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万
世
小
学
校
の
梓
山
六
根
栽
培
で
も

東
京

ｏ
銀
座

の
夕
暮
れ

時
。
「
デ
パ
地
下
」
と
呼
ば

れ
る
デ
パ
ー
ト
の
地
下
食
晶

売
り
場
は
、
夕
飯
の
食
材
を

買
い
求
め
る
人
で
ご

っ
た
返

す
。ひ

と
き
わ
目
を
引
く
の
が

郷
土
の
食
材
を
扱
う
コ
ー
ナ

ー
だ
。
漬
物
、
納
豆
、
豆
腐

…
…
。
全
国
各
地
か
ら
取
り

寄
せ
た
約
１
０
０
０
点
も
の

食
品
が
並
ぶ
。
「
入
荷
待
ち
」

と
書
か
れ
た
木
札
が
、
郷
土

食
プ
ー
ム
を
物
語
る
。

し
か
し
、
そ
の
裏
で
、
名

も
味
も
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
ひ

っ
そ
り
と
地
域
で
患
を
引
き

取
る
食
材
が
あ
る
。

ひ
っ
そ
り
と

消
え
ゆ
く
味

山
形
県
米
沢
市
万
世
町
。

工
業
団
地
に
隣
接
し
、
兼
業

農
家
の
多
い
梓
山

（ず
さ
や

ま
）
地
区
。
こ
こ
に
古
く
か

ら
伝
わ
る

「
梓
山
大
根
」。

こ
の
雪
深
い
地
で
受
け
継
が

れ
て
き
た
伝
統
の
ダ
イ
コ
ン

も
、
今
や
風
前
の
と
も
し
び

だ
。「

梓
山
大
根
」
は
江
戸
時

代
、
米
沢
藩
主

・
上
杉
鷹
山

が
奨
励
し
た
と
さ
れ
る
。

４０

年
前
ま
で
は
、
地
区
内
の
農

家
２
０
０
戸
す
べ
て
が
作

っ

て
い
た
。
生
で
食
べ
る
と
、

ぴ
り

っ
と
辛
い
。
だ
が
、
漬

物
に
す
れ
ば
ほ
の
か
に
甘

い
。
子
ど
も
の
お
や
つ
代
わ

り
に
も
な
り
、
戦
後
し
ば
ら

く
、
米
沢
で
は
圧
倒
的
な
存

在
感
が
あ

っ
た
。

し
か
し
、
作
り
手
は
今
や

同
地
区

の
釜

田
恵
治
さ
ん

（
７３
）
だ
け
ｏ
「
と
う
と
う
最

後

に

な

っ
て

し

ま

っ
た

か
」
。
釜
田
さ
ん
は
軒
下
の

「
梓
山
大
根
」
の
白
い
花
に

目
を
向
け
る
。

「
こ
の
ダ
イ

コ
ン
は
世
界

ｔに

一
つ
し
か
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ

郷
土

へ
の
誇
り
が
あ

る
。
で
も
替
の
よ
う
に
み
ん

な
で
作
り
続
け
る
の
は
、
夢

の
ま
た
夢
だ
な
…
…
」

む
ら
を
守
る

食
の
多
様
性

大
量
生
産
、
大
量
流
通
、

大
量
消
費
。
野
菜
も
作
り
や

す
く
利
益
の
上
が
る
品
種
ば

か
り
が
全
国
に
広
が

っ
た
。

味
は
い
い
が
、
形
が
ふ
ぞ
ろ

い
で
収
量
が
少
な
い
在
来
種

は
切
り
捨
て
ら
れ
る
。
多
様

な
気
候
風
土
を
持

つ
日
本

は
、
在
来
種

の
宝

庫
。
だ

が
、
そ
の
種
も
、
守
り
手
も
、

減
る

一
方
だ
。

農
業
生
物
資
源
研
究
所
ジ

ー
ン
バ
ン
ク
が
保
存
す
る
国

内
の
在
来
種
は
、
２
万
７
０

０
０
種
。
収
集
の
手
が
及
ば

な
い
在
来
種
は
こ
の
３
倍
も

あ
る
。
コ
曖
家
の
高
齢
化
で
、

時
間
が
た
て
ば
た
つ
ほ
ど
種

を
集
め
に
く
く
な
る
」
と
自

田
和
人
上
級
研
究
員
。

福
島
県
会
津

・
中
通
り
地

方
で
は
、
在
来
大
豆
を
作

っ

て
い
る
地
区
は
わ
ず
か
８
年

で
３
分
の
１
に
減
り
、

１２
戸

と
な

っ
た

（２
０
０
０
年
調

査
）。
当
時
調
査
を
し
た
長

峰
司

・
作
物
研
究
所
企
画
管

理
室
長
は
言

つ
。

「
む
ら
が
な
く
な
れ
ば
地

域
の
遺
伝
資
源
も
な
く
な

る
。
そ
れ
は
固
有
の
食
文
化

や
料
理
技
術
が
伝
承
さ
れ
な

く
な
る
こ
と
だ
。
わ
た
し
た

ち
が
多
様
な
も
の
を
食
べ
る

こ
と
が
需
要
を
生
み
、
む
ら

を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」

伝
統
の
食
材
を
後
世
に
残

そ
う
と
、
民
間
レ
ベ
ル
で
も

取
り
組
み
が
始
ま

っ
た
。
民

間
非
営
利
団
体

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）

ス
ロ
ー
フ
ー
ド
ジ
ャ
パ
ン
が

岐
阜
県
の

「堂
上
蜂
屋
柿
」

な
ど
１５
種
を

「味
の
箱
舟
」

に
認
定
し
た
と
こ
ろ
、
地
元

で
栽
培
が
広
が

っ
た
。
風
土

に
は
ぐ
く
ま
れ
た
食
を
未
来

に
運
ぶ

「
箱
舟
」
で
あ

っ
て

ほ
し
い
と
の
願
い
を
込
め
、

覇

醤

。

「
梓
山
大
根
」
の
最
後
の

守
り
手
、
釜
田
さ
ん
は
、
わ

自
麟
閥
撫
日
盟
圏
鳳
四
一
農
水
省
の
食
文
化
継
承
調
査

（２
０
０
１
年
度
）
に
よ
る
と
、
伝
統
食
を
含
む
食
文
化
ヘ

の
危
機
感
は
山
間
地
域
で
最
も
高
い
。
食
文
化
継
承
を

「重

要
な
課
題
Ｌ
今

後
は
重
要
」
と

管

勇

醤
属
体

は
山
問
地
域
で

６‐
％
に
上
る
。

中

間

地

域

も

６０
％
と
多
い
。

平
地
は
５６
の
、

都
市
は
４９
％
ｏ

ず
か
１
灯
の
畑
で
種
を
と

り
、

１０
年
以
上
前
か
ら
地
元

の
小
学
校
に
配
り
続
け
る
。

「
わ
ず
か
で
も
い
い
。
こ
の

思
い
が
次
に
つ
な
が

っ
て
ほ

し
い
」

夏
休
み
前
、
子
ど
も
た
ち

は
今
年
も
種
を
ま
く
。

◇

田
日
立
国
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

ヘ
の
む
意
見
や
関
連
情
報
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
は

饉
８
８
９
嘔
』

口
０
“
あ
ｒ０
０
」
「

お
世
話
Jこ
な
つ
て
らヽ
る

釜
■
喜
治
さ
ん

食文化継承の意識 (%)
都 市 山 間

「言はどの家も神元伝来のダイコンを

誓見「鼻黎だ慮
」「轟

=美

憲r房昌薫羅
が咲 く ,(山形県米沢市万世町で )

蒻
欲
笏
鼈
固
班

思
い
つ
な
＾

重要 な課懸


