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本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
人
間
科
学
専
攻
宗
教
学
専

攻
分
野
お
よ
び
実
践
宗
教
学
寄
附
講
座
の
鈴
木
岩
弓
教
授
は

二
〇
一
七
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
定
年
に
よ
り
ご
退
職
な
さ
い

ま
す
。
鈴
木
先
生
は
ご
専
門
の
宗
教
民
俗
学
分
野
に
お
き
ま
し

て
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
、
学
会
に
多
大
な
貢
献
を
な
さ
い
ま

し
た
。
ま
た
、
副
研
究
科
長
を
務
め
ら
れ
る
な
ど
文
学
研
究
科

の
運
営
に
も
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
近
年
で
は
実
践
宗
教

学
寄
附
講
座
の
設
置
や
運
営
に
そ
の
手
腕
を
発
揮
さ
れ
、
文
学

研
究
科
の
特
色
を
生
か
し
た
社
会
貢
献
活
動
を
先
頭
に
立
っ
て

指
揮
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
先
生
の
長
年
の
お
仕
事
を
振

り
返
り
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

先
生
は
一
九
五
一
年
八
月
に
東
京
で
お
生
ま
れ
に
な
り
、

一
九
七
七
年
に
東
北
大
学
文
学
部
哲
学
科
宗
教
学
・
宗
教
史
専

攻
を
卒
業
さ
れ
ま
し
た
。
教
養
部
時
代
に
は
サ
ー
ク
ル
﹁
ア
ド

ベ
ン
チ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
﹂
を
立
ち
上
げ
、
仲
間
た
ち
と
共
に
山
登

り
や
海
外
旅
行
な
ど
に
う
ち
こ
ん
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
先
生

は
常
日
頃
﹁
誰
も
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
や
れ
﹂﹁
面
白
く
な
け

れ
ば
研
究
で
は
な
い
﹂
と
学
生
た
ち
に
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
そ
の
よ
う
な
先
生
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
は
こ
の
時
代
に

培
わ
れ
た
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

学
部
卒
業
後
、
先
生
は
同
年
四
月
に
東
北
大
学
文
学
研
究

科
博
士
課
程
前
期
二
年
の
課
程
に
入
学
さ
れ
て
い
ま
す
。
当

時
の
宗
教
学
・
宗
教
史
専
攻
で
は
楠
正
弘
先
生
、
山
折
哲
雄
先

生
が
教
鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
、
鈴
木
先
生
は
両
先
生
の
指
導
の

も
と
飯
豊
山
信
仰
に
つ
い
て
研
究
を
行
い
そ
の
成
果
を
修
士
論

文
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
七
九
年
三
月
に
同
課
程
を
修

了
さ
れ
る
と
同
年
四
月
に
は
同
研
究
科
博
士
課
程
後
期
三
年
の

課
程
に
進
学
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
八
四
年
同
課
程
を
単
位
取

得
退
学
後
、
四
月
か
ら
は
島
根
大
学
教
育
学
部
助
手
に
就
任
な

さ
い
ま
し
た
。
そ
の
後
一
九
八
四
年
に
同
大
学
講
師
を
経
て
、

鈴
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一
九
八
七
年
に
同
大
学
助
教
授
に
昇
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
生

が
宗
教
学
・
宗
教
史
講
座
の
助
教
授
と
し
て
東
北
大
学
文
学
部

に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
一
九
九
二
年
の
こ
と
で
、
そ
の
後

一
九
九
七
年
に
教
授
に
昇
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
北
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
に
ご
在
職
の
間
、
先
生
は

大
学
の
運
営
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
、
教
務
委
員
長
、
研
究
広

報
室
長
な
ど
数
々
の
役
職
を
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今

で
も
多
く
の
学
生
が
受
講
し
て
い
る
﹁
公
務
員
講
座
﹂
の
実
現

に
向
け
先
生
が
奔
走
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
こ
こ
に
特
に
記
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
二
年
間
は
東

北
大
学
教
育
研
究
評
議
員
、
文
学
研
究
科
副
研
究
科
長
を
務
め

ら
れ
、
本
学
お
よ
び
文
学
研
究
科
、
文
学
部
の
研
究
教
育
の
向

上
に
尽
く
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
文
学
研
究
科
東
北
文

化
研
究
室
で
は
長
年
に
わ
た
っ
て
幹
事
と
し
て
そ
の
活
動
を
け

ん
引
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
〇
五
年
に
同
研
究
室
主
催
で
日
中
韓

の
研
究
者
を
集
め
て
お
こ
な
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
山

と
神
﹂
で
は
企
画
実
施
に
お
い
て
大
い
に
活
躍
さ
れ
、
東
北
文

化
研
究
室
で
今
で
も
語
り
草
と
な
っ
て
い
る
ほ
ど
の
充
実
し
た

会
と
す
る
た
め
に
多
大
な
貢
献
を
な
さ
い
ま
し
た
。

学
外
に
お
い
て
も
鈴
木
先
生
は
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
さ
れ
、

学
会
や
社
会
に
貢
献
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
印
度
学
宗
教
学

会
会
長
、
東
北
民
俗
の
会
会
長
を
は
じ
め
、
日
本
宗
教
学
会

で
は
常
務
理
事
、
庶
務
委
員
、
情
報
化
委
員
会
委
員
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
委
員
、
学
会
賞
選
考
委
員
な
ど
を
歴
任
さ
れ
、
二
〇
〇
三

年
か
ら
四
年
に
か
け
て
は
国
際
宗
教
史
会
議
︵International 

A
ssociation for the H

istory of R
eligion

︶
の
第
十
九
回
世

界
大
会
組
織
委
員
会
も
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
日
本
民
俗
学
会

で
も
評
議
員
や
編
集
担
当
理
事
な
ど
の
要
職
を
務
め
ら
れ
、
日

本
の
学
術
研
究
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

二
〇
〇
六
年
に
は
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一
〇
年
に
は
日
本
民

俗
学
会
と
い
う
大
規
模
学
会
の
学
術
大
会
を
ホ
ス
ト
と
し
て
成

功
裏
に
開
催
に
導
い
た
ほ
か
、
二
〇
一
三
年
に
東
北
大
学
で
開

催
さ
れ
た
国
際
学
会
ア
ジ
ア
太
平
洋
パ
ス
ト
ラ
ル
・
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
学
会
の
学
術
大
会
で
も
副
大
会
会
長
と
し
て
そ
の
手
腕

を
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
先
生
は
仙
台
市
史
、
青
森
県

史
、
原
町
市
史
、
岩
沼
市
史
、
相
馬
市
史
な
ど
様
々
な
自
治
体

史
の
委
員
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
運
営
会
議
委
員
と
し
て

も
社
会
的
に
活
躍
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

先
生
は
日
本
に
お
け
る
宗
教
民
俗
学
の
第
一
人
者
と
し
て
国

内
外
に
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
葬
送
墓
制
や
死
者

供
養
な
ど
死
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
研
究
、
流
行
神
の
研
究
、
柳

田
国
男
や
堀
一
郎
を
中
心
と
し
た
民
間
信
仰
理
論
の
研
究
で
は

学
術
的
に
大
き
な
成
果
を
挙
げ
、
宗
教
学
の
発
展
に
寄
与
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
以
降
に
は
そ
れ
ら
の
研

究
を
応
用
し
た
社
会
貢
献
活
動
に
も
力
を
入
れ
ら
れ
、
実
践
宗

教
学
寄
附
講
座
の
設
置
、﹁
臨
床
宗
教
師
﹂
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
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開
発
実
施
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
生
の
数
々
の
ご
業
績
の
う
ち
第
一
に
挙
げ
る
べ
き
は
前
述

の
葬
送
墓
制
や
死
者
供
養
な
ど
に
関
わ
る
も
の
だ
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
先
生
の
問
題
意
識
は
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
い
て

︿
イ
エ
﹀
が
制
度
的
に
も
観
念
的
に
も
崩
れ
て
い
く
中
、︿
イ

エ
﹀
を
基
盤
と
し
た
先
祖
祭
祀
が
ど
の
よ
う
に
変
化
を
遂
げ

て
い
く
か
と
い
う
点
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ご
関
心
か

ら
、
現
代
日
本
の
死
を
め
ぐ
る
多
様
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
こ

ら
れ
て
い
ま
す
。

中
で
も
の
い
く
つ
か
の
霊
園
に
お
け
る
お
墓
の
悉
皆
調
査
を

も
と
に
し
た
死
者
祭
祀
の
経
年
変
化
の
研
究
は
非
常
に
よ
く
知

ら
れ
た
重
要
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
現
代
社
会

に
お
い
て
人
々
の
死
生
観
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
議
論
の
多

く
が
筆
者
の
経
験
に
基
づ
く
印
象
論
に
流
れ
が
ち
で
し
た
。
先

生
は
そ
の
壁
を
人
々
の
造
墓
行
動
に
注
目
す
る
こ
と
で
乗
り
越

え
よ
う
と
な
さ
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
造
墓
行
動
に
は
そ
れ

ぞ
れ
の
造
墓
者
の
死
生
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

お
墓
の
形
態
や
銘
文
を
数
多
く
集
め
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
死

生
観
の
変
化
に
つ
い
て
マ
ク
ロ
な
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。﹃
東
北
文
化
研
究
室
紀

要
﹄︵
第
三
八
集
一
九
九
七
年
／
第
四
〇
集
一
九
九
九
年
︶
に
二

度
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
論
文
﹁
墓
が
語
る
現
代
﹂
は
仙
台

市
に
お
け
る
公
営
と
民
営
の
公
共
墓
地
を
対
象
と
し
た
悉
皆
調

査
に
よ
る
研
究
で
あ
り
、
現
代
社
会
に
お
け
る
死
生
観
や
墓
制

研
究
の
金
字
塔
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
先
生

は
同
様
の
手
法
で
の
研
究
を
海
外
で
も
応
用
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
の
ア
イ
デ
ア
を
お
持
ち
で
、
実
際
い
く
つ
か
の
地
域
で

ご
自
身
や
そ
の
影
響
を
受
け
た
海
外
の
研
究
者
に
よ
る
調
査
が

始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
墓
だ
け
で
は
な
く
他
の
対
象
を
用
い
て
死
生
観
を
捉
え
よ

う
と
い
う
研
究
も
国
内
外
で
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
仏
壇

に
納
め
ら
れ
た
﹁
位
牌
﹂、
家
の
中
に
飾
ら
れ
た
﹁
遺
影
﹂
な
ど

も
生
者
が
死
者
を
感
じ
、
想
い
、
そ
こ
に
関
わ
っ
て
い
く
た
め

の
媒
介
と
し
て
注
目
さ
れ
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
機
能
や
変
遷

に
つ
い
て
数
々
の
論
考
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
雑
誌

﹃
中
央
公
論
﹄
に
お
け
る
記
事
の
悉
皆
的
な
調
査
か
ら
死
生
観

の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
論
文
﹁﹃
中
央
公
論
﹄
に

み
る
﹃
死
﹄
の
扱
い
の
変
化
﹂︵﹃
論
集
﹄
二
〇
〇
七
年
︶
も
ま

た
斬
新
な
方
法
論
で
注
目
を
集
め
た
研
究
で
す
。

死
者
が
祀
ら
れ
る
霊
地
、
霊
場
と
り
わ
け
山
に
関
わ
る
そ

れ
の
研
究
も
先
生
が
大
学
院
生
時
代
か
ら
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ

た
重
要
な
テ
ー
マ
だ
と
い
え
ま
す
。
飯
豊
山
、
伯
耆
大
山
、
因

州
摩
尼
山
、
恐
山
な
ど
様
々
な
地
域
で
先
生
は
実
地
調
査
を
行

い
、
数
多
く
の
業
績
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
山
形
県
な

ど
に
広
く
み
ら
れ
る
﹁
も
り
供
養
﹂
の
信
仰
行
事
に
つ
い
て
は
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長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
調
査
を
な
さ
り
、
数
多
く
の
業

績
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
も
先
生
の
関
心

は
そ
れ
ら
の
信
仰
行
事
の
現
代
的
意
義
や
変
化
に
向
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。﹁
霊
園
化
す
る
﹃
霊
場
恐
山
﹄
︱
近
年
の
動
向
か

ら
﹂︵﹃
東
北
民
俗
﹄
第
四
七
輯
二
〇
〇
七
年
︶
に
は
そ
の
よ
う

な
先
生
の
ご
研
究
の
特
徴
を
は
っ
き
り
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

宗
教
現
象
を
そ
の
よ
う
な
生
成
変
化
の
場
面
に
お
い
て
と

ら
え
よ
う
と
す
る
先
生
の
志
向
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の

が
、﹁
流
行
神
﹂
を
め
ぐ
る
一
連
の
研
究
だ
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。﹁
流
行
神
﹂
と
は
夢
の
お
告
げ
な
ど
で
突
然
出
現
し
た
神

仏
が
霊
験
あ
ら
た
か
な
こ
と
が
判
明
し
そ
の
直
後
か
ら
広
く
参

詣
者
を
獲
得
す
る
現
象
を
指
し
、
従
来
江
戸
時
代
な
ど
に
一
時

的
に
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
神
仏
へ
の
信
仰
を
表
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
き
た
用
語
で
す
が
、
先
生
は
こ
れ
を
現
代
的
な
宗
教
現
象

に
適
用
さ
れ
そ
の
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
広
島

県
府
中
市
の
﹁
首
な
し
地
蔵
﹂
の
事
例
を
と
り
あ
げ
、
多
様
な

メ
デ
ィ
ア
の
関
り
の
中
で
信
仰
圏
が
拡
大
し
て
い
く
様
子
を
丹

念
に
分
析
し
た
﹁﹃
首
無
地
蔵
﹄
信
仰
の
展
開
構
造
﹂︵﹃
宗
教
研

究
﹄
第
六
九
巻
三
輯
一
九
九
五
年
︶
は
新
た
な
研
究
分
野
を
切

り
開
い
た
先
駆
的
研
究
と
し
て
、
そ
の
後
の
学
会
の
研
究
動
向

に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
先
生
は
東
北
大
学
宗
教
学
研
究
室
の
伝
統
の
一
つ
と

い
え
る
﹁
民
間
信
仰
﹂
概
念
の
彫
琢
に
も
力
を
入
れ
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。﹁
民
間
信
仰
﹂
概
念
は
宗
教
民
俗
学
の
主
要
な
概
念
装

置
で
あ
り
、
現
在
で
は
日
本
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
使

用
圏
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
や
範
囲
に
つ

い
て
は
長
ら
く
曖
昧
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
鈴
木

先
生
は
姉
崎
正
治
に
は
じ
ま
り
、
柳
田
国
男
、
堀
一
郎
に
至
る

そ
の
概
念
の
系
譜
を
丹
念
に
振
り
返
り
つ
つ
、
組
織
的
宗
教
の

﹁
変
化
、
曲
解
、
混
交
﹂
と
し
て
の
民
間
信
仰
概
念
の
明
確
化

と
そ
の
意
義
の
追
及
に
つ
と
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
成
果

は
﹁
堀
宗
教
民
俗
学
と
﹃
民
間
信
仰
﹄﹂︵﹃
論
集
﹄
第
三
〇
号

二
〇
〇
三
年
︶
な
ど
の
日
本
語
論
文
に
加
え
、
韓
国
語
︵﹁
日
本

民
間
信
仰
概
念
의
成
立
과
그
展
開
﹂﹃
韓
国
民
俗
学
﹄
二
九
号

一
九
九
七
年
︶
や
中
国
語
︵﹁＂
民
間
信
仰
＂
概
念
在
日
本
的
形

成
及
其
演
変
﹂﹃
民
俗
研
究
﹄
一
九
九
八
年
第
三
期
︶
で
も
発
表

さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
斯
分
野
で
の
研
究
交
流
の
進
展
に

貢
献
さ
れ
て
い
ま
す
。
付
言
す
れ
ば
、
鈴
木
先
生
は
韓
国
、
中

国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
の
研
究
者
と
深
い
交
流

を
続
け
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
や
東
南

大
学
で
は
何
度
に
も
わ
た
っ
て
集
中
講
義
を
行
っ
て
い
ま
す
。

近
年
の
先
生
の
ご
活
躍
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
以

降
の
動
向
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
先
生

は
震
災
直
後
か
ら
、
か
ね
て
よ
り
の
知
己
で
あ
っ
た
医
師
の
岡

部
健
氏
、
谷
山
洋
三
氏
︵
現
、
東
北
大
学
文
学
研
究
科
実
践
宗
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教
学
寄
附
講
座
准
教
授
︶
ら
と
協
力
し
て
、
宮
城
県
内
の
様
々

な
宗
教
者
た
ち
に
よ
る
超
宗
教
・
宗
派
的
な
被
災
者
支
援
組
織

﹁
心
の
相
談
室
﹂
の
立
ち
上
げ
に
関
わ
り
、
そ
の
後
も
事
務
局

長
と
し
て
そ
の
活
動
を
支
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
国
立
大
学
法

人
で
あ
る
東
北
大
学
が
事
務
局
と
し
て
中
立
的
立
場
で
諸
宗
教

の
間
に
立
つ
こ
と
で
、
様
々
な
宗
教
が
手
を
取
り
合
い
、
自
分

の
宗
教
の
布
教
で
は
な
く
困
難
の
中
に
あ
る
人
々
の
支
援
を
お

こ
な
う
と
い
う
こ
の
枠
組
み
は
学
会
の
み
な
ら
ず
多
方
面
に
大

き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
活
動
の
中
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
を
も
っ
た

人
々
の
宗
教
的
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
答
え
る
こ
と
の
で
き
る
人

材
﹁
臨
床
宗
教
師
﹂
養
成
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
る
と
、

先
生
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
基
礎
研
究
と
養
成
の
場
を
東
北
大
学

文
学
研
究
科
内
に
作
ろ
う
と
奔
走
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
活
動
が

実
を
結
び
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
東
北
大
学
文
学
研
究
科
で
は

じ
め
て
の
外
部
資
金
に
よ
る
寄
附
講
座
﹁
実
践
宗
教
学
寄
附
講

座
﹂
が
開
設
さ
れ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
鈴
木
先
生
は
同
講

座
の
兼
任
教
授
を
務
め
ら
れ
、
そ
の
維
持
と
発
展
に
ま
さ
に
全

身
全
霊
を
も
っ
て
打
ち
込
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

先
生
の
ご
努
力
は
次
第
に
実
を
結
び
つ
つ
あ
り
、
二
〇
一
七

年
一
月
現
在
、
一
〇
回
の
臨
床
宗
教
師
研
修
が
実
施
さ
れ
、

一
五
二
名
の
宗
教
者
が
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
し
て
い
ま

す
。
ま
た
同
様
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
他
大
学
に
も
広
が
り
、
全
国

規
模
の
日
本
臨
床
宗
教
師
会
や
六
つ
の
地
区
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の

会
も
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
各
地
の
病
院
な
ど
で
雇
用
さ
れ
る

臨
床
宗
教
師
も
増
え
、
活
躍
の
場
も
年
々
拡
大
し
つ
つ
あ
り
ま

す
。先

生
は
実
践
面
で
こ
れ
ら
の
活
動
を
支
え
ら
れ
た
だ
け
で
な

く
、
こ
れ
ま
で
日
本
各
地
や
東
北
で
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
ご

研
究
を
存
分
に
生
か
し
、
活
動
の
意
義
や
課
題
に
つ
い
て
理
論

的
に
考
察
さ
れ
て
も
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
研
究
と
し
て
は

ま
ず
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
お
け
る
死
者
の
問
題
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
震
災
で
亡
く
な
っ
た
方
々
の

仮
埋
葬
を
め
ぐ
る
問
題
︵﹁
東
日
本
大
震
災
の
土
葬
選
択
に
み
る

死
者
観
念
﹂
座
小
田
豊
・
尾
崎
彰
宏
編
﹃
今
を
生
き
る
　
１
人

間
と
し
て
﹄
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
︶
や
慰
霊
施
設

︵﹁
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
死
者
の
慰
霊
施
設
﹂
村
上
興

匡
・
西
村
明
編
﹃
慰
霊
の
系
譜
︱
死
者
を
記
憶
す
る
共
同
体
﹄

森
話
社
、
二
〇
一
三
年
︶
怪
異
譚
︵﹁
震
災
被
災
地
に
お
け
る
怪

異
の
場
﹂﹃
口
承
文
芸
研
究
﹄
第
三
八
号
、
二
〇
一
五
年
︶
な
ど

は
、
震
災
後
の
被
災
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
ニ
ー
ズ
を
こ
の
地

域
で
長
年
研
究
さ
れ
て
き
た
先
生
な
ら
で
は
の
視
点
か
ら
明
ら

か
に
さ
れ
た
も
の
で
す
。

鈴
木
先
生
は
た
い
へ
ん
気
さ
く
で
誰
か
ら
も
好
か
れ
、
ど
こ

の
学
会
に
出
か
け
て
も
自
然
と
先
生
を
中
心
に
様
々
な
大
学
の

教
員
や
院
生
が
集
ま
り
人
垣
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
先
生
の
講



一
〇

義
は
い
つ
も
平
明
な
言
葉
を
用
い
つ
つ
も
問
題
の
本
質
を
鋭
く

突
い
て
お
り
、
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
先
生
の
語
り
口
に
教
室
は

大
勢
の
学
生
の
笑
い
声
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
先
生
の
ご
研

究
と
お
人
柄
を
慕
っ
て
宗
教
学
研
究
室
へ
と
入
学
進
学
し
た
学

生
も
多
く
、
そ
こ
か
ら
は
数
多
く
の
優
れ
た
社
会
人
や
研
究
者

が
世
に
巣
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
い
つ
も
研
究
室

の
活
動
の
中
心
に
い
た
鈴
木
先
生
が
ご
退
職
さ
れ
る
こ
と
は
、

寂
し
さ
を
通
り
越
し
て
想
像
す
ら
つ
か
な
い
あ
り
得
な
い
出
来

事
に
思
え
ま
す
。
一
方
、
先
生
の
研
究
や
活
動
の
一
人
の
フ
ァ

ン
と
し
て
は
、
も
と
も
と
研
究
科
や
研
究
室
の
よ
う
な
窮
屈
な

枠
に
収
ま
ら
な
い
先
生
の
本
領
が
、
新
た
な
活
躍
の
場
で
存
分

に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
す
。
先
生
の
こ
れ

ま
で
の
ご
指
導
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
ま

す
ま
す
の
ご
活
躍
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
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