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私
た
ち
は
仕
事
で
市
内
の
農
家
の

人
た
ち
と
会
う
機
会
が
し
ば
し
ば
あ

る
。
あ
る
時
、
職
場
の
友
人
が
嘆
い

て
い
た
。
「
山
の
測
量
を
し
て
い
る

と
、
空
き
カ
ン
が
落
ち
て
い
る
の
が

と
て
も
目
に
つ
く
ん
だ
。
そ
れ
も
、

山
の
持
主
ま
で
ジ
ュ
ー
ス
の
カ
ン
を

放
り
投
げ
て
る
か
ら
し
ょ
う
が
な

い
」

　
別
の
機
会
に
、
農
村
の
戦
前
の
く

ら
し
を
詳
し
く
調
査
し
た
こ
と
が
あ

る
。
驚
い
た
こ
と
に
、
緑
区
や
戸
塚

区
の
農
家
が
都
心
部
に
ま
で
リ
ヤ
カ

ー
を
引
い
て
野
菜
を
売
り
に
来
て
、

帰
り
に
は
街
の
人
々
の
肥
え
を
買
い

と
っ
て
い
っ
た
そ
う
だ
。
大
岡
川
に

は
、
し
尿
を
た
め
て
売
り
買
い
す
る

船
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
持
ち
帰
っ

た
肥
え
は
、
落
葉
や
カ
マ
ド
の
灰
と

い
っ
し
ょ
に
畑
へ
入
れ
た
そ
う
だ
。

　
一
方
、
農
村
の
山
林
は
、
木
材
や

食
糧
や
肥
料
な
ど
、
生
活
や
農
業
資

材
の
源
で
あ
っ
た
と
い
う
。
今
も
、

そ
う
し
て
山
を
利
用
し
て
い
る
農
家

が
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
を
後
に
知

っ
た
。

　
二
つ
の
話
を
つ
な
ぐ
と
、
町
や
村

の
ゴ
ミ
を
生
産
に
利
用
し
、
そ
の
収

穫
で
人
間
が
生
活
す
る
、
と
い
っ
た

生
産
～
消
費
～
廃
棄
～
再
生
産
の
図

式
が
描
け
そ
う
だ
。
生
産
物
・
廃
棄

物
の
大
半
が
自
然
の
摂
理
に
従
っ
て

で
き
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
サ

イ
ク
ル
が
成
り
立
っ
た
の
だ
ろ
う
、

つ
い
二
、
三
〇
年
前
ま
で
は
。

　
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
も
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト

も
認
め
る
と
お
り
、
科
学
技
術
の
進

展
と
自
然
に
存
在
し
な
い
物
質
や
素

材
の
開
発
・
実
用
化
は
、
史
上
始
ま
っ

て
以
来
の
ス
ピ
ー
ド
に
達
し
て
い
る

。
あ
た
か
も
″
モ
ノ
″
が
″
ヒ
ト
″

を
追
い
越
し
て
世
に
あ
ふ
れ
、
ゴ
ミ

も
ま
た
"
ヒ
ト
″
を
追
い
越
し
て
し

ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
私
た
ち
の
生

活
の
基
本
的
な
習
慣
は
変
わ
ら
ぬ
ま

ま
に
、
自
然
に
返
ら
な
い
″
モ
ノ
″

が
野
山
に
散
っ
て
ゆ
く
。

　
以
前
、
大
黒
ふ
頭
の
先
を
通
り
か

か
っ
た
と
き
、
広
々
と
し
た
埋
め
立

て
地
の
波
打
ち
ぎ
わ
に
人
工
の
地
層

が
見
え
た
。
そ
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
の

間
に
は
さ
み
込
ま
れ
て
い
た
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
や
カ
ン
の
燃
え
カ
ス
を
見

て
、
急
に
、
何
か
後
ろ
め
た
く
不
安

な
気
持
ち
に
つ
つ
ま
れ
た
の
を
思
い

出
す
。

　
土
や
野
山
が
見
え
な
い
都
市
部
で

は
、
こ
う
し
た
ゴ
ミ
が
た
ま
り
続
け

て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
も
暮
ら

し
て
ゆ
け
る
。
せ
い
ぜ
い
知
る
の
は

　
「
緑
が
な
く
な
っ
た
」
と
か
「
海
が

汚
れ
た
」
と
か
く
ら
い
で
、
原
因
を
さ

か
の
ぼ
る
と
自
分
が
飲
ん
だ
ビ
ー
ル

の
缶
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
は
、
な

か
な
か
至
ら
な
か
っ
た
り
す
る
。
埋

め
立
て
地
で
感
じ
た
不
気
味
さ
は
、

こ
ん
な
矛
盾
を
突
然
つ
き
つ
け
ら
れ

て
の
こ
と
だ
と
思
う
。

　
子
ど
も
の
こ
ろ
身
に
つ
い
た
習
慣

や
感
性
を
年
月
を
経
て
か
ら
変
え
る

の
は
、
大
変
な
努
力
と
時
間
を
要
す

る
に
ち
が
い
な
い
。
ひ
と
り
ひ
と
り

の
習
慣
が
集
ま
っ
て
築
か
れ
る
生
活

や
社
会
の
根
本
的
な
し
く
み
―

あ
る
い
は
〝
文
化
〟
―
に
至
っ
て

は
、
な
お
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　
と
す
る
と
、
山
へ
空
き
カ
ン
を
投

げ
て
し
ぎ
う
農
家
の
行
為
は
理
解
で

き
な
く
も
な
い
。
「
ゴ
ミ
は
土
に
返

す
」
と
漠
然
と
し
た
思
い
込
み
が
あ

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
ガ
ボ
ロ
ジ
ー
（
ゴ
ミ
の
学
）
と
エ

ン
ト
ロ
ピ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ゴ

ミ
「
公
害
」
や
環
境
汚
染
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
そ
の
奥
に
横
た
わ
る
私

た
ち
の
生
活
レ
ベ
ル
の
文
化
と
、
科

学
や
産
業
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る

物
質
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
多
く
の
面
で

あ
ら
わ
に
す
る
。

　
終
章
で
藤
田
祐
幸
氏
が
い
う
「
地

域
の
自
立
」
と
そ
こ
に
生
き
る
人
々

の
Λ
や
く
そ
く
Ｖ
づ
く
り
は
、
ま
さ

に
私
た
ち
自
治
体
職
員
が
か
か
え
る

個
々
の
地
域
で
の
課
題
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
庁
内
で
よ
く
聞
き
口
に
す

る
「
地
域
」
や
「
文
化
」
の
根
源
は
、

こ
う
し
た
ひ
と
り
ひ
と
り
の
仕
事
や

生
活
の
態
度
に
行
き
つ
く
の
だ
ろ

う
。
だ
か
ら
、
日
常
の
行
動
に
根
ざ

し
た
社
会
や
自
然
に
対
す
る
問
題
意

識
が
積
み
重
な
っ
て
は
じ
め
て
、
こ

れ
ま
た
よ
く
聞
く
「
真
の
豊
か
さ
」

が
自
分
自
身
や
社
会
全
体
の
も
の
と

な
る
の
だ
と
私
は
思
う
。

　
ゴ
ミ
と
「
豊
か
さ
」
を
考
え
る
た

め
の
糸
口
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活

に
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
う
一
度

思
い
出
し
て
み
よ
う
。
市
民
か
ら
研

究
者
ま
で
多
様
な
人
々
の
問
題
意
識

を
ま
と
め
た
本
書
は
、
そ
の
と
き
の

ル
ー
ト
ー
マ
ッ
プ
を
い
ろ
い
ろ
な
視

野
と
レ
ベ
ル
か
ら
提
示
し
て
く
れ
る

に
ち
が
い
な
い
。
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