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まほろば主人宮下  周平
（仁木農場より )

―
新
規
就
農
一
年
生
日
記
―　

そ
の
５

「 

冬
来
春
不
遠

　
　
～
冬
来
た
り
な
ば
、
春
遠
か
ら
じ
～ 

」

　
店
内
に
飾
る
垂
れ
幕
用
に
、
島
田
さ
ん
が
撮
っ
た
写
真
。

　
紅ベ

ニ
シ
タ
ン

紫
檀
の
赤
い
実
が
覗の

ぞ

く
白
雪
を
見
て
い
て
も
、
何
時
も

の
よ
う
に
パ
ッ
と
言
葉
が
浮
か
ん
で
来
な
い
。

　「
う
ん
ー
、
何
か
な
…
…
？
」

　
し
ば
ら
く
し
て
、
こ
の
言
葉
が
閃

ひ
ら
め

い
た
。

　
そ
う
、「
冬
来
た
り
な
ば
、
春
遠
か
ら
じ
…
…
」

　
原
典
の
漢
文
は
、
何
か
ら
来
た
の
か
、
と
調
べ
る
と
、

意
外
や
意
外
、
英
詩
で
あ
っ
た
。

　If w
inter com

es, can spring be far behind?

 

　
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
シ
ェ
リ
ー
の
「
西
風
に
寄
せ
る
歌
」
の

一
節
で
あ
っ
た
。

　
も
し
、
漢
文
が
原
典
で
「
冬
来
春
不
遠
」
な
ら
ば
、「
冬
来

た
り
て
春
遠
か
ら
ず
」
の
有あ

り
体て

い

の
訳
で
済
ん
だ
だ
ろ
う
。

英
詩
の
せ
い
か
、
名
訳
者
の
せ
い
か
、
未
然
形
と
接
続
助
詞

「
ば
」、
打
ち
消
し
推
量
の
助
動
詞
「
じ
」
で
、
何
と
も
心
地

よ
い
響
き
を
加
え
て
古
今
の
名
句
と
な
っ
た
。
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そ
う
い
え
ば
、
仁

木
の
隣
、
余
市
を
舞

台
に
繰
り
広
げ
ら
れ

た
「
マ
ッ
サ
ン
」
こ

と
竹
鶴
夫
婦
の
リ
タ

夫
人
は
ウ
イ
ス
キ
ー

の
本
場
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
出
身
、
ご

主
人
も
修
業
し
た
土

地
。
彼
女
が
あ
の
大

正
時
代
見
知
ら
ぬ
異

国
日
本
の
北
の
外
れ

に
来
た
こ
と
は
、
ど

れ
ほ
ど
の
苦
節
を
経

て
き
た
こ
と
だ
ろ
う

か
。「
マ
ッ
サ
ン
」

の
ド
ラ
マ
に
も
、
こ

の
「
冬
来
た
り
な
ば

…
…
」
の
章
が
あ
っ
て
、
子
供
が
生
ま
れ
な
い
、
仕
事

が
う
ま
く
い
か
な
い
、
と
い
う
あ
ら
す
じ
の
中
、
二
人

し
て
こ
の
一
節
を
心
に
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
耐
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
の
撮
影
現
場
の
余
市
川
が
、
吾
が
畑
の
横
を
通
っ
て
い
る
。
原
生
の
藪

を
抜
け
る
川
面
が
何
と
も
言
え
な
い
昔
な
が
ら
の
風
情
を
残
し
て
い
る
。

　
冬
の
辛
い
訪
れ
が
来
た
な
ら
、
春
の
日
差
し
を
待
ち
焦
が
れ
て
耐
え
る

力
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
う
思
う
の
だ
。
き
っ
と
こ
の
冬
の
中
に
、
春
も
夏

も
秋
も
す
べ
て
の
季
節
が
ぎ
っ
ち
り
詰
ま
っ
て
い
る
。
春
の
優
し
さ
は
、

夏
の
輝
き
、
秋
の
渋
さ
、
冬
の
厳
し
さ
が
あ
っ

て
こ
そ
、
一
層
光
り
出
す
の
だ
。
そ
ん
な
父

母
の
よ
う
な
色
と
り
ど
り
な
自
然
の
移
ろ
い

に
私
た
ち
は
鍛
え
ら
れ
育
て
ら
れ
て
い
る
。

不
思
議
な
時

　
畑
で
仕
事
を
す
る
と
、
毎
日
家
内
は
Ｔテ

レ
ビＶ

で
当
地
の
３
時
間
お
き
、
週
間
の
天
気
予
報

を
常
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
仕
事
の
段
取
り
を

す
る
。
実
に
予
報
も
コ
ロ
コ
ロ
変
化
す
る
。

当
た
り
外
れ
の
あ
る
中
、
い
か
に
天
候
が
農

作
業
に
大
切
か
を
身
を
以
て
学
ぶ
。

　
殊こ

と

に
、
雨
の
日
は
作
業
が
出
来
ず
、
土
も

ヌ
カ
っ
て
仕
事
が
で
き
な
い
。
雨
の
降
ら
な

い
旱か

ん
ば
つ魃

も
困
る
が
、
降
り
過
ぎ
に
も
泣
か
さ

れ
る
。
更
に
雪
と
も
な
れ
ば
、
作
物
は
凍
る
、

片
付
け
は
出
来
な
い
で
、
頭
を
抱
え
る
。

　
さ
す
が
に
、
十
月
末
の
一
足
早
い
初
雪
に
、

「
あ
ぁ
、
ダ
メ
だ
！
」
と
絶
望
の
た
め
息
を
付

い
た
。
冬
の
片
付
け
が
ま
だ
出
来
て
い
な
い
。
あ
れ
も
し
て
い
な
い
、

こ
れ
も
し
て
い
な
い
。
み
な
雪
の
下
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
手
が
付
け

ら
れ
な
く
な
る
。
マ
ル
チ
も
剥は

が
し
て
い
な
い
。
畑
も
耕
し
て
い
な
い
。

…
…
山
の
よ
う
に
あ
る
仕
事
。

　「
あ
ぁ
、
来
年
ま
で
お
預
け
と
は
、
情
け
な
い
な
ー
」
と
落
胆
。
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こ
の
ビ
ニ
ー
ル
マ
ル
チ
を
外
す
こ
と
は
、
中
々
コ
ツ
が
い
り
、

１
０
０
ｍ
剥
が
す
の
に
工
夫
と
時
間
が
か
か
り
、
一
日
に
何
本
も
出
来

な
い
。
後
始
末
し
て
心
さ
っ
ぱ
り
し
て
正
月
を
迎
え
た
い
な
。
そ
ん
な

忸じ
く
じ怩

た
る
思
い
。

　

　
し
か
し
、
数
日
後
、
太
陽
が
射
し
込
み
雪
も
溶
け
た
！

　
こ
の
時
と
ば
か
り
、
息
子
と
一
緒
に
懸
命
に
剥
が
し
た
。
切
れ
切
れ

に
な
る
ビ
ニ
ー
ル
に
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
泥
と
雪
の
重
た
さ
に
全

身
を
使
っ
て
引
き
ず
る
し
ん
ど
さ
は
並
で
な
い
が
、
そ
れ
で
も
外は

ず

し
終

わ
っ
た
時
の
喜
び
は
代
え
難
い
も
の
が
あ
っ
た
。
自
然
の
優
し
さ
が
身

に
染
み
通
る
ほ
ど
に
感
じ
ら
れ
た
。

　「
あ
ぁ
、
自
然
は
待
っ
て
い
て
く
れ
て
い
る
…
…
」
と
。

　
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
春
一
番
、
仁
木
に
越
し
て
来
た
際
、
札
幌
か
ら
移
植
さ
せ
る
た
め
に

持
っ
て
来
た
沢
山
の
ニ
ラ
の
苗
。
ト
レ
ー
に
10
箱
ほ
ど
も
。
そ
れ
を
一

番
に
植
え
直
す
べ
き
な
の
に
手
が
回
ら
ず
、
生
命
力
の
強
い
ニ
ラ
は
後

回
し
に
さ
れ
、
か
わ
い
そ
う
に
古
い
納
屋
の
日
陰
に
置
か
れ
た
ま
ま
、

一
人
ぼ
っ
ち
で
何
と
半
年
も
過
ご
し
た
。
雪
は
降
っ
て
は
消
え
、
降
っ

て
は
消
え
し
て
、

　「
あ
ぁ
、
か
わ
い
そ
う
に
、
ニ
ラ
さ
ん
、
ご
め
ん
ね
、
す
ま
ん
ね
」

　
と
言
い
な
が
ら
、
今
年
植
え
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
な

が
ら
、
心
の
中
で
謝
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
数
日
後
、
カ
ラ
ッ
と
天
気
に
な
り
、
あ
れ
ほ
ど
の
雪
も
根

雪
に
な
ら
ず
、
最
後
の
土
壇
場
で
、
考
え
ら
れ
な
い
土
起
こ
し
と
植
え

付
け
が
出
来
た
の
だ
。
土
が
無
く
て
も
生
き
抜
く
ニ
ラ
の
生
命
力
に
驚

き
、
片
や
そ
う
見
せ
て
く
れ
る
自
然
の
配
慮
に
、
何
か
不
思
議
な
気
持

ち
に
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
ん
な
痒か

ゆ

き
に
手
が
届
く
と
こ
ろ
に
も
、
自
然
の

愛
は
沁し

み
渡
り
、
満
ち
満
ち
て
い
る
。
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と
き
に
、
自
然
の
災
害
が
突
発
的
に
あ
っ
て
甚
大
な
被
害
を
齎
す
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
自
然
は
緩か

ん
ま
ん慢

で
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
。
何
度

も
何
度
も
揺ゆ

り
戻
し
が
あ
り
、
引
い
て
は
返
し
、
引
い
て
は
返
す
波
の

よ
う
。
都
会
生
活
で
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
自
然
の
多
彩
で
繊
細
な
心

が
、
有
難
く
っ
て
優
し
く
っ
て
。
何
と
も
母
親
に
揺
り
篭
で
揺
ら
さ
れ

て
い
る
か
の
よ
う
。

　
一
遍
に
秋
は
去
ら
な
い
し
、
一
遍
に
冬
は
来
な
い
。

　
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
、
私
た
ち
を
呼
び
覚
ま
し
な
が
ら
、
気
付
か
せ

な
が
ら
、導
い
て
い
る
か
の
よ
う
。
何い

つ時
気
付
く
か
、何ど

こ処
で
気
付
く
か
、

と
待
っ
て
い
る
先
生
や
両
親
の
気
持
ち
の
よ
う
。
そ
れ
で
い
て
、
確
実

に
毎
日
が
微
妙
に
変
わ
っ
て
来
て
、
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
変
わ
っ

て
行
く
。
何
か
、
人
生
も
同
じ
よ
う
に
思
う
。
何
で

も
、
待
つ
。
ゆ
っ
く
り
待
つ
。
信
じ
て
待
つ
…
…
。

　
一
日
の
作
業
が
終
わ
っ
て
家
路
に
つ
く
時
、
何
と

も
言
え
な
い
満
た
さ
れ
た
充
実
感
が
あ
っ
て
、
こ
れ

を
法
悦
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
今
ま
で
中
々
感
じ
ら

れ
な
い
心
境
、
味
わ
え
な
か
っ
た
感
受
性
だ
。

　
農
民
の
悲
し
み

　
そ
ん
な
と
き
、
店
に
戻
っ
た
。

　
す
る
と
、
北
竜
の
米
農
家
・
川
本
隆た

か

幸ゆ
き

さ
ん
が
来

店
さ
れ
て
、

　「
雪
に
埋
も
れ
て
、
大
豆
が
刈
れ
ず
、
今
年
は
諦
め
て
下
さ
い
」

　「
え
ぇ
！
！
」

　
あ
の
へひ

ょ
う
げ

う
げ
味
噌
も
新あ

ら
び
し
お醤

も
、
川
本
さ
ん
の
有
機
の
鶴
の
子
大
豆
無

く
し
て
は
出
来
な
い
、困
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
刈
っ
て
か
ら
畑
で
「
島

立
て
」
で
干
す
こ
と
も
出
来
な
い
と
い
う
。

　
10
月
29
日
30
日
の
初
雪
で
、
川
本
さ
ん
の
ま
ほ
ろ
ば
用
８
・
５
反
22

俵
の
大
豆
が
忽
然
と
し
て
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
ま
ほ
ろ
ば
が
創
業

し
た
昭
和
58
年
来
30
年
振
り
の
早
い
雪
で
、
す
で
に
根
雪
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
例
年
は
11
月
半
ば
過
ぎ
だ
か
ら
、
２
週
間
早
い
。
北
竜
町
の
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農
家
も
30
～
40
町
分
取
り
残
し
て
泣
い
て
い
る
と
い
う
。
暑し

ょ

寒か
ん

別べ
つ

岳だ
け

の
空か

ら

っ
風
よ
、
何
故
に
山
間
部
だ
け
に
、
か
く
も
厳
し
い

の
か
。

　
あ
ぁ
、
何
処
も
農
家
は
天
候
に
泣
か
さ
れ
て
い
る
ん
だ
な
、

と
同
情
し
た
。
片
付
け
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
だ
。

　
あ
の
９
年
振
り
の
連
続
台
風
が
、
８
月
17
日
以
来
３
ヶ
月
、

７
、９
、10
、11
号
と
立
て
続
け
に
続
い
た
。
十
勝
を
中
心
に
全

道
各
地
で
、
河
川
の
氾
濫
と
浸
水
、
道
路
の
寸
断
と
橋
の
流
失
、

交
通
網
の
麻
痺
で
壊
滅
的
な
被
害
推
計
額
は
、
過
去
最
悪
の

２
７
８
６
億
円
、
復
旧
見
込
額
は
１
７
４
０
億
円
で
、
昭
和
56

年
の
水
害
を
上
回
っ
た
と
い
う
。

　
長
年
お
付
き
合
い
の
あ
る
剣
淵
町
の
「
い
の
ち
を
育
て
る
大
地
の
会
」

の
池
田
伊い

三さ

お男
さ
ん
。
そ
の
全
町
民
は
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
全
田

畑
は
冠
水
。

　
池
田
さ
ん
の
玉
葱
と
人
参
・
南
瓜
畑
は
二
度
も
水
を
被
っ
た
。
大
豆

の
作
柄
は
何
と
か
三
割
減
を
保
っ
た
も
の
の
、
黒
豆
は
川
本
さ
ん
と
同

じ
で
雪
の
下
に
な
っ
た
。
味
噌
醤
油
の
原
材
料
が
こ
こ
で
も
消
え
た
の

だ
。

　
こ
の
時
、
初
め
て
川
本
さ
ん
の
話
を
親
身
に
な
っ
て
聞
く
こ
と
が
出

来
た
。
自
分
が
農
家
の
真
似
事
を
始
め
て
、
漸
く
農
家
の
人
の
気
持
ち

が
少
し
ば
か
り
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
皆
こ
ん
な
ん
で
泣
か
さ
れ
て
来
た
ん
だ
な
。
残
念
だ
な
、
無
念
だ
な
。

雪を被った川本さんの大豆畑

剣淵町の水害
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一
年
の
食
い
扶ぶ

ち持
が
一
瞬
に
し
て
消
え
て
し
ま
う
自
然
の
厳
し
さ
。

　
そ
れ
を
、
０
―
１
テ
ス
ト
で
、
あ
れ
が
悪
い
、
こ
れ
が
良
い
、
な
ど

と
言
っ
て
農
家
の
人
を
帰
し
た
こ
と
も
あ
り
、
切
な
い
思
い
で
戻
っ
た

だ
ろ
う
な
、
と
い
ろ
い
ろ
な
場
面
を
思
い
出
し
て
い
た
。

　
ど
ん
な
農
法
で
あ
れ
、
作
る
手
間
の
か
か
る
こ
と
は
同
じ
で
、
段
取

り
か
ら
、
育
て
や
収
穫
、
そ
し
て
後
始
末
。
何
一
つ
と
っ
て
も
、
一
つ

の
作
物
の
陰
に
は
、
百
や
千
の
手
間
が
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。

　
ど
ん
な
思
い
で
、
作
物
を
送
り
出
し
た
こ
と
か
…
…
。

日
本
の
行
く
末

　
そ
ん
な
自
然
の
し
っ
ぺ
返
し
が
、
そ
の
上
に
も
厳
し
い
農

家
の
台
所
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
。

　

　
さ
ら
に
、
農
業
の
現
実
は
、
若
者
の
行
く
手
を
阻
み
、
容

易
に
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
の
が
今
の
日
本
だ
。

　
大
集
約
の
大
型
企
業
化
に
国
は
拍
車
を
か
け
て
、
個
人
の

思
惑
が
届
か
な
い
。

　
今
、
日
本
に
は
７
０
０
を
超
え
る
過
疎
市
町
村
が
あ
り
、

全
国
の
お
よ
そ
４
割
を
占
め
て
い
る
。
人
口
で
は
８
％
程
度

だ
が
、
驚
く
こ
と
に
面
積
で
は
５
割
を
超
え
て
い
る
、
と
い

う
。
国
土
の
半
分
に
人
が
住
ん
で
い
な
い
、
畑
が
荒
れ
放
題

な
の
だ
。

　
実
際
、
こ
こ
仁
木
町
で
も
隣
近
所
は
超
高
齢
化
で
、
し
か

も
後
継
者
が
居
な
い
。
軒
並
み
そ
ん
な
状
況
だ
。
そ
し
て
農

民
の
平
均
年
齢
が
67
歳
だ
と
い
う
。
一
歳
若
い
私
は
こ
こ
で

は
ヤ
ン
グ
マ
ン
な
の
だ
。

　
こ
れ
は
笑
い
事
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
国
の
衰
退
滅
亡
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
し
て
人
口
減
少
は
急
降
下
で
現
実
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
10

年
で
、
日
本
の
人
口
は
７
０
０
万
人
減
り
、
15
～
64
歳
の
生
産
年
齢
人

口
が
７
０
０
０
万
人
に
落
ち
込
み
、
65
歳
以
上
が
半
分
の
３
５
０
０
万

人
を
突
破
す
る
の
だ
。
こ
れ
が
、
世
に
言
う
『
２
０
２
５
年
問
題
』
だ
。

　
団
塊
世
代
が
75
歳
を
超
え
て
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
何
と
国
民
の
３

人
に
一
人
以
上
が
65
歳
以
上
、
５
人
に
一
人
が
75
歳
以
上
と
い
う
、
右

を
見
て
も
左
を
見
て
も
お
年
寄
り
と
い
う
嘗
て
人
類
が
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
『
超
高
齢
社
会
』
を
迎
え
る
。
す
で
に
昨
年
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
の
だ
。
社
会
保
障
の
破
綻
、
際
限
の
な
い

増
税
、
山
積
す
る
難
題
、
と
ん
で
も
な
い
こ

の
事
態
を
誰
が
解
決
す
る
の
か
。

　　
そ
し
て
、
何
よ
り
も
そ
の
口
に
入
れ
る
物

を
誰
が
作
る
の
か
。
50
年
前
１
１
７
４
万

人
だ
っ
た
農
業
従
事
者
が
何
と
８
割
激
減

の
２
０
５
万
人
、
さ
ら
に
10
年
後
に
は
３

割
も
減
っ
て
、
介
護
葬
儀
の
従
事
者
ば
か
り

が
激
増
す
る
。
現
在
８
２
０
万
人
の
認
知

症
患
者
が
、
２
０
２
５
年
に
は
１
・
５
倍
の

１
２
０
０
万
人
に
も
膨
れ
上
が
り
、
10
人
に

一
人
が
呆ぼ

け
て
い
る
状
況
と
な
る
。

　
そ
れ
で
な
く
て
も
、
妻
に
「
認
知
症
で
な

い
？
」
と
問
わ
れ
る
昨
今
だ
。
自
分
で
は
、

聞
い
て
い
な
い
と
断
言
す
る
の
だ
が
、
家
内

は
何
度
も
言
っ
た
と
い
う
。
そ
ん
な
家
々
が
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向
こ
う
三
軒
両
隣
。
も
は
や
日
本
自
体
が
老
境
な
の
だ
。

　
二
宮
尊
徳
翁
は
『
農
は
立
国
の
基

も
と
い

』
と
、
農
本
思
想
を
力
説
し
た
。

何
よ
り
も
食
の
自
立
な
し
に
、
国
の
自
立
、
人
の
自
立
は
な
い
。
国
の

政
策
は
、
何
よ
り
も
か
に
よ
り

も
、
農
・
漁
業
の
抜
本
的
テ
コ
入

れ
が
先
決
だ
。
若
者
に
土
地
を
提

供
し
て
、
国
土
を
再
び
と
開
墾
し

て
も
ら
わ
ね
ば
、
国
は
成
り
立
っ

て
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
も
う
、
一

極
集
中
の
都
市
繁
栄
が
続
く
訳
が

な
い
。

　

　
こ
れ
か
ら
は
第
一
次
産
業
の
見
直
し
、
他
に
選
択
の
余
地
が
な
い
。

そ
れ
は
、
世
の
初
め
か
ら
天
下
の
大
道
だ
っ
た
。
も
は
や
、
自
然
に
頼

る
し
か
、
帰
る
し
か
、
日
本
の
残
さ
れ
た
道
、
世
界
を
開
く
道
が
な
い
。

再
び
と
自
然
の
懐
に

そ
の
昔　

こ
の
広
い　

北
海
道
は

私
た
ち
の　

先
祖
の　

自
由
の
天
地
で
あ
り
ま
し
た
。

天
真
爛
漫
な　

稚
児
の
様
に
、

美
し
い
大
自
然
に　

抱
擁
さ
れ
て

の
ん
び
り
と
楽
し
く
生
活
し
て
い
た
彼
等
は

真
に
自
然
の
寵
児
、

な
ん
と
い
う
幸
福
な
人
だ
ち
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

ア
イ
ヌ
神
謡
集
よ
り

　
知
里
幸
恵

　
翻
訳

　（
大
正
12
年
）

 

　
知
里
さ
ん
の
こ
の
ア
イ

ヌ
神
謡
集
を
読
ん
で
い
る

と
、
そ
の
生
き
生
き
し
た

描
写
が
以
前
は
観
念
的
に

し
か
映
ら
な
か
っ
た
も
の

が
、
こ
こ
田
舎
暮
ら
し
を

し
て
毎
日
自
然
の
呼
吸
の

中
に
身
を
置
く
と
、
そ
の
一
言
一
言
が
肌
の
中
か
ら
奥
の
心
に
染
み
亘わ

た

る
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
く
る
の
だ
。

　
以
前
は
、
極
寒
で
衣
食
住
に
不
自
由
で
大
変
、
と
想
像
す
る
し
か
な

か
っ
た
昔
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
、
何
と
贅
沢
で
豊
か
で
楽
し
い
も
の
で

あ
っ
た
か
。
そ
の
一
言
一

節
の
中
か
ら
輝
き
出
ず
る

光
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

　
そ
の
美
し
い

0

0

0

と
い
う
表

現
一
言
で
も
、
都
会
で
は

到
底
感
じ
ら
れ
な
い
、
深

い
広
い
微か

す

か
な
別
世
界

は
、
単
な
る
物
質
世
界
で

は
な
か
っ
た
の
だ
。

　
も
う
、
ア
イ
ヌ
や
縄
文

の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ

の
世
は
天
国
、
神
々
の
住

ま
う
彼
の
楽
園
で
も
あ
っ

た
の
だ
。

二宮尊徳像（1787 ～ 1856）

知里幸恵（1903 ～ 1922）
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神
は
空
を
舞
い
、
風
に
吹
か
れ
、
川
辺
を
渡
り
、
チ
セ
に
何

時
も
住
ま
う
。
冬
は
寒
く
は
な
か
っ
た
。
暖
か
だ
っ
た
の
だ
。

　
心
の
襞ひ

だ

が
寄
り
添
う
体
温
は
何
処
よ
り
も
温
か
か
っ
た
。
そ

ん
な
大
地
に
住
ま
わ
せ
て
貰
う
こ
と
の
有
難
さ
。

　
毎
日
毎
日
、
気
付
き
の
連
続
で
、
何
が
無
く
て
も
こ
の
天
地

の
間
で
人
が
生
活
す
る
こ
と
の
喜
び
は
代
え
難
い
も
の
が
あ
る

の
だ
。

　
今
年
の
連
続
台
風
で
壊
滅
的
な
被
害
は
、
悲
惨
以
外
の
何
物

で
も
な
か
っ
た
。
で
も
、
そ
ん
な
剥む

き
出
し
の
自
然
の
脅き

ょ
う
い威

ば

か
り
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。

そ
れ
で
離
散
し
た
農
家
も
あ
る
が
、
踏
み
止
ま
っ
た
ご
先
祖
も

居
て
こ
そ
今
日
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
何
よ
り
も
生
き
延
び
ら
れ

る
丈だ

け

の
収
穫
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
耐
え
ら
れ
た
の
だ
。

　
畑
が
根
こ
そ
ぎ
ダ
メ
に
さ
れ
て
も
、
そ
れ
で
も
先
祖
は
、

　「
な
に
く
そ
！
負
け
る
も
の
か
！
！
」

　
と
歯
を
食
い
縛
り
な
が
ら
耐
え
抜
い
て
来
た
か
ら
、
今
の
北
海
道
が

あ
る
。
そ
れ
を
支
え
続
け
た
の
は
、
矢
張
り
自
然
の
恵
み
と
愛
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
。

　
そ
ん
な
時
、
未
開
の
十
勝
を
開
墾
し
た
依
田
勉
三
さ
ん
な
ど
の
不
屈

の
闘
志
の
偉
大
さ
を
思
う
。

無
か
ら
有
を
生
む
。
原
生
林

か
ら
作
物
を
生
み
出
す
。
大

変
な
意
思
と
労
働
力
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

　
皆
先
輩
た
ち
は
、
私
の
歳
頃
に
、
功
成
り
名
を
遂
げ
て
次
代
に
継
い
だ
。

私
は
、
今
全
く
の
未
経
験
か
ら
、
０ゼ

ロ

の
出
発
地
点
か
ら
耕
作
放
棄
地
を
再

生
す
る
。
出
来
る
か
出
来
な
い
か
、
志
半
ば
で
倒
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
、こ
の
歳
で
、「
や
る
し
き
ゃ
な
い
！
」
と
決
意
し
て
、前
に
向
か
う
。

　
幸
い
、
経
験
深
い
家
内
に
導
か
れ
な
が
ら
、
私
よ
り
一
日
の
長
で
あ
る

息
子
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
老
体
に
鞭
打
つ
我
が
身
。

　
そ
し
て
、
ま
ほ
ろ
ば
の
店
長
は
じ
め
、
み
ん
な
の
陰
乍
ら
の
協
力
に
励

ま
さ
れ
、
何
よ
り
も
目
に
見
え
な
い
お
客
様
の
応
援
に
後
ろ
を
押
さ
れ
な

が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
一
日
一
日
を
精
一
杯
頑
張
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

　
来
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

依田勉三（1853 ～ 1925）

スーパームーンと炎


