
自分の身を犠牲にし、麦種を守った「義農作兵衛」。
その生き方に感銘を受けた松前の人々は、さまざまな形でその精神を語り継いできました。

義農作兵衛の死から280年余りが過ぎた今―。
当時と比べ暮らしは豊かになりましたが、人と人のつながりは希薄になるなど価値観も変わってきました。

そんな今だからこそ、あらためて「義農作兵衛」と向き合い、
義農精神をみんなで共有する必要があるのかもしれません。

座談会で義農作兵衛を見つめ直す中で、私たちにとっての「義農作兵衛」について考えます。

いつも、松前の人の心に
義農作兵衛
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「一粒の麦、地に落ちて死なずば、唯一つに

てあらん、もし死なば、多くの実を結ぶべし」

　これは、キリスト教の聖書「ヨハネによる福

音書」12 章 24 節に出てくるキリストの言葉で

す。

「一粒の麦は地に

落ちて死ななけれ

ば、一粒の麦のま

まである。しかし、

死んだなら多くの

実を結ぶことにな

る」という意味に

なります。

山
内　

町
制
60
年
を
迎
え
る
に
当
た

り
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
行
お
う
と
す

る
中
で
、
地
元
の
人
が
み
ん
な
大
事

に
し
て
い
る「
義
農
作
兵
衛
」に
つ
い

て
の
一
つ
の
物
語
を
、早
坂
暁
先
生
に

作
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
話
に
な
り

ま
し
た
。
義
農
作
兵
衛
に
つ
い
て
は

内
容
に
不
確
か
な
部
分
も
あ
る
よ
う

で
し
て
、
今
回
新
し
い
視
点
か
ら
の

話
が
聞
け
る
そ
う
で
す
。完
成
前
に

松
前
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
す
る
た

め
、こ
の
場
が
用
意
さ
れ
ま
し
た
。

町
長　

来
年
が
今
の
松
前
町
に

な
っ
て
60
年
と
い
う
、人
間
で
い
え

ば
還
暦
に
あ
た
る
大
き
な
節
目
の

年
に
な
る
の
で
、こ
れ
か
ら
の
町
づ

く
り
や
目
指
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て

考
え
ま
し
た
。そ
の
と
き
に
一
番
に

思
い
浮
か
ん
だ
の
が
義
農
作
兵
衛

で
す
。
私
自
身
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら

ず
っ
と
松
前
に
は
義
農
作
兵
衛
と
い

う
、
村
を
、農
家
を
救
っ
た
偉
人
が

い
る
こ
と
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。町

長
の
仕
事
を
す
る
に
当
た
っ
て
も
、

義
農
作
兵
衛
の「
義
農
精
神
」を
町

民
み
ん
な
が
共
有
し
て
、人
の
た
め

に
尽
く
す
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
た

町
を
目
指
す
の
が
、松
前
町
の
方
向

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。そ

し
て
、今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
義
農

作
兵
衛
を
町
民
だ
け
で
な
く
、町
外

の
人
に
も
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
、

分
か
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
部
分

は
非
常
に
強
い
で
す
。

早
坂　

私
も
義
農
作
兵
衛
の
話
は

聞
い
て
は
い
ま
し
た
が
、詳
し
く
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。ご
依
頼
を
受

け
て
現
地
へ
行
っ
て
み
た
ら
、
調
べ

れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
不
思
議
に
思
い
ま

し
た
。神
社
や
銅
像
が
あ
る
け
れ
ど

も
実
像
が
全
く
分
か
ら
な
い
。そ
し

て
、そ
の
物
証
が
残
っ
て
い
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
ま
し
た
。

町
長　

そ
う
な
ん
で
す
。
義
農
神

社
は
、
当
時
の
人
た
ち
が
義
農
作

兵
衛
を
神
様
の
よ
う
に
慕
い
、た
た

え
、み
ん
な
で
後
世
ま
で
祭
ろ
う
と

お
金
を
出
し
合
っ
て
造
ら
れ
た
。だ

か
ら
義
農
作
兵
衛
を
祭
っ
て
い
て
、

神
様
を
祭
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

ん
で
す
。神
様
の
よ
う
に
松
前
の
人

た
ち
は
慕
っ
て
、銅
像
も
建
て
た
の

で
し
ょ
う
け
れ
ど
⋮
。義
農
神
社
に

行
っ
て
も
何
も
な
い
ん
で
す
。

早
坂　

歴
史
的
に
は
浅
く
、こ
な
い

だ
の
出
来
事
で
あ
る
の
に
痕
跡
を
残

す
も
の
が
何
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

山
内　

ご
神
体
が
な
い
ん
で
す
か
、

義
農
神
社
に
は
。

町
長　

そ
う
な
ん
で
す
。
残
っ
て
い

て
も
お
か
し
く
な
い
当
時
の
草ぞ
う

履り

や

着
る
物
、
農
機
具
な
ど
何
も
な
い
。

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
義
農
作
兵
衛
が

生
き
た
時
代
は
そ
う
昔
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、本
来
な
ら
ば
神
社
に

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
祭
ら
れ
て
い
る

の
が
普
通
だ
と
思
う
の
で
す
が
⋮
。

早
坂　

こ
の
よ
う
な
不
思
議
さ
か
ら

私
の
探
索
が
始
ま
り
ま
し
た
。そ
の

中
で
、松
前
は「
海
辺
」だ
と
い
う
こ

と
と
、日
本
の
農
家
な
の
に
何
で
米

で
は
な
く「
麦
」な
の
か
と
い
う
こ
と

が
引
っ
掛
か
り
ま
し
た
。そ
こ
か
ら

導
き
出
さ
れ
た
私
の
結
論
は
、義
農

作
兵
衛
は
実
は
キ
リ
シ
タ
ン
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
す
。

山
内　

大
胆
な
仮
説
で
す
ね
。

早
坂　

私
の
母
方
の
実
家
で
あ
る

堀
江
も
海
辺
で
す
が
、近
く
に
円
明

寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。そ
こ

の
住
職
が
、ク
ル
ス︵
十
字
架
︶が
彫

ら
れ
て
い
る
お
墓
を
見
せ
て
く
れ
ま

し
た
。こ
の
辺
り
は
キ
リ
ス
ト
教
徒

が
多
か
っ
た
ら
し
く
、そ
の
人
た
ち

の
お
墓
だ
そ
う
で
す
。伊
予
の
キ
リ

シ
タ
ン
に
つ
い
て
は
、
愛
媛
大
学
名

誉
教
授
で
あ
る
小
沼
大
八
さ
ん
の
著

書「
伊
予
の
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」に

詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。伊
予
の

地
で
最
初
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ

た
の
は
、堀
江
の
６
人
の
人
た
ち
だ

と
い
う
こ
と
が
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教

師
が
報
告
し
て
い
る
記
録
に
残
っ
て

い
る
の
で
す
。
ま
た
、
話
を
聞
く
中

で
キ
リ
ス
ト
教
の
船
が
水
軍
の
先
導

の
も
と
伊
予
の
海
岸
を
通
っ
て
大
阪

に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。こ
う
い
っ
た
事
柄
が
私
の
中

で
渦
巻
い
て
―
。義
農
作
兵
衛
は
た

た
え
ら
れ
る
一
方
、な
ぜ
か
痕
跡
が

残
っ
て
い
な
い
⋮
。そ
の
と
き
、私
は

学
生
時
代
に
読
ん
だ
ジ
ッ
ド︵
フ
ラ

ン
ス
の
作
家
︶の﹃
一
粒
の
麦
も
し
死

な
ず
ば
﹄を
思
い
出
し
、は
っ
と
し
ま

し
た
。こ
の
題
名
は
キ
リ
ス
ト
の
言

葉
に
由
来
し
て
い
る
の
で
す
。そ
こ

で「
彼
は
キ
リ
シ
タ
ン
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
」と
考
え
ま
し
た
。

町
長　

さ
す
が
に
私
も
初
め
て
聞

く
話
で
す
。

早
坂　

史
料
の
中
に
は「
伊
予
国
正

木︵
松
前
︶」と
い
う
地
名
が
出
て
き

ま
す
。「
感
心
す
べ
き
清
い
生
活
の

信
者
多
し
」と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。

そ
れ
と
キ
リ
ス
ト
の「
一
粒
の
麦
」の

教
え
。
義
農
作
兵
衛
が
麦
を
大
事

に
守
っ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
ヨ
ハ

ネ
伝
の
教
え
を
か
た
く
な
に
守
っ
た

か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。あ
と
キ
リ

ス
ト
教
は
一
時
は
布
教
さ
れ
た
け
れ

ど
、途
中
か
ら
弾
圧
さ
れ
ま
す
よ
ね
。

弾
圧
さ
れ
る
中
で
物
証
が
な
く
な
っ

た
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
も
結
び
付
い

て
い
き
ま
し
た
。こ
れ
を
行
っ
た
の

は
、
時
の
政
府
で
あ
る
幕
府
で
す
。

特
に
松
山
藩
は
幕
府
の
親
藩
だ
か

ら
、幕
府
に
従
順
に
従
っ
た
。た
だ
、

幕
府
に
も
農
民
は
大
事
だ
と
い
う

思
想
は
あ
り
ま
す
。ま
た
、松
前
の

人
た
ち
は
お
た
た
さ
ん
が
い
た
よ
う

に
松
山
城
を
造
る
と
き
も
藩
に
対

し
て
非
常
に
献
身
的
だ
っ
た
。そ
う

い
う
土
地
柄
の
中
で
、作
兵
衛
を
義

農
と
し
て
た
た
え
る
形
で
顕
彰
し
て

松前の誇りである義農作兵衛を町内
外へアピールするため、物語を制作
することとした当町。作者は愛媛県出
身の作家、早

はや

坂
さか

暁
あきら

さんです。完成を前
に、町ロゴマークを作成した山内敏

びん

功
こう

さんをコーディネーターに迎え、
白石町長と３人で義農作兵衛につい
ての座談会を行いました。

早坂　暁さん

愛媛県松山市（旧北
条市）出身の作家。
著書に「花へんろ」
「夢千代日記」など
多数。東京都在住。

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

町
長　

義
農
作
兵
衛
や
そ
の
家
族
、

周
辺
の
お
百
姓
さ
ん
の
中
に
も
信
者

が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

早
坂　

信
者
が
多
か
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。飢き

饉き
ん

は
死
に
つ
な
が
り
ま

す
か
ら
、そ
の
状
況
は
私
た
ち
の
想

像
を
超
え
る
悲
惨
な
も
の
で
す
。そ

の
中
で
食
べ
物
を
守
り
切
る
の
は
至

難
の
業
で
す
。食
べ
物
が
あ
る
と
分

か
れ
ば
奪
い
合
い
に
な
っ
た
で
し
ょ

う
。で
も
義
農
作
兵
衛
の
周
囲
は
そ

う
な
ら
な
か
っ
た
。一
人
で
な
く
、み

ん
な
で
守
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

白石　勝也町長

義農作兵衛（1688～1732）
松山藩筒井村（現松前町筒井）の農家に生まれる。
幼いころから農業に励み、食べ物がなく餓死者が
続出した享保の大飢饉（1732）でも休むことなく
田を耕し続けたが、飢えに苦しみ倒れてしまう―。

それでも後世のことを思い、麦一粒食べることなく、
自分の命を引き換えに麦種を残した。
義農作兵衛とその精神は今も松前の人に受け継が
れ、神社をはじめ太鼓やまんじゅうなど、さまざま
な形で残されている。

もっと詳しく

早坂暁さん×白石勝也町長　

今、義農作兵衛について考える―。
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山
内　

こ
の
新
説
が
発
表
さ
れ
た

ら
皆
さ
ん
は
驚
く
で
し
ょ
う
ね
。

町
長　

そ
う
で
す
ね
。た
だ
我
々
は

義
農
作
兵
衛
が
何
者
で
あ
れ
、自
ら

を
犠
牲
に
し
て
地
域
の
人
を
救
お
う

と
し
た
そ
の
行
為
を
た
た
え
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
例
え
キ
リ
シ
タ
ン
で

も
そ
れ
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

山
内　

行
為
は
事
実
で
あ
っ
て
、変

わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

町
長　

そ
の
と
お
り
で
す
。昔
か
ら

俳
句
や
和
歌
な
ど
義
農
作
兵
衛
を

た
た
え
る
歌
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら

を
見
る
と
義
農
作
兵
衛
の
行
為
に

感
銘
を
受
け
た
の
は
事
実
だ
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
人
の

た
め
に
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
く
ら
い

の
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
―
。そ
し
て
、

そ
れ
を
後
世
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
松

前
の
町
づ
く
り
の
一
番
の
根
本
だ
と

思
い
ま
す
。

早
坂　

キ
リ
シ
タ
ン
は
ま
さ
に
そ
の

考
え
で
す
。義
農
作
兵
衛
は「
一
粒
の

麦
」の
精
神
を
信
じ
、
周
り
の
信
者

と
麦
を
守
り
抜
い
た
。飢
え
に
苦
し

む
飢
謹
の
中
で
は
、強
い
信
仰
心
が

な
い
と
そ
れ
ら
を
守
れ
な
い
。み
ん

な
そ
の
よ
う
な
信
仰
心
に
支
え
ら
れ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

町
長　

人
の
た
め
と
い
え
ば
、今
の

日
本
人
の「
大
き
な
災
害
が
あ
れ
ば

外
国
で
も
支
援
に
行
こ
う
」と
い
う

気
持
ち
は
素
晴
ら
し
い
。一
方
で
文

明
技
術
は
ど
ん
ど
ん
進
み
、人
に
頼

ら
な
く
て
も
自
分
一
人
で
生
活
で
き

る
と
い
う
よ
う
な
風
潮
も
あ
る
。両

極
端
な
も
の
が
あ
る
現
代
で
、今
の

日
本
人
に
と
っ
て
義
農
作
兵
衛
の
精

神
は
大
事
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

早
坂　

そ
の
と
お
り
で
す
。切
羽
詰

ま
っ
た
ら
人
間
は
何
を
す
る
か
分
か

り
ま
せ
ん
。修
羅
場
の
よ
う
な
状
況

で
、「
人
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

　

松
前
の
人
な
ら
知
ら
な
い
人
は

い
な
い「
義
農
作
兵
衛
」。
普
段
の

生
活
の
中
で
も
、さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
義
農
作
兵
衛
に
関
わ
る
機
会
が

あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
座
談
会
で
は
、
信
仰
心

に
裏
付
け
さ
れ
た
信
念
の
強
さ
と

い
う
、新
し
い
視
点
か
ら
の
義
農
作

兵
衛
像
も
話
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

中
で
も
変
わ
り
な
く
大
切
な
の
は
、

「
人
の
た
め
」に
命
を
懸
け
た
と
い

う
行
為
に
み
ん
な
感
銘
を
受
け
た

と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
自

分
た
ち
だ
け
で
な
く
、後
世
に
も
伝

え
た
い
と
い
う
思
い
を
多
く
の
人

が
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、

こ
の
よ
う
な
当
時
の
人
の
思
い
を

色
あ
せ
る
こ
と
な
く
後
世
へ
引
き

継
い
で
い
く
こ
と
で
す
。人
と
人
と

の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
り
、お
金

が
大
事
だ
と
考
え
が
ち
に
な
っ
た
、

価
値
観
が
変
わ
っ
た
今
だ
か
ら
こ

そ
―
。
あ
ら
た
め
て
義
農
作
兵
衛

と
そ
の
精
神
に
向
き
合
い
、
行
動

や
考
え
方
を
見
つ
め
直
す
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ

の
後
の
行
動
や
考
え
方
の
一
つ
一
つ

は
、き
っ
と
未
来
を
輝
か
せ
る
礎
と

な
る
は
ず
で
す
。

　

あ
な
た
の
心
に
い
る
義
農
作
兵

衛
を
今
、見
つ
め
直
し
ま
せ
ん
か
？

こ
の
麦
を
ま
い
て
た
く
さ
ん
の
麦
を

作
り
食
べ
て
も
ら
う
こ
と
だ
」と
い

う
信
念
を
誰
が
持
て
る
の
か
―
。今

の
時
代
が
そ
う
で
す
。現
代
は
お
金

で
す
。お
金
さ
え
あ
れ
ば
何
で
も
で

き
る
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、お
金

は
大
抵
不
幸
せ
を
呼
び
ま
す
。そ
の

風
潮
と
同
じ
で
す
。人
の
た
め
に
尽

く
す
の
は
で
き
そ
う
で
で
き
な
い
。

山
内　

話
が
盛
り
上
が
っ
て
き
ま
し

た
が
時
間
が
き
ま
し
た
。物
語
は
春

に
な
れ
ば
聞
け
る
と
思
い
ま
す
。

早
坂　

義
農
作
兵
衛
を
見
よ
と
は
、

愛
媛
の
一
部
の
地
域
の
話
で
は
な
く
、

人
間
を
、現
代
を
見
よ
と
い
う
こ
と

に
近
い
警
鐘
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

町
長　

松
前
町
が
歩
む
べ
き
大
き

な
方
向
性
が
、先
生
の
お
話
を
聞
い

て
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
も
そ
の
方

向
で
進
ん
で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

現代に通じる「義農精神」。
そして未来へ―。

もっと詳しく

義農作兵衛をたたえ、
多くの著名人が俳句や
和歌を詠んでいます。
一部は句碑として顕彰
されています。

高浜虚子の句碑
（義農神社内）

私たちの心にいる
義農作兵衛を

見つめ直してみよう
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