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率
性
を
求
め
て
圃
場
を
整
備
し
た

り
、
大
型
機
械
を
導
入
し
た
り
す

る
農
家
が
増
え
る
一
方
で
、
正
人

さ
ん
は
旧
来
の
方
法
で
地
道
な
耕

作
を
続
け
て
い
る
。

　

「
本
寺
に
は
、唱
歌
『
ふ
る
さ
と
』

の
歌
詞
に
出
て
く
る
よ
う
な
、
ど

こ
か
素
朴
で
懐
か
し
い
日
本
の
原

風
景
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し

く
心
の
ふ
る
さ
と
だ
」
と
紅
葉
が

美
し
い
山
々
に
囲
ま
れ
た
あ
ぜ
道

で
笑
う
。

　

近
年
、
本
寺
地
区
に
は
年
間

30
万
も
の
人
が
訪
れ
て
い
る
。「
地

域
が
一
つ
に
な
っ
て
、
お
も
て
な

し
の
心
で
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
将
来
を
見
据
え
る
。
さ
ら

に
「
景
観
は
も
ち
ろ
ん
郷
土
料
理
、

神
楽
な
ど
、
先
人
た
ち
か
ら
受
け

継
い
だ
文
化
や
風
習
を
守
り
、
つ

な
い
で
い
く
こ
と
が
自
分
た
ち
の

使
命
」
と
も
。

　

愛
す
る
故
郷
だ
か
ら
こ
そ
、
誇

り
を
持
て
る
。
誇
れ
る
故
郷
だ
か

ら
こ
そ
、
守
り
た
い
と
思
う
。
誰

よ
り
も
本
寺
を
愛
し
て
い
る
。

　

「
日
本
人
な
ら
誰
も
が
描
く
懐

か
し
い
農
村
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ

が
本
寺
だ
」
と
語
る
佐
藤
正
人
さ

ん
。
今
年
発
足
し
た
本
寺
地
区
小

区
画
水
田
保
存
会
の
会
長
だ
。

　

国
学
院
大
の
吉
田
教
授
と
は
95

年
か
ら
の
付
き
合
い
。
荘
園
内
の

小
区
画
水
田
を
学
習
田
に
提
供
し

て
い
る
。
同
大
学
は
、
12
年
か
ら

化
学
肥
料
を
使
用
し
な
い
や
せ
た

土
地
か
ら
ど
れ
だ
け
収
穫
で
き
る

か
を
５
年
計
画
で
実
験
す
る
。
水

管
理
や
除
草
な
ど
、
日
常
の
管
理

は
正
人
さ
ん
が
受
け
持
つ
。

　

「
明
治
時
代
の
耕
作
方
法
だ
か

ら
手
間
は
か
か
る
。
そ
の
分
、
じ
っ

く
り
田
ん
ぼ
と
付
き
合
え
る
。
吉

田
教
授
に
は
言
葉
に
で
き
な
い
ほ

ど
お
世
話
に
な
っ
た
。
行
動
で
恩

返
し
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら

協
力
は
惜
し
ま
な
い
。
収
穫
し
た

米
は
学
生
の
皆
さ
ん
に
送
っ
て
あ

げ
る
つ
も
り
だ
」
と
感
謝
す
る
。

　

小
さ
な
区
画
の
水
田
と
曲
が
り

く
ね
っ
た
水
路
が
本
寺
の
特
徴
。

大
規
模
営
農
時
代
、
生
産
性
や
効

兎
追
い
し
か
の
山

本
寺
は
心
の
ふ
る
さ
と

懐
か
し
い
日
本
の
原
風
景
が

残
さ
れ
て
い
る

佐
藤
正
人
さ
ん
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案
内
す
る
の
は
忍
び
な
い
」
と
地

主
と
交
渉
し
、
自
ら
耕
作
放
棄
地

を
耕
し
て
い
る
。

　

小
区
画
水
田
に
大
き
な
機
械
は

入
れ
ら
れ
な
い
。
周
り
か
ら
は「
今

の
時
代
に
こ
ん
な
に
苦
労
し
て
何

に
な
る
」と
言
わ
れ
た
こ
と
も
。「
時

代
に
逆
行
し
て
い
る
と
思
う
。
手

間
も
か
か
る
し
、
生
産
性
も
よ
く

な
い
。
そ
れ
で
も
続
け
た
い
と
思

う
の
は
本
当
の
価
値
を
知
っ
て
い

る
か
ら
。
粗
末
に
で
き
な
い
ん
だ
、

骨
寺
を
」
と
ほ
ほ
笑
む
。

　

本
寺
の
土
地
を
守
る
活
動
の
傍

ら
、長
年
の
研
究
成
果
を
冊
子
「
骨

寺
の
時
代
」
に
ま
と
め
た
。

　

「
記
録
と
し
て
残
さ
な
い
と
、
忘

れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
大
事
な
こ
と

は
次
の
世
代
へ
語
り
継
い
で
い
き

た
い
」
と
き
っ
ぱ
り
。

　

「
今
の
平
泉
は
本
寺
か
ら
生
ま

れ
た
」
と
い
う
持
論
が
繰
り
広
げ

ら
れ
る
「
骨
寺
の
時
代
」
に
は
、

30
年
に
わ
た
り
蓄
積
し
て
き
た
光

男
さ
ん
の
知
識
と
地
域
へ
の
誇
り

が
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
て
い
る
。

　

「
市
街
地
か
ら
遠
い
本
寺
に
生

ま
れ
育
っ
た
こ
と
に
負
い
目
を
感

じ
て
い
た
」
と
胸
の
内
を
明
か
す
。

　

30
歳
の
時
、
市
内
の
あ
る
人
を

訪
ね
た
。
そ
こ
で
「
本
寺
は
一
関

で
一
番
良
い
と
こ
ろ
。
本
寺
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
な
ら
教
え
て
ほ

し
い
」
と
言
わ
れ
た
。
褒
め
ら
れ

た
こ
と
で
意
識
が
変
わ
っ
た
。
地

域
へ
の
誇
り
が
芽
生
え
た
。

　

「
地
域
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
何

も
始
ま
ら
な
い
」
と
早
速
、
骨
寺

の
研
究
を
始
め
た
。
以
来
、
荘
園

に
縁
の
あ
る
土
地
に
足
を
運
ん
で

は
、
関
係
す
る
文
献
や
資
料
を
読

み
あ
さ
っ
た
。「
毎
晩
遅
く
ま
で
勉

強
し
た
。
徹
夜
し
た
こ
と
も
少
な

く
な
い
。
同
じ
本
を
最
低
３
回
は

読
み
直
し
た
」
と
振
り
返
る
。

　

地
域
へ
の
負
い
目
を
誇
り
に
変

え
て
、
研
究
に
没
頭
す
る
毎
日
。

骨
寺
の
歴
史
を
ひ
も
解
い
て
は
真

の
価
値
を
見
出
し
て
い
く
。

　

観
光
客
な
ど
を
対
象
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
を
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
「
荒
れ
果
て
た
田
ん
ぼ
を

佐
藤
光
男
さ
ん

か
つ
て
の
荘
園
骨
寺
は

俺
た
ち
の
故
郷
だ

時
代
に
逆
行
し
て
も

守
り
た
い
も
の
が
あ
る

１
９
４
７
年
一
関
市
生
ま
れ
。

30
年
以
上
に
わ
た
り
、
骨
寺
村
の
歴
史
に
つ
い
て
研
究
を
重
ね
る
。

09
年
４
月
に
研
究
の
成
果
で
あ
る
「
骨
寺
の
時
代
」
を
自
主
発
行
し
た
。

現
在
も
農
業
の
傍
ら
、
研
究
を
続
け
て
い
る
。

妻
、
長
男
、
長
女
、
父
と
５
人
暮
ら
し
。
厳
美
町
字
沖
要
害
在
住
。
65
歳
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極上の日常を未来へ継ぐ人

１
９
３
６
年
一
関
市
生
ま
れ
。

元
本
寺
地
区
地
域
づ
く
り
推
進
協
議
会
副
会
長
。

今
年
発
足
し
た
本
寺
地
区
小
区
画
水
田
保
存
会
の
会
長
を
務
め
る
。

国
学
院
大
学
の
吉
田
教
授
と
は
95
年
か
ら
の
付
き
合
い
で
親
交
が
深
い
。

妻
、
息
子
夫
婦
と
４
人
暮
ら
し
。
厳
美
町
字
若
神
子
在
住
。
75
歳

兎（うさぎ）追いしかの山、小鮒（こぶな）釣りしかの川…

唱歌「ふるさと」に出てくる懐かしくも極上の風景は、本寺の人たちにとっては日常の風景だ。

そんな美しい本寺を現在進行形のまま未来へと継ぐために、努力を重ねる人たちがいる。
04 努力


