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3

序 

章

本
書
は
、
中
世
の
村
落
文
書
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
村
落
文
書
と
は
、
村
落
が
作
成
し
保
管
し
た
文
書
群
を
さ
す
。

村
落
文
書
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
村
落
文
書
を
含
む
地ぢ

下げ

文
書
全
般
の
研
究
を
概
観
し
た
春
田
直
紀
氏
の
的
確
な
ま
と
め
が
あ

る（
１
）。と

い
っ
て
も
、
村
落
文
書
の
研
究
史
は
ま
だ
浅
い
。
し
た
が
っ
て
研
究
史
に
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
村
落
文
書
ま
た
は
地
下
文
書
そ
の

も
の
に
触
れ
て
み
て
、
次
第
に
学
び
を
深
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
ち
な
み
に
地
下
文
書
と
は
春
田
氏
の
造
語
で
、
村
落
の
み
な
ら
ず
、

地
下
社
会
（
在
地
社
会
）
で
作
成
・
保
管
さ
れ
て
き
た
文
書
群
全
体
を
指
す
。
具
体
的
に
は
、
村
落
文
書
以
外
に
、
小
領
主
（
土
豪
や
地

侍（
２
））

の
家
の
文
書
な
ど
が
地
下
文
書
に
含
ま
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
な
ぜ
村
落
文
書
を
研
究
す
る
の
か
、
そ
の
意
義
や
面
白
さ
に
つ
い
て
私
な
り
に
記
し
て
み
た
い
。

大
学
生
時
代
、
村
落
を
研
究
す
る
た
め
に
村
落
文
書
（
惣
村
文
書
）
を
読
み
始
め
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
村
落
文
書
と
は
、
村
落
研

究
の
た
め
の
基
礎
的
な
史
料
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
い
ろ
い
ろ
な
村
落
文
書
を
読
み
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
た
び
た
び
奇
妙
な
こ

と
に
出
会
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
奇
妙
な
こ
と
に
つ
い
て
記
す
前
に
、
中
世
の
村
落
文
書
に
類
似
す
る
近
世
の
地ぢ

方か
た

文
書
や
村む

ら
方か

た
文
書
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

近
世
の
地
方
文
書
・
村
方
文
書
（
以
下
、
一
括
し
て
地
方
文
書
と
呼
ぶ
）
と
は
、
近
世
の
村
落
集
団
や
村
役
人
が
作
成
し
保
管
し
て
き
た
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文
書
群
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
地
方
文
書
の
な
か
で
、
上
申
文
書
に
は
「
恐
れ
な
が
ら
申
し
上
げ
候
」
と
い
う
よ
う
な
定
型
的
な
文
言
を
持
つ
も
の
が
多
い
。

な
ぜ
同
じ
よ
う
な
文
言
が
多
く
の
村
落
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
中
世
史
の
研
究
者
と
し
て
は
疑
問
に
思
う
の
だ
が
、
近

世
村
落
の
研
究
者
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
ほ
と
ん
ど
研
究
課
題
に
し
な
い
。
近
世
地
方
文
書
は
無
限
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
数
多
く
残
存

し
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
古
文
書
学
的
な
研
究
を
す
る
手
間
暇
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
際
に
地
方
文
書
を
古
文
書
学
的
に

研
究
し
て
み
て
も
、
そ
の
膨
大
な
作
業
量
に
比
し
て
、
あ
ま
り
面
白
い
結
論
は
見
込
め
な
い
と
い
う
先
入
観
も
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
近
世
村
落
は
当
初
か
ら
幕
藩
体
制
の
文
書
行
政
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で

あ
る
。
村
役
人
に
は
あ
る
程
度
の
文
字
リ
テ
ラ
シ
ー
（
読
み
書
き
能
力
）
が
あ
っ
て
、
代
官
所
な
ど
支
配
末
端
組
織
と
村
役
人
と
の
間

で
は
、
文
書
に
よ
る
連
絡
・
指
導
・
報
告
が
日
常
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
定
型
化
し
た
文
書
作
成
上
の
決
ま
り
文
句
が
あ
り
（
こ

の
決
ま
り
文
句
を
中
世
史
研
究
者
は
「
様
式
」
と
呼
ん
で
い
る
）、
そ
の
決
ま
り
文
句
に
村
役
人
も
日
常
的
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
の
だ
ろ

う
。
だ
か
ら
地
方
文
書
の
様
式
な
ど
古
文
書
学
的
な
研
究
は
手
間
が
か
か
る
だ
け
で
面
白
く
な
い
か
ら
、
誰
も
や
ろ
う
と
は
し
な
い
。

そ
れ
が
実
情
だ
と
思
う
（
た
だ
本
気
で
研
究
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
秘
か
に
思
っ
て
い
る
）。

そ
れ
で
は
、
中
世
村
落
関
係
の
史
料
は
ど
う
か
。
中
世
で
も
文
書
行
政
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
範
囲
は
近
世
ほ
ど
徹
底
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
文
書
行
政
の
あ
り
方
に
も
自
力
救
済
主
義
が
貫
徹
さ
れ
て
い
て
、
受
益
者
が
権
利
関
係
の
文
書
を
根
回
し
し
な
い
と
実

効
力
を
持
た
な
い
と
い
う
世
界
な
の
だ
。
そ
の
権
利
と
は
ほ
と
ん
ど
が
領
地
関
係
の
権
利
で
あ
り
、
村
落
で
は
名

み
ょ
う

主し
ゅ

な
ど
上
層
農
民

ぐ
ら
い
が
そ
れ
に
関
係
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
下
の
大
多
数
の
民
衆
は
、
文
書
と
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
に
暮
ら
し
て
き
た
、
と
い
う

の
が
中
世
村
落
の
実
態
な
の
で
あ
る
。

多
く
の
村
落
民
衆
は
文
字
を
書
け
な
い
し
、
書
く
気
も
な
い
。
で
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
話
は
で
き
る
。
村
落
の
中
で
の
日
常
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
話
を
す
る
こ
と
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
こ
と
が
足
り
る
。
こ
れ
を
口
頭
伝
達
と
呼
ぶ
。
す
な
わ
ち
中
世
村
落
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は
本
来
、
文
字
を
必
要
と
し
な
い
口
頭
伝
達
の
社
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
領
主
と
領
地
と
の
間
で
は
文
書
に
よ
る
伝
達
、
文
書
に
よ
る
支
配
関
係
が
あ
り
、
そ
の
関
係
は
次
第
に
村

落
内
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。
村
人
で
も
、
文
書
を
読
め
な
け
れ
ば
、
文
書
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
不
利
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
時

代
が
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
村
の
権
益
を
維
持
す
る
た
め
、
村
落
上
層
民
は
自
ら
文
字
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
ぶ
か
、
文
字
リ
テ
ラ
シ
ー

を
持
っ
て
い
る
僧
侶
を
ス
カ
ウ
ト
し
て
村
の
文
書
を
作
成
し
保
管
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
れ
が
中
世
村
落
で
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
っ
た

き
っ
か
け
で
あ
ろ
う
。
村
落
文
書
の
誕
生
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
文
書
に
初う

心ぶ

な
中
世
村
落
で
あ
る
か
ら
、
領
主
間
の
取
り
決
め
で
あ
る
「
文
書
様
式
の
約
束
事
」
や
文
書
取
り
扱
い
の

「
常
識
」
に
は
な
か
な
か
馴
染
め
な
い
。
そ
れ
で
も
、
村
落
文
書
を
作
成
す
る
（
作
成
し
て
も
ら
う
）
に
あ
た
っ
て
は
、
領
主
が
作
成
し

て
い
る
立
派
な
文
書
の
言
葉
尻
（
様
式
）
を
少
し
で
も
取
り
入
れ
て
み
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
の
村
の
文
書
も
立
派
に

仕
立
て
た
い
し
、
村
人
に
も
そ
の
立
派
さ
を
認
識
さ
せ
た
い
。
そ
う
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
領
主
文
書
の
様
式
と
村
落
文
書
の
様
式
と
の
間
に
、
同
じ
様
式
（
文
言
）
で
あ
り
な
が
ら
、
齟
齬
も
生
じ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
同
じ
「
注
状
」（
じ
ょ
う
を
し
る
す
・
し
る
し
じ
ょ
う
）
と
い
う
文
言
に
も
、
領
主
文
書
と
村
落
文
書
と
の
間
で
微

妙
な
差
違
が
出
て
く
る
（
本
書
第
四
章
）。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
従
来
の
古
文
書
学
（
様
式
論
）
で
は
想
定
も
し
な
か
っ
た
奇
妙
な
こ

と
な
の
で
あ
る
。

中
世
村
落
文
書
研
究
の
面
白
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
口
頭
伝
達
社
会
の
村
人
が
文
字
に
よ
る
伝
達
に
接
触
し
て
い
く
過
程
の
痕
跡
が
い

く
つ
も
み
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
無
文
字
民
族
が
欧
米
の
宣
教
師
に
教
化
さ
れ
て
い
く
過
程
と
似
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

第
一
章
「
村
落
文
書
の
形
成
」
は
一
九
八
八
年
の
初
出
で
、
惣
村
文
書
（
村
落
文
書
）
の
形
成
を
荘
園
制
支
配
と
の
関
連
か
ら
考
察

し
た
。
荘
園
制
と
惣
村
の
関
連
と
い
う
の
は
今
か
ら
み
る
と
目
新
し
い
視
点
で
は
な
い
が
、
当
時
は
こ
う
し
た
作
業
か
ら
始
め
る
し
か
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な
か
っ
た
。
そ
し
て
本
論
文
に
対
す
る
学
界
か
ら
の
反
応
も
、
や
は
り
全
く
な
か
っ
た
。
伝
統
的
な
古
文
書
様
式
論
で
は
、
村
落
内
部

文
書
や
帳
簿
が
多
い
村
落
文
書
は
そ
も
そ
も
研
究
の
対
象
で
す
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

村
落
文
書
形
成
の
過
程
で
も
う
一
つ
問
題
に
な
る
の
は
、
文
字
を
何
に
書
く
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
文
書
は
紙
に
書
く
も
の
だ
と

お
考
え
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
。
紙
は
高
価
で
、
か
つ
流
通
量
も
限
定
的
。
特
に
村
落
民
衆
に
と
っ
て
紙
は
高
嶺
の
花
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
村
落
民
衆
が
何
か
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
ら
、
木
片
や
石
を
用
い
る
。
具
体
的
に
は
、
棟
札
な
ど
の
木
札
や
石
碑
（
板

碑
）
で
あ
る
。
こ
れ
も
現
在
の
常
識
か
ら
す
る
と
奇
妙
な
点
で
あ
ろ
う
。

小
領
主
の
家
文
書
な
ど
地
下
文
書
は
と
も
か
く
と
し
て
、
紙
ベ
ー
ス
の
村
落
文
書
の
残
存
は
近
畿
地
方
と
そ
の
周
辺
に
限
ら
れ
て
い

る
。
本
書
第
二
章
「
表
２―

2　

村
落
定
書
の
地
域
分
布
」
の
な
か
の
甲
斐
国
・
土
佐
国
・
讃
岐
国
以
外
の
地
域
が
、
紙
ベ
ー
ス
の
村

落
文
書
を
残
し
て
い
る
地
域
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
村
落
集
団
が
残
す
記
録
の
素
材
は
木
札
や
石
碑
に
限
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
も
、
中
世
村
落
文
書
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

私
は
、
村
落
の
宮み

や
座ざ

を
村
落
内
身
分
と
い
う
概
念
で
分
析
し
て
き
た（

３
）。

村
落
内
身
分
と
は
、
村
落
集
団
に
よ
り
お
の
お
の
独
自
に
認

定
・
保
証
さ
れ
、
一
義
的
に
は
そ
の
村
落
内
で
通
用
し
、
村
落
財
政
に
よ
り
支
え
ら
れ
た
身
分
体
系
で
あ
る
。

臈ろ
う

次じ

成じ
ょ
う

功ご
う

身
分
と
い
う
村
落
内
身
分
の
者
た
ち
が
形
成
し
た
村
落
集
団
が
、
臈
次
成
功
制
宮
座
で
あ
る
。
こ
の
臈
次
成
功
制
宮
座

の
分
布
範
囲
は
畿
内
近
国
で
、
前
に
み
た
第
二
章
「
表
2 ―

2　

村
落
定
書
の
地
域
分
布
」
の
な
か
の
甲
斐
国
・
土
佐
国
・
讃
岐
国
以

外
の
地
域
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
こ
れ
は
惣
村
の
分
布
地
域
で
も
あ
り
、
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
村
落
文
書
が
作
成
さ
れ
た
地
域
で
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
惣
村
を
運
営
す
る
集
団
が
臈
次
成
功
制
宮
座
で
あ
り
、
そ
の
運
営
を
保
障
し
た
の
が
紙
ベ
ー
ス
の
村
落
文
書
な
の
で
あ

る
。一

方
、
臈
次
成
功
制
宮
座
が
存
在
し
た
地
域
の
外
側
に
は
、
名
主
頭と

う
役や

く
身
分
と
い
う
村
落
内
身
分
の
者
た
ち
が
運
営
す
る
名
主
座

が
存
在
し
た
。
こ
の
名
主
座
は
臈
次
成
功
制
宮
座
の
存
在
地
域
の
周
囲
に
同
心
円
状
に
分
布
す
る
の
で
、
こ
れ
を
私
は
「
名
主
座
リ
ン
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グ
」
と
名
付
け
た
。
名
主
座
リ
ン
グ
は
、
西
は
南
九
州
（
日
向
国
･
大
隅
国
・
薩
摩
国
）
以
北
、
東
は
お
お
よ
そ
関
東
と
信
濃
国
以
西
に

位
置
す
る
。

こ
の
名
主
座
が
検
出
で
き
る
史
料
は
、
多
く
が
神
社
文
書
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
神
社
文
書
と
は
、
実
質
的
に
は
神
官
を
務
め
る
小

領
主
の
家
の
文
書
な
の
で
あ
る
。
名
主
座
リ
ン
グ
内
で
は
、
中
世
村
落
文
書
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
小
領
主
主
導
で
村
落

文
書
以
外
の
地
下
文
書
を
通
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
の
が
名
主
座
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

臈
次
成
功
制
宮
座
と
村
落
文
書
、
名
主
座
と
地
下
文
書
。
村
落
文
書
・
地
下
文
書
と
村
落
内
身
分
集
団
と
の
間
に
は
、
以
上
の
よ
う

な
連
関
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
村
落
文
書
の
面
白
さ
に
話
を
戻
そ
う
。
村
落
文
書
に
は
、「
寄
合
」、「
衆
議
」、「
多
数
之
儀
」
な
ど
の
言
葉
が
み
ら
れ
る
。

寄
合
は
、
村
人
た
ち
が
寄
り
集
ま
っ
て
問
題
を
話
し
合
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
衆
議
は
大
勢
で
話
し
合
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
多
数

之
儀
は
、
本
来
は
全
員
一
致
が
原
則
の
寄
合
で
は
ま
と
ま
ら
な
い
場
合
に
行
わ
れ
た
多
数
決
の
こ
と
だ
。
衆
議
を
時
に
衆
儀
と
記
す
場

合
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
大
勢
（
多
数
）
が
賛
成
し
て
決
め
た
事
柄
だ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
村
落
文
書
の
な
か
に
は
口
頭
で
決
定
し
た
こ
と
を
示
す
名
残
が
随
所
に
残
っ
て
い
る
。
村
落
文
書
の
根
幹
で
も
あ
る

村
落
定さ

だ
め

書が
き

も
、
同
様
で
あ
る
。

口
頭
伝
達
で
済
ん
で
い
た
こ
と
が
、
次
第
に
寄
合
の
記
録
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
状
況
が
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
村
落
定

書
を
作
成
す
る
機
縁
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
は
村
落
定
書
が
村
落
民
を
規
制
し
、
新
し
い
秩
序
を
構
築
し
て
い
く
も
の
に
も
な
っ
て
い

く
。
私
は
そ
の
村
落
定
書
の
あ
り
方
に
興
味
を
も
ち
、
研
究
し
て
き
た
。
そ
の
成
果
が
本
書
第
一
部
で
あ
る
。
そ
の
探
究
の
結
果
や
成

否
に
つ
い
て
、
是
非
、
ご
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

村
落
文
書
の
な
か
で
従
来
、
見
落
と
さ
れ
て
い
た
文
書
と
し
て
、
日
記
が
あ
る
。
日
記
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
六
年
に
榎
原
雅
治
氏

が
は
じ
め
て
体
系
的
で
具
体
的
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る（

４
）。

私
も
い
ち
お
う
一
九
八
八
年
か
ら
日
記
に
注
目
し
て
い
た
（
本
書
第
一
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章
。
初
出
一
九
八
八
年
）。

村
落
文
書
の
な
か
の
日
記
と
は
、
種
々
雑
多
な
帳
簿
類
で
あ
る
。
そ
の
帳
簿
に
「
日
記
」
と
い
う
文
言
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
文

書
名
も
日
記
と
さ
れ
て
き
た
。
日
記
と
い
う
帳
簿
は
、
村
落
定
書
と
並
ん
で
村
落
文
書
・
地
下
文
書
に
特
徴
的
な
文
書
な
の
で
あ
る
。

私
が
日
記
と
い
う
文
書
に
初
め
て
接
し
た
の
は
、『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
一
（
一
九
七
五
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
王
子
神
社
文

書
を
読
ん
だ
こ
と
に
よ
る
。
卒
業
論
文
で
紀
伊
国
粉
河
寺
領
東
村
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
の
で
、『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
一
を
私

は
何
度
も
読
み
返
し
た
。
こ
の
王
子
神
社
文
書
に
は
日
記
と
い
う
文
言
を
も
つ
文
書
が
多
い
。

た
だ
『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
一
は
、
日
記
と
い
う
文
言
の
な
い
帳
簿
に
も
日
記
と
い
う
文
書
名
を
つ
け
て
い
る
。
た
と
え
ば

一
五
〇
四
年
（
永
正
元
）
東
村
惣
分
酒
手
日
記
（
王
子
神
社
文
書
一
八
一
号
）。
こ
の
文
書
に
は
「
東
村
惣
分
酒
手
之
事
」
と
い
う
事
書
が

あ
る
が
、「
日
記
」
と
い
う
文
言
は
な
い
。
県
史
編
纂
者
は
内
容
的
に
日
記
と
判
断
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
で
も
果
た
し
て
そ
れ
で
、
い

い
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
第
一
部
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
私
も
「
特
定
様
式
の
な
い
村
落
定
書
」
と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
村
落
定
書
特

有
の
様
式
（
置
文
文
言
や
定
書
文
言
な
ど
）
を
も
た
な
く
と
も
、
内
容
的
に
村
落
定
書
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

し
か
し
数
字
や
費
目
ば
か
り
の
覚
書
の
よ
う
な
文
書
断
片
を
一
律
に
日
記
と
命
名
し
て
い
い
も
の
か
。
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
の
な
か
で
は
ま
だ
し
っ
く
り
と
腑
に
落
ち
て
い
な
い
。

そ
れ
は
「
特
定
様
式
の
な
い
村
落
定
書
」
と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
る
私
の
姿
勢
が
本
当
に
正
し
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
対

す
る
懐
疑
で
も
あ
る
。
い
や
「
特
定
様
式
の
な
い
村
落
定
書
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
様
式
を
武
器
に
し
て
村
落
定
書
を
分
析
し
た
本
書

第
一
部
の
姿
勢
そ
の
も
の
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
懐
疑
に
も
つ
な
が
る
。

私
た
ち
シ
ニ
ア
の
研
究
者
に
は
、
従
来
の
文
書
様
式
論
の
影
響
が
根
深
く
染
み
込
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
古
文
書
を
み
た
ら
、
何
ら

か
の
分
類
を
し
て
文
書
名
を
つ
け
な
い
と
気
が
す
ま
な
い
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
文
書
名
を
つ
け
て
し
ま
う
と
、
な
ん
と
な
く
そ
の
文
書
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を
理
解
し
た
よ
う
な
気
に
な
る
。

し
か
し
東
村
の
人
々
は
、
こ
の
「
酒
手
之
事
」
を
日
記
と
し
て
作
成
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
た
り
前
の
事
だ
が
、
当
時
、
村
落
文
書

を
書
い
た
人
々
に
は
、
私
た
ち
に
染
み
付
い
て
い
る
よ
う
な
文
書
様
式
の
呪
縛
は
な
い
は
ず
だ
。

前
述
し
た
榎
原
氏
の
研
究
も
文
書
様
式
と
内
容
分
類
で
日
記
を
分
析
し
て
、
優
れ
た
成
果
を
生
み
出
し
た
。
私
の
研
究
も
同
じ
く
文

書
様
式
と
内
容
分
類
で
、
村
落
定
書
を
研
究
す
る
取
り
掛
か
り
を
掴
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
内
心
自
負
し
て
い
る
。

し
か
し
村
落
文
書
・
地
下
文
書
の
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
本
書
を
出
し
て
下
さ
っ
た
「
小
さ
子
社
」
の
社
名
の
よ

う
に
、
村
落
文
書
研
究
は
文
字
通
り
の
小
さ
子
で
、
ま
だ
よ
ち
よ
ち
歩
き
を
始
め
た
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
初
期
段

階
な
の
で
、
榎
原
氏
や
私
が
使
っ
た
手
法
も
一
定
の
効
果
が
あ
げ
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
で
は
今
後
、
村
落
文
書
・
地
下
文
書
す
べ
て
を
様
式
分
類
し
き
れ
ば
、
私
た
ち
は
在
地
社
会
の
文
書
を
す
べ
て
理
解
し
た
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
ど
う
も
そ
う
と
は
思
え
な
い
の
だ
。
在
地
社
会
の
根
底
に
は
、
様
式
で
は
理
解
し
き
れ
な
い
も
の
が
根

強
く
存
在
し
続
け
た
の
で
は
な
い
か
。
村
落
文
書
を
研
究
し
て
い
て
、
私
は
た
え
ず
こ
の
吹
っ
切
れ
な
い
モ
ヤ
モ
ヤ
を
感
じ
続
け
て
い

る
。こ

れ
ま
で
自
明
の
も
の
と
し
て
き
た
様
式
と
い
う
概
念
を
根
底
か
ら
疑
っ
て
み
る
こ
と
が
、
村
落
文
書
や
地
下
文
書
研
究
に
は
必
要

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
本
書
の
議
論
を
根
底
か
ら
覆
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
の
く
ら
い
の
気
概
を
持
た
な
い
と
村
落

文
書
・
地
下
文
書
の
深
奥
に
は
到
達
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。

村
落
文
書
・
地
下
文
書
の
解
釈
が
難
し
い
の
は
、
こ
う
い
う
点
に
も
あ
る
。
だ
か
ら
面
白
い
と
も
い
え
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
た
ら

い
い
か
。
そ
れ
は
、
引
き
続
き
じ
っ
く
り
と
考
え
て
い
く
し
か
あ
る
ま
い
。

今
年
、
中
世
地
下
文
書
研
究
会
の
若
き
同
志
で
あ
る
似
鳥
雄
一
氏
が
地
下
文
書
の
帳
簿
分
析
を
中
心
と
し
た
優
れ
た
論
文
集
を
刊
行

し
た（

５
）。

似
鳥
氏
は
、
榎
原
氏
に
続
く
地
下
帳
簿
の
読
み
名
人
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
日
記
な
ど
の
様
式
に
関
す
る
難
問
も
や
が
て
彼
ら
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若
い
世
代
が
解
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
。

村
落
文
書
・
地
下
文
書
で
も
う
一
つ
特
徴
的
だ
と
思
う
の
は
、
署
判
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
本
書
第
五
章
「
村
落
定
書
の
署
判
」

は
、
一
九
八
六
年
に
執
筆
し
た
論
考
を
も
と
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
近
江
国
今
堀
郷
の
村
落
定
書
の
署
に
判
が
あ
る
か
な
い
か
で
文

書
を
正

し
ょ
う

文も
ん

と
案あ

ん
文も

ん
（
写
し
）
に
峻
別
す
る
こ
と
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。

『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
）
を
編
纂
し
た
仲
村
研
氏
は
敬
愛
す
る
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
一
方

で
従
前
の
古
文
書
様
式
論
に
忠
実
な
学
徒
で
も
あ
っ
た
。
当
然
こ
の
論
文
に
対
し
て
、
仲
村
氏
も
含
め
て
学
界
か
ら
は
何
の
反
応
も
な

か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
は
、
反
応
の
し
よ
う
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

た
だ
百
姓
等
申
状
の
研
究
者
の
中
に
は
、
判
の
な
い
申
状
も
正
文
と
同
様
に
領
主
は
受
け
付
け
た
と
考
え
て
い
る
方
々
が
い
る
の
で

は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
領
主
と
村
落
集
団
と
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、
署
判
の
有
無
を
超
え
て
、
文
書
の
信
頼
性
を
担
保
す
る

相
互
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
ま
だ
誰
も
考
察
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
状
況
に
対
す
る

好
奇
心
が
、
の
ち
の
惣
判
・
惣
印
の
研
究
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

一
九
九
九
年
・
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
村
落
文
書
に
お
け
る
惣
判
と
惣
印
に
つ
い
て
論
じ
た
（
第
六
章
・
第
七
章
）。
村
落
定
書
の
な
か

に
は
、
村
落
名
や
百
姓
等
の
署
な
ど
に
個
人
の
判
が
捺
さ
れ
た
も
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
の
サ
イ
ン
と
し
て
花か

押お
う

や
略

り
ゃ
く

押お
う

が

用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
惣
判
、
判
子
の
場
合
を
惣
印
と
、
私
は
名
付
け
た
。
こ
の
判
や
印
を
し
た
個
人
と
は
集
団
の
代
表
者
で
あ
ろ

う
が
、
毎
回
同
じ
人
物
が
判
を
捺
す
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
村
落
集
団
と
集
団
代
表
と
の
、
興
味
深
い
関
係
性
が
垣
間
み
え
る
。

こ
れ
も
、
村
落
文
書
ま
た
は
地
下
文
書
な
ら
で
は
の
現
象
で
あ
る
。

こ
こ
一
〇
年
ほ
ど
、
私
は
坂
田
聡
氏
の
丹
波
国
山
国
荘
調
査
団
の
一
員
に
加
え
て
も
ら
っ
て
い
る
。
毎
年
二
回
の
現
地
調
査
に
は
ほ

ぼ
欠
か
さ
ず
参
加
し
た
。
第
八
章
の
木
印
署
判
に
関
す
る
論
考
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
村
落
文
書
の
署
判
に
対
す
る
私
の
興
味
関
心
と

山
国
荘
現
地
で
の
調
査
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
国
荘
調
査
団
が
撮
影
し
た
全
古
文
書
写
真
を
通
覧
し
て
木き

印じ
る
し

署
判
を
探
す
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の
は
楽
し
か
っ
た
が
、
体
力
的
に
は
厳
し
く
地
獄
の
よ
う
な
作
業
だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
に
み
つ
か
っ
た
井
戸
村
江
口
家
の
木
印
の

鏝こ
て

を
紹
介
し
た
の
が
、
付
論
二
で
あ
る
。

木
印
は
本
来
、
筏
流
し
の
際
に
木
材
に
付
け
た
刻
印
で
あ
り
、
そ
の
木
材
を
所
有
す
る
家
の
し
る
し
で
あ
っ
た
。
そ
の
木
印
を
署
判

に
転
用
し
た
の
が
、
木
印
署
判
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
し
て
、
木
印
は
他
家
と
同
様
の
形
態
の
も
の
で
は
使
い
物
に
な
ら
な

い
。
木
印
と
特
定
の
家
と
の
独
自
な
つ
な
が
り
が
担
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
自
家
の
利
益
を
確
保
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
木
印
署
判
に
は
、
同
じ
村
の
複
数
の
人
物
が
同
じ
署
判
を
同
時
に
使
っ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
同
じ
文
書
に
同
じ
形
の
木

印
署
判
が
い
く
つ
も
み
え
る
事
例
も
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
木
印
署
判
の
形
態
か
ら
家
や
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
こ
の

状
況
か
ら
、
木
印
署
判
は
花
押
と
は
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
、
木
印
署
判
を
使
う
の
か
。
詳
し
く
は
、
本
書
第
八
章
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
示
し
た
問
題
点

す
べ
て
に
回
答
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
告
白
し
て
お
く
。
木
印
署
判
に
は
、
略
押
や
筆
軸
印
と
共
通
す
る
難
問
が
残
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
村
落
文
書
の
村
落
定
書
や
署
判
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
さ
ら
に
詳
し
い
論
点
は
、
本
書
本
文
で
ご
確
認

願
い
た
い
。

二
〇
〇
〇
年
に
惣
判
・
惣
印
の
論
文
を
書
い
て
か
ら
、
私
は
し
ば
ら
く
村
落
文
書
の
研
究
か
ら
離
れ
、
前
述
し
た
名
主
座
の
研
究
に

熱
中
し
て
い
た
。
二
〇
一
一
年
に
名
主
座
の
論
文
集
を
刊
行
し
た
後
、
調
査
漏
れ
し
た
事
例
と
し
て
丹
波
国
葛
野
荘
や
肥
後
国
海
東
郷

に
も
名
主
座
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
で
二
〇
一
三
年
六
月
、
熊
本
県
に
赴
き
、
海
東
阿
蘇
神
社
名
主
座
の
文
書
撮
影
と
現
地

調
査
を
行
っ
た
。

こ
の
調
査
の
翌
日
、
熊
本
市
内
で
春
田
氏
・
小
川
弘
和
氏
と
懇
親
会
を
持
っ
た
。
お
店
で
最
高
級
と
い
う
馬
刺
し
を
勧
め
ら
れ
て
、

生
ま
れ
て
初
め
て
お
い
し
く
食
べ
た
（
た
だ
、
も
う
食
べ
な
く
て
も
い
い
と
も
思
っ
た
）。
そ
の
時
、
酔
い
に
任
せ
て
村
落
文
書
で
科
学
研
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究
費
を
と
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
話
を
し
た
。
た
だ
私
は
自
分
個
人
の
科
研
費
代
表
を
し
て
い
た
の
で
（
科
研
費
の
代
表
者
を
兼
務
す
る

こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
）、
バ
ト
ン
を
春
田
氏
に
渡
し
た
。

そ
の
後
の
春
田
氏
の
動
き
は
、
迅
速
だ
っ
た
。
氏
か
ら
矢
継
ぎ
早
に
地
下
文
書
の
論
文
リ
ス
ト
や
地
下
文
書
論
の
構
想
メ
モ
な
ど
が

送
ら
れ
て
き
た
。
翌
二
〇
一
四
年
度
か
ら
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
日
本
中
世
「
地
下
文
書
」
論
の
構
築
―
伝
来
・
様
式
・
機
能
の
分
析
を

軸
に
―
」
が
始
ま
り
、
同
時
に
若
手
研
究
者
を
集
め
て
中
世
地
下
文
書
研
究
会
も
発
足
し
た
。

前
述
し
た
村
落
定
書
に
関
す
る
論
考
（
第
三
章
）
は
、
こ
の
研
究
会
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
章
の
前
半
は
、
第
三
章

の
初
出
論
文
を
下
敷
き
と
し
て
、『
中
世
地
下
文
書
の
世
界（

６
）』

に
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
研
究
会
は
現
在
二
度
目
の
科
研

費
「
地
下
文
書
論
に
よ
る
中
世
文
字
史
料
研
究
の
再
構
築
」
取
得
に
至
っ
て
い
る
。
第
四
章
は
、
こ
の
第
二
次
科
研
費
に
よ
る
研
究
会

で
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
次
の
中
世
地
下
文
書
研
究
会
で
は
、
若
手
研
究
者
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
地
下
文
書
の
原
本
調
査
を
共
同
で
行
っ
た
。
地
下
文

書
の
原
本
を
精
査
し
、
い
ろ
い
ろ
と
討
論
し
た
。
そ
の
際
（
た
ぶ
ん
私
の
過
去
の
論
考
と
は
別
に
、
自
然
発
生
的
に
）、「
地
下
文
書
を
判
や

印
の
有
無
で
正
文
・
案
文
と
峻
別
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
」
と
い
う
常
識
が
研
究
会
で
生
ま
れ
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
を

傍
観
し
て
い
て
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
私
が
村
落
文
書
を
調
べ
始
め
た
頃
と
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
る
。

以
上
、
少
々
風
変
わ
り
な
前
口
上
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
背
景
を
お
含
み
置
き
の
上
、
本
書
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。
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注（
１
）
春
田
直
紀
「
序
論

中
世
地
下
文
書
論
の
構
築
に
向
け
て
」（
同
編
『
中
世
地
下
文
書
の
世
界
―
史
料
論
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
―
』、
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
七
年
）。

（
２
）
小
領
主
と
は
、
中
世
社
会
の
中
間
層
の
こ
と
で
、
土
豪
や
地
侍
を
指
す
。
ち
な
み
に
私
は
、
上
級
領
主
と
主
従
関
係
の
な
い
村
落
上
層
民
を

土
豪
、
主
従
関
係
の
あ
る
村
落
上
層
民
を
地
侍
と
呼
ん
で
い
る
。
た
だ
実
際
に
は
村
落
上
層
民
に
主
従
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
を
証
拠
づ
け
る

の
が
困
難
な
の
で
、
小
領
主
と
一
括
し
て
呼
ん
で
い
る
。

（
３
）
薗
部
『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）、『
村
落
内
身
分
と
村
落
神
話
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）、『
日

本
の
村
と
宮
座
―
歴
史
的
変
遷
と
地
域
性
―
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）、『
中
世
村
落
と
名
主
座
の
研
究
―
村
落
内
身
分
の
地
域
分
布
―
』

（
高
志
書
院
、
二
〇
一
一
年
）、「
丹
波
国
葛
野
荘
の
名
主
座
に
つ
い
て
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
四
八
号
、
二
〇
一
二
年
）、

「
肥
後
国
海
東
郷
に
お
け
る
名
主
座
（
ジ
ン
ガ
）
に
つ
い
て
」・「
南
海
道
の
名
主
座
に
つ
い
て(

補
遺)

」（『
米
沢
史
学
』
二
九
号
、
二
〇
一
三

年
）。

（
４
）
榎
原
雅
治
「
日
記
と
よ
ば
れ
た
文
書
―
荘
園
文
書
と
惣
有
文
書
の
接
点
―
」　
（
同
『
日
本
中
世
地
域
社
会
の
構
造
』、
校
倉
書
房
、

二
〇
〇
〇
年
。
初
出
一
九
九
六
年
）。

（
５
）
似
鳥
雄
一
『
中
世
の
荘
園
経
営
と
惣
村
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

（
６
）
前
掲
注
（
１
）『
中
世
地
下
文
書
の
世
界
』。


