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は
じ
め
に

一
九
九

一
年
、
中
国
政
府
に
よ

っ
て
公
布
さ
れ
た

「農
民
の
費
用

負
担
と
労
務
管
理
に
関
す
る
条
例
」
の
中

で
、
農
民
が
負
担
す
る
各

種
の
税
金

と
割
当
金

(
い
わ
ゆ
る

「税
費
負
担
」、
以
下
同
じ
)
が

前
年
度

の

一
人
当
た
り
の
平
均
収
入
の
五
%
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

と
明
確

に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
も
、
中
央
政
府

は
再
三
に
わ

た
り
、
農
民
の
利
益
を
保
護
し
、
そ
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
よ
う
に

呼
び
か
け

て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、

こ
こ
数
年
、
過
剰
な
税
費
負
担
、
お
よ
び
郷

・
村
幹

部

の
不
適
切
な
管
理

の
あ
り
方
に
対
す
る
中
国
農
民
の
強

い
不
満
が

う
っ
積
し
て
お
り
、
そ
れ
に
関
す
る

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
は
、
す

で
に
中
国
社
会
に
お
い
て
高

い
関
心
を
集
め
る
に
至

っ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
村
幹
部

は
中
央
政
府

の
指
導
の

管
轄
外
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
村
民
に
よ
る
監
視

の
網
を
く
ぐ

っ
て

勝
手
な
行
動
を
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題

は
な
ぜ
存
在
し
続
け
る
の
か
。
中
央
政
府
は

は
た
し
て
郷
村
幹
部
の

ビ

ヘ
イ
ビ
ア
を

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
、
中
国
農

村

の
末
端
に
ま
で
農
村

の
税
費
改
革
を
推
進
す
る
政
治
的
能
力
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
中
央
政
府

の
政
策
実
行
能
力

に
関
す
る
中
国
内

外

の
文
献
を
サ
ー
ベ
イ
し
、
次

に
中
国

の
農
村
に
お
け
る
税
費
改
革

の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
て
、
中
央
政
府

が
農
村

で
推
進
し
て
い
る
税

費
改
革
と
い
う
政
策
の
実
行
能
力
に
つ
い
て
仮
説
を
提
起
す
る
。
さ

ら
に
、
陳
西
省

で
の
実
地
調
査

の
結
果
を
踏

ま
え
て
そ
の
仮
説
を
検

証
し
、
最
後
に
結
論
お
よ
び
そ
の
演
繹
的
意
義
を
導
き
出
し
て
い
く
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こ
と

を

目

的

と

す

る

。

政
策
の
選
択
的
実
行
の
仮
説

あ
る
集
権
的
な
政
治
体
制

の
下

で
政
治
改
革
が
成
功
裏
に
遂
行
さ

れ
る
に
は
、
中
央
政
府
が
地
方
の
幹
部
の
ビ

ヘ
イ
ビ
ア
に
影
響
を
与

え
る
政
治

的
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
い
う

「政
治
的
能

力
」
と
は
、
す
な
わ
ち
効
率
的
な
政
治
体
制
お
よ
び
指
導
者
が
民
衆

に
承
認
さ
れ
、
自
ら
の
指
令
に
彼
ら
を
服
従
さ
せ
う
る
度
合

い
の
こ

ゼ
　

　

と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
能
力
を
も
有
す
効
率
的
政
治
体
制

の

顕
著
な
特

徴
の

]
つ
は
、
中
央
政
府
が
そ
の
希
望
す
る
政
策
を
確
実

に
実
行
す

る
能
力
を
有
す
と

い
う
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
権
力
が
高
度
に
集
中
す
る
政
府

シ
ス
テ
ム
に
と

っ
て
こ

と
さ
ら
重
要

で
あ
る
。
政
府
の
政
策
実
行
能
力
は
当
該
体
制

の
効
率

性
を
直
接
的

に
決
定
づ
け
る
も

の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去

長
い
間
に
わ
た
り
、
人
々
が
最
も
重
視
し
て
い
た
の
は
政
策
の
決
定

過
程
で
あ

り
、
そ
の
実
行

で
は
な
か

っ
た
。
政
策
の
決
定
過
程
を
め

ぐ
る
研
究

の
な
か
で
は
政
策
の
実
行

に
関
す
る
研
究
が
欠
け
て
い
た

の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
の

Jeffrey
P
ressm
an
と
A
aro
n
W
ild
ay
sky
は
、
米
国
連
邦
政
府
が
実

施
し
た

T
h
e
O
ak
lan
d
P
roject
と

い
う
雇
用
創
出
政
策

の
実
行
状
況

を
追
跡
調
査
し
、
そ
の
研
究
成
果
を

ミ

奇
ミ
§
ミ
§

と
い
う
本
に

ま

と

め

て
出

版

し

た

。

こ
の
書
物
の
出
版
を
き

っ
か
け
と
し
て
、
欧

米

で
は
公
共
政
策
研

究

の
分
野
に
お
い
て
政
府
の
政
策
実
行
能
力
に
関
す
る
研
究
ブ
ー
ム

が
起
き
、
政
策

の
実
行
に
関
す
る
各
種

の
研
究

方
法
論
や
、
理
論
お

よ
び

モ
デ
ル
が
提
起
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
政

策

の
効
率
的
実
行
に

影
響
を
与
え
る
各
種

の
要
因
や
相
互
関
係
が
体

系
的
に
検
討
さ
れ
、

さ
ら
に
、
関
連
の
政
策
実
行
過
程
に
関
す
る

モ
デ

ル
が
構
築
さ
れ
た

が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
政
策
科
学
研
究
は
飛
躍

的

に
豊
富
な
も
の
と

ム
も

マ

な

っ
た
。

急
速
に
社
会
が
変
貌
を
遂
げ

つ
つ
あ
る
現
在

の
中
国
に
と

っ
て
、

社
会
経
済

の
発
展
に
関
わ
る
重
要
な
政
策
が
予
期
し
て
い
た
政
策
目

標
お
よ
び
そ
の
効
果
が
達
成
さ
れ
る
か
否
か
は
、
そ
れ
ら
の
政
策
が

広
範
囲
で
認
め
ら
れ
、
支
持
さ
れ
、
そ
し
て
確

実
に
実
行
さ
れ
る
か

ど
う
か
に
か
か

っ
て
い
る
。
近
年
、
中
国
に
お
け
る
政
策
科
学
の
研

究
は
大
き
な
発
展
を
遂
げ
、
多
く

の
体
系
的
な
政
策
分
析

の
成
果
が

発
表
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
全
体
的

に
見
れ
ば
、
政
策
科
学
は
学

科

の

一
つ
と
し
て
、
中
国
で
は
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
現

在

の
研
究
水
準
は
ま
だ
西
側
の

一
九
七
〇
年
代

以
前

の
水
準
に
と
ど

ま

っ
て
い
る
。
中
国
で
は
、
政
策
の
決
定
過
程

お
よ
び
内
容
分
析

の

研
究
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
政
策
の
実
行
過
程

に
お
け
る
複
雑
な
要

ハヰ
　

因

の
分
析
と
数
量
面

の
把
握
に
関
す
る
研
究
が
不
十
分

で
あ
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
中
国
に
お
け
る
政
策
実
行

の
問
題
を
扱

っ
た
数

少
な
い
研
究
も
、
主
に
政
策
の
実
行
過
程
中

の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン

と
プ

ロ
セ
ス
、
お
よ
び
現
存

の
問
題
に
対
す
る
比
較
的
簡
単
な
分
析

180



に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
研
究
方
法
面

に
お
い
て
は
科
学
性

に
欠
け
て

な
ミ

い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
故
、
外
国
に
お
け
る
政
策
実
行

の
問
題
に
関
す
る
新
し
い
研
究
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
、
中
国
農
民

の
負
担
の
軽
減

お
よ
び
農
村

の
税
費
改
革
と
い
う
中
央
政
府

の
政
策

の
農
村

の
末
端

に
お
け
る
実
行

の
状
況
を
考
察
し
分
析
す

る
こ
と

は
、
政
策

の
実
行
問
題
を
研
究
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も

つ
。

中
国

の
行
政
組
織
は
五
段
階

の
管
理

シ
ス
テ
ム
に
分
か
れ
て
い

る
。

す
な

わ
ち
、
中

央
政
府
、
省

(自
治
区

・
直
轄
市

)、
地

・

市
、
県
お
よ
び
郷

・
鎮
で
あ
る
。
中
央
政
府

の
農
村
税
費
改
革

の
政

策
が
上
か
ら
下

へ
伝
え
ら
れ
、
最
後
に
郷
鎮
政
府
に
よ

っ
て
旦
ハ体
的

に
実
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
九
九

〇
年
代
に
入
る
と
、
中
国
農
民
の
税
費
負
担
が
だ
ん
だ
ん

重
く
な
っ
て
き
た
。
中
央

の
関
連
省
庁
は
幾
度
と
な
く
農
民

の
税
費

軽
減

に
関

す
る

「文
件
」

(通
達
)
を
出
し
て
き
た
が
、
顕
著
な
効

果
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
農
民
の
税
費

負
担
は
さ

ら
に
重
く
な

っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
主
な
原
因
は
郷
村

の

「幹
部
」

(責
任
者
)

の

「乱
収
費
」

(恣
意
的
な
費
用
徴
収
)
に
あ

る
と
の
見
方
が

一
般
的
で
あ
る
。
中
央
政
府
は
農
民

の
負
担
軽
減
を

再
三
に
わ
た
り
要
求
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
郷
鎮
幹
部

の
恣

意
的
な
費

用
徴
収
が
依
然
と
し
て
多
発
し
て
い
る
。

表
面
上

は
、

一
部

の
学
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
理
由
は
中

央
政
府
が
地
方
幹
部

の
ビ

ヘ
イ
ビ
ア
を

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
政
治
的

ハ
け

ヅ

能
力
が
比
較
的
弱

い
か
ら
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
態
は

そ
う
簡
単

で
は
な

い
。
実
際
、
中
国
に
お
け
る
五
段
階

の
行
政
管
理

シ
ス
テ
ム
の
中
に
、
四

つ
の
プ
リ
ン
シ
パ

ル

ーー
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー

(依
頼
ー
代
理
)

の
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
中
央
政
府

は
最
初

の
プ
リ
ン
シ
パ
ル

(依
頼
人
)
と
し
て
省
政
府
を
そ
の
政
策

実
行

の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

(代
理
人
)
に
依
頼
す

る
。
同
様
に
、
省
政

府
は
市
政
府
、
市
政
府
は
県
政
府
、
県
政
府

は
郷
鎮
政
府
に
そ

の
政

策
実
行

の
代
理
人
と
し
て
の
役
割
を
付
託
す
る
。
中
央
政
府

の
政
策

は
こ
の
よ
う
な
プ

リ
ン
シ
パ
ル
ーー
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
の
連
携
網
を

通
じ
て
段
階
的

に
伝
達
さ
れ
、
最
終
的

に
郷
鎮
政
府

に
よ

っ
て
実
行

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
リ
ン
シ
パ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、

エ
ー
ジ

ェ

ン
ト
で
も
あ
る
省
政
府
、
市
政
府
お
よ
び
県
政
府

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

下
級
政
府
に
対
し
て
政
策
を
実
行
す
る
よ
う
要

求
す
る
が
、

こ
れ
ら

の
政
策
は
最
終
的
に
末
端
組
織

の
郷
鎮
政
府
に
よ

っ
て
、
実
行
に
移

ム
ア
　

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
郷
鎮
政
府
は
上
級
政
府
か
ら
下
達
さ
れ
た
各
種
政

策
を
実
行
す
る
わ
け
だ
が
、
現
行
の
い
わ
ゆ

る

「財
権
上
移
」
(財

政
権

の
上
級
政
府

へ
の
シ
フ
ト
)、

「事
権
下
移
」

(実
行
権

の
下
級

政
府

へ
の
シ
フ
ト
)
と

い
う
財
政

シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
郷
鎮
政
府

が
政
策
を
実
行
す
る
上
で
支
配
可
能
な
資
源

は
不
足
し

て
い
る
。
特

に
、
農
業
を
主
業
と
す
る
中
国
西
部
の
貧
困
地
域

の
郷
鎮

で
は
、
そ

の
問
題

は
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
す
べ
て
の
政
策
を

同
時

に
実
行

で
き
な

い
場
合
は
、
政
策
を
選
択

し
て
履
行
す
る
と
い

う

「政
策

の
選
択
的
実
行
」
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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末
端
組
織

で
あ
る
郷
鎮
政
府
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
選
択
す
る
の

ム
お
　

か
は
、
そ

の
政
治
的
動
機
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
郷
鎮
政

府
の
政
治

的
動
機
を
決
す
の
は
そ
の
政
治
目
標

で
あ
る
。
仮
に
、
末

端
組
織
で
あ
る
郷
鎮
政
府
の
政
治
目
標
が
政
治
上

の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ

で
あ
る
と
し
た
ら
、
現
行
の
い
わ
ゆ
る

「下
管

一
級
」
(
一
ラ
ン

ク
下
の
幹
部
を
監
督
す
る
)
と

「幹
部
交
流
」

(幹
部

の
交
流
)
と

い
う
幹
部
管
理
制
度
が
、
末
端
組
織
で
あ
る
郷
鎮
政
府

の
政
治
的
動

機
に
非
常

に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「下
管

一
級
」
と
い
う
制
度

の
下
で
は
、
上
級
政
府
が
下
級
幹
部

を
任
免
す

る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
県
政
府
は
郷
鎮
の
党

書
記
あ
る

い
は
郷
鎮

の
長
を
直
接
に
任
免
し
、
市
政
府
あ
る
い
は
省

政
府

の
承
認
を
必
要
と
し
な

い
。
そ
れ
は
、
幹
部

の
任
命
と
抜
擢

が
、
上
級

政
府
か
ら
出
さ
れ
た
政
策

の
実
行
能
力
に
も
と
つ
い
て
行

わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

一
方
、

「幹
部
交
流
」

と

い
う
制
度

は
、
幹
部

の
役
職

に
よ

っ

て
、
三
～
六
年
ご
と
に
主
要
な
責
任
者
の
勤
務
先
を
ほ
か
の
地
域

に

変
更
す
る
も

の
で
あ
る
。
「幹
部
交
流
」
は
地
域
主
義

の
す
う
勢
を

弱
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
責
任
者
の
同

一
勤
務
地
で
の
任
期
を
短

く
す
る
こ
と
で
、
当
該
地
で
そ
の
人
脈
形
成
に
十
分
な
時
間
を
与
え

ム
リ
　

る
の
を
防

ぐ
こ
と
が
可
能
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
制
度

は
責
任
者
が
誰

に
対
し
て
責
任
を
も
つ
の
か
と

い
う
点
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
。

例
え
ば

、
仮

に
あ
る
郷
鎮
の
党
書
記
あ
る
い
は
郷
鎮
の
首
長
が
県

政
府
か
ら
要
求
さ
れ
た
任
務
を
期
限
内
に
達
成

で
き
な
か

っ
た
場

合
、
彼
は
同
じ
ク
ラ
ス
の
他
の
郷
鎮
に
左
遷
さ

せ
ら
れ
る
可
能
性

が

あ
る
。
逆
に
、
県
政
府
か
ら
要
求
さ
れ
た
任
務

を
う
ま
く
達
成
し
た

場
合
に
は
、
県
政
府
に
栄
転

で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
な

制
度

の
下

で
は
、
責
任
者

は
い
つ
も
直
接

の
上
級
政
府
ば
か
り
見

て
、
そ
れ
に
対
し
て
し
か
責
任
を
も
た
な

い
と

い
う
可
能
性
が
大

き
.卿
・

上
記
二
つ
の
制
度
が
結
び

つ
い
た
結
果
、
上
級
政
府
が
そ
の
直
接

の
下
級
幹
部
を
厳
し
く

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
状
況
が
形
成
さ
れ
、
下

級
政
府
が
政
策
を
選
択
的
に
実
行
す
る
と
い
う
事
態
を
招
い
て
し
ま

う

こ
と
に
な

っ
た
。
政
策

の
選
択
的
実
行
と

い
う
概
念
は
郷
鎮
幹
部

あ
る
い
は
県
幹
部

の
ビ

ヘ
イ
ビ
ア
を
分
析
す
る
う
え
で
の
キ
ー

・
コ

ン
セ
プ
ト
に
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
を
用
い
て
、
中
央
政
府
が
如
何

に

し
て
農
村

で
み
ず
か
ら
が
望
む
政
策
を
推
進

で
き
る
か
と
い
う

こ
と

を
解
釈
で
き
よ
う
。

下
級
幹
部
は
み
ず
か
ら
の
昇
進

に
つ
な
が
る
よ
う
な
政
策
を
優
先

的
に
選
択
、
実
行
し
、
み
ず
か
ら
の
昇
進
に
明
ら
か
に
つ
な
が
ら
な

い
政
策
の
実
行
を
重
視
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
上
級
政
府

の
政
策
を
実
行
す
る
優
先
順
位
を
決
め
る
際
に
、
郷
鎮
政
府
は
直
接

の
上
級
政
府

が
要
望
し
た
政
策
を
優
先
的
に
考
え
る
だ
ろ
う
。

ま

た
、
上
級
政
府

の
政
策
が
そ
の
さ
ら
に
上
の
政
府
、
な
い
し
中
央
政

府

の
政
策
と

一
致
し
な

い
場
合
で
あ

っ
て
も
、

そ
の
優
先
順
位
は
変

わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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さ
ら
に
、
上
級
政
府

は
、
郷
鎮
政
府
が
中
央
政
府

の
政
策
に
違
反

し
た
政
策

を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
し
て
も

(例
え

ぼ
、
郷
鎮
政
府
が
税
費
を
徴
収
す
る
際
に
、
中
央
政
府
の
農
民
負
担

軽
減

の
政

策
に
抵
触
し
た
場
合
)、
地
方

の
経
済
的
利
益
を
守

る
た

め
に
、
上
級
政
府
に
真
実
と
は
異
な
る
情
報
を
伝
え
る
傾
向
が
あ

る
。
例

え
ぼ
、
農
村

の
末
端
組
織

に
位
置
す
る
政
府
機
関

と
し
て

は
、
そ
の
政
策
を
実
行
能
力
に
欠
け
て
い
る
と
報
告
し
た
り
、
あ
る

い
は
そ
の
他
の
客
観
的
理
由
を
引
用
し
た
り
し
て
、
農
民
負
担
軽
減

政
策

の
実
施
状
況
に
つ
い
て
虚
偽

の
報
告
を
行
う
と
い
う

こ
と
が
あ

る
。郷

鎮
政
府

の
政
策
展
開
の
優
先
順
位
は
、
上
級
政
府
と
の
間
に
結

ば
れ
た

「目
標
責
任
書
」
と

い
う
文
書

の
中
に
現
れ
て
く
る
。

「目

標
責
任
書

」
の
具
体
的
な
内
容

は
、
郷
鎮
政
府
の
主
要
な
責
任
者
が

上
級
政
府

に
評
価
さ
れ
う
る
任
務
と
指
標
、
お
よ
び
昇
進
の
機
会
が

得
ら
れ
る
各
種
政
策
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
任
務

と
指
標
は
さ
ら
に

「
ハ
ー
ド
な
指
標
」
と

「ソ
フ
ト
な
指
標
」

に
分

か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
農
村
で
の
計
画
出
産
や
税
費
徴
収
な
ど
の

指
標
は

「
ハ
ー
ド
な
指
標
」
と
見
な
さ
れ
、
上
級
政
府
が
そ
れ
を
も

と
に
、
下
級
政
府

の
主
要
責
任
者

の
業
績
を
評
価
す
る
典
型
的
な
指

標
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
目
標
を
実
行

に
移
す
場
合
は
、
下
級

政
府
の
主

要
責
任
者

に
裁
量

の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。

一
方
、
農

民
の
負
担
軽
減
や
村
民
選
挙
な
ど
の
指
標

は

「ソ
フ
ト
な
指
標
」
と

見
な
さ
れ
、
「
ハ
ー
ド
な
指
標
」
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
な

い
。
ま
た
、

「
ソ
フ
ト
な
指
標
」
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
下
級
政
府

の
主

要
責
任
者
に
裁
量

の
余
地
が
あ
る
。

郷
鎮
幹
部
に
よ
る
恣
意
的
な
税
費
徴
収
は
再

三
に
わ
た
り
禁
止
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
は
依
然

と
し

て
変
わ

っ
て
お
ら
ず
、

農
民
の
負
担
は
ま
す
ま
す
重
く
な
る

一
方

で
あ

る
。
そ
の
主
要
な
原

因
は
、
地
方
政
府
が
み
ず
か
ら
の
利
益
を
優
先

さ
せ
、
郷
鎮
政
府
に

対
す
る
強

い
影
響
力
を
行
使
し
て
、
農
村

の
税
費
改
革
と
い
う
中
央

政
府

の
政
策
を
優
先
順
位

の
高

い
位
置
に
置

か
な
か

っ
た
こ
と
に
あ

る
。

一
部

の
地
方
政
府
が
郷
鎮
政
府
の
責
任
者

と
の
間
に
交
わ
し
た

「目
標
責
任
書
」
で
は
、
税
費

の
徴
収
を
主
な
評
価
の
指
標

に
な

っ

て
い
た
こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
郷
鎮
幹
部

に
よ
る
恣
意
的
な
税
費

徴
収

に
直
接
的
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。

中
国
に
お
け
る
現
行
の
集
権
的
な
行
政
管

理
体
制

の
下

で
は
、
中

央
政
府
は
農
村

の
税
費
改
革
を
徹
底
さ
せ
る
能
力
を
十
分
も

っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
「下
管

一
級
」
と

「幹
部

交
流
」
と
い
う
幹
部

に
対
す
る
管
理
制
度
を
利
用
し
て
、
地
方
政
府

の
ビ

ヘ
イ
ビ
ア
に
対

す
る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
強
化
し
、
農
村

に
お
け
る
税
費
改
革
の
実
施

状
況
を
地
方
政
府
の
責
任
者

に
対
す
る
評
価

の
主
要
な
指
標
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
地
方
政
府

の
税
費
改
革
の
進
展

状
況
と
、
郷
鎮
政
府
と
の
間
に
結
ぼ
れ
た

「
目
標
責
任
書
」

の
主
要

な
評
価

の
内
容
を
お
り
合
わ
せ
る
。
そ

の
結

果
と
し
て
、
農
村
に
お

け
る
税
費
改
革
の
確
実
な
履
行
が
制
度
面
か
ら
保
証
さ
れ
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
税
費
改
革
の
政
策
が
徹
底

さ
れ
な
か

っ
た
原
因
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は
、
各
級

政
府
間

の
プ

リ
ン
シ
パ
ル

H
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
の
連
携

網
に
お
け

る
情
報
伝
達

の
不
確
実
性
、
郷
鎮
幹
部

に
よ
る
恣
意
的
な

税
費
徴
収
と
農
民
の
税
費
負
担

の
増
加
と
い
う
問
題

の
重
大
さ
に
対

す
る
中
央

政
府
の
認
識
不
足
、
そ
し
て
、
中
央
政
府

の
そ
れ
ら
問
題

ムロ
　

に
対
す
る
政
策
面
で
の
優
先
度

の
低
さ
に
起
因
し
て
い
る
。
中
央
政

府
が
そ
の
問
題
の
重
大
さ
を
認
識
し
、
政
策

の
優
先
順
位
を
高
め
た

暁

に
は
、
農
村
の
税
費
改
革
の
推
進
が
強
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
政
策

の
選
択
的
実
行
と

い
う
仮
説
に
も

と
づ
き
、
中
央
政
府
は
農
村
幹
部

の
ビ

ヘ
イ
ビ
ア
を
確
実
に

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す

る
政
治
的
能
力
を
も

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
優
先
度

の
高

い
政
策
を
選
択
的
に
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

二

実
態
調
査
に
も
と
つ
い
た
実
証
的
分
析

政
策
の
選
択
的
実
行
と
い
う
仮
説

に
も
と
づ
き
、
本
稿

で
は
、
中

央
政
府
は
農
村
幹
部
の
ビ

ヘ
イ
ビ
ア
を

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
、
優
先
順

位

の
高

い
政
策
を
選
択
的
に
実
行
し
、
農
民

の
負
担
を
軽
減
す
る
政

治
的
能
力
を
も

っ
て
い
る
と
の
主
張
に
立

つ
。

こ
の
命
題
を
検
証
す

る
た
め
に
、
筆
者
は
陳
西
省

で
農
民
の
税
費
負
担
と
農
村
の
税
費
改

革
の
実
施
情
況
に
対
し
て
サ
ン
プ

ル
調
査
を
行

っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
末
に
農
民

の
過
剰
負
担
問
題

が
表
面
化
し
た
た

め
、

一
九
九

一
年
に
、
中
央
政
府
は

「農
民
の
費
用
負
担
と
労
務
管

理
に
関
す

る
条
例
」
を
公
布
し
た
。
そ
こ
で
は
、
農
民
に
よ
る
各
種

の
税
費
負
担
が
前
年
度
の
平
均
収
入
の
五
%
を
超

え
て
は
な
ら
な
い

と
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
、
数
回
に
わ
た

り
中
央
政
府

は

「文

件
」
(公
文
書
)
に
よ
る
通
達
を
出
し
、
農
民

の
負
担
軽
減
を
求
め

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
著
し
い
効
果
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。
二
〇
〇

〇
年
か
ら
、
特
に
二
〇
〇
二
年
以
後
、
中
央
政
府

は
農
民
の
過
剰
負

担
問
題

の
重
大
さ
と
緊
迫
性
を
認
識
し
、
農
民

の
過
剰
負
担
問
題
を

根
本
的

に
解
決
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
全
国
規
模
で
農
村

の
税
費

改
革
を
全
面
的
に
推
進
し
た
。

筆
者
は
、
農
民
の
税
費
負
担
が
農
民
の
家
庭

収
入
に
占
め
る
比
率

を
中
心
に
、
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
四
年
に
陳

西
省

に
お
け
る
農
民

の
納
税
お
よ
び
収
入
の
状
況
を
調
査
し
た
。

こ
の
調
査
を
通
じ
て
、

次
の
三

つ
の
問
題
を
分
析
し
た
。

ま
ず
、
郷
村
幹
部
に
よ
る
農
民
の
家
庭
収
入

の
見
積
も
り
お
よ
び

税
費
が
家
庭
収
入
に
占
め
る
比
率

の
減
少
な
ど
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
郷
村
幹
部

に
よ
る
農
民
に
対
す
る
負
担
軽
減
政
策
の
実
行

状
況
を
解
説
し
た
。

一
九
九

一
年

の

「農
民
の
費
用
負
担
と
労
務
管

理
に
関
す
る
条
例
」
の
中
に
は
、
農
民

の
税
費
負
担
が
前
年
度

の
平

均
収
入
の
五
%
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
村
幹
部
は
農
民
の
家
庭
収
入
あ
る
い
は

一
人
当
た
り
の
平
均

収
入
を
高
く
見
積
も
る
方
法
で
、
中
央
政
府

の
規
定
を
迂
回
し
、
農

民
が
実
際
に
納
め
た
税
費

の
比
率
は
五
%
よ
り
遥
か
に
高
く
な
っ
て

ハ
ロ
　

い
た
。
村
幹
部
が
継
続
的

に
農
民

の
家
庭
収
入
を
高
く
見
積
も
る
と

い
う
こ
と
は
、
税
費
改
革

に
関
す
る
政
府

の
約

束
と
相
矛
盾
す
る
も
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の
で
あ

っ
た
。
も
し
税
費
改
革
が
効
果
的
と

い
う
の
な
ら
、
郷
村

の

幹
部
は
農

民
の
年
間
平
均
収
入
を
正
確

に
見
積
も

っ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

次
に
、
税
率
お
よ
び
家
庭
ご
と
の
税
費
負
担
が
そ
の
年
間
収
入
に

占
め
る
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
考
察
し
比
較
し
た
。
そ
れ
は
、
農
民
と

村
幹
部

(会
計
係
)
に
よ
る
、
農
民
の
税
費
負
担
と
収
入
の
状
況
に

対
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
見
積
も
り
を
直
接
比
較

し
て
得

る
こ
と
が
で

ハロ
　

き
る
。
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
二
年
に
、
中
央
政
府
と
陳
西
省
政
府

の
責
任
者

は
、
農
民
負
担
の
軽
減
を
公
式
に
約
束
し
た
。
た
だ
、
そ

れ
は
政
府

の
責
任
者
に
よ
る
が
農
民
負
担

の
軽
減
に
関
す
る
初
め
て

の
公
的
な
声
明
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
級
政
府
が
下
級

政
府

に
十
分
な
圧
力
を
加
え
、
末
端
政
府
が
税
費
改
革
を
徹
底
的
に

実
行
す
る
か
ど
う
か
を
識
別
す
る
唯

一
の
方
法
と
は
、
す
な
わ
ち
税

費
負
担

の
比
率
を
直
接
算
出
す
る
こ
と

で
あ
る
。
仮
に
そ
の
比
率
が

明
確
に
低

く
な

っ
て
き
た
な
ら
、
税
費
改
革

は
全
面
的
に
実
行
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
各
級
の
政
府
が
税
費
改
革

の
進
展
に
与
え
た
影
響
も
考

察

し
た
。
仮
に
、
同
じ
県
に
お
い
て
、
各
郷
で
農
民
の
負
担
を
軽
減

す
る
度
合

い
が
異
な
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
郷
政
府
が
当
該
政
策
を

ど
の
程
度

ま
で
実
行
す
れ
ぼ
よ

い
か
と
い
う
裁
量
に
関
し
て
権
限
を

も

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
仮

に
、
県
ご
と
に
農
民

の
税
費

負
担
を
軽
減
す
る
度
合
い
が
異
な

っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
県
政
府

は

当
該
政
策

の
実
行
に
対
し
て
裁
量

の
権
限
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
も
し
県
と
県

の
間

で
農
民
負
担
が

軽
減
さ
れ
た
度
合
い
に
大
し
た
差
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
政
策
を
推
進

す
る
原
動
力
は
必
ず
省
政
府
あ
る
い
は
中
央
政
府
に
あ
る
と
推
測
で

き
る
。

一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
以
後

に
か

け
て
、
陳
西
省
は
何

度
も
農
民
負
担
を
軽
減
す
る
と
表
明
し
て
き
た
。
全
国

の
他
の
地
域

と
同
様

に
、
九
〇
年
代
初
期
に
は
陳
西
省
の
農

民
が
直
面
す
る
主
な

問
題

は
、

「村
提
留
」

(村

の
留
保
資
金
)
と

「郷
統
簿
」
(郷
政
府

の
公
益
金
)
が
重
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
税

と
費
の
区
別
は
次
の

と
お
り
。
税
は
農
民
が
国
家
に
納
付
し
た
公
式

の
税
金

で
あ
り
、
費

は
農
民
が
地
方
政
府
に
納
付
し
た
非
公
式
の
割
当
金
で
あ
る
。

村

の
会
計
係

に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
よ

っ
て
明
ら

か
に
な

っ
た

こ
と
だ
が
、
納
付
さ
れ
た
税
費

の
項
目

が
沢
山
あ

っ

た
。

二
〇
〇
〇
年
だ
け
で
、
陳
西
省

の
農
民
が
負
担
し
て
い
た
税
費

は
計
八
種
類

で
、
そ
の
中
に
は
、
税
金

は
二
種

類
、
割
当
金
と
留
保

資
金
な
ど
は
六
種
類
あ
っ
た
。
二
種
類

の
税
金

は
主
に
農
業
税
と
農

林
特
産
税
を
指
し
て
い
る
。
費
に
は

「道
路
費
」
、
「民
兵
訓
練
費
」、

「優
撫
費
」

(徴
兵
さ
れ
た
家
族
に
対
す

る
扶

助
料
)、

「計
画
生
育

(出
産
)
費
」
、
「教
育
費
」
と

「電
費
」

(電
気

代
)
な
ど
が
含
ま
れ

て
い
る

(表
-
参
照
)
。

農
業
税
は
年
間

一
人
当
た
り
の
食
糧
生
産
高

に
対
し
て

一
定

の
比

率

で
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
農
林
特
産
税

は
果
物
、
野
菜
、
タ

バ

コ
の
よ
う
な
農
産
物
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税

金
で
あ
る
。
調
査
の

農村税費改革にみる中国政府の政策実行能力の分析'g5



被 調査 家庭 の年平 均 税費 負担 明細表*

(2000年)

単位:元

表1

費 目 金 額

割当金(提 留)の 費目

道路費 80

民兵訓練費 32

優撫 費** 12

計画生育(出 産)費 40

教育費 100

電気代 300

税金(統 簿)の 費目

農業税 160

農林特産税 600

ボランテ ィア労働(日/年) 20

合計 1,324

会計係が見積 もった

農民の平均年収
3,600

農民負担が一戸当た りの

年収 に占める比率(%)
37

*サ ン プ ル 村 の ナ ンバ ー:612
、 県6郷1の

2村 。
**優 撫 費:徴 兵 され た家 族 に対 す る扶 助料

。

 

注

農 民一 戸 当た りの平均 年収 に対 す る

見積 金額 の比 較(2000年 ・2004年)*

単位:元

表2

2000年 2004年

農民の見積 も り 5,494(133)** 6,579(136)

村幹部の見積 も り

村長

村の党書記

村の会計係 り

G,909(13)

8,0G8(13)

4,086(14)

4,934(1G)

4,085(12)

4,448(15)

郷の党書記 一 4,666(6)

注:*2000年 に は郷 の 主要 幹 部 に対 して 非 公 式 の

訪 問 調 査 を 実 施 した が 、2004年 に は ア ン ケ ー

トだ けの 調 査 を行 った 。
**()内 は調査 デー タの数 を示 す

。
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対
象
に
な

っ
た
三
つ
の
県
で
は
、
農
林
特
産
税
は
主

に
農
民
の
現
金

収
入
に
つ
な
が
る
二
種
類
の
農
産
物

(果
物
と
野
菜
)
に
課
さ
れ
た

も
の
で
あ

る
。
二
〇
〇
〇
年
の
農
業
税
と
農
林
特
産
税
の
徴
収
は
、

郷
鎮
幹
部

の
昇
進
を
左
右
す
る
ハ
ー
ド
な
指
標
に
な
っ
て
い
た
。
調

査
デ
ー
タ

が
示
す
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
農
林
特
産
税
は
農
民
が
負
担

し
た
税
費
総
額

に
占
め
る
割
合
が
四
五
%
に
も
達
し
、
最
大
の
費
目

で
あ

っ
た

(表
1
)。

農
民
の
負
担
を
計
る
も
う
ひ
と

つ
指
標
は
、
見
積
も
り
の
対
象
に

な

っ
た
農
民

の
家
庭
収
入
に
占
め
る
税
費

の
割
合
で
あ
る
。
二
〇
〇

〇
年

の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
陳
西
省
の
農
民
が
負
担
し
た
税
費
は
、

村
の
会
計
係

の
見
積
も
り
で
は
、
農
民
収
入
の
そ
れ
ぞ
れ
二

一
%
と

一
六
%
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
幹

部
と
農
民
が
そ
れ
ぞ

れ
見
積
も
り
し
た
平
均
家
庭
収
入
の
間
に
は
大
き
な
格
差
が
存
在
し

て
い
る

(表
2
)
。

二
〇
〇
〇
年
の
調
査

に
よ
る
と
、
農
民
が
見
積
も

っ
た
自
分
た
ち

の
平
均
家
庭
収
入
は
五
四
九
四
元
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ぼ
農
民
が

負
担
し
た
各
種
税
費

の
比
率
が
平
均
家
庭
収

入

の
二
三
%
に
達
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
村

の
会
計
係

の
見
積
も
り
で
は
、
農
民

の
税
費
負

担

の
比
率

は

一
六

%
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
ま
た
、
同
じ
村

の
中
で

も
、
村
の
幹
部
同
士

で
見
積
も
り
金
額
が
異
な

っ
て
い
た
。
同
じ
村



に
お
い
て
、
村
長

は
農
民
の
平
均
家
庭
収
入
を
六
九
〇
九
元
と
見
積

も

っ
た
の
に
対
し
て
、
村

の
党
書
記
は
八
〇
六
八
元
と
見
積
も

っ
て

い
た
。

村
の
幹
部
が
農
民

の
年
間
収
入
を
高
く
見
積
も
る
こ
と
自
体
、
農

民
の
負
担
軽
減

の
政
策

に
違
反
し
た
具
体
例
で
あ
る
。
村

の
幹
部
が

こ
の
よ
う
な
行
動
を
と

っ
た
背
景
と
し
て
は
、
私
利
私
欲
を
考
え
た

結
果

の
可

能
性
も
あ
る
し
、
郷
鎮
政
府
か
ら
の
圧
力
を
受
け
た
可
能

性
も
あ
る
。
村

の
幹
部
の
間

で
農
民

の
収
入
に
対
す
る
見
積
も
り
金

額
が
異
な

っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
た
方
面
か
ら
圧
力
を
受

け
た
公
算

が
大
き
い
。
村

の
党
書
記
が
高
く
見
積
も

っ
た
要
因
と
し

て
は
、
彼

が
郷
鎮
政
府
か
ら
任
命
さ
れ
た
た
め
に
、
郷
鎮
政
府

の
意

思
を
よ
り
強
く
代
弁
す
る
必
要
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
村

長
、
村
の
会
計
係
は
村
民
選
挙
に
よ

っ
て
選
ば
れ
た
の
で
、
郷
鎮
政

府

の
意
思

を
反
映
す
る
と
同
時
に
、
村
民
か
ら
の
圧
力
も
受
け
て
い

る
の
で
あ
る
。

二
〇
〇

二
年
の
税
費
改
革
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
た

め
に
、
筆

者
は
村

の
幹
部
が
見
積
も

っ
た
農
民
の
家
庭
平
均
年
収
入

の
変
化
に

つ
い
て
も
考
察
し
た

(表

2
)
。
村

の
幹
部
が
見
積
も

っ

た
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
四
年

の
家
庭
平
均
年
収
を
比
較
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
興
味
深
い
点
に
気
付
か
さ
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇

〇
四
年

に
会
計
係
が
見
積
も

っ
た
平
均
年
収
は
ほ
ぼ
同
額

で
、
農
民

み
ず
か
ら

が
見
積
も

っ
た
金
額
よ
り
も
低
い
。
さ
ら
に
、
最
も
顕
著

な
点
は
、

二
〇
〇
四
年

の
サ
ン
プ
ル
の
な
か
で
す

べ
て
の
村
の
幹
部

が
見
積
も

っ
た
金
額

に
大
差
が
な
く
、
し
か
も
農
民
み
ず
か
ら
の
見

積
も
り
よ
り
少
な
か

っ
た
こ
と
に
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年

の
デ
ー
タ
で
は
、
村

の
党
書
記
が
見
積
も
っ
た
金
額

は
農
民

の
見
積
も
り
額

の

一
・五
倍

ほ
ど
あ

っ
た
が
、

二
〇
〇
四
年

の
デ
ー
タ
で
は
、
村
の
党
書
記
が
見
積
も

っ
た
金
額
は
、
村
会
計
係

が
見
積
も

っ
た
も
の
よ
り
三
六
三
元
も
低
か

っ
た
。
村

の
幹
部
と
村

の
党
書
記
に
よ
る
見
積
も
り
の
結
果

に
見
ら
れ
た
近
似
性
は
、
郷
鎮

政
府
が
農
村
税
費
改
革
政
策
の
実
行
を
徹
底

さ
せ
た
こ
と
の
表
れ
と

い
え
よ
う
。
村
の
党
書
記
は
郷
鎮
政
府

の
党

の
委
員
会
に
任
命
さ
れ

た
た
め
、
上
級
政
府
の
政
策
的
意
図
に
従
わ
な

け
れ
ぼ
な
ら
な

い
の

で
あ
る
。

サ

ン
プ

ル
と
し
て
挙
げ
た
三

つ
の
県

の
調
査

デ
ー
タ
に
示
さ
れ
た

よ
う
に
、
税
費
改
革
を
通
じ
て
多
く
の
繁
雑

な
税
費

の
費
目
が
減
ら

さ
れ
、
農
民
の
税
費
負
担
も
大
幅
に
軽
減
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
大
多

数
の
村

で
は
、
農
業
特
産
税
が
削
減
さ
れ
、

一
部

の
地
方
で
は
、
非

ハ
ロ
　

公
式

の
税
金
の
費
目
と
し
て
完
全
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇

年
の
村

の
会
計
係
の
見
積
も
り
に
よ
れ
ば
、

一
戸
当
た
り
の
農
業
特

産
税
は
二
〇
〇
元
か
ら
九
八
〇
元
ま
で
と
幅

が
あ
り
、
平
均

で
六
〇

七
元

で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇

四
年

に
な
れ
ば
、
農
業
特
産

税
は
完
全

に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

一
戸
当
た
り
の
農
業

税
が
二
〇
〇
〇
年
の
平
均
八
〇
元

(
一
人
当

た
り
二
〇
元
)
か
ら
、

二
〇
〇
四
年
の
二
五
六
元

(
一
人
当
た
り
六
四
元
)
に
増
加
し
て
も

い
る
。

農村税費改革にみる中国政府の政策実行能力の分析[87



農 民一 戸 当た りの平 均年 収 に 占め る税 費比 率 の変化(2000-2004年)

単位:元(%)

表3

県3 県5 県6

T31 T32 T51 T52* T61 TG2**

村民の

見積 もった

負担額

2000年 794(10) 702(12) 1,234(20) 1,800(31) 1,340(43) 1,054(21)

2004年 369(4) 503(7) 740(8) 486(7) 411(7) 436(13)

会計係の

見積 もった

負担額

2000年 561(16) 592(17) 835(14) 825(10) 802(27) 825(20)

2004年 493(7) 403(10) 660(9) 512(5) 341(12) 290(6)

()内 は 負担 額 が 家庭 収 入 に 占め る比 率 を 示 す。
*2000年1つ の村 のデ ー タ が欠 けて い る

。
**2000年 と2004年 それ ぞ れ1つ の 村 の デ ー タが 欠 け て い る。

 

注

そ
の
よ
う
な
変
化

の
原
因
は
税
費

の
費
目
が
簡
素
化
さ
れ
、
農
民
の

各
種
税
費
負
担
が
削
減
さ
れ
た

こ
と
に
あ
る
。
農
業
税
こ
そ
増
加
し

た
が
、
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
四
年

の
税
費
負
担

の
総
額
が
農
民
の

平
均
家
庭
年
収
に
占
め
る
割
合
は
大
幅
に
低
下

し
て
お
り

(表
3
参

照
)、
サ
ン
プ

ル
と
し
た
六

つ
の
郷
鎮

お
よ
び

三

つ
の
県
に
お
け
る

調
査
デ
ー
タ
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
農
民

の
負
担

は
大
幅

に
軽
減
さ

れ
た
。
そ
の
よ
う
な
現
状
を
鑑
み
れ
ば
、
中
国
農
村

の
税
費
改
革
が

ト

ッ
プ
ダ
ウ

ン
方
式

で
強
力
に
遂
行
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

む

す

び

筆
者
は
、
中
央
政
府
が
農
村
に
お
い
て
農
民

の
負
担
を
軽
減
し
、

税
費
改
革
を
遂
行
す
る
政
治
能
力
を
十
分
も

っ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
本
稿

の
分
析
結
果
は

E
d
in
[2
00
3
]

の
観
点
を
支
持

す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
中
央
政
府
は
優
先
順
位

の
高

い
政
策

を
選
択
的

に
実
行
し
、
政
策
の
優
先
順
位
も
必
要

に
応
じ
て
変
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仮
説
を
裏
付
け
た

こ
と

と
な
る
。

一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
農
民
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
な
か
っ
た
、

あ
る
い
は
軽
減
の
幅
が
非
常
に
小
さ
か

っ
た
原

因
は
、
各
級
政
府

の

間
に
横
た
わ
る
プ
リ

ン
シ
パ
ル

ロ
エ
ー
ジ

ェ

ン
シ
ー
の
長
伸
な
連

携
網
に
あ

っ
た
。
情
報
伝
達
の
過
程

で
は
不
確
実
性
を
排
除
し
き
れ

ず
、
郷
鎮
幹
部
に
よ
る
恣
意
的
な
税
費
徴
収
と
農
民
の
税
費
負
担

の

増
加
と

い
う
問
題
の
重
大
さ
に
対
す
る
中
央
政
府

の
認
識
が
不
十
分

Igg



で
あ

っ
た
。
ま
た
当
時
、
中
央
政
府
と
し
て
も
こ
の
点
に
関
す
る
政

策
的
な
優
先
順
位
は
低
か

っ
た
。

そ

の
よ
う
な
状
況

の
下
で
、
中
央
政
府

は
地
方
政
府
に
よ
る
農
民

の
負
担

の
軽
減
、
お
よ
び
農
村
に
お
け
る
税
費
改
革
の
遂
行
に
対
し

て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
地
方
政
府
は
み
ず
か
ら
の

利
益

の
た
め
に
、
郷
鎮
政
府
に
対
し
て
財
政
的
合
理
性
を
欠
い
た
ま

ま
、
上
級

政
府
と
の
問
に
結
ば
れ
た

「目
標
責
任
書
」
に
記
載
さ
れ

た
任
務
を
完
成
さ
せ
る
べ
く
、
郷
鎮
や
村
の
幹
部

に
よ
る
恣
意
的
な

税
費
徴
収

を
黙
認
、
も
し
く
は
放
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ

の
後

、
中
央
政
府
は
農
村
に
お
け
る
恣
意
的
な
税
費
徴
収
の
問

題
が
ま
す
ま
す
重
大
化
し
、
緊
迫
性
が
増
し
た
こ
と
を
認
識
し
、
農

民
の
税
費

負
担
の
軽
減
と
農
村
に
お
け
る
税
費
改
革
の
推
進
を
、
地

方
政
府

の
関
係
者
を
評
価
す
る
重
要
な
指
標
と
位
置
づ
け
る
よ
う
に

な

っ
た
。

そ
れ
と
同
様

に
、
地
方
政
府
も
そ
れ
を
郷
村
幹
部
を
評
価

す
る
重
要

指
標
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
農
民

の
負
担
は
著
し
く
軽
減

さ
れ
、
農

村
の
税
費
改
革
も
徹
底
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

中
央
政
府
は
優
先
順
位
の
高

い
政
策
を
選
択
的

に
実
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
優
先
順
位

の
高

い
す
べ
て
の
政
策

を
直
ち
に
実
行
す
る
能
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
中
央
政
府

は

「ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
」
型
の
行
政
管
理
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
優
先

順
位

の
高

い
政
策
を
選
択
的
に
実
行
し
て
い
る
。
政
策
の
実
行
が
困

難
な
場
合

は
、
中
央
政
府
は
主
に

「運
動
方
式
」
(
ム
ー
ブ

メ
ン
ト

方
式
)
に
よ

っ
て
政
策
を
推
進
し
、
そ
の
影
響
を
す
ば
や
く
辺
鄙
な

農

村

に

ま

で
波

及

さ

せ

て

い

る
。

と

こ
ろ

が

、

こ

の
よ

う

な

政

策

の

推

進

方

法

は
、

ゴ

ム

バ

ン
ド

の

よ

う

に
跳

ね

返

り

が

ち

で

、

「
ゴ

ム

ム
ゐ
　

バ
ン
ド
効
果
」
が
表
れ
や
す
い
。
問
題
は
中
央

政
府
が
果
た
し
て
長

期
に
わ
た
り
、
そ
の
よ
う
な

「ト

ッ
プ
ダ
ウ
ン
」
方
式
の
圧
力
を
維

持
し
、
農
村
に
お
け
る
税
費
改
革
を
継
続
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
今
後

さ
ら
な
る
分
析
と
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

〔
付

記
〕

サ

ン
プ

ル
調
査

に
関
す

る
説

明

わ
れ

わ
れ

は
実
態

調
査

に
お

い

て
、
多

段
階

ラ

ン
ダ

ム
サ

ン
プ

リ

ン

グ

(無
作

為
抽

出
法

)

の
方
法

を

用

い
て
陳
西

省

に

あ

る
六
県

三

四
村

を

サ

ン
プ

ル
と
し

て
選
択

し

た
。

こ
の
六

県

は
陳

西
省

各

地
域

の
発

展

水
準

に

も

と
つ

い

て
ラ

ン
ダ

ム

に
抽

出

さ

れ

た

も

の
で

あ

る
。

さ

ら

に
、
各

県

で
は

ラ

ン
ダ

ム
に

二

つ

の
郷
鎮

を
抽

出

し
、

同
様

に
各
郷

鎮

で
は
三

つ
の
村

を
抽

出

し
た
。

そ

れ
ぞ

れ

の
村

で
は
村

の
会

計

係

が
提

供
し

て
く

れ

た

「戸
籍

登

録
表

」

か
ら
九

つ
の
家
庭

を
選
び

、

訪
問

調

査

を
行

っ
た
。

「戸

籍

登
録

表

」

に
世

帯
主

の
名
前

が
記

載

さ

れ

て

は

い

る
が
、
多

く

の
場

合

は
調
査

時

に
世
帯

主

が
不
在

の
場
合

が
多

か

っ
た
。

そ

の
主

な
原

因

は
、
世
帯

主

が
数
週

間

か
ら
数

か
月

に
か

け

て
出
稼

ぎ

に
出

て

い
た

た
め

で
あ

る
。
世

帯
主

が
不

在

の
場
合

は
、
彼

ら

の
配

偶
者

が
被

調

査
者

に
な

る
。

し

た
が

っ
て
、

回
収

率

は

ほ
ぼ

一
〇

〇

%

で
、

そ

の

う
ち

二
五

%
が
女

性

で
あ

っ
た

(
こ
の
比
率

は
二
〇

〇

〇
年

の
調
査

と

二
〇
〇

四
年

の
調
査

で
は

ほ
ぼ

同

じ

で
あ

る
)
。
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以

上

の
九

つ
の
家
庭

の
ほ

か
に
、
村

長

、
村

の
党
書

記

お
よ

び
村

の

会

計
係

に
も

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

し
た
。

そ
れ

と

は
別

に
、

三

つ
の
郷
鎮

の

八

つ
の
村

で
、

ケ

ー

ス
ス
タ

デ

ィ
も

行

っ
た
。

そ

こ
で
、
農

民

、
村
幹

部

、

郷

鎮

幹

部

お

よ

び

県

の
幹

部

を
対

象

に

デ

ィ
ー

プ

・
イ

ン
タ

ビ

ュ
ー
を

行

っ
た
。

二
〇
〇

四
年

六

月

の
調

査

は
、

二
〇
〇

〇
年

の
サ

ン
プ

ル
で
あ

っ
た

六

つ
の
県

か

ら
、

三

つ
の
県

を
選
び

、

そ
れ
ぞ

れ

の
県

か
ら

二
〇
〇

〇

年

と

同

じ
郷
鎮

と
村

を
抽

出

し
た
。

同

じ
村

で
は
あ

っ
た

が
、

訪
問

調

査

し

た
家
庭

は
違

っ
て

い
た
。

そ

の
目
的

は
、

同
じ
村

に
お

い
て
統

計

上
類

似

し
た

サ

ン
プ

ル

か

ら
新

し

い
情

報

を

収
集

す

る

た

め

で
あ

っ

た
。

調
査

時

に
使
用

し
た

ア

ン
ケ

ー
ト

は
二
〇
〇

〇

年

の
調
査

と

同
じ

も

の

で
あ

っ
た
が
、

一
〇

個

の
新

し

い
質

問
を
追

加

し

た
。

そ
れ

ぞ
れ

の
訪

問
調

査

の
平
均

時
間

は
五

五
分

で
あ

っ
た
。

二
〇
〇

四
年

の
調

査

で
は
、

各

郷

鎮

の
責

任

者

を

正

式
訪

問

し
、

イ

ン
タ

ビ

ュ
ー
を

行

っ

た
。

農
民

と
村

幹
部

に
対

し

て
は
、
前

回

と
同

じ
方

法

を
と

っ
た
。
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,
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で

の

発

表

論

文

よ

り

引

用

。

〈
3
>

陳
振

明

「西

方

政
策

実

行
研

究

運
動

的

興

起

」

『
江

蘇

社
会

科

学
』

二
〇

〇

一
年
第

六
号

、
六

〇
頁

。

〈
4
>

金

太

軍

「
重

視

対

公

共

政

策

実

行

的

研

究

」

『
江

蘇

社

会

科

学
』

二
〇

〇

一
年
第

六

号
、
五

八
頁

。

〈
5
>

楊

小
雲

「当

前

中

国
政

策

実
行

的

障
碍

及

其

克

服

」

『
地

方
政

府

管

理

』

二

〇
〇

〇
年

第

二
号

、

八

-
九

頁

、
鄭

志

龍

・
李

玲

玲

「転

型
期

我
国

公
共

政
策

実
行

中
的

問
題

分
析

」

『
河
南

社
会

科

学

』

二
〇

〇

二
年
第

一

一
号

、

二
一ニ
ー
二
六
頁

、
胡

棟

梁

「影
響

公
共
政

策

有
効

実

行

的
因

素

分
析

与

対
策

」

『
蘭

州

学
刊

』

二
〇

〇

三

年
第

六

号
、

1
四

1
-

1
四

二
頁

、
張

国
慶

「有

効
実

行

新
時

期

中

国
政

府

公
共

政

策
的

理

性
選

択

」

『
北
京

行

政
学

院

学

報

』

二

〇

〇

四
年
第

三
号

、

一
-
四
頁
。

〈
6

)
B
e
rn
ste
in
a
n
d
L
ii
[2
0
0
0
:
7
4
2
-
7
6
3
】;
呂
暁
波

「中

国

改
革

中

農

民

負
担

的

政

治
問

題

」

『
農

民
研

究

』
第

二
五
巻

一
九

九

七

年

第

一

号

、

=

二
四
頁
。

〈
7
>

実

際
、

郷
鎮

政
府

が
中
央

の
政

策

を
実
行

す

る
際

に
、
村

民

委

員

会

と
村
幹

部

を
通

じ

て
行

っ
て
い
る
。

す
な

わ
ち
、

こ

の
二
者

の

問

に
も
プ

リ

ン

シ
パ

ル

"

エ
ー

ジ

ェ

ン
シ
ー

の
関

係

も

存

在

し

て

い
る
。

し

か
し

、
村

民
委

員
会

は
政

府

の
行
政

管
理

シ
ス
テ

ム

の
中

に
入

っ
て

い
な

い
た
め
、

本
稿

で
は
そ

れ
を
政

府

の
プ

リ

ン

シ
パ

ル

ーー

エ
ー

ジ

ェ
ン
シ
ー

の
チ

ェ
ー

ン
に
入

れ

て

い
な

い
。

と

こ
ろ

が
、

そ

の
よ
う

な
関

係

が
実
際

に
存

在

し

て

い
る

の
で
、
本

稿

で
提

起

し

た
プ

リ

ン

シ
パ

ル

ーー

エ
ー

ジ

ェ
ン

シ
ー

の
関

係

に
影

響

さ

れ

て

い

る
。

〈
8
>
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B
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n
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9
9
:
1
7
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E
d
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