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火
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地
元
を
愛
し
、
地
元
の
太

陽
と
大
地
の
恵
み
を
受
け
育

ま
れ
た
作
物
で
商
品
を
造
り

た
い
と
言
う
荻
原
夫
妻
。
お

酒
に
も
ワ
イ
ン
に
も
こ
だ
わ

り
が
あ
る
。

―
酒
屋
を
営
ん
で
何
年
に
な

り
ま
す
か
。

荻
原
　
昭
和
四
十
七
年
か
ら

な
の
で
、
始
め
て
三
十
五
年

に
な
り
ま
す
ね
。

―
一
代
で
始
め
た
の
で
す

か
。

荻
原
　
そ
う
で
す
。
始
め
る

前
は
ビ
ー
ル
会
社
に
勤
め
て

い
て
、
営
業
で
酒
屋
や
飲
食

店
回
り
を
し
て
い
た
の
で
す

が
、
あ
る
時
、
念
願
で
し
た

独
立
を
決
意
し
ま
し
て
ね
。

そ
れ
で
急
に
会
社
を
辞
め
た

ん
で
す
よ
。
一
年
間
は
女
房

と
赤
ん
坊
と
三
人
で
大
好
き

な
釣
り
を
し
に
あ
ち
こ
ち
出

か
け
ま
し
た
ね
。
で
も
、
そ

れ
で
は
食
べ
て
い
け
ま
せ
ん

よ
ね
。
何
か
始
め
な
い
と
い

け
な
い
と
思
っ
て
。

―
そ
れ
で
酒
屋
と
い
う
の

は
。

荻
原
　
酒
屋
に
出
入
り
し
て

い
た
経
験
か
ら
、
あ
る
程
度

の
知
識
は
あ
り
ま
し
た
か

ら
、
こ
ん
な
店
を
出
し
た
ら

い
い
な
っ
て
い
う
の
は
掴
ん

で
い
た
ん
で
す
。
小
売
り
の

み
の
酒
屋
で
い
こ
う
と
。

―
実
際
に
始
め
て
み
て
ど
う

だ
っ
た
の
で
す
か
。

荻
原
　
当
時
は
値
段
も
荒
れ

て
な
か
っ
た
の
で
、
小
売
で

十
分
利
益
が
出
た
ん
で
す
。

忙
し
く
て
、
若
い
子
三
人
雇

っ
て
バ
イ
ク
で
配
達
に
回
り

ま
し
た
。

―
ご
苦
労
さ
れ
た
こ
と
は
。

荻
原
　
私
は
涙
も
ろ
い
の

で
、
事
情
が
あ
っ
て
支
払
い

を
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
欲
し
い

と
言
わ
れ
る
と
ダ
メ
な
ん
で

す
。
集
金
が
苦
手
で
し
た

ね
。
自
分
も
人
の
連
帯
保
証

人
に
な
っ
て
、
大
き
な
借
金

を
か
か
え
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
て
、
家
内
に
は
心
配
か
け

ま
し
た
。
懸
命
に
働
い
て
、

ち
ゃ
ん
と
す
べ
て
返
し
終
わ

り
ま
し
た
け
ど
。

―
新
座
生
ま
れ
で
す
か
。

荻
原
　
家
内
も
私
も
東
京
の

新
宿
生
ま
れ
の
新
宿
育
ち
で

す
。

―
な
ぜ
新
座
に
。

荻
原
　
私
は
自
然
が
大
好
き

で
、
た
ま
た
ま
新
座
に
土
地

が
あ
っ
た
の
で
、
家
内
に
は

軽
井
沢
に
連
れ
て
行
く
と
嘘

を
つ
い
て
こ
こ
に
来
た
ん
で

す
。
当
時
は
川
越
街
道
も
ま

だ
ま
だ
自
然
が
た
く
さ
ん
残

っ
て
ま
し
た
か
ら
。

―
創
業
し
て
三
十
五
年
、
荻

原
さ
ん
の
お
薦
め
商
品
は
何

で
す
か
。

荻
原
　
当
初
は
メ
ジ
ャ
ー
な

商
品
ば
か
り
扱
っ
て
い
て
、

主
に
ビ
ー
ル
だ
っ
た
ん
で
す

が
、
大
手
の
安
売
り
合
戦
に

巻
き
込
ま
れ
て
、
こ
の
ま
ま

で
は
食
べ
て
い
か
れ
な
い

と
。

　
そ
れ
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
商

品
を
創
ろ
う
と
思
っ
て
で
き

た
の
が
「
野
火
止
わ
い
ん
」

で
す
。

―
「
野
火
止
わ
い
ん
」
の
名

前
の
由
来
は
。

荻
原
　
江
戸
時
代
の
初
期
に

玉
川
上
水
の
分
流
と
し
て
生

ま
れ
た
の
が
野
火
止
用
水
で

す
。
そ
れ
ま
で
雑
木
林
と
荒

地
だ
っ
た
野
火
止
台
地
が
、

野
火
止
用
水
の
完
成
に
よ
っ

て
台
地
が
潤
い
作
物
が
収
穫

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
水
不
足

の
時
に
都
か
ら
水
を
止
め
ら

れ
、
そ
れ
を
機
に
用
水
が
ド

ブ
化
し
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
。
そ
し
て
、
一
九
八
七
年

の
清
流
復
活
事
業
の
際
、
野

火
止
用
水
が
元
通
り
清
流
に

復
活
し
た
の
を
記
念
し
て
、

そ
れ
に
間
に
合
う
よ
う
に
造

っ
た
の
で
「
野
火
止
わ
い

ん
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。

―
特
徴
は
。

荻
原
　
地
元
産
の
ぶ
ど
う
を

使
っ
て
い
ま
す
。
オ
リ
ジ
ナ

ル
商
品
と
考
え
た
時
に
、
地

元
で
採
れ
た
物
で
造
り
た
い

と
思
っ
た
の
で
。

―
す
ぐ
に
手
に
入
っ
た
の
で

す
か
。

荻
原
　
い
い
え
。
当
時
、
ぶ

ど
う
農
家
が
九
件
あ
り
、
一

軒
一
軒
交
渉
に
歩
き
ま
し
た

が
、
ど
こ
も
生
食
用
の
巨
峰

で
、
ワ
イ
ン
に
す
る
に
は
価

格
が
合
わ
ず
、
し
か
も
素
人

の
私
な
ん
て
信
用
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
ょ
う
。
ど
こ
も
断

ら
れ
ま
し
て
ね
え
。
最
後
に

泣
い
て
お
願
い
し
て
一
軒
だ

け
協
力
し
て
く
れ
る
と
言
っ

て
く
れ
た
ん
で
す
。
嬉
し
か

っ
た
で
す
ね
え
。
な
の
で
、

初
め
は
地
元
産
と
山
梨
産
と

の
ブ
レ
ン
ド
で
し
た
。

―
現
在
は
。

荻
原
　
第
二
十
三
回
商
工
祭

（
現
・
産
業
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
）
で
、
一
〇
〇
％
新
座
産

の
「
野
火
止
わ
い
ん
」
を
直

売
し
ま
し
た
ら
、
味
が
甘
め

で
飲
み
や
す
い
と
、
す
ぐ
に

売
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
。
そ
の
後
、
新
座
の
物
産

と
し
て
育
て
よ
う
と
「
ぶ
ど

う
生
産
組
合
」
の
協
力
に
よ

り
、
去
年
か
ら
ぶ
ど
う
が
大

量
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
先
日
、
地
元
の
跡

見
学
園
女
子
大
の
紫
祭
で
、

新
座
の
物
産
品
を
何
点
か
出

し
た
中
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
結
果
で
一
位
に
な
り
ま

し
た
。

―
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
。
こ

だ
わ
り
の
商
品
な
だ
け
に
嬉

し
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、

奥
様
は
ソ
ム
リ
エ
の
免
許
を

持
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

荻
原
　
「
野
火
止
わ
い
ん
」

を
販
売
す
る
こ
と
に
な
っ
て

商
品
知
識
が
な
い
と
い
け
な

い
と
思
い
勉
強
し
始
め
た
ん

で
す
。
資
格
を
取
得
し
て
か

ら
十
二
年
に
な
り
ま
す
ね
。

フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ト
ー
に
も

行
き
ま
し
た
し
、
今
で
も
月

に
一
度
、
東
京
の
ワ
イ
ン
セ

ミ
ナ
ー
で
勉
強
し
て
い
ま

す
。

―
ワ
イ
ン
の
他
の
商
品
は
。

荻
原
　
清
酒
「
野
火
止
（
純

米
吟
醸
無
濾
過
原
酒
）」と

「
あ
さ
か
野
物
語
（
純
米
吟

醸
無
濾
過
し
ぼ
り
た
て
生
原

酒
）」が
彩
の
国
優
良
ブ
ラ
ン

ド
品
の
認
定
を
受
け
ま
し

て
、
お
陰
さ
ま
で
人
気
が
あ

り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
地
元
米

「
朝
の
光
」（
あ
さ
か
野
農

協
）
一
〇
〇
％
使
用
で
す
。

県
知
事
よ
り
「
農
林
業
賞
」

も
頂
き
ま
し
た
。
清
酒
「
野

火
止
」
は
今
年
よ
り
新
座
市

内
の
深
井
戸
水
一
〇
〇
％
で

す
。

―
今
後
は
何
か
お
考
え
で
す

か
。

荻
原
　
現
在
、
新
座
市
に

は
、
意
欲
的
な
商
工
業
者
の

方
が
多
く
お
ら
れ
ま
す
の

で
、
も
っ
と
新
座
の
物
産
を

ア
ピ
ー
ル
し
て
盛
り
上
げ
て

い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま

す
。

（
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ア
ウ
ト
ド
ア
大
好
き
の
荻

原
さ
ん
ご
夫
婦
。
休
日
は
ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
に
関
東
近
郊
の

自
然
の
中
へ
出
か
け
る
と
い

う
。
と
て
も
気
さ
く
な
人
柄

と
面
倒
見
の
良
さ
で
、
地
元

商
店
会
の
会
長
を
務
め
る
。

　
酒
の
お
ぎ
は
ら
　
の
商
品

に
は
、
野
火
止
の
潤
い
か
ら

な
る
産
物
の
や
さ
し
さ
が
詰

ま
っ
て
い
る
気
が
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
宮
本
）

　
旅
館
業
と
う
な
ぎ
料
理
が

二
枚
看
板
。
目
玉
は
な
ん
と

い
っ
て
も
う
な
ぎ
。
ユ
ニ
ー

ク
な
名
称
と
伝
統
の
味
に
惹

か
れ
、
遠
方
か
ら
通
う
人
も

増
え
て
い
る
。
店
主
の
田
中

善
次
郎
さ
ん
に
自
慢
の
味
な

ど
を
話
し
て
い
た
だ
い
た
。

―
安
政
二
年
（
１
８
５
５

年
）
の
創
業
だ
そ
う
で
す

が
、
小
川
町
に
は
当
時
、
旅

館
業
が
成
り
立
つ
ほ
ど
の
人

の
出
入
り
が
あ
っ
た
の
で
す

か
。
　

田
中
　
こ
の
町
は
昔
、
絹
と

建
具
と
和
紙
で
栄
え
た
所
で

す
。
鎌
倉
街
道
に
面
し
た
商

業
道
で
、
一
の
付
く
日
が
絹

の
、
六
の
付
く
日
に
は
建
具

の
取
引
が
あ
り
、
賑
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

―
「
女
郎
う
な
ぎ
」
の
由
来

は
…
。

田
中
　
創
業
者
と
仲
間
た
ち

が
お
伊
勢
参
り
に
行
っ
た
帰

り
に
江
戸
に
立
ち
寄
り
、
吉

原
で
遊
ぼ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
仲
間
の
お
大
尽
が

花
魁
（
お
い
ら
ん
）
を
身
請

け
し
て
故
郷
に
つ
れ
て
帰
っ

た
は
い
い
が
、
家
に
住
ま
わ

せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

う
ち
の
家
で
預
か
り
女
中
頭

に
す
る
こ
と
に
し
た
「
お
つ

る
さ
ん
」
と
い
い
ま
し
て

ね
。
彼
女
の
実
家
が
う
な
ぎ

屋
で
、
そ
こ
の
秘
伝
の
タ
レ

を
教
え
て
く
れ
た
ん
で
す
。

そ
こ
で
、
う
な
ぎ
を
出
す
こ

と
に
し
た
わ
け
で
す
。
　

―
今
で
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
す

ね
。

田
中
　
は
い
。
花
魁
う
な
ぎ

と
名
付
け
よ
う
と
し
た
が
、

こ
れ
で
は
様
に
な
ら
な
い
。

初
代
が
知
人
に
相
談
し
た
と

こ
ろ
、
女
郎
う
な
ぎ
に
し
た

ら
ど
う
か
と
言
わ
れ
た
そ
う

で
す
。
明
治
時
代
に
な
っ
て

か
ら
と
聞
い
て
い
ま
す
。

―
「
女
郎
」
と
い
う
言
葉
は

今
や
時
代
小
説
の
中
で
使
わ

れ
る
程
度
で
す
。
時
節
柄
、

世
間
の
風
当
た
り
が
強
く
あ

り
ま
せ
ん
か
。

田
中
　
確
か
に
ね
。
う
ち
を

テ
レ
ビ
で
紹
介
す
る
話
が
持

ち
上
が
っ
た
時
、
テ
レ
ビ
局

の
女
性
担
当
者
か
ら
「
福
助

は
女
性
を
ダ
シ
に
し
て
い

る
」
と
叱
ら
れ
ま
し
た
。
で

も
、
こ
れ
ば
か
り
は
変
え
る

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
う

ち
の
看
板
で
す
し
…
。

―
関
東
と
関
西
で
は
調
理
方

法
が
違
い
ま
す
ね
。

田
中
　
関
東
で
は
う
な
ぎ
を

背
開
き
し
て
蒸
す
。
竹
串
を

使
い
ま
す
。
関
西
で
は
腹
開

き
。
蒸
さ
な
い
し
、
金
（
か

な
）
串
を
使
う
。
腹
か
ら
切

る
の
が
切
腹
を
連
想
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
で
嫌
わ
れ
た
。

そ
の
名
残
で
す
か
ね
。

―
秘
伝
の
タ
レ
を
教
え
て
ほ

し
い
と
い
っ
て
も
無
理
な
相

談
で
し
ょ
う
ね
。

田
中
　
企
業
秘
密
。
う
ち
の

蔵
の
中
の
甕
に
作
っ
て
は
寝

か
し
、
古
い
順
に
使
っ
て
い

ま
す
。

―
隠
し
味
が
あ
る
の
で
す

か
。

田
中
　
え
え
。
そ
れ
が
お
客

さ
ん
に
親
し
ま
れ
る
味
を
出

し
て
い
る
ん
で
す
。

―
ど
の
よ
う
な
調
味
料
を
使

う
の
で
す
か
。

田
中
　
よ
そ
の
店
で
は
醤
油

や
み
り
ん
の
ほ
か
、
砂
糖
や

水
あ
め
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
使

う
よ
う
で
す
が
、
う
ち
の
タ

レ
に
は
砂
糖
や
水
あ
め
は
入

れ
て
い
ま
せ
ん
。
　
　

―
柿
を
使
い
ま
せ
ん
か
。

田
中
　
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。

う
ち
の
味
を
盗
も
う
と
食
べ

に
来
た
同
業
者
が
い
ま
す
。

う
な
ぎ
を
焼
い
て
ほ
し
い
、

と
注
文
し
て
き
た
同
業
者
も

い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
タ

レ
を
い
っ
ぱ
い
つ
け
て
く
る

と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

タ
レ
に
ま
つ
わ
る
話
は
随
分

あ
り
ま
す
よ
。

―
旅
館
の
方
は
部
屋
数
が
い

く
つ
あ
る
の
で
す
か
。
　　　　

田
中
　
小
部
屋
が
七
つ
と
大

広
間
で
す
。
広
間
は
改
装

前
、
五
部
屋
に
区
切
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
一
番
広
い
部

屋
に
文
豪
の
田
山
花
袋
さ
ん

が
お
泊
り
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

―
田
山
花
袋
氏
は
群
馬
県
館

林
市
の
ご
出
身
で
し
た
ね
。

田
中
　
そ
う
で
す
。
館
林
市

に
記
念
文
学
館
が
あ
り
、
私

も
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
館
員
か
ら
「
花
袋
は
埼

玉
県
の
越
生
や
寄
居
な
ど
を

旅
行
し
た
際
、
小
川
町
に
も

泊
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
と

聞
か
さ
れ
た
の
で
、「
実
は
、

そ
の
旅
館
は
う
ち
な
の
で
す

よ
」
と
打
ち
明
け
ま
し
た
。

―
福
助
に
遺
品
は
？

田
中
　
二
階
に
飾
っ
て
い
ま

す
。
当
時
の
宿
帳
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
田
山
さ
ん
が
宿
泊

さ
れ
た
分
だ
け
が
ど
う
し
て

も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
　

―
こ
こ
で
執
筆
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

田
中
　
田
山
さ
ん
は
明
治
の

初
め
に
生
ま
れ
、
昭
和
五
年

に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
随

分
昔
の
こ
と
で
す
の
で
は
っ

き
り
し
ま
せ
ん
が
、
有
名
な

田
舎
教
師
も
こ
こ
で
執
筆
し

た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し

て
い
ま
す
。

―
由
緒
の
あ
り
よ
う
な
建
物

で
す
が
、
い
つ
ご
ろ
建
て
た

も
の
で
す
か
。

田
中
　
明
治
の
こ
ろ
で
し
ょ

う
。
私
は
七
十
を
超
え
て
い

ま
す
が
、
玄
関
を
改
装
し
た

の
が
二
歳
の
時
で
し
た
。

―
こ
れ
だ
け
古
い
と
、
愛
着

が
あ
っ
て
気
軽
に
改
装
す
る

わ
け
に
も
行
か
な
い
で
し
ょ

う
ね
。

田
中
　
二
十
年
ほ
ど
前
だ
っ

た
か
な
、
先
代
が
も
っ
と
こ

じ
ん
ま
り
と
し
た
も
の
に
建

て
替
え
よ
う
か
と
計
画
し
た

と
こ
ろ
、
後
援
会
の
人
（
お

客
さ
ん
）
に
残
し
て
お
け
と

言
わ
れ
ま
し
た
。

―
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
う

な
ぎ
と
言
え
ば
近
年
は
養
殖

物
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て

い
ま
す
ね
。

田
中
　
う
ち
も
今
は
養
殖
物

で
す
。
生
簀
で
う
な
ぎ
を
泳

が
せ
て
い
る
の
は
餌
を
よ
く

吐
か
せ
て
身
を
引
き
締
ま
ら

せ
る
た
め
で
す
。
身
が
締
ま

っ
て
い
な
い
う
な
ぎ
は
お
い

し
く
な
ら
な
い
。

―
六
代
目
だ
そ
う
で
す
が
、

七
代
目
は
？

田
中
　
長
男
が
こ
の
商
売
を

継
が
な
い
と
い
う
の
で
、
次

女
が
婿
を
取
る
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。
福
助
は
一
代
お

き
に
養
子
な
ん
で
す
よ
。

　
　
　
　
◇

　
古
き
時
代
の
面
影
を
わ
ず

か
な
が
ら
も
残
し
て
い
る
小

川
町
で
、
女
郎
う
な
ぎ
は
町

の
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
。
町

を
訪
れ
る
時
に
は
立
ち
寄
っ

て
、
伝
統
の
味
を
賞
味
し
て

み
た
い
。
古
い
暖
簾
を
守
り

な
が
ら
、
町
の
活
性
化
に
ど

う
一
役
買
う
か
が
福
助
に
課

さ
れ
て
い
る
。
　
（
泉
沢
）

（
小
川
町
大
字
小
川
、
0
4

9
3
・
7
2
・
0
0
2
6
）


