
                    

 

農
地
を
お
持
ち
で
、
耕
作
さ
れ
て
い
な

い
方
へ
お
願
い
で
す
。 

畑
は
、
生
活
の
基
盤
（
食
料
）
と
な
る
貴

重
な
財
産
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
農
地
法
」
で

守
ら
れ
て
い
ま
す
。
個
人
の
財
産
で
あ
り

な
が
ら
も
、
国
民
の
食
文
化
を
守
る
た
め

に
様
々
な
制
限
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
利
用
せ
ず
荒
廃
農
地
と
な

っ
て
い
る
農
地
は
、
効
率
的
に
利
用
し
た

い
と
考
え
て
い
る
農
家
や
、
自
給
的
耕
作

者
の
方
へ
積
極
的
に
お
貸
し
出
し
下
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

ま
た
、
内
地
で
は
、
農
地
を
お
持
ち
の
方

が
農
地
を
開
墾
し
貸
し
出
さ
れ
ま
す
が
、

島
で
は
耕
作
す
る
方
が
、
開
墾
か
ら
行
っ

て
い
ま
す
。
財
産
で
あ
る
農
地
を
貸
し
て

下
さ
る
所
有
者
の
方
の
気
持
ち
は
重
々
承

知
の
上
で
、
荒
廃
し
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
農
地
を
、
多
大
な
費

用
を
掛
け
キ
レ
イ
に
し
、
管
理
し
て
下
さ

る
耕
作
者
の
方
へ
の
ご
理
解
も
併
せ
て
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
協

力
と
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。 

専
業
農
家
の
方
に
限
ら
ず
、た
く
さ
ん
の

方
が
、
新
島
の
畑
を
耕
作
さ
れ
て
い
ま
す
。

畑
を
大
事
に
使
っ
て
い
た
だ
き
、
農
業
委

員
会
と
し
て
は
と
て
も
有
り
難
い
の
で
す

が
、
畑
は
、「
農
地
法
」
で
守
ら
れ
て
お
り
、

貸
借
す
る
際
に
は
契
約
が
必
要
で
す
。 

法
律
上
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
口
頭
で

の
貸
し
借
り
は
、
多
く
の
ト
ラ
ブ
ル
を
招

く
た
め
、
当
委
員
会
に
も
た
く
さ
ん
の
ご

相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

お
手
続
き
は
難
し
く
な
い
の
で
、
契
約

を
結
ば
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
新
島
村
農

業
委
員
会
（
５-
０
２
８
４
）
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

農
地
貸
借
の
契
約
を
結
び
、
整
備
が
行

わ
れ
た
大
原
の
農
地
の
ご
紹
介
。
左
の
写

真
は
、
今
年
、
島
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
を
栽
培
し
、

収
穫
を
終
え
た
後
の
畑
で
す
。
奥
の
方
は
、

今
年
、
伐
採
・
抜
根
さ
れ
た
農
地
で
、
徐
々

に
規
模
を
拡
大
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、

来
年
は
生
産
量
の
増
加
が
見
込
め
ま
す
。 

島
内
、
島
外
問
わ
ず
長
年
愛
さ
れ
て
い

る
、
お
い
し
い
島
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
楽
し
み
で

す
ね
。（
岩
永
和
徳
） 
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農
地
を
お
持
ち
の
方
へ 



明
日
葉
栽
培
を
始
め
て
丸
５
年
、
リ
ス
ク
の

多
い
直
播
き
栽
培
を
一
切
や
め
、
普
及
員
の
先

生
の
指
導
の
元
、
昨
年
か
ら
少
し
ず
つ
試
し
て

い
た
育
苗
、
移
植
に
よ
る
栽
培
方
法
を
進
め
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
確
実
な
芽
出
し
と
収
穫
量

の
確
保
、
労
働
力
の
軽
減
が
目
的
で
す
。 

昨
年
十
二
月
末
、
ハ
ウ
ス
の
一
部
を
お
借
り

し
て
育
苗
ト
レ
ー
を
利
用
し
、
約
２
反
（
２
千

㎡
）
分
の
苗
の
育
成
か
ら
始
め
ま
し
た
。 

 

元
々
、
発
芽
ま
で
に
最
低
二
十
日
を
必
要
と

し
、
遅
い
も
の
は
四
十
日
も
の
日
数
が
か
か
る

明
日
葉
。
そ
の
間
は
乾
燥
が
一
番
の
敵
で
す
が
、

逆
に
水
浸
し
の
状
態
も
カ
ビ
の
蔓
延
な
ど
で

種
が
腐
っ
て
し
ま
う
た
め
、
程
よ
い
水
分
量
を

保
つ
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。
発
芽
に

適
し
た
温
度
、
日
長
時
間
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

採
種
し
た
時
の
天
候
や
種
の
成
熟
度
に
も
よ

り
、
発
芽
率
は
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
。 

 

今
年
は
無
事
発
芽
（
昨
年
、
露
地
撒
き
は
全

滅
！
）。
発
芽
確
認
後
は
た
っ
ぷ
り
潅
水
・
・
・

と
思
い
き
や
、
小
さ
な
双
葉
が
出
揃
っ
た
頃
か

ら
苗
が
バ
タ
バ
タ
と
倒
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
加

水
に
よ
る
根
腐
れ
と
思
わ
れ
た
の
で
慌
て
て

水
を
切
り
、
若
干
乾
燥
気
味
に
育
て
る
こ
と
が

良
い
と
判
断
、
そ
の
後
は
落
ち
着
き
ま
し
た
。

 

ハ
ウ
ス
内
は
温
度
が
か
な
り
上
が
る
の
で
、

蒸
れ
を
防
ぐ
た
め
換
気
も
必
要
。
幼
い
苗
は
と

て
も
弱
く
、
そ
の
姿
か
ら
あ
の
太
く
が
っ
し
り

し
た
明
日
葉
を
想
像
出
来
な
い
ほ
ど
で
す
。 

そ
こ
ら
中
に
生
え
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち

な
明
日
葉
。
道
端
で
過
酷
な
環
境
（
霜
、
大
雨
、

日
照
、
強
風
、
害
虫
）
に
耐
え
生
き
残
っ
て
い

る
の
は
本
当
に
凄
い
こ
と
。
多
く
の
種
を
実
ら

せ
る
理
由
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

 

明
日
葉
を
摘
み
取
る
際
は
、
次
の
新
芽
が
出

て
く
る
茎
の
下
の
部
分
を
残
し
、
更
に
外
葉
２

枚
を
残
し
た
状
態
で
摘
む
こ
と
を
お
勧
め
し

ま
す
。
１
つ
の
株
か
ら
、
で
き
る
だ
け
長
く
摘

み
取
る
一
番
の
方
法
で
す
。（
天
野
律
子
） 

現
在
、
宮
塚
山
の
テ
レ
ビ
塔
南
側
は
、
シ
カ

の
足
跡
な
ど
の
痕
跡
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
相
当

数
の
シ
カ
が
生
息
し
て
い
ま
す
。 

 

テ
レ
ビ
塔
北
側
山
奥
に
罠
を
仕
掛
け
て
あ

る
た
め
、
南
側
に
移
動
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

 

 

昔
は
道
路
や
畑
の
中
で
も
頻
繁
に
見
か
け

た
シ
カ
で
す
が
、
罠
捕
獲
の
成
果
も
あ
り
、
今

は
山
奥
に
逃
げ
込
み
、
罠
を
仕
掛
け
る
場
所
も

徐
々
に
難
し
い
場
所
へ
と
移
っ
て
き
ま
し
た
。

 

今
後
は
、
テ
レ
ビ
塔
の
南
側
も
含
め
、
山
奥

に
も
も
っ
と
罠
を
設
置
す
る
こ
と
で
捕
獲
力

を
強
化
し
、
引
き
続
き
シ
カ
の
根
絶
に
向
け
努

力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

シ
カ
に
関
す
る
情
報
は
ど
ん
な
に
小
さ
い

こ
と
で
も
有
力
で
す
。
些
細
な
こ
と
で
も
構
わ

な
い
の
で
、
パ
ト
ロ
ー
ル
中
の
有
害
鳥
獣
防
除

員
に
お
声
掛
け
い
た
だ
く
か
、
新
島
村
役
場
の

産
業
観
光
課
農
林
係
（
５-

０
２
８
４
）
ま
で
ご

連
絡
下
さ
い
。（
宮
川
勉
） 

足跡（宮塚山） 

斜面を登る足跡（獣道） 


