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木幡智恵美 
ぬか漬け（4）

　
耕
作
放
棄
地
か
ら
い
た
だ
い
た
種
は
、
大
根
で
は
な
く
、
カ
ブ
の
種
だ
っ
た
。
大
根

の
間
引
き
菜
と
一
緒
に
浅
漬
け
に
し
、
刻
ん
で
タ
ッ
パー
に
入
れ
て
お
く
と
、
食
事
の

た
び
に
夫
が
自
分
の
と
義
母
の
ご
飯
の
上
に
乗
せ
て
醤
油
を
垂
ら
し
て
食
べ
て
い

た
。 

　
そ
の
う
ち
、
大
根
よ
り
カ
ブ
の
方
が
早
く
成
長
し
、
赤
く
て
丸
っ
こ
い
根
を
土
の
上

に
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
ぬ
か
床
に
漬
け
て
み
た
。
真
っ
赤
で
丸
い
の
も
あ
れ

ば
、
津
田
カ
ブ
の
よ
う
な
薄
紫
色
の
先
の
細
く
な
っ
た
の
も
あ
る
。
四
日
ほ
ど
経
っ
て

ぬ
か
床
か
ら
あ
げ
、
刻
ん
で
食
べ
る
と
、
あ
っ
さ
り
し
た
塩
漬
け
と
は
違
い
、
酸
味
の

あ
る
独
特
の
濃
さ
の
あ
る
味
だ
っ
た
。 

　
行
く
た
び
に
カ
ブ
が
四
〜
五
個
採
れ
、
半
分
は
ぬ
か
漬
け
に
、
半
分
は
酢
カ
ブ
に
す

る
。
酢
カ
ブ
は
実
歩
の
好
物
な
の
だ
。
寛
大
は
酢
カ
ブ
を
食
べ
な
い
の
で
、
大
き
く

な
っ
て
き
た
大
根
を
砂
糖
、
塩
、
酢
を
混
ぜ
た
液
に
置
く
だ
け
の
甘
酢
漬
け
に
す
る
。

食
卓
に
出
す
と
、
寛
大
の
手
は
真
っ
先
に
こ
れ
に
伸
び
る
。 

　
今
年
は
、
天
候
が
ち
ょ
う
ど
い
い
の
か
、
網
の
中
の
キ
ャ
ベ
ツ
と
白
菜
が
順
調
に

育
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
白
菜
の
出
来
が
悪
く
、
去
年
は
早
い
う
ち
に
虫
に
や

ら
れ
、
散
々
だ
っ
た
。
こ
の
分
で
は
数
年
ぶ
り
に
キ
ム
チ
作
り
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
私
に
と
っ
て
主
食
と
も
い
え
る
キ
ャ
ベ
ツ
も
巻
き
始
め
て
い
る
。
そ
の
横
に
植
え

た
ブ
ロ
ッ
コ
リー

は
、
網
を
か
け
ず
に
い
た
せ
い
か
、
ア
オ
ム
シ
に
や
ら
れ
て
葉
が
ほ

と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
大
分
葉
が
出
始
め
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
ア
オ
ム
シ
は

行
く
た
び
に
見
つ
か
る
の
で
、
見
つ
け
次
第
つ
ぶ
し
て
い
く
。
で
も
、
今
回
は
寛
大

と
実
歩
の
た
め
に
、
五
匹
ば
か
り
ビ
ニー

ル
袋
に
い
れ
て
持
ち
帰
っ
た
。
幼
虫
か
ら

蛹
に
な
り
、
羽
化
し
て
チ
ョ
ウ
に
な
る
と
こ
ろ
を
見
せ
て
や
る
た
め
だ
。
保
育
所
の
友

だ
ち
の
影
響
か
、
虫
に
興
味
を
持
ち
出
し
た
寛
大
は
大
喜
び
だ
っ
た
。 

　
ア
オ
ム
シ
は
す
ぐ
に
蛹
に
な
っ
た
ら
し
く
、
一
週
間
後
我
が
家
に
来
た
寛
大
と
実
歩

は
、
「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
に
な
っ
た
よ
」
「
窓
か
ら
飛
ん
で
っ
た
よ
」
と
報
告
し
て
く
れ
た
。 
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聞かざる

　
職
場
の
忘
年
会
で
乾
杯
の
ご
発
声
を
と
促
さ
れ
て
、
マ

イ
ク
の
前
に
立
っ
た
。
あ
い
さ
つ
な
ど
し
な
く
て
す
む
な

ら
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
年
に
な
る
と
避

け
て
は
通
れ
な
い
。 

　
若
い
頃
は
、
何
の
た
め
に
あ
い
さ
つ
な
ど
す
る
の
だ
ろ

う
、
と
は
な
か
ら
聞
く
気
も
な
く
、
終
わ
る
ま
で
あ
れ
こ

れ
別
の
こ
と
を
考
え
る
の
が
常
だ
っ
た
。 

　
聞
か
な
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
が
長
い
。
そ

も
そ
も
校
長
先
生
の
話
を
た
だ
耐
え
る
小
学
生
、
と
い
う

よ
り
耐
え
な
い
で
す
む
方
法
を
模
索
す
る
小
学
生
だ
っ

た
。 

　
中
学
生
に
な
る
と
、
わ
ず
か
に
聞
き
な
が
ら
意
識
を
別

に
飛
ば
す
こ
と
に
習
熟
し
た
。
窓
の
外
の
雲
の
流
れ
だ

の
、
遠
く
の
山
並
み
を
越
え
て
い
く
鳥
の
群
れ
な
ど
を
眺

め
て
空
想
に
ふ
け
る
。 

「
は
い
、
次
は
宮
森
君
。
」 

　
教
科
書
を
さ
っ
ぱ
り
見
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
先

生
が
突
如
指
名
す
る
。
先
生
が
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
間

を
一
切
空
け
ず
に
音
読
す
る
。
意
識
の
う
ち
の
わ
ず
か
で

は
あ
っ
て
も
聞
い
て
は
い
る
の
だ
。
ど
こ
を
読
め
ば
い
い

か
は
、
教
科
書
に
視
線
を
戻
し
た
瞬
間
に
分
か
る
。 

「
君
、
聞
い
て
な
く
て
よ
く
分
か
る
ね
。
」 

　
先
生
は
、
教
科
書
か
ら
目
を
離
す
こ
と
な
く
淡
々
と
つ

ぶ
や
い
て
、
次
を
指
名
す
る
。
授
業
後
級
友
が
か
ら
か

う
。 

「
ま
た
、
言
わ
れ
ち
ょ
っ
た
な
。
」 

　
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
徐
々
に
ど
ん
な
話
に
も
耳
を
傾
け

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
な
り
に
様
々
な

立
場
を
経
験
し
て
、
話
す
側
の
思
い
を
い
く
ら
か
は
理
解

し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
聞
く
こ
と
に
関
し
て
は
、

ぼ
く
の
成
長
は
極
め
て
遅
か
っ
た
。 

「
さ
て
、
今
年
も
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
楽
し

か
っ
た
こ
と
も
、
し
ん
ど
か
っ
た
こ
と
も
。
」 

　
中
に
は
、
必
ず
ぼ
く
と
同
種
の
人
間
が
い
る
に
違
い
な

い
が
、
み
ん
な
黙
っ
て
聞
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

笑
っ
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
は
、
笑
っ
て
く
れ
る
。 

「
で
も
、
時
が
過
ぎ
れ
ば
た
い
て
い
は
笑
い
話
で
す
。
」 

　
私
が
言
外
に
何
の
具
体
を
含
ま
せ
て
い
る
か
、
職
員
に

は
分
か
っ
て
い
る
は
ず
だ
。 

　
乾
杯
を
終
え
て
、
席
に
戻
る
。
若
い
職
員
た
ち
が
声
を

か
け
に
来
る
。
教
頭
先
生
の
話
は
ど
う
の
こ
う
の
。
へ
え

聞
い
て
た
の
か
。
話
し
か
け
ら
れ
な
が
ら
ふ
と
考
え
る
。

ほ
ん
と
う
か
？
時
が
過
ぎ
れ
ば
苦
し
か
っ
た
こ
と
は
笑
い

話
に
な
る
か
？
そ
ん
な
も
の
は
、
そ
の
程
度
の
し
ん
ど
さ

で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
？
職
員
の
話
は
続
い
て
い
る
。

そ
し
て
ぼ
く
は
ま
た
、
聞
い
て
い
な
い
。
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代
フ
リー

ター

　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
衆

30院
の
代
表
質
問
で
、
国
民
民
主
党
代
表
の
玉

木
雄
一
郎
が
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
の
導
入
を

求
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
な
ら
結
婚
し
な
く
て

い
い
、
と
い
う
趣
旨
の
ヤ
ジ
が
自
民
党
席
か

ら
飛
ん
だ
、
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
１
月 

22

日
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
）
。
ヤ
ジ
の
主
は
右

派
議
員
と
し
て
知
ら
れ
る
杉
田
水
脈
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。 

年
金
生
活
者
　
選
択
的
夫
婦
別
姓
に
反
対
す

る
勢
力
つ
い
て
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の
小
田
嶋
隆

が
書
い
て
い
る
。
「
不
思
議
な
の
は
、
日
本

の
伝
統
的
な
家
族
観
を
守
る
た
め
に
は
、
伝

統
的
家
族
観
を
守
り
た
い
と
思
っ
て
い
な
い

人
た
ち
に
対
し
て
も
伝
統
的
家
族
観
を
守
る

こ
と
を
強
制
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
込

ん
で
い
る
人
た
ち
が
い
る
こ
と
だ
」
（
「
人

の
結
婚
に
介
入
し
た
が
る
彼
ら
は
何
者
な
ん

だ
？
」
、
１
月 

日
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
） 

24

　
反
対
勢
力
は
「
日
本
の
伝
統
的
な
家
族
観

を
守
る
た
め
に
は
」
そ
れ
を
「
強
制
し
な
い

と
い
け
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
」
と
い
う

よ
り
も
、
「
伝
統
的
家
族
観
を
守
る
こ
と
を

強
制
」
す
る
こ
と
こ
そ
そ
れ
を
守
る
こ
と
な

の
だ
と
思
っ
て
い
る
と
理
解
し
た
ほ
う
が
い

い
。
つ
ま
り
、
家
族
観
は
「
選
択
」
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
っ
て
強
制

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
彼
ら
は
考
え

て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

代
　
そ
ん
な
と
ん
で
も
な
い
考
え
を
今
の

30国
民
が
受
け
入
れ
る
は
ず
が
な
い
。 

年
金
　
戦
中
、
戦
前
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
そ

れ
は
あ
た
り
ま
え
の
考
え
だ
っ
た
。
家
族
の

あ
り
方
は
選
び
取
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

強
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
多

数
の
国
民
の
考
え
だ
っ
た
。 

　
夫
婦
別
姓
に
反
対
す
る
勢
力
は
、
そ
う
し

た
戦
前
、
戦
中
の
家
族
観
を
取
り
戻
し
た
い

と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
家

族
を
含
め
た
私
的
な
領
域
と
国
家
と
い
う
公

的
な
領
域
を
別
次
元
の
も
の
と
考
え
ず
、
地

続
き
と
み
な
す
近
代
以
前
の
国
家
観
に
ほ
か

な
ら
な
い
。 

 

代
　
夫
婦
同
姓
は
明
治
に
な
っ
て
初
め
て

30定
め
ら
れ
た
制
度
で
、
江
戸
時
代
ま
で
は
庶

民
に
は
姓
す
ら
な
く
、
姓
を
も
つ
こ
と
が
で

き
た
武
士
も
別
姓
の
夫
婦
は
い
く
ら
で
も
い

た
。
そ
れ
な
の
に
、
右
派
勢
力
が
夫
婦
別
姓

に
反
対
す
る
根
拠
と
し
て
同
姓
を
日
本
の
伝

統
と
主
張
す
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う

批
判
が
あ
る
。 

年
金
　
彼
ら
は
そ
れ
を
わ
か
っ
て
い
て
、
そ

れ
で
も
矛
盾
と
は
感
じ
て
い
な
い
は
ず
だ
。

彼
ら
に
と
っ
て
夫
婦
同
姓
以
上
に
大
事
な
の

は
、
家
族
の
あ
り
方
を
国
家
が
一
律
に
強
制

す
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
よ
り
広
く
言
え
ば
、

私
的
な
領
域
が
公
的
な
領
域
に
、
市
民
社
会

が
国
家
に
従
属
す
る
近
代
以
前
の
状
態
こ
そ

理
想
の
国
家
の
あ
り
方
と
彼
ら
は
考
え
て
い

る
。 

　
そ
れ
が
夫
婦
同
姓
へ
の
固
執
に
結
び
つ
く

の
は
、
同
姓
が
個
人
の
自
立
を
阻
む
力
を

持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

個
人
は
国
家
に
従
属
す
べ
き
だ
と
考
え
る
彼

ら
に
と
っ
て
個
人
の
自
立
な
ど
も
っ
て
の
ほ

か
と
い
う
の
が
本
音
の
は
ず
だ
。 

 

代
　
明
治
政
府
が
夫
婦
同
姓
を
定
め
た
の

30は
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
を
輸
入
し
た
か
ら
で
、

日
本
の
民
法
づ
く
り
に
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者

ボ
ア
ソ
ナー

ド
が
か
か
わ
っ
た
た
め
と
池
田

信
夫
が
解
説
し
て
い
た
（
１
月 

日
ア
ゴ

24

ラ
）

年
金
　
当
時
の
政
府
が
同
姓
を
制
度
と
し
て

選
ん
だ
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら

く
別
の
思
惑
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一

種
の
地
方
分
権
だ
っ
た
幕
藩
体
制
の
も
と
で

は
、
公
権
力
が
庶
民
の
間
近
に
存
在
し
て
い

た
。
庶
民
の
生
活
に
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
介

入
で
き
、
個
人
の
自
立
を
阻
む
の
に
好
都
合

な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
。 

　
明
治
維
新
に
よ
っ
て
中
央
集
権
国
家
が
成

立
す
る
と
、
庶
民
の
す
ぐ
そ
ば
で
そ
の
生
活

を
縛
る
こ
と
の
で
き
る
地
方
権
力
は
消
滅
し

た
。
夫
婦
同
姓
は
そ
れ
に
代
わ
る
縛
り
と
し

て
導
入
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
夫
婦
別
姓

を
求
め
る
理
由
の
ひ
と
つ
に
個
人
の
尊
重
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
姓
の
強
制
は

個
人
の
自
立
を
阻
む
力
と
な
る
。
個
人
の
自

立
を
認
め
な
い
こ
と
、
私
的
な
領
域
を
公
的

な
領
域
に
従
わ
せ
る
こ
と
は
日
本
（
ば
か
り

で
は
な
い
が
）
古
来
の
伝
統
で
あ
り
、
そ
れ

を
守
る
こ
と
こ
そ
、
夫
婦
別
姓
に
反
対
す
る

右
派
勢
力
の
望
む
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な

い
。 

　
安
倍
晋
三
が
去
年
の
臨
時
国
会
で
「
み
ん

な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
と
金
子
み

す
ゞ
の
詩
ま
で
引
用
し
て
「
多
様
性
」
を
強

調
し
な
が
ら
、
多
様
性
の
拡
張
で
あ
る
選
択

的
夫
婦
別
姓
の
導
入
を
渋
っ
て
い
る
の
は
、

そ
う
し
た
右
派
勢
力
を
コ
ア
な
支
持
層
に
持

つ
か
ら
だ
。 

 

代
　
な
ぜ
彼
ら
は
そ
う
し
た
古
い
国
家
観

30に
固
執
す
る
の
か
。 

年
金
　
選
択
的
消
費
が
必
需
的
消
費
を
上
回

る
消
費
の
過
剰
化
が
国
家
か
ら
個
人
へ
の
権

力
の
分
散
を
駆
動
す
る
世
界
史
の
流
れ
に
国

家
の
存
立
の
危
機
を
感
じ
、
分
散
し
た
権
力

を
回
収
し
よ
う
と
、
個
人
を
国
家
に
従
属
さ

せ
る
前
近
代
的
な
国
に
日
本
を
あ
と
戻
り
さ

せ
た
が
っ
て
い
る
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

　
分
散
し
た
権
力
の
回
収
は
自
ら
の
存
立
基

盤
に
揺
ら
ぎ
を
感
じ
た
国
家
が
安
倍
政
権
に

対
し
て
発
し
た
命
令
だ
。
そ
の
命
令
書
は
国

家
を
個
人
の
上
位
に
置
く
右
派
勢
力
の
復
古

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギー

の
形
を
取
っ
て
安
倍
晋

三
ら
に
手
渡
さ
れ
た
。
政
権
が
そ
れ
に
拘
束

さ
れ
る
の
は
、
逆
ら
え
ば
自
ら
の
中
心
的
な

支
持
層
を
失
う
か
ら
だ
。 

　
だ
が
、
そ
う
し
た
復
古
的
な
イ
デ
オ
ロ

ギー

を
そ
の
ま
ま
現
実
の
政
治
に
適
用
す
れ

ば
、
分
散
し
た
権
力
を
手
に
し
て
自
立
意
識

を
強
め
て
い
る
国
民
の
離
反
を
招
き
、
分
散

を
さ
ら
に
助
長
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
だ
か

ら
、
安
倍
政
権
は
国
家
第
一
の
イ
デ
オ
ロ

ギー

と
は
正
反
対
の
「
多
様
性
」
を
強
調
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
け
れ
ど
、
夫
婦
別
姓
は
認

め
な
い
。
そ
う
し
た
中
途
半
端
さ
は
政
権
の

弱
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
内
閣
支
持
率
の
底

堅
さ
を
支
え
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い

る
。
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中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安倍政権はなぜ選択的夫婦
別姓の導入を渋るのか


