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農
村
は
淳
朴
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
過
去
の
常
識
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
近
頃
で
は
農
民
ぐ
ら
ゐ
我
利

々
々
な
も
の
は
な
い
と
云
つ
て
都
会
の
連
中
は
恨
ん
で
ゐ
る
。
ど
ち
ら
が
果
し
て
真
実
で
あ
る
か
と
い
へ

ば
、
之これ
は
大
き
な
問
題
で
、
然
し
、
先
づ
我
々
が
第
一
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
農
村
は

淳
朴
だ
と
き
め
て
か
ゝ
つ
て
一
向
に
深
い
考
察
を
加
へ
な
か
つ
た
思
考
の
不
足
に
禍
根
が
あ
つ
た
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
常
識
と
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
。
我
々
は
常
識
を
思
考
の
根
底
と
し
、
そ
の
上
に
生
活
を
営

ん
で
ゐ
る
が
、
常
識
は
決
し
て
深
い
洞
察
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
長
い
歴
史
的
な
思
考
の
地
盤
で

あ
つ
た
と
い
ふ
ば
か
り
で
、
そ
の
思
考
の
根
底
が
深
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
な
い
。

農
村
は
淳
朴
だ
と
き
め
て
か
ゝ
つ
て
疑
ふ
こ
と
の
な
か
つ
た
の
が
奇
怪
で
あ
り
、
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
日

本
国
民
全
般
に
思
考
力
が
不
足
し
て
を
り
文
化
の
低
さ
が
あ
つ
た
の
で
、
我
々
は
先
づ
身
辺
の
貧
弱
な
、

又
偽
瞞
に
み
ち
た
数
々
の
常
識
に
正
し
い
考
察
を
加
へ
る
こ
と
が
必
要
だ
。

　
元
来
日
本
の
歴
史
は
土
の
歴
史
で
、
大
化
改
新
に
よ
つ
て
土
地
国
有
が
断
行
せ
ら
れ
口
分
田
の
制
度
が

行
は
れ
て
以
来
、
荘
園
の
発
生
に
伴
ふ
貴
族
や
寺
院
の
隆
盛
か
ら
武
家
の
勃
興
、
す
べ
て
土
地
の
力
に
よ

つ
て
歴
史
が
動
い
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
荘
園
が
な
ぜ
発
生
し
た
か
と
い
へ
ば
、
そ
の
最
も
有
力
な
一
因

は
農
民
達
の
脱
税
行
為
に
よ
る
も
の
で
、
貴
族
や
寺
院
の
領
地
が
国
司
不
入
で
あ
る
た
め
に
、
名
目
上
土
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地
を
寄
進
し
て
脱
税
を
は
か
る
、
又
は
荘
園
の
小
作
と
な
つ
て
脱
税
を
は
か
る
、
こ
の
た
め
に
広
大
な
る

貴
族
の
領
地
が
発
生
す
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
い
は
ゞ
日
本
の
歴
史
を
動
か
し
た
も
の
は
土
地
で

あ
り
、
そ
の
土
地
は
農
民
に
握
ら
れ
、
し
ひ
た
げ
ら
れ
た
農
民
達
が
、
実
は
日
本
の
歴
史
を
動
か
す
原
動

力
に
な
つ
て
ゐ
た
。

　
歴
史
家
は
土
地
制
度
の
欠
陥
が
貴
族
を
ふ
と
ら
せ
た
り
武
士
を
発
生
さ
せ
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
見

方
を
変
へ
る
と
、
土
地
制
度
の
欠
陥
を
利
用
し
た
農
民
達
の
狡
猾
さ
が
日
本
を
動
か
す
原
動
力
に
な
つ
て

ゐ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
農
民
達
を
し
て
か
く
狡
猾
な
脱
税
方
法
を
案
出
せ
し

め
た
も
の
は
過
当
な
課
税
で
あ
り
国
司
や
地
頭
の
貪
慾
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
彼
等
は
あ
ら

ゆ
る
方
法
を
用
ひ
て
脱
税
し
た
。
今
日
残
存
す
る
奈
良
朝
頃
の
戸
籍
簿
を
見
れ
ば
い
づ
れ
も
重
税
の
対
象

と
な
る
壮
丁
達
の
人
口
が
極
め
て
少
く
記
載
せ
ら
れ
て
を
り
、
戸
籍
を
誤
魔
化
し
て
ゐ
る
の
で
な
け
れ
ば

浮
浪
人
と
な
つ
て
出
稼
ぎ
し
課
税
を
ま
ぬ
か
れ
て
ゐ
る
証
拠
な
の
で
あ
る
。
重
税
と
国
司
の
貪
慾
、
そ
れ

を
く
ゞ
る
脱
税
法
の
案
出
、
之
が
元
来
日
本
農
村
の
性
格
で
あ
つ
て
、
淳
朴
な
ど
と
よ
ぶ
べ
き
性
質
の
も

の
で
は
な
か
つ
た
。

　
人
を
見
た
ら
泥
棒
と
思
へ
、
と
い
ふ
の
が
昔
の
農
村
の
生
活
で
あ
つ
て
、
事
実
、
群
盗
横
行
し
、
旅
人

は
素
性
の
良
く
な
い
も
の
と
決
め
て
か
ゝ
る
の
が
賢
明
で
あ
つ
た
か
ら
、
旅
人
に
宿
な
ど
は
か
さ
な
い
風
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で
あ
る
。
た
ま
た
ま
旅
人
が
死
ん
だ
り
す
る
と
、
連
れ
に
死
体
を
運
ば
せ
て
村
境
か
ら
追
ひ
だ
し
、
葬
る

こ
と
も
許
さ
な
か
つ
た
と
い
ふ
。
彼
ら
の
信
用
で
き
る
の
は
自
分
達
の
部
落
だ
け
で
、
公
共
的
な
観
念
が

欠
け
て
を
り
、
何
か
と
云
へ
ば
「
だ
ま
さ
れ
た
」
と
か
「
だ
ま
さ
れ
る
な
」
と
先
づ
考
へ
る
。
泣
く
子
と

地
頭
に
は
勝
た
れ
な
い
で
、
御
無
理
御
尤
も
で
あ
る
か
ら
、
自
主
的
に
自
分
の
責
任
で
事
を
行
ふ
と
い
ふ

こ
と
が
な
く
、
常
に
受
身
で
、
そ
の
結
果
が
「
だ
ま
さ
れ
た
」
と
か
「
だ
ま
さ
れ
る
な
」
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
農
村
の
要
心
深
い
受
身
の
性
格
は
一
見
淳
朴
の
や
う
で
は
あ
る
が
、
反
面
甚

だ
個
人
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
一
身
の
安
穏
の
た
め
に
は
他
の
痛
苦
を
考
へ
な
い
。
こ
の
欠
点
は
今
日
も

尚
連
綿
と
し
て
農
村
の
血
管
を
流
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。

　
近
頃
の
農
村
で
は
「
だ
ま
さ
れ
た
」
と
い
ふ
言
葉
が
立
派
な
弁
明
で
あ
る
か
の
や
う
に
頻
り
に
用
ひ
ら

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
自
ら
の
責
任
に
於
て
自
主
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
ふ
の
は
、
ま

こ
と
に
不
名
誉
な
話
で
あ
る
。
自
主
的
に
自
ら
の
態
度
を
定
め
責
任
を
以
て
対
処
す
る
だ
け
の
自
覚
が
な

く
て
は
原
始
の
土
人
に
異
な
ら
ず
「
だ
ま
さ
れ
た
」
と
い
ふ
弁
明
に
よ
つ
て
新
ら
た
な
責
任
を
回
避
し
よ

う
と
す
る
に
至
つ
て
は
上
古
さ
な
が
ら
の
狡
猾
な
る
農
村
の
性
格
が
露
呈
せ
ら
れ
た
も
の
と
言
ふ
べ
き
で

あ
ら
う
。

　
全
く
農
村
に
は
生
活
感
情
や
損
得
の
計
算
は
あ
る
け
れ
ど
も
思
想
だ
の
文
化
と
い
ふ
も
の
は
殆
ど
な
い
。
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公
共
の
観
念
や
自
主
的
な
自
覚
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
、
思
想
も
文
化
も
あ
る
筈
が
な
い
の
で
、
農
村
の

思
想
だ
の
農
民
文
化
だ
の
と
簡
単
に
言
ふ
人
が
あ
る
が
、
農
村
に
思
想
や
文
化
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
思
想

以
前
、
文
化
以
前
の
形
態
に
於
て
で
あ
ら
う
。

　
私
は
暫
ら
く
京
都
に
住
ん
で
ゐ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
古
い
文
化
の
都
市
で
あ
り
、
又
、
学
生
の
街
で
あ

る
が
、
全
く
活
気
の
な
い
都
市
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
気
附
い
た
こ
と
は
、
こ
の
街
に
は
一
流
の
精
神
が

な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
本
当
に
自
主
的
な
精
神
が
な
い
。
常
に
東
京
と
い
ふ
も
の
を
念
頭

に
置
き
、
東
京
で
は
か
う
だ
と
い
ふ
風
に
考
へ
て
自
分
の
態
度
を
決
定
す
る
。
関
西
の
お
嬢
さ
ん
達
に
は

東
京
に
見
当
ら
ぬ
や
う
な
突
飛
な
行
動
を
す
る
人
が
あ
り
、
私
は
偶
然
さ
う
い
ふ
代
表
的
な
お
嬢
さ
ん
数

人
と
友
達
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
人
達
の
行
動
が
突
飛
で
あ
る
の
も
実
は
一
流
の
精
神
が
欠
け
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
り
、
東
京
の
女
は
か
う
だ
と
想
像
し
た
上
で
、
そ
れ
に
負
け
な
い
つ
も
り
で
や
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な

い
か
、
本
当
の
自
覚
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
へ
ず
に
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
東
京
の
娘
達
は
何

を
模
倣
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
に
自
主
的
な
思
考
を
持
つ
て
を
り
、 

落  

附 

お
ち
つ
き

が
あ
る

と
思
は
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
。
例
を
大
学
の
先
生
に
と
つ
て
も
、
京
都
の
先
生
達
は
常
に
東
京
を
念
頭
に
置

い
て
考
へ
る
こ
と
に
馴
ら
さ
れ
、
や
つ
ぱ
り
自
主
的
な
自
覚
が
足
り
な
い
や
う
に
思
は
れ
た
。

　
古
い
文
化
を
も
ち
、
曾かつ
て
王
朝
の
地
で
あ
り
今
日
も
尚
東
京
と
東
西
相
並
ぶ
学
問
の
都
市
で
あ
る
京
都
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で
す
ら
、
然
り
で
あ
る
。
第
一
流
の
精
神
の
欠
如
、
自
主
的
な
自
覚
の
不
足
と
い
ふ
こ
と
は
、
地
方
文
化

の
全
般
的
な
通
弊
で
あ
り
、
こ
の
一
点
に
革
命
的
な
生
気
が
も
た
ら
さ
れ
ぬ
限
り
、
地
方
文
化
が
独
立
し

て
発
育
を
と
げ
る
見
込
み
は
な
い
。
東
京
の
亜
流
で
あ
る
限
り
地
方
文
化
と
い
ふ
独
自
な
創
造
は
有
り
得

ぬ
の
で
あ
る
。

　
然
し
な
が
ら
、
地
方
都
市
が
概
ね
東
京
の
亜
流
の
精
神
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
比
べ
る
と
、
農
村
は
都
市

と
対
蹠
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
独
自
な
思
想
や
独
自
な
文
化
、
独
特
な
農
民
精
神
と
い
ふ
や
う
な
も

の
が
在
る
や
う
な
気
も
す
る
の
で
あ
る
が
、
生
活
の
形
態
が
都
市
と
変
つ
て
ゐ
る
か
ら
と
い
ふ
理
由
だ
け

で
は
独
自
な
文
化
は
現
れ
ぬ
。
戦
争
中
は
当
時
の
指
導
者
達
に
よ
つ
て
、
農
村
の
精
神
に
還
れ
、
な
ど
と

い
ふ
こ
と
が
叫
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
牛
馬
の
如
く
柔
順
に
働
け
、
美
衣
美
食
を
も
と
め
る
な
、

と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
あ
り
、
当
時
の
指
導
者
達
は
文
化
の
退
歩
を
い
は
ゞ
目
標
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

事
実
彼
等
は
文
化
を
目
の
敵
に
弾
圧
を
加
へ
、
さ
れ
ば
こ
そ
農
民
精
神
に
還
れ
だ
の
農
村
文
化
な
ど
と
い

ふ
奇
怪
な
言
葉
が
生
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
こ
と
は
十
数
年
前
の
公
式
的
な
左
翼
主
義
者
が
、
都
会
の

文
化
や
伝
統
的
な
文
化
を
直
ち
に
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
文
化
と
片
づ
け
、
職
工
達
の
小
学
校
だ
け
の
教
養
や
農
村

の
貧
し
い
教
養
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
的
だ
と
云
つ
て
謳
歌
し
た
反
動
性
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
農
村
の
古
い
習
俗
や
踊
り
だ
の
唄
な
ど
が
古
い
土
俗
で
あ
る
か
ら
と
云
つ
て
、
農
村
本
来
の
純
粋
な
も

7



の
で
あ
る
と
は
云
へ
ぬ
。
農
村
の
習
俗
の
多
く
は
そ
の
排
他
性
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
日

農
村
だ
け
の
特
殊
な
行
事
と
し
て
残
つ
て
ゐ
る
の
も
多
く
は
排
他
性
と
か
保
守
性
に
由
来
し
、
要
す
る
に

彼
等
自
ら
の
歪
め
ら
れ
た
教
養
に
由
来
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
農
村
の
「
あ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
」
正
し
い
姿
を
暗
示
し
て
は
ゐ
な
い
。

　
私
が
小
学
校
の
頃
、
新
潟
の
当
時
木
橋
の 

万 

代 

橋 

ば
ん
だ
い
ば
し
が
こ
は
さ
れ
て
河
幅
が
せ
ば
め
ら
れ
て
鉄
の
橋
が

架
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
一
の
木
橋
が
な
く
な
り
郷
土
の
自
慢
が
一
つ
へ
る
こ
と
に
身
を
切
ら
れ

る
思
ひ
が
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
子
供
心
の
奇
妙
な
悲
歎
は
私
の
み
が
経
験
し
た
も
の
で
は
な
か
つ

た
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
か
ゝ
る
保
守
的
な
感
傷
は
農
村
に
於
て
は
大
人
達
の
心
に
す
ら
宿
り
、
そ
れ
が
頑

固
な
片
意
地
に
ま
で
発
育
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
農
村
は
祖
先
伝
来
の
土
そ
の
も
の
を
母
胎
と
し
、
土
そ
の
も
の
に
連
綿
伝
来
の
血
が
通
つ
て
ゐ
る
の
は

農
村
の
性
格
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
伝
統
と
排
他
性
と
を
混
乱
せ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
。
排
他
性
に
よ
つ
て

守
ら
れ
た
伝
統
は
純
粋
な
も
の
で
は
な
く
、
不
具
者
で
あ
り
畸
形
な
る
も
の
で
あ
つ
て
、
正
当
な
る
発
育

を
歪
め
、
と
ゞ
め
て
ゐ
る
。
正
し
い
伝
統
は
当
然
自
ら
発
育
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
排
他
的
な

伝
統
は
こ
の
発
育
を
と
ど
め
て
を
り
、
日
本
に
於
け
る
農
村
の
伝
統
的
な
生
活
形
態
と
よ
ば
れ
る
も
の
は

全
く
排
他
的
性
格
に
よ
つ
て
歪
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
民
俗
学
や
土
俗
学
の
愛
好
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者
達
が
農
村
の
古
い
習
俗
に
眼
を
向
け
て
探
究
を
す
ゝ
め
る
こ
と
は
結
構
で
あ
る
が
、
そ
の
偏
愛
の
結
果

が
土
俗
へ
の
愛
着
や
保
存
に
向
け
ら
れ
る
の
は
奇
妙
な
話
で
あ
り
、
発
見
せ
ら
れ
た
る
畸
形
の
素
因
は
取

り
除
か
れ
、
新
し
い
正
当
な
発
育
に
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動
物
園
の
檻
の
中
の
動
物
の
や
う
に

一
部
の
学
者
や
都
市
人
の
観
覧
の
た
め
に
旧
態
を
墨
守
す
る
の
は
途
方
も
な
い
話
で
、
然
し
、
農
村
自
体

の
感
情
の
う
ち
に
も
自
ら
動
物
園
の
動
物
化
を
招
い
て
ゐ
る
反
進
歩
性
が
牢
固
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
も

見
逃
せ
ぬ
。

　
小
学
生
の
私
が
木
橋
の
万
代
橋
が
こ
は
さ
れ
る
の
に
悲
し
い
思
ひ
を
し
た
な
ど
と
は
滑
稽
千
万
な
話
で

あ
る
が
、
こ
の
滑
稽
が
今
日
農
村
の
諸
方
に
ま
だ
頻
り
に
行
は
れ
て
は
ゐ
な
い
か
。
広
い
視
野
を
も
つ
て

自
ら
を
省
れ
ば
、
こ
の
滑
稽
に
は
す
ぐ
気
の
つ
く
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
農
村
の
視
野
に
は
ベ
ー
ル

が
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ベ
ー
ル
を
取
り
の
ぞ
く
こ
と
が
第
一
だ
。
そ
れ
に
は
素
直
な
心
が
い

る
。
人
を
信
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
ま
さ
れ
る
こ
と
を
怖
れ
る
な
。
自
ら
の
誠
意
に
よ
つ
て
人
を
屈

服
せ
し
め
る
だ
け
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
農
村
の
排
他
性
は
私
は
む
し
ろ
悪
徳
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
彼
等
は
「
だ
ま
さ
れ
た
」
と
い
ふ
け
れ

ど
も
、
彼
等
が
人
を
信
頼
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
病
根
が
あ
る
の
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
。
彼
等
は

自
分
以
外
の
人
々
は
も
つ
と
悪
質
だ
と
想
像
し
て
、
実
は
他
の
誰
よ
り
も
悪
質
な
こ
と
を
す
る
。
彼
等
は
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そ
の
言
訳
に
他
の
連
中
は
も
つ
と
悪
い
事
を
し
て
ゐ
る
の
だ
と
き
め
こ
ん
で
を
り
、
自
分
の
悪
質
さ
を
て

ん
で
自
覚
し
て
を
ら
ぬ
の
だ
。
農
村
の
諸
方
に
現
れ
る
類
型
的
な
民
事
裁
判
の
例
、
証
文
な
し
で
借
り
て

お
い
て
そ
の
親
友
を
裏
切
つ
た
り
、
畑
の
垣
根
を
少
し
づ
つ
づ
ら
し
た
り
、
彼
等
は
如
何
に
親
友
や
隣
人

を
裏
切
つ
て
ゐ
る
か
。
彼
等
は
人
を
信
頼
し
な
い
が
、
彼
等
自
身
が
同
様
に
信
頼
す
べ
か
ら
ざ
る
性
質
を

も
ち
、
自
分
の
質
の
悪
さ
を
自
覚
せ
ず
、
他
の
美
し
さ
を
知
ら
な
い
だ
け
に
始
末
が
悪
い
。

　
す
べ
て
そ
の
因
由
は
視
野
の
狭
さ
、
教
養
の
低
さ
、
文
化
の
低
さ
で
あ
り
、
排
他
的
な
農
村
の
性
格
が

も
た
ら
し
た
悲
し
む
べ
き
畸
形
で
あ
つ
て
、
進
歩
的
な
性
格
と
文
化
を
把
握
し
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
過
去

に
於
て
さ
う
で
あ
つ
た
如
く
、
未
来
に
於
て
も
日
本
を
導
く
最
も
強
力
な
原
動
力
た
る
べ
き
人
な
の
で
あ

る
。
現
在
す
で
に
さ
う
で
は
な
い
が
。
現
在
日
本
の
農
村
に
高
い
徳
義
が
あ
つ
た
な
ら
、
そ
れ
が
日
本
の

徳
義
を
決
定
す
る
だ
け
の
中
枢
的
な
役
割
を
し
め
て
ゐ
る
。
だ
が
、
彼
ら
の
口
か
ら
も
れ
る
呟
き
は
た
ゞ

「
だ
ま
さ
れ
た
」
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
呟
き
に
よ
つ
て
自
己
の
悪
質
な
行
為
を
合
理
化
し
よ
う
と

し
て
ゐ
る
だ
け
だ
。
そ
し
て
彼
等
は
歴
史
の
流
れ
が
彼
等
に
与
へ
た
最
も
進
歩
的
な
役
割
を
抛
棄
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
農
民
が
か
ゝ
る
悪
質
な
性
格
を
残
し
た
ま
ゝ
新
日
本
の
中
枢
を
占
め
る
に
至
つ
た
な
ら
、

日
本
の
悲
劇
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
な
い
。

　
公
式
的
な
左
翼
主
義
者
は
人
間
あ
る
ひ
は
人
性
に
就
て
目
を
つ
ぶ
り
、
農
村
や
工
場
の
搾
取
と
い
ふ
一
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点
だ
け
を
強
調
し
、
搾
取
の
た
め
に
人
間
ま
で
歪
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
搾
取
さ
へ
な
く
な
れ
ば
人
間
の

楽
園
が
訪
れ
る
や
う
な
こ
と
を
言
ふ
。
か
か
る
軽
率
な
論
断
は
罪
悪
的
な
も
の
で
あ
り
、
政
治
の
改
革
に

よ
つ
て
搾
取
は
一
朝
に
し
て
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
人
間
の
殻
は
さ
う
は
い
か
ぬ
。
人
間
に
は

数
千
年
の
歴
史
が
複
雑
な
ヒ
ダ
を
つ
く
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
軍
国
日
本
が
今
日
の
敗
北
を
ま
ね
い
た
の
は
軍
人
に
文
化
が
な
か
つ
た
か
ら
で
、
彼
ら
に
文
化
が
あ
つ

た
な
ら
、
第
一
戦
争
な
ど
は
し
な
か
つ
た
ら
う
。
国
民
儀
礼
と
い
ふ
あ
の
馬
鹿
々
々
し
い
行
事
を
発
明
し
、

お
母
さ
ん
と
叫
ん
で
死
ぬ
兵
隊
に
天
皇
陛
下
万
歳
と
叫
ば
せ
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
日
本
文

化
を
二
千
何
百
年
前
の
神
代
時
代
の
原
始
へ
退
歩
さ
せ
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
公
式
的
な
左
翼
主
義
者
の
文

化
に
対
す
る
考
へ
も
、
大
体
似
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
農
村
や
工
場
の
現
在
の
教
養
を
文
化
の

温
床
と
断
定
し
、
そ
れ
が
便
利
で
あ
る
た
め
に
、
他
の
真
実
な
困
難
な
道
を
ご
ま
か
し
て
ゐ
る
。
か
う
し

て
、
又
、
新
し
い
世
代
が
偽
瞞
に
よ
つ
て
始
ま
ら
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
文
化
は
政
治
の
ま
き
ぞ
へ
を
食
ふ
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
否
、
文
化
は
そ
の
独
自
の
立
場
か
ら

政
治
の
反
省
を
も
と
む
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
戦
争
中
、
文
化
は
鉄
砲
を
胸
ぐ
ら
に
突
き
つ
け
ら
れ

て
変
節
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
が
、
既
に
鉄
砲
を
洗
ひ
ざ
ら
ひ
海
へ
流
し
去
つ
た
今
日
の
日
本
に
於
て
は

文
化
が
他
の
暴
力
に
屈
せ
し
め
ら
れ
る
心
配
が
な
く
な
つ
た
の
だ
。
新
し
い
日
本
を
育
て
る
力
は
文
化
だ
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け
だ
。
文
化
の
み
が
発
育
の
母
胎
で
あ
る
こ
と
は
古
今
に
変
り
が
な
い
の
だ
が
、
今
日
の
日
本
の
如
く
、

文
化
が
そ
の
全
威
力
を
許
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
日
本
の
歴
史
で
は
先
例
が
な
い
。
こ
の
と
き
我
々
が

文
化
へ
の
正
当
な
認
識
と
教
養
と
を
怠
る
な
ら
、
我
々
は
せ
つ
か
く
の
光
明
を
自
ら
吹
き
消
し
て
暗
中
へ

退
歩
す
る
愚
を
犯
す
こ
と
ゝ
な
る
の
み
で
あ
ら
う
。

　
地
方
文
化
の
確
立
が
叫
ば
れ
る
の
も
地
方
に
特
に
文
化
が
必
要
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
全
日
本
に
文
化

が
必
要
で
あ
り
、
全
日
本
お
し
な
べ
て
高
度
の
文
化
、
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
地
方
々
々
に
真
実
の
そ
し

て
高
度
の
文
化
の
必
要
が
叫
ば
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
文
化
と
は
何
ぞ
や
、
と
云
へ
ば
、
私
は

文
化
に
就
て
答
へ
る
よ
り
も
、
そ
の
母
胎
た
る
べ
き
も
の
、
自
主
の
自
覚
、
及
び
、
自
我
の
誠
実
な
る
内

省
を
以
て
答
へ
た
い
。
之
な
く
し
て
は
真
実
の
文
化
は
育
た
ず
、
又
、
生
れ
な
い
。

　
先
づ
我
々
は
自
分
の
好
き
嫌
ひ
を
ハ
ッ
キ
リ
表
現
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
自
分
の
責
任
に
於
て
取
捨
選

択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
だ
ま
さ
れ
た
」
な
ど
と
惨
め
な
言
葉
は
永
遠
に
用
ひ
ず
に
済
み
た
い
も
の

で
あ
る
。
次
に
、
か
ゝ
る
自
主
的
な
選
択
が
我
執
に
よ
つ
て
固
定
せ
ず
、
常
に
誠
実
な
内
省
を
加
へ
て
、

自
ら
発
育
す
る
こ
と
を
信
条
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
要
は
之
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
地
方
精
神
の
悪
弊
、
亜
流
の
精
神
を
取
り
去
り
、
自
ら
の
思
考
を
全
日
本
的
な
宇
宙
的
な
高
さ

に
於
て
も
と
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
私
は
先
づ
地
方
文
化
の
確
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立
に
就
て
は
、
東
京
の
亜
流
と
な
る
な
、
自
ら
独
自
の
創
造
を
な
せ
と
い
ふ
月
並
な
文
句
が
、
然
し
真
実

必
要
な
言
葉
で
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
る
。
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