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❶
石
黒
の
業
績
と
生
涯
そ
し
て
民
俗
学
周
辺
の
人
々
と
の
関
わ
り

❷
郷
土
会
と
石
黒
の
関
わ
り

❸
ま
と
め
お
よ
び
今
後
の
作
業
に
つ
い
て

　

本
稿
で
は
近
代
農
政
史
上
中
核
的
人
物
で
あ
っ
た
石
黒
忠
篤
の
業
績
と
柳
田
國
男
と
の
接
点
で
あ
る

郷
土
会
で
の
活
動
を
中
心
に
検
討
を
試
み
た
い
。
そ
の
目
的
は
、
柳
田
が
考
え
て
い
た
農
村
観
・
農
民
観

が
石
黒
の
施
策
の
中
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
そ
し
て
官
僚
、
政
治
家
と
し
て
石
黒
が
そ
れ
を
ど
の

よ
う
に
実
践
し
て
いっ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
当
初
の
場
が
新
渡
戸
稲
造
を
中
心

と
す
る
郷
土
会
で
の
活
動
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
石
黒
の
生
涯
を
概
観
し
な
が
ら
、
彼
の
生
涯
を
通
し
て
の
郷
土
研
究
や
民
俗
学
と
関
わ
る
人
々

と
の
接
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
石
黒
が
農
村
、
農
家
、
農
民
に
対
し
て
興
味
関
心
を
示
し
た
経

緯
と
、
の
ち
に
農
政
官
僚
と
し
て
取
り
組
ん
だ
施
策
と
ど
う
関
連
す
る
か
に
つい
て
言
及
し
た
。
そ
し
て

次
に
、
石
黒
が
積
極
的
に
参
加
し
た
郷
土
会
で
の
例
会
報
告
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
彼
が
の
ち

に
実
践
す
る
小
作
慣
行
調
査
、
食
糧
管
理
制
度
の
端
緒
と
な
る
米
価
調
整
対
策
そ
し
て
戦
時
体
制
下

直
近
に
お
け
る
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
に
お
け
る
施
策
に
示
さ
れ
る
問
題
意
識
を
探
る
。
石
黒
の
郷

土
会
に
お
け
る
報
告
は
、
農
村
、
農
家
に
お
け
る
口
碑
、
旧
来
よ
り
の
社
会
組
織
を
お
さ
え
た
上
で
の

農
村
の
歴
史
的
背
景
を
考
慮
す
る
視
点
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
石
黒
は
「
部
類
の
調
査
好
き
」

を
自
認
し
、
全
国
的
な
米
の
生
産
費
調
査
、
小
作
慣
行
調
査
を
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
大
が
か
り
な
調
査
に
対
す
る
問
題
意
識
が
郷
土
会
で
の
活
動
報
告
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

柳
田
と
石
黒
に
共
通
し
て
い
る
近
代
的
な
農
村
、
農
民
意
識
は
、
よ
り
深
い
検
証
が
必
要
で
は
あ
る
が

「
旧
来
よ
り
の
慣
行
を
考
慮
し
た
労
働
の
協
同
性
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
の
合
理
的
組
織
の
確
立
」

「
自
立
し
た
経
営
が
で
き
る
中
核
的
人
物
の
養
成
」
で
あ
る
と
筆
者
は
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
考

察
す
る
端
緒
が
郷
土
会
で
示
し
た
石
黒
の
取
材
報
告
に
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
石
黒
忠
篤
、
農
政
官
僚
、
柳
田
国
男
、
郷
土
会
、
農
業
施
策
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は
じ
め
に

　

日
本
の
近
代
農
政
を
考
え
る
上
で
、
石
黒
忠
篤
が
中
心
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
り
、

ま
た
彼
の
農
村
・
農
民
へ
の
強
い
関
心
が
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
に
大
き
な
影
響
を
も
た

ら
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
突
き
詰
め
れ
ば
、
石
黒
は
基
本

的
に
は
農
村
（
あ
る
い
は
「
村
」
と
広
く
く
っ
て
考
え
て
も
よ
い
）
を
協
同
性
の
基

礎
的
単
位
と
し
て
と
ら
え
た
う
え
で
、
自
立
性
あ
る
個
人
の
育
成
を
施
策
の
中
で
め

ざ
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
田
國
男
、
渋
沢
敬
三
を
は
じ
め
、
広
い
意
味
で
の
民
俗
研
究
者
と
の
関
わ
り
と
、

石
黒
の
行
っ
た
施
策
と
の
関
連
性
を
考
え
て
み
る
と
、
村
に
み
ら
れ
る
協
同
性
と
そ

こ
に
住
む
人
た
ち
の
意
志
決
定
の
論
理
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
。

　

石
黒
に
関
わ
る
研
究
は
農
業
史
、
農
業
経
済
史
の
中
で
い
わ
ゆ
る
農
本
主
義
者
的

評
価
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
評
価
に
対
し
て
の
論
及
は
本
稿
で
は

行
わ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
農
村
、
農
家
、
農
民
に
対
し
て
の
国
家
介
入
と
中
央
集

権
的
系
統
化
が
石
黒
の
農
業
施
策
の
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
歴
史
的
事
実
と
し
て
捉

え
て
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
国
家
の
介
入

）
1
（

と
い
う
意
味
で
は
米
価
調
節
か

ら
は
じ
ま
っ
た
食
糧
管
理
制
度
や
満
州
開
拓
移
民
を
作
り
出
し
た
農
山
漁
村
経
済
更

生
運
動
に
お
け
る
施
策
が
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
石
黒
の
施

策
は
農
村
、
農
家
、
農
民
の
現
状
を
掌
握
し
て
か
ら
施
策
を
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
、
間
違
い
の
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
石
黒
の
生
涯
を
み
て
い
き
な
が
ら
、
農
政
の
施
策
に
関
わ
る
中
で

民
俗
学
周
辺
と
の
関
わ
り
が
も
た
ら
せ
た
影
響
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
る
こ
と
と
す

る
。
そ
し
て
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
郷
土
会
で
の
活
動
を
検
証
し
、
彼
自
身
の
農

村
、
農
家
、
農
民
に
対
す
る
問
題
意
識
の
あ
り
方
を
読
み
解
く
も
の
と
す
る
。
そ
の

う
え
で
柳
田
の
農
政
論
と
石
黒
の
農
政
論
は
ど
の
部
分
が
同
調
し
て
い
る
の
か
を
別

稿
で
検
証
す
る
た
め
の
予
備
的
考
察
と
し
て
課
題
を
述
べ
て
み
た
い
。

❶
石
黒
の
業
績
と
生
涯
そ
し
て
民
俗
学
周
辺
の
人
々
と
の
関
わ
り

（
一
）石
黒
の
生
涯
に
関
わ
る
記
述
と
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
石
黒
忠
篤
の
生
涯
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
前
に
石
黒
の
生
涯
に

つ
い
て
書
か
れ
た
文
献
に
つ
い
て
簡
単
で
は
あ
る
が
説
明
を
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ

を
底
本
に
し
な
が
ら
整
理
、
検
討
を
行
い
た
い
。

　

石
黒
自
身
は
筆
無
精
と
い
わ
れ
、
あ
ま
り
彼
自
身
に
よ
る
著
作
は
残
さ
れ
て
い
な

い
）
2
（

。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
自
身
が
書
い
た
も
の
に
近
い
と
い
え
る
の
が
『
農
政
落
葉

籠
』〔
一
九
五
六
年
〕
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
と
て
石
黒
が
一
冊
に
す
る
た
め
に
書

き
下
ろ
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
自
序
に
よ
る
と
笹
村
草
家
人
が
編
者
と
な
っ
て
上

梓
さ
れ
た
も
の
と
あ
る
。
こ
の
と
き
石
黒
は
七
二
歳
で
あ
り
、
生
涯
を
七
六
歳
で
終

え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
本
は
晩
年
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ

れ
は
石
黒
の
自
叙
伝
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
局
に
お
い
て
書
き
記
し
た
も

の
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
『
郷
土
会
記
録
』『
文
藝
春
秋
』
と
い
っ

た
中
に
小
文
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
時
代
の
局
面
に

お
け
る
石
黒
の
考
え
方
が
垣
間
見
ら
れ
る
書
物
で
あ
る
。
彼
自
身
の
農
業
観
、
農
村

観
を
示
し
た
単
著
が
な
い
分
、
こ
の
著
書
は
貴
重
な
資
料
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

人
物
伝
と
し
て
書
か
れ
て
あ
る
代
表
的
な
も
の
に
は
小
平
権
一
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
『
石
黒
忠
篤　

一
業
一
任
伝
』〔
一
九
六
二
年
〕
が
あ
る
。
小
平
は
農
政
官
僚
の
後

輩
と
し
て
石
黒
と
は
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
立
ち
位

置
か
ら
は
、
戦
後
特
に
石
黒
の
農
本
主
義
的
な
思
想
に
対
し
て
は
批
判
的
な
評
価
を

受
け
る
こ
と
に
対
し
て
、
内
側
で
近
接
し
て
関
わ
っ
た
立
場
で
石
黒
の
こ
と
が
記
述

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
み
直
す
に
は
著
者
の
立
ち

位
置
は
考
慮
し
な
い
と
は
い
け
な
い
が
、
石
黒
の
施
策
や
活
動
に
関
し
て
、
さ
ら
に
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官
僚
に
な
る
前
の
少
年
期
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
資
料
と
位
置
づ

け
ら
れ
よ
う
。

　

石
黒
の
生
涯
に
関
し
て
は
、
こ
の
二
点
を
中
心
に
し
な
が
ら
適
宜
周
辺
資
料
を
参

照
す
る
こ
と
で
そ
の
流
れ
を
概
観
し
て
い
き
た
い
。
な
お
こ
の
二
つ
の
資
料
を
中
心

に
し
な
が
ら
略
年
譜
を
【
表
1
】
に
ま
と
め
て
あ
る
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
二
）石
黒
の
生
涯
と
結
節
点
に
つ
い
て

　

石
黒
は
生
涯
を
七
六
歳
で
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
そ
の
生
涯
を
彼
の
役
職
な
ど
立
場

を
踏
ま
え
な
が
ら
以
下
の
流
れ
に
分
類
し
て
そ
の
折
々
の
活
動
を
概
観
し
て
み
た
い

と
思
う
。

ａ
．
官
僚
前
│
生
誕
か
ら
学
生
時
代

　

石
黒
は
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
東
京
市
牛
込
で
生
ま
れ
る
。
先
に
農
商
務

省
に
勤
務
す
る
柳
田
國
男
は
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
九
歳

違
い
の
先
輩
、
後
輩
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
東
京
高
等
師

範
附
属
中
学
校
を
卒
業
し
た
が
、
第
一
高
等
学
校
に
は
不
合
格
、
鹿
児
島
に
あ
る
第

七
高
等
学
校
に
入
学
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
第
七
高
等
学
校
で
の
出
会
い
が
、
彼
の
農
政
官
僚
と
し
て
、
い
や

農
業
に
関
わ
る
仕
事
に
傾
注
す
る
基
盤
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
特
に
、
当
時
第
七
高

等
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク

）
3
（

と
同
期
生
で
あ
る
東
郷
茂
徳

と
の
出
会
い
が
、
石
黒
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

石
黒
の
父
は
初
代
軍
医
総
監
で
あ
っ
た
石
黒
忠
悳
で
あ
る
が
、
父
忠
悳
は
息
子
忠

篤
に
対
し
て
、
司
法
官
に
な
る
よ
う
に
勧
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
忠
篤
は

「
百
姓
の
世
話
を
す
る
仕
事
を
や
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る〔
小
平　

一
九
六
二
年　

二
四
頁
〕。こ
の
当
時
、第
七
高
等
学
校
の
先
生
で
あ
っ

た
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
、
そ
ん
な
石
黒
の
考
え
を
肯
定
的
に
受
け
い
れ
な

が
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
本
を
紹
介
し
て
く
れ
た
よ
う
で
あ
る
。そ
の
な
か
で
石
黒
は
マ
ー

ド
ッ
ク
か
ら
二
宮
尊
徳
に
つ
い
て
著
作
な
ど
を
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
。
石
黒
自
身
の

ち
に
農
本
主
義
者
と
し
て
の
評
価
を
受
け
る
基
盤
と
な
る
き
っ
か
け
で
あ
ろ
う
か
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
思
想
的
評
価
は
留
保
し
て
お
き
た
い
。
石
黒
は
二
宮

の
足
跡
を
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
読
み
あ
さ
り
、
い
わ
ゆ
る
報
徳
思
想
に
つ
い
て
考
え

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
の
ち
に
石
黒
は
一
九
五
五
（
昭
和
三

〇
）
年
一
一
月
に
「
二
宮
尊
徳
百
年
祭
に
因
ん
で
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
二
宮
の
思

想
的
評
価
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
全
国
農
民
連
合
新
聞
に
談
話
の
形
で
掲
載
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
貧
乏
と
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
と
し
て
カ
ー
ル
・

マ
ル
ク
ス
と
比
較
し
て
二
宮
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。「
マ
ル
ク
ス
は
思
索

を
重
ね
て
あ
あ
い
う
方
面
に
い
つ
た
が
、
二
宮
先
生
は
あ
く
ま
で
も
現
実
と
取
り
く

ん
で
、
直
接
多
勢
の
人
た
ち
に
幸
福
を
も
た
ら
す
よ
う
努
力
さ
れ
、
そ
の
根
底
に
な

つ
た
も
の
が
報
徳
精
神
」
と
述
べ
て
い
る
。
報
徳
精
神
に
つ
い
て
も
「
も
つ
と
世
界

的
視
野
と
現
代
的
な
感
覚
で
真
剣
に
見
直
す
べ
き
と
き
」〔
石
黒　

一
九
五
六　

一
九

四
頁
〕
と
評
価
し
て
い
る

）
4
（

。
彼
の
思
想
的
基
盤
に
二
宮
の
報
徳
思
想
の
影
響
が
あ
る

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
の
出
会
い
は
第
七
高
等
学
校
時
代
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

ま
た
、
第
七
高
等
学
校
で
は
生
涯
の
知
己
と
な
る
東
郷
茂
徳
と
の
出
会
い
が
あ

る
。
東
郷
は
鹿
児
島
出
身
で
あ
る
が
、
東
京
か
ら
遊
学
し
て
い
る
石
黒
と
は
こ
こ
で

出
会
っ
て
い
る
。
東
郷
は
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
東
条
英
機
内
閣
で
外
務
大
臣

兼
拓
務
大
臣
を
務
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
石
黒
は
同
年
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
で
は

農
林
大
臣
を
務
め
て
い
る
。
石
黒
は
こ
の
年
、
大
臣
を
免
官
し
た
の
ち
に
七
月
に
農

業
報
国
連
盟
理
事
長
そ
し
て
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
六
月
に
財
団
法
人
満
州
移

住
協
会
理
事
長
に
就
任
し
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
代
よ
り
小
作
問
題
の
解
決
の
糸
口

と
し
て
満
州
を
拠
点
と
す
る
政
策
を
推
進
し
て
い
た
が
、
戦
時
体
制
下
に
入
り
こ
の

満
州
政
策
に
お
い
て
も
大
臣
と
財
団
法
人
理
事
長
と
い
う
要
職
で
こ
の
ふ
た
り
は
何

か
し
ら
の
接
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

）
5
（

。
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表１　石黒忠篤の活動およびその周辺に関する略年譜

和暦
（西暦） 年齢  石黒の役職、活動などに関わる事項  政策および社会的なできごとなど関連事項  関わった主な人物

官僚前（生誕から学生時代）
明治17
（1884）

０ 東京市牛込区揚場17番地に生まれる。
（父石黒忠悳、初代軍医総監、ちなみに柳田
国男は明治8年生まれ。石黒とは9歳違い。）

東郷茂徳
（ 7高同期）
ジェームズ・マー
ドック
（ 7高の先生）

明治33
（1900）

柳田国男農商務省農務局勤務

明治34
（1901）

17 東京高等師範附属中学校第10回卒
（第一高等学校不合格、第七高等学校（現：
鹿児島大学）へ進学）

肥料取締法施行（12月）

明治37
（1904）

21 第七高等学校第１回卒。

農政官僚時代Ⅰ（郷土会での活動、欧州留学）
明治41
（1908）

24 東京帝国大学法科大学法学科卒業（7月11日）
任農商務属農務局勤務命じられる（7月14日）
高等試験行政科試験合格（11月27日）
穂積陳重次女光子と結婚（11月28日）

肥料取締法改正法律案（10月施行） 穂積陳重

明治43
（1910）

26 任農務局事務官
新渡戸稲造

明 治45・ 大
正元（1912）

27 郷土会にて「豊後の由布村」「湯坪村と火焼
輪知」「鹿島の先の新田」の報告

柳田国男

大正2
（1913）

29 郷土会第15回例会（新渡戸稲造宅）石黒報告
（3月2日）
「農家の構造について」
任山林事務官兼農商務書記官、農政局勤務命
じられる（6月13日）

雑誌『郷土研究』刊行

大正3
（1914）

30 欧州留学のため休職願出す。
同時に農商務省から欧米各国における農政に
関する機関の組織および
運用に関する事項の調査を委嘱される（6月
26日）
「欧米各国へ私費旅行ノ件認可ス」「欧米各
国ニ於ケル農政ニ関スル機関ノ組織及運用ニ
関スル事項ノ調査ヲ委嘱ス」（農商務大臣辞令）

加藤莞治

大正4
（1915）

31 欧州留学より帰国（8月）
任農務局事務官兼農商務書記官（8月17日）
郷土会第37回例会「地方生活の比較研究の必
要なることを鎌の大小と用法、砥石の種類な
どを取り上げて話す。」（12月12日）

米価調節調査会（10月）
（政府の米価常時調節の方針に基づいたも
の。米の生産費および農家の生計費の上で許
される米価の限度を探ることが目的。農商務
省総動員の調査。忠篤は飯岡清雄技師と組む
調査に関わる。）

山形県立自治講習所設立（12月）
（初代所長加藤完治）

大正5
（1916）

32 病気のため休職静岡県で静養

農政官僚時代Ⅱ（石黒農政の始まり）
大正7
（1918）

34 農務局副業課長命じられる（5月14日） 米価の暴騰：米騒動 

大正8
（1919）

35 農務局農政課長命じられる（7月9日） 米の生産費調査、農家経済調査、農業経営調
査など研究し、部下に指示を与える。

大槻正男
志村源太郎
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大正9
（1920）

36 小作調査委員会設置

農政課に小作分室設置（小平分室長にする）

桑田熊蔵
小平権一
小野武夫
芹沢光治良

大正10
（1921）

37 米穀法公布（4月）
（臨時的米価調整から恒久的米価調整へ）

大正11
（1922）

38 小作慣行調査まとまる（明治17年の簡略化し
た調査以来2回目の調査）

大正13
（1924）

40 任農商務事務官兼農商務秘書官（9月10日）
農務局小作課長命じられる（9月10日）
小作調停法成立
任農商務省農務局長命じられる（12月1日）
産業組合中央金庫評議員命じられる（12月）

大正14
（1925）

41 農商務省、農林省へ機構改正、農林省農務局
長（4月1日）

米穀法第1回改正（3月）
（米価調整に数量調節、市価調節も加える→
米価調整の徹底）
日本国民高等学校協会の設立認可（12月）
柳田編『郷土会記録』刊行

大正15、
昭和1
（1926）

42 日本国民高等学校協会理事長就任 日本国民高等学校設立認可（現在の茨城県友
部町）（初代校長、加藤莞治）

昭和2
（1927）

43 蚕糸局長（5月25日）蚕糸局は新設、石黒は
初代局長

昭和4
（1929）

45 農林省農務局長（7月9日） 世界恐慌、五・一五事件
肥料管理法案の提出（衆議院は政友会絶対多
数で通過したが、貴族院で審議未了）
肥料配給改善方策要綱（農村不況対策の一環、
肥料の安価な安定供給をめざした取り決め）

昭和6
（1931）

47 任農林次官（12月14日） 米穀法第2回改正
（米価の基準価格の制定→米価調整のさらな
る徹底）

昭和7
（1932）

48 農林省経済更生部設置（経済更生部長：小平
権一）
農山漁村経済更生運動の開始（9月）
日本国民高等学校が満州移住協会共同で事業
運営を始める。（青年訓練生学校で3ヶ月養成
し、満州に移出させる）
政府による満州移民政策始まる。

昭和8
（1933）

49 米価下落状況（朝鮮、台湾から大量の米が移
入、内地産米価が下がる）

昭和9
（1934）

50 依願免本官（農林省農林次官退職）（7月10日） 農村更生協会設立（12月）
 

戦時体制下（農村更生協会会長、農林大臣、貴族院議員から公職追放まで）
昭和10
（1935）

51 社団法人農村更生協会会長となる。（12月） 早川孝太郎
今和次郎

昭和11
（1936）

52 早川孝太郎農村更生協会嘱託に（5月）

昭和12
（1937）

53 産業組合中央金庫理事長命じられる（6月7日）
農村更生協会主催山村更生研究会（岩手県湯
口村:現花巻市）（7月13日から3日間）

日中戦争

昭和13
（1938）

54 八ヶ岳修練農場開場（4月3日）
農村更生協会主催山村更生研究会（埼玉県林
業試験場）（11月14日から3日間）

早川、協会の主事となる（協会での本格的活
動の開始）
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昭和14
（1939）

54 朝鮮半島大旱魃、移入米途絶え米不足。

昭和15
（1940）

56 任農林大臣（7月24日）

昭和16
（1941）

57 父石黒忠悳死去97歳（4月26日）
依願本免官（農林省農林大臣）（6月11日）
農業報国連盟理事長となる（７月）

太平洋戦争

昭和17
（1942）

58 財団法人満州移住協会理事長となる（６月）
財団法人日本農業研究所理事長となる（10月）

食糧管理法（2月）
（→国家による食糧管理体制の強化）

昭和18
（1943）

59 貴族院議員勅撰（1月14日） 農業団体法公布（3月）
（→「農業会」体制へ、部落単位とした農事
実行組合の系統化）

昭和20
（1945）

61 任農商大臣（４月７日）
依願免本官（農商大臣退職）（８月17日）
全国農業会会長命じられる（９月）
依願免（同会長退任）（10月）

戦後期Ⅰ：公職追放から解除まで

昭和21
（1946）

62 昭和21年勅令第109号に基づき同令第一条の
覚書該当者と決定する。
公職追放（8月）

 早川、農村更生協会辞職（1月）し、全国農
業会高等農事講習所勤務

昭和22
（1947）

63 日本農業研究所退職、顧問となる（3月）

昭和26
（1951）

67 公職追放解除（8月15日付官報にて、指定理
由書取り消し公告される）
農林省顧問に委嘱（10月）

戦後期Ⅱ：参議院議員（国会議員）時代
昭和27
（1952）

68 静岡県地方選出参議院議員補欠選挙に当選（5
月9日）
河井弥八、楠見義男の紹介で緑風会に入会
長崎県対馬来訪（8月8日から5日間）
（→早川孝太郎他国会議員、農林、水産など
の官僚らと視察。名目は「対馬総合開発の診
断」）
緑風会会務委員になる（11月24日）

昭和28
（1953）

69 全国農民連合会会長となる（4月）
国際連合食糧農業機構アジア極東地域大会日
本政府代表
（インド・バンガロール）（７月）
欧米諸国視察（７月から10月まで）

離島振興法施行

昭和29
（1954）

70 参議委員外務常任委員会委員長となる（6月3
日）
北海道開発審議会委員（6月15日）
社団法人国際食糧農業会会長（6月）
国際小農同盟第4回総会に招請され渡米（10月）
全国農業会議所理事（11月）
全国農業協同組合中央会理事（12月）

昭和30
（1955）

71 農林省顧問（1月）
原子力平和利用調査会顧問兼運営委員（6月）
外務省移住懇談会委員およびアジア懇談会委
員（6月）
新生活運動協会評議員（10月）
「二宮尊徳の百年祭に因んで」（全国農民連
合新聞）（11月）
海外移住審議会委員（12月）
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昭和31
（1956）

72 『農政落葉籠』刊行（1月）
参議院議員全国区当選（7月8日）
（→早川孝太郎選挙運動に関わる）
社団法人農業労務者派米協議会会長（7月）
緑風会総務委員会座長（11月2日）

昭和32
（1957）

73 緑風会選挙対策委員長（7月10日）
社団法人国際農友会会長（11月）

昭和33
（1958）

74 ブラジル移住五十年祭農業使節団長として渡
伯（6月）
憲法調査会委員（10月17日）
収穫祭協会会長（10月）
緑風会議員総会議長（12月10日）

昭和34
（1959）

75 国土総合開発審議会委員（7月7日）

昭和35
（1960）

76 上野精養軒で喜寿の祝い（1月29日）
午前一時過ぎ心筋梗塞症にて永眠（3月10日）

農業基本法公布（1961年施行）

＊官名は変更のときのみ「任○○官」と記した。
＊日付は確認できる範囲のものを記した。
＊年齢は満年齢で記した。
＊〔石黒　1956 年〕〔小平　1962 年〕〔石黒忠篤先生追憶集刊行会編　1962 年〕〔楠木編　1983 年〕〔須藤編　2003 年〕〔野村他編　1998 年〕
を参照した。

ｂ
．
農
政
官
僚
時
代
Ⅰ
（
郷
土
会
活
動
、
欧
米
視
察
）

　

小
作
問
題
や
米
価
調
整
そ
し
て
満
州
開
拓
施
策
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
石
黒
農
政
と
呼

ば
れ
る
施
策
は
後
年
に
な
っ
て
辣
腕
が
ふ
る
わ
れ
る
。
石
黒
の
官
僚
と
し
て
の
業
績

は
大
き
く
整
理
す
る
な
ら
ば
、
肥
料
問
題
、
小
作
問
題
、
繭
糸
振
興
策
、
米
価
調
節
、

各
種
農
業
調
査
の
開
発
の
五
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
活

動
の
先
導
的
立
場
に
な
る
前
段
階
と
な
る
若
き
農
政
官
僚
時
代
の
活
動
に
つ
い
て
整

理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
三
二
歳
で
病
気
休
職
す
る
ま
で
の
間
を
整
理
し
て
お
く
こ

と
と
す
る
。
石
黒
は
こ
の
若
き
時
代
に
新
渡
戸
稲
造
、
柳
田
國
男
た
ち
と
郷
土
会
で

の
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
郷
土
会
で
の
活
動
報
告
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

と
し
て
、
そ
の
時
期
に
彼
が
ど
の
よ
う
な
農
政
上
の
施
策
に
関
わ
っ
て
い
た
か
を
こ

こ
で
は
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

石
黒
は
農
業
の
関
わ
り
を
希
望
し
た
と
は
い
え
、
結
局
法
律
に
関
わ
る
進
路
を
選

び
、
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
に
進
学
す
る
。
卒
業
後
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
に

農
商
務
省
農
商
務
属
勤
務
と
な
り
、
農
政
官
僚
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
。
石

黒
が
二
四
歳
の
時
で
あ
る
。
ち
な
み
に
柳
田
は
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
に
農
商

務
省
農
務
局
農
政
課
に
て
任
官
の
の
ち
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に
法
制
局
参

事
官
に
転
じ
て
い
る
の
で
、農
商
務
省
内
で
の
職
務
上
の
接
点
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

石
黒
の
農
商
務
省
に
お
け
る
最
初
の
大
仕
事
は
肥
料
問
題
へ
の
取
り
組
み
で
あ

り
、
肥
料
取
締
法
改
正
で
あ
る
。
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
│
一
九
〇
五
年
（
明
治
三

七
│
三
八
年
））
を
境
に
日
本
で
の
肥
料
消
費
量
が
急
激
に
増
え
た
が
、
そ
れ
に
伴

い
粗
悪
な
肥
料
を
流
通
さ
せ
る
悪
徳
業
者
も
増
え
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
一

九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
に
肥
料
取
締
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
が
、
改
正
法
は
取
り

締
ま
り
を
強
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
砂
を
混
ぜ
て
ま

た
成
分
を
偽
っ
て
調
合
す
る
な
ど
の
悪
徳
業
者
へ
の
取
り
締
ま
り
に
政
府
が
ど
れ
だ

け
介
入
す
る
か
が
改
正
の
大
き
な
柱
と
い
え
よ
う
。
使
う
側
で
あ
る
農
家
・
農
民
は

販
売
さ
れ
る
肥
料
を
業
者
の
い
う
と
お
り
に
信
じ
る
し
か
な
く
、
偽
り
の
肥
料
を
流

通
さ
せ
る
こ
と
は
、
売
り
手
の
搾
取
を
見
過
ご
す
だ
け
で
あ
る
。
石
黒
に
と
っ
て
肥
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料
業
者
側
に
農
家
・
農
民
側
を
だ
ま
す
仕
組
み
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
は
と
て
も
問

題
に
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る

）
6
（

。
こ
の
肥
料
業
者
の
取
り
締
ま
り

規
則
の
立
案
か
ら
農
政
官
僚
を
辞
し
た
の
ち
も
含
め
て
三
〇
年
近
く
も
こ
の
問
題
に

取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
、
肥
料
業
者
か
ら
出

さ
れ
る
外
国
硫
安
の
輸
入
制
限
の
要
求
に
対
し
て
も
各
業
者
が
マ
ル
秘
と
し
た
肥
料

の
生
産
費
に
つ
い
て
も
開
示
さ
せ
る
な
ど
、
肥
料
業
者
と
の
折
衝
は
長
く
彼
の
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
し
て
取
り
組
ん
だ
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

も
う
一
点
こ
の
時
期
の
大
き
な
仕
事
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
米
価
調
節
の
問
題

で
あ
る
。
石
黒
の
思
想
の
根
底
に
は
「
農
業
と
工
業
と
は
違
う
」
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
冷
静
に
考
え
る
と
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る

が
、
科
学
的
効
率
を
万
能
と
考
え
た
と
き
工
業
的
発
想
を
以
て
し
て
す
べ
て
の
施
策

を
考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
石
黒
は
官
僚
と
し
て
任
に
つ

く
当
初
か
ら
そ
の
意
識
を
堅
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
、
農
林
技
官
と
し
て

全
国
を
歩
き
近
代
合
理
化
の
文
脈
で
の
農
事
指
導
を
し
た
と
述
懐
し
て
い
る
守
田
志

郎
も
こ
の
よ
う
な
発
想
に
対
し
て
疑
念
を
持
ち
農
業
と
工
業
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る

）
7
（

。
石
黒
も
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
農
業
の
担
い
手
か
ら
す
れ
ば
工
業
的
思
想

が
し
っ
く
り
い
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
立
場
で
、
米
価
問
題
に
関
わ
り
相
当
骨
を

折
る
折
衝
と
調
整
を
つ
づ
け
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
一
〇
月
、
米
価
調
節
調
査
会
が
農
商
務
省
内
に
設
置
さ

れ
る
。
こ
れ
は
政
府
の
米
価
常
時
調
節
の
方
針
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
国
家
が
食
糧

を
管
理
す
る
制
度
の
あ
り
方
を
定
め
る
大
き
な
調
査
組
織
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ

の
時
期
米
価
の
乱
高
下
は
著
し
く
、
大
正
に
入
っ
て
か
ら
の
一
九
一
〇
年
代
は
米
価

の
調
節
が
早
急
の
課
題
で
あ
っ
た
。
農
商
務
省
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
総
動
員
体
制

で
取
り
組
み
、
農
家
の
生
産
費
お
よ
び
生
計
費
に
関
わ
る
全
国
的
な
調
査
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
米
価
の
安
定
的
価
格
の
策
定
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
石
黒
も
こ
の
問
題
に
関
わ
り
米
の
生
産
費
調
査
、
農
家
経
営
調
査
な
ど
を
研
究

し
各
方
面
に
調
査
に
赴
い
て
い
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
こ
の
調
査
に
基
づ
き
な
が
ら
、
恒
久
的
米
価
調
整
の
根
幹

と
な
る
米
穀
法
が
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
食
糧
管

理
制
度
の
基
礎
的
な
も
の
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
米
価
は
国
家

に
よ
り
制
御
さ
れ
る
」
と
い
う
施
策
の
基
本
が
で
き
あ
が
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
点

も
農
業
の
根
幹
は
工
業
的
自
由
競
争
と
同
一
視
し
て
営
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す

る
考
え
方
に
つ
な
が
る
施
策
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
だ
け
食
糧
の
作
り
手
で
あ
る

農
家
、
農
民
も
買
い
手
で
あ
る
消
費
者
も
苦
慮
し
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　

石
黒
は
こ
の
調
査
を
契
機
に
、
農
家
に
対
し
て
熱
心
に
説
い
た
の
が
農
家
簿
記
の

改
善
と
そ
の
普
及
で
あ
っ
た
。
農
家
の
自
立
し
た
経
営
に
は
各
農
家
の
財
務
管
理
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
の
簿
記
の
普
及
活
動
は
一
九
三
二
（
昭

和
七
）
年
か
ら
始
ま
る
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
で
も
重
点
的
に
行
わ
れ
る
施
策
で

も
あ
り
、
こ
の
時
期
石
黒
が
関
わ
っ
た
数
々
の
調
査
が
、
の
ち
の
農
山
漁
村
経
済
更

生
運
動
と
も
連
動
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
こ
の
米
価
調
節
の
仕
事
に
関
わ
る
前
年
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
か
ら

翌
年
八
月
ま
で
約
一
年
間
欧
州
各
国
へ
の
旅
行
に
出
向
い
て
い
る
。
私
費
の
旅
行
で

あ
る
が
「
欧
米
各
国
ニ
オ
ケ
ル
農
政
ニ
関
ス
ル
機
関
ノ
組
織
及
運
用
ニ
関
ス
ル
事
項

ノ
調
査
ヲ
委
嘱
ス
」（
農
商
務
大
臣
辞
令
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
政

組
織
と
運
用
の
実
態
を
学
ぶ
機
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
石
黒
が
洋
行
に

持
っ
て
い
き
旅
行
中
読
ん
だ
も
の
に
柳
田
の
『
遠
野
物
語
』
が
あ
る

（
８
）。

　

郷
土
会
で
の
活
動
そ
し
て
遠
野
物
語
と
の
出
会
い
は
帰
国
後
の
石
黒
の
施
策
と
も

大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
肥
料
問
題
も
米
価
調
整
に
関
わ
る
施
策
も
、
洋
行

す
る
前
後
石
黒
が
農
政
の
中
で
関
わ
る
若
年
期
に
お
い
て
、
直
接
間
接
問
わ
ず
柳
田

と
の
関
わ
り
や
郷
土
会
の
活
動
を
経
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ｃ
．
農
政
官
僚
時
代
Ⅱ
（
農
政
の
中
心
的
立
場
へ
）

　

こ
こ
ま
で
石
黒
が
若
年
期
に
着
手
し
た
肥
料
問
題
、米
価
問
題
と
取
り
上
げ
た
が
、
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石
黒
が
農
政
官
僚
で
あ
っ
た
時
代
の
最
大
の
懸
案
は
小
作
問
題
で
あ
る
。
小
作
問
題

に
関
し
て
農
商
務
省
は
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
簡
単
な
実
態
調
査
が
行
わ
れ

て
い
た
と
は
い
え
、
本
格
的
な
実
態
調
査
は
一
九
二
〇
年
に
小
作
委
員
会
が
設
置
さ

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。
石
黒
は
約
二
年
の
病
気
療
養
に
よ
る
休
職

の
の
ち
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
に
農
務
局
副
業
課
長
に
、
そ
し
て
翌
年
農
務
局
農

政
課
長
に
命
じ
ら
れ
る
。
石
黒
が
施
策
を
立
て
実
施
す
る
先
導
的
な
立
場
と
な
る
の

が
こ
の
時
期
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
石
黒
農
政
」
と
い
わ
れ
る
施
策
を
農
政
官
僚
と

し
て
進
め
て
い
く
の
が
課
長
に
な
っ
た
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
ろ
う
。
石
黒
が
三
四
歳

の
時
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
米
価
調
節
の
基
礎
的
資
料
と
な
る
農
家
経
済
調
査
な
ど
い
く
つ
か
の

調
査
資
料
の
収
集
を
部
下
に
命
じ
な
が
ら
進
め
て
い
く
。
の
ち
に
農
業
会
計
学
の
基

礎
を
作
る
大
槻
正
男
や
石
黒
の
施
策
を
推
し
進
め
て
い
く
後
輩
の
小
平
権
一
と
も
こ

の
時
期
に
と
も
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る

（
９
）。

　

さ
て
小
作
問
題
と
石
黒
の
関
わ
り
で
あ
る
。
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
、
小
作
調

査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
委
員
会
の
実
質
的
な
人
選
は
石
黒
が
行
っ
た
と
い
う
〔
小
平

　

一
九
六
二
年　

三
〇
頁
〕。
農
政
課
の
中
に
小
作
分
室
を
設
け
て
こ
の
委
員
会
の
事

務
局
を
こ
こ
に
据
え
た
。
ち
な
み
に
小
平
権
一
が
分
室
長
と
な
り
、
石
黒
を
中
心
と

し
た
農
政
課
の
中
で
小
作
問
題
の
調
査
、
研
究
の
拠
点
を
こ
こ
に
置
い
た
の
で
あ

る
）
10
（

。

　

小
作
慣
行
調
査
は
全
国
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
主
小
作
間
の
争
議
に
関

わ
る
あ
ら
ゆ
る
事
例
、
実
態
が
集
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
一
九

二
四
（
大
正
一
三
）
年
、
農
商
務
省
所
管
で
小
作
調
停
法
が
成
立
し
た
。
こ
の
法
律

の
目
的
は
、小
作
争
議
は
裁
判
官
の
調
停
に
持
ち
込
む
仕
組
み
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
、

そ
し
て
裁
判
官
に
は
各
所
で
見
ら
れ
る
小
作
事
情
含
む
労
働
関
係
の
慣
行
を
熟
知
し

て
も
ら
う
よ
う
調
整
す
る
仕
組
み
を
作
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
裁
判
官
へ
の
連
絡
と

調
整
を
行
う
立
場
の
小
作
官
の
制
定
を
行
っ
た
。

　

小
作
慣
行
調
査
に
よ
り
詳
細
な
事
例
を
集
約
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
お
け
る
小
作
慣
行
の
諸
事
情
を
踏
ま
え
た
解
決
の
た
め
に
小
作
官
制
度
を
確

立
さ
せ
運
用
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

小
作
調
停
解
決
の
仕
組
み
を
作
っ
た
石
黒
は
つ
づ
い
て
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年

五
月
に
蚕
糸
局
長
に
着
任
す
る
。
蚕
糸
局
は
、
生
糸
の
対
外
貿
易
拡
張
を
図
る
目
的

で
新
設
さ
れ
た
部
署
で
あ
り
、
石
黒
は
初
代
の
局
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
石
黒
の

蚕
糸
局
長
と
し
て
の
業
績
に
つ
い
て
、
小
平
が
述
べ
る
に
は
「
農
林
省
在
職
中
で
、

も
っ
と
も
顕
著
な
も
の
の
ひ
と
つ
」
と
あ
る
〔
小
平　

一
九
六
二
年　

四
三
頁

）
11
（

〕。
蚕

糸
改
良
普
及
、
繭
価
安
定
需
給
調
節
そ
し
て
対
外
貿
易
と
し
て
の
産
業
活
性
化
に
行

政
面
で
尽
力
し
た
時
期
で
あ
り
、
石
黒
農
政
の
柱
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

そ
し
て
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
農
務
局
長
に
、
そ
し
て
一
九
三
一
（
昭
和
六
）

年
農
林
次
官
に
昇
任
す
る
。
折
し
も
こ
の
時
期
世
界
恐
慌
が
起
こ
り
、
全
国
的
な
農

村
不
況
が
本
格
化
す
る
時
代
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
（
昭
和
七
）
年
、
石
黒
は
省
内

に
経
済
更
生
部
を
設
置
し
、
こ
の
年
よ
り
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
が
始
ま
る
の
で

あ
る

）
12
（

。
石
黒
次
官
と
小
平
経
済
更
生
部
長
に
よ
る
施
策
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
年
七
月
農
林
省
事
務
次
官
を
退
職
し
、
一
二
月

に
外
郭
団
体
で
あ
る
社
団
法
人
農
村
更
生
協
会
が
設
立
、
翌
年
会
長
に
つ
く
の
で
あ

る
。
そ
の
と
き
石
黒
は
五
〇
歳
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
官
僚
と
し
て
で
は
な
い
が
、
官

に
影
響
を
与
え
る
存
在
と
し
て
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
農
業
施
策
お
よ
び

満
州
移
出
の
施
策
に
関
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
石
黒
が
官
僚
時
代
に
残
し
た
大
き
な
仕
事
で
、
戦
時
体
制
下
に

お
い
て
満
州
へ
の
移
出
と
大
き
く
関
わ
る
日
本
国
民
高
等
学
校
の
設
立
が
あ
げ
ら
れ

る
。
日
本
国
民
高
等
学
校
の
設
立
は
、
郷
土
会
で
も
活
動
を
と
も
に
し
て
い
る
那
須

皓
が
訳
し
た
『
北
欧
の
農
民
文
明
と
国
民
高
等
学
校
』
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
。
こ
の
本
の
重
要
な
柱
は
、
農
村
の
中
堅
人
物
の
養
成
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
農

民
の
師
弟
教
育
を
行
う
教
育
機
関
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
デ
ン
マ
ー

ク
の
農
民
師
弟
教
育
の
あ
り
方
が
農
民
の
中
堅
人
物
の
養
成
に
関
わ
る
教
育
機
関
で

あ
る
と
い
う
発
想
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
中
で
山
形
の
自
治
講
習
所
の
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所
長
を
務
め
て
い
た
加
藤
莞
治
が
初
代
の
学
校
長
に
、
石
黒
は
理
事
長
に
つ
い
て
い

る
。
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
の
設
立
認
可
そ
し
て
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の

開
設
で
あ
る
。
所
在
地
は
現
在
の
茨
城
県
笠
間
市
（
旧
友
部
町
）
で
あ
る
。

　
「
農
村
の
中
堅
人
物
の
養
成
」
と
い
う
点
で
は
、
中
農
を
養
成
す
る
必
要
性
を
説

い
た
柳
田
が
一
九
〇
〇
年
代
に
想
起
し
た
考
え
と
交
差
す
る
見
方
も
で
き
る
。
も
っ

と
も
柳
田
の
考
え
た
「
中
農
」
は
あ
る
程
度
経
営
面
積
を
持
ち
自
立
し
た
経
営
が
で

き
る
自
作
農
を
想
定
し
て
の
「
中
農
」
で
あ
り
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
「
農
村
の
中

堅
人
物
」
と
は
考
え
方
が
重
な
る
と
は
い
え
全
く
同
じ
で
あ
る
と
は
い
え
な
い

）
13
（

。
し

か
し
な
が
ら
初
志
と
し
て
は
自
立
性
の
あ
る
農
民
が
農
村
か
ら
育
ち
、
農
家
、
農
民

自
身
に
よ
っ
て
自
立
的
に
経
営
基
盤
の
確
立
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
向
性
は
、

柳
田
の
示
す
中
農
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
自
立
し
た
農
民
と
い

う
発
想
は
、
の
ち
に
満
州
へ
移
出
し
開
拓
を
奨
励
す
る
政
策
と
結
び
つ
い
て
い
く

土
台
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
学
校
の
存
在
と
大
き
く
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
と
な

る
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
か
る
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
日
本
高
等
学
校
の
設

立
は
、
ま
さ
に
満
州
移
出
の
た
め
の
施
策
と
大
き
く
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
の
ち
全
国
各
府
県
に
農
民
道
場
（
あ
る
い
は
青
年
道
場
）
が
作
ら
れ
中
堅
人
物

養
成
の
教
育
機
関
が
増
え
て
い
く
。
そ
の
中
で
日
本
国
民
高
等
学
校
出
身
者
が
各
所

で
指
導
者
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
戦
時
体
制
下
に
あ
る
農
村
の
あ
り
方
や
農
民

教
育
の
あ
り
方
が
国
家
の
政
策
に
も
強
く
連
結
し
て
い
っ
た
こ
と
も
自
明
で
は
あ
る

が
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ｄ
．
戦
時
体
制
下
へ
の
突
入

　

石
黒
は
農
政
官
僚
を
辞
し
て
農
村
更
生
協
会
会
長
に
つ
い
た
一
九
三
五
（
昭
和
一

〇
）
年
一
二
月
に
は
、
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
は
四
年
度
目
に
突
入
し
て
い
た
。

戦
時
体
制
下
に
お
い
て
石
黒
は
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
七
月
に
近
衛
文
麿
内
閣

の
も
と
で
農
林
大
臣
に
な
り
翌
年
六
月
内
閣
改
組
ま
で
そ
の
任
に
つ
い
て
い
る
。
太

平
洋
戦
争
に
突
入
す
る
直
前
で
あ
る
。
ま
た
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
は
貴
族

院
議
員
に
勅
撰
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
四
〇
年
代
後
半
ま
で

の
間
、
石
黒
は
政
治
家
と
し
て
の
経
歴
で
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
こ
の

時
期
に
お
け
る
社
団
法
人
農
村
更
生
協
会
会
長
に
お
け
る
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動

で
の
活
動
お
よ
び
財
団
法
人
満
州
移
住
協
会
理
事
長
と
し
て
の
活
動
を
中
心
に
整
理

し
て
お
き
た
い
。

　

農
村
更
生
協
会
に
お
け
る
石
黒
の
活
動
理
念
は
、
更
生
計
画
を
立
て
そ
れ
を
推
し

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
村
の
自
立
性
を
高
め
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
推
し
進
め
ら

れ
る
先
導
的
人
物
の
養
成
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
者
に
お
い
て
は
模
範
的
な
更
生
計

画
を
立
て
ら
れ
る
村
を
選
定
し
補
助
金
が
出
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
と
、
よ
り
自

立
的
な
経
営
が
で
き
る
よ
う
な
指
導
│
例
え
ば
農
家
簿
記
の
奨
励
│
を
行
う
人
材
を

派
遣
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
後
者
に
お
い
て
は
更
生
計
画
に
忠
実
に
実
行
で

き
る
立
派
な
農
民
を
育
て
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
前
者
で
は
模
範
村
と
さ
れ
る
事
例
を

紹
介
し
、
よ
り
更
生
の
具
体
的
方
法
を
知
ら
せ
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
一

九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
一
〇
月
、
こ
こ
ま
で
の
経
済
更
生
運
動
の
な
か
で
更
生
指

定
村
と
し
て
成
功
を
し
た
と
さ
れ
る
一
九
カ
村
の
村
長
を
集
め
て
座
談
会
を
行
っ
て

い
る

）
14
（

。
産
業
組
合
中
央
金
庫
講
堂
で
行
わ
れ
た
座
談
会
で
は
石
黒
自
身
が
司
会
を
務

め
、
参
加
者
に
よ
っ
て
成
功
例
が
話
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
座
談
会
と
同
時
に
講
堂
内

で
は
数
々
の
更
生
指
定
村
で
の
概
況
と
更
生
計
画
の
実
践
例
が
展
示
さ
れ
る
イ
ベ
ン

ト
が
行
わ
れ
て
い
る
。
模
範
的
事
例
の
蓄
積
と
紹
介
と
い
う
見
方
も
で
き
る
が
、
座

談
会
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
各
村
が
具
体
的
に
更
生
計
画
を
実
行
し
た
こ
と
に
つ

い
て
語
ら
れ
る
よ
り
も
、
更
生
計
画
の
全
村
へ
の
具
体
的
周
知
徹
底
の
さ
せ
方
や
全

村
が
一
体
と
な
っ
て
更
生
計
画
に
取
り
組
む
方
法
を
語
る
場
面
が
非
常
に
多
い
。
実

務
的
な
こ
と
よ
り
も
計
画
に
携
わ
り
実
行
す
る
た
め
の
各
農
家
、
農
民
の
精
神
的
な

側
面
を
こ
の
座
談
会
で
は
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
経
済
更
生
運
動
の
中
で
早
川
孝
太
郎
と
の
接
点
も
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
。早
川
は
一
九
三
六（
昭
和
一
一
）年
五
月
に
農
村
更
生
協
会
の
嘱
託
に
、

そ
し
て
二
年
後
の
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
に
主
査
と
な
り
協
会
の
業
務
に
お
け
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る
中
核
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る

）
15
（

。
早
川
が
経
済
更
生
運
動
に
関
わ
っ
た
こ

の
時
期
は
、五
年
の
更
生
村
更
生
計
画
に
よ
る
実
践
の
蓄
積
を
経
た
の
ち
と
い
え
る
。

先
述
し
た
座
談
会
で
も
計
画
の
具
体
的
施
策
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
ど
の
よ

う
に
村
が
一
体
と
な
れ
た
か
と
い
う
心
構
え
的
な
こ
と
が
ま
ず
は
重
要
視
さ
れ
て
い

た
と
感
じ
ら
れ
る
。
筆
者
が
昭
和
七
年
度
も
茨
城
県
各
農
山
漁
村
の
更
生
計
画
書
を

検
討
し
た
中
で
感
じ
た
こ
と
を
例
に
す
る
と
、
経
済
更
生
運
動
初
年
度
の
前
年
よ
り

茨
城
県
は
農
事
集
団
指
定
地
と
し
て
指
定
し
た
村
に
対
し
て
隣
保
共
助
を
基
盤
と
し

た
栽
培
指
導
や
共
同
販
売
確
立
を
目
指
し
て
い
た
。
経
済
更
生
初
年
度
の
実
施
に
当

た
り
、
こ
の
県
で
行
っ
て
い
た
事
業
が
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
引
き
続
き
こ
れ
ら

の
農
事
集
団
指
定
地
の
あ
る
村
を
中
心
に
更
生
指
定
村
の
選
定
を
行
っ
て
い
る
〔
和

田　

二
〇
〇
八
年　

七
六
│
七
七
頁
〕。
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
は
更
生

村
の
成
功
例
を
増
や
し
て
い
き
な
が
ら
農
村
の
構
造
上
の
あ
る
べ
き
姿
│
例
え
ば
隣

保
共
助
に
よ
る
農
村
に
よ
る
活
動
の
一
体
化
│
を
作
り
上
げ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
経

済
更
生
計
画
初
期
の
目
標
を
ま
ず
は
定
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
早

川
が
経
済
更
生
運
動
に
関
わ
っ
た
時
期
は
、
そ
う
い
っ
た
初
期
五
カ
年
の
蓄
積
の
上

に
あ
る
、
よ
り
具
体
的
な
農
民
教
育
の
活
動
へ
と
接
続
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
早
川
が
関
わ
っ
た
の
は
経
済
更
生
運
動
の
初
期
で
は
な
く
、
満
州
移

民
政
策
が
よ
り
本
格
化
す
る
文
脈
の
中
で
経
済
更
生
運
動
五
年
目
以
降
に
か
か
わ
っ

た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る

）
16
（

。

　

早
川
と
経
済
更
生
運
動
の
関
わ
り
で
石
黒
と
の
接
点
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
三

点
に
整
理
で
き
よ
う
。
ひ
と
つ
は
朝
鮮
半
島
そ
し
て
中
国
へ
の
食
糧
調
査
、
ふ
た
つ

に
は
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
軍
の
教
育
指
導
、
そ
し
て
み
っ
つ
め
に
簿
記
記
帳
運
動

に
お
け
る
指
導
で
全
国
の
農
村
を
回
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る

）
17
（

。
須
藤
功
に
よ
っ
て

こ
の
時
期
の
早
川
の
活
動
が
丁
寧
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
な
が

ら
こ
の
時
期
の
活
動
と
石
黒
と
の
関
わ
り
を
も
う
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
〔
須
藤
編

　

二
〇
〇
三
年　

四
三
五
│
四
八
二
頁
〕。

　

石
黒
は
満
州
移
民
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
村
の
疲
弊
を
解
消
す
る
施
策
と

考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
践
し
進
め
て
い
く
活
動
の
中
で

早
川
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
は
農
民
教
育
と
指
導
と
い
う
立
場
で
、
民
族

意
識
を
想
起
し
な
が
ら
開
拓
で
大
陸
に
出
る
農
民
の
精
神
的
支
柱
を
作
る
と
い
う
面

と
、
経
営
に
農
家
と
し
て
の
自
立
性
を
も
た
ら
せ
る
た
め
の
簿
記
記
帳
指
導
に
よ
る

合
理
的
基
盤
を
作
る
と
い
う
面
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
石
黒
と
早
川
の

出
会
い
は
更
生
協
会
を
通
じ
て
始
ま
り
、
そ
し
て
敗
戦
と
と
も
に
満
州
移
民
施
策
は

否
定
的
評
価
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
早
川
は
、
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
石
黒
の

農
政
観
を
実
践
的
な
活
動
で
支
え
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
石
黒
が
参
議
院
議
員
と
し

て
活
動
す
る
中
で
協
力
者
と
し
て
陰
に
な
っ
て
し
た
支
え
を
す
る
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。

　

少
し
横
道
に
そ
れ
た
が
、
も
う
一
度
経
済
更
生
運
動
に
お
け
る
石
黒
の
施
策
に
戻

り
た
い
。

　

こ
の
経
済
更
生
運
動
で
石
黒
が
精
神
的
支
柱
と
し
て
掲
げ
た
の
が
「
農
民
精
神
の

作
興
」
で
あ
る
。
そ
の
教
育
の
基
盤
と
な
る
場
と
し
て
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年

長
野
県
に
八
ヶ
岳
修
練
農
場
が
作
ら
れ
た
。
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
農
民
精
神
の
作
興
を

め
ざ
し
た
教
育
が
で
き
あ
が
り
や
が
て
全
国
に
「
村
の
家
」
が
作
ら
れ
て
い
く
。
こ

れ
ら
の
教
育
機
関
が
全
国
的
な
運
動
体
と
し
て
形
成
さ
れ
、
ひ
い
て
は
積
極
的
に
満

州
移
出
に
よ
る
開
拓
農
民
の
養
成
へ
と
連
結
し
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ

る
。
石
黒
の
説
い
た
「
真
に
よ
き
農
民
」
の
養
成
は
、
大
陸
を
支
配
す
る
こ
と
と
連

結
し
て
い
た
の
か
？
こ
こ
で
は
そ
の
功
罪
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
抑
止
し
て
お
く

こ
と
と
し
て
、
少
な
く
と
も
石
黒
の
設
立
し
た
教
育
機
関
は
、
自
立
し
た
農
民
像
を

具
現
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
更
生
計
画
案
を
提
出
す
る

各
村
が
必
ず
記
載
し
た
「
農
民
精
神
の
作
興
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
一
般
の
農
村
の

中
に
普
通
に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
だ
け
一
九
四
〇
年
代
に
さ
し
か
か
る
こ
の
時
期
、
経
済
更
生
運
動
も
何
年
か

の
事
例
蓄
積
を
積
み
重
ね
た
上
で
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
よ
り
本
格
的
に
始

ま
っ
た
政
府
に
よ
る
満
州
移
民
政
策
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
流
れ
へ
と
進
ん
で
い
く
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の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
こ
の
八
ヶ
岳
伝
習
農
場
に
お
い
て
、
石
黒
は
今
和
次
郎

）
18
（

と
の
接
点
が

あ
っ
た
こ
と
を
小
平
が
記
し
て
い
る
。
八
ヶ
岳
に
農
場
が
で
き
た
の
ち
「「
八
ヶ
岳

の
道
場
は
い
い
よ
、
あ
そ
こ
に
も
家
が
で
き
る
か
ら
、
一
緒
に
行
こ
う
よ
」
と
誘
わ

れ
た
」
と
い
う
〔
小
平　

一
九
六
二
年　

七
二
頁
〕。
今
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年

早
稲
田
大
学
教
授
と
し
て
教
鞭
に
立
つ
が
、
そ
れ
以
前
に
も
柳
田
と
の
民
俗
調
査
へ

の
同
行
そ
し
て
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
朝
鮮
総
督
府
委
嘱
に
よ
る
民
俗
調
査
に

関
わ
っ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
今
と
柳
田
そ
し
て
戦
時
体
制
下
に
お
け

る
石
黒
と
今
と
の
接
点
は
大
変
興
味
深
い
。
先
述
し
た
石
黒
と
早
川
と
の
接
点
も
こ

の
時
期
で
あ
り
、
早
川
も
ま
た
八
ヶ
岳
伝
習
農
場
で
教
鞭
も
執
っ
て
い
る
。
農
民
教

育
の
中
心
的
な
拠
点
と
な
る
八
ヶ
岳
伝
習
農
場
そ
し
て
生
活
習
俗
と
し
て
の
「
野
の

知
識
」
に
大
き
く
関
わ
っ
た
今
や
早
川
と
の
接
点
は
、
こ
の
時
期
農
林
大
臣
、
貴
族

院
議
員
そ
し
て
農
商
大
臣
と
歴
任
す
る
公
的
な
立
場
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、
石

黒
の
農
村
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
活
動
に
生
か
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ｅ
．
終
戦
か
ら
戦
後
期
（
公
職
追
放
か
ら
解
除
そ
し
て
国
会
議
員
へ
）

　

石
黒
は
終
戦
後
公
職
追
放
さ
れ
る
が
、
終
戦
を
迎
え
る
直
前
、
一
九
四
五
（
昭
和

二
〇
）
年
四
月
鈴
木
貫
太
郎
首
相
の
下
農
商
大
臣
に
就
任
し
て
い
る
。
以
後
八
月
一

五
日
の
終
戦
の
の
ち
同
月
一
七
日
に
東
久
邇
宮
稔
彦
内
閣
組
閣
ま
で
つ
と
め
る
。
戦

争
終
了
時
の
農
商
大
臣
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
最
大
の
懸
案
業
務
は
、
食
糧
増
産
に

関
す
る
施
策
で
あ
る
。
当
初
大
臣
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
は
逡
巡
し
た
よ
う
で
あ
る

が
、
小
平
に
よ
る
と
石
黒
は
鈴
木
貫
太
郎
に
対
し
て
「
こ
の
内
閣
は
、
戦
争
を
や
め

る
た
め
の
内
閣
で
し
ょ
う
」と
念
を
押
し
た
が
、鈴
木
か
ら
の
回
答
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
と
い
う
〔
小
平　

一
九
六
二
年
一
三
五
頁
〕。
ま
た
大
臣
受
諾
を
答
え
る
際
に
鈴
木

に
対
し
て
「
私
を
農
商
大
臣
に
な
さ
る
理
由
は
、
軍
が
戦
争
に
負
け
て
引
き
下
が
る

と
い
う
の
じ
ゃ
な
く
て
、
日
本
が
食
糧
の
た
め
に
、
戦
争
を
止
め
ざ
る
を
え
な
い
の

だ
と
い
う
、戦
争
の
責
任
を
食
糧
の
責
任
に
も
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
農
商
大
臣
を
引
き
受
け
て
も
よ
ろ
し
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
私
が
農

商
大
臣
に
な
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
石
黒
が
農
商
大
臣
を
引

き
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
小
平
は
「
悲
痛
な
決
心
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
見

方
が
や
や
思
い
入
れ
の
強
い
評
価
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
食
糧
増
産

に
関
わ
る
施
策
に
長
く
関
わ
っ
て
き
た
中
で
戦
争
状
態
に
突
入
し
た
一
九
三
〇
年
代

か
ら
四
〇
年
代
の
流
れ
を
見
る
と
、
石
黒
自
身
戦
争
の
幕
引
き
に
は
ふ
さ
わ
し
い
農

業
施
策
の
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
長
く
食
糧
行
政
や
農
村
更

生
に
関
わ
っ
て
き
た
石
黒
と
し
て
は
戦
争
の
終
結
と
自
身
の
行
っ
て
き
た
施
策
が
大

き
く
関
わ
り
な
が
ら
立
ち
会
う
べ
き
立
場
を
感
じ
て
い
た
と
は
推
察
で
き
る

）
19
（

。

　

終
戦
の
二
日
前
に
石
黒
は
農
商
省
の
幹
部
職
員
を
集
め
て
終
戦
後
の
農
政
に
つ
い

て
説
明
し
、
食
糧
の
確
保
、
多
数
の
失
業
軍
人
や
帰
還
者
の
就
業
問
題
な
ど
に
つ

い
て
至
急
対
策
を
立
て
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
〔
小
平 

一
九
六
二
年 

一
五
五
頁
〕。

食
糧
の
国
家
管
理
制
度
の
維
持
も
敗
戦
後
も
ゆ
る
め
る
こ
と
な
く
強
化
す
る
よ
う
に

指
示
し
て
い
る
。
敗
戦
後
の
八
月
一
九
日
に
内
閣
は
総
辞
職
し
、
千
石
與
太
郎
が
農

商
大
臣
に
な
る
。
石
黒
の
指
示
し
た
緊
急
対
策
の
指
示
を
も
と
に
新
大
臣
は
さ
っ
そ

く
戦
後
の
農
業
、
食
糧
の
復
興
対
策
に
取
り
組
む
の
で
あ
る
。
終
戦
の
の
ち
、
一
九

四
六
（
昭
和
二
一
）
年
八
月
か
ら
五
年
間
、
石
黒
は
公
職
追
放
と
な
る
。

　

前
後
す
る
が
同
年
一
月
、
早
川
孝
太
郎
が
農
村
更
生
協
会
を
辞
職
す
る
。
農
村
更

生
、
食
糧
増
産
そ
し
て
満
州
へ
の
移
民
政
策
で
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
か
ら
の

約
七
年
強
の
期
間
を
石
黒
と
と
も
に
し
た
早
川
は
、
戦
時
体
制
下
の
農
政
と
の
関
わ

り
か
ら
退
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
石
黒
と
早
川
の
つ
な
が
り

は
戦
後
も
続
き
、
九
学
会
連
合
に
よ
る
対
馬
を
対
象
と
し
た
学
術
総
合
調
査
（
一
九

五
〇
〜
五
一
（
昭
和
二
五
〜
二
六
）
年
）
の
の
ち
翌
年
、
ふ
た
り
は
対
馬
を
訪
問
し

て
い
る
。
須
藤
功
に
よ
る
指
摘
で
は
、
調
査
団
長
で
も
あ
り
渋
沢
敬
三

）
20
（

と
調
査
に
あ

た
っ
た
宮
本
常
一
が
離
島
振
興
の
必
要
性
を
感
じ
、
そ
の
た
め
に
は
国
会
議
員
の
力

が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
対
馬
へ
の
視
察
を
願
っ
た
と
い
う

）
21
（

。

　

石
黒
は
公
職
追
放
解
除
後
、静
岡
県
地
方
選
出
参
議
院
議
員
補
欠
選
挙
に
当
選
し
、
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以
後
改
選
も
含
め
て
な
く
な
る
ま
で
参
議
院
議
員
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
間
、

全
国
農
業
会
議
所
理
事
、全
国
農
業
協
同
組
合
中
央
会
理
事
な
ど
の
要
職
も
兼
ね
る
。

戦
後
農
政
の
中
で
も
何
か
し
ら
要
職
に
つ
き
つ
づ
け
た
。
そ
し
て
一
九
六
〇
（
昭
和

三
五
）年
、農
業
基
本
法
が
公
布
さ
れ
る
年
に
、七
六
歳
の
生
涯
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）石
黒
の
官
僚
と
し
て
の
業
績
と
民
俗
学
の
交
差

　

こ
こ
ま
で
石
黒
の
生
涯
に
つ
い
て
概
観
し
な
が
ら
、
そ
の
業
績
を
記
し
た
。
石
黒

は
農
政
官
僚
、
農
林
大
臣
、
農
商
大
臣
そ
し
て
戦
後
は
参
議
院
議
員
と
要
職
を
歴
任

し
生
涯
公
的
な
立
場
で
農
政
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
特
に
壮
年
期

ま
で
の
官
僚
時
代
に
施
策
を
立
て
た
業
績
は
、
日
本
近
代
農
政
史
の
中
で
も
大
き
な

位
置
を
占
め
る
。
整
理
し
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
箇
条
書
き
が
で
き
よ
う
。

○
肥
料
問
題（
農
商
務
省
入
省
後
か
ら
退
官
ま
で
。不
正
肥
料
業
者
の
取
り
締
ま
り
。）

○
小
作
争
議
解
決
（
小
作
課
長
時
代
に
行
っ
た
小
作
慣
行
調
査
。
各
所
の
実
情
に
あ

わ
せ
た
争
議
解
決
の
た
め
「
小
作
官
」
を
設
置
）

○
蚕
糸
振
興
策
（
蚕
糸
局
長
時
代
）

○
米
価
の
価
格
統
制
（
米
穀
法
、
食
糧
管
理
法
の
策
定
。
米
価
統
制
論
者
と
い
う
見

ら
れ
か
た
も
成
り
立
つ
。）

○
各
種
農
業
経
営
調
査
の
開
発
（
経
済
更
生
運
動
の
基
礎
資
料
、
そ
し
て
農
業
基
本

調
査
の
骨
格
を
作
る
。）

　

こ
の
な
か
で
農
村
と
い
う
場
に
お
け
る
慣
行
や
状
況
を
直
に
把
握
す
る
こ
と
で
解

決
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
小
作
官
の
設
置
と
各
種
農
業
経
営
調
査
の
開

発
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　

小
作
争
議
解
決
に
関
わ
る
小
作
官
は
、
小
作
慣
行
に
あ
わ
せ
た
判
断
が
で
き
う
る

よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
小
作
慣
行
を
全
国
的
に
調
査
し
た
資
料
や
土
地

を
巡
る
由
緒
や
集
落
に
お
け
る
慣
行
な
ど
含
め
て
、
争
議
解
決
に
お
け
る
法
的
解
釈

と
別
個
に
判
断
の
補
助
線
を
引
く
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
農
村
と
い

う
場
に
基
づ
い
た
施
策
を
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
各
種
農
業
経
営
調
査
の
方
法
を
確
立
さ
せ
た
こ
と
は
、
の
ち
に
農
山
漁
村
経

済
更
生
運
動
に
お
け
る
施
策
を
立
て
る
基
礎
資
料
と
な
る
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
農

業
基
本
調
査
は
、
公
的
な
立
場
に
あ
る
国
家
が
農
村
と
い
う
場
の
数
量
的
な
実
情
把

握
を
す
る
基
礎
を
築
い
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
公
的
な
施
策
と
農
村
と
い
う
場
を
つ
な
い
だ
石
黒
の
業
績
に
、
当
時
の

民
俗
学
周
辺
と
ど
の
よ
う
な
接
合
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
石
黒
の
若
年
期

に
お
け
る
郷
土
会
お
よ
び
柳
田
と
の
接
点
を
次
節
で
は
検
討
し
た
い
。

❷
郷
土
会
と
石
黒
の
関
わ
り

（
一
）郷
土
会
の
精
励
な
る
メ
ン
バ
ー

　

郷
土
会
に
お
け
る
石
黒
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
柳
田
國
男
の

『
故
郷
七
十
年
拾
遺
』
に
よ
る
と
、
柳
田
自
身
土
曜
会
と
郷
土
会
の
両
方
を
開
い
て

い
た
が
、
新
渡
戸
稲
造
よ
り
「
同
じ
よ
う
な
会
を
や
っ
て
い
る
か
ら
一
緒
に
や
ら
な

い
か
」と
い
う
勧
誘
を
受
け
、「
一
人
二
人
を
の
ぞ
い
て
全
部
の
会
員
が
先
方
へ
合
流
」

し
た
と
い
う
。
そ
の
橋
渡
し
を
し
た
の
が
新
渡
戸
と
柳
田
の
両
方
の
会
合
に
出
席
し

て
い
た
石
黒
忠
篤
で
あ
っ
た
と
思
う
、
と
柳
田
は
述
懐
し
て
い
る
〔
柳
田　

一
九
七

一
年　

四
六
四
頁
〕。

　

石
黒
が
農
商
務
属
に
任
官
し
た
の
が
二
四
歳
の
時
で
、そ
の
の
ち
『
郷
土
会
記
録
』

に
残
っ
て
い
る
発
表
、
活
動
な
ど
の
足
跡
か
ら
見
る
と
三
〇
歳
に
欧
州
留
学
し
帰
国

し
た
直
後
ま
で
参
加
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
歳
代
後
半
で
あ
り
か
つ
任
官
間

も
な
い
時
期
に
郷
土
会
で
さ
ま
ざ
ま
な
刺
戟
を
受
け
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

石
黒
の
郷
土
会
で
の
活
動
に
つ
い
て
、
牧
田
茂
に
よ
る
整
理
も
あ
わ
せ
て
参
照
し

な
が
ら
述
べ
て
み
た
い
〔
牧
田　

一
九
九
八
年　

四
四
〇
│
四
四
六
頁
〕。
柳
田
編
に

よ
る
『
郷
土
会
記
録
』
の
序
に
記
さ
れ
て
い
る
「
精
励
な
る
会
員
」
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
る
の
が
小
野
武
夫
、
那
須
浩
、
草
野
俊
介
、
木
村
修
三
で
あ
り
、
農
政
学
、
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農
業
経
済
学
系
の
研
究
者
・
実
務
家
で
あ
る
。
彼
ら
は
石
黒
と
と
も
に
熱
心
に
参
加

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
〔
柳
田　

一
九
二
五
年　

三
頁
〕。

　

こ
の
と
き
の
定
例
会
員
以
外
に
も
折
口
信
夫
、
鳥
居
龍
蔵
、
今
和
次
郎
、
高
木
敏

雄
、
中
山
太
郎
な
ど
も
参
加
し
て
お
り
、
民
俗
学
周
辺
に
軸
足
を
置
く
幅
広
い
領
域

に
わ
た
る
人
々
に
よ
る
交
流
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
な
か
で

石
黒
は
任
官
後
す
ぐ
に
関
わ
っ
て
き
た
肥
料
問
題
、
米
価
問
題
そ
し
て
の
ち
に
関
わ

る
小
作
問
題
と
い
っ
た
農
政
に
関
わ
る
施
策
に
何
か
し
ら
の
影
響
を
与
え
て
い
る
で

あ
ろ
う
。

　

で
は
石
黒
の
郷
土
会
で
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、

柳
田
の
記
し
た『
郷
土
会
記
録
』（
一
九
二
五
年
）よ
り
読
み
取
っ
て
い
き
た
い
。『
郷

土
会
記
録
』
は
牧
田
の
指
摘
に
基
づ
く
と
郷
土
会
の
第
一
四
回
の
記
事
（
一
九
一
二

（
大
正
元
）
年
一
月
二
九
日
）
か
ら
第
三
九
回
（
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
四
月
八
日
）

ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
刊
行
は
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
で
あ
る
。
郷
土
会
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
の
時
期
に
、
柳
田
は
平
行
し
て
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
の
刊
行
を
取
り

仕
切
っ
て
い
る
。
雑
誌
の
創
刊
は
一
九
一
三（
大
正
二
）年
で
あ
り
、毎
号
巻
末
に「
雑

報
」
の
頁
を
用
意
し
、
そ
こ
で
郷
土
会
例
会
の
報
告
が
さ
れ
て
い
る
。
号
に
よ
り
記

名
が
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
柳
田
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
例
会
の
内
容
に
よ
り
記
載
さ
れ
た
報
告
文
章
も
発
表
者
と
題
目
に
ふ
れ
る
程

度
の
記
録
か
ら
、そ
れ
な
り
に
長
い
文
章
で
例
会
報
告
が
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

石
黒
に
つ
い
て
触
れ
た
雑
報
は
柳
田
に
と
っ
て
各
回
印
象
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
で
と
て
も
文
章
が
長
い
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
こ
こ
で
は
『
郷

土
会
記
録
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
石
黒
に
つ
い
て
の
箇
所
と
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
で

ふ
れ
た
石
黒
の
箇
所
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱
い
た
い
。

　

さ
て
石
黒
は
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
六
月
に
休
職
の
の
ち
渡
欧
留
学
し
て
い
る
。

一
九
一
二
│
一
四
年
お
よ
び
帰
国
後
の
郷
土
会
で
の
活
動
内
容
は
こ
の
二
点
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
。『
郷
土
会
記
録
』
は
柳
田
に
よ
る
発
表
者
の
報
告
を
ま
と

め
た
詳
細
な
速
記
録
的
要
素
が
強
い

）
22
（

。

　

で
は
柳
田
の
書
い
た
『
郷
土
会
記
録
』
に
見
ら
れ
る
石
黒
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
な
お
出
典
は
石
黒
の
『
農
政

落
葉
籠
』
収
録
の
も
の
か
ら
引
用
す
る
。

　

石
黒
の
郷
土
会
で
の
活
動
お
よ
び
作
業
は
以
下
の
六
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
例

会
で
の
報
告
で
あ
る
「
豊
後
の
由
布
村
」「
湯
坪
村
の
火
焼
輪
知
」「
鹿
島
の
先
の
新

田
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
は
石
黒
に
よ
る
取
材
旅
行
か
ら
の
話
題
提
供
、
報
告
の

よ
う
で
あ
る
。『
農
政
落
葉
籠
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
豊
後
の
由
布
村
」
に
は
（
大
、

1
・
11
）、「
湯
坪
村
の
火
焼
輪
知
」
に
は
（
大
、
1
・
11
頃
）
と
文
章
の
末
に
記
載

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
郷
土
会
記
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
豊
後
の
由
布
村
」
に

は
冒
頭
に
「
石
黒
忠
篤
君
、
大
正
元
年
十
一
月
頃
」
と
あ
り
、「
湯
坪
村
の
火
焼
輪

知
」
に
は
「（
同
上
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
に
は
「
豊
後
の
由

布
村
」
は
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
発
行
の
も
の
に
、「
湯
坪
村
の
火
焼
輪
知
」
は

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
一
月
発
行
の
も
の
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
石
黒
が
大
正
一

年
一
一
月
に
例
会
で
つ
づ
け
て
報
告
を
し
た
か
ま
で
は
確
定
し
が
た
い
が
、
内
容
に

つ
い
て
は
石
黒
の
報
告
内
容
を
柳
田
が
取
り
ま
と
め
た
文
章
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
若
干
で
あ
る
が
柳
田
が『
郷
土
会
記
録
』を
編
集
し
た
時
に
、雑
誌『
郷

土
研
究
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
報
告
に
、
て
に
を
は
レ
ベ
ル
の
手
直
し
は
さ
れ
て
い

る
が
、
内
容
そ
の
も
の
の
大
き
な
改
訂
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　
『
農
政
落
葉
籠
』収
録
の「
鹿
島
の
先
の
新
田
」の
文
章
末
に
は（
大
、一
）と
あ
る
。

こ
れ
は
『
郷
土
会
記
録
』
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
柳
田
の
追
記
で
「
記
録
に
逸
し

て
居
る
が
、
た
し
か
に
聴
い
て
筆
記
し
た
晩
を
記
憶
す
る
。
多
分
は
大
正
元
年
中
の

こ
と
で
あ
っ
て
」〔
柳
田　

一
九
二
五
年　

七
七
頁
〕
と
あ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
報
告

が
ど
の
順
序
で
さ
れ
た
か
ま
で
は
定
か
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
報
告

は
、
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
に
は
大
正
三
年
七
月
発
行
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
以
上
の
三
報
告
は
石
黒
の
報
告
を
柳
田
が
取
り
ま
と
め
た
文
章

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
三
報
告
の
の
ち
に
行
わ
れ
た
第
一
五
回
例
会
（
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
三
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月
三
日

）
23
（

）
に
「
農
家
の
構
造
に
つ
い
て
」
と
い
う
お
題
で
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
新

渡
戸
稲
造
宅
で
行
わ
れ
た
会
で
報
告
内
容
の
詳
細
は
な
い
の
で
あ
る
が
、『
郷
土
会

記
録
』
に
あ
る
「
郷
土
会
第
十
五
回
記
事
」
の
中
で
柳
田
が
書
き
記
し
て
い
る
。
こ

の
例
会
も
柳
田
に
と
っ
て
は
「
興
味
の
誠
に
多
い
話
」〔
柳
田
一
九
二
五
年　

六
頁
〕

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
石
黒
は
全
国
各
地
の
農
家
の
構
造
も
す
べ
て
同
じ
よ
う
な

作
り
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
屋
根
の
形
、
破
風
の
有
無
、
屋
棟
の
方
向
な
実
に
千
変

万
化
で
あ
る
こ
と
や
、
明
瞭
に
地
方
に
よ
っ
て
違
う
も
の
か
ら
狭
い
一
谷
の
近
隣
で

も
い
ろ
い
ろ
の
屋
根
が
あ
る
な
ど
、
多
く
の
資
料
を
調
査
吟
味
し
な
い
と
い
け
な
い

な
ど
各
地
の
研
究
者
と
永
い
共
同
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
説
い
た
よ
う
で
あ
る

〔
柳
田　

一
九
二
五　

七
頁
〕。
柳
田
に
と
っ
て
か
な
り
刺
戟
の
あ
る
報
告
で
あ
っ
た

こ
と
が
伺
え
る
。

　

ま
た
第
三
七
回
例
会
（
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
一
二
月
一
二
日

）
24
（

）
で
は
報
告
当

番
に
不
都
合
が
あ
り
、
話
題
提
供
が
さ
れ
な
か
っ
た
会
で
、
そ
こ
で
出
席
者
に
よ
っ

て
短
い
話
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
と
き
石
黒
は
「
地
方
生
活
の
比
較
研
究
の
必

要
な
る
こ
と
を
鎌
の
大
小
と
用
法
そ
れ
か
ら
砥
石
の
種
類
な
ど
の
新
し
い
事
を
話
さ

れ
た
」
と
あ
る
。
こ
ち
ら
も
記
録
は
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
雑
報
の
中
で
ふ
れ
ら
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
石
黒
が
欧
州
留
学
か
ら
帰
国
後
の
短
い
報
告
で
あ
る
。
雑
報
で
は

郷
土
会
例
会
報
告
は
必
ず
掲
載
さ
れ
数
行
か
ら
多
く
て
一
ペ
ー
ジ
は
割
か
れ
る
が
、

第
三
七
回
例
会
に
関
し
て
は
二
ペ
ー
ジ
近
く
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
あ
り
、
柳
田
に

と
っ
て
は
石
黒
の
報
告
も
含
め
て
大
変
刺
戟
の
あ
る
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
）
25
（

。

　

誌
上
に
残
さ
れ
た
報
告
に
関
し
て
は
以
上
五
つ
で
あ
る
。
こ
の
他
に
は
郷
土
会
で

企
画
し
た
神
奈
川
県
津
久
井
郡
内
郷
村
の
調
査
に
お
け
る
村
落
調
査
様
式
の
項
目
作

成
に
関
わ
っ
て
い
る
。
石
黒
は
小
平
権
一
と
と
も
に
「
農
業
そ
の
他
の
生
業
」
を
受

け
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
石
黒
は
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
八
月
の
内
郷
村
調
査
に

は
直
接
参
加
し
て
い
な
い
。
こ
の
年
石
黒
は
病
気
休
職
か
ら
復
職
の
の
ち
五
月
に
農

務
局
副
業
課
長
に
着
任
し
て
い
る
。
農
政
の
中
心
に
関
わ
る
初
め
て
の
課
長
職
で
あ

り
、
ま
た
米
騒
動
が
勃
発
し
農
業
を
巡
る
環
境
が
大
き
く
変
わ
る
結
節
点
の
年
で
あ

ろ
う
。
現
地
調
査
に
直
接
関
わ
ら
な
か
っ
た
子
細
は
想
像
の
域
で
は
あ
る
が
、
公
務

が
多
忙
に
な
っ
て
き
た
こ
と
と
関
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

直
接
の
調
査
に
は
参
加
し
て
い
な
い
が
、
翌
月
九
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
例
会
に

お
い
て
内
郷
村
調
査
の
報
告
会
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
例
会
に
石
黒
は
出
席
し
て

い
る
。内
郷
村
調
査
の
結
果
に
関
し
て
は
新
渡
戸
、柳
田
と
と
も
に
聞
く
機
会
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
年
の
一
二
月
一
一
日
は
例
会
が
石
黒
の
自
宅
で
開
催
さ
れ
、
牧
田
の
整
理
に

よ
る
と「
英
国
の
田
舎
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
」〔
牧
田　

一
九
九
八
年　

四
四
八
頁
〕

と
あ
る
。

　

柳
田
は
、郷
土
会
の
例
会
は
一
九
一
九（
大
正
八
）末
ま
で
は
つ
づ
い
て
い
た
は
ず
、

と
『
郷
土
会
記
録
』
の
緒
言
で
記
し
て
い
る
〔
柳
田　

一
九
二
五
年　

一
頁
〕。
郷
土

会
の
活
動
は
新
渡
戸
が
一
九
一
九
（
大
正
八
年
）
三
月
に
欧
米
視
察
に
出
か
け
、
そ

の
の
ち
柳
田
に
よ
る
と
新
渡
戸
稲
造
宅
の
「
向
か
い
側
の
田
中
阿
歌
麿
さ
ん
の
家
で

続
け
る
こ
と
に
し
た
ら
、ぱ
た
っ
と
人
が
来
な
く
な
っ
て
駄
目
に
な
っ
た
」
よ
う
で
、

会
そ
の
も
の
が
消
失
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
年
柳
田
も
貴
族
院
書
記
官
を
辞

め
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
行
く
こ
と
と
な
り
、中
心
人
物
は
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
石
黒
は
農
政
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た

時
期
で
も
あ
る
。
同
じ
年
、
石
黒
は
農
政
課
長
に
着
任
し
、
公
的
な
立
場
で
米
価
調

節
な
ど
に
も
関
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
二
）「
豊
後
の
由
布
村
」「
湯
坪
村
と
火
焼
輪
知
」「
鹿
島
の
先
の
新
田
」に
見
る

　
　

石
黒
の
視
点

　

石
黒
の
郷
土
会
活
動
の
中
で
発
表
内
容
が
ま
と
ま
っ
た
文
章
で
残
っ
て
い
る
の
が

「
豊
後
の
由
布
村
」「
湯
坪
村
の
火
焼
輪
知
」「
鹿
島
の
先
の
新
田
」
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
先
述
し
た
よ
う
に
柳
田
に
よ
る
最
終
的
な
と
り
ま
と
め
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
こ
れ
ら
の
報
告
の
中
に
見
ら
れ
る
石
黒
の
観
察
眼
を
検
討
し
た
い
。
な
お
『
郷
土
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会
記
録
』
に
は
石
黒
の
各
報
告
に
対
象
と
し
た
地
域
の
地
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

ど
の
図
を
見
て
も
取
材
し
た
地
域
に
つ
い
て
の
立
地
が
よ
く
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。

柳
田
が
『
郷
土
会
記
録
』
を
編
集
す
る
と
き
に
収
録
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、

石
黒
が
例
会
で
資
料
と
し
て
使
っ
た
も
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。『
農
政
落
葉
籠
』

は
こ
の
『
郷
土
会
記
録
』
を
下
敷
き
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
図
は
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
。
以
下
の
三
報
告
で
筆
者
が
引
用
を
『
郷
土
会
記
録
』
か
ら
と
る
こ
と

も
考
え
た
が
、
石
黒
も
最
終
的
に
は
確
認
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
『
農
政
落
葉
籠
』

収
録
の
方
に
依
拠
す
る
こ
と
と
し
た
。

ａ
．「
豊
後
の
由
布
村
」

　
「
豊
後
の
由
布
村
」
は
大
分
県
速
見
郡
内
を
対
象
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
由
布
院
に

関
す
る
報
告
で
あ
る
。
石
黒
は
「
北
由
布
村
大
字
川
上
に
宿
し
て
、
夜
分
村
老
と
会

談
し
色
々
昔
の
話
を
聞
い
た
」〔
石
黒　

一
九
五
六
年　

一
一
九
頁
〕
と
記
し
て
お
り
、

由
布
周
辺
を
踏
査
し
た
折
、
老
人
よ
り
村
の
古
く
か
ら
の
話
を
聞
き
取
り
し
た
内
容

が
中
心
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
由
布
の
地
名
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
記
し
て
お
り
、由
布
が
「
南
由
布
」「
北

由
布
」
の
二
村
に
分
か
れ
、
そ
し
て
両
者
と
も
各
々
三
つ
の
大
字
と
そ
の
大
字
の
中

に
も
多
く
の
組
が
集
合
し
て
い
る
重
層
的
な
村
組
織
の
あ
り
方
を
説
明
し
て
い
る
。

由
布
は
「
純
然
た
る
旧
一
村
で
は
無
い
」〔
石
黒　

一
九
五
六
年　

一
一
九
頁
〕
と
報

告
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
村
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て
細
か
く
観
察
し
て
い
る

こ
と
が
伺
え
る
。

　

ま
た
、村
老
か
ら
由
布
と
い
う
ム
ラ
の
口
碑
に
関
わ
る
こ
と
も
聞
き
取
っ
て
い
る
。

由
布
村
の
起
源
、特
に
地
名
の
起
源
に
つ
い
て
の
語
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

由
布
に
あ
る
南
乙
丸
、
北
乙
丸
と
い
う
ふ
た
つ
の
字
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
「
景
行
天

皇
巡
狩
の
遺
跡
で
、
今
の
地
名
は
即
ち
オ
ト
マ
リ
の
転
訛
で
あ
る
」〔
石
黒　

一
九
五

六
年　

一
一
九
頁
〕
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
村
の
発
祥
に
関
わ
る
伝
承
に
つ
い
て

も
ふ
れ
て
い
る
。「
川
上
の
地
に
馬
場
千
軒
と
い
う
部
落
が
あ
っ
た
が
牛
鬼
馬
鬼
が

出
て
き
て
由
布
嶽
の
一
角
を
崩
し
村
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
」〔
石
黒　

一
九
五
六
年　

一
二
〇
頁
〕
と
す
る
口
碑
を
紹
介
し
た
あ
と
で
「
た
ぶ
ん
火
山
爆
発
の
古
伝
で
あ
ろ

う
」
と
説
明
し
て
い
る
。
口
碑
を
い
っ
た
ん
受
け
入
れ
る
石
黒
の
考
察
は
、
非
科
学

的
な
何
か
と
最
初
か
ら
捉
え
ず
、
口
碑
に
対
す
る
一
定
の
解
釈
と
評
価
を
し
た
も
の

と
い
え
る
。

　

そ
し
て
狩
猟
に
関
し
て
の
禁
忌
に
も
触
れ
て
い
る
。
狩
猟
で
生
計
を
立
て
て
い
た

由
布
嶽
近
辺
で
の
禁
忌
で
あ
る
。
例
え
ば
近
世
に
お
い
て
由
布
に
あ
る
東
畑
に
住
む

猟
の
名
人
と
い
わ
れ
た
者
が
「
二
人
で
行
け
ば
山
の
神
に
祟
ら
れ
る
」
と
い
う
言
い

伝
え
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
由
布
に
近
隣
す
る
鶴
見
嶽
へ
近
隣
の
田
野
（
球
磨

郡
）
に
住
む
猟
師
と
二
人
で
出
か
け
鹿
の
寝
待
ち
を
し
て
い
る
と
山
が
荒
れ
て
眠
れ

な
か
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
田
野
の
猟
師
か
ら
家
伝
来
の
山
刀
を
東
畑
に
住
む
あ
る
猟
師
に
与
え
ら
れ
、

そ
れ
を
携
え
て
い
く
と
人
で
も
化
け
物
で
も
な
い
も
の
に
山
刀
を
飴
の
よ
う
に
ベ
ロ

ベ
ロ
な
も
の
に
さ
れ
た
な
ど
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
鶴
見
嶽
に
は
猟
師
は
行
か
な

い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
山
の
禁
忌
に
関
わ
る
口
碑
を
詳
し
く
報
告
し
て
い
る
〔
石

黒　

一
九
五
六
年　

一
二
〇
│
一
二
一
頁
〕。

　

ま
た
由
布
村
の
山
林
に
お
け
る
入
会
関
係
に
つ
い
て
も
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
報

告
で
は
著
し
く
複
雑
で
あ
り
紛
争
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
由
布
村
以
外
の
地
に
入
会

の
山
を
持
つ
分
だ
け
で
も
九
か
村
ま
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
由
布
村

が
「
全
く
一
村
が
多
く
の
領
主
に
分
給
せ
ら
れ
て
居
た
為
で
あ
る
ら
し
い
」〔
石
黒

　

一
九
五
六
年　

一
二
二
頁
〕
と
述
べ
て
い
る
。
一
村
の
中
で
天
領
と
延
岡
藩
、
森

藩
が
複
雑
に
領
有
し
て
い
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
入
会
紛
争
の
理
由
を
村
支
配

の
歴
史
と
仕
組
み
に
つ
い
て
詳
細
に
聞
き
取
っ
て
い
る
点
は
、
の
ち
に
石
黒
が
農
政

課
長
時
に
組
織
し
実
践
す
る
小
作
慣
行
調
査
の
理
念
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
土
地

に
関
わ
る
取
り
決
め
や
慣
行
お
よ
び
歴
史
的
な
背
景
と
そ
の
地
域
の
諸
事
情
を
お
さ

え
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
こ
の
報
告
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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ｂ
．「
湯
坪
村
の
火
焼
輪
知
」

　

こ
の
報
告
は
熊
本
県
、
大
分
県
の
境
界
不
明
箇
所
に
あ
る
原
野
と
山
林
の
論
地
に

つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
土
地
所
有
に
対
し
て
の
地
元
で
の
慣
行
及
び
歴
史
的
由
来

が
、
所
有
紛
争
に
お
い
て
は
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
伺
え
る
報
告
で
も

あ
る
。

　

豊
後
国
玖
珠
郡
飯
田
村
湯
坪
（
大
分
県
側
）
お
よ
び
肥
後
国
阿
蘇
南
小
国
（
熊
本

県
側
）
の
間
の
境
界
不
明
箇
所
で
あ
る
二
筆
の
土
地
に
つ
い
て
、
湯
坪
側
は
字
「
甚

五
郎
」「
腐
湯
」
と
呼
び
、
か
た
や
南
小
国
側
は
「
火
焼
輪
知
」
と
呼
び
、
昔
よ
り

争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
湯
坪
側
は
江
戸
期
に
は
幕
府
の
御
料
地
で

あ
っ
た
の
で
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
明
治
期
に
入
り
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
の
改
祖

の
際
、「
民
有
地
」
と
し
て
登
簿
し
た
。
し
か
し
南
小
国
で
は
「
官
有
林
」
と
し
て

登
簿
し
て
い
た
こ
と
が
そ
の
後
二
五
年
を
経
て
明
ら
か
に
な
り
、
台
帳
上
所
有
権
が

重
複
し
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
〇
六（
明
治
三
九
）

年
頃
に
官
有
地
払
い
下
げ
と
同
時
に
境
界
論
所
属
論
が
再
び
勃
興
し
て
し
ま
う
が
、

両
県
知
事
の
交
渉
で
県
界
の
確
定
と
土
地
所
有
権
の
確
認
を
つ
と
め
、
翌
年
に
道
路

に
沿
っ
て
県
界
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
土
地
は
熊
本
県
に
な
っ
た
。
し
か
し

あ
く
ま
で
も
県
界
の
確
定
を
行
っ
た
だ
け
で
、
土
地
所
有
権
の
確
定
が
解
決
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
所
有
意
識
を
持
っ
て
お
り
、
か
つ
民
有
地
と
し
て
登
簿
し

て
い
た
湯
坪
側
は
、
山
に
入
り
草
木
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
で
官
有
地
と
し
て

管
理
し
て
い
た
林
区
署
と
争
議
を
よ
く
起
こ
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
の
ち
に
民
有

地
と
認
め
た
林
区
署
も
こ
の
場
所
を
別
の
林
地
に
換
地
す
る
こ
と
を
湯
坪
側
に
打
診

し
た
が
、
応
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

何
度
か
の
打
診
に
も
首
を
縦
に
振
ら
な
い
湯
坪
に
業
を
煮
や
し
、
林
区
署
側
は
草

刈
り
な
ど
の
収
益
に
つ
い
て
一
切
禁
じ
る
状
態
に
至
っ
た
。
ま
た
税
務
署
は
使
用
で

き
な
い
こ
の
二
筆
に
関
し
て
も
登
簿
し
て
あ
る
以
上
地
租
を
取
り
立
て
る
こ
と
を
辞

め
な
い
。

　

最
終
的
に
は
こ
の
二
筆
に
関
し
て
は
飯
田
村
有
を
勧
奨
す
る
行
政
単
位
で
の
部
落

有
財
産
統
一
に
よ
り
、
飯
田
村
有
と
し
て
解
決
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　

概
要
を
整
理
し
て
み
た
が
、
歴
史
的
な
所
有
意
識
、
共
有
地
と
し
て
の
資
源
活
用

の
慣
行
な
ど
を
踏
ま
え
た
報
告
と
い
え
る
。
ま
た
何
故
に
こ
の
場
所
を
湯
坪
側
が
簡

単
に
換
地
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
に
つ
い
て
も
石
黒
は
「
櫟
の
自
然
純
林
で
、

相
当
な
間
隔
を
保
っ
て
大
木
が
生
い
茂
り
、
そ
の
間
は
胸
に
達
す
る
程
の
草
立
」
で

あ
り「
田
原
川
の
一
源
流
が
出
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
水
源
涵
養
に
も
固
よ
り
肝
要
」

〔
石
黒　

一
九
五
六
年　

一
二
六
頁
〕
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
地
を
踏
査
し
た
時
に
現

場
を
歩
い
て
観
察
し
て
い
て
そ
の
背
景
を
考
察
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

ま
た
「
火
焼
輪
知
」
の
名
称
に
つ
い
て
そ
の
言
わ
れ
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

「
季
節
に
な
る
と
大
挙
し
て
山
に
入
り
、
草
を
結
ん
で
ほ
ほ
じ
ろ
の
巣
の
様
な
も
の

を
掛
け
、
数
日
乃
至
十
数
日
そ
れ
に
起
臥
し
て
専
念
草
刈
に
従
事
し
、
十
分
に
乾
草

を
作
っ
て
下
山
し
、
爾
後
漸
次
に
搬
び
来
る
風
」
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
「
乾
草
積

み
置
き
場
に
対
し
て
、
野
火
の
延
焼
を
防
ぐ
為
に
毎
年
春
彼
岸
前
後
に
其
の
周
囲
を

焼
き
切
る
旧
慣
」
が
あ
り
そ
の
こ
と
を
「
輪
地
切
」
と
称
し
て
い
る
と
紹
介
し
て
い

る
〔
石
黒　

一
九
五
六
年　

一
二
七
頁

）
26
（

〕。

　
「
豊
後
の
由
布
村
」「
湯
坪
村
の
火
焼
輪
知
」
に
つ
い
て
は
石
黒
が
九
州
を
踏
査
し

た
時
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
に
関
し
て
は
『
故
郷
七
〇
年
拾
遺
』
の
中
で
柳
田

は
「
大
正
初
期
に
日
本
の
経
済
事
情
を
調
査
し
た
時
な
ど
、
今
は
政
治
家
に
な
っ

て
い
る
石
黒
君
が
九
州
を
歩
い
て
来
た
態
度
が
実
に
い
い
の
で
感
心
し
た
。（
中
略
）

今
の
久
重
高
原
を
縦
横
に
歩
い
た
も
の
で
、
一
寸
他
人
の
気
の
つ
か
な
い
こ
と
を
沢

山
喋
っ
て
く
れ
た
。
四
十
何
年
前
の
立
派
な
報
告
で
あ
る
」〔
柳
田　

一
九
七
一
年　

四
六
五
頁
〕
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

柳
田
は
『
時
代
ト
農
政
』
に
お
い
て
も
「
本
来
「
村
の
土
地
は
村
で
利
用
す
る
」

と
い
う
思
想
は
歴
史
上
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
思
想
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
の
社

会
と
な
り
ま
し
て
も
暗
々
裡
に
村
が
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
お
り
ま
す
」〔
柳
田　

一
九
一
〇
年　

た
だ
し
本
稿
は
一
九
九
一
年　

二
三
頁
〕
と
述
べ
て
い
る
が
、
村
の
土

地
の
あ
り
方
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
伺
え
る
石
黒
の
報
告
は
、
当
時
の
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郷
土
会
例
会
に
お
い
て
柳
田
の
農
村
観
に
響
く
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

ｃ
．「
鹿
島
の
崎
の
新
田
」

　

こ
の
報
告
は
、
茨
城
県
鹿
島
（
現
鹿
嶋
市
）
若
松
村
に
あ
る
三
つ
の
大
字
に
つ
い

て
の
報
告
で
あ
る
。
三
つ
の
大
字
に
は
い
ず
れ
も
名
称
に
「
新
田
」
と
い
う
名
称
が

つ
い
て
お
り
、大
田
新
田
、須
田
新
田
、柳
川
新
田
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
柳
田
が
『
郷

土
会
記
録
』
を
編
集
す
る
と
き
に
「
た
ぶ
ん
大
正
元
年
中
の
こ
と
で
、
従
っ
て
此
の

旅
行
の
見
聞
は
、
同
じ
年
の
初
め
頃
と
考
へ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

　

石
黒
は
三
つ
の
大
字
の
地
勢
的
特
徴
、
生
業
そ
し
て
口
碑
に
つ
い
て
聞
き
取
り
し

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
新
田
に
関
わ
る
報
告
の
中
で
特
徴
的
な
も
の

を
記
し
た
い
。

　

石
黒
は
大
田
新
田
は
地
割
の
様
式
に
着
目
し
て
い
る
。「
間
口
が
小
さ
い
の
で
四

十
間
、普
通
は
七
十
間
、ま
れ
に
八
十
間
の
も
の
も
あ
る
。奥
行
き
は
多
く
は
四
百
間
」

と
か
な
り
広
い
取
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
「
人
家
は
其
の
路
の
東

側
に
川
に
向
か
っ
て
建
て
ら
れ
、
後
年
に
入
り
込
ん
だ
家
ば
か
り
が
稀
に
川
を
背
に

し
て
路
の
西
側
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
石
黒　

一
九
五
六
年　

一
二
九
│
一
三
〇

頁
〕。
か
つ
て
の
川
沿
い
の
往
還
を
中
心
と
し
た
家
の
立
地
に
つ
い
て
観
察
し
て
お

り
、
利
根
川
沿
い
の
河
川
交
通
と
集
落
立
地
に
つ
い
て
観
察
し
て
い
る
。

　

須
田
新
田
に
つ
い
て
は
「
八
丈
島
の
島
民
を
連
れ
て
き
て
開
か
せ
た
」
と
い
う
口

碑
を
紹
介
し
、「
文
久
二
年
に
八
丈
島
か
ら
移
住
者
を
招
い
た
記
録
が
あ
る
か
ら
恐

ら
く
は
事
実
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
口
碑
と
文
書
記
録
の
照
合
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

〔
石
黒　

一
九
五
六
年　

一
三
〇
頁
〕。

　

柳
川
新
田
に
つ
い
て
は
報
告
文
章
も
長
く
、
石
黒
が
例
会
で
話
し
た
中
で
は
そ
れ

な
り
の
時
間
を
割
い
て
報
告
を
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
柳
川
新
田
を
開
い
た
柳
沢
惣

左
衛
門
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
開
発
伝
承
、
米
や
落
花
生
の
生
産
状
況
や
評
価
、

そ
し
て
出
稼
ぎ
が
な
い
こ
と
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
柳
川
氏
所
有
の
土

地
を
耕
作
す
る
小
作
人
た
ち
の
分
家
を
奨
励
し
、
隣
村
の
山
林
を
買
い
入
れ
て
貸
し

造
林
と
開
発
を
し
な
が
ら
、
そ
の
分
家
し
た
家
々
が
開
発
し
た
場
所
を
小
作
地
と
し

て
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
住
ん
で
い
る
人
々
の
定
着
率
の
良
く
、
小
作
料
率
の
安

さ
を
指
摘
し
て
い
る
。「
隣
村
に
比
べ
る
と
十
分
の
三
乃
至
四
」
で
あ
る
こ
と
や
「
燃

料
は
何
れ
も
地
親
の
持
山
に
入
っ
て
取
り
、
柳
川
氏
自
身
は
却
っ
て
之
を
買
っ
て
使

う
」
な
ど
に
よ
り
「
生
活
が
楽
で
あ
る
上
に
徴
収
が
寛
な
る
故
、
村
の
者
帰
服
し
、

珍
し
く
感
じ
の
よ
い
村
に
な
っ
て
居
る
」
と
し
て
い
る
〔
石
黒　

一
九
五
六
年　

一

三
一
│
一
三
二
頁
〕。

　

小
作
慣
行
の
あ
り
方
と
村
柄
の
良
さ
に
言
及
す
る
報
告
で
あ
り
、
石
黒
が
こ
の
地

を
訪
れ
た
と
き
の
観
察
が
非
常
に
幅
広
く
、
旧
習
と
現
状
把
握
そ
し
て
口
碑
と
文
書

記
録
に
つ
い
て
幅
広
い
考
察
を
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

❸
ま
と
め
お
よ
び
今
後
の
作
業
に
つ
い
て

　

石
黒
の
生
涯
の
中
で
、
官
僚
、
政
治
家
と
し
て
行
っ
た
施
策
と
、
彼
の
農
村
や
農

家
に
出
向
き
観
察
す
る
視
点
が
交
差
す
る
結
節
点
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
た
。

　

そ
の
た
め
に
は
郷
土
会
で
の
活
動
、
日
本
国
民
高
等
学
校
の
設
立
、
農
山
漁
村
経

済
更
生
運
動
に
お
け
る
石
黒
の
視
点
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
郷
土
会
の
活
動
報
告
か
ら
観
察
で
き
る
石
黒
の
視
点
を
述
べ
、
検
証
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
今
後
の
課
題
を
二
つ
提
示
す
る
こ
と
で
ま
と
め
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
明
ら
か
な
の
は
、
郷
土
会
で
の
報
告
に
は
の
ち
に
彼
が
行
う
小
作
慣
行
調

査
に
対
す
る
問
題
意
識
に
か
な
り
接
続
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
石
黒
は
、
柳
田
が
農
政
官
僚
の
折
よ
り
提
案
し
て
い
た
「
小
作
金
納
制
」
や
、

地
租
が
金
納
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
納
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

論
争
さ
れ
て
い
る
頃
に
農
商
務
省
に
入
省
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
の
根
も
と

に
は
、
近
代
的
な
農
村
で
あ
る
こ
と
を
志
向
す
る
と
と
も
に
、
旧
習
を
基
盤
と
せ
ざ
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る
を
得
な
い
農
村
の
現
状
に
あ
る
と
、
石
黒
が
見
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

）
27
（

。

　

村
の
歴
史
的
由
来
、
慣
行
そ
し
て
口
碑
に
対
し
て
の
観
察
眼
が
大
が
か
り
な
農
業

調
査
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
法
律
的
な
解
釈
で
は
く
く
れ

な
い
問
題
を
ど
う
す
く
い
上
げ
る
か
に
つ
い
て
は
、
石
黒
は
農
村
へ
の
取
材
調
査
で

気
づ
い
た
こ
と
を
郷
土
会
で
披
露
し
、「
部
類
の
調
査
好
き
」
が
見
せ
る
精
細
な
視

点
で
報
告
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
ま
た
柳
田
を
う
な
ら
せ
る
報
告
を
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。石
黒
と
民
俗
学
が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

民
俗
学
的
想
像
力
と
観
察
眼
が
農
政
を
差
配
す
る
立
場
で
あ
る
彼
の
若
年
期
に
は
た

し
か
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
の
農
政
に
お
け
る
挫
折
と
い
う
評
価

の
さ
れ
方
も
あ
る
が
、こ
の
問
題
意
識
は
少
な
く
と
も
郷
土
会
を
回
路
と
し
な
が
ら
、

官
僚
、
政
治
家
石
黒
の
立
場
で
農
政
上
の
施
策
実
践
が
な
さ
れ
た
と
す
る
見
方
は
可

能
で
あ
ろ
う
。

　

小
作
慣
行
調
査
を
含
め
て
大
が
か
り
に
行
わ
れ
る
米
の
生
産
費
調
査
、
農
家
経
営

調
査
に
基
づ
い
た
食
糧
管
理
制
度
の
立
ち
上
げ
も
、
近
代
化
と
い
う
中
で
工
業
化
と

同
じ
脈
略
で
考
え
な
い
旧
習
と
の
関
わ
り
を
実
態
と
し
て
捉
え
る
意
識
が
、
石
黒
に

は
根
付
い
て
い
た
と
も
い
え
る
。
石
黒
の
施
策
へ
の
実
践
は
、
農
村
、
農
家
に
関
わ

る
調
査
と
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
石
黒
の
若
年
期
に
お
い
て

郷
土
会
は
、
将
来
を
決
め
る
学
び
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
民

俗
学
研
究
を
広
げ
て
い
く
人
々
と
の
交
差
が
は
じ
ま
っ
た
最
初
の
場
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
石
黒
の
農
業
施
策
は
後
年
満
州
開
拓
移
民
の
問
題
な
ど
で
批
判
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
単
純
に
食
糧
増
産
施
策
の
み
を
考
え
た
施
策
で
は

な
く
、
農
村
農
家
の
事
情
と
向
き
合
い
な
が
ら
の
判
断
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
期
の
検
証
は
の
ち
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

も
う
一
点
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
柳
田
の
常
民
観
と
石
黒
の
農
民
観
の
交
差

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
柳
田
の
常
民
観
と
石
黒
の
農
民
観
に
つ
い
て
全
く
イ

コ
ー
ル
で
は
な
い
が
、
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
は

「
日
本
国
民
高
等
学
校
」
に
お
け
る
「
農
民
の
中
堅
的
人
物
」、
農
山
漁
村
経
済
更
生

運
動
に
お
け
る
「
農
民
精
神
の
作
興
」
と
の
関
わ
り
で
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
石
黒
が
「
常
民
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
た
談
話
、
文
章
は
管
見
の
と
こ
ろ

見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、「
中
農
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
出
発

点
は
違
う
が
お
お
よ
そ
の
共
通
性
は
見
出
せ
る
。

　

も
っ
と
も
石
黒
は
、
柳
田
の
中
農
を
養
成
す
る
志
向
と
違
い
、
日
本
の
農
村
に
見

ら
れ
る
現
実
的
な
側
面
よ
り
「
小
農
」
の
活
動
を
支
え
る
考
え
を
持
っ
て
お
り
、
協

同
組
合
な
ど
の
活
動
を
よ
り
奨
励
し
て
い
こ
う
と
す
る
側
面
も
見
ら
れ
る
。
柳
田
と

石
黒
の
施
策
や
考
え
方
は
方
向
性
が
似
て
い
な
が
ら
も
や
は
り
違
い
も
あ
る
。
今
後

の
検
討
作
業
と
し
て
常
民
観
、
農
民
観
の
認
識
の
交
差

）
28
（

を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。

註（
1
）　

庄
司
俊
作
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
官
僚
機
構
に
よ
る
時
流
を
察
知
し
な
が
ら
の
経
済
的
民

主
化
を
「
上
か
ら
す
す
め
る
」
官
僚
集
団
の
特
徴
と
し
て
的
確
に
整
理
し
て
い
る
〔
庄
司　

二

〇
〇
三
年　

一
〇
八
│
一
〇
九
頁
〕。
社
会
主
義
運
動
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
等
の
影
響
を
受

け
た
官
僚
集
団
に
よ
る
現
代
国
家
化
（
介
入
主
義
国
家
化
）
は
当
時
の
社
会
問
題
へ
の
対
応
と

し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
農
政
に
関
わ
る
官
僚
集
団
が
、
こ
の

時
期
石
黒
忠
篤
、
小
平
権
一
に
よ
り
小
作
問
題
に
関
わ
る
施
策
集
団
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
小
作
問
題
以
降
の
ち
に
つ
づ
く
石
黒
の
施
策
は
、
こ
の
介
入
主
義
国

家
化
の
中
で
捉
え
な
お
す
こ
と
は
で
き
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
「
官
僚
に
よ
る
支
配
」
と
い
う
見

方
で
は
な
く
、
当
時
の
「
学
ぶ
姿
勢
を
心
得
た
官
僚
に
よ
る
立
案
と
実
践
」
と
い
う
視
座
か
ら

ま
ず
本
稿
は
石
黒
の
農
業
政
策
を
考
え
て
い
き
た
い
。

（
2
）　

例
え
ば
須
藤
功
は『
早
川
孝
太
郎
著
作
集
』の
中
で「
石
黒
は
文
章
を
書
く
の
が
苦
手
で
あ
っ

た
。
農
村
、
農
業
に
つ
い
て
の
依
頼
原
稿
、
あ
る
い
は
講
演
の
草
稿
な
ど
を
し
ば
し
ば
早
川
が

執
筆
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。」〔
須
藤
編　

二
〇
〇
三
年　

四
八
二
頁
〕
と
あ
る
。
ま
た
小
平

権
一
も
「
忠
篤
は
、
お
よ
そ
文
章
の
人
で
は
な
く
、
談
論
風
発
型
で
あ
る
。
自
ら
筆
を
と
っ
て
、

文
章
を
も
の
に
し
た
こ
と
は
少
な
い
。・
・
・（
中
略
）・
・
・
文
章
嫌
い
の
忠
篤
が
残
し
た
も

の
は
、
昭
和
三
十
一
年
の
『
農
政
落
葉
籠
』
ぐ
ら
い
も
の
」
と
あ
る
〔
小
平　

一
九
六
二
年　

二
八
頁
〕。『
農
政
落
葉
籠
』
も
そ
の
時
節
で
書
い
た
断
片
的
な
文
章
か
、
あ
る
い
は
談
話
が
文

字
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
と
ま
っ
た
文
章
を
残
し
て
は
い
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
ま
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た
小
平
も
『
農
政
落
葉
籠
』
ぐ
ら
い
と
言
及
し
て
い
て
も
同
じ
著
書
の
中
で
「
大
体
、
忠
篤
と

い
う
人
は
、
文
章
家
と
は
い
え
な
い
。・
・
・（
中
略
）・
・
・『
農
政
落
葉
籠
』
の
文
章
も
、
忠

篤
が
執
筆
し
た
も
の
は
少
な
く
、
多
く
は
、
そ
の
と
き
の
当
事
者
た
ち
が
速
記
し
た
も
の
で
、

印
刷
に
な
っ
た
も
の
へ
、
忠
篤
が
書
き
込
ん
だ
も
の
も
あ
る
。」〔
小
平　

一
九
六
二
年　

一
八

七
頁
〕
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、忠
篤
が
残
し
た
と
す
る
文
章
は
談
話
に
な
っ
た
も
の
が
多
く
、

そ
れ
を
文
字
化
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
と
評
価
で
き
る
。

（
3
）　

小
平
の
解
説
に
よ
る
と
「
明
治
二
代
目
の
英
国
公
使
で
あ
っ
た
サ
ー
・
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト

ウ
お
よ
び
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
博
士
の
研
究
を
継
承
し
て
、日
本
史
三
巻
の
大
著
を
完
成
し
た
学
者
」

と
あ
る
〔
小
平　

一
九
六
二
年　

二
四
頁
〕。

（
4
）　

な
お
本
文
に
記
し
た
よ
う
に
初
出
は
一
九
五
五
年
一
一
月
。
本
文
は
一
九
五
六
年
の
も
の
か

ら
引
用
し
た
。

（
5
）　

石
黒
が
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
一
月
に
貴
族
院
議
員
に
勅
撰
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と

き
東
郷
の
誘
い
で
無
所
属
倶
楽
部
に
入
会
し
て
い
る
。
東
郷
は
の
ち
に
戦
犯
と
し
て
収
監
さ
れ

獄
死
す
る
が
、石
黒
と
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
公
私
と
も
接
点
の
あ
る
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
6
）　

石
黒
は
昭
和
三
〇
年
一
一
月
の
「
石
黒
忠
篤
後
援
会
記
録
」
の
中
で
当
時
の
肥
料
問
題
に
つ

い
て
「
明
治
四
一
年
に
肥
料
取
締
規
則
を
作
っ
た
当
時
は
「
人
造
肥
料
」
と
い
う
言
葉
が
広
く

使
わ
れ
て
い
た
時
代
で
し
た
。
そ
の
当
時
肥
料
と
い
え
ば
過
燐
酸
で
し
た
ね
。
そ
の
頃
は
肥
料

会
社
は
肥
料
の
中
に
砂
や
な
ん
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
混
ぜ
て
売
ろ
う
と
す
る
商
人
が
あ
っ

た
。
私
た
ち
は
こ
う
い
う
こ
と
は
農
民
を
だ
ま
す
こ
と
に
な
る
か
ら
や
め
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
考
え
て
い
た
。」
と
述
懐
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
記
載
は
〔
石
黒　

一
九
五
六
年　

二

四
頁
〕
よ
り
引
用
し
て
い
る
。

（
7
）　

守
田
も
石
黒
と
同
様
入
会
関
係
の
問
題
に
取
り
組
み
、
農
業
近
代
化
論
に
対
す
る
考
え
方
で

は
工
業
的
効
率
生
産
に
疑
念
を
持
ち
訴
え
て
き
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
例
え
ば
守
田
は
『
農

業
は
農
業
で
あ
る　

│
近
代
化
論
の
策
略
』
に
お
い
て
、
農
業
生
産
の
効
率
性
、
農
産
物
の
規

格
化
を
徹
底
さ
せ
る
工
業
的
思
想
に
は
疑
念
を
持
ち
持
論
を
展
開
し
て
い
る
〔
例
え
ば
守
田　

一
九
七
一
年
〕。
時
代
や
立
場
は
違
う
の
で
あ
る
が
、
石
黒
も
守
田
も
工
業
的
発
想
に
基
づ
く

農
業
に
は
疑
問
を
も
ち
農
業
政
策
に
関
わ
っ
て
き
た
人
物
と
し
て
の
共
通
項
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
。
な
お
守
田
志
郎
の
農
業
近
代
化
論
批
判
に
つ
い
て
は
拙
稿
〔
和
田　

二
〇
〇
七
年
一

〇
五
│
一
二
三
頁
〕
に
取
り
ま
と
め
て
み
た
。

（
8
）　

室
井
康
成
は
、遠
野
物
語
論
を
再
検
証
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
こ
と
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

柳
田
が
『
遠
野
物
語
』
再
販
に
あ
た
り
「
此
の
書
を
外
国
に
在
る
人
々
に
呈
す
」
を
献
辞
に
書

い
た
解
釈
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
室
井
の
解
釈
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
柳
田
は
当
時
洋
行
す

る
人
々
（
例
え
ば
石
黒
と
し
た
場
合
）
へ
こ
の
本
を
送
っ
た
意
味
に
つ
い
て
「
帰
国
後
に
職
務

と
し
て
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
農
業
者
の
多
く
は
前
代
的
な
価
値
意
識
に
志
向
を
拘
束

さ
れ
た
人
々
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
調
査
・
研
究
に
励
め
と
い
う
意
図
か
ら
送
っ
た

と
見
る
の
が
妥
当
」〔
室
井　

二
〇
〇
七
年　

一
八
頁
〕
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
9
）　

一
九
一
〇
年
代
の
米
を
中
心
と
し
た
食
糧
管
理
政
策
が
石
黒
の
大
き
な
仕
事
で
あ
る
が
、
石

黒
と
と
も
に
こ
の
問
題
に
対
し
て
関
わ
っ
て
き
た
人
物
も
の
ち
に
一
九
三
〇
年
代
に
満
州
を

拠
点
と
す
る
施
策
に
関
わ
っ
て
い
る
。
那
須
浩
、
橋
本
伝
左
衛
門
、
加
藤
莞
治
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。

（
10
）　

小
作
分
室
の
業
務
を
小
平
の
整
理
に
基
づ
い
て
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。「
○
各
道
府

県
警
察
部
か
ら
の
小
作
争
議
、
農
民
組
合
な
ど
に
関
す
る
報
告
に
よ
る
調
査
。
○
諸
外
国
に
お

け
る
土
地
制
度
に
関
す
る
法
令
、
小
作
慣
行
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
文
献
の

翻
訳
。
○
国
内
に
お
け
る
小
作
慣
行
調
査
。
○
農
民
組
合
活
動
の
調
査
と
と
り
ま
と
め
。
○
現

地
出
張
に
よ
る
調
査
。
○
委
員
会
に
提
出
す
る
議
案
の
協
議
。
○
そ
の
他
参
考
資
料
の
作
成
。」

〔
小
平
一
九
六
二
年
三
二
頁
〕。
こ
れ
ら
の
業
務
を
見
て
み
る
と
終
わ
り
の
ふ
た
つ
に
関
し
て
は

委
員
会
事
務
局
と
し
て
の
業
務
で
あ
る
が
、
他
の
業
務
を
見
る
限
り
実
質
的
な
研
究
組
織
的
側

面
が
強
い
と
い
え
る
。
小
作
分
室
が
小
作
問
題
施
策
の
実
質
的
な
シ
ン
ク
タ
ン
ク
に
近
い
形
で

活
動
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
の
ち
に
小
作
分
室
は
小
作
課
に
格
上
げ
に
な
り
、
石

黒
は
小
作
課
長
に
横
滑
り
し
て
い
る
。
通
常
農
務
局
の
筆
頭
課
で
あ
ろ
う
農
政
課
長
か
ら
新
設

部
署
の
課
長
に
移
る
こ
と
は
通
常
の
役
人
の
世
界
か
ら
す
れ
ば
こ
の
人
事
は
横
滑
り
と
い
う

よ
り
格
下
げ
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
小
平
に
よ
る
と
石
黒
が
自
ら
人
事
を
希

望
し
た
と
い
う
。

（
11
）　

石
黒
は
こ
の
部
署
を
経
験
し
て
の
ち
に
日
本
中
央
蚕
糸
会
特
別
議
員
、
糸
価
安
定
委
員
会
会

長
、
蚕
品
種
審
査
会
会
長
な
ど
の
要
職
に
就
い
て
い
る
。

（
12
）　

石
黒
は
、
こ
の
計
画
の
初
手
で
、
農
業
経
営
の
改
善
に
お
い
て
模
範
と
な
る
経
営
計
画
を
具

体
的
に
設
計
し
、
そ
れ
が
十
分
適
切
な
計
画
で
あ
る
か
を
吟
味
す
る
審
査
機
関
で
あ
る
経
営
改

善
審
査
委
員
会
を
作
る
。
こ
の
と
き
審
査
委
員
に
は
各
所
で
実
績
を
上
げ
自
作
農
と
し
て
農
業

経
営
に
明
る
い
老
農
四
名
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
〔
小
平　

一
九
六
二
年　

六

五
│
六
七
頁
〕。

（
13
）　

柳
田
の
「
中
農
養
成
策
」
を
見
る
限
り
、
中
農
の
必
要
条
件
の
ひ
と
つ
に
田
畑
の
経
営
規
模

を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
寄
生
地
主
に
対
し
て
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て

出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
〔
柳
田　

一
九
〇
四
年
、
た
だ
し
引
用
は　

一

九
九
一
年　

五
五
四
│
五
五
五
頁
〕。
ま
た
山
下
紘
一
郎
は
柳
田
の
中
農
観
に
つ
い
て
論
評
し

て
お
り
、
柳
田
の
想
起
し
て
い
た
も
の
は
「
手
作
地
主
（
豪
農
）
的
中
農
」
と
い
う
見
方
を
示

し
て
い
る
〔
山
下　

一
九
九
〇
年　

六
〇
頁
〕。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
石
黒

や
加
藤
た
ち
が
想
起
し
た
中
堅
人
物
と
は
、
柳
田
の
提
唱
し
た
「
中
農
」
と
同
じ
方
向
性
に
あ

る
と
見
る
に
し
て
も
、
自
立
し
た
経
営
が
で
き
る
農
民
個
々
人
の
養
成
と
そ
の
教
育
の
あ
り
方

か
ら
出
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
双
方
の
概
念
は
か
ぶ
る
が
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
と
め

ざ
し
て
い
る
も
の
は
違
う
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

（
14
）　

こ
の
様
子
に
つ
い
て
は
冊
子
に
な
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
〔
農
村
更
生
協
会
編　

一
九
三
五

年
〕。
な
お
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
二
宮
尊
徳
八
〇
年
祭
と
あ
わ
せ
て
開
催
さ
れ
た
と
い
う
。
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（
15
）　

石
黒
と
早
川
の
関
わ
り
は
鈴
木
脩
一
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
鈴
木
棠
三
）
に
よ
る
と
「
こ
の
時
期
の

早
川
さ
ん
が
石
黒
農
政
の
よ
き
参
謀
で
あ
っ
た
。
石
黒
先
生
の
信
任
も
あ
つ
か
っ
た
」〔
鈴
木

　

一
九
七
三
年　

三
頁
〕
と
述
べ
て
お
り
、
協
会
の
活
動
に
お
い
て
は
農
村
の
調
査
、
指
導
に

関
わ
る
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
。

（
16
）　

福
田
ア
ジ
オ
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
柳
田
門
下
で
民
俗
学
の
世
界
に
入
っ
て
い
た
早
川
が

一
九
三
〇
年
代
を
経
過
す
る
中
で
農
村
に
お
け
る
実
践
的
活
動
を
帯
び
な
が
ら
農
本
主
義
者

と
し
て
登
場
し
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。「
民
俗
学
者
が
実
践
的
活
動
に
関
係
し
活
動
す
る

と
き
、
安
易
に
農
本
主
義
的
傾
向
を
持
つ
こ
と
は
近
年
に
も
み
ら
れ
る
が
、
早
川
の
場
合
に
は

そ
れ
が
典
型
的
に
現
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
〔
福
田　

一
九
七
九
年　

二

〇
六
頁
〕。
福
田
の
評
価
と
指
摘
は
十
分
了
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
介
入
主
義
国
家
化
が

よ
り
い
っ
そ
う
促
進
さ
れ
、
戦
時
体
制
下
に
入
る
一
九
三
七
年
以
降
の
農
村
更
生
協
会
の
活
動

と
関
わ
ら
せ
て
検
証
す
る
作
業
は
今
後
必
要
で
あ
ろ
う
。
早
川
は
村
の
慣
習
や
規
範
が
国
家
や

民
族
の
あ
り
方
に
つ
な
が
る
思
想
を
農
村
更
生
協
会
の
機
関
誌
『
村
』
で
も
連
続
的
に
文
章
を

掲
載
し
て
い
る
が
、
早
川
の
筆
致
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
は
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二

年
一
二
月
号
）
に
あ
る
「
炉
辺
回
顧
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
〔
和
田　

二
〇

〇
九
年　

二
二
八
│
二
二
九
頁
〕
に
記
し
た
が
、
今
後
『
村
』
で
の
一
連
の
文
章
を
通
時
的
に

分
析
し
て
い
く
こ
と
で
、
早
川
の
評
価
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
。

（
17
）　

こ
の
運
動
で
は
指
定
さ
れ
た
範
例
集
落
二
二
カ
所
の
簿
記
記
帳
指
導
に
早
川
は
回
っ
て
い

る
。
範
例
集
落
と
あ
る
よ
う
に
、
集
落
全
体
で
全
戸
簿
記
記
帳
を
し
た
ら
、
新
規
事
業
と
し
て

産
業
組
合
か
ら
の
融
資
が
無
利
子
で
受
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
運
動
と
い
う
名
が
つ

い
て
い
る
自
立
的
な
活
動
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
公
的
な
事
業
と
い
う
側
面
も
感
じ
ら

れ
る
。
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
そ
の
も
の
が
自
立
し
た
民
の
運
動
と
い
う
側
面
も
あ
り
な
が

ら
も
公
的
な
施
策
と
も
密
接
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
18
）　

ま
た
今
は
石
黒
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
布
団
を
押
し
入
れ
に

引
き
っ
ぱ
な
し
で
母
と
貸
家
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
ろ
、
石
黒
が
ひ
ょ
っ
こ
り
た
ず
ね
て
き
て

「「
う
む
君
の
生
活
は
な
か
な
か
面
白
い
」
と
ほ
め
「
君
ひ
と
つ
、
農
村
を
巡
っ
て
農
家
を
見
て

歩
か
ん
か
。
役
所
で
な
ん
と
か
し
よ
う
」
と
い
っ
て
「
農
商
務
省
嘱
託
」
と
い
う
肩
書
き
を
も

ら
っ
て
農
村
を
歩
い
た
と
い
う
。
新
渡
戸
先
生
と
郷
土
会
で
最
初
に
出
会
い
、
こ
の
頃
は
柳
田

先
生
と
一
緒
に
農
村
を
歩
い
て
い
た
こ
ろ
だ
、
と
今
は
述
懐
す
る
。
な
お
こ
の
記
述
の
引
用
は

『
石
黒
忠
篤
君
後
援
会
草
書
』
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
一
九
五
五
年　

石
黒
忠
篤
君
後
援
会
に
掲
載
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
再
録
さ
れ
た
〔
大
竹
編　

一
九
八
四
年　

四
五
五
頁
〕
に
依
っ
て
ま
と

め
た
。

（
19
）　

も
っ
と
も
、
鈴
木
が
戦
争
の
幕
引
き
の
理
由
に
食
糧
難
を
あ
げ
な
が
ら
終
戦
に
も
っ
て
い
く

た
め
に
、
石
黒
に
大
臣
就
任
を
依
頼
し
た
と
い
う
小
平
の
言
及
は
、
も
う
少
し
多
角
的
に
検
証

す
る
必
要
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
食
糧
増
産
施
策
に
腕
を
ふ
る
っ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
、
鈴
木
が
石
黒
に
対
し
て
評
価
と
期
待
を
し
た
と
い
う
見
方
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
石
黒
の
内
面
と
し
て
は
戦
争
の
終
結
を
意
識
し
な
が
ら
農
商
大
臣
の
任
を
受
け
た

の
は
、
ず
れ
た
推
察
で
は
な
い
よ
う
に
筆
者
は
考
え
る
。

（
20
）　

ち
な
み
に
石
黒
は
二
四
歳
の
と
き
所
帯
を
持
つ
が
、
妻
光
子
は
渋
沢
栄
一
の
孫
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
渋
沢
敬
三
と
は
遠
い
が
親
戚
関
係
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
〔
須
藤
編　

二
〇
〇
三
年

　

四
四
六
頁
〕。

（
21
）　
〔
須
藤　

二
〇
〇
三
年　

四
七
七
頁
〕。
こ
の
の
ち
に
離
島
振
興
法
が
成
立
す
る
。

（
22
）　

柳
田
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
と
て
も
全
部
筆
記
で
き
な
い
か
ら
、
人
の
話
の
要
点
だ
け
を

書
き
留
め
て
要
領
よ
く
ま
と
め
る
よ
う
に
し
た
」
と
記
し
て
い
る
〔
柳
田
一
九
七
一
年　

四
六

五
頁
〕。

（
23
）　
『
柳
田
國
男
事
典
』
に
は
三
月
二
日
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
郷
土
会
記
録
』
に
は
「
三
月

三
日
の
晩
」
と
あ
る
。
ど
ち
ら
が
正
確
か
ま
で
は
吟
味
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま

ず
柳
田
の
記
載
し
た
方
を
本
文
で
は
記
載
し
た
。

（
24
）　

開
催
年
月
日
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て

お
き
た
い
。
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
第
三
巻
第
一
一
号
（
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
二
月
発
行
）

に
あ
る
「
雑
報
及
批
評
」
の
中
で
は
「
昨
月
十
二
日
の
晩
」
と
あ
る
。
こ
の
号
の
奥
付
は
「
一

月
二
九
日
印
刷
二
月
一
日
発
行
」
な
の
で
、
文
字
通
り
と
れ
ば
「
大
正
五
年
一
月
一
二
日
」
に

な
る
だ
ろ
う
。
柳
田
が
の
ち
に
『
郷
土
会
記
録
』
を
編
集
し
た
時
に
、
お
そ
ら
く
こ
の
雑
報
の

記
録
を
見
て
だ
と
思
わ
れ
る
が
こ
の
箇
所
を
「
一
月
十
二
日
（
大
正
五
年
）
の
晩
」〔
柳
田　

一
九
二
五
年　

一
六
六
頁
〕
と
書
き
換
え
て
い
る
。
し
か
し
牧
田
に
よ
る
整
理
で
は
一
二
月
一

二
日
の
設
定
で
書
か
れ
て
い
る
。
判
断
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
の

入
稿
や
発
行
の
こ
と
を
考
え
る
と
柳
田
が
一
月
に
雑
報
の
執
筆
を
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る

し
、
一
月
一
二
日
開
催
の
例
会
記
録
を
二
月
一
日
刊
行
の
も
の
に
出
す
の
は
か
な
り
困
難
が
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
柳
田
の
書
い
た
原
本
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
牧
田
の
整
理

に
基
づ
き
た
い
。

（
25
）　
『
郷
土
研
究
』
第
三
巻
第
一
一
号
（
一
九
一
六
年
）
の
雑
報
及
批
評
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
基
づ
く
。

（
26
）　

な
お
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
の
ち
に
農
村
更
生
協
会
の
雑
誌
『
村
』
昭
和
一
五
年
九
月
号
の

な
か
で
石
黒
は
「
草
刈
に
つ
い
て
」
と
い
う
報
告
を
残
し
て
い
る
。
こ
こ
で
輪
地
切
り
の
こ
と

に
つ
い
て
「
こ
の
こ
と
を
郷
土
会
で
報
告
し
た
の
を
柳
田
國
男
さ
ん
が
書
き
留
め
て
「
郷
土
会

記
録
」
に
収
め
て
居
ら
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
。（
筆
者
が
参
照
し
た
の
は
〔
石
黒　

一
九
五

六
年　

八
一
頁
〕）

（
27
）　

た
と
え
ば
石
黒
は
石
井
英
之
助
と
の
対
談
で
農
政
七
〇
年
の
回
顧
談
を
行
っ
て
い
る
〔
大
竹

編　

一
九
八
四
年　

四
│
一
六
頁
〕。
そ
の
中
で
石
黒
は
、
小
作
問
題
に
関
わ
っ
た
大
正
時
代

の
こ
と
を
取
り
上
げ
た
中
で
、
柳
田
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
柳
田
の
小
作
物
納

制
や
小
作
料
の
口
約
な
ど
合
理
性
に
欠
け
る
農
村
の
側
面
を
指
摘
し
た
講
演
に
つ
い
て
で
あ
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る
が
、こ
れ
は
柳
田
が
一
九
〇
七
年
愛
知
県
農
会
で
講
演
し
た
も
の
で
の
ち
に
『
時
代
ト
農
政
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
講
演
が
あ
っ
た
と
き
、
石
黒
は
入
省

す
る
直
前
で
あ
り
、
ま
た
『
時
代
ト
農
政
』
刊
行
の
年
に
入
省
し
て
い
る
。
省
で
の
直
接
の
つ

な
が
り
は
な
い
が
、
小
作
問
題
の
解
決
方
法
の
考
察
を
通
じ
て
、
両
者
の
交
差
が
は
じ
ま
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
28
）　

大
竹
は
石
黒
の
考
え
る
自
立
し
た
農
民
像
と
柳
田
の
常
民
観
が
重
な
る
点
を
指
摘
し
て
い
る

〔
大
竹　

一
九
八
四
年　

四
九
六
頁
〕。
重
な
る
こ
と
は
了
解
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
の
の
ち
常

民
概
念
は
民
俗
学
の
中
で
対
象
概
念
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
く
流
れ
を
踏
み
、
石
黒
の
農
民
像

と
は
概
念
の
捉
え
方
と
し
て
異
相
の
も
の
と
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
双
方
の
概
念
が
ど
の

よ
う
に
交
差
す
る
か
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
課
題
と
し
た
い
。
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This article examines the achievements of Tadaatsu Ishiguro who was a core figure in the history of modern 

agricultural policy, and his activity at Kyodokai, which was the contact point with Kunio Yanagita. The purpose is 

to clarify the influence of Yanagita’s interpretation of rural villages and farmers in Isiguro’s measures and the 

practice by Ishiguro as a bureaucrat and a politician. The original place for his practice was the activity at 

Kyodokai led by Inazo Nitobe.

First, this article overviews the life of Ishiguro, and clarifies the contact point with people who were involved 

in his lifelong local studies and folklore studies. Next, it mentions the background of Ishiguro’s interest in rural 

villages, farmhouses, and farmers, and how it related to the measures he worked on later as a bureaucrat of 

agricultural policy. Then, the article analyzes his report at the meeting of Kyodokai in which Ishiguro participated. 

Based on this, it investigates the research on tenant farming practice conducted later by him, the measures for 

controlling the rice price with which the food control system began, and his problem consciousness shown in the 

measures in the rural economic rehabilitation movement in the years just before the war regime. The report by 

Ishiguro at Kyodokai gives a glimpse of a viewpoint that considers the historical background of rural villages 

based on understanding of folklore in rural villages and farmhouses, and traditional social organizations. Ishiguro 

is recognized as an “unrivaled research enthusiast.” He conducted nationwide research on rice production costs 

and research on tenant farming practices. His awareness of those large-scaled research activities is confirmed in 

his report on the activity at Kyodokai.

Although the consciousness toward modern rural villages and farmers common to Yanagita and Ishiguro 

needs to be studied more deeply, this article recognizes that it is the “cooperativity of labors in consideration of 

traditional practices and establishment of a rational organization based on that” and “cultivation of core figures 

who are capable of independent management.” A clue to studying the above seems to appear in Ishiguro’s report 

on his research presented at Kyodokai.

Key words: Tadaatsu Ishiguro, bureaucrat of agricultural policy, Kunio Yanagita, Kyodokai, measures for 

agriculture
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