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我
が
国
に
馬
鈴
薯
が
導
入
さ
れ
た
の
は

元
和
元
年
（
１
６
１
５
）
以
前
と
さ
れ
る
。

寒
冷
地
で
よ
く
生
育
す
る
こ
と
や
貯
蔵
性

に
優
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
次
第
に
各
地
で

栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
同
じ
よ
う
に
飢
饉
時
の
食
用
と
し
て
注

目
さ
れ
た
。

北
海
道
で
は
宝
永
３
年
（
１
７
０
６
）

に
瀬せ

棚た
な

町
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
明
治
時

代
に
な
る
と
、
開
拓
使
が
寒
冷
地
作
物
と

し
て
目
を
つ
け
、
積
極
的
に
栽
培
を
推
奨

す
る
。
北
海
道
で
は
主
食
の
水
稲
作
は
無

理
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
力
の
入
れ
方

が
違
っ
て
い
た
。
馬
鈴
薯
の
場
合
、
で
ん

粉
の
加
工
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
換
金
作

物
と
し
て
も
注
目
さ
れ
た
。

事
実
、
第
一
次
世
界
大
戦
（
１
９
１
４

～
18
）
の
と
き
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
食
�

で
食
�
食
�

が
�
�
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
�
�
な
�

�
�
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
�
�
な
�

値
で
取
引
さ
れ
る
。
北
海
道
の
開
拓
農
家

は
、
経
済
的
に
潤
い
、
こ
こ
で
自
給
自
�

的
な
農
業
か
ら
脱
却
で
き
、
北
海
道
農
業

と
し
て
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。北

海
道
は
明
治
の
当
初
か
ら
洋
式
農
法

を
導
入
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
資
金
力
の
豊
か
な
華
族
農
場
や
財
閥

な
ど
の
大
規
模
農
場
に
限
ら
れ
て
い
た
。

一
般
の
農
家
は
明
治
の
後
期
に
入
っ
て
開

墾
面
積
が
増
え
る
の
に
伴
い
、
歩
行
型
プ

ラ
ウ
や
方
形
ハ
ロ
ー
を
使
い
は
じ
�
る
�

は
じ
�
る
�

�
る
�
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北
海
道
は
馬
鈴
薯
の
一
大
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
馬
鈴
薯
か
ら
つ
く
ら
れ
る

で
ん
粉
は
食
品
加
工
の
必
需
品
と
な
っ
た
。
化
学
な
�
の
�
�
で
�
�
�
は
�
�
っ

な
�
の
�
�
で
�
�
�
は
�
�
っ

の
�
�
で
�
�
�
は
�
�
っ

て
い
る
。
江
戸
時
代
の
栽
培
開
始
か
ら
現
代
ま
で
、
長
ら
く
�
産
現
�
�
�
て
�
た

�
産
現
�
�
�
て
�
た

て
�
た

筆
�
�
�
る
北
海
道
馬
鈴
薯
で
ん
粉
の
�
�
の
と
�
、�
の
と
�
�、�
�
�
�
�
�
。

�
�
�
る
北
海
道
馬
鈴
薯
で
ん
粉
の
�
�
の
と
�
、�
の
と
�
�、�
�
�
�
�
�
。

馬
鈴
薯
で
ん
粉
の
�
�
の
と
�
、�
の
と
�
�、�
�
�
�
�
�
。

で
ん
粉
の
�
�
の
と
�
、�
の
と
�
�、�
�
�
�
�
�
。

刃
物
鍛
冶
屋
が
機
械
鍛
冶
屋
に

転
身
し
は
じ
め
た
こ
ろ

度
で
あ
っ
た
。
日
清
、
日
露
戦
争
を
通
じ

て
馬ば

匹ひ
つ

が
改
良
さ
れ
、
農
家
は
耕
馬
を
育

成
す
る
と
と
も
に
、
軍
馬
の
補
充
を
兼
ね

て
い
た
。

刃
物
鍛
冶
屋
が
次
第
に
機
械
鍛
冶
屋
に

転
身
し
は
じ
�
て
お
り
、
洋
式
農
業
へ
の

黎
明
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
第
一
次
大

戦
の
で
ん
粉
景
気
や
豆
景
気
に
便
乗
し
、

一
気
に
洋
式
農
業
を
取
り
込
む
こ
と
に
な

る
。著

名
な
農
機
具
製
作
所
の
多
く
は
大
正

５
～
６
年
（
１
９
１
６
～
17
）
に
創
業
し

て
お
り
、
こ
こ
が
本
格
的
な
洋
式
農
業
の

幕
開
け
と
い
え
よ
う
。
馬
鈴
薯
で
ん
粉
のの

製
造
技
術
も
飛
躍
的
に
発
達
す
る
。
甜て
ん

菜さ
い

製
糖
工
場
は
大
正
９
年
（
１
９
２
０
）
に

帯
広
、
翌
年
（
１
９
２
１
）
に
清
水
に
建

設
さ
れ
、
我
が
国
で
は
難
し
い
と
さ
れ
て

い
た
製
糖
も
よ
う
や
く
�
と
も
に
行
な
�

よ
う
や
く
�
と
も
に
行
な
�

く
�
と
も
に
行
な
�

れ
る
よ
う
に
な
り
、
軌
道
に
乗
る
。
製
糖

工
場
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
模
範
農
家
を
５

年
契
約
で
招
き
、
実
際
の
洋
式
農
業
を
農

家
に
見
聞
さ
せ
て
浸
透
を
図
る
。

大
正
12
年
（
１
９
２
３
）
に
ド
イ
ツ
か

ら
帯
広
に
グ
ラ
ボ
ウ
一
家
、
清
水
に
は
コ

ッ
ホ
ー
一
家
が
最
新
式
の
農
業
機
械
を
携

え
て
現
地
に
入
っ
た
。
こ
の
招
へ
い
農
家

の
指
導
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。
農
業
の

基
本
は
土
づ
く
り
に
あ
る
と
し
て
、
有
機

物
循
環
の
あ
り
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

耕
起
法
や
整
地
法
の
実
際
の
技
術
を
伝
授

す
る
。
�
た
、
輪
作
体
系
は
北
欧
で
つ
く
つ
く

ら
れ
た
だ
け
に
そ
の
本
質
を
諭
し
て
い

る
。彼

ら
の
農
場
は
、
作
物
の
収
量
の
み
な

ら
ず
、
品
質
に
も
優
れ
て
い
た
だ
け
に
そ

の
訴
え
る
と
こ
ろ
は
大
き
く
、
北
海
道
の

農
家
は
納
得
し
て
そ
の
技
術
を
踏
襲
し

た
。
こ
う
し
て
北
海
道
の
洋
式
農
業
は
、

大
正
時
代
に
入
っ
て
定
着
し
、拡
大
す
る
。

馬
鈴
薯
で
ん
粉
は
第
一
次
大
戦
が
終
�

北
海
道
農
業
の
基
盤
は

馬
鈴
薯
が
つ
く
っ
た
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馬
鈴
薯
が
根
づ
く
ま
で

北
海
道
馬
鈴
薯
で
ん
粉
物
語　

第
1
回
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る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
需
要
が
少
な

く
な
り
、
�
景
気
に
さ
ら
さ
れ
る
が
、
次

第
に
国
内
の
一
般
産
業
の
発
展
と
と
も
に

需
要
が
増
え
て
安
定
し
た
。昭
和
13
年（
１

９
３
８
）
ご
ろ
か
ら
戦
時
色
が
�
く
な
っ

�
く
な
っ

く
な
っ

て
再
び
低
迷
す
る
が
、
第
二
次
大
戦
が
終

結
す
る
と
、
昭
和
25
年
（
１
９
５
０
）
か

ら
戦
後
の
混
乱
期
を
経
て
、
で
ん
粉
の
需

、
で
ん
粉
の
需

で
ん
粉
の
需

要
が
増
え
て
く
る
。

一
般
産
業
が
発
展
し
、
国
の
経
済
力
が

つ
い
て
く
る
と
、
さ
ら
に
需
要
が
多
く
な

り
、
生
産
体
制
の
整
備
が
必
要
と
な
る
。

昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）
に
入
っ
て
合
理

化
で
ん
粉
工
場
が
農
協
系
統
で
建
設
さ
れ

る
動
き
と
な
り
、
商
系
の
多
く
は
撤
退
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。

北
海
道
の
畑
作
農
業
は
豆
作
が
主
体
で

あ
り
、
豆
類
過
作
の
い
び
つ
な
構
造
で
あ

っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
ト
ラ
ク
タ
ー
が

導
入
さ
れ
る
と
耕
土
改
善
が
進
展
し
、
馬

鈴
薯
や
甜
菜
な
ど
の
根
菜
類
の
収
量
が
大

幅
に
増
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
根
菜
類
は

重
量
作
物
で
あ
り
、
機
械
の
動
力
な
し
に

は
対
応
で
き
な
い
。
畜
力
か
ら
ト
ラ
ク
タ

ー
営
農
時
代
に
入
っ
て
根
菜
類
の
作
付
け

が
増
加
す
る
一
方
、
豆
作
が
減
少
し
、
作

物
の
作
付
け
は
よ
う
や
く
�
�
正
�
な
時

よ
う
や
く
�
�
正
�
な
時

く
�
�
正
�
な
時

代
を
迎
え
る
。

根
菜
類
は
、
寒
冷
地
で
も
安
定
し
た
収

量
が
あ
り
、収
益
性
の
�
い
作
物
で
あ
る
。

根
菜
類
の
作
付
け
が
多
く
な
る
こ
と
で
北

海
道
の
農
家
は
経
済
的
に
恵
�
れ
る
よ
う

に
な
る
。
馬
鈴
薯
は
明
治
時
代
か
ら
食
用

と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
う

え
で
ん
粉
に
加
工
す
る
こ
と
で
付
加
価
値

を
�
�
て
農
家
経
済
を
支
え
て
き
た
。
北

海
道
に
と
っ
て
馬
鈴
薯
は
昔
か
ら
基
幹
作

物
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
か
ら
現
代
�
で
の

馬
鈴
薯
栽
培
、
で
ん
粉
製
造
に
つ
い
て
整

理
し
て
記
録
し
て
お
く
こ
と
は
、
温
故
知

新
の
観
点
か
ら
大
切
な
こ
と
と
思
え
た
。

筆
者
自
身
、
整
理
す
る
能
力
に
は
疑
問
符

が
つ
く
も
の
の
、昭
和

も
の
の
、昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）

以
来
、
畜
力
時
代
の
末
期
か
ら
昭
和
60
年

（
１
９
８
５
）
の
30
年
間
は
、
い
ろ
ん
な

形
で
馬
鈴
薯
栽
培
や
で
ん
粉
製
造
の
�
�

や
で
ん
粉
製
造
の
�
�

で
ん
粉
製
造
の
�
�

に
か
な
り
関
与
し
た
自
負
が
あ
り
、
あ
え

て
明
治
か
ら
の
技
術
変
遷
を
�
と
�
る
仕

事
に
か
か
�
り
た
い
と
考
え
た
次
第
で
あ

る
。馬

鈴
薯
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
飢
饉
が
続

い
た
と
き
に
食
用
と
し
て
の
価
値
が
認
�

ら
れ
た
。
17
世
紀
に
入
る
と
�
動
の
地
位

を
占
�
る
よ
う
に
な
り
、
品
種
改
良
や
栽

培
技
術
が
進
展
す
る
。
比
較
的
貯
蔵
性
に

優
れ
て
い
る
作
物
で
も
あ
り
、
船
積
み
食

料
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

し
か
し
、
低
温
で
貯
蔵
す
る
な
ど
し
て

貯
蔵
条
件
を
整
備
し
て
も
、
作
物
の
生
理

か
ら
見
て
２
０
０
日
が
限
界
で
あ
ろ
う
。

馬
鈴
薯
は
、
人
間
に
と
っ
て
極

�
て
有
用
で
奇
特
な
作
物
で
あ

る
。
原
産
地
は
南
米
の
ペ
ル
ー
や

チ
リ
と
い
�
れ
る
が
、
紀
元
前
１

０
０
０
年
ご
ろ
か
ら
野
生
種
に
改

良
を
加
え
、
栽
培
を
始
�
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
１

４
９
２
年
に
西
イ
ン
ド
諸
島
を
発

見
し
て
以
来
、
新
世
界
を
目
指
す

人
た
ち
が
多
く
な
り
、
い
ろ
ん
な

植
物
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
す

な
か
に
馬
鈴
薯
が
あ
っ
た
。

馬
鈴
薯
は
当
初
、
食
用
と
し
て

利
用
す
る
に
は
躊ち
ゅ
う
ち
ょ躇が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
花
が
き
れ
い
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
花
き
向
け
で
貴
族
に
注

目
さ
れ
た
も
の
の
、
料
理
法
が
�

か
ら
ず
、
ソ
ラ
ニ
ン
（
注
）
中
毒

に
か
か
る
な
ど
、
警
戒
心
が
強
か

っ
た
た
�
で
あ
る
。

し
か
し
、
次
第
に
食
用
と
し
て

認
�
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
こ

っ
た
大
飢
饉
の
際
に
多
く
の
人
命

を
救
っ
た
こ
と
か
ら
有
用
な
作
物

と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。

馬
鈴
薯
の
利
用
は
作
物
の
な
か

で
は
じ
つ
に
多
彩
で
あ
る
。
野
菜

と
い
っ
て
も
、
と
き
に
は
主
食
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
食
用
と

し
て
の
加
工
の
種
類
も
多
い
。
ポ

テ
ト
チ
ッ
プ
や
冷
凍
フ
レ
ン
チ
フ

ラ
イ
、
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
、
ポ
テ

ト
フ
レ
ー
ク
な
ど
日
�
生
活
に
欠

か
せ
な
い
。
で
ん
粉
量
が
多
い
こ

と
か
ら
加
工
量
も
多
く
、
い
ろ
ん

な
産
業
に
利
用
さ
れ
て
重
要
な
位

置
を
占
�
て
い
る
。

注
＝�

馬
鈴
薯
の
芽
や
緑
色
に
変
色
し

た
部
分
に
含
ま
れ
る
天
然
毒
素
。

ペ
ル
ー
の
民
族
食
チ
ュ
ー
ニ
ョ
は

で
ん
粉
製
造
の
ル
ー
ツ
か
？

世
界
を
救
っ
た
新
大
陸
の
恵
み

よ
り
長
く
食
用
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
な

ん
ら
か
の
加
工
が
必
要
で
あ
る
。

ペ
ル
ー
の
山
岳
に
住
む
原
住
民
は
、
夜

間
に
塊
茎
を
凍
ら
せ
て
は
日
中
に
融
か
し

て
�
で
踏
み
、
汁
液
を
搾
り
出
す
と
い
う

こ
と
を
繰
り
返
す
脱
水
乾
燥
イ
モ
の
「
チ

ュ
ー
ニ
ョ
」
を
作
っ
て
い
た
。

チ
ュ
ー
ニ
ョ
は
馬
鈴
薯
加
工
の
始
�
り

で
あ
ろ
う
。
こ
の
技
術
は
、
北
海
道
で
も

開
拓
民
の
飢
饉
に
備
え
る
保
存
食
と
し
て

注
目
さ
れ
、
製
造
が
奨
励
さ
れ
た
。
脱
水

機
が
開
発
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
か
な
り
省
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造
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
曲
折
が
あ
り
な

が
ら
�
彩
を
放
っ
て
い
る
。

沿
革
を
大
別
し
て
み
る
と
、
明
治
時
代

の
中
期
か
ら
の
黎
明
期
、
こ
れ
に
続
い
て

で
ん
粉
製
造
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
す
る

の
は
大
正
時
代
に
入
っ
て
す
ぐ
の
第
一
次

大
戦
景
気
に
沸
く
好
況
期
、
そ
の
直
後
の

�
況
期
、
昭
和
時
代
に
は
そ
う
し
た
経
験

を
踏
�
え
て
の
安
定
期
を
迎
え
る
。
第
二

次
大
戦
時
代
は
戦
争
一
色
で
馬
鈴
薯
は
食

用
が
主
と
な
り
、
で
ん
粉
は
沈
滞
期
と
な

る
。第

二
次
大
戦
を
終
え
る
と
、
農
地
改
革

を
含
�
、
農
業
は
大
き
な
変
革
期
に
突
入

す
る
。
北
海
道
農
業
は
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
豆
作
主
体
の
農
業
で
あ
っ
た
が
、
根
菜

類
が
台
頭
し
、
農
産
加
工
が
発
達
し
た
。

昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）
ご
ろ
か
ら
農
協

（
１
９
５
５
）
ご
ろ
か
ら
農
協

ご
ろ
か
ら
農
協

系
統
が
で
ん
粉
工
場
を
建
設
す
る
な
ど
し

て
商
系
か
ら
脱
却
す
る
合
理
化
期
、
平
成

時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
再
編
期
と
い
え
よ

う
。商

系
の
で
ん
粉
工
場
は
合
理
化
に
よ
っ

て
す
べ
て
消
滅
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

大
規
模
化
の
穴
を
埋
�
る
よ
う
に
し
て
い

く
つ
か
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
う
し

た
流
れ
を
整
理
し
、
温
故
知
新
、
古
き
を

訪
ね
て
新
し
き
を
知
る
一
助
に
し
た
い
。

馬
鈴
薯
が
我
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
の

は
１
６
０
０
年
ご
ろ
と
い
�
れ
る
。
オ
ラ

ン
ダ
人
が
現
在
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
か
ら
長
崎

県
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
説
が
有
力
で
あ

る
。
オ
ラ
ン
ダ
人
に
と
っ
て
馬
鈴
薯
は
貿

易
船
の
貴
重
な
食
�
で
あ
り
、
長
崎
を
そ

の
供
給
基
地
に
し
よ
う
と
考
え
た
も
の
ら

し
い
。
前
述
の
と
お
り
、
北
海
道
で
は
宝

で
は
宝
は
宝

永
３
年
（
１
７
０
６
）、
瀬
棚
村
で
栽
培

を
始
�
て
い
る
。
幕
府
は
安
政
４
年
（
１

８
５
７
）
に
は
馬
鈴
薯
の
栽
培
を
道
南
に

奨
励
し
て
い
る
。
函
館
を
開
港
し
、
外
国

船
へ
の
食
�
供
給
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。

明
治
政
府
は
、
馬
鈴
薯
を
寒
冷
地
の
適

性
作
物
と
し
て
栽
培
を
奨
励
す
る
よ
う
に

な
り
、
欧
米
か
ら
種
子
を
輸
入
す
る
。
明

治
８
年
（
１
８
７
５
）
に
開
拓
使
が
ス
ノ

ー
フ
レ
ー
ク
を
導
入
し
、
明
治
11
年
（
１

８
７
８
）
に
は
札
幌
農
学
校
が
ア
ー
リ
ー

ロ
ー
ズ
を
紹
介
し
て
い
る
。
い
ろ
ん
な
品

種
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
北

海
道
向
け
の
品
種
改
良
に
も
取
り
組
み
始

�
た
。

馬
鈴
薯
は
、
で
ん
粉
含
量
が
多

い
の
で
そ
の
�
�
食
用
と
し
て
も

親
し
み
や
す
い
が
、
で
ん
粉
を
取

り
出
す
と
さ
ら
に
多
様
な
料
理
が

で
き
る
の
が
特
長
で
あ
る
。
北
海

道
は
寒
冷
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

水
稲
栽
培
は
無
理
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
水
稲
に
代
�
る
主
食
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
馬
鈴
薯
栽
培
に

着
目
し
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き

で
あ
ろ
う
。
で
ん
粉
を
使
っ
て
芋
米
や
芋

餅
な
ど
に
加
工
す
る
と
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー

に
富
ん
で
食
生
活
を
満
�
さ
せ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
で
ん
粉
は
食
用
と
し
て
ば
か
り
で

な
く
、
用
途
が
多
い
の
で
そ
れ
な
り
の
付

加
価
値
が
認
�
ら
れ
た
。

馬
鈴
薯
で
ん
粉
に
関
す
る
調
査
に
よ
れ

ば
、
明
治
11
年
（
１
８
７
８
）
に
開
拓
使

が
馬
鈴
薯
１
石
（
１
８
０
ℓ
、
２
・
５
俵
、

１
５
０
�
）
を
原
料
と
し
て
で
ん
粉
を

�
）
を
原
料
と
し
て
で
ん
粉
を

）
を
原
料
と
し
て
で
ん
粉
を

17
・
５
斤
（
10
・
５
�
）
製
造
し
た
の
が

�
）
製
造
し
た
の
が

）
製
造
し
た
の
が

最
初
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
14
年
（
１
８

８
１
）、
七な
な

重え

勧
業
試
験
場
で
�
良
品
馬

鈴
薯
10
俵
１
２
０
貫
（
４
５
０
�
）
か
ら

�
）
か
ら

）
か
ら

70
斤
（
42
�
）
製
造
し
た
と
い
う
記
録
も

）
製
造
し
た
と
い
う
記
録
も

あ
る
。
前
者
の
製
品
歩
留
�
り
は
７
・
０

％
、
後
者
は
９
・
３
％
で
あ
り
、
用
具
も

�
と
も
な
も
の
で
な
く
、
技
術
も
劣
っ
て

か
な
り
低
い
。

馬
鈴
薯
は
北
海
道
の
よ
う
な
寒
冷
地
で

も
栽
培
で
き
る
こ
と
や
、
で
ん
粉
に
加
工

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
付
加
価
値
も
�
�

力
的
に
製
造
で
き
る
シ
ス
テ
ム
も
作
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
（
�
�
）。

（
�
�
）。。

チ
ュ
ー
ニ
ョ
は
食
用
と
し
て
利
用
さ
れ

た
ば
か
り
で
な
く
、
で
ん
粉
を
製
造
す
る

も
う
ひ
と
つ
の
技
術
と
し
て
注
目
さ
れ

た
。
粉
砕
し
て
水
に
浸
せ
ば
、
で
ん
粉
は

、
で
ん
粉
は

で
ん
粉
は

沈
殿
し
て
取
り
出
し
や
す
く
な
り
、
工
�

を
短
縮
し
て
製
造
で
き
る
。

開
拓
期
の
農
家
は
労
働
力
が
�
�
し
て

お
り
、
す
べ
て
の
作
物
が
秋
に
円
滑
に
収

穫
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
�
た
、
馬
鈴

薯
を
で
ん
粉
に
加
工
し
よ
う
と
し
て
も
、

で
ん
粉
工
場
に
余
力
が
あ
っ
た
と
は
い
え

な
い
時
代
で
あ
る
。

「
冷
凍
～
脱
水
～
乾
燥
」
と
い
う
工
�
を

踏
�
ば
貯
蔵
可
能
な
の
で
、
任
意
に
で
ん

粉
に
で
き
る
。手
間
を
要
す
る
と
し
て
も
、

原
料
を
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
な

り
に
ひ
と
つ
の
技
術
と
し
て
�
価
さ
れ
た
。

ひ
と
つ
の
技
術
と
し
て
�
価
さ
れ
た
。

つ
の
技
術
と
し
て
�
価
さ
れ
た
。

馬
鈴
薯
は
、
主
食
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
加
工
す
る

こ
と
で
付
加
価
値
が
�
�
ら
れ
る
有
為
な

作
物
で
あ
る
。
寒
さ
に
強
く
、
安
定
し
た

収
穫
を
保
証
す
る
の
も
魅
力
で
あ
る
。
北

海
道
農
業
に
と
っ
て
は
�
可
欠
の
作
物
で

あ
っ
た
が
、
何
よ
り
も
開
拓
期
か
ら
現
在

�
で
継
続
し
て
北
海
道
の
農
業
経
済
を
支

え
る
こ
と
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
で
ん
粉
製

紆
余
曲
折
を
続
け
た

で
ん
粉
製
造

外
国
船
へ
の
食
糧
供
給
と
し
て

始
ま
っ
た
江
戸
時
代
の
栽
培

凍結イモ脱水機：夜間に凍結した馬鈴
薯は日中の温度で融ける�こ�を何度
か繰り返すと馬鈴薯は乾燥する�迅速
に乾燥しようとす�ば�圧縮して脱水
す�ばよい�開拓農民は醤

しょうゆ

油搾り機な
どを利用して馬鈴薯を脱水した�
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り
、
利
益
の
多
い
作
物
で
あ
る
こ
と
を
知

れ
ば
、
地
域
の
農
家
は
そ
の
栽
培
に
関
心

を
寄
せ
る
と
同
時
に
、
で
ん
粉
製
造
に
取

り
組
む
よ
う
に
な
る
。

馬
鈴
薯
の
収
量
や
生
産
量
、
で
ん
粉
の

産
出
量
な
ど
が
統
計
資
料
に
掲
載
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
明
治
27
年（
１
８
９
４
）

か
ら
で
あ
る
が
、大
正
６
年
（
１
９
１
７
）

の
北
海
道
庁
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
早
く
も

製
造
戸
数
は
６
５
８
戸
に
達
し
、
で
ん
粉

の
産
出
量
は
63
万
９
８
４
３
�
（
約
６
４

�
（
約
６
４

（
約
６
４

０
t
）
で
あ
っ
た
。

明
治
30
年
（
１
８
９
７
）
に
至
っ
て
、、

で
ん
粉
の
産
出
量
は
１
０
０
０
t
台
に
達

す
る
。
製
造
戸
数
は
あ
�
り
増
加
し
て
い

な
い
が
、
器
具
や
機
械
に
改
良
が
加
え
ら

れ
、
製
造
技
術
も
発
達
し
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
１
戸
当
た
り
の
産
出
量
も
１
t
を

超
え
る
よ
う
に
な
る
。

で
ん
粉
の
産
出
量
が
２
０
０
０
t
を
超

え
る
の
は
明
治
37
年
（
１
９
０
４
）
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
５
０
０
０
t
を
超
え
る
よ

う
に
な
る
の
は
明
治
42
年
（
１
９
０
９
）

で
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
製
造
戸
数

も
５
０
０
０
戸
以
上
と
な
る
。
５
～
６
年

単
位
で
段
階
的
に
増
加
し
て
い
る
の
は
、

そ
れ
だ
け
で
ん
粉
の
需
要
が
多
か
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
し
、
付
随
し
て
馬
鈴
薯
の
栽

培
面
積
が
増
え
、
収
量
も
多
く
な
っ
て
い

る
か
ら
と
い
え
よ
う
。

明
治
時
代
の
地
域
別
で
ん
粉
生
産
量
の

北
海
道
庁
の
調
査
で
は
、
明
治
40
年
（
１

９
０
７
）
は
第
１
位
が
函
館
で
あ
り
、
こ

れ
に
後し
り

志べ
し

が
続
い
て
い
る
。
開
拓
時
期
が

早
く
、
馬
鈴
薯
の
栽
培
が
多
か
っ
た
の
で

当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
空
知
と

上
川
と
な
っ
て
い
る
の
は
道
央
の
開
拓
が

か
な
り
進
ん
で
き
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
や
が
て
畑
作
の
中
心
地
に
な
る
河か

西さ
い

（
十
勝
）
や
網
走
は
あ
�
り
目
立
つ
存

在
で
は
な
か
っ
た
。

明
治
時
代
に
は
欧
米
か
ら
い
ろ
ん
な
品

種
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
20
数
種
に
及
ん

だ
と
い
�
れ
る
が
、
主
に
で
ん
粉
製
造
用

と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
、
早
生
種
の
ア

ー
リ
ー
ロ
ー
ズ
、
ヘ
ブ
ロ
ン
、
中
生
種
の

ア
メ
リ
カ
大
白
（
ア
メ
リ
カ
ン
ワ
ン
ダ

ー
）、レ
ビ
ス
ロ
ー
ズ
、ヒ
ル
バ
ス
ケ
ッ
ト
、

晩
生
種
の
長
白
（
ル
ー
ラ
ル
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

カ
ー
２
）、
晩
生
白
（
�
た
は
蝦え

夷ぞ

錦に
し
きと

い
う
名
称
、
グ
リ
ー
ン
マ
ウ
ン
テ
ン
）
な

ど
で
あ
る
。
で
ん
粉
製
造
の
歩
留
�
り
は

12
・
５
％
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
１
俵
16

貫
（
60
�
）
の
原
料
か
ら
約
２
貫
（
７
・

）
の
原
料
か
ら
約
２
貫
（
７
・

５
�
）
の
で
ん
粉
が
製
造
で
き
た
こ
と
に

�
）
の
で
ん
粉
が
製
造
で
き
た
こ
と
に

）
の
で
ん
粉
が
製
造
で
き
た
こ
と
に

な
る
。

で
ん
粉
の
製
造
法
は
小
規
模
の
場
合
は

人
力
で
行
な
�
れ
、
規
模
が
大
き
く
な
れ

ば
馬
力
利
用
、
水
車
利
用
で
あ
る
。
こ
れ

が
や
が
て
石
油
発
動
機
利
用
や
蒸
気
機
関

利
用
に
発
展
す
る
。�

（
次
号
に
続
く
）

北海道馬鈴薯でん粉物語　第１回

明
治
期
の
製
品
歩
留
ま
り
は

約
12
％
ま
で
上
昇

5,143
1,080
（各税込）


