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『

中

世

荘

園

に

お

け

る

収

取

秩

序

と

景

観

に

関

す

る

研

究

』

概

要

髙

橋

傑

本

論

文

の

目

的

は

、

二

〇

〇

〇

年

代

以

降

進

展

し

て

き

た

い

わ

ゆ

る

室

町

期

荘

園

制

論

の

成

果

を

受

(1)

け

て

、

そ

れ

を

個

別

具

体

的

事

例

で

検

証

し

、

再

確

認

す

る

こ

と

で

あ

る

。

中

世

後

期

に

固

有

の

荘

園

制

が

成

り

立

っ

て

い

た

こ

と

は

、

室

町

期

荘

園

制

論

の

深

化

に

よ

っ

て

様

々

な

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

き

た

。

そ

こ

で

は

、

荘

園

領

主

が

幕

府

の

下

で

一

国

の

秩

序

を

維

持

す

る

守

護

に

依

存

し

つ

つ

、

荘

園

の

収

取

を

維

持

す

る

と

い

う

あ

り

方

、

ま

た

一

円

領

の

形

成

に

よ

っ

て

単

一

の

領

主

が

代

官

を

介

し

て

直

接

的

に

荘

園

現

地

と

向

き

合

う

あ

り

方

な

ど

が

解

明

さ

れ

て

い

る

。
(2)

し

か

し

な

が

ら

、

近

年

の

研

究

に

や

や

欠

け

て

い

る

の

は

、

永

原

慶

二

が

言

う

と

こ

ろ

の

、

支

配

層

の

所

領

・

土

地

財

産

と

し

て

の

荘

園

と

い

う

視

点

で

あ

る

。

こ

の

視

点

か

ら

荘

園

制

を

考

え

る

こ

と

は

、

(3)

在

地

と

荘

園

領

主

と

を

結

び

つ

け

る

様

々

な

回

路

を

解

明

す

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

結

果

、

荘

園

の

国

家

的

な

側

面

と

、

生

活

の

場

と

し

て

の

側

面

を

相

対

的

に

捉

え

る

こ

と

も

可

能

と

な

ろ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

回

路

の

解

明

に

あ

た

っ

て

重

要

な

示

唆

を

与

え

て

く

れ

る

と

考

え

ら

れ

る

の

が

検

注

論

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

検

注

論

は

荘

園

領

主

と

在

地

間

の

収

取

秩

序

に

お

け

る

、

合

意

形

成

の

プ

ロ

セ

(4)

ス

を

明

ら

か

に

し

て

き

た

か

ら

で

あ

る

。

も

う

一

つ

、

景

観

復

原

研

究

の

視

点

も

必

要

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

在

地

領

主

の

あ

り

方

が

、

荘

園

(5)

経

営

の

あ

り

方

に

直

結

す

る

の

が

中

世

後

期

荘

園

制

だ

か

ら

で

あ

る

。

本

論

文

で

は

主

に

支

配

層

の

所

領

・

土

地

財

産

と

し

て

の

荘

園

と

い

う

視

点

か

ら

、

中

世

後

期

荘

園

制

論

を

論

じ

る

こ

と

を

目

指

し

た

。

そ

の

際

、

検

注

論

研

究

に

学

び

な

が

ら

、

景

観

復

原

研

究

と

合

わ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

よ

り

具

体

的

な

荘

園

制

像

を

提

示

す

る

こ

と

に

努

め

た

。

第

一

部

「

収

取

秩

序

の

形

成

」

で

論

じ

た

こ

と

は

、

大

き

な

枠

組

み

で

い

う

と

、

荘

園

領

主

に

と

っ

て

の

荘

園

と

は

ど

の

よ

う

な

存

在

で

あ

っ

た

か

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

第

一

章

「

地

頭

請

所

と

下

地

中

分

―

荘

園

経

営

の

一

側

面

―

」

で

は

、

寺

社

本

所

一

円

領

・

武

家

領

体

制

の

前

提

と

も

い

え

る

、

地

頭

請

と

下

地

中

分

に

つ

い

て

論

じ

た

。

そ

の

結

果

、

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

地

頭

請

所

は

、

一

三

世

紀

前

半

、

寛

喜

の

飢

饉

を

き

っ

か

け

と

し

て

地

頭

が

荘

園

経

営

力

が

期

待

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

結

果

増

加

し

た

。
そ

れ

は

、
幕

府

が

こ

れ

ら

の

私

契

約

請

所

を

後

押

し

た

た

め

で

あ

り

、

荘

園

領

主

も

地

頭

の

荘

園

経

営

能

力

に

依

存

す

る

選

択

を

採

る

こ

と

が

多

く

な

っ

た

た

め

で

あ

っ

た

。

他

方

、

下

地

中

分

に

つ

い

て

は

、

承

久

の

乱

を

経

た

一

三

世

紀

前

半

頃

か

ら

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

り

、
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一

三

世

紀

後

半

、

蒙

古

襲

来

後

に

幕

府

が

政

策

的

に

下

地

中

分

を

後

押

し

す

る

よ

う

に

な

る

と

、

一

二

八

〇

年

代

か

ら

事

例

が

増

え

た

。

そ

し

て

、

下

地

中

分

は

、

現

地

に

お

い

て

地

頭

の

荘

園

の

経

営

が

う

ま

く

い

か

な

い

場

合

に

、

競

合

相

手

で

あ

る

預

所

、

公

文

、

郷

司

な

ど

の

荘

官

が

勢

力

を

盛

り

返

し

、

荘

園

領

主

が

そ

れ

ら

荘

官

の

経

営

に

か

け

て

み

よ

う

と

思

う

状

況

が

生

ま

れ

た

際

に

行

わ

れ

た

。

し

か

し

、

紛

争

解

決

の

手

段

が

下

地

中

分

に

一

本

化

さ

れ

ず

、

鎌

倉

後

期

に

お

い

て

も

地

頭

の

他

に

現

地

経

営

の

担

い

手

が

見

つ

か

ら

な

か

っ

た

と

き

に

は

、

請

所

契

約

が

結

ば

れ

た

。

荘

園

領

主

は

な

る

べ

く

な

ら

現

地

経

営

に

係

わ

り

た

く

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

下

地

中

分

の

場

合

も

同

様

で

あ

っ

た

。

荘

園

領

主

が

下

地

の

分

け

方

に

は

関

心

が

な

い

た

め

、

実

際

の

分

け

方

は

荘

園

現

地

に

勢

力

を

持

ち

、

所

務

を

行

い

う

る

人

々

（

預

所

・

公

文

な

ど

）

に

よ

っ

て

決

め

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

そ

の

た

め

、

下

地

は

在

地

の

人

間

の

利

害

関

係

で

中

分

さ

れ

る

こ

と

が

基

本

と

な

っ

た

。

請

所

と

下

地

中

分

は

、

年

貢

収

取

に

お

け

る

問

題

解

決

策

と

し

て

一

三

世

紀

後

半

か

ら

パ

ラ

レ

ル

に

存

在

し

、

荘

園

領

主

は

い

ず

れ

の

解

決

策

を

と

っ

た

と

し

て

も

、

基

本

的

に

は

在

地

の

地

頭

・

荘

官

と

協

調

す

る

こ

と

で

、

年

貢

収

取

を

確

実

に

す

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る

。

第

二

章

「

中

世

荘

園

に

お

け

る

接

待

と

検

注

―

永

享

二

年

の

粉

河

寺

領

検

注

を

例

に

―

」

で

は

、

検

注

使

下

向

の

実

態

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

富

沢

氏

以

来

の

検

注

論

を

受

け

て

、

中

世

後

期

に

お

い

て

多

様

化

す

る

検

注

に

つ

い

て

、

荘

園

領

主

側

・

在

地

側

に

と

っ

て

の

意

味

に

つ

い

て

論

じ

た

。

そ

の

結

果

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

応

永

期

の

粉

河

寺

領

で

は

、

検

注

使

は

、

検

注

を

行

う

に

あ

た

っ

て

複

数

回

下

向

し

、

接

待

を

受

け

た

り

事

前

折

衝

や

事

後

処

理

に

も

あ

た

っ

た

。

検

注

使

は

た

だ

一

度

の

下

向

で

検

注

を

行

い

得

る

わ

け

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

ま

た

、

そ

こ

で

必

要

な

接

待

を

含

む

経

費

の

負

担

に

関

し

て

は

、

領

主

側

と

在

地

側

で

の

せ

め

ぎ

合

い

が

存

在

し

て

い

た

。

個

別

村

落

に

お

い

て

は

、

検

注

当

初

、

実

測

を

終

え

た

後

、

さ

ら

に

日

を

改

め

て

と

、

都

合

三

回

、

検

注

使

に

対

し

て

接

待

が

行

わ

れ

て

い

た

。

し

か

し

、

そ

れ

は

連

日

で

は

な

く

、

村

落

に

お

い

て

も

接

待

の

メ

リ

ハ

リ

が

付

け

ら

れ

て

い

た

。

ま

た

、

検

注

最

初

の

文

書

開

、

実

測

作

業

、

実

測

終

了

後

の

検

注

帳

写

し

な

ど

と

い

っ

た

事

務

的

な

作

業

・

手

続

き

が

行

わ

れ

、

そ

の

後

の

接

待

と

い

う

場

に

お

い

て

、

検

注

使

・

村

落

の

有

力

者

双

方

立

ち

会

い

の

上

で

、

新

た

な

収

取

秩

序

の

確

認

が

行

わ

れ

て

い

た

。

さ

ら

に

、

中

世

後

期

検

注

の

一

つ

の

契

機

と

し

て

、

村

落

景

観

の

変

容

の

把

握

、

と

い

う

事

例

を

検

出

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

応

永

期

の

東

村

で

は

、

流

通

に

積

極

的

に

関

わ

っ

て

い

く

た

め

の

村

落

景

観

の

変

容

、

村

落

内

部

の

構

造

の

変

化

が

起

こ

っ

て

い

た

。

そ

の

た

め

、

領

主

・

村

落

双

方

に

検

注

を

行

い

、

屋

伏

を

確

認

し

て

新

た

な

権

利

関

係

を

確

認

す

る

必

要

性

が

存

在

し

て

い

た

の

で

あ

る

。
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第

三

章

「

周

防

国

美

和

荘

兼

行

方

の

年

貢

収

取

に

つ

い

て

」

で

は

、

荘

園

領

主

の

収

納

維

持

努

力

に

関

し

て

、

幕

府

や

守

護

が

ど

の

よ

う

に

関

わ

る

の

か

、

実

際

の

収

取

に

あ

た

っ

て

、

荘

園

の

立

地

が

ど

う

関

わ

っ

て

く

る

の

か

を

論

じ

た

。

そ

の

結

果

、

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

応

永

の

末

年

頃

に

い

た

り

、

東

寺

は

現

地

代

官

に

よ

る

年

貢

銭

京

上

拒

否

と

い

っ

た

新

た

な

事

態

に

直

面

し

た

。

そ

の

現

地

代

官

は

守

護

の

有

力

被

官

で

あ

り

、

東

寺

に

対

し

て

年

貢

銭

請

取

の

た

め

に

兵

庫

ま

で

人

を

派

遣

し

て

く

る

こ

と

を

要

求

し

た

。

こ

の

背

景

に

は

、

東

大

寺

領

周

防

国

衙

領

の

年

貢

収

納

の

あ

り

方

が

あ

っ

た

。

東

大

寺

は

兵

庫

で

年

貢

請

取

を

行

っ

た

後

、

自

ら

の

組

織

で

奈

良

ま

で

運

び

、

さ

ら

に

守

護

大

内

氏

の

被

官

達

も

、
兵

庫

で

請

取

を

行

っ

た

年

貢

を

京

都

ま

で

自

ら

が

輸

送

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

東

寺

か

ら

み

れ

ば

突

然

の

申

し

出

で

あ

っ

た

が

、

周

防

と

い

う

地

域

か

ら

見

れ

ば

、

兵

庫

に

お

け

る

年

貢

の

引

き

渡

し

は

あ

り

得

る

選

択

肢

の

一

つ

で

あ

っ

た

。

東

寺

は

寺

内

で

も

年

貢

収

取

に

長

け

た

人

物

を

も

っ

て

、
兵

庫

に

お

け

る

年

貢

銭

の

請

取

に

対

応

し

た

。

以

後

、

東

寺

は

大

内

氏

に

働

き

か

け

る

こ

と

は

も

ち

ろ

ん

、

京

都

と

い

う

地

の

利

を

生

か

し

て

他

の

荘

園

領

主

に

協

力

を

求

め

な

が

ら

、

様

々

な

ア

プ

ロ

ー

チ

で

荘

園

維

持

の

努

力

を

行

っ

て

い

っ

た

。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

東

寺

の

努

力

は

、

明

応

年

間

ま

で

続

い

た

の

で

あ

る

。

付

論

一

「

東

寺

領

弓

削

島

荘

の

終

焉

―

永

尊

快

照

の

活

動

と

伊

予

―

」

で

は

、

荘

園

領

主

の

荘

園

維

持

に

つ

い

て

、
い

か

な

る

要

因

が

成

否

を

わ

け

る

の

か

論

じ

た

。
そ

の

結

果

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

長

禄

～

寛

正

年

間

の

東

寺

僧

杲

慶

・

快

照

の

活

動

の

活

発

化

は

、

京

都

・

伊

予

の

政

治

情

勢

と

密

接

に

関

わ

る

も

の

で

あ

り

、

寺

僧

が

構

築

し

た

幕

府

の

有

力

者

、

現

地

の

守

護

と

の

つ

な

が

り

に

よ

っ

て

、

室

町

期

の

東

寺

は

伊

予

国

の

荘

園

の

維

持

を

図

っ

て

い

た

。

付

論

二

「

米

納

・

未

納

・

来

納

」

で

は

、
「

米

」
「

未

」
「

来

」

と

読

む

か

に

よ

っ

て

、

帳

簿

の

意

味

合

い

が

変

わ

っ

て

く

る

こ

と

を

論

じ

た

。

第

二

部

「

在

地

に

お

け

る

帳

簿

の

作

成

と

保

管

」

で

は

、

荘

園

現

地

に

と

っ

て

荘

園

は

い

か

な

る

存

在

で

あ

っ

た

か

、

と

い

う

点

を

論

じ

た

。

第

四

章

「

鎌

倉

期

公

文

の

文

書

管

理

に

つ

い

て

―

弓

削

島

荘

を

中

心

に

―

」

で

は

、

文

字

通

り

文

書

を

扱

う

と

い

う

職

掌

を

持

っ

た

荘

官

で

あ

る

公

文

が

、

実

際

ど

の

よ

う

に

文

書

管

理

に

関

わ

り

、

在

地

に

お

い

て

ど

の

よ

う

な

役

割

を

果

た

し

て

い

た

の

か

を

論

じ

た

。
そ

の

結

果

、
以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

鎌

倉

期

、

文

書

管

理

に

携

わ

る

公

文

は

、

在

地

に

お

い

て

独

自

の

地

位

を

築

い

て

い

る

事

例

が

多

か

っ

た

。

公

文

は

荘

園

領

主

や

預

所

よ

り

も

多

く

の

、

そ

れ

も

最

新

の

情

報

を

持

っ

て

い

た

。

そ

れ

ゆ

え

に

、

荘

園

領

主

や

預

所

か

ら

は

収

取

情

報

の

保

持

者

と

し

て

重

要

視

さ

れ

て

い

た

。

こ

の

よ

う

に

荘

園

領

主

側

に

重

宝

さ

れ

る

一

方

で

、

在

地

の

人

々

も

公

文

の

持

つ

情

報

に

は

信

頼

を

置
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い

て

い

た

。

そ

れ

は

、

様

々

な

権

利

関

係

の

異

動

情

報

を

集

積

し

て

い

く

う

ち

に

、

結

果

的

に

在

地

の

人

々

の

権

利

の

保

障

を

も

行

う

よ

う

に

な

っ

て

い

っ

た

か

ら

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

さ

ら

に

、
文

書

に

精

通

し

た

公

文

は

、
在

地

に

お

け

る

文

書

上

の

理

非

の

判

断

に

深

く

関

わ

っ

て

い

た

。

文

書

の

故

実

に

通

じ

た

存

在

と

し

て

、

重

き

を

な

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

第

五

章

「

鎌

倉

時

代

の

内

検

と

損

免

要

求

―

安

芸

国

新

勅

旨

田

を

中

心

に

―

」

で

は

、

内

検

帳

の

記

載

に

着

目

し

、

内

検

帳

が

作

成

さ

れ

る

過

程

で

何

が

起

こ

っ

て

い

た

の

か

を

検

討

す

る

と

と

も

に

、

内

検

に

至

っ

た

背

景

に

つ

い

て

も

考

慮

し

、

荘

園

に

お

け

る

内

検

の

位

置

づ

け

に

つ

い

て

論

じ

た

。

そ

の

結

果

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

安

芸

国

新

勅

旨

田

の

内

検

帳

の

損

田

記

載

は

、

小

規

模

な

耕

地

面

積

が

「

又

」

と

い

う

字

を

使

っ

て

書

き

連

ね

ら

れ

て

お

り

、

そ

れ

は

あ

と

少

し

、

も

う

少

し

と

在

地

側

が

損

田

を

獲

得

し

て

い

く

運

動

の

現

れ

だ

っ

た

。

そ

し

て

、

在

地

側

は

慢

性

的

に

損

田

が

多

い

状

況

に

お

い

て

な

お

、

雑

掌

の

度

重

な

る

交

代

と

い

う

と

い

う

領

主

側

の

政

治

的

な

混

乱

に

つ

け

込

ん

で

多

く

の

損

免

を

獲

得

し

た

。

内

検

は

、

単

に

自

然

災

害

に

よ

る

損

害

の

認

定

に

と

ど

ま

ら

ず

、

領

主

と

在

地

側

の

せ

め

ぎ

合

い

の

場

で

あ

っ

た

。

第

六

章

「

惣

村

文

書

の

料

紙

に

つ

い

て

―

王

子

神

社

文

書

を

例

に

―

」

で

は

、

紙

が

潤

沢

に

あ

る

と

は

考

え

ら

れ

な

い

惣

村

に

お

い

て

、

人

々

が

ど

の

よ

う

な

意

識

で

紙

の

質

を

使

い

分

け

た

の

か

、

背

景

に

あ

る

村

の

お

け

る

文

書

に

対

す

る

意

識

に

つ

い

て

論

じ

た

。

そ

の

結

果

、

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

料

紙

の

厚

さ

は

、
差

出

が

ど

の

よ

う

な

階

層

の

者

で

あ

る

か

に

よ

っ

て

差

が

出

て

く

る

傾

向

に

あ

っ

た

。

僧

が

差

出

と

な

っ

て

い

る

文

書

は

厚

い

料

紙

を

使

用

し

、

村

人

が

差

出

に

な

っ

て

い

る

文

書

は

そ

れ

よ

り

も

薄

い

傾

向

に

あ

っ

た

。

し

か

し

な

が

ら

、

た

と

え

一

般

の

村

人

で

あ

っ

て

も

寄

進

状

を

作

成

す

る

際

に

は

、

厚

い

料

紙

を

使

用

す

る

傾

向

が

あ

っ

た

。

ま

た

、

村

と

し

て

作

成

さ

れ

た

様

々

な

帳

簿

は

、

そ

れ

が

単

に

手

控

え

的

な

帳

簿

で

あ

る

か

、

そ

れ

と

も

永

続

的

な

効

力

を

期

待

で

き

る

帳

簿

で

あ

る

か

に

よ

っ

て

、

料

紙

が

使

い

分

け

ら

れ

て

い

た

。

惣

村

の

運

営

上

、

後

々

の

紛

争

を

未

然

に

防

ぐ

も

の

、

あ

る

い

は

紛

争

と

な

っ

た

と

き

の

有

力

な

証

拠

文

書

と

し

て

重

要

な

も

の

に

は

、

厚

い

料

紙

が

使

用

さ

れ

て

い

た

。

付

論

三

「

文

永

期

の

新

見

荘

検

注

関

連

帳

簿

に

つ

い

て

」

で

は

、

大

量

に

残

さ

れ

た

文

永

期

の

新

見

荘

検

注

関

連

帳

簿

の

性

格

に

つ

い

て

論

じ

、

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

文

永

八

年

の

検

注

は

、

地

頭

方

か

ら

承

認

を

得

ら

れ

な

か

っ

た

た

め

、

下

地

中

分

前

の

収

取

体

制

を

確

定

す

る

も

の

と

は

な

ら

な

か

っ

た

が

、

れ

っ

き

と

し

た

領

家

方

に

よ

る

正

検

注

で

あ

り

、

文

永

一

〇

年

の

下

地

中

分

の

際

に

は

そ

の

取

帳

が

利

用

さ

れ

た

。

そ

し

て

、

領

家

方

に

お

い

て

は

、

鎌

倉

期

を

通

じ

て

の

収

取

体

制

を

確

定

す

る

も

の

で

あ

っ

た

。
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そ

し

て

、

文

永

八

年

検

注

の

確

定

を

拒

否

し

た

地

頭

に

対

し

て

、

領

家

方

は

地

頭

の

開

発

に

よ

っ

て

開

か

れ

、

元

来

地

頭

が

強

い

支

配

を

行

っ

て

い

た

で

あ

ろ

う

新

田

を

中

心

と

し

た

下

地

を

切

り

出

し

、

文

永

一

〇

年

に

下

地

中

分

を

行

う

こ

と

と

な

っ

た

。

図

ら

ず

も

、

文

永

八

年

の

検

注

は

、

領

家

と

地

頭

に

下

地

中

分

と

い

う

解

決

策

を

選

択

さ

せ

る

こ

と

と

な

っ

た

。

付

論

四

「

鞆

淵

荘

公

文

林

氏

に

つ

い

て

」

で

は

、

中

近

世

移

行

期

に

あ

え

て

公

文

と

名

乗

る

こ

と

の

背

景

に

つ

い

て

論

じ

、

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

林

氏

は

、

天

正

年

間

の

高

野

山

の

軍

事

的

危

機

に

貢

献

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

荘

内

に

勢

力

を

持

っ

た

。

そ

し

て

、

そ

の

勢

力

の

基

盤

は

、

中

世

の

公

文

の

権

益

を

継

承

し

つ

つ

、

有

力

者

が

お

ら

ず

地

理

的

条

件

に

も

恵

ま

れ

た

妙

法

寺

村

地

域

に

進

出

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

も

た

ら

さ

れ

、

結

果

新

た

に

林

村

を

形

成

す

る

ま

で

に

な

っ

た

。

し

か

し

、

十

分

な

勢

力

を

確

保

し

て

も

な

お

、

公

文

を

名

乗

る

こ

と

に

固

執

し

、

結

果

と

し

て

在

地

と

の

摩

擦

を

引

き

起

こ

し

な

が

ら

も

こ

れ

を

達

成

し

た

。

第

三

部

「

検

注

帳

と

景

観

復

原

」

で

は

、

荘

園

の

景

観

復

原

に

つ

い

て

論

じ

た

。

第

七

章

「

新

見

荘

の

下

地

中

分

と

空

間

構

成

に

つ

い

て

」

で

は

、

第

一

章

で

も

論

じ

た

下

地

中

分

に

お

け

る

中

分

線

を

復

原

し

た

上

で

、

現

地

に

お

け

る

領

家

方

・

地

頭

方

の

存

在

形

態

に

つ

い

て

論

じ

た

。

そ

の

結

果

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

正

中

検

注

帳

に

よ

っ

て

確

定

さ

れ

た

地

頭

方

・

領

家

方

の

領

域

に

は

一

定

の

ま

と

ま

り

が

あ

り

、

複

雑

な

入

り

組

み

地

は

存

在

し

な

か

っ

た

。

文

永

年

間

の

下

地

中

分

は

一

部

に

坪

分

け

中

分

的

な

要

素

を

残

し

た

可

能

性

が

あ

る

が

、

正

中

年

間

に

行

わ

れ

た

中

分

で

は

、

鎌

倉

後

期

の

地

頭

三

善

氏

と

そ

の

在

地

勢

力

の

伸

張

に

よ

っ

て

、

よ

り

一

円

的

な

分

け

直

し

中

分

が

行

わ

れ

た

。

し

か

し

一

方

で

領

家

方

の

収

取

秩

序

は

文

永

年

間

か

ら

変

わ

っ

て

い

な

い

。

領

家

に

と

っ

て

の

正

中

の

分

け

直

し

中

分

は

、

所

当

の

収

益

に

は

手

を

付

け

ず

、

一

円

的

な

領

域

を

構

成

す

る

こ

と

に

重

点

が

お

か

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

、

そ

の

結

果

複

雑

な

入

り

組

み

地

は

解

消

さ

れ

た

が

、

荘

園

を

単

純

に

二

分

割

す

る

よ

う

な

惣

荘

一

円

中

分

が

実

現

で

き

な

か

っ

た

と

こ

ろ

に

、

地

頭

方

の

在

地

勢

力

の

限

界

と

、

領

家

方

の

在

地

に

対

す

る

一

定

の

影

響

力

を

見

て

取

れ

た

。

そ

し

て

そ

の

背

景

に

は

、

第

一

章

で

み

た

よ

う

な

在

地

領

主

と

荘

園

領

主

の

関

係

が

存

在

し

て

い

た

。

第

八

章

「

大

井

荘

東

北

部

に

お

け

る

地

籍

図

上

の

景

観

に

つ

い

て

」

で

は

、

都

市

化

が

進

ん

だ

大

井

荘

地

域

に

お

い

て

、

近

代

の

各

種

絵

図

・

地

図

や

オ

ン

ラ

イ

ン

上

の

地

図

・

航

空

写

真

を

利

用

し

て

、

ど

の

よ

う

な

景

観

復

原

が

可

能

な

の

か

を

論

じ

た

。

そ

の

結

果

、

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

近

世

～

現

代

に

至

る

ま

で

、

三

塚

周

辺

の

耕

地

は

ほ

と

ん

ど

が

水

田

で

あ

る

が

、

中

世

の

水

田

は

近

世

以

降

堀

田

と

な

っ

た

よ

う

な

場

所

を

中

心

に

展

開

し

、

中

世

の

畑

は

近

世

以

降

等

級

の

高

い

水

田

と

な

っ
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た

場

所

に

存

在

し

て

い

た

。

そ

し

て

、

等

級

で

い

え

ば

そ

の

中

間

あ

た

り

の

水

田

と

な

っ

た

場

所

に

、

人

々

の

生

活

の

場

が

あ

っ

た

。

大

井

荘

と

い

え

ば

、

絹

を

東

大

寺

に

納

め

て

い

た

荘

園

と

し

て

著

名

で

あ

る

が

、

そ

れ

を

支

え

た

の

は

畑

地

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

意

味

で

、

三

塚

周

辺

の

事

例

は

、

中

世

大

井

荘

の

景

観

を

探

る

上

で

重

要

な

事

例

で

あ

っ

た

。

第

九

章

「

弓

削

島

に

お

け

る

景

観

と

生

業

の

変

遷

」

で

は

、

塩

の

荘

園

の

イ

メ

ー

ジ

が

強

い

弓

削

島

に

関

し

て

、

中

世

の

検

注

帳

、

近

世

の

検

地

帳

を

合

わ

せ

て

検

討

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

ど

の

よ

う

な

景

観

や

生

業

の

歴

史

が

あ

っ

た

の

か

を

論

じ

た

。

そ

の

結

果

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

弓

削

島

最

大

の

水

田

で

あ

る

小

川

の

水

田

は

、

鎌

倉

期

に

そ

の

成

立

が

認

め

ら

れ

る

一

方

、

地

頭

の

拠

点

と

考

え

ら

れ

る

上

弓

削

の

大

櫛

田

は

、

近

世

の

元

禄

期

以

降

に

開

発

が

進

ん

で

い

た

。

ま

た

、

塩

業

に

関

し

て

は

、

寛

永

期

に

す

で

に

衰

退

が

み

ら

れ

、

元

禄

期

に

は

ほ

と

ん

ど

行

わ

れ

な

く

な

り

、

そ

し

て

寛

延

年

間

ま

で

に

は

、

ほ

と

ん

ど

の

塩

浜

が

宅

地

や

畑

に

変

貌

し

て

い

た

。

第

一

〇

章

「

上

野

国

新

田

荘

の

水

田

景

観

と

新

田

氏

」

で

は

、

近

代

の

絵

図

や

地

図

を

Ｇ

Ｉ

Ｓ

上

で

処

理

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

新

田

一

族

の

水

田

開

発

や

所

領

分

割

に

つ

い

て

、

新

た

な

視

覚

か

ら

捉

え

直

し

た

。

そ

の

結

果

、

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

扇

端

湧

水

群

は

、

条

里

制

水

田

や

谷

戸

田

と

並

ん

で

、

平

安

期

に

お

け

る

水

田

開

発

の

中

心

地

で

あ

っ

た

が

、

現

状

湿

田

で

は

な

い

水

田

の

多

く

は

、

平

安

期

に

は

水

田

化

し

て

い

な

か

っ

た

。

湧

水

は

、

そ

の

周

辺

の

わ

ず

か

な

エ

リ

ア

し

か

灌

漑

で

き

な

か

っ

た

。

湿

田

で

な

い

水

田

の

開

発

に

は

新

田

堀

用

水

の

開

削

が

必

要

で

あ

っ

た

。

新

田

堀

用

水

の

構

想

が

新

田

義

重

の

段

階

か

ら

あ

っ

た

か

ど

う

か

定

か

で

は

な

い

が

、
岩

松

氏

と

本

宗

家

の

連

携

の

中

で

、
鎌

倉

中

期

に

は

開

削

さ

れ

た

。
と

こ

ろ

が

、
通

水

後

の

本

宗

家

、

岩

松

家

の

そ

れ

ぞ

れ

の

水

田

開

発

が

、

そ

の

連

携

を

難

し

い

も

の

と

し

た

。

そ

の

結

果

、

鎌

倉

末

期

に

は

相

論

も

起

こ

っ

て

い

る

。

他

方

、
義

重

の

私

領

で

あ

っ

た
「

こ

か

ん

の

郷

々

」
に

つ

い

て

は

、
世

良

田

義

季

と

開

発

を

進

め

た

が

、

構

想

し

た

旧

利

根

川

か

ら

の

女

堀

の

開

削

が

未

完

に

終

わ

っ

た

こ

と

で

こ

の

地

域

の

用

水

状

況

は

改

善

せ

ず

、

湿

田

中

心

の

水

田

開

発

が

進

め

ら

れ

て

い

く

こ

と

に

な

っ

た

。

し

か

し

な

が

ら

、
「

こ

か

ん

の

郷

々

」

地

域

は

、

都

市

と

し

て

の

世

良

田

の

発

展

と

共

に

鎌

倉

後

期

に

は

一

族

内

で

注

目

を

集

め

、

義

貞

は

こ

こ

を

拠

点

に

選

ん

で

鎌

倉

幕

府

の

倒

幕

を

決

意

し

、

か

つ

て

の

本

宗

家

の

拠

点

で

あ

っ

た

市

野

井

の

生

品

神

社

で

挙

兵

に

踏

み

切

っ

た

の

で

あ

る

。

終

章

で

は

、

こ

れ

ま

で

の

議

論

を

総

括

し

た

上

で

、

本

論

文

の

成

果

と

こ

れ

ま

で

の

中

世

後

期

荘

園

制

論

と

の

関

係

に

つ

い

て

論

じ

た

。

そ

の

結

果

以

下

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

荘

園

領

主

は

荘

園

経

営

を

円

滑

に

行

う

た

め

に

、

様

々

な

回

路

を

用

い

て

、

方

々

と

関

係

を

取

り

結

ん



本

論

文

に

お

い

て

は

、

室

町

期

荘

園

制

の

淵

源

は

鎌

倉

後

期

に

遡

る

と

い

う

立

場

を

と

る

た

め

、

中

世

後

期

(1)荘

園

制

論

と

呼

称

す

る

。

『

室

町

期

荘

園

制

の

研

究

』
（

国

立

歴

史

民

俗

博

物

館

研

究

報

告

第

一

〇

四

集

、

二

〇

〇

三

年

）
、

高

橋

一

(2)樹

「

鎌

倉

後

期

～

南

北

朝

期

に

お

け

る

本

家

職

の

成

立

」
（

初

出

二

〇

〇

三

年

、

同

『

中

世

荘

園

と

鎌

倉

幕

府

』

塙

書

房

、

二

〇

〇

四

年

）
、

清

水

克

行

「

荘

園

制

と

室

町

社

会

」
（
『

歴

史

学

研

究

』

七

九

四

、

二

〇

〇

四

年

）
、

小

川

弘

和

「

一

四

世

紀

の

地

域

社

会

と

荘

園

制

」
（
『

歴

史

学

研

究

』

七

九

四

、

二

〇

〇

五

年

）
、

岡

野

友

彦

「
「

応

永

の

検

注

帳

」

と

中

世

後

期

荘

園

制

」
（
『

歴

史

学

研

究

』

八

〇

七

、

二

〇

〇

五

年

）
、

伊

藤

俊

一

『

室

町

期

荘

園

制

の

研

究

』
（

塙

書

房

、

二

〇

一

〇

年

）
。

永

原

慶

二

『

荘

園

』
（

吉

川

弘

文

館

、

一

九

九

八

年

）
。

(3)
代

表

的

な

研

究

と

し

て

は

、

富

沢

清

人

『

中

世

荘

園

と

検

注

』
（

吉

川

弘

文

館

、

一

九

九

六

年

）
、

山

本

隆

(4)志

「

中

世

検

注

の

意

義

」
（

初

出

一

九

八

一

年

、

の

ち

改

題

改

稿

し

同

著

『

荘

園

制

の

展

開

と

地

域

社

会

』

刀

水

書

房

一

九

九

四

年

）

な

ど

が

あ

げ

ら

れ

よ

う

。

代

表

的

な

研

究

と

し

て

は

、

海

老

澤

衷

『

荘

園

公

領

制

と

中

世

村

落

』
（

校

倉

書

房

、

二

〇

〇

〇

年

）
、

服

(5)部

英

雄

『

景

観

に

さ

ぐ

る

中

世

』
（

新

人

物

往

来

社

、

一

九

九

五

年

）
、

水

野

章

二

『

日

本

中

世

の

村

落

と

荘

園

制

』
（

校

倉

書

房

、

二

〇

〇

〇

年

）
、

高

木

徳

郎

『

日

本

中

世

地

域

環

境

史

の

研

究

』
（

校

倉

書

房

、

二

〇

〇

八

年

）

な

ど

が

あ

げ

ら

れ

よ

う

。
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だ

。

第

一

章

・

第

七

章

で

は

、

地

頭

な

ど

の

在

地

領

主

と

、

第

二

章

で

は

村

落

と

、

第

三

章

で

は

守

護

や

守

護

被

官

、

さ

ら

に

は

五

山

僧

な

ど

と

、

第

四

章

で

は

在

地

の

公

文

と

、

第

五

章

で

は

在

地

の

雑

掌

と

、

そ

れ

ぞ

れ

関

係

を

取

り

結

ぶ

こ

と

に

よ

っ

て

、

荘

園

経

営

が

図

ら

れ

た

。

そ

し

て

、

彼

ら

が

荘

園

領

主

と

関

係

を

取

り

結

ん

だ

の

は

、

彼

ら

の

側

で

も

荘

園

領

主

に

依

存

す

る

こ

と

で

自

己

の

立

場

が

保

持

で

き

る

か

ら

で

あ

っ

た

。

第

八

章

・

第

一

〇

章

で

明

ら

か

に

な

っ

た

在

地

に

お

け

る

開

発

行

為

が

、

荘

園

所

職

を

得

た

人

々

に

よ

っ

て

行

わ

れ

て

い

た

の

も

、

一

族

結

合

な

ど

と

は

違

っ

た

論

理

と

し

て

、

在

地

に

お

け

る

優

越

に

つ

な

が

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

考

え

る

と

、

中

世

後

期

荘

園

制

と

は

、

こ

の

よ

う

に

荘

園

領

主

が

幕

府

や

守

護

、

守

護

被

官

、

地

頭

、

他

寺

の

僧

侶

、

商

人

、

そ

し

て

村

落

な

ど

と

、

様

々

な

関

係

を

結

ば

ざ

る

を

得

な

く

な

り

、

彼

ら

の

と

の

間

に

相

互

依

存

的

な

人

的

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

が

形

成

さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

成

り

立

つ

体

制

な

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

そ

し

て

、

そ

の

体

制

は

荘

園

領

主

が

収

取

の

た

め

の

努

力

を

諦

め

た

と

き

、

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

に

連

な

る

人

々

が

荘

園

領

主

を

頼

ら

な

く

な

っ

た

時

に

終

わ

り

を

迎

え

る

の

で

あ

る

。


