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―
―
厳
し
い
環
境
の
中
で
、
農
民
た
ち
の
工
夫
か
ら

生
ま
れ
た
刺
し
子
の
技
法
が
、
こ
ぎ
ん
刺
し
な
の

で
す
ね
。
現
在
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
す
か
。

　

こ
ぎ
ん
刺
し
を
ほ
ど
こ
し
た
布
は
、
近
年
ま
で

汚
れ
た
野
良
着
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、地

元
で
は
全
く
価
値
の
な
い
ゴ
ミ
同
然
の
扱
い
で
、

土
蔵
の
片
隅
に
置
か
れ
る
よ
う
な
状
況
で
し
た
。

で
す
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
て
そ
の
魅
力
が
発
信

さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
世
界
か
ら
注
目
さ
れ

始
め
、
地
元
で
も
改
め
て
価
値
が
見
直
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
糸
を
刺
し
て
創
り
出
さ
れ
る

文
様
は
多
彩
で
、
土
産
品
と
し
て
人
気
で
す
。

　

こ
ぎ
ん
刺
し
は
特
別
な
道
具
や
技
術
を
必
要
と

せ
ず
、
布
と
糸
、
針
さ
え
あ
れ
ば
地
域
や
年
齢
、

性
別
に
関
係
な
く
誰
で
も
手
軽
に
始
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
趣
味
の
手
芸
と
し
て
の

人
気
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

動
画
で
誰
か
が
こ
ぎ
ん
刺
し
を
し
て
い
る
様
子
を

見
て
、「
自
分
も
始
め
て
み
た
い
な
」
と
思
う
人
が

い
る
の
で
し
ょ
う
。
今
で
は
津
軽
か
ら
日
本
全
国
、

世
界
へ
と
羽
ば
た
い
て
い
ま
す
。

―
―
佐
藤
さ
ん
ご
自
身
は
、
こ
ぎ
ん
刺
し
の
技
術
を

い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
習
得
さ
れ
た
の
で
す
か
。

　

津
軽
で
は
こ
ぎ
ん
刺
し
が
あ
ま
り
に
も
身
近

過
ぎ
る
の
で
、
教
室
や
講
座
が
あ
っ
て
も
申
し

込
む
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
し
ば
ら
く

は
一
人
で
こ
ぎ
ん
刺
し
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

で
す
が
、
第
一
人
者
で
あ
り
長
年
こ
ぎ
ん
刺

し
の
振
興
に
力
を
そ
そ
が
れ
て
い
た
前
田
セ
ツ

先
生
が
教
室
で
教
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
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―
―
佐
藤
さ
ん
は
定
年
後
、
地
元
津
軽
に
伝
わ
る

「
こ
ぎ
ん
刺
し
」
の
展
示
館
を
オ
ー
プ
ン
さ
れ
た
そ

う
で
す
が
、
定
年
後
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、

い
つ
頃
か
ら
描
か
れ
て
い
た
の
で
す
か
。

　

私
は
楽
観
的
な
性
格
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

現
役
時
代
、
定
年
後
の
こ
と
は
全
く
考
え
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
漠
然
と
「
定
年
し
た
ら
自
分
の

時
間
が
増
え
る
だ
ろ
う
か
ら
、
ま
ず
は
習
い
事
と

旅
行
、
そ
れ
に
好
き
な
こ
ぎ
ん
刺
し
を
や
ろ
う
」

と
構
想
し
て
い
た
程
度
で
す
。

　

た
だ
、
こ
ぎ
ん
刺
し
に
つ
い
て
は
、
20
歳
の
時
、

独
学
で
始
め
て
以
来
ず
っ
と
趣
味
で
続
け
て
お
り
、

そ
の
歴
史
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
、定
年
後

は
色
々
調
べ
た
り
し
な
が
ら
深
く
知
る
時
間
が

と
れ
る
と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

―
―
こ
ぎ
ん
刺
し
に
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　

衣
服
の
強
度
を
高
め
た
り
保
温
す
る
た
め
布
を

重
ね
て
糸
で
刺
す
こ
と
を
「
刺
し
子
」
と
言
い
ま

す
が
、
こ
ぎ
ん
刺
し
は
そ
の
技
法
の
一
種
で
す
。

　

北
国・
津
軽
は
寒
冷
地
で
綿
花
が
育
た
な
か
っ

た
上
、北
前
船
や
近
江
商
人
か
ら
入
手
し
た
貴
重

な
綿
は
藩
で
使
わ
れ
、
農
民
の
多
く
は
麻
布
の

着
用
し
か
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
目
の
粗
い

麻
布
は
極
寒
の
津
軽
で
は
到
底
冬
を
凌
ぐ
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
し
、
過
酷
な
労
働
に
も
耐
え
ら
れ
ま

せ
ん
。
農
民
た
ち
は
布
の
強
度
と
保
温
性
を
高
め

る
た
め
刺
し
子
を
ほ
ど
こ
し
、
そ
こ
か
ら
い
つ
の

間
に
か
美
し
い
模
様
が
生
ま
れ
、
こ
ぎ
ん
刺
し
と

い
う
技
法
へ
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
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い
て
、以
前
か
ら「
こ
ぎ
ん
刺
し
の
素
晴
ら
し
さ
を

発
信
す
る
た
め
に
は
、発
祥
地
で
あ
る
津
軽
に
展

示
館
を
開
館
す
べ
き
だ
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
話
に
賛
同
し
た
私
は
先
生
か
ら
こ
ぎ
ん

刺
し
の
古
い
作
品
を
譲
り
受
け
、そ
れ
ら
を
展
示

す
る
場
と
し
て
展
示
館
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
ま
し
た
。

―
―
展
示
で
こ
だ
わ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

　

私
は
以
前
か
ら
古
い
こ
ぎ
ん
刺
し
を
見
る
た

め
各
地
の
美
術
館
や
博
物
館
、
各
種
展
示
会
に

出
か
け
て
い
た
の
で
す
が
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も

直
接
手
で
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

ど
ん
な
刺
し
方
を
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る

た
め
布
の
裏
を
見
た
く
て
も
、
そ
れ
が
叶
わ
ず
、

何
度
も
歯
が
ゆ
い
思
い
を
し
ま
し
た
。

　

来
館
者
に
そ
の
よ
う
な
悔
し
い
想
い
だ
け
は

し
て
ほ
し
く
な
い
の
で
、
自
分
の
展
示
館
で
は

作
品
に
手
で
触
れ
て
、
着
用
で
き
る
よ
う
に
し
、

こ
ぎ
ん
刺
し
の
野
良
着
が
必
需
品
だ
っ
た
時
代

に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

―
―
ど
ん
な
時
に
や
り
が
い
を
感
じ
ら
れ
ま
す
か
。

　

私
は
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
こ
ぎ
ん
刺
し
の

楽
し
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
ぎ
ん
刺
し
を
知
ら
ず
に
お
越
し
く
だ
さ
る

お
客
さ
ま
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
の
方
が
、
鑑
賞
後
「
自
分
も
こ
ぎ
ん
刺
し
を

や
っ
て
み
た
い
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ

ん
な
時
、
材
料
一
式
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
、
そ
の

後
も
こ
ぎ
ん
刺
し
を
続
け
て
い
る
と
の
ご
報
告
を

受
け
る
と
感
動
し
て
、「
展
示
館
を
始
め
て
よ
か

っ
た
」
と
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。

―
―
運
営
で
大
変
な
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。

　

事
前
予
約
制
で
、
予
約
が
あ
っ
た
時
の
み
開
館

し
て
い
ま
す
が
、
自
宅
で
一
人
で
対
応
し
て
い
る

た
め
一
度
に
多
く
の
人
数
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
せ
っ
か
く
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ

い
た
の
に
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
は
、

申
し
訳
な
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
展
示
館
運
営
以
外
で
こ
ぎ
ん
刺
し
に
関
連
す
る

活
動
は
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　

現
在
、
全
国
各
地
か
ら
こ
ぎ
ん
刺
し
に
関
す
る

講
演
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、作
品
展
示
会
の
ご
依
頼

を
い
た
だ
い
て
お
り
、
出
来
る
限
り
要
請
に
応
え

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
今
後
や
り
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　

可
能
な
限
り
全
国
各
地
に
出
向
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
は
発
信
で
き
な
い
こ
ぎ
ん
刺
し
の
〝
空
気
〟
を

皆
さ
ん
に
お
伝
え
し
た
い
で
す
。
同
時
に
、
こ
れ

ま
で
収
集
し
て
き
た
こ
ぎ
ん
刺
し
関
連
の
資
料
を

整
理
し
、
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
と
は
言
え
、
退
職
後
す
ぐ
に
展
示
館

を
開
館
し
て
多
忙
な
日
々
が
続
い
た
の
で
、
の
ん

び
り
旅
を
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
30
代
～
50
代
の
読
者
へ
向
け
て
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
僧
侶
で
歌
人
だ
っ
た
良
寛
和
尚
の

辞
世
の
句
に
「
散
る
桜　

残
る
桜
も　

散
る
桜
」

が
あ
り
ま
す
が
、
今
ど
ん
な
に
美
し
く
き
れ
い
に

咲
い
て
い
る
桜
で
も
い
つ
か
必
ず
散
る
時
は
来
ま

す
。
限
ら
れ
た
命
の
中
で
充
実
し
た
日
々
を
送

り
、
悔
い
の
残
ら
な
い
人
生
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

毎
月
２
回
、
通
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

教
室
で
は
特
に
技
術
的
な
指
導
は
な
く
、
先

生
が
考
案
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
淡
々
と
こ

な
し
、
自
分
の
作
品
を
制
作
し
な
が
ら
、
展
示

会
が
あ
る
時
に
は
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
し
た
。

先
生
が
各
種
講
座
で
指
導
さ
れ
る
際
に
は
助
手

を
務
め
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
を
傍
で
拝
見
す
る

こ
と
で
自
身
の
知
識
と
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

前
田
先
生
以
外
の
先
生
に
も
師
事
し
、
技
術
を

習
得
し
て
い
き
ま
し
た
。

―
―
そ
の
後
、「
佐
藤
陽
子
こ
ぎ
ん
展
示
館
」
を
オ
ー

プ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯

で
そ
の
よ
う
な
運
び
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

　

定
年
か
ら
４
カ
月
後
の
２
０
１
０
年
７
月
、

自
宅
の
一
部
を
改
装
し
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

き
っ
か
け
は
、
田
中
忠
三
郎
先
生
か
ら
ご
要
望
が

あ
っ
た
こ
と
で
す
。青
森
・
下
北
出
身
の
民
俗
学

者
で
あ
る
田
中
先
生
は
布
文
化
の
研
究
も
さ
れ
て
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