
日

本
稲
作
の
系
譜
（上）
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一
稲
　
の
　
収
　
穫
　
法
1

石

毛

直

道

【
要
旨
】
　
臼
本
の
稲
作
が
、
ど
こ
か
ら
伝
え
ら
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
の
が
本
論
文
の
意
図
で
あ
る
。
㊨
一
三
の
収
穫
法
」
で
は
、
稲
の
穂

摘
の
慣
行
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
つ
い
で
、
弥
生
式
時
代
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
石
庖
丁
が
、
稲
の
穂
墓
詣
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実

験
に
よ
っ
て
た
し
か
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
機
能
お
よ
び
使
用
法
を
あ
き
ら
か
に
す
、
る
。

　
㈲
「
石
庖
丁
に
つ
い
て
偏
で
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
石
庖
丁
を
五
類
に
わ
か
つ
型
式
分
類
を
す
る
。
各
型
式
の
地
理
的
分
布
状
態
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

型
式
の
出
現
す
る
時
代
的
前
後
関
係
を
考
察
し
、
以
下
の
ご
と
き
結
論
に
達
し
た
。
華
北
で
粟
の
収
穫
具
と
し
て
発
生
し
た
石
庖
丁
が
長
江
下
流
地
帯
で

稲
の
収
穫
具
と
し
て
転
用
さ
れ
る
。
こ
の
地
帯
で
発
達
し
た
型
式
の
石
庖
丁
は
日
本
お
よ
び
南
朝
鮮
に
無
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
稲
作
文
化
の
源
流

は
長
江
下
流
の
デ
ル
タ
地
域
に
も
と
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
一
巻
五
号
、
六
号
　
一
九
六
八
年
九
、
十
一
月

ま
　
え
　
が
　
き

　
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
形
成
の
中
核
を
な
す
、
稲
の
栽
培
を
墓
礎

と
し
た
農
耕
文
化
は
、
弥
生
式
文
化
の
開
始
と
と
も
に
移
入
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
へ
の
稲
の
伝
来
の
経
路
は
、

い
ま
だ
研
究
者
の
あ
い
だ
で
一
致
し
て
い
な
い
。
本
論
文
は
、
ア
ジ

ア
古
代
の
原
始
農
耕
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
ず

こ
の
地
よ
り
稲
作
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
の
か
を
た
ず
ね
よ
う
と

す
る
わ
た
し
の
研
究
の
一
環
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
東
爾
ア
ジ
ア
に
お
け
る
稲
の
収
穫
法
を
検
討
し
、
稲

の
穂
摘
の
慣
行
に
つ
い
て
考
察
し
、
弥
生
式
時
代
遺
跡
よ
り
発
見
さ

れ
る
石
庖
丁
が
稲
の
穂
摘
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
実
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
機
能
お
よ
び
使
用
法
を
明
ら
か
に
し

ょ
う
と
試
み
て
い
る
。
本
論
文
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
石
庖
丁
の
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型
式
と
そ
の
地
理
的
分
布
に
も
と
づ
き
、
日
本
へ
の
稲
作
伝
来
の
経

路
を
推
定
し
た
下
篇
「
石
庖
丁
に
つ
い
て
」
（
本
誌
次
号
掲
載
）
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

姉
妹
篇
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
穏
の
収
穫
法

　
　
D
　
根
刈
・
高
刈
・
穂
摘

　
　
（

　
稲
の
収
穫
法
は
、
茎
を
切
り
と
る
位
置
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
ω
根

回
②
芋
餌
㈲
穂
摘
の
三
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
根
刈
の
典

型
的
な
例
は
現
在
の
日
本
に
お
け
る
稲
刈
に
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

田
植
を
し
た
と
き
の
株
単
位
に
、
地
上
す
れ
す
れ
の
高
さ
で
稲
を
刈

り
と
る
方
式
で
あ
る
。
心
算
の
利
点
は
稲
得
を
利
用
し
、
ワ
ラ
で
さ

ま
ざ
ま
の
細
工
口
叩
を
製
作
で
き
る
こ
と
、
乾
田
化
さ
れ
た
畑
の
耕
作

が
容
易
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
東
南
ア
ジ
ア
の
多
く
の
場
所
で
一
般
的
な
稲
の
収
穫
法
は
、
地
上

三
〇
～
六
〇
セ
ン
チ
の
部
分
で
刈
り
と
る
質
業
で
あ
る
。
高
樹
を
し

た
あ
と
の
刈
り
株
は
、
放
牧
し
た
水
牛
の
飼
料
と
な
る
し
、
場
所
に

よ
っ
て
は
、
雨
期
前
に
刈
り
株
を
焼
き
は
ら
じ
肥
料
ど
し
て
利
用
す

②る
。
高
刈
の
さ
い
に
使
用
さ
れ
る
収
穫
具
に
は
、
黛
本
の
稲
刈
鎌
と

同
類
の
鎌
、
鋸
鎌
の
ほ
か
に
、
柄
に
鳥
の
ク
チ
バ
シ
状
の
付
属
具
の

つ
い
た
高
刈
専
用
の
鎌
が
あ
る
。
浮
き
稲
や
、
桿
が
長
く
軟
弱
な
の

で
よ
く
倒
伏
す
る
品
種
の
稲
を
栽
培
す
る
地
域
で
は
、
こ
の
鎌
の
柄

に
つ
い
た
鳥
の
ク
チ
バ
シ
状
の
部
分
で
も
っ
て
倒
れ
た
稲
を
ひ
っ
か

け
て
引
き
お
こ
し
た
の
ち
、
膝
の
高
さ
、
あ
る
い
は
も
っ
と
高
い
位

置
で
稲
刈
を
す
る
。
こ
の
三
一
用
の
鎌
の
分
布
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

島
、
マ
レ
ー
半
島
、
ビ
ル
マ
、
タ
イ
の
一
部
に
み
ら
れ
る
。

　
東
南
ア
ジ
ア
の
島
喚
部
、
と
く
に
ジ
ャ
ワ
、
ボ
ル
ネ
オ
、
セ
レ
ベ

ス
に
お
い
て
は
、
稲
穂
の
直
下
の
雀
型
よ
り
摘
み
と
る
穂
摘
の
方
法

に
よ
る
収
穫
が
現
在
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
現
在
、
鎌
を
使
用
し

て
高
潮
を
行
な
っ
て
い
る
地
域
で
も
、
過
去
に
は
穂
摘
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
明
し
て
い
る
場
所
が
い
く
つ
も
あ
る
。
ふ
つ
う
に
は
、
鎌
で

高
雄
を
す
る
が
、
儀
礼
的
な
収
穫
に
さ
い
し
て
は
、
鎌
は
使
用
せ
ず
、

穂
摘
具
で
穂
の
直
下
よ
り
の
収
穫
を
行
な
っ
た
り
、
初
穂
を
供
物
と

し
て
使
用
す
る
と
き
に
は
、
か
な
ら
ず
穂
を
単
位
と
し
て
供
え
る
な

ど
の
民
俗
例
よ
り
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
一
帯
に

お
け
る
稲
の
収
穫
法
は
新
型
が
｛
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ

㎏
・　

　
幻
、
東
南
ア
ジ
ア
で
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
穂
摘
具

　
　
（

　
第
一
図
1
～
4
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
、
ボ
ル
ネ
オ
、
セ
レ
ベ
ス
、
131 （753）
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　　　　　　禦1図　穂華寿と調理用石製庖丁
1。セレベス島の穂摘具（ジャカルタ博物館蔵）

2．インドシナ半島の穂摘心（濫7文献から）
3，ジャワの課目（注7文献から）

4．スソバフの穂摘具（注7文献から）

5．マノボ族（フィリピン）の穂恥曝（注9文献から）

6．7。ウルとよばれるエスキモーの庖丁，アラスカ発見（注12文献から）

ジ
ャ
ワ
、
ス
ソ
バ
ワ
に
お
い
て
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
稲

の
穂
摘
具
で
あ
る
。
鉄
の
刃
部
を
木
製
の
台
に
は
め
こ
み
、

台
に
直
角
な
方
向
に
柄
を
つ
け
る
。
こ
の
形
態
を
し
た
穂

摘
具
を
こ
こ
で
は
薬
研
形
と
い
っ
て
お
く
。
サ
ラ
ワ
ケ
の

ブ
ナ
ン
族
、
ブ
ル
ネ
イ
の
イ
バ
ソ
族
の
使
用
例
で
は
、
中

指
と
薬
指
の
あ
い
だ
に
二
部
が
は
さ
ま
る
よ
う
に
柄
を
に

ぎ
る
。
す
な
わ
ち
、
台
部
上
面
に
は
、
親
指
、
人
差
指
、

中
指
が
、
台
部
下
面
に
は
、
薬
指
、
小
指
が
く
る
よ
う
に

奪
還
を
に
ぎ
る
。
台
部
上
面
に
持
ち
そ
え
ら
れ
た
三
指
を

う
ご
か
し
て
、
稲
穂
を
つ
か
み
、
穂
の
直
下
の
稗
の
部
分

に
刃
を
あ
て
て
、
刃
部
を
上
方
に
は
ね
あ
げ
る
動
作
で
稲

穂
を
摘
む
。
注
意
さ
れ
る
の
は
、
穂
を
引
き
切
る
の
で
は

な
く
、
テ
認
の
原
理
で
、
摘
む
動
作
に
よ
っ
て
収
穫
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
高
持
で
は
、
鋭
利
な
刃
部
を
も
っ
た

刃
で
刈
る
動
作
が
な
さ
れ
る
が
、
一
般
に
穂
摘
の
場
合
に

は
、
刃
部
は
テ
コ
の
作
用
点
の
役
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
、

か
な
ら
ず
し
も
鋭
利
な
刃
部
は
必
要
と
し
な
い
。
イ
バ
ソ

族
で
は
、
空
缶
の
ブ
リ
キ
を
利
用
し
て
穂
摘
具
の
刃
部
と

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
穂
ご
と
に
摘
み
と
つ
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第2図 薬研形穂摘具の持ち方
（イバン族の例）

て
は
、
腹
部
か
ら
ぶ
ら
さ
げ
た

心
事
あ
る
い
は
、
籐
製
の
背
負

籠
に
お
さ
め
る
。
器
用
な
者
に

な
る
と
、
両
手
を
使
用
し
て
二

個
の
穂
並
具
を
一
時
に
使
用
す

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
と
い
う
（
第
二
・
三
図
）
。

　
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
に
お

い
て
は
、
稲
穂
の
う
ち
に
稲
の

　
　
　
　
　
魂
が
や
ど
り
、
稲

第3図　イバソ族の稲の穂摘
（ブルネリ，テソブリソ河上流

　　　松原正毅氏撮影

摘
具
を
手
中
に
入
れ
、
小
鳥
が
つ
い
ば
む
よ
う
な
か
っ
こ
う
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

穂
つ
つ
稲
を
収
穫
す
る
と
い
う
。
マ
ラ
イ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
た
穂
摘
具
で
も
っ
て
、
鳥
が
つ
い
ば
む
よ
う
に
し
て
稲
の
穂
摘
を

穂
は
神
聖
な
も
の

と
さ
れ
、
特
殊
な

昔
年
儀
礼
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
ジ

ャ
ワ
で
は
、
稲
の
．

魂
を
お
ど
ろ
か
さ

な
い
よ
う
に
、
穂

　
　
　
　
　
　
一

鳥
の
か
っ
こ
う
を

　
　
　
　
　
　
⑧

お
こ
な
う
と
い
う
。
鳥
の
形
を
し
た
穂
摘
具
は
、
こ
の
よ
う
な
鳥
と

，
稲
魂
に
関
す
る
伝
承
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

稲
魂
を
お
ど
ろ
か
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
が
穂
摘
の
原
因
で
は

な
く
、
こ
れ
ら
鳥
と
稲
魂
に
関
す
る
伝
承
は
、
の
ち
に
説
明
と
し
て

つ
け
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
穂
懸
の
原
因
は
あ
と
で
の
べ
る
よ

う
に
、
稲
の
品
種
そ
の
も
の
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
木
製
の
台
部
が
な
く
、
横
位
置
に
お
い
た
長
方
形
の
鉄
片
に
直
角

な
方
向
に
柄
を
つ
け
た
だ
け
の
穂
摘
具
は
、
マ
レ
ー
半
島
、
海
南
島
、

イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
、
タ
イ
に
ひ
ろ
く
分
布
す
る
。
こ
の
種
の
穂
摘
具

も
、
木
製
の
台
部
を
も
っ
た
薬
研
形
の
穂
懸
具
と
同
様
の
機
能
的
原

理
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
同
一
系
統
と
い
え
る
。

　
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
の
マ
ノ
ボ
族
は
、
稲
の
収
穫
に
貝
製
の
穂
懸
具
を

使
用
す
る
（
第
一
図
5
）
。
籐
を
一
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
に
切
り
、
そ
の
な

か
ほ
ど
に
貝
の
殻
頂
部
を
挿
入
し
、
そ
の
う
え
を
樹
脂
で
固
着
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
。
貝
の
種
類
は
し
d
卑
一
。
。
ω
ρ
α
q
戯
㊤
ロ
鼠
と
い
う
半
鎌
脚

淡
の
水
に
す
む
二
枚
貝
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
似
品
を
も
と
め
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ル
ソ
ン
島
、
セ
レ
ベ
ス
島
に
も
貝
製
の
穂
摘
具
が
あ
る
と
い
う
。
東

南
ア
ジ
ア
に
一
般
的
な
刃
部
に
直
角
な
方
向
に
柄
を
つ
け
た
穂
摘
具

の
プ
ロ
ト
・
タ
イ
プ
は
、
こ
の
マ
ノ
ボ
族
の
貝
製
穂
喪
具
に
み
ら
れ
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る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
第
四
図
は
、
鉄
の
刃
部
、
木
製
の
台
部
を
そ
な
え
た
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
稲
の
穂
摘
具
で
あ
る
。
台
東
に
直
角
な
方
向
に
つ
く
柄
の
な
い

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
論
ニ
ア
ス
、
ハ
ル
マ
ヘ
ラ
、
ス
ソ
バ
諸
島
に
お

い
て
は
竹
製
の
切
り
出
し
ナ
イ
フ
の
形
を
し
た
小
刀
が
稲
の
阻
止
に

使
用
さ
れ
る
。
マ
レ
ー
半
島
菓
南
海
岸
地
方
で
は
、
現
在
は
鉄
製
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
刀
が
穂
摘
餌
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
鉄
製
の
鋭
利
な
道
具
に
も
か
か
わ
ら

tttt＃．x－t．一一．，

tTt＿一一 @＿＿一一一e＿

第4図インドネシアの穂摘具（注12Cの文献から

ず
、
引
き
切
る
、
あ
る
い
は
刈
る
動
作
で

は
な
く
、
薬
研
形
の
穂
摘
具
同
様
に
指
の

あ
い
だ
に
は
さ
み
、
刃
部
を
は
ね
あ
げ
る

こ
と
に
よ
り
、
稲
穂
を
摘
む
動
作
に
よ
っ

て
収
穫
す
る
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

⑩る
。
同
様
な
原
理
に
よ
る
竹
製
小
刀
が
台

湾
の
高
砂
族
で
は
、
粟
の
収
穫
に
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
穂
建
具
が

菓
南
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る

が
、
中
国
・
南
朝
鮮
・
日
本
で
は
、
東
南

ア
ジ
ア
形
の
穂
摘
具
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、
ア
ジ
ア

の
原
始
農
業
に
お
い
て
収
穫
具
と
し
て
一
般
に
用
い
ら
れ
た
石
庖
丁

が
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
一
例
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ

る
。
イ
ン
ド
シ
ナ
・
海
南
島
な
ど
中
国
に
近
接
し
た
場
所
で
も
、
石

庖
丁
出
土
の
報
告
が
な
い
こ
と
は
、
こ
の
地
方
の
考
古
学
的
調
査
の

す
く
な
い
こ
ど
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
先
史
時
代
か
ら
東

南
ア
ジ
ア
形
の
穂
玉
具
が
用
い
ら
れ
、
石
庖
丁
を
使
用
し
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

二
　
稲
と
石
庖
丁

　
　
D
石
庖
丁
と
は

　
　
（

　
中
国
・
台
湾
・
朝
鮮
・
日
本
に
お
い
て
、
金
属
製
の
鎌
が
使
用
さ

れ
る
以
前
の
段
階
で
、
穀
物
の
収
穫
具
と
し
て
使
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
農
具
に
石
庖
丁
が
あ
る
。
石
庖
丁
は
、
東
ア
ジ
ア
の
新
石
器
時

代
か
ら
初
期
金
属
器
時
代
の
農
耕
の
存
在
を
み
と
め
る
こ
と
の
で
き

る
段
階
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
。

　
最
初
石
庖
丁
は
ウ
ル
（
三
蝿
）
と
よ
ば
れ
る
エ
ス
キ
モ
ー
の
調
理
用

石
製
ナ
イ
フ
の
民
族
例
（
第
一
図
6
・
7
）
を
ひ
い
て
、
文
字
ど
う
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ク
ッ
キ
ン
グ
・
ナ
イ
フ
の
役
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
石
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庖
丁
が
、
収
穫
具
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
た
の
は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
で

　
⑬

あ
る
。
一
九
三
四
年
に
森
本
下
僧
・
山
内
清
男
が
日
本
で
発
見
さ
れ

る
石
庖
丁
が
稲
の
収
穫
具
で
あ
る
こ
と
を
発
表
し
て
以
来
、
日
本
に

お
け
る
石
庖
丁
を
収
穫
具
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
学
界
で
定
説
化
し

⑭た
。
石
庖
丁
を
収
穫
具
と
し
て
考
え
る
場
合
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に

属
す
る
中
国
の
南
部
・
台
湾
・
爾
朝
鮮
・
日
本
よ
り
鵬
蝕
す
る
石
庖

丁
は
、
稲
の
収
穫
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
帰
納
さ
れ
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
石
庖
丁
の
具
体
的
な
使
用
方
法
に
つ
い
て
は

わ
か
っ
て
い
な
い
。
石
庖
丁
を
金
属
製
の
鎌
の
よ
う
に
木
柄
を
つ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
使
用
し
た
も
の
と
考
え
た
り
、
稲
の
収
穫
具
で
は
な
い
と
し
た
。

ま
た
、
柄
を
つ
け
ず
に
使
用
し
た
と
し
て
も
、
摘
む
道
具
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

切
る
道
具
と
し
て
使
用
方
法
を
想
定
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
説
が
あ

る
。　

石
庖
丁
で
稲
穂
を
摘
む
場
合
に
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
操

作
し
た
も
の
か
、
そ
の
形
態
の
網
違
に
は
機
能
的
な
ち
が
い
が
あ
る

も
の
か
ど
う
か
、
片
刃
の
石
庖
丁
と
両
刃
の
も
の
と
は
作
業
上
の
ち

が
い
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
か
、
な
ど
の
疑
問
が
残
さ
れ
て
い

る
。　

日
本
に
お
い
て
石
庖
丁
の
使
用
が
や
ん
で
か
ら
、
す
で
に
二
千
年

近
く
の
時
間
が
す
ぎ
て
い
る
。
石
庖
丁
の
使
用
に
関
す
る
手
が
か
り

は
、
現
在
の
日
本
に
は
残
存
し
な
い
よ
う
だ
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
石

庖
丁
と
同
様
な
形
態
を
し
た
収
穫
具
を
日
本
の
周
辺
民
族
の
例
に
た

ず
ね
、
つ
い
で
机
上
よ
り
は
な
れ
て
、
実
験
的
な
考
察
を
く
わ
え
、

石
庖
丁
そ
れ
自
身
に
そ
の
機
能
お
よ
び
使
用
法
を
語
ら
せ
て
み
よ
う
。

　
　
幻
　
ア
イ
ヌ
の
諾
意
具

　
　
（

　
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
の
あ
い
だ
で
は
、
明
治
以
後
に
な
っ
て
も
、
粟

を
収
穫
す
る
と
き
、
貝
製
の
穂
摘
具
を
使
用
し
て
い
た
。
ピ
パ
（
℃
び
憎

唱
ρ
）
と
よ
ぶ
淡
水
産
の
ド
ブ
貝
・
カ
ラ
ス
貝
の
た
ぐ
い
を
、
ほ
ぼ
長

方
形
に
加
工
し
、
刃
部
を
と
ぎ
だ
し
、
二
孔
を
う
が
つ
。
孔
の
あ
い

だ
に
は
、
シ
ナ
の
樹
皮
を
よ
っ
て
作
っ
た
紐
を
通
し
て
、
指
が
二
本

入
る
よ
う
な
輪
を
つ
く
る
。

　
使
用
法
は
、
背
部
が
手
の
ひ
ら
の
ほ
う
に
お
く
よ
う
に
し
て
、
刃

の
つ
い
た
ほ
う
を
指
先
の
ほ
う
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
刃
部
は
身
体

の
ほ
う
に
む
い
た
状
態
で
使
用
す
る
。
紐
で
つ
く
っ
た
輪
の
な
か
に

は
、
右
手
の
中
指
と
薬
指
を
入
れ
る
。

　
右
手
に
、
こ
の
ピ
パ
・
エ
チ
ャ
ピ
パ
、
あ
る
い
は
、
テ
ヶ
オ
ッ
ク

セ
イ
コ
ト
ク
（
「
手
に
っ
け
る
貝
」
の
意
味
）
と
よ
ば
れ
る
貝
庖
丁
を
持

ち
、
粟
の
穂
を
摘
み
、
摘
み
と
っ
た
穂
は
左
手
に
持
ち
か
え
て
、
左
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手
の
な
か
に
粟
の
穂
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
と
、
肩
か
ら
つ
っ
た
ポ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

サ
ラ
ニ
ッ
プ
と
呼
ば
れ
る
蒲
製
の
袋
の
な
か
に
入
れ
て
ゆ
く
と
い
う
。

　
　
の
　
満
州
の
穂
摘
具

　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ゥ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
ソ

　
満
州
に
お
い
て
は
↓
稻
刀
あ
る
い
は
牛
刀
と
い
わ
れ
る
収
穫
具
が

高
梁
の
穂
を
切
り
と
る
の
に
使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
錬
鉄
板
に
鋼

の
刃
を
つ
け
た
も
の
で
、
そ
の
形
は
ほ
ぼ
長
方
形
に
ち
か
い
。
背
部

近
く
に
細
孔
を
う
が
つ
。
背
部
を
革
あ
る
い
は
布
で
お
お
い
、
そ
れ

を
つ
ら
ぬ
く
状
態
で
細
紐
を
二
孔
に
通
し
て
、
指
か
け
用
の
輪
を
つ

第5図捻刀のうらとおもて
（京都大学文学部蔵，約％大）

く
る
（
第
五
図
）
。
使
用
の
さ
い
に
は
、
右
手
の
親
指
を
輪
に
挿
入
し
、

他
の
指
頭
を
動
か
し
て
高
梁
の
穂
首
を
切
り
と
る
。
一
日
の
作
業
と

し
て
は
、
だ
い
た
い
四
〇
〇
束
で
あ
る
（
一
束
は
高
梁
桿
二
〇
本
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
）
。
耐
用
年
限
は
約
四
ヵ
年
で
あ
る
。

　
高
梁
は
非
常
に
背
の
高
い
作
物
な
の
で
、
畑
に
生
え
て
い
る
状
態

で
穂
を
収
穫
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
上
一
〇
セ
ン

チ
く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
根
刈
り
を
し
、
あ
る
い
は
根
ご
と
畑
か
ら
引

き
ぬ
い
て
か
ら
、
一
〇
日
か
ら
一
五
日
く
ら
い
乾
燥
さ
せ
る
。
乾
燥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
穂
首
を
手
に
と
っ
て
、
前
述
の
や
り
か
た
で
切
り
お
と
す
。

　
の
ち
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
石
庖
丁
が
刃
を
身
体
の
側
に
む
け
て
、

東
南
ア
ジ
ア
の
穂
摘
具
と
同
じ
く
テ
コ
の
原
理
に
よ
り
、
刃
部
の
上

下
に
ひ
ね
る
運
動
で
も
っ
て
穂
首
を
引
き
ち
ぎ
る
よ
う
に
し
て
摘
み

と
る
の
に
対
し
て
、
稲
刀
は
刃
を
身
体
の
外
側
に
し
て
、
刃
先
き
を

外
側
に
押
し
出
す
水
平
運
動
に
よ
っ
て
鋭
利
な
刃
先
き
で
押
し
切
る

点
に
、
石
庖
丁
と
稲
刀
の
ち
が
い
が
あ
る
。
ま
た
、
い
っ
た
ん
鎌
を

使
用
し
て
刈
り
取
っ
た
作
物
の
二
次
的
な
収
穫
具
で
あ
る
こ
と
も
相

違
す
る
点
で
あ
る
。

　
稲
刀
は
石
庖
丁
の
形
態
が
鉄
製
品
に
う
つ
し
か
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
遼
寧
省
南
山
裡
や
朝
鮮
平
安
北
道
三
原
よ
り
出
土
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し
た
石
庖
丁
型
鉄
製
品
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
石
か

ら
鉄
に
材
料
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
使
用
法
も
材
質

の
特
性
に
応
じ
て
変
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
捻
刀
の
両
二
間
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

隔
は
、
約
三
セ
ソ
チ
で
あ
る
。
森
修
は
、
満
州
出
土
の
二
孔
石
庖
丁

の
熱
間
の
距
離
が
一
・
七
一
二
・
意
業
ソ
チ
で
あ
る
こ
と
を
計
測
の

結
果
た
し
か
め
、
石
庖
丁
に
あ
っ
て
は
親
指
を
孔
間
に
か
け
た
紐
輪

の
な
か
に
入
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
石
庖
丁
と
稻
刀
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

溺
の
使
用
法
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
満
州
に
か
ぎ
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
全
域
よ
り
出
土
す
る
工
孔
石
庖
丁

の
世
間
距
離
は
一
・
五
一
三
・
○
セ
ン
チ
の
あ
い
だ
に
一
定
し
て
い

る
。
そ
こ
で
、
ふ
つ
う
の
二
三
石
庖
丁
で
は
、
親
指
を
入
れ
る
こ
と

は
少
々
む
ず
か
し
い
し
、
ア
イ
ヌ
の
ピ
パ
の
よ
う
に
二
審
を
紐
輪
の

な
か
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
わ
た
し
は
、
力
の
く
わ
わ
ら
な

い
薬
指
、
小
指
を
除
外
し
て
、
中
指
あ
る
い
は
人
差
指
を
紐
輪
の
な

か
に
入
れ
て
石
庖
丁
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
稲
刀
と
ほ
ぼ
同
形
態
の
鉄
製
品
が
華
北
で
は
粟
の
収
穫
具
と
し
て

使
用
さ
れ
る
。
栗
の
場
合
は
、
畑
に
生
え
て
い
る
状
態
で
穂
落
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
石
庖
丁
に
似
た
使
用
法
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
　
の
　
石
庖
丁
の
使
用
実
験

　
　
（

　
石
庖
丁
の
使
用
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
具
体
的
な
こ
と
を
知
ろ

う
と
思
っ
た
ら
、
机
か
ら
離
れ
て
秋
の
田
へ
出
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
た
し
は
石
庖
丁
の
使
用
実
験
を
し
て
み
た
。

　
実
験
に
使
用
し
た
石
庖
丁
模
型
は
、
朝
鮮
慶
州
出
土
の
半
月
形
外

論
刃
二
孔
片
刃
の
も
の
、
中
国
旧
鞍
遠
省
内
出
土
の
長
方
形
一
孔
両

刃
の
竜
の
、
大
阪
府
瓜
破
血
色
出
土
の
半
月
形
直
線
刃
（
内
轡
気
味
）

二
孔
片
刃
の
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
原
型
と
し
た
。
、

　
石
製
の
実
際
の
出
土
品
を
使
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
遺
物

に
新
た
な
使
用
痕
が
つ
き
、
将
来
の
研
究
者
を
ま
ど
わ
す
こ
と
に
な

る
の
で
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の
模
型
で
実
験
す
る
こ
と
と
し
た
。
用

材
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
を
え
ら
ん
だ
理
由
は
、
こ
の
金
属
は
非
常
に
疵

つ
き
や
す
い
の
で
、
使
用
痕
を
観
察
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
こ
と
、

石
庖
丁
に
も
っ
と
も
よ
く
使
用
さ
れ
る
原
材
で
あ
る
粘
板
岩
と
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
の
比
重
が
ほ
ぼ
等
し
い
の
で
、
使
用
時
の
重
量
感
が
似
る

こ
と
に
よ
る
。

　
使
用
実
験
の
方
式
は
、
ま
ず
今
日
考
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
方
法

で
石
庖
丁
を
使
用
し
、
経
験
的
に
も
っ
と
も
合
理
的
で
作
業
能
率
の

よ
い
方
法
が
、
古
代
の
使
用
法
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
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念
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
い
わ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
よ
り
、
都
合

の
悪
い
も
の
を
消
去
［
山
て
い
っ
て
残
っ
た
も
の
を
石
庖
丁
の
使
用
法

の
正
し
い
も
の
と
考
え
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
個

人
的
な
性
癖
が
作
用
し
て
、
自
分
だ
け
に
使
い
や
す
い
方
法
を
え
ら

び
だ
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
、

実
験
は
毎
回
複
数
の
人
間
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

　
実
験
は
、
一
九
六
二
年
一
一
月
一
日
よ
り
一
週
間
の
あ
い
だ
に
三

回
、
日
を
お
い
て
行
な
っ
た
。
京
都
大
学
農
学
部
農
場
の
好
音
心
に
よ

り
、
農
学
部
構
内
に
あ
る
実
験
田
を
使
用
し
て
作
業
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
最
初
、
実
験
を
し
た
と
き
の
田
の
状
態
は
、
稲
穂
は
完
全
に

成
熟
し
て
黄
色
い
籾
を
つ
け
て
低
く
首
を
た
れ
、
穂
首
は
ま
だ
黄
色

く
変
色
せ
ず
に
、
黄
緑
色
を
し
て
お
り
、
桿
部
は
ま
だ
緑
色
で
あ
っ

た
。
最
初
の
実
験
と
最
後
の
も
の
に
、
一
週
澗
の
時
間
を
お
い
た
の

は
、
稲
の
成
熟
度
に
よ
っ
て
作
業
能
率
が
こ
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
い
う
予
想
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
－
指
の
か
け
方
　
わ
た
し
は
東
ア
ジ
ア
の
石
庖
丁
を

　
○
打
製
で
両
側
に
打
ち
欠
き
の
あ
る
も
の

　
○
磨
製
長
方
形

　
o
磨
製
半
月
形
直
線
刃
（
内
轡
刃
を
ふ
く
む
）

　
○
磨
製
半
月
形
外
轡
、
刃

　
○
磨
製
紡
錘
形

の
五
類
に
型
式
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
中
国
南
部
、
南
朝
鮮
、

日
本
の
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
属
し
、
古
代
よ
り
稲
作
の
行
な
わ
れ
て

い
た
場
所
で
一
般
的
に
使
用
さ
れ
た
、
半
月
形
直
線
刃
二
孔
お
よ
び

半
月
形
外
欝
刃
二
孔
石
庖
丁
の
使
用
法
を
主
に
の
べ
よ
う
。
こ
れ
ら

二
孔
石
庖
丁
の
孔
は
指
を
さ
し
こ
む
た
め
の
紐
輪
を
と
お
す
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
孔
の
周
囲
に
紐
ず
れ
の
痕
跡
の
あ
る

遺
物
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
し
か
し
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
に
指
を
か
け
た
の
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
わ
た
し
が

実
験
し
た
結
果
、
合
理
的
な
指
の
か
け
方
と
結
論
す
る
方
法
を
ま
ず

の
べ
よ
う
。

　
ω
半
月
形
遺
骸
刃
二
瀬
石
庖
丁
の
場
合
－

　
二
孔
の
あ
い
だ
に
紐
を
と
お
し
、
一
面
に
輪
を
つ
く
る
。
刃
先
を

持
っ
た
身
体
の
ほ
う
に
む
け
て
、
石
庖
丁
を
水
平
に
支
え
た
と
き
、

下
、
す
な
わ
ち
足
も
と
を
向
く
面
の
側
に
輪
が
く
る
よ
う
に
す
る
。

こ
の
輪
の
な
か
に
、
右
手
中
指
の
第
一
関
節
と
第
二
関
節
に
は
さ
ま

れ
た
部
分
を
さ
し
こ
み
、
親
指
を
の
ぞ
い
た
他
の
三
指
は
全
部
下
面

を
お
さ
え
、
親
指
の
み
が
反
対
側
の
使
用
時
に
上
に
く
る
面
を
お
さ
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昏

え
る
（
以
下
の
説
明
は
、
す
べ
て
右
き
き
の
場
合
と
す
る
）

　
㈲
　
半
月
形
直
線
刃
二
孔
石
庖
丁
の
場
合
一

（
第
六
㎜
凶
－
）
。

　
半
月
形
外
蟹
刃
二
孔
の
も
の
と
同
様
に
、
中
指
を
挿
入
し
て
使
用

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
第
六
図
4
に
示
し
た
よ

う
に
、
人
差
指
を
輪
の
な
か
に
さ
し
入
れ
、
親
指
は
反
対
の
面
を
さ

さ
え
、
他
の
三
指
は
人
差
指
に
な
ら
ん
で
持
ち
そ
え
る
や
り
方
が
可

能
で
あ
る
。
近
畿
地
方
に
多
い
半
月
形
直
線
刃
（
内
鱒
刃
）
工
孔
の

石
庖
丁
の
ほ
と
ん
ど
は
、
幅
が
非
常
に
せ
ま
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
を
、
中
指
を
輪
に
挿
入
し
て
使
用
す
る
と
き
に
は
、
持
ち
そ
え

た
指
が
刃
部
の
外
側
に
ま
で
と
び
だ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
場

合
、
人
差
指
を
挿
入
し
た
指
の
か
け
方
の
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
。

中
指
を
さ
し
入
れ
る
場
会
に
く
ら
べ
て
、
こ
の
方
法
だ
と
手
の
ひ
ら

や
指
に
よ
っ
て
か
く
れ
る
刃
部
が
す
く
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
有

効
作
業
面
が
増
大
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
背
部
が
直
線
状
を
な
す

型
式
一
1
半
月
形
外
郎
刃
・
長
方
形
一
…
で
は
、
こ
の
方
法
に
よ
っ

て
作
業
す
る
こ
と
は
や
り
づ
ら
い
。
半
月
形
の
カ
ー
ブ
を
え
が
く
背

部
を
し
て
い
る
半
月
形
直
線
刃
型
式
で
こ
そ
、
人
差
指
を
入
れ
て
作

業
す
る
方
法
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
2
作
業
の
や
り
方
可
能
性
の
あ
る
ざ
ま
ざ
ま
の
作
業
方
法
を
試
み

て
み
た
が
、
こ
れ
を
大
別
す
る
と
切
る
動
作
と
摘
む
動
作
の
ふ
た
つ

に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ω
　
切
る
動
作
I
l
第
六
図
3
に
お
い
て
、
石
庖
丁
を
持
っ
た
右

手
を
身
体
の
外
側
に
動
か
し
穂
首
を
引
き
切
る
試
み
を
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
石
庖
丁
を
使
用
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
無
理
に
力
を
こ
め
て
穂
首
を
切
っ
た
と
し
て
も
、
穂
首
の

切
断
面
は
ギ
ザ
ギ
ザ
に
な
り
、
切
れ
残
り
の
部
分
が
あ
っ
た
り
し
て

季
間
が
か
か
る
。
ま
た
、
な
ん
と
い
っ
て
も
不
便
な
の
は
、
甲
線
の

方
向
に
刃
を
す
べ
ら
し
て
切
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
刃
す
べ
り
が

お
こ
る
。
あ
る
い
は
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
模
型
で
あ
る
が
ゆ
え
に
施

す
べ
り
を
お
こ
す
の
で
あ
り
、
南
部
が
ざ
ら
つ
い
て
い
る
実
際
の
石

庖
丁
な
ら
ば
、
刃
す
べ
り
の
お
こ
る
率
が
す
く
な
く
な
る
か
も
知
れ

な
い
。
だ
が
石
庖
丁
の
刃
は
鈍
い
角
度
を
し
て
お
り
、
石
器
そ
の
も

の
も
、
○
・
五
－
一
・
○
セ
ン
チ
の
厚
さ
を
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、

切
る
作
業
に
は
適
さ
な
い
。
ま
た
、
石
器
で
あ
る
た
め
刃
先
き
は
金

属
器
の
よ
う
に
V
字
形
断
面
で
は
な
く
、
U
字
形
断
面
の
鈍
い
刃
を

し
て
い
る
。
禾
本
科
植
物
の
よ
う
に
、
し
な
や
か
で
粘
性
を
持
っ
て

い
る
も
の
を
切
る
た
め
に
は
、
刃
部
の
鋭
い
カ
ミ
ソ
リ
や
鋼
鉄
の
ナ

イ
フ
状
の
利
器
、
あ
る
い
は
器
体
が
薄
く
ノ
認
ギ
リ
状
の
刃
先
き
を

持
っ
た
刃
物
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
引
き
切
る
作
業
で
石
庖
丁
を
利
用
す
る
こ
と
は
ま

ず
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
第
六
号
3
に
お
け
る
石
庖
丁
を
持
っ

た
手
を
身
体
の
ほ
う
に
引
き
よ
せ
る
、
あ
る
い
は
身
体
の
外
側
に
押

し
切
る
と
い
う
作
業
－
穂
首
に
そ
っ
て
導
線
の
方
向
へ
石
庖
丁
を

平
行
移
動
さ
せ
て
引
き
切
る
作
業
で
は
な
く
、
こ
ん
ど
は
、
穂
首
に

直
角
に
あ
て
た
野
馳
を
そ
の
ま
ま
移
動
さ
せ
ず
に
、
穂
首
に
直
角
な

方
向
に
力
を
入
れ
て
引
く
あ
る
い
は
押
す
…
1
に
よ
っ
て
刈
っ
た
ら

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
は
、
引
き
切
る
作
業
に
く
ら
べ
た
ら
、

ま
だ
や
り
や
す
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
も
穂
首
を
断
ち
切
る

と
い
う
作
業
か
ら
ほ
ど
遠
く
、
刃
部
を
支
点
と
し
て
む
り
や
り
折
り

取
っ
た
動
作
に
な
り
、
か
な
り
の
力
を
必
要
と
す
る
。
穂
首
を
工
・

三
本
そ
ろ
え
て
一
度
に
刈
ろ
う
と
し
た
ら
、
ま
っ
た
く
力
ま
か
せ
の

仕
事
と
な
り
、
作
業
能
率
の
悪
い
こ
と
お
び
た
だ
し
い
。

　
㈲
　
摘
む
動
作
一
罪
部
を
水
平
方
向
に
移
動
す
る
の
を
切
る
、

あ
る
い
は
刈
る
動
作
と
し
た
ら
、
刃
部
を
上
下
に
回
転
移
動
さ
せ
る

摘
む
動
作
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
第
六
図
3
で
の
石
庖
丁
を
持
っ
た

右
手
の
手
首
を
回
転
さ
せ
て
、
刃
部
を
穂
首
に
つ
け
な
が
ら
上
方
へ

ひ
ね
る
。
切
る
の
で
は
な
く
、
刃
部
を
テ
コ
の
作
用
点
と
し
て
穂
を

ち
ぎ
り
と
る
わ
け
で
あ
る
。
第
六
図
3
の
よ
う
に
左
手
で
穂
を
お
さ

え
て
お
い
て
、
石
手
を
ひ
ね
っ
た
ら
軽
や
か
に
穂
を
摘
み
と
る
こ
と
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が
で
き
る
。
し
か
し
、
次
に
示
す
よ
う
な
片
手
摘
の
動
作
の
ほ
う
が

作
業
能
率
が
よ
い
し
、
力
学
的
に
も
合
理
的
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
六
図
2
の
よ
う
に
穂
首
を
右
手
の
親
指
と
石
庖
丁
の
面

で
も
っ
て
お
さ
え
る
。
つ
い
で
、
手
首
を
わ
ず
か
に
回
転
さ
せ
る
と
、

刃
部
が
は
ね
あ
が
り
、
穂
首
が
摘
み
と
ら
れ
る
。
摘
み
と
っ
た
稲
穂

は
左
手
に
持
ち
か
え
る
、
あ
る
い
は
じ
か
に
身
体
に
か
け
た
籠
状
の

容
器
に
う
つ
し
か
え
る
。
こ
の
方
法
が
経
験
的
に
、
も
っ
と
も
合
理

的
に
石
庖
丁
を
使
用
で
き
、
作
業
能
率
も
よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
た
。

　
長
方
形
や
半
月
形
外
層
刃
型
式
に
属
す
る
背
部
が
直
線
的
な
石
庖

丁
に
あ
っ
て
は
、
中
指
を
紐
輪
の
な
か
に
入
れ
て
使
用
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
使
用
の
さ
い
に
刃
部
が
身
体
の
ほ
う
を
向
く
。

し
た
が
っ
て
、
手
首
の
回
転
は
手
前
の
方
向
へ
の
、
す
な
わ
ち
、
手

首
を
腕
と
直
角
に
近
い
方
向
に
し
ょ
う
と
す
る
ひ
ね
り
方
に
な
る
。

　
背
部
が
半
月
形
の
カ
ー
ブ
を
し
て
い
る
型
式
の
場
合
に
は
、
さ
き

に
の
べ
た
よ
う
に
、
人
差
指
を
紐
輪
に
さ
し
入
れ
て
使
用
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
手
首
は
腕
の
方
向
と
一
直
線
に
な
っ

た
ま
ま
、
時
計
の
針
の
方
向
に
回
転
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
手
首
の

疲
労
度
せ
、
こ
の
方
法
の
ほ
う
が
す
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
3
片
刃
の
と
き
・
両
刃
の
と
き
半
月
形
外
転
刃
型
式
で
も
、
日
本
の

も
の
と
南
朝
鮮
の
も
の
で
は
刃
の
つ
け
か
た
が
こ
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
爾
朝
鮮
で
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
も
の
が
片
刃
づ
け
で
あ
る

の
に
、
北
九
州
を
中
心
と
し
て
発
見
さ
れ
る
半
月
形
外
船
刃
石
庖
丁

は
両
刃
づ
け
が
多
い
。

　
い
っ
た
い
、
片
刃
と
両
刃
で
は
穂
摘
の
さ
い
に
機
能
的
な
差
異
が

あ
る
の
か
ど
う
か
、
刃
の
つ
い
た
颪
を
上
に
し
て
使
用
す
る
の
か
、

下
に
し
て
使
用
し
た
も
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず

理
論
的
な
面
よ
り
は
じ
め
る
。
第
七
図
の
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
た
の
は
、

石
庖
丁
の
刃
部
近
く
の
断
面
、
下
方
よ
り
の
び
て
い
る
棒
状
の
も
の

は
稲
の
穂
首
を
模
式
図
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
上
方
よ
り
の
矢

印
は
、
片
手
摘
の
さ
い
親
指
で
お
さ
え
る
力
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
刃
端
が
右
上
の
方
向
に
は
ね
上
る
と
、
穂
首
は
A
点
で

ひ
き
ち
ぎ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
七
図
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
刃
の
つ
い
た
面
を
下
に
し
て
使
用

し
た
と
き
に
は
、
摘
む
力
は
A
点
に
の
み
集
め
ら
れ
る
。
第
七
図
2

の
よ
う
に
、
刃
の
つ
け
ら
れ
た
面
を
上
に
し
た
場
合
に
は
、
A
点
よ

り
穂
が
ち
ぎ
れ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
が
、
手
首
を
回
転
さ
せ
た
と

き
生
じ
る
力
は
A
点
よ
り
B
点
に
い
た
る
刃
と
穂
着
の
接
触
点
に
配
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分
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
力
の
損
失
が
大
き
い
。

　
机
上
で
単
純
に
理
論
と
し
て
考
え
る
と
、
刃
の
つ
い
た
西
を
下
に

し
て
使
用
し
た
も
の
と
す
る
の
が
合
理
的
な
解
釈
と
さ
れ
て
し
ま
い

そ
う
だ
。
た
し
か
に
、
針
金
の
よ
う
に
強
靱
な
も
の
を
相
手
と
す
る

と
き
に
は
、
第
七
百
1
の
よ
う
な
方
法
が
力
学
的
に
正
し
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
稲
の
穂
首
を
一
本
か
二
本
摘
む
場
合
に
、
面
部
を
上
に

し
た
た
め
に
お
こ
る
力
の
損
失
は
、
た
か
が
し
れ
た
も
の
で
あ
る
。

実
際
に
使
用
し
て
み
る
と
、
刃
を
上
に
し
た
と
き
と
、
刃
の
つ
い
た

面
を
下
に
し
た
と
き
と
で
、
穂
着
を
ち
ぎ
る
と
き
に
手
首
に
く
わ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
抵
抗
感
に
変
わ
り
は
な
い
。
か

↓
　

、
、
盈
A
一

2

　
　
　
　
　
　
　
1

一
↓
一

　
　
～

　
　
　
　
B

　
　
～

　
A

第7図 1．刃のついた面を下にしたとき

2．刃のついた面を上にしたとき

え
っ
て
、
刃
を
上
に
向
け
た
と
き

に
は
、
穂
首
が
刃
線
に
そ
っ
て
卜

す
べ
り
を
す
る
こ
と
が
す
く
な
い

と
い
う
利
点
さ
え
あ
る
。
穂
首
が

A
点
よ
り
B
点
に
い
た
る
面
で
固

定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
両
刃
の
も
の
は
、
第
七
図
1
・

2
の
断
面
を
上
下
に
合
わ
せ
て
、

器
体
の
厚
み
を
へ
ら
し
た
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。

　
実
験
に
よ
る
経
験
的
な
結
論
で
は
、
片
刃
の
も
の
と
両
刃
の
も
の
、

片
刃
の
さ
い
に
刃
の
つ
い
た
面
を
上
に
し
た
と
き
と
下
に
し
た
と
き

で
、
作
業
能
率
に
ひ
び
い
て
く
る
ほ
ど
の
変
化
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

　
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
、
片
刃
石
庖
丁
が
盛
行
し
た
り
、
両
刃
が

一
般
的
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
石
庖
丁
使
用
上
の
機
能
的
な

差
異
と
い
う
よ
り
も
、
製
作
方
法
や
、
こ
れ
を
使
用
す
る
人
々
の
石

器
に
対
す
る
態
度
の
差
異
に
も
と
づ
き
、
文
化
に
お
け
る
く
せ
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
に
原
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
4
収
穫
の
時
期
　
最
初
の
実
験
よ
り
一
週
間
後
に
な
る
と
、
稲
は

完
全
に
成
熟
し
、
穂
首
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
稗
も
黄
色
く
枯
れ
は

じ
め
た
。
黄
色
く
な
っ
た
穂
首
を
摘
も
う
と
す
る
と
、
以
前
の
よ
う

に
は
う
ま
く
作
業
が
進
行
し
な
い
の
に
気
が
つ
い
た
。
穂
首
が
枯
れ

き
る
と
水
分
が
す
く
な
く
な
る
と
と
も
に
粘
性
が
ま
し
、
う
ま
く
刃

の
あ
た
っ
た
場
所
で
ち
ぎ
れ
ず
に
、
稗
よ
り
穂
首
が
す
っ
と
ぬ
け
て

し
ま
い
、
結
局
は
手
元
に
、
石
庖
丁
の
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
で
折
れ
曲

っ
た
状
態
の
長
い
穂
首
が
そ
っ
く
り
残
る
こ
と
に
な
る
。
過
熱
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

状
態
に
な
る
と
、
穂
摘
を
お
こ
な
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
ま
た
、
稲
が
過
熟
す
る
と
脱
亜
門
が
ま
し
、
ち
ょ
っ
と
し
た
動
揺
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で
、
穂
よ
り
籾
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
よ
う
に
な
る
。
品
種
の
改
良
が
現

在
ほ
ど
重
ね
ら
れ
な
か
っ
た
む
か
し
の
稲
ほ
ど
脱
粒
性
は
強
か
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
石
庖
丁
に
よ
る
収
穫
は
、
ま

だ
稲
が
青
み
を
残
し
て
い
る
時
期
に
行
な
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
の
　
石
庖
丁
の
機
能
と
型
式

　
　
（

　
以
上
の
実
験
に
よ
っ
て
、
石
庖
丁
は
穂
雑
具
と
し
て
の
実
用
に
じ

ゅ
う
ぶ
ん
耐
え
る
道
具
で
あ
る
こ
と
、
中
指
あ
る
い
は
人
差
指
を
紐

輪
の
な
か
に
さ
し
入
れ
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
切
る
道
具

で
は
な
く
、
テ
コ
の
原
理
を
応
用
し
て
摘
む
道
具
で
あ
る
こ
と
、
片

手
づ
み
の
動
作
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
二
筆
石
庖
丁
に

つ
い
て
わ
か
っ
た
。

　
実
験
で
得
た
知
識
を
も
っ
て
、
今
度
は
実
際
に
出
土
す
る
石
庖
丁

を
考
察
し
、
い
く
つ
か
の
異
論
を
た
だ
す
と
と
も
に
、
二
・
三
の
石

庖
丁
の
型
式
の
示
す
機
能
的
意
義
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。

　
－
台
や
柄
は
っ
け
な
い
　
石
庖
丁
に
刃
と
平
行
な
方
向
に
柄
を
つ
け
、

穿
孔
を
目
釘
孔
と
考
え
、
鎌
と
同
様
な
使
用
法
を
し
た
道
具
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

1
す
な
わ
ち
小
型
の
鎌
と
考
え
る
論
が
あ
る
。
石
庖
丁
の
ぶ
あ
つ

く
鈍
い
角
度
を
し
た
刃
部
で
は
引
き
切
る
動
作
に
よ
り
稲
穂
を
刈
る

こ
と
が
む
つ
か
し
い
こ
と
は
、
実
験
で
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

念
の
た
め
石
庖
丁
に
鎌
の
ご
と
く
木
々
を
つ
け
て
実
験
し
た
結
果
で

も
、
根
刈
・
高
郷
は
不
可
能
で
、
穂
首
の
部
分
で
よ
う
や
く
穂
を
一

・
二
本
刈
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
め
ん

ど
う
な
柄
を
つ
け
て
鎌
と
し
て
使
用
す
る
よ
り
も
、
摘
む
動
作
に
終

始
し
た
ほ
う
が
操
作
が
ず
っ
と
た
や
す
い
。

　
も
し
、
鎌
の
よ
う
に
柄
を
つ
け
て
使
用
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
穿

孔
を
中
央
に
刃
部
に
平
行
な
方
向
に
な
ら
べ
て
す
る
必
要
は
な
く
、

も
っ
と
柄
を
し
ば
り
つ
け
る
に
有
利
な
よ
う
に
位
置
を
え
ら
ぶ
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
半
月
尊
爵
轡
刃
の
型
式
や
、
幅
の

ひ
ろ
い
長
方
形
の
型
式
な
ど
形
態
上
鎌
と
し
て
不
便
な
型
式
の
石
庖

丁
の
説
明
が
困
難
で
あ
る
。
出
土
品
の
石
庖
丁
の
使
用
痕
の
調
査
の

結
果
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
模
型
を
鎌
の
ご
と
く
使
用
し
た
と
き
金
属

表
面
に
生
ず
る
使
用
痕
と
一
致
す
る
方
向
の
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら

も
、
石
庖
丁
を
鎌
と
考
え
る
説
に
は
圃
意
で
き
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
石
庖
丁
の
背
に
、
刃
部
と
平
行
な
方
向
に
木
製
の
台
を

つ
け
た
と
考
え
る
論
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
石
庖
丁
に
う
が
た
れ
た

孔
は
、
台
を
と
り
つ
け
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

　
も
し
、
台
を
つ
け
る
た
め
に
孔
を
あ
け
た
と
し
た
ら
、
二
孔
石
庖

丁
の
孔
の
あ
い
だ
の
距
離
が
一
・
五
－
三
・
○
セ
ン
チ
の
あ
い
だ
に
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か
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
二
孔
の
間
隔
を
も
っ
と
は
な
し
た
ほ
う
が
、

合
理
的
に
台
を
し
ば
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
背
部
に
台

を
と
り
つ
け
る
の
な
ら
、
背
部
は
か
な
り
粗
雑
に
つ
く
っ
て
も
よ
い

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
石
庖
丁
が
背
部
に
念
入
り
な

加
工
を
加
え
た
も
の
で
、
背
部
が
な
め
ら
か
に
仕
上
げ
ら
れ
、
手
を

い
た
め
な
い
よ
う
に
細
心
の
意
味
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
事
実
を
見
逃

す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
石
庖
丁
が
直
接
手
に
握
っ

て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
せ
い
ぜ
い
革
か
皆
皆
で
背
部
を

お
お
う
く
ら
い
で
、
背
に
木
台
を
つ
け
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
し

め
す
も
の
で
あ
る
。

　
使
用
痕
の
み
と
め
ら
れ
る
石
庖
丁
を
観
察
し
た
場
合
、
（
肉
眼
あ
る

い
は
一
〇
倍
く
ら
い
に
拡
大
し
て
）
刃
部
か
ら
背
部
に
向
っ
て
上
下
に

走
る
条
痕
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
穂
摘
の
さ
い
に
、
禾
本
科

植
物
に
多
く
含
ま
れ
る
珪
酸
に
よ
っ
て
石
器
蓑
面
が
疵
つ
い
て
で
き

た
も
の
で
あ
る
。
模
型
晶
に
よ
る
実
験
に
よ
れ
ば
、
も
の
を
引
き
切

る
場
合
に
は
、
隠
線
に
や
や
角
度
を
も
ち
な
が
ら
左
右
に
走
る
条
痕

が
で
き
る
し
、
台
部
を
つ
け
て
、
も
の
を
押
し
切
る
道
具
と
し
て
使

用
し
た
場
合
に
は
、
刃
部
の
う
ら
お
も
て
に
一
様
な
傾
向
を
も
っ
た

使
用
痕
が
の
こ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
石
庖
丁
の
使
用

痕
は
、
面
に
よ
っ
て
ち
が
う
。
以
上
の
理
由
で
、
石
庖
丁
を
、
台
を
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

つ
け
て
も
の
を
お
し
切
る
道
具
（
注
⑳
の
森
の
説
で
は
半
月
形
外
簿
刃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拠

庖
丁
を
庖
丁
の
よ
う
な
使
用
法
に
推
定
）
と
考
え
る
説
蕗
否
定
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
中
国
の
江
南
地
区
よ
り
出
土
す
る
大
形
で
三
無
以
上
の

穿
孔
を
持
つ
石
庖
丁
形
の
石
器
の
グ
ル
ー
プ
は
、
台
あ
る
い
は
柄
を

つ
け
て
使
用
し
た
工
具
で
あ
り
、
穂
摘
具
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
よ
り
除
外

す
べ
き
で
あ
る
。

　
2
裏
が
え
し
の
療
理
　
古
代
に
お
い
て
も
、
大
多
数
の
人
々
が
右
き

き
で
あ
り
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
右
手
に
石
庖
丁
を
持
っ
て
作
業

す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
右
手
に
石
庖
丁
を
握
っ
た
場

合
、
使
用
者
か
ら
見
て
、
石
庖
丁
の
右
半
分
は
手
の
ひ
ら
で
お
お
わ

れ
、
刃
の
有
効
に
働
ら
く
の
は
石
庖
丁
の
左
半
分
で
あ
る
。
使
用
し

て
い
る
う
ち
に
刃
こ
ぼ
れ
や
、
磨
滅
の
た
め
左
半
分
が
使
用
し
づ
ら

く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
両
刃
の
石
庖
丁
だ
っ
た
ら
、
紐
輪

を
反
紺
の
面
に
ず
ら
し
、
裏
が
え
し
を
し
て
使
用
し
た
ら
、
ま
だ
使

用
し
て
い
な
か
っ
た
面
の
童
部
が
、
さ
き
に
使
用
し
た
面
の
刃
部
と

岡
じ
刃
づ
け
の
状
態
で
あ
ら
わ
れ
る
。
片
刃
づ
け
の
石
庖
丁
で
あ
っ

て
は
、
裏
が
え
し
し
た
場
合
に
は
事
態
が
こ
と
な
っ
て
く
る
。
片
刃

の
石
庖
丁
の
ど
ち
ら
の
面
を
使
っ
て
も
、
た
い
し
た
作
業
上
の
ち
が
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い
が
な
い
こ
と
は
、
さ
き
に
実
験
で
確
か
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

片
刃
の
ど
ち
ら
の
面
を
使
用
す
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
文
化
的
な

く
せ
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
裏
が
え
し
し
た
場
合
心
理
的

な
抵
抗
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
こ
に
、
第
八
図
1
・
2
・
3
に
示
し
た
よ
う
に
、
た
い
へ
ん
合

理
的
な
片
刃
づ
け
を
し
た
石
庖
丁
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
石
庖
丁
を

大
量
生
産
し
た
ア
ト
リ
エ
と
し
て
知
ら
れ
る
福
岡
県
飯
塚
市
立
岩
を

中
心
と
し
て
、
こ
こ
ろ
も
ち
三
角
形
に
近
い
形
態
を
と
る
半
月
形
外

轡
刃
二
期
型
式
で
、
左
右
反
対
の
面
よ
り
片
刃
づ
け
を
し
た
一
群
が

分
布
す
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
左
右
交
互
の
面
よ
り
の
片
刃
づ
け
の

法
則
は
、
裏
が
え
し
を
し
て
み
て
も
、
上
に
き
た
面
の
左
半
分
に
常

に
刃
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
未
完
成
品
に
も
こ
の

法
則
に
よ
っ
た
片
刃
づ
け
が
み
ら
れ
る
の
で
、
両
刃
石
庖
丁
が
裏
が

え
し
て
使
用
し
た
結
果
摩
滅
し
た
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
意
図

し
て
左
右
逆
の
片
刃
づ
け
を
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
立
岩
製
作
の
左
右
逆
の
片
刃
づ
け
石
庖
丁
で
作
業
す
る
と
き
に
は
、

常
に
上
の
面
（
穂
を
お
さ
え
る
面
）
に
つ
け
ら
れ
た
刃
を
使
用
す
る

こ
と
に
な
る
。
第
七
図
2
の
よ
う
な
作
業
の
や
り
方
で
あ
る
。

　
片
刃
利
器
は
第
七
図
1
の
よ
う
な
使
い
方
し
か
な
い
と
い
う
先
入

㊥人

4

覧
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　　　　　第8図　日本の石庖丁，各種の刃のつけ方
1～3　福岡県飯塚市立岩出土，2，3は未完成晶（1，3は福岡県立嘉穂

　　　高校蔵　2は京都大学文学部蔵）

4．大阪府高市摂津農場出土

5．奈良県磯城郡唐古出土

6．大阪市住告区瓜破出土

感
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
立
岩
出
土
の
左
右
逆
の
片
刃
づ
け
グ
ル
ー
プ

は
穂
健
筆
で
な
い
と
い
う
結
論
ま
で
ひ
き
だ
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ

ち
、
森
貞
次
郎
に
よ
る
と
、
「
片
刃
付
け
は
近
畿
地
方
（
半
月
形
直
線

刃
で
二
孔
の
片
よ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
）
、
覇
鮮
地
方
（
南
朝
鮮
の
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半
月
形
外
轡
尺
長
孔
の
も
の
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
）
　
の
片
刃
と
は
反
対
の

面
に
あ
り
、
近
畿
・
朝
鮮
の
片
刃
は
穂
摘
の
為
に
も
用
い
ら
れ
得
る

が
、
此
の
両
面
交
互
片
刃
付
け
で
は
、
左
手
で
な
け
れ
ば
使
用
出
来

ず
、
先
端
部
に
近
い
処
を
使
用
し
て
垂
直
に
物
を
押
切
る
作
業
に
の

　
　
　
⑱

み
適
す
る
。
」
と
あ
る
が
、
わ
た
し
の
実
験
の
結
果
は
、
空
説
に
は

否
定
的
で
あ
る
。

　
立
岩
の
グ
ル
ー
プ
と
同
様
の
原
理
に
も
と
つ
く
石
庖
丁
が
南
朝
鮮

か
ら
も
嵐
塗
す
る
。
南
朝
鮮
の
も
の
は
、
い
っ
そ
う
三
角
形
に
近
い

形
態
を
と
り
、
左
右
逆
の
面
よ
り
片
刃
づ
け
を
す
る
こ
と
は
立
岩
と

同
じ
で
あ
る
が
、
上
か
ら
見
て
常
に
右
側
に
刃
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
使
用
の
さ
い
に
は
、
常
に
下
面
よ
り
つ
け
ら
れ
た
刃
部

を
利
用
し
、
第
七
図
1
の
状
態
で
作
業
を
す
る
。
こ
れ
も
、
立
岩
と

は
逆
の
片
刃
づ
け
な
が
ら
、
裏
が
え
し
を
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
の
べ
る
近
畿
の
半
月
形
直
線
刃
二
孔
の
型
式
の
片
刃
づ
け

を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
南
朝
鮮
・
近
畿
地
方
は
、
第
七
図
1
の
よ
う

な
片
刃
石
器
の
使
用
法
を
、
北
九
州
は
第
七
図
2
の
よ
う
な
使
用
法

を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
は
文
化
の
く
せ
を
示
す

も
の
と
し
て
興
味
ぶ
か
い
。

　
3
有
効
刃
部
の
延
長
　
左
右
逆
の
面
か
ら
片
刃
づ
け
し
た
も
の
が
、

裏
が
え
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
効
な
刃
部
を
フ
ル
に
使
用

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
別
の
原
理
で
刃
部
を
有
効

に
使
用
し
よ
う
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。

　
大
陸
を
ふ
く
め
て
、
ふ
つ
う
石
庖
丁
の
穿
孔
は
器
体
の
中
央
部
に

左
右
相
対
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
近
畿
地
方
の
弥
生
時
代
中
期
に
盛

行
す
る
半
月
形
直
線
刃
二
孔
石
庖
丁
の
グ
ル
ー
プ
は
、
意
識
的
に
穿

孔
を
片
端
へ
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
効
な
項
部
を
長
く
し
て
い

る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
他
の
地
方
の
半
月
形
直
線
刃
型
式
よ
り
も
、

長
さ
に
対
し
て
幅
が
せ
ま
く
、
刃
の
つ
い
て
い
る
面
を
上
に
し
て
み

る
と
、
二
号
が
左
側
に
よ
る
特
徴
を
も
つ
（
第
八
図
4
．
5
．
6
）
。

　
こ
の
場
合
は
、
刃
の
つ
け
ら
れ
た
面
を
下
に
し
て
、
挿
図
の
上
図

の
よ
う
に
し
て
使
用
す
る
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
人
差
指
を
紐

輪
の
な
か
に
さ
し
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
実
験
と
出
土
品
の
対
比
に
よ
っ
て
、
石
庖
丁
の
使
用
法
を

機
能
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
原
田
大
六
は
、
　
「
稲
穂
を
摘
み

と
る
際
は
、
左
手
で
数
本
の
穂
を
あ
つ
め
て
、
こ
れ
を
右
手
の
石
庖

丁
の
側
壁
と
親
指
の
間
で
は
さ
む
が
、
切
り
取
る
の
は
形
態
に
よ
っ
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て
根
歯
す
る
。
外
轡
刃
の
場
合
は
左
手
を
上
廻
し
に
手
前
に
引
き
、

石
庖
丁
は
上
廻
し
に
押
し
出
す
。
水
平
刃
（
本
論
文
の
直
線
刃
）
お
よ

び
内
轡
刃
は
そ
の
逆
で
あ
る
」
と
し
て
、
　
「
以
上
は
石
庖
丁
の
実
物

乃
至
は
実
物
大
模
型
に
よ
っ
て
実
際
に
使
用
し
て
考
究
し
た
も
の
の

一
部
で
あ
る
。
」
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
使
用
法
が
、
わ
た
し
の
合
理
的
で
あ
る
と
す
る
使
用

法
と
こ
と
な
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
原
国
は
、
引
き
切
る
、

あ
る
い
は
押
し
切
る
道
具
と
石
庖
丁
を
考
え
て
お
り
、
片
手
摘
み
に

つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
外
鰹
刃
石
庖
丁
と
直
線
刃
石
庖

丁
の
使
用
法
が
な
ぜ
逆
の
動
作
を
す
る
も
の
と
す
る
の
か
わ
か
ら
な

い
。
大
陸
と
直
接
関
係
を
も
つ
半
月
形
外
宮
刃
型
式
を
、
声
部
を
身

体
の
外
側
に
向
け
て
押
し
切
る
使
用
法
の
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　
「
押
切
り
か
ら
引
き
切
り
に
な
る
使
用
法
の
変
化
は
外
来
文
化
の

鋸
が
押
し
び
き
か
ら
前
び
き
に
な
り
、
鉋
が
斎
け
ず
り
か
ら
引
き
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ず
り
に
な
っ
た
と
共
に
臼
本
人
的
留
意
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
い
う

が
、
大
陸
・
朝
鮮
に
お
け
る
石
庖
丁
が
、
刃
部
を
押
し
出
す
よ
う
に

し
て
使
用
さ
れ
た
と
い
う
証
明
は
な
い
。
わ
た
し
は
、
石
庖
丁
は
大

陸
・
日
本
に
か
か
わ
ら
ず
刃
部
を
身
体
の
側
に
く
る
よ
う
に
、
す
な

わ
ち
刃
部
を
手
前
に
く
る
よ
う
に
持
ち
、
刃
部
の
鋭
利
さ
で
切
る
の

で
は
な
く
、
猿
曳
の
上
下
の
鳳
転
運
動
に
よ
っ
．
て
摘
む
道
具
で
あ
る

と
考
え
る
。

三
穂
摘
の
理
由

　
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
穂
話
し
た
稲
は
一
握
の
束
と
し
て
結
え
て

貯
蔵
さ
れ
る
。
唐
古
遺
跡
お
よ
び
滋
賀
県
藍
刈
遺
跡
に
お
け
る
弥
生

式
時
代
の
出
土
米
も
学
寮
の
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。

　
東
南
ア
ジ
ア
で
の
慣
習
的
な
稲
こ
き
の
方
法
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

貯
蔵
庫
・
よ
り
稲
穂
を
と
り
だ
し
て
き
て
、
こ
れ
を
人
畜
が
ふ
む
か
、

打
穀
法
に
よ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
稲
こ
き
の
方
法
を
と
る
場

合
に
は
、
長
い
稗
部
の
つ
い
た
蒲
刈
・
論
客
よ
り
も
穂
摘
に
し
た
稲

穂
の
ほ
う
が
処
理
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

　
根
刈
の
風
習
は
、
当
然
稲
稗
の
利
用
と
む
す
び
つ
く
。
タ
タ
ミ
・

ム
シ
ロ
の
た
ぐ
い
の
細
工
品
、
ナ
ワ
・
シ
キ
ワ
ラ
・
燃
料
・
牧
草
・

肥
料
な
ど
に
ワ
ラ
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
摂
本
で
は
一
般
的

で
あ
る
が
、
黒
点
・
高
刈
の
行
な
わ
れ
る
東
南
ア
ジ
ア
で
の
稲
桿
の

利
用
は
わ
が
国
ほ
ど
は
盛
ん
で
な
い
。

　
根
刈
の
利
点
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
鉄
鎌
を
使
用
し
て
株
単
位
に
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刈
っ
て
い
っ
た
ら
、
収
穫
作
業
が
穂
摘
に
く
ら
べ
て
い
ち
ぢ
る
し
く

能
率
的
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
。
こ
の
点
で
、
穂
摘
・
高
富
よ
り
試

刷
へ
の
移
行
は
、
金
属
器
の
一
般
的
な
使
用
お
よ
び
整
然
と
し
た
田

植
の
風
習
の
開
始
と
も
関
係
し
て
く
る
。

　
こ
れ
ら
の
条
件
の
ほ
か
に
、
穂
摘
が
古
代
に
は
一
般
的
で
あ
り
、

東
南
ア
ジ
ア
の
後
進
地
域
で
も
現
行
さ
れ
て
い
る
重
要
な
理
由
が
、

稲
の
品
種
そ
の
も
の
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
。

　
ラ
オ
ス
の
山
地
で
、
稲
穂
を
一
本
つ
つ
引
き
ぬ
い
て
収
穫
す
る
理

由
は
、
こ
こ
で
は
稲
の
品
種
が
安
定
し
て
お
ら
ず
、
株
ご
と
に
稲
の

熟
期
が
こ
と
な
り
、
根
本
か
ら
い
っ
ぺ
ん
に
刈
っ
た
ら
、
青
米
も
過

熟
し
た
も
の
も
混
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
穂
を
単
位
に
し
て
収
穫
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
の
だ
と
い
う
説
明
が
農
学
者
に
よ
っ
て
さ
れ
て
い
る
。

　
近
藤
義
郎
ら
は
、
購
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
稲
が
風
土
に
騎
化
し
な

か
っ
た
た
め
に
、
出
穂
稔
熟
の
時
期
が
同
一
の
品
種
に
お
い
て
も
分

散
し
た
傾
向
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
穂
つ
つ
を
単
位

に
し
た
穂
摘
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
弥
生
式
時
代
後
期
に
石
庖
丁
が
消

滅
す
る
の
は
、
品
種
が
淘
汰
さ
れ
、
稔
熟
期
が
安
定
し
た
も
の
が
抽

出
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
摘
む
作
業
か
ら
、
刈
る
作
業
へ
の
転
化
が
な

　
　
　
　
　
㊧

さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
稲
の
口
叩
種
の
不
安
定
で
あ
っ
た
と
い
う
仁
者

が
穂
摘
の
お
こ
な
わ
れ
た
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
け
く

わ
え
る
に
、
い
っ
た
ん
収
穫
し
た
稲
稗
か
ら
ふ
た
た
び
生
え
て
穂
を

む
す
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ツ
ジ
の
収
穫
を
ね
ら
う
こ
と
も
穂
摘
の
理
由

に
か
ぞ
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
稲
と
石
庖
丁
を
考
え
る
と
き
、
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

は
、
石
庖
丁
は
も
と
も
と
稲
の
穂
工
具
と
し
て
発
生
し
た
も
の
で
は

な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
中
国
北
部
に
お
け
る
古
代
の
主
要
作
物

は
粟
で
あ
っ
た
。
粟
・
黍
の
類
の
ミ
レ
ッ
ト
は
四
部
が
太
い
の
で
、

穂
に
近
い
と
こ
ろ
が
ら
収
穫
さ
れ
る
。
仰
紹
文
化
に
粟
の
穂
馬
具
と

し
て
出
現
し
た
石
庖
丁
は
、
龍
山
文
化
の
ひ
ろ
が
り
と
と
も
に
長
江

下
流
の
モ
ソ
ス
ー
ス
地
帯
に
お
よ
ん
で
、
稲
の
穂
摘
具
に
転
用
さ
れ

る
。
日
本
に
伝
播
し
て
き
た
石
庖
丁
は
、
そ
の
当
初
か
ら
稲
の
収
穫

具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
上
に
の
べ
た
よ
う
な
歴

史
を
も
っ
て
い
る
。

　
初
期
の
稲
の
晶
種
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
穂
懸
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
凍
因
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
に
ミ
レ
ッ
ト
の
収
穫

具
と
し
て
の
石
庖
丁
が
結
合
し
た
の
で
あ
る
。
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石
庖
丁
は
、
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
は
お
よ
ば
な
い
。
こ
れ
は
、
先
史

時
代
の
中
国
文
化
圏
の
範
囲
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
稲
作
の
他
の
面
に
お
い
て
は
、
日
本
の
稲
作
文
化
に
東
南
ア

ジ
ア
的
な
要
素
が
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
。
稲
そ
の
も
の
の
原
産
地
が

イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
・
中
国
南
部
を
ふ
く
む
広
い
地
域
に
も
と
め

ら
れ
る
以
上
、
日
本
の
稲
作
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
入
り
組
ん
で

い
る
。
本
論
文
は
そ
の
要
素
の
ひ
と
つ
を
と
り
あ
げ
た
に
す
ぎ
な

い
。　

日
本
の
稲
作
の
系
譜
を
分
析
す
る
う
え
に
も
、
塗
扇
ア
ジ
ア
に
お

け
る
稲
作
研
究
の
資
料
が
充
実
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
れ
る
。

①
本
論
文
お
よ
び
次
号
論
文
は
、
昭
和
三
八
年
、
京
都
大
学
文
学
部
へ
卒
業
論
文

　
と
し
て
提
出
し
た
も
の
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
改
稿
に
さ
い
し
て
、
奈
良
国

　
立
文
化
財
研
究
所
の
田
中
琢
・
佐
原
真
両
氏
に
有
為
な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
こ

　
と
、
京
都
大
学
考
古
学
専
攻
博
士
課
程
松
原
正
毅
氏
に
図
版
の
整
理
を
し
て
い
た

　
だ
い
た
こ
と
を
明
記
し
感
謝
し
た
い
。

②
㈹
長
重
久
「
タ
イ
国
稲
作
概
観
」
（
『
三
族
学
研
究
』
二
三
一
一
ふ
．
一
）
一
九
五

　
五

　
　
⑧
山
口
尚
夫
「
タ
イ
の
稲
作
」
（
『
ア
ジ
ア
の
稲
作
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
シ
リ
！

　
ズ
一
四
）
一
九
六
一

　
◎
山
田
登
「
セ
イ
ロ
ン
の
稲
作
」
（
『
ア
ジ
ア
の
稲
作
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
シ
リ

　
ー
ズ
一
四
）
一
九
六
一

　
⑨
浜
阻
秀
男
「
ラ
オ
ス
・
シ
ェ
ン
カ
ン
高
原
の
ラ
オ
入
と
ミ
ャ
オ
族
の
農
業
」

　
（
『
民
族
学
研
究
』
二
三
一
一
・
二
）
一
九
五
九

③
㈲
三
瓶
頁
一
『
仏
印
・
泰
・
ビ
ル
マ
の
農
機
具
』
［
九
四
三

　
　
⑬
平
野
哲
也
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
稲
作
」
・
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
稲
作
」
（
『
ア
ジ
ア
の

　
稲
作
臨
ア
ジ
ア
経
済
研
究
シ
リ
ー
ズ
一
四
）
一
九
六
一

④
宇
野
円
窒
『
マ
ラ
イ
シ
ヤ
に
於
る
稲
妻
儀
礼
』
（
東
洋
文
庫
論
叢
二
八
）
一
九

　
四
〇
の
第
八
章
「
収
護
儀
礼
」

⑤
京
都
大
学
ボ
ル
ネ
オ
調
査
隊
（
一
九
六
三
～
四
）
に
参
舶
し
た
松
原
正
毅
氏
の

　
教
示
に
よ
る
。

⑥
盛
永
俊
太
郎
『
縮
の
日
本
史
二
』
｝
九
五
七

⑦
薬
研
円
円
摩
具
の
う
ち
、
木
製
の
台
部
に
鳥
を
か
た
ど
っ
た
彫
刻
が
み
ら
れ
る

　
場
合
が
あ
る
（
第
一
図
3
・
4
）
。
穂
摘
具
に
あ
ら
わ
れ
た
鳥
の
モ
チ
ー
フ
が
、

　
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
か
ら
ポ
ル
ネ
ォ
に
ま
で
お
よ
ぶ
こ
と
に
注
目
し
、
コ
ラ
ニ
女
史

　
は
、
薬
研
形
穂
摘
具
の
起
源
地
を
東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
に
求
め
、
こ
れ
の
分
布

　
を
來
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
族
移
動
と
む
す
び
つ
け
て
考
察
し
て
い
る
。

　
剴
巴
£
①
貯
①
O
o
寅
鼻
．
．
国
。
・
ω
鉱
師
．
国
夢
唇
σ
q
養
勺
践
。
．
、
（
じ
づ
巳
ざ
伴
貯
α
。
一
．
南
o
o
一
Φ

　
津
琶
。
鉱
ω
。
q
図
蓉
斗
星
Φ
O
N
一
。
妻
メ
メ
メ
≦
）
お
ω
①

⑧
日
野
巌
「
マ
ラ
イ
原
住
畏
の
収
穫
慣
習
」
（
『
あ
ん
と
ろ
ぼ
す
』
二
一
一
）
一
九

　
四
七

⑨
鹿
野
忠
雄
「
マ
ノ
ボ
族
の
介
製
稲
穗
摘
具
」
（
『
東
南
亜
細
亜
民
族
学
先
史
学
研

　
究
』
　
一
）
　
一
九
西
六

⑩
⑤
と
お
な
じ
く
松
原
正
毅
氏
に
よ
る
。

⑪
李
済
「
股
櫨
有
刃
石
器
図
説
」
（
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
二
二
）
一
九
五
三

⑫
㈹
ぎ
葺
、
塑
．
、
澤
邑
＄
≧
。
9
9
。
。
Q
β
器
。
・
。
仲
卑
巨
。
ざ
。
Q
δ
器
ρ
℃
。
，

　
b
三
p
鉱
8
距
Φ
ぼ
ω
8
臥
信
①
ω
山
。
冨
認
餌
裁
9
誌
鵠
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foul’books　of　Ltt－shih－ch’un－ts’iu呂残春秋，　and　the　Man－t’ie鷺art，　compared

with　the　Tai－t’ien　art． 纉c法by　Pan－ku一州，　must　be　the　art　for

tilling　Shan9・t’ien　in　the　Jen－ti－P’ien任地篇of　Ltt－shih－c11’u11－ts’iu．

Max　Weber　und　die　Weimarer　Demokratie

VOII

Il〈uo　Hatta

　　Der　Verfasser　hat’versucht，　das　politische　Denl〈en　IMax　Webers　da－

durch　zu　deuten，　daB　er　die　spezielle　Haltung　Webers　zur　Weimarer

Demokratie　UberprUft．

　　Zunachst　analysieete　er　Webersclae　politische　Schriften，　insbesondere

dessen　Aufsatz　，，　Parlament　und　Regierung　im　neugeorclneten　Deutsch－

land”　und　zog　die　Tatsache　aus，　daB　Weber　die　Parlamentarisierung　in

Deutschland　fest　behauptete．　Dann　schlug　er　in　，，　Max　Weber　und　die

deu’tsche　Politik　1890－1920”　von　W．　J．　Mornmsen　nach　und　brachte　ins

klare，　daB　Weber　den　plebiszita”ren　Reichsprasidenten　bei　der　Verfas－

sungsberatungen　im　ReichSamt　des　lnnern　vom　9．一12．　Dezember　1918

verlangte，　wtihrend　er　die　Parlamentarisierung　wiederholt　forderte．　Der

plebiszitare　Reichsprasident’　steht　nach　Weber　dem　Parlament　gegentiber．

　　Diese　Entwicklung　des　Weberschen　politischen　Denl〈ens　versuchte　ich

aus　dem　Gegensatz　seiner　liberalistischen　Wertidee　zu　seiner　Erkenntnis

’Uber　die　Massendemokraeie　zu　verstehen，　und　folgerte，　daB　es　hierin　eine

Problematil〈　im　politischen　Denl〈en　Webers　festzustellen　ist．

Genealogy　of　Japanese　Rice　Crop

ノ

by

Naomichi　lshige

　　This　article　is　brought　forward　for　the　purpose　of　explaining　the

erigin　of　Japanese　rice　crop　；　in　the　first　article，　“　How　to　havest　rice，”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（793）



wili　be　explain．ed　the　practice’ @for　gathe1’ing　ears　of　rice，　and　then

ascertai！ied　the　fact　that　the　stone　knives　found　in　the　Yayoi弥生re－

mains　were　usecl　as　tools　for　gathering　them　by　means　of　experiments，

along　with　their　function　and　use．　ln　the　second　and　1ast，　“Of　Stone

Knives”，　stone　knives　in　East　Asia　will　be　divided　into　five　types，

through　examining　tlae　regional　distribution　of　each　pattern　and　its　order

of　priority　；　with　the　result　that　stone　knives，　created　as　tools　for　millet－

gathering　in　north　China，　were　diverted　for　ricegathering　in　the　lower

region　of　the　River　C11’an9－chan9長江，　and　the　type　of　stone　knives

developing　in　this　region　was　introduced　to　Japan　and　south　Korea，

which　comes　to　a　conclusion　that　the　origin　of　the　Japanese　rice　crop

consists　in　the　delta　of　the　River　Ch’ang－chang長江：r

（792）


