
農
工
間
「
不
等
価
交
換
」
論
に
つ
い
て

　
　
　
ー
中
国
に
お
け
る
「
鋏
状
個
楮
差
」
論
の
一
考
察
1

中
　
兼

和
津
次

（1）農工闇「不等価交換」諭について

　
　
　
‡

は
じ
め
に

　
社
会
主
義
エ
業
化
に
か
ん
す
る
プ
レ
ォ
ブ
ラ
ジ
呈
ン
ス
キ
ー
の

有
名
な
「
杜
会
主
義
原
蓄
論
」
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
強
制
的
農
業

築
団
化
論
と
合
体
し
て
、
強
固
な
固
定
観
念
、
す
な
わ
ち
工
業
化

の
た
め
の
農
業
搾
取
論
を
作
り
出
し
、
ソ
連
の
影
響
を
受
け
た
社

会
主
義
各
国
に
も
輸
出
さ
れ
た
。
ソ
連
の
集
団
化
を
批
判
的
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ユ
）

て
い
た
は
ず
の
中
国
と
て
も
例
外
で
は
な
い
。

　
こ
の
理
論
は
経
済
学
的
な
意
味
と
同
時
に
、
。
少
く
と
も
含
意
と

し
て
は
政
治
・
社
会
学
的
な
側
面
を
併
せ
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
開
発
、
と
く
に
初
期
工
業
化
期
に
お

け
る
農
業
の
役
割
と
農
産
物
価
楮
、
あ
る
い
は
農
工
聞
交
易
条
件

の
作
用
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
農
民
や
農
村
を
い
か
に
抑
え
つ
け
、

中
央
の
支
配
に
従
わ
せ
る
か
、
と
い
う
政
治
的
、
社
会
的
要
請
に

こ
の
理
論
は
答
え
よ
う
と
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
純
経
済
学
的
に
い
っ
て
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー

の
理
論
は
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
七
〇
年
代
に
欧
米
の

ソ
連
経
済
研
究
者
を
中
心
に
こ
の
理
論
の
現
実
妥
当
性
に
か
ん
し

て
激
し
い
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て

中
国
に
お
け
る
農
工
間
「
不
等
価
交
換
」
論
の
限
界
と
、
し
か
し

そ
れ
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と

　
＾
2
）

に
す
る
。

　
＊
　
こ
の
拙
い
小
論
を
故
深
沢
宏
教
授
に
猷
げ
た
い
。
深
沢
先
生
は
私

　
　
を
一
橘
大
学
に
奉
職
す
る
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
ぱ
か
り
で
は
な

847



一橋諭叢 第98巻 第6号　（2）

　
く
、
故
村
松
祐
次
先
生
の
学
風
を
身
に
つ
け
、
私
に
地
域
研
究
に
お

　
け
る
非
経
済
的
要
因
の
重
要
さ
を
教
え
て
下
さ
っ
た
。
．
な
お
こ
の
論

　
文
作
成
に
当
り
、
昭
和
六
〇
年
度
文
部
省
科
挙
研
究
費
一
般
C
（
課

　
題
番
号
六
〇
五
三
〇
〇
二
〇
）
並
ぴ
に
日
本
経
済
研
究
奨
励
財
団
研

　
究
奨
励
金
（
昭
和
六
〇
年
度
、
テ
ー
マ
一
経
済
発
展
と
資
源
移
転
）

．
の
一
都
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

（
1
）
　
超
興
漢
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。
　
。
「
我
国
は
ソ
連
の
鋏
状
価
格

　
差
理
論
の
影
響
を
受
け
、
程
度
は
異
な
る
が
ソ
連
の
個
楕
政
策
を
通

　
じ
て
農
業
か
ら
工
業
化
資
金
を
獲
得
す
る
と
い
う
や
り
方
を
受
け
入

　
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
や
り
方
が
我
国
農
産
晶
の
長
期
に
わ
た
る

　
異
常
な
低
価
格
を
も
た
ら
し
た
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
」
（
谷
書
堂
主

　
繍
『
社
会
主
義
価
椿
形
成
間
魍
研
究
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
　
一

　
九
八
六
年
、
二
五
三
ぺ
ー
ジ
）

（
2
）
　
こ
の
小
論
は
も
と
も
と
拙
稿
「
申
国
に
お
け
る
農
工
間
資
源
移

　
転
一
再
考
」
（
一
橋
大
学
研
究
年
報
『
経
済
学
研
究
2
9
』
一
九
八
八
年

　
所
収
予
定
）
の
中
の
一
節
と
し
て
書
か
れ
た
。
併
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

ー
　
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
の
二
つ
の
命
題

　
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
が
『
新
し
い
経
済
』
の
中
で
展
開

．
し
た
の
は
、
要
約
す
れ
ぱ
次
の
二
つ
の
命
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
一
つ
は
社
会
主
薮
工
業
化
の
た
め
の
「
原
始
蓄
稜
」
の
主
た

る
担
い
手
は
農
村
ま
た
は
農
民
で
あ
る
と
い
う
、
余
剰
の
源
泉
に

か
ん
す
る
命
題
（
以
下
、
第
一
命
題
と
呼
ぷ
）
で
あ
る
。
彼
は
こ

う
述
べ
て
い
る
。

　
「
社
会
主
義
経
済
が
、
農
民
経
済
も
含
め
た
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経

　
済
の
資
源
に
手
を
触
れ
る
こ
と
な
し
に
、
自
ら
発
展
し
得
る
と

　
い
う
考
え
は
、
疑
い
も
な
く
、
反
動
的
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
ユ

　
ー
ト
ビ
ア
で
あ
る
。
こ
の
場
含
、
社
会
主
義
国
家
の
課
題
は
、

　
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
生
産
者
た
ち
か
ら
、
資
本
主
義
が
徴
収
し
て
い

　
た
も
の
よ
り
少
な
く
徴
収
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で

　
は
な
く
て
、
国
の
工
業
化
、
農
業
の
集
約
化
を
墓
礎
と
し
て
、

　
小
生
産
も
含
め
た
国
内
経
済
全
体
の
合
理
化
に
よ
っ
て
、
小
生

　
産
に
対
し
て
保
証
さ
れ
る
よ
り
大
き
な
所
得
の
中
か
ら
、
よ
り

　
多
く
の
も
の
が
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
社
会

　
主
義
的
蓄
積
の
も
う
一
つ
の
源
泉
と
な
り
う
る
の
は
、
私
的
、

　
資
本
主
義
的
利
潤
に
対
す
る
課
税
、
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
的

　
蓄
積
か
ら
の
組
織
的
収
用
で
あ
る
。
こ
の
種
の
資
源
の
性
質
は

　
多
種
多
様
で
あ
り
う
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
緒
局
の
と
こ
ろ
は
こ

　
の
場
合
も
一
方
で
は
労
働
者
の
労
働
の
犠
牲
に
よ
り
、
他
方
で

　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

　
は
農
民
労
働
の
犠
牲
に
よ
る
蓄
積
な
の
で
あ
る
。
」

ご
こ
で
は
「
農
民
経
済
も
舎
め
た
小
ブ
ル
ジ
冒
ア
経
済
」
か
ら
資

源
を
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
ソ
連
は
彼



●

（3）捜工間「不等価交換」論について

も
認
め
る
よ
う
に
農
民
国
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
．
の
こ
と
は
農
民
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

よ
ぴ
農
村
に
対
す
る
「
搾
取
」
を
主
張
し
た
こ
と
に
等
し
い
。

　
第
二
の
命
題
は
第
一
の
命
題
の
系
論
と
も
い
え
る
が
、
「
原
始

蓄
積
」
吸
収
の
方
法
に
か
ん
す
る
命
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ

レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
は
蓄
積
吸
収
の
方
法
と
し
て
課
税
や
国

債
、
銀
行
制
度
と
並
ぴ
、
い
や
そ
れ
以
上
に
価
樒
政
策
の
利
用
を

考
え
て
い
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
「
原
始
的
蓄
積
期
の
社
会
主
義
が
、
そ
の
技
術
的
・
経
済
的
基

、
盤
の
展
開
と
い
う
意
味
で
1
資
本
が
極
め
て
貧
弱
な
た
め
に

　
ー
テ
ン
ポ
の
遅
れ
に
よ
っ
て
失
っ
た
分
は
、
非
社
会
主
義
分

　
野
の
犠
牲
に
よ
る
蓄
穣
強
化
で
埋
め
合
わ
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

　
い
。
こ
う
し
た
蓄
積
の
手
段
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ

　
は
（
申
賂
）
非
社
会
主
義
分
野
と
の
不
等
価
交
換
で
あ
る
。
社

　
会
主
義
形
態
的
に
一
方
的
に
有
利
な
こ
の
種
の
交
換
が
可
能
と

　
な
る
の
は
、
国
営
工
業
製
品
に
対
し
て
そ
れ
相
応
の
価
格
政
策

　
が
と
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
（
中
略
）
そ
れ
相
応
の
価
格

政
策
を
通
じ
て
の
蓄
積
は
、
小
経
営
に
対
す
る
直
接
間
接
の
課

税
と
い
う
、
別
の
形
の
方
策
に
よ
る
よ
り
も
利
点
が
あ
る
。
そ

　
の
最
も
重
要
な
利
点
は
、
特
別
の
税
務
機
関
を
動
か
す
費
用
が

　
一
力
ペ
イ
カ
も
要
ら
ず
、
徴
税
が
極
め
て
簡
便
だ
と
い
う
こ
と

　
　
＾
3
〕

に
あ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
彼
は
「
そ
れ
相
応
の
個
格
政
策
」
に
よ
り
工
業
財
を

「
価
値
よ
り
も
高
く
」
価
樒
づ
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
見
え
ざ
る

税
を
農
氏
ら
に
負
担
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
彼
は
こ
こ
で
は
直
接
的

な
表
現
で
農
産
物
の
「
価
値
よ
り
低
い
」
価
格
づ
け
を
主
張
し
て

い
な
い
が
、
彼
の
い
う
「
不
等
価
交
換
」
に
は
こ
れ
も
含
ま
れ
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ

ぱ
、
こ
う
し
た
農
民
た
ち
に
よ
る
二
重
の
負
担
は
「
貢
租
」
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

る
い
は
「
超
過
税
」
で
あ
っ
て
、
「
都
市
と
農
村
と
の
間
の
『
鋏

エ
ー
レ
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

状
価
格
差
』
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス

キ
ー
の
第
二
命
魑
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鋏
状
価
格
差
」
、
あ
る
い

は
農
業
に
不
利
な
交
易
条
件
の
形
成
を
通
じ
て
「
蓄
積
」
を
農
村

か
ら
都
市
へ
、
農
民
か
ら
国
家
へ
移
転
さ
せ
る
べ
き
だ
、
と
唱
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
社
会
主
義
的
原
始
蓄
積
」
に
か
ん
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
命
題

は
、
初
期
工
業
化
期
に
お
け
る
ソ
連
に
お
い
て
現
実
に
政
策
と
し

て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
長
く
、
ま
た
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
ミ
ラ
ー
を
中
心
に
欧
米
の
ソ
連
経
済
学
界
に
お
い
て
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

の
こ
と
に
対
す
る
凝
間
が
捷
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
動

き
に
は
ず
み
を
つ
け
た
の
は
ソ
連
の
経
済
史
家
バ
ル
ソ
フ
に
よ
る
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新
し
い
デ
ー
タ
の
発
掘
と
、
新
し
い
角
度
か
ら
の
一
九
二
八
土
二

二
年
ソ
連
工
業
化
、
お
よ
び
農
業
集
団
化
期
に
お
け
る
農
業
の
役

　
　
　
　
　
＾
6
）

割
の
検
討
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
、
エ
ル
マ
ン
、
ハ
リ
ソ
ン
、
ヴ
ィ
ヤ

ス
ら
は
バ
ル
ソ
フ
の
デ
ー
タ
を
組
み
直
し
、
農
工
間
の
資
源
移
転

の
フ
レ
ー
ム
を
用
い
一
て
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
の
命
題
を
再

解
釈
し
た
。
そ
う
し
た
一
連
の
作
業
を
通
じ
て
以
下
の
よ
う
な
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
フ
）

味
深
い
事
実
発
見
が
行
わ
れ
た
。

ω
ソ
連
の
第
一
次
五
年
計
画
期
間
申
、
農
業
都
門
は
非
農
業
都
門

に
対
し
て
実
質
資
源
の
純
受
取
り
部
門
で
あ
っ
た
（
ミ
ラ
ー
、
一

九
七
四
年
論
文
）
か
、
少
く
と
も
そ
の
期
間
中
の
鹿
犬
な
投
資
増

加
分
が
農
業
余
剰
に
よ
り
資
金
供
給
さ
れ
た
と
す
る
根
拠
は
な
い

（
エ
ル
マ
ン
、
一
九
七
五
年
論
文
）
。

㈹
し
か
し
農
業
余
剰
、
ま
た
は
同
部
門
の
純
資
源
供
給
（
受
取

り
）
額
は
用
い
ら
れ
る
価
楕
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
（
エ
ル
マ
ン
）
。

と
は
い
え
、
農
業
集
団
化
が
農
業
の
純
余
剰
を
増
加
さ
せ
な
か
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（
エ
ル
マ
ン
、
お
よ
ぴ
ハ
リ
ソ
ン
、
一
九

八
五
年
論
文
）

㈹
こ
の
期
間
、
農
産
物
全
体
に
か
ん
す
る
交
易
条
件
は
農
業
都
門

に
有
利
化
し
て
お
り
（
ミ
ラ
ー
）
、
工
業
部
門
投
資
の
増
加
を
賄

う
よ
う
に
は
動
い
て
こ
な
か
っ
た
（
ハ
リ
ソ
ン
）
。

㈹
農
工
間
の
「
不
等
価
交
換
」
よ
り
も
、
都
市
の
実
質
賃
金
の
低

下
こ
そ
が
蓄
積
の
主
た
る
源
泉
で
あ
っ
た
（
エ
ル
マ
ン
）
し
、
農

民
層
が
工
業
化
に
貢
献
し
た
の
は
む
し
ろ
食
料
と
労
働
カ
の
提
供

に
お
い
て
で
あ
り
、
単
な
る
農
民
犠
牲
論
は
ま
ち
が
っ
て
い
る

（
ヴ
ィ
ヤ
ス
）
。

　
こ
れ
ら
の
結
論
に
つ
い
て
若
干
追
加
的
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
加
え

る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
農
業
の
交
易
条
件
に
つ
い
て
で
あ
る
が

バ
ル
ソ
フ
一
九
六
九
年
論
文
に
よ
る
と
、
ソ
連
の
第
一
次
五
年
期

間
中
農
産
物
計
画
調
達
価
椿
は
低
迷
し
て
い
た
が
、
自
由
市
場
価

楕
が
暴
騰
し
た
結
果
、
全
体
の
、
加
重
平
均
さ
れ
た
農
産
物
価
楮

が
工
業
財
価
楕
よ
り
も
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
、
・
・

ラ
ー
も
い
う
通
り
農
産
物
の
調
達
価
格
を
基
準
に
と
る
と
、
確
か

に
農
業
部
門
の
交
易
条
件
は
悪
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
農
業
部
門
の
と
り
方
に
よ
り
農
業
部
門
の
純
移
出
入
が
ど

う
変
る
か
を
み
る
と
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
部
門
だ
け
で
は
純
移
出
、
社

会
化
部
門
（
コ
ル
ホ
ー
ズ
十
M
T
S
＋
ソ
フ
ォ
ー
ズ
）
で
は
純
移

入
、
私
的
部
門
も
含
め
た
全
農
業
部
門
で
は
よ
り
大
き
い
純
移
入

で
あ
っ
た
（
ミ
ラ
ー
）
。
し
た
が
っ
て
部
門
の
定
義
の
仕
方
に
よ

り
結
論
は
変
っ
て
く
る
。

　
さ
ら
に
、
以
上
は
全
て
物
的
な
部
門
間
移
出
入
だ
け
が
問
題
に
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（5）農工間「不等価交換」論について

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

さ
れ
た
が
、
貿
金
の
移
転
関
係
、
よ
り
正
確
に
は
農
業
都
門
の
純

貯
蓄
・
投
資
が
議
論
さ
れ
る
な
ら
ぱ
ま
た
結
論
は
異
っ
て
く
る
か

も
し
れ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ぱ
都
門
間
の
「
貿
易
収
支
」
だ
け
で

は
な
く
「
経
常
収
支
」
、
あ
る
い
は
「
資
本
収
支
」
も
問
題
に
さ

れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
最
後
に
価
格
の
と
り
方
で
あ
る
が
、
上
記
の
㈹
で
要
約
し
た
よ

う
に
、
部
門
間
移
転
額
は
価
楮
の
と
り
方
に
よ
り
異
っ
て
く
る
。

バ
ル
ソ
フ
は
一
九
二
二
年
世
界
市
場
価
格
、
一
九
二
八
年
価
椿
、

そ
れ
に
「
労
働
修
正
ル
ー
ブ
ル
」
の
三
種
の
価
楕
体
系
に
よ
り
農

業
余
剰
を
求
め
た
が
、
エ
ル
マ
ン
が
再
構
成
し
た
「
農
業
の
純
工

業
化
余
剰
（
昌
朴
品
ま
巨
9
轟
＝
邑
冨
区
き
竃
弐
昌
彗
｛
－
畠
）
」

を
基
準
に
し
て
み
て
み
る
と
、
一
九
二
二
年
世
界
市
場
個
楕
評

価
で
は
プ
ラ
ス
、
一
九
二
八
年
価
楕
評
価
で
は
や
や
マ
イ
ナ
ス
、

そ
し
て
「
労
働
修
正
ル
ー
ブ
ル
」
評
価
で
は
や
や
プ
ラ
ス
と
い
う

　
　
　
　
　
　
9
）

縞
果
が
得
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
八
年
と
い
う
第
一
次

五
年
計
画
開
始
時
の
価
格
体
系
は
農
業
部
門
に
不
利
な
、
プ
レ
オ

ブ
ラ
ジ
ニ
ン
ス
キ
ー
流
に
い
え
ば
「
不
等
価
交
換
」
を
も
た
ら
す

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
結
論
や
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
批
判
的
コ
メ
ン
ト
が

出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
ノ
ー
ヴ
は
「
農
民
た
ち
に
対
す
る
搾

●

取
が
頂
点
に
達
し
た
の
は
一
九
四
八
～
五
三
年
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

う
L
と
し
て
分
析
の
対
象
期
間
を
問
題
に
し
て
い
る
し
、
サ
イ
ス

は
農
工
間
資
源
移
転
と
い
う
会
計
的
フ
レ
ー
ム
で
は
事
の
本
質
は

分
ら
ず
、
農
村
内
の
生
産
関
係
を
再
構
成
す
る
原
始
的
蓄
横
、
い

い
か
え
れ
ば
社
会
主
義
化
と
い
う
手
段
に
よ
り
、
農
村
の
余
剰
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

増
大
・
吸
収
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
批
判
は
ミ
ラ
ー
、
エ
ル
マ
ン
ら
の
分
析
に
対
す
る
決
定

的
批
判
に
な
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

　
総
じ
て
上
記
の
ω
～
㈹
の
結
論
は
、
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ

ー
の
二
つ
の
命
題
の
現
実
妥
当
性
に
か
ん
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け

る
の
に
十
分
で
あ
る
。
と
く
に
第
一
命
題
（
こ
れ
こ
そ
プ
レ
オ
ブ

ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
が
最
も
強
調
し
た
点
で
あ
る
が
）
に
か
ん
し
て

は
、
通
常
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
農
業
部
門
、
あ
る
い
は
一
歩
し
り
ぞ

い
て
農
民
都
門
（
コ
ル
ホ
ー
ズ
部
門
十
農
村
内
私
的
部
門
）
は
工

業
化
資
金
の
主
た
る
提
供
者
で
は
な
か
っ
た
と
す
れ
ぱ
、
相
当
程

度
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
ソ
連
ほ
ど

強
制
的
な
農
業
集
団
化
を
行
わ
ず
、
ま
た
次
節
に
お
い
て
み
る
よ

う
に
農
工
間
の
交
易
条
件
が
ほ
ぽ
一
貫
し
て
改
善
さ
れ
て
き
た
中

国
に
お
い
て
、
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
の
命
題
が
よ
り
直
接

的
に
、
よ
り
強
い
形
で
妥
当
す
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
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一橘論叢第98巻第6号（6）

（
1
）
　
プ
レ
オ
プ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
『
新
し
い
経
済
』
（
救
仁
郷
繁
訳

　
現
代
思
潮
社
　
一
九
六
七
年
）
　
二
一
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
2
）
　
プ
レ
オ
プ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
は
ブ
ハ
ー
リ
ン
に
よ
る
批
判
に
対

　
し
て
こ
う
答
え
て
い
る
。
「
私
は
自
分
の
論
文
の
中
で
社
会
主
義
的

　
形
悠
に
よ
る
前
社
会
主
義
的
形
態
の
搾
取
に
つ
．
い
て
述
べ
て
お
い
た

　
が
、
決
し
て
ど
こ
に
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
農
民
層
の
搾
取

　
に
つ
い
て
は
述
ぺ
て
い
な
い
。
」
（
前
掲
書
、
二
八
八
ぺ
ー
ジ
）

（
3
）
　
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
　
前
掲
書
、
　
一
四
四
～
六
ぺ
ー
ジ
。

（
4
）
　
ス
タ
ー
リ
ン
「
工
業
化
と
穀
物
問
魑
に
つ
い
て
」
、
邦
訳
『
ス

　
タ
ー
リ
ン
金
築
』
第
一
一
巻
、
一
八
一
ぺ
ー
ジ
。

（
5
）
彗
目
胃
一
盲
目
鶉
声
一
、
。
ω
〇
三
黒
射
岩
巨
∪
望
o
－
毛
目
o
目
け
昌
o

　
；
o
＞
附
ユ
昌
岸
胃
巴
ω
膏
o
－
畠
｝
｝
o
g
－
g
サ
。
、
一
8
ミ
曳
9
ミ
§
鶉
一

　
く
o
－
．
N
N
（
一
）
’
H
o
N
9
　
軋
o
二
　
、
旨
閏
㎜
唖
　
O
O
昌
o
o
庄
く
庁
顯
ご
O
自
　
寧
目
O
匡
一
血

　
0
9
ヰ
ユ
σ
自
工
O
自
O
｝
ω
O
く
ぼ
け
＞
o
o
ユ
o
O
岸
畠
『
o
“
O
　
“
－
o
　
司
片
肋
“
　
弓
－
く
o
－

　
く
o
胃
雪
與
三
＞
宛
o
i
o
ミ
＞
H
饒
o
－
o
、
．
一
9
§
軋
o
勾
§
㌣
套
＜
o
－
．
3

　
（
企
）
一
筍
墓
∴
き
J
。
、
婁
g
叶
、
蜆
幸
8
自
σ
q
ま
；
夢
o
、
望
彗
是
邑

　
ω
8
｛
、
一
‡
o
ミ
軸
§
｝
ミ
9
§
§
ミ
ミ
ー
§
＜
0
F
8
（
阜
）
し
ミ
3
巴
－
・

　
；
彗
～
旨
－
g
窒
卜
．
．
b
巨
；
o
＞
岬
ユ
昌
斥
弓
巴
娑
『
芭
姜
句
8
く
己
o

　
“
巨
o
肉
鶉
o
自
罧
o
眈
ざ
H
叶
｝
o
－
■
0
H
0
嘗
眈
o
　
巨
　
H
■
く
血
g
昌
o
目
甘
　
－
目
叶
｝
o

d
ω
ω
弟
o
膏
ぎ
晒
亭
o
ヨ
易
“
雲
く
o
く
雷
『
里
芭
■
～
．
．
一
向
8
§
§
ざ

　
旨
ミ
§
ト
く
〇
一
・
o
。
少
U
8
・
も
饒
一
き
」
吻
o
o
｝
ミ
蔓
ミ
§
ぎ
秦
一

　
〇
碧
き
ユ
島
耐
o
己
奏
畠
一
q
弔
冨
蜆
蜆
二
〇
s
（
邦
訳
一
佐
藤
・
中
兼
訳
『
社

　
会
主
義
計
画
経
済
』
岩
波
書
店
　
一
九
八
二
年
）
、
0
9
f
く
苫
9

　
＞
ミ
ま
p
、
弔
ユ
昌
胃
k
＞
o
ε
昌
己
呉
ざ
目
－
目
片
巨
o
d
ω
ω
犀
宛
o
く
室
†

　
＆
、
．
一
〇
s
§
ミ
迂
黒
言
ミ
§
｝
ミ
向
o
o
§
ミ
多
く
o
－
一
ω
（
N
）
一
5
N
3

　
雪
害
ユ
8
ξ
峯
胃
〆
．
、
勺
ユ
昌
胃
｝
＞
o
ε
昌
邑
津
一
〇
自
－
目
亭
冊
ω
〇
三
g

　
宇
彗
蜆
三
〇
目
．
、
二
＝
＞
蜆
一
毫
彗
一
ω
辻
亭
（
＆
．
∀
§
帖
＼
筆
ミ
｛
§

　
C
§
｝
ミ
§
ぎ
3
9
ミ
這
箏
S
－
乏
ミ
§
夕
軍
巴
岸
O
曽
P
一
〇
〇
〇
㎞
．
な

　
ど
を
参
照
。

（
6
）
　
バ
ル
ソ
フ
「
価
値
視
点
か
ら
み
た
都
市
と
農
村
の
間
の
交
換
バ

　
ラ
ン
ス
（
－
」
H
）
L
（
小
山
洋
司
抄
訳
『
ア
ジ
ア
経
済
』
第
一
七
巻
一

　
〇
号
・
一
九
七
六
年
一
〇
月
所
収
）
。
そ
の
他
に
き
二
、
o
ε
『
實
完

　
×
o
竃
芹
畠
o
＝
Σ
昌
o
…
…
民
＝
o
o
月
国
彗
胃
↓
宝
毒
冥
o
『
o
＝
画
尻
o
目
昌
l

　
o
…
3
0
「
g
雪
忌
温
g
コ
彗
…
胃
…
（
；
轟
－
竃
）
、
、
一
ミ
、
ミ
ミ
§

　
o
o
o
♪
2
ρ
u
（
－
ま
o
o
）
な
ど
。

（
7
）
　
農
業
の
純
工
業
化
余
剰
と
は
、
農
業
部
門
の
対
工
業
部
門
純
移

　
出
額
プ
ラ
ス
自
部
門
投
資
額
を
指
す
（
ミ
ラ
ー
一
九
七
〇
年
論
文
参

　
照
）
。
ま
た
「
労
働
修
正
ル
ー
ブ
ル
」
と
は
一
ル
ー
ブ
ル
の
商
品
に

　
体
化
さ
れ
て
い
る
平
均
労
働
時
間
を
指
し
、
い
わ
ゆ
る
「
価
値
」
に

　
対
応
す
る
。

（
8
）
　
Z
o
く
P
＞
－
o
9
、
↓
－
o
、
■
o
阻
o
．
聖
自
o
O
o
黒
o
｛
O
o
＝
o
o
口
く
ド
甲

　
ユ
g
一
、
．
一
、
§
ミ
雨
§
｝
ミ
o
o
§
§
ミ
ミ
帖
§
一
く
o
－
1
畠
一
6
ぎ
．

（
9
）
娑
葺
＞
娑
き
貝
、
雲
目
旨
さ
ぎ
9
ぎ
一
葭
ぎ
自
一
島
曇
ぎ

辱
｛
o
§
彗
o
ω
昌
邑
華
箏
寧
冨
旨
o
妻
一
ぎ
ξ
。
・
■
豪
葦
、
．
二
目

　
ω
巴
；
（
＆
．
）
一
意
．
＆
、
1

2
　
中
国
に
お
け
る

「
価
値
シ
ェ
ー
レ
」
論
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（7）農工間「不等個交換」論について

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
中
国
の
場
合
、
解
放
前
も
解
放
後
も
農
業
部
門
の
工
業
部
門
に

対
す
る
交
易
条
件
は
傾
向
的
に
悪
化
し
て
こ
な
か
っ
た
。
解
放
前

に
か
ん
し
て
は
、
第
－
図
が
示
す
通
り
一
九
三
六
－
四
八
年
期
を

除
き
農
産
物
の
交
易
条
件
は
悪
化
し
た
と
は
思
え
な
い
。
一
九
三
■

六
－
四
八
年
期
は
日
中
戦
争
に
引
き
続
く
国
共
内
戦
の
異
常
な
時

第1図 解放前中国の農工業製晶比価指数

、
、

、

4農村市場価格

19而■・22’26’30’34’36　’41’45’48
　注〕工糞製晶を100とする撞産物価楮指凱
出所）谷書堂主編『杜会主義個裕形成間魑研究』中国社会科学幽版社

　　　1986キF，　245＾＝一ジコ＝りo

　｝
、

，

’

、

、

、

　　’　　’、
、

’

v、

天津・上海市卸売個格

001

50

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

期
で
あ
り
、
農
村
よ
り
も
都
市
の
混
乱
が
甚
だ
し
か
っ
た
で
あ
ろ

う
し
、
農
産
物
以
上
に
工
業
製
品
の
不
足
が
激
し
か
っ
た
と
恩
わ

れ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
農
産
物
の
交
易
条
件
の
悪
化
を

－
指
し
て
、
歴
史
的
趨
勢
で
あ
る
か
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
で
き
な

　
い
。

　
解
放
以
後
の
農
工
間
の
交
易
条
件
を
「
農
副
産
品
収
購
価
格
」

／
「
農
村
の
工
業
品
小
売
価
格
」
（
い
ず
れ
も
公
表
値
）
と
し
て
み

る
と
、
第
2
図
上
半
部
の
グ
ラ
フ
が
示
す
よ
う
に
、
農
産
物
の
交

易
条
件
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
改
善
し
て
き
た
。
一
九
三
〇
－
三
六
年

　
の
平
均
農
工
比
価
を
一
〇
〇
と
す
る
と
、
一
九
五
九
年
に
一
〇

〇
・
六
に
な
り
、
解
放
前
か
ら
引
き
つ
が
れ
て
き
た
「
鋏
状
価
格

差
」
、
あ
る
い
は
「
価
格
シ
ェ
ー
レ
」
は
消
え
た
と
い
わ
れ
る
。

　
「
鋏
状
価
楮
差
」
は
独
占
カ
の
差
に
求
め
る
の
が
一
般
的
で
あ

　
＾
1
〕

　
る
。
す
な
わ
ち
、
農
産
物
を
生
産
す
る
側
（
な
い
し
は
国
）
に
は

価
格
支
配
カ
が
な
い
の
に
対
し
て
、
農
業
生
産
財
等
を
生
産
す
る

　
工
業
側
（
な
い
し
は
国
）
は
大
な
り
小
な
り
独
占
カ
を
も
ち
、
市

場
価
楮
を
支
配
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
レ
こ
の
議
論

　
は
、
少
く
と
も
非
社
会
圭
義
世
界
に
お
い
て
、
工
業
財
に
は
一

般
的
に
市
場
が
成
立
せ
ず
、
か
つ
需
要
側
の
要
因
、
と
り
わ
け
所

　
得
弾
カ
性
の
差
異
を
無
視
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
前
提
が
満
た
さ
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一橋論叢第98巻 第6号　（8）

250

200

第2図農工間純交易条件と要索交易条件の動き

　中国における農工間

交易条件指数（1952二100）

H：純交易条件（農副産品収購価格
　　　／農村工業品小売価格）指数

ト→：要素交易条件指数（1）（二［業生産

　　　性として国有工業の生産性をと
　　　つた場合）

回→1要素交易条件指数（2）（工業生産

　　　性として全工業の生産憧をとっ
　　　た場含）

150

1OO

50

1952　　　　　1957　　　　　1962　　1965　　　　　1970　　　　　1975　　　　　1980　　　　　1985

注〕要索交易条件指数のフォーミ3ヲについては本文参照。要素交易粂件指数（1）の依拠し

　　ている「全人民所有制企棄全貝労働生産性」は1980年価格表示。同（2）の「工薬生産
　　性指数」は1952隼個1格でとられているo
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（9）農工間「不等価交換」論について

D

牝
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
理
諭
的
に
も
実
際
的
に
も
こ

れ
ら
二
つ
の
前
提
が
同
時
に
成
立
す
る
に
は
き
わ
め
て
無
理
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
鋏
状
価
格
差
」
が
仮
に
発

生
し
た
と
し
て
も
市
場
の
独
上
］
度
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

以
外
の
、
た
と
え
ば
工
業
財
保
護
と
い
っ
た
政
策
的
原
因
と
か
、

需
要
を
無
視
し
た
農
産
物
の
超
過
供
給
と
い
っ
た
個
別
的
な
、
ま

た
一
般
的
な
要
因
に
主
と
し
て
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
開
発
論
に
お
け
る
プ
レ
ピ
ッ
シ
ュ
ら
の
「
交
易
条
件
悪
化
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

説
の
も
つ
理
論
的
、
か
つ
実
証
的
な
難
点
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
鋏
状
価
格
差
が
文
字
通
り
の
意
味
に
お
い
て
中
国

に
こ
れ
ま
で
出
現
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
ら
不
思
議

な
こ
と
で
は
な
く
、
解
放
前
に
お
い
て
は
農
工
業
財
と
も
基
本
的

に
市
場
が
成
立
し
、
市
場
に
お
い
て
資
源
が
配
分
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
意
味
し
、
解
放
後
に
お
い
て
は
価
格
決
定
権
を
も
つ
国
家
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

意
識
的
に
農
業
財
に
相
対
的
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
価
椿
づ
け
し

て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
「
（
価
格
）
シ
ェ
ー
レ
」
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も

「
価
値
シ
ェ
ー
レ
」
は
中
国
に
お
い
て
あ
っ
た
し
、
決
し
て
な
く

な
り
は
し
な
い
、
と
中
国
で
は
一
般
に
主
張
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い

う
価
値
シ
ェ
ー
レ
と
は
、
農
産
物
の
価
格
は
価
値
よ
り
低
く
、
ヱ

，

葉
製
品
は
逆
に
高
く
つ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
生
じ
る
「
価
値
と

価
樒
と
の
乖
離
」
の
こ
と
を
指
す
。
シ
ェ
ー
レ
と
い
う
以
上
、
そ

の
乖
離
幅
は
次
第
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
そ
う

で
あ
る
が
、
案
際
の
用
語
法
で
は
単
な
る
「
不
等
価
交
換
」
の
意

味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
含
が
多
い
。
中
国
の
代
表
的
経
済
学
者

で
あ
る
藤
暮
橋
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。
「
現
在
〔
一
九
七
〇
年

代
末
を
指
す
1
引
用
者
〕
、
中
国
の
財
政
収
入
の
う
ち
、
農
民
の

納
入
す
る
税
金
は
一
〇
バ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
、
工
業
の
上
納
す
る

税
金
と
利
潤
は
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
お
り
、
い
か
に

も
労
働
者
の
提
供
す
る
蓄
積
が
多
く
、
農
民
の
提
供
す
る
蓄
積
は

少
い
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
そ
う
で
は

な
い
。
そ
れ
は
農
民
の
提
供
す
る
蓄
積
の
か
な
り
の
部
分
が
不
等

価
交
換
を
通
じ
て
工
業
に
移
さ
れ
、
労
働
者
の
蓄
穣
の
な
か
に
組

入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
実
、
農
民
の
提
供
す
る
蓄

積
は
、
財
政
収
入
の
な
－
か
で
少
く
と
も
三
分
の
一
を
占
め
て
い

＾
3
）

る
。
」
こ
う
し
た
「
不
等
価
交
換
」
論
は
日
本
に
も
広
く
受
入
れ

　
　
　
　
＾
4
〕

ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
前
節
で
述
べ
た
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン

ス
キ
ー
の
第
二
命
題
が
、
若
千
修
正
さ
れ
て
中
国
に
も
妥
当
し
て

き
た
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
価
値
シ
ェ
ー
レ
の
実
証
に
は
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
二
種
類
の
方
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一橋諭叢　第98巻　第6号　（10）

法
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
一
つ
は
生
産
要
素
交
易
条
件
指
数
を
計

測
す
る
や
り
方
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
よ
り
直
接
的
に
農
工
業

商
品
に
含
ま
れ
る
「
価
値
」
を
推
計
し
、
そ
れ
と
価
楕
と
の
乖
離

幅
を
測
る
や
り
方
で
あ
る
。
。
以
下
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
に
つ
い
て

紹
介
し
、
そ
の
結
論
を
要
約
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ω
要
素
交
易
条
件
の
動
き

　
（
生
産
）
要
素
交
易
条
件
は
単
純
要
素
交
易
条
件
と
二
重
要
素

交
易
条
件
に
分
か
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
指
数
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

生
産
要
素
の
生
産
能
率
の
変
化
を
考
慮
し
た
貿
目
勿
（
こ
こ
で
は
農

工
間
の
資
源
移
転
）
の
利
益
の
変
化
を
測
ろ
う
と
す
る
。
い
ま
二

重
要
素
交
易
条
件
を
と
る
こ
と
に
す
る
と
、
農
業
部
門
か
ら
み
た

要
素
交
易
条
件
は
（
純
）
交
易
条
件
X
■
（
農
業
の
生
産
性
）
／
（
工

業
の
生
産
性
）
で
測
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
方
法
に
よ
り
「
価

値
シ
ェ
ー
レ
」
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
の
が
林
智
元
や
河
池
氏
ら

　
　
　
＾
5
〕

で
あ
っ
た
。

　
中
国
に
お
い
て
は
労
働
時
間
の
デ
ー
タ
が
き
わ
め
て
少
な
く
、

労
働
カ
で
と
っ
た
労
働
生
産
性
を
用
い
て
農
業
部
門
の
要
素
交
易

条
件
指
数
を
計
算
す
る
と
、
第
2
図
下
部
の
よ
う
に
な
る
。
明
ら

か
に
要
素
交
易
条
件
は
一
九
七
〇
年
を
底
に
そ
れ
ま
で
傾
向
と
し

て
低
下
し
続
け
、
そ
れ
以
後
上
昇
し
始
め
る
。
す
な
わ
ち
、
純
交

易
条
件
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
一
九
五
二
年
以
降
改
善
さ
れ
て
き
た
の

に
対
し
て
、
農
業
に
お
け
る
労
働
生
産
性
の
相
対
的
停
滞
、
逆
に

工
業
の
労
働
生
産
性
の
上
昇
の
結
果
、
要
素
交
易
条
件
は
長
期
に

わ
た
り
一
九
五
二
年
水
準
す
ら
回
復
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

②
「
価
値
と
価
格
と
の
乖
離
」
の
動
き

　
あ
る
種
の
基
準
に
よ
り
農
工
業
産
品
の
「
価
値
」
を
測
り
、
そ

れ
と
現
実
の
価
格
と
の
差
を
求
め
る
こ
と
は
、
価
値
シ
ェ
ー
レ
論

の
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
中
国
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
李
柄

坤
や
陳
嘉
亮
ら
を
中
心
に
し
て
そ
の
種
の
計
測
が
試
み
ら
れ
て
き

＾
6
）

た
。
彼
ら
の
計
測
方
法
は
基
本
的
に
同
一
な
の
で
、
こ
こ
で
は
李

柄
坤
の
作
成
し
た
表
を
中
心
に
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
（
第
－
表

参
照
）
。

　
ま
ず
次
の
よ
う
な
仮
定
を
置
く
。
ω
全
て
の
商
品
の
価
値
総
額

と
価
格
の
総
和
（
す
な
わ
ち
価
額
）
と
は
等
し
い
。
㈹
価
値
と
価

楮
の
乖
離
が
発
生
す
る
の
は
生
き
た
労
働
（
い
わ
ゆ
る
V
＋
m
）

の
部
分
に
か
ん
し
て
で
あ
り
、
物
質
消
耗
分
（
い
わ
ゆ
る
C
）
と

は
無
関
係
で
あ
る
。
㈹
全
て
の
労
働
カ
は
「
可
比
労
働
カ
」
と
し

て
規
準
化
し
う
る
。
そ
し
て
農
業
労
働
カ
一
単
位
は
工
業
労
働
カ

一
単
位
よ
り
も
可
比
労
働
カ
で
測
る
と
小
さ
い
。
第
－
表
の
計
算

に
当
っ
て
李
柄
坤
は
一
工
業
労
働
カ
ー
－
二
農
業
労
働
カ
と
仮
定
し
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一橋論叢 第98巻 第6号（一2）

第2表 農工間「不等価交換額」の計算
■

単位　1952 1957 1965 19ア8 1981

億
元
1
4
0
．
8
”
（
1
2
3
．
8
）
％
　
1
8
，
8
”
　
2
3
．
9
億
元
　
5
6
．
1
”
　
1
8
3
．
7
％
3
0
・
5
．

2
1
7
．
5
（
2
4
7
刀
）
3
1
，
3
2
9
．
7
1
4
1
．
4
3
1
0
，
2
4
5
．
6

3
0
7
．
1
（
2
8
1
．
2
）
3
2
，
9
2
8
．
1
1
8
0
．
1
4
7
3
，
3
3
8
．
1

注）　1）：国家の手を通Lて農村に遇元される農産物も含む。2）：1978年は陳嘉亮r関於工農葉爾品交換兜刀

　叢的探討」『続計研究』第三靱・1982年よ”しかLこれはかたり遇犬推計値であるよラに恩え札それ以
　外の年次については・（農村祉会商品小売総額一農葉生産財鰯入額）x0・8＋農葉生産財鵬入額とLて求め

　た。係数o．8は陳上掲論文より得られる。これらの数値も相当過大推計であるよラにみえる。農家家計調

　査のデータからみても，触民は工葉製品をI少くとも1970年代末以前。それほど脚入Lてい在かoた。
　3〕：第1表より。4）：錦1表よO。

て
い
る
。
実
際
の
「
価
値
」
計
算
の
プ
ロ
セ
ス
は
第
－
表
を
第
－

行
か
ら
追
っ
て
い
け
ぱ
理
解
で
き
る
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
詳

述
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
計
算
の
結
果
、
同
表
第
2
5
行
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
全
シ
ェ
ー
レ
比
率
、
な
い
し
は
農
業
に
と
ウ
て
の
不

等
価
交
換
率
は
一
九
五
二
年
の
二
一
％
か
ら
次
第
に
上
昇
し
、
一

九
六
五
年
以
降
低
下
し
た
も
の
の
、
一
九
八
一
年
で
さ
え
一
七
％

に
も
達
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
八
一
年
の
国
家
財
政
収
入

は
一
〇
九
〇
億
元
で
あ
っ
た
か
ら
、
農
産
物
の
「
不
等
価
交
換

率
」
だ
け
で
も
そ
の
約
七
〇
％
に
も
達
す
る
こ
と
に
な
る
（
同
表

第
2
2
行
参
照
）
。

　
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
農
業
の

「
価
値
シ
ェ
ー
レ
」
に
よ
る
貢
献
度
は
き
わ
め
て
過
大
に
出
て
い

る
。
と
い
う
の
は
農
業
生
産
額
全
体
の
「
価
値
と
価
樒
の
乖
離
」

が
問
題
で
は
な
く
、
商
品
化
、
と
り
わ
け
国
家
調
達
に
よ
る
「
搾

取
」
こ
そ
が
、
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ニ
ン
ス
キ
ー
の
命
題
が
適
用
さ
れ

る
テ
ー
マ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
工
業
総
生
産
額
全

体
が
「
不
当
に
」
高
目
に
価
楕
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
よ

り
も
、
農
業
部
門
の
購
入
す
る
工
業
財
の
「
不
当
」
評
価
こ
そ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
〕

問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
李
燗

坤
の
仮
定
を
引
き
つ
ぎ
つ
つ
、
農
工
間
の
財
の
移
転
額
に
か
ん
し



〈13）　農工間r不等価交換」論について

’

て
の
み
「
価
値
シ
ェ
ー
レ
」
額
お
よ
ぴ
率
を
計
算
し
て
み
よ
う
。

計
算
結
果
は
第
2
表
に
示
さ
れ
て
い
る
。
国
家
財
政
収
入
と
の
比

で
み
た
「
価
値
シ
ュ
ー
レ
」
率
は
約
三
分
の
一
で
あ
り
、
先
に
引

用
し
た
藤
暮
橋
の
記
述
の
正
し
さ
を
印
象
づ
け
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
第
2
表
の
数
値
は
、
・
同
表
注
に
も
記
し
た
通
り
き
わ
め
て

ラ
フ
な
も
の
で
あ
り
、
農
業
の
自
部
門
内
消
費
部
分
を
削
除
し
て

い
け
ぱ
、
「
不
等
価
交
換
」
額
と
率
と
も
第
2
表
よ
り
大
き
く
低

下
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
、
「
経
常
収
支
」
を
中
心
に
農

工
間
の
質
金
移
転
を
み
て
い
け
ぱ
、
中
国
の
研
究
者
で
さ
え
農
工

間
の
関
係
は
バ
ラ
ン
ス
し
て
い
る
と
す
る
見
方
を
出
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
王
才
楠
ら
は
国
家
財
政
は
農
業
投
資
・
事
業
費
、
補

助
金
を
支
出
し
て
お
り
、
そ
の
他
貸
付
金
、
税
の
減
免
、
価
格
差

補
給
金
を
合
わ
せ
る
と
、
一
九
七
九
年
に
「
工
農
産
品
の
価
楕
差

を
通
じ
て
国
家
財
政
に
移
転
し
た
」
額
と
ほ
ぼ
つ
り
合
う
て
い
る

　
　
　
　
　
＾
8
〕

と
述
べ
て
い
る
。

（
1
）
　
た
と
え
ば
宮
崎
義
一
氏
に
よ
る
説
明
を
見
よ
。
『
体
系
経
済
学

　
辞
典
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
　
一
九
六
五
年
）
四
四
二
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
2
）
　
低
開
発
国
が
低
開
発
な
の
は
、
農
産
物
等
の
一
次
産
品
の
交
易

　
条
件
が
悪
化
し
た
か
低
迷
し
て
い
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う

　
し
大
産
品
を
主
生
産
物
と
す
る
達
桑
構
造
を
転
換
で
き
な
い
こ
と
に

‘

　
よ
る
の
で
あ
る
。
台
湾
や
韓
国
の
目
ざ
ま
し
い
経
済
発
展
は
、
輸
出

　
財
を
国
内
外
の
市
場
条
件
に
合
わ
せ
次
カ
と
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と

　
の
重
要
性
を
立
証
す
る
と
同
時
に
、
「
交
易
条
件
悪
化
説
」
の
限
界

　
を
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
だ
。

（
3
）
　
醇
暮
橘
『
中
国
社
会
主
義
経
済
問
題
研
究
』
人
民
出
版
社
　
一

　
九
七
九
年
、
一
五
五
ぺ
ー
ジ
（
邦
訳
、
外
文
出
版
社
　
一
九
八
○
年
、

　
二
五
七
ぺ
ー
ジ
）
。

（
4
）
　
た
と
え
ぱ
山
本
恒
人
「
申
国
型
工
業
化
と
開
発
戦
略
へ
の
模

　
索
」
池
閏
誠
ほ
か
『
中
国
工
業
化
の
歴
史
』
法
律
文
化
社
　
一
九
八

　
二
年
、
古
沢
賢
治
『
中
国
の
経
済
建
設
過
程
に
見
る
「
社
会
主
義
的

　
原
蓄
」
の
一
考
察
』
ア
ジ
ア
政
経
学
会
　
一
九
八
五
年
な
ど
。

（
5
）
　
林
智
元
「
関
於
工
農
業
産
品
価
樒
勇
刀
差
的
計
算
問
題
」
『
農

　
業
経
済
賢
料
濯
編
』
一
九
八
二
年
第
三
－
四
期
（
韓
嘉
駿
編
『
物
価

　
統
計
参
考
資
料
』
中
央
広
播
電
視
犬
学
出
版
社
　
一
九
八
六
年
所

　
収
）
、
河
地
重
蔵
「
農
業
の
諸
問
魑
」
同
編
『
転
形
期
の
中
国
経
済
』

　
世
界
恩
想
社
　
一
九
八
一
年
、
参
照
。

（
6
）
　
吉
沢
前
掲
著
、
八
二
：
八
四
ぺ
ー
ジ
参
照
。
こ
こ
で
は
李
柄
坤

　
「
関
於
勇
刀
差
定
量
分
析
的
幾
個
間
題
」
『
農
業
経
済
論
叢
六
』
農
業

　
出
版
社
　
一
九
八
五
年
、
お
よ
ぴ
陳
嘉
亮
「
関
於
工
農
業
商
品
交
換

　
勇
刀
差
的
探
討
」
『
統
計
研
究
』
第
三
輯
、
一
九
八
二
年
を
参
照
に

　
し
た
。

（
7
）
　
陳
嘉
亮
の
計
算
は
そ
の
点
に
か
ん
し
て
は
妥
当
で
あ
る
。
陳
上

　
掲
論
文
参
照
。
以
下
の
わ
れ
わ
れ
の
「
価
値
」
計
算
で
も
陳
方
式
を

　
参
照
に
し
た
。
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（
8
）
　
王
才
楠
主
編
『
中
国
社
会
主
義
市
場
間
鷺
研
究
』
吉
林
人
民
出

　
版
社
　
一
九
八
四
年
、
二
六
六
ぺ
ー
ジ
。

3
　
「
不
等
価
交
換
」
論
の
再
検
討

　
前
節
で
紹
介
し
た
「
価
値
シ
ェ
ー
レ
」
論
は
、
一
部
中
国
の
研

究
者
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
さ
ま
ざ
ま
な
、
ま
た
大
き
な
問
題
を

含
ん
で
い
る
。
ま
ず
要
素
交
易
条
件
指
数
法
に
か
ん
し
て
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
前
提
が
置
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
も
し
農
業
の
労
働
生
産
性
上
昇
率
が
工
業
の
そ
れ
よ
り
劣
る
な

ら
ば
、
本
来
そ
の
分
だ
け
農
産
物
の
相
対
価
楮
を
引
上
げ
な
け
れ

　
　
　
＾
1
）

ぱ
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
の
は
、
農
業
の
生
産
性
が
相
対
的
に
低

下
し
た
の
は
農
業
へ
の
労
働
投
下
量
が
工
業
に
比
べ
れ
ぱ
増
え
た

た
め
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
分
「
価
値
」
は
相
対
的
に
増
大
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
ロ
ジ
ヅ
ク
に
は
無
理
が
あ
る
。

第
一
に
、
農
業
の
労
働
生
産
性
が
絶
対
的
に
低
下
し
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
農
業
労
働
が
増
大
し
た
た
め
と
は
限
ら
な
い
。
農

業
の
生
産
関
数
を
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
通
り
、
生
産
性
は
資
本
、

土
地
、
技
術
、
天
候
、
そ
し
て
制
度
的
要
因
に
よ
っ
て
も
支
配
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
人
民
公
社
体
制
を
導
入
し
て
以
後
中
国
の
農
業

産
出
は
激
減
し
、
生
産
性
も
低
下
し
た
が
、
労
働
カ
も
大
き
く
減

少
し
て
い
る
の
で
農
産
物
に
含
ま
れ
る
「
価
値
」
が
増
大
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
第
二
に
、
価
値
が
、
し
た
が
っ
て
「
社
会
的
必
要

労
働
時
間
」
が
直
接
投
下
労
働
に
の
み
左
右
さ
れ
る
と
い
う
そ
こ

で
の
陰
状
的
前
提
、
そ
し
て
前
節
で
紹
介
し
た
李
燗
坤
ら
の
「
価

値
計
算
」
が
依
拠
し
た
前
提
㈹
は
素
朴
な
労
働
価
値
説
と
し
て
一

応
認
め
る
と
し
よ
う
。
ま
た
労
働
時
間
の
デ
ー
タ
が
得
に
く
い
以

上
、
一
労
働
カ
の
平
均
労
働
時
間
を
不
変
と
す
る
極
端
な
仮
定
に

も
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し
、
労
働
生
産
性
が
物
的

な
生
産
性
で
な
い
な
ら
ぱ
、
価
楕
的
要
因
に
よ
っ
て
も
生
産
性
が

向
上
す
る
こ
と
に
な
り
、
農
産
物
価
格
を
引
上
げ
た
と
き
に
は
他

の
条
件
を
一
定
と
し
て
価
格
を
下
げ
よ
、
と
い
う
奇
妙
な
結
論
が

上
述
し
た
論
理
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
小
島
清
氏
も

い
う
通
り
、
（
二
重
）
生
産
要
素
交
易
条
件
指
数
を
有
意
義
に
使

い
う
る
「
唯
一
の
」
場
合
は
、
単
一
商
品
に
か
ん
す
る
、
た
と
え

ぱ
農
産
品
の
代
表
と
し
て
の
穀
物
と
エ
業
製
品
の
代
表
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

化
学
肥
料
に
か
ん
す
る
二
重
生
産
要
素
交
易
条
件
で
あ
ろ
う
。
単

一
商
品
の
場
合
「
正
確
に
、
容
易
に
」
生
産
性
変
動
指
数
と
単
価

指
数
と
を
検
出
し
う
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
場
合
、
農
工
間
資

源
移
転
に
絡
む
農
産
晶
、
ま
た
は
工
業
製
品
全
体
の
生
産
性
指
数

は
求
め
ら
れ
．
な
く
な
り
、
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
の
第
二
の
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（15）農工間「不等価交換」論について

命
題
の
積
極
的
検
証
に
役
立
た
な
く
な
る
。

　
次
に
「
価
値
計
測
」
法
に
か
ん
す
る
問
題
を
み
て
み
よ
う
。
何

は
と
も
あ
れ
「
可
比
労
働
」
と
い
う
概
念
が
疑
問
で
あ
る
。
確
か

に
マ
ル
ク
ス
は
「
複
雑
労
働
」
は
「
単
純
労
働
」
に
「
整
約
」
さ

　
　
　
　
？
〕

れ
る
と
説
い
た
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
価
値
前
提
を
置
か
な
い
隈

り
労
働
の
「
整
約
」
は
行
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一

農
業
労
働
カ
は
仏
工
業
労
働
カ
に
等
し
い
と
か
、
仏
工
業
労
働
カ

に
等
し
い
と
い
う
李
柄
坤
、
陳
嘉
亮
ら
の
仮
定
は
、
林
智
元
が
い

み
じ
く
も
断
定
し
た
よ
う
に
「
科
学
的
根
拠
」
に
欠
け
る
も
の
で

＾
4
）

あ
る
。
自
然
を
相
手
に
す
る
「
複
雑
な
」
農
業
労
働
が
、
機
械
を

相
手
に
す
る
、
そ
れ
に
比
ぺ
れ
ぱ
遥
か
に
「
単
純
な
」
工
業
労
働

の
仏
な
い
し
は
仏
に
し
か
相
当
し
な
い
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い

う
わ
け
か
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
「
非
科
学
的
」
前
提
に
依
拠

し
た
「
価
値
計
算
」
の
悉
意
性
は
明
白
で
あ
る
。

　
次
に
、
李
柄
坤
ら
の
「
価
値
計
算
」
は
、
上
述
し
た
よ
う
に

「
物
質
消
耗
」
、
つ
ま
り
中
間
投
入
等
に
か
か
わ
る
物
的
費
用
に
つ

い
て
は
「
価
値
と
価
格
の
乖
離
」
は
な
い
も
の
と
想
定
し
て
い
る

が
、
．
よ
く
考
え
れ
ぱ
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
産
業
連
関
論
的
思

考
に
欠
け
た
議
論
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
軽
工
業
投
入
の
大
部
分

（
約
七
〇
％
）
は
農
副
産
物
で
あ
る
が
、
農
業
財
全
て
の
価
格
が

「
歪
ん
で
い
る
」
と
す
れ
ぱ
、
軽
工
業
部
門
の
「
物
質
消
耗
」
に

含
ま
れ
る
「
価
値
と
価
格
の
乖
離
」
部
分
も
考
慮
し
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
李
姻
坤
や
陳
嘉
亮
ら
の
「
価
値
計
算
」

が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
私
は
労
働
価
直
論
者
で
は
な
い
が
、
仮
に
労
働
価
値
説
に
立
つ

と
し
て
、
し
か
も
上
記
の
こ
れ
ま
で
の
「
価
値
計
算
」
に
合
ま
れ

る
難
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
中
国
の
農
産
物
価
格
の
「
価
値
と
の
乖

離
度
」
を
計
算
し
て
み
よ
う
。
依
拠
す
る
の
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

済
学
者
ガ
ン
ツ
ェ
ル
の
開
発
し
た
「
価
値
型
価
格
モ
デ
ル
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

最
近
公
表
さ
れ
た
中
国
の
一
九
八
一
年
産
業
連
関
表
で
あ
る
。
以

下
、
モ
デ
ル
と
前
提
を
説
明
す
る
。

　
い
ま
λ
を
当
年
価
格
の
投
入
係
数
行
列
、
刎
を
生
産
額
当
り
直

接
的
労
働
コ
ス
ト
・
ベ
ク
ト
ル
、
∫
を
当
年
度
価
椿
で
の
生
産
量

ペ
ク
ト
．
ル
、
ψ
を
伺
じ
く
生
産
総
額
、
α
を
労
働
コ
ス
ト
比
例
の
、

全
産
業
共
通
の
単
位
利
潤
額
、
と
す
る
と
「
価
値
型
価
椿
」
ρ
は

次
の
2
式
で
定
義
さ
れ
る
。

　
　
お
”
お
ト
十
（
－
十
e
）
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
－
）

　
　
ミ
”
＄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
o
）

い
う
ま
で
も
な
く
、
単
位
当
年
価
樒
ベ
ク
ト
ル
は
、
（
－
し
一
…
…
一

H
）
で
あ
る
。
②
式
は
先
に
み
た
李
柄
坤
の
仮
定
ω
に
対
応
す
る
。
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第3表 中国の「価値型価格」

産業都門 ケースユ ケース2

農 業 1．53696 1．82957

軽 工 葉 O．88354 0．90063

重 工 業 O．6243ユ α47226

建 築 業 1．07908 O．58123

運輸・通信業 0．72646 O．51909

商 業 α851フ9 0．68764

a L25765 1．24393

注）　ケースユ，2，およぴ且の意味については本文参

　照。ケース2におけるΨ（労働コスト行列）の求め

　方について説明Lておくo『中国統計年醤jにより
　’九八一年の各部門労働者数を求め，一九八一寧産

　棄連関表の中の「個人収入」繧額セそ九で割ると金部

　門平均1人当り賃金率が得られる．その平均實金率

　で全都門の労働者が雇用されたと仮定したときの労

　働費用ペクトルがケース2のv　r＝ある。投入係敏行

　列は『全国投入産出表一九八‘（試編）』の中o「産

　棄都門直接消耗係数表」を採用した。それゆえ「農

　葉」の範囲に大隊経営工業等が含まれる。

に
よ
り

　
も
H
（
－
十
s
）
e
（
－
1
』
）
．
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
ω
）

で
あ
る
か
ら
、
倒
を
②
へ
代
入
し
て
α
を
求
め
、
そ
れ
を
㈹
へ
代

入
し
て
ρ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
は
（
－
十
s
）
e
、
す
な
わ

ち
付
加
価
値
の
直
接
・
間
接
の
波
及
効
果
を
表
わ
し
て
お
り
、
先

に
指
摘
し
た
よ
う
な
李
柄
坤
や
陳
嘉
亮
ら
の
計
算
に
み
ら
れ
る
欠

陥
を
、
少
く
と
も
波
及
効
果
の
点
に
か
ん
す
る
限
り
克
服
し
て
い

る
。
プ
は
実
際
上
生
産
量
ベ
ク
ト
ル
を
求
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
現

実
の
生
産
額
ペ
ク
ト
ル
を
用
い
て
計
算
を
進
め
る
。

　
二
こ
で
は
二
種
類
の
ρ
を
求
め
た
。
一
つ
は
四
を
現
実
の
単
位

労
働
コ
ス
ト
ペ
ク
ト
ル
で
と
っ
た
場
合
（
ケ
ー
ス
ユ
と
呼
ぷ
）
。

も
う
一
つ
は
、
「
全
労
働
カ
の
賃
金
は
等
し
く
あ
る
べ
き
だ
」
と

い
う
価
値
前
提
の
も
と
に
、
全
産
業
部
門
の
労
働
カ
一
人
当
り
の

報
酬
を
等
し
く
し
た
、
完
全
平
等
主
義
的
分
配
の
場
合
（
ケ
ー
ス

2
と
呼
ぶ
）
、
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
の
六
都
門
縮
約
表
を
用
い

て
の
計
算
結
果
が
第
3
表
に
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
。

　
ケ
ー
ス
ー
、
2
と
も
農
業
部
門
の
現
行
価
格
が
低
評
価
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ー
ス
ー
の
場
合
、
現

行
価
格
は
「
価
値
」
を
反
映
し
た
価
楕
に
比
べ
三
五
％
も
割
安
で

あ
る
し
、
ケ
ー
ス
2
に
至
っ
て
は
四
五
％
も
割
安
で
あ
る
。
そ
れ

に
比
ぺ
璽
工
業
製
品
の
価
椿
は
ケ
ー
ス
ー
の
場
合
六
〇
％
、
ケ
ー

ス
2
の
場
合
一
二
一
％
も
割
高
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ガ
ン
ツ
ェ
ル
・
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
も
中
国
の
論
者
が
主
張
し
て
き

た
通
り
、
農
工
間
の
「
不
等
価
交
換
」
が
「
実
証
さ
れ
た
」
、
と

で
も
い
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
「
価

値
型
価
椿
」
が
、
分
配
に
か
ん
す
る
あ
る
特
殊
な
価
値
前
提
に

立
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
こ
う
。
ま
た
利
潤
が
賃

金
に
比
例
す
る
と
い
う
前
提
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
問
わ
れ
る
必

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ヱ

要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
ガ
ン
ツ
ェ
ル
・
モ
デ
ル
の
最
大

862



“

（17）　農工間「不等価交換」論について

の
問
題
の
一
つ
と
し
て
は
、
現
実
の
、
そ
れ
ゆ
え
シ
ェ
ー
レ
論
者

が
主
張
す
る
「
歪
ん
だ
」
価
樒
の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
投
入
係

数
行
列
A
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
点
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
間
い
を
発
す
る
ζ
と
が
で
き
よ
う
。
も
し

仮
に
中
国
が
完
全
競
争
経
済
で
．
あ
っ
た
な
ら
ば
成
立
す
る
で
あ
ろ

う
価
椿
、
す
な
わ
ち
市
場
均
衡
価
格
を
基
準
に
し
て
現
実
価
格
を

評
価
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
集
計
量
と
し
て
の
投
入
、
産
出

関
係
も
、
現
実
の
そ
れ
と
市
場
均
衡
価
樒
の
も
と
で
の
そ
れ
と
は

や
は
り
大
き
く
異
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
基
準
は
、
労

働
価
値
説
と
い
う
基
準
と
は
別
種
の
特
殊
な
価
値
前
提
に
も
と
づ

い
て
い
る
。
需
要
が
全
く
な
い
の
に
生
産
さ
れ
る
財
の
価
樒
は
前

者
の
も
と
で
は
ゼ
ロ
で
あ
る
が
、
後
者
の
も
と
で
は
投
下
さ
れ
た

「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
に
対
応
し
て
「
客
観
的
に
」
価
椿
は

つ
け
ら
れ
る
ぺ
き
な
の
で
あ
る
。

　
一
般
均
衡
価
格
体
系
を
算
出
す
る
こ
と
は
実
際
上
不
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
市
場
、
あ
る
い
は
需
要
を
加
味
し
た
価
樒
は
、
た
と

え
ぱ
中
国
国
内
の
「
自
由
市
場
」
価
楮
、
あ
る
い
は
国
際
市
場
価

格
で
あ
る
程
度
ま
で
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
農
産
物
と
工

業
製
品
の
国
内
比
価
と
国
際
比
価
を
比
べ
、
中
国
に
お
け
る
農
産

物
価
格
の
低
評
価
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
の
が
ラ
ー
デ
ィ
で
あ
っ

た
。
彼
は
水
稲
と
化
学
肥
料
の
比
価
を
と
り
上
げ
、
中
国
を
イ
ン

ド
、
タ
イ
等
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
比
ぺ
、
中
国
に
お
け
る
米
価
の
低

　
　
　
　
　
＾
王

さ
を
強
調
し
た
。

　
中
国
国
内
の
自
由
市
場
価
楕
に
つ
い
て
は
一
九
五
〇
年
以
降
の

消
費
財
価
格
指
数
、
お
よ
ぴ
公
定
価
楕
と
の
格
差
に
か
ん
す
る
デ

　
　
　
　
　
　
＾
9
）

－
タ
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
農
産
物
と
工
業
製
品
に
分
け
た
個
樒

指
数
や
対
公
定
価
格
比
の
デ
ー
タ
は
い
ま
の
と
こ
ろ
入
手
で
き
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ぱ
食
糧
と
縞
布
と
の
公
定
価
格
比
価

と
自
由
市
場
価
格
比
価
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
現
段
階
で
は
著
し

く
困
難
で
あ
り
、
こ
の
面
か
ら
農
産
物
公
定
価
楕
の
相
対
的
低
廉

さ
を
実
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
た
と
え
こ
の
種
の
比

較
に
必
要
な
十
分
詳
細
な
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
自
由

市
場
で
の
取
引
量
に
か
ん
す
る
情
報
に
不
足
し
て
い
る
の
で
、
都

分
的
な
財
に
せ
よ
「
市
場
均
衡
価
樒
」
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　
最
後
に
、
労
働
価
値
説
的
な
「
不
等
価
交
換
」
と
、
市
場
均
衡

論
的
な
「
不
等
価
交
換
」
と
を
理
論
的
に
比
較
・
整
理
し
て
み
る

こ
と
に
す
る
。
い
ま
A
財
を
農
産
物
、
X
財
を
工
業
製
品
と
し
、

農
業
部
門
に
お
げ
る
現
行
価
格
体
系
下
の
工
業
製
品
の
需
要
・
供

給
を
b
s
串
一
非
農
業
都
門
に
お
け
る
同
じ
く
現
行
価
格
体
系
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一橋諭叢 第98巻 第6号（18）

1
〕 非農薬部門における農産物

需給

第3図 「不等価交換」

2）農業部門における工業製品
　　需給

ユ

ら瓦免一
仏

下
の
農
産
物
の
需
要
・
供
給
を
b
§
吻
s
ま
た
両
生
産
物
の
公

定
価
格
を
寧
も
o
、
そ
し
て
労
働
価
値
説
的
に
評
価
し
た
供
給
量

を
串
ら
o
と
す
る
。
当
然
の
想
定
と
し
て
同
一
価
格
の
下
で
は

孕
V
り
S
夢
く
夢
で
あ
る
。
い
ま
、
農
工
業
生
産
物
と
も
に
コ

ル
ナ
イ
の
い
う
「
不
足
」
の
状
態
に
あ
る
と
し
て
、
か
つ
そ
の
不

足
状
態
は
政
府
に
よ
る
価
格
設
定
が
市
場
均
衡
個
椿
も
。
よ
り
低

す
ぎ
た
た
め
に
発
生
し
た
と
し
よ
う
。
そ
の
時
、
現
実
の
需
給
量

向
§
茅
は
第
3
図
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
。
容
易
に
分
か
る
よ
う

に
、
「
価
値
シ
ェ
ー
レ
」
論
者
の
い
う
シ
ェ
ー
レ
、
つ
ま
り
「
不

等
価
交
換
」
額
は
（
評
1
ざ
）
S
（
図
の
∪
o
宙
目
）
プ
ラ
ス
（
寧

－
寧
）
昏
（
図
の
U
，
O
、
団
、
向
、
）
に
等
し
い
。

　
一
方
、
不
足
が
行
政
的
に
作
り
出
さ
れ
、
公
定
価
格
が
市
場
均

衡
価
楕
よ
り
も
高
く
設
定
さ
れ
た
場
合
、
や
は
り
「
不
等
価
交

換
」
が
発
生
す
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
工
業
製
品
の
場
合
に
し
か
現

わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
た
と
え
ぱ
第
3
1
2
図
に
お
い
て
、

供
給
量
亭
に
対
応
す
る
需
要
価
楮
お
、
由
に
仮
に
価
椅
が
設
定
さ

れ
た
と
き
、
（
お
、
・
1
亭
）
亭
（
図
の
｝
Ω
｝
、
向
、
）
だ
け
の
「
不
等
価

交
換
」
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
独
占
利
潤
」
が
発
生
す
る
。

こ
の
ケ
ー
ス
は
、
．
工
業
製
品
の
自
由
市
場
価
格
が
公
定
価
格
よ
り

も
高
い
の
が
中
国
に
お
け
る
今
日
の
一
般
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
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（19）　裏工間r不等価交換」論について

●
，

推
し
て
、
農
業
都
門
に
お
い
て
も
そ
れ
ぽ
ど
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
さ
れ
る
。

　
他
方
、
市
場
均
衡
に
も
と
づ
い
た
と
き
の
「
不
等
価
交
換
」

（
よ
り
正
確
に
は
資
源
の
非
効
率
的
配
分
）
は
、
ぎ
。
ざ
、
1
ざ
ざ

（
図
の
司
＞
H
ω
｝
向
で
囲
ま
れ
た
面
積
）
プ
ラ
ス
ぎ
。
夢
、
1
寧
ざ

（
同
じ
く
句
、
＞
、
↓
、
ω
、
田
、
■
、
で
囲
ま
れ
た
面
積
）
に
等
し
い
。
両
種

の
「
不
等
価
交
換
」
の
い
ず
れ
が
大
き
い
か
は
、
需
給
曲
線
の
形

状
や
公
定
価
格
の
設
定
の
仕
方
等
に
支
配
さ
れ
、
何
と
も
い
え
な

い
。
重
要
な
差
異
は
、
シ
ェ
ー
レ
論
者
の
い
う
「
不
等
価
交
換
」

が
農
民
に
対
す
る
「
貢
租
」
、
な
い
し
は
見
え
ざ
る
税
で
あ
る
と

い
う
観
点
に
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
市
場
均
衡
論
的
な
「
不

等
価
交
換
」
は
税
と
い
う
よ
り
は
国
民
経
済
的
に
み
た
資
源
の
機

会
的
損
失
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
に
農
工
間
資
源
移
転
の
面
か
ら
み
た
両
者
の
ち
が
い
に
つ

い
て
触
れ
て
お
く
。
農
業
都
門
の
現
実
の
純
移
出
額
は
ぎ
ぎ
－

寧
茅
で
あ
る
が
、
潜
在
的
な
純
移
出
額
は
労
働
価
値
説
的
に
は

許
s
1
寧
茅
で
あ
り
、
市
場
均
衡
価
格
表
示
で
は
ぎ
、
ぎ
－

亭
。
罰
で
あ
る
。
前
者
は
想
定
で
は
プ
ラ
ス
で
あ
る
が
（
プ
レ
オ

ブ
ラ
ジ
ュ
ン
ス
キ
ー
の
命
題
）
、
後
者
が
ど
う
で
あ
る
か
は
も
、
の

水
準
如
何
に
よ
っ
て
い
る
。
も
し
工
業
製
品
の
不
足
が
一
層
深
刻

‘

に
な
り
、
他
方
農
産
物
の
需
要
が
所
得
増
大
と
と
も
に
相
対
的
に

低
下
す
る
な
ら
、
ぎ
、
ざ
ー
ぎ
讐
δ
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
で
あ
ろ
う

（
農
業
部
門
の
純
受
取
り
）
。
先
に
み
た
よ
う
に
農
業
の
交
易
条
件

（
ざ
膏
自
）
は
ほ
ぽ
一
貫
し
て
上
昇
し
て
き
た
（
第
2
図
）
。
し
か

し
こ
の
こ
と
は
市
場
均
衡
価
楕
比
お
。
簑
、
ざ
、
の
上
昇
を
必
ず
し

も
意
味
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
時
代
に
よ
り
農
工
業
製
品
の

需
要
状
態
は
異
な
る
か
ら
、
市
場
均
衡
基
準
で
の
農
工
間
資
源
移

転
の
方
向
と
大
き
さ
を
測
る
に
は
、
十
分
な
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い

た
詳
細
な
分
析
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
河
地
重
蔵
、
前
掲
論
文
よ
り
引
用
。

（
2
）
　
小
島
滴
『
交
易
条
件
』
動
草
書
房
　
一
九
五
六
年
、
九
二
ぺ
ー

　
ジ
o

（
3
）
　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
諭
』
第
一
巻
第
一
笛
…
第
一
章
。
複
雑
労
働
を

　
単
純
労
働
に
還
元
す
る
客
観
的
方
法
が
な
い
以
上
、
労
働
個
値
説
は

　
規
範
な
い
し
は
ω
o
＝
血
目
と
し
て
以
外
成
立
し
え
な
い
。

（
4
）
　
林
智
元
前
掲
論
文
。
陳
嘉
亮
の
挙
げ
た
「
一
農
業
労
働
1
1
0
、

　
三
工
業
労
働
」
の
根
拠
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ω
農
業
部
門

　
一
人
当
り
労
働
カ
が
生
産
す
る
純
生
産
額
は
工
業
都
門
の
一
〇
：
二

　
〇
％
で
あ
り
、
シ
ェ
ー
レ
要
因
を
考
慮
し
て
も
二
〇
～
三
〇
％
を
越

　
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
。
㈹
約
三
億
の
農
業
労
働
カ
の
う
ち
約
仏
は

　
半
労
働
カ
で
あ
り
、
平
均
労
働
日
数
は
季
節
の
影
響
も
あ
っ
て
労
働

　
者
よ
り
仏
近
く
少
い
こ
と
。
㈹
農
業
の
機
械
化
の
程
度
は
工
業
よ
り
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一橋諭捜 第98巻 第6号（20）

・
遥
か
に
低
い
こ
と
（
機
械
耕
作
面
積
は
一
九
五
二
年
に
は
わ
ず
か
O
、

　
一
％
、
一
九
七
八
年
に
や
っ
と
四
一
％
に
達
し
た
）
。
㈹
農
業
人
口

　
当
り
の
平
均
国
民
収
入
は
非
農
業
人
口
の
一
一
～
二
〇
％
に
過
ぎ
な

　
い
こ
と
。
㈹
農
民
の
消
費
水
準
は
都
市
職
員
労
働
者
の
三
九
、
五
％

　
（
一
九
五
二
～
七
九
年
平
均
）
に
過
ぎ
な
い
こ
と
。
し
か
し
、
㈹
を

　
除
き
上
記
の
理
由
は
説
得
カ
に
欠
け
る
ば
か
り
か
、
諭
理
的
に
も
無

　
理
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
平
均
国
民
収
入
や
消
費
水
準
が
都
市
労
働

　
カ
よ
り
か
な
り
低
い
と
し
て
も
、
農
業
労
働
カ
が
都
市
労
働
カ
の
O
、

　
三
に
し
か
値
い
し
な
い
と
ど
う
し
て
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
労
働

　
の
自
由
な
移
助
を
禁
じ
、
価
椿
の
み
な
ら
ず
生
産
物
ミ
ヅ
ク
ス
や
販

　
売
最
ま
で
国
家
が
統
制
し
て
き
た
縮
果
が
そ
う
し
た
都
市
・
農
村
格

　
叢
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
㈹
に
つ
い
て
は
捜
工
業
労

　
働
カ
の
年
令
構
成
、
男
女
別
構
成
、
そ
し
て
無
償
労
働
を
も
含
む
全

　
労
働
時
間
に
か
ん
す
る
詳
細
な
統
計
が
提
示
さ
れ
な
い
以
上
何
と
も

　
答
え
ら
れ
な
い
。
断
片
的
憎
報
を
綜
合
す
れ
ぱ
、
中
国
に
お
い
て
は

　
農
業
集
団
化
以
後
農
業
労
働
日
数
は
著
し
く
増
大
し
、
少
く
と
も
成

　
人
労
働
カ
に
か
ん
す
る
限
り
、
年
間
総
労
働
時
間
（
副
簗
や
社
会
資

　
本
形
成
の
た
め
の
労
働
時
間
を
合
む
）
は
都
市
の
職
員
労
働
者
の
平

　
均
労
働
時
間
数
を
大
き
く
上
回
わ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
。

（
5
）
　
平
泉
公
雄
『
社
会
主
義
的
工
業
化
と
資
本
蓄
横
構
造
－
ハ
ン

　
ガ
リ
ー
の
歴
史
的
経
験
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
　
一
九
七
九
年
、
一

　
一
五
ぺ
ー
ジ
以
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
国
家
計
画
委
員
会
経
済
予
測
中
心
・
国
家
統
計
局
国
民
経
済
平

　
衡
統
計
司
編
『
金
国
投
入
産
出
表
一
九
八
一
（
試
編
）
』
中
国
統
計

　
出
版
社
　
一
九
八
六
年
。

（
7
）
　
ガ
ン
ツ
ェ
ル
は
「
価
値
型
個
格
」
の
他
に
、
「
原
価
型
価
裕
」
、

　
「
生
産
個
格
型
個
楕
㈲
」
、
同
ω
の
計
四
種
の
理
論
個
楕
モ
デ
ル
を
作

　
り
、
一
九
六
一
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
現
実
個
楕
と
「
理
諭
価
楕
」
と

　
の
乖
離
度
を
計
測
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
モ
デ
ル
に
せ
よ
農

　
業
部
門
の
単
位
理
諭
価
格
が
一
以
上
で
あ
る
と
い
う
結
諭
を
得
て
い

　
る
。
平
泉
公
雄
、
前
掲
書
　
二
一
〇
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
8
）
■
實
身
一
；
9
〇
一
富
一
缶
・
ぎ
§
ミ
ぎ
9
叫
§
．
餉
ミ
o
き
§

　
肉
S
§
§
膏
b
§
更
ミ
§
§
♪
O
顯
；
冒
δ
需
弓
勺
’
岩
・
く
・
一
5
0
0
－
一

　
、
o
－
H
嵩
－
ω
‘

（
9
）
　
国
家
統
計
局
貿
易
物
価
統
計
司
編
『
中
国
貿
易
物
価
統
計
資
料

　
一
九
五
二
：
一
九
八
三
』
中
国
統
計
出
版
社
　
一
九
八
四
年
参
照
。

4
　
結
ぴ
に
か
え
て

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
「
価
値
シ

ュ
ー
レ
」
論
、
あ
る
い
は
農
工
間
「
不
等
価
交
換
」
論
と
は
、
あ

る
特
殊
な
価
値
前
提
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
私
が
か
つ
て
指

摘
し
た
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
て
「
杜
会
政
策
論
」
的
主
張
な
の
で
あ

＾
1
）

る
。
そ
し
て
こ
の
議
論
が
繰
り
返
し
中
国
に
登
場
す
る
こ
と
は
、

プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
が
い
っ
た
よ
う
に
「
シ
ュ
ー
レ
」
な

る
も
の
が
客
観
的
に
、
な
い
し
は
経
済
発
展
の
蓄
積
法
則
と
し
て

存
在
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
私
の
解
釈
で
は
む
し
ろ
農
産
物
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（21）農工閲「不等個交換」諭について

第4表 食糧の生産コストと調連価楮（元／100斤）

1953　　　　　1957　　　　　1962　　　　　1965　　　　　19ア8 1980

1
．

2
．

水　稲
（米平均）

小　麦

3．　トウモ回＝1シ

4．　大　豆

5．　食糧平均9〕

　　　（6種穀物平均）

3．95
（5．67）”

6．86
（8．15）1〕

4．26
（4．72）u

2．27
（6．57）1，

4．30
（6，65）1〕

6．03
（6．18）

ア．69

（8．93）

4．44
（5．58）

5．38
（8．20）

5．59
（6．66）

　　　7．96

　　（8．25）

　　13．η
△（11．47）

　　　8．36

△（7．53）

　　11．03
　（12．56）

（9．01）

　9，68　　　　　　9．51
（9．81）2〕

　12．36　　　　　13．95
（13．43）別△（13．61）

　8，24　　　　　　8．87
（9．09）2〕△（8．80）

　lO．69　　　　　16，99

（14．83）副（20，06）

　9，38　　　　　　9．98

（10．82）2j（1O．64）

　8．6ア

（11．55）

14．42
（15，72）

　8．10

（10．72）

15．89
（23．07）

　9．57

（12．86）

注〕生塵ヨストには労働］　トを含む。1953年は工労働カ単位Oア元、195ア年以附はO－8元である。カヅコ

　内の数字は調達価裕を示す。△は，調運価楕がコストを下回わるケースを指す。

　1）11952隼，2）11966年，3）水楓小麦1｝ウモロコシ，犬豆、薯類（’甘薯で代裁させる），その他（アワ

　て代菱させる）の調達価楕を。対応する隼生産皿ウエイトで加皿平均Lたもの。19お年の薯類平均コストは

　データがたいのてI1962年と同’と仮定して求めたo
　出所）《農葉技術経瀦手冊｝鯛委会『幽案技術経瀦手冊』農爽出版祉　1983年。ω2－8Iフ42ぺ一ジ。

’

■

価
格
を
長
期
に
わ
た
り
低
く
抑
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
か
ら

く
る
「
後
ろ
め
た
さ
」
（
こ
れ
を
「
欠
帳
心
理
」
と
い
う
）
を
、

中
国
の
政
策
当
局
が
農
民
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
中
国
の
農
産
物
価
樒
が
低
す
ぎ
る
の
か
否
か
は
、
何
を
も
っ
て

い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
有
カ
な
基
準
は
、
国
家
が
定
め

る
調
達
価
格
が
生
産
コ
ス
ト
を
上
回
わ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
食

糧
の
種
類
別
調
達
価
椿
と
主
産
品
生
産
コ
ス
ト
は
第
4
表
の
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
表
か
ら
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
一
部
の
年

次
、
穀
物
を
除
き
、
一
般
に
調
達
価
格
は
生
産
コ
ス
ト
を
上
回
わ

う
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
生
産
コ
ス
ト
の
中
の
労
働
評
価
に
問
題

は
あ
ろ
う
が
、
第
4
表
を
額
面
通
り
と
る
と
、
中
国
の
農
民
は
ズ

タ
ー
リ
ン
時
代
の
ソ
連
農
民
と
異
な
り
、
少
く
と
も
食
糧
を
生
産

し
、
国
家
に
販
売
し
て
「
赤
字
」
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
食

糧
に
比
ぺ
、
油
料
作
物
、
綿
花
と
い
っ
た
工
芸
作
物
の
「
利
潤
」

は
さ
ら
に
大
き
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
農
産
物
価
樒
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
究
極
的
に
は
、

農
民
た
ち
に
対
す
る
目
由
な
移
動
、
職
業
選
択
を
禁
止
・
制
隈
す

る
と
い
う
国
策
下
に
あ
っ
て
、
・
都
市
・
農
村
間
の
所
得
格
差
を
ど

の
程
度
に
す
ぺ
き
か
、
農
民
の
生
産
意
欲
を
確
保
・
強
化
す
る
た

め
に
は
農
業
所
得
を
ど
こ
ま
で
引
上
げ
る
べ
き
か
、
と
い
う
一
種
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の
政
治
的
、
社
会
政
策
的
判
断
如
何
で
あ
る
。
前
節
に
お
け
る
わ

れ
わ
れ
の
計
算
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
全
部
門
に
わ
た
り

「
平
均
主
義
的
分
配
」
を
保
証
す
る
に
は
農
産
物
価
格
を
犬
幅
に

引
上
げ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
し
た
と
え
そ
の
水
準
ま
で
価

楕
を
引
上
げ
た
と
し
て
も
、
も
し
人
口
の
移
動
制
隈
を
廃
止
す
る

な
ら
大
量
の
農
村
人
口
が
都
会
に
流
れ
こ
む
で
あ
ろ
う
。
中
国
に

お
け
る
都
市
、
農
村
格
差
は
、
所
得
水
準
と
い
う
単
な
る
経
済
的

基
準
で
は
測
り
え
な
い
ほ
ど
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
労
働
価
値
説
の
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
市
場
均
衡
の
観
点
を
と

る
に
せ
よ
、
「
不
足
」
が
一
般
化
し
て
い
る
状
況
の
も
と
で
は
、

政
府
が
価
格
を
設
定
す
れ
ぱ
必
ず
や
「
不
等
価
交
換
」
、
な
い
し

は
資
源
の
誤
配
分
、
そ
し
て
部
門
、
階
級
、
地
域
間
の
利
害
対
立

を
生
み
出
す
。
中
国
に
お
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
以
降
農
産

物
の
価
格
決
定
を
ま
す
ま
す
市
場
に
委
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

が
、
こ
れ
を
市
場
の
も
つ
利
害
調
節
機
能
を
活
用
す
る
と
い
う
政

治
的
決
定
と
み
る
こ
と
も
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
別
稿
で

実
証
し
た
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
国
民
会
計
上
主
た
る
貯
蓄
主

体
は
農
業
部
門
で
は
な
く
、
工
業
化
資
金
を
提
供
し
た
の
は
（
潜

在
的
、
間
接
的
に
は
と
も
か
く
）
直
接
的
に
は
合
理
的
低
賃
金
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

耐
え
て
き
た
都
市
工
業
労
働
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
農
業

や
農
民
が
一
九
五
〇
年
代
の
農
産
物
国
家
調
達
制
度
化
と
農
業
集

団
化
実
施
以
後
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
「
搾
取
」
も
さ
れ
な
か
っ

代
り
に
重
要
視
も
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
「
シ
ェ
ー

レ
」
論
は
そ
う
し
た
政
治
、
社
会
的
文
脈
の
中
で
農
村
・
農
業
間

魍
を
え
ぐ
り
出
し
て
く
れ
た
。
そ
の
意
味
で
こ
の
議
論
の
も
つ
経

済
学
的
と
い
う
よ
り
は
政
治
的
・
社
会
的
意
義
は
決
し
て
小
さ
く

な
い
。

　
（
1
）
　
撤
稿
「
経
済
発
展
と
制
度
」
（
河
地
重
蔵
編
前
掲
書
所
収
）
参

　
　
照
。

　
（
2
）
　
前
掲
拙
稿
「
中
国
に
お
け
る
農
工
間
資
源
移
転
一
再
考
」
参
照
。

　
　
そ
の
意
味
で
、
第
一
節
で
要
約
し
た
エ
ル
マ
ン
や
ヴ
ィ
ヤ
ス
の
指
摘

　
　
肘
は
中
国
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
犬
学
教
授
）

868




