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蜜
柑
園
の
白
い
紙
テ
ン
ト
の
精
神
風
土 

―
命
の
安
売
り
は
農
業
だ
け
で
は
な
い
― 

津 

野 

幸 

人 

 

松
山
市
か
ら
南
へ
道
後
平
野
を
よ
ぎ
る
と
、
四
国
山

地
の
麓
に
展
開
す
る
ミ
カ
ン
園
地
帯
に
至
る
。
幼
年
時

代
の
私
は
、
晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
真
っ
白
い
テ
ン

ト
群
が
蜜
柑
山
に
出
現
す
る
の
を
美
し
い
風
景
と
し
て

眺
め
て
い
た
。 

小
学
一
年
生
の
と
き
だ
と
記
憶
す
る
。
蜜
柑
農
家
の

若
い
母
親
が
樹
に
被
せ
た
紙
テ
ン
ト
を
取
り
外
し
て
い

る
と
き
、「
ア
ッ
、
桃
の
匂
い
が
す
る
」
と
、
一
言
い
っ

て
急
死
し
た
こ
と
を
級
友
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。
こ
の
時
、

は
じ
め
て
蜜
柑
山
の
白
い
紙
テ
ン
ト
が
、
カ
イ
ガ
ラ
ム

シ
な
ど
の
強
力
な
害
虫
を
殺
す
た
め
の
「
青
酸
ガ
ス
く

ん
蒸
」
と
い
う
命
が
け
の
農
作
業
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
。 そ

の
作
業
の
内
容
は
こ
う
だ
。
ま
ず
、
ミ
カ
ン
樹
を

和
紙
製
の
丈
夫
な
紙
袋
で
す
っ
ぽ
り
と
覆
っ
て
気
密
に

保
つ
。
こ
の
中
で
、
水
を
入
れ
た
鉢
に
濃
硫
酸
、
青
化 

 

    

ソ
ー
ダ
、
の
順
に
加
え
て
い
く
と
猛
毒
の
白
い
青
酸

ガ
ス
が
噴
出
す
る
。
ガ
ス
の
拡
散
を
促
す
た
め
に
作
業

者
は
団
扇
で
あ
お
ぐ
。
こ
の
間
、
ど
ん
な
に
苦
し
く
て

も
呼
吸
を
止
め
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
口
吸
う

と
即
死
で
あ
る
。
息
が
続
か
な
く
な
る
寸
前
に
、
テ
ン

ト
の
外
に
這
い
出
る
。
世
界
に
も
例
を
み
な
い
こ
の
命

が
け
の
労
働
は
、
大
正
時
代
か
ら
大
戦
後
ま
で
続
き
、

や
が
て
水
田
害
虫
を
駆
除
す
る
猛
毒
有
機
リ
ン
剤
（
ホ

リ
ド
ー
ル
）
を
果
樹
園
に
散
布
す
る
こ
と
で
終
焉
を
み

た
の
で
あ
る
。 

国
際
法
に
よ
っ
て
化
学
兵
器
と
し
て
使
用
を
禁
止
さ

れ
て
い
る
青
酸
ガ
ス
を
、
果
樹
園
の
害
虫
防
除
に
使
用

す
る
と
い
う
乱
暴
な
農
業
技
術
の
発
祥
地
は
ど
う
や
ら

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ら
し
い
。
と
も
あ
れ
、
明
治
維
新

後
に
ア
メ
リ
カ
よ
り
多
く
の
新
し
い
園
芸
作
物
が
導
入

さ
れ
、
そ
の
栽
培
は
わ
が
東
ア
ジ
ア
農
民
の
特
技
で
あ

る
集
約
農
法
に
よ
っ
て
精
密
化
さ
れ
た
。 

 
 

 

や
が
て
、
農
産
物
市
場
の
発
展
に
伴
っ
て
異
常
な
ま

で
に
外
観
に
こ
だ
わ
る
園
芸
産
品
の
出
荷
が
生
産
者
に

要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
場
業
者
が
こ
だ
わ
る

の
は
、
食
の
安
全
よ
り
も
見
て
く
れ
の
よ
さ
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が
農
産
物
の
格
付
け
基
準
と
な
る
の
だ
。
こ
の
ハ

ー
ド
ル
を
超
す
た
め
に
農
家
は
自
ら
の
健
康
を
犠
牲
に

し
て
農
薬
散
布
を
お
こ
な
う
。
殊
に
密
閉
さ
れ
た
ハ
ウ

ス
栽
培
で
は
、
農
薬
散
布
回
数
が
多
い
の
で
事
態
は
深

刻
だ
。
こ
の
現
状
を
脱
皮
し
な
い
限
り
、
農
業
後
継
者

の
確
保
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
青
酸
ガ
ス
く
ん
蒸
で
み
た

と
お
り
、
貧
困
か
ら
の
脱
出
の
た
め
に
は
、
生
命
を
も

粗
末
に
す
る
と
い
う
精
神
風
土
が
、
若
者
の
魅
力
を
そ

ぐ
の
で
あ
る
。 

平
坦
地
の
少
な
い
四
国
で
は
、
食
糧
自
給
の
た
め
に

農
民
は
山
腹
、
山
麓
に
階
段
状
の
小
区
画
農
地
を
構
築

し
た
。
こ
こ
か
ら
生
活
費
を
稼
ぎ
だ
す
た
め
に
は
、
換

金
作
物
の
導
入
が
不
可
欠
で
あ
る
。
桑
（
養
蚕
）、
除
虫

菊
、
桃
、
柑
橘
な
ど
の
導
入
が
試
み
ら
れ
た
。
こ
の
な

か
で
日
本
在
来
の
温
州
蜜
柑
の
栽
培
は
比
較
的
安
定
し

た
収
入
を
約
束
し
て
く
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
命
が
け
の

農
業
技
術
が
投
入
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
農
民
に
と
っ
て
は
貧
困
と

の
戦
い
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

二
宮
尊
徳
の
時
代
の
農
民
は
、
勤
勉
を
武
器
と
す
れ

ば
衣
食
住
は
自
給
で
き
た
。
現
代
の
貧
困
は
、
貨
幣
経

済
の
下
で
の
そ
れ
で
、
金
の
無
い
の
は
首
の
無
い
の
と

等
し
い
。
い
ま
や
、
わ
が
国
で
は
農
村
の
貧
困
と
都
市

の
貧
困
と
の
同
時
進
行
が
起
こ
っ
て
い
る
。
都
市
で
は

不
正
規
雇
用
の
増
加
、
超
過
勤
務
の
強
制
、
さ
ら
に
は
、

教
育
費
の
高
騰
な
ど
そ
の
一
例
だ
。
や
は
り
、
資
本
主

義
は
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
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