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宗教研究と「出会い型調査」

八
論
文
要
旨
〉
宗
教
学
に
と
っ
て
、
実
態
調
査
は
重
要
な
研
究
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
人
間
を
相
手
に
す
る
調
査
は
、
い
く
つ
か
の
微
妙
な
問
題
を
苧

ん
で
い
る
。
と
く
に
、
特
定
の
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
を
対
象
に
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
内
容
を
も
と
に
考
察
を
進
め
る
や
り
方
に
お
い
て
は
、

研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ
I
マ
ン
ト
と
の
聞
で
、
人
間
関
係
を
含
め
て
、
研
究
以
前
の
、
あ
る
い
は
研
究
を
超
え
た
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
ま
た
、
研
究
結
果
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
、
当
然
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
人
類
学
者
の
一
部

が
、
強
い
問
題
意
識
を
も
っ
て
議
論
し
て
き
て
い
る
。
宗
教
学
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
に
よ
る
現
代
宗
教
の
実
態
調
査
が
盛
ん
に
な
っ
て
お

り
、
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
テ
l
マ
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
と
が
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
に
向
か
い
あ
い
、
ま
た
そ
う
し

て
向
か
い
あ
っ
た
こ
と
が
、
新
た
な
人
間
関
係
を
も
た
ら
し
、
以
後
も
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
調
査
を
、
「
出
会
い
型
調
査
」
と
し
て
、

あ
ら
た
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
。
そ
し
て
、
宗
教
に
関
す
る
事
柄
が
、
出
会
い
型
調
査
の
テ

I
マ
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
特
質
が
生
じ
る

か
に
つ
い
て
議
論
す
る
。

〈
キ
イ
ワ

l
ド
〉
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
、
現
代
宗
教
、
実
態
調
査
、
出
会
い
型
調
査
、
方
法
論
、
マ
レ
ピ
ト
効
果

出
会
い
型
調
査

(149) 

宗
教
学
の
研
究
方
法
と
し
て
、
実
態
調
査
の
占
め
る
比
重
は
、
し
だ
い
に
増
加
し
て
き
て
い
る
。
と
く
に
、
現
代
の
宗
教
を
研
究
す
る

149 



上
で
は
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
調
査
法
と
し
て
は
、
参
与
観
察
法
、
面
接
法
、
深
層
面
接
法
、
質
問
紙
法
な
ど
が
、
代
表
的
な
調
査

150 

法
と
さ
れ
て
い
る
。
調
査
対
象
も
、
個
人
、
特
定
年
令
層
、
教
団
、
地
域
社
会
、
全
体
社
会
な
ど
、
種
々
の
も
の
が
あ
る
。
目
的
は
さ
ら

に
、
多
様
な
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
実
態
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
伴
わ
な
く
て
も
、
実
質
的
に
実
態

調
査
的
に
な
る
行
為
が
あ
る
。
関
係
者
と
の
雑
談
的
な
会
話
も
、
面
談
調
査
の
機
能
を
も
ち
う
る
。
教
団
に
出
か
け
て
ゆ
き
資
料
を
も
ら

(150) 

う
と
い
う
行
為
に
も
、
そ
の
前
後
に
、
調
査
的
行
為
が
随
伴
す
る
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
宗
教
を
現
代
に
生
き
て
い
る
人
を
通
じ
て
研

究
す
る
と
な
れ
ば
、
大
な
り
小
な
り
、
調
査
も
し
く
は
調
査
的
行
為
を
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

実
態
調
査
に
お
い
て
は
、
研
究
者
と
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
人
間
と
が
、
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
に
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
調
査
結
果

に
も
微
妙
な
違
い
が
出
て
く
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
調
査
後
も
そ
の
人
間
関
係
が
、
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
調

査
さ
れ
た
事
柄
以
外
の
問
題
で
、
調
査
の
余
波
が
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
こ
に
両
者
の
相
互
影
響
と
い
う
テ
l
マ
が
設
定
さ
れ
る
。

そ
の
影
響
の
度
合
い
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
調
査
方
法
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
相
互
影
響
が
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
か
ら
、

ほ

と
ん
ど
無
視
で
き
る
も
の
ま
で
、

い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
の
調
査
が
あ
る
。
深
層
面
接
調
査
と
い
う
方
法
を
選
ん
だ
り
、
長
期
的
に
参
与
観

察
を
行
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
相
互
影
響
は
ど
う
し
て
も
大
き
く
な
る
。
他
方
、
ラ
ン
ダ
ム
サ
シ
プ
リ
γ
グ
に
よ
る
無
記
名
の
ア
シ
ケ
I
ト

調
査
を
、
郵
送
法
で
行
な
う
と
き
に
は
、
相
互
影
響
は
事
実
上
無
視
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
シ
ト
と
が
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
に
向
か
い
あ
い
、

ま
た
そ
う
し
て
向
か
い
あ
っ
た
こ
と
が
、
新
た
な
人

間
関
係
を
も
た
ら
し
、
以
後
も
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
調
査
を
、
「
出
会
い
型
調
査
」
と
し
て
、
あ
ら
た
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ

ズ
し
た
い
。
調
査
と
い
う
行
為
が
、
結
果
と
し
て
一
種
の
出
会
い
の
場
に
な
る
と
い
う
側
面
に
注
目
し
て
の
命
名
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
は
従
来
の
調
査
方
法
を
基
準
に
し
た
区
分
と
は
、
異
な
っ
た
区
分
原
理
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
調
査
が
出
会
い
型
調
査

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。



宗
教
学
の
関
連
分
野
で
出
会
い
型
調
査
に
含
み
う
る
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
文
化
人
類
学
(
民
族
学
)
、
民
俗
学
、
社
会
学
、

社
会
心
理
学
な
ど
で
あ
る
。
人
類
学
者
が
特
定
の
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
を
み
つ
け
て
行
な
う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

l
グ
は
、

ほ
と
ん
ど
が
出
会

い
型
調
査
に
は
い
る
。
そ
こ
で
は
、
長
期
に
わ
た
る
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
と
の
付
き
合
い
が
あ
る
。
大
き
な
相
互
影
響
が
な
い
ほ
う
が
お

か
し
い
。
民
俗
学
者
の
聴
き
と
り
調
査
も
、
出
会
い
型
調
査
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
地
域
の
習
俗
に
詳
し
い
人
を
度
々
訪
ね
、
い
ろ

い
ろ
と
話
を
聞
く
と
な
れ
ば
、
大
な
り
小
な
り
相
互
影
響
を
免
れ
な
い
。
社
会
学
の
調
査
法
は
、
統
計
法
と
事
例
法
の
大
き
く
二
つ
に
区

分
さ
れ
る
が
、
事
例
法
で
、

し
か
も
自
由
回
答
法
の
面
談
調
査
と
な
る
と
、
出
会
い
型
調
査
に
な
る
も
の
も
出
て
く
る
。
ま
た
、
個
人
の

パ
ー
ソ
ナ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
、
事
細
か
く
聴
き
取
る
よ
う
な
調
査
は
、

ほ
と
ん
ど
が
出
会
い
型
調
査
と
な
ろ
う
。
社
会
心
理
学
で
も
、
小

集
団
を
長
期
に
わ
た
っ
て
観
察
す
る
と
い
う
よ
う
な
調
査
法
を
と
れ
ば
、
出
会
い
型
調
査
の
要
素
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

宗
教
学
自
身
に
話
を
移
す
と
、
実
態
調
査
を
も
っ
と
も
盛
ん
に
や
っ
て
い
る
の
は
、
新
宗
教
研
究
、
民
俗
宗
教
研
究
の
領
域
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
新
宗
教
研
究
に
お
い
て
は
、
教
祖
、
後
継
者
、
支
部
長
な
ど
の
教
団
幹
部
的
な
人
物
や
、

一
般
の
信
者
な
ど
を
対
象
に
、
宗

教
体
験
、

入
信
の
契
機
、
活
動
の
内
容
、
今
後
の
方
針
な
ど
、

か
な
り
立
ち
入
っ
た
話
が
聴
取
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
歴
史
的
沿
革
に
つ

い
て
質
問
し
た
場
合
も
、
現
実
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
事
態
と
密
接
に
関
係
す
る
場
合
が
多
い
の
で
、
き
わ
め
て
厳
し
い
や
り
と
り
が
交
わ

宗教研究と「出会い型調査J

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

Q

そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
出
会
い
型
調
査
の
要
素
は
色
濃
い
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
民
俗
宗
教
研
究
の
場
合

た も
る、

聞事
き情
書 は
き ほ
調 と
査 ん
が ど
詞 同
み じ
らで、
れ あ
た る
り 。
す こ
る?こ
O~ で

fi 

シ
ャ

l
マ
ン
的
職
能
者
と
か
、
霊
能
祈
祷
師
な
ど
と
称
さ
れ
る
人
々
に
、
長
期
に
わ

な
お
、
出
会
い
型
調
査
の
対
象
に
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
情
報
提
供
者
や
面
談
相
手
に
対
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
イ

γ
フ
ォ

l
マ
γ
ト

(151) 

と
い
う
言
葉
で
総
称
し
た
い
。
出
会
い
型
調
査
で
は
、
研
究
者
と
調
査
対
象
者
と
が
、

一
方
的
な
関
係
に
は
終
始
し
な
い
と
想
定
さ
れ

151 

る
。
研
究
者
は
、

ひ
た
す
ら
情
報
を
集
め
、
分
析
し
、
調
査
対
象
者
は
、
情
報
の
吐
き
出
し
係
で
、
分
析
に
関
し
て
は
「
組
板
の
鯉
」
と



い
う
わ
け
で
は
な
い
。
双
方
向
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
の
語
源
が
、
ラ
テ

γ

152 

語
の
「
形
作
る
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
場
の
議
論
に
は
、
き
わ
め
て
、

ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
思
わ
れ
る
。

(152) 

問
題
の
背
景

な
ぜ
、
出
会
い
型
調
査
に
つ
い
て
議
論
す
る
の
か
。
大
き
く
二
つ
の
理
由
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
現
代
と
い
う
時
代
が
も
っ
て

い
る
構
造
へ
の
考
慮
で
あ
る
。
今
日
の
よ
う
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
、
実
態
調
査
を
行
な
う
と
き
、
研
究
者
は
、
自
ら
が
ど
の
よ
う

な
相
互
関
係
の
も
と
に
置
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
を
認
識
す
る
必
要
性
が
、
増
大
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
は
、
研
究
者
と
イ

ン
ブ
ォ

l
マ
ン
ト
と
の
相
互
関
係
は
、
以
前
よ
り
は
る
か
に
複
雑
な
様
相
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
意
図
と
し
て
は
、
純

粋
に
学
問
的
な
問
題
へ
の
関
わ
り
と
し
て
完
結
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
て
も
、
実
際
に
は
、
そ
れ
が
非
常
に
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
、
調
査
に
お
け
る
倫
理
的
な
側
面
や
、
調
査
内
容
に
及
ぼ
す
影
響
に
お
レ
て
、
考
慮
す
る
必
要
が
出
て
き
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
現
代
に
お
い
て
宗
教
が
社
会
的
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
レ
る
位
置
へ
の
考
慮
で
あ
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
、
宗
教
は
ま
す

ま
す
多
義
的
な
機
能
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
現
存
の
社
会
制
度
を
維
持
す
る
輔
翼
的
な
教
団
も
あ
れ
ば
、
社
会
の
矛
盾
や
歪
み
を

体
現
し
て
い
る
運
動
も
あ
る
。
個
人
化
傾
向
を
促
進
す
る
よ
う
な
運
動
も
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
は
私
的
な
領
域
の
問
題
へ
と
移
動
し
つ
つ

あ
る
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
現
代
日
本
で
は
、
宗
教
へ
の
関
わ
り
は
自
由
で
、

か
つ
多
様
化
す
る
傾
向
を
指
摘
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け

に
宗
教
問
題
を
扱
う
目
も
ま
た
柔
軟
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
宗
教
に
関
わ
る
問
題
を
調
査
す
る
場
合
、
何
を
問
う
の

か
、
問
う
た
こ
と
が
ど
ん
な
余
波
を
生
む
の
か
、

と
い
う
問
題
意
識
を
、

一
一
層
鮮
明
に
自
覚
化
す
る
必
要
性
が
増
し
て
き
で
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。



最
初
の
点
か
ら
少
し
補
足
し
て
お
こ
う
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
調
査
後
に
お
け
る
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
γ
ト
と
の
相
互
影

以
前
よ
り
も
生
じ
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
現
代
社
会
の
条
件
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え

響
と
い
う
も
の
が
、

ら
れ
る
。
主
に
、

日
本
の
状
況
を
念
頭
に
お
く
な
ら
、
次
の
四
つ
の
条
件
が
と
く
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
発

達
、
交
通
手
段
の
発
達
、
文
化
圏
・
生
活
聞
の
相
互
接
触
の
増
大
、
教
育
・
知
識
レ
ベ
ル
の
平
準
化
で
あ
る
。

ま
ず
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
相
互
影
響
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
が
、
分
か
り
ゃ
す
い
例

を
一
、
二
あ
げ
よ
う
。
印
刷
物
の
増
加
、
映
像
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
、
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
者
が
調
査
結
果
を
刊
行
し
た
り
発

表
し
た
り
し
た
場
合
、

イ
ン
フ
ォ

I
マ
ン
ト
が
そ
れ
に
接
す
る
機
会
が
増
え
た
。
研
究
成
果
に
つ
い
て
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
が
関
知
で

き
な
い
と
い
う
状
況
は
、
減
少
に
向
か
っ
て
い
る
。
研
究
者
の
側
も
、
調
査
し
た
こ
と
が
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
あ
る
レ
は
、

J
a

ン
フ
ォ

ー
マ
ン
ト
の
属
す
る
組
織
や
社
会
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
知
る
機
会
が
増
え
て
き
た
。
映
像
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
は
、
調
査

以
後
の
、
調
査
地
や
調
査
宗
教
の
変
化
を
知
る
機
会
を
増
や
し
た
。
さ
ら
に
、
研
究
者
が
、
調
査
結
果
を
映
像
メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
す
れ

ぱ
、
影
響
の
大
き
さ
は
、
印
刷
物
の
比
で
は
な
い
。

第
二
に
、
交
通
手
段
の
発
遣
が
あ
る

Q

こ
れ
は
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
が
、
調
査
の
後
も
常
に
交
流
を
深
め
る
機
会
を
多
く

宗教研究と「出会い型調査」

し
た

Q

圏
内
の
交
通
網
の
整
備
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
航
空
機
の
発
達
は
、
地
球
の
距
離
を
縮
め
た
。
こ
の
便
利
さ
を
存
分
に
享
有
で
き

る
の
は
、
ま
だ
限
ら
れ
た
国
の
人
々
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
、
地
理
的
な
絶
対
距
離
に
依
存
し
な
い
新
し
い
距
離
マ
ッ
プ
が

で
き
、
実
感
的
な
距
離
が
縮
ま
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
関
係
を
よ
り
持

続
的
な
も
の
に
す
る
可
能
性
を
高
め
て
い
る
。

(153) 

第
三
に
、
文
化
園
、
生
活
闘
の
相
互
接
触
の
増
大
で
あ
る
。
国
内
的
に
は
、
地
域
共
同
体
の
弱
化
、
人
口
移
動
の
激
化
な
ど
に
代
表
さ

153 

れ
る

Q

国
際
的
に
も
、
接
触
増
大
は
加
速
化
し
て
い
る
。
経
済
活
動
の
国
際
化
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
あ
る
い
は
労
働
力
の
国
際
化
に
代
表



さ
れ
る
よ
う
に
、
人
聞
の
移
動
は
、
生
活
と
文
化
の
接
触
機
会
を
増
や
し
た
。
研
究
者
と
イ
ン
ブ
ォ

l
マ
ン
ト
の
生
活
閤
も
し
く
は
文
化

圏
が
、
交
錯
す
る
可
能
性
が
増
え
れ
ば
、
両
者
が
、
調
査
し
た
者
と
調
査
さ
れ
た
者
と
い
う
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
可
能
性
も
ま
た
大
き

154 

く
な
る
。
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第
四
に
、
教
育
・
知
識
レ
ベ
ル
の
平
準
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
衆
社
会
と
言
わ
れ
る
も
の
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
。
研
究
者
と
イ
ン

ブ
ォ

l
マ
ン
ト
の
聞
に
、
知
識
や
教
育
レ
ベ
ル
に
お
け
る
差
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
γ
ト
の
方
が
ず

っ
と
優
れ
た
学
識
を
一
示
す
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
と
な
れ
ば
、
「
三
人
行
な
え
ば
必
ず
我
が
師
あ
り
」
と
い
う
僅
諺
は
、
人
生
教
訓
の
類

に
と
ど
ま
ら
ず
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
状
況
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
応
四
つ
に
分
け
て
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
と
く
に
最
初
の
三
つ
は
、
関
わ
り
が
深
い
。
こ
れ
ら
の
条
件

は
、
い
ず
れ
も
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
が
、
調
査
後
も
接
触
交
流
の
機
会
を
増
大
さ
せ
る
よ
う
な
効
果
が
ア
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
研
究
者
と
イ
ソ
フ
ォ
l
マ
ン
ト
の
聞
に
、
意
図
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
調
査
後
も
関
わ
り
が
生
じ
る
こ
と

を
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
事
後
効
果
」
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
先
の
四
つ
の
条
件
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
お
い
て
、

ほ
と
ん
ど
不
可
逆

的
と
言
え
る
ほ
ど
に
、
進
行
を
続
け
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
事
後
効
果
は
強
ま
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
研
究
者
は
認
識
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
現
代
に
お
け
る
宗
教
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
も
、
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
多
様
な
姿
を

と
っ
て
い
る
。
西
洋
世
界
で
は
一
時
期
盛
ん
で
あ
っ
た
宗
教
衰
退
論
が
影
を
潜
め

v

宗
教
復
興
が
言
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
く
な
っ
た
。

東
欧
の
変
革
の
な
か
で
も
、
宗
教
の
底
力
が
、
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ
て
い
る
。
民
族
紛
争
に
は
宗
教
が
絡
む
こ
と
が
多
い
。
圏
内
で

は
、
実
態
は
と
も
か
く
と
し
て
、
宗
教
プ

l
ム
と
い
う
言
い
方
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
宗
教
は
、
近
代
化
、

工
業
化
、
情
報
化
と
呼
称

さ
れ
る
よ
う
な
変
化
の
中
で
も
、
変
わ
ら
ぬ
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。



そ
の
一
方
で
、
宗
教
に
対
す
る
社
会
的
な
評
価
は
、
む
し
ろ
旧
態
依
然
の
こ
と
が
多
い
。
宗
教
活
動
の
一
部
を
取
り
上
げ
て
批
判
し
た

り
、
興
味
本
位
で
紹
介
す
る
の
は
、
相
変
わ
ら
ず
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
激
動
す
る
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
、
宗
教
が
多
様
な
展
開
を

し
て
い
く
一
方
で
、
そ
れ
を
見
る
社
会
の
自
の
方
は
、
な
か
な
か
そ
の
変
化
に
つ
い
て
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
宗
教
研
究
者
が
、
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
、
調
査
に
臨
む
か
と
い
う
こ
と
は
、
慎
重
に
議
論
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
研

究
者
の
示
し
た
評
価
が
、
全
体
社
会
の
宗
教
に
対
す
る
評
価
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
と
い
う
事
実
は
、
研
究
者
の
側
で
強
く
意
識
す
る

必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
研
究
者
は
イ
ン
ブ
ォ
l
マ
ン
ト
と
、
価
値
観
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
な
し
に
会
話
を
続
け
る
こ
と
が
、

い
っ
そ
う
難
し
く
な
っ

て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
学
術
調
査
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
が
、
賛
意
や
敬
意
を
表
し
て
く

れ
る
こ
と
を
期
待
は
で
き
な
い
。
宗
教
調
査
で
は
む
し
ろ
警
戒
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
文
字
資
料
や
モ
ノ

で
は
な
く
て
、
人
聞
を
相
手
に
し
て
調
査
を
す
る
と
い
う
こ
と
が

一
体
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
情
報
収
集
作
業
に
な
る
の
か
、
そ

こ
に
ど
ん
な
注
意
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
大
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

宗教研究と「出会い型調査J

こ
う
し
た
問
題
関
心
の
も
と
に
、
以
下
で
は
、
現
代
宗
教
を
対
象
と
し
て
出
会
い
型
調
査
を
行
な
っ
て
い
く
と
き
に
生
じ
る
と
思
わ
れ

る
問
題
を
、
議
論
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
研
究
者
に
焦
点
を
お
い
て
議
論
し
、
次
に
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
を
中
心
に
議
論
す
る
。
そ
し

て
、
宗
教
調
査
で
あ
る
が
ゆ
え
の
問
題
点
を
吟
味
す
る
。
出
会
い
型
調
査
を
焦
点
と
し
な
が
ら
、
宗
教
研
究
に
お
け
る
調
査
の
意
味
を
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る

Q
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優
位
性
と
据
び
|
|
研
究
者
の
選
択
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宗
教
研
究
に
と
っ
て
、
出
会
い
型
調
査
が
増
え
、
資
料
・
デ
l
タ
が
集
ま
る
こ
と
は
、
宗
教
現
象
を
解
明
し
て
い
く
上
で
有
意
義
な
こ

と
に
違
い
あ
る
ま
い
。
内
省
に
よ
り
得
ら
れ
た
洞
察
も
重
要
で
あ
る
が
、
や
は
り
数
多
く
の
人
間
の
意
見
や
見
解
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ

と
は
、
議
論
を
説
得
的
な
も
の
に
し
て
い
く
と
期
待
で
き
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
大
き
く
問
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

調
査
さ
れ
て
い
く
相
手
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
調
査
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
を
、
調
査
す
る
側
は
考
え
な

く
て
い
い
の
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
、
深
く
考
え
ず
調
査
を
進
め
た
場
合
、
研
究
上
に
ど
ん
な
歪
み
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

事
後
効
果
の
小
さ
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、

イ
γ
フ
ォ

1
マ
ン
ト
を
、
も
っ
ぱ
ら
情
報
を
搾
取
す
る
対
象
と
し
て
の
み
割
り
切
る
こ

と
が
、
容
易
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
研
究
者
が
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
を
情
報
の
搾
取
対
象
に
と
ど
め
ら
れ
る
時
代
は
、

も
は
や
終
鷲
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
搾
取
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
、
刺
戟
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
相
手
か
ら
情
報
を
集
め
る
だ
け
集

め
、
自
分
の
研
究
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
の
み
関
心
を
寄
せ
、
調
査
が
相
手
に
与
え
る
影
響
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な
い
と
な
れ
ば
、
こ
の

態
度
は
、
情
報
と
利
益
(
経
済
上
、
業
績
上
の
双
方
を
含
む
)
の
搾
取
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
研
究
者
は
、

今
日
に
お
い
て
す
ら
、
稀
と
は
言
い
難
い
。
資
料
を
集
め
る
段
階
で
は
、
相
手
の
迷
惑
も
考
え
ず
た
び
た
び
調
査
に
お
し
か
け
な
が
ら
、

必
要
な
資
料
・
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
と
な
る
と
、

イ
ン
フ
ォ

i
マ
ン
ト
に
は
一
一
顧
だ
に
し
な
い
、
と
い
う
研
究
者
も
い
る
。
こ
の
種
の
こ

と
は
、
基
本
的
に
は
、
礼
儀
作
法
な
い
し
倫
理
の
範
鴎
に
は
い
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

同
時
に
、
研
究
者
が
実
態
調
査
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
い
る
か
を
、
端
的
に
表
現
す
る
事
柄
で
も
あ
る
。

研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
聞
に
横
た
わ
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
問
題
に
、

ま
ず
人
類
学
者
が
非
常
に
繊
細
な
感
覚
を
示
し
た
と
い
う



の
は
、
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
u

長
期
に
わ
た
る
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
と
の
つ
き
あ
い
が
、
情
報
の
搾
取
だ
け
に
終
わ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
こ
そ
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
調
査
は
相
手
へ
の
侵
犯
で
は
な
い
か
と
悩
ん
だ
り
、
相
互
関
係
の
本
質
を
考
え
よ
う
と
し
た
り
す
る
の

は
、
と
く
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
民
族
誌
と
称
さ
れ
る
研
究
を
行
な
う
人
類
学
者
な
ど
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。

人
類
学
者
が
、
自
分
の
調
査
に
つ
い
て
、

一
般
に
自
省
的
に
な
っ
て
い
く
背
景
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
条
件
が
、
痛
切
に
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
実
を
想
定
で
き
る
。
研
究
者
の
住
む
国
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
住
む
固
と
の
聞
の
往
来
が
、

し
だ
い
に
頻

繁
、
か
つ
自
由
に
な
る
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
は
や
未
聞
社
会
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
。
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
属
す
る
社
会
の
文
化
状
況
も
変
化
し
て
い
る
。
た
と
え
国
が
違
っ
て
も
、
研
究
者
が
書
い
た
調
査
に
関
す
る
著
書
、
論
文
の

類
を
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
が
読
む
機
会
は
、
ど
ん
ど
ん
増
え
つ
つ
あ
る
。
研
究
成
果
を
相
手
が
読
ま
な
い
で
あ
ろ
う
と
前
提
す
る
こ
と

は
、
ま
す
ま
す
難
し
く
な
る
。

あ
っ
さ
り
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
無
文
字
文
化
の
未
聞
社
会
か
ら
集
め
た
デ
ー
タ
を
、
研
究
者
が
自
分
だ
け
の
判
断
で
、
理
論
の
肉
付

け
に
使
っ
て
も
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
は
文
句
を
言
わ
な
い
、
あ
る
レ
は
言
え
な
い
、

し
だ
い
に
消
え
つ
つ
あ
る
と
い

と
い
う
状
況
は
、

う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
者
は
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
か
ら
の
逆
襲
も
考
慮
し
な
く
て
は
い
け
な
く
な
る

Q

そ
の
点
で
、
人
類
学
の
調
査

宗教研究と「出会い型調査」

も
、
社
会
学
的
調
査
と
重
な
る
面
が
広
が
っ
て
き
た
と
言
え
る
。

宗
教
学
に
お
い
て
も
、
国
外
で
の
宗
教
調
査
で
あ
れ
ば
、
人
類
学
の
調
査
と
似
た
よ
う
な
局
面
に
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

現
代
宗
教
を
調
査
す
る
よ
う
な
と
き
は
、
少
し
異
な
る
局
面
も
生
じ
る
。
人
類
学
の
調
査
で
は
、
通
常
、
相
手
の
文
化
や
思
考
法
を
理
解

し
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
現
代
日
本
社
会
を
対
象
に
す
る
場
合
は
、
文
化
聞
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に

(157) 

よ
り
切
実
に
な
る
。
こ
の
点
で
最
初
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
研
究
者
が
、

し
な
く
て
い
い
反
面
、
別
種
の
問
題
が
、

イ
シ
フ
ォ
l
マ
シ

157 

ト
に
対
し
て
も
つ
優
位
性
の
問
題
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
調
査
さ
れ
る
側
の
「
掘
び
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
研
究
者
が
イ
ン
フ
ォ

i



マ
γ
ト
に
対
し
、

一
種
の
優
位
性
を
帯
び
る
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
。
研
究
者
が
研
究
者
で
あ
る
こ
と
自
体
に
社
会
的
地
位
が

158 

あ
る
と
思
い
込
み
、
そ
う
し
た
態
度
で
相
手
に
接
す
れ
ば
、
そ
こ
に
主
観
的
に
は
優
位
性
(
も
し
く
は
あ
る
種
の
権
威
)
が
出
現
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
戯
画
的
な
側
面
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
る
と
い
う
前
提

(158) 

が
あ
っ
た
場
合
に
生
じ
る
、

心
理
的
な
力
学
を
指
し
て
い
る
。

調
査
時
に
生
じ
た
情
報
内
容
が
、
文
字
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
は
、
本
来
的
に
弱
み
を
抱
え
る
こ

と
に
な
る
。
も
し
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
積
極
的
に
望
ん
で
い
る
と
す
る
な
ら
、
自
分
も
し
く
は
自
分
た
ち
を
「
売
り
込
む
」
必
要
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
欲
し
い
と
か
、
教
団
の
こ
と
を
よ
く
書
い
て
欲
し
い
と
か
、
地
域

(g) 

社
会
の
よ
さ
や
イ
ベ
ン
ト
の
楽
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
欲
し
い
と
い
う
よ
う
な
意
図
を
も
っ
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
調
査
時
の
対
応
に

お
い
て
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
側
に
一
種
の
据
び
が
介
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
据
び
と
い
う
表
現
は
、
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
弱
み
を
補
う
行
為
を
こ
う
し
た
言
い
方
で
強
調
し
て
お
こ
う
。
据
び
に
も
、
過
度
の
接
待
と
い
っ
た
単
純
な
据
び
ゃ
、
華

や
か
に
見
え
る
儀
礼
に
招
待
し
た
り
、
自
分
(
た
ち
)
が
真
撃
に
宗
教
に
取
り
組
ん
で
い
る
姿
を
強
調
す
る
と
い
っ
た
、
や
や
洗
練
さ
れ

た
も
の
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、

で
き
る
限
り
書
い
て
欲
し
く
な
い
と
い
う
防
衛
的
立
場
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
自
分
も
し
く
は
自
分
た
ち
を
、
研
究
者
に
対
し

必
要
以
上
に
晒
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
絶
え
ず
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
触
れ
た
く
な
い
話
題
は
避
け
ら
れ
、
合
わ
せ
た
く

な
い
人
物
は
紹
介
し
な
い
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
た
り
す
る
。
「
ベ
ン
は
剣
よ
り
強
し
」
は
、
権
力
に
立
ち
向
か
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

勇
ま
し
い
標
語
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
は
、

イ
シ
フ
ォ
l
マ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
「
ペ
ン
は
剣
よ
り
怖
し
」
な
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
研
究
者
は
、
結
果
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
優
位
に
立
つ
。
そ
れ
は
し
か
し
な
が

ら
、
同
時
に
情
報
内
容
に
歪
み
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
伴
っ
て
い
る
。
優
位
性
が
顕
著
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

つ
ま
り
イ
ン
フ
ォ
l
マ
シ



ト
の
側
に
、
蝿
び
や
防
御
の
意
識
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
そ
の
歪
み
は
大
き
な
も
の
に
な
る
と
想
定
さ
れ
る
。
優
位
な
立
場
に
立
つ
こ

と
自
体
は
、
構
造
的
に
避
け
難
レ
と
す
れ
ば
、
あ
と
は
そ
の
こ
と
を
研
究
者
の
側
が
十
分
認
識
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
c

相
手
が
書
い
て
欲
し
い
側
面
の
み
を
強
調
し
て
記
述
す
れ
ば
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
御
用
学
者
の
類
と
な
る
。
相
手
の
弱
み
に
の
み
、
故

意
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
類
と
な
る
。
あ
え
て
、
御
用
学
者
的
立
場
、
あ
る
い
は
逆
に
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
l

ナ
リ
ス
ト
的
立
場
を
と
る
研
究
者
の
、

い
わ
ば
確
信
犯
的
行
為
に
は
、
こ
こ
で
の
議
論
を
つ
き
つ
け
て
も
仕
方
が
な
い
c

む
し
ろ
、
着
実

な
研
究
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、

つ
い
陥
り
が
ち
な
偏
り
と
い
う
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
の
優
位
性
の
問
題
が
も
っ
と
も
意
識
化
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
研
究
者
は
、

イ
ン
ブ
オ
l
マ
ン
ト
に
対
し
、
劣
位
に
立
っ
て
も
い
る
。
や
は
り
一

種
の
弱
み
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
皮
肉
な
よ
う
だ
が
、
誠
実
な
調
査
を
心
が
け
れ
ば
心
が
け
る
ほ
ど
、
そ
の
弱
み
は
大
き
な
も
の
と

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
か
ら
各
種
の
情
報
や
資
料
を
引
き
出
す
こ
と
を
、
大
き
な
目
的
と
す
る
と
考
え
て
レ
レ
だ

な
る
。

一
般
に
調
査
は
、

ろ
う
。
ィ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
が
、
未
公
開
の
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
調
査
の
価
値
は
増
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、

イ

ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
が
、
自
分
の
特
異
な
宗
教
体
験
に
つ
い
て
細
々
と
語
る
と
い
っ
た
類
の
「
特
別
サ
ー
ビ
ス
」
を
し
て
く
れ
れ
ば
、
こ
れ

宗教研究と「出会い型調査」

も
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。

特
殊
な
事
例
研
究
で
あ
れ
ば
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
が
、
ど
れ
ほ
ど
研
究
者
の
要
望
に
応
じ
て
く
れ
る
か
で
、
研
究
成
果
は
一
一
層
左
右

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ
ば
、
「
特
別
サ
ー
ビ
ス
」
を
引
き
出
す
た
め
に
、
研
究
者
の
中
に
は
特
別
の
工
夫
を
す
る
人
が
で
て
く
る
c

相
手
の
話
に
感
激
し
た
よ
う
な
素
振
り
、
立
派
な
本
に
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
懇
願
。
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
て
も
、
無
意
識
の
う
ち
に
、

(59) 

た
と
え
ば
、
ど
の
よ

研
究
者
は
、
相
手
の
共
感
を
誘
う
よ
う
な
言
動
を
と
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
う
し
た
行
為
が
習
慣
化
さ
れ
れ
ば
、

159 

う
な
話
に
も
、
大
仰
に
感
動
し
て
み
せ
る
研
究
者
と
い
う
の
も
出
現
し
よ
う
。



し
か
し
、
こ
の
劣
位
性
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
は
、
出
会
い
型
調
査
に
お
い
て
は
、
大
変
大
き
な
問
題
で
あ
る
ο

も
っ
と
も
単
純
な
例

で
考
え
て
み
よ
う
。

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
に
必
要
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
拒
否
さ
れ
た
と
す
る
。
研
究
者
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
ま
ま
引

160 

き
下
が
る
人
も
い
る
。
し
つ
こ
く
交
渉
す
る
人
も
い
る
。

一
応
引
き
下
が
り
な
が
ら
、
他
の
手
段
で
、
同
等
の
情
報
を
得
ょ
う
と
す
る
人

(160) 

が
い
る
ο

中
に
は
、
相
手
の
目
を
盗
ん
で
、
密
か
に
資
料
を
コ
ピ
ー
し
て
持
ち
帰
る
と
い
う
よ
う
な
、
悪
練
な
(
も
し
く
は
極
度
に
研
究

熱
心
な
?
)
手
段
を
用
い
る
研
究
者
も
い
る
。
こ
れ
は
想
定
で
は
な
く
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
研
究
者
は
存
在
す
る
。

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
が
自
分
の
要
求
に
応
じ
て
く
れ
な
い
こ
と
に
対
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
手
は
、

一
つ
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
少
な

く
と
も
相
手
を
欺
く
よ
う
な
調
査
は
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
、
研
究
者
集
団
に
対
す
る
不
信
感
を
も
た
ら
す
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
も
確
信
犯
に
は
、
あ
ま
り
意
味
の
な
い
議
論
で
あ
る
。
と
に
か
く
デ

-
夕
、
資
料
を
集
め
る
こ
と
が
研
究
遂
行
上
は
重
要
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
研
究
者
に
対
し
、
一
丹
考
を
促
す
テ
l
マ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
劣
位
性
も
、
優
位
性
と
同
じ
く
構
造
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
乗
り
越
え
る
と
き
は
長
期
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
c

出
会

い
型
調
査
の
特
徴
は
そ
こ
に
あ
る
。
調
査
自
体
が
出
会
い
の
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
人
間
関
係
の
深
ま
り
が
、
調
査
内
容
に
も

関
係
し
て
い
く
。
最
初
の
調
査
で
拒
否
さ
れ
て
も
、
次
の
調
査
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
何
が
拒
否
の
理
由
な

の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
も
、
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
あ
る
情
報
の
み
が
、
提
示
を
拒
否
さ
れ
た
と

す
る
と
、
そ
の
情
報
内
容
が
他
と
は
異
な
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
、
と
理
解
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
事
自
身
、
調
査
対
象
た
り
う
る
。

研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
と
の
関
係
を
再
考
す
る
手
が
か
り
に
も
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
劣
位
性
を
補
っ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
形

に
お
い
て
劣
位
に
立
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
け
る
こ
と
が
、
こ
の
調
査
の
特
質
で
あ
る
。



四

マ
レ
ピ
卜
効
果
及
び
結
果
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
l
l
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
選
択

今
述
べ
た
状
況
を
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
側
に
立
っ
て
捉
え
直
す
と
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

イ
ン
フ
ォ

1
7
γ
ト
に

と
っ
て
は
、
調
査
は
必
ず
し
も
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
宗
教
調
査
は
、
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
よ
う
な
内
容
を
含
む
可
能
性

が
強
い
。
調
査
さ
れ
た
い
に
し
て
も
、

さ
れ
た
く
な
い
に
し
て
も
、
ど
の
程
度
自
分
を
さ
ら
け
出
す
か
に
関
し
て
は
、

一
様
で
は
な
い
。

そ
の
攻
防
ラ
イ
ン
は
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
が
、
研
究
者
と
ど
の
よ
う
な
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
も
つ
か
に
よ
っ
て
、
大
き
く
規
定
さ
れ

る。
調
査
を
自
ら
や
、
自
ら
の
属
す
る
教
団
な
ど
の
一
種
の
宣
伝
に
使
お
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
さ
え
も
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
包
み
隠
さ

ず
話
す
と
い
う
こ
と
に
は
、
抵
抗
を
感
じ
る
部
分
が
あ
る
に
違
レ
な
レ
。
研
究
者
が
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
の
生
活
圏
や
文
化
圏
に
近
い
ほ

ど

一
般
に
そ
の
抵
抗
は
強
く
な
る
と
想
定
さ
れ
る
ο

生
活
閤
・
文
化
圏
の
近
さ
と
事
後
効
果
と
の
聞
に
は
、
正
の
相
関
が
考
え
ら
れ
る
・

か
ら
で
あ
る
ο

調
査
結
果
が
、
以
後
の
自
分
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
高
く
な
る
な
ら
ば
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
シ
ト
は
、
発
言
が

宗教研究と「出会い型調査」

慎
重
に
な
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
教
団
関
係
者
で
あ
れ
ば
、
教
団
が
社
会
か
ら
ど
う
見
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人

に
と
っ
て
、
広
い
意
味
で
の
生
活
圏
の
問
題
と
し
て
理
解
で
き
る
。
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
研
究
者
と
の
生
活
固
な
い
し
文

化
圏
の
距
離
は
、
な
る
べ
く
隔
た
っ
て
い
た
方
が
、

心
理
的
に
楽
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
通
常
は
、
事
後
効
果
が
も
っ
と
も
小
さ
く
な
る
と
想
定
さ
れ
る
外
国
人
研
究
者
は
、
あ
ま
り
公
に
は
で
き
な

(161) 

い
英
語
な
ど
を
含
め
て
、
面
談
に
応
じ
や
す
い
相
手
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
外
国
人
に
よ
る
新
宗
教
の
研
究
が
、
初
期
よ
り
か
な
り
教
団

161 

の
事
情
や
歴
史
に
立
ち
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
点
を
議
論
す
る
際
の
材
料
と
な
ろ
う
。
新
宗
教
を
淫
嗣
邪
教
的
に
み
る
見



方
が
強
か
っ
た
戦
前
に
お
い
て
も
、

へ
プ
ナ

l
、
グ
リ
ー
ン
、
ロ

1
エ
ル
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
黒
住
教
、
天
理
教
、
神
習
教
に
つ
い
て
、

そ
の
宗
教
性
を
評
価
す
る
よ
う
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
後
で
み
る
と
、
新
宗
教
を
ま
と
も
な
研
究
対
象
と
す
る
日
本
人

162 

研
究
者
が
、
依
然
少
な
か
っ
た
一
九
五

0
年
代
に
、

る
。
こ
れ
は
、
第
一
に
は
研
究
者
側
の
姿
勢
に
よ
る
違
い
な
の
だ
が
、
外
国
人
に
よ
る
研
究
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
、

ト
側
の
警
戒
の
弱
さ
と
い
う
要
素
を
無
視
し
な
い
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

マ
ッ
ク
フ
ア
ー
ラ
ン
ド
が
、
新
宗
教
の
内
情
に
踏
み
込
ん
だ
調
査
を
行
な
っ
て
い

(162) 

イ
ン
フ
ォ

1
マ
ン

イ
ン
フ
ォ

I
マ
ン
ト
の
文
化
圏
、
生
活
圏
に
と
っ
て
、

よ
そ
者
、

一
時
的
に
歓
待
し
て
も
構
わ
な
い
人
問
、
こ
う
し
た
研
究
者
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
話
が
し
や
す
く
な
る
と
い
う
傾
向
に
対
し
、
こ
れ
を
「
マ
レ
ピ
ト
効
果
」
と
称
し
て
お
き
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
日
本
で

fi 

マ
レ
ピ
ト
効
果
は
、

し
だ
い
に
期
待
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
研
究
者
が
マ
レ
ピ
ト
的
に
な
る
こ
と
自
体
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
・

研
究
者
が
、
教
団
関
係
者
と
関
わ
り
の
な
い
生
活
圏
に
い
る
こ
と
は
、

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
域
調
査
に
お
い
て
も
、
教
団
調
査
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
、
教
団
調
査
の
場
合
は
、

ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
外
国
人
が
調
査

に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
結
果
を
母
国
語
で
発
表
し
た
場
合
で
も
、
以
前
な
ら
、
そ
れ
が
イ
ン
フ
ォ
l
マ
シ
ト
の
自
に
触
れ
る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
が
、
最
近
で
は
、
も
し
英
語
で
の
文
献
で
あ
る
と
、

一
部
の
教
団
関
係
者
は
、
そ
う
し
た
も
の
に
も
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
て
い

る。
こ
う
し
た
一
般
的
条
件
に
加
え
、
出
会
い
型
調
査
は
、

マ
レ
ピ
ト
効
果
を
薄
め
る
作
用
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

マ
レ
ピ

L
ー
や
晶
、

一
時
的
で
稀
な
お
客
と
し
て
訪
れ
、
去
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
時
的
な
つ
き
あ
い
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
常
以
上
の
接
待
を

し
た
り
、
身
近
な
人
に
は
話
し
に
く
い
話
を
し
た
り
す
る
。
も
し
研
究
者
が
、

一
時
的
に
そ
の
人
の
生
活
圏
に
到
来
し
、
二
度
と
ふ
た
た

ぴ
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
な
く
、
噂
を
聞
く
こ
と
も
な
い
な
ら
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
γ
ト
は
か
な
り
打
ち
明
け
た
話
を
す
る
気
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
出
会
い
型
調
査
は
、
調
査
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
相
互
影
響
の
機
会
が
あ
る
。
打
ち
明
け
た
話
が
、

い
つ
自
分
の
生
活
圏



に
返
さ
れ
て
く
る
か
分
か
ら
な
い
。

イ
ン
ブ
ォ

l
マ
ン
ト
の
用
心
は
、
だ
ん
だ
ん
と
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
う
し
た
状
況
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
シ
ト
が
、
調
査
結
果
の
波
及
効
果
を
見
越
し
て
、
調
査
に
対
応
す
る
と
い
う
事
態

も
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
も
、
自
分
(
た
ち
)
に
な
さ
れ
た
調
査
が
、
ど
の
よ
う
に
自
分

つ
ま
り
、

(
た
ち
)
に
返
っ
て
く
る
か
を
予
測
し
て
発
言
し
た
り
、
資
料
を
提
供
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
近
は
、
研
究
者
の
調
査
と

ほ
と
ん
ど
同
じ
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
研
究
者
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
境
界
線
が
、
明
確
で
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
。

い
っ
て
も
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
取
材
と
、

し
た
が
っ
て
、
調
査
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
が
公
表
さ
れ
る
場
面
を
想
定
す
る
。
テ
レ
ピ
イ

γ
タ
ピ
ュ
ー
の
よ
う
に
、
発
言
が
そ
の
ま

ま
放
映
さ
れ
る
、

と
い
う
現
実
に
固
ま
れ
て
い
る
と
、
研
究
者
の
調
査
に
対
し
て
も
、
次
第
に
そ
う
し
た
連
想
が
働
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

ど
う
表
現
さ
れ
る
か
が
、
研
究
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
か
に
依
存
す
る
と
考
え
る
よ
う
に

な
る
。
す
る
と
、
研
究
者
の
側
で
は
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
に
よ
る
結
果
の
コ
シ
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
要
素
を
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る

Q

美
化
さ
れ
た
話
、

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
話
が
登
場
し
や
す
く
な
る
。
都
合
の
悪
い
話
は
削
除
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
虚
偽
と
い
う

宗教研究と「出会い型調査」

に
近
い
ほ
ど
粉
飾
さ
れ
た
話
も
登
場
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
己
防
御
は
よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
で
出
て
く
る
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
立
場
に
た
て
ば
、
当
然
考
え
ら
れ
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

自
己
防
御
と
い
う
言
葉
が
、
や
や
消
極
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
自
己
演
出
と
い
う
言
い
方
・
な
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
イ

ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
の
自
己
防
御
な
い
し
自
己
演
出
は
、
現
代
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
が
、
情
報
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
交
換
さ
れ
る
時
代

ま
た
研
究
者
に
対
し
、
そ
れ
に
ど
う
対
処
し
て
い
く

(163) 

こ
ま
、
t
t
 よ
り
強
ま
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
生
じ
て
い
く
歪
み
は
、

べ
き
か
、
と
い
う
課
題
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
歪
み
は
、
多
種
多
様
な
も
の
で
、
研
究
者
の
対
応
も
ま
た
、
多
種

163 

多
様
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

イ
ン
フ
寸

i
マ
ン
ト
は
、
原
則
的
に
そ
の
よ
う
な
歪
み
を
伴
っ
た
情
報
を
提
供
す
る
と
い



ぅ
、
実
態
調
査
が
も
っ
構
造
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
出
発
点
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
ど
う
修
正
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
基
本
方
針

を
具
体
的
に
記
述
す
る
の
は
困
難
で
あ
る

Q

両
者
の
相
互
影
響
の
質
に
依
存
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
言
い
方
し
か
で
き
な

164 

ぃ
。
そ
れ
に
、
こ
こ
で
の
歪
み
の
修
正
は
、
曲
が
っ
た
釘
を
ま
っ
す
ぐ
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
作
業
で
は
な
い
。
意
図
的
も
し
く

(164) 

は
無
意
識
の
情
報
の
歪
み
の
本
質
を
、
研
究
者
が
認
識
し
た
時
点
で
、
そ
れ
を
ど
の
方
向
に
向
け
て
い
く
か
を
模
索
す
る
と
い
う
、

わ

ば
正
解
の
な
い
作
業
で
あ
る
。

五

信
仰
へ
の
質
問

宗
教
に
関
す
る
調
査
で
は
、

し
ば
し
ば
か
な
り
立
ち
入
っ
た
こ
と
が
質
問
さ
れ
る
。
あ
る
教
団
の
信
者
に
対
し
て
、
宗
教
的
回
心
が
あ

っ
た
の
は
い
つ
で
、
ど
ん
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
と
か
、
何
が
き
っ
か
け
で
入
信
し
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
研
究
者
は
基
本

的
質
問
事
項
と
し
て
問
い
か
け
る
こ
と
が
多
い
ぜ
だ
が
こ
う
し
た
事
は
、
元
来
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
話
題
で
あ
る
。
見
知
ら
ぬ
人
に
気
軽
に

話
せ
る
よ
う
な
き
っ
か
け
で
入
信
し
た
人
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
。
家
庭
内
の
長
年
の
確
執
が
根
に
あ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
人
に
は
打
ち

明
け
ら
れ
な
い
悩
み
が
伏
線
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
話
を
、
突
然
調
査
に
あ
ら
わ
れ
た
人
聞
に
そ
の
ま
ま
話
す
気
に
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し

ま
た
そ
う
す
る
義
務
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。

い
つ
入
信
し
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
れ
で
も
ま
だ
事
実
に
即
し
て
答
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宗
教
に
関
わ
る
調
査
で
は
、

ど
う
答
え
て
い
い
か
迷
う
よ
う
な
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
宗
教
が
い
い
と
思
っ
た
の
か
、

入
信
し
て
か

ら
、
生
活
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
、
自
分
の
信
仰
生
活
に
両
親
の
影
響
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
と
思
う
か
、
な
ぜ
宗
教
的
な
こ
と
に
関

心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
等
々
。
聞
く
側
は
簡
単
で
あ
る
が
、
答
え
る
側
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
質
問
自
体
の
暖
昧
さ
も



あ
る
が
、
ど
の
程
度
ま
で
答
え
る
べ
き
か
、
相
手
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
う
る
事
柄
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

相
手
に
よ
っ
て
、

回
答
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
超
常
体
験
に
関
す
る
聞
で
は
、

一
層
顕
著
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
超

常
体
験
と
は
、
神
湿
り
、
神
秘
体
験
、
霊
体
験
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
類
の
体
験
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

い
わ
ば
常
識
の
外
に
あ
る
体
験

や
事
柄
が
調
査
内
容
と
な
る
わ
け
で
、
質
問
の
し
方
自
体
も
か
な
り
難
し
く
な
る
。
研
究
者
が
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
か
、
肯
定
し
て

い
る
か
で
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
の
回
答
も
相
当
に
異
な
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
は
、
相
手
が
自
分
の
体
験
に

臨
め
ば
、

か
な
り
き
め
細
か
な
叙
述
を
す
る
の
で
は
、
と
い
う
期
待
も
生
ま
れ
よ
う
。
逆
に
、
超
常
体
験
に
否
定
的
な
態
度
で

む
き
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
適
当
に
あ
し
ら
お
う
と
い
う
態
度
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

共
感
的
で
あ
れ
ば
、

こ
う
な
る
と
、
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
宗
教
観
、
あ
る
い
は
世
界
観
(
人
間
観
、
社
会
観
な
ど
を
こ
の
言
葉
で
代
表
さ
せ
て
お
く
)
を

も
っ
て
調
査
に
臨
む
か
が
、
出
会
い
型
調
査
に
お
い
て
、

か
な
り
重
要
な
問
題
に
な
る
。

イ
ン
フ
ォ

i
マ
ン
ト
の
宗
教
的
な
体
験
を
問
う

て
い
く
と
、
そ
こ
で
宗
教
的
な
聞
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。

一
例
を
あ
げ
よ
う
。
な
ぜ
、
そ
の
宗
教
に
入
信
し
た

の
か
と
い
う
聞
は
、
そ
の
宗
教
の
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
仮
に
、
な
ぜ
と
い
う
意
味
が
、
「
私
は
入
信
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
入

信
す
る
意
志
は
な
い
が
、
な
ぜ
あ
な
た
は
こ
の
宗
教
に
入
信
し
た
の
か
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
っ
た
な
ら
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
に

宗教研究と「出会い型調査」

と
っ
て
は
、
閉
そ
の
も
の
が
一
種
の
挑
戦
に
な
り
う
る
ο

ま
た
、
ど
ん
な
事
情
で
入
信
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
、
入
信
経
緯
の

具
体
的
内
容
に
力
点
が
置
か
れ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
宗
教
が
選
ば
れ
た
理
由
を
問
う
と
い
う
要
素
は
、
消
失
し
て
は
い
な

し、。
こ
の
場
合
の
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
か
け
が
、
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
が
、
そ
の
宗
教
を
選
ん
だ
理
由
を
多
少
な
り
と
も
問
題
に
し
て
い

る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
宗
教
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
の
議
論
が
、

(165) 

一
つ
の
焦
点
に
な
る
。
研
究
者
が
、

ひ
た
す
ら
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
の

165 

言
レ
分
に
う
な
ず
い
て
い
る
ば
か
り
と
い
う
調
査
で
な
レ
限
り
、
こ
の
間
答
は
必
然
的
に
、
そ
の
宗
教
の
評
価
に
多
少
な
り
と
も
は
い
り



込
ん
で
い
く
ο

と
な
れ
ば
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
の
も
っ
て
い
る
信
仰
に
対
し
、
研
究
者
が
ど
の
程
度
の
理
解
を
示
す
か
で
、

-
e
y
フ
ォ

ー
マ
ン
ト
が
吐
き
出
す
心
情
も
、
説
き
明
か
す
教
え
の
内
容
も
、
相
当
に
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ

166 

る。

(166) 

こ
の
点
を
も
っ
と
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
両
者
に
は
、
宗
教
観
、
世
界
観
の
対
決
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
宗
教
研
究

に
お
け
る
客
観
性
と
か
、
問
主
観
性
と
か
い
っ
た
問
題
は
、
こ
う
し
た
局
面
に
お
い
て
こ
そ
、
も
っ
と
も
は
っ
き
り
し
た
形
で
荒
波
に
さ

ら
さ
れ
る

d

文
献
研
究
な
ど
で
あ
る
と
、
研
究
者
が
宗
教
現
象
を
客
観
的
に
、
実
証
的
に
、
そ
し
て
特
定
の
価
値
観
に
左
右
さ
れ
な
い
で

(
没
価
値
的
に
)
記
述
す
る
の
が
、
可
能
な
よ
う
な
錯
覚
を
与
え
や
す
い
が
、
出
会
い
型
調
査
の
よ
う
な
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
限
界

は
直
ち
に
明
ら
か
で
あ
る
。
現
実
の
調
査
の
場
で
は
、
ど
の
程
度
の
主
観
性
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
実
証
性
に
拠
点
を
構
え
る
か
、
あ
る
い
は

自
分
の
価
値
観
を
ど
の
程
度
表
面
に
出
す
か
と
い
う
、
き
わ
め
て
実
際
的
な
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
終
始
、
特
定
の
価
値
観
を

前
面
に
出
し
て
議
論
す
る
と
い
う
の
も
、
普
通
の
研
究
者
の
や
り
方
で
は
な
い
し
、
純
粋
に
客
観
的
、
没
価
値
的
な
立
場
も
あ
り
得
な
い

と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
れ
ば
い
い
か
、
個
々
の
場
面
で
態
度
を
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
が
異
な
れ
ば
、
下
さ
れ
た
判
断
も
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
あ
り
う
る
。

頻
繁
に
起
こ
る
事
例
で
は
な
い
が
、
議
論
を
明
確
に
す
る
た
め
、

一
つ
の
場
面
を
想
定
し
よ
う
。
も
し
、

イ
ン
フ
ォ

1
7
γ

ト
が
、

み

ず
か
ら
の
宗
教
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
、
調
査
継
続
の
条
件
に
し
た
場
合
は
、
研
究
者
は
ど
う
い
う
道
を
採
り
う
る
か
。
宗
教
観
、
世
界

観
の
共
有
を
求
め
て
き
た
場
合
で
あ
る
。
調
査
継
続
を
最
優
先
さ
せ
る
な
ら
、
対
象
と
し
た
宗
教
に
入
信
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
道
も
あ

り
う
る
ο

こ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
研
究
を
よ
り
ス
ム
ー
ス
に
行
な
う
た
め
に
便
宜
的
に
入
信
す
る
と
い
う
場
合
と
、
実
際
に
何
ら
か
の
共

鳴
を
感
じ
て
い
る
の
で
入
信
す
る
と
い
う
場
合
の
、
大
き
く
二
通
り
が
あ
る
。
さ
ら
に
後
者
は
、

一
定
の
関
心
を
抱
い
た
段
階
で
の
入
信

と
、
そ
れ
な
り
に
得
心
し
て
の
入
信
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
も
あ
れ
体
験
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
入
信
し
た
場
合
は
、



定
の
関
心
を
抱
い
た
段
階
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
の
三
つ
も
、
具
体
的
な
場
面
に
即
し
て
考
え
る
と
、
そ
れ
ほ
ど

境
界
線
は
明
確
で
は
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
便
宜
的
に
入
信
し
た
が
、
深
い
共
鳴
を
抱
く
よ
う
に
な
る
と

い
う
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
逆
に
得
心
し
て
入
信
し
た
つ
も
り
が
、

し
ば
ら
く
た
っ
て
幻
滅
を
感
じ
た
が
、
便
宜
的
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
も
あ
ろ
う
。

便
宜
的
な
入
信
の
場
合
は
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
と
の
、
あ
る
種
の
妥
協
の
産
物
と
み
な
せ
る
。
研
究
者
側
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
相
手
の
宗
教
へ
の
敬
意
を
表
し
、
ィ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
側
は
、
形
式
的
で
あ
れ
、
そ
の
敬
意
に
対
し
、
一
定
の
門
戸
を
聞
く
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
調
査
し
て
い
る
聞
の
両
者
の
関
係
は
、
少
し
は
摩
擦
が
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ば
一
時
的

な
問
題
回
避
で
あ
っ
て
、
出
会
い
型
調
査
が
抱
え
る
問
題
に
正
面
か
ら
応
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
誰
も
が
イ
ン
フ
ォ

i
マ
ン

ト
の
要
請
に
対
し
、
真
剣
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
立
場
も
選
択
肢
の
中
に

は
い
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
定
の
関
心
を
抱
い
て
の
入
信
や
、
得
心
し
て
の
研
究
と
な
る
と
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
護
教
的
な
研
究
に
近
づ
く
危
険
性
が
生
じ

る
。
ま
た
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
や
イ
ン
フ
ォ

1
マ
ン
ト
の
信
じ
る
宗
教
の
、
良
い
面
だ
け
を
見
ょ
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
る
こ
と
に
注

宗教研究と「出会い型調査」

意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
と
宗
教
観
を
共
有
し
よ
う
と
い
う
努
力
が
、
必
ず
し
も
出
会
い
型
調
査
の
成
果
を
豊
か

に
す
る
と
は
想
定
で
き
な
い
ο

「
出
会
い
型
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
協
調
的
な
関
係
だ
け
を
連
想
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
闘
争

や
葛
藤
な
ど
、

し
の
ぎ
を
削
る
関
係
も
ま
た
生
じ
得
る
。
後
者
の
方
が
奥
行
の
深
い
調
査
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

L、。

(16η 

入
信
し
な
い
の
な
ら
調
査
に
応
じ
な
い
と
宣
言
さ
れ
て
も
、
研
究
者
が
入
信
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、

た
と
え
、

し
か
し
な
が
ら
、

167 

一
般
的
な
状
況
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
調
査
を
断
念
す
る
と
い
う
の
が
、
多
く
の
研
究
者
の
採
る
道
と
な
ろ
う
。
入
信
を
迫
ら
れ
る



と
い
う
よ
う
な
、

か
な
り
極
端
な
例
を
出
し
た
の
は
、
調
査
と
い
う
行
為
が
、

ま
さ
に
宗
教
観
、
世
界
観
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
土
俵
に
足
を

踏
み
入
れ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
点
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

168 

実
際
に
は
、
調
査
条
件
に
入
信
を
迫
る
と
い
う
よ
う
な
、
極
端
だ
が
単
純
な
状
況
は
、

ほ
と
ん
ど
な
い
。
も
っ
と
穏
や
か
だ
が
複
雑
な

(168) 

条
件
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

お
お
ま
か
な
調
査
に
は
応
じ
る
が
、
核
心
部
分
に
関
す
る
こ
と
は
、
共
感
を
示
し
た
人
に
の
み
応
じ
る

と
い
う
パ
タ
ー
ン
も
あ
る

J

調
査
す
る
な
ら
、
こ
れ
と
こ
れ
を
学
ん
で
欲
し
い
と
、
実
質
的
に
信
者
と
向
レ
ベ
ル
の
行
為
を
要
求
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
ο

原
則
的
に
調
査
に
応
じ
る
が
、
部
外
者
と
し
て
接
し
た
場
合
と
、

入
信
し
た
場
合
で
は
、
微
妙
な
対
応
の
違
い
が
あ
る
こ

と
を
匂
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

よ
り
複
雑
な
状
況
に
な
っ
て
も
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
研
究
者
が
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
シ
ト
の
宗
教
観
、
世
界
観
に
ど
の
よ

う
な
態
度
を
示
す
か
が
、
調
査
の
進
行
に
関
わ
り
を
も
っ
と
い
う
の
が
、
問
題
の
本
質
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
通
常
は
、
研

究
者
は
最
後
ま
で
距
離
を
置
く
か
ら
、
ど
こ
ま
で
相
手
の
要
求
に
近
寄
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
ジ
ェ
ス
チ
ャ

1
で
示
す
か

が
、
具
体
的
な
選
択
肢
の
内
容
に
な
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
法
は
、
職
人
芸
と
い
わ
れ
る
範
障
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て

個
人
の
セ
ン
ス
に
任
せ
て
お
い
て
い
い
と
も
思
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

イ
ン
フ
ォ

i
マ
ン
ト
と
ど
の
よ
う
な
格
闘
が
あ
っ
た
か
を
、
目
六

体
的
に
記
述
し
て
い
く
研
究
と
い
う
も
の
が
、

い
く
つ
か
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
一
訴
さ
れ
た
も
の
は
、
そ

の
ま
ま
で
は
選
択
肢
の
内
容
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
選
択
肢
を
考
え
る
上
で
の
モ
デ
ル
に
は
な
る
。

嗣.._
~、

必
要
な
認
識

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
宗
教
学
に
お
け
る
出
会
い
型
調
査
が
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
調
査
は
、
最
後
は
自
分
の
宗
教
観



な
い
し
世
界
観
の
再
構
成
へ
と
、
道
が
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
者
が
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ソ
ト
に
出
会
っ
て
、
「
無
傷
」
で

帰
還
す
る
、

つ
ま
り
自
ら
の
宗
教
観
、
世
界
観
に
何
ら
の
変
化
も
生
じ
な
か
っ
た
と
な
る
と
、
む
し
ろ
そ
の
調
査
は
、
失
敗
の
部
類
に
は

い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
言
い
う
る
。
む
ろ
ん
、
変
化
が
生
じ
る
と
は
、

イ
ン
フ
ォ

l
マ
γ
ト
の
宗
教
観
、
世
界
観
に
近
づ
く
こ
と
の

み
を
指
し
て
は
い
な
い
。
か
え
っ
て
否
定
的
な
見
解
を
抱
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
自
ら
の
内
に

秘
め
て
い
た
宗
教
観
、
世
界
観
が
、

よ
り
明
確
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
レ
る
。

こ
の
点
が
、
宗
教
学
に
お
け
る
出
会
い
型
調
査
の
特
質
で
あ
る
の
で
、
最
後
に
総
括
め
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
出
会
い
型

調
査
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
情
報
内
容
が
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ
l
マ

γ
ト
と
の
聞
で
、
基
本
的
に
了
解
が
容
易
な
も
の
が

あ
る
。
社
会
学
や
社
会
心
理
学
の
調
査
で
は
、
そ
う
し
た
も
の
が
多
い
。
自
由
回
答
法
の
面
接
調
査
で
あ
っ
て
も
、

回
答
結
果
を
統
計
的

に
処
理
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
な
調
査
は
、
必
然
的
に
そ
う
な
る
。
統
計
処
理
を
す
る
に
は
、

回
答
が
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
区
分
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ
l
マ
シ
ト
と
の
聞
に
は
、
調
査
内
容
に
関
し
て
は
、

原
則
と
し
て
相
互
が
了
解
可
能
な
概
念
、
言
語
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。

他
方
、
主
に
文
化
的
な
障
壁
ゆ
え
に
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
と
の
聞
に
は
、
無
条
件
に
共
有
で
き
る
も
の
は
な
い
と
い
う
前

宗教研究と「出会い型調査」

提
を
も
ち
、
共
有
で
き
る
部
分
、
あ
る
い
は
了
解
で
き
る
部
分
を
見
つ
け
る
こ
と
に
、
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
割
く
調
査
も
あ
る
。
人
類

学
の
調
査
は
、
多
く
が
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
。
人
類
学
で
な
く
て
も
、
言
語
圏
、
文
化
圏
が
異
な
る
と
き
の
調
査
に
は
、
研
究
者
と

イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
聞
に
存
在
す
る
、
情
報
伝
達
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
や
ズ
レ
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
営
み
が
、
大
き
な
課
題
と
な
る
。

宗
教
学
の
調
査
は
、
こ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
局
面
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
宗
教
学
の
調
査
の
特
質
が
あ
ら
わ

(169) 

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
が
テ

1
7
に
な
っ
た
と
き
の
困
難
さ
は
、

ス
ト
ー
リ
ー
な
ど
に
つ

回
答
内
容
に
な
り
う
る
観
念
、
語
索
、

169 

い
て
の
、
社
会
的
了
解
の
不
確
か
さ
に
あ
る
。
教
育
歴
や
職
業
歴
、
親
族
関
係
な
ど
を
質
問
し
た
と
き
と
、
信
仰
体
験
を
質
問
し
た
と
き



の
違
い
は
こ
こ
で
あ
る
。
教
育
や
職
業
の
種
類
に
つ
い
て
は
相
互
の
了
解
は
困
難
で
は
な
い
。
そ
の
種
類
、
あ
る
い
は
内
容
に
つ
い
て
の

社
会
的
了
解
が
一
定
程
度
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
信
仰
が
テ
l
マ
と
な
る
と
、
両
者
の
了
解
は
と
き
と
し
て
大
層
困
難
と
な

170 

る
Q

相
互
に
苛
立
ち
を
感
じ
る
場
合
も
あ
る
。
何
か
拠
っ
て
立
つ
所
が
、
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
う
感
覚
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

(170) 

こ
の
場
合
の
了
解
の
難
し
さ
は
、
た
と
え
ば
恋
愛
体
験
や
感
激
し
た
体
験
を
、
他
人
に
了
解
さ
せ
る
と
き
の
難
し
さ
に
一
脈
通
じ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
体
験
は
各
人
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
そ
う
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
宗
教
が
テ

I

マ
と
な
っ
た
場
合
の
了
解
の
難
し
さ
は
、
群
を
抜
い
て
い
る
ο

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
宗
教
的
世
界
観
は
そ
れ
独
自
の
領
域
を
形
成
し
て
い

る
の
で
、
そ
の
社
会
が
一
つ
の
宗
教
的
世
界
観
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
の
で
な
い
限
り
、
社
会
的
了
解
が
築
か
れ
る
こ
と
は
、

ま
ず
あ

り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
、

イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
自
体
に
よ
る
、
自
ら
の
宗
教
体
験
の
認
識
の
暖
昧
さ
と
い
う
こ
と

も
あ
る
ο

体
験
を
十
分
に
語
り
う
る
枠
組
が
、
揺
れ
動
く
と
い
う
の
が
、
宗
教
現
象
の
特
徴
で
あ
る
。
す
で
に
存
在
す
る
概
念
や
言
語

で
、
体
験
が
す
っ
か
り
語
り
尽
く
せ
る
も
の
な
ら
、
話
し
は
楽
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
レ
と
こ
ろ
に
、

イ
シ
フ
ォ
l
マ
シ
ト
と
し
て
も
因

難
を
抱
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
宗
教
の
調
査
が
世
界
観
、
宗
教
観
の
再
構
成
で
あ
る
と
い
う
意
味
も
、

よ
り
は
っ
き
り
し
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
研
究
者
は
回
答
群
が
未
確
定
と
な
っ
て
い
る
調
査
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
未
確
定
性
は
異
文
化
理
解
、
異

民
族
理
解
の
場
合
の
不
確
か
さ
と
は
、
若
干
性
格
を
異
に
す
る
。
異
文
化
理
解
で
は
、
相
手
の
文
化
の
コ

l
ド
が
了
解
で
き
れ
ば
、
相
手

の
行
動
や
考
え
方
も
ぐ
っ
と
分
か
り
ゃ
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
程
度
体
系
化
さ
れ
た
コ
ー
ド
の
存
在
を
前
提
と

し
て
い
る

Q

だ
が
、
宗
教
現
象
は
そ
も
そ
も
何
ら
か
の
コ
l
ド
が
あ
る
の
か
さ
え
も
定
か
で
は
な
い
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
宗
教
学
に
お
け
る
出
会
い
型
調
査
で
も
、
大
半
は
資
料
・
デ
ー
タ
の
収
集
が
、
実
際
上
の
目
的
で
あ
る
。
よ
り
正
確
で
重

要
な
情
報
を
適
切
に
収
集
す
る
上
で
の
注
意
と
い
う
面
で
は
、
他
の
分
野
の
調
査
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
の
議



論
は
、
宗
教
学
の
調
査
の
特
徴
面
に
焦
点
を
絞
っ
て
あ
る
。

つ
ま
り
、
資
料
、
デ

l
夕
、
情
報
な
ど
が
あ
ら
か
じ
め
あ
っ
て
、
そ
れ
を
探

し
当
て
た
り
、
聞
き
出
し
た
り
す
る
と
い
う
行
為
以
上
の
も
の
が
、
常
に
可
能
性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
情
報
そ

の
も
の
が
、
研
究
者
と
イ
シ
フ
ォ

l
マ
シ
ト
と
の
関
係
性
の
中
に
、
可
能
態
と
し
て
揺
ら
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
意
識
化
す
る
と
、

イ
シ
フ
ォ

l
マ
シ
ト
は
、
研
究
者
の
宗
教
観
、
世
界
観
の
再
構
成
に
加
わ
る
臨
時
の
、
と
き
に
は
持
続

的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
、
と
表
現
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
研
究
者
も
ま
た
、

イ
シ
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
宗
教
観
、
世
界
観
に
動
揺
を
与

え
に
来
た
人
物
で
あ
る
。
出
会
い
型
調
査
に
お
い
て
、
宗
教
観
、
世
界
観
の
対
決
と
い
う
緊
張
を
苧
む
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
検
討
す
る

上
で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
策
を
、

い
わ
ば
一
つ
の
作
品
と
し
て
作
り
あ
げ
、
そ
れ
を
通
じ
て
議
論
に
深
み
を
も
た
し
て
い
く
と
い
う

方
法
が
、
今
も
っ
と
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

宗教研究と「出会い型調査J

中£(1)

圭
室
文
雄
・
平
野
栄
次
・
宮
家
準
・
宮
田
登
編
『
民
間
信
仰
調
査
整
理
ハ

Y
V
プ
ッ
グ
』
下
・
実
際
編
(
雄
山
閥
、
一
九
八
七
年
)
に
は
、
「
民

間
信
仰
調
査
上
の
心
構
え
と
手
順
」
、
「
民
間
信
仰
調
査
の
方
法
」
と
い
う
章
が
あ
り
、
そ
こ
で
調
査
上
の
心
構
え
や
基
礎
的
注
意
事
項
が
記
さ
れ
て

い
る
。
初
心
者
向
け
の
注
意
で
は
あ
る
が
、
イ
ン
フ
ォ

1
マ
ン
ト
に
礼
を
失
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
の
留
意
点
も
解
説
し
て
あ
る
。

(
2〉
民
間
の
霊
能
者
な
ど
へ
の
聞
き
書
き
が
長
期
に
わ
た
っ
た
場
合
、
研
究
者
の
側
が
イ
γ
フ
ォ
l

マ
ジ
ト
か
ら
受
け
る
影
響
も
大
き
い
と
考
え
ら

れ
る
。
池
上
良
正
『
津
軽
の
カ
ミ
サ
マ
』
(
ど
う
ぶ
つ
社
、
一
九
八
七
年
)
や
、
川
村
邦
光
『
忍
女
の
民
俗
学
』
(
青
弓
社
、
一
九
九
一
年
)
な
ど
を

読
む
と
、
イ
ン
フ
ォ
l
マ
ン
ト
と
の
長
期
の
つ
き
合
い
が
、
研
究
者
に
も
深
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
分
か
る
。
荷
者
と
も
、
イ
シ
フ
寸
l
マ
ン
ト

が
も
っ
世
界
を
語
り
得
た
の
か
、
と
い
う
点
に
、
か
な
り
強
い
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

(3)

こ
れ
は
、
宗
教
社
会
学
で
、
私
化
(
唱
ユ
4
忠一
N

巴
ぽ
ロ
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
現
象
、
あ
る
い
は
、

p
・パ

l
ガ

1
の
用
語
に
従
え
ば
、
「
聖
な
る

天
蓋
合
S
H
a
n
g
o
H
qー
と
が
失
わ
れ
て
い
〈
現
象
な
ど
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

(4)

た
と
え
ば
、
一
九
七
八
年
に
、

c
I
S
R
東
京
会
議
が
開
か
れ
た
時
点
で
は
、
世
俗
化
が
テ
l

マ
の
一
つ
に
な
り
、
宗
教
は
衰
退
し
て
い
る

か
、
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
議
論
が
激
し
く
戦
わ
さ
れ
た
。

B
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
宗
教
罪
退
論
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
C
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I
S
R
東
京
会
議
紀
要
』
(
C
I
S
R
東
京
会
議
組
織
委
員
会
、

告
」
(
『
宗
教
研
究
』
二
一
一
一
九
、
一
九
七
九
年
)
を
参
照
。

(5)
井
上
順
孝
・
孝
本
貢
・
対
馬
路
人
・
中
牧
弘
允
・
西
山
茂
編
『
新
宗
教
事
典
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九

O
年
〉
の
、
と
く
に
資
料
篇
作
成
の
た
め

に
、
多
く
の
教
団
を
調
査
し
た
際
の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
新
宗
教
教
団
は
、
調
査
と
い
う
こ
と
に
強
い
警
戒
心
を
抱
く
方
が
普
通
で
あ
る
。
既
成
宗

教
に
お
い
て
は
、
そ
う
で
も
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
は
新
宗
教
特
有
の
問
題
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
不
当
で
あ
る
と
研
究
者
側
が

言
う
た
め
に
は
、
研
究
者
側
は
少
な
く
と
も
調
査
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

γ
く
ら
い
は
設
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
調
査
の
マ
ナ
ー
の
よ
う
な

倫
理
的
問
題
、
学
問
上
の
要
請
と
宗
教
上
の
要
請
と
が
対
立
し
た
場
合
の
解
決
の
仕
方
と
い
っ
た
、
方
法
論
上
の
問
題
、
両
者
の
利
害
関
係
に
つ
い

て
の
最
低
の
了
解
な
ど
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(6)

ポ
ス
ト
モ
ダ
シ
民
族
誌
に
つ
い
て
は
、

v
・
グ
ラ
パ
ン
ザ
l
ノ
著
、
大
塚
和
夫
・
渡
部
重
行
訳
『
精
霊
と
結
婚
し
た
男
』
、
紀
伊
国
屋
書
庭
、

一
九
九
一
年
(
原
題
口
、
旬
、
由
ミ
町
、
S
4
3
H
H
b
h
白
ミ
ミ
ロ
h
S
F
H，F
m
C
E
2
2
x
u
『
色
。
E
S問
0
・
H
U
∞
己
)
に
あ
る
訳
者
に
よ
る
解
説
を
参
照
。

大
塚
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
民
族
誌
の
典
型
例
と
し
て
、
グ
ラ
パ
ン
ザ
l
ノ
の
こ
の
書
の
他
、

P
-
ラ
ピ
ノ
l
の
同
時
、
同
町
虫
色
ま
言
、
h
ミ
言
、
F
S

』向。さ町内
q
・
C巳
S
E
q
え
の
丘
一
同
0
2
5
司
円

o
g
-
-
由
ミ
(
拙
訳
『
異
文
化
の
理
解
』
、
岩
波
書
庖
、
一
九
八

O
年
)
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
紹
介
し

て
い
る
。
ラ
ピ
ノ
l
は
、
同
書
に
お
い
て
、
調
査
が
「
侵
犯
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
、
イ
ン
フ
ォ

l
マ
γ
ト
と
何
か
を
形
作
る
も
の
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。
か
な
り
内
省
的
な
書
で
あ
る
。

(7)
最
近
は
、
さ
ら
に
変
化
が
加
速
化
し
て
、
調
査
結
果
を
発
表
す
る
頃
は
、
調
査
地
の
状
況
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
民
族
誌
と
し
て
の

記
述
の
妥
当
性
が
、
あ
や
う
く
な
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
社
会
文
化
的
状
況
の
変
化
が
あ
ま
り
に
激
し
く
、
研
究
者
は
も
は
や
そ

れ
に
十
分
対
応
で
き
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
学
に
も
関
わ
り
を
も
っ
事
柄
で
あ
り
、
出
会
い
型
調
査
と
い
う
視
点
に
と
っ
て

も
、
重
要
な
問
題
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
自
身
独
立
さ
せ
て
扱
う
べ
き
テ
l
マ
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
、
こ
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
の
議
論

は
、
本
稿
に
お
い
て
は
割
愛
し
た
。

(8)

こ
の
問
題
は
、
と
く
に
新
宗
教
に
お
い
て
頻
繁
に
生
じ
る
。
こ
れ
は
新
宗
教
が
運
動
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と

ゃ
、
新
宗
教
関
係
者
が
、
自
分
た
ち
は
社
会
的
認
知
を
受
け
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(9)

地
域
調
査
な
ど
で
は
、
調
査
さ
れ
た
側
が
、
調
査
さ
れ
る
こ
と
が
地
域
の
振
興
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
を
も
つ
こ
と
が
稀
で

は
な
い
。
祭
や
イ
ベ
ン
ト
の
実
態
を
調
査
し
た
経
験
が
あ
る
人
な
ら
、
こ
の
点
は
容
易
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(叩

)
Pユ
四
国
巧
-
Z
8
5
F
M
J
ξ
~
円
程
ミ
ミ
ミ
~
山
崎
町
H
b
¥
ま
な
な
・
ロ
向
。
ご
こ
昌
g
m
o
n
E
u
p
H
U
U
印
・
0
2
日
冊
目
。
・
0
E
g
o
-
叶
白
ロ
ユ
-
Q
O
U
C
H
同
F
O

一
九
七
八
年
)
、
及
び
拙
論
「
C
I
S
R
ハ
国
際
宗
教
社
会
学
会
義
)
東
京
会
議
報
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宗教研究と「出会い型調査」

叶
ぬ
担
口
『
一
口
四
口
同
件
FOEmwhwd、。ロ
-M、
問
。
白
印
Oロ
J
M
1、民喜朗自門町九号持。
¥
H
b
b
h柏
町
ミ
片
山
山
口
町
九
G
H
h
b
h
-
H白
h
x
g
M
M
-

同
∞
由
日
・
】
ι
2・口{〈白
-
F
0
4司
自
己
・
。
円
円
誌
な

L
E
E
s
u
o、
S
G
唱
で
ミ
ミ

HE
ぬ
の
ロ
礼
的
ケ
Z
D
E四
FSHM
玄
-
S
E
の
D
B甘
g
u
-
-
5
2・
国

Z
o日
三
口
司
hw『
-
S《

Y
Mコ
芯
』
刊
誌
MF
同
室
、
ミ

c
q
k
h・
5
ミ・

(
内
藤
豊
他
訳
『
神
々
の
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
』
、
社
会
思
想
社
、
一
九
六
九
年
)
参
照
。

ま
た
、
海
外
の
日
系
人
に
対
す
る
宗
教
調
査
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
、
日
本
人
た
る
研
究
者
と
、
日
系
人
た
る
イ

γ
フ
ォ
l
マ
ン
ト
の
隠
係

は
、
外
国
人
同
士
に
近
く
な
る
。
筆
者
自
身
も
関
わ
っ
た
ハ
ワ
イ
及
び
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
日
系
人
と
日
系
宗
教
の
実
態
調
査
で
は
、
聴
き

取
り
調
査
は
、
国
内
に
お
け
る
調
査
よ
り
や
り
や
す
く
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
地
の
人
々
の
歓
待
精
神
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い

に
し
て
も
、
こ
の
外
国
人
的
で
あ
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
存
在
が
、
そ
う
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
要
素
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
日
)
最
近
で
も
、

H
・
ハ
l
ダ
カ
に
よ
る
霊
友
会
や
黒
住
教
の
調
査
(
出
色
g

Z
胆『
E
q
p
hミ
切
立
基
町
白
書

3
n
gな
苦
3

2
ミ

h
b
b
g
u
勾
ぬ
目
見
守

和白九句円い三九白
wr]U円一ロ口
2
0
E
C
E
4巾吋回一

q
p・
四
回
目
・
]
申
∞
デ
回
出
品
同
門
HqbN2藷おいてロ

EHhhHb間
見
室
、
同
氏
ぽ
芯
ま
ミ

h
e
s
r
-
u
-
d・司
J

S
∞∞・)、

w-

デ
ィ
ヴ
ィ
ス
に
よ
る
世
界
真
光
文
明
教
団
・
崇
教
真
光
の
調
査
(
巧
吉
田
H
S
U
2
2・
b
q
h
D
h
h
h
a弘
司
自
主
同
さ
え
な
遣
な
H
ミ
ロ
た
さ
な
苫
タ

ω
g口町
G
E
C
E
Z門田一門司】
U『
g
p
H
U∞C
・)、

B
-
エ
ア
ハ

i
ト
に
よ
る
解
脱
会
の
調
査
(
切
可
g
口
何
回
『
F
R
Y
C
R白
H
g
aぎ九

S
K
勾
ミ
町
九
q
S
3

n
g
E遺
志
ミ
ミ
ヤ
』
U
Q
淀
川
河
ミ
ミ
ミ
s
h
H
b
Sぬ
の
ぬ
芯
町
内
〉
同
ロ
品
一
回
E

C
口一
2
H回
定
可
司
『
g
p
H
U∞
由
・
)
な
ど
、
外
国
人
に
よ
る
新
宗
教
調
査
は
多
い
が
、

そ
の
結
果
を
見
る
と
、
教
団
は
か
な
り
オ
ー
プ
ン
に
接
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

(
ロ
)
た
と
え
ば
、
金
光
教
で
は
、
月
刊
の
機
関
誌
「
金
光
教
報
」
に
、
「
一
般
新
聞
、
図
書
等
に
掲
載
の
金
光
教
関
係
記
事
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が

あ
り
、
金
光
教
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
記
事
名
、
論
文
名
、
書
名
な
ど
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
金
光
教
が
一
般
社
会
か
ら
、
ど
の

よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
か
に
、
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

(
ほ
)
と
く
に
新
宗
教
研
究
の
分
野
で
は
、
そ
れ
が
言
え
る
。
新
宗
教
研
究
者
の
一
部
に
、
も
っ
ぱ
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
な
感
覚
で
発
言
し
た
り
、

記
述
し
た
り
す
る
人
が
、
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
新
宗
教
研
究
の
初
期
か
ら
今
日
ま
で
を
通
じ
て
一
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
代
的
に
展

開
す
る
新
宗
教
と
い
う
素
材
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
誘
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
川
門
)
井
上
順
孝
・
孝
本
貢
・
塩
谷
政
直
一
思
・
島
薗
進
・
西
山
茂
・
対
馬
路
人
・
吉
原
和
男
・
渡
辺
雅
子
『
新
宗
教
研
究
調
査
ハ

γ
ド
ブ
ッ
グ
』
(
雄
山

閣
、
一
九
八
一
年
)
の
「
調
査
方
法
」
の
章
に
は
、
初
心
者
を
想
定
し
た
新
宗
教
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
記
し
て
あ
る
が
、
新
宗
教
を
調
査
対
象
と

す
る
場
合
の
注
意
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
「
教
団
に
よ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
や
研
究
者
の
調
査
に
応
じ
た
が
、

結
果
的
に
教
団
の
意
に
反
し
た
か
た
ち
で
報
道
ま
た
は
結
果
の
公
表
が
な
さ
れ
た
と
い
う
体
験
に
不
満
(
と
き
に
は
怒
り
)
と
警
戒
心
を
も
っ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
る
」
(
一
六
五
頁
)
。
実
際
、
新
宗
教
の
調
査
に
お
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
に
「
荒
ら
さ
れ
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
材
そ
の
も
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の
に
警
戒
心
を
も
っ
ィ
ン
フ
ォ
l
マ
γ
ト
の
心
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
か
ら
、
調
査
が
始
ま
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
た
だ
、
こ
の
場
合
で
も
、
頑
な

態
度
の
理
由
が
、
自
分
た
ち
の
誠
意
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
行
為
へ
の
怒
り
の
名
残
な
の
か
、
取
材
者
が
教
団
側
の
筋
書
還
り
に
記
述
し
な
か
っ
た

こ
と
へ
の
不
満
の
く
す
ぶ
り
な
の
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
見
極
め
は
、
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
日
)
な
お
、
超
常
体
験
が
テ
l
マ
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
研
究
者
は
、
方
法
論
上
こ
れ
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
難
問
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
別
稿
で
触
れ
た
の
で
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
述
べ
な
い
。
拙
論
「
超
常
体
験
と
宗
教
研
究
」
(
『
現
代
宗
教
学
I
体
験
へ
の
接
近
』
、
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
所
収
)
参
照
。

(
間
山
)
た
だ
し
、
唯
物
史
観
に
基
づ
い
て
宗
教
現
象
を
分
析
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
き
わ
め
て
体
系
立
っ
た
思
想
を
伴
う
方
法
論
に
よ
っ
て
、
ィ
γ
フ

ォ
i
マ
γ
ト
に
接
す
る
場
合
は
、
こ
こ
で
論
じ
る
問
題
は
、
あ
る
い
は
団
理
か
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
出
会
い
型
調
査
で
は
、
そ
う
し

た
体
系
立
っ
た
世
界
観
を
も
、
相
手
の
世
界
観
と
の
つ
き
あ
わ
せ
に
差
し
出
す
と
い
う
所
ま
で
、
道
が
通
じ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

(
げ
)
具
体
的
に
研
究
者
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
研
究
の
た
め
入
信
の
形
式
を
と
る
と
い
う
例
は
、
新
宗
教
研
究
に
お
い
て

は
、
と
き
お
り
耳
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
後
の
功
利
性
が
あ
ま
り
に
顕
著
に
観
察
さ
れ
る
と
、
後
続
の
研
究
者
に
影
響
を
与
え
る
と

い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
同
)
人
類
学
で
は
、
ェ
チ
ッ
ク

(
0
2
n
〉
、
寸
ミ
ヲ
ク
(
相
互
n)
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
る
。
研
究
者
が
用
意
し
た
概
念
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
ど
を
優
先
さ

せ
る
か
、
あ
る
い
は
対
象
と
し
た
文
化
の
そ
れ
ら
を
重
視
す
る
か
の
議
論
で
あ
る
。
認
識
人
類
学
は
、
一
貫
し
て
号
、
、
y

グ
な
立
場
に
立
つ
と
い
う

(
松
井
健
『
認
識
人
類
学
論
孜
』
、
昭
和
堂
、
一
九
九
一
年
、
参
照
)
。
松
井
は
、
認
識
人
類
学
は
、
「
そ
の
文
化
を
秩
序
づ
け
て
い
る
認
識
の
体
系

を
探
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
(
同
書
一
一
一
一
頁
て
体
系
が
見
つ
か
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
の
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
人
類
学
に
お
け
る
エ
チ
ッ
ク
、
エ
ミ
ッ
タ
の
議
論
を
、
宗
教
研
究
を
事
例
と
し
て
検
討
し
た
も
の
に
、
大
塚
和
夫
「
社
会
人
類
学
的
宗
教

理
論
の
諸
前
提
」
(
松
原
正
毅
編
『
人
類
学
と
は
何
か
』
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
・
九
八
九
年
、
所
収
)
が
あ
る
。
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Religious Research and “Encounter-type" Field Work 

Nobutaka INOUE 

Abstract: Field work is one of the important research methods in the 

study of reIigion. Field work， which engages the human person， is fiIIed 

with several subtle problems. In a method which takes a specific inform-

ant as its object and proceeds to an inquiry based on the information 

gathered there， between the researcher and the informant problems， 

including human relations， which both precede and surpass the research 

are engaged. Certain anthropologists have shown an acute awareness of 

these problems and have been carrying on the discussion concerning 

them. In the study of religion as weII， where field work based on various 

techniques has become a popular research method， this is a theme which 

needs to be seriously examined. In this paper“encounter-type" field 

work， indicating the situation where the researcher and informant come 

face-to司faceon a personal level， and through this encounter estabIish a 

new human relationship which has the possibility of mutuaIIy infiuencing 

them in the future， is proposed as a new category for discussing field 

work. Furthermore， in matters relating to reIigion what kinds of special 

characteristics emerge when this “tncounter-type" field work is employed 

are discussed. 
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Religion of Ancient Mesopotamia 

and Studies of Folk Religions 

Kazuko W AT ANABE 

Absfracf: Some methods of religious studies for ancient religions have 

been proposed also in the world of religious studies in ]apan. Among 

them there are， however， very few which aim at a systematical under-

standing of ancient religions. The religions of the Ancient Near East 

have been argued only edectically， mostly in the framework of biblical 

studies， and have not been understocd as a whole. At present the field 

of research on the Ancient Near East is divided into several parts; for 

example the relevant texts are treated by philologists， the figurative art 

by archaeologists. Neither religious texts nor religious figurative art have 

been seriously inquired into from the point of view of the interests of 

religious studies. It is especially di血cultto represent the religion of 

Ancient Mesopotamia as a whole， because of its diversity and of the 

constant infusion of new material. Therefore， it is important to elucidate 

their internal relations and is insufficient to argue individual religious 

phenomena by the methcds of the phenomenological study of religions. 

Ancient religions have many asp:cts in common with folk religicns. 

From the viewpoint of the approaches to folk religion which consider 

ancient religions to be folk religions it would be feasible to study both 

religious texts and the religious figurative art of Ancient Mesopotamia 

synthetically in order to open the path to a systematical understanding 

of the religion of Ancient Mesopotamia. 
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