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ん
と
い
っ
て
も
栗
き
ん
と
ん
。
こ
れ
は
、

蒸
し
た
栗
の
皮
を
割
っ
て
中
身
を
取
り
出

し
、砂
糖
を
混
ぜ
込
ん
で
た
き
上
げ
た
後
、

茶
巾
で
絞
っ
た
菓
子
の
こ
と
。
恵
那
市
に

隣
接
す
る
中
津
川
市
が
発
祥
地
で
、
も
と

も
と
は
各
家
庭
で
作
っ
て
き
た
東
濃
地
方

の
伝
統
的
な
菓
子
で
あ
る
。

同
社
が
こ
れ
ま
で
開
発
し
た
菓
子
は
和

洋
合
わ
せ
て
１
３
０
０
点
ほ
ど
に
上
る
。

こ
の
う
ち
、
残
っ
た
３
０
０
点
を
季
節
に

応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
店
頭
に
陳
列
し
て
い

る
。
と
り
わ
け
、「
栗
よ
う
か
ん
」「
栗
き

ん
と
ん
テ
ィ
ラ
ミ
ス
」「
く
り
も
な
か
あ

い
す
」
な
ど
名
産
の
栗
を
使
っ
た
商
品
は

や
は
り
人
気
が
あ
る
。

栗
の
年
間
使
用
量
は
１
８
０
t
。
こ
の

う
ち
、
１
０
０
t
は
地
元
の
「
恵
那
栗
」。

全
量
を
地
元
産
に
し
た
い
が
、
生
産
量
が

追
い
つ
か
な
い
た
め
、
残
り
は
県
外
産
で

ま
か
な
っ
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に

農
業
生
産
法
人
を
設
立
し
て
、
自
社
で
増

産
に
励
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
地
栗
に
こ
だ
わ
る
き
っ
か
け

に
な
っ
た
の
は
、
か
つ
て
口
に
し
た
栗
き

ん
と
ん
の
味
に
対
す
る
違
和
感
に
あ
っ

「
木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中
で
あ
る
」

文
豪
、
島
崎
藤
村
（
１
８
７
２
～

１
９
４
３
）
の
長
編
小
説
『
夜
明
け
前
』

は
こ
ん
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
も
ち
ろ

ん
、
今
も
山
深
い
土
地
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
が
、
道
路
が
整
備
さ
れ
て
人

の
往
来
は
ず
っ
と
賑
や
か
に
な
っ
た
。
恵

那
市
か
ら
車
で
少
し
足
を
延
ば
せ
ば
、
下

呂
や
白
川
な
ど
の
温
泉
地
や
馬
籠
や
妻
籠

な
ど
の
旧
宿
場
町
。
そ
う
し
た
観
光
地
が

点
在
す
る
環
境
に
和
洋
菓
子
の
販
売
店
を

兼
ね
た
恵
那
川
上
屋
の
本
社
が
あ
る
。

４
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
の
敷
地
に

は
、
数
十
台
は
停
ま
れ
る
よ
う
な
広
々
と

し
た
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
て
い
る
。
取

材
で
訪
れ
た
の
は
平
日
の
午
後
だ
っ
た

が
、
乗
用
車
に
混
じ
っ
て
観
光
バ
ス
も
止

ま
っ
て
い
た
。
店
内
に
は
喫
茶
コ
ー
ナ
ー

「
里
の
菓
茶
房
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
子
連

れ
の
女
性
た
ち
が
季
節
の
果
物
を
盛
っ
た

洋
菓
子
を
食
べ
な
が
ら
会
話
を
楽
し
ん
で

い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
夏
に
な
れ
ば
、
栗

の
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
を
求
め
る
客
が
長
蛇

の
列
を
な
す
と
い
う
。

た
だ
、
年
間
を
通
し
て
の
売
れ
筋
は
な

た
。高

校
卒
業
後
、
菓
子
づ
く
り
の
修
業
で

東
京
都
内
の
洋
菓
子
店
に
入
る
。
あ
る
と

き
訪
れ
た
都
内
の
百
貨
店
で
、
中
津
川
市

の
和
菓
子
屋
が
栗
き
ん
と
ん
を
売
り
出
し

て
い
た
。
こ
れ
は
鎌
田
世
代
の
東
濃
地
方

の
人
々
に
と
っ
て
み
れ
ば
家
庭
の
味
。
ど

こ
の
家
で
も
秋
に
な
る
と
、
庭
木
に
な
る

栗
の
実
を
取
っ
て
き
て
栗
き
ん
と
ん
を
こ

し
ら
え
て
い
た
の
だ
。

そ
ん
な
故
郷
の
味
が
懐
か
し
く
な
り
、

百
貨
店
で
売
ら
れ
て
い
た
栗
き
ん
と
ん
を

買
っ
て
口
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
地

元
で
親
し
ん
で
き
た
も
の
と
は
ど
こ
か
が

違
う
。
た
だ
、
そ
の
と
き
に
は
、
そ
の
微

妙
な
違
和
感
の
所
在
に
気
づ
く
こ
と
は
な

か
っ
た
。

な
ぞ
が
解
け
た
の
は
20
歳
を
過
ぎ
て

か
ら
。
新
た
な
修
業
先
で
あ
る
中
津
川
市

の
和
菓
子
屋
に
答
え
が
あ
っ
た
。
そ
の
店

に
毎
日
届
け
ら
れ
る
栗
は
他
県
産
だ
っ
た

の
だ
。
栗
は
鮮
度
が
命
。
と
り
わ
け
、
栗

き
ん
と
ん
は
栗
と
砂
糖
だ
け
で
作
っ
て
お

り
、
栗
の
良
し
悪
し
が
商
品
の
価
値
を
決

定
づ
け
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
た
だ
、
他

県
産
は
収
穫
し
て
か
ら
運
ぶ
ま
で
に
数
日

が
経
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
本
来
の
風
味

を
引
き
出
せ
な
い
。

鎌
田
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
家
庭
で
こ
し

ら
え
て
い
た
栗
き
ん
と
ん
の
原
料
は
、
そ

岐
阜
県
の
南
東
部
に
位
置
す
る
東
濃
地
方
の
名
産
と
い
え
ば
栗
菓
子
。
そ
の
商
い
で
同

地
の
一
般
的
な
和
菓
子
店
と
は
対
極
的
な
や
り
方
を
取
っ
て
、
年
商
１
億
円
だ
っ
た
家
業

を
20
億
円
に
ま
で
成
長
さ
せ
た
人
物
が
い
る
。
恵
那
川
上
屋
代
表
の
鎌
田
真
悟
（
50
）
だ
。

農
家
か
ら
地
栗
を
相
場
の
倍
以
上
で
買
い
入
れ
、
商
品
を
都
市
部
で
は
な
く
、
東
濃
地
方

の
人
た
ち
に
売
っ
て
い
る
。
彼
は
な
ぜ
地
域
に
こ
だ
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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販
売
の
拠
点
と
し
て
設
け
た
の
が
、
冒
頭

に
紹
介
し
た
本
社
を
兼
ね
た
恵
那
峡
店
。

年
商
１
億
円
だ
っ
た
当
時
、
４
億
円
の
借

金
を
背
負
っ
て
建
造
し
た
。
一
体
ど
う
し

た
の
か
。
実
は
こ
の
と
き
の
鎌
田
は
明
確

に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。「
な
ん
と
な
く
」

で
あ
る
。

た
だ
、
と
も
か
く
地
元
客
に
自
社
の
商

品
を
知
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
話
に
な
ら

な
い
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
学
ん
だ
こ
と

の
な
い
鎌
田
が
取
っ
た
の
は
原
始
的
な
や

り
方
だ
っ
た
。
本
社
か
ら
車
で
10
分
ほ
ど

の
距
離
に
あ
る
J
R
中
央
本
線
の
恵
那
駅

前
で
、
午
前
６
時
か
ら
７
時
に
か
け
て
チ

ラ
シ
を
配
り
始
め
た
の
だ
。
そ
の
チ
ラ
シ

で
は
商
品
と
と
も
に
会
社
や
農
家
の
思
い

を
載
せ
た
。

こ
れ
が
予
想
以
上
に
効
果
を
上
げ
、
地

元
だ
け
で
は
な
く
、
名
古
屋
か
ら
の
来
客

も
多
く
な
る
。
な
ぜ
な
の
か
。
鎌
田
が
想

像
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の

よ
う
な
流
れ
で
あ
る
。
恵
那
駅
で
チ
ラ
シ

を
も
ら
っ
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
O
L
は
会

社
に
着
く
や
、
同
僚
に
そ
れ
を
見
せ
な
が

ら
地
元
の
銘
菓
を
自
慢
す
る
。
あ
る
い
は

チ
ラ
シ
を
見
て
、
勤
め
先
や
取
引
先
に
栗

菓
子
を
買
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
想
像
を
巡
ら
せ
て
い
る
う
ち

に
、
大
都
市
の
百
貨
店
と
の
取
引
を
止
め

た
自
身
の
内
な
る
声
に
行
き
当
た
っ
た

気
が
し
た
。
百
貨
店
で
は
東
濃
地
方
の
歴

史
や
文
化
を
知
ら
な
い
販
売
員
が
あ
く
ま

の
日
収
穫
し
た
ば
か
り
の
栗
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
百
貨
店
で
売
っ
て
い
た
も
の
に
違

和
感
を
抱
い
て
当
然
な
の
だ
。

当
時
、
栗
き
ん
と
ん
は
知
名
度
が
高

ま
っ
て
全
国
各
地
で
売
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
地
元
の
和
菓
子
店
が
大
量

生
産
の
た
め
に
使
い
始
め
た
の
は
他
県
産

の
栗
。
市
場
経
由
で
調
達
し
た
も
の
で
、

そ
の
ほ
う
が
必
要
な
と
き
に
必
要
な
量
だ

け
を
仕
入
れ
ら
れ
る
。
お
ま
け
に
地
栗
よ

り
お
お
む
ね
価
格
が
安
い
。
そ
の
一
方
で

地
栗
は
生
産
量
を
減
ら
し
て
衰
退
し
て
い

た
。そ

ん
な
実
態
を
知
る
に
つ
れ
、
鎌
田
は

将
来
に
わ
た
る
仕
事
を
見
い
だ
す
よ
う
に

な
る
。
そ
れ
は
東
濃
地
方
を
「
栗
の
里
」

に
す
る
こ
と
。
東
濃
地
方
は
「
栗
菓
子
の

す
る
こ
と
。
東
濃
地
方
は
「
栗
菓
子
の

こ
と
。
東
濃
地
方
は
「
栗
菓
子
の

里
」
で
は
あ
る
が
、「
栗
の
里
」
で
は
な

い
。
た
だ
、
他
県
産
の
鮮
度
が
落
ち
た
栗

を
使
っ
た
と
こ
ろ
で
、
農
家
も
客
も
和
菓

子
屋
も
心
の
底
か
ら
喜
ぶ
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。
こ
れ
は
恵
那
川
上
屋
に
と
っ
て
の

原
点
で
あ
る
。

家
業
を
継
ぐ
た
め
、
23
歳
で
ブ
ル
ボ
ン

川
上
屋
（
現
・
恵
那
川
上
屋
）
に
戻
っ
た

鎌
田
は
、
す
ぐ
に
地
元
の
農
家
を
回
っ
て

地
栗
を
集
め
始
め
る
。
そ
ん
な
と
き
、
先

に
販
売
面
で
思
い
切
っ
た
行
動
に
出
た
。

都
市
部
の
百
貨
店
各
社
と
の
契
約
を
一
切

打
ち
切
る
こ
と
に
し
た
の
だ
。
代
わ
っ
て

1〜4恵那峡店とその店内。年間を通して300点の商品を扱う。

12

発
信
す
る
の
は
外
で
は
な
く
内
か
ら

3

4



�農業経営者 2014 年　5 月号

で
も
商
品
を
売
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
の

だ
。
一
方
、
東
濃
地
方
で
は
地
域
に
愛
情

を
持
っ
た
社
員
た
ち
が
商
品
と
と
も
に
ス

ト
ー
リ
ー
を
売
っ
て
く
れ
る
。
そ
れ
に
共

感
し
た
客
は
、
今
度
は
知
人
に
そ
の
商
品

の
良
さ
を
紹
介
し
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
、

今
と
な
っ
て
鎌
田
は
従
業
員
に
こ
う
言
う

そ
う
だ
。「
お
客
さ
ん
と
農
家
は
私
た
ち

の
営
業
マ
ン
」
だ
と
。

事
業
が
広
が
っ
た
今
も
店
舗
の
展
開
は

地
元
が
中
心
。
例
外
的
に
東
京
や
岐
阜
の

市
街
地
の
百
貨
店
と
取
引
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
先
方
が
栗
菓
子
に
込
め
た
思
い
を

理
解
し
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
鎌
田
は

い
う
。

「
わ
か
る
人
た
ち
、
価
値
観
を
共
有
で
き

る
人
た
ち
と
つ
な
が
る
こ
と
こ
そ
大
切
な

ん
で
す
」

話
を
戻
そ
う
。
地
元
で
営
業
を
始
め
た

こ
ろ
、
同
時
に
進
め
て
い
た
の
は
地
栗
の

確
保
で
あ
る
。
出
荷
し
て
く
れ
る
農
家
を

１
軒
１
軒
訪
ね
歩
い
た
末
、
94
年
に
12
戸

と
契
約
を
結
ぶ
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
広

が
っ
て
、
現
在
で
は
J
A
ひ
が
し
み
の
東

美
濃
栗
振
興
協
議
会
の
下
部
組
織
で
あ
る

超
特
選
栗
部
会
と
取
引
し
て
い
る
。
こ
の

部
会
は
恵
那
川
上
屋
と
と
も
に
あ
る
組
織

と
い
っ
て
い
い
。
部
会
が
丹
精
し
て
育
て

る
「
超
特
選
」
栗
の
全
量
を
同
社
が
集
荷

し
て
い
る
か
ら
だ
。

「
超
特
選
」
と
い
う
の
は
、
恵
那
川
上
屋

と
部
会
と
の
間
で
新
た
に
設
け
た
最
高
ラ

ン
ク
の
品
質
の
こ
と
で
あ
る
。従
来
は「
一

般
」
と
そ
の
上
の
「
特
選
」
し
か
な
か
っ

た
。
04
年
に
は
「
恵
那
栗
」
と
い
う
自
社

の
農
業
生
産
法
人
を
設
立
し
て
、「
超
特

選
」
の
増
産
に
乗
り
出
し
た
。
20�

ha
の
園

地
に
６
０
０
０
本
の
苗
を
植
え
て
、
自
社

で
雇
用
す
る
計
15
人
の
社
員
や
パ
ー
ト
を

入
れ
て
増
産
を
図
っ
て
い
る
。

そ
の
栗
は
大
き
い
。
筆
者
の
手
元
に
あ

る
「
天
津
甘
栗
」
と
と
も
に
映
し
た
原
寸

大
の
写
真
で
は
、
倍
ぐ
ら
い
は
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
こ
れ
だ
け
大
き
く
な
る
の

は
「
超
低
樹
高
栽
培
」
と
い
う
独
自
の
整

枝
と
剪
定
の
技
術
を
実
践
し
て
い
る
か
ら

だ
。転

作
や
農
地
管
理
用
に
植
え
ら
れ
た
園

地
で
は
栗
の
樹
高
は
８
ｍ
に
な
る
。
し
か

。
し
か
し
か

し
、
低
樹
高
栽
培
で
は
そ
れ
を
２
・
５
m

に
抑
え
る
。
そ
の
方
法
は
主
枝
を
亜
主
枝

の
分
枝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
切
り
落
と

し
、
そ
の
翌
年
に
骨
格
枝
か
ら
発
生
す
る

長
い
発
育
枝
を
結
果
母
枝
と
す
る
。
定
植

か
ら
15
年
目
以
降
の
樹
高
は
２
・
５
m
に

抑
え
ら
れ
る
た
め
、
高
齢
者
や
女
性
で
も

管
理
が
楽
で
あ
る
。
ま
た
、
枝
が
横
に
広

が
る
分
、
日
当
た
り
が
良
く
て
樹
体
が
生

長
す
る
こ
と
か
ら
、
で
き
上
が
る
栗
は
自

然
と
大
き
く
な
る
。

超
特
選
の
条
件
は
ほ
か
に
「
５
S
」
と

5�超特選サイズが小さいなどの理由で規格
外となった栗を材料に仕上げた焼酎。
6�東濃地方の銘菓「からすみ」。米粉を加
工した蒸し菓子である。栗や黒糖などの
味を出している。
7�栗のソフトクリームは夏になると長蛇の
列をつくる。

6

農
家
が
自
信
を
持
っ
て
作
る
か
ら

銘
菓
は
で
き
る

5

7
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呼
ぶ
も
の
が
あ
る
。５
S
と
い
う
の
は「
太

陽（
S
U
N
）」に
加
え
て
、「
選
別
」「
剪
定
」

「
ス
ピ
ー
ド
」「
性
格
」
を
ロ
ー
マ
字
書
き

し
た
と
き
に
共
通
す
る
頭
文
字
「
S
」
を

取
っ
て
付
け
た
も
の
。
こ
の
う
ち
、「
ス

ピ
ー
ド
」
に
つ
い
て
は
、
農
家
は
早
朝
に

収
穫
し
た
ら
そ
の
日
の
う
ち
に
加
工
場
に

運
び
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

作
り
手
の
「
性
格
」
に
つ
い
て
は
「
嘘
を

つ
か
ず
、
素
直
で
前
向
き
な
人
」
を
重
視

し
て
い
る
。

超
低
樹
高
栽
培
を
30
年
の
歳
月
を
か

け
て
開
発
し
た
の
は
、
岐
阜
県
農
業
試
験

場
の
元
職
員
で
あ
る
塚
本
實
氏
だ
。
彼
が

農
家
の
指
導
に
も
当
た
っ
て
く
れ
た
こ
と

で
、「
超
特
選
」
栗
の
生
産
量
は
年
ご
と

に
増
え
て
い
っ
た
。農
家
が
頑
張
る
の
は
、

買
い
入
れ
価
格
を
相
場
平
均
の
倍
と
な
る

１
�
当
た
り
７
５
０
～
８
０
０
円
に
設
定

�
当
た
り
７
５
０
～
８
０
０
円
に
設
定

当
た
り
７
５
０
～
８
０
０
円
に
設
定

し
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。
努
力
す
る
ほ

ど
に
「
超
特
選
」
と
し
て
の
歩
留
ま
り
は

高
ま
り
、
収
入
は
増
え
て
い
く
仕
組
み
で

あ
る
。
そ
れ
が
地
元
の
銘
菓
に
変
わ
る
の

だ
か
ら
、
や
る
気
も
出
て
く
る
わ
け
だ
。

鎌
田
は
思
う
。「
農
家
が
自
信
を
持
っ
て

栗
を
作
る
か
ら
銘
菓
は
で
き
る
」の
だ
と
。

た
だ
、
増
産
が
進
む
に
つ
れ
て
問
題
が

生
じ
て
き
た
。
そ
の
日
に
集
め
た
栗
を
、

じ
て
き
た
。
そ
の
日
に
集
め
た
栗
を
、

て
き
た
。
そ
の
日
に
集
め
た
栗
を
、

そ
の
日
の
う
ち
に
加
工
で
き
な
く
な
っ
て

き
た
の
だ
。
加
工
場
の
１
日
当
た
り
の
処

理
量
は
３
t
。
そ
れ
を
超
え
る
量
が
集
ま

り
、
加
工
を
翌
日
以
降
に
回
さ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
う
な
る
と
鮮
度
が

落
ち
て
し
ま
い
、
他
県
産
を
使
う
の
と
な

ん
ら
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
栗
を
一
次
集
荷
す
る
J
A
に

頼
み
込
ん
で
、
導
入
し
て
も
ら
っ
た
の
が

C
A
S
冷
凍
シ
ス
テ
ム
（
セ
ル
ア
ラ
イ
ブ

シ
ス
テ
ム
）
だ
。
こ
れ
は
、
農
家
が
出
荷

し
て
き
た
栗
を
加
工
し
た
後
、
マ
イ
ナ
ス

60
℃
で
急
速
冷
凍
す
る
装
置
で
あ
る
。

こ
う
し
た
自
社
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
や
り
方

に
つ
い
て
、
鎌
田
は
「
風
味
、
風
土
、
風

景
と
い
う
３
つ
の
風
を
吹
か
せ
る
こ
と
」

と
表
現
す
る
。
風
味
と
い
う
の
は
地
域
の

食
文
化
。
恵
那
川
上
屋
に
と
っ
て
の
そ
れ

は
何
よ
り
も
栗
で
あ
る
。
風
土
は
地
域
の

素
材
と
そ
れ
を
作
る
人
々
。
そ
し
て
、
風

景
は
地
域
の
情
景
や
文
化
、芸
術
で
あ
る
。

こ
れ
は
商
品
に
も
現
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
栗
き
ん
と
ん
で
は
四
季
に
応
じ
た

商
品
づ
く
り
を
し
て
い
る
。
春
に
出
す

「
里さ
と
の
ど
か

長
閑
」
は
恵
那
地
方
特
産
で
あ
る
長

イ
モ
を
練
っ
た
生
地
で
栗
き
ん
と
ん
を
包

む
。
白
い
皮
は
岐
阜
、
愛
知
、
三
重
に
自

生
す
る
モ
ク
レ
ン
科
の
シ
デ
コ
ブ
シ
の
花

を
思
わ
せ
る
。
冬
の
「
天て
ん
ぴ
か
き

日
果
喜
」
で
あ

れ
ば
、
長
野
県
南
部
の
名
物
で
あ
る
市
田

の
干
し
柿
を
細
か
く
刻
ん
で
白
あ
ん
に
加

え
た
皮
で
、栗
き
ん
と
ん
を
包
ん
で
い
る
。

東
濃
地
方
で
３
つ
の
風
を
吹
か
せ
る
こ

と
に
成
功
し
た
今
、
同
じ
こ
と
が
別
の
地

8�超特選栗部会のメンバー。
9�超低樹高栽培を目指して整枝・剪定には力を入れている。
��「超特選」の栗。大きさは「天津甘栗」の倍ぐらいはありそう
だ。

8
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自
社
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
全
国
へ
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域
で
も
で
き
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
着
想
し
た
の
が
「
里
の
菓
工

房
構
想
」。
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
地
域
の
素

材
を
、
地
域
の
人
々
が
地
域
で
加
工
し
、

地
域
の
お
客
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
く
」
と

い
う
も
の
だ
。

た
と
え
ば
、
和
洋
菓
子
の
原
料
と
な
る

リ
ン
ゴ
や
柿
で
取
引
先
が
あ
っ
た
長
野
県

飯
島
町
で
は
、
09
年
に
加
工
場
と
販
売
店

を
兼
ね
た
「
信
州
里
の
菓
工
房
」
を
設
立

し
た
。
栗
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
栽
培

し
て
く
れ
る
農
家
を
県
内
外
で
探
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
飯
島
町
長
が
先
導
役
と
な
っ

て
農
家
70
人
を
集
め
て
く
れ
た
の
だ
。
当

初
、
彼
ら
が
生
産
す
る
栗
は
恵
那
に
運
ん

で
加
工
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
で
も
、
そ

れ
で
は
自
社
の
理
念
に
反
す
る
。そ
こ
で
、

飯
島
町
で
生
産
し
た
栗
は
地
場
で
加
工
と

販
売
を
し
て
、「
信
州
伊
那
栗
」
と
い
う

ブ
ラ
ン
ド
を
築
く
こ
と
に
し
た
。

栽
培
技
術
に
つ
い
て
は
、
塚
本
氏
や
農

業
生
産
法
人
恵
那
栗
の
従
業
員
ら
に
指

導
に
当
た
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、、

C
A
S
冷
凍
シ
ス
テ
ム
も
導
入
す
る
な

ど
、
こ
の
地
で
も
３
つ
の
風
を
吹
か
せ
て

い
る
。

「
信
州
里
の
菓
工
房
」
が
動
き
出
す
３
年

前
に
は
、
鹿
児
島
県
種
子
島
で
も
「
種
子

島
里
の
菓
工
房
」
を
設
立
。
こ
こ
で
は
製

糖
所
を
建
て
て
、
菓
子
づ
く
り
に
欠
か
せ

な
い
砂
糖
の
製
造
に
着
手
し
て
い
る
。
砂

糖
杜
氏
と
呼
ば
れ
る
職
人
を
招
き
入
れ
、

自
社
の
菓
子
職
人
を
送
り
込
ん
で
砂
糖
づ

く
り
を
習
得
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
種
子

島
に
は
安
納
芋
や
パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ル
ー
ツ

な
ど
の
特
産
が
あ
る
。
地
元
ス
タ
ッ
フ
と

と
も
に
こ
れ
ら
を
素
材
に
し
た
菓
子
を
開

発
す
る
つ
も
り
だ
。
そ
の
と
き
に
は
も
ち

と
き
に
は
も
ち

に
は
も
ち

ろ
ん
店
舗
も
構
え
る
。

鎌
田
は
恵
那
川
上
屋
の
こ
れ
ま
で
を
一

通
り
話
し
た
後
で
、い
き
な
り「
２
０
５
０

年
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
切
り
出
し
て

き
た
。

「
そ
の
こ
ろ
に
は
国
際
化
も
人
口
減
少
も

ず
っ
と
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
ん
な

時
代
に
地
域
や
地
域
の
特
産
は
ど
う
あ
る

べ
き
な
の
か
な
っ
て
い
う
こ
と
を
よ
く
考

え
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
栗
で
い
え
ば
『
和

栗
』
で
は
な
い
か
と
。
今
ま
で
は
地
域
の

栗
を
売
り
出
し
て
き
た
け
ど
、
こ
れ
か
ら

は
日
本
の
栗
と
し
て
世
界
に
輸
出
で
き
る

栗
や
栗
菓
子
を
作
っ
て
い
か
な
く
て
は
い

け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
既
存

産
地
の
生
産
や
流
通
の
仕
組
み
を
変
え

て
、
も
っ
と
い
い
栗
や
栗
菓
子
を
提
供
で

き
る
よ
う
に
し
た
い
。
そ
れ
に
貢
献
す
る

こ
と
が
自
分
た
ち
の
使
命
か
な
っ
て
思
っ

て
い
ま
す
」

そ
の
う
え
で
「
ま
あ
、
夢
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
ね
」

と
付
け
加
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
彼

が
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
聞
い
た
人
た
ち

は
、
そ
ん
な
こ
と
は
微
塵
も
思
わ
な
い
だ

ろ
う
。�

（
文
中
敬
称
略
）
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ス
イ
ス
在
住
の
国
際
画
家
、
横
井
照
子
氏
の
美
術
館
を
本
社
横
に
併
設
す
る
。
横
井
氏
は
鎌
田
が
若
く
て
金

が
な
い
時
代
に
欧
州
を
旅
行
し
た
際
、
お
世
話
に
な
っ
た
。
彼
女
の
絵
か
ら
四
季
の
情
景
や
色
彩
を
学
ん
だ

と
い
う
。
そ
れ
が
商
品
づ
く
り
に
生
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

�
横
井
氏
の
絵
画
。

�
栗
菓
子
は
伊
勢
神
宮
に
奉
納
し
て
い
る
。「
栗
を
作
っ
て
い
る
農
家
の
誇
り
に
つ
な
が
る
」
と
鎌
田
。


