
農
文
協
か
ら
出
版
さ
れ

て
い
る
「
シ
リ
ー
ズ
田
園

回
帰
」
全
８
巻
は
、
都
市

か
ら
農
山
村
へ
、
若
い
子

育
て
世
代
の
移
住
が
増
え

始
め
て
い
る
動
き
に
注
目

し
、
農
山
村
が
そ
の
受
け

皿
と
な
る
地
域
づ
く
り
の

展
望
を
明
ら
か
に
し
て
い

ま
す
。月

日
に
発
行
さ
れ

10

10

た
第
７
巻
は
、「
地
域
文
化

が
若
者
を
育
て
る
」（
佐
藤

一
子
著
）
を
テ
ー
マ
に
、

第
３
章
で
「
人
と
地
域
を

つ
な
ぐ
食
文
化
ー
山
形
県

庄
内
地
域
に
お
け
る
「
食

の
都
」
づ
く
り
ー
」
を
取

り
上
げ
、
第
３
節
で
「
食

文
化
創
造
都
市
」
鶴
岡
の

地
域
づ
く
り
を
詳
し
く
紹

介
し
て
い
ま
す
。

｢

食
の
都
庄
内｣

構
想

庄
内
は
、
県
総
合
発
展

計
画
の
一
環
と
し
て
、「
四

季
折
々
の
食
材
の
魅
力
」

を
も
ち
、
食
品
製
造
業
が

集
積
し
、「
山
の
幸
、
里
の

幸
、
川
の
幸
、
海
の
幸
の

す
べ
て
が
そ
ろ
う
地
域
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
２
０

０
８
年
３
月
、
食
文
化
の

継
承
と
創
造
と
い
う
視
点

に
立
っ
て
生
産
か
ら
消
費

ま
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
る
地
域
発
展
構
想
、「
食

の
都
庄
内
」
長
期
戦
略
構

想
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。

鶴
岡
市
は
独
自
に
「
食

文
化
創
造
都
市
」
に
着
目

し
、
２
０
１
４
年

月
に

12

日
本
で
初
め
て
ユ
ネ
ス
コ

「
創
造
都
市
」（
食
文
化
）

の
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

第
１
次
産
業
が
衰
退

庄
内
は
①
人
口
減
少
が

１
９
９
０
年

万
８
千
人

32

か
ら
２
０
１
５
年
の

万
28

人
へ
約
５
万
人
減
少
、
②

農
業
総
産
出
額
は

年
の

85

１
１
２
２
億
円
か
ら

年
06

の
６
４
５
億
円
へ
約

％
43

減
少
、
③
海
面
漁
業
生
産

額
は

年
の

・

億
円

93

42

88

か
ら

年
の

・

億
円

13

26

87

へ
約

％
減
少
し
て
い
る

37

と
い
う
厳
し
い
現
実
が
あ

り
ま
す
。

庄
内
の
豊
か
な
自
然
資

源
を
活
用
し
て
成
り
立
っ

て
き
た
第
１
次
産
業
が
衰

退
す
る
こ
と
は
、
地
域
全

体
の
活
力
の
低
下
、
美
し

い
景
観
の
維
持
の
困
難
に

つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
地

域
産
業
の
活
性
化
を
目
標

に
「
食
の
都
庄
内
」
長
期

戦
略
構
想
が
打
ち
出
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
長
期
構
想
の
策
定

に
は

人
の
民
間
人
も
参

12

加
し
、
農
漁
協
や
青
果
物

商
、
温
泉
女
将
会
、
食
生

活
改
善
な
ど
民
間
組
織
の

独
自
の
食
文
化
継
承
活
動

が
総
結
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

著
書
で
は
、
こ
の
活
動

の
中
で
「
庄
内
浜
文
化
伝

道
師
」
に
着
目
し
、
庄
内

浜
魚
介
類
の
料
理
教
室
や

生
協
共
立
社
の
取
り
組
み

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

食
文
化
創
造
都
市

鶴
岡
市
の
ユ
ネ
ス
コ
創

造
都
市(

食
文
化)

は
、
出

羽
三
山
の
精
進
料
理
や
黒

川
能
に
ま
つ
わ
る
行
事
食
、

ア
バ
が
伝
え
て
き
た
浜
文

化
な
ど
地
域
の
食
文
化
が

渾
然
一
体
と
な
っ
た
「
食

の
理
想
郷
」
の
イ
メ
ー
ジ

を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
農

林
水
産
、
商
工
、
観
光
、

市
民
生
活
の
活
性
化
を
図

る
地
域
政
策
と
言
え
ま
す
。

著
書
で
は
、
鶴
岡
が
学

校
給
食
発
祥
の
地
と
し
て

地
産
地
消
や
食
文
化
の
継

承
と
創
造
を
行
っ
て
き
た

こ
と
、
在
来
作
物
に
光
を

当
て
た
山
大
農
学
部
、
食

文
化
を
発
信
す
る
農
村
女

性
の
起
業
ー
知
憩
軒
の
長

ち
け
い
け
ん

南
光
さ
ん
、
菜
ぁ
の
小
野

み
つ

寺
美
佐
子
さ
ん
、
穂
波
街

道
の
庄
司
祐
子
さ
ん
等
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。

榎
本
市
長
は
、
こ
の
11

月
に

鶴
岡
市
が
農
水
省
の

「
食
と
農
の
景
勝
地
」
に

も
認
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

海
外
へ
Ｐ
Ｒ
し
観
光
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、「
農
の
あ
る
暮

ら
し
と
食
文
化
」
の
価
値

を
次
世
代
へ
伝
え
、
都
市

と
農
村
の
新
た
な
交
流
空

間
を
つ
く
り
、
担
い
手
が

育
っ
て
い
く
持
続
可
能
な

地
域
を
つ
く
っ
て
い
く
の

が
、
鶴
岡
市
の
進
む
べ
き

太
い
道
な
の
だ
と
実
感
で

き
ま
す
。
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生
産
・
生
活
資
材
を
供
給

す
る
庄
内
購
買
農
業
組
合

連
合
会
（
庄
内
購
連
）
が

設
立
さ
れ
た
。

設
立
時
の
常
勤
役
員
４

名
の
中
に
八
栄
島
村
農
協

長
鈴
木
孝
蔵
さ
ん
が
任
命

さ
れ
て
い
る
。

本
所
は
販
連
が
酒
田
、

購
連
が
鶴
岡
で
あ
っ
た
。

の
ち
に
販
連
、
購
連
が
合

併
し
庄
内
経
済
連
と
な
っ

た
。庄

内
米
の
販
売
は
経
済

連
の
背
骨
と
な
す
も
の
で

あ
る
。
組
合
員
の
生
産
す

る
コ
メ
の
販
売
は
、
保
管

施
設
と
一
蓮
托
生
で
あ
る

が
、
庄
内
に
点
在
す
る
倉

庫
群
は
商
業
資
本
に
属
し
、

農
業
団
体
の
施
設
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
産
業
組
合

以
来
各
農
協
で
倉
庫
建
設

運
動
が
起
こ
っ
て
い
た
。

系
統
農
協
（
農
協
―-

連
合
会
―
全
国
連
）

の
あ
ら
ま
し

農
協
法
施
行
と
共
に
山

形
県
内
２
２
４
市
町
村
に

専
門
農
協
（
作
物
別
畜
産

な
ど
）
を
含
め
た
２
５
５

組
合
が
誕
生
し
た
。

上
部
組
織
で
あ
る
全
国

連
合
は
１
県
１
連
合
で
あ

る
が
、
例
外
と
し
て
山
形

県
だ
け
２
連
合
会
が
認
め

ら
れ
た
。
山
形
県
経
済
連

と
庄
内
経
済
連
で
あ
る
。

庄
内
の
特
殊
事
情
と
コ
メ

の
取
扱
量
が
大
き
か
っ
た

こ
と
と
山
居
倉
庫
の
力
が

強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
山
形
県
農
業
協
同
組
合

沿
革
誌
）

昭
和

年
８
月
、
農
産

23

物
集
荷
販
売
す
る
庄
内
販

売
農
業
組
合
連
合
会
（
庄

内
販
連
）
と
同
年
７
月
、

【
シ
リ
ー
ズ
田
園
回
帰
】
第
７
巻

地
域
文
化
が
若
者
を

育
て
る

佐
藤
一
子
著
（
農
文
協
）
表
紙
写
真
は
鶴
岡
市

三
瀬
地
区
と
鳥
海
山
・
庄
内
平
野
遠
望



今
も
昔
も
信
州
木
曽
路

の
中
心
地
は
木
曽
福
島
の

町
。
こ
の
宿
場
は
木
曽
路

の
中
で
最
も
谷
が
深
い
所

に
あ
り
、
中
仙
道
の
街
道

中
に
あ
る
碓
氷
と
並
ん
で

「
天
下
の
四
関
（
箱
根
・

新
居
（
静
岡
県
）」
と
呼
ば

れ
た
番
所
が
あ
っ
た
町
で

も
あ
る
。

行
き
交
う
ト
ラ
ッ
ク
に

悩
ま
さ
れ
な
が
ら
国
道
を

福
島
の
街
の
中
心
部
に
向

か
っ
て
歩
い
て
行
く
と
、

左
手
に
そ
の
昔
「
高
瀬
家
」

と
呼
ば
れ
た
建
物
が
見
え

て
く
る
。

こ
の
家
は
私
が
中
仙
道

を
歩
く
き
っ
か
け
と
な
っ

た
島
崎
藤
村
の
「
夜
明
け

前
」
や
、
同
じ
く
藤
村
の

小
説
「
家
」
に
も
描
か
れ

て
い
る
旧
家
で
も
あ
る
。

こ
の
家
に
藤
村
の
姉
が

嫁
い
だ
頃
は
胃
腸
に
効
能

が
あ
る
と
い
う
「
奇
應
丸
」

き
お
う
が
ん

と
い
う
薬
を
作
っ
て
い
て

繁
盛
し
た
よ
う
だ
が
、
残

念
な
が
ら
家
運
が
傾
き
今

は
他
人
に
渡
っ
て
し
ま
っ

た
（
今
は
資
料
館
と
し
て

開
放
さ
れ
て
い
る
）。

旅
に
は
薬
は
付
き
物
で

私
も
胃
腸
薬
や
絆
創
膏
、

ば
ん
そ
う
こ
う

足
の
マ
メ
治
療
用
と
し
て

針
・
糸
・（
細
菌
の
侵
入
の

恐
れ
が
あ
る
為
滅
多
に
使

わ
な
い
）
マ
キ
ロ
ン
を
携

帯
し
て
い
た
。

テ
レ
ビ
の
水
戸
黄
門
様

に
随
行
す
る
助
さ
ん
・
格

さ
ん
の
肩
に
は
「
振
り
分

け
」
と
い
わ
れ
る
荷
物
入

れ
が
下
が
っ
て
い
る
が
、

道
中
で
具
合
が
悪
く
な
っ

て
い
る
人
に
あ
げ
る
と
た

ち
ま
ち
良
く
な
る
と
い
う

シ
ー
ン
も
あ
っ
て
、
江
戸

時
代
も
薬
は
旅
の
常
備
品
、

天
下
の
水
戸
光
圀
が
使
う

み

と

み
つ
く
に

薬
と
は
効
き
目
が
違
う
と

は
思
う
が
、
江
戸
時
代
に

普
通
の
旅
人
が
持
つ
薬
と

し
て
熊
の
胆
（
胃
腸
薬
）

い

朝
鮮
ニ
ン
ジ
ン
、
唐
辛
子

（
貼
り
薬
）
が
使
用
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
。

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て「
奇

應
丸
」
も
木
曽
路
を
旅
す

る
人
達
に
珍
重
さ
れ
た
と

い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

今
で
は
江
戸
時
代
の
草

鞋
履
き
か
ら
ウ
オ
ー
キ
ン

グ
用
の
靴
に
様
変
わ
り
し

た
が
、
そ
れ
で
も
道
中
足

は
棒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

江
戸
以
前
の
旅
（
？
）

と
い
え
ば
戦
場
へ
の
道
、

ア
ベ
晋
三
に
よ
っ
て
踏
み

だ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
Ｐ
Ｋ

Ｏ
に
名
を
借
り
た
戦
場
へ

の
道
、
虎
の
尾
を
踏
む
こ

と
に
な
ら
な
け
れ
ば
と
思

わ
れ
て
仕
方
が
な
い
。

予
測
違
い
の
大
統
領

随
分
長
か
っ
た
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
あ
ん
な
に
丁

寧
に
ど
っ
ち
が
上
だ
の
下

だ
の
と
毎
日
テ
レ
ビ
に
流

し
ち
ゃ
っ
て
サ
。
俺
に
は

解
ら
な
い
世
界
な
ん
だ
が
、

あ
ん
な
こ
と
で
円
や
ド
ル

が
違
う
と
な
れ
ば
、
誰
の

た
め
の
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た

ん
だ
と
い
う
事
に
な
る
ん

だ
が
ネ
ー
。
開
票
日
だ
け

で
大
損
を
し
た
と
か
の
話

も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
。

▲
と
に
か
く
決
ま
っ
た
。

民
主
主
義
の
国
・
ア
メ
リ

カ
は
、
選
挙
の
確
定
を
裁

判
所
が
す
る
こ
と
も
あ
る

国
な
ん
だ
が
、
今
回
は
ス

ン
ナ
リ
と
思
い
き
や
抗
議

デ
モ
を
見
せ
て
く
れ
た
。

暴
れ
て
ガ
ラ
ス
を
割
る
民

主
主
義
も
見
せ
て
く
れ
た
。

▲
暴
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
負
け
る
候
補
者

を
毎
日
勝
つ
と
教
ら
れ
て

い
た
日
本
の
純
真
な
視
聴

者
だ
ろ
う
ゼ
。
あ
れ
は
な

ん
だ
っ
た
ん
だ
ヨ
ー
。

▲
首
相
は
、
選
挙
中
盤
で

ヒ
ラ
リ
ー
を
勝
つ
と
決
め

て
会
談
の
約
束
を
し
て
い

た
ん
だ
ゼ
。
開
票
当
時
、

首
相
の
オ
モ
テ
が
強
張
っ

て
い
た
と
見
た
の
は
俺
だ

け
だ
っ
た
ろ
う
か
。
予
測

が
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と

に
首
相
や
マ
ス
コ
ミ
か
ら

な
に
か
あ
っ
た
か
な
。

▲
ヒ
ラ
リ
ー
を
勝
つ
と
み

て
い
た
あ
る
評
論
家
が
、

当
選
後
の
ト
ラ
ン
プ
の
話

が
選
挙
中
と
違
う
か
ら
と

怒
っ
て
い
た
が
、
こ
の
人

・
自
民
党
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対

で
当
選
し
て
強
行
採
決
し

て
い
る
こ
と
に
は
怒
っ
て

い
な
い
ん
だ
か
ら
、
自
分

だ
っ
て
変
で
し
ょ
う
ヤ
。

▲
俺
は
、
ど
っ
ち
が
勝
っ

て
も
米
軍
が
日
本
か
ら
居

な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
と
。
案
外
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
・
と
は

思
っ
て
い
た
ん
だ
が
、
ひ

ょ
っ
と
に
な
っ
た
ゼ
ナ
ー
。

▲
根
拠
は
、
１
％
の
人
の

富
が

％
の
人
の
富
よ
り

99

大
き
い
国
。
こ
こ
に
変
化

が
期
待
で
き
れ
ば
。

な
ー
ん
て
ネ
。（
石
川
）

も
盛
ん
に
言
わ
れ
て
い
る

互
助
努
力
（「
互
い
に
助
け

あ
い
」）
を
国
民
に
強
制
、

国
の
社
会
保
障
を
簡
単
に

減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
も
の
。「
自
由
と

規
律
を
重
ん
じ
」
は
、
自

由
は
つ
け
た
し
で
規
律
を

重
視
し
、
規
律
と
は
、
時

の
政
府
の
価
値
観
・
施
策

を
守
る
こ
と
、
た
と
え
ば

成
立
し
た
安
保
法
制
は
戦

争
な
ど
と
言
っ
て
反
対
す

る
の
は
規
律
違
反
だ
と
す

る
も
の
で
あ
る
。「
自
然
環

境
を
守
れ
」
と
命
じ
、
国

や
大
企
業
が
犯
し
た
自
然

と
規
律
を
重
ん
じ
、
…
自

然
環
境
を
守
り
つ
つ
、
活

力
あ
る
経
済
活
動
を
通
じ

て
国
を
成
長
さ
せ
る
。」
な

ど
と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
自
ら
国
を
守

れ
！
と
徴
兵
制
な
ど
に
応

じ
る
こ
と
も
命
じ
て
い
る

よ
う
な
も
の
。
ま
た
、
今

破
壊
の
責
任
を
棚
上
げ
し
、

国
民
が
し
た
の
だ
と
言
わ

ん
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た

「
活
力
あ
る
経
済
活
動
」

と
は
、
悪
い
労
働
条
件
下

で
も
活
力
を
も
っ
て
働
け

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦

時
体
制
下
、
休
み
も
な
く

働
け
働
け
の
歌
で
あ
る「
月

月
火
水
木
金
金
」
だ
。

自
民
党
の
へ
た
な
基
本

方
針
の
よ
う
な
も
の
で
、

権
力
を
抑
え
国
民
の
人
権

を
守
る
べ
き
憲
法
と
は
い

え
ず
、
そ
の
前
文
な
ど
と

は
い
え
な
い
代
物
で
あ
る
。

憲
法
前
文
の
意
義
は
侵

略
戦
争
と
戦
争
体
制
を
厳

し
く
反
省
し
二
度
と
戦
争

し
な
い
こ
と
を
決
意
し
た

こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が

自
民
案
は
「
日
本
国
民
は
、

国
土
と
郷
土
を
…
自
ら
守

り
…
互
い
に
助
け
あ
っ
て

国
家
を
形
成
す
る
」「
自
由

自民改憲案は、「権力者」を縛るものから「国民」
を縛るものに変質（イラストは「あたらしい憲法
草案のはなし」太郎次郎社から）


