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被
災
地
の
営
農
計
画
急
ぐ

　
　
露
「
米
、
た
ば
こ
、
養
蚕
、
出
稼
を
桂
に
」

　
地
す
べ
り
被
災
農
家
の
今
後

の
営
曲
、
辰
計
画
を
ど
う
す
べ
き
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
被
災

農
家
は
勿
論
の
こ
と
、
町
当
局

な
ら
び
に
別
掲
、
県
の
営
農
相

談
所
で
は
頭
を
．
悩
ま
せ
て
い
る

が
、
な
ん
と
い
つ
て
も
、
農
家

の
生
産
意
欲
が
低
調
で
、
と
り

つ
く
す
べ
が
な
い
と
い
う
の
が

現
状
で
あ
る
。

　
と
い
つ
て
個
々
の
農
家
に
問

題
が
な
い
の
で
は
な
く
、
今
後

の
生
計
の
方
途
に
つ
い
て
は
か

な
り
な
焦
躁
も
低
流
に
み
ら
れ

る
の
で
、
町
嘱
局
と
協
議
の
上

各
戸
訪
問
を
し
て
営
農
に
対
す
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る
考
え
方
や
、
生
活
上
の
要
望

を
聴
取
し
た
上
で
三
月
中
に
は

営
農
計
画
を
た
て
た
い
方
針
で

あ
る
。

　
す
で
に
被
災
十
部
落
二
百
七

十
七
戸
を
町
役
場
職
員
が
そ
れ

ぞ
れ
分
担
し
て
訪
問
を
続
け
て

い
る
が
、
殆
の
農
家
で
は
働
き

手
が
出
稼
し
て
お
る
状
況
で
も

あ
り
、
具
体
的
な
意
見
を
得
る

に
は
な
か
な
か
困
難
の
模
様
で

あ
る
。

　
伊
那
営
農
相
談
所
長
は
「
ま

だ
激
甚
地
で
は
家
屋
の
補
修
も

や
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
又
被
災
耕

地
で
ま
だ
動
い
て
お
り
、
手
の

つ
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
も
多
い

現
状
か
ら
農
家
の
方
々
も
悩
み

が
多
く
、
営
農
に
つ
い
て
具
体

的
な
考
え
も
出
て
こ
な
い
の
は

無
理
な
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で

お
そ
く
と
も
三
月
上
旬
中
に
は

被
災
部
落
毎
の
計
画
を
た
て
、

押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
再
度

話
し
合
つ
て
推
進
し
た
い
と
考

え
て
い
る
」
と
語
つ
て
い
る
。

（
写
真
は
伊
那
所
長
）

三
億
九
千
万
円
『
農
地
施
設
復
旧
な
ど
』

　
　
す
べ
り
の
止
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
着
工

．
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磐
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て
は
去
る
二
月
の
初
旬
に
、
町

三
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千
万
円
（
農
地
百
二
十
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カ
　
よ
く
こ
の
苦
難
に
耐
え
て

こ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
に
対
し
、

．
心
か
ら
な
る
御
同
情
と
敬
意
を

表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
ま
た
、
町
の
災
害
対
策

な
ら
び
に
諸
施
策
に
つ
い
て
御

理
解
あ
る
御
協
力
を
賜
り
ま
し
r

た
町
民
各
位
に
、
深
く
感
謝
の

意
を
表
し
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
Q

　
本
年
も
、
年
頭
か
ら
知
事
さ

ん
初
め
各
方
面
か
ら
温
い
ご
同

情
に
よ
る
ご
激
励
の
言
葉
を
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

に
ど
の
個
所
を
施
工
す
る
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
だ
確

定
し
て
お
ら
ず
今
春
の
．
雪
消
え

後
の
状
況
に
よ
つ
て
、
す
べ
り

の
止
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
着
工
さ

れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。

　
こ
の
工
事
費
に
対
す
る
国
の

補
助
率
は
農
地
八
七
・
二
％
、

施
設
九
七
・
五
％
と
な
つ
て
お

り
事
業
主
体
は
農
地
は
町
、
施

設
は
県
と
な
つ
て
い
る
。

　
営
農
相
談
所
開
く

　
地
す
べ
り
地
区
営
農
相
談
所

は
去
る
一
月
十
六
日
は
開
所
式

詠
行
わ
れ
引
ぎ
3
き
亘
一

㎜
十
二
日
に
は
二
班
に
わ
か
れ
て

一
松
之
山
、
兎
口
、
光
間
、
新
山

更
建
青
六
日
振
漫

上
下
川
手
、
水
梨
、
黒
倉
の
各

部
落
を
巡
回
し
移
動
相
談
を
行

つ
た
。

　
出
稼
期
で
も
あ
る
の
で
、
各

会
場
と
も
婦
人
の
出
席
者
が
多

く
、
発
言
は
低
調
だ
つ
た
が
、

㎜
補
助
率
の
高
い
耕
地
復
旧
計
画

な
ど
の
説
明
を
聞
い
て
ほ
つ
と

一
し
た
表
情
も
見
う
け
ら
れ
た
。

　
こ
の
相
談
所
は
地
す
べ
り
の

地
区
の
営
農
を
主
と
し
て
、
職

擁

　
昭
和
三
十
八
年
は
地
辻
り
災

害
に
明
け
、
そ
し
て
こ
の
恐
し

い
災
害
の
た
め
不
安
と
慌
し
さ

の
裡
に
暮
れ
て
仕
舞
い
ま
し
た

　
残
つ
た
も
の
は
大
被
害
の
爪

跡
ば
か
り
と
云
う
、
ま
こ
と
に

遺
憾
の
年
で
あ
り
ま
し
た
Q

　
し
か
し
被
災
者
の
み
な
さ
ん

鎌灘

こ
し
ロ
ニ
ゴ
ミ
ニ
ご
こ
ミ
ニ
マ
ゑ
き
コ
の
ぽ
も
コ
ど
き
ち
コ
ぼ
ニ
を
き
じ
ゴ
こ
ヨ
ニ
ヨ
こ
じ
ご
ぼ
ぽ
ミ
ご
ニ
う

　
今
年
こ
そ
は
こ
の
災
害
を
克

服
し
郷
土
再
建
へ
希
望
に
燃
え

る
門
出
の
年
と
し
た
い
と
の
切

な
る
念
願
を
い
た
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

新
年
度
に
於
き
ま
し
て
は
引
続

き
災
害
対
策
を
は
じ
め
、
農
地

お
よ
び
農
業
用
共
同
施
設
の
復

旧
、
県
道
町
道
の
復
旧
、
小
中

学
校
被
災
校
舎
の
復
旧
整
備
等

以
上
災
害
関
係
事
業
を
．
取
上
げ

て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
外
に
県
道
の
改
良
工
事

等
の
公
共
事
業
の
拡
充
推
進
、

観
光
事
業
の
推
進
、
還
境
衛
生

面
や
医
療
施
設
の
充
実
、
産
業

振
興
へ
の
基
盤
整
備
、
町
行
政

奪響
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機
関
整
備
等
々
町
民
福
祉
の
向

上
を
目
指
し
て
な
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
重
．
要
課
題
が
文
字
通
り
山
積

い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
等

の
こ
と
を
思
う
時
に
、
焦
躁
の

念
ま
た
禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ

り
ま
す
が
、
し
か
し
急
い
で
は

こ
と
を
仕
損
じ
る
と
の
言
葉
を

考
え
て
町
の
財
政
状
態
及
諸
般

事
情
な
ど
充
分
考
慮
し
て
周
到

な
る
実
施
計
画
の
も
と
に
着
実
－

に
実
績
を
つ
み
重
ね
て
行
く
こ

と
に
全
力
を
尽
し
て
参
り
た
い

所
存
で
御
座
い
ま
す
。
何
卒
町

民
各
位
の
か
わ
り
な
い
御
鞭
燵

と
ご
協
力
を
切
に
お
願
い
申
し

■
上
げ
ま
す
。
　
（
松
之
山
町
長
）

新築された松之山中学校

め
て
あ
る
が
、
平
常
日
は
松
之

山
担
当
の
農
業
改
良
普
及
賃
樋

口
さ
ん
と
高
橋
さ
ん
が
駐
在
し

て
い
る
Q

　
水
梨
青
年
学
級
表
彰

　
水
梨
に
中
島
茂
さ
ん
（
26
ノ

た
ち
の
努
力
で
青
年
学
級
が
で

き
て
か
ら
本
年
度
は
四
年
目
で

あ
る
が
、
そ
の
間
、
教
養
、
農

業
、
家
事
な
ど
の
活
動
を
つ
づ

一
け
て
来
た
．
部
落
内
で
の
指
導

者
や
青
年
達
の
中
で
町
を
は
な

れ
て
い
く
者
や
年
令
の
点
で
学
．

｝級
を
や
め
る
者
が
あ
つ
た
り
、

『
ま
た
農
家
の
人
手
不
足
な
ど
と

い
く
た
の
困
難
に
会
い
な
が
ら

も
運
営
し
つ
づ
け
た
。
本
年
度
．

か
ら
隣
り
の
大
荒
戸
に
も
学
級

が
で
ぎ
た
が
、
青
年
教
育
に
つ

い
て
多
大
の
貢
献
が
あ
つ
た
こ

と
が
み
と
め
ら
れ
、
青
年
学
級

振
興
法
施
行
十
周
年
を
記
念
し

業
指
導
、
商
工
相
談
な
ど
あ
ら

ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
県
当
局
の

窓
口
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
毎
週
木
曜
日
を
相
談
日
に
定
・

て
昨
年
十
一
月
二
十
五
日
表
彰

を
受
け
た
Q

　
学
級
長
の
中
島
忠
信
さ
ん

　
（
2
2
）
は
次
の
よ
う
に
感
想
を

『
の
べ
て
い
る
。

　
　
「
青
年
学
級
を
通
じ
て
自
分

、
自
身
が
成
長
し
た
こ
と
に
は
、

・
殆
ど
の
学
級
生
が
気
づ
い
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。
農
家
の
青
年

は
次
第
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
つ
て

い
る
が
、
若
い
仲
問
の
結
び
つ

一
き
を
深
め
、
自
発
的
に
自
主
的

に
青
年
学
級
を
運
営
す
る
よ
5

に
努
力
す
べ
き
だ
と
思
う
」

　
学
級
生
の
大
半
は
出
か
せ
ぎ

に
行
き
、
残
つ
て
い
る
の
は
勤

め
人
と
定
時
制
に
通
う
高
校
生

で
あ
る
。
出
か
せ
ぎ
者
の
年
間

｝
反
省
会
で
き
め
た
の
だ
が
、
出

か
せ
ぎ
組
と
残
留
組
と
の
手
紙
冒

の
交
換
を
文
集
で
や
ろ
う
と
い

う
の
で
、
目
下
雌
備
中
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愈
　
、

松
之
山
中
学
校
舎
竣
功

　
　
久
し
ぶ
り
同
じ
屋
根
の
下
喜
ぶ
中
学
生

　
昭
和
三
十
八
年
三
月
に
地
す

べ
り
の
た
め
、
、
取
り
壊
し
た
松
之

山
中
学
校
の
復
旧
新
築
工
事
は

同
年
六
月
十
五
日
か
ら
猪
又
建

設
（
糸
魚
川
市
）
の
請
負
で
施

工
さ
れ
．
て
い
た
が
去
る
二
月
七

日
、
八
ゲ
月
ぶ
り
で
完
工
し
た

　
二
月
十
一
日
に
は
村
山
議
長

等
、
立
ち
会
い
で
新
校
舎
の
引

き
．
取
り
が
行
わ
れ
、
十
三
日
か

ら
授
業
が
開
始
さ
れ
た
。

　
新
築
早
々
で
湿
気
が
多
く
授

業
の
開
始
に
は
無
理
で
は
な
い

か
と
い
う
見
方
も
あ
つ
た
が
、

災
害
の
た
め
最
終
年
の
殆
を
落

中
、
高
年
令
者
の
職
業
訓
練

　
　
　
　
　
二
月
十
日
か
ら
は
じ
ま
る
f

　
地
す
ぺ
り
被
災
者
等
を
含
む

中
高
年
令
者
、
三
十
五
才
以
上

を
対
象
に
、
上
越
職
業
訓
練
所

松
之
山
短
期
訓
練
所
が
二
月
十

日
、
松
之
山
大
武
工
務
店
で
開

所
さ
れ
た
。

　
こ
の
訓
練
所
は
塚
田
知
事
の

配
慮
で
地
す
べ
り
被
災
地
に
お

け
る
転
職
希
望
者
の
た
め
に
設

置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
訓
練

種
目
は
建
築
大
．
工
で
、
第
一
回

の
期
問
は
二
月
十
日
か
ら
五
月
・

九
日
ま
で
の
三
ケ
月
、
短
期
養
．

成
コ
ー
ス
と
な
つ
て
い
る
。

　
現
在
の
訓
練
生
は
四
人
で
、

講
師
は
小
口
和
男
（
松
之
山
）

氏
が
担
当
。
訓
練
生
に
は
一
日

三
百
六
十
円
の
手
当
が
支
給
さ

れ
る
。
支
給
さ
れ
る
手
当
等
の

内
容
は
別
頃
の
と
お
り
で
あ
る

ち
つ
か
な
い
分
散
授
業
で
過
し

た
現
在
の
三
年
生
に
と
つ
て
は

せ
め
て
も
の
最
後
の
一
ケ
月
間

で
も
新
校
舎
で
送
り
た
い
と
い

う
切
な
る
希
望
を
う
け
い
れ
た

・
も
の
で
あ
る
G

　
降
．
雪
の
中
、
教
室
の
机
や
椅

子
を
運
び
、
顔
を
紅
潮
さ
せ
乍

ら
生
徒
達
は
、

三
年
の
R
君
　
　
と
て
も
立
派

　
な
校
舎
で
相
像
以
上
だ
つ
た

　
明
る
く
て
、
せ
い
せ
い
し
た

　
気
持
だ
。
ほ
ん
と
に
清
潔
な

　
感
じ
だ
。
み
ん
な
喜
ん
．
t
い

　
る
。
荷
物
を
運
ぶ
こ
と
に
な

　
つ
た
と
き
は
、
ど
5
せ
あ
と

　
一
ケ
月
な
ん
だ
か
ら
今
の
ま

　
ま
で
よ
い
と
皆
が
言
つ
て
い

　
た
が
、
新
校
舎
を
見
た
ら
、

　
そ
ん
な
気
持
は
一
ぺ
ん
に
と

　
ん
で
し
ま
つ
た
。
し
か
し
、

　
あ
あ
し
ち
や
い
け
な
い
、
こ

　
う
し
ち
や
い
け
な
い
と
あ
ん

　
ま
り
言
わ
れ
る
と
旧
校
舎
の

　
方
が
気
楽
で
い
い
。
皆
が
一

　
緒
に
な
れ
た
こ
と
が
ほ
ん
と

　
う
に
う
れ
し
い
。

　
S
君
　
新
校
舎
に
い
か
な
い

　
方
が
い
い
。
そ
う
い
う
者
が

　
相
当
い
る
。
ぎ
ち
ん
と
し
て

　
か
ら
入
つ
た
方
が
い
い
。
案

　
外
新
校
舎
は
ご
そ
ま
つ
だ
つ

　
た
。
ま
だ
仕
事
を
し
て
い
た
・

　
が
つ
た
に
と
べ
ば
床
が
こ
わ

　
れ
る
の
、
ア
ノ
ラ
ツ
ク
の
、
雪

　
は
よ
く
落
し
て
入
れ
の
、
五

　
ト
！
ブ
の
煙
を
出
す
と
、
教

　
室
が
す
す
け
る
か
ら
注
意
し

　
ろ
の
と
、
こ
れ
じ
や
全
く
き

　
ゆ
う
く
つ
だ
。

と
い
つ
て
い
る
Q

　
新
校
舎
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
！

ト
三
階
建
、
四
九
九
坪
、
普
通

教
室
八
室
の
ほ
か
音
楽
機
械
室

な
ど
六
室
、
水
洗
便
所
な
ど
を

設
備
し
た
明
る
い
校
舎
で
あ
る

　
総
工
事
費
は
四
八
四
二
万
円

で
、
こ
れ
に
対
す
る
国
庫
補
助

二
二
五
九
万
円
が
見
込
ま
れ
て

い
る
。

　
屋
内
体
操
場
は
昭
和
三
十
九

年
度
に
新
築
予
症
さ
れ
て
い
た

が
財
政
事
情
な
ど
か
ら
、
ま
だ

は
つ
き
り
と
し
た
見
通
し
は
た

て
ら
れ
て
い
な
い
c

職
業
訓
練
手
当

　
中
高
年
令
暦
（
三
十
五
才
以

上
）
の
転
職
の
希
望
に
つ
い
て
・

は
営
農
相
談
所
叉
は
役
場
の
職

業
係
で
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す

が
、
訓
練
中
の
手
当
な
ど
に
つ

い
て
は
つ
ぎ
の
と
お
り
と
な
つ

て
い
ま
す
。

　
速
成
訓
練
を
う
け
る
者
に
は

訓
練
期
間
中
教
科
書
、
実
習
教

材
等
は
一
切
無
料
で
あ
る
他
次

の
よ
う
な
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。一

、
失
業
保
険
受
給
者
で
あ
る

場
ム
・
。

　
e
失
業
保
険
給
付
期
間
一
箇

年
が
訓
練
期
間
中
延
長
さ
れ

そ
の
間
訓
練
手
当
に
変
る
も

の
と
し
て
被
保
険
者
が
離
職

前
に
う
け
て
い
た
賃
金
日
額

の
百
分
の
六
十
の
額
で
最
高

八
六
〇
円
の
支
給
。
圓
扶
養

親
族
加
算
と
し
て
扶
養
親
族

一
人
に
つ
き
日
額
二
〇
円
（

但
し
配
偶
者
と
第
一
子
の
み

二
〇
円
、
そ
の
他
の
子
は
一

人
一
〇
円
）
の
支
給
。
㊧
技

　
能
修
得
手
当
と
し
て
日
額
七

　
〇
円
（
訓
練
を
う
け
た
目
に

　
限
る
。
但
し
通
勤
二
K
以
内

　
の
者
は
日
額
四
〇
円
）
の
支

　
給
。
㈲
寄
宿
手
当
と
し
て
配

　
偶
者
、
同
居
親
族
と
居
を
別

　
に
し
て
訓
練
を
う
け
る
方
に

　
月
額
三
千
六
〇
〇
円
の
支
給

二
、
失
業
保
険
受
給
者
以
外
の

一
般
失
業
者
。

　
⑭
訓
練
手
当
と
し
て
日
額
三

　
六
〇
円
の
支
給
。
口
技
能
修

　
得
手
当
と
し
て
日
額
七
〇
円

　
　
（
通
勤
二
K
以
内
の
者
は
日

　
額
四
〇
円
）
の
支
給
。
㊧
寄

　
宿
手
当
と
し
て
配
偶
者
、
同

　
居
親
族
と
居
を
別
に
し
て
訓

　
練
を
5
け
る
方
に
月
額
三
千

　
六
〇
〇
円
の
支
給
。

た
だ
し
所
得
の
あ
る
場
合
は
給

付
制
限
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

内
、
容
は
公
共
職
業
安
定
所
の
指

．
導
に
よ
り
ま
す
。

　
山
岸
保
健
婦
着
任

　
保
健
婦
は
咋
春
以
来
空
席
と

な
つ
て
お
り
、
幼
児
を
も
つ
婦

人
層
や
、
診
療
所
か
ら
遠
い
部

落
の
方
々
か
ら
早
く
保
健
婦
を

闇
見
つ
け
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望

が
あ
つ
た
が
、
こ
の
ほ
ど
地
す

べ
り
の
被
災
者
か
ら
の
陳
情
に

応
え
塚
田
知
事
が
、
一
名
の
駐

　
　
　
　
　
　
　
　
雛
”
、
，
／

在
を
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
山
岸
美
代
子
（
2
4
才
）
保
健

婦
は
一
月
九
日
大
島
保
健
所
か

ら
着
任
、
二
月
中
は
都
合
に
よ

り
、
同
保
健
所
の
石
川
保
健
婦

が
、
交
代
し
、
三
月
か
ら
は
再

び
山
岸
保
健
婦
が
、
勤
務
す
る

こ
と
と
な
つ
て
い
る
。

失
業
保
険
に
つ
い
て

　
出
稼
者
が
出
稼
先
で
失
業
保

険
を
か
け
て
居
る
人
は
帰
郷
後

求
職
申
込
の
際
不
都
合
を
生
じ

ま
す
の
て
、
失
業
保
険
加
入
の

旨
を
必
ず
役
場
へ
通
知
す
る
様

に
家
族
の
方
か
ら
お
願
い
し
ま

す
。

一55一



②（第21号）山の松

米
と
牛
と
出
稼
の
三
本
足
で

　
　
　
　
　
　
甲
斐
性
あ
る
月
池
男
、
だ
が
婦
人
は
異
論

　
　
　
　
　
　
県
道
が
月
池
を
通
る
日
に
夢
を

　
　
　
　
　
　
歯
医
者
の
出
張
診
療
を
切
望

◇
月
池
◇神

秘
の
丸

い
池

　
中
島
橋
を
渡

つ
て
西
へ
、
道

は
急
に
登
り
と

な
り
悪
く
な
る

と
い
つ
た
感
じ

で
あ
る
。

　
歩
い
て
三
十
分
と
い
5
と
こ

ろ
か
細
い
月
池
川
を
ま
た
ぐ
土

橋
が
こ
の
，
曲
落
の
門
口
で
あ
る

　
標
高
五
二
〇
配
～
五
八
O
哲

三
十
四
戸
の
小
部
落
で
あ
る
。

「
昔
こ
の
辺
は
丸
い
大
き
な
池

　
で
あ
つ
た
が
、
い
つ
だ
か
大

　
ぎ
な
崩
け
込
み
で
池
は
な
く

　
な
り
》
、
の
あ
と
に
出
来
た
の

　
が
こ
の
部
落
だ
と
い
わ
れ
て

　
い
る
」

　
「
だ
か
ら
突
ぎ
池
が
ほ
ん
と

　
か
も
知
れ
な
い
」

と
佐
藤
さ
ん
は
説
明
す
る

そ
、
の
抜
け
込
み
は
た
ぶ
ん
地
す

べ
り
だ
ろ
う
と
も
人
々
は
い
う

の
で
あ
る
Q

　
そ
の
昔
満
々
と
し
て
水
を
湛

え
た
喪
雛
神
秘
の

静
寂
さ
を
ひ
そ
め
て
い
た
こ
と

だ
ろ
う
。

…
　
た
だ
月
池
と
だ
け
書
け
ば
誰

一
し
も
万
葉
の
詩
歌
に
う
か
が
わ

｝れ
る
よ
う
な
ク
ラ
シ
カ
ル
な
相
心

像
を
す
る
に
違
い
な
い
。

｝
し
か
し
こ
の
部
落
の
人
々
は

い
つ
の
時
代
か
ら
か
始
ま
つ
た

一
地
す
ぢ
と
絶
え
間
な
い
斗
い

｝
の
歩
み
を
よ
く
知
つ
て
い
る
。

　
地
す
べ
り
の
た
め
部
落
内
移

一
転
し
た
も
の
は
、
こ
の
人
達
が

　
皿
伝
え
聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
四

㎜
軒
藷
寮
嘗
づ
き

不
荏
荒
地
と
な
つ
て
し
ま
つ

一
た
土
地
を
多
い
人
は
一
町
歩
も

一
保
有
し
て
お
り
、
な
お
二
軒
の

一
農
家
は
宅
地
の
す
ぐ
近
く
ま
で

　

｝
地
崩
れ
が
侵
蝕
し
て
い
る
現
状

房
る
．

一
杉
の
杭
を
う
ち
な
が
ら

［
そ
れ
だ
け
に
こ
こ
で
も
幾
人

か
の
人
々
か
ら
地
す
べ
り
地
を

㎝
も
つ
部
落
の
悩
み
を
聞
か
な
け

一
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る

　
　
「
昭
和
十
六
年
か
ら
今
ま
で

に
三
力
年
休
ん
だ
だ
け
で
ほ

と
ん
ど
毎
年
の
よ
5
に
地
す

べ
り
の
為
に
道
路
補
修
を
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
こ
の
人
夫
は
強
制
割
当
で

一
戸
当
り
年
に
十
八
人
位
に

な
る
」

「
初
め
の
頃
は
杉
の
杭
を
出
．

し
合
つ
て
打
ち
こ
ん
で
い
た

が
こ
の
費
用
も
な
か
な
か
バ

カ
に
な
ら
な
い
も
ん
で
す
」

源
か
宝
い
治
論
倒
姦

｝
て
も
ら
つ
て
し
る
が
杭
打
ち
工

事
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
は
昨
年

か
ら
で
今
年
で
百
四
十
本
の
コ

ン
ク
リ
パ
イ
ル
が
打
ち
込
ま
れ

る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
Q

　
今
ま
で
の
苦
し
い
経
験
か
ら

こ
の
人
達
に
は
地
す
べ
り
防
止

工
事
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
要

．
望
が
あ
る

　
「
今
ま
で
に
何
度
と
な
く
安

　
塚
土
木
出
張
所
を
は
じ
め
各

　
方
面
へ
防
止
工
事
を
陳
情
し

　
て
き
た
が
、
地
元
の
云
い
分

　
は
な
か
な
か
汲
ん
で
も
ら
え

　
な
か
つ
た
」

と
い
う
の
で
あ
る

4
三
…
三
三
三
∫
＝
三
＝
コ
ニ
三
三
～
三
…
…
二
一
≡
三
～
＝
三
…
ゴ
一
…
三
＝
三
三
三
」
一
三
＝
＝
≡
三
三
『
．
…
≡
…
’
…
三
三
’
＝
三
＝
＝
二
…
…
＝
｝
一
一
三
＝

ー
私
の
発
言
ー

仕
事
は
自
か
ら
創
る
も
の

　津鯉　　 x

追
い
つ
か
せ
る
に
は
、
私
共
の

一
人
一
人
、
特
に
復
興
の
尖
丘
ハ

で
あ
る
役
場
職
員
、
町
議
会
議

員
、
そ
の
他
各
公
職
に
あ
ら
れ

　
　
　
　
　
㌧
　
．
j
、
　
　
　
▲
辱
・
　
　
、
」
弓
　
）

誰
で
も
実
行
出
来
る
こ
と
と
思

い
ま
す
の
で
左
記
に
こ
れ
を
掲

げ
て
私
の
御
挨
拶
に
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
仕
事
の
十
則

そ
の
一
、
仕
事
は
自
分
か
ら

「
創
る
」
べ
き
で
与
え
ら
れ
る

、
＼
　
象
＝
C
」
よ
　
、
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
兀
手
先
手

　
　
　
　
　
　
　
　
祠
く
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
t
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
怯
事
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
仕
事
は
己

江
事
」
を

乞
成
し
遂

Q
。

鋼管拡の打込作業する月池の人蓬

F
二
一
＝
＝
＝
・
二
＝
：
『
r
二
＝
＝
＝
一
げ
二
＝
＝
＝
＝
二
＝
＝
＝
舗
7
一

　

一
そ
の
五
、
取
り
組
ん
だ
ら
「
放

す
な
」
殺
さ
れ
て
も
放
す
な
、

麺
籠
瓢
．
郵
ず
り

　
｝
廻
せ
」
引
き
ず
る
の
と
引
ぎ
ず

ら
れ
る
の
と
で
は
永
い
間
に
天

［
地
の
ひ
ら
ぎ
が
出
来
る
。

『
そ
の
七
4
計
画
」
を
持
て
・

葎
期
の
計
票
持
つ
嘉
詮

忍
耐
と
工
夫
と
そ
し
て
正
し
い

蕩
と
希
景
隻
る
．

一
そ
の
八
、
　
「
自
信
」
を
持
て
、

・
自
信
が
な
い
か
ら
君
の
仕
事
に

は
迫
力
も
粘
り
も
そ
し
て
厚
味

す
ら
な
い
Q

そ
の
九
、
頭
は
常
に
「
全
回

画
八
方
隻
議
つ
て
一
分

災
害
は
自
分
も
ち
か

　
　
酬
わ
れ
ざ
る
悲
願
で
あ

　
　
つ
て
は
な
ら
な
い

　
「
陳
情
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
と
思
つ
て
も
諦
観
が
先

　
に
立
つ
て
了
う
」

　
「
や
は
り
自
分
の
災
害
だ
と

　
自
覚
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」

　
「
地
す
べ
り
も
長
び
い
て
い

　
る
と
魚
担
金
や
ら
土
地
の
境

　
界
の
こ
と
や
ら
で
部
落
の
空

　
気
も
い
ろ
い
ろ
に
変
つ
て
く

　
る
」

地
す
べ
り
防
止
の
た
め
の
対
策

工
事
は
ど
う
考
え
て
も
自
分
た

一
ち
だ
け
の
力
で
は
ど
も
に
も
な

㎜
ら
な
い
こ
と
を
よ
く
知
つ
て
い

一
る
Q

だ
か
ら
災
害
は
自
分
も
ち
だ
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
否
定
と

背
定
の
矛
盾
し
た
二
つ
の
3
譲

が
な
さ
れ
る
の
も
、
い
ま
こ
の

部
落
か
ら
の
矛
盾
そ
の
ま
ま
の

一
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で

｝
あ
ろ
う
。

一
い
ま
町
の
忠
響
侵
し
て

一
い
る
い
わ
ゆ
る
松
之
山
地
す
べ

㎜
＆
第
三
麗
地
す
努
だ
と

薦
欝
覇
、
．
月
池
も

一
　
　
　
　
　
、

　
そ
し
て
全
国
で
も
　
新
潟
、

長
野
、
富
山
、
秋
．
出
な
ど
東
北

北
陸
地
方
を
代
表
と
し
、
第
三

紀
層
の
分
布
は
広
く
、
こ
の
地

【
帯
に
は
例
外
な
く
地
す
べ
り
が

一
多
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

＝
口
＝
＝
＝
二
＝
二
＝
コ
樽
＝
一
＝
＝
＝
二
一
＝
二
＝
∫
＝
＝
＝
一
＝
＝
冒

の
隙
も
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
と
は
そ
の
よ
う
な
も

の
だ
。

そ
の
十
、
　
「
摩
擦
を
怖
れ
る

な
」
摩
擦
は
進
歩
の
緯
、
積
極

の
肥
料
だ
。
で
な
い
と
君
は
卑

屈
未
練
に
な
る
。

　
以
上
の
通
り
で
す
が
、
ど
う

か
青
年
諸
君
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

一
繍
鴇
雛
鍵
献
灘

諏
糞
蠣
慧
誠
鑛
櫨

い
、
明
る
い
明
日
の
松
之
山
を

お
互
い
に
創
ろ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
Q

　
　
　
（
松
之
田
町
議
会
議
長
）

あ
る
（
建
設
省
地
質
研
究
所
発

行
に
よ
る
）

　
「
一
口
に
移
転
と
い
つ
て
も

　
こ
の
年
令
に
な
れ
ば
そ
う
簡

　
単
に
出
来
る
も
の
で
は
な

　
い
」

誰
し
も
、
自
分
の
郷
土
を
美
し

い
楽
土
に
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
否
生
涯
そ
う
期
待
し
つ
づ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ひ
と
り
松
之
山
だ
け
で
な
く

「病
め
る
大
地
に
生
活
す
る
全
国

百
幾
万
の
人
々
に
共
通
な
こ
の

『
ね
が
い
が
酬
わ
れ
ざ
る
悲
願
で

あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
Q

　
特
筆
サ
ベ
き
牛
の
仔
取
リ

　
と
肥
育

　
　
「
百
姓
す
る
に
は
耕
地
も
近

　
い
し
条
件
は
よ
い
」

　
　
「
農
地
も
ま
だ
拡
張
で
き
る

　
し
せ
い
ぜ
い
米
を
八
十
俵
か

　
百
俵
位
売
る
よ
う
に
し
た

　
い
」

一
農
家
一
戸
当
り
の
農
産
物
販
売

一
額
は
十
五
万
八
千
円
で
浦
田
地

区
で
は
坂
中
に
つ
い
で
二
番
目

松
之
山
平
坂
九
万
八
千
円
よ
り

は
る
か
に
大
ぎ
い
o

　
　
「
牛
の
仔
取
り
で
も
、
可
成

　
の
成
績
、
を
上
げ
て
い
る
」

事
実
こ
の
人
が
云
う
よ
う
に
月

池
の
牛
の
飼
育
率
は
七
三
・
五

％
町
平
均
四
七
・
五
％
に
比
べ

れ
ば
う
ん
と
高
い
。

　
昭
和
王
十
八
年
松
代
市
場
へ

の
仔
牛
の
出
場
頭
額
は
十
六
頭

一
頭
平
均
価
格
三
万
一
千
円
、

「市
場
平
均
価
の
O
・
二
％
を
上

廻
る
成
績
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
肥
育
牛
四
頭
、
平

均
十
三
万
四
千
円
が
出
荷
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

［
米
、
牛
、
出
稼
の
三
本
足
で

一
ゆ
け
ば
ま
だ
ま
だ
月
池
の
前
途

は
よ
う
よ
う
た
る
も
の
だ
と
い

b
）
o

　
自
分
の
夢
を
娘
に
托
丁
の
か

　
し
か
し
反
画
、
お
つ
か
さ
ん

方
は

　
　
「
親
の
慾
目
か
、
自
分
の
子

供
は
こ
の
部
落
に
嫁
入
ら
せ

た
く
な
い
」
と
い
う

「
私
達
の
嫁
の
頃
よ
り
は
話

に
な
ら
な
い
位
楽
に
な
つ
た

が
」

そ
れ
は
ひ
と
り
親
の
慾
目
だ
け

で
は
な
い
、
僻
地
農
村
に
対
す

る
世
間
一
般
の
考
え
方
な
の
で

あ
る
o

　
酬
い
の
す
く
な
い
農
家
の
主

婦
と
し
て
せ
め
て
も
の
自
分
の
、

夢
を
娘
に
托
し
た
い
と
い
う
切

実
さ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　
歯
医
者
の
出
張
診
療
を

　
「
歯
医
者
の
出
張
診
療
は
で

　
き
な
い
も
の
な
の
か
」

忙
し
い
お
つ
か
さ
ん
方
に
と
つ

て
、
松
之
山
ま
で
出
か
け
る
こ

と
も
仲
々
で
き
な
い
、
な
ん
と

か
出
張
診
療
の
方
法
を
考
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

ほ
し
い
と
い
う
切
な
る
酉
憂
で

あ
る
Q

　
　
甲
斐
性
あ
る
月
池
男

　
コ
百
姓
が
多
い
と
骨
が
折
れ

　
る
か
ら
嫁
に
来
て
も
な
い
と

　
い
う
が
、
案
外
そ
う
で
も
な

　
い
、
今
ま
で
の
嫁
さ
ん
は
み

　
ん
な
条
件
の
よ
い
と
こ
ろ
か

　
ら
き
て
い
る
」

耕
う
ん
機
は
現
在
十
二
台
、
水

田
二
町
四
反
に
一
台
の
割
合
、

町
平
均
三
町
歩
よ
り
や
や
優
位

と
い
う
わ
け
、
だ
か
ら
月
池
男

は
甲
斐
性
あ
つ
て
腕
き
き
と
い

う
の
で
あ
る
、
ひ
と
り
オ
ヤ
ジ

の
座
の
強
弁
で
な
け
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

　
夜
泣
き
そ
ば
や
も
搾
き
門

　
「
出
，
稼
の
仕
事
も
行
商
が
多

　
く
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
」

と
若
ぐ
・
保
坂
さ
ん
は
い
）
、
な

ぜ
だ
ろ
う
か

　
「
時
間
に
縛
ら
れ
な
い
し
、

　
腕
し
だ
い
で
利
益
も
多
く
な

　
る
」

　
「
そ
ば
屋
も
こ
の
頃
め
つ
き

　
り
多
く
な
つ
て
、
私
は
焼
い

　
も
屋
で
す
。
重
労
働
だ
が
人

　
に
使
わ
れ
る
よ
り
は
よ
い
」

ち
な
み
に
今
冬
の
町
全
体
の
出

稼
を
職
種
別
に
み
る
と
総
数
九

五
〇
人
の
う
ち

　
土
工
三
四
四
　
店
員
一
三
七

　
建
築
五
二
　
そ
ば
行
商
六
九

　
い
も
行
商
二
六
　
雑
貨
行
商

　
一
八
　
炭
鉱
二
三
　
酒
造
四

　
〇
　
女
中
二
八

な
ど
と
な
つ
て
お
り
、
そ
ば
、

い
も
、
雑
貨
行
商
が
全
体
の
十

二
％
を
占
め
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
行
商
の
年
次
別
推
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
絃
薫
麟
　
　
　
．

　
　
芝
　
蔑
、

　
　
　
　
　
盗
博
羅
壷
煮
、

　
　
需
貫
講
母
遜
轟
蒙
“
難
雛
翼
V

激
欝
醗
　
本
愛
轟
繕
硬
禽
《
’
；
，
棄
敦
総
嚢
四

　
　
縷
嘉
響
、
薮
繕
2
き
軸
趨
f
成
篭
、

　
　
獣
・
ご
臥
を
篶
、
駅
隔
・
3
擢
鷺

　
　
浴
板
・
頴
・
へ
洋
　
舜
）
）
、
｛

　
　
｛
酢
へ
、
溺
蝉
靴
壽
・
、
雛
頑
璽
’
鵡
ラ

優良土産品として出荷されるトキ

は
、
昭
和
F
六
年
六
八
人

　
　
〃
　
三
七
年
八
九
人

　
　
〃
　
三
八
年
一
一
三
人

と
著
し
い
増
加
と
な
つ
て
い
る

　
月
池
か
ら
も
十
七
人
の
出
稼

者
の
う
ち
、
そ
ば
や
と
い
も
や

で
七
人
も
出
て
い
る
。

　
農
村
か
ら
出
稼
で
都
市
へ
む

ら
が
つ
て
行
く
人
々
、
夜
な
き

そ
ば
や
も
又
搾
き
門
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
柱
林
で
小
使
い
か
せ
ぎ

　
「
な
ん
と
か
小
使
い
銭
を
と

　
い
う
の
で
、
昨
年
か
ら
町
有

　
地
に
柱
林
を
こ
し
ら
え
賃
取

　
り
を
や
つ
て
い
る
」

森
林
開
発
公
団
が
二
十
町
歩
の

柱
林
を
計
画
し
、
月
池
ほ
か
三

部
落
で
一
取
り
組
ん
で
お
り
昨
年

は
こ
の
人
夫
賃
が
約
三
十
万
円

の
収
入
に
な
つ
た
と
い
う
。

県
道
が
部
落
を
横
断
す
る
日
を

　
こ
の
部
落
に
も
新
し
い
夢
が

あ
る
。
そ
れ
は
月
池
が
主
要
地

方
道
高
田
松
之
山
六
日
町
線
の

通
過
地
点
に
な
る
か
ら
で
あ
る

　
「
こ
の
道
路
の
改
修
工
事
に

　
は
出
朱
う
る
限
り
の
協
力
を

　
し
て
い
る
わ
け
で
す
」

県
道
が
部
落
を
横
断
し
て
行
く

日
に
、
人
々
は
大
き
な
夢
を
期

待
し
て
い
る
。
ま
た
．
農
道
の
改

修
も
補
助
事
業
と
し
て
ど
う
し
．

て
も
や
り
た
い
」
と
い
う
。

全
長
三
千
米
の
う
ち
既
に
三
百

米
を
完
了
し
て
い
る
。

　
耕
地
の
拡
大
と
併
せ
る
新
し

い
月
池
作
り
へ
の
夢
と
い
5
べ

き
か

　
肌
で
感
ず
る
町
政
の
こ
と

　
町
中
央
か
ら
約
十
ニ
キ
・
、

、
町
村
台
合
併
に
よ
り
役
場
が
支

所
に
変
つ
た
。
町
政
か
ら
だ
い

ぶ
遠
の
い
た
と
い
う
感
じ
で
あ

る
。
　
「
だ
か
ら
支
所
の
廃
止
に

は
絶
対
反
対
だ
」
と
一
同
は
同

じ
意
見
Q

町
民
か
豫
く
馨
役
罐

そ
の
こ
と
力
町
民
か
ら
親
襲

れ
て
行
く
町
政
と
な
つ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

町
民
は
多
く
を
語
ら
な
い
が
、

肌
を
も
つ
て
そ
の
こ
と
を
感
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
敏
記
）

　
　
　
　
　
　
母
子
、
障
害
、

　
　
　
　
　
　
そ
の
他
の
年
金

　
　
　
　
　
　
の
こ
と
Q

　
　
　
　
　
拠
出
制
国
民
年
金

　
　
　
　
　
に
よ
る
老
令
年
金

　
　
　
　
　
支
給
は
、
六
十
五

　
　
　
　
　
才
（
又
は
六
十
才
）

　
　
　
　
　
か
ら
で
す
が
、
そ

　
　
　
　
　
れ
ま
で
に
保
険
料

　
　
　
　
　
を
納
付
、
又
は
免

　
　
　
　
　
除
承
認
さ
れ
て
い

る
途
中
、
次
の
よ
う
な
事
項
に

該
当
し
た
時
、
各
々
の
年
金
も

受
給
で
ぎ
ま
す
。

一
、
　
【
母
子
年
金
】

　
夫
と
死
別
し
十
八
才
未
満
の

　
子
が
あ
る
時
。
　
（
支
給
．
要
件

　
と
し
て
の
老
が
夫
の
死
亡
前

　
国
民
年
金
に
加
人
し
て
お
り

　
一
年
以
上
引
き
つ
づ
き
保
険

　
料
納
付
し
て
い
る
こ
と
。
又

　
保
険
料
免
除
承
認
さ
れ
て
い

　
て
も
よ
い
。
）

二
、
【
準
母
子
年
金
】

　
夫
、
父
、
又
は
祖
父
が
死
亡

　
し
た
時
、
そ
の
者
に
よ
つ
て

　
生
計
を
維
持
し
た
女
が
準
母

　
子
状
態
に
あ
る
時
。
　
（
支
給

　
要
件
に
準
ず
る
）

　
　
　
　
員
次
号
へ
続
く
n

一56一
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葉
れ
ぱ
こ
栽
培
は
良
好

　
　
　
来
年
度
は
一
・
五
倍
に

　
新
し
い
換
金
作
物
と
し
て
大

ぎ
な
希
望
の
も
と
に
、
本
年
度

は
じ
め
て
葉
た
ば
こ
の
栽
培
を

行
な
つ
た
が
、
そ
の
成
績
は
概

ね
良
好
で
あ
つ
た
Q
山
間
豪
、
雪

地
帯
と
い
う
環
境
の
中
で
、
葉

た
ば
こ
を
栽
培
し
た
い
と
い
う

要
望
は
三
年
前
か
ら
で
あ
る
。

専
売
公
社
と
県
当
局
の
理
解
と

援
助
に
よ
り
、
本
年
度
の
耕
作

希
望
面
積
一
〇
・
九
八
ヘ
ク
タ

ー
ル
が
許
可
さ
れ
た
。
地
辻
災

害
の
た
め
一
部
耕
作
を
取
止
め

た
が
、
そ
れ
で
も
検
査
面
積
は

一
〇
・
七
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な

り
、
二
二
ニ
ト
ン
を
収
獲
、
去

る
十
一
月
二
十
二
日
安
塚
臨
時
・

収
納
取
扱
所
で
収
納
を
完
了
し

た
。

　
昭
和
三
十
九
年
度
は
約
五
割

の
増
反
が
見
込
ま
れ
、
耕
作
者

数
も
本
年
度
の
一
一
五
名
か
ら

一
五
〇
名
以
上
に
達
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
葉
た
ば
こ
栽
培

の
長
所
を
上
げ
れ
ば
全
部
買
上

げ
と
価
格
が
補
償
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
労
力
の
点
で
は

稲
作
と
競
合
し
な
い
。
こ
れ
は

労
力
投
下
の
面
で
は
他
の
作
目

と
違
い
、
比
較
的
弾
力
性
が
あ

つ
て
調
整
が
容
易
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
農
業
所
得
の

増
大
を
図
る
た
め
、
米
、
和
牛

養
蚕
と
共
に
大
い
に
そ
の
進
展

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
本
年
度

の
成
績
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
耕
作
部
落
数
　
二
三

耕
作
者
数
　
一
一
五

　
耕
作
面
積
　
一
〇
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ー
ル

　
出
荷
量
　
二
二
二
千
延

　
収
納
代
金
総
額

　
　
　
　
　
六
、
六
八
五
千
円

　
延
当
平
均
価
格
三
〇
〇
円

　
一
〇
ア
ー
ル
当
平
均
量
目

　
　
　
　
　
　
　
三
〇
六
延

　
〃
　
〃
　
価
格
　
六
二
千
円

　
一
〇
ア
ー
ル
当
量
目
最
高

　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
砥

　
〃
　
〃
　
最
低
　
一
〇
五
延

　
一
〇
ア
ー
ル
当
価
格
最
宣
同

　
　
　
　
　
　
　
九
九
千
円

　
〃
　
〃
　
最
低
　
三
一
千
円

百
万
人
の
話
し
合
い
運
動

　
　
　
婦
人
会
の
冬
の
喜
業

　
今
年
は
珍
ら
し
い
冬
で
南
風

さ
え
吹
き
、
フ
キ
の
ト
ウ
が
出

て
い
る
が
、
出
か
せ
ぎ
の
留
守

家
庭
を
は
じ
め
、
大
て
い
の
家

で
は
冬
は
仕
事
が
な
い
の
で
、

い
ろ
ん
な
心
配
事
が
出
て
来
る

こ
う
い
う
と
き
に
、
み
ん
な
が

ひ
ざ
を
交
え
て
、
と
つ
く
り
話

し
合
う
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う

の
で
東
頸
城
郡
の
婦
人
会
は
各

町
村
で
「
話
し
合
い
」
を
計
画

し
た
。
こ
れ
は
県
の
婦
人
会
で

藷
画
さ
れ
た
も
の
で
松
の
山
町

一
で
も
や
る
こ
と
に
な
つ
た
。

出
か
せ
ぎ
に
い
つ
た
夫
の
こ
と

ま
た
留
守
宅
の
子
供
の
家
庭
教

育
に
つ
い
て
、
或
は
地
す
べ
り

に
つ
い
し
、
婦
人
消
防
隊
に
っ

不
て
釜
冬
の
生
活
の
中
に
出

て
来
る
問
題
を
話
し
合
う
。

も
と
は
「
百
万
人
の
話
し
合
い

運
動
」
と
い
う
の
で
部
落
あ
げ

て
、
町
あ
げ
て
話
し
あ
う
中
で

出
て
き
た
問
題
を
一
つ
一
つ
解

決
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
が
、

先
づ
婦
人
会
が
と
り
上
げ
、
目

下
部
落
毎
に
会
台
が
も
た
れ
て

い
る
。

　
人
権
擁
護
委
員
に

　
　
　
　
　
山
岸
さ
ん

　
今
度
新
山
（
ほ
し
ば
）
山
岸

恒
治
さ
ん
が
当
町
の
委
員
と
し

て
法
務
大
臣
の
委
嘱
を
受
げ
ら

れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。

　
ご
承
知
で
し
よ
う
が
人
権
擁

護
委
員
は
、
園
民
に
保
障
さ
れ

て
い
る
華
本
的
人
権
を
擁
護
す

る
た
め
置
か
れ
て
い
る
制
度
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寸

私
的
制
裁
、
人
身
売
買
、
木

八
分
、
酷
使
虐
待
や
生
活
権

の
侵
犯
、
そ
の
他
法
律
で
定

め
ら
れ
た
権
利
が
不
法
に
犯

か
さ
れ
た
と
き
等
い
ろ
い
ろ

お
困
り
の
問
題
に
つ
い
て
無

料
で
相
談
を
受
け
る
こ
と
に

な
つ
て
い
ま
す
か
ら
、
お
気

軽
に
新
山
の
自
宅
へ
お
出
掛

け
下
さ
い
。

ロ
器
亀
一
一
一
一
一
一
昌
・
＝
昌
＝
冨
』
；
＝
一
＝
7
7
昌
＝
一
一
冒
＝
一
一
＝
一
胃
2
＝
＝
一
＝
呂
．
昌
■
＝
＝
一
＝
3
一
胃
＝
．
一
＝
＝
＝
冒
＝
”
一
＝
＝
二
昌
一
＝
＝
＝
＝
一
＝
＝
富
監
＝
＝
一
＝
■
二
昌
＝
＝
＝
冒
＝
呂
一
一
＝
＝
6
二
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
昌
＝
＝
＝
■
7
＝
一
一
一
＝
一
＝
一
＝
一
3
二
畠
＝
－
一
＝
一
7
＝
＝
一
＝
↑
一

掘
つ
て
掘
つ
て
又
掘
つ
て

　
　
　
　
焼
酒
の
味
に
目
を
細
め
る
と
き

　
茨
城
県
（
重
問
鉱
）

　
　
相
沢
美
之
吉
（
水
梨
）

　
毎
日
い
い
天
気
。
こ
れ
で
新

潟
に
勇
が
降
る
な
ん
て
信
じ
ら

れ
な
い
位
。
仕
事
は
炭
坑
の
掘

進
夫
、
昼
夜
二
交
替
で
一
番
方

の
朝
五
時
起
は
早
い
が
吹
雪
の

朝
の
道
つ
け
と
は
く
ら
べ
も
の

に
な
ら
ぬ
。
夢
に
ま
で
見
る
恋

し
い
女
房
の
も
と
を
は
な
れ
て

の
楽
し
み
と
い
え
ぽ
、
仕
事
の

あ
と
風
呂
に
入
り
、
テ
レ
ビ
を

見
な
が
ら
焼
酒
の
味
に
目
を
細

め
る
時
。

　
岐
阜
県
（
共
立
炭
鉱
）

　
　
小
野
塚
義
数
（
上
鰻
池
）

　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
＝
名

　
穴
の
中
の
仕
事
の
私
達
に
は

天
気
は
ど
う
で
も
い
い
が
、
毎

日
い
い
天
気
だ
。
こ
こ
は
亜
炭

鉱
で
坑
内
作
業
を
し
て
い
る
。

一
番
は
朝
七
時
か
ら
晩
の
五
時

ま
で
、
二
番
は
五
時
か
ら
翌
朝

三
時
ま
で
だ
。
仕
事
は
楽
で
な

く
請
負
で
や
つ
て
い
る
。
給
料

は
募
集
の
時
の
話
ほ
ど
に
は
い

か
な
い
。
一
日
二
千
円
を
目
標

に
が
ん
ば
つ
て
い
る
が
仲
々
い

か
ぬ
。
食
事
の
方
は
費
用
が
高

い
の
で
量
は
充
分
で
お
か
ず
も

良
い
方
だ
と
思
う
。

　
夜
と
い
つ
て
も
焼
酒
一
杯
の

ん
で
ね
る
ば
か
り
だ
。
松
之
山

』
か
ら
三
人
来
て
い
る
が
、
正
月
p

一
緒
に
故
里
へ
行
つ
て
来
た
。

　
茨
城
県
（
関
本
炭
鉱
）

　
　
佐
藤
嘉
市
（
天
水
越
）

　
こ
ち
ら
は
冬
も
暖
い
。
た
ま

に
す
ご
く
寒
い
日
も
あ
る
が
、

そ
う
い
う
日
に
は
き
つ
と
山
の

同
う
の
新
潟
は
雪
な
の
で
皆
で

は
な
し
合
う
。
私
達
出
か
せ
ぎ

者
の
仕
事
は
新
し
い
坑
道
を
掘

る
（
掘
進
）
仕
事
な
の
で
危
険

も
少
く
、
賃
金
も
割
に
い
い
。

一
日
三
交
替
で
一
週
間
毎
に
か

わ
る
。
か
わ
り
目
の
二
、
三
日

は
体
の
具
台
が
悪
く
一
番
つ
ら

い
。
現
場
の
係
員
は
出
か
せ
ぎ

者
に
気
を
使
つ
て
く
れ
て
助
か

る
が
。
本
鉱
員
に
は
年
末
手
当

が
あ
る
が
、
季
節
に
は
何
一
つ

出
る
で
な
し
、
正
月
気
分
も
な

い
。
食
事
は
麦
飯
。
飯
代
が
安

い
の
で
、
量
は
充
分
だ
が
お
か

ず
が
悪
く
、
近
く
の
店
か
ら
自

分
の
好
き
な
も
の
を
買
つ
て
食

べ
る
よ
う
だ
。
人
員
不
足
で
月

に
四
、
五
回
の
公
休
も
体
の
続

く
限
り
出
勤
し
、
正
月
休
み
の

四
日
間
も
休
ま
ず
仕
事
仕
事
で

地
す
べ
り
被
災
の
人
達
と
同
じ

で
正
月
も
あ
つ
た
も
の
で
は
な

い
の
が
現
状
だ
。

　
山
口
県
（
叢
山
炭
鉱
）

　
　
涌
井
福
一
（
五
十
子
平
）

　
今
年
は
暖
か
く
、
松
之
山
の

四
月
頃
の
気
候
だ
。
仕
事
は
採

炭
夫
で
日
夜
働
ら
い
て
い
る
。

給
料
は
ま
あ
ま
あ
と
い
う
と
こ

ろ
。
実
働
八
時
間
、
三
交
代
は

つ
ら
い
が
仕
方
な
い
。
食
事
は

冷
え
こ
み
が
ぎ
び
し
い
。
従
業

員
十
五
名
の
う
ち
十
三
名
が
松

之
山
な
の
で
毎
日
田
舎
の
話
し

に
花
が
咲
い
て
い
る
。
朝
八
時

か
ら
夜
†
時
ま
で
で
店
よ
り
も

出
前
が
多
く
、
六
人
で
配
達
を

や
つ
て
い
る
Q
一
般
に
会
社
の

お
得
意
が
多
く
、
夜
は
会
社
の

残
業
食
を
受
け
て
い
る
。
始
め

は
働
く
時
問
が
な
が
い
の
で
つ

か
れ
た
け
れ
ど
、
今
は
と
て
も

楽
し
い
。

　
給
料
は
二
ヶ
月
に
一
度
だ
が

必
要
の
時
は
何
時
で
も
貸
し
て

く
れ
る
。
一
日
に
二
十
円
の
お

や
つ
代
、
休
み
毎
に
二
〇
〇
円

の
こ
づ
か
い
が
出
る
。

　
東
京
都
（
夜
鳴
ぎ
そ
ば
）

　
　
相
沢
亨
（
小
谷
）

　
十
二
月
は
昨
年
に
比
べ
て
風

．
の
吹
く
日
が
多
い
よ
う
だ
。
私

達
は
天
気
の
都
台
で
休
む
の
だ

が
、
こ
ち
ら
へ
来
て
か
ら
一
ケ

．
騨
鷺
魏
轡
佐
一
月
藁
晶
帯
纏

一
量
だ
け
は
充
分
。
時
問
は
六
時

王
蒔
、
五
時
Q
残
業
や
運
動
■

㎜
を
す
る
の
で
、
ひ
ま
さ
え
あ
れ

一
ば
寝
る
。
公
休
日
に
も
出
て
い

『
く
Q

夜

な
　
き
　
ソ
　
バ

笛
吹
け
ど
景
気
は
下
り
気
味

　
束
京
都
（
そ
ば
売
り
）

　
　
高
沢
進
（
湯
之
島
）

　
初
雪
が
あ
つ
た
が
、
今
の
と

こ
ろ
ま
だ
ひ
ど
く
寒
く
は
な
い

仕
事
は
晩
の
七
時
か
ら
朝
の
七

時
頃
ま
で
。
昼
間
ね
む
る
わ
け

だ
が
、
ど
う
し
て
も
寝
不
足
。

正
月
後
の
不
景
気
が
ど
の
よ
う

に
、
こ
の
仕
事
に
ひ
び
く
か
一

番
の
心
配
事
だ
。
食
事
は
仲
間

と
自
炊
で
、
主
に
野
菜
を
使
つ

て
い
る
Q
米
は
一
日
一
回
、
あ

と
は
パ
ン
か
め
ん
類
。
重
労
働

だ
。

東
京
都
（
そ
ぽ
や
）

　
小
林
イ
シ
（
上
鰻
池
）

　
　
　
　
　
ほ
か
十
二
名

毎
日
よ
い
天
気
だ
が
朝
タ
は

朝
は
午
後
0
時
（
正
午
）
か
ら

仕
出
し
を
始
め
、
午
後
五
時
近

く
か
ら
商
売
に
出
て
、
帰
え
つ

て
寝
る
の
は
翌
日
の
午
前
三
時

ど
う
も
一
般
に
不
景
気
で
昨
年

よ
り
一
割
か
ら
二
割
は
売
上
げ

が
落
ち
た
。

　
休
み
の
日
は
疲
労
回
復
の
た

め
休
息
し
、
手
紙
を
か
い
た
り

読
書
な
ど
し
て
い
る
。
正
月
は

休
ま
な
い
で
仕
事
に
出
た
が
、

貧
農
の
生
活
は
ぎ
び
し
い
と
つ

く
づ
く
思
つ
た
。
私
達
出
稼
者

は
次
の
こ
と
を
町
に
お
願
い
し

ま
す
。

一
、
出
稼
ぎ
収
入
に
は
税
金
を

　
控
除
す
る
こ
と
Q

二
、
流
感
の
予
防
注
射
は
十
月

　
に
行
な
い
、
出
稼
者
に
は
無

　
料
に
す
る
こ
と
。

三
、
出
稼
ぎ
仕
度
金
や
留
守
家

　
族
の
生
活
つ
な
ぎ
資
金
を
必

　
要
と
す
る
者
に
は
、
希
望
に

　
応
じ
て
摂
利
子
で
貸
付
け
る

　
こ
と
〇

四
、
出
稼
者
が
ま
と
ま
つ
て
い

　
る
地
域
で
は
、
出
稼
期
間
に

　
一
度
、
町
費
で
出
稼
者
の
交

　
流
会
を
聞
く
こ
と
。

以
上
の
四
項
目
で
す
が
、
出
稼

一
ぎ
の
労
働
条
件
は
年
々
悪
化
し

労
働
強
化
と
危
険
な
条
件
の
中

で
、
年
問
の
現
金
収
入
を
出
来

る
だ
け
確
保
す
る
た
め
に
無
理

な
労
働
を
し
て
い
る
状
態
で
す

町
の
収
入
の
中
で
出
稼
ぎ
収
入

の
し
め
る
割
合
は
大
き
い
も
の

と
思
い
ま
す
が
そ
れ
な
り
に
町

当
局
も
施
策
を
す
す
め
て
お
ら

一れ
る
で
あ
り
ま
し
よ
う
が
、
積

　
　
　
　
E
　
　
　

お
茶
を
習
う
鈴
木
税
子
さ
ん
（
小
谷
）

極
的
に
出
稼
者
対
策
を
緊
急
に

講
じ
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

勤
務
は
二
交
替
で

　
　
　
松
之
山
人
で
気
楽
な
精
米

　
三
．
重
県
（
宮
崎
酒
造
）

　
　
葛
橋
武
男
（
天
水
島
）

　
朝
夕
は
少
し
冷
え
る
が
、
日

中
は
シ
ヤ
ッ
一
枚
の
姿
も
見
え

暖
く
て
す
ご
く
い
い
と
こ
ろ
だ

「私
達
は
精
米
部
の
仕
事
だ
が
、

勤
務
は
八
時
間
制
の
二
交
替
で

早
番
は
朝
四
時
か
ら
午
後
一
時

後
番
は
午
後
一
時
か
ら
十
時
ま

で
、
一
週
間
交
替
で
去
年
か
ら

見
れ
ば
給
料
も
一
日
に
百
五
十

円
以
上
多
く
な
り
ま
あ
ま
あ
と

い
つ
た
と
こ
ろ
。
新
潟
米
、
（
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

代
）
も
大
分
入
つ
た
。
酒
一
㌧
売

れ
ゆ
き
も
い
い
。
合
成
が
少
く

な
り
清
酒
が
の
び
て
い
る
。
九

分
通
り
は
東
京
へ
出
荷
す
る
。

食
事
は
充
分
あ
る
。
若
い
者
は

晩
酌
の
力
で
遊
び
に
出
か
け
る

月
に
二
回
の
休
日
が
あ
る
。

　
富
山
県
（
湊
酒
造
）

　
　
高
沢
彦
市
（
天
水
島
）

　
此
の
頃
は
雨
ば
か
り
降
つ
て

い
る
。
今
の
所
雪
は
な
い
。

　
仕
事
は
酒
造
り
で
あ
る
。
少

さ
な
倉
で
造
石
高
は
二
千
立
程

で
、
倉
人
、
九
名
。
給
料
は
月

給
制
で
手
当
等
な
し
Q
食
事
は

良
い
方
だ
。
新
潟
日
報
が
一
日

お
く
れ
で
郵
送
さ
れ
る
の
で
故

里
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
喜
ん

で
い
る
。

　
長
岡
市
（
中
越
．
欄
造
）

　
　
福
原
浩
祓
（
小
谷
）

　
年
の
暮
れ
に
は
積
雪
も
あ
つ

た
。
仕
事
は
酒
造
で
、
朝
八
時
－

か
ら
五
時
迄

九
年
の
経
験

が
あ
る
の
で

楽
だ
。
酒
の

売
れ
行
き
は

県
外
に
た
く

さ
ん
出
る
夜

業
は
な
し
。

食
事
の
量
は

充
分
、
労
働

が
は
げ
し
い

の
で
食
事
は

う
ま
い
。
テ

レ
ビ
ニ
ユ
ー

ス
で
松
之
山

地
す
べ
り
が

時
々
出
る
の

で
様
子
が
解

る
。
働
い
て

い
る
私
達
も

一
心
配
し
て
い
ま
す
。

一
愛
知
県
（
神
杉
酒
造
）

』
　
　
山
岸
信
治
（
新
山
）

㎝
　
　
　
　
　
　
ほ
か
六
名

”・

　
毎
日
暖
か
だ
。
建
物
の
中
で

㎜
の
仕
事
だ
か
ら
天
候
は
あ
ま
り

［
気
に
な
ら
ぬ
。
松
之
山
か
ら
七

「
入
来
て
い
る
。
精
米
所
の
人
は

ヤ

一
全
員
、
松
之
山
人
だ
か
ら
気
も

紅
、
、

』
釜
し
　
気
楽
だ
。
朝
八
時
か
ら

㎜
晩
は
五
時
迄
。
給
料
は
帰
る
時

「
　
　
－
》

｛
ま
で
は
ゾ
、
き
り
し
な
い
。
正
月

㎝
休
み
が
今
年
は
一
週
問
あ
つ
た

万
薦
郷
し
た
9

危

い
坑
内
作
業

休
日
に
は
洗
濯
や
お
針
も

　
川
崎
市
（
鹿
島
建
設
）

　
　
和
久
井
由
雄
（
水
梨
）

　
暮
の
三
十
一
日
ま
で
は
大
変

暖
く
よ
い
日
和
だ
つ
た
が
元
日

か
ら
は
雨
に
な
り
、
は
だ
寒
く

み
ぞ
れ
に
な
つ
た
り
で
今
冬
の

川
崎
は
変
り
や
す
い
気
候
で
あ

る
・
仕
事
は
土
方
で
シ
ヤ
ベ
ル

一
丁
が
道
具
で
器
用
な
人
は
何

で
も
や
る
。
八
時
間
労
働
と
云

う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
仕
事

に
よ
り
時
間
は
一
様
で
は
な
い

　
仕
事
は
辛
く
な
い
。
給
料
は

何
所
へ
行
つ
て
も
同
じ
で
す
。

　
食
事
も
私
は
良
い
方
だ
と
思

う
。
充
分
に
食
べ
ら
れ
る
か
ら

休
み
は
決
つ
て
い
な
い
が
雨
の

降
る
日
は
休
み
だ
。

　
和
歌
山
県
（
前
田
建
設
）

　
　
志
賀
由
定
（
下
川
手
）

　
　
涌
井
盛
義
（
五
十
子
平
）

　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
七
名

　
こ
の
へ
ん
は
台
風
の
通
り
道

で
毎
日
の
よ
う
に
風
が
あ
る
Q

国
道
四
十
八
号
線
の
ト
ン
ネ
ル

の
坑
内
作
業
だ
が
、
朝
六
時
半

か
ら
晩
の
六
時
半
ま
で
の
昼
夜

二
交
替
で
石
山
の
危
険
な
と
こ

ろ
で
あ
り
、
作
業
の
内
容
、
時

間
か
ら
見
て
給
料
は
ま
ず
最
低

だ
。
食
事
も
量
は
充
分
だ
が
、

最
低
だ
。
十
畳
の
部
屋
に
八
人

が
入
つ
て
い
る
。
作
業
時
間
が

長
い
の
で
帰
え
る
と
一
杯
や
る

の
が
せ
き
の
山
だ
。

　
　
（
四
頁
へ
続
く
）
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1
お
母
さ
ん
は
ぬ
い
も
の

　
　
　
　
　
そ
ち
ら
の
仕
事
は
i

浦
田
小
学
校
六
年
（
湯
の
島
）
　
久
保
田
文
子

　
お
父
さ
ん
、
お
元
気
で
す
か

私
達
も
元
気
で
働
い
て
い
ま
す

お
父
さ
ん
、
か
す
り
ぎ
ず
の
方

は
だ
い
じ
よ
う
ぶ
で
す
か
Q
ま

た
け
が
を
し
な
い
よ
う
に
働
い

て
下
さ
い
。

　
今
そ
ち
ら
で
は
ど
ん
な
仕
雰

を
や
つ
て
い
る
の
で
す
か
。
こ

ち
ら
は
今
三
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い

雪
が
つ
も
つ
て
い
ま
す
。
家
の

方
で
は
お
母
さ
ん
が
こ
た
つ
に

は
い
り
、
ぬ
い
も
の
に
せ
い
が

出
て
い
ま
す
。
私
は
い
つ
も
学

校
で
思
う
の
で
す
が
、
お
父
さ
．

ん
が
い
な
い
と
、
と
つ
て
も
さ

み
し
い
で
す
。

　
靖
子
も
、
お
母
さ
ん
の
言
う

事
を
聞
き
手
伝
を
し
た
り
し
ま

す
G　

今
チ
、
ち
ら
は
ど
の
く
ら
い
雪

が
つ
も
つ
て
い
ま
す
か
。
お
父

さ
ん
達
の
働
い
て
い
る
所
の
後

の
山
は
、
白
く
な
り
ま
し
た
か

こ
ち
ら
の
山
も
白
く
な
つ
て
い

　
　
A
7
ど
こ
に

一　
ぽ
く
の
お
と
う
さ
ん
は
、
夏

は
富
士
山
の
四
合
め
の
道
路
工

　

一
事
に
、
冬
は
川
崎
市
の
デ
パ
ー

る
所
も
あ
り
ま
す
。

　
靖
子
は
「
お
父
さ
ん
が
お
正

月
に
こ
な
い
か
な
」
と
い
つ
も

言
つ
て
い
ま
す
。
私
は
、
妹
の

方
が
か
わ
い
そ
う
だ
な
と
思
つ

た
Q

　
お
父
さ
ん
も
返
事
を
く
だ
さ

い
Q
帰
つ
て
く
る
時
は
、
元
気

な
す
が
た
で
帰
つ
て
き
て
下
さ

い
。
お
体
を
た
い
せ
つ
に
、
さ

よ
5
な
＾
り
Q

　
　
　
　
　
　
い
る
か
な

松
里
小
学
校
六
年
（
天
水
越
）
佐
藤
松
夫

　
　
　
　
　
　
　
『
こ
ろ
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
写
真

　
　
　
　
　
　
　
　
触

ト
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
、
荷
物

を
あ
つ
か
5
仕
事
を
し
て
い
る

　
手
紙
の
中
に
写
真
が
入
つ
て

い
る
と
き
が
あ
る
。
働
い
て
い

る
と
こ
ろ
、
や
す
ん
で
い
る
と

ご
飯
は
た
り
な
く
な
い
で
す
か

　
　
　
浦
田
小
学
校
（
藤
原
）
　
久
保
田
澄
子

　
お
父
さ
ん
、
お
元
気
で
す
か

私
た
ち
も
、
み
ん
な
元
気
に
す

ご
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
方

は
、
も
う
雪
が
五
十
⑳
位
ふ
つ

て
し
ま
い
ま
し
た
り
け
れ
ど
も

道
は
も
う
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
が
き

た
の
で
、
今
は
パ
ス
が
通
つ
て

い
ま
す
。
家
で
は
、
う
さ
ぎ
の

子
が
七
ひ
き
生
れ
ま
し
た
。
大

だ
。
こ
ん
な
写
真
を
見
る
と
、

こ
の
中
の
お
と
う
さ
ん
が
「
お

か
あ
さ
ん
の
言
う
こ
と
を
よ
く

き
い
て
、
勉
強
や
手
伝
を
し
つ

か
り
や
れ
」
と
［
一
一
、
・
つ
て
い
る
よ

う
だ
Q

　
夏
富
士
山
か
ら
か
え
つ
て
く

ほ
構
墾
耀
韓
雛
叢
謬
蓮
甜

ろ
な
も
の
を
み
や
げ
に
も
つ
て
だ
。
家
が
つ
ぶ
れ
た
り
し
な
い

ぎ
た
。
、
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
。
こ
ん
な
と
き
お
と
う
さ

　
山
が
色
ず
く
こ
ろ
、
お
と
う
ん
が
、
け
が
や
病
気
に
な
ら
な

さ
ん
は
は
り
ぎ
つ
て
で
か
け
て
い
よ
う
に
、
も
し
病
気
に
か
か

い
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
り
し
た
ら
そ
れ
こ
そ
た
い

　
学
校
に
い
つ
て
授
業
中
な
ど
へ
ん
だ
。
今
ぽ
く
が
希
望
し
て

今
ど
こ
に
い
る
か
な
、
川
口
か
い
る
こ
と
は
、
病
気
や
け
が
を

な
、
そ
れ
と
も
ど
こ
か
な
、
な
し
な
い
で
早
く
か
え
つ
て
も
ら

ど
慾
賂
齢
だ
愛
い
た
い
と
い
5
こ
と
だ
け
だ
．

出
稼
の
み
な
さ
ま
へ

　
　
　
三
省
小
学
校
（
小
谷
）
　
相
沢
敏
予

変
か
わ
い
い
で
す
。

　
お
父
さ
ん
、
仕
事
を
す
る
の

に
寒
く
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
ご
飯
は
た
り
な
く
な
い
で
す

か
。
仕
事
は
楽
で
す
か
。
夜
な

ど
は
寒
く
あ
り
ま
せ
ん
か
。
大

変
つ
か
れ
る
で
し
よ
う
け
ど
、

が
ん
ば
つ
て
お
働
き
下
さ
い
。

　
お
父
さ
ん
、
む
り
を
し
な
い

で
体
に
は
じ
ゆ
う
ぶ
ん
気
を
つ

け
て
下
さ
い
。
私
た
ち
も
二
十

六
日
か
ら
休
み
で
す
。

　
で
は
お
元
気
に
さ
よ
う
な
ら

　
皆
さ
ん
お
一
兀
気
で
す
か
。

ち
よ
う
ど
び
ん
せ
ん
が
な
く
な

つ
て
し
ま
つ
て
、
原
こ
う
よ
う

・
麟
幣

紙
で
書
い
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
み
な
さ
ん
は
、
ど

ん
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
か
。

　
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
し
つ

問
し
ま
す
が
、
聞
い
て
ね
〃

そ
ち
ら
は
寒
い
で
す
か
。
あ
つ

い
で
す
か
。

　
こ
つ
ち
で
は
五
十
皿
以
上
も

早
く
卒
業
し
て
お
と
う
さ
ん
に

　
　
松
里
小
学
校
六
年
（
天
水
越
）
佐
藤
け
さ
み

　
う
ち
の
父
は
、
埼
玉
県
ま
で

出
か
せ
ぎ
に
行
つ
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
苦
労
し
、
や
つ
と
の

こ
と
お
金
を
た
め
て
私
達
を
学

校
に
や
つ
て
く
れ
る
父
で
す
。

　
父
は
四
月
頃
に
帰
つ
て
来
る

お
金
を
た
く
さ
ん
も
つ
て
来
る

と
い
い
け
ど
な
あ
と
、
思
つ
て

い
る
の
で
す
。
父
の
い
な
い
家

は
こ
ま
る
だ
ろ
う
な
あ
。

　
早
く
卒
業
し
て
こ
ん
ど
は
、

お
と
う
さ
ん
に
お
金
を
か
え
さ

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
つ
く

づ
く
田
心
う
Q

　
春
は
田
植
、
秋
は
イ
ネ
カ
リ

そ
れ
ま
で
ず
う
つ
と
父
は
い
る

そ
の
あ
い
だ
に
お
も
い
つ
き
り

父
に
勉
強
も
教
え
て
も
ら
い
、

良
い
子
に
な
ろ
う
と
考
え
る
。

で
も
す
ぐ
親
に
さ
か
ら
つ
て
し

ま
う
o

　
母
は
大
ぎ
な
こ
と
で
も
、
小

さ
な
こ
と
で
も
お
な
じ
に
お
こ

る
。
わ
た
し
は
心
の
中
で
は
「

忘
れ
て
た
の
に
な
あ
」
と
に
く

く
な
つ
て
い
い
か
え
す
こ
と
が

あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
、
み
か

た
す
る
父
が
す
ぎ
だ
。

　
こ
と
し
の
夏
の
お
ぽ
ん
に
お

よ
い
で
い
た
ら
見
に
来
て
く
れ

た
。
わ
た
し
は
ち
よ
つ
び
り
は

ず
か
し
か
つ
た
。
あ
と
で
私
は

父
は
わ
た
し
の
こ
と
を
思
つ
て

見
に
来
て
く
れ
た
の
に
、
ど
う

し
て
わ
た
し
は
は
ず
か
し
か
つ

た
の
だ
ろ
う
と
思
つ
た
Q

　
わ
た
し
の
父
は
ほ
ん
と
う
に

い
い
人
で
す
Q

雪
が
つ
も
つ
て
い
ま
す
。

　
何
時
こ
ろ
か
ら
仕
事
に
出
て

何
時
こ
ろ
ま
で
、
続
け
て
い
ま

す
か
。

　
家
に
帰
つ
て
、
だ
れ
が
し
よ

く
事
の
し
た
く
を
や
つ
て
く
れ

る
の
で
す
か
Q

　
そ
れ
か
ら
仕
事
を
し
て
い
る

時
、
ど
こ
ま
で
い
つ
て
働
い
て

い
ま
す
か
。

　
い
ま
ま
で
に
う
れ
し
い
事
が

た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
が

ど
ん
な
こ
と
で
し
よ
う
か
。
か

な
し
い
と
か
、
苦
し
い
、
お
も

し
ろ
く
な
い
と
い
う
日
は
、
ど

う
い
う
日
で
す
か
。

　
そ
れ
か
ら
、
い
つ
ご
ろ
か
ら

い
つ
ご
ろ
ま
で
き
ゆ
う
か
を
も

ら
え
ま
す
か
。

　
い
ま
書
い
た
こ
と
を
一
月
六

日
ま
で
に
ど
う
し
て
も
お
く
つ

て
ね
〃
そ
の
ほ
か
に
も
知
ら
せ

て
ね
。

　
不
良
が
た
く
さ
ん
い
る
所
が

あ
る
と
い
い
ま
し
た
が
、
そ
5

い
う
所
に
は
い
か
な
い
で
ね
。

　
お
か
ら
だ
を
た
い
せ
つ
に
ね

い
う
の
を
わ
す
れ
た
け
れ
ど
、

さ
い
し
よ
返
事
を
書
い
た
ら
役

場
に
お
く
つ
て
ね
。

で
は
さ
よ
う
な
ら

　
　
　
（
前
頁
よ
り
続
く
）

残
業
で
稼
ぐ
毎

　
　
　
　
　
給
料
は
ま
ア

直
．
江
津
市
（
ス
テ
ン
レ
ス
）

　
小
野
塚
茂
（
光
間
）

積
雪
は
な
い
が
海
岸
端
の
た

め
雪
降
り
の
時
は
風
が
ひ
ど
い

仕
事
は
ス
テ
ン
レ
ス
の
板
の
ロ

ー
ラ
掛
け
、
叉
は
板
を
の
ば
す

、
な
ど
、
中
間
、
最
後
仕
上
げ
を

や
つ
て
い
る
。
勤
務
は
二
十
四

時
間
を
三
交
代
で
や
り
、
都
台

に
よ
り
夜
間
、
又
は
深
夜
残
業

日
ま
ア
か

を
や
る
。
夜
間
勤
務
は
往
復
。
ハ

ス
が
不
通
の
た
め
寮
ま
で
四
キ

ロ
も
あ
る
の
で
大
変
つ
か
れ
る

し
、
空
腹
を
感
じ
る
。
給
料
は

普
通
だ
と
思
う
。
・
夜
間
馳
説
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
．
d

亦
は
洗
濯
、
会
社
が
忙
し
い
の

で
現
在
休
み
な
し
、
正
月
休
み

は
五
日
間
あ
つ
た
し
バ
ス
も
通

る
の
で
全
員
帰
宅
し
正
月
を
過

し
た
。

そ
ば
の
売
れ
行
き
は
ど
う

　
浦
田
小
学
校
（
湯
の
島
）
　
高
沢

　
お
父
さ
ん
些
兀
気
で
す
か
、

ぼ
く
を
は
じ
め
母
も
妹
も
、
あ

い
か
わ
ら
ず
兀
気
で
す
。

　
こ
ち
ら
の
方
は
、
ブ
ル
ト
ー

ザ
！
が
来
た
の
で
、
県
道
に
は

雪
が
あ
り
ま
せ
ん
G
今
日
は
雪

も
じ
き
に
な
る
で
し
よ
う
。
ぼ

く
た
ち
の
学
校
は
二
十
六
日
か

ら
冬
休
み
に
入
り
ま
し
た
。

　
お
父
さ
ん
は
雨
で
も
ふ
ら
な
一

け
れ
ば
休
め
な
い
の
で
つ
ら
い

で
し
よ
う
。

　
そ
ば
の
売
れ
行
き
は
ど
う
で
・

　
　
　
　
　
　
　
保

す
か
。
こ
の
前
来
た
手
紙
に
は

だ
い
ぶ
い
い
方
だ
と
書
い
て
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
ど
う

で
す
か
Q

　
お
父
さ
ん
と
一
し
よ
に
働
い

て
い
る
人
も
一
兀
気
で
す
か
。
一

生
け
ん
命
働
い
て
こ
ん
ど
帰
つ

て
く
る
時
に
は
元
気
な
す
が
た

で
帰
つ
て
来
て
く
だ
さ
い
。
仕

事
は
無
埋
の
な
い
よ
う
に
し
て

お
体
を
た
い
せ
つ
に
し
て
仕
事

に
は
げ
ん
で
く
だ
さ
い
。

伊
勢
市

　
（
東
津
紡
）

鈴
木
悦
子

　
　
（
小
谷
）

　
毎
日
暖
か
い

日
が
続
い
て
久
・

み
た
い
な
気
が

し
な
い
。
仕
事

は
綿
か
ら
糸
に

な
る
所
で
働
い

て
い
る
。

勤
務
時
問
は
早

番
（
朝
五
時
～

一
時
三
〇
分
）

番
（
一
時
三
〇

分
～
十
時
）
早

出
、
残
業
は
一
一

時
間
で
十
八
才
以
上
の
人
が
順

番
に
や
る
。
給
料
、
年
末
手
当

は
ま
あ
ま
あ
だ
行
商
の
成
績
は

東
洋
紡
十
社
の
う
ち
山
田
工
場

が
一
番
よ
く
、
上
役
は
ホ
ク
ホ

ク
だ
。
、
正
月
休
み
は
六
日
間
あ

り
、
伊
勢
参
り
を
す
ま
せ
て
映

画
を
み
た
。
　
【
写
真
は
出
稼
先

の
久
保
田
慶
一
郎
さ
ん
】

　
東
京
都
（
岩
井
木
工
）

　
　
相
沢
高
吉
（
松
之
山
）

　
　
　
　
　
外
四
〇
人

　
毎
目
い
い
天
気
だ
。
だ
が
朝

晩
は
身
に
し
み
る
寒
さ
だ
。
私

は
食
堂
で
働
ら
い
て
い
る
。
朝

五
時
か
ら
夜
は
八
時
頃
ま
で
。

出
か
せ
ぎ
の
人
も
入
れ
て
三
百

人
ほ
ど
の
工
員
の
人
達
の
食
事

を
八
人
で
ま
か
な
つ
て
い
る
が

な
か
な
か
忙
し
い
。

　
松
之
山
か
ら
三
、
四
十
人
来

て
い
る
。
食
料
は
昨
年
よ
り
大

分
よ
く
な
つ
た
が
、
仕
事
が
重

労
働
な
の
で
足
ら
な
い
と
い
う

人
も
あ
る
。
魚
は
週
二
回
で
、

野
菜
を
多
く
使
う
。
夜
は
人
に

よ
つ
て
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
九
時

頃
ま
で
残
業
す
る
人
も
多
く
、

風
呂
に
入
れ
ば
十
時
に
な
り
、

故
郷
の
話
を
し
て
ね
る
。
地
す

べ
り
の
話
も
す
る
。
正
月
休
み

に
は
親
類
に
行
く
人
が
多
か
つ

た
。

　
東
京
都
（
ラ
イ
カ
ク
リ
ー
ム
）

　
　
福
原
益
太
郎
（
上
川
手
）

　
関
東
名
物
の
風
も
吹
か
ず
今

年
は
大
変
暖
か
い
冬
で
す
。
靴

ク
リ
ー
ム
の
製
造
を
や
つ
て
お

り
ま
す
が
、
人
手
不
足
の
た
め

に
仕
上
げ
の
方
も
手
伝
つ
て
お

り
ま
す
。
し
た
が
つ
て
八
時
間

勤
務
で
す
が
、
忙
し
い
の
で
朝

七
時
か
ら
夜
九
時
～
十
時
と
残

業
を
や
つ
て
お
り
ま
す
。

　
給
料
は
十
五
日
〆
切
、
二
十

日
が
月
給
日
と
な
つ
て
お
り
ま

す
が
、
十
二
月
の
下
期
は
三
十

日
に
給
料
、
ボ
ー
ナ
ス
は
二
十

五
日
に
出
ま
し
た
ゆ
冬
稼
ぎ
と

は
云
え
、
常
勤
の
人
と
同
じ
待

遇
で
働
い
て
お
り
ま
す
。

　
お
正
月
は
み
ん
な
揃
つ
て
成

田
山
ド
ラ
イ
プ
を
や
り
、
夜
は

社
長
一
家
と
ゼ
ス
チ
ヤ
ー
な
ど

や
つ
て
楽
し
く
過
し
ま
し
た
。

　
横
浜
市
（
山
崎
製
パ
ン
）

　
　
相
田
吉
一
（
大
荒
戸
）

　
天
気
の
良
い
日
が
多
い
。
仕

事
は
洋
菓
子
の
仕
上
げ
で
八
時

か
ら
六
時
迄
の
勤
務
で
、
仕
事

は
楽
し
い
。
夜
業
を
す
る
こ
と

も
あ
る
。
給
料
は
ま
あ
ま
あ
だ

つ
た
。

『
仕
事
は
楽
だ
が
』
給
料
は
す
く
な
い

　
　
　
　
　
　
正
月
に
は
松
之
山
へ
帰
つ
た

　
東
京
都
（
神
田
運
送
）

　
　
津
端
克
己
（
光
間
）

　
風
は
非
常
に
冷
た
い
Q
風
が

な
け
れ
ば
暖
い
。
雑
誌
家
の
光

は
全
部
こ
の
会
社
で
扱
い
、
駅

か
ら
全
国
に
発
送
す
る
。
朝
八

時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で
が
定
時

間
だ
が
夜
通
し
仕
事
を
す
る
こ

と
も
あ
る
。
辛
い
こ
と
は
め
つ

た
に
な
い
。
給
料
は
あ
ま
り
良

く
な
い
。
年
末
手
当
が
出
た
が

ほ
ん
の
お
ま
じ
な
い
。
全
体
と

し
て
ま
あ
ま
あ
と
い
う
仕
事
だ

　
食
事
は
大
食
堂
に
板
前
が
い

て
カ
ロ
リ
ー
も
計
算
し
、
飯
は

充
分
。
若
い
人
は
一
寸
足
ら
な

そ
う
だ
。
一
日
分
百
五
〇
円
。

　
正
月
休
み
は
五
日
ま
で
あ
つ

た
の
で
帰
省
し
た
人
が
多
い
。

　
長
野
県
（
ダ
イ
ヤ
豆
腐
）

　
　
涌
井
光
栄
（
五
十
子
平
）

　
諏
訪
湖
の
ほ
と
り
だ
が
、
寒

さ
は
き
び
し
い
。
し
か
し
天
気

続
き
で
日
中
は
暖
い
。
仕
事
は

朝
八
時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で
。

　
二
日
お
き
く
ら
い
に
二
時
間

残
業
で
大
変
だ
。
給
料
は
男
の

人
の
場
合
、
よ
そ
に
比
べ
れ
ば

最
低
だ
ろ
5
。
ボ
ー
ナ
ス
も
、
要

求
に
及
ば
ず
残
念
だ
つ
た
。
食

事
は
充
分
に
食
べ
ら
れ
る
。

　
東
京
都
（
小
俣
商
店
）

　
　
村
山
春
司
（
坪
野
）

　
毎
日
い
い
天
気
Q
一
日
中
．
ハ

イ
ク
で
配
達
。
朝
八
時
か
ら
晩

は
七
時
頃
ま
で
だ
・
食
事
は
八

時
、
十
二
時
、
七
時
半
に
と
る

お
か
ず
も
、
量
も
最
高
だ
。
休

日
は
退
屈
で
困
る
Q
正
月
は
三

日
間
あ
り
松
之
田
へ
帰
つ
て
む

か
え
た
。

【
写
真
】
そ
ば
の
屋
体
と
妻
島

徳
定
さ
ん
（
湯
の
島
）
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