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書

—

評

ff
l
中
真
晴
著

『

ロ

シ

ァ

経

済

思

想

史

の

研

究

——

プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
と
口
シ
ア
資
本
主
義
論
史
_

_
』

飯

田

If
f
i

本
書
は
、
.

「

ロ
シ
ア
.
マ
ル
ク
.ス
主
義
の
父」

と
呼
ば
れ
る
ブ
レ
ハ
ー
ノ
フ 

の
ロ
シ
ア
社
会
主
義
思
想
史
上
に
お
い
て
占
め
る
地
位
の
探
求
で
あ
る
と
同
^
 

に
、
何
よ
り
もa

シ
ア
資
本
主
義
論
史
に
お
け
る
そ
の
理
論
的
な
役
割
を
確
定 

し
よ
う
と
し
て
試
み
ら
れ
た
意
欲
的
な
労
作
で
あ
る
。「

口
シ
ア
.
マ
ル
ク
ス
主 

義」

の
先
駆
的
地
位
、

ロ
シ
ア
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
お
よ
び
実
践 

に
お
け
る
開
拓
者
と
し
て
の
役
割
が
、
同
時
に
、

ロ
シ
ア
資
本
主
義
に
た
い
す 

る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
手
法
に
よ
る
分
析
の
最
初
の
著
作
の
発
表
者
で
あ
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
レ
I

 

ニ
ン
の
先
達
者
と
し
て
の
地
位
を
し
め
る
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ

に
. 

か
ん
す
る
わ
が
国
最
初
の
本
格
的
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
著
者
の
意
図 

を
探
る
な
ら
ば
、

そ
の「

は
し
が
き」

で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

「

レ
ー
ニ
ン

谕 

と
ゥ
r

、.ハ
ー
論
の
双
方
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
双
方
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
の 

双
力
に
共
通
な
ラ
ツ
ト• 

ロ
ッ
ク
の
自
覚
か
ら
、.
レー

.
_ン
自
沐
を
歴
史
%

•

. 

ニ

ニ 

(

六

一

八) 

具
体
的
に
み
る
必
要
性
を
次
第
に
つ
よ
く
感
じ
る
よ
う
に
な
づ
た」

と

(

う
こ 

と
は
、
ブ
レ
ハ
-
ノ
フ
の
レ
丨

-一
ン
と
の
対
比
に
お
け
る
把
握
で
は
あ
っ
て 

も
、
レ
I

-
ン
の
絶
対
視
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
、
レ
ー
ニ 

ン
研
究
の
よ
り
一
層
の
深
化
の
た
め
の
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
研
究
で
あ
り
、
お
よ

-e 

経
済
学
史
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
プ
レ

ハ
ー
ノ
フ

の

ロ
シ 

ア
資
本
主
義
論
を
、

U

シ
ア
資
本
主
義
論
史
の
結
節
点
と
し
て
把
え
よ
う
と
し 

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

著
者
の
意
図
に
お
け
る
い
ま
ひ
と
つ
の
重
要
な
問
題
は
、

「

経
済
思
想
史
«_

の
理
解
に
つ
い
て
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
経
済
学
史
が
、
経
済
理
論
の
歴
史
的
な 

展
開
の
体
系
化
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、

「

経
済
理
論
と
歴
史
理
論
と
を
契 

機
と
し
て
う
ち
に

含
み
、
且
つ
実
在
へ
の
視
線
を
も
つ
よ
う
な
経
済

思
想
史」 

と
し
て
、

ロ
シ
ア
資
本
主
義
分
析=

政

治
的•

経
済
史
的
分
析
と
不
可
分
の
も 

の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
、
た

ん

な

る「

学
史」

あ

る

い

は「

思
想
史」

で 

は
な
_
>こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
も
重
獎
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
本
讲
を
ー
読
す 

れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
以
上
は
、
本
書
を
展
開
す
る
上
で
の
著
者
の 

「

方
法
論」

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

更
に
II
I
耍
な
も
の
は
、

著
渚
の 

問
題
意
識
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「

ロ
シ
ア
•
マ
ル
ク
ス
主
義
論
の
展
開
を
、

そ 

の
原
点
を
中
心
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
わ
た
く
し
の
テ
ー
マ
は
、

ロ
シ
ア
 ヽ

マ
ル
ク
ス
主
義
が
革
命
理
論
と
し
て
導
入
さ
れ
、
定
着
し
て
い
っ
た
過
程
を
、
 

フ
レ
ハ
.丨
ノ
フ

に
お
い
て
と
ら
え
、
す
す
ん
で
は
プ
レ
ハー

ノ
フ

か
ら
の
レ
ー 

ニ
ン
の
独
立
、
両
者
の
対
立
の
決
定
点
を
明
ら
か
に
し
、

レー

二

ン
に

よ
る 

プ

レ

ハ
ー
ノ
フ

批
判
の
う
ち
に
、

ロ
シ
ア
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス

主
義
の
本
格
的 

定
着(

口
シ
ア
マ
ル
ク
ス
主
義
の
確
立)

.を
み
る
こ
と
.、プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
を
ボ

、
y
c

ぅ
し
た
歴
史
の
相
に
.お
い
て
把
握
す
る
こ
と
^
'か
で
は
な
く
て
、.
プ

レ

ハ

シ 

フ
に
"

?

4' ^
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
そ
の
も
の
を
考
え
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の 

も
つ
可
能
性
を
さ
ぐ
る
こ
と
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
1_(

七
頁
、
但
し
傍

点

は

原

文
 

の
ま
ま)

。.こ
の
文
章
の
な
か
で
、「

プ
レ
ハ
丨
ノ
フ
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
理 

論
そ
の
も
の
を
考
え
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
も
つ
十
霞
を
さ
ぐ
る
こ
と」

' 

の
意
味
は
深
長
で
あ
る
。
客
観
主
義
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
立
場
か 

ら
必
然
的
に
蕖
す
る
強
勒
性
と
脆
弱
性
、
彼
の
敗
北
、
.
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら 

の
逸
脱
を
、r

,
l

ン
と
の
対
比
に
お
い
て
、
た

ん

な

る「

萬
切
り」

と
し
て 

断
定
的
に
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
.理
論
の
内
部
に
ひ
そ
む
示
唆

的
な
も 

の
、
た
と
え
ば
修
正
主
義
論
争
と
帝
国
主
義
論
、
階
級
と
民
族
の
問
題
等
が
、
 

ま
さ
し
く
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
16

耍
な
問
題
で
.あ
泠
、
と
り
わ
け
、
 

今
日
の
マ
ル
ク
ス
產
に
と
っ
て
死
活
の
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
'れ
つ
つ
あ
る
と
. 

こ
ろ
の
も
の
の
解
明
の
手
が
か
り
を
、
著
者
は
、
そ
の
.鋭
敏
な
時
代
感
覚
を
も 

っ
て
こ
の「

プ
レ
ハ
-
ノ
フ

研
究」

に
お
い
て
ひ
そ
か
に
意
図
し
て
い
る
と
さ 

え
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

.

ニ

本
書
に
は
大
き
く
わ
け
て
、'
二
つ
の
山
、

あ
る
い
は
主
題
的
な
問
題
と
も
い 

ぅ
べ
き
も
の
を
中
心
と
し
て
論
述
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。-
そ
れ
は
ま
ず
第 

一
に
、、
特
殊
ロ
シ
ァ
的
土
壤
へ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
移
入
の
た
め
の

露

と

、

ブ
こ
で
^
然

!i
.
h
=
l
せ
ざ
る
を
え
な
い
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
思
想
と
の
^
^
、
ド
道
続 

的
ニ
段
階
T

f

s

s想
と
そ
れ
を
S

的
に
証
f

る
た
め
の
先
駆
的

に

し
 

て
ネ
灸
な
資
本
主
義
分
析
。
.第
二
に
、

^
八
八
年
代
以
後
に
お
け
る
ロ
シ
ァ 

書

評 

■

資
本
主
義
の
本
格
的
な
展
開
、
労
働
運
動=
社
会
主
着
動
を
中
心
と
す
る
反 

体
制
的
麗
の
展
開
の
過
程
.に
お
け
る
プ
.レ
.ハ
-
ノ
フ

に
み
ら
れ
る

マ
レ
ク
ス 

主
義
の
正
統
派
的
主
導
権
の
確
立
、
そ
れ
と
同
時
に
、
思
想
と
経
済
学
に
お
ナ 

る
自
由
主
義
派
、
ナ
ロ
丨
ド
こ
キ

お
よ
び
合
法
マ
ル
ク
ス
主
義
に
た
い
す
る
批 

判
と
克
服
。
そ
し
て
.最
後
に
、

P
シ
ア
資
本
主
義
分
析
お
よ
び

革
命
論
H
組
織 

論
に
お
け
る
フ
レ
ハ
ー
ノ
フ
.の
レ
ー
ニ
ン

と
の
競
合
と
対
決
そ
し
て

敗
北
。
著 

者
は
大
体
以
上
三
ク
の
重
要
な
問
題
を
中
心
と
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
考
、
革 

倉

想

家

プ

レ

ハ
丨
ノ

フ
の
全
貌
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
と
ら
え
よ

う

と

す
 

る
。

'
■

ま
ず
第
一
の
問
題
.に
つ
い
て
。

一
八
七
o
年
代
に
は
じ
ま
る

ナ
了

ド

ニ
キ

主

義

は

.ゲ
ル
ッ
エ
ン
と
チ
ヱ

ル
ー
ヌ
ィ

'ゾH

フ
ス
キ

I
を
先
駆
と
し
て
、
土
地

共
同
体
を
基
礎
と
す
るa

シ
ア
に
固
有
な
、
そ
の
意
味
で
特
異
な
社
会
発
展
の

と
も
に
、
同
時
に
そ
れ
は
ロ
シ
ア
資
本
主
義
化
の
告
発
者
と
し
て
登
場
し
た
の 

で
あ
る
が
、
著
者
は
、
そ
の
代
表
的
な
人
物
と
し
て
い
わ
ゆ
る
I

主
義
ナ
ロ 

丨

ド

ニ

キ

•(

著
者
に
.よ
れ
ぱ
、
そ
れ
は
、
革
命
的
ナ
ロ
ー

ド

-
キ
が
一
八
六
一
年 

の
改
革
を
反
人
民
的
な
も
の
と

考
え
、
ッ
r

リ
ズ

A
の
打
倒
に
よ
っ
て
の
み

人
,
^

の
解
放
す
な
.わ
ち
共
同
体
を
遊
礎
と
す
る
ロ
シ
ア
社
会
の
苒
生
が
あ
り
う
る
と
し 

て

「

人
民
の
中
へ」

を
と
な
え
、
讓
活
動
に
入
っ
て
い
っ
た
の
に
反
し
、
一
八
六 

一
年
改
革
を
肯
定
し
.、
ッ
ァ
丨

リ
ズ
ム
体
制
の
内
部
で
の
改
善
を
考
え
、
合
誇
な 

評
論
活
動
に
と
ど
ま
り
、
非
合
法
的
な
実
践
活
動
に
.は
入
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
両
者
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
区
別
さ
れ
え
な
'い
而
が
あ
る)

、、、
ハ
ィ
ロ
フ

ス 

キ
ー
の
理
論
を
と
り
あ
げ
、
.そ
れ
に
た
い
す
る
批
判
と
い
う

形
で
プ
レ
ハ
ー
ノ

1
1

三

(

六

一

九)

.



フ
の
-
マ
ル
タ
.
ス
主
義
を
対
置
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
'

。
.

著
者
の
視
角
は
、
 

こ
の
‘
研
^

が

「

経
済
思
想
史」

.と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な 

よ
ぅ
に
、
P

シ
ア
的
.
な
社
会
苹
命
思
想
と
し
て
の
ナ
ロ
I

ド
-1

キ
主
義
に
た
.い 

し
て
.
.マル

：.

ク
ス
主
義
的
な
革
命
思
想
家
プ
シ
ハ
ー
ノ
フ
と
い
ぅ
形
で
の
単
純
な 

把
握
で
は
な
く
、
そ
の
蓮
抵
と
し
て
"

ナ
ロ
ー
ド
-1

キ
批
判
に
お
い
て
も
、
あ 

く
ま
で
も

i

シ
ア
資
本
主
義
の
分
析
に
重
点
が
お
か
れ
、
こ
の
態
度
は
本
書
を 

通
じ
て
一
貫
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ナ
口
ー
ド
ニ
キ
思
想
と
プ
レ
ハ 

丨
ノ
フ
を
結
ぶ
重
耍
な
環
と
し
て
、
後
進
国
ロ
シ
ア
に
お
け
る
異
常
に
早
い 

.「

資
本
論」

の
翻
訳
の
企
図
、

一
八
七
ニ
年
、
ダ
ニ 

H

リ
ソ
ン
の
訳
書
の
ベ
テ 

ル
ブ
ル
ク
に
お
け
る
完
成
が
あ
り
、

一
方
に
お
い
て
、
こ
の
:「

資
本
論」

の
上 

に
立
っ
て
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
出
立
が
,'

ナ
P

丨
ド
ニ
キ
の 

.ロ 

.シ
ア
資
本
主
義
論
K
 

ニ
つ
の
道
の
可
能
性
の
思
想
と
重
な
り
合
い
.な
が
ら 

も
、.
本
質
的
に
は
そ
れ
と
異
な
る
と
こ
み
の
、

ロ
シ
ア
資
本
主
義
の
没
落
論
の 

古
典
的
著
作
、
ヴ
ォ
ロ
ン
ッ
ォ
フ
の『

口
シ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
運
命』 

お
よ
び
ダ
-！
 

H

リ

ソ
ン
の『

改
革
後
の
わ
が
国
の
社
会
経
済
概
要』
に
た
い
す 

る
批
判
は
、
他
方
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
'

マ
ル
ク
ス
の
口
シ
ア
社
会
論
批
判 

に

結

び

つ

，
く

の

.

で
あ
る
。

ヴ
オ
P

ン
ッ
オ
フ
と
ダ
二
エ

リ
ソ
シ
は
、
レ

I
 

ニ.
ン
.に
よ
つ
て

ナ
ロ
ー
ド

ニ

キ
の
経
済
学
者
と
し
て
一
括
さ
れ
、

一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る「

ロ
シ
ア
資
本 

主
義
没
落
論」

.

の
代
表
者
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
.
た
が
、著
者
は
し
か
し
、両
者 

の
理
論
に
共
通
す
る
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
微
妙
な
く
い
.

ち
が
い
を
指
摘
す
る
.。
 

す
な
わ
ち
前
者
は
、

ロ
シ
ア
の
後
進
性
か
ら
く
る
西
欧
資
本
主
義
に
た
い
す
る 

決
定
的
立
ち
お
く
れ
の
結
染
と
し
て
、
.資
本
主
義
口
シ
ア
の
市
場
の
面
で
の
絶

,
 

i

一
 

四

(

六1

一〇)

*

对
的
不
足
に
よ
っ
て
、
そ
の
没
落
は
決
定
的
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う 

の
に
.対
し
.、
後
者
は
、

P
シ
ア
資
本
主
義
没
落
論
と
い
う
.よ
り
は
、

ロ
シ
ア
資 

本
主
義
の
実
証
的
叙
述
に
.よ
.っ
て
、
，そ
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
農
業
生
産
カ
の
停
滞 

——

す
な
.わ
ち
口
シ
ア
の
穀
物
産
出
量
は
、
七
〇
年
代
を
通
じ
て
ほ
ぼ1

定
で 

あ
る
の
.に
'、
商
品
に
転
化
さ
れ
飞
、
生
産
者
で
あ
る
農
民
か
ら
奪
わ
れ
て
い
く 

穀
物
量
の
増
大
に
よ
っ
て
、
農
民
の
消
赀
生
活
の
惡
化
、
農
民
経
営
の
危
機
を 

深
め
、
農
業
生
産
力
の
低
下——

を
説
明
し
、

ロ
ジ
ア
資
本
主
義
の
暗
い
未
来 

を
予
言
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ロ
シ
ア
資
本
主
義
の
将
来
の
発
展
に
つ
い 

て
の
否
定
的
な
見
解
と
い
う
点
で
は
両
者
は
共
通
し
つ
つ
も
、
ヴ
ォ
口
ン
ッ
ォ 

フ
は
、

a

シ
ア
資
本
主
義
に
た
い
す
る
農
民
の
.絰
済
的
抵
抗
を
強
調
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
政
府
に
対
し
、

ロ
シ
ア
の
非
資
本
主
義
化
、

つ
ま
り
土
地
共
同
体 

を
基
礎
と
す
る
改
革
、
た
と
え
ば
、
農
民
銀
行
、
ク
ス
タ
ー
リ
銀
行
、
ア
ル
テ 

リ
、
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
倉
庫
等
の
創
設
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
農
民
の
.な
か
で
も 

小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
分
子
に
役
立
つ
農
民
の
日
常
的
経
済
的
要
求
を
政
府
に
提 

案
し
、
と
も
か
く
も
農
民
の
生
活
に
密
着
し
て
い
て
、
ナ
口
ー
ド
二
キ
主
義
内
部 

に
お
け
る
現
実
派
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
定
的
な
弱
点
は
、「

農 

業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
.失
.敗
の
論
証
に
の
み
急
で
、
改
革
後
の
口

シ
ア
農
村 

に
お
け
る
農
奴
制
の
残
基
と
い
う
視
点
を
も
た
な
い」

バ
ー
一
二
頁)

こ
と
で
あ
っ 

た
。
ヴ
ォ
ロ
.
ン
ッ
ォ
フ
の『

P
シ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
運
命』

は
、a

シ
ア 

資
本
主
義
に
か
ん
す
る
論
爭
の
発
端
と
な
り
' 

そ
の
意
味
で
は
ま
こ
■と
に
画
期 

的
な
著
作
で
あ
る
が
、
.し
か
し
そ
の
理
論
は
、

一
八
六
一
年
の
農
奴
解
放
以
後 

の
ロ
シ
ア
資
本
主
義
の
発
展
と
い
う
事
実
に
よ
っ

て

裏
切
ら
れ
る
こ

と

と

な
っ 

た
。
ヴ
才
口
ゾ

ッ
ォ
フ
が
農
民
の
日
常
的
経
済
的
利
益
に
た
い
す
る
密
着
に
た

い
し
.
て
、
ダ
ニ 

H

リ
ソ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
の

影
響
の
も
と
に
、
あ
.
る
'一
 

定
の
条 

件
の
も
と
で
そ
の
理
論
は
、

マ
ル
ク
ス
に
よ
っ

て
評
価
さ
れ
た
面
は
あ
る
け
れ 

ど
も
、
前
者
は
、
二
つ
の
道
の
可
能
性
の
思
想
を
は
っ
き
り
と
否
定
.し
て
没
落 

論
を
提
起
し
た
の
に
た
い
し
、
後
者
は
、
二
つ
の
道
の
可
能
性
の
思
想
を
否
定 

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
没
落
論
の
方
向
に
ま
げ
、
そ
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
結 

論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ

シ
ア
資
本
主
義
の
喑
い
運
命
を
暗
示
す
る
点
で
は
共 

通
で
あ
る
し
、
両
者
と
も
、
も
っ
ぱ
ら
資
本
主
義
の
み
を
問
題
と
し
て
農
奴
制 

の
残
基
が
視
角
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
点
に
、
著
者
は
決
定
的
な
限
界
を
認
め 

て
い
-

る

(

二
八
頁)

。

こ
の
よ
ぅ
な
一

八
七
〇
年
代
の
口
シ
ア
に
特
徴
的
な
チC

L

丨

ド

ニ
キ
の
ニ
つ 

の
道
の
可
能
性
の
思
想
か
ら
出
発
し
て
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
は
ロ
シ
ア
資
本
主
義 

発
展
論
へ
進
み
、
や
が
て
非
速
続
的
一
一
段
階
革
命
論
の
定
式
化
に
至
る
の
で
あ 

る
が
、
こ
の
屬
合
、
当
然
、
彼
は
、

ロ
シ
ア
取
命
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
、

エ
. 

ン
ゲ
ル
ス
の
思
想
に
た
い
す
る
批
判
の
仕
事
を
行
っ
た
上
で
は
じ
め
て
、..マ
ル 

ク
ス
主
義
を
P

シ
ア
革
命
論
に
導
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
章
ロ
'ゾ
ア
‘
マ 

ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
成
立
、
第
三
章
プ
レ
ハ
.丨
ノ
フ
の
先
駆
的
ロ
シ
ア
資
本 

主
義
分
析
お
よ
び
第
四
章
プ
レ
ハ
I
 

ノ
フ
研
究
入
門
の
一
一

一
つ
の
章
に
お
い
て 

は
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
い
わ
ゆ
る
非
連
続
ニ
段
階
革
命
論
の
構
図
に
つ
い
て
、
 

克
明
な
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
- 1

ッ
ア
ー
リ
ズ

ム
の
打
到
'
. 

プ

ル

ジ

ョ

ア

革

命

(

政
治
的
，|:
|

|1
'

|

の
確
立)

—

資
本
主
義
発
展
.(

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ 

—

の
支
配)

の
時
期
-

^

i

会
主
義
革
命
4

社
会
主
義
組
織
へ
の
移
行」

(

五
八
頁)

 

と
い
ぅ
革
命
の
コ
ー
ス
は
、
ニ
つ
の
革
命
の
質
的
相
遠
と
そ
れ
を
規
定
す
る
と
. 

こ
ろ
の
資
本
主
義
的
発
展
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
I

の
支
配
の
時
期
の
強
調
に
特
色

が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
革
命
路
線
の
本
質
は
、
.
一
方
に
お
い
て
、
取
命
的 

ナ
ロ 

I
ド
ニ
キ
と
し
て
の「

人
民
の
意
志」

派
の
革
命
理
論
と
革
命
的
行
動
、
 

す
な
わ
ち
ッ
ア
ー
リ
ズ
ム
打
倒(

彼
ら
は
_実
際
に
、

一
八
八
三
平
三
月
一
日
、
皇 

帝
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
ニ
世
を
暗
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
志
を
実
現
し
た) 

=

臨
時
政
府
の
成
立
4
憲
法
制
定
議
会
の
召
集
と
そ
れ
へ
の
全
権
力
移
譲
丨
社 

会
主
義
へ
の
急
速
な
移
行
で
あ
り
、
且

つ

「

人
民
の
意
志」

派
の
革
命
的
実
践 

の
な
か
に
お
い
て
体
験
的
に
う
ち
出
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
一
段
^
^
命
論
な
い 

し
連
続
的
革
命
論
か
ら
大
き
な
刺
戟
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
批
判
し 

克
服
す
る
形
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

一
方
に
お
い
て
、
は
じ 

め
は
プ
レ
ハー

ノ
フ
の
非
連
続
的
ニ
段
階
革
命
論
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
や 

が
て
労
農
同
盟
を
主
«
と
し
て
展
開
す
る
レ
ー
ニ
ン
の
^
命
論
に
た
い
し
て
も 

反
対
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
.で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
問
題
は
、
 

「

人
民
の
意
志」

派
.お
よ
び
レ
ー
ー
一
ン
の
革
命
理
論
と
の
相
違
を
根
本
的
に
規 

制
す
る
も
.の
.は
、

ロ
シ
ア
資
本
主
義
の
発
展
お
よ
び
ロ
シ
ア
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ 

丨
に
た
い
す
る
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
独
特
の
理
解
と
把
握
に
よ
る
こ
と
で
あ
り
、
前 

者
に
た
い
し
て
、.
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
資
本
主
義
発
展
の
把
握
、
社
会
変
革
に
お 

け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジー

の
果
す
積
極
的
な
役
割
の
重
視
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の 

権
力
掌
握
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
に
た
い
す
る
先
行
性
と
い
う
理
解
は
、
決
定 

的
に
優
越
す
る
も
の
‘で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
に
こ
そ
、

フ
レ
ハ
ー
ノ
フ
を
し
て
、
 

ロ
シ
ア
•
マ
ル
ク
ス
主
義
の
先
駆
者
と
し
て
の
意
義
が
存
在
す
る
が
、

同
時 

に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
役
割
を
古
典
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
お
け
る
と
同
次 

元
で
の
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
把
握
と
い
う
点
で
、

レ
ー
一
一
ン
と
決
定
的
に
背
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
の
^

命
論
は
、



允
ん
に
そ
れ
が
戦
術
論
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
な
く
、
.先
駆
的
な
ロ
シ
.ア
資 

本
生
義
分
析
と
し
て
の『

わ
水
わ
れ
の
意
見
の
相
違

』

に
よ
っ
て
、，
追
求
さ
れ 

た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
先
進
.性
と
悲
劇
性
が
存
在
し
た
と
い
え
よ
'ぅ
。

.
著
者
は
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
非
速
続
的
一
一
段
階
革
命
論
の
、形
成
と
P
シ
ア
革 

命
運
動
へ
.の
定
着
化
を
、

ロ
シ
ア
資
本
ま
義
論
史
の
第
二
段
階
と
も
い
ぅ
べ
き 

:
1

八
八
〇
年
代
に
お
け
る「
ニ
つ
の
道
の
可
能
性
の
思
想」

の
没
落
と
A
れ
に 

代

る

「

資
本
主
義
没
落
論」

の

抬

頭

に

た

い

す

る

'

「

口
シ
ア

資
本
主
義
発
展 

論」

に
よ
る
批
判
、■
こ
れ
に
つ
づ
く
九
〇
年
代
の
論
争
の
拡
大
、
そ
し
て
事
実 

上
の
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
後
者
の
勝
利
、
そ
の
定
説
化
に 

お
い
て
見
出
し
て
お
り
ぐ
第
五
章
お
よ
び
第
六
章
は
、
'そ
ぅ
し
た
ロ
.
シ
ア
資
本 

主
義
め
発
展
に
と
も
な
ぅ
西
欧
の
経
済
学
凇
よ
び
社
会
経
済
思
想
の
後
進
国
ロ 

シ
ア
へ
の
移
入
の
過
遛
で
ひ
き
'お
こ
さ
れ
る
に
当
っ
て
触
発
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま 

な
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
か
る
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン 

ゲ
ル
ス
を
除
け
ば
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
に
も
っ
と
も
強
い
影
響
を
与
え
た
ナ
p

I 

:K
ネ
キ
の
ロ
，
シ
ア
資
本
主
義
論
の
代
表
作
と
し
て
の
ダ
-一
エ
リ
ソ
ン
の『
改
革 

後
の
わ
が
国
の
社
会
経
済
概
耍』

、
.合
法
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
ス
ト
ル 

丨
ヴH

の

P 
ロ
シ
ア
の
経
済
的
発
展
め
問
題
に
た
い
す
.る
批
判
的
覚
え
書』

、
 

『

過
去
お
よ
び
現
在
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
工
場』

に
つ
い
て
ノ
き
わ
め
て
詳
細 

な
批
判
的
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
在
来
の
経
済
思
想
に
た
い
し
て
西 

ョ
.丨
ロ
ッ
パ
.の
経
済
学
の
移
入
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
衝
撃
に
つ
い
て
、
 

著
者
が
の
べ
て
い
る
つ
ぎ
の
言
#
は
ま
こ
と
に
邋
銘
深
い
も
の
が
あ
ろ
ラ
。
.

,「

一
般
に
.後
進
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
国
自
体
の
基
礎
過
程
の
発
展
の
程 

度
.に
比
べ
て
反
資
本
主
義
思
想
が
不
均
等
的
な
早
熟
さ
を
示
す
傾
ぬ
が
ぁ

一
.一

六

(

六
ニ
ニ)

，
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
は
、
先
進
国
に
お
け 

■，
'
る
資
本
主
義
の
現
実
め
激
矛
盾
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
人
間
解 

放
の
場
と
し
て
の
市
民
社
会
の
イ
メ
.丨
ジ
が
成
- *
し
に
く
く
、
.そ
の
限
界
性 

が
は
€
妁
か
ら
つ
よ
く
意
識
に
の

ぼ

る
と
と
、
.
第
二
に
は

、

後
進
国
は
先
進 

，'
資
本
主
義
国
な
い
し
世
界
資
本
主
義
の
つ
よ
い
側
圧
を
う
け
て
資
本
主
義
化 

の
強
行
冷
、
し
か
も
資
本
主
義
の
現
代
的
水
準
へ
の
近
迫
を
要
求
せ
ら
れ
る 

た
め
に
、
前
資
本
主
義
的
社
会
構
造
の
残
基
が
清
算
さ
れ
な
い
う
え
に
資
本 

,

主
韻
の
継
起
的
諸
段
階
が
茁
畳
し
、
諸
矛
盾
が
集
積
す
る
こ
と
セ
あ
る
。
そ 

.
の
'よ
う
な
諸
矛
盾
の
集
積
の
場
所
は
、
現
実
に
対
す
る
総
体
的
•
根
源
的
な 

批
判
思
想
の
醸
脔
す
る
場
所
と
な
り
う
る
。
.と
同
時
に
、
後
進
国
で
あ
れ
ば 

あ
る
ほ
ど
、
資
本
主
義
批
判
が
資
本
主
義
の
そ
と
が
わ
か
ら
だ
け
の
超
絶
的 

:
批
判
に
な
り
、

ロ
マ

ン
主
義
的
あ
る
い
は
観
念
論
的
な
性
格
を
強
め
て
ゆ 

く

マ

ル

.ク
ス
が
■ド
イ
ツ
か
ら
出
立
し
た
こ
と
、
し
か
し
ま
た
ド
イ
ツ
の
そ 

上
へ
出
て
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
に
移
っ
て
自
己
の
思
想
を
成
熟
さ
せ
た
こ 

と
は
含
蓄
の
ふ
か
い
.事
実
で
あ
る」

.(

一一

一
九
頁)

。

.

.プ
レ
'ハ
ー
ノ
フ
の
非
連
続
的
ニ
段
階
革
命
論
を
中
核
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義 

は
、
あ
た
か
.も
、
ベ
ル
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
に
た
い
す
る
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と 

し
て
の
ヵ
ゥ
ツ
キ
ー
と
相
似
性
を
も
ク
て
お
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
プ
レ
ハ
ー 

ノ
フ
の
.レ
ー-

1

ン
•
.に
た
い
す
る
関
係
は
、
カ
ウ

ツ
キ
ー
の
レ
ー
ニ
ン
に
た
い
す 

る
関
係
と
密
接
な
関
係
が
.あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、

レ
ー
ニ
ン
が
プ
レ
ハ
ー 

ノ
フ
か
ら
出
て
、
つ
，い
に
こ
れ
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
 

第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
理
論
的
指
導
者
と
し
て
の
ヵ
ゥ
ツ
キ
ー
に
た
い 

す
る
.は
げ
し
い
非
難
は
'

そ
の
ま
ま
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
に
た
い
し
そ
も
む
计
ら

れ
な
け
れ
ば
.な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
の
プ
.レ
ハ
ー
ノ
フ
に
た 

い
す
る
，評
価
は
、
た
ん
に
レ
ー
ニ
ン
'と
対
置
し
'て
'
断

定

的

に「

裏
切
り
者」 

と
し
て
規
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
非
連
続
的
ニ
段
階
革
命
論
に
徹
底 

し
て
ゆ
る
が
な
か
っ
た
.プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
理
論
は
、

レ
ー
二
ン
の
ロ
シ
ア
革
命

に
お
け
る
偉
大
.
に̂
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
社
会
主
義
革
命
に
お
.い
て
解 

決
さ
れ
る
べ
き
大
き
な
問
題
を
残
し
た
：と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
、.
‘四
〇
〇
ぺ
.丨
ジ
を
こ
.え
る
本
書
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
ご
く

あ 

ら
ま
し
を
指
摘
し
た
が
、
決
し
て
十
分
.と
い
う
わ
け
で
.は
な
い
。
本
書
は
、
実 

に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
き
わ
め
て
魅
力 

あ
る
平
明
な
文
章
に
よ
っ
て
、

ロ
シ
ア
社
会
経
済
思
想
'の
世
界
に
読
者
は
導
か 

れ

る

'
そ
し
て
高
度
な
専
門
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
初
学
者
に
た
い
し
て
も
十 

分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
て
、
文
章
の
な
か
に
著
渚
の
人
間
味
を
感
じ
さ
せ
る 

も
の
.が
あ
る
。
し
か
し
何
よ
り
も
レ
ー
ニ
ン
の

正
し
い
理
解
の
た
め
に
欠
く
ベ 

か
ら
ざ
る
研
究
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
わ
が
国
に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
本
格 

的
な
ロ
シ
ア
経
済
思
想
史
の
研
究
と
し
て
、

ロ
シ
ア
思
想
史
の
み
.な
ら
ず
、
広 

く
思
想
史
に
関
心
を
も
つ
者
が
必
読
す
る
に
植
す
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
筆
者
の
；読
後
感
と
し
て
は
、
本
書
も
や
は
り
、
論
文
集
と
し
で
の
性
格 

を
完
全
に
脱
却
し
て
お
ら
ず
、
m
複
が
や
やE

i

立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
尤 

も
そ
れ
が
か
え
っ
て
初
学
者
に
は
便
利
で
あ
ろ
う
が
。
し
か
し
篥
者
は
、
レ
ー 

ニ
ン
を
媒
介
に
-し
.て
:

力
•ゥ
ッ
キ
ー
.と
，7
.ド
ハ
. 

'
丨
ン
-
.
.
フ
！と
の
相
似
性
を
断
片
^
 

で
は
な
く
も
っ
と
深
ぐ
追
求
し
.て
も
ら
い
た
か
っ
た
'/
:
思
う
。

ロ
シ
ア
経
済
思 

想
史
に
つ
い
て
全
く
の
門
外
漢
の
筆
者
が
、
こ
の
大
著
に
つ
い
て
蕪
雑
な
紹
介 

の
筆
を
と
ら
せ
て
い
た
.だ
い
た
.の
は
ノ
ひ
と
つ
は
著
者
に
た
い
す
る
尊
敬
の
念

と
い
ま
ひ
と
つ
は
、
い
ず
れ
は
、
ベ
ル
ン
ツ

ユ
タ
ィ
ン

4
カ
ウ
ッ

キ
I
 

4

 

ロー

 

ザ
I

レ
ー

一一ゾ

を
系
譜
と
す
る
ド
ィ
ッ

社
会
民
主
主
義
理
論
史
の
研
究
に
立
ち 

向
お
う
と

す
る
筆
者
の
.ひ
そ
か
な
意
図
か
ら
で
あ
る
。

読
み
の
浅
い
こ
と
は

も 

ち
ろ
ん
、
誤
解
や
思
い
.ち
が
い
が
.な
か
っ
た
か
を
お
そ
れ
、
著
者
に
ご
寛
恕
を 

お
願
い
致
す
も
の
で
あ
る
。
専
門
家
で
も
な
い
わ
た
く
し
は
、
最
初
か
ら
、
本 

書
を
批
判
し
ょ
.う
.な
ど
と
は
考
え
ず
に
、
ひ
た
す
ら
、
本
書
の
内
容
を
理
解
し 

ょ
う
と

努
力
し
た
。
そ
の
た
め
に
紹
介
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
点
、
ま
こ
と
に

不 

出
来
で
申
訳
な
い
が
、
読
者
は
そ
の
^ .
を
諒
と
さ
れ
た
い
"
な
お
、
本
書
の
主 

要
目
次
を
つ
ぎ
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

は

し

が

き

. 

r

.篇

：

第
一
章
一
九
世
紀

a

シ
ァ
資
本
主
義
論
史
の
研
究
序
説 

第

二

章

p

ァ

•
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
成
立 

第
，三

章

プ

レ
ハ

ー
ノ
フ
の
先
駆
的
口
シ
ァ
資
本
主
義
分
析 

中

'

篇 

第
四
章
.
プ

レ

ハ
ー
ィ
フ

研
究
入
門 

第

五

韋

：
一 

<
八
〇
年
代
か
ら一

八
九
〇
年
代
へ 

第

六

章

一

八

九

〇
年
代
ロ
シ
ァ
の
経
済
思
想
の
動
向 

第

七

章

一

八

九

〇
年
代
論
争
に
お
け
る
思
想
と
経
済
学 

第

八

章

一

八

九

〇
年
代
のa

シ
ァ
資
本
主
義
の
類
型 

第

九

章

/
フ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の

経

済

思

想

.

■補
論
I

レ
丨
_
1シ
の
市
場
理
論
に
つ
い
て 

補
論
0 

ロ
.シ
.ァ
資
本
主
義
論
の
展
開
.



;
、'、
ネ
ル
.ヴ
ァ
書
房
.
一
九
六
七
年
八
月
刊
.
<

5 

,
四
六
四
土
一 
六

頁

.
一
一
五 

〇

〇

円)

-
—

一
九
六
八•
•三*

1

四

.
深

更
i

 

'

犬
塚
昭
治
著

『

日
本
に
お
け
る
農
民
分
解
の
機
構

』

.

.

高

山

降

三

本
書
を
書
く
動
機
を
著
者
は
は
し
が
き
で
次
の
よ
う
に
述
べ
.て

い

る

。「

も 

と
よ
り
日
本
農
業
は
重
大
な
変
化
を
う
け
な
が
ら
も
戦
前
戦
後
を
つ
う
じ
て
日 

本
資
本
主
義
の
重
要
な
る
一
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
。
戦
後
の
日
本
農
業
を 

科
学
：

§

に
分
析
す
る
た
め
に
は
、
戦
前
の
そ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
前
提
と 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
一
九
ニ
〇
年
代
の
農
民
層
分
解
を
分 

析
対
象
と
す
る
本
論
文
を
か
い
，た
動
機
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
そ
れ 

は
、
中
農
標
準
化
傾
向
と
よ
ば
れ
る

事
実
と
、
結
局
に
お
い
て
そ
れ
を
規
定
す 

る
帝
国
主
義
段
階
と
を
媒
介
す
る
論
理
を
さ
が
そ
う
と
す
る
占1

に
あ

った。」  

d第
三
の
動
機
は
、
そ
の
媒
介
環
と
し
て
農
産
物
価
格
水
準
の
分
析
を
え
ら
ぶ 

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
と
お
し
て
農
民
分
解
の
機 

搆
が
莲
本
的
に
叨
ら
か
に
さ
れ
ぅ
る
.の
で
は
な
.ぃ
か
、

と
思
っ
た
点J

「

さ
い

1
1

八

(

六1
1

四)

ご
に
第
四
の
動
機
は
こ
の
論
夂
を
つ
‘ぅ
じ
て
、
日
本
に
お
け
る
古
典
的
帝
国
主 

義
段
階
の
農
民
分
解
の
機
構
を
解
明
し
た
か
っ
た
点
に
あ
る
。」

こ
の
ょ
ぅ
な
動
機
を
以
て
著
わ
さ
れ
た
本
書
は
次
の
ご
と
く
構
成
さ
れ
て
い 

る
。
 

•

は
し
が
き

序

章

農

民

層

©
分

解

形

態

.

第

一

節

課

琿
 

第

二

節

分

解

形

態

：
..

第

三

節

方

法 

第
一
章
農
業
労
働
力
の
価
格
構
造
：

■
第
一
節
農
産
物
価
格
'の
変
動
と
需
給
関
係 

第
二
節
農
業
労
働
力
の
価
格
水
準 

第
三
節
農
業
雇
用
労
働
力
の
価
格
水
準 

第
二
章
価
格
構
造
の
規
定
要
因 

第

t

節農業生産物構成 

し
第
二
節
：農
業
生
産
諸
力
の
階
層
性 

第
兰
節
+
価
格
構
造
の
論
理 

第
三
章
 

'価

格

構

造

，の

展

開

形

態 

■
第
一
節
賃
労
働
兼
業
化
の
構
造

'

第

二
節
.
農
民
労
働
力
の
再
生
産
構
造 

■
第
兰
節
土
地
所

^
:者
化
の
構
造
：

.

む

す

び

一

1
0年
代
農
民
分
解
の
歴
史
的
意
義

こ
の
構
成
は
著
者
の
動
機
の
展
開
.
論
理
を
示
す
も
の
に
ほ
.か
な
ら
な
い
。

以
下
こ
め
構
成
に
そ
0
て
著
者
の
論
理
を
先
ず
明
ら
か
に
し

.
て
み
た
い

。

.

序
章
に
.お
い

て

、

罾
罾
は

、

石
渡
貞
雄
氏r

農
民
分
解
論」

'、綿
谷
赳
夫
氏
.

「

資 

本
主
義
の
，発
展
と
農
民
の
階
層
分
化」

(

菜
畑
精
一
•
宇
野
弘
蔵
編『

日
本
資
本 

主
義
と
農
業』

所
収)

、

栗

原

自

寿

氏

「

日

本

農

業

の

基

礎

構

造

」
「

現

代
0
本

農

業 

論」

を

検

討

し

て

次

の

ょ

う

に

い

う

。
：

「

農

民

分

解

論

の

課

題

は

い

ま

や

.明

ら 

か
.で
あ
る
。
そ
れ
は
農
民
層
が
上
向
す
る
か
下
向
す
る
か
、
い
い
か
え
れ
ば
両
. 

極

分

解

す

る

か

ど

う

か

、

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

で

は

け

っ

し

て

な

/'
'
。

を
う 

し

た

分

解

論

の

原

理

論
.は

す

で

に

解

明

さ

れ

て

い

る

も

の

と

し

て

い

い

.。

.
問

題 

は
上
向
の
：形
態
、
下
向
の
形
態
に
あ
る
の
.で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
分
解
形
態
の 

分

析

と

そ

の

根

拠

の

解

明

こ

そ

分

解

論

.の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
(

三
. 

〇
頁)

と

し

て

、

一
：九

ニ

〇

年

代

の

分

解

形

態

が

分

析

さ

れ

、

こ

の

時

期

の

分 

解
が
、「

農
家
諸
階
層
が
そ
れ
ぞ
れ
上
下
に
分
解
し
て
おC

V
」

「

農

民

層

の

ブ

ル 

ジ
ョ
ヮ
化

.
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

化
が
と
も
に
農
業
生
産
外
に
出
る

と
い
う
形
で
お 

こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
い
み
し
て
い
る
。」

(

四
ニ
頁)

.
そ
の
場
合
、
農
村
に
お
け
' 

る
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
化
の
主
流
は「

土
地
所
有
者
化」

で
あ
り
、
そ
れ
は
，

「

農
業
経
営 

の
資
本
家
的
発
展
が
消
え
た
た
■め
.に
、
ま
え
か
ら
あ
っ
.た
土
地
1^
有
匕

.̂
前
11 

に
あ
ら
わ
也
た
、
と
い
う
と
と
を
基
本
的
に
い
み」

(

四
三
頁)

し

、
：
農

民

の

.
プ 

P
レ
タ
リ
ア
化

.の

特

質

は「

举
プ

ロ
レ
タ
リ
ア

化

と

'し

て

固

定

的

に

な

っ

て

し 

ま
う」

(

六
六
頁)

.こ
と
で
あ
.る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
各
階
層
の
分
解
運
動
の 

結
梁
と
し
て
増
加
す
る
一〜

―'.
一
町
層
農
民
は
；「

治
己
の
農
業
経
営
を
維
持
す
る 

も
の
と
し
て
の
農
民
と
、
自
作
地
の
地
代
部
分
を
取
得
す
る
も
の
と
し
て
の
土 

地
所
有
渚
と
、
さ
い
ご
に
非
恒
常
的
賀
労
働
兼
業
に
で
る
も
の
と
し
て
の
賃

労
 

做
者
と
の
三
つ
の
た
が
い
に
異
な
る
性
格
を
同
時
に
、

し
た
が
っ
て
不
完
全 

書

評

に
具
有
す
る
、
い
わ
ぱ
兰
位
.体
の
存
在
と
な
る
。」

(

六
七
頁)

か
か
る
分
解 

形
態
を
規
定
す
.る
.も
の
は
な
に
か
を
著
者
は

.-
»地
代
を
ふ
く
ま
ざ
る

限
界
農
産 

物
の
価
格
水
準
、
農
業
雇
用
労
賃
水
準
、
お
よ
び
農
業
労
働
生
産
力
水
準」

の 

三
要
因
に
求
め
、：■相
互
に
有
機
的
連
関
の
も
と
に
あ
る
三
要
因
の
う
ち
菡
本
的 

要
因
と
し
て
農
産
物
め
価
格
水
準
と
し
、「

小
農
制
の
も
と
で
の
農
産
物
価
格 

の
水
準
と
は
結
局
、
そ
の
.農
産
物
価
格
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
農
業
労
働
力
の 

価

格

水

準

を

い

み

す

る

も

の

」
〈

七 

一

と

し

、
こ
れ
を
基
軸
と
し
て
第
一
章 

以
下
の
分
析
が
.す
す
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ 

‘

. 

. 

.

. 

' 

. 

.

第

一

章

第

一

節

で

は

、
自

家

農

業

労

働

に

従

?|
¥
す

る

農

民

労

働

カ

の

価

格

の 

社
会
的
水
準
と
の
対
比
、
位
置
づ
け
、
そ
の
関
係
の
変
化
、
，|;
|

小
作
別
お
よ
び 

経
営
規
模
別
階
層
差
と
価
格
水
準
格
差
と
そ
の
変
化
を「

農
家
経
済
調
杏
報 

告」

、
帝

国

農

会

刊

の

「

自

大

疋

十

三

.年

至

昭

和

八

年

農

業

経

営

調

迩

概

要

」

を 

基
本
資
料
ど
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、

一
九
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
初 

頭
に
お
け
る
米
価
、
農
家
購
入
品
価
格
、
そ
の
他
農
産
物
価
格
の
変
動
関
係
お 

よ
び
農
産
物
需
給
関
係
よ
り
、
価
格
低
下
を
規
定
す
る
総
需
要
量
は
決
し
て
減 

少
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「

こ
の
時
代
に
特
有
の
過
剰
人
口
の
新
た
な
る 

堆
積
が
農
業
内
部
に
ま
で
波
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
格
低
落
に
さ
い
し
て 

も
農
，業
生
産
を
容
易
に
減
少
せ
し
め
ず
、
供
給
総
量
が
し
ば
し
ば
現
実
的
に
も 

需
要
量
を
.オ
ゥ
ヴ
ァ
す
る
こ
と

'に
.な
る」

2

ーー1:)

と
い
う

.こ
と
が
指
^
さ 

れ
、.
長
期
価
格
低
落
を
基
本
的
に
さ
さ
え
る
の
が
.「

農
業
内
部
の
過
剰
人
口
、
 

す
な
わ
ち
農
産
物
価
格
の
う

ち

に

実
現
さ
れ
る
農
業
労
働
力
の
価
格

水
準

-

.

ニ

九

(

六
ニ
五)


