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私

に
は
今

こ
の

一
文

を
草

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
何
等

の
積

極
的
理
由

も
な

い
。
そ
れ
に
高

田
博

士
は
私

に
と
つ
て
の
辱
知

の

蕾
師

で
こ
そ
あ
れ
、

み
つ
か
ら
進

ん
で
盾
を

さ
か
さ
に
向
け

ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
敵

で
は
元
よ
り
な

い
。
そ
れ

に
も
拘

ら
す

こ
の

筆
・を

と
る
に
至

つ
た

の
は
、
實

は
や
む
を

え
な

い
次

の
事
惰

か
ら

で
あ
る
。

私
は
今

や
つ
と

一
つ
の
長
篇

に
最
後

の
タ
ツ
チ
を
加

へ
た
。
そ
れ
は
現
下
世
界

の
農
業

恐
慌

に
主
題
を
と
り
な
が
ら
、
何

故

に

農
民

が
窮

乏
化

せ
ざ
る
を

え
な

い
か
、
何
故

に
農
村

が
荒
慶

へ
の

一
路
を
辿
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
か

の
、
資
本

主
義

肚
會

に
お
け

る
必

然
性

を
併

せ
示
さ
ん
と
す
る

に
あ

つ
た
。

こ

の
た
め
に
私
は

日
本

に
お
け

る
農

村
問
題

一
般

に
關
す

る
諸

文
献

を
も
手

の
屈
く
限

り
詮
索

し
た

の
で
あ

る
が
、
そ

の
仕
事

の
進

む

に
つ
れ

て
圖

ら
す
も
私

の
眼

に
、
特

に
興
味
を

も

つ
て
現
は
れ

た
の
は
高
田
保
馬

博
士

の

一
論

文

『
農
村

の
人
と
し
て
』

(経
濟
往
來
、
六
年
五
月
號
所
載
、
巻
頭
論
丈
)

で
あ

つ
た
。
と

こ
ろ
で
私

は
そ
れ

に
封
し

て
、

魯葡
田
櫨
町士
臨
㎎民
鱒躬
乏
肱醐
の
論
惜討

山ハ
一昌



高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
検
討

六
四

右

に
謂

ふ
た
小
論

の
な

か
で
極
く
荒

つ
ぽ

い
批
評
を
加

へ
て
し
ま

つ
た
。

い
」
や
、
筆

の
は
つ

み
で
、
博

士

の
所
論
は

て
ん

で
お

話

に
な

ら
な

い
と
ま
で
云
ふ
て
し

ま

つ
た
。
が
考

へ
て
み
れ
ば
、

ひ
と

の
所
読

、
わ
け

て
奮
師

の
所
設

を
か
く
ま

で
ひ
ど
く
取
扱

ふ
た
の
は
、
よ
し

ん
ば
見
る
所
を
異

に
す

る
と
は
云

へ
、
そ

の
罪

必
ナ

や
萬
死

に
値
す

る
で
あ

ら
う
。
私
は
あ
ら
た
め

て
紙

を

の

べ
、
委
曲
を

つ
く
し

て
、
何
故

に
し
か
る
か
を
よ
り

一
贋

明
白

に
記

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
少

く
と
も
そ
れ
は
學
究
者

と

し

て

の

私

」

の
、
當

然

に
と
ら
ね
ば

な
ら
な

い
責
務

で
あ
る
。

そ

の
文

に
用
ゐ
ら

れ
た
粗
野

の
言
僻
も

か
く

て
初
め

て
寛
恕

さ
れ
る
で
あ
ら
う

し

、
博

士
ま

た
胸
を

ひ
ら

い
て
私

の
云

ふ
と

こ
ろ

に
耳
傾

け
ら

る

曳
で
あ
ら
う
。
す
な
は
ち
非
禮

を
顧

み
す

こ

の

一
文
を
綴

つ
て

博

士

の
叱
正
を
乞

は
ん
と
欲
す

る
所
以

で
あ
る
。

そ

の
う

へ
、
も

う

一
つ
断

つ
て
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
は
、
こ

」
に
問
題

と
せ
ら
る

」
博

士

の
論
文
が
、
そ

の
獲

表
せ
ら
れ

た

る
場
所

か
ら
考

へ
て
も
決

し
て
嚴
密

な
る
意
味

に
お
け

る
博

士

の
學
術
論
文

で
は
な

い
こ
と
で
あ

る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
博
士

に
と

つ
て
、
や
ん
ご
と
な
さ
に
書
き

お
ろ

さ
れ
た
る
随
筆

で
あ

つ
た
か
も
知
れ

な

い
。

し
か
も
そ

の
直
接

の
眼
界
は
博
士

が

「
生
れ

た

農

村
」
ー

「
家

の
敏
は
だ
ん
だ

ん
に

へ
つ
て
現
在
僅

か
に
十
五
戸
」

に
な

つ
た
と

い
ふ

「
小
村
」

に
限

ら
れ

て
ゐ
る
。
し
た
が

つ

て
こ

』
か
ら

「
生
れ
た
」

こ
の

「
小
」
論
文
を
特

に
と
り

あ
げ

て
批
判

の
姐
上

に
拉
し
來

た
る
こ
と
は
、
あ
る
ひ
は
博

士
に
と

つ

て
豫
想

さ
れ
な

い
迷
惑

で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
だ

が
博

士
自
身
は

「
此
論
文

の
趣
旨
」
を
目

し
て
、
「
農
村

の
人

と
し
て
、
農

村

と
農
業

と
農

民
と

の
蓮
命
を
考

へ
」

る
に
あ
る

と
せ
ら
る

玉
の
で
あ
り
、
ま
た

「
此
小
村

の
運
命
を

考

へ
る

こ
と
は
や
が
て
、
世

の

界

の
経

濟
、
日
本

の
維
濟

に
お
け

る
農
業

の
意
義
、
地
位
を
考

へ
る

こ
と

に
外
な
ら
ぬ
」

と
冒
頭

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、



私
は
ま
つ
安

ん
じ

て
こ
の
論
文

に
封
す

る
こ
と

が
出
來

る
と
思

ふ
。

そ
れ
ど

こ
ろ
か

こ
の
論
文
は
短

い
な

が
ら
も
含
蓄

が
豊

か

で
あ
り
、
農

村
問
題

に
關
す

る
博

士

の
造
詣

の

一
端

が
は

つ
き
り
と

表

明
さ
れ

て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
特

に
博
士
が
、

近
時

に
お
け
る
日
本

の
米
債
低
落
を
も

つ
て
す

べ
て

一
時

的

の
豊
作

に
基

づ
く

と
な
す
見
解

の
誤

謬
を
摘
獲

し
(
五
頁
)
、
進
み

て
は
世
界

の
農
業

恐
慌

に
論
及
し

「
こ
れ
を
軍

に

一
般
的
不
景
氣

に
伴

ふ
購

買
力

の
減
少

か
ら
説

明
し
よ
う

と
す

る
の
は
狡

い
見
方

で
あ
る
」
(
六
頁
)

と
断
ぜ
ら
る

」
條

下
な
ど
は
、
私
見

の
全
く

一
致
す
る

と
こ
ろ
で
あ

つ
て
、

ひ
そ
か
な

る
悦

び
を
さ

へ
禁
じ

え
な

い
。

が
そ

の
所
論

の
全
根
幹

に
お

い
て
は
、

私
は
不
幸

に
し

て
博

士
と

思

ふ
と
こ
ろ
を

一
に
し
え
な

い
の
で
あ

る
。
謂

ふ
と

こ
ろ

の
全
根
幹

と
は
、

一
は
農
民
窮

乏

の
原
因
論

で
あ
り
、
二
は

こ
れ

に
基

づ

い
て

の
農
村
樹
策
論

で
あ
る
。

し
か
し
て
こ
れ
ら

二
つ
の
主
題

こ
そ
は
相
合

し
て
、
博

士
所
論

の
骨

子
を
な

し
て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
以
下
項
を
分

つ
て
こ
れ
ら
二

つ
の
主
題

を
中
心

に
、
忌
悼

な
く
博

士

の
所
論

を
解
剖

し
批
判

し
、
そ
れ
が
理
論
的

に
は
到
底

致
命
的
な
嗜
礁
に
衝
き
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
所
以
を
論
護
す

る

で
あ
ら

う
。
た
だ
私
の
論
述
が
i

標
題
そ
れ
自
身
も
ま
た

f

最
初
意
國
せ
ら
れ
た
る
嚢
表
場
所
の
關
係
か
ら
幾
分
の
随
筆
味
を
帯
び
來
り
、
自
由
な
氣
持
で
時
に
は
勝
手
な
雑
言
を
は
く

に
至

る
で
あ
ら
う

こ
と
は
、
豫
め
ゆ
る
し

て
頂

か
ね
ば
な
ら
な

い
。

二

 

さ

て
私
は
ま

つ
、
現
下

日
本

の
差
迫

つ
た
農

村
問
題
を

ひ

つ
さ
げ
、
農

民

の
窮

乏
は
何

に
由

つ

て
生

じ
た

か
と
博

士
に
問

ふ
て

高
出
博
士
農
民
窮
乏
論
の
槍
討

六
五

■
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み
る
。
博

士
は
さ
す
が
に
農

民
窮
乏

の
實
情
を

、

い
ま
現

に
そ
こ
を

見
ら

れ

つ

曳

あ

る

「
小
村
」

に
つ
い
て
活

々
と
描
爲

さ
れ

る
。
前

に
は

「
そ

の
大
牛

ま

で
は
自
作
農

で
あ

つ
た
。

三
四
十
年

の
間
、
親

の
次

に
は
子
、
子

の
次

に
は
孫
、
代

々
正
直

に
朝

か

ら
晩
ま

で
は

た
ら

い
た
。
而
も
今

は
、
大
抵

は
小
作
農
と
し

て
立

つ
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
る
。
…
…
正
直

に
は
た
ら

い
て
働

き
ぬ

い

も

へ

も

へ

も

ヘ

へ

も

ヘ

へ

あ

て
得
た
る
結
果

は
何
か
、
世
闇
並

に
も
及
ば

ぬ
く
ら
し
と
、
土

地

の
喪
失
と
、
借

金
と
。
」
「
然

ら
ば
肚
會

は
農
村

に
何

を
し

て
農

村
を

か
う
し
た
か
」
(
こ
の
云

ひ
廻
し
は
原
丈
通
り
)
。
博
士
た
ち
ど

こ
ろ

に
自

か
ら

の
問

に
答

へ
て
云
は
る

玉
や
う
、
「
事
が
ら
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

極
め

て
簡
翠

で
あ
る
。

一
方

に
於

て
は
自
給
性

の
喪
失
。
他
方

に
於

て
、
生
活
標
準

の
攣

化
。

こ
れ
は
資
本

主
義
生
産

の
獲

達

の

爾

側
面
と
考

へ
て
も
よ

い
ρ
更

に
此
傾
向

に
油

を
注

い
だ
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
は
農

村
員
憺

の
重
歴
。
而
し

て
こ
れ

は
日
本

の
政

治

と
特
別

の
關
係

を
も

つ
て
ゐ
る
。
」
(
前
掲
論

文
二
頁
、
傍

瓢

み
な
み
、
以
下
す

べ
て
同
じ
)

こ
れ

に
よ

つ
て
見

る
と
、
博

士
に
お
け
る
農

民
窮
乏

の
根
本
的
原
因
は

「
自
給
性

の
喪
失
」

と

「
生
活
標

準

の
憂

化
」

と

の
二

つ
で
あ
り
、
そ
れ

に

「
油

を
注

い
だ
」
も

の
と
し

て

「
農
村
員
捲

の
重
墜
」

が
副

次
的
原
因
と
し

て
掲
げ

ら

れ

て

あ

る
。

さ
う

し

て
前

二
者

が

「
経
濟

の
進

み
」
、後

の

一
者

が

「
政
治

の
動
き
」

と
表
象

さ
れ

て
ゐ
る

(
ニ
ー

三
頁
)
。

し
か
し

て
こ
の
、
副
次

的
原
因
た

る
農

村
員
捲

の
重
墜
を
ひ
き
起

さ
し

め
た

「
政
治

の
動
き
」

は
、
博

士
に
お
け
る
農
村
封
策

の
第

三

の
道

と
し
て
最
後

に
論

ぜ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
、

私
も
ま
た

こ
れ
を
農
民
窮
乏

の
原
因
論

か
ら

一
慮

ひ
き
離
し

て
後
段

に
取
扱

ふ
こ
と

、
し
、

こ

」
で

は
根
本
原
因

と
見
な
さ
れ

て
ゐ
る

「
経
濟

の
蓬

み
」
、
す
な
は
ち
農
民

の

「
自
給
性

の
喪
失
」
と

「
生

活
標
準

の
攣

化
」

と
を
批
判

の
鍬
象

と
し
、
便
宜
上
ま
つ
後
者

か
ら
始
め

る
こ
と

玉
し
よ
う
。
そ

こ
で
私
は
改

め
て
博
士

に
向

ひ
、
し

か
ら
ば
農

民

の

「
生
活



鴨

標
準
」

は

い
ま
現
に
ど
う

で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
は
如
何

に

「
攣

化
」

し
た
か
と
訊

ね
か

へ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

す

る
と
博

士

の
答

へ
は
か
う

で
あ
る
ー

今

日
農

村

の
生

活
は

「
人
間

ら
し
き
生
活

と
云

ふ
も

の
ま

で
に
は
可
な
り

の
距
離
が

も

も

へ

ぬ

あ

あ

る
。
私

は
数
月
間
、
都
會

の
生
活
を
見
聞
し

て
か
ら
郷
里
に
か

へ
る
、
そ
し

て
農

村

の
人
た
ち

の
生
活
を
見

る
。

こ
れ

で
も
同

も

も

へ

ら

も

め

ヘ

へ

あ

ヘ

ヤ

あ

う

へ

も

ヘ

ヘ

へ

一
國
家

内

の
而
も
同

一
時

代

の
生
活

で
あ
る
か
と
思

ふ
。
農

民

の
生
活
は
今

日
、

受
難

そ
の
も

の
で
あ
る
と

い
つ
て
も
之

を
言
葉

の
綾

と
云
ひ
得

る
も

の
は
あ
る
ま

い
。
け
れ
ど
も
眼

を
韓

ぜ
よ
〔
!
〕
。
私
共

の
此
印
象

を
離
れ

て
冷
静

に

〔
!
∪
事
實

の
攣

化
そ

の
も

の
を
直

硯
し

て
見

る
。
農
村

の
生
活
は
こ
れ

で
も
過
去

三
四
十
年

間

に
著
し
く

〔
!
〕

高
ま

つ
た
、
特

に
大
職

争
時

の
景
氣

以
後

に
於

て
さ
う

で
あ
る
。
」
(
四
頁

)

私
自
身
は

い
ま
他

の
現
實

の
事
實

に
照
し

て
農

民

の
生
活

程
度

が
如
何

に
あ
る
か
、

い
な

一
般

に
農
民

の
窮
乏
は
根
祇
的
に
何

に
由
來
す

る
か
、
を
積

極
的

に
読

き
出

で
よ
う
と
は
し
な

い
、

そ
れ

に
は
近
く
別

の
機

會
が
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
博
士

の
所
論

に

封
す

る
決
定
的
反
駁
は
、
博
士

の
論
述

そ
れ
自
か
ら
が
引
受

け

て

く

れ

る
。
博

士

に
よ
る
と

「
農

村

の
生
活

は
著
し
く
高
ま

つ

た
」
、
し
か
し

て
こ
の

「
生
活
標
準

の
攣
化
」
「
生
活

の
向
上
」

が
農

民
窮

乏

の
二
大

原
因

の

一
で
あ
る
。
し
か
ら

ば
そ
れ
は
、
ど

ん

な

に

「
高
ま

つ
た
」

か
。
「
世
聞

並
に
も
及
ば
ぬ
く
ら
し
」

に

、
「
人
間

ら
し
き
生
活
と
云
ふ
も

の
ま

で
に
は
可
な
り

の
距
離
が
あ

る
」
位

に
、
そ
し
て

「
こ
れ

で
も
同

一
國
家

内

の
而

も
同

一
時
代

の
生
活

で
あ
る
か
と
思

ふ
」
位

に
1

し
か
も
そ

の

「
生
活
」
、

そ

の

「
く
ら
し
」

が
農

民
窮

乏

の
原
因

だ
と
云

ふ
の
で
あ

る
。

「
著

し
く
高

ま

つ
た
し
現
在

に
お

い
て
さ

へ

「
世
聞
並

に
も
及
ば

ぬ
く
ら
し
し
だ
と
す

れ
ば
、

そ
し

て
そ
れ
が
窮

乏

の
原
因

だ
と
す
れ

ば
、
農

民
は

一
艦

ど
ん
な

「
く
ら
し
」
を
す

れ

ば

よ

い

の

高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
槍
肘

六
七

■



高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
検
討

六
八

か
。
生
活
標
準
を

人
聞
以
下

に
ー
ー

今

で
も
人
間
ら
し
き
生
活
か
ら

「
可
な
り

の
距
離
」

が
あ

る
の
に
、
そ

の
距
離
を
も

つ
と
も

つ
と
大
な
ら
し
め

て
f

さ
う
だ
、

お
そ
ら
く
犬
畜
生

に
近

い

「
く
ら
し
」

に
ま

で
引
き
下
げ

た
ら
、
農
民

の
窮
乏
は
な
く
な
る

ゐ

ヘ

へ

と

で
も
嚢
は
る

、
の
だ
ら
う

か
。

(
因

み
に
云
ふ
、
博

士
よ
意

を
安
ん
ぜ
ら
れ

よ
、
養
慧
地
方

で
は
農

民
は
鷲

の
さ
な
ぎ
を
食

つ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
ゐ
た
、

い
ま
現

に
高
知
縣

の
あ

る
地
方

で
は
飢

え
た
農

民
は
野
生

の
狐

の
か
み
そ
り

の
根
を
堀
つ

て
喰

つ
て
ゐ
る
。
)

か
う

い

ふ
筋
道

の
た

曳
ぬ
議
論

が

一
流

の
學
者

に
よ

つ
て
読

か
れ

て
ゐ
る

の
で
あ
る
か

ら
、
埼
玉
縣

の
農
民
代
表
が
大
學
し

て
首
都

に
ま

で
押

し
よ
せ
來

た
り
、
か
う
叫

ん
だ

の
に
無
理
は
な

い
ー

「
我

々
農
民

の
苦

み

の
う
め
き
聲

は
人

に
聞

え
ぬ

で
せ
う
か
。

こ
の

苦

機
煩
悶

の
姿
は
人

に
見
え
ぬ
で
せ
う
か
。
學
者

も
政
治
家

も
實
業
家
も
新
聞
記
者

も
國
民

の
七
割

を
占

め
る
我

々
農

民

の
斡

か

ら
晩
ま

で
働
く
失
業
者

の
苦
悶

と
窮
境
を

口
に
す
る
人
も
書
表
す

人
も

あ
り
ま

せ
ん
」

ッ
て
!

あ

へ
て
私
は
博

士

に
云
ふ
、
今

こ
そ

「
眼
を
縛
」

ぜ
ら
れ
て

い
か
が
?
・
「
生

活
標
準

の
攣
化
」

は
こ

の
場
合
、

一
つ
の
妄
想

で
し

か
な

い
。

よ
し

ん
ば
そ
れ

に
砦

干

の

「
向
上
」

が
あ

つ
た
と
て
、

そ
れ
は
喜
ば
れ
、
す

』
め
ら
れ
、
ま

た
助
成

せ
ら
る

べ
き
も

の
で
こ
そ
あ
れ
、
噺

じ
て
農

民
窮

乏

の
原
因
な
ど
と
し
て
掲
げ

ら
る

べ
き
も

の
で
は
な

い
。
農

民
が

か
く
も

「
代

々
正
直

に
朝

か
ら
晩
ま

で
は
た

ら
き
」

な

が
ら
、

な

ほ
か

つ

「
世
間
並
に
も
及
ば
ぬ
く
ら
し
」

に
と
ど
ま

つ
て
ゐ
る
聞

に
、
「
大
都
會

に
ゐ
る
人
た
ち

の
富
は
ど
れ
ほ
ど
増
加
し

て
ゐ

る

こ
と
で
あ
ら
う
」
(
二
頁
)
か
が
、
封
比

せ
ら
れ
、
究

明

せ
ら
る

べ
き
根
本
問
題

で
あ
る

の
で
は
な

い
か
。
だ
か
ら
私
は
績
け

て

博

士

に
蓉
ひ
た

い
、
こ

の
妄
想

か
ら
早
く

「
離
れ

て
冷
静

に
事
實
」
そ

の
も

の
を

「
直
視
」

し
、
迫

り
來
た
る
農
民

の
叫

び

に
虚

心

の
耳
傾
け
ら
る

玉
が
よ

い
。



層

一

次

い
で
私
は
、
博
士

に
お
け
る
農

民
窮

乏

の
他

の
原
因

「
自
給
性

の
喪
失
」
を
顧

み
る
。
問
題

は
か

玉
つ
て
、
農

村

に
お
け
る

こ
の
自
給
性

の
喪
失
は
何

に
由

來
す

る

か
に
あ
る
。

「
明
治

の
前
孚
期
ま

で
は
私

の
小
村

に
於

て
も
ー
ー

と
搏
士
は
、
再

び

こ
の

レ

小
村

の
實
情

に
徴

し

て
論

ぜ
ら

る

、
ー

殆

ど
完
全

な
る
自
給

が
行
は
れ

て
ゐ
た
。

…
…
衣

服
、
履

物
、
食
物

の

一
切
、
燈
火
、

カ

ヘ

へ

ぬ

も

ヘ

へ

も

も

燃

料
、
審
く
自
給

せ
ら
れ

ざ
る
も

の
は
な
か

つ
た
。
然

る
に
、
資
本

主
義
生
産

の
進

行

は
漸

次

に
こ
れ
ら

の
自
給

せ
ら
れ
た
る
生

産

物

を
都
會

の
工
場

か
ら
農

村

に
輸
入
す

る
や
う
に
な

つ
た
」
(
三
頁
)
。

そ

こ
ま

で
は
私
も

つ
い
て
ゆ
く
、

が
問
題
は
そ
れ

に
績

へ

あ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

く

次

の
言
葉

で
あ
る
i

「
そ
れ
は
値
段

の
問
題
よ
り
も
む
し

ろ
外
観

の
、
膿
裁

の
問
題
で
あ

る
。
手
づ
く
り

の
恰
好

の
わ

る

い

田
舎

ら
し

い
品
物

は
甕
く
す

て
ら
れ
た
。
」
(
三
頁

)

農

村

に
お
け
る
自
給
性

の
喪
央

が

「
外
親

の
、
髄
裁

の
問
題
」
?
・
さ
う
片
づ
け
て
し
ま

へ
ば
、
ま
た
し
ま

ひ
う

る
な
ら
ば
、
な

る

ほ
ど

「
事
が
ら
は
極
め

て
簡
軍
」

で
あ

る
、「
資
本

主
義

生
産

の
進
行
」
も
何

も
あ

つ
た
も

の
で
は
な

い
。

「
外
観

の
、
膿
裁

の

問
題
」

を
離
れ

て

「
手

づ
く
り

の
恰
好

の
わ
る

い
、
田
舎

ら
し

い
品
物
」

で
辛
抱

し
さ

へ
す
れ
ば
f

さ
う
し

て
事
實
農
民

に
と

つ
て
そ

ん
な
辛
抱
く

ら
ゐ
な

ん
で
も
な

い
!
-

謂

ふ
と
こ
ろ
農

村
問
題
な
ど
、
た
ち
ど

と
ろ
に
消

え
去

つ

て

し

ま

ふ
筈

で
あ

 る
。

「
私

の
小
村
」

は
こ
れ

で
救
は
れ
も
し

よ
う
、
そ

こ
に
佳

む
善
良
な
農

民
た
ち
は
こ
の
論

に
満

足
も
し
よ
う
。

が
、
博
士
よ

待
つ

て
く
だ

さ

い
、
「
資
本
主
義
生
産

の
進
行
」

が
そ
れ
を
許

さ

ぬ
の
で
あ
る
。

高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
検
討

六
九



O

●

高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
槍
討

七
〇

こ

、
に
あ
ら
た
め

て
論
す

る
ま

で
も
な
く
、
都
市

に
獲
展
す

る

「
資
本

主
義
生
産
」
は
農
村

に
お
け
る

「
自
給

性

の
喪
失
」

に

封

し

て
決
定
的

で
あ
る
。
今
ま

で
は
農

耕

O
か
た
は
ら
農
民
自

か
ら
作

り

つ
曳
あ

つ
た
生
活
必
需
品

の
主

要
部
分
も
、
ま
た
彼
等

が
細

い
生

活
の
助
け

と
し
て
わ
つ
か
に
螢

み
え
た
農

民
的
家
内

工
業

も
、

ひ
と
た
び
資
本

が
都
市

に
累
積

し
て
そ

の
本
來

の
作
用

を
開
始
す

る
に
至

る
や
、

そ
れ
ら
は
徐

々
に
或

は
急
激

に
歴
倒

せ
ら
れ

・
駆
逐

せ
ら
れ

・
牧
奪

せ
ら
れ
て
、
農

民
は

つ
ひ
に
、

た

だ
特

定

の
農
業
生
産
物
を

の
み
市
場
を
目
當

て
に
生
産

せ
ね
ば
な
ら
な

い
別
個

の
存
在

と
な

つ
て
し
ま

ふ
。

こ
れ
は
奮
來

の
意
味

に
お
け
る
ー

博
士
の
言
葉
を
も
つ
て
表
現
す
れ
ば

「
殆
ど
完
全
な
る
自
給
が
行
は
れ
て
ゐ
た
」
と
こ
ろ
の
農
民
的
存
在
に
封
す

る

・
根
本

的
な
攣
革
を
意
味
す

る
。
し

か
も

こ
の
攣
革
を
不

可
避
な
ら
し

め

・
農

民

の
手
か
ら
そ
の
副
的
家
内

工
業

を
奪

ひ
と

つ

た
も

の
は
、
都
市

に
お
け
る

「
資
本
主
義
生
産

」
そ

の
も

の
で
あ
る
。
そ

の
力

は
強
暴

で
あ

り

・
そ

の
及

ぶ
範

園
は
全
國
的

で
あ

つ
て
、
わ
つ
か

に
十
五
戸

の
博

士

の

「
小
村
」

を
も
假
借

し
な

い
。
そ

こ

に
は
微

塵
ほ
ど
も
1

語
調
を
強
め

て
私
は
さ
う

云
ふ

ー

農

民
の
側

に
お
け
る

「
外
観
」
や

「
艘
裁

」

の
問
題

が
は
た
ら
き

え
な

い
。

否
、

こ

の

「
外
観
」

こ

の

「
艘
裁
」
を
も

つ
て

ー

さ
う
だ
、
博

士
自
身

の
言
葉
を
も

つ
て
云

へ
ば

「
恐
ら
く
停
車
場

か
ら
、
列
車

か
ら
、
而
し

て
次
に
は
嬬
人
雑
誌
か
ら
、
新

聞

か
ら
、
農
村

に
入
り

こ
む
と
こ
ろ

の
刺
激
」
(
四
頁

)
を

も
と
ほ
し

て
、
農
民

の
手

か
ら

「
手
つ
く
か

の
恰
好

の
わ
る

い
、
田
舎

ら
し

い
品
物
」
を

悉
く
捨

て
去

ら
し
む
る
こ
と
そ
れ
自
艦

が
、
「
資
本
主
義

生
産
」

そ

の
も

の

、
魔
力

で
も
あ

る
。

「
資
本
主
義

生

産
」

に
よ
る
農
民
的
家
内

工
業

の
決
定
的
騙
逐
、
し

か
り
農

民

の
完
全
な

る

「
自
給

性

の
喪
失
」

は
か
く

て
、
せ
き
と
め
が
た

い

力
を
も
つ
て
猛
進
を
績
け
る
資
本
主
義
肚
會
の
必
然
性
ー

動
か
し
が
た
い

「輕
濟
の
進
み
」
で
あ
る
。
眼
鮎
を
こ
玉
に
移
さ
す



し

て
、
し

か
も
な

ほ
か

つ
そ
れ
は

「
外
観
」
だ

「
艦

裁
」

だ
な
ど
と
読
く
も

の
は
、
資
本

圭
義

杜
會

に
お
け
る
こ
の
必
然
性

を
理

へ

も

あ

ヘ

へ

解

し
得

ざ
る
か

・
或

は
事
實

の
眞

相

に
眼

を
蔽

ふ

て
こ
と
さ
ら
に
理
解

せ
ざ
る
も

の
と
評

せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。

が
吾

々
の
博
士

に
な
ん

で
こ

の
理
が
わ

か
ら
ぬ
筈

が
あ
ら
う
。
博
士
が

「
農
業

生
産

の
爲

の
勢
働

が
し
き
り

に
他

の
都
會

の
工

業

の
生
産
物

に
よ
り

て
取
代

ら
れ

つ

玉
あ
る
」
事
實
(
四
頁

)
、
お
よ
び

日
本

の
生
産
物
便

格

が
世
界

の
農
産
物

に
お
け
る
生
産
増

加

に
よ

つ
て
絡
局
的
な
厭
　迫
を
受
く

べ
き
所

以

(
五
-

六
頁
)
を
読

い
た
あ
と

で
亥

の
や
う
に
論
断

せ
ら
る

曳
と
き
ー

「
謂

ふ

に
、
今
日
の
農
村
の
苦
悶
も
大
槻
す
れ
ば
、
即
ち
世
界
の
産
業
を
通
し
て
見
れ
ば
機
械
が
勢
働
を
騙
逐
せ
む
と
す
る
傾
向
の

一
の

へ

も

ぬ

ら

も

ヘ

ヘ

へ

ら

表

現

に
過
ぎ
な

い
。
あ

る
意
味

に
於

て
そ
れ
は
不

可
抗

の
勢
力

の
作
用

で
あ
る
。
」
(
六
頁

)
1

そ
れ
は
ま

さ
し
く
、
私

の
云
は
ん

と
し
た

と
こ
ろ
を
、
部
分

的

に
も
せ
よ
す

で

に
表

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
謂

ふ
と
こ
ろ

の

「
農
村

の
苦
悶
」

が
か
く

て
も
し
今

日

の
経
濟
組
織

の
も
と

に
お
け
る

「
不

可
抗

の
勢

力

の
作

用
し
と
解

せ
ら
る

玉
な

ら
ば
、
何
故

に
博

士
は
、

こ
の

「
勢
力

の
作

用
」

の

一
面
と
解

せ
ら
る

べ
き

・
資
本
主
義
的

工
業

生
産

物

の
農
村

へ
の
墜
迫

的
進

入
を

目
し

て

「
外
観

の
、
艘

裁

の
問
題
」

で
あ
る

と
断

ぜ
ら
る

玉
か
、
私
不
敏

に
し

て
到
底

そ

の
理
由
を
見
出

し
得
な

い
,の
で
あ
る
。
事

の
眞
相

に
す

で
に
重
大
な
る

一
鰯
を
與

へ

ら
れ

な
が
ら
、
し

か
も

こ
れ
と
は
全
く
矛
盾
す

る
と
し
か
思
は
れ
な

い
言
詮
を
な
さ
る

」
は
、

こ
と
さ

ら
に
事
實

を
歪
曲

し
た
と

詳

せ
ら
れ

て
も
仕
方
あ
る
ま

い
。

こ

曳
に
想

ひ
起

さ
る

」
は
カ
ウ

ツ
キ
ー

の
言
葉

で
あ
る
ー

「
だ
が
資
本
は

工
業

の
上

に
の
み

そ

の
作
用
を
極
限

し
な

い
、
充
分

に
張
力

と
な

る
や
そ
れ
は
農
業

を
も
ま
た
捲
き
込
む
」

(農
業
問
題
、
ス
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト

一
八
九
九

年
、

=
二
頁
)
。

私
は

か
り

に

(
以
上

の
論
黙

が
博

士

に
よ
つ
て
解
明

せ
ら

る

玉
を
得
、
疑
問

と
す

る
と
こ
ろ

が
氷
然

と
解

け
去

る

高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
検
討

七

一



高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
槍
討

七
二

・

ま

で
)
カ
ウ
ツ
キ
1̀

の
言
葉

に
つ
け
た
し

て
次

の
如
く

に
云

ふ
ー

「
だ
が
資
本

は
工
業

と
農
業

と

の
上

に
の
み
そ

の
作

用
を
極

限
し
な

い
、
更

に

一
麿

張
力

と
な
る
や
そ
れ
は
経
濟
學
者
を
も
ま
た
捲
き
込
む
」
!

四

以
上
吾

々
は
、
高
田
博
士

が
読

か
る

、
農

民
窮

乏
の
原
因

が
何

で
あ
り

・
そ

の
所
論

が
何
如

に
致
命

的
な
訣
陥
を
包
藏

し
て
ゐ

る
か
を
見
た
。

吾

々
は
進

ん
で
、

か
や
う
な

る
原

因
論

の
上

に
た

て
ら
れ
た
農

村
封
策

の
如
何
な

る
正
艦

で
あ

る
か
を
見
究

め
ね

ば
な

ら
ぬ
。

と
こ
ろ

で
博
士

が
こ
の
農
村
封
策

を
論
す

る
部
分

に
お

い
て
、
「
農

村
が
行

き
得

る
道

は
如
何
」

と
し

て
掲
げ

ら
れ
た
も

の
は
、

分

つ
て
三

つ
と
な
す
。

「
農

村
渡
落

へ
の
道
」

が
そ

の

一
、

「
農
村
を
し

て
自

ら
立
た
し
む
る
道
」

が
そ

の
二
、
し
か
し

て

「
政

治

の
道
」

が
そ

の
三
で
あ

る
。

が
、
こ
れ
ら

三

つ
の
道

の
う
ち
最

初

の
も

の
は

「
ま

さ
し
く
今
日

の
農

村
が
急
ぎ

つ

」
あ
る
進
路

で
あ

る
。
今

日
の
ま

義
に
放
任

せ
ら
る

玉
限

り
、
農

村
は
没

落

の
外

に
行
く
と

こ
ろ
が
な

い
L
(
七
頁

)
と
せ
ら
る

、
も

の
で
あ

っ

て
、
も
と
よ

り
博
士
自
身
が
好

ん

で
提

唱
さ
れ

る
も

の
で
は
な

い
。
た
だ
博
士

が
こ
れ

に
綾

い
て
、
「
併

し
な
が
ら
、
農

村

の
没
落

は
幾
千
萬

の
農
村
人

ロ
の
著
し
き
部
分

の
生

活
不
能

を
意
味
す

る
、
そ
れ
は

日
本

の
波
落
を
意
味
す

る

こ
と

に
な

り

は

し

な

い

へ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

も

も

へ

も

ヘ

ヘ

へ

ぬ

う

ヘ

ヘ

へ

か
。
此
道
は
引

き
か

へ
す
よ
り
外

に
致
し
方
が
な

い
は
す

で
あ
る
」
(
同
頁
)
と
云

は

れ

る

と

き
、

こ

玉
に

一
つ
の
問
題
が
生
す

ヘ

へ

も

ヤ

も

へ

も

も

る
。
如
何

に
し

て
こ
の
道

を
引

き
か

へ
す
か

・
ま

た
果

し
て
引
き
か

へ
し
う
る
か
、
と

い
ふ
こ
と
。

こ
れ

に
封
す

る
博

士

の
同
答



は

お
の
つ

か
ら
そ

の
農
村
封
策

に
見
出

さ
れ

ね
ば
な

ら
ぬ
。
す

る
と
博

士
が
こ
の
渡
落

の
道

よ
り
農
村
を
救

ひ
幽

さ
ん
と
し
て
主

張

さ
れ

る
農
村
野
策

は
、
淺

る
と
こ
ろ

の
二
道
ー

「
農

村
を
し

て
自

ら
立
た

し
む
る
道
」

と

「
政
治

の
道
」

で
あ
る
。
よ

つ
て

私
は

こ
の
部
分

に
お
け

る
批
判

の
重
黙

を
こ

の
二
道

に
置
く
。
な

ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
二
道

が
検
討

さ
れ

て
初

め
て
吾

々
は
、
博

士

へ

も

も

ぬ

が
も

つ
て

「
引
き
か

へ
す

よ
り
外

に
致
し
方
が
な

い
は
す
」

と
さ
れ
た

「
渡
落

へ
の
濫
」

か
ら
果
し

て
よ
く

理
論
的

に
引
き

か

へ

し
得

ら
れ
た

か
ど
う
か
、
ま
た
引
き
か

へ
さ
ん
と
す

る
熱
意

は

こ
れ
を
も
ち
な

が
ら
所

詮
そ

の
理
論
は
抗
し
が
た
き
暗
礁

に
ぶ
つ

か

つ
て
期

せ
す

し
て
農

村

と
共

に

「
没
落

へ
の
道
」
を
急
ぎ

つ
、
あ
る

の
で
は
な

い
か
ど
う

か
ー

に
つ
い
て
の
絡

局
的
判
定
を

下
し
う
る

で
あ
ら
う
か
ら
。

そ

こ
で
先

づ
第

一
に
吟
味
(
吾

々
は

こ
の
用
語
を
も
博

士
に
員

ふ
て
ゐ
る
)
さ
る

べ
き
は

「
農
村
を

し
て
自

ら
立
た
し
む
る
道
」

で
あ

る
が
、
博

士
は

こ
れ
を

二
つ
の
方
向

に
匠
別
し
、
謂
ゆ
る
農
業

の
多
角
的
経
螢

I
I

日
本
農
業

の
オ
ラ

ン
ダ
化
を
そ

の

騨
つ

に
属

せ
し
め

て
、
そ

の
到
底
行

は
れ

が
た
き
所
以
を
論

じ
、、
進

ん

で
第

二

の
方
向

と
し

て
農
村

の

「
自
給
性

の
恢
復
」

を
主
張

さ

れ

て
ゐ
る
。
吾

々
が
前

に
見
た

や
う

に
、
博

士

に
お
け
る
農

民
窮
乏

の

一
大
原
因

は
そ

の

「
自
給
性

の
喪
失
」

で
あ

つ
た

が
、
今

乙
れ

に
基

づ

い
て
博
士
が
主

張
さ
れ

よ
う

と
す

る
農
村

の
根
本
封
策

が
お

の
つ
か
ら
、
喪
は
れ
た
る
こ
の

「
自
給

性

の
恢
復
」

と

な

つ
て
現
は
れ
る
こ
と
は
不
思
議

で
な

か
ら
う
。
尤
も

次
に
引
用

せ
ん
と
す

る
章
句

の
末
尾

で
は
、
博
士
は

こ
の
自
給
性

の
恢
復

を

も

つ
て

「
至
難

の
事
」

と
し
、
「
十
分

の
望
を

つ
な
ぎ
得
な

い
」

と
ま

で
附
言
し

て
居
ら
る

製
が
、

し
か
も
そ
れ
が
如
何

に
根
本

的

な
ー

そ
れ

に
比

し
て
は
如
何

な
る
他

の
方
策

も
無
力

と
さ

へ
思
は
る

㌧
ほ
ど
重
要
な
封
策

と
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
か
は
、
次

の

高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
槍
討

・

七
三



●

高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
検
肘

七
四

青
葉

で
明
白

で
あ

る
。
曰
く

「
私

の
見

る
所

に
よ
れ
ば
、
農
村

の
確
實

に
自
力
を

以

て
生

き
得

る
道
は
た

壁
次

の
も

の
よ
り
な

い
。

を

本
來
自
給
性

の
喪
失

に

よ

り

て

行

き

つ
ま
れ
る
農

村

で
あ
る
。
之
を
し

て
閤
違

ひ
な
く
立
直
ら
し
め
る
道

は
自
給
性

の
恢
復

に

外

な
ら

ぬ
。
も
と
よ
り

こ
れ
は
肚

會

の
進
行

を
逆
韓

せ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
農

村
を
維
持

し
獲
展

せ
し

ぬ

ヘ

へ

う

へ

ぬ

リ

ヘ

へ

あ

め
よ
う

と
す

る
な

ら
ば

こ
れ
よ
り
外

に
道

は
な

い
」

と
(
八
頁
)
。

し
か
ら
ば
如
何

に
し

て
?
・

博

士
論
き

て
農
民

に
…教

へ
ら
る

、

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

も

ゐ

も

へ

ゐ

へ

も

も

ヘ

へ

も

ヤ

へ

や
う
ー

「
農
村

が
自

ら
使
用
す

る
も

の
は
之
を
自

ら
作

る
、
な

る

べ
く
自
ら
作

る
も

の
だ
け
を
使
用
す

る
。
な
る

べ
く
多
く
を

へ

リ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

賢

れ
、
而

し

て
買

ふ
な
。

こ
れ

の
み
が
農

村
を
生

か
し
得
る
で
あ
ら
う
。
」
(
同
上
)

こ
れ

に
樹
す

る
私

の
批
判

の
第

一
鮎
。
ま
つ

「
農
村

が
自
ら
使

用
す

る
も
の
は
之
を
自

ら
作

る
」
?

そ

れ
は
如
何

に
し

て
可
能

で
あ
る
か
。
衣
服
、
履
物
、
味
喀

、
醤
油

、
盤

、
砂
繕

、
酒
、
煙

草
、
等

々
々
?
・

そ
れ

ら

の
殆

ん
ど
す

べ
て
が
既

に
資
本
主

義
生

産

の
支
配
下

に
拉

し
去

ら
れ
た
こ
と
、
及

び

こ
の
勢

ひ
は
今

日
の
肚
會

に
お
い
て
は
む
し
ろ
避

け
が
た
き
必
然

で
あ

る
こ
と
ー

し
た
が

っ
て
如
何

に
言
を
繰
返

へ
し

て
農
民

に
読
く

と
す

る
も
そ
れ

は
所
詮

「
肚
會

の
進
行

を
逆
輻
」

せ
ん
と
す
る
憐

れ
む

ぺ
き

シ
シ
フ
ア

ス
の
努

力
に
絡

る

の
外
な

き
こ
と

は
、
前
段

に
お

い
て
私

の
縷
述
し
た

と
こ
ろ

で
明

か
で
あ

る
が
、
よ
し
ん
ば

こ

の
抗

し
が
た
き
資

本
主
義
肚
會

の
必
然
性
を
認

め
え
ざ

る
も

の
で
も
、

一
見
し

て
博

士
所
論

の
背

理

に
氣

つ
く

で
あ
ら
う
。
何
故

に
背

理
と
云

ふ
?
・

そ
れ
は
か
う

で
あ
る
。

謂

ふ
と
こ
ろ

の

「
資

本
主
義
生
産

の
進
行
」
が
、
か
り

に

「
外
親

の
、
髄

裁

の
問
題
」
だ

と
し
て
も
、
そ

じ
て
そ
れ
さ

へ
辛
抱
す

れ

ば
農

村

の
自
給
性
は

「
恢
復
」
す

る
と
し
て
も
、
塵

や
、
酒

や
、
煙

草
は
ど
う
し

て
く
れ

る
?
・

こ
れ
も

「
自
給
」

せ
よ
と
云



う

む

は
る

玉
か
。
事
實

し
た
く

つ
て
も

お
上
が
許

し
て
く
れ

ぬ
で
は
な

い
か
。
そ
れ

と
も
酒

は
農

民
に
贅
澤

と
云
は
る

瓦
か
、
煙
草

は

農

民

に
の
む
な

と
去
は
る

玉
か
。

次

い
で
は

「
衣
服

、
履
物
、
燈

火
」
。
衣
服
だ

つ
て
自

か
ら
作

る
に
は
棉

が

い
る
、
機

が

い
る
。

履

物
だ

つ
て
用
材

が

い
る
、

毛
皮
が

い
る
、
道
具

が

い
る
。
燈
火
は
電
燈

を
慶
し

て
ラ

ン
プ
を
持
ち
出

し

て
來

て
も
、
石
油
は
自

分

で
掘

り
出
し

て
は
來
ら
れ
ま

い
。
た
と

ひ
、

こ
れ

ら
を

ど
う
に
か
調
達
す

る
と
し
て
も

、
そ

の
勢
力
は
ど
う
す

る
?
・

田
を
耕

す

こ
と
を
や
め
て
自
分

で
作
れ

と
で
も

云
は
る

玉
か
。
博
士
自

か
ら
も
そ

の

「
近
村

で

一
代

に
し
て
十
町

の
田
地
を
買

ひ
た
め
た

人
」

の

「
言
語

に
絶

」
し
た
そ

の
働

き
方

を
述

べ
て
、
「
朝
、
曙

い
う
ち
か
ら
田
の
仕
事

に
出

る
の
は
云

ふ
ま
で
商
な

い
、

日
く
れ

て
も
仕
事

が
全
く
出
來

ぬ
や
う
に
な
ら
ぬ
限
り
は

か

へ
ら
な

い
。
天
氣

の
よ

い
日
に
は

、
足
を
洗

つ
た
事

が
な

い
、
か

へ
る
と
す

ぐ

食
事
を
と

つ
て
土

足

の
ま

」
床

の
中

に
入

る
。
…
…
生
産
費

も
得
ら
れ
な

い
産
業

に
於

て
金
を
ま
う
け

る

の
に
は
、

こ
れ
だ
け

の
努
力
を
要
す
る
L
(
七
頁
)

と
云
ふ
て
居
ら
れ

る
で
は
な

い
か
。

そ

の
農

民

に
i

朝

か
ら
晩

ま
で
働

い
て
も
働

き
き
れ

な

い
そ

の
農

民

に
、
衣
服

は
自
分

で

・
履

物
は
自
分

で

・
燈
火
は
自
分

で
、

い
な
す

べ
て

「
自

ら
使

用
す

る
も

の
は
之

を
自

ら
作

れ
」

と

で
も
云
は
る

ム
の
か
。
そ

の
所
読

こ
そ
は
ま

こ
と

に

「
言
語

に
絶
し

て
ゐ
る
」

!

次

に
第

二
黙
。

「
な

る

べ
く
多
く
を
費

れ
、
而

し

て
買

ふ
な
」
?
・

そ
れ

は
ま
た
理
論
的

に

・
事
實
的

に
、
如
何

に
し

て
可
能

で
あ
る
か
。
想

ひ
起

す
、
十
八
世
紀
申
葉

の
物

の
わ
か

つ
た
人

は

「
な

る

べ
く
多
く
を
買

へ
、
而
し

て
よ
り
多
く
を
費
れ
」

と
武

ふ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
わ

か
つ
て
ゐ
る
。

が
、
「
多

く
を
費
れ
、
而
し

て
買

ふ
な
」

?
・

農

民
が
本
來
自
己
漕
費

の
た
め

の
そ

の
生
産
物
を

「
賓

り
」
出

し
始

め
た

の
は
、
資
本

主
義

肚
會

に
お

い
て
は
不
可
訣

と
さ
れ

高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
検
討

七
五



噛商
田
櫨
町士
盤
幌民
㈲躬
乏
一論
「の
論
励融

七
山
ハ

ヘ

へ

て
來

た
貨
幣

獲
得

の
必
要
か
ら

で
あ
る
。

こ

の
必
要

は
先
づ
國
家

に
劉
す

る
租
税

の
金
納
か
ら
起

つ
た
が
、
さ
ら
に
こ
れ
と
共

に

或

は

こ
れ
以
上

に
彊
暴

に
迫
り
來

つ
た
必
要
は
、
そ

の
手

か
ら
駆
逐
さ
れ
始
め
た

と
こ
ろ

の

・
し

か
し

て
今

は
資
本
主
義
生
産

の

支

配

下
に
造
出
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
工
業

生
産
物
を

「
買

ひ
」
入
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
か
ら
起

つ
た
。
し
た
が

つ
て
農
民

が
そ

の
農

業

生
産
物
を

「
費

る
」

の
は
、
わ
つ

か
な
が
ら
も
必
要
不
可
鋏
な

工
業

生
産
物
を

「
買

ふ
」

た
め

で
あ

つ
た
。

こ

曳
で
も
ま
た
農

民

の
立
場
は
、
褒
動
的

。
自
由
選
揮
的

で
は
あ
り
得
す

し

て
、
む
し
ろ
受
動
的

・
張
制
的

で
あ

る
。
云

ひ
か

へ
れ
ば
、
都
市

に
稜

展
す

る
商

工
資
本
主
義

が
先
づ
農

民

の
手

か
ら
そ

の
家

内

工
業

を
駆
逐
し

・
牧
奪
し
、

さ
う
し

て
農
民

の
間

に
資
本

主
義

生
産

そ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
自
身
の
維
持
磯
展
の
た
め
の
國
内
市
場
を
捜
大
し
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
私
の
解
す
る
資
本
主
義
生
産
の
理
論
の
上
か
ら

ヘ

ヘ

へ

ぬ

は
、
農

民
に
と
つ
て
は

「
買

は
」

ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
が
さ
き
で

コ
買
ら
」

ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
が
あ
と
で
あ

る
。
農

民
が

「
買

ふ
」

こ

と
な
く
し

て

「
費
り
」

う
る
と
思

ふ
も

の
は
、
資
本
主
義
生
産

の
こ

の
理
論
を
ま

と
も

に
見

る
を
得

ざ
る
も

の
と
評

せ
ね
ば
な

ら

ぬ
。

だ

が
博

士

の
所
読
は
そ
の
う

へ
、
事
實

的

に
か
う

い
ふ
曙
礁

に
乗
り
あ
げ
ざ

る
を
得

な

い
。
す
な
は
ち

「
多
く
を
費

る
」

た
め

に
は
農

民

は
先
つ
よ
り
多
く
を
作

ら

ね
ば
な
ら
ぬ
、
し
か
し

て
多

く
を
作

る
爲

に
は
1

他

の
條
件

た
と

へ
ば
耕
作

の
土
地
面
積

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

や
施

肥

や
農

具
は
同
じ
だ
と
し

て
も
、
農

民
は
よ
り
多

く
働

か
ね
ば
な

ら
ぬ
。
費
る
た
め

に
多
く
働

い
て
、
し
か
も

「
自

ら
使
用

す

る
も

の
は
之
を
自
ら
作

る
」
!

農
民

に
と

つ
て
は
、
し
か
り
渡
落
し
ゆ
く
農
村
を
救

ふ
て
も
ら

ふ
た
め

に
は
、
そ
れ
は
な

ん

と

あ
り

が
た

い

「
自
給

性

の
恢
復
」

で
あ
る

こ
と
か
。
私
は

い
ま

、
よ
り

「
多
く
を
費

る
」

た
め

に
よ
り
多
く
を
作

る
結
果

と
し



奄

て
當
然

に
期

せ
ら
る

べ
き
農
業

生
産
物

の
増
加

が
、
そ

の
債

格

の
上

に
如
何

に
薪

た
な
る
重
墜
を
加

ふ
る
に
至
る

べ
き

か
は
措

い

て
問
は
な

い
。
た
だ
博

士

の
所
読
を
貫

い
て
ゆ
け
ば
事
實

に
お

い
て
、
如
何

に
不
條

理
な
蹄
結

に
導

か
ざ
る
を
得
な

い
か
を
示
せ

ば

足
り
る
。
た
だ
し
そ

の
数
、
幾
千
萬
を

こ
ゆ
る
多
歎

の
農

民

の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
中

に
は

一
人

や
二
人

の
殊
勝
な
心
が
け

の

人
が
あ

つ
て
、
高

田
博

士

の
こ
の

「
自
給
性

の
恢
復
」
論

に
耳
を

か
し

て
随
喜

の
涙
を
流

さ
ぬ
と
は
私
も
保
誰
し
な

い
。
が
そ

の

場

合

の
農

民

の
働

き

こ
そ

「
言
語

に
絶
す

る
」

で
あ
ら
う
。

「
肺

病
患
者

に
螢
役
を
強

ふ
る
に
等
し

い
」
(
九
頁
)
と
は
、
ま
さ

に

・
博

士

の
根
本
的
な
、
自
給
性

の
恢
復

に
よ
る
農

村
封
策

へ
の
適
評
で
あ

ら

ね
ば
な

ら
ぬ
。
博
士

の
別

の
言
葉

は

い
ふ
て
ゐ
る
ー

も

ぬ

「
せ
め
て
此
肺
患
者

を
し

て
勢

役
か
ら
冤
れ
し
め
よ
」

1

玉

「
淺

る
道

は
た
だ

一
で
あ

る
」
ー

と
博
士
は
、

い
よ

い
よ
最
後

の
切
り
札
を
投
げ
出

さ
れ
る
。
今

こ
そ
吾

々
は
博

士

の
、
如

上

の
論

述
か
ら
受

け
と

つ
た

「
印
象

を
離

れ
て
冷
認
…に
」
、
そ

の
最
後

の
道

の
何

で
あ
る
か
を

「
直
覗
」

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

こ
で
博

士

は
績

い
て
去
は
れ
る
i

「
そ
れ
は
も
は

や
経
濟

の
道

で
は
な

い
、
政
治

の
道

で
あ

る
」
(
九
頁
)
。

維

濟
を
離
れ

て
政
治

の
道

と
は
?

博

士

の
答
は

一
見
、
直
裁
簡
明

で
あ
る
。

曰
く

「
第

一
歩

と
し

て
先
づ
農

村
を
し
て
都
會

と
同

一
な
る
公

課

の
員
捲
を

捲

は
し
め
よ
。
更

に
進

み
て
、
都
會

の
絵
剰

〔
!
〕

を
以

て
農
村

の
螢
養

を
補
給

〔
!
〕

せ
よ
。

こ
れ
以
外

に
農

村

の
救
は
る

」

道

は
な

い
L
(
九
頁

)
。

高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
槍
討

七
七



高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
検
討

七
八

と
こ
ろ

で
こ
の
提
案
は
、
見

ら
る

」
通
り

二

つ
の
部
分

か
ら
成
立

つ
て
ゐ
る
。

そ

の
前
牛
ー

博
士

の
謂

ゆ
る

「
第

一
歩
」

が

た
し

か
に

「
政
治

の
道
」

で
あ
り
、
し

か
も
農

村
が

「
今
日
経
濟
的

に
行
き

つ
ま

り

つ
玉
あ
る
と

こ
ろ

に
、
公

課
過
重

の
重
墜

が

あ

る
」

の
事
實
を
認
め
る
も
の
は
、
な
ん

ぴ
と
と
云

へ
ど
も
博
士

の
提
案

に
賛
意
を
表
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ど

ζ
う
か
農
村

に

お
け

る
公
課

の
過
重
員
旛

は
、
も

う
何
年
も
前

か
ら
世
人

の
前

に
明
か
な
事
實

と
し

て
示
さ
れ

て
ゐ
た
。
が
私
は
そ
ん
な
こ
と
を

こ

玉
で
詮
議
す

る
ほ
ど

の
物
好
き
も
持

ち
合

せ
て
ゐ
な

い
し
、
ま
た

こ

の
財
政
組
織

の
部
分
的
改
革

に
よ
つ
て
農
村
員
澹

の
輕
減

を

は
か
る

こ
と
が
果
し

て
根
本
的
な
救

濟
策

た
り
う
る

か
ど
う

か
i

詳
し
く

云

ふ
な
ら
ば
、
博

士

に
お
け

る
農

民
窮

乏

の
根
本

原
因

が

「
自
給

性

の
喪
失
」

と

「
生
活
標
準

の
攣

化
」

と
に
あ
り
、「
農
村
員
播

の
重
墜
」

は
そ
れ

に
樹
し

て

「
油
を
注
」
ぐ
底

の

謂

は

穿
副
次
的
第

二
次
的
原
因

で
あ

つ
た

に
拘
ら
す

、
そ

の
根
本
原
因

に
封
し

て
は
途

に
何
等

の
手
段
を
も
講

じ
得
す

し
て
、
こ

の
第

二
次

的
原
因

の
み
を
漸
く

「
政
治

の
道
」

に
よ

つ
て
緩

和
す

る

こ
と
が
や
が

て
唯

一
無
二

の
根

本
的
救
濟
策

で
あ
り

「
こ
れ

・

以
外

に
農

村

の
救
は
る

玉
道

は
な

い
」

と
ま

で
云

ひ
切

り
う
る
か
ど
う

か
、

の
詮
索

も
私
は
こ

玉
で
試

み
よ
う
と
は
し
な

い
。

こ

の
場
合

の
私

の
問

題
は
、
謂

ふ
と
こ
ろ

の

「
政
治

の
道
し

の
第

二
段

に
か

玉
は
る
。

「
更

に
進

み
て
、
都
會

の
饒
剰
を
以

て
農

村

の
菅
養
を
補
給

せ
よ
」
?
・

こ

の
場
合
謂

ふ
と
こ
ろ

の

「
都
會

の
饒
剰
」

が

一
艦
何

で
あ
る

か
は
、
博

士
の
論
述
を
通

し
て
全
く
不
明

で
あ

る
が
、
ま

さ
か
都
會

の
飴
り
も

の
で
も
呉
れ

て
や
れ
と

ふ
意

で
は
あ

る
ま

い
。

そ
れ

と
も
金
を
融
通

せ
よ
と

い
ふ
意

で
あ
る
か
。

さ
う
な
ら
ば
金

は
あ
る
、
し

か
も
高

い
利
子

の
金
が
。
さ
う
し

て
そ
れ

が

D

ま
す
く

農
村
を
搾
取
し
農
民
大
衆
を
債
務
奴
蘇
に
ま
で
ひ
き
つ
つ
て
行
く
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
理
は
農
民
自
身
が
す
で
に
知



"

り

つ
く
し

て
ゐ
る
、
だ
か
ら
そ

の
聲

の

一
つ
は
云

ふ
ー

「
政
府
は
近
時
、
農
村
救
濟
を

や
か
ま
し
く
言

ふ
て
居
る
と

の
事
だ
、

が
地
主

の
政
府

に
何

が
出
來

る
。
農

村

に
金
を
貸

し

付

け

て

救
濟
す

る
と
言

ふ
。
そ
ん
な

事

で
此

の
俺

達
を
救

ふ
事

が
出
來

る

も

の
か
、
…
…
我
等

に
金

を
貸
し
付

け

て
、
税
金
を
彿

へ
と
言

ふ

の

だ

ら

う

、
小
學
校
教

員

の
減
俸

を
行

ふ
な
と
言

ふ
の
だ
ら

う
。
そ

ん
な
も

の
が
何

に
な
る
、
ー

そ
れ
で
さ

へ
俺

達
は
、
借

金

に
悩

み
績
け

て
ゐ
る

の
で
は
な

い
か
、
も

う
こ
れ
以
上

そ
ん

な

重
荷

は
員

ひ
度

く
な

い
の
だ
」

(中
央
公
論
、
五
年
十
月
號
所
載
、
農
村
生
活
者
の
手
記
よ
叫
)
。

飴
談
は
差
控

へ
て
、
謂

ふ
と
こ
ろ

の

「
都
會

の
籐
剰
」

に
封

し
今

一
つ
與

へ
う
る
解
繹
を
考

へ
て
み
る
。
す

る
と
前

に
出

て
來

る
言
葉

に

「
目

ざ
す

と
こ
ろ
は
商

工
業

の
利
潤

に
あ
る
」
と

あ
る
か
ら
、
或
は
そ
れ
を
意
味

し

て
ゐ
る
の
か
も
知
れ

な

い
。
だ
が
、
も
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
問
題
は

こ
玉

に

一
韓

し

て
、

そ

の

「
都

會

の
飴
剰
」
「
商

工
業

の
利
潤
」

は
全
罷

と
し

て
、

そ
も

そ
も
何

を
條

件
と
し

・
ま
た
如
何

に
し

て
成

立

す

る
か
、
と

い
ふ
こ
と

に
な
る
。

「
都

會

の
飴
剰
」
「
商

工
業

の
利
潤
」
が
も

し
吾

々
の
農

村
か
ら
無
關
係

に
成

立
す

る
も

の
で
あ
る
な

ら
ば
、

こ
れ

を
も

つ
て

「
農

村

の
螢
養
を
補
給
」

す
る
こ
と
必
す

し
も
意
味

な
し
と
し
な

い

で
あ

ら

う
。
が

一
般

に
、
「
以
て
補
給

せ
よ
し

と
云
は
る

、
そ

の

「
都
會

の
飴
剰
」

こ
そ
は
、
實
は

「
農

村

の
螢
養
」
を
犠
牲

に
し

て
ー

詳

言
す
れ
ば
、

一
方

に
は
農
村

か
ら
都
會

へ
の

・
等
債

物

な
し

の
不
噺

の
便
値
流
入

に
よ
り
、
他

方
に
は
農

村
と
都
會

と

の
聞

に
お
け
る

・
農
業

生
産

物
と
工
業

生
産
伽

と
の
不

断

の
交

換
關

係
を
通
じ

て
成

立
す

る
も

の
で
は

な

い
か
。
尤
も

こ

の
第
二

の

・
農
村
都
會
間

に
お
け
る
交
換
關

係
は
、
勘
な
か
ら
ぬ
日
本

の
論
者

が
主

張
す

る
と
こ
ろ
と
は
反
封

に
、
そ

の
ま

」
都
會

に
よ

る
農

村

の
経
濟
的
搾
取
を
意
味
す

る
も

の
で
は
な

い
。

が
事
實

高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
検
肘

七
九

ψ



高
田
博
士
農
民
窮
乏
論
の
楡
討

八
〇

に
お

い
て
は

こ
の
交
換
關
係

も
ま
た
前
者
と
同

じ
や
う

に
ー

カ
ウ
ツ
キ
ー

の
用
語
を
も

つ
て
云

へ
ば

「
農
村

の
素
材

的
搾

取
」

「
螢
養
素
材

に
お
け
る
土
地

の
疲
弊
」

(農
業
問
題
、
ス
ツ
ッ
ト
ガ
〃
ト

一
八
九
九
年
、
一=

一
頁
)
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。

か
や

う
に

に
し

て

「
都
會

の
饒
剰
」
「
商

工
業

の
利
潤
」

は
、
そ
れ
が
か

」
る
も

の
と
し

て
成
立
し
う

る
た
め

に
は
到
底

、
農

村

の
慨
久
的
疲

弊

・
農

民

の
慢

性
的
窮
乏
化
を
不
可
歓

の
前
提

と

せ
ざ
る
を
得

な

い
。
以

つ
て
農
村

に
螢
養

を

「
補
給
」

せ
ん
と
す

れ
ば
す

る
ほ

ど
、
し
か
し

て
そ

の
た
め

に
都
會

の

「
飴
剰
」
「
利
潤
」
を
大
な
ら
し
め
ん
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
農
村
は
ま
す
ま
す
搾
取

さ
れ

て

へ

あ

ゆ

か
ね
ば
な
ら
ぬ
理
で
は
な

い
か
。
吾

々
は
こ

、
に
、
資
本
主
義
艦
制

そ

の
も

の
を
前
提

と
す

る
如
何
な
る
農

村
封
策
も
絡

局
的

に
衡
き
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な

い
理
論
的
矛
盾
を
見
出
す

の
で
あ
る
。

か
さ
ね
て
問

ふ
、
「
都
會

の
飴
剰
を
以

て
農

村

の
螢
養

を
補
給

せ
よ
」

?
・

言
葉

に
は
た
し
か

に
、
慨
世
的
な
熱
意

と
麻
醇
的
な

魅

力
が
秘

め
ら
れ

て
あ
る
。

が
、

い
か
な
る
熱
意
も

・
い
か
な
る
魅
力
も
、

そ

の
擦

つ
て
立

つ
理
論

の
破
綻

に
は
抗

し
得
な

い
で

あ

ら
う
。

「
着
眼

こ
」
に
及
ぼ
ざ
る
識
者

の
見

方
は
ー
i

と
吾

々
の
高

田
博
士
は
、

つ
ひ
に
世
の
農

村
問
題
研
究
家

を
叱
咤
し

て

ヘ

ヘ

へ

も

も

ヘ

へ

ぬ

へ

も

も

へ

ぬ

ヘ

カ

へ

云
ふ
て
居

ら
れ
る
ー

-す

べ
て
商

工
資
本
家
的
利
害

に
囚
は
れ
た

る
も

の
で
あ
る
と
義
ひ
た

い
」
(
同
九
頁
)
。
私
は
不
幸

に
し

て
、

こ
れ

に

一
語

の
修

正
を
も
加

ふ
る

こ
と
な
く
、
わ

つ
か

に
傍

黙
を
加

へ
た
だ
け
で
、
そ

つ
く
り
そ

の
ま

」
博

士
所
論

に
封
す

る
評

嘗

と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
を
か
な
し
む
。

六

■

噌

σ



ρ

以
上
私
は
高

田
博
士

に
お
け

る
農

民
窮
乏

の
原
因
論

を
批
判
し
、
進

み

て
そ

の
農
村
封
策

論

の
槍
討
を
了

へ
て
、
こ

、
に
や

つ

と
、
宣
下
を
待

つ

べ
き
絡

局
的
判
定

の
前

に
到
着

し
た
。

「
引
き

か

へ
す

よ
り
外

に
致

し
方
が
な

い
は
ナ
」

と
さ
れ
た

「
農
村
淡

ヘ

へ

も

へ

落

へ
の
道
」

か
ら
博
士

の
所
設
は
果
し

て
よ
く
理
論

的
に
引

き
か

へ
し
得
た

か
ど
う
か
、
或

は
同
じ
こ
と
で
あ

る
が
、
引
き

か

へ

さ
ん
と
す

る
熱
意

は

こ
れ
を

も
た
れ
な
が
ら
所
詮
そ

の
理
論
は
抗
し
が
た
き
暗
礁

に

ぶ
つ
か

つ
て
、
期

せ
す
し

て
農
村

と
共

に
没

落

へ
の

一
途
を
急

が
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
は
な

い
か
ど
う
か
、
ー

た
だ
し
そ

の
判
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に
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者
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ゆ
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と
し

よ

う
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絡
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先
進
學
者

へ
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非
禮

を
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み
て
陳
謝
す

る
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