
四
谷
の
千
枚
田 

み
ご
ろ 

み
ど
こ
ろ 

 

今
年
も
忙
し
い
田
ん
ぼ
の
季
節
が
や

っ
て
き
ま
し
た
。 

み
ご
ろ 

都
市
の
皆
さ
ん
が
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
イ
ー
ク
に
「
暇
」
を
持
て
余
し
て
い
る

最
中
、
千
枚
田
の
農
家
の
担
い
手
の
ほ
と

ん
ど
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
こ
の
連
休
中 

               

「
代
か
き
」
で
汗
を
流
し
、
早
い
農
家
で 

は
田
植
え
が
始
ま
り
ま
す
。
田
ん
ぼ
に
水

が
張
ら
れ
、
日
々
変
化
す
る
こ
の
十
日
頃

か
ら
が
千
枚
田
の
見
頃
で
す
。 

み
ど
こ
ろ 

水
の
張
ら
れ
た
春
の
千
枚
田

は
ふ
れ
あ
い
広
場
な
ど
、
上
か
ら
見
下
ろ

す
と
「
千
枚
の
水
鏡
」
に
値
す
る
す
ば
ら

し
い
眺
め
で
す
。 

               

 

こ
の
眺
望
に
、
訪
れ
た

方
達
は
き
っ
と
潤
い
、
癒

さ
れ
、
満
た
さ
れ
、
そ
し

て
満
足
し
た
お
顔
に
な
っ

て
お
帰
り
い
た
だ
け
る
も

の
と
自
信
を
も
っ
て
お
薦
め
し
ま
す
。 

効 

能 
=
 

精
神
的
ス
ト
レ
ス
に
効
果
あ
り 

副
作
用 

=
 

や
み
つ
き
に
注
意 

 

学
校
の
田
植
え 

 

連
谷
小
学
校(

全
校
生
徒
十
一
名)

で

は
、
五
月
八
日(

土)

、
国
際
理
解
教
育
の

一
環
と
し
て
来
校
す
る
ヤ
ニ
ー
先
生
と

一
緒
に
千
枚
田
の
学
校
田
で
田
植
え
を

し
ま
す
。 

子
供
達
は 

ヤ
ニ
ー
先 

生
に
田
植 

え
を
ど
う 

や
っ
て
教
え 

る
か
楽
し
み
で
す
。 

名
古
屋
地
理
学
会
巡
検
案
内
の
礼
状 

 

小
山
舜
二
様 

前
略 

三
月
二
十
四

日
の
訪
問
で
は
、
お
忙
し
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
と
て
も
詳
し
く
わ
か
り
や
す
い
説

明
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
千
枚
田
の
案

内
を
し
て
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
会
長
の
林
上
教
授(

名

古
屋
大
学
大
学
院
環
境
学
研
究
科
地
理

学
講
座
教
授)

を
は
じ
め
、
参
加
し
た
二

十
五
名
の
会
員
と
も
ど
も
と
て
も
感
謝

し
て
お
り
ま
す
。 

 

四
谷
の
千
枚
田
で
、
棚
田
の
現
状
や
農

家
の
み
な
さ
ま
が
取
り
組
ん
で
お
ら
れ

る
棚
田
の
保
存
の
努
力
に
つ
い
て
、
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
書
籍
か
ら
で

は
決
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
に
感

謝
し
て
い
ま
す
。
名
古
屋
地
理
学
会
の
会

員
は
、
大
学
や
高
等
学
校
な
ど
で
地
理
を

担
当
し
て
い
る
者
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、

今
回
の
学
習
を
今
後
の
研
究
や
教
育
に

生
か
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

名
古
屋
地
理
学
会 

常
任
委
員 

 
 
 

愛
知
県
立
津
島
高
等
学
校 

 

 
 
 
 
 
 

教 

諭 

溝 

口 

晃 

之 

追
伸
「
千
枚
田
だ
よ
り
」
の
残
部
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
送
っ
て
い
た
だ
け
な
い
で
し

ょ
う
か
。
津
島
高
校
の
周
囲
の
水
田
に
空

き
缶
な
ど
の
ゴ
ミ
が
目
立
つ
こ
と
に
と

て
も
胸
を
痛
め
て
い
ま
す
。
特
に
こ
の
時

期
は
、
田
越
し
が
済
ん
だ
ば
か
り
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
よ
け
い
に
目
立
ち
ま
す
。

私
は
か
ね
て
よ
り
現
代
の
高
校
生
に
農

家
の
方
々
の
苦
労
を
理
解
さ
せ
る
こ
と

も
教
育
の
一
環
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

四
谷
の 

 
千
枚
田
だ
よ
り 

 
 第 32 号  

山
の
嶺
を
朝
日
染
め
に
し
千
枚
田

薄
紫
に
け
む
る
古
し
え
の
石
垣 

 
 

 

海
老 

浦
川
哲
一 

鞍
掛
の
青
葉
を
写
す
水
鏡 

豊
明
市 

河
合 

満 



三
河
の
山
里
ツ
ー
リ
ズ
ム 

 
主
催
：
三
河
の
山
里
活
性
化
事
業
実
行

委
員
会(
愛
知
県
、
岡
崎
市
、
豊
田
市
、

新
城
市
、
設
楽
町
、
東
栄
町
、
豊
根
村
、

中
日
新
聞
社)
に
よ
り
、
四
谷
の
千
枚
田

で
「
お
い
し
い
お
こ
め
を
つ
く
っ
て
み
ま
せ

ん
か
」
を
開
催
し
ま
す
。
ツ
ア
ー
内
容
は

田
植
え
、
田
の
草
取
り
、
稲
刈
り
の
す
べ

て
の
農
作
業
に
参
加
で
き
る
方
に
限
り

ま
す
。 

         

  

田
植
え
は
五
月
十
三
日(

土)

、
田
の
草

取
り
七
月
八
日(

土)

、
稲
刈
り
九
月
九
日

(

土)

が
計
画
さ
れ
、
小
山
舜
二(

ふ
る
さ
と

水
と
土
指
導
員
・
自
然
体
験
活
動
リ
ー
ダ
ー)

の

指
導
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。 

幻
の
お
米
「ミ
ネ
ア
サ
ヒ
」 

 

四
谷
の
千
枚
田
で
は
「
ミ
ネ
ア
サ
ヒ
」

が
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

ミ
ネ
ア
サ
ヒ
は
昭
和
五
十
五
年
に
豊

田
市
稲
武
町
の
愛
知
県
山
間
農
業
研
究

所
で
開
発
さ
れ
、
親
の
系
統
に
は
コ
シ
ヒ

カ
リ
も
関
係
し
て
お
り
、
味
の
よ
い
こ
と

で
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

稲
武
で
開
発
さ
れ
た
の
に
地
元
よ
り

九
州
の
山
間
部
で
お
米
が
美
味
し
い
こ

と
か
ら
有
名
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
噂
を
聞
き
ミ
ネ
ア
サ
ヒ
の
生
み
の

親
、
三
河
山
間
地
で
も
大
々
的
に
栽
培
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
し
、
九
州

で
評
判
が
起
た
な
か
っ
た
ら
幻
の
お
米

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
の
後
、
三
河
山
間
地
域(

三
百
～

六
百
㍍)

で
の
食
味
が
再
評
価
さ
れ
、
改

め
て
作
付
け
が
増
え
、
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ

ま
し
た
。 

 

 

ミ
ネ
ア
サ
ヒ
の
旨
い
理
由
は
、
夜
と
昼

の
温
度
差(

日
温
較
差)

が
お
米
の
味
を

作
り
あ
げ
る
特
徴
が
あ
る
こ
と
か
ら
四

谷
の
千
枚
田
に
適
し
た
品
種
と
言
え
る

こ
と
で
し
ょ
う
。 

長
篠
合
戦
と
タ
ニ
シ 

天
正
三
年
五
月
、
徳
川
家
康
の
属
城
長

篠
城
主
奥
平
貞
昌(

二
十
二
才)

は
武
田

勝
頼
の
率
い
る
一
万
七
千
の
攻
囲
を
受

け
て
、
手
兵
五
百
と
と
も
に
籠
城
し
死
闘

し
た
。
長
篠
城
の
手
兵
は
十
日
余
り
に
わ

た
る
武
田
軍
の
猛
攻
に
耐
え
に
耐
え
た

が
、
食
糧
庫
が
焼
け
落
ち
る
と
い
う
ア
ク

シ
デ
ン
ト
に
及
び
、
沢
の
セ
リ
や
タ
ニ
シ

で
飢
え
を
し
の
ぎ
戦
い
続
け
、
援
軍
の
密

使
鳥
居
強
右
衛
門
が
も
た
ら
し
た
長
篠

危
急
の
報
に
徳
川
家
康
八
千
、
織
田
信
長

三
万
の
連
合
軍
が
馳
せ
参
じ
、
落
城
を
免

れ
た
。
貞
昌
は
長
篠
城
守
城
の
功
績
に
よ

り
家
康
の
養
女
「
亀
姫
」
を
娶
り
幾
つ
か

の
城
主
を
歴
任
、
出
世
コ
ー
ス
を
驀
進
し

た
。
人
間
、
偉
く
な
る
と
過
去
の
苦
し
み

を
忘
れ
、
有
頂
天
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

貞
昌
は
、
大
分
県
の
中
津
城
の
城
主
に
な

っ
て
も
飢
え
か
ら
助
け
て
も
ら
っ
た
「
タ

ニ
シ
」
の
恩
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
感
謝

の
意
か
ら
神
殿
に
奉
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
中
津
市
で
は
毎
年
五
月
「
タ
ニ
シ

ま
つ
り
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

         

奥
三
河
鳳
来 

長
篠
城
趾
で
も
五
月
五

日
、
「
長
篠
合
戦
の
ぼ
り
ま
つ
り
」
が
盛

大
に
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
祭
り
に
は
籠
城

兵
達
が
飢
え
を
凌
い
だ
と
伝
わ
れ
る
タ

ニ
シ
を
お
供
え
物
と
し
て
千
枚
田
の
タ

ニ
シ
が
恒
例
で
奉
ら
れ
て
い
ま
す
。 

げ
な
げ
な
噺 

山
崩
れ
供
養
塔
の
建
つ
「
か
し
ゃ
げ

峠
」
の
左
側
に
「
じ
ょ
う
が
ね
」
と
呼
ば

れ
る
山
が
あ
る
。
こ
の
山
は
「
城
鐘
」
と

か
「
城
ヶ
根
」
と
云
わ
れ
て
お
る
だ
げ
な
。 

設
楽
郷
土
研
究
家
沢
田
久
夫
氏
は
「
奥

三
河
の
山
城
と
狼
煙
台
」
―
深
い
Ｖ
字
谷

よ
り
成
り
立
つ
奥
三
河
に
あ
っ
て
戦
国

武
将
は
い
か
に
し
て
情
報
伝
達
を
し
た

か
ー
の
文
中
、
奥
三
河
が
武
田
領
と
な
っ

た
時
代
の
進
駐
軍
本
営
は
玖
老
勢
塩
平

城
に
置
か
れ
、
甲
州
と
の
情
報
伝
達
は

〔
方
瀬
城
峰
―
四
谷
城
峰
―
鍬
塚
城
―

矢
筈
峠
―
丸
山
‐(

信
州
境)

‐
ム
ネ
バ

タ
山
〕
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

そ
い
だ
も
ん
で
「
じ
ょ
う
が
ね
」
は
「
城

峰
」
っ
て
ゆ
う
じ
ゃ
ぁ
な
い
ず
ら
か
の
ん 

 
 
 
 
(

舜) 
 

行 
 

平
成
十
八
年
四
月
二
十
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鞍
掛
山
麓
千
枚
田
保
存
会 
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文 
 

責 

小 

山 

舜 
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昨年の田植え風景 


