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農
民
文
化
に
就
て
話
せ
と
い
ふ
こ
と
で
す
が
、
私
は
文
化
と
い
ふ
言
葉
に

就
い
て
さ
へ
、
あ
る
疑
ひ
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
所
謂
今
日
文

化
と
云
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
極
く
小
数
の
人
が
享
受
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
つ
て
、
大
多
数
者
に
は
何
等
及
ぼ
す
処
の
無
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

殊
に
農
民
文
化
と
云
ふ
に
至
つ
て
は
、
断
然
無
い
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
思
ひ
ま
す
。
今
日
農
民
の
お
か
れ
て
ゐ
る
悲
惨
な
境
遇
に
、
ど
う
し
て
文

化
な
ど
を
生
む
余
裕
が
あ
り
得
ま
せ
う
。

　
　
　
　
　
◇
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話
は
横
道
へ
入
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
農
民
に
文
化
が
無
い
と
云
ふ
の

は
、
農
民
に
文
化
を
生
む
力
が
無
い
と
云
ふ
の
と
は
自
づ
と
意
味
が
異
り
ま

し
て
、
只
今
日
の
文
化
に
何
等
交
渉
を
も
た
な
い
と
云
ふ
ま
で
ゝ
あ
り
ま
す
。

真
の
文
化
と
云
ふ
も
の
は
、
人
類
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
す
が
、

今
日
の
そ
れ
は
一
部
の
独
占
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
今
日
は
真
の
文
化
と
云
ふ
も
の
を
大
い
に
普
及
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す

が
、
こ
れ
ま
た
一
朝
一
夕
に
容
易
に
な
し
得
る
事
業
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
理

論
的
に
云
つ
て
も
実
際
的
に
云
つ
て
も
、
深
く
突
き
進
ん
で
行
け
ば
行
く
程

難
関
が
あ
つ
て
、
終
極
は
現
在
の
社
会
制
度
、
社
会
生
活
の
欠
陥
に
突
き
当

る
の
で
あ
り
ま
す
。
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◇

　
然
ら
ば
社
会
制
度
の
欠
陥
と
は
何
か
、
そ
れ
は
近
代
の
社
会
思
想
家
達
の

指
摘
し
た
如
く
、
資
本
の
私
有
と
云
ふ
誤
れ
る
制
度
に
帰
す
る
と
思
ひ
ま
す
。

こ
の
当
然
に
共
有
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
の
資
本
が
、
私
有
さ
れ
る
や
う
に

な
り
、
そ
れ
が
た
め
に
種
々
の
弊
害
が
生
じ
て
、
当
然
人
類
的
に
進
む
べ
き

筈
の
文
化
が
、
今
日
の
如
き
変
態
的
な
姿
と
な
つ
て
現
れ
る
や
う
に
な
つ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
の
制
度
を
改
め
る
に
非
ず
ん
ば
、
千
万
言
を

費
し
て
も
文
化
の
普
及
と
云
ふ
こ
と
は
駄
目
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
其
時
代
を

迎
へ
ず
し
て
農
民
文
化
の
問
題
を
取
扱
ふ
と
云
ふ
こ
と
は
、
早
計
た
る
を
免

れ
ま
せ
ぬ
。
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◇

　
で
は
こ
の
私
有
財
産
制
度
か
ら
、
如
何
に
し
て
解
放
せ
ら
る
べ
き
か
と
云

ふ
こ
と
が
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
先
づ
私
達
が
機
械
化
さ
れ
た
生
活

か
ら
自
由
を
囘
復
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
自
由
の
囘
復
と
云
ふ
こ
と
は

容
易
な
こ
と
で
な
く
、
そ
れ
は
多
く
の
学
者
や
実
際
家
が
各
自
に
究
め
よ
う

と
し
て
ゐ
る
処
で
、
私
共
門
外
漢
に
は
正
し
い
解
決
は
困
難
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
兎
に
角
今
日
の
私
有
制
度
を
滅
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
丈
け

は
云
ひ
得
る
と
思
ひ
ま
す
。
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こ
の
私
有
制
度
を
滅
す
に
就
て
は
、
漸
進
的
解
放
と
、
急
進
的
革
命
の
二

つ
の
方
法
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
漸
進
的
に
し
ろ
、
急
進
的
に
し
ろ
、
自

由
は
与
へ
ら
れ
た
処
に
獲
得
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
掴
得
す
る
処
に
与
へ

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
恩
恵
的
に
与
へ
ら
れ
る
処
に
自
由
は
な
く
、
自

ら
掴
得
す
る
処
に
真
の
自
由
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
急
進
主
義
者
に
は
こ

れ
は
よ
く
解
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
漸
進
主
義
者
の
間
に
は
こ
れ
が

解
ら
ず
往
々
恩
情
主
義
だ
と
か
、
協
調
主
義
だ
と
か
云
つ
て
、
無
意
義
な
政

策
に
骨
を
折
る
人
が
あ
り
ま
す
。
例
へ
漸
進
主
義
的
方
法
を
採
用
す
る
に
し

て
も
、
恩
情
的
に
文
化
を
或
は
自
由
を
与
へ
よ
う
と
す
る
や
う
な
こ
と
な
く
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自
由
を
持
た
ざ
る
人
が
自
己
に
目
醒
め
て
、
進
ん
で
自
由
を
掴
得
し
た
い
と

頭
を
擡
げ
て
来
た
時
に
、
そ
の
気
勢
を
看
取
し
て
、
そ
れ
に
充
分
の
力
を
添

へ
て
や
る
と
云
ふ
方
法
を
採
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

　
斯
く
し
て
私
有
制
度
を
滅
し
て
後
、
初
め
て
人
類
的
な
文
化
に
到
達
し
得

る
の
で
あ
つ
て
、
農
民
文
化
と
云
ふ
も
の
も
つ
ま
り
其
時
に
於
て
始
め
て
建

設
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
日
農
民
文
化
を
云
々
す
る
と
云
ふ
こ
と

は
当
を
得
ざ
る
云
分
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
（
述
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
文
化
生
活
の
基
礎
』
大
正
十
二
年
六
月
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
有
島
武
郎
全
集
第
九
卷
」
筑
摩
書
房

　
　
　1981
（
昭
和56

）
年4

月30

日
初
版
発
行

　
　
　2002

（
平
成14

）
年2

月10

日
初
版
第3

刷
発
行

初
出
：
「
文
化
生
活
の
基
礎
　
第
三
卷
第
六
號
（
六
月
號
）
」

　
　
　1923

（
大
正12
）
年6
月1

日
発
行

※
「
旧
字
、
旧
仮
名
で
書
か
れ
た
作
品
を
、
現
代
表
記
に
あ
ら
た
め
る
際
の

作
業
指
針
」
に
基
づ
い
て
、
底
本
の
表
記
を
新
字
、
旧
仮
名
に
あ
ら
た
め
ま

し
た
。

※
「
や
う
」
と
「
よ
う
」
の
混
用
は
、
底
本
の
ま
ま
と
し
ま
し
た
。
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入
力
：
ｍ
ｏ
ｎ
ｏ

校
正
：
田
中
敬
三

2009

年10
月20

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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