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こ
れ
は
、
昭
和
四
一
年
に
書
い
た
文
章
で
す
。 

  

星
田
の
里
に
は
昔
の
ま
ま
の
自
然
が
残
っ
て
い
る
。 

 

そ
れ
は
、
わ
た
し
が
、
幼
少
の
こ
ろ
に
馴
染

な

じ

ん
だ
自
然
で
あ
り
、
も
う
記
憶

の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
自
然
で
も
あ
る
。 

 

遅
い
梅
の
花
が
散
り
果
て
な
い
う
ち
に
、
星
田
の
里
は
、
桜
の
か
す
み
に
包

ま
れ
る
。
都
会
よ
り
気
温
が
低
い
せ
い
か
、
早
春
は
、
い
つ
ま
で
も
霜
が
降
り
、

桜
は
ま
だ
か
ま
だ
か
と
待
ち
わ
び
る
と
、
突
然
、
一
夜
明
け
れ
ば
、
里
一
面
、

花
に
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
ろ
、
里
山
が
い
っ
せ
い
に
薄
桃
色
の
衣

を
ま
と
う
。
三
つ
葉
つ
つ
じ
で
、
色
は
浅
い
が
、
花
弁
が
大
き
い
の
で
、
山
一

面
に
群
生
す
る
さ
ま
は
、
桜
の
見
事
さ
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。 

 

つ
く
し
は
、
摘
む
の
に
辟
易

へ
き
え
き

す
る
ほ
ど
に
群
が
り
出
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、

よ
く
野
辺
に
出
て
つ
く
し
を
摘
み
、
ほ
ろ
苦
い
味
を
、
飽
き
も
せ
ず
食
膳
に
供

し
た
。 

 

野
辺
に
れ
ん
げ
の

紅
く
れ
な
い

が
一
面
に
広
が
る
こ
ろ
に
は
、
晴
れ
渡
っ
た
空
に
、

葉
桜
の
美
し
い
季
節
が
訪
れ
て
い
る
。
里
山
に
は
、
い
っ
せ
い
に
新
緑
が
萌
え
、

強
風
の
日
に
は
、
葉
が
い
っ
せ
い
に
裏
返
り
、
山
の
緑
が
白
み
を
帯
び
て
光
る
。 

 

そ
の
こ
ろ
、
わ
た
し
た
ち
は
桜
の
若
葉
で
桜
餅
を
こ
し
ら
え
、
里
の
緑
の
香

り
を
満
喫
す
る
。 

 

皐
月

さ

つ

き

晴ば

れ
の
日
々
が
続
く
う
ち
に
、
里
は
濃
い
緑
に
変
わ
り
、
畑
で
は
、
赤

い
イ
チ
ゴ
の
実
が
熟
れ
は
じ
め
る
。
狭
い
畦
道

あ
ぜ
み
ち

が
イ
チ
ゴ
狩
り
の
人
た
ち
の
姿

で
に
ぎ
わ
い
、
い
く
粒
も
入
ら
な
い
小
さ
な
カ
ゴ
を
誇
ら
し
げ
に
携
え
た
人
影

が
い
く
つ
も
通
り
す
ぎ
て
い
く
。 

 

そ
の
足
元
で
は
、
す
で
に
苗
代

な
わ
し
ろ

で
苗
が
芽
を
吹
き
、
朝
な
ど
、
緑
の
毛
先
に

細
か
な
露
が
こ
び
り
つ
き
、
真
珠
の
粉
の
よ
う
に
陽
の
光
に
輝
く
。 

 

農
家
の
生
垣
に
は
、
小
さ
な
つ
る
バ
ラ
の
花
が
群
が
り
咲
き
、
あ
じ
さ
い
は

よ
う
や
く
葉
が
そ
ろ
い
始
め
る
。 

 

も
う
夜
に
な
る
と
、
苗
代
の
蛙
の
声
が
騒
が
し
い
。 

 

畑
で
は
桑
の
実
が
黒
く
熟
れ
、
み
ず
み
ず
し
い
酸
味
に
、
つ
い
度
を
越
し
て

ほ
お
ば
る
と
、
手
も
舌
も
紫
に
染
ま
り
、
洗
っ
て
も
容
易
に
お
ち
な
い
。
桑
の

実
が
黒
ず
む
と
、
イ
チ
ゴ
の
季
節
が
終
わ
り
、
や
が
て
田
植
え
が
始
ま
る
。
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
ま
だ
、
牛
が
犂す

き

を
引
く
光
景
が
残
っ
て
い
る
。 

 

夜
、
農
家
の
か
な
り
大
き
く
な
っ
た
紫
陽
花

あ

じ

さ

い

の
花
に
、
は
や
蛍
の
青
い
火
が

点
滅
し
て
い
た
り
す
る
。
早
速
、
わ
た
し
た
ち
は
、
天
の
川
の
清
流
へ
蛍
狩
り

に
出
か
け
る
。
危
な
げ
な
私
市
橋
に
立
つ
と
、
天
の
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
飛
ぶ

蛍
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
橋
の
う
え
を
行ゆ

き
交

k
a

う
。
蛍
が
、
懐
に
飛
び
込
ん
で
き
そ

う
に
思
わ
れ
る
。
何
匹
か
を
懐
に
持
ち
帰
り
寝
室
に
飛
ば
し
て
初
夏
を
遊
ぶ
。 

 

そ
の
こ
ろ
、
星
田
の
里
に
は
、
は
や
梅
雨
の
季
節
が
訪
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

年
の
暮
れ
が
迫
る
と
、
野
辺
は
冬
枯
れ
て
、
あ
ち
こ
ち
の
田
ん
ぼ
に
小
さ
く
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積
み
上
げ
た
藁
束
に
北
風
が
鳴
る
。
村
は
ず
れ
の
地
蔵
堂
の
銀
杏

い
ち
ょ
う

の
木
は
、 

時
雨

し

ぐ

れ

ふ
く
み
の
冬
空
に
、
針
の
よ
う
な
梢
を
突
き
た
て
て
い
る
。 

 

点
在
す
る
家
々
を
囲
む
木
々
は
、
柿
も
桜
も
楓
も
み
な
、
と
が
っ
た
梢
を
神

経
質
そ
う
に
低
い
曇
天
に
か
ざ
し
て
い
る
。 

 

路
傍
に
群
が
る
ス
ス
キ
は
、
突
風
に
枯
葉
を
か
さ
か
さ
鳴
ら
し
な
が
ら
も
、

古
い
穂
先
を
、
頑
固
に
ふ
り
立
て
て
曲
げ
よ
う
と
し
な
い
。 

さ
え
ず
り
だ
け
が
聞
こ
え
て
い
た
雀
の
群
れ
が
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
、
次

の
畑
へ
と
い
っ
せ
い
に
鳴
き
渡
る
。 

一
日
の
う
ち
時
々
し
か
走
ら
な
い
片
町
線
の
蒸
気
機
関
車
が
通
る
と
、
冬
風

に
途
切
れ
が
ち
の
汽
笛
が
、
ふ
と
、
野
辺
を
渡
っ
て
く
る
。 

 

お
わ
り 

          
 

                   

◇ススキは、どこにでも生えており、銀

色の穂綿をなびかせていました。 
◇現在の妙見口から私市方面を望む。 

 この上を妙見川が流れていました。 

当時の写真１．昭和４４年ころ 

当時の写真２．昭和４２年ころ 当時の写真３．昭和４２年ころ 当時の写真２．昭和４２年ころ 

◇私市植物と阿茶谷線の間のれんげ畑。 

 水田に窒素肥料を得るため、どこでも 

 植えられていました。 


