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朋
遊
館
を
過
ぎ
る
と
、
正
面
に
農
協
が
見

え
て
く
る
。
左
手
に
野
尻
モ
ー
タ
ー
ス
の
車

が
並
び
、
販
売
車
に
目
を
や
り
車
を
走
ら
せ

る
。
す
ぐ
に
左
折
し
山
手
を
登
る
と
、
豪
壮

な
和
式
建
築
の
家
が
目
に
入
り
、
あ
と
五
キ

ロ
進
む
と
、
永
野
へ
と
至
り
大
分
へ
と
進
む
。

戦
後
に
植
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
、
路
線

に
そ
っ
て
杉
の
木
立
が
目
線
を
遮
り
出
し
ま

す
。そ

の
ま
に
ま
に
見
え
隠
れ
す
る
阿
蘇
の

山
々
に
、
お
通
り
に
な
っ
た
秩
父
宮
殿
下
が
、

車
を
停
め
ら
れ
見
入
ら
れ
た

と
聞
き
頷
け
ま
す
。

素
晴
ら
し
い
そ
の
風
景
は
、

今
は
成
長
し
た
木
々
が
遮
り

見
通
し
が
悪
く
な
っ
た
も
の

の
、
往
時
こ
の
道
路
越
し
に

見
え
た
阿
蘇
の
山
々
は
、
旅

人
の
心
を
癒
す
に
充
分
で

あ
っ
た
ろ
う
し
、
素
晴
ら
し

き
阿
蘇
の
自
然
に
ふ
れ
る
に

最
高
の
地
点
で
あ
り
ま
す
。

大
分
と
県
境
を
接
す
る
永
野
ま
で
、
野
尻

の
中
心
地
点
よ
り
約
五
キ
ロ
。
集
落
と
集
落

を
結
ぶ
距
離
は
、
そ
の
約
五
キ
ロ
を
も
っ
て
、

古
代
か
ら
の
集
落
を
形
成
さ
せ
て
き
た
よ
う

で
す
。

な
だ
ら
か
な
坂
道
を
進
む
と
、
奥
ま
っ
た

箇
所
に
永
野
の
集
落
が
見
え
て
き
ま
す
。
県

道
が
樹
齢
五
百
年
は
過
ぎ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
、
大
銀
杏
の
樹
の
下
を
通
り
、
そ
の
銀
杏

の
樹
に
は
、
過
ぎ
た
時
代
を
映
す
か
の
よ
う

な
も
の
が
付
着
し
、
成
長
し
て
い
ま
す
。
佇

む
石
仏
に
手
を
合
わ
せ
ま
す
。
や
が
て
関
所

跡
の
看
板
が
目
に
入
り
ま
す
。

野
尻
地
区
は
、
宮
崎
県
高
千
穂
系
の
方
言

と
、
大
分
県
竹
田
系
方
言
に
影
響
を
受
け
て

い
ま
す
。
こ
の
永
野
は
、
大
分
系
方
言
に
最

も
強
く
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

県
境
の
集
落
と
し
て
発
展
し
て
き
た
永
野

は
、
高
森
峠
を
思
わ
せ
る
様
な
峠
を
下
る
と
、

大
分
県
に
入
り
ま
す
。
豊
後
の
国
大
分
よ
り

運
ば
れ
て
き
た
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
活
用

物
資
は
、
関
所
跡
の
標
木
が
あ
る
現
在
町
議

の
甲
斐
氏
宅
に
あ
つ
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
関
所
に
運
ば
れ
て
く
る
物
資
の
な
か

で
、
最
も
貴
重
で
あ
っ
た
も
の
が
、「
塩
」

で
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
阿
蘇
全
域
の

「
塩
」
は
天
草
産
で
は
な
く
、
大
分
か
ら
の

「
塩
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

貴
重
か
つ
重
要
な
物
資
「
塩
」
の
取
引
は
、

や
が
て
そ
れ
ら
を
中
心
と
し
た
私
達
地
域
の

商
圏
を
、
戦
後
間
も
な
い
頃
ま
で
豊
後
大
分

圏
と
し
ま
し
た
。

現
在
は
銀
杏
の
樹
の
下
を
、
県
道
が
関
所

跡
の
甲
斐
氏
宅
前
ま
で
直
通
で
走
っ
て
お
り

ま
す
が
、
関
所
が
機
能
し
て
い
た
頃
ま
で
は
、

そ
の
関
所
前
は
河
川
で
遮
ら
れ
て
お
り
ま
し

た
。
物
資
を
積
ん
だ
牛
馬
車
や
人
は
、
関
所

前
を
右
折
し
、
そ
の
河
川
を
迂
回
す
る
よ
う

に
進
ん
で
い
ま
し
た
。

関
所
跡
か
ら
ゆ
る
や
か
に
大
分
方
面
へ
下

る
と
、「
う
そ
ぐ
い
の
滝
」
の
看
板
が
眼
に

入
り
ま
す
。

こ
の
「
う
そ
ぐ
い
の
滝
」
の
名
称
は
俗
称

で
、
正
式
な
名
称
で
は
な
い
ら
し
い
の
で
す

が
、
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
ま
す
。
こ
の
滝

は
、
地
域
の
人
で
も
限
ら
れ
た
猟
師
さ
ん
等

し
か
知
ら
な
い
滝
で
あ
り
ま
し
た
。

最
初
の
看
板
か
ら
約
二
キ
ロ
、
と
う
て
い

離
合
な
ど
出
来
な
い
細
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
道

路
を
、
か
な
り
お
り
て
行
き
ま
す
。
途
中
ビ

ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
作
業
所
が
あ
り
、
そ
れ
を

見
た
だ
け
で
安
心
し
て
し
ま
い
そ
う
な
、
そ

ん
な
気
が
す
る
、
ま
さ
に
秘
境
と
よ
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
き
所
で
す
。

や
が
て
車
が
四
台
は
置
け
る
滝
の
入
り
口

に
着
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
が
じ
つ
に
急
な
坂

道
を
お
り
て
ゆ
き
ま
す
。
や
が
て
滝
の
音
が

聞
こ
え
始
め
ま
す
。
沢
山
の
湧
き
水
が
あ
り

「
う
そ
ぐ
い
の
滝
」
が
姿
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

最
近
多
く
の
人
達
が
知
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

の
滝
。
故
郷
の
す
ご
さ
を
体
験
し
ま
し
た
。
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