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時

論

農
村
問
題

ぞ」其

の
野
景

第
十
七
巻

(第
三
號

七

二
)

三
七
六

時

納
言而

農

村

問

題

ε

其

の

対

策

(下
)

河

田

嗣

郎

千

一

農
村
生
活
の
蛇
慶

.

現
時
の
農
村
問
題
に
は
農
業

々
務
に
關
す
る
問
題
ご
.
農
村
生
活

一
般
に
關
す

る
周
題
ε
が
含
ま
れ
て
居
る
こ
ド

昌

、
本
論
の
胃
頭
に
之
を
示
し
た
導

で
、
就
中
前
書

楚

霧

内
部
に
於
け
喬

響

霧

毒

に
閲
す

る
問
題
ご
が
あ
り
、
此
の
両
方
面
に
就

い
.て
は
既

に
大
禮

に
於
て
其
の
意
義
を
明
か
に
し
、
叉
其
対
策
.に
就

い
て

も
放

へ
て
来
た
。
そ
こ
で
合
取
遺
さ
れ
た
厨

の
も
の
は
、
農
村
生
活

　
般
に
關
す

る
問
題
之
で
あ
る
。
以
下
少
し

く
之
に
就

い
て
致
発
し
て
見
た
い
ε
思
ふ
。

　炭
村
生
」沽

}
般

に
糊
す
る
闇
一題
は
、
其

の
意
義
頗
る
廣
汎
で
、
.之
に
就

い
て
詳
細

に
㎝講
究
せ
ん
こ
ご
は
、
所
謂

農
村
趾
會
學
の
任
務

ご
す

る
祈
で
な
"
れ
ば
な
ら
諏
。
即
ち
現
式
の
肚
會
生
活
に
在

っ
て
は
「
膏
輩
農
村
ε
都
會

ご
が
、分
散
生
活
ご
密
集
生
活

こ
い
ふ
や
う
な
形
態
上
の
相
違
や
、
商
工
業
ε
農
業
ε
い
ふ
や
う
な
産
業
上
の
匠
別



か
ら
相
分
れ
て
居
る
ば
か
り
で
な
く
、
農
村

ご
都
會
ε
は
住
民
の
心
理
、
生
存

に
封
ず
る
態
度
等
に
至
る
ま
で
頗

る
趣
の
同

一
様
な
ら
ざ
る
も
の
め
り
、
爲
め
.に
各
相
異
れ
る
文
化
を
有
し
、
同
じ

「
つ
の
肚
會
内
の
二
匠
分
で
あ

b
乍
ら
實
は
相
異
れ
る
二
肚
會
を
形
造

っ
て
居
る
ご
謂
ひ
得
ら
れ
る
ほ
こ
の
も
の
が
あ
る
。
其
の
結
果
都
市
生
活

に
野
し
て
の
意
味

に
於
て
農
村
生
活

一
般

に
渉

っ
て
種
々
の
問
題
が
獲
生
し
、
そ
れ
等
が
集
ま

っ
て

一
つ
の
大
き
.

な
農
村
生
活
問
題
を
形
造
ヴ
、
其
の
砒
會
的
意
義
の
頗

る
重
大
な
る
を
致
し

つ
、
あ
る
。
然
か
も
其
の
問
題

の
内

容
に
就

い
で
、

一
々
詮
索

し
て
攻
究
せ
ん
こ
ε
は
、
其

の
内
容
が
生
活

↓
般

に
捗
り
、
言
語
、
風
俗
、
入
ロ
、
経

済
、
信

仰
、
漱
育
等
の
諸
方
面
か
ら
成
立
っ
て
居

る
薦
め
に
、
総

べ
て
此
等
に
渉

っ
て
綜
合
的
散
発
を
駕
す
を
以

て
任
こ
す
る
所

の
農
村
肚
曾
學
に
委
跼
る
外
は
な

い
か
ら

で
あ
る
。

從
て
藪

に
.は
私
は
た
罫
問
題
に
共
通
な
る
所
の
も
の
や
、
肚
會
政
策
的
.の
意
義

に
富
.め
る
も
の
や
に
就

い
て
、

概
括
的

の
政
察
を
試
む
る
に
止
め
て
置
く
り

仍
て
之
を
孜
ふ
る
に
、
現
今
諸
国
の
農
村
生
活
の
賞
状

に
於
て
、
問
題
の
動
機
ε
な
h
叉
諸
問
題

に
共
通
な
る
要

素
を
駕
す
所

の
も
の
は
、
農
村
住
民
の
農
村
生
活
に
封
ず
る
不
満
足
ご
い
ふ
こ
ご
之
で
め
る
。
即
ち
現
今
、
世
は

文
明
ご
爾
せ
り
れ
、
社
倉

の
入
々
は

[
般
的
に
文
化
獲
達

に
件

ふ
諸
多
の
恩
恵
に
浴
し
、
貴
き
も
賎

し
き
も
、
富

み
た
る
も
貧
し
き
も
、
皆
そ
れ
相
當
に
生
存
上
の
便
宜
を
得
、
生
活
の
内
容
を
文
明
的
に
充
貴
し
豊
富
に
す
る
を

得
る
猷
態
に
在
り
ぜ
せ
ら
れ
て
居
る
に
拘
ら
す
、
そ
の
便
宜
ε
恩
恵
ご
は
多
く
都
會

に
の
み
存
し
て
、
農
村
の
生

塒

論

農
村
問
題
ε
其
の
対
策

第
十
七
巻

(第
三
號

七
三
)

三
七
七



」

時

論

農
村
問
題
ミ
其
の
掛
簾

第
十
七
巻

(第
三
號

七
四
)

三
七
八

.活

に
は

あ
ま
り
其

の
恩
澤

の
及
ば
ざ

る
實
燕

め
る
が

薦

め
に
、
農
村

に
居
住
す

る
人

々
は

、
内
イ心
頗

る
之
を
不
満

足

こ
し
、
常

に
農
村
生
活

に
野

し

て
不
卒
を
抱

き
、
甚

し
き

に
至

っ
て
は
之
を
嫌
悪

し
呪
咀
す

る
ま
で

に
至

っ
て

居

る
。

そ
し
て
此

の
万
卒

ε
嫌

悪

ε
呪
咀

ε
が
、
獲

し
て
諸
多

の
問
題

ε
成
り

、
現
時

の
肚
會

生
活

上

に
於
け

る

.

一
大
脅

威
花
ら

ん
ε
し

つ

、
あ

る
。

惟

ふ

に
近

代

の
交
明

が
造

り
成

ざ
る

、
に
就

い
て
は
、
都
會

の
嚢
達

ε

い
ふ
こ
だ
は
、
欠

ぐ

べ
.か
ら
ざ

る

一
要

件

で
め

っ
た
δ

都
會
が
獲
達

せ
し

爲

め
に
、
政
治
も
獲
達

す
れ
ば
経
済

も
進
歩

し
、
藝
術

も
勃

興
す

れ
ば
激
育

も

盛

に
な

り
、
.要
す
る
現
代
文
化

は
能

く
造
り
成

さ
る

、
を
得
ね
。

そ
し
て
此
等

丈
比

の
諸
方
面

が
よ
く
獲
達

す

る

.

を
得

た

る
に
依

て
叉
都
會
は
益

々
獲
達

す

る
こ
ご

、
な

り
、
両

者
は
互

に
因

ε
な
b
果

ε
な

っ
て
、
終

に
よ

く
現

代

の
麗
は

し
き
文
化

は
出

現
す

る
に
至

っ
た
。

さ
れ
ば
現

代
の
文
化

は
、
其

の
精
神

的
内
容

」
於
て
も
其

の
形
態

上

の
文

明
に
於

て
も
、
殆

ん
ご

全
く
都
市
的

の
も
の
ピ
謂

ふ
こ
ε
が
出

來
る
。

生
産

、
交
易

、
通
信

、
運
輸

、
激

育

、
娯
樂

其
織
諸
般

の
設
備

に
於

て
、
現
代

の
交
明
が
殆

ん
.ε
全
く
網

倉
交
明

た
る
は
勿
論

の
こ
ε
、
思
索

、
學

問
、
藝

術
、
技
能
等

の
文
化
的

活
動

に
於

て
も
、
現
代
を
指
導

し
現
代

を
代
表
す

る
も
の
は
、
殆

ん
ご
全
く
棚
倉

を
無
憂

`
し

て
行
は

れ

つ

、
あ

る
。

、
を
し

て
農
村
は

ε

い

へ
ば

、

そ

の
交

明
的
諸
設
備

に
於

て
都
曾

に
比
敵
す

る
に
足

る
も

の
な
き
は
勿
論

の

こ
ご

π

～
僅

か
に
都
會
の
残
り
物
を

得

て
満

足

せ
な
け
れ
ば
な
ら

諏
訟
態

に
在

る
。
然

か
も
そ
は
都
曾
が
専

横
な

る
爲



の

、

め
に
文
明
を
猫
出
す
る
ε
い
ふ
の
で
は
な
一
、
現
代
の
交
明
的
設
備
は
、
都
督
地
で
あ

っ
て
甫
め
て
行
は
れ
得
、

農
村

の
田
舎
生
活

に
は
之
を
行
は
ん
ε
す

る
も
技
術
上
や
経

済
上
や
の
理
由

か
ら
到
底
行
は
れ
能
は
ぎ
る
が
爲
め

な
る
を
思
は
な
く
て
は
な
ら
阻
。
然

る
に
俗
文
精
神
的
文
化

に
於
て
も
、
現
今
あ
ら
ゆ
る
智
能
披
藝
は
都
會
.K
集

中
せ
ら
れ
π
る
結
果
、
農
村
の
文
化
標
準
は
都
會

に
比
し
て
遙
か
に
低
く
、
牟
世
紀
乃
至

「
世
紀
も
後
れ
だ
乃
か

の
観
あ
ヶ
、
到
底

一
口
に
は
謂
ひ
得

べ
か
ち
ざ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
れ
ば
現
今

【
國
の
文
化
ば
、
全
図
牛
均
の
意
味

に
於
て
は
之
を
謂
ふ

べ
か
ら
す
、

一
園
内

に
は
都
會
の
文
化

ε
農
村
の
文
化

ε
が
匿
分
さ
れ
て
対
立
す
る
を
忘
れ
て
は
な
ら

澱
賞
状
に
在

る
。

・
構
文
現
今
都
曾
は
文
明
的

に
盆
点
獲
達
し
つ
、
あ
る
に
拘
ら
す
、
農
村
は
到
底
之
に
追
従
し
得
な

い
で
、
両
者

の
隔
b
は
段
々
大
き
く
な
り

つ
、
あ
る
。
斯
く
て
文
化

上
に
於
け
る
都
鄙
の
均
衡
は
益

々
失
は
れ
つ

、
あ
る
。
然

る
に
更

に
困

つ
柁

こ
ご
に
は
、
糊
會
の
獲
達
は
、
人
口
の
關
係
か
ら
観
て
も
、
経
済
上
か
ら
観
て
も
、
叉
技
能
才

智
の
方
面
か
ら
観
て
も
、
常

に
農
村
の
犠
牲

に
於
て
行
は
れ
る
賞
状
あ
る
こ
ご
之
で
あ
る
。
農
村
は
都
會

の
爲
め

に
働
き
得

る
人
々
を
供
給
す
る
養
育
院

ε
ゼ

て
役
立

つ
ε
同
職
に
、
絹
會
に
於
て
働
き
疲
れ
た
る
老
衰
者
を
引
受

け
.て
之
が
養
老
院
た
る
役
目
を
覚
す
關
係
が
、
人
口
統
計
の
上
に
も
著
明
で
あ
る
。
叉
農
村
の
貯
蓄

じ
依

っ
て
造

ら
れ
た
る
資
本
は
都
會
起
流
入
し
て
都
市
の
商
工
業
に
用

ゐ
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
都
市
よ
り
農
村

に
資
本

の
流
入

す
る
歩
合
は
遙
か
に
少

い
。
叉
農
村
に
生
産
さ
れ
た
る
穀
物
其
他
の
農
産
物
は
都
會
の
商
人
の
手

に
依
て
郷
倉

に

時

論

農
村
問
題
ご
其
の
樹
策

第
十
七
瑠

(第
三
號

七
五
)

三
七
九

.

雪



、

時

論

農
村
問
題
ε
其
の
対
策

第
十
七
巻

(第
三
號

七
夫
}

三
八
O

於
て
費
質
せ
ら
れ
、
そ
の
販
賞
上
よ
り
生
す

る
利
得
の
大
部
分
は
都
會
商
人
の
占
得
す

る
.所
ε
な
る
。
次

に
天
命

や
農
村
に
於
て
は
多
く
技
能
才
智

の
人
が
育
た
な

い
で
、
そ
の
天
分
あ
る
者
は
弱
年
の
時
か
ら
早
く
都
會
に
出
で

、
都
督
の
天
地
で
育
ち
、
育

つ
π
以
上
は
決
し
て
農
村
に
は
蹄
ら
す
、
都
會
で
生
存
し
叉
よ
く
都
會

の
天
地
な
れ

ば
こ
そ
、
そ
の
才
能
技
藝
を
狸
掘
せ
し
む
る
を
得
る
有
様

に
在

る
。
要
す

る
に
結

べ
て
斯
ん
な
風
で
、
現
今
都
會

の
獲
達
は
農
村
の
犠
牲

に
於
て
盆
々
十
分
に
行
は
れ
、
爲
め
に
農
村
は
さ
な
き
だ
に
貧
弱
な
る
も
の
が
、
有
形
的

に
も
精
神
的
に
も
夏
に
益

々
貧
弱
こ
な
り
、
入
ε
物
ご
の
両
方
面
か
ら
之
を
観
て
、
文
化
の
原
動
力
た
る
瞥
養
分

は
、
常
に
都
會
に
吸
牧
せ
ら
れ
、
農
村
は
愈
々
瞥
養
不
足
の
貧
血
歌
態
に
陥
り
、
漸
次
衰
亡
に
向
は
ざ
る
を
得
ざ

る
饑
饉
な
き
瓶
.態
に
在

る
こ
ε
、
前

に
も
之
に
鰯
れ
て
論
示
し
た
る
所
あ
る
通
り
な
り
ε
す

る
。

、

此

の
燐

む
べ
き
農
村
生
活
歌
態
に
勤
し
て
、
農
村
に
居
住
す

る
者
の

36
甚
だ
李

か
な
る
を
得
す
、
少
く
ε
も
心

甚
だ
寂
う
し
て
、
其
の
不
孝

ε
寂
寞

ξ
が
、
現
時
の
農
村
生
活

に
關
す
る

}
般
問
題
の
精
聯
的
動
機
を
爲
す
ご
ご

は
見
遁
す

べ
か
ら
ざ
る
所
に
腐
す
る
。

.

ル
　

ラ

ル
ヘ

エ
キ
ソ
　

ぽ
ス

斯
く
て
現
今
或
明
諸
国
に
通
有
の
現
象
た
る

農
民
離
村

の
傾
向
は
、
洵
に
避
く

べ
か
ら
ざ
る
時
勢

の
所
産
ξ

ル
し
ラ

ル
ヘ
デ
だ
タ

ン
ス

し
て
衷
は
れ
來
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
斯
く
て
も
俗
ほ

農
村
頽
壌

の
状
況
が
表
は
れ
な
か
っ
た
ε
す
れ
ば
、
そ
れ

は
却

っ
て
不
思
議
の
こ
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら
組
。
農
民
田
舎
を
嫌

っ
て
都
會
生
活

に
憬

が
れ
相
牽
ひ
て
都
門
に
走

b
、
農
杜
は
有
翁
の
人
口
冠
併
せ
て
資
本
を
失

っ
て
、
漸
次
荒
廃
疲
弊
に
陥
る
こ
ε
、
現
今
の
時
勢

よ
り
之
を
蜆



れ
ば
㍉
寧

ろ
當
然
至
極
の
現
象
ε
い
ば
ね
ば
な
ら

識
。
之
が

「
般
耽
會
坐
浴

の
上
に
及
ぼ
す
影
響
ぽ
、
諸
多
の
意

義
オ
方
面
ご
に
於
て
、
想
像

に
飴
り
あ
る
所
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

十
二

現
代
思
潮
と
農
村
生
活

7

、

現
今
農
村
疏
壌

の
由

て
乗
る
所
は
、
前

に
之
を
論
示

し
た
や
う
に
、
.農
村
経
済

の
疲
弊
に
存
す
る
所
多
大
な
㌧

ε
は

い
へ
、
同
特

に
砦

に
述
ぶ
る
が
㌍

、
農
村
罠

の
心
咎

原
晒
す
る
所
も
同
様
に
多
大
な
る
も
廃

る

か
ら
に
は
、
之
が
劃
策
の
致

へ
ら
れ
る
に
當

っ
て
は
、
此
の
心
理
方
面
に
封
ず
る
十
分
の
考
慮
が
彿
は
れ
ね
ば
な

ら
漁
。
即
ち
農
村
生
活
の
廃
頽
は
現
時
の
思
想
的
傾
向

に
件

ふ
所
多
大
な
る
か
ら
に
は
、
農
村
生
活
を
し
て
よ
(

堅
實

に
存
続
せ
し
め
ん
矯
め
に
は
、
現
今

の
時
代
思
想

一
般

に
謝
し
て
、
其
の
蕪
治
を
困
る
必
要
が
あ
る
。

現
時
の
や
う
に
塒
代
の

「
般
的
傾
向
が
極
端
な
る
物
質
尊
重
に
傾
き
、
め
ま
り
に
人
生
の
物
質
的
方
面
を
尊
重

す
る
結
果
、
経
済
償
値
を
之
れ
重
ん
じ
、
そ
の
経
済
償
値
の
表
象
π
る
貨
幣
を
過
重
し
、
極
端
な
る
舞
全
熟

に
胃

さ
れ
て
、
脛
濟
ε
い
へ
ば
金
儲
、
金
儲
で
な
け
れ
ば
夜
も
日
も
咀
け

諏
や
う
考

へ
て
、
猫
も
杓
子
も
金
儲
に
ば
か

り
奔
走
す

る
や
う
で
あ

っ
て
は
、
其

の
金

儲
に
縁
の
薄

い
農
村
生
活
の
厭
は
る

、
に
至
る
は
泊

に
免
れ
難

き
所
な

り
ご
す
る
。
人
も
知
る
如
く
田
舎
の
生
産
経
済
は
殆
ん
ざ
農
業
を
專
ら
遣
し
、
其

の
農
業
な
る
も
の
は
、
前

に
之

を
示
し
た
や
う
に
、
元
来
瞥
利
企
業

ご
し
て
不
通
常
な
も
の
で
、
從
て
薄
利
に
甘

ん
じ
業
務
を
樂
む
気
分
を
以
て

時

論

農
村
問
題
・・其

の
対
策
.

第
‡

巻

(第

三
號

七
七
)

三
杢

■



時

論

農
村
問
題
ぞ」其
の
蜀
策
.

第
十
七
巻

(第
三
號

七
八
)

三
八
二

す

る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
安
ん
じ
て
之
に
従
事
す
る
こ
ざ
の
揖
來
阻
も
の
で
あ
る
か
ち

に
は
、
現
時
の
極
魏
な
る
畳
刺

主
義

ε
拝
金
熱
ε
の
醒

め
ざ
る
限
り
、
農
潜
経
済
の
襲
立
す

べ
き
薯
は
な

い
が
、
之
れ
泌
潰
す
乃
に
現
武

の
人
涛

が
醗
り
に
人
生

の
物
的
方
面
を
尊
重
し
過
ぎ
、
経
済
儂

恨
輩
飲
り
優
越
の
地
位
を
與

へ
、
他
の
倫
理
葡
債
値
や
審

美
的
償
直
な
ご
に
封
し
て
、
経
済
償
値
を
高
位
に
居
ら
し
む
る
か
ら

の
こ
ε
た
る
に
外
な
ら
漁
。
.此

の
人
生
観
が

現
代

}
般

の
傾
向
を
駕
し
て
居
る
限
り
.
農
村
生
活
が
不
満
足
に
思
は
れ
、
漸
次
に
其
の
荒
廃
を
來
す
孤
止
む
を

得
ざ
る
所

ご
観
る
外
は
な
い
。
さ
れ
ば
農
村
生
活
を
救
ふ
道
ε
し
て
は
昌
此
の

【
般
的
な
る
時
代
思
潮
の
傾
向
を

攣
じ
、
人

々
を
し
て
金
儲
以
上
に
貴
き
経
済

の
意
義
あ
る
を
知
ら
し
め
、
経
済
以
上
に
貴
き
人
生
、の
方
面
あ
る
を

知
ら
し
め
、
そ
の
意
味
に
於
て
時
代
思
想
の
陶
治
を
爲
ず

こ
ε
が
、
緊
急
要
務
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

「
、
.
r

.
省
文
現
今
の
時
代
は
人
々
が
餓
り

に
浮
薄
な
る
成
功
熱

に
俘
か
さ
.れ
た
時
代
で
あ
る
』
入
間
を
本
位
に
置
て
世

界
観
を
立
て
、
・
人
生
を
肯
定
し
生
の
喜
悦
を
以
て
能
力

の
獲
揮
を
圖
り
人
生
の
完
成
を
志
す

ε
い
ふ
や
う
な
、
　近

.

代
の
思
想

の
傾
向
t

文
藝
復
興
期

か
ら
啓
蒙
哲
學
時
代
を
通
じ
て
造
り
成
さ
れ
た
る
近
代
の
思
想
の
此
傾
向
は
、

傾
向

ε
し
て
呪

ふ

べ
き

も
の
で
は
な
く
、
共

の
立
場

に

は
深

き
倫
理
的
意

義
あ

る
に
し
て
も
、
現
今

そ
の
傾

向
が

触

り
に
浮

薄

に
流

れ
て
、
た

～
只
管

に
有
形
的

な
成
功

な

る
も

の
を
喜

び
、
立
身
出
世
す

る
こ
ε

、
富
貴

榮
蓬
す

る

こ
ぜ
.、
、
.面
白

お
か
し
く

↓
世
を
送

る

こ
ξ

、
を

以

て
人
生

の
唯

一
意

義

ご
考

へ
、
肚
會

を
翠

っ
て
玩

種

の
成

織

膏

・
混

種
の
企

響

捜

れ
砦

が
現
代
の
穣

で
あ
・
。
そ
し
混

の
儒

は
個
略

饗

茨

O



、

存
の
間

に
強
い
げ

れ
こ
も
、
然
し
現
今
新
聞
雑
誌
な
ざ
の
普
及
ε
不
徹
底
な
る
主
義
方
針
の
下
に
行
は
れ
る
威
民

激
育
の
普
及
`
は
.
農
村
に
至
る
ま
で
此
の
思
想
の
傾
向
を
普
及

せ
し
む
る
に
至

っ
た
。」
然
る
に
阻
舎
.の
人

々
特

に
農
村
の
青
年
が

↓
度
此

の
傾
向

に
捕
は
れ
る
こ
ε

、
な
れ
ば
、
農
村

の
生
活
は
肚
會
的

に
如
何
に
.も
狭
隘
で
、

立
身
出
[世
の
鯨
地

も
な
け
れ
ば
冨
黄
蘗
蓬
の
道
も
通
じ
て
居
ら

83
も
の
だ
か
ら
、

一
概
に
田
舎
生
活
を
厭
ひ
、
一之

を
以
て
生
甲
斐
な
き
生
活

ε
考

へ
、
之
を
捨

て
去
る
を
以
て
人
生
の
意
義
を
成
就
す

る
所
以
な
る
か
に
考

ふ
る
に

至
る
を
避
¢
る
こ
ご
.が
出
來
強
。
私
は
現
今
農
村
住
民
の
間

に
離
村
向
都
の
勢

の
著
明
な
る
第

∵
の
理
由
を
駕
す

も
の
は
,
此
種
の
入
生
観
な
り
ご
信
ず

る
。
さ
μ
ば
今
農
村
生
、活
救
治

の
道
を
致
ふ
る
に
當

っ
て
は
、
.、此
の
浮
誇

コ

ヤ

う

な
胤
成
.功
烈
を
征
伐

し
、
そ
の
振
て
立

つ
基
礎
を
爲
ず
所

の
輕
薄
な
る
入
生
観
を
陶
冶
し
て
、
今
少
し
く
し
.つ
く
.

ふ
　

も

や

わ

ぬ

ら

も

つ

へ

も

ミ

リ
.ξ
叉

深
く
叉
琶

つ
匠
大

き
く

高

い
所

か
ら

物
を
観

る
気

風
を
造
b
成

し
、
同

じ
く
人
聞

本
位
的
.な
親

方
で

も
、

も

つ
ご
人
格
主
義

的
な

観
念

の
養
成

さ
る

、
や
う

、
努

め
ら
れ
な

け
れ

ば
な
ら

隠
、

.卜
供
.し
す

べ
、て
斯
の
如

く
時
代

の
思
想

を
動

か
し
人

々
を

し
て
物

の
考

へ
方

を
革

め
し
め
ん
矯
め
に
は
、
哲
學
其

他

學
聞
φ

普

及
ー
-卜
特
に

そ
の
上
滑

り
な
ら
ざ

る
叉

流
行

的
な
ら

ざ
る
普

及
を
困

る
必
要

あ
る
は
勿
誰

の
こ
ξ
だ

が
、
.阿

時

に
頗

る
大

切
な
」こ
ご
は
、
困
民
鰍

宵
待

に
所

謂
普
通
激
育

の
改
善

を
圖

る
こ
ご
た
ら

ざ
る
を
得
な
.い
"
.
.
　

現

今
の
賀
状

の
.や
臥

し
、
、教
育

ξ

い

へ
ば
.た

～
學
聞

技
術

を
授

け

る
こ
ε
で

め
る
こ

い
ふ
風

に
考

へ
ら

れ
、
初
等

普
通

漱
育

に

歪
み
ま

で
そ

の
風

に
感
染

し

て
、

た
、貰
児

童

に
讀

み
書

き
計

算
等

の
術

を
激

へ
、写
進

む

で
は
歴

史
地

時

論

農
村
問
題

ピ
其
の
対
策

第
十
七
巻

(第
三
號

七
九
)

三
八
三

」.o

■



、

時
.
論

`

農
村
問
題
ぐ、其
の
対
策

、
第
十
七
谷

(第
三
號

入
O
)

三
八
四

理
博

勅
外
囲
語
弊

の
智
識

を
與

ふ
る
を
以

て
能

事
終

れ
り

ど
す

る
や
う
で
あ

っ
て
、
.入
を

人

ε
し

て
造
り
上

げ
、

つ

も

も

も

し
.つ
く
b
し
だ
物
の
考

へ
方
、
徹
底
し
た
物

の
親
方
、
大
き
な
高

い
厨
か
ら
人
生
の
意
義
を
考

へ
る
や
う
な
態
度

に
就
い
て
は
、
殆
ん
ご
全
く
児
童
や
青
年
の
陶
冶
も
訓
練

も
行
は
れ
て
居
ら

阻
や
う
で
は

、
人
心

一
般
が
段
々
渾

・薄
に
な
り
、
敏
育
が
普
及
す
れ
ば
す
る
ほ
こ
、
却

っ
て
浮
誇
な
国
民
的
氣
風
の
強
く
な
る
に
至
る
を
免
れ
難
.い
。

勿
論
今
の
普
通
教
育

に
も
倫
理
教
育
な
る
も
の
は
存

し
て
居
る
け
れ
こ
も
、
そ
れ
が
`
か
く
車
鍔
ば
か
b
で
め
つ

う

も

も

も

π
り
、
少

し
も
徹
底

し
だ
主
義

方
針
が
定
ま

っ
て
居

な

か

つ
π
り

、
ま
た
之
を

も

[
の
學

科

こ
し
て
授

く
る
や
う

.

で

の
っ
た
り

し
て
は
、

人
間

を

立
派
な

人
間

ら

し

い
気
高

い
人
格

ε
し
て
造

り
上
げ

る
こ
・こ
は
六

ヶ
敷

い
。

今

の
小
學
校

の
激
科

書
を
見

れ
ば
、

歴
史

で
も
地
理

で
も
、
又
修

身
書
に

至

る
ま

で
、
児

童
の
頭

に
国
民

的
浮

誇
.瀞
を
織
り
込

む
に
適
す

る
や

う
な

こ
ご
ば

か
b
が
注
意

さ
れ
て
あ

る
や
う

に
見

へ
る
。

當
局
者

の
考

で
は

斯
く

ヘ

へ

じ

し
て
国
民

↓
般
に
小
供
の
時
分
か
ら
国
民
把
る
自
畳
を
與

へ
、
国
民
ε
し
で
の
榮
轡
を
悟
ら
し
め
ん
ε
欲
す
る
の

㎡」
ら
う
け
れ
こ
も
、
や
れ
日
本
は
世
界

一
の
美
し
い
國
だ
の
、
や
れ
日
本
は
有
史
以
來
曾
て
外
國
の
侵
略
を
受
け
瀧

こ
ε
の
な
い
國
だ
の
、
我
等
は
日
本
見
男
な
り
世
界
で
強

い
は
我
等
な
b
だ

暫の
ざ
い
ふ
や
う
な
風
趣
ぜ
か
り
激

へ

ん
ご
す
る
結
果
、
子
供
は
皆
お
山
の
大
將
氣
取
の
浮
誇
な
八
間
に
な

っ
て
し
ま
う
。
又
修
身
書
に
古
今
の
偉
人
を

説
く
も
よ

い
が
、
そ
の
立
身
出
世
の
方
面
ば

か
り
に
力
が
注
が
れ
、
形
の
上
に
表
は
れ
把
成
功
の
程
度
で
其
入
々

の
偉
大
さ
を
計
る
外
、
児
童
拡
そ
の
人

々
の
人
格

ご
し
て
の
偉
大

さ
を
量
り
知

、5
得
な
い
や
う
に
出
家
て
居
る
も



、

.
か
ち
相
だ
か
ら
.
之
れ
亦
動
も
す
れ
ば
、
輕
深
な
る
無
自
畳
な
る
成
功
熱
を
染
み
込
ま
し
む
る
手
引
ε
な
る
に
終

る
外
、
多
く
児
童
を
人
格
的
に
造
り
上
げ
て
行
く
養

ε
な
る
所
な
き
嫌
が
あ
る
。

そ
れ
に
叉
現
A
・學
校
の
激
師
だ
る
者

の
問
に
ま
で
所
謂
成
功
に
憬
が
れ
る
浮
誇
的
な
思
想
が
巣
食

っ
て
居
て
、

夫
子
自
身
既

に
現
代

の
有
形
的
な
按
展
主
義

に
か
一ぶ
れ
、
場
合
に
依

っ
て
は
拝
金

崇
の
信
者
で
も
あ
る
や
う
な
者

の
少
く
な

い
次
第
だ

か
ら
、
學
校
激
育
は
愈
以
て
輕
汗
で
、
動
も
す
れ
ば
妄
想
誇
大
的

の
も
の
ε
な
る
か
、
熱
砂

ざ
れ
ば
不
熱
.勘
な
厭

々
乍
ら

の
授
業
の
行
は
れ
る
結
果
、
ま
る
で
魂
の
扱
け
元
形
ば
か
り
の
激
育
ご
な

っ
て
し
ま

う
嫌
が
あ
る
。
之
は
勿
論

【
般
的
の
話
で
、
叉
凋
肪
我
國

の
み
に
就

い
て
の
し
ご
で
も
な

い
が
、
現
A
・
こ
か
く
此

種

の
弊
風
の
吹
き
荒
ぎ
ん
ε
す
る
も
の
め
る
こ
ε
は
、
之
を
認
め
ね
ば
な
ら

阻
。

要
す

る
に
斯
く
の
如
き
時
代
の
傾
向
の
認
む

べ
き
も
の
あ
る
が
爲
め
に
、
然
か
も
そ
の
傾
向
は
田
舎
の
隅
々
に

ま
で
行
渡

つ
だ
傾
向
な
る
矯
め
に
、
農
村
の
子
女
ば
、
漱
育
を
受
く
れ
ば
受
く
る
ほ
ご
、
農
村
の
生
活
を
厭
ひ
、

志
を
立
て

、
郷
關
を
出
で
ん
ε
す
る
風
が
、
年
に
月
に
旺
盛

に
向
ひ

つ
、
あ
る
。
.

、

.

さ
れ
ば
今
農
村
生
活
を
救
は
ん
爲
め
に
ば
、
や
は
り
此

の

「
般
的
な
る
弊
風
に
着
眼
し
て
、
其

の

一.般
的
な
熱

風
に
謝
し
て
矯
正
の
溢
を
孜

へ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
そ
し
て
そ
の
霜
め
に
は
、
合
少
し
く
徹
底
せ
る
人
格
主
義
的

な
敏
育
が
、
今
少
し
深
き
倫
理
的
見
地
の
下
に
行
は
れ
.る
必
要
が
あ
る
。
激
育
の
遣

方
は
此
儘

に
し
て
置
ぎ
.
從

て
入
.恥
の
傾
向
も
今
の
ま

、
に
進
ま
し
め
て
畳
ぎ
乍
ら
、・
た
貰
農
村
生
活
そ
れ
ば
か
り
を
彼
此

い
つ
で
.
そ
の
改

時
.
論

農
村
問
題
ξ
其
の
「掛
簾
.

.第
十
七
巻
.
(第
三
號

八
【
)

三
八
五
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、

時
一
訟
　

農
村
開
題
ご
其
の
封
策
.

第
十
七
巻

(第
三
號

八
二
)

三
入
六
層

善

を
圖

b
そ
の
、荒
庵
を
防
が
う

ε
し

て
見

た
所

が
、
そ

れ
は
到
底
目

的
を
達

し
得

る
も

の
で
な

い
。
特

に
は
国
民
、

コ

ち

カ

も

普
通
激
育

の
改
善

の
爲
め
に
?
師
範
漱
育
を
改
善
し
、
先
づ
し
っ
か
り
し
た
貫
き
激
師
を
造

っ
て
、
国
民

一
般
を

ヤ

も

カ

ヤ

子
供
の
時
分
か
ら
し

っ
か
b
し
た
人
格

こ
し
て
造
も
上
げ
、
も

つ
.ご
人
生
を
真
面
目
に
考

へ
高
く
大
き
な
所

へ
眼
.

を
着
け
て
、
ご
」
つ
し
り
ε
人
生
儂
値

の
獲
揮
を
志
す
や
う
な
氣
風
が
、
趾
會

「
般
に
造
b
成

さ
る
、
に
至
る
に
努

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
漁
。

從
來
ざ
か
く
此

の
根
本
義
が
忘
れ
ら
れ
て
、

「
般
の
気
風
は
其
儘

に
盆
々
傾
斜
せ
し
め
乍
.ら
、
た
翼
農
村
生
活

ば
か
り
に
就
い
て
然
か
も
そ
の
有
形
方
面
ば
か
り
に
就

い
て
改
善
を
施
し
、
依
て
以
て
農
村
生
活
の
救
済
を
成
就
.

し
得

べ
し
ε
信
せ
ら
れ
だ
。
私
は
之
.が
大
き
な
見
當
違

い
だ
ε
思
ふ
。
今
の
人
々
は
娯
樂
が
す

き
だ
か
ら
田
舎
に

も
盆
踊
を
復
活

せ
奉
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.、
「活
動
爲
眞
館
を
造

ら
ね
ば

な
ら
ぬ
、
今
の
人

々
は
拝
金
的
な
O
だ
か
ら
田
・

含
め
産
業
を
も
.儲
の
多

い
も
の
に
造
り
攣

べ
な
け
れ
ば
な
ら
訟
一

,ε
斯
う

い
つ
陀
や
う
な
考
方
ば
か
軌
が
從
雄

鷹

く
行

は
れ

て
.來

把
。
然

し
そ
の
行
方
で
は
到
底

農
村

が
都
會

に
追

従

し
て
進

む
で
行

け

る
も

の
で
は

な

く
、
然

か
も
両
者
問

に
大

い
な
る
懸

隔

の
存

す

る
限
り
は

、
.
そ

の
不
卒

均
が
終

に
農
村

を
亡

ぼ
す
迄

大

こ
な
ら

ざ
れ

ば

止

ま

ざ
ら

ん
ご
す

る
現
今

の
趨

勢
を

.
、如

何
6
も
す

べ
き
由

が
な

い
。

や

は
万
救
治

は
本

を
革

め
る
が
必
要

で

あ
、る
。
`
そ

の
本

ε
し
て
は
時

代
.の
思
想

の
傾
向

ほ

こ
根
本

的

な

る
も

の
な

ぎ

こ
ご
、

呉

々
も

注
意
す

べ
き

所

に

届
す

る
適
.
.
.
.
.
.

・
.
.

'



十
三

農

～村
に
於
け

る
山久
化
的
施
設

の
缺
乏

、

思
潮
の
上
よ
り
之
を
観

て
、
現
今
農
村
生
活
が
漸
次
荒
腹
に
傾
《
の
止
む
を
得
ざ
る
も
の
あ
る
こ
ε
上
の
如
r
、

な
る
に
加

へ
て
、
物
質
文
明
の
⊥
よ
り
窺
π
る
諸
般
の
施
設
に
於
て
も
、
現
今
交
明
這
い
ふ
交
明
は
悉
く
都
會

に

.

集
中
せ
ら
れ
、
農
村
は
十
分
に
交
明
の
恩
澤
に
浴
し
能
は
ざ
る
爾

め
に
、
農
村
の
住
民
は
共

の
農
村
生
活
に
安
住

し
得

砿
い
で
、
酒
々
ε
し
て
都
會
に
向

っ
て
流
れ
出
つ
る
も
の
な
り
ε
せ
ば
、
之
が
救
済
の
爲
め
に
は
叉
ヂ
」■う

七

て
も
物
質
的
施
設
に
於
て
都
鄙
季
均
の
方
策
が
詩

想
ら
れ
ね
ば
な
ら
諏
。
そ
し
て
其

の
孕
均
は
育
ふ
迄
も
な
く
田

舎
の
文
明
化

に
依

て
行
は
る

べ
き
で
あ
る
。
寅
明
上
に
於
け
る
現
今
の
中
央
集
灌
主
義
を
打
破

し
、
文
化
施
設
を

地
方
に
普
及
す

る
こ
ε
之
で
あ
る
。

然
ら
ば
文
化
施
設
の
地
方
普
及
は
何
に
依

て
行
は
る
べ
き
か
ご
い
ふ
に
、
現
今
文
化
の
諸
施
設
が
蝕
り
に
甚
し

く
都
會

に
偏
焦
し
て
居

る
爲
め
に
.
何
れ
よ
り
し
て
先
づ
之
を
論
じ
、
何
れ
の
こ
で」
を
爲
す
を
以

て
急
物
ε
す
ご

謂

ふ
べ
き
か
に
就

い
て
、
迷
な
き
能
は
ざ
る
ほ
こ
の
有
様

で
.あ
る
つ
弦
に
は
た
y
思
ひ
付

か
る

、
;

二
の
重
要
黙

に
就
い
て
論
示
す
る
に
止

め
て
置
か
う
。

惟
ふ
に
現
今
農
村
の
住
民
が
文
化
的
施
設
に
於
て
其
の
峡
け
た
る
が
爲
め
に
最
も
不
便
を
戚
じ

つ
、
あ
る
所

の

も
の
は
、
醤
療
ε
敏
育
ε
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
代
に
於
け
る
讐
療

の
著

大
な
る
進
歩
は
、
計
り
知

る
べ
か
ら

時

論

農
村
問
題
ε
共
の
蜀
策
.

、第
十
七
巻

(第
三
號

八
三
}
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、

塒
.
論
.

農
村
問
題
守、其
の
対
策
、

第
十
七
巻
.
(第
三
號

八
四
)

三
八
八
.

ざ
る
ほ
ぜ
の
恩
澤
を
國
民
.
「
般
生
活

の
上
に
齎
ら
し
た
。
け
れ
こ
も
寳
際
に
於
て
は
、
慣
民

「
般
生
活
ε
い
つ
.た

所
で
そ
れ
は
や
は
り
都
市
住
民
を
主

己
七
、
都
會
に
は
立
振
な
病
院
も
あ
れ
ば
熟
練
の
騎
師
も
多
激

に
あ
る
け
れ

こ
も
、
.農
村
に
は
病
院
も
な

け
れ
ば
、
お
讐
者
さ
ん
ε
て
も
學
問
も
薄
く
技
術
も
劣

っ
た
の
が
大
多
撒
で
、
両
者

の
懸
隔
の
人
な
る
を
否
み
難

い
。
此

の
状
態
は
農
村
住
民

の
最
も
不
便
ε
す
る
所

で
.、
都
會

に
仕

っ
て
居
兜
な
ら

「

ぱ
容
易
に
治
癒
し
た
で
あ
ら
う
や
う
な
病
氣
も
、
農
村

に
居

る
爲
め
に
救
は
れ
な
か
っ
π
b
長
び
い
た
幽
す

る
し
」

叉
農
村
か
ら
療
養

の
爲
め
に
都
會
の
病
院
に
で
も
行
け
ば
、
多
大
の
費
用

ご
心
勢

ご
を
要
す
る
。
現
今
都
會

の
人

々
が
田
舎

に
移
り
住
む
こ
ε
を
讐
療

の
不
便
な
る
理
由
で
敢
て
し
得
ざ
る
場
合
少

か
ら
ざ
る
が
如
く
、
農
村
の
住

民
が
都
會

に
移
め
住
ま
む
ご
欲
し
叉
農
村
に
住
ひ
乍
ら
も
常
に
不
安
を
懐
く
所
の
有
力
な
る
理
由
の

「
ご
し
て
は

此

の
讐
療

の
不
便
ご
い
ふ
こ
ε
の
存
す
る
を
忘
れ
て
は
な
ら
鳳
。

次

に
敏
育

の
方
面
に
關
し
て
も
、
現
今
中
等
以
上
の
敏
育
特
に
専
門
教
育
が
都
督
地
に
於
て
設
備

せ
ら
れ
、
此

等
の
學
校
は
大
抵
都
會
地
に
在
b
、
農
村
の
住
民
は
子
弟
を
専
門
的

に
漱
寄
せ
ん
爲
め
に
は
、
之
を
家
庭
よ
り
離

「

し
て
榔
倉
地
に
迭
ち
な
け
れ
ば
な
ら

鳳
有
様
な
る
こ
ご
、
亦
實

に
農
村
住
民
の
不
便

己
す
る
所
で
あ
る
。
殊

韮
我

国
に
在

っ
て
は
、
農
村
の
中
流
以
上
の
者
は
、
競

っ
て
子
弟
の
専
門
激
育
を
す
る
風
あ
り
、
殆

ん
ご
無
官
産
の
者

で
も
無
理
を
し
て
も
敢
育
だ
け
は
十
分
に
行
は
ん
ご
す
る
實
駄
あ
る
が
爲
め
に
、
農
村
住
民
が
比
熱
に
於
て
如
何

ば
か
り
農
村
生
活
の
不

便
を
威

じ
つ
、
あ
る
か
は
、
都
會

に
佳
ひ
、
其
の
子
弟
を
ば
家
庭
に
居
ら
し
め
た
ま

、
で

ハ



高
等
専
門
の
敏
育
ま
で
受
け
し
む
る
を
得

る
入
女
の
到
底
想
像
し
得
ざ
る
所
な
り
こ
す

る
。
現
今
農
村

に
於
て
子

供
の
二
三
入
も
持

つ
た
八
は
、
其
の
激
育
を
行
は
ん
の
み
の
目
的
で
都
會
に
移
り
住
は
ん
こ
欲
す
る
有
様
に
在
る

此
事
が
他

の
諸
事
由
ピ
併
せ
働
く
が
矯

め
に
農
民
離
村
特
に
中
産
以
上
の
人
々
の
離
村

の
傾
向
を
助
長
し

つ

、
あ

る
は
見
遁
す

べ
か
ら
ざ

る
所
に
属
す

る
。

.

.さ
れ
ば
A
-文
化
施
設
の
都
鄙
季
均
を
圖
ら
ん
爲

め
に
は
、
、此
等
の
高
き
文
化
的
意
義
を
持
て
る
も

の

に
就

い

て
、
先

づ
注
意
の
彿
は

る
べ
き
も
の
あ
る
を
思
は
な
く
て
は
な
ら
漁
。

」
然

る
.に
街
ほ
此
等
の
事
柄
ご
相
並
む
で
、
農
村
に
於
け
る
人
々
特
に
は
勢
働

に
従
事
す
る
人
々
の
生
存
上
の
文

化
的
恵
澤
を
大
に
す
る
道
ε
し
て
考

へ
ら
れ
る
所
の
も
の
は
、
農
村

に
勤
す

る
耐
會
政
策
の
貴
行
を
圖
り
、
肚
會

事
業

の
普
及
促
進
を
期
す

べ
き
こ
ざ
之
で
あ
る
。
そ
し
て
此

の
方
面

に
在

っ
て
は
、
農
民
に
劃
す

る
勢
働
政
策
の

貴
行
て
ふ
こ
ε
が
、
方
今
諸
国
に
於
け
る
緊
要
の
問
題
花
る
を
謂
ひ
得
ら
れ
る
。
即
ち
少
数
な

る
國

々
を
除

き
従

来
勢
働
政
策
は
行
は
れ
て
も
、
そ
は
た
ゴ
工
業
勢
働
者
ど
鑛
業
及
び
交
通
業
勢
働
者

ご
を
主
ε
し
、
農
業
螢
働
者

.

に
毀

し
て
は
、
多

く
其
手
の
及
ば
ざ
る
を
例

ピ
し
た
が
、
斯
く
て
は
甚
だ
不
公
季
な
る
を
冤
れ
難

い
か
ら
、
今
や

漸
く
に
農
業
勢
働
者
に
謝
し
て
も
、
勢
働
法
規
を
制
定
し
叉
種

々
の
政
策
的
貴
地
施
設
を
見

る
に
至
ら

ん
`
し

つ

、
ぬ
る
。
例

へ
ば
農
業
労
働
に
徒
事
す

べ
き
年
少
者
の
年
齢
制
限
に
關
す
る
件
、
女
子
勢
働

」
關
す
る
件
、
勢
働

時
間

に
關
す

る
件
、
賃
金
に
關
す

る
件
等
は
、
国
際
規
約
を
す
ら
見

る
に
至
ら

ん
`
し
、
諸
国

の
立
法
は
此
の
方

鼎
「
論

農
村
問
題
ご
其
の
対
策

第
十
七
巻

〔第
三
號

八
五
)

三
八
九
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時

論
.

農
村
問
題
ぐ」辻
(の
針
策

第
十
七
巻

(第
.二
號

八
六
)

三
九
〇

面
に
向

っ
て
も
大

に
促
進

せ
ら
る

、
に
至
っ
た
。
又
農
業
に
封
ず
る
肚
會
保
険
の
如
き
も
漸
く
廣
く
行
は
れ
ん
ε

す

る
に
至
り
、
負
傷
、
疾
病
、
失
業
、
癈
疾
、
養
老
等
に
渉

っ
て
工
鑛
業
其
他
の
勢
働
濤
に
謝
す
る
ε
同
様
に
、

農
業
に
劃
し
て
も
特
別
の
保
険
制
を
造
る
か
、
さ
な
く
ば
工
鑛
業

に
關
す

る
規
定
を
櫨
げ
て
農
業
勢
働
者
及
び
勢

働
者
類
似
の
農
業
從
柴
者
を
も
包
容
す
る
も
の
こ
せ
ん
ε
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
。

我
国
に
在

っ
て
は
、
肚
曾
保
険
こ
し
て
は

近
頃
漸
く
健
康
保
険
法
が
制
定
せ
ら
れ
た
ば

か
り
で
.
ま
だ
其
の
實

施
を
も
見
て
居
な

い
有
様
だ
が
、
速

か
に
隊
「洲
の
先
例
に
追
従
す
る
に
至
る
を
要
す
る
は
、
吉
口
を
俟
た
ざ
る
.所
な

り
こ
す
る
。
そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
ε
は
、
工
業
其
他
に
封
ず
る
勢
働
者

ε
同
様
に
農
業
勢
働
者
及
び
勢
働
者
類

似
の
農
業
徒
事
者

に
謝
し
.て
も
、
肚

曾
保
険
の
手

の
及
ば
ん
こ
ε
之
で
あ
る
。
若
し
農
業
者
に
謝
し
て
北
極

の
肚

會
政
策
が
及
ば
な

い
や
う
で
は
、
そ
れ
は
大
攣
な
不
公
季

で
、
そ
の
不
公
季

に
封
ず
る
農
民
の
不
満
を
買
ひ
、
農

民
離
村
の
傾
何
を
助
長
し
、
農
村
荒
腰
の
勢

の
之
が
爲
め
に
も
進

め
ら

る
べ
き
は
、
免
れ
難
き
所

`
せ
な
け
れ
ば

な
ら

澱
。
.

・
.

此
程
の
勢
働
政
策
ε
相
並
む
で
孜

へ
ら

る
べ
き
こ
ご
は
、

一
般
的
に
農
村
住
民
に
封
ず
る
肚
曾
事
業

の
實
行
之

」

ゆ

か
し

ル
フ
ア
ロ

ル
ツ
ヘ
プ

フ
レ
　

ゲ

コ

で
あ
る
。
近
頃
凋
逸
其
他
賦
米

に
在

っ
て
、
農
村

に
於
け
る
輻
阯
事
業

の
盛

に
唱
道
せ
ら
れ
又
質
行
せ
ら
れ

つ
、

あ
る
は
、
洵

に
時
勢
の
要
求
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
澱
。
即
ち
療
養
、
出
産
等
に
卦
す
る
事
業
、
圖
書
館
や
娯
樂
機
關

設
置
の
事
業
、
其
他
救
貧
養
老
等
の
事
業
之
で
あ

っ
て
、
從
來
此
種
の
砒
會
事
業
に
於
て
も
、
兎
角
都
會
偏
重
の

「



傾
.が
強

く
、
農
村

は
殆

ん
ごL
閑
却

せ
ら
れ
た

る
風

の
あ

っ
た

の
は
、
他

の
諸

事
情

近
相
伴

っ
て
、
農
村

に
於
け

る

文
化
施
設

の

一
般

的

な
る
缺

乏

ご
し

て
、
甚

し
く
農

村
生

活
を

、
不

安

で
、
貧

弱

で
、
低
級
で

、
無
趣

味

で
、
聴

代

後
れ
で
生

甲
斐

な

き
も

の
た
ら
し

め
セ
。

そ
し

て
之

が
爲

め
に
現
今

の
農
村

生
活

の
荒
磨
を
將

来
せ
る

所

の
多

大

な
る
を
否

み
難

い
。
此

の
方

面

に
於
け

る
都
鄙

李
均

を
圖

る
は
、
實

に
當
A
-
の
急

務
た

る
.を
知

る
こ
オ
が
出
家

る
。

十
四

都
鄙
牢
均
の
要
務

以
上
私
は
現
今
の
農
村
問
題

に
就

い
て
其
の

一
般
的
意
義
を
明
か
に
し
得

た
ご
信
ず

る
。
論
ず

る
所
は
濁
り
我

国

に
於

け
る
問
題
ば
か
り
で
は
な
く
、
廉
く
當
今

の
状
態
に
照
し
て
諸
国
に
大
勝
共
蓬
の
為
の
ε
見
て
差
支
な

い

が
、
特

に
注
意
の
我
国
の
實
瓶
に
携
は
れ
た
る
は
申
す
迄
も
な
い
。
た

ゴ
忘

る
べ
か
ら
ざ

る
こ
.・」
は
、
斯
く
の
如

き
農
.村
問
題
は
決

し
て
我
國
に
特
有

の
現
象
で
は
な
く
て
、
大
膿
欧
洲
の
醤
國
に
は
共

通
の
現
象
で
あ
り
、
北
米
合

衆
国

の
如
き
新
進
氣
鏡
の
国
柄
に
在

っ
て
さ

へ
、
今
日
に
於
て
は
既

に
我
国
其
の
他
に
於
け
る
ご
略
ぼ
同

一
様
な

る
農
村
問
題
を
見

る
に
至
b
つ

、
あ
る
こ
ご
之
で
あ
る
。

さ
れ
ば
今
日
の
農
村
問
題
は
世
界
の
交
明
國

に
は
殆
ん

ご
通
有
の
思
題
た
る
を
知
り
得

べ
き
次
第
で
、
つ
ま
り
視
聴
の
交
明

一
般
の
歌
呪
ざ
現
時
の
肚
愈
経
済
状
態
ε
臓
、

そ
が
進

め
ば
進
む
ほ
ご
、
斯
く
の
如
き
農
村
問
題
を
獲

生
巌
慶

せ
し
め
ざ
る
を
得
ざ
る
事
由
を
有
す
る
も
の
ご
見

時

論

農
村
問
題
・こ
其
の
射
策

、

第
十
七
巻

(第
三
號

八
七
)

三
九
一

、亀

,



P

時

論

農
村
開
題
ご
其
の
野
錐
.

辮
十
七
巻

(第
三
雛

八
八
)

三
九
二

る
こ
ご
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
邸
ち
上
に
論
ず

惹
が
如
き
農
村
問
題
の
起
る
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
て
、
實

に
現
時
の
文
明
ピ
経
済

ピ
に
俘
生
せ
ざ
る
を
得
ざ

る
も
の
ヒ
見
る
こ
ご
が
出
水
る
の
で
あ
る
。

斯
る
が
故

に
之

に
封
ず

る
方
策
も
亦
た
婁
に
農
村
生
活

や
農
業
経
済
や
の
そ
れ
自
膿
の
改
善
を
圏

る
だ
け
で
は

足
れ
り

蓬
す

べ
か
ら
ず
、
必
ず
や
現
時

の
文
化
の

「
般
的
傾
向
に
封
し
て
、、
特
に
は
現
時

の
経
済

　
般
状
況

に
射

し
て
改
革
の
道
を
致

へ
、
農
村
生
活

`
農
業
経
済

ε
の
状
況
を
改
善
す

る
必
要
あ
る
は
勿
論
だ
が
、
そ
れ
ご
同
時

に
叉
右

一
般

の
調
子
和
攣
す

る
こ
ε
に
依
て
、
よ
く
農
村
生
活

ε
農
業
経
濟
∵
こ
が
立
行
き
得

べ
き

一
般
状
態
を
造

り
出
す

に
心
懸

与
れ
ね
ば
な
ら

諏
。
そ
し
て
其

の
大
眼
目
は
、
上
に
諸
々
の
方
面
に
就

い
て
之
を
述

べ
た
や
う
に

都
齢
牛
均
の
實
壮
を
造
り
出
し
、
今
日
の
飴
り
に
甚
し
き
都
鄙
不
卒
均
の
欺
態
を
革
め
る
こ
ε
に
存
せ
ざ
る
を
得

な

い
。
即
ち
先
づ
産
業
的
に
都
鄙
の
間

に
甚

し
き
不
孕
均
な
か
ら
し
め
、
工
業
の
地
方
憂
布
を
行
ふ
こ
ε
に
依

っ

て
農

工
業
の
連
絡
を
断
る
ε
同
特
に
、
温
む
で
は
今
日
.の
極
端
な
る
瞥
利
主
義
の
傾
向
を
革
め
、
今
少
し
く
必
要

本
位
の
経
済
の
行
は
る

、
　
般
状
態
が
出
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

漁
。
次
に
は
叉
肚
會
生
活
上
に
於
け
る
都
鄙
の

不†
均
が
實
現
さ
れ
て
、
今
日
の
交
明
都
會
集
中

の
状
態
が
革
ま
り
、
都
督
.に
在

っ
て
も
田
舎
に
在

っ
て
も
人
々
は

餓
り
違
は
な
い
文
化
生
活
を
替

み
得
、る
状
態
が
造
り
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
諏
ら
次
に
は
叉
精
神
生
活
の
土

に
在
.っ
て

も
都
會
住
民

の
心
理
ご
農
村
住
民
の
・心
理

ご
が
、
殆
ん
ご
異
國
人
の
如
く
相
異
る
現
時
の
歌
呪
が
革
め
ら
れ
て
、

ト

し

飼
じ

「
つ
の
砒
會
内
に
、
都
會

の
文
化
ビ
農
村
の
文
化

蓬
が
相
分
れ
、

一
肚
會
内

に
實
質
的
に
は
、二
つ
の
異
れ
る

●

、



『＼

肚
會

の
存
す
る
が
如
き
欺
態
が
打
破
さ
れ
て
、
揮
盤
陀
る

日
文
化
の
下
に
耐
會
の
軍

[
性
が
實
現
さ
れ
る
や
う
、

一
般
的
な
努
力
が
行
は
れ
ね
ば
な
ら
組
。

総

べ
て
斯
く
の
如

き
は
、
現
時
の
農
村
問
題
留
根
本
的
に
解
決
す
る
唯

「
の
道
で
あ

っ
て
、
此
の
根
本
策
の
施

さ
れ
ざ
る
限
り
、

現
今
我
国
に
於
て
議
會

に
熊
議
案
ご
し
て
表
は
れ
セ
渇
が
如
き
種
類
`
程
度

ご
の
農
村
振
興
策

を
以
て
し
て
は
、
到
底
農
村
問
題

の
解
決
.さ
れ
得

べ
き
見
込
は
な
い
。

然
る
に
若
・し
砦

根
本
的
解
決
の
道
が
忘
れ
ら
れ
イ、
、
或
は
知

っ
て
殊
更

に
避
け
ら
れ
て
、
、姑
息
な
る
間

に
合

藁

の
み
少
し
ば
か
各

は
れ
、
二
階
か
ら
眼
饗

の
.漿

を
以
て
甘

ん
じ
、
立
薯

も
行
警

も
乃
至

般
卑

會
も
其
黒

を
之
れ
署

し
て
居
た
日
に
は
、
遽

か
ら
す
農
村
は
整

ぺ
か
ら
ざ
る
程
度
に
ま
で
憲

し
・
農
業

欝

繍

底
立
行
き
難
き
疲
弊
を
・弄

る
に
至
る
を
免
れ
得
な

い
で
あ
ら
う
。
斯
-
な
・
は
警

方
含

斎

ご

経
済
あ

下
に
蓼

、は
當
然
の
成
質

、
、
農
村
農

業
ご
は
現
今
暫

の
如

遺

命
づ
け
ら
れ
て
居
る
も
の
ε
見

て
大
過
な
い
。
そ
.し
て
農
養

成
鑑

望

に
疲
弊
す
れ
ば
、
早
速
に
國
異
食
.醤

警

頭
を
擡
げ
て
審

的
大

困
難
を
將

來
せ
な

い
で
は
措

か
ぬ
。
此

事
特

に
我
国

の
如

き
幽
民

経
済

の
管

状

に
於

て
其

の
困
難

の
多
大
な

る

べ

き
は
絮

説
す

る
迄

も
な

い
。
然

か
も
困
難

は
之

れ
ば

か
り
に
は
止

ら
な

い
。

金
科
問
題
以
外

に
工
業

原
料

の
問
題

も
起

る
、
商

工
業

に
謝

す

る
國
内
市
場

の
問
題

も
起

る
。
然

か
も
亦
此
種

の
経
済
問
題

以
外

に
於

て
、
国
民
生
活

の
上

に
も
、
孔肌
會
・恥
理

の
上
北
も

、
種

々
の
弊

風
は
獲

生

せ
ざ

る
を
得

な

い
で
あ
ら
う

が
、
要
す

る
に
我
國

の
如

時

論

農
村
問
題
、、其
の
謝
策

衡
十
上
巻

(第
三
號

八
九
)

三
九
三

「

卜

「、r、
ド

」

噛

■



.時

論

農
村
問
題

ご
其

の
勤
策

、

第

†
七
巻
.

(第
三
號

九
〇
)

三
九
固

き
國
柄

に
在

っ
て
は
・
農
業
死
滅
し
農
村
生
活
の
膜
亡
に
締
し
た
・
後
の
趾
會
生
活
は
、
.之
を
想
像
せ
ん
に
も
撰

像
し
得
ら
れ
な

い
ほ
こ
で
る
・
。
農
村
が
其
程
度
に
ま
で
荒
廃
す
・
傾
窄

追

て
進
み
行
-
・
乏

な
れ
ば
、
其

の
禦

の
現
は
れ
・
以
前
浜

車

も

警

欝

は
全
聾

し
て
、立
行
き
得

ぷ

ら
ざ
る
こ
ε

、
碕

、
暮

改
活

一
般
の
崩
壊
を
見
な
い
わ
.け
.に
ぽ
行
か
隙
で
あ
ら
う
。

然
ら
ば
要
す

る
に
問
題
は
、
座
し
て
衰
亡
を
待

つ
べ
き
か
、
姑
息
の
治
療

量

を
休

め
て
終

に
病
を
不
治
の
患

た
ら
し
む

べ
き
か
・
そ
れ
ε
轟

っ
て
大
い
に
薪

の
運
動
超

し
根
治
の
策
を
華

べ
き
か
、
今
や
蒔
控

段

々
に
薯

其

一
蓮

ば
ざ
る
.ぺ
か
ら
ざ
・
量

-

つ
・
あ

・
。
そ
し
・
今
や
既

・
問
警

、
論
議
の
婆

導

越

し
て
・
實
行
の
域
に
入

ぞ

し
ま
っ
て
居
・
。
少
し
ぐ
詳
か
.・
農
村
の
纂

を
智

誉

誰
し
も
其
然
、
聖

目
ん

要

る
を
誓

い
で
め
ら
う
。

私
発

謎

ら
に
論
議

繋

め
に
論
議
し
ぞ

は
な
い
。

薙

せ
塗

す
農

村
の
救
蓼

鑛

せ
ん
手

・
現
袋

叩

一
般

の
救
婆

を
衷
.心
　

併

せ
重

す
る
が
故

。
、

暫

毬

問

題

の
嚢

の
重
大
な

・
理
由

箕

の
鍵

の

渠

的
な
ら
ざ
・
べ
か

り
砦

理
由
ε
を

明
か
。
す
。

次
第
で
あ

る

。

〔完

)

'

幽


