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か
っ
ぽ
ん
た
ん
と

                      
ラ
ミ
ー
ガ
マ 

国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ

Ａ
Ｏ
）
が
認
定
し
て
い
る
世

界
農
業
遺
産
地
域
は
日
本
国

内
で
は
八
カ
所
あ
り
ま
す
。

二
〇
一
五
年
に
認
定
さ
れ
た

宮
崎
県
北
部
の
高
千
穂
郷
・

椎
葉
山
地
域
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
一
月
二
一
日
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

私
も
一
般
参
加
し
ま
し

た
。
閉
会
後
に
地
元
の
町
の

皆
さ
ん
と
の
反
省
会
に
も
参

加
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
こ

こ
で
は
カ
ラ
ム
シ
を
「
か
っ

ぽ
ん
た
ん
」
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
カ
ラ
ム
シ

の
葉
を
丸
め
て
、
親
指
と
人

差
し
指
の
間
に
入
れ
て
叩
く

と
音
が
す
る
、
こ
う
し
た
遊

び
は
子
ど
も
の
時
に
皆
遊
ん

だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
だ
け
身
近
に
カ
ラ
ム
シ

が
生
育
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

た
だ
、
繊
維
原
料
等
と
し

て
カ
ラ
ム
シ
を
使
用
し
た
記

憶
は
少
な
く
、
あ
る
い
は
調

査
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
当
地
は
ア
サ
の
大
産
地
で

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
戦
前
に

域
内
に
は
四
百
町
歩
の
ア
サ

畑
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
後

作
に
は
大
豆
が
植
え
ら
れ

「
麻
尻
大
豆
」
と
い
っ
た
よ

う
で
す
。

野
の
水
路
の
上
に
オ
コ
ギ

小
屋
を
建
て
、
そ
こ
で
オ
コ

ギ
（
オ
ヒ
キ
）
を
し
た
そ
う

で
、
オ
カ
ス
（
オ
ク
ソ
）
も

大
切
に
採
っ
て
ワ
タ
ク
シ
と

し
て
販
売
し
て
い
ま
す
。
コ

ギ
方
は
細
い
竹
二
本
を
使
用

し
ま
す
。
コ
ギ
ハ
シ
（
箸
）

と
い
う
二
本
の
竹
で
は
さ
ん

で
製
繊
し
ま
す
。
金
属
製
品

を
使
わ
な
い
の
で
か
な
り
古

い
技
法
で
す
。

明
治
四
年
の
記
録
に
「
加

賀
苧
（
か
が
そ
）」
と
い
う

二
七
貫
目
あ
る
太
い
綱
を

作
っ
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま

す
。
加
賀
は
現
在
の
石
川
県

で
す
が
、
加
賀
苧
と
は
船
用

の
綱
の
こ
と
で
す
。
高
千
穂

の
麻
苧
は
延
岡
よ
り
千
石
船

で
大
坂
に
売
ら
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
船
用
の
材
料

と
い
う
の
が
重
要
で
す
。

さ
て
、
宮
崎
県
の
南
西
域

で
は
カ
ラ
ム
シ
は
「
ポ
ッ
ポ

草
」
と
呼
ば
れ
、
刈
り
取
り

専
用
の
鎌
（
カ
マ
）
が
残
っ

て
い
ま
す
。
宮
崎
県
立
博
物

館
所
蔵
の
目
録
の
実
測
図
に

四
点
確
認
で
き
ま
し
た
。
昭

和
三
〇
年
代
ま
で
使
用
し

「
ラ
ミ
ー
鎌
」
と
い
う
呼
称

が
あ
り
ま
す
。
野
生
の
ポ
ッ

ポ
草
（
カ
ラ
ム
シ
）
あ
る
い

は
栽
培
の
ラ
ミ
ー
（
カ
ラ
ム

シ
）
を
切
る
専
用
の
刃
が
太

い
鎌
で
す
。こ
の
繊
維
で「
ト

ウ
マ
イ
フ
ク
ロ
（
唐
米
袋
、

南
京
袋
）」
を
製
作
し
た
そ

う
で
す
。
高
千
穂
で
は
「
ト

マ
イ
袋
」
と
呼
び
、
運
動
会

で
、
こ
の
袋
に
両
足
を
入
れ

て
、
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
進
む
競

技
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
穀
類
を
入
れ
る
袋
と

思
わ
れ
ま
す
。
ラ
ミ
ー
と
は

カ
ラ
ム
シ
の
こ
と
で
明
治
時

代
以
降
に
海
外
か
ら
種
子
が

導
入
さ
れ
ま
す
。
戦
前
に
政

府
は
宮
崎
県
内
に
カ
ラ
ム
シ

栽
培
の
試
験
場
を
設
置
し
て

台
湾
と
連
携
し
て
い
ま
す
。

五
日
間
ほ
ど
宮
崎
県
内
を

歩
い
て
調
査
し
て
わ
か
る
こ

と
は
ア
サ
と
カ
ラ
ム
シ
の
区

別
が
無
い
こ
と
、
昭
和
三
〇

年
代
ま
で
ア
サ
が
栽
培
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
記
憶
は

ア
サ
が
卓
越
し
て
そ
れ
以
外

の
植
物
繊
維
は
見
え
に
く
く

な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

一
方
で
長
崎
県
五
島
列
島

付
近
で
の
江
戸
時
代
か
ら
明

治
時
代
前
期
の
西
海
捕
鯨
で

は
、
大
量
の
カ
ラ
ム
シ
を
入

手
し
鯨
を
捕
ら
え
る
巨
大
な

網
を
製
作
し
、
そ
の
原
料
は

九
州
（
肥
後
苧
）
と
大
坂
市

場
か
ら
購
入
し
て
い
ま
す
。

そ
の
一
組
の
網
に
十
五
ト
ン

の
新
カ
ラ
ム
シ
を
使
用
し
て

い
ま
す
。
価
格
は
銀
六
十
貫

目
で
三
斗
俵
の
コ
メ
で
三
千

俵
分
で
す
（
山
下
渉
登
『
捕

鯨
Ⅰ
』）。
こ
の
網
は
五
年
ほ

ど
使
用
で
き
た
よ
う
で
す
。

こ
う
し
た
鯨
組
が
多
数
あ
る

わ
け
で
す
。
江
戸
時
代
の
西

海
捕
鯨
に
は
一
万
人
が
労
働

し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
（
古
賀
康
士
二
〇
一
二
年

論
文
）。
そ
の
カ
ラ
ム
シ
は

ど
こ
か
ら
調
達
し
た
の
で

し
ょ
う
か
？

江
戸
時
代
後
期
、
か
な
り

の
ア
サ
が
カ
ラ
ム
シ
と
し
て

鯨
網
用
に
流
通
し
、
ま
た
舟

運
で
長
い
カ
ラ
ム
シ（
長
苧
）

を
出
し
た
最
上
苧
が
奈
良
晒

の
原
料
と
な
ら
ず
に
西
海
鯨

組
に
高
値
で
買
わ
れ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で

衣
類
原
料
用
の
カ
ラ
ム
シ
は

不
足
し
、
鯨
網
に
転
用
で
き

な
い
よ
う
畑
で
短
く
切
っ
た

カ
ゲ
ソ
（
影
苧
）
を
越
後
商

人
は
奥
会
津
の
産
地
に
新
し

く
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

モ
ノ
を
大
切
に
し
た
時
代

に
、
短
く
丈
を
揃
え
る
と
い

う
規
格
性
は
か
な
り
異
例
な

こ
と
で
す
。

【連
載
】
新
史
料
紹
介

菅
家

博
昭

（大
岐
）

野
尻
組
の
「麻
」
「か
ら
む
し
」
～
第
40
回
～

昭
和
村
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
長

▲（図 2）
竹で編んだオボケ ( 高千穂町 )

▶（
図
1
）ラ
ミ
ー
ガ
マ(

宮
崎
県
内)














