
瓢
，
須
，
，

佐
藤
敏
也
著

『
日
本
の
古
代
米
』

　
古
代
稲
作
農
耕
の
存
在
を
証
明
す
る
場
合
、
我

々
は
遺
物
と
し
て
の
イ
ネ
そ
の
も
の
の
確
認
を
最

大
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
考
古
学
的
遣
物
と
し
て
の
イ
ネ
の
自

然
科
学
的
研
究
の
歴
史
は
き
わ
め
て
浅
い
。
こ
れ

ま
で
、
考
古
学
者
に
と
っ
て
は
、
遺
跡
か
ら
出
土

す
る
植
物
遺
体
が
イ
ネ
で
あ
る
か
ム
ギ
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
ア
ワ
で
あ
る
か
さ
え
わ
か
れ
ば
よ
い
と

さ
れ
て
き
た
。
イ
ネ
を
よ
り
詳
し
く
研
究
す
る
と

い
っ
て
も
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
イ
ン

ド
型
で
あ
る
か
日
本
型
で
あ
る
か
の
追
求
程
度
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
日
本
で
栽
培
さ
れ
た
イ
ネ
が
、
ど
こ

か
ら
導
入
さ
れ
、
そ
の
品
種
改
良
が
如
何
に
な
さ

れ
た
か
の
問
題
が
研
究
の
課
題
と
な
る
に
い
た
っ

て
、
イ
ネ
一
般
と
し
て
の
議
論
で
は
不
充
分
と
な

り
、
遺
跡
出
土
米
の
品
種
の
科
学
的
な
細
か
い
研

究
が
必
要
と
な
っ
た
。

　
本
書
は
、
こ
の
課
題
に
こ
た
え
る
た
め
の
こ
れ

ま
で
の
研
究
を
日
本
で
初
め
て
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
本
書
第
一
～
二
章
に
お
い
て
は
、
研
究
の

目
的
と
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
が
整
理
さ
れ
、
第
三

章
で
は
、
世
界
の
イ
ネ
の
中
で
の
日
本
の
イ
ネ
の

特
性
が
わ
か
り
や
す
く
要
約
さ
れ
、
第
四
章
で
は
、

日
本
に
お
け
る
イ
ネ
栽
培
開
風
前
の
野
生
稲
の
存

否
論
争
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
第
五
章

「
日
本
の
古
代
米
」
で
は
、
著
者
の
こ
の
十
数
年

の
研
究
の
ま
と
め
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
に

最
も
多
く
の
紙
幅
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
の
研
究
方
法
は
、
古
代
遺
跡
か
ら
出
土
す

る
籾
や
コ
メ
遺
体
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
土
器
に

圧
痕
と
し
て
印
さ
れ
た
籾
や
コ
メ
の
形
態
の
観
察

か
ら
出
発
す
る
。
遺
存
状
態
の
良
好
な
資
料
の
場

合
、
靱
の
芒
、
イ
ネ
の
葉
・
茎
も
考
察
の
対
象
と

な
る
。
こ
の
う
ち
、
コ
メ
の
形
態
特
微
を
表
現
す

る
た
め
の
計
測
デ
ー
タ
の
統
計
的
処
理
が
最
も
基

本
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
計
測
た
る
や
容
易
な
仕
事
で

は
な
い
。
私
は
五
年
前
、
古
代
稲
作
披
術
の
研
究

の
た
め
に
、
著
者
に
教
え
を
乏
う
た
際
、
著
老
か

ら
コ
メ
の
計
灘
法
の
概
要
を
教
示
し
て
頂
い
た
こ

と
が
あ
る
。
ま
ず
コ
メ
の
遺
体
を
ピ
ン
セ
ッ
ト
を

用
い
て
ひ
と
つ
づ
つ
、
こ
わ
れ
な
い
よ
う
に
つ
ま

み
、
大
き
い
も
の
か
ら
小
さ
い
も
の
へ
順
に
並
べ
、

そ
の
長
さ
と
幅
と
を
○
・
一
ミ
リ
の
単
位
ま
で
計

測
す
る
。
ふ
だ
ん
、
な
に
げ
な
く
食
べ
て
い
る
コ

メ
粒
も
こ
う
し
て
計
測
す
る
と
そ
の
長
さ
は
五
ミ

リ
前
後
か
ら
四
ミ
リ
前
後
ま
で
、
ず
い
ん
の
バ
ラ

ツ
キ
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

驚
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
著
者
の
コ
メ
の
計
測
的
研
究
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
最
も
大
き
な
成
果
は
、
同
じ
ジ
ャ
ポ
ニ

カ
タ
イ
プ
の
古
代
米
の
中
に
も
長
男
の
も
の
と
円

粒
の
も
の
と
の
二
種
類
あ
る
こ
と
の
発
見
で
あ
る
。

著
者
は
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
各
地
各
時
代
の
遺

跡
出
土
米
の
コ
メ
の
一
括
資
料
を
一
グ
ル
ー
プ
と

し
て
扱
い
、
長
粒
と
円
粒
と
の
構
成
比
を
基
準
に

二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
設
け
た
。
そ
の
結
果
、
長
粒

が
五
〇
％
を
越
え
る
パ
タ
ー
ン
が
関
東
以
西
の
弥

生
時
代
の
も
の
に
多
く
、
弥
生
時
代
宋
な
い
し
、

古
墳
時
代
以
降
、
円
粒
が
五
〇
％
を
越
え
る
パ
タ

ー
ン
が
増
え
て
く
る
こ
と
、
ま
た
、
東
北
地
方
の

も
の
は
後
者
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
こ
と
が
判
明
し
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介紹

た
伽
著
者
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
差
が
イ
ネ
の
品
種

の
差
に
対
応
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
主
張
は

我
々
考
古
学
研
究
者
に
と
っ
て
は
有
意
義
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
農
具
や
水
子
立
地
な
ど
の
研
究

か
ら
、
弥
生
時
代
後
期
に
農
業
技
術
革
新
の
画
期

を
考
え
得
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
し
、
現
代

の
イ
ネ
の
品
種
分
布
か
ら
類
推
し
て
、
冷
涼
な
地

方
で
の
稲
作
開
始
の
た
め
に
は
、
感
光
性
品
種
か

ら
、
感
温
性
品
種
へ
の
改
良
が
あ
っ
た
ろ
う
こ
と

は
推
測
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
著
者
の
主
張
の
よ
う
に
、
コ
メ
遺
体
そ

の
も
の
か
ら
、
品
種
改
良
を
証
明
で
き
る
と
す
れ

ば
、
こ
れ
ほ
ど
強
力
な
武
器
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
今
後
コ
メ
遣
体
の
デ
ー
タ
は
増
加
す
る
で
あ
ろ

う
し
、
著
者
の
提
示
し
た
方
法
に
も
と
つ
く
、
研

究
が
進
展
す
れ
ば
、
コ
メ
品
種
の
地
域
差
や
改
良

の
歩
み
は
よ
り
詳
細
に
判
零
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
に
、
著
者
の
研
究
の
重
要
性
が
あ
る
。

　
本
書
で
は
こ
の
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
何
か
に
つ
け

て
論
争
の
的
乏
な
っ
た
中
国
河
南
省
鷹
野
遺
跡
の

コ
メ
圧
痕
に
つ
い
て
も
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
あ
る

原
資
料
を
直
接
に
分
析
し
た
結
果
が
報
告
さ
れ
て

い
て
有
益
で
あ
る
。

巻
末
に
は
著
者
の
論
述
の
証
拠
と
な
っ
た
コ
メ
の

計
測
値
の
基
礎
資
料
が
す
べ
て
集
録
さ
れ
て
い
る

の
で
、
論
述
に
疑
問
が
生
じ
た
場
合
、
読
者
は
資

料
の
処
理
そ
の
も
の
の
検
討
か
ら
出
発
で
き
る
し
、

今
後
の
新
し
い
デ
ー
タ
と
の
比
較
も
可
能
な
の
で
、

有
益
で
あ
る
。

　
土
の
中
か
ら
干
た
「
粒
の
コ
メ
も
、
自
然
科
学

的
な
研
究
に
よ
っ
て
、
日
本
の
歴
史
解
明
の
重
要

な
デ
ー
タ
に
な
る
こ
と
を
本
書
は
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
研
究
法
は
古
代
史
の
み
な
ら
ず
、
中
世
史
、

近
世
史
に
も
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
の

点
で
、
考
古
学
以
外
の
専
門
家
に
も
「
読
を
す
す

め
た
い
。

　
本
書
は
、
戦
後
に
お
け
る
考
古
学
と
自
然
科
学

と
の
共
同
研
究
の
重
要
な
成
果
の
一
つ
と
い
え
る

が
、
こ
の
地
道
な
研
究
を
、
軌
道
に
の
せ
て
こ
こ

ま
で
推
進
さ
れ
た
著
者
に
敬
意
を
窪
し
た
い
。

　
（
A
5
版
、
一
　
一
四
六
頁
、
図
［
山
表
多
数
、
　
一
九
七
一
年
二

　
一
月
刊
、
『
考
古
学
選
書
駈
一
、
雄
山
閣
発
行
、
定
価

　
二
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
出
比
呂
志
）

関
　
俊
彦
編

『
東
日
本
弥
生
時
代
遺
跡

地
名
表
』

　
一
中
部
地
方
1

　
本
書
は
中
部
地
方
の
弥
生
式
時
代
遺
跡
の
地
名

蓑
で
あ
る
。
編
者
は
、
こ
れ
ま
で
既
に
、
東
北
・

関
東
両
地
方
の
地
名
蓑
を
ま
と
め
、
今
後
西
日
本

の
そ
れ
を
企
画
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
中
部
地
方
所
在
の
約
三
千
箇
所

の
弥
生
式
時
代
の
遣
跡
を
県
別
に
ま
と
め
、
所
在

地
、
遺
跡
の
種
類
、
出
土
遺
物
、
参
考
文
献
の
順

に
記
述
し
、
巻
末
に
は
、
地
方
別
、
遺
跡
別
、
遺

物
別
、
土
器
型
式
別
の
索
引
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
北
陸
、
信
濃
、
尾
張
三
河
の
三
地
域
別
に
、

そ
れ
ぞ
れ
、
橋
本
澄
夫
、
桐
原
健
、
増
子
康
雄
の

三
雲
が
研
究
動
向
の
紹
介
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
十
年
の
「
地
域
開
発
」
に
よ
る
遺

跡
の
破
壊
は
全
国
を
お
お
い
、
毎
日
の
ご
と
く
、

楽
し
い
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て

は
、
研
究
者
が
自
分
の
住
む
「
府
県
の
中
に
お
い

て
さ
え
、
新
資
料
の
発
見
を
充
分
把
握
で
き
な
い
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