
聞
書
き
レ
ク
チ
ャ
ー 

こ
の
時
代
！ 

「

上
紅
花
」
に
見
る
特
産
物
と
豪
農
の
誕
生 

岩
田
浩
太
郎
（
山
形
大
学
教
授
） 

 

一
八
世
紀
後
半
は
、
各
地
で
特
産
物
の
生
産
が
活
発
化
し
、
そ
の
商
業
取
り
引
き

を
背
景
に
、｢

豪
農｣

が
誕
生
し
た
時
代
だ
っ
た
。
地
主
経
営
か
ら
商
品
生
産
、
さ
ら

に
金
融
業
ま
で
い
と
な
ん
だ
彼
ら｢
豪
農｣

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立･

発
展
し
た
の

か
。
紅
花
の
大
特
産
地
と
し
て
、｢

満
地
朱
を
そ
そ
ぎ
た
る
ご
と
し｣

と
形
容
さ
れ
た

出
羽･

村
山
郡
の
場
合
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
、
山
形
大
学
教
授
の
岩
田
浩
太
郎
氏
に

概
説
し
て
い
た
だ
い
た
。 

 

平
百
姓
か
ら
豪
農
へ
〝
自
由
競
争
″
の
背
景 

 
 
 
 

豪
農
と
は
、
村
役
人
な
ど
上
層
農
民
が
巨
大
化
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い

で
し
ょ
う
か
？ 

 

多
く
の
場
合
、
困
窮
し
た
農
民
の
土
地
を
担
保
に
年
貢
の
立
て
替
え
な
ど
を
し
た

村
役
人
が
、
そ
の
土
地
を
集
積
し
て
地
主
に
な
り
、
さ
ら
に
、
一
八
世
紀
な
か
ば
の

商
品
経
済
の
発
展
を
背
景
に
豪
農
に
成
長
し
た
と
さ
れ
ま
す
。 

 

豪
農
の
経
営
に
は
、
地
主
経
営
・商
品
生
産･

商
業
金
融
の
三
つ
の
側
面
が
あ
り
ま

す
が
、
地
域
に
よ
り
、
そ
の
比
重
の
置
き
方
や
、
藩
と
の
か
か
わ
り
方
な
ど
は
さ
ま

ざ
ま
で
す
。
出
羽･

村
山
郡(

現･

山
形
県
中
央
部)

の
場
合
、
豪
農
に
な
っ
た
の
は
村

役
人
で
は
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
。
平
百
姓
が
、
特
産
物
の
紅
花
の
取
り
引
き
と

商
業
金
融
を
基
軸
と
し
た
経
済
活
動
に
成
功
し
、
豪
農
化
し
た
の
で
す
。 

 
 
 
 

村
役
人
で
な
い
と
、
藩
と
の
結
び
つ
き
が
弱
く
て
不
利
だ
っ
た
の
で
は
な

い
で
す
か
？ 

 

た
し
か
に
、
庄
内
藩
の
財
政
再
建
を
担
当
し
た
酒
田
の
本
間
家
の
よ
う
に
、
藩
と

結
び
つ
い
て
富
を
蓄
積
す
る
例
は
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
村
山
郡
は
、
寺
領
と

小
藩
が
入
り
組
ん
で
い
た
う
え
、
白
河
藩
や
佐
倉
藩
な
ど
の
飛
び
地
も
混
在
し
て
い

た
特
異
な
地
で
し
た
。
そ
し
て
こ
の
藩
権
力
の
弱
さ
が
、
豪
農
や
城
下
町
商
人
の
自

由
な
商
業
活
動
を
保
障
し
た
の
で
す
。
豪
農
の
発
展
す
る
過
程
が
、
経
済
的
に
よ
り

純
粋
な
形
で
表
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 
 
 
 

紅
花
生
産
に
も
藩
の
介
入
は
な
か
っ
た
？ 

 

米
沢
藩
の
上
杉
鷹
山
が
奨
励
し
た
漆
や
松
江
藩
の
ハ
ゼ(

蝋
燭
の
原
料)

の
よ
う
に
、

藩
が
殖
産
興
業
策
と
し
て
特
産
物
を
育
て
、
藩
専
売
制
を
敷
い
た
例
は
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
村
山
郡
で
は
、
天
童
藩
が
紅
花
の
専
売
制
を
試
み
た
り
し
ま
す
が
、

藩
領
が
散
在
し
て
統
制
が
き
か
ず
、
失
敗
し
ま
し
た
。 

 

二
つ
の｢

の
こ
ぎ
り
商
い｣

で
京
都･

東
北
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 
 
 
 

紅
花
は
、
い
つ
頃
か
ら
大
規
模
に
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
。 

 

中
世
か
ら
栽
培
は
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
元
禄
・
享
保
期(

一
六
八
八
～
一
七
三

六)
以
降
に
さ
か
ん
に
な
り
ま
す
。
一
般
に
、
特
産
物
の
生
産
が
一
八
世
紀
な
か
ば

に
さ
か
ん
に
な
っ
た
の
は
、
米
価
が
下
が
っ
た
た
め
、
商
品
作
物
の
生
産
に
重
点
を
移

し
た
か
ら
で
す
。 



 
 
 
 

ど
の
く
ら
い
生
産
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
取
り
引
き
さ
れ
た
の
で
す
か
。 

 
紅
花
は
、
一
反
歩
で
稲
作
三
反
歩
に
匹
敵
す
る
高
収
益
作
物
で
し
た
か
ら
、
栽

培
が
広
が
り
ま
し
た
。
村
山
産
の
「

上
紅
花
」
は
全
国
ブ
ラ
ン
ド
と
な
り
、
出
荷
量

は
一
八
世
紀
末
に
年
一
〇
〇
〇
駄(

約
一
三
五
ト
ン)

に
達
し
て
、
全
国
シ
ェ
ア
の
半
分

を
占
め
ま
し
た
。 

 

集
荷
し
た
紅
花
の
生
花
は
、
煎
餅
状
に
加
工
し
た
干
花(

紅
餅)

に
し
て
出
荷
さ
れ

ま
す
。
ま
ず

上
川
を
つ
た
っ
て
船
で
酒
田
に
運
び
、
日
本
海
の
西
廻
航
路
で
敦
賀
へ
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
京
都
ま
で
運
び
こ
ま
れ
ま
し
た
。 

 

村
山
郡
の
豪
農
が
大
規
模
化
し
た
要
因
は
、
上
方
商
人
が
酒
田
や
村
山
ま
で
紅

花
を
買
い
付
け
に
来
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
京
都
に
直
接
売
り
こ
ん
だ
こ

と
に
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 

買
い
付
け
を
待
つ
よ
り
、
売
り
こ
ん
だ
方
が
得
だ
っ
た
の
で
す
か
。 

 

村
山
の
豪
農
た
ち
は
、
手
代
を
派
遣
し
た
り
、
京
都
の
商
人
を
代
人(

代
理
店)

に
し
て
、
紅
花
を
売
り
ま
し
た
。
手
代
や
代
人
は
紅
花
の
販
売
代
金
を
使
っ
て
、
古

着
を
中
心
に
木
綿･

瀬
戸
物･

砂
糖･

畳
表
な
ど
の
上
方
商
品
を
仕
入
れ
る
。
こ
れ
を

酒
田
の
問
屋
に
送
り
返
し
、
村
山
で
売
る
。
行
き
は
紅
花
で
、
帰
り
は
上
方
商
品
で

儲
け
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
、｢

の
こ
ぎ
り
商
い｣

と
い
い
ま
す
。 

 
｢

の
こ
ぎ
り
商
い｣

に
は
も
う
ひ
と
つ
あ
っ
て
、
米
や
大
豆
を
酒
田
で
売
っ
た
代
金
と

紅
花
代
金
の
一
部
を
使
い
、北
前
船
が
全
国
か
ら
運
ん
で
く
る
塩･

茶･

五
十
集
物(
い

さ
ば
も
の
＝
海
産
物)

な
ど
を
酒
田
で
買
い
付
け
、
村
山
で
売
る
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

相
場
や
市
場
の
売
れ
行
き
を
見
な
が
ら
、
上
方
と
酒
田
で
の
帰
り
荷
の
買
い
付
け

を
調
整
し
て
、
二
つ
の｢

の
こ
ぎ
り
商
い｣

を
リ
ン
ク
さ
せ
る
と
い
う
、
巧
妙
な
流
通
シ

ス
テ
ム
を
築
い
て
い
た
の
で
す
。 

 
 
 
 

ほ
か
の
地
域
で
は
で
き
な
か
っ
た
？ 

 

た
と
え
ば
福
島
で
は
、
特
産
物
の
生
糸
を
京
都
の
問
屋
が
買
い
付
け
に
来
て
い
た

た
め
、
上
方
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
地
元
の
豪
農
が
自
前
で
は
な
か
な
か
作
れ
て
い

ま
せ
ん
。
ま
た
、
秋
田
藩
で
は
、
藩
政
改
革
の
建
言
書
に
、｢

秋
田
の
商
人
は
多
く

の
場
合
、
地
元
の
産
物
を
、
買
い
付
け
に
来
た
他
国
商
人
に
売
り
渡
し
て
し
ま
う
の

で
、
相
場
も
全
国
の
商
業
状
況
も
わ
か
ら
ず
、
富
を
他
国
に
取
ら
れ
て
い
る｣

と
書

か
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
山
形
は
、
上
方
と
の
直
接
取
り
引
き
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
れ
て
い

た
の
で
、
南
東
北
に
上
方
商
品
を
売
り
こ
む
中
継
商
業
地
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

 
 
 
 

上
方
で
求
め
ら
れ
て
い
た
紅
花
が
特
産
物
だ
っ
た
こ
と
が
、
大
き
か
っ
た

の
で
す
ね
。 

 

し
か
し
、
紅
花
は
品
質
管
理
が
む
ず
か
し
く
、
相
場
の
変
動
が
激
し
か
っ
た
の
で
、

利
益
は
安
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
う
え
、
紅
花
は
土
壌
を
酸
性
化
す
る
の
で
連

作
が
で
き
な
い
の
に
、
村
山
で
は
大
量
生
産
に
走
っ
た
た
め

上
紅
花
の
品
質
が
落
ち
、

一
九
世
紀
に
な
る
と
仙
台
や
南
部
、
武
蔵
、
常
陸
な
ど
新
興
の
紅
花
産
地
に
抜
か

れ
て
、
価
格
は

低
ラ
ン
ク
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 
 
 
 

村
山
の
豪
農
も
凋
落
し
て
い
っ
た
？ 

 

と
こ
ろ
が
、

上
紅
花
の
利
益
率
が
低
下
し
て
も
、
村
山
の
一
部
の
豪
農
は
伸
張

し
て
い
き
ま
し
た
。
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
山
形
城
下
町
の
商
人
と
と
も
に
新
興
の
紅
花

産
地
に
入
り
こ
ん
で
、｢

の
こ
ぎ
り
商
い｣

の
商
圏
を
、
青
森
を
の
ぞ
く
東
北
全
域
に

拡
大
し
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
さ
ら
に
彼
ら
は
、
京
都
か
ら
紅
花
の
相
場
情
報
を
収

集
し
、
相
場
が
悪
く
な
る
と
、｢

為
替
取
組｣

と
い
う
方
法
で
、
リ
ス
ク
を
周
辺
農
民



に
転
嫁
し
た
の
で
す
。 

 
 
 
 

為
替
取
組
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
。 

 

通
常
は
自
分
が
荷
主
と
な
り
出
荷
す
る
の
で
す
が
、
為
替
取
組
で
は
、
近
隣
の
農

民
に
集
荷･
荷
造
り 

･

輸
送
の
費
用
を
貸
し
付
け
、
彼
ら
の
責
任
で
出
荷
さ
せ
る
の

で
す
。
相
場
が
悪
く
て
貸
し
付
け
金
と
利
息
が
返
済
で
き
な
け
れ
ば
、
彼
ら
の
債
務

と
な
る
。
債
務
が
返
済
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
土
地
を
取
り
上
げ
る
。
相
場
が
悪
く

て
も
豪
農
た
ち
は
損
を
せ
ず
、
土
地
を
さ
ら
に
集
積
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た

経
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
豪
農
が
、｢

大
規
模
豪
農｣

に
成
長
し
た
と
い
え
ま
す
。 

 

金
融
業
で
さ
ら
に
巨
大
に
！ 
幕
末
に
は｢

農
兵｣

も
組
織 

 
 
 
 

そ
れ
が
豪
農
の
金
融
の
側
面
で
す
ね
。 

 

紅
花
は
生
産･

販
売
コ
ス
ト
が
高
く
、
代
金
回
収
ま
で
半
年
く
ら
い
か
か
る
の
で
、

膨
大
な
資
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
生
産
農
民
の
年
貢
の
肩
代
わ
り
や
金
銭･

米
の

貸
し
付
け
は
も
ち
ろ
ん
、
回
転
資
金
の
と
ぼ
し
い
中
小
の
豪
農
への
貸
し
付
け
も
ふ
え

て
い
き
ま
す
。
一
九
世
紀
に
紅
花
の
利
益
率
が
悪
化
す
る
に
つ
れ
、
逆
に
こ
う
し
た

金
融
力
の
あ
る
豪
農
は
大
規
模
化
し
、
中
小
の
豪
農
は
停
滞
し
て
い
き
ま
し
た
。 

 

村
山
に
は
大
規
模
豪
農
が
九
家
あ
り
ま
し
た
が
、
中
で
も
、
松
橋
村(

硯･
山
形
県

河
北
町)

の
堀
米
四
郎
兵
衛
家
は
、
仙
台
藩
の
ト
ッ
プ
商
人
に
ま
で
巨
額
の
融
資
を
行

っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 

豪
農
に
も
階
層
が
あ
っ
た
。 

 

村
役
人
や
郡
中
惣
代
な
ど
の
役
職
に
は
、
中
小
豪
農
が
つ
い
て
い
ま
す
。
大
規
模

豪
農
は
、
小
作
人
か
ら
中
小
豪
農
に
い
た
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
位
置
し
、
地
域

社
会
を
統
括
す
る
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
大
規
模
豪
農
が
発
展
し
た

村
山
郡
は
、
そ
れ
だ
け
貧
富
の
差
も
大
き
く
、
幕
末
期
に
は
、
世
直
し
一
揆
が
頻

発
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
豪
農
ら
は
、
大
切
な
仲
買
人
に
は
、
相
場
が
い
い
時
に
為
替

取
組
を
組
ん
で
儲
け
さ
せ
た
り
、
飢
経
の
時
に
は
下
層
農
民
に
救
い
米
を
供
出
す
る

な
ど
、
一
種
の｢

社
会
還
元｣

も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
揆
に
対
す
る
防
衛
の
た

め
、
農
兵
も
組
織
し
ま
し
た
。 

 

豪
農
が
ど
う
い
う
存
在
だ
っ
た
か
は
、
各
地
域
の
、
こ
う
し
た
政
治
と
経
済
の
構

造
の
中
で
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

 

初
出:

『
再
現
日
本
史
』 

三
巻
七
号 

江
戸
Ⅱ
⑤
、
三
四
～
三
六
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇

三
年
二
月 


