
里
に
は
、
今
で
も
そ
う
し
た
水
飲
み
場

が
残
っ
て
い
ま
す
。
先
輩
か
ら
の
又
聞

き
で
す
け
れ
ど
。

広
大
な
敷
地
を
利
用
す
る

昔
は
大
半
が
牛
飼
い
だ
っ
た
の
に
、

今
は
集
落
３
７
０
戸
中
、
畜
産
農
家
は

５
戸
だ
け
。

と
い
う
こ
と
は
、
あ
の
草
原
は
も
う

維
持
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
、
熊
本
の

人
た
ち
の
水
源
と
し
て
あ
の
草
原
を
守

っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
阿
蘇
の

暮
ら
し
や
畜
産
が
、
結
果
と
し
て
水
源

を
守
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

ス
ト
レ
ー
ト
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

採
算
に
合
う
価
格
で
な
く
な
れ
ば
廃
業

す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
３
７
０

戸
中
、
５
戸
と
い
っ
た
ら
、
統
計
学
上

は
誤
差
の
範
囲
で
す
か
ら
ね
。
も
う
畜

産
農
家
は
な
い
、
と
言
っ
て
も
い
い
ぐ

ら
い
の
数
で
す
。

し
か
し
、
う
ち
の
集
落
が
管
理
し
て

い
る
草
原
が
２
６
０
ha
（
東
京
ド
ー
ム

55
・
６
個
分
）
と
い
い
ま
す
か
ら
、
か

な
り
広
い
。
こ
れ
だ
け
の
面
積
が
あ
る

と
、
畜
産
で
な
い
と
維
持
で
き
な
い
で

し
ょ
う
。
全
部
を
ゴ
ル
フ
場
に
す
る
わ

け
に
も
い
か
な
い
ぐ
ら
い
広
い
。
散
策

コ
ー
ス
に
し
て
も
広
す
ぎ
ま
す
よ
ね
。

所
有
権
と
利
用
権

所
有
者
は
個
人
だ
っ
た
り
百
何
十
名
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の
集
団
で
あ
っ
た
り
市
役
所
だ
っ
た
り

す
る
の
で
す
が
、
利
活
用
は
主
に
入
会

権
で
す
。

入
会
権
の
前
書
き
に
は
、
草
原
利
用

は
「
採
草
放
牧
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
牛
に
ま
つ
わ
る
場
所
だ
、

と
規
定
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
、

も
う
採
草
も
放
牧
も
し
な
い
人
が
圧
倒

的
に
多
い
中
で
は
、
そ
の
入
会
権
は
ど

う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と

が
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

例
え
ば
畜
産
農
家
と
し
て
の
採
草
放

牧
は
や
め
た
け
れ
ど
、
そ
の
集
落
の
利

益
を
得
る
た
め
に
ゴ
ル
フ
場
に
貸
し
た

場
合
は
、
入
会
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
拡
大
解
釈
で
す
ね
。

こ
う
い
う
と
き
に
は
、
金
が
発
生
す

る
か
ら
取
り
決
め
が
厳
し
い
ん
で
す
。

例
え
ば
、
ゴ
ル
フ
場
が
１
０
０
万
円
払

っ
た
場
合
、
所
有
者
の
市
は
５
万
円
、

入
会
権
者
の
集
落
が
95
万
円
を
取
り
ま

す
。
こ
の
先
、
こ
う
い
う
こ
と
は
ど
ん

ど
ん
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
ね
。

入
会
権
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
れ
、

権
利
を
主
張
す
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
な

り
の
義
務
が
あ
る
。
草
原
を
維
持
・
管

理
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
象

徴
的
な
行
事
が
野
焼
き
で
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
平
安
時
代
か
ら
行

な
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
。
し
か
し

今
、
継
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

集
落
に
よ
っ
て
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
増
え
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
自
体
を
否
定
す
る
つ
も
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阿
蘇
の
草
原
と
赤
牛
の
意
味

環
境
省
が
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）
に

行
な
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
観
光
客

は
阿
蘇
の
魅
力
に
つ
い
て
「
草
原
が
広

が
る
風
景
」
77
％
、「
山
の
連
な
り
や
カ

ル
デ
ラ
の
風
景
」
50
％
、「
牛
馬
の
い
る

風
景
」
38
％
と
答
え
て
い
ま
す
。

火
山
の
噴
火
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

こ
の
草
原
は
、
年
平
均
気
温
10
℃
、
降

水
量
３
０
０
０
㎜
を
超
え
る
と
い
う
気

象
条
件
か
ら
考
え
る
と
、
度
重
な
る
火

山
灰
の
影
響
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
現

在
で
は
う
っ
そ
う
と
し
た
森
林
に
覆
わ

れ
て
い
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
10
世
紀
ご

ろ
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
約
１
０
０

０
年
も
の
間
、
広
大
な
面
積
の
草
原
が

維
持
さ
れ
て
き
た
の
は
、
人
間
の
絶
え

間
な
い
働
き
か
け
が
続
け
ら
れ
て
き
た

結
果
で
す
。

こ
こ
は
、
火
山
灰
で
覆
わ
れ
た
酸
性

土
壌
で
あ
っ
た
た
め
に
、
水
田
の
肥
料

と
し
て
大
量
の
草
や
家
畜
の
糞
が
不
可

欠
で
し
た
。
多
く
の
地
域
で
勃
発
し
た

水
争
い
で
す
が
、
阿
蘇
で
は
草
が
、
そ

れ
に
匹
敵
す
る
ぐ
ら
い
重
要
な
価
値
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の
村
が

入
り
合
っ
て
利
用
し
て
き
た
阿
蘇
の
草

原
は
、
草
が
不
足
し
た
時
期
に
は
、
利

用
権
を
巡
っ
て
度
重
な
る
領
土
争
い
が

起
こ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

阿
蘇
の
草
原
景
観
に
大
き
く
関
与
し

て
き
た
の
は
、
赤
牛
で
す
。

褐
毛
和
種
　
あ
か
げ
わ
し
ゅ

一
般
に
赤
牛
と
い
わ
れ
る
。
熊
本
系
と
高
知
系

に
分
け
ら
れ
、
い
ず
れ
も
起
源
は
韓
牛
と
い
わ

れ
て
い
る
。
現
在
の
「
く
ま
も
と
あ
か
牛
」
は

阿
蘇
、
矢
部
及
び
、
球
磨
地
方
で
飼
わ
れ
て
い

た
在
来
種
と
シ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
種
の
交
配
に
よ

り
改
良
さ
れ
た
固
有
種
で
、
１
９
４
４
年
（
昭

和
19
）
に
和
牛
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
肥
育
に

お
い
て
、
黒
毛
和
牛
は
約
５
ｔ
の
飼
料
が
必
要

な
の
に
対
し
、
赤
牛
は
約
４
ｔ
と
、
成
長
効
率

の
良
い
品
種
で
あ
る
。

赤
牛
は
、
耐
寒
・
耐
暑
性
に
優
れ
て

い
る
た
め
放
牧
に
適
し
、
性
格
が
お
と

な
し
い
の
で
群
れ
で
飼
い
や
す
い
。
ま

た
、
ダ
ニ
に
強
い
と
い
う
特
性
の
た
め

に
、
長
ら
く
阿
蘇
で
飼
い
続
け
ら
れ
て

き
た
品
種
で
す
。

戦
後
、
農
業
機
器
の
機
械
化
や
化
学

肥
料
の
導
入
で
、
耕
作
用
の
赤
牛
は
役

能
力
と
し
て
の
役
目
を
終
え
、
畜
産
用

に
飼
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
１

９
５
０
年
代
半
ば
（
昭
和
30
年
代
は
じ
め
）

か
ら
は
、
広
大
な
草
地
を
持
つ
阿
蘇
は
、

国
政
や
県
政
か
ら
も
畜
産
基
地
と
し
て

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１
９
７
０
年
代
（
昭
和
45
〜
）
に
な
る

と
、
農
家
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
転
職
し

て
兼
業
化
が
増
え
る
一
方
、
規
模
を
拡

大
す
る
畜
産
業
者
も
出
て
、
牛
の
頭
数

が
増
え
て
農
家
の
数
が
減
少
す
る
と
い

う
傾
向
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
１
９
９
１
年
（
平
成
３
）
４

月
に
輸
入
枠
が
撤
廃
さ
れ
牛
肉
の
輸
入

が
自
由
化
さ
れ
て
か
ら
は
、
国
内
の
畜

産
頭
数
は
激
減
し
ま
し
た
。
阿
蘇
も
例

外
で
は
な
く
、
既
に
畜
産
農
家
が
い
な

く
な
っ
た
地
区
も
あ
り
ま
す
。
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り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
分
県
湯
布
院

町
で
の
野
焼
き
に
よ
る
死
亡
事
故
の
よ

う
に
不
慮
の
事
故
が
起
き
た
と
き
に
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し
て
ど
う
い
う
責

任
を
取
る
ん
だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
す
。

う
ち
の
集
落
で
も
２
年
ぐ
ら
い
受
け

入
れ
た
の
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

人
た
ち
は
張
り
切
っ
て
い
る
で
し
ょ
。

そ
れ
で
本
来
先
頭
に
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
入
会
権
者
の
ほ
う
が
下
が
っ
ち

ゃ
っ
て
、
観
客
席
に
お
る
ん
で
す
よ
。

そ
れ
は
お
か
し
い
。
権
利
を
主
張
す
る

な
ら
義
務
も
ち
ゃ
ん
と
果
た
す
べ
き
じ

ゃ
な
い
か
、
と
い
っ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
受
け
入
れ
を
断
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
入
会
権
者
だ
け
で
野
焼
き

を
実
行
す
る
の
が
危
う
く
な
っ
て
い
る

集
落
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
所
に

（
財
）
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
と
い

う
団
体
が
入
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。

景
観
は
資
源
か

こ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
て
、
ず
っ
と
お

る
人
間
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
当
た
り

前
の
景
観
で
あ
っ
て
、
景
観
が
資
源
だ

と
言
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
ね
。

私
も
一
度
出
て
行
っ
た
人
間
で
す
が
、

日
常
の
暮
ら
し
の
中
で
、
こ
こ
を
資
源

と
と
ら
え
た
こ
と
は
な
い
。
自
分
た
ち

の
暮
ら
し
の
場
で
す
か
ら
。
牛
を
飼
う

た
め
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
、
強
い
関
心

を
払
っ
て
き
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
資
源

と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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景
観
維
持
の
た
め
の
野
焼
き

阿
蘇
で
有
名
な
野
焼
き
は
、
草
原
の

維
持
に
重
要
な
行
事
で
す
。

野
焼
き
を
す
る
の
は
、
春
に
な
っ
て

地
面
に
発
生
す
る
ダ
ニ
類
を
撲
滅
す
る

の
が
第
一
の
目
的
で
す
。
こ
の
ダ
ニ
類

は
牛
の
大
敵
で
、
昔
か
ら
壊
滅
を
目
指

し
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
だ
果
た
せ
て

い
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
は
、
冬
場
に
枯
れ
野
に
な

る
た
め
に
、
防
災
上
、
極
め
て
危
険
な

状
態
に
あ
る
草
原
に
意
図
的
、
計
画
的

に
火
を
入
れ
て
、
焼
き
払
う
こ
と
で
枯

れ
野
を
整
備
し
ま
す
。
放
牧
地
と
人
の

暮
ら
し
の
場
の
境
界
に
は
森
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
こ
も
燃
え
た
ら
す
ぐ
に
人
家

で
す
か
ら
、
と
て
も
危
な
い
の
で
す
。

ダ
ニ
駆
除
、
防
災
の
ほ
か
に
、
草
の

芽
吹
き
を
い
っ
せ
い
に
そ
ろ
え
る
、
と

い
う
役
割
も
あ
り
ま
す
。
枯
れ
草
の
層

が
厚
い
所
で
は
、
な
か
な
か
新
し
い
草

が
芽
吹
か
な
い
か
ら
で
す
。
観
光
の
面

か
ら
は
、「
い
っ
せ
い
に
芽
吹
い
た
美
し

い
新
緑
」
と
し
て
、
訪
れ
た
人
た
ち
に

大
変
喜
ば
れ
ま
す
。

し
か
し
、
畜
産
農
家
が
減
少
し
、
高

齢
化
す
る
中
で
、
労
力
も
技
術
も
要
求

さ
れ
る
野
焼
き
は
、
徐
々
に
行
な
わ
れ

な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
現
実
的
に
続

け
て
い
く
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
た

の
で
す
。

そ
の
た
め
、
利
用
や
手
入
れ
が
で
き

ず
に
放
置
さ
れ
、
灌
木
林
に
な
り
つ
つ

あ
る
所
、
植
林
さ
れ
た
所
な
ど
が
増
え
、

阿
蘇
全
体
の
草
原
面
積
は
明
治
期
の
３

分
の
１
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

手
入
れ
が
で
き
ず
に
放
置
さ
れ
た
森

林
の
問
題
は
、
阿
蘇
に
限
ら
ず
全
国
に

及
ん
で
い
ま
す
。
一
般
的
に
は
、
最
低

限
の
手
入
れ
を
し
て
密
植
し
た
林
地
に

空
き
地
を
つ
く
っ
て
光
を
入
れ
、
自
然

の
植
生
に
戻
し
て
い
く
整
備
を
す
る
、

と
い
う
対
応
策
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

阿
蘇
に
住
む
人
に
と
っ
て
の
「
生
活
の

場
」
は
、
訪
れ
る
人
に
と
っ
て
「
景
観

資
源
」
と
見
な
さ
れ
る
の
で
、
放
置
し

て
自
然
林
に
戻
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
、

と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
国
立
公
園
の
管
理
を
担
当
す

る
環
境
省
は
、
１
９
９
６
年
（
平
成
８
）

か
ら
景
観
を
守
る
た
め
の
積
極
的
な
保

全
策
を
打
ち
出
し
て
い
く
よ
う
に
な
り

ま
す
。

そ
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
草
原
景
観

を
維
持
し
て
き
た
農
業
・
畜
産
業
と
両

立
さ
せ
る
た
め
の
試
み
、
例
え
ば
輪
地

切
り
（
延
焼
を
防
ぐ
た
め
の
防
火
帯
づ
く
り
）

労
力
削
減
の
た
め
の
設
備
、
技
術
の
開

発
実
験
や
、
赤
牛
産
直
活
動
の
支
援
、

草
原
再
生
を
活
用
し
た
観
光
・
環
境
教

育
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

景
観
資
源
の
保
全
の
た
め
に
、
環
境

省
が
こ
こ
ま
で
や
る
と
い
う
こ
と
は
、

普
通
に
考
え
る
と
不
思
議
な
気
が
し
ま

す
。し

か
し
、
阿
蘇
の
草
原
が
地
域
資
源

と
し
て
利
用
・
管
理
さ
れ
て
き
た
結
果

と
し
て
つ
く
り
出
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て

き
た
経
緯
を
考
え
る
と
、
保
全
す
べ
き

景
観
の
中
に
は
放
牧
や
採
草
、
野
焼
き

と
い
っ
た
「
人
間
の
営
み
」
が
含
ま
れ

る
の
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い

え
ま
す
。

誰
が
守
っ
て
い
く
の
か

民
間
レ
ベ
ル
で
は
、
牛
肉
輸
入
自
由
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た
だ
、
財
産
と
い
う
意
識
は
、
ど
こ

か
に
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
関
心
は

薄
れ
る
け
れ
ど
、
完
全
に
無
関
心
に
な

る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
都

会
の
人
と
か
、
他
人
が
自
由
に
し
よ
う

と
す
る
と
気
に
な
る
は
ず
で
す
。

他
所
か
ら
の
人
が
別
荘
を
建
て
る
こ

と
な
ん
か
は
、
冷
や
や
か
に
見
て
い
ま

す
ね
。
自
分
が
生
産
年
齢
と
し
て
ピ
ー

ク
に
い
る
と
き
に
は
都
会
に
い
て
、
そ

こ
で
税
金
を
納
め
て
お
い
て
、
引
退
し

た
ら
こ
っ
ち
に
暮
ら
す
、
と
い
う
よ
う

な
こ
と
に
は
、
感
情
論
と
し
て
で
す
が
、

違
和
感
を
覚
え
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
実
際
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
例
え
ば
集
落
で
つ
く
っ
て
維
持
し

て
い
る
水
道
を
別
荘
の
人
に
分
け
る
か

ど
う
か
。
自
分
で
買
っ
た
土
地
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
挨
拶
も
な
し
に

家
を
建
て
て
住
む
よ
う
な
場
合
に
、
水

を
や
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
出
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
そ
の
人
は

「
田
舎
の
人
と
い
う
の
は
な
ん
て
閉
鎖

的
だ
ろ
う
」
と
思
う
で
し
ょ
う
が
、
そ

こ
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
問
題
に
な
り
ま

す
も
の
ね
。

で
も
、
こ
れ
だ
と
永
遠
に
平
行
線
。

村
の
封
建
制
と
か
閉
鎖
性
と
か
い
い
ま

す
け
ど
ね
、
所
詮
、
人
で
す
か
ら
。
お

互
い
が
向
か
い
合
お
う
と
い
う
気
持
ち

が
あ
る
か
ど
う
か
で
す
。

今
の
都
会
の
人
た
ち
は
、
生
き
る
た

め
の
イ
ン
フ
ラ
が
す
べ
て
整
備
さ
れ
て

い
る
所
で
暮
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、

35 訪れる人と共有する生業の場

化
の
翌
年
、
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）
に

地
元
の
新
聞
社
が
「
草
原
の
危
機
」
と

題
し
て
連
載
し
た
記
事
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
、
大
手
観
光
業
者
や
熊
本
市
内

の
生
活
協
同
組
合
な
ど
が
行
動
を
起
こ

し
ま
し
た
。

く
じ
ゅ
う
高
原
の
大
手
リ
ゾ
ー
ト
ホ

テ
ル
が
１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
に
「
く

じ
ゅ
う
環
境
保
全
基
金
」
を
設
置
し
た

の
を
皮
切
り
に
、
１
９
９
５
年
（
平
成
７
）

に
は
「
全
国
草
原
サ
ミ
ッ
ト
」
が
、
１

９
９
８
年
（
平
成
10
）
に
は
「
野
焼
き
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
・
検
討
会
」（
観
光
協

会
な
ど
が
主
催
）
が
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。一

方
、
環
境
収
奪
型
の
観
光
に
危
機

感
を
抱
い
て
い
た
研
究
者
や
熊
本
市
内

の
生
活
協
同
組
合
な
ど
が
中
心
に
な
っ

て
、（
財
）
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
が

１
９
９
４
年
（
平
成
６
）
に
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
財
団
の
事
業
は
、
草
原
の

緊
急
避
難
的
保
全
対
策
と
並
ん
で
、「
新

し
い
か
た
ち
で
の
人
と
草
原
の
共
生
」

を
掲
げ
て
お
り
、
都
市
住
民
の
思
い
を

受
け
止
め
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。

負
け
る
勇
気
を
共
有
す
る

（
財
）
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
で
は

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
か
ら
野
焼
き
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組
織
化
を
進
め
て
お
り
、

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
に
は
延
べ
６
０

０
人
近
い
応
募
者
が
集
ま
る
ま
で
に
な

り
ま
し
た
。
野
焼
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
中
断
し
て
い
た

野
焼
き
を
再
開
し
た
地
区
も
増
え
始
め

て
い
ま
す
。

た
だ
、
野
焼
き
は
危
険
を
伴
う
作
業

で
す
し
、
技
術
や
経
験
が
必
要
と
さ
れ

る
た
め
に
「
野
焼
き
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
入
れ
な
い
」
と
決
め
て
い
る
集
落

も
あ
り
ま
す
。

草
原
の
利
用
方
法
が
変
わ
る
こ
と
で
、

そ
の
価
値
も
変
わ
り
ま
す
。
農
業
や
畜

産
業
に
よ
る
利
用
が
減
っ
た
こ
と
で
、

観
光
に
よ
る
「
景
観
資
源
」
と
い
う
新

た
な
価
値
を
与
え
ら
れ
た
阿
蘇
の
草
原

は
、
今
後
ど
の
よ
う
に
維
持
・
管
理
さ

れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
今
ま
で
の
よ
う
に
実
際

の
利
用
者
の
考
え
だ
け
で
、
草
原
の
維

持
・
管
理
が
進
む
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
利
用
権
を
持
つ
人
た
ち
の
意
見
を

尊
重
し
、
直
接
利
用
し
て
い
な
い
が

「
景
観
資
源
」
と
し
て
草
原
を
大
切
に
思

う
人
た
ち
の
意
見
に
も
耳
を
傾
け
る
。

そ
う
い
っ
た
、
歩
み
寄
り
が
必
要
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

草
原
を
維
持
し
て
き
た
農
家
の
人
た

ち
は
、
自
分
が
こ
こ
で
暮
ら
す
こ
と
の

意
味
を
考
え
抜
い
て
、
生
活
し
て
い
る

人
た
ち
で
す
。
経
済
成
長
期
や
バ
ブ
ル

景
気
と
い
っ
た
時
代
に
は
、
そ
の
感
覚

は
間
尺
に
合
わ
な
い
と
見
な
さ
れ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
阿
蘇
の
あ
る
農
家
の
人
は
、

そ
れ
は
「
負
け
る
勇
気
」
で
あ
る
、
と

表
現
し
ま
し
た
。

今
後
の
草
原
の
保
全
に
際
し
て
も
、

単
に
観
光
資
源
と
し
て
貨
幣
換
算
で
き

る
価
値
を
求
め
て
い
た
の
で
は
解
決
に

な
り
ま
せ
ん
。
　

住
民
の
人
が
自
分
た
ち
の
将
来
を
考

え
抜
い
て
決
め
る
こ
と
は
、
外
部
の
人

た
ち
の
思
い
と
、
そ
う
か
け
離
れ
た
選

択
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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農林水産省「畜産統計 平成 21年版」より編集部で作図


