
時
を
経
て
、
そ
の
「
幻
の
瓜
」
に
注
目

し
た
の
が
、
玉
造
稲
荷
神
社
の
禰ね

宜ぎ

・
鈴

木
伸
廣
さ
ん
だ
。
鈴
木
さ
ん
は
神
社
や
地

域
の
歴
史
に
つ
い
て
古
い
文
献
を
調
べ
る

な
か
で
、
玉
造
黒
門
越
瓜
の
存
在
を
知
り
、

こ
の
伝
統
野
菜
を
玉
造
の
地
で
復
活
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
当
時
、

「
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
」
の
ひ
と
つ
と
し
て

大
阪
府
・
大
阪
市
に
認
証
さ
れ
て
い
る
、

「
玉
造
黒
門
越
瓜
」。
そ
の
長
い
名
前
に
は
、

こ
の
野
菜
が
辿
っ
た
歴
史
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

大
坂
・
玉
造
周
辺
は
、
安
土
桃
山
時
代
、

豊
臣
秀
吉
が
造
っ
た
大
坂
城
の
外
郭
（
惣そ
う

構が
ま
え）
の
内
側
に
あ
た
り
、
豊
臣
方
の
大
名

ら
が
住
む
武
家
屋
敷
が
並
ん
で
い
た
。
し

か
し
、
大
坂
夏
の
陣
で
す
べ
て
焼
失
。
江

戸
時
代
に
、
地
域
の
有
力
者
だ
っ
た
高
津

屋
吉
右
衛
門
が
幕
府
の
命
を
受
け
、
こ
の

土
地
を
畑
地
と
し
て
再
開
発
し
た
。
高
津

屋
は
こ
こ
で
瓜
を
栽
培
し
、
そ
の
販
売
に

力
を
入
れ
た
。
こ
れ
が
玉
造
の
ブ
ラ
ン
ド

野
菜
「
玉
造
黒
門
越
瓜
」
の
誕
生
で
あ
る
。

「
黒
門
」
と
は
、
大
坂
城
の
玉
造
門
が
黒

塗
り
で
、
別
名
「
黒
門
」
と
呼
ば
れ
た
こ

と
に
由
来
す
る
。
玉
造
に
は
、
明
治
時
代

ま
で
続
い
た
白
瓜
市
場
が
あ
り
、
こ
の
市

場
も
別
名
「
黒
門
市
場
」
と
呼
ば
れ
た
。

「
越
」
は
、
古
代
中
国
の
長
江
の
南
に

あ
っ
た
越え

つ

の
国
の
意
味
。
瓜
は
原
産
地
の

北
ア
フ
リ
カ
か
ら
方
々
に
伝
播
し
、
イ
ン

ド
・
東
ア
ジ
ア
を
経
由
し
て
中
国
に
伝

わ
っ
た
も
の
が
越
瓜
と
な
り
、
弥
生
時
代

頃
に
日
本
に
渡
来
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
わ
れ
る
。

玉
造
黒
門
越
瓜
が
生
ま
れ
た
江
戸
時
代

中
期
、
上
町
台
地
か
ら
湧
き
出
る
名
水
と
、

幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
酒
造
り
の
権
利
に

よ
っ
て
、
玉
造
に
は
多
く
の
酒
造
業
者
が

集
ま
っ
て
い
た
。
良
質
な
瓜
と
酒
造
り
の

工
程
で
で
き
る
酒
糟
が
組
み
合
わ
さ
れ
生

ま
れ
た
の
が
、
玉
造
名
物
の
奈
良
漬
け
で

あ
る
。
当
時
、
玉
造
は
大
坂
と
奈
良
や
伊

勢
を
結
ぶ
玄
関
口
で
、
お
伊
勢
参
り
に
出

か
け
る
人
び
と
の
出
発
地
と
し
て
大
い
に

賑
わ
い
、
町
に
は
茶
店
や
笠
屋
な
ど
の
店

が
軒
を
連
ね
た
。
味
が
よ
く
日
持
ち
の
す

る
名
物
「
玉
造
黒
門
越
瓜
の
奈
良
漬
け
」

は
、
伊
勢
参
り
の
旅
人
た
ち
の
旅
の
お
供

や
土
産
と
し
て
人
気
を
博
し
た
。
そ
の
名

は
、
江
戸
時
代
の
名
物
名
産
略
記
や
番
付

な
ど
の
記
録
に
も
散
見
さ
れ
、
当
時
の
人

気
ぶ
り
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
明
治
時
代
に
入
る
と
、
大
阪

城
周
辺
に
は
大
規
模
な
軍
の
工
場
が
造
ら
れ

て
、
玉
造
に
は
多
く
の
工
員
が
居
留
し
、
田

畑
や
白
瓜
市
場
、
酒
造
業
者
は
消
失
。
玉

造
黒
門
越
瓜
も
こ
の
地
か
ら
姿
を
消
し
た
。

大
阪
府
立
食
と
み
ど
り
の
総
合
技
術
セ
ン

タ
ー
で
在
来
種
の
研
究
を
し
て
い
た
森
下

正
博
さ
ん
に
連
絡
を
取
り
、
大
阪
府
内
で

栽
培
・
保
存
さ
れ
て
い
た
種
の
入
手
方
法

や
、
育
て
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
森

下
さ
ん
や
地
域
の
人
び
と
の
協
力
を
得
な

が
ら
境
内
の
一
角
で
栽
培
し
、
２
０
０
３

年
、
み
ご
と
に
玉
造
で
玉
造
黒
門
越
瓜
を

復
活
さ
せ
た
の
だ
。
以
来
毎
年
、
神
社
で

は
瓜
の
栽
培
が
行
わ
れ
、
夏
祭
り
に
合
わ

せ
て
瓜
料
理
を
参
拝
者
に
ふ
る
ま
う
「
玉

造
黒
門
越
瓜
の
食
味
祭
」が
開
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
大
阪
・
上
町
台
地
界
隈
で
地

域
資
源
を
生
か
し
て
新
た
な
つ
な
が
り
を

で
は
、
８
月
４
日
に
開
催
さ
れ
た
「
玉

造
黒
門
越
瓜
〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟
収
穫
祭
」

の
様
子
を
紹
介
し
よ
う
。
本
イ
ベ
ン
ト
は

今
年
で
12
回
目
。
大
阪
ガ
ス
㈱
の
実
験
集

合
住
宅
「
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
21
」
で
毎
年
開
か
れ

て
い
る
。

開
会
を
前
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
瓜
料

理
を
携
え
た
参
加
者
た
ち
が
到
着
。
め

い
め
い
包
み
か
ら
手
料
理
を
取
り
出
し
、

会
場
の
テ
ー
ブ
ル
に
置
い
て
い
く
。
定

紡
い
で
い
く
、
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
文
化
研
究
所
の
「
U
‒
C
o
R
o

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
鈴
木
さ
ん
へ
の
取

材
を
通
し
て
、
越
瓜
と
出
会
い
、
越
瓜
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
盛
衰
ド
ラ
マ
や
、
個
性

豊
か
な
人
び
と
を
結
び
つ
け
る
可
能
性
に

着
目
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
の
実

践
研
究
と
し
て
、「
玉
造
黒
門
越
瓜
〝
ツ

ル
つ
な
ぎ
〟プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
２
０
０
８

年
に
開
始
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
毎
年
春
に
、

玉
造
稲
荷
神
社
の
瓜
の
種
を
地
域
の
施

設
や
家
庭
を
巡
り
配
布
。
参
加
者
が
庭

や
ベ
ラ
ン
ダ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
、
家
庭
菜

園
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
、
瓜
を
育
て

て
い
く
。
育
成
の
様
子
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
の

新
聞
で
共
有
す
る
ほ
か
、
収
穫
期
に
は
、

参
加
者
が
瓜
料
理
を
持
ち
寄
る
収
穫
祭

を
開
催
。
瓜
を
育
て
共
に
食
す
こ
と
を

通
し
て
、
人
び
と
の
つ
な
が
り
を
豊
か

に
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
だ
。
参
加

者
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
現
在
で
は

地
域
の
30
軒
以
上
の
施
設
や
家
庭
が
瓜

作
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
大
阪
府
下

や
兵
庫
県
、
奈
良
県
な
ど
玉
造
以
外
の

地
域
で
も
栽
培
者
が
増
え
、
瓜
を
通
じ

た
人
の
輪
が
年
々
広
が
り
を
み
せ
て
い

る
。

な
に
わ
名
物
と
し
て
人
気
を
博
し
た

「
玉
造
黒
門
越
瓜
」

百
年
ぶ
り
に
玉
造
の
地
で
復
活

伝
統
野
菜
を
通
じ
て
広
が
る
人
の
輪

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
者
の
交
流
の
場

盛
夏
の〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟収
穫
祭

玉造黒門越瓜は、縦縞が
8本ほどあるのが特徴。

上／玉造稲荷神社境内の
瓜畑と越瓜の碑。
左／江戸時代、瓜はらせ
ん状や半分に切ったものを
干して保存食としても盛ん
に食された。

『四季漬物鹽嘉言』小田原
屋主人　天保7（1836）年

上／ベランダのプランターで育てられる越瓜。
右／越瓜の種は、玉造稲荷神社が提供する。

人
と
地
域
を
結
ぶ
な
に
わ
の
伝
統
野
菜

―
―「
玉た

ま

造つ
く
り

黒く
ろ

門も
ん

越し
ろ

瓜う
り

〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟
収
穫
祭
」レ
ポ
ー
ト

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
が
２
０
０
８
年
か
ら
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
、

「
玉
造
黒
門
越
瓜
〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。

玉
造
稲
荷
神
社
が
百
年
ぶ
り
に
地
元
で
復
活
さ
せ
た
伝
統
野
菜
の
種
を
、

地
域
の
人
び
と
が
共
に
育
て
、
食
し
、
広
め
て
い
く
こ
と
で
、
新
た
な
交
流
を
生
み
出
し
て
い
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
動
向
と
、
８
月
４
日
に
開
催
さ
れ
た
収
穫
祭
の
模
様
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
。

米
田
茉
衣
子
＝
取
材
・
執
筆
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番
の
和
食
か
ら
中
華
、
フ
レ
ン
チ
、
イ

タ
リ
ア
ン
、
さ
ら
に
は
中
東
風
ま
で
、

バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
で
美
し
い
料
理
が
所

せ
ま
し
と
並
ん
だ
。
こ
の
日
の
た
め
に

丹
精
込
め
て
作
っ
た
料
理
を
前
に
、
参

加
者
同
士
の
会
話
に
花
が
咲
く
な
か
、

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究

所
弘
本
由
香
里
研
究
員
に
よ
る
開
会
の

挨
拶
と
参
加
者
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
。

次
に
、
参
加
者
に
よ
る
料
理
の
紹
介
。

「
越
瓜
と
パ
プ
リ
カ
の
イ
タ
リ
ア
風
サ
ラ

ダ
」「
昔
な
が
ら
の
奈
良
漬
け
」「
越
瓜
と

ベ
ー
コ
ン
等
の
甘
酢
あ
ん
か
け
」「
越
瓜

の
ク
ス
ク
ス
」「
越
瓜
の
コ
ン
フ
ィ
チ
ュ
ー

ル
」
…
…
今
年
の
栽
培
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

交
え
な
が
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ

る
創
作
料
理
の
数
々
が
披
露
さ
れ
た
。
ど

の
料
理
も
制
作
者
の
創
意
工
夫
が
感
じ
ら

れ
、
料
理
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
幅
広
さ

に
驚
か
さ
れ
た
。
気
に
な
る
玉
造
黒
門
越

瓜
の
味
だ
が
、
透
明
の
果
肉
は
瑞
々
し
く

あ
っ
さ
り
と
し
て
い
て
、
瓜
特
有
の
青
臭

さ
が
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
食
材
や
味
付
け

と
組
み
合
わ
せ
て
ア
レ
ン
ジ
が
可
能
で
、

料
理
に
上
品
な
涼
や
か
さ
を
添
え
て
い
た
。

さ
ら
に
、
玉
造
稲
荷
神
社
の
向
か
い
に

あ
る
仏
料
理
店
「
レ
ス
ト
ラ
ン 

リ
ー
ル
」、

本
誌
で
は
お
馴
染
み
の
日
本
料
理
店
「
か

こ
み
」
の
協
力
に
よ
り
、
プ
ロ
の
手
に
よ

る
玉
造
黒
門
越
瓜
を
使
っ
た
創
作
料
理
も

届
け
ら
れ
た
。「
瀬
戸
内
六
穀
豚
と
越
瓜

の
白
ワ
イ
ン
煮
込
み
」（
リ
ー
ル
）、「
越

瓜
と
鱧
の
サ
ラ
ダ
」（
か
こ
み
）
な
ど
、
プ

ロ
な
ら
で
は
の
技
術
と
発
想
で
瓜
の
魅
力

を
引
き
出
し
た
料
理
が
提
供
さ
れ
た
。

会
の
途
中
で
は
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔

館
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
町
家
衆
と
し
て
活

動
し
て
い
る
加
藤
元
樹
・
薫
夫
妻
が
、
紙

芝
居
「
大
阪
な
に
わ
伝
統
野
菜
の
お
・

は
・
な
・
し
」（
原
作
：
志
村
敏
子
、
紙
芝

居
制
作
：
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
＋
大
阪
教
育

大
学
学
生
）
を
上
演
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
語

り
に
よ
る
な
に
わ
伝
統
野
菜
の
紹
介
に
、

会
場
は
笑
い
に
包
ま
れ
た
。

最
後
は
、
一
本
締
め
の
代
わ
り
に
、
大

阪
市
立
玉
造
小
学
校
の
活
動
で
作
ら
れ
た

「
玉
造
く
ろ
も
ん
し
ろ
う
り
う
た
」
を

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
に
あ
わ
せ
て
合
唱
し
、

今
年
の
収
穫
祭
は
和
や
か
に
幕
を
閉
じ
た
。

会
場
で
参
加
者
の
方
た
ち
に
話
を
伺
っ

た
。
此
花
区
で
「
此
花
こ
ど
も
食
堂
」
を

運
営
す
る
角
林
佳
代
子
さ
ん
は
、
今
年
初

め
て
越
瓜
の
結
実
に
成
功
し
た
こ
と
を
嬉

し
そ
う
に
報
告
し
て
く
れ
た
。

「
以
前
か
ら
、
阪
南
市
の
農
家
か
ら
こ
ど

も
食
堂
に
玉
造
黒
門
越
瓜
を
提
供
さ
れ
て

い
て
、
越
瓜
の
漬
物
を
作
っ
て
皆
で
食
べ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
自
分
で
も
挑
戦

し
て
み
よ
う
と
。
昨
年
は
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
今
年
は
資
料
な
ど
を

参
考
に
し
て
雌
花
に
受
粉
を
し
た
ら
、
１

個
だ
け
実
が
な
っ
た
ん
で
す
よ
」

天
王
寺
区
で
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
を
し
て
い
る
中
越
慈
子
さ
ん
は
栽
培
歴

11
年
。「
玉
造
黒
門
越
瓜
は
昔
の
ま
ま
品

種
改
良
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
た
く
さ
ん

収
穫
す
る
の
は
難
し
い
ん
で
す
。
今
年
は
、

夫
が
天
王
寺
区
の
講
座
で
草
花
の
育
て
方

を
教
わ
り
、
栽
培
方
法
を
改
善
し
て
３
個

ほ
ど
収
穫
で
き
そ
う
。
ど
う
や
っ
た
ら
大

き
く
な
る
の
か
な
ど
試
行
錯
誤
す
る
の
は
、

続
け
る
う
ち
に
面
白
く
な
り
ま
し
た
ね
」

栽
培
は
容
易
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
参

加
者
は
情
報
を
共
有
し
、
各
々
策
を
凝
ら

し
な
が
ら
、
瓜
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い

る
と
い
う
。

会
の
間
、
流
麗
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏

を
披
露
し
た
森
下
正
博
さ
ん
は
、
長
年
に

わ
た
り
大
阪
で
伝
統
野
菜
の
振
興
に
携

わ
っ
て
き
た
。
越
瓜
を
は
じ
め
と
し
た
な

に
わ
伝
統
野
菜
の
復
興
の
動
向
を
「
大
阪

ら
し
い
動
き
」
と
捉
え
る
。

「
な
に
わ
伝
統
野
菜
は
、
市
全
体
、
府
全

体
で
の
画
一
的
な
取
り
組
み
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
小
さ
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
大
事

に
し
な
が
ら
、
地
域
の
人
が
野
菜
を
育
み

振
興
し
て
い
る
。〝
人
の
マ
ネ
は
し
た
く

な
い
〟
と
い
う
大
阪
の
気
質
を
反
映
し
て

か
、〝
個
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
出
し

て
楽
し
も
う
〟
と
す
る
や
り
方
で
活
動
し

て
い
る
の
が
特
徴
で
す
か
ね
」

ま
た
、
玉
造
黒
門
越
瓜
が
社
会
包
摂

の
場
で
育
ま
れ
て
い
る
例
も
あ
る
よ
う

だ
。
生
野
区
で
障
が
い
者
支
援
を
し
て

い
る
N
P
O
法
人
「
出
発
（
た
び
だ
ち
）

の
な
か
ま
の
会
」
で
は
、
空
き
家
の
庭

を
活
用
し
、
地
域
の
誰
も
が
つ
な
が
れ

る
場
所
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
フ
ァ
ー

ム
を
開
設
。
そ
の
畑
で
玉
造
黒
門
越
瓜

を
栽
培
し
て
い
る
。
農
作
業
を
通
じ
、
障

が
い
者
、
地
域
の
方
、
外
国
人
留
学
生
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
交
流
が
生
ま
れ

て
い
る
と
い
う
。

今
年
の
収
穫
祭
に
参
加
し
た
の
は
約
60

人
と
過
去
最
多
。
年
々
数
を
増
や
し
、
幅

広
い
年
齢
層
の
多
彩
な
顔
触
れ
が
越
瓜
作

り
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
く
の

人
び
と
の
つ
な
が
り
を
生
み
出
し
た
の
は
、

「
伝
統
野
菜
で
あ
る
玉
造
黒
門
越
瓜
の
力
」

と
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
た
弘
本

由
香
里
研
究
員
は
話
す
。

「
伝
統
野
菜
は
地
域
の
歴
史
の
ひ
と
つ
で

す
か
ら
、
そ
こ
に
興
味
を
持
つ
人
は
多
い
。

そ
れ
で
気
軽
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
育
て

て
み
た
ら
、
栽
培
の
奥
深
さ
に
ハ
マ
っ
て

家
庭
、こ
ど
も
食
堂
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
フ
ァ
ー
ム

各
所
で
実
る
玉
造
黒
門
越
瓜

収穫祭当日の様子は、ＷＥＢ上で公開されている「上
町コロコロ新聞　しろうりＮＥＷＳ」でも紹介されている。

上から「越瓜とベーコン等の甘酢あんかけ」「玉造黒門
越瓜 干し鮑 白才海老 白湯煮込み」「越瓜とおにぎりの
串だんご風」。

上／収穫祭には約60人が参加。中左／加藤元樹・
薫夫妻による紙芝居。中右／ヴァイオリンを演奏す
る森下正博さん。下左／収穫祭には子どもの姿も。　
下右／中越慈子さん。

地
域
を
巻
き
込
み
、季
節
の
風
物
詩
に

し
ま
う
人
が
続
出
し
て
。
ま
さ
に
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
名
の
通
り
、
越
瓜
の
ツ
ル
が

伸
び
て
い
く
か
の
よ
う
に
、
多
く
の
人
が

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
」

さ
ら
に
弘
本
研
究
員
は
、
伝
統
野
菜
の

復
興
に
は
、
種
の
多
様
性
を
見
直
す
意
味

も
あ
る
と
語
る
。

「
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
伝
統
野
菜
が

細
々
と
で
も
残
っ
て
い
る
の
は
、
大
阪
の

周
縁
部
で
、
流
通
に
の
せ
る
よ
う
な
農
業

で
は
な
く
、
小
規
模
な
農
業
を
し
て
い
る

方
が
い
た
た
め
で
す
。
弱
く
て
ば
ら
つ
き

を
も
っ
た
種
の
多
様
性
が
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
に
社
会
や
環
境
の
変
化
の
圧

力
に
耐
え
て
こ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に

面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。
在
来
種
で
あ
る
伝

統
野
菜
の
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
、
人
類
、

特
に
都
市
生
活
者
は
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

最
後
に
、
今
後
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
展

望
に
つ
い
て
伺
う
と
、「
季
節
の
風
物
詩

と
し
て
定
着
さ
せ
て
い
き
た
い
」
と
抱
負

を
述
べ
た
。

「
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
ま
ち
づ
く

り
に
関
わ
る
人
や
子
ど
も
の
育
ち
を
応
援

す
る
人
な
ど
、
今
の
社
会
に
対
し
て
問
題

意
識
を
も
っ
て
活
動
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
人
が
集
ま
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
起
点
と
な
っ
て
、
さ
ら
に
新
し
い
取
り

組
み
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
も
期
待
し
て

い
ま
す
。
そ
う
し
た
方
た
ち
の
つ
な
が
り

を
紡
ぐ
場
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
続
け
て

い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
」

江
戸
時
代
か
ら
長
い
年
月
と
多
く
の
人

の
手
を
経
て
、
今
に
つ
な
が
る
玉
造
黒
門

越
瓜
の
系
譜
。
現
在
も
人
と
地
域
、
人
と

人
を
つ
な
ぎ
、
そ
こ
に
新
た
な
物
語
を
紡

ぎ
出
し
て
い
る
。
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