
◎
論

説

中
国
農
業
の
基
幹
問
題

「三
農
問
題

」
を

考
え
る

中

兼

和

津

次

・
・
…

な
ぜ

「三
農
問
題
」
か

現
政
権

(胡
錦
涛

・
温
家
宝
指
導
部
)
の
大
き
な
政
策
課
題
が
効

率
的
で
安
定
的
な
成
長
の
実
現
、
調
和

の
取
れ
た

(和
譜
)
社
会

の

建
設
に
あ

る
こ
と
は
い
う
を
倹
た
な

い
。
前
者
が
成
長
の
質
を
問
題

に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
分
配
の
適
正
化
を
狙

っ
て
い
る

と

い
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
量
的
成
長
重
視
を
改
め
、

エ
ネ
ル
ギ
i
効

率
を
高

め
、
環
境
に
も
適
合
し
た
成
長
を
求
め
ざ

る
を
え
な
く
な

っ

て
き
た
し
、
あ
ま
り
に
も
拡
大
し
た
所
得
格
差
を
是
正
し
な
け
れ
ぼ

な
ら
な
い
、
そ
う
し
た
緊
迫
し
た
状
況
に
中
国
が
あ
る
と
指
導
部
は

認
識
し
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者

(成
長
)
が
主

と
し
て
経
済
的
な
課
題

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者

(分
配
)
は
む

し
ろ
政
治
的
、
社
会
的
目
標
と
も

い
え
よ
う
。
そ

の
中

で
も
、
農

業
、
農
村
、
農
民
の
、
い
わ
ゆ
る

「三
農
問
題

」
は
成
長

の
質
と
分

配

の
適
正
化

に
絡
む
、
あ
る
意
味

で
最
も
重

要
な
テ
ー

マ
と

い
え

る
。農

業
重
視
は
こ
れ
ま
で
も
五
力
年
計
画

の
た
び
に
繰
り
返
し
打
ち

出
さ
れ
て
き
た

ス
ロ
ー
ガ

ン
で
あ
る
が
、
第

一
一
次
五
力
年

(展

望
)
計
画
に
お
い
て
初
め
て
明
確

に
工
業
が
農
業
を
支
援
す
る
姿
勢

が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
拡
大
す
る
都
市
農
村
格
差
と
、
そ
の
あ
る

意
味

で
極
端
な
表
現
で
も
あ
る
各
地
で
頻
発
す

る
農
民
紛
争

(あ
る

い
は
暴
動
)
が
背
景
と
し
て
あ
る
。
例
え
ぼ

『争
鳴
』
が
集
計
し
た

二
〇
〇
>>1　

1
O
月
～

一
一
月
の

一
二
省
市
に
お
け
る
農
民
騒
動
の

件
数
、
参
加
者
数
を
見

て
み
よ
う

(表
-
参

照
)
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

「三農 問題」を考え る27



表1中 国12省 市 区 にお け る農村 争議(2003年10月 一11月)

地 区 争議件数(件) 参加者数(人) 争議 の原因

天津市 3 3万 以上 農地徴用

河北省 20以 上 10万 以上 綿花買い付 け価格 、道路工事賃金未払い

河南省 50以 上 30万 以上 タバコ買 い付 け代金未払い、雑税徴収、農地徴用

湖北省 40以 上 26万 以上 食糧買い付け価格、代金未払 い、農地徴用

重慶市 11 12万 以上 生豚買い付け価格、雑税徴収、農地徴用

山東省 22 30万 以上 農地徴用、景勝地売却、雑税徴収

安徽省 30以 上 15万 以上
農地徴用、農産物低価格買 い付 け、無償道路補

修強要

江西省 40以 上 20万 以上

出稼 ぎ労働者賃金未払い、農産物低価格買 い付

け、化学肥料代値上げ、信用合作社による高利

貸 し付 け

湖南省 20以 上 12万 以上
農地徴用 外部へ の売 却、農民騒動 指導者 の拘

束、税 目増加

遼寧省 30以 上 15万 以上
農 地徴用、農業税 収20数 項 目増加、道路 工事

賃金未払い

黒竜江省 40以 上 10万 以上 国営林場給料未払 い、農地徴用、農民鉱山労働

者に対す る搾取

内蒙古
自治区

30以 上 6万 以上
林場徴用、畜産物低価格買 い付 け、未払 い、道

路工事賃金未払 い、デモ ・警察 との衝突

出所:『 争 鳴 』2003年 第12期 よ り。

の
雑
誌
は
共
産
党

に
対
し
て
批
判
的

で
、
中
国
に

お
け
る
負

の
側
面

を
強
調

す

る
傾
向

が
強

い
か

ら
、
表
中

の
数
字
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
あ
る
程

度
割
り
引

い
て
見
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
公
式
報
道

で
も
二
〇
〇
五
年
に
は
全
国

で
数
万
件
に
の
ぼ
る
す
さ
ま
じ
い
数

の
農
民
騒
動

が
あ

っ
た
と
認

め
て
い
る

わ
け
だ
か
ら
、
多
少

の
誇
張
は
あ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
表
1

の
数

字

は
決
し
て
実
態
か
ら
か
け
離

れ
て
い
る
わ
け

ハユ
　

で
は
な

い
。

河
北
省
定
州

で
の
激
し

い
農
民
騒

動
は
ヴ
ィ
デ
オ
に
撮

ら
れ

て
国
外

に
も
知

ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
し
、
広
東
省
汕
尾
に
お
け
る

農
民
と
警
官
隊
と
の
衝
突
は
死
者
ま

で
出
し
て
、

香
港

の
メ
デ

ィ
ア
を
通
じ

て
海
外

に
も
刻

々
と

伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

い
ま
や
農
業

を
立

て
直

し
、
農
村
を
発
展
さ

せ
、
そ
し
て
農
民

の
不
満

を
解
消
し
な

い
限
り

経
済
発
展
も
、
社
会
的
、

政
治
的
安
定
も
確
保

す
る
こ
と
は
難

し
い
と
現
政
権

は
痛
切

に
感
じ

て
い
る
。
最
近
盛
ん
に
唱

え
ら
れ

る

「新
農
村

建
設
」
な
る
構
想
も
、

そ
う
し
た
背
景

の
下
に

打
ち
出
さ
れ
て
き
た
政
策

で
あ

る
。
順
調
に
高

成
長
を
遂
げ

て
き
た
中
国

で
あ

る
が
、
今
後
最

2g



大

の
不
安
定
要
因
、

つ
ま
り
こ
れ
か
ら
の
経
済
発
展

の
ア
キ
レ
ス
腱

と
な
る
の
は
こ
の

「三
農
問
題
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
政
権
は

こ
の
問
題
を
意
識
し
、
重
視
し
、
ま
た
社
会
各
層
に
よ
る

論
議
は
集
中
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の

で
あ
る
。
中
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の

「三
農
論
壇
」
の
類
は

一

つ
や
二
つ
で
は
な

い
。
こ
れ
ら
の
意
見
を
整
理
し
、
私
自
身
の
見
方

を
提
示
す

る
の
が
こ
の
小
論
に
お
け
る
課
題

で
あ
る
。

二

「三
農
問
題
」
と
は
何
か

三
農

「問
題
」
と
は

一
体
何
か
。

一
般
に
は
農
業
の
低
生
産
性
と

低
収
益
性
、
農
村

の
疲
弊
、
農
家

の
所
得
低
迷
と
都
市
住
民
と
の
所

得
格
差
拡
大
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

[玩

二
〇
〇
三
]
。
李
昌
平

の
言
葉

を
借
り
れ
ば

「農
民
は
実
に
苦
し
く
、
農
村
は
実

に
貧
し

く
、
農
業

は
実
に
危
う
い
」
[李

二
〇
〇
四
]
の
で
あ
る
。

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
経
済
が
発
展
し
、
工
業
化
が
進
む
と
、

ペ
テ
ィ
ーー

ク
ラ
ー
ク
の
法
則
が
働
き
、
ど

の
国

で
も
農
業

の
比
重

は
必
然
的

に
低
下
す
る
。
問
題
は
農
業
の
役
割
が
低
下
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
農
業
だ
け
で
は
中
国
の
農
民
が
食

べ
て
い
け
な
く
な

っ
て

き
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
農
業
は
産
業
と
し
て
の
性
格
か
ら
い
っ
て

急
激
に
、

爆
発
的

に
生
産
が
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
多
く

の
国
の
経

験
が
物
語

っ
て
い
る
よ
う
に
、
土
地
が
豊
富
な
国
は
別
に

し

て
、
農

業

の
労
働
生
産
性
は
非
農
業

の
そ
れ
を
下
回

る
。
し
た

が

っ
て
単
位
投
下
時
間
当
た
り
の
農
業
収
入
は
非
農
業
収
入
を
下
回

る
。
か
と
い
っ
て
農
産
物
価
格
も
全
体
と
し
て
大
き
く
引
き
上
げ

る

わ
け
に
も
行
か
な
い
し
、
市
場
経
済
を
進
め
て
き
た
以
上
、
価
格
を

政
府
が
操
作
す
る
に
は
無
理
が
出
て
く
る
。
中
国
農
民
の
非
農
業
収

入
に
対
す
る
依
存
度
は
徐
々
に
上
が
っ
て
き
て
お
り
、
い
ま
や
そ
の

割
合

は
五
〇
%
を
超
え
、
そ
の
傾
向
は
発
展

し
た
沿
海
部
ほ
ど
強

い
。
中
国
に
お
け
る
零
細
な
農
業
経
営
規
模
を
考
え
る
と
、

い
ま
の

ま
ま
で
は
ど
う
や

っ
て
も
農
業
、
と
く
に
食
糧
生
産
だ
け
で
農
民
の

生
活
を
維
持
し
、
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
く

な
っ
て
い
る
。

経
済
発
展
が
進
む
と
工
業
化
と
同
時
に
都
市
化
も
進
展
し
て
い
く

か
ら
、
経
済
発
展
過
程

で

「農
村
が
縮
小
」
す

る
の
は
き
わ
め
て
自

然
な

こ
と
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
問
題
は
、
都
市
農
村
格
差
が
あ

ま
り
に
も
大
き
く
、
農
村
に
お
け
る
教
育
、
医
療
な
ど
の
社
会
的

サ
ー
ビ
ス
が
都
市
に
比

べ
て
著
し
く
劣
悪
な
こ
と
で
あ
る
。
程
度

は

別
に
し
て
、
日
本
で
も
か

つ
て
こ
の
よ
う
な
状

況
は
存
在
し
た
。
し

か
し
日
本

で
は
高
度
成
長
を
経

て
、
所
得
の
再
分
配
が
進
み
、
遅
れ

た
地
域
や
農
村
に
相
対
的
に
よ
り
多
く
の
資
源

が
投
下
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
所
得
の
平
準
化
が
進
ん
で
き
た
。

し
か
し
中
国
で
は
都

市
農
村
格
差

は
拡
大
す
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
中
国
農
村
で
は
幹

部
の
横
暴
や
搾
取
、

そ
れ
に
腐
敗

が
は
び

こ
り
、
農
民
た
ち
が
し
ば
し
ば
そ

の
犠
牲

に

な

っ
て
き
た
。
行
政
組
織

は
混
乱
し
、
治
安

の
悪
化
さ
え
見
ら
れ

る
。
表
1
の
争
議

の
原
因
欄
を
見
る
と
、
道
路
工
事

の
未
払
い
問
題

2g-一 「三 農問題」を考え る



や
、
農
産
物
な
ど
の
代
金
未
払

い
事
件
が
頻
発
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
村

の
幹
部

の
不
正
に
抗
議
の
声
を
上
げ
た
農
民
た
ち
は
、
時

に
は
幹
部

や
そ
の
支
配
下
に
あ
る
公
安
か
ら
手
ひ
ど

い
仕
打
ち
を
受

け
る
こ
と

に
な
る
。
中
国
国
内

で
発
禁
と
な

っ
た
陳
桂
様

・
春
桃
に

よ
る
報
告

は
、
赤
裸
々
に
中
国
農
民

の
苦
し
み
、
農
村
幹
部

の
無
慈

悲
な
対
応

を
描

い
て
い
る

[陳

・
春

二
〇
〇
五
]
。

中
国
が
他

の
国
と
違
う
最
も
大
き
な
点
は
、
中
国
で
は
農
民
た
ち

が
社
会
的

に
、
ま
た
政
治
的
に
差
別
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
彼

ら
は

「二
等
公
民
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
都
市
住
民

の
、
わ
れ

わ
れ
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
こ
と
の
な
い
権
利
、
例
え
ば
基

本
的
社
会
保
障
さ
え
享
受

で
き
て
い
な
い
。
農
民
が
貧
し
い
こ
と
は

も
ち
ろ
ん

一
大
事
で
あ
る
。
し
か
し
も

っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
彼
ら

を
貧
し

い
状
態
に
既
め
て
い
る
制
度
的
枠
組
み
が
、
都
市
住
民
の
無

関
心
も
あ

っ
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
わ

っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
農
業
生
産
を
発
展
さ
せ
た
り
、
農
村
を
振
興
す
る
こ
と
は
ど

こ
の
国
で
も
や

っ
て
き
た
。
非
農
業
を
発
展
さ
せ
、
都
市
を
拡
大
さ

せ
る
こ
と

で
基
本
的
に
解
決
す
る
問
題
だ
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、

中
国

の
農

民
問
題
と
な
る
と
単
な
る
金
銭
や
技
術
の
問
題
に
止
ま
ら

な

い
。
そ

こ
に
三
農
問
題

の
中
国
的
特
殊
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三

農
地
収
用
問
題
に
見
ら
れ
る

「三
農
問
題
」

こ
こ
で
、
表

1
の
農
民
争
議

の
原
因
に
多
く
見
ら
れ
る
農
地
収
用

問
題
、

い
わ
ゆ
る

「収
地
」
問
題
と
は
何
か
、
ま
た
な
ぜ
起
き
た
の

か
、
そ
し

て
日
本

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
問

題
が
起

こ
ら
な

い
の

か
、
あ
る
い
は
起

こ
り
に
く

い
の
か
、
考
え

て
み
よ
う
。
社
会
科
学

院
農
村
発
展
研
究
所
ほ
か
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

二
〇
〇
四
年
以
降
に

農
村
に
起
き
た
集
団
的
突
発
事
件
の
う
ち
、
実

に
六
六
・九
%
は
土

地
を

巡

っ
て
警

察
と

農
民

と
が
衝

突

し
た

の
だ
と

い
わ
れ

る

[
胡

二
〇
〇
五
]。

こ
の
問
題
に

こ
そ
、
中

国

に
お
け
る
農

民
問

題
、
ひ
い
て
は

「三
農
問
題
」
の
本
質
が
集
約

さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

農
民
が
自
分
の
生
計
手
段
と
し
て
の
農
地
を
、
例
え
ば
公
共
事
業

の
た
め
に
政
府

に
、
あ
る
い
は
開
発
業
者

に
売

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
き
、
も
し
そ
の

「価
格
」
が
妥
当
な
ら
ば
通
常
は
何

の
争
議
も

ム
　
　

起

こ
る
こ
と
な
く
、
交
渉

に
よ

っ
て
取
引
は
完
了
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
価
格
や
条
件
が
農
民

に
と

っ
て
不
当
だ

と
見
な
さ
れ

る
の
な

ら
、
彼
ら
は
当
然
そ

の
交
渉

に
不
満
を
懐
き
、

そ
の
不
満
は
次
の
い

ず
れ
か
の
方
法

で

「解
決
」
さ
れ
る
は
ず

で
あ

る
。
ω
第
三
者
を
入

れ
て
の
交
渉

(例
え
ば
裁
判
所
に
判
断
を
仰

ぐ
か
調
停
を
依
頼
す

る
)
、
②
政
治
的
妥
協

(例
え
ば
、
政
府
は
農

民
た
ち
の
愛
国
心
に

訴
え
、
彼
ら
を
説
得
す
る
)、
あ
る
い
は
⑧
強

制
力

(無
理
や
り
土

地
を
収
用
す
る
)
、
の
い
ず

れ
か
に
よ
っ
て
土

地
の
権
利
は
農
民
か

ら
購
入
す
る
側
、
例
え
ば
政
府

に
移
転
す
る
。
中
国
に
お
け
る
農
地

収
用
問
題
の
大
部
分
は
、
価
格
が
適
正
で
は
な
く
、
か

つ
ω
も
②
も

解
決

の
方
法
と
し

て
機
能
し
な
か

っ
た
た
め

に
起
き
た
と
思
わ
れ

30



る
。農

地
を
収
用
す
る
と
き

の

「価
格
」
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
中

国
の

「土
地
管
理
法
」
の
規
定

に
よ
れ

ば
、
耕
地

の
補
償
費
用
は
そ
の
土
地

の
徴
用
前
三
年
間

の
平
均
生
産

額

の
六
～

一
〇
倍
と
決

め
ら
れ
、

(農
家

に
直
接

で
は
な
く
)
農
村

の
集
団
に
渡
る
。
も
し
土
地
徴
用
の
結
果
農
家
が
移
転
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
き
、
移
転

(安
置
)
費
用
と
し
て
や
は
り
過
去
三
年
間

の
平
均
生
産
額

の
四
～
六
倍
が
移
転
す
る
農
家
に
渡
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
に
は
、
周
知
の
よ
う
に

「公
示
地
価
」

が
収
用
の
さ
い
の
目
安
に
な
る
。
通
常
、
両
者
の
間

の
価
格
交
渉
に

よ
り

(時
間
を
掛
け
て
で
も
)
価
格
や
条
件
は
折
り
合

い
が

つ
き
、

農
地
は
売
買
さ
れ
る
。
し
か
し
時

に
は
価
格
交
渉
は
成
立
せ
ず
、
土

地
収
用
手
続
き
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
農
地
の
収
用
プ

ロ
セ
ス
は
ど
う
か
。
日
本
と
中
国
と
で

ど
の
よ
う
な
違

い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
話
を
分
か
り
や
す
く
す
る

た
め
に
、
道
路
や
空
港
を
建
設
す

る
た
め
に
農
地
を
収
用
す
る
場

合
、
日
本
と
中
国
と
で
制
度
が
ど
う
違
う
か
を
見
て
み
ょ
う
。
ま
ず

日
本
の
場
合
だ
が
、

「農
地
法
」
に
よ
り
立
地
区
分
に
基
づ
き
農
地

は
五
種
類

に
分
け
ら
れ
、
第

一
種
農
地

(生
産
性

の
高

い
農
地
な

ど
)
の
場
合
、
転
用
は
原
則
不
許
可
、
た
だ
し
例
外
規
定
が
設
け
ら

れ
て
お
り
、
農
業
用
施
設
、
土
地
収
用
該
当
事
業
、
既
存
施
設
拡
張

等
に
は
知
事
あ
て
に
農
業
委
員
会
を
経
由
し
て
転
用
許
可
を
申
請
す

る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
道
路
や
空
港
は
土
地
収
用
該
当
事
業
に
相

当
す
る
か
ら
、

「土
地
収
用
法
」

の
手
続
き
に
従

っ
て
、
ま
ず

は
道

路
公
団
や
空
港
公
団
と
い
っ
た
事
業
主
体

(起
業
者
と

い
う
)
と
土

地
所
有
者

で
あ
る
農
家
と
の
問

の
交
渉
に
よ
り
価
格
を
含
め
た
条
件

が
協
議
さ
れ
、
も
し
農
家
が
合
意

で
き
な
い
と
き
に
は
、
都
道
府
県

に
設
け
ら
れ
た
土
地
収
用
委
員
会

に
案
件
が
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
の
手
続
き
は
図
1
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
複

雑
な
過
程
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
手
続
き
に
要

す
る
時
間
的
、
非
時
間
的
費
用
を
節
約
す
る
た

め
に
も
、
通
常
は
収

用
前
に

「価
格
」
に
よ
り
双
方
の
利
害
が
調
整

さ
れ
る
。

他
方
、
中
国
で
は
農
地
が
道
路
や
空
港

の
用
地

に
転
換
さ
れ
る

(
「農
転
非
」
)
時
、
次
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
り
収
用
さ
れ
る
こ
と

ム
ヨ
　

に
な

っ
て
い
る

(図
2
参
照
)。
ま
ず
、
土
地

を
必
要
と
す
る
機
関

(用
地
単
位
)
が
国
土
行
政
主
管
部
門
に
用
地
申
請
を
行
う
と
、
そ

の
部
門
が
県

(市
)
に
あ
る
統

一
土
地
収
用
弁

公
室

(略
称

「統
徴

弁
」)
に
審
査

(第

一
次
審
査
)
を
依
頼
す
る
。

こ
の
統
徴
弁
が
土

地

の
収
用
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
れ
が
土
地

の
所
在
す
る
末
端
の
行
政
機
関

(郷
、
鎮
、
街
道
、
村
)
に
土
地
収

用

の
範
囲
や
面
積
に
関
す
る
通
知
を
出
し
、
そ

の
行
政
機
関
を
通
し

て
農
家

(土
地
の
請
負
権
保
持
者
)
に
そ

の
こ
と
を
伝
え
る
。
そ
の

後
統
徴
弁
が
土
地

の
統

一
収
用
を
行
う
の
だ
が
、
用
地
単
位
と
被
収

用
単
位
が
共
同
で
土
地
を
測
量
し
、
建
築
物
な
ど
付
属
施
設
を
調
査

し
、
土
地
の
権
利
関
係

(権
属
)
を
確
定
し
、
被
収
用
村
の
基
本
状

況
を
審
査
し
て
、
補
償
や
農
民
移
転
措
置
な
ど

を
協
議
し
て

「土
地

「三農問題 」を考 える31



1
裁
決
申
請
ま
で
の
手
続

↓

裁
決
申
請
後
の
手
続

起 業 者 収用 委員 会 土地所有者 ・関係人

署名 ・押印(事業認定の告示後)

土地 ・物件調書の作成

、

▼

①裁決申請 ・明渡裁決
の申立て

レ ② 裁決申請書 ・明渡裁
決申立書の受理

喝
①裁決申請 ・明渡裁決

の申立て

審理開始の通知

意見書の提出
意見の陳述

b裁 決申請 ・明渡裁決 の

申立てがあった旨通知

意見書 の提出

.審 理開始 の通知

意見書の提出

意見の陳述

③ 公告 ・縦覧

(2週 間)

、

④ 裁決手続開始決定
・登記

(裁決申請の場合)

(

・1⑤審理(議 ・鑑定) ト

1⑦ 和 解
・1⑦ 和 解

1一

¶F

裁決書正本 の送達(
・補償金 の支払

・所有権 の取得

レ裁決書正本 の送達
・物件の移転

・土地の明渡 し

⑥ 裁決
権利取得裁決
明渡裁決

図1日 本 に お け る農 地 収 用 手 続 き

出所:宮 城県 収 用 委 員 会事 務 局http:〃'wwwprefmiyagi.jp!youti!卿 Ψo/hurozu.htm

収
用
方
案
」
を
作
り
、

県

の
認
可
を
受
け
た
上

で
用
地
単
位
は
先

に
編

成

し
た

「土
地
収
用
方

案

」
に
基
づ
き
国
土
行

政

主
管
部
門

へ
収
用
費

用
を
支
払
う
。
そ
の
後

で
統
徴
弁
が
被
収
用
単

位

、
ま
た
そ
れ
を
通
じ

て
補
償
費
用
、
移
転
補

助

な
ど
を
支
払

い
、
土

地

が
国
土
行
政
主
管
部

門

か
ら
用
地
単
位
に
引

き
渡
さ
れ
る
仕
組
み
に

な

っ
て
い
る
。

こ
の
図
と
先

の
日
本

に
お
け
る
土
地
収
用

フ

ロ
ー
図
と
を
比
べ
る
と

一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、

中
国

で
は
農
家
は
上
か

ら
通
知
が
来
て
、
否
応

な
く
土
地
を
引
き
渡
す

全
く
受
動
的
存
在
で
し

32
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⇒

1… 知

診
 
請

國
1用地申

国土行政
主管部門

土地交付1

t
「土地収用方案」編制

収用 され る

地域 の郷、鎮、

街道、村 など

通知
仁
補償

土地請負者

(農家)

図2中 国 にお け る農 地収 用 フロー図

出所:『財経』2006年 第4期 より。

 

か
な
い
。
第
三
者
に
よ
る
調
停
過
程
も
な
い
。
農
民
た
ち
は
意
見
も

不
満
も
表

明
す
る
機
会
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
な

い
。
と
く
に

一
九
九

九
年

に
新

し
い

「土
地
管
理
法
」
が
で
き
て
か
ら
、
土
地
の
審
査
認

可
権

は
国

務
院

と
省
政
府

に
帰
属
す

る
こ
と
に
な
り
、
「協
議
徴

地
」
(協
議
し
て
収
用
)
で
は
な
く
、

「公
告
徴
地
」

(公
告
し
て
収

用
)
す
る
方
式

に
変
わ

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
た
め
に
収
用
価
格
を

農
民
と
事

業
単
位
が
協
議
す
る
プ

ロ
セ
ス
が
な
く
な

っ
て
し
ま

っ

た
。か

く
し
て
、
問
題
は
、
農
民
た
ち
が
価
格
が
不
適
正
だ
と
感
じ
、

そ
の
上
収
用
手
続
き
に
農
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、

合
法
的

に
不
満
を
表
明
し
、
ま
た
自
ら
の
権
利

を
主
張
す
る
制
度
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
中
国
に
欠
け
て
い
る
か
、
あ
る

い
は
き
わ
め
て
脆
弱

で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
本
来
な
ら
裁
判
が
こ
う
し
た
制
度
的
装
置
と

し
て
機
能
し
そ
う
だ
が
、
あ
ま
り
に
も
膨
大
な
訴
訟
件
数

に
な
る
こ

と
と
、
裁
判
に
対
す
る
信
頼
性
が
日
本
に
比

べ
て
低

い
こ
と
か
ら
、

こ
の
装
置
は
中
国
で
は
ま
だ
十
分
機
能
し
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り

用

い
ら
れ

る
の
が

「信
訪
」
(投
書
を
通
じ

て
の
訴
え
)
や

「上

訪
」

(直
接
政
府
関
係
部
門
を
訪
れ
て
の
陳
情

)
と
い
う
、

い
わ
ぼ

封
建
時
代
さ
な
が
ら
の
直
訴
と
い
う
方
式
で
あ

る
。

そ
も
そ
も
農
民
た
ち
の
利
益
を
代
表
す
る
組
織
が
中
国

に
は
な

い
。
共
産
党
や
地
方

・
末
端
政
府
が
代
表
し
て

い
る
の
か
。
も
し
そ

う
だ
っ
た
ら
こ
の
よ
う
な
農
民
争
議
は
起

こ
る

は
ず
が
な

い
。
農
民

た
ち
が
自
主
的
に
組
織
す
る

「農
会
」
は
あ
る

の
か
。
そ
の
よ
う
な

議
論

は

一
部

で
確
か
に
あ
る
が
、
現
在

の
と
こ
ろ
ま
だ
作
ら
れ
て
い

な

い
。
結
局
、
農
民

の
利
益
を
代
弁
す
る
ご
く
少
数

の
英
雄
的
個
人

(ジ

ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
や
弁
護
士
)
が
い
る
だ
け

で
あ
る
。
彼
ら
は
政

治
的
危
険
を
冒
し
て
で
も
農
民
た
ち
を
守
ろ
う

と
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
所
詮
限
界
が
あ
る
。
日
本

で
は
、

い

い
に

つ
け
悪

い
に
つ

け
、
時
に
は
農
協
が
農
民
の
利
益
を
代
弁
し
、
時

に
は
農
民
が
選
ん

だ
代
議
士
や
県
会
議
員
が
票
欲
し
さ
の
た
め

に
、

「農
林
族
」
と
し

「三農問題」を考 える33



て
行
動
し
、
ま
た
時
に
は
村
長
な
ど
行
政

の
長
が
、
選
挙
に
当
選
し

た
い
が
た

め
に
彼
ら
の
歓
心
を
買
お
う
と
す
る
。
し
か
し
中
国
に
は

農
民
た
ち

の
自
主
組
織
も
な
け
れ
ば
、
彼
ら
を
代
表
す
る
政
党
も
な

い
。
村
長

は

「民
主
的
に
選
挙
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

た
と
え
実
際
そ
う
だ
と
し
て
も
、
村
長

の
権
限
な
ど
上
級
政
府
や
党

の
意
向

の
前

に
な
き
に
等
し

い
。

そ
れ
に
加
え
て
、
中
国
に
お
け
る
選
挙
法
そ
の
も
の
が
農
民
の
権

利
を
不
当

に
低
く
疑
め
て
い
る

[厳

二
〇
〇
六
]。
す
な
わ
ち
、

一

九
九
五
年

以
前

の

「選
挙
法
」

で
は
、
県
以
上
の
各
級
人
民
代
表
大

会

(議
会

)
の
代
表
選
挙
に
当
た

っ
て
農
民
の

一
票

の
重
み
を
都
市

民

の
八
分

の

一
と
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
お
り
、

一
九
九
五
年
の

改
正
選
挙
法
に
よ

っ
て
農
民

の
政
治
的
権
利
は
都
市
民
の
そ
れ
の
四

分

の

一
に

「引
き
上
げ

ら
れ
た
」。

か
く
し

て
、
そ
も
そ
も
制
限
さ

れ
て
い
る
都
市
住
民
の
政
治
的
権
利
を
さ
ら
に
下
回
る
権
利
し
か
農

ム
　
　

民
に
は
与

え
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
農
民
の
権

利
を

「法
的
に
」
既
め

て
い
る
国
も
珍
し
い
。

中
国
の
農
民
と
日
本

の
農
民
の
制
度
的
環
境
の
違

い
は
政
治

・
組

織
面
だ
け

で
は
な
い
。
農
地
制
度

の
最
も
基
本
で
あ
る
と
こ
ろ
の
所

有
制
に
お

い
て
両
国

で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
周
知

の
通
り
、

中
国
で
は

(国
営
農
場
を
除
く
)
農
地
は

「集
団
所
有
」
で
あ
り
、

村
人
全
員

の
所
有
と
い
う
建
前

に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
土
地
所
有
権

の
曖
昧

さ

こ
そ
が
農
民

の
立
場
を
弱

め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま

ず
、
中
国

の
ほ
と
ん
ど

の
人
が

「土
地
は
全
て
国
有
」
と
信
じ
て
い

る
こ
と
か
ら
示
唆
さ
れ

る
よ
う
に
、
集
団
所
有

が
事
実
上
国
有

に

な

っ
て
い
る
。
集
団
を
構
成
し
て
い
る
農
民

は
土
地
を
も
と
も
と
自

分

の
も

の
と
観
念
し
て
い
な

い
。
農
業
集
団
化

に
よ

っ
て
土
地

の
所

有
権
を
奪
わ
れ
た
農
民
た
ち
は
、
か

つ
て
自
分

の
も
の
だ

っ
た
農
地

を

「お
上

の
も
の
」
と
見
な
し
て
い
る
。
も
う

一
つ
は
、
集
団
所
有

と
は
集
団
全
員

の
も
の
、

つ
ま
り

一
種

の
コ
モ
ン
ズ

で
あ
り
、
そ
う

で
あ
る
が
故
に
誰

の
も
の
で
も
な
い
、
無
所
有

に
事
実
上
な
り
が
ち

な

こ
と
で
あ
る
。
時
に
は
、
集
団
を
代
表
す

る
、
例
え
ば
村
長
や
党

の
支
部
書
記
が
農
地
を
事
実
上
我
が
も
の
に
し

て
し
ま
う
。
集
団
所

有
に
は
、
私
有
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
明
確
な
財
産
権
は
存
在
し
な

い
。
か
く
し
て
、
農
民
と
い
う
形
式
上
の
集
団
所
有
主
体
は
、
自
ら

が
所
有
者
だ
と

い
う
法
的
、
制
度
的
裏
付
け
も
、
ま
た
所
有
者
と

い

う
自
覚
も
意
識
も
な

い
の
だ
か
ら
、
土
地
を
徴

用
し
よ
う
と
す
る
政

府
側
と
そ
も
そ
も
対
等

で
あ
り
え
な

い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本

で
は
農
地
は
私
有
財
産

の

一
つ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
私
有
権
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な

い
。
「公
共

目
的

の
た
め
に
は
」
私
的
利
益
は
時

に
は
犠

牲

に
さ
れ
る
。
し
か

し
、
私
有
権
が
保
証
さ
れ
て
い
る
場
合
と
そ
う

で
な
い
場
合
と
の
間

に
は
、
私
的
財
産
権
の
保
護
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
立

つ
個
人
的
権
利

の
強
さ
に
は
決
定
的
な
違

い
が
存
在
す
る
。
農

民
と
国
家
と
は
、
少

な
く
と
も
土
地
の
売
買
に
お
い
て
は
全
く
対
等

と
な
る
。
ま
た
法
治

国
家
で
あ
る
日
本
で
は
、
国
家
と
い
え
ど
も
法
律
に
従
う
か
ら
、
農

民
が
土
地
収
用
委
員
会
の
裁
定
に
不
満
な
場
合
、
も
う

一
つ
の
、
し
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か
し
高
次

の
第
三
者
機
関
で
あ
る
裁
判
所
に
国
家
を
訴
え
、
最
終
的

な
判
断
を
仰
ぐ

こ
と
が
で
き
る
し
、
時
に
は
農
民
た
ち
の
訴
え
が
通

る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

第
三
に
、
周
知

の
こ
と
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
戸
籍
制
度
が
農
民

と
都
市
住

民
を
差
別
し
、
両
者

の
間
に
越
え
ら
れ
な
い
溝
や
目
に
見

え
な
い
壁

を
築

い
て
い
る
。
確
か
に
改
革
開
放
に
よ
り
市
場
化
は
進

み
、
農
民

の
流
動
性
は
高
ま
っ
た
。
か
つ
て
の
よ
う
に
、
戸
籍
と
配

給
切
符
が
連
動
し
、
人
々
の
移
動
の
自
由
を
奪
う

こ
と
は
な
く
な

っ

た
。
ま
た

一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
戸
籍
管
理
も
緩
み
、
地
方

の
、
い

わ
ゆ
る
小
城
鎮
や
中
小
都
市
に
農
民
が
戸
籍
を
移
す

こ
と
も
可
能
に

な

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
戸
籍
の
移
動
は
依
然
と
し
て
制
限
付
き

で
あ
る
し
、
生
ま
れ
た
と
き
に
子
供

の
戸
籍
が
自
動
的

に
決
ま
る
と

ム
　
　

い
う
、

一
種

の
身
分
制
的
性
格
は
な
く
な

っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
、
日
本

で
は
戸
籍
は
日
本
人
で
あ
る
こ
と

の
証
明
書

の
意
味

し
か
な
く
、
自
由
に
、
ど
こ
に
で
も
移
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
戸
籍

に
は
も
と

も
と
都
市
と
農
村
の
区
別
は
な
い
。

四

「三
農
問
題
」
を
ど
う
捉
え
、

ど
う
解
決
す
る
の
か

こ
の
三
農
問
題

を
ど
う
捉
え
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
解
決
す

べ
き

か
、
最
近

に
お
け
る
熱

い
争
点
で
あ
る
だ
け
に
こ
れ
ま
で
多
く
の
論

者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
我
が
国
で
は
例
え
ぼ
小
島

[
二
〇
〇
三
]
は
、
農
業

の
低
生
産
性
が
都
市

農
村

の
所
得
格
差
を

生
み
出
し
て
い
る
原
因
だ
か
ら
、
生
産
性
を
引
き
上
げ
る
た
め
に
は

専
業
農
家
に
土
地
を
な
る
べ
く
集
中

さ
せ
、
経
営
規
模
を
拡
大
さ

せ
、
同
時

に
彼

ら
の
農
業

の
機
械
化
を
促
進

す
る
こ
と
を
提
唱
す

る
。
ま
た
院

[
二
〇
〇
三
]
は
、
農
民
所
得
の
低
さ
こ
そ
三
農
問
題

の
本
質
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
作
り
出
し
て
い
る
要
因
と
し
て
農
業

の

生
産
性

の
低
さ
、
戸
籍
制
度
が
も
た
ら
す
社
会
的
二
重
構
造
、
そ
れ

に
農
村

に
圧
倒
的
に
不
利
な
費
用
負
担
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
厳

[
二
〇
〇
六
]
は
、
農
業
問
題
の
本
質

に
需
給
逼
迫
↓
増
産

対
策

の
強
化
↓
豊
作
貧
乏
↓
生
産
量
の
激
減
↓
需
給
逼
迫
と
い
う
サ

イ
ク
ル
を
、
農
村
問
題
の
実
態

に
は
義
務
教
育

、
医
療
を
中
心
と
す

る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
遅
れ
を
、
そ
し
て
農
民
問
題

の
根
幹
に
は
農
家

所
得

の
低
さ
に
由
来
す
る
経
済
的
貧
困
と
、
二
等
国
民
扱

い
か
ら
来

る
政
治
的
権
利

の
貧
困
と
い
う
、
二
種
類

の
貧

困
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
農
業
と
農
村

の
問
題
に
は
現

政
権
も
意
識
し

て
お

り
、
そ
れ
な
り
の
政
策
を
打
ち
出
し
始
め
て

い
る
が
、
三
農
問
題

の

深
層

に
あ
る
の
は
農
民
差
別

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

「戸
籍
登
記

条
例
」
や

「選
挙
法
」
を
改
革
し
、
農
民
に
都
市
民
と
同
じ
よ
う
な

ム
　
　

権
利
を
付
与
す
べ
き
だ
と
厳
は
説

い
て
い
る
。

し
か
し
、
中
国
国
内

で
の
議
論

の
方
が
も

っ
と
活
発
で
あ
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
論
点
が
出
て
い
る
点
で
面
白

い
。
そ

こ
で
後
の
議
論

の
参

考

に
も
な
る
の
で
、
彼
ら
の
視
点
を
こ
こ
で
整
理
し
て
お
こ
う
。
三

農
問
題
に
関
す
る
著
作
や
論
文
、
評
論
は
数
多

い
が
、
田

[
二
〇
〇

「三農問題」を考 える35



五
]
や
農
村
発
展
研
究
所
編

[
二
〇
〇
五
]
は
、
各
界
の
代
表
的
人

物
に
三
農
問
題
を
語
ら
せ
、
解
決
策
を
提
案
さ
せ
て
い
る
の
で
、
格

好

の
参
考
材
料
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
を
基
礎
に
、

一
部
他
の
資

料
を
利
用

し
な
が
ら
、
中
国
国
内
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
対
す
る
捉

え
方
を
以
下
四

つ
の
視
点
と
し
て
整
理
し
て
お
き
た

い
。

ω

財
産
権

の
視
点

例
え
ぼ
、
韓
駿
は
現
在
の
集
団
所
有
制
を

「農
民
按
扮
共
有
制
」

(農
民
区
分
共
有
制
)

へ
変
え
る
こ
と
と
、
農
村
土
地
市
場

の
流
動

化
を
提
案

し
て
い
る
。
農
民
区
分
所
有
制
と
集
団
所
有
制
と
は
財
産

権

の
明
確
化
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
集
団
所
有
制
の

場
合
、
集
団
組
織

(
こ
の
場
合
、
村
民
委
員
会
や
集
団
経
済
組
織
が

代
表
者
と
な
る
が
)
は
土
地

の
占
有
権
、
使
用
権
、
収
益
権
は
持

つ

も
の
の
処

分
権
は
有
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
土
地
を
売
買
す
る
こ

と
も
移
譲

す
る
こ
と
も
、
贈
与
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
そ
れ
に
対

し
て
区
分
所
有
は
、
農
民
に
こ
う
し
た
処
分
権
を
付
与
し
、
合
法
的

に
売
買
す

る
こ
と
も
、
贈
与
す
る
こ
と
あ
る
い
は
相
続
す
る
こ
と

も
、
株
式

に
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
て
財
産
権
を
明
確

化
す
れ
ば

、
土
地
市
場

の
流
動
化
も
当
然
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
だ

ろ
う

[田

二
〇
〇
五

所
収
]
。

同
様
な
、
し
か
し
異
な

っ
た
視
角
か
ら
土
地
と
い
う
財
産

の
権
利

の
明
確
化

を
主
張
す
る
の
が
郭
書
田
で
あ
る
。
彼
は
農
地
を
国
有
、

集
団
、
個

人
の
多
元
的
所
有
制
に
し
、
実
験
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
市

場

に
よ
る
流
動
化
を
促
進
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る

[田

二
〇

〇
五

所
収
]
。
こ
う
し
た
主
張
者
は
い
ず
れ
も
表
面
的
に
は
土
地
の

私
有
化
と
い
う
言
葉
を
避
け
て
い
る
。
し
か

し
、
農
民
個
人
が
部
分

的
に
せ
よ
、
土
地
財
産

の
処
分
権
を
保
持
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
私

有
化
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
実
際
、
中
国
国
内

で
は
す
で
に
公

然
と
農
地

の
私
有
化
を
主
張
す
る
者
も
現
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
単
に

土
地
市
場

の
成
立
と
流
動
化
と
い
う
経
済
的
目
的
の
た
め
ば
か
り
で

は
な
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
土
地
の
私
有
制

に
は
政
治
的
、
社
会

的
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

胡
文
政
も
多
元
的
な
所
有
制
を
主
張
し
、
と
く
に
都
市
と
農
村

の

接
合
部
に
当
た
る
と

こ
ろ
は
耕
地
が
用
途
変
更
し
や
す

い
と
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
農
地

の

「個
人
所
有
」
制
を
実
施
す

べ
き
だ
と
提

言
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
農
民
の
意
欲
が
高

ま
り
、
合
理
的
な
選

択
を
可
能
に
し
、
ま
た
基
層
政
府

に
よ
る
農
民

の
権
利
に
対
す
る
干

渉
を
減
ら
し
、
農
民
の
政
治
意
識
や
社
会
的
地
位

の
向
上

に
役
立

つ

は
ず

で
あ
る
と
主
張
す
る

[胡

二
〇
〇
六
]。

②

戸
籍
制
度
、
な
い
し
は
身
分
制
の
視
点

中
国
に
お
け
る
社
会
学
者

で
最
も
影
響
力

の
あ
る
陸
学
芸

は
、
戸

籍
制
度

の
撤
廃
は
経
済
発
展
、
社
会
流
動
、
社
会
公
正
に
役
立

つ
と

主
張
し
、
長
年
農
民
を
土
地
に
縛
り
付
け
て
い
た
戸
籍
制
度
を
思
い

切

っ
て
廃
止
す
べ
き
だ
し
、
廃
止
し
て
も
大
き
な
社
会
的
混
乱
は
起

こ
ら
な

い
だ
ろ
う
と
予
測
す
る

[田

二
〇
〇
五

所
収
]
。
戸
籍
制

度
が
単
に
農
民

の
移
動
を
統
制
す
る
行
政
的
手
段
に
な

っ
て
い
る
ぼ

か
り
で
は
な
く
、
農
民
を

「二
等
公
民
」
と
し
て
社
会
の
底
辺
に
位
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置
づ
け
る
社
会
的
、
身
分
的
装
置

に
な

っ
て
い
る
か
ら
問
題
な
の
で

あ
る
。

一
方
、
宋
林
飛
は
二
元
的
社
会
構
造
か
ら

一
元
的
社
会
構
造

へ
転

換
す
る
必
要
性
を
訴
え
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
農
民
工

(都
市
に
お

け
る
出
稼
ぎ
工
)
を
都
市
住
民
が
作
る
労
働
組
合

に
も
、
さ
ら
に
は

政
治
に
も
参
加
さ
せ
よ
と
主
張
す
る
。
労
働
組
合
自
体
そ
れ
ほ
ど
力

の
あ
る
組

織
で
は
な
い
か
ら
、

そ

こ
に
農
民
が
参
加
し
た
と
し
て

も
、
ど
れ
だ
け
農
民
の
社
会
的
地
位
を
上
げ
る
の
に
効
果
が
あ
る
の

か
疑
問
だ

が
、
少
な
く
と
も
現
在
よ
り
は
農
民

の
地
位
の
改
善
に
役

立

つ
は
ず

で
あ
る

[田

二
〇
〇
五

所
収
]
。

⑧

農
村
自
治

の
視
点

干
建
蝶

は
、
国
家
と
農
民
と
の
関
係
こ
そ
が
三
農
問
題
の
根
幹

に

あ
る
と
捉

え
る
。

こ
れ
ま
で
は
国
家
は
集
団
化
、
戸
籍
制
度
、
統

一

販
売
統

一
購
入
制
度

に
よ
り
農
民
を
全
面
的
統
制
し
、
自
ら
利
益
を

主
張
す
る
能
力
を
失
わ
せ
た
。
そ
こ
で
国
家
統
制
を
解
除
す
る
た
め

に
、
郷
鎮
自
治
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織

の
規
範
化
、
農
民
組
織

の
発

展
が
必
要

だ
と
説
く

[田

二
〇
〇
五

所
収
]。
逆

に
、
農
民
を
組

織
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
く
の
が
李
成
貴
で
あ
る
。
彼
は
、

「九
億

の
農
民
が
直
接
そ
の
利
益
を
代
表
す
る
組
織
を
持
た
な
い
こ
と
は
、

社
会
構
造
上
ウ
ソ
偽
り
な
く
病
的
で
あ
り
、
真

の
意
味

で

"
三
農
"

苦
境
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
」
と
説
く
。
そ
の
た
め

に
農
民
た
ち
を
組
織
す
る
農
民
協
会
、
あ
る
い
は

「農
会
」
を
設
立

す
る
こ
と
が
不
可
避
の
現
実
問
題
に
な

っ
た
と

い
う

[農
村
発
展
研

究
所
編

二
〇
〇
五

所
収
]
。

㈲

都
市
化

の
視
点

察
肪
は
、
従
来

の
間
違

っ
た
重
工
業
優
先
発
展
と

い
う
発
展
戦
略

が
三
農
問
題

の
基
本
に
あ
る
と
捉
え
、
都
市
化
、
市
場
化
、
要
素

の

希
少
性
に
合
わ
せ
た
産
業
選
択
を
進
め
れ
ぼ
、

こ
の
問
題
は
解
決
で

き
る
と
説
く
。

い
わ
ぼ
市
場
を
も
と
に
し
た
経
済
発
展
を
推
し
進
め

て
い
け
ば
自
然
に
都
市
農
村

の
差
別
は
な
く
な
り
、
問
題
自
体
も
消

滅
す
る
と
考
え
る

[
田

二
〇
〇
五

所
収
]。

し
か
し
、
中
国
の
場

合
、
都
市
化
を
進
め
る
に
は
戸
籍
制
度

の
改
革

は
不
可
避
で
あ
り
、

こ
の
視
点

は
②

の
そ
れ
の
系
論
と
し

て
扱
わ

れ
る
べ
き
も

の
だ
ろ

う
。か

く
し
て
、
日
中
双
方
と
も
三
農
問
題

に
対
す
る
捉
え
方
は
実
に

多
様
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
解
決
策
も
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
上
述
し
た
農
民
問
題

の
基
本
的
視

点
が
全
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
は
政
治

組
織
の
問
題

で
あ
り
、
土
地
所
有
制

の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
戸
籍
制

度

に
象
徴
さ
れ
る
社
会
的
差
別
の
問
題

で
も
あ

る
。
同
時
に
、
わ
れ

わ
れ
が
考
え
る
以
上
に
中
国
で
は
こ
の
問
題
を
幅
広
く
、
か
つ
大
胆

に
提
起
し
て
い
る
こ
と
が
理
解

で
き
よ
う
。

そ
れ
だ
け
、
中

国
に

と

っ
て
三
農
問
題
は
深
刻
な
の
だ
と
い
え
る
。

「三農 問題 」を考 える37



五

中
国
農
民
が
失
っ
た
三
つ
の
権
利

次
に
、

こ
の
問
題
を
失
わ
れ
た
農
民
の
権
利
と
い
う
視
点
か
ら
整

理
し
て
み

よ
う
。
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
れ
ぼ
、
中
国

の
農

民
は
革
命

後
、
あ
る

い
は
も
う
少
し
正
確
に
言
え
ぼ
、
農
業
集
団
化
以
後
、
少

な
く
と
も
次

の
よ
う
な
三
種
類

の
権
利
を
失

っ
て
き
た
し
、
現
に

失

っ
て
い
る
。

第

一
が
経
済
的
権
利
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
失
わ
れ
た
経
済
的
収

入
で
あ
る
。

こ
れ
も
い
く

つ
か
に
分
け
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
も
し
農

民
が
自
由

に
移
動
で
き
、
職
業
選
択
し
て
い
れ
ぼ
得
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
機
会
収

入

(op
p
o
rtu
nity
in
co
m
e)
で
あ
る
。
ど
の
程
度

の
機
会

収
入
を
喪
失
し
た
の
か
、
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
掴
む
た
め
に
大
胆

な
仮
想
計
算
を
し
て
み
よ
う
。
仮
に
平
均
的
農
民
は
自
由
な
市
場
経

済
の
下
で
は
都
市
住
民

の
平
均
所
得
を
獲
得
で
き
た
は
ず
だ
と
仮
定

す
る
。
逆

に
言
え
ば
、
戸
籍
制
度
な
ど
の
制
度
的
装
置
に
よ
り
農
民

を
農
村
や
農
業
に
縛
り
付
け
て
い
た
た
め
に
、
彼
ら
が
都
市
住
民
と

ム
ァ
　

同
等
な
所

得
を
得
ら
れ
な
か

っ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
額
は
二
〇

〇
三
年
で
な
ん
と
四
兆
四
九
五
八
億
元
に
達
し
、
そ
れ
は
そ
の
年

の

全
財
政
支
出

の

一
・八
二
倍
に
も
上
る

(表
2
参
照
)。

い
い
か
え
れ

ば
、
農
民

の

一
人
当
た
り
所
得
を
都
市
の
そ
れ
並
み
に
引
き
上
げ
る

に
は
、
約

二
年
分

の
財
政
支
出
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
計
算
を
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
、

一
九
八

一
年
以
降
二
〇
〇

四
年
ま
で
に
農
民
が
喪
失
し
た
機

会
収
入
の
額
を
そ
の
年

の
G
D
P

で
割

っ
て
、
「農
民
機
会
収
入
喪

失
比
率
」
を
求
め
る
と
、

一
九
九

〇
年
代
以
降
、
都
市
農
村
格
差
が

拡
大
す
る
中
で
徐
々
に
そ
の
比
率

は
上
昇
し
、

一
九
九
〇
年
代
の
末

に

一
時
低
下
す
る
が
、
そ
の
後
再

び
増
大
し
て
き
て
お
り
、
い
ま
で

は
四
二
%
を
超
え
る
に
至

っ
て
い

る

(表
3
参
照
)。
も
ち
ろ
ん
、

表
2
、
表
3
の
計
算
は
大
胆
な
仮

定
に
基
づ
い
て
お
り
、
数
字

の
絶

対
額
そ
れ
自
体
に
は
多
く
の
問
題

ム
　
　

を
含

ん

で

い

る
。

し

か

し

、

一
年

間

だ

け

で

も

巨

大

な

「
負

債

」

に
、

で

は

な

く

、

農民の 「機会所得喪失」額(2003年)表2

1都 市住民一人当た り所得 8,472元

2農 民一人当た り純収入 2,622元

3農 村人 口 76,851万 人

4農 民 「機 会損失」収入(2-1)×3 44,958億 元

5財 政支出 24,650億 元

4/5 182

出所:『 中国統計年鑑2004』 の数字にも とづ き筆者計算。

 

を
国
家
は
農

民
に
負

っ
て
い
る
の

そ
の
負
債
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
り
、
し

か
も
改
革
開
放
後
だ
け

毛
沢
東
時
代
か
ら
の
累
積
と
し

て
捉
え
れ
ば
、
さ
ら
に

巨
額

の
累
積
債
務
を
国
家
は
農
民
に
対
し
て
負

っ
て
い
る
こ
と
が
こ

れ
ら
の
表
か
ら
見

て
取
れ
る
。
「新
農
村
建
設

」
計
画
で
い
く
ら
巨

額

の
投
資
を
農
村
に
振
り
向
け
て
も
、
こ
う

し
た
負
債
を
完
済
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

も
う

一
つ
は
、
農
地
を
私
有
し
て
い
た
な
ら
ば
自
ら
に
帰
属
し
た

M



で
あ
ろ
う
土
地
販
売
収
入
で
あ
る
。
推
計
に
よ
る
と
、
最
近
十
数
年

で
農
民
は
土
地
価
格
差
に
よ
り
二
兆
元
を
失

っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は

農
民
全
体

の

一
年
間
の
純
収
入
に
ほ
ぼ
等
し
い

(郭
書

田

[田

二

〇
〇
五

所
収
]
)
。
あ
る
い
は
、

一
部

の
都
市
で
は
、

一
九
八
七
年

か
ら
二
〇
〇
二
年

の
間

に
各
層

の
政
府
が
安

い
価
格

で
収
用
し
高
価

に
販
売
し

て
得
た
土
地

の
差
額
代
金
は

一
兆
四
二
〇
二
億
元
か
ら
三

兆
九
九

一
億
元
に
達
す
る
と

い
う

[胡

二
〇
〇
五
]
。

さ
ら
に
も
う

一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る

「
シ
ェ
ー
レ
」

(農
産
物
と
工

業
製
品
の
価
格
差
)
に
よ
る
農
業
所
得
の
見
え
ざ
る

「流
出
」
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
食
糧
、
綿
花
、
油
料
作
物
な
ど
、
主
要
農
産
物
の

価
格
が

一
九
五
三
年
か
ら
国
家
統
制

に
な
り
、
他
方
、
農
業
部
門
が

農 民機 会収 入喪 失 比率(1981-2004)表3

購
入
す
る
工
業
製
品
価
格
が

「相
対
的
に
高
く
」
付
け
ら
れ
た
た
め

に
、
税
の
他
、
価
格
差
を
通
じ
て
農
業
部
門

の
所
得
が
非
農
業
部
門

(直
接
に
は
政
府
)
に
移
転
し
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

一
般
に
、

こ
の
シ
ェ
ー
レ
に
よ
る
農
民
所
得

の
損
失

の
計
算
に
当
た

っ
て
は
き

わ
め
て
恣
意
的
な
仮
定
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
絶
対
額

を
信
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
が
、
市
場
価
格

よ
り
安

い
計
画
価
格

で
農
民
た
ち
は
農
産
物
を
供
出
し
て
き
た
し
、
他
方
、
彼
ら
の
平
均

所
得
が
都
市
住
民
の
そ
れ
を
恒
常
的
に
下
回

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

も
し
市
場
が
存
在
し
て
い
た
な
ら
ぼ
彼
ら
が
受

け
取

っ
て
い
た
だ
ろ

う
所
得
と
現
実

の
所
得
と

の
差
額
分
だ
け
、

少
な
く
と
も
農
民

は

ム
　
　

「搾
取
」
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。

こ
れ
は
先

に
見
た
農

農民機会損失 対GDP比

(億元) (%)

1981 2,220.5 45.7

1982 2,141.1 1.1

1983 2,113.8 35.6

・;. 2,461.4 34.3

1985 2,850.6 31.8

1986 3,968.7 38.9

1987 4,527.2 37.8

... 5,382.2 36.1

1989 6,539.2 38.7

1990 7,038.0 37.9

1991 8,500.1 39.2

1992 10,603.6 ・ ・

1993 14,180.2 41.0

1994 19,546.7 41.9

1995 23,294.6 40.5

1996 24,833.8 37.1

1997 26,081.5 35.7

・・; 27,410.2 35.6

1999 30,177.1 37.5

2000 32,847.2 37.2

2001 36,127.0 37.7

2002 44,611.2 42.9

2003 49,484.2 42.4

2004 54,447.9 .・

注:農 民機 会収入喪失額=(都 市住 民平均全

収入一農民純収 入)×農村人口数

出所:『 中国統計年鑑』各年版 よ り計算。

民
所
得
の

「機
会
収
入
総
喪
失
額
」
に
あ
る
程

度
反
映
さ
れ
て
い
る
。

中
国
農
民
が
失

っ
た
第

二
の
権
利
は
社
会
的

権
利
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
彼
ら
が
都
市

に
住
ん
で
い
た
な
ら
ば
享
受
し
た
で
あ
ろ
う
社

会
的
便
益
、
例

え
ば
比

較
的
水
準

の
高

い
教

育
、
医
療
、
文
化
な
ど

の
権
利
を
享
受
で
き
な

い
。
そ
の
損
失
を
経
済
的

に
換
算
す
る
こ
と
は

容
易

で
は
な

い
が
、
不
可

能
で
は
な
い
。

い
ず

れ
に
せ
よ
、
想
像
す
る

に
天
文
学
的
数
字
に
な

る
は
ず

で
あ
る
。
試
み

に
、
教
育
面
や
医
療
面

で
の
都
市
農
村
格
差
を
成
人
識
字
率
と
出
生
時

「三農 問題」を考 え る39



表4都 市農村教育 ・医療格差

成人識字率 出生時平均余命
(%) (歳)

都市 農村 都市 農村

1990 ::1 73.4 71.1 67.6

1991 .. 74.3 71.5 67.7

1992
..

74.9 71.9 67.9

1993 :・ 75.4 72.3 ・:

1994 :・ 76.0 72.7 ・:

1995 90.1 76.5 73.1 ・:

1996 90.6 77.1 73.5 ・:

1997 91.0 :1 73.9 ・:・

1998 90.9 :1・ 74.4 69.1

1999 91.3 81.3 74.8 69.3

2000 92.4 83.2 75.2 69.5

2001 93.5 85.1 75.6 69.7

2002 94.6 87.1 76.1 69.9

出所:『 中国人 口統計年鑑』各年版 よ り。

 

平
均
余
命

の
差
と
し

て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う

(表

4
参
照
)
。

一
見
す
る
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差

で
は
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
平
均
余
命

で
六
歳

の
差
が
あ
る
と
い
う
の
は
、

い
わ

ば
先
進
国
と
途
上
国
ほ
ど
の
違

い
が
あ
る
。
こ
う
し
た
違
い
は
、
都

市
農
村
で
人
々
が
受
け
る
教
育
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
質
と
量
の
両
面

で
す
さ
ま
じ
い
格
差
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

一
方
、
農
民
た
ち

の
方
が
事
実
上
優
遇
さ
れ
て
い
た
社
会
的
権
利

も
あ
る
。

つ
ま
り
、

一
人

っ
子
政
策
が
厳
格
に
実
施
さ
れ
ず
、
「
二

人
ま
で
黙
認
、
な

い
し
許
容
」
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
都
市

の

場
合
監
視

の
目
が
厳
し
く
、
そ
れ
に
加
え
て
住
宅
事
情
が
悪
く
て
、

子
供
を
二
人
も
産
む
余
裕
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

権
利
は
農
民
た
ち
が
失

っ
て
き
た
他
の
社
会
的
権
利
と
比
べ
て
ど
れ

だ
け
の
価
値
が
あ
ろ
う
か
。
豊
か
に
な
り
、
社
会
保
障
も
相
対
的
に

は
る
か
に
農
民
よ
り
恵
ま
れ
て
い
る
都
市
市
民

は
、

い
ま
で
は
子
供

を
二
人
も
持
ち
た
く
な
い
の
が
実
際
で
あ
る
。

最
後
に
、
政
治
的
権
利
が
挙
げ
ら
れ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
中

国
農
民
に
は
自
ら
の
利
益
を
代
表
す
る
組
織
が
な
い
。
そ
の
う
え
、

選
挙
法
に
お
い
て
あ
か
ら
さ
ま
に
農
民
は
差
別

さ
れ
て
い
る
。
確
か

に
都
市
住
民
も
そ
う

い
っ
た
意
味
で
は
農
民
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い

と
い
え
る
か
も
知
れ
な

い
。
実
際
、
中
国
に
お
け
る

「全
国
人
民
代

表
」
の
権
利
や
権
限
は

「代
表
す
る
」
地
域
や
職
能
集
団
か
ら
委
任

さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難

い
。
「政
治
協
商
会
議
」
と
な
ら
ん
で
、

事
実
上
こ
れ
ら
の
機
関
は
党
お
よ
び
政
府
の
政
策
を
承
認
す
る

「挙

手
」
と

「拍
手
」
の
単
位
で
し
か
な

い
。

し
た
が
っ
て
、
党
や
政
府
、
と
く
に
党
が
誰

の
利
益
を
代
表
し
て

い
る
か
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
党
や
政
府

の

首
脳
が
全
て
都
市
住
民
で
あ
る
こ
と
は
、
間
接
的
に
彼
ら
の
利
害
が

代
表
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

党
政
府
首
脳
に
は
、

一
人
と
し
て
農
民
戸
籍

の
保
有
者

は
い
な

い

し
、
あ
る
い
は
か
つ
て
農
民
だ
っ
た
も

の
も
ほ
と
ん
ど
い
な

い
。
そ

う
し
た
党
や
政
府
に
と

っ
て
農
民
対
策
に

一
兆
元
使
う
よ
り
も
、
軍

ムリ
　

備
増
強
に
二
兆
元
使
う
方
が
は
る
か
に
大
事
な

の
で
あ
る
。

農
民
に
は
村
長
を
民
主
的
に
選
ぶ
権
利
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
反
論
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
中

国
に
お
け
る
村
長

の

40



権
限
は
ほ
と
ん
ど
な
き
に
等
し

い
し
、

「民
主
的
選
挙
」
な
る
も
の

も
、
全
く
自
由
な
立
候
補
制
を
許
し
て
い
な
い
だ
け
に
、
言
葉
は
悪

い
が
、
所
詮
単
な
る
政
治
儀
礼

(p
oli
tical
ritual)
で
し
か
な
い
。

強
調
し

て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

こ
う
し
た
農
民
に
対
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
差
別
が
改
革
開
放
以
後

の
今
[ロ
は
じ
め
て
出
来
上
が

っ
た
こ
と

で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
農
民
に
対
す
る
経
済
的
、
社
会
的
統
制
は

毛
沢
東
時
代
に
始
ま
り
、
強
化
さ
れ
て
き
た
。
絶
対
的
貧
困
人
口
は

当
時
ほ
と
ん
ど
全
て
農
村
に
お
り
、
し
か
も
今
日
よ
り
も
は
る
か
に

巨
大
な
規
模
だ

っ
た
。
農
村
人
口
の
大
部
分
が
貧
困
だ

っ
た
と
い
っ

て
も
過
言

で
は
な

い
。
そ
の
構
造
を
作
り
出
し
た
最
大
の
責
任
者
は

毛
沢
東
だ

っ
た
。

確
か
に
毛
沢
東
は
農
民
の
子
で
あ
り
、
し
ば
し
ば

「三
農
」
を

一

見
重
視
す

る
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
彼

は
、

い
わ
ゆ
る

「農
村
作

風
」
の
色
濃

い
思
考

・
行
動
様
式
を
持

っ
て
い
た
。

一
九
六
〇
年
代

に
は

「農
業
基
礎
」
論
も
彼
が
唱
え
て
い
た
。
ソ
連
か
ら
帰

っ
て
き

た
息
子
を
農
村
に
行
か
せ
、
「農
民
に
学
ば
せ
よ
う
」
と
し
た
の
も

彼
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
彼
が
本
当
に

「三
農
」
を

重
視
し
て
い
た
と
は
い
え
な

い
。

一
九
六
〇
年
、
安
徽
省
鳳
陽
県
の

農
民
が
、
大
躍
進
政
策

の
大
失
敗
と
飢
餓
の
蔓
延

の
中
、
苦
し
さ
の

あ
ま
り
自

主
的
に
集
団
農
業
を
解
体
し
た
と
き
、
ま
た
そ
の
動
き
が

僚
原

の
火

の
よ
う
に
広
が
り
始
め
た
と
き
、
そ
れ
を
断
固
取
り
締
ま

ら
せ
た
の
は
毛
沢
東
だ
っ
た
。
王
文
亮
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ

う

に
、

「
毛
沢
東
時
代

に
は
中
国

の
国
民
は
み
な
平
等
な
生
活
を

送

っ
て
い
た
、
と

い
う
の
は
真

っ
赤
な
嘘
」

[
王

二
〇
〇
三

二

一
]
で
あ
る
。
全
国
各
地
に
数
多
く

の
豪
華
な
別
荘
を
持
ち
、
特
別

列
車
で
地
方
を

「巡
幸
」
す
る
現
代

の
皇
帝

に
、
貧
し
い
農
民

の
苦

し
さ
が
分
か
る
は
ず
が
な
い
。
言

い
換
え
れ
ぼ
、
現
在

に
お
け
る
中

国
農
民
、
と
り
わ
け
内
陸
部
農
村

の
人
々
の
苦

し
み
は
、
毛
沢
東
時

代
以
来

の
痛
苦
と
も
い
え
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
三
農
問
題

は
解

決
が
難
し
く
、
積
年

の
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。

中
国
は

「農
民
革
命
」
を
行

っ
た
の
だ
か
ら
、
ソ
連
や
他

の
社
会

主
義
国
と
は
違
う
の
だ
と

い
う
見
方
が

一
般
で
あ
る
。
し
か
し
、
毛

沢
東
た
ち
中
国
共
産
党
指
導
部
が
内
戦
に
勝
利

し
、
農
村
か
ら
都
市

に
入
っ
て
き
た
と
き
、
彼
ら
の
考
え
と
そ
れ
に
基
づ
く
政
策
も
基
本

的

に
は

「都
市
主
導
型

」
に
変
わ

っ
て
い

っ
た

[小
林

一
九
七

四
]
。
毛
沢
東
と
い
え
ど
も
例
外
で
は
な
か

っ
た
。

結
び
に
代
え
て

三
農
問
題
解
決
へ
の
道
筋
を
考
え
る
ー

考
え
て
み
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
は
こ
れ
ま

で

「人
民
」
は
党
や

政
府

の
政
策
実
現
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
そ

う
し
た
政
治
構
造

の

下

で
は

「農
民
」
も
口
先

は
と
も
か
く
、
実
際

に
は
単
な
る
道
具
で

し
か
な
か

っ
た
。
中
国
共
産
党
が

「農
民
暴
動
」
を
組
織
し
た
の

も
、
「農
村
を
も
っ
て
都
市
を
包
囲
」
し
た

の
も
、
そ
う
し
た

こ
と

が
権
力
を
取
る
た
め
に
便
利
だ
っ
た
か
ら
に
他

な
ら
な

い
。
決
し
て

「三農問題」を考 える41



彼
ら
が
農

民
を
主
人
公
に
、
農
村

を
第

一
に
考
え
た
た
め
で
は
な

か

っ
た
。

現
実

に
、
と
い
う
よ
り
も
論
理
的
に
考
え
て
次
の
よ
う
な
仮
説
が

成
り
立

つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

仮
説
1

社
会
主
義

(計
画
経
済
)
は
必
ず

(機
会

の
)
不
平
等
を

も
た
ら
す

周
知

の
よ
う
に
、
計
画
経
済
は

コ
ル
ナ
イ

の
い
う
意
味

で

「不
足

の
経
済
」
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
、
市
場
経
済
と
異
な
り
、
計
画
経

済

に
は
財

・
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
配
分
す
る
価
格

の
よ
う
な
シ
グ
ナ

　け
　

ル
が
な
い
こ
と
に
大
部
分
起
因
す
る
。
社
会
主
義
経
済
が
計
画
経
済

で
あ
る
な

ら

(以
前
は
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
)、
社
会
主

義
経
済
は
必
ず
不
足
を
も
た
ら
す
。
次
に
、
不
足
経
済

で
は
、
不
足

す
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
配
分
す
る
た
め
に
、
ほ
ぼ
必
然
的
に
あ
る
種

の
割
当
制

が
用

い
ら
れ
る
。
典
型
的
に
は
配
給
制
度

で
あ
る
が
、

「英
明
な

る
領
袖
、
あ
る

い
は
首
領
」
が

一
方
的

に
、
あ
る
い
は
恣

意
的

に
配

分
し
て
も
構
わ
な

い
。
さ
て
、
そ
う
し
た
割
当
制

で
は
全

員
が

一
律

平
等
に
不
足
し
た
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
配
分
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。

そ

う
し
配
分
は

「悪
平
等
」
と
し
て
非
難
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、

必
ず

一
部
の
集
団
、
組
織
、
地
域
、
あ
る
い
は
部
門
は
他

の
そ
れ
ら
よ
り
も
多
く
配
分
さ
れ
、
こ
こ
に
不
平
等
が
発
生
す
る
。

資
本
主

義

(市
場
)
経
済
で
も
必
ず
何
ら
か
の
不
平
等
は
出
現
す

る
。
し
か
し
、
そ
の
不
平
等
は
結
果
の
不
平
等

で
あ
り
、
社
会
主
義

(計
画
経

済
)
に
お
け
る
機
会
の
不
平
等
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。

た
と
え
お
金
が
あ

っ
て
も
配
給
切
符

の
な

い
も

の
は
欲
し
い
商
品
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
本
論
文
に
お
け
る
テ
ー

マ
と
の
関

連
で
い
え
ば
、
た
と
え
能
力
が
あ

っ
て
も
以
前

の
中
国
農
民
は
都
市

市
民
と
同
等

の
生
活
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

現
在

の
中
国

の
よ
う
な
、
「社
会
主
義
市
場
経
済
」
と
称
す

る
名

目
社
会
主
義
、
実
質
資
本
主
義
の
体
制

の
下
で
は
、
も
と
よ
り
上
記

の
仮
説
は
全
面
的
に
は
妥
当
し
な

い
。
農
民
た
ち
も
、
以
前
に
比
べ

れ
ば
自
由
に
都
市
に
流
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
し
、

戸
籍
制
度
を
機
能
さ
せ
て
い
た
配
給
制
度

は
、
市
場
化
の
進
展
と
と

も
に
消
滅

し
た
。
し
か
し
依
然
と
し
て

「社
会
主
義
」
を
掲
げ
、

「計
画
経
済
」
時
代
の

一
部
の
統
制
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
残
し
て
い
る
以

上
、
そ
の
仮
説

は
基
本
的
に
は
ま
だ
現
在

の
中
国
に
も
妥
当
す
る
。

事
実
、
農
民
に
は
都
市
市
民
と
同
等
な
機
会

が
与
え
ら
れ

て
い
な

い
。

仮
説
2

社
会
主
義
は
必
ず
農
民
を
差
別
す
る

こ
の
仮
説
は
、
直
接
的
に
は
い
わ
ゆ
る

「プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
前

衛
」
説
か
ら
導
か
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
と
彼

の
信

奉
者
は
次
の
よ
う
に

考
え
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
労
働
以
外
に
売
る
も
の
の
な
い
労
働
者

階
級

(プ

ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
)
こ
そ
生
産
手

段
を
所
有
す
る
ブ

ル

ジ
ョ
ア
か
ら
搾
取
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
だ
か
ら

こ
そ
資
本
主
義
社
会

を
変
革
す
る
前
衛
で
あ

っ
て
、

(純
粋

の
小
作
人
や
農
業
労
働
者
は

別
に
し
て
)
農
民
は
耕
作
者
で
あ
る
と
同
時
に
土
地
や
家
畜
と

い
う

生
産
手
段
の
所
有
者
だ
か
ら
、
労
働
者
階
級

の
協
力
者
に
は
な
り
え

42



て
も
、
革
命
の
た
め
の
前
衛
に
は
な
り
え
な

い
。
社
会
主
義
国
家
が

農
業
集
団
化
を
実
施
し
た
と
き
、
党
指
導
部
に
と

っ
て
最
も
頭
の
痛

い
問
題

は
農

民

の
持

つ
き

わ
め

て
頑
強

な

「
小
所
有
者
意
識
」

バに
　

だ

っ
た
。
喜
ん
で
土
地
や
家
畜
と

い
っ
た
資
産
を
手
放
し
、
集
団

の

た
め
に
提
供
し
よ
う
と
す
る
農
民
が
い
る
だ
ろ
う
か
。

仮
説
3

究
極
的
に
は
、
市
場
化
、
私
有
化
と
民
主
化
こ
そ
が
農
民

を
解
放

す
る

以
上
の
仮
説
1
と
2
が
、
た
と
え
全
面
的
に
で
は
な
く
と
も
中
国

の
現
実
に
か
な
り
妥
当
す
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
三
農
問
題
の
本
質
で

あ
る
農
民

問
題

の
解
決

へ
の
道
筋

が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
計
画

で
は
な
く
市
場
こ
そ
が
農
民
た
ち
を
差
別
の
闇
か
ら
救
う
し
、

マ
ル

ク
ス
主
義

・
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
近
代

・
民
主
主

義
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
こ
そ
が
彼
ら
を
都
市
市
民
と
同
等
に
扱
う
。

こ
こ
で
も
う

一
度

「収
地
問
題
」
を
思
い
起
こ
そ
う
。
日
本
で
は

な
ぜ
中
国

で
頻
発
す
る
土
地
収

用
問
題
が
起

こ
ら
な

い
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
根
源
を
た
ど
れ
ば
、
結
局
は
農
民
の
利
益
を
代
表
す
る
政

治
勢
力
や
組
織
の
存
在
、
農
民

の
土
地
に
対
す
る
権
利
を
確
定
す
る

私
有
制
、

そ
し
て
自
由
な
移
動
や
職
業
選
択
を
許
す
市
場
の
力
が

ム
ロ
　

あ

っ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
上
記
の
究
極
的
解
決
策
に
は
多
く
の
負
の
側
面
が
隠

さ
れ
て
い
る
。
市
場
化
と
私
有
化

は
農
民
た
ち
に
土
地
売
買
の
権
限

を
与
え
る
か
ら
、
田
畑
を
高
利
貸
し
に
巻
き
上
げ
ら
れ
る
危
険
も
大

き

い
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
農
地
が

一
部

の
有
力
な
農
家
に
集
中
す

る
こ
と
も
地
域
に
よ
っ
て
は
あ
り
え
よ
う
。
ま
た
、
私
有
化
と
民
主

化
は
農
民
た
ち
に

「農
民
エ
ゴ
」
を
も
た
ら
し
、
公
益
が
私
益

の
た

め
に
犠
牲
に
な
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、

こ
れ
ら
の
マ
イ

ナ
ス
は
、
農
民
た
ち
が
市
場
化
、
私
有
化
と
民
主
化

に
よ
っ
て
得
る

だ
ろ
う
利
益
と
対
比
さ
せ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
例
え

ば
、
陳

・
春

[二
〇
〇
五
]
の
描
く
農
村
幹
部

の
横
暴
や
虐
待
は
、

幹
部
の
思
想
が
遅
れ
て
い
る
た
め
と
い
う
よ
り

も
、
農
民
た
ち
の
権

利
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
自
ら
の
権
利
や
要
求

を
訴
え
る
民
主
的
制

度

が
欠
け
て
い
る
た
め
に
発
生
し
た
。

と
は
い
え
、
実
際
中
国
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
道
を
選
択
す
る
こ

と
は
、
と
り
わ
け
民
主
化
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
遠
い
将
来

は
別
に

し
て
当
面
夢
物
語

で
し
か
な
い
。
か

つ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
労
働
者
た

ち
が
自
分
た
ち
の
労
働
組
合

(連
帯
)
を
要
求

し
た
よ
う
に
、
そ
し

て
そ
れ
に
影
響
を
受
け
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
農
民
が
農
民
連
帯
を
設
立

し
た
よ
う
に
、
中
国
の
農
民
が
お
仕
着
せ
で
は
な
い
、
党
や
政
府
か

ら
も
自
由
な
、
真

の
意
味

で
自
ら

の
利
益
を
代
表
す
る

「農
民
組

合
」

の
結
成
を
要
求
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
希

望
が
叶
う
可
能
性
は

ゼ
ロ
で
あ
る
。
党
の
指
導
を
受
け
な

い
社
会
的
組
織
な
ど
中
国
で
は

許
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
さ
ら
に
、
土
地

の
私
有
化
を
彼
ら
が
求
め

た
と
し

て
も
、
そ
の
実
現
は
き
わ
め
て
困
難

で
あ
る
。

「公
有
制
イ

デ
オ

ロ
ギ
i
」
が
依
然
と
し
て
支
配
す
る
中
国

で
は
、
土
地

の
私
有

化
は
国
有
大
企
業
の
民
営
化
以
上
に
難
し
い
も

の
が
あ
る
。
そ
の
背

後
に
は
、
土
地
利
益
の

(ミ
ク
ロ
的
)
配
分
よ

り
も
土
地

の

(
マ
ク

「三農 問題 」を考 える43



ロ
的
)
効
率
利
用
が
大
事
だ
と
い
う
、
大
き
な
政
策
目
的
が
隠
さ
れ

て
い
る
。

結
局
は
、
「穏
歩
前
進
」
的

に
、
土
地

に
対
す
る
権
利

の
明
確

化
、
戸
籍
制
度

の
緩
和
、
合
作
社

の
機
能
と
権
利

の
拡
大
、
農
村
自

治
組
織

の
発
展
、
概
し
て
い
え
ば
制
度
化
の
進
展
、
そ
れ
に
人
口
の

一
層

の
流
動
化
に
よ
る
都
市
化
の
推
進
と
い
っ
た
、
先
に
紹
介
し
た

中
国

の
識
者
た
ち
が
提
案
す
る
三
農
問
題
解
決
策
を
、
パ

ッ
ケ
ー
ジ

と
し
て
用
意
す
る
こ
と
し
か
現
実
的
な
方
法
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。そ

れ
で
は
、

こ
れ
ら

の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
強
力
に
推
し
進
め
な

い
限
り
三
農
問
題
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
、
農
民
暴
動
は
ま
す
ま
す

広
が
り
、
激
し
さ
を
加

え
、

つ
い
に
は
政
権
崩
壊
に
ま
で
い
く
の
だ

ろ
う
か
。
我
が
国
に
お
け
る
多
く

の

「中
国
悲
観
論
者
」
は
そ
の
こ

と
を
予
想
、
と

い
う
よ
り
も
期
待
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
意
外
な
こ
と
に
は
、
中
国

の
農
民
た
ち

の
ほ
と
ん
ど
は
わ
れ
わ

れ
の
い
う
市
場
化
、
私
有
化
、
民
主
化

の

「三
点
セ
ッ
ト
」
(あ
る

い
は
、
制
度
化
も
入
れ

て
の
四
点
セ

ッ
ト
)
を
必
ず
し
も
強
く
要
求

し
て
い
そ
う
も
な

い
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
目
前

の
利
益
こ
そ

が
大
事
で
あ

っ
て
、
危

険
を
冒
し
て
ま
で
自
ら
の
政
治
的
代
表
を
民

主
的
に
選
ぶ
権
利
を
請

願
す
る
よ
り
も
、
政
府
か
ら
の
農
業
補
助
金

を
大
幅
増
額
さ
せ
る
道

を
選
ぶ
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
近
代
的
民
主

制

の
確
立

と
い
っ
た
高
適
な
理
想
を
追
求
す
る
よ
り
も
、
腐
敗
し

た
、
横
暴
な
幹
部
に
対

す
る
徹
底
し
た
懲
罰
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
は
、
私
有
化
に
よ

っ
て
土
地
市
場
を
形
成

す
る
よ
り
も
、
た
と

え
請
負
制

で
も
長
期
に
わ
た
り
安
心
し
て
耕
作

で
き
る
権
利
を
選
ぶ

だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
外
部
者
が
考
え
る
中
国

農
民
問
題
と
、
彼
ら
自
身
が
捉
え
る
現
実
問
題

と
の
問
に
は
大
き
な

ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

注〈
1
>

二
〇

〇

四
年

東
京

大

学
社

会
科

学
研

究

所

で
開

か

れ
た

ワ
ー

ク

シ

ョ

ッ
プ

に
お

い
て

こ
の
表

を

紹
介

し
た

と

こ
ろ
、

北
京

か

ら
来

た

中

国

の
農

業
経
済

研
究

者

は
農

民
騒
動

が
各
地

で
頻

発

し

て
い

る
こ

と

を
率
直

に
認

め

て

い
た
。

〈
2
>

も

ち

ろ
ん
、

「成

田
空

港

問
題

」

に
象

徴

さ

れ

る
よ

う

に
、

農

民

が

「絶

対

土
地

を

売

り

た

く

な

い
」

と
考

え

る

の
な

ら
別

で
あ

る
。

ま

た
、

圏

央

道

に
お

け

る
土

地

買

収

問

題

に
見

ら

れ

る

よ
う

に
、

一
部

住
民

が
環
境

保
全

を

理
由

に
土

地
買
収

交
渉

に
応

じ
な

い

場
合

も
同
様

で
あ
る
。

こ
う
し

た
場
合

、

土
地

供
給

価
格

は
無

限
大

に
な
り
、

需
給

「均
衡

価
格

」

は
存
在

し

え
な

い
。

〈
3
>

以
下

の
中
国

に

お
け

る
土
地

収
用

手
続

き

に
関

す

る
説
明

は
、

多

く

を

「中

国

土

地

政

策

改

革

課

題

組

」

編

「土

地

解

密

」

『
財

経
』

二
〇

〇
六
年

第

四
期

に
負

っ
て

い
る
。

な

お
、

こ
の
課
題
組

の

中
心

メ

ン
バ
ー

は
国
務

院
発

展
研
究

中

心
農

村
部

の
部

長
韓

俊

で
あ

る
。

〈
4
>

そ

の
農

民

に
自

由

な
村

長
選

挙

の
権

限

が
与

え

ら
れ
、

政
治

的

嘱



に

「意

識

が
高

い
」

は
ず

の
都

市
住

民

に
は
末

端

の
行
政

首

長
さ

え

選

べ
な

い
と

い
う

こ
と

は
、

現
代

中

国

に
数
多

く

あ

る
パ

ラ
ド
ク

ス

の

一
つ
と

い
え

よ
う

。

な

お
、
中

国

の
選
挙

法

の
規

定

に

つ
い
て
は

厳

善
平

氏

よ
り
教

示

を
受

け

た
。

記

し

て
感

謝
す

る
。

〈
5
>

中

国

の
政
府

役

人

は
戸

籍
制

度

に

つ
い

て
き

わ

め
て
鈍
感

で
、

「実
際

、

戸
籍

制

度

は

い
ま

や
意

味

を
失

っ
た

(
か

ら
、
大

し
た

問

題

で
は

な

い
)
」
と

す

る
意

見

を
し
ば

し

ば
聞

く
。

そ
れ

な

ら
な
ぜ

撤

廃

し
な

い
の
だ

ろ
う

か
。

ま

た

「戸
籍

制
度

を
撤

廃

す

る

こ
と

よ

り
も

、
農
村

教

育

や
医
療

の
改
善

、

そ

の
た

め

の
投

資

の
方

が
重

要

で
は
な

い
か
」

と

い
う

意
見

も
聞

く
。

し
か

し

こ

の
種

の
意

見

は
、

制

度

の
持

つ
意

味

を
本

質

的

に
理
解

し

て

い
な

い
。

「
戸
籍

制

度

を

撤
廃

し
、

同
時

に
農

村

教
育

や
医

療

を
改
善

す

る
」
と

ど
う

し

て

い

え
な

い
の
か
。

〈
6
>

本
特

集
号

に
お
け

る
厳

氏

の
論
稿

も
参

照

の

こ
と

。

〈
7
>

も

ち

ろ

ん
、

こ

れ

は
乱

暴

な

仮
定

で

あ

る

こ
と

は
知

っ
て

い

る
。

平
均

的
農

民

が
都

市

に
生
活

し

て

い
た

と

し

て
も
都

市

住
民

と

同
等

な
収

入

を
得

る

こ
と

は
難

し

い
。

教
育

水
準

や
技
術

が
異
な

る

た

め

で
あ

る
。

し
か

し
そ

の
違

い
も
、

元
を

た
ど

れ
ば
農

民

が
都

市

に
行

け

な

か

っ
た

た

め

に
生

じ

た

と

見

る

の
が

適
切

だ

ろ

う
。

ま

た
、
完

全

に
自

由

な
労

働
市

場

を
仮
定

す

る
と
、
多

数

の
農

村
労

働

力

の
都

市

へ
の
移

動

は
都

市

の
賃

金

を
低
下

さ

せ
、
彼

ら

は
現
在

の

都

市
所

得
水

準

を
得

ら
れ

な

い
が
、

こ

の
こ
と
も

こ
の
計
算

で
は
無

視

し

て

い
る
。

〈
8
>

先

の
注

で
指

摘

し
た

問
題

以
外

に
も
次

の
よ
う
な

技
術

的
問

題

が
あ

る
。

例

え

ば
、

人

口
も

「都

市

人

口

(市

鎮

人

口
)
」

と

「農

村
人

口

(郷

村

人

口
)
」

で

は
な
く

、
戸

籍

に
対
応

し
た

「都

市

戸

籍
人

口
」

と

「
農
村
戸

籍

人

口
」

に
す

べ
き

で
あ

る
が
、
簡

単
化

の

た

め
に

そ
う

し
た
操
作

を

行

っ
て

い
な

い
。

〈
9
>

中
国

に
お
け

る

「農

工
間

資
源

移
転

」

に
か
ん

し

て
は
、
中

兼

[
一
九

九

二
]
参

照
。

〈
10
>

や

や
奇

異

に
聞

こ
え

る

か
も
知

れ

な

い
が

、
中

国

に
お
け

る
軍

備

増
強

は
農

民

で
は

な

く
都

市
市

民

の
利
益

に
役

立

つ
。

な

ぜ

な

ら
、

軍
事

産
業

は
都
市

に
お

け

る
産

業

で
あ
り

、
ま

た
軍
隊

が
防

衛

す

る

の
は
広
大

な
農

村

で
は

な
く
、

政
治

経
済

の
中

枢

で
あ

る
都

市

だ

か
ら

で
あ

る
。

〈
11
>

そ

の
他

に
、

刺

激

の
不

足

や

刺

激

両

立

性

問

題

(冨

9
口
器

co
m
p
ari
b
ility
)

が
計
画

経
済

に
は
発

生
す

る
。

〈
12
V

つ
い
で
に

い
え
ば
、

論

理
的

に
考

え

て
、

プ

ロ
レ
タ
リ

ア
ー

ト

前
衛

論

か
ら
階

級
差

別
論

と

、

さ
ら

に
そ

こ
か
ら
発

展

し

て

(と

い

う

よ
り

も
堕
落

し

て
)

つ
い
に

は
人
間

差
別
論

が
導

か

れ

る
。

毛

沢

東
時

代

の
中

国
、

そ
れ

に
現

在

の
北
朝

鮮

で
は
、
悪

名
高

き

「血
統

論

」

が
生
ま

れ
、
横

行

す

る

に
至

っ
た
。

〈
13
>

誤
解

を

避
け

る

た
め

に
強

調

し
て
お

き
た

い
が
、

こ
こ
で

は
あ

く

ま

で
も

「農
民

利
益

の
保

護

と
権
利

の
確

立
」

の
た
め

の
必
要
条

件

を
述

べ
て

い
る
。
完

全
市

場

経
済
化

す

れ
ば
安

い
農

産
物

が
海

外

か
ら
流

入

し
、
少

な

く
と

も
短

期
的

に
は
国
内
農

家

の
利
益

が
損

な

わ
れ

る
だ

ろ
う
。

そ

れ
を
補

う

た

め

に
補

助
金

を

は
じ
め

と
す

る
政

府

の
さ
ま
ざ

ま

な
政
策

的
措

置

が
取

ら

れ
る
。

し
か

し
、

そ
う

し
た

政

策

は
農

民

の
利

益

を
代
表

す

る
組

織

が
あ

っ
て
は
じ

め
て
有
効

に

な
さ

れ

る
は
ず

で
あ

る
。

「三農問題」を考える45



〔付
記
〕
本
論
文

の
草
稿
は
七
月
末
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
八

月
末

に
中
国
の
成
都
と
北
京
で
開
か
れ
た
日
中
の
学
者
に
よ
る
小
規

模
な
討
論
会
で
も
概
要
を
発
表
し
、
中
国
の
諸
先
生
方
か
ら
貴
重
な

コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
若
干
の
追
加

・
補
充

を
行

っ
た
が
、
論
文
の
骨
子
に
は
全
く
変
化
は
な
い
。
し
か
し
改
め

て
諸
先
生
方
に
感
謝
す
る
。
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