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国
家
が
積極
的
に
経
済
に
介
入
す

る
国
家
塑口
資本
主
義
の
段
階
に
入

っ
て
い
る
今
回 、
従
来

の建ナ
主
義

的
な
ロ
シ
ア・
マ

ル
ク
ス
主
義
で
は

磁綴磁闘騒剖

う
ま
く
適
応
で
き

悶悶

司引臨む・？

な
く
なっ
た 。
そ

自222

と
で 、
も
う一
度

マ
ル
ク
ス
の
原
点
に
も
どっ
て 、
現

代
に
適
応
す
る
理
論
を
組
み
立
て
直

そ
う 、
と
い
う
動
き
が
さ
か
ん
に

なっ
て
い
る
と
と
は
当
然
で
あ
ろ

う 。そ
の
動
き
の
中
で 、
い
ま
日
本
で

有
力
な
の
は 、
疎
外
論
と
物

象化論

と
い
う
こ
と
に
なっ
て
い
る 。
疎
外

論
と
い
う
の
は 、
マ
ル
ク
ス
の
初期

の
著
作
で
あ
る
『
経
済
学
H

哲学
手

芭
の
中
で
述べ
で
わる
考
え
か
た

でA

簡単
に
い
ろ
と 、
人
聞
は
自
分

が
作
り
出
し
た
モ
ノ 、
た
と
だ
ば 、

宗
教
と
か
貨
幣
に
よっ
て
逆
に規
制

る）
な
ど
は 、
そ
の
代
表
的
な
得
在

で
あ
る
よ
う
だ 。

物
象
化
論
は 、
『
ド

イ
ツ・
イデ

オロ
ギ
ー』

か
ら
は
じ
まっ
た
マ
ル

ク
ス
の
後
期
の
考
え
で 、
人
間
と
人

間
と
の
社
会
的
関
係
が 、
あ
た
か
も

物
と
物
と
の
関
係
の
よ
う
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る 、
と
い
う
見
方
を
示
し
た

論
で
あ
る 。
乙
の
物
象
化
論
は 、
ル

カ
i

チ
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

学
派
に

い
る
乙
と
を
と
ら
え 、
乙
の
「
関

係」
中
山
の
論
理
に
よっ
て 、
マ
ル

ク
ス
主
義
に
新
し
い
展
望
を
与
え
る

ば
か
り
で
な
く 、
ゆ
き
づ
まっ
た
近

代
哲
学
の
二
元論
も
克
服
で
き
る 、

と
い
う
と
と
に
な
ろ
う 。

つ
ま
り 、
広
松
は 、
マ
ル
ク
ス
の

中
か
ら
新
し
い
哲
学
の
範
型
を
発
掘

し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る 。

広
松
に
い
わ
せ
る
と 、
疎
外
論
は 、

④ 

取
り
残
さ
れ
た
毛
沢
東

さ
れ
て
お
り 、
人
間
は
こ
う
し
た
疎

外
の
状
態
か
ら
自
己
を
回
復
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い 、
と
い
う一
種
の
人

間
主
義
な
の
で
あ
る 。
現
代
の
疎
外

論
者
は 、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
と
の
考

え
か
た
を
基
に
し
て
い
る 。
む
ろ
ん

と
の
背景
に
は 、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義

の
非
人
間
的
な
プロ
レ
タ
リ
ア
独
裁

に
対
す
る
批
判
が
あ
る
わ
け
だ
が 、

駒
場
で

斐意
想
史
の
教
授
を
し
て

い
る
域
塚
登
（
し
ろ
っ
か・
の
ぼ

き雪3君主号

車ml �鮮明（ 慣？田眠 時 間
曹 主 点 と 哲 5

i 旨 � i l _ 一一一

i ihan）�l;11uull!l I 

の
新
思
想
の
鼓
吹
者
は 、
ま
た
た

く
聞
に
遺
跡
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

ロ
シ
ア
現
代
史
の
教
授 、
菊
地
昌

典
（
き
く
ち・
ま
さ
の
り）
も 、
そ

の
犠
牲
者
と
い
え
る
だ
ろ
う 。
菊
地

よっ
て 、
批
判
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ

主
体
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
近
代

て
い
る
が 、
そ
れ
を
積
極
的
に
肯
定

哲
学
の
範
型
か
ち
抜
け
出
し
て
い
な

論
と
し
て
展
開
し
て
い
る
の
が 、
哲

い
こ
と
に
な
る
し 、
城
塚
か
ら
み
る

学
の
助
教
授 、
広
松
渉
（
ひ
ろ
ま
っ

と 、
広
松
の
物

象化請
に
は
実
践
的

－
わ
た
る）
で
あ
る 。

な
立
場
が
な
い
と
い
う
と
と
に
な
る

は
宇
都宮
農
専
と
東
大
農
学
部
で
獣

と
に
よっ
て 、
一

党独
裁
の
矛
盾
を

広
松
の
考
え
は
『
マ
ル
ク
ス
主
義

ょ
う
だ 。

医
学
を
専
攻
し
た
後 、
ロ
シ
ア
の
農

解
決
し
よ
う
と
い －ぅ 、
毛
沢
東
主
義

の
地
平』
（
勤
草書
房
刊）
『
唯
物

い
ま
の
段
階
で
は 、
人
間
性
と
い

地
改
革
に
興
味
を
もっ
て
ソ
ビ
エ
ト

に
共
鳴
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
理
の

史
観
の
原
像』
（
三一
新
曹）
な
ど

う
も
の
を
切
り
捨
て
て
い
る
点
で 、

政
治
史
を
研
究
す
る
よ
う
に
なっ
た

当
然
で
あ
ろ
う 。
文
化
大
革
命
が
は

に
詳
し
い 。
そ
れ
を一
一言
で
説
明
す

物象化論
の
ほ
う
が
ナ
ウ
だ
と
い
え

変
わ
り
種
で
あ
る 。
し
か
し 、
ス
タ

じ
ま
る
と 、
菊
地
は
と
れ
を
人
間
の

る
と 、
疎
外
論
の
中
で
マ
ル
ク
ス
が

よ
う 。
が 、
今
日
ほ
ど
思
想
が
う
つ

l
リ
ン
時
代
の
ソ
ビ
エ
ト

社
会
主
義

思
想
変
革
を
め
足
し
た
前
人
未
到
の

「
前
衡
の
森」
の
項
終
わ
り 。
次

「
関
係」
と
い
う
考
え
か
差
し
だ

汚ぷ
い
時

去小川
ひょ
っ

｝
惇 、込
の
批
判

受ぷ
還暦議
官恩官官

川

回は一泊
掲
載
し晴子市川一

取り残された毛沢東


