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目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
当
時
と
現
在
で
は
、
農
村
を
め
ぐ
る
問
題
は

一
変
し
た
。

「
私
は
昔
、
青
年
会
幹
部
も
や
り
ま
し
た
。
秋
田
市
の
放
送
局

に
県
北
、
秋
田
市
の
青
年
会
代
表
と
三
人
集
め
ら
れ
、『
農
家

の
次
男
・
三
男
問
題
』
を
討
論
し
た
思
い
出
も
あ
り
ま
す
よ
」

限
ら
れ
た
農
地
に
溢
れ
か
え
る
労
働
力
を
ど
う
す
る
か
│
│
。

過
疎
や
少
子
化
の
進
行
で
も
は
や
若
者
が
見
当
た
ら
な
い
現
在

の
農
村
で
は
、
想
像
も
で
き
な
い
〝
ぜ
い
た
く
な
苦
悩
〞
だ
っ

た
。

「
こ
の
辺
り
も
年
寄
り
の
独
り
暮
ら
し
と
か
老
夫
婦
だ
け
の
家

だ
と
か
、
最
近
は
そ
ん
な
の
ば
か
り
で
す
。
ま
さ
か
こ
ん
な

〝
未
来
〞
が
来
る
な
ん
て
、
あ
の
時
代
は
誰
も
考
え
て
い
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
」

小
南
は
皆
瀬
村
の
村
議
を
経
て
村
長
も
一
期
務
め
て
い
る
。

保
守
系
の
現
職
に
挑
み
続
け
、
実
に
六
回
目
の
立
候
補
で
つ
か

み
取
っ
た
〝
村
長
の
座
〞
で
あ
っ
た
。

村
政
の
課
題
に
保
革
の
対
立
を
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
選
挙
に
は
対
抗
馬
が
必
要
だ
。
と
に
か
く
そ
の
一
点
を
訴
え

続
け
ま
し
た
」

地
方
政
治
を
離
れ
る
と
、
趣
味
で
覚
え
た
こ
け
し
作
り
に
の

│
│
戦
争
が
終
わ
っ
て
新
し
い
世
の
中
に
な
る
。
そ
ん
な
変

革
期
に
と
に
か
く
知
識
を
む
さ
ぼ
り
た
い
。
活
字
情
報
へ
の
そ

ん
な
渇
望
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

「
ん
だ
、
ん
だ
。
そ
れ
は
あ
り
ま
し
た
」

こ
う
し
た
情
熱
は
何
よ
り
若
者
に
目
立
っ
た
が
、『
た
い
ま

つ
』
は
親
世
代
の
興
味
も
引
き
、
感
覚
に
と
く
に
世
代
間
ギ
ャ

ッ
プ
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。

「
ウ
チ
の
父
親
は
戦
前
の
小
作
農
。
炭
焼
を
し
た
り
、
蚕
も
や

っ
た
り
し
て
た
ど
も
、
生
活
は
貧
し
く
み
じ
め
な
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
が
、
戦
後
の
農
地
開
放
で
自
作
農
に
な
れ
た
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
そ
う
い
っ
た
喜
び
や
気
負
い
と
か
は
親
子
両
方
に
あ
り

ま
し
た
」

元
々
こ
の
村
に
突
出
し
た
大
地
主
は
お
ら
ず
、
小
さ
な
地
主

ば
か
り
だ
っ
た
。
農
地
開
放
で
そ
れ
が
さ
ら
に
平
準
化
さ
れ
た

格
好
だ
が
、
そ
れ
で
も
保
守
系
の
有
力
者
は
旧
地
主
層
が
中
心

で
、『
た
い
ま
つ
』
を
読
む
よ
う
な
小
作
農
出
身
者
と
は
毛
色

が
違
っ
て
い
た
。

当
時
の
『
た
い
ま
つ
』
に
は
、
農
民
作
家
・
鶴
田
知
也
が
提

唱
す
る
〝
複
合
経
営
〞
つ
ま
り
〝
酪
農
の
勧
め
〞
が
よ
く
載
っ

た
。
し
か
し
小
南
の
話
で
は
、
土
地
が
狭
い
皆
瀬
へ
の
適
用
は

難
し
く
、
む
し
ろ
近
隣
の
羽
後
町
に
、
酪
農
で
成
功
す
る
人
が

論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
あ
の
農
村
青
年
で
あ
る
。

『
た
い
ま
つ
』
と
の
出
会
い
な
ど
細
部
は
も
う
忘
れ
た
が
、
あ

の
こ
ろ
の
皆
瀬
に
は
小
南
以
外
に
も
、
郵
便
で
届
く
こ
の
小
さ

な
新
聞
を
楽
し
み
に
待
つ
若
者
が
大
勢
い
た
と
い
う
。

「
む
の
さ
ん
の
思
い
や
勢
い
が
込
め
ら
れ
た
紙
面
だ
っ
た
か
ら
、

み
な
面
白
く
感
じ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
湯
沢
市
や
横
手
市
で

は
、
定
期
的
な
読
者
の
会
合
も
あ
っ
た
み
た
い
で
す
。
た
だ
こ

こ
か
ら
町
に
出
る
の
は
遠
か
っ
た
し
、
村
内
で
読
者
同
士
つ
な

が
り
を
持
つ
こ
と
も
と
く
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
ん
な
〝
お
堅
い
ミ
ニ
コ
ミ
〞
に
、
当
時

の
農
村
青
年
は
な
ぜ
、
か
く
も
夢
中
に
な
っ
た
の
か
。
薪
ス
ト

ー
ブ
の
傍
ら
で
返
答
に
詰
ま
る
小
南
に
、
私
は
自
分
な
り
の
想

像
を
伝
え
て
み
た
。

ロ
ー
カ
ル
紙
『
た
い
ま
つ
』
の
軌
跡
を
た
ど
る
旅
の
た
め
、

私
が
横
手
市
を
訪
ね
た
の
は
三
月
の
初
旬
。
風
物
詩
「
か
ま
く

ら
祭
り
」
は
半
月
余
り
前
に
終
わ
っ
て
い
た
。
雪
化
粧
は
刈
り

田
や
山
肌
に
薄
っ
す
ら
残
る
だ
け
。
そ
れ
で
も
南
方
に
約
三
十

キ
ロ
、
山
間
地
の
湯
沢
市
皆
瀬
地
区
ま
で
分
け
入
れ
ば
、
ま
だ

ま
だ
う
ず
た
か
く
除
雪
に
よ
る
白
い
壁
が
続
い
て
い
た
。

む
の
た
け
じ
へ
の
信
頼

二
〇
〇
五
年
の
合
併
ま
で
、
こ
の
皆
瀬
は
独
立
し
た
村
だ
っ

た
。
小
南
三
郎
は
九
十
四
年
の
人
生
を
、
冬
場
の
出
稼
ぎ
を
除

き
、
ず
っ
と
こ
の
山
村
で
送
っ
て
き
た
。
昭
和
二
十
七
（
一
九

五
二
）
年
元
日
付
『
た
い
ま
つ
』
で
再
軍
備
反
対
論
を
発
表
し
、

�
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雪
国
に
灯
る 「
た
い
ま
つ
」

─
戦
後
民
主
主
義
と
ミ
ニ
コ
ミ
紙
─

昭
和
二
十
年
代
を
歩
く


