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松
田
智
雄
に
お
け
る
信
仰
と
実
践

︱
︱
戦
後
長
野
県
農
村
で
の
試
み
を
中
心
に
︱
︱

村

松

晋

［
１

問
題
の
所
在
］

松
田
智
雄
︵
明
治
四
十
四
年
～
平
成
七
年
︶
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
研
究
の
大

塚
久
雄
や
旧
約
学
の
関
根
正
雄
ら
と
同
様
、
最
晩
年
の
内
村
鑑
三
に
師
事
し
た
キ

リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
そ
の
大
塚
と
も
ど
も
戦
後
の
西
洋
経
済
史
研
究
を
牽
引
し
た

存
在
と
し
て
名
を
成
し
た
人
物
で
あ
る
。
後
半
生
に
は
、
駐
西
ド
イ
ツ
公
使
や
図

書
館
情
報
大
学
学
長
等
の
要
職
を
歴
任
す
る
な
ど
、
社
会
的
活
動
に
お
い
て
も
大

き
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
。

松
田
は
こ
う
し
た
公
職
に
あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
信
仰
を
前
面
に
出
す
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
し
か
し
亡
く
な
る
直
前
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
生
寮
の
理
事
長

を
つ
と
め
、
ま
た
同
じ
内
村
門
下
で
独
立
伝
道
に
立
っ
た
先
輩
の
文
集
編
纂
と
そ

の
刊
行
に
尽
力
す
る
な
ど
、
生
涯
を
通
じ
て
信
仰
に
基
づ
く
︿
実
践
﹀
を
地
道
に

続
け
た
人
で
も
あ
っ
た
。
す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
中
で
も
敗
戦
直
後
、
長
野

県
北
佐
久
地
方
の
農
村
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
繁
務
の
傍
ら
﹁
農
民
福
音
学
校
﹂

と
称
す
る
集
い
を
催
し
、
同
地
で
農
業
に
携
わ
る
人
々
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
繰

り
返
し
問
い
か
け
た
点
は
注
目
さ
れ
る(

)

。
１

思
う
に
﹁
国
民
経
済
﹂
の
確
立
と
い
う
課
題
意
識
に
貫
か
れ
た
松
田
の
研
究
業

績
は
、
優
れ
た
、
そ
し
て
活
き
た
学
問
の
常
と
し
て
、
後
進
の
学
徒
に
よ
っ
て
乗

り
越
え
ら
れ
て
い
く
宿
命
を
持
つ
。
し
か
し
松
田
の
︿
実
践
﹀
と
そ
の
思
想
、
な

か
ん
ず
く
敗
戦
後
の
長
野
県
農
村
に
働
き
か
け
た
松
田
の
志
は
、
そ
の
時
代
に

あ
っ
て
意
味
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
時
を
隔
て
た
現
代
に
対
し
て

も
、
一
つ
の
示
唆
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る(

)

。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
課
題

２

意
識
に
基
づ
い
て
、
敗
戦
直
後
、
松
田
が
な
し
た
信
州
農
村
へ
の
働
き
か
け
を
手

が
か
り
に
、
そ
の
思
想
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
︿
実
践
﹀
の
位
置
づ
け
を
、
信

仰
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
問
い
直
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
意
味
で

限
定
的
な
立
論
と
な
る
が
、
し
か
し
本
稿
の
試
み
は
大
塚
久
雄
に
比
べ
論
じ
ら
れ

る
こ
と
が
格
段
に
少
な
か
っ
た
松
田
と
い
う
存
在
を
新
た
に
照
ら
す
試
み
に
と
ど

ま
ら
ず
、
そ
の
松
田
を
映
す
同
じ
光
源
は
、
大
塚
ら
の
思
想
的
遺
産
を
現
代
に
照

射
す
る
う
え
で
も
、
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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［
２

︿
隣
人
愛
﹀
の
位
相
］

既
述
の
よ
う
に
松
田
の
︿
社
会
的
実
践
﹀
は
、
敗
戦
直
後
の
長
野
県
北
佐
久
地

方
に
お
け
る
農
村
調
査
と
、
併
せ
て
現
地
で
試
み
ら
れ
た
農
民
へ
の
キ
リ
ス
ト
教

宣
教
が
代
表
的
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
両
者
は
無
関
係
に
並
列
す

る
も
の
で
な
く
、
い
ず
れ
も
松
田
の
信
仰
に
促
さ
れ
た
営
み
で
あ
っ
た
。
別
の
角

度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
松
田
の
信
仰
に
裏
打
ち
さ
れ
た
︿
隣
人
愛
﹀
の
具
体
化
が
、

農
村
調
査
と
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
の
試
み
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
︿
実
践
﹀
と
不
可
分

な
信
仰
、
具
体
的
に
は
信
仰
と
生
活
の
問
題
を
二
元
論
的
に
分
離
せ
ず
、
そ
の
両

者
の
は
ざ
ま
な
る
実
存
的
緊
張
を
粘
り
強
く
負
い
遂
げ
よ
う
と
す
る
松
田
の
信
仰

の
詳
細
に
関
し
て
は
、
別
稿(

)

に
て
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
松
田
の
︿
実
践
﹀
を

３

方
向
づ
け
た
そ
の
︿
隣
人
愛
﹀
理
解
に
着
目
し
、
自
覚
の
位
相
を
詳
ら
か
に
す
る

こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
最
初
に
注
意
を
促
し
た
い
の
は
、
昭
和
二
十
四
年
の
﹁
倫

理
と
歴
史
＝
社
会
﹂
に
お
け
る
次
の
一
節
で
あ
る
。

隣
人
愛
の
倫
理
は
階
級
闘
争
の
倫
理
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な

限
定
を
許
さ
な
い
無
条
件
的
愛
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
対
立
階
級
間
の
関
係
に

つ
い
て
も
、
何
ら
の
除
外
例
も
設
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
、ま
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
の
欠
陥
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
そ
の
隣
人
愛
の
倫
理
の
も
つ
峻
厳
性
︱
時
と
場

所
の
如
何
を
問
わ
ず
、
階
級
社
会
で
も
、
無
階
級
社
会
で
も
、
一
切
に
適
用

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
倫
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
も
、
こ
の
隣
人
愛
の
倫
理
を
高
く
掲
げ
る
。
隣
人
愛
は
、

う
ち
な
る
自
然
に
よ
つ
て
も
、
外
側
の
自
然
に
よ
つ
て
も
、
ま
た
人
と
人
と

が
作
り
上
げ
る
社
会
構
造
の
中
に
お
い
て
も
、
多
く
の
障
害
に
遭
遇
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
そ
の
障
害
に
対
し
て
、
隣
人
愛
は
、
し
か
も
峻
厳
に
誡
命
と
し

て
与
え
ら
れ
、
そ
の
実
現
を
迫
ら
れ
る
。﹁
貧
し
く
か
つ
乏
し
く
﹂
あ
る
状
態

に
お
い
て
、﹁
汝
ら
の
仇
﹂
に
対
し
て
、
サ
マ
リ
ヤ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
間
に

お
い
て
、
愛
に
お
い
て
自
然
に
対
す
る
働
き
も
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
階

級
・
人
種
・
宗
教
の
区
別
を
問
わ
ず
、
愛
は
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)

。
４

注
目
す
べ
き
は
︿
隣
人
愛
﹀
の
形
容
と
し
て
、﹁
与
え
ら
れ
﹂﹁
迫
ら
れ
る
﹂
と

あ
る
よ
う
に
、
受
動
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
松
田

に
お
い
て
︿
隣
人
愛
﹀
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
対
象
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
﹁
限
定
﹂
し
た
り
、
逆
に
﹁
除
外
例
﹂
を
設
け
た
り
し
て
、

い
わ
ば
﹁
先
取
り
﹂
で
き
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、﹁
時
と
場
所
の
如
何
を
問
わ
ず
﹂
の
一
語
が
象
徴
す

る
よ
う
に
、
松
田
に
と
っ
て
︿
隣
人
愛
﹀
の
対
象
は
、
そ
の
時
々
に
﹁
与
え
ら
れ
﹂
、

愛
す
べ
く
﹁
迫
ら
れ
る
﹂、
き
わ
め
て
︿
現
在
﹀
的
な
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
照
射
す
る
。

さ
ら
に
昭
和
二
十
六
年
の
論
考
﹁
高
原
の
記
録
﹂
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
も
示
唆
に
富
む
。
い
わ
く
﹁
福
音
の
赦
し
の
働
き
は
永
遠
的
か

つ
絶
対
的
で
あ
る
が
、
潔
め
は
時
間
的
で
も
あ
り
具
体
的
で
あ
る
。
そ
の
具
体
性
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と
は
、
苦
悩
を
除
去
す
る
実
践
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
て
、

実
践
と
は
、
正
し
く
﹃
医
者
﹄
の
働
き
で
あ
つ
て
、
健
康
者
の
問
題
で
な
く
病
者

の
問
題
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る(

)

﹂
と
。

５

こ
こ
で
は
松
田
の
考
え
る
︿
実
践
﹀
に
つ
い
て
重
要
な
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
﹁
時
間
的
で
も
あ
り
具
体
的
で
あ
る
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
方
法

を
あ
ら
か
じ
め
﹁
固
定
化
﹂
し
、
一
律
適
用
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
把

握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、﹁
実
践
と

は
、
正
し
く
﹃
医
者
﹄
の
働
き
で
あ
つ
て
、
健
康
者
の
問
題
で
な
く
病
者
の
問
題

に
他
な
ら
な
い
﹂
と
の
表
現
が
証
し
す
る
よ
う
に
、
松
田
に
お
い
て
︿
実
践
﹀
は
、

﹁
医
者
﹂﹁
健
康
者
﹂
の
﹁
問
題
で
な
く
﹂
何
よ
り
も
﹁
病
者
﹂
本
位
で
行
わ
れ
る

べ
き
営
み
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
神
か
ら
そ
の
つ
ど
﹁
与
え
ら
れ
﹂
愛
す
べ

く
﹁
迫
ら
れ
る
﹂︿
隣
人
﹀
に
即
し
、
あ
く
ま
で
彼
ら
の
﹁
苦
悩
を
除
去
﹂
す
る
目

的
で
、﹁
具
体
的
﹂
に
遂
行
さ
る
べ
き
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。然

ら
ば
、﹁
与
え
ら
れ
た
﹂︿
隣
人
﹀
に
、
し
か
も
﹁
病
者
﹂
と
し
て
苦
し
む
︿
隣

人
﹀
に
即
し
、﹁
具
体
的
﹂
な
愛
の
︿
実
践
﹀
を
行
う
に
は
、﹁
医
者
﹂
た
る
主
体

の
側
に
何
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
昭
和
二
十
四
年
の
論

考
﹁
日
本
の
病
患
﹂
で
、
松
田
が
明
確
に
﹁
病
患
に
対
し
て
、
私
共
が
深
く
悲
し

み
を
知
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)

﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
こ
こ

６

で
松
田
は
﹁
病
者
﹂
の
﹁
病
患
﹂
を
、
単
に
﹁
知
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
言
う
の
で
な
く
、﹁
病
患
に
対
し
て
、
私
共
が
深
く
悲
し
み
を
知
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
﹂
と
、
あ
え
て
﹁
悲
し
み
を
知
る
﹂
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、﹁
病
者
﹂
た
る
︿
隣
人
﹀
に
即
し
、
そ
の
﹁
苦
悩
を
除
去
﹂
す
る
︿
実

践
﹀
を
行
う
た
め
に
は
、︿
隣
人
﹀
の
﹁
苦
悩
﹂
﹁
病
患
﹂
を
理
論
的
・
傍
観
的
な

立
場
か
ら
﹁
知
る
者
﹂
と
な
る
の
で
な
く
、
み
ず
か
ら
﹁
病
者
﹂
の
立
場
に
立
ち
、

﹁
苦
悩
﹂﹁
病
患
﹂
を
負
う
︿
隣
人
﹀
の
﹁
悲
し
み
﹂
を
﹁
具
体
的
﹂
か
つ
﹁
深
く
﹂

﹁
知
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
力
説
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
叙
述
か
ら
ま
ず
窺
え
る
の
は
、松
田
に
お
い
て
農
村
調
査
の
試
み
は
、

農
村
・
農
民
を
︿
隣
人
﹀
と
し
て
﹁
深
く
﹂﹁
知
る
﹂
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
︿
隣

人
愛
﹀
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
松
田
に
お
け
る
農
村
調
査
は
、﹁
机
上
の
研
究
﹂
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
信
仰

的
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

看
取
す
べ
き
は
こ
の
点
の
み
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
さ
ら
に
松
田
は
同
じ
﹁
日

本
の
病
患
﹂
で
、﹁
病
患
を
癒
す
た
め
に
は
医
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た

看
護
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)

﹂
と
︿
実
践
﹀
の
主
体
の
内
実
を
述
べ
る
文
脈
中
、

７

イ
ザ
ヤ
書

章
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
﹁
ま
こ
と
に
彼
は
わ

53

れ
ら
の
病
患
を
お
い
我
ら
の
か
な
し
み
を
担
え
り(

)

﹂
と
、
特
に
﹁
病
患
﹂
の
語
を

８

あ
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
松
田
に
お
い
て
、﹁
与
え
ら
れ
﹂
た
︿
隣
人
﹀
に
即
し
て
の
具

体
的
な
︿
実
践
﹀
は
、
か
の
﹁
苦
難
の
僕
﹂
さ
な
が
ら
に
、
み
ず
か
ら
︿
隣
人
﹀

の
﹁
病
患
を
お
い
﹂、
そ
の
﹁
か
な
し
み
を
担
﹂
う
こ
と
、
そ
の
営
み
を
通
じ
て
﹁
病

者
﹂
た
る
︿
隣
人
﹀
の
﹁
悲
し
み
を
知
る
者
﹂
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
遂
行

さ
れ
る
と
念
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、︿
隣
人
﹀

を
﹁
深
く
﹂﹁
知
る
﹂
と
い
う
表
現
に
松
田
が
込
め
た
意
味
世
界
と
は
、
対
象
に
つ
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い
て
の
﹁
知
識
獲
得
﹂
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、︿
隣
人
﹀
と
し
て
の
実
存
的
共
鳴
ま

で
射
程
に
入
れ
た
試
み
で
あ
る
こ
と
を
照
射
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

︿
実
践
﹀
は
、﹁
日
本
の
病
患
﹂
で
﹁
塩
が
み
ず
か
ら
の
存
在
を
棄
て
て
も
食
物
に

味
を
つ
け
て
ゆ
く
よ
う
に(

)

﹂
あ
る
い
は
﹁
春
の
雨
が
乾
い
た
土
に
降
り
落
ち
て
い

９

く
よ
う
に(

)

﹂
と
、﹁
自
己
無
化
﹂
を
意
味
す
る
形
容
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
実
が
象

10

徴
す
る
よ
う
に
、
神
か
ら
﹁
与
え
ら
れ
﹂
た
︿
隣
人
﹀、
し
か
も
﹁
病
者
﹂
た
る
︿
隣

人
﹀
を
前
に
し
て
、﹁
み
ず
か
ら
の
存
在
を
棄
て
﹂
る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
﹁
苦
難

の
僕
﹂
や
イ
エ
ス
の
い
わ
ゆ
る
﹁
ケ
ノ
ー
シ
ス(

)

﹂
に
す
ら
通
ず
る
姿
勢
が
想
定
さ

11

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
無
論
、
松
田
は
こ
の
営
み
を
、﹁
独
力
﹂
で
な
し

得
る
こ
と
と
は
考
え
て
は
い
な
い
。
留
意
す
べ
き
は
松
田
が
キ
リ
ス
ト
者
の
︿
社

会
的
実
践
﹀
を
述
べ
る
際
、
こ
う
力
説
す
る
点
で
あ
る
。
い
わ
く
﹁
歴
史
の
相
対

的
進
歩
の
中
に
は
ら
ま
れ
る
罪
と
頽
廃
と
を
充
分
に
認
め
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
の
愛

に
迫
ら
れ
て
そ
の
相
対
的
進
歩
の
中
に
身
を
以
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)

﹂
ま

12

た
﹁
実
践
の
中
に
こ
そ
、
罪
の
赦
し
の
信
仰
の
展
開
が
あ
る(

)

﹂
と
。
こ
の
表
現
中
、

13

松
田
が
﹁
キ
リ
ス
ト
の
愛
に
迫
ら
れ
て
﹂
ま
た
﹁
罪
の
赦
し
の
信
仰
の
展
開
﹂
と

い
っ
た
形
容
を
用
い
て
い
る
点
は
、と
り
わ
け
注
意
深
く
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
松
田
の
信
仰
を
特
徴
づ
け
る
と
き
、
長
野
県
北
佐
久
地
方
に
お

け
る
農
村
調
査
と
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
の
試
み
は
、
松
田
が
﹁
研
究
上
の
便
宜
﹂
等
、

人
間
的
な
﹁
都
合
﹂
か
ら
そ
の
場
を
﹁
選
ん
だ
﹂
と
い
う
よ
り
も
、
北
佐
久
の
農

村
と
農
民
を
み
ず
か
ら
の
︿
隣
人
﹀
と
し
て
﹁
与
え
ら
れ
﹂、
そ
の
﹁
苦
悩
を
除
去
﹂

す
べ
く
﹁
迫
ら
れ
﹂
た
と
い
う
厳
粛
な
促
し
の
実
り
と
見
る
ほ
う
が
、
そ
の
信
仰

的
実
感
に
即
し
た
理
解
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
北

佐
久
の
農
村
と
農
民
を
目
の
当
た
り
に
し
た
松
田
の
中
に
、
か
の
﹁
サ
マ
リ
ア
人
﹂

さ
な
が
ら
の
︿
経
験
﹀
が
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
現
成
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
具
体
的
連
関
は
次
節
以
降
に
て
跡
づ
け
た
い
。

［
３

信
州
農
村
へ
の
視
座

︱
理
想
の
農
村
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
］

松
田
と
長
野
県
と
の
か
か
わ
り
は
、
戦
前
よ
り
松
田
が
軽
井
沢
南
原
の
別
荘
で

夏
を
過
ご
し
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
の
生
活
の
あ
り
よ
う
は
﹁
軽
井
沢
高
原

へ
の
回
想
﹂と
い
う
一
文
で
松
田
み
ず
か
ら
次
の
よ
う
に
回
顧
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
わ
く
﹁
別
荘
に
は
、
低
い
土
堤
と
生
け
垣
の
ほ
か
に
は
垣
根
を
許
さ
な
い
こ
と
、

お
互
い
に
午
前
中
は
訪
問
を
し
な
い
こ
と
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
午
前
中
は
な
る
べ

く
使
わ
な
い
で
静
け
さ
を
保
つ
こ
と
、
と
い
っ
た
消
極
的
条
件
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
財
団
法
人
を
組
織
す
る
集
団
は
、
東
京
に
居
て
も
会
合
を
開
い
て
結
び
つ
き

を
強
め
、
夏
に
な
る
と
、
組
織
的
な
会
合
や
行
事
を
、
そ
れ
も
、
住
人
の
重
荷
に

な
ら
な
い
程
度
に
、
し
か
も
、
た
の
し
く
営
ん
で
ゆ
こ
う
、
と
い
う
積
極
面
も
備

え
た(

)

﹂
と
。
こ
こ
で
活
写
さ
れ
る
の
は
、﹁
公
私
の
別
﹂
を
わ
き
ま
え
て
互
い
の
︿
自

14

由
﹀
を
尊
重
し
あ
う
︿
独
立
﹀
の
﹁
住
人
﹂
が
、
私
的
世
界
に
自
閉
す
る
こ
と
な

く
、
生
活
の
場
の
運
営
に
平
等
か
つ
主
体
的
に
か
か
わ
り
、
問
題
を
対
話
に
よ
っ

て
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
交
わ
り
の
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
当
時
に
あ
っ

て
、
き
わ
め
て
恵
ま
れ
た
人
々
に
よ
る
物
心
両
面
で
余
裕
あ
る
生
活
模
様
で
あ
る

こ
と
も
論
を
俟
た
な
い
。
松
田
は
そ
う
し
た
場
で
の
生
活
が
、
み
ず
か
ら
に
と
り
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﹁
す
こ
し
も
意
識
的
で
な
く
、
作
為
的
で
も
な
く
、
た
だ
自
然(

)

﹂
な
も
の
で
あ
り
﹁
真

15

実
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
し
か
た
が
な
い(

)

﹂
と
顧
み
る
。
松
田
に
身
近

16

で
教
え
を
受
け
た
住
谷
一
彦
は
、
そ
ん
な
松
田
一
家
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
﹁
当
時
の

日
本
で
は
た
だ
一
個
の
理
念
型
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
よ
う
な(

)

﹂﹁
す
ぐ
れ
て

17

西
欧
市
民
社
会
的
な
世
界
の
そ
れ
に
根
ざ
す
も
の(

)

﹂
と
評
し
て
い
る
が
、
か
く
し

18

て
松
田
が
﹁
西
欧
市
民
社
会
的
な
世
界
﹂
を
﹁
理
念
﹂
と
し
て
構
想
す
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
﹁
理
念
﹂
を
具
体
化
し
た
か
の
ご
と
き
生
活
体
験
を
持
ち
、
そ
こ
に

﹁
す
こ
し
も
意
識
的
で
な
く
、
作
為
的
で
も
な
く
、
た
だ
自
然
﹂
で
﹁
真
実
そ
の
も

の
﹂
な
生
き
方
を
実
感
し
て
い
た
事
実
は
、
戦
後
長
野
県
農
村
と
松
田
の
か
か
わ

り
を
考
え
る
と
き
、﹁
当
時
の
日
本
﹂
に
対
す
る
松
田
の
視
座
を
規
定
す
る
も
の
と

し
て
注
目
に
値
す
る(

)

。
19

農
村
に
向
け
る
松
田
の
ま
な
ざ
し
は
、
如
上
の
経
験
に
加
え
、
戦
前
来
、
松
田

が
進
め
て
い
た
﹁
南
独
逸
農
村
﹂
の
経
済
史
研
究
に
よ
っ
て
も
構
築
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
松
田
は
、
昭
和
十
七
年
三
月
に
著
し
、
ま
も
な
く
﹃
社
会

経
済
史
学
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
﹁
南
独
逸
農
村
麻
織
物
業
の
類
型
的
特
質
﹂
の

中
で
、﹁
ル
ッ
タ
ー
が
予
ね
て
深
い
親
愛
の
心
を
寄
せ
て
居
た(

)

﹂﹁
南
独
逸
の
農
村

20

麻
織
物
業
者(

)

﹂
を
、﹁
当
時
の
独
逸
に
於
け
る
典
型
的
な
産
業
的
中
産
社
会
層(

)

﹂﹁
近

21

22

代
国
民
経
済
成
立
の
た
め
の
基
礎
的
条
件
を
な
す
、
言
は
ば
﹃
隅
の
首
石
﹄
な
る

社
会
層
︱
独
立
の
農
民
・
手
工
業
者(

)

﹂
と
称
し
て
分
析
を
試
み
て
い
る
。
こ
こ
で

23

興
味
深
い
の
は
、
松
田
が
﹁
独
立
の
企
業
家(

)

﹂
と
し
て
の
﹁
南
独
逸
の
農
村
麻
織

24

物
業
者
﹂
の
暮
ら
し
の
様
を
、
机
上
の
﹁
分
析
﹂
に
と
ど
ま
ら
ず
論
文
の
結
語
部

分
で
﹁
当
時
の
南
独
逸
の
一
部
分
で
あ
つ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
生
ん
だ
十
八
世
紀

の
農
村
出
身
の
作
曲
家

J
o
s
e
p
h

H
a
y
d
n
の
大
作
﹃
四
季
﹄
の
最
後(

)

﹂
に
描
か
れ

25

る
﹁
雪
深
き
冬
の
夜
、
勤
労
と
穫
の
喜
び
に
満
た
さ
れ
て
歌
う
た
ひ
つ
つ
糸
つ
む

ぎ
と
織
上
げ
に
い
そ
し
む
農
家
の
姿(

)

﹂
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
﹁
四
季
﹂

26

の
世
界
が
醸
し
出
す
、
そ
の
﹁
喜
び
﹂
と
﹁
歌
﹂
に
彩
ら
れ
た
﹁
南
独
逸
﹂
の
﹁
農

家
の
姿
﹂
は
後
の
﹃
音
楽
と
市
民
革
命
﹄
に
お
い
て
も
、
こ
う
描
写
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
く
﹁
田
園
詩
﹃
四
季
﹄
に
う
た
わ
れ
て
い
る
農
民
は
、
あ
の
イ
ギ
リ
ス
の
富

ん
だ
独
立
自
営
農
民
ヨ
ウ
マ
ン
そ
の
ま
ま
に
、
生
活
へ
の
誇
り
と
幸
福
感
に
充
た

さ
れ
て
い
る
農
民
で
あ
り
、
そ
し
て
神
へ
の
信
仰
も
、
純
粋
で
あ
り
、
明
朗
で
あ

る(

)

﹂﹁
第
四
曲
の
ア
リ
ア
﹃
農
夫
う
ち
笑
み
て
畑
に
出
で
て
﹄
に
溢
れ
て
い
る
労
働

27へ
の
賛
歌
は
、眼
に
見
え
る
よ
う
に
犂
耕
労
働
の
在
り
方
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
、

お
よ
そ
農
民
の
理
想
的
な
姿
を
示
し
て
く
れ
る(

)

﹂
﹁
や
が
て
は
黄
金
色
の
収
穫
を

28

も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
胸
一
杯
に
夢
み
な
が
ら
、
労
働
に
い
そ
し
む
。
そ

れ
は
春
の
大
麦
を
播
く
労
働
で
あ
ろ
う
。
空
に
は
揚
げ
雲
雀
、
野
に
は
バ
ラ
も
百

合
も
咲
き
出
し
、
美
し
い
春
の
季
節
で
あ
る(

)

﹂
と
。
そ
し
て
件
の
論
考
﹁
南
独
逸

29

農
村
麻
織
物
業
の
類
型
的
特
質
﹂
結
語
部
分
で
、﹁
雪
深
き
冬
の
夜
、
勤
労
と
収
穫

の
喜
び
に
満
た
さ
れ
て
歌
う
た
ひ
つ
つ
糸
つ
む
ぎ
と
織
上
げ
に
い
そ
し
む
農
家
の

姿
﹂
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
世
界
は
、﹃
音
楽
と
市
民
革
命
﹄
の
中
で
﹁
収
穫
の
季

節
﹂
た
る
﹁
秋
﹂
の
情
景
と
あ
わ
せ
、
次
の
よ
う
に
謳
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

秋
は
収
穫
の
季
節
で
あ
り
、
春
の
労
働
は
こ
こ
に
酬
い
ら
れ
る
。
第
三
十

一
曲
﹁
ユ
ー
ヘ
、
ユ
ー
ヘ
、
葡
萄
酒
は
こ
こ
に
﹂
と
い
う
収
穫
の
喜
び
は
、

聴
く
者
の
耳
に
も
快
い
。
⋮
⋮
こ
こ
迄
来
る
と
、
や
は
り
一
年
間
の
収
穫
の

聖学院大学論叢 第 23 巻 第２号206

（5）



時
に
際
会
し
て
、
胸
一
杯
に
歌
い
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
も
こ

の
曲
を
春
か
ら
始
め
て
よ
う
や
く
山
を
乗
り
こ
え
た
、
と
い
う
安
心
感
で

ほ
っ
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
に
は
、
冬
が
訪
れ
る
。
こ
こ
で
、

女
声
合
唱
の
第
三
十
八
曲
﹁
く
る
く
る
廻
れ
、
糸
車
よ
廻
れ
﹂
の
楽
し
い
語

ら
い
の
時
間
が
く
る
。
女
性
た
ち
だ
け
の
無
邪
気
で
陽
気
な
お
し
ゃ
べ
り
の

ひ
と
と
き
で
、
み
ん
な
が
糸
車
を
廻
し
な
が
ら
の
集
い
の
と
き
で
も
あ
る
。

⋮
⋮
歌
う
者
と
聴
く
者
が
心
を
一
つ
に
で
き
る
、
農
民
の
心
の
歌
で
あ
る(

)

。
30

松
田
は
﹁
南
独
逸
の
農
村
麻
織
物
業
者
﹂
の
﹁
研
究
﹂
に
お
い
て
、
資
料
か
ら

単
な
る
﹁
知
識
﹂
を
読
み
取
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
松
田
は
そ
こ
で
﹁
ユ
ー
ヘ
、

ユ
ー
ヘ
、
葡
萄
酒
は
こ
こ
に
﹂
と
い
う
歌
声
を
、﹁
女
性
た
ち
だ
け
の
無
邪
気
で
陽

気
な
お
し
ゃ
べ
り
﹂
を
、
遠
く
時
空
を
隔
て
た
﹁
南
独
逸
﹂
か
ら
聴
き
と
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
松
田
が
そ
の
学
問
を
成
立
さ
せ
る
必
須
の
要
素
と
し
た
概
念
、
す
な

わ
ち
﹁
当
時
の
独
逸
に
於
け
る
典
型
的
な
産
業
的
中
産
社
会
層
﹂
な
い
し
﹁
近
代

国
民
経
済
成
立
の
た
め
の
基
礎
的
条
件
を
な
す
、
言
は
ば
﹃
隅
の
首
石
﹄
な
る
社

会
層
︱
独
立
の
農
民
・
手
工
業
者
﹂
等
の
用
語
が
、
松
田
に
お
い
て
﹁
概
念
﹂、﹁
用

語
﹂
の
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、﹁
勤
労
と
収
穫
の
喜
び
﹂
を
歌
う
農
夫
の
﹁
笑

み
﹂、﹁
無
邪
気
で
陽
気
な
お
し
ゃ
べ
り
﹂
の
さ
ざ
め
き
、
而
し
て
﹁
楽
し
い
語
ら

い
﹂
に
彩
ら
れ
﹁
心
を
一
つ
に
﹂
結
ば
れ
た
﹁
集
い
﹂
等
、
活
き
活
き
と
し
た
相

貌
を
伴
う
も
の
と
し
て
立
体
的
に
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
照
射
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
大
塚
に
見
ら
れ
る
﹁
ヨ
ウ
マ
ン
の
神
話
﹂
同
様
、
歴
史
的
現
実
に
お

け
る
﹁
南
独
逸
農
村
﹂
を
必
ず
し
も
﹁
反
映
﹂
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
が(

)

、
し

31

か
し
音
楽
を
媒
介
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
姿
で
あ
る
だ
け
に
、

そ
れ
は
現
実
の
日
本
と
農
村
を
視
る
基
軸
と
し
て
、
松
田
の
学
問
と
︿
実
践
﹀
を

規
矩
し
続
け
る
有
効
な
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
た
り
得
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
し
て
軽
井
沢
で
の
生
活
や
、﹁
南
独
逸
農
村
﹂
研
究
と
音
楽
に
よ
り
培
わ
れ

た
理
想
の
農
村
イ
メ
ー
ジ
を
携
え
て
、
松
田
が
北
佐
久
の
農
村
を
訪
れ
た
の
は
戦

後
間
も
な
い
昭
和
二
十
三
年
九
月
初
旬
の
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
、
三
十
七
歳
の
立

教
大
学
教
授
で
あ
っ
た
松
田
は
、﹁
若
い
友
人
の
小
山
洋(

)

﹂
の
案
内
で
﹁
望
月
の
女

32

学
校
の
裁
縫
室
で
、
老
人
た
ち
か
ら
若
い
少
年
少
女
に
至
る
ま
で
の
、
い
ろ
い
ろ

な
種
類
の
聴
衆
を
前
に
し
て
、
ヨ
ウ
マ
ン
の
意
識
と
そ
の
担
っ
た
生
産
力
の
歴
史

的
形
態
と
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
な
ど
の
こ
と(

)

﹂
を
説
明
し
、
午
後
に
は
北
御
牧

33

小
学
校
で
﹁
農
民
＝
農
地
解
放
の
世
界
史
的
意
義
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
け

る
土
地
問
題
の
解
決
の
仕
方(

)

﹂
を
話
し
た
と
い
う
。
内
容
が
示
唆
す
る
と
お
り
松

34

田
に
期
待
さ
れ
た
の
は
、
戦
後
随
所
で
見
ら
れ
た
﹁
文
化
運
動
﹂
の
講
師
で
あ
っ

て(

)

、
み
ず
か
ら
も
回
顧
す
る
ご
と
く
﹁
偶
然(

)

﹂
的
な
役
回
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

35

36

る
。
し
か
し
そ
の
﹁
偶
然
﹂
に
よ
る
松
田
の
見
聞
は
、
松
田
に
と
っ
て
決
し
て
あ

り
き
た
り
の
経
験
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
松
田
は
こ
の
と
き
﹁
始
め
て
蓼
科
北

麓
の
高
原
の
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
広
が
り
の
、
複
雑
な
た
た
ず
ま
ひ
を
知(

)

﹂
る
と
と

37

も
に
﹁
御
牧
ケ
原
と
八
重
原
の
人
々
、
そ
こ
に
お
け
る
水
を
獲
得
し
、
水
を
支
配

す
る
た
め
の
戦
い
と
、
人
と
自
然
の
対
抗
の
う
ち
に
成
立
す
る
生
活
の
特
異
性
に

つ
い
て
聞
い
た(

)

﹂
か
ら
で
あ
る
。

38
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［
４

見
出
さ
れ
た
北
佐
久
︱
松
田
に
お
け
る
︿
隣
人
﹀］

松
田
が
蓼
科
北
麓
の
村
を
初
め
て
訪
れ
た
際
、
彼
が
見
聞
し
た
こ
と
が
ら
に
関

し
て
は
、
松
田
を
こ
の
地
に
招
い
た
住
民
の
一
人
で
、
翌
年
五
月
、
北
佐
久
の
方
々

に
松
田
を
案
内
し
、
以
後
終
生
、
親
し
く
交
わ
る
こ
と
に
な
る
高
校
教
員
・
小
山

源
吾
が
、﹁
農
村
に
お
け
る
技
術
を
分
析
し
て
︱
一
農
業
教
師
の
提
言
︱
﹂
と
い
う

一
文
で
、﹁
水
を
獲
得
し
、
水
を
支
配
す
る
た
め
の
戦
い
﹂
と
そ
れ
ら
が
織
り
成
す

﹁
生
活
の
特
異
性
﹂
を
、
村
に
生
き
る
者
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る

事
実
が
示
唆
に
富
む
。

こ
の
村
に
は
約
十
五
里
離
れ
た
山
麓
か
ら
引
い
た
水
で
水
田
を
実
施
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
、
約
二
〇
〇
町
歩
あ
り
ま
す
。
徳
川
の
末
期
、
藩
か
ら
の
命

で
、
長
い
年
月
を
か
け
て
用
水
を
作
つ
た
の
で
す
が
、
何
分
に
も
遠
い
所
か

ら
水
を
引
い
て
来
ま
す
の
で
、
漏
水
が
甚
し
く
、
用
水
路
の
修
理
の
た
め
に

年
々
延
二
千
人
と
い
う
驚
く
べ
き
多
勢
の
人
た
ち
が
こ
の
山
麓
に
登
る
の
で

す
。
今
日
の
経
費
に
し
て
も
実
に
膨
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

ま
す
。
し
か
も
少
い
水
で
す
か
ら
、
上
の
方
か
ら
順
に
﹁
マ
ス
﹂
と
い
う
も

の
で
分
水
し
て
使
い
、
水
当
番
が
立
て
ら
れ
、
勝
手
に
自
分
の
水
田
に
水
を

引
い
た
場
合
は
罰
則
と
し
て
百
日
の
水
番
を
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す(

)

。
39

小
山
の
指
摘
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
水
田
に
お
け
る
稲
作
経
営
は
、﹁
水
田
﹂
ゆ

え
に
用
排
水
設
備
を
必
須
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
技
術
的
に
も
規

模
の
上
で
も
個
別
に
設
営
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
共
同
で
設
営
し
た
同
一
の
用

排
水
設
備
を
、
共
同
で
用
い
る
以
外
に
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
稲
作
農
民
が
用
排

水
を
め
ぐ
る
慣
行
・
秩
序
に
従
属
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
自
明
と
も
言
え
る(

)

。
し

40

か
し
こ
こ
で
小
山
が
問
い
質
す
の
は
、﹁
約
十
五
里
離
れ
た
山
麓
か
ら
引
い
た
水

で
水
田
を
実
施
﹂
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
用
水
確
保
が
困
難
な
土
地
で
あ
る
だ

け
に
、
い
ま
だ
﹁
徳
川
﹂
時
代
以
来
の
古
き
﹁
用
水
﹂
を
ひ
と
頼
り
に
し
、
し
た

が
っ
て
、
過
酷
な
﹁
用
水
路
の
修
理
﹂、﹁
水
当
番
﹂、
そ
れ
に
伴
う
﹁
罰
則
﹂
等
々
、

﹁
経
済
外
﹂
の
様
々
な
る
﹁
軛
﹂
を
強
い
ら
れ
て
あ
る
北
佐
久
農
民
の
す
が
た
で
あ

る
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
北
佐
久
の
農
民
も
ま
た
﹁
農
民
＝
農
地
解
放
﹂

を
経
て
、﹁
ヨ
ウ
マ
ン
﹂
に
比
肩
す
べ
き
土
地
・
経
済
的
基
盤
、﹁
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

革
命
﹂
の
射
程
す
ら
語
ら
れ
得
る
だ
け
の
民
主
的
な
権
利
を
与
え
ら
れ
は
し
た
も

の
の
、
現
実
の
農
業
生
産
過
程
に
お
い
て
彼
ら
は
完
全
に
﹁
独
立
﹂
し
て
い
る
わ

け
で
な
く
、﹁
徳
川
﹂
時
代
に
遡
る
旧
き
﹁
用
水
﹂
と
そ
の
維
持
組
織
に
い
ま
だ
隷

属
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
北
佐
久
の
農
民
に
負
わ
さ
れ
た
、
こ

う
し
た
﹁
軛
﹂
の
あ
り
よ
う
が
、
当
の
松
田
に
著
し
い
印
象
を
与
え
た
こ
と
は
、

松
田
の
手
に
な
る
次
の
よ
う
な
﹁
風
景
描
写
﹂
が
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

千
曲
川
の
ほ
と
り
信
州
小
諸
の
南
西
、蓼
科
北
麓
の
ゆ
る
や
か
な
裾
野
に
、

五
郎
兵
衛
新
田
村
、
三
都
和
村
、
北
御
牧
村
八
重
原
と
い
っ
た
農
村
が
ひ
ろ

が
る
。
⋮
⋮
標
高
五
百
米
か
ら
八
百
米
、
蓼
科
の
山
頂
か
ら
蜿
蜒
流
れ
こ
む

そ
れ
ぞ
れ
三
本
の
灌
漑
用
水
に
よ
っ
て
、
年
年
牧
歌
豊
か
な
生
活
が
営
ま
れ
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る
、
こ
の
あ
た
り
北
佐
久
の
風
光
は
一
際
美
し
い
。
春
と
共
に
︱
も
っ
と
も

そ
れ
は
五
月
、
里
は
既
に
初
夏
で
あ
る
が
︱
用
水
の
水
は
引
か
れ
、
秋
と
共

に
稲
穂
は
波
う
ち
、
平
均
反
当
二
・
七
石
か
ら
三
・
二
石
、
時
に
は
六
石
以

上
の
高
位
収
穫
田
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
地
帯
で
あ
る
、
だ
が
さ
て
真
に

幸
い
多
き
桃
源
郷
で
あ
ろ
う
か
。
一
度
び
こ
こ
に
足
を
止
め
、
そ
の
実
相
に

ふ
れ
る
や
、
美
し
き
眺
め
は
仮
象
に
過
ぎ
ず
、
問
題
は
さ
程
簡
単
で
は
な
く

な
っ
て
来
る(

)

。
41

﹁
桃
源
郷
﹂
と
も
称
す
べ
き
﹁
風
光
﹂
と
そ
の
﹁
実
相
﹂
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
。
同

趣
旨
の
描
写
を
松
田
は
他
で
も
繰
り
返
し
て
お
り(

)

、
そ
の
﹁
落
差
﹂
が
松
田
を
強

42

く
打
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
思
う
に
松
田
に
と
っ
て
軽
井
沢
南
原
の
﹁
隣
﹂

な
る
﹁
蓼
科
北
麓
﹂
一
帯
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
﹁
美
し
い
﹂
も
の
と
し
て
、
身
近

な
﹁
桃
源
郷
﹂
と
さ
え
映
じ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
傍
目
に
は
﹁
美
し
い
﹂

﹁
北
佐
久
の
風
光
﹂
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
別
荘
﹂
や
﹁
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
﹂
と
無

縁
で
あ
っ
た
。﹁
上
の
方
か
ら
順
に
﹃
マ
ス
﹄
と
い
う
も
の
で
分
水
し
て
使
い
、
水

当
番
が
立
て
ら
れ
、
勝
手
に
自
分
の
水
田
に
水
を
引
い
た
場
合
は
罰
則
と
し
て
百

日
の
水
番
を
さ
せ
ら
れ
る
﹂
と
い
う
慣
行
が
象
徴
す
る
﹁
拘
束
﹂
は
、
松
田
一
家

が
軽
井
沢
は
南
原
な
る
住
民
と
営
ん
だ
﹁
当
時
の
日
本
で
は
た
だ
一
個
の
理
念
型

と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
﹂
生
活
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ

し
て
何
よ
り
、﹁
徳
川
﹂
時
代
に
ま
で
遡
る
﹁
用
水
﹂
の
維
持
組
織
に
隷
属
を
強
い

ら
れ
る
農
民
は
、
か
の
﹁
田
園
詩
﹃
四
季
﹄
に
う
た
わ
れ
て
い
る
農
民
﹂﹁
あ
の
イ

ギ
リ
ス
の
富
ん
だ
独
立
自
営
農
民
ヨ
ウ
マ
ン
そ
の
ま
ま
に
、
生
活
へ
の
誇
り
と
幸

福
感
に
充
た
さ
れ
て
い
る
農
民
﹂
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
は
、

﹁
ユ
ー
ヘ
、
ユ
ー
ヘ
﹂
に
類
す
る
希
望
に
満
ち
た
歌
声
も
聞
こ
え
て
こ
な
け
れ
ば
、

﹁
女
性
た
ち
だ
け
の
無
邪
気
で
陽
気
な
お
し
ゃ
べ
り
﹂
も
耳
に
入
り
は
し
な
か
っ

た
。
代
わ
り
に
松
田
に
﹁
深
く
沁
み
と
お
﹂
っ
た
の
は
次
の
よ
う
な
﹁
嘆
き
﹂
で

あ
っ
た
。こ

の
高
原
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
初
め
の
頃
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
予
定

を
終
え
て
信
越
線
の
上
り
列
車
に
揺
ら
れ
て
、
北
佐
久
の
高
み
へ
と
上
っ
て

ゆ
く
と
き
は
、
ち
ょ
う
ど
夕
方
で
あ
っ
た
。
か
え
り
み
る
と
西
の
方
に
蓼
北

の
裾
野
は
も
は
や
夕
陽
を
う
し
ろ
に
黒
く
横
た
わ
っ
て
い
る
。
陽
は
急
速
に

沈
ん
で
、
山
の
た
た
ず
ま
い
は
見
わ
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
黒
々
と
し
た

山
の
懐
に
は
一
つ
二
つ
と
灯
火
が
き
ら
め
き
出
し
た
。
寂
寥
の
極
み
の
一
瞬

間
で
あ
る
。
私
の
心
情
に
は
静
か
な
る
細
き
声
が
さ
さ
や
い
た
。
﹁
そ
れ
造

ら
れ
た
る
も
の
の
虚
無
に
服
せ
し
は
、
己
が
願
に
よ
る
に
あ
ら
ず
、
服
せ
し

め
給
ひ
し
者
に
よ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
な
ほ
造
ら
れ
た
る
も
の
に
も
滅
亡
の

僕
た
る
状
よ
り
解
か
れ
て
、
神
の
子
た
ち
の
光
栄
の
自
由
に
入
る
望
は
存
れ

り
﹂。
そ
う
し
て
、
こ
と
に
深
く
沁
み
と
お
る
の
は
、﹁
我
ら
は
知
る
、
す
べ

て
造
ら
れ
た
る
も
の
の
今
に
至
る
ま
で
共
に
嘆
き
、
と
も
に
苦
し
む
こ
と
を
﹂

︵
ロ
マ
書
八
章
︶
︱
こ
の
言
葉
で
あ
っ
た(

)

。
43

こ
こ
に
は
﹁
蓼
北
の
裾
野
﹂
な
る
、﹁
黒
々
と
し
た
山
の
懐
﹂
に
て
生
き
る
人
々

と
の
出
会
い
の
経
験
を
、﹁
偶
然
﹂
と
し
て
受
け
流
す
こ
と
な
く
、﹁
静
か
な
る
細
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き
声
﹂
を
聴
く
精
神
の
深
み
に
お
い
て
、
厳
粛
に
受
け
止
め
て
い
る
松
田
の
姿
が

見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
松
田
に
お
い
て
、
北
佐
久
は
﹁
御
牧
ケ
原
と
八
重
原
の

人
々
﹂
と
出
会
い
、
彼
ら
の
﹁
水
を
獲
得
し
、
水
を
支
配
す
る
た
め
の
戦
い
と
、

人
と
自
然
の
対
抗
の
う
ち
に
成
立
す
る
生
活
の
特
異
性
に
つ
い
て
聞
﹂
く
と
い
う

経
験
は
、
単
な
る
﹁
伝
聞
﹂
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
松
田
は
、
そ
こ
で

面
し
た
﹁
御
牧
ケ
原
と
八
重
原
の
人
々
﹂
の
﹁
実
相
﹂
を
、
彼
ら
が
﹁
滅
亡
の
僕

た
る
状
よ
り
解
か
れ
て
、
神
の
子
た
ち
の
光
栄
の
自
由
に
入
る
﹂
こ
と
を
望
み
﹁
嘆

き
﹂﹁
苦
し
﹂
む
あ
り
様
と
し
て
、
信
仰
の
眼
で
受
け
止
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
松
田
は
こ
の
と
き
、
戦
前
来
親
し
ん
で
き
た

軽
井
沢
の
﹁
隣
﹂
な
る
北
佐
久
の
人
々
に
対
し
、
初
め
て
そ
の
﹁
隣
人
と
な
っ
た
﹂

の
で
あ
る
。

実
際
、
松
田
は
前
掲
﹁
高
原
の
記
録
﹂
の
中
で
、﹁
福
音
の
担
い
手
た
る
私
共
は
、

い
わ
ゆ
る
知
識
層
た
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
限
定
を
脱
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
⋮
⋮
そ
れ
は
こ
の
厳
し
い
外
と
内
の
自
然
の
抵
抗
の
う
ち
に
、
戦
か

い
か
つ
屈
す
る
事
を
止
む
な
く
さ
れ
て
い
る
勤
労
す
る
人
々
の
中
に
、
私
共
も
入

る
こ
と
で
あ
る(

)

﹂
と
述
べ
、
さ
ら
に
昭
和
二
十
五
に
著
さ
れ
た
﹁
後
進
国
の
イ
ン

44

テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
﹂と
い
う
一
文
に
て
は
、﹁
知
識
人
は
脱
知
識
人
化
を
遂
行
し
て
、

直
接
生
産
者
の
素
朴
な
、
し
か
し
形
成
的
な
立
場
に
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)

﹂
45

と
、﹁
厳
し
い
外
と
内
の
自
然
の
抵
抗
の
う
ち
に
、
戦
か
い
か
つ
屈
す
る
事
を
止
む

な
く
さ
れ
て
い
る
勤
労
す
る
人
々
﹂
そ
し
て
﹁
直
接
生
産
者
﹂
に
向
き
合
う
︿
決

意
﹀
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
右
記
論
考
の
執
筆
時
期
か
ら
鑑
み
て
、﹁
御

牧
ケ
原
と
八
重
原
の
人
々
﹂
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
さ
ら
に
そ

う
し
た
人
々
の
﹁
中
に
入
る
こ
と
﹂、
彼
ら
の
﹁
素
朴
な
、
し
か
し
形
成
的
な
立
場

に
就
﹂
く
こ
と
は
、﹁
知
識
層
た
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
限
定
を
脱
﹂

す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
﹁
脱
知
識
人
化
﹂
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具

体
的
な
内
実
を
形
容
す
る
際
に
、
松
田
が
﹁
知
識
人
の
脱
知
識
人
化
の
典
型
は
、

か
つ
て
古
い
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
の
中
に
現
実
に
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た(

)

﹂
と

46

述
べ
、
そ
の
実
例
を
﹁﹃
わ
れ
ら
が
見
る
べ
き
う
る
わ
し
き
容
な
く
、
う
つ
く
し
き

貌
は
な
く
、
我
ら
が
し
た
う
べ
き
艶
色
な
し
、
か
れ
は
侮
ら
れ
て
人
に
す
て
ら
れ

悲
哀
の
人
に
し
て
病
患
を
し
れ
り
﹄［
イ
ザ
ヤ
書
五
十
三
章
］
︱
こ
の
よ
う
な
﹁
神

の
僕
﹂
と
は
、
罪
無
く
し
て
苦
し
み
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
物
だ
つ
た(

)

﹂
と
表
し

47

て
い
る
事
実
は
、
既
に
見
た
︿
隣
人
愛
﹀
へ
の
松
田
の
叙
述
に
重
ね
る
と
き
、
松

田
が
﹁
御
牧
ケ
原
と
八
重
原
の
人
々
﹂
の
﹁
病
患
を
お
い
﹂﹁
か
な
し
み
を
担
﹂
う

こ
と
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
﹁
御
牧
ケ
原
と
八
重
原
の
人
々
﹂
の
﹁
苦
悩
を
除
去
﹂

す
る
︿
実
践
﹀
に
決
意
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
松
田
が
﹁
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
﹂
さ

な
が
ら
に
、﹁
御
牧
ケ
原
と
八
重
原
の
人
々
﹂
を
み
ず
か
ら
の
︿
隣
人
﹀
と
し
て
見

出
し
た
こ
と
を
証
拠
立
て
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
松
田

の
い
う
﹁
知
識
人
の
脱
知
識
人
化
﹂
は
、
一
見
、
敗
戦
直
後
の
若
き
知
識
人
に
見

ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
﹂
的
な
働
き
か
け(

)

と
似
通
っ
て
は
い
る
が
、

48

そ
の
世
界
観
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
次
元
を
異
に
し
た
志
向
で
あ
る
点
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
そ
れ
は
北
佐
久
の
農
民
を
キ
リ
ス
ト

教
的
な
意
味
で
の
︿
隣
人
﹀
と
し
て
見
出
し
た
松
田
の
信
仰
、
こ
と
に
そ
の
︿
隣

人
愛
﹀
の
信
仰
の
促
し
の
実
り
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

聖学院大学論叢 第 23 巻 第２号202

（9）



［
５

﹁
農
民
福
音
学
校
﹂
と
い
う
︿
実
践
﹀］

か
く
し
て
︿
隣
人
﹀
た
る
北
佐
久
農
民
の
﹁
苦
悩
を
除
去
﹂
す
る
こ
と
を
志
し
、

そ
の
﹁
実
相
﹂
を
﹁
具
体
的
﹂
か
つ
﹁
深
く
﹂﹁
知
る
﹂
こ
と
を
試
み
た
松
田
は
、

調
査
の
結
果
、
い
か
な
る
理
解
を
抱
く
に
至
っ
た
か
。
松
田
の
ま
な
ざ
し
は
、
農

村
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
た
昭
和
二
十
五
年
の
論
考﹁
停
滞
的
社
会
と
そ
の
発
展
﹂

お
よ
び
翌
年
の
﹁﹃
水
﹄
に
よ
る
拘
束
を
中
心
と
し
て
﹂
と
い
う
副
題
を
付
せ
ら
れ

た
﹁
村
協
同
体
の
再
生
産
構
造
﹂
に
顕
著
な
よ
う
に
、
先
に
小
山
も
描
写
し
た
﹁
徳

川
﹂
時
代
に
遡
る
旧
き
﹁
用
水
﹂
と
、
同
じ
く
旧
き
、
そ
の
維
持
組
織
に
隷
属
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
、﹁
個
別
的
生
産
力
の
発
展
と
、
そ
れ
が
商
品
・
貨
幣
経
済

を
媒
介
と
し
て
つ
く
り
出
す
農
村
層
の
分
解
と
を
、
二
つ
な
が
ら
推
し
止
め
て
い

る(

)

﹂
と
の
認
識
に
尽
き
る
。
す
な
わ
ち
﹁
水
の
量
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

49経
営
規
模
が
固
定
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
拡
大
が
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

水
が
所
要
の
一
定
量
で
あ
り
、
一
の
普
遍
量
で
あ
る
限
り
、
他
の
技
術
的
な
変
革

が
行
わ
れ
な
い
限
り
、
耕
地
の
拡
大
は
不
可
能
で
あ
つ
て
、
耕
地
分
配
へ
の
要
求

が
競
争
し
て
も
、
な
お
か
つ
経
営
規
模
の
一
般
的
零
細
化
と
平
均
化
と
が
現
れ
ざ

る
を
得
な
い(

)

﹂
と
の
見
解
で
あ
る
。

50

こ
う
し
た
﹁﹃
水
﹄
に
よ
る
拘
束
﹂
と
﹁
停
滞
﹂
に
基
づ
い
た
、
北
佐
久
の
人
々

の
﹁
苦
悩
を
除
去
﹂
し
、
あ
の
﹁
南
独
逸
の
農
村
麻
織
物
業
者
﹂
さ
な
が
ら
の
﹁
勤

労
と
収
穫
の
喜
び
﹂
を
も
た
ら
す
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
最
も
望
ま
し
い
の

は
豊
富
な
水
源
の
確
保
と
そ
れ
に
基
づ
く
新
し
い
用
水
の
設
置
に
よ
っ
て
、
北
佐

久
の
人
々
を
﹁﹃
水
﹄
に
よ
る
拘
束
﹂
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
で
あ
る
が
、
元
来
、﹁
自

然
的
な
灌
漑
用
水
源
を
何
ひ
と
つ
も
た
な
い
原
野
﹂に
そ
れ
は
急
に
は
望
め
な
い
。

そ
こ
で
松
田
は
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
。
た
と
え
ば
昭
和
二
十
五
年
の
論
考

﹁
水
と
農
業
の
関
係
﹂
に
て
い
わ
く
﹁﹃
水
﹄
と
土
地
が
限
定
さ
れ
て
い
る
以
上
残

さ
れ
た
途
は
技
術
的
改
良
と
経
営
者
自
体
の
積
極
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
発

展
が
担
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)

﹂
と
。
す
な
わ
ち
松
田
は
﹁
技
術
的
改
良
﹂
を

51

支
え
得
る
個
々
人
の
︿
合
理
性
﹀
お
よ
び
︿
主
体
性
﹀
の
養
成
に
﹁
水
に
よ
る
拘

束
﹂
と
﹁
停
滞
﹂
突
破
の
鍵
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
﹁
技
術
的
改
良
と
経
営
者
自
体
の
積
極
性
﹂
は
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ

る
も
の
で
な
く
、
ま
た
、﹁
技
術
的
改
良
と
経
営
者
自
体
の
積
極
性
﹂
へ
の
自
己
変

革
の
み
で
北
佐
久
の
農
民
が
か
の
﹁
田
園
詩
﹃
四
季
﹄
に
う
た
わ
れ
て
い
る
農
民
﹂

﹁
あ
の
イ
ギ
リ
ス
の
富
ん
だ
独
立
自
営
農
民
ヨ
ウ
マ
ン
そ
の
ま
ま
に
、
生
活
へ
の

誇
り
と
幸
福
感
に
充
た
さ
れ
て
い
る
農
民
﹂
へ
と
転
じ
得
る
わ
け
で
も
な
い
。
松

田
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
に
気
づ
い
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
松
田

が
農
村
調
査
と
そ
の
分
析
に
連
動
さ
せ
る
か
た
ち
で
、
昭
和
二
十
六
年
よ
り
農
閑

期
を
利
用
し
て
、
小
山
源
吾
と
も
ど
も
﹁
農
民
福
音
学
校
﹂
を
開
催
し
、
責
任
的

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
松
田
の
主
張
の
一
方
の
軸
で

あ
る
﹁
技
術
的
改
良
と
経
営
者
自
体
の
積
極
性
﹂
を
支
え
、
そ
れ
を
促
す
︿
精
神

の
器
﹀
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
し
す

る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
の
松
田
の
言
説
を
直
接
示
す
資
料
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
松
田
が
初
め

て
北
佐
久
に
入
っ
た
昭
和
二
十
三
年
八
月
、﹁
近
代
社
会
を
創
っ
た
人
々
﹂
と
題
し
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北
佐
久
教
育
会
で
行
っ
た
講
演
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
講
演
に
は
小
山
洋
の
筆
記

が
残
さ
れ
て
お
り
、
松
田
が
農
村
に
呼
び
か
け
た
﹁
第
一
声
﹂
を
窺
い
得
る
が
、

そ
こ
で
松
田
は
︿
合
理
性
﹀
そ
し
て
︿
主
体
性
﹀
の
原
器
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
以
上
に
、﹁
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
根
本
的
特
質
は
隣
人
愛
の
精
神

の
中
に
現
れ
ま
す(

)

﹂
と
﹁
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
﹂
を
強
調
し
、
イ
エ
ス
は

52

﹁
一
面
識
も
な
い
旅
人
、
し
か
も
敵
国
人
と
も
い
う
べ
き
ユ
ダ
ヤ
人
負
傷
者
に
た

い
し
て
示
さ
れ
た
サ
マ
リ
ア
人
の
愛
の
行
為
に
隣
人
愛
を
み
て
い
る(

)

﹂
と
説
明
し

53

た
後
で
、
そ
れ
と
対
照
的
な
倫
理
観
を
次
の
よ
う
に
問
い
質
し
て
い
る
の
が
示
唆

に
富
む
。
い
わ
く
﹁
と
こ
ろ
で
、
儒
教
の
場
合
、
た
と
え
ば
依
田
川
で
父
母
兄
弟

が
同
時
に
水
に
溺
れ
て
い
る
と
仮
定
し
た
ら
、
誰
か
ら
先
に
救
う
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
他
人
に
た
い
す
る
救
い
、
つ
ま
り
右
に
述
べ
た
隣

人
愛
の
ご
と
き
は
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
血
の
つ
な
が
り
の
強
さ
が
個
人
の
倫
理

を
動
か
す
の
で
す(

)

﹂
と
。
こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
論
点
を
先
取
り
し
て
言
え

54

ば
、
松
田
に
と
っ
て
︿
隣
人
愛
﹀
の
対
象
は
、
そ
の
時
々
に
﹁
与
え
ら
れ
﹂、
愛
す

べ
く
﹁
迫
ら
れ
る
﹂、
あ
く
ま
で
信
仰
上
の
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た(

)

。
し
か

55

し
松
田
は
あ
え
て
そ
う
し
た
文
脈
を
押
し
出
さ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
親
し
く

は
な
い
聴
衆
に
も
身
近
な
例
、﹁
依
田
川
で
父
母
兄
弟
が
同
時
に
水
に
溺
れ
て
い

る
﹂
状
況
を
問
い
か
け
る
こ
と
で
、﹁
血
の
つ
な
が
り
の
強
さ
﹂
を
超
え
た
﹁
他
人

に
た
い
す
る
救
い
﹂
へ
の
志
向
を
呼
び
か
け
て
い
る
。︿
隣
人
﹀
た
る
農
民
に
即
し

て
の
、
松
田
の
こ
う
し
た
語
り
そ
れ
自
体
、
松
田
に
お
け
る
︿
隣
人
愛
﹀
の
︿
実

践
﹀
と
し
て
意
義
深
い
が
、
こ
こ
で
は
松
田
が
農
村
へ
の
﹁
第
一
声
﹂
と
し
て
、

特
に
﹁
血
の
つ
な
が
り
の
強
さ
﹂
を
超
え
た
﹁
他
人
に
た
い
す
る
救
い
﹂
へ
の
志

向
を
強
調
し
、
以
後
も
な
お
数
年
間
、
様
々
な
場
で
︿
隣
人
愛
﹀
の
意
義
を
説
き

続
け
た
事
実
の
意
味
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る(

)

。
56

こ
の
点
、
興
味
深
い
の
は
、
松
田
が
北
佐
久
に
入
っ
た
年
で
あ
る
昭
和
二
十
三

年
に
関
連
し
、﹁
農
事
研
究
会
と
い
わ
れ
る
農
業
技
術
の
研
究
会
が
多
く
生
ま
れ

た
の
は
、
昭
和
二
三
年
の
春
頃
か
ら(

)

﹂
と
の
指
摘
が
あ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹃
貧

57

し
さ
か
ら
の
解
放
﹄
と
題
し
昭
和
二
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
共
同
研
究
の
一
節
で

あ
る
が
、
発
行
か
ら
一
年
余
で
十
版
を
重
ね
た
事
実
が
示
唆
す
る
よ
う
に(

)

、
そ
の

58

内
容
は
時
代
の
中
で
、広
い
理
解
と
共
感
を
得
た
作
品
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
だ
け
に
注
目
す
べ
き
叙
述
と
言
い
得
る
が
、
同
書
は
さ
ら
に
﹁
農
業
技
術
の

研
究
会
﹂
や
﹁
個
人
的
・
技
能
的
、
い
わ
ゆ
る
篤
農
技
術
が
全
面
に
現
れ
て
く
る(

)

﹂
59

事
実
の
背
景
に
、﹁
生
産
は
で
き
る
だ
け
個
人
技
術
に
頼
る
方
向
が
選
ば
れ
た(

)

﹂こ

60

と
を
読
み
取
っ
て
、
そ
の
真
の
意
味
あ
い
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
い
わ
く

﹁
生
産
は
で
き
る
だ
け
個
人
技
術
に
頼
る
方
向
が
選
ば
れ
た
﹂
の
は
、﹁
今
ま
で
何

戸
か
共
同
で
脱
穀
し
て
い
た
の
を
、
お
隣
同
士
収
量
が
分
る
の
は
ま
ず
い
と
い
つ

て
、個
人
で
動
力
脱
穀
機
を
買(

)

﹂う
例
が
頻
出
し
た
事
実
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、﹁
他

61

人
が
ま
だ
気
の
つ
か
ぬ
う
ち
に
、
ぬ
け
が
け
に
商
品
作
物
を
作
ろ
う(

)

﹂と
い
う
意

62

味
で
の
﹁
個
人
主
義
的
性
格(

)

﹂な
心
根
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。

63

敗
戦
直
後
の
農
家
を
し
て
﹁
他
人
が
ま
だ
気
の
つ
か
ぬ
う
ち
に
、
ぬ
け
が
け
に

商
品
作
物
を
作
ろ
う
﹂
と
い
う
思
い
に
駆
り
立
て
た
、
歴
史
的
、
経
済
的
な
背
景

を
こ
こ
で
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が(

)

、
た
だ
北
佐
久
の
農
村
も
ま
た
同
時
代
に
存
す

64

る
も
の
と
し
て
、
如
上
の
実
情
と
無
縁
で
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
実
際
、
松
田
は
﹁
勇
ま
し
い
高
尚
な
生
涯
﹂
と
い
う
論
考
で
、﹁
あ
る
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山
村(

)

﹂
と
ぼ
か
し
て
は
い
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
北
佐
久
の
農
村
を
念
頭
に
置
き

65

な
が
ら
、﹁
村
が
こ
の
用
水
路
開
設
と
い
う
恩
沢
の
上
に
生
き
て
い
る
の
は
明
ら

か
な
事
実
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
用
水
の
管
理
と
分
配
に
つ
い
て
は
現
在
村

の
争
い
が
激
化
し
、
そ
の
争
い
が
絶
え
な
い(

)

﹂
と
指
摘
す
る
。
松
田
が
こ
の
叙
述

66

の
前
に
、
あ
え
て
﹁
詳
し
く
述
べ
る
必
要
は
な
い
が(

)

﹂
と
前
置
き
す
る
事
実
は
、

67

﹁
詳
し
く
述
べ
る
﹂
こ
と
を
は
ば
か
る
ほ
ど
に
、﹁
村
の
争
い
﹂
が
生
々
し
か
っ
た

こ
と
を
か
え
っ
て
照
射
す
る
。

農
民
の
こ
う
し
た
﹁
実
相
﹂
を
考
慮
せ
ず
、
ど
れ
ほ
ど
﹁
技
術
的
改
良
と
経
営

者
自
体
の
積
極
性
﹂
を
謳
っ
て
も
、
そ
の
﹁
改
良
﹂
は
﹁
他
人
が
ま
だ
気
の
つ
か

ぬ
う
ち
に
、
ぬ
け
が
け
に
﹂
行
わ
れ
、
新
し
い
﹁
技
術
﹂
も
自
家
だ
け
で
独
占
さ

れ
、
そ
れ
が
﹁
血
の
つ
な
が
り
の
強
さ
﹂
を
超
え
て
﹁
他
人
﹂
に
向
け
て
開
示
さ

れ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
の
は
自
明
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
の
看
過
し
得
な
い

深
刻
さ
に
関
し
て
は
、﹁
現
場
﹂
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
﹁
農
業
技
術
﹂
の
性
格
を

鑑
み
る
と
き
、
よ
り
具
体
的
に
立
ち
現
れ
て
く
る
。
以
下
、
小
山
に
よ
る
﹁
農
村

に
お
け
る
技
術
を
分
析
し
て
﹂
の
一
節
に
注
目
し
た
い
。

こ
れ
は
北
海
道
の
例
で
あ
り
ま
す
が
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
堀
取
機
を
Ａ
と
い
う

農
民
が
買
い
こ
ん
で
使
つ
た
の
で
す
。
と
て
も
能
率
が
良
い
と
い
う
の
で
、

Ｂ
が
借
り
て
使
い
ま
し
た
。
Ｃ
も
ま
た
そ
れ
を
知
つ
て
借
り
て
使
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
次
の
年
に
は
、
Ｂ
と
Ｃ
は
Ａ
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
畑
の
近
く
に
自
家

の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
畑
を
移
し
た
た
め
に
、
細
分
化
さ
れ
た
耕
地
の
共
同
化
が
、

こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
⋮
⋮
な
お
こ
ん
な
問
題

も
あ
り
ま
す
。
カ
ル
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
を
共
同
で
使
用
す
る
た
め
、
畔
の
方
向

が
み
な
ま
ち
ま
ち
で
は
次
の
畑
を
耕
す
の
に
、
そ
の
都
度
、
馬
耕
の
位
置
を

換
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
不
便
に
み
な
が
気
づ
き
、
畔
の
方
向
を
一
定
に
し
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
作
付
協
定
が
、
カ
ル
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
を
入
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
で
き
た
の
で
す
。
⋮
⋮
た
だ
観
念
的
に
機
械
化
は
日
本
の
耕
地

の
よ
う
に
起
伏
の
多
い
地
勢
で
は
ダ
メ
だ
と
云
い
切
ら
ず
、
現
実
を
モ
ッ
と

素
直
に
視
て
行
く
と
こ
ろ
に
、
農
業
技
術
の
進
展
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す(

)

。
68

こ
こ
で
小
山
は
、﹁
耕
地
の
共
同
化
﹂
と
い
う
農
業
の
︿
合
理
化
﹀
が
、﹁
ジ
ャ

ガ
イ
モ
堀
取
機
﹂
や
﹁
カ
ル
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
﹂
と
い
う
﹁
機
械
﹂
を
媒
介
に
成
し

遂
げ
ら
れ
た
点
を
、
い
わ
ば
﹁
好
例
﹂
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
確
か
に
小
山
の

い
う
よ
う
に
、﹁
た
だ
観
念
的
に
機
械
化
は
日
本
の
耕
地
の
よ
う
に
起
伏
の
多
い

地
勢
で
は
ダ
メ
だ
と
云
い
切
ら
ず
﹂
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
こ
う
と
す
る
︿
主
体

性
﹀
は
、
北
佐
久
の
農
村
に
限
ら
ず
、
農
業
の
︿
合
理
化
﹀
を
推
進
す
る
上
で
、

不
可
欠
な
要
素
と
は
言
え
る
。
し
か
し
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、﹁
ジ
ャ

ガ
イ
モ
堀
取
機
﹂
や
﹁
カ
ル
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
﹂
と
い
う
﹁
機
械
﹂
の
導
入
が
、
即
、

﹁
畔
の
方
向
を
一
定
に
し
よ
う
と
い
う
﹂
い
う
ご
と
き
、﹁
合
意
﹂
と
﹁
進
展
﹂
を

も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
小
山
の
例
示
で
注
意
す
べ
き
は
、

﹁
ジ
ャ
ガ
イ
モ
堀
取
機
﹂
を
﹁
買
い
こ
ん
﹂
だ
﹁
Ａ
と
い
う
農
民
﹂
と
農
民
﹁
Ｂ
﹂

﹁
Ｃ
﹂
の
間
に
、
そ
れ
を
﹁
貸
し
借
り
﹂
す
る
関
係
が
既
に
で
き
て
い
る
と
い
う
事

実
で
あ
り
、
ま
た
﹁
カ
ル
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
﹂
の
例
に
関
し
て
も
、
そ
れ
は
﹁
共
同
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で
使
用
す
る
﹂
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
者
同
士
の
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仮
に
﹁
農
民
Ａ
﹂
の
心
根
が
﹁
他
人
が
ま
だ
気
の
つ
か
ぬ

う
ち
に
、
ぬ
け
が
け
に
商
品
作
物
を
作
ろ
う
﹂
と
い
う
構
え
の
ま
ま
で
あ
る
な
ら

ば
、﹁
ジ
ャ
ガ
イ
モ
堀
取
機
﹂
を
﹁
買
い
こ
ん
で
使
つ
た
﹂
と
し
て
も
、
そ
れ
を
﹁
と

て
も
能
率
が
良
い
と
い
う
の
で
、
Ｂ
﹂
と
い
う
﹁
他
人
﹂
に
貸
す
こ
と
は
期
待
で

き
な
い
し
、
そ
れ
は
﹁
カ
ル
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
を
共
同
で
使
用
す
る
﹂
者
同
士
に
し

て
も
同
様
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
﹁
機
械
﹂
を
取
り
入
れ
た
だ
け
で
、

そ
の
﹁
機
械
﹂
を
用
い
る
主
体
の
変
革
＝︿
精
神
革
命
﹀
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ

ろ
で
は
、
農
業
の
︿
合
理
化
﹀
は
具
体
的
に
進
展
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
当
時
の
松
田
が
農
民
た
ち
に
、﹁
血
の
つ
な
が
り
の
強
さ
﹂
を

超
え
た
﹁
他
人
に
た
い
す
る
救
い
﹂
へ
の
志
向
＝︿
隣
人
愛
﹀
を
強
調
し
た
意
味
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。﹁
共
同
経
営
﹂
や
﹁
機
械
化
﹂
の
主
体
で
あ
る
農
民
が
、

﹁
他
人
が
ま
だ
気
の
つ
か
ぬ
う
ち
に
、
ぬ
け
が
け
に
﹂
と
い
う
心
根
を
改
め
、﹁
血

の
つ
な
が
り
の
強
さ
﹂
を
超
え
た
﹁
他
人
﹂
に
向
け
て
心
を
開
く
と
き
、
そ
こ
で

初
め
て
、﹁
細
分
化
さ
れ
た
耕
地
の
共
同
化
﹂
や
﹁
畔
の
方
向
を
一
定
に
し
よ
う
﹂

と
い
う
合
意
が
も
た
ら
さ
れ
、
今
ま
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
﹁
血
の
つ
な

が
り
﹂
を
超
え
て
共
に
顧
み
、
未
だ
試
み
ら
れ
て
こ
な
か
つ
た
こ
と
を
、
や
は
り

﹁
血
の
つ
な
が
り
﹂
を
超
え
て
共
に
試
み
る
あ
り
方
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。松

田
は
昭
和
二
十
五
年
の
﹁
日
本
農
村
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
﹂
と
い
う
鼎

談
で
﹁
進
歩
的
な
青
年
た
ち
が
口
で
は
非
常
に
高
遠
な
社
会
改
革
を
言
う
わ
け
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
、そ
し
て
そ
の
一
環
と
し
て
共
同
経
営
を
説
き
ま
す
け
れ
ど
も
、

前
提
が
少
し
も
充
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す(

)

﹂と
問
い
か
け
た
。﹁
進
歩
的
﹂で﹁
高

69

遠
な
社
会
改
革
﹂
の
主
張
か
ら
す
る
と
、
松
田
が
北
佐
久
の
農
民
に
、﹁
一
面
識
も

な
い
旅
人
、
し
か
も
敵
国
人
と
も
い
う
べ
き
ユ
ダ
ヤ
人
負
傷
者
に
た
い
し
て
示
さ

れ
た
サ
マ
リ
ア
人
の
愛
の
行
為
に
隣
人
愛
を
み
て
い
る
﹂
イ
エ
ス
に
倣
う
こ
と
を

説
き
、﹁
農
民
福
音
学
校
﹂
の
試
み
を
継
続
し
た
こ
と
は
、
一
見
、﹁
迂
遠
﹂
で
﹁
現

実
離
れ
﹂
し
た
営
み
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
如
上
の
農
村
の
﹁
苦
悩
﹂
を
鑑
み

る
と
き
松
田
の
問
い
か
け
は
、﹁
進
歩
的
﹂
で
﹁
高
遠
な
社
会
改
革
﹂
の
主
唱
者
が
、

と
も
す
れ
ば
見
過
ご
し
や
す
い
﹁
前
提
﹂
を
﹁
充
た
﹂
す
も
の
と
し
て
、
農
村
の

﹁
苦
悩
﹂﹁
実
相
﹂
と
隔
絶
し
た
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
そ
の
﹁
苦
悩
﹂
に

内
在
的
に
寄
り
添
い
、
そ
の
﹁
除
去
﹂
を
農
民
と
共
に
目
指
し
た
、
真
に
﹁
具
体

的
﹂
な
︿
実
践
﹀
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

［
６

お
わ
り
に
︱
農
村
へ
の
志
向
を
支
え
た
祈
り
］

以
上
、
松
田
に
お
け
る
信
仰
と
︿
実
践
﹀
の
関
係
を
、
戦
後
長
野
県
農
村
を
︿
場
﹀

と
し
て
内
在
的
に
跡
づ
け
て
き
た
が
、
終
わ
り
に
臨
み
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と

は
、
も
し
松
田
の
如
上
の
試
み
を
、﹁
農
村
の
近
代
化
﹂
を
目
ざ
し
た
単
な
る
知
的
・

啓
蒙
的
動
機
に
の
み
帰
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
解
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
、
敗
戦
直
後
の
松
田
を
し
て
、
特
に
農
村
へ
の
宣
教

に
奔
ら
し
め
た
そ
の
志
を
照
ら
し
出
す
発
言
が
あ
る
の
で
最
後
に
紹
介
し
た
い
。

松
田
は
﹁
日
本
の
農
村
と
キ
リ
ス
ト
教
﹂
と
題
さ
れ
た
昭
和
二
十
五
年
の
座
談
会

に
お
い
て
、
農
民
が
求
め
る
信
仰
の
あ
り
方
を
﹁
本
当
に
生
き
た
生
活
の
全
面
、
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内
側
に
も
外
側
に
も
全
体
を
貫
い
て
働
い
て
い
る
よ
う
な
信
仰
で
す
ね
、
そ
れ
が

本
当
に
め
ざ
め
て
い
な
い
と
け
な
い
と
思
う
の
で
す(

)

﹂
と
述
べ
、
そ
の
理
由
を
次

70

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

今
の
神
学
傾
向
が
信
仰
の
世
界
と
そ
れ
か
ら
世
俗
的
な
世
界
と
峻
別
し
て

行
こ
う
と
い
う
立
場
が
は
つ
き
り
出
て
来
て
お
る
わ
け
で
す
が
、
あ
ゝ
い
う

神
学
は
や
は
り
農
民
、
労
働
者
、
勤
労
者
が
受
入
れ
る
神
学
で
は
な
い
よ
う

に
思
う
。
信
仰
は
別
の
と
こ
ろ
に
置
い
て
、
自
分
の
生
活
は
生
活
で
別
に
営

ん
で
行
く
。
そ
う
い
う
気
持
は
農
民
の
中
に
お
い
て
は
少
く
と
も
な
い
の

で
、
信
仰
を
受
入
れ
た
以
上
は
そ
れ
を
自
分
の
生
活
全
体
に
生
か
し
て
行
こ

う
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
農
民
の
真
の
生
活
だ
と
思
う(

)

。
71

様
々
な
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
松
田
に

お
い
て
農
民
は
﹁
信
仰
は
別
の
と
こ
ろ
に
置
い
て
、
自
分
の
生
活
は
生
活
で
別
に

営
ん
で
行
く
﹂
と
い
う
あ
り
方
で
な
く
﹁
信
仰
を
受
入
れ
た
以
上
は
そ
れ
を
自
分

の
生
活
全
体
に
生
か
し
て
行
こ
う
と
い
う
﹂﹁
生
活
﹂
を
希
求
す
る
も
の
と
解
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。﹁
信
仰
を
受
入
れ
た
以
上
は
そ
れ
を
自
分
の
生
活
全
体
に
生

か
し
て
行
こ
う
と
い
う
﹂﹁
生
活
﹂
と
は
、
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
日
々
の

具
体
的
な
生
活
の
只
中
に
、
切
り
も
な
く
降
り
か
か
っ
て
く
る
︿
現
実
﹀
と
信
仰

の
眼
で
対
峙
し
続
け
る
姿
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
松
田
に
お
い
て
そ
う
し
た
︿
緊

張
﹀
を
促
す
信
仰
が
い
か
な
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
﹁
農
民
、
労

働
者
、
勤
労
者
が
受
入
れ
る
﹂
と
き
、﹁
日
本
の
農
村
と
キ
リ
ス
ト
教
﹂
に
は
何
が

期
待
さ
れ
る
と
念
じ
ら
れ
て
い
た
か
。
こ
の
点
は
別
稿(

)

に
て
論
じ
た
の
で
繰
り
返

72

さ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
敗
戦
直
後
の
松
田
の
期
待
が
﹁
封
建
的
性
格
を
払
拭
し
て
、

独
立
自
営
農
の
段
階
を
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る(

)

﹂
日
本
の
農
民
に
﹁
プ
ロ
テ
ス

73

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
作
用
す
る
こ
と
は
、
か
つ
て
の
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が

西
欧
社
会
で
果
し
た
の
と
、
ほ
ぼ
同
じ
﹃
外
部
的
結
果
﹄
を
も
つ(

)

﹂
と
の
展
望
に

74

留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
松
田
は
﹁
か
つ
て
の
古
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
不
可
避
的
に
も
っ
た
欠
陥
を
除
か
れ
た
新
し
い
福
音
が
宣

教
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
農
村
の
歴
史
・
社
会
的
な
相
対
的
進
歩
は
、
世

界
史
に
類
例
の
無
い
様
相
を
示
す
で
あ
ろ
う(

)

﹂
と
の
表
現
が
照
射
す
る
﹁
近
代
﹂

75

認
識
と
、
師
・
内
村
鑑
三
さ
な
が
ら
の
﹁
日
本
の
天
職
﹂
へ
の
祈
り
を
併
せ
持
つ

人
で
あ
り
、
農
村
へ
の
志
向
は
、
そ
れ
ら
に
深
く
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

注︵

︶
松
田
の
経
歴
・
業
績
に
つ
い
て
の
主
要
な
先
行
研
究
と
し
て
住
谷
一
彦
﹁
人

1

と
思
想
﹂、
大
野
英
二
﹁﹃
近
代
の
史
的
構
造
論
﹄
の
構
成
と
展
開
﹂︵
松
田
智

雄
﹃
新
編
﹁
近
代
﹂
の
史
的
構
造
論
﹄［
ぺ
り
か
ん
社
、
昭
和
四
十
三
年
］︶、

小
山
源
吾
他
編
﹃
高
原
の
記
録
︱
松
田
智
雄
と
信
州
﹄︵
新
教
出
版
社
、
一

九
九
六
年
︶、
道
重
一
郎
﹁
大
塚
久
雄
と
松
田
智
雄
︱
大
塚
史
学
の
理
論
構

成
と
そ
の
意
義
︱
﹂︵
住
谷
一
彦
、
和
田
強
編
﹃
歴
史
へ
の
視
線

大
塚
史

学
と
そ
の
時
代
﹄、［
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
八
年
］︶
な
ど
が
あ
る
。

︵

︶
大
塚
ら
の
﹁
国
民
経
済
﹂
の
主
張
が
有
す
る
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
柳

2
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父
圀
近
﹁
発
題
１

社
会
科
学
と
キ
リ
ス
ト
者
︵
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
主
題
﹁
社

会
・
文
化
・
福
音
︱
二
十
一
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
た
め
に
﹂︶﹂︵﹃
日

本
の
神
学
第
﹄
四
〇
号
、
日
本
基
督
教
学
会
、
二
〇
〇
一
年
︶、
同
﹁﹃
国
民

主
義
﹄・﹃
国
家
主
義
﹄・﹃
超
国
家
主
義
﹄
︱
大
塚
久
雄
の
﹃
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ

ム
﹄
論
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
法
学
﹄
第
六
十
六
号
、
東
北
大
学
法
学
会
、
二

〇
〇
二
年
︶、
中
村
勝
己
﹃
近
代
市
民
社
会
論
︵
改
訂
版
︶﹄︵
今
日
の
話
題

社
、
二
〇
〇
五
年
︶
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。

︵

︶
拙
稿
﹁
松
田
智
雄
の
思
想
︱
歴
史
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹂︵﹃
ピ
ュ
ー

3

リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
﹄
五
号
、
日
本
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
学
会
、
二
〇
一
一
年
︶。

同
﹁
松
田
智
雄
と
信
州
︱
あ
る
戦
後
農
村
精
神
史
へ
の
試
み
︱
﹂︵﹃
信
濃
﹄

第
六
十
三
巻
第
五
号
掲
載
予
定
、
信
濃
史
学
会
、
二
〇
一
一
年
︶。
な
お
内

容
上
の
必
要
性
か
ら
、
本
稿
の
叙
述
と
一
部
重
な
る
箇
所
が
あ
る
。

︵

︶
松
田
智
雄
﹁
倫
理
と
歴
史
＝
社
会
﹂︵﹃
基
督
教
文
化
﹄
四
十
二
号
、
新
教
出

4

版
社
、
昭
和
二
十
四
年
、
二
一
～
二
二
頁
。
以
下
、
同
一
雑
誌
に
関
し
て
は

号
数
の
み
で
出
版
社
の
記
載
は
省
略
︶。

︵

︶
同
右
﹁
高
原
の
記
録
︱
知
識
層
の
脱
知
識
層
化
の
問
題
︱
﹂︵﹃
基
督
教
文
化
﹄

5

五
十
六
号
、
昭
和
二
十
六
年
、
三
三
頁
︶。

︵

︶
同
右
﹁
日
本
の
病
患
﹂︵﹃
独
立
﹄
第
五
号
、
昭
和
書
院
、
昭
和
二
十
四
年
三

6

月
、
三
六
頁
︶。

︵

︶
同
右
︵
同
右
、
三
四
頁
︶。

7
︵

︶
同
右
。

8
︵

︶
同
右
。

9

︵

︶
同
右
。

10
︵

︶﹁
ケ
ノ
ー
シ
ス
﹂
を
め
ぐ
る
諸
論
点
に
関
し
て
は
宮
本
久
雄
﹃
他
者
の
甦
り

11

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
か
ら
の
エ
ク
ソ
ダ
ス
﹄︵
創
文
社
、
二
〇
〇
八
年
︶
に

示
唆
を
受
け
た
。

︵

︶
松
田
﹁
感
想
﹂︵﹃
基
督
教
文
化
﹄
三
十
六
号
、
昭
和
二
十
四
年
、
六
四
頁
︶。

12

本
稿
は
松
田
に
よ
る
赤
岩
栄
批
判
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
関
し
て
は
前

掲
︵

︶
の
拙
稿
﹁
松
田
智
雄
の
思
想
﹂
を
参
照
。

3

︵

︶
同
右
﹁
歴
史
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
︱
一
つ
の
答
︱
﹂︵﹃
基
督
教
文
化
﹄

13

第
三
十
四
号
、
昭
和
二
十
四
年
、
一
三
頁
︶。

︵

︶
松
田
﹁
軽
井
沢
高
原
へ
の
回
想
﹂︵﹃
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
一
九
六
七
年
五
月

14

七
日
号
、
七
三
頁
︶。

︵

︶
同
右
。

15
︵

︶
同
右
。

16
︵

︶
前
掲
住
谷
一
彦
﹁
人
と
思
想
﹂︵
前
掲
﹃
新
編
﹁
近
代
﹂
の
史
的
構
造
論
﹄、

17

三
九
五
頁
︶。

︵

︶
同
右
。

18
︵

︶
松
田
の
ま
な
ざ
し
の
︿
質
﹀
は
、
長
野
県
を
場
と
す
る
カ
ナ
ダ
人
牧
師
の
子

19

に
生
ま
れ
日
本
史
家
と
し
て
名
を
成
し
た
Ｅ
・
Ｈ
・
ノ
ー
マ
ン
の
眼
に
重
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
信
州
農
村
の
現
実
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
に

し
て
﹁
小
カ
ナ
ダ
﹂
と
も
称
す
べ
き
、
そ
れ
こ
そ
﹁
当
時
の
日
本
で
は
た
だ

一
個
の
理
念
型
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
﹂
家
庭
で
身
に
つ
け
た

そ
の
生
活
感
覚
を
通
し
て
体
験
さ
れ
る
と
き
、
著
し
く
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
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な
す
も
の
と
し
て
、
歴
史
家
ノ
ー
マ
ン
の
﹁
日
本
﹂
に
対
す
る
課
題
意
識
の

原
点
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ー
マ
ン
に
関
し
て
は
中
野

利
子
﹃
外
交
官
Ｅ
・
Ｈ
・
ノ
ー
マ
ン
︱
そ
の
栄
光
と
屈
辱
の
日
々

1
9
0
9
-
1
9
5
7﹄︵
新
潮
文
庫
、
平
成
十
三
年
︶
を
参
照
。

︵

︶
松
田
﹁
南
独
逸
農
村
織
物
業
の
類
型
的
特
質
﹂︵﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
十
一
号
、

20

社
会
経
済
史
学
会
、
昭
和
十
七
年
三
月
、
一
五
七
頁
︶。

︵

︶
同
右
。

21
︵

︶
同
右
。

22
︵

︶
同
右
︵
同
右
、
一
五
六
頁
︶。

23
︵

︶
同
右
︵
同
右
、
一
六
二
頁
︶。

24
︵

︶
同
右
︵
同
右
、
一
六
六
頁
︶。

25
︵

︶
同
右
。

26
︵

︶
松
田
﹃
音
楽
と
市
民
革
命
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
二
一
一
頁
︶。

27
︵

︶
同
右
︵
同
右
、
二
一
一
～
二
一
二
頁
︶。

28
︵

︶
同
右
︵
同
右
、
二
一
二
頁
︶。

29
︵

︶
同
右
。

30
︵

︶
い
わ
ゆ
る
﹁
大
塚
史
学
﹂
お
よ
び
そ
こ
で
規
範
的
に
抽
象
化
さ
れ
た
﹁
西
欧
﹂

31

﹁
近
代
﹂
像
を
歴
史
学
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
問
い
質
し
た
論
考
の
一
例
と

し
て
、
近
藤
和
彦
﹁
大
塚
久
雄
﹂︵
今
谷
明
他
編
﹃

世
紀
の
歴
史
家
た
ち
﹄

20

日
本
編
上
［
刀
水
書
房
、
一
九
九
七
年
］︶、
同
﹁﹃
イ
ギ
リ
ス
革
命
﹄
の
変
貌

︱
修
正
主
義
の
歴
史
学
﹂︵﹃
思
想
﹄
九
六
四
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年

八
月
︶
を
参
照
。

︵

︶
松
田
﹁
一
つ
の
報
告
︱
水
と
村
落
共
同
体
︱
﹂︵﹃
展
望
﹄
四
十
八
号
、
筑
摩

32

書
房
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
、
六
三
頁
︶。

︵

︶
同
右
。

33
︵

︶
同
右
。

34
︵

︶
敗
戦
後
、
随
所
で
見
ら
れ
た
啓
蒙
的
な
﹁
文
化
運
動
﹂
を
幅
広
く
考
察
し
た

35

作
品
と
し
て
北
河
賢
三
﹃
戦
後
の
出
発

文
化
運
動
・
青
年
団
・
戦
争
未
亡

人
﹄︵
青
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
︶
を
参
照
。

︵

︶
松
田
﹁
高
原
の
記
録
︱
知
識
層
の
脱
知
識
層
化
の
問
題
︱
﹂︵﹃
基
督
教
文
化
﹄

36

五
十
六
号
、
新
教
出
版
社
、
昭
和
二
十
六
年
、
三
五
頁
︶。

︵

︶
松
田
﹁
一
つ
の
報
告
︱
水
と
村
落
共
同
体
︱
﹂︵
前
掲
﹃
展
望
﹄
四
十
八
号
、

37

六
三
頁
︶。

︵

︶
同
右
。

38
︵

︶
小
山
源
吾
﹁
農
村
に
お
け
る
技
術
を
分
析
し
て
︱
一
農
業
教
師
の
提
言
︱
﹂

39

︵﹃
独
立
﹄
十
三
号
、
昭
和
書
院
、
昭
和
二
十
五
年
、
三
三
～
三
四
頁
︶。
な
お

文
中
﹁
徳
川
の
末
期
﹂
と
あ
る
が
﹁
初
期
﹂
の
誤
植
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
各
用
水
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
松
田
と
共
に
現
地
調
査
に

携
わ
っ
た
大
石
慎
三
郎
の
下
記
著
作
を
参
照
。
大
石
﹃
封
建
的
土
地
所
有

の
解
体
過
程
﹄︵
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
八
年
︶、
同
﹃
近
世
村
落
の
構
造

と
家
制
度
﹄︵
同
右
、
一
九
六
八
年
︶。

︵

︶
松
田
が
︿
場
﹀
と
し
た
北
佐
久
に
お
い
て
、
用
排
水
を
め
ぐ
る
慣
行
・
秩
序

40

が
い
か
に
形
成
・
維
持
さ
れ
た
か
を
解
析
し
た
古
典
的
な
論
考
と
し
て
、
注

︵

︶
の
大
石
の
著
作
が
示
唆
に
富
む
。

39
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︵

︶
松
田
﹁
村
協
同
体
の
再
生
産
構
造
︱
﹃
水
﹄
に
よ
る
拘
束
を
中
心
と
し
て
︱
﹂

41

︵﹃
経
済
評
論
﹄
六
号
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
二
十
六
年
、
七
八
頁
︶。

︵

︶
前
掲
﹁
一
つ
の
報
告
﹂︵
前
掲
﹃
展
望
﹄
四
十
八
号
、
六
二
頁
︶﹁
高
原
の
記

42

録
﹂︵
前
掲
﹃
基
督
教
文
化
﹄
五
十
六
号
、
三
四
頁
︶
に
同
趣
旨
の
表
現
が
あ

る
。

︵

︶
前
掲
﹁
高
原
の
記
録
﹂︵
前
掲
﹃
基
督
教
文
化
﹄
五
十
六
号
、
三
五
頁
︶。

43
︵

︶
同
右
︵
同
右
、
四
五
頁
︶。

44
︵

︶
松
田
﹁
後
進
国
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア

脱
知
識
人
化
に
つ
と
め
よ
﹂

45

︵﹃
改
造
﹄
三
十
一
号
、
改
造
社
、
昭
和
二
十
五
年
、
二
五
頁
︶。

︵

︶
同
右
︵
同
右
、
二
四
頁
︶。

46
︵

︶
同
右
︵
同
右
、
二
五
頁
︶。

47
︵

︶﹁
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
﹂
が
象
徴
す
る
、
敗
戦
直
後
の
知
的
雰
囲
気
を
活
写
し
た

48

作
品
と
し
て
、
色
川
大
吉
﹃
歴
史
の
方
法
﹄︵
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
二
年
［
原
著
は
大
和
書
房
、
一
九
七
七
年
］︶
の
﹁
六

民
衆

史
へ
の
道
︱
私
の
思
想
史
研
究
の
軌
跡
︱
﹂︵
特
に
二
〇
七
～
二
〇
九
頁
︶

を
参
照
の
こ
と
。

︵

︶
松
田
﹁
停
滞
的
社
会
と
そ
の
発
展
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
六
十
五
巻
九
号
、
中
央

49

公
論
社
、
昭
和
二
十
五
年
九
月
、
四
四
頁
︶。

︵

︶
同
右
︵
同
右
、
四
五
頁
︶。

50
︵

︶
松
田
﹁
水
と
農
業
の
関
係

長
野
県
蓼
科
の
﹃
水
﹄
の
村
を
巡
り
て
﹂︵﹃
農

51

業
信
州
﹄
三
十
三
巻
十
二
号
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
、

二
頁
︶。

︵

︶
松
田
﹁
近
代
社
会
を
創
っ
た
人
々
﹂︵
前
掲
﹃
高
原
の
記
録
﹄、
三
一
頁
。
一

52

二
九
頁
も
参
照
︶。

︵

︶
同
右
。

53
︵

︶
同
右
。

54
︵

︶
松
田
に
お
け
る
︿
隣
人
愛
﹀
の
構
造
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
﹁
松
田
智
雄
の

55

思
想
﹂
参
照
。

︵

︶
昭
和
二
〇
年
代
に
お
け
る
、
松
田
の
︿
隣
人
愛
﹀
論
の
展
開
に
つ
い
て
も
右

56

拙
稿
を
参
照
。

︵

︶
近
藤
康
男
編
著
﹃
貧
し
さ
か
ら
の
解
放
﹄︵
中
央
公
論
社
、
昭
和
二
十
八
年
、

57

四
八
頁
︶。

︵

︶
筆
者
が
所
蔵
す
る
版
の
奥
付
を
見
る
と
﹁
昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
五
日

58

初
版
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
二
十
日
十
版
﹂
と
あ
り
、
一
年
あ
ま
り
で
か
な

り
版
を
重
ね
た
こ
と
が
わ
か
る
。

︵

︶
前
掲
﹃
貧
し
さ
か
ら
の
解
放
﹄
︵
四
八
頁
︶。

59
︵

︶
同
右
。

60
︵

︶
同
右
。

61
︵

︶
同
右
。

62
︵

︶
同
右
。

63
︵

︶
同
右
﹁
解
放
な
き
農
地
改
革
﹂
に
﹁
現
場
﹂
の
実
情
を
ふ
ま
え
た
分
析
が
あ

64

る
。

︵

︶
松
田
﹁
勇
ま
し
く
高
尚
な
生
涯
﹂︵﹃
独
立
﹄
十
二
号
、
昭
和
書
院
、
昭
和
二

65

十
五
年
、
一
七
頁
︶。
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︵

︶
同
右
。

66
︵

︶
同
右
。

67
︵

︶
前
掲
小
山
﹁
農
村
に
お
け
る
技
術
を
分
析
し
て
﹂︵﹃
独
立
﹄
十
三
号
、
三
五

68

頁
︶。

︵

︶
鈴
木
俊
郎
他
﹁
日
本
農
村
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
︵
座
談
会
︶﹂︵
同
右
、

69

一
七
頁
︶。

︵

︶
松
田
他
﹁
日
本
の
農
村
と
キ
リ
ス
ト
教
︵
座
談
会
︶﹂︵﹃
基
督
教
文
化
﹄
四
十

70

九
号
、
昭
和
二
十
五
年
、
三
四
頁
︶。

︵

︶
同
右
︵
同
右
、
三
一
頁
︶。

71
︵

︶
前
掲
拙
稿
﹁
松
田
智
雄
の
思
想
﹂
参
照
。

72
︵

︶
前
掲
﹁
歴
史
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹂︵
前
掲
︵﹃
基
督
教
文
化
﹄
第
三

73

十
四
号
、
一
三
頁
︶。

︵

︶
同
右
。

74
︵

︶
同
右
。

75
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Belief and Practice in Matsuda Tomoo:

His Practice in a Nagano Prefecture Farm Village in Postwar Days

Susumu MURAMATSU

Tomoo Matsuda is a Christian who learnt from Kanzo Uchimura as well as Hisao Otsuka and

Masao Sekine. In postwar Japan, Matsuda, according to his Christian belief that one should love

one’s neighbors as oneself, became the neighbor of farmers in Nagano, hoping to help them escape

from poverty by teaching them to make rational decisions and to think for themselves. Through

his Protestant mission to the farmers, Matsuda stressed the importance of neighborly love. Para-

doxically, his work was both based on faith and, at the same time, significant in postwar Japan for

its realism and originality.
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