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「
報
徳
社
」
と
い
う
組
織
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
二
宮
尊
徳
の
訓
え
を
伝
え
、
実
践
す
る
た

め
、
１
８
７
５
年
に
静
岡
県
掛
川
市
で
設
立
さ
れ
、
い
ま
で
は
全
国
各
地
に
住
民
主
体
で
運

営
す
る
支
部
が
存
在
す
る
。
今
回
の
主
人
公
は
、
そ
の
支
部
の
一
つ
で
あ
る
杉
山
報
徳
社
（
静

岡
市
清
水
区
）
の
青
木
悟
だ
。
柑
橘
を
中
心
に
経
営
す
る
一
方
で
、
そ
の
利
益
を
社
会
に
還

元
す
る
取
り
組
み
を
し
て
い
る
。�

文
・
撮
影
／
窪
田
新
之
助
、
写
真
提
供
／
青
木
農
園

２
０
１
８
年
３
月
某
日
、
筆
者
は
東
京

農
業
大
学
（
以
下
、
農
大
）
が
神
奈
川
県

厚
木
市
に
あ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
し
た

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
傍
聴
し
て
い
た
。
そ
の

内
容
は
本
稿
と
は
関
係
が
な
い
の
で
さ
て

お
く
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
中
に

印
象
的
だ
っ
た
出
来
事
が
あ
る
。そ
れ
は
、

登
壇
者
の
教
員
が
農
大
に
よ
る
東
日
本
大

震
災
の
復
興
の
支
援
を
振
り
返
っ
た
と
き

の
こ
と
だ
。
農
大
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
当
た
る
教

育
後
援
会
の
会
長
と
し
て
そ
れ
に
携
わ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
、
突
如
、
筆
者
の
横
に

座
っ
て
い
た
Ｏ
Ｂ
の
名
前
を
呼
ん
だ
。
そ

の
男
性
が
住
ん
で
い
る
静
岡
市
清
水
区
杉

山
に
は
「
ホ
ウ
ト
ク
シ
ャ
」
が
存
在
す
る

こ
と
に
触
れ
た
う
え
で
、
復
興
の
支
援
に

向
か
う
バ
ス
の
中
で
彼
が
語
っ
た
と
い
う

こ
ん
な
逸
話
を
紹
介
し
た
。

「
あ
れ
は
往
き
の
バ
ス
の
中
だ
っ
た
か
。�

『
我
が
家
は
１
０
０
０
万
円
の
も
う
け
が�

あ
れ
ば
生
活
で
き
る
。
で
も
そ
れ
だ
け
で

は
駄
目
で
、
１
２
０
０
万
円
の
目
標
を
持
っ

て
農
作
物
を
つ
く
っ
て
い
る
。
１
２
０
０
万

円
も
う
け
た
う
ち
、
２
０
０
万
円
は
社
会

に
役
立
て
よ
う
。
そ
れ
が
ホ
ウ
ト
ク
の
訓

え
だ
』
と
」

仕
事
柄
多
く
の
農
業
経
営
者
に
会
っ
て

き
た
が
、
社
会
に
寄
付
す
る
こ
と
を
前
提

に
売
上
目
標
を
決
め
て
い
る
と
聞
く
の
は

初
め
て
だ
っ
た
た
め
、
新
鮮
な
驚
き
を
受

け
た
。「
ホ
ウ
ト
ク
シ
ャ
」と
は「
報
徳
社
」

だ
ろ
う
が
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
活
動
を
し

て
い
る
の
か
。気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。

そ
こ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
終
わ
っ
た

後
、横
の
男
性
に
す
ぐ
さ
ま
声
を
か
け
た
。

そ
れ
が
青
木
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
遠
か
ら

ぬ
う
ち
に
杉
山
で
会
う
約
束
を
し
た
。

燃
料
革
命
で
柑
橘
と
タ
ケ
ノ
コ
、 

茶
へ
転
換

し
ば
ら
く
し
て
訪
ね
た
杉
山
は
、
静
岡

市
清
水
区
の
清
水
い
は
ら
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
か
ら
車
で
数
分
の
山
間
の
集
落
だ
っ

た
。
集
落
を
縫
っ
て
走
る
川
は
、
前
夜
か

ら
の
大
雨
で
水
か
さ
を
増
し
、
濁
流
と
化

し
て
い
る
。
そ
れ
を
横
目
に
奥
へ
走
っ
て

い
く
と
、
途
中
で
外
壁
に
「
報
徳
社
」
と

書
か
れ
た
二
階
建
て
の
建
物
を
見
つ
け

た
。
さ
ら
に
行
く
と
小
高
い
場
所
に
旧
校

舎
を
残
し
た
ま
ま
の
夜
間
学
校
の
跡
地
が

あ
り
、
道
沿
い
に
は
薪
を
背
負
い
な
が
ら

読
書
す
る
二
宮
金
治
郎
像
が
立
っ
て
い

る
。
車
か
ら
降
り
て
煙
っ
て
い
る
山
を
見

渡
す
と
、
柑
橘
園
と
竹
林
、
茶
畑
が
点
在

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

や
が
て
到
着
し
た
青
木
家
の
玄
関
脇
で

は
、
青
木
が
ち
ょ
う
ど
タ
ケ
ノ
コ
を
塩
漬

け
し
て
い
る
最
中
だ
っ
た
。
ゆ
で
た
て
の

か
な
り
大
き
な
タ
ケ
ノ
コ
を
縦
に
真
っ
二

つ
に
切
り
、
そ
れ
を
重
ね
て
樽
に
入
れ
、

重
し
を
載
せ
る
と
い
う
作
業
を
繰
り
返
し

て
い
た
。

代
々
農
家
の
青
木
家
は
立
派
な
日
本
邸

宅
だ
。
家
の
目
前
に
あ
る
高
台
の
墓
所
に

は
、
ち
ょ
っ
と
見
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
大

き
な
墓
石
が
鎮
座
し
て
い
る
。
聞
け
ば
、

こ
の
地
で
４
０
０
年
以
上
続
く
旧
名
主
だ

と
い
う
。
家
の
歴
史
は
お
そ
ら
く
も
っ
と

古
い
そ
う
だ
が
、
過
去
帳
を
預
か
っ
て

い
た
寺
が
４
０
０
年
前
に
焼
け
て
し
ま

い
、
そ
れ
以
上
さ
か
の
ぼ
る
手
立
て
が
な

い
。
居
間
に
入
る
と
先
祖
夫
婦
の
写
真
が

飾
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
家
を
建
て
た
11
代

目
の
平
右
衛
門
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
現

在
は
青
木
の
父
で
あ
る
14
代
目
の
文
次
郎

（
86
）
が
家
主
で
あ
る
。

農
家
と
し
て
の
経
営
面
積
は
７
ha
と
、

果
樹
を
中
心
と
し
た
経
営
で
は
か
な
り
大

き
い
。
こ
の
う
ち
６
・
５
ha
は
柑
橘
類
で
、

50
ａ
は
茶
葉
。
ほ
か
に
山
林
で
タ
ケ
ノ
コ

を
育
て
る
ほ
か
、
畑
の
畦
や
山
の
斜
面
を

使
っ
て
フ
キ
が
生
え
る
環
境
も
整
え
て
い

る
。そ
う
し
た
農
産
物
で
加
工
品
も
作
る
。

杉
山
で
は
各
農
家
の
品
目
構
成
は
フ
キ
を

青木農園

青木 悟　静岡県静岡市
1957年、静岡県清水市（現・静岡市清水区）杉山生まれ。東京農業大学農学部農学科卒業後、
家業に入る。同大教育後援会学校法人東京農業大学連合後援会会長（現在は顧問）などを歴任。
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を
片
平
は
説
い
て
い
っ
た
ん
で
す
」

青
年
た
ち
は
日
々
そ
の
訓
え
を
支
え
と

し
て
将
来
に
期
待
し
な
が
ら
、
山
を
切
り

開
い
て
開
墾
し
、柑
橘
を
植
え
て
い
っ
た
。

機
械
も
な
い
時
代
の
そ
の
苦
労
は
想
像
に

余
り
あ
る
。
そ
の
か
い
あ
っ
て
、
杉
山
で

は
昭
和
の
初
期
に
も
な
る
と
、
農
家
の
年

商
が
現
在
の
貨
幣
価
値
で
４
０
０
０
万
円

除
け
ば
お
お
む
ね
同
じ
で
、
青
木
は
「
こ

れ
に
は
歴
史
が
あ
る
ん
だ
よ
」
と
語
る
。

江
戸
時
代
に
こ
の
山
間
の
集
落
は
毒ど
く

荏え

の
栽
培
で
栄
え
た
。
こ
れ
は
ト
ウ
ダ
イ
グ

サ
科
の
落
葉
高
木
で
、
別
名
は
ア
ブ
ラ
ギ

リ
。そ
の
名
の
通
り
種
子
か
ら
油
が
取
れ
、

灯
火
に
用
い
ら
れ
た
。
た
だ
、
い
ま
地
区

に
残
る
毒
荏
は
わ
ず
か
１
本
。
先
に
触
れ

た
二
宮
金
治
郎
像
の
そ
ば
に
立
っ
て
い
る

記
念
樹
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治

時
代
に
入
っ
て
石
油
燃
料
が
普
及
し
た
た

め
だ
。

「
毒
荏
の
実
が
売
れ
な
く
な
っ
て
、
こ
の

地
区
は
大
変
困
窮
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ

を
救
っ
た
の
が
ミ
カ
ン
で
し
た
。
片
平
信

明
が
和
歌
山
か
ら
ミ
カ
ン
の
苗
木
を
導
入

し
、
こ
の
地
に
広
め
て
い
っ
た
ん
で
す
」

名
主
の
片
平
は
毒
荏
の
油
問
屋
だ
っ

た
。
そ
し
て
、１
８
７
７
年
（
明
治
９
年
）

に
杉
山
報
徳
社
を
設
立
し
、
村
人
に
人
の

和
を
説
き
、
一
致
団
結
し
て
貧
窮
か
ら
脱

す
る
こ
と
を
け
ん
引
し
て
い
っ
た
。
ミ
カ

ン
と
合
わ
せ
、
商
品
作
物
と
し
て
茶
と
タ

ケ
ノ
コ
も
普
及
す
る
。

「
村
人
た
ち
は
日
当
た
り
の
い
い
場
所
に

ミ
カ
ン
を
、
冷
気
の
た
ま
る
沢
筋
や
風
が

吹
き
抜
け
る
山
の
頂
に
茶
を
、
傾
斜
地
に

は
竹
を
植
え
て
い
っ
た
。
こ
こ
は
山
間
地

で
す
か
ら
、
土
地
の
利
用
と
労
力
の
分
配

を
踏
ま
え
て
効
率
的
な
品
目
の
配
分
を
考

え
た
ん
で
す
」

そ
う
語
る
青
木
が
運
転
す
る
軽
ト
ラ
ッ

ク
で
山
を
登
り
、
当
時
の
名
残

を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
山
の
頂

近
く
で
車
か
ら
降
り
、
木
々
が

う
っ
そ
う
と
生
い
茂
っ
た
斜

面
に
目
を
凝
ら
す
と
、
薄
暗
い

中
に
苔
が
付
い
た
石
垣
の
姿

を
確
認
で
き
る
。
ま
さ
に
天
に

届
く
ま
で
開
墾
し
て
い
っ
た

わ
け
だ
。

報
徳
思
想
を
受
け
た 

村
の
復
興

そ
の
石
垣
を
眺
め
な
が
ら
、

青
木
は
「
こ
れ
こ
そ
報
徳
思
想

な
ん
で
す
」
と
い
う
。
報
徳
思

想
と
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
経

世
家
、
農
政
家
で
あ
る
二
宮
尊

徳
の
経
済
と
道
徳
に
関
す
る

訓
え
。
そ
の
思
想
は
「
至し

誠せ
い

・

勤き
ん

労ろ
う

・
分ぶ
ん

度ど

・
推す
い

譲じ
ょ
う

」
と
い
う

報
徳
四
訓
に
代
表
さ
れ
る
。
至

誠
と
は
、
自
他
と
も
に
誠
実
を

貫
く
こ
と
で
、
報
徳
思
想
の
基

本
で
あ
る
。
勤
労
と
は
至
誠

の
状
態
で
日
常
生
活
に
励
む
こ
と
と
同
時

に
、知
恵
を
働
か
せ
て
労
働
を
合
理
化
し
、

社
会
に
役
立
つ
成
果
を
生
み
出
す
こ
と
。

分
度
と
は
勤
労
に
よ
り
一
定
の
余
剰
を
残

し
な
が
ら
生
活
す
る
こ
と
。
推
譲
と
は
そ

の
余
剰
を
他
者
に
譲
る
こ
と
。

杉
山
報
徳
社
を
設
立
し
た
片
山
は
、
自

宅
納
屋
の
２
階
で
夜
学
校
を
開
き
、
青
年

た
ち
に
報
徳
思
想
を
広
め
て
い
っ
た
。
青

木
は
語
る
。

「
そ
れ
ま
で
は
ば
く
ち
な
ん
か
す
る
人
が

い
て
、稼
い
で
も
生
活
が
潤
わ
な
か
っ
た
。

金
の
使
い
方
が
駄
目
だ
と
豊
か
に
な
れ
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
、
一
生
懸
命
真
面
目

に
誠
実
に
働
い
て
い
こ
う
と
。
み
ん
な
で

頑
張
り
、
村
を
挙
げ
て
豊
か
に
な
る
こ
と

杉山地区の中心地に今も残る杉山青年夜学校。入口には二宮金治郎像が立つ。
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持
っ
て
き
て
、
ハ
ン
ド
ル
式
の
噴
霧
器
は

外
に
向
け
て
ワ
イ
ヤ
ー
で
吊
り
下
げ
る
。

園
内
道
を
直
進
し
な
が
ら
、
片
方
の
手
に

噴
霧
器
を
握
っ
て
果
樹
に
薬
液
を
散
布
し

て
い
く
。
散
布
す
る
の
が
樹
の
外
部
か
内

部
か
で
噴
霧
圧
を
変
え
る
。
樹
と
樹
の
間

も
闇
雲
に
薬
液
を
散
布
し
て
し
ま
う
ブ
ー

ム
ス
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
違
い
、
こ
の
方
式
な

ら
狙
っ
た
樹
だ
け
を
狙
い
撃
ち
に
で
き
る

の
で
農
薬
の
節
減
に
な
る
。

青
木
は
資
源
の
有
効
活
用
に
は
敏
感

で
、
た
と
え
ば
除
草
剤
の
散
布
機
は
知
人

か
ら
譲
り
受
け
た
中
古
の
ト
ラ
ク
タ
ー
を

改
造
し
た
も
の
。
前
部
に
は
散
布
ノ
ズ
ル

を
、
後
部
に
は
設
置
し
た
箱
に
タ
ン
ク
と

ポ
ン
プ
を
取
り
付
け
た
。

柑
橘
類
の
Ｂ
品
を
詰
め
る
の
は
、
と
あ

る
メ
ー
カ
ー
か
ら
不
要
に
な
っ
た
か
ら
と

無
償
で
譲
り
受
け
た
新
品
の
段
ボ
ー
ル
。

ま
た
、
カ
ツ
オ
節
の
加
工
で
産
廃
と
な
る

炭
は
畑
に
ま
く
た
め
無
償
で
も
ら
っ
て
い

る
。
そ
の
炭
を
入
れ
る
袋
は
30
㎏
入
る
米

袋
。
青
木
の
妹
が
山
梨
の
酒
造
会
社
に
嫁

入
り
し
た
関
係
で
こ
れ
ま
た
無
償
で
手
に

入
る
の
だ
。
園
地
に
は
格
安
の
堆
肥
も
入

れ
て
い
る
。
地
域
の
産
廃
業
者
が
家
畜
ふ

ほ
ど
に
達
し
た
と
い
う
。

杉
山
報
徳
社
の
活
動
は
、
住
民
か
ら
の

会
費
に
加
え
、
事
業
収
入
で
ま
か
な
っ
て

き
た
。
山
林
を
買
い
取
り
、
木
を
伐
採
し

て
薪
に
し
、
そ
れ
を
売
っ
て
基
金
を
設
け

た
。
畑
を
大
き
く
し
た
り
、
子
ど
も
を
大

学
に
出
し
た
り
な
ど
、
大
金
が
入
用
な
人

が
い
れ
ば
、
返
済
能
力
を
審
査
し
た
う
え

で
、
そ
こ
か
ら
金
を
貸
し
た
。
ほ
か
に
道

の
舗
装
や
共
同
で
使
う
農
業
資
材
の
購
入

に
当
て
て
い
る
。

報
徳
四
訓
で
大
事
な
の
は
バ
ラ
ン
ス

報
徳
四
訓
に
関
し
て
、
青
木
は
個
人
が

生
き
る
う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ラ
ン
ス
が

取
れ
て
い
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
。

「
至
誠
、
勤
労
、
分
度
、
推
譲
の
四
つ
の

バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
大
切
。
い
ず
れ

が
多
す
ぎ
て
も
、
い
ず
れ
が
不
足
し
て
も

駄
目
。
こ
れ
は
自
分
の
行
動
を
映
し
出
す

鏡
に
も
な
っ
て
い
て
、
物
事
が
う
ま
く
い

か
な
い
と
き
は
だ
い
た
い
ど
れ
か
が
欠
け

て
い
る
」

で
は
、
青
木
は
報
徳
四
訓
に
基
づ
き
ど

ん
な
仕
事
や
活
動
を
し
て
い
る
の
か
。
至

誠
に
関
し
て
は
全
体
に
通
じ
て
い
る
こ
と

な
の
で
、
勤
労
か
ら
始
め
て
い
く
。

農
業
経
営
で
は
造
成
事
業
で
で
き
た
畑

の
う
ち
約
４
ha
を
取
得
し
、
４
年
前
に
柑

橘
を
植
え
た
。
園
内
道
を
整
備
し
、
機
械

に
よ
る
効
率
化
を
進
め
て
い
る
。

農
薬
の
散
布
に
使
う
の
は
ブ
ー
ム
ス
プ

レ
ー
ヤ
ー
で
は
な
く
、

フ
ル
ク
ロ
ー
ラ
ー
式

の
小
型
ダ
ン
プ
。
荷

台
に
薬
液
タ
ン
ク
を

載
せ
、
そ
こ
か
ら
運

転
席
に
チ
ュ
ー
ブ
を

上：トラクターを改造して農薬が散布できるようにした。中：フルクローラー
式の小型ダンプ。狙った箇所に農薬を散布する。下：山から切り出した木。
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で
あ
る
。
か
つ
て
は
す
べ
て
農
協
に
出
荷

し
て
い
た
が
、
１
９
７
０
年
代
に
ミ
カ
ン

が
暴
落
し
た
経
験
か
ら
、
リ
ス
ク
分
散
を

図
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
は
ポ
ン
カ
ン

を
商
品
化
。
さ
ら
に
「
ほ
か
に
何
か
な
い

の
」
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
増
え
、
茶
葉
や

フ
キ
も
直
接
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

要
は
青
木
家
の
フ
ァ
ン
が
増
え
て
い
っ
た

の
だ
。
ま
さ
に
「
勤
労
」
と
「
分
度
」
の

成
果
で
あ
る
。

続
け
て
「
推
譲
」
に
つ
い
て
。
青
木
が

軽
ト
ラ
ッ
ク
で
最
後
に
案
内
し
て
く
れ
た

の
は
、
富
士
山
が
眼
前
に
あ
る
大
峰
山
の

頂
に
あ
る
茶
畑
。
そ
の
端
に
あ
る
１
枚
は

る
。
と
い
う
か
青
木
の
畑
や
園
地
で
は
空

い
た
場
所
な
ら
ど
こ
に
で
も
フ
キ
が
生
え

て
い
る
。
も
と
も
と
フ
キ
が
生
え
て
い
る

と
こ
ろ
に
は
あ
え
て
除
草
剤
を
ま
か
な

い
。収
穫
し
て
佃
煮
と
し
て
売
る
た
め
だ
。

全
品
目
の
販
売
量
の
３
割
は
農
協
出
荷

で
、
残
り
７
割
は
個
人
客
へ
の
直
接
販
売

ん
尿
や
高
速
道
路
の
の
り
面
の
雑
草
な
ど

か
ら
つ
く
っ
た
も
の
だ
。
造
成
し
た
園
地

で
は
他
の
農
家
を
含
め
一
斉
に
同
じ
品
種

を
植
え
た
が
、
青
木
の
園
地
だ
け
す
で
に

実
を
着
け
て
い
た
。

条
件
不
利
地
で
は
付
加
価
値
を
追
求

一
方
で
傾
斜
が
き
つ
い
園
地
で
は
、
効

率
化
と
は
別
の
ス
タ
イ
ル
の
農
業
を
展
開

し
て
い
る
。
代
表
的
な
の
は
タ
ケ
ノ
コ
。

一
般
に
は
足
の
裏
で
踏
ん
で
わ
か
る
程
度

の
小
さ
な
タ
ケ
ノ
コ
が
好
ま
れ
る
が
、
青

木
に
よ
れ
ば
、
大
人
の
腰
丈
く
ら
い
ま
で

生
長
し
た
ほ
う
が
柔
ら
か
く
て
お
い
し
い

と
い
う
。
た
だ
し
、
食
べ
る
の
は
柔
ら
か

い
上
半
分
だ
け
。

「
こ
の
大
き
さ
だ
と
市
場
に
は
出
荷
で
き

な
い
け
ど
、
個
人
に
直
接
販
売
し
た
り
、
学

校
給
食
に
卸
し
た
り
し
て
い
る
。
学
校
給

食
は
サ
イ
ズ
が
大
き
い
ほ
う
が
調
理
に
は�

使
い
や
す
い
。
お
客
さ
ん
に
は
好
評
だ
ね
」

独
自
の
価
値
を
打
ち
出
す
と
い
う
点
で

は
、
樹
齢
１
２
０
年
に
な
る
甘
夏
の
樹
を

残
し
て
い
る
。
傾
斜
が
き
つ
く
作
業
が
し

に
く
い
う
え
、
果
実
は
酸
味
が
き
つ
い
の

で
伐
採
す
る
は
ず
だ
っ
た
。
そ
れ
が
樹
が

立
派
な
の
で
残
す
こ
と
に
し
た
。
何
と
か

商
品
化
で
き
な
い
か
。思
い
つ
い
た
の
は
、

そ
の
果
実
で
マ
ー
マ
レ
ー
ド
を
作
る
こ
と

だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
樹
齢
１
０
０
年
を

超
え
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。

こ
の
樹
の
周
囲
に
は
フ
キ
が
生
え
て
い

青木農園の竹林。竹はこのくらい大きく育ったものの上部のほうが柔らかくておいしいという。
収穫したタケノコは専用の釜ですぐにゆでて塩漬けにする。
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社
会
に
還
元
す
る
た
め
の
畑
だ
。

息
子
の
文
優
が
農
大
の
野
球
部
に
所
属

し
て
い
た
と
き
に
は
、
こ
こ
で
収
穫
し
た
茶

葉
は
自
費
で
製
茶
し
て
、
部
員
の
飲
料
用�

に
す
べ
て
寄
付
し
た
。
東
日
本
大
震
災
が

起
き
て
か
ら
は
被
災
地
の
支
援
に
回
し
た
。

当
時
の
青
木
は
農
大
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
。

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
復
興
支
援
の
事
業
の
一
つ
と
し

て
、
杉
山
の
農
家
か
ら
提
供
し
て
も
ら
っ

た
の
は
ミ
カ
ン
。
農
大
生
は
仮
設
住
宅
を

１
戸
ず
つ
回
っ
て
、
そ
の
ミ
カ
ン
と
一
緒

に
被
災
者
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
手
紙
を

手
渡
し
た
。
ま
た
、
地
区
の
祭
に
使
っ
て

い
た
竹
灯
籠
を
自
治
会
よ
り
提
供
し
て
も

ら
い
、
農
大
生
と
被
災
者
が
一
緒
に
キ
ャ

ン
ド
ル
ナ
イ
ト
と
し
て
灯
し
た
。
報
徳
思

想
が
息
づ
い
て
い
る
た
め
、
青
木
は
も
ち

ろ
ん
、
各
戸
と
も
当
然
と
い
っ
た
よ
う
に

自
分
で
育
て
た
農
産
物
を
無
償
で
提
供
す

る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
、
青
木
は
何
度
も

被
災
地
に
持
っ
て
い
っ
た
。

農
大
や
農
林
大
学
校
の
学
生
を
研
修
生

と
し
て
随
時
受
け
入
れ
て
い
る
の
も
推
譲

の
一
環
だ
。
自
宅
の
敷
地
内
に
隠
居
を
改

装
し
た
宿
泊
施
設
を
用
意
、
そ
こ
で
研
修

生
が
一
緒
に
生
活
す
る
。
学
生
が
来
る

き
っ
か
け
は
教
員
か
ら
の
依
頼
が
少
な
く

な
い
。
他
人
と
意
思
疎
通
が
取
れ
な
い
、

つ
も
り
で
来
る
の
か
、
い
つ
か
ら
来
る
の

か
、
僕
に
直
接
電
話
を
か
け
る
よ
う
に

と
。
自
分
の
口
で
説
明
し
な
き
ゃ
駄
目
で

す
よ
」

こ
う
や
っ
て
受
け
入
れ
た
学
生
は

１
５
０
人
に
及
ぶ
。
青
木
に
と
っ
て
は
労

力
と
し
て
も
ち
ろ
ん
助
か
る
。
た
だ
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。

「
学
生
が
う
ち
で
の
暮
ら
し
と
仕
事
を
通

し
て
、
変
わ
る
き
っ
か
け
を
つ
か
ん
で
く

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
う
れ
し
い
」

学
生
が
研
修
後
に
送
っ
て
く
る
感
謝
の

手
紙
は
青
木
の
宝
に
な
っ
て
い
る
。

�

（
文
中
敬
称
略
）

授
業
に
出
席
し
な
い
な
ど
の
問
題
を
抱
え

る
学
生
も
預
か
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
学
生
は
農
大
の
教
員

か
ら
の
依
頼
で
前
年
も
研
修
を
受
け
入
れ

た
。
昼
夜
逆
転
の
生
活
を
直
す
の
が
目
的

で
、研
修
中
は
克
服
し
た
か
に
見
え
た
が
、

研
修
後
は
や
は
り
元
に
戻
っ
て
し
ま
っ

た
。
だ
か
ら
、
再
度
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い

と
い
う
の
だ
。
二
度
も
受
け
入
れ
る
な
ん

て
い
か
に
も
優
し
い
よ
う
だ
が
、
そ
こ
は

厳
し
く
接
す
る
の
が
青
木
だ
。

「
先
生
か
ら
電
話
で
直
接
依
頼
が
来
た
と

き
に
、
そ
の
子
か
ら
僕
に
電
話
を
よ
こ
し

て
ほ
し
い
と
言
っ
た
ん
で
す
。
ど
う
い
う

茶の定植、収穫風景とタケノコの加工。
茶は販売するほか、過去には被災地に支援物資として送ったこともある。

樹齢120年の甘夏の樹とその実を加工したマーマレード。


