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餒

に

「

資
本
主
義
の
最
高
段
階
と
し
て
の
帝
國
主
8

に
ま
で「

發
展」

.

_

し
た
日
本
資
本
主
義
の
構
造
の
な
か
で
、.
農
業
の
み
が
何
故「

近
代
化」 

し
な
い
の
で
あ
る
が
。

「

日
本
農
業
め
近
代
化」

の
研
究
こ
そ
は
、
わ
が 

•
國
に
■お
け
る
農
業
經
濟
の
學
究
に
と
つ
て
の
硏
究
課
題
で
あ
り
、
.農
業
問 

題
の
■焦
點
で
あ
る
。
 

. 

.

.
こ
.の

「

日
本
農
業
の
近
代
化」

に
關
し
.
て
、

「

特
に
農
業
技
術
の
近
代 

代
化
に
カ
點
を：

お
い
て」

齩
多
べ
の
勞
作
を
發
表
せ
ら
れ
て
き
1

ロg
#

M
市
a *

は
、
”從
來
の
農
業
經
濟
學
渚
が
日
本
農
業
の
近
代
化
に
關
す
る
あ
ま 

た
の
經
濟
與
十
的
諸
勞
作
を
だ
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず「

眞
に
科
學
的
.

■•
. 

な
方
法
を
も
つ
て
、
こ
の
筮
要
な
硏
究
課
題
を
解
明
し
得
て
，い
な
い」

(

五

， 

.頁)

こ
と
を
指
摘
さ
れ
、

r

敢
え
て
こ
の
間
題
を
提
起」

し
た
の
が
本
臀
.

.
 

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
氏
は
、
‘副
題
と
し
て「

日
本
農
業
の
近
代
化
に
關
す
■, 

'る
經
濟
學
的
硏
究J

.と
銘
ぅ
つ
て
い
る
。
か
く
て
氏
は
，

「

日
本
農
樂
の
.近

.

代
化
に
關
す
る
硏
究
は
、
經
濟
學
的
に
は
\
日
本
の
農
業
に
お
け
る
資
本 

主
義
の
發
達
に
關
す
る
具
腊
的
な
分
析」

で
あ
り
、
そ
れ
は「

科
學
的
な

.

.

.

• 

h

o

s

s

o

}

:
方
法
を
も
っ
て
、
行
わ
れ
な
.け
れ
ば
な
ら
な
い」

が
、

「

然
ら
ば
、
い
ぅ 

と
こ
ろ
の
科
學
的
な
方
法
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か」

(

七
頁)

と 

.
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
、
蓄
積
論
、
再
生
產
論
、
寶
現
論
、市
場
論
、
 

.
地
代
論
等
々
の
ぅ
ち
ノ
い
ず
れ
を
そ
の
科
學
的
汝
分
析
の
方
法
論
と
な
す 

べ
き
か
を
瓶
明
す
べ
く
、
近
藤
康
男
氏
、
山
田
盛
太
郞
氏
を
は
じ
め
、r

勞 

農
派」

、「

封
建
派」

、「

新
封
.建
派」

等
々
の
諸
論
客
の
所
説
の
方
法
論
的 

.
基
礎
が
批
判
的
に
檢
討
さ
れ
る
0

そ
の
過
程
.で
、

レ
ー
モ
ゾ
が
そ
の『

發 

達』

に
お
い
.て
と
つ
た「

國
W

市
^

の
®

論」

を
、
そ

の「

い
わ
ゆ
る
科 

:

學
的
な
方
法」

と
し
て
析
乩
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
神
山
、
豐
田
雨
氏
の 

「

誤
謬」

を

『

指
摘」

、し
た
上
で
、

「

日
本
農
業
の
近
代
化
、
痙
濟
學
的 

に
い
え
ば
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
發
達
に
關
す
る
具
體
的
な
分
析 

は
、
國
內
市
場
の
：理
論
に
も
と
づ
.
い
て
、
，國
內
市
場
の
形
成
過
程
を
追
究 

■

し
众
け
れ
ば
な
ら
な
い」

2

七
頁〕

と
す
る
。
そ
し
て
レ
ー-

I

ソ
’
か
ら
^ [ 

用
し
た
後
に
、「

今
日
の
日
本
で
は
、獨
占
的
な
私
的
資
本
主
義
が
支
配
し 

て
い
る
。，
重
要
な
_『

問
題
は
い
か
な
る
要
素
が
支
配
し
て
い
る
か
で
あ 

る』

。
私
的
資
本
主
義
が
吏
配
的
で
あ
る
資
本
主
義
社
會
に
お
い
て
は
、封 

建
的
な
農
業
も
，資
本
主
義
化
さ
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
だ」

(

一
九 

頁)

と
强
調
し
、
從
來
の「

勞
農
派」

、「

封
建
派」

の
所
說
が
批
判
さ
れ 

る
。

. 

•
. 

.

か
く
て
、
吉
岡
氏
に
ょ
れ
ば
：、

「

農
業
問
題
は
、

に
農
業
に
お
け
る 

資
本
主
義
の
發
達
過
程
は
、
農
村
に
お
け
る
封
建
的
生
產
關
係
の
ぅ
ち
に 

:

質
徹
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
の
發
展
法
則
を
^

^

す
る
こ
と
に
ょ 

つ
て
の
み
、
あ
き
ら
か
.
に
さ
れ
う
る
の
で
あ」

(

1

1

0

1

1

1

1

頁)

り
、
そ

れ
も
、.
毛
澤
東
がT

農
村
調
赉』

の
1

胃
で
述
べ
て
.い
る
ょ
う
に
、

「

普 

,
遍
的
な
調
齑
は
、
で
き
も
し
な
い
し
、.
.不
必
要
で
も
あ
る」

か
ら
、

「

意
，
 

.
'識
的
、
.計
靈
的
に
、
い
く
ジ
か
の
都
市
、
..

い
く
|っ
か
の
農
村
を
ぇ
ら
び
、

. 

こ
れ
を
、
.階
級
分
析
の
方
法
で
、
何
囘
か
に
わ
た
っ
て
、
：綿
密
に
調
査」 

す
べ
き
で
あ
る
が
故
に
、
氏

は「

全
國
各
地
め
典
型
的
な
主
要
農
業
地
帶
. 

に
お
い
て
、
歴
史
的
^

^

に
富
む
特
定
の
村
々
を
選
ん
で
、

『

農
民
層
の 

分
解』

•
と

『

^

ポ
家
經
營
の
展
|

|

』

を
中
心
と
す
る
く
わ
し
い
調
査
を
行
.

.

っ
て
、
封
建
的
な
も
の
の
中
に
近
代
資
本
主
義
的
な
も
.の
が
い
か
に
發
展 

■.
し
て
.い
.る
.か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
旣
に
二
十
*-

年
以
上
へ
‘

日
本
.

'■

農
業
の
近
代
化
•
資
本
主
義
化
に
關
す
る
經
濟
的
硏
究
.を
す
す
め
て
來
た」

 

.(

ニ
.ー|
頁)

の
で
あ
っ
た
。
氏
に
ょ
れ
ば
、

r

當
面
の
農
業
の
近
代
化
、
資 

本
主
義
化
を
あ
ぎ
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
'

德
川
封
建
社
會
か
ら
、
明
治 

、•維
新
を
經
て
、
./

現
在
ま
で
に
至
る
具
體
的
な
分
析
が
必
要
な
の
で
あ
る」 

.(

同
上)

が
，
從
來
、
農
業
史
硏
究
の
資
料
と
し
て
重
要
な
農
業
經
營
に
關
. 

'
す
る
調
.蜜
.

硏
究
は
極
め
て
少
な
く
、
特
に
西
日
本
に
お
い
て
そ
う
で
，あ 

っ
.
た
。
從
っ
.
て
、「

從
來
の
分
祈
は
、
東
北
地
方
か
お
く
れ
次
も
の
を『

原 

趣』

と
七
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
.
全
國
を
お
う
と
い
う
ま
ち
が
つ
た
'方
法
論 

に
も
と
づ
く
分
析
と
理
論
が
i

さ
れ
て
來
た」

(
一
1

三
丨
一
一
四
頁)

'の
で 

あ
っ
た
？
，然

る
に「

農
業
の
近
代
化
'

資
本
主
義
化
の
典
型
は
、
西
日
本 

に
お
い
て
こ
そ
檢
證
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
V

の
で
あ
る」

(

ー
ー
三
- K)

。

.f

け
だ
し
、
最
も
進
涉
し
た
農
業
地
帶
の
最
も
進
步
し
た
村
の
農
業
經
營 

へ
の
經
濟
學
的
分
析
は
、：，最
も
純
粹
な
姿
に
お
い
て
、
日
本
の
農
業
近
代
化
、
 

.資
本
主
義
化
の
，經
濟
學
的
法
則
を
：あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
來
る
か
ら

陶

金

裏

t
^

本
農
業
の
乾
代
化
1-
:

..

.

.;

ハ

ベ

:

で
あ
る」
(

ニ
四
頁)

。
そ
し
.て
吉
岡
氏
は
、
；r
こ
れ
が
經
濟
學
の
硏
究
に 

.

お
け
る
歷
史
的
抽
象
の
方
法
で
.あ
る」

と
い
う
。
.
こ
'
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
 

「

そ
れ
自
身
又
經
濟
學
に
お
け
る
歴
史
的
抽
象
の
方
法」

(

三
0

頁)

で
あ 

る
と
こ
ろ
の
'

T

新
開
地
の
調
査
硏
究」

.
の
代
表
と
し
て
、
岡
山
縣
の
、
福 

潰
村
、
興
除
村
及
び
藤
田
農
場
を
と
り
あ
げ
る
。
福
濱
村
は「
地
主
手
作 

經
營
の
解
體
過
程」

、.、興
除
村
は
'—
.
農
民
的
經
營
の
展
開
過
程」

と
し
、藤 

.

田
農
場
は
.
.

「

資
本
家
的
經
營
の
展
開
過
程」

.

と
し
て
。

.

.

 

:

.

ニ 

.

:

,

.

こ
の
三
っ
の
地
區
に
お
け
る
農
業
の「

生
成
•
展
開
•
解
體
過
程」

が
、
 

豐
富
な
資
料
に
.「

.事
實J

を
物
語
ら
せ
て
分
析
さ
れ
•て
い
る
。
こ
れ
ら
の 

:

分
析
を
氏
の
— .

結
論
，
農
業
近
代
化
の
法
則」

と
の
關
迎
に
お
い
て
と
り 

あ
げ
て
み
よ
う
。

.

•
- 

福
濱
村
に
お
け
る
.

「

濱
家
の
宇
作
稗
營
の
生
成
と
發
展
と
は
"
そ
の
經 

濟
學
的
系
譜
が
、
：耕
作
農
民
か
ら
出
て
：來
た
も
の」

.

(

五
3 :

頁)

で
あ
っ
て 

:

も
'
 

.

「

封
建
社
會
に
.あ
っ
て
は
、
そ
の
大
手
作
經
營
も
資
本
家
的
な
も
の
- 

に
發
展
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
齒
建
的
な
#

華
を
と
げ
る」

(

五
/ \

頁)

と
、

、

ぃ
藤
田
.五
郎
氏
，の
研
能
と
の
.
ー：致
を
示
さ
れ
て
い
％
。
吉
_

氏
は
、
憤
家
が 

:

_

農
民
.か
ら
の
出
身
で
あ
る
、こ
と
の
根
據
.と
{

て
、，

「

そ

の『

勤
勞』

「

' 

.と『

節
儉J

.

.と
は
、
武
士
か
ら
は
出
て
來
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る」

(

五 

'
.
.
.
五
頁)

と

述

べ

、

，
濱

家

.に
っ
.
い
て
書
か
れ
た『

Ir
n

v i

村
誌』

か
ら
引
用
さ 

.
.
.

れ
て
い
る
。
'だ
が
、

--
1
備
前
の
大
農
.と
し
て
近
國
に
き
こ」

え

た
3

畑 

;-
.七
十
餘
町
步」

に
及
ぶ
太
經
營
が
、
た

衣『

勸
勞」

>

「

節
儉j

に
よ
っ

' 

r 

(

罔
五
一 

>
:
パ



1

1

S
學
會
雜
誌
第
四

'
十
七
卷
：
第
四
號

て

「
麓
を
興
し」

'

た
も
の
と
港
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
？

こ
こ
で
は
、

/

濱
家
がT
如
何
■
に
大
き
い
地
、王
手
作
經
營
で
あ
っ
た
か」

(

五
六
頁)

が
問 

題
で
.
は
.なV

、
そ
の
よ
う
に
大
き
な
地
主
手
作
經
營
が
行
わ
れ
る
た
め
..の 

土
地
集
锁
が
如
何
に
し
て
！̂

で
あ
っ
た
か
が
問
題
.と
さ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
文
た
、

『
村
誌』

に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な「

農
業
經
營
に
直
. 

接
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
こ
とJ' 

(

.五

.
七
頁)

が
I

な
の
：で
は
な
い
。
農
業 

經
營
疼
直
接
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
か
否
か
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
.に
犬
. 

き
介
手
作
經
營
の
た
め
の
土
地
集
積
が
、
封
建
的
な
交
配
機
構
に
も
と
づ
■ 

,

く「

役
德
し
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
、
直
接
生
產
者
が
全
剩
餘
澇
働
ど
し
.て 

の
，

「

地

代「

を
支
拂
.
っ
た
後
に
の
こ
る「
胎
芽
的
U

を
诌
己
の
も
の 

と
.
し
た
上
で
、
商
品
經
濟
に
お
け
る「

競
爭」
を
通
じ
で
經
營
上
の
土
地 

.

集
積
を
行
っ
て
行
っ
た
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け4

：
ば
な
ら
な
い
'

の
で
あ
，
 

る
。
蒙

が

組

頭

、
名
主
、
大
庄
屋
を
っ
と
.
め
て
、
大
庄
屋
格
と
な
り
、

'

「

村
の
政
治
的
な
支
配
者」

.
で
あ
り
、

r

雜
と
の
一
貝
租
に
關
.す
る
接
渉
め 

■

う
ま
さ
,—

や
、.
貢
租
を「

名
主
や
大
庄
屋
の
.

『

- ^

德』

：を
利
用
し
て
、
こ 

れ
を
小
農
民
に
し
わ
よ
せ
し
た」

：こ
と
や
、
‘「

高
利
な
貸
付」

に
よ
っ
て 

土
地
の
集
稍
を
行
っ
た(

五
九
頁)

%;

の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
封
建 

制
度
を
利
用
し
、，
封
.建
的
社
會
機
構
に
吸
着
し
て
土
地
集
樹
を
行
っ
た
の 

■

で
あ
り
、
そ
れ
街
身
旣
に
封
建
的
支
配
機
構
の
.

一
環
で
あ
っ
た
の
.で
あ 

■

る
。
人
.あ
る
い
は
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
卽
ち
封
建
的
な
昇
華
を 

と
げ
た
こ
と
な
.
の
だ
、
と
。
し
か
し
、
濱
家
が
耕
作
農
民
之
し
てr

胎
芽 

'

‘

的
利
潤」

を
自
己
の
も
の
と
な
し
て
發
展
し
て
き
た
、
ブ
ル
デ
ュ
ヮ
的
發 

展
の
擔
い
手
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
封
建
的
貢
租
を
ブ
ル
デ
ュ
ヮ
的
發
'

‘

.

'

'

.

 

•-.i 

H
U

 

(

四
5

ー)

展
の
桎
梏
と
感
じ
、
反
封
建
闘
爭
の
先
頭
に
立
.っ
べ
き
喾
で
あ
っ
た
の
で 

.

.は
な
か
ろ
-5

か
。
し
か
る
に
.
そ
れ
が「

上
昇
•

轉
化」

し
て
し
ま
っ
た
の 

ば
、
商
品
經
濟
の
發
展
に
よ
る
耕
作
農
民
の
ブ
ル
デ
ュ
ヮ
的
展
開
に
對
す 

'

る
地
主
的
對
應
が
勝
を
制
し
、
耕
作
農
民
の
ブ
ル
デ
ュ
ヮ
的
發
展
の
た
め
' 

.

の
：經
濟
的
基
礎
た
る「

胎
芽
的
^
■」

が
封
建
的
支
配
機
構
を
通
じ
て
地 

主
.
H

支
配
階
級
■の
手
に
握
ら
れ
て
し
ま
つ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
に
、
商
品
經
濟
の
發
達
に
伴
う
直
接
生
產
者
H

耕
作
農
民
の
.ブ
ル 

デ
ュ
ヮ
化
に
對
す
る
封
建
的
反
動
の
對
應
の
仕
方
が
I

に
さ
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
■「

上
昇
•

轉
化」

し
た
手
作
地
主
が
聯
作
者 

，農
民
め
出
身
で
あ
っ
た
か
否
か
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
商
品
經
濟
の
發 

展
に
對
和
る
耕
作
者
農
民
と
封
建
的
支
配
階
級
と
の
對
應
の
仕
方
の
戰
立 

措
杭
關
係
が
間
題
に
さ
れ
た
上
で
の
み
、
.

も
し
問
題
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
.

■

そ
こ
.■
で
の
み
耕
作
講
農
民
出
身
の
手
作
經
營
者
の「

上
昇
•

轉
化」

が
と 

.

,

り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
，ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
消
家
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
• 

る
よ
う
な
豪
農
的
な
地
主
手
作
經
營
が
發
展
し
た

が

、

「

封
建
社
會
に
お 

.
，い
て
は
、
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
得
ず
し
て
、
結
局
封
建
的
な
も
.の
に 

昇
華
し
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か
0

た」

.(

四
1

_ー
 

頁)

と
す
る
な
ら
ば
、「

耕 

作
者
農
民
出
身」

.

の
濱
家
が
‘「

上
昇
.

轉
化」

せ

ざ

る

を

得
ず
、ま
た

「

上 

昇
.

•

轉
化」

し
.て
の
み
自
己
を
保
ち
う
る
に
す
ぎ
な
い
ほ
ど
封
建
的
反
動 

■
が
强
か
つ
た
も
の
と
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
，
 

r

濱
家
.は
、
村
役
人
で
、
地
主
的
な
手
作
經
營
で
、
高
利
貸
で
あ
っ
た」 

(

六
0

頁)
こ
と
を
銘
記
せ
よ
"

だ
か
ら
こ
そ
、
濱
家
が
ひ
と
た
び
封
建
的
■
 

支
配
機
構
を
利
用
し
て
搾
取
す
る
地
主
宇
作
經
營
を
や
め
る
や
否
や
' 

忽
<

，.
ち
沒
落
し
て
、
'
野
崎
家
等
のT

寄
生
地
主」

に
土
地
を
賈
い
と
ら
れ
る
こ 

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ヮ
的
發
展
のm

っ
の
道j

の
.
.覦

角

:

 

が
金
く
看
過
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
>

次
に
、
わ
が
國
の
機
械
化
農
村
と
し
て
最
も
有
名
な
興
除
村
に
っ
い
て 

は
、
第
二
篇「

農
民
的
經
營
の
展
開
過
程j

と
し
て
と
P

あ

げ

ら

れ

、
.
小 

作
带
議
に
よ
る
小
作
料
の
低
下
、r

定
米
制」

、
耕
作
權
の
確
立
を
高
く
評 

價
し
、
こ
れ
を「

農
業
機
械
化
の
發
展
の
經
濟
的
な
基
#

」

0

ー0

九
貢)

,

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
見
解
そ
の
も
の
は
全
く
正
し
い
。
耕
作
權
の
確 

立
に
よ
っ
て
農
民
は
安
心
し
て
農
業
經
營
に
專
念
す
る
こ
と
が
で
き
、
.小 

作
料
の
.
供
減
、「

淀
米
制」

に
よ
っ
て
、「

吧
代」

の
背
後
に
生
ず
る「

胎 

♦

架
的
利
潤」

が
農
民
の
手
に
殘
り
、
.
こ
れ
が
經
濟
的
蓄
積
を
可
能
な
ら
し 

め
生
產
力
を
發
展
せ
し
め
る
經
濟
的
基
礎
と
な
り
、
益

々「

吣
芽
的
_

';
1

」

 

を
增
大
せ
じ
め
る
原
因
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
經
濟
的
基
礎 

が
あ
っ
て
こ
そ
、
地
主
的
機
械
化
の
よ
う
な
、商
品
化
の
接
勝
點
=

脫
穀
* 

>
 

〃
調
整
過
程
の
み
な
ら
ず
、
嚴
密
な
意
味
で
の
農
業
i

過
程

=

耕
，転
、
除

.

草
過
程
の
機
械
化
が
行
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
今
次
の
農
地
改 

革
を
興
除
村
の
こ
の
よ
う
な「

多
年
に
亘
る
.
耕
作
農
民
の
土
地
獲
得
の
た
_

め
の
た
た
か
い
の
必
然
的
な
結
架」

(

ニ
五
〇
頁)

で

あ

り

、「

農

地

，改

革.

は
、
封
座
的
な
地
主
的
な
土
地
制
度
を『

改
苹』

し
て
、
近

代

的

な

生

產
■
. 

關
係
を
確
立
し
、
農
業
生
產
力
を
發
展
せ
し
め」

.r

近
代
的
生
產
關
係
の 

確
立
の
た
め
に
、.
一
步
前
進
で
あ
づ
た」

(

同
上)

と
理
解
す
る
こ
と
は
一 

商
芷
し
い
と
し
て
も
、
農
地
改
革
の
評
價
を
こ
■の
よ
う
な
一
部
的
、

一
面 

的
な
昆
方
で
ぬ
り
.
つ
ぶ
し
て
は
な
ら
な
：い
。
.'
;

勿
論
、
士 a

岡

氏

は

農

地

改

革
'

.;
•
吉E

金
市
著「

0'

本
農
業
の
近
代
化
1—
:

.. 

.

:
■
:

を
こ
の
よ
う
に
.

の
み
評
價
し
て
は
い
な
い
。•

「

今
次
の
農
地
改
革
は
、
地 

主
の
保
有
地
を
認
め
、
而
も
戰
率
に
よ
っ
て
混
亂
を
極
め
た
極
點
た
る
昭 

和
一
一
十
年
十
一
月
二
士
一
百
の
現
象
を
も
っ
て
、
改
革
の
基
準
と
し
た
が 

故
に
、
旣
に
當
時
多
く
存
在
し
て
い
た
版
米
自
給
的
な
零
細
農
家
を
、

M

 

に
多
く
つ
く
り
5

2

す
こ
と
に
な
つ
た
。—

—

こ
れ
は
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
で 

あ
る」

(

ニ
五
〇
丨
ニ
瓦)

と
、
農
地
改
革
の
マ
イ
ナ
ス
の
面
を
認
め
て
は 

い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る「

農
地
改
革
の
マ
イ
ナ
ス
の 

點J

は
、

「

飯
米
自
給
的
零
辄
農
家」

が
多
く
殘
さ
れ
た
が
故
に
、
農
業 

.

の
近
代
化=

機
械
化
が
も
っ
と
徹
底
的
に
行
わ
れ
る
こ
と

が

妨
げ
ら
れ
た 

と
い
う
黑
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
從
っ
て
、
吉
岡
氏
は
農
地 

改
革
の
マ
イ
ナ
ス
の
點
を
主
と
し
-r

、
經
營
面
積
が
縮
少
さ
れ
た
こ
と
に 

求
め
ら
れ
て
.
い
る(

二
四
ニ
頁)

。

蓋

し「

耕

耘

機

に

對

し

で

は

、
，
技

術

的 

に
も
經
營
的
に
も
三
町
步
以
上
の
經
營
面
積
が
要
菌
せ
ら
れ
る」

(

同
上)

 

か
ら
で
あ
る
。
 

' 

.
■

こ
の
よ
う
な
見
解
は
ど
こ
に
.起
因
す
る
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
農
業 

の
近
代
化
を
イ
コ

I

.ル

農
業

の

機
械
化
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
基
づ
く 

も
の
と
い
わ
な
け
れ
：ば
な
ら
な
い
。.
農
業
の
機
械
化
は
、
勿
論
農
業
生
產 

關
係
の
近
代
化
の
指
示
器
で
は
あ
る
。
だ
が
、
'兩
者
を
等
置
し
て
は
な
ら

.

農
業
の
機
械
化
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
三
町
步
以
上
の 

經
營
面
積
が
要
請
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
大
經
營
は
機
械
化
を
な
し
う 

る
按
術
的
基
礎
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
藤
闽
農
場
を「

日
本
に
お 

け
る
資
本
家
的
經
營
の
典
型
的
.な
も
の」

(

ニ
五
七
寅)

と
す
る
見
解
が
で

■

,
八
 

，
1 :

ニ

三

(

四
五
三)



•-
•

三
|-
1
|
.學
，
識

誌

：
第

四

十

七

卷

：
ぃ

第

四

號

.

'

て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
-■.或

經
營
が
資
本
家
的
經
營
で
あ
る
か
否
か 

を
決
定
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
ば
、
そ
れ
が
商
品
生
產
を
行
い
、
賃
勞
働
者 

-
を
屜
傭
し
て
い.
る.
か
否
か
で
あ
る
。推
っ
て
、
藤
阳
農
場
が
賃
勞
働
者
を 

.
,

iし
、
商
品
生
產
を
行
っ
て
い
た
か
ぎ
り
で
は
、
資
本
家
的
經
營
と
規 

定
さ
れ
る
ご
と
ば
正
し
い
。
だ
が
、
.こ
ご
で
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
の
は
、
.そ
れ
が
資
本
家
的
經
營
で
あ
る
か
農
奴
主
的
經
營

で

あ
る 

か
、
と
い
う
範
嚼
規
定
を
行
う
ごと
で
は
な
い
。
藤
出
農
場
の
た
め
の
雇.
 

.
傭
i

Q
:

「

打
ち
出
さ
れ
方」
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

干 

.
拓
地
の
小
作
經
營j

を
菡
本
方
針
と
し
て
出
發
し
た
藤
田
農
場
が
、
，入
植 

..小
作
人
を
蘇
集
し
、應
藜
し
た
小
作
人
達
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
土
地
が

、.  

i

の
鍾
化
物
と
し
て
肥
沃
度
を
增
し
て
く
る
と
、

「

一•
方c

で〕

は
耕
作
渚 

の
商
槌
を
腿
擗
し
て
、

•

會
社
直
營
の
面
積〔

を
3
う
ち
胡〔

し〕

、
同
時
に
そ 

.
れ
に
よ
っ
て
、
會
社
の
直
營
に
必
要
.
な
る
餘
剩
赞
働
力
が
引
出
さ
れ
た
め'
 

で
あ
る」

(

三
六
五.
直)

。
こ
の
よ
う
に
、
藤
田
農
場
の
.
親
傭
勞
働
力
は、
'
 

_
藤
®
農
場
の
：零
細
小
作
農
の
幽
餘
置
で
あ
り
、
し
か
も
耕
作
櫳
の
全
く 

確
立
し
て
い
な
い
、''■「

坐
殺
與
奪
の
權」

を
藤
阳
農
場
の
經
營
主
に
振
ら 

れ
て
い
た.「

不S
S
」

な
小
作
農
民
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
し
そ
れ
故
に
、
'
 

.
昭
和
五
年
の
恐
慌
に
よ
っ
て
商
品
生
產
が
不
利
に
な
る
と
、
從
業
員
に
小
、
 

作
地
を
與
X-.
て
、：
小
作
^
せ
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 

の
で
あ
る
。_

11
1
農
場
は
自
已
の
趴
有
地
に
、■自
Q
の
直
營
農
場
の
ため 

の
勞
働
カ
を
ブ
ー
ル
し
て
置
い
た
の
で
あ
り
、
.「

安
い
勞
働
カ
を
豐
が
に 

確
保
す
る
た
め
に
は
、
な
る
べ
く
多
く
の
零
細
な
小
作
農
を
周
囤
に
も
っ 

こ
と
が
必
要」

(

三
七
ー
頁)

で<
ぁ
っ
た
の
で
ぁ
る
。
，そ
し
て
、
そ
の
小
作

' 

:

1

四

.

(

四
五
.
四)

.

.

.

;

地
は
藤
田
農
場
直I

愚
の
た
め
の
勞
働
力
の
#

生

產

に

と

っ

，
て

不

可

缺

の 

:

條
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
、
中
世
の
農
奴
主
的
大
經
營
の
た
め
の
勞
働
力
の 

再
生
產
に
と
っ
て
農
奴
の
保
有
地
が
不
可
缺
で
あ
っ
た
の
と
極
め
て
類
似 

•

し
て
い
る
。'
藤
田
農
場
がr

範

喃」

的

に

資

本

家

的

經

營

で

あ

''
^

か

否

か

が 

問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
が
如
何
に
農
奴
主
的
色
彩
を
帶
ぴ
て
い
る
か
が
間 

.

題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
办
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
蓋
し
、
そ
れ
は
農 

，
業
の
ブ
ル
デ
ュ
ヮ
化
に
お
け
る「

ニ
っ
の
道j

の
い
ず
れ
が
勝
を
制
す
る 

か
に
ょ
つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。’

「

上
か
ら
の
逍」

が
農 

民
的
コ
ー
ス
を
艇
倒
し
た
ど
き
、
た
と
え
{

範
疇j.

的
に
は
資
本
家
的
經 

'

營
で
あ
っ
て
も
農
奴
主
的
色
彩
を
帶
び
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
な
る 

咖
故
に
こ
そ
、
そ
れ
は
封
建
的
反
動
.
の
一
形
態
で
あ
り
、
從
っ
て
ま
た
、封 

:

建
的
生
齋
關
係
へ
の
復
歸
が
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、藤
田
直
營 

「

農
場
解
體
の
構
造
的
動
因
を
認
む
べ
.き
で
は
な
か
ろ
う
か
？
藤
田
農
場
の 

.

.土
地
分
譲
、
藤

田

直
.#

農
場
解
體
の
コ
ー
ス
は
こ
の
ょ
う
に
罾
_

し
て
^

 

つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

と
す
る
.
な
ら
ば
、
吉
岡
氏 

が

「

日
本
に
お
け
る
典
型
伯
な
資
本
家
的
經
營」

' 

と
す
る
藤
出
農
場
は
、

,

眞
の
意
味
で
の「

資
本
家
的
經
營
の
i

」

で
は
な
く
、
0

本
に
お
け
る 

.

農
村
の
：封
建
的
W

編
體
制
に
お
け
る
一
變
型
に
す
者
な
い
も
の
と
み
る
べ 

き
で
は
な
か
ろ
う
か
.?

創
設
令
れ
た
藤
田
村
零
細
小
作
農
に
ょ
っ
て「

直 

營」

勞
働
力
が
確
.保
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
ど
と
を
裏
づ
け
て
い
る 

.

と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

そ
の
意
味
で
、
嚴
密
な
意
味
で
の「

資
本 

象
的
經
翁」
と

「

地
主
的
經
營」

と
を
區
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤 

田
農
場
は「

地
主
的
經
營」

.
で
あ
っ
て
、
決
し
て
嚴
密
な
意
味
で
の「

資

I .

|

本
家
的
經
營
の
展
開j

で
は
な
か
っ
た
•
の
で
あ
る
。 

.

三

.最
後
に
今
次
の
農
地
改
革
の
評
價
に
闕
す
る
吉
岡
氏
の
見
解
を
黴
討
し 

よ
ぅ
。 

•
.

风

は「

今
次
の
農
地
改
革
は
、
經
濟
的
に
國
家
資
本
が
、
國
家
權
力
を 

用
い
て
、
獨
占
資
本
.
の
た
め
に
厄
夂
;1
|

に
な
っ
た
地
主
を
切
り
す
て
て
、
 

贫
農
を
懷
牲
，に
し
て
、
中
當
農
を
獨
占
資
本
家
の
支
配
下
に
お
く
た
.
め
の
■ 

も
の
で
あ
っ
た」

(

四
.
.一'
〇
頁)

と
.
な
し
、そ
の
こ
と
は
'藤
田
農
場
の
生
成
、
. 

.

1

>

 

解
體
過
程
の
具
體
的
な
分
析
が
こ
れ
を
證
明
し
て
い
.
る
と
い
.ぅ 

(

同
上)

。

そ

し

て

、

藤

田

農

場

，に

關

す

る

平

®

義
太
郞
氏
.
の
見
解
は「

分 

祈
を
必
要
と
す
る」

と
な
し
て
.
次
の
如
く
言
'O'

て
い
る
。

「

藤
田
農
場
の

『

解
放』

.〔

は〕

雄
な
る
地
主
の
土
地
賣
逃
げ
‘
で
は
.
な
ぐ
て
、
藤
田
農
場
自 

體
が
金
融
資
本
に
お
さ
'
え
ら
れ
て
い
て
、直
營
の
意
圖
を
も
ち
な
が
ら
も
、 

金
融
資
本
の
至
上
命
令
を
忠
實
に
執
行
す
る
國
家
獨
占
資
本
に
.『

國
家
賈 

收』

さ
れ
て
、
金
融
罾
本
か
ら
藤
田
農
場
自
#

〔

は〕

i

M

* '
れ
た
が
、
 

農
民
は
農
地
改
革
に
よ
っy

解
放
さ
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
最
近
、
 

貧

農

は

そ

の

：僅

か

の

置

入

：れ

た

土

地

か

ら

.『

解

放』

さ

れ

.
っ

っあ
る」

ハ
四 

二
七
頁〕

と
。
こ
の
告
岡
氏
自
身
の
言
葉
.
か
み
も
藤
田
農
場
は「

地
主」 

.

.ど
し
て
'
つ
か
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
.
で
あ
.
.っ
て
、
.

決
し
て■「

農
業
資
本
家」 

と
し
て
把
握
さ
れ
て
.
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は 

兎
に
.
角
と
し
て
、
こ
の
よ
ろ
な
%

、3£
が
い
獨
占
^
木
の
た
め
に
厄
介
㈱

に 

.

な
っ
て
、
農
地
改
革
に
よ
っ
て
切
り
す
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
藤
田
農
場
は
何
故
獨
忐
資
本
に
と
つ
て
厄
介
物
と
な
つ 

た
の

で

あ

ろ

う

.

か
？

藤
®
農
場
が
土
地
>

骨
蕾
品
を
擔
保
と
し
て
日
本 

銀

-ft

か
ら
借
入
れ
た
四
千
萬
園
の
借
金
の
減
類
方
を
交
渉
し
た
の
に
ノ
日 

銀
か
ら
.「

負
債
の
減
額
は
困
難j

と
は
ね
つ
け
ら
れ
、
そ
の
か
わ
り
抵
當 

物
權
を
四
0

◦

七
萬
圓
に
'
評
：價」

さ
れ
て
、
土
地
を
國
家
に
賈
收
さ
れ
た 

こ
.
と
が
、
何
故
地
主
.が
獨
占
資
本
に
と
つ
て
脰
介
物
と
さ
れ
た
こ
と
を
說 

明
す
る
こ
と
に
な
る
の
.で

あ

ろ

う

か

？
，
し

か

る

に

、
吉
_

氏
に
よ
れ
、は
、

,

こ
の
藤
田
農
場
の
か
か
る
農
地
解
放
の
う
ち
に「

f i

_
亂

ホ

の

命
令 

に
よ
つ
て
、
日
本
國
家
獨
占
資
本
が
獨
占
資
本
に
と
つ
て
厄
介
物
に
な
つ 

た
地
主
を
、
な
る
べ
く
い
た
め
な
い
よ
う
に
き
り
す
て
て
、
中
、
富
農
を 

，味
，方
.
に
ひ
き
い
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
農
地
改
革
の
金
本
質
が
あ
ら 

.

わ
れ
て」

.

<

啤
1
.
八
’
頁)

お
り
"

「

藤
田
農
場
の
解
放
は
、將
に
そ
の
典
型J

 

(

同
上)

で
あ
る
と
い
う
.の
で
あ
る
。
農
地
改
革
が
地
主
を
な
る
ベ
く
い
た 

め
つ
け
な
い
よ
う
に
行
わ
れ
、.
貧
農
を
機
姓
に
し
.て
、
中
、
富
農
を
獨
占 

資
本
の
味
方
に
ひ
ぎ
い
れ
よ
う
と
す
る
方
向
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
わ
か 

る
。
し
か
し
、
何
故
獨
占
資
本
に
と
つ
て
地
主
が「

M

介
物
.

」

と
さ
れ
る 

の
で
あ
ろ
う
か
？

藤
田
農
場
が
日
本
銀
行
か
ら
借
金
を
し
て
い
た
こ
と 

が
、
獨
占
資
本
に
と
つ
て
の「

厄
介
物」

と
な
つ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す 

:

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
，ば
、
そ
れ
は
藤
田
農
場
に
特
有
の
場
合
で
あ 

つ-
て
、
白
本
の
地
主
金
體
が
日
銀
か
ら
借
金
し
て
い
た
わ
け
で
.
.は
な
い
。
 

■
そ
れ
な
の
に
、
.
藤
田
農
場
の
龈
放
を
も
つ
て
、
何
故
、

「

農
地
改
革
の
金 

.
本
質」

を
あ
ら
わ
す
典
型
と
な
す
.の
で
あ
ろ
う
か
？

-

.

以
上
、
特
に
氣
の
つ
い
た
戰
の
み
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

吉
鸺
金
市
奢
，r

日
本
農
業
の
近
.代
化」

.

一：一
五
.

.(

四
.
五
.
五)

.
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，

駆
す
る
に
'
.
.

.
一
，、.
農
業
の
ブ
ル
デ
ュ
ヮ
化
に
お
け
るm

つ
の
、
道

」

の

視

點

が

缺

除
.

■

し
て
い
る
こ
と
。

.

.

••
'

.

一
一
、

從

つ

て

ま

た

、

「

地

主

的

經

營
.一

と
嚴
密
な
意
味
で
め
.

「

資
本
家
-
 

へ
;' 

的
經
營
ナ
と
の
：
 

區別
が
な
：
 

さ
れ
て 
い
な
い 
こ
と 
o

,
 

-
 

'

三
、
農
地
改
革
の
必
然
拽
に
關
す
る
理
論
が
、
論
理
的
に
一
貫
し
て
芷
.

し
く
把
猩
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
0

-
 

四
、
農
槳
の
近
代
吡
を
農
業
の
機
械
化
に
矮
小
化
し
ょ
う
と
す
る
偏
向 

く 
''

の
あ
る
こ
と
。

.

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

>
' 

,

,

.

.

.
r

農
業
の
機
械
化
が
、
小
作
爭
議
を
通
じ
て
近
代
的
な
も
の
が
た
た
か 

.
い
と
ら
れ
た
と
こ
カ
に
お
い
て
、
發
展
し
て
い
る」

.c

四
，

1
.

九
頁)

こ
と
は 

事
實
で
あ
り
、
そ
の
ょ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
全
く
正
し
い
と
し
て
も
、
 

農
業
の
近
代
化
が
農
業
の
機
械
化
に
矮
小
化
さ
れ
、
そ
れ
が
私
的
經
營
の
，
 

技
術
的
基
礎
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
き
、
農
段
運
励
は
單
な
る
土
地
獲
得V

 

踊
带
と
な
つ
て
し
ま
い
、
そ
れ
こ
そ
、
權
カ
問
題
拔
き
の
巾
•
富
農
的
農 

民
運
動
に
墮
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。 

.

今
日
の
農
民
問
題
は
、權
カ
問
題
と
し
て
の
勞
農
同
盟
の
問
題
で
あ
り
、

、
 

土
地
獲
得
闘
银
は
そ
の
環
の
ヶ
ル
ゾ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ノ 

‘
ら
な
い
o

吉
闕
厌
が
、

r

經
濟
學
.は
、
封
建
的
•
資
本
主
義
的
な
も
の
と 

た
た
か
う
働
く
農
民
と
勞
働
者
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い」

(

四
ニ
一 

頁)

と
す
る
な
ら
ば
、
農
業
の
近
代
化
を
農
業
の
機
械
化
に
矮
小
化
し
て 

は
な
ら
ず
、
權
カ
問
題
と
し
て
の
勞
農
同
盟
の
問
題
視
角
を
見
落
し
て
は
'

.

i 

ニ

六

(

.
四
五
六)

，
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
ぅ
。

：

,

、

■

:

——

一
九
五
四
. 

一
.

1

0

.
メ
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「

資
本
主
義
經
濟
の
現
狀
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る
ニ
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三の 

.

特
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性
に
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て
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1
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.

.

現
在
の
世
界
情
勢
の
特
徵
は
、
一
一
っ
の
發
展
方
向
が
お
る
こ

と

で

あ 

る
。
こ
れ
は
經
濟
發
展
を
示
す
指
標
に
は
づ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ゾ 

同
盟
のH

業
生
產
高
は
一
九
五
一
年
に
ニ
九
年
の
ニ
ニ
倍
と
な
り
、
國
民 

所
得
饵
四
〇
年
に
比
し
て
五
一
年
に
八
三
^

增
ぇ
た
。
第
五
.
次
五
力
年
計
、
 

翳
の
末
に
は
工
業
生
產
高
は
四
〇
年
に
比
べ
て
三
倍
に
な
る
1
。
ま
た
人
民 

民
主
主
義
諸
國
で
も
五
ニ
年
の
工
業
生
產
高
は
五
一
年
ょ
り
、
ポ
ー
ラ
ン
•

ド
で
二
〇
％
增
、
チ
ェ
コ
ス
口
ヴ
ァ
キ
r

で
1

八
增
％
、

ハ'
ン
.
ガ

リ

ー

で
 

，
ニ

四̂
增
、
ル
ー
マ
二
.

ア
で
ニ
三
^

增
、
ブ
ル
.
ガ
リ
ア
は
一
八
^

增
、
ド 

ィ
ッ
埒
主
共
和
國
は
一
六
釤
增
と
な
っ
て
發
M

を
示
し
て
い
る
9

こ
れ
に 

對
し
資
本
主
義
諸
國
は
ど
ぅ
か
,0

ア
メ
リ
ヵ
のH

業
生
產
は
一
.

九
一
.

一
九
年
.
.
 

か
ら
三
九
年
迄
停
滞
し
.
、

第

二

次

大

戰

中

に

軍

需

生

產

の

.激

增

に

ょ

っ

て 

上
#

し
た
。
し
か
1

そ
の
後
、
四
六
年
は
四〕

ー‘ー
年
ょ
り|
ー
九
涔
減
、

四

九

論

文

紹

介

.
 

•

.
 

’

年
は一

一.六
涔
減
と
.
な
り
、
朝
鮮
干
渉
に
ょ
っ
て
再
び
五
一
年
は
ニ
九
年
の 

ニ
ー
倍
と
な
る
と
い
つ
た
力
ー
ブ
を
描
い
て
い
る
。
ィ
ギ
リ
ス
は
ニ
九
年
か 

ら
五
一
年
迄
の
間
に
六
〇
％
し
か
增
加
し
て
い
な
い
。

_ 

，新
し
い

民

主

的

世

思

帘

場

は

販

賣

難

な

ど

.‘と

い
i

の
を
知
ら
な
い
。

何
故
な
ら
民
主
主
義
陣
營
の
ど
の
國
の
生
產
も
恐
慌
に
お
ち
い
る
こ
と
な 

.

く
絕
え
ず
增
大
し
、
勤
勞
者
の
物
質
的
狀
態
が
改
善
さ
れ
て
い
る
の
で
、
 

こ
の
陣
營
吖
市
場
の
規
模
は
年
々
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
軍
一
の
世
思
市 

場
の
崩
壊
と
民
主
主
義
諸
國
の
新
し
い
平
行
し
た
世
思
市
場
の
形
成
は
、
 

世
界
資
本
主
義
市
場
が
縮
少
し
、
世
界
資
源
に
對
す
る
資
本
主
義
諸
國
の 

勢
力
圏
が
縮
ま
.
っ
.た
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
民
民
主
主
義
諸
國
は
ソ
同
盟 

:

の
援
助
に
ょ
，つ
て
發
展
を
續
け
る
。
こ
れ
ら
の
國
は
戰
前
、
帝
國
主
義
諸 

國
に
對
す
る
原
料
供
給
地
で
あ
り
、
帝
國
主
義
諸
國
の
販
賣
市
場
で
あ
っ 

た
が
、
今
や
、
こ
れ
ら
の
國
は
資
本
主
義
諸
國
か
ら
商
品
を
轍
入
す
る
必 

'

要
が
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
自
國
の
生
產
し
た
餘
剩
商
品
を
輸
出
す
る
必 

要
を
感
ず
る
の
も
間
近
い
。
 

,

こ
の
ょ
う
に
、
車
ー
做
界
市
場
の
崩
壤
と
相
對
立
す
る
ー
一
っ
の
平
行
的 

な
市
場
の
形
成
、
相
反
す
る
發
展
傾
向
と
い
う
こ
と
が
、
第
二
次
大
戰
後 

の

重

要

因

で
.
あ

る

。
 

.

'
 

.

.

，
こ

の

世

界

資

本

主

義

體

制

の

へ

一

般

的

危

機

の

上

に

立

っ

て

、

資

本

主

義 

諸
國
の
外
見
上
の
發
展
は
眾
事
ィ
シ
フ
レ
景
氣
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
の 

.

で
あ
る
。'
つ
ま
り
、
最
大
.
限
利
潤
の
取
得
と
い
う
<
 

こ
の
必
要
が
、
獨
占 

.

.
資
本
主
義
を
か
り
た
て
て
、
M

員
⑽
や
そ
の
.
他
の
i

國
を
ft

務
奴
隸
化 

,

し
、
架
統
的
に
强
奪
し
、
：多
く
の
獨
立
國
を
從
屬
國
に
轉
化
し
、
現
代
資

'
j
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