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「半
農
半
陶
」
を
楽
し
む

青

木

勝

美

卒
業
後
は
リ
ー
ス
会
社
な
ど
で
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
。
四
十
代
半
ば
の
神
戸
支
店
勤
務
時
代
、

旅
行
先
の
岡
山
で

「備
前
焼
」
の
陶
工
、
榊

原
学
先
生
と
知
り
合
っ
た
の
が
転
機
と
な
っ

た
。
先
生
と
の
出
会
い
で

「備
前
焼
」
に
惹

か
れ
た
。
そ
の
後
、
親
し
く
お
付
き
合
い
し

た
縁
で
、
陶
芸
の
世
界
に
飛
び
込
ん
だ

「会
社
が
定
年
に
な
っ
た
ら
陶
芸
を
始
め

よ
う
か
」
と
当
初
は
思
っ
て
い
た
。
運
良
く

現
在
の
住
ま
い
、
店
舗
が
見
つ
か
っ
た
。
予

定
を
早
め
て
平
成
十
一
年
六
月
、
五
十
四
歳

で
会
社
を
早
期
退
職
。
「東
京
生
ま
れ
」
の

妻
と
、
三
人
い
る
娘
の
う
ち
農
業
志
望
の
二

女
と
三
人
で
岡
山
に
移
り
住
ん
だ
。

今
は
わ
た
し
た
ち
夫
婦
と
娘
夫
婦
の
四
人

で
備
前
焼
の
制
作

・
販
売
と
、
田
畑
を
耕
し

て
米
や
野
菜
を
つ
く
る
、
い
わ
ば

「半
農
半

陶
」
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

備
前
焼
は
須
恵
器
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ

上
薬
を
使
わ
な
い

「無
釉
」
の
焼
締
陶
。
備

前
焼
は

「土
」
が
命
と
さ
れ
る
。
備
前
市
伊

部
一
帯
に
は
、
適
し
た

「土
」
が
あ
る
。

備
前
市
は
牛
馬
の
神
様
を
祭
り
、
地
元
で

「牛
神

（う
し
が
み
）
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
る

「田
倉
牛
神
社
」
で
知
ら
れ
る
。
店
舗
は
そ

の
参
道
に
あ
り
、
「牛
馬
像
」
を
中
心
に
、

十
二
支
、
縁
起
物
、
花
器
、
食
器
な
ど
を
作

っ
て
、
販
売
し
て
い
る
。

学
生
時
代
は
も
う
遠
い
昔
に
な
る
が
、
備

前
市
に
住
ん
だ
翌
年
、
中
大
時
代
の
仲
間
が

遠
路
駆
け
つ
け
、
こ
こ
で
ク
ラ
ス
会
を
開
い

て
く
れ
た
。
会
場
は
、
わ
た
し
の
陶
芸
の
師
、

榊
原
先
生
が
昭
和
五
十
七
年
に
開
村
し
た
備

前
焼
工
房
の

「和
意
谷

（わ
い
だ
に
）
陶
芸

村
」
。
先
生
手
作
り
の
備
前
焼
の

「露
天
風

呂
」
に
つ
か
り
、
お
い
し
い
料
理
を
囲
ん
で

学
生
時
代
二
戻
っ
た
よ
う
な
楽
し
い
ひ
と
時

を
過
ご
し
た
。

こ
う
し
て
瀬
戸
内
の
温
暖
な
気
候
の
中
で

自
然
豊
か
な
暮
ら
し
を
楽
し
み
な
が
ら
、
人

生
の
転
機
を
与
え
て
く
れ
た
人
と
の
出
会
い

に
感
謝
す
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

（岡
山
県
備
前
市
）

「吉
田
の
う
ど
ん
」大

坂

吉

之

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
が
終
わ
り
、
五

月
半
ば
過
ぎ
の
甲
府
盆
地
は
夏
の
た
た
ず
ま

い
と
な
る
。
四
方
を
囲
む
山
々
は
一
気
に
緑

を
増
す
。
一
年
を
通
じ
て
一
番
い
い
一李
節
だ
。

か
つ
て
里
府
に
二
年
勤
務
し
た
。

山
梨
で
は
甲
府
盆
地
を

「国
中

（く
に

な
か
と
、
富
士
山
ろ
く
周
辺
を

「郡
内

（ぐ

）

ん

な

い
こ

と

呼

ぶ
。

甲

府

盆

地

か

ら

の
富

士

山

は

美

し

い
。

そ
の
ふ
も
と
、
郡

内
の
富
士
吉
田
市
に
よ
く
出
か
け
た
。

富
士
吉
田
に
行
く
と
、楽
し
み
が
あ
っ
た
。

「吉
田
の
う
ど
ん
」
と
呼
ば
れ
る
う
ま
い

「う
ど
ん
」
が
あ
る
か
ら
だ
。
実
に
う
ま
い
。

店
は
市
内
に
六
十
軒
以
上
あ
る
ら
し
い
が
、

ど
こ
も
う
ま
い
。
あ
の
「讃
岐
」
な
ん
て
目
じ

ゃ
な
い

（フ
ア
ン
の
方
す
み
ま
せ
ん
）。
全

国
的
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
、
不

思
議
な
く
ら
い
だ
。

手
打
ち
の
麺
は
コ
シ
が
あ
る
。
熱
い
の

も
冷
た
い
の
も
ど
っ
ち
も
い
い
。
い
つ
も
丼

を
二
つ
並
べ
て
食
べ
た
。
つ
ゆ
の
ベ
ー
ス
は

何
か
わ
か
ら
な
い
が
、
具
に
は
ゆ
で
た
キ
ヤ

ベ
ツ
を
使
う
。
こ
れ
に
て
ん
ぷ
ら
や
キ
ン
ピ

ラ
、
山
菜
を
乗
せ
て
食
べ
る
。
唐
辛
子
と
ゴ

マ
、
山
椒
を
練
り
合
わ
せ
た

「す
リ
ダ
ネ
」

と
呼
ぶ
独
特
の
薬
味
が
味
を
引
き
立
て
る
。

一
杯
三
百
円
程
度
か
ら
と
安
い
。
店
は

ど
こ
も
ふ
つ
う
の
民
家
風
。
客
は
靴
を
脱
い

で
座
敷
に
上
が
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
空
い
た
席

に
勝
手
に
座
っ
て
食
べ
る
。
ど
の
店
も
味
は

期
待
を
裏
切
ら
な
い
。
遠
方
か
ら
の
客
を
何

回
か
案
内
し
た
が
、
だ
れ
も
が
満
足
し
て
帰

っ
て
い
っ
た
。

も
の
の
評
価
は
食
べ
物
な
ら

「う
ま
い

安
い
」
が
最
高
。
「高
い
う
ま
い
」
は
当
た

り
前
で
、
「ま
ず
い
安
い
」
は
我
慢
で
き
て

も
、
「高
い
ま
ず
い
」
は
も
う
論
外
だ
。

こ
の
地
方
、
古
く
は
織
物
の
一
大
産
地
。

う
ど
ん
は
機
屋

（は
た
や
）
の
経
営
者
が
従

業
員
に

「手
早
く
で
き
て
満
腹
に
な
り
、
安

上
が
り
」
の
食
事
と
し
て
出
し
た
の
が
始
ま

り
と
か
。

土
地
の
食
文
化
を
知
り
、
味
わ
う
の
も

転
勤
の
楽
し
み
で
あ
る
。
（東
京
都
多
摩
市
）

「
田
舎
暮
ら
し
」
の
所
感

川
　
原

　

脩

わ
た
し
の
退
職
後
は
、
田
舎
暮
ら
し
で

無
農
薬
・有
機
栽
培
の
野
菜
作
り
で

「晴
耕

雨
一理

の
生
活
と
決
め
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
田
舎
に
は
不
動
産
屋
さ
ん
が
な
く
、
土

地
や
住
ま
い
を
探
す
の
も
、
容
易
で
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
平
成
十
六
年
、
杵
築
市
に
現

在
の
住
居
を
確
保
し
、
そ
の
生
活
を
歩
み
始

め
た
と
こ
ろ
で
す
。

当
地
は
大
分
県

・
国
東
半
島
の
付
け
根

の
瀬
戸
内
海
西
部
に
位
置
す
る
。
東
側
は
瀬

戸
内
海
を
臨
み
、緑
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
地
。

稲
作
の
ほ
か
、
か
ん
き
つ
類
や
シ
イ
タ
ケ
、

野
菜
が
豊
富
に
作
ら
れ
て
お
り
、
「山
の
幸
、

畑
の
幸
、
海
の
幸
」
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、
少
子
高
齢

化
と
過
疎
化
が
極
端
に
進
み
、
荒
れ
果
て
た

田
畑
、
手
入
れ
の
で
き
な
い
山
林
が
多
数
あ

り
ま
す
。

農
業
は
、「生
命
総
合
産
業
畠
辰
村
は
そ
の

創
造
の
現
場
」と
い
わ
れ
な
が
ら
、
教
育

・
防

衛

・
年
金
と
と
も
に
、戦
後
六
十
年
間
、
実

質
的
根
本
的
な
解
決
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
問

題
で
し
ょ
う
か
。
現
状
は
国
民
の
食
料
の

四
〇
％
し
か
確
保
で
き
な
い
の
が
実
情
で
す
。

「農
薬
汚
染
に
よ
る
生
命
の
危
険
」
「食

品
汚
染
が
人
類
を
襲
う
」
「累
積
薬
害
に
よ

る
遺
伝
子
の
へ
の
影
響
」
が
い
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
安
い
輸
入
品
の
増
加
と

「値
段
と
外
見
、
見
栄
え
の
よ
さ
」
を
望
む

消
費
者
の
希
求
で
、
（農
家
は
）
農
業
だ
け

で
生
計
が
立
た
な
い
ば
か
り
か
、
後
継
者
難

に
も
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。

僅
か
ば
か
り
の
農
地
を
借
り
て
、
自
分

が
食
べ
る
野
菜

・
果
物
を
作
る
だ
け
で
も
、

台
風
や
大
雨
洪
水
、
壬
雲白、
害
虫
、
病
気
な

ど
に
襲
わ
れ
、
見
栄
え
の
い
い
野
菜
が
で
き

る
の
は
ご
く
少
量
で
す
。

）

し
か
し

「無
農
薬

・
有
機
栽
培
で
新
鮮
。

ほ
ん
も
の
の
美
味
さ
、高
い
栄
養
価
Ｌ
Ｔ
のり
、

自
分
が
丹
精
込
め
て
作
っ
た
野
菜
だ
か
ら
我

が
家
の
食
卓
を
賑
わ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。

（大
分
県
自
杵
市
）

「県
庁
三
十
七
年
」
に
ピ
リ
オ
ド

彙屈
　
藤
　
雅
　
俊

神
奈
川
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
を

最
後
に
三
月
末
で
神
奈
川
県
庁
で
の
三
十
七

年
間
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
。
思
え
ば
、
仕

事
を
い
ろ
い
ろ
経
験
し
、
楽
し
く
幸
せ
な
県

庁
勤
務
だ
っ
た
。
多
く
の
素
晴
ら
し
い
人
た

ち
と
出
会
い
、
支
え
ら
れ
て
、
こ
こ
ま
で
の

人
生
の
半
分
以
上
も
の
間
、
勤
務
で
き
た
。

退
職
を
前
に
し
た
三
月
、
勤
務
先
の
短
大
関

係
者
な
ど
総
勢
十
一
人
で
北
京
を
旅
行
し
た

（も
ち
ろ
ん
自
腹
）。

短
大
の
仕
事
で
関
係
の
あ
っ
た
企
業
の
ト

ッ
プ
の
お
世
話
で
、
見
学
先
な
ど
を
セ
ツ
ト

し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
方
は
、
中
国
で
技

術
専
門
学
校
の
設
立
に
尽
力
し
、
「井
戸
を
掘

っ
た
人
」
と
し
て
功
績
生
計
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
方
は
、
こ
ち
ら
の
旅
行
の
意
を

「研
修

的
旅
行
」
と
理
解
さ
れ
、
技
術
短
大
や
職
業

訓
練
校
、
外
国
資
本
出
資
の
建
設
機
械
工
場
、

現
地
資
本
の
部
品
工
場
な
ど
ま
じ
め
な
視
＼


