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ネ
コ
の
手
も
借
り
た
い
農
繁
期
も

お
わ
り
、
落
葉
を
た
く
煙
が
、
初
冬

の
大
空
へ
静
か
に
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
、

そ
れ
が
真
ッ
赤
に
う
れ
た
、
珠
玉
の

柿
の
美
し
さ
と
と
も
に
、
も
う
自
分

自
身
が
画
中
の
人
に
な
っ
て
い
る
。

　
初
冬
と
い
え
ば
、
す
ぐ
冬
ご
も
り

を
連
想
す
る
。
冬
ご
も
り
と
い
え
ぱ

一
家
だ
ん
ら
ん
の
「
い
ろ
り
」
に
ノ

ス
タ
ル
ジ
ア
を
お
ぼ
え
る
。

　
別
に
遠
く
へ
旅
し
な
く
と
も
、
一

泊
か
二
泊
旅
行
を
し
た
だ
け
で
も
、

車
窓
は
る
か
に
点
在
す
る
農
家
の

「
と
も
し
び
」
な
ど
を
見
る
と
そ
こ

は
か
と
な
き
旅
愁
を
感
じ
る
．
と
も

し
び
は
遠
つ
み
お
や
か
ら
の
私
ど

も
の
心
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
。

　
火
が
心
の
ふ
る
さ
と
と
な
る
ま
で

に
は
、
悠
遠
な
時
の
流
れ
が
必
要
だ

っ
た
。
古
代
人
が
火
を
畏
敬
し
た
こ

と
は
吉
事
記
の
神
話
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
天
の
浮
橋
か
ら
下
界

に
お
り
で
　
　
　
　
を
　
ん
だ
ヤ
い

襲
難
麺
柱
螢

弧
々
の
声
を
あ
げ
た
火
の
神
、
か

ぐ
つ
ち
は
母
神
の
い
ざ
な
み
を
焼
き

殺
し
黄
泉
（
よ
み
）
の
国
へ
ゆ
く
と

い
う
物
語
り
で
あ
る
。

　
こ
の
神
話
は
村
女
を
焼
き
つ
く
す

恐
ろ
し
い
野
火
を
象
徴
し
て
い
る
暴
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へ
の
郷
愁

藤
　
大
　
馨

風
の
た
め
に
樹
海
の
木
と
木
が
、
は

げ
し
く
摩
擦
し
て
自
然
発
火
す
る
。

消
し
と
め
る
す
ぺ
を
知
ら
な
い
人
々

は
、
十
日
も
二
十
目
も
燃
え
る
に
任

せ
た
。
そ
の
恐
る
ぺ
き
火
勢
は
、
人

力
を
は
る
か
に
こ
え
た
神
の
力
だ
、

と
畏
敬
し
い
る
。
こ
こ
に
自
然
崇
拝

の
原
始
宗
教
の
誕
生
が
あ
る
。

　
と
い
っ
て
も
私
ど
も
の
祖
先
は
火

に
近
づ
い
て
そ
れ
を
徐
々
に
生
活
の

中
へ
と
り
入
れ
て
い
っ
た
．
例
え
ぱ

山
火
事
や
落
雷
な
ど
の
焼
け
跡
か
ら

は
箪
木
が
す
く
す
く
と
育
つ
こ
と
を
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知
っ
た
こ
れ
を
利
用
し
て
焼
き
畑
を

つ
く
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
火
で
焼
か

れ
た
草
木
の
実
や
、
獣
肉
な
ど
が
香

ぱ
し
く
、
味
の
よ
い
こ
と
も
知
っ

た
。
火
だ
ね
を
ど
う
し
て
保
存
す
る

か
に
つ
い
て
も
、
あ
た
ま
を
な
や
ま

し
た
。
い
ま
で
も
古
老
た
ち
が
火
の

お
き
の
燃
え
さ
し
の
木
を
、
灰
の
な

か
に
埋
め
て
い
る
の
を
見
か
け
る
。

　
「
生
活
の
知
恵
」
と
い
う
も
の
で

必
要
は
発
明
の
母
だ
と
は
よ
く
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。

　
火
ダ
ネ
を
灰
の
な
か
に
埋
め
る
の

も
保
存
法
の
一
つ
だ
が
、
油
脂
の
多

い
松
の
根
を
、
こ
ま
か
く
刻
ん
で
燃

や
し
つ
づ
け
た
。
第
二
大
戦
中
、
松

根
油
を
と
る
た
め
に
、
松
の
根
を
さ

が
し
た
こ
と
は
、
私
ど
も
の
記
憶
に

　
　
器
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路
闘
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器
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”
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越
後
田
沢
駅
よ
り
県
道
、
高
田

　
松
の
山
、
六
日
町
線
に
入
る
こ
と

　
約
十
’
、
バ
ス
停
車
場
角
間
入
口

　
に
到
着
す
る
。
地
区
産
業
振
興
に

　
大
き
な
役
割
を
持
つ
角
間
農
協
、

　
隣
に
環
境
、
施
設
、
設
備
、
村
内

　
一
を
誇
る
清
灘
峡
小
学
校
が
あ

　
る
。
さ
ら
に
十
二
線
を
入
る
こ
と

　
三
ヂ
、
左
手
山
の
尾
根
の
分
水
領

　
を
、
葎
沢
部
落
と
の
界
と
し
て
、

　
面
積
約
二
百
診
．
上
信
越
高
原
国

　
立
公
園
の
山
塊
の
一
部
に
よ
っ
て

　
形
づ
く
ら
れ
、
高
い
山
と
杉
、
雑

　
木
林
、
そ
の
間
を
縫
う
清
流
、
四

　
季
お
り
お
り
の
野
鳥
や
、
山
の

　
幸
、
ま
た
遠
く
上
代
に
さ
か
の
ぽ

』
”
器
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器
器
腿
紫
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器
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釦
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器
醜
器
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㎝
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●
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闘
闘
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る
と
伝
説
の
数
々
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

　
夏
冬
水
量
に
変
化
の
な
い
弘
法

の
清
水
、
妻
有
三
十
八
番
観
音
堂

境
内
の
ね
じ
れ
杉
な
ど
．
あ
ま
り

に
も
有
名
で
あ
る
。

　
　
〈
部
落
紹
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V

　
　
　
　
角
　
間

　
瀬
戸
、
隊
道
未
開
の
頃
、
魚
沼
地

区
の
人
々
が
、
十
二
峠
か
ら
三
国

を
越
え
、
江
戸
と
の
往
還
で
あ
っ

た
山
腹
に
、
不
動
岩
が
あ
る
。
高

さ
十
五
麟
、
二
十
畳
の
雨
鍔
を
凌

げ
る
岩
窟
奥
深
く
、
不
動
様
が
祭
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新
し
い
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こ
の
火
の
持
つ
い
く
つ
か
の
性
質

　
　
　
に
よ
り
、
そ
の
後
灯
明
専
門
に
発
達

　
　
　
し
た
の
が
、
ロ
ー
ソ
ク
、
ナ
タ
ネ
油

　
　
　
ラ
ン
ブ
、
ガ
ス
灯
を
経
て
、
今
日
の

　
　
　
電
気
時
代
を
迎
え
た
。
永
い
人
類
の

　
　
　
歴
史
で
、
火
だ
ね
だ
け
は
神
に
仰
が

　
　
　
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
が
、
私
ど
も
の

　
　
　
祖
先
は
火
打
石
を
発
明
し
た
。
文
明

　
　
　
が
進
む
に
し
た
が
い
、
前
記
の
よ
う

　
　
　
に
色
々
と
変
化
し
つ
い
に
第
二
の
太

　
　
　
陽
の
発
見
と
も
い
う
ぺ
き
原
子
力
時

　
　
　
代
に
入
っ
た
。

　
　
　
　
こ
う
な
る
と
火
は
恐
ろ
し
い
も
の

　
　
　
だ
と
か
の
先
ス
観
を
払
拭
し
た
。
あ

　
　
　
る
い
は
人
は
い
う
だ
ろ
う
。
火
の
征

　
　
　
服
は
人
類
の
歴
更
を
征
服
す
る
も
の

　
　
　
ら
れ
て
あ
り
、
春
秋
共
に
山
菜
、

　
　
　
茸
狩
り
の
人
々
の
参
拝
で
賑
わ
っ

　
　
　
て
居
る
。

　
　
　
　
部
落
の
戸
数
は
、
二
十
五
戸
約

　
　
　
百
人
、
中
学
生
は
冬
期
寄
宿
、
若

　
　
　
者
は
土
木
、
建
築
、
婦
人
は
養
蚕
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出
機
、
お
や
じ
は
、
標
商
四
百
～

　
　
　
五
百
加
で
の
稲
作
技
術
と
畜
産
振

　
　
　
興
、
肥
育
牛
組
合
で
は
、
台
地
に

　
　
　
採
草
地
二
十
診
を
作
り
、
現
在
飼

　
　
　
ぢ
ナ
　
が
な
　
だ
が
ヤ
　
か
ら
す

　
　
　
ハ
ヵ
　
の
　
の
　
　
も
　
で
は
な
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で
、
宇
宙
世
紀
の
開
幕
も
、
火
を
自

由
に
駆
使
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ

た
と
揚
言
す
る
。

　
　
と
い
っ
て
も
オ
リ
ン
ビ
ッ
ク
の
聖

火
は
、
単
に
人
間
に
征
服
さ
れ
た
火

　
で
は
な
か
ろ
う
。
聖
火
と
い
う
以
上

　
ど
も
の
　
　
を
　
え
た
　
　
　
　

咬
つ
て
い
る
．
神
、
仏
、
基
、
を

　
　
わ
す
　
　
は
　
　
の
も
　
で
あ
る

一一
甥
羅
盤
羅
籔

一
げ
婁
還
つ
み
親
や
の
笹
の
国

　
へ
帰
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
初
冬
の
一
日
、
み
あ
か
し
を
あ
げ

夕
べ
の
感
謝
を
し
た
の
ち
、
い
ろ
り

一を
囲
ん
で
の
一
家
だ
ん
ら
ん
は
、
な

に
も
の
に
も
か
え
ら
れ
な
い
。
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春
枝

松
を
抱
く
紅
葉
に
我
も
抱
か
れ
た
し

芒
野
に
南
天
の
実
が
紅
燃
や
す

雨
が
風
呼
び
桐
の
実
を
ふ
り
鳴
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
き

皿
盛
り
の
み
か
ん
売
る
娘
の
頬
光
る

宋
枯
の
道
を
あ
か
る
く
子
と
走
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凍
子

溝
蕎
麦
に
タ
日
書
け
な
い
章
を
抱
き

白
菊
が
雨
に
首
の
ぶ
何
の
罪
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
習

首
垂
れ
て
宿
乞
う
尾
花
や
秋
の
雨

鷹
の
巣
や
紅
葉
を
染
め
て
水
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
泉

鴉
た
ち
枯
野
最
も
き
わ
ま
れ
り

ド
ラ
ム
鰹
秋
の
貌
も
て
積
ま
れ
お
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
柳

ど
ん
よ
り
と
見
へ
ぬ
苗
場
の
湯
の
座

敷芋
延
ぺ
て
紅
葉
見
る
間
の
目
の
せ
わ

し
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
え

憂
へ
る
天
何
か
流
る
る
も
の
が
慾
し

か
ま
っ
か
に
立
つ
心
身
を
陽
に
射
ら

れ時
雨
さ
N
や
く
臼
菊
が
首
う
な
だ
れ

て
　
　
　
　
　
　
　
海
人

捨
て
ら
れ
た
案
な
子
を
吹
く
や
秋
の

風何
を
す
る
暇
は
な
け
れ
ど
菊
造
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芒
月

新
冷
に
鯉
の
味
増
す
吟
行
会

峰
に
立
ち
見
下
ろ
す
谷
の
水
も
み
ぢ
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新しい農業地域をめざす

一農業地域制度について一

　
中
里
村
が
県
営
清
津
川
右
岸
段
丘

パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
に
の
せ
て
こ
の
地

域
に
第
二
次
農
業
構
造
改
善
事
業
を

本
任
度
指
定
、
明
四
＋
五
年
度
よ
り

向
う
四
ヵ
年
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
目

下
関
係
万
面
に
強
く
働
き
か
け
を
行

な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
亭
業
の
内
容

は
農
地
造
成
、
土
地
基
盤
整
備
及
び

農
業
近
代
化
施
設
整
備
等
で
事
業
費

四
億
余
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
だ
け
に
、
国
、
県
と
も
こ

の
指
定
に
つ
い
て
は
、
慎
重
が
期
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
村
と
し

魅
力
あ
る
農
業

　
　
　
地
域
を
つ
く
る
た
め

て
は
ど
う
し
て
も
こ
の
事
業
は
と
り

つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
、
本
事
業
が
指
定

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
性

の
高
い
農
業
経
営
に
よ
っ
て
多
産
業

な
み
の
所
得
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
、

今
後
の
農
村
と
し
て
の
中
里
村
及
び

農
業
経
営
の
基
戦
と
し
た
い
意
途
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
事
業
の
指
定
を
受
け
る

こ
と
に
ょ
り
、
中
里
村
が
去
る
六
十

一
国
会
で
成
立
し
た
農
業
振
興
地
域

整
備
法
に
よ
る
農
業
振
興
地
域
と
し

て
、
新
し
い
農
業
地
域
の
指
定
を
得

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ぱ
農

業
振
興
地
域
整
備
法
と
は
、
ど
ん
な

も
の
か
、
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
み
た

い
。◇

な
ぜ
制
度
が
必
要
か

　
日
本
の
経
済
は
世
界
に
も
例
が
な

い
ほ
ど
の
成
畏
を
と
げ
農
業
部
門
に

も
著
し
い
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

特
に
農
村
か
ら
の
人
口
流
出
や
変
通

網
の
発
達
は
農
地
の
無
秩
序
な
潰
廃

や
土
地
利
用
度
の
低
下
、
さ
ら
に
農

業
経
営
の
粗
放
化
を
生
み
ま
し
た
。

す
で
に
ご
承
知
の
よ
う
に
生
産
性
の

高
い
規
模
の
大
き
い
農
業
経
営
に
よ

っ
て
他
産
業
な
み
の
所
得
を
確
保
し

国
民
に
食
糧
を
安
定
的
に
供
給
す
る

こ
と
が
、
農
業
基
本
法
に
掲
げ
る
農

政
の
基
本
目
標
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
も
国
は
、
各
種
の
農
業

振
興
施
策
を
通
じ
て
こ
の
目
標
達
成

に
努
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ

か
ら
の
農
政
の
立
場
か
ら
す
れ
ぱ
、

魅
力
あ
る
農
業
地
域
を
つ
く
り
あ
げ

こ
れ
を
守
る
た
め
の
新
し
い
対
策
が

必
要
な
の
で
す
。
そ
こ
で
農
業
振
興

地
域
制
度
は
、
先
づ
も
っ
て
今
後
と

も
農
業
の
振
興
を
図
る
ぺ
く
地
域
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
そ
の
地
域
の
諸

条
件
に
応
じ
た
土
地
の
農
業
上
の
利

用
計
画
、
土
地
基
盤
の
整
備
、
農
地

保
有
の
合
理
化
及
び
農
業
の
近
代
化

施
設
の
整
備
に
わ
た
る
総
合
的
な
計

画
を
立
て
こ
れ
を
推
進
す
る
こ
と
を

期
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

し
か
し
国
士
全
体
の
合
理
的
な
土
地

利
用
は
農
業
的
利
用
と
都
市
的
利
用

と
が
相
互
に
調
整
さ
れ
、
同
時
に
進

め
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る

訳
で
、
こ
の
制
度
は
こ
れ
を
農
業
の

側
か
ら
進
め
る
た
め
の
措
置
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
。

◇
こ
の
制
度
の
ね
ら
い

　
従
っ
て
こ
の
制
度
は
、
次
の
よ
う

な
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
．

一
、
土
地
資
源
の
合
理
的
な
刹
用
の

見
地
に
た
っ
て
、
農
業
以
外
の
土
地

利
用
と
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
、
農

業
生
産
の
基
盤
と
な
る
農
用
地
を
十

分
に
確
保
す
る
こ
と
。

二
、
農
業
生
産
の
近
代
化
を
図
る
た

め
の
、
必
要
な
条
件
を
備
え
た
農
業

地
帯
を
保
全
し
、
形
成
す
る
こ
と
。

三
、
計
画
は
、
地
域
の
立
地
条
件
に

応
じ
、
県
と
村
が
計
画
主
体
と
な
っ

て
地
域
農
業
者
の
意
向
を
反
影
し
た

自
立
的
計
画
と
し
て
定
め
る
。

四
、
地
域
の
総
合
的
計
画
の
達
成
の

た
め
に
、
農
業
施
策
を
、
総
合
的
、

計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

◇
農
業
振
興
地
域
と
な
る
と

　
農
業
振
興
地
域
は
、
今
後
の
農
業

振
興
の
基
盤
と
な
る
地
域
で
す
か
ら

国
の
農
業
に
関
す
る
施
策
は
、
農
業

振
興
地
域
整
備
計
画
に
基
い
て
、
総

合
的
に
集
中
し
て
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
と
く
に
土
地
基
盤
の
整
備
や
、
農

業
近
代
化
施
設
の
整
備
な
ど
、
そ
の

実
施
の
効
果
が
長
期
に
亘
る
施
策

は
原
則
と
し
て
、
農
秦
振
興
地
域
だ

け
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
ま
た
、
実
施
の
効
果
の
短
期
的
な

も
の
や
、
個
々
の
農
業
経
営
を
対
照

と
す
る
施
策
も
、
振
興
地
域
が
優
先

的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

◇
税
制
上
の
優
遇
措
置

　
農
業
振
興
地
域
整
備
計
圃
に
基
づ

い
て
行
な
わ
れ
る
、
村
長
の
勧
告
や

知
事
の
調
停
に
よ
っ
て
、
農
地
の
譲

り
渡
し
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
譲
り

渡
し
た
も
の
に
は
、
譲
渡
所
得
税
を

取
得
し
た
者
に
は
、
登
録
税
を
そ
れ

ぞ
れ
軽
減
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
．

◇
そ
の
他
（
援
助
）

　
国
及
び
県
は
、
整
備
計
画
の
作
成

と
そ
の
達
成
の
た
め
、
助
冒
、
指
導

資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
、
経
費
の

補
助
を
行
な
う
こ
と
Σ
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
以
上
農
業
振
興
地
域
整
備
法
の
あ

ら
ま
し
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
が

紙
面
の
都
合
で
説
明
不
足
で
あ
り
ま

す
が
、
遠
か
ら
す
の
機
会
に
補
足
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

“
月
2
5
日

◎
明
る
く
正
し
い
選
挙

村
長
選
挙

　
十
一
月
二
十
五
日
は
、
中
里
村
長

選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
選
挙
は

自
か
ら
の
判
断
に
よ
り
、
自
ら
の
権

利
を
行
使
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
あ
な

た
の
投
票
は
絶
対
に
他
人
に
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
違
反
行
為
は
絶
対
に
さ

せ
な
い
よ
う
に
、
し
な
い
よ
う
に
、

立
会
演
説
会
や
個
人
演
説
会
に
で
き

る
だ
け
出
席
し
、
候
補
者
の
お
話
を

よ
く
き
＼
、
有
権
者
の
皆
さ
ん
、
自

か
ら
の
自
覚
の
上
に
、
明
る
い
正
し

い
選
挙
で
私
達
中
里
村
が
ま
す
く

発
展
す
る
よ
う
り
っ
ぱ
な
代
表
者
を

選
び
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
び
　
　
　
　

ヨ
な
た
の
投
票
所
入
場
券
に
髪

儒
し
て
あ
る
投
票
所
で
投
票
し
て
下
さ

い
．
投
票
時
間
は
午
前
七
時
か
ら
午

後
六
時
ま
で
と
な
っ
て
翁
り
ま
す
が

次
の
投
票
所
は
午
後
四
時
に
閉
じ
ま

す
の
で
注
意
し
て
下
さ
い
。

▽
第
三
投
票
区
投
票
所
（
東
田
尻
雪

中
派
出
校
）
関
係
部
落
は
東
田
尻
、

西
田
尻
、
西
方
、
牧
畑
．

▽
第
四
投
票
区
投
票
所
（
清
滲
峡
小

学
校
）
関
係
部
落
は
小
出
、
角
間
、

葎
沢
。

▽
第
五
投
票
区
投
票
所
（
土
倉
分

校
）
関
係
部
落
は
倉
下
、
土
倉
。

▽
第
八
投
票
区
投
票
所
（
田
代
公
民

舘
）
田
代

▽
第
＋
投
票
区
投
票
所
（
阿
寺
雷
中

派
出
校
）
阿
寺
．

▽
第
十
二
投
票
区
投
票
所
（
東
田
沢

公
民
舘
）
東
田
沢
、
豊
里
．

◎
不
在
者
投
票

　
投
票
日
に
、
ど
う
し
て
も
仕
事
や

用
事
の
た
め
、
又
は
病
気
の
た
め
、

投
票
所
に
行
か
れ
な
い
人
は
、
十
八

日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
か
ら
、
投
票
し
た
い
人

は
役
場
へ
印
か
ん
を
持
っ
て
き
て
下

さ
い
。

◎
候
補
者
の
立
会
演
説
会

　
候
補
者
の
立
会
演
説
会
は
次
の
日

程
に
よ
り
開
催
い
た
し
ま
す
か
ら
、

多
数
の
方
が
お
聞
き
す
る
よ
う
、
お

す
す
め
い
た
し
ま
す
。

▽
十
一
月
二
十
二
日
、
午
後
一
時
か

ら
清
津
峡
小
学
校
。
七
時
か
ら
高
道

山
小
学
校
。

▽
十
一
月
二
十
三
日
、
午
後
一
時
か

ら
倉
俣
中
学
校
、
午
後
七
時
か
ら
貝

野
慈
眼
寺
。

▽
十
】
月
二
十
四
日
、
午
後
一
時
か

ら
田
沢
小
学
校
。
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　慧
両倉
部下
落⊥
民倉
大軽
　　よ成
ろ
こ

び

三
纈
籔
磐
蓼
拝
瓠
額
、
切
り
開
き
．
兀
成

道
倉
下
、
土
倉
線
が
完
成
し
、
部
落
　
　
昨
年
の
九
月
現
在
、
自
動
軍
の
入

民
の
長
年
の
念
願
で
あ
っ
た
自
動
車
ら
な
か
っ
た
部
落
は
西
方
、
土
倉
部

の
乗
り
入
れ
が
実
現
し
た
。
　
　
　
　
落
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
、
両
部

　
こ
の
村
道
倉
下
、
土
倉
線
は
、
昭
落
と
も
、
自
動
車
の
の
り
入
れ
が
出

和
四
十
二
年
に
八
百
五
十
万
円
の
経
来
、
以
前
は
何
を
す
る
に
も
、
人
の
肩

費
で
七
百
三
十
七
米
、
四
十
三
年
に
が
唯
一
の
た
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ

四
百
十
万
円
で
四
百
二
十
五
米
切
り
、
の
村
道
が
切
り
開
か
れ
た
こ
と
に
よ

ひ
ら
き
、
今
年
度
は
双
倉
橋
よ
り
土
　
っ
て
農
業
は
も
ち
ろ
ん
、
産
業
、
教

倉
部
落
ま
で
の
聞
七
百
三
十
九
米
を
育
、
部
門
の
遅
れ
も
一
気
に
と
り
も

ど
せ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
．

　
ま
た
、
あ
る
部
落
民
は
、
　
「
こ
れ

で
や
っ
と
、
他
部
落
な
み
に
な
り
、

あ
と
と
り
の
こ
と
、
嫁
の
こ
と
な
ど

も
、
ぐ
っ
と
条
件
が
よ
く
な
っ
た
」

と
、
顔
を
ほ
こ
ろ
ぱ
せ
て
お
り
、
敷

砂
利
も
新
し
い
四
米
道
路
に
、
耕
転

機
の
音
も
高
く
、
す
み
き
っ
た
晩
秋

の
空
の
下
で
、
と
り
入
れ
に
い
そ
し

ん
で
い
た
【
写
真
は
、
敷
砂
刹
も
新

し
く
土
倉
部
落
ま
で
の
四
米
道
路
】

倉
俣
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　
ス
一
7
贋

　
去
る
†
一
月
†
二
日
、
倉
俣
中
学

校
の
ス
テ
ー
ジ
開
き
が
、
記
こ
な
わ

れ
、
午
前
中
は
、
小
甲
合
同
の
学
芸

会
を
催
し
、
午
後
か
ら
は
、
ス
テ
ー

ジ
竣
工
記
念
式
及
び
、
表
彰
式
が
お

こ
な
わ
れ
た
。

　
こ
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
山
崎
の
広
田

　
　
　
婦
ン
開
き

木
材
が
請
負
、
八
月
中
旬
か
ら
十
月

下
旬
に
か
け
て
、
二
百
七
十
三
万
円

で
完
成
し
、
巾
十
六
・
二
魏
、
奥
ゆ

き
五
・
四
膀
で
あ
る
。

　
な
お
、
舞
台
ま
く
は
、
東
京
倉
俣

有
志
会
が
寄
贈
し
て
く
れ
ま
し
た
。

給与所得者の

　　　年末調整について
＋
一
一
月
に
は
、

給
与
所
得
者
が
毎

月
納
め
て
い
る
、

源
泉
所
得
税
に
つ

い
て
、
年
末
調
整

が
行
な
わ
れ
ま
す

年
末
調
整
は
い
わ

ぱ
、
給
与
所
得
者

の
確
定
申
告
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り

（
特
定
の
給
与
所

得
者
を
除
い
て
は

確
定
申
告
を
す
る

必
要
が
な
い
）
生

命
保
険
料
や
損
害

保
険
料
の
控
除
、
自
宅
で
支
払
っ
た

社
会
保
険
料
の
控
除
、
年
の
中
途
で

異
動
し
た
（
増
減
）
扶
養
親
族
等
に
か

N
る
控
除
額
の
調
整
等
を
行
な
っ

て
、
給
与
の
支
払
者
が
、
そ
の
支
払

の
つ
ど
源
泉
徴
収
を
し
た
所
得
税
額

の
年
間
合
計
額
と
、
そ
の
給
与
の
総

額
に
対
す
る
年
税
額
の
差
を
清
算
す

る
こ
と
で
す
。

　
こ
の
場
合
給
与
所
得
者
は
、
そ
の

年
最
後
の
給
与
の
支
払
い
を
受
け
る

日
の
前
日
ま
で
に
「
扶
養
控
除
等
異

動
申
告
書
」
と
、
給
与
所
得
者
の

「
保
険
料
控
除
申
告
書
」
を
、
給
与

の
支
払
者
、
即
ち
源
泉
徴
収
義
務
者

に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
年
末
調
整
を
誤
り
な
く
受

け
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
年
末
調
整
に
つ
い
て
の
由
告
手
続

等
は
、
給
与
の
支
払
者
（
源
泉
徴
収

義
務
者
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
指
導
を

お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　
ま
た
、
給
与
の
支
払
者
（
源
泉
徴

収
義
務
者
）
が
、
年
末
調
整
の
手
続

等
に
つ
い
て
、
誤
り
な
い
取
扱
い
を

し
て
い
た
だ
く
た
め
、
給
与
担
当
者

等
、
源
泉
徴
収
の
取
扱
者
の
方
を
対

象
に
し
て
、
説
明
会
（
徴
収
義
務
者

あ
て
、
個
別
に
案
内
し
ま
す
）
を
開

催
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
の
で

説
明
会
に
は
必
す
出
席
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

郵
便
局
よ
り
お
願
い

　
毎
年
の
こ
と
で
す
が
、
年
末
に
な

り
ま
す
と
、
郵
便
物
が
大
混
雑
い
た

し
ま
す
の
で
、
小
包
は
お
そ
く
と
も

十
二
月
十
五
日
頃
ま
で
に
差
し
出
す

よ
う
に
、
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
先
頃
郵
便
番
号
簿
（
全
国

版
）
を
配
布
し
ま
し
た
が
、
番
号
を

リっばに出来上がったスデージで器楽演奏する卑童たち

一
間
離
難
辮
響

一
つ
契
約
で
年
間
九
手
円
以
上
お
払

込
み
の
方
は
、
保
険
料
控
除
申
告
に

払
込
み
証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
に

一な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
証
明
書
を
必

要
と
す
る
方
は
、
保
険
証
書
、
保
険

料
領
収
帳
を
ご
持
参
い
た
だ
か
な
い

と
、
発
行
い
た
し
か
ね
ま
す
か
ら
、

お
忘
れ
な
く
ご
持
参
下
さ
い
。

お
し
ら
せ

　
中
里
村
、
漢
南
町
、
松
之
山
町
、

長
野
県
栄
村
と
、
県
境
を
越
え
た
広

域
行
政
で
の
し
尿
処
理
施
設
が
津
南

町
に
完
成
し
、
こ
れ
が
処
理
を
行
な

っ
て
居
り
ま
す
の
で
、
希
望
者
は
左

記
へ
申
込
み
の
上
利
用
し
て
下
さ
い

津
南
清
掃
社

中
央
清
掃
社

信
越
清
掃
社

電
話
大
割
野

　
　
三
六
五
番

電
話
大
割
野

　
　
四
三
一
番

電
話
宮
ノ
原

　
　
　
一
一
一
一
番

不
用
犬
の
買
い
上
げ

毎
月

「
第
三
木
曜
日
」

中
黒
村
公
民
舘
前
で
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倉
俣
小
で

　
　
巡
回
ス
ポ
ー
ツ
教
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な
わ
る

　
去
る
十
一
月
十
一
日
，
倉
俣
小
学

校
で
、
巡
回
ス
ポ
ト
ツ
教
室
が
、
開

催
さ
れ
た
。
こ
の
ス
ポ
ー
ツ
教
室

は
、
県
教
育
庁
、
俣
健
体
育
課
の
先

生
は
じ
め
、
中
越
教
育
事
務
所
、
及

び
社
会
体
育
講
師
団
の
先
生
万
か

ら
、
健
康
相
談
及
び
、
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
の
実
技
の
指
導
が
霜
こ
な
わ
れ

た
。

　
翌
出
、
ス
テ
ー
ジ
開
き
が
あ
り
、

つ
づ
け
ざ
ま
に
、
出
か
る
訳
に
も
ゆ

蓄
と
、
当
日
は
、
二
＋
四
、
五

葡
人
と
少
な
か
っ
た
が
、
歌
、
ゲ
ー
ム

蔑
藁
農
袈
バ
レ
糸

ユ一
ー
ル
実
技
の
指
導
を
受
け
三
時
、
過
ぎ

閉
会
し
た
。

県
下

詩
吟
大
会

中
里
ク
ラ
ブ
員
全
員
合
格

　
菊
の
余
香
残
る
去
る
十
一
月
九

日
、
十
日
町
商
工
会
舘
大
ホ
ー
ル
に

お
い
て
県
下
の
詩
吟
大
会
が
開
か
れ

た
。
十
日
町
市
長
並
び
東
京
の
諸
先

生
の
祝
吟
を
は
じ
め
総
勢
百
三
十
名

の
う
ち
、
中
里
村
か
ら
貝
野
、
田
沢
で

二
十
名
が
参
加
し
た
。
合
吟
で
は
貝

野
、
田
沢
、
共
に
二
位
、
ま
た
、
個

人
で
は
田
沢
地
区
よ
り
三
名
が
新
人

賞
を
受
け
、
昇
段
審
査
に
は
貝
野
、

田
沢
共
全
員
合
格
し
た
。
貝
野
地
区

は
毎
週
土
曜
日
（
貝
野
支
所
）
、
田

沢
地
区
は
毎
週
月
曜
日
（
中
里
村
公

民
舘
）
夜
七
時
よ
り
練
習
を
続
け
て

お
り
、
新
人
の
入
会
を
募
集
し
て
お

り
ま
す
．
尚
新
人
賞
受
賞
者
及
び
昇

段
審
査
の
合
格
者
は
次
の
と
お
り
．

◇
新
人
賞
受
賞
者

　
小
山
貫
一
　
　
（
田
沢
本
村
）

小
巻
沢
修
子

樋
ロ
キ
イ

◇
昇
段
者

（
通
り
山
）

（
通
り
山
）

▽
樋
ロ
キ
イ
（
通
り
山
）
▽
小
巻
沢

修
子
（
通
り
山
）
▽
小
山
貫
一
（
田

沢
本
村
〉
▽
羽
鳥
ヨ
リ
イ
（
田
中
）

▽
村
山
シ
ズ
ナ
（
東
田
沢
）
▽
樋
口

寿
次
（
桔
梗
原
）
▽
清
滝
勝
蔵
（
荒

上
原
健
（
上
山
）
▽
島
田
と
よ
（
通

り
山
）
▽
井
ノ
川
善
夫
（
山
崎
）
▽

冨
井
正
市
（
如
来
寺
）
▽
滝
沢
正

一
（
外
丸
）
▽
井
ノ
川
玉
治
（
小

沢
）
▽
阿
部
キ
ョ
イ
（
新
屋
敷
）
▽

中
島
淳
治
（
小
沢
）
▽
南
雲
佐
武
郎

（
堀
之
内
）
。

健康相談と、バレーボール実技の一コマ

屋
）
▽
樋
口
、
、
、
チ
子
（
通
り
山
）
▽
趨
村
大
嘱
の
擁
華

交
通
事
故
を
な
く
そ
う

　
　
　
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
の
実
施
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
中
里
村
交
通
対
策
協
議
会

　
去
る
十
月
六
日
か
ら
展
開
さ
れ
た
．

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
は
、
十
玉

日
に
終
了
し
ま
し
た
が
、
田
沢
、
倉

俣
駐
在
所
管
内
の
運
動
期
間
中
の
事

故
は
、
十
一
日
の
夕
刻
、
十
日
町
市

大
字
馬
場
、
農
業
K
四
十
五
才
が
、

酒
に
酔
っ
て
軽
四
輪
貨
物
自
動
車
を

運
転
、
越
後
田
沢
駅
舎
に
激
突
、
同

乗
者
二
名
が
負
傷
し
た
事
故
と
、
運

動
期
間
の
最
終
日
の
十
五
日
の
晩
に

一
才
運
転
の
ノ
イ
ク
が
　
山
崎
地
内

で
立
話
甲
の
U
女
に
激
突
し
、
頭
蓋

底
骨
折
で
、
全
治
三
ヵ
月
を
要
す
る

重
傷
を
負
わ
せ
た
と
い
う
、
大
事
故

の
二
件
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
交
通
安
全

運
動
も
、
県
下
ぱ
か
り
で
な
く
、
全

国
的
に
も
死
者
が
春
の
運
動
の
時
よ

り
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
残
念
な

が
ら
成
果
が
あ
が
ら
な
い
結
果
と
な

り
ま
し
た
が
、
尊
い
人
命
を
守
る
た

め
、
地
域
ぐ
る
み
、
村
ぐ
る
み
で
交

通
事
故
を
な
く
す
た
め
頑
張
り
ま
し

ょ
う
。

【
写
真
は
、
酔
っ
ば
ら
い
運
転
で
軽

四
輪
貨
物
自
動
車
が
、
越
後
田
沢
駅

舎
に
激
突
し
た
時
の
状
況
】

カ
ギ
は
あ
な
た
の
財
産
を
守
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
沢
、
倉
俣
駐
在
所

　
防
犯
施
設
の
充
実

　
金
融
機
関
や
各
種
の
事
務
所
、
倉

庫
な
ど
を
ね
ら
っ
た
り
、
一
般
家
庭

を
ね
ら
う
あ
き
巣
や
忍
び
込
み
な
ど

の
侵
入
盗
、
詫
よ
び
駐
車
中
の
自
動

募
中
か
ら
・
や
ス
テ
レ
オ
葦

豪
う
車
上
狙
が
増
加
し
て
い
ま
す

こ
れ
ら
の
侵
入
盗
は
、
錠
の
な
い
場

一
所
や
、
錠
を
か
け
忘
れ
た
場
所
か
ら

一入
っ
た
も
の
が
、
全
体
の
五
十
％
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
ガ
ラ
ス
や

錠
を
こ
わ
し
て
入
る
、
悪
質
な
手
段

を
用
い
る
も
の
も
ふ
い
て
い
ま
す
。

次
の
よ
う
に
防
犯
施
設
を
よ
く
し
て

被
害
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
．

◎
悪
質
盗
犯
に
対
し
て
は
防
犯
ベ
ル

性
能
の
よ
い
錠
で
戸
締
り
を
完
全
に

◎
防
犯
灯
で
外
を
明
る
く

　
登
山
す
る
時
は
警
察
に
も

　
連
絡
を

　
　
　
　
冬
山
登
山
の
事
故
防
止

◎
届
け
出
を
確
実
に

　
登
山
者
は
、
登
山
計
画
を
家
庭
は

も
と
よ
り
、
学
校
、
勤
め
先
に
事
前

に
連
絡
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し

て
．
必
す
登
山
地
の
近
く
の
警
察
署

派
出
所
、
駐
在
所
に
計
画
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
綿
密
な
計
画
を
た
て
よ
う

◎
山
の
天
候
は
変
り
や
す
い

　
あ
な
た
の
車
に
欠
陥
は
あ

　
り
ま
せ
ん
か
！
●

　
　
　
童
両
整
備
の
徹
底

　ま

す
く
増
加
す
る
交
通
事
故
に

対
し
て
、
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

運
転
者
自
身
は

◎
変
通
法
令
を
正
し
く
理
解
し
、
確

実
に
守
る
こ
と
。

◎
完
全
に
整
備
さ
れ
た
自
動
車
を
運

　
転
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
特
に

　
自
動
車
自
体
の
安
全
を
確
保
す
る

　
た
め
に
は
、
車
に
乗
る
前
に
運
転

　
者
自
身
で
。

◎
よ
く
確
か
め
日
常
い
た
わ
る
こ
と

　
が
必
要
で
す
。

始
業
前
の
仕
業
点
検
と
、
定
期
点
検

を
確
実
に
行
な
い
、
い
つ
も
完
全
に

整
備
さ
れ
た
車
を
運
転
し
ま
し
ょ
う


