
１．研究課題の設定

このノートは，「日本農村の協同・自治とむら共同体」というタイトルで現在を含む

近現代の村落の多様なあり方と歴史的変化を解明する著作のため準備された。

著作のテーマは，近現代の村落である。全体にかかわる研究の方法＝主要な切り口と

して，農林業センサス農業集落調査（以下集落調査）において大字と一致しない農業集

落が多いことや村落の重層性，多様な存在に注目する。戦前期を中心にして農村の協同

や行政自治，諸運動と村落の関連を解明し，その歴史的変化に村落形成と主体形成に伴

う地域の協同と自治の発展を見い出だすことになろう。

ちょうど半世紀まえ人文・社会科学の多くの分野で村落研究が華やかな時代があった。

手垢のついた感がある村落史を研究テーマに掲げることに多少躊躇する一方，新たな村

落史研究を目指すという気負いのような意識もある。独自な村落の捉え方，独自な課題
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「近現代の共同体」としての村落をテーマとして，「日本農村の協同・自治とむら

共同体」というタイトルで近代から現在までの村落の多様なあり方と歴史的変化を解

明する著作のため準備された。現在「基礎的な村落共同体」が「農業集落」として統

計的に把握されていることを踏まえ，大字と農業集落の不一致問題および村落の重層

性・多様性に注目する。この視点から近現代あるいは現在の共同体に関する自治村落

論など代表的な研究の意義と問題点を検討すると同時に，その対立を止揚する研究の

課題と方法を明らかにした。①藩政村の多くを継承した大字が「近代の共同体」であ

ることも，②農業集落が「現在の共同体」であることも，歴史的な事実である。農村

の協同や行政自治，諸運動の地域単位の歴史的変化が近現代村落史研究の鍵になるこ

とを提示するとともに，地域単位の大字→農業集落への移行に村落形成と主体形成に

伴う地域の協同と自治の発展を見い出すという研究の展望について触れる。著作の冒

頭に据える研究の序論として，拙稿「日本の村落についてのノート」の一部を大幅に

整理改稿したものである。



と方法により近現代の村落の歴史像を新たにすると同時に，その歴史的変化を明確にす

ることが基本的な問題意識である。地域再生や集落再生が課題になっている現在の歴史

的な位置と今後目指すべき方向を歴史の中にさぐってみたい。近現代村落史研究はまさ

に今，パラダイムの転換による再検討の時期に来ているのではないだろうか。そこで研

究のパラダイム転換の内容と含意について敷衍しよう。

パラダイムの転換には村落の正確な捉え方が不可欠である。「今日の共同体」とされ

る農業集落が集落調査によって正確に把握されることになった1）。このことは村落史研

究にとって重要な意味をもち，集落調査の結果を積極的に活用し客観的に把握された農

業集落の存在に注目し分析に組み入れることが可能になり，また必要になった。広領域

に村落研究が過熱した1950年代と異なり，冷静かつ客観的な村落史研究の環境が整っ

たといえる。

農業集落は，「一般に『部落』と呼ばれているもので，もともと自然発生的な地域社

会であって，家と家とが地縁的，血縁的に結びつき各種の社会関係を形作ってきた農村

における基礎的な単位地域」と定義される。それは地理的な領域として一定の土地をも

ち，社会的な領域として一定の家から構成される。近現代そして現在の日本の村落を共

同体とする論者は共通してそれが地理的な一定の領域（むらの領土）をもつことを重視

する。田代洋一氏はこの定義をもとに統計的に把握された農業集落をもって「基礎的な

村落共同体（「むら」）」とする。氏によれば「『基礎的』というのは，共同体は必ずしも

単体的なものではなく幾重にも重層する存在であり，そのなかで最も基礎的な生産・生

活共同体であるという意味である」2）。この田代説に賛同できる。そこで農業集落を現

在の基礎的な共同体という意味で「むら共同体」，略して「むら」と表記し，他の村落

と区別する。もとより，他の村落も共同体であることは否定されない。

農業集落は村落の現在的カテゴリーである。これに対し，形成の時点に着目していえ

ば多分に歴史的カテゴリーともいうべき村落がある。藩政村（以下近世村）や明治合併

村（「明治行政村」の意味，昭和の市町村合併により「旧村」に），また大字も現在では

形骸化しているものが多く，その限りで歴史的な村落といえる。そのほか小字や村組等

の多様な地縁組織があり，近世の五人組組織も近代のある時期までは実体があった。大

字は明治合併村にとっては旧村に当たる近世村に多く重なる。ただし，近世村と大字が

一致しないことも村落論のポイントの１つとして付言しておかなければならない。それ

は主として，明治期に入り町村制施行前に近世村の合併が行われ，その結果誕生した村

落が明治合併村の大字になったり，あるいは少数ではあるがそのまま明治合併村になる
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場合が少なくなかったからである。

現在のむら共同体は農業集落であるとして，歴史的に現在の農業集落と異なる近世村

や大字はどう捉えられるか。このような近世村や大字は，現在農業集落として捉えられ

ている小村落を内部に含む村落である。農民の生産・生活との関わりで検討されなけれ

ばならないが，すぐ後で述べるように歴史のある時期までは，このような大字の方が内

部の小村落よりも農民の社会的な結びつきが強かった形跡がある。村落史研究では村落

の重層性と多様な存在に注目しなければならない理由である。

そこで，農業集落と近世村の関係を見てみよう。幕末1834年現在の近世村の数は約

6.3万，少し時代が下って廃藩置県が実施された1871年時点では７万余であるのに対し，

1970年の農業集落数は約14.3万である。農業集落の数は近世村の倍以上である。大字は

近世村と多く重なるので近世村≒大字として，農業集落と近世村の関係をマクロに検証

すると，①両者が一致するのは全国の農業集落の27％である。一方②一致しない農業

集落，つまり１大字に複数存在する農業集落がそのほとんどであるが，そうした農業集

落の割合が58％と多い。北陸や近畿では①，東北や北関東，中国・四国・九州では②

が多い。統計のとり方の関係で②の割合が実際よりかなり少なくなっていると考えられ

るが，現在の統計では一般的に近世村＝農業集落の地域は日本の一部，せいぜい近畿や

北陸だけであることが注目される3）。

この点を理由に，藩政村や大字を自治村落，むらとする斎藤仁氏や牛山敬二氏の自治

村落論4）を，田代氏は「前提認識自体が間違っている」とほぼ全面否定する。その当否

は後で検討するとして，自治村落論が②の割合の多さや村落の重層性，多様な存在を無

視・軽視した立論になっていることは事実であろう。②の割合の多さや村落の重層性，

多様な存在が村落史研究の課題と方法に関わって留意すべき第１の事実である。

他方，留意すべき第２の事実として，次の点があげられる。斎藤氏が分析したように

明治30年代以降急増する初期信用組合は大字を区域として設立されたのが多い5)。第１

次大戦後の小作組合や協調組合も，全国的に見ると６割以上が大字単位であり，次に数

がかなり減少して一町村単位である6)。一大字未満の単位はいずれも１割に達しない。

このように大字が，明治期の協同，あるいは第１次大戦後の階級（協調）組織の単位に

なっているのである。農業集落と異なる大字においても基本的に変わらないと見られる。

ただし，小作組合や協調組合と村落の関係については，村落のあり方の地域的差異を踏

まえて丁寧な検討が必要であることを断っておきたい（村落史研究の課題）。

この点で自治村落論には立論根拠があったといえる。関連していうと，自然村概念
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（大字を指す）の提唱者とされる横井時敬の村落論7）や鈴木栄太郎の第二社会地区論8）

（大字を指す）の主張の歴史的背景も合点がいく。重要なことは，横井や鈴木が大字に

注目したことと，２人の主張が1920，30年代に出されていることである。鈴木によっ

て，近世村を単位とする大字に比べ，「そこに有力なる社会的統一が存しない事は当

然」9）とされる，近世村が２つ合併された大字でも次のような事例がある。例えば長野

県豊野町（現長野市）豊野区。同区は，内部に19の農業集落をかかえながら，1980年

前後においても立派な区の事務所を構え，区として土木，水利，祭の仕事を行い，区長

の出勤日数は年間300日にも及ぶ10）。例の「豊原村」も，近世村が２つ合併された大字＝

農業集落である11）。鈴木は「大字が旧村である場合は何百年来の強い伝統的結束が明治

以後の幾多の迫害にも屈せず，現在大字の名において強い団結力を保持している場合が

ある」12）と述べている。筆者の調査経験を通しても，経済更生運動は傾向として藩政村＝

大字＝農業集落の村落からなる村や一藩政村＝明治合併村において活発に行われたとい

える。

近世村の伝統と，近世村に重なる大字が近代の共同体として特別の位置を占めたこと

は，戦前期に限っては軽視できないのではなかろうか。これが研究の焦点にかかわる歴

史的現実の１つである。

研究の焦点にかかわるもう１つの歴史的現実は，結論だけを述べるが大字・農業集落

の村落をかかえる村では協同や行政自治，協同，青年団等諸組織の地域基盤は，明治期

から大正・昭和期にかけて大字から現在の農業集落の地域単位へと移行していく13）。

以上を要するに，①大字が「近代の共同体」であることも，②農業集落が「現在の共

同体」であることも，ともに歴史的な事実である。とすれば，大字と一致しない農業集

落が多いという問題は，研究の切り口になる。そして，①から②への歴史的変化がいつ，

どのように起こったか，その歴史過程が解明されなければならない。そのためには，村

落を固定的ではなく，農村の主体形成とともに進む歴史的な形成体として生成的に捉え

る視点が求められる。藩政村，大字，小字，村組，それらに重なる現在農業集落として

統計把握される地域，そして明治合併村等に注目して，協同や行政自治，諸運動と村落

の関係を検証し，近現代の村落の重層的かつ多様なあり方を解明すると同時に，それを

通してその歴史的変化を明確にしなければならない。一貫して村落に関心をもち，これ

までの拙い研究の中でも小作争議や地主的土地所有，経済更生運動，農地改革等につい

て村落との関わりについて触れてきた14）。しかし，それは村落自体の研究としてはきわ

めて不十分で，農業集落をむらと捉える理論的立脚点もまだなく，村落の重層性や多様
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な存在も視野に入っていなかった。その点で筆者にとって村落史研究は，これまでの研

究を踏まえた上でその発展を目指すものであることを断っておきたい。

２．「共同体と近代の二項対立」を超えて

近現代村落史研究においては，共同体としての村落が問題である。というと，大塚久

雄『共同体の基礎理論』に一言すべき研究史的状況がまだ存在する15）。大塚共同体論に

ついては小谷汪之氏の有力な批判がある16）。北原淳氏は，小谷氏の研究を広くアジアを

含む共同体論の展開史の中に位置づけつつ次のように述べる。「小谷は，1970年代の共

同体論の転換を意識しながら，近現代の共同体論が，共同体と近代との二項対立という

宿命論的な論理から解放されていない，と批判した。マルクス主義やポピュリズムは，

共同体を基準として近代を批判してきた。1950年代に共同体論をリードした日本の講

座派や近代主義は，これを転換し，近代（脱封建制）を理想の基準として共同体を批判

し，二項対立の順位を転換した。大塚久雄の有名な共同体論もこのような二項対立の論

理構造に立っていた。1970年代から30年が経過した現在，ポストモダンな脱構築化の

雰囲気のなかで，このような二項対立は融解しつつある。しかし，現実に拡散化，流動

化している共同体に対して『第三の道』を模索する立場も，その論理は必ずしも説得的

ではないように思われる」17）。この北原の認識にほぼ全面的に賛同できる。

近現代の村落を問題にする筆者の研究では，大塚共同体論には理論的にほとんど依拠

しえない。小谷氏によって，その理論的問題点として主に次の点が指摘された。第１に，

もっぱら所有論，それも土地所有論として展開されている。第２に，土地の共同所有か

ら私的所有発展史として立論されている。かかる私的土地所有発展史自体，19世紀中

半ばに西欧において成立した実態的根拠が疑わしいシェーマであり，イデオロギー性を

強く帯びているとされる（これに「私的所有－自立した個」という観念が重なり独特の

近代化論が構成される）。第３に，「ヨーロッパとアジア」というマルクスをもとらえて

いた二分法と，マルクスの「アジア的形態」の共同体という表現をもっぱら共同体発展

の一段階として「改釈」したために，幻影としての「アジア的共同体」がつくりだされ

た。かくして共同体のアジア的形態は，「基礎理論」として普遍化されたヨーロッパの

共同体の原始状態に停滞したままの社会として接続されることになった。諸条件により

無限に多様な現れ方をする共同体に関して，通民族的な，ある普遍的発展の尺度を想定

すること自体がそもそも無理であり，その意味で共同体論には大塚が意図したような
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「基礎理論」は存在しえないというのが小谷氏の主張である。その上で共同体論は，所

有論のレベルから人々の関係論のレベルで多元的にとりあつかわれるべきことが提唱さ

れる。

日本近代の（大塚によれば）農村共同体 『共同体の基礎理論』では触れられな

い に関する大塚の見解にも触れておくと，「地主制支配」と結びつけて「共同態規

制」を「封建的土地所有」に随伴する「経済外強制」と同視していたことは周知の通り

である18）。大塚にとって地主制は領主制と並んで「封建的土地所有」であり，そして

「共同態規制」は「個々の村人たちの，生産活動から日常生活のあらゆる面に及ぶ全て

が規制されていく，そういう部落が農村共同体」とされた。よって「共同態規制からの

解放」は民主化＝近代化に不可欠な「封建からの解放」を意味し，歴史の進歩と見なさ

れたのである。

高度経済成長がスタートして10年近く経った時点でこうした見解が登場したことに

あらためて驚かされる。地主制は封建的土地所有ではないので，部落の地主制支配の持

続をもって共同態規制＝経済外強制とし「共同態規制からの解放」＝「封建からの解放」

とするのは理論的に成り立たない。個人の自由や主体性を抑圧する共同体の規制および

閉鎖性と排他性，人間関係の親密さ・しがらみに伴う個人の犠牲，無償のコストに支え

られた共同作業など。こうした共同体の否定的側面とその改善の必要性は現在でもなく

なったとはいえないだろう。それはかつての家制度，現在も続く世襲農業，農家の財産

制度に伴い個人に悲しみと忍従を強いる抑圧性から「家」の改革がずっと課題であるの

と同根である。よって，1970年代以降登場してきた共同体再評価の動き，すなわち高

度経済成長による個人の孤立化など社会の矛盾が現出するなか，連帯と結集の場として

共同体を積極的に評価し肯定する立場に与することはできない。こうした主張は正当な

学術的手続きにもとづいたものではなかった。村落を研究の対象として取り上げること

を村落の肯定的評価と混同する向きがあるが，少なくとも自治村落論とその影響を受け

た研究に限っては２つは別である。しかし一方，大塚のような共同体の捉え方も共同体

の否定的側面の過大評価にもとづく誤った歴史認識である。

小谷氏の大塚共同体論全面批判は共同体の研究において画期的な意味をもつものであっ

た。大塚共同体論はこの批判によって基本的に克服されたといえる。自治村落論もそれ

を批判する田代氏の水利共同体論も大塚共同体論に依拠していない。この点を確認した

上で現在を含む近現代の村落を研究する意義をまとめる。

第１に，実態研究の必要性である。大塚共同体論の以上の問題点を取り去ると，資本
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の原始的蓄積により共同体は終局的に崩壊し近現代の社会には共同体はそもそも存在し

ないとされるその歴史認識も崩れる。共同体を前近代社会に限定する理由はなく，近現

代あるいは現在の村落共同体として村落の実態を解明する歴史分析や現状分析が必要で

ある。大塚共同体論の解釈を含め共同体の理論研究の意義は完全になくなった。

第２に，日本の諸条件によって個性的な現れ方をする特殊理論としての「日本の共同

体」の再検討が最終的な課題である。小谷氏と同様，世界史に普遍的な共同体理論など

虚構に過ぎないと考える。問題は，そのための歴史と現状の両方を睨んだ共同体の日本

的な内容，特質の解明である。共同体論をめぐってはとかく議論が混乱しがちであるが，

それは主要には議論の立脚点が定まらず，共同体のイメージがそれぞれ論者によって異

なることに起因する。この点，小谷氏の議論でも大塚共同体論の批判的検討を目的とし

ていたことから当然ともいえるが，共同体の定義は単に「人と人との諸関係」と無限定

のままで積極的な共同体論が構築されたとはいいがたい。

第３に，研究の方法＝主要な切り口として，前述のように集落調査で示された大字と

農業集落が一致しない問題や村落の重層性・多様性の問題を重視する。現在の共同体の

実態を全国的に明らかにした世界的にもめずらしいこの調査によって，日本の村落の歴

史分析も新たな段階へ進む条件を与えられた。集落調査が示すこうした村落をめぐる問

題は近現代村落史研究に新たな課題を提起する。

斎藤仁氏や牛山敬二氏の自治村落論に関しては，基本的に妥当なものとして捉えてい

る。しかし，それにはなお検討すべき理論的な問題点とそれに起因した実証上の問題点

があると考えている。理論にかかわる問題の１つとして，大字と農業集落の不一致や村

落の重層性・多様性の問題が相応に重視されていない。そして実証上の問題点としては，

その結果として近現代の村落の歴史的変化が明確にされていないのではないだろうか。

近現代村落史研究は，こうした村落をめぐる問題を手がかりとして，現在を含む近現代

の村落の多様なあり方とその歴史的変化を明確にすることを課題としなければならない。

これは，自治村落論による村落史研究の補正・発展を図り，新たに近現代の共同体の歴

史像を豊かにする試みといえる。そこで大字と農業集落が一致しない問題の内容と意味

を検討しよう。

３．大字と農業集落の不一致問題について

大字と農業集落の関係をみると，前述のように統計上一致するのは全国で３割足らず
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である。大字の区域と異なる農業集落が数の上ではかなり多い。そしてその存在形態は

通常，１大字に複数の農業集落が含まれるケースがほとんどである。これを大字と農業

集落の不一致問題と呼ぶことにする。この問題については歴史学では木村礎や，福田ア

ジオら民俗学，水津一朗や山澄元，浜谷正人らの人文地理学，農業経済学では農業集落

調査に関わった農林省職員による共同研究の成果や以上の研究を受けた田代氏など各分

野で多くの先行研究がつとに注目してきた19）。これらのいわば不一致説は村落の研究で

はかなり前から有力な潮流としてあり，不一致問題は多少とも日本の村落に関心がある

者には常識である。

不一致問題の視点から村落研究史の要点をまとめてみよう。1970年の集落調査から

間もなく刊行された福田氏の著作では，その結果判明した大字と農業集落の不一致問題

を前提として日本村落の民俗的構造が解明された。制度としての村と生産・生活共同体

としてのムラの空間関係に注目し，標準型（村＝ムラ），須恵村型（村＞ムラ）など村

落の３類型を提起，村落の内部構造と成立条件を究明し，それぞれの地域的な分布を一

般的に考察するなど地理学の研究成果は重要なものが多く，継承発展が求められている。

それらに比べると，農村社会学では福武社会学の影響からか大字，部落の社会構造自体

を孤立的，静態的に調査研究し，村落の重層性と多様な存在はあまり注目されてこなかっ

たのではないだろうか。少なくとも福武の農村研究にはそうした問題点が指摘できる。

福武は戦後10年経った後も，「日本農村の部落は，多くの場合，徳川時代ひとつの村と

して独立した共同体をなしていたものであり，他の部落とともに行政村に統合されてか

ら半世紀以上の歴史を経た現在もなお，社会的統一をたもち，強い部落意識をもつある

程度の封鎖的社会として生きつづけている」として「部落は……今もなお日本農村社会

の構造分析の中心点とならなければならない」と述べ，精力的に農村調査を続けた20）。

歴史学ではどうか。この間（といっても，もっとも重要といえる水本邦彦氏の最初の

著作が出版されたのは1980年代後半なので，この２，30年間ということになる）近世

村落史研究が大きく進み，本格的な近現代村落史研究の着手・進展を後押しする。ただ

し，近世村落史研究には一種の偏りがあり，現状が投げかける不一致問題にはほとんど

目を向けていないといえる。主に畿内村落が研究対象にされてきたことやおそらく研究

の困難さも関係して，地理学でいう標準型の近世村の研究に重点がおかれ，須恵村型の

近世村の研究，とくに近世村内の現在の農業集落に発展する小村落や近世村と小村落の

関係に関する研究は手薄で，不一致問題を解く決定的なヒントは出されていないようで

ある21）。その中で神奈川県や関東平野中央部の茨城県西部における近世村とその中の小
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名または坪など村内小地域に関する上記の木村の研究が注目される22）。そこに挙がって

いる近世村内の小地域を農業集落索引により１つひとつ点検すると，農業集落に当たる

ことが明らかとなる。

以上の説明は補足が必要である。近世村内の小村落に注目した木村や先述の地理学者，

大字と農業集落の不一致を重視した福田氏らには近世の村落に対する共通した捉え方が

ある。それは，藩政村を制度としての村と捉える一方，藩政村内部の小村落を生活共同

体や日常的な生活の場などと二元的に捉えていることである。木村によると，藩政村で

ある近世村が近世庶民の生活の場であったのは，村がその中に歴史的に形成されてきた

小村落つまり木村の言うムラを含んでいたからである。こうした二元論，とくに近世村

を領主により人為的に設定された単なる行政村と捉えることは妥当であろうか。水本氏

の研究はこの問題点を克服するものであったと理解される。例えば代表作の「村社会と

幕藩体制」の研究は近世社会成立期の村に「領主の村」と「農民の村」との矛盾・対抗

関係を基軸に近世村の特質を解明したとされる。矛盾・対抗関係の現れとしての村落間

の争論や分村運動を通して「農民の村」の自立が達成され，支配も「農民の村」に依拠

する方式へ転換したことが明らかにされた。支配の末端組織としての近世村の自治的性

格が明確にされた。氏にとっては行政村である近世村はたんに支配の単位ではない。氏

の研究は近世「村社会」の研究であり，「共同体」という用語の使用には積極的でない

ようであるが，この点で生産・生活共同体成立史の研究と理解して支障はないといえる。

反面，近世村の自治的性格に注目する水本氏をはじめとする村落史研究では近世村内部

の小村落の問題にはあまり関心が向けられなかった23）。時期だけからいうと，木村や先

の地理学者らの研究は古いが，近世村内部の小村落に適切に注目した点は評価されるべ

きである。小村落の多くは現在の農業集落につながるので，水本氏らの近世村の研究を

踏まえ，近世村との関係を中心に小村落の実態がさらに研究される必要があるのでない

だろうか。

近現代村落史研究は今後の課題である。近現代の村落を問題にした数少ない研究であ

る自治村落論も大字しか視野に入れてこなかった。あるいは近世村やそれと多く重なる

大字の内部の小村落の存在は重視されてこなかった。そのことは森武麿氏らの農村経済

更生運動の研究においても同じである24）。不一致問題や村落の重層性，多様な存在に注

目した近現代村落の本格的研究は行われてこなかったのである。

以上のような研究史の中で，田代氏は不一致問題に注目し，自治村落論は「『村』＝

『藩制村』（大字）を前提にして，自生的な『むら』と行政村を混同する」と自治村落論
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を批判した。その批判の特徴は，自治村落論は「前提認識自体が間違っている」とほぼ

全面否定したことにある25）。

問題となるのは，不一致問題の評価である。大字と一致する農業集落がせいぜい３割

ということになると，不一致が一般的とみたくなる。しかし，ここでは全国平均だけを

問題にするとして実態はそれほど単純ではない。検討すべき問題はさしあたり２点ある。

１つは，不一致問題を近世村の方からみてみる。大字と一致する農業集落が27％と

いうのは農業集落を基準にみた割合である。近世村の方からみるというのは，農業集落

と一致する大字の数と割合が問題である。その数は1970年の集落調査では3.7万である。

近世村の数は1697年に6.3万，幕末の1834年には6.4万である。農業集落と一致する大字

というのは，次にみる庄内地方の村のような例を除き，ほとんど近世村とみていいから，

近世村全体の58％が農業集落の単位になったことが分かる。農業集落の単位にならな

かった近世村は，内部に現在の農業集落に発展する複数の小村落を含んでいた。そうし

た近世村は全体の40％前後にとどまるのである。割合では農業集落の単位になった村

のほうが1.5倍近く多い。この点は近世村と農業集落の関係を考えるうえで注目に値す

る。

不一致問題の主要な要因は，近世村の４割前後が内部に後に農業集落になる小村落を

含んでいたことにあったと見て間違いない。

もう１つは，先に触れた，明治期に入って町村制施行までの間に近世村が合併された

影響の問題である。全国的にもこの時期に近世村はかなり合併され，その結果，近世村

ではなく，合併された新村が町村制施行による明治合併村のもとで大字となったり，数

は少ないがそのまま明治合併村となった。後者の場合は大字がない村となる。

たとえば山形県庄内地方では，村の合併は非常に激しかった。1955年当時の市町域

を除く569カ村のうち273カ村が合併，103カ村になった26）。そして，103の合併村のうち，

農業集落と区域が一致するのは53，51.5％に及ぶ（豊原村もこの例）。

長野県では町村数は1872年の1706から99年３月までに891に半減した27）。周知のとお

り同県では農業集落の90％以上が大字と一致しないが，これは主に町村制前の合併の

影響と見られる。浜谷氏の研究によると，近世村の60～70％が氏の言う生活共同体と

してのムラであった28）。このムラは農業集落に当たる。

周知の通り町村制施行時までに近世村の合併がさかんに行われた例は全国的にかなり

多い。岐阜県もそのうちの１県である。鈴木栄太郎は，岐阜県郡上郡では近世村が163

に対し，大字数が85に減少したことを指摘している。同県本巣郡根尾村では28の近世
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村が実に３大字に激減した。正確には，これは岐阜県では1897年郡制施行に伴いさら

に町村合併が行われ，この２段の町村合併の結果，大字がここまで減少したといわなけ

ればならない。集落調査が採用した大字が町村制施行に伴う町村合併時の旧村なのか，

または郡制施行に伴う町村合併時の旧村まで含むのかは分からない。

しかし，以上を踏まえ，鈴木が「旧村が１大字であることはきわめて例外多い原則で

しかあり得ない」29）と指摘するのは正しい。

全国的に農業集落がどれだけ近世村と一致するかを統計で知るには，さしあたり大字

と農業集落の対応関係を見るしかない。しかしその大字は，町村制施行前の近世村の合

併の結果，近世村と一致する大字がかなり減少していた。この合併が全国的にどれだけ

の規模で行われたかを統計的に検証することは，不可能ではないが極めて煩雑な作業が

必要である。ここでその検証は行えないが，大字と一致する農業集落の割合は，近世村

と一致する農業集落の割合よりかなり少なくなっていることは確かである。したがって

逆に，近世村と一致する農業集落の割合は３割弱という大字と一致する農業集落の割合

よりかなり多くなるはずである。

以上から，不一致問題を理由とする田代氏の自治村落論の全面否定は極端かつ性急と

いわざるをえない。不一致問題の過大評価であろう。不一致問題は絶対的な矛盾ではな

く，整合的に理解できる。それは解明すべき歴史のテーマであり，そして解は近現代の

村落の歴史自体にある。村落史研究は不一致問題を解き，その歴史的意味を明らかにす

るものでなければならない。

４．現在からの問いかけ

昨今，コミュニティをめぐる論議が盛んである。盛んになったのは1990年代以降と

されるが，1970年代と同じくやはり明確な背景がある。経済のグローバル化による階

層間・地域間の格差拡大によって社会に深い亀裂が入り，人々の心が重く病んだ事態へ

の危機感の反映であろう。ところが，コミュニティや人々のきずなの必要性が高唱され

る割に当のコミュニティ自体のリアリティの無さが昨今の論議の特徴とされる。人口の

大多数を占める都市では人々はコミュニティの地縁的関係から切り離され孤立した生活

を送り，近隣での助け合いも希薄である。日本の都市はヨーロッパの都市に比べ共同体

的性格が非常に弱いという認識は広く共有されている30）。経済成長による急激な社会構

造の変化，悪しき経済主義と表裏の行き過ぎた個人主義，無宗教の国民性等がその要因
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として挙げられよう。

農村は都市と異なる。歴史を大括りに振り返ると，室町時代から戦国時代にかけて

「村町制」が成立したとする有力な説がある。村町制の成立とは，「荘園が政治や経済の

単位であった荘園制の時代から，荘園に代わって村や町が，政治や経済の単位となった

時代という意味」であり，「普通の人々の暮らしの拠り所として町や村といった単位が

形作られ，そこを拠点にした暮らしが，世代を超えて続いていくようになった」31）と解

説される。また，支配との関係では，太閤検地と刀狩りを経て近世幕藩体制のもとで，

村はまず支配（行政）の単位として把握されたことは周知の通りである。単婚直系家族

の小百姓が家族単位で独立して生産・生活を営む小農民経営の自立と発展，それに伴い

村落は村請制に媒介され共同体として成熟していく。自治村落論はこの時代の村落をモ

デルに立論されたといえる。こうした時代から今日まで，村落は人々の「生活の枠組み」，

「支配の単位」であり続けてきた。

ところが，今日，重大な変化が生まれつつある。村や地域社会が人々の暮らしの拠り

所であること自体は変わらないが，高度経済成長を経てその比重は減退した。それに加

え，この間の農協合併と市町村合併のもつ歴史的意味が大きい。村，地域社会から農協

と役場が消えた，または消えようとしている。農協や役場は地域の協同や行政自治，政

治，要するに人々の生活の枠組み，暮らしの拠り所そのものである。農協・役場自体が

なくなるわけではない。しかし，生活の枠組み，暮らしの拠り所が人々が暮らす村，地

域から奪い取られようとしているのである（地域基盤を失いつつある農協や役場に目を

背けつつ「地方分権」や「地域主権」，「新しい公共性」を唱える体制側の矛盾）。

当然のことながら人々の対抗運動は起こる。生活の枠組みから協同が消失させられよ

うとしていることに対しては，集落営農や新たな協同，地域づくりの試みが注目される。

集落営農のブームに関しては，「『むら』に依拠して地域農業を守ろうとする集落営農

化の動きは，即時的に『対抗』の意義を秘めるものと（過大）評価しうる」として，

「その分析は日本農業の１つの歴史的総括にも値する」32）と位置づけられている。集落

営農は一般的に農業集落を地域単位としつつ，複数の農業集落あるいは旧村単位（明治

合併村）の取り組みも行われている。

村，地域社会が行政自治の単位としての資格を剥奪されかかっていることに対しては，

現場での受け止め方・対応が注目される。平成の市町村合併に関して，「自治体合併で

重要なことは新しい市民自治が構築できるかどうか」だとしたうえで，「合併後も引き

続き『出会い，助け合い，付き合い』ができ，住民が安心して参加できる地域・組織作
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りを進めることが大切なのではないか」，「合併後に活力ある住民組織がたくさん生まれ

れば，新たなコミュニティーが誕生し，自立意識も高まるなどの相乗効果が期待でき，

活力ある地域が誕生する」というのが現場での代表的な受け止め方であろう33）。目下焦

点の「限界集落」問題では，「伝統的な集落に『人類共通の価値』がある」などとして

「共同体の知恵を再認識すべき」とする風潮についての報道が注目される34）。共同体の

現状を無視した単なる共同体再生の主張は保守主義につながる。しかし，「第２次コミュ

ニティブーム」の時代とされ，体制側からも活発に保守主義的社会的統合を目指す共同

体・「地域の絆」再生，集落の活性化が唱えられざるをえない状況が現出していること

が重要である。そこで注目されているのが，やはり「地域」である。農村に限っては立

場の相違を超えてなお具体的に地域が問題の焦点とされる状況がある。

歴史の展開がいつでもそうであるように，危機の時代は「下から」の地域的・集団的

対応と「上から」の社会的・地域的統合の対抗とその合成を生み出す。現在はまさにそ

うした時代である。問題は現在の村落や地域の歴史的性格と歴史的位置である。協同や

行政自治と村落の関係に関して歴史の再検討が求められている。

村落の研究史を振り返ると，過剰な概念論争に終始した村落共同体論争，丸山政治学

の「合理化の下降と共同体的心情の上昇」論，川島法社会学の法と社会的現実論など近

代主義のパラダイムがまとわりついている。近現代農業・農村史研究は今からすると活

発に行われた。では，村落史研究はどれだけ深められたか。農民層分解・農業経営，小

作争議，地主制，経済更生運動，産業組合・農会，戦時農業統制，農地改革そして農業・

農地政策のテーマで多くの研究業績を残した後，農業・農村史研究は勢いを急速に失っ

ていった35）。その中で1980年後半以降とくに90年代，「農村社会」の用語を書名に入れ

た研究が徐々に出版されはじめた。農村社会に対する関心は確かに強くなった。その研

究成果としては行政村の研究や経済更生運動，小作争議と村落の関係に注目した研究が

重要であろう36）。

しかし，本格的な村落史研究が行われたとはいいがたく，解明すべき問題は多く残さ

れ，論点も詰め切れていない。村落の重層性と多様な存在に注目しつつ，大字と農業集

落の不一致問題を切り口にした地域の協同と行政自治の基礎課程の解明によって，現在

の農業・農村や地域社会めぐる問題と今後のあるべき方向を考えるヒントが引き出せる

と思われる。
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注

１）詳しくは，農業集落研究会編『日本の農業集落』農林統計協会，1977年，室谷武彦「農業

集落調査」，「共同討論」（渡辺兵力編著『農業集落論』龍渓書舎，1978年）等を参照。

２）田代『農業・協同・公共性』筑波書房，2008年，14頁。ポレミックに研究史の整理を試み

た序章が注目される。

３）管見の限り，1970年農林業センサスの結果にもとづきこの点を最初に指摘したのは，福田

アジオ『日本村落の民俗的構造』（弘文堂，1982年，第１篇第２章）ではなかったかと思

われる。同書第１篇の各章は「村落生活の伝統」というタイトルで『日本民俗学講座』第

２巻（朝倉書房，1976年）に収録されたものであるが，執筆は同書あとがきによると1972

年２月に終えていたという。

４）斎藤仁『農業問題の展開と自治村落』日本経済評論社，1989年，牛山敬二「農村経済更生

運動下の『村』の機能と構成」『歴史評論』435号，1986年７月，同「自治村落社会と地主

的土地所有」（宇野俊一編『近代日本の政治と地域社会』図書刊行会，1995年），大鎌邦雄

『行政村の執行体制』日本経済評論社，1994年，等を参照。

５）詳しくは，斎藤，同上書，第１章参照。

６）研究は多いが，斎藤，同上書，265頁の第２表を参照。なお，斎藤氏が指摘する通り当時

は「大字とされる区域はほぼ……部落の区域に当たる」（264頁）といえるが，現在では，

大字と農業集落が異なる村落では農業集落を指すことが多いのではないか。この「部落」

の意味の変化にむら共同体の歴史的変化が示唆されている。また，農家小組合の設立普及

に当たった府県の施策資料を見ると，1920，30年代において大字内の現在の農業集落に当

たる小村落を指して「自然部落」，「小部落」等の表現が使われていたことが注目される

（拙稿「農家小組合の政策と展開」『社会科学』第76号，2006年，83～86頁参照）。

７）横井『農村制度の改造』有斐閣，1925年，同『小農に関する研究』1927年。

８）鈴木『日本農村社会学原理』（著作集版第２巻の（下），未来社，1970年）を参照。

９）鈴木「部落は大字なりや」（『年報社会学』第２輯，1934年，『著作集』第４巻，272頁）。

10）詳しくは，堀越久甫『村の中で村を考える』日本放送出版協会，1979年，を参照。

11）詳しくは，豊原研究会編『豊原村』東京大学出版会，1978年，を参照。

12）鈴木，前掲論文，271～72頁。

13）拙稿「戦時下部落会の設立過程（下）」『社会科学』第83号，2009年２月，の埼玉県潮止村

の事例を参照。

14）拙著『近代日本農村社会の展開』ミネルヴァ書房，1991年，同『日本農地改革史研究』御

茶の水書房，1999年，同『近現代の日本農村』吉川弘文館，2003年，等を参照。

15）小野塚知二・沼尻晃伸編『大塚久雄『共同体の基礎理論』を読み直す』日本経済評論社，

2007年，を参照。

16）詳しくは，小谷『マルクスとアジア』青木書店，1979年，同『共同体と近代』青木書店，

1982年，同『歴史の方法について』東京大学出版会，1985年，を参照。

17）北原「アジア共同体論の課題」（日本村落研究学会編『むらの社会を研究する』農山漁村
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文化協会，2007年，155頁。詳しくは，同『共同体の思想』世界思想社，1996年，序章，

第１章，終章等を参照。氏の独自な共同体論をもとに共同体の学説・理論の詳細かつ有益

な整理が行われている。

18）大塚「『共同体』をどう問題とするか」『大塚久雄著作集』第７巻，岩波書店，1969年，

202～205頁。

19）木村『日本村落史』弘文堂，1978年，同『村の語る日本の歴史』（全３冊）そしえて，

1983年，同編『村落生活の史的研究』八木書店，1994年。福田，前掲書，水津一朗『社会

地理学の基本問題』大明堂，1964年，山澄元『近世村落の歴史地理』柳原書店，1982年，

浜谷正人『日本村落の社会地理』古今書院，1988年。農業集落研究会編，前掲書，田代洋

一『農業問題入門』大月書店，新版2003年，旧版1992年。

20）福武編『日本農村社会の構造分析』弘文堂，484頁。問題は，福武の「農村社会の構造分

析」の方法に関わる。福武の村落構造の定義は，相互規定関係に立つ経済・社会・政治の

三層の構造連関によって保たれる「封鎖的社会」というものである。そのうち社会構造は

身分階層的性格として捉えられ，政治構造は村落内の政治的支配の問題が重要な位置を占

める。村落構造の調査研究により部落の構造と動態を明らかにする方法が構造分析である。

こうした村落において共同体的強制（一般的な地域社会の社会的拘束と区別される）が生

じるとされる。しかし，村落構造のこの定式化も村落を「閉鎖系」として捉えたことも，

当時でさえ現実の村落とかなり乖離していたのではないだろうか。村落の身分階層的性格

も政治的支配の問題も捉え方が固定的すぎる。共同体的規制も政治的支配がなくなれば解

消するようなものではあるまい。福武によれば村落は個人の主体性の確立を一方的に制約

する要素としてだけ位置づけられるが（時代の文化思想の共有），農村の主体形成の基盤

にもなってきたのではないか。福武のように村落を捉えると戦前の農民運動も経済更生運

動も種々の協同の発展も農地改革も捉えられない。村落の捉え方の現実との乖離は高度経

済成長とともに明確になっていく。このことが福武が早々に日本農村の研究を離れる背景

にあったのではないかと思われる。一般に「農村社会の構造分析」の反省はただ村落だけ

を孤立させて取り上げた点が問題にされるが，福武の村落の捉え方自体に根本的な問題点

があったのではないだろうか。

21）水本邦彦『近世の村社会と国家』東大出版会，1987年，同『近世の郷村自治と行政』東京

大学出版会，1993年，等の研究を念頭においている。

22）小名については前掲木村『日本村落史』第６章，坪については同『村落生活の史的研究』

第４編６，を参照。

23）研究の数自体は少なくない。重要と思われるものは以下の通りである。小高昭一「近世村

落と組」（駒澤大学『史学論集』第14号，1984年），上重文夫「寺田村７町の成立」（『史料

が語る城陽近世史』城陽市教育委員会，1987年），白井哲也「小名に関する一考察」（『明

治大学刑事博物館年報』第20号，1989年），佐藤孝之「村と村」（『日本村落史講座５政治

Ⅱ近世・近現代』雄山閣，1990年），水本邦彦「村と村組」（前掲水本『近世の郷村自治と

行政』），関口博巨「近世関東の「村」と百姓土地所持」（『歴史学研究』第628号，1992年），
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同「近世関東の『村』と村運営」（『地方史研究』第241号，1993年），牧原成征「近世村の

村運営と村内小集落」（同『近世の土地制度と在地社会』東京大学出版会，2004年）等が

代表的。村落のあり方を反映して東国の研究が多い。その中で上重稿や水本稿は畿内村落

の研究として貴重である。これらの研究を踏まえ，牧原氏は「行政村と小集落との関係の

個別具体的かつ歴史的な分析は十分とはいえない」と述べている（同書，265頁）。

24）森氏は「近代の村落『共同体』は行政権力の肥大化と市場経済浸透のなかで当該３側面

（『行政的』機能と『自治』機能，『生活』機能 引用者）は次第に機能分化・再編・解

体する過程をたどる」として，「その意味で近代に実体的な共同体は存在せず括弧付で

『共同体』と表現する」と述べている。氏によれば，近代に共同体は存在せず，よって近

現代の村落は「擬似共同体」でしかない。そして，擬似共同体は具体的に大字を指し，こ

れを「むら」と呼んでいる。村落の重層性と多様性も重視されない。詳しくは，森『戦間

期の日本農村社会』日本経済評論社，2005年，第８章，参照。

25）前掲田代『農業問題入門』新版，234頁。

26）浜谷正人「村落の地域史論」『山形大学紀要（社会科学）』第10巻第２号，1980年，115頁。

27）井戸正三「明治初期町村合併に関する２，３の問題」『人文地理』第18巻第４号，1966年，

369頁の第４表参照。

28）浜谷正人「村とムラの地域史論」『山形大学紀要（社会科学）』第８巻第２号，1978年，17

頁。

29）前掲鈴木「部落は大字なりや」272頁。

30）たとえば，広井良典『コミュニティを問いなおす』ちくま新書，プロローグ，第１章参照。

31）久留島典子『一揆と戦国大名』講談社，2001年，66～67頁。

32）前掲田代『農業・協同・公共性』13～14頁。

33）「朝日新聞」2009年５月30日付。新潟県上越市議の発言。同市では全国最多の町村が合併

し，ＮＰＯ法人による自治組織が立ち上げられたことで注目される。

34）「共同体に幸せのヒントがある」（同上，2009年５月30日付別冊）。

35）詳しくは，拙稿「史学・経済史学の研究動向 近現代日本における『村落』をめぐって」

『年報村落社会研究』第44集，2004年，農山漁村文化協会，を参照。

36）代表的な研究として，大石嘉一郎・西田美昭編『近代日本の行政村』日本経済評論社，

1991年，前掲大鎌『行政村の執行体制』がある。いずれも行財政史を中心とする行政村の

研究である。ただし前者に関しては行政村の地域的公共関係の生成展開が分析されたが，

村落の共同体的関係の分析が手薄であるため，肝心の行政村の地域的公共関係と村落の共

同体的関係の関連が必ずしも明確になっていない。その点とも関係して，村落に関しては，

両大戦間に入ると「部落の『行政村化』」が進み（具体的に部落機能団体の組織化のこと

だが，規定の意味が理解困難），共同的関係が弱化し，村落が衰退消滅していくとする捉

え方は現実と反するので，村落の捉え方を含め疑問を感じる。また，後者に関しては，丸

山政治学以来のテーマである行政村と村落共同体の関係について，経済と政治の変化との

関連で行政村のあり方が解明され，「一村的統合」への歴史過程と自治村落論を前提とし
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て行政村の行政機能の発揮と行政村・集落の安定した関係の形成との不可分性が明らかに

され，行政村の研究に新たな地平が開かれたといえる。しかし，村落は行政村との関連で

分析されるが，村落自体の分析は前者と同様手薄である。とくに，調査対象の西目村は大

字≒農業集落の村であるにもかかわらず，この点が無視されているのはなぜだろうか。

〔付記〕

本稿脱稿後，高橋明善「自然村再考」（2009年度日本村落研究学会大会報告，10月31日）

と斎藤仁「日本の村落とその市場対応機能組織」（大鎌邦雄編『日本とアジアの農業集落』

清文堂，2009年）が発表された。前者では，大字と農業集落の不一致問題に関する筆者の

見解が「鈴木（栄太郎），庄司の問題提起」と検討され，後者では筆者の農事実行組合の

研究が批判的に検討されている。筆者の拙い研究の目的は大字と農業集落の不一致問題の

研究上の意味，そして当該問題をめぐって村落史研究の課題と方法を考察することにあり，

いわゆる不一致問題自体は多くの先行研究で指摘されてきたことを断っておく必要がある。

また，斎藤氏の批判に関しては，不一致問題や村落の重層性・多様性，そしてそれらに関

連して村落の歴史的変化の捉え方・評価に問題は帰着すると受け止めている。農村社会学，

農業経済学の大家による非常な労作で圧倒される感があるが，拙い研究と重なる論点が数

多く提起されている。本稿では生かせなかったが，あらためて検討させていただきたい。



社会科学 86号166



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


