
は
じ
め
に

　

愛
媛
県
砥
部
町
の
七
折
梅
生
産
組
合
（
現　

農

事
組
合
法
人
な
な
お
れ
梅
組
合
）
は
、
七
折
地
区
と

大
角
蔵
地
区
の
梅
生
産
者
24
人
で
組
織
し
て
い
ま

す
。
昭
和
48
年
結
成
以
来
、
品
質
の
高
さ
で
知
ら

れ
る
「
七
折
小
梅
」
の
特
産
化
に
取
り
組
み
、
消
費

者
に
安
全
で
お
い
し
い
梅
を
Ｐ
Ｒ
し
、
産
地
の
活

性
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

地
域
（
産
地
）
の
歴
史

　

七
折
地
区
の
梅
の
歴

史
は
１
０
０
年
と
古
く

か
ら
梅
の
産
地
で
あ
り

ま
し
た
が
、
第
２
次
世

界
大
戦
中
は
松
山
市

の
二
十
二
連
隊
（
堀
之

内
）
へ
も
出
荷
を
し
て

い
た
よ
う
で
す
。（
兵
隊

さ
ん
の
携
行
食
品
と
し

て
）
終
戦
に
な
っ
て
食

料
不
足
の
た
め
に
梅
の

木
を
伐
採
し
て
梅
畑
が

芋
や
麦
の
畑
に
変
わ
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。
戦

梅
の
暴
落
の
危
機

　

梅
の
産
地
と
し
て
小
規
模
な
が
ら
、
全
員
で
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
が
、
組
合
の
立
ち
上
げ

当
初
は
、
販
売
は
各
農
家
が
思
い
思
い
の
市
場
へ

出
荷
を
し
て
い
ま
し
た
。
出
荷
の
期
間
は
約
２
週

間
で
す
が
、
前
半
は
値
段
が
高
く
、
後
半
は
安
く

な
る
た
め
、
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
出
荷
し
よ
う

と
収
穫
を
急
ぐ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
収
穫
を
急
ぐ

と
、
完
熟
で
な
い
梅
が
消
費
者
に
届
く
よ
う
に
な

り
、
又
市
場
で
ダ
ブ
ツ
キ
（
物

余
り
）
が
発
生
し
暴
落
し
ま

し
た
。

　

平
成
18
年
度
は
出
荷
を
始

め
て
７
日
目
に
、
平
成
19
年

度
は
４
日
目
に
通
常
（
10
キ

ロ
／
６
千
～
７
千
円
）
の
と

こ
ろ
（
10
キ
ロ
／
２
千
円
）
前

後
ま
で
値
崩
れ
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
折

角
作
り
上
げ
た
「
七
折
梅
産

地
」
が
駄
目
に
な
る
と
思
い

組
合
員
で
話
し
合
い
、
出
荷

調
整
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
だ
が
、
出
荷
時
期
に

よ
っ
て
収
入
が
違
う
今
の
現

後
食
料
事
情
が
あ
る
程
度
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し

た
頃
（
昭
和
30
年
頃
）
か
ら
高
値
で
取
引
を
さ
れ
て

い
た
温
州
み
か
ん
の
増
産
に
力
を
入
れ
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
全
国
の
み
か
ん
の

生
産
量
が
３
０
０
万
ト
ン
を
超
え
た
昭
和
40
年
前

半
に
、
み
か
ん
の
値
段
が
大
暴
落
し
、
当
産
地
は

大
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。
も
と
も
と
梅
の
産
地
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
梅
へ
の
再
転
作
を
地
域
全
体
で

考
え
た
の
で
す
が
、
県
下
で
は
、
梅
の
栽
培
に
関

し
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
、
そ
の
当
時
は
徳
島
県
で
梅
が
盛

ん
に
栽
培
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
り
徳
島
県
の
試
験
場
や
、
農
家
に

梅
栽
培
の
勉
強
先
を
求
め
ま
し
た
。

幸
い
徳
島
県
試
験
場
に
勤
務
さ
れ

て
い
た
村
上
来
先
生
が
梅
の
栽
培

に
つ
い
て
親
切
に
教
え
て
下
さ
い

ま
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
高
速
道
路

も
無
く
、
夕
方
こ
ち
ら
を
出
発
し
朝

徳
島
に
着
き
、
昼
過
ぎ
ま
で
教
え
て

い
た
だ
き
、
夜
中
に
砥
部
に
帰
る
と

い
う
日
々
で
し
た
。
約
10
年
間
徳

島
に
足
を
運
び
よ
う
や
く
七
折
梅

の
産
地
が
出
来
た
の
で
す
。
現
在

「
七
折
小
梅
」
は
、
県
内
外
に
多
く

の
フ
ァ
ン
が
出
来
ま
し
た
。
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状
で
は
ど
う
し
て
も
前
半
に
集

中
し
て
値
崩
れ
を
起
こ
し
て
し

ま
う
。
こ
れ
を
打
破
す
る
に
は

全
出
荷
量
を
プ
ー
ル
し
て
平
均

価
格
を
生
産
者
に
支
払
う
事
で

組
合
員
皆
さ
ん
の
合
意
を
得
ま

し
た
。
又
、
市
場
へ
出
向
き
直

接
交
渉
を
行
い
農
家
が
再
生
産

出
来
る
最
低
価
格
（
10
キ
ロ
／

５
千
円
）
以
上
で
販
売
を
お
願

い
し
て
廻
り
ま
し
た
。
そ
の
代

わ
り
出
荷
調
整
（
出
荷
日
・
数

量
）
の
約
束
を
し
て
値
段
は
安

定
し
危
機
は
乗
り
越
え
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。

加
工
場
の
設
立

　

出
荷
調
整
の
一
環
と
し
て
、

組
合
で
加
工
し
た
り
、
加
工
業

者
に
販
売
し
て
い
ま
す
が
、
加

工
に
い
っ
そ
う
力
を
入
れ
よ
う

と
、
平
成
21
年
に
約
５
千
万
円

を
か
け
て
加
工
場
を
建
設
し
ま

し
た
。

　

梅
干
し
は
約
14
ト
ン
、
シ
ロ
ッ
プ
８
，
０
０
０

本
を
製
造
し
県
内
デ
パ
ー
ト
や
ス
ー
パ
ー
・
産
直

市
場
な
ど
で
販
売
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
展
示
商

談
会
に
出
展
す
る
な
ど
、
大
都
市
圏
へ
の
販
路
開

拓
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

最
近
流
行
り
の
、
食
べ
る
「
七
折
小
梅
ゼ
リ
ー
」

や
「
七
折
小
梅
ソ
ー
ダ
」
等
も
開
発
し
、
新
商
品
と

し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

全
員
が
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー

　

七
折
梅
組
合
の
24
人
全
員
が

平
成
18
年
に
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー

と
し
て
愛
媛
県
知
事
か
ら
の

認
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
エ
コ

フ
ァ
ー
マ
ー
と
は
、
持
続
性
の

高
い
農
業
生
産
方
式
（
土
づ
く

り
、
化
学
肥
料
・
農
薬
の
低
減
を

一
体
的
に
行
う
農
業
生
産
方
式
）

に
関
す
る
「
導
入
計
画
」
を
知
事

が
認
定
す
る
制
度
で
、
認
定
を

受
け
た
農
業
者
が「
エ
コ
フ
ァ
ー

マ
ー
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
の
後

も
統
一
栽
培
指
針
を
定
め
、
組

合
員
一
丸
と
な
り
、
安
全
、
安
心

な
梅
生
産
に
取
り
組
む
と
共
に

消
費
者
Ｐ
Ｒ
に
も
力
を
い
れ
て

い
ま
す
。

地
域
と
の
交
流

　

生
産
活
動
以
外
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
地
域
住
民
や
消
費
者
と
の

交
流
を
目
的
に
、
梅
の
開
花
時
期
（
２
月
中
旬
～
３

月
中
旬
）
に
開
く
「
七
折
梅
ま
つ
り
」
は
今
年
で
22

回
目
で
、
会
場
の
「
七
折
梅
園
」
に
は
期
間
中
４
万

人
近
く
が
訪
れ
、
地
域
活
性
化
の
一
役
も
担
っ
て

い
ま
す
。

　

梅
の
花
が
咲
き
誇
る
ま
つ
り
会
場
周
辺
で
は
、

「
七
折
小
梅
」
を
使
っ
た
梅
ジ
ャ
ム
・
梅
シ
ロ
ッ
プ
・

梅
干
な
ど
の
加
工
品
の
販
売
。
餅
ま
き
や
餅
つ
き

大
会
、
梅
の
種
飛
ば
し
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
。

組
合
員
に
よ
る
梅
う
ど
ん

や
、
梅
入
り
た
こ
焼
な
ど
も

販
売
し
て
と
て
も
賑
わ
い
ま

す
。
ま
た
、
子
供
た
ち
に
地

域
農
業
を
知
っ
て
も
ら
お
う

と
10
年
前
か
ら
地
元
宮
内
小

学
校
６
年
生
を
対
象
に
梅
加

工
体
験
を
実
施
す
る
な
ど
、

地
域
と
の
繋
が
り
も
大
切
に

思
っ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
高
齢
化
、
後
継
者
不
足
、

耕
作
放
棄
地
の
増
加
に
対
処
す
べ
く
「
特
定
農
業

生
産
法
人
」
と
し
て
、
農
用
地
を
有
効
活
用
し
な
が

ら
、
将
来
を
見
据
え
た
梅
の
生
産
・
加
工
・
販
売

体
制
を
確
立
し
、
地
域
活
性
化
の
取
組
み
を
展
開

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

地
産
地
消
の
小
さ
な
産
地
だ
か
ら
こ
そ
、
安
全

で
お
い
し
い
農
産
物
を
作
り
、
消
費
者
の
信
頼
を

得
る
事
が
大
事
。
小
さ
な
産
地
だ
か
ら
こ
そ
、
全

員
で
取
り
組
む
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
七
折
小
梅
を
中
心
に
、
小
規
模

な
が
ら
近
隣
に
類
を
見
な
い
優
良
産
地
が
形
成
さ

れ
、
農
業
経
営
が
安
定
す
る
こ
と
を
目
指
し
日
々

奮
闘
す
る
こ
と
が
ノ
ウ
ハ
ウ
を
教
え
て
頂
い
た
元

徳
島
試
験
場
の
村
上
来
先
生
や
徳
島
県
の
農
家
の

方
へ
の
恩
返
し
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

※ 

愛
媛
大
学
の
現
役
女
子
大
生
が
興
味
を
持
ち
毎

週
の
よ
う
に
勉
強
に
来
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
若
い
人
の
声
も
取
り
入
れ
、
組
合
の
活
性
化

に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

加工品開発七折梅まつり

小学生の梅加工体験
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