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●
イ
シ
ュ
ー
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

村
落
政
治
の
領
域
に
お
い
て
、
ア
ク
タ
ー
は
ど

の
よ
う
に
立
ち
上
が
る
の
か
。
そ
れ
は
幹
部
＝
大

衆
な
ど
の
固
定
化
さ
れ
た
図
式
で
語
る
こ
と
の
で

き
る
、「
構
造
化
さ
れ
た
」
利
害
関
係
に
よ
る
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。

我
々
の
前
提
は
こ
れ
と
は
異
な
り
、
イ
シ
ュ
ー

（
争
点
）
ご
と
に
異
な
る
利
害
関
係
が
あ
る
と
考

え
る
。
利
害
関
係
に
沿
っ
た
ア
ク
タ
ー
が
立
ち
上

が
り
、
異
な
る
ア
ク
タ
ー
の
相
互
連
関
が
発
生
す

る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。こ
こ
で
は
「
村
落
政
治
」

の
分
析
に
適
し
た
イ
シ
ュ
ー
と
し
て
、
村
が
行
う

公
的
な
活
動
の
内
、
①
道
路
建
設
、
②
村
有
企
業

設
立
の
二
つ
の
イ
シ
ュ
ー
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し

て
、
新
聞
や
雑
誌
に
報
道
さ
れ
た
事
例
を
統
合
し

て
、
両
イ
シ
ュ
ー
に
典
型
的
に
現
れ
て
く
る
ア
ク

タ
ー
の
相
関
関
係
を
対
比
的
に
図
式
化
し
て
み
た

い
。
イ
シ
ュ
ー
を
め
ぐ
る
状
況
は
日
々
刻
々
と
変

化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ク
タ
ー
の
相
互
関

係
も
そ
れ
に
伴
っ
て
変
化
す
る
。
そ
の
意
味
で
イ

シ
ュ
ー
中
心
の
接
近
法
は
、
今
日
的
な
村
落
政
治

の
特
質
を
リ
ア
ル
に
、
ま
た
動
態
的
に
把
握
す
る

の
に
適
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

●
道
路
建
設
を
め
ぐ
る
ア
ク
タ
ー

道
路
は
最
も
基
本
的
な
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
。
と

り
わ
け
経
済
発
展
の
立
ち
後
れ
た
山
岳
地
域
の
村

に
と
っ
て
は
、
道
路
の
整
備
が
農
作
物
や
特
産
品

の
安
定
的
な
出
荷
を
保
証
す
る
「
道
」
と
も
な
り

う
る
た
め
、
極
め
て
重
要
な
村
落
事
務
の
一
つ
で

あ
る
。
た
と
え
ば
重
慶
市
万
州
区
の
山
村
で
あ
る

瓦
子
村
で
は
、
町
に
続
く
村
道
を
村
の
力
で
補
修

し
、
雨
天
時
で
も
楽
に
生
花
の
出
荷
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
（「
小
康
村
里
的
老
題
新
解
」

『
農
民
日
報
』
二
○
○
三
年
九
月
二
四
日
）。

農
村
道
路
の
建
設
、
補
修
、
管
理
な
ど
は
、
郷

鎮
レ
ベ
ル
以
上
の
各
級
政
府
が
管
理
す
る
自
動
車

道
（
公
路
）
を
除
き
、
基
本
的
に
全
て
村
民
の

「
自
力
更
正
」
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
発
展
を
左
右
す
る
道
路
の
建
設
は
、「
公

共
性
」
の
度
合
い
の
高
い
事
業
で
あ
る
た
め
、
事

業
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
は
、
リ
ー
ダ
ー
自
身
が
個

別
的
・
私
的
な
関
係
を
超
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全

体
の
発
展
に
裨
益
し
て
い
る
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
力

を
も
つ
。
道
づ
く
り
は
、
こ
う
し
た
「
公
」
的
な

野
心
を
胸
に
抱
き
、
郷
村
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

意
欲
を
も
っ
た
者
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
提
唱
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
村
幹
部
な
ど
の
公
的

ポ
ス
ト
に
あ
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
正
当

性
を
示
す
上
で
重
要
と
な
る
。

こ
う
し
て
道
路
建
設
の
ア
ク
タ
ー
は
、
①
自
ら

の
正
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
リ
ー
ダ
ー
が
ま

ず
立
ち
現
れ
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
始
め
る
。
た
だ

し
道
路
は
そ
の
性
質
上
、
村
内
の
空
間
的
な
構
成

に
よ
っ
て
、
も
た
ら
す
利
益
に
つ
い
て
は
住
民
の

居
住
区
ご
と
に
不
均
等
と
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
ま
と
ま
っ
て
居
住
す
る
同
族
集
団
の

支
派
や
、
村
の
下
位
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
村
民
小
組

な
ど
が
ア
ク
タ
ー
と
な
り
、
道
が
で
き
る
こ
と
に

よ
る
②
受
益
が
大
き
い
地
区
と
③
受
益
が
少
な
い

地
区
が
、
相
互
に
牽
制
し
合
う
場
合
が
典
型
的
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
利
害
関
係
形
成
の
契
機
は
、

仮
に
「
社
会
空
間
的
分
節
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

よ
う
。

道
路
建
設
は
通
常
、
村
民
か
ら
の
直
接
徴
収
に

少
な
く
と
も
一
部
は
頼
り
、
村
民
の
労
働
力
を
動

員
し
な
が
ら
事
業
を
実
施
す
る
。
道
路
建
設
を
必

要
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
豊
富
な
集
団
経
済

に
恵
ま
れ
て
い
な
い
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。

財
源
の
一
部
が
村
民
か
ら
の
徴
収
資
金
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
資
金
を
供
出
す
る
村
民
の
側
は
ま
ず
、

村
落
政
治
の
ア
ク
タ
ー
た
ち̶

道
路
と
村
有
企
業
を
め
ぐ
っ
て
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事
業
の
「
負
担
者
」
と
し
て
の
立
場
を
意
識
す
る
。

そ
し
て
資
金
の
用
途
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
持
た

ざ
る
を
得
な
い
。
外
部
資
金
を
用
い
る
場
合
や
、

豊
富
な
集
団
資
産
収
益
を
投
入
し
て
行
う
事
業
に

比
べ
る
と
、
そ
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。
彼
ら
は

事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
利
益
を
負
担
額

と
引
き
比
べ
、
両
者
の
間
の
ズ
レ
を
計
算
す
る
こ

と
に
な
る
。

受
益
と
負
担
の
ズ
レ
が
認
識
さ
れ
る
と
、
先
述

し
た
道
路
資
産
に
つ
き
も
の
の
受
益
の
空
間
的
不

均
等
と
相
ま
っ
て
、
村
内
の
利
害
分
化
を
引
き
起

こ
す
。
事
業
計
画
を
め
ぐ
っ
て
異
な
る
い
く
つ
か

の
グ
ル
ー
プ
が
生
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
代
表

者
を
形
成
す
る
。
各
グ
ル
ー
プ
は
道
路
事
業
の
決

定
過
程
に
参
与
し
て
影
響
力
を
行
使
し
、
受
益
と

負
担
の
適
正
化
を
行
う
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
動
機

を
高
め
る
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
高
い
政
治
参
加

程
度
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

●
道
路
建
設
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

村
民
か
ら
の
徴
収
金
、
寄
付
金
に
依
存
し
た
事

業
を
進
め
る
際
に
、
事
業
の
リ
ー
ダ
ー
に
求
め
ら

れ
る
の
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
決
定
過

程
に
参
与
し
て
き
た
村
内
ア
ク
タ
ー
に
対
し
、
資

金
徴
収
の
必
要
性
に
つ
い
て
説
き
、
資
金
の
用
途

が
適
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
、
第
二

に
、
負
担
に
お
け
る
公
平
さ
の
感
覚
を
創
り
出
す

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
調
整
や
説
得
、
あ
る
い

は
個
人
の
人
格
的
魅
力
な
ど
で
、
最
終
的
に
村
民

の
意
識
を
事
業
に
向
け
て
ま
と
め
上
げ
て
い
く
能

力
が
必
要
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
個
別
の
説

得
な
ど
を
通
じ
、
村
全
体
の
「
我
々
意
識
」
を
動

員
し
、
資
金
の
供
出
が
無
理
で
あ
っ
て
も
労
働
力

を
出
さ
せ
る
な
ど
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ

は
あ
た
か
も
毛
沢
東
時
代
の
労
働
蓄
積
に
も
近
い

よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
。

村
民
に
負
担
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
決
定
過

程
に
参
加
し
て
く
る
ア
ク
タ
ー
は
必
然
的
に
増
加

す
る
。
決
定
過
程
で
の
利
害
調
整
は
当
然
、
複
雑

化
し
、
リ
ー
ダ
ー
は
ア
ク
タ
ー
間
の
利
害
を
調
整

す
る
た
め
に
多
大
な
労
力
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
。

政
策
決
定
の
迅
速
性
や
リ
ー
ダ
ー
の
自
由
裁
量
権

は
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
最
終
的
に
村

民
を
「
動
員
」
し
、
村
全
体
の
利
害
を
一
致
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し
た
と
き
、
リ
ー
ダ
ー
は
村
落
政

治
内
で
の
正
当
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
リ
ー
ダ
ー
の
主
導
に
よ
り
、
各
グ
ル
ー
プ

を
動
員
し
つ
つ
利
害
調
整
を
図
る
よ
う
な
関
係
が
、

道
造
り
を
め
ぐ
る
「
政
治
」
を
構
成
す
る
こ
と
に

な
る
。

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
想
定
は
、
他
に
資

金
源
が
な
い
状
況
で
も
、
誰
か
が
仮
に
も
道
造
り

を
行
う
決
断
を
し
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際

に
は
、
こ
う
し
た
村
は
も
と
も
と
貧
困
な
地
域
に

多
く
、
村
民
世
帯
の
負
担
能
力
も
当
然
な
が
ら
低

い
。
な
お
か
つ
「
我
々
の
村
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ナ

ル
な
意
識
が
動
員
さ
れ
な
け
れ
ば
、
資
金
調
達
は

村
民
の
抵
抗
に
遭
う
。
事
業
の
た
め
の
資
金
源
が

無
く
、
万
一
、
村
民
か
ら
徴
収
し
た
場
合
で
も
抵

抗
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
下
で
、
村
幹
部
は

そ
も
そ
も
村
の
公
共
事
業
を
起
こ
そ
う
と
は
考
え

な
く
な
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
四
川
省
達
州
市

の
双
村
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
呉
毅
は
、
集
団
経

済
の
貧
困
な
内
陸
農
村
の
現
実
に
お
い
て
は
、
そ

も
そ
も
村
幹
部
は
上
級
に
代
わ
っ
て
村
を
治
め
る

「
代
理
人
」
の
役
割
と
、
村
民
の
代
表
と
し
て
の

「
当
家
人
」
の
役
割
の
双
方
が
機
能
不
全
に
陥
っ

て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
う
し
て
村
幹
部
が
不
活
発

で
あ
る
と
き
、
村
民
は
村
集
団
か
ら
の
受
益
者
と

な
ら
な
い
の
で
、
村
落
事
務
に
た
い
し
て
無
関
心

と
な
る
場
合
が
多
い
と
し
て
い
る
（
参
考
文
献
①
、

二
一
九
〜
二
二
五
ペ
ー
ジ
）。

●
企
業
設
立
を
め
ぐ
る
ア
ク
タ
ー

村
有
企
業
は
そ
の
収
益
の
一
部
が
村
財
政
に
貢

献
す
る
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
確
か
に
民
間
の
私

営
企
業
と
は
異
な
り
公
共
的
な
側
面
を
も
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
村
有
企
業
の
設
立
・
運
営
は
公

共
的
な
事
業
で
も
あ
り
、
村
落
政
治
の
一
つ
の
争

点
を
構
成
す
る
。

道
路
の
場
合
と
は
異
な
る
の
は
、
企
業
設
立
に

よ
る
直
接
的
な
（
家
計
の
レ
ベ
ル
で
の
）
受
益
者

が
、
経
営
者
や
従
業
員
と
し
て
企
業
活
動
に
直
接

参
与
す
る
人
々
に
限
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
企
業
に

よ
っ
て
は
村
外
の
人
物
に
経
営
が
請
負
に
出
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
、
受
益
者
は
村
民
に
限
定
さ
れ
な

い
と
い
う
点
も
異
な
る
。

こ
う
し
た
企
業
運
営
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
ア
ク

タ
ー
は
、
次
の
三
者
で
あ
る
。
①
企
業
設
立
の
直

接
的
な
投
資
・
運
営
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ

て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
な
い
し
は
私
的
利
益
の
拡

大
を
図
る
村
幹
部
、
②
村
内
外
で
幹
部
と
何
ら
か

の
「
関
係
」
を
有
し
、
企
業
の
払
い
下
げ
、
企
業
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経
営
の
請
負
、
企
業
内
で
の
就
業
な
ど
の
受
益
を

被
る
世
帯
、
③
村
幹
部
と
「
関
係
」
を
有
さ
ず
、

企
業
か
ら
の
直
接
的
受
益
が
な
い
一
般
村
民
。
こ

う
し
た
利
害
関
係
の
パ
タ
ー
ン
は
、
村
幹
部
と
の

人
間
関
係
上
の
親
疎
が
経
済
的
利
益
の
大
小
に
結

び
つ
い
た
こ
と
で
形
成
さ
れ
る
「
社
会
経
済
的
分

化
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
企
業
設
立
の
た
め
の
投
資

に
お
い
て
、
村
民
か
ら
の
徴
収
金
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
企
業
設
立

の
段
階
で
は
、
村
民
は
事
業
の
「
負
担
者
」
と
な

ら
な
い
ば
か
り
か
、
事
業
が
成
功
し
て
「
受
益

者
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
も
未
知
数

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
資
金
投
入
の
当
初
に
お
い

て
村
民
の
企
業
へ
の
関
心
は
高
く
な
く
、
し
た
が

っ
て
政
治
参
加
は
顕
著
と
は
な
ら
な
い
。
村
民
は
、

外
部
か
ら
資
源
を
獲
得
し
て
く
る
村
幹
部
に
ひ
と

ま
ず
は
事
業
内
容
の
決
定
を
「
委
託
」
す
る
か
た

ち
と
な
る
。

企
業
が
実
際
に
経
営
さ
れ
る
段
階
で
は
、
一
般

村
民
は
受
益
の
「
公
平
な
分
配
」
の
観
点
か
ら
企

業
運
営
に
関
心
を
も
つ
。
も
し
も
企
業
運
営
の
受

益
が
公
平
に
分
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
頼
感
が

存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
②
受
益
者
ア
ク
タ
ー
と

③
一
般
村
民
ア
ク
タ
ー
の
間
の
利
害
分
化
は
曖
昧

で
あ
り
、
村
民
ア
ク
タ
ー
は
や
は
り
企
業
運
営
の

決
定
過
程
に
参
加
し
よ
う
と
は
し
な
く
な
る
。
な

お
か
つ
、
村
民
ア
ク
タ
ー
は
そ
も
そ
も
事
業
の

「
負
担
者
」
で
は
な
い
の
で
、
企
業
運
営
に
は
さ

ほ
ど
厳
し
い
目
は
持
っ
て
い
な
い
。
な
の
で
、
企

業
か
ら
の
受
益
が
度
を
超
し
て
不
公
平
に
分
配
さ

れ
て
い
る
と
の
実
感
が
存
在
す
る
と
き
、
②
受
益

者
と
③
一
般
村
民
の
分
化
は
初
め
て
顕
在
化
す
る

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
村
民
ア
ク
タ
ー
は
企

業
運
営
、
ひ
い
て
は
村
政
一
般
に
積
極
的
に
参
与

し
よ
う
と
し
始
め
る
。

興
味
深
い
点
は
、「
受
益
が
公
平
」
で
あ
る
か

否
か
は
、
実
際
の
不
平
等
と
い
う
よ
り
は
あ
く
ま

で
感
じ
ら
れ
方
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

た
と
え
②
受
益
者
と
③
一
般
村
民
の
間
で
受
益
の

不
平
等
が
存
在
し
て
も
、
そ
れ
が
妥
当
な
も
の
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
限
り
問
題
は
な
い
。

中
国
社
会
に
お
い
て
は
、
リ
ー
ダ
ー
が
自
ら
に
関

係
の
近
い
者
を
遠
い
者
と
全
く
同
等
に
扱
う
こ
と

は
、
逆
に
近
親
者
の
離
反
を
招
き
、
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
の
失
墜
に
導
く
こ
と
に
も
な
る
。「
不
公
平
」

が
実
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
収
益
の
分
配
に
お

い
て
村
幹
部
と
そ
の
関
係
者
に
よ
り
、
道
理
を
踏

み
外
し
た
過
度
の
利
益
取
得
が
生
じ
う
る
と
の
危

機
意
識
が
一
般
村
民
の
間
に
広
が
っ
た
と
き
で
あ

る
。こ

の
背
景
に
は
、
集
団
資
産
と
し
て
の
村
有
企

業
が
「
内
発
的
」
に
形
成
さ
れ
た
か
、「
外
発
的
」

に
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
村
の
リ
ー
ダ
ー
が
初
代
創
業
者

と
し
て
自
ら
の
裁
量
で
集
団
企
業
を
興
し
、
比
較

的
長
期
に
わ
た
っ
て
成
功
を
収
め
て
き
た
よ
う
な

場
合
、
受
益
の
分
配
に
は
村
民
の
間
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
内
在
的
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
他
方
で
、
都
市
化
に
よ
る
地
価
の
上
昇
に
よ

り
土
地
資
産
の
価
値
が
急
上
昇
す
る
な
ど
「
外
発

的
」
に
形
成
さ
れ
た
資
産
の
収
益
で
企
業
が
作
ら

れ
る
場
合
に
は
、
収
益
分
配
の
内
在
的
な
制
度
が

未
形
成
で
あ
り
、
幹
部
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
キ
ャ
プ

チ
ャ
ー
が
生
じ
や
す
い
。

●
企
業
設
立
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

起
業
に
伴
う
幹
部
ア
ク
タ
ー
の
意
思
決
定
は
、

自
在
で
あ
り
か
つ
迅
速
で
あ
る
。
こ
う
し
た
強
力

な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
や
は
り
設
立
の
た
め
の

財
源
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
新
企
業
を
興
そ
う
と
す
る
段
階
で
既

に
豊
富
な
集
団
資
産
収
入
を
持
つ
村
で
あ
れ
ば
、

運
用
可
能
な
資
金
は
多
く
、
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。

集
団
資
産
の
直
接
的
な
管
理
・
運
用
権
限
を
握
る

村
幹
部
は
、
こ
れ
ら
資
産
を
存
分
に
運
用
し
、
道

路
や
水
利
な
ど
基
盤
型
資
産
へ
の
投
資
を
行
い
、

余
剰
の
部
分
は
企
業
な
ど
収
益
型
資
産
の
再
投
資

に
振
り
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
要
な
の
は
、

集
団
資
産
の
量
が
多
く
、
収
益
が
大
き
い
ほ
ど
、

経
営
者
た
ち
は
収
益
の
再
投
資
先
を
容
易
に
決
定

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
集
団
資
産
は

表
向
き
、「
み
ん
な
の
も
の
」
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
「
誰
の
も
の
で
も
な
く
」、
最
終
的
に
は
直

接
の
管
理
者
で
あ
る
幹
部
が
運
用
権
を
手
に
す
る

た
め
で
あ
る
。

第
二
に
、
土
地
徴
用
に
よ
る
村
へ
の
補
償
金
が

起
業
の
た
め
に
転
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
近
年
、
多

く
見
ら
れ
る
。
土
地
資
産
売
却
の
収
入
が
い
わ
ば

「
棚
ぼ
た
」
式
の
資
金
源
と
し
て
、
起
業
の
た
め

の
迅
速
な
投
入
を
可
能
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。第

三
に
、
起
業
の
時
点
で
集
団
資
産
収
入
が
不
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十
分
で
あ
る
場
合
、
村
幹
部
は
自
ら

の
裁
量
で
資
金
や
原
料
、
情
報
や
技

術
を
調
達
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際

に
は
村
幹
部
が
自
ら
の
人
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
用
い
、
外
部
資
金
を
調
達

し
て
起
業
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
ろ
う
。し
か
し
こ
う
し
て
「
個
人
的
」

に
獲
得
し
た
資
金
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

村
幹
部
は
事
業
内
容
に
つ
い
て
村
民

に
細
々
と
説
明
し
て
支
持
を
得
る
必

要
が
な
い
。

以
上
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
と
異
な
り
、

村
民
か
ら
の
徴
収
資
金
を
用
い
て
起

業
を
行
う
例
は
非
常
に
稀
で
あ
る
。

村
民
か
ら
徴
収
で
き
る
金
額
は
限
ら

れ
て
い
る
上
、
一
見
し
て
受
益
者
の

限
ら
れ
た
企
業
を
作
る
た
め
に
村
民

全
体
の
資
金
を
動
員
す
る
こ
と
の
理

由
付
け
が
難
し
い
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
企
業
を

興
す
決
定
は
、
①
村
幹
部
ア
ク
タ
ー
、

と
り
わ
け
村
支
部
書
記
な
ど
中
核
的

な
少
数
の
人
物
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

③
村
民
は
ほ
と
ん
ど
参
与
し
て
い
な

い
。
た
と
え
ば
成
功
事
例
と
し
て
有

名
な
河
南
省
南
街
村
の
食
品
加
工
工

場
へ
の
投
資
決
定
プ
ロ
セ
ス
も
同
様

で
あ
る
。
項
継
権
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、

南
街
村
の
特
徴
は
決
定
過
程
に
至
る

十
分
な
情
報
収
集
と
研
究
、
支
部
書

記
個
人
の
最
終
決
定
、
高
い
「
技
術

性
」
と
専
門
家
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
な
ど
で
あ
り
、

同
村
で
の
意
思
決
定
は
総
じ
て
「
問
題
が
重
要
で

あ
る
ほ
ど
、
最
初
に
関
わ
る
人
の
人
数
は
少
な
く

な
る
」
と
い
う
集
権
的
傾
向
を
も
っ
て
い
た
と
さ

れ
る
（
参
考
文
献
②
、
二
五
○
ペ
ー
ジ
）。

●
調
整
・
動
員
型
政
治
と
経
営
・
分
配

型
政
治

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
表
１
の
よ
う
に
な
る
。

事
業
の
受
益
者
、
リ
ス
ク
、
財
源
な
ど
の
性
格
が

村
落
内
外
の
利
害
関
係
の
パ
タ
ー
ン
を
規
定
し
、

ア
ク
タ
ー
の
顕
在
化
と
政
治
的
決
定
へ
の
参
加
を

決
定
づ
け
る
。
そ
の
あ
り
方
が
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
の
形
態
と
意
思
決
定
の
迅
速
さ
な
ど
、
イ
シ
ュ

ー
を
取
り
巻
く
政
治
的
特
徴
を
形
作
っ
て
い
る
。

総
合
的
に
見
れ
ば
、
道
路
建
設
を
め
ぐ
る
村
落
政

治
が
緩
や
か
で
、
多
数
の
村
民
か
ら
の
資
源
動
員

を
要
す
る
利
害
調
整
・
動
員
型
の
政
治
で
あ
る
の

に
対
し
、
企
業
設
立
は
迅
速
な
決
定
と
権
力
の
集

中
を
伴
う
経
営
・
分
配
型
政
治
と
し
て
特
徴
づ
け

ら
れ
よ
う
。

（
た 

は
ら　

ふ
み
き
／
東
京
大
学
大
学
院
総
合

文
化
研
究
科
助
教
授
）

《
参
考
文
献
》

①
呉
毅
『
村
治
変
遷
中
的
権
威
与
秩
序
│
二
十
世

紀
川
東
双
村
的
表
達
』
北
京
、
中
国
社
会
科
学

出
版
社
、
二
○
○
二
年
。

②
項
継
権
『
集
体
経
済
背
景
下
的
郷
村
治
理
│
南

街
、
向
高
、
方
家
泉
村
村
治
実
証
研
究
』
武
漢
、

華
中
師
範
大
学
出
版
社
、
二
○
○
二
年
。

道路建設 企業運営

事
業
の
性
格

集団資産タイプ 基盤型資産 収益型資産

直接的受益者 村民全体、村民小組全体 幹部とその関係者（村外を含む）

投資リスク 無 有

財源 村民からの徴収金、外部資金 集団資産収入（経営収入、売却収入）、外部資金

ア
ク
タ
ー
の
様
態

利害関係のパターン 社会空間的分節 社会経済的分化

基本アクター 事業リーダー、分節 1、分節 2、分節 3… 村幹部、直接的受益者（村外を含む）、一般村民

下位アクターの政治的動機 負担と受益の適正化・郷土の建設 受益の公平な分配

決定過程への下位アクター
の参加程度

高い 低い（受益分配に不公平感がある場合は高い）

政
治
的
特
徴

意思決定の速度 遅い 速い

リーダーシップのタイプ 調整・動員型 経営・分配型

表 1　村落事務と政治アクターの連関

（出所）筆者作成。
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