
白
川
部
達
夫
著

『
日
本
近
世
の
村
と
百
姓
的
世
界
』

渡

辺

尚

志

本
書
は
､
白
川
部
達
夫
氏
が
年
来
の
研
究
成
果

を
ま
と
め
ら
れ
た
論
文
集
で
あ
り
､

一
七

二

八

世
紀
を
主
要
な
対
象
と
し
て
い
る
C
本
書
で
は
､

近
世
社
会
の
歴
史
的
基
層
を
解
明
す
る
た
め
に
､

そ
の
も

っ
と
も
基
本
的
要
素
と
な
る
近
世
百
姓
の
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所
有
と
自
由
'
そ
し
て
社
会
結
合
の
あ
-
よ
う
が
'

彼
ら
が
抱
い
た
社
会
意
識
の
側
面
か
ら
追
究
さ
れ

て
い
る
｡

本
書
は
'
序
章

･
終
章
と
､
本
論
部
分
の
二
編

六
章
と
か
ら
な
る
が
､
L

百
姓
的
世
界
の
基

層
､
の
第

一
章

｢近
世
質
地
請
戻
し
慣
行
と
百
姓

高
所
持
｣
で
は
'
質
入

･
流
地
か
ら
何
年
経
過
し

て
も
元
金
を
返
済
し
さ
､㌃
す
れ
ば
土
地
を
請
戻
す

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
無
年
季
的
質
地
請
戻
し
慣

行
を
検
討
対
象
と
し
､
全
国
的
に
事
例
を
収
集
し

た
う
え
で
､
①
こ
の
慣
行
は
､
小
百
姓
の
高
所
持

の
再
生
産
を
さ
さ
え
る
不
可
欠
の
条
件
で
あ
り
､

質
取
側
は
幕
末

･
維
新
期
に
お
い
て
も
､
こ
の
慣

行
を
拒
否
し
自
ら
の
所
持
を
確
保
す
る
論
理
を
十

分
形
成
し
え
な
か
っ
た
こ
と
､
②
こ
の
慣
行
は
､

一
七
世
紀
未
に
か
け
て
小
農
自
立
が
進
み
百
姓
株

式
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
に
'
検
地
名
詩
と

結
び
付
い
て
確
立
し
た
こ
と
､
な
ど
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
｡
本
章
は
､
中
世
と
も
近
代
と
も
違
う

近
世
固
有
の
百
姓
の
土
地
意
識
を
解
明
し
た
豊
か

な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
､
私
自
身
も
本
章
の

初
出
の
時
点

(
一
九
八
六
年
)
か
ら
非
常
に
多
-

の
こ
と
を
学
ん
で
き
て
い
る
｡
本
章
で
の
到
達
点

を
ふ
ま
え
て
､
今
後
は
'
①
中
世
か
ら
近
世

へ
の

百
姓
の
土
地
意
識
の
連
続
と
変
化
を
よ
り
明
確
に

す
る
た
め
に
､

7
七
世
紀
に
お
け
る
土
地
移
動
形

態
と
そ
こ
に
潜
む
意
識
と
を
解
明
す
る
こ
と
'
②

世
直
し
に
お
け
る
土
地
意
識
の
あ
り
方
を
質
地
請

戻
し
慣
行
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
､
が

課
題
と
な
ろ
う
｡

第
二
章

｢
百
姓
的
世
界
の
成
立
と
百
姓
結
合
｣

で
は
､
下
絵
国
古
河
藩
領
を
対
象
に
､

一
七
世
紀

未
か
ら

一
八
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
百
姓
的
世
界

の
正
当
性
と
､
そ
の
形
成
を
さ
さ
え
た
百
姓
結
合

の
展
開
が
検
討
さ
れ
'①

一
七
世
紀
未
に
な
る
と
､

小
百
姓
の
家
の
形
成
に
よ
り
村
の
家
格
秩
序
は
平

準
化
さ
れ
'
百
姓
仲
間
と
し
て
の
村
の
性
格
が
強

ま
っ
た
こ
と
'
②
そ
の
な
か
で
､
村
役
人
に
把
握

で
き
.な
い
内
通

･
内
証
な
ど
と
い
わ
れ
た
小
百
姓

の
私
的
な
結
合

･
寄
合
が
成
長
し
､
こ
れ
が
百
姓

的
世
界
の
形
成
を
下
か
ら
さ
さ
え
て
い
た
こ
と
､

③
百
姓
仲
間
が
取
-
結
ぶ
社
会
結
合
の
論
理
と
し

て
､
見
継
ぎ

･
見
継
が
れ
る
､
頼
み

･
頼
ま
れ
る

と
い
う
関
係
が
あ
り
､
こ
う
し
た
結
合
を
反
映
し

た
頼
み
証
文
と
い
う
文
書
様
式
が
あ
ら
わ
れ
た
こ

と
､
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
'
頼
み
証

文
の
問
題
を
白
川
部
氏
が
さ
ら
に
展
開
し
た
も
の

と
し
て
､
｢近
世
の
百
姓
結
合
と
社
会
意
識
-
頼
み

証
文
の
世
界
像
-
｣
(『
日
本
史
研
究
』
三
九
二
号
'

一
九
九
五
年
)
が
あ
る
｡

第
三
章

｢
百
姓
的
世
界
意
識
の
基
層
1
迷
惑

･

我
値

･
私
欲
-
｣
は
､
村
方
騒
動
文
書
に
あ
ら
わ

れ
た
非
難
文
言
を
分
析
し
て
､
そ
こ
に
お
け
る
百

姓
の
正
当
性
意
識
の
展
開
を
跡
付
け
た
も
の
で
､

①
近
世
初
期
の
迷
惑

･
取
込

･
非
分
と
い
っ
た
文

言
か
ら
､

一
七
世
紀
中
葉
に
な
る
と
我
億
が
非
難

文
言
の
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
､
さ
ら
に

一

七
世
紀
未
か
ら

一
八
世
紀
初
め
に
な
る
と
､
私
欲

文
言
が
次
第
に
重
要
性
を
増
す
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
､
②
私
欲
文
言
の
多
用
は
'
小
百
姓
の
家
が
そ

の
自
律
を
前
提
に
公
と
共
を
形
成
し
､
こ
れ
に
背

-
も
の
を
私
欲
と
非
難
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

こ
と
､
③
百
姓
的
世
界
の
公
は
村
為
な
ど
村
の
公

と
し
て
具
体
化
し
て
お
り
､
私
欲
は
そ
こ
に
ま
ず

あ
ら
わ
れ
た
が
､
村
の
変
容
と
と
も
に
万
民
の
助

け
の
た
め
な
ど
と
い
う
､
村
を
こ
え
た
よ
り
普
遍

的
な
場
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
り
な
ど
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
｡
近
年
公
共
性
の
問
題
は
多
-
の
研

究
者
の
注
目
を
集
め
て
お
り
'
村

･
百
姓
の
公
と

共
の
具
体
的
内
容
と
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
､

本
章
の
成
果
を
う
け
て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
必
要

が
あ
ろ
う
｡

H

百
姓
的
世
界
の
展
開
と
社
会
結
合
十
の
第

一
章

｢元
禄
期
の
山
野
争
論
と
村
｣
で
は
､
常
陸

国
西
部
の
筑
波
郡
太
田
村
と
小
田
村
の
山
論
を
素
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材
に
､
①
小
田
村
は
太
田
村
に
対
し
て
中
世
か
ら

の
伝
統
的
な
鎌
取
り
を
行
っ
た
が
､
鎌
取
り
勢
は
､

地
代
官
を
勤
め
た
有
力
百
姓
が
中
心
と
な
り
､
若

者
の
ほ
か
に
､
家
来

･
門
屋

･
下
人

･
下
男
な
ど

が
多
数
参
加
す
る
構
成
で
あ
っ
た
こ
と
､
②
太
田

村
の
結
集
の
あ
り
方
は
､
小
田
村
と
対
照
的
に
､

頼
み
証
文
を
作
成
し
て
村
中
か
ら
合
意
を
調
達
す

る
と
い
う
新
し
い
か
た
ち
で
あ
り
､
そ
の
基
礎
に

は
小
首
姓
の
イ
エ
の
形
成
が

〓
疋
度
進
展
し
､
百

姓
が
も
は
や
村
中
に
埋
没
し
た
存
在
で
は
な
-
な

っ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
存
在
し
た
こ
と
､
な
ど

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

第
二
章

･｢享
保
期
に
お
け
る
村
落
共
同
体
と
祭

舵
問
題
｣
は
､
常
陸
国
西
部
農
村
を
対
象
に
'
村

落
祭
紀
を
め
ぐ
る
村
方
騒
動
に
つ
い
て
分
析
し
た

も
の
で
､
①
村
レ
ベ
ル
で
は
､
念
仏
結
衆
の
編
成

や
神
社
遷
宮
の
供
奉
順
序
な
ど
を
め
ぐ
る
抗
争

が
'
可
能
性
と
し
て
分
村
化
の
要
素
を
は
ら
み
な

が
ら
展
開
し
､
そ
の
背
後
に
は
､
新
百
姓

･
組
子

百
艶
の
新
た
な
台
頭
と
､
初
期
本
百
姓
の
系
譜
を

も
つ
村
役
人
層
の
後
退
と
が
あ
っ
た
こ
と
'
②
村

落
の
下
部
編
成
単
位
で
あ
る
｢組
｣
に
お
い
て
も
､

こ
の
時
期
､
初
期
本
百
姓
的
村
落
秩
序
の
〓
疋
の

変
質
が
み
ら
れ
る
こ
と
､③
同
族
団
に
お
い
て
は
､

廟
所
を
め
ぐ
る
争
論
が
急
速
に
展
開
し
'
そ
れ
を

通
じ
て
同
族
墓
制
か
ら
村
落
墓
制

へ
の
展
開
の
可

能
性
が
切
り
開
か
れ
た
こ
と
､
な
ど
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
｡

第
三
章

｢古
河
藩
宝
暦

一
操
の
展
開
｣
で
は
､

宝
暦
九
年

(
一
七
五
九
)
に
古
河
藩
で
お
こ
っ
た

百
姓

1
校
の
経
過
を
跡
付
け
､

1
校
前
後
の
村
落

の
変
化
に
つ
い
て
､
正
徳
～
寛
延
期
に
お
け
る
農

民
闘
争
が
村
役
人
層
を
も

｢
百
姓
仲
間
｣
と
し
て

包
摂
す
る
惣
百
姓
結
合
を
強
化
す
る
性
格
を
も
っ

て
い
た
の
に
対
し
て
､
宝
暦

一
操
の
成
功
後
は
､

村
役
人
屑
と
小
前
屈
と
の
対
立
が
激
化
し
て
い

き
'
村
を
こ
え
た
規
模
で
検
見
入
用
な
ど
の
諸
掛

り

･
村
入
用
の
監
査
体
制
の
組
織
化
が
は
か
ら
れ

た
､
と
し
て
い
る
C

絵
じ
て
､
本
書
は
､
Ⅰ
の
第

一
二
二
章
の
よ
う

な
全
国
的
に
事
例
を
博
捜
し
て
の
立
論
と
､
そ
の

他
の
諸
章
の
よ
う
な
北
関
東
を
中
.心
と
し
た
丹
念

な
地
域
研
究
と
が
う
ま
-
結
合
し
て
お
り
､
土
地

意
識
､
不
正
観
念
､
頼
み
証
文
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
社
会
結
合
の
あ
り
方
な
ど
､
近
世
の
百
姓
的
世

界
を
考
え
る
上
で
核
と
な
る
問
題
に
つ
い
て
の
重

要
な
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
本
書
が
広
-
読
ま

れ
､
そ
れ
を
通
じ
て
近
世
村
落
史
研
究
が
さ
ら
に

発
展
す
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
｡

(わ
た
な
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