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稲
刈
り
の
後
の
田
ん
ぼ
は
稲
に
替
わ
り
水
田
雑
草
が
主
役
と
な
る
。
カ
ヤ
ツ

リ
グ
サ
、
コ
ナ
ギ
、
イ
ヌ
ビ
エ
、
タ
ウ
コ
ギ
、
タ
カ
サ
ブ
ロ
ウ
そ
の
他
だ
。
春

に
水
田
が
耕
さ
れ
る
前
は
タ
ネ
ツ
ケ
バ
ナ
、
ス
ズ
メ
ノ
テ
ッ
ポ
ウ
な
ど
が
群
生

す
る
。
田
の
畦
道
な
ど
に
は
イ
ヌ
タ
デ
、
ボ
ン
ト
ク
タ
デ
、
ク
サ
ネ
ム
、
ツ
ユ

ク
サ
、
ト
キ
ン
ソ
ウ
な
ど
が
普
通
だ
。

　
こ
れ
ら
の
植
物
は
ご
く
普
通
に
見
ら
れ
る
種
で
、
も
と
も
と
日
本
に
自
生
し

て
い
た
植
物
と
思
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
疑
問
を
も
っ
た
の
は
故
前
川
文
夫
博

士
（
東
大
）
で
あ
る
。
博
士
が
中
国
南
部
で
軍
隊
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
き
、

日
本
で
は
水
田
や
田
畑
の
よ
う
に
耕
作
に
よ
り
定
期
的
に
生
育
地
が
撹
乱
さ
れ

る
と
こ
ろ
に
多
い
こ
れ
ら
の
植
物
が
、
中
国
で
は
水
田
は
勿
論
や
や
湿
っ
た
環

境
な
ら
ど
こ
に
で
も
生
育
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

植
物
の
世
界
で
の
分
布
を
し
ら
べ
る
と
、
中
国
だ
け
で
は
な
く
東
南
ア
ジ
ア
の

亜
熱
帯
地
方
に
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
は
我
々
が
主
食

と
し
て
い
る
イ
ネ
の
故
郷
で
も
あ
る
。

め
家
畜
ま
で
船
に
乗
せ
て
新
し
い
天
地
を
求
め
旅
に
出
た
よ
う
だ
。
そ
の
食

料
の
中
に
雑
草
の
種
子
が
混
じ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
古
代
人
が
原
始
的
な

舟
で
日
本
に
到
達
す
る
た
め
に
は
多
く
の
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
史

前
帰
化
植
物
達
も
日
本
に
到
達
し
た
も
の
は
、
幸
運
に
め
ぐ
ま
れ
た
限
ら
れ

た
種
子
達
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
維
管
束
植
物
だ
け
で
な
く
、
ウ
キ
ゴ
ケ
や

シ
ダ
植
物
の
オ
オ
ア
カ
ウ
キ
ク
サ
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
。
胞
子
の
形
で
他

の
種
子
な
ど
に
混
じ
り
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
史
前
帰
化
植
物
の
子
孫
達
は
今
農
薬
と
云
う
彼
等
に
と
っ
て
は
考

え
て
も
い
な
か
っ
た
人
為
的
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
り
生
存
が
脅
か
さ
れ
て
い

る
。
ウ
キ
ゴ
ケ
、
オ
オ
ア
カ
ウ
キ
ク
サ
、
オ
オ
ア
ブ
ノ
メ
な
ど
か
つ
て
は
水

田
雑
草
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
で
は
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
る
ま
で
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
等
史
前
帰
化
植
物
達
は
今
後
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た

ど
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
い
わ
き
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
　
理
学
博
士
）

　
前
川
博
士
は
、
こ
れ
ら
の
植
物
は
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
耕
作

文
化
が
日
本
に
伝
わ
る
と
同
時
に
イ
ネ
と
共
に
持
ち
込
ま
れ
た
随
伴
植
物
で
は

な
い
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
有
史
以
前
の
人
々
の
移
住
交
流
に
伴
い
持
ち
込

ま
れ
た
帰
化
植
物
と
云
う
意
味
で
〝
史
前
帰
化
植
物
〞
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。

夏
の
水
田
や
田
畑
の
雑
草
の
多
く
は
こ
の
史
前
帰
化
植
物
で
あ
る
と
し
た
。

発
行
日
　
　
平
成
十
四
年
五
月
二
十
七
日

発
行
所
　
　
八
十
八
膳
献
穀
会

〒
九
七
〇
―
八
〇
二
六

福
島
県
い
わ
き
市
平
八
幡
小
路
八
十
四
　

飯
野
八
幡
宮
社
務
所
内

℡
〇
二
四
六
―
二
一
―
二
四
四
四

 E-mail   iino@jinja.jp

発
行
責
任
者
　
飯
野
　
光
世

写 

真
　
オ
オ
ア
カ
ウ
キ
ク
サ
　
湯
澤
　
陽
一

      

タ
ウ
コ
ギ
　『
日
本
の
野
生
植
物
　
草
本
Ⅲ
合
弁
花
類
』
平
凡
社

　
飯
野
八
幡
宮
の
古
式
大
祭
で
行
わ
れ
る
八
十
八
膳
献
饌
神
事
は
古
く
か

ら
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
、県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
八
十
八
膳
献
饌
神
事
を
永
く
守
り
伝
え
て
ゆ
く
た
め
に
、八
十
八
膳
献

穀
会
を
発
足
さ
せ
、
神
饌
田
を
設
け
て
、
田
に
は
糯
米
を
作
り
、
畑
で
は

野
菜
等
を
栽
培
し
、
御
神
饌
と
し
て
奉
納
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
御
奉
仕
を
通
じ
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
農
耕
儀
礼
の
復
元
と
、
風

土
に
根
ざ
し
た
農
業
文
化
を
、新
し
い
世
代
が
理
解
し
て
さ
ら
に
受
け
継

い
で
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
な
に
と
ぞ
、
私
共
の
活
動
を
ご
理

解
頂
き
、
多
く
の
皆
様
が
ご
入
会
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

タウコギ

化
し
た
も
の
の
何
と
か
条
件
の
よ
く

な
い
環
境
に
適
応
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
西
日
本
の
縄
文
・
弥
生
遺
跡
の

水
田
跡
の
土
に
含
ま
れ
る
雑
草
の
種

子
や
花
粉
の
分
析
か
ら
、
史
前
帰
化

植
物
の
記
録
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。

　
イ
ネ
と
そ
の
栽
培
技
術
が
日
本
に

伝
え
ら
れ
た
経
路
に
は
い
ろ
ん
な
説

が
あ
る
。
古
代
人
は
海
を
渡
る
航
海

術
を
身
に
つ
け
て
い
た
よ
う
だ
。
長

期
航
海
の
た
め
、
食
料
や
水
を
は
じ

こ
れ
ら
の
植
物
は
南
方
に
多

く
、
し
か
も
一
年
中
青
々
と

し
て
い
る
植
物
群
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
で
は
夏
を
中

心
に
繁
り
冬
に
は
多
く
は
地

上
部
を
枯
ら
し
種
子
や
地
下

茎
で
越
冬
す
る
。
す
な
わ
ち

彼
等
の
生
活
の
本
拠
は
南
方

の
暖
地
で
あ
り
、
日
本
に
帰

暖地では田の雑草の１つである
オオアカウキクサ（須賀川市）

お
田
植
祭
が
無
事
済
ん
で
こ
れ
か
ら
稔
り
の
秋
ま
で
澤
山
の
仕
事
が
あ
る
。

田
水
の
管
理
、
畦
の
草
刈
り
、
田
の
草
取
り
、
等
々
、
稲
の
穂
が
実
れ
ば
鳥

除
け
の
網
張
り
に
汗
を
流
す
。
愈
々
、
抜
穂
祭
だ
。
豊
年
だ
。
黄
金
色
に
実
っ

た
稲
穂
が
風
に
波
立
つ
。

稲
の
香
り
が
遠
く
ま
で
流
れ
る
。
抜
穂
祭
当
日
平
商
校
生
の
刈
女
も
馴
れ
た

手
付
き
で
稲
を
刈
る
。
園
児
も
奉
耕
会
員
も
約
五
ア
ー
ル
の
田
い
っ
ぱ
い
に

人
が
溢
れ
る
。
稲
架
を
組
む
人
、
稲
を
刈
る
人
、
稲
を
束
ね
る
人
、
掛
け
る

人
、
そ
れ
ぞ
れ
が
手
際
よ
く
正
確
に
作
業
は
進
ん
で
ゆ
く
。
短
時
間
で
終
る
。

抜
穂
祭
も
目
出
度
く
終
り
田
の
脇
に
設
け
ら
れ
た
直
会
の
席
に
宮
司
始
め
奉

耕
会
員
、
村
の
人
達
の
顔
が
並
ぶ
。
奉
耕
会
々
長
の
発
声
で
祝
宴
に
移
る
。

直
会
は
に
ぎ
や
か
に
果
て
る
と
も
な
く
続
く
。
日
も
あ
ら
た
ま
り
、
脱
穀
、
稲

架
の
片
付
け
、
そ
し
て
献
饌
の
準
備
と
農
耕
儀
礼
の
伝
承
に
会
員
の
活
躍
は

続
け
ら
れ
る
。
私
も
会
員
の
一
人
と
し
て
今
後
も
微
力
な
が
ら
尽
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
献
穀
会
奉
耕
会
員
　
熊
野
神
社
総
代
）



田
に
水
を
引
く
た
め
の
水
口
を
作
る
。
同
時
に
水
口
祀
り
を
や
る
。
木
の

枝
や
花
を
さ
し
供
え
物
を
し
て
田
の
神
を
祀
る
。
本
来
な
ら
苗
代
に
種
を

播
く
と
き
豊
作
を
祈
念
し
て
祝
う
行
事
で
あ
る
。

準
備
も
備
へ
愈
々
、
お
田
植
祭
当
日
と
な
る
。

　
　
十
一
時
お
田
植
祭
開
始
、
近
く
の
畦
か
ら
大
筒
の
花
火
が
打
ち
上
げ

　
　
ら
れ
る
。

　
　
熊
野
神
社
の
社
務
所
か
ら
平
商
校
生
扮
す
る
早
乙
女
が
赤
い
襷
に
菅

　
　
笠
、
絣
の
モ
ン
ペ
も
初
々
し
く
奉
耕
会
員
の
方
々
と
列
を
な
し
て
静

　
　
か
に
神
前
に
至
る
。
式
が
終
る
と
園
児
た
ち
も
混
じ
わ
り
、
ニ
ギ
ニ

　
　
ギ
し
く
神
田
に
入
る
。

　
　
園
児
も
早
乙
女
も
泥
田
は
苦
手
だ
。

　
神
社
の
祭
礼
に
は
必
ず
神
様
に
お
供
え
も
の
を
し
ま
す
。
そ
の
お
供
え
す
る
飲
食
の
総

し
ん
せ
ん

称
を
〝
神
饌
〞
古
く
は
〝
ミ
ケ
〞
と
言
い
ま
し
た
。
神
社
の
祭
に
お
い
て
、
神
様
に
神
饌

を
奉
り
も
て
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
神
と
人
が
共
に
食
事
を
す
る
中
心
と
な
る
大
切
な
行

事
で
す
。
そ
れ
は
、
神
饌
を
神
様
に
お
供
え
し
、
丁
重
な
お
祭
り
を
し
た
後
で
、
そ
の
神

気
の
こ
も
っ
た
神
饌
を
お
下
げ
し
、
ご
奉
仕
し
た
神
職
、
総
代
、
氏
子
の
方
々
で
お
神
酒

な
お
ら
い

な
ど
を
頂
く
。
直
会
で
す
。
ま
さ
に
神
人
合
一
の
境
地
で
す
。

　
祭
礼
の
基
本
は
賓
客
を
お
も
て
な
し
す
る
こ
と
に
似
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
賓
客
を
お

迎
え
す
る
に
あ
た
り
、
家
の
内
外
を
清
掃
し
普
段
し
ま
っ
て
い
る
掛
け
軸
な
ど
床
の
間
に

飾
り
、
お
料
理
の
材
料
（
新
鮮
な
）
を
そ
ろ
え
、
お
い
し
い
お
酒
な
ど
を
準
備
し
ま
す
。

そ
し
て
、
い
ま
か
、
い
ま
か
と
来
訪
を
お
待
ち
し
、
お
い
で
に
な
る
と
、
ご
主
人
は
そ
の

家
の
最
も
良
い
客
間
に
お
通
し
し
、
丁
寧
な
ご
挨
拶
を
し
ま
す
。
そ
の
間
、
家
の
人
は
、

特
に
子
供
た
ち
は
「
い
ま
お
客
様
が
お
い
で
に
な
る
か
ら
静
か
に
し
な
さ
い
」
な
ど
と
言

わ
れ
、お
客
様
が
帰
る
ま
で
じ
っ
と
我
慢
を
し
て
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

別
に
子
供
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
さ
て
、
お
客
様
に
お
酒
や
お
料
理
が
出
さ
れ
無
事

に
お
帰
り
に
な
る
と
、家
の
中
は
な
ん
と
も
い
わ
れ
ぬ
安
堵
感
が
広
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
述
べ
て
み
る
と
、
ま
さ
に
神
様
の
お
も
て
な
し
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
付
く

で
し
ょ
う
。
祭
礼
の
緊
張
が
昇
神
の
儀
に
よ
り
、
滞
り
な
く
終
了
す
る
と
参
列
者
一
同

ほ
っ
と
し
、
直
会
と
な
り
和
楽
の
一
時
と
な
る
の
で
す
。
神
と
人
と
の
か
か
わ
り
は
、
こ

の
も
て
な
し
つ
つ
待
つ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
緊
張
感
の
後
の

安
堵
感
。
私
は
こ
の
安
堵
感
が
と
て
も
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
飯
野
八
幡
宮
　
宮
司
）

　
飯
野
八
幡
宮
で
は
毎
年
九
月
十
五
日
に
古
式
豊
か
な
大
祭
が
斉
行
さ
れ
る
。な
か
で
も

八
十
八
膳
献
饌
の
神
事
は
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。こ
の
八
十

八
膳
献
饌
の
神
事
に
使
わ
れ
る
糯
米
は
、
中
塩
の
神
田
で
耕
作
さ
れ
、
九
月
十
五
日
の
大

祭
に
お
供
え
す
る
た
め
一
年
間
に
亘
り
、
奉
耕
会
員
の
人
達
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い

る
。そ
こ
で
年
始
め
か
ら
稲
の
収
穫
ま
で
の
主
な
作
業
と
行
事
を
追
っ
て
拙
い
自
作
の
俳

句
を
配
し
な
が
ら
綴
っ
て
見
た
い
。

先
ず
年
の
始
め
の
一
月
六
日
に
農
立
て
祭
り
が
あ
る
。

こ
の
祀
り
は
田
畑
の
神
々
に
豊
作
を
祈
念
す
る
予
祝
の
行
事
で
あ
る
。

一
月
は
未
だ
寒
く
土
も
凍
っ
て
い
る
。

し
か
し
土
に
は
春
の
息
吹
き
が
感
じ
ら
れ
る
。

田
打
ち
祭
は
お
田
植
の
準
備
を
す
る
た
め
田
を
耕
し

代
掻
き
を
す
る
。
神
田
の
周
囲
の
畦
を
泥
で
塗
り
固

め
水
漏
れ
や
よ
そ
か
ら
の
浸
水
を
防
ぐ
た
め
ガ
ッ
チ

リ
塗
り
上
げ
る
。
畦
塗
り
は
手
作
業
で
あ
る
。
腰
も

痛
む
。
泥
も
跳
ね
る
。


