
【
全
国
の
焼
畑
と
鶴
岡
の
焼
畑
】

　

焼
畑
は
、
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
ま
で

南
西
諸
島
か
ら
東
北
地
方
ま
で
の
山
間

地
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
作

物
を
栽
培
す
る
直
前
に
、
タ
ケ
、
カ
ヤ
、

雑
木
な
ど
の
ほ
か
、
薪
炭
用
の
ナ
ラ
や

建
材
に
使
う
ス
ギ
の
伐
採
後
の
枝
葉
を

燃
や
す
と
、
燃
焼
の
過
程
で
生
成
す
る

窒
素
、
リ
ン
酸
、
カ
リ
ウ
ム
を
含
む
成

分
が
地
力
を
高
め
る
の
で
す
。
そ
こ
で
一

般
的
に
は
1
年
か
ら
4
年
程
度
、
雑
穀
、

豆
類
、
野
菜
な
ど
の
作
物
の
輪
作
を
行

い
、
そ
の
後
再
び
元
の
植
生
に
還
し
ま

す
。
そ
の
後
数
年
か
ら
数
十
年
の
休
閑

期
間
を
お
い
て
地
力
を
回
復
さ
せ
ま
す
。

そ
の
間
に
森
林
が
自
然
あ
る
い
は
人
工

的
に
再
生
し
ま
す
。

　

焼
畑
を
や
り
す
ぎ
て
は
げ
山
の
面
積

が
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
り
、
森
林
再
生

が
困
難
に
な
る
ほ
ど
地
力
を
消
耗
し
た

り
す
れ
ば
問
題
で
す
が
、
森
林
再
生
を

前
提
と
す
る
焼
畑
は
む
し
ろ
作
物
栽
培

に
と
っ
て
も
、
森
林
の
維
持
・
造
成
に

と
っ
て
も
有
益
で
持
続
可
能
な
林
地
の

使
い
方
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

鶴
岡
の
焼
畑
で
栽
培
さ
れ
る
作
物
と

し
て
カ
ブ
が
最
も
重
要
で
、
火
入
れ
1

年
目
に
栽
培
さ
れ
ま
す
。
焼
畑
で
カ
ブ

を
栽
培
す
る
文
化
は
九
州
山
地
や
島
根

の
奥
出
雲
地
方
の
ほ
か
、
北
陸
か
ら
東

北
の
日
本
海
側
を
中
心
に
、
福
島
県
に

も
見
ら
れ
ま
す
。
鶴
岡
で
は
伝
統
的
に

杉
の
伐
採
跡
地
を
利
用
す
る
焼
畑
が
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
木
材
価
格
の
低

迷
で
伐
採
や
火
入
れ
地
の
確
保
が
困
難

に
な
っ
た
た
め
、
水
田
畦
の
法
面
の
草

地
に
火
入
れ
す
る
焼
畑
も
多
く
な
り
ま

し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
20
年
く
ら
い

前
か
ら
、
輪
作
は
せ
ず
に
1
年
カ
ブ
を

栽
培
し
て
休
閑
す
る
方
法
が
主
流
に
な

り
ま
し
た
。
な
ぜ
焼
畑
で
カ
ブ
を
栽
培

す
る
か
と
い
う
と
、
焼
畑
で
な
い
と
出

せ
な
い
カ
ブ
本
来
の
外
観（
側
根
が
少
な

く
肌
が
美
し
い
、
赤
色
が
美
し
い
）、
食

感（
肥
料
を
入
れ
ず
に
水
は
け
の
良
い
斜

面
で
育
つ
と
カ
リ
ッ
と
し
た
歯
ざ
わ
り
）

や
風
味（
油
粕
の
よ
う
な
肥
料
の
匂
い
が

な
く
ピ
ュ
ア
な
カ
ブ
の
味
と
香
り
）が
あ

る
か
ら
で
す
。
た
だ
し
科
学
的
に
明
確

な
根
拠
は
未
だ
見
い
だ
せ
て
い
ま
せ
ん
。

鶴
岡
に
は
焼
畑
で
栽
培
さ
れ
る
4
種
の

在
来
の
カ
ブ
、
宝
谷
か
ぶ
、
田
川
か
ぶ
、

温
海
か
ぶ
、
藤
沢
か
ぶ
が
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

【
宝
谷
か
ぶ
】

　

月
山
山
麓
に
位
置
す
る
鶴
岡
市
宝
谷

に
は
宝
谷
か
ぶ
が
あ
り
ま
す
。「
宝
谷
史
」

に
は
、
天
保
堰
の
開
削
の
こ
ろ（
天
保
3

（
1
8
3
２
）年
～
天
保
9（
1
8
3
8
）

年
）に「
宝
谷
が
ら“
か
ぶ
ら
〟背
負
っ
て
え

た
ば
、
他
の
村
の
衆
が
ら
な
ん
ぼ
が
、
も

し
ぇ
が
ら
え
だ
も
ん
だ
ど
や
」（
宝
谷
か

ら“
か
ぶ
ら
〟背
負
っ
て
持
っ
て
行
っ
た
ら
、

他
の
村
の
人
た
ち
か
ら
、
た
い
へ
ん
喜
ば

れ
た
そ
う
だ
）と
う
言
い
伝
え
が
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
宝
谷
か
ぶ

は
少
な
く
と
も
２
０
０
年
近
い
歴
史
を

持
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
宝
谷
に
は

「
な
つ
の
さ
ぶ
い
と
し
は
、
か
ぶ
ら
ま
け
」

と
い
う
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
冷

害
で
米
が
不
作
に
な
り
そ
う
な
年
は
カ
ブ

の
種
子
を
余
計
に
ま
い
て
飢
饉
を
回
避

し
な
さ
い
と
い
う
祖
先
か
ら
の
教
え
で
す
。

　

冬
期
、
宝
谷
か
ぶ
を
漬
物
や
汁
物
に

す
る
だ
け
で
な
く
、
正
月
の
現
金
収
入

を
得
る
た
め

に
鶴
岡
の
町

に
売
り
に
行

き
、
ど
ん
が

ら
汁
の
具
材

と
し
て
珍
重

さ
れ
た
よ
う

で
す
。
現
在
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は
、
天
ぷ
ら
、
そ
ば
の
薬
味
、
ピ
ザ
の
ト

ッ
ピ
ン
グ
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た（
Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ「
宝
谷

か
ぶ
で
、
び
ー
と
・
い
っ
と
」
２
０
２
1

年
11
月
28
日
に
紹
介
さ
れ
て
い
る「
宝
谷

か
ぶ
の
カ
ブ
ら
な
い
レ
シ
ピ
」を
参
照
）。

【
田
川
か
ぶ
】

　

鶴
岡
市
田
川
地
区
で
赤
カ
ブ
の
栽

培
が
始
ま
っ
た
の
は
明
治
34
年
以
降
と

の
こ
と
で
す（「
少
連
寺
の
歴
史
」よ
り
）。

当
時
は
温
海
か
ぶ
の
種
子
を
毎
年
購

入
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
昭
和
25
年

こ
ろ
か
ら
、
故
榎
本
勝
子
さ
ん
が
温
海

か
ぶ
の
種
子
を
元
に
自
家
採
種
を
始
め
、

温
海
か
ぶ
よ

り
も
色
が
濃

く
て
扁
平
な

形
を
し
た
カ

ブ
を
選
抜
し

て
つ
く
り
出

し
た
の
が
田

川
か
ぶ
で
す
。

【
温
海
か
ぶ
】

　

温
海
か
ぶ
は
県
内
で
最
も
古
い
歴

史
を
持
つ
カ
ブ
で
す
。「
松
竹
往
来
」

（
1
6
７
２
）に「
温
海
蕪
」と
し
て
温

海
地
域
の
産
物
と
し
て
登
場
し
て
い
ま

す
。
ま
た
1
8
０
０
年
の
こ
ろ
の
古
文

書
に
は
カ
ブ
1
個
が
４
文
で
、
18
個
で

米
1
升
に
相
当
す
る
価
格
で
取
引
さ
れ

て
い
た
こ
と
や
、「
あ
ば
漬
け
」と
い
う

漬
物
を
江
戸
に
送
っ
た
り
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
つ
み
温
泉
客
向

け
に
販
売
さ

れ
て
き
た
歴

史
な
ど
も
考

え
る
と
、
古

く
か
ら
地
域

ブ
ラ
ン
ド
商

品
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

【
藤
沢
か
ぶ
の
由
来
】

　

藤
沢
か
ぶ
は
、
地
上
部
の
首
の
部
分

が
赤
く
着
色
す
る
細
い
長
カ
ブ
で
、
皮

が
薄
く
食
感
が
よ
い
の
が
特
徴
で
す
。

野
菜
の
在
来
品
種
の
研
究
で
有
名
な

青
葉
高
先
生
が
著
書『
北
国
の
野
菜

風
土
誌
』で
藤
沢
か
ぶ
と
紹
介
し
た
の

が
名
前
の
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
以
前
は「
と
う
げ
の
や
ま
」と

呼
ば
れ
、
か
な
り
古
い
時
代
に
温
海

地
域
の
峠
ノ
山
地
区
か
ら
来
た
嫁
が
持

ち
込
ん
だ
と
の
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
し

た
。
２
０
1
5
年
に
峠
ノ
山
在
住
の
80

歳
を
超
え
る
女
性
か
ら「
昭
和
30
年
代

こ
ろ
ま
で
藤
沢
か
ぶ
の
よ
う
な
カ
ブ
が

確
か
に
あ
っ
た
」と
い
う
証
言
を
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
２
０
２
1

年
、
江
戸
時
代
の
地
図
を
見
て
い
て
驚

い
た
の
で
す
が
、
庄
内
藩
田
川
組
に
所

属
す
る
集
落

の
西
端
が
藤

沢
、
東
端
が

峠
ノ
山
に
あ

り
、
実
は
両

集
落
は
同
じ

組
に
属
し
て

い
た
事
実
を

知
り
ま
し
た
。

【
か
ぶ
漬
け
の
文
化
】

　
カ
ブ
の
甘
酢
漬
け
が
主
流
に
な
っ
た

の
は
、
昭
和
50
年
代
以
降
で
す
。
そ
れ

以
前
は
温
海
か
ぶ
や
藤
沢
か
ぶ
は
塩
と

味
噌
、
時
に
麹
や
カ
キ
の
皮
や
果
実
全

体
を
加
え
て「
あ
ば
漬
け
」に
、
田
川
か

ぶ
は「
ぬ
か
漬
け
」に
し
て
食
べ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
あ
ば
漬
け
や
ぬ
か
漬
け
は
乳

酸
発
酵
が
進
み
す
ぎ
る
と
酸
っ
ぱ
く
な

り
、
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
期
間
が
短
い

の
に
対
し
て
、
甘
酢
漬
け
は
圧
倒
的
に

長
期
間
品
質
や
食
味
が
安
定
す
る
の
で

画
期
的
だ
っ
た
の
で
す
。

　

近
年
、
若
い
世
代
が
漬
物
を
あ
ま
り

食
べ
な
く
な
り
、
カ
ブ
の
漬
物
や
カ
ブ

自
体
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
漬
物
を
見
直
す
き
っ
か
け

を
つ
く
っ
た
り
、
カ
ブ
の
新
し
い
食
べ
方

を
開
発
し
た
り
し
な
が
ら
、
若
い
世
代

に
も
貴
重
な
カ
ブ
の
文
化
を
伝
え
た
い

も
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
温
海
か
ら
離
れ
た
藤
沢
に

あ
ば
漬
け
の
文
化
が
あ
る
こ
と
は
、
藤

沢
か
ぶ
の
由
来
を
考
え
る
上
で
も
興
味

深
い
事
実
で
す
。
鶴
岡
に
伝
わ
る
在
来

の
カ
ブ
は
全
国
の
ど
こ
か
ら
伝
来
し
た

も
の
な
の
か
、
さ
ら
に
調
べ
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
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