
　
２
０
１
０
年
１０
月
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ポ
ズ
ナ
ン
市
に
あ
る
国
立
ア
ダ
ム
・

ミ
ツ
ケ
ヴ
ィ
チ
大
学
の
民
族
学
科
が
中
心
と
な
っ
て
国
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

と
の
共
催
で
欧
州
国
際
民
族
学
研
究
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
日

本
の
民
俗
学
の
立
場
か
ら
高
度
経
済
成
長
と
生
活
変
化
に
つ
い
て
の
研
究
発

表
を
し
て
ほ
し
い
と
招
か
れ
た
と
き
、
見
学
地
と
し
て
何
か
リ
ク
エ
ス
ト
は

な
い
か
と
訊
か
れ
た
私
た
ち
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
あ
つ
い
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
人
た
ち
が
１１
月
１
日
の
万
聖
節
と
２
日
の
万
霊
節
を
前
に
し
て
、
さ
か
ん

に
墓
掃
除
を
し
て
い
る
ふ
つ
う
の
墓
地
の
見
学
を
し
た
い
と
言
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
案
内
さ
れ
た
郊
外
の
農
村
の
墓
地
に
着
い
て
自
動
車
か
ら
降
り
た
と

き
に
驚
い
た
の
は
、
あ
の
も
の
す
ご
い
臭
い
で
し
た
。
そ
れ
は
、
昭
和
２３
（
１

９
４
８
）
年
に
広
島
県
西
北
部
の
中
山
間
地
農
村
の
農
家
に
生
ま
れ
た
私
に

と
っ
て
、
子
供
の
こ
ろ
の
「
田
舎
の
香
水
」
の
記
憶
を
よ
み
が
え
ら
せ
て
く

れ
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
牛
馬
の
糞
尿
か
ら
作
る
堆
肥
の
、
あ
れ
の
何
倍
か
と

い
う
ほ
ど
の
強
烈
な
臭
い
で
し
た
。
見
学
し
た
墓
地
の
墓
掃
除
の
様
子
や
墓

参
り
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
情
報
は
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
も
の
で
し
た
が
、

そ
れ
以
上
に
、
あ
ら
た
め
て
臭
い
と
悪
臭
の
生
活
史
と
い
う
観
点
が
浮
か
び

上
が
っ
て
き
ま
し
た
。 

　
日
本
で
も
、
第
一
に
化
学
肥
料
の
普
及
が
農
村
か
ら
あ
の
臭
い
を
、
第
二

に
冷
凍
施
設
の
充
実
が
漁
村
か
ら
あ
の
臭
い
を
、
第
三
に
水
洗
ト
イ
レ
の
普

及
が
便
所
か
ら
あ
の
臭
い
を
、
第
四
に
洗
濯
機
や
洗
剤
や
ナ
プ
キ
ン
の
普
及

が
汗
や
垢
や
経
血
な
ど
の
あ
の
身
体
の
臭
い
を
消
し
て
い
っ
た
生
活
の
歴
史

が
あ
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
日
本
で
は
昭
和
３０
年
代
か
ら
４０
年
代
の
約
２０
年

間
の
高
度
経
済
成
長
期
を
境
に
起
こ
っ
た
変
化
で
し
た
。
そ
れ
は
清
潔
へ
衛

生
へ
と
い
う
大
き
な
変
化
で
し
た
。
西
暦
で
言
え
ば
１
９
５
５
年
か
ら
７５
年

の
約
２０
年
で
す
が
、
終
戦
が
昭
和
２０
年
な
の
で
こ
の
時
期
の
区
分
は
昭
和
の

年
号
に
よ
る
方
が
当
時
の
実
感
に
あ
い
ま
す
。
経
済
史
学
で
は
正
確
を
期
し

て
１
９
７
３
（
昭
和
４８
）
年
の
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
ま
で
を
高
度
経
済

あ
か 

田
舎
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成
長
期
と
と
ら
え
ま
す
が
、
民
俗
学
で
は
多
く
の
人
た
ち
の
生
活
の
変
遷
史
に

注
目
す
る
の
で
、
そ
の
後
の
長
い
変
化
の
過
程
、
そ
し
て
そ
の
地
域
差
な
ど
に

も
注
目
し
ま
す
。 

    

　
経
済
企
画
庁
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
高
度
経
済
成
長
期
や
バ
ブ
ル
崩
壊
な
ど
を

経
た
後
の
１
９
９
５
年
に
は
５
・
３
％
、
約
３
４
５
万
人
し
か
い
な
く
な
っ
た
農

林
水
産
業
の
従
事
者
が
、
高
度
経
済
成
長
期
以
前
の
１
９
５
０
年
に
は
４５
・
１

％
、
約
１
６
１
０
万
人
も
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
（
※
１
）。
高
度
経
済
成

長
期
以
前
に
は
日
本
人
の
多
く
が
土
壌
と
農
業
と
を
基
盤
と
し
て
長
い
あ
い
だ

生
活
し
て
き
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
農
業
の
基
本
は
食
料
の
生
産
に
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
の
食
料
を
供
給
し
て
く
れ
る
の
が
農
業
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
が
土
壌
で

す
。
で
は
そ
の
土
壌
と
は
何
か
。
土
壌
学
の
専
門
家
は
土
壌
の
役
割
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
４
つ
に
整
理
し
て
い
ま
す
（
※
２
）。 

（
１
）
生
産
者
と
し
て
、
陸
上
植
物
の
生
育
を
支
え
、
そ
れ
を
起
点
と
す
る
食
物

連
鎖
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
陸
上
生
物
を
養
う
。 

（
２
）
分
解
者
と
し
て
、
陸
上
生
物
の
遺
体
や
排
泄
物
な
ど
の
有
機
的
物
質
を
分

解
し
、
元
素
の
生
物
地
球
化
学
的
な
循
環
を
つ
か
さ
ど
る
。 

（
３
）
地
球
上
の
水
循
環
の
経
路
と
な
っ
て
、
水
圏
の
生
物
や
物
質
の
循
環
を
調

節
す
る
。 

（
４
）
大
気
圏
と
の
間
で
ガ
ス
交
換
を
し
て
、
大
気
組
成
の
恒
常
性
の
維
持
に
寄

与
し
て
い
る
。 

　
つ
ま
り
、
人
間
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
を
生
か
し
て

い
る
の
が
ま
さ
に
土
壌
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
貴
重
な
土

壌
の
生
成
と
は
お
よ
そ
２
６
０
０
年
も
か
か
っ
て
や
っ
と
１５
セ
ン
チ
の
表
土
が

で
き
る
程
度
で
あ
り
（
※
３
）、
人
間
に
大
き
な
恵
み
を
も
た
ら
す
肥
沃
な
農
業
土

壌
と
い
う
の
は
、
実
は
地
球
規
模
で
非
常
に
長
い
長
い
年
月
が
か
か
っ
て
や
っ

と
生
成
さ
れ
て
き
て
い
る
貴
重
な
も
の
だ
、
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
貴
重

な
土
壌
が
い
ま
、
経
済
効
率
追
求
を
第
一
と
す
る
人
間
の
誤
っ
た
管
理
や
不
適

切
な
使
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
再
生
可
能
な
構
造
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。 

　
そ
の
大
き
な
画
期
が
昭
和
３０
年
代
か
ら
４０
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
で
し

た
。
し
か
し
い
ま
、
２
０
１
１
年
３
月
１１
日
以
降
の
福
島
第
一
原
発
の
大
事
故

に
と
も
な
う
放
射
能
汚
染
の
大
問
題
が
、
地
球
規
模
の
大
気
汚
染
、
海
洋
汚
染
、

土
壌
汚
染
の
問
題
と
な
っ
て
現
代
と
未
来
の
地
球
人
を
襲
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

　
柳
田
國
男
を
中
心
と
し
て
折
口
信
夫
や
渋
沢
敬
三
の
協
力
の
も
と
で
創
生
さ

れ
た
日
本
の
民
俗
学
の
視
点
は
、
欧
米
発
信
の
民
族
学
や
社
会
学
や
戦
後
の
文

化
人
類
学
の
視
点
と
は
異
な
る
独
自
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
民
俗
を
対

象
と
す
る
変
遷
論
と
伝
承
論
と
を
併
含
す
る
立
体
的
な
歴
史
学
と
し
て
の
特
徴

を
も
つ
と
い
う
点
で
す
（
※
４
）。
そ
し
て
、
そ
の
民
俗
学
は
、
大
き
な
変
化
の
時

代
に
対
応
し
て
い
く
に
は
「
年
久
し
い
慣
習
を
無
視
し
た
の
で
は
、
よ
か
れ
悪
し

か
れ
多
数
の
同
胞
を
安
ん
じ
て
追
随
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
※
５
）
と
い

う
視
点
に
立
ち
ま
す
。 

    

　
そ
こ
で
、
私
が
子
供
の
こ
ろ
に
広
島
県
西
北
部
の
中
山
間
地
農
村
で
見
聞
し

て
い
た
農
業
の
様
子
と
共
通
す
る
よ
う
な
、
高
度
経
済
成
長
期
以
前
の
農
業
の

実
態
の
一
部
が
分
か
る
資
料
が
あ
る
の
で
、
紹
介
し
て
み
ま
す
。
そ
れ
は
渋
沢

敬
三
が
支
援
し
て
出
版
し
た
数
多
く
の
貴
重
な
民
俗
資
料
の
一
つ
で
、
ア
チ
ッ

ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
の
第
４８
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
田
中
梅
治
（
１
８
６

８
〜
１
９
４
０
）
の
『
粒
粒
辛
苦
・
流
汗
一
滴
』（
※
６
）
と
い
う
本
で
す
。
副
題
に

「
島
根
県
邑
智
郡
田
所
村
農
作
覚
書
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
中
国
山
地
の
農

村
の
体
験
記
録
で
す
。
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
土
壌
の
地
力
維
持
の
た

め
の
自
給
肥
料
の
大
切
さ
で
す
。
田
植
え
や
稲
刈
り
や
草
取
り
と
い
う
農
作
業

の
他
に
、
も
っ
と
も
多
く
の
時
間
と
労
力
と
が
割
か
れ
て
い
た
の
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
自
給
肥
料
の
製
作
と
施
肥
の
作
業
で
し
た
。 

土
壌
に
育
ま
れ
た
生
活 

土
壌
維
持
と
施
肥 



　
春
の
３
月
末
に
は
苗
代
作
り
が
始
ま
り
ま
す
。
ま
ず
最
初
の
仕
事
は
苗
代
田

へ
の
大
量
の
苗
代
肥
え
の
運
び
込
み
で
す
。
苗
代
肥
え
と
い
う
の
は
、
焼
土
、
採

り
草
、
厩
肥
、
麻
の
葉
、
人
糞
尿
、
そ
れ
に
乾
鰛
な
ど
で
す
。
明
治
３０
年
代
に
は

そ
の
中
国
山
地
の
農
村
に
も
金
肥
（
購
入
肥
料
）
の
乾
鰛
が
入
っ
て
き
て
い
ま

し
た
。
ま
ず
焼
土
と
い
う
の
は
、
ク
ヨ
シ
と
も
言
い
、
前
年
か
ら
山
に
行
っ
て
松

の
木
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
用
材
に
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
や
、
厚
く
茂
り
過
ぎ

た
松
林
の
間
伐
な
ど
を
し
て
、
そ
れ
ら
の
枝
葉
を
採
っ
て
か
え
り
、
畑
の
土
や

路
傍
の
土
な
ど
を
持
っ
て
き
て
そ
の
上
に
載
せ
、
ま
た
さ
ら
に
杉
の
葉
な
ど
を

載
せ
る
な
ど
し
て
じ
っ
く
り
と
焼
い
て
作
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
苗
代
作
り
に

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。
採
り
草
と
い
う
の
は
田
畑
の
あ
ぜ
の
草

刈
り
や
山
の
笹
刈
り
の
こ
と
で
、
ど
こ
の
集
落
で
も
奥
山
に
広
大
な
山
笹
の
刈

り
取
り
場
が
あ
り
ま
し
た
。
草
刈
り
場
と
も
言
い
ま
し
た
が
そ
の
多
く
は
入
会

地
と
し
て
共
同
利
用
の
か
た
ち
が
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ふ
も
と
の
村
か
ら
奥

山
の
草
刈
り
場
ま
で
の
１
里
以
上
も
の
往
復
は
た
い
へ
ん
で
し
た
が
、
山
笹
は

農
家
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
し
た
。『
粒
々
辛
苦
』
に
は
そ
の
山
笹
刈

り
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

　「
春
に
な
れ
ば
暇
さ
え
あ
れ
ば
笹
刈
り
を
な
し
て
、
な
る
べ
く
多
く
田
へ
入

れ
る
よ
う
に
す
る
。
隣
部
落
の
馬
野
原
の
大
き
な
山
林
に
笹
が
一
面
生
ず
る

の
で
、
往
古
か
ら
刈
り
来
り
に
な
っ
て
い
て
、
１２
〜
１３
歳
か
ら
２４
〜
２５
歳
こ

ろ
ま
で
の
男
女
青
年
が
、
朝
と
夕
と
に
二
度
一
里
以
上
、
し
か
も
中
央
に
急

坂
あ
る
を
、
上
下
し
て
さ
か
ん
に
行
き
、
隣
村
の
出
羽
村
か
ら
も
同
所
へ
行

く
の
で
、
真
っ
盛
り
の
時
は
百
人
以
上
も
行
く
。
夕
方
の
帰
り
に
は
峠
の
上

ま
で
上
り
来
て
一
斉
に
休
み
、
角
力
を
取
る
な
ど
大
騒
ぎ
を
し
て
帰
る
。
こ

の
事
は
明
治
１５
〜
１６
年
こ
ろ
が
最
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
学
校
へ
就

学
奨
励
が
厳
重
に
な
っ
て
１４
〜
１５
歳
ま
で
の
男
女
は
行
か
ぬ
よ
う
に
な
り
、

ま
た
漸
次
か
か
る
労
力
の
か
か
る
こ
と
が
廃
れ
行
く
に
つ
れ
て
、
今
は
（
昭

和
１０
年
代
＝
１
９
３
０
〜
４０
年
こ
ろ
）
ま
っ
た
く
行
く
も
の
が
な
く
な
り
、

わ
ず
か
部
落
内
の
自
分
の
山
に
あ
る
笹
を
刈
り
入
れ
る
く
ら
い
の
こ
と
に
な

っ
た
。」（
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
文
）

　
そ
の
山
笹
は
牛
が
好
ん
で
食
べ
る
飼
料
で
し
た
が
、
同
時
に
厩
舎
の
床
に
敷
い

て
牛
馬
の
糞
尿
と
混
ざ
っ
て
厩
肥
と
も
な
り
ま
し
た
。
厩
舎
の
床
に
は
藁
も
敷
き

ま
し
た
。
そ
う
し
て
出
来
る
厩
肥
を
厩
舎
か
ら
運
び
出
し
て
積
み
、
そ
れ
に
採
り

草
や
焼
土
を
交
互
に
積
み
重
ね
て
発
酵
さ
せ
て
作
る
の
が
堆
肥
で
し
た
。 

　
苗
代
作
り
が
終
わ
れ
ば
、
次
は
田
植
え
の
準
備
で
す
。
田
の
荒
掻
き
を
し
て
、

山
で
の
笹
刈
り
な
ど
も
し
な
が
ら
５
月
２０
日
こ
ろ
か
ら
２６
〜
２７
日
ま
で
の
間

に
、
各
家
で
は
駄
屋
肥
負
い
を
し
ま
す
。
こ
の
駄
屋
肥
負
い
と
い
う
の
は
駄
屋

肥
負
い
用
の
オ
イ
コ
（
背
負
い
子
）
に
厩
肥
を
入
れ
て
背
負
い
、
そ
れ
を
何
度
も

何
度
も
繰
り
返
し
田
ん
ぼ
に
運
ぶ
の
で
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
人
手
と
手
間
と

が
か
か
る
も
の
で
、
テ
マ
ガ
エ
（
手
間
替
え
）
と
言
っ
て
近
所
の
人
た
ち
も
た
が

い
に
協
力
し
合
い
な
が
ら
５
〜
６
人
か
ら
１２
〜
１３
人
で
運
ん
だ
も
の
で
し
た
。 

　
こ
の
『
粒
々
辛
苦
』
で
は
農
家
に
と
っ
て
自
給
肥
料
が
い
か
に
大
切
に
さ
れ

て
い
た
か
、
次
の
よ
う
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

　「
昔
は
な
る
べ
く
自
給
肥
料
を
多
く
入
れ
る
と
い
う
主
義
に
て
、
笹
草
を
も

な
る
べ
く
多
く
刈
り
て
入
れ
る
。
こ
れ
は
大
き
な
肥
桶
を
田
の
端
に
持
ち
行

き
て
据
え
置
き
、
春
も
っ
と
も
早
く
芽
の
出
た
る
た
づ
と
い
う
木
の
芽
が
よ

い
肥
料
に
な
る
と
て
、
こ
れ
を
採
り
て
こ
の
桶
に
入
れ
、
水
を
加
え
て
腐
敗

せ
し
め
て
、
田
面
に
施
す
。
現
代
の
人
た
ち
は
金
肥
を
使
っ
て
、
こ
ん
な
労
力

の
か
か
る
話
を
す
れ
ば
、
馬
鹿
げ
た
こ
と
に
思
う
の
で
あ
る
が
、
昔
は
か
く

の
ご
と
く
し
て
自
給
肥
料
に
力
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。」（
原
文
は
カ
タ
カ

ナ
混
じ
り
文
） 

　
骨
太
の
人
生
を
送
っ
た
篤
農
家
と
し
て
、
古
き
よ
き
時
代
を
懐
か
し
み
つ
つ

軟
弱
化
し
て
い
く
新
た
な
安
直
な
風
潮
を
批
判
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
昔
気
質

の
実
篤
な
田
中
翁
の
人
間
像
は
、
い
ま
も
現
地
の
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
語
り
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
田
植
え
の
あ
と
も
６
月
か
ら
９
月
初
旬
ま
で
は
山
で
の
夏
草
刈
り
が
続
け
ら

れ
、
そ
の
間
、
７
月
に
は
暑
い
中
で
の
田
の
草
取
り
の
重
労
働
が
続
き
ま
す
。
と

に
か
く
、
昔
の
農
家
で
は
暇
さ
え
あ
れ
ば
、
肥
料
や
飼
料
と
し
て
の
草
刈
り
と

厩
肥
や
堆
肥
や
焼
土
な
ど
を
作
る
仕
事
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
い
か
に
肥
料
が
大
切
で
あ
っ
た
か
、
い
か
に
土
壌
を
大
事
に
し
て
き
て
い

た
か
、
と
い
う
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。 

ほ
し
か 

や
き
つ
ち 

き
ん 

ぴ 

す
も
う

あ
ら 

が 

だ   

や 

ご
え
お
い 

 

き
ゅ
う
ひ 

こ
え
お
け
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私
が
子
供
の
こ
ろ
に
祖
父
母
や
両
親
た
ち
が
営
ん
で
い
た
農
業
と
い
う
の
は
、

こ
の
田
中
梅
治
翁
よ
り
も
一
世
代
ほ
ど
次
の
時
代
で
す
。
昭
和
３０
年
代
で
す
か

ら
も
う
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
農
業

の
変
化
と
い
え
ば
、
そ
の
特
徴
は
機
械
化
と
化
学
化
で
す
。
私
の
郷
里
の
広
島
県

旧
千
代
田
町
の
統
計
か
ら
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
表
１
が
農
業
機
械
の
導
入
状
況

で
す
。
表
２
と
表
３
と
が
昭
和
３７
（
１
９
６
２
）
年
５
月
３１
日
か
ら
６
月
３
日
に

か
け
て
行
な
わ
れ
た
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
農
薬
の
マ
ラ
ソ
ン
製
剤
の
一
斉
散

布
の
と
き
の
数
値
表
で
す
。
そ
れ
ま
で
春
か
ら
夏
へ
の
夜
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

て
い
た
蛍
が
、
こ
の
農
薬
散
布
を
境
に
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は

今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
農
薬
散
布

で
は
な
く
各
農
家
に
よ
る
農
薬
散
布
が
は
じ
ま
り
、
健
康
へ
の
被
害
が
懸
念
さ

れ
な
が
ら
も
、
ま
も
な
く
そ

れ
が
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
除
草
剤
の
導
入
は
、

そ
れ
ま
で
の
炎
天
下
で
の
手

押
し
式
の
除
草
機
で
の
草
取

り
と
い
う
重
労
働
か
ら
人
び

と
を
解
放
し
て
い
き
ま
し
た

が
、
土
壌
の
悪
化
へ
の
懸
念

が
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
や
は

り
そ
れ
も
き
び
し
い
作
業
負

担
の
軽
減
に
は
換
え
ら
れ
ず
、

ま
も
な
く
定
着
し
て
い
き
ま

し
た
。 

　
表
４
は
、
昭
和
５３
（
１
９

７
８
）
年
頃
の
農
業
の
収
支

を
示
し
た
も
の
で
す
。
米
が

昭和40年代の農作業　苗取り（広島県旧千代田町） 

農
業
の
機
械
化
と
化
学
化 



主
な
農
業
収
入
源
で
約
１５
億
６
０
０
０
万

円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
支
出
も
約
１５

億
１
０
０
０
万
円
に
の
ぼ
り
、
支
出
の
半

額
以
上
の
８
億
円
が
農
機
具
関
係
、
約
２

億
２
０
０
０
万
円
が
化
学
肥
料
と
農
薬
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
化
学

肥
料
と
は
、
農
協
を
通
し
て
提
供
さ
れ
る

窒
素
・
リ
ン
酸
・
カ
リ
の
い
わ
ゆ
る
三
大

要
素
を
中
心
と
す
る
も
の
で
し
た
。「
機
械

化
貧
乏
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
の
も
こ
の
こ

ろ
で
す
。 

 

　 

  

　
高
度
経
済
成
長
は
農
業
労
働
を
軽
減
さ
せ
て
い
っ
た
一
方
で
、
農
業
収
入
を
も

減
少
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。
数
字
的
に
は
収
入
は
増
え
ま
し
た
が
、
物
価
の
変
動

も
あ
り
、
何
よ
り
も
産
業
別
生
産
所
得
を
み
れ
ば
そ
の
比
重
が
ま
っ
た
く
低
下
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
表
５
が
そ
の
変
化
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
の
町
域

の
生
産
総
額
が
昭
和
３７
（
１
９
６
２
）
年
に
は
１０
億
６
５
０
０
万
円
で
あ
っ
た
の

が
、
昭
和
５７
（
１
９
８
２
）
年
に
は
１
８
１
億
３
９
０
０
万
円
と
驚
異
的
な
増
加

を
み
せ
て
お
り
、
こ
れ
が
ま
さ
に
高
度
経
済
成
長
か
と
思
わ
せ
ま
す
。
生
産
所
得

の
伸
び
は
、
第
１
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
昭
和
４８
（
１
９
７
３
）
年
で
止
ま
っ
て

は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
後
も
伸
び
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
内
訳
を
金
額
と
構
成
比
と

か
ら
み
て
み
ま
す
と
、
昭
和
３７
（
１
９
６
２
）
年
に
６
億
１
２
０
０
万
円
で
５７
・

５
％
を
占
め
て
い
た
農
業
な
ど
の
第
１
次
産
業
は
、
昭
和
５７
（
１
９
８
２
）
年
に

は
金
額
は
１５
億
７
８
０
０
万
円
と
大
き
く
増
加
し
て
は
い
ま
す
が
、
そ
の
構
成
比

は
大
幅
に
減
少
し
て
、
わ
ず
か
８
・
７
％
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
そ
れ
に
対
し
て
、
第
２
次
産
業
は
８
４
０
０
万
円
か
ら
７９
億
８
６
０
０
万
円
へ

と
約
１
０
０
倍
近
い
驚
異
的
な
増
加
を
み
せ
て
お
り
、
構
成
比
も
７
・
９
％
か
ら

４４
・
０
％
へ
と
激
増
し
て
い
ま

す
。
第
３
次
産
業
も
３
億
６
８

０
０
万
円
の
３４
・
６
％
か
ら
８５

億
７
５
０
０
万
円
の
４７
・
３
％

へ
と
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
て
第
２
次
産
業
の
伸
び
が
と

く
に
大
き
か
っ
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
旧
千

代
田
町
と
い
う
中
山
間
地
農
村

は
、
景
観
の
上
で
は
ま
ち
が
い

な
く
農
村
の
ま
ま
な
の
で
す
が
、

産
業
構
造
の
上
か
ら
み
れ
ば

昭
和
５０
年
代
後
半
に
は
も
う

す
で
に
都
市
型
社
会
へ
と
変

貌
し
て
い
た
の
で
す
。 

    

　
最
近
、
化
学
肥
料
や
農
薬
の
連
続
的
使
用
に
よ
る
土
壌
養
分
の
偏
り
や
農
地
の

地
力
減
退
、
土
壌
汚
染
や
水
質
汚
濁
や
人
間
の
健
康
被
害
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
高
収
入
を
可
能
と
す
る
畑
作
経
営
な
ど
で
は
、
経

済
的
効
率
性
の
み
を
追
求
す
る
農
業
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
も
い
ま
す
。
土

壌
汚
染
に
対
す
る
土
壌
消
毒
と
い
う
よ
う
な
対
応
で
は
、
や
が
て
ま
た
新
た
な
複

雑
な
障
害
が
起
こ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
高
度
経
済
成
長
期
以
前
の

よ
う
に
、
作
物
の
残
渣
を
土
に
か
え
す
、
山
の
落
葉
を
掻
き
集
め
下
草
を
刈
っ
て

踏
み
込
む
、
馬
糞
や
牛
糞
や
人
糞
尿
を
利
用
す
る
、
な
ど
の
有
機
農
業
が
見
直
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
有
機
農
業
と
い
う
言
葉
の
早
い
例
は
、
昭
和

４６
（
１
９
７
１
）
年
の
「
日
本
有
機
農
業
研
究
会
」
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在

で
は
広
く
各
地
で
有
機
農
業
へ
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。 

有
機
農
業
と
い
う
伝
統
力 

私たちの暮らしを支える土の力 Ⅰ 



土を大切にする人達 

　
私
も
郷
里
の
広
島
県
旧
千
代
田
町
、
現
在
は
合
併
し
て
北
広
島
町
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
地
域
で
の
農
業
の
法
人
化
経
営
の
形
成
過
程
や
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態

に
つ
い
て
少
し
調
査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
※
７
）。
そ
こ
で
も
や
は
り
化
学
肥

料
の
連
続
的
使
用
の
弊
害
と
し
て
、
窒
素
過
多
の
傾
向
を
示
す
水
田
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
農
業
法
人
の
多
く
は
昔
の
よ
う
な
有
機
肥
料
に
戻

そ
う
と
し
て
、
乳
牛
や
肉
牛
を
飼
育
す
る
酪
農
家
や
畜
産
農
家
と
提
携
協
同
し

て
、
し
尿
処
理
を
済
ま
せ
た
厩
肥
を
購
入
し
て
利
用
す
る
方
式
を
採
用
し
て
き
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
昔
の
農
業
に
戻
す
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
完
全
な
か
た
ち
で
は

無
理
で
す
。
厩
舎
に
敷
く
の
は
昔
の
よ
う
な
手
間
ひ
ま
の
か
か
る
山
笹
で
は
な

く
、
手
に
入
り
や
す
い
ス
ク
モ
（
籾
殻
）
や
藁
や
オ
ガ
ク
ズ
な
ど
で
す
。
何
よ
り

も
化
学
肥
料
の
普
及
や
燃
料
革
命
に
よ
り
、
山
笹
刈
り
や
材
木
伐
採
な
ど
が
行
な

わ
れ
な
く
な
り
、
山
は
か
つ
て
の
よ
う
な
人
間
と
対
話
し
て
い
る
よ
う
な
山
で
は

な
く
、
も
う
木
々
が
繁
る
に
ま
か
せ
て
荒
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
土

を
相
手
と
す
る
農
業
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な
自
然
の
養
分
循
環
を
利
用
し
て
き
た

土
壌
管
理
こ
そ
が
実
は
最
も
力
の
あ
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
よ
り
も

農
家
の
人
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
お
り
、
今
か
ら
で
も
遅
く
は
な
い
と
し
て
、
有
機

肥
料
の
利
用
が
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

　 

  

　
民
俗
の
伝
承
と
そ
の
力
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
私
が
提
唱
し
て
い
る
の
は
、
近
現

代
の
日
本
社
会
に
お
け
る
民
俗
伝
承
の
３
つ
の
波
、
と
い
う
仮
説
で
す
（
※
８
）。
そ

れ
は
、α
波
（
伝
統
波
）、β
波
（
創
生
波
）、γ
波
（
大
衆
波
）
と
い
う
３
つ
で
す
。 

 

α
波
と
は
近
世
以
来
、
明
治
大
正
期
の
近
代
化
が
進
む
日
本
社
会
に
お
い
て
も

伝
承
さ
れ
て
き
て
い
た
民
俗
の
波
で
す
。
β
波
と
は
、
明
治
の
文
明
開
化
か
ら
そ

の
後
の
大
正
昭
和
戦
前
期
へ
か
け
て
の
近
代
化
の
中
で
、
欧
米
文
化
の
導
入
模
倣

と
し
て
新
し
く
華
族
層
や
新
興
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
を
そ
の
担
い
手
と
し
て
創
造
さ

れ
た
都
市
文
化
で
あ
り
上
流
階
級
の
生
活
文
化
の
波
で
す
。
そ
の
β
波
の
生
活
文

化
は
、
衣
食
住
や
冠
婚
葬
祭
や
芸
能
芸
術
を
は
じ
め
、
旧
来
のα
波
の
生
活
文
化

と
は
大
き
く
異
な
る
新
し
い
先
進
的
な
生
活
文
化
で
し
た
。α
波
と
β
波
の
決
定

的
な
ち
が
い
は
、α
波
が
人
力
や
畜
力
、
風
力
や
水
力
な
ど
の
利
用
に
よ
る
伝
統

的
な
自
然
利
用
の
自
給
的
な
生
産
経
済
を
基
盤
と
す
る
生
活
文
化
で
あ
る
の
に
対

し
て
、β
波
が
近
代
産
業
革
命
を
決
定
的
な
画
期
と
し
て
生
れ
た
機
械
力
に
よ
る

商
品
生
産
と
そ
の
大
規
模
流
通
を
実
現
し
た
産
業
資
本
的
な
生
産
経
済
を
そ
の
基

盤
と
す
る
生
活
文
化
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、γ
波
と
い
う

の
は
、
戦
後
の
昭
和
３０
年
代
、
４０
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
を
画
期
と
し
て
展
開

し
た
新
し
い
大
衆
生
活
文
化
の
潮
流
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
前
述
の
明
治
大
正
期

か
ら
昭
和
戦
前
期
ま
で
の
近
代
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
が
創
造
し
て
き
た
β
波
が

基
本
と
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
模
倣
的
に
創
造
さ
れ
広
く
一
般
大
衆
化
し
た
新
し
い

生
活
文
化
の
波
で
す
。
衣
食
住
か
ら
冠
婚
葬
祭
を
は
じ
め
、
経
済
的
な
伝
承
や
社

会
的
な
伝
承
も
含
め
て
、
す
べ
て
の
民
俗
伝
承
が
γ
波
の
時
代
へ
と
展
開
し
た
そ

夏の炎天下の草取りはたいへんな重労働です。しかし、このハクサ（葉草）はこの
時期に抜いておかないと、あとで根を張ってきて手に負えなくなります。除草剤
を使えばすぐに枯れますが、それだと土が悪くなってしまいます。人間の口に入
れるものにはやたらと薬は使いたくないとのこと。ここには自分たちが食べる蕎
麦を植えるつもりだそうです。炎天下では日差しも暑いがドイキ（土息）もたいへ
ん熱いのです。それでもやらなければならない草取りとは、土を大切に思う心に
支えられている作業なのです（1997年、栃木県鹿沼市にて）。

民
俗
伝
承
の
三
波
展
開 



新
谷 

尚
紀
（
し
ん
た
に
・
た
か
の
り
） 

 

國
學
院
大
學
大
学
院
お
よ
び
文
学
部
教
授
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
・
総
合
研

究
大
学
院
大
学
名
誉
教
授
、
社
会
学
博
士
。
1
9
4
8
年
広
島
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学

史
学
科
卒
業
、
同
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
柳
田
國
男
の
著
作
に
刺
激
を
受
け
て
、
民
俗

学
の
道
を
志
す
。
主
な
著
書
は
、『
神
々
の
原
像
―
祭
祀
の
小
宇
宙
―
』（
吉
川
弘
文
館
）、

『
柳
田
民
俗
学
の
継
承
と
発
展
―
そ
の
視
点
と
方
法
―
』（
吉
川
弘
文
館
）、『
日
本
人
の
縁

起
か
つ
ぎ
と
厄
払
い
』（
青
春
出
版
社
）、『
お
葬
式
―
死
と
慰
霊
の
日
本
史
―
』（
吉
川
弘

文
館
）、『
伊
勢
神
宮
と
出
雲
大
社
―「
日
本
」
と
「
天
皇
」
の
誕
生
―
』（
講
談
社
）
な
ど
。 CEL

の
画
期
が
、
昭
和
３０
年
代
か
ら
４０
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。 

　
具
体
例
を
あ
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
変
化
で
す
。
人
間
の
誕
生
と
死

亡
を
め
ぐ
る
民
俗
が
多
く
の
禁
忌
に
包
ま
れ
な
が
ら
妊
産
婦
の
母
親
や
ト
リ
ア
ゲ

バ
ア
サ
ン
の
技
能
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
状
態
か
ら
、
近
代
衛
生
観
念
に
も
と

づ
い
て
産
婦
人
科
病
院
の
医
師
や
看
護
婦
の
技
能
に
よ
る
医
療
の
対
象
と
な
っ
た

こ
と
、
つ
ま
り
出
産
の
医
療
化
と
い
う
変
化
で
す
。
同
様
に
、
家
族
に
よ
る
死
の

看
取
り
か
ら
遺
体
看
護
ま
た
近
隣
の
相
互
扶
助
に
よ
る
葬
儀
と
埋
葬
や
野
焼
き
の

火
葬
と
い
う
方
式
か
ら
、
病
院
で
の
死
、
そ
し
て
葬
祭
業
者
に
よ
る
葬
儀
、
公
営

火
葬
場
で
の
重
油
炉
や
ガ
ス
炉
で
の
火
葬
と
い
う
変
化
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
死
と

葬
儀
の
商
品
化
で
す
。
農
業
や
漁
業
の
機
械
化
な
ど
も
同
様
の
変
化
で
あ
り
、
高

度
経
済
成
長
期
を
経
る
中
で
民
俗
伝
承
の
γ
波
の
時
代
が
到
来
し
た
の
で
す
。
そ

し
て
、α
波
と
β
波
の
並
存
併
走
の
時
代
は
終
わ
り
、
β
波
が
γ
波
へ
と
吸
収
さ

れ
、α
波
は
そ
の
伝
承
生
命
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。 

　
し
か
し
、
は
た
し
て
伝
統
波
た
るα
波
は
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
で
は
結
婚
も
葬
儀
も
身
近
な
者
た
ち

だ
け
の
食
事
会
を
中
心
と
す
る
結
婚
披
露
や
静
か
に
故
人
を
し
の
ぶ
家
族
葬
へ
と

回
帰
す
る
動
き
が
あ
り
ま
す
。
農
業
で
も
自
然
と
交
流
し
て
楽
し
み
な
が
ら
経
営

を
も
成
り
立
た
せ
て
い
け
る
よ
う
な
農
業
へ
と
回
帰
す
る
動
き
が
あ
り
ま
す
。
土

壌
の
成
り
立
ち
を
経
験
の
積
み
重
ね
の
中
に
知
り
、
深
い
感
謝
の
思
い
と
と
も
に

そ
の
恩
恵
を
維
持
す
る
努
力
を
重
ね
て
き
て
い
た
先
祖
た
ち
の
知
識
と
技
能
の
そ

の
長
い
伝
統
の
中
に
支
え
ら
れ
て
き
た
智
恵
に
、
私
た
ち
は
い
ま
こ
そ
学
ぶ
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
智
恵
は
年
季
が
入
っ
て
い
る
だ
け
に
貴
重
で
あ
り
、
時
代
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
形
と
道
具
立
て
と
を
変
え
な
が
ら
も
、
世
代
を
継
い
で
伝
え
ら
れ

て
い
く
力
を
宿
し
て
い
ま
す
。 

　
か
つ
て
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
到
来
と
と
も
に
交
通
渋
滞
が
大
問
題
と
な
っ

た
こ
ろ
、「
せ
ま
い
日
本
、
そ
ん
な
に
急
い
で
ど
こ
へ
行
く
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
が
流
行
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
人
生
も
、
８０
歳
以
上
の
長
寿
を
授
け
ら
れ
た
と

し
て
も
約
３
万
日
し
か
な
い
人
生
で
す
。
１
日
１
０
０
０
円
ず
つ
貯
め
て
も
、
使
っ

て
も
た
っ
た
３
０
０
０
万
円
で
す
。
高
速
情
報
化
の
現
在
、
私
が
言
い
た
い
の
は

「
短
い
人
生
、
そ
ん
な
に
稼
い
で
何
に
す
る
」
で
す
。
た
し
か
に
昔
か
ら
「
地
獄
の
沙

汰
も
カ
ネ
次
第
」
な
ど
と
も
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
さ
も
し
い
根
性
を
嘲
笑
す

る
言
葉
で
し
た
。
や
は
り
、
あ
の
世
に
お
金
は
持
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
私
た
ち
人
間

は
こ
の
大
地
に
生
ま
れ
た
以
上
は
、
土
葬
、
火
葬
、
ま
た
散
骨
な
ど
ど
ん
な
葬
法
を

選
ぼ
う
と
も
、
結
局
は
約
２
６
０
０
年
か
け
て
１５
セ
ン
チ
ほ
ど
し
か
創
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
よ
う
な
地
球
の
表
土
の
内
の
何
兆
分
の
１
、
い
や
何
京
分
の
１
、
い
や

い
や
そ
れ
以
上
の
天
文
学
的
な
分
母
の
１
に
帰
る
し
か
な
い
の
で
す
。
村
や
町
の

鎮
守
や
氏
神
の
か
た
ち
で
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
と
も
と
産
土
の
神
様
と
し
て

敬
わ
れ
て
い
た
神
様
で
す
。
土
か
ら
生
ま
れ
て
土
に
還
る
私
た
ち
で
す
。
土
の
恩

恵
を
自
分
の
身
体
に
な
ぞ
ら
え
て
考
え
直
す
こ
と
で
、
大
地
つ
ま
り
地
球
へ
の
感

謝
と
報
恩
の
人
生
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
い
ま
日
本
の
各
地
で
進

め
ら
れ
つ
つ
あ
る
経
済
効
率
と
環
境
保
全
と
を
併
せ
考
え
よ
う
と
す
る
有
機
農
法

へ
の
取
り
組
み
は
、
民
俗
のα
波
（
伝
統
波
）
の
展
開
で
あ
り
そ
の
現
代
版
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
伝
統
の
智
恵
を
生
か
す
営
み
な
の
で
す
。 

 （
※
１
）
暉
峻
衆
三
「
高
度
経
済
成
長
と
農
業
・
農
家
・
農
村
」『
ワ
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ク
シ
ョ
ッ
プ
１
「
高
度
経
済
成
長
期
の
都
市

と
農
村
」
報
告
・
討
論
記
録
集
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
２
０
０
７
）

（
※
２
）
久
馬
一
剛
『
土
と
は
何
だ
ろ
う
か
？
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
（
２
０
０
５
）

（
※
３
）
若
月
利
之
「
土
と
海
と
人
と
」『
化
学
と
生
物
』
23
巻
４
０
８
―
４
１
４
頁
（
１
９
８
５
）

（
※
４
）
新
谷
尚
紀
『
民
俗
学
と
は
何
か
―
柳
田
・
折
口
・
渋
沢
に
学
び
直
す
―
』
吉
川
弘
文
館
（
２
０
１
１
）

（
※
５
）
柳
田
國
男
『
先
祖
の
話
』（
自
序
）
筑
摩
書
房
（
１
９
４
６
）

（
※
６
）『
日
本
常
民
生
活
史
叢
書
』
三
一
書
房
（
１
９
７
２
―
73
所
収
）

（
※
７
）
新
谷
尚
紀
「
高
度
経
済
成
長
と
農
業
の
変
化
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
１
７
１
集

（
２
０
１
１
刊
行
予
定
）

（
※
８
）
新
谷
尚
紀
「
儀
礼
の
近
代
」『
都
市
の
暮
ら
し
の
民
俗
学
』
吉
川
弘
文
館
（
２
０
０
６
）

う
ぶ
す
な 

 

私たちの暮らしを支える土の力 Ⅰ 


