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第Ⅰ部　中世村落史研究の歩みと課題

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
か
つ
て
、
日
本
中
世
の
荘
園
や
村
落
を
研
究
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
中
世
史
あ
る
い
は
日
本
に
お
け
る
封
建
制
を
研
究
す
る

こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
の
中
世
社
会
の
特
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
荘
園
・
村
落
の
理
解
が
不
可
欠
と

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
○
年
代
に
入
る
頃
か
ら
、
問
題
関
心
や
研
究
対
象
、
史
資
料
や
方
法
論
の
多
様
化
が
急

速
に
進
み
、
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
十
五
年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
、
中
世
荘
園
史
・
村
落
史
研
究
は
、
数
あ
る
日
本
中
世
史
の
研
究
分

野
の
ご
く
一
部
を
構
成
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
、
今
、
改
め
て
荘
園
史
・
村
落
史
を
研
究
す
る
意
義
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
の
解
答
は
様
々
に
あ
り
得
る

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
問
い
自
体
は
、「
村
落
と
は
一
体
何
か
」
と
い
う
問
い
と
ど
こ
か
で
繫
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
二
○
一
四
年
五
月
、
あ
る
意
味
で
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
レ
ポ
ー
ト
が
公
表
さ
れ
た
。
地
域
振
興
な
ど
を
担
う
総
務
大
臣
や
岩
手
県
知
事
を

務
め
た
こ
と
も
あ
る
増
田
寛
也
氏
が
座
長
を
務
め
る
日
本
創
成
会
議
人
口
減
少
問
題
検
討
分
科
会
が
発
表
し
た
、「
全
国
に
約
一
八
○
○

あ
る
自
治
体
の
う
ち
約
半
数
に
あ
た
る
八
九
六
自
治
体
が
、
二
○
四
○
年
ま
で
に
消
滅
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
レ
ポ
ー
ト

で
、
そ
の
該
当
自
治
体
の
実
名
も
同
時
に
公
表
さ
れ
た
た
め
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
そ
の
是
非
に
つ
い
て
は

賛
否
が
あ
り
、
現
在
で
は
そ
の
批
判
・
反
論
も
多
く
公
に
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
か
ら
の
若
年
女
性
の
流
出
が
、
従
来
予
想
さ
れ
て
い
た

よ
り
も
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
進
ん
で
い
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
た
。

　
一
方
、
よ
り
深
刻
な
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
が
、
一
九
九
一
年
に
社
会
学
者
の
大
野
晃
氏
が
提
唱
し
た
「
限
界
集
落
」
論
で
あ
る
。

過
疎
化
や
少
子
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
集
落
の
人
口
の
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
占
め
、
共
同
体
と
し
て
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の
機
能
維
持
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
集
落
が
中
山
間
地
を
中
心
に
多
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
国
土
交
通
省
が
二
○
○
六

年
に
行
っ
た
調
査
で
は
、
こ
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
集
落
は
全
国
に
約
八
○
○
○
あ
り
、
こ
の
う
ち
近
い
将
来
に
消
滅
す
る
可
能
性
の
あ

る
集
落
は
約
二
六
○
○
あ
る
と
い
う
。
こ
の
議
論
に
も
批
判
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
問
題
が
よ
り
深
刻
な
の
は
、
人
口
の
偏
在
と
中
山

間
地
に
お
け
る
人
間
活
動
の
不
活
発
化
に
よ
り
、
土
砂
災
害
の
多
発
な
ど
、
国
土
の
文
字
通
り
の
崩
壊
が
現
実
の
問
題
と
し
て
起
こ
っ
て

き
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
日
本
中
世
史
の
研
究
の
中
で
荘
園
・
村
落
史
研
究
の
位
置
づ
け
が
低
下
し
て
き
た
こ
と
も
、
研
究
の
多
様
化
と
細
分
化
が
そ
の
要
因
の

一
つ
に
あ
る
と
は
言
え
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
「
地
方
の
衰
退
」、「
地
域
の
活
力
の
低
下
」
と
い
う
現
代
社
会
が
抱
え
る
問
題
と
無
関
係

で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
上
述
し
た
よ
う
な
議
論
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
現
代
社
会
が
抱
え
る
危
機
と
そ
れ
に
対
す
る
警
鐘
と
し
て
提

起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
一
方
、
歴
史
学
的
に
は
、
人
間
が
社
会
的
な
生
活
を
営
ん
で
い
く
上
で
形
成
す
る
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
共
同
組
織

や
共
同
体
な
る
も
の
、
さ
ら
に
は
そ
の
根
底
に
あ
る
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
や
つ
な
が
り
、
よ
り
情
緒
的
に
表
現
す
る
と
す
れ
ば
「
絆
」

な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
決
し
て
自
明
の
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
議
論
と
し
て
受
け
止
め

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
村
落
と
は
何
か

―
。
そ
う
し
た
問
い
に
対
し
、
私
た
ち
の
研
究
会
で
は
当
面
そ
れ
を
、
人
々
が
社
会
的
な
生
活
を
営
ん
で
い
く
上
で

形
成
す
る
結
び
つ
き
の
一
形
態
で
、
第
一
義
的
に
は
生
産
の
た
め
の
空
間
や
設
備
、
信
仰
や
祭
祀
を
共
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
自
ら
の
要

望
や
願
望
を
実
現
す
る
た
め
に
政
治
的
に
も
行
動
す
る
社
会
集
団
と
定
義
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
差
違
を
有
し
つ

つ
変
容
・
変
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
々
の
結
び
つ
き
が
、
い
つ
い
か
な
る
形
で
形
成
さ
れ
、
時
代
と
不
可
分
の
特
質
を

帯
び
て
変
容
し
て
い
っ
た
か
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
、
変
貌
す
る
現
代
の
集
落
、
変
容
す
る
現
代
の
社
会
、
そ
れ
を
行
政
的
に
線
引
き
し
た

自
治
体
の
あ
り
方
や
そ
れ
ら
の
淵
源
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
今
後
の
行
方
を
理
解
し
、
判
断
す
る
上
で
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
近
年
、
中
世
村
落
や
荘
園
制
を
研
究
す
る
研
究
者
の
数
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
声
を
よ
く
耳
に
す
る
が
、
中
世
の
村
落
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や
荘
園
制
を
研
究
す
る
こ
と
の
現
代
的
意
義
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

　
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
、
関
西
地
域
を
中
心
に
約
十
三
年
に
わ
た
っ
て
研
究
会
活
動
を
続
け
て
き
た
メ
ン
バ
ー
が
、
自
ら

が
考
え
る
最
新
の
問
題
関
心
に
沿
っ
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
を
世
に
問
う
た
め
に
刊
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
に
個
々
人
の
個

別
論
文
を
集
成
す
る
だ
け
で
は
、
出
版
事
情
が
厳
し
い
中
、
研
究
会
と
し
て
論
文
集
を
刊
行
す
る
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考

え
か
ら
、
研
究
会
の
共
同
研
究
の
成
果
と
し
て
、
研
究
史
に
対
す
る
認
識
を
メ
ン
バ
ー
で
共
有
す
る
た
め
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
村
落
史
の

研
究
を
志
そ
う
と
す
る
若
い
方
た
ち
に
も
そ
の
研
究
の
指
針
と
し
て
頂
く
た
め
、
中
世
村
落
に
関
す
る
戦
前
以
来
の
研
究
史
を
メ
ン
バ
ー

の
共
同
討
議
の
上
で
共
同
執
筆
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
討
議
と
執
筆
に
約
二
年
の
時
間
を
か
け
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
成
果
を
以
下
の

よ
う
な
形
で
収
録
で
き
た
こ
と
が
、
本
書
刊
行
の
最
大
の
意
義
で
あ
り
、
本
書
の
第
一
の
特
徴
と
自
負
し
て
い
る
。

　
以
下
、
こ
の
第
Ⅰ
部
で
は
、
日
本
の
中
世
村
落
史
研
究
の
大
き
な
潮
流
を
、「
戦
中
以
前
の
中
世
村
落
史
研
究
」、「
戦
後
の
中
世
前
期

村
落
と
荘
園
制
論
」、「
村
落
と
在
地
領
主
・
武
士
団
」、「
室
町
期
の
荘
園
と
地
域
社
会
」、「
中
世
後
期
の
『
村
』
論
」
の
各
節
に
分
け

て
概
観
し
た
後
、
本
書
に
収
録
し
た
諸
論
文
の
概
要
と
研
究
史
上
の
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
は
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
各
節
の
末
尾
に（
　
　
）に
入
れ
て
執
筆
者
名
を
明
記
し
た
が
、
歴
史
用
語
の
用
字
に
つ
い
て
は
各
執
筆
者
の
選
択
に
委
ね
た
。
と

く
に
、
荘
園
・
庄
園
の
い
ず
れ
を
用
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
研
究
会
内
で
も
何
度
か
議
論
し
た
が
、
最
終
的
に
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
木
徳
郎
）

　
　
　
　
　
一
　
戦
中
以
前
の
中
世
村
落
史
研
究

1
　
通
史
的
叙
述
に
お
け
る
「
民
」《
発
見
》の
時
代

　
戦
前
・
戦
中
ま
で
の
村
落
研
究
史
を
概
観
す
る
場
合
、
清
水
三
男
に
よ
る
一
連
の
業
績
を
、
そ
の
も
っ
と
も
優
れ
た
到
達
点
と
考
え
る
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