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九

生

平
成
二
桁
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
農
山
村
地
域
で
の
「
増

え
す
ぎ
た
」
　
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
森
林
や
農
作
物

へ
の
被
害
が
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
が
都
会
に
生
活
し

て
い
る
人
た
ち
の
間
に
も
よ
う
や
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
「
増
え
す
ぎ
た
」
　
原
因
と
し
て
、
①
農

山
村
の
過
疎
化
、
②
猟
師
の
高
齢
化
に
よ
る
狩
猟
の
減

少
、
③
農
作
物
の
放
置
と
生
ゴ
ミ
の
不
始
末
や
餌
付
け
、

④
地
球
の
温
暖
化
に
よ
る
凍
死
の
減
少
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
最
大
原
因
は
オ
オ
カ
ミ
を
絶
滅
さ
せ
た

こ
と
で
あ
る
。

ま
た
食
害
の
対
策
に
し
て
も
、
①
里
山
に
緩
衝
帯
を

設
け
、
田
畑
と
の
境
界
線
上
に
柵
を
設
置
、
②
電
気
柵

や
ト
タ
ン
な
ど
の
防
護
柵
で
田
畑
を
囲
う
、
③
皮
は
ぎ

防
止
の
樹
木
の
ネ
ッ
ト
掛
け
、
④
捕
獲
や
追
い
払
い
と

い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
に
既
に
試
み
ら
れ
、
そ
．
の
効
果
の

割
に
は
、
設
置
や
維
持
管
理
に
莫
大
な
費
用
と
労
力
が

か
か
り
、
地
方
自
治
体
の
財
政
を
よ
り
一
層
悪
化
さ
せ

る
弥
縫
策
し
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
い
く

つ
か
の
自
治
体
は
、
抜
本
的
な
改
善
策
は
最
早
オ
オ
カ

ミ
の
復
活
し
か
な
い
こ
と
に
気
付
き
初
め
て
い
る
。

し
か
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

オ
オ
カ
ミ
の
再
導
入
に
は
、
農
水
省
や
環
境
省
な
ど
が

そ
の
重
い
腰
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
霞
ヶ
関

の
多
く
の
官
僚
た
ち
の
認
識
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
か
な
り
の
日
本
人
が
い
ま

だ
に
明
治
時
代
の
か
ら
の
「
赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
」
症
候
群

の
オ
オ
カ
ミ
感
を
抱
い
た
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
オ
オ
カ

ミ
再
導
入
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
の
自
然
の
回
復

や
オ
オ
カ
ミ
と
の
共
存
の
実
例
、
オ
オ
カ
ミ
が
ヒ
ト
を

襲
う
こ
と
は
事
実
上
な
い
こ
と
、
家
畜
へ
の
被
害
も
少

な
く
と
も
日
本
の
場
合
に
は
殆
ど
考
え
ら
れ
ず
、
た
と

え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
在
の
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
の
被

害
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
一
つ
一
つ

示
し
な
が
ら
地
道
に
洗
脳
を
解
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

明
治
時
代
に
日
本
か
ら
オ
オ
カ
ミ
を
絶
滅
さ
せ
て
し

ま
っ
た
我
々
日
本
人
だ
が
、
明
治
以
降
の
急
速
な
近
代

化
の
課
程
の
中
で
犯
し
て
し
ま
っ
た
罪
過
の
ツ
ケ
が
平

成
に
な
っ
て
回
っ
て
き
た
感
が
あ
る
。
「
光
あ
る
所
に

影
あ
り
」
　
の
た
と
え
の
通
り
、
西
洋
列
強
を
模
倣
し
て

近
代
国
家
に
変
貌
し
た
こ
と
で
列
強
の
植
民
地
に
な
ら

ず
に
済
み
、
日
本
語
と
日
本
文
化
を
守
っ
た
こ
と
が
明

治
の
　
「
光
」
と
し
た
ら
、
他
方
、
山
地
に
囲
ま
れ
た
稲

作
民
族
の
日
本
人
が
、
牧
畜
民
族
の
身
勝
手
な
オ
オ
カ

ミ
感
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
、
こ
れ
ま
で
　
「
大
口
の

真
神
」
と
し
て
素
朴
に
崇
め
て
き
た
オ
オ
カ
ミ
を
滅
ぼ

し
た
の
は
明
治
の
「
光
」
か
ら
生
じ
た
「
影
」
で
あ
る
。

ア
ト
ラ
ト
ル
に
代
表
さ
れ
る
槍
投
器
や
弓
矢
と
言
っ

た
　
「
飛
び
道
具
」
　
の
発
明
、
さ
ら
に
は
オ
オ
カ
ミ
か
ら

イ
ヌ
を
創
り
出
し
た
こ
と
で
、
人
類
は
ス
ー
パ
ー
ハ
ン

タ
ー
に
な
り
、
今
や
地
球
上
に
7
3
億
超
と
い
う
と
て
つ

も
な
い
数
に
異
常
繁
殖
し
て
い
る
。
「
地
球
に
や
さ
し

く
」
と
い
う
が
、
究
極
の
　
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
形
と

は
、
人
類
が
こ
の
地
球
上
か
ら
い
な
く
な
る
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
種
と
し
て
の
自
己
否
定

の
矛
盾
で
あ
る
。

人
類
が
地
球
環
境
に
と
っ
て
有
害
な
存
在
で
あ
る
の

な
ら
、
そ
の
有
害
性
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
現
在

の
人
類
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
人
間

中
心
主
義
と
言
う
意
味
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
越
え

る
新
た
な
哲
学
が
求
め
ら
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
オ
オ

カ
ミ
の
復
活
も
そ
の
よ
う
な
一
例
で
あ
り
責
務
で
も
あ

ろ、つ。
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◆
浅
学
非
才
な
私
で
は
あ
る
が
、
4
0
年
の
長
き
に
亘
っ

て
軍
事
問
題
に
携
わ
っ
て
き
た
経
験
上
幾
つ
か
の
確
信

を
得
た
と
自
負
し
て
い
る
。

そ
の
例
を
列
記
す
る
と
、
①
兵
器
の
発
達
は
生
物
の

進
化
に
似
て
い
る
、
②
「
勝
利
は
失
敗
を
隠
す
」
そ
し

て
そ
れ
が
「
成
功
　
（
体
験
）
　
は
失
敗
の
元
」
と
な
る
、

③
太
平
洋
戦
争
（
大
東
亜
戦
争
）
　
の
敗
因
は
幾
つ
か
あ

る
も
の
の
、
物
量
差
以
前
に
日
米
の
軍
事
技
術
力
と
そ

の
運
用
差
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
④
戦
争
は
兵
器

と
い
う
道
具
を
用
い
た
争
い
で
あ
る
か
ら
相
手
よ
り
優

れ
た
兵
器
を
持
ち
た
が
る
の
は
当
然
だ
が
、
そ
こ
に
は

大
き
な
パ
ラ
ド
ク
ス
が
存
在
す
る
、
な
ど
で
あ
る
。
紙

幅
の
関
係
上
、
④
に
つ
い
て
の
み
述
べ
た
い
。

か
つ
て
の
大
英
帝
国
は
質
・
量
共
に
世
界
最
大
の
戦

艦
保
有
国
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
画
期
的
な
戦
艦
ド

レ
ッ
ド
ノ
ー
ト
を
竣
工
さ
せ
た
こ
と
で
、
（
建
造
中
の

戦
艦
を
含
め
）
　
そ
れ
ま
で
の
各
国
全
て
の
戦
艦
を
旧
式

化
さ
せ
、
一
次
的
に
は
更
な
る
優
位
を
獲
得
し
た
。
し

か
し
そ
の
こ
と
が
列
強
各
国
を
し
て
超
ド
級
戦
艦
（
我

国
の
　
「
金
剛
」
も
そ
の
一
艦
）
　
の
建
造
に
邁
進
さ
せ
、

か
え
っ
て
英
国
の
優
位
を
相
対
的
に
下
げ
て
し
ま
っ

た
。
原
爆
開
発
に
成
功
し
た
米
国
も
同
様
で
あ
る
。
第

二
次
大
戦
後
の
圧
倒
的
優
位
さ
は
そ
の
4
年
後
の
ソ
連

の
原
爆
実
験
成
功
に
よ
り
崩
れ
去
り
、
そ
の
後
長
ら
く

ソ
連
の
核
攻
撃
に
怯
え
る
こ
と
に
な
る
。

因
み
に
、
私
達
人
類
を
含
め
地
球
の
生
物
た
ち
は
「
質

量
保
存
」
の
化
学
反
応
の
世
界
で
生
き
て
い
る
。
他
方
、

核
分
裂
や
核
融
合
は
「
質
量
欠
損
」
　
の
核
反
応
の
世
界

で
あ
り
、
そ
れ
は
生
物
圏
内
の
で
き
ご
と
で
は
な
い
。

故
に
、
私
は
「
地
球
の
一
生
物
」
と
し
て
核
兵
器
と
原

発
は
封
印
す
べ
き
存
在
だ
と
確
信
し
て
い
る
。

（山崎）

皆
様
は
理
論
と
直
観
の
ど
ち
ら
を
大
切
に
し
て
い
ま

す
か
？
私
は
断
然
直
感
派
で
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
人

物
が
一
緒
に
平
和
活
動
を
や
り
ま
し
ょ
う
と
近
づ
い
て

き
た
と
し
ま
す
。
歴
史
認
識
も
特
に
問
題
は
な
い
。
思

想
も
似
て
い
る
。
で
も
何
か
し
ら
漠
然
と
で
す
が
、
不

安
や
引
っ
か
か
り
を
感
じ
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
自
分

で
も
説
明
が
つ
き
に
く
い
の
で
す
が
、
こ
の
人
物
は
な

ん
と
な
く
信
用
で
き
な
い
と
か
、
一
緒
に
活
動
を
し
た

ら
ま
ず
い
の
で
は
。
な
ぜ
か
気
が
乗
ら
な
い
。
そ
ん

な
と
き
は
断
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
直
観
は
生
ま
れ
な

が
ら
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
面
接
業
務
な
ど
・
の
中
で
も

か
な
り
培
わ
れ
、
さ
ら
に
異
業
種
の
方
た
ち
と
つ
き

合
っ
て
い
く
際
に
身
に
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。
印
象
、

好
き
嫌
い
、
肌
が
合
う
合
わ
な
い
。
も
は
や
勘
と
し
か

言
え
な
い
部
分
で
判
断
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し

た
。
相
手
が
今
、
何
を
考
え
、
何
を
求
め
て
い
る
か
。

言
葉
だ
け
で
判
断
し
か
ね
る
も
の
を
、
相
手
の
表
情
や

し
ぐ
さ
な
ど
の
言
語
情
報
以
外
か
ら
〈
み
と
る
。
直
観

的
に
相
手
を
判
断
す
る
ク
セ
が
つ
き
ま
し
た
。
と
は
い

え
、
ま
ん
ま
と
騙
さ
れ
て
酷
い
目
に
合
わ
さ
れ
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
地
獄
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ

た
瞬
間
、
季
節
の
変
化
に
も
敏
感
に
な
り
ま
し
た
。
窓

の
外
の
光
の
具
合
や
空
気
の
匂
い
で
四
季
の
変
化
を
感

じ
と
る
。
そ
れ
以
前
は
こ
う
し
た
こ
と
を
あ
ま
り
実
感

し
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
で
も
驚
き
ま
し
た
。
動
物
を

飼
っ
て
い
る
人
は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
動
物
は
人

間
が
感
じ
る
よ
り
少
し
早
く
地
震
に
反
応
し
ま
す
。
突

然
、
興
奮
し
た
り
お
び
え
た
り
し
て
い
る
の
で
何
か

と
思
っ
て
い
る
と
、
そ
の
数
分
後
に
地
震
が
き
ま
す
。

人
間
も
昔
は
動
物
的
な
感
覚
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
文
明
が
発
達
し
て
そ
の
力

が
急
速
に
衰
え
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
工
的

な
も
の
で
囲
ま
れ
、
環
境
の
厳
し
さ
や
リ
ス
ク
と
向
き

合
わ
な
く
て
す
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
世

の
中
が
便
利
に
な
り
成
熟
社
会
に
な
る
ほ
ど
そ
の
傾
向

は
強
く
な
り
ま
す
。
今
の
日
本
社
会
な
ど
、
そ
の
典
型

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
中
、
世
の
中
で
真
実

を
語
り
平
和
活
動
に
力
を
注
い
で
い
る
人
を
見
る
と
、

知
性
や
理
性
が
優
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
直
観
力

を
働
か
せ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。（仲條拓）


