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本
書
は
、
戦
間
期
か
ら
高
度
成
長
期
ま
で
の
農
村
社
会
と
行
政
村
の
展

開
を
研
究
さ
れ
て
き
た
筆
者
が
２
０
１
１
年
に
國
學
院
大
學
に
提
出
し
た

博
士
論
文
を
基
に
ま
と
め
た
研
究
書
で
あ
る
。
本
書
が
対
象
と
し
て
い
る

長
野
県
下
伊
那
地
方
は
、
飯
田
市
を
中
心
と
し
て
天
竜
川
流
域
に
広
が
る

地
域
で
あ
る
。
同
地
方
で
は
、
筆
者
が
勤
務
し
た
経
験
を
持
つ
飯
田
市
歴

史
研
究
所
が
、
地
元
の
自
治
体
や
部
落
に
残
る
膨
大
な
資
料
群
の
収
集
・

整
理
を
す
す
め
て
お
り
、
近
年
、
数
多
く
の
若
手
農
業
史
研
究
者
ら
が

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
研
究
を
す
す
め
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。
本
書
は
そ

う
し
た
下
伊
那
地
方
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
農
業
史
研
究
を
代
表
す
る
研

究
書
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
本
書
の
概
略
を
紹
介
し
な
が
ら

評
者
の
コ
メ
ン
ト
も
あ
わ
せ
て
論
じ
よ
う
。

本
書
の
目
的
は
、
国
家
政
策
が
農
村
社
会
の
末
端
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
受
容
さ
れ
、
執
行
さ
れ
て
い
た
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
様

相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
農
山
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
動
向
に
焦
点
を
あ
て

て
い
る
。
中
で
も
本
書
の
特
徴
は
、
農
山
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
国
家
の

政
策
執
行
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
機
能
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
加
え
、

「
い
か
に
機
能
し
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
観
点
に
注
目
し
て
い
る
点
で

あ
ろ
う
。
国
家
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

「
統
合
論
」
や
「
自
治
村
落
論
」
と
い
っ
た
分
厚
い
研
究
史
が
存
在
し
、

国
家
の
上
意
下
達
を
重
視
す
る
「
統
合
論
」
と
集
落
の
「
自
治
機
能
」
を

坂
口
正
彦
著
『
近
現
代
日
本
の
村
と
政
策　

長
野
県
下
伊
那
地
方　

１
９
１
０
〜
６
０
年
代
』

〔
書
評
〕

高
柳
友
彦
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重
視
す
る
「
自
治
村
落
論
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

機
能
を
強
調
す
る
点
で
鋭
く
対
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
筆
者
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
具
体
的
な
分
析
対
象
と
し
た
村
落
は
い
ず
れ
の
研
究
史
に
お

い
て
も
「
模
範
の
」
事
例
と
し
て
い
る
点
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ

は
、
国
家
に
よ
る
統
合
や
自
治
機
能
の
貫
徹
を
強
調
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
論
に
都
合
が
良
い
典
型
事
例
の
農
村
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
た
か

ら
で
あ
っ
た
（
こ
の
点
、
政
策
執
行
の
主
体
で
あ
る
行
政
村
に
関
わ
る
研

究
史
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
点
を
筆
者
は
指
摘
し
て
い
る
）。

本
書
で
は
、
そ
う
し
た
典
型
事
例
だ
け
で
語
れ
な
い
農
村
を
事
例
に
含

め
、
農
業
構
造
が
同
一
の
郡
を
行
政
村
単
位
よ
り
も
広
い
地
域
と
し
て
設

定
し
、
対
応
が
異
な
る
行
政
村
を
相
互
比
較
す
る
こ
と
で
国
家
と
行
政
機

構
の
末
端
で
あ
る
行
政
村
、
な
ら
び
に
行
政
村
を
構
成
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
書
が
対
象
と
す
る

下
伊
那
地
方
の
特
徴
は
、
中
小
地
主
が
多
く
（
小
作
争
議
が
少
な
い
）、

純
農
村
か
つ
「
養
蚕
型
」
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
政
策
執
行

に
お
け
る
「
模
範
的
」
で
あ
っ
た
村
と
筆
者
の
メ
イ
ン
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で

あ
る
下
久
堅
村
、
清
内
路
村
を
事
例
と
し
て
分
析
を
す
す
め
て
い
る
。

第
1
章
（「
明
治
後
期
～
大
正
期
に
お
け
る
政
策
の
執
行
―
地
方
改
良

運
動
を
中
心
と
し
て
―
」）
で
は
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
行

わ
れ
た
地
方
改
良
運
動
の
あ
り
様
に
つ
い
て
、「
模
範
事
例
」
と
さ
れ
た

松
尾
村
、
上
郷
村
と
下
久
堅
村
、
清
内
路
村
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。

地
方
改
良
運
動
に
お
い
て
目
的
と
さ
れ
た
「
行
政
村
の
統
合
力
強
化
」
が

実
現
し
た
松
尾
村
で
は
、
村
の
「
名
望
家
」
的
な
村
長
が
運
動
を
率
先
し

行
政
村
の
主
導
の
下
、
各
集
落
を
組
織
し
た
。
同
様
に
上
郷
村
で
も
村
の

上
層
で
あ
っ
た
村
長
が
地
縁
組
織
と
し
て
の
組
に
納
税
・
衛
生
事
業
な
ど

を
す
す
め
る
役
割
を
担
わ
せ
て
い
た
。
両
村
は
産
業
組
合
製
糸
に
お
い
て

も
、「
模
範
的
な
」
経
営
（
組
合
員
へ
の
繭
1
貫
あ
た
り
の
配
分
金
額
や

全
額
供
繭
制
の
導
入
な
ど
）
を
行
う
た
め
、
集
落
の
地
縁
組
織
を
利
用
す

る
面
が
み
ら
れ
た
。
一
方
、
下
久
堅
村
や
清
内
路
村
で
は
村
の
行
政
運
営

の
担
い
手
が
階
層
の
上
層
で
は
な
く
、
ま
た
、
村
内
の
各
部
落
間
相
互
の

関
係
が
重
視
さ
れ
る
な
ど
、「
部
落
割
拠
」
的
性
格
を
有
し
て
い
た
事
実

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

第
2
章
（「
昭
和
恐
慌
期
に
お
け
る
政
策
の
執
行
―
経
済
更
生
運
動
を

中
心
と
し
て
―
」）
で
は
、
昭
和
恐
慌
期
の
経
済
更
生
運
動
を
事
例
に

「
模
範
事
例
」
と
さ
れ
た
三
穂
村
、
大
島
村
、
河
野
村
と
下
久
堅
村
、
清

内
路
村
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
前
者
は
経
済
更
生
運
動
に
お
い
て
地

縁
組
織
と
し
て
の
組
が
再
編
さ
れ
る
な
ど
、
村
長
が
「
官
僚
」
と
し
て
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
中
、
行
政
村
の
単
位
で
住
民
が
統
合
さ
れ

た
。
下
久
堅
村
で
は
集
落
や
組
と
い
っ
た
地
縁
組
織
が
住
民
間
の
利
害
調

整
（
道
路
改
修
や
課
税
賦
課
の
決
定
な
ど
）
の
側
面
で
機
能
し
た
一
方
、
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村
税
滞
納
整
理
な
ど
集
落
単
位
で
の
抵
抗
に
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
特
に
両
者
の
事
例
に
お
い
て
「
家
」
の
深
部

（
各
家
の
中
の
事
柄
）
に
関
わ
る
事
象
で
大
き
な
差
が
生
ま
れ
た
点
に
つ

い
て
、
筆
者
は
「
行
政
村
レ
ベ
ル
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
有
無
」

（
96
頁
）
が
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
で
そ
う
し
た

行
政
権
力
が
析
出
さ
れ
な
か
っ
た
清
内
路
村
は
、
県
内
で
も
「
貧
弱
村
」

に
区
分
さ
れ
、
村
の
主
体
性
が
発
揮
で
き
な
い
中
、
県
行
政
の
政
策
的
介

入
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
運
動
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。

第
3
章
（「
昭
和
戦
時
期
に
お
け
る
政
策
の
執
行
―
食
糧
増
産
・『
満

州
』
分
村
移
民
―
」）
で
は
、
戦
時
統
制
政
策
の
執
行
の
あ
り
様
を
行
政

村
レ
ベ
ル
の
組
織
編
成
に
注
目
し
、「
模
範
事
例
」
と
し
て
河
野
村
と
下

久
堅
村
と
の
比
較
・
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
河
野
村
で
は
集
落
組
織
の
再

編
が
す
す
み
「
農
村
中
心
人
物
」
と
し
て
の
村
長
と
「
農
村
中
堅
人
物
」

と
し
て
の
翼
賛
壮
年
団
幹
部
を
中
心
と
す
る
政
策
執
行
体
制
が
機
能
し
、

食
料
供
出
や
満
州
分
村
移
民
に
お
い
て
郡
内
で
も
上
位
の
成
績
を
実
現
し

た
。
一
方
、
下
久
堅
村
は
強
力
な
執
行
体
制
を
構
築
で
き
な
い
中
、
食
料

供
出
の
実
績
が
あ
げ
ら
れ
ず
、
ま
た
満
州
分
村
移
民
も
実
施
で
き
な
か
っ

た
。
両
村
の
行
政
村
の
統
合
力
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
そ
の
淵
源
と

し
て
筆
者
は
行
政
村
の
成
り
立
ち
（
近
世
村
と
近
現
代
行
政
村
と
の
関
わ

り
）
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
4
章
（「
戦
後
農
村
に
お
け
る
政
策
の
執
行
―
長
野
県
下
伊
那
郡
下

久
堅
村
―
」）
で
は
、
下
久
堅
村
の
M
集
落
を
事
例
に
、
戦
後
改
革
期
か

ら
高
度
経
済
成
長
期
に
か
け
て
の
政
策
執
行
の
あ
り
様
を
当
該
期
の
農
村

社
会
運
動
や
新
農
村
建
設
計
画
な
ど
と
の
関
わ
り
か
ら
分
析
を
試
み
て
い

る
。
農
地
改
革
期
に
は
農
村
社
会
運
動
が
生
成
し
集
落
組
織
の
「
改
革
」

が
行
わ
れ
る
中
で
も
、
集
落
内
の
合
意
形
成
は
従
来
の
多
数
決
原
理
を
継

承
し
て
い
た
点
、
ま
た
、
高
度
経
済
成
長
期
（
１
９
５
６
年
に
下
久
堅
村

は
飯
田
市
と
合
併
）
に
は
、
国
、
県
か
ら
提
示
さ
れ
る
農
村
政
策
を
市
町

村
レ
ベ
ル
で
組
み
替
え
る
な
ど
、
集
落
が
様
々
な
政
策
を
合
意
形
成
す
る

存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
た
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

第
5
章
（「
戦
後
山
村
に
お
け
る
政
策
の
執
行
―
長
野
県
下
伊
那
郡
清

内
路
村
―
」）
で
は
、
部
落
有
林
が
存
続
し
た
集
落
、
行
政
村
の
関
係
性

の
変
化
に
つ
い
て
清
内
路
村
を
事
例
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
１
９
５
０

年
代
の
森
林
資
源
の
枯
渇
に
み
ら
れ
る
森
林
管
理
・
利
用
の
変
化
や
当
該

期
に
行
わ
れ
た
市
町
村
合
併
へ
の
関
わ
り
な
ど
住
民
の
動
向
が
論
じ
ら
れ

る
。
た
だ
、
そ
の
後
の
過
疎
の
進
行
や
災
害
へ
の
対
応
は
、
部
落
有
林
の

売
却
や
区
会
と
行
政
村
の
二
重
行
政
の
解
消
へ
と
結
び
つ
き
、
部
落
有
林

と
住
民
と
の
関
わ
り
が
変
化
す
る
こ
と
で
、
集
落
運
営
な
ど
の
あ
り
様
も

変
わ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

第
6
章
（「
戦
後
に
お
け
る
農
協
政
策
の
執
行
―
養
蚕
農
協
の
設
立
と
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経
営
―
」）
で
は
農
業
経
営
が
不
利
な
地
域
に
お
け
る
農
協
運
営
の
あ
り

様
を
下
伊
那
地
方
で
設
立
さ
れ
た
養
蚕
農
協
の
経
営
動
向
か
ら
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
同
地
方
で
主
導
的
な
立
場
を
担
っ
た
組
合
製
糸
天
龍
社
か
ら

離
反
し
た
下
久
堅
養
蚕
農
協
が
長
期
間
経
営
を
維
持
で
き
た
点
に
つ
い

て
、
経
営
担
当
者
の
個
人
的
な
力
量
と
と
も
に
、
条
件
が
不
利
な
地
域
に

お
い
て
養
蚕
経
営
を
行
う
組
合
員
に
と
っ
て
、「
機
会
主
義
的
な
」
行
動

を
と
る
養
蚕
農
協
が
公
正
な
運
営
を
行
う
組
織
と
し
て
認
識
し
て
い
た
点

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
ま
と
め
と
し
て
終
章
で
は
「
模
範
事
例
」
と
下
久
堅
村
、
清
内

路
村
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
ま
と
め
と
と
も
に
本
書
の
意
義
と
評
者

の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

本
書
は
、
下
伊
那
地
方
の
各
村
の
土
地
所
有
構
造
な
ど
農
業
経
営
の
あ

り
様
や
担
い
手
を
含
む
村
落
の
政
治
構
造
を
行
政
村
に
お
け
る
村
政
の
展

開
や
県
行
政
と
の
関
わ
り
か
ら
詳
細
に
分
析
し
、
実
際
の
政
策
執
行
の
具

体
的
な
状
況
を
描
い
た
。
そ
こ
で
は
下
伊
那
地
方
の
「
模
範
」
村
と
そ
れ

以
外
の
村
と
の
比
較
か
ら
政
策
執
行
の
違
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
筆
者

は
そ
う
し
た
政
策
執
行
の
様
相
の
違
い
を
行
政
村
の
成
り
立
ち
、
つ
ま
り

行
政
村
内
に
存
在
す
る
部
落
（
旧
村
）
間
の
関
係
性
の
違
い
に
注
目
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
第
2
章
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
「
模
範
」
事
例
の
多
く

が
竜
西
と
呼
ば
れ
る
天
竜
川
西
岸
の
地
域
に
位
置
し
た
一
方
、
下
久
堅

村
、
清
内
路
村
と
い
っ
た
必
ず
し
も
「
模
範
で
は
な
い
」
行
政
村
が
竜
東

や
山
間
部
に
位
置
し
た
地
域
で
あ
っ
た
点
も
強
調
し
て
い
る
。
下
伊
那
地

方
内
に
お
け
る
各
村
の
「
地
理
的
条
件
」
の
違
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
農
業
生

産
力
や
地
主
的
土
地
所
有
の
展
開
の
違
い
に
表
れ
、
加
え
て
、
行
政
村
内

の
リ
ー
ダ
ー
の
存
在
に
も
影
響
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
行
政
村

内
で
の
集
落
の
統
合
の
あ
り
方
に
影
響
を
与
え
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

た
だ
、
地
理
的
条
件
の
重
要
性
は
認
め
ら
れ
る
が
、
ど
ん
な
条
件
が
あ
れ

ば
「
模
範
」
事
例
と
な
る
の
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
筆
者
も

「
お
わ
り
に
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
他
地
域
と
の
比
較
・
検
証
を
継

続
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
最
後
に
短
い
な
が
ら
今
後
の
課
題
を
指
摘

す
る
形
で
コ
メ
ン
ト
と
し
た
い
。
本
書
で
は
行
政
村
側
の
史
料
か
ら
行
政

村
運
営
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
上
位
機
関
で
あ
っ
た
県
行
政
ま
た

は
国
家
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
政
策
執
行
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
政
策
の
意
図
が
な
か
な
か
浸
透
し
な

い
状
況
下
で
県
行
政
が
行
政
村
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
こ
う

と
し
た
の
か
、
国
、
県
レ
ベ
ル
で
の
町
村
合
併
の
計
画
な
ど
、
町
村
行
政

へ
の
関
与
の
あ
り
方
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
加
え
て
、
そ
の
後
合
併
に
至
る
過
程
を
考
慮
す
れ
ば
（
必
ず
し
も
町

村
合
併
が
円
滑
に
す
す
ま
な
い
事
情
を
考
え
れ
ば
）
隣
接
町
村
間
の
関
係

性
（
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
か
）
に
つ
い
て
も



國學院雜誌  第 117 巻第 4 号（2016年） — 50 —

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

平
成
の
大
合
併
か
ら
10
年
以
上
が
た
ち
、
そ
の
意
義
が
あ
ら
た
め
て
問

題
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
本
書
の
よ
う
な
政
策
執
行
の
詳
細
な
あ
り
様
を

町
村
間
で
比
較
・
検
討
す
る
作
業
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
と
農
村

社
会
の
関
係
を
歴
史
的
に
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
今
日
的
な
再
編
の
過
程

を
理
解
す
る
う
え
で
も
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
の
分

析
視
角
や
成
果
は
多
く
の
研
究
者
が
共
有
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う

と
考
え
る
。

（
A
５
判
、
三
四
四
頁
、
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
十
月
発
行
、

定
価
六
〇
〇
〇
円
＋
税
）


