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麻
工
場
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、
１
８
８
７

（
明
治
20
）
年
で
あ
る
。

開
拓
農
民
の
貴
重
な
現
金
収
入

亜
麻
の
栽
培
は
、
会
社
と
農
家
と
の
契

約
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
が
、
行
政
上
の

支
援
も
あ
っ
た
の
で
、
農
家
は
安
心
し
て

栽
培
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
開
拓

農
民
に
と
っ
て
は
、
夏
に
現
金
収
入
が

あ
っ
た
の
で
、
生
活
の
上
で
魅
力
的
な
作

物
で
あ
っ
た
。

亜
麻
の
繊
維
は
ロ
ー
プ
や
帆
布
に
利
用

さ
れ
た
の
で
、
軍
の
需
要
が
多
か
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
景
気
は
戦
争
に
大
き
な
か
か

わ
り
が
あ
り
、
大
き
く
変
動
し
た
。
亜
麻

工
場
は
戦
争
に
翻
弄
さ
れ
て
、
盛
衰
を
繰

り
返
す
が
、
反
面
、
企
業
努
力
で
難
局
を

乗
り
越
え
る
方
法
を
身
に
付
け
、
逞
し
く

成
長
し
た
と
も
言
え
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
い
ろ
ん
な
技
術
を
導
入
し
、
常
に
新
し

い
技
術
を
組
み
立
て
る
こ
と
に
努
力
し
た

功
績
は
高
く
評
価
で
き
る
。

の
で
あ
る
。

北
海
道
農
業
の
技
術
発
展
に
貢
献

そ
ん
な
中
で
、
我
が
国
独
自
の
ビ
ー
ン

ハ
ー
ベ
ス
タ
が
農
機
具
メ
ー
カ
ー
に
よ
っ

北海道における栽培と亜麻工場の盛衰

1968（昭和43）年で亜麻の栽培は行なわれなくなったが、バイオニクスの
関係から復活させようとする動きもある。アマ科の一年草で茎の先が少し枝
分かれしており、小さな花を着ける。密植栽培であるので、薄い青色の花は
畑一面に広がり、その風情は美しい。
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大
麻
か
ら
亜
麻
へ

第 1 回

亜麻物語
亜
麻
が
我
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
の

は
、
元
禄
時
代
と
言
わ
れ
て
い
る
。
当
時

は
薬
草
園
で
薬
用
と
し
て
試
作
さ
れ
、
繊

維
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
幕
末
に
な
っ
て
繊
維
作
物
と
し

て
輸
入
さ
れ
、
函
館
近
傍
七な
な

重え

村
（
現
：

七
飯
町
）
の
ガ
ル
ト
ネ
ル
農
場
で
栽
培
を

開
始
し
た
。
そ
の
後
、
開
拓
使
が
試
作
を

繰
り
返
し
、
北
海
道
の
気
候
風
土
に
適
し

て
い
る
作
物
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
れ
ま
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
大
麻
よ
り

も
内
容
的
に
優
れ
、
企
業
化
し
や
す
い
こ

と
か
ら
、
北
海
道
庁
が
こ
れ
を
積
極
的
に

推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
北
海
道
に
亜

「
北
海
道
馬
鈴
薯
で
ん
粉
物
語
」
ご
愛
読
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
同
じ
村
井
氏
に

よ
る
新
連
載
「
亜
麻
物
語
」
ス
タ
ー
ト
で
す
。
か
つ
て
北
海
道
の
重
要
な
農
産
業
の
一
翼

を
担
っ
た
亜
麻
。
そ
の
歴
史
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
、
現
代
農
業
へ
と
つ
な
が
る
道
筋
を
も

照
射
し
て
い
き
ま
す
。
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 

（
編
集
部
）

は
じ
め
に

北
海
道
農
業
は
亜
麻
工

場
や
製
糖
工
場
、
馬
鈴
薯

で
ん
粉
工
場
な
ど
の
企
業

努
力
に
よ
っ
て
、
技
術
水

準
を
高
め
て
き
た
。
こ
の

点
、
豆
類
は
北
海
道
の
基

幹
作
物
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
自
由
相
場
の
中

に
あ
っ
て
、
企
業
の
介
入

は
な
い
作
物
で
あ
る
。
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
技
術
は

停
滞
し
が
ち
で
あ
る
。
技

術
の
開
発
は
農
機
具
メ
ー

カ
ー
が
担
当
す
る
も
の
と

さ
れ
て
も
、
栽
培
が
組
織

化
さ
れ
て
い
な
い
と
、
な

か
な
か
取
り
組
め
な
い
も

写真 1：生育中期の亜麻



61 農業経営者 2017 ��　2 月号

　

我
が
国
で
は
、
大
麻
は

昔
か
ら
栽
培
さ
れ
、
繊
維

作
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
亜
麻

は
元
禄
時
代
に
入
っ
て
く

る
が
、
薬
用
と
し
て
試
作
さ
れ
る
程
度
で
、
一

般
に
は
馴
染
み
が
な
か
っ
た
。
明
治
時
代
に
な

っ
て
、
国
が
大
麻
よ
り
優
れ
て
い
る
繊
維
作
物

で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
北
海
道
を
中
心
に
作
付

け
を
奨
励
し
て
、
新
し
い
繊
維
産
業
を
打
ち
立

て
る
こ
と
に
し
た
。

　

大
麻
と
亜
麻
は
、
同
じ
系
統
の
麻
と
見
ら
れ

て
い
る
が
、大
麻
は
ク
ワ
科
の
一
年
草
で
あ
る
。

亜
麻
は
ア
マ
科
の
一
年
草
で
あ
る
の
で
、
同
じ

よ
う
な
性
質
で
、
用
途
も
共
通
し
て
い
る
と
い

っ
て
も
、
実
は
科
目
が
異
な
る
。

　

大
麻
の
茎
は
直
立
し
て
、
草
丈
は
２
ｍ
に
も

達
す
る
。
雌
雄
異
株
で
夏
に
開
花
す
る
。
茎
の

繊
維
か
ら
漁
網
・
洋
服
地
・
ロ
ー
プ
・
畳
糸
・

下
駄
の
鼻
緒
の
芯
な
ど
に
使
わ
れ
る
。
子
実
は

食
用
と
な
る
ほ
か
、鳥
の
餌
に
も
用
い
ら
れ
る
。

約
30
％
の
油
脂
を
含
む
の
で
、
搾
油
す
る
と
石

鹸
や
ペ
ン
キ
の
材
料
に
使
わ
れ
た
。
中
央
ア
ジ

ア
・
バ
イ
カ
ル
地
方
の
原
産
で
あ
る
。

　

亜
麻
の
草
丈
は
約
１
ｍ
で
、大
麻
よ
り
低
い
。

茎
皮
か
ら
良
質
の
繊
維
が
と
れ
る
の
で
、
高
級

織
物
リ
ネ
ン
が
作
ら
れ
る
。
亜
麻
繊
維
は
強
靭

で
、
水
分
を
早
く
吸
収
し
、
発
散
も
早
い
。
濡

れ
る
と
腰
が
強
く
な
る
な
ど
の
長
所
か
ら
夏
の

衣
類
に
適
し
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。
大
麻
と
同

じ
よ
う
に
漁
網
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
蚊
帳
・

ロ
ー
プ
・
消
防
ホ
ー
ス
・
天
幕
・
帆
布
な
ど
用

途
は
広
い
。

　

子
実
を
搾
油
す
る
と
、
油
は
亜
麻
仁
油
と
呼

ば
れ
る
乾
性
油
で
塗
料
・
ワ
ニ
ス
・
印
刷
イ
ン

ク
・
印
肉
・
リ
ノ
リ
ウ
ム
な
ど
に
使
わ
れ
た
。

傘
や
油
紙
に
も
使
わ
れ
た
が
、
枠
に
障
子
紙
を

貼
り
、
油
を
塗
る
と
ガ
ラ
ス
替
わ
り
と
な
り
、

育
苗
温
床
に
使
わ
れ
た
。
ま
た
、
油
は
薬
用
と

し
て
浣
腸
剤
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
利
用
は
多

様
で
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
。

て
開
発
さ
れ
、
豆
刈
り
作
業
の
大
き
な
労

働
負
担
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
は
、
亜
麻
会

社
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。１
９
６
１（
昭

和
36
）
年
に
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
輸
入
さ
れ
た

亜
麻
抜
き
機
は
、
そ
の
技
術
水
準
の
高
さ

に
驚
か
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
一
つ
の
ヒ
ン

ト
に
な
っ
て
、
ビ
ー
ン
ハ
ー
ベ
ス
タ
は
形

を
整
え
た
。

亜
麻
工
場
は
亜
麻
に
限
ら
ず
、
北
海
道

農
業
の
技
術
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
と
言
え
る
。

工
場
の
配
合
肥
料
の
開
発
は
、
今
日
の

化
成
肥
料
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
不
特

定
多
数
の
農
家
が
、
配
合
肥
料
を
使
う
こ

と
に
よ
っ
て
、安
定
的
に
収
量
増
と
な
り
、

そ
れ
が
高
品
質
に
も
結
び
付
い
て
い
る
。

こ
れ
が
大
正
時
代
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
大
き
な
驚
き
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
、
我
が
国
に
除
草
剤
が

導
入
さ
れ
た
。
雑
草
を
死
滅
さ
せ
る
薬
剤

が
、
作
物
の
生
育
に
影
響
が
な
い
わ
け
は

な
い
で
あ
ろ
う
と
、
多
く
の
農
家
が
疑
心

暗
鬼
で
あ
っ
た
。
亜
麻
栽
培
で
は
除
草
が

大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
は
あ

ろ
う
が
、
亜
麻
工
場
が
組
織
的
に
試
験
を

し
て
、
除
草
剤
の
有
用
性
を
立
証
し
た
の

は
大
き
な
功
績
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
、
化
学
合
成
繊
維
が
発

達
し
、
一
般
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
１
９
６
８
（
昭
和
43
）
年
に
亜

麻
工
場
は
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し

か
し
、
亜
麻
工
場
が
北
海
道
農
業
の
技
術

発
展
に
貢
献
し
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い

事
実
で
あ
る
。

栽
培
を
や
め
て
か
ら
50
年
近
く
な
る

と
、
亜
麻
工
場
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
人

が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。こ
こ
で
は
、

技
術
面
か
ら
考
察
を
加
え
て
功
績
を
称

え
、
亜
麻
工
場
の
存
在
を
改
め
て
世
に
問

い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

古
代
文
明
と
と
も
に

人
類
が
最
初
に
身
に
付
け
た
衣
服
は
と

言
え
ば
、
動
物
の
毛
皮
を
剥
い
だ
も
の
を

纏ま
と

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
長
い

植
物
の
茎
を
束
ね
た
蓑
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
、
毛
皮
の
方
が
丈
夫
で
身
体
に
合
わ

せ
や
す
い
毛
皮
の
方
が
多
く
用
い
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

文
明
の
発
祥
の
地
は
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー

フ
ラ
テ
ス
河
の
流
域
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

（
現
在
の
イ
ラ
ク
・
イ
ラ
ン
）
辺
り
か
、

ナ
イ
ル
河
流
域
の
エ
ジ
プ
ト
で
あ
る
。
ど

ち
ら
も
沖
積
土
で
土
地
は
肥
沃
で
小
麦
や

野
菜
が
収
穫
で
き
た
。
安
定
し
て
食
糧
が

確
保
で
き
れ
ば
、
生
活
に
余
裕
が
で
き
、

文
字
が
生
み
出
さ
れ
る
。
い
ろ
ん
な
技
術

が
開
発
さ
れ
、
生
活
が
豊
か
に
な
る
。
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
も
エ
ジ
プ
ト
も
暑
い
国
で
あ

れ
ば
、
通
気
性
の
悪
い
毛
皮
に
代
わ
る
衣

服
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

動
物
と
人
間
の
違
い
は
、
人
間
が
学
習

で
き
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。繊
維
植
物
に
着
目
し
、

繊
維
を
取
り
出
し
、
糸
を
紡
い
で
布
を
織

る
技
術
を
身
に
付
け
る
。
大
麻
や
亜
麻
が

栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ど

ち
ら
が
早
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

か
よ
り
も
、
同
時
期
に
ど
ち
ら
が
多
く
使

わ
れ
た
か
で
あ
ろ
う
。
大
麻
は
草
丈
が
高

く
、栽
培
し
や
す
く
茎
の
収
量
も
多
い
が
、

繊
維
の
質
で
は
亜
麻
に
劣
る
と
す
れ
ば
、

当
時
か
ら
用
途
に
応
じ
、
使
い
分
け
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
糸
を
紡
ぐ
技
術
が
発
達

亜
麻
栽
培
の
歴
史

１

大麻　
と

　亜麻

紀元前2,700年前メンフィス王朝時代の古墳で発見したもので、茎の抜
き取り、結束、乾燥作業の様子がよく描写されている。王朝が主導して
栽培していたようで、品質のチェックも行なわれている。（北海道亜麻なわれている。（北海道亜麻われている。（北海道亜麻（北海道亜麻北海道亜麻
事業70周年記念誌より））

図 1：古代エジプトの亜麻の収穫図（壁画）
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す
れ
ば
、
毛
織
物
も
開
発
さ
れ
た
に
違
い

な
い
が
、
衣
服
よ
り
も
絨

じ
ゅ
う
た
ん毯

な
ど
の
生
活

用
具
に
当
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
も
エ
ジ
プ
ト
も
大
麻
や

亜
麻
を
使
い
出
し
た
の
は
古
い
。
紀
元
前

３
５
０
０
年
前
の
ミ
イ
ラ
に
亜
麻
布
が
巻

き
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
て
い

る
。
旧
約
聖
書
に
も
亜
麻
リ
ネ
ン
に
つ
い

て
記
述
が
多
い
の
で
、
亜
麻
や
大
麻
の
栽

培
が
文
化
生
活
を
営
む
こ
と
に
大
き
く
貢

献
し
た
と
言
え
る
。

エ
ジ
プ
ト
が
古
代
か
ら
亜
麻
を
栽
培

し
、
布
を
織
る
技
術
が
発
達
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
あ
ま
り
広
め
ら

れ
な
か
っ
た
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
は
海
外
と

の
交
流
が
少
な
か
っ
た
た
め
と
言
わ
れ
て

い
る
。
紀
元
前
２
０
０
０
年
ご
ろ
か
ら
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
の
技
術
が
ギ
リ

シ
ャ
や
ロ
ー
マ
に
も
た
ら
さ
れ
、
以
後
急

速
に
発
展
し
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
へ

と
到
達
す
る
よ
う
に
な
る
。

大
麻
か
ら
亜
麻
へ

我
が
国
に
は
、
大
麻
は
古
く
か
ら
繊
維

作
物
と
し
て
入
っ
て
き
て
お
り
、
種
類
も

多
い
。
繊
維
・
糸
・
綱
・
網
・
帆
布
・
衣

服
・
ズ
ッ
ク
・
ホ
ー
ス
な
ど
用
途
は
多
様

で
あ
る
。
亜
麻
が
繊
維
作
物
と
し
て
栽
培

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
以
後

で
あ
り
、
比
較
的
新
し
い
。
次
章
図
３
に

た
。
亜
麻
の
導
入
前
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い

た
大
麻
は
、
主
に
屯
田
兵
村
で
栽
培
さ
れ

た
。
開
拓
使
の
支
援
が
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
製
麻
法
が
稚
拙
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、１
８
７
１
（
明
治
４
）

年
以
降
、
栃
木
や
新
潟
、
岩
手
な
ど
か
ら

技
術
者
を
招し
ょ
う
へ
い聘し
、
札
幌
そ
の
他
で
栽
培

法
・
製
麻
法
を
伝
習
さ
せ
て
い
る
。
種
子

や
製
麻
器
具
も
導
入
さ
れ
た
。

１
８
７
６
（
明
治
９
）
年
に
は
対つ
い
し
か
り雁

（
現
：
江
別
市
）
の
製
網
所
で
屯
田
兵
が

冬
仕
事
で
製
造
し
た
麻あ

さ

苧お
（
繊
維
）を
買

い
上
げ
て
魚
網
原
料
糸
を
紡
い
で
い
る
。

１
８
８
０
（
明
治
13
）
年
度
の
麻
苧
の
生

産
量
は
３
万
９
１
２
㎏
、
網
の
生
産
量
は

15
万
４
３
２
６
ｍ
の
記
録
が
あ
る
。
大
麻

の
栽
培
、
製
麻
は
養
蚕
と
と
も
に
屯
田
兵

の
重
要
な
授
産
事
業
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
経
験
が
亜
麻
作
へ
の
移
行
を
円
滑
に
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

大
麻
と
亜
麻
の
作
付
面
積
の

推
移
を
示
し
た
が
、
北
海
道

で
は
、
亜
麻
が
栽
培
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
、
大
麻
は
１

８
９
９
（
明
治
32
）
年
を
最

後
に
栽
培
さ
れ
な
く
な
っ
て

い
る
。
全
国
的
に
は
、 
大
麻

は
少
し
ず
つ
減
少
は
し
て
い

る
も
の
の
、
栽
培
は
継
続
し

て
い
る
。
繊
維
作
物
と
し
て

歴
史
が
あ
る
だ
け
に
そ
う
簡

単
に
は
消
滅
し
な
い
。

北
海
道
に
お
け
る
亜
麻
作

は
、
明
治
維
新
の
殖
産
興
業

の
施
策
に
よ
っ
て
組
織
的
に

面
積
を
拡
大
し
、
亜
麻
工
場

も
最
新
式
の
機
械
を
整
備
し

亜
麻
栽
培
の
始
ま
り

幕
末
の
こ
ろ
、
我
が
国
は
諸
外
国
か
ら

開
港
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
北
海
道
も
例
外

で
は
な
く
、
特
に
ロ
シ
ア
が
南
下
し
て
交

易
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。
１
８
６
７
（
慶

応
３
）年
に
ロ
シ
ア
船
が
函
館
に
入
港
し
、

い
ろ
ん
な
農
産
物
を
持
ち
込
ん
だ
。
ラ
イ

麦
・
エ
ン
バ
ク
・
ソ
バ
・
エ
ン
ド
ウ
・
大

麻
・
亜
麻
の
種
子
が
１
俵
ず
つ
あ
り
、
幕

吏
が
札
幌
村
の
開
拓
者
、
大
友
亀
太
郎
に

試
作
を
依
頼
し
た
と
言
わ
れ
る
。

亜
麻
は
目
新
し
い
作
物
で
あ
っ
た
の

で
、
添
付
さ
れ
て
い
た
書
類
を
翻
訳
し
て

栽
培
法
、
紡
糸
法
、
粕
・
油
の
利
用
法
を

明
ら
か
に
し
て
い
た
。
大
友
亀
太
郎
が
実

際
に
栽
培
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
当
時
、
繊
維
作
物
と
し
て
栽
培
し
て

い
た
大
麻
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
、
関
心
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

１
８
６
８
（
明
治
元
）
年
に
プ
ロ
シ
ア

人
ガ
ル
ト
ネ
ル
が
函
館
に
近
い
七
重
村
に

広
大
な
土
地
を
租
借
し
て
農
場
を
開
設
し

た
。そ
こ
で
は
亜
麻
が
栽
培
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
後
、
開
拓
使
は
ガ
ル
ト
ネ
ル
が
残
し

た
亜
麻
を
引
き
続
き
栽
培
し
た
。
繊
維
を

商
品
化
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
こ

れ
が
亜
麻
栽
培
の
始
ま
り
で
あ
る
。

ガ
ル
ト
ネ
ル
は
本
国
か
ら
農
具
を
購
入

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
農
業
経
営
を
実
証
し

よ
う
と
し
た
。
開
拓
使
は
北
海
道
に
ア
メ

リ
カ
の
技
術
を
持
ち
込
み
、
洋
式
農
業
を

展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
先

駆
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ガ
ル
ト
ネ
ル
農

場
は
、
事
情
が
あ
っ
て
日
本
政
府
が
１
８

７
０
（
明
治
３
）
年
に
引
き
取
り
、
政
府

亜
麻
工
場
建
設
の
経
緯

2
明
治
初
期
の

繊
維
作
物
の
栽
培

（1）

亜麻布は衣服などに用いられたばかりでなく、ミイラの巻き布にも使われて
いる。エジプト第1王朝時代（紀元前3,500 � 5,000年）のミイラのものが（紀元前3,500 � 5,000年）のミイラのものが紀元前3,500 � 5,000年）のミイラのものが）のミイラのものがのミイラのものが
世界最古と言われている。（北海道亜麻事業70周年記念誌より）（北海道亜麻事業70周年記念誌より）北海道亜麻事業70周年記念誌より））

図 2：紀元前時代の亜麻織
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の
七
重
開
墾
場
と
し
た
。

開
拓
使
は
ア
メ
リ
カ
・
ロ
シ
ア
・
イ
ギ

リ
ス
な
ど
か
ら
亜
麻
の
種
子
を
輸
入
し
、

七
重
・
札
幌
・
根
室
・
東
京
の
官
園
で
試

作
を
続
け
た
。
１
８
７
１
（
明
治
４
）
年

に
開
拓
使
の
顧
問
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
人

ト
ー
マ
ス
・
ア
ン
チ
セ
ル
が
七
重
開
墾
場

を
視
察
し
た
折
り
、
亜
麻
が
見
事
に
生
育

し
て
い
る
の
を
見
て
、
次
の
よ
う
に
助
言

し
て
い
る
。

北
海
道
農
業
は
日
常
の
生
活
に
必
要

な
作
物
の
栽
培
を
第
一
と
す
る
が
、
次

い
で
は
貿
易
で
き
る
作
物
を
栽
培
す
る

の
が
急
務
で
あ
る
。
大
麻
や
亜
麻
は
網

具
を
製
作
す
る
の
に
最
適
で
あ
る
。
試

作
段
階
の
も
の
を
最
早
に
農
家
に
作
付

け
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
亜
麻
は
子
実

か
ら
油
を
生
産
で
き
る
が
、
細
美
な
糸

の
生
産
に
は
付
加
価
値
が
あ
り
、
利
益

も
多
い
。

栽
培
法
や
製
麻
法
の
地
固
め

１
８
７
３
（
明
治
６
）
年
に
は
亜
麻
製

造
用
具
と
し
て
、
足
踏
式
砕
茎
器
や
人
力

式
製
線
器
を
図
示
し
た
も
の
を
提
示
、
試

作
を
勧
め
て
い
る
。
各
官
園
で
の
亜
麻
の

試
作
は
順
調
で
あ
り
、
１
８
７
９
（
明
治

12
）
年
に
は
、
栽
培
法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
茎
の
浸
水
法
・
製
線
法
に
つ
い
て
も
、

試
験
し
て
い
る
。

１
８
７
８
（
明
治
11
）
年
に
駐
露
公
使

で
あ
っ
た
榎
本
武
揚
が
５
年
の
任
期
を
終

え
て
帰
国
し
た
。
こ
の
と
き
ロ
シ
ア
に
お

け
る
製
麻
法
と
と
も
に
人
力
製
線
器
を
持

ち
込
ん
だ
。
さ
っ
そ
く
こ
れ
を
モ
デ
ル
に

し
た
製
線
器
が
製
作
さ
れ
、
札
幌
官
園
で

供
試
さ
れ
た
。
こ
の
製
線
器
は
先
に
ト
ー

マ
ス
・
ア
ン
チ
セ
ル
が
図
示
し
た
も
の
と

ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

１
８
７
６
（
明
治
９
）
年
か
ら
一
般
農

家
に
も
亜
麻
の
種
子
を
配
布
し
、
農
家
段

階
で
の
試
作
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
亜
麻
は
北
海
道
の
気
候

風
土
に
合
う
作
物
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ

れ
、
着
々
と
亜
麻
生
産
の
地
固
め
が
行
な

わ
れ
て
き
た
。

当
時
、
一
般
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
大
麻

は
、
製
麻
法
が
稚
拙
で
あ
っ
た
た
め
に
開

拓
使
は
こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
に
栃
木
県

や
新
潟
県
、
岩
手
県
か
ら
技
術
者
を
招
聘

し
て
い
て
、
栽
培
法
や
製
麻
法
を
勉
強
し

て
い
た
。
１
８
７
６
年
か
ら
ト
ー
マ
ス
・

ア
ン
チ
セ
ル
の
助
言
を
採
り
入
れ
、
対
雁

に
製
網
所
を
設
け
、
大
麻
の
繊
維
を
買
い

上
げ
て
、
屯
田
兵
が
漁
網
原
料
糸
を
作
る

よ
う
に
な
っ
た
。

１
８
８
０
（
明
治
13
）
年
度
の
大
麻
繊

維
は
７
万
２
５
６
０
听ポ
ン
ド（
３
万
２
９
１
２

kg
）、
網
の
生
産
は
８
万
４
５
７
５
間

（
15
万
３
７
７
４
ｍ
）
で
あ
っ
た
。
大
麻

の
栽
培
・
製
麻
は
当
時
養
蚕
と
と
も
に
屯

田
兵
の
重
要
な
授
産
事
業
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
や
が
て
亜
麻
が
台
頭
す
る
と
大 

麻
は
次
第
に
影
を
潜
め
て
世
代
を
交
替 

す
る
。

殖
産
興
業
が
喫
緊
の
課
題

我
が
国
は
長
い
間
中
国
と
オ
ラ
ン
ダ
以

外
の
外
国
人
の
渡
来
・
貿
易
を
禁
じ
ら
れ

て
い
た
。
日
本
人
の
海
外
渡
航
も
認
め
ら

れ
な
い
鎖
国
状
態
に
あ
っ
た
が
、
明
治
維

新
に
よ
っ
て
江
戸
幕
府
が
崩
壊
し
、
天
皇

海
外
に
あ
ふ
れ
出
て
い
る
の
は
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
を
防
止
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
亜

麻
を
国
内
で
栽
培
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

こ
の
場
合
、
布
ば
か
り
で
な
く
亜
麻
仁

油
に
も
多
く
の
金
貨
が
支
払
わ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
の
件
も
含
め
て
検
討
す
る
理
由

が
あ
っ
た
。
当
時
、
亜
麻
仁
油
は
紙
幣
局

の
紙
幣
の
印
刷
に
大
量
に
使
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。自
給
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
、

周
辺
の
農
家
に
亜
麻
の
作
付
け
を
奨
励
し

た
が
、
こ
れ
は
成
功
し
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

吉
田
健
作
は
１
８
８
１
（
明
治
14
）
年

に
帰
国
し
、
製
麻
工
場
の
建
設
を
進
言
し

て
い
る
。
差
し
当
た
り
大
麻
を
使
用
し
、

逐
次
亜
麻
に
切
り
換
え
る
の
が
よ
い
と
し

て
い
る
。
亜
麻
の
栽
培
は
始
め
ら
れ
た
ば

か
り
で
あ
り
、
当
初
か
ら
亜
麻
専
用
工
場

と
す
る
の
は
、
暴
挙
に
等
し
い
と
し
て
い

る
。大

麻
は
亜
麻
の
よ
う
な
精
細
糸
を
得
る

よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
状
、
大

麻
の
需
要
は
多
い
。
陸
海
軍
人
・
巡
査
の

夏
服
、
帆
布
、
紋
帳
、
畳
糸
な
ど
に
使
わ

れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
大
麻
を
、
製

糸
し
う
る
紡
績
所
を
建
設
し
、漸
次
多
収
・

高
品
質
の
亜
麻
を
取
り
扱
え
る
よ
う
に
す

る
の
が
よ
い
と
し
て
い
る
。

吉
田
健
作
は
北
海
道
を
視
察
し
た
際
、

亜
麻
が
健
全
に
生
育
し
て
い
る
の
を
見

て
、
北
海
道
が
こ
れ
か
ら
の
繊
維
作
物
の

北海道における栽培と亜麻工場の盛衰 第1回亜麻物語

を
中
心
と
す
る
新
政
府
が
成
立
し
た
。
開

国
さ
れ
、
近
代
国
家
へ
の
様
変
わ
り
で
あ

る
。外

国
と
の
交
易
が
多
く
な
る
こ
と
か
ら

殖
産
興
業
を
充
実
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
外
国
か
ら
輸
入
す
る
ば
か
り
で
は
、

国
の
経
済
が
破
綻
し
か
ね
な
い
の
で
、
喫

緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。

勧
業
寮
（
内
務
省
）
の
吉
田
健
作
は
、

１
８
７
７
（
明
治
10
）
年
に
亜
麻
の
耕
作

及
び
亜
麻
関
連
製
品
製
造
法
研
究
の
た
め

に
フ
ラ
ン
ス
に
渡
航
す
る
こ
と
を
政
府
に

申
し
入
れ
た
。
北
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ル
亜
麻

工
場
に
３
年
の
間
調
査
研
究
に
従
事
し

た
。亜

麻
を
選
定
し
た
理
由
は
、
亜
麻
の
繊

維
で
織
っ
た
布
は
リ
ネ
ン
と
呼
ば
れ
、
我

が
国
で
も
こ
の
布
を
利
用
す
る
こ
と
が
多

く
な
っ
て
き
て
い
た
。
夏
服
と
し
て
広
い

階
層
に
親
し
ま
れ
、
需
要
が
多
い
。
こ
れ

を
欧
米
諸
国
か
ら
輸
入
し
て
い
る
金
額
は

数
十
万
金
に
の
ぼ
り
、
我
が
国
の
金
貨
が

亜
麻
工
場
の
創
設

（2）
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北海道における栽培と亜麻工場の盛衰 第1回亜麻物語

主
産
地
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
た
と

言
わ
れ
る
。
吉
田
健
作
は
全
国
を
遊
説
し

て
廻
っ
た
が
、３
年
を
経
過
し
て
江
州（
滋

賀
県
）
に
賛
同
者
を
得
て
、１
８
８
４
（
明

治
17
）
年
に
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
を
設
立

す
る
に
至
っ
た
。
１
８
８
６
（
明
治
19
）

年
に
開
業
に
漕
ぎ
着
け
た
。
吉
田
健
作
は

製
麻
事
業
に
志
を
寄
せ
て
か
ら
満
11
年
を

経
て
達
成
し
た
。
吉
田
健
作
は
役
人
と
し

て
指
導
・
監
督
を
し
た
の
み
で
、
報
酬
を

求
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
清
廉
さ

と
情
熱
は
役
人
の
模
範
と
さ
れ
た
。

近
江
麻
糸
紡
織
は
操
業
早
々
か
ら
好
成

績
で
あ
っ
た
の
で
、
北
海
道
庁
理
事
官
堀

基
は
こ
れ
に
着
目
し
、岩
村
長
官
と
図
り
、

北
海
道
に
製
麻
会
社
の
設
立
を
画
策
し

た
。
北
海
道
製
麻
株
式
会
社
は
１
８
８
７

（
明
治
20
）
年
に
設
立
さ
れ
た
。
吉
田
健

作
は
設
立
計
画
・
機
械
の
購
入
な
ど
い
っ

さ
い
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

を
機
に
農
商
務
省
か
ら
横
田
万
寿
之
助
と

と
も
に
北
海
道
庁
に
移
籍
し
て
い
る
。
道

政
の
基
本
方
針
で
あ
る
殖
産
興
業
の
一
環

の
一
つ
と
し
て
亜
麻
産
業
が
発
足
す
る
。

我
が
国
最
初
の
亜
麻
工
場

設
立
に
当
た
っ
て
募
集
し
た
株
金
は
予

定
80
万
円
（
北
海
道
10
万
円
、
東
京
30
万

円
、
京
都
・
滋
賀
40
万
円
）
で
あ
っ
た
。

昭
和
30
年
代
の
金
額
に
換
算
す
る
と
４
億

円
以
上
の
高
額
資
本
で
あ
る
。
工
場
の
立

地
は
北
１
条
東
１
丁
目
で
、
敷
地
は
南
北

89
間
（
１
６
２
ｍ
）、東
西
54
間
（
98
ｍ
）、

４
８
０
０
坪（
１
万
５
８
６
８
㎡
）で
あ
っ

た
。
当
時
、札
幌
の
戸
数
は
３
４
０
０
戸
、

人
口
２
万
１
０
０
０
人
の
時
代
で
あ
る
。

こ
の
工
場
建
設
は
一
大
名
物
で
人
を
驚
か

せ
た
。
１
８
９
０
（
明
治
23
）
年
に
電
灯

が
つ
い
た
が
、
こ
れ
は
北
海
道
で
最
初
の

電
灯
で
あ
り
、
夕
暮
れ
に
な
る
と
電
灯
見

物
の
人
が
列
を
な
し
た
と
言
わ
れ
る
。

１
８
８
９
（
明
治
22
）
年
に
機
械
設
備

が
４
人
の
外
人
技
術
者
と
と
も
に
到
着
し

た
。
全
国
か
ら
募
集
し
た
工
員
も
４
０
０

名
に
達
し
、
１
８
９
０
年
７
月
か
ら
運
転

が
始
ま
っ
た
。
北
海
道
庁
は
工
場
設
立
後

６
年
５
歩
（
５
％
）
の
利
益
を
保
証
し
て

い
る
。

北
海
道
製
麻
は
当
初
大
麻
を
加
工
す
る

方
針
で
あ
っ
た
が
、
吉
田
健
作
は
北
海
道

で
亜
麻
が
順
調
に
生
育
し
て
い
た
の
を
知

り
、
い
ず
れ
亜
麻
に
転
換
す
る
計
画
を
固

め
て
い
た
。

こ
の
た
め
に
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
コ
ン
ス
タ

ン
・
オ
イ
ブ
レ
ヒ
ト
を
亜
麻
の
耕
作
・
製

繊
技
術
者
と
し
て
招
聘
し
た
。
北
海
道
庁

は
お
傭
い
教
師
と
し
て
処
遇
し
た
。
任
期

は
わ
ず
か
１
年
５
カ
月
の
短
期
間
で
あ
っ

た
が
、
農
家
に
亜
麻
の
栽
培
法
を
指
導
す

る
と
と
も
に
、
雁
木
（
現
：
札
幌
市
）
に

新
設
さ
れ
た
製
線
所
で
、
亜
麻
茎
の
浸
水

法
・
ム
ー
ラ
ン
（
砕
茎
機
）
作
業
法
な
ど

を
懸
命
に
指
導
し
た
。
北
海
道
の
製
麻
の

技
術
的
基
礎
は
オ
イ
ブ
レ
ヒ
ト
に
よ
っ
て

築
か
れ
た
。
帰
国
後
日
本
の
技
術
者
が
ベ

ル
ギ
ー
を
訪
ね
る
と
、
懇
切
に
現
地
を
案

内
し
、
指
導
を
継
続
し
て
い
た
。

１
８
８
９
（
明
治
22
）
年
に
雁
来
麻
剝

皮
所
が
建
設
さ
れ
、
大
麻
繊
維
２
万
１
０

０
０
听
（
９
５
２
５
㎏
）、
亜
麻
繊
維
１

万
２
０
０
０
听
（
５
４
４
３
㎏
）
が
生
産

さ
れ
た
。
雁
来
麻
剝
皮
所
は
後
に
雁
木
製

線
所
と
改
称
さ
れ
た
が
、
我
が
国
最
初
の

亜
麻
工
場
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
し
て

亜
麻
工
場
は
琴
似
・
当
別
と
次
第
に
数
を

増
や
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
繊
維
は
北
海

道
製
麻
に
送
ら
れ
、
ロ
ー
プ
や
帆
布
、
服

地
な
ど
に
加
工
さ
れ
た
。

北
海
道
の
大
麻
の
作
付
面
積
は
１
０
０

ha
前
後
で
あ
っ
た
が
、
北
海
道
製
麻
が
設

立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
１
８
８
８
（
明

治
21
）
年
に
は
５
０
０
ha
を
突
破
し
た
。

日
清
戦
争
が
勃
発
し
て
１
８
９
６
（
明
治

29
）
年
に
１
６
０
０
ha
に
達
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
次
第
に
面
積
を
減
ら
し
、
１

９
０
４
（
明
治
37
）
年
に
は
姿
を
消
し
て

し
ま
っ
た
。

亜
麻
は
面
積
を
増
や
し
つ
づ
け
、
１
８

９
４
（
明
治
27
）
年
に
大
麻
を
追
い
越
し
、

１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
以
降
の
繊
維
作

物
の
作
付
け
は
亜
麻
だ
け
に
な
っ
て
い
る

（
図
３
）。

図 3：大麻・亜麻の作付面積
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