
飯
沼
農
業
理
論
の
展
開

風
土
と
農
業
革
命

今
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
も
前
の
こ
と
だ
が
、
あ
る
学
会
で
日
本
農
業

の
近
代
化
に
つ
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ

っ
た
。
討
論
に
入
っ
て
す

ぐ
、
飯
沼
二
郎
氏
が
敢
然
と
手
を
挙
げ
た
。
日
本
農
業
の
近
代
化
は

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
大
規
模
化
や
機
械
化
で
は
な
く
、

「伝
統
に
も

と
づ
く
近
代
化
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
場
か
ら
は
ま
た
か
と

い
う
溜
息
と
失
笑
が
も
れ
た
。
そ
れ
で
も
飯
沼
氏
は
主
張
し
つ
づ
け

た
。
今
言
う
こ
と
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
あ
の
時
、
飯
沼
氏
は
孤

立
無
援
だ

っ
た
。
学
者
と
は
こ
う
い
う
も
の
か
。
私
に
と

っ
て
忘
れ

ら
れ
な
い
思
い
出
で
あ
る
。

飯
沼
氏
の
事
実
上
の
第

一
作
は

一
九
五
六
年
の

『農
業
革
命
論
』

（創
元
社
）
で
あ
り
、
そ
の
後

一
〇
年
た
っ
た

一
九
六
七
年
に
第
二
版
（未

来
社
）、
さ
ら
に
二
〇
年
を

へ
て

一
九
八
七
年
に
第
三
版
（未
来
社
）と

書
き
な
お
さ
れ
て
い
つ
た
。
そ
し
て
、
飯
沼
氏
の
研
究
の

一
応
の
集

大
成
が
、　
一
九
八
五
年
に
ま
と
め
ら
れ
た

『農
業
革
命
の
研
究
蹴
農

徳
　

水ヽ

光
　
俊

文
協
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
歩
み
続
け
る
。

「風
土
」
と

「農
業
革
命
」
こ
そ
、
飯
沼
氏
の
学
問
を
ふ
り
返
る

場
合
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
に
、
誰
し
も
異
存
は
な
か
ろ
う
。

現
在
、
二

一
世
紀
に
向
け
て
日
本
農
業
の
進
路
が
問
わ
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
折
、
敗
戦
か
ら
今
日
ま
で
半
世
紀
に
わ
た
り
日
本
農
業
の
過

去

・
現
在

・
未
来
を
真
正
面
か
ら
誠
実
に
考
え
続
け
た

一
人
の
農
業

史
研
究
者
の
歩
み
を
、
「
風
土
」
を
緯
に

「農
業
革
命
」
を
経
に
織

り
な
し
な
が
ら
た
ど
つ
て
み
た
い
。

一
　

『農
業
革
命
論
』
の
歩
み

ま
ず
初
め
に
、
飯
沼
氏
が
三
度
も
書
き
な
お
し
た

『農
業
革
命
論
』

に
お
い
て
、

「風
土
」
と

「農
業
革
命
」
の
と
ら
え
方
が
ど
の
よ
う

に
変
わ

っ
て
き
た
か
を
お
さ
え
て
お
こ
う
。
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①

『農
業
革
命
論
』
第

一
版
貧

九
五
六
年
）

「人
間
能
力
す
な
わ
ち
生
産
関
係
の
急
激
な
変
化
に
伴

っ
て
、
農
産

物
の
需
要
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
農
業
の
生
産
力
が
急
速
に
増
大
す
る

時
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
業
革
命
は
、
社
会
体
制
の
変
革
期

に
の
み
現
れ
る
。
」
貧

六
頁
￥
農
業
生
産
力
が
短
期
間
に
急
速
に
上

昇
す
る
過
程
。
そ
の
た
め
に
は
、
急
速
な
労
力
化
あ
る
い
は
機
械
化

に
よ
る
。」
貧

八
頁
）

「褥
耕
的
風
土
で
は
永
久
に

『農
業
革
命
』
は
不
可
能
だ
、
な
ど
と

主
張
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
褥
耕
的
風
土
に
お
い
て
も
、
農
業

革
命
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
基
盤
と
技
術
が
生
な
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、

も
ち
ろ
ん
そ
の
実
現
は
可
能
で
あ
る
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
、

敗
戦
と
農
地
改
革
と
を
契
機
と
し
て
展
開
し
つ
つ
あ
る
農
村
＝
農
業

の
変
貌
を
、
人
は

『農
業
革
命
的
』
と
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ

ど
も
、
そ
れ
が
真
に
、
『農
業
革
命
』
と
し
て
の
幅
と
深
さ
と
を
も

つ
た
め
に
は
、
な
お
残
念
な
が
ら
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
基
盤
を
も
た
な

い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
」
２

四
九
頁
）

②

『農
業
革
命
論
』
第
二
版
貧

九
六
七
年
）

「農
作
業
体
系
（地
力
維
持
体
系
）
そ
の
も
の
の
変
革
、
し
た
が
っ
て

農
村
社
会
そ
の
も
の
の
変
革
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
農
業
生
産

力
の
飛
躍
的
な
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
責

一
五
六
頁
）

「牧
草
段
階
か
ら
根
菜
段
階
へ
の
移
行
の
過
程
は
、
村
民
の
相
互
扶

助

・
相
互
規
制
的
な
団
体
主
義
か
ら
自
由
放
任
的
な
個
人
主
義

へ
の

移
行
、
自
給
自
足
的
小
農
か
ら
資
本
制
的
大
農
企
業

へ
の
移
行
の
過

程
で
あ

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
非
中
耕
的
な
農
作
業
体
系
の
な
か
に
、

耕
地
に
お
け
る
中
耕
と
い
う
従
来
、
非
中
耕
地
帯
で
は
ま

っ
た
く
行

な
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
農
作
業
が
は
い
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
輸

栽
式
と
い
う
新
し
い
農
法
が
生
み
出
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
た
め
の
新
し
い
農
村
社
会
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

農
業
生
産
力
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
過
程
買

一
七
〇
頁
）

「
日
本
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
も
し
も
農
民
諸
君
と
学
者
と
役
人
と

の
三
者
の
あ
い
だ
に
、
あ
た
か
も
中
国
に
お
け
る
よ
う
な
指
導
部
、

専
門
家
、
大
衆
の

『
三
結
合
』
方
式
が
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
必
ず

や
、
農
民
諸
君
の
創
意
工
夫
の
な
か
か
ら
、
い
ま
ま
で
世
界
中
の
ど

こ
に
も
な
か
っ
た
よ
う
な
、
ま

っ
た
く
新
し
い
農
法
が
生
み
出
さ
れ
、

普
及
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
非
中
耕
地
帯
に
お
い
て

発
達
し
た
農
法
の
模
倣
で
は
な
く
て
、
中
耕
地
帯
に
位
置
す
る
日
本

に
適
合
し
た
新
農
法
の
創
造
で
あ
り
、
ま
さ
に

『農
業
革
命
』
と
よ

ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
農
業
発
展
の
過
程
で
も
あ
ろ
う
。

現
在
、
日
本
各
地
の
農
村
で
、
農
民
諸
君
の
創
意
工
夫
が
、
ほ
う

は
い
と
わ
き
あ
が
っ
て
い
る
さ
ま
は
、
前
代
未
聞
と
い
え
る
。
日
本

は
、
も
は
や

『農
業
革
命
』
の
門
ぐ
ち
ま
で
き
て
い
る
こ
と
を
、
わ

れ
わ
れ
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。」
含
一〇
〇
～
二
〇
一
頁
）



③

『
農
業
革
命
論
』
第
三
版
貧

九
八
七
年
）

「農
産
物
に
対
す
る
需
要
が
急
増
し
、
農
業
生
産
力
を
急
増
す
る
こ

と
が
社
会
的
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
特
別
な
ば
あ
い
（た
と
え
ば
産
業

革
命
に
と
も
な
う
非
農
業
人
口
の
急
増
）
に
は
、
休
閑
農
業
で
は
労
働

粗
放
化
、
中
耕
農
業
で
は
労
働
集
約
化
と
い
う
本
来
的
な
発
展
方
向

に
反
す
る
技
術
（休
閑
農
業
に
た
い
し
て
は
労
働
集
約
的
な
技
術
、
た
と

え
ば
中
耕
、
ま
た
中
耕
農
業
に
た
い
し
て
労
働
粗
放
的
な
技
術
、
た
と
え

ば
機
械
）
が
導
入
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
が
本
来
的
な
発
展
方
向
に

馴
化
さ
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
新
技
術
に
ふ
さ
わ
し
い
農
村
社
会
が
生
み
出
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
新
技
術
が
急
速
に
普
及
し
、
農
業
生
産
力
が

急
速
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
農
業
革
命
な

の
で
あ
る
。」
含
〓
一頁
）

「
中
耕
農
業
に
お
け
る
農
業
革
命
が
、
休
閑
農
業
に
お
け
る
そ
れ
と

異
な
る
点
は
、
機
械
化
の
導
入
が
必
ず
し
も
経
営
規
模
の
拡
大
を
結

果
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
機
械
化
の
導
入
は
、
む
し
ろ
経
営
内
に
お

け
る
労
働
集
約
化
を
促
進
し
た
。
明
治

。
大
正
期
に
お
け
る
無
床
梨
、

短
床
梨
の
導
入
が
二
毛
作
の
普
及
を
促
し
た
の
は
、
そ
の
典
型
的
な

事
例
で
あ
る
。
」
含
〓
一五
頁
）

少
々
長
い
引
用
と
な

っ
た
が
、
こ
の
三
つ
の
著
作
に
お
け
る

「風

土
」
と

「農
業
革
命
」
、
そ
し
て
日
本
に
お
け
る
農
業
革
命
に
つ
い

て
の
言
葉
の
中
に
、
飯
沼
農
業
理
論
の
展
開
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
が

出
来
る
。
①
で
は
、
風
土
は
褥
耕
的
風
土
と
非
褥
耕
的
風
土
に
分
か

れ
る
。
「褥
耕
」
は
今
で
は
も
は
や
死
語
に
近
い
が
、
中
耕

・
除
草

の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
（旧
開
地
　
労
力
化
の
発
展
方
向
）
や
プ
ラ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
地
域
（新
開
地
　
機
械
化
の
方
向
）
の
よ
う
に
す
べ
て
の
作

物
が

い
わ
ば
褥
耕
作
物
で
あ
る
褥
耕
的
風
土
（労
力
化
の
方
向
）
と
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（旧
開
地
　
労
力
化
）
や
ア
メ
リ
カ
（新
開
地
　
機
械
化
）
の

よ
う
に
お
も
な
作
物
が
非
褥
耕
作
物
で
あ
る
非
褥
耕
的
風
土
（機
械

化
）
２

ら

で
あ
る
。
農
業
革
命
と
は
生
産
力
の
急
激
な
上
昇
で
あ

り
、
非
繹
耕
的
風
土
で
の
み
お
こ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
急
速
な

労
力
化
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
急
速
な
機
械
化
に
よ
っ
て
。
褥
耕

的
風
土
で
あ
る
日
本
で
は
、
も
と
も
と
高
度
に
労
力
化
さ
れ
て
い
た

の
で
不
可
能
と
さ
れ
る
。

②
に
な
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
何
よ
り
も
褥
耕
と
い
う
言
葉
が
消

え
て

「中
耕
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
何
よ
り
も
中
耕

は
除
草
の
た
め
だ
け
で
な
く
（中
耕
除
草
）、
保
水
の
た
め
に
行
な
わ

れ
る
も
の
も
あ
る
（中
耕
保
水
Ｙ
」
と
を
知

っ
た
か
ら
で
あ
る
。　
一
方
、

非
中
耕
地
帯
は
同
じ
休
閑
梨
耕
に
し
て
も
、
ア
ル
プ
ス
以
南
の
保
水

を
主
と
す
る
早
地
農
法
と
ア
ル
プ
ス
以
北
の
除
草
を
主
と
す
る
湿
潤

農
法
と
に
二
区
分
さ
れ
る
。
農
業
革
命
は
こ
の
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

三
圃
式
か
ら
輪
栽
式
へ
の
移
行
を
い
う
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
。



そ
し
て
、
①
で
も
農
業
革
命
の
技
術
的
条
件
だ
け
で
な
く
社
会
的

条
件
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
②
で
は
定
義
そ
の
も
の
に
農
村
社
会

の
変
革
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
②

の

「序
文
に
か
え
て
」
は
、

一
九
六
五
年
に
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
年
か
ら
飯

沼
氏
は
積
極
的
な
基
本
法
農
政
批
判
を
展
開
し
は
じ
め
る
。
せ
ま
い

研
究
室
か
ら
広
く
現
場

へ
出
か
け
農
家
と
対
話
を
は
じ
め
る
。
そ
の

結
果
が
、
②
で
の
中
耕
地
帯
で
の
農
業
革
命
近
し
の
主
張
と
な
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
中
耕
地
帯
を
含
む
中
国
で
の
農
民
の
創
意
工
夫
を

生
か
す
研
究

。
指
導
体
制
の

「成
功
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
理
論
的

に
は
全
く
説
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
二
〇
年
。
③
で
飯
沼
農
業
理
論
は
形
を
整
え
、
体
系
化
さ

れ
る
。
ま
ず
風
土
論
は
、
気
候
学
者
マ
ル
ト
ン
ヌ
の
雨
量
と
平
均
気

温
に
よ
る
年
乾
燥
指
数
と
夏
（六
～
八
月
）指
数
を
用
い
て
、
四
つ
の

地
域
に
区
分
さ
れ
る
。
今
ま
で
の
①
、
②
の
作
物
に
よ
る
区
分
は
廃

止
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
世
界
の
農
法
は
、
ま
ず
乾
燥
地
帯
に
お
け
る

保
水
農
業
と
湿
潤
地
帯
に
お
け
る
除
草
農
業
に
分
け
ら
れ
る
。
さ
ら

に
夏
に
よ
り
乾
燥
的
で
あ
れ
ば
休
閑
農
業
と
な
り
、
湿
潤
的
で
あ
れ

ば
中
耕
農
業
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
休
閑
保
水
（西
南
ア
ジ
ア
、
地
中

海
沿
岸
部
）、
中
耕
保
水
（パ
ン
ジ
ャ
ブ
、
華
北
）、
休
閑
除
草

（北
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
）、
中
耕
除
草
（東
南
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
）
の
四
つ
の
農
法

タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
農
業
革
命
と
は
休
閑
農
業
に
相
異
な
る
中
耕
的
技
術

が
導
入
さ
れ
て
休
閑
的
に
馴
化
さ
れ
、
中
耕
農
業
で
は
そ
の
逆
で
あ

る
と
し
て
、
世
界
的
に
農
業
革
命
が
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
産
業
革
命
に
よ
る
農
産
物
需
要
の
急
増
に
対
し

て
、
日
本
に
お
い
て
は

「福
岡
農
法
」
が
イ
ギ
リ
ス
の

「
ノ
ー
フ
ォ

ー
ク
農
法
」
に
相
当
し
、
「耕
地
整
理
法
」
に
は

「
囲
込
法
」
が
あ

た
る
。
そ
し
て
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
休
閑
除
草
農
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
穀
物
段
階
か
ら
牧
草
段
階
を
経
て
、
中
耕
作
物
で
あ
る
根
菜
を

導
入
し
な
が
ら
も
、
作
業
を
機
械
化
し
て
労
働
生
産
性
の
急
激
な
上

昇
を
実
現
し
た
。
日
本
で
は
作
物
で
は
な
く
耕
萩
用
具
に
着
目
す
る
。

長
床
梨
段
階
か
ら
近
世
の
備
中
鍬
段
階
を
経
て
、
本
来
は
休
閑
用
農

具
で
あ
る
型
を
導
入
し
て
深
耕
し
土
地
生
産
性
の
上
昇
を
は
か
つ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
耕
除
草
農
法
の
日
本
に
お
い
て
も
、
明
治

前
期
に
農
業
革
命
が
あ

っ
た
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ

る
。
①
か
ら
③
ま
で
、
実
に
三
〇
年
に
わ
た
る
歩
み
で
あ
っ
た
。

一
一　
日
本
の
農
業
革
命

①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
農
業
か
ら
日
本
を
み
る

以
上
で
大
ま
か
で
は
あ
る
が
、
飯
沼
農
業
理
論
の
展
開
を
お
っ
て

み
た
。
氏
の
研
究
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
農
業
革
命
の
研
究
か
ら
始
ま

っ
た
。
当
時
の
社
会
背
景
と
問
題
意
識
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ

た
。
飯
沼
氏
の
研
究
の
原
点
で
あ
る
。
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「敗
戦
直
後
、
日
本
中
が
餓
死
状
態
に
あ

っ
た
と
き
、
自
分
を
ふ
く

め
て
、
日
本
中
の
人
が
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
、
と
考
え
た
の
が
、
私
の
研
究
の
出
発
点
で
あ

っ
た
。
自
然
科
学

に
お
け
る

『実
験
』
に
あ
た
る
も
の
が
、
社
会
科
学
に
お
け
る

『比

較
』
だ
と
お
も

っ
て
い
た
か
ら
、
ま
ず
、
世
界
に
お
け
る
農
業
革
命

の
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス

一
九
世
紀
の
農
業
革
命
を

研
究
し
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
、
日
本
の
農
業
革
命
の
可
能
性

と
在
り
方
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
責
『農
業
革
命
論
』
第
三
版

一
頁
）。
西
洋
的
な
近
代
化
が
念
頭
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

飯
沼
氏
の
研
究
上
の
師
は
、
京
都
大
学
農
学
部
の
大
槻
正
男
氏
で

あ

っ
た
。
こ
の
大
槻
氏
こ
そ
、
和
辻
哲
郎
の
有
名
な
風
土
論
に
影
響

を
与
え
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
大
槻
氏
が

一
九
六

一
年
に
書
か
れ
た

論
文

「農
業
に
お
け
る
労
働
生
産
性
と
雇
用
の
問
題
」
は
、
飯
沼
農

業
理
論
の
背
骨
を
な
し
て
い
る
。
大
槻
氏
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と

の
風
土
的
差
異
に
注
目
し
て
、
経
営
方
式
に
は
、
有
機
的
生
産
技
術

が
重
き
を
な
す
労
働
受
容
力
増
大
的
、
土
地
生
産
力
増
進
的
方
式
と
、

無
機
的
生
産
技
術
が
重
き
を
な
す
労
働
節
約
的
、
労
働
生
産
力
増
進

的
方
式
の
二
つ
が
あ
り
、
日
本
は
い
た
ず
ら
に
ア
メ
リ
カ
農
業
を
ま

ね
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
飯
沼
農
業
理
論
は
、
大
槻
氏
の

農
業
経
営
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
て
、　
一
九
五

一
年
に
農
林
省
技
術
研
究
所
に
就
職
し
て
か
ら
研

究
は
本
格
化
し
、
そ
の
成
果
は

『農
業
革
命
論
安

一
九
五
六
年
）、
イ

ギ
リ
ス
の

『農
学
成
立
史
の
研
究
費

一
九
五
七
年
）、
『
ド
イ
ツ
に
お

け
る
農
学
成
立
史
の
研
究
費

一
九
六
三
年
）と
次
々
に
公
刊
さ
れ
て
い

く
。
さ
あ
、
い
よ
い
よ
日
本
だ
。
コ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
を
基
準
に
し

な
が
ら
比
較
し
て
見
て
い
け
ば
、
き

つ
と
日
本
の
農
業
革
命
の
姿
が

浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
飯
沼
氏
は
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。

②
南
ア
ジ
ア
農
業
旅
行

そ
の
後

一
九
五
四
年
に
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
移

っ
て
、

研
究
は
さ
ら
に
活
発
と
な
る
。
そ
こ
で
今
西
錦
司
氏
に
出
会
う
。
農

業
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
世
界
の
様
々
な
農
業
の

あ
り
方
を
、
共
同
研
究
を
通
じ
て
知
る
こ
と
に
な
る
。

飯
沼
氏
は
、
「中
耕
」
と
い
う
農
作
業
の
な
か
に
、
早
地
農
業
に

お
い
て
保
水
を
主
目
的
と
す
る
そ
れ
も
、
ま
た
湿
潤
地
農
業
に
お
い

て
除
草
を
主
目
的
と
す
る
そ
れ
も
、
と
も
に
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し
て
単
に
除
草
の
み
を
目
的

と
考
え
て
い
た

「
褥
耕
」
な
る
概
念
か
ら

一
層
広
い
概
念
で
あ
る

「中
耕
」
と
い
う
用
語
に
お
き
か
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
所
詮
は
研
究
室
で
の

「机
上
の
空
論
」
。
飯
沼
氏
に
決

定
的
な
転
機
が
訪
れ
た
。

一
九
六
六
年
に
行
な
っ
た
地
中
海
か
ら
メ

コ
ン
河
ま
で
の
四
〇
日
間
に
わ
た
る

一
人
で
の
農
村
調
査
で
あ
る
。

そ
の
時
の
記
録
が
、
『農
業
革
命
論
』
第
二
版
の
附
論

「南
ア
ジ
ア

に
お
け
る
乾
燥
農
業
と
湿
潤
農
業
」
で
あ
り
、
『風
土
と
歴
史
買

一
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九
七
〇
年
）
で
あ
る
。
西
南
ア
ジ
ア
の
乾
燥
地
帯
。
雨
期
の
メ
コ
ン

デ
ル
タ
。
各
々
の
地
域
に
各
々
固
有
の
農
業
展
開
が
あ
る
こ
と
を
実

感
す
る
。
旅
は
人
を
変
え
て
い
く
。

風
土
に
つ
い
て

『農
業
革
命
論
』
第
二
版
で
は
ま
だ
理
論
的
に
整

理
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
『風
土
と
歴
史
』
に
お
い
て
、
従
来
の

現
状
肯
定
的
で
静
態
的
な
風
土
論
を
動
態
的
な
風
土
論
に
作
り
変
え

て
い
た
。
「風
土
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
力
で
ほ
と
ん
ど
変
え
る

こ
と
の
で
き
な
い
自
然
の
ワ
ク
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
ど

う
利
用
す
る
か
は
、
人
間
の
側
の
主
体
的
な
条
件
（端
的
に
で
つ
な
ら

ば
、
資
本
と
労
働
の
あ
り
方
）
の
ち
が
い
に
よ

っ
て
変

っ
て
く
る
責
八

頁
）。
「風
土
」
と

「農
業
革
命
」
の
結
合
で
あ
る
。
農
業
の
あ
り
方

は
、
そ
の
風
土
に
よ
っ
て
大
き
く
は
規
定
さ
れ
る
が
、
全
く
宿
命
的

な
も
の
で
は
な
い
。
農
業
革
命
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る

農
業
発
展
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
著
書
に
お
い
て
必
ず
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
マ
ル
ト

ン
ヌ
の
乾
燥
指
数
と
世
界
の
農
法
の
四
区
分
論
も
、
こ
の
本
か
ら
な

の
で
あ
る
。
『風
土
と
歴
史
』
こ
そ
、
飯
沼
氏
の
転
換
点
を
示
し
て

い
る
。
ま
こ
と
、
旅
が
飯
沼
農
業
理
論
を
作

っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
も
う

一
つ
付
け
加
え
れ
ば
、　
一
九
六
五
年
か
ら
七
三
年
の

べ
平
連
、
六
九
年
か
ら
八
〇
年
ま
で
の

『朝
鮮
人
』
の
発
行
な
ど
活

発
な
社
会
的
活
動
が
、
飯
沼
農
業
理
論
の
形
成
に
欠
か
せ
な
い
。　
一

九
六
五
年
か
ら
の
飯
沼
氏
の
日
本
農
政
批
判
と

つ
な
が
っ
て
い
る
。

③

「福
岡
農
法
」

の
発
見

飯
沼
氏
が
日
本
に
農
業
革
命
が
あ
っ
た
と
初
め
て
断
言
し
た
の
は
、

一
九
七
五
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

「産
業
革
命
に
よ
る
農
産
物
と
し
て
米
に
対
す
る
社
会
的
需
要
の

急
増
に
と
も
な
っ
て
、
耕
地
整
理
を
さ
れ
た
耕
地
の
中
に
、
抱
持
立

梨
つ
い
で
短
床
梨
に
支
え
ら
れ
て
福
岡
農
法
が
普
及
し
て
い
く
過
程

こ
そ
、
日
本
の
農
業
革
命
で
あ

っ
た
。
」
（「近
代
日
本
の
農
業
革
命
」

『農
法
展
開
の
論
理
』
八
九
頁
）

す
で
に

一
九
六
九
年
に
大
部
の

『明
治
前
期
の
農
業
教
育
』
の
史

料
集
を
出
し
て
、
福
岡
農
法
に
注
目
し
て
お
り
、　
一
九
七
〇
年
の

『風
土
と
歴
史
』
で
は

「明
治
農
法
」
の
名
で
ほ
ぼ
輪
郭
も
出
さ
れ

て
い
た
。
さ
ら
に

『
日
本
農
業
技
術
論
蹴

一
九
七

一
年
）
に
お
い
て
、

休
閑
農
業
と
中
耕
農
業
に
お
け
る
各
々
の
農
業
革
命
の
類
型
も
提
示

さ
れ
た
。
『農
業
革
命
論
』
第

一
版
か
ら
実
に
二
〇
年
の
理
論
的

・

実
証
的
模
索
を
経
て
、
遂
に
念
願
の
日
本
の
農
業
革
命
に
た
ど
り
着

い
た
の
で
あ
る
。
飯
沼
氏
の
喜
び
は
い
か
ほ
ど
で
あ

つ
た
ろ
う
。　
一

朝

一
夕
で
は
な
い
。

こ
の
論
文
で
、
も
う

一
つ
重
要
な
点
は
、
そ
れ
ま
で
の
稲
の
単
作

経
営
か
ら
稲
麦
そ
の
他
が
結
合
さ
れ
た
複
合
経
営
に
見
方
を
転
換
し

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
日
本
農
業
技
術
論
』
に
対
す
る
守
田
志

郎
の
書
評
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。　
一
つ
の
作
物
の
み
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の
農
作
業
の
全
体
系
で
は
な
く
、
同
時
並
行
的
で
有
機
的
に
組
み
合

わ
さ
れ
た
諸
農
作
業
体
系
の
統

一
体
、
す
な
わ
ち
複
合
経
営
に
お
け

る
農
法
の
革
命
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
後
の
家
族
複

合
経
営
論
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〓
一　
伝
統

に
も
と
づ
く
近
代
化

①
日
本
の
近
世
農
書
研
究

日
本
の
農
業
革
命
は
、
第

一
版
で
は
未
来
形
で
あ
り
、
第
二
版
で

は
現
在
進
行
形
の
課
題
で
あ
っ
た
が
、
第
三
版
に
お
い
て
今
や
過
去

形
と
な

っ
た
。
し
か
し
、　
一
歩
現
実
の
農
業
に
目
を
や
れ
ば
ど
う
か
。

研
究
の
出
発
点
で
あ
っ
た
飢
え
の
克
服
は
、
輸
入
農
産
物
が
増
加
し

日
本
農
業
が
小
さ
く
な
る
に
し
た
が
い
、
徐
々
に
解
決
さ
れ
て
い
っ

た
。
現
実
の
要
請
に
応
じ
て
日
本
の
農
業
革
命
を
探
し
求
め
て
き
た

訳
だ
が
、
二
〇
年
た
っ
て
や
っ
と
そ
れ
に
め
ぐ
り
会

っ
た
時
、
日
本

農
業
は
減
反
が
始
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。　
一
難
去

っ
て
ま
た

一
難
。

飯
沼
氏
に
新
た
な
理
論
的
な
問
題
を
課
す
こ
と
と
な
っ
た
。

飯
沼
農
業
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
中
耕
除
草
農
業
の
特
質
は
労
働
集

約
的
に
行
な
う
こ
と
で
土
地
生
産
性
を
高
め
る
も
の
で
あ
り
、
家
族

複
合
経
営
が
適
合
す
る
。
戦
後
の
基
本
法
農
政
の
誤
り
は
、
こ
う
し

た
日
本
農
業
の
伝
統
を
否
定
し
て
、
大
規
模
な
単
作
経
営
を
目
ざ
し

た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
、
積
極
的
に
農
政
批
判
を
展
開
す
る
。

「伝
統
に
も
と
づ
く
近
代
化
」
。
こ
れ
が
、
そ
の
後
の
飯
沼
農
業

理
論
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
る
。
そ
れ
を
支
え
た
研
究
が
、　
一
九
七
六

年
に
出
さ
れ
た

『近
世
農
書
に
学
ぶ
』
で
あ
り
、
編
集
委
員
と
し
て

の

「
日
本
農
書
全
集
」
第
Ｉ
期
の
仕
事
で
あ

っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
農
書

に
は
じ
ま
り
、
ド
イ
ツ
農
書
、
そ
し
て
中
国
に
お
け
る
農
書
の
大
量

の
翻
刻
事
業
に
着
目
す
る
中
か
ら
、
遂
に
日
本
の
近
世
農
書
に
た
ど

り
着
い
た
の
で
あ
る
。
西
か
ら
東
へ
。
そ
し
て
日
本
。
結
局
、
飯
沼

氏
の
農
業
史
研
究
は
、
農
書
研
究
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

や
が
て
飯
沼
氏
に
と

っ
て
は
、
福
岡
農
法
よ
り
も
近
世
農
書
の
ほ

う
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
近
世
農
書
に
見
ら
れ

る
伝
統
技
術
か
ら
、
福
岡
農
法
に
代
表
さ
れ
る
老
農
技
術
、
そ
れ
は

篤
農
技
術
と
し
て
戦
前
期
も
生
き
残
る
。
そ
し
て
現
在
の
有
機
農
業

こ
そ
長
い
間
、
農
村
に
雌
伏
し
て
い
た
篤
農
技
術
が
甦

っ
た
も
の
だ

と
い
う
。
「民
」
の
高

い
評
価
は
、　
一
方
で

「官
」
に
よ
る
近
代
農

学
、
試
験
場
技
術
、
基
本
法
農
政
が
否
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
必
然
的
に
日
本
農
業
史
の
中
で
明
治
前
期
の
農
業
革
命
の

占
め
る
位
置
は
低
く
な
り
、
近
世
以
来
の
小
規
模
な
家
族
複
合
経
営

の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

②
農
の
再
生

・
人
の
再
生

飯
沼
氏
は
、
伝
統
に
も
と
づ
く
近
代
化
農
業
の
理
想
を
社
会
主
義

中
国
に
求
め
、
上
野
満
ら
の
共
同
複
合
経
営
を

一
時
は
評
価
し
、
政
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府
に
反
対
し
て
自
立
す
る
農
民
の
姿
を
三
里
塚
農
民
に
見
、
「使
い

捨
て
時
代
を
考
え
る
会
」
の
活
動
に
生
産
者
と
消
費
者
が
結
び
つ
い

た
理
想
の
姿
を
見
る
。
槌
田
働
氏
と
の
対
談
に
お
い
て
、
飯
沼
氏
は

農
業
労
働
に
対
す
る
見
方
を
変
え
る
。
農
業
は
苦
汗
労
働
だ
け
で
は

な
く
、
「
た
の
し
み
と
し
て
の
労
働
」
が
あ
り
、

」ゝう
し
て

『農
の

再
生

・
人
の
再
生
安
槌
田
勘
と
の
共
著
、　
一
九
八
二
年
）が
、
実
現
さ

れ
て
い
く
の
だ
と
主
張
す
る
。
農
業
に
よ
る
人
間
性
の
回
復
が
言
わ

れ
て
く
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
飯
沼
氏
は
、
農
業
技
術
、
農
村
社
会

に
加
え
て
、
は
じ
め
て
担
い
手
た
る
農
民
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
飯
沼
氏
は

『農
業
は
再
建
で
き
る
Ｌ

一
九
九
〇
年
）と
、
確
信
を

も

っ
て
主
張
す
る
。

「私
の
四
〇
年
に
わ
た
る
農
業
研
究
の
結
果
を
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、

伝
統
に
も
と
づ
く
近
代
化
は
農
業
を
必
ず
発
展
さ
せ
、
伝
統
を
否
定

す
る
近
代
化
は
農
業
を
必
ず
衰
退
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ば
あ
い
、
『伝
統
』
と
は
、
土
地
土
地
の
風
土
に
合

っ
た
農
業

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
近
来
の
日
本
農
業
が
急
速
に
衰
退
し
た
の
は
、

政
策
的
に
日
本
農
業
の
伝
統
を
否
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
伝
統
的
な

日
本
農
業
と
は

『複
合
経
営
』
で
あ
り
、
か
つ
て
の
、
そ
し
て
い
ま

で
も
、
少
数
の
農
民
は
、　
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
経
営
の
な
か
で
、
複
合

経
営
に
あ
ら
ゆ
る
創
意
工
夫
を
こ
ら
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ

に
農
業
す
る
こ
と
の
面
白
さ
が
あ

っ
た
。」
（五
頁
）

「後
継
者
も
嫁
も
い
る
村
に
は
、
ど
こ
に
も
共
通
し
た
三
つ
の
条
件

が
見
出
さ
れ
る
。
①
複
合
経
営
　
②
余
裕
の
あ
る
小
規
模
な
経
営

③
そ
れ
ら
を
支
え
る
産
直
運
動
　

」ヽ
れ
ら
の
三
つ
の
条
件
は
、　
一

九
六

一
年
以
来
ず

っ
と

つ
づ
い
て
い
る
農
業
基
本
法
に
基
づ
く
政

策
（
い
わ
ゆ
る
基
本
法
農
政
）
の
目
標
と
す
る
三
つ
の
条
件
　
①
単
作

経
営
　
②
大
規
模
経
営
　
③
農
協
↓
中
央
市
場
　
と
い
う
中
央
集
権

的
流
通
過
程
と
、
真
正
面
か
ら
対
立
す
る
。
…
日
本
農
業
の
あ
り
方

は
、
農
書
の
出
現
す
る
十
七
世
紀
は
じ
め
以
来
、
そ
の
具
体
的
な
姿

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
す
べ
て
複
合
経
営
で
あ
り
、
家
族
小
経

営
で
あ
り
、
地
元
の
消
費
者
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
に
お
い
て
お
こ

な
わ
れ
て
き
た
。」
（四
二
～
三
頁
）

こ
こ
に
、
飯
沼
農
業
理
論
の
到
達
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
同

じ
中
耕
除
草
地
帯
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
風
土
は
細
か
く
多
様
で
あ

り
、
そ
の
土
地
に
あ

っ
た
適
地
適
作
が
工
夫
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
農
業
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
、
人
間
性
回
復
の
基
礎
が

あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

四
　
飯
沼
農
業
理
論
の
限
界

①
近
代
の
幻
想

以
上
み
た
よ
う
に
、
飯
沼
氏
の
農
業
理
論
は
、
現
実
の
農
業
に
対

す
る
誠
実
な
使
命
感
に
支
え
ら
れ
て
展
開
し
て
き
た
。
そ
し
て
比
較



と
い
う
方
法
を
駆
使
し
て
、
誰
に
も
わ
か
り
や
す
い
簡
明
な
理
論
を

作

っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
戦
後
の
西
洋
的
な
近
代
化
か
ら
み
た

「
日
本
の
農
業
革
命
」
の
研
究
か
ら
、　
一
九
七
五
年
の

「伝
統
に
も

と
づ
く
近
代
化
」

へ
と
ウ
ェ
ー
ト
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ま
ず
、
明
治
期
の
農
法
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
は
た
し
て
急
激
な
生
産
力
の
上
昇
は
あ

っ

た
の
か
。
飯
沼
氏
が
い
う
生
産
力
の
発
展
と
は
、
梨
耕
の
導
入
の
た

め
の
乾
田
化
の
進
展
、
そ
し
て
梨
耕
に
よ
る
浮
い
た
労
働
が
規
模
拡

大

へ
と
向
か
わ
ず
集
約
化
を
さ
ら
に
す
す
め
て
二
毛
作
田
が
増
加
し

た
と
い
う
デ
ー
タ
ー
が
し
め
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

実
は
わ
れ
わ
れ
は
、
稲
作
生
産
力
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
、
佐

藤
常
雄
氏
の
甲
府
盆
地
の
研
究
亀
日
本
稲
作
の
展
開
と
構
造
』

一
九
八

七
年
）以
外
、
信
頼
す
べ
き
デ
ー
タ
ー
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と

い
っ
て
よ
い
。
佐
藤
氏
は
、
暖
地
稲
作
か
ら
寒
地
稲
作

へ
の
移
行
を

実
証
で
き
る
八
ヶ
岳
南
麓
の
甲
府
盆
地
を
中
心
と
す
る
広
範
囲
の
地

域
に
お
い
て
、
近
世
中
期
か
ら
現
代
ま
で
の
坪
刈
帳
を
使

っ
て
、
近

世

。
近
代

・
現
代
の
稲
作
生
産
力
の
推
移
を
実
証
し
た
。
多
様
な
地

域
的
個
性
が
あ

っ
て
、
決
し
て
単
線
的

。
画

一
的
で
は
な
い
。
近
世

中
期
か
ら
現
代
ま
で
全
体
と
し
て
上
昇
は
し
て
い
る
が
、
最
も
大
き

な
画
期
は
昭
和
三
十
年
代
の
高
度
成
長
期
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
史

で
は
明
治
農
法
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
す
ぎ
て
お
り
、
近
世
か

ら
の
在
来
農
法
を
も

っ
と
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

る
。
そ
し
て
、
近
世
中
期
か
ら
現
代
ま
で
の
稲
作
技
術
の
改
善
は
、

劣
等
地
で
の
土
地
生
産
性
の
向
上
と
い
う
平
準
化
作
用
、
ム
ラ
ぐ
る

み
に
よ
る
稲
作
生
産
力
の
発
展
過
程
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
す
る
。

こ
の
佐
藤
氏
の
研
究
、
そ
し
て
私
が
調
べ
て
き
た
奈
良
盆
地
の
例

か
ら
し
て
も
、
近
世
か
ら
現
代
ま
で
通
観
す
れ
ば
、
稲
作
生
産
力
上

昇
の
画
期
は
戦
後
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
明
治
中
期
に
福
岡
農
法

が
導
入
さ
れ
た
地
域
を
み
る
と
、
山
陰

・
北
陸
か
ら
東
北
地
方
に
か

け
て
の
近
世
の
低
生
産
力
地
帯
で
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
地
域
で

は
乾
田
馬
耕
が
す
す
み
二
毛
作
化
が
進
展
し
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、

こ
れ
は
地
域
間
の
平
準
化
が
す
す
ん
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
研
究
を
出
発
さ
せ
た
飯
沼
氏
は
、
西
洋

的
な
近
代
化
の
枠
組
に
や
は
り
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
近
代
に
お
け
る
明
治
農
法
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
過
大
評

価
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
逆
に
近
世
農
法
の
評
価
が
相
対
的
に
低

下
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
福
岡
農
法
の
農
業
革
命
を
発
見
し
て
か
ら
、
飯
沼
氏
は

連
続
性
を
強
調
し
、
基
本
法
農
政
以
降
に
断
絶
を
見
て
く
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
家
族
複
合
経
営
が

「単
な
る

業
主
」
で
あ
る
単
作
経
営
へ
と
転
換
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
皮
肉
に
も
生
産
力
の
急
上
昇
と
い
う
農
業
革
命
的
状
況
は
、
こ
の

転
換
以
降
に
お
い
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
五
〇
年
の
歩
み
を

射
程
に
お
さ
め
て
、　
一
九
九
〇
年
代
の
現
在
か
ら
日
本
農
業
史
を
ふ



り
返

っ
て
み
た
場
合
、
近
世
か
ら
現
代
ま
で
の
農
業
史
の
最
も
大
き

な
画
期
は
、　
一
九
六
〇
年
代
か
ら
こ
の
四
〇
年
ほ
ど
で
あ
る
。

画
期
で
あ
る
基
本
法
典
政
下
に
お
い
て
、
農
業
革
命
的
状
況
が
生

ま
れ
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
日
本
の
農
業
は
衰
退
し
て
い
く
と
い
う

歴
史
の
皮
肉
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
。
近
代
の
幻

想
か
ら
醒
め
た
今
、
日
本
の
風
土
に
息
づ
く
農
業
革
命
が
再
び
構
想

さ
れ
る
べ
き
時
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

②
産
直
の
幻
想

次
に
考
え
て
み
た
い
の
は
、
こ
の
二
〇
年
ほ
ど
の
動
き
で
あ
る
。

稲
作
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
生
産
力
の
飛
躍
的
上
昇
を
経
て

一
九
七
〇

年
か
ら
の
水
田
調
整
に
名
を
か
り
た
強
制
的
な
作
付
面
積
の
減
少
、

そ
し
て

一
九
九
三
年
の
凶
作
を
契
機
に
し
た
米
の
輸
入
自
由
化
、
そ

し
て

一
九
九
五
年
の
食
管
法
の
廃
止
。　
一
方
で
、
無
農
薬
や
有
機
農

業
の
隆
盛
、
消
費
者
と
の
産
直
活
動
。
「産
直
革
命
」
と
い
う
言
葉

さ
え
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
飯
沼
氏
の
で
つ
よ
う
に
日
本
農
業

の
救
世
主
た
り
う
る
の
か
。

一
九
七
四
年
の
オ
イ
ル

・
シ
ョ
ツ
ク
や

一
九
九
三
年
の
大
凶
作
の

あ
と
で
農
業
復
興
が
叫
ば
れ
た
が
、
そ
の
後
の
事
態
は
ど
う
か
。

「国
際
産
直
」
の
名
で
、
い
ま
や
大
手
ス
ー
パ
ー
に
は
輸
入
も
の
の

売
場
面
積
が
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
産
直
と
は
、
食
べ
物
を

生
産
し
な
い
消
費
者
た
ち
の
安
全
で
良
味
を
求
め
る
究
極
的
な
ワ
ガ

マ
マ
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
食
べ
物
だ
け
で
は
ガ
マ
ン
が

で
き
ず
、
グ
リ
ー
ン

・
ツ
ー
リ
ズ
ム
ヘ
。
さ
ら
に
脱
サ
ラ
し
て

「
田

舎
暮
ら
し
」
を
求
め
る
者
た
ち
。
ま
さ
に
農
村
を
浸
食
す
る
ワ
ガ
マ

マ
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
行
政
は
後
押
し
す
る
。
農
外
資
本
も

ど
ん
ど
ん
参
入
し
て
き
て
い
る
。
農
外
者
の

「農
耕
へ
の
指
図
」
に

よ
る
有
機
農
業
や
産
直
に
よ
っ
て
、
日
本
農
業
は
さ
ら
に
危
機
を
深

め
て
い
る
。
「待
つ
」
こ
と
の
で
き
な
い
消
費
者
た
ち
。
「拒
む
」
こ

と
の
で
き
な
い
農
民
た
ち
。

当
初
は
元
気
だ

っ
た
産
直
を
担
う
農
民
た
ち
も
、
ワ
ガ
マ
マ
な
消

費
者
と
の
お
つ
き
あ
い
に
疲
れ
て
き
て
い
る
。
小
ざ
か
し
い
商
い
を

す
る
う
ち
に
、
い
の
ち
を
育
む
農
の
喜
び
が
薄
ら
い
で
い
く
。
今
も

な
お
農
業

・
農
村
は
引
き
潮
の
流
れ
に
あ
る
。

い
や
、
元
気
に
楽
し
く
農
業
を
や
つ
て
い
る
者
が
い
る
じ
ゃ
な
い

か
と
、
飯
沼
氏
は
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
飯
沼
氏

は
、
特
異
な
点
し
か
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
上
野
満
の
共
同

農
場
、
三
里
塚
の
農
民
、
使
い
捨
て
を
考
え
る
会
。
ど
こ
か
に
希
望

の
芽
を
見
い
出
す
こ
と
は
大
切
だ
が
、
そ
の
普
及
す
る
条
件
、
受
け

容
れ
る
べ
き
大
多
数
の
農
民
た
ち
の
状
況
を
分
析
し
な
け
れ
ば
、

『農
業
は
再
建
で
き
る
』
と
主
張
し
て
も
、
空
文
旬
に
終
わ

っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
飯
沼
氏
の
眼
に
は
農
法
の

改
良
過
程
し
か
入
っ
て
お
ら
ず
、
普
及
お
よ
び
受
容
過
程
が
取
り
扱

わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
近
世
農
書
の
作
者
、
老
農
、
篤
農
、
産

イ ア



直
農
家
を

つ
な
げ
て
も
、
日
本
農
業
史
の
全
体
像
は
描
け
な
い
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
も
う

一
つ
。
飯
沼
氏
は

「民
」
的
な
技
術
を

強
調
す
る
あ
ま
り
、
学
者
の
農
書
、
学
理
農
法
、
試
験
場
技
術
、
戦

後
の
機
械
化

・
化
学
化
と
い
っ
た

「官
」
的
技
術
を
不
当
に
低
く
評

価
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
ど
う
も
飯
沼
氏
の
発
想
に

は
、
民
と
官
の
三
分
法
に
よ
る
単
純
な
対
抗
図
式
が
あ
り
、
民
に
よ

っ
て
の
み
日
本
農
業
が
担
わ
れ
て
き
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

在
地
に
息
づ
く
農
民
に
と

っ
て
民
も
官
も
あ
り
は
し
な
い
。
外
か
ら

や
っ
て
来
る
都
合
の
い
い
も
の
な
ら
、
民
で
あ
れ
官
で
あ
れ
、
何
で

も
取
り
入
れ
る
の
で
あ
る
。
在
来
と
外
来
と
い
う
図
式
で
こ
そ
、
在

地
農
法
の
生
き
た
姿
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

③

『農
業
革
命
論
』
第
四
版
ヘ

一
九
九
四
年
十
月
の
関
西
農
業
史
研
究
会
で
、
私
は
本
論
の
も
と

に
な
る
報
告
を
し
た
。
そ
の
時
は
主
に
農
業
革
命
論
の
展
開
を
追
う

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
風
土
論
に
対
す
る
十
分
な
認
識
が
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
私
も
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
デ
ル
タ
地
帯
や
パ
キ
ス
タ
ン
の

パ
ン
ジ
ャ
ブ
平
原
の
農
業
を
見
る
に
及
ん
で
、
農
業
の
多
様
性
を
つ

く
づ
く
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
私
も
ま
た
旅
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
と
思

う
。
飯
沼
氏
は
最
も
新
し
い

『有
機
農
業
を
志
す
人
の
た
め
に
安

一

九
九
四
年
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
一
九
世
紀
後
半
、
二
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
世
界
資
本
主
義
は
、

先
進
国
の
工
業
生
産
物
と
引
き
か
え
に
、
後
れ
た
国
々
の
農
村
家
内

工
業
や
共
同
体
的
農
業
を
破
壊
し
た
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
こ
ん
に

ち
い
っ
そ
う
発
展
し
た
世
界
資
本
主
義
は
、
い
っ
そ
う
は
げ
し
い
影

響
を

『南
』
の
国
々
に
た
い
し
て
及
ぼ
し
て
い
る
。
『南
』
の
国
々

は
、
『北
』
の
国
々
か
ら
工
業
生
産
物
を
入
手
す
る
た
め
に
、
飢
餓

ぎ
り
ぎ
り
の
線
ま
で
農
産
物
を
輸
出
し
、
『北
』
の
国
々
は
こ
う
し

て
手
に
入
れ
た

『南
』
の
国
々
の
農
産
物
に
よ
っ
て

『飽
食
』
の
生

活
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
貧
一四
～
五
頁
）

飯
沼
氏
の
農
業
理
論
の
比
較
は
、
東
と
西
が
基
軸
で
あ

っ
た
が
、

飢
え
を
克
服
し
て
飽
食
に
至

っ
た
現
在
に
お
い
て
、
南
と
北
と
い
う

軸
を
導
入
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
新
た
な
展
開
は
、

そ
れ
ま
で
ま

っ
た
く
ふ
れ
て
こ
な
か
っ
た
農
業
と
環
境
と
の
か
か
わ

り
で
あ
る
。
各
々
の
地
域
は
そ
の
風
土
の
ゆ
え
に
、
固
有
の
農
法
発

展
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
地
球
環
境

一
般
で
は
な
く
、

欧
米
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
論
で
は
な
く
、
各
々
の
風
土
に
お
け
る
農
業
と

環
境
と
の
折
り
合
い
の
つ
け
方
が
、
具
体
的
に
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
日。
本．
の。
風．
土．
に
感
づ。
い
た。
農．
業．
革．
命．

が
新
た
に
構
想
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

飯
沼
氏
は
研
究
会
の
最
後
に
、
南
と
北
、
農
業
と
環
境
の
二
つ
の

問
題
を
組
み
込
ん
で
、
『農
業
革
命
論
』
の
第
四
版
を
出
し
た
い
と

述
べ
ら
れ
た
。
飯
沼
農
業
理
論
は
歩
み
続
け
る
。

（と
く
な
が
　
み
つ
と
し
。
大
阪
経
済
大
学
経
済
学
部
教
授
）




