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　「
文
化
」
と
い
う
と
、
す
ぐ
芸
術
、
美
術
、
文
学
や
、
学
術
と
い
っ
た
も
の
を
ア
タ
マ
に
思
い
う
か

べ
る
人
が
多
い
。
農
作
物
や
農
業
な
ど
は
〝
文
化
圏
〞
の
外
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

　
し
か
し
文
化
と
い
う
外
国
語
の
も
と
は
、
英
語
で
「
カ
ル
チ
ャ
ー
」、
ド
イ
ツ
語
で
「
ク
ル
ツ
ー
ル
」

の
訳
語
で
あ
る
。
こ
の
語
の
も
と
の
意
味
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
耕
す
」
こ
と
で
あ
る
。
地
を
耕
し

て
作
物
を
育
て
る
こ
と
、
こ
れ
が
文
化
の
原
義
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
日
本
語
に
な
る
と
、
も
っ
ぱ
ら
〝
心
を
耕
す
〞
方
面
ば
か
り
考
え
ら
れ
て
、
は
じ
め
の
意
味

が
き
れ
い
に
忘
れ
ら
れ
て
、
枝
先
の
花
で
あ
る
芸
術
や
学
問
の
意
味
の
方
が
重
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
根
を
忘
れ
て
花
だ
け
を
見
て
い
る
文
化
観
は
、
根
な
し
草
に
ひ
と
し
い
。

　
文
化
の
出
発
点
が
耕
す

0

0

こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
西
欧
の
学
界
が
数
百
年
に
わ
た
り
、
世
界
各

地
の
未
開
社
会
に
接
触
し
調
査
し
た
結
果
、
あ
る
い
は
考
古
学
的
研
究
、
あ
る
い
は
書
斎
に
お
け
る
思

索
な
ど
を
総
合
し
た
結
論
で
あ
る
。
人
類
の
文
化
が
、
農
耕
段
階
に
は
い
る
と
と
も
に
、
急
激
に
大
発

展
を
お
こ
し
て
き
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
事
実
の
重
要
性
を
よ
く
よ
く
認
識

す
れ
ば
、〝
カ
ル
チ
ャ
ー
〞
と
い
う
言
葉
で
、〝
文
化
〞
を
代
表
さ
せ
る
態
度
は
賢
明
と
い
え
よ
う
。

　
人
類
は
か
つ
て
猿
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
、
毎
日
食
べ
つ
づ
け
て
き
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
原
子
力
を
利
用
す
る
よ
う
に
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な
っ
た
現
代
に
ま
で
や
っ
て
き
た
。
そ
の
間
に
経
過
し
た
時
間
は
数
千
年
で
な
く
、
万
年
単
位
の
長
さ

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
膨
大
な
年
月
の
間
、
人
間
の
活
動
、
労
働
の
主
力
は
、
つ
ね
に
、
毎
日
の
食
べ

る
も
の
の
獲
得
に
お
か
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
近
代
文
明
が
高
度
の
文
化

の
花
を
開
か
せ
た
国
に
お
い
て
も
、
食
物
生
産
に
全
労
働
量
の
過
半
を
必
要
と
し
た
時
代
は
、
つ
い
こ

の
あ
い
だ
ま
で
の
状
態
で
あ
っ
た
、
と
は
い
え
な
い
か
？

　
人
類
は
、
戦
争
の
た
め
よ
り
も
、
宗
教
儀
礼
の
た
め
よ
り
も
、
芸
術
や
学
術
の
た
め
よ
り
も
、
食
べ

る
物
を
生
み
だ
す
農
業
の
た
め
に
、
い
ち
ば
ん
多
く
の
汗
を
流
し
て
き
た
。
現
代
と
て
も
、
や
は
り
農

業
の
た
め
に
流
す
汗
が
、
全
世
界
的
に
見
れ
ば
、
も
っ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
過
去
数
千
年
間
、
そ
し

て
現
在
も
い
ぜ
ん
と
し
て
、
農
業
こ
そ
は
人
間
の
努
力
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
類
文

化
の
根
元
で
あ
り
、
ま
た
文
化
の
過
半
を
占
め
る
と
も
い
い
得
る
農
業
の
起
源
と
発
達
を
こ
れ
か
ら
な

が
め
て
み
よ
う
。

　
農
業
を
、
文
化
と
し
て
と
ら
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
驚
く
ば
か
り
の
現
象
が
満
ち
み
ち
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
宗
教
が
生
き
て
い
る
文
化
現
象
で
あ
る
よ
う
に
、
農
業
は
も
ち
ろ
ん
生
き
て
い
る
文
化
で
あ

っ
て
、
死
体
で
は
な
い
。
い
や
、
農
業
は
生
き
て
い
る
ど
こ
ろ
で
な
く
、
人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
存

し
て
い
る
文
化
で
あ
る
。
消
費
す
る
文
化
で
な
く
、
農
業
は
生
産
す
る
文
化
で
あ
る
。
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農
耕
文
化
は
文
化
財
に
満
ち
み
ち
て
い
る
。
農
具
や
農
作
技
術
は
、
原
始
的
ど
こ
ろ
か
、
全
世
界
の

ほ
と
ん
ど
の
農
耕
民
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
驚
く
ば
か
り
進
歩
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
ず

つ
に
起
源
が
あ
り
、
ま
た
伝
播
が
あ
り
、
発
達
や
変
遷
が
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
を
と
き
あ
か
す
こ
と

は
、
人
類
の
全
歴
史
を
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
こ
と
に
な
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
大
す
じ
だ

け
を
述
べ
て
み
よ
う
。
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〔
編
集
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付
記
〕

今
日
で
は
そ
の
表
現
に
配
慮
す
る
必
要
の
あ
る
語
句
も
あ
る
が
、

本
書
が
発
表
さ
れ
た
時
代
状
況
に
鑑
み
、
原
文
通
り
と
し
た
。



北米インディアンのシード・ビーター
（B）と採集した野生穀粒を入れるカゴ（A）
（Singer, et al., 1956）
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Ⅰ
　
栽
培
植
物
と
は
何
か
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栽
培
植
物

人
間
の
も
つ
文
化
財
に
何
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ミ
ロ
の
ビ
ー
ナ
ス
は
美
術
上
の
文
化
財
と
し
て

偉
大
で
あ
っ
て
も
、
も
と
も
と
古
代
人
の
礼
拝
の
対
象
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
信
仰

は
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
美
だ
け
が
残
っ
た
文
化
財
だ
。
こ
の
よ
う
な
意
味
の
文
化
財
は
農
業
に
は
貧
弱
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
ビ
ー
ナ
ス
が
信
仰
さ
れ
て
い
る
故
に
、
立
像
に
価
値
が
あ
る
時
代
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
本
の
ム
ギ
、
一
茎
の
イ
ネ
は
、
そ
の
有
用
性
の
ゆ
え
に
現
在
に
も
価
値
が
あ
る
。
そ
れ
は
も
っ
と

も
価
値
の
高
い
文
化
財
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
ん
な
草
が
な
ぜ
文
化
財
で
あ
る
の
か
、
ち
ょ
っ
と
不
審
に

思
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
ふ
つ
う
に
見
る
ム
ギ
や
イ
ネ
は
、
人
間
の
手
に
よ
り
作
り
だ

さ
れ
た
も
の
で
、
野
生
時
代
の
も
の
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
も

と
を
た
ず
ね
る
こ
と
す
ら
容
易
で
な
く
な
っ
た
現
在
の
栽
培
植
物
は
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
手
に
よ
り
、
何
千

年
間
も
か
か
っ
て
、
改
良
発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
汗
の
結
晶
で
あ
る
。
人
間
の
労
働
と
期
待
に
こ
た
え
て
、
ム

ギ
と
イ
ネ
は
人
間
に
食
糧
を
供
給
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
も
発
展
さ
せ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
も
し
か
り
に
、

現
在
の
世
界
か
ら
、
栽
培
し
て
い
る
ム
ギ
と
イ
ネ
の
種
子
が
全
部
な
く
な
っ
た
と
し
よ
う
。
原
子
力
の
利
用
ま

で
進
ん
だ
近
代
の
植
物
育
種
学
者
が
、
大
急
ぎ
で
金
に
い
と
め
を
つ
け
ず
に
、
純
粋
な
野
生
植
物
か
ら
再
び
イ

ネ
と
ム
ギ
の
品
種
を
作
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
ら
、
何
年
か
か
っ
た
ら
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
一
〇
年
か
二
〇
年
か
。
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お
そ
ら
く
、
育
種
学
者
は
そ
の
責
任
を
負
う
の
を
避
け
る
だ
ろ
う
。
ミ
ロ
の
ビ
ー
ナ
ス
を
再
び
作
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
イ
ネ
や
ム
ギ
の
品
種
も
人
間
は
再
び
そ
れ
ら
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
近
代
農
業
技
術
は
、

い
ま
存
在
す
る
イ
ネ
と
ム
ギ
の
品
種
が
、
過
去
何
千
年
間
発
展
し
て
き
た
と
同
じ
よ
う
に
、
将
来
に
む
か
っ
て
、

わ
ず
か
に
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

　
農
耕
文
化
の
文
化
財
と
い
え
ば
、
農
具
や
技
術
の
何
よ
り
も
、
生
き
て
い
る
栽
培
植
物
の
品
種
や
家
畜
の
品

種
が
重
要
と
い
え
よ
う
。
農
業
と
は
文
化
的
に
い
え
ば
、
生
き
て
い
る
文
化
財
を
先
祖
か
ら
受
け
つ
ぎ
、
そ
れ

を
育
て
、
子
孫
に
手
渡
し
て
い
く
作
業
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
間
に
植
物
そ
の
も
の
は
ど
ん
な
に
向
上
し
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
す
こ
し
具
体
的
に
イ
ネ
や
ム
ギ
の
野
生
植
物
と
、
栽
培
化
さ
れ
た
現
在
の
品
種
と

の
ち
が
い
を
み
て
み
よ
う
。

八
頭
身
は
だ
め

イ
ネ
や
ム
ギ
の
野
生
種
と
栽
培
種
と
を
比
較
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
野
生
種
が
地
球
の

上
に
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
最
初
の
問
題
で
あ
る
。
生
物
進
化
論
を
主
張
し
﹃
家
畜
及

び
栽
培
植
物
の
変
異
﹄
を
一
八
六
八
年
に
書
い
た
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
も
、
そ
の
著
の
中
で
ム
ギ
の
起

源
の
問
題
に
深
い
興
味
を
示
し
た
も
の
の
、
そ
の
疑
問
の
核
心
に
入
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
植
物
分
類
学
者
、
ド
ゥ
・
カ
ン
ド
ル
は
一
代
の
名
著
﹃
栽
培
植
物
の
起
源
﹄
を
一
八
八
三
年
に
出

版
し
、
そ
の
価
値
は
今
に
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
イ
ネ
や
ム
ギ
類
の
章
は
今
日
の
知
識
か
ら
見
る
と
ず
い



第 1表　イネ，ムギ類の栽培種とその原種

栽培種 野生種 野生種の分布地

イネ オリザ・ペレニス 汎熱帯
　Oryza sativa 　O. perennis
2条オームギ
　Hordeum distichum

ホルディウム・スポンタネウム
　H. spontaneum

パレスチナ，トル
コ，イラン，アフ
ガニスタン

l粒コムギ
　Triticum monococcum

トリティクム・エジロポイデス
　T. aegilopoides

バルカン，トルコ

エンマーコムギ
　Triticum dicoccum

野生エンマーコムギ
　T. dicoccoides

シリア，パレスチ
ナ，コーカサス

4

ぶ
ん
幼
稚
な
も
の
で
あ
る
。
科
学
的
精
神
を
そ
な
え
た
こ
の
よ
う
な
先

覚
者
と
い
え
ど
も
、
自
分
の
生
命
を
毎
日
支
え
て
く
れ
る
パ
ン
の
材
料

に
な
る
ム
ギ
の
起
源
を
、〝
神
の
与
え
し
も
の
〞
と
科
学
的
実
証
と
の

間
に
た
い
し
た
ち
が
い
の
な
い
知
識
し
か
提
供
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　
し
か
し
今
世
紀
に
は
い
る
と
と
も
に
、
こ
の
事
情
は
変
わ
り
は
じ
め

た
。
世
界
各
地
の
多
数
の
植
物
学
者
、
農
学
者
の
活
動
は
、
い
ろ
い
ろ

な
栽
培
植
物
の
野
生
の
原
種
の
発
見
を
は
じ
め
た
。
と
く
に
ソ
連
の
バ

ビ
ロ
フ
は
、
レ
ー
ニ
ン
か
ら
直
接
あ
た
え
ら
れ
た
全
ソ
連
農
業
指
導
者

と
し
て
の
任
務
上
、
あ
ら
ゆ
る
栽
培
植
物
の
す
べ
て
の
品
種
、
遺
伝
子

を
集
め
る
事
業
を
開
始
し
た
。
彼
の
栽
培
植
物
探
検
隊
は
、
ほ
と
ん
ど

全
世
界
に
活
動
し
、
そ
の
結
果
お
の
ず
か
ら
栽
培
植
物
の
野
生
の
原
種

も
多
量
に
採
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
栽
培
植
物
起
源
の
研
究
は
そ

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
上
に
一
大
進
歩
を
と
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

後
も
個
々
の
栽
培
植
物
の
起
源
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ム
ギ
な
ら
ム
ギ
、
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イ
ネ
な
ら
イ
ネ
専
門
家
の
手
に
よ
っ
て
着
実
な
成
果
が
あ
が
り
、
従
来
の
面
目
を
一
新
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
余
地
の
な
い
ま
で
確
定
し
た
栽
培
植
物
の
野
生
原
種
と
し
て
は
、
イ
ネ
、

二
条
オ
ー
ム
ギ
、
一
粒
コ
ム
ギ
、
エ
ン
マ
ー
コ
ム
ギ
な
ど
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
重
要
な
穀
類
の
野
生
種
と
栽
培
さ
れ
て
い
る
品
種
と
を
並
べ
て
栽
培
し
て
比
較
し
て
み
る
と
い
ろ

い
ろ
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
気
づ
い
て
く
る
。
野
生
種
の
ス
タ
イ
ル
は
一
般
に
細
く
や
せ
て
、
ス
マ
ー
ト
な
姿
で

あ
る
。
決
し
て
強
壮
に
大
型
に
生
長
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ブ
ヨ
ブ
ヨ
と
大
が
ら
に
育
つ
の
と
反
対
で
、
葉
も

茎
も
細
く
、
硬
い
茎
の
先
端
に
小
さ
い
パ
ラ
パ
ラ
と
粒
の
つ
く
穂
を
出
す
。
そ
の
姿
は
人
間
に
た
と
え
て
み
る

と
、
小
型
な
が
ら
、
ス
ラ
ッ
と
し
た
八
頭
身
の
美
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
日
本
の
豊
産
性
の
イ
ネ
品

種
や
、
改
良
さ
れ
た
コ
ム
ギ
品
種
は
、
ズ
ン
グ
リ
と
育
ち
、
太
く
て
厚
ぼ
っ
た
い
穂
が
つ
く
。
こ
れ
は
大
が
ら

な
六
頭
身
型
の
不
格
好
さ
を
示
し
て
い
る
。
イ
ネ
や
ム
ギ
で
は
八
頭
身
よ
り
六
頭
身
の
方
が
実
用
的
と
し
て
、

愛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

触
れ
れ
ば
落
ち

る
野
生
種
の
粒

よ
く
熟
し
た
八
頭
身
美
人
の
野
生
種
の
穂
を
つ
か
み
取
ろ
う
と
す
る
と
、
ア
ー
ラ
不
思
議
、

穂
に
手
を
触
れ
る
と
た
ち
ま
ち
こ
わ
れ
、
穀
粒
は
パ
ラ
パ
ラ
と
地
上
に
落
下
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
粒
の
脱
落
性
と
い
っ
て
、
野
生
種
の
穀
粒
の
も
つ
通
有
性
で
あ
る
。
野
生
種
と
栽
培

種
が
よ
く
似
て
い
て
、
区
別
が
む
ず
か
し
い
時
に
は
、
こ
の
脱
落
性
の
あ
る
な
し
が
野
生
型
と
栽
培
型
の
区
別
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点
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
性
質
は
野
生
の
も
の
が
、
種
子
を
自
然
散
布
す
る
の
に
適
応
し
た
性
質
で
あ
る
。
栽

培
種
の
方
は
こ
れ
に
反
し
て
、
鎌
で
刈
り
取
る
人
間
の
収
穫
法
に
便
利
な
性
質
で
あ
る
。
人
類
は
野
生
の
穀
類

を
利
用
し
は
じ
め
、
そ
の
品
種
改
良
の
初
期
に
、
野
生
の
脱
落
性
か
ら
非
脱
落
性
に
改
良
し
た
も
の
と
想
像
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
も
こ
の
品
種
改
良
は
、
原
始
人
に
と
っ
て
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
人
類
は
野
生
の
脱
落
性

の
粒
を
採
集
し
て
食
用
に
供
し
は
じ
め
て
か
ら
、
非
脱
落
性
に
改
良
さ
れ
た
品
種
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

ま
で
に
は
、
何
百
年
い
や
何
千
年
も
か
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
、
穀
類
を
食
べ
る
た
め
に
、
バ
ラ
バ
ラ
と

脱
落
す
る
穀
類
を
集
め
て
い
た
人
た
ち
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
野
生
の
穀
粒

を
集
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
工
夫
は
、
だ
い
た
い
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。

　
そ
の
一
つ
は
粒
の
脱
落
性
を
積
極
的
に
利
用
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
シ
ー
ド
・
ビ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ

る
道
具
を
使
う
方
法
で
あ
る
。
今
で
も
南
イ
ン
ド
に
は
野
生
イ
ネ
が
群
が
っ
て
生
育
し
て
い
る
地
方
が
あ
る
。

そ
こ
の
貧
民
た
ち
は
野
生
イ
ネ
が
実
り
は
じ
め
る
と
竹
籠
を
持
っ
て
採
集
に
出
か
け
る
。
野
生
イ
ネ
が
群
が
っ

て
穂
を
出
し
て
い
る
中
に
入
り
こ
み
、
竹
籠
を
横
む
き
に
し
て
、
た
た
き
つ
け
る
よ
う
に
水
平
に
す
く
い
あ
げ

る
と
、
籠
の
中
に
は
バ
ラ
バ
ラ
に
脱
粒
し
た
粒
が
入
っ
て
く
る
。
こ
の
動
作
を
く
り
か
え
す
と
、
脱
粒
性
の
野

生
イ
ネ
の
粒
は
、
わ
り
あ
い
能
率
よ
く
収
穫
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
、
籠
の
外
に
こ
ぼ
れ
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落
ち
る
粒
も
多
い
が
、
そ
れ
は
自
然
に
来
年
の
た
め
の
播
種
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
典
型
的
な
シ
ー
ド
・
ビ
ー
タ
ー
は
ご
く
最
近
ま
で
ア
メ
リ
カ
西
部
の
山
間
地
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

が
使
用
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
女
性
た
ち
は
秋
に
な
る
と
、
腰
に
大
き
な
籠
を
ぶ
ら
さ
げ
、

手
に
は
凹
ん
だ
ウ
チ
ワ
型
の
シ
ー
ド
・
ビ
ー
タ
ー
を
持
っ
て
草
原
に
入
っ
て
い
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
野
生
の
禾

本
科
の
穂
波
の
中
に
は
い
り
、
一
か
き
、
二
か
き
、
ビ
ー
タ
ー
で
野
生
の
熟
し
た
穂
を
打
っ
て
す
く
い
あ
げ
、

腰
の
籠
の
中
に
粒
を
移
し
て
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
様
子
は
、
人
類
が
野
生
穀
類
を
本
格
的
に
採
集
し
は
じ
め

た
時
の
光
景
で
も
あ
ろ
う
。

　
脱
落
性
の
野
生
穀
類
の
粒
を
集
め
る
第
二
の
方
法
は
未
熟
刈
り
で
あ
る
。
脱
落
性
の
野
生
種
で
も
、
よ
く
熟

さ
な
い
頃
に
は
穂
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ら
な
い
か
ら
、
穂
ご
と
に
穀
粒
を
比
較
的
楽
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
穂
ご
と
に
穂
の
熟
度
を
見
て
、
適
期
の
も
の
だ
け
を
選
ん
で
穂
ご
と
切
り
と
る
。
つ
ま
り
収
穫
法
で
は
穂
刈

り
と
な
る
。
こ
の
方
法
こ
そ
が
、
そ
の
後
の
真
の
農
業
へ
と
進
む
途
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

し
か
し
こ
の
方
法
は
、
は
じ
め
か
ら
一
つ
の
困
難
な
問
題
に
出
あ
う
。
そ
れ
は
収
穫
さ
れ
た
穀
粒
が
未
熟
だ
か

ら
、
水
分
が
多
く
て
、
貯
蔵
に
適
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
収
穫
し
て
す
ぐ
食
べ
る
か
、
加
工
す
る
必
要
が
あ
る
。

イ
ネ
で
は
こ
の
収
穫
直
後
の
加
工
体
系
が
よ
く
発
達
し
、
ま
た
東
ア
ジ
ア
各
地
に
残
存
的
な
事
例
が
た
く
さ
ん

見
い
だ
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
日
本
で
は
、
九
州
の
山
間
地
帯
に
見
る
ヤ
キ
ゴ
メ
は
モ
チ
ゴ
メ
を
早
刈
り
し
、
モ
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ミ
の
ま
ま
蒸
し
て
か
ら
臼
で
つ
く
と
、
粒
は
扁
平
と
な
り
、
モ
ミ
ガ
ラ
が
落
ち
る
。
こ
れ
は
ア
ル
フ
ァ
米
と
な

っ
て
お
り
、
貯
蔵
性
能
に
す
ぐ
れ
、
水
を
加
え
た
だ
け
で
食
べ
ら
れ
る
。
明
治
中
期
ま
で
日
本
農
民
の
主
要
食

糧
で
あ
っ
た
ヒ
エ
の
精
白
法
は
、
白し
ろ

蒸む
し

法
、
黒く
ろ

蒸む
し

法
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
、
蒸
し
て
か
ら
精
白
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。

　
イ
ン
ド
へ
行
く
と
、
こ
の
事
情
は
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
る
。
イ
ン
ド
の
イ
ネ
の
品
種
は
二
大
群
に
分
け
ら

れ
る
が
、
そ
の
う
ち
早
生
品
種
で
あ
る
ア
ウ
ス
群
に
属
す
る
品
種
に
は
、
脱
落
性
が
い
く
ら
か
残
っ
て
い
る
も

の
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
完
熟
前
に
刈
り
と
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
加
工
体
系
は
い
ち
じ
る
し
く
多
様
に

発
達
し
て
い
る
が
、
九
州
の
ヤ
キ
ゴ
メ
と
ま
っ
た
く
同
様
な
製
品
に
な
っ
て
い
る
の
は
チ
ュ
ウ
ラ
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
、
下
層
民
で
は
日
常
ふ
つ
う
に
食
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
近
似
の
加
工
法
は
多
く
、
た
と
え
ば

ア
ッ
サ
ム
州
で
見
る
と
、
ム
リ
・
ア
コ
イ
な
ど
の
イ
リ
ゴ
メ
類
、
コ
マ
ル
チ
ャ
オ
イ
ル
と
呼
ぶ
円
粒
の
ア
ル
フ

ァ
米
な
ど
あ
る
。
後
者
は
日
本
で
最
近
登
山
用
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ア
ル
フ
ァ
米
の
製
品
と
ま
っ
た
く
同
一
の

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
に
お
け
る
コ
メ
加
工
の
主
流
は
パ
ー
ボ
イ
ル
加
工
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
、
収

穫
直
後
コ
メ
を
モ
ミ
の
ま
ま
半
煮
し
て
、
日
光
乾
燥
し
て
貯
蔵
す
る
。
農
民
は
そ
れ
を
必
要
な
量
だ
け
ず
つ
取

り
出
し
て
、
足
踏
み
キ
ネ
で
精
白
す
る
。
精
白
さ
れ
た
白
米
は
外
観
上
は
日
本
の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
区
別
で
き

な
い
の
で
、
イ
ン
ド
で
パ
ー
ボ
イ
ル
加
工
さ
れ
た
コ
メ
を
見
て
も
、
そ
れ
と
気
の
つ
か
ぬ
人
が
多
い
。
イ
ン
ド
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で
パ
ー
ボ
イ
ル
加
工
さ
れ
る
米
の
割
合
い
は
、
だ
い
た
い
半
量
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
マ
ド
ラ
ス
州

で
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
ケ
ラ
ラ
州
で
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
統
計
さ
れ
て
い
る
。

穂
を
結
ぶ

こ
と
か
ら

昭
和
三
四
年
の
秋
、
私
は
イ
ン
ド
の
ア
ッ
サ
ム
州
を
歩
い
て
い
た
。
ブ
ラ
マ
プ
ト
ラ
河
の
南
岸

に
は
広
大
な
台
地
状
の
山
地
が
あ
る
。
カ
ー
シ
ー
山
地
で
あ
る
。
そ
の
南
端
の
岡
の
上
、
世
界

最
多
雨
の
記
録
の
あ
る
チ
ェ
ラ
プ
ン
ジ
ー
の
町
か
ら
、
私
は
自
動
車
で
北
方
の
州
都
シ
ロ
ン
の

町
へ
と
む
か
っ
て
い
た
。
巨
石
建
造
物
の
メ
ン
ヒ
ル
の
散
在
す
る
カ
ー
シ
ー
族
の
村
々
の
間
で
、
私
は
突
然
奇

妙
な
作
物
に
出
あ
っ
た
。
雑
草
み
た
い
な
原
始
的
な
穀
類
が
山
の
斜
面
を
う
め
て
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

み
な
立
毛
の
ま
ま
す
こ
し
ず
つ
束
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
界
中
で
こ
こ
だ
け
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
作
物
で
、

カ
ー
シ
ー
・
ミ
レ
ッ
ト︵D

igitaria cruciata var. esculenta

︶と
で
も
称
す
べ
き
雑
穀
の
一
種
で
あ
る
。
東
部
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
低
山
帯
に
ひ
ろ
く
野
生
す
る
が
、
そ
れ
を
改
良
し
て
成
熟
粒
が
非
脱
落
性
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体

の
姿
は
日
本
の
庭
園
や
畑
で
夏
の
や
っ
か
い
な
雑
草
で
あ
る
メ
ヒ
ジ
ワ
に
そ
っ
く
り
で
、
そ
の
粒
も
メ
ヒ
ジ
ワ

と
同
様
に
小
さ
い
。
こ
ん
な
も
の
で
も
食
用
に
な
る
の
か
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
小
さ
な
穀
粒
だ
が
、
じ
つ
は
こ
の

仲
間
は
カ
ー
シ
ー
・
ミ
レ
ッ
ト
以
外
に
い
く
つ
か
栽
培
化
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
後
に
述
べ
よ

う
。

　
カ
ー
シ
ー
・
ミ
レ
ッ
ト
は
非
脱
落
性
の
栽
培
型
の
作
物
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
の
性
質
に
は
野
生
の
時
そ
の
ま
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ま
の
特
性
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。
茎
葉
は
細
長
く
、
分
枝
し
た
茎
は
斜
め
に
倒
れ
、
熟
期
も
か
な
り
不
揃

い
だ
。
こ
れ
で
は
鎌
で
刈
り
取
る
の
に
不
便
だ
か
ら
、
穂
を
束
ね
て
結
ん
で
お
く
と
、
刈
り
や
す
い
し
、
熟
期

の
遅
速
の
も
の
も
一
緒
に
刈
り
取
れ
る
。
穂
の
束
ね
方
を
よ
く
見
る
と
、
粒
を
内
側
に
し
て
外
側
は
細
い
茎
ば

か
り
に
し
て
結
束
し
て
あ
る
の
も
大
い
に
意
味
が
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば
小
鳥
の
喰
害
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

強
い
風
が
吹
い
て
も
脱
粒
す
る
こ
と
が
な
い
。
ま
っ
た
く
う
ま
い
工
夫
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
穂
を
集
め
て
結

ぶ
技
術
は
、
穀
類
が
野
生
か
ら
初
期
の
栽
培
段
階
に
は
い
っ
た
時
に
は
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

例
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
北
米
で
マ
コ
モ
類︵
ワ
イ
ル
ド
・
ラ
イ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
は
呼
ん
で
い
る
︶の
野

生
の
穀
粒
を
採
集
し
て
い
た
頃
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
湖
の
ふ
ち
の
水
中
に
野
生
し
て
い
る
一
年
生
の
植
物

だ
か
ら
、
鎌
で
刈
り
取
る
よ
り
、
小
船
の
中
へ
穂
か
ら
粒
を
た
た
き
落
す
の
が
能
率
的
収
穫
法
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
穂
を
あ
ら
か
じ
め
結
び
あ
わ
す
こ
と
は
主
に
鳥
害
、
風
害
や
、
自
然
脱
粒
を
防
ぐ
ほ
か
、
占
有
権
の
主
張

に
も
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
技
術
は
、
品
種
の
進
歩
や
、
栽
培
法
の
改
良
に
と
も
な
っ
て
、
ま

も
な
く
失
わ
れ
て
い
く
運
命
に
あ
る
。

　
そ
の
旅
行
の
時
、
私
は
ア
ッ
サ
ム
州
へ
入
る
の
に
、
そ
の
表
玄
関
口
で
あ
る
ゴ
ハ
ッ
テ
ィ
の
飛
行
場
に
降
り

た
っ
た
の
が
一
一
月
五
日
だ
っ
た
。
そ
の
頃
は
、
ア
ッ
サ
ム
州
の
ブ
ラ
マ
プ
ト
ラ
沿
岸
の
水
田
地
帯
は
、
晩
生

イ
ネ
を
主
作
し
て
い
る
た
め
、
だ
い
た
い
稲
田
は
八
分
く
ら
い
の
登
熟
の
状
態
だ
っ
た
。
飛
行
場
の
建
物
の
す
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