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史
学
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の
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近
世
の
農
村
史
料
を
求
め
て
村
々
を
歩
い
て
い
る
と
、
自
然
に

村
々
の
民
俗
行
事
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
古
文
書
史
料
に
記
述
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
も
と
よ
り
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
。
適
切
な
史
料

批
判
を
加
え
つ
つ
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
申
す

ま
で
も
な
い
。
民
俗
資
料
な
か
ん
ず
く
村
人
の
口
頭
で
語
ら
れ
た
伝

承
資
料
に
つ
い
て
も
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
単
純
に
客
観
的
事
実
で
あ

る
か
の
如
く
、
民
俗
調
査
報
告
と
し
て
活
字
に
す
る
こ
と
に
は
大
変

危
う
い
も
の
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
民
俗
の
聞
取
調
査
に

よ
っ
て
客
観
性
の
高
い
事
実
を
得
る
た
め
に
守
る
べ
き
い
く
つ
か
の

手
続
き
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
一
つ
は
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
日
を
替

え
、
人
を
替
え
し
て
聞
き
取
っ
た
上
で
、
一
致
し
た
説
明
を
客
観
的

事
実
に
近
い
も
の
と
し
て
採
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
し

て
そ
の
資
料
的
根
拠
と
し
て
聞
取
年
月
日
と
談
話
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
を
侵
さ
な
い
範
囲
で
氏
名
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
民
俗
の
視
点
で
何
ら
か
の
事
実
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
伝
承

だ
け
で
は
な
く
、
具
象
的
な
も
の
を
拠
り
所
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
建
造
物
・
石
造
物
や
竹
木
稲
藁
細
工
品
な
ど
で
あ
る
。
前
者

に
は
神
社
や
寺
院
の
建
物
・
石
塔
・
墓
石
・
記
念
碑
な
ど
、
後
者
に

は
祭
礼
に
用
い
ら
れ
る
諸
物
品
・
ヒ
モ
ロ
ギ
・
オ
ハ
ケ
・
行
い
行
事

の
餅
つ
き
用
具
・
注
連
縄
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
具
象
的
な
も
の

に
は
伝
統
が
比
較
的
残
さ
れ
て
い
る
し
、
変
遷
も
即
物
的
に
記
憶
に

残
さ
れ
て
判
明
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

《
歴
史
随
想
》
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昭
和
二
〇
年
代
の
終
り
頃
か
ら
四
〇
年
代
の
前
半
に
か
け
て
滋
賀

大
学
に
勤
務
し
て
滋
賀
県
の
彦
根
に
居
住
し
、
近
江
一
国
の
近
世
史

料
の
調
査
に
大
き
な
便
宜
を
得
て
い
た
。
当
時
は
第
二
次
大
戦
後
に

お
け
る
近
世
庶
民
史
料
の
全
国
的
な
調
査
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
頃

で
、
今
に
し
て
思
え
ば
地
方
の
近
世
史
料
は
ほ
と
ん
ど
所
蔵
者
の
手

許
に
保
存
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
授
業
の

か
た
わ
ら
県
下
全
域
に
わ
た
っ
て
こ
れ
ら
の
史
料
を
訪
ね
歩
き
、
保

存
状
態
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
滋
賀
大
学
経
済
学
部
内
に
設
置
さ

れ
た
史
料
館
に
保
管
の
委
託
を
要
請
し
、
所
蔵
者
各
位
の
賛
同
を
得

て
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
収
集
し
た

史
料
は
学
生
は
も
と
よ
り
、
一
般
研
究
者
の
利
用
に
も
供
し
た
が
、

筆
者
も
こ
れ
に
よ
っ
て
近
世
の
農
村
社
会
経
済
史
の
研
究
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
の
重
要
な
関
心
事
の
一
つ
が
村
共
同
体

の
問
題
で
あ
っ
た
。
と
く
に
琵
琶
湖
北
端
の
昭
和
三
〇
年
当
時
長
浜

あ
た
り
か
ら
船
を
仕
立
て
る
か
、
も
し
も
陸
路
な
ら
途
中
小
さ
な
渡

し
舟
を
利
用
し
て
や
っ
と
た
ど
り
着
け
る
交
通
不
便
な
伊
香
郡
西
浅

井
町
大
字
菅す
が
の
う
ら浦
に
豊
富
に
残
さ
れ
た
中
世
か
ら
近
世
に
わ
た
る
古

文
書
を
通
じ
て
こ
の
問
題
を
追
究
し
て
み
た
（
拙
著
『
近
世
村
落
の

経
済
と
社
会
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）。
し
か
し
古
文
書
史
料

に
よ
っ
て
知
り
得
る
共
同
体
の
有
り
様
や
そ
の
変
化
は
頗
る
限
ら
れ

て
い
て
、
共
同
体
と
し
て
の
村
の
自
治
的
機
能
は
あ
ま
り
史
料
の
文

面
に
姿
を
現
さ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。

　

近
江
の
村
々
を
歩
い
て
い
る
う
ち
に
集
落
の
入
り
口
の
道
に
張
り

渡
さ
れ
た
注
連
縄
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
注
意
し
て

い
る
と
、
こ
の
習
俗
は
近
江
だ
け
で
は
な
く
伊
賀
・
大
和
を
加
え
た

旧
三
か
国
に
最
も
多
く
、
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
集
落
が
多
数
あ

り
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
「
カ
ン
ジ
ョ
ウ
ナ
ワ
」
ま
た
は
「
カ
ン
ジ

ョ
ウ
ツ
リ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
場
合
の
多
い
事
が
分
っ
て
き
た
。
そ

の
後
現
在
ま
で
に
知
り
得
た
限
り
で
は
、
呼
称
は
と
も
か
く
類
似
の

習
俗
は
上
記
三
か
国
に
つ
い
で
山
城
・
若
狭
・
丹
後
に
そ
れ
ぞ
れ
数

箇
所
ず
つ
、
さ
ら
に
伊
勢
・
志
摩
・
越
前
・
但
馬
の
諸
国
に
も
散
見

す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
日
本
海
沿
岸
地
方
で
は
「
ジ
ャ
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

こ
れ
ら
村
入
り
口
の
注
連
縄
の
持
つ
意
味
は
何
か
。
大
多
数
の

村
々
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
大
別
す
る
と
二
つ
あ
る
。
そ
の
一

は
五
穀
豊
饒
祈
願
で
あ
り
、
そ
の
二
は
村
中
安
全
祈
願
で
あ
る
。
前

者
は
村
の
年
中
行
事
に
は
多
く
の
場
合
に
伴
う
も
の
で
、
農
業
を
主

た
る
生
業
と
す
る
農
村
生
活
に
お
い
て
は
当
然
の
村
共
同
体
と
し
て

の
願
望
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
村
入
り
口
の
注
連
縄
の
持
つ
意
味

と
し
て
は
後
者
即
ち
村
中
安
全
の
祈
願
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
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は
要
す
る
に
村
の
平
和
な
生
活
を
脅
か
す
よ
う
な
も
の̶

そ
れ
は

村
人
に
仇
を
な
す
外
敵
で
あ
れ
、
病
魔
・
悪
魔
で
あ
れ̶

が
外
か

ら
村
の
中
に
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
と
い
う
祈
願
で
あ
る
。
こ
れ
は

ま
さ
に
村
の
安
全
を
村
全
体
と
し
て
守
る
と
い
う
意
識
に
根
ざ
す
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
文
献
的
研
究
で
は
明
ら
か
に
し
に
く
い
村

の
共
同
体
意
識
が
生
み
出
し
た
象
徴
的
な
年
中
行
事
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

　

そ
の
一
つ
の
問
題
点
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
点
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

村
の
出
入
り
口
を
さ
え
ぎ
る
注
連
縄
は
明
ら
か
に
村
の
内
と
外
と
を

区
別
し
、
そ
の
内
側
は
村
人
の
平
和
な
暮
し
が
営
ま
れ
る
安
全
が
守

ら
れ
た
凡
俗
（
日
常
）
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
外
側
は
時
に
村
人
の

安
全
を
脅
か
す
悪
魔
の
住
む
世
界
で
あ
り
、
村
人
に
仇
を
な
す
外
敵

の
襲
っ
て
く
る
空
間
で
あ
る
。
病
魔
も
ま
た
村
人
を
襲
っ
て
く
る
災

い
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
悪
魔
や
外
敵
と
同
じ
範
疇
に
属
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
て
非
凡
俗
（
非
日
常
）
の
世
界

と
考
え
て
よ
い
か
と
思
う
。
注
連
縄
は
ま
さ
に
こ
の
凡
俗
（
日
常
）

の
世
界
と
非
凡
俗
（
非
日
常
）
の
世
界
を
厳
し
く
遮
り
、
村
人
の
平

和
で
安
全
な
生
活
を
守
る
願
い
・
祈
り
が
こ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
死
後
の
世
界
も
非
日
常
で
あ
る
か
ら
村
人
の
墓
地
は
原
則

と
し
て
注
連
縄
の
外
側
に
あ
り
、
村
人
の
不
幸
は
注
連
縄
を
め
ぐ
る

慣
習
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
村
の
生
活
に
と
っ
て
非
凡
俗
の
世
界
は
注
連
縄
に
よ
っ

て
区
別
さ
れ
た
村
の
外
側
だ
け
で
は
な
い
。
村
の
中
に
も
注
連
縄
に

よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
世
界
が
あ
る
。
氏
神
（
鎮
守
）
の
社
で
あ
る
。

氏
神
の
境
内
も
ま
た
注
連
縄
に
よ
っ
て
凡
俗
（
日
常
）
の
世
界
と
は

厳
格
に
区
別
さ
れ
た
神
聖
な
世
界
で
あ
り
、
非
凡
俗
（
非
日
常
）
の

世
界
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
般
的
に
は
村
の
中
央
部
ま
た
は
そ
れ
に

近
い
と
こ
ろ
に
神
聖
な
非
凡
俗
の
世
界
が
あ
り
、
そ
の
外
側
に
平
和

な
凡
俗
の
生
活
が
営
ま
れ
る
空
間
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
注

連
縄
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
非
凡
俗
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。
い

わ
ば
三
重
の
構
造
を
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
日
常
の

生
活
と
非
日
常
の
世
界
と
か
ら
成
る
と
い
う
村
落
生
活
の
二
元
性
に

か
わ
り
は
な
い
。
最
近
村
入
り
口
の
注
連
縄
を
見
て
歩
い
て
い
て
気

付
く
こ
と
は
氏
神
の
社
が
村
の
は
ず
れ
に
位
置
し
て
村
入
り
口
の
注

連
縄
と
至
近
距
離
に
あ
る
場
合
が
か
な
り
多
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
も
し
か
す
る
と
上
述
の
よ
う
な
三
重
の
構
造
で
は
な
く

し
て
、
直
接
的
に
二
元
構
造
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
も
う
少
し
調

査
を
重
ね
て
近
日
中
に
論
理
的
・
実
証
的
な
把
握
を
試
み
た
い
と
考

え
て
い
る
。
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こ
の
村
入
り
口
の
注
連
縄
に
つ
い
て
ま
ず
注
目
す
べ
き
点
は
こ
れ

ま
で
に
一
〇
〇
例
以
上
も
み
て
き
た
が
同
じ
形
の
も
の
は
一
つ
も
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
村
と
自
村
は
違
う
、
い
や
違
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
村
を
主
体
と
す
る
強
烈
な
個
性
の
表
わ

れ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
都
市
ま
た
は
都
市
的
な

影
響
が
及
ん
で
い
る
地
域
に
お
い
て
は
正
月
に
注
連
縄
を
張
る
の
は

集
落
の
入
り
口
で
は
な
く
て
各
戸
の
玄
関
前
で
あ
る
。
集
落
の
入
り

口
よ
り
も
家
の
入
り
口
に
重
要
性
を
認
め
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
集

落
の
安
全
に
加
え
て
家
の
無
事
息
災
を
大
事
と
考
え
る
意
識
の
発
生

が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
社
会
の
中
で
村
落
集
団
よ
り

も
家
が
個
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
表
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

近
世
初
中
期
に
お
け
る
小
農
民
の
自
立
も
こ
の
事
と
関
わ
り
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
が
人
間
社
会
の
発
展
過
程
に
家
の
始
原

性
を
認
め
ず
、
む
し
ろ
村
落
共
同
体
か
ら
家
族
共
同
体
へ
と
い
う
基

本
的
動
向
を
設
定
す
る
（
拙
稿
「
歴
史
に
お
け
る
個
の
発
展
」
本
誌
第

三
号
、
一
九
九
九
年
）
根
拠
は
此
処
に
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
村
入
り
口
の
注
連
縄
の
在
り
様
に
つ
い
て
み
る
と
、

村
入
り
口
が
一
箇
所
と
考
え
ら
れ
て
い
て
そ
こ
に
注
連
縄
が
張
ら
れ

て
い
る
場
合
が
最
も
多
い
。
古
く
か
ら
開
け
た
と
思
わ
れ
る
山
付
の

村
落
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
集
落
の
立
地
は
種
々
様
々
で
あ
る
が
、

何
ら
か
の
状
況
に
よ
り
村
の
裏
側
に
向
っ
て
は
交
通
が
ほ
と
ん
ど
な

く
、
表
の
出
入
り
口
は
一
箇
所
と
村
人
が
考
え
て
い
る
所
で
は
そ
の

一
箇
所
に
注
連
縄
が
張
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
裏
が
山
の
場
合
に
多

い
が
、
道
が
川
に
沿
っ
て
い
る
所
で
は
道
と
そ
れ
に
沿
っ
た
川
の
両

方
に
ま
た
が
っ
て
張
り
渡
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例

は
伊
賀
地
方
に
典
型
的
で
あ
り
、
ま
た
大
和
地
方
に
も
そ
の
形
が
多

く
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
一
箇
所
の
場
合
に
対
し
て
複
数
箇
所
の
場
合
が
あ
る
。
こ

れ
は
平
地
の
場
合
に
多
く
見
ら
れ
、
道
が
集
落
を
貫
通
し
て
い
る
場

合
は
両
方
の
出
入
り
口
二
箇
所
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
道
が
東
西
南

北
に
貫
通
し
て
い
る
場
合
は
東
西
南
北
の
出
入
り
口
四
箇
所
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
遠
い
過
去
は
い
ざ
知
ら
ず
現
在
は
複
数
箇

所
の
場
合
、
一
箇
所
だ
け
に
注
連
縄
を
張
り
、
そ
の
他
の
箇
所
は
略

式
の
も
の
を
置
く
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
い
ず
れ

に
し
て
も
村
の
出
入
り
口
を
塞
い
で
、
村
の
平
和
な
凡
俗
（
日
常
）

の
生
活
を
守
る
と
い
う
感
覚
に
変
り
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
筆
者
が
勧
請
縄
の
調
査
を
始
め
た
の
は
昭
和
三
〇
年
代

で
あ
る
か
ら
、
か
れ
こ
れ
半
世
紀
の
間
関
心
を
も
っ
て
観
察
し
て
き

た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
は
旧
来
の
形
を
厳
守
し
て
今
日
に
到

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
同
時
に
、
縄
の
製
法
・
材
料
・
形
態
・
寸
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法
や
行
事
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
上
こ

の
行
事
の
趣
旨
さ
え
も
現
在
は
漠
然
と
な
っ
て
い
る
場
合
さ
え
見
受

け
ら
れ
る
し
、
更
に
は
こ
の
半
世
紀
の
間
に
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
過
程
を
現
実
に
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
文
献
史
学
で
は
得
ら
れ
な
い
人
間
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
が
、
原
型
や
変
化
の
過
程
が
忘
却
の
彼
方
に
消
え
去
る
こ
と
は
人

間
の
歴
史
の
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
は
座
し
て
手
を
こ
ま
ね
い
て

い
る
わ
け
に
い
か
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
が
聞
き
取
っ
た

現
行
の
行
事
の
記
録
と
撮
影
し
た
写
真̶

近
年
に
変
化
し
た
り
、

廃
止
さ
れ
た
以
前
の
も
の
を
含
め
て̶
を
近
い
う
ち
に
印
刷
に
付

し
後
世
に
残
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
村
の
入
り
口
を
何
ら
か
の
意
味
で
重
視
す
る
観
念
は
ひ
と
り

近
畿
地
方
を
中
心
に
し
た
わ
が
国
の
中
央
地
帯
だ
け
で
は
な
く
、
一

般
に
は
「
道
切
り
」
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
全
国
に
分
布
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
も
あ
わ
せ
て
文
献
史
学
で
は
明
ら

か
に
し
難
い
日
本
の
村
の
共
同
体
的
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
た
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
問
題
は
ひ
と
り
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
ユ

ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
な
も
の
と
し
て
議
論
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
韓
国
の
古
い
集
落
の
風
習
と
し
て
伝
え
ら

れ
て
い
る
天
下
大
将
軍
・
地
下
女
将
軍
や
東
南
ア
ジ
ア
の
山
間
部
農

村
で
集
落
の
入
り
口
に
縄
を
張
る
と
い
う
習
俗
と
比
較
し
て
み
た
い
。

ま
た
遠
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
筆
者
が
見
聞
し
た
範
囲
で
も
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
の
ド
イ
ツ
博
物
館D

eutsches M
useum

に
陳
列
さ
れ
て
い
た

多
数
の
境
界
石Grenz Stein

や
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
街
道
沿
い
の
集
落

の
入
り
口
に
立
て
ら
れ
て
い
た
大
き
な
マ
リ
ア
像
な
ど
は
何
ら
か
の

手
が
か
り
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
案
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
野

に
つ
い
て
は
夫
々
の
専
門
家
の
御
教
示
を
頂
き
た
い
も
の
と
願
っ
て

い
る
。

（
は
ら
だ　

と
し
ま
る
・
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）


