
七
草
が
ゆ
で
お
接
待

　

福
井
町
宮
宅
に
あ
る
水す

い

精せ
い

山ざ
ん

多た

聞も
ん

寺じ

で
は
、

毎
年
正
月
七
日
に
初は

つ

会え

式し
き

が
行
わ
れ
、
そ
こ

で
「
七
草
が
ゆ
」
が
振
る
舞
わ
れ
ま
す
。
60

ほ
ど
あ
る
檀
家
や
地
域
住
民
を
も
て
な
す
新

春
の
催
し
と
し
て
、
20
年
余
り
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

初
会
式
当
日
、
割
烹
着
姿
の
女
性
た
ち
が

早
朝
か
ら
寺
に
集
ま
り
、
年
季
の
入
っ
た
釜

で
米
を
炊
き
、
手
慣
れ
た
包
丁
さ
ば
き
で
七

草
を
刻
ん
で
い
き
ま
す
。

　

山
肌
に
日
が
差
し
は
じ
め
る
頃
、
里
山
に

立
ち
上
る
一
本
の
煙
に
導
か
れ
る
よ
う
に

人
々
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
お
椀
か
ら
立
ち

上
る
湯
気
が
、
境
内
に
若
々
し
い
七
草
の
香

り
を
運
ん
で
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
塩
の

き
い
た
お
か
ゆ
の
上
に
、
七
草
を
乗
せ
て
ア

ツ
ア
ツ
の
ま
ま
で
い
た
だ
く
―
。
自
然
と
笑

顔
に
な
る
瞬
間
で
す
。

　

こ
う
し
た
七
草
が
ゆ
の
お
接
待
は
県
内
で

も
珍
し
く
、
毎
年
１
０
０
人
を
超
す
人
々
が

訪
れ
る
と
い
い
ま
す
。
真
光
寺
住
職
で
多
聞

寺
の
住
職
を
兼
務
し
て
い
る
谷
内
隆
戒
さ
ん

（
福
井
町
）
に
よ
る
と
、
七
草
が
ゆ
の
お
接

待
は
、
多
聞
寺
に
あ
る
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

堂ど
う

の
改
築
を

祝
っ
て
昭
和
63
年
に
始
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。

七
草
の
節
供
を
祝
う
行
事
と
し
て
地
域
住
民

に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

阿
波
七
草
会

　

多
聞
寺
の
お
接
待
に
、毎
年
、「
春
の
七
草
」

を
届
け
て
い
る
の
が
阿
波
七
草
会
で
す
。
そ

の
会
長
を
務
め
る
長
谷
川
葉
月
さ
ん（
67
歳
・

福
井
町
）
は
、
専
業
農
家
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
農
業
を
営
む
傍
ら
、
年
間
約
20
万
パ
ッ
ク

を
出
荷
す
る
阿
波
七
草
会
の
生
産
調
整
役
と

し
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

阿
南
市
内
に
は
「
春
の
七
草
」
を
生
産
す

る
農
家
は
７
軒
あ
り
、
生
産
し
た
七
草
は
阿

波
七
草
会
と
し
て
出
荷
し
て
い
ま
す
。
７
軒

の
農
家
が
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
七
草
を

栽
培
し
て
い
ま
す
。

　

阿
波
七
草
会
は
、
今
か
ら
27
年
前
に
徳
島

県
阿
南
農
業
改
良
普
及
所
（
現
在
の
農
林
水

産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
）
の
勧
め
で
発

足
し
た
団
体
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
、
お
か
あ
ち
ゃ
ん
に
よ
る
「
三
ち
ゃ

ん
農
業
」
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
ち

ょ
っ
と
し
た
小
遣
い
稼
ぎ
に
と
、
88
軒
も
の

県
南
の
農
家
が
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
し
か

し
、
高
齢
化
と
と
も
に
そ
の
数
は
減
少
し
、

今
で
は
９
軒
に
。
そ
れ
で
も
、
生
産
者
の
皆

さ
ん
は
阿
波
の
七
草
ブ
ラ
ン
ド
を
守
り
続
け

よ
う
と
奮
励
努
力
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
の
出
荷
目
標
は
、
昨
年
よ
り
３

万
パ
ッ
ク
多
い
23
万
パ
ッ
ク
。
ピ
ー
ク
時
に

比
べ
る
と
３
分
の
２
程
度
で
す
が
、
以
前
よ

り
１
軒
当
た
り
の
割
当
数
は
増
え
、
忙
し
さ

は
増
す
ば
か
り
。
12
月
３
日
、
関
西
の
市
場

関
係
者
も
出
席
し
て
行
わ
れ
た
出
荷
協
議
会

で
は
、「
残
り
１
カ
月
、
最
後
の
最
後
ま
で

気
を
抜
か
ず
に
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と

げ
き
が
飛
ば
さ
れ
ま
し
た
。

七
草
を
栽
培
す
る

　
「
春
の
七
草
」
の
主
な
生
産
地
は
愛
媛
県

や
大
分
県
で
、
徳
島
県
で
も
生
産
さ
れ
て
い

ま
す
。
阿
波
七
草
会
が
つ
く
る
七
草
の
品
質

は
折
り
紙
付
き
で
、
市
場
関
係
者
か
ら
も
厚

い
信
頼
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

七
草
の
栽
培
は
初
秋
か
ら
年
末
に
か
け
て

行
わ
れ
ま
す
。
８
月
末
か
ら
10
月
に
か
け
て

７
種
の
種
を
撒
き
、
年
末
に
収
穫
し
ま
す
。

そ
の
期
間
は
４
カ
月
と
短
く
、
二
毛
作
で
の

栽
培
も
可
能
。
し
か
し
、
そ
の
栽
培
は
口
で

言
う
ほ
ど
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
七
草
の

ほ
と
ん
ど
が
草
で
あ
る
た
め
、
ほ
か
の
作
物

と
違
っ
て
栽
培
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
な
く
、
経
験

が
頼
り
の
農
業
だ
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
季
節
の
ず
れ
が
栽
培
管
理
を
よ
り

難
し
い
も
の
に
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、

七
草
を
食
べ
る
習
慣
は
旧
暦
の
正
月
で
し
た
。

現
行
の
暦
で
は
１
カ
月
以
上
も
早
く
、
気
候

の
変
化
な
ど
、
そ
の
ず
れ
は
２
カ
月
に
及
ぶ

と
考
え
ら
れ
、
栽
培
管
理
に
も
ひ
と
工
夫
が

必
要
で
す
。
何
は
と
も
あ
れ
、
性
格
の
違
う

七
種
の
若
草
を
決
め
ら
れ
た
日
に
、
割
り
当

て
ら
れ
た
数
だ
け
揃
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。気
配
り
も
七
種
七
様
で
、「
簡
単
で
な
い
」

と
い
う
ゆ
え
ん
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

七
草
の
生
産
は
、
取
引
業
者
と
出
荷
数
量

や
取
引
価
格
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
契

約
栽
培
に
よ
り
ま
す
。
安
定
し
た
収
入
が
見

込
め
る
半
面
、
責
任
も
大
き
く
、
目
標
数
を

出
荷
し
終
わ
る
ま
で
は
ピ
リ
ピ
リ
と
し
た
日

が
続
き
ま
す
。

　

収
穫
が
始
ま
る
大
晦
日
か
ら
の
一
週
間
は

時
間
と
の
闘
い
で
す
。
朝
早
く
か
ら
日
が
暮

れ
る
ま
で
、
親
戚
や
地
域
の
人
々
が
総
出
と

な
っ
て
出
荷
作
業
を
手
伝
い
ま
す
。
洗
浄
・

調
整
さ
れ
た
み
ず
み
ず
し
い
七
草
が
、
ま
る

で
寿
司
ネ
タ
の
よ
う
に
作
業
台
の
上
に
並
べ

ら
れ
る
と
、「
寿
」
と
書
か
れ
た
パ
ッ
ク
に

次
々
と
詰
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
１
箱
に
30

パ
ッ
ク
入
る
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
生
産
者
番
号

の
ス
タ
ン
プ
を
押
せ
ば
、
い
よ
い
よ
出
荷
で

す
。
新
野
町
に
あ
る
冷
蔵
倉
庫
に
運
び
込
ま

れ
た
七
草
セ
ッ
ト
は
、
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
込

ま
れ
京
阪
神
方
面
に
出
荷
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

正
月
三
が
日
が
過
ぎ
た
頃
、
市
内
の
店
頭

に
も
並
び
始
め
、
買
い
物
客
の
手
に
取
ら
れ

て
い
き
ま
す
。

新
春
特
別
企
画

新
春
の
食
卓
に
健
康
を
届
け
る

春
の

七
草
物
語

一年365日、
ただ一日のためだけにつくられる“春の七草”
その歴史ロマンは、七草農家によって
しっかりと受け継がれています
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七
草
の
今
昔

　
「
春
の
七
草
」
は
「
秋
の
七
草
」
に
対
し

て
呼
ば
れ
た
も
の
で
す
。
一
般
的
に
は
、
セ

リ
、
ナ
ズ
ナ
、
ゴ
ギ
ョ
ウ
、
ハ
コ
ベ
、
ホ
ト

ケ
ノ
ザ
、
ス
ズ
ナ
、
ス
ズ
シ
ロ
を
い
い
ま
す

が
、
昔
は
統
一
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

11
種
の
文
献
か
ら
「
春
の
七
草
」
と
さ
れ

る
若
菜
を
整
理
し
た
『
民
間
時
令
（
山
崎
美

成
著
）』
巻
之
一
で
は
、
10
種
の
文
献
に
共

通
し
て
い
る
の
が
セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
、
９
種
が

ゴ
ギ
ョ
ウ
、
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
、
８
種
が
ス
ズ
シ

ロ
、
ハ
コ
ベ
、
６
種
が
ス
ズ
ナ
で
あ
る
と
さ

れ
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

七
草
の
種
類
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
諸

説
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
七
種
に
定
め
た

の
は
、
四よ

つ
つ
じ
の
さ
だ
い
じ
ん

辻
左
大
臣
（
南
北
朝
時
代
の
学
者
、

歌
人
）
で
あ
る
と
『
古
今
要
覧
稿
（
江
戸
時

代
後
期
・
屋
代
弘
賢
編
さ
ん
）』
は
記
し
て

い
ま
す
。
七
草
を
呼
ぶ
順
序
も
前
述

の
と
お
り
で
、
江
戸
時
代
に
和

歌
で
詠
ま
れ
た
も
の
が

現
代
に
引
き
継
が

れ
て
い
ま

す
。

七
草
が
ゆ
を
食
べ
る
風
習

　

一
年
の
始
ま
り
は
正
月
元
旦
で
、
そ
れ
か

ら
数
え
て
七
日
目
を
七
日
正
月
と
い
い
、
正

月
の
一
区
切
り
の
日
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

古
代
中
国
で
は
、正
月
一
日
か
ら
鶏
、狗
、猪
、

羊
、
牛
、
馬
の
順
に
獣
畜
を
占
い
、
七
日
に

は
人
を
占
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
七
日
は

「
人じ

ん

日じ
つ

」
と
呼
ば
れ
、七
種
の
若
菜
を
羹

あ
つ
も
の

（
若

菜
を
具
に
し
た
熱
い
汁
）
に
し
て
食
べ
る
と

邪
気
を
払
う
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

冬
場
の
寒
さ
の
な
か
で
青
々
と
葉
を
広
げ
て

い
る
七
草
の
生
命
力
が
邪
気
を
払
う
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
を
記
し
た
中
国
の
『
荊け

い

楚そ

歳さ
い

時じ

記き

』
は
、
奈
良
時
代
に
日
本
に
伝
来
し
、
日

本
の
季
節
ご
と
の
行
事
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
に
は
、宮
廷
の
儀
式
と
し
て「
七

草
が
ゆ
」
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江

戸
時
代
に
は
五
節
供
の
一
つ
「
七
草

の
節
供
」
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

阿
南
市
で
は
、
食
育
の
一
環

と
し
て
、
郷
土
料
理
や
行
事
食
を
学
校

給
食
や
保
育
所
の
給
食
に
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
い
ま
す
。
毎
年
１
月
上
旬
に
は
、
七
草

汁
や
七
草
が
ゆ
が
作
ら
れ
、
お
正
月
な
ら
で

は
の
味
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
学
校
で
は
学
校
栄
養
士
に
よ
る
食

育
指
導
も
行
わ
れ
て
お
り
、
行
事
食
の
い
わ

れ
や
食
材
の
特
徴
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て

い
ま
す
。
保
育
所
で
は
紙
芝
居
が
行
わ
れ
る

な
ど
、
発
育
段
階
に
合
わ
せ
た
食
育
が
取
り

組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
人
々
の
健
康
を
支
え
る

　
生
産
者
の
情
熱
と
愛
情

　

行
事
食
は
、
四
季
折
々
で
自
然
の
恵
み
に

感
謝
し
、
古
く
か
ら
祭
り
や
行
事
な
ど
特
別

の
日
に
食
べ
る
、い
わ
ば
「
ふ
る
さ
と
の
味
」

と
し
て
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
旬
の
食

材
を
使
っ
た
食
事
か
ら
、
季
節
を
味
わ
い
、

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
日
本
の
食
文
化
は
、

今
や
世
界
の
人
々
に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
食
文
化
は
、
長
い
歴
史
と
風
土

の
中
で
培
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
、

厳
し
い
自
然
と
向
き
合
い
、
安
全
で
安
心
で

き
る
食
材
を
供
給
し
続
け
て
く
れ
る
、
生
産

者
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
の
積
み
重
ね
が
あ
る
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
っ
ぷ
り
と

注
ぎ
込
ま
れ
た
生
産
者
の
情
熱
と
愛
情
が
、

七
草
の
栄
養
分
と
相
ま
っ
て
、
人
々
の
健
康

を
支
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
年
３
６
５
日
、
た
だ
一
日
の
た
め
だ
け

に
作
ら
れ
る
春
の
七
草
。
そ
の
歴
史
ロ
マ
ン

は
、
現
代
の
生
産
者
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と

受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

《
参
考
文
献
》

・
有
岡
利
幸
『
春
の
七
草
』　

法
政
大
学
出
版
局

・
農
山
漁
村
文
化
振
興
協
会

　
『
食
農
教
育
』
２
０
１
１
年
１
月
号

　
『
月
刊　

現
代
農
業
』
１
９
８
９
年
１
月
号

　

七
草
が
ゆ
を
食
べ
る
習
慣
が
定
着
し
た

背
景
は
、
信
仰
的
な
側
面
ば
か
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
温
室
栽
培
技
術
や
生
鮮
野
菜

の
保
存
技
術
が
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
青

菜
が
不
足
す
る
冬
場
に
栄
養
補
給
を
す
る

と
い
う
、
実
利
的
な
効
用
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

七
草
が
ゆ
は
正
月
七
日
に
限
ら
ず
、
そ
れ

以
外
の
日
で
も
「
薬
膳
食
」
と
し
て
食
べ

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

小
さ
な
若
菜
に
秘
め
ら
れ
た
健
康
パ
ワ

ー
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

セ
リ
（
芹
）

　

セ
リ
は
、
田
ん
ぼ

や
沢
に
多
く
見
ら
れ

る
多
年
生
の
植
物
で

す
。
競
り
合
っ
て
勢

い
よ
く
伸
び
る
こ
と

か
ら
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
パ
セ
リ
や
セ

ロ
リ
と
同
じ
セ
リ
科
で
、
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ

と
し
た
食
感
と
香
り
が
特
徴
で
す
。

　

ビ
タ
ミ
ン
Ａ
や
B2
が
多
く
含
ま
れ
、
昔

か
ら
貧
血
の
薬
草
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

精
油
成
分
に
は
発
汗
や
保
温
作
用
が
あ
り
、

冷
え
性
や
風
邪
に
も
効
果
が
あ
り
ま
す
。

【
効
用
の
あ
る
症
状
】
血
中
老
廃
物
の
排

泄
、
高
血
圧
、
更
年
期
障
害
、
食
欲
不
振

ナ
ズ
ナ
（
薺
）

　

ナ
ズ
ナ
は
道
端
や
畑

の
畦
な
ど
に
生
え
る
ア

ブ
ラ
ナ
科
の
二
年
草
で
、

名
前
は
「
愛
で
る
菜
」

に
由
来
す
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
ナ
ズ
ナ
の
果
実
が
三
味
線
の
撥ば

ち

に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
名
を
「
ペ
ン
ペ

ン
草
」
と
も
呼
び
ま
す
。

　

ナ
ズ
ナ
の
若
葉
に
は
タ
ン
パ
ク
質
が
多
く

含
ま
れ
、
ビ
タ
ミ
ン
類
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、
鉄

分
な
ど
貧
血
に
も
効
果
的
で
す
。
血
圧
を
下

げ
る
作
用
も
あ
り
、
高
血
圧
の
予
防
に
も
効

果
が
あ
り
ま
す
。

【
効
用
の
あ
る
症
状
】
眼
底
出
血
、
肺
出
血
、

子
宮
の
異
常
出
血
、
慢
性
腎
炎
、
肝
炎

ゴ
ギ
ョ
ウ
（
母
子
草
）

　

母
子
草
の
こ
と
を
春

の
七
草
で
は
「
御ご

ぎ
ょ
う形
」

と
呼
び
ま
す
。
古
来
よ

り
白
は
け
が
れ
が
な
い

と
さ
れ
、
母
子
草
が
母

と
子
の
け
が
れ
払
い
に

代
用
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
ゴ
ギ
ョ

ウ
は
キ
ク
科
の
越
年
草
で
、「
よ
も
ぎ
」
よ

り
灰
汁
が
少
な
い
こ
と
か
ら
草
餅
に
よ
く
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

葉
に
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
、
カ
ロ
テ
ン
な
ど
が

含
ま
れ
、
根
に
は
デ
ン
プ
ン
や
た
ん
白
質
の

分
解
酵
素
、
食
物
繊
維
が
多
く
、
便
秘
に
も

効
果
が
あ
り
ま
す
。

【
効
用
の
あ
る
症
状
】
扁
桃
炎
、
急
性
腎
炎
、

百
日
咳
、
気
管
支
炎
、
打
ち
身
、
皮
膚
病

ハ
コ
ベ
（
ハ
コ
ベ
ラ
）

　

ハ
コ
ベ
は
ハ
コ
ベ
ラ

の
略
で
、
ナ
デ
シ
コ
科

の
越
年
草
で
す
。
語
源

は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん

が
、
漢
字
で
「
繁
縷
」

と
書
き
、
よ
く
茂
る
と

い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
葉
が
ひ
よ
こ
や
鶏

の
餌
に
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
別
名
を
「
ひ

よ
こ
草
」
と
も
呼
び
ま
す
。

　

た
ん
白
質
や
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、

鉄
分
な
ど
を
多
く
含
み
強
心
作
用
や
整
腸
作

用
が
あ
り
ま
す
。
生
葉
の
葉
緑
素
は
口
臭
作

用
に
も
優
れ
て
お
り
、
古
く
は
歯
磨
き
粉
と

し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

【
効
用
の
あ
る
症
状
】
胃
腸
病
、
便
秘
、
腹

痛
、
脚
気
、
虫
垂
炎
、
産
前
産
後
の
浄
血

ホ
ト
ケ
ノ
ザ

　（
タ
ビ
ラ
コ
）

　

春
の
七
草
と
さ
れ
る

ホ
ト
ケ
ノ
ザ
に
は
諸
説

が
あ
り
ま
す
。
標
準
和

名
と
し
て
一
般
的
に
知

ら
れ
て
い
る
シ
ソ
科
の
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
と
は
違

う
植
物
で
、
タ
ビ
ラ
コ
と
い
う
キ
ク
科
の
越

年
草
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
地
べ
た
に
放
射

線
状
に
広
げ
た
葉
が
仏
さ
ま
の
蓮
華
座
に
見

え
る
こ
と
か
ら
、
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
と
い
う
一
名

が
付
き
ま
し
た
。
水
田
の
乾
い
た
と
こ
ろ
に

生
息
し
、
ほ
ん
の
り
と
し
た
苦
味
が
特
徴
で

す
。

【
効
用
の
あ
る
症
状
】
健
胃
、
整
腸
、
高
血

圧
予
防

ス
ズ
ナ
（
か
ぶ
）

　

ス
ズ
ナ
は
ア
ブ
ラ
ナ

科
の
越
年
草
で
、
古
い

時
代
に
中
国
方
面
か
ら

渡
来
し
た
栽
培
野
菜
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

カ
ブ
は
く
せ
の
な
い
野

菜
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
料
理
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

根
に
は
、
消
化
酵
素
や
食
物
繊
維
が
多
く
、

葉
に
は
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
・
Ｃ
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、

鉄
分
、
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
を
多
く
含
み
ま
す
。

体
に
抵
抗
力
を
つ
け
て
病
気
に
か
か
り
に
く

く
す
る
効
能
が
あ
り
、
す
り
潰
し
た
種
は
塗

り
薬
と
し
て
美
肌
効
果
が
あ
り
ま
す
。

【
効
用
の
あ
る
症
状
】
消
化
不
良
、
便
秘
、

で
き
も
の
、に
き
び
、円
形
脱
毛
症
の
塗
り
薬

ス
ズ
シ
ロ
（
大
根
）

　

ス
ズ
シ
ロ（
＝
大
根
）

は
、
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
一

〜
二
年
草
で
す
。
大
根

の
根
部
が
白
く
涼
し
げ

に
見
え
る
こ
と
か
ら
ス

ズ
シ
ロ
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
１
３
０
０
年
ほ
ど
前
に
、
地
中
海
沿

岸
部
か
ら
中
国
を
経
て
日
本
に
渡
来
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
方
品
種
は
実
に
１

０
０
種
に
も
及
び
ま
す
。

　

葉
に
は
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
、
カ
ロ
テ
ン
な
ど

が
含
ま
れ
、
根
に
は
デ
ン
プ
ン
や
タ
ン
パ
ク

質
の
分
解
酵
素
、
食
物
繊
維
が
多
く
、
老
化

防
止
や
便
秘
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。

【
効
用
の
あ
る
症
状
】
風
邪
、
胃
酸
過
多
、

腹
痛
、
二
日
酔
い
、
胸
や
け
、
食
中
毒

食
育
に
活
用
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（福井町）

野賀田多賀夫さん
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青木玲子さん
（椿町）

佐藤和明さん
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徳本泰治さん
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