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干
ば
つ
の
中
で
の
農
作
業 

　

今
年
は
、
ほ
と
ん
ど
雨
が
降
ら
な
い
ま
ま
、
六

月
二
八
日
に
梅
雨
明
け
を
迎
え
ま
し
た
。
一
九
五

一
年
か
ら
の
統
計
史
上
最
短
の
一
七
日
間
の
梅
雨

で
し
た
。
そ
の
後
も
ほ
と
ん
ど
雨
が
降
ら
ず
、
約

六
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
水
田
を
潤
す
は
ず
の
福ふ

く
た
に谷

溜た
め
い
け池

の
水
も
、
六
月
か
ら
二
日
お
き
に
給
水
制
限

を
し
ま
し
た
が
、
七
月
に
入
っ
て
、
安
渓
大
慧
も

メ
ン
バ
ー
で
あ
る
班
長
集
会
で
、
ま
と
ま
っ
た
雨

が
あ
る
ま
で
の
給
水
停
止
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
二
年
七
月
末
の
土
石
流
災
害
の
た
め
に
、

溜
池
の
改
修
工
事
が
必
要
に
な
っ
て
給
水
が
で
き

な
か
っ
た
年
以
来
の
、
危
機
的
な
状
況
で
す
。
こ

う
な
る
と
、
慈
雨
を
祈
る
し
か
な
い
の
で
す
が
、

そ
れ
で
も
、
つ
ば
め
農
園
の
農
作
業
は
待
っ
た
な

し
で
す
。

　

五
月
二
五
日
、
阿
東
つ
ば
め
農
園
の
営
農
ソ
ー

ラ
ー
の
下
に
大
豆
を
播
種
し
ま
し
た
。
芽
が
出
て

く
る
と
、
子
育
て
中
の
キ
ジ
バ
ト
た
ち
が
三
〇
羽

ほ
ど
も
舞
い
降
り
て
つ
い
ば
ん
で
い
ま
す
。
鳥
の

忌
避
剤
兼
殺
菌
剤
と
し
て
、
チ
ウ
ラ
ム
と
い
う
農

薬
を
豆
の
種
子
に
ま
ぶ
す
の
が
一
般
的
で
す
が
、

化
学
物
質
に
た
よ
ら
な
い
阿
東
つ
ば
め
農
園
で
は

も
ち
ろ
ん
使
い
ま
せ
ん
。
畑
の
全
面
に
、
鳥
よ
け

ネ
ッ
ト
を
張
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ソ
ー
ラ
ー
パ

ネ
ル
を
支
え
る
架
台
の
柱
の
間
を
縫
う
よ
う
に
張

る
の
で
す
が
、
手
間
は
普
通
の
倍
ほ
ど
か
か
り
ま

す
。
暑
さ
と
乾
燥
に
負
け
て
、
大
豆
の
発
芽
率
は

一
〇
分
の
一
以
下
で
し
た
。
育
っ
て
き
た
数
少
な

い
苗
を
山
側
に
集
め
て
移
植
し
、
出
荷
せ
ず
に
と

っ
て
あ
っ
た
予
備
の
種
子
を
谷
側
に
再
び
蒔
く
こ

と
に
し
ま
し
た
。
生
え
て
き
た
草
に
ト
ラ
ク
タ
を

か
け
て
、管
理
機
と
い
う
小
さ
な
耕
運
機
で
播
種
、

発
芽
を
確
保
す
る
た
め
の
、
水
路
か
ら
の
給
水
が

か
ろ
う
じ
て
間
に
合
い
ま
し
た
。

　

一
方
で
五
枚
の
田
ん
ぼ
に
は
イ
セ
ヒ
カ
リ
の
田

植
え
の
作
業
が
重
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
二

回
の
代
掻
き
の
あ
と
六
月
六
日
か
ら
田
植
え
、
六

つばめ農園おひさま便り
32
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月
一
三
日
か
ら
は
除
草
機
で
二
四
日
ま
で
に
そ
れ

ぞ
れ
除
草
を
三
回
く
り
か
え
し
、
合
計
一
五
回
の

除
草
機
か
け
を
し
ま
し
た
た
。乗
用
除
草
機
で
は
、

ど
う
し
て
も
機
械
が
タ
ー
ン
す
る
と
こ
ろ
の
苗
が

敷
き
潰
さ
れ
ま
す
の
で
手
で
補
植
し
な
が
ら
手
除

草
と
続
き
ま
す
。
そ
の
間
に
畦
草
刈
り
も
必
要
で

す
。
七
月
は
じ
め
か
ら
一
週
間
は
、
遊
地
が
胆
石

で
入
院
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
あ
り
、
労
働
力
が

減
る
一
方
、
八
人
の
山
口
県
立
大
学
生
が
地
域
実

習
と
い
う
科
目
で
ま
る
二
日
来
て
く
れ
て
、
大
豆

の
除
草
や
畦
草
あ
つ
め
な
ど
、
機
械
で
は
で
き
な

い
部
分
を
カ
バ
ー
し
て
く
れ
ま
し
た
。

宮
本
常
一
「
抵
抗
の
場
と
し
て
の
地

域
社
会
」
を
読
む

　

話
は
飛
び
ま
す
が
、
宮
本
常
一
先
生
は
、
本
誌

の
五
月
号
で
紹
介
し
た
平
和
憲
法
の
生
い
立
ち
に

つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
地
域
社
会
の
住
民
の
、
政

府
や
資
本
家
の
思
想
や
行
動
に
対
す
る
憤
り
が
暗

殺
の
形
を
と
っ
た
大
正
昭
和
の
歴
史
に
つ
い
て
も

述
べ
て
い
ま
す
（『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
昭
和
四

八
年
一
月
一
九
日
号
、
未
来
社
の
著
作
集
第
一
五

巻
に
再
録
。http://ankei.jp/yuji/?n=2584

）。

―

で
は
な
ぜ
地
域
社
会
は
大
切
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
…
…
明
治
末
か
ら
大
正

へ
か
け
て
は
地
域
社
会
の
か
が
や
か
し
い
時
代
で

あ
っ
た
。
地
域
住
民
は
自
主
的
で
、
そ
こ
に
資
本

的
蓄
積
に
よ
っ
て
銀
行
を
お
こ
し
、
そ
の
銀
行
を

利
用
し
て
自
分
た
ち
の
生
活
を
ゆ
た
か
に
す
る
た

め
に
電
車
を
通
し
汽
車
を
走
ら
せ
、
電
灯
会
社
を

作
り
、
製
麺
工
場
や
紡
績
工
場
を
お
こ
し
木
工
場

も
つ
く
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
の
多

く
は
株
主
と
し
て
こ
の
事
業
に
参
加
し
た
。
た
だ

経
済
的
基
礎
が
貧
困
で
あ
っ
た
た
め
に
経
済
的
変

動
に
弱
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
自
己
の
え
ら
ん
だ
道

を
歩
み
つ
づ
け
て
来
た
と
い
っ
て
い
い
。

　

し
か
し
、
戦
争
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
中
小
銀

行
は
統
合
さ
れ
、
小
さ
い
会
社
も
合
併
を
す
す
め

ら
れ
て
い
っ
た
。
と
同
時
に
地
域
住
民
の
主
体
的

な
地
域
経
営
の
意
欲
は
消
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

地
域
社
会
の
住
民
の
、
政
府
や
資
本
家
の
思
想

や
行
動
に
対
す
る
憤
り
は
暗
殺
と
い
う
形
で
展
開

し
て
い
っ
た
。
原
敬
の
暗
殺
か
ら
始
ま
っ
て
、
浜

口
雄
幸
、
井
上
準
之
介
、
団
琢
磨
の
暗
殺
は
現
実

も
前
途
も
暗
く
な
り
ゆ
く
農
民
社
会
の
雄
叫
び
の

よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

も
そ
の
暗
さ
は
な
お
続
い
て
い
る
。
た
だ
農
以
外

の
食
料
や
産
業
が
発
達
し
て
、
人
び
と
が
そ
の
方

に
転
じ
て
ゆ
き
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
前

の
よ
う
に
切
羽
つ
ま
っ
た
も
の
は
見
え
な
い
。
し

か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
農
村
問
題
は
解
決
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

同
時
に
農
民
た
ち
の
住
む
地
域
社
会
の
問
題
も
な

ん
ら
解
決
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

工
場
を
た
て
て
、
地
域
住
民
の
労
力
を
そ
こ
に
吸

収
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
け
で
は
解
決
す

る
も
の
で
は
な
い
。
工
場
の
資
本
が
地
元
の
も
の

で
な
い
限
り
は
工
場
自
身
も
し
ょ
せ
ん
他
所
者
で

あ
り
、
利
潤
は
事
業
主
体
に
吸
収
さ
れ
、
地
元
住

民
は
工
場
の
雇
用
者
と
し
て
隷
属
を
強
要
さ
れ
た

に
す
ぎ
な
い
。
瀬
戸
内
海
の
よ
ご
れ
の
ご
と
き
も

他
所
者
資
本
の
無
責
任
さ
が
そ
の
よ
う
な
現
象
を

生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
今
日
の

開
発
は
資
本
に
よ
っ
て
国
内
植
民
地
を
つ
く
っ
て

い
き
、
地
域
住
民
は
こ
れ
に
隷
属
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
住
民
の

抵
抗
は
当
然
起
こ
っ
て
い
い
。
だ
が
地
域
住
民
に

荷
担
す
る
も
の
は
少
な
い
。
地
域
住
民
の
抵
抗
が

ど
の
よ
う
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
は
水
俣
病

患
者
た
ち
の
運
動
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

地
域
住
民
の
た
め
に
不
幸
を
も
た
ら
す
産
業
な

ら
ば
、
こ
れ
を
停
止
し
て
よ
い
と
い
う
覚
悟
が
な

け
れ
ば
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
確
立
さ
れ
な
い
。
し

か
も
多
く
の
場
合
、
事
業
そ
の
も
の
は
災
害
、
公

害
を
よ
び
お
こ
す
ま
で
は
決
し
て
根
本
的
対
策
を

考
え
な
い
の
が
、
政
府
、
資
本
家

共
通
し
て
見
ら
れ
る
態
度
で
は
な

か
ろ
う
か
。―

（
つ
づ
く
）

（
あ
ん
け
い
た
か
こ
・
あ
ん
け
い
ゆ
う
じ
）
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