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こ
の
章

で
は
矢
吹
町

に
住
む
人

々
が
、
ど
の
よ
う
な
経
済
活
動
に
従
事

し
依
存
し

て
き
た
の
か
を

み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
伝
統
的
な
生
産
や
生
業

は
自
然

に
働
き

か
け
る
営

み
で
あ
り
、
人
と
人

の
意
思

の
通

い
あ

い
の
中
に
培
わ
れ
て
き

た
活
動

で
あ

っ
た
。

生
業
と
は
生
活
の
た
め

の
経
済
活
動

つ
ま
り
仕
事
を
意
味
す
る
。
食
う
た
め

の
活
動
で
あ
る
生
業
と
生
産
は
、

コ
ス
ト
を
削
減
し
な
が
ら

い
か
に
効

率
よ
く
収
益
を

あ
げ
、
そ
れ
を
安
定
さ
せ
る
か
と

い
う
課
題
を

つ
ね

に
抱
え

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
伝
統
的
な
社
会
で
あ

っ
て
も
停
滞
し
て

い
た
わ
け

で
は
な
く
、
種

々
の
工
夫
を

こ
ら
し
革
新
的
な
技
術
を
と
り
こ
み
な

が
ら
歩
ん

で
き
た
。
し
か
し
戦
後

の
高
度
経
済
成
長
は
、
そ
れ
ま
で
わ
た
し
た
ち

が
持

っ
て
い
た
伝
統
的
な
発
想
を
転
換

し
た
と

こ
ろ
に
生
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
た
め
に
、
長

い
間
依
存
し
て
き

た
伝
統
的
な
技
術
や
発
想
は
根
底
か
ら

く

つ
が

え

 
こ
と
ご
と
く

覆

さ
れ
る
結
果
と
な

っ
た
。
遠

い
過
去
か
ら
培
わ
れ

て
き
た
そ

の
土
地
の
生
業

や
生
産
活
動
は
、
わ
ず
か

こ
世
代
ほ
ど
の
間
に
劇
的
な

変
容
を
遂
げ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
と

に
戻
す

こ
と
は
で
き
な

い
し
戻
す
必
要
も

な

い
が
、
培
わ
れ
て
き
た
営

み
に
は
な
ん
ら
か
の
意
味
が
あ

っ
た

は
ず
で
あ

る
。

こ
れ
を
再
評
価
す

る
た
め

に
も

こ
の
章
で
は
伝
統
的
な
生
業
や
生
産
活
動

に
着
目
し

て
、
そ
の
よ
う
す

や
技
術
を
記
録

し
て
お
く
こ
と

に
す
る
。



耕第一節 曲辰

第

一
節

農

耕

第

一
節
は
稲
作
と
畑
作
を
と
り
あ
げ

る
。
矢
吹
町

の
歴
史

は
矢
吹

ガ
原
と
称
し
た
原
野
の
開
発

の
歴
史
で
も

あ
る
。
矢

吹
ガ
原
は
近

世
、
近
現
代
を
と
お
し
て
入
植
者
が
苦
労
を
重
ね
て
原

野
を
拓
き
、
農
地
化

し
現
在

に
い
た

っ
て
お
り

、
そ

の
苦
闘
の
跡
は

「矢
吹
町
史

1
通
史
編
』

に
も
詳
し

い
。
水

の
便

が
悪

い
矢
吹
ガ
原
は
ま
ず
畑
と
し

て
開
発
さ
れ
た
。
昭

和
十
年

(
一
九

三
五
)
は
お
そ
ら
く
近
世

の
雰
囲
気
を
ま
だ
ひ
き
ず

っ

て
い
た
時
代

で
あ

ろ
う
と

思
う

が
、
こ
の
年

の
旧
矢
吹
町
、
三
神
村
、

中
畑
村

な
ど

の
田
畑

の
割
合
を

み
る
と

(表
お

よ
び
グ

ラ
フ
参

照
)
、

【表1】昭和10年 旧町村 田畑地 目割合(反)

矢吹町 三神村 中畑村

畑(反) 3899 3697 3497

田(反) 1799 3140 3193

合計 56多8 6837 6690

畑% 68.43% 54.07% 57.27%

田% 31.57% 45.93% 47.73%

反

反

田

畑

口

■
昭和10年 旧町村 田畑の割合
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【表2】 昭 和30～50年 の 田畑地 目割 合(単 位平方キロ)

昭和30 昭和40 昭和42 昭和43 昭和44 昭和45 昭和46 昭和47 昭和48 昭和49 昭和50

畑 12.45 11.97 15.95 1593 159 15.88 15.48 16.25 16.33 15.46 1536

田 7.67 12.25 1356 1356 1357 13.56 14.17 1556 15.5 15.74 16.2

合爵 20.繊 24.22 29.51 29.49 29.47 29.44 ag.65 31,8i 31.83 3L2 3L56

畑% 6L88% 49.42% 54.04% 54.02% 53.95% 53.94% 52.21% 51.08% 51.30% 49.55% 48.67%

田% 38.12% 5058% 45.95% 45.98% 46.05% 46.06% 47.79% 48.92% 48.70% 50.45% 5L33%
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り

ょ

つ

が

い
ず
れ
も
畑

の
割
合

が
水

田
面
積
を

凌

駕
し

て
お
り
、
当
地
方
が
畑
作

に
依
存
し
て
き
た
地
域

で
あ

っ
た

こ
と

が
わ
か

る
。

こ
の
傾
向
は
昭
和
三
十

き
　
つ
こ

う

年

(
一
九
五

五
)

こ
ろ
ま

で
続
く
。

し
か
し
昭
和

四
十
年

(
一
九
六
五
)

に
は
田
畑

の
比
率
が
拮
抗
す

る
よ
う

に
な

っ
た
。
こ
れ
は
昭
和
三
十

一
年

(
一
九
五
六
)
の
羽
鳥
ダ
ム

の
完
成

に
よ

っ
て
豊
富
に
水

が
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

、
従
来

の
畑
地
を
水

田
化

し
た
た
め
で
あ
る
。

本
節
で
は
機
械
化
さ
れ
る
以
前

の
稲
作
と
畑
作

に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る

こ
と
に
す

る
。
し
か
し
機
械
化
さ
れ
る
以
前

の
農
耕
と

い
っ
て
も
、
当
地
は

か
た
く
な
に
伝
統
に
こ
だ

わ

っ
た
地
域

で
は
な
く
、
む
し

ろ
積
、極
的

に
新
技
術
を
導
入
し
よ
う

と
し
た
地
域

で
あ

っ
た

こ
と
は
、
農
業
振
興
研
究
村
、

農
業
機
械
化
指
定
部
落
、
畑
作
改
善
営
農
試
験
地
な
ど

の
指
定
を
受
け

(『
目
で
見
る
矢
吹
町
史

』
)
実
験
的

な
試

み
を
受
容
し
た

こ
と

で
も
わ
か
る
。

矢
吹
町
が
地
味

の
貧
弱
な
水
に
乏
し

い
土
地
柄

で
あ
り
、
し
か
も
近
世
か
ら

の
村
落

だ
け

で
は
な
く
、
近
代
以
降

に
な

っ
て
各
地
か
ら
集
ま

っ
た
人
び

と

の
多

い
町
で
あ
る

こ
と
が
進
取
の
気
質

の
素
地

に
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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一

稲
作
と
く

ら
し

(
一
)
稲
作
と
環
境

農
耕
と
自
然
環
境
と

の
関
係
は
不
可
分
で
あ

る
。

こ
と
に
水
田
稲
作

で
は
水
が
不
可
欠

で
あ
り
、
水
田

の
分
布

と
水
源
と
は
相
関

耕
地
の
よ
う
す

関
係
に
あ
る
。
矢
吹
町
は
東

に
隣
接
す
る
石
川
町
、
須
賀
川
市
と

の
間
を
阿
武
隈
川
が
南
北

に
流
れ
、
町

の
南
境

に
沿

っ
て
泉
川

が
西
か
ら
東

の
阿
武
隈
川
に
注

い
で

い
る
。
も
う

一
つ
は
町
の
西
部

に
は
隈
戸
川
が
北
流
し

て
い
る
。
こ
う

し
た

川
の
流
域

に
沿
う

よ
う

に
氾
濫
原
が

あ

っ
て
水

田
は
こ
こ
に
多
く
分
布

し
て

い
る
が
必
ず
し
も
古

い
時
代
か
ら

の
開
田
で
は
な
か

っ
た
。
阿
武
隈
川
に
接
す

る
氾
濫
原
は
崖

に
も
な

っ
て
い

て
水
面
に
遠
く
、
地
元

の
人
た
ち
は
水
が
す
ぐ
ド

に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か

つ
て
は
水
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た

こ
と
を
嘆

い
て
い
た
。
こ

う
し
た
広

い
氾
濫
原
が
水
田
化
さ
れ
た
の
は
阿
武
隈
川

の
水
を
ポ

ン
プ

ア
ッ
プ
し
て
利
用

で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
り

、
川

に
接
し
て

い
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
水
田
で
は
な
か

っ
た
。
以
上

の
三

つ
の
河
川

に
挟
ま
れ
た
内
側

に
は
典
型
的
な
矢
吹
ガ
原

の
段
丘
群
が
点
在
す

る
。
平
坦
地
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に
あ
る
矢
吹
町
役
場
が
標
高

二
八
五
メ
ー
ト

ル
く
ら

い
な
の
で
、
最
も
高
く
て
も

五
〇
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
平
均

一
、、
三
〇
メ
ー
ト

ル
の
丘
陵
が
点

々
と
広
が
る
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
丘
陵

の
山
ひ
だ
に
水
源
を
求
め

て
せ
ま

い
面
積

の
水

田
が
数
多

く
開
か
れ
て
き
た
。
丘
陵
は
砂

、
粘
土
、
泥
炭
、
シ
ル
ト
、
礫
な
ど
か
ら
な
る
と

い

い
、
水

田
の
土
質
と
し
て
は
と
も
か
く
水
源
に
乏
し

い
浅

い
山

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
水

の
確
保

に
難
儀
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
盛
ん
に
ア

マ
ヨ
バ
リ

(雨
乞

い
)

が
な
さ
れ

て
い
る

こ
と
は

こ
れ
を
示
し

て
い
る
。
町
内

に
は
現
在

で
も
溜
池
が
多
く
、
江
戸
時
代

の
地
誌

に
は
無
数
と

い

っ
て
も
よ

い

ほ
ど

の
溜
池
が
書
き
あ

げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
乏
し

い
水
を

こ
ま
め

に
貯
水

し
大
切

に
使

い
き

っ
て
い
こ
う

と

し
て
き
た
当
地
の
開
田
の
歴
史
と
田
ん
ぼ

へ
の
こ
だ
わ
り
を
物
語

っ
て
い
る
。

矢
吹
ガ
原

の
多
く

は
畑
地
と
し

て
開
墾
さ
れ
て
き

て
お
り
、
水
源
を
大
き
な
河
川
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
、

大
規
模
な
十
木
技
術
に
よ

っ
て
地
形
を
改
変
す
る
こ
と
が
可
能

に
な

っ
た
昭
和

三
十
年
代
以
降
に
な

っ
て
は

じ

め
て
、
か

つ
て
の
畑

地
を
水

田
化

で
き
る
よ
う

に
な

っ
た

の
で
あ
る
,
矢
吹
町

で
は
ヤ
ジ

ッ
タ

つ
ま
り
谷

地

田
が
少
な
く
な

い
が
、
こ
う
し
た
好
条
件
と
は

い
え
な

い
と
こ
ろ
に
も
水

田
が
開
か
れ

て
い
る
の
は
、
畑

地
は
確
保
で
き

て
も
水

田
の
米
を
得
よ
う
と
す
る
、
米

に
対
す
る
執
着
か
ら
で
あ

っ
た

ろ
う
。
し
か
し
丘
陵

地
帯
は

マ
イ
ナ
ス
の
条
件
だ
け

で
は
な
く
多
様
な
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
矢
吹
ガ
原

の
丘
陵
は

コ
ナ

ラ
を
は
じ
め
と
す

る
雑
木
山

で
あ
る
た
め
に
、
使

い
き
れ
な

い
ほ
ど
の
落
葉
を
う
み
出
す
。
こ
れ
を
腐
葉
十

と
し
て
堆
肥
に
利
用
し
、
潅
木
や
草
を
緑

肥
の
採
取
地
と
し
て
き

た
の
で
あ

る
。
ま
た
水

の
湧
き

出
す
谷
あ

い
の
暖
か
な
場
所

に
伝
統
的
な
苗
づ
く
り

の

「水
苗
代
」
が
近
年

ま
で
残

っ
て
い
た

の
も
、
こ
れ
が
阿
武
隈

高
地
の
自
然
条
件

に
適
し
た
耕
作
法

で
あ

っ
た
か
ら
な
の
で
あ

る
。

な

」』】■
【写真1】 谷あい に開 かれた田【写真2】 平地に広がる田ん ぼ
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ほ

じ

ょ

う

ジ

ョ
ウ
ダ

と
ヌ
ル

圃

場

の
基
盤
整
備

が
な
さ
れ
る
以
前
は
、
同
じ

「
田
ん
ぼ
」

で
も
条
件

の
良

メ
ダ

.
ヤ
ジ

ッ
タ

し
悪
し
は
極
端

で
あ

っ
た
。
水
は
け

の
よ

い
乾
田
は
ジ

ョ
ウ
ダ
と
か
ジ

ョ
ウ
デ

ン
、
ヤ

マ
な
ど
と

よ
ば

れ
て
お
り
作
業
も
容
易
で
収

量
も
多

い
。
そ
れ

に
対
し
水
が
じ
く

じ
く
と
湧
き

出
す

田
や
水
は
け
が
悪

い
い
わ

ゆ
る
湿

田
を

ヤ
ジ

ッ
タ
と
か
ヤ
ダ
、
ヤ
ジ
、
ヤ
ジ

ッ
ポ
、
ド
ブ

ッ
タ
、

ヌ
ル
メ
ダ
な
ど
と
よ
び

、
収
量
も
少
な
く
作
業
も
し
に
く

か

っ
た
。
た
だ
、
同
じ
湿
田
で
も

人
も
は
ま

っ
て
し
ま
う
よ
う

な
湿

田
は
ヤ
ジ

ッ
タ
、
ヤ
ダ
と
よ
ん
で

い
る
が
、
常
時
水
が
溜
ま

っ
て

い
る
よ
う
な

半
湿
田

の
こ
と
は

ヌ
ル
メ
タ
ン
ボ
、

ヌ
ル
メ
ダ
と
称
し
て

い
る
。
ヤ
ジ

ッ
タ
は
泥
炭
層
の
土
質

で
ず

ぶ

ず

ぶ
と
ど

こ
ま
で
も
も

ぐ

っ
て
し
ま

い
、
太
も
も
く
ら

い
ま

で
も
ぐ

る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
く
、
牛
馬

も
は

い
れ
な

い
た
め
手
作
業

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
し
か
し
収
量
も
少
な
く
収
穫
す

る
米

の
味

も
よ
く
な
か

っ
た
。

一
方

ヌ
ル
メ
ダ
は
か
た
く
粘
り

の
あ

る
粘
±
質

の
地
層
が
底
に
あ
る
た
め
に
、
水

は
け
が
悪
く
湿
田
に
な

っ
て

い
る
田
で
、

つ
ね
に
水
と
肥
料
分

が
供
給
さ
れ

て
い
る
た
め
に
む
し
ろ
お

い
し

い
米
が
と
れ
た
。

ヤ
ジ

ッ
タ
も

ヌ
ル
メ
タ
ン
ボ
も
谷
あ

い
に
あ

る
田
に
多
く
、

【写真3】町内各地に点在する溜池の1つ

 

特

に
ヤ
ジ

ッ
タ
は
天
水

に
頼
る
天
水

田
で
あ

っ
た

の
で
溜
池
を

つ
く

っ
て
水
を
確
保
し

て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
し
、
場
合

に
よ

っ
て
は
溜
池
の
水
を
使

い
き

っ
て
し
ま
う
と
水
不
足
を
招
く
こ
と
も
あ

っ
た
と

い
う
。
町
内

で
も
三

神
地
区
は
溜
池
と
湿
田
が
多
か

っ
た
と

い
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
裏
付
け

る
よ
う
に
江
戸
時
代

の

「白
河
風
土
記
巻

之
十

三
』

の
三
城
目
村
の
項

に
は

こ
の
村
だ
け
で
二
一二
も

の
池
が
書
き
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
矢
吹
町
内

で
も
条
件

の
よ

い
田
は
本
家
筋
が
保
有
し
て

い
る
例

が
多

い
が
、
湿
田
が
類
別
さ

れ

て
い
る

の
は
興
味
深

い
。

生
業

の
枠
を

こ
え
、
稲
を

つ
く

る
こ
と
が
生
活
の
目
的
と
さ
れ

て
き
た
時
代

は
長
か

っ
た
。
わ
が
国
の
人
び
と
が
米
を
単
に
作
物

の

農

耕

儀

礼

一
つ
と
考
え
ず
、
特
別
な
作
物
と

し
て
こ
だ
わ
り
続
け

る
の
も
、
こ
う
し
た
歴
史
と
は
無
縁
で
は
な

い
。
ま
た
、
農
耕
は
自
然

に
左
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右

さ
れ
る
た
め
収
穫
を
待
た
な
け
れ
ば
結
果
が
出
な

い
不
安
定
な
生
業

で
も
あ
る
。
こ
う

し
た
こ
と
も

あ

っ
て
、
稲

作

の
過
程
に
は
神
霊

の
加
護
を
得
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
り
が
組

み
こ
ま
れ

て
お
り
、

家

々
の
年
中
行
事
は
農
耕

の
儀
礼
を
根
幹

に
し

て
成
り
立

っ
て

い
る
と

い
っ
て
も
よ

い
。
矢
吹

町
で
も

さ
ま
ざ
ま
な
農
耕
儀
礼
が
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

一
月
に
は
鍬
入

れ
、
団
子
さ
し
、

ハ
ヨ
モ
ジ
リ
と

い

っ
た
予
祝

の
儀
礼
が
あ
り
、
種
ま
き
後

の
水

口
の
祭
り
、
田
植
え
後

の
サ

ナ
ブ
リ
、
稲
に
虫
が

つ
か
な

い
よ
う

に
ま
じ
な
う
稲
虫
送
り
、
降
雨
を
乞
う

ア
マ
ヨ
バ
リ
、
台
風
を
除
け
る
八
朔
祭
り
、
収
穫
を
祈

念
す

る
鎮
守

の
秋
祭
り
、
収
穫
後

の
刈
あ
げ
餅
、
作
業
が
終

っ
た
と
き

の
扱
き
あ
げ
ぼ
た
餅
な
ど

で
あ

る
。
こ
れ
ら

の
内
容
に

つ
い
て
は
第
六
章

の

一
年

の
生
活
を
参
照
さ
れ
た

い
。
水

の
便
が
悪

か

っ
た

こ

あ

ま

こ

の
地
域

で
は
、
日
照
り
は
田
畑
に
と

っ
て
大
き
な
打
撃
に
な
る
。
そ

の
た
め
に
か

つ
て
は
雨
乞

い
を

よ

く
お
こ
な

っ
て
い
た
と

い
い
、
雨
乞

い
の
多
さ
は
は
し
な
く
も
矢
吹
町
の
立
地
条
件
を
表
現
し
て

い
る
。

雨
乞

い
は
、
長

い
間
日
照
り
が
続
き

田
に
か
け
る
水

が
不
足
す

る
と
き
に
お
こ
な
う
、

雨

乞

い

呪
術
的
な
儀
礼

で
あ

る
が
、
町
内
に
は
水
利

の
条
件
が
悪

い
地
区
が
多

く
あ
り
、
水

不
足
は

田
植
え
ど
き
と
苗
の
成
長
期

に
は
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
す
た
め
に
戦
前
ま

で
は

ア
マ
(
ア
メ
)

ヨ
バ
リ

(雨
呼
ば
り
)
が
盛

ん
で
あ

っ
た
。
町
内

の
雨
乞

い
の
様
子
を
簡
単

に
紹
介
し

て
お
こ
う
。

区
長

が
召
集
し

て

一
戸

一
人
、
青
年
団
員
全
員
が
馬
頭
観
音
堂

に
集
合
し
、
セ
イ
ネ

ン
が
雨
呼
び
太

鼓
を
た
た

い
て
降
雨
を
祈

っ
て
か
ら
持
参

の
重
箱

で
飲
み
食

い
し
た

(明
新
、
藤
井
友
治
)
、
集
落

の

人
が
国
神

(薬
師
堂
)

に
集
ま
り
太
鼓
を
た
た
き
な

が
ら

「
ア
メ

ッ
ツ
ァ
ー

ユ
ー

ワ
イ

ヨ
i
、

あ

胴 遡蜘 鱒 吋
,

【写真4】 中畑地区の共同防除 こう した薬剤 を使 う以前に もさまざ まな虫害の防除

があ り、その1つ に呪術 的な防除 もあった

 

ザ

ッ
ツ
ァ
ゴ
ザ

ッ
ツ
ァ
ゴ

フ

ッ
テ

コ
ー
」
と
叫

ん
だ

(原
宿

、
関
根

ミ
イ
)
、
西
原
の
明
武
神
社

で
セ
イ
ネ

ン
が
太
鼓
を
た
た

い
て
騒

い
だ
。
空
気
を
振
動

さ
せ
る
と
雨
が
降
る
と

思
わ

れ
て
い
た

(三
城
目
、

太
田
昌

弘
)
、
三
城

目
の
青
年
団
全
員
が
集
ま
り
、
御
霊
神
社
で
神
主

に
祈
祷

し
て
も

ら
い
、
西
原

の
明
武
神
社

で
酒
を
飲
み
な
が
ら
大
声

を
は
り
あ
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げ
て
雨
を

よ
ぶ

(陣

ヶ
岡
、
加
藤
正
直
)
、
明
武
神
社
で
雨
乞

い
踊
り
を
し
た

(
三
城

目
、
淺
川
政
明
)
、
集
落

の
人
が
集
ま

っ
て
明
武
神
社

の
池

の
水

い
ぬ
い

を
か
き

回
す

(
三
城
目
、
関
根

昭
三
)
、
集
落
か
ら

=
戸

一
人
が
重
箱
持
参
で
雷
神
社

に
集
ま
り
、
集
落
か
ら
は
酒
を
差
し

い
れ
、

乾

(北
西
)

の
方

み
の
か
さ

角
か
ら
雨
乞

い
の
太
鼓
を
鳴

ら
し
神
主
も
祭
文
を
あ
げ

て
祈

っ
た

(堰

ノ
上
、
根
本
義

正
)
、
集
落

の
人
が
蓑
笠
を

つ
け

て
田

の
神
様

に
集
ま
り
、
笛

太
鼓
で
雨
乞

い
し
た

(
一
区
、
藤

田
ス
イ
)
、
近
津
神
社

に
皆
が
蓑
笠
を
着
て
集
ま
り

お
神
酒
を
あ
げ
雨
乞

い
太
鼓
を
打

つ

(松
倉
、
富
永
敏
雄
)
、
日

吉
神
社
で
青
年

団
が
太
鼓
を
打

っ
て
雨
乞

い
し
た

(
四
区
、
星
信
之
助
)
、
鎮

守
様

で
桶
に
水
を

は
り
、
高

い
所
を
め
が
け

て
振
り
か
け

て
雨
を
よ
ぶ

(曙
町
、
中
村
孝
敏
)
、
青
年
団
が
雨
乞

い
太
鼓
を
打

つ
、
あ

る
い
は
青
年
団
が
阿
武
隈
川
上
流

の
大
隈
滝

に

い
き
、
滝

つ
ぼ
に
石
を
投
げ

こ
ん
で
滝

つ

く

ぎ
し

ぼ
に
棲
む
竜
神
を
怒
ら
せ

る

(松
倉

、
井

戸
沼

ヨ
ウ

コ
)
、
大
正
十

一
、
二
年
ご

ろ
大
隈
滝

の
滝

つ
ぼ
に
釘

や
針
を
投
げ

い
れ
た
と
聞

い
た

(根
宿
、

後
藤
助

一
郎
)
、
観
音
堂
に
お
籠
り

し
、
明
新
上
地
区
に
あ

る
阿
武
隈
川

の
大

石
で
太
鼓
を
た
た

い
た

(明
新
、
円
谷
正
勝
)
、
阿
武
隈

川
の
雨
乞
壇
と

い
う
所
で
大
声

で

「
雨
よ
i
、
雨

や
ー
い
」
と
よ

ぶ

(神

田
、
藤
井
直
喜
)
、
蓑
笠
姿
で
矢

吹
神
社

に
参
拝

し
て
か
ら
滝

に
石
を
投
げ

て
水
し
ぶ
き
を

た
て
る
と

雨
が
降
る

(弥
栄
、
佐
藤

]
郎
)
、
地
区

の
人
が
蓑
笠
を
着
け

て
矢
吹

神
社

に
雨
乞

い
祈
願
を
し
、
「雨
た
ん
ぼ
弱

い
で
、
ざ

っ
さ

こ
、
ざ

つ

さ
ご
降

っ
て
こ
い
」
と
唱
え
な
が
ら
町
中
練
り
歩
く

(小
松
、
大
野
弘
美
)
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

矢
吹
町
内

の
雨
乞

い
は
太
鼓
を
た
た
く
、
滝

つ
ぼ
に

い
た
ず
ら
す
る
と

い
う

形
態

が
目
立

つ
が
、
後
者

は
水
神
を
怒
ら
せ

て
降
雨
を
得
よ
う
と
す
る

る
い
か
ん

も

の
で
、
前
者
は
雷
を
象
徴
す
る
太
鼓
を
た
た

い
て
降
雨
を
促
す
典
型
的
な
類
感
呪
術

で
あ
る
。

248

(
一
一)
稲
作

の
過
程
と
稲
づ
く
り
の
準
備

稲
作
は
冬

の
予
祝
儀
礼

な
ど
も
含
め
る
と
ま
る
ま
る

一
年
間

に
わ

た
る
作
業
と

い

っ
て
も
よ

い
。

口
絵

に
掲
載

さ
れ
て

い
る

稲
作
の
プ

ロ
セ
ス

「
農
業
の
絵

図
」
は
伝
統
的
な
稲
作

の
プ

ロ
セ

ス
が

一
年

に
わ
た
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て

い
る
。

「農
業

の
絵
図
そ

し
ろ

か

 の

一
」

に

は
種

も

み

の
準

備

か

ら
種

ま

き

、

本

田

の
田
う

な

い
、

肥

運

び

、

肥

ふ
り

、

代

掻

き

、

田

植
え

ま

で
、

「農

業

の
絵

図

そ

の

二
」

は

草

取

り

、

稲

刈

り

、

千
歯

扱

き

に
よ

る

脱
穀

、
籾

摺

り

、

唐

箕

、

万

石

(
マ

ン
ゴ

ク

)

に

よ

る
選

別

、

米

つ
き

、

正
月

の
祝

い
ま

で
と

一
年

間

の
稲

づ

く

り

の
あ
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り
さ
ま
が
彩
色

で
描
か
れ

て
い
る
。
掛
軸

の
右
図

に
は

二
四
名

、
左
図

に
は
三
二
名
の
人
物

が
登
場
し

て
お
り
、
髪
型
か
ら
す
る
と
近
代
に
は

い
っ
て

か
ら

の
様
子
と
推
察

さ
れ
る
。
ま
た
描
か
れ
て

い
る
民
具
か
ら
も

こ
の
あ
た
り

の
稲
作
の
プ

ロ
セ
ス
と
考
え
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
た
と
え
ば

下
肥
を

ざ
ら

い
れ
る
肥
樽
や
キ

ッ
カ
ケ
三
本
鍬
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
種
ま
き
を
す
る
水
苗
代

に
は
、
苗

の
し
る
し
に
す
る
二
本

の
竹

の
よ
う
な
も

の
が
挿
し
て
あ

る
。

こ
の
絵
図
は
稲
作

の
プ

ロ
セ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
民
具

の
使

い
方
や
作
業

の
動
作
を
よ
く
理
解
で
き

る
す
ぐ
れ
た
史
料
と

い
え
よ
う
。

と

こ
ろ
で
、
機
械
化

さ
れ
た
農
作
業

で
は
極
端

に
い
え
ば
、
足
を
汚
さ
ず
に

一
年
の
作
業
を
終
え

る
こ
と
も

可
能

で
あ

る
。

ア
シ
ダ
カ
と
は
だ
し

し
か
し
機
械
化
以
前

の
田
や
畑

の
中
で

の
作
業
は

「は
だ
し
」
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
に
あ

る
ア
シ
ダ
カ
と
は
農
作

はき
も
の

は
な
お

認

で
、

ス
パ

イ

ク

の
よ

う

な

も

の
と
考

え

て
よ

い
。

霜

が

降

る
寒

い
時

期

で
あ

っ
て
も

山

仕

事

い

う

に
気
配
り
し
て

い
た
か
ら

で
あ
る
。
ア
シ
ダ
カ
や
俵
は
冬
仕
事

の
藁
細

工
で

一
年
分
を
自

兜ゾダ
れ

249



第 二章 生業と生産

秋
う
な

い
前

に
は
近
く
の
田
で
あ
れ
ば
タ
ガ
ラ
籠

で
堆

肥
を
背
負

っ
て
田
に
運
ぶ
。

一
反
歩

田
巳

d
寸

口月

半

に

つ
き
タ
ガ
ラ
籠

で

一
〇
く
ら

い
の
割
り
あ

い
で
堆

肥
を
う
な

い
こ
ん
だ
。
堆
肥
は
背
負

っ

た
ま
ま
で
あ

け
る
の
で
斜
め
方
向

に
か
が
ま
な

い
と
堆
肥
を
頭
に
被

っ
て
し
ま
う
。

↓
月
に
は
下
肥
を
汲

ん
で

ニ

ん

バノ

　
げ
ぞ

ノ

へ

肥
柄
杓
を
使

っ
て
水
苗
代
に
ま

い
て
お
く
。

こ
れ
を
寒
ダ
ラ
と

い
っ
た
。
春

に
も
ダ
ラ

(下
肥
)
を
か
け
堆
肥

を
散

ら
し

て
う
な

い
こ
む
。
堆
肥
を
遠
く
に
運
搬
す
る
場
合
は
馬

の
両
脇
に
さ
げ
た
ビ
ク
に

い
れ

て
運
ん
だ
。

堆
肥
は
落

葉
後
に
落
ち
葉

を
集
め

て

つ
く
る

(畑
作

の

「
木

の
葉

さ
ら

い
」
参

照
)
。
ま

た
、

ハ

ッ
パ
グ
サ

(根
宿

)
と

い

っ
て
い
わ
ゆ
る

「刈
り
敷
き
」

で
あ
る
緑
肥
も

田
に
踏
み

こ
ん
だ
も

の
で
、
魚
粕
、
ダ
イ
ズ

粕
、

蚕

さ
な
ぎ

の
つ
ぶ
し
た
も

の
も
肥
料
と
し

て
使
用
し
て

い
た
。
大
正
時
代

に
な
る
と
徐

々
に
化
学
肥
料
が
出
現

か

り
ん
さ
ん

し
過
燐
酸
が
ま
ず
使
わ
れ
、
そ
の
後
単
肥

の
硫
安

、
加

里
、
過
燐
酸
が
そ
ろ

い
各
自
配
合
し

て
使
う
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

レ
ン
ゲ
草
刈

り

っ
て
レ
ン
ゲ
草
刈
り
を
す

る
が
、

　鋤
き
こ
む
。
レ
ン
ゲ
を
栽
培
し
て

い
た
の
は
昭
和
三
十
五
、
六
年
ご

ろ
ま
で
で
あ

っ
た
。

饅
撫

騨
、

【写真6】堆肥(提 供 小磯忠ヨ

 

レ
ン
ケ
草
は
肥
料
に
す

る
た
め

に
稲
が
色

づ
く

こ
ろ
に
稲

の
問
に
種
を
ま

い
て
お
く
。
レ
ン
ゲ
に
実
が
は

い
る
こ
ろ
を

み
は
か
ら

レ

ン
ゲ
草
刈
り
と
は
伸
び
た
レ
ン
ゲ
を
鎌

で
刈
り
と
る
こ
と

で
、
刈
り
と

っ
た
レ
ン
ゲ
を

田
に

田

う

な

い

か

つ
て
蒲

鍵

に
さ
き
が
け

て
お
.
〕
な
う
春

五
月

.
下

・
ご
ろ
の
田
ん
ぼ
う
な

い
と
稲
刈
り
後

の
秋

つ
な

い
を

し
た
.
人
力

で
う

な
う
に
は
三
本
鍬
を
使
う
が
、
春
う

な

い
と
秋
う
な

い
と
で
は
使
用
す
る
農
具
が
違
う
。
秋
う
な

い
に
は

「
キ

ッ
カ
ケ
三
本
鍬
」

を

用

い
る
。

キ

ッ
カ
ケ
は
三
本
鍬

で
は
あ
る
が
刃
先
が
平
た
く
刃

の
幅
も
広

い
。

キ

ッ
カ
ケ

で
稲
株
を
起

こ
し
、
起

こ
し
た
稲
株
を

ひ

っ
く
り
返
し
て

一

方
の
稲
株

の
上

に
被
せ
る
作
業

で
あ

る
。
稲
株
を

一
列
お
き

に
掘
り
起
こ
す
こ
と

に
な
り
、
起
こ
し
た
所
は
溝

に
な

っ
て
被
せ
た
列
は
山

に
な
る
。
田

の
土
を
起

こ
し

て
寒
風
に
さ
ら
し
て
お
く
。
春
の
田
う
な

い
で
は

「
マ
エ
ッ
ピ

キ
三
本
鍬
」
を
使

っ
て
田
を
起

こ
す
。

マ
エ
ッ
ピ
キ
は
刃
先
が
尖

っ
て

い
て
刃
の
幅
は
せ
ま

い
。
春

の
田
ん
ぼ
は
土
が
か
た
く
、
か
た

い
土
質
を
掘
り
起

こ
す
に
は
尖

っ
て
い
る
方
が
よ

い
。
春
先

の
田
う
な

い
は
重
労
働

で
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腰
が
痛
く
な

る
の
で
村

の
ワ
カ
モ
ノ
た
ち

に
任
せ
る
こ
と
も
少

な
く

は
な
く
、

ワ
カ

モ
ノ
た
ち
は
喜

ん
で
手
間
取
り
を
ひ
き
受

け
て
小
遣

い
を
か
せ

い
だ
と

い
う
。

人
力

で
う
な
う
場
合

の
道
具
に
も
変
遷

が
あ

っ
て
、
三
本
鍬
か
ら
三
本

マ
ン
ノ

へ
、
三
本

マ
ン
ノ

か
ら
四
本

マ
ン
ノ
を
使
う
よ
う
に
な

っ
て

い
く
。
三
本
鍬
は
刃
と
柄

の
角
度
が
鋭

い
た
め
、
か
が
ん

で
作
業
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、

マ
ン
ノ
は
柄
と
刃

の
角
度

が
あ

い
て
い
る
の
で

「
立
ち

マ

ン
ノ
」
と
も
よ
ば
れ
、
立

っ
た
ま
ま
楽

に
作
業
が
で
き
た
。

ヤ
ジ

ッ
タ
と

か

ヌ
ル
メ
ダ
と

よ
ぶ
湿
田

の
田
う
な

い
は
乾
田
よ
り
も

さ
ら
に
苦
労

の
多

い
作

業

で
、
農
具
も
乾

田
と
は
違
う
も

の
を
使

っ
た
と

い
う
が
、
泥
質
耕
地
で
は
刃
先

の
広

い
キ

ッ
カ
ケ
三

本
鍬
が
使

い
や
す
く
、
そ

の
た
め
か
キ

ッ
カ
ケ

の
こ
と
を
ヤ
タ
グ

ワ

(谷
田
鍬
)
と
も
称
し

て
い
る
。

従

っ
て
ヤ
ジ

ッ
タ
の
作
業

に
は
キ

ッ
カ
ケ
三
本
鍬

、
三
本

マ
ン
ノ
、
四
本

マ
ン
ノ
を
用

い
た
も

の
で

あ

っ
た
。
中
畑

地
区
な
ど
は
ヤ
ジ

ッ
タ
が
多
く

、
圃
場
整
備
以
前
は
乾
田
は
畜
力
を
利
用

で
き

て
も

湿
田
だ
け
は
人
力

に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
。

ギ

ェ
へ　

ゑ

昭
和

の
初
期

に
手

マ
ン
ガ

に
よ
る
人
力

の
作
業
か
ら
牛
馬
に
ひ
か
せ
る
馬
耕
鋤
が

懸

樽触
隠
嬬
棚論
鶏

鯖

獣醗
ゲ繧

魏

ー
嘱
撫
丁
⊥
……

で
手
作
業
で
ほ
っ
く
り
返
峯

マ
ン
ガ
を
押
し
て
な
b
す
し
か
な
か
っ
亮

馬
耕

繋

・

り

婦
離

駅

観

鐸

鷺

髭

鰯

樋
詳

猷

ロ
ー
は
三
角
形

・

。

.灘

麺

'

.

瀞鐸

ー

【写真7】 三本鍬 キ ッカケ(左)と マエ ッピキ(右)が あ り

使い分ける(提 供 後藤助 一一郎)

一

【写真8】マンノ(万 能)
四本(左)と 三本(右)が ある

(提供 後藤助 一郎
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田
に
水
を
ひ
く

明
新

で
は
六
月
十

日
ご

ろ
に
田
植
え
を
し
た

の
で
、
そ

の
前
に
田
に
水
を

ひ
く
。
明
新

の
溜
池

は

マ
ツ
ッ
パ

(松
葉

)
池
と
大
池

.

池

抜

き

で
あ
る
。
大
池
の
す
ぐ

下
に
隣
接
し
て
中
野
目
池
が
あ
る
が
中
野
目
池
は
明
新

の
も

の
で
は
な
く
中
野
目
集
落
の
池

で
あ

る
・
明

新

の
池

の
水

は
中
野
目

の
田
ん
ぼ
ま
で

い
く

こ
と

に
な

っ
て

い
る
が
、
中
野
目
で
は
堰

の
水
を
使
う
よ
う
に
な

っ
た
た
め
、
池
か
ら
の
水

は
使
わ
な

い

よ
う
で
あ
る
。
明
新

の
池
抜
き
す

な
わ
ち
、
溜
池

の
水
を
抜
く

の
は
六
月

一
日
で
、
あ

ら
か
じ
め
区
長
が
許
可
し
て
集
落
内
に
触
れ
を

回
す
。
区
長
が

許
可
し
な

い
と
池

の
水
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
日
照
り

で
田
が
乾
き
き

っ
て
い
る
と
き

に
は
雨
が
降

っ
て
五
、
六
日
過
ぎ

て
か
ら
池
抜
き
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
降
雨
を
待
た
な

い
と
、
せ

っ
か
く
か
け
た
池

の
水
が
田
に
吸

い
こ
ま
れ

て
し
ま

い
末
端
ま

で
い
き
わ
た
ら
な

い
か
ら

で
あ
る
。

池
抜
き
す

る
と

「う
ち
が
お
わ

っ
た
か
ら
、
か
け

て
く
だ

さ
い
よ
」
と
次
の
田
を
持

っ
て
い
る
家
に
口
伝
え
す

る
な
ら
わ
し
が
あ

っ
て
、

こ
れ
を
オ

ク
リ
と

い
っ
て

い
る
。
夜

に
か
か
る
場
合
、

「夜
水
」
は
止
め

て
夜
明
け
に
な

っ
て
か
ら
抜
く

よ
う

に
し
て

い
る
。
ま
た
自
分

の
田
が
終
る
と
そ

の
人

の
責
任

で
水
を
止
め
る
決
ま
り
に
な

っ
て
い
る
。
こ
う

し
た

ル
ー

ル
は
田
植
え
前

の
時
期

の
こ
と
で
、
田
植
え
が
す
む
と
普
段
は
田
に
水
が
ほ
し

い
人

は
自
由

に
抜
く

こ
と
が
で
き

る
。

田
植
え
に
際
し
て
田
の
水

が
足
り
な

い
と
き

に
は
ヤ

ク
ミ
ズ

(役
水
)
と

い
っ
て
、
区
長
と
役
員

が
立
ち
会

い
で
順
番

に
田
に
水
を
か
け

て
い
き
、

そ
れ
で
も
足
り
な
く
な
り
そ
う
な
と
き

に
は
区
長
の
権

限
で

「水
ど
め
」
に
し
た
。
明
新

の
二

つ
の
池

は
天
水
を
溜
め
る
だ
け
で
あ

っ
た
た
め
、
天
候

頼
み
で
水
不
足

に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
多
か

っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
年

(
一
九
五

五
)
に

「
明
新
」

の
開
拓

の
た
め

の
灌
概
用
水
と
し

て
阿
武
隈

川
か
ら
川
の
水
を
ポ

ン
プ

ア

ッ
プ
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
と
き
に
池

の
上
の
方

に
噴
き
出
し

口
を
設
置
し
、
田
植
え
前
か
ら
刈
り
と
り
前
ま

で
は
常

時
川
の
水
を
溜
め
る
こ
と

が
で
き

る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
、
水
は

い
つ
も
余
分

に
あ
る
。
阿
武
隈
川
の
ポ

ン
プ
を
稼
動
さ
せ
る
の
は
六
月

一
日
で
、
停

止
さ
せ
る
の
は
九
月
五
日
で
あ

る
。

し
ろ

か

ク

ロ

塗

り

う

な

っ
た
田
に
水
を
ひ
き

い
れ
る
の
は
代
掻
き

の
二
、
三
日
前

で
あ
る
。
ま
ず

ク

ロ
塗
り
を
す
る
が
水

が
曲
豆
富
な
田
ん
ぼ

の
ク

ロ
塗

.
代

掻

き

り
は
代
掻
き

の
後

に
す
る
。
溜
池
を
利
用
す
る
よ
う

な
田
は
水
が
も

っ
た

い
な

い
の
で
、
ま
ず
少
し
水
を

い
れ

て
ク

ロ
塗
り
を

し
て

水
が
洩
れ
な

い
よ
う

に
し
て
か
ら
代
掻
き
に
は

い
る
。

ク
ロ
塗
り
は
畔

の
そ
ば

に
は

い
り
、
足
で
泥
を
ご
た
ご
た
に
し
て
キ

ッ
カ
ケ
三
本
鍬
で
ク
ロ
に
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な

り

泥
を
お

い
て

い
き
、
そ
れ
が
乾
か
な

い
う
ち

に
鍬

の
背

で
き
れ

い
に
均

し
、
水
が
洩
れ
な

い
よ
う

に
す

る
と
同

時

に
見
栄
え
を

よ
く
す

る
。
ク

ロ
塗
り
に
は
畑

で
使
う
鍬
を
使
う
。
し
か
し
刃

に
柄
を
と
り

つ
け
て
あ

る
カ
ナ

グ

ワ

(鉄
鍬
)
を
使

っ
た
方
が
よ

い
と

い
う

人
も

い
れ
ば
、
風
呂

(台

)
の

つ
い
た
鍬
を
使
用
す
る
と

い
う
よ

う

に
決
ま

っ
て
は

い
な

い
。
代
掻
き
は
牛
馬
に

マ
ン
ガ

(馬
鍬
)
を
ひ
か
せ
て
お

こ
な
う
作
業
で
、
ま
ず

ア
ラ

シ
ロ
カ
キ

(ア
ラ
シ
ロ
と
も

い
う
粗
代
掻
き

の
こ
と
)
と

い
っ
て

マ
ン
ガ
を
ひ
か
せ
て
お
こ
な

い
、
そ

の
後

二
、

三
日
し

て
ナ
カ
シ

ロ
カ
キ

(
ナ
カ

シ
ロ
、
中
代
掻
き

)
を
す

る
。
中
代
掻
き

は
粗
代
掻
き
と
同
じ
で
あ
る
.、
そ

の
後
問
を
お
か
ず
ウ

エ
シ

ロ
カ
キ

(ウ

エ
シ

ロ
、
植
代

掻
き
)
を
す
る
。
ウ

エ
シ

ロ
カ
キ
は

マ
ン
ガ

の
前
に
ナ

ラ
シ

(均
し
)
板
と
よ
ぶ
板

や
棒
を

つ
け

て
ひ
き
植
え
代
を
平
ら

に
均
す
。
馬
に
は
竹

の

ハ
ナ
ザ
オ
を

つ
け
制

御
す
る
が
、

こ
れ
は
学
校
が
サ

ツ
キ
の
休
み

に
は

い
る
の
で
子
ど
も

の
役
割
と
さ
れ
て
お
り

ハ
ナ
ド

リ

(鼻
取

り
)
と

よ
ぶ
。
馬
鍬
を
押
す
人
を

馬
鍬
押
し
と

い
い
、
「
鼻
取
り
と
馬
鍬
押
し
は
仲
わ
り

い

(悪

い
)
」
と

い
わ

れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
鼻
取
り
と
馬
鍬
押
し

の
呼
吸
を
あ
わ
せ
る

の
が
難
し

い
こ
と
を
表
わ
し

て
い
る
。

一
枚

の
田
は

一
遍

に
掻
く

の
で
は
な
く
大
き
な

田
で
あ
れ
ば
四
等

分
く
ら

い
に
し

て
時
計
回
り
に
渦
巻
き
状

に

歩
く
。
田
ん
ぼ
は
平
滑

で
広

い
の
で
子
ど
も

に
と

っ
て
は
目
印
が
な
く
、
同
じ
所
を
周

っ
た
り
し
て
し
か
ら
れ

た
も

の
で
あ
る
。
湿

田
の
場
合
は
手

マ
ン
ガ
で
の
手
作
業

に
頼
る
以
外
に
な

い
。

マ
ン
ガ
を
ひ
く
綱
を

ハ
ヨ
ナ

ワ
と
よ
び
田
内
な
ど
で
も

一
月
十
九
日
に

ユ
イ
仲

間
の
人
た
ち
が
集
ま

っ
て
も

じ

っ
た
。
代
掻
き
は
馬
も

人
も

泥
ま

み
れ

に
な
る

つ
ら
い
作
業

で
あ

っ
た
。

自
然
と
共
存
す
る
生
業

の
農
耕
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
普
段
用

い
る

一
律
な

「
暦
」
は
あ
く

種

ま

き

桜

ま
で
も

目
安

で
し
か
な

い
。
栽
培
に
ふ
さ
わ
し

い
条
件
は
土
地
に
よ
り
、
ま
た
年

に
よ

っ
て

も
水

温
や
気
温
、
日
照
な
ど
に
差
異

が
あ
る
た
め
、
長
年

の
経

験
か
ら

「
土
地
ご
と

の
暦
」

が
生
れ
て
き

た
。

∬覆
廓"

・

【写真10】 代掻 き(昭 和15年 頃 提供 後藤 助一・郎)【 写真9】 マン ガ(馬 鍬)(提 供 後藤芳一)
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そ
の

一
つ
が
草
木

の
状
態
な
ど
を

目
安

に
す

る

「自
然
暦
」
で
、
町
内

の
各
集
落

に
あ
る
種
ま
き
桜
も
そ
の

一
つ
で
あ

る
。

こ
れ
は
桜
の
開
花
を
農
作
業

の
基
準

に
す
る
も

の
で
、
矢
吹

で
は

「
種
ま
き
桜
」
と
か

「種

あ
げ
桜
」
、

「苗
代
桜
」

な
ど
と
称

し
て
い
る
。
厳
密
な
基
準
に
し
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
今
で
も
親
し

ま
れ

て
い
る
桜
が
多

い
。
大
和
久

に
は

「種
ま
き
桜
」

と
よ
ぶ
桜

の
木
が
あ

っ
て
、
そ
の
桜
の
花

が
満
開

に

な

っ
た
こ
ろ
を
目
安

に
種
ま
き

を
し
た
。
咲
く

の
は
例
年
四
月

二
十

三
、
四
日
あ
た
り

に
な
る
。
三
神

の

「種
あ
げ
桜
」
は
観
音
様

の
そ
ば

に
あ
る
桜
で
、
ひ
や
し
た
種
を
あ
げ

て
種
ま
き
を
す
る
目
安

に
し

て
き
た
。

こ
こ
で
は

「
苗
代
桜
」
と
か

「種
ま
き
桜
」
な
ど
と
も

い
っ
て
い
る
。
根
宿
に
は
三
〇
〇
年
も
経

つ
桜

の
古

木
が
あ
り
、
こ
れ
が
根
宿

の

「種
ま
き
桜
」

で
あ
る
。

タ

ナ

池

に

「種
を

ひ
や
す
」

と
か

「
種
も
み
ひ

や
し
」
と

い
う
作
業
が
稲
作

の
開
始

に
な
る
。
「
ひ

種
を
ひ
や
す

や
す
」
と

い
う

の
は
浸
種
す
な
わ
ち
種
籾
を
池

の
水
に
浸
す

こ
と

で
、
春
彼
岸
を
目
安

に

し
て
、
以
前

は
ひ
と
月
ほ
ど
も
水
に
浸
け
て
お
い
た
。
種
を
ひ
や
す
池
を
タ
ナ
池
と

い

っ
て
集
落
内

に
は
何

か
所
か
あ

り
、
か
な

ら
ず

し
も
共
有

の
池

で
は
な

い
が
皆
が
使
う
こ
と
が
で
き

た
。
タ
ナ
池

は

【写真11】 古山王の種蒔 き桜

か
ま
す

 「種
池
」
を
意
味
す

る
。
麻

の

夙

に
種
籾
を
二
か
ら

三
斗

(
三
⊥ハ
か
ら
五
四
リ

ッ
ト
ル
)
分
く
ら

い
い
れ
、
そ
れ
を

二
か
所
く
ら

い
し
ば
り
、
深
み
に
流
さ
れ
な

い
よ
う

に
土
手
に
杭
を
打

っ
て
杭
に
臥
を

し
ば
り

つ
け

て
お
く
。

消
毒
と
種
籾

ひ
や
し
て
お
い
た
種
も
み
は
四
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
ひ
き
あ
げ
、
水
を
は

っ
た
桶

に
い
れ
て
消
毒
す

る
。
そ
し

て

「
一
晩

温

の

保

温

度
か
け
る
」
と

い

っ
て
、
袋

に

い
れ
た
種
も
み
を
家
族

が
は

い

っ
た
後

の
風
呂
の
湯

の
中

に

一
晩
浸
け
、
さ
ら

に
藁

で
つ

く

っ
た
寝

床

に
二
晩
ほ
ど
ね
か
せ
て
お
く
と
芽
が
出
る
。
こ
う
し
た
作
業
も
今

は
過
去

の
も

の
と
な

っ
た
。

苗
代
の
代
掻
き

種
を
ま
く
苗
代

の
準
備
も
す
す
め

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
中
畑

で
は
種
ま
き

の
四
日
前
ま

で
に
苗
代

の
代
掻
き
を
終
ら
せ

と

篠

竹

て
お
き
、
四
月
下
旬

に
は
種
ま
き
を
し
て

い
た
と

い
う
。
苗
代

の
代
掻
き

は
、
手
ジ

ロ
と

い
っ
て
後

に
さ
が
り
な
が
ら
手

マ
ン
ガ
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し
の
だ
け

を
使

っ
て
代
を
掻
く
。
苗
代

の
真
ん
中
に
は
篠
竹
を
三
本
ほ
ど
立
て
て
ま
く
と
き

の
目
安
に
す

る

(根
宿
)
と

い
う

よ
う

に
、
目
安

の
篠
竹
を
立

て
る

な
ら
わ

し
は
町
内

に
も
わ
ず
か
な
が
ら
聞
か
れ
る
。
隣
村
の
大
信
村

で
も
柳

の
枝
を
さ
し
た
り

(
『大
信
村
史
三
民
俗
編
』
)
、
白

河
市
内

に
は
ウ
ツ
ギ

よ

し

ろ

の
枝
を
さ
す

(『
白
河
市
史
九
民
俗
』
)
例
な
ど
も
あ

る
が
、

こ
の
し
る
し
は
単
な

る
目
印

で
は
な
く
本
来
は
田

の
神

の
依
り
代

で
は
な
か

っ
た
か
と

い

う
解
釈
も
あ
る

(柳
田
国
男

「苗
忌
竹

の
話
」
『定
本
柳

田
国
男
集
』

一
三
)
。

苗
代
に
も
変
遷
が
あ
る
。
現
在

は
苗
代
そ

の
も

の
を
使
わ
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
昭
和

四
十
年
代
以
前

は

「水
苗
代
」
と
よ
ば

水

苗

代

れ
る
育
苗
専
用

の
苗
代
を
使

っ
た
。
家

に
も
よ
る
が
水
苗
代

は
多
く

の
場
合

一
枚
あ
た
り
三
か
ら
四
畝
歩
て

い
ど

の
広
さ

で
あ

っ
た
。

い
わ
ゆ
る

「通
し
苗
代
」

は
府
県

に
よ

っ
て
は
条
例
で
禁
止
す
る
所
も
あ

っ
た
が
、
少
な
く
と
も
阿
武
隈
高
地
周
辺

で
は
昭
和
三
十
年
代
ま

で
使
わ
れ

て
き
た
。
原
則
と
し
て
、
通
し
苗
代
は
年
間
を
通
じ

て
苗
を
育

て
る
苗
代
と
し

て
し
か
使
わ
な

い
。

し

使
わ
な

い
時
期
に
は
水
を
ひ
き

い
れ
て
お
く
が
放
置
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
「
夏
う
な

い
」
と

い

っ

た
り

(根
宿

)

一
夏
七
回
う
な
う
も

の
だ
と

い
わ
れ

(三
神

)
頻
繁

に
手
入
れ
を
し
て

い
た
。
冬
も

正
月
前
に
は
カ

ン
ピ

(寒
肥
)
、
カ

ン
ゴ

エ
を

い
れ
る
と

い

っ
て
、
ダ

ラ
を

い
れ
た
振
り
桶
を
天
秤

で
担

い
で
田
に

い
き
何
度
も
苗
代
田
に
ま

い
て
管
理
し
た
。
苗
代

田
の
ク
ロ
か
ら

一
尺
ほ
ど
離

し
て

レ

ン
コ
ン
を
植
え

て
お
き
寒

い
時
期

に
収
穫
し
た
家
も
あ

っ
た
と

い
う

(大
和
久
)
。
大
和
久

で
は

清
水

の
湧
く
所

に
三
畝
歩
ほ
ど

で
の
広
さ

の
水
苗
代

の
苗
代

田
が
あ
り
、

「種
ま
き
桜
」
も
そ
ば

に

あ

っ
た
と

い
う

が
、
ど

の
地
区
で
も
水

が
途
切
れ
ず
、
口
あ
た
り
が
よ
く
風
あ
た
り

の
少
な

い
同
じ

よ
う
な
条
件

の
場
所

に
苗
代
田
を
設
け
て

い
た
。

水
苗
代
か
ら
短
冊
苗

代
、
保
温
折
衷
苗
代
や
オ
カ
苗
代

に
か
わ

っ
た
。
通
し
苗
代

苗
代
の
変
遷

で
あ

る
水
苗
代
か
ら
ほ
か
の
方
式

に
か
わ

っ
た
の
は
昭
和

二
十
年
代
か
ら
三
十
年

代

に
か
け

て
の
こ
と

で
あ

っ
た
。
大
和
久

の
保

温
折
衷
苗
代
は
O
さ
ん

(
昭
和

二
年
生
れ
)
が
セ
イ

潔
難滋

【写真12】 かつて水苗代のあ った田(大 和久)

ヌルメ田んぼで地の利 の よい ところに もうけら才

てい た
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ネ

ン
の
こ
ろ
に
見
本
に
導

入
し
た
。
水
苗
代

の
水
を
切
り
、

一
鍬
ず

つ
苗
代

の
泥
を
あ
げ

て
高
く
し

て
短
冊

型

に
床
を

つ
く
る
。
床
に
種
を
ま
き
さ
ら
に
焼
き

糠
を
ま

い
て
、
そ

の
上
に
畑
の
土
を
か
け

て
か
ら
油
紙
で

覆

っ
た
。
油
紙

の
端

は
め
く

れ
な

い
よ
う

に
泥

で
固
定
す

る
。
水
苗
代

は
種

が
泥
に
ひ
と
り

で
に
沈
む

が
、

こ
の
苗
代
は
泥
が
な

い
の
で
焼
き
糠
な
ど
を
ま
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
水
苗
代
と
違

い
保
温

す

る
の
で
発
育
が
違

い
、
そ
の
成
長

ぶ
り
に
驚

い
た
と

い
う
。
オ
カ
苗
代
は
畑

に

つ
く

る
苗
代

で
、
農
業
改

良
普
及
所

で
勧
め
た
方
式

で
あ

っ
た
。
床
を

つ
く

っ
て
種
を
ま
き
、
焼
き
糠

や
土
を
か
け
そ

の
上
に
ト
ン
ネ

苗

種

ま

き

と

風
が
あ

る
と
種
が
均

一
に
飛
ば
な

い
の
で
、
種
ま
き

は
朝
飯
前

の
風
が
な

い
時
間
に
お
こ

瓶

水
・
の
祭
り

な

っ
た
・
ひ
も
を

つ
け
秦

を
肩
か
ら
斜
め
に
さ
げ
・
旅

に
い
れ
た
種
籾
を
田

の
ク

。
を

朗

よ
う
加
減
し
な
が
ら
ま
く
。
そ

の
た
め
も

あ

っ
て
ク
。
か
ら
最
も
遠

い
苗
代

の
中
央
部

に
は
目
印

の
篠
竹
を

障

立

て
て
お

い
た
。
ま

い
た
も

み
は
も
み
自
体

の
重

さ
で
水
を
は

っ
た
泥
の
中

に
沈

ん
で
い
く

の
で
、
保
温
折

衷
苗
代
な
ど
と
違

い
水
苗
代

の
時
代
に
は
そ
の
上

に
ほ
か
に
な
に
も
ま
か
な
か

っ
た
が
、
水
加
減
が
重
要
で
あ

っ
た
。
ま
た
種
ま
き
し
た
後
罵
鴎

で
祭

り
を
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と

い
う
地
区
が
多
か

っ
た
が
、
田
内

で
は
種
ま
き

を
終

ら
せ
、

五
月
四
日
に
紙
を

三
角

に
折
り
、
そ
こ
に
焼
き
米
を

い
れ

て
ニ
ワ
ト

コ
の
枝

に
挟
み
、
そ
れ
を
水

口
に
立
て
て
水

口
の
祭
り
を
し
た
と

い
う
。

一
軒

の
家

で
保
有
す
る
苗
代

の
面
積
は
持
田
に
よ

っ
て
異
な

る
が
、
三
神

の

一
町

二
反

の
水
田
を
持

つ
家

で
は
苗
代
が
五
、
六
枚

で
合
計

↓
反
五
畝

ほ
ど
、

↓
町
弱

の
水
田
の
あ
る
家

の
場
合
は
六
、
七
畝
歩

の
苗
代
を
持

っ
て
お
り
、
苗
代

に
は

↓
枚
ご
と

に
種
類

の
異
な
る
品
種

の
種
を
ま

い
た
も

の

で
あ

っ
た
。
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(
三
)
田
植

え
前
後
と
除
草

ソ
ラ
デ
は
手
首
が
痛
む
病
気

で
、

田
植
え
な
ど
で
し
ば
し
ば
発
症

ソ
ラ
デ
除

け

し
た
。
本
村
に
は
根

津
権

現
と

い
う
神
社
が
あ
り
、
そ
こ
に
奉
納

さ
れ

て
い
る
麻
を
借
り

て
、
借
り
た
麻
ひ
も
を
手
首

に
結
わ
え

つ
け

て
お
く
と

ソ
ラ

デ
を
除
け
る
こ
と

が
で
き

る
と

い
わ
れ
て

い
た
。

田
植
え
前

に
は

ソ
ラ
デ
除
け

に
多

く

の
人
が
こ
の
神
社
を
参
拝
し
た
。
ま
た
田
植
え
後

は
借
り
た
麻
を
倍
に
し
、
白
木

綿

の
手

甲
を

つ
く

っ
て
お
返
し
す

る
な
ら
わ
し
が
あ

り
お
礼
参
り

の
人
も
多
か

っ

た
。田

植

え

の

大
和
久

の
場
合

田
植
え

の
最
盛
期
は
六
月
十

五
日
ご

ろ
で
あ

っ
た
。

最
盛
期
と
禁
忌

そ
れ
よ
り
も

五
日
か
ら

一
週
間
ほ
ど
遅
れ
、

は
異
な
る
が
、

一
般

に
卯

の
日
に
は
田
植
え
を
し

て
は

い
け
な

い
と

い
わ
れ

て
い
る
。

の
Y
家
で
は
卯

の
日
に
お
こ
な

っ
て

い
た
。

【写真14】 ソラデ除 けの麻(本 村 ・根津

権現)白 い布 は手 甲で、お返

しに麻 と共 に奉納 する

 

し
か
し

ム
ギ
を
耕
作

し
て
い
た

二
毛
作

の

「麦

タ
ン
ボ
」
は

六
月

二
f
日
か
ら
二
十

三
日
ご

ろ
に
な
る
。
家

の
都
合

に
よ

っ
て
田
植
え
を
す
る
日

し
か
し

こ
れ
を
禁
忌
と

し
な

い
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
大
和
久

当
熟
が
卯
年
生
れ
で
あ
れ
ば
卯

の
日
に
田
植
え
を
し

て
も
構
わ
な

い
と

い
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
卯

の
日

は
他
家
で
は
田
植
え
を
休
む

の
で
卯

の
日
に
田
植
え
を
し
て
も
気

に
し
な

い
家
で
は
テ

マ
ド

リ
が
得
や
す
か

っ
た
。

苗
を
と

っ
て
植
え
終

る
ま

で

一
人

↓
日
三
畝
歩
植
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
イ

ッ
チ

ョ
ウ

マ
エ

(
一
人
前
)
だ
と

い
わ
れ

て
い
る
。

田
植
え
の
仕
事
量

大
和
久

の
H
家

(
一
・
七
町
)
で
は

一
八
人
か
ら

.
一
〇
人
の
人
た
ち

に
き

て
も
ら

っ
て
植
え
た
。
手
植
え
で
は
技
術

の
高

い
人

で
も

一
日
五
畝
歩
植
え
る

の
が
限
度

で
あ

っ
た
。
三
神

の
1
家

は

一
日
に
八
人
か
ら
九

人
で
三
反
を
終
ら
せ
て

い
る
。

一
〇
〇
把
苗
を
と

っ
て

一
〇
〇

把
植
え
る
の
が
イ

ッ
チ

ョ
ウ

マ
エ
で
、

.二
人

で

一
反
歩
を
植
え

る
の
が

一
人
前

の
仕
事
量
と
さ
れ

て
い
た
。
G
家

の
田
植
え
は

一
町
七
反
を
終
ら
せ
る

の
に
二
日
で
六
〇
人
、

1
家
は
田
を
貸

し
て
い
る
家
が
二
軒
あ
り
、
そ

の
家

の
田
も
含

め
て
十

二
、
三
人
で

一
週
間
ほ
ど
か
か

っ
た
と

い
う
。
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手
植
え
の
田
植
え
は
集
約
的
な
作
業
な

の
で
家
族
だ
け
で
す
ま
す

こ
と
は

で
き
な

い
。
従

っ
て
他
人

に
人
手
を
依
頼
す

る
。
人

ユ
イ
と
テ

マ
ド
リ

手
を
確
保
す

る
方
法
は

二
つ
あ
り
、

ユ
イ
と

テ
マ
ド
リ
で
あ

っ
た
。

ユ
イ
は

「
結

い
」

の
意

で
あ
る
が
、
誰

っ
て

ユ
エ
、

ユ
ウ

イ
と
表
現
す

る
ひ
と
も
多

い
。

ほ
か

に
も

ユ
イ
仕
事

と

い
っ
た
り

ユ
イ
貸
し
と

い
う
場
合
も
あ

る
。

「結

い
」

は
相

互
に
労

力
を
貸
し
あ
う

こ
と

で
、

ふ

ぶ
ん
り
つ

借
り
た
労

働
力

は
そ
れ

に
見
合

っ
た
労
力

で
返
済
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と

い
う
不
文
律

が
あ

る
。
矢
吹
町
内

で
も
、
か

つ
て
は

ユ
イ
が
盛

ん
に
お

こ

な
わ
れ
て
お
り

、
稲
作

で
は
田
植
え

の
ほ
か
に
、
稲
扱
き
、
ス
ル
ス
ひ
き
、
ほ
か
に
も
畑
仕
事
な
ど
も

ユ
イ
で
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
。
本
分
家

や
姻
戚
、

隣
近
所

の
家

、
友
人
同
士

で
ユ
イ
を
結

ぶ
が
、
同
じ
ヤ
シ
キ
内
と

い
う
よ
う
に
隣
接

す
る
小
地
域
集
団

の
家
々
で
協
同
す
る
例
が
多

い
。

ユ
イ
を
し
て
も
人
手
が
足
り
な

い
場
合

に
は

テ
マ
ド
リ

(手

間
取
り
)
を
頼
む
。
手

間
取
り
は
雇
用
す
る
こ
と
で
、
サ

ツ
キ

(田
植
え

)
前

に
相
場

濡
轄
欝
鱗
霧

雛鰍
麹

滋

縫

罫

蝶

篭

水.塗
ー

ー

ー

ター

劣
苗取,

劉
写

　

あ

ほ

繍

描熊
躍難
㏄藩
礁
響
線∵

一潔

ま
わ
し

て
挟
む
。
女
性

の
方
が
器
用
な

の
で
苗

取
り

は
女
性
が
多
か

っ
た
。
短
冊
苗
代
か
ら

の
苗
取
り
は

講

甑

晦
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並
ん
で
お
こ
な
う
た
め
、
上
手

へ
た
が

一
目
で
わ
か
り
、
遅
れ
る
と

「
げ

い
ぶ
ん
悪

い
」

(み

っ
と
も

な

い
)
思

い
を
す
る
。

束
ね
た
苗

が

一
〇
把
ほ
ど
に
な
る
と
後

に
い
る
人
が
集
め
て
ク
ロ
の
上

に
あ
げ
て
集

め
る
。

一
人
八

〇
把
か
ら

一
〇
〇
把
ほ
ど
な

い
と
ヒ
ト

ハ
カ
に
間

に
あ
わ
な

い
の
で
、
人
手

の
少
な

い
家
で
は
時
間
を

早
め
て
苗
取
り
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な

る
。
少
な
く
と
も

苗
は
半

日
植
え
る
分
は
抜

い
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
と

い
わ
れ
た
。
昭
和
二
十

二
、
三
年

こ
ろ
は
苗
取
り
は

一
日
.二
回
く
ら

い
お
こ
な

っ
た
。

抜

い
て
束
ね

た
苗
束
は

一
〇
把
か
ら
二
〇
把
く
ら

い
集
め

て
苗
束
を
数
え
、
植

ケ

ロ
リ
と
苗
運
び

え
る
田
に
運
び
、
運

ん
だ
苗
束
を
田
の
中

に
ブ

ツ

(放
り
投
げ
る
)
こ
と

に
な

る
。
こ
う

し
た
役

の
人
を
ケ

ロ
リ
と

か
苗
配
り
と
よ
ん
だ
。
ケ

ロ
リ
は
水

口
の
具
合
を
み
た
り
も

し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
目
配
り

の
き
く
人
が
あ
た

っ
た
。

苗
束
は
小
さ

い
田
で
あ
れ
ば
タ

ン
ガ
ラ
と

か
タ
ガ

ラ
と
も

い
う
籠

で
運

ん
で
も
よ

い
が
、
大
き
な

田

に
な
る
と
タ
ン
ガ
ラ
で
は
間
に
あ
わ
な

い
の
で
、
平
た

い
苗
籠

に
苗
束
を
重
ね

て
あ
げ
、
苗
籠
を
前
後

は

ん
み
こ
つ

に
し
て
天
秤
棒

で
担

い
で
運
ん
だ
り
、
リ
ヤ
カ
ー
を
使

っ
て
搬
送
す

る
。
運
ん
だ
も

の
は
植
え

や
す

い

よ
う
に
配
分
し
な
が
ら
苗
を
ブ

ツ

(投
げ

る
)
。

苗

の
植
え
方
も
従
来

さ
ま
ざ
ま
な
方
式
を
と

り

い
れ
て
き
た
。
昭
和
三
十
年
代

に

田
植
え
の
方
式

は

「
ガ

ニ
植
え
」
と

い

っ
て
横

に
進
ん
で
植
え

て

い
た
。

こ
れ
は
田

の
亘
ハん
中

に

印

の
つ
い
た
縄
を
は
り
、
そ

の
縄
に
沿

っ
て
嫁

の
立
場

の
よ
う

な
人
が

一
人
横

に
植
え
て

い
く
。
次

の

人
は
縄
に
沿

っ
て
植
え
た
人

の
後
に

つ
い
て
追
う
よ
う

に
し
な
が
ら
、
次

々
に
植
え
進
む
。

一
斉

に
進

ま
な

い
と
次
の
人
が
植
え
る

こ
と
が
で
き

な

い
の
で
遅

い
と
恥
を
か
く
。
横

に
植
え

て
進
む
様

子
が
蟹

噛

塁

 綿

暑
審

麹毒謎
剛葱 餅 ・野
ぜ撫 一1、、 動

・ 、嘉 ・ド .ゴ

 

馨羅羅轟農
【写 真17】 タガラ籠(提 供 後藤助一郎) 【写真16】 苗運び(右 手の2人 の男性)

苗束を配っている(提 供 星信之助)
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第二章 生業 と生産

の
横
ば

い
に
似
て

い
る
た

め
ガ

ニ
植
え
と

い
っ
た
。
な
お
、

一
人
分
の
植
え
る
範
囲
を

↓
ハ
カ
と

い
う
。

「
タ

マ
植
え
」
は
そ

の
次

に
導

入
さ
れ
た
植
え
方

で
、
は
じ
め

に
結
び
日
の
玉
を

つ
け
た

タ

マ
縄
を
田

の
ク
ロ
沿

い
に
は
り

、
何

人
か
が

一
斉

に
印

の
所
を
基
準
に
植
え
な
が
ら
後
ず
さ
り
し

て
い
く
。
全
員

が

一
ハ
カ
植
え
終

る
と

、
田
の
外

に

い
る
人
が
タ

マ
縄
を
頭
越
し
に
移
動
さ
せ
な
が
ら

こ
れ
を
繰
り
返

す
。

タ

マ
縄
を
移
動

さ
せ
る
と
き

に
頭
を

さ
げ
て

い
な

い
と
頭
に
縄
が
ひ

っ
か
か
る
。

ハ
カ
が
進
ま
な

い
と
き
は
ほ
か

の
人
が
手
伝

っ
て
や

っ
た
。
「
ガ
チ
植
え
」
と
か

「
ガ
チ
引
き
」

と
も

い
い
、
前

に
植
え

進
む
植
え
方

で

「定
規
植
え
」
と

か

「並
木
植
え
」

な
ど
と
も

い
わ
れ
る
。
あ
ら
か
じ
め
田

の
水
を
切

り
、
そ
こ
に
定
規

で
碁
盤

の
目
状
に
筋
を

ひ
き
、
ひ

い
た
筋
の
交
点

に
植
え
進
む
方
式

で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ

で
ヌ
ル
メ
と

か
ヤ
ジ

ッ
タ

の
場
合
は
な
る
べ
く

田
の
中
に
は

い
ら
な

い
よ
う

に
し
て
植
え
た
。

大
き
な

田
ん
ぼ
で
は
苗
が
そ

ろ
う

よ
う

に
植
え
な

い
と

み

っ
と
も

な
か

っ
た
が
、
こ
う

し
た
湿
田
で
は

苗

の
並
び
な
ど
は
気

に
せ
ず

に
ク
ロ
に
沿

っ
て
植
え

た
り

し
た
と

い
う

人
も
多

い
。
ま
た
ぬ
か
る
み

の

は

深

い
場
所

に
は
皮
を
剥

い
だ
松
丸
太
を

田
に
沈

め
、
泥
に
沈
ん
だ
丸

太

の
上
に

の

っ
て
植
え
る
場
合
な

ど
も
あ

っ
た
。
三
城
目

の
A
さ
ん
宅
に
も

ヤ
ジ

ッ
タ
が
あ
り
、
深

い
所

に
は
丸
太
を
沈
め
て
田
植
え
を
し
た
が
、

に
カ

ン
ジ
キ
を
借
り

て
植
え
た
と
こ
ろ
大
変
具
合
が
よ
か

っ
た
の
で
、

は
な
か

っ
た
し
普
及
し
た
わ
け
で
も

な

い
。

み

か
き

そ
の
年
は
じ
め
て
の
田
植
え
を
す
る
初
田
植
え

の
日
に
は
赤
飯
を
炊
き

、
身
欠

ニ
シ
ン
と
昆
布

、

初

田

植

え

を

つ
く
り
、
ま
ず
仏
壇
と
神
棚

に
供
え
る
も

の
で
あ

っ
た
。

朝
は
午
前
六
時
か
ら
七
時
ご
ろ

の
あ

い
だ

に
、

田
植
え
の
食
事

う
に
は

コ
ビ
ル
に
す

る
。

コ
ビ

ル
を

コ
ジ

ハ
ン
あ
る

い
は
チ

ャ
ノ

コ
と

い
う
人
も

い
る
。
赤
飯
か
餅
、

【写真18】 手植 えの田植 え(提 供 早信 之助)

 

あ

る
と
き
鉄
砲
ぶ
ち
を
し
て

い
る
人

そ

の
後
カ

ン
ジ
キ
を
使
う
よ
う
に
な

っ
た
と

い
う
が
、

こ
れ
は
専
用
の
も

の
で

ニ
ン
ジ

ン
な
ど
を

い
れ
た
煮
し
め

そ
の
家

の
主
婦
や
嫁

が
用
意
し
た
お
ふ
か
し
の
お
握
り
を
食

べ
る
。
午
前
九
時
ご

身
欠

ニ
シ
ン
と
凍

み
豆
腐
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や
凍

み
ダ
イ

コ
ン
、
昆
布
な
ど

の
煮
し
め
な
ど
で
あ

っ
た
。

ユ
イ
や
テ

マ
ド
リ
の
人
も
た
く
さ
ん

い
る
の
で
、
嫁
は
ワ
ゲ

(わ
が
家
)

の
田
植
え

の
と

き

に
は
飯
を
炊

い
た
り
田
植
え

の
準
備
を
し
た
り

で
前

の
晩
は
寝
て
な
ど

い
ら
れ
な
か

っ
た
。

コ
ビ

ル
は
田

の
ク

ロ
や
土
手

で
食

べ
た

(三
神
)
と

い

う

よ
う

に
、
田
植
え

の

コ
ジ

ハ
ン
は
田

の
ク

ロ
で
食

べ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
昼
飯
も
同
じ
だ
が
赤
飯

や
煮
し
め
な
ど
五
品
く
ら

い
つ
け
た
と

い
う
家
も

あ

る
。
午
後
二
時
か
ら
三
時
ご

ろ
も

コ
ジ

ハ
ン
を
と

る
。
午
後
の

コ
ジ

ハ
ン
は
次
第
に
折
詰
め
な
ど

に
か
わ

っ
て
い
っ
た
。

コ
ジ

ハ
ン
に
は
酒
を

つ
け

ち

そ
う

る
も

の
で
、
手
伝

い
に
き
た
人
は
飲
ん
で
も
構
わ
な
か

っ
た
が
、
テ

マ
ド
リ
の
人
は
遠
慮
し
て
作
業
が
終

っ
て
か
ら
酒
を
ご
馳
走
し

て
も
ら

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

夕
方
は
暗
く
な
る
ま
で
田
植
え
を
し
た
と

い
う

が
、
お
お
よ
そ
午
後
六
時
こ
ろ
に
は

一
日
の
田
植
え
を
切
り
あ
げ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

一
日
の
終
り

夕
方
近
く

に
な

る
と

「三
枚

の
次
は
お
し
ま

い

(四
枚
と
終

い
を
か
け
る
)
だ
」

と
か
、
「
草
履

腰
に
さ
げ

ろ
、
暗
く
な

る
と

み
え

な
く
な
る
か
ら
」
、
「夕
方
だ
か
ら
早
く
し
ま

い
に
し
ろ
」

な
ど
と
親
類

の
ユ
イ
や
テ

マ
ド
リ
の
人
た
ち
は
冗
談
を

い
い
あ

っ
た
。

田
植
え
は
多

人
数

で
短
期

間
に
完
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な

農
作
業
の
機
械
化

ら
な

い
大
変
な
手
作
業

で
あ

っ
た
が
、
田
植
え

の
機
械

化
は
だ
れ
も
予
想
し
て
い
な
か

っ
た
。
農
作
業
の
機
械
化
は
戦
後
急
速
に
進

ん

で
い
る
。

『矢
吹

町
史

!
通
史

編
』

に
は
農
業
セ

ン
サ

ス
を
基

に
し
た

「主

な

農
業
機
械

の
推
移

(個
人
有

)」

の
統
計
表
が

の

っ
て
お
り
、
発
動
機
と
電
動

機
は
早

い
時
期

に
導
入

さ
れ
て

い
て
、
す
で
に
昭
和

二
十

五
年

(
一
九

五
〇
)

に
は
矢
吹

町
全
体

で
発
動
機
が
五
八

一
台

、
電
動
機
が

五

=
、一台
あ

っ
た
。

昭

和
三
卜
二
年

(
↓
九

五
七
)

に
は
動
力
脱
穀
機
が

五

二
二
台
、
動
力
籾
摺
機
が

六
四
台

、
耕
転
機
が

一
〇
台
と

い
う
数
字

が
出

て
い
る
。
耕
転
機
は
急
速

に
普

及
す
る
が
、

一
方

で
ト

ラ
ク
タ
ー
が
出

現
し
て
低

馬
力

の
ト
ラ
ク
タ
ー
か
ら
、

【写 真19】 田植え機 の実演

【写 真20】 昭和37年 の耕転機(提 供 藤 田忠
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高

出
力

の
ト

ラ
ク
タ
ー

へ
普

及
し

て
い
く
様
子
も

読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
四
十
年

(
一
九
六
五
)

の
統
計
に
は
刈
取
機

に
関
す
る
数
字
は
出

て
こ
な

い
が
、
昭
和
四
十
五
年

(
一
九
七

〇
)
に
は
刈
取
機
が

一
〇
二
台
、

コ
ン
バ
イ

ン
も
四
八
台
導

入
さ
れ

て
お
り
、
両
者

は
昭
和

四
十
年
代
に
な

っ
て
導

入
さ
れ
た
と
推
測
で
き

る
。
昭
和
四
十
五
年

(
一
九
七

〇
)

の
統
計

に
田
植
え
機
は
わ
ず
か
二
台

し
か
統
計

に
あ
ら
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
考

え
る
と
、
矢
吹
町

に
お
け
る
田
植
え
機

の
導
入
は

一
九
七
〇
年
代
と

い
え
そ
う

で
あ

る
。
と

こ
ろ
が
聞
き
書
き

で
は
昭
和
三
十
年
代
後
半

に
田
植
え
機

械
を
導

入
し
た
と
記
憶
し

て
い
る
人
が
多

い
こ
と
は
興
味
深

い
。

三
神

の
T
さ
ん
は
、
は
じ
め
ク
ボ
タ
の
二
条
植
え

の
田
植
え
機
械
を
共
同
で
購

入
し
た
。

二
条
植
え
の
田
植
え
機

で
も
、

一
台

で

一
日
二
反
歩
は
植

え
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
田
植
え
時
間

の
大
幅
な
短
縮
に
驚

い
た
。
し
か
し
苗
箱

は
木
箱
を
自
分
で

つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と

い
う
。
当
初

は

ユ
イ
仲
間
な
ど

で
共
同
購
入
す
る
こ
と
も
多
か

っ
た
が
、
し
だ

い
に
個
入
で
買
う
よ
う
に
な

っ
て

い
く
。
別
な
人
は

「
百
姓
仕
事

は
楽

に
な

っ
た
が
、

仲
間
と
笑

い
話
を

い
い
あ
う
こ
と
も
な
く
な

っ
た
」
と

い
う

よ
う

に
、

ユ
イ

の
よ
う
な
共
同
作
業
は
田
植
え
機

の
普
及

に
比
例
し
て
消
滅

し
て
い
く
。

サ
ナ
ブ

リ

・

集
落
内

で
最
も
遅

い
田
植
え

が
完
了
す
る

の
を
み
は
か
ら

っ
て
集
落
全
体
で

一
斉

に
休

み
日

カ
ミ
ゴ
ト

に
す

る
よ
う

に
区
長
が
指
示
す

る
。
サ
ナ
ブ
リ
に
は

ユ
イ
仲
間

や
テ
マ
ド
リ

の
人
た
ち
を
招

待
し

て
餅
を
ご
馳
走
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。
サ
ナ
ブ
リ
の
骨
休
め
は
三
日
間
ほ
ど
と

っ
た
。
ま
た
田
植
え
を
機

に
カ

ミ
ゴ
ト
と
よ
ぶ
定
期
的
な
農
休
日
が
は
じ
ま
る
地
区
が
多

い

(第
六
章

一
年
の
生
活
参
照
)
。

し

ゆ

っ
す

い

草
取
り
は
穂
が
出
る
時
期

に
お
こ
な
う
と
穂
を

い
た
め
る
の
で
、

出

穂

の
前
に
す
ま
せ
る
。

田
の
草
取
り

以
前
は

一
番
草
、
二
番
草
と
決
ま

っ
て
は
お
ら
ず
、
草

の
具
合
を

み
て
お

こ
な

っ
た
と

い
う
。

苗
が
根
付
き
、
ひ

っ
く
り
返
ら
な
く
な
る
と
田
の
草
取
り
を
お
こ
な

っ
て
も

よ

い
。
最
初

の
草
取
り
は
田
に

水
を
か
け

て
お
こ
な

い
、
田
車

で
二
度
押
し
て
土
を

か
き
ま
ぜ
草
を
浮
か
す
よ
う

に
す
る
。

二
回
目
の
田
の
草

取
り
は
水
を
抜

い
て
か
ら
草
を
む
し
り
、
そ
れ
を
泥
の
中

に
埋
め

て
い
く
。
し
か
し

「畑

に
ジ
シ
バ
リ
、
田
に

ビ

ル
モ
」
と

い
う
よ
う

に
、
ビ

ル
モ
と
よ
ば
れ
る
草
は
捨

て
な

い
と
す
ぐ
に
根
付
く

の
で
除

い
た
草
は
腰
に
さ

【写真21】 田車(提 供 大野弘 美)
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や
っ
か
い

げ
た
腰
籠

に
い
れ
る
。
穂
が
出
て
か
ら
は

ヒ
エ
ヌ
キ
を
す

る
が
、
ヒ
エ
は
稲
と
よ
く
似

て
お
り
穂
が
出
な

い
う
ち
は
区
別
が
し
に
く
く
厄
介

で
あ

っ
た
。

昭
和
三
十
年
代

に
な

っ
て
か
ら
次
第

に
除
草
剤
が
導
入
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
、
初
期

の
除
草
剤
は

一
五
リ

ッ
ト

ル
い
り

の
タ
ン
ク
を
背
負

っ
て
散
布
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

稲

の
成
長
期

に
は
虫
害
や
病
気

に
か
か
る

こ
と
も
ま
れ
で
は
な

い
た
め
、
旧
暦

六
月
ご

ろ
に
は
各
集
落

で

「虫
送
り
」
を
し
て
稲

の
害
を
防
こ
う
と

し
た

(第

六
章

一
年

の
生
活
参

照
)。

田
の
水
管

理
は
重
要

で
稲

の
出
来
不
出
来
を
左
右
す
る
。
そ
の
た
め
毎

口
何
度
も
自
家

の
田
を
見
廻
り
、
水

の
状
態
を
確
認
し
水

の

水

の

管

理

か
か
り
く
ち

(水

口
)
と
尻
水
口
の
手
入
れ
を
す
る
。
圃
場
が
整
備
さ
れ

て
水
不
足
が
解
消
さ
れ
る
以
前

は
、
水

が
不
足
し
が
ち
な

地
区
で
は
絶
え
ず
水
に
気
を
配
り

、
不
足
す
る
場
合
に
は
夜
水
引
き
と
称
し
夜
間
も
水
を
ひ
き

い
れ
る
。
ま
た
水
路

の
土
手

や
畦

の
草
刈
り
を
頻
繁
に

お
こ
な

っ
て
、
水
路
や
田

の
中
に
日
差
し
が
差
し
こ
む
よ
う

に
心
が
け
た
。
少

し
で
も

田
の
水
を
温
め
る
気
遣

い
で
あ

っ
た
。

出
穂

の
こ
ろ
に
な
る
と
田
の
水
を

い

っ
た
ん
落
と
す
。

こ
れ
を
田

の
水
切
り
と

い
い
数

日
問
田
を
干
す
。

耕第一節 農

(四
)
稲
刈

り
と
脱
穀
調
整

稲
刈
り
は
十
月
に
は

い
る
と
は
じ
め
る
。

ム
ギ

の
二
毛
作
を
し
て

い
た

こ
ろ

に
は

「麦
ま
き
±
用
」
と

い
っ
て
、
ム
ギ

の
種
ま
き
は

稲

刈

り

十
月
二
十
日
か
ら
十
月

一
杯
ま
で
に
終

ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
十
月
二
十
日
こ
ろ
ま

で
に
稲
刈
り
を
終
え

る
よ
う

に
し
た
。

ム
ギ
ま
き

に
あ
わ
せ

て
稲
刈
り
の
作
業
を
進
め
た

の
で
あ

る
。
た
だ
し
中
手

な
ど

の
稲
は
遅
く
ま
で
お
き
、
霜
が
降

っ
た
り
薄
氷

が
は

っ
た
り
し
て
か

ら

の
時
期

に
刈
り
と

っ
て
い
た
。

の
こ
ぎ
り

ば

稲
は
イ
ネ

カ
リ
ガ

マ

(稲
刈
り
鎌
)

で
刈
る
が
、
稲

刈
り
鎌
は
柄
が
短
く
、
細
身

の
刃

の
鎌

で
は
あ

っ
た

が

鋸

歯
で
は
な
か

っ
た
。

一
度

に
二
株

刈
り
、
そ
れ
を

一
旦
下
に
お
き
も
う

一
度

二
株
刈

っ
て
か
ら
地
面

に
お

い
た
束
と

一
緒

に
す
る
、

つ
ま
り
二
掴

み
で

一
把
に
し
、
こ
れ
を
藁
四
本
く
ら

こ

た
ば

い
で
ま
る
く
。

こ
れ
を
小
束
な
ど
と

い
う
。
根
宿
あ
た
り

で
は
地
干
し
は
し
な

い
で
刈

っ
た
分
だ
け

ハ
セ
に
か
け

て
乾
燥
さ
せ
る
と

い
う
。
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ヤ
ジ

ッ
タ
、

ヌ
ル
メ
田
ん
ぼ
で
は
稲
刈
り
も
苦
労
し
た
。
水

を
干
す
こ

と
が
で
き

な

い
の
で
刈

っ
た
稲
を
地
面
に
お
く
と
泥

で
汚
れ

て
し
ま
う

の

で
さ
ま
ざ
ま
な

工
夫
を
し

て
い
る
。
よ
く
あ

る
の
は
雑
木
や
松
や
杉
の
枝

を
切

っ
て
き

て
、
そ
れ
を
何
本
か
ま

と
め
て
し
ば
り

一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

ひ
き

縄
を

つ
け
た
も

の
を
田
に
お
く
も

の
で
あ

る
。
刈

っ
た
稲
を
そ
の
上

に
あ
げ
て
お
き
小
束

一
〇
把
ほ
ど
た
ま

っ
た
と

こ
ろ
で
、
抱
え
て
ク

ロ
に

運
ぶ
。
ク
ロ
に
は
ま
る

っ
た
り
出
し
た
り
を
専
門

に
す
る
人
が

つ
い
て

い

て
運
び
出

し
た
。
ほ
か

に
も
養
蚕
で
使
う

ワ
ラ
ダ
籠

に
刈

っ
た
稲
を
の
せ

る
な
ど
し
て
汚

さ
な

い
工
夫
を
し
た
例
も
多

い
。
木
製

の
舟
を
使

っ
た
家

も

あ
る
が
名
称

は
わ
か
ら
な

い
。
こ
れ
は
横

二
尺
縦
三
尺
く
ら

い
の
四
角

の
箱
状

の
も

の
で
、

る
。稲

刈
り
も
次
第
に
機
械
化
し
て

い
き
、

に
自

走
式

の
脱
穀
機
と

セ

ッ
ト
で
使
わ
れ

る
よ
う

に
な
り
、

み
る
問
に
省
力
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

来
春
用

の
籾
種
は
病
気

の
な

い
で
き

具
合

の
よ

い
田
を
選
び

、

種

籾

と

り

を
と
る
稲
は
早
め

に
刈
り
と

っ
た
方
が
よ
い
。

あ
え

て
足
踏
み
脱
穀
機
を
使

い
脱
穀
機

の
速
度
を
弱
め
て
、

、
.、

下
部
は
板
壁

の
よ
う

に
シ

コ
ロ
葺
き

に
な

っ
て
湾
曲
し
て
お
り
、
正
面

に
は
鉄
の
輪

が
打
ち

つ
け

て
あ

っ
て
曳
き
綱
を
結
ん
で
あ

刈

っ
た
稲
を
そ

の
上
に
の
せ
て
綱
を
ひ
き
泥

の
上
を
す

べ
ら
せ

て
ク

ロ
で
出
す
。

機
械
化

の
当
初

は
手
動

の
稲
刈
り
器
が
出
現
し
、
そ

の
後

稲
刈
り
専
用

の
バ
イ

ン
ダ
ー
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら

す
ぐ
に

コ
ン
バ
イ

ン
が
出
て
き

て
稲
刈
り
と
同
時

に
脱
穀
も
お

こ
な
う
よ
う
に
な

っ
て
、

最
近

の
稲
刈
り
は
稲
株

に
触
れ
る
こ
と
な
く
籾
を
手

に
す
る
こ
と
が
で
き

る
ま
で
に
な

っ
た
。

丁
寧

に
手

で
刈
り
と

っ
て
別

に

ハ
セ

に
か
け
て
乾
燥
さ
せ
る
。
種

子

乾
燥
し
た
稲

の
中

で
も
実
入
り

の
よ

い
も

の
を
選
び
稲
扱
き
す

る
が
、
種
用

の
稲
は

ミ
コ
カ
実

に
つ
い
て
い
る
程
度

に
丁
寧

に
脱
穀
す

る
。
通
常
の
稲
を
扱
く
よ
う
に
勢

い
よ
く

脱
穀
す
る
と
籾
が
む
け
て
傷
が

つ
く
か
ら

で
あ
る
。
種
籾

は
夙

に
い
れ

て
保
管

し
た
。
現
在
は

一
反
歩
に

つ
き
四
第
ム
の
割
り
あ

い
で
確
保
し

て
お
く
。
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稲

を

乾

燥

さ

せ

る

こ

と
を

ハ
セ
が

け

と

か

ハ
ザ

が
け

、
い
ね

か

け

、
い
な

が

け
と

い
う

。

ハ

セ

が

け

ハ
セ

は

ハ
デ
と

か

ハ
ザ

、

ハ
サ
あ

る

い
は

カ

ケ

バ

な
ど

と

も

い
う

設

備

で

、

稲
を

乾

燥

あ
ぜ

さ
せ

る
た
め

の
稲
架

の
こ
と
を
指
し

て
い
る
。
田
の
中

に
設
置
し
た
り
畔

に
設
け
た
り
す
る
が
、
乾

田
で

は
運
び
出
す
と
き
に
便
利
な
近
く

の
田

の
中
、
湿
田
の
場
合

に
は
田

の
畔

に
立

て
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も

ま

い
た

ム
ギ
を
避
け
て
、
倒
れ

に
く
く
風
通
し
の
よ

い
場
所
を
選
ぶ
。
横
に
な

る
竿
は
竹
を
使
う
こ
と
が

多
く
、
こ
れ
を
ナ
ガ
と

い
う
。
ナ
ガ
を
お
き
、
そ
の
長

さ
に
見
合

っ
た
所
に
食

い
違

い
に
ボ

ッ
ク
イ

(杭
)

あ

る

い
は
ボ

ッ
コ
イ
と
も

よ
ぶ
杭
を
立

て
て
設
置
す

る
。

こ
の
作
業
を

ハ
セ

ユ
イ
と

い
い
、
も

っ
ぱ
ら
男

の
仕
事

で
あ
る
。
ボ

ッ
ク
イ
に
は
ク
リ
や

マ
ツ
、

ス
ギ
な
ど

の
水
に
強
く
腐
り

に
く

い
木
を
山
か
ら
抜
き

切
り
し
て
く
る
が
、
ふ

つ
う
傷
む
ま

で
使
う
。
稲

の
か
け
方

に
は

「
挟
め
が
け
」
、
「
一
段
が
け
」
、
]

.段

が
け
」
、
「逆
さ
が
け
」
、
「
横
が
け
」
、

「お
も

て
が
け
」

な
ど
種

々
の
呼
称
が
あ
る
。
約
十

五
、
六
日
間

ハ

セ
ガ
ケ
し
て
お
き
乾
燥
し
き

っ
て
か
ら
稲
を
家
に
運
び
こ
む
。

稲
を
運
ぶ
と
き

は

ハ
セ
か
ら
稲
束
四
把
ず

つ
落
と
す
。
穂
を
傷
め
な

い
よ
う

に
根
元
を

稲

運

び

下

に
向
け
て
落
と

し
こ
れ
を
三

つ
か
四

つ
、

つ
ま
り

一
二
把
か
ら

一
六
把

の
小
束
を
タ

バ

ッ
ツ
ラ
で
ま
と
め
た
も

の
を

一
把

と
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
六
把

で

一
段
と
数
え
る
、

一
段
は
馬

の
背

で

一
度
に
運
ぶ
こ
と
が

で
き
る
量
で
あ

っ
た
。
タ

バ
ッ
ツ
ラ
と

い
う

の
は
藁

の
ミ
ゴ
と
ミ
ゴ
と
を
結
わ
え

て
つ
く
る
細

い
藁
束

の
こ
と

で
あ
る
。

家
に
運
び
こ
ん
だ
稲
は
、
縁
側
と
か
軒
端

に
重
ね

て
お
き
湿
気
な

い
よ
う

に
気
を

つ
け
る
。
昼
間
稲
を

運
び

こ
み
、

ヨ
ワ
リ
を
し
な
が
ら

ニ
ワ
で
稲
扱
き
を
す
る

の
が
こ
の
時
期

の
生
活

で
あ

っ
た
。
家

に
搬
入

す
る

の
は

一
晩

に
稲
扱
き
が

で
き
る
程
度

の
量

に
す
る
。

【写真24】 ハセがけ 現在で も稲架で乾燥 させ る人

もいる。杭 をボ ソクイ、横 に通す竹 をナ

ガ と称 する(提 供 後藤助一郎)

【写真25】 ハ セ杭 置場
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稲

の
脱
穀

(稲
扱
き

)
は
ム
ギ
ま
き
を
終
え

稲

扱

き

て
か
ら

の
作
業
で
あ

る
。

昭
和
七
年
生
れ

の

話
者
が
覚
え

て

い
る
こ
ろ
は
、
す
で
に
足
踏

み
脱
穀
機
や
人
力

で
回
す
脱
穀
…機
を
使

っ
て
お
り
、
も

は
や
千
歯
扱
を
使
う

こ
と

は
な
か

っ
た

が
、
千
歯
扱
は
家
族

に

一
人

一
台
分
く
ら

い
の
台

数
が
あ

っ
た
と

い
う
。

稲
扱
き

の
作
業
は
十

一
月
に
は

い
っ
て
か
ら

ユ
イ

で
お
こ
な

っ
た
も

の
で
あ

る
。

ヨ
ワ
リ
作
業

で
毎

晩
遅
く
ま

で
続
け
た
。

足
踏

み
脱
穀
機

で
扱

い
た
も

の
に
は
稲
穂

の
ま
ま
落
ち
る
の
も

あ

る
の
で
、
そ
れ
を
集
め

て
籾
打
ち
で
た
た

い
て
籾
を
落
と
す
。

籾
打
ち
は
柄

の
つ
い
た
槌
状

の
道
具

で
、

扱
き
き

れ
な

い
稲
穂

や
落
穂

は
拾

っ
て
お

い
て
乾

燥
さ
せ
、

ツ

ァ
ラ
ブ
チ
、

じ

っ
て
い
る

の
で
籾
の

フ
ル
イ
に
か
け

て
か
ら
、

す

る
。
扱
き
終
え
た
籾

は

エ
ン
メ
エ

(家

の
前
)

め
た
籾
を
莚

の
上
に
広
げ

て
籾
を
乾
燥
さ
せ
た
。

写真26】 千歯 こき 過去の 農具となったが 、種籾

を採取す るときにT・歯こきでて いねいに

扱 く人もいた(提 供 後藤助一郎)

打
面
に
凹
凸
が

つ
い
て

い
る
。

む
し
ろ

莚

の
上
で
タ
ン
ガ
ラ
ブ
チ
ボ
ウ
、
ボ

ッ

あ
る

い
は
籾

ぶ
ち
と
よ
ば
れ
る
道
具
で
た
た

い
て
扱
き
落
と
す
。
扱

い
た
籾

に
は
塵
が
混

さ
ら
に
唐
箕

に
か
け

て
籾
と
塵

、
未
成
熟

の
籾
を
選
別

さ
る

 に
藁
を
し

い
た
上
に
莚
を

し
き
詰
め

て
お
き
、
旅
に
集

稲
刈
り

の
脱
穀
作
業
は
早
く
か
ら
機
械
化

し
て
お
り
、
根
宿

の
G
家
で
は

昭
和
三
十

一
年

(
一
九
五
六
)

に
は
他
家
に
さ
き

が
け
て
自
走
式

の
自
動
脱
穀
機

(自
脱
と
よ
ぶ
)
を
導

入
し
、

ほ
か

の
家

の
脱
穀
も
請

け
負

っ
た
。

【写 真28】 モ ミぶ ち ボ ッツ ァラぶち ともよび、稲

だけで な くムギな どの穀 物の脱穀 に使 う

(提供 円谷和二郎)

【写真27】 足踏み脱殼機 による稲の脱穀

(昭 和50年 提 供 大野弘美)
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モ
ミ
ス
リ

(籾
摺
り
)
は
籾
殻
を
と
り
去

っ
て
玄
米

に
す

る
工
程

で
、

一
般
に
は
ド
ズ

モ

ミ

ス

リ

ル
ス

(±
摺
臼
)
を
使
う
。
ド
ズ

ル
ス
は
竹
で
編
ん
だ
籠
と
ネ

バ
±
を
使

っ
て

つ
く

る

臼

で
、
上
臼
と
下
臼

に
わ
か
れ

て
い
て
両
者
の
あ
わ
さ
り
目

に
は
木
製
の
歯

が

つ
い
て
い
る
。

こ
れ
は
二

人

で
作
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
時
間
と
労
力
を

必
要
と
し
た
。

一
方
動
力
の
籾
摺
り
機
は
昭
和
十
年
代

に
生
れ

、
早
く
か

ら
こ
れ
を
導

入
し
た
家
も
あ

っ
て
、
他
家

の
籾

摺
り
を

請
け
負

っ
た
り
も

し
て

い
た
。

動
力

の
籾
摺
り
機
は
能
率
が
よ
く
、

一
俵
分
を

一
分
く
ら

い
で
摺
り
あ
げ
る
の
で
う

か
う
か
し

て
は
お
ら

れ
ず
、
俵
詰
め
を
し
て
運
ぶ
籾
運
び
も

一
軒

で
は
と
て
も

で
き
な

い
の
で
、
ほ
か
の
家

に
も
手
伝

い
を
も

ら

い
三
軒
く
ら

い
で
お
こ
な

っ
た
と

い
う
。

籾
摺
り

の
後
は
唐
箕

で
籾
殻
や
塵
を
と
り
去
り
、
さ
ら
に
万
石
に
と
お
し

て
未
成
熟
の
シ
イ
ナ
を
選
別

し
た
。
唐
箕

は
内
部

の
羽
根
を
回
転
さ
せ
て
人

工
的

に
風
を
お
こ
し
、
そ

の
風

で
選
別
す
る
用
具
で
江
戸

時
代
中
期
に
中
国
か
ら
伝
来
し
て
国
内

に
広
ま

っ
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
万
石
は
千
石
通
し
な
ど
と

も
称
す
る
選
別
用
具

で
江
戸
時
代
に
考
案

さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
が
、

い
ず
れ
も
改
良
が
進
ん
で
各

地
の

小
さ
な
工
場
で
製
作
さ
れ
流
通
し
て

い
く
。

奉
納
さ
れ
た

本
村

の
根
津
神
社

(根
津
権
現
)

唐
箕
と
万
石

の
万
石

の
ミ
ニ
チ

ュ
ア
の
模
型
が
奉
納
さ
れ
て

い
て
、

れ

に
も

墨
書
銘
が
あ
り
、
唐
箕

の

一
つ
に
は

「
奉
納

明
治
廿
、
一年
レ
月
廿

六
日

石
川
郡
須
釜
村

願
主

阿
部
極

明
治
参
拾
九
年
七
月
○
○

日
」
、
万

石
に
は
欠
損
が
あ
る
が

「
奉
納

戸
平
民

渡
邉
良
平
」
、
裏
面

に

「新
潟
縣
下
西
蒲
原
郡
小
池
村
百
七
卜
三
番
地
平
民
渡
辺
良
平
之
作
」

【写真29】 ドズル ス(土 摺 臼)

 

は

ソ
ラ
デ
除
け

の
神
様
で
周
辺
か
ら
多
く

の
参
拝
者
が
あ

っ
た
が
、

こ
こ
に
二
基
の
唐
箕
と

一
基

こ
の
種

の
奉
納
物

の
類
例
は
な

い
た
め
大
変
貴
重
な
文
化
財
で
あ

る
。

い
ず

新
潟
縣
下
西
蒲
原
郡
口

口
」
、
も
う

一
方

の
唐

箕
に
は

「
奉
納

口
丑
十
月
廿
六
日

口
原
郡
小
池
村

口

と
読
む

こ
と
が
で
き
、
奉
納
年

月
日
と
奉
納

者

が
わ
か

る
資
料
で
も
あ
る
。
新
潟
県
西
蒲
原
郡
小
池
村
は
現
在

の
燕
市
小
池

で
あ

る
。
小
池
は
農

具
大

工
の
多

い
村
で
唐
箕

や
万
石

の
製
作
技
術
を
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持

っ
た
者
が
各

地
に

赴
き

、
し
ろ
う
と
に

は

つ
く
れ
な

い
そ
う

し
た
農

具
を
製
作

し

て
商
売

し
て

い
た
も

の
と
推
測

で
き
、
渡

辺
良
平
は
そ

の

一
人

で
あ

っ
た
。

一
方

の

阿
部
極
は
、土
川
村
須

釜

の
人

で
、

こ
の
人

は
地
元

の
職
人
が
願

【写真30】 奉納 された農具雛 形(根 津神社)

右 が万石、 左が唐 箕 である.唐 箕 は 二基が重

なってい る

納唐箕

奉納万石

 

主
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
が
製
作

し
た

の
で
は
な
く

つ
く
ら
せ

て
奉
納
し
た
も

の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
詳
細
は
佐

々
木
長
生

「奉
納
農
具
か
ら
み
た

民
俗
技
術

の
伝
播
」
「
民
具
研
究
』

一
三
〇

(日
本
民
具
学
会
、

二
〇
〇
四
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。
唐
箕
の

一
つ
は
墨
書
が
廓
維

し
て
い
て
読
み
難

い
。

佐

々
木
は
唐
箕

の

↓
つ
を
明
治
廿
六
年
と
読
ん
で

い
る
が
、
万
石
と
奉
納
日
が
同

一
で
あ
り
、
加
え

て
奉
納
者
が
同

一
人
物
で
あ

る
と
仮
定
す
る
な
ら

ば

、
丑
年
は
明
治
廿
六
年

で
は
な
く
明
治
廿
二
年

で
あ

る
こ
と
か
ら
、
明
治

二
十

二
年

(
一
八
八
九

)
と
読
む

べ
き
で
あ

ろ
う
。

俵

詰

め

・

玄
米

は
俵

に
詰
め
る
。
俵
に
は
玄
米
を

一
六
貫
目

い
れ
て
エ
ン
ザ
で
蓋
を

し
、
縄

で
し
ば

っ
て
供
出

し
た
。
家

で
使
う
分
は
大
正

保
管

.
米

つ
き

時
代
ま

で
は
籾

の
ま
ま
保
管
し

て
い
た
と

い
う

。
当
時
は
土
蔵
や
納
屋
に
セ
イ

ロ
と
よ
ば
れ
る

一
重
ね

五
俵
ほ
ど
は

い
る
木

の
箱

が
あ
り
、
こ
こ
に
籾
摺
り
を
せ
ず
に
籾

の
ま
ま
お
さ
め

て
お

い
た
。

昭
和
に
な

っ
て
か
ら
は

セ
イ

ロ
か
ら
四
石
ほ
ど
も
は

い
る
大
き
な

ブ
リ
キ
缶
に
か
わ
り

、
缶

に
保
管
す
る
よ
う

に
な

っ
て
い
く
。
古
く

は
状
況

に
応
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じ

て
籾
摺
り
を
し
米
を

つ
い
て
い
た
が
、
昭
和
三
十

五
、
六
年

こ
ろ

に
は
家
族
が

一
年
分
食

べ
る
分

の
米
を

つ
い
て
し
ま
う

よ
う

に
な

っ
た
。

一
年
に

一
人
四
俵
を
消
費
す
る

の
で
、
家
族
の
多

い
時
代

に
は
大
量
の
米

を
保
管
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
米
を

つ
い
た
直
後
は
あ

た
た
か

い
の
で
さ
ま
し
て

か
ら
缶

に
納
め
る
。

一
般

に
は

一
年
分
ひ

い
て
し
ま
う
が
、
余
分
に
米
が
あ

る
よ
う
な
家

で
は
夏
ヒ
キ
と

い
っ
て
、
そ

の
年

の

米

の
で
き
具
合
を
判
断

し
て
夏

に
ス
ル

ス
ひ
き
を
し
た
。

脱
穀

し
た
後

の
藁
は
屋
敷
内

の
空
地

に
ワ
ラ
ボ

ッ
チ
に
積
み
あ
げ

、
屋
根
を
か
け

て

藁

の
保
管
と
利
用

濡
れ
な

い
よ
う

に
保
管
し
藁
細
工
な
ど

に
用

い
た
、
藁

の
利
用
は
多
様

で
、

ハ
レ
の

注

連
縄

か
ら
履
物
ま

で
あ
ら
ゆ
る
生
活

の
場
面
に
用

い
ら
れ
て
お
り
、
「
藁
細
」
」
と
称
し

て
、
正
月
過
ぎ

か

か
ら
二
月

一
杯
ま

で
の
農
閑
期
の
あ

い
だ

に
普
段
用

い
る
藁
製
品
を

つ
く

る
。
稲
づ
く
り
に
欠

か
せ
な

い
米

俵
は

コ
マ
ギ
と
よ

ぶ
重
石

の
つ
い
た
俵
編

み
機

で
円
筒
部
分
の

コ
モ
を

つ
く
り
、
両
側
に

つ
け
る
円
形

の
エ

ン
ザ
も
編

ん
で
お
く
も

の
で
あ

っ
た
。
な
お
以
前

の
稲
は
丈
が
高
く
藁
細

工
に
向

い
て
お
り
、
現
在

の
品
種

に
比
べ
る
と

一
尺
近
く
も
長
か

っ
た
。
収
量
は
少
な

い
が
背
丈
の
伸

び
る
稲
を
藁
細
n
用
に
わ
ざ

わ
ざ
栽
培

す
る
家
も
あ

っ
た
。

稲
作
は
技
術

や
社
会

の
変
化
に
応

じ
て
変
貌
を
と
げ
、
本
文
で
示
し
た
よ
う
な
伝

二
〇
〇
四
年

の
稲
作

統
的
な
稲
作

は
今

で
は
過
去

の
も
の
と

な

っ
た
。

こ
こ
で
は
根
宿

の
後
藤
助

一
郎

さ
ん
が
撮
影

し
た
平
成
十
六
年

(二
〇
〇
四
)
の
稲
作

の
プ

ロ
セ
ス
と
作
業
内
容
を
示
し

て
お
く
こ
と
に
す

る
。

環

謬
轟

癬
讐

勢

.

、
》

.

粕》

謄〃

て》
ずのつ さ
炉,憾一"師

【写 真31】 米 俵

米 の 検 査 を して い る(提 供 浅川冨士子)
【写真32】 小 さな ワラボッチ
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【写真33-5】4月18日 種 をまいた苗箱 に土 をか

け、 ビニ ールハ ウスに いれ て5・

6日 間保温 マ ッ トをか けて温度 調

節をする

【写 真33-6】5月 上旬 苗が育つ

【写真33-714月 下 旬～5月 上旬

転。秋 にもお こな う

田んぼの耕

諏 獄 蕊 ぜ ∴1薄 ∵'齢 醗 ・….

蕪翻
【写 真33-8】4月 下 旬～5月 上 旬 田んぼの肥

料散布

第二章 生業 と生産

【写真33-1】4月5日 種 を水 にひたす

【写 真33-2】4月13日 苗箱 にi=を いれて播種 の

準備をす る

【写真33-3】4月16日 芽 出 しの装置にい れ、30

度 に温 度 を保 ちなが ら2夜 お き、
ハ トムネに芽 を出す

【写 真33-4】4月18日 種 まき機で種 をま く
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【写真33-13】5月23日 除苗剤 の散 布。100m
×30mの 畦か ら手振 り散 布を して

いる、、日]ホ直え後10日 くらい

【写 真33-14】6月10日 田植え後29日 口の稲

確

【写真33-9】4月 下旬～5月 上旬

クロヌリ

機械に よる

》

◆一 柵

【写真33-10】5月8日 代掻 き

印 ち9

鷹ご評 慰

ビ1礁 熱曇.「

♂

墨 詳 ・ ・レr・ ・'・ ㌧

濾1廠輪 癒轟灘
【写真33-15】10月 上旬 コンバインによる稲刈

り.稲 刈 り機に もさまざまな型の

ものがあ り、状況 に応 じて使い分

け る

【写 真33-11】5月13日1、'1の 運搬

引

鱒'一 一 ζ「馨灘 豊

【写真33-16】10月 上旬 籾 の運搬 。天目干 しす

る稲は脱穀 しない

み ・・'臼 、 鯵

幣 轡9噛 雫

コの お ぶ 　

毒 働 調 、 鷺盛難

【写 真33-12】5月 中旬 田植 え(6条 植 えの田

植え機)。 田植 え機 には種 々の タ

イプのものが ある
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真33-17】10月 上旬 籾 は トラ ックか ら乾燥

機(左 奥の装置)へ 送 りこまれ る

 

檸

【写真33-18】10月 上旬 乾燥機 か ら籾す り機

〔右 側)へ 。 玄米 はその ま まライ

スグレー ダー(左)で 選別 、袋詰

め される

【写真33-19】10月 上旬 ハセが け した稲の脱穀

と籾 の運搬
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二

畑
作
と
く
ら
し

(
一
)
畑
作
卓
越
地
域
と
し
て
の
矢
吹
町

こ
の
章

の
冒
頭
の
表
と

グ
ラ
フ
で
示
し
た
よ
う
に
、
か

つ
て

の
矢
吹

町
は
水

田
よ
り
も
畑
地

が
多

い
地
帯

で
あ

っ
た

(
二
四
三

ぺ
ー
ジ
参

照
)
。
こ

れ
は
矢
吹
ガ
原
と
よ
ば
れ
る
水

に
乏
し

い
原
野
の
開
発

に
よ

っ
て
拡
大
し
た
町

で
あ

る
た
め
、
畑
地
と
し

て
開
拓
が
す
す
め
ら
れ
た

こ
と
に
よ
る
。
畑

地

に
対
し
水
田

の
比
率

が
大
き
く
な
る

の
は
、
昭
和

三
十
年
代
初
頭

の
羽
鳥
ダ

ム
の
用
水

の
恩
恵
を
得

る
こ
と
が

で
き
る
よ
う

に
な

っ
て
以
降

の
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
長

い
間
、
先
人
た
ち
は
畑
を
利
用
し

て
さ
ま
ざ
ま
な

カ
テ

(糧
)
を
得

て
き
た

の
で
あ
る
。

矢
吹
町

に
か
ぎ
ら
ず
畑
作
物
は
種
類
が
多

く
、
時
代

に
よ
る
変
化
も
多
様

で
あ
る
。
昭
和
初
期
の
現
況
が
わ
か
る
資
料
が
残

さ

昭
和
初
期
の
畑
作

れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
を
も
と

に
当
時

の
矢
吹

町
の
よ
う
す
を
え
が

い
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。
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か

ん
し

エ

旧
三
神
村

の
三
神
尋
常
高
等
小
学
校

『
郷
土
誌
』

に
は

「
主
要
生
産
物

ハ
米

・
麦

・
大
小
豆

・
甘
藷

・

こ

ん

に

ゃ
く

レェ　
ん

ば

ん

馬
鈴
薯

・
萄

蕩

・
煙
草
及
柿
等

ニ
シ
テ
就
中
米

ノ
生
産

ハ
薪
然
他

ヲ
圧

シ
麦
作
之

二
次

ギ
テ
重

要
ナ
ル

生
産
物
ナ
リ
」

云
々
と
あ

っ
て
、
昭
和
初
期
に
当

地
で
は
米
、

ム
ギ
、
ダ
イ
ズ

、
ア
ズ
キ
、
甘
藷
、
ジ
ャ

は

た
ば

こ

ガ
イ

モ
、

コ
ン
ニ
ャ
ク
、
葉
煙
草
、
カ
キ
を
栽
培

し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
旧
中
畑

村

で
も
同
様

で
、
昭
和

七
年

(
一
九
三
二
)
か
ら
昭
和
十
六
年

(
一
九
四

一
)
こ
ろ
ま

で
の
農
産
物

の
統

そ

ば

計

に

は
米

、

ム

ギ

、

ダ

イ
ズ

、

ア
ズ

キ
、

ア

ワ

、

ヒ

エ
、
蕎

麦

、

甘

藷

、

ジ

ャ
ガ

イ

モ

、

コ

ン

ニ

ャ
ク

、

な
た
ね

漬
菜
、
ダ
イ

コ
ン
、

ニ
ン
ジ
ン
、
菜
種
、
葉
煙
草
、
カ
ボ
チ
ャ
、
カ
キ
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る

(中
畑
尋
常

高
等
小
学
校

『
郷
土
誌
』
)
。
旧
矢
吹

町

(矢
吹

尋
常
高
等

小
学
校

『
郷
土
誌
』
)
で
は

「
米
麦
大
豆
野
菜

ハ
前
後

ヲ
通
ジ
変

ル
コ
ト
ナ
ク
盛

ン

ニ
栽
培
」
さ
れ
、
は
や
り
す
た
り
が
あ
り
な
が
ら
も

コ
ン

ニ
ャ
ク
イ

モ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
緑

肥
作
物

(緑

肥
に
す
る
目
的
で
栽
培
す
る
レ

ン
ゲ
、

ア
ブ
ラ
ナ
な
ど

の
こ
と
か
)

も
栽
培

さ
れ

て
い
た
。

三
神
村

で
は
昭
和
六
年

(
一
九

三

一
)
田
地
が
三
〇
六
町
五
反
余

に
対
し
畑
地
が
三
二
〇
町

三
反
余
と

た
く
え
つ

畑
地
面
積
が
卓
越
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
米
が
最
も
重
視
さ
れ
、

内
全
体

に

い
え
る

こ
と
で
あ

り
、

ム
ギ
を
除
く

「
農
産
物

の
大
部
分
は
自
家
用
と

し
て
消
費
」

ぎ
な
か

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

ゼ
い
す
い

畑
作
物

の
盛
衰

畑
作
物
の
位
置
を
低
く
し

て
き
た
原
因

の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

み
る
と

、
昭
和
六
年

(
一
九
三

一
)

こ
ろ
の
旧
三
神
村

で
は
ム
ギ

(大
麦
、
小
麦

)
は
明
治
三
十
四
年

ク
を
迎
え

た
後
徐

々
に
減
り
、
再
び
昭
和
三
年

(
一
九
二
八
)

し 口 ・・.星
畿 陣㍗r簿 害 弗

騨騨馨轡響 響繊 警乳編 藁1

歯:讐撫 灘
・5一 雌 ・

系 ∴ 幽 ・ 翻 麟 蓬

【写真34】 矢吹町内の畑

 

畑
作
物

は
あ
く
ま

で
も
米
に
次
ぐ
作
物
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。

こ
れ
は
矢
吹
町

(中
畑
尋
常
高
等
小
学
校

『
郷
土
誌
』
)
す

る
も

の
に
す

畑
作
物
に
は
時
代

に
よ
る
盛
衰
が
あ
り
、
こ
れ
は
畑
作
物
が
安
定

し
た
収
入
を
得
る
対
象

で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、

そ
の
成
皿衰
を
三
神
尋
常
高
等
小
学
校

『
郷
土
誌

』
を
と
お
し

て
み
て

ぜ
ん
そ
う

(
一
九

〇

一
)
以
降
漸
増
し
大
正
初
期

に
ピ

ー

以
降
水
田

の
.
一毛
作
と

し
て
菜
種
と
と
も

に
盛

ん
に
栽
培
さ
れ
は
じ
め
た

ら
し

い
。
ダ
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イ
ズ
は
明
治
四
十
三
年

(
一
九

一
〇
)
か
ら
大
正

三
年
ま

で
が
生
産

の
ピ

ー
ク
で
以
後
漸
減

。
ア
ワ

・
蕎
麦
は
開
墾
地
の
栽
培
作
物
で
あ
る
が
大
正
十

三
年

(
一
九
二
四
)
以
降
激
減
。

コ
ン
ニ
ャ
ク
イ

モ
の
栽
培
は
旧
三
神
村

で
は
諸
根
民
治
が
明
治
十

五
年

(
一
八
八
二
)
に
栽
培
を
は
じ
め
、
丹
内
忠

助
、
佐
久
間
源
吉

が
奨
励
し

て
明
治
二
十
年

こ
ろ
に
は
全
村
で
栽
培
す

る
よ
う

に
な

っ
た
が
、
明
治
末
期
に
腐
敗
病
が
連
続
し
た
た
め
に

一
旦
中
絶
し

た
。
旧
矢
吹
町
で
も

コ
ン
ニ
ャ
ク
イ
モ
栽
培
は
明
治

二
十
七
、
八
年

(
一
八
九
四
、
九
五
)
か
ら
十
年
間
ほ
ど
流
行
し
明
治
末
期

に
廃
れ
て

い
る
。
ジ

ャ
ガ
イ

モ
に

つ
い
て
も
明
治

二
十
年

(
一
八
八
七
)
こ

ろ
か
ら
よ
う

や
く
秋
熟
種
か
ら
夏
熟
種

の
品
種

に
切
り
か
わ

っ
て
い
る
と

い
う

。

主
力

の
ム
ギ
以
外

の
栽
培
品
種
は
変
化

し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
は
安
定
し
た
質

の
も

の
が
生
産

で
き
な
か

っ
た
こ
と
と
、
種

々
の
農
産
物

が
安
定
し

た
収
入
源
に
な
り
得

て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

そ

さ
い

三
神
村

で
は
疏
菜
は
他
村
か
ら
購
入
し

て
い
た
ら
し

い
。
「
明
治
大

正
時
代

二
於

テ

ハ
、
栽
培
技
術
未
ダ
幼
稚

ナ
リ

シ
モ
、
昭

野
菜
を
購
入
す
る

か
く
ぜ
い

和

二
至
リ
大

二
覚
醒
、
品
種
改
良
、
栽
培
法
等

ノ
研
究
進
ミ
、
茄
子

、
胡
瓜
其
他
ノ
疏
菜

の
移
入
防
止

二
努
ム
ル
ア
リ
。
然

レ

ド

モ
未
ダ
他
町
村

二
於

テ
栽

培
セ
ラ
レ
タ
ル
、
半
促
成
的

ノ
疏
菜

ヲ
購
入

ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ハ
遺
憾
ト

ス
ル
所
ナ
リ
」

(
三
神
尋
常
高
等
小
学
校

『郷
土

誌
』
)
と
あ

る
よ
う

に
、
昭
和
初
期

に
は
野
菜

の

.
部
は
ほ
か
の
地
域
か
ら
は

い
り
こ
ん
で
い
て
、
矢
吹
も
中
畑
も
似
た
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
た
。

「金

ち

ち

肥
ノ
施
用
年

々
増
加

セ
ル

コ
ト
、
緑
肥
作
物

ヲ
栽
培

セ
ル

コ
ト
等
遅

々
ナ
ガ

ラ
進
歩
ノ
状

ヲ
見

ル
ベ
シ
」

(矢
吹
尋
常
高
等
小
学
校

「郷
土
誌
』
)
、
農

産
物
の
大
部
分
は
自
家
消
費
さ
れ
る
が

「時
期

に
よ
り
不
足
を
生
じ
、
矢
吹
、
須
賀

川
方
面

よ
り
移
入
す
る
状
態
な
り
。
疏
菜
類

の
如
き
、
春
期
よ
り

初
冬

ま
で
毎

日
須
賀
川
方
面
よ
り
商
人
来

る
」

(中
畑
尋
常
高
等
小
学
校

『
郷
土
誌
』
)
と

い
う
よ
う
に
、
農
家
と

い
え
ど
も
疏
菜

の
す

べ
て
ま
か
な
う

こ
と
が
で
き
た
わ
け

で
は
な
く
、
現
代

の
わ
た
し
た
ち
が
最
も

一
般
的
な
疏
菜

と
し
て
あ
げ

る
よ
う
な
ナ
ス
、

キ

ュ
ウ
リ
な
ど
も
、
場
合

に
よ

っ
て
は

他
地
区
の
農
家
か
ら
買
う
必
要
が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
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(
二

)
肥

料

づ

く

り

た
い

ひ

 肥
料
は
畑
だ
け
で
は
な
く
当
然
水

田
稲
作
で
も
使
用
す

る
が
、
堆
肥
と
ド
肥
に

つ
い
て
は

こ
の
項
で
と
り
扱
う

こ
と
に
す
る
。
こ
と

に
落
ち
葉
を
利



耕第一節 農

用
し
て

つ
く
る
堆
肥
は

こ
の
地
方
で
盛

ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
き

た
最
も

一
般
的
な
肥
料
で
あ

る
。
原
野
が
広
が
る
か

つ
て
の
矢
吹
町
に
は
、

い
た

る
と

こ
ろ
に

コ
ナ
ラ
の
よ
う
な
多
く

の
雑
木
林

が
広
が

っ
て
い
た
。
こ
う

し
た
落
葉
広
葉
樹
は
大
量

の
落
ち
葉
を
生
み
、
こ
の
土
地

の
人
び
と
は
秋
か
ら
冬

に
か
け
て
落
ち
葉
を
か
き
集
め
て
良
質
な
腐
葉
土
を

つ
く
ろ
う
と

し
て
き
た
。

堆
肥
を

つ
く
る
た
め
に
木

の
葉
だ
け
で
は
な
く
、
陸
稲

の
藁
や
麦
藁
な
ど
も
利
用
し
た
と

い
う
。
木

の
葉
さ
ら

い
は
正
月
前
ま

で

木
の
葉
さ
ら

い

に
お

こ
な
う
作
業

で
、
降
雪
が
あ
る
ま
で
は
毎

日
と

い

っ
て
よ

い
ほ
ど
続
け
た
。

こ
の
作
業
は
十

二
月
が
最
盛
期
で
あ

っ
た
。
木

や

さ
か
い

の
葉
を
集
め
る

こ
と
を

「
木

の
葉
さ
ら

い
」

と

い
う

。
こ
の
あ
た
り

で
は
自
家

の
山
を
持

っ
て
い
る
家
が
多

く
、
弥

栄

の
S
家

で
は

一
町

三
反

の
山

か
ん
ぼ
く

を
持

っ
て
い
た
。
落
葉
後
、
雪
が
降
る
前

に
雑
木
山

に
い
き
灌
木
を
刈
り
払

っ
て
き
れ

い
に
し
た
後
、
家
族
総
出
で
熊
手

で
木

の
葉
を
集
め
る
。
根
宿

の
某
家

で
も
持
ち
山

の
木

の
葉
を
さ
ら

っ
て

い
た
が
、
家
族
だ

け

で
は
手
が
た
り
ず
手
間
ど
り
を
頼
ん
で
お
こ
な
う

場
合
も
あ

ー

酵

っ
た
と

い
う
。
木

の
葉
は
集
め
や
す

い
よ
う

に
傾
斜

面
の
く

ぼ

地

に
は
き
だ
し

て
や
り
、
集
ま

っ
た
木

の
葉

は
ビ
ク
と
称
す

る

縄

で
編

ん
だ
お
お
き
な
袋

に
詰
め
て
広
場

の
よ
う

な
と

こ
ろ
ま

で
運

ぶ
。
さ
ら

っ
た
落
ち
葉
は
な
る

べ
く
多

量
に
は

い
る
よ
う

に
足

で
可

能
な
か
ぎ

り
か

た
く
踏

み
し
め

て
ビ

ク
に
詰
め

こ

む
。
そ

の
木

の
葉
を
詰
め
た
ビ
ク
を
馬
の
両
脇
に
さ
げ

て
運
ん

だ
り
、
広

い
場
所

に
縄
を
平
行
に
二
本
並

べ
て
お
き

そ
の
上
に

直
角

に
藁
を
し
き
詰
め
る
。
し
き
詰
め
た
藁

の
上
に
木
の
葉
を

あ

け

二
本

の
藁
縄

で
円
筒

形
に
か

た
く
し
ば

り
円
筒

形

に
し

て
、
そ
れ
を
牛
車
な
ど

に
の
せ

て
家
ま
で
運
び
出
し
た
。

こ
の

糎

【写真35】 ビク さ らった木の葉をいれて運ぶ

(提供 後藤助一郎

=. 瑛 ㌔ 獺

残 ぜ 隈藏》 灘 無 懇 驚.
ゾrM

機
編
〆

誰

囎
梅

∵
.
・

争
.f

飽

臨

断

、
冤

ゑ

や

署
「耀メ

`

【写真36】 堆肥 木の葉を重ねてつ くる
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あ

た
り
は
冬

に
な
る
と
イ
デ
ア
ガ
ル

(霜
柱
が
立

つ
)
の
で
そ
れ
が
と
け
て
ぬ
か
る
み
に
な
る
。
そ
こ
で
運
び

こ
ん
だ
木
の
葉
は
庭

い

っ
ぱ

い
に
広
げ

て
お

い
た
。

こ
う
す
る
と
ぬ
か
る
ま
な

い
し
、
木
の
葉

が
湿

っ
て
腐
り
や
す

い
。
木

の
葉
を
運
び

い
れ
た
庭
は
深

々
と
し
た
ふ
と
ん
の
よ
う

で
、
こ
の

季
節

の
当
地

の
風
物
詩
で
あ

っ
た
と

い
う
。
こ
の
あ

た
り

の
家
は
ど

こ
で
も
道
路
か
ら
玄
関
ま
で

の
通
路

に
は
藁
束
を
し
き
詰

め
て
ぬ
か
る
ま
な

い
よ

う

に
工
夫

し
た

(第

一
章
第

=
.節
住
)
。
乾
燥
し
た
木

の
葉
は
木

の
葉
小
屋
に
収
納

し
て
お
く
。
ま
た
馬
を
飼

っ
て
い
る
家

で
は

ア
マ
ヤ
と
か
木
小
屋

と

よ
ぶ
付
属
屋

に
乾
燥
し
た
木

の
葉
を
保
管
し
、
藁
と
ま
ぜ

て
夏
に
な

っ
て
か
ら
馬

の
寝
藁
と
し
て
も
使
う
。

庭

の
片

隅
に
は
堆
肥
枠
と
称
し
、
高
さ

二
尺
、
六
尺
四
方
ほ
ど
の
板

の
四
角

い
枠
を

つ
く

っ
て
お
き
、
そ

こ
に
庭
に
運
ん
だ
木

の
葉
を
詰
め
こ
む
。

う

ま

や

こ
の
作
業

は

ユ
イ
で
お

こ
な
う
も

の
で
あ

っ
た
。
枠

の
中
で
か
た
く
踏
み
こ
み
か
た
め
て
、
上

に
人

や
家
畜

の
糞
尿
や

厩

に
し

い
た
家
畜

の
し
き

草

を

か
け
、
サ

ン
ド
イ

ッ
チ
状

に
積
み
あ
げ
堆
肥
枠
を

ひ
き
あ
げ

て
高
く
し
な
が
ら
堆
肥
を

つ
く

っ
て

い
く
。

根
宿

の
あ
る
家
で
は
昭
和

に
は

い

っ
て
か
ら
厩
の
ち
か
く

に
堆
肥
盤
と

い
う
専
用

に
堆
肥
を

つ
く
る
場
所
を

つ
く

っ
た
。
堆

肥
盤
は
底
が

コ
ン
ク
リ

ー
ト
に
な

っ
て
い
て
、
四
メ
ー
ト

ル
四
方
高

さ
が

一
五
曲
臨
ル
ほ
ど

の
矩
形
の
枠

で
あ

る
。
堆
肥
枠
と

同
じ

で
こ
の
中
に
木
の
葉
を
詰
め
厩

の
肥
を
積

ん

で
お
き
、
設
け
た
か
た
わ
ら
の
タ
メ
か
ら
積
み
あ
げ
た
肥

の
上
に
糞
尿
を

か
け

る
。
厩

の
肥
は
冬

に
堆
肥
盤

に
積
み
あ
げ

て
放
置
し
、
春
先

の
彼
岸
前

に
な

る
と

「
つ
み
か
え

し
」
と

い

っ
て
、
堆

肥
枠

に
積
み
か
え
直
し
た
。

あ
な

人
糞
も

肥
料
と
し

て
重
要
で
あ

っ
た
。
直
径
三
尺
弱
、
高

さ
二
尺
く
ら

い
で
上
部

に
孔
が
あ

い
て
い
て
栓
が
で
き
る
肥
樽
が
あ

っ
た
。

汲

み

と

り

こ
れ
を

リ
ヤ
カ
ー
に
二

つ
か
三

つ
つ
け
、
町

の
家
々
の
便
所
か
ら
汲
ま
せ
て
も

ら

っ
た
。
お
得
意
さ
ん
が
あ
り
定
期
的
に

い
っ
て
汲

み
と

っ
た
り
、
溜
ま

っ
た

か
ら
と
り
に
き
て
く
れ
と
頼
ま
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
人
糞
は
買

い
と
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
汲

み
と
ら
せ

て
も
ら
う
と
き

に
は
季
節

の
野
菜
な
ど
を
持
参
し
た
も
の
で
あ

る
。
肥
柄
杓
で
汲
ん
だ
糞
尿
は
、
漏
斗
を

つ
か

っ
て
肥
樽

の
孔
か
ら
注
ぎ

い
れ
て
栓
を
し

て
運
ぶ
。
自

家

の
畑

の
近
く
に
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
肥
溜

め
を

二
つ
か
三

つ
く
ら

い
設
け

て
お
く
も

の
で
、
汲

ん
で
き
た
肥
は
そ
こ
に

い
れ

て
ね
か
す
。
水

で
薄

め

て
堆
肥

に
か
け
た
り
も
す

る
。
直
接
畑
に
ま
く
場
合
、
元
肥
に
使
う
と
き

に
は
水
を
切

っ
た
濃

い
も

の
、
追
肥
と
し
て
使
用
す
る
と
き
は
水

で
薄

め

る
。
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朝

草
刈
り
は
馬

の
飼
料
と
厩
の
し
き
草
を
確
保
す

る
た

め
の
仕
事

で
あ
る
。
直
接

の
肥
料
づ
く
り
で
は
な

い
が
堆
肥
を

つ
く
る
場
合

朝

草

刈

り

は
厩
の
古
く
な

っ
た
寝
藁
や
し
き
草
が
不
可
欠
で
あ

っ
た
し
、
牛
馬

の
糞
尿
も
堆
肥
を

つ
く
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な

い
も
の
で
、
そ

の
意
味

で
は
肥
料
づ
く
り

に
結
び

つ
く
習
俗
で
あ

っ
た
。

朝
飯
前

の
仕
事

に
朝
草
刈
り
を
す
る
。
草
刈
り

に
出
発
す
る

の
は
た

い
て
い
午
前
四
時
で
あ

る
が
、
早

い
家
で
は
三
時
と
か
三
時
半
、
遅
く
と
も

五

時

で
あ

っ
た
。
根
宿

で
は

ム
ギ
刈
り
が
終

っ
て
旧
六
月

一
日
の
ム
ケ
ノ

ツ
イ

タ
チ
に
な
る
と
秋
彼
岸
ま

で
の
問
は
自
由
に
朝

草
刈
り
を

し
て
も

よ

い
。

そ
の
た
め
馬
を
飼
育

し
て

い
る
家

で
は
こ

の
期
間
は
盆

の
三
日
間
を
除
き
毎

日
朝
草
刈
り
を
す
る
。

一
人

で
三

〇
把
刈
る
の
が

一
人
前

で
、
刈

っ
た
草

は
二
か
所
タ
バ

ツ
ラ
で
た
ば
ね

る
。
三
〇
把
を

一
段
と

い
う
。
根
宿
で
は
草
を
刈
る
場
所
に
は
決
ま
り
は
な
く
早

い
も
の
勝
ち

で
、
ど

こ
の
田
ん
ぼ
の

あ
ぜ
道

の
草
を
刈

っ
て
も

よ
か

っ
た
。
ま
た
共
有

の
草
刈
り
場
を
持

つ
村
も
あ

っ
た
し
、
阿
武
隈
川
の
土
手

の
生
草

の
競
り
を
し
た
と

い
う
地
区
も
あ

る
。
刈

っ
た
草
は
馬
に

つ
け

て
運
ん
だ
が
、
後
に
は
リ
ヤ

カ
ー
に
か
わ

っ
て
き
た
。
刈

っ
た
草
は
厩

の
外

に
立

て
て
お
き

、
そ
こ
か
ら
馬
に
食
わ
せ
た
。

桑
畑

に
牧
草
を

つ
く

っ
た
り
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ

の
葉
を
食
わ
せ
た
り
も
し
た
と

い
う
.、
厩

に
し

い
た
草

は
七

日
か
ら

一
〇
日
く
ら

い
し
て
か
ら
肥
と
し
て

外

に
出
し
堆
肥
枠
の
中
に
積

み
重
ね

て
お
き
、
厩

に
は
新
し

い
草
を
し

い
て
や
る
。

朝
草
刈
り
は
盆
に
は

い
か
な

い
が
、
正
月
十
六

日
と
盆

の
十
六
日
は

「
地
獄
の
釜
の
蓋
も
あ
く
」
と

い
っ
て
肥
出
し
を
し
て
は

い
け
な

い
日
で
あ
る
。

ま
た
使
用
人
を
里
帰
り
さ
せ
る
日
で
あ

っ
た

の
で
、
当

日
は
な
に
も
し
な

い
で
の
ん
び
り
で
き

た
。

そ
の
た
め
盆
前
に
あ

ら
か
じ

め
肥
を
出
し
て
厩

の

掃
除
を
し
、
三
日
間
分
の
草
刈
り
を
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

耕第 一・節 農

(
三
)
畑

で
栽
培
す
る
主
要
な
作
物

畑
作

に
栽
培

し
た
作
物

つ
い
て
の
聞
き
書
き
昭
和
三
十
年

(
一
九

五
五
)
前
後

の
よ
う
す
を
記
し

て
お
く

こ
と

に
す
る
。

郡
中
畑
村
弥
栄
部
落
に
於
け

る
畑
作
改
善
営
農
試
験
地
事
業
計
画
書
』

(福
島
県
、

一
九
五
二
年

四
月
)
も
参
考
に
し
た
。

な
お
、
『福
島
県

西
白

河
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50454035
0駐盤30

収
穫
し

た
畑

作
物

の
う

ち

ム
ギ
類
や
種
子
と

り
用

の
ト
ウ

雑

穀

屋

モ

ロ
コ
シ
な

ど
は
出
荷

し
た
が

、
ほ
か

の
畑

作
物

の
大

部

分
は
自
家

消
費

に
ま
わ
し
、
余

剰
の
も

の
は
売

っ
た
。
収
穫
の
時
期

に
近
く
な

る
と

「雑
穀

屋
」
と

い
う
仲
買
人
が
農
家
を
ま
わ
り
な
が
ら
先
物
取
引

の
契
約

を
と
り

つ
け
て

い
く
。
収
穫
し
た
後

ト
ラ

ソ
ク
で
や

っ
て
き

て
収
穫
物
を
南
京

袋
に

い
れ
て
運
び
出
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

①
陸
稲

(お
か
ぼ
)陸

稲

と
水
稲

の
収

量
割
合

を

昭
和
十

六
年

(
一
九

四

一
)

陸
稲
と
水
稲

年

の

『矢
吹

町
勢

一
班
』
と
昭
和

二
十
八
年

(
一
九
五
三
)

の

『
矢
吹

町
勢
要
覧
』

に
よ

っ
て
み
る
と
、
昭
和
十
六
年

に
は
水
稲
が

二
九
八

つ
る
ち

も
ち

○
石

(
梗

、
儒
)

に
対
し
陸
稲
は

五
二
五
石
で
、
米

の

一
五
%
を
し
め
て

い

る
。
昭
和
二
十

八
年

に
は
水
稲
が
三
三
二
一二
石
余

に
対
し
陸
稲
は
六
六
七
石
余
、

陸
稲
は
米

の
う
ち

の

一
七
%
で
あ
る
。
ち
な

み
に
昭
和
三
十
八
年

(
一
九
六
三
)

に
は
八
%
、
昭
和

四
十
八
年

(
一
九
七

三
)

に
は
五
%
に
減
少
す

る
。
水
稲

の

収
量
は
戦
後
は
年

々
増
加
し

て
い
く

が
、
陸
稲

の
収
穫
量

は
横
ば

い
を
続
け
、

昭
和
四
十
年
代
後
半

に
は
収
量
が
減
少

し
、
水
稲
に
移
行

し
て
い
く
農
家
が
増

え

て
い
く

こ
と
が
わ
か
る
。
反
あ
た
り

の
収
量
は
数
字
で
み
て
も
陸
稲
は
水
稲

の
半
分
で
あ
り
、
食
味
も
お
ち
る
と

い
う

こ
と
で
あ
れ
ば

、
水
利

の
状
況
さ
え
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【表3】 陸稲、水稲の収量(昭 和30～50年)

年(昭和) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

陸 稲 680 711 672 675 719 700 519 108 296 236

水 稲 3748 3551 3852 4513 4942 5163 5676 6076 6298 5692

陸稲 と水稲の収量

口 水稲

■ 陸稲

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

50454035

 

0
30

改
善
さ
れ
れ
ば
水
稲

に
移

っ
て

い
く
の
は
当
然

で
あ

っ
た
。

畑

作
地
帯

で
は
陸
稲
栽

培
が
基
本

で
あ

っ
た
。
陸
稲

の
収

陸
稲
の
栽
培

量

は
よ
く
と

れ
る
畑

で
反
あ
た
り

六
俵
、

平
均
す

る
と

三

俵
ほ
ど
に
し
か
な
ら
な

い
。

弥
栄

の
場
合
、

昭
和
二
十
七
年

(
一
九
五

二
)

こ
ろ

の
陸
稲

の
品
種

は
梗

が
関
根
、
農
林

二
二
ロゲ
、
長

柄
早
生
、
農
林

一
五
号
、
儒
は
農
林
儒

二
〇
号
、

会
津

儒
な
ど

で
あ

っ
た
。
五
月
中
旬

に
畑
を
う
な
う

。
五
月
十

日
か
ら
十
五

日
こ
ろ

に
種
ま
き
を

す
る
が
、
種
籾

は
反
あ
た
り

六
升
か
ら
七
升

く
ら

い
で

あ

る
。
ウ
ネ
は
低

ウ
ネ

に
し

て
ウ
ネ

幅
を

二
尺

五
寸
ほ
ど
と
り

、
そ
こ

に
五

寸
幅

程
度

の
溝
を

つ
け
堆
肥

の
元
肥
を
施
し

て
軽

く
土
を
被

せ
る
。
低

ウ
ネ

　
げカ

ま

き

に
す

る
と

乾
燥
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
。
そ

こ
に
種
籾
を
直
播
す

る
。

ま

い
た
後
、
足

で
三
分
か
ら
五
分
ほ
ど

の
土
を
被

せ
て
踏

み
つ
け

て
お
く
。

陸
稲
は
雨

が
降

っ
た

日
も

、
笠

を
被

っ
て
で
も

草
と
り
を

し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
ほ
ど

ひ
ん
ぱ
ん

に
草

と
り
に
追
わ

れ
る
作
物

で
あ

っ
た
。
芽
が
出

は

じ
め

の
こ
ろ
は
雑
草

に
負
け

や
す

い
の
で

一
度

草
と
り
を

し
な
け
れ
ば
な

ら

な

い
。

ス
モ
ウ
ト
リ
草

の
よ
う

に

ヒ
エ
に
似

て

い
る
雑
草

が
あ

っ
て
見
極

め

に
く

い
の
で
手
作

業

で
除
草

し
な

い
と

い
け
な
か

っ
た
。
陸
稲

に
比

べ
て
ト

ウ

モ
ロ

コ
シ
な

ど
は
雑

草
よ
り
も

成
長

が
早

い
の
で
草
と

り
が
楽

で
あ

る
。

芽
が
五
寸
く

ら

い
に
成
長
す

る
と
雑
草

に
負

け
な
く
な

る
の
で
雑
草
が
ち

ょ
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っ
と
出
は
じ
め
た
こ
ろ
、
カ
ル
チ

ベ
ー
タ
ー
で
土
を
寄
せ

て
や
る
と
雑
草
が
弱

る
。
草
と
り
は
そ

の
後
六
、

七
、
八
月
そ
れ
ぞ
れ
の
上
旬
く
ら

い
に
お
こ
な
う
。
六
月
上
旬
、
中
旬

の
二
度
く

ら
い
中
耕
す
る
。
農
林

二
二
号
や
農
林

一
五
号

の
よ
う
な
早
生
は
、
籾

が
色
づ
き
は
じ
め
る
と
刈
り
と

っ
て
も
よ

い
の
で
九
月
下

こ

旬
に
稲
刈
り
を

は
じ
め
、
品
種
に
よ
り
十
月
上
旬
く
ら

い
ま

で
か
か
る
。
刈
り
と

っ
た
後

の
稲
扱
き
、
脱

穀
調
整
は
水
稲
と
同
様

で
あ

っ
た
。

②

ム
ギ

は
だ
か

ム
ギ
に
は
大
麦
と
小

麦

の
ほ
か
に

裸

麦
、
ラ
イ
麦
な
ど
が
あ
る
が
、
大
麦
と
小
麦

が

ム

ギ

主
要
な
栽
培
作
物

で
裸
麦
、

ラ
イ
麦

の
栽
培

は
ご
く
少
量

で
あ

っ
た
。
当
地
方
で
は
小

麦
は

「
コ
ム
ギ
」
と
よ

ぶ
が
、
単
に

「
ム
ギ
」
と

い
え
ば
大
麦
を
指

し
て

い
る
。

ム
ギ
は
陸
稲
や
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
の
後

に
作
付
け
す
る
こ
と
が
多

い
。
た
だ
し
小
麦
は
収

穫
時
期

が
遅

い
の
で
裏
作
に
な
る
作
物
と

重

な
り
あ
う

こ
と
も
多

く
、

一卿
餌

講

寓際

パ
も
〆

・
、戴

嵐

,

.

ど

諦

野驚
乙 豊

べ ・ψ ～
〆 憶

【与 具 訓 」 十 耕1順 仙jl『 ～ り

ノ

ペ物 齢 藩 ・一 一」

促怯 隈部恭行)

時
期

に
よ

っ
て
ず
れ
て
し
ま
う
と
作
付
け

の
計
画

に
組

み
こ
む

の
が
難
し
く
な

る
作
物
で
あ

っ
た
。

昭
和

二
十
年
台
末
こ

ろ
ム
ギ
の
品
種

に
は
大
麦
の
場
合
会
津
四
号
、
会
津
七
号
、
細
麦
三
号

、
信
濃

一
号
な
ど
が
あ
り
、
小
麦
は
農
林

五
〇
号
、
同
じ
く
五
五
号
、
六
四
号
、

六
九
号
、
七

〇
号
が
あ

っ
た
。

昭
和

三
十
三
年

(
一
九
五
八
)

の
小
麦

の
収
量
は
ヒ
四
七
ト

ン
、
大
麦
が

一
二
九
七
ト

ン
で
あ
る
が
、
し
だ

い
に
小
麦
大
麦
と
も

つ
く
ら
な
く
な

っ

て

い
き
、
大
麦

の
減
少
率

が
こ
と

に
高

い
。

一
一
年
後

の
昭
和
四
十
四
年

(
一
九
六
九
)
に
は
小
麦

三
六

ニ
ト

ン
、
大
麦

四
六
こ
ト

ン
に
な
り
、
翌
四

十

五
年
か
ら
激
減
し
昭
和

五
十
年

(
↓
九
八
五
)
に
は
小
麦

一
四
ト

ン
、
大
麦

一
〇

一
ト

ン
と
戦
前

か
ら
戦
後

に
か
け
て
作
付
け
さ
れ
た
代
表

的
な
畑

こ

ん
ナ

い

 
作
物

の
面
影
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
米
と
混
炊
し
て
利
用
す
る
主
食
と

し
て
の
大
麦
が
使
わ
れ
な
く
な
り
、
米
だ
け
の
飯

に
な

っ
て
い
く
過
程
と
裏

腹

の
関
係

に
あ
る
。
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種
子

の
扱

い
は
種
子
を

ヒ
ヤ
ス

(浸
す
)
と
こ
ろ
か

ら
は
じ
ま
る
。
ム
ギ
の
種
を
南
京
袋
に

い
れ
て
風
呂

の
湯

に
浸
し
て
お
く
と
消

ム
ギ

の
栽
培

毒
と
芽
だ
し

に
な
る
。
摂
氏
四
十
六
、
七
度
く
ら

い
の
熱
め

の
風
呂

の
湯

に
十
時
間
ほ
ど
浸
け
て
お
く
と

い
う
人
も
あ
れ
ば

、
家
族

が
は
い

っ
た
後

の
湯
加
減

で

一
晩
お
け
ば

い
い
と

い
う
人
も

い
る
。
ム
ギ
の
種
ま
き
は
秋

の
土
用
を
目
安

に
種
ま
き
す

る
と

い
わ
れ

て
お
り
、
大
麦
が

十
月
上
旬
、
小
麦
は
十
月
二
十

五
日
前
後
で
あ
る
。
種
子

の
量
は
大
麦
が
反
あ
た
り
⊥
ハ
升
か
ら

一
〇
升
、
小
麦
が
六
升
か
ら
七
升

で
あ
る
。
ウ
ネ

の
幅

を
二
尺

五
寸
く
ら

い
に
し
て
、
真

ん
中

に
幅
七
、
八
寸
く
ら

い
の
溝
を
掘

っ
て
金
肥
な
ど

の
元
肥
を
施

し
て
か
ら
土
を
五
分

ほ
ど
か
け
、
す
り
足

(足

を
す
り
び

る
と

い
う
)
で
L
と
こ
や
し
を
ま
ぜ
た
と
こ
ろ
に
種
子
を
ま
く
。
越
冬

さ
せ
る

の
で
窒
素
分
を
少
な
め

に
す
る
。
種
子

は
中
旅

に
二
、
三
升

ほ
ど

い
れ
て
配
分
し
な
が
ら
手

で
ま
く
。
矢
吹
は
季
節

風
が
大
変
強

い
土
地
で
、

し
か
も
火
山
灰
性
の
地
味

の
地
区

で
は
厚

ま
き

し
た
方
が

い
い
と

い

わ
れ
る
。
冬

に
霜
柱

が
立

っ
て
土
が
持
ち
あ
が

る
こ
と
を

「
い
で
あ
が
る
」

と

い
う
が
、
「
イ
デ
ア
ガ

ッ
」
た
と

こ
ろ
に
風
が
強
く
吹
き

つ
け
る
と
根

が
持
ち
あ
が

っ
て
傷
ん

で
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。

秋

に
は

一
部
の
畑
だ
け
を
残
し
て
ム
ギ
を
ま
く
。
秋
か
ら
春
に
か
け
て
な

に
も

つ
く
ら
な

い
畑
を

「春
地
」

と
よ
び
、

こ
こ
は
ジ

ャ
ガ
イ

モ
な
ど

の
春

の
種
ま
き
用

に
確
保
し

て
お
く
。
そ

の
く
ら

い
く
ま
な
く
畑
を
活

用
し

て
ム
ギ
を

つ
く

っ
て
い
た
も

の
で
あ

っ
た
。

三
神

の
F
さ
ん
は
芽
が
出

て
葉
が

二
枚
ほ
ど

に
な

っ
た
と
き

に
、
ジ

ョ
リ

ン
で
薄
く
土
を

ム

ギ

踏

み

と
う
あ
つ

「イ

デ
ア
ガ

ル
」
前

に
踏
圧

こ
れ
は
年
内
中

の
作
業

で

か
け
て
軽
く
ヒ
を
踏
ん
で

い
た
。

を

か
け
て
あ

ら
か
じ

め
根

の
は
り
を

よ
く
す

る
工
夫

で
あ

っ
た
。

一
方
中
畑

の
S
さ
ん
は
年
内

に
は
な
に
も

し
な

い
で
、
土
が
し
み
な
く

な

っ
て
か
ら
ム
ギ
踏

み
を

し
た
と

い
う
。
弥
栄

の
S
さ
ん
も
十

一
月

下
旬
か
ら

十

二
月
上
旬
に
か
け

て
は
じ
め
の
ム
ギ
踏
み
を

し
て

い
る
。
ム
ギ
踏

み
は
根

の
は
り
を

よ
く

す
る
た
め
の
作

業

で
、
ウ
ネ

の
方
向

に
横

に
な

っ
て
進

み
、
踏

み
残

し
が
な

い
よ
う

に
く
ま

な
く
踏
み

つ
け
る
。
ム
ギ
踏
み

ゐ

く

と

の
前

に
覆

土

つ
ま

り

ジ

ョ
リ

ン
で
土

を

薄

く

か

け

て

や

る
も

の

で
、
「
土

い
れ

二
回

、
踏

み

二

回
」
と

い

っ
た

。

【写真38】 ジョレン(ジ ョリン ともい う

麦 に土 をか けるときに用い る
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三
月
中
旬

の
春

の
土

い
れ
の
と
き

に
は
草
む
し
り
も

し
て
お
く
。
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬

カ

タ

ギ

リ

に
は
カ
タ
ギ
リ
と
称

し
て
ウ
ネ

の

一
方
か
ら
鍬

で
土
を
ほ

っ
く
り
か
え
し

て

(掘
り
返
し

て
)

お

っ
被
せ
て
や
る
。
カ
タ
ギ
リ
は
二
度

ほ
ど

お
こ
な

い
、
.
一度
目
は
五
月
上
旬
中
旬
こ
ろ
が
目
安

で
、
草
と
り

を
し
な
が
ら
さ
き

に
お

っ
被
せ
た
側
と

は
逆

の
方
向
か
ら
土
を
被

せ
る
。

こ
の
時
期
に
な
る
と

ム
ギ
も
成
長
が

早
く
な
り
草
む
し
り
を
し
な
く
と
も
よ

い
が
、
六
月
上
旬

こ
ろ
に
も
う

一
度
草
む
し
り
を
す
る
家
も
あ

る
。

ム
ギ
が
黄
色
く
色
づ
き
は
じ
め
る
と
刈
り
ど
き

で
大
麦

の
ム
ギ
刈
り

は
六
月

下
旬
、
小
麦

の

ム

ギ

刈

り

ム
ギ
刈
り

は
七
月
上
旬
中
旬
く
ら

い
に
な

る
。

ム
ギ
刈
り
に
は
専
用
の
鎌
は
特

に
な
く
、
草

刈
り
鎌
を
使
う
。
実
が
落

ち
な

い
よ
う

に
根
元
を
し

っ
か
り
握
り
鎌

で
刈
り
と
る
。
稲

に
は
株
が
あ
る
が
ム
ギ

は
そ

っ
く
り
生
え

て
い
る
の
で
、
稲
束

の
太
さ
程
度
の
穂
束

に
ま
と
め

て
根
元
を
藁

で
し
ば
り
そ

こ
に
倒
し
て

お
く
。
穂
束
は

一
二
把

か
ら

一
五
把
ま
る
き
に
し
て
タ
バ
ツ
ラ
で
し
ば
り
こ
れ
を

一
把
と
よ

ぶ
。
乾
燥
は
稲
と

同
じ
よ
う
に
ム
ギ
畑

に

ハ
セ
を

つ
く
り

ハ
セ
が
け
す
る
が
、
三
城
目
の
A
さ
ん
宅

の
よ
う

に

ハ
セ
が
け
せ
ず
、

別にカナ鍬 もあ る【写真39】 鍬(プ ロ鍬)

 

タ
バ

ツ
ラ
で
し
ば

っ
た

一
把
を
穂
を
上

に
し

て
立
て
か
け
て
乾
燥
さ
せ
る
家
も
あ

っ
た
。
ハ
セ
は
運
び

出
す

の
に
便
利
な
よ
う

に
な

る
べ
く
道
路
際
に
設
け
る
。
乾
燥

の
目
安

は
特

に
な

い
が
、

三
神

の
F
さ
ん
は
株

に
手
を
差
し
こ
ん
で
み
て
湿
り
気

の
有
無

で
判
断
し
た
。

ム
ギ

の
脱
穀

は
七
月

下
旬
か
ら
八
月
上
旬

に
か
け

て
ユ
イ
を
借
り
た
り
手
間
取
り
を
頼

ん
で
多
人
数

で
お
こ
な
う
。
機
械
を
持

ム
ギ
の
脱
穀

調
整

っ
て
農
家
を
廻
り
脱
穀
機
械
を
賃
貸
す

る
人
も

い
た
。
機
械
を
動
か
し

て
扱
き
、
生
乾
き

の
ま
ま
機
械
に
か
け
る
と

ミ
ゴ
が
扱

き
胴
に
ひ
き

こ
ま
れ

て
絡
ま
り
、
機
械
を
止
め
る
時
間
ば

か
り
な
が
く
な

っ
て
し
ま
う
。
足
踏
み

の
回
転

胴
は
籾

の
ノ
ゲ

ッ
ポ
が
と

れ
な

い
の
で
手
間

が
か
か
る
。
…機
械

で
脱
穀
す
る
と
き
も
穂
が

つ
い
た
ま
ま
落
ち

る
も

の
も
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
二
番
に
で
た
も

の
は
畑

の
落
穂
と

↓
緒

に
し

て
お
き

、

好
天

の
と
き

に
錘

に
広
げ

て
乾
燥
さ
せ

て
か
ら

ボ

ッ
チ
ャ
ラ
ブ
チ

(
ボ

ッ
ツ
ァ
ラ
ブ
チ
と
も

い
う
)
を
し
た
。
ボ

ッ
チ
ャ
ラ
と

い
う

の
は
ブ
チ
ボ
ウ

(打
ち
棒

)
と

か
籾
た

た
き
と
も

い
い
、
樹
木
を
切
り
そ

の
幹
と
幹

か
ら
生
え

た
枝
を
使

い
つ
く

る
。
枝
を
柄

に
し

て
幹

の
側
を
打
面
に
す
る
。
打

面
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全
体
を
打
ち

つ
け
る
よ
う
に
し
な

い
と
効
果
が
な

い
の
で
、
慣
れ

る
ま

で
は

難
し

い
。

ム
ギ

の
ボ

ッ
チ

ャ
ラ
ブ
チ
を
す

る
と

ノ
ゲ

ソ
ポ
や
ゴ

ミ
が
着
物

の

中

に
は

い
り
こ
ん
で
イ

ラ
ッ
コ
イ

(
い
が
ら

っ
ぽ

い
)
。

ボ

ッ
チ

ャ
ラ
ブ

チ
し
た

ム
ギ
は
モ
ミ
ブ
ル
イ

(籾

ふ
る

い
)

で
ふ
る

い
、

ゴ

ン
ド
を
と
る
。
ゴ

ン
ド
と
は
藁
く
ず
な
ど
の
大
き
な
ゴ

ミ
の
こ
と
を

い
う
。

モ
ミ
ブ

ル
イ
は
直
径

二
尺
程
度

で
目
が

一
樗
陣
ル
く

ら
い
で
あ
る
。
ふ
る

っ
た

籾

は
唐
箕
に
か
け
て
籾
と
細
か

い
ゴ
ミ
を
選
別
し
、
調
整
が
終
了
し
て
か
ら

も

な
お
莚

に
こ
ぼ
れ
た
籾

や
ゴ

ミ
な
ど
を
集

め
、
箕
を
使

っ
て
籾
を
わ
け
た
。

籾

は
天
気

の
よ

い
日
に
莚
に
広
げ

て
二
日
ほ
ど
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
夙

に
詰
め

【
写
真
40
】
四
角
形
の
モ
ミ
フ
ル
イ

/

蝋
ξ輸

」鮎【写 真41】 唐箕(と うみ)

種 々の穀物の選別に用い られてきた

【表4】 大麦 ・小麦の収量(昭 和33～50年)

年(昭和) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

大麦(ト ン) 1297 1444 1234 987 875 675 638 693 647 462 290 163 ll9 101 100 101

小 麦(トン) 747 602 663 670 564 495 560 681 580 362 194 66 43 46 14 14

+小 麦(ト ン)一●一 大麦(ト ン)大麦 ・小麦の収量

昌 運難 懸鱗 警1ド 潔ら認 斐
;建:難罷 ごピ 議

蹟
,㍗誉 ∴◎ 爺累欝 讃 一 二壽

ヅ 高≒1＼ヨ ニ 祀 蕪滋 藩
x脇1… ・ 》4「 慧露 臨漏灘
5淫 〉 漏欝畷轟灘蜜譲
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た
。
夙
の
前

に
は
俵
に
詰
め
た
と

い
う
。
か

つ
て
は
夙
も
容
易

に
は
入
手
で
き

な

い
の
で
、
肥
料
を

い
れ
た

夙
を
池

に
し
ば
ら
く

浸
け

て
お

い
て
乾
燥

さ
せ
再
利
用

し
た
も

の
を
使

っ
た
。

ム
ギ

・
ム
ギ
藁

自
家

用
の
ム
ギ
は
精
麦
し
て
米
と
混
炊
し
、
普
段

の
主
食
と
し

て
食

べ
る
が
、
陸
稲

の
米
は
ま
ず

い
の
で
、

ム
ギ
だ
け

の
方
が
む

の

利

用

し
ろ
お

い
し
か

っ
た
。
ム
ギ
藁
は
馬

の
し
き
藁
に
し
た
り
、
肥
料
に
利
用
し
た
・

③
菜
種

さ

く

ゆ

菜
種
は
村
内

で
搾
油
し
て
家
庭

で
自
家
消
費
し
た
。
菜
種
栽
培
は
弥
栄

の
S
氏

の
話
を
も
と
に
し
て

い
る
。
戦
後
ま
も
な
く
S
氏
は

菜

種

弥
栄

の
農
家
数
軒
が
食
糧
増
産
推
進
員
に
選
ば
れ
、
柴

田
昌
英
と

い
う
人
の
指
導
を
受
け
た
。
当
地

は
土
地
が
悪

い
や
せ
地
な

の
で
、

と
れ
た

の
は
サ

ツ
マ
イ

モ
と
ジ

ャ
ガ
イ
モ
く
ら

い
で
あ

っ
た
の
で
、
勧
め
ら
れ
て
菜
種
栽
培
を
は
じ
め
た
と

い
う
。

菜
種
は
昭
和
三
十

八
、
九
年

こ
ろ
ま
で
栽
培
を
続
け
、
栽
培
末
期

に
は
品
種
は

「
東
北
二
七
号
」

に
統

一
さ
れ
て

い
た
。
品
種
と
し

菜
種
の
栽
培

て
は
ほ
か
に
北
海
道
種
、
農
林

一
六
号

が
あ

っ
た
。
菜
種
は
二
毛
作

の
裏
作
と
し

て
栽
培
す

る
場
合
は
、
年
に
よ

っ
て
は
稲
を
刈
り

と
ら
な

い
う
ち

に
種
ま
き
を
し
て
し
ま
う

こ
と
も
あ

っ
た
。
ま
た
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
や
陸
稲

の
問
に
種
を
ま
く

こ
と
も
あ
る
。
以
前
は
九
月
中
旬
が
秋
祭

り
で
あ

っ
た

の
で
、
秋
祭
り
を

目
安

に
し

て
種
を
ま
く
。

二

・
五
尺
ほ
ど
の
ウ
ネ
を

つ
く
り
中
に
溝

を
掘

っ
て
元
肥
を
施
し
て
種
を
ま
く
。
株
は

一
本

立
て
と

一
本
千
鳥
と
が
あ

っ
て
、

一
本
立

て
の
場
合
株
間
は
六
寸
か
ら

一
尺
、
千
鳥

で
は
五
寸
幅
に
し
て

一
尺
程
度

の
幅
で
ま
き
、

五
分
程
度

の
土
を

か
け
る
。
発
芽
後
十
月
下
旬

に
間
引
き
と
補
植
を
し
て
お
く
。

菜
種
も
冬

に
は
イ

デ
ア
ガ

ッ
て
し
ま
う

の
で
、
厚
ま
き
を

し
て
そ
れ

に
備
え
た
。
そ

こ
で
春

に
な
り
暖
か
く
な

っ
て
土
が
凍
み
な
く

な

っ
て
か
ら
、

カ
ル
チ

ベ
ー
タ
ー
な
ど

で
中
耕
し
土
寄
せ
を
す

る
が
、
中
耕
、
除
草
の
時
期
は

二
回
で
、
三
月
下
旬
と
四
月
中
旬
あ
る

い
は
四
月
上
旬
と
五
月
上
旬

こ

ろ
に
な
る
。

菜
種

に
は

ワ
セ
と
オ
ク
が
あ
る
が
、
六
月
下
旬

か
ら
七
月
上
旬
が
収
穫

の
時
期
で
あ

っ
た
。
菜
種
は
下
部
か
ら
花

が
咲
き

は
じ
め

て
実
を
結

ぶ
が
、
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先

の
方

に
少
し
花
が
残
る
程
度

に
な

っ
た
ら
ひ
き
抜
き

、
鎌

で
根
を
切
り
落
と
し
畑

の
脇

に

一
日
か
二
日
く

ら
い
地
干
し
す
る
。
乾
燥

し
た
と

こ
ろ
を

み
は
か
ら

い
、

一
か
所

に
集
め
て
重
ね

て
お
き
屋
根
を
か
け
て
雨

に
あ
た
ら
な

い
よ
う

に
し

て
し
ば
ら
く
放
置
す

る
。
乾
燥
し
き

っ
た
こ
ろ
で
運
び
こ

セ

つ
け

ゆ

ヤノ

み
錘

の
上
に
渋
紙
を

し

い
て
そ
の
上
で
脱
穀
機
を
使

っ
て
脱

粒

す
る
。
脱
粒
す
る
際
に
も

な
る
べ
く
踏

み

つ
け
て
落
と
す
よ
う

に
し
た
と

い
う
。
落

ふ
る
い

と
し
た
実
は

飾

に
か
け
た
り
唐
箕
を
使

っ
て
ゴ

ミ
を
と
ば

し
て
臥
に
詰
め

て
出
荷
し
た
。

菜
種

の
幹
は
堆
肥

に
し
た
り
燃
料

に
し
た
。
菜
種

に
か
ぎ
ら
ず

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

の
幹
や
豆
幹
、
煙
草

の
幹
な
ど
燃
す

こ
と
が

で
き
る
も
の
は
燃
料

に

し
た
も

の
で
あ

る
。

耕第一節 農

④
そ

の
ほ
か

の
畑
作
物

ロえ

ジ

ュ
ウ
ネ

ン
は
荏
胡
麻

の
こ
と

で
あ

る
。
菜
種

の
後
作
と

し
て
六
月
上
旬
か
ら
中
旬

の
問

に
、
反
あ
た
り

四
合
か
ら
八
合

の
割
り
あ

ジ

ュ
ウ
ネ

ン

い
で
種
を
ま
く
。
菜
種
を
収
穫

し
た
直
後

の
七
月
上
旬
に
追
肥
を
し

て
中
耕
。
七
月
中
旬
、
八
月
上
旬
に
草
と
り
を
し

て
、
十
月
中

旬
に
鎌

で
刈
り
と
る
。
刈
り
と

っ
た
枝
は
適
当
な
本
数
を
畑

に
倒
し

て
重
ね
て
お
き
乾
燥
さ
せ
る
。
ジ

ュ
ウ
ネ

ン
は
上
か
ら
み
る
と
枝
が
十
文
字
に
出

て

い
る
の
で
、
重
ね
て
お

い
て
も
枝
同
士
が
接
触
し
な

い
の
で
す
ぐ
乾
燥
す
る
。

し
か
し
う

っ
か
り
動
か
す
と
種
が

こ
ぼ
れ
落
ち
る
く
ら

い
脱
粒
し
や

す

い
の
で
、
畑

に
莚
を
運
ん
で
き

て
手

で
た
た

い
て
落
と
す
。
ジ

ュ
ウ
ネ

ン
は
先
端

の
方
か
ら
実
を
結
ぶ
。

下
の
方
ま

で
色
づ

い
て
か
ら
種
を
収
穫
し

よ
う
と
す
る
と
先
端
が
脱
粒
し
て

い
る
こ
と
も
あ
る

の
で
、
下
の
方

の
実
が
青

い
う
ち

に

一
度

ぶ

っ
て
収
穫

し
、
二
番

ぶ
ち
と

い
っ
て
し
ば
ら
く
お

い

て
F

の
方
が
色
づ
く

の
を
み
は
か
ら

い
再
度
実
を
収
穫
す
る
と

よ
い
。
ジ

ュ
ウ
ネ

ン
は
実
を

ぶ
つ
と
き
の
見
極

め
が
難
し

い
。

ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
を

こ
の
あ
た
り

で
は
ト
ウ
ミ
ギ
と

い
う
。
根
宿
で
は
U
家
な
ど

で
出
荷
用
に
ト
ウ
ミ
ギ
を
栽
培
し
て

い
た
が
、
昭

ト
ウ
モ

ロ
コ
シ

和

二
十
五
年

(
一
九

五
〇
)
以
前
は
赤

い
ト
ウ
ミ
ギ
を
栽
培
し
、
そ
の
後

は
北
海
道
に
飼
料
用
ト
ウ
ミ
ギ

の
種
子
と
り
用
の
ト

ウ

ミ
ギ
を
栽
培
す
る
よ
う

に
な

っ
た
。

弥
栄

の
某
家
で
は
ホ
ワ
イ
ト

デ
ン
ト

コ
ー
ン
と
イ

エ
ロ
ー
デ

ン
ト

コ
ー
ン
の
種
子
用

の
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
を
栽
培
し
た
。

デ
ン
ト

コ
ー

ン
は
馬
歯
種
と
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【写真42】 乾燥 中の トウモロ コシ(提 供 後藤助 一郎)

懲 等∴ ㌧・・

㌧蕪 隷襲
ボ 『把,灘 、 ㌶ 秘 靭磁

ご嬢 雛攣戦 ∴ 蕊 講 デ
L与具43】 トウ士]コ シの刈 りと り

い
う
品
種

で
、
こ

の
あ
た
り
で
は
バ

バ

(馬
歯
)
ト

ウ
ミ
ギ
と
も

よ
ん

で
い
た
。
飼
料
用
の
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
で
青

い
う
ち
に
刈
り
と

っ
て
サ
イ

ロ
で
発
酵
さ
せ
て
使
う
。
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
は
交
雑
し
や

す

い
。

ム
ギ
や
ジ

ャ
ガ
イ
モ
の
間

に

つ
く
る
。
小
麦

の
間
作

の
場

合
は
ウ
ネ

の
幅
は
二
尺
三
寸
か
ら

二
尺
五
寸
、
株
間
は
二
尺
五
寸

く
ら

い
。
ジ

ャ
ガ
イ

モ
と

い

つ
し

ょ
に
す
る
場
合
に
は
ウ
ネ
を

五

尺
弱
と
広

い
。
株
間
は

一
尺
五
寸
。

小
麦
の
間
作

で
は

五
月
下
旬
か
ら
⊥ハ
月
上
旬

に
小
麦
畑

の
ウ
ネ

は

に

ゆ

の
問
を
耕

し
て
播
種
す
る
。
ジ

ャ
ガ
イ

モ
の
間
作

で
は
ジ

ャ
ガ
イ

モ

の
下
の
葉
が
黄
色

く
な

っ
て
き
た

こ
ろ
を
目
安

に
種
を
ま

く

が
、
時
期
は
六
月
中
旬
で
あ
る
。
小
麦
畑

に
植
え
た
も

の
は
⊥ハ
月

下
旬
と
七
月
上
旬
に
中
耕
、
ジ
ャ
ガ
イ

モ
畑

の
場
合
は
七
月
中
旬
と
八
月
中
旬
に
う
な
う
。
草
と
り
は
七
月
中
旬
と

八
月
中
旬

の
二
回
く
ら

い
で
あ
る
・

七
月
二
十

日
こ
ろ
追
肥
を
し
、
九
月
中
旬

に
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
の
間

に
菜
種
を
ま

く
の
で
、
じ

ゃ
ま
に
な
ら
な

い
よ
う

に
ド

の
方
の
葉
を
と

っ
て
飼
料
に

し
た
り
す

る
。
十
月

の
中
旬

に
収
穫
す
る
が
収
穫
の
と
き

は
籠
を
背
負

っ
て
畑

に
い
き
、
実
を
も
ぎ
と

っ
て
背
中

の
籠
に
投
げ

い
れ
て
い

く
。
も
ぎ

と

っ
た
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
は
む

い
て
皮
は

つ
け
た
ま
ま
に
し
て
お
き
、
そ

の
皮
で
四
本
か
ら
六
本
を

一
緒

に
結

ん
で
竿

に
か
け
て
乾
燥
さ
せ

る
。
乾
燥
し
た

も

の
は
冬
場
に
な

っ
て
か
ら
冬
仕
事
に
種
子
を
と

っ
た
。

乾
燥
し
た
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
は
手

で
も

い
で

い
く

が
、
ま

て
い

(て

い
ね

い
)
な
人
は
上
下

の
両
端
を
掻
き
と

っ
て
か
ら
も

い
だ
。
手
作
業
は
大
変
な

の
で
後

に
は
種
子
を
も
ぐ
器
械
が
で
き
た
。
も

い
だ
種

は
莚

に
広
げ

て
乾
燥
さ
せ
る
が
、
そ

の
と
き
に
動
か
し
な
が
ら
き
ず
も

の
な
ど
を
選
別
す

る
。

乾
燥
し
た
種

は
臥
に
い
れ

て
出
荷
し
た
が
、
袋
も
臥
か
ら
麻
袋

に
か
わ

っ
た
。
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ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
の
皮
は
細
工
物

に
も
使
わ
れ
、
和
紙
の
生
産
が
盛
ん

で
あ

っ
た
上
、

下
川
崎
な
ど
で
は
、
和
紙
づ
く
り
が
衰
え

た
と
き

に
当
地

の
ト

ウ
モ

ロ
コ
シ
の
皮
を
持

っ
て

い
っ
て
、
学
校
の
上
履
き
と
し

て
需
要
が
多
か

っ
た
キ
ビ
カ

ワ
ジ

ョ
ウ
リ

(黍
皮

草
履
と
、つ
く
り
を
し
た

こ
と
も
あ

っ
た
。

ジ

ャ
ガ
イ

モ

(馬
鈴
薯
)

の
品
種
は
男
爵

、
農
林

二
号

な
ど

で
自
家

の
イ

モ
を
種
イ

モ
と
し

て
使
う
。
四
月
上
旬
に
畑
を
う
な
う
。

ジ
ャ
ガ

イ
モ

ウ
ネ
の
幅
は
二
尺

五
寸
程
度
に
し
て
、
ウ
ネ

に
溝
を
き

っ
て
堆

肥
と
金
肥

の
元
肥
を
ほ
ど

こ
し

て
お
く
。
四
月
中
旬
か
ら

下
旬
に
か

け
て
種
を
ま
く
が
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
の
種
は
芽

の
出
た
イ
モ
を

二
つ
に
切
り
、
切
り
口
に
木
灰
を

つ
け
て
ウ
ネ

の
溝

に

一
尺
ほ
ど

の
間
隔

で
植
え

て
い
く
。

追

肥
は
五
月
中
旬
。
ジ

ャ
ガ
イ
モ
は

]
株
か
ら
何
本
も

の
芽
が

で
る

の
で
、
五
月
中
旬

こ
ろ
ま
で
に
よ

い
茎
を

三
、
四
本
残
す
。
中
耕
は
芽
が
出

て
か

ら
と
五
月

下
旬

に
お
こ
な
う
。
七
月
下
旬

に
三
本
鍬
で
掘
り
起

こ
し

て
収
穫
す

る
。

ダ
イ
ズ

の
こ
と
を

「
お
お
ま
め
」
と
よ
ん

で
い
る
。
ダ
イ
ズ

は
小
麦
畑

の
小
麦

の
ウ

ダ

イ

ズ

ネ

の
問
に

つ
く
る
こ
と

が
多
か

っ
た
。
種
ま
き

の
時
期
は
六
月
十

日
か
ら
十

五
日
あ

た
り
で
、
種
子
は
反
あ
た
り

二
か
ら
三
升
必
要

で
あ

っ
た
。

ム
ギ
の
ウ
ネ

は
二
尺
五
寸
ほ
ど
で
あ
り
、

ム
ギ
の
サ
ク
リ
を
切

っ
て
あ
る

の
で
、
ム
ギ
畑

の
ウ
ネ
と

ウ
ネ

の
間
を
さ
く

っ
て
、
八
寸
か
ら

一
尺
ほ

ど
離
し
な
が
ら
二
、
三
粒
ず

つ
ま

い
て
い
く
。
七
月
中
旬
と

下
旬

の
二
回
除

草
、
中
耕
を
お
こ
な

い
、

十

月
中
旬
収
穫
と
な
る
。
ダ
イ
ズ

は
鎌
で
刈

っ
た
り
ひ
き
抜

い
た
り
し
て
、
そ
れ
を
畑

の
中

に
円
錐
状

に
立

て
か
け

て
乾
燥
さ
せ
る
。
乾
燥
し
た
も

の
は
家

に
運
び

こ
み
、
ひ
き
抜

い
た
場
合

に
は
押
し
き
り

で
根
を
切

っ
て
か
ら
莚

の
上
に
広
げ

て
、
ブ
チ
ボ

ウ
や
ク
ル
リ
で
打

っ
た
。
こ
れ
を

「
マ
メ
ぶ
ち
」
と

い
う
。
朝

の
う
ち
莚

の
上
に
並
べ
て
乾
燥

さ
せ
、

し
ば
ら
く
し
て
か
ら
打
ち

、
そ
れ
を
そ

の
ま
ま
裏
に

返

し
て
下
側
を
乾
か
し
て
お

い
て
作
業
か

ら
帰

っ
た
と
き

に
再
び
打

つ
と
よ
い
。
収
穫
し
た

マ
メ
は
ふ

る

い
で
振

る

っ
て
唐
箕
に
か
け
て
ゴ
ミ
を
飛
ば
す
。
「
お
お
ま
め
」
は
豆
腐

や
味
噌
な
ど
用
途
が
広

い
。

豆
幹
は
燃
料

に
し
た
。

【写真441マ メぶち む しろの上で クルリを用い 、マ メをお とす
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三

養
蚕
と
葉
煙
草
栽
培

矢
吹
町

の
農
家
の
副
業
は
時
代

に
よ
り
変
化

が
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
か

つ
て
副
業

の
柱
と
さ
れ
た
養
蚕
と
葉
煙
草
栽
培
と
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
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(
一
)
副
業
と
し
て
の
養
蚕

①
矢
吹
町
の
養
蚕

こ
の
地
方

の
主
業

は
稲
作
と

麦
作

で
副
業
は
養
蚕
業

で
あ

っ
た
。

「
二
戸
当
二
町
歩

の
耕
地
を
有

し
、

一
世
帯

五
人

五
分

の
家
族
、

こ
の
耕
地
を

お
お
よ
そ

凡

三
人

に
て
推

(担
)
当
す
る
本
村
に
お

い
て
は
、
主
業
た
る
米
麦
作
と
唯

一
の
副
業
た
る
蚕
に
て
生
計
を
立

つ
る
有
様

な
れ
ば
、
昨
今

の
如
く
米

慣

(価
)
繭
慣

(価
)
の
下
落

に
会

っ
て
は
、
そ
の
不
況
を
第

一
線

に
味
は
ざ

る
を
得
ず

云

々
」

(中
畑
尋
常
高
等
小
学
校

『郷
土
誌
』
)
と
あ
る
よ

う

に
、
昭
和
六
、
七
年

こ
ろ
の
当
地

の
農
家
経
営

は
単
純

で
あ

っ
た
。
現
金
収
入
は
養
蚕
に
依
存

せ
ざ

る
を
得
ず
、

こ
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
昭
和

五

年

(
一
九
三

〇
)
か
ら
は
じ
ま

っ
た
昭
和
恐
慌

の
波
を
被
り
、
米
価
と
繭
の
値
段
が
下
落
し
農
家
は
経
営
が
困
難
な
状
況
に
陥

っ
て
い
た

こ
と
が
理
解

で
き

る
。

こ

つ

　

ド

矢
吹
町

の
養
蚕

の
嗜
矢

に

つ
い
て
は
わ
か
ら
な

い
が
、
文
政
年
間

(
一
八

一
八
～
三

〇
)

の
矢
吹
宿
旅
籠

の
紹
介
に

「奥

州
矢
吹
宿

伊
達
信
夫
種

衆
御
定
宿

冬
木
屋
六
右

ヱ
門
」

(
『矢
吹
町
史

1
通
史
編
』
)
と
あ

っ
て
、
養
蚕
地
帯

の
伊
達
信
夫
か
ら

の
蚕
種
屋

(種
衆
)
が
宿
泊
す
る
定
宿
が
あ

り
、
冬
木
屋
を
拠
点
に
蚕
種

屋
が
活
動
し
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
に
養
蚕
が
お

こ
な
わ
れ
て

い
た

こ
と
は
間
違

い
な

い
。大

正

三
年

(
一
九

一
四
)
の
蚕

の
飼
育
戸
数

(
『矢
吹
町
史

3
資
料
編
H
』
)
を

み
る
と
表

の
よ
う

に
な

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
盛
ん

に
養
蚕
が
お
こ
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な
わ
れ
て

い
た
。
ま
た
夏
蚕
は
少

な

い
が
春

蚕
と
秋
蚕

に
力
を

い
れ

て
お
り
、
中
畑
と
矢

吹
で
は
秋
蚕

、
三
神

で
は
春
蚕

の
飼
育

が
若

干
多

い
。

中
畑
小
学
校

『郷
土
誌
』
に
は
昭
和
七
年

(
一
九
三

二
)
か

ら
十

六
年

(
一
九

四

こ

ま
で
の
中
畑
村

の

「
蚕
業
生
産
物
数
量
」
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
繭
、
玉
繭

、
そ

の
ほ
か
の
繭
も
含
め
た
も

の
で
あ

る
が
、
そ

の
ほ
か
の
繭

の
統
計
は
出

て
い
な

い
年

が
多

い
の
で
、
繭
と
玉
繭

の
合
計
を
示
し
て
お
く

(表
6
参
照
)
。

春

蚕
が

霜
害

で
全
滅

し
た

昭
和
十

三
年

(
一
九
三

八
)
は
夏
蚕
と
秋
蚕

の
飼
育
量
が

突
出
し
て
お
り
、
春
蚕
を
補
う
た
め
に
夏
秋

蚕

の
量
を
増

や
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
な
お

「
蚕
業
生
産
物

数
量
」

で
は
昭
和
九
年
度
以

降
の
デ
ー
タ
は
夏
秋
蚕
を
合
算
し
た
数
値

に

な

っ
て
い
る
。

【表5】大正三年養蚕農家数

町 村 名 春 蚕 夏 蚕 秋 蚕 延べ戸数

中畑村 儂 家数) 205 160 220 585

三神村 儂 家数) 331 56 321 708

矢吹町(農 家数) llO 80 120 310

【表6】中畑村蚕業生産物数量

年 度 昭和7 昭和8 昭和9 昭和10 昭和ll 昭和12 昭 和13 昭和14 昭和15

春 蚕(貫 目) 3437 4036 6215 4358 3537 3691 霜害 6342 5446

夏+秋 蚕(貫 目) 3797 4491 4620 4650 5340 5500 7026 4312 9008

【表7】養蚕農家数の推移

年(昭和) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

16221553151・144814641449142・1352135713151294125212191養蚕農家数1617

養蚕農家数の推移

一●一養蚕農家数

..∴ 欝 裏難 護熱{爵 ㌦∵

じ .嚇 羅 羅窪嚢嚢郵 ご。減 ・

芝㌻ ∵ 業ご響『蒙繋τr:灘

難講 議疑、 謹 憐遷癒嚢
灘灘灘◎∵ン 、 鷲灘鰹
鰻難 藻欝 罫三∵_認 録∴轟誰鎌翻
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第二章 生業と生産

昭
和
七
年

(
一
九

三
二
)
は
年
間

二
⊥
ハ
、
七
ト

ン
生
産
し
て

い
る
が
、
内
訳
を

み
る
と
春
蚕

は
三
四
三
七
貫

(
一
万

二
八
八
八

・
七
五
第

ム
)
で
年

間
総
量

の
四
六
%
、
夏
蚕
八
四
三
貫

(=
二

二
〇
籍
ム
)
同

=

一%
弱
、
秋
蚕
二
九
五
四
貫

(
一
万

一
〇
七
七

・
五
第
ム
)

同
じ
く

四

一
%
と

な

っ
て

い
る
。
昭
和
八
年
が
四

〇
三
六
貫
、
昭
和
九
年

六
二

一
五
貫

、
統
計

に
は
春

蚕
、
夏
蚕
、
秋
蚕
が
示
さ
れ

て
い
る
。
春
蚕

は
年

間
の
繭

生
産

量
の
五

〇
%
近
く
を
生
産
し
て

い
て
、
こ
の
地
域

で
は
春
蚕
が
農
家
収
入

の
重
要
な
部
分
を
し
め
る
傾
向
に
あ

っ
た
。

し
か
し
昭
和
三
十
八
年

(
一
九
六
三
)
以
降
は
養

蚕
農
家
は
減
り
続
け
、
養
蚕

は
衰
微

の
傾
向
に
向
か
う
。

こ
こ
が
矢
吹
町
の
人
び
と
が
長

い
間
共

生
し
て
き
た
副
業
と
し
て
の
養
蚕
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
た
転
換
点

で
あ

っ
た

(表

7
参
照
)
。

②
あ

る
農
家

の
昭
和
五
十
年

の
養
蚕

町
内

の
某
家
に
昭
和
五
十
年

(
一
九
七
五
)
の
養

蚕

の
記
録
が
残

っ
て

い
る

の
で
、
こ
れ
を
使

い
当

時
の
養
蚕
農
家

の
養
蚕

の
規
模
と
収
支
な
ど
に

つ
い
て
紹
介
し

て
お
き
た

い
。

昭
和
五
十
年
春
蚕

の
艀

化
し
た
毛
蚕

の
掃

立
て
量
は

一
〇
グ
ラ
ム
で
あ

っ
た
が
、
二
眠
ま

で
は
共
同

飼

育
場
に
.預
け
て
育

て
て
も
ら

い
、
五
月
二
十
八
日
に
二
眠

の
段
階
で
飼
育

場
か
ら
自

宅
に
配
達
さ
れ

て
飼
育
が
は
じ
ま

っ
た
。
三
日
目
の
五
月
三
卜
日
に
三
眠
に
は

い
り

「
桑

つ
け
」

を
お
こ
な
う

。
こ
の

ち

か
い
こ

段
階
ま

で
は
稚

蚕

ワ
ラ
ダ
を

用

い
る
。
六
月
三
日
に
四
眠
、
四
眠

で
丸

ワ
ラ
ダ
に
と
り
か
え

て

「
桑

つ

け
」
す
る
。
六
月
八
日
に
五
眠
目
に
は

い
り
、
五
眠
に
は

い
る
と
そ
の
段
階
ま
で
の
室
内
飼
育

か
ら
野

し

よ
う

フて
ノ
へ

外
飼
育

に
な
り

「桑

つ
け
」
を
す

る
。
六
月
十
ヒ
日
に

ヒ

蕨
し
た

の
で
マ
ブ
シ
に
移
す
が
、
蚕

の
量
は

マ
ブ
シ

一
枚
に

つ
き

一
升
枡
に

一
杯
分
で
あ

っ
た
。
蚕
は

マ
ブ
シ
で
繭
を

つ
く
り
は
じ
め
、

マ
ブ
シ
か

ら
繭
を
む
し
り
と
る

「
繭
は
が
し
」

を
す
る
の
は
六
月
一
.十
五
日
で
あ

っ
た
。
同
時
に
繭
の
け
ば

と
り

を
し
て
袋
詰
め
し
、
蚕
が
届

い
て
か
ら

一
か
月
経

っ
た
六
月
。
一卜
八
日
に
で
き
た
繭
を

生
産

組
合

に
渡

【写真45】稚蚕共同飼育場掃き立て(昭 和46年)
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し

て
い
る
。

昭
和

五
十
年

の
春
蚕
は

一
〇
グ

ラ
ム
の
蚕

種
か
ら
四
万

四
〇
〇
篇

ム
の
収
量
が
あ

っ
た
。
収

穫
し
た

繭
は
上
繭

(
キ
ロ

一
五
三
〇
円
)
、
く
ず
繭

(ウ

ス
皮
は
キ

ロ

一
四
〇
円
、
親
玉
は
キ

ロ
三
八
〇
円
)
に

わ
け
ら
れ
る
。
合
計

で
六
万

一
八

一
二
円

の
収
入
が
あ

っ
た
が
、
種
代
.
、九
〇
九
円
、
飼
育
料
二
回
分

二
五
〇
〇
円
、
生
産
割
九

二
九
円
、
指
導
料
九
七

〇
円
、
共
済
金
九
二
六
円
、
四
寸

の
練
戻
袋
代

(
一

袋
九
〇
〇
円
)
、
丸

ワ
ラ
ダ
用

の
丸
紙
代

(
一
枚

二
〇
円
)
な
ど

の
諸
経
費
を
差
し
ひ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
ま
た
温
度
を
か
け
な

い
と
繭

が
で
き
な

い
の
で
、
燃
料
代
も
経
費
と
し
て
含

め
る
必
要
も
あ
る
。

上
繭

の
単
価
は
春
蚕
と
夏
蚕
、
秋
蚕

で
違

っ
て
お
り
、
春
蚕
は
夏
、
秋

に
比

べ
て
単
価
が
高

い
。
ち

な
み
に
昭
和
四
十
九
年

の
春
蚕
上
繭

は
キ
ロ
あ
た
り

一
二
〇
〇
円

(夏
秋
蚕

一
〇
〇
〇
円
)
、
五
十
年
春

蚕

一
五
三

〇
円
、
五
十

一
年
春
蚕

一
九

〇
〇
円
、
五
十
三
年
春
蚕
と
翌
年

の
春
蚕
は
同
額

で
.
三

四

〇

円

で
あ

っ
た
。

③
養
蚕

の
プ

ロ
セ
ス
と
民
俗

こ
こ
で
は
中
畑
地
区

Q
家

の
聞
き
書
き
を
も
と

に
養
蚕

の
手

順
を
述

べ
て
み
た

い
。

畑
を
や
め
て
し
ま

っ
た
た
め
養
蚕
も

こ
の
年

か
ら

や
ら
な
く
な

っ
て

い
る
が
、
前
年
の
昭
和

四
十

五
年

た
。養

蚕
の
回
数

と

蚕

の
こ
と
は

繭

の

納

入

先

に
四
回

ほ
ど
飼

っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
春
蚕
を

「
春

っ
こ
」
、
夏
蚕
を

蚕
を

「
晩
々
さ
ん
」
な
ど
と
称
し
た
。
多

い
家

で
は
こ
れ
に

「初
秋
蚕
」
を

い
れ
て
年

に
五
回
と

っ
た
と

い
う
。

【写真46】野外飼育5眠 からは野外に設置 した飼育場で飼う

 

こ
の
家

で
は
昭
和
四
十
六
年

(
一
九
七

一
)
に
都
合

に
よ
り
桑

(
一
九
七
〇
)
ま

で
ず

っ
と
養
蚕
を
続
け

て
い

「
か

い
こ
さ
ま
」
と
よ
ん
で

い
る
。
養
蚕
が
盛
ん
な
時
分

に
は

Q
家

で
は
春
蚕
、
夏
蚕
、
晩
秋
蚕
、
晩

々
秋
蚕
と
年

「夏

っ
こ
」
、
晩
秋
蚕

の
こ
と

は

「晩
秋
さ
ん
」
、
晩

々
秋
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中
畑
村

の
根
宿
に
は
県

の
養
蚕
指
導

所
が
あ

っ
て
指
導
員
が
お
り

「先
生
」
と
よ
ん

で
い
た
。
ま
た
須
賀
川

の
笠
原
製
糸
か
ら
も
指
導
員
の

「
先
生
」

が
き

て
お
り
、
と
き

に
応

じ
て
助
言
を
し
て
く

れ
た
。
な
お
矢
吹
町
の
養
蚕
農
家

に
は
笠
原
製
糸

の
ほ
か

に
グ

ン
ゼ
、
昭
栄
製
糸
、
伊
達
蚕
糸
な
ど

の

会
社
が
は

い

っ
て

い
た
。

掃

き

立

て

か

ら

Q
さ

ん
宅
で
は
春
蚕

は
五
月
中
旬

に
掃
き

立
て
を

し
て
、
ひ
と
月
弱

つ
ま
り

六
月
中
旬
に
上
族
す

る
。
暑

い
季
節

の
夏
蚕
は
七

上
族
ま
で
の
期

間

月

下
旬

に
掃
き

立
て
、
掃
き
立

て
か
ら
上
族
ま

で
の
期
間
が

二
五
日
く
ら

い
で
春
蚕
な
ど
よ
り
二
、
三
日
早
く
ひ
け
る
。
晩
秋

蚕
は

八
月
下
旬
掃
き
立

て
、
九
月
下
旬
上
族

、
最
後

の
晩

々
秋
蚕
の
掃
き
血

て
は
九
月
上
旬
で
九
月

下
旬
上
族
と

い
う
サ
イ

ク
ル
で
あ

っ
た
。

手

い
れ
次
第

で
ほ
か
の
家

よ
り
も
上
蕨
す
る
期

間
を
短
縮
す
る

こ
と
が
で
き

る
。
手

い
れ

の
良
し
悪
し
と

い
う

の
は
技
術

の
上
手

下

養
蚕
の

こ
つ

手

の
こ
と

で
、
温
度
、
蚕
が
桑
を
食

べ
た

い
と
き
を
知
る
勘
、
換
気
な
ど
に

い
か
に
気

を
配
る
こ
と
が
で
き

る
か
が
重
要

で
あ

る
。

蚕
を
飼
う

の
が
上
手
な
家

に
三
眠
あ
た
り
ま

で
お
か
せ

て
も
ら

い
、
そ
の
家

に
通

っ
て
上
手
な
人
と

同
じ
周
期
で
餌
を
や
る
な
ど
し

て
そ

の
こ

つ
を
習

う

こ
と
も
あ

っ
た
。
「
か

い
こ
半
作
」
な
ど
と

い
っ
て
、
飼

い
は
じ
め
か

ら
半
分
く
ら

い
ま

で
の
期
間

の
世
話
が
大
事

で
、
そ
れ
が
繭

の
で
き
を
左
右

す

る
と

い
わ
れ
る
。
真
夏

に
は
蒸
れ
る
と
き

が
あ

る
の
で
、
換
気
を
う
ま
く
し
な

い
と
ド
手
を
す

る
と
全
滅
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
ま
た
乾
燥
す

る
時
期

に
は

の
ぼ
り
を
濡
ら
し
て
か
け
て
や
る
な
ど
の
気
遣

い
が
必
要

で
あ

っ
た
。

「お
お
か

い
こ
は
二
代
続
か
な

い
」

と

い
う

い
い
方
も
あ
り
、
養

蚕
は
大
変
な
作
業

な
の
で
親

の
代
に
大
規
模

に
養
蚕
を
す
る
と
、
子
の
代

に
は
そ

の
苦
労
を
知

っ
て
い
る

の
で
規
模
を
広
げ
な

い
と

い
う
意
味
だ
と

い

・つ
。

自
家

で
種
紙
か
ら
催
青

(艀
化
)
さ
せ
た
と

い
う
話
は
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
す
で
に
養
蚕
農
家

に
製
糸
会
社
か
ら

催
青
と
稚
蚕
の
育
成

催
青
し
た
稚
蚕
を
届
け

て
く
れ
る
時
代

で
あ

っ
た
。
種
紙
に
べ

っ
た
り

つ
い
て

い
る
状
態

で
、
製
糸
会
社

の

「先
生
」

(製

糸
会
社

の
養
蚕

の
指
導
員
)
が
養
蚕
組
合
の
世
話
人
宅

に
届
け
て
く
れ
る
の
で
、
そ

こ
か
ら
家

に
持

っ
て
く
る
。
卵
か
ら
ウ
ム
レ
タ

(艀
化
し
た
)
ば

か
り

の
蚕
は
真

っ
黒
な
小
さ

い
毛
虫
で
あ

る
。
種

紙
で
艀
化

し
た
状
態

の
と
き

に
桑
を
か
け

て
や
る
。
こ

の
段
階

の
桑
は
柔
ら
か

い
と

こ
ろ
を
選
び
、

桑
切
り
包
丁
で
専

用
の
ま
な
板
を
使

っ
て
桑

の
葉
を
重
ね

て
細
か
く

切

っ
た
も

の
を
与
え
る
。
種
紙

に
桑
を
与
え
る
と
蚕
は
桑
を
め
が
け
て
あ

が

っ
て
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く

る
の
で
、
桑

の
葉

に
の

っ
て
食

べ
は
じ
め
る
こ
ろ
、
鳥

の
羽
根
を
使

っ
て
種

紙

か
ら

ワ
ラ
ダ

に
掃
き
落
と
し

て
や
る
。

ワ
ラ
ダ
に
は
真
ん
中
に
丸

い
蚕
座
紙

を

し

い
て
お
き
そ

こ
で
稚
蚕
を
飼
う
が
、
掃
き
落
と
す
と
き
は
羽
根
を
使
わ
な

い
と
種
紙
か
ら
う
ま
く
蚕
座
紙

に
落
と
し
て
や
る
こ
と
が

で
き
な

い
。

稚
蚕

の
段
階

で
蚕
座
紙
を
と
り
か
え
る
と
き
に
は

ワ
ラ
ダ
と
同
じ
大
き

さ
の

糸

で
編

ん
だ
網
を
被
せ
、
そ

の
上

に
桑
を
か
け
る
。
こ
う
す
る
と
蚕

は
網
の
目

を
抜
け

て
新

し

い
桑

に
よ
じ

の
ぼ

っ
て
く
る
。
あ
が

っ
た
と
こ
ろ
で
網
を
あ
げ

て
蚕
座
紙
を
と
り
か
え

る
。
糸

で
編
ん
だ
網
は
編
み
目
が

.
付
阿
ル
く
ら

い
の
小

さ
な
も

の
で
、
稚
蚕
の
と
き
だ
け
使
う
。

ワ

ラ
ダ

籠

、

ワ
ラ
ダ
籠
は
蚕
を
飼
う
場
合

に
は
不
可
欠
な
籠

で
、

網

、

マ
ブ
シ

ま
た
ヒ
族
し
た
と
き

に
使
う

マ
ブ
シ
籠
も

必
要

で
あ

る
。

む
籠
も
出

る
の
で
と
き
ど
き
籠
屋
を
呼
び

日
当
を
払

っ
て

つ
く

っ
て
も
ら
う
。

自

宅
の
竹
を
用

い
る
。

ワ
ラ
ダ
籠

に
か
け

る
網
は
稚
蚕

の
場
合
の
も

の
は
購
入
す
る
が
、

う

網
は
自
家
製

で
あ
る
。
藁
で
編
む
網
な

の
で
傷
み

や
す

い
。
こ
の
藁
を

「網
藁
」

藁

専
用

に
栽
培
し

て
お
く
も

の
で
あ

っ
た
。

る
稲
で
、

大
量

に
保
管
し

て
お

い
た
。

使

っ
て
い
る
う
ち
に
傷

材
料
は
養
蚕
農
家
の

そ

の
後
使

と
称
し
蚕
の
網

濡
種

の
稲
で
実
は
あ
ま
り
な
ら
な

い
が
丈
が
よ
く
伸
び

網
藁
に
す
る
こ
と
を
目
的

に
ど

こ
の
養
蚕
農
家

で
も
苗
代

の
隅

の
方

で
栽
培

し
て

い
た
。

マ
ブ
シ
に
関

し
て
は
回
転

マ
ブ
シ
と
そ
の
前

の
折
り

マ
ブ
シ
以
前

の
形
態
は
わ
か
ら
な

い
が
、
折
り

マ
ブ
シ
は
以
前
は

マ
ブ
シ
折
り
器
を
使

っ
て
自
家

で

つ
く

っ
た
。

【写真47】 種紙養蚕は種紙 につい ている卵

を醇化 させるこ とか らはじめ る

 

耕第
AA`曲'即 辰i

真48】 ワラダ 左 は稚 蚕用の角 ワラ ダ、右は成蚕用の

丸ワラダ(提 供 大野弘美)
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室
内
飼
育

と

Q
さ
ん
自
身
飼

い
は
じ
め
て
か
ら
は
室
内
飼
育
は
稚
蚕
の
段
階

で
そ

の
後
は
野
外
飼

野

外

飼

育

育

で
あ

っ
た
。
野
外
飼
育

は
屋
根

の
つ
い
た
三
〇
修
障
ルく

ら

い
の
高
さ

の
箱
状

の
も

の
で
、
庭
先

に
お

い
て
そ

の
中
で
蚕
を
飼

い
温
度
調
節
の
た
め
に
屋
根
は
開
閉
で
き

る
構
造

で
あ

っ
た
。

も
と
も
と
家
の
中
で
飼
う
も

の
で
、
養
蚕
し
や
す

い
家

の
つ
く
り
に
な

っ
て
い
た
。

こ
の
あ
た
り

の
農

家
は
本
来
座
敷

で
も
畳
を
し
く

の
は
正
月
と
盆
く

ら

い
で
、
ほ
か

の
季
節

に
は
寝
間

の

一
角
や
土
蔵
に

畳
を
重
ね
て
お
い
た
も

の
で
、
普
段
は
板
敷
き

の
ま
ま

で
あ

っ
た
。
従

っ
て
す
ぐ
使
う

こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
各

部
屋
に
は
五
寸

に
八
分
く
ら

い
の
柱
を
立

て
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う

に
天
井

に
も
ほ
ぞ
穴
が
う

が

っ
て
あ
り
、
そ
の
柱
を

二
間

に
二
本

の
割

り
で
立

て
、
柱

に
あ

い
た
孔
に
竹
竿
を
と
お
し

て
棚
に
し
、

そ
こ
に

ワ
ラ
ダ
を
収
め
る

こ
と
が
で
き

る
よ
う

に
な

っ
て
い
た
。
棚

は

一
〇
段
く
ら

い
に
な
る
が
は
じ

め
か
ら
全
段
使
う
わ
け

で
は
な
く
、
上
族

し
て
か
ら
踏
み
台
を
使

っ
て
L
の
段
を

利
用
す

る
。

蚕
座
紙
を

し

い
た

ワ
ラ
ダ

に
蚕
を
飼
う

が
、

一
日
に

一
度

家
の
中

で
の
飼
育

は
ワ
ラ
ダ
の
掃
除
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ワ
ラ
ダ

に

網
を
し
き

そ
の
上

に
新
し

い
桑
を
与
え

る
と
、
蚕
は
勢

い
よ
く
桑
を
食

べ
に
あ
が

っ
て
く
る
。
網

の
上

の
桑
に
蚕
が
あ

が

っ
て
か
ら
網

の
下

の
蚕
座
紙
を
抜

い
て
コ

ク

ソ
や
桑

の
食

べ
か
す
を
捨

て
て
や
る
が

、
籠
は
重
く

て
苦
労
す

る
。

コ
ク
ソ
は

す

べ
て
を
捨

て
る
の
で
は
な
く

一
部
を
乾
燥
さ
せ

て
保
存

し
て
お
く
。

こ
れ
は
秋

に
菜
種

の
種
を
ま
く
際
に
、
す
こ
し
湿
り
気
を
与
え

て
か
ら
菜
種

の
種
と
ま

ぶ
し

て
肥
料
と
し

て
使
う
か
ら
で
あ

る
。

【写真49】 養 蚕部屋のなごり 蚕 は家の中で飼 ってい

た。 ワラダをお く棚 を設 けるための孔 が天

井の根太に残 っている(提 供 高久喜造)【写 真50】 屋内 で蚕の飼育(提 供 後藤助 一郎)
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蚕

は
大
き
く
な
る
に
従

っ
て
旺
盛
な
食
欲
を
み
せ
る

の
で
、
頻
繁

に
桑
を
と
り

に
い
か

衣
、
購
綴

熊

賜辮

鱗
臨縮獅
擁
凝
鱒

卿
醗
騰、

葉
を
摘
む

の
で
早

い
が
、
高

い
枝

に
な

る
と
片
手
で
枝
を
た
わ
ま
せ

て
摘
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
摘

む
速
度
が
鈍
る
。
蚕
が
ち

い
さ

い
う
ち
は
摘
ん
だ
桑

の
葉
は

ハ
ケ
ゴ

の
よ
う
な
形
を
し
た
背
負

い
ひ
も

の

つ
い
た
桑
摘
み
籠

に

い
れ
て
も
問
に
あ
う

が
、
大
き
く
な

っ
て
く
る
と

.
斗
五
升

い
り

の
大
旅

に
摘

み
、

繋擁・幾

籠

に
葉
を
詰
め

て
旅
を
籠

に
の
上

に
蓋

の
よ
う
に
被

せ
て
家

に
持
ち
帰
る
。

持
ち
帰

っ
た
葉
は
す
ぐ

に
桑
置
き
場

に
広
げ
ジ

ョ
ウ

ロ
で
水
を

か
け

て
お
く
。
籠
に

い
れ
た
ま
ま

に
し

て
お
く
と
桑

が
ほ
て

っ
て

(蒸
れ
て
)

し
ま
う
。
乾
燥
し
た
葉
は
蚕

は
食
わ
な

い
。
ジ

ョ
ウ

ロ
の
水
を
か

け
て
も
乾
燥
す

る
よ
う
な
と
き
に
は
、
五
月
節
供

に
初
誕
生
に
贈

っ
て
も

ら

っ
た

の
ぼ
り
旗

の
古

い
も

の

を
水
に
ぬ
ら
し
て
か
け
る
と
よ

い
。

Q
さ
ん
宅

で
は
桑
畑
は
六
、
七
反
歩
あ

っ
た
が
場
合
に
よ

っ
て
は
そ
れ
で
も
桑

が
不
足
す
る

こ
と
も
あ

っ
た
。

に
頼
み
こ
ん
で
、
畑
境

に
目
印
に
植
え

て
あ
る
桑
を
も
ら

っ
た
り
大
木

に
な

っ
た
桑

の
木
か
ら
摘
ん
で
き
た
。

撫:灘
麟 繍 彗

凝 懸
【写真51】 桑つみ籠(提 供 後藤助一郎

 

不
足
す
る
よ
う

な
と
き
は
親
戚

の
家

蚕
は
活
動
す

る
時
期
と
脱
皮
す
る
た
め
に
休
眠
す
る
時
期
と

が
交
互

に
あ
り
、
活
動
し
て
盛

ん
に
桑
を
食
う
時
期
を

「お
き
る
」

蚕
の
活
動

と
呼
称

と

い
う
。
そ
れ
に
対
し
活
動
を
止
め
る
時
期
を

眠
と

い
う

が
こ
の
あ
た
り

で
は

「眠

る
」

「寝

る
」
と

い

っ
て
い
る
。
大
信
村

で
は
艀
化
し
た
幼
虫
を
ケ
ゴ

(毛
蚕
)
と

い
い
、
休
眠
し
て
起
き

る
と

二
齢

の
幼
虫
に
な
る
が

こ
れ
が
シ
シ
ゴ

(獅
子
蚕
)

で
あ
る
。
獅
子
蚕

に
給
桑

す
る
と
二
眠
と
な
る
が

こ
の
二
眠
を
獅
子
の
ヨ
ド

ミ
と
称
す
る
。

三
齢

の
幼
虫
を
タ
カ
ゴ

(鷹
蚕
)
、
三
眠
し
て
四
齢

の
幼
虫
が

フ
ナ
ゴ

(舟
蚕
)
、
四

眠

に
は

い
る
こ
と
を
舟

の
ヨ
ド
ミ
、
五
齢
幼
虫
を

ニ
ワ
ゴ

(庭
蚕

)
と
よ

ん
で
い
る
。
こ
の
後
給
桑
し
て
数
日
で
桑
を
食

べ
な
く
な
り
、
こ
れ
を

ヒ
キ
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第二章 生業と生産

コ
と

い
う

(
「大
信
村
史

3
民
俗
編
』
)
。
こ

の
よ
う

に
隣
接
す

る
大

信
村
に
蚕
の
細
か
な
呼
称
が
あ
る
と

こ
ろ
を
み
る
と
、
確
認
は

で
き
な
か

っ
た
が
矢
吹
町

で
も
同
様

な
呼
称

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

上
族
す

る
こ
と
を

「
ひ
け
る
」
と

い
う
。

「ひ
け

る
」
き
ざ

し
は
蚕

の
肌
の
色

で
わ
か

上

蕨

る
。
盛

ん
に
食

べ
て

い
る
う
ち

は
肌
は
緑
色
が
か

っ
て

い
る
が
、
五
眠
お
き

て
か
ら
は

し
だ

い
に
だ

い
だ

い
色

に
か
わ

っ
て
く
る
。
こ
う

な
る
と

「
後
二
日
か
、
三
日
か
な
」
と
か

「
ひ
け
る
か

ら
、
人
頼
ん
で
く

っ
か
ん
な

(人
を

頼
ん
で
く
る
か
ら
ご

と

い
う
よ
う

に
上
蕨

の
準
備

に
は

い
る
。

上
族
し
た
蚕
は
カ
ル
ト

ン
と
よ
ぶ
直
径
三
〇
姥
与
ル
ほ
ど

の
紙
で
で
き

た
鉢

の
よ
う
な
容
器
を
掌
に

の
せ

て
、
ひ
け
た
蚕
を
片
手

で
そ
れ
に

い
れ
て

い
く
。

こ
の
カ
ル
ト

ン

一
つ
に
て
ん
こ
盛
り

に
し
た
蚕
を
単
位

に
し
て

マ
ボ
シ
に
い
れ
る
。
ピ
ケ
ル
と
き

に
は
人
を
頼
ん
で

一
斉

に
お

こ
な
う

。

マ
ボ
シ
は
新
聞
紙
を
し

い
た

マ
ボ
シ
籠

に

い
れ

て
お
弘

マ
ボ
シ
籠

は
縦

一
メ
ー
ト

ル
、
横
⊥ハ
9

D
γ

難

難

く
ら

い
の
大
き

さ
の
ヤ

マ
シ

ノ

(篠

)
で
編

ん
だ
籠

で
あ
る
。

マ
ボ
シ
を
収
め
る
容
器

で
下
に
新

聞
紙
を

し

い
て
お
く
。

カ
ル
ト

ン
に

い
れ
た
蚕
を

こ
こ
に

い
れ
て
や
る
と

マ
ボ
シ
で
繭
を

つ
く
り
は
じ
め
る
。

の
と
さ
れ
、
中

二
階

の
方
が
温
度

や
風
通
し
が
よ

い
の
で
、

上
族

の
と
き

に
は
具
合
が
悪

い
蚕
が
か
な
ら
ず

い
る
の
で
さ
が
し

て
と
り
除

か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

で
黒
く
腐

っ
て
き
た
な

い
水

が
で
て
く
る
も

の
で
、

に
首
を
振

る
病
気

の
蚕
で
あ

る
。
オ

シ
ャ
リ
と

い
う

の
は
育

て
て
い
る
問
に
も
出
る
病
気
で
、

繭

か
き

か
ら

上
蕨
後

一
定

の
期
間
が
た

つ
と

マ
ボ
シ
に
繭
を

つ
く
る
の
で
、

出

荷

ま

で

ど
と

い
う
。
繭
は
手
で

一
つ

一
つ
む
し
り
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
手

間
が
か
か
る
。

を
と

る
。
ま
た
出
荷
で
き

る
上
繭
と
く
ず
繭

な
ど
繭

の
選
別
す
る
が
、
オ
ヤ

マ
イ
と

い

っ
て
二
匹
の
蚕
が

一

【写真52】 マブシを編む編機(提 供 関根寅之助)

 

マ
ボ
シ
籠
は
な
る
べ
く
高

い
と

こ
ろ
に
お
く
も

か

つ
て
は
養
蚕
農
家

に
は
中
二
階
を
設
け
て
あ

っ
た
。

ナ
ガ

レ
ッ
コ
と

い
う

の
は
繭
を

つ
く
ら
な

い

ほ
か

の
繭
も
汚
し
て
し
ま
う

の
で
早
め
に
と
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ク
ビ

フ
リ
は
し
き

り

ち

い
さ
く
し
ぼ
ん

で
ミ
イ
ラ
化

し
て
し
ま
う
。

マ
ボ
シ
か
ら
繭
を
む
し
り
と
る
作
業
に
は

い
る
。

こ
れ
を
繭
か
き
な

か

い
た
繭

は
ケ

バ
と
り
器
で
繭
の
け
ば

つ
の
繭
を

つ
く

っ
た
も

の
が
あ
り
、
こ
う
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し
た
規
格
外

の
繭
は
自
宅

で
使
う
。
選
別
を
終
え

た
も

の
は
少
量

の
と
き
は
籠

に
い
れ
た
が
、
出
荷
繭

ぐ
ん

じ

く

の
量
が
多

い
と
き
に
は
天
竺
木
綿

で
つ
く

っ
た
繭
袋

に
い
れ

て
集
荷
場
に
運

ん
だ
。
木
綿

の
袋
は
集
荷

場
に
備
え

つ
け

て
あ

っ
た
。
集
荷
場
は
以
前
は
根

宿
の
養
蚕
指
導
所
に
あ

っ
た
が
、
そ

の
後
農
協

の
講

堂
を
集
荷
場

に
な

っ
た
。
集

荷
場

に
は

「先
生
」

が
き

て

い
て
ニ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ

る
大
き
な

ス
ノ

コ
の
台

に
繭
を
あ
け
、
繭
を
検
査

し
な
が
ら
量
目
を
計

っ
た
。

出
荷
し
な
か

っ
た
く
ず
繭
は
家
で
煮
て
真
綿
を
と

っ
た
。
灰
汁
水

が
は
い

っ
た
鍋

で

真
綿

つ
く

り

繭
を
煮

て
か
ら
水
洗

い
し
、
糸

の
ひ
き
口
を

み

つ
け

て
引

っ
張
り
な
が
ら
四
角

い
枠

に
か
け
る
。
こ
れ
を
乾
燥
さ
せ
る
と
真
綿

に
な

る
。
真
綿
は
綿

入
れ
に
使
う
な
ど
家
庭
で
の
利
用
価
値

が
大
き
か

っ
た
。

桑
畑

に
は
雪

の
降
る
前

に
秋
肥
を
ほ
ど
こ
す
。
雪
解
け

の
後
早

い
人
は
三
月
下
旬

桑
畑
の
手

い
れ

こ
ろ
か
ら
桑

の
木
を
愛

応
し
な
が
ら
肥
や
し
を
施
す
・
春
蚕

の
分

の
畑
を
残

し
・

、霧

欝

様
・℃途
.蒙

疑
無議
鍵
疹

【写真53】 蚕(上 右)、 絹糸(上 左)、 真綿(下)

(提 供 小磯輝子)

 

夏
蚕
以
降

に
使
う
畑

の
桑

の
木
を
勢
定
す
る
。
勇
定
し
た
桑
の
木

は
春

に
な
る
と
勢

い
よ
く
伸
び

る
の
で
夏
蚕

の
こ
ろ
に
は
十
分
に
成

長
し
て

い
る
。

桑
の
品
種
は
以
前
は
大
葉
の

「
い
ち

の
せ
」
を

つ
く

っ
て
い
た
が
、
後
に

「改
良
ね
ず
み
が
え
し
」
を

つ
く
る
よ
う
に
な

っ
た
。

(
二
)
葉
煙
草

の
栽
培

耕第 一節 農

①
矢
吹
町
の
葉
煙
草
栽
培

阿
武
隈
高
地
と
そ

の
周
辺
は
葉
煙
草
の
栽
培

が
古
く

か
ら
盛

ん
で
あ

っ
た
が
、
矢
吹
町

の
葉
煙
草
栽
培

の
歴
史

は
そ
れ
ほ
ど
古

い
も

の
で
は
な
く
、

明
治
時
代
末
に
栽
培

に
着
手
し
大
正
時
代
か
ら
葉
煙
草
栽
培
に
本
格
的

に
と
り
組
み
は
じ
め
て

い
る
。
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三
神

村
で
は
葉
煙
草
栽
培
は
明
治

四
十

五
年

(
一
九

↓
二
)
に
専
売
局

か

ら
松

川
葉

の
種

の
配
布
を
受
け
た
藤
井
安
蔵

が
葉
煙

草
の
栽
培
を
は
じ

め
た
と

い
い
、
大
正
二
年

(
一
九

一
三
)

に
は

三
神
村
煙

草
耕
作

組
合
を

設
立
し

て

い
る
。
葉

煙
草
は
賠
償
金
が
大
き

い
の
で
栽
培
者

が
増
え

昭
和

七
年

(
一
九

三
二
)
の
組

合
員
は
八

〇
人

で
あ

っ
た
と

い
う

(
三
神

尋
常

高
等
小
学
校

『郷
土
誌
』
)
。
明
治
三
十

一
年

(
一
八
九

八
)

に
煙
草
専
売

法
が
施
行

さ
れ

て
煙
草

は
専
売
化

さ
れ
、
明
治

三
十
七
年

(
一
九

〇
四
)

に
は
収
納
、
製
造
、
販
売

の

一
貫
化
を

目
指
し
た
煙
草
専
売
法
が
施
行

さ

れ
て

い
る
。
国
策

に
の

っ
た
煙
草
耕
作

は
国
の
保
護
も
あ

っ
て
有
利
な
商

品
作
物

で
あ

っ
た
。

『矢
吹
町
史

1
通
史
編
』

の

「
大
正
期

の
矢
吹
」

の
表

五
〇

「矢
吹
町

の

葉
煙
草

生
産

高
」

に
は
大
正
元
年
か
ら
十

五
年
ま

で
の
当

時

の
矢
吹
、
中

畑
、

三
神
村

を
あ
わ
せ
た
統
計
表
が
掲
載
さ
れ

て
お
り

、
年

ご
と

の
増
減

は
あ

る
も

の
の
、
多

い
年
で
は
二

一
一
人
も

の
耕
作
者

(大

正
四
年

)
が

あ
り
、
七

八
五
四
円
も

の
収

益
を
得
た
年

(大
正
十
年

)
も
あ

っ
た
。
三

神
尋
常
高
等
小
学
校

『
郷
土
誌
』
か
ら
は
既
述
し
た
よ
う

に
、
明
治
末

の

葉
煙
草
栽
培
開
始

の
経
緯
と

昭
和
六
、
七
年
現
在
大
蔵
省
専
売
局

の
指
導

れ
ん

ほ
し

下
で

「
聯

(連
)
乾
」

し
て

い
る
こ
と
、
三
神
村
煙
草
耕
作
組
合
員

が
八

〇
人
お
り
、
昭
和
六
年

(
]
九

三

一
)
に
は
七
町

一
反
、
翌
七
年

(
]
九

【表8】 葉煙草収量の推移
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耕第一節 農

三
二
)

に
は
六
町
⊥ハ
反
で
葉
煙
草
を
耕
作
し
て

い
た

こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
同
時

に
三
神
村

昭
和

五
年

(
一
九
三
〇
)
の
統
計
も

の

っ
て
お
り
、
こ
の

年

は
耕
作
者
七
三
人
が
五
町
三
反
余

の
畑
で
栽
培

し
、

二
〇
九
六
貫
余

の
松
川
葉
を
収
穫
し
六
二
六
九
円
余
り

の
収
入
を
得

て
い
た
。
中
畑
村
の

『郷

土
誌
』
か
ら
も
昭
和
七
年

(
一
九
三

二
)
と
八
年

に
そ
れ
ぞ
れ
八
九
⊥ハ
円
、
昭
和
レ
五
年

(
一
九
四
〇
)

に
は

二
三
七
円
、
十
六
年

に
は

一
四
四
〇
円

の
収
益

が
あ
が

っ
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ

る
。
ま
た

昭
和
十

三
年

(
一
九

三
八
)

の

「
中
畑
村
会
議
録
」

の

「
昭
和
十

二
年
中
畑
村
勧
業
報
告
」

に

「
五
、
葉
煙

草
耕
作

状
況

本
年
葉
煙
草
耕
作
反
別

一
丁
五
反
歩
耕
作
人
員
十
四
名

ニ
シ
テ
其
成
績
良
好

ナ
リ
」
と
あ

っ
て
葉
煙
草

の
栽
培
が
順
調
に

推
移
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る

(
『矢
吹
町
史
3
資
料
編

H
』
)
。

戦
後
昭
和

二
十

一
年

(
一
九
四
六
)
以
降

の
統
計
に
よ
れ
ば

(
『矢
吹
町
史
4
資

料
編

皿
』
)

二
十

一
年
は
耕
作
者
が
四
七
人
で
あ
る
が
、
二
十

二
年

に

一
五
四
人
、
昭
和

二
十
三
年
三
二
七
人
、

昭
和

二
十
四
年

(
一
九

四
九
)
か
ら
昭
和

四
十

二
年

(
一
九
六
七
)
ま

で
耕
作
者
数
は
二
〇
〇
人
台

で
推

移
し

て
お
り
、
現
金
収
入

の
重
要
な
柱
に
な

っ
て
い
た

こ
と
を
示

し
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
後
葉
煙
草
耕
作
は
し
だ

い
に
減
少

に
向
か
う

。

②
葉
煙
草
づ
く
り
の
プ

ロ
セ
ス

こ
こ
で
は
昭
和
三
十
八
年

(
一
九
六
三
)
か
ら
葉
煙
草
栽
培
を
は
じ
め
、
平
成
十
六
年

(二
〇
〇
四
)
現
在
も
継
続
し
て

い
る
中
畑
地
区
根
宿
の
S

さ
ん
か
ら
の
聞
き
書
き
を
も
と

に
、
葉
煙
草
栽
培

の

一
年
を
追

っ
て
み
る
こ
と

に
し
た

い
。
S
さ
ん
は
煙
草

の
指
導
員
を
し
て

い
た
寺
内

の
義
弟
に
す

す
め
ら
れ
て
葉
煙
草
栽
培
に
は

い
っ
た
。
煙
草
栽
培
も
早
く
か
ら
省
力
化
が
さ
れ
現
在
は
作
業

の
機
械
化

に
よ
り
大
幅
な
省
力
化

に
よ
り
、
か

つ
て
ユ

イ
で
お
こ
な

っ
て
い
た
集
約
的
な
作
業
も
家
族
員

の

一
、
二
人

で
こ
な
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。
ま
た
す

べ
て
を
手
作
業

で
ま
か
な

っ

て
い
た
こ
ろ
の
状
況
は
再
現

で
き

な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

煙
草
耕
作
者

煙
草
耕
作
者
は
地
区
ご
と

に
組
織
化
さ
れ
て

い
て
、
た
ば
こ
会
社
と
耕
作
者
は
地
区

の
総
代

区
を
と
お
し

て
情
報
の
や
り
と
り
を
す

の

総

代

区

る
。
た
と
え
ば
旧
中
畑
村

に
は
中
畑
総
代
区
が
設
け
ら
れ

て
お
り
中
畑
地
区

の
葉
煙
草

の
農
家

は
こ
の
総
代
区

の
メ

ン
バ
ー
に
な

っ

て
い
る
。
総
代
区
の
責
任
者
を

「
総
代
」

と

い
う
。
以
前
は
か
な
り
多
く

の
構
成
員
を
持

っ
て

い
た
が
現
在
は

一
三
軒

し
か
な

い
。
内
訳
は
根
宿

が
五
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軒

、
松
倉

四
軒
、
鍋
内
二
軒

、
寺
内

二
軒

で
あ
る
。
寺
内
は
中
畑
地
区
で
も
煙
草
耕
作
が
盛
ん
な
ム
ラ
で
あ

っ
た
が
激
減

し
て
し
ま

っ
た
。

会
社
か
ら
契
約
栽
培
し

て
い
る
面
積

の
分
だ
け
総
代

区
の
区
長

の
と
こ
ろ
に
種
を

送

っ
て
く
る

の
で
、
み
ん
な
集
ま

っ
て
総
代
宅

で

種

の

分

配

種
を
わ
け

る
。
新
聞
紙
な
ど
を

し
き
椀

に
種
を

い
れ
て
お
き
、

一
〇
円
玉
に
種
を

の
せ

て
計
り
必
要
な
分
を
封
筒
な
ど
に

い
れ
て
持

ち
帰
る
。

根
宿

の
S
さ
ん
の
場
合
か

つ
て
は
七
反
栽
培
し

て
い
た
が
、
現
在
六
反
歩

で
バ
ー
レ
ー
種
を
栽
培
し

て
お
り
、
主

に
息
子

の
嫁
が
煙

草
づ
く
り
を
担

当
し
て

い
る
。
か

つ
て
は
旧
中
畑
村
の
中
畑
総
代
区
は
葉
煙
草
栽
培
が
盛
ん
で
、
特
に
寺
内

で
は
葉
煙
草
づ
く
り
農
家
が
多
か

っ
た
。

苗
床

(仮
植
床
)
は
高
さ
四

〇
搾
阿
ル程
度
、
広
さ
は
植
え

る
畑

の
面
積

に
応
じ
て
違
う
。

三
坪
ほ
ど
か
。
苗
床

は
矩
形

に
し

て

苗
床

(仮
植
床
)

三
尺
お
き

に
杭
を
打
ち
枠
を

つ
く
る
。
杭

の
問

に
穂
の
部

分
を
上

に
し
た
小
束
の
藁
束
を
立

て
て
並

べ
、
藁
束

が
倒
れ
な

い
よ

う
に
内

側
と
外
側

に
上
下
に
二
本
く
ら

い
竹
棒
を
渡
し
て
挟

み
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
し
ば

る
。
か

つ
て
は
藁
を
編

ん
だ
と

い
う
。
現
在
は

パ
イ
プ
を
使

っ

て
藁
を

挟
ん
で

い
る
。
立

て
た
藁
は
上

に
は
み
出
た
部
分
を
き

り
と

っ
て
き

れ

い
に
そ
ろ
え

る
。

こ
の
中

に
秋

に
さ
ら

っ
た
木

の
葉
を
踏
み
こ
む
が
、

木
の
葉

は

↓
坪

に
ビ
ク
四

つ
分
が
目
安

に
な
る
。
押
し
切
り

で
四
等
分
く
ら

い
に
切

っ
て
お

い
た
藁
を
木

の
葉

に
ま
ぜ
る
。
藁

は

一
坪
あ
た
り
大
束
二

つ
く
ら

い
を
目
安
に
使
う
。
混
ぜ
た
木

の
葉
と
藁

に
水
を
か
け

て
湿
ら
せ
な

が
ら
踏
み

こ
む
。
三
〇
修
炉
く
ら

い
の
高
さ
に
踏

み
こ
ん
だ
上
に

コ
ヌ
カ

と
鶏
糞
、
肥
料
な
ど
を
ま

ぜ
あ
わ
せ
た
も

の
を
振
り
か
け
、
そ

の
上
に
山
土
を

一
寸
五
分
か
ら
二
寸
程
度

の
厚
さ
に

い
れ
謄
f
と
よ
ば
れ
る
腐
葉

土
を

し
き
詰
め

て
お
く
。

こ
の
肥
±
は
前

の
年

に

つ
く

っ
た
苗
床

の
腐
葉
±

で
あ
る
。
さ
ら
に
弓
竹
を
は

っ
て
ビ

ニ
ー
ル
を
被
せ

て
保
温
し
て
お
く
。

ポ

ッ
ト
の
準
備

現
在
は
プ
ラ

ス
チ

ッ
ク
製

の
ポ

ッ
ト
と
よ
ぶ
親
床

の
苗
箱

で
発
芽
さ
せ
る
。

S
さ
ん
が
葉
煙

草
栽
培
を
は
じ
め
た
昭
和

三
十

八
年

と

種

ま

き

(
死

六
三
)
に
は
す

で
に
栽
培
用

の
苗
床
は
使
わ
れ
な

く
な

っ
て
お
り
、
今
と

は
形

が
違

っ
て
は

い
た
が

や
は
り
苗
箱

で
の
栽

培
で
あ

っ
た
。
苗
床
は
活
着
が
悪

い
し
苗
を
運

ぶ
間
に
土
が
落
ち

て
し
ま
う
欠
点

が
あ

っ
た
。
ポ

ッ
ト
に
細

か
く
畿

っ
た
肥
土
を

い
れ
て
種
を
ま
く
準

備
を
す
る
。
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煙
草

の
種
と

種

ま
き

は
三
月
卜
日
こ
ろ
を
標
準

に
す

る
の
で
、
そ
れ
以
前

に
仮
植
床
な
ど

の
準
備

種

ま

き

は
す
ま

せ
て
お
く
。
煙
草

の
種

子
は
指
定
さ
れ
た
も

の
が
会
社

(
J
T
)
か
ら
送
ら

れ
て
く

る
の
で
そ
れ
を
使
う
。
煙
草

の
種
子
は
褐
色
を

し
た
細
か
な
も

の
で

一
反
歩

の
畑

に
栽
培
す
る

種

子
は

一
〇
円
玉
に

の
る
量
で
あ

る
。
か

つ
て
は
七
と
混

ぜ
て
ま

い
た
が
、
今

は
ジ

ョ
ウ
ロ
に
水
と
種

か
く
は
ん

子
を

い
れ

て
か

ら

撹

拝

し

ジ

ョ
ウ

ロ
を

使

っ
て
ま

く

。

ジ

ョ
ウ

ロ
は

市

販

の
ジ

ョ
ウ

ロ

の
孔

を

少

し

大

き

く

し

て
使

う

。

以

前

は

細

か
飾

っ
た

土

に
種

を

混

ぜ

て
手

で
ま

い
た

が

、

ジ

ョ
ウ

ロ

で
ま

く

よ

う

に

は
均

一
に

は
ま

け

な

か

っ
た

。
苗

箱

は

ビ

ニ

ー

ル

ハ
ウ

ス

に

お
き

ヒ

ー

タ
ー

に

の

せ

て
保

温

し

て
発

芽

さ

せ

る
。

苗

箱

に

ま

い
た

種

は

一
週

間

ほ

ど

で
発

芽

す

る
。

発

芽

後

七

、

八

日
経

ち

彼

岸

過

間
引

き

と
仮

植

ぎ

の
二

十

五

、

六

日

こ

ろ
間

引

き

を

す

る
。

間

引

き

は

密

に

な

っ
て
発

芽

し

て

い

る

と

こ

ろ
も

あ

る

の

で
、

重

な

ら

な

い
よ
う

に
ピ

ン
セ

ッ
ト

で

つ
ま

ん

で
ひ

き

抜

く

。

そ

の

こ

ろ

に
な

る

と

一
日

で
ぐ

ん
ぐ

ん
伸

び

る

。

四

月

二

日

こ
ろ

に
仮

植

す

る
。

三

月

に

つ
く

っ
た

仮

植

床

の
ポ

ッ
ト

に
仮

植

す

る

が

、

ア

【写真54】 葉煙草の種 子

十円玉 にのる量が、一反歩 の葉煙草 の分

 

仮
植
と

い
う

の
は
仮
植
床
の
上
に
並

べ
た
ポ

ッ
ト
に
植
え
か
え
る

こ
と
を

い
う
。

そ
の
こ
ろ

に
な
る
と
仮
植
床
は
腐
葉
±
な
ど

の
作
用

で
熱
を
持
ち
土

の
温
度

は
二
〇
度
く
ら

い
ま
で
あ

が

っ
て
い
る
。
煙
草
は

一
六
度
以
上

に
な
ら
な

い
と
根
が

は
ら
な

い
と

い
う
。

四
枚
く
ら

い
の
葉
に
な

っ
て
い
る

の
で
ポ

ッ
ト
の
土

に

一
本

↓
本
植
え

て

い
く
。
ポ

ッ
ト

の
仕
切
り

の
数
は

二
五
枠

の
も

の
を
使

う
よ
う
に
奨
め
て

い
る
が
、
数
が
少
な

い
ポ

ッ
ト
は
枚
数
を
必
要
と
し
面
積
も
広
く
な
り
土
も
余
分

に
必
要
に
な
る
の
で
三
六
ポ

ッ
ト
を
使

っ
て
い
る

家
も
多

い
。
S
さ
ん
が
は
じ
め
た
昭
和
三
十
年
台

の
末
期

こ
ろ
に
は
プ

ラ
ス
チ

ッ
ク
で
は
な
く
松

の
板
を
薄
く
削

っ
た
板

で
仕
切

っ
た
組
み
立
て
の
ポ

ッ
ト
を
使

っ
て

い
た
。

仮
植
後
ビ

ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
被
せ
て
温
度
調
節
を
す
る
が
、
昼
間
温
度
が
あ
が
る
よ
う
な
と
き

に
は
ビ

ニ
ー

ル
を
外

し
、
夜
間
寒
く
な
る
よ
う

な
と
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き

は
シ
ー
ト

の
上
に
保
温
の

マ
ッ
ト
を
か
け
た
り
す

る
。

畑

に
植
え
る

四
月
二
十
五
日
く
ら

い
に
な
る
と
仮
植
床
か
ら
畑

に
植
え
か
え
る
。
そ
の
こ
ろ
に
は
葉

が
七
、
八
枚

に
成
長
し
て

い
る
。

煙

草
畑
は
病
気
が
は

い
ら
な

い
よ
う

に
土
壌
消
毒
を
す
る
。
初
期
の
こ
ろ
に
は
耕

煙
草
畑

へ
の
移
植

転
機

で
う
な

っ
た
が
現
在
は
ト
ラ
ク
タ
ー
で
三
、
四
回
う
な

っ
て
お
き

四
月
に
は

い
っ
て
ウ
ネ
を
た
て
る
。
ウ
ネ

の
間
隔
は

一
メ
ー
ト

ル
ニ
○
セ
ン
チ
、
株
間
は
三
二
修
阿
ル
に
し
て
、
ウ
ネ

の
中
央

に
は
±
と
ま
ぜ
た
こ
や
し
を
施
し

て
土
を
寄
せ
、
ビ

ニ
ー
ル
を
か
け

て
お
く
。
こ
や
し
は
畑

に
使

う

よ
う
な
も

の
で
は
な
く
会
社

か
ら
支
給
さ
れ
た
も

の
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今

は
動
力

の
移
植

機
を
使

っ
て
植
え
る
が
、
以
前

は
サ

ク
ボ

ウ
と
称
す
る
定

規
で
測
り
な
が
ら
移
植
器
に
苗
を

い
れ
て

一
本

ず

つ
手

で
植
え

て
い
た
。
機
械
植
え

で
も

二
、
三
日
か
か
る
の
で
、

S
さ
ん
宅
で
は
手
植
え

の
こ
ろ
に
は

四
軒

で
ユ
イ
を
し
て
移
植

の
作
業

に
あ
た

っ
て

い
た
の
で
、

ユ
イ

で
お

こ
な
え
ば

一
日
で
六
反
歩
く
ら

い

植
え

て
し
ま
う

こ
と
が

で
き
た
。
現
在

ユ
イ
は
し
て
い
な

い
。

移
植
し
た
後

の
穴
を
う
め
る
た
め
に
土
寄

せ
を
し
た
。
以
前
は
は
じ
め
に
八
割

の
肥
料
を

い
れ
て
、

一

工に
な
る
」
な
ど
と

い

っ
て
フ
タ
ゴ

エ
を

し
て
か
ら
丁
寧

に
±
寄
せ
を

し
た
。
土
寄
せ
を
す
る
と
上
根

(う
わ
ね
)

な
る

の
だ
と

い
う
。
土
寄
せ
に
使
う
鍬

は
煙
草
畑
専
用

の
も
の
で
、

で
は
移
植
し
て
し
ま
え
ば
成
長
を
待

つ
だ
け

に
な

っ
た
。

煙
草

の
葉

の
呼
称

六
月
二
十
日
こ
ろ

「
ど
は
と
り
」
と
称
し

て
、

と

煙

草

と

り

「
ち

ゅ
う

は

(中
葉
)
」
、
「
あ

い
は

(合
葉
)
」
、
「
ほ
ん
ぱ

(本
葉
)
」
、

「う
わ
は

【写真55】 煙草畑 で使 うこぶ りな鍬

 

○
日
く
ら

い
し
て
か
ら
残
る
二
割
を

フ
タ
ゴ

(追
肥
)
と
し
て
施
し
た

こ
と
も
あ

っ
た

が
近
年
は

一
度
肥
料
を

い
れ
て
し
ま
え
ば
追
肥
は
し
な

い
。
現
在
は
し
な

い
が
、
以
前
は

「
一
鍬

一
万
円

が
は
る
の
で
目
方
が
と
れ
る
よ
う

に

三
二
紬
惇
ル
に
幅

一
〇
修
γ
く
ら

い
の
小
ぶ
り
の
鍬

で
軽
く

て
使

い
や
す

い
。
今

日

一
番
下
に
生
え

た
二
枚

の
葉
を
と
る
。
煙
草

の
葉

は
下
か
ら

「ど
は

(土
葉
)
」
、

(上
葉

)」
、

「
て
ん
ぱ

(天
葉
)
」
と
決
ま

っ
て
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い

る
が

、

近
年

は
上

葉

と

天

葉

を

い

っ
し

ょ

に
し

て

「
う

わ

は
」

と

よ

ぶ
。

土

葉

を

と

っ
て

か

ら

一
週

間
か

ら

一
〇
日

過
ぎ

て

中
葉

を

と

る
。

七

月

に
は

い
り

中
葉

を

と

る

こ

ろ
に

つ
ほ
み

な

る
と

蕾

を
持

っ
た
花

が
咲
き
は
じ
め
る

の
で
、
二
輪

ほ
ど
花
が
咲
き
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で

「芯
止
め
」

と
称
し

て
天
葉

の
上
で
芯
を
止

め
る
..
中
葉
を
と

っ
て
か
ら

一
週
間
ほ
ど

で
合
葉
を
と
り
、
さ
ら
に

一
週

間
で
本
葉

の
収
穫
に
な
る
。
葉
煙
草
は
合
葉
と
本
葉
が
最
も
品
質
が
よ
く
量
も
と
れ
、
高
値

で
売
れ

る
の

も
合
葉
、
本
葉
で
あ
る
。
本
葉
を
と

っ
て
か
ら

一
週
間
く
ら

い
す

る
と
、
そ

の
ヒ

の
上
葉

・
天
葉

の
部
分

七

、
八
枚
は

一
緒
に
幹
か
ら
切
る
。

こ
れ
を
幹
刈
り
と

い
い
、
幹
刈
り
し
た
も

の
は
そ
の
ま
ま
乾
燥
さ
せ

る
。以

前
煙
草

の
葉
を
と
る
と
き

に
白

い
ウ
ワ
ッ
パ
リ

の
よ
う

な
衣
服

が
は

や

っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
の

か

ぢ

あ

た
り

で
は
定
着
せ
ず
普
通
の
作
業
着

で
作
業
を
し

て
い
る
。
葉

が
折
れ
な

い
よ
う
に
収
納
で
き

る
鉤

の

つ
い
た
専
用

の
布
袋
が
あ

っ
て
、
と

っ
た
葉
は

こ
の
袋
に

い
れ
運
搬
機

で
畑
か
ら
運
ぶ
。
煙
草
と
り

に
以

前

か
ら

こ
の
袋
を

つ
か

っ
て
お
り
煙
草

の
葉
を
摘
む

の
に
籠
を
使

っ
た
経
験

は
な
か

っ
た
。

煙

草
縄
と
称
す

る
煙
草

の
葉
を
吊

る
す
縄
が
あ
る
。

乾
燥

か
ら
納
付
ま
で

近
年
は
麻
製

の
煙
草
縄

が
あ

る
。
長
さ
は
一
、、

ら

い
の
葉
を
吊
る
す
こ
と
が
で
き

る
。
S
さ
ん

の
家

で
は
煙
草

の
乾
燥
小
屋
が
あ
り
、
そ

の
そ
ば
に
ビ

ニ
ー
ル

の
枠

に
煙
草
縄
を
は

っ
て
乾
燥
さ
せ
る
。

の
色
を

み
て
判
断
す
る
。
は
じ
め
は
葉
は
青

い

(緑

)
色
を
し

て
い
る
が
そ
の
う
ち
黄
色

に
な
り
、

【写真56】 葉煙草畑

 

以
前
は
煙
草
縄
も
じ
り
と

い

っ
て
ユ
イ
で
藁
を
な

っ
て

つ
く

っ
た
が
、

三
尋
く
ら

い
で
あ
る
。
煙
草
縄

に
葉

の
軸
を
挟
み
こ
ん
で
、

一
縄
八

〇
枚
く

ハ
ウ

ス
を

つ
く

っ
て
あ
る

の
で
ハ
ウ
ス

天
候
し
だ

い
で
あ

る
が

二
週
間
程
度

そ
こ
に
吊
る
し

て
お
く

よ
う

で
あ
る
。
乾
燥

の
度
合

い
は
葉

の
色
と
茎

さ
ら
に
褐
色

に
か
わ

っ
て

い
く
。
葉

の
色
が
褐
色

に
か
わ

っ
た
と
こ
ろ
で
涼
し

い
乾
燥
小
屋
に
移
し
て
吊

る
し
直
し

て
直
射
日
光

に
あ

て
な

い
で
茎
を
乾

か
す
。
乾
燥
機
を
持

っ
て
い
る
煙
草
農
家
で
は

葉
が
褐
色

に
な

っ
た
段
階
で
乾
燥
…機
に
い
れ

て
乾

か
し
て
し
ま
う
。
S
さ
ん
が
は

じ
め
る
前
は
地
干
を

し
て
い
た
ら
し

い
。
芝
生

に
な

っ
て
い
る
よ
う
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な
庭

に
昼
間
広
げ
、
夕

方
に
な

る
と
と
り
こ
ん
だ
と

い
う
。

煙
草
縄
を
外
す
作
業
は
九
月
に
は

い

っ
て
お
こ
な

い
秋
の
彼
岸
あ
が
り
く
ら

い

ま

で
か
か

る
。
機
械

で
の
稲
刈
り
以
前

は
稲
刈
り

の
作
業
と
重
な

っ
て
い
た

の
で
、

昼
間
は
稲
刈
り
を
し

て
夜
に
煙
草
縄
を
外
す
作
業
を
し
た
。
昭
和
三
十
年
代
末
に

は
煙
草

の
葉
を
伸
す
、

い
わ
ゆ
る

「煙
草

の
し
」
は
せ
ず

に

コ
モ
に
く

る
ん

で
納

付
す

る
よ
う

に
な

っ
て

い
た
。
現
在
は
よ
り
簡
便
に
な

っ
て

い
て
、
ま
ず
煙
草
縄

の
長

さ
に
コ
モ
を
し
き

、
葉
を
縄

に
吊
る
し
た
ま
ま
縄
を

コ
モ

へ
り

に
沿

っ
て
お

き

、
葉
は
内
側

に
向
け
て
広
げ

る
。

コ
モ
の
左
右
に
対
称

に
煙
草
葉
を
広
げ

て
お

く
。
縄
を
左
右
そ
れ
ぞ
れ

一
五
連

ほ
ど
重
ね

て
か
ら

コ
モ
を
端
か
ら
ま
る
め

て
い

く
と
、
縄

に
吊
る
さ
れ
た
煙
草

の
葉
は

コ
モ
の
問
に
ま
る
め
こ
ま
れ
る

こ
と
に
な

る
。

コ
モ
を
く
る
み
終
え

る
と
円
筒
形

に
な
る

の
で
葉
が
動
か
な

い
よ
う
に
葉
が

重
な

っ
て

い
る
部
分

の

コ
モ
を
二
か
所
し
ば
り
、

に
し
て
外
す
と
、
煙
草
葉

は

コ
モ
に
く
る
ま

れ
た
状
態

に
な
る
。

コ
モ
に
く

る
ん
だ
状
態

で
作
業

所
に
運
び
こ
み

「
選
別
」

の
段
階
に
は

い
る
。

わ
け
」
と
も

い
い
専

用
の
蛍
光
灯

の
下
で

一
枚
ず

つ
色
や
形
を
み
る
こ
と
で
、

除
外

し
分

別
す

る
。

分
別
は
着
葉
位

置
ご
と
に
お
こ
な
う
。

ら

い
に
分

別
し
て

い
る
。

こ

ん

ぽ

ノ
ダ

か
け

て
圧
搾
し
梱
包
す
る
。
以
前
は
選
別

の
作
業
を
お
こ
な
う

に
は
二
、

二
人

で
で
き
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

薮

頑』i一
篤 醜 凹麟fご 臓

儀●斡
・ ジ

著

己顕

脾灘 蓼

鋤ピ

_晦_%
【写真57】 煙草の葉 をくるむ コモ

 

こ

の
後
端
に
出
た
縄

の
日
を

ゆ
る
め

て
縄
か
ら
葉
を
動
か
さ
な

い
よ
う

ま
ず

「
調
理
」
を
す

る
が

こ
れ
は

「葉

む
れ
葉
と
か
病
気
葉
な
ど
基
準
外

の
葉
を

か

つ
て
は
も

っ
と
細
か
く
わ
け

て
い
た
が
現
在
は
三
段
階
く

あ

　
さ

く

き

調
理
し
た
葉

は
あ

る
程
度

の
数
に
な
る
と
紙
ひ
も
で
ま
る

っ
て
お
く
。
そ
れ
を
電
動
圧
搾
…機
に

三
人

の
人
手
が
必
要
で
あ

っ
た
が
、
現
在
は

一
、

【写真58】旧矢吹煙草収納所(現 在の中央公良館の場所)
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以
前
梱
包
を
終
え
た
葉

は
た
ば

こ
会
社
か
ら
ト
ラ

ッ
ク
で
と
り
に
き
た
が
、

三
、
四
年
前
に
会
社

に
持

っ
て
い
く
よ
う

に
な

っ
た
。
し
か
し
平
成
十

七
年

(
二
〇
〇
五
)
か
ら
は
再
び
会
社
か
ら
と
り
に
く

る
予
定
に
な

っ
て

い
る
。
S
さ
ん
宅
で
は

一
月
の
中
旬

に
須
賀
川
の
た
ば

こ
会
社
に
持

っ
て
い

っ
た
。
会
社

で
は
十

一
月
下
旬
か
ら

二
月
中
旬
く
ら

い
ま

で
納
付

の
受
付
を

お
こ
な

っ
て
お
り
、
会
社

に
持
ち

こ
む
と
量
目
を
計
り
等
級
を
み
て
く

れ

る
。
も
と
は
矢
吹
地
区
は
耕
作
者
が
多

い
の
で
十
二
月
か
ら
三
月
ま
で
か
か

っ
て
納
付
し
た
と

い
う

が
、
最
近
は
耕
作
者

が
減

っ
た

の
で
納
付

の
期

間

も
短
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

S
さ
ん
が
煙
草
栽
培
を
は
じ
め
た
当
初
は
現
在

の
矢
吹

町
中
央
公
民
館
の
と

こ
ろ
に
煙
草

の
集
納
所
が
あ
り
、

四
等
級
に
わ
け
四
等

の
煙
草
は
全

部

外

国
に
輸
出
し

て
い
た
。
当
時

は
中
畑

に
は
耕
作
者
が
多

か

っ
た

の
で
、
中
畑
だ
け

で
収
納

に

一
週
間
も

か
か

っ
て
い
た
と

い
う
。
大
信

や
中
島
な
ど

煙
草
栽
培

が
盛

ん
な
土
地
に
は
収
納
所
が
あ

っ
た
。

根
宿

の
S
さ
ん
は
三
年
か
ら
四
年

間
く
ら

い
白
ダ

ル
マ
種

の

「煙
草

の
種
と
り
」
を

し
た

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
会
社
か
ら
何
十

煙
草

の
種
と

り

本
と
る
よ
う

に
と
指
定
さ
れ
る
。
煙
草

の
種
と
り
は
だ
れ
で
も

で
き

る
わ
け

で
は
な
く
、
品
質

の
よ

い
葉
煙
草
を
納
付
し
、
畑

の

状
態
の
よ

い
よ
う
な
人
か
ら
選
ば

れ
る
。
指
定
に
な
る
と
素
性

の
よ

い
煙
草
に
竹
を
立

て
て
、
病
気
が
は

い
ら
な

い
よ
う
に
袋
を
か
け
た
り
し

て
種
と

り
用
に
育
成

し
、
会
社

の
方
か
ら
も

み
に
く
る
と

い
う
。
こ
う

し
た
種
と
り
用
の
煙
草
は
葉
を
あ
ま
り
と
ら
ず

に
育

て
、
花
が
咲
く
と

よ

い
花
だ
け

一

〇
個
か
ら

一
五
個
く
ら

い
を
残
し
て
ほ
か

の
花
を
摘
み
と

っ
て
し
ま
う
、
煙
草
は
丸

い
実
を

つ
け
る
。
実
が
は

い
っ
て
か
ら
八
月
下
旬

に
実

の

つ
い
た

先
だ
け
を
カ

ッ
タ
ギ
リ

(切
り
と
り
)
、
そ
れ
を
陰
干
し

し
て
、
九
月

の
中
ご
ろ
に
ゴ
ザ

の
上
で
実
を

揉
ん
で
種
を
と

る
。
落
ち
た
種

に
は
皮
も
混
じ

っ
て
い
る
の
で
扇
風
機

の
よ
う
な
も

の
で
皮
を
飛
ば
し

て
、
き

ぬ
節

で
ふ
る

っ
て
種

だ
け
を
落
と
し

て
選
別
す

る
。
中

に
い
れ
る
と
皮

な
ど

の
塵
を
飛

ば
す
専
用
の
機
械
も
あ

っ
た
。
こ
う

し
て
収
穫
し
た
種
は
手
ぬ
ぐ

い
を
縫

っ
て
つ
く

っ
た
袋

に
い
れ

て
、
袋
に
品
種

や
名
前
を
書
き

い
れ
て
十
月

こ
ろ

会
社
に
納
め
る
と
会
社
か
ら
お
金
を
も

ら
う

こ
と
が
で
き
た
。
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