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イ
モ
類
、
穀
類
の
栽
培
が
始
ま
っ
た
。
と
り
わ
け
イ
ネ
科
の
植
物
で
あ
る
イ
ネ
、
ム
ギ
、
雑
穀
類
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
無
毒

で
あ
っ
た
た
め
、
各
地
域
の
環
境
に
合
う
作
物
が
選
択
さ
れ
、
世
界
各
地
で
栽
培
さ
れ
、
利
用
さ
れ
た
。
肉
類
の
安
定
確
保

に
は
、
牧
畜
が
行
わ
れ
た
が
、
日
本
は
漁
業
が
発
展
し
、
牧
畜
は
遅
れ
た
。

　

自
然
環
境
に
よ
り
、
生
育
す
る
植
物
、
生
息
す
る
動
物
が
異
な
る
た
め
に
、
何
を
主
食
と
す
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
小
麦
の
栽
培
は
、
夏
期
に
乾
燥
し
た
地
域
に
適
し
、
世
界
の
広
範
囲
で
栽
培
さ
れ
、
小
麦
粉

と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
パ
ン
な
ど
を
中
心
に
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
イ
ン
ド
北
部
、
西
ア
ジ
ア
な
ど
の
食
文
化
を

粉
食
文
化
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
、
夏
期
の
高
温
多
湿
地
域
に
生
育
し
易
い
米
を
主
食
物
と
し
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
、
日
本
、

中
国
南
部
の
食
文
化
は
粒
食
文
化
と
呼
ば
れ
る
。
日
本
は
、
粒
食
文
化
を
特
徴
と
し
、
他
の
地
域
同
様
、
酒
・
味
噌
・
醤
油

な
ど
発
酵
食
品
を
発
達
さ
せ
た
。
日
本
酒
の
発
酵
技
術
は
、
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
は
い
え
、
大
陸
の
も
の
と
は
異
な

る
コ
ウ
ジ
カ
ビ
が
使
わ
れ
、
地
域
の
米
・
水
に
よ
り
特
徴
あ
る
味
の
酒
造
り
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
日
本
の
水
は
、
縄
文
時
代

か
ら
の
水
さ
ら
し
の
技
術
を
発
達
さ
せ
て
い
た
為
に
、
こ
れ
を
応
用
し
て
、
葛
、
片
栗
粉
な
ど
植
物
の
根
の
で
ん
ぷ
ん
を
製

造
し
た
。
江
戸
時
代
の
飛
騨
の
村
で
は
、
農
閑
期
に
わ
ら
び
粉
の
製
造
が
行
わ
れ
、
和
傘
の
糊
と
し
て
販
売
さ
れ
、
村
人
の

現
金
収
入
と
な
っ
た
。
伝
承
さ
れ
た
水
さ
ら
し
の
技
術
を
用
い
て
、
原
価
の
か
か
ら
な
い
水
と
わ
ら
び
か
ら
製
造
す
る
で
ん

ぷ
ん
は
、
米
の
栽
培
も
出
来
な
い
地
域
で
の
貧
し
い
人
々
の
生
活
を
つ
な
い
で
き
た
と
言
え
よ
う
。

　

日
本
は
、
原
始
・
古
代
か
ら
た
え
ず
中
国
・
朝
鮮
半
島
の
文
化
の
影
響
を
受
け
続
け
、
模
倣
、
折
衷
な
ど
を
繰
り
返
し
、

日
本
文
化
に
融
合
さ
せ
て
き
た
。
ま
た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
甘
味
文
化
は
江
戸
時
代
の
和
菓
子
に
影
響
を
与
え
た
。
さ
ら
に
近

代
以
後
の
西
洋
文
化
の
受
容
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
肉
食
禁
忌
が
崩
壊
し
、
家
庭
料
理
に
積
極
的
に
折
衷
料
理
を
取
り
入
れ

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

原
始
・
古
代
の
食
生
活
　
　
穀
類
中
心
の
食
生
活
の
形
成

　

一
万
五
〇
〇
〇
年
前
を
境
と
し
て
地
球
は
温
暖
化
し
、
日
本
列
島
で
も
落
葉
広
葉
樹
林
が
広
が
っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
の

研
究
結
果
を
み
る
と
、
縄
文
人
は
食
糧
の
確
保
に
は
自
然
環
境
に
応
じ
て
獲
得
可
能
な
動
物
、
魚
介
類
、
堅
果
類
な
ど
の
植

物
を
狩
猟
、
採
取
し
、
こ
れ
を
加
工
、
保
存
し
て
食
料
の
安
定
を
は
か
る
暮
ら
し
方
を
基
本
と
し
、
狩
猟
、
採
集
や
加
工
に

必
要
な
技
術
と
道
具
の
開
発
、
保
存
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
各
地
域
に
特
有
の
生
活
形
態
が
確
立
さ
れ
た
と
い

え
る
。
人
々
は
食
糧
獲
得
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
集
落
を
築
き
、
共
同
作
業
に
よ
っ
て
よ
り
高
度
な
技
術
を
築
い
た
。
堅

果
類
を
主
要
な
食
料
と
し
て
加
工
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
工
程
と
大
量
の
水
、
多
く
の
人
手
を
必
要
と
す
る
も
の
が

多
い
。
そ
の
た
め
か
、
埼
玉
県
赤
山
陣
屋
遺
跡
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
堅
果
類
加
工
施
設
が
少
な
く
と
も
三
ヶ
所
の
集

落
遺
跡
か
ら
同
程
度
離
れ
た
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
が
複
数
の
ム
ラ
の
共
同
作
業
場
で

あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
金
箱
一
九
九
六
）
こ
の
よ
う
な
ム
ラ
を
越
え
た
集
団
の
成
立
は
、
地
域
社
会
の
誕
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生
に
つ
な
が
り
、
安
定
し
た
農
耕
社
会
出
現
の
可
能
性
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

二
〇
八
ヶ
所
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
の
調
査
を
し
た
渡
辺
誠
氏
は
、
三
九
種
（
昭
和
五
十
年
現
在
）
の
植
物
遺
体
を
挙
げ
て

お
り
、
そ
の
う
ち
イ
ネ
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
弥
生
時
代
の
幕
開
け
を
示
す
も
の
で
、
縄
文
時
代
の
基
本
的
性
格
と
は
い

え
な
い
と
述
べ
、
ク
ル
ミ
、
ド
ン
グ
リ
、
ク
リ
、
ト
チ
の
順
で
出
土
率
が
高
い
と
指
摘
し
て
い
る
。（
渡
辺
二
〇
〇
〇
）
こ

れ
ら
の
堅
果
類
は
、
ク
ル
ミ
や
ク
リ
の
よ
う
に
ア
ク
抜
き
の
必
要
と
し
な
い
も
の
と
、
ト
チ
や
ド
ン
グ
リ
の
一
部
の
よ
う
に

ア
ク
抜
き
を
し
な
け
れ
ば
食
用
に
な
ら
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
分
布
に
つ
い
て
は
地
域
差
が
あ
る
。
ク
ル
ミ
は
、
現
在
日

本
全
域
に
自
生
す
る
が
、
縄
文
遺
跡
で
は
北
海
道
か
ら
近
畿
に
か
け
て
出
土
し
て
い
る
。
一
方
ク
リ
は
青
森
か
ら
高
知
ま
で

の
広
範
囲
に
出
土
し
、
と
く
に
東
北
地
方
か
ら
中
部
地
方
に
多
い
。
ド
ン
グ
リ
類
は
シ
イ
類
の
よ
う
に
ア
ク
抜
き
不
要
の
も

の
も
あ
る
が
、
ナ
ラ
類
、
カ
シ
類
は
ア
ク
抜
き
が
必
要
で
あ
る
。
ナ
ラ
類
は
落
葉
広
葉
樹
林
帯
に
生
育
し
東
北
日
本
に
多
く
、

カ
シ
類
は
照
葉
樹
林
帯
に
あ
り
西
南
日
本
に
広
く
分
布
し
て
い
た
。
さ
ら
に
ト
チ
は
、
落
葉
高
木
で
、
東
北
地
方
か
ら
近
畿

地
方
の
遺
跡
に
分
布
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
東
日
本
で
は
、
ク
ル
ミ
、
ク
リ
、
ト
チ
の
占
め
る
割
合
が
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
、
近
畿
地
方
以
西
で
は
、
カ
シ
な
ど
ド
ン
グ
リ
類
の
割
合
が
高
く
、
脂
質
を
多
く
含
む
ク
ル
ミ
を
含
ん
だ
東
日
本
の
食

糧
資
源
の
価
値
が
高
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。（
松
山
一
九
八
二
）
木
の
実
の
ア
ク
を
抜
く
に
は
、
水
さ
ら
し
の
技
術
が
必
要

で
あ
る
が
、
水
さ
ら
し
に
は
大
量
の
水
を
必
要
と
す
る
。
日
本
の
水
の
豊
か
さ
が
、
大
量
の
水
を
使
用
す
る
ア
ク
抜
き
の
技

術
を
可
能
に
し
た
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ト
チ
の
ア
ク
抜
き
に
は
、
大
量
の
水
と
複
雑
な
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
縄
文
人
が

発
明
し
た
も
の
で
、
今
に
至
る
ま
で
そ
の
技
術
は
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
私
は
ド
ラ
イ
ブ
旅
行
で
道
の
駅
に
立
ち
寄
っ

た
時
、
と
ち
餅
が
置
い
て
あ
れ
ば
、
縄
文
人
に
感
謝
し
つ
つ
、
必
ず
買
い
求
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

ヤ
マ
イ
モ
は
台
湾
か
ら
日
本
各
地
に
広
く
自
生
し
て
お
り
、
古
く
か
ら
食
料
に
さ
れ
て
き
た
。
一
方
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の

人
々
の
主
食
タ
ロ
イ
モ
に
源
を
発
す
る
サ
ト
イ
モ
が
、
い
つ
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
サ
ト
イ
モ
は
サ
ト
イ
モ
科
の
多
年
草
で
、
地
中
に
あ
る
茎
が
肥
大
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ト
イ
モ
は
紀
元
前
二
〇
〇

～
一
〇
〇
年
の
『
史
記
』
に
栽
培
品
種
の
記
録
が
あ
る
と
い
う
（
星
川
一
九
八
五
）。『
斎
民
要
術
』（
五
六
〇
）
に
は
、
各

種
の
サ
ト
イ
モ
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
栽
培
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
約
九
〇
セ
ン
チ
四
方
、
深
さ
も
九
〇
セ
ン
チ

程
度
掘
り
、
豆
が
ら
を
中
に
入
れ
て
肥
料
も
加
え
、
イ
モ
を
植
え
る
と
あ
る
。
日
本
の
文
献
『
倭
名
類
聚
抄
』『
本
草
和
名
』

に
は
、青
芋
、紫
芋
な
ど
の
各
種
の
イ
モ
の
名
が
あ
り
、和
名
に
サ
ト
イ
モ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
い
え
の
い
も
」

「
い
え
つ
い
も
」
の
名
が
見
え
る
。

　

弥
生
時
代
の
人
々
は
、
水
田
稲
作
を
受
容
し
た
が
、
そ
の
普
及
は
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
坪
井
洋
文
氏
に
よ
る
民

俗
学
的
研
究
に
よ
れ
ば
、
有
史
時
代
に
な
っ
て
も
、
水
田
稲
作
を
行
っ
た
ム
ラ
と
畑
作
と
狩
猟
・
採
集
を
生
業
と
し
た
ム
ラ

に
分
か
れ
て
お
り
、
前
者
は
モ
チ
正
月
を
、
後
者
は
イ
モ
（
サ
ト
イ
モ
）
正
月
を
祝
い
、
こ
の
こ
と
は
江
戸
時
代
に
入
る
ま

で
続
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
も
畑
作
と
狩
猟
・
採
集
の
生
活
は
、東
北
地
方
に
マ
タ
ギ
と
し
て
細
々
と
続
い
て
い
る
。

ま
た
正
月
に
は
モ
チ
を
使
っ
た
雑
煮
の
他
に
お
せ
ち
の
中
に
必
ず
サ
ト
イ
モ
が
入
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
と
て
も
美
味
で
あ
る
。

　

私
の
子
供
の
頃
か
ら
の
疑
問
は
、
古
代
日
本
人
は
中
国
か
ら
稲
作
は
導
入
し
た
が
、
何
故
中
国
人
が
大
好
き
な
ブ
タ
の
飼
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育
は
入
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
古
代
以
前
の
社
会
で
、
食
用
の
家
畜
化
が
ど
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
た

か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
弥
生
時
代
以
前
に
は
、
イ
ノ
シ
シ
の
幼
獣
を
育
て
る
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
が
、食
用
家
畜
を
欠
く
社
会
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、大
分
市
で
弥
生
時
代
の
ブ
タ
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
、

縄
文
イ
ノ
シ
シ
の
歯
よ
り
大
き
な
歯
の
あ
る
大
陸
イ
ノ
シ
シ
を
家
畜
化
し
た
ブ
タ
が
到
来
し
た
と
さ
れ
た
（
佐
原　

１
９
９

６
）。
そ
の
後
も
佐
賀
県
吉
野
ヶ
里
遺
跡
で
も
奈
良
、
大
阪
、
愛
知
、
神
奈
川
の
各
地
域
の
遺
跡
に
も
、
ブ
タ
が
飼
育
さ
れ

て
い
た
と
報
告
さ
れ
た
。
し
か
し
、
形
態
、
サ
イ
ズ
、
年
齢
か
ら
み
て
も
古
代
ブ
タ
と
野
性
イ
ノ
シ
シ
に
違
い
が
認
め
ら
れ

ず
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
よ
っ
て
も
、
古
代
ブ
タ
は
遺
伝
的
に
は
ニ
ホ
ン
イ
ノ
シ
シ
で
、
大
陸
か
ら
家
畜
ブ
タ
と
し
て
移
入
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
な
ど
（
小
澤　

二
〇
〇
〇
）、
家
畜
ブ
タ
を
証
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。

　

中
国
で
は
ブ
タ
の
飼
育
は
か
な
り
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
前
漢
時
代
の
墓
か
ら
出
土
し
た
献
立
で
は
、「
羊
、
牛
、
豚
、

犬
、
鹿
、
兎
」
な
ど
の
獣
肉
が
炙せ
き

（
串
焼
）、
熬ご
う

（
火
で
乾
燥
さ
せ
た
干
物
）、
脯ほ

（
細
か
く
裂
い
た
肉
）、
措き
た
い（
小
動
物
の

丸
ご
と
の
干
し
肉
）
な
ど
に
調
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。（
飯
島　

二
〇
〇
〇
）
日
本
で
ブ
タ
の
料
理
が
紹
介
さ

れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
中
国
料
理
を
紹
介
し
た
料
理
書
で
、
積
極
的
に
食
用
と
さ
れ
る
の
は
、
後
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
諸
国
は
乳
・
乳
製
品
の
発
展
し
な
い
地
域
で
あ
る
が
、
古
代
の
日
本
に
は
乳
・
乳
製
品
が
朝
鮮
半
島
を
経
て
伝

え
ら
れ
、
貴
族
な
ど
上
流
階
級
に
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
中
国
の
要
人
を
も
て
な
す
の
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
中
国
の
古
代
の
乳
製
品
は
『
斎
民
要
術
』
に
み
ら
れ
、
酪ら
く

お
よ
び
乾
酪
、
酥そ

の
製
造
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
酪
は
牛
、

羊
の
乳
を
搾
り
、
こ
れ
を
鍋
・
釜
の
な
か
で
弱
火
で
加
熱
す
る
と
し
た
。
牛
・
羊
の
乾
糞
を
集
め
て
お
き
、
こ
れ
で
加
熱
す

る
の
が
一
番
い
い
と
言
う
。
冷
え
て
出
来
た
膜
は
、
酥
を
作
る
材
料
に
な
る
の
で
、
す
く
い
取
っ
て
別
の
容
器
に
入
れ
る
。

冷
え
た
乳
は
濾
し
て
素
焼
き
の
瓶
に
入
れ
て
寝
か
せ
る
。
そ
の
際
、
前
に
作
っ
て
お
い
た
甜て

ん
ら
く酪
を
加
え
る
と
い
う
。
体
温
よ

り
や
や
温
か
い
加
減
が
よ
い
と
し
て
お
り
、
現
在
の
ヨ
ー
グ
ル
ト
様
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
乾
酪
は
、
日
向
に
出
し
て
酪
と

炙
る
と
酪
の
表
面
に
皮
が
で
き
る
の
で
、
こ
れ
を
何
度
も
す
く
っ
て
取
り
、
こ
れ
が
貯
ま
っ
た
ら
日
に
さ
ら
す
。
途
中
に
梨

ほ
ど
に
丸
め
、
さ
ら
に
日
に
曝
し
て
乾
燥
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
チ
ー
ズ
様
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
酥
は
、
酪

を
瓶
に
入
れ
、
杓
子
で
攪
拌
し
、
湯
を
加
え
て
酥
を
分
離
さ
せ
、
水
を
加
え
て
凝
固
さ
せ
、
す
く
い
取
る
と
い
う
バ
タ
ー
様

の
も
の
で
あ
る
。

　

多
く
の
日
本
の
食
品
は
、
中
国
の
影
響
を
直
接
間
接
に
受
け
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
乳
製
品
に
関
す
る
具
体
的
な
製
法

は
、
日
本
の
文
献
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
東
ア
ジ
ア
で
は
、
乳
製
品
は
あ
く
ま
で
も
上
流
階
級
用
の
食
品

で
あ
っ
て
、
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

A
udio-D

igest Internal M
edicine

は
、
米
国
製
医
学
教
育
用
の
教
材
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、N

orthern 

Europeans have no lactase deficiency,w
hereas A

sia-A
m

ericans lactase -cleficient

と
い
う
記
載
が
あ
る
。

　

ヒ
ト
が
酒
を
知
っ
た
の
は
極
め
て
古
く
、
果
実
が
自
然
の
発
酵
に
よ
り
ア
ル
コ
ー
ル
を
生
成
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
と

さ
れ
て
い
る
。
農
耕
が
始
ま
る
と
、
偶
然
に
発
芽
し
た
麦
の
貯
蔵
な
ど
か
ら
、
そ
の
浸
出
液
が
美
味
な
飲
み
物
に
変
わ
る
こ

と
に
気
付
く
な
ど
を
発
端
と
し
て
酒
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
縄
文
人
も
果
実
酒
を
作
っ
た
形
跡
が
あ
る
（
今

村
啓
爾　

二
〇
〇
二
）
が
、
あ
く
ま
で
祭
祀
用
で
あ
っ
て
一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
日
本
人
の
酒
に
つ
い
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て
の
初
出
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
記
事
で
、「
人
生
酒
を
嗜
む
」
と
あ
る
。
私
は
こ
の
記
事
を
読
ん
で
、

飲
酒
後
に
顔
が
ま
っ
赤
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
フ
ラ
ッ
シ
ン
グ
」
の
現
象
を
思

い
出
し
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
で
血
管
が
拡
張
し
て
顔
だ
け
が
赤
み
を
帯
び
る
現
象
は
欧
米
人
に
も
見

ら
れ
る
が
、
全
身
が
赤
く
な
り
、
吐
き
気
や
頭
痛
な
ど
不
快
な
症
状
を
伴
う
の
は
ア
ジ
ア
人
に
限

ら
れ
る
。

　

胃
・
腸
か
ら
吸
収
さ
れ
た
ア
ル
コ
ー
ル
（
エ
タ
ノ
ー
ル
）
は
門
脈
を
通
っ
て
肝
臓
に
達
す
る
。

そ
こ
で
ア
ル
コ
ー
ル
脱
水
酵
素
に
よ
り
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
に
変
え
ら
れ
、
さ
ら
に
ア
セ
ト
ア
ル

デ
ヒ
ド
還
元
酵
素
に
よ
っ
て
無
害
な
酢
酸
に
代
謝
さ
れ
る
。（
図
33
）
オ
リ
エ
ン
タ
ル
フ
ラ
ッ
シ

ン
グ
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
で
、
こ
れ
を
分
解
す
る
酵
素
に
き
ち
ん
と
働
く

「
Ｎ
型
」、
う
ま
く
働
か
な
い
「
Ｄ
型
」
が
あ
る
。
ど
ち
ら
か
の
親
か
ら
Ｄ
型
を
受
け
継
げ
ば
、
オ

リ
エ
ン
タ
ル
・
フ
ラ
ッ
シ
ン
グ
を
起
こ
す
。
こ
の
遺
伝
子
配
列
を
突
き
止
め
た
原
田
勝
二　

元
筑

波
大
学
教
授
は
「
両
親
か
ら
Ｎ
型
を
受
け
継
い
だ
人
と
、
ど
ち
ら
か
一
方
か
ら
Ｄ
型
を
受
け
継
い

だ
人
と
の
間
で
は
、
酵
素
の
働
き
に
理
論
的
に
十
六
倍
も
差
が
生
じ
る
」
と
解
説
す
る
。
原
田
さ

ん
が
世
界
各
地
こ
の
Ｎ
型
と
Ｄ
型
の
出
現
頻
度
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
Ｄ
型
が
わ
ず

か
二
パ
ー
セ
ン
ト
あ
っ
た
ほ
か
は
欧
州
や
中
東
、
ア
フ
リ
カ
で
全
く
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
一
方
、

日
本
で
Ｄ
型
は
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
最
も
高
く
、
中
国
で
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
タ
イ
で
一
〇
パ
ー

セ
ン
ト
と
ア
ジ
ア
に
集
中
し
た
。
ア
フ
リ
カ
で
誕
生
し
た
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
す
べ
て
Ｎ
型
で
あ
っ
た
。
大
陸
を
移
動
し

人
種
が
分
か
れ
る
過
程
で
突
然
変
異
の
Ｄ
型
が
誕
生
し
た
。
原
田
さ
ん
は
「
三
万
～
二
万
五
〇
〇
〇
年
前
の
南
部
中
国
で
」

と
推
測
し
て
い
る
。幸
い
到
命
的
な
変
異
で
は
な
か
っ
た
が
、何
故
こ
の
よ
う
な
遺
伝
子
変
異
が
起
き
た
の
か
理
由
は
わ
か
っ

て
い
な
い
。

　

私
が
か
つ
て
国
際
学
会
に
参
加
し
て
少
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
で
一
人
だ
け
ま
っ
赤
な
顔
を
し
て
し
ゃ
べ
り
、
他
の
欧
米
人

医
師
達
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
少
々
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
た
。
た
ぶ
ん
私
は
酒
に
弱
い
Ｄ
型
遺
伝
子
の
ア
ジ
ア
人
な
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
多
く
の
日
本
人
は
す
ぐ
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
深
酒
が
で
き
な
い
た
め
に
欧
米
人
に
深
刻
な
問
題

で
あ
る
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
、
ア
ル
コ
ー
ル
性
肝
炎
、
ア
ル
コ
ー
ル
性
膵
炎
が
比
較
的
少
な
い
の
は
幸
い
で
あ
る
。
た
だ

し
少
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
で
も
血
中
に
長
い
時
間
停
滞
す
る
た
め
、
一
斉
検
問
の
と
き
呼
気
検
査
に
か
か
っ
て
ひ
ど
い

目
に
遭
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
、「
飲
ん
だ
ら
乗
る
な
」
は
是
非
実
行
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
魏
か
ら
の
使
者
が
少
量

の
酒
で
ま
っ
赤
な
顔
を
し
て
陽
気
に
騒
い
で
い
る
倭
人
を
見
て
、
自
分
の
国
と
同
じ
だ
と
共
感
し
て
倭
人
伝
に
書
き
留
め

た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

今
、
欧
米
先
進
国
を
悩
ま
し
て
い
る
共
通
の
問
題
は
肥
満
で
あ
る
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
よ
る
二
〇
〇
八
年
世
界
肥
満
ラ
ン
キ
ン
グ

に
よ
れ
ば
、
国
民
の
Ｂ
Ｍ
Ｉ
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
肥
満
者
の
割
合
は
、
米
国
三
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
英
国
・
ロ
シ
ア

二
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
ド
イ
ツ
二
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
イ
タ
リ
ア
一
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
フ
ラ
ン
ス
一
五
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
に
対
し
、
コ
メ
を
主
食
と
す
る
韓
国
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
中
国
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
日
本
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト 図33　アルコール分解の流れ
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と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
欧
米
の
国
々
は
い
ず
れ
も
一
万
年
前
、
農
業
革
命
を
成
功
さ
せ
た
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
人

の
子
孫
で
あ
っ
て
、
し
か
も
産
業
革
命
を
成
功
さ
せ
た
先
進
国
で
あ
る
。
彼
等
は
肥
満
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
習
慣
病
に

悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
祖
先
が
一
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て
狩
猟
、
漁
労
、
採
集
の
経
済
を
続
け
、
粗
末
な
食
事
に
耐
え

て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
先
進
国
に
な
っ
た
今
で
も
、
肥
満
者
が
少
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
祖
先
に
感
謝
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

明
治
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
欧
米
食
が
入
っ
て
き
て
豊
か
に
も
な
っ
て
新
た
な
日
本
食
文
化
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
た
だ
日
本
人
の
場
合
、
欧
米
人
に
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
肥
っ
て
い
な
く
て
も
糖
尿
病
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
日
本
人

は
欧
米
人
に
比
べ
て
飢
餓
遺
伝
子
が
多
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
し
、
日
本
人
に
糖
尿
病
の
リ
ス
ク
遺
伝
子
も
発
見
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
豊
か
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
お
ご
る
こ
と
な
く
、
今
後
と
も
日
本
人
は
「
腹
八
部
で
偏
食
せ
ず
」「
適
度
な
運

動
を
す
る
」「
趣
味
を
持
っ
て
ス
ト
レ
ス
を
発
散
す
る
」
こ
と
な
ど
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

私
が
小
学
生
の
頃
、
夏
休
み
に
は
決
ま
っ
て
宿
題
と
し
て
自
由
研
究
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ

ず
に
何
か
作
っ
て
こ
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
昆
虫
採
集
が
定
番
で
、
多
く
の
同
級
生
が
美
し
い
昆
虫
採
集
を
競
っ
て
い

た
が
、
私
は
針
を
昆
虫
の
胸
に
刺
す
の
が
嫌
で
、
自
分
な
り
に
考
え
た
。
あ
る
年
の
夏
、
日
本
史
の
年
表
を
作
っ
て
み
た
。

こ
れ
が
と
て
も
面
白
く
、
夢
中
に
な
っ
て
時
の
経
つ
の
も
忘
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
中
学
に
入
っ
て
の
夏
休
み
は
、
旧
家
の

親
戚
に
遊
び
に
行
き
、
当
時
の
我
が
家
で
は
高
峰
の
花
だ
っ
た
吉
川
英
治
著
「
三
国
志
」
全
巻
が
そ
ろ
っ
て
い
る
の
を
見
て
、

ふ
た
夏
、
も
う
夢
中
で
読
み
ふ
け
っ
た
。
高
校
に
入
学
す
る
と
、
世
界
史
が
好
き
で
常
に
高
得
点
を
取
っ
て
い
た
。
医
科
大

学
に
進
ん
で
医
者
に
な
っ
て
も
、
仕
事
に
行
き
詰
ま
る
と
、
決
ま
っ
て
歴
史
の
本
を
読
ん
だ
。
六
十
代
に
な
っ
て
時
間
的
に

ゆ
と
り
が
持
て
る
よ
う
に
な
る
と
、
家
内
と
旅
行
を
兼
ね
て
国
内
の
史
跡
を
訪
ね
た
り
、
神
話
に
関
係
す
る
神
社
を
ま
わ
っ

た
り
し
た
。
そ
し
て
古
稀
を
迎
え
て
、
趣
味
の
歴
史
学
・
考
古
学
の
研
究
を
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
考
古
学
は
一
九

九
〇
年
代
よ
り
技
術
革
新
が
お
き
て
大
き
く
進
歩
し
た
が
、
若
い
頃
の
研
究
経
験
も
あ
っ
て
か
、
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
先
に
出
版
し
た
自
分
の
専
門
書
『
高
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
血
症
』
で
は
と
て
も
苦
し
い
思
い
を
し
た
が
、
今
回
の
は
趣
味
の

本
、
楽
し
く
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

一
万
年
前
、
地
球
規
模
の
大
温
暖
化
が
安
定
す
る
と
、
西
南
ア
ジ
ア
の
人
々
は
農
耕
次
い
で
牧
畜
を
は
じ
め
、
食
糧
に
ゆ


