
介紹

か
。
全
体
的
に
、
藤
木
氏
は
、
「
村
の
情
念
」
に

導
か
れ
て
、
中
世
と
近
徴
の
断
絶
を
強
調
し
て
き

た
従
来
の
研
究
史
を
批
判
し
、
「
近
世
で
『
村
講
』

の
母
体
と
な
る
、
自
立
し
た
村
の
た
し
か
な
原

型
」
（
＝
一
九
頁
）
を
中
世
村
落
の
中
に
発
見
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
様
な
発
見
と
、

従
来
の
研
究
史
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
中
世
村
落

と
近
世
村
落
の
違
い
と
は
、
ど
の
様
に
し
た
ら
統

一
的
に
把
握
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
本
審
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
に
よ

っ
て
、
改
め
て
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
藤
木

玩
は
、
近
世
に
つ
な
が
る
村
の
イ
メ
ー
ジ
を
中
世

に
見
い
出
し
、
そ
れ
が
十
四
世
紀
か
ら
十
五
・
十

六
世
紀
に
発
生
す
る
と
の
前
提
を
も
と
に
論
を
立

て
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
う
い
っ
た
自
検
断
の

能
力
を
高
め
る
村
は
、
ど
の
露
な
歴
史
的
背
景
の

中
で
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
後
期

と
近
世
と
の
連
続
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
村
落
と
の
断
絶
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
は
し
が
き
で
藤
木
氏
は
、
こ
れ
は
惣
無

事
令
の
本
の
子
ど
も
の
様
な
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
の
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
た
「
子

供
」
は
、
今
後
多
く
の
中
世
史
研
究
者
に
よ
っ
て

育
て
ら
れ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

　
　
　
　
（
A
5
判
　
二
六
八
頁
　
一
九
八
七
年
一
月

　
　
　
　
平
凡
社
　
二
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
講
本
道
範
　
京
都
大
学
聴
講
生
）

北
岡
伸
一
著

『
清
沢
洌
』

　
清
沢
洌
（
一
八
九
〇
一
一
九
四
五
）
は
戦
前
期

の
日
本
に
お
け
る
著
名
な
外
交
評
論
家
で
あ
る
が
、

む
し
ろ
現
在
は
、
太
平
洋
戦
争
下
に
お
け
る
日
本

社
会
の
病
理
に
つ
い
て
の
観
察
や
批
判
を
ひ
そ
か

に
書
き
と
め
た
『
暗
黒
日
記
』
の
著
者
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
本
来
専
門
と
し
て
い

た
評
論
家
と
し
て
の
活
動
を
禁
止
さ
れ
た
後
の
仕

事
で
あ
る
。
彼
の
本
領
は
そ
れ
以
前
の
活
動
、
殊

に
外
交
評
論
家
と
し
て
の
仕
事
に
あ
る
と
し
、
そ

の
足
跡
を
辿
っ
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。

　
清
沢
は
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
、
長
野
県

南
安
曇
郡
北
穂
高
村
の
耕
作
地
主
の
四
男
一
女
の

三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
彼
は
中
学
へ
の
進
学
を

希
望
し
た
が
父
の
理
解
を
得
ら
れ
ず
、
近
く
の
私

塾
を
へ
て
一
六
歳
で
渡
米
し
苦
学
の
結
果
ア
メ
リ

カ
の
邦
字
紙
の
記
者
と
し
て
名
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
た
。

　
渡
米
し
た
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
は
ち
ょ

う
ど
日
本
か
ら
の
移
民
問
題
が
最
初
に
深
刻
化
し

た
時
期
で
あ
る
。
彼
は
新
聞
記
者
と
し
て
そ
の
問

題
に
直
面
す
る
過
程
に
お
い
て
両
国
が
経
済
的
に

発
展
す
る
こ
と
こ
そ
、
出
題
解
決
の
道
で
あ
る
と

い
う
認
識
に
到
達
し
た
。

　
彼
の
帰
国
は
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
、
第
一

次
大
戦
が
終
わ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
地
位
が
格
段
に

上
昇
す
る
時
に
あ
た
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て

頂
点
に
達
し
て
い
た
日
米
協
調
論
は
、
同
年
の
第

二
次
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
土
地
法
お
よ
び
二
四
年
の

排
日
移
民
法
の
成
立
に
よ
り
、
急
速
に
後
退
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
清
沢
は
最
初
の
著
作
『
米

国
の
研
究
』
（
一
九
二
四
年
）
に
お
い
て
、
ア
メ

リ
カ
の
経
済
力
の
大
き
さ
や
社
会
の
特
質
を
論
じ
、

一
時
的
に
世
論
の
専
制
が
政
治
を
左
右
す
る
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
健
全
な
勢
力
に
よ
る
軌
道
修
正
が

行
わ
れ
る
と
の
確
信
を
述
べ
た
。

　
か
つ
て
そ
の
底
辺
で
暮
ら
し
、
ア
メ
リ
カ
の
長

所
・
短
所
を
心
得
て
い
た
彼
は
、
情
況
に
流
さ
れ

や
す
い
一
般
の
エ
リ
ー
ト
立
米
派
と
は
違
っ
た
骨

太
な
日
米
提
携
論
を
堅
持
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
彼
が
評
論
家
と
し
て
独
立
し
た
一
九
二
九
（
昭

和
四
）
年
は
大
恐
慌
に
よ
リ
ア
メ
リ
カ
の
威
信
が

大
き
く
傷
つ
い
た
時
期
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
満
州
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事
変
、
国
際
連
盟
脱
退
、
日
中
戦
争
と
、
日
米
関

係
は
破
局
に
む
か
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
が
彼
は
一
貫

し
て
日
米
戦
争
回
避
の
た
め
の
発
雷
を
続
け
て
ゆ

く
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
雷
論
活
動
は
内
外
の
新
聞

・
雑
誌
か
ら
得
た
豊
富
な
憐
報
と
人
並
み
は
ず
れ

た
読
書
量
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

三
国
が
鋭
い
リ
ア
リ
ズ
ム
を
生
む
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
そ
の
背
後
に
貫
く
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
の
存

在
を
北
岡
氏
は
見
る
。
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

従
属
し
な
か
っ
た
が
故
に
左
翼
か
ら
も
右
翼
か
ら

も
批
判
さ
れ
な
が
ら
、
す
で
に
時
代
遅
れ
と
さ
れ

て
い
た
自
由
主
義
を
守
り
彼
は
読
者
に
警
鐘
を
打

ち
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
た
言
論
人
を
持
ち
な
が
ら
、

戦
前
日
本
が
覚
醒
で
き
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。

北
岡
氏
は
ご
つ
の
理
由
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
一
つ
は
日
本
の
エ
リ
ー
ト
の
偏
狭
と

脆
弱
で
あ
る
。
彼
ら
は
大
部
分
帝
国
大
学
の
卒
業

生
で
あ
り
、
政
府
と
結
び
つ
い
た
地
位
（
帝
国
大

学
教
授
・
官
僚
・
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
）
に
つ
い

て
国
際
関
係
、
国
民
経
済
を
論
じ
て
い
た
。
彼
ら

の
思
考
枠
に
は
ま
ず
国
家
一
政
治
（
外
交
）
・
軍

事
が
あ
り
、
次
に
経
済
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
清
沢
は
国
際
関
係
の
基
礎
に
経
済
力
を
置
き
、

国
民
経
済
の
要
求
に
長
期
的
に
合
致
す
る
方
策
を

調
整
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
二
次
的
に
政
治
（
外

交
）
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ

う
な
彼
の
主
張
は
当
方
の
エ
リ
ー
ト
層
か
ら
黙
殺

さ
れ
た
。
も
う
一
つ
は
無
自
覚
な
大
衆
の
あ
り
方

と
彼
ら
の
感
情
の
部
分
に
媚
び
る
こ
と
の
み
に
傾

き
政
府
批
判
の
任
務
を
忘
れ
た
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を

欠
い
た
大
新
聞
の
責
任
で
あ
る
。

　
日
米
開
戦
の
年
に
総
合
雑
誌
を
舞
台
に
評
論
活

動
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
清
沢
は
、
こ
の
頃

よ
り
仕
事
の
主
力
を
日
本
外
交
史
研
究
に
う
つ
し
、

『
外
交
史
』
（
一
九
四
一
年
）
お
よ
び
『
日
本
外

交
史
』
（
一
九
四
二
年
）
な
ど
日
本
外
交
史
の
研

究
を
精
力
的
に
行
い
、
数
々
の
業
績
を
あ
げ
な
が

ら
敗
戦
の
三
ヶ
月
前
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）

年
五
月
に
急
逝
し
た
。

　
北
岡
氏
は
言
論
人
清
沢
洌
の
評
論
活
動
の
足
ど

り
を
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
国
際
情
勢
や
ア
メ
リ

カ
政
治
へ
の
深
い
理
解
の
も
と
に
い
き
い
き
と
描

い
て
い
る
。
同
時
に
聖
断
に
国
際
政
治
の
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
へ
の
北
岡
氏
の
挑
戦
と
さ
え
癬
釈
で
き

る
箇
所
が
散
見
さ
れ
て
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
一

般
に
対
米
英
協
調
外
交
と
さ
れ
て
い
る
幣
原
外
交

を
、
当
時
か
ら
清
沢
は
自
主
外
交
の
美
名
に
か
ら

れ
英
米
に
抜
け
駆
け
す
る
よ
う
な
形
で
中
国
に
譲

歩
し
列
強
協
調
の
枠
組
を
く
ず
し
た
と
し
て
根
本

的
に
疑
問
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
本
書
で
は
積
極

的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
清
沢
の
主
張
す
る
経
済
力
の
発
展
を
重
視
す
る

な
か
で
の
日
米
英
協
調
、
と
り
わ
け
日
米
協
調
を

重
ん
じ
て
日
中
関
係
の
改
善
を
は
か
っ
て
ゆ
く
と

い
う
フ
レ
ー
ム
は
、
彼
が
一
九
七
〇
年
代
以
降
の

脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
時
代
の
国
際
関
係
と
経
済
大
国

に
な
っ
て
ゆ
く
日
本
の
姿
を
予
言
し
て
い
た
よ
う

で
も
あ
り
、
北
岡
氏
が
そ
の
現
状
を
さ
ら
に
改
善

す
る
に
は
何
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
か
を
清
沢
論
を

通
し
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。　

ま
た
北
岡
氏
は
、
人
間
清
沢
像
を
、
苦
学
の
末

に
身
に
つ
け
た
学
識
を
武
器
に
官
学
出
身
の
エ
リ

ー
ト
達
に
日
米
協
調
の
理
念
を
掲
げ
て
孤
高
の
戦

い
を
挑
む
強
気
の
一
面
と
、
家
族
へ
の
深
い
愛
情

を
注
ぐ
側
面
の
両
面
か
ら
、
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
も
含
め
た
十
分
な
史
料
調
査
の
上
で
朔
瞭

に
描
き
出
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
が
本
書
を
一
気
に
読
ま
せ
る
魅
力

と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
書
の
内

容
に
関
し
実
証
で
は
な
く
北
岡
氏
の
思
い
込
み
で

は
な
い
か
と
異
和
感
を
覚
え
る
部
分
も
幾
つ
か
残

る
。

　
そ
の
一
つ
は
大
衆
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。
北
岡
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介紹

氏
は
清
沢
の
理
念
を
評
価
し
、
理
念
の
欠
如
し
た

大
衆
は
、
大
新
聞
を
日
米
協
調
批
判
に
傾
か
せ
る

こ
と
な
ど
を
通
し
て
日
米
協
調
破
壊
の
一
因
を
作

っ
た
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
果
し
て
事
実
で

あ
ろ
う
か
。

　
筆
者
が
こ
れ
ま
で
兵
庫
県
但
馬
地
方
な
ど
を
フ

ィ
ー
ル
ド
と
し
た
研
究
（
拙
薯
『
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
政
党
政
治
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、

の
二
部
参
照
）
や
自
治
体
史
編
纂
を
通
し
て
調
査

し
て
き
た
結
果
に
よ
る
と
、
大
衆
は
確
か
に
一
貫

し
た
理
念
に
乏
し
く
、
日
常
は
現
実
利
益
的
で
現

状
追
随
の
傾
向
が
強
い
が
、
全
体
と
し
て
当
初
か

ら
日
米
協
調
破
壊
の
強
い
意
志
を
も
っ
て
い
た
と

は
思
わ
れ
な
い
。
日
米
協
調
破
壊
の
元
凶
は
、
帝

国
大
学
や
軍
関
係
の
学
校
出
身
の
、
清
沢
と
対
立

す
る
理
念
を
も
っ
た
各
界
の
エ
リ
ー
ト
イ
ン
テ
リ

層
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
大
衆
は

理
念
の
可
否
を
考
え
る
余
裕
も
な
く
日
々
の
生
活

の
た
め
に
権
力
を
も
っ
た
彼
ら
に
追
随
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
み
る
ほ
う
が
事
実
に
近
い
の
で
は

な
い
か
。
北
岡
氏
が
清
沢
の
言
動
の
真
意
を
理
解

す
る
た
め
言
論
統
制
を
考
慮
に
入
れ
た
厳
密
な
史

料
批
判
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
大
衆

の
言
動
理
解
に
対
し
て
は
本
格
的
な
そ
れ
を
伴
っ

た
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
片
手
落
ち
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
清
沢
の
活
動
で
隠
題
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と

は
、
臼
米
協
調
の
理
念
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
昭
和
恐
慌
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
大
衆
に
ど
れ

だ
け
の
共
感
を
も
っ
て
又
は
共
鳴
を
得
ら
れ
る
方

法
で
そ
れ
を
論
じ
た
か
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書

の
北
岡
氏
の
記
述
か
ら
は
そ
れ
が
う
か
が
え
な
い

し
北
岡
氏
も
特
に
問
題
と
し
て
い
な
い
。
大
衆
へ

へ
の
共
感
の
姿
勢
が
弱
い
と
い
う
点
は
、
清
沢
が

疑
問
を
示
し
た
幣
原
喜
重
郎
や
同
じ
民
政
党
内
閣

の
申
心
閣
僚
で
あ
っ
た
井
上
準
之
助
ら
日
米
協
調

の
理
念
を
も
っ
た
エ
リ
ー
ト
イ
ン
テ
リ
層
に
共
通

し
て
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
む
し
ろ
日
米
協
調

破
壊
の
理
念
を
も
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
が
大
衆

の
苦
悩
に
共
感
を
示
す
（
少
な
く
と
も
ポ
ー
ズ
だ

け
で
も
）
傾
向
が
強
い
。
今
後
こ
の
あ
た
り
の
問

題
も
含
め
て
政
治
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
を
読
ん
で
、
清
沢
が
評
論
家
と
し
て
活
動

し
た
時
代
に
つ
い
て
、
北
岡
氏
が
体
系
だ
っ
た
政

治
外
交
史
の
著
作
を
著
す
こ
と
を
楽
し
み
に
思
っ

た
こ
と
を
最
後
に
記
し
て
筆
を
亡
き
た
い
。

　
　
　
　
（
新
書
版
　
二
〇
一
頁
　
一
九
八
七
年
一
月

　
　
　
　
中
公
新
書
　
五
二
〇
円
）

　
　
（
伊
藤
之
雄
　
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
堺
非
常
勤
講
師
）

園
学
術
会
議
だ
吉

　
α一
N
6
一

昭
和
六
二
年
八
月
　
日
本
学
術
会
議
広
報
委
員
会

　
日
本
学
術
会
議
で
は
、
特
別
委
員
会
が
追
加
設

置
さ
れ
、
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。
ま
た
、
現
在

第
一
四
期
（
昭
和
六
三
年
七
月
二
二
日
よ
り
三
年

間
）
会
員
の
選
出
手
続
き
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
「
購
本
学
術
会
議
だ
よ
り
」
で
は
、
こ
れ

ら
の
概
要
に
加
え
て
、
来
年
度
に
開
催
さ
れ
る
共

同
主
催
国
際
会
議
及
び
研
究
連
絡
委
員
会
報
告
等

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
◇
マ
ソ
・
シ
ス
テ
ム
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

　
　
（
人
間
と
高
度
技
術
化
社
会
）
特
別
委
員
会

　
箆
本
学
術
会
議
は
、
昭
和
六
二
年
四
月
の
第
一

〇
二
圓
総
会
に
お
い
て
新
た
に
「
マ
ン
・
シ
ス
テ

ム
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
（
人
間
と
高
度
技
術
化

社
会
）
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
た
。

　
◇
日
本
学
術
会
議
会
員
選
出
調
度

　
学
術
会
議
は
、
一
＝
○
人
の
会
員
を
も
っ
て
組

織
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
会
員
は
次
の
手
続
き
に

よ
り
選
出
（
推
薦
）
さ
れ
る
。
現
在
第
一
四
期
会

員
（
任
期
”
昭
和
六
三
年
七
月
二
二
日
か
ら
三
年

間
）
を
選
出
（
推
薦
）
す
る
た
め
の
手
続
き
が
進
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