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在
、
創
設
一
〇
年
目
と
新
し
く
、
農
学
系
と
工
学
系
の
二
学
部
の
み
か
ら
な
り
（
学
部
名
は
農
学
部
、
工
学
部
で
は
な
い
）、

（
註
２
）

一

学
年
の
学
生
数
は
約
三
七
〇
、
教
員
数
は
約
二
〇
〇
で
す
。

こ
の
よ
う
な
規
模
と
内
容
と
、
秋
田
県
と
い
う
立
地
、
県
立
と
い
う
条
件
な
ど
の
た
め
に
生
じ
る
問
題
は
決
し
て
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
ず
「
秋
田
」
で
す
が
、
秋
田
県
は
大
企
業
が
少
な
く
、
農
業
を
中
心
に
第
一
次
産
業
の
比
率
が
全
国
平
均
の
二
倍
と

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
県
で
の
毎
年
の
大
学
進
学
者
の
う
ち
県
内
で
の
収
容
能
力
は
県
大
が
で
き
る
ま
で
は
二
割
程
度
し
か
な
く
、

若
者
の
県
外
へ
の
流
出
が
問
題
で
し
た
。
県
大
の
設
立
は
県
内
収
容
能
力
の
増
強
が
そ
の
目
的
の
一
つ
で
し
た
。
し
か
し
、
県
大

の
入
学
者
の
う
ち
県
内
出
身
は
三
割
程
度
で
あ
り
、
卒
業
生
の
県
内
就
職
も
ま
た
三
割
弱
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
上
の
目
的

を
達
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
県
議
会
か
ら
は
入
学
者
の
県
内
比
率
を
も
っ
と
上
げ
る
べ
き
だ
と
い
う

声
も
聞
こ
え
ま
す
。

公
立
大
学
に
つ
い
て
一
般
的
に
い
え
る
こ
と
で
す
が
、「
地
域
貢
献
」
が
強
く
要
求
さ
れ
ま
す
。
県
民
の
税
で
ま
か
な
う
以
上
、

そ
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
県
に
戻
す
べ
き
だ
と
い
う
尤
も
な
理
由
に
よ
り
ま
す
。
し
か
し
、
地
域
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
と
、
貢
献

と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
は
あ
ま
り
自
明
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
の
予
算
の
か
な
り
の
部
分
は
確
か
に
県
か
ら
き
て
い
ま

す
が
、
学
生
の
授
業
料
も
相
当
大
き
い
し
、
県
か
ら
の
予
算
も
そ
の
う
ち
の
な
に
が
し
か
は
（
ど
う
い
う
訳
か
そ
れ
が
何
％
か
は

分
か
ら
な
い
が
）
国
の
予
算
（
総
務
省
経
由
）
で
あ
る
は
ず
で
す
。
秋
田
県
が
全
国
に
対
し
て
も
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
お
お
ら

か
な
考
え
方
を
持
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

教
育
機
関
で
あ
る
大
学
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
地
域
貢
献
は
人
材
の
供
給
で
し
ょ
う
。
大
学
を
明
確
に
研
究
型
と
教
育
型
に
分

類
す
る
の
は
無
意
味
で
す
が
、
県
大
は
お
か
れ
て
い
る
条
件
下
で
は
先
ず
教
育
を
重
視
す
る
べ
き
で
す
。
人
材
供
給
に
欠
か
せ
な

い
の
は
優
れ
た
教
育
で
あ
り
、
教
育
の
質
は
教
員
の
質
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
教
員
の
採
用
に
は
教
育
の
資
質
と
意
欲
を

最
重
視
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
こ
と
に
、
県
大
で
も
こ
れ
ま
で
の
実
情
は
研
究
業
績
偏
重
で
し
た
。
法
人
化
を
機
に

県
大
で
は
新
規
採
用
の
教
員
に
は
理
事
会
の
面
接
を
全
員
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
し
、
教
育
に
つ
い
て
の
意
欲
、
適
性
、
能
力
を

厳
し
く
問
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
二
年
余
の
実
践
で
既
に
そ
の
効
果
は
現
れ
て
い
ま
す
。

優
秀
な
学
生
を
集
め
る
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
明
確
な
目
的
意
識
と
、
学
ぼ
う
と
す
る
分
野
へ
の
適
性
を
持
っ
た
学
生
を
採
る
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私
が
学
長
（
兼
理
事
長
）
を
務
め
る
の
は
秋
田
県
立
大
学
（
以
下
、
県
大
）
で
す
。
か
つ
て
関
係
し
た
こ
と
の
あ
る
私
学
の
刊

行
物
に
短
い
原
稿
を
依
頼
さ
れ
「
一
地
方
大
学
に
赴
任
し
て
」
の
題
で
小
文
を
書
い
た
と
き
、
英
文
の
副
題
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
fro

m
a

lo
ca
l
u
n
iv
ersity

」
と
し
た
ら
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
意
見
と
し
て
「
fro

m
a

ru
ra

l
u
n
iv
ersity

」
に
か
え
ろ
と
言
っ

て
き
ま
し
た
。
い
か
に
も
「
田
舎
大
学
」
に
聞
こ
え
る
の
で
は
な
い
か
と
た
め
ら
っ
た
の
で
す
が
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
が
言
う
の
だ
か

ら
黙
っ
て
従
い
ま
し
た
。

（
註
１
）

学
生
支
援
が
主
題
の
こ
の
小
冊
子
の
巻
頭
言
に
、
特
定
の
、
し
か
も
「
田
舎
」
の
大
学
の
こ
と
を
書
く
の
は
い
さ
さ
か
憚
ら
れ

る
の
で
す
が
、
既
刊
の
い
く
つ
か
を
見
る
と
天
下
国
家
の
大
論
陣
ば
か
り
で
も
な
さ
そ
う
な
の
で
、
お
許
し
を
願
う
こ
と
に
し
ま

し
た
。

一
言
に
国
公
私
立
大
学
と
言
い
ま
す
が
、
公
立
大
学
が
何
校
あ
る
か
を
知
る
人
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
公
立
大
学
は
現
在
七
六

校
、
す
な
わ
ち
平
均
す
る
と
各
都
道
府
県
に
二
校
近
く
も
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
内
容
や
規
模
は
国
立
よ
り
も
遙
か
に
千

差
万
別
で
、
大
き
な
総
合
大
学
か
ら
看
護
な
ど
の
単
科
大
学
ま
で
、
学
生
数
も
学
年
一
〇
〇
人
以
下
の
も
の
か
ら
一
五
〇
〇
人
を

越
え
る
よ
う
な
大
き
な
も
の
ま
で
存
在
し
ま
す
。
ま
た
創
設
後
一
〇
年
未
満
の
新
し
い
大
学
が
多
い
の
も
特
徴
で
す
。
県
大
も
現
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経
済
救
済
的
な
も
の
は
日
本
学
生
支
援
機
構
等
の
奨
学
金
と
、
大
学
の
授
業
料
免
除
に
ま
か
せ
て
、
成
績
優
秀
だ
け
を
尺
度
に
さ

ら
な
る
学
業
の
向
上
を
奨
励
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
県
内
の
優
秀
な
高
校
生
が
県
外
の
有
名
大
学
へ
流
出
し

て
し
ま
う
と
い
う
現
状
を
少
し
で
も
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
思
い
を
込
め
て
い
ま
す
。
現
時
点
で
は
、
入
学
時
の
成

績
で
四
名
と
、
二
年
次
以
降
の
在
学
生
は
各
学
年
（
大
学
院
を
含
む
）
の
約
四
〇
名
に
年
間
授
業
料
（
あ
る
い
は
そ
の
半
額
）
を

支
給
し
て
い
ま
す
。
入
学
時
採
用
者
は
四
年
間
連
続
し
て
給
付
し
、
そ
れ
以
外
は
毎
年
の
審
査
を
経
る
と
い
う
方
式
で
す
。

大
学
院
進
学
者
が
少
な
く
、
定
員
割
れ
を
起
こ
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
原
因
と
し
て
は
大
学
院
に
つ
い
て
の
学
生
、
家
族
、
地

域
社
会
の
認
識
不
足
と
、
経
済
的
困
難
が
あ
り
ま
す
。
大
学
の
使
命
で
あ
る
、
研
究
の
あ
る
場
で
の
教
育
を
全
う
す
る
に
は
大
学

院
の
充
実
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
と
、
四
年
の
修
学
で
は
社
会
に
出
る
の
に
十
分
な
教
育
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
大

学
院
の
充
実
は
急
務
で
あ
り
、
早
急
か
つ
強
力
な
対
策
が
必
要
で
す
。

愚
痴
っ
ぽ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
手
つ
か
ず
の
大
自
然
、
広
大
な
キ
ャ
ン
パ
ス
、
モ
ダ
ン
な
校
舎
、
教
員
あ
た
り
の
学

生
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
来
る
少
人
数
教
育
等
々
を
考
え
る
と
、
県
大
は
充
分
な
魅
力
と
可
能
性
の
あ
る
大
学
で
あ
り
、
そ
れ
に

惹
か
れ
る
高
校
生
が
も
っ
と
い
る
は
ず
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
秋
田
名
物
の
竿
燈
ま
つ
り
で
県
大
の
学
生
た
ち
が
大

活
躍
し
技
能
コ
ン
ク
ー
ル
で
上
位
入
賞
を
重
ね
て
い
ま
す
。
伝
統
的
な
町
内
組
で
な
い
団
体
の
上
位
入
賞
は
竿
燈
ま
つ
り
で
は
こ

れ
ま
で
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
県
大
の
若
さ
と
パ
ワ
ー
で
秋
田
に
新
風
を
吹
き
込
み
、
県
と
県
民
の
元
気
に
貢
献
で
き
た
と
喜
ん

で
い
ま
す
。

註
１

今
、
改
め
て
「
地
方
大
学
」
を
字
引
で
調
べ
る
と
「
fresh

w
a
ter
co
lleg
e」
と
い
う
の
が
出
て
い
る
が
、
fresh

w
a
terと

い
う

の
は
米
俗
語
で
「
内
陸
の
」
と
か
「
田
舎
の
」
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
「
田
舎
大
学
」
で
あ
る
。

註
２
現
在
、
農
・
工
の
二
学
部
の
み
で
構
成
さ
れ
る
大
学
は
、
県
大
と
東
京
農
工
大
学
の
み
で
あ
る
。

註
３
内
容
は
と
も
か
く
数
字
だ
け
で
言
え
ば
、
県
大
の
就
職
率
は
実
質
一
〇
〇
％
で
あ
る
。

註
４
二
〇
〇
七
年
一
二
月
、「

八
郎
湖
」
と
し
て
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
の
指
定
湖
沼
と
な
っ
た
。
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の
が
も
っ
と
重
要
で
す
。
受
験
生
は
偏
差
値
で
一
元
的
に
輪
切
り
に
さ
れ
、
大
学
毎
に
非
常
に
狭
い
幅
に
入
る
学
生
し
か
受
験
し

て
き
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
の
希
薄
な
、
均
質
な
学
生
の
集
団
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
適
性
の
な
い
学
生
が

入
学
後
一
・
二
年
で
落
後
し
、
退
学
し
て
い
く
の
を
目
に
す
る
こ
と
ほ
ど
悲
し
い
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
を
何
と
か
し
て
防
ぐ
た
め

に
、
入
試
の
あ
り
方
や
、
入
学
後
の
指
導
の
改
善
を
強
力
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
努
力
が
実
を
結
ん
で
、
良
い
資
質
に
加
え
良
い
教
育
を
受
け
た
卒
業
生
を
多
数
出
せ
た
と
し
て
、
次
の
問
題
は
彼
ら

が
満
足
で
き
る
就
職
が
あ
る
か
ど
う
か
で
す
。

（
註
３
）

県
内
の
農
業
従
事
者
の
六
五
歳
以
上
の
割
合
が
六
〇
％
と
い
う
実
情
で
は
、
農
学

系
の
卒
業
生
に
と
っ
て
既
存
の
形
態
の
農
業
が
魅
力
あ
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
。
農
業
の
近
代
化
と
企
業
化
が
急
務

で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
は
一
大
学
の
手
に
お
え
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
工
学
系
の
卒
業
生
に
は
県
内
ハ
イ
テ
ク
企
業
の

少
な
さ
か
ら
県
外
に
職
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
悩
み
も
あ
り
ま
す
。
県
外
へ
優
秀
な
人
材
を
供
給
す
る
こ
と
で
満
足
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
は
あ
ま
り
楽
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
域
貢
献
の
重
要
な
側
面
に
地
場
産
業
と
の
交
流
が
あ
り
ま
す
。
技
術
供
与
、
共
同
研
究
な
ど
を
通
じ
て
産
業
に
貢
献
す
る
こ

と
に
お
お
い
に
県
大
が
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
大
き
な
実
績
を
上
げ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
そ
の
原
因
に
は
、
地
場
産
業
の
ハ
イ
テ
ク
度
が
あ
ま
り
高
く
な
く
高
度
な
技
術
の
要
求
が
少
な
い
こ
と
、
企
業
の
規
模
が
小

さ
い
か
、
も
し
く
は
開
発
部
門
を
持
た
な
い
下
請
的
企
業
が
多
い
こ
と
、
意
識
と
し
て
大
学
の
敷
居
が
高
い
こ
と
な
ど
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
き
め
細
か
く
ニ
ー
ズ
を
掘
り
起
こ
す
努
力
が
肝
要
で
し
ょ
う
。

少
子
化
の
波
に
溺
れ
な
い
た
め
に
は
「
特
色
」
あ
る
大
学
に
な
れ
と
言
わ
れ
ま
す
。
県
大
が
実
現
で
き
、
ま
た
県
大
で
な
け
れ

ば
実
現
で
き
な
い
特
色
は
な
ん
だ
ろ
う
か
と
ず
い
ぶ
ん
考
え
た
末
、
農
学
系
・
工
学
系
の
融
合
を
推
進
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

両
学
部
は
キ
ャ
ン
パ
ス
が
離
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
交
流
が
乏
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
に
、
農
工
融
合

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
予
算
の
新
設
か
ら
始
め
、
情
報
交
換
、
人
的
交
流
を
推
進
す
べ
く
努
力
中
で
す
。
両
学
部
共
通
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を

持
つ
こ
と
が
有
効
で
は
な
い
か
と
考
え
、
知
名
度
の
高
い
八
郎
潟
残
存
湖
の
環
境
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
（
笛
吹

け
ど
･･の
き
ら
い
は
あ
り
ま
す
が
）。

（
註
４
）

「
大
学
と
学
生
」
誌
の
主
題
の
学
生
支
援
に
つ
い
て
で
す
が
、
県
大
独
自
の
も
の
と
し
て
は
特
待
生
制
度
を
持
っ
て
い
ま
す
。
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