
  
1

「
現
在
の
農
業
教
育
は
、
知
識
偏
重
に
陥
り
、
労
働
を
厭い

と

い
、
実
際
の
役
に
立
た
な
い
教
育
を
し
て
い
る
。
僕
は
、

こ
う
思
う
か
ら
、
農
林
学
校
で
は
こ
れ
を
打
破
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

教
育
は
勤
労
主
義
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
教
育
は
学
校
だ
け
に
閉
じ
こ
め
て
お
く
べ
き
で
は
な
く
社
会
に
延
長

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
教
育
は
環
境
を
よ
く
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
三
カ
条
を
教
育
信
条
と
し
て
具
体
的
な
実
践
を
図
っ
た
の
だ
が
、
あ
な
た
が
こ
の
地
に
女
子
専
門
学
校
を
創

ろ
う
と
志
さ
れ
る
こ
と
は
、
安
城
に
と
っ
て
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
こ

と
で
す
。

失
礼
な
が
ら
、あ
な
た
の
経
歴
、考
え
方
か
ら
し
て
、あ
な
た
な
ら
、

立
派
な
教
育
成
果
を
挙
げ
て
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、
僕
も

あ
な
た
と
似
た
よ
う
な
境
遇
に
育
っ
た
か
ら
、
大
い
に
共
感
し
て
い

る
ん
で
す
よ
」

山
崎
延
吉
が
来
客
に
熱
く
語
っ
て
い
た
。
客
は
だ
い
だ
っ
た
。

苦
難
の
女
専
設
立
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山
崎
は
代
々
加
賀
藩
に
仕
え
た
五
百
石
取
り
の
武
家
の
家
柄
で
あ
っ
た
が
、
維
新
に
よ
り
家
録
を
失
っ
て
貧
し
さ

を
か
こ
つ
こ
と
に
…
。
学
歴
は
最
終
、
東
京
帝
国
大
学
農
芸
化
学
科
を
卒
業
し
た
が
、
生
ま
れ
つ
き
虚
弱
体
質
で
ま

た
物
怖
じ
す
る
面
も
あ
っ
た
た
め
集
団
生
活
に
な
じ
め
ず
、
小
学
校
で
は
一
時
退
学
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

そ
ん
な
過
ぎ
来
し
方
が
、
だ
い
を
目
の
前
に
し
た
山
崎
に
ふ
と
〝
よ
く
似
た
境
遇
〟
と
言
わ
せ
た
ら
し
い
。
山
崎

も
か
の
『
主
婦
の
友
』
の
特
集
記
事
に
は
関
心
を
持
っ
て
目
に
し
て
い
た
と
見
え
る
。

文
部
省
に
や
っ
と
事
情
を
了
解
し
て
も
ら
う
ま
で
に
一
年
以
上
を
費
や
し
て
い
た
。
出
願
内
諾
を
得
て
事
を
急
が

ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
い
は
、
白
羽
の
矢
を
立
て
る
と
す
ぐ
さ
ま
山
崎
を
訪
ね
、
文
部
省
の
意
向
や
自
分
の
専
門
学
校

設
立
の
志
を
伝
え
て
、
協
力
を
依
頼
し
た
。
そ
の
日
は
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
十
月
十
二
日
で
あ
っ
た
。

山
崎
は
自
ら
を
「
我
農
生
」
と
称
し
、『
我
農
生
興
村
行
脚
日
記
』
と
題
し
て
日
常
の
記
録
を
綴
っ
て
い
た
が
、

こ
の
と
き
の
こ
と
を
そ
の
日
記
に
も
克
明
に
記
し
て
い
た
…
。

  

2

「
…
安
城
町
の
女
子
職
業
学
校
は
、
全
国
的
の
私
立
学
校
で
あ
る
。
寺
部
氏
は
、
女
子
専
門
学
校
に
せ
ん
と
し
て
、

僕
に
助
力
を
求
め
て
来
ら
れ
た
。
僕
は
同
氏
の
献
身
的
努
力
を
知
っ
て
お
り
、
学
校
の
成
績
も
認
め
て
い
る
が
、
未

だ
学
校
を
見
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
寺
部
氏
の
誠
意
と
努
力
と
は
分
っ
て
い
る
の
で
、
僕
は
微
力
を
輸ゆ

す
こ
と
を

約
し
た
。
安
城
に
誇
り
得
る
も
の
の
一
つ
は
女
子
職
業
学
校
で
あ
る
が
、
や
が
て
県
下
に
必
要
で
あ
る
専
門
学
校
に
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な
る
の
は
、
誠
に
結
構
で
あ
る
と
僕
は
感
謝
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。」

山
崎
は
、
同
校
の
寺
部
三
蔵
理
事
長
が
修
養
団
に
傾
倒
し
、
機
関
誌
『
清
明
心
』

の
財
政
的
な
窮
乏
を
援
け
る
た
め
定
期
購
読
を
生
徒
に
奨
め
る
な
ど
、
財
政
的
に

も
支
援
の
手
を
伸
べ
て
い
る
こ
と
を
、
愛
弟
子
の
稲
垣
稔
を
通
じ
て
知
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
よ
し
み
も
感
じ
て
、
山
崎
は
だ
い
の
意
向
を
真
摯
に
受
け
入
れ
、
力
を

貸
す
こ
と
を
快
諾
し
た
の
だ
っ
た
。

山
崎
は
さ
っ
そ
く
動
く
。
町
長
の
岡
田
菊
次
郎
に
会
っ
て
、
安
城
に
女
子
専
門

学
校
を
設
置
す
る
こ
と
に
町
も
後
押
し
す
る
よ
う
促
し
て
、
町
の
積
極
的
な
賛
助

の
意
を
確
か
め
る
と
、そ
の
こ
と
を
だ
い
に
知
ら
せ
て
、背
中
を
押
し
た
の
で
あ
っ

た
。山

崎
の
協
力
を
得
た
だ
い
は
、
専
門
学
校
設
置
の
申
請
準
備
を
進
め
る
中
、
翌

昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
四
月
、
修
業
年
限
三
年
の
「
専
門
部
」（
家
政
科
）
を

発
足
さ
せ
た
。
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
将
来
、
専
門
学
校
に
昇
格
さ
せ
る
た
め
の

準
備
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

専
門
学
校
を
設
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
校
地
・
校
舎
施
設
の
整
備
、
充
実
し

た
教
員
ス
タ
ッ
フ
構
成
な
ど
が
求
め
ら
れ
た
が
、
ま
ず
財
団
法
人
を
組
織
す
る
た

め
に
現
金
預
金
五
万
円
が
基
金
と
し
て
必
要
だ
っ
た
。
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し
か
し
、
昭
和
二
年
に
は
寄
宿
舎
の
整
備
、
三
年
三
月
に
は
、
第
三
期
工
事
と
し
て
四
教
室
分
の
平
家
建
て
校
舎

の
新
築
な
ど
、〝
尺
取
虫
〟
の
よ
う
に
少
し
ず
つ
施
設
の
補
充
を
続
け
、ま
さ
に
〝
連
年
に
わ
た
る
工
事
続
き
〟
と
あ
っ

て
、
手
許
に
は
五
万
円
ど
こ
ろ
か
一
万
円
の
余
裕
も
な
い
。
理
事
長
の
言
う
通
り
、
財
政
上
か
ら
考
え
て
も
専
門
学

校
設
置
は
無
理
な
相
談
だ
っ
た
。

し
か
し
、
財
政
の
余
力
を
待
っ
て
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
て
は
時
機
を
失
す
る
。
だ
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
し

て
金
策
に
駆
け
ず
り
回
っ
た
。

  

3

昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
六
月
に
は
、
幼
児
教
育
の
延
長
の
よ
う
な
か
た
ち
で
農
繁
期
託
児
所
を
設
置
し
た
。
農

事
教
育
に
も
か
か
わ
る
専
門
学
校
教
育
の
前
触
れ
的
な
取
り
組
み
と
い
っ
た
意
味
合
い
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
収

益
を
少
し
で
も
専
門
学
校
の
設
置
資
金
に
充
当
し
て
い
こ
う
と
い
う
ね
ら

い
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
八
月
に
は
専
門
学
校
設
立
の
た
め
の
準
備
が
ほ
ぼ
整
い
、
翌

四
年
春
の
開
校
を
目
指
し
て
申
請
し
た
。

「
こ
れ
で
い
よ
い
よ
愛
知
県
で
は
〝
二
番
目
の
女
子
専
門
学
校
〟
と
し
て

誕
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
」

Ⅱ　刻苦の学園づくり
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愛
知
県
下
で
の
女
子
専
門
学
校
は
、
名
古
屋
に
金
城
女
子
専
門
学
校
が
た
だ
一
校

存
在
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

認
可
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
、
待
望
の
認
可
を
待
つ
の
み
。
十
二
月
の
時
点
で
は
、

翌
年
四
月
に
は
専
門
学
校
の
設
立
認
可
が
お
り
る
見
通
し
が
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
、

学
生
募
集
の
準
備
、〝
安
城
女
子
専
門
学
校
〟
の
校
章
制
作
、
そ
し
て
学
則
を
頒は

ん

布ぷ

す
る
準
備
も
着
々
と
進
め
ら
れ
た
。

校
章
は
〝
安
城
女
子
専
門
学
校
〟
の
〝
安
〟
と
〝
専
〟
を
あ
し
ら
っ
た
も
の
。
そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
安
城
女
子
職
業

学
校
の
そ
れ
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
培
っ
た
安
城
地
域
で
の
教
育
の
誇
り
を
表
徴
し
て
い
た
。

だ
が
、
認
可
決
定
も
差
し
迫
っ
て
き
た
四
年
三
月
七
日
、
文
部
省
か
ら
急
電
が
入
っ
た
。

「
女
子
専
門
学
校
出
願
の
件
で
相
談
し
た
い
か
ら
、
来
庁
さ
れ
た
い
」

―
何
事
だ
ろ
う
。

全
く
事
情
の
解
せ
な
い
ま
ま
、
取
る
も
の
も
取
り
あ
え
ず
上
京
し
た
。
す
る
と
、
意
外
な
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
。

「
今
回
、
愛
知
県
か
ら
女
専
設
置
申
請
が
二
校
、
し
か
も
同
種
の
出
願
が
さ
れ
て
い
る
。
一
校
は
そ
の
母
体
で
あ
る

高
等
女
学
校
の
生
徒
数
も
多
い
し
、
法
人
基
本
金
も
十
五
万
円
を
用
意
し
て
お
り
、
そ
の
上
、
名
古
屋
に
あ
る
の
で
、

許
可
の
お
り
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
安
城
の
方
も
、
基
本
金
を
増
し
て
、
少
な
く
と
も
十
万
円
程
度
に
し
な
い

と
、
書
類
却
下
の
恐
れ
が
あ
る
。
よ
っ
て
至
急
に
法
人
組
織
を
変
更
す
る
よ
う
に
…
」

だ
い
は
、
自
分
の
顔
が
青
ざ
め
る
の
を
感
じ
た
。
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4

「
こ
の
う
え
更
に
？
…
」

法
人
基
本
金
の
五
万
円
は
ま
さ
に
血
の
に
じ
む
よ
う
な
努
力
で
準
備
し
た
。
そ
れ
が
、
更
に
五
万
円
の
上
乗
せ
要

求
…
。
こ
れ
以
上
ど
う
な
ろ
う
、
と
の
絶
望
感
が
走
っ
た
。

「
こ
れ
は
も
う
出
願
を
あ
き
ら
め
る
よ
り
仕
方
が
な
い
」

だ
い
か
ら
事
態
を
知
ら
さ
れ
た
三
蔵
は
す
っ
か
り
悲
観
し
た
。

―
も
う
手
の
打
ち
よ
う
が
な
い
。

さ
す
が
の
だ
い
も
、
万
策
尽
き
た
思
い
で
途
方
に
暮
れ
た
。

だ
が
、
や
は
り
、
だ
い
は
〝
打
た
れ
強
い
女
性
〟
だ
っ
た
。
挫
折
、
諦
め

と
い
っ
た
感
情
に
な
だ
れ
込
む
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。

―
こ
こ
で
く
じ
け
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
努
力
が
水
の
泡
に
な
る
。

な
ん
と
し
て
も
〝
希
望
の
糸
〟
を
紡
ぎ
た
か
っ
た
。

自
分
に
は
、
母
子
二
人
で
寄
り
添
う
し
か
な
い
逆
境
の
中
、
小
さ
い
時
か

ら
、
母
と
と
も
に
幾
多
の
苦
難
に
堪
え
抜
い
て
き
た
〝
意
地
〟
が
あ
る
。
母

は
そ
の
〝
意
地
〟
を
育
ん
で
く
れ
た
…
。

Ⅱ　刻苦の学園づくり
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そ
の
母
は
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
十
二
月
、
わ
が
子
の
営
む
学
校
が
甲
種
中
等
程
度
実
業
学
校
と
本
格
的
な
学

校
に
な
っ
た
の
を
見
届
け
な
が
ら
他
界
し
て
い
た
。
だ
い
は
、
そ
の
亡
き
母
の
面
影
を
ま
ぶ
た
に
浮
か
べ
な
が
ら
、

こ
の
絶
体
絶
命
の
危
機
を
ど
う
切
り
抜
け
た
ら
い
い
か
、
瞑
想
し
た
。

経
済
的
な
危
機
は
若
い
時
に
も
あ
っ
た
。
上
京
し
勉
学
を
始
め
た
矢
先
、
学
資
借
用
の
当
て
が
は
ず
れ
て
し
ま
っ

た
。
国
元
の
母
か
ら
は
毎
月
米
と
味
噌
と
梅
干
が
送
ら
れ
て
く
る
が
、
途
絶
し
た
学
資
を
自
ら
ま
か
な
う
た
め
に
さ

ま
ざ
ま
な
〝
ア
ル
バ
イ
ト
〟
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
が
走
馬
灯
の
よ
う
に
想
起
さ
れ
た
。

肉
体
労
働
も
い
と
わ
ず
、
実
入
り
が
よ
い
と
い
う
の
で
、
男
装
ま
で
し
て
男
勝
り
に
人
力
車
の
車
夫
も
し
た
。
だ

が
、
そ
の
男
装
を
お
客
に
見
抜
か
れ
た
こ
と
も
…
。

そ
れ
ま
で
追
憶
の
糸
を
た
ぐ
っ
た
だ
い
は
、
は
っ
と
気
づ
い
た
。

―
そ
う
だ
。
武
部
男
爵
に
お
願
い
し
て
み
よ
う
…
。

そ
れ
は
、
一い

ち

縷る

の
望
み
に
す
が
ろ
う
と
す
る
直
感
的
な
ひ
ら
め
き
だ
っ
た
。

  

5

人
力
車
の
車
夫
を
す
る
あ
る
夜
、
一
人
の
紳
士
を
本
郷
ま
で
乗
せ
た
。
着
い
た
先
は
大
き
な
屋
敷
だ
っ
た
。
門
番

に
警
官
が
い
た
。
家
令
た
ち
が
居
並
ん
で
出
迎
え
た
。

「
お
前
は
、
女
か
」
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車
を
降
り
る
時
、
紳
士
は
お
ぼ
ろ
げ
に
感
じ
て
い
た
不
審
を
確
か
め
る
よ
う
に
だ
い
に
訊き

い
た
。
そ
れ
を
警
官
が

聞
き
と
が
め
た
。
だ
い
は
身
元
調
べ
な
ど
色
々
尋
問
さ
れ
る
は
め
に
な
っ
た
。
だ
が
、
神
は
こ
こ
に
〝
偶
然
〟
の
介

在
を
差
配
し
た
。
そ
の
警
官
は
か
つ
て
桜
井
村
の
駐
在
所
に
い
た
こ
と
が
あ
り
、
古
着
商
を
営
む
だ
い
の
家
に
も
定

期
的
に
調
査
に
き
て
、
母
や
つ
と
は
顔
見
知
り
だ
っ
た
。
聞
き
た
だ
す
う
ち
、
警
官
は
だ
い
の
身
元
を
知
っ
て
、
そ

の
奇
遇
に
驚
い
た
。

「
あ
の
時
の
子
ど
も
さ
ん
が
あ
ん
た
か
」

警
官
は
、
子
ど
も
の
頃
の
だ
い
も
見
覚
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。

「
こ
の
広
い
東
京
で
も
女
で
車
夫
を
す
る
者
は
な
い
。
車
夫
だ
け
は
や
め
る

よ
う
に
…
」

警
官
は
そ
ん
な
旧
縁
か
ら
親
身
に
な
っ
て
だ
い
の
苦
学
生
活
を
案
じ
て
く

れ
、
そ
の
計
ら
い
で
、
武
部
邸
で
住
み
込
み
の
お
手
伝
い
さ
ん
と
し
て
勤
め

る
こ
と
に
な
っ
た
。
武
部
邸
で
は
、
奥
向
き
の
洗
濯
も
の
や
仕
立
物
の
下
仕

事
を
受
け
て
学
費
を
補
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
こ
と
に
恩
を
感
じ
た

だ
い
は
、
学
業
成
り
安
城
へ
帰
っ
て
学
校
を
経
営
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

も
、
夏
の
講
習
な
ど
で
上
京
し
た
折
に
は
、
よ
く
武
部
家
に
ご
機
嫌
伺
い
に

赴
い
て
い
た
。

今
、
そ
の
よ
し
み
に
す
が
っ
て
武
部
家
に
借
財
を
願
っ
て
み
よ
う
と
思
い

Ⅱ　刻苦の学園づくり
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つ
い
た
の
だ
っ
た
。

―
厚
か
ま
し
い
と
は
思
う
が
、
背
に
腹
は
代
え
ら
れ
な
い
。

思
い
詰
め
た
だ
い
は
た
だ
ち
に
上
京
、
武
部
邸
を
訪
ね
た
。

あ
い
に
く
主あ

る
じ

は
不
在
だ
っ
た
。

「
久
し
ぶ
り
で
す
ね
。
学
校
の
ほ
う
は
う
ま
く
い
っ
て
い
ま
す
か
」

夫
人
が
応
対
し
て
、
い
つ
も
の
ご
機
嫌
伺
い
で
も
な
さ
そ
う
な
様
子
を
察
し
て
、
一
通
り
用
件
を
聞
い
て
く
れ
た
。

「
間
も
な
く
帰
ら
れ
る
か
ら
、
用
向
き
を
詳
し
く
申
し
上
げ
る
と
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
」

夫
人
は
話
を
聞
き
取
る
と
、
そ
う
言
っ
て
だ
い
を
待
た
せ
た
。

  

6

程
な
く
主あ

る
じ

が
帰
っ
て
き
た
。
家
人
と
な
に
か
話
し
合
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
だ
い
が
待
つ
応

接
室
に
入
っ
て
き
た
。
挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
に
、
だ
い
の
正
面
に
対
座
し
た
。
す
る
と
、
や
お
ら
テ
ー
ブ
ル
上
に
一
枚

の
紙
片
を
差
し
置
い
た
。
見
る
と
、
小
切
手
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
金
額
は
五
万
円
と
読
め
た
。

主
が
口
を
切
っ
た
。

「
こ
れ
は
、財
団
法
人
安
城
女
子
専
門
学
校
に
寄
付
す
る
。
さ
っ
そ
く
願
書
に
添
え
て
当
局
に
提
出
す
る
よ
う
に
…
」

「
え
っ
！
…
」
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い
き
な
り
の
想
像
も
し
な
い
言
葉
だ
っ
た
。
だ
い
は
、
言
葉
に
詰
ま
っ
た
。

夫
人
か
ら
大
方
の
事
情
を
聞
い
て
事
を
察
し
た
と
見
え
る
。
だ
い
が
何
の
釈
明
を
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
。

だ
い
は
、
膝
に
置
い
て
い
た
手
を
ぐ
っ
と
拳こ

ぶ
し

に
強
く
握
り
締
め
た
。
顔
が
紅
潮
す
る
の
が
分
か
っ
た
。

だ
い
は
男
爵
を
凝
視
し
た
。

―
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
男
爵
は
私
の
人
柄
を
認
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
か
に
人
柄
・
実
力

を
認
め
た
と
は
い
え
、
五
万
円
も
の
大
金
を
事
を
な
げ
に
提
供
さ
れ
る
と
は
…
。

あ
ら
た
め
て
男
爵
の
人
と
し
て
の
大
き
さ
を
感
じ
た
。＊

感
動
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
安
城
に
立
ち
帰
っ
た
だ
い
は
、
こ
の
こ
と
を
さ
っ

そ
く
山
崎
に
報
告
し
た
。

先
に
「
基
本
金
不
足
に
よ
る
書
類
却
下
の
恐
れ
あ
り
」
と
い
う
情
勢
を
報

告
に
行
っ
た
と
き
、

「
そ
ん
な
馬
鹿
な
！
」

報
告
を
聞
い
た
山
崎
の
ひ
げ
が
興
奮
に
小
刻
み
に
震
え
る
の
を
、
だ
い
は

見
た
。
そ
の
震
え
か
ら
山
崎
の
義
憤
を
感
じ
取
っ
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
武

部
の
寄
付
の
報
告
に
は
、
山
崎
は
目
を
丸
く
し
た
。
だ
い
に
は
そ
う
見
え
た
。

「
さ
す
が
東
京
に
は
偉
い
人
が
い
る
も
の
だ
な
あ
。
し
か
る
に
同
じ
東
京
に
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お
り
な
が
ら
、
文
部
省
は
一
体
何
を
し
て
い
る
の
か
。
情
け
な
い
。
早
く
目
を
覚
ま
し
て
頭
の
切
り
換
え
を
す
べ
き

だ
。
そ
し
て
一
刻
も
早
く
安
城
女
子
専
門
学
校
を
認
め
る
べ
き
だ
。
よ
し
、
さ
っ
そ
く
文
部
省
に
掛
け
合
お
う
」

声
を
高
め
た
こ
と
が
山
崎
の
受
け
た
感
動
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
た
。

  
7

認
可
再
申
請
が
急
が
れ
た
。
し
か
し
、
時
遅
し
。
こ
の
年
の
認
可
に
は
間
に
合
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
山
崎
は

『
興
村
行
脚
日
記
』
に
書
く
。

「
…
女
子
専
門
学
校
を
建
て
農
村
を
背
景
と
し
、
農
村
的
の
人
物
を
造
ら
む
は
、
僕
等
の
念
願
で
あ
る
。
幸
に
寺
部

氏
は
独
力
一
切
の
資
格
を
具
備
し
て
認
可
申
請
を
し
た
が
、
文
部
省
は
容
易
に
許
可
せ
ぬ
。
寺
部
氏
は
宛さ

な
が

ら
物
狂
の

態
で
あ
り
、
後
援
者
の
岡
田
町
長
ま
た
座
視
す
る
に
忍
び
ず
と
あ
っ
て
、
共
に
上
京
し
て
僕
に
助
力
を
求
め
ら
れ
た
。

斯か
か

る
事
は
頼
ま
れ
て
や
る
べ
き
事
で
は
な
い
。
僕
は
上
京
後
安
藤
参
与
官
に
は
よ
く
情
を
尽
し
て
お
る
。
故
に
文
部

省
の
意
向
を
聞
く
べ
く
、
寺
部
、
岡
田
両
氏
を
帯
同
し
て
世
間
並
の
運
動
に
出
か
け
た
」

三
月
二
十
三
日
、
山
崎
は
、
だ
い
と
岡
田
を
伴
な
っ
て
、
文
部
省
に
安
藤
参
与
官
を
訪
ね
た
。

そ
し
て
、
認
可
延
期
が
確
定
的
で
あ
る
こ
と
を
覚
る
と
、
あ
る
決
断
を
し
た
。

「
文
部
省
の
意
向
を
知
る
に
至
っ
て
聊い

さ
さ

か
決
す
る
所
あ
り
。
寺
部
、
岡
田
の
両
氏
に
旨
を
諭
し
て
別
れ
た
が
、
場
合

に
よ
り
て
は
、
僕
が
校
長
を
引
き
受
け
、
内
容
の
充
実
に
一い

っ

臂ぴ

を
添
へ
る
事
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
」
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文
部
省
の
意
向
を
確
か
め
た
山
崎
は
、
こ
の
時
、
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

安
城
女
子
専
門
学
校
の
校
長
就
任
を
決
意
し
た
。
山
崎
は
、
安
城
女
子
専
門
学

校
の
認
可
さ
れ
な
い
理
由
が
、
単
に
財
団
法
人
の
基
本
金
の
額
の
乏
し
さ
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
教
員
陣
の
充
実
の
不
備
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
一
肌

脱
ぐ
気
に
な
っ
た
。
山
崎
は
日
本
の
代
表
的
な
農
業
地
帯
で
あ
る
安
城
で
、
農

事
教
育
に
も
か
か
わ
る
専
門
学
校
を
む
げ
に
否
認
さ
れ
る
こ
と
に
義
憤
を
感
じ

た
の
だ
っ
た
。

山
崎
は
こ
の
時
多
忙
の
身
だ
っ
た
。
前
年
の
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
二
月
、

普
通
選
挙
法
に
基
づ
い
て
最
初
の
総
選
挙
―
〝
第
一
回
普
通
選
挙
〟
が
行
わ
れ

る
に
あ
た
っ
て
、
周
囲
か
ら
の
強
い
後
押
し
も
あ
っ
て
出
馬
し
て
当
選
し
、
衆

議
院
議
員
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
超
多
忙
な
中
の
決
断
だ
っ
た
。

昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
四
月
か
ら
の
女
子
専
門
学
校
設
置
は
、
結
局
、
名
古
屋
の
椙
山
女
学
園
に
認
可
が
お
り

て
、
安
城
女
子
職
業
学
校
か
ら
の
申
請
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
安
城
で
の
女
子
専
門
学
校
設
置
は
仕
切
り

直
し
と
な
っ
た
。
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8

「
安
城
に
女
子
専
門
学
校
を
設
立
す
べ
く
年
来
の
努
力
未
だ
酬
い
ら
れ
ず
、
寺
部
氏
の
焦
慮
は
気
の
毒
で
あ
る
。
農

村
を
背
景
の
女
子
専
門
学
校
は
あ
っ
て
よ
い
、
そ
こ
に
寺
部
氏
が
着
目
し
て
万
難
を
排
し
て
の
努
力
は
見
る
に
忍
び

ず
、
僕
は
校
長
を
引
き
受
け
て
そ
の
成
立
を
早
か
ら
し
め
た
い
と
尽
力
を
し
て
お
る
の
で
あ
る
。」

山
崎
は
、
日
記
に
こ
う
し
た
た
め
な
が
ら
、
積
極
的
に
安
城
女
子
職
業
学
校

と
の
接
触
を
深
め
、
認
可
の
た
め
の
布
石
を
敷
い
て
い
っ
た
。

「
あ
な
た
が
や
ら
れ
る
な
ら
よ
か
ろ
う
」

文
部
省
当
局
か
ら
そ
ん
な
言げ

ん

質ち

も
と
っ
て
い
た
。

＊

昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
の
十
一
月
、
高
松
宮
殿
下
が
二
日
に
わ
た
っ
て
愛

知
県
の
農
村
視
察
に
来
訪
さ
れ
た
。
一
日
目
は
安
城
の
農
事
視
察
。
案
内
役
と

な
っ
た
山
崎
は
、
農
村
女
性
の
自
立
に
尽
く
す
安
城
女
子
職
業
学
校
の
存
在
を

紹
介
し
、
農
事
に
関
す
る
高
等
教
育
と
し
て
安
城
女
子
専
門
学
校
設
立
の
経
緯

に
つ
い
て
も
説
明
し
、
そ
の
必
要
性
を
訴
え
た
。

専
門
学
校
教
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
申
請
さ
れ
た
安
城
女
子
職
業
学
校
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の
主
要
教
員
に
、
山
崎
の
人
脈
を
生
か
し
た
教
員
ス
タ
ッ
フ
を
選
び
加
え
て
教
員
構
成
に
厚
み
を
増
し
た
。

倫
理　
　
　
　

農
学
士　
　

山
崎
延
吉

哲
学　
　
　
　

文
学
博
士　

椎
尾
辨
匡

農
芸
・
園
芸　

農
学
士　
　

内
藤
乾
蔵

農
業
経
済　
　

農
学
士　
　

渡
辺
庸
一
郎

法
制
・
経
済　

法
学
士　
　

井
上
時
次
郎

国
文　
　
　
　

文
学
士　
　

今
枝
和
夫

田
中
隆
三
文
部
大
臣
あ
て
に
開
申
し
た
こ
れ
ら
の
顔
ぶ
れ
は
錚そ

う

々そ
う

た
る
も
の
だ
っ
た
。

な
か
で
も
椎し

い

尾お

は
、
仏
教
運
動
と
し
て
共
生
運
動
を
推
進
す
る
日
本
の
仏
教
学
者
で
あ
り
、
当
時
は
大
正
大
学
教

授
、
ま
た
山
崎
と
同
時
に
愛
知
一
区
か
ら
出
馬
し
て
当
選
し
た
衆
議
院
議
員
の
同
志
で
も
あ
っ
た
。

内
藤
は
札
幌
農
学
校
の
出
身
で
元
安
城
農
林
学
校
教
員
で
あ
り
、
山
崎
の
手
の
内
の
人
。
渡
辺
は
現
職
の
東
京
帝

国
大
学
助
教
授
で
山
崎
の
女
婿
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
山
崎
の
広
い
人
脈
に
よ
っ
て
そ
ろ
え
た
強
力
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ

プ
だ
っ
た
。

  

9

校
舎
・
設
備
も
ま
た
、〝
尺
取
虫
〟
計
画
な
が
ら
よ
り
申
請
基
準
を
満
た
す
こ
と
に
努
め
た
。

Ⅱ　刻苦の学園づくり
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安
城
高
等
小
学
校
の
旧
校
舎
を
購
入
・
移
転
、
旧
校
地
の
残
る
校
舎
三
棟
も
移

転
し
て
、
一
棟
は
二
階
建
に
改
造
し
て
正
門
に
接
し
、
階
下
を
事
務
室
に
、
階
上

を
理
科
と
裁
縫
な
ど
の
標
本
室
に
、
他
の
二
棟
は
普
通
教
室
と
し
て
そ
の
奥
に
並

設
。
正
門
周
り
を
整
備
し
て
、〝
高
等
教
育
機
関
〟
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
。

こ
う
し
て
着
々
専
門
学
校
設
置
の
準
備
を
進
め
た
結
果
、昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

年
四
月
、
財
団
法
人
安
城
女
子
専
門
学
校
が
認
可
さ
れ
、
念
願
の
専
門
学
校
を
設

立
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

安
城
女
子
専
門
学
校
は
、
全
国
の
家
政
系
女
子
専
門
学
校
の
十
一
番
目
、
愛
知

県
内
で
は
金
城
・
椙
山
に
つ
ぐ
三
番
目
の
女
子
専
門
学
校
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た

の
で
あ
る
。

実
際
に
発
足
し
た
当
初
の
あ
ゆ
み
は
決
し
て
安
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

安
城
女
子
専
門
学
校
が
認
可
さ
れ
れ
ば
、
裁
縫
科
中
等
教
員
の
免
許
状
は
無
試

験
で
下
付
さ
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
文
部
省
が
行
う
国
家
試
験
に
合

格
す
る
と
い
う
条
件
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
検
定
試
験
は
か
な
り
厳
し
い
も

の
で
、
学
生
は
安
城
女
子
職
業
学
校
と
同
様
、
試
験
に
合
格
し
て
教
員
資
格
を
取

る
た
め
に
日
夜
懸
命
に
勉
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
〝
専
門
学
校
設
立
〟
は
、
中
等
教
員
養
成
の
道
が
開
か
れ
た
と
い
う
実
利
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と
と
も
に
、
学
園
自
体
に
と
っ
て
、
当
時
の
女
子
教
育
の
最
高
の
〝
高
み
〟
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
責
任
感

と
自
負
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

だ
が
、
こ
れ
が
ま
た
、
戦
後
に
始
ま
る
新
展
開
の
時
代
に
お
い
て
総
合
学
園
を
構
築
し
て
い
く
礎
に
な
る
こ
と
は
、

こ
の
時
点
で
は
だ
い
も
山
崎
も
見
極
め
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
戦
前
の
今
、
辛
苦
し
て
専
門
学
校
を
設
置
し
た
こ
と

は
、
戦
後
の
新
学
制
発
足
に
と
も
な
っ
て
新
し
く
設
け
ら
れ
た
「
短
期
大
学
」
の
設
置
の
基
盤
と
も
な
り
、
戦
後
の

い
ち
早
い
総
合
学
園
化
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
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