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あ
た
え
ら
れ
た
が
、
し
か
しク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
•
ゥ
ィ
ヴ
ィ
ルo

h
r
i
s
t
o
d
h
e
r

 

w
y
v
l
l
l
)

の
よ
う
な
ヨ.

丨
ク
シ
ャ
I
の
改
革
者
は
、「

プ
ラ
イ
ス
博
士
と
イ
ゾ 

グ
ラ
ン

ド

の
改
苹
家
の
擁
護

」

'(d
e
f
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c
e

 

of 

D
r
.

 

P
r
i
c
e

 

a
n
d

 

-the 

ノ R
e
f
o
r
m
e
r
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in E
n
g
l
a
n
d
)

の
な
，か
で
ぺ
イ
ン
の
思
想
を
英
國
に
と
つ
て 

’
は
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
考
え
た
。
こ
う
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

な

^

進

主

義 

と
な
ら
ん
で
、
ペ
イ
ン
の
庶
民
的
な
襲
は
、色
々
な
形
で
發
展
し
つ
づ
け
た
。 

.ま
た
勞
働
者
階
級
に
た
い
し
て
、
大
き
な
感
化
を
あ
た
え
た
も
の
と
し
て
、
ス 

ベ
ン
ス
主
義
者
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ぺ
ン
ス
自
身
は
、
ノ

I
マ
ン 

.

•
.ヨ
ー
ク
に
ふ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
め
財
產
の
起
源
に
つ
い
て
の
見 

解
は
、「

ノ
ー
マ
ン•

ヨ
.
1ク
の
理
論」

■に
類
似
し
て
い
る。

.

ノ
ー
マ
ン
•
ヨ
ー
ク
の
理
論
、.そ
れ
は
ト
ム
.
•
ペ
イ
ン
の
革
命
的
民
主
主
義 

を
へ
て
更
に
チ
ャ
ー
テ
ィ
、ス
ムに
も
入
り

こ
み
、
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
が
衰 

え
た
の
ち
は
、
急
進
的
な
勞
働
者
、
自
由
思
想
家
そ
し
て
土
地
改
革
者
の
間
に 

浸
透
し
て
い
つ
た
と
、
ヒ
ル
は
斷
言
す
る

(

六
ニ
頁)

。
そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に 

結
ぶ
。「

近
代
產
業
社
會
に
お
け
る
勞
働
階
級
運
動
の
役
割
が
、
し
っ
か
り
と 

把
握
さ
れ
る
や
い
な
や
、
理
想
化
さ
れ
た
過
去
へ
の
懐
古
的
な
憧
れ
は
、
現
在 

か
ら
未
来
を
つ
く
り
出
ぞ
う
と
す
る
行
動
の
科
學
的
な
.綱
領
に
代
つ
た
。
しか 

し
な
が
ら
、
も
し
科
學
的
な
綱
領
で
さ
え
も
、
敵

を

『

フ
ラ
ン
ス
の
庶
子
と
そ 

の
(1
|
贼
ど
も』

と
考
え
た
そ
れ
の
よ
う
に
、
創
造
的
な
精
神
が
吹
き
こ
ま
れ
て 

い
る
の
で
な
け
れ
ば
效
果
は
な
い
で
あ
ろ
う

」

と
。
 

.

ぶ 

※- 

※

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
|

.
ヒ
ル
は
、
こ
.の
論
文
に
お
い
て
、「

ノ 

I
マ
ン
.
ヨ
ー

.
ク
の
理
論」

を
民
主
主
義
思
想
の
流
れ
の
な
か
に
、
そ
の
發
展
と
變
形
の
交
錯 

し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、社
會
思
想
、
政
治
思
想
史
そ
し
て

‘

•

六
ニ
.
ド

C

八
ニ
六)

勞
P-
'
運
動
史
办
深
い
娌
解€>
'
上
_に
立
っ
た
大
論
文
’
あ
る
。
.
ヒル
の
こ
の
論
文 

が
卷
頭
を
飾
つV

い
る
.の
：
は
、■そ
れ
が
量
質
とも
に
す
ぐ
れ
て
い
.る
か
ら
で
あ 

ろ
ぅ
.か
。
"と
の
論
文
を
讃
ん
で
啓
蒙
さ
れた
•者
は
、
.ひ
と
り
肇
者
の
み
で
はあ 

る
ま
い
0 

. 

C
1

九
五
六
.
七
.一

三) 

■
(

飯

田

鼎

)

.*

r
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CTP. 48162.)

「

農
地
改
革」

の
歷
史
的
意
義
が
、.「

封
建
的」

な
る
も
の
の
拂
拭
と

「

農 

.
民
解
放」

を
そ
の
變
革
の
基
本
過
程
と
す
る
戰
後
日
本
の
.民

主

主

命

と

し 

.て
評
償
さ
れ
た(

「

農
地
改
革
顚
未
槪
要

」

序
、
四
頁)

時
期
が
あ
っ
た
が
、 

最
近
で
は
、
•

「

農
地
改
革」

は
日
本
農
業
に
か
な
り
の
變
化
を
與
え
っ
っ
も
、 

「

封
建
的」

な
る
も
の
を
決
し
て
拂
拭
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
い
う 

評
價
が
•一
般
的
に
與
え
ら
れ
て
い
る
。
何

故

「

農
地
改
革J

が
日
本
農
業
の
封 

.
建
的
性
格
を
拂
拭
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
に
っ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ 

.

.の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
.
こ
こ
に
紹
介
し
ょ
う
と
す
る&
3 

.

.

.
ヵ
ル 

ナ
ゥ
ホ
I
ヴ
T
女
史
の
論
文「

第
一次

！！

シ
ア
革
命
に
お
け
る
レ
ー
二
ン
の
農 

業
綱
領」

は
、
そ
の
こ
と
に
っ
い
て
大
き
な
示
唆
を
與
兔
て
い
る
ょ
う
に
思
わ 

•

れ
る
。

こ
の
論
文
は
五
っ
の
部
分
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部 

'分
に
は
何
ら
■の「
見
出
し」

も
な
く
雜
然
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
論
點
を
私
な
り
に
駆
約
し
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

r
.

第
一
の
部
分
に
お
い
て
は
、
ポ
リ
シJC
-
ヴ
ィ
キ
のIl

f

綱
領
の
眞
髓
と
そ
の 

歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
綱
領
が
作
ら
れ
た
當
時
の
經 

濟
的
政
治
的
條
件
を
考
究
す
る•こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
資
本 

主
義
的
發
展
を
阻
害
す
る
農
奴
制
が
ニ
十
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ア
^f

に
ど
の
よ 

う
に
殘
存
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

 

.

一
八
六
一
年
の
改
革
後
、
地
主
的
及
び
分
與
地
的
土

f

所
有
が
殘
存
し
、
三 

萬
人
の
地
主
に
七
千
萬
デ
シ
ャ
チ
ン
の
，

±
地
が
屬
し
、
そ
の
う
ち
六
九
九
人
の 

最
も
大
き
な
土
地
貴
族
達
ば
平
均
三
萬
デ
シ
ャ
チ
ン

(

一
デ
シ
ャ
チ
ン
は
約

. 

町
一
反)

の
土
地
を
そ
れ
ぞ
れ
所
有
し
て
い
た
。
’
こ
れ
に
對
し
て
一
億
五
百
萬 

の
農
民
經
營
は
、
品
質
の
悪
い
七
千
五
百
萬
デ
シ
ャ
チ
ン
の
土
地
を
有
し
て
い
，
 

た
に
す
ぎ
な
い
。
農
民
は
水
飼
場
も
牧
場
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
農
民
の
土 

地
は
地
主
の
土
地
に
割
込
ん
で
い
た
か
ら
、
家
畜
が
田
畑
を
荒
す
こ
と
に
對
し

_ 

て
は
徵
收
に
よ
っ
て
相
膘
の
所
得
が
、
放
牧
地
の
利
用
、
土
地
不
足
の
結
果
必 

然
と
な
る
土
地_

の
賃
貸
借
に
よ
っ
て
安
價
な
勞
働
力
が
、
地
主
に
保
證
さ
れ 

た
。
農
民
の
分
與
地
的
土
地
所
有
は
農
奴
經
濟
の
構
成
部
分
で
あ
り
、
完
全
に 

農
奴
經
濟
に
奉
仕
す
る
た
め
の
裝
置
で
あ
っ
た
。
農
民
の
土
地
は
%
ま
の
土
筂 

の
中
に
割
込
ん
で
い
て
、
細
か
く
仕
切
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
仕
切
り
の
綱
は
、
 

農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
發
展£0
.大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
。
こ
の

「

仕
切
り 

を
破
る」

第
一
の
條
件
は
農
奴
制
的
大
土
地
私‘有
の
淸
算
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が 

第
一
次
ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
農
業
闘
爭
の

「

中
心」

を
な
し
、.
農
民
の
土
地 

_
爭
は
、
ま
ず
第
一
に
地
主
の
大
土
地
私
有
を
根
絕
す
る
た
め
の
闘
#
で
あ
っ 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
レ
ー.ニ
ン
は
、
ニ±
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ロ
.シ
ア
農

て：

，

遨評及び轺介

業
の
生
產
關
係
と
階
級
的
矛
盾
を
特
徵
づ
け
て
、
當
時
の
口
シ
ア
員

#

に

は

ニ 

.種
類
の
階
級
矛
盾
、■す
な
わ
ち
、
農
村
勞
働
者.と
農
業
企
I

と
の
間
の
矛
©
、
 

全
農
民
と
全
地
主
階
級
と
の
間
の
矛
盾
が
あ
り
、
前
者
の
矛
盾
は
發
展
し
增
大 

し
、
後
者
の
矛
盾
は
次
第
に
弱
ま
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
口 

シ
ア
;1
±
'#
員
、エ
黨
に
と
っ
て
は
後
者
の
矛
盾
が
最
も
本
質
的
な
且
っ
最
も
實
踐
’ 

的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る

(CTP. 
4
9
1
5
0
)。 

.そ
し
て
、
こ
の
レ
I 
ニ
ン
の
分
析
に
ょ
っ
て
第一
次
口
シ
ア
^
命
に
お
け
る
農 

民
要
求
を
方
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
た.

(CTP. 

50)0

ニ

第
二
の
部
分
に
お
い
て
は
、

ロ
シ
ア
にお
け
る
ブ
ル
ジ
3
ア
民
主
主
義
^
命 

と
.勞
農
同
盟
の
間
題
を
と
り
あ
つ
か
い
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
革
命
に
お
け
る
プ
口
レ 

タ
リ
.ア
ー
ト
め
指
導
性
と
農
民
の
革
命
的
可
能
性
を
認
め
な
か
っ
た
メ

 

ニ
シ
ュ 

ヴ
ィ
キ
の
誤
り'.を
レ
.
1ユ
シ
.を
引
用
.し
っ
っ
批
判
し

(CTP. 

51)、

ブ
ル
ジ
3
ア 

「

革
命
の
進
展
と
終
結
は
勞
働
階
級
が
人
民
軍
命

(
H
a
p
o

运
a
a 
p
e
B§
B
§
5 

■の
指
導
者
の
役
割.を
傭
ず
る
.か
ど
ぅ
か
に
か
か
つ
て
い
る

J 

(

3
m Ke

)
.

こ
と
. 

を
指
摘
す
る
.
0

そ
し
て
、
マ
.ル
ク
ス
.•
レ
I 
ニ
ン
か
ら
引
用
し
つ
つ
、
革
命
に
お
け
る
農
民 

'
の
役
割
を
明
ら.か
に
し
、
勞
農
同
盟
が
如
何
に
重
要
で
あ
り
、
農
民
に
支
持
さ 

れ
な
い
革
命
が
歴
史
上
如
何
に
成
功
し
な
か
っ
た
か
を
指
摘
し
た
後
に
、
，

「

第 

1

次
ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
ボ
リ
シ

h

ヴ
ィ
キ
の
農
業
綱
領
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア 

民
主
主
義
革
命
に
：お
け
る
同
盟
軍
と
し
て
の
農
民
の
た
：め
の
プ

P
レ
タ
リ
ア
ー
，
 

卜
の
闘
爭
綱
領
で
あ
る
。
農
民
に
對
す
る
農
業
綱
領
の
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
命
題 

'の
正
し
い
.こ
と
は
、
わ
れ
：わ
れ
の
革
命
に
お
け
る
勞
働
階
級
の
闘
爭
の
經
驗
に

六

三

(

八
ニ
七)



為
^

分
：'っ
：て
撿
證
さ
れ
人
民
民
主
宝
義
諸
國
の
實
踐

Q

中
で
確
認
さ
れ
た」

(

I

:
 

5
2
)

と
し
て
第
二
の
部
分
を
結
ん
で
い
る
。

三

.

.

. 

. 

- 

.

.

.

.

第
三
の
部
分
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
段
階
に
お
け
る 

ボ
リ
シH

グ
ィ
キ
の
_

綱
_

の

特

徴

が

「

農

奴

制

殘

滓

の

革

命

的

除

.^」

に 

あ
つ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
言
つ
て
い
る
。
.

そ
れ
は
農
民
の
要
求
を
反
映
し
て
い
た
。
レ
ー

H

ソ
は
農
民
運
動
を
最
も
精 

力
的
に
援
助
し
そ
れ
を
指
導
す
る
こ
と
は
プ
口
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
課
題
で
あ
る 

と
敎
え
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
農
民
運
動
と
あ
ら
ゆ
る
農
民
の
要
求
を
支
持
す
る
こ 

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
强
調
し
た
。
獨
栽
政
治
に
反
對
し
、
.
中
世
敗
殘
滓
の
革 

命
的
淸
掃
に
向
け
ら
れ
た
革
命
的
民
主
主
義
運
動
と
駆
求
の
み
が
支
持
さ
れ
る 

(CTP. 

§
0

次
い
で
、

一
九
◦
五
年
を
劃
期
と
し
て
高
揚
し
た
農
民
運
動
に
よ
っ
て
農
民 

.の
全
地
主
階
級
と
の
闘
い
が
明
確
と
な
り
、
地
主
の
土
地
を
沒
收
：し
あ
ら
ゆ
る 

土
，地

を

國

有

化

す

る

と

い

!)
*
耍
求
沢
農
民
の
要
求
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農 

業
綱
領
改
訂
の
問
題
が

一

れ
o
六
年
、
レー 

ニ
ン
に
よ
.っ
て
提
起
さ
れ
、「
ブ 

■
ル
ジ
ョ
ァ
民
在
主
肇
命
の
完
全
な
勝
利
と
、
そ
の
社
會
主
義
革
命
へ
の
進
展 

の
見
透」

し
か
ら
㈩
發
し
て
、「

新
し
い
農
業
綱
領
は
、
地
主
の
土
地
を
沒
收 

し
あ
ら
ゆ
る
土
地
を
國
有
化
す
る
と
い
.う
こ
と
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
た
革
命
的 

農
民
の
.要
求
を
反
映
し
た」

(CTP. 

5
3
1
5
4
)
.

こ
と
に
注

意

を

向

け

、
.
プ

ロ

レ 

タ

^

ァ

ー

ト

と

農

民

の

同

盟

を

強

化

す

る

觀

點

か

ら

、

農

民

の

要

求

に

# '
つ
て 

土
地
を
，國
有
化
し
た
り
或
は
人
民
民
主
主
義
國
に
お
け
る
よ
う
に
員

^
の
私
的 

所
有
と
し
て
土
地
分
配
を
行
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い

■
..
.

?
:-
:

;

■:
■
:
:本
四
'

,-
■:C 
八
.ニ
八)

..

る
。
 

.

四

第
四
の
鄯
分
に
お
い
て
は
、「

ボ
リ
シ
.エ
ヴ
ィ
キ
の
i

綱
領
の
f

主
要 

な
特
徴
のj

っ
は
、
經
濟
的
耍
求
と
政
治
的
要
求
と
の
不
可
分
の
述
關
と
絲
_. 

で
あ
る」

S

と
な
し
、

「

政
治
的
變
革
と
§圓
變
苹
の
範
疇
は
同
質
で 

な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い」

(
B
.

s
*
/
I
e
H
H
»
o
s
.
, 

T
,
1
3
'
CTP,, 

391) 

が
故
に
、
，「

政
治
的
課
題
の
見
地
ょ
り
し
て
の
み
ポ
リ
シ
工
ヴ
ィ
キ
の
農
^
綱 

.領
の
經
濟
的
耍
求
が
把
し
く
理
解
さ
れ
ぅ
る

」
(CTP. 

5
4
)

と
し
て
、レ
! 

ニ
 

ゾ

の
.次
の
言
葉
を
引
用
す
るこ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
る
0「

農
業
革
命
な
る
も
の 

は
、
そ
办
勝
利
が
革
命
的
人
民
に
ょ
る
權
カ
の
征
服

(

w-a
§

e
B
a
H
H
e

 

g
a
c
T
H

 

^eBOJISIXKOHHblM. H
a
p
o
§

O
M
)

を
豫
定
し
て
い
な
い
な
ら
ば
空
虛
な
言
葉 

で
あ
る
。
そ
の
條
怦
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
®

革
命
で
は
な
く
て

農
民
一
探 

か
力
デ
ッ
ト
的
農
業
改
革
と
な
る
で
あ
ろ
ぅ

J
。

'

そ
し
て
、
農
業
變
革
に
お
け
る
權
カ
問
題
の
重
要
性
を
強
調
し
例
ぇ
ば
次
の 

ょ
ぅ
.に
言
つ
て
い
る
。.T

中
央
及
び
東
南
ヨI 

ロ
ッ
パ
諸
國
に
お
け
る
ブ
ル
ジ 

ョ
ア
政
府
は
い
ず
れ
も
農
業
機
構
の
根
本
的
改
革
を
實
施
す
る
こ
と
が
で
き
な 

か
.づ
た
。
第
一
次
大
戰
後
、
'農
民
の
革
命
的
進
軍
の
襲
擊
の
下
で
行
わ
れ
た
ポ

-

ラ
ン
ド
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ル
.
I
マ
ニ
ヤ
、
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
そ
の
他
の
國
の
土
地

改
革
は
、
そ
れ
自
體
、
本
質
的
に
は
力
デ
ッ
ト
的
農
業
改
革
を
示
し
て
お
り
、 

農
民
.の
革
命
的
運
動
を
弱
ま
ら
せ
、
地
主
と
農
村
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

I

の
利
益
を 

保
護
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
央,1

ョ
I 

ロ
ッ
パ
及
び
ア 

ジ
ア
の
一
連
の
國
に
お
け
る
人
民
民
主
主
義
政
府
の
樹
立
の
み
が

i

問
題
の 

眞
に
拫
本
的
な
解
決
を
保
證
し
た
の
で
あ
っ
た

J
、

(
c
r
p
:
5
5
)。

五 

'

'■
■
第
五
の
部
分
は
最
も
長
く
、.七
頁
に
亙
っ
て
い
る
が
、
主
と
し
て
土
地
國
有 

化
の
間
題
に
ふ
れ
て
い
る。

.

一
九
0
五—

一
九
〇
七
年
の
農
民
運
動
に
よ
っ
て
單
に
官
有
、
修
道
院
、
皇 

'
.室
料
の
土
地
の
み
な
ら
ず
、
地
主
の
土
地
の
沒
收
に
至
る
ま
で
、
農
民
の
あ
ら 

ゆ
る
革
命
的
要
求
を
支
持
す
る
決
定
が
第
三
囘
黨
大
會
で
採
擇
さ
れ
た
こ
と 

(CTP. 

5
6
)、

ボ
リ
シ
エ
ヴ
ィ
キ
の_

員
領
の「

％
、3£
吧
の
革
命
的
農
民
的
淸 

,播」

と
い
ぅ
命
題
は「

大
部
分
の
土
地
が
地
主
に
厲
し
て
い
た
人
民
民
主
主
義 

諸
國
に
お
け
る
農
業
變
举
の
指
導
に.際
し
て
廣
く
適
用
さ
れ
た

」
(
T
a
M

 

>
Ke
) 

こ
と
、.
土

地

所

有

が

エ

*

:

本
、
.銀
行
と
癒
着
し
て
い
て

「

土
地
が
地
主
の
所 

有
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

大
資
自
の
所
有
と
し
て
存
在
し
て
：い
た

」

.'(CTP. 

5
7
)

西
ョ
丨
ロ
ッ
パ

.の
人
民
民
主
至
義
國
に.お
い
て
は「

大
土
地
所
有
の
沒
收 

は
、
ノ
單
に
反
甜
雄
的
の
み
な
ら
ず
、
部
分
的
に
は
反
資
本
主
義
的
及
び
反
帝
國 

主
義
的
篇
を
も
つ
た」

(
T
a
M

 

H
c
e
)

こ
と
な
ど
に
ふ
れ
た
後
に
、
土
地
國
有 

化
の
耍
求
が
.い
づ
.い
か
な
る
と
こ
ろ
でi

命
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
如 

何
な
る
階
級
が
濯
力
を̂
握
し
て
そ
れ
をi

す
る
か
、
如
何
な
る
目
的
で
實 

施
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
全
く
異
る
意
味
を
も
っ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

「

警
察
國 

象
に
よ
っ
て
土
地
國
有
化
が
實
施
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
政
策
の
意
^
は
反
動 

.的
で
あ
るj 

(

卩
V

骂)

こ
と
が
明
^
か
に
さ
れ
石(

g
p
,cn
7—

ot
oo)

o 

:

資
本
主
義
社
會
に
お

t

る
土
地
國
有
化
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
方
法
で
あ
り
、 

'
.そ
れ
は
^

®
に
お
け
る
資
本
主
義
の
發
展
の
た
め
の
條
件
を
創
り
だ
す
も
の
で

.

」

は
あ
る
が
、
土
地
國
有
化
の
が
か
る
評
價
は
不
充
分
で
あ
り
、
レ
ー
ー
ー
ン
の
土 

，■
地

國

有

化

の

耍

求

は

、

プ

ロ

レ

タ

.
リ

ア

ー

ト

と

農

民

の

革

命

的

民

至

主

義

的

獨

街評及び紹介

 

•

裁
の
權
_

得
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
民
主
主
義
革
命
の
社
會
主
輩
命
へ
の
準
展
の 

製

求

と

結

び

つ

い

.
て

い

た

(CTP.. 5
8
)

こ
と
、
マ
ル
ク
ス
.
.
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
ブ 

ル
ジ
ョ
ァ
的
方
法
と
し
て
の
土
地
國
有
化
の
意
義
を
認
め
た
が
、
土
地
國
有
化 

を
そ
の
よ
う
な
理
解
に
の
み
歸
着
せ
し
め
は
し
な
か
っ
た

(
g
p
'
5
9

)

こ
と
な 

ど
が
か
な
り
長
く
論
述
さ
れ
、
土
地
國
有
化
と
革
命
段
階
の
問
題
、
土
地
國
有 

化
と
あ
ら
ゆ
る
生
產
手
段
の
私
的
所
有
の
問
題
な
ど
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
、

「

土 

地
國
有
化
は
、
ブ
ル.
'ジ
.ョ.ア
.革
命
の
'『

最
後
の
言
葉
9

0

0

H
 

O
I
0
B
0
)』 

で
あ
.る
の
み
な
.ら
ず
、
社
會
王
義
べ
の
ー
步
で
あ2>
-」

と
い
う
レ
ー
ニ
ソ
の
言 

葉
が
引
用
さ
れる

.：(crp

*:5
9
)。
：

次
い
で
、
土
地
國
有
論
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
マ
.ル
ク
ス
.の
地
代
論
と
の
關 

係
が
、
土
地
の
經
營
的
獨
占
と
所
有
獨
占
と
の
關
連
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
、
土
地 

國
有
化
と
絕
對
地
代
及
び
差
額
地
代
の
關
係
が
考
察
さ
れ
、
差
額
地
代
は
商
品 

=

資
本
制
生
產
に
お
け.る
.經

黨

占
=
、「

資
本
主
義
的
觸
占(KanHTSHCTH'

I 

q
e
c
K
a
w
M
O
H
O
n
o
J
n
i
^
H

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
絕
對
地
代
は
、
た
.と 

え
そ
れ
が「

資
本
主
義
的
に
修IH
さ
れ
資
本
主
義
的
諸
條
件
に
適
應
さ
れ
て
い 

よ
う
と
もJ、

以
前
の
封
建
的
獨
占
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
私
的
土
地 

所
有
の
獨
占
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

(CTP. 

60)。

こ 

こ
で
い
さ
さ
か
私
見
を
は
さ
め
ば
、
私
的
土
地
所
有
の
獨
占
が

「

封
建
的
獨
占」 

で

灰

る

と

い

う

こ

と

：は

問

題

な

い

と

し

て

も

、
，
經

！

C
®
:

占

を「

資
本
主
義
的
獨 

占」

_で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
は

「

員
ホ
の
_
自」

と
の
差
別
性
に
お
い
て
、
生 

產
手
段
と
し
て
の
土
墙
の
特
殊
性
に
っ
い
て
猶
多
く
の
説
明
を
要
す
る
こ
と
が 

指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
，
と
い
う
と
と
が
で
き
よ
う
。

次
い
で
、
カ
ル
ナ
ウ
ホ
ー
ヴ
ァ
女
史
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
段
階
に
お
け
る

レ
ーa:

ン
の
土
地
國
有
論
を
意
義
づ
け
つ
つ

「

農
民
的
なi

l
M
-

命
の
具
體
的

ゾ
，:.
;
:
.
.
.
:
.
-
 ̂

. 

- 

V

X

 

.

 

\ 

, 

,
 

パ

ン

 

* 

_

 

* 

、 

'

 

*

す
1
,

 

^

 

•

 

V 

, 

-

 

.

r-r 

„

 

C 

士

プ 

：

\

 

’ 

V 

‘

 

>



F

»:
ベ 

1
1/
'
:
'
.
ス
へ
ス
著
'
'
.
'

.■ 

'
.

『

勞

働

生

產

胜•

價

値

及

び

生

產

原

價』

,

.
'
'
'
、へ
.v
'
.
.
'
.
.
_
.
-
/

三
甶
.學
會
雜
蘇
.::
'
-
-
^
四
十
九
.卷
.へ.；第
十
^

^
:-
-:.

な
力
法
を
g

す
る
に
際
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
國
の
特
質
と
特
殊
性
を
考
慮 

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
.こ
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
要
求
を
虛
構
す
るこ
と
は 

必
要
.で
は
な
^

#
命
的
農
民
の
志
向
と
要
求
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」 

(crp. 

61> 

て
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
國
の
經
濟
的
發
展
段
階
と
特
殊
性 

に
よ
っ
て
土
地
國
有
化
が
提
起
さ
れ
た
り
、
或
は
人
民
民
主
主
義
諸
國
に
お
け 

る
よ
う
に
、
沒
收
さ
れ
た
地
主
地
の
農
民
へ
の
分
割
地
所
有
が
避
起
さ
れ
た
り 

す
る
の
で
あ
る
こ
と
を
論
述
す
る
。
そ
し
て
後
者
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
土
地 

.國
有
化
へ
の
方
向
に
お
け
る
重
要
な
段
階
と
し
て

「

農
業
協
同
組
合
に
お
け
る 

農
民
の
土
地
の
社
會
化
、
土
地
の
集
園
所
有
の
發
生
と
發
展
が
あ
る

」
(CTP..: 

6
2
)

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。
-

' 

’

以
上
、

一
っ
に
は
紙
數
の
關
係
上
適
宜
ピ
ッ
ク
ァ
ッ
プ
し
て
簡
單
に
紹
介
し 

た
の
で
、「

ニ
.っ
：
の

遒

」

の

問

題

' 

(CTP. 

50)、
「

霞
階
級
と
農
民
の
革
命
的 

民
生
'主
義
的
獨
裁
の
萠
穿
的
形
態
と
し
て
の
農
民
委
員
會

J
の
間
題(CTP. 

54 

H

 

S
.

)

等
、
重
要
な
問
題
が
割
愛
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た 

一
っ
に
は
、
本
論
文
が
雜
然
ど
餘
り
に
も
多
く
の
間
題
に
ふ
れ
て
い
る
た

め

で
 

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
本
論
文
が
農
業
問
題
の
研
究
に
と
っ
て
大 

き
な
示
唆
を
興
え
っ
っ
も
、

一一

.三
の
鄹
に
論
ii
i
を
し
ぽ
づ
て
理
論
的
、
體
系
的 

に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、

一
つ
の

r

缺
陷」

と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
第 

一
次
大
戰
後
に
お
け
る
中
央
及
び
東
南
ョ
ー
ロ
■ッ
パ
の
土
地
改
！

T

か
何
故
i

 

機
構
の
根
本
的
な
改
革
を
な
し
え
な
か
っ
た
か
と
い
う
間
題
が
、
旱
に
ブ
ル
ジ 

.
3ア
政
府
で
あ
つ
た
か
ら
と
い
う
理
由
に
と

ど

ま

る

こ

と
な
く
克
明
に
究
明
さ 

れ
て
い
た
な
ら
ば
、
わ
が
國i

問
題
の
研
究
に
と
っ
て
よ
り
多
く
の
參
考
と 

な
つ
た
で
あ
ろ
う
。
 

(

常盤政治

)
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e
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Arbeitsproduktivit

sast, 

W
e
r
t

 

i
m
d

 

s
e
l
b
s
t
k
o
s

ct-en. 

der Produktion, 

1954. 

s
，
174.

-

F
•'ベー

レ
ン
ス
.は
現
在
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
カ
ー
.ル
.
マ
ル
ク
ス
大
學
の 

經
濟
學
部
長
で
あ
り
、
東
獨
經
濟
學
界
の
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
。
最
近
飜 

譯
された

『

近代■罾
學
の
生
ゴ
ッ

セ
ン
べ
の
批
判』

は
じ
め
N
u
r 

M
e
t
h
o
d
®

 d
e
r

 P
O
H
t
i
s
c
h
§

o:k
o
n
o
m
i
e
,

 1952 

等
、
經
濟
學
說
の
研
究 

と
と
も
に
、
霍
生
產
性
に
か
ん
す
る
諸
勞
作
で
し
ら
れ
、
そ
の
活
動
分
野
は 

き
わ
め
て
廣
汎
で
あ
る。

,

，
.
•

本
書
は
.
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b
e
i
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u
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H
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Steiger- 

u
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O
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b
e
i
t
s
p
r
o
d
u
k

ci-ivitst, 

1953. 

D
i
e

 

B
e
d
e
u

ct-un 
的

CU
O
M 

S
t
e
i
g
e
r

 
目g

 

d
e
r

 

A
r
b
e
i
t
s
p
r
o
d
u
k
t
i
v
l
t

fa:

c+fiir 

die 

L
a
n
d

 W
i
r
t
— 

s
c
h
a
f
t
,
.1954

•
.
に
つ
づ
く
も
の
ヤ
あ
り
、
更
に
其
の
後
本
書
を
發
展
し
た 

i>.rbeitsproduktivit

BJ:1v Ilolmelxtwicklullg 

8
.
^
w
e
n
ct
-
a
b
i
l
i
t

w:
t
.

M

l

.が
發
表
さ
れ
た(

後
日
紹
介
の
豫
定)

。
.
こ
れ
ら
ー
聯
の
研
究
過
程
に 

は
、
i

生
產
性
の
®

を
次
第
に
全
國
民
經
濟
の
ひ
ろ
が
り
に
お
い
て
^

^
 

し
て
■い
，
.こ
う
と
.い
う
著
者
の
意
國
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
.
一
貢
し
て
い

:

'

.

——

 

• 

d

る
の
は
、
生
產
性
上
昇
を
基
礎
と
し
て
、
同
國
の
社
會
主
義
建
設
を
促
進
し
よ 

う
と
い
う
す
ぐ
れ
て
實
踐
的
な
課
題
意
識
で
あ
る
。

.

.

X 

X 

X

薺
者
は
ま
ず
序
文
で
、
社
會
主
義
が
目
的
と
す
る
生
產
の
擴
大
と
勤
勞
大
衆 

の
物
質
的•

文
化
的
地
位
の
向
上
ば
、
た
だ
勞
働
生
産
性
の
不
斷
の
上
昇
を
通 

じ
て
の
み
實
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
ら
、

「

：
：
：
國
民
經
濟
の
ホ
に
現
存
す
る 

勞

働

生

產

性

-
向

上

の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
可
i

を
充
分
認
識
し.
.…

.現
存
す
る 

あ
ら
ゆ
る
源
衆
と
資
源
をた
え
ま
な
く
く
み
だ
し
、
活
用
す
る

」

こ
と
が
、
.社 

會
主
義
建
設
'に
と
っ
て
何
よ
り
も
必
耍
で
あ
る
點
を
强
調
し
、
.
本

書

の

テ

ー

マ

. 

の
現
资
的
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

：

さ
て
第
一
章
は
、
勞
働
生
產
性
と
價
値
及
び
原
價
の
關
係
に
か
ん
す
る
：一
般 

的
敍
述
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
前
も
っ
て
諸
規
定
を
圖
示
し
て

お
こ
う(

左 

_
参
照)

。
 

‘

勞
働
生
產
性
は
一
定
め
勞
働
に
よ
っ
て
生
產
さ
れ
る
生
產
物
量
、
あ
る
い
は 

一.淀
の
生
產
物
の
生
產
に
支
出
令
れ
る
勞
働
量
に
よ
っ
て
測
ら
れ
、
從
っ
て
生 

產
蚀
の
止
畀
は
、
社
會
的
富H
生
讓
量
の
增
大
と
生
產
物
谭
位
當
ゥ
の
勞
働 

の
節
約=

價
値
の
減
少
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
單
位
當
り
の
價
値
は
生
產
性
の
上# 

に
比
例
し
て
f

ノ
す
る
が
、
原
債
は
そ
れ
と
比
例

4

にi

減
少
せ
ず
、
眾
位
當 

.
り
收
益
H
收
益
性
が
減
少
す
る
點
で
あ
る
。

•

第

一

の

理

闰

は

、

資

本

主

義

の

場

合

は

こ

こ

で

勞

働

カ

の

價

値

の

卞

落

-
>
相 

對
的
剩
餘
價
値
の
增
大
と
な
る
が
、
社
會
主
義
で
は
■

(

生

產

値

で

表

現

さ 

れ
た
.

)

平
均
賃
銀
が
上
昇
す
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
社
會
的
施
設
や
蓄
積
を
擴 

大
ず
る
爲
に
は
、原
價
を
切
下
げ
、
收
益
を
增
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

一
人
當
り
平
均
賃
銀
の
增
加
を
認
め
っ
っ
.も
、
生
產
物
單
位
當
り
の
賃
銀
費
用 

を
減
少
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
從
つ
て
生
產
性
上
昇
に
ょ
っ
て

「

ひ
き
だ
さ
れ 

た
節
約
の
す
べ
て
が
賃
銀.上
昇
に
む
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い

」
(

傍
點
引
用
者
丨 

以
下
同
樣
。

)

こ
こ
か
ら「

1

生
產
性
が
賃
銀
ょ
り3
リ
急
連
に
上
昇
する」 

こ
と
が「

社
會
主
義
國
民
經
濟
の
計
畫
化
の
基
本
原
則

」

と
し
て
强
調
さ
れ
る
。

,

原
價
が
比
例
的.に_繁
ノ
し
な
い
第
ー
ー
の
理
由
は
、
生
產
性
の
上
昇
過
程
で
、

.

過
去
の
i

l

と
く
に
勞
働
用
具

一

•の
i

部
分
の
生
き
た
勞
働
に
對
す 

る
比
率
が
增
加
す
る
か
ら.で
あ
る
。
こ
れ
は
收
益
性
の
減
退
を
意
味
し
、

ー
國 

全
體
と
し
て
み
れ
ば
、
總
生
產
物
の
增
加
に
く
ら
べ
て
、
價
値
生
產
物

=

國
民 

所

得(

勞
賃
部
分
ブ
ラ大
收
益
部
分)

の
增
加
を
お
く
ら
せ
る
こ
と
に.な
る
。
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