
　

太
田
功
平
は
、 
菜  
種 
（ 　
  　
 
）
の
多
収
穫
種
と
し

な 
た
ね 

う
ん 
だ
い

て
知
ら
れ
た
「
六
ツ
美
種
」
の
育
成
に
尽
力
し
た
人

物
で
あ
る
。

　

太
田
は
、
一
八
九
三
年
（
明
治
二
六
年
）、現
在
の

岡
崎
市
土
井
町
に
生
ま
れ
た
。
地
元
の
高
等
科
か
ら

進
学
し
た
愛
知
第
二
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
碧
海
郡

の
各
小
学
校
な
ど
を
経
て
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
二

年
）、 長  
谷  
川  
一  
男 
校
長
に
招
か
れ
て
、
六
ツ
美
村
立

は 

せ 
が
わ 
か
ず 
お

農
業
補
習
学
校
の
教
頭
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　

太
田
は
、
農
村
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
は
、
農
地

の
有
効
利
用
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

そ
の
実
現
の
た
め
、
二
毛
作
の
裏
作
を
担
う
菜
種
の

研
究
に
同
僚
と
と
も
に
取
り
組
ん
だ
。
当
時
、
菜
種

の
収
穫
量
は
、 
反 
当
た
り
一 
石 
程
度
で
あ
っ
た
。
太

た
ん 

こ
く

田
ら
は
、
菜
種
の
増
収
を
め
ざ
し
、
文
献
の
調
査
を

行
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
種
子
の
選
定
を
は
じ
め

と
し
て
、 
育  
苗 
や
移
植
法
な
ど
に
つ
い
て
生
徒
や
農

い
く 
び
ょ
う

家
の
人
た
ち
と
実
験
を
重
ね
、
栽
培
法
の
研
究
を
進

め
た
。
こ
う
し
た
努
力
に
よ
っ
て
、
六
ツ
美
の
菜
種

の
収
穫
量
は
、
一
層
増
加
し
て
い
っ
た
。

　

一
九
二
八
年
（
昭
和
三
年
）
ご
ろ
、
全
国
の
製
油

会
社
は
、
菜
種
を
生
産
者
か
ら
購
入
し
、
菜
種
油
の

増
産
に
力
を
入
れ
て
い
た
。
大
阪
の 
由  
原 
製
油
会
社

よ
し 
は
ら

が
六
ツ
美
に
菜
種
を
買
い
付
け
に
来
た
時
、
農
業
補

習
学
校
の
太
田
た
ち
の
菜
種
研
究
に
注
目
し
て
援
助

を
約
束
し
た
。
こ
こ
で
太
田
ら
は
こ
の
資
金
に
よ
っ

て
さ
ら
に
栽
培
方
法
の
研
究
を
す
す
め
、
そ
の
成
果

を
『　
　

調
査
』
と
し
て
ま
と
め
、
改
良
品
種
の
六

ツ
美
種
を
世
に
紹
介
し
た
。

　

こ
の
新
品
種
に
よ
っ
て
、
菜
種
の
収
穫
量
が
従
来

の
二
倍
以
上
と
な
り
、
反
当
た
り
約
二
石
二
斗
に
増

加
し
た
と
い
う（『
六
ツ
美
風
土
記
』
よ
り
）。山
崎 
延 のぶ

 
吉 
が
提
唱
し
て
い
た
多
角
形
農
業
の
一
環
と
し
て
の

き
ち菜

種
栽
培
は
、
麦
作
と
比
べ
て
沖 
積  
地

     

の
水
田
の
裏

ち
ゅ
う
せ
き

作
に
優
れ
、
安
城
地
域
に
も
広
ま
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
時 
恰 
も
不
況
時
代
で
農
村

あ
た
か

は
、
菜
種
栽

培
に
か
け
る

期
待
は
非
常

な
も
の
で
全

国
か
ら
の
視

察
者
が
引
き

も
き
ら
ぬ
毎

日
で
あ
っ
た
。」と
い
う
（
六
ツ
美
中
部
小
学
校
記
念

誌
『
わ
が
校
の
あ
ゆ
み
』
よ
り
）。

　

一
方
、
太
田
は
、
新
し
い
六
ツ
美
種
に
つ
い
て
、

各
地
で
講
演
し
て
い
た
。
こ
の
菜
種
の
増
収
は
高
く

評
価
さ
れ
、「
六
ツ
美
の
菜
種
か
菜
種
の
六
ツ
美
か
」

�
　
 
太  
田  
功  
平 

お
お 
た 
こ
う 
へ
い

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
が
、
太
田
は
一
九
三
〇

年
（
昭
和
五
年
）
十
二
月
四
日
、
鉄
道
事
故
で
生
涯

を
閉
じ
た
。
三
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

　

太
田
に
つ
い
て
、「
交
通
事
故
で
亡
く
な
っ
た
が
も

う
少
し
長
く
生
き
て
お
ら
れ
た
ら
菜
種
で
博
士
の
学

位
を
取
ら
れ
る
程
の
実
績
を
挙
げ
て
お
ら
れ
た
と
聞

く
、
…
学
校

長
は
職
員
の

研
究
業
績
を

集
め
て
著
書

も
出
し
た
。」

（『
わ
が
校
の

あ
ゆ
み
』
よ

り
）。太
田
た

ち
の
菜
種
の

研
究
を
ま
と
め
た
こ
の
著
書
は
、
山
崎
延
吉
の
序
が

見
ら
れ
る
『
菜
種
栽
培
之
研
究
』（
校
訂 
岩  
槻  
信  
治 
、

い
わ 
つ
き 
の
ぶ 
じ

著
者
長
谷
川
一
男
、
昭
和
一
〇
年
九
月
発
行
）
で
あ

る
。

　

太
田
の
勤
務
し
た
六
ツ
美
村
立
農
業
補
習
学
校
は
、

現
在
、
岡
崎
市
立
六
ツ
美
中
部
小
学
校
に
な
っ
て
い

る
。
同
校
は
、
平
成
一
五
年
二
月
に
開
校
百
三
十
周

年
を
迎
え
る
。
昭
和
三
十
年
制
定
の
校
歌
に
は
、「
菜

の
花
の
さ
き
さ
き
て 
悠  
紀 
の
ほ
ま
れ
の
ゆ
か
し
き
と

ゆ 

き

こ
ろ
」
と 
詠 
ま
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
に
学
ぶ
児
童
た

よ

ち
は
、
咲
き
誇
っ
て
い
た
菜
の
花
畑
の
情
景
を 
想 
い

お
も

な
が
ら
、
太
田
功
平
先
生
の
業
績
を
た
た
え
て
、
こ

の
校
歌
に
親
し
ん
で
い
る
。
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