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注
目
さ
れ
は
じ
め
た�

半
栽
培
植
物�

　
人
類
学
や
環
境
社
会
学
の
研
究
で

は
、
最
近
に
な
っ
て
、
自
然
と
人
間

と
の
関
係
の
持
ち
方
を
記
述
し
た
り

説
明
し
た
り
す
る
際
に
、
し
ば
し
ば

「
半
栽
培
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う

よ
う
に
な
っ
た（
１
）。
半
栽
培
と
は
野
生

の
植
物
と
栽
培
作
物
と
の
間
に
あ
る

植
物
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
動
物

に
つ
い
て
も
「
半
家
畜
」
と
い
う
こ

と
ば
が
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。�

　
で
は
、
半
栽
培
植
物
と
は
、
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ

の
利
用
は
、
ど
の
よ
う
な
自
然
と
の

関
係
の
持
ち
方
を
人
間
に
も
た
ら
す

の
だ
ろ
う
か
。
本
来
は
琵
琶
湖
の
周

り
の
事
例
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
が
、
日
本
で
の
半
栽
培

の
研
究
は
ま
だ
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
地

域
の
例
を
み
な
が
ら
課
題
に
せ
ま
っ

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。�

�

栽
培
植
物
の
起
源�

　
そ
も
そ
も
半
栽
培
と
い
う
概
念
を

提
起
し
た
の
は
、
植
物
学
研
究
者
の

中
尾
佐
助
で
あ
る（
２
）。
栽
培
作
物
起
源

論
と
呼
ば
れ
る
、
そ
の
考
え
方
を

要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
に

な
る
。�

　
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
イ
ネ
な
ど
、

現
在
の
農
業
で
栽
培
さ
れ
て
い
る

作
物
は
、
人
間
が
野
生
の
植
物
を

品
種
改
良
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で

き
た
植
物
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
途
上
に
は
、
野
生
の
植
物
と
は

い
え
な
い
が
、
今
の
栽
培
作
物
と

も
異
な
っ
た
、
半
栽
培
段
階
に
あ

る
植
物
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
栽
培

作
物
の
起
源
や
伝
播
ル
ー
ト
が
わ

か
る
は
ず
だ
、
と
中
尾
は
考
え
た
。

こ
れ
は
こ
れ
で
興
味
深
い
考
え
方

で
あ
る
。�
�

今
も
使
わ
れ
て
い
る�

半
栽
培
植
物�

　
た
だ
、
人
類
学
や
社
会
学
と
い
う
、

現
在
の
人
々
の
生
活
を
扱
う
研
究

者
た
ち
が
半
栽
培
に
関
心
を
向
け

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
過
去
の

植
物
に
注
目
し
た
か
ら
で
は
な
い
。

今
の
人
々
が
利
用
し
て
い
る
植
物

の
な
か
に
も
「
半
栽
培
」
状
態
と

し
か
い
い
よ
う
の
な
い
も
の
が
あ

る
こ
と
を
現
場
で
み
つ
け
だ
し
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
先
鞭
を
つ
け

た
の
は
、
日
本
の
よ
う
な
産
業
化

さ
れ
た
社
会
の
研
究
で
は
な
く
、

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
や
ネ
パ
ー
ル
な
ど

の
農
村
に
お
け
る
自
然
利
用
に
つ

い
て
の
研
究
だ
っ
た
。�

　
た
と
え
ば
、
環
境
社
会
学
研
究

者
の
宮
内
泰
介
は
、
ソ
ロ
モ
ン
諸

島
に
お
け
る
人
々
の
自
然
と
の
関

係
の
持
ち
方
を
研
究
し
、
サ
ゴ
ヤ

シ
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
半

栽
培
」
状
態
に
あ
る
植
物
が
生
活

に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介

し
た（
３
）。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
利
用
の

仕
方
だ
。
島
の
人
々
に
と
っ
て
サ

ゴ
ヤ
シ
は
、
屋
根
材
や
食
物
を
包

む
た
め
に
使
わ
れ
る
重
要
な
植
物

で
あ
る
。
「
サ
ゴ
ヤ
シ
や
竹
を
『
栽

培
』
と
い
う
に
は
多
少
抵
抗
が
あ
る
。

確
か
に
、
植
え
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
時
点
で
所
有
が
決
ま
る
。
し

か
し
、
そ
の
あ
と
、
特
別
に
何
か

ケ
ア
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ま

り
ほ
っ
た
ら
か
し
で
あ
る
」
と
宮

内
は
い
う
。�

　
こ
こ
に
は
、
手
間
暇
を
か
け
ず

に
有
用
な
成
果
を
も
た
ら
し
て
く

れ
る
「
半
栽
培
」
植
物
の
特
色
が

よ
く
で
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で

興
味
深
い
事
実
だ
ろ
う
。�

�

社
会
関
係
や�

土
地
利
用
の
ル
ー
ル�

　
た
だ
、
「
ほ
っ
た
ら
か
し
」
と

い
う
表
現
に
は
、
少
し
ば
か
り
注

釈
が
必
要
だ
。�

　
な
ぜ
な
ら
植
物
を
植
え
て
い
る

土
地
は
、
実
は
、
植
え
た
人
々
の

土
地
で
は
な
く
、
別
の
人
の
所
有

地
だ
か
ら
で
あ
る
。
考
え
て
み
よ
う
。

も
し
、
現
代
の
日
本
で
、
マ
ン
シ

ョ
ン
の
よ
う
な
集
合
住
宅
の
敷
地

の
一
角
に
、
そ
こ
が
適
当
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
実
の
な
る
樹
木
を
誰

か
が
植
え
た
と
す
れ
ば
ど
う
な
る

だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、

ト
ラ
ブ
ル
発
生
の
も
と
に
な
り
か

ね
な
い
。
ま
ず
、
木
に
な
っ
た
果

実
と
は
誰
の
も
の
か
が
問
題
と
な

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
土
地
に

勝
手
に
木
を
植
え
て
よ
い
か
を
問

題
に
す
る
人
も
で
て
き
か
ね
な
い
。�

　
ト
ラ
ブ
ル
発
生
を
さ
け
て
半
栽

培
状
態
の
植
物
を
利
用
す
る
た
め

に
は
、
そ
れ
な
り
の
社
会
関
係
や

土
地
利
用
の
ル
ー
ル
が
必
要
な
の

で
あ
る
。�

�

カ
ワ
ウ
と
い
う
鳥
類
の
利
用�

　
で
は
、
半
栽
培
に
必
要
な
社
会

関
係
や
土
地
利
用
の
ル
ー
ル
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。�

　
日
本
の
自
然
利
用
の
中
か
ら
例

を
だ
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の

例
と
は
カ
ワ
ウ
と
い
う
鳥
類
の
半

家
畜
と
し
て
の
利
用
で
あ
る
。�

　
家
畜
と
し
て
の
ウ
の
利
用
と
い

う
と
、
鵜
飼
い
を
思
い
浮
か
べ
る

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
日
本
の

鵜
飼
い
で
利
用
さ
れ
る
の
は
、
ウ

ミ
ウ
で
あ
る
。
カ
ワ
ウ
は
、
今
の

日
本
で
は
、
む
し
ろ
害
鳥
と
し
て

注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
漁
業

で
の
食
害
の
他
、
集
団
で
森
林
に

営え
い

巣そ
う

し
て
樹
木
を
枯こ

損そ
ん

す
る
か
ら

だ
。
滋
賀
県
で
も
、
ア
ユ
な
ど
へ

の
食
害
や
、
竹
生
島
な
ど
で
の
森

林
枯
損
の
問
題
が
注
目
を
集
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。�

　
し
か
し
、
そ
の
糞
は
リ
ン
、
窒

素
に
富
む
こ
と
か
ら
、
農
業
に
肥

料
と
し
て
糞
を
用
い
て
い
た
地
域

が
あ
る
。
愛
知
県
美
浜
町
の
天
然

記
念
物
「
鵜う

の
山
鵜
繁
殖
地
」
を
抱

え
る
上か
み

野の

間ま

地
区
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
高
度
成
長
期
頃
ま
で
行
わ
れ

て
い
た
同
地
区
で
の
糞
採
取
と
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。�

　
ま
ず
、
カ
ワ
ウ
が
営
巣
し
て
い

る
松
の
木
の
下
に
、
山
砂
を
ま
い

て
お
き
、
そ
こ
に
カ
ワ
ウ
が
落
と
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す
糞
を
し
み
こ
ま
せ
る
。
こ
の
糞
が

し
み
こ
ん
だ
砂
を
集
め
肥
料
と
し
て

利
用
す
る
の
で
あ
る
。
化
学
肥
料
が

普
及
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
手
軽

に
入
手
で
き
る
カ
ワ
ウ
の
糞
は
す
ぐ

れ
た
肥
料
だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は

地
区
の
財
政
を
豊
か
に
も
し
た
の
で

あ
る
。�

�

人
が
用
意
す
る
営
巣
場
所�

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
う
ま
い
鳥
類

の
利
用
法
を
継
続
す
る
た
め
に
は
、

森
林
の
手
入
れ
が
必
要
だ
っ
た
。
と

い
う
の
も
、
カ
ワ
ウ
が
営
巣
す
る
松

の
木
は
、
営
巣
に
よ
っ
て
や
が
て
枯

死
す
る
か
ら
だ
。
適
当
な
樹
木
が
な

く
な
れ
ば
カ
ワ
ウ
は
同
じ
場
所
に
と

ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
自
分

た
ち
に
都
合
の
よ
い
場
所
に
カ
ワ
ウ

を
営
巣
さ
せ
糞
の
採
取
を
続
け
る
た

め
に
は
、
営
巣
が
可
能
な
松
の
木
を

人
間
た
ち
が
植
え
て
い
く
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

森
林
は
村
人
が
共
同
で
利
用
で
き
る

土
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

森
林
は
昭
和
９
年
（
１
９
３
４
）
に

天
然
記
念
物
に
な
る
。
だ
が
、
天
然

記
念
物
に
な
っ
て
か
ら
も
村
人
の
利

用
の
仕
方
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
村

人
は
、
植
樹
の
た
め
の
人
手
や
資
金

を
捻ね
ん

出し
ゅ
つし
続
け
た
の
で
あ
る（
４
）。�

　
こ
の
よ
う
な
カ
ワ
ウ
と
の
関
係
の

持
ち
方
は
、
半
家
畜
と
し
て
の
カ
ワ

ウ
の
利
用
と
見
な
し
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。�

��

�

人
と
自
然
と
の
関
わ
り
を�

み
な
お
す
ヒ
ン
ト�

　
半
栽
培
（
半
家
畜
）
と
い
う
自

然
と
の
関
わ
り
方
に
注
目
す
る
こ

と
で
見
え
て
く
る
も
の
と
は
何
だ

ろ
う
か
。
分
野
に
よ
っ
て
も
違
う

だ
ろ
う
が
、
社
会
学
に
と
っ
て
は
、

自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
見
直
す

契
機
と
な
る
こ
と
だ
。�

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
人
間

に
よ
る
自
然
の
変
形
と
利
用
と
い

う
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
が
ち
だ

っ
た
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、

と
き
に
、
自
然
を
利
用
す
る
こ
と

そ
の
も
の
が
よ
く
な
い
、
と
い
う

極
端
な
意
見
も
だ
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。�

　
半
栽
培
と
い
う
自
然
と
の
関
わ

り
方
に
は
、
動
物
や
植
物
と
い
う

生
命
体
を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
し
、

ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
、
と
い
う

考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
手
間

暇
か
け
ず
に
成
果
が
え
ら
れ
る
半

栽
培
（
半
家
畜
）
に
は
、
自
然
の

側
の
要
請
に
み
あ
っ
た
社
会
関
係

や
土
地
利
用
の
ル
ー
ル
づ
く
り
が

必
要
と
な
る
か
ら
だ
。
カ
ワ
ウ
の

糞
利
用
で
言
え
ば
、
鳥
類
の
都
合

に
あ
わ
せ
た
森
林
の
土
地
利
用
や

樹
木
の
管
理
が
必
要
と
な
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
事
例
で
は
、
「
む

ら
」
と
い
う
社
会
関
係
の
存
在
が

そ
の
発
動
を
保
証
し
て
い
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
半

栽
培
と
い
う
営
み
は
、
自
然
環
境

の
保
全
と
い
う
発
想
が
強
く
な
っ
た
、

現
在
の
琵
琶
湖
の
ま
わ
り
の
植
物

や
動
物
と
の
関
わ
り
方
を
見
直
す

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
を
与

え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。�

〈
参
考
文
献
お
よ
び
注
〉�

（
１
）
人
類
学
に
は
多
数
の
文
献
が
あ
る
が
、

社
会
学
お
よ
び
社
会
学
に
強
い
影
響
を
与

え
た
文
献
の
み
に
限
定
し
て
紹
介
し
て
お
く
。�

　
　
松
井
健
（
１
９
８
９
）『
セ
ミ
・
ド
メ
ス

テ
ィ
ケ
イ
シ
ョ
ン : 

農
耕
と
遊
牧
の
起
源

再
考
』
海
鳴
社�

　
　
古
川
彰
（
２
０
０
１
）「
自
然
と
文
化
の

環
境
計
画
―
『
半
栽
培
』
と
『
放
置
管
理
』

の
思
想
」
鳥
越
皓
之
編
『
自
然
環
境
と
環

境
文
化
』（
講
座
環
境
社
会
学
３
）
有
斐
閣�

　
　
宮
内
泰
介
（
２
０
０
１
）『
住
民
の
生
活

戦
略
と
コ
モ
ン
ズ
―
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
の
事

例
か
ら
』
新
曜
社�

（
２
）
中
尾
佐
助
（
２
０
０
４
）『
中
尾
佐
助

著
作
集
　
農
耕
の
起
源
と
栽
培
植
物
』
北

海
道
大
学
図
書
刊
行
会�

（
３
）
注
１
の
文
献
参
照
。�

（
４
）
牧
野
厚
史
（
２
０
０
７
）「
農
山
村
の

動
植
物
を
ど
う
す
る
の
か
」
鳥
越
皓
之
編
『
む

ら
の
社
会
を
研
究
す
る
―
フ
ィ
ー
ル
ド
か

ら
の
発
想
』
農
山
漁
村
文
化
協
会�

　
　
同
地
区
の
森
林
が
「
鵜
の
山
鵜
繁
殖
地
」

と
し
て
天
然
記
念
物
指
定
を
受
け
た
の
は
、

昭
和
９
年
（
１
９
３
４
）
で
あ
る
。
愛
知

県
内
務
部
の
当
時
の
報
告
書
で
は
糞
採
取

の
実
態
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
天

然
記
念
物
と
村
民
に
よ
る
糞
採
取
の
両
立

は
当
然
の
こ
と
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。�

　
　
ま
た
、
こ
の
村
で
は
採
取
し
た
糞
の
利

用
を
村
人
の
入
札
に
よ
っ
て
決
め
、
そ
の

収
益
を
村
の
財
政
に
組
み
込
ん
で
い
た
。�
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