
       



「
常ひ

た
ち陸
秋
そ
ば
」
の
発
祥
地
は
、
茨
城
県
北
部

に
あ
る
常
陸
太
田
市
の
金か

な
さ
ご
う

砂
郷
地
区
で
す
。

久く

じ慈
川
の
中
・
下
流
域
の
東
側
に
あ
り
、
清
ら

か
な
川
の
流
れ
と
山
の
緑
に
囲
ま
れ
た
の
ど
か

な
地
域
で
、
こ
こ
で
そ
ば
栽
培
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
ば
畑
は
山
あ
い
の
傾
斜
地
に
広
が
っ

て
い
ま
す
。

昼
夜
間
の
気
温
差
の
大
き
い
、
霧
の
立
ち
込

め
る
地
形
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
味
の
良
い

そ
ば
を
育
て
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
常
陸
秋
そ
ば
」
は
、
こ
の
地
域
に
栽
培
さ
れ

て
い
た
「
金
砂
郷
在
来
種
」
か
ら
生
ま
れ
た
そ

ば
で
す
。

茨
城
県
は
江
戸
時
代
か
ら
そ
ば
の
産
地
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
か

つ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
、
い
ろ
い
ろ
な

在
来
の
種
が
あ
り
ま
し
た
。
地
域
ご
と
に
形
状

も
粒
も
品
質
に
も
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
定
の

品
種
を
さ
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
江
戸
時
代
か
ら
の
そ
ば
ど
こ
ろ
で

知
ら
れ
る
土
地
に
相
応
し
い
そ
ば
を
作
ろ
う
と
、

1
9
7
8
年
に
茨
城
県
農
業
試
験
場
（
現
茨

城
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
試
験
場
）
の
手
に

よ
っ
て
新
種
の
育
成
が
始
ま
り
ま
し
た
。

新
種
を
作
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ

り
ま
す
が
、
試
験
場
が
と
っ
た
の
は
「
在
来
種

を
使
っ
て
、
何
代
に
も
わ
た
っ
て
交
配
し
、
人

為
淘
汰
し
な
が
ら
、
目
標
の
品
種
を
作
り
上
げ

る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
在
来
種
が
試
験
栽
培
さ
れ
、
そ

の
結
果
、採
用
さ
れ
た
の
が
「
金
砂
郷
在
来
種
」

で
し
た
。
収
量
が
多
く
、
粒
が
そ
ろ
っ
て
い
た

こ
と
が
評
価
さ
れ
た
の
で
す
。

金
砂
郷
在
来
種
に
よ
る
試
験
栽
培
は
続
け
ら

れ
、
1
9
8
5
年
、
花
の
数
の
多
い
、
よ
り

粒
ぞ
ろ
い
の
よ
い
品
種
に
改
良
さ
れ
ま
し
た
。

茨
城
県
の
奨
励
品
種
と
し
て
正
式
に
採
用
さ
れ

た
「
常
陸
秋
そ
ば
」
の
誕
生
で
し
た
。

茨
城
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
で
栽
培
さ
れ
た

種
は
、
さ
ら
に
常
陸
大
宮
市
照
山
地
区
の
数
軒

の
農
家
で
栽
培
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
は
周
辺
か
ら

隔
絶
さ
れ
て
い
て
、
ほ
か
の
地
域
の
そ
ば
の
花

粉
が
混
じ
ら
な
い
特
別
な
場
所
で
す
。

こ
こ
で
原
種
の
種
が
作
ら
れ
ま
す
。
そ
の
種

は
、
常
陸
太
田
市
金
砂
郷
地
区
の
赤あ

か
つ
ち
ち
ょ
う

土
町
に
持

ち
込
ま
れ
、
一
般
農
家
が
栽
培
す
る
種
に
育
て

ら
れ
ま
す
。

赤
土
町
の
「
採
種
圃ほ

」
で
育
て
た
種
は
J
A

な
ど
を
通
し
て
一
般
の
農
家
に
渡
さ
れ
、
常
陸

秋
そ
ば
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
多
く
の
農
家

に
と
っ
て
大
切
な
種
を
栽
培
す
る
役
割
を
に
な

っ
た
、
も
っ
と
も
大
切
な
地
域
な
の
で
す
。

そばの実
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常
陸
太
田
市
の
金
砂
郷
地
区
赤
土
町
は
、
か

つ
て
は
赤
土
村
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

元げ
ん
ろ
く禄

十
五
年
の
『
新
編
常
陸
国
誌
』
に
よ
る

と
、
戸
数
1
2
1
、
石
高
7
7
2
石
8
斗
7

升
1
合
（
1
石
は
、
約
1
8
0
リ
ッ
ト
ル
で
1

人
が
一
年
間
で
消
費
す
る
お
米
の
量
に
該
当
す

る
）
と
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
2
0
0
8
年

の
世
帯
は
1
2
6
と
な
っ
て
い
ま
す
。

赤
土
村
は
、
水
戸
藩
の
煙た

ば
こ草

生
産
の
発
祥
地

で
、
水す

い
ふ府
煙
草
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
も
、
煙
草
は
5
戸
の
農
家
で
栽
培
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
日
ま
で
、
煙
草
は
、
茨
城
県
の

重
要
な
特
産
品
と
し
て
大
切
に
栽
培
さ
れ
て
い

ま
す
。

文
化
年
間
（
1
8
0
4
年
〜
1
7
年
）
の

記
録
に
よ
る
と
、
金
砂
郷
で
は
山
芋
、
イ
ン
ゲ

ン
豆
、
サ
ト
イ
モ
、
早
稲
陸
稲
（
畑
に
植
え
る

稲
）、
綿
花
、
大
豆
、
小
豆
、
ナ
ス
、
ゴ
マ
、

エ
ゴ
マ
、
黒
豆
、
サ
サ
ゲ
、
粟
、
稗ひ

え

、
ダ
イ
コ
ン
、

菜
種
、
大
麦
、
裸
麦
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

が
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
村
の
生
計
を
支
え
る
主
要
な
作
物

が
煙
草
で
し
た
。
そ
し
て
煙
草
を
中
心
と
し
た

主
要
作
物
の
一
年
の
栽
培
体
系
が
作
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
赤
土
町
の
そ
ば
作
り
の
名
人
・
海
老

根
武
志
さ
ん
の
場
合
は
、
煙
草
は
４
月
中
旬
に

植
え
、
7
月
下
旬
に
収
穫
し
ま
す
。
そ
の
あ
と

に
そ
ば
の
種
が
ま
か
れ
、
10
月
中
旬
に
そ
ば
の

収
穫
と
な
り
ま
す
。
11
月
か
ら
小
麦
の
種
が
ま

か
れ
て
、
翌
年
6
月
に
収
穫
と
な
り
ま
す
。

こ
の
年
は
、
小
麦
の
収
穫
後
に
大
豆
が
ま
か

れ
、
10
月
に
大
豆
の
収
穫
と
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、煙
草
と
そ
ば
は
別
の
畑
で
栽
培
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
い
つ
も
畑
を
生
き
生
き
さ
せ
て
お
く

農
家
の
知
恵
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
季
節
に
合
わ
せ
て
の
作
物
が

栽
培
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
ば
は
、
煙
草
の
収
穫
が
終
わ
り
、
小
麦
の

種
ま
き
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
お
よ
そ
3
ヵ
月
の

間
に
種
ま
き
か
ら
収
穫
ま
で
を
行
い
ま
す
。

常
陸
秋
そ
ば
の
種
が
選
ば
れ
た
と
き
に
、
重

要
な
基
準
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
期

間
に
ぴ
っ
た
り
と
合
う
条
件
の
品
種
で
あ
る
こ

と
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

主
要
作
物
で
換
金
の
対
象
と
な
り
、
農
家
の

生
計
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
煙
草
で
し
た
。

そ
し
て
毎
日
の
主
食
と
し
て
い
た
の
が
、
夏

場
で
は
麦
か
ら
作
っ
た
う
ど
ん
や
麦
飯
、
そ
し

て
冬
場
の
そ
ば
だ
っ
た
の
で
す
。

農作業のひと休み
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常
陸
太
田
市
金
砂
郷
地
区
に
伝
わ
る
そ
ば
は
、

冬
場
に
食
べ
る
主
食
で
し
た
。
主
食
と
い
う
と

お
米
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

お
米
が
主
食
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
つ
い
最
近
の

こ
と
で
す
。

今
で
も
、
山
間
地
を
訪
ね
て
、
70
代
く
ら
い

の
方
々
に
尋
ね
る
と
、
粟
や
稗
の
雑
穀
や
麦
、

雑
炊
な
ど
が
主
食
で
、
お
米
は
、
お
正
月
に
ほ

ん
の
少
し
だ
っ
た
と
話
さ
れ
る
方
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
ば
の
産
地
で
山
間
の
金
砂
郷
地

区
で
も
、
お
米
は
重
要
な
換
金
作
物
で
あ
っ
て
、

毎
日
、
食
べ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

夏
場
の
主
食
は
う
ど
ん
、
冬
場
の
主
食
が
そ
ば

で
し
た
。
そ
ば
と
い
っ
て
も
ざ
る
に
盛
っ
た
、

あ
る
い
は
出だ

し汁
に
入
れ
た
よ
う
な
食
べ
方
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
地
域
な
ら
で
は
、
独
自
に

生
ま
れ
た
そ
ば
の
食
べ
方
で
す
。

「
つ
け
け
ん
ち
ん
」
と
呼
ば
れ
、
具
沢
山
の
お

汁
に
太
目
の
そ
ば
を
つ
け
て
食
べ
る
も
の
で
す
。

秋
の
農
産
物
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
ま
す
。
具

と
な
る
の
は
、
ネ
ギ
、
ダ
イ
コ
ン
、
牛ご

ぼ
う蒡
、
コ

ン
ニ
ャ
ク
、
ニ
ン
ジ
ン
、
天
然
し
め
じ
、
芋い

も
が
ら殻

と
い
っ
た
も
の
で
す
。

野
菜
類
を
油
で
炒
め
て
、
さ
ら
に
味
噌
で
炒

め
、
こ
れ
を
カ
ツ
オ
と
昆
布
の
し
っ
か
り
と
っ
た

出
汁
で
煮
て
、
醤
油
と
味
醂
で
味
付
け
を
し
ま
す
。

金
砂
郷
地
区
の
女
性
た
ち
は
み
な
そ
ば
打
ち

の
名
人
で
す
。
嫁
い
で
く
る
と
、
み
ん
な
家
族

の
た
め
に
そ
ば
を
打
ち
ま
す
。
そ
ば
の
粉
に
、

石
臼
で
し
っ
か
り
と
挽
い
た
後
に
出
た
薄
茶
色

の
粉
「
め
ご
な
」
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
振
り
掛
け
ま

す
。
香
り
と
甘
み
を
つ
け
る
た
め
で
す
。

そ
し
て
、
し
っ
か
り
と
麺
棒
で
何
度
も
伸
ば

し
、
重
ね
て
は
伸
ば
し
、
十
分
に
伸
び
き
っ
た

と
こ
ろ
で
、
包
丁
で
切
っ
て
茹
で
て
、
具
沢
山

の
お
汁
に
つ
け
て
食
べ
ま
す
。

歯
ご
た
え
よ
く
、
香
り
よ
く
、
そ
し
て
お
腹

の
底
か
ら
か
ら
だ
全
体
が
温
ま
る
。
し
か
も
野

菜
類
の
味
わ
い
が
共
鳴
し
あ
っ
た
旨
み
あ
ふ
れ

る
も
の
で
す
。
な
る
ほ
ど
、
冬
の
主
食
だ
っ
た

と
い
う
の
が
納
得
で
き
ま
す
。

昔
の
「
つ
け
け
ん
ち
ん
」
は
、
も
っ
と
か
ぐ

わ
し
い
香
り
が
し
た
と
い
い
ま
す
。
と
い
う
の

も
、
自
家
製
の
菜
種
油
が
使
わ
れ
て
い
た
か
ら

で
す
。
か
つ
て
は
、
常
陸
太
田
で
も
菜
種
が
栽

培
さ
れ
て
い
て
、
そ
ば
用
の
野
菜
を
炒
め
る
の

も
菜
種
油
が
用
い
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
自

家
製
の
菜
種
油
は
色
合
い
が
琥
珀
色
で
美
し
く
、

し
っ
か
り
し
た
素
材
の
味
を
引
き
出
し
、
芳
醇

な
香
り
を
漂
わ
せ
る
も
の
で
し
た
。

そばを汁につける「つけけんちん」
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そ
ば
は
、
そ
ば
だ
け
で
栽
培
さ
れ
て
き
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
煙
草
と
い
う
主
要
な
作

物
を
中
心
に
、
四
季
と
暮
ら
し
の
な
か
に
組
み

込
ま
れ
る
形
で
作
ら
れ
、
そ
し
て
食
べ
ら
れ
て

き
た
の
で
す
。

煙
草
を
栽
培
し
、
小
麦
、
大
豆
と
季
節
に
組

み
込
む
な
か
で
、
畑
の
あ
い
て
い
る
時
期
に
、

う
ま
く
入
り
込
む
形
で
そ
ば
は
栽
培
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
山
間
地
で
、
作
物
を
大
量
に
作
る
の

に
は
適
さ
な
い
土
地
で
、
う
ま
く
循
環
を
考
え

な
が
ら
、
狭
い
畑
を
有
効
に
使
い
生
計
を
た
て

る
、
長
年
の
暮
ら
し
の
知
恵
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
同
じ
作
物
を
続
け
て
栽
培
す
る
と
、
土

地
の
養
分
や
微
生
物
が
偏
り
病
気
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
連
作
障
害
と
い
い
ま
す
が
、
こ

れ
を
避
け
る
意
味
で
も
、
そ
ば
を
間
に
入
れ
る

と
い
う
の
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

畑
を
作
る
た
め
に
大
切
な
作
業
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
畑
の
た
め
の
堆

肥
作
り
で
す
。
冬
場
、
お
正
月
を
過
ぎ
る
と
、

山
に
入
り
落
ち
葉
を
拾
い
ま
す
。
国
有
林
の
山

林
か
ら
、
落
ち
葉
を
払
い
下
げ
て
も
ら
い
ま
す
。

周
辺
は
、
広
葉
樹
、
照
葉
樹
、
針
葉
樹
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
木
々
が
育
っ
て
い
ま
す
。
木
々
の

葉
は
肥
料
と
し
て
は
最
上
の
も
の
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
山
か
ら
運
ぶ
作
業
は
昔
か
ら
行
わ
れ
、

今
も
綿
々
と
続
い
て
い
ま
す
。

落
葉
は
大
き
な
袋
に
詰
め
ら
れ
て
山
か
ら
運

ば
れ
ま
す
。
一
袋
は
お
お
よ
そ
20
キ
ロ
か
ら
25

キ
ロ
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
赤
土
町
の
そ
ば
栽

培
の
名
人
と
い
わ
れ
る
海
老
名
武
志
さ
ん
の
と

こ
ろ
で
は
、
一
年
間
使
う
の
は
3
0
0
袋
。
畑

に
は
、
一
反
（
3
0
0
坪
）
あ
た
り
1
ト
ン
か

ら
1
ト
ン
半
が
使
わ
れ
ま
す
。

落
ち
葉
は
そ
の
ま
ま
畑
に
ま
か
ず
、
ま
ず
牛

小
屋
に
敷
き
、
牛
の
寝
床
に
し
ま
す
。
牛
が
糞

を
し
て
踏
み
つ
け
た
落
ち
葉
を
毎
日
入
れ
替
え

ま
す
。
糞
が
落
ち
葉
と
混
じ
り
、
や
が
て
発
酵

し
て
、
最
上
の
肥
料
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

発
酵
し
た
肥
料
は
畑
に
ま
か
れ
、
煙
草
栽
培

に
使
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
に
栽
培

さ
れ
る
そ
ば
に
は
、
肥
料
は
一
切
使
い
ま
せ
ん
。

そ
ば
は
肥
料
が
な
く
と
も
し
っ
か
り
育
つ
か
ら

で
す
。

煙
草
は
林
の
落
ち
葉
を
肥
料
と
し
て
育
ち
ま

す
。
そ
ば
は
、
林
に
棲
む
さ
ま
ざ
ま
な
昆
虫
に

助
け
ら
れ
、
花
の
受
粉
を
し
ま
す
。
四
季
と
自

然
と
暮
ら
し
が
密
接
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
循

環
す
る
な
か
に
そ
ば
は
あ
る
の
で
す
。

天候、牛、広葉樹林、煙草（左上）。
そばとつながりのあるものたち。
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赤
土
町
で
蒔
か
れ
る
そ
ば
の
種
は
特
別
で
、

原
種
の
種
が
用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
の
種
か
ら
花

が
咲
き
実
を
つ
け
て
、
一
般
の
農
家
で
使
わ
れ

る
種
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
農
家
に
は
一
定

の
種
を
出
荷
す
る
割
当
て
が
あ
り
、
10
ア
ー
ル

（
3
0
0
坪
）
あ
た
り
2
俵
（
90
キ
ロ
）
の
種

を
収
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
常
陸
秋
そ

ば
の
大
切
な
種
を
守
る
た
め
で
す
。
こ
の
た
め

に
茨
城
県
か
ら
援
助
金
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
特
別
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

そ
ば
の
種
ま
き
は
８
月
上
旬
頃
に
行
わ
れ
ま

す
。
煙
草
の
収
穫
が
終
わ
る
と
、
畑
を
十
分
に

ト
ラ
ク
タ
ー
で
耕
し
て
か
ら
畝う

ね

を
作
り
、
種
を

ま
く
準
備
を
整
え
ま
す
。

種
ま
き
は
、
現
在
は
、
播は

ん
し
ゅ
き

種
機
を
使
い
ま
す
。

手
押
し
の
小
さ
な
も
の
で
、
山
間
地
の
畑
に
使

え
る
よ
う
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
す
。
播
種
機

の
先
に
カ
ッ
タ
ー
が
付
い
て
お
り
、
こ
れ
で
畝

を
切
っ
て
種
を
ま
く
よ
う
な
状
態
に
し
ま
す
。

種
ま
き
の
準
備
が
で
き
た
ら
、
そ
こ
へ
機
械
の

ボ
ッ
ク
ス
部
分
に
入
っ
て
い
る
種
を
落
と
し
て

い
き
、
さ
ら
に
ロ
ー
ラ
ー
で
土
を
か
ぶ
せ
る
よ

う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
機
械
が
入
っ
た
の
は
、
ほ
ん
の
10
年
前

の
こ
と
で
し
た
。
つ
い
最
近
ま
で
は
鍬く

わ

で
畝
を

作
り
、
枡
に
入
れ
た
種
を
手
で
ま
き
ま
し
た
。

種
を
ま
い
て
か
ら
足
で
土
を
か
け
ま
し
た
。
足

で
土
を
か
け
る
作
業
は
、
畑
一
枚
に
も
な
る
と
、

大
変
な
作
業
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
今
も
鍬
で

畝
を
作
り
、
手
ま
き
を
し
て
い
る
地
区
も
あ
り

ま
す
。

雨
が
降
る
と
土
が
固
ま
り
、
う
ま
く
土
が
か

か
ら
な
く
な
る
の
で
、
種
ま
き
は
天
候
が
い
い

と
き
に
行
い
ま
す
。

あ
ま
り
厚
く
密
に
蒔
い
て
し
ま
う
と
、
育
ち

が
悪
く
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
い
実
が

た
く
さ
ん
な
り
ま
せ
ん
。
適
度
な
間
隔
を
あ
け

て
ま
く
の
が
コ
ツ
だ
と
い
い
ま
す
。

ま
い
た
種
は
、
3
日
ほ
ど
で
発
芽
し
ま
す
。

10
日
ほ
ど
で
苗
が
15
セ
ン
チ
ほ
ど
に
な
る
と
、

中
耕
培
土
と
い
っ
て
、
そ
ば
の
根
元
に
土
を
寄

せ
、
土
に
酸
素
を
い
れ
、
苗
を
倒
れ
な
い
よ
う

に
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
夏
か
ら
秋
の
台
風
に

遭
わ
な
い
こ
と
を
祈
り
な
が
ら
、
花
を
咲
か
せ

る
の
を
待
つ
の
で
す
。

種をまいて1週間後の若苗
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金
砂
郷
地
区
赤
土
町
は
周
辺
か
ら
隔
絶
さ
れ
、

開
発
も
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
多
様
な
樹
林
帯

が
あ
り
、
多
く
の
昆
虫
が
棲
ん
で
い
ま
す
。

赤
土
町
の
そ
ば
は
品
質
の
良
さ
が
評
判
で
す

が
、
こ
の
そ
ば
を
実
ら
せ
て
い
る
の
は
、
こ
れ

ら
の
昆
虫
た
ち
で
も
あ
る
の
で
す
。

そ
ば
の
花
が
咲
き
誇
る
の
は
9
月
の
中
頃
。

金
砂
郷
に
は
、
白
い
絨
毯
の
よ
う
な
そ
ば
畑
が

あ
ち
こ
ち
に
出
現
し
ま
す
。
花
に
近
寄
る
と
、

そ
の
可
憐
な
花
に
さ
ま
ざ
ま
な
虫
た
ち
が
、

せ
っ
せ
と
蜜
を
吸
っ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

そ
ば
は
、
同
じ
株
の
花
の
雄
し
べ
と
雌
し
べ

で
受
粉
す
る
自
家
受
粉
植
物
で
は
な
く
、
他
の

株
の
花
と
の
受
粉
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
が
な

る
他
家
受
粉
植
物
で
す
。
ま
た
そ
ば
の
花
に
は
、

雌
し
べ
が
長
く
雄
し
べ
が
短
い
「
長ち

ょ
う
ち
ゅ
う
か

柱
花
」
と

雌
し
べ
が
短
く
雄
し
べ
が
長
い
「
短た

ん
ち
ゅ
う
か

柱
花
」
の

二
種
類
あ
り
、
そ
の
雄
し
べ
か
ら
雌
し
べ
へ
花

粉
が
行
き
交
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
が
な
り
ま
す
。

他
家
受
粉
で
あ
っ
て
も
、
長
柱
花
ど
う
し
、
短

柱
花
ど
う
し
で
は
受
粉
は
さ
れ
な
い
の
で
す
。

花
粉
の
媒
介
を
す
る
の
は
昆
虫
た
ち
で
す
。

ハ
チ
や
チ
ョ
ウ
の
仲
間
、
ハ
ナ
ム
グ
リ
も
い

ま
す
。
ア
リ
も
蜜
を
吸
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
風

に
そ
よ
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
そ
ば
の
花
に

は
、
多
彩
な
昆
虫
が
訪
れ
て
い
る
の
で
す
。

昆
虫
た
ち
は
、
周
辺
の
雑
木
林
か
ら
や
っ
て

く
る
と
い
い
ま
す
。
森
が
残
さ
れ
て
い
る
赤
土

町
は
、
昆
虫
た
ち
に
と
っ
て
最
高
の
環
境
で
す
。

花
の
季
節
、
周
辺
を
見
渡
す
と
、
た
し
か
に

さ
ま
ざ
ま
な
樹
木
の
緑
が
美
し
い
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
を
作
っ
て
い
ま
す
。
コ
ナ
ラ
、
ク
リ
、

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
、
ヤ
マ
ウ
ル
シ
な
ど
の
広
葉
樹
。

ま
た
シ
イ
、
カ
シ
、
ヤ
マ
ツ
バ
キ
と
い
っ
た
照

葉
樹
、
そ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
樹
木
や
草

木
が
見
ら
れ
ま
す
。

そ
ば
か
ら
周
辺
に
視
点
を
移
す
と
、
じ
つ
に

多
種
多
彩
な
植
物
と
昆
虫
が
関
わ
っ
て
、
そ
ば

と
い
う
植
物
が
実
り
育
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

種をまいて約１ヵ月後から開花が始まり、虫たちが訪れる。
ヤマトシジミ（左上）、アカスジキンカメムシ（右上）。近くで
生息するニホンミツバチ（右下）

雌しべが短い「短柱花」

雌しべが長い「長柱花」
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そ
ば
は
夏
に
種
を
ま
い
て
か
ら
10
月
中
旬
頃

に
収
穫
す
る
ま
で
お
よ
そ
75
日
と
、
他
の
作
物

に
比
べ
て
短
期
間
に
栽
培
す
る
こ
と
が
で
き
る

作
物
で
す
。
そ
の
こ
と
も
山
間
地
に
と
っ
て
は
、

小
麦
や
煙
草
な
ど
の
作
物
の
間
に
栽
培
で
き
る

た
め
、
重
宝
さ
れ
て
き
た
理
由
で
す
。

金
砂
郷
地
区
の
赤
土
町
は
、
急
斜
面
が
多
く

畑
も
広
く
と
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
ば
の

収
穫
に
は
、
い
ま
だ
に
ほ
と
ん
ど
が
手
作
業
で

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
ば
の
実
は
、
熟
す
と
黒
ず
ん
で
き
ま
す
。

黒
変
の
度
合
い
が
7
割
か
ら
8
割
に
な
っ
た
と

ろ
で
、
収
穫
に
入
り
ま
す
。
う
ぐ
い
す
色
に
茶

の
か
か
っ
た
色
合
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ

う
す
る
と
、
打
っ
た
そ
ば
も
緑
が
か
っ
た
香
り

の
あ
る
そ
ば
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
種
に
使
う

も
の
は
黒
変
の
度
合
い
が
8
割
か
ら
9
割
に
な

る
ま
で
待
ち
ま
す
。

刈
り
取
り
は
コ
ン
バ
イ
ン
で
は
な
く
、
鎌
を

使
っ
て
手
刈
り
で
行
わ
れ
ま
す
。

刈
り
取
っ
た
そ
ば
は
、
束
に
し
て
畑
で
寝
か

せ
て
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
刈
り
た
て
の
瑞
々
し
い

そ
ば
は
、
束
に
し
て
一
日
ほ
ど
置
き
ま
す
。
そ

う
す
る
と
水
分
が
抜
け
て
そ
の
後
の
作
業
が
し

や
す
く
な
る
か
ら
で
す
。

こ
れ
を
さ
ら
に
「
は
ざ
立
て
」
と
い
っ
て
、

杭
に
渡
し
た
竹
ざ
お
に
蕎
麦
の
束
を
立
て
か
け

て
畑
で
乾
燥
を
さ
せ
ま
す
。

は
ざ
立
て
は
一
週
間
か
ら
10
日
間
行
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
そ
ば
を
乾
燥
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、

ま
だ
未
成
熟
の
実
を
、
後
熟
と
い
っ
て
、
刈
り

取
っ
た
後
に
も
実
を
十
分
に
熟
さ
せ
る
働
き
も

あ
る
の
で
す
。
こ
れ
も
限
ら
れ
た
畑
で
、
で
き

る
だ
け
無
駄
の
な
い
よ
う
に
、
そ
ば
の
実
を
収

穫
す
る
た
め
に
、
長
年
の
知
恵
か
ら
生
ま
れ
た

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

常
陸
秋
そ
ば
の
品
質
が
い
い
理
由
は
、
収
穫

の
過
程
か
ら
実
を
採
る
ま
で
に
、
手
を
か
け
た

細
や
か
な
作
業
が
あ
る
か
ら
で
す
。

秋日和の下、鎌で刈り取り。
１〜2日間、地干しした後、
稲架（はさ）に結束して干す。

手刈りの鎌は鋸鎌（のこ
ぎりがま）
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十
分
に
乾
燥
さ
せ
た
そ
ば
は
、
枝
か
ら
小
さ

な
実
を
と
る
た
め
に
脱
穀
を
し
ま
す
。

脱
穀
機
に
そ
ば
の
束
を
入
れ
る
と
、
モ
ー

タ
ー
の
力
で
実
が
落
ち
、
機
械
の
横
の
排
出
口

か
ら
実
が
落
ち
て
き
ま
す
。

ま
た
今
で
は
珍
し
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、

茣ご

ざ蓙
を
広
げ
て
「
そ
っ
き
ょ
う
」
と
呼
ば
れ
る

杵
や
棒
で
叩
い
て
実
を
落
と
す
方
法
も
、
赤
土

町
で
は
健
在
で
す
。

北
海
道
の
よ
う
な
大
き
な
土
地
の
と
こ
ろ
で

は
、
減
反
に
な
っ
た
田
ん
ぼ
で
そ
ば
が
栽
培
さ

れ
て
い
て
、
大
型
の
コ
ン
バ
イ
ン
で
一
斉
に
刈

り
取
り
、
同
時
に
乾
燥
機
に
か
け
て
乾
か
す
と

い
う
と
こ
ろ
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
赤
土
町

の
よ
う
に
、
収
穫
か
ら
乾
燥
を
し
て
実
を
取
る

ま
で
、
細
や
か
に
手
を
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

今
で
は
珍
し
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

脱
穀
し
た
実
は
、
ふ
る
い
に
か
け
て
ゴ
ミ
を

取
り
除
き
、
箕み

を
使
っ
て
実
を
集
め
ま
す
。
今

も
こ
れ
ら
の
作
業
と
道
具
は
現
役
で
す
。

「
唐と

う
み箕

」
と
い
う
大
き
な
箱
状
の
道
具
も
あ
り

ま
す
。
こ
こ
へ
そ
ば
の
実
を
入
れ
、
手
回
し
で

風
を
送
る
と
、
小
さ
な
ゴ
ミ
は
飛
ば
さ
れ
、
実

は
、
大
き
な
実
と
小
さ
な
実
と
に
仕
分
け
さ
れ

て
い
き
ま
す
。

し
っ
か
り
し
た
大
き
な
実
は
、
さ
ら
に
検
査

さ
れ
、
種
用
と
し
て
の
実
に
選
ば
れ
ま
す
。
こ

れ
が
茨
城
県
の
農
家
で
使
わ
れ
る
そ
ば
の
種
の

お
お
も
と
と
な
り
ま
す
。
赤
土
町
の
種
が
、
多

く
の
農
家
の
蕎
麦
づ
く
り
に
使
わ
れ
る
の
で
す
。

て
い
ね
い
な
手
作
業
で
、
品
質
の
よ
い
種
を

採
る
。
そ
れ
が
、
い
い
蕎
麦
を
つ
く
る
も
っ
と

も
大
事
な
条
件
で
す
か
ら
、
実
を
と
る
工
程
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。

集
め
ら
れ
た
蕎
麦
の
実
は
、
今
年
も
つ
や
よ

く
輝
い
て
い
ま
し
た
。

脱穀をするそばづくり名人・海老根武志、
京子さんご夫婦。横部から脱粒した実が、
向こうの排出孔からは葉や茎が出る。

未熟粒や葉、ちりを除去
する道具「唐箕（とうみ）」
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江
戸
の
昔
か
ら
常
陸
国
（
茨
城
県
）
は
「
そ

ば
ど
こ
ろ
」
と
し
て
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
常
陸
そ
ば
の
品
質
を
よ
り
高
め
、
多
く

の
人
に
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
、
県
が
新
し

い
そ
ば
の
品
種
育
成
に
乗
り
出
し
た
の
は
、

1
9
7
8
年
の
こ
と
で
し
た
。

茨
城
県
に
あ
っ
た
い
く
つ
も
の
在
来
種
の
中

か
ら
、「
金
砂
郷
在
来
種
」
が
採
用
さ
れ
、
何

年
に
も
わ
た
っ
て
選
抜
が
か
さ
ね
ら
れ
た
結
果
、

「
常
陸
秋
そ
ば
」
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

風
味
と
香
り
が
よ
く
、
収
量
も
安
定
し
た
常

陸
秋
そ
ば
は
、
今
で
は
そ
ば
愛
好
家
・
そ
ば
名

店
の
間
で
、
た
い
へ
ん
評
価
の
高
い
そ
ば
と

な
っ
て
い
ま
す
。

完
成
度
の
高
い
と
自
負
す
る
常
陸
秋
そ
ば
で

す
が
、
農
家
の
方
た
ち
の
栽
培
技
術
が
あ
っ
て

こ
そ
の
達
成
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
の
そ
ば
作
り
技
術
は
、
こ
れ
か
ら
ず
っ
と

伝
え
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
子

供
や
孫
た
ち
へ
。
そ
し
て
そ
ば
栽
培
に
関
心
を

も
つ
多
く
の
人
た
ち
に
も
伝
え
た
い
と
、
常
陸

太
田
の
そ
ば
作
り
名
人
た
ち
は
考
え
て
い
ま
す
。

●
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文
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／
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磐
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。
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磐
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。 

取
材
・
文

金
丸
弘
美

撮
影

阿
部
雄
介

デ
ザ
イ
ン

津
嶋
デ
ザ
イ
ン
事
務
所

編
集

ア
イ
ラ
ン
ズ
セ
カ
ン
ド

問
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