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人
類
の
起
源
と
移
動

　

20
万
年
前
ア
フ
リ
カ
に
誕
生
し

た
現
生
人
類
は
、
10
万
年
か
ら
10

数
万
年
を
経
た
の
ち
ア
フ
リ
カ
の

地
を
離
れ
、
世
界
中
を
移
動
し
は

じ
め
今
や
完
全
に
地
球
上
を
制
覇

し
た
。
地
球
史
上
ま
れ
に
み
る
わ

が
人
類
の
爆
発
的
繁
殖
を
可
能
と

し
た
の
は
、
こ
れ
を
支
え
て
き
た

食
料
の
調
達
方
法
に
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
ア
フ
リ
カ
か

ら
世
界
各
地
へ
移
動
し
た
背
景
に

は
、
よ
り
安
定
し
た
生
活
場
所
を

求
め
て
＝
食
料
を
求
め
て
移
動
し

た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
縄
文
時

代
を
含
む
そ
れ
以
前
ま
で
は
、
狩

猟
・
漁ぎ

ょ

撈ろ
う

や
野
生
植
物
の
採
取
を

主
と
し
た
生
活
を
し
て
い
た
。
一

般
に
狩
猟
採
取
民
が
生
業
を
た
て

る
に
際
し
て
、
一
家
族
当
た
り
に

必
要
と
す
る
テ
リ
ト
リ
ー
が
数
平

南
ア
ジ
ア
で
見
ら
れ
る
焼
畑
農
業

か
ら
推
定
で
き
る
。

　

焼
畑
の
作
業
は
森
林
の
伐
採
か

ら
は
じ
ま
り
、大
木
も
枝
を
払
い
、

枝
や
幹
は
細
か
く
切
っ
て
用
地
一

面
に
広
げ
、
下
草
と
と
も
に
乾
燥

後
、火
入
れ
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、

現
存
の
植
生
に
火
入
れ
を
し
て
植

物
体
を
灰
化
し
て
し
ま
う
。
そ
の

結
果
、
地
上
部
分
の
植
物
栄
養
素

は
無
機
化
し
て
、
植
物
体
に
吸
収

さ
れ
や
す
い
形
で
土
壌
表
面
に
均

一
に
施
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
火
入

れ
に
よ
る
土
壌
温
度
の
上
昇
に
よ

る
焼
土
効
果
に
よ
り
、
肥
料
要
素

が
有
効
化
す
る
。
こ
れ
が
焼
畑
農

業
に
お
け
る
肥
料
調
達
方
法
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
火
入
れ
に
よ
り
地

表
や
表
土
中
に
あ
る
雑
草
の
芽
や

種
子
を
死
滅
さ
せ
、
雑
草
の
埋
土

種
子
量
を
減
少
さ
せ
、
雑
草
の
根

絶
に
か
な
り
の
程
度
役
立
っ
て
い

農
業
の
歴
史
と
農
法

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
子
孫
が
で

き
家
族
が
増
え
た
場
合
に
は
、
そ

れ
ま
で
の
縄
張
り
圏
を
拡
大
す
る

し
か
方
法
は
な
く
、
食
料
を
調
達

で
き
る
縄
張
り
の
大
き
さ
が
そ
の

家
族
を
維
持
で
き
る
制
限
要
因
と

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
家
族
が
増
え
れ
ば
、

さ
ら
に
よ
り
良
い
餌
場
を
求
め
て

移
動
し
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

農
耕
の
起
源
と
焼
畑
農
業

　

農
耕
は
１
万
４
千
年
前
の
後
氷

河
期
以
降
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
わ

れ
、
我
が
国
で
は
縄
文
後
期
に
は

始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
農
耕

は
定
住
生
活
を
前
提
に
身
の
回
り

で
食
料
を
調
達
で
き
る
シ
ス
テ
ム

（
＝
栽
培
）
を
確
立
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
原
型
は
我
が
国
や
東

定住生活につながる焼畑農業とそのサイクル
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る
。
す
な
わ
ち
、
火
入
れ
は
、
作
物
へ
の

雑
草
害
が
生
じ
に
く
い
程
度
に
雑
草
を
抑

え
る
有
効
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

農
耕
と
言
っ
て
も
、
こ
の
こ
ろ
は
土
壌
を

耕
耘
す
る
の
で
は
な
く
、「
堀
り
棒
」
で

播
種
穴
や
植
穴
を
あ
け
、
種
子
に
土
を
か

ぶ
せ
る
程
度
か
、
せ
い
ぜ
い
土
を
か
き
な

ら
す
程
度
で
あ
り
、い
わ
ゆ
る
現
在
の「
不

耕
起
」
栽
培
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
焼
畑
耕
地
は
森
林
な
ど
に
取

り
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
周
り
か
ら
侵

入
し
て
く
る
雑
草
が
多
く
、
侵
入
雑
草
に

よ
っ
て
毎
年
そ
の
栽
培
面
積
が
狭
め
ら
れ

る
。
雑
草
防
除
が
焼
畑
農
業
の
最
も
重
要

な
作
業
で
あ
り
、
こ
の
除
草
作
業
に
か
け

ら
れ
る
労
働
量
が
栽
培
面
積
を
規
定
し
、

ひ
い
て
は
食
料
生
産
量
を
規
定
す
る
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
、
年
数
を
経
る
と
雑
草

が
徐
々
に
多
く
な
り
、
防
除
困
難
な
多
年

生
雑
草
が
繁
茂
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
肥
料
成
分
が
表
層
に
集
ま
っ
て
い
る

の
で
、
肥
料
成
分
が
不
足
す
る
こ
と
や
不

耕
起
栽
培
で
は
根
系
が
浅
く
な
り
、
連
作

は
い
や
地
現
象
な
ど
で
収
量
が
低
下
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点

を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
焼
畑
の
場
所
を

別
の
場
所
へ
移
動
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

栽
培
し
て
い
た
農
地
を
休
耕
（
休
閑
）

す
る
こ
と
と
な
り
、
放
置
す
る
十
数
年
の

間
に
多
年
生
雑
草
や
雑
灌
木
が
繁
茂
す
る

こ
と
に
よ
り
、
根
系
が
作
物
よ
り
深
く
ま

で
伸
長
す
る
。
そ
の
た
め
深
い
土
壌
層
か

ら
養
分
を
吸
収
し
て
地
上
部
の
茎
葉
部
に

蓄
積
す
る
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
火
入
れ

に
よ
り
地
上
部
を
枯
死
さ
せ
た
場
合
に
、

肥
料
養
分
を
地
表
面
へ
戻
す
い
わ
ゆ
る
肥

料
の
循
環
サ
イ
ク
ル
が
で
き
る
。
根
部
も

同
様
に
、
多
年
生
や
雑
灌
木
は
根
が
深
く

ま
で
伸
長
す
る
た
め
、
引
き
抜
い
た
り
し

て
枯
死
さ
せ
た
後
は
根
系
が
土
壌
層
を
柔

ら
か
く
す
る
、
い
わ
ゆ
る
根
耕
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
焼
畑
農
業
は
自
然
循
環

機
能
を
生
か
し
た
農
法
で
あ
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
家
族
が
必
要
な
食
料
の
生
産
量
を

維
持
す
る
た
め
に
は
、
１
か
所
で
は
な
く

数
か
所
の
焼
畑
用
地
を
も
っ
て
、
数
年
ご

と
に
栽
培
農
地
を
移
動
す
る
必
要
が
あ

り
、
広
大
な
農
地
が
必
要
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
焼
畑
農
業
で
維
持
で
き
る
人
口

は
せ
い
ぜ
い
１
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
た

り
30
人
か
ら
40
人
程
度
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
三
圃
式
農
法
に
も
共
通
す
る
問
題
で

あ
る
。雑

草
防
除
の
た
め
に
休
閑
地

を
必
要
と
す
る
古
代
農
法

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
来
三
圃
式
農
法
と

言
わ
れ
る
「
冬
穀
（
秋
播
穀
物
）
︱
春
穀

（
春
播
穀
物
）
︱
休
閑
」
の
３
年
循
環
の

作
付
け
が
行
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

雑草防除のために休閑地を設けた三圃式農業（冬穀－春穀－休閑）のイメージ

春穀

冬穀

休閑
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穀
物
を
２
年
間
連
作
し
た
あ
と
３
年
目
に

は
そ
の
作
付
け
を
休
ま
せ
る
農
法
が
と
ら

れ
て
き
た
。
こ
の
休
閑
は
そ
の
年
の
穀
物

の
収
穫
を
犠
牲
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
毎

年
耕
地
に
課
せ
ら
れ
る
貢
租
や
地
代
を
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
し
て
休
閑
と
す
る

か
。
休
閑
の
意
義
と
し
て
、
一
般
に
、
①

排
水
に
よ
る
災
害
の
防
除
の
た
め
に
畦
を

形
成
す
る
、
②
土
壌
を
膨
軟
に
す
る
、
③

除
草
す
る
、
④
土
壌
を
肥
沃
化
す
る
、
⑤

土
壌
を
均
平
に
す
る
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、
加
用
は
「
休
閑
耕
こ
そ
は

除
草
の
た
め
に
独
自
の
機
能
を
も
つ
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
が
休
閑
の
唯
一
の
目
的
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
畑

地
で
休
閑
期
を
必
要
と
し
た
大
き
な
理
由

は
雑
草
防
除
の
た
め
で
あ
っ
た
。

　

わ
が
国
の
水
田
に
お
い
て
も
、
雑
草
防

除
上
の
必
要
性
か
ら
休
耕
田
ま
た
は
休
閑

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳

時
代
の
遺
跡
で
あ
る
静
岡
市
の
曲

ま
が
り

金か
ね

北き
た

遺い

跡せ
き

か
ら
、
数
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
数
万
筆

に
お
よ
ぶ
水
田
遺
跡
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
遺
跡
を
調
査
し
た
佐
藤
は
、「
全
面

が
水
田
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
な
く
、
あ

る
部
分
は
水
田
と
し
て
使
わ
れ
、
ま
た
あ

る
部
分
は
耕
作
が
放
棄
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
会
津
農
書
に
は
、

「
田た

莠く
さ

多
不
生
術
」
と
し
て
、「
草
多
く
生

え
る
田
は
陸
田
な
ら
ば
卑ひ

泥ど
ろ

に
す
べ
し
、

２
︱
３
年
ヒ
ド
ロ
田
に
し
て
、
草
お
お
く

な
れ
ば
陸
田
に
返
す
べ
し
」
と
記
さ
れ
て

お
り
、
田
畑
輪
換
に
よ
る
雑
草
防
除
法
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　

雑
草
防
除
上
有
効
な
手
段
で
あ
る
休
閑

地
を
設
け
る
農
法
は
、
管
理
し
て
い
る
耕

地
面
積
当
た
り
の
作
物
生
産
量
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
著
し
く
低
く
、
効
率
の
低

い
農
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
西
洋
で
は

中
世
に
輪り

ん

栽さ
い

式
農
法
に
変
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

農
業
革
命
と
し
て
の
三
圃
式

農
法
か
ら
輪
栽
式
農
法
へ

　

輪
栽
式
農
法
は
有
畜
農
業
で
あ
り
、
18

世
紀
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
西
洋
で
広
範

囲
に
展
開
さ
れ
た
農
法
で
あ
る
。
代
表
的

な
例
と
し
て
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
式
農
法
と
呼

ば
れ
、
小
麦
︱
飼
料
カ
ブ
︱
大
麦
︱
赤
ク

ロ
ー
バ
の
輪
作
体
系
で
あ
り
、
休
閑
が
な

く
な
っ
て
い
る
。
優
良
な
家
畜
厩
肥
は
、

主
と
し
て
飼
料
カ
ブ
の
播
種
前
に
施
用
さ

れ
、
そ
れ
が
飼
料
カ
ブ
の
生
育
に
十
分
な

肥
料
養
分
を
供
給
す
る
だ
け
で
な
く
、
深

く
多
量
に
投
入
さ
れ
た
厩

き
ゅ
う

肥ひ

は
腐
植
化
さ

れ
、
そ
の
後
作
の
大
麦
は
こ
の
残
効
利
用

に
よ
っ
て
栽
培
さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
赤

ク
ロ
ー
バ
は
、
根こ

ん

瘤
り
ゅ
う

菌き
ん

に
よ
る
空
中
窒

素
の
固
定
作
用
に
よ
っ
て
窒
素
分
を
補
給

小麦―飼料カブ―大麦―赤クローバの輪作による輪栽式（ノーフォーク式）農法のイメージ
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し
、
次
作
の
小
麦
作
に
好
適
な
肥
沃
的
条

件
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
な
る
。
全
体
耕

地
に
占
め
る
小
麦
作
付
け
の
割
合
は
従
来

の
三
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
と
減
少
す
る

が
、
単
収
の
向
上
は
そ
れ
を
補
っ
て
も
余

り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
耕
地
を

従
来
の
放
牧
地
で
あ
っ
た
所
に
ま
で
拡
大

す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、生
産
の
拡
大
、

効
率
化
が
行
え
、
新
し
い
農
法
の
普
及
に

よ
り
麦
と
家
畜
、
双
方
の
生
産
が
飛
躍
的

に
向
上
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
輪
栽
式
農
法
に
お
け
る
雑
草
防
除

上
の
意
義
に
つ
い
て
加
用
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
赤
ク
ロ
ー
バ
は
被
覆
作
物

と
し
て
の
機
能
が
優
れ
て
お
り
、
旺
盛
な

生
育
は
野
草
以
上
で
あ
り
、
圃
場
全
面
を

覆
う
こ
と
に
よ
り
一
年
生
雑
草
の
発
生
を

抑
え
る
。
ま
た
、
飼
料
カ
ブ
が
７
月
に
播

種
さ
れ
る
が
、
こ
の
播
種
の
た
め
に
実
施

さ
れ
る
犂り

耕こ
う

は
土
壌
を
深
く
耕
起
し
、
掘

り
起
こ
さ
れ
る
た
め
に
多
年
生
雑
草
を
含

め
て
、
露
出
し
て
い
る
根
が
集
め
ら
れ
て

焼
却
す
る
と
と
も
に
、
畦
に
残
さ
れ
た
断
根

は
暑
熱
に
よ
っ
て
乾
燥
し
て
枯
死
さ
せ
ら
れ

る
。
こ
の
輪
栽
式
農
法
に
お
け
る
カ
ブ
の
導

入
は
多
年
生
雑
草
防
除
に
対
す
る
除
草
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し
て
近
代
農
法
に
も
生
き
続
け
て

い
る
。

　

こ
の
農
法
の
発
展
に
よ
り
、
非
農
業
従
事

者
た
る
都
市
住
民
の
増
加
を
賄
う
に
足
る
食

料
増
産
が
可
能
と
な
っ
て
、
18
世
紀
イ
ギ
リ

ス
に
起
こ
っ
た
「
産
業
革
命
」
を
実
現
さ
せ

た
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
欧
米
型
文
明
が
発

達
し
た
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
、
こ
の
農
業

革
命
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
中
小
農

民
の
犠
牲
の
上
に
地
主
や
富
農
が
益
々
大
き

く
な
っ
て
い
く
と
い
う
構
図
も
生
ま
れ
た

我
が
国
の
近
世
農
業
と
農
法

　

日
本
列
島
の
農
地
は
平
安
、
鎌
倉
、
室
町

の
各
時
代
を
通
じ
て
、
耕
地
面
積
約
86
万
ヘ

ク
タ
ー
ル
で
あ
っ
た
も
の
が
江
戸
中
期
に
は

３
０
１
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
へ
と
約
３
・
５
倍
に

拡
大
す
る
。
そ
し
て
人
口
は
16
世
紀
ま
で

が
せ
い
ぜ
い
１
千
万
人
で
あ
っ
た
も
の
が

３
千
万
人
に
飛
躍
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
19
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
人
間
一
人
養
う

の
に
１
・
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
地
が
必
要
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、日
本
は
江
戸
時
代
１
・

５
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
は
15
人
養
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
と
富
山
は
推
定
し
て
い
る
。

　

江
戸
中
期
に
は
、
農
法
を
子
孫
へ
伝
え
る

た
め
や
藩
政
の
責
任
者
と
し
て
村
人
へ
の
啓

カブ栽培による除草の方法（輪栽式農法）
耕起の後のくぼ地に厩肥を投入（Fig.1）、 耕起により三角状の
畦を形成（Fig.2）、 畦の播き床にカブを播種することによりカ
ブが生育（Fig.3 ～ 6）　　　「農法史序説」加用信文著より引用

発
・
普
及
の
必
要
性
か
ら
多
く
の
農
書
が
だ

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
産
性
の
高
い

農
業
を
実
現
し
た
江
戸
時
代
の
農
法
に
つ
い

て
農
書
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

我
が
国
最
古
の
農
書
と
言
わ
れ
て
い
る
土

居
式
部
太
輔
清
良
（
１
６
５
４
年
没
）
著
の

「
清
良
記
」
に
は
、
土
と
肥
料
に
つ
い
て
の

記
載
が
あ
り
、
古
代
か
ら
江
戸
の
は
じ
め
ま

で
、
肥
料
の
中
心
は
草
肥
で
あ
り
、
野
山
の

植
物
の
葉
を
そ
の
ま
ま
水
田
へ
埋
め
込
む
、

こ
れ
を
「
刈
敷
」
と
呼
ば
れ
た
。
畑
の
場
合

は
い
っ
た
ん
積
み
上
げ
て
お
い
て
腐
熟
さ
せ

て
か
ら
利
用
す
る
の
が
普
通
で
、「
つ
み
肥

え
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
う
い
う
肥
料
と
し
て

特
に
効
能
の
あ
る
野
生
植
物
の
種
類
が
本
著

に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
江
戸
時

代
に
は
、
人
間
の
排
せ
つ
物
で
あ
る
人
糞
尿

を
用
い
た
下
肥
や
牛
馬
を
飼
育
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
馬
屋
肥
な
ど
が
用
い
ら
れ
て

い
た
。
さ
ら
に
、
佐
瀬
与
次
右
衛
門
著
の

「
会
津
農
書
」（
１
６
８
４
年
）
に
は
、
土
地

の
種
類
分
け
と
そ
の
土
地
に
あ
っ
た
品
種
な

ど
、
一
連
の
農
作
業
と
と
も
に
肥
料
（
施
肥

法
）
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
肥

料
の
種
類
だ
け
で
な
く
、元
肥
・
追
肥
と
い
っ

た
作
物
ご
と
の
周
到
な
肥
培
管
理
も
行
わ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
病
気
や
害
虫
の
存
在
は

「
会
津
歌
農
書
」
に
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
防

除
法
に
か
か
わ
る
記
載
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
土
屋
又
三
郎
義よ

し

休す
け

著
の
「
耕
稼

春
秋
」（
１
７
０
７
年
）
に
は
、
栽
培
技
術
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を
は
か
り
、
あ
わ
せ
て
農
作
業
が

特
定
の
時
期
に
の
み
集
中
し
な
い

方
法
が
探
求
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る

輪
作
で
あ
る
。」
こ
れ
に
関
す
る

研
究
が
「
耕
稼
春
秋
」
の
特
に
卓

越
し
た
部
分
と
評
価
さ
れ
る
と
筑

波
氏
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
土

地
の
上
な
る
も
の
は
必
ず
塩
の
性

あ
り
と
云
う
」
と
い
っ
た
記
述
が

あ
り
、
そ
の
性
の
具
体
例
と
し

て
「
塩
硝
」
す
な
わ
ち
硝
酸
カ
リ

が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
化

学
物
質
を
肥
料
に
む
す
び
つ
け
た

日
本
最
初
の
例
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。

　

さ
ら
に
江
戸
後
期
に
、
大
蔵

永
常
が
「
除じ

ょ

蝗こ
う

録ろ
く

」（
１
８
２
６

年
）
を
著
し
、「
国
家
が
泰
平
と

な
っ
て
か
ら
２
０
０
年
余
、
食
も

足
り
て
い
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た

び
洪
水
、
日
照
り
な
ど
天
災
が
起

き
た
と
き
は
乗
り
切
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。
お
よ
そ
民
の
心
情
と
し

て
は
、
し
っ
か
り
し
た
頼
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
初
め
て
安
心
し
て
仕

事
に
励
む
こ
と
が
で
き
る
。
国
に

よ
る
救
荒
の
備
え
が
あ
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
凶
作
を
も
た
ら
す

蝗い
な
ごの

防
除
方
法
に
至
っ
て
は
い
ま

だ
確
立
し
て
い
な
い
。
こ
の
書
の

方
法
に
よ
っ
て
こ
の
世
か
ら
蝗
害

が
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
功
績
は
絶

大
で
あ
る
」
と
序
文
に
記
し
て
い

る
。「
蝗
」
は
「
貝か

い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

の
『
大

和
本
草
』
に
は
４
種
類
で
、
イ

ナ
ゴ
の
類
で
あ
る
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
実
際
は
10
種
類
い
て
、

そ
の
呼
び
方
が
地
域
で
異
な
る

が
、
す
べ
て
『
ウ
ン
カ
』
と
呼
ぶ

と
こ
ろ
が
多
い
。」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
現
在
の
主
要
水
稲
害
虫
で

あ
る
10
種
が
こ
の
時
代
に
す
で
に

発
生
し
て
い
た
。
元
禄
時
代
ま
で

は
、
蝗
が
発
生
し
た
年
に
は
夕
方

か
ら
人
が
集
ま
っ
て
松た

い

明ま
つ

を
と
も

し
、
鐘
や
太
鼓
を
な
ら
し
て
田
の

畔
を
ま
わ
る
よ
り
ほ
か
に
手
だ
て

が
な
か
っ
た
。
本
著
で
は
各
種
油

に
よ
る
防
除
効
果
が
紹
介
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
中
で
は
鯨
油
が
も
っ

と
も
優
れ
て
お
り
、
鯨
油
を
使
っ

た
防
除
方
法
が
細
か
く
記
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
の
防
除
効
果
に

つ
い
て
、「
享
保
や
天
明
の
凶
作

も
、
大
暑
中
に
綿
入
れ
を
着
る
ほ

ど
の
低
温
で
蝗
も
発
生
し
た
が
、

油
を
使
っ
て
駆
除
し
た
国
で
は
、

稲
が
ふ
た
た
び
生
気
を
取
り
戻
し

て
三
、四
割
り
実
っ
た
が
、
何
も

し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
す
べ

て
腐
っ
て
し
ま
っ
た
。
去
年
は
天

明
年
間
ほ
ど
の
不
順
な
天
候
で
は

「会津農書」復刻版表紙（小野武夫編）復刻版「会津農書」に記載された
原著者「佐瀬與次右衛門」

の
他
に「
肥
料
の
種
類
」「
病
虫
害
」

な
ど
の
項
目
が
あ
る
。
筑
波
氏
に

よ
る
と
、「
耕
稼
春
秋
」
に
は
次

の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。「
限

ら
れ
た
土
地
か
ら
で
き
る
だ
け
多

く
の
農
産
物
を
得
よ
う
と
す
れ

ば
、
同
一
の
土
地
に
休
み
な
く
作

物
を
続
け
る
の
が
有
利
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
土
地
の
酷
使
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
元
禄
以
降
そ
う
い
う

傾
向
が
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
っ
て

き
た
。
又
三
郎
は
こ
れ
を
批
判
し

て
土
地
を
休
ま
せ
な
が
ら
耕
作
す

る
こ
と
こ
そ
が
『
天
性
の
理
』
す

な
わ
ち
自
然
の
大
原
則
だ
と
主
張

す
る
。
と
は
言
っ
て
も
農
地
の
絶

え
間
な
い
利
用
が
不
可
避
で
あ
る

現
実
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
田
畑
を
続
け

ざ
ま
に
使
用
し
、
地
力
の
消
耗
を

防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

課
題
が
生
じ
て
く
る
。
肥
料
は
第

一
に
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
と
同

時
に
作
物
の
種
類
を
う
ま
く
組
み

合
わ
せ
て
、
土
の
中
の
養
分
を
無

駄
な
く
活
用
す
る
工
夫
が
必
要
と

な
っ
た
。
作
物
を
連
作
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
同
一
物
質
だ
け
が
土
中

か
ら
著
し
く
消
失
し
て
し
ま
う
。

異
な
る
作
物
を
順
繰
り
に
栽
培
し

て
、
地
力
の
ま
ん
べ
ん
な
い
利
用
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な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
近
畿
か
ら

東
北
の
各
国
に
か
け
て
蝗
が
発
生

し
、
稲
に
大
損
害
を
与
え
た
。
油

を
使
っ
て
防
除
し
た
と
こ
ろ
で

は
、
み
な
半
作
ほ
ど
の
収
穫
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
ひ

と
え
に
油
の
効
き
目
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
も
し
こ
れ
か
ら
後
も
こ

の
方
法
を
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、

こ
の
こ
と
を
印
刷
し
て
薦
め
て
き

た
真
心
も
無
駄
に
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。」
と
記
し
て
お
り
、
化
学

防
除
の
有
用
性
を
説
い
て
い
る
。

さ
ら
に
大お

お

蔵く
ら

永な
が

常つ
ね

は
「
農
家
肥
培

論
」（
１
８
５
９
）
に
お
い
て
は
、

下
肥
・
水
肥
・
泥
肥
・
魚
肥
・
油

粕
・
鳥
糞
・
貝
類
・
毛
爪
革
肥
な

ど
23
種
類
の
肥
料
と
そ
の
効
能
を

扱
っ
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
の
も

と
、
勝
手
な
領
地
拡
大
が
認
め
ら

れ
な
い
中
で
、
江
戸
前
期
の
人
口

増
大
に
対
し
て
は
、
開
墾
に
よ
る

農
地
面
積
の
拡
大
に
よ
る
農
産
物

の
生
産
量
の
拡
大
に
よ
り
支
え
て

き
た
が
、
大
飢
饉
ご
と
に
人
口
は

減
少
し
た
。
ま
た
、
領
内
の
開
墾

の
余
地
に
も
限
界
が
あ
っ
た
な
か

で
、
農
産
物
の
生
産
量
を
増
大
さ

せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
土
地
生
産
性

の
向
上
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中

で
連
作
栽
培
を
可
能
と
す
る
肥
料

の
施
用
や
害
虫
の
化
学
的
防
除
な

ど
の
生
産
手
段
が
農
産
物
の
生
産

性
向
上
と
安
定
に
大
き
く
寄
与
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

資
本
主
義
時
代
の
　
　

農
業
と
農
法

　

貨
幣
経
済
が
発
展
し
、
資
本
主

義
時
代
に
な
る
と
農
業
は
自
給
す

る
た
め
の
食
料
生
産
だ
け
で
は
な

く
、
余
剰
農
産
物
を
生
産
し
て
富

を
蓄
積
す
る
た
め
の
農
業
に
変
わ

り
、
ま
た
農
業
を
中
心
と
し
た
社

会
か
ら
工
業
を
中
心
と
し
た
社
会

に
変
わ
る
と
、
工
業
社
会
へ
食
料

を
供
給
す
る
た
め
に
農
村
が
利
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
資

本
主
義
社
会
の
経
済
原
則
は
、
農

産
物
に
対
し
て
も
工
業
製
品
と
同

じ
よ
う
な
論
理
で
、
経
済
性
が
追

求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
農
業
所

得
も
非
農
業
者
と
同
等
の
も
の
を

得
る
よ
う
な
生
産
性
の
効
率
化
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
、
国
際
化
の
名
の
も
と
に
、

資
本
主
義
の
先
進
国
で
は
余
剰
農

産
物
を
発
展
途
上
国
に
輸
出
し
、

農
業
従
事
者
が
多
く
、
農
業
生
産

の
依
存
度
の
高
い
国
が
農
産
物
を

輸
入
す
る
と
い
う
矛
盾
を
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
社
会
の
中
で
の
農
業

は
、
生
業
と
し
て
の
農
業
存
続
の

た
め
に
、
農
法
も
大
き
く
転
換
を

は
か
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
商
品

と
し
て
の
農
産
物
は
、
生
産
コ
ス

ト
の
低
減
に
よ
る
価
格
競
争
に
追

い
込
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
、
土
地

生
産
性
の
向
上
を
は
か
る
た
め
の

地
力
維
持
方
法
、
労
働
生
産
性
を

高
め
る
効
率
的
作
業
体
系
が
技
術

革
新
の
名
の
も
と
に
進
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
に
商
品
と

し
て
の
農
産
物
は
品
質
が
重
視
さ

れ
、
ま
っ
た
く
同
一
時
期
に
同
一

の
栽
培
方
法
で
生
産
さ
れ
た
農
産

物
で
も
、
外
部
形
態
に
よ
っ
て
価

格
差
が
あ
り
、
同
一
産
地
で
同
一

成
分
の
栄
養
価
の
あ
る
農
産
物
で

も
価
格
差
が
あ
る
。
商
品
価
値
の

低
い
農
産
物
は
再
生
産
が
で
き
な

い
よ
う
な
低
価
格
に
な
り
、
破
棄

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
い
か
に
商
品
化
率
を

高
め
る
か
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の

た
め
の
農
法
へ
転
換
す
る
必
要
性

に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
結
果
、
耐
肥
性
が
高
く
、

収
量
性
の
高
い
品
種
や
、
害
虫
に

抵
抗
性
の
あ
る
遺
伝
子
組
み
換
え

品
種
な
ど
が
作
付
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
生
産
性
や
品
質
の

向
上
の
た
め
に
農
薬
の
使
用
や
労

働
生
産
性
の
向
上
の
た
め
に
機
械

化
が
は
か
ら
れ
、
除
草
剤
使
用
を

前
提
と
し
た
作
業
体
系
が
必
須
の

も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
生
産

性
を
向
上
さ
せ
る
手
段
と
し
て
取

り
入
れ
ら
れ
た
新
技
術
や
資
材

は
、「
農
家
の
機
械
化
貧
乏
」
に

例
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
農
業
関
連

産
業
の
拡
大
に
は
寄
与
し
た
が
、

農
業
者
の
所
得
拡
大
に
は
つ
な
が

ら
な
い
と
い
う
矛
盾
が
顕
在
化
し

た
。

　

ま
た
、
伝
統
的
な
手
作
業
に
よ

る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
稲
作
の
農
法
と

ア
メ
リ
カ
の
現
代
的
稲
作
農
法
を

比
較
す
る
と
、
収
量
は
４
・
６
倍

と
な
る
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
量

で
比
較
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の

現
代
的
農
法
は
３
７
５
倍
消
費

し
、
単
位
収
量
あ
た
り
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
投
入
量
（
１
０
０
万
ジ
ュ
ー

ル
／
㎏
）
で
は
80
倍
に
な
る
。
同

様
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
栽
培
に
つ
い

て
も
ア
メ
リ
カ
の
現
代
的
農
法
は

メ
キ
シ
コ
の
伝
統
的
農
法
に
く
ら

べ
て
収
量
は
５
・
４
倍
と
な
る
が
、

１
７
４
倍
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費

し
て
、
単
位
収
量
あ
た
り
の
エ
ネ

「除 蝗 録」 復 刻 版（農 文 協） に
掲載された「蝗（虫）追の図」
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ル
ギ
ー
投
入
量
も
32
・
８
倍
に
な
る
と
す
る
報
告
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
季
節
性
の
あ
る
野
菜
な
ど
は
端は

境
ざ
か
い

期き

に
価
格

が
高
騰
し
て
い
た
。
こ
の
対
策
と
し
て
多
く
の
農
産
物
が

周
年
供
給
で
き
る
生
産
体
系
が
開
発
さ
れ
、
需
給
の
安
定

と
価
格
の
安
定
に
寄
与
し
て
い
る
。
し
か
し
、
夏
野
菜
を

冬
季
の
温
室
で
栽
培
す
る
場
合
に
は
、
農
産
物
１
カ
ロ

リ
ー
を
生
産
す
る
の
に
５
０
０
カ
ロ
リ
ー
以
上
の
外
部
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
消
費
さ
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、作
物
に
と
っ

て
必
ず
し
も
適
期
で
な
い
期
間
に
栽
培
す
る
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
資
材
を
多
用
す
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
っ
て
い

る
。
新
た
な
手
段
を
投
入
し
よ
う
と
す
る
だ
け
単
位
エ
ネ

ル
ギ
ー
あ
た
り
農
業
生
産
の
効
率
は
ま
す
ま
す
低
く
な
っ

て
い
る
。

　

農
業
は
も
と
も
と
、
大
気
（
炭
酸
ガ
ス
）
と
水
と
太
陽

光
を
利
用
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
生
業
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
光
合
成
を
す
る
植
物
を
利
用
し
て
、
大
地

か
ら
の
栄
養
素
を
得
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
産
出
す
る
産
業

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
を
追
求
し

て
開
発
し
た
生
産
手
段
（
農
法
）
が
、農
業
を
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
型
の
産
業
に
変
貌
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
今
や
現
代
農

業
は
化
石
燃
料
を
食
用
作
物
に
変
換
さ
せ
る
た
め
に
太
陽

光
を
利
用
し
て
い
る
と
ま
で
言
わ
れ
る
事
態
と
な
り
、
有

限
な
資
源
に
依
存
し
な
い
で
持
続
的
に
生
産
で
き
る
農
業

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
か
ら
の
農
業
と
農
法

　

地
球
と
そ
の
資
源
は
有
限
で
あ
り
、
永
遠
に
経
済
成
長

が
続
く
と
考
え
る
政
策
が
幻
想
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
業
先
進
国
の
農
産
物
の
生
産
過

剰
と
発
展
途
上
国
の
食
料
不
足
と
い
う
食
料
の
ミ
ス
マ
ッ

チ
を
解
消
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
策
が
必
要
で
あ
る
も
の

アメリカの現代的農法
・  カンザス州のセンターピボット（円形灌漑圃場）の

衛星写真（右上）
・  センターピボットの自動かん水装置（左上下）
・  大型機械による小麦の収穫作業（右下）

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons
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の
、
今
後
と
も
食
料
増
産
の
た
め

の
努
力
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な

い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。ま
た
、

こ
れ
ま
で
の
人
類
の
活
動
に
よ
っ

て
、
地
球
規
模
で
の
環
境
破
壊
が

起
こ
っ
て
い
る
中
で
、
農
業
に
お

い
て
も
、
こ
れ
以
上
自
然
環
境
を

破
壊
し
て
農
地
を
拡
大
し
て
生
産

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
農
業
先
進
国
に
お
い
て
も
、

農
産
物
の
価
格
競
争
に
耐
え
る
た

め
に
経
営
規
模
が
ま
す
ま
す
拡
大

し
、
労
働
集
約
性
が
ど
ん
ど
ん
低

下
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
資

源
の
持
続
的
利
用
を
前
提
と
し
た

農
業
へ
の
転
換
と
経
済
政
策
の
変

換
が
地
球
規
模
で
模
索
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
農
業
は
、
自
然
環

境
の
破
壊
を
で
き
る
だ
け
少
な

く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
出
す
る
環
境

調
和
型
の
農
業
と
な
る
よ
う
な
農

法
へ
転
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、化
学
肥
料
、

農
薬
や
石
油
資
源
由
来
の
資
材
を

必
要
と
す
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
や
栄
養
素
を
循
環
さ

せ
、
害
虫
の
繁
殖
を
抑
え
て
内
部

的
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
と
い
う
、

自
然
が
本
来
持
つ
力
を
利
用
す
る

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
農
法
で
あ

る
。
そ
の
際
、
近
世
の
農
法
は
、

今
で
も
十
分
に
通
用
す
る
英
知
が

た
く
さ
ん
あ
り
、
研
究
を
重
ね
、

現
代
に
生
か
せ
る
技
術
要
素
は
利

用
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
、
我
が
国
の
環
境

保
全
型
農
業
や
有
機
農
業
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
要
素
技
術
を
取
り
上
げ

て
、
農
薬
・
肥
料
の
削
減
な
ど
を

推
進
し
て
い
る
が
、
代
替
技
術
の

多
く
は
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

か
え
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
を
増

加
さ
せ
た
り
、
環
境
負
荷
を
増
加

さ
せ
た
り
す
る
な
ど
の
ト
レ
ー
ド

オ
フ
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
場
合

が
多
い
。
例
え
ば
除
草
剤
の
代
替

と
し
て
の
マ
ル
チ
資
材
の
利
用
や

土
壌
を
攪
拌
（
中
耕
）
す
る
機
械

利
用
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
量
の

増
大
と
土
壌
構
造
や
生
物
相
の
破

壊
な
ど
の
環
境
悪
化
を
招
い
て
い

る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
平
成
15
年

の
化
学
肥
料
に
よ
る
窒
素
投
入
量

は
46
万
３
千
ト
ン
と
試
算
さ
れ
、

こ
れ
を
明
治
初
期
に
森
林
で
作
ら

れ
る
下
草
や
落
ち
葉
、
家
畜
・
人

糞
尿
の
み
で
地
力
維
持
し
て
調
達

で
き
た
窒
素
は
12
万
９
千
ト
ン
に

す
ぎ
ず
、
化
学
肥
料
な
し
で
現
在

の
生
産
量
を
維
持
す
る
に
は
量
的

に
も
コ
ス
ト
面
で
も
は
る
か
に
及

ば
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
有
機

物
施
用
に
よ
る
人
畜
共
通
感
染
症

の
循
環
を
、
金
肥
と
し
て
登
場
し

た
化
学
肥
料
に
よ
っ
て
遮
断
で
き

た
歴
史
的
事
実
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
決
め
ら
れ
た

有
機
栽
培
基
準
さ
え
満
た
し
て
い

れ
ば
万
事
Ｏ
Ｋ
と
農
家
に
思
わ
せ

て
し
ま
う
よ
う
な
「
基
準
の
罠

に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
有
機
農

業
」
が
あ
る
一
方
、
自
給
自
足
を

理
想
と
し
て
近
世
農
法
に
近
い
方

法
で
、
自
然
を
生
か
し
た
農
業
生

産
を
目
指
し
て
い
る
農
家
も
存
在

し
て
い
る
。
個
別
事
例
と
し
て
成

功
例
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
農

産
物
の
価
格
が
低
い
中
で
の
農
家

経
営
は
困
難
な
場
合
が
多
い
。
こ

う
し
た
環
境
を
配
慮
し
た
持
続
的

な
農
法
は
、
従
来
の
農
法
よ
り
も

リ
ス
ク
が
高
く
コ
ス
ト
も
高
い
た

め
、
再
生
産
で
き
る
価
格
に
な
る

よ
う
に
農
産
物
の
価
格
を
保
証
す

る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
な
る
。

　

農
業
は
そ
の
土
地
や
自
然
条
件

の
中
で
成
り
立
つ
産
業
で
あ
り
、

国
ご
と
の
自
給
を
原
則
と
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
経
済

学
者
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
、
そ
も
そ

も
、
農
業
生
産
に
お
け
る
人
間
と

自
然
の
関
係
は
、
最
大
利
益
を
求

め
て
世
界
を
移
動
す
る
自
由
を
も

つ
企
業
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と

し
て
、
農
業
の
国
際
分
業
論
を
批

判
し
、
農
業
の
目
的
を
次
の
三
つ

に
整
理
し
た
。
①
人
間
と
生
き
た

自
然
と
の
結
び
つ
き
を
保
つ
こ

と
。
人
間
は
自
然
界
の
ご
く
脆
い

一
部
で
あ
る
。
②
人
間
を
取
り
巻

く
生
存
環
境
に
人
間
味
を
与
え
、

こ
れ
を
気
高
い
も
の
に
す
る
こ

と
。
③
ま
っ
と
う
な
生
活
を
営
む

の
に
必
要
な
食
糧
や
原
料
を
自
ら

つ
く
り
出
す
こ
と
、
の
３
点
で
あ

る
。
農
業
の
工
業
化
の
方
向
は
農

業
の
目
的
を
三
つ
目
の
食
料
生
産

だ
け
に
限
定
し
て
い
て
、一
つ
目
、

二
つ
目
を
無
視
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
末
原
は
、
同
様
に
文
化

と
し
て
の
農
業
か
ら
深
く
考
え
る

こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
①
人
々
の

生
き
方
や
価
値
観
に
つ
い
て
の
視

点
、
②
家
や
家
族
と
は
ど
う
あ
っ

た
ら
い
い
の
か
と
い
う
視
点
、
③

人
間
の
体
を
形
成
す
る
食
料
を
安

全
で
確
実
に
生
産
す
る
方
法
の
視

点
、
④
食
文
化
と
農
業
を
結
び
つ

け
る
視
点
、
⑤
地
域
社
会
と
自
然

と
人
々
の
生
活
の
結
び
つ
き
の
視

点
、
⑥
こ
う
し
た
地
域
社
会
と
人

間
の
結
び
つ
き
は
日
本
だ
け
で
な

く
、
世
界
中
で
同
じ
こ
と
が
起

こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
我
々
の
社

会
と
無
関
係
で
は
な
く
直
接
関
係

し
て
い
る
と
い
う
視
点
が
必
要
で

あ
る
。
工
業
製
品
で
も
、
安
け
れ

ば
良
い
も
の
で
は
な
く
適
正
な
価

格
が
あ
る
こ
と
や
再
生
産
で
き
る

価
格
の
保
証
が
必
要
で
あ
り
、
環

境
負
荷
の
低
減
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
利
益
は
国
民
に
還
元
さ
れ

る
も
の
と
し
て
、
そ
の
負
担
に
理

解
を
す
す
め
る
活
動
が
必
要
で
あ

る
。


