
「
う
つ
く
し
ま
」へ
の
系
譜�

『
会
津
農
書
』
は
、『
農
業
全
書
』
よ
り
も
十
三
年
も
古

く
、
さ
ら
に
会
津
と
い
う
地
に
適
し
た
農
業
技
術
を
オ

リ
ジ
ナ
ル
に
研
究
し
、
会
津
の
農
業
を
体
系
づ
け
た
も

の
で
し
た
。『
会
津
農
書
』
は
、
著
者
・
著
述
年
代
・
著

述
地
が
明
確
な
農
書
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
、
学
術

的
に
も
極
め
て
貴
重
な
書
。
国
宝
級
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
語
り
ま
す
。

与
次
右
衛
門
は
、
会
津
郡
幕
内

ま
く
の
う
ち

村
（
現
・
会
津
若
松

市
神
指

こ
う
ざ
し

町
）
の
肝
煎

き
も
い
り（
村
の
代
表
者
、
名
主
）
で
、
村
人

を
指
導
す
る
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
農
村
が
近
世
初

期
に
お
い
て
、
複
合
大
家
族
制
に
基
づ
く
団
体
で
の
農

業
を
営
ん
で
い
た
中
世
的
な
村
社
会
か
ら
、
各
々
が
独

立
し
て
農
業
を
す
る
単
婚
小
家
族
制
の
村
へ
と
変
化

す
る
中
で
、
安
定
し
た
年
貢
を
と
る
に
は
、
ど
の
農
家

で
も
一
定
の
成
果
を
あ
げ
る
た
め
の
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

が
必
要
で
し
た
。
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
づ
く
り
に
、
与
次

右
衛
門
は
ど
う
取
り
組
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
佐
々
木
さ
ん
は
、「
彼
は
、
農
業
の
基
盤

で
あ
る
土
壌
や
水
を
自
ら
実
験
・
検
証
し
、
古
く
か
ら

の
地
域
の
言
い
伝
え
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
村
内
で
も

土
地
に
よ
っ
て
適
性
が
異
な
る
米
作
や
畑
作
の
作
付

体
系
を
丹
念
に
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
」と
話
し
ま
す
。

村
内
の
各
地
に
適
す
る
農
業
技
術
を
確
立
し
、
農
民
の

自
立
に
役
立
て
る
た
め
に
、与
次
右
衛
門
は
徹
底
し
て
、

地
域
の
自
然
の
特
性
や
古
く
伝
わ
る
農
業
の
経
験
則

を
洗
い
出
し
、
体
系
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

■
農
民
の
自
立
に
求
め
ら
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル

幕
藩
体
制
が
固
ま
り
、
石
高

こ
く
だ
か

制
が
基
盤
と
な
る
中
、

米
の
安
定
的
な
生
産
を
図
る
た
め
に
農
業
技
術
を
体

系
化
し
、
農
民
に
普
及
し
て
い
く
必
要
か
ら
、
元
禄
時

代
前
後
に
は
多
く
の
農
書
が
著
さ
れ
ま
し
た
。
日
本

の
農
書
の
代
表
と
い
わ
れ
る
の
は
宮
崎
安
貞
の
『
農
業

全
書
』
で
す
が
、
こ
れ
は
中
国
の
書
を
範
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
、
各
地
の
農
書
の
多
く
は
、
こ
の
『
農
業

全
書
』
を
下
敷
き
と
し
て
書
か
れ
ま
し
た
。
佐
々
木
さ

ん
は
、「
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
与
次
右
衛
門
が
著
し
た

江
戸
時
代
中
期
に
な
る
と
、全
国
各
地
に「
農
書
」

と
呼
ば
れ
る
農
業
技
術
書
が
出
現
し
ま
す
。
農
業

技
術
を
体
系
化
し
、
農
民
に
普
及
さ
せ
よ
う
と
、
こ

の
農
書
を
会
津
の
地
で
、
全
国
的
に
も
先
が
け
て

著
し
た
の
が
佐
瀬

さ

ぜ

与
次

よ

じ

右
衛

え

門も
ん

（
１
6
3
0
〜
１

7
１
１
）
で
す
。
貞
享

じ
ょ
う
き
ょ
う

元
年
（
１
6
8
4
）
に
著
さ

れ
た
『
会
津
農
書
』
に
は
、
会
津
の
農
業
の
礎
を
築

き
、
現
代
農
業
に
大
き
な
教
訓
を
伝
え
る
技
術
と

精
神
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
長
年

『
会
津
農
書
』
の
研
究
に
取
り
組
む
福
島
県
立
博
物

館
専
門
学
芸
員
の
佐
々
木
長た

け

生お

さ
ん
に
お
話
を
伺

い
な
が
ら
、
現
代
に
も
通
ず
る
与
次
右
衛
門
の
「
農

業
の
原
点
」
に
ふ
れ
て
み
ま
し
た
。

「米どころ会津」、それは冷害を克服する与次右衛
門の農業技術があって、初めて確立したものでし
た。会津平野には、今年の秋も豊かな実りがやっ
てきました（撮影地：会津若松市神指町）

『会津農書』の内容を
和歌に詠んだ『会津歌
農書』と、与次右衛門
と農民の対話をまとめ
た『会津農書附録』（佐

瀬哲治氏蔵）。その写本は
今も佐瀬家で大切に受け継がれて

います（円内は、今も残る佐瀬家に、与次右衛
門の時代からあったと伝えられる庭）

旧会津郡幕内村�

会津農書（写） 農書の中で与次右衛門は、水
田を「郷

さと

田
だ

（里の田）」「山
やま

田
だ

」の二つに分類し、
その上で稲を早稲・中稲・晩稲と、耕作時期を
ずらした栽培で冷害のリスクを最小限にとど
める工夫を施しました

『
会
津
農
書
』を
著
し
た

佐
瀬
与
次
右
衛
門
が

伝
え
た
農
業
の
原
点
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佐瀬与次右衛門の農業指導図 ～『会津孝子伝』より～（森俊一氏蔵）与
次右衛門は約20年にわたって天候の記録をとるなどして、何日に種子

た ね

籾
もみ

を浸し、何日から田植えを始め、何日に除草、稲刈りを終えるかなど、模
範となる作業工程を示しました

福島県立博物館展示



■
自
ら
の
体
験
が
生
み
出
し
た
農
書

与
次
右
衛
門
が
と
り
わ
け
心
を
砕
い
た
の
は
、
会
津

と
い
う
厳
し
い
自
然
条
件
の
も
と
で
の
冷
害
対
策
で

し
た
。
彼
は
、
寒
さ
の
た
め
に
実
が
な
ら
ず
、
青
い
ま

ま
立
ち
枯
れ
て
い
く
稲
を
見
な
が
ら
、
何
と
か
稲
が
育

つ
方
法
が
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
う
し
て
確
立

し
た
の
が
、
寒
さ
に
強
い
稲
の
品
種
を
中
心
と
し
た
米

づ
く
り
で
し
た
。
彼
は
ど
の
田
に
は
ど
の
品
種
が
合

う
の
か
、
何
回
も
実
験
を
繰
り
返
し
、
山
間
の
田
、
平

野
の
田
、
土
の
性
質
な
ど
、
村
内
で
も
条
件
が
異
な
る

水
田
に
対
し
、
各
々
に
最
も
適
し
た
形
で
、
早
く
実
る

稲
、
遅
く
実
る
稲
な
ど
を
計
画
的
に
取
り
入
れ
て
、
寒

さ
の
被
害
を
少
な
く
す
る
よ
う
工
夫
し
た
の
で
す
。

こ
れ
は
、
東
北
地
方
で
な
け
れ
ば
決
し
て
生
ま
れ
な
か

っ
た
農
業
技
術
で
し
た
。

『
会
津
農
書
』
は
、「
田
の
部
」「
畑
の
部
」「
農
家
生
活

全
般
」
の
三
部
構
成
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
畑
作
に

つ
い
て
は
三
十
五
種
類
に
も
及
ぶ
畑
作
物
の
耕
作
法

や
作
付
時
期
等
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
れ
だ

け
多
く
の
畑
作
物
を
栽
培
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か

―
―
農
民
は
米
の
ほ
と
ん
ど
を
年
貢
と
し
て
納
め
て

お
り
、
自
家
消
費
用
と
し
て
の
雑
穀
・
野
菜
の
栽
培
は
、

必
要
不
可
欠
で
し
た
。
ま
た
与
次
右
衛
門
の
村
は
、
川

に
は
さ
ま
れ
た
扇
状
地
で
、
水
害
で
砂
が
入
り
込
み
、

米
作
よ
り
む
し
ろ
畑
作
に
適
し
た
地
で
し
た
。
こ
ん

な
背
景
か
ら
、
彼
は
農
民
の
生
活
に
必
要
な
作
物
を
限

ら
れ
た
土
地
で
栽
培
す
る
た
め
に
、「
い
つ
何
を
作
る

か
」
と
い
う
農
地
活
用
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
確
立
し

た
の
で
す
。
農
作
物
の
栽
培
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の

は
、
農
地
の
地
力
と
種
ま
き
時
期
で
す
が
、「
与
次
右
衛

門
は
、
下
肥
な
ど
の
自
給
肥
料
を
十
分
に
施
し
、
耕
作

の
時
期
に
つ
い
て
は
、
自
然
の
草
木
の
変
化
に
よ
っ
て

知
る
よ
う
教
え
て
い
ま
す
」
と
、
佐
々
木
さ
ん
は
話
し

ま
す
。
こ
こ
か
ら
も
、『
会
津
農
書
』
が
彼
の
体
験
と
実

験
報
告
、
旧
慣
習
に
よ
る
農
法
の
総
合
的
な
技
術
の
体

衛
門
の
熱
い
想
い
が
そ
の
礎
を
築
き
上
げ
た
こ
と
を
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
彼
の
村
・
幕
内
は
そ

の
後
、
若
松
城
下
へ
の
野
菜
供
給
地
と
し
て
発
展
し
、

「
菜
園

さ
い
え
ん

場ば

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
幕
内

を
は
じ
め
周
辺
の
集
落
は
、
こ
の
伝
統
を
継
承
し
、
会

津
若
松
の
台
所
を
担
う
主
要
な
野
菜
供
給
地
と
な
っ

て
い
ま
す
。

高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
急
激
に
農
業
の
機
械
化
が

進
み
ま
し
た
が
、
根
本
的
な
農
業
の
や
り
方
は
、
昔
と

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
佐
々
木
さ
ん
は
、「
む
し
ろ
ト

ラ
ク
タ
ー
で
浅
い
耕
し
方
を
繰
り
返
し
た
り
、
化
学
肥

料
を
使
っ
た
り
し
て
農
地
の
地
力
を
落
と
し
て
い
る

現
代
の
方
が
、
昔
よ
り
も
後
退
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
」
と
話
し
ま
す
。
与
次
右
衛
門
は
、「
農
民
の
家

系
書
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

■
現
代
に
伝
え
た
い
農
業
の
原
点

与
次
右
衛
門
は
の
ち
に
著
し
た
『
会
津
農
書
附
録
』

の
中
で
、
農
業
指
導
の
内
容
を
絵
図
で
示
し
た
り
、
さ

ら
に「『
会
津
農
書
』
は
一
般
の
農
民
に
は
難
し
い
」
と

い
う
声
を
聞
く
と
、
そ
の
内
容
を
和
歌
で
親
し
み
や
す

く
詠
ん
だ
『
会
津
歌
農
書
』
を
著
し
た
り
と
、
農
民
の

た
め
に
自
分
の
知
識
を
役
立
た
せ
た
い
と
い
う
想
い

は
徹
底
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
精
神
は
養
子
の
林
右

衛
門
に
受
け
継
が
れ
、『
幕
内
農
業
記
』
を
著
述
さ
せ
る

に
至
っ
て
い
ま
す
。
米
ど
こ
ろ
会
津
│
│
今
で
は
当
た

り
前
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
こ
の
事
実
も
、
与
次
右

は
単
な
る
住
ま
い
で
は
な
く
、
作
業
場
や
た
い
肥
の
生

産
場
で
も
あ
る
」
と
説
き
ま
し
た
。
何
物
も
使
い
捨
て

に
せ
ず
、
生
活
の
場
で
作
っ
た
肥
料
を
農
地
に
生
か
す

│
│
今
日
で
い
う
リ
サ
イ
ク
ル
や
有
機
農
業
の
発
想

が
、
そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
与
次
右
衛
門
の

教
え
で
一
貫
し
て
い
た
の
は
、
自
然
に
対
す
る
姿
勢
で

し
た
。
ふ
る
里
の
気
候
や
風
土
を
知
り
、
自
然
に
沿
っ

た
生
活
や
し
き
た
り
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
自
然
に
対

し
て
謙
虚
に
な
り
、
自
然
に
逆
ら
う
こ
と
の
な
い
農
業

を
営
む
こ
と
を
、彼
は
繰
り
返
し
説
い
て
い
た
の
で
す
。

与
次
右
衛
門
が
著
し
た
『
会
津
農
書
』
の
教
え
は
、

現
代
農
業
が
失
い
か
け
て
い
た
大
切
な
も
の
を
、
も
う

一
度
わ
た
し
た
ち
に
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

佐
瀬
家
周
辺
の
家
々
に
は
今
も

野
菜
の
洗
い
場
が
残
さ
れ
、
道

沿
い
に
は
水
路
が
あ
り
ま
す

会
津
農
書
の
碑
（
新
城
寺
）
与
次

右
衛
門
の
功
績
を
称
え
、
昭
和
43

年
に
建
立
さ
れ
ま
し
た

農民の家もまた生産の場ととらえた与次
右衛門。「『家の庭には実のなる木を植え
なさい』という与次右衛門の指導は、幕
内の家の庭先にいまも受け継がれていま
す」と話す佐々木さん

農耕春秋図屏
びょう

風
ぶ

（秋）（会津若松市蔵） 江戸時代の会津地方の農業の様子が伺えるこの屏風に
は、与次右衛門が農業指導をしていた頃に使われていた農具も描かれています。この頃の農具
は、高度経済成長期を迎える前まで使われていました（左は、泥田地帯の田を田植え前に代踏
みする「ナンバ」と呼ばれる田下駄の実演）
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農書誕生の地、幕内の田畑 与次右衛門のお膝元・
幕内は、城下の「菜園場」として野菜を供給し続け、
現在も近郊農業が営まれています。与次右衛門の農
業指導がそのまま受け継がれた情景が、ここにあり
ます（奥の森の中には菩

ぼ

提
だい

寺
じ

の新城寺があります）


