
書

評

豊
永
泰
子
著

『
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る

ナ
チ
ズ
ム
へ
の
道
』

中
　
村
　
幹
　
雄

　
近
年
、
わ
が
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
近
代
史
研
究
の
重
点
は
、
広
い
意
味
で

都
市
に
関
連
す
る
現
象
の
解
明
に
お
か
れ
、
そ
の
反
爾
、
農
村
の
研
究
が
軽

視
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
と
取
り
組
む
研
究
者
の
数
も
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い

る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
一
面
的
な
研
究
動
向
は
、
い
ず
れ
ド
イ
ツ
の
近
代
政

治
・
社
会
の
究
明
に
視
野
の
大
き
な
欠
落
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。
例
え
ば
手
工
業
を
取
り
扱
う
場
舎
、
対
象
は
都
帯
の
そ
れ
に
限
ら

れ
て
お
り
、
一
八
九
五
年
と
い
う
時
点
を
と
っ
て
み
て
も
、
伝
統
的
職
種
に

従
事
す
る
ド
イ
ツ
の
手
工
業
親
方
一
二
〇
～
一
五
〇
万
人
の
う
ち
、
そ
の
半

数
ほ
ど
が
農
村
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
事
態
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

農
村
手
工
業
へ
の
関
心
は
消
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
忘

れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
都
市
の
手
工
業
親
方
を
見
舞
っ
た
社
会
変
動
が
遅
れ

ば
せ
に
農
村
の
手
工
業
親
方
を
襲
う
よ
う
に
な
る
場
合
、
後
者
の
政
治
的
・

社
会
的
反
応
は
前
者
が
見
せ
た
そ
れ
と
同
じ
も
の
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
近
代
史
と
取
り
親
む
に
あ
え
っ
て
肝
要
な
の
は
、
こ
の
よ

　
　
ヤ
　
ヤ

う
な
ラ
グ
か
ら
生
ず
る
特
定
の
社
会
層
の
独
自
で
激
烈
な
反
応
へ
の
視
点
を

も
ち
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
対
象
が
一
九
・
二
〇
世
紀
で
あ
ろ
う
と

農
業
・
農
村
史
に
配
慮
し
な
い
研
究
は
、
一
面
的
な
視
野
の
故
に
、
そ
の
ド

イ
ツ
史
像
に
は
ど
こ
か
で
奇
妙
な
誤
り
が
生
じ
て
く
る
と
思
う
。
農
村
研
究

が
軽
視
さ
れ
る
近
年
の
傾
向
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
度
、
豊
永
泰
子
氏
の
『
ド

イ
ツ
農
村
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
道
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と

に
喜
ば
し
く
、
か
つ
そ
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
本
書
は
「
ま
え
が
き
」
と
「
あ
と
が
ぎ
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

現
在
、
郷
里
高
知
に
お
い
て
療
養
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
豊
永
泰
子
氏
の

長
年
に
わ
た
る
研
究
成
果
を
、
蟄
永
氏
に
代
り
民
の
同
学
の
士
た
ち
が
一
書

に
ま
と
め
公
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　
ま
え
が
き

　
一
　
ド
イ
ツ
農
業
と
ユ
ン
カ
ー
の
歴
史
的
軌
跡

　
　
第
1
章
農
業
と
ユ
ン
カ
ー

　
　
　
付
論
1
　
書
評
　
藤
瀬
浩
司
『
近
代
ド
イ
ツ
農
業
の
形
成
一
い
わ

　
　
　
　
ゆ
る
「
プ
ロ
シ
ャ
型
」
進
化
の
歴
史
的
検
証
』

　
　
第
2
章
　
プ
ロ
イ
セ
ン
世
襲
財
産
問
題

　
　
第
3
章
　
一
九
世
紀
末
農
業
恐
慌
と
ユ
ン
カ
ー
経
営
一
農
業
労
働
者

　
　
　
　
　
の
存
在
形
態
を
中
心
と
し
て
一
1

　
H
　
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
農
業
と
農
民

　
　
第
4
章
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
農
業
綱
領
欄
題
一
一
九
一
入
～
二

　
　
　
　
　
七
年
一
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評

　
　
付
論
2
書
評
原
田
薄
『
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
農
業
隠
題
』

　
第
5
章
　
緑
色
戦
線
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
農
業
政
策

　
第
6
章
　
ヴ
ァ
イ
マ
ル
宋
期
の
農
民
運
動
廷
ラ
ン
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動

　
皿
　
農
村
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
道

　
第
7
章
　
ナ
チ
ズ
ム
と
農
本
主
義

　
箪
躍
8
章
　
ナ
チ
党
の
農
村
政
策

　
第
9
章
　
カ
ト
リ
ッ
ク
農
村
の
ナ
チ
化
一
『
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ー
ノ
ー
レ
ン

　
　
　
　
の
農
民
』
誌
に
み
る
一

　
第
1
0
章
　
第
三
帝
国
の
農
村
政
策

　
　
付
論
3
　
ダ
レ
ー
と
ダ
レ
i
文
書

　
　
第
1
1
章
　
ナ
チ
体
制
と
世
襲
農
揚
制

　
　
付
論
4
　
ナ
チ
体
制
と
大
衆
1
一
研
究
史
的
整
理

　
　
付
論
5
　
書
評
　
村
瀬
興
雄
『
ナ
チ
ス
統
治
下
の
民
衆
生
活
1
そ

　
　
　
　
　
の
建
前
と
現
実
』

　
　
付
論
6
　
書
評
C
・
シ
ュ
ッ
デ
コ
プ
フ
編
・
香
川
檀
也
訳
『
ナ
チ
ズ

　
　
　
　
ム
下
の
女
た
ち
一
第
三
帝
国
の
日
常
生
活
』

　
　
　
離
塁
7
　
書
評
　
ア
ル
ト
ゥ
…
ル
・
シ
ュ
ヴ
ア
イ
ツ
ア
…
『
第
三
帝

　
　
　
　
国
に
お
け
る
大
企
業
』

　
あ
と
が
き

　
以
上
の
よ
う
に
本
書
は
三
部
十
一
章
と
七
つ
の
付
論
と
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
が
、
た
だ
し
そ
の
配
列
は
執
筆
年
月
順
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

第
3
章
が
一
九
六
四
年
と
も
っ
と
も
早
く
書
か
れ
、
つ
い
で
第
2
章
の
執
筆

が
一
九
六
六
年
、
最
後
の
章
に
あ
た
る
第
1
1
章
は
一
九
穴
八
年
で
あ
り
、
第

10

ﾍ
が
一
九
九
〇
年
に
発
表
さ
れ
、
も
っ
と
も
新
し
い
論
稿
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
の
各
章
は
内
容
別
に
編
成
さ
れ
て
お
り
、
第
－
部
で
は
主
と
し
て
第
二

帝
政
難
に
お
け
る
ユ
ン
カ
ー
的
土
地
所
有
の
経
営
の
実
態
や
社
A
写
的
…
意
義
が

考
察
さ
れ
、
第
H
部
で
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
政
期
の
農
業
政
策
と
農
民
層
の

政
治
的
動
向
が
、
第
皿
部
で
は
ナ
チ
ス
の
農
業
・
農
村
政
策
の
展
開
が
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
本
書
全
体
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
特
筆
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
氏
の
究
極
の
関
心
が
ド
イ
ツ
農
業
そ
れ
自
体
の
経
済
的

分
析
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ナ
チ
ス
の
制
覇
に
ゆ
き
つ
く
ド
イ
ツ
近
代
政
治

の
把
握
へ
向
け
ら
れ
て
お
り
、
農
業
問
題
・
政
策
の
帰
趨
の
分
析
は
政
治
的

社
会
的
支
配
層
の
動
向
、
ユ
ン
カ
ー
の
優
越
の
機
構
、
政
治
体
制
の
特
質
、

農
村
の
政
治
動
向
な
ど
の
解
暁
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本

書
に
お
い
て
ユ
ン
カ
ー
や
農
畏
と
い
っ
た
特
定
の
社
会
層
を
代
表
す
る
政
党

や
利
益
集
団
の
対
立
・
競
合
が
克
明
に
追
究
さ
れ
る
の
も
、
氏
の
関
心
の
重

点
が
政
治
の
進
展
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は

ド
イ
ツ
農
業
史
の
著
作
で
は
な
く
、
農
業
面
か
ら
政
治
の
把
握
を
め
ざ
す
ド

イ
ツ
農
業
の
政
治
史
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
豊
永
氏
の
問
題
意
識
は
、
第
1
章
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
章
で
は
氏
に
よ
っ
て
近
代
ド
イ
ツ
の
敷
治
的
社
会
的
支
配
階
級
と
み
な

さ
れ
た
ユ
ソ
カ
…
層
が
そ
の
優
越
的
地
位
の
物
的
基
盤
を
維
持
で
き
る
か
否

か
と
い
う
問
い
か
け
が
前
面
に
で
て
お
り
、
こ
の
関
心
が
氏
を
ユ
ン
カ
ー
経

営
の
労
働
力
編
成
、
土
地
罫
書
の
世
襲
財
産
化
や
帝
政
期
・
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期

の
農
業
関
税
政
策
の
推
移
の
分
析
へ
と
向
わ
し
め
て
い
る
。
こ
の
章
は
、
一

九
二
一
〇
世
紀
の
ユ
ン
カ
ー
の
政
治
的
経
済
的
動
向
を
通
観
で
き
る
好
論
文

と
い
え
る
。
第
2
章
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
東
エ
ル
ベ
の
ユ
ン
カ
ー
的

土
地
所
有
の
譲
渡
・
分
割
・
抵
当
を
禁
止
し
、
こ
れ
を
一
定
の
家
名
に
相
続

さ
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
世
襲
財
産
制
が
演
じ
た
役
割
で
あ
る
。
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こ
の
世
襲
財
産
の
数
は
一
八
五
〇
年
～
一
九
〇
〇
年
間
の
儀
か
半
世
紀
問
に

倍
増
す
る
が
、
嶽
撃
壌
は
こ
の
財
産
設
定
の
背
後
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の

土
地
所
有
の
世
襲
財
産
化
を
通
じ
て
彼
ら
の
貴
族
化
の
基
礎
を
創
出
し
よ
う

と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
綿
密
に
論
証
す
る
。
氏
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

帝
政
ド
イ
ツ
の
「
似
而
非
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ム
ス
」
の
支
配
体
制
を
守
る
た

め
に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
「
ユ
ン
カ
ー
的
プ
ロ
イ
セ
ン
支
配
の
機
構
に

編
み
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
蝕
襲
財
産
制
は
帝
制
期
に
お
い
て
こ
の
機

能
を
果
し
た
」
（
四
〇
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
第
3
童
・
で
は
、
一
九
世
紀
末
の
農
業
恐
慌
の
襲
来
に
よ
り
解
体
の
危
機
に

さ
ら
さ
れ
た
ユ
ン
カ
ー
経
営
の
農
業
労
働
力
の
編
成
替
え
が
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
章
で
豊
永
氏
は
、
ユ
ン
カ
ー
経
営
が
東
プ
ロ
イ
セ
ン
州
で
は
基

幹
労
働
力
を
イ
ソ
ス
ト
ロ
イ
テ
か
ら
デ
プ
タ
ソ
ト
へ
と
切
り
替
え
つ
つ
家
父

長
吏
労
働
制
度
の
再
編
成
を
行
う
過
程
に
あ
る
こ
と
を
、
他
方
で
シ
ュ
レ
ー

ジ
エ
ソ
州
で
は
外
国
人
労
働
者
を
基
幹
労
働
力
に
組
み
入
れ
な
が
ら
、
資
本

主
義
的
労
働
制
度
を
形
成
し
て
ゆ
く
経
過
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
る
み
に
だ
し

た
。
だ
が
こ
の
場
合
で
も
馬
の
研
究
は
、
冬
季
の
打
穀
分
前
に
も
と
つ
く

利
害
共
同
体
に
よ
っ
て
イ
ソ
ス
ト
ロ
イ
テ
を
支
配
す
る
体
制
か
ら
現
物
賃
金

（
定
量
の
穀
物
）
を
支
給
さ
れ
る
デ
プ
タ
ソ
ト
へ
、
さ
ら
に
貨
幣
賃
金
受
給

の
自
由
な
労
働
者
雇
傭
へ
と
労
働
力
編
成
の
重
点
を
移
行
さ
せ
る
中
で
、
ユ

ン
カ
ー
が
政
治
的
支
配
階
級
と
し
て
の
物
的
基
礎
を
保
持
で
き
る
の
か
否
か

と
い
う
問
い
か
け
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
第
2
章
の
論

稿
は
、
豊
永
氏
の
卒
業
論
文
を
若
干
、
手
直
し
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
早
く
も
学
部
生
の
時
期
に
あ
の
難
解
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
東
エ
ル
ベ
農
業

労
働
者
調
査
を
縦
横
に
活
用
し
て
本
論
稿
を
執
筆
し
た
氏
の
力
量
に
は
驚
き

の
念
を
禁
じ
え
な
い
。

　
氏
の
著
作
に
お
い
て
、
直
接
ユ
ン
カ
ー
を
主
題
と
し
た
論
稿
は
、
第
二
部

で
お
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
ユ
ン
カ
ー
へ
の
関
心
は
、
常
に
氏
の
念
頭
に
お
か

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
巻
末
の
事
項
索
引
の
中
で
ユ
ン
カ
ー

と
い
う
丁
目
が
占
め
る
圧
倒
的
な
多
さ
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
近
年
の
わ
が
圏
に
お
い
て
は
、
ユ
ン
カ
ー
へ
の
関
心
が
低
下
し
、
そ
の

研
究
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
封
建
化
」
テ
ー
ゼ
と
同
様
に
不
評
で
あ
る
か
、

な
い
し
は
無
視
さ
れ
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
に
ユ
ン
カ

ー
の
政
治
的
社
会
的
地
位
の
変
化
に
向
け
た
豊
永
氏
の
関
心
や
研
究
成
果
は
、

む
し
ろ
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

わ
が
圏
の
ド
イ
ツ
近
代
史
研
究
で
は
既
に
一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
か
ら
頻
繁

に
ユ
ン
カ
ー
の
役
割
に
つ
き
雷
及
は
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
反
比
例
す

る
か
た
ち
で
ユ
ソ
カ
…
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
が
欠
如
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
ユ
ン
カ
ー
を
研
究
し
な
い
傾
向
は
、
近
年
、
ユ
ン
カ
ー
の
意
義
を
否

認
す
る
論
者
の
問
で
特
に
い
ち
じ
る
し
く
な
っ
て
い
る
。
だ
が
ユ
ン
カ
ー
の

実
態
を
知
ら
ず
し
て
、
ユ
ン
カ
ー
の
役
割
を
否
認
す
る
の
は
お
か
し
な
こ
と

で
は
な
い
か
。

　
も
ち
ろ
ん
わ
が
国
の
ユ
ン
カ
ー
研
究
は
、
経
営
に
見
ら
れ
る
前
近
代
的
・

家
父
長
的
性
格
の
残
存
の
指
摘
と
か
、
ユ
ン
カ
ー
に
よ
る
プ
ロ
イ
セ
ソ
ー
ー
ド

イ
ツ
支
配
の
骨
が
ら
み
の
制
度
史
的
叙
述
が
主
で
あ
り
、
ユ
ン
カ
ー
こ
そ
が

西
欧
（
英
仏
）
の
近
代
的
発
展
と
比
較
し
て
ド
イ
ツ
に
特
有
の
立
ち
遅
れ
を

刻
印
し
て
き
た
勢
力
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
近
年
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

ユ
ン
カ
ー
層
（
な
い
し
広
く
貴
族
層
）
の
研
究
を
軽
視
し
た
り
、
ま
し
て
や

放
棄
す
る
こ
と
は
早
計
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ユ
ン
カ
ー
研

究
は
、
ユ
ン
カ
ー
と
イ
ソ
ス
ト
・
イ
テ
な
い
し
デ
プ
タ
ン
ト
と
の
瀾
係
の
社
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会
的
β
常
史
、
ユ
ン
カ
ー
出
自
の
尊
長
の
政
治
的
行
政
的
日
常
史
な
ど
の
究

明
（
社
会
構
造
史
と
結
合
し
た
）
か
ら
再
出
発
し
て
、
近
代
ド
イ
ツ
史
に
お

け
る
彼
ら
の
政
治
的
・
社
会
的
役
割
と
意
義
を
再
設
定
・
再
評
価
し
て
み
る

地
道
な
手
続
き
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の

封
建
化
（
貴
族
化
と
呼
ぶ
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
）
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
例

え
ば
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
末
期
に
お
け
る
五
〇
二
人
の
ビ
ジ
ネ
ス
界
の
大
富
豪
を

手
が
か
り
に
こ
の
テ
ー
ゼ
の
可
否
を
検
討
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ネ
ー
ペ
レ

ス
の
研
究
を
み
て
み
て
も
、
そ
の
維
持
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
時
期
の
企
業
エ
リ
…
ト
の
多
数
は
、
実
業
界
と
の
固
い
紐
帯
を
結
ぶ
の

を
欲
し
、
貴
族
へ
の
同
化
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
は
少
数
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
（
U
o
δ
目
。
。
・
い
・
》
償
σ
Q
塁
げ
8
Φ
二
段
①
N
、
＜
Φ
蔓
芝
Φ
a
夢
団
切
口
ω
7

昌
Φ
ω
ω
ヨ
o
p
貯
H
露
℃
興
一
巴
0
2
巴
僧
づ
団
」
月
髄
質
導
巴
o
h
ω
o
o
一
9
単
一
。
。
－

8
曙
”
＜
o
一
・
さ
。
b
。
”
測
り
。
。
。
。
、
℃
や
ω
置
1
。
。
届
）
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
、
帝
政
ド

イ
ツ
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
優
越
や
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
主
張
す
る
の
は

速
断
で
あ
り
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
…
の
貴
族
化
」
テ
ー
ゼ
の
再
検
討
に
た
っ

て
ユ
ン
カ
ー
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
の
関
係
の
再
整
理
を
行
い
、
ド
イ
ツ
近

代
史
の
再
構
成
へ
と
進
む
の
が
研
究
の
手
筈
と
し
て
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
場
合
で
も
豊
永
氏
の
ユ
ン
カ
ー
研
究
は
、
貴
重
な
手
引
き
と
し
て
貢
献

す
る
と
こ
ろ
大
な
の
で
あ
る
。

　
第
宅
部
の
第
4
章
で
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
農
業
政

策
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
党
が
大
・
中
・
小
経
営
の
混
在
を
農
業
生
産
の

安
定
し
た
樽
造
と
と
ら
え
、
し
か
も
消
費
者
の
立
場
か
ら
の
食
料
増
産
の
奨

励
・
食
料
自
給
化
の
方
針
に
一
貫
し
て
力
点
を
お
い
て
い
た
と
説
か
れ
て
い

る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
食
料
増
産
を
中
心
と
し
た
政
策
は
農
民
層
保
護
へ
の

軽
視
と
な
り
、
「
農
民
の
魂
」
を
つ
か
む
こ
と
へ
の
失
敗
に
つ
な
が
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ

い
う
の
で
あ
る
。
社
会
民
主
党
が
農
民
の
組
織
化
に
失
敗
し
た
こ
と
の
っ
け

は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
て
く
る
の
か
。
ま
た
「
農
民
の
魂
」
を
誰
が
つ

か
む
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
第
5
章
・
第
6
章
で
詳
細
に
検
討
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
豊
永
氏
の
本
領
発
揮
と
も
い
う
べ
き
分
析
方
法
は
、
頂
点
の
議
会
と
底
辺

の
各
社
会
層
と
の
中
間
に
位
置
す
る
利
益
団
体
の
活
動
に
焦
点
を
あ
て
、
こ

れ
ら
の
利
益
団
体
と
政
党
と
の
対
立
・
競
合
の
中
か
ら
政
策
の
決
定
過
程
を

綿
密
に
洗
い
だ
す
こ
と
に
あ
る
が
（
利
益
団
体
の
動
き
に
注
目
す
る
と
い
う

意
味
で
「
政
治
の
社
会
史
」
の
先
駆
的
方
法
で
も
あ
る
）
、
こ
の
手
法
は
第
5

章
で
存
分
に
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
章
で
氏
は
一
方
に
お
け
る
「
全
国
農
村
同

盟
」
「
ド
イ
ツ
農
民
連
盟
連
合
」
「
ド
イ
ツ
農
民
組
合
」
な
ど
の
農
業
利
益
団

体
が
結
成
し
た
「
緑
色
戦
線
」
と
い
う
連
合
組
織
（
一
九
二
九
年
二
月
）
、
他

方
に
お
け
る
諸
政
党
、
こ
の
両
者
間
の
提
携
・
対
立
関
係
、
さ
ら
に
工
業
の

利
益
団
体
「
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
」
の
動
向
な
ど
を
視
野
に
組
み
入
れ
つ

つ
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
、
と
り
わ
け
世
界
経
済
恐
慌
下
の
農
業
経
済
の
軌
跡
を

念
入
り
に
追
究
す
る
。
「
緑
色
戦
線
」
は
農
産
物
価
格
の
引
き
上
げ
と
外
国

農
産
物
に
た
い
す
る
自
国
農
産
物
の
保
護
を
求
め
て
活
発
な
運
動
を
繰
り
ひ

ろ
げ
る
が
、
豊
永
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
戦
線
の
活
動
の
受
益
者
は
穀
物
生

産
者
と
し
て
の
ユ
ン
カ
ー
の
　
部
と
大
農
に
止
ま
り
、
畜
産
・
酪
農
農
民
は

価
格
引
き
上
げ
・
生
産
物
保
護
へ
の
要
求
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
「
緑
色
戦
線
」
路
線
か
ら
は
み
出
た
部
分
、
即
ち
「
農
民

層
下
層
」
（
一
七
二
ペ
ー
ジ
に
は
「
中
小
農
」
と
あ
る
）
が
次
章
で
取
り
扱
う

ラ
ソ
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
の
担
い
手
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
第
6
章
で
は
一
九
二
八
年
か
ら
三
二
年
に
か
け
て
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ

ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
始
ま
り
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
、
ポ
ン
メ
ル
ソ
、
東
プ
P
イ
セ
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ソ
、
シ
ェ
レ
ー
ジ
エ
ソ
、
テ
ユ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
に
拡
が
っ
た
農
村
住
民
の
抗
議

行
動
、
即
ち
ラ
ソ
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
が
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
を
主
な
舞
台
に
選
ん
で
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
地
方
で
は
　
九
二
八
年
以
降
、

抵
当
化
さ
れ
た
農
地
の
競
売
へ
の
実
力
阻
止
、
納
税
拒
否
、
大
規
模
な
抗
議

集
会
の
開
催
、
デ
モ
行
進
の
実
施
、
さ
ら
に
官
庁
の
建
物
の
爆
破
な
ど
の
趨

接
行
動
を
含
む
饗
村
住
民
（
農
村
乎
工
業
親
方
も
参
加
）
の
自
主
的
・
自
発

的
な
激
し
い
抗
議
行
動
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
し
か
も
こ
の
運
動
は
既
成

の
政
党
や
利
益
総
体
の
指
導
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
ら
の
既
存
組

織
に
反
発
す
る
形
で
生
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
ラ
ン

ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
発
生
の
理
由
に
つ
い
て
下
し
た
豊
永
氏
の
説
明
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
農
業
生
産
物
の
品
質
向
上
・
均
質
化
・

規
格
化
、
さ
ら
に
生
産
の
機
械
化
、
要
す
る
に
「
機
業
の
合
理
化
」
に
よ
る

収
益
の
回
復
・
上
昇
が
め
ざ
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
合
理
化
の
目
標
は
、

農
民
の
意
識
と
在
り
方
を
営
利
志
向
に
没
頭
す
る
生
産
者
（
つ
ま
り
「
農
業

家
」
1
1
農
業
企
業
家
）
へ
と
変
革
す
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
た
。
だ
が
「
農
業

の
合
理
化
」
は
か
え
っ
て
農
民
の
反
発
を
招
き
、
そ
の
集
積
が
ま
さ
し
く
ラ

ン
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
と
な
っ
て
暴
発
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
農
業
の
合

理
化
」
は
豊
永
氏
の
先
述
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
「
農
時
の
魂
」
を
つ
か

む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
ラ
ソ
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
の
成

果
を
最
終
的
に
刈
り
取
っ
た
の
は
ナ
チ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
甚
だ
不
気
味

な
動
き
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
ナ
チ
ス
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で

農
民
の
把
握
に
一
定
度
の
成
功
を
収
め
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
言
置
部
で
考

察
さ
れ
る
。

　
ま
ず
第
7
章
に
お
い
て
豊
永
氏
の
す
ぐ
れ
た
着
眼
点
と
し
て
特
筆
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
ナ
チ
ス
の
農
業
政
策
指
導
岩
ダ
レ
ー
の
独
特
な
農
本
主

義
の
把
握
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ダ
レ
ー
の
山
本
主
義
が
「
血
と
土
」
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
だ
け
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
多
く
の
論
者
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
た
。
だ
が
わ
が
国
の
研
究
に
お
け
る
民
の
貢
献

と
し
て
強
調
し
た
く
思
う
の
は
、
氏
が
ダ
レ
i
文
書
の
緻
密
な
検
討
と
整
理

か
ら
、
こ
の
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
「
農
民
」
し
d
欝
臼
と

「
農
業
企
業
家
」
び
ρ
昌
a
誉
の
両
概
念
の
区
別
に
雷
及
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ダ
レ
ー
の
区
別
に
よ
れ
ば
、
「
農
民
」
と
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
血
の
担
い
手

で
あ
り
、
こ
の
血
の
継
承
を
保
障
す
る
前
提
と
し
て
の
み
農
場
の
保
有
・
耕

作
に
あ
た
る
者
（
血
と
土
と
の
結
合
）
を
指
し
て
お
り
、
他
方
で
「
農
業
企

業
家
」
と
は
窯
業
経
営
を
も
っ
ぱ
ら
営
利
と
い
う
観
点
か
ら
ひ
た
す
ら
利
益

の
追
求
に
あ
た
る
者
を
意
味
し
て
い
た
。
豊
永
氏
は
ダ
レ
ー
が
維
持
・
復
興

し
よ
う
と
努
め
た
の
は
前
者
で
あ
り
、
否
認
の
対
象
と
し
た
の
は
後
者
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
概
念
の
区
鋼
へ
の
意
義
は
大
き
い
。
何
故

な
ら
、
こ
の
区
別
の
掘
握
に
よ
っ
て
こ
そ
ナ
チ
農
本
主
義
の
個
有
な
内
容
が

は
じ
め
て
明
ら
か
と
さ
れ
、
か
つ
ナ
チ
ス
の
農
村
進
出
へ
の
貴
重
な
手
が
か

り
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
海
外
で
の
最
近
の

研
究
、
例
え
ば
コ
ル
ニ
に
お
い
て
は
、
こ
の
両
概
念
の
区
別
が
素
通
り
さ
れ

て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
だ
が
彼
の
場
合
、
こ
の
無
視
が
ナ
チ
ス
に
よ

る
農
村
進
出
の
分
析
の
平
板
化
を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
O
二
望

蜀
く
o
O
g
巳
い
園
8
げ
曽
a
ぐ
刈
ρ
一
梓
げ
鶏
∪
写
譜
“
揺
げ
。
し
d
ざ
。
幽
登
口
師
ω
o
置

H
魯
9
0
σ
q
償
ρ
貯
”
国
。
塁
乙
ω
日
。
♂
曾
卿
口
櫓
囲
Φ
H
N
洋
紙
巳
霞
爵
〔
＆
ω
9

8
9
属
器
一
図
＝
3
P
o
呂
O
P
気
配
。
。
Φ
〕
二
α
二
翻
津
賃
伊
＆
男
＄
ω
p
簿
ω
”

レ
σ
q
謎
ユ
ρ
p
勺
。
ぎ
楓
。
団
夢
Φ
円
げ
一
鼠
菊
曾
魯
冨
ω
O
山
り
G
。
O
〔
客
Φ
毒
嘱
。
節

。
げ
巴
‘
同
8
0
〕
…
ρ
O
o
H
艮
離
．
口
。
誘
け
Ω
δ
。
。
〔
国
σ
q
し
。
シ
七
σ
一
暮
雪
呂
ω
♀

α
Φ
搾
図
器
ω
g
δ
0
9
◎
σ
q
一
Φ
偉
昌
α
》
σ
q
轟
弓
。
藻
涛
帥
旨
ω
冨
舞
田
三
曾
ω
〔
H
山
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の
げ
①
剛
♪
日
8
3
）
。

　
既
に
豊
永
氏
は
、
第
6
章
に
お
い
て
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
の
鯉
濃
が
嫌
悪
し
、
か
つ
反
発
し
た
の
は
「
襲
業
の
合
理
化
」
を
実
践
し
、

ひ
た
す
ら
営
利
の
上
昇
を
め
ざ
す
「
農
業
家
」
（
つ
ま
り
「
農
業
企
業
家
扁
）

と
い
う
像
で
あ
っ
た
と
鮨
摘
し
て
い
た
（
本
書
、
一
五
四
～
一
五
八
ペ
ー
ジ
）
。

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
で
ラ
ソ
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
が
衰
退
し

た
あ
と
、
こ
の
地
方
の
農
罠
の
間
に
浸
透
し
た
の
が
ナ
チ
ス
で
あ
っ
た
こ
と

を
想
起
す
る
と
、
氏
の
着
眼
は
ナ
チ
ス
の
農
村
進
出
を
扱
う
わ
が
国
に
お
け

る
研
究
の
よ
り
一
層
の
進
展
に
、
き
わ
め
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
豊
永
民
は
、
こ
の
「
血
と
土
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
立
脚
す
る
「
農
民
」
理

念
が
第
三
帝
国
期
の
全
国
農
民
大
会
の
席
上
で
ナ
チ
農
村
政
策
の
指
導
者
た

ち
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
た
と
説
く
（
第
1
0
章
）
。
ま
た
氏
は
同
じ

く
第
三
帝
国
期
に
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
と
づ
い
て
あ
ら
た
に
設
定
さ

れ
た
世
襲
農
場
所
有
者
が
「
民
族
の
血
の
源
泉
」
と
し
て
の
「
尊
属
」
と
い

う
尊
称
を
は
じ
め
、
種
々
の
経
済
上
、
政
治
上
の
特
権
の
付
与
を
通
じ
て
優

遇
さ
れ
た
事
態
を
記
し
て
い
る
（
第
1
1
章
）
。
だ
が
豊
永
氏
は
、
ナ
チ
ス
の

農
村
進
出
の
過
程
お
よ
び
そ
の
成
功
を
説
明
す
る
場
合
、
そ
れ
を
「
血
と
土
」

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
実
践
の
観
点
か
ら
の
み
論
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ

の
こ
と
は
「
全
国
農
村
同
盟
」
や
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
農
業
利
益
団
体
「
ヴ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
農
民
連
明
瓢
」
へ
の
ナ
チ
ス
の
浸
透
を
取
り
扱
っ
た
際
に
明

ら
か
で
あ
る
（
第
8
章
・
第
9
章
）
。
こ
こ
で
は
ナ
チ
ス
の
農
業
政
策
の
基

調
が
、
既
成
の
農
業
利
益
団
体
の
そ
れ
と
接
近
・
類
似
す
る
に
至
っ
た
こ
と

が
ナ
チ
ス
の
農
村
進
出
の
成
功
の
大
き
な
要
因
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
賃
に
よ
る
「
血
と
土
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
意
義
の
強

認
と
何
か
不
整
合
な
と
こ
ろ
を
残
し
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
た
だ
し
豊
永
氏
の
注
目
す
る
「
農
民
」
概
念
に
関
し
て
は
、
先
述
の
第
7

章
に
き
わ
め
て
興
味
深
い
主
張
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
即
ち
氏
の
指
摘
に
よ
れ

ば
、
「
人
種
主
義
的
農
本
主
義
」
（
ダ
レ
ー
も
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ

る
）
は
「
近
代
を
否
定
す
る
主
張
」
で
あ
り
、
こ
の
農
本
主
義
が
唱
え
る
「
農

民
」
概
念
は
食
料
の
生
産
身
分
で
は
な
く
、
「
反
近
代
の
要
素
」
で
あ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
（
一
七
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
「
農
業
企
業
家
」
を
否
認
し
、
「
農
民
」

と
い
う
反
近
代
主
義
概
念
を
強
調
す
る
「
血
と
土
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
ナ

チ
ス
の
農
村
進
出
に
あ
た
り
、
ど
れ
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
ま
た
効

力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
か
。
ま
た
第
三
帝
国
期
の
再
軍
備
政
策
と
ど
の
よ

う
な
摩
擦
を
生
み
だ
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
か
。
「
血
と
土
」
イ
デ
オ
p

ギ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
一
度
、
徹
底
的
に
そ
の
衝
撃
を
追
究

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
豊
永
氏
の
健
康
上
の
理
由
に
よ

り
、
こ
の
局
面
が
克
明
に
探
究
さ
れ
る
こ
と
な
く
お
わ
っ
た
こ
と
は
、
き
わ

め
て
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
「
農
民
」
概
念
を
「
反
近
代
の
要
素
」
と
と
ら

え
る
氏
の
観
点
は
、
ナ
チ
農
業
政
策
の
今
後
の
研
究
の
み
で
な
く
、
近
年
に

お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
の
近
代
化
効
果
を
め
ぐ
る
論
争
の
進
展
に
も
大
ぎ
な
一
石

を
投
ず
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
学
的
意
義
は
高
い
評
価
に
値
す
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
農
業
政
策
構
想
や
法
案
の
内
容
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
が
多
く
、

そ
れ
だ
け
に
通
読
は
容
易
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
本
書
の
各
論
稿

は
、
豊
永
氏
の
念
入
り
な
下
調
べ
に
も
と
づ
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
、

一
九
・
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
農
業
政
策
史
、
農
業
運
動
史
に
取
り
組
も
う
と

す
る
研
究
者
に
は
、
そ
れ
だ
け
に
先
導
者
の
業
績
と
し
て
被
益
す
る
と
こ
ろ
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が
大
き
い
。
本
書
の
書
評
を
担
当
し
て
い
る
ほ
か
な
ら
ぬ
筆
者
も
、
か
つ
て

ヴ
ァ
イ
マ
ル
末
期
の
農
業
関
税
・
農
産
物
価
格
政
策
を
調
べ
た
際
、
本
書
の

第
5
章
を
構
成
し
て
い
る
論
稿
か
ら
適
切
な
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
こ
と
を
記

憶
し
て
お
り
、
ま
た
ダ
レ
ー
に
よ
る
「
農
民
」
と
「
農
業
企
業
象
」
の
区
別

へ
の
氏
の
着
眼
か
ら
も
恩
恵
を
こ
う
む
っ
て
い
る
一
人
で
あ
る
。
た
だ
し
本

書
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
に
か
け
て
発
心
さ
れ
た
論
稿
が
そ
の

ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
不
統
一
な
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
全

国
農
村
同
盟
」
の
会
員
数
は
第
5
・
8
章
（
一
九
七
四
・
八
四
年
執
筆
）
で

は
一
七
〇
万
人
と
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
第
9
章
（
一
九
八
七
年
執
筆
）
で

は
三
〇
～
九
〇
万
人
と
記
さ
れ
、
氏
は
後
者
の
数
字
を
採
用
す
る
に
至
っ
て

い
る
。
ま
た
ナ
チ
農
業
綱
領
（
一
九
三
〇
年
三
月
、
発
衰
）
．
の
起
草
者
も
第

11

ﾍ
（
一
九
六
八
年
執
筆
）
で
は
ダ
レ
ー
と
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
第

8
章
（
一
九
八
四
年
執
筆
）
で
は
ダ
レ
…
は
除
か
れ
、
正
確
な
記
述
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
六
〇
年
代
執
筆
の
論
稿
に
は
、
「
帝
制
ド

イ
ツ
の
似
而
非
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ム
ス
の
社
会
構
成
」
（
第
2
章
、
三
九
ペ

ー
ジ
）
と
か
「
ナ
チ
ス
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
支
配
」
（
第
1
1
章
、
二
八
一
ペ
ー
ジ
）

と
い
っ
た
、
嘉
時
の
学
界
状
況
に
影
響
を
受
け
た
発
想
や
概
念
が
見
い
だ
さ

れ
る
が
、
豊
永
氏
が
研
究
を
再
開
さ
れ
た
晴
に
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
記

述
に
は
再
検
討
・
再
整
理
の
手
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
書
評
の
筆
を
お
く
に
あ
た
り
、
．
蟄
永
氏
が
健
康
を
回
復
し
て
研
究
の
第
一

線
に
復
帰
す
る
時
が
一
旧
も
早
い
こ
と
を
切
願
し
、
か
つ
本
書
の
編
輯
に
あ

た
っ
た
望
田
幸
男
（
同
志
社
大
学
）
・
後
藤
俊
明
（
愛
知
学
院
大
学
）
の
両
氏

の
労
に
深
謝
し
て
お
き
た
い
。
な
お
豊
永
氏
の
前
勤
務
校
、
三
重
大
学
の
歴

史
研
究
会
機
関
誌
『
ふ
び
と
』
四
七
号
（
一
九
九
五
年
一
月
）
に
は
、
野
村

耕
一
氏
に
よ
る
本
書
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
る
こ

と
を
お
願
い
し
た
く
思
う
。
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