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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
里
山
ひ
だ
ま
り
フ
ァ
ー
ム

坪つ
ぼ

本も
と 

好よ
し

秀ひ
で

さ
ん

1

夏
が
近
づ
く
6
月
。
市
内
の
あ
ち
こ
ち

で
田
植
え
の
光
景
が
見
ら
れ
ま
す
。

田
植
え
は
俳
句
の
季
語
に
も
使
わ
れ
、
夏
の

到
来
を
感
じ
さ
せ
る
行
事
の
一
つ
で
す
。

市
内
で
は
、
昭
和
40
年
代
ご
ろ
ま
で
、

集
落
に
「
結ゆ

い
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る

仕
組
み
が
存
在
し
、
人
々
が
助
け
合
っ
て
農

作
業
に
あ
た
り
ま
し
た
。
現
在
、
結
い
は
消

滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
里
山
の
一
部
で

は
、
近
所
同
士
で
田
植
え
や
稲
刈
り
な
ど
を

手
伝
う
慣
習
が
残
っ
て
い
ま
す
。

棚
田
が
続
く
清
水
の
惣そ

代し
ろ

地
区
で
は
、

そ
ん
な
里
山
の
風
景
を
維
持
し
よ
う

と
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
里
山
ひ
だ
ま
り
フ
ァ
ー
ム

が
毎
年
、
石
仏
小
学
校
の
児
童
を
招
き
、
米

作
り
体
験
学
習
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
次
代

を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
地
域
の
大
人
か
ら
農

業
の
大
変
さ
や
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
で
、
地

域
の
絆
を
再
発
見
し
ま
す
。
こ
れ
も
新
た
な

形
の
結
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

時
代
と
と
も
に
、里
山
を
取
り
巻
く
環
境

や
農
業
へ
の
考
え
方
は
変
化
し
ま
し

た
が
、
新
た
な
人
の
つ
な
が
り
が
私
た
ち
の

日
常
の
風
景
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
昔
、
田
植
え
は
、
村
を
あ
げ

て
行
う
大
が
か
り
な
作
業
で
し

た
。
今
で
は
機
械
化
が
進
み
効

率
的
に
な
り
ま
し
た
が
、
一
方

で
担
い
手
が
減
り
、
休
耕
田
や

放
棄
地
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　
惣
代
の
棚
田
は
、
脈
々
と
続

く
農
の
営
み
が
つ
く
り
あ
げ
た

大
切
な
日
本
文
化
の
一
つ
で
す
。

私
た
ち
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
活
動
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
仲
間
同
士

で
協
業
し
、
里
山
生
活
の
知
恵

と
技
術
を
未
来
に
伝
え
、
こ
の

自
然
景
観
を
次
世
代
に
残
し
て

い
き
た
い
も
の
で
す
。
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��棚田で田植え体験。
泥に足をとられて転びそう
になる子も。�田植え前の
準備作業（代

しろ
掻
か
き）。

清
水
・
惣
代
地
区

（
棚
田
の
田
植
え
）

◉
清水・惣代
地区
Soshiro

※惣代へは美加の台駅から
徒歩で約30分。
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