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農業と食べもの農業と食べもの
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明
治
三
老
農
・
船
津
伝
次
平
の
教

え
子
の
一
人
で
、
そ
の
隣
家
に
住
ん

で
い
た
奈
良
軍
平
は
、
農
業
技
術
の

学
習
に
専
念
し
、
伝
次
平
の
忠
実
な

弟
子
と
な
り
ま
し
た
。
や
が
て
軍
平

は
、
そ
う
し
た
知
識
と
技
術
を
、
多

く
の
人
々
に
広
め
る
た
め
、
伝
次
平

に
手
を
入
れ
て
も
ら
っ
て
『
稲
作
小

言
』
な
る
冊
子
を
刊
行
し
ま
す
。

日
本
の
庶
民
文
化
に
は
、
暗
記
す

べ
き
こ
と
を
歌
に
置
き
換
え
、
こ
れ

を
覚
え
や
す
く
す
る
と
い
う
工
夫
が

あ
り
ま
し
た
が
、こ
の『
稲
作
小
言
』

も
、
実
践
的
な
農
業
技
術
を
、
流
行

の
ち
ょ
ぼ
く
れ
節
に
託
し
た
一
般
の

農
民
向
け
の
指
導
テ
キ
ス
ト
で
し
た
。

ま
ず
最
初
に
「
ヤ
レ
ヤ
レ
皆
様
、

し
ば
ら
く
御
耳
を
拝
借
し
ま
す
よ
。

私
と
申
す
は
、
ず
ー
つ
と
昔
の
、
其

又
む
か
し
の
、
神
世
の
時
代
に
、
豊

葦
原
よ
り
、
あ
ら
は
れ
出
ま
し
て
、

夫
れ
よ
り
日
本
に
、
広
ま
り
ま
し
た

る
、
御
米
で
あ
り
ま
す
。
此
た
び
か

し
こ
き
、
皇
国
の
為
に
と
、
種
え
り

た
ね
ま
き
、
こ
や
し
に
さ
し
な
へ
、

草
取
水
掛
、
害
虫
予
防
に
、
収
穫
調

整
、
貯
蔵
に
つ
き
か
た
、
飯
炊
法
ま

で
、
実
地
を
主
と
し
て
、
あ
ら
ま
し

述
べ
ま
す
」
と
口
上
を
述
べ
、
続
け

て
稲
作
の
利
点
を
列
挙
し
て
い
ま
す
。

特
に
明
治
初
年
に
移
入
さ
れ
た
肉
食

へ
の
対
抗
意
識
が
強
く
表
れ
た
部
分

も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
実
際

的
な
選
種
の
方
法
や
苗
代
に
つ
い
て

の
注
意
に
大
半
が
割
か
れ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
そ
こ
に
は
具
体
的
な
数
値

が
示
さ
れ
る
な
ど
、
農
書
を
読
む
こ

の
も
の
と
し
て
き
た
稲
作
の
知
識
と

技
術
は
、
単
に
農
書
と
し
て
残
さ
れ

る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
親
し

み
や
す
い
方
法
に
よ
っ
て
、
広
く
仲

間
た
ち
の
間
に
広
げ
て
い
こ
う
と
考

え
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
稲
作
の
豊ほ

う

穣じ
ょ
う

は
、
家
の
繁
栄
で
あ
り
村
の
繁

栄
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
国
家
社
会
の

発
展
に
つ
な
が
る
と
信
じ
て
い
ま
し

た
。
そ
う
し
た
農
民
た
ち
の
努
力
が
、

近
代
日
本
の
繁
栄
を
根
底
か
ら
支
え

て
い
た
の
で
す
。

と
が
で
き
な
い

よ
う
な
農
民
に

も
、
分
か
り
や

す
い
よ
う
に
最

新
の
農
業
技
術

を
伝
え
る
こ
と

を
目
的
と
し
て

い
ま
し
た
。

日
本
各
地
の

農
民
た
ち
が
、

非
常
に
長
い
年

月
を
か
け
て
、

経
験
的
に
自
ら

節
分
と
快
適
な
衣
服

一
般
財
団
法
人
日
本
気
象
協
会
●
檜
山
靖
洋

2
月
3
日
は
節
分
で
す
。「
鬼
は
外
！ 

福
は

内
！
」
と
豆
ま
き
を
す
れ
ば
、
も
う
春
は
そ
こ

ま
で
来
て
い
ま
す
。
そ
の
翌
日
は
立
春
で
す
。

立
春
を
境
に
気
温
が
上
昇
に
転
じ
る
地
域
が
多

い
で
す
が
、
立
春
が
寒
さ
の
底
で
す
か
ら
、
し

ば
ら
く
は
ま
だ
寒
い
日
が
多
い
で
す
。
春
は
名

の
み
と
『
早
春
賦
』
で
歌
わ
れ
る
通
り
で
す
。

寒
い
季
節
は
、
服
を
3
枚
、
4
枚
と
重
ね
着

を
し
て
し
の
ぎ
ま
す
が
、
上
に
着
る
服
や
コ
ー

ト
の
暖
か
さ
は
寒
さ
を
し
の
ぐ
重
要
な
要
素
で

す
ね
。
で
も
、
衣
服
と
皮
膚
と
の
間
の
温
度
や

湿
度
、
皮
膚
が
触
れ
る
感
触
な
ど
が
、
快
適
か

ど
う
か
を
決
め
る
大
き
な
要
素
に
な
る
と
い
い

ま
す
。
例
え
ば
、
夏
の
場
合
、
暑
け
れ
ば
何
も

着
な
け
れ
ば
い
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な

く
、
日
差
し
が
強
烈
な
場
合
は
、
風
通
し
の
良

い
長
袖
の
方
が
暑
さ
を
し
の
げ
ま
す
。

最
近
は
質
の
い
い
保
温
素
材
の
下
着
も
増
え

お
天
気
カ
レ
ン
ダ
ー

『
稲
作
小
言
』
国
士
舘
大
学
21
世
紀
ア
ジ
ア
学
部
教
授
●
原
田
信
男

お米の
歴史学

て
、
寒
い
冬
も
快
適
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。「
服
は
内
」
側
が
大
切
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。


