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ま
え
が
き

　
「
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
」
と
名
付
け
ら
れ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
の
新
品
種
が

誕
生
し
て
、す
で
に
半
世
紀
を
超
え
る
歳
月
が
過
ぎ
去
っ
た
。
こ
の
間
、

様
々
な
用
途
の
た
め
に
全
国
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
品
種
の
サ
ツ
マ
イ
モ

が
栽
培
さ
れ
て
き
た
が
、
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
は
一
貫
し
て
か
な
り
の
作

付
面
積
を
維
持
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は
、
こ
の
品
種
が
思
い
が

け
な
い
多
様
な
用
途
で
珍
重
さ
れ
続
け
て
い
る
か
ら
だ
。
南
九
州
の
地

酒
の
芋
焼
酎
は
お
蔭
で
一
気
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
今
で
は
日
本
酒
を
上

回
る
人
気
を
得
て
お
り
、
そ
の
原
材
料
の
九
十
九
％
は
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ

ン
に
絞
ら
れ
る
。
菓
子
・
ケ
ー
キ
類
な
ど
の
業
界
で
も
欠
か
せ
な
い
原

料
と
し
て
需
要
が
広
が
っ
て
い
る
。
薩
摩
の
名
を
つ
け
て
呼
ば
れ
る
芋

の
栽
培
を
め
ぐ
っ
て
一
つ
の
品
種
が
産
み
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
南
九
州

と
り
わ
け
鹿
児
島
の
産
業
が
こ
れ
ほ
ど
の
恵
み
を
得
よ
う
と
は
、
だ
れ

が
想
像
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の

新
品
種
を
産
み
出
し
た
の
か
、
半
世
紀
の
間
も
知
る
人
は
あ
ま
り
多
く

は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
人
物
と
は
、
農
林
省
（
現
農
林
水
産
省
）
で
サ
ツ
マ
イ
モ
の
品

種
改
良
に
取
り
組
ん
だ
研
究
者
、
坂
井
健
吉
博
士
で
あ
る
。
茨
城
県
取

手
市
に
住
み
、
九
十
二
歳
の
今
も
か
く
し
ゃ
く
と
し
て
過
ぎ
し
日
の
苦

し
か
っ
た
研
究
の
日
々
や
、
今
後
の
日
本
の
農
業
の
課
題
を
熱
っ
ぽ
く

語
り
続
け
る
、
ま
れ
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
持
ち
主
だ
。「
コ
ガ
ネ
セ
ン

ガ
ン
は
育
種
の
奇
跡
」
と
ま
で
言
わ
れ
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
三
枚
の
額

が
自
宅
の
書
斎
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
枚
は
日
本
育
種
学
会
、
も
う

一
枚
は
農
林
大
臣
名
の
表
彰
状
で
、
と
も
に
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
の
育
種

の
成
功
を
顕
彰
し
た
も
の
だ
。
農
林
大
臣
表
彰
は
「
優
良
な
甘
し
ょ
の



品
種
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
を
育
成
し
、
畑
作
農
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
と

こ
ろ
、
ま
こ
と
に
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
」
と
、
そ
の
功
績
を
讃
え
て

い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
二
枚
の
表
彰
状
の
間
に
京
都
大
学
か
ら
の
博
士

号
授
与
を
証
明
す
る
「
学
位
記
」
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
も
コ
ガ
ネ
セ
ン

ガ
ン
に
至
る
育
種
の
研
究
へ
の
評
価
を
記
述
し
て
い
る
。

　
坂
井
氏
は
鹿
児
島
、
熊
本
の
九
州
農
業
試
験
場
で
十
五
年
の
長
き
に

わ
た
る
品
種
改
良
の
取
り
組
み
の
末
に
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
の
生
育
に
成

功
し
た
が
、
そ
の
成
果
を
産
み
出
し
た
の
は
研
究
者
と
し
て
の
「
育
種

魂
」
だ
、
と
語
る
。
奇
跡
を
生
む〝
魂
〟と
は
何
か
。
坂
井
氏
の
人
生

を
た
ど
り
つ
つ
、
そ
の
背
景
に
潜
む
正
体
を
探
っ
て
み
よ
う
。

坂井健吉氏の略歴

1924年（大正13年）三重県で出生
1944年（昭和19年）京都大学農学部在学中に学徒出陣
1948年（昭和23年）京都大学農学部卒業
　　　　　　　　　  農林省農事試験場に勤務
1953年（昭和28年）紫原試験地に着任
1958年（昭和33年）熊本県の試験地に異動
1966年（昭和41年）コガネセンガン誕生（命名登録）
1967年（昭和42年）千葉県の農事試験場
　　　　　　　　　   第５研究室長に就任
1983年（昭和58年）農林水産省農業環境技術研究所長
1984年（昭和59年）退職
● NPO 唐芋ワールドセンター相談役

1974 年〜1977 年（昭和 49 年〜昭和 52 年）
農林省水産技術会議研究管理官の時代
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サ
ツ
マ
イ
モ
へ
の
道

　

人
は
誰
で
も
な
に
か
に
か
か
わ
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
、「
な
に
か
」
は

い
つ
、
ど
う
や
っ
て
定
ま
る
の
だ
ろ
う
。

　

坂
井
健
吉
氏
は
一
九
二
四
年（
大
正
十
三
年
）八
月
、三
重
県
名
賀
郡
依
那
古
村
下
郡（
現
・

伊
賀
市
下
郡
）
の
農
家
の
長
男
に
生
ま
れ
た
。
水
田
百
三
十
㌃
に
、
桑
畑
、
茶
畑
、
野
菜
畑

と
合
わ
せ
て
計
百
八
十
㌃
と
手
広
く
農
業
を
営
み
、
サ
ツ
マ
イ
モ
も
当
然
な
が
ら
作
っ
て
い

た
が
、
子
供
時
代
に
特
に
こ
だ
わ
り
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
伊
賀
盆
地
の
広
々
と
し
た
水
田

地
帯
、
近
く
に
木
津
川
が
流
れ
る
平
和
の
里
で
、
山
で
遊
び
、
川
で
泳
い
で
子
供
の
時
代
を

過
ご
し
た
。

　

一
九
三
七
年（
昭
和
十
二
年
）四
月
、依
那
古
小
学
校
か
ら
県
立
上
野
中
学（
現
白
鳳
高
校
）

に
進
学
。
そ
の
年
の
七
月
、
盧
溝
橋
事
件
を
き
っ
か
け
に
日
中
戦
争
が
始
ま
り
、
翌
年
に
は

国
家
総
動
員
法
が
発
令
さ
れ
て
戦
時
下
体
制
が
固
め
ら
れ
て
い
く
時
代
と
な
っ
た
。
そ
し
て

一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
年
）
十
二
月
に
は
日
本
海
軍
が
真
珠
湾
を
攻
撃
、
太
平
洋
戦
争
へ

と
突
入
し
て
い
く
。
そ
の
こ
ろ
の
坂
井
家
で
は
親
族
が
軍
に
応
召
し
て
人
手
不
足
と
な
り
、

農
作
業
の
手
伝
い
に
専
心
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
農
業
を
継
ぐ
た
め
に
自
宅

か
ら
比
較
的
近
い
津
市
に
あ
る
三
重
高
等
農
林
学
校
に
進
学
す
る
こ
と
に
し
、
一
九
四
二
年

（
昭
和
十
七
年
）
四
月
、
三
重
高
等
農
林
学
校
農
学
科
（
三
重
大
学
生
物
資
源
学
部
の
前
身
）

に
入
学
。
日
本
軍
の
南
方
進
出
、ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
と
大
本
営
発
表
に
日
本
中
が
沸
く
中
、

戦
中
派
世
代
と
し
て
の
学
校
生
活
は
、
勤
労
奉
仕
や
軍
事
教
練
に
か
な
り
の
時
間
を
と
ら
れ

る
日
々
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
忘
れ
ら
れ
な
い
経
験
は
い
く
つ
か
あ
る
と
い
う
。
そ
の
一
つ
は
、

遺
伝
学
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。
人
徳
に
ひ
か
れ
た
教
師
の
一
人
か
ら
薦
め
ら
れ
、
当
時
名
著

と
さ
れ
た
『
遺
伝
学
』
と
い
う
分
厚
い
専
門
書
を
高
額
を
は
た
い
て
購
入
し
、
教
師
の
指
導

を
仰
ぎ
な
が
ら
何
度
も
読
み
込
ん
だ
。
そ
の
経
験
が
後
に
研
究
生
活
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
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と
に
な
る
。
そ
の
本
は
今
も
書
斎
の
本
棚
に
座
っ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
経
験
は
、
ま
さ
に
サ
ツ
マ
イ
モ
と
の
最
初
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。
当
時
、

サ
ツ
マ
イ
モ
は
重
要
な
食
材
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
航
空
機
燃
料
の
酒
精
原
料
と
な
る
作

物
と
し
て
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。そ
の
た
め
の
研
究
費
が
軍
事
費
の
一
部
と
し
て
支
給
さ
れ
、

三
重
高
農
で
も
当
時
の
校
長
が
研
究
を
担
当
し
、
成
績
優
秀
だ
っ
た
坂
井
氏
が
そ
の
手
伝
い

を
指
示
さ
れ
た
。
数
種
類
の
イ
モ
を
植
え
て
、
そ
の
生
育
状
況
や
品
質
な
ど
の
調
査
を
繰
り

返
し
た
。
そ
の
体
験
が
後
の
人
生
の
貴
重
な
出
発
点
と
し
て
尾
を
引
い
て
行
く
の
だ
が
、
エ

ピ
ソ
ー
ド
も
加
わ
る
。

　

四
回
目
の
調
査
を
終
え
た
時
に
、
残
っ
た
イ
モ
を
捨
て
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
、

い
く
つ
か
を
蒸
し
て
手
伝
い
の
方
た
ち
と
一
緒
に
食
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
校
長
先
生
が
出
く

わ
し
て
「
食
べ
る
た
め
じ
ゃ
な
い
。
す
べ
て
を
調
査
の
対
象
に
し
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
」
と
、

ひ
ど
く
叱
ら
れ
た
。
後
に
自
分
で
サ
ツ
マ
イ
モ
の
育
種
を
手
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
校
長

先
生
が
叱
っ
た
意
味
が
よ
く
理
解
で
き
た
と
い
う
。

行
く
末
を
決
め
た
出
会
い

　

青
年
期
を
迎
え
る
に
至
る
坂
井
氏
に
つ
い
て
、
見
逃
せ
な
い
一
つ
の
側
面
は
、「
並
外
れ

た
頭
脳
と
体
力
」
だ
。
勉
強
は
あ
ま
り
し
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
学
業
成
績
は
小
学
校
時
代

か
ら
三
重
高
等
農
林
ま
で
常
に
ト
ッ
プ
。
一
方
で
、自
ら「
子
供
の
こ
ろ
か
ら
ガ
キ
大
将
だ
っ

た
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
い
つ
も
大
将
役
だ
っ
た
。
中
学
で
は
陸
上
競
技
部

に
入
り
、
マ
ラ
ソ
ン
や
駅
伝
で
活
躍
。
三
重
高
等
農
林
で
は
ラ
グ
ビ
ー
部
で
一
年
か
ら
レ

ギ
ュ
ラ
ー
に
な
り
、
駅
伝
競
走
で
も
出
場
を
頼
ま
れ
て
走
り
、
区
間
賞
を
と
っ
た
。
本
人
は
、

中
学
時
代
か
ら
農
作
業
で
足
腰
を
鍛
え
、
ま
た
自
転
車
で
長
距
離
通
学
を
続
け
た
こ
と
が
良

か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
う
が
、
研
究
者
と
し
て
の
厳
し
い
肉
体
作
業
を
や
り
遂
げ
、
九
十
歳

を
過
ぎ
て
も
山
坂
を
問
わ
ず
ス
タ
ス
タ
歩
き
続
け
る
常
人
離
れ
の
体
力
こ
そ
、
な
に
よ
り
の
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資
産
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

戦
局
が
緊
迫
化
し
て
い
く
一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
年
）
九
月
、
坂
井
氏
は
戦
時
下
の
特

例
と
し
て
三
重
高
等
農
林
を
卒
業
、
た
だ
ち
に
京
都
帝
国
大
学
農
学
部
に
進
む
が
、
翌
月
に

は
召
集
令
状
が
届
き
、
豊
橋
第
一
陸
軍
予
備
士
官
学
校
に
特
別
幹
部
候
補
生
と
し
て
入
校
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
、
苛
烈
な
戦
局
の
下
で
そ
こ
も
一
年
間
の
教
育
課
程
が
八
か
月
で

繰
り
上
げ
卒
業
。
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
六
月
に
見
習
士
官
と
し
て
広
島
に
赴
い
た

が
、
七
月
十
三
日
に
高
知
の
部
隊
に
配
属
と
な
っ
て
広
島
を
出
た
の
で
原
爆
の
被
害
を
免
れ

る
、
と
い
う
運
命
の
命
拾
い
を
体
験
し
て
終
戦
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。

　

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
十
一
年
）
十
一
月
か
ら
京
大
に
復
学
。
翌
年
春
に
は
二
回
生
と
な

り
、
終
戦
期
の
二
年
間
の
空
白
期
を
埋
め
る
べ
く
懸
命
に
勉
強
す
る
う
ち
に
、
作
物
の
品
種

改
良
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
年
の
後
期
か
ら
専
攻
生
と
し
て
「
育

種
学
」
教
室
に
入
り
、
研
究
生
活
の
第
一
歩
を
歩
み
始
め
た
。
戦
後
の
厳
し
い
食
糧
難
と
い

う
時
代
背
景
の
中
で
、
農
場
実
習
を
し
な
が
ら
、
作
物
の
品
種
改
良
の
基
礎
と
な
る
各
種
統

計
量
の
算
出
や
遺
伝
子
交
雑
の
実
験
な
ど
を
重
ね
た
。

　

一
九
四
八
年
（
昭
和
二
十
三
年
）
十
二
月
、
大
学
卒
業
と
と
も
に
農
林
省
農
事
試
験
場
の

助
手
に
採
用
さ
れ
る
。
社
会
人
と
し
て
の
人
生
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
が
、
着
任
と
同
時
に
人

手
不
足
に
悩
む
本
省
の
農
業
改
良
局
に
出
向
を
命
じ
ら
れ
、一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
年
）

八
月
か
ら
は
農
業
技
術
研
究
所
物
理
統
計
部
統
計
研
究
室
勤
務
と
な
る
。
統
計
研
究
室
は
後

に
東
大
教
授
と
な
る
畑
村
又
好
氏
が
室
長
で
、
農
事
試
験
に
必
要
な
統
計
的
手
法
の
導
入
と

評
価
な
ど
を
巡
っ
て
、
頻
繁
に
セ
ミ
ナ
ー
が
開
か
れ
て
い
た
。
室
員
は
七
，
八
人
で
、
大
学

で
数
学
科
を
専
攻
し
た
人
た
ち
に
交
じ
っ
て
、
学
生
時
代
以
上
に
必
死
に
勉
強
に
取
り
組
む

日
々
だ
っ
た
と
い
う
。

　

人
の
人
生
は
し
ば
し
ば
「
出
会
い
」
に
左
右
さ
れ
る
。
坂
井
氏
に
と
っ
て
、
畑
村
氏
と
い

う
師
の
も
と
で
多
く
を
学
ん
だ
こ
と
が
そ
の
後
の
人
生
の
岐
路
を
も
た
ら
し
た
。
二
年
半
が

す
ぎ
た
こ
ろ
、
畑
村
氏
か
ら
「
よ
く
勉
強
し
た
の
で
、
も
う
ど
こ
の
試
験
場
で
も
仕
事
は
で

き
る
。こ
こ
に
い
て
も
将
来
は
限
ら
れ
る
か
ら
、日
本
の
農
業
の
た
め
に
現
場
で
育
種
を
や
っ

た
方
が
い
い
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
。
食
糧
事
情
を
踏
ま
え
て
「
で
は
コ
メ
か
麦
を
」
と
い

う
と
、「
ど
ち
ら
も
東
大
出
の
連
中
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ら
、
や
り
に
く
い
だ
ろ
う
」
と
言
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わ
れ
、
そ
れ
で
は
、
と
サ
ツ
マ
イ
モ
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
、
そ
の
分
野
の
西
の
主

要
機
関
で
あ
る
九
州
農
業
試
験
場
甘
し
ょ
育
種
研
究
室
勤
務
が
決
ま
る
。

　

異
動
は
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
十
八
年
）
四
月
一
日
付
け
で
、
そ
れ
に
先
立
つ
送
別
会
の

席
で
、
畑
村
室
長
か
ら
「
九
州
に
行
っ
て
も
イ
モ
の
良
い
品
種
は
な
か
な
か
で
き
な
い
だ
ろ

う
が
、
焼
酎
の
消
費
量
は
間
違
い
な
く
上
が
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
を
贈
ら
れ
た
。
無
類

の
焼
酎
好
き
で
知
ら
れ
て
い
た
坂
井
氏
は
そ
の
言
葉
に
苦
笑
し
な
が
ら
、心
中
ひ
そ
か
に「
よ

し
、
や
っ
て
や
ろ
う
」
と
い
う
思
い
を
か
み
し
め
て
い
た
。

「
モ
ー
レ
ツ
育
種
」
の
十
年

　

赴
任
先
は
鹿
児
島
試
験
地
と
呼
ば
れ
、
鹿
児
島
市
紫
原
に
あ
っ
た
。
い
ま
で
は
住
宅
密
集

地
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
は
一
面
イ
モ
畑
の
シ
ラ
ス
台
地
で
、
試
験
地
は
圃
場
も
含
め
て

三
・
三
㌶
の
す
べ
て
が
多
く
の
地
元
の
地
主
か
ら
の
借
地
だ
っ
た
。
水
は
雨
水
し
か
な
く
、

圃
場
の
拡
大
や
施
設
の
増
設
も
で
き
な
い
と
あ
っ
て
、
施
設
の
拡
充
の
た
め
に
は
熊
本
の
九

州
農
業
試
験
場
作
物
第
二
部
へ
の
移
転
が
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
た
が
、
県
議
会
が
激
し
く

反
対
し
続
け
て
実
現
が
難
し
く
、
実
際
の
移
転
ま
で
五
年
の
時
間
が
費
や
さ
れ
た
。

　

そ
の
間
の
一
九
五
六
年
（
昭
和
三
十
一
年
）
研
究
室
長
が
異
動
に
な
り
、
そ
の
後
任
の
三

代
目
室
長
に
坂
井
氏
が
選
ば
れ
た
。
農
林
省
に
入
っ
て
わ
ず
か
八
年
、
三
十
二
歳
と
い
う
異

例
の
若
さ
だ
っ
た
が
、
本
人
に
よ
る
と
、「
各
地
の
室
長
候
補
の
み
ん
な
が
、
あ
そ
こ
は
坂
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井
が
い
る
か
ら
厄
介
だ
、
と
腰
を
上
げ
な
い
の
で
仕
方
な
く
自
分
に
回
っ
て
き
た
の
で
す
」

と
笑
い
飛
ば
す
。鹿
児
島
試
験
地
で
の
調
査
研
究
活
動
は
三
年
を
過
ぎ
た
ば
か
り
だ
っ
た
が
、

従
来
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
独
自
の
理
論
を
唱
え
て
実
践
に
挑
む
彼
の
研
究
者
と
し
て
の
独

特
の
個
性
は
、
先
輩
た
ち
が
煙
た
が
る
ほ
ど
の
波
紋
を
広
げ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

室
長
就
任
時
に
掲
げ
た
研
究
テ
ー
マ
が
「
甘
藷
に
お
け
る
遺
伝
的
特
性
の
解
明
と
優
良
品

種
選
抜
法
の
開
発
」
だ
っ
た
。
当
時
、「
育
種
（
品
種
改
良
）
の
基
本
は
経
験
と
勘
だ
」
と

い
う
考
え
が
育
種
学
会
や
研
究
者
の
各
種
会
議
で
も
常
識
視
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
ど
の

場
で
も
飛
び
ぬ
け
て
若
輩
の
坂
井
氏
が
独
自
の
方
法
論
を
述
べ
る
た
び
に
先
輩
た
ち
か
ら
厳

し
い
反
論
が
向
け
ら
れ
た
。
だ
が
、
坂
井
氏
は
そ
う
し
た
自
分
の
立
場
に
一
貫
し
て
ひ
る
む

こ
と
は
な
か
っ
た
。
鹿
児
島
の
育
種
現
場
で
学
ん
だ
「
従
来
型
手
法
の
限
界
」
を
踏
ま
え
て
、

サ
ツ
マ
イ
モ
の
品
種
改
良
の
壁
を
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
る
か
、
と
い
う
未
知
の
領
域
に
向

か
っ
て
、
遺
伝
学
、
統
計
学
な
ど
を
基
本
と
す
る
新
た
な
科
学
的
手
法
の
実
践
に
取
り
組
ん

で
い
く
。

　

坂
井
氏
が
後
輩
に
伝
え
た
い
教
訓
の
一
つ
が
「
育
種
家
に
は
先
見
の
明
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
だ
。
育
種
と
い
う
作
業
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ら
十
年
、
コ
メ
だ
と

十
二
，
三
年
、
リ
ン
ゴ
で
二
十
二
，
三
年
、
今
は
化
学
製
品
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
樟
脳
を

と
る
ク
ス
ノ
キ
な
ら
六
十
年
も
か
か
っ
た
。
品
種
改
良
は
何
を
目
指
す
の
か
。
収
穫
量
の
多

さ
、
味
の
良
さ
、
病
気
や
害
虫
に
対
す
る
耐
性
、
い
く
つ
も
の
成
分
の
何
を
伸
ば
す
の
か
…
。

そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
物
が
ど
の
よ
う
な
需
要
に
ど
う
応
え
る
か
と
い
う
、

時
代
環
境
の
変
化
や
社
会
事
情
の
変
遷
に
よ
っ
て
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作

物
の
将
来
を
見
通
す
社
会
経
済
問
題
の
理
解
、
そ
れ
が
「
先
見
の
明
」
と
い
う
言
葉
に
込
め

ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
環
境
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
ペ
ル
ー
を

は
じ
め
南
米
の
各
地
で
は
一
万
年
以
上
の
昔
か
ら
主
要
食
糧
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
や

が
て
ハ
ワ
イ
諸
島
や
ポ
リ
ネ
シ
ア
な
ど
、
世
界
各
地
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
ア
ジ
ア
で
は

十
六
世
紀
に
中
国
で
栽
培
が
は
じ
ま
り
、
十
七
世
紀
初
頭
に
琉
球
へ
、
百
年
後
に
薩
摩
に
伝

わ
り
、
そ
れ
か
ら
百
六
十
年
か
か
っ
て
岩
手
県
に
ま
で
栽
培
が
広
が
っ
た
。
ど
の
地
域
で
も

重
宝
さ
れ
た
の
は
代
替
食
料
と
し
て
の
価
値
や
作
り
や
す
さ
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
享
保
の
飢
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饉
（
一
七
三
二
年
）
や
天
明
の
飢
饉
（
一
七
八
二
年
）
に
見
舞
わ
れ
た
際
に
も
、
サ
ツ
マ
イ

モ
の
お
陰
で
薩
摩
で
は
餓
死
者
は
出
な
か
っ
た
。

　

コ
メ
の
値
打
ち
が
収
穫
量
か
ら
現
在
は
味
の
良
さ
に
移
っ
た
よ
う
に
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
需

要
も
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
き
た
。
一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
年
）
の
日
華
事
変
を
機
に
、

航
空
機
燃
料
の
不
足
を
補
う
た
め
の
酒
精
原
料
作
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
の

品
種
改
良
が
国
策
と
し
て
推
進
さ
れ
た
。
第
二
次
大
戦
末
期
に
は
そ
れ
よ
り
食
料
と
し
て
の

増
産
が
求
め
ら
れ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
は
戦
後
も
配
給
制
度
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
従
っ

て
、
当
時
は
収
穫
量
が
多
く
て
作
り
や
す
い
品
種
が
尊
重
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
品
種
は
戦

後
食
糧
事
情
が
好
転
す
る
と
と
も
に
姿
を
消
す
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
用

途
は
工
業
用
で
ん
ぷ
ん
原
料
と
飼
料
用
が
主
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
う
品
種
改
良
が
求
め
ら
れ

た
。
イ
モ
の
で
ん
ぷ
ん
を
原
料
と
す
る
ブ
ド
ウ
糖
や
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
な
ど
の
製
造
が
盛
ん
に

な
る
に
つ
れ
て
、
で
ん
ぷ
ん
の
価
格
を
ど
う
や
っ
て
下
げ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
の
解
決

の
カ
ギ
と
し
て
、「
で
ん
ぷ
ん
含
有
量
が
高
く
か
つ
収
穫
量
の
多
い
品
種
を
作
り
出
す
」
こ

と
が
研
究
課
題
と
な
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
課
題
克
服
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
高
で
ん
ぷ
ん
品
種
は
そ
れ
ま
で
の

低
で
ん
ぷ
ん
品
種
に
比
べ
れ
ば
作
り
に
く
い
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
か
つ
収
穫
量
も
少
な
く

な
る
と
み
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
農
家
に
と
っ
て
は
、
天
候
や
土
壌
に
左
右
さ
れ
ず
病
害
虫
に

も
強
い
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
作
り
や
す
い
品
種
を
栽
培
す
る
方
が
収
量
も
安
定
し
て
い
る
の

で
、
高
で
ん
ぷ
ん
品
種
の
育
種
は
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
、
と
の
見
方
が
研
究
者
の
間
で
も
有

力
だ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
一
九
五
八
年
（
昭
和
三
十
三
年
）
に
鹿
児
島
市
紫
原
か
ら
熊
本

へ
の
引
越
し
を
終
え
、
本
格
的
な
品
種
改
良
の
模
式
図
を
描
き
、
そ
れ
に
沿
っ
て
全
力
を
挙

げ
て
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
そ
の
成
果
が
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
と
し
て
実
を
結
ぶ
ま
で
に

十
年
の
歳
月
を
要
し
た
が
、
日
々
の
作
業
の
厳
し
さ
は
「
モ
ー
レ
ツ
育
種
」
と
い
う
言
葉
で

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
の
過
程
で
欠
か
せ
な
い
専
門
用
語
の
ひ
と
つ
は
、「
ヘ
テ
ロ
シ
ス
効
果
」
だ
。
日
本
語

で
は
「
雑
種
強
勢
」。
い
ろ
い
ろ
な
品
種
を
か
け
合
せ
て
新
品
種
を
作
る
、
交
雑
育
種
の
効

果
を
表
現
す
る
言
葉
で
、
反
対
語
は
「
内
婚
弱
勢
」。「
高
で
ん
ぷ
ん
＆
多
収
量
」
の
品
種
を
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産
み
出
す
に
は
ど
の
よ
う
な
品
種
の
遺
伝
子
を
か
け
合
せ
る
の
が
最
適
か
、
そ
れ
を
探
っ
て

い
く
の
だ
が
、
当
時
、
北
海
道
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
育
種
で
担
当
研
究
者
が
雑
種
の
交
配
に

よ
っ
て
良
い
品
種
を
作
り
出
し
て
い
た
た
め
、
サ
ツ
マ
イ
モ
で
も
同
様
の
や
り
方
が
で
き
な

い
か
と
考
え
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
各
品
種
の
遺
伝
子
を
調
べ

て
い
く
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
七
福
」「
元
気
」
と
い
っ
た
国
内
産
五
品
種
を
祖
先
と
し

て
長
年
に
わ
た
り
さ
ま
ざ
ま
に
掛
け
合
わ
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
初

期
の
「
ヘ
テ
ロ
シ
ス
効
果
」
が
失
わ
れ
て
い
る
、
と
の
判
断
に
至
っ
た
。
人
間
世
界
に
置
き

換
え
れ
ば
、
近
親
結
婚
を
続
け
て
き
た
こ
と
で
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
出
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
、
育
種
学
の
用
語
で
は
「
近
親
繁
殖
に
よ
る
内
婚
弱
勢
が
発
現
し
て
生
命
力
が
弱
く
な

る
」
と
表
現
さ
れ
る
。

　

そ
の
結
論
を
踏
ま
え
て
、
目
標
達
成
の
た
め
に
は
こ
れ
ま
で
使
っ
て
い
な
い
優
良
品
種
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
、
諸
外
国
に
依
頼
文
を
送
っ
て
六
十
余
り
の
栽
培
品

種
の
種
イ
モ
や
近
縁
野
生
種
を
も
ら
い
受
け
た
。そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
遺
伝
子
分
析
を
行
い
、

「
高
で
ん
ぷ
ん
」「
多
収
量
」
の
目
標
に
み
あ
う
品
種
や
系
統
を
選
ぶ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
優
良
遺
伝
子
に
注
目
し
て
春
先
に
交
配
し
て
新
た
な
種
子
を
作
り
、種
子
か
ら
苗
を
作
り
、

苗
か
ら
イ
モ
を
育
て
る
。
秋
に
収
穫
し
て
、
各
品
種
の
収
量
や
で
ん
ぷ
ん
含
有
量
な
ど
を
調

査
す
る
。
そ
し
て
ま
た
春
に
、
次
に
選
ば
れ
た
品
種
の
花
の
メ
シ
ベ
に
別
の
交
配
種
の
オ
シ

ベ
を
か
け
て
、
次
の
世
代
の
品
種
を
作
り
出
す
。
そ
の
繰
り
返
し
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
世
代
の
育
成
に
年
単
位
の
時
間
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
の
評
価
判
定

に
も
同
様
の
時
間
が
か
か
っ
た
。

コガネセンガン（１株で47kg）
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忘
れ
ら
れ
な
い
あ
の
日

　

作
業
に
従
事
し
た
研
究
員
は
坂
井
室
長
以
下
十
一
人
、
そ
れ
に
助
手
や
臨
時
の
手
伝
い

四
十
～
五
十
人
も
加
わ
っ
た
。
作
業
現
場
と
な
る
圃
場
は
約
七
㌶
も
の
広
さ
で
、
そ
こ
に
三

～
四
万
粒
の
各
品
種
の
種
子
を
ま
き
、
数
万
個
に
の
ぼ
る
イ
モ
を
掘
り
出
す
。
収
量
の
少
な

い
品
種
は
調
査
対
象
に
せ
ず
、
収
量
の
多
い
品
種
ご
と
に
適
当
な
個
体
を
拾
い
出
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
切
干
歩
合
や
で
ん
ぷ
ん
歩
留
り
を
調
べ
て
い
く
の
だ
が
、
一
つ
ず
つ
や
っ
て
は
い
ら

れ
な
い
の
で
出
て
き
た
も
の
を
そ
の
場
で
ス
テ
ッ
キ
で
ポ
ン
ポ
ン
と
よ
り
分
け
る
、
人
呼
ん

で
「
ス
テ
ッ
キ
選
抜
」
と
い
う
や
り
方
ま
で
採
り
入
れ
た
。
そ
れ
で
も
途
方
も
な
い
量
の
イ

モ
を
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
切
干
し
や
で
ん
ぷ
ん
を
取
り
出
す
作
業
の
効
率
化
の
た
め

に
、
学
校
給
食
用
の
芋
洗
い
機
や
千
切
り
機
、
ミ
キ
サ
ー
な
ど
を
調
達
す
る
、
と
い
っ
た
工

夫
を
重
ね
た
。
そ
れ
で
も
雨
が
降
ろ
う
も
の
な
ら
天
日
乾
燥
が
で
き
な
い
の
で
、
大
型
の
電

気
乾
燥
機
三
台
を
丸
一
日
フ
ル
稼
働
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ト
ラ
ン
ス
の
故
障
が
起
き
る
な
ど

の
ト
ラ
ブ
ル
が
絶
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
日
々
は
門
外
漢
に
は
想
像
す
ら
で
き
な
い
作
業
の
連
続
だ
が
、
あ
え
て
そ
の
一

端
を
語
っ
て
も
ら
お
う
。
イ
モ
の
花
か
ら
種
子
を
作
る
、ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
の
交
配
作
業
だ
。

　

作
物
を
育
て
る
に
は
、
ま
ず
種
子
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
か
け

あ
わ
せ
る
前
日
に
、
つ
ぼ
み
の
中
か
ら
明
日
咲
く
だ
ろ
う
と
い
う
花
を
見
つ
け
る
こ
と
か
ら

始
め
る
。
そ
れ
が
で
き
る
研
究
者
の
目
が
養
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
だ
。
咲
い
て
し
ま
う

と
、
同
じ
花
の
中
に
入
っ
て
い
る
オ
シ
ベ
と
メ
シ
ベ
が
そ
の
場
で
交
配
し
て
し
ま
う
か
ら
、

交
雑
品
種
の
種
子
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
前
日
に
一
つ
ひ
と
つ

の
つ
ぼ
み
を
開
い
て
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
オ
シ
ベ
を
取
り
除
く
。
こ
れ
を
専
門
用
語
で
は
「
カ
ス

ト
レ
イ
シ
ョ
ン
（
除
雄
）」
と
い
い
、
一
般
的
に
は
「
去
勢
」
に
あ
た
る
。
そ
し
て
無
理
に

開
い
た
つ
ぼ
み
に
よ
そ
か
ら
飛
び
込
む
も
の
が
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
袋
を
か
け
る
。
翌

朝
、
太
陽
が
昇
る
と
交
配
力
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
た
め
、
そ
の
時
間
を
見
計
ら
っ
て
交
配
種
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の
オ
シ
ベ
の
花
粉
を
メ
シ
ベ
の
柱
頭
に
か
け
て
ゆ
く
。
そ
し
て
ま
た
袋
を
閉
じ
て
記
録
を
つ

け
、
種
子
の
成
長
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
作
業
の
日
々
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
坂
井
氏
は
「
研
究
者
の
仕
事
は
部
外
者
に

は
理
解
さ
れ
に
く
い
。
大
臣
や
国
会
議
員
が
来
る
と
、
研
究
者
は
い
い
よ
な
、
日
中
に
昼
寝

を
し
た
り
テ
ニ
ス
を
し
て
楽
し
ん
で
い
る
ん
だ
か
ら
、
な
ど
と
皮
肉
を
言
う
。
冗
談
じ
ゃ
な

い
。
私
ら
は
夜
が
明
け
る
前
か
ら
畑
じ
ゅ
う
身
を
粉
に
し
て
働
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
」
と
、

研
究
生
活
が
い
か
に
苦
難
の
毎
日
で
あ
る
か
を
強
調
す
る
。

　

コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
に
、
四
世
代
に
わ
た
る
雑
種
交
配
を
重
ね
た
。
三

世
代
目
で
は
、
で
ん
ぷ
ん
含
有
量
に
注
目
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
チ
モ
ー
ル
島
の
品
種
と
国

内
在
来
種
を
か
け
合
せ
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
交
雑
品
種
を
母
本
（
母
親
）
と
し
、
多
収
量
が

期
待
で
き
た
米
国
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
試
験
場
か
ら
入
手
し
た
ペ
リ
カ
ン
・
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
と

い
う
品
種
を
父
本
（
父
親
）
と
し
て
交
配
し
た
。
そ
れ
が
一
九
五
八
年
（
昭
和
三
十
三
年
）

春
で
、
以
後
同
じ
父
本
（
父
親
）
に
さ
ま
ざ
ま
な
母
本
（
母
親
）
を
か
け
合
わ
せ
る
な
ど
し

な
が
ら
「
選
抜
試
験
」
と
呼
ば
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
続
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
の
比
較
検
討
が

な
さ
れ
た
。

　

人
間
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
日
本
人
同
士
で
遺
伝
子
特
性
を
調
べ
な
が
ら
二
世
代
の
婚

姻
を
経
て
、
三
世
代
目
の
息
子
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
生
ま
れ
の
女
性
が
結
婚
、
そ
の
二
人
か
ら

生
ま
れ
た
四
代
目
の
娘
に
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
男
性
を
見
合
わ
せ
、
生
ま
れ
た
五
代
目
が
図

抜
け
た
能
力
に
恵
ま
れ
て
い
た
た
め
〝
黄
金
セ
ン
ガ
ン
〟と
い
う
名
前
を
つ
け
た
、
と
い
え

よ
う
。「
も
ち
ろ
ん
、
人
間
で
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
ね
」

と
坂
井
氏
。

　

そ
し
て
忘
れ
も
し
な
い
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
十
八
年
）
十
一
月
三
日
の
朝
、
官
舎
裏
手

の
家
庭
菜
園
ほ
ど
の
畑
で
掘
っ
て
み
る
と
、
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
の
大
き
さ
の
イ
モ
が
ゾ
ロ

ゾ
ロ
出
て
き
た
。「
あ
ま
り
の
大
き
さ
に
驚
い
て
、
鹿
児
島
以
来
の
上
司
を
呼
ん
で
見
て
も

ら
っ
た
ら
、
こ
れ
は
す
ご
い
ぞ
、
と
言
っ
て
そ
の
場
で
熊
本
日
日
新
聞
に
電
話
を
し
た
ん
で

す
。
記
者
さ
ん
が
飛
ん
で
来
て
、
翌
日
の
新
聞
に
載
っ
た
の
で
あ
ち
こ
ち
の
農
家
の
方
た
ち

か
ら
分
け
て
く
れ
と
い
わ
れ
た
が
、
ま
だ
育
成
途
中
な
の
で
断
る
の
に
苦
労
し
ま
し
た
よ
」

と
、
坂
井
氏
は
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
目
を
輝
か
せ
る
。
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こ
の
品
種
の
優
れ
た
特
性
に
注
目
し
て
、
翌
年
（
昭
和
三
十
九
年
）
三
月
に
は
九
州

五
十
五
号
と
名
付
け
て
九
州
の
各
県
に
配
布
し
、
各
地
で
試
験
栽
培
を
し
て
地
域
性
も
調
べ

た
。
そ
の
結
果
、
従
来
品
種
と
比
べ
て
収
量
、
で
ん
ぷ
ん
歩
留
り
い
ず
れ
も
優
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
、
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
十
一
年
）
五
月
に
農
林
省
で
甘
し
ょ
農
林
三
十
一
号

に
登
録
さ
れ
、同
省
の
命
名
審
査
会
で
「
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
」
と
命
名
登
録
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

イ
モ
の
皮
は
見
か
け
の
良
い
黄
金
色
、
中
身
は
白
く
味
は
ホ
ク
ホ
ク
。
育
て
や
す
い
う
え

に
、
そ
れ
ま
で
標
準
品
種
と
さ
れ
て
い
た
「
農
林
二
号
」
よ
り
で
ん
ぷ
ん
歩
留
り
が
二
％
程

度
、
収
量
は
二
十
％
程
度
高
い
品
種
と
な
っ
た
。

　

鹿
児
島
の
甘
藷
育
種
研
究
室
長
に
任
じ
ら
れ
て
か
ら
十
年
、
元
に
な
る
タ
ネ
を
播
い
て
か

ら
八
年
に
お
よ
ぶ
モ
ー
レ
ツ
育
種
の
日
々
が
、
こ
こ
に
実
を
結
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果

が
以
後
半
世
紀
を
超
え
て
、
鹿
児
島
を
は
じ
め
各
地
で
、
坂
井
氏
自
身
を
驚
か
せ
る
ほ
ど
の

思
い
が
け
な
い
幸
運
を
産
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
花
咲
か
爺
さ
ん
」
が
時
代
を
動
か
す

　

コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
の
名
付
け
親
は
、
坂
井
氏
に
他
な
ら
な
い
。
ヒ
ン
ト
は
江
戸
時
代
か
ら

伝
わ
る
「
花
咲
か
爺
さ
ん
」
の
話
だ
っ
た
と
い
う
。
心
優
し
い
老
夫
婦
が
傷
つ
い
た
白
い
犬

を
見
つ
け
、
ポ
チ
と
名
付
け
て
子
ど
も
同
様
に
可
愛
が
っ
て
育
て
た
。
あ
る
時
、
ポ
チ
が
畑

で
「
こ
こ
掘
れ
ワ
ン
ワ
ン
」
と
鳴
く
の
で
爺
さ
ん
が
掘
っ
て
み
る
と
、
大
判
小
判
が
ザ
ク
ザ

ク
…
。
話
は
そ
の
あ
と
、
隣
人
の
欲
張
り
爺
さ
ん
の
悪
行
と
の
対
比
で
進
み
、
最
後
は
優
し

い
爺
さ
ん
が
見
事
な
サ
ク
ラ
の
花
を
咲
か
せ
て
終
わ
る
。
誰
で
も
子
供
の
こ
ろ
か
ら
童
謡
と

と
も
に
記
憶
に
刻
ま
れ
た
民
話
だ
。

　

米
で
は
「
ニ
シ
キ
」「
ヒ
カ
リ
」
を
つ
け
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
多
い
よ
う
に
、
穀
物
の
種
類

ご
と
に
名
前
の
付
け
方
に
特
徴
が
あ
る
。
サ
ツ
マ
イ
モ
で
は
収
穫
量
の
多
い
品
種
を
あ
り
が
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た
が
っ
て
「
千
貫
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
花
咲
か
爺
さ
ん
の
代
わ
り
に
自
分

が
黄
金
を
掘
り
出
し
た
、
と
い
う
く
ら
い
の
喜
び
を
「
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
」
と
い
う
ネ
ー
ミ

ン
グ
に
込
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
命
名
登
録
の
際
、坂
井
氏
が
新
品
種
の
名
を
告
げ
る
と
、

「
名
前
が
良
す
ぎ
る
よ
。
そ
ん
な
に
は
普
及
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
皮
肉
ら
れ
た
。
よ
け
い
な

心
配
を
さ
れ
る
ほ
ど
の
優
れ
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
だ
っ
た
が
、
そ
の
名
前
の
響
き
の
良
さ
も
、
想

像
以
上
に
良
い
結
果
を
招
く
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
る
。

　

命
名
登
録
が
な
さ
れ
た
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
十
一
年
）、
い
ち
早
く
宮
崎
、
佐
賀
の
両

県
で
奨
励
品
種
と
さ
れ
、
翌
年
に
は
鹿
児
島
県
、
熊
本
県
も
遅
れ
て
は
な
ら
じ
と
続
い
た
。

そ
し
て
九
州
各
地
の
イ
モ
畑
で
は
、
従
来
型
品
種
か
ら
み
る
み
る
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
に
植
え

替
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
当
時
、
で
ん
ぷ
ん
工
場
は
九
州
が
主
力
で
、
七
百
ヶ
所
ほ
ど
あ
っ
た

が
、
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
の
登
場
で
生
産
性
が
著
し
く
向
上
し
、
各
工
場
の
寿
命
も
十
年
は
伸

び
る
と
さ
れ
た
。

　

九
州
各
地
で
イ
モ
品
種
の
代
替
わ
り
が
進
む
中
、
坂
井
氏
の
キ
ャ
リ
ア
に
も
大
き
な
転
機

が
訪
れ
た
。
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
十
二
年
）
三
月
、
一
度
は
断
っ
た
の
だ
が
強
く
乞
わ
れ

て
千
葉
県
四
街
道
町
に
あ
っ
た
農
事
試
験
場
作
物
部
作
物
第
五
研
究
室
長
に
移
り
、
足
掛
け

十
五
年
に
及
ぶ
九
州
で
の
研
究
生
活
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
坂
井
氏
が
関
東

に
研
究
の
場
を
移
し
た
後
も
、
彼
が
産
み
落
と
し
た
新
品
種
は
時
代
の
変
化
に
不
思
議
な
対

応
力
を
発
揮
し
、
独
特
の
価
値
を
発
揮
し
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
の
作
付
面
積
は
、
一
九
七
一
年
（
昭
和
四
十
六
年
）
に
は
三
万
二
千

㌶
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
全
部
の
作
付
面
積
の
三
十
一
％
に
ま
で
増
え
た
。
一
九
七
四
年
（
昭
和

四
十
九
年
）
か
ら
五
年
間
は
輸
入
で
ん
ぷ
ん
の
増
加
に
よ
る
生
産
調
整
の
結
果
、
一
万
二
千

㌶
前
後
に
落
ち
た
が
、
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
十
六
年
）
以
降
は
ま
た
増
加
に
転
じ
て

一
万
七
千
㌶
と
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
は
焼
酎
用
を
主
な
用
途
と
し
て
、
全
体
の

十
五
％
（
約
八
千
ha
）
で
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
八
割
が
鹿
児
島
県
、
二
割
が
宮
崎
県
に

集
中
す
る
。

　

誕
生
か
ら
五
十
年
を
経
て
な
お
、
な
ぜ
特
定
品
種
の
栽
培
が
こ
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
坂
井
氏
が
品
種
改
良
に
よ
っ
て
達
成
し
た
「
高
で
ん
ぷ
ん

＆
多
収
量
」
と
い
う
目
標
を
超
え
て
、
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
こ
そ
が
芋
焼
酎
に
と
っ
て
最
適
の
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品
種
で
あ
る
と
の
認
識
が
醸
造
元
に
行
き
渡
り
、
今
や
原
料
と
さ
れ
る
イ
モ
の
九
十
九
％
を

占
め
る
に
至
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
高
級
芋
焼
酎
の
ラ
ベ
ル
に
、「
サ
ツ
マ
イ
モ
は
焼
酎
に
も
っ

と
も
適
す
る
厳
選
さ
れ
た
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
を
用
い
て
い
ま
す
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
例

が
多
い
。

　

そ
の
間
の
い
き
さ
つ
を
、
鹿
児
島
大
学
の
焼
酎
学
講
座
特
任
教
授
、
鮫
島
吉
廣
氏
は
『
コ

ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
あ
り
が
と
う
』
と
題
し
た
文
章
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
昭
和
五
十
年
代
、
芋
焼
酎
用
の
カ
ラ
イ
モ
品
種
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
。
鹿
児
島
で
は
デ

ン
プ
ン
用
の
カ
ラ
イ
モ
生
産
量
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
が
、
焼
酎
製
造
量
が
増
え
る
と
原
料

確
保
の
た
め
に
で
ん
ぷ
ん
用
イ
モ
と
の
原
料
争
奪
合
戦
が
日
常
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
」

「
そ
の
後
、
大
分
の
麦
焼
酎
に
代
表
さ
れ
る
端
麗
な
焼
酎
が
登
場
し
、
焼
酎
市
場
は
品
質
競

争
の
時
代
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
芋
焼
酎
業
界
で
は
芋
焼
酎
に
適
し
た
品
種
の
選
抜
が
焼
酎

メ
ー
カ
ー
と
生
産
者
と
の
連
携
の
も
と
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

「
あ
ま
た
あ
る
品
種
の
中
で
急
浮
上
し
て
き
た
の
が
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
と
呼
ば
れ
る
品
種
で

あ
る
。
で
ん
ぷ
ん
含
量
が
高
く
、
蒸
し
て
も
ベ
タ
ベ
タ
に
な
ら
ず
、
加
工
適
正
が
よ
く
、
栗

の
よ
う
な
ホ
コ
ホ
コ
し
た
味
わ
い
が
あ
り
、
な
に
よ
り
酒
質
は
ク
セ
の
な
い
上
品
な
甘
さ
を

持
っ
て
い
る
。 〝
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
〟
と
い
う
呼
称
も
す
ば
ら
し
い
」

　

こ
う
し
て
、
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
が
南
九
州
を
中
心
に
焼
酎
生
産
の
必
須
の
原
料
と
し
て
ザ

ク
ザ
ク
と
畑
か
ら
掘
り
出
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
日
本
人
の
酒
の
好
み
が
大

き
く
変
わ
る
と
い
う
時
代
の
変
化
が
起
き
る
。
世
に
「
焼
酎
ブ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
た
う
ね
り

だ
。
そ
の
原
動
力
の
ひ
と
つ
が
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
に
よ
る
芋
焼
酎
の
味
わ
い
の
変
化
だ
っ
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

筆
者
も
自
ら
の
体
験
と
し
て
体
に
し
み
て
覚
え
て
い
る
の
だ
が
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
こ

ろ
ま
で
、
芋
焼
酎
と
い
え
ば
そ
の
匂
い
と
舌
触
り
の
き
つ
さ
が
他
の
酒
類
と
は
比
べ
も
の
に

な
ら
ず
、
そ
の
き
つ
さ
は
飲
ん
だ
翌
日
ま
で
い
つ
も
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か

ふ
ん
わ
り
と
し
た
舌
触
り
の
甘
さ
、
や
さ
し
い
香
り
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
お
湯
割
り
が
健

康
に
も
良
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、宣
伝
・
販
売
の
工
夫
も
あ
っ
て
「
第
一
次
焼
酎
ブ
ー

ム
」
を
も
た
ら
し
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
前
半
に
は
、
若
者
世
代
の
缶
チ
ュ
ー
ハ
イ
好
み
や
麦
焼
酎
の
人
気
な
ど
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で
「
第
二
次
焼
酎
ブ
ー
ム
」
と
な
り
、
そ
し
て
注
目
す
べ
き
「
第
三
次
焼
酎
ブ
ー
ム
」
が

二
十
一
世
紀
の
幕
開
け
と
と
も
に
訪
れ
た
。

　

国
税
庁
「
酒
の
し
お
り
」
に
よ
る
と
、
日
本
人
が
飲
む
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
ト
ッ
プ
は

ビ
ー
ル
で
、
そ
の
消
費
量
は
一
九
九
四
年
度
（
平
成
六
年
度
）
が
ピ
ー
ク
、
二
番
手
の
日
本

酒
は
一
九
七
五
年
度
（
昭
和
五
十
年
度
）
が
ピ
ー
ク
で
、そ
の
後
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
。

そ
れ
と
比
べ
て
三
番
手
だ
っ
た
焼
酎
類
の
消
費
量
は
徐
々
に
右
肩
上
が
り
を
続
け
、
第
二
次

ブ
ー
ム
の
一
九
八
五
年
度
（
昭
和
六
十
年
度
）
に
は
五
年
前
の
約
二
・
五
倍
ま
で
ハ
ネ
上
が
っ

た
。
そ
し
て
二
十
一
世
紀
の
二
〇
〇
三
年
度
（
平
成
十
五
年
度
）
に
は
つ
い
に
日
本
酒
を
抜

い
て
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
世
界
で
二
番
手
に
上
が
り
、「
第
三
次
ブ
ー
ム
」
と
い
わ
れ
る
に

至
っ
た
。
一
方
で
、
焼
酎
類
の
内
部
で
も
同
じ
こ
ろ
に
、
サ
ツ
マ
イ
モ
や
麦
な
ど
を
原
料
と

す
る
乙
類
が
甲
類
を
製
造
量
で
、
次
い
で
販
売
量
で
も
追
い
越
し
た
が
、
そ
の
主
力
が
イ
モ

焼
酎
の
人
気
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

六
次
産
業
の
扉
を
開
く

　

イ
モ
焼
酎
の
生
産
高
で
は
鹿
児
島
県
が
一
貫
し
て
全
国
一
位
を
維
持
し
て
い
た
が
、
県
別

の
出
荷
量
で
は
二
〇
一
四
年
度
（
平
成
二
十
六
年
度
）
に
宮
崎
に
首
位
を
奪
わ
れ
る
と
い
う

事
態
が
起
き
た
。
鹿
児
島
の
メ
ー
カ
ー
の
間
で
は
「
ま
さ
か
宮
崎
に
」
と
驚
き
や
戸
惑
い
の

声
が
あ
が
っ
た
そ
う
だ
が
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
地
元
産
業
へ
の
貢
献
は
、
別
の
角
度
か
ら
も
注

目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
「
六
次
産
業
化
」
と
称
さ
れ
る
日
本
農
政
の
新
た
な
取
り
組
み

の
中
で
の
存
在
感
だ
。

　

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
十
二
年
）
十
二
月
、「
六
次
産
業
化
法
」
と
略
称
さ
れ
る
法
律
が

施
行
さ
れ
た
。
正
式
名
称
は
「
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創

出
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
」
と
、
例
に
よ
っ
て
長
い
。
こ
の
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法
律
に
つ
い
て
、
東
京
農
業
大
学
国
際
食
糧
情
報
学
部
の
堀
田
和
彦
教
授
は
、
近
著
『
農
業　

成
長
産
業
化
へ
の
道
筋
―
七
つ
の
処
方
箋
』（
農
林
統
計
出
版
）
で
こ
う
説
明
し
て
い
る

「
六
次
産
業
化
と
は
、農
畜
産
物
、水
産
物
の
生
産
だ
け
で
な
く
、食
品
加
工
（
第
二
次
産
業
）

や
流
通
、
販
売
（
第
三
次
産
業
）
に
も
農
業
者
が
主
体
的
か
つ
総
合
的
に
か
か
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
加
工
賃
や
流
通
マ
ー
ジ
ン
な
ど
の
今
ま
で
第
二
次
、
第
三
次
産
業
の
事
業
者
が
得

て
い
た
付
加
価
値
を
、
農
業
者
自
身
が
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
業
を
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
農
業
・
農
村
の
再
生
の
た
め
の
重
要
な
施
策
の
一
つ
と
し
て
大
き
な
注
目

を
集
め
て
い
る
」

　

一
次
、
二
次
、
三
次
を
か
け
合
せ
る
こ
と
で
六
次
産
業
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

各
地
に
次
々
と
で
き
て
い
る
産
地
直
売
所
や
観
光
農
園
、
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
、
あ
る
い
は
グ

リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
地
域
型
ア
グ
リ
・
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
が
そ
の
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

堀
田
教
授
に
よ
る
と
、「
こ
れ
ま
で
食
品
産
業
全
体
で
は
利
益
の
十
分
の
一
ほ
ど
し
か
地

元
に
は
残
ら
な
い
の
で
、
農
業
者
自
ら
が
加
工
、
流
通
に
も
取
り
組
も
う
と
い
う
狙
い
。
和

歌
山
県
古
座
川
町
や
高
知
県
馬
路
村
の
ゆ
ず
加
工
ビ
ジ
ネ
ス
、
徳
島
県
上
勝
町
の
葉
っ
ぱ
ビ

ジ
ネ
ス
な
ど
が
知
ら
れ
る
が
、
加
工
し
に
く
い
稲
作
中
心
の
水
田
地
帯
で
は
難
し
く
、
全
国

的
に
は
成
功
例
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
」
と
い
う
。
一
方
で
、
南
九
州
は
畑
作
地
帯
で
加
工

用
の
農
産
物
生
産
が
盛
ん
な
だ
け
に
「
六
次
産
業
化
」
に
向
け
た
様
々
な
取
り
組
み
が
さ
ら

に
進
む
の
で
は
な
い
か
、そ
し
て
「
そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
、コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
が
役
に
立
っ

て
い
る
」
と
語
る
。

　

た
と
え
ば
、
鹿
児
島
県
の
畜
産
は
黒
牛
、
黒
豚
と〝
黒
シ
リ
ー
ズ〝

と
い
う
肉
の
ブ
ラ
ン
ド

化
を
図
っ
て
い
る
が
、
黒
豚
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
エ
サ
を
仕
上
げ
段
階
で
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
に

変
え
る
と
味
が
良
く
な
る
そ
う
だ
。
イ
モ
菓
子
類
の
中
で
人
気
の
芋
け
ん
ぴ
で
も
「
コ
ガ
ネ

セ
ン
ガ
ン
を
使
わ
な
い
と
売
れ
る
も
の
は
で
き
な
い
」
と
い
う
メ
ー
カ
ー
が
多
い
と
い
う
。

　

鹿
児
島
県
鹿
屋
市
で
自
ら
畑
に
約
百
五
十
種
に
の
ぼ
る
サ
ツ
マ
イ
モ
を
栽
培
し
、
そ
の
中

か
ら
最
適
の
品
種
を
選
び
出
し
て
レ
ア
ケ
ー
キ
を
作
り
出
し
、
今
で
は
東
京
・
銀
座
に
も
出

店
し
、
全
国
の
空
港
売
店
で
は
人
気
商
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
客
を
招
き
よ
せ
る
ほ
ど
の
成
功

を
築
い
た
「
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ロ
社
」
の
創
業
者
、郷
原
茂
樹
氏
も
「
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、〝
ラ
ブ
リ
ー〝

と
い
う
名
の
お
い
し
い
ケ
ー
キ
が
作
り
出
せ
た
の
で
す
」
と
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振
り
返
る
。
最
良
の
イ
モ
を
つ
ぶ
し
た
で
ん
ぷ
ん
か
ら
ペ
ー
ス
ト
を
作
り
、
そ
れ
に
自
家
農

園
で
育
て
た
各
種
の
か
ん
き
つ
類
な
ど
の
エ
キ
ス
を
加
え
る
な
ど
、「
企
業
秘
密
」
の
加
工

を
し
て
、
独
特
の
唐
芋
ケ
ー
キ
の
製
造
に
成
功
し
た
。
ベ
ー
ス
と
す
る
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
の

ペ
ー
ス
ト
が
無
色
無
臭
で
あ
り
な
が
ら
、
舌
触
り
の
良
さ
や
独
特
の
味
わ
い
を
生
み
出
す
と

こ
ろ
に
、
他
の
品
種
で
は
得
ら
れ
な
い
価
値
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
の
だ
。

　
〝
ラ
ブ
リ
ー
〟は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
良
さ
を
生
か
す
べ
く
着
色
料
や
防
腐
剤
な
ど
は
一
切
使

わ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
人
気
が
高
ま
る
と
と
も
に
遠
隔
地
で
の
需
要
に
こ
た
え
る
新
鮮
さ

や
賞
味
期
限
を
ど
う
確
保
す
る
か
が
課
題
と
な
り
、
自
前
で
取
り
組
ん
で
冷
凍
技
術
を
も
開

発
し
た
。
ま
さ
に
、
製
造
か
ら
加
工
、
そ
し
て
流
通
・
販
売
と
い
う
「
六
次
産
業
化
」
を
国

に
先
ん
じ
て
自
前
で
達
成
し
た
の
だ
。

　

そ
の
成
果
が
農
業
関
係
者
ら
の
注
目
を
集
め
、
国
内
だ
け
で
な
く
周
辺
諸
国
か
ら
ま
で
見

学
者
が
相
次
い
で
大
隅
半
島
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
う
し
て
知
り
合
っ
た
韓
国
、
中
国
の
サ
ツ
マ
イ
モ
に
か
か
わ
る
人
々
に
郷
原
氏
が
呼
び

か
け
て
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
十
二
年
）
二
月
に
鹿
児
島
で
「
東
ア
ジ
ア
唐
芋
友
好
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
開
催
。
そ
の
意
義
が
高
く
評
価
さ
れ
、
以
後
、
韓
国
、
中
国
、
日
本
と
毎

年
開
催
地
を
移
し
な
が
ら
、
昨
年
十
一
月
に
は
第
七
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
指
宿
で
開
か
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培
事
情
だ
け
で
な
く
加
工
、
流
通
・
販

売
に
ま
で
通
訳
を
通
し
な
が
ら
の
意
見
交
換
や
知
識
、
経
験
の
共
有
が
広
が
っ
て
お
り
、
コ

ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
が
鹿
児
島
の
地
で
実
践
に
導
い
た
「
六
次
産
業
化
」
の
試
み
は
、
国
境
を
越

え
て
ま
で
そ
の
扉
を
開
き
つ
つ
あ
る
。
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互
い
に
譲
ら
ぬ
長
寿
の
〝
魂
〟

　

か
く
し
て
、
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
一
品
種
と
し
て
は
想
像
を
超
え
る
長
寿

を
保
ち
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
み
の
親
で
あ
る
坂
井
健
吉
氏
も
、
九
十
二
歳
半
ば
を
過

ぎ
た
今
も
衰
え
ぬ
足
腰
と
脳
細
胞
を
維
持
し
続
け
て
い
る
。

　

一
九
六
七
年
（
昭
和
四
十
二
年
）
春
、
熊
本
か
ら
千
葉
の
農
事
試
験
場
研
究
室
長
に
移
っ

た
坂
井
氏
は
、
そ
こ
で
も
サ
ツ
マ
イ
モ
の
育
種
に
励
み
、
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
十
九
年
）

四
月
に
は
農
林
水
産
技
術
会
議
事
務
局
の
研
究
管
理
官
に
異
動
す
る
。
そ
こ
で
は
、
時
代
の

変
化
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
な
局
面
に
直
面
し
て
い
た
農
作
物
の
品
種
改
良
に
つ
い
て
、

「
作
物
育
種
基
本
計
画
」
の
検
討
を
主
導
し
、
の
ち
に
「
育
種
憲
法
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
計
画
の
策
定
を
成
し
遂
げ
た
。

　
「
育
種
と
い
う
仕
事
は
、
か
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
所
属
す
る
地
域
や
組
織
で
自

分
流
に
好
き
勝
手
に
や
る
、
と
い
う
雰
囲
気
で
し
た
。
そ
れ
が
、
今
で
は
大
学
や
民
間
企
業

の
研
究
者
に
も
、『
育
種
憲
法
』
が
確
立
し
た
手
法
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
」
と
、

農
林
水
産
技
術
会
議
事
務
局
の
研
究
統
括
官
を
務
め
る
中
谷
誠
博
士
が
語
る
。

　
「
育
種
憲
法
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
育
種
と
い
う
分
野
の
業
務
プ
ロ
セ
ス
を
五
段
階
に

構
築
し
直
し
た
。
ま
ず
、
公
的
組
織
の
頂
点
に
立
つ
農
業
技
術
研
究
所
が
全
国
に
共
通
す
る

研
究
課
題
を
設
定
す
る
。
第
二
段
階
で
は
、
そ
れ
を
作
物
（
野
菜
、
果
樹
、
穀
物
、
樹
木
な

ど
）
ご
と
の
課
題
に
落
と
す
。
次
に
地
域
ご
と
の
育
種
の
実
施
、
さ
ら
に
作
物
の
中
の
個
別

品
種
ご
と
の
育
種
の
実
施
へ
。
最
後
に
、
こ
う
し
て
作
り
出
さ
れ
た
品
種
の
特
性
や
地
域
適

応
性
な
ど
の
検
定
試
験
を
行
う
。
こ
の
「
作
物
育
種
基
本
計
画
」
は
、
新
た
な
シ
ス
テ
ム
と

そ
れ
に
対
応
す
る
組
織
や
手
法
の
見
直
し
を
伴
う
も
の
で
、
そ
の
結
果
が
、
育
種
の
世
界
に

全
国
規
模
の
革
命
的
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
同
時
に
、
遺
伝
学
、
統
計
学
な
ど
の
科
学
的
手

法
を
基
本
と
す
る
坂
井
流
の
育
種
の
調
査
研
究
の
や
り
か
た
も
、
後
輩
た
ち
に
き
ち
ん
と
引

き
継
が
れ
て
い
る
、
と
言
う
の
だ
。



― 34 ― ― 33 ―

　

こ
の
「
育
種
憲
法
」
と
呼
ば
れ
る
に
至
る
基
本
計
画
が
で
き
あ
が
る
と
、
そ
れ
ま
で
予
算

の
削
減
を
目
指
し
て
い
た
大
蔵
省
の
役
人
が
「
こ
こ
ま
で
き
ち
ん
と
や
ら
れ
た
ら
、
削
り
よ

う
が
な
い
で
す
ね
」
と
さ
じ
を
投
げ
た
、
と
坂
井
氏
は
振
り
返
る
。
研
究
者
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
行
政
マ
ン
と
し
て
も
後
輩
た
ち
に
大
き
な
遺
産
を
残
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

坂
井
氏
は
そ
の
後
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
一
年
）
七
月
か
ら
同
研
究
所
生
理
遺
伝
部

長
も
兼
任
し
、
一
九
八
〇
年
（
昭
和
五
十
五
年
）
七
月
に
は
農
業
技
術
研
究
所
長
に
着
任
。

当
時
、
地
球
規
模
の
環
境
保
全
問
題
が
世
界
的
に
論
議
さ
れ
、
農
業
に
か
か
わ
る
環
境
や
国

土
の
保
全
が
緊
急
課
題
と
な
っ
た
た
め
、
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
に
は
新
設
の
農

業
環
境
技
術
研
究
所
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
翌
年
五
月
、
農
林
水
産
省
を
退
官
す
る
に

至
る
。

　

坂
井
氏
が
か
つ
て
務
め
た
育
種
研
究
職
と
し
て
の
最
高
ポ
ス
ト
に
、
数
代
を
経
て
い
ま
中

谷
氏
が
座
っ
て
い
る
が
、
新
人
研
究
者
と
し
て
農
業
技
術
研
究
所
に
入
っ
た
当
時
、
所
長
が

坂
井
氏
だ
っ
た
。
酒
飲
み
で
、
経
験
談
を
よ
く
語
っ
て
く
れ
た
と
い
う
が
、
研
究
者
の
大
先

輩
と
し
て
感
じ
た
の
は
そ
の
独
特
の
人
柄
だ
っ
た
。「
あ
の
方
は
九
州
に
赴
任
す
る
前
に
、

統
計
学
的
な
育
種
理
論
だ
け
で
な
く
、
遺
伝
学
や
気
象
学
な
ど
の
関
連
科
学
も
し
っ
か
り
学

ん
で
お
ら
れ
た
。
育
種
の
現
場
で
際
立
っ
た
の
は
、
そ
の
科
学
者
的
な
側
面
を
発
揮
す
る
一

方
で
、
農
家
の
方
た
ち
と
も
大
酒
を
飲
ん
で
溶
け
込
む
、
と
い
う
両
面
の
バ
ラ
ン
ス
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ど
ち
ら
か
に
偏
り
す
ぎ
る
人
が
多
い
世
界
で
す
か
ら
」
と
。

　

さ
ら
に
「
実
際
の
品
種
改
良
現
場
で
は
、
ブ
リ
ー
ダ
ー
と
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
の
両
面
が
求
め

ら
れ
ま
す
が
、彼
は
ブ
リ
ー
ダ
ー
の
側
面
を
好
ま
れ
た
」
と
も
。
坂
井
氏
は
、自
ら
を
ブ
リ
ー

ダ
ー
あ
る
い
は
育
種
家
（
や
）
と
呼
ぶ
。
研
究
者
た
ち
の
間
で
は
育
種
家
（
か
）
と
称
す
る

の
が
一
般
的
だ
そ
う
だ
が
、
坂
井
氏
の
自
分
の
称
し
方
は
、
後
輩
の
人
物
評
を
裏
付
け
て
い

る
よ
う
だ
。

　

い
く
し
ゅ
や
（
育
種
家
）
と
し
て
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
何
が
一
番
大
切
だ
と
思
う
の
か
、

坂
井
氏
自
身
に
尋
ね
た
。
答
え
は
「
〝
育
種
魂
〟
だ
よ
」。
さ
ら
に
「
何
を
犠
牲
に
し
て
も

自
分
が
育
て
る
品
種
を
大
切
に
す
る
、
ま
る
で
自
分
の
子
供
の
よ
う
に
。
そ
の
心
が
な
い
と

育
種
は
成
功
し
な
い
」
と
。

　

彼
の
魂
が
生
み
出
し
た
の
が
、す
べ
て
に
勝
る
「
高
で
ん
ぷ
ん
＆
多
収
量
」
の
新
品
種
だ
っ
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た
が
、「
目
的
に
応
え
る
品
質
の
良
さ
は
確
認
で
き
た
が
、
後
々
ま
で
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ

な
用
途
に
役
立
つ
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。本
当
に
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
さ
ま
さ
ま
で
す
よ
」

と
い
う
の
が
正
直
な
坂
井
氏
の
感
想
だ
。

　

科
学
と
い
え
ど
も
運
が
つ
き
も
の
、
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
研
究
者
の
世
界
で
は
、
偶
然

と
幸
運
が
重
な
っ
て
初
め
て
意
義
あ
る
発
明
、
発
見
が
な
さ
れ
る
と
い
う
人
も
少
な
く
な
い
。

　

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
十
二
年
）
三
月
、
坂
井
氏
は
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
の
生
み
の
親
と
し

て
、郷
原
茂
樹
氏
が
鹿
児
島
市
で
開
く「
唐
芋
ロ
ン
ド
」の
第
五
十
回
記
念
講
演
に
招
か
れ
た
。

そ
の
時
、
初
め
て
坂
井
氏
の
育
種
の
い
き
さ
つ
を
聞
い
た
鹿
児
島
大
学
特
任
教
授
の
鮫
島
吉

廣
氏
は
「
多
額
の
国
費
を
投
じ
、多
く
の
人
た
ち
の
協
力
を
得
て
の
育
種
の
過
程
の
話
に
は
、

坂
井
氏
の
カ
ラ
イ
モ
に
か
け
る
す
さ
ま
じ
い
執
念
と
迫
力
を
感
じ
、
圧
倒
さ
れ
た
」
と
述
べ

て
い
る
。
そ
れ
か
ら
七
年
を
経
た
今
も
、
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
を
語
る
時
の
彼
の
執
念
と
迫
力

は
い
っ
こ
う
に
衰
え
を
見
せ
な
い
。

　

コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
に
よ
る
生
産
現
場
へ
の
貢
献
は
、
そ
の
後
、
加
工
食
品
、
そ
の
流
通
・

販
売
現
場
に
ま
で
多
大
な
幸
運
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
坂
井
氏
の
業
績
は
五
十
年

も
前
の
「
六
次
産
業
化
」
の
呼
び
鈴
だ
っ
た
の
だ
が
、「
運
」
は
勝
手
に
転
が
り
込
ん
で
は

こ
な
い
。
そ
れ
を
つ
か
み
取
る
執
念
と
迫
力
、
そ
れ
が
坂
井
健
吉
氏
の
唱
え
る〝
育
種
魂
〟

の
本
体
に
違
い
な
い
。
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あ
と
が
き

　

坂
井
健
吉
博
士
を
語
る
と
き
、
だ
れ
も
が
口
に
す
る
の
が

「
健
吉
や　

あ
あ
健
吉
や　

健
吉
や
」

と
い
う
川
柳
の
一
首
だ
。
彼
が
研
究
職
の
最
高
ポ
ス
ト
で
あ
る
農
業
技
術
研
究
所
長
に
つ
い

て
い
た
こ
ろ
、
労
組
主
催
の
川
柳
大
会
で
優
秀
作
品
に
選
ば
れ
た
。
作
者
は
当
時
の
組
合
幹

部
で
後
に
中
央
農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
な
ど
も
務
め
た
人
だ
が
、
こ
の
一
首
は
確
か

に
ユ
ニ
ー
ク
か
つ
見
事
な
表
現
だ
と
思
う
。

　

そ
の
こ
ろ
の
坂
井
氏
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
川
柳
を
ひ
ね
っ
て
み
る
。
九
州
で
モ
ー
レ

ツ
育
種
に
十
余
年
間
取
り
組
ん
で
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
と
い
う
レ
ジ
ェ
ン
ド
を
産
み
、
関
東
に

戻
っ
て
研
究
職
か
ら
行
政
職
に
就
け
ば
、
後
輩
た
ち
に
「
育
種
憲
法
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の

実
務
組
織
の
改
革
を
や
り
遂
げ
る
。
さ
ら
に
組
織
ト
ッ
プ
と
し
て
労
組
と
の
交
渉
に
臨
ん
で

も
、組
合
側
が
ネ
を
上
げ
る
ほ
ど
の
厳
し
さ
と
タ
フ
さ
を
見
せ
つ
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
線
の
研
究
者
、
管
理
職
、
組
織
ト
ッ
プ
、
ど
こ
に
い
て
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
そ
の
執
念

と
迫
力
を
、
ど
う
や
っ
て
十
七
文
字
で
言
い
尽
く
せ
る
だ
ろ
う
。
迷
い
悩
ん
だ
挙
句
が
、
名

前
を
三
度
重
ね
る
し
か
な
い
、と
の
表
現
に
お
さ
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

そ
の
三
連
呼
が
聞
く
人
を
も
揺
り
動
か
し
た
の
だ
ろ
う
。坂
井
氏
に
感
想
を
聞
く
と
、「
ま
あ
、

ほ
め
て
く
れ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」
と
微
笑
ん
だ
。

　

今
回
の
文
章
を
書
く
に
際
し
て
、
坂
井
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
一
冊
の
本
が
大
変
役
に
立
っ

た
。
法
政
大
学
出
版
局
に
よ
る
「
も
の
と
人
間
の
文
化
史
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
九
十
巻
『
さ
つ

ま
い
も
』
で
あ
る
。
日
本
の
暮
ら
し
と
文
化
を
支
え
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
「
モ
ノ
」
を
一
つ
ず

つ
テ
ー
マ
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
第
一
人
者
が
百
科
全
書
的
に
説
き
尽
く
す
、
評
価

の
高
い
出
版
物
だ
。
坂
井
氏
も
サ
ツ
マ
イ
モ
の
歴
史
を
原
始
時
代
か
ら
説
き
起
こ
し
、
作
物

と
し
て
の
品
種
改
良
、
栽
培
法
、
加
工
利
用
の
現
状
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
逸
話
か

ら
最
後
は
俳
句
、
落
語
に
登
場
す
る
サ
ツ
マ
イ
モ
に
つ
い
て
ま
で
詳
細
に
描
い
て
い
る
。
ま

さ
に
サ
ツ
マ
イ
モ
の
す
べ
て
が
、
こ
の
一
冊
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
ほ
ど
の
内
容
だ
け
に
三
百
十
六
ペ
ー
ジ
と
分
厚
い
。脱
稿
し
た
の
は
一
九
九
八
年（
平

成
十
年
）
の
十
二
月
で
「
丸
二
年
か
か
り
ま
し
た
」
と
言
う
が
、
百
点
近
い
様
々
な
分
野
の
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参
考
文
献
に
目
を
通
し
な
が
ら
、
二
年
間
で
よ
く
こ
れ
だ
け
の
内
容
を
書
き
尽
く
せ
た
も
の

だ
と
、
一
読
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
さ
に
博
覧
強
記
の
科
学
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
一

冊
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
を
や
り
遂
げ
た
の
が
す
で
に
七
十
歳
代
の
半
ば
だ
っ
た
の
だ
か

ら
、
い
ま
だ
に
「
健
吉
や　

あ
あ
健
吉
や　

健
吉
や
」
と
言
う
し
か
あ
る
ま
い
。

　

現
在
も
な
お
、
周
辺
各
地
で
の
農
産
物
や
サ
ツ
マ
イ
モ
加
工
業
の
動
向
へ
の
関
心
を
語
り

続
け
る
坂
井
健
吉
氏
の
さ
ら
な
る
活
躍
と
、
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
の
農
産
業
界
へ
の
末
永
い
貢

献
を
祈
り
つ
つ
、
筆
を
措
く
。

二
〇
一
七
年
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林　

泰
宏
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

小林泰宏（こばやし　やすひろ）

１９４６年　愛媛県生まれ
１９６９年　東京大学　法学部卒
　　　　　 朝日新聞社入社（初任地・鹿児島支局）
１９８２年　　　〃　　ニューヨーク特派員
１９９１年　　　〃　　論説委員
２００１年　　　〃　　取締役（経営戦略担当兼社長室長）
２００５年　　　〃　　常務取締役（グループ政策兼内部監査担当）
２００６年　退職、フリージャーナリスト
● NPO 唐芋ワールドセンター理事



紫原台地（鹿児島市）の試験地本館…昭和30年

コガネセンガンのふるさと

紫原試験地の歴史

　鹿児島市の紫原台地に、昭和 12 年（1937）に鹿児島県立の「農事
試験場農林省指定酒精原料作物試験地」が開設された。
　酒精とはエチールアルコールのことで、これは戦闘機などの液体燃料
として活用する目的で開発が進められていた。
　戦後、目的は食糧不足を補うための開発に改められ、昭和22年（1947）
に同試験地は鹿児島県から農林省に移管された。その時、鹿屋市にあっ
た指定試験地と合併し、「鹿児島農事改良実験所」という名称になり、
さらに 4 年後、九州農事試験場の作物 2 部の所属となった。
　昭和 33 年（1958）3 月 31日、熊本の九州農事試験場に移管し、紫
原台地における 21 年間の歴史は終わった。
　坂井氏は、昭和 28 年に紫原台地の試験地に着任し、「コガネセンガン」
の開発に取り組んだ。



　1956（昭和 31）年、初代の九州
農業試験場長の佐藤健吉氏が熊
本への移転。その際に紫原試験地
のスタッフと記念写真を撮った。
＜写真中央が佐藤氏、右より3 人
目が坂井氏＞

　1957（昭和 32）年、紫原試験
地の 2 代目場長の熊沢三郎氏が着
任。この頃から紫原試験地の閉鎖
と熊本試験場への移転の問題が起
きていた。＜写真中央が熊沢氏。
その右隣が坂井氏＞

　1958（昭和33）年、熊本試験場
に移転。坂井氏は研究室長となり、
コガネセンガンの育種実験を続行。
　1963（昭和38）年、驚くほかな
いほどの巨大な唐芋を収穫。坂井
氏はこれを「コガネセンガン」と名
付けた。＜写真中央が坂井氏、そ
の左隣は坂井氏の圃地作業員の佐
藤氏＞

「コガネセンガン」をつくった人々
あ
の
頃
の
紫
原
台
地

　

現
在
の
紫
原
台
地
は
鹿
児
島
テ
レ
ビ
（
Ｋ

Ｔ
Ｓ
）
の
本
社
を
は
じ
め
ビ
ル
や
住
宅
が
密

集
し
て
い
る
が
、
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）

年
当
時
は
見
渡
す
限
り
の
唐
芋
畑
で
あ
っ

た
。

　

こ
こ
に
民
間
か
ら
３
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
借

地
し
て
農
業
試
験
場
が
設
置
さ
れ
た
。
河
川

の
な
い
台
地
の
た
め
、
ま
ず
一
番
の
問
題
は

水
の
確
保
。
井
戸
を
掘
っ
て
も
無
駄
で
、
麓

か
ら
運
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

坂
井
氏
が
着
任
し
た
一
九
五
三
（
昭
和

二
十
八
）
年
当
時
は
、
桜
島
の
噴
火
活
動
が

盛
ん
で
、
降
灰
に
な
お
悩
ま
さ
れ
た
。

　

コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
を
生
み
出
す
人
工
交
配

は
、
一
九
五
八
（
昭
和
三
十
三
）
年
に
指
宿

試
験
場
で
行
わ
れ
、種
子
を
得
た
翌
年
か
ら
、

紫
原
試
験
場
で
坂
井
氏
を
中
心
に
実
生
育
成

や
選
択
の
試
験
が
行
わ
れ
た
。

▲1937（昭和12）年

▲1938（昭和13）年 ▲1951（昭和26）年

　坂井氏の「モーレツ育種」に従
事するスタッフは大変な苦労をよぎ
なくされたが、折に触れてレクリエー
ションをみんなで楽しんでいた。
＜写真は日帰り旅行のスナップ。西
鹿児島駅前。左端が坂井氏＞



■2010 年 3月
　NPO 法人唐芋ワールドセンターが
開催する毎月一回の公開セミナーの

「唐芋ロンド」の第 50 回を記念して、
坂井健吉氏を特別講師として招いた。
定例会場は超満員となり、その後、
天文館で歓迎会も開かれた。

■2011年10月
　東北の被災地に唐芋を運ぶ「エス
ペランサ号」が東京で義援金を確保
するため唐芋の即売会を開いた。坂
井氏は夫人とかけつけて活動を支援。
その時、銀座の OL たちが唐芋を並ん
で買うのを見て、「夢をみている気分」と。

■2012 年11月
　第４回東アジア唐芋友好ワークショッ
プに坂井氏夫妻をご招待。記念講演を
お願いし、感謝状を贈呈。－「50 年前
にコガネセンガンを作ったが、今日のよ
うな晴れ舞台に立てるとは、農業技術
者としての冥利につきる」と記者団に。

■2013 年～2015 年　毎秋
　フェスティバロ社や NPO 法人唐芋
ワールドセンターの栽培する150 品
種の唐芋収穫祭に主賓として坂井氏
夫妻をお招きし、栽培指導なども実
施してもらった。

「井戸を掘った人」を忘れないように！
NPO唐芋ワールドセンター

紫原小学校の記念碑
（2017 年 4 月）

　桜の咲く通りから、新入生たちが登校している。その校庭の入り口近
くに今も石碑が立っている。
　唐芋はペルーやメキシコが原産地で、千年も前からポリネシアの人々
が太平洋やインド洋の各地に広めたといわれ、またコロンブスによって
ヨーロッパに、それからアジアに広められたともいわれる。
　各国各地で「スーパーフード」の歴史をもつ唐芋がここ紫原台地で新
しい時代を拓く新種が生まれたことを末永く記憶しておくべきであろう。

　1979（昭和 54）年に紫原試験
地の跡に、記念碑が建立され、盛
大な除幕式が催された。＜写真左
から坂井氏（3 代目主任）、井浦徳
氏（2 代目主任）、長谷川浩氏（初
代主任）＞



コガネセンガン誕生 50周年

坂井健吉先生に感謝する会
　2016 年 11 月 28日、鹿屋市の大隅半島農林文化村「南風農菓舎」
で、坂井氏に感謝する会を開催。
　この前日、指宿での東アジア唐芋友好ワークショップに参加した
坂井氏はそれに参加した中国のグループなどとともに会場に到着。
　鹿児島県大隅地区振興局の酒匂司局長より感謝状が贈呈され、
また農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官の中谷誠氏が
坂井氏の業績を紹介して下さった。
　坂井氏は挨拶のなかで「６次産業振興はもとより、今後予想され
る食糧危機にそなえるためにも、若い研究者が大いに育ってほしい」
と話された。


