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第
二
節 

農
地
改
革
の
実
態 

 

１ 

農
地
委
員
会 

  

農
地
改
革
に
よ
り
、
実
際
に
農
地
の
買
収
、
解
放
な
ど
の
行
政
事
務
を
担
当
し
た
の
が
農
地
委
員
会
で
あ
る
。
委
員
会
の
構
成
は
、

法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
地
主
代
表
二
名
、
自
作
代
表
三
名
、
小
作
代
表
五
名
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
数
の
面
で
は
小
作
代

表
が
最
も
強
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
各
市
町
村
毎
の
委
員
会
を
見
る
と
、
定
数
の
内
容
通
り
に
は
い
っ
て
い
な
い
の
が
実
情

で
あ
っ
た
。 

 

農
地
委
員
の
選
出
は
、
地
主
・
自
作
・
小
作
の
三
階
層
毎
に
行
な
わ
れ
た
。
小
作
を
さ
せ
て
い
る
人
は
地
主
層
、
自
作
地
の
み
及

び
小
作
地
よ
り
自
作
地
が
多
い
人
が
自
作
層
、
小
作
地
の
み
及
び
自
作
地
よ
り
小
作
地
の
多
い
人
が
小
作
層
に
入
っ
た
。
そ
の
う
ち

一
反
歩
以
上
の
耕
作
者
が
有
権
者
と
み
な
さ
れ
、
男
女
を
問
わ
ず
一
戸
に
一
名
の
投
票
権
が
与
え
ら
れ
た
。 

 

第
一
回
の
農
地
委
員
選
挙
は
、
昭
和
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
に
実
施
さ
れ
た
。
地
主
層
・
自
作
層
代
表
は
、
ほ
ぼ
推
薦
で
あ
っ

た
が
、
小
作
層
だ
け
は
立
候
補
者
が
定
員
を
超
え
、
選
挙
に
な
る
例
が
多
か
っ
た
。
小
作
人
の
中
に
は
意
識
の
高
い
人
も
い
て
、
何

と
か
地
主
側
に
対
し
て
強
い
姿
勢
を
貫
き
た
い
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
全
般
的
に
は
地
主
に
対
し
、
小
作

人
は
昨
日
ま
で
の
旦
那
意
識

．
．
．
．
が
拭
い
切
れ
ず
、
そ
の
発
言
も
弱
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
、
小
作
者
が
全
体
と
し
て
立
上
り
闘

い
取
っ
た
土
地
解
放
で
は
な
く
、
敗
戦
に
よ
り
連
合
軍
側
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
け
に
、
土
地
解
放
の
意
味
が
十
分
認
識
さ
れ
な

か
っ
た
の
も
無
理
で
は
な
い
。
加
え
て
、
地
主
側
代
表
は
村
の
有
力
者
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
人
に
逆
ら
う
と
生
き
て
い
け
な
く
な
る

と
い
う
考
え
が
、
骨
の
髄
ま
で
滲
み
透
っ
て
い
た
か
ら
、
如
何
に
法
的
に
は
守
ら
れ
、
数
の
上
で
は
優
勢
に
な
っ
て
い
て
も
、
長
い
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間
の
弱
者
の
立
場
か
ら
は
抜
け
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
自
作
側
代
表
は
中
立
的
立
場
で
は
あ
る
わ
け
だ
が
、
自
作
者
自
身

あ
り
余
る
土
地
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
出
来
れ
ば
も
っ
と
欲
し
い
と
い
う
希
望
が
強
い
の
が
実
態
な
の
で
、
法
的
に
土
地

を
取
得
で
き
る
小
作
者
へ
の
反
感
も
手
伝
っ
て
、
地
主
側
に
近
い
考
え
の
者
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
二
対
三
対
五

と
い
う
比
率
で
、
一
応
守
ら
れ
て
い
た
筈
の
小
作
層
も
数
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

例
外
は
勿
論
あ
っ
た
。
強
い
小
作
代
表
を
出
し
て
い
る
地
区
で
は
、
地
主
側
に
強
く
当
っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
地
区
で
は
地
主
が

あ
の
手
こ
の
手
で
懐
柔
策
に
で
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
農
地
解
放
の
実
務
を
行
な
う
の
が
農
地
委
員
で
あ
る
の
で
、
委
員
の
考

え
方
が
解
放
の
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
委
員
は
い
ず
れ
も
同
じ
村
の
人
で
あ
っ
た
の
で
、

地
主
の
事
情
も
分
り
、
手
心
を
加
え
た
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

農
地
委
員
会
は
、
農
地
解
放
に
伴
う
ト
ラ
ブ
ル
の
調
停
を
す
る
役
目
を
も
っ
て
い
た
。
小
さ
な
村
の
こ
と
ゆ
え
、
地
主
も
相
手
の

小
作
者
も
、
委
員
と
血
縁
関
係
に
あ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
か
ら
、
法
に
だ
け
縛
ら
れ
て
も
お
れ
ず
、
両
者
の
生
活
が
立
つ

よ
う
に
と
随
分
神
経
を
つ
か
っ
た
面
も
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
様
々
の
感
情
が
渦
巻
く
中
で
、
農
地
解
放
は
進
め
ら
れ
、
土
地
売
買
に
は
個
人
毎
に
土
地
台
帳
を
作
り
、
解
放
さ
せ
る

と
き
は
地
主
を
呼
ん
で
相
談
し
、
手
放
す
土
地
を
決
め
る
な
ど
、
農
地
委
員
が
勝
手
に
決
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
た
。 

 

農
民
に
と
っ
て
革
命
に
も
等
し
い
土
地
解
放
は
、
農
地
委
員
の
努
力
に
よ
っ
て
最
小
限
の
摩
擦
で
収
束
し
た
。 

 

２ 

農
地
解
放
の
実
態 

  

白
鷹
町
の
農
地
解
放
の
基
準
は
、
一
町
一
反
を
超
え
る
小
作
地
及
び
自
作
地
と
の
合
計
三
町
六
反
を
超
え
る
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
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様
子
を
実
例
で
示
す
と
、 

 
Ａ 

自
作
地
一
町
五
反
、
貸
付
一
町
一
反
合
計
二
町
六
反
の
場
合
は
、
貸
付
地
も
制
限
内
、
自
作
地
と
の
合
計
も
制
限
内
な
の
で
、 

解
放
地
な
し
。 

 

Ｂ 

自
作
地
三
町
歩
、
貸
付
地
一
町
一
反
合
計
四
町
一
反
の
場
合
、
貸
付
地
は
制
限
内
で
あ
る
が
、
自
作
地
と
の
合
計
が
五
反
歩

だ
け
制
限
を
超
え
る
の
で
、
貸
付
地
か
ら
五
反
歩
を
解
放
す
る
。 

 

Ｃ 

自
作
地
一
町
歩
、
貸
付
地
二
町
歩
の
人
は
、
貸
付
地
が
制
限
を
九
反
歩
超
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
分
だ
け
解
放
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

こ
の
三
例
の
う
ち
、
Ａ
・
Ｂ
は
ど
ち
ら
も
三
町
六
反
と
い
う
制
限
枠
一
杯
の
面
積
を
所
有
し
得
た
か
ら
よ
い
と
し
て
も
、
Ｃ
の
場

合
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
残
っ
た
。
例
え
ば
、
夫
が
戦
地
に
召
集
さ
れ
、
終
戦
後
シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
た
た
め
、
妻
一
人
で
農
業
を

や
っ
て
い
た
が
耕
作
し
き
れ
ず
、
や
む
な
く
一
部
を
他
人
に
貸
し
て
い
た
の
で
、
自
作
地
が
少
な
い
結
果
に
な
っ
た
の
も
あ
っ
た
。

夫
が
抑
留
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
て
帰
還
す
れ
ば
、
十
分
自
作
出
来
る
面
積
で
あ
る
。
Ｃ
の
よ
う
な
人
が
お
れ
ば
、
当
然
Ｃ
か
ら
借
り

て
い
た
人
も
あ
り
、
そ
の
た
め
に
思
い
も
か
け
な
い
土
地
が
転
り
込
ん
で
き
た
場
合
も
あ
っ
た
。 

 

農
地
解
放
は
個
人
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
寺
院
や
団
体
所
有
の
も
の
に
も
及
ん
だ
が
、
団
体
所
有
の
土
地
解
放
は
、
関
係
者
に
平

等
に
配
分
す
る
な
ど
の
考
慮
が
は
ら
わ
れ
た
。
団
体
ま
た
は
会
社
が
借
地
人
で
、
そ
の
土
地
が
解
放
に
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、
借
地

名
義
人
に
解
放
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
り
、
農
地
委
員
で
も
頭
を
ひ
ね
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
は
表
面
化
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
地
主
が
解
放
す
る
と
き
、
小
作
者
と
密
約
を
結
ん
で
、
何
年
後
に
は
返
還
す
る

な
ど
の
条
件
を
つ
け
た
り
、
ま
た
、
地
主
が
手
放
す
の
が
惜
し
い
土
地
は
、
地
主
の
言
う
こ
と
は
何
で
も
聞
き
入
れ
る
よ
う
な
人
に

解
放
し
た
例
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
勿
論
、
時
期
が
く
れ
ば
取
り
返
す
魂
胆
で
あ
る
。 
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こ
う
し
て
悲
喜
こ
も
ご
も
の
中
で
農
地
の
解
放
が
行
な
わ
れ
た
が
、
も
う
少
し
そ
の
実
態
を
眺
め
て
み
よ
う
。
次
に
掲
載
し
た
も

の
は
、
十
王
地
区
内
の
土
地
の
売
渡
通
知
書
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

売
渡
通
知
書 

 
 

 
 

 
山
形
Ａ 

第
一
二
、
三
八
四
号 

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
二
二
日
発
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
形
県
知
事 

□印 
 

 
 

 
 

住
所 
山
形
県
西
置
賜
郡
十
王
村
×
×
×
×
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

× 

× 

× 

× 

殿 
 

自
作
農
創
設
特
別
措
社
法
第
十
六
条
（
日
一
十
千
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
る
売
渡
を
左
記
に
よ
り
行
う
。 
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右
売
渡
通
知
書
は
原
本
と
相
違
な
い
こ
と
に
認
証
す
る
。 

 
 

昭
和
二
十
四
年
五
月
一
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
形
県
知
事 

村 

山 

道 

雄 
  

 
 

別 

添 
 

土
地
の
表
示 

 
 

大
字 

 

字 
 

地
番 

 

地
目 

 
 

面 
 

積 
 

 
 

賃
貸
価
格 

 
 

 
 

対 
 

 

価 
 

 
 

 

摘
要 

 
 

 
 

 
×
×
×
×
×
ノ
一 

 

畑 
 

六
畝
〇
四
歩 

 
 

六
円
七
六
銭 

 
 

三
二
三
円
五
二
銭 

 
 

 
 

保
有 

 
 

 

右
同
×
×
×
×
× 

 
 

 

畑 
 

一
畝
二
一
歩 

 
 

一
円
八
七
銭 

 
 

 

八
九
円
七
六
銭 

 
 

 

右
同
×
×
×
×
× 

 
 

 

畑 
 

 
 

一
七
歩 

 
 

 
 

六
二
銭 

 
 

 

二
九
円
七
六
銭 

 
 

 
 

 

計 
 

 
 

 
 
 

 

畑 
 

 
 

 

二
二
歩 
 

九
円
二
三
銭 

 
 

 

四
四
三
円
〇
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
登
記
済
印
） 

  

こ
の
売
渡
書
は
そ
れ
ま
で
小
作
さ
せ
て
い
た
土
地
を
、
隣
村
の
地
主
が
小
作
人
に
売
渡
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
通
知
書

を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
地
主
と
小
作
人
の
取
引
き
で
な
く
、
自
治
体
と
し
て
の
県
が
取
引
き
の
相
手
と
な
っ
て
い
る
。
売
渡
さ

れ
た
こ
の
土
地
は
、
十
王
村
で
も
一
等
地
と
い
え
る
畑
で
あ
る
が
、
八
畝
一
二
歩
の
面
積
で
四
四
三
円
と
い
う
価
格
で
あ
る
。
勿
論

こ
の
価
格
は
法
定
価
格
で
、
賃
貸
価
格
の
四
八
倍
（
田
は
四
〇
倍
）
で
あ
る
が
、
反
当
り
に
計
算
す
る
と
約
五
三
一
円
四
〇
銭
で
あ

る
。 

 

当
時
は
戦
後
の
食
糧
不
足
の
時
で
、
す
べ
て
の
生
活
は
闇
物
資
と
闇
価
格
で
維
持
さ
れ
て
お
り
、
公
定
価
格
は
名
目
だ
け
の
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
の
闇
米
の
値
段
を
み
る
と
、
一
升
一
五
〇
円
が
相
場
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
五
三
一
円
四
〇
銭
で
は
闇
米
三
升

六
合
し
か
買
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
十
王
村
の
一
等
畑
一
反
歩
が
米
三
升
六
合
値
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
の
地
区
に
つ

い
て
み
て
も
、
大
な
り
小
な
り
同
じ
傾
向
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
地
主
と
小
作
者
間
に
問
題
を
生
む
原
因
と
も
な

り
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
は
既
懇
地
の
場
合
で
あ
る
が
、
未
懇
地
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
白
鷹
村
の
未
懇
地
買
収
計
画
書

八

畝

白

鷹

町

役

場

農

林

課

資

料
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よ
り
、
昭
和
二
十
三
年
か
ら
同
二
十
五
年
六
月
ま
で
の
も
の
を
集
計
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 
 

総

面

積 

九
五
町
三
反
四
畝
一
二
歩 

 
 

総

金

額 

九
三
、
五
九
七
円
六
五
銭 

 
 

一
反
平
均 

約
九
八
円 

 

反
当
り
金
額
は
場
所
・
地
形
・
地
質
に
よ
っ
て
も
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
計
画
書
に
よ
れ
ば
、
安
い
方
は
九
〇
円
、
高
い

方
で
一
〇
三
円
程
で
あ
る
。
こ
の
総
面
積
の
約
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
九
〇
町
歩
余
が
、
開
畑
用
と
し
て
増
反
者
や
入
植
者

に
解
放
さ
れ
た
。
増
反
者
と
は
、
地
元
の
人
で
、
所
有
す
る
土
地
の
総
面
積
が
規
定
の
制
限
以
下
で
、
耕
作
面
積
を
増
し
た
い
希
望

を
も
っ
て
い
る
人
で
あ
る
。
土
地
は
農
民
の
生
命
線
で
あ
り
、
一
坪
の
土
地
で
も
手
放
す
こ
と
を
恥
と
し
、
先
祖
か
ら
の
土
地
を
増

す
こ
と
を
何
よ
り
の
親
孝
行
と
考
え
て
き
た
農
民
に
と
っ
て
、
入
手
で
き
る
な
ら
一
坪
で
も
半
坪
で
も
多
く
し
た
い
の
が
人
情
で
あ

っ
た
。 

 

未
懇
地
解
放
に
つ
い
て
、
各
市
町
村
に
割
当
が
あ
り
、
当
地
の
町
村
で
は
そ
の
割
当
量
を
買
収
す
る
の
に
苦
心
し
た
。
田
や
畑
の

近
く
に
あ
る
原
野
・
林
野
も
解
放
の
対
象
と
し
、
一
旦
買
収
し
た
上
で
、
原
野
は
採
草
地
の
名
目
で
、
林
野
は
薪
炭
林
の
名
目
で
再

び
元
の
所
有
者
に
売
渡
し
て
割
当
量
を
消
化
す
る
例
も
あ
っ
た
。
未
懇
地
買
収
の
場
合
、
傾
斜
度
一
五
度
以
下
と
か
、
一
個
所
二
〇

町
歩
未
満
の
と
こ
ろ
は
、
県
知
事
の
承
認
を
得
て
市
町
村
の
農
地
委
員
会
が
買
収
で
き
る
な
ど
の
条
件
が
あ
っ
た
か
ら
、
あ
る
程
度

の
操
作
が
可
能
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
買
収
す
る
側
も
さ
れ
る
側
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
の
中
で
、
戸
惑
い
を
感
じ
な
が
ら
作
業
を
進
め
て
き
た
が
、

兎
に
も
角
に
も
、
農
地
解
放
に
よ
っ
て
、
自
作
農
創
設
と
い
う
大
目
的
は
果
さ
れ
た
。
第

7
表
は
、
蚕
桑
村
に
お
け
る
そ
の
実
態
を

示
す
も
の
で
あ
る
。 
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入

植

当

時 

の

苦

境 

 

こ
の
よ
う
に
大
巾
に
自
作
農
が
増
え
た
こ
と
と
、
農
地
法
に
よ
っ
て
戦
前
の
よ
う

に
、
反
当
収
量
五
俵
中
二
俵
半
な
ど
と
い
う
小
作
料
を
納
め
る
人
が
い
な
く
な
っ
た

だ
け
で
も
、
画
期
的
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
小
作
す
る
に
し
て
も
一
反

千
数
百
円
の
金
納
で
済
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
小
作
人
側
か
ら
見
れ
ば
有
難
い
改
革

で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
こ
れ
で
問
題
が
す
べ
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
自
作
農
が
著

し
く
増
加
し
た
と
い
っ
て
も
、
耕
作
面
積
が
少
な
け
れ
ば
、
農
業
生
産
だ
け
で
は
生

活
で
き
な
い
。
白
鷹
町
の
場
合
、
少
な
い
耕
地
を
多
く
の
自
作
農
に
按
分
す
れ
ば
、
一
戸
当
り
耕
作
面
積
は
多
い
筈
が
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
農
家
が
や
が
て
兼
業
農
家
に
な
り
、
一
部
の
農
家
は
土
地
を
手
離
し
、
他
の
農
家
が
こ
れ
を
買
い
漁
り
、
自
分
た
ち
の
手

で
地
価
を
高
騰
さ
せ
る
も
と
に
も
な
っ
た
。 

 

農
地
改
革
は
、
連
合
軍
の
政
策
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
民
主
化
と
い
う
当
初
の
目
的
を
あ
る
程
度
実
現
し
て
終
え
た
が
、

日
本
農
業
の
抱
え
て
い
る
問
題
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
隠
れ
て
い
た
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
た
面
も
あ
る
。 

 

３ 

開
拓
地
の
状
況 

 

第
二
次
大
戦
が
終
る
と
、
武
装
解
除
さ
れ
た
兵
隊
や
軍
需
工
場
に
徴
用
と
し
て
働
ら
い
て
い
た
人
た
ち
が
、
一
斉

に
郷
里
に
帰
っ
て
き
た
。
人
々
が
生
れ
故
郷
に
帰
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
人
た

ち
を
迎
え
入
れ
る
郷
里
な
る
も
の
は
、
食
糧
不
足
で
喘
い
で
い
た
の
で
あ
る
。 
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第
二
次
大
戦
の
最
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
食
糧
不
足
は
、
恐
ら
く

筆
舌
に
つ
く
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
畑
の
ほ
と
り
、
田
の
畔
の
雑

草
で
も
、
食
用
の
も
の
は
一
本
も
生
え
て
い
な
い
程
き
れ
い
に
採
り
尽

く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

復
員
者
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
帰
る
の
で
あ
る
か
ら
、
帰
還
当
座
は

歓
迎
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
続
く
筈
が
な
い
。
ど
う

し
て
も
、
自
分
た
ち
の
分
は
自
分
た
ち
で
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

と
言
っ
て
も
、
金
を
出
し
て
買
え
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
自
分
で
作

る
以
外
方
法
は
な
い
。
作
る
に
は
土
地
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
既

懇
地
な
ど
は
お
い
そ
れ
と
入
手
出
来
る
も
の
で
も
な
い
。
結
局
、
そ
う

い
う
人
た
ち

は
未
懇

地
を
買
っ
て

開
墾
す
る
以
外
方
法
は
な
か

っ

た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
白
鷹
町
の
あ
ち
こ
ち
に
、
入
植
が
始
ま
っ
た
。

以
下
は
そ
れ
ら
の
入
植
者
の
状
況
を
、
白
鷹
町
戦
後
開
拓
史
『
拓
魂
』

に
よ
っ
て
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。 

 

白
鷹
町
の
開
拓
地
と
し
て
は
、
中
山
・
萩
野
村
松
・
鮎
貝
中
善
寺
・

山
口
姫
城
・
山
際
・
西
田
尻
・
高
玉
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
土
地
へ
の
入
植
状
況
は
、
第

8
表
の
通
り
で
あ
る
。 

 

入
植
者
が
入
手
し
た
土
地
は
、
既
存
農
家
が
手
を
入
れ
兼
ね
て
い
た
よ
う
な
場
所
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
開
拓
は
並
大
抵
の

苦
労
で
は
な
か
っ
た
。
立
木
を
切
り
抜
き
、
そ
の
後
を
唐
鍬
な
ど
の
農
具
で
一
振
り
一
振
り
開
墾
し
て
い
く
作
業
は
、
さ
な
が
ら
地
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獄
絵
を
見
る
思
い
で
あ
っ
た
。
真
夏
な
ど
は
、
日
中
暑
く
て
仕
事
が
は
か
ど
ら
ず
、
夜
、
月
明
り
を
頼
り
に
し
て
鍬
を
振
っ
た
苦
し

さ
は
、
経
験
者
で
な
け
れ
ば
分
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

入
植
者
は
す
べ
て
に
不
自
由
で
あ
っ
た
が
、
住
宅
が
な
い
の
も
そ
の
一
つ
で

あ
る
。
そ
の
頃
、
開
拓
者
に
は
政
府
か
ら
住
宅
資
金
が
貸
付
け
ら
れ
た
。
一
戸

当
り
三
、
五
〇
〇
円
で
あ
る
。
こ
の
金
額
で
は
一
〇
坪
前
後
の
柱
代
程
度
で
、

到
底
住
め
る
程
度
ま
で
に
は
い
か
な
か
っ
た
か
ら
、
殆
ど
半
分
は
土
間
に
し
て
、

屋
根
は
萱
や
笹
の
葉
で
ふ
い
て
雨
露
を
し
の
ぐ
だ
け
に
し
て
お
い
た
。
「
笹
小

屋
住
宅
」
と
い
う
呼
名
も
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

住
宅
が
こ
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
電
灯
は
勿
論
な
く
ラ
ン
プ
を
用
い
た
し
、

風
呂
な
ど
も
ド
ラ
ム
缶
に
流
れ
水
を
汲
ん
で
入
る
仕
末
で
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
物
質
的
な
不
足
は
あ
る
程
度
ま
で
は
我
慢
で
押
し
通
せ
た
が
、
入

植
者
の
最
も
大
き
な
心
労
の
種
は
、
部
落
民
か
ら
の
白
眼
視
で
あ
っ
た
。
一
部

の
開
拓
地
で
は
あ
る
が
、
田
を
お
こ
し
て
米
を
穫
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
水
利

権
を
楯
に
、
水
を
引
く
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
時
は
粗
食
を
笑
わ
れ

て
、
部
落
の
会
合
で
も
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
往
来
で
会
っ
て
も
知
ら
ぬ

ふ
り
を
さ
れ
た
り
、
あ
げ
れ
ば
切
り
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

開
拓
者
た
ち
は
物
心
両
面
の
苦
労
と
斗
い
な
が
ら
、
己
の
生
き
る
道
を
開
い

て
き
た
。 
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開

拓 
行

政 

入
植
者
が
苦
労
し
て
い
る
と
き
、
行
政
当
局
が
黙
っ
て
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
な
り
の
援
助
の
手
を
、

差
し
の
べ
て
い
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
住
宅
資
金
と
し
て
、
初
期
に
は
一
戸
当
り
三
、
五
〇
〇
円
を
補
助
し

た
。
勿
論
こ
れ
だ
け
で
は
家
は
建
た
な
い
が
、
幾
分
の
助
け
に
は
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
住
宅
資
金
も
昭
和
二
十
七
年
頃
に
な
る
と
額

が
増
え
、
四
五
、
〇
〇
〇
円
の
助
成
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
額
は
固
定
額
で
な
く
、
六
割
助
成
と
い
う
型
で
あ
っ
た
。
総
経

費
の
四
割
を
ど
う
支
出
す
る
か
と
い
う
計
画
書
を
地
方
事
務
所
に
提
出
し
て
査
定
し
て
も
ら
い
、
合
格
す
れ
ば
残
り
の
六
割
の
補
助

金
が
下
り
る
わ
け
で
あ
る
。
住
宅
助
成
金
も
三
、
五
〇
〇
円
か
ら
四
五
、
〇
〇
〇
円
と
大
巾
に
ア
ッ
プ
し
た
が
、
物
価
も
う
な
ぎ
上

り
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
以
前
と
か
わ
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。 

 

入
植
当
初
は
、
開
墾
助
成
金
が
支
払
わ
れ
た
。
一
反
歩
の
開
墾
に
対
し
、
一
、
〇
〇
〇
円
か
ら
一
、
三
〇
〇
円
助
成
さ
れ
た
。
す

べ
て
が
手
仕
事
の
中
で
、
未
懇
地
の
一
反
歩
開
墾
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
開
墾
だ
け
に
精
出
せ
ば
い
い
の
で
は

な
く
、
毎
日
の
生
活
費
を
働
き
出
し
て
か
ら
の
開
墾
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
計
画
通
り
に
は
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

 

入
植
者
が
未
懇
地
を
買
入
れ
る
と
き
、
開
墾
の
計
画
書
を
提
出
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
計
画
書
に
従
っ
て
検
査
が
行
な
わ
れ
、
計
画

よ
り
遅
れ
て
い
る
と
、
次
の
よ
う
な
勧
告
書
が
送
ら
れ
て
き
た
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

勧 

告 

書 
 

 

農
地
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
未
懇
地
売
渡
後
の
土
地
等
の
利
用
状
況
検
査
の
結
果
貴
殿
の
左
記
土
地
に
つ
い
て
は
合
格
と
認
め
ら 

れ
な
い
の
で
昭
和
三
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
買
戻
を
宥
恕
す
る
か
ら
期
間
内
に
開
墾
可
能
面
積
を
必
ず
開
墾
す
る
よ
う
勧
告
す
る 

 
 

 
 

 

昭
和
三
十
二
年
十
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
形
県
知
事 

 

安 

孫 

子 
 

藤 
 

吉 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

殿 
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こ
の
文
面
の
通
り
、
勧
告
し
て
か
ら
二
年
の
期
間
を
お
い
た
の
は
、
で
き
る
だ
け
買
戻
し
を
し
な
い
で
済
む
よ
う
に
と
の
行
政
的

配
慮
な
の
で
あ
ろ
う
。
放
置
し
て
お
け
ば
開
拓
者
の
自
立
が
お
く
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
し
、
ま
し
て
補
助
金
ま
で
出
し
て
い
る
こ
と

だ
か
ら
、
こ
う
し
た
勧
告
も
必
要
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

営
農
面
で
も
、
政
府
は
積
極
的
な
指
導
援
助
を
図
っ
た
。
営
農
指
導
の
柱
と
し
て
、
国
は
稲
作
と
酪
農
を
取
り
上
げ
、
白
鷹
町
の

場
合
は
酪
農
を
中
心
に
指
導
し
た
。
酪
農
に
必
要
な
サ
イ
ロ
・
堆
肥
盤
な
ど
施
設
の
整
備
に
は
、
そ
の
都
度
補
助
を
出
し
て
力
を
貸

し
た
。
酪
農
の
母
体
に
な
る
仔
牛
も
貸
し
付
け
た
。
強
引
と
思
わ
れ
る
程
の
施
策
で
推
進
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
計
画

通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
否
、
む
し
ろ

入
植
者
た
ち
を
窮
地
に
追
い
込
む
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

酪
農
が
奨
励
さ
れ
た
昭
和
三
十
年
当
時
、

開
拓
者
の
生
活
は
ま
だ
ま
だ
落
着
い
て
は

い
な
か
っ
た
。
毎
日
の
生
活
費
に
も
事
欠

く
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
国
が
貸
付
け
た

仔
牛
が
、
家
に
着
い
て
い
た
ら
食
糧
品
に

化
け
て
い
た
と
い
う
話
は
、
今
で
こ
そ
笑

い
な
が
ら
で
も
語
れ
る
が
、
当
時
は
涙
の

中
で
の
話
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
話
は
、

他
に
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
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開

拓

組

合

と

開

拓

者

の

営

農

て
み
よ
う
。
乳
牛
中
心
の
酪
農
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
牧
草
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
開
拓
地
は
牧
草
も
不
足
で
あ
っ
た
。

明
日
は
あ
の
場
所
の
草
を
刈
っ
て
こ
よ
う
と
思
い
、
翌
日
そ
こ
に
行
っ
て
み
る
と
、
既
に
誰
か
が
刈
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
あ
っ
た
り

し
て
、
思
う
よ
う
に
良
い
牧
草
を
牛
に
喰
べ
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
い
き
お
い
、
濃
厚
飼
料
に
頼
る
こ
と
に
な
り
、
飼
料

代
が
嵩
ん
だ
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ま
だ
我
慢
も
で
き
た
が
、
肝
心
の
乳
牛
が
繁
殖
障
害
を
お
こ
し
、
子
牛
を
生
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

増
す
の
は
借
金
だ
け
と
い
う
苦
し
い
状
態
に
な
っ
た
。
そ
こ
を
一
時
的
に
も
し
の
ご
う
と
し
て
営
農
資
金
を
借
り
る
と
そ
れ
が
益
々

首
を
絞
め
る
結
果
に
も
な
っ
た
。
心
の
あ
る
人
は
、
借
金
し
て
は
だ
め
だ
か
ら
、
苦
し
く
と
も
我
慢
し
て
自
力
で
耐
え
忍
ん
で
い
こ

う
と
声
を
掛
け
て
く
れ
た
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
借
金
棒
引
の
噂
が
流
れ
、
溺
れ
る
開
拓
者
は
苦
し
さ
の
あ
ま
り
そ
れ
を
信
じ

こ
み
、
結
局
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
次
第
に
離
農
者
が
増
え
始
め
た
の
で
あ
る
（
第

9
表
）
。 

 

離
農
者
中
、
昭
和
二
十
二
、
三
年
の
場
合
は
、
戦
後
の
食
糧
不
足
の
折
、
食
糧
自
給
の
た
め
一
時
的
に
帰
農
し
た
人
で
、
元
来
非

農
家
の
人
々
で
あ
っ
た
。
二
十
八
年
中
山
地
区
か
ら
最
初
の
離
農

者
が
あ
ら
わ
れ
、
以
後
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
離
農
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
結
局
開
拓
地
に
定
着
し
た
戸
数
は
、
昭
和
四
十
八
年
現
在
で

第

10
表
の
通
り
で
あ
る
。 

入
植
者
一
人
一
人
の
力
は
微
々
た
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
用
具
・
種
子
・
肥
料
な
ど
の
配
給

を
貰
う
に
し
て
も
、
組
合
を
つ
く
り
、
力
を
結
集
し
よ
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
帰
農
組
合
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
組
織
が
、
時

の
流
れ
と
共
に
変
化
し
、
組
合
員
数
も
増
え
て
い
っ
た
。 
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⑴ 

組
合
結
成
と
白
鷹
町
の
援
助 

 

開
拓
組
合
が
一
つ
の
組
織
と
し
て
の
機
能
を
発
揮

し
た
の
は
、
白
鷹
町
開
拓
農
業
組
合
に
一
本
化
さ
れ

て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
統
合
は
町
村
合
併
に
よ
る
行

政
区
の
統
合
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
統
合

組
合
の
組
織
的
活
動
を
援
助
し
て
く
れ
た
の
が
、
白

鷹
町
当
局
の
財
政
的
支
援
で
あ
る
。
白
鷹
町
初
代
町

長
迎
田
俊
雄
は
、
開
拓
行
政
の
重
要
性
、
開
拓
者
の

お
か
れ
て
い
る
境
遇
な
ど
を
理
解
し
、
色
々
な
形
で

援
助
の
手
を
差
し
の
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
統
合
の
手

引
き
か
ら
始
ま
り
、
統
合
後
の
事
務
所
を
役
場
内
に

置
き
、
開
拓
組
合
専
従
職
員
の
給
与
分
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
町
か
ら
補
助
金
の
形
で
支
出
し
た
の
で
、
漸
く
活
動
基
盤
が
確
立
さ

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
開
拓
組
合
に
町
が
補
助
す
る
こ
と
は
、
当
時
全
県
下
に
そ
の
例
が
な
か
っ
た
か
ら
、
他
地
区
か
ら
は
羨
望
の

目
で
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
切
っ
掛
け
と
な
り
、
以
後
他
地
区
で
も
補
助
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
白
鷹
町
開
拓
農
協

が
、
他
地
区
に
比
し
健
全
な
活
動
が
逸
早
く
出
来
た
陰
に
は
、
町
当
局
の
こ
う
し
た
援
助
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。 

 

こ
う
し
て
開
拓
者
の
た
め
活
動
し
て
き
た
組
合
も
、
政
府
の
開
拓
行
政
の
一
般
行
政
へ
の
移
行
政
策
に
よ
り
、
そ
の
使
命
を
終
え
、

そ
れ
ま
で
二
重
加
入
し
て
い
た
白
鷹
町
農
業
協
同
組
合
員
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
と
な
り
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
遂
に
解
散
と
な
っ

た
。 
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⑵ 

開
拓
者
の
営
農 

 
入
植
当
時
は
、
差
し
当
っ
て
の
食
糧
確
保
が
緊
急
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
陸
稲
・
馬
鈴
薯
な
ど
が
多
か
っ
た
が
、
一
方

換
金
作
物
と
し
て
蔬
菜
類
も
多
く
生
産
さ
れ
た
。 

 

昭
和
二
十
五
年
、
朝
鮮
動
乱
が
勃
発
す
る
と
、
国
内
の
景
気
は
急
転
し
て
好
況
に
向
か
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
食
糧
事
情
も
好
転
、

国
民
生
活
全
般
が
安
定
の
方
向
に
進
み
始
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
米
以
外
の
雑
穀
や
蔬
菜
の
換
金
条
件
が
不
利
に
な
り
、

開
拓
者
の
生
活
に
暗
い
影
を
お
と
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

こ
の
当
時
、
一
部
の
者
は
専
売
公
社
米
沢
出
張
所
と
交
渉
し
て
葉
煙
草
栽
培
を
始
め
て
い
た
。
こ
れ
が
次
第
に
拡
が
り
、
全
開
拓

地
で
取
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
手
数
が
か
か
る
割
に
は
収
益
が
少
な
く
、
殆
ん
ど
借
金
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
仕
末
で
あ
っ
た
の

で
、
程
な
く
こ
れ
も
打
切
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
で
、
中
山
地
区
沼
沢
孝
一
、
萩
野
地
区
清
野
貞
雄
、
鮎
貝
中

善
寺
地
区
安
彦
三
吉
・
迎
田
春
蔵
、
山
口
地
区
本
木
与
一
・
渡
部
佐
蔵
、
西
高
玉
地
区
金
田
国
次
ら
の
各
氏
は
、
作
業
の
省
力
化
を

計
画
し
、
苗
床
の
共
同
化
な
ど
を
図
っ
て
、
相
当
の
収
益
を
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。 

 

昭
和
三
十
年
、
三
十
一
年
に
は
酪
農
・
果
樹
の
導
入
が
図
ら
れ
た
が
、
前
述
し
た
通
り
、
政
府
が
最
も
力
を
入
れ
た
酪
農
は
、
開

拓
者
に
借
金
だ
け
を
残
し
、
挙
句
の
果
に
は
離
農
さ
せ
る
結
末
を
つ
く
っ
て
終
っ
た
。
一
方
、
果
樹
に
対
し
て
も
か
な
り
の
力
が
注

が
れ
、
山
口
地
区
姫
城
開
拓
地
な
ど
は
、
各
戸
七
反
乃
至
八
反
歩
に
果
樹
苗
木
（
り
ん
ご
）
を
植
付
け
、
一
大
果
樹
地
帯
を
夢
見
た

の
で
あ
っ
た
。
県
も
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
育
成
に
力
を
入
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
間
も
な
く
大
量
出
荷
が
見
込
ま
れ
る
段
階

に
な
っ
て
、
不
運
に
も
豪
雪
に
見
舞
わ
れ
、
枝
は
折
れ
、
幹
は
裂
け
、
苦
労
し
て
育
て
た
樹
木
は
、
一
冬
に
し
て
全
滅
の
悲
運
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

養
蚕
に
力
を
入
れ
た
の
は
、
蚕
桑
地
区
で
あ
る
。
子
ど
も
時
代
か
ら
蚕
の
中
で
育
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
か
ら
蚕
の
こ
と
は
よ
く
知
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っ
て
い
る
。
桑
を
植
え
本
格
的
に
養
蚕
と
取
組
ん
だ
の
は
、
昭
和
二
十
八
年
頃
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
に
問
題

が
か
く
さ
れ
て
い
た
。
開
拓
地
の
建
造
物
は
、
建
て
方
が
粗
雑
な
の
で
隙
間
が
多
く
、
暖
房
を
と
っ
て
も
温
度
が
上
が
ら
ず
、
蚕
が

熟
蚕
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
矢
先
に
、
昭
和
三
十
三
年
の
不
作
に
遭
遇
、
と
う
と
う
養
蚕
を
あ
き
ら
め
、
折
角
植

え
た
桑
の
木
を
倒
し
て
し
ま
う
仕
末
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
失
敗
の
あ
と
、
開
拓
者
た
ち
は
何
を
取
り
入
れ
る
べ
き
か
に
迷
い
、
色
々
検
討
し
た
が
決
定
的
な
も
の
が
な
い
ま
ま
、
山
口

姫
城
地
区
で
は
昭
和
三
十
九
年
か
ら
、
七
戸
が
完
全
協
業
で
養
蚕
を
始
め
る
こ
と
と
し
、
姫
城
地
区
開
拓
養
蚕
共
同
組
合
を
組
織
し

た
。
組
合
員
は
各
員
四
反
歩
の
土
地
を
出
資
し
、
そ
こ
に
桑
苗
木
を
植
え
、
共
同
養
蚕
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
組
合
は
、
昭

和
四
十
年
、
四
一
年
と
順
調
に
進
み
、
四
十
二
年
三
月
の
県
主
催
養
蚕
共
同
飼
育
体
験
発
表
会
に
は
、
組
合
を
代
表
し
て
渡
部
み
ん

氏
が
そ
の
体
験
を
発
表
し
、
聴
衆
に
大
き
な
感
銘
を
与
え
て
第
一
位
に
選
ば
れ
、
続
い
て
県
代
表
と
し
て
東
京
の
全
国
大
会
に
も
参

加
す
る
栄
誉
を
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
華
々
し
い
活
躍
を
見
せ
た
協
業
態
勢
に
も
、
い
く
つ
か
の
弱
点
が
あ
っ
た
。
資
金
面
で
は
発
足
当
初
か
ら
す
べ
て
借

金
で
ま
か
な
っ
て
き
た
の
で
、
繭
代
は
こ
れ
ら
の
返
済
に
ま
わ
さ
れ
、
組
合
員
に
分
配
さ
れ
る
額
は
そ
う
多
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

加
え
て
女
子
の
労
賃
は
一
日
二
〇
〇
円
で
あ
っ
た
が
、
男
子
分
は
無
償
で
あ
っ
た
こ
と
、
更
に
働
き
手
の
強
弱
、
養
蚕
に
対
す
る
経

験
度
の
ち
が
い
な
ど
か
ら
、
微
妙
な
感
情
の
く
い
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
組
合
員
の
一
人
が
離
農
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
、
感
情
の
亀
裂
が
急
に
大
き
く
な
り
、
遂
に
四
十
三
年
、
組
合
は
解
散
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

協
業
態
勢
は
解
い
た
が
、
養
蚕
を
破
棄
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
個
人
毎
に
そ
の
後
も
続
け
た
。
姫
城
地
区
と
は
別
に
、
西
田
尻
新

保
条
市
氏
は
地
理
的
条
件
か
ら
霜
害
に
あ
わ
な
い
利
点
に
着
目
、
稚
蚕
飼
育
を
引
受
け
て
成
功
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
開
拓
地
の
人
々
は
、
入
植
の
当
初
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
営
農
の
中
心
を
何
に
す
る
か
を
暗
中
模
索
し
続
け
て
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き
た
。
そ
し
て
あ
る
者
は
煙
草
に
、
あ
る
者
は
養
蚕
に
そ
の
道
を
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
て
も
ま
だ
ま
だ
不
安
は
残
っ
て

い
る
。
そ
の
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る
日
が
い
つ
か
は
、
見
当
も
つ
か
な
い
。
だ
が
そ
の
不
安
は
、
開
拓
農
家
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

既
存
農
家
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
開
拓
農
家
は
そ
の
面
で
も
一
般
農
家
並
み
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 


