
新岡垣
風土記

第421回

　

写
真
は
、
昭
和
四
十
年
代

初
頭
の
山
田
区
の
田
ん
ぼ
の

風
景
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
風
景
は
岡
垣
の
ど
の
地
域
で
も
見

ら
れ
た
。

　

円
錐
形
に
見
え
る
の
が「
ト
ウ
シ
ャ

ク
」で
、
稲い

な
わ
ら藁
を
積
み
上
げ
た
も
の
で

あ
る
。
高
い
も
の
に
な
る
と
大
人
の
背

丈
以
上
の
高
さ
の
も
の
も
あ
っ
た
。

　
ト
ウ
シ
ャ
ク
は
、

「
稲い

な
づ
み積
」の
音
読
と

い
わ
れ
て
お
り
、

日
本
全
国
で
見
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
呼
称
は
多
様

で
、
ト
ウ
シ
ャ
ク

と
呼
ぶ
地
域
は
限

ら
れ
る
。

　

刈
り
取
っ
た
稲

は
、
脱
穀
す
る
ま

で
に
乾
燥
さ
せ
る

必
要
が
あ
っ
た
。

写
真
後
方
に
見
え

る
の
は
稲
を
乾
燥

さ
せ
る
も
の
で
、

「
か
け
い
ね
」ま
た

は「
か
け
ぼ
し
」と

呼
ば
れ
た
。
架
け

干
し
は
江
戸
時
代
に
は
既
に
推
奨
さ
れ

て
い
た
方
法
で
あ
っ
た
が
、
架
け
干
し

が
普
及
す
る
ま
で
は
、
刈
り
取
っ
た
稲

を
田
ん
ぼ
の
地
面
で
乾
燥
す
る
地じ

ぼ
し干
の

方
法
が
長
く
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

下
の
写
真
は「
シ
ン
コ
ウ
ヅ
ミ
」で
稲
を

交
互
に
積
み
上
げ
て
乾
燥
さ
せ
る
方
法

で
あ
る
。

　

乾
燥
を
終
え
、
脱
穀
し
た
後
に
は
大

量
の
稲
藁
が
残
る
。
こ
の
稲
藁
を
貯
蔵

す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
技
術
が
ト
ウ

シ
ャ
ク
で
あ
る
。

　
稲
藁
を
円
筒
形
に
積
み
上
げ
て
頂
部
に

藁わ
ら
た
ば束
の
屋
根
を
か
ぶ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

稲
藁
は
、
農
家
に
と
っ
て
は
貴
重

な
資
源
で
あ
り
、
た
い
肥
・
飼
料
・

藁わ
ら
な
わ縄
・
筵む

し
ろ
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
。
こ
の

た
め
、
稲い

な
や屋
と
い
わ
れ
る
農
業
倉
庫
で

貯
蔵
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
量
の

稲
藁
を
貯
蔵
す
る
方
法
と
し
て
ト
ウ

シ
ャ
ク
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

　

こ
の
ト
ウ
シ
ャ
ク
も
、
農
業
の
機
械

化
に
よ
り
、
コ
ン
バ
イ
ン
で
の
収
穫
が

普
及
し
た
こ
と
や
稲
藁
そ
の
も
の
を
利

用
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
次
第
に

姿
を
消
し
て
い
っ
た
。

▲稲藁を積み上げた「トウシャク」

▲稲を乾燥させるための「シンコウヅミ」

岡
垣
歴
史
文
化
研
究
会　
石
田　
健
次

失
わ
れ
た
岡
垣
の
農
村
風
景

　
　
　
　
―
ト
ウ
シ
ャ
ク
の
あ
る
田
ん
ぼ
―
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