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種
子
大
手
の
サ
カ
タ
の
タ
ネ
の
ア
フ
リ

カ
事
業
の
歴
史
は
長
い
。
１
９
５
０
年
代

に
ア
フ
リ
カ
向
け
輸
出
を
始
め
た
の
を
皮

切
り
に
、
エ
ジ
プ
ト
や
南
ア
フ
リ
カ
の
販

売
代
理
店
を
通
じ
、
キ
ュ
ウ
リ
や
ス
イ
カ

な
ど
の
種
子
を
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
販
売
し

    
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

サ
カ
タ
の
タ
ネ （
種
子
の
販
売
）

「
人
種
の
壁
」破
る

普
及
活
動
に
着
手

策
や
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
誰
も
が
あ
ま

ね
く
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ま

た
、
身
分
を
偽
っ
て
そ
う
し
た
恩
恵
を
詐

取
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、「
指
紋
」と
い
う
生
体
認
証
を
用
い
た

個
体
識
別
の
仕
組
み
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

ア
フ
リ
カ
に
地
域
統
括
会
社
を

　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
は
他
に
も
、
携
帯
電
話
向
け
基

地
局
を
相
互
に
結
ぶ
マ
イ
ク
ロ
波
伝
送
装

置
な
ど
で
ア
フ
リ
カ
に
根
を
下
ろ
し
て
い

る
。
新
興
国
で
は
固
定
電
話
を
飛
ば
し
て

一
気
に
携
帯
電
話
が
普
及
し
て
い
る
が
、

基
地
局
間
の
通
信
も
ケ
ー
ブ
ル
で
な
く
無

線（
マ
イ
ク
ロ
波
）が
使
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
Ｎ
Ｅ
Ｃ
は
基
地
局
を
世
界
１
４
７

カ
国
、
累
計
２
０
０
万
台
以
上
出
荷
し
て

お
り
、
出
荷
先
は
ア
フ
リ
カ
の
主
要
国
を

ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
培
っ
て
き
た
ア
フ
リ
カ
事
業

を
同
社
は
さ
ら
に
加
速
さ
せ
る
。

　

２
０
１
１
年
12
月
に
南
ア
・
ヨ
ハ
ネ
ス

ブ
ル
グ
の
駐
在
員
事
務
所
を
地
域
統
括
会

社
に
昇
格
さ
せ
た
。
そ
れ
ま
で
ト
ル
コ
の

拠
点
で
管
轄
し
て
い
た
ア
フ
リ
カ
地
区
を
、

Ｎ
Ｅ
Ｃ
ア
フ
リ
カ
社
で
管
轄
す
る
体
制
に

改
め
た
も
の
だ
。

　

さ
ら
に
２
０
１
３
年
４
月
、
同
社
の
社

長
が
日
本
人
か
ら
南
ア
フ
リ
カ
人
・
ユ
ー

ジ
ー
ン
・
ル
・
ル
ー
氏
に
代
わ
り
、
経
営

現
地
化
を
進
め
て
い
る
。
ユ
ー
ジ
ー
ン
社

長
は「
サ
ブ
サ
ハ
ラ
市
場
で
教
育
関
係
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
、
水
の
管
理
な
ど
、
Ｎ

Ｅ
Ｃ
の
技
術
が
活
か
せ
る
市
場
を
切
り
開

い
て
い
き
た
い
」と
話
す
。

法
と
シ
ャ
ー
プ
ビ
ル
事
件
は
、
ア
パ
ル
ト

ヘ
イ
ト
と
そ
れ
に
対
す
る
闘
争
の
ま
さ
に

象
徴
だ
っ
た
の
だ
。

　

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
廃
止
後
、
新
た
な
国

民
Ｉ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
し
た
。
人
種
に

か
か
わ
ら
ず
16
歳
以
上
の
全
国
民
に
Ｉ
Ｄ

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
付
与
す
る
も
の
だ
。「
パ

ス
」の
よ
う
に
国
民
を
国
家
が
管
理
す
る

た
め
で
は
な
く
、
国
民
が
平
等
に
国
家
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
作
ら
れ
た
仕
組
み
と
言
え
る
。

　

こ
の「
ポ
ス
ト
・
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
」を

象
徴
す
る
新
シ
ス
テ
ム
を
支
え
て
い
る
の

は
、
実
は
日
本
企
業
だ
。

　

同
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
個
人
の
識
別
、

認
証
に
は「
指
紋
」が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

当
初
は
こ
の
仕
組
み
は
紙
ベ
ー
ス
で
稼
働

し
て
い
た
が
、
書
類
が
膨
大
な
量
と
な
っ

て
作
業
効
率
が
悪
化
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
発
生

し
て
い
た
。
そ
こ
で
南
ア
政
府
は
電
子
化

す
る
方
針
を
固
め
て
入
札
に
掛
け
、
射
止

め
た
の
が
Ｎ
Ｅ
Ｃ
だ
っ
た
。

　

世
界
か
ら
10
社
を
超
え
る
応
札
が
あ
っ

た
が
、
最
低
額
で
な
か
っ
た
Ｎ
Ｅ
Ｃ
の
仕

組
み
が
採
用
さ
れ
た
の
は
そ
の
認
証
精
度

の
高
さ
ゆ
え
だ
っ
た
。
指
紋
の
線
が
分
岐

し
て
い
る
点
、
三
角
州
状
に
な
っ
て
い
る

点
、
途
切
れ
て
い
る
点
な
ど
の「
特
徴
点
」

を
把
握
し
、
そ
の
位
置
関
係
で
指
紋
の
同

一
性
を
判
断
す
る「
マ
ニ
ュ
ー
シ
ャ
法
」

と
呼
ば
れ
る
マ
ッ
チ
ン
グ
手
法
を
用
い
て

お
り
、そ
の
識
別
率
は
99
・
９
％
を
超
え
る
。

　

い
ま
だ
に
非
白
人
と
白
人
の
間
に
は
大

き
な
所
得
差
が
あ
り
、
政
府
は
黒
人
を
中

心
と
し
た
非
白
人
に
対
し
て
様
々
な
優
遇
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種
を
使
え
ば
い
い
の
か
と
い
っ
た
栽
培
ノ

ウ
ハ
ウ
を
、
潜
在
的
な
顧
客
と
な
る
黒
人

農
家
に
研
修
を
通
じ
て
提
供
す
る
と
い
う

も
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
黒
人
農
家
に
必
要
な
の
は
栽

培
の
知
識
だ
け
で
は
な
い
。
カ
ギ
は
資
金

調
達
か
ら
農
作
物
の
流
通
と
い
っ
た
バ
リ

ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
の
構
築
に
あ
る
。
黒
人
農

家
の
多
く
が
資
金
調
達
の
手
段
を
持
た
な

い
た
め
、
種
苗
や
必
要
な
機
器
を
購
入
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
現
地
の
政
府
系
金
融

機
関
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ（
非
営
利
活
動
法
人
）と

提
携
し
、
サ
カ
タ
の
タ
ネ
が
実
施
す
る
研

修
を
受
け
る
こ
と
な
ど
を
条
件
に
、
融
資

が
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
。

　

ま
た
、
大
手
ス
ー
パ
ー
な
ど
が
扱
う
商

品
に
も
Ｂ
Ｅ
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

黒
人
農
家
が
作
る
農
作
物
に
は
小
売
店
の

側
に
も
一
定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
。
サ
カ
タ

の
タ
ネ
の
田
崎
正
光
取
締
役
執
行
役
員
は

「
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
栽
培
さ
れ
た
農

作
物
で
新
た
な
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
た

い
」と
話
す
。
今
年
か
ら
実
現
に
向
け
た

調
査
を
開
始
し
、
２
０
１
５
年
か
ら
南
ア

フ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
州
で
の
事
業
化
開

始
を
目
指
し
て
い
く
考
え
だ
。

て
き
た
。

　

本
格
的
な
現
地
で
の
事
業
拡
大
に
動
い

た
の
は
１
９
９
９
年
か
ら
だ
。
そ
れ
ま
で

代
理
店
の
１
つ
だ
っ
た
南
ア
フ
リ
カ
の
種

子
会
社
を
買
収
。
こ
の
現
地
法
人
を
活
用

し
、
現
地
向
け
種
子
の
開
発
や
現
地
生
産

を
通
じ
て
東
・
南
ア
フ
リ
カ
の
市
場
を
取

り
込
ん
で
き
た
。

　

ア
フ
リ
カ
で
は
人
口
増
加
に
歩
調
を
合

わ
せ
て
野
菜
の
生
産
量
も
順
調
に
増
加
し

て
い
る
。
と
は
い
え
、
国
や
民
族
が
違
え

ば
、
そ
の
地
で
採
れ
る
野
菜
の
種
類
や
消

費
者
の
好
み
も
変
わ
る
。
開
発
力
に
優
れ
、

高
い
付
加
価
値
の
種
子
を
得
意
と
す
る
サ

カ
タ
の
タ
ネ
は
、
世
界
各
国
の
市
場
向
け

に
開
発
し
た
種
子
の
中
か
ら
、
ア
フ
リ
カ

の
消
費
者
や
気
候
に
適
し
た
品
種
を
持
ち

込
む
こ
と
で
ア
フ
リ
カ
事
業
を
伸
ば
し
て

き
た
。

　

例
え
ば
、
道
路
事
情
が
悪
い
ア
フ
リ
カ

向
け
に
、
気
候
条
件
が
近
い
ブ
ラ
ジ
ル
か

ら
割
れ
に
く
く
て
食
べ
ら
れ
る
部
位
が
多

い
カ
ボ
チ
ャ
の
品
種
を
持
ち
込
み
、
現
地

向
け
に
改
良
を
加
え
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
、
例
え
ば
子
会
社
が

あ
る
南
ア
フ
リ
カ
で
は
25
％
の
ト
ッ
プ
シ

ェ
ア
を
持
つ
な
ど
、
一
定
の
地
位
を
築
い

て
い
る
。
そ
れ
で
も
さ
ら
な
る
成
長
に
は

課
題
も
あ
る
。
そ
の
１
つ
が
、
商
業
化
が

遅
れ
た
農
家
の
存
在
だ
。

　

南
ア
フ
リ
カ
で
は
か
つ
て
導
入
さ
れ
て

い
た
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト（
人
種
隔
離
政
策
）

を
克
服
す
る
た
め
に
、
Ｂ
Ｅ（
ブ
ラ
ッ
ク
・

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
）政
策
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
政
府
や
企
業
、
公
共
団
体
な
ど

で
、
一
定
数
以
上
の
黒
人
の
雇
用
や
資
本

を
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
ル
ー

ル
だ
。

　

そ
れ
は
農
業
分
野
で
も
同
じ
。
か
つ
て

は
白
人
の
大
地
主
が
農
業
生
産
を
独
占
し

て
い
た
。
そ
れ
を
１
９
９
４
年
の
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
撤
廃
後
、
白
人
の
大
地
主
か
ら

黒
人
の
土
地
配
分
政
策
を
始
め
た
。

依
然
残
る
人
種
隔
離
政
策
の
残
像

　

そ
れ
は
数
の
上
か
ら
は
一
定
の
成
果
が

出
て
い
る
。
２
０
１
２
年
時
点
で
黒
人
農

家
数
は
全
体
の
99
％
を
占
め
る
。
問
題
は

そ
の
質
だ
。
農
家
の
99
％
を
占
め
な
が
ら
、

農
業
生
産
高
で
は
南
ア
フ
リ
カ
全
体
の
10

％
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
黒
人
農
家
は
大
半

が
小
規
模
で
、
自
給
自
足
で
の
栽
培
。
流

通
ル
ー
ト
に
乗
せ
る
商
業
生
産
に
は
つ
な

が
っ
て
い
な
い
。

　

最
大
の
壁
は
知
識
と
ノ
ウ
ハ
ウ
。
ど
の

よ
う
な
品
種
を
使
い
、
栽
培
す
れ
ば
収
穫

量
が
上
が
る
の
か
、
そ
う
し
た
知
識
が
不

足
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
名
乗
り
を
上
げ
た
の
が
サ
カ
タ

の
タ
ネ
だ
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ（
国
際
協
力
機
構
）

の
Ｂ
Ｏ
Ｐ（
ベ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
）

ビ
ジ
ネ
ス
の
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、

現
地
法
人
を
中
心
に
黒
人
農
家
へ
の
技
術

指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
す
る
。
ど
の
品

サカタのタネがアフ
リカ向けに改良した
カボチャの品種
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