
 

 

【
東
の
今
昔
】 

  
『
田
植
え
の
話
』 

 
 

 

苗 

取 
り 

 

代
掻
き
が
全
部
終
り
金
肥

か
ね
ご
い(

化
成
肥
料)

も
打
た
れ
、
畔
ぬ
り(

漏
水
と
水
位

を
保
つ
た
め
の
畔
に
土
に
つ
け
て
手
鍬
で
壁
の
よ
う
に
塗
る
こ
と)

が
済
む
と
、

い
よ
い
よ
明
日
は
田
植
に
な
る
。
田
植
の
前
日
に
苗
取
り
を
す
る
。 

先
づ
岡
苗

代
に
水
を
張
る
。
ね
え
と
り
籠(

苗
取
籠)

又
は
ね
え
と
り
台
、
ね
え
と
り

盥
だ
ら
い

を

置
き
、
そ
の
上
に
腰
を
下
ろ
し
、
腰
を
か
が
め
て
両
手
を
前
に
出
す
、
苗
を
二
、

三
株
ず
つ
む
し
り
取
る
。 

手
頃
に
な
る
と
両
手
の
苗
を
合
せ
泥
を
す
す
い
で
、

ね
え
ば
と
称
す
る
わ
ら
を
ク
ル
ク
ル
と
二
回
ま
わ
し
束
ね
て
は
前
に
進
む
の
だ

が
、
捗
の
行
か
な
い
根
気
の
い
る
仕
事
だ
。
腰
は
痛
く
な
る
、
股
は
つ
っ
張
る
。

こ
と
に
よ
る
と
こ
う
手
と
い
っ
て
手
首
が
捻
挫
み
た
い
に
な
る
こ
と
さ
え
あ

る
。 

 

天
気
の
好
い
時
で
さ
え
辛
い
。 

南
風
の
強
い
時
、
雨
が
ざ
ん
ざ
ん
降
る
時
な

ど
、
ま
し
て
着
物
が
下
か
ら
濡
れ
て
来
た
り
す
る
と
や
り
切
れ
な
い
。
ど
ん
な
悪

天
候
の
時
だ
っ
て
止
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
。
苗
取
り
終
わ
る
と
思
わ
ず
「
よ

か
っ
た
。
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
し
ま
っ
た
。 
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取
り
終
っ
た
苗
を
本
田
に
配
分
す
る
作

業
だ
。
近
く
の
水
田
に
は
皆
で
左
右
の
手

に
十
二
、
三
束
ず
つ
下
げ
て
本
田
全
面
に

配
布
す
る
の
で
あ
る
が
、
遠
い
田
は
苗
籠

と
い
う
担
い
籠
に
入
れ
て
運
ぶ
。
農
道
や

広
い
畔
道
を
歩
く
の
さ
え
天
秤
が
肩
に
食

い
込
ん
で
来
る
の
に
、
よ
く
耕
さ
れ
た
上

に
水
を
張
る
と
、
歩
き
に
く
い
こ
と
こ
の

上
な
し
で
あ
る
。
ヨ
ロ
ヨ
ロ
ピ
シ
ャ
ピ

シ
ャ
時
に
よ
る
と
籠
を
田
に
置
い
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
苗
が
水
を

含
ん
で
重
い
こ
と
重
い
こ
と
一
苦
労
で
あ

る
。 

て
い
る
。
先
づ
親
縄 

(

た
い
し
ゃ
と
も
い
う)

を
張
る
。
こ
れ
を
基
本
と
し
て
尺

棒
に
従
い
向
う
側
と
呼
吸
を
合
せ
て 

「
ホ
ー
イ
ッ
」
「
ほ
う
ー
い
。
」
と
一
本

一
本
縄
を
進
め
て
い
く
。
こ
の
縄
張
り
が
上
手
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
田
植
の
能

率
が
大
い
に
違
っ
た
。 

 

田
の
草
取 

  

田
植
が
済
ん
で
十
日
も
過
ぎ
る
と
、
も
う
田
の
面
に
雑
草
が
生
え
始
め

る
田
の
草
取
り
の
時
で
あ
る
。
道
具
の
無
か
っ
た
頃
は
両
手
の
親
指
以
外

に
薄
い
鉄
板 

(

ト
タ
ン) 

板
を
丸
め
て
作
っ
た
爪
を
は
め
る
。 

水
田
に
四

つ
ん
ば
い
に
な
っ
て
四
株
か
五
株
位
を
受
け
持
ち
土
を
ガ
シ
ャ
ガ
シ
ャ
掻

き
ま
わ
し
な
が
ら
田
の
草
取
り
を
す
る
。
こ
れ
が
一
ば
ん
ご
、
三
ば
ん
ご

ま
で
十
日
お
き
に
や
っ
た
。 

 

そ
の
後
田
の
草
取
道
具
が
普
及
し
、
子
供
ま
で
動
員
し
て
左
の
道
具
を

持
た
せ
稲
株
の
間
を
ガ
シ
ャ
ガ
シ
ャ
リ
と
縦
に
土
を
掻
き
ま
わ
し
、
も
う

一
度
横
に
掻
き
ま
わ
し
て
草
取
り
を
す
る
。 

田
の
中
を
十
文
字
に
歩
き
廻

る
こ
と
は
随
分
と
疲
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
し
な
い
と
秋
の
収

 

苗 

運 

び 

 

い
よ
い
よ
田
植 

  

地
ば
し
り 

早
乙
女
が
田
植
え
す
る
の
に
最
も
良
い
状
態
に
な
る
よ
う
に
世
話

を
す
る
の
で
あ
る
。
土
を
平
に
し
た
り
、
苗
を
配
っ
た
り
、
余
れ
ば
取
っ
て

や
っ
た
り
、
不
足
す
る
と
補
充
し
て
や
る
の
で
あ
る
。
正
に
水
田
の
中
を
走
り

廻
る
程
だ
。
正
に
地
ば
し
り
で
あ
る
。 

 

縄
張
り 

早
乙
女
に
き
れ
い
に
田
植
え
を
さ
せ
る
為
、
縄
を
張
っ
て
や
る
人
で

あ
る
。
細
は
細
い
針
金
を
三
、
四
本
縒 よ

る
。 

植
え
る
所
に
は
赤
い
毛
糸
が
つ
い 

 

お
さ
な
ぶ
り
と
ま
ん
が
洗
い 

何
と
い
っ
て
も
田
植
は
農
家
に
と
っ
て
大

切
な
作
業
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
田
植
の
こ
と
を
「
農 の

う

」
と
い
っ
て
い

る
。
「
こ
れ
は
農
め
え(

前) 

に
や
ら
な
く
ち
ゃ
」 

「
こ
れ
は
農
過
ぎ
に

す
べ
え
」
の
よ
う
に
。 

 

田
植
が
終
っ
た
喜
び
は
格
別
で
あ
る
。
そ
の
祝
を
お
さ
な
ぶ
り
と
い
っ

て
酒
、
肴
、
煮
物
、
漬
物
、
赤
飯
、
う
ど
ん
な
ど
を
用
意
し
、
一
夜

「
え
ー
」
の
人
全
員
で
飲
み
、
食
い
、
談
笑
し
て
又
来
年
を
約
束
し
て
別

れ
る
風
習
が
あ
っ
た
又
、
こ
れ
と
同
時
に
ま
ん
が
洗
い
の
行
事
も
あ
っ

た
。 

 

 

「
え
ー
」
と
い
う
こ
と 

一
家
の
人
数
だ
は
捗 は

か

ど
ら
ず
重
労
働
な
の
で
何
か
の

つ
な
が
り
を
頼
り
に
共
同
作
業
を
す
る
こ
と
を 

「
え
ー
」
と
い
う
。
田
植
に

は
方
々
で
「
え
ー
」
が
作
ら
れ
る
。
本
家
と
新
宅
、
近
所
同
志
、
気
の
合
う
友

達
な
ど
で
あ
る
。
だ
か
ら
田
植
は
大
て
い
多
人
数
で
や
っ
て
い
る
。
自
分
の
家

が
終
っ
た
と
い
っ
て
終
っ
た
の
で
は
な
い
。
「
え
ー
」
が
終
る
と
「
良
か
っ
た

の
ー
。｣

「
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
」
と
心
か
ら
感
謝
の
こ
と
ば
が
出
る
の

で
あ
る
。 

 

す
ー
と
め 

(

早
乙
女) 

小
学
校

唱
歌
に
出
て
い
た
田
植
の
歌
は

誠
に
の
ど
か
な
農
村
風
景
を
感

じ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
外
か
ら
田

植
え
に
関
係
の
無
い
人
が
見
た

場
合
で
、
実
際
の
労
働
に
従
事

し
て
い
る
早
乙
女(

み
ん
な
が

す
ー
と
め
と
い
っ
て
い
る)

に

と
っ
て
は
そ
れ
は
そ
れ
は
重
労

働
で
あ
る
。 

 

朝
は
薄
暗
い
う
ち
か
ら
一
株

目
を
植
え
始
め
る
。
お
よ
そ
四

時
ち
ょ
っ
と
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

田
植
え
に
か
か
る
時
間
が
遅
い

と
惰
農
だ
と
い
っ
て
笑
わ
れ
る

し
、
恥
か
し
い
の
で
あ
る
。
勿

論
、
あ
さ
は
ん
め
え(

朝
飯
前)

で
あ
る
。
二
、
三
株
ず
つ
は
り

縄
に
従
っ
て
横
に
歩
き
な
が
ら

植
え
る
。 

手
の
下
り
る
の
が
早

い
人
も
遅
い
人
も
あ
る
。
そ
れ

を
う
ま
く
調
節
し
て
一
緒
に
植

切
っ
て
縄
を
す
早
く
次
に
送
る

の
が
、
縄
張
り
の
腕
前
で
あ

る
。
そ
し
て
朝
飯
ま
で
に
相
当

の
広
さ
を
植
え
る
。
そ
し
て
日

没
ま
で
こ
の
繰
返
し
で
あ
る
。

一
日
中
下
を
向
い
て
い
る
の
で

体
は
疲
れ
る
腰
は
痛
む
、
目
も

張
れ
ぼ
っ
た
く
な
る
の
で
あ

る
。 

  「田植え」  作詞 井上 赳  
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  そろた出そろた さなえがそろた 

  植えよう植えましょ みんなのために 

  米はたからだ たからの草を 

  植えりゃ こがねの花が咲く 

 

  そろた出そろた 植え手もそろた 

  植えよう植えましょ みんなのために 

  ことしゃほう年 穂（ほ）に穂が咲いて 

  みちの小草（こぐさ）も 米がなる 

 

農
具
に
苦
労
を
か
け
た
の
で
そ

れ
に
感
謝
す
る
意
味
で
あ
ろ

う
。 

又
は
泥
に
汚
れ
た
馬
鍬

ま
ん
が

を

き
れ
い
に
洗
い
酒
を
そ
そ
い
で

感
謝
す
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
様
な
一
連
の
田
植
作
業

も
、
近
年
農
法
が
変
っ
て
直
蒔

ぢ
き
ま
き

す
る
人
も
あ
り
、
機
械
化
さ

れ
、
機
械
植
す
る
家
が
多
く
な

り
昔
な
が
ら
の
田
植
風
景
は
殆

ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。 

穫
に
大
き
く
響
く
の
で
、
ど
こ

の
家
で
も
子
ど
も
ま
で
動
員
す

る
の
で
あ
る
。
然
し
、
子
ど
も

に
と
っ
て
は
甚
だ
迷
惑
の
こ
と

な
ん
だ
が
何
と
も
致
し
方
無

か
っ
た
。
今
は
化
学
薬
品
の
除

草
剤
の
効
果
が
す
ば
ら
し
い
の

で
草
取
り
姿
は
見
え
な
い
。 

故 

牛
込 

亘
さ
ん
の
『
東
の
農
村
生
活
』
か
ら
引
用 

<

つ
づ
く>

 


