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92
年
か
ら
学
生
ら
と
調
査
に

訪
れ
て
い
る
。本
寺
の
小
区
画

水
田
は
、明
治
の
地
割
り
を
残

し
て
い
る
。一
生
懸
命
生
き
て

き
た
人
た
ち
は
、故
郷
へ
の
愛

着
や
農
業
へ
の
思
い
が
強
い
。

農
村
調
査
を
し
な
が
ら
感
じ

た
。日
本
の
水
田
農
業
は
圃
場

整
備
に
よ
っ
て
大
規
模
化
さ

れ
た
。一
方
で
、品
種
、結
い
の

精
神
、家
族
労
働
な
ど
古
く
か

ら
伝
わ
る
大
切
な
も
の
が
失

わ
れ
て
い
る
。か
つ
て
の
農
村

の
豊
か
さ
を
取
り
戻
し
て
こ

そ
、地
域
の
文
化
は
は
ぐ
く
ま

れ
て
い
く
。本
寺
の
取
り
組
み

は
景
観
行
政
の
起
爆
剤
。本
寺

地
区
か
ら
厳
美
町
全
体
へ
と
、

そ
の
輪
を
広
げ
た
い
。

人
と
自
然
が
共
生
し
、
長

い
年
月
を
か
け
て
は
ぐ

く
ま
れ
て
き
た
本
寺
の

農
村
景
観
は
、全
国
的
に
も
ま

れ
だ
。

　

東
京
・
国
学
院
大
文
学
部
教

授
の
吉
田
敏
弘
さ
ん
は
大
学
院

時
代
、骨
寺
絵
図
の
論
文
を
ま

と
め
る
た
め
に
２
年
間
、本
寺

地
区
を
調
査
し
た
。以
来
、30
年

以
上
に
わ
た
っ
て
本
寺
地
区
の

小
区
画
水
田
や
曲
線
状
の
水
路

な
ど
の
保
全
に
関
わ
っ
て
き
た
。

そ
の
特
徴
に
つ
い
て
▼
中
尊
寺

に
残
さ
れ
た
絵
図
に
描
か
れ
た

東京・国学院大の学生と

地元の人たちによる稲刈りが10月16日、

骨寺村荘園遺跡内の小区画水田で行われた。

農業農村を守るために支え合う

その姿から見えたものとは？

史
跡
が
今
も
姿
を
と
ど
め
て
い

る
▼
曲
線
状
の
農
道
、用
水
路

や
畦
畔
が
残
さ
れ
て
い
る
―
こ

と
を
挙
げ
、「
大
区
画
の
圃ほ

じ
ょ
う場

整

備
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
た
め

に
現
存
す
る
本
寺
の
伝
統
的
農

村
景
観
は
全
国
的
に
も
稀
少
」

と
語
る
。

　

一
方
で
、「
特
筆
す
べ
き
は（
本

寺
の
）
制
約
さ
れ
た
地
形
を
生

か
し
た
水
田
開
発
史
を
今
に
伝

え
て
い
る
こ
と
。景
観
保
全
を
地

区
住
民
だ
け
に
任
せ
ず
、行
政

や
都
市
住
民
な
ど
、み
ん
な
で

協
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」と
訴
え
て
き
た
。

　

06
年
か
ら
は「
都
市
住
民
が

保
全
に
協
力
で
き
る
方
法
を
探

り
た
い
」と
、荘
園
内
の
休
耕
田

を
国
学
院
大
の
学
習
田
に
借
り

て
、学
生
た
ち
と
農
作
業
体
験

に
汗
を
流
し
て
い
る
。

骨
寺
村
荘
園
遺
跡
内
の
国

学
院
大
学
習
田
で
10
月

16
日
、
恒
例
の
稲
刈
り

が
行
わ
れ
た
。

　

稲
刈
り
に
は
同
大
の
学
生
、

本
寺
小
の
児
童
、厳
美
中
の
生

徒
と
地
元
農
家
ら
約
40
人
が
参

加
。
農
家
の
指
導
を
受
け
な
が

ら
、佐
藤
正
人
さ
ん（
75
）の
15

ア
ー
ル
と
鈴
木
勇
さ
ん（
59
）の

７
ア
ー
ル
で
無
農
薬
栽
培
さ
れ

た
酒
米
の「
亀
の
尾
」６
ア
ー
ル
、

「
ひ
と
め
ぼ
れ
」８
ア
ー
ル
、「
こ

が
ね
も
ち
」８
ア
ー
ル
を
一
株
ず

つ
鎌
で
刈
っ
た
。刈
り
取
っ
た
稲

は「
ほ
ん
に
ょ
」に
掛
け
て
乾
燥
。

作
業
後
は
も
ち
つ
き
を
し
て
交

流
を
深
め
た
。

　

初
め
て
参
加
し
た
厳
美
中
３

年
の
佐
藤
光
君
は「
足
を
取
ら

れ
て
転
び
そ
う
に
な
っ
た
。
早

く
収
穫
し
た
米
を
食
べ
た
い
」

吉田敏弘さん
Yoshida Toshihiro

国学院大文学部教授

本寺から厳美全体の
景観保全へ

と
に
っ
こ
り
。２
回
目
と
い
う
本

寺
小
３
年
の
佐
藤
由
奈
さ
ん
は

「
稲
を
束
ね
る
の
が
難
し
か
っ

た
け
ど
、刈
る
の
は
上
手
に
で
き

た
」と
満
足
そ
う
。国
学
院
大
大

学
院
３
年
の
鈴
木
修
一
郎
さ
ん

は「
今
年
で
６
年
目
。土
と
ふ
れ

あ
い
、人
と
出
会
う
こ
と
で
五

感
が
磨
か
れ
て
い
る
。食
へ
の
感

謝
の
心
も
持
て
る
よ
う
に
な
っ

た
」と
言
葉
を
弾
ま
せ
た
。

今
回
か
ら
、
本
寺
地
区
だ

け
で
な
く
厳
美
町
全
体

で
重
要
文
化
的
景
観
を

保
全
し
て
い
く
た
め
、「
本
寺
地

区
小
区
画
水
田
保
存
会
」（
佐
藤

正
人
会
長
）を
設
立
。中
世
の
風

景
を
地
域
全
体
で
保
全
し
て
い

く
。学
習
田
を
提
供
し
た
佐
藤

正
人
さ
ん
は「
重
要
文
化
的
景

観
の
選
定
は
吉
田
教
授
抜
き
に

は
語
れ
な
い
。恩
返
し
の
つ
も
り

で
協
力
し
た
。こ
れ
か
ら
も
学

生
た
ち
と
の
親
交
を
深
め
て
い

き
た
い
」と
思
い
を
込
め
た
。

　

吉
田
教
授
は「
厳
美
町
全
体

で
本
寺
の
景
観
を
守
る
趣
旨
に

賛
同
し
て
も
ら
い
、今
回
初
め

て
厳
美
中
の
３
年
生
ら
に
協
力

し
て
も
ら
っ
た
。本
寺
だ
け
で
な

く
照て

る

井い

堰ぜ
き

や
大お

お

江え

堰ぜ
き

な
ど
磐
井

川
流
域
の
農
業
資
産
の
研
究
を

通
し
て
厳
美
町
全
体
の
景
観
を

保
全
し
て
い
き
た
い
」と
意
欲
を

見
せ
て
い
る
。　
　

一関市立本寺小学校

一関市立厳美中学校

佐藤由奈さん　３年

佐藤光さん　３年

稲刈りは２回目。今日はお母さんと一緒

に参加した。とても楽しかった。田んぼ

の中は歩くのが大変だったけど、上手に

刈ることができた。来年も参加したい。
自分で刈ったお米を食べてみたい。

キャベツやトマトなど野菜の収穫を手

伝ったことはあるが、稲刈りは初めて。
足を取られて転びそうになった。自分で

収穫した米は格別だと思う。学校では野

球部の投手。将来は消防士になりたい。

国学院大大学院文学研究科史学専攻

鈴木修一郎さん　大学院３年

米づくりに関わって６年目。生産者に

よって同じ米でも味は違う。本寺の人た

ちとの交流は自分にとって心の支え。こ
こに来て、水の冷たさ、土の温かさを感

じる人間になることができた。

①
保
存
会
の
会
員
か
ら
刈
っ

た
稲
の
束
ね
方
を
教
わ
る
学

生
②
無
農
薬
栽
培
さ
れ
た
酒

米
の「
亀
の
尾
」。通
常
の
稲
よ

り
黒
っ
ぽ
い
の
が
特
徴
③
稲

は
一
株
ず
つ
鎌
で
刈
っ
た
。明

治
時
代
と
同
じ
手
法
だ
④
足

を
取
ら
れ
て
転
ん
だ
厳
美
中

の
生
徒
。泥
だ
ら
け
に
な
っ
て

も
笑
顔
⑤
み
ん
な
で
食
べ
る

昼
食
は
格
別
。
会
話
も
弾
み
、

親
交
は
深
ま
る
⑥
国
学
院
大

の
学
生
、
本
寺
小
の
児
童
、
厳

美
中
の
生
徒
と
地
元
農
家
ら

約
40
人
が
参
加
。ま
さ
に
地
域

を
挙
げ
て
の
収
穫
と
な
っ
た

＊
圃
場
…
水
田
や
農
地
の
こ
と

協力

本寺の農村を守るため
支え合う人たち

①

⑤ ④ ③ ②

⑥


