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研
究
で
は
、
農
家
の
経
済
事
情
の
デ
ー

タ
分
析
は
多
数
あ
っ
て
も
、
農
家
へ
の

健
康
被
害
や
苦
悩
の
内
実
ま
で
が
と
り

あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。「
い
っ

ぽ
う
、
小
説
や
映
画
に
は
、
長
年
の
農

作
業
で
腰
が
深
く
折
り
曲
が
っ
て
し

ま
っ
た
農
夫
の
容
姿
や
腰
痛
、
農
薬
害

に
よ
る
手
足
の
し
び
れ
に
苦
し
む
日
常

が
描
か
れ
た
り
す
る
。
数
字
の
デ
ー
タ

よ
り
も
あ
り
あ
り
と
、
農
家
の
姿
が
私

に
せ
ま
っ
て
く
る
の
で
す
」。

　

近
年
、
藤
原
准
教
授
の
心
を
と
ら
え

て
離
さ
な
い
の
は
小
説
家
・
伊＊１
藤
永
之

介
。「
ど
ぶ
ろ
く
密
造
に
よ
っ
て
餓
死

線
上
を
生
き
抜
く
人
び
と
を
描
い
た
代

表
作『＊
２梟
』の
よ
う
に
、
人
び
と
の
貧

し
さ
を
一
所
懸
命
に
描
く
作
家
で
す
」。

　

伊
藤
の
小
説
に
は
、
貧
し
い
農
民
は

も
ち
ろ
ん
、
無
免
許
の
産
婆
や
出
稼
ぎ

な
ど
、
農
民
に
な
り
た
く
て
も
な
れ
ず
、

自
分
が
何
者
な
の
か
を
定
義
で
き
な
い

人
物
が
頻
出
す
る
。
人
び
と
は
〈
労
働

者
〉〈
農
民
〉〈
主
婦
〉
な
ど
と
ひ
と
ま

と
め
に
さ
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
、
一
人

ひ
と
り
の
日
常
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
悲

し
さ
や
つ
ら
さ
、
楽
し
さ
と
い
っ
た
感

情
が
あ
や
を
な
し
て
存
在
し
て
い
る
は

ず
。「
一
人
ひ
と
り
の
伝
記
を
書
け
れ

ば
い
い
の
で
す
が
、
き
り
が
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
伊
藤
が
見
出
し
た
の
が
、

人
び
と
が
交
差
す
る
『
場
所
』
を
描
く

小
説
だ
っ
た
の
で
す
」。

　

描
か
れ
る
の
は
、駐
在
所
や
駅
、
待

合
室
な
ど
の
人
が
集
ま
っ
て
く
る
場
所
。

「
固
有
の
悲
し
み
を
か
か
え
た
、ま
っ
た

く
異
な
る
人
び
と
が
、
こ
れ
ら
の
場
所

に
お
い
て
は
関
係
し
あ
い
、
す
れ
違
い
、

世
界
を
構
成
す
る
一
部
に
な
る
。『
伊

藤
の
小
説
な
ん
て
た
だ
の
風
俗
小
説

だ
』
と
い
う
批
判
も
あ
り
ま
す
が
、
私

は
こ
こ
に
伊
藤
の
描
写
の
も
つ
独
特
の

多ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク

声
音
楽
的
な
効
果
を
見
て
い
ま
す
」。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実
を 

往
復
し
た
歴
史
研
究
を

「
と
は
い
え
、
私
は
し
ょ
せ
ん
歴
史
研

究
者
。
遺
さ
れ
た
文
献
を
ひ
も
解
い
て

事
実
関
係
を
調
査
し
、
世
の
中
が
ど
う

変
化
し
た
の
か
を
分
析
し
ま
す
。
小
説

の
表
現
方
法
や
作
家
の
人
物
像
を
論
じ

る
の
で
は
な
く
、
小
説
が
描
か
れ
た
時

代
背
景
を
調
べ
る
こ
と
が
仕
事
で
す
」。

　

小
説
を
介
し
た
歴
史
研
究
に
可
能
性

を
見
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、

一
九
五
六
年
に
伊
藤
の
書
い
た
短
編
小

説
『
牛
と
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
』。ア
メ
リ
カ
の

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
が
原
子
力
の

平
和
利
用
を
提
唱
し
、
日
本
も
原
子
力

行
政
を
推
進
し
は
じ
め
た
時
代
が
舞
台

だ
。「
ウ
ラ
ニ
ウ
ム（
ウ
ラ
ン
）が
沈
ん
で

い
る
と
い
う
噂
の
あ
る
沼
を
自
分
の
も

の
に
し
よ
う
と
す
る
山
師
や
、
ウ
ラ
ン

が
入
っ
て
い
る
と
信
じ
て
一
〇
円
玉
銅

貨
を
二
〇
円
で
買
う
男
な
ど
、
ウ
ラ
ン

に
一
攫
千
金
を
夢
見
る
人
び
と
の
興
奮

と
そ
の
社
会
へ
の
伝
染
の
様
を
描
い
た

小
説
で
す
。
そ
の
背
景
を
調
べ
る
た
め
、

当
時
の
物
価
や
、日
本
政
府
に
と
っ
て
の

ウ
ラ
ン
の
意
味
な
ど
を
調
査
し
ま
し
た
」。

　

伊
藤
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
小
説
だ
け

で
な
く
、
福
島
県
石
川
町
の
ウ
ラ
ン
鉱

山
の
労
働
者
の
取
材
記
事
を
書
き
遺
し

て
い
た
。「
小
説
で
山
師
が
求
め
た
ウ

　

緑
が
あ
ふ
れ
、
鳥
が
さ
え
ず
り
、
太

陽
は
ま
ぶ
し
く
、
空
気
は
澄
ん
で
い
る
。

都
会
の
人
び
と
が
い
だ
く
、
こ
の
よ
う

な
風
景
だ
け
で
は
農
村
は
語
り
き
れ
な

い
。「
大
学
に
進
学
す
る
ま
で
、島
根
県

の
農
村
で
育
ち
ま
し
た
。
夏
に
な
る
と
、

田
ん
ぼ
で
は
い
っ
せ
い
に
農
薬
が
ま
か

れ
、
周
囲
は
黄
色
い
靄も
や

に
覆
わ
れ
ま
す
。

そ
の
中
を
自
転
車
に
乗
っ
て
通
学
し
ま

し
た
。
現
在
で
は
、
無
人
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
が
畑
の
上
空
か
ら
シ
ャ
ワ
ー
状
の

農
薬
を
ま
き
ま
す
。
農
村
で
は
あ
た
り

ま
え
の
光
景
で
す
が
、
私
は
密
か
に

『
こ
の
農
薬
を
吸
っ
て
も
大
丈
夫
だ
ろ
う

か
』と
と
て
も
心
配
し
て
い
ま
し
た
」。

経
済
デ
ー
タ
よ
り
も
鮮
烈
な 

小
説
の
記
述
に
光
を
見
出
す

　

農
業
経
済
学
を
は
じ
め
と
す
る
学
術

食
べ
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は 

世
界
を
考
え
る
こ
と藤

原
辰
史
　
人
文
科
学
研
究
所 

准
教
授

「
取
り
た
て
の
ト
マ
ト
を
畑
で
が
ぶ
り
。
青
い
匂
い
が
す
る
。
ぼ
た
ぼ
た
と
こ
ぼ
れ

る
果
汁
で
服
に
染
み
が
で
き
る
」。
ト
マ
ト
の
背
後
に
あ
る
農
家
や
土
壌
微
生
物
の

働
き
に
敬
意
を
は
ら
い
、
藤
原
辰
史
准
教
授
が
発
す
る
こ
と
ば
は
、
生
々
し
く
、
五

感
に
訴
え
か
け
て
く
る
。
農
業
史
か
ら
台
所
、
戦
時
中
の
食
料
政
策
ま
で
、「
食
」

と
そ
の
歴
史
を
軸
に
あ
ら
ゆ
る
事
が
ら
か
ら
歴
史
を
見
つ
め
、
新
し
い
視
点
を
提
示

し
て
き
た
藤
原
准
教
授
。
農
村
を
描
い
た
小
説
を
と
お
し
て
、「
食
」
を
見
つ
め
た

さ
き
に
、
現
代
社
会
の
問
題
点
が
み
え
て
き
た

2013年に熊本市の慶
誠高校で開催された人
文研アカデミー「食をめ
ぐるビブリオトーク」の
模様。講義のあと、慶
誠高校の高校生たちや
参加した市民と第一次
大戦期のドイツのレシピ
を調理し、試食した

第一次大戦期当時と
同じ食材で、ドイツ
の家庭料理のアイン
トップ（左上）とポト
フ（右上）を再現

ふじはら・たつし
1976年、北海道旭川市に生まれ、島根県横田
町（現奥出雲町）で育つ。1999年に京都大学
総合人間学部卒業。2002年、同大学院人間・
環境学研究科中途退学、同年、京都大学人文
科学研究所助手。東京大学大学院農学生命
科学研究科講師をへて、2013年から現職。

「誤解のないように。農業はかっこ
いい仕事です。農業技術はIT産業
には永遠にかなわない長くて深い
歴史がある。私は農村から、憧れ
の都会にきました。私が世界で
もっとも役にたつのは、農家を継
いで農業をすることだったはず。な
のに、農学研究でさえなく、農業
の歴史を研究している。いつもどこ
かに後ろめたさをかかえていますが、
せめて、農家の土づくりの仕事に届
くような仕事をしたいと自分に言い
聞かせています」

萌 芽 の き ら め き  ・結 実 の と き
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ラ
ン
が
眠
る
土
地
は
、
当
時
、
実
際
に

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ウ
ラ
ン
鉱
山
に
対

す
る
人
び
と
の
熱
狂
や
ウ
ラ
ン
の
選
別

に
雇
わ
れ
た
農
婦
が
い
た
の
は
事
実
で
、

小
説
は
こ
う
し
た
現
実
を
も
と
に
組
み

た
て
ら
れ
た
と
わ
か
る
」。

　

い
っ
ぽ
う
、
取
材
記
事
は
た
ん
な
る

報
告
で
は
な
く
、
農
村
地
帯
の
貧
困
に

も
踏
み
こ
ん
で
い
た
。「
農
村
の
貧
困

を
描
き
つ
づ
け
た
伊
藤
の
問
題
意
識
が

表
れ
て
い
ま
す
。
小
説
と
取
材
記
事
を

往
復
し
、
比
較
し
な
が
ら
研
究
す
る
と
、

立
体
的
に
歴
史
が
見
え
て
く
る
。
現
実

も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
、
一
歩
踏
み
込
ん

だ
分
析
が
可
能
に
な
る
の
で
す
」。
そ

う
し
て
、
藤
原
准
教
授
は
そ
の
時
代
の

生
々
し
い
空
気
感
の
中
に
深
く
身
を
沈

め
て
ゆ
く
。

風
の
に
お
い
の
す
る 

歴
史
を
書
き
た
い

　

こ
う
し
た
作
業
を
く
り
返
す
な
か
で

藤
原
准
教
授
が
光
を
見
出
し
て
い
る
の

が
、「
新
し
い
歴
史
の
書
き
方
」。
事
実

確
認
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
最
近
の
歴

史
書
は
禁
欲
的
に
な
り
、
心
が
躍
る
こ

と
が
少
な
い
と
憂
慮
す
る
。

「
当
時
の
風
の
に
お
い
の
す
る
歴
史
を

描
き
た
い
。
イ
ン
パ
ク
ト
を
重
視
し
て

嘘
の
記
述
で
だ
ま
す
も
の
で
も
、
読
者

を
無
視
し
て
分
析
結
果
を
ひ
た
す
ら
書

き
つ
ら
ね
る
文
章
で
も
な
い
。
虚
構
を

通
じ
て
現
実
を
生
々
し
く
伝
え
る
小
説

の
叙
述
に
学
び
な
が
ら
、
情
理
一
体
の

歴
史
研
究
を
め
ざ
し
た
い
の
で
す
」。

食
べ
る
・
噛
む
こ
と
が 

弱
々
し
い
世
界
っ
て
な
ん
だ
ろ
う

　

い
ろ
い
ろ
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
と
お
し

て
歴
史
を
語
ろ
う
と
試
み
る
が
、
い
ち

ば
ん
の
関
心
ご
と
は
、
徹
底
し
て
「
食

べ
る
こ
と
」。「
味
噌
を
食
べ
る
こ
と
は
、

大
豆
を
発
酵
さ
せ
た
微
生
物
も
い
っ

し
ょ
に
口
に
す
る
こ
と
。
ド
ラ
ッ
グ
ス

ト
ア
に
は
、『
除
菌
・
滅
菌
』
と
い
う

こ
と
ば
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
が
、
菌
は

発
酵
を
通
じ
て
食
べ
も
の
を
食
べ
や
す

く
、
お
い
し
く
す
る
こ
と
に
も
貢
献
し

ま
す
。
食
べ
も
の
の
背
後
に
思
い
を
め

ぐ
ら
せ
る
こ
と
は
、
世
界
の
し
く
み
を

考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
」。

「
現
代
っ
て
、
人
間
や
モ
ノ
と
の
関
係

性
が
、
即
効
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

思
い
ま
せ
ん
か
」と
嘆
く
。「
映
画
や
小

説
の
広
告
は『
泣
け
る
』と
い
う
宣
伝

文
ば
か
り
。
で
も
、
泣
け
な
い
悲
し
さ

や
せ
つ
な
さ
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
恋
愛

ド
ラ
マ
も
、『
告
白
し
な
い
』こ
と
や『
話

し
か
け
ら
れ
な
い
』こ
と
に
葛
藤
や
本

音
が
浮
か
び
あ
が
る
こ
と
が
あ
る
。
で

も
、
い
ま
は
細
部
は
ど
ん
ど
ん
は
ぶ
か

れ
て
、
わ
か
り
や
す
さ
が
求
め
ら
れ
る
」。

「
こ
れ
は
、
と
く
に
食
べ
も
の
に
顕
著

で
す
」
と
、
気
が
か
り
な
食
事
例
を
列

挙
す
る
。
人
工
の
調
味
料
や
甘
味
料
で

か
ん
た
ん
に
味
が
つ
け
ら
れ
る
。
ゼ

リ
ー
飲
料
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
は
胃
袋
に

い
っ
き
に
流
し
こ
ま
れ
る
。
芸
能
人
は

テ
レ
ビ
番
組
で
地
域
の
特
産
品
を
食
べ

て
も
コ
メ
ン
ト
が
貧
し
い
。「
栄
養
補

給
の
効
率
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
味
つ
け

や
噛
む
こ
と
、
こ
と
ば
を
交
わ
す
こ
と

は
む
だ
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
『
食
べ
る
』
行
為
が

な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
世
界
っ
て
な
ん

だ
ろ
う
。
こ
れ
が
出
発
点
で
す
」。

め
ん
ど
う
な
ほ
ど
、 

愛
し
く
て
楽
し
い

　

即
効
性
ば
か
り
が
偏
重
さ
れ
が
ち
な

現
代
社
会
の
な
か
で
、
一
条
の
光
を
伊

藤
永
之
介
に
見
出
す
。「
伊
藤
は
、
人

び
と
の
内
面
を
描
く
た
め
に
、『
悲
し

い
』、『
つ
ら
い
』
な
ど
と
は
語
ら
せ
ず
、

目
線
や
手
の
動
き
、
声
の
抑
揚
な
ど
を

て
い
ね
い
に
描
写
し
ま
す
。
微
妙
な
動

作
に
、
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
人
び
と
の

苦
し
み
や
悲
し
み
が
宿
っ
て
い
ま
す
」。

　

た
と
え
ば
、
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

よ
う
に
、
直
接
話
を
聞
け
ば
、
相
手
の

考
え
や
感
情
が
身
ぶ
り
や
表
情
に
よ
っ

て
も
届
く
。
動
作
か
ら
思
い
を
読
み
と

る
の
は
、
こ
と
ば
で
伝
え
る
よ
り
も
、

め
ん
ど
う
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
か
か
る
。

「
伊
藤
の
小
説
を
読
む
と
、
細
部
か
ら

も
の
ご
と
を
感
知
す
る
想
像
力
を
人
間

は
も
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
だ
し
、
勇

気
づ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
め
ん
ど
う
が

か
か
る
も
の
ほ
ど
、
愛
し
く
て
楽
し
く

思
え
て
き
て
、
深
く
心
に
刻
ま
れ
る
。

食
べ
も
の
の
新
し
い
価
値
観
を
考
え
る

こ
と
を
と
お
し
て
、〈
め
ん
ど
う
〉
や

〈
む
だ
〉
が
介
在
す
る
関
係
を
取
り
も

ど
し
た
い
。
そ
れ
が
私
の
核
で
す
」。

人文科学研究所
人文科学研究所は、京都大学の附置研究所で
あった同名の研究所と東方文化研究所、西洋
文化研究所が統合して、1949年に発足。文
献学、フィールドワーク、共同研究の手法をも
ちいて、さまざまな文化の価値や相渉関係を探
究することをめざす。人文学研究部、東方学研
究部の2部に分かれ、所員は個人研究に取りく
むかたわら、共同研究にも参画。人文研の特
徴の一つをなす共同研究班は、分野や領域を
超えた研究者を学内・学外、さらには国外から
募り、組織されている。

「私たち人文科学をあつかう人間
は、全身を触角のような状態にし
て、書物の中をかぎまわり、こと
ばのもつニュアンスや輝きを注意
深く観察します。伊藤もきっと、
全身を触角状態にして、人びとの
動きを見ていたのでしょう」

＊1　伊藤永之介（いとう・えいのすけ）
1903年に秋田県秋田市に生まれる。秋田市中通尋常小学校
を卒業。日本銀行秋田支店に見習いとして勤めたのち、上京
し、やまと新聞社の校正係となる。東北の貧しい農民の生活
を、おかしみや共感を込めて描き、独自の農民文学を開拓した。
代表作に『梟』、『鶯』、『警察日記』などがある。

＊2　『梟』（ふくろう）
1937年発表。どぶろく売りの女性を主人公にストーリーが展
開する。〈梟〉は、夜に密造酒を売り歩く者を指す隠語。違法
行為と知りながら、どぶろくを売らなければ生活のできない農
村の実態を描く。第4回、第6回の芥川賞候補となった。


	01紅萌30号
	02紅萌30号
	03紅萌30号
	08紅萌30号
	12紅萌30号
	15紅萌30号
	16紅萌30号
	20紅萌30号
	22紅萌30号
	24紅萌30号

