
民
衆
宗
教
研
究
の
研
究
史
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
実
は
民
衆
宗

教
と
い
う
概
念
自
体
を
考
え
る
こ
と
と
不
可
分
の
こ
と
で
あ
る

（
な
お
、
小
稿
に
お
い
て
民
衆
宗
教
と
い
っ
た
場
合
、
幕
末
維
新
期
に
前
後
す

る
時
期
の
民
衆
宗
教
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
に
民
衆
宗
教
と
い
っ
た

場
合
、
一
般
的
に
は
幕
末
維
新
期
に
前
後
す
る
時
期
の
そ
れ
を
指
す
と
い
う

学
界
の
通
念
に
基
づ
い
て
い
る
）
。
と
い
う
の
も
、
民
衆
宗
教
と
い
う

概
念
が
ど
の
よ
う
な
概
念
な
の
か
、
そ
し
て
何
を
研
究
対
象
と
し

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
実
は
大
方
に
は
必
ず
し
も
自

明
な
も
の
で
は
な
く
、
民
衆
宗
教
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
に
観

念
さ
れ
て
き
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
研
究
史
を
振

民
衆
宗
教
研
究
・
研
究
史
雑
考

研
究
史

1

り
返
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実

は
日
本
思
想
史
学
自
体
や
さ
ら
に
そ
の
多
く
の
領
域
に
当
て
は
ま

る
こ
と
だ
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
が
、
民
衆
宗
教
研
究
で
は

と
く
に
こ
の
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
日
本
思
想

史
学
界
に
お
い
て
も
、
民
衆
宗
教
と
い
う
概
念
は
未
だ
暖
昧
な
ま

ま
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
岩
波
書
店
『
日
本
思
想
大

系
』
に
は
、
そ
の
最
終
六
七
巻
に
『
民
衆
宗
教
の
思
想
』
が
当
て

ら
れ
て
い
て
二
九
七
一
年
、
初
版
刊
行
）
、
既
に
三
○
年
以
上
経
過

し
て
い
る
と
は
い
え
、
現
段
階
に
お
け
る
学
界
の
一
応
の
共
通
理

解
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
民
衆
宗
教
の
思
想
』
は
、

如
来
教
・
黒
住
教
・
天
理
教
・
金
光
教
・
富
士
講
・
丸
山
教
の
基

本
文
献
・
教
典
を
収
録
し
て
い
る
。
編
者
の
一
人
で
、
民
衆
宗
教

研
究
の
草
分
け
的
存
在
と
い
っ
て
よ
い
村
上
重
良
は
、
そ
の
収
録

桂
島
宣
弘
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方
針
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

収
録
文
献
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
の
時

期
の
（
幕
末
維
新
期
の
ｌ
引
用
者
）
民
衆
宗
教
の
う
ち
、
と
く

に
そ
の
教
義
が
独
自
の
明
確
な
体
系
を
そ
な
え
て
い
て
、
思

想
史
的
評
価
に
耐
え
う
る
と
と
も
に
、
ひ
ろ
く
日
本
社
会
全

体
に
一
定
の
宗
教
的
・
思
想
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
認
め
ら

れ
る
宗
教
の
教
典
を
選
ん
だ
。
（
五
六
四
頁
）

「
こ
の
時
期
の
民
衆
宗
教
の
う
ち
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

村
上
は
、
こ
こ
で
必
ず
し
も
収
録
し
た
宗
教
の
み
を
民
衆
宗
教
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
村
上
は
今
で
も
古
典
的
な
位

置
を
占
め
る
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』
（
法
蔵
館
、
一
九
五
八
年
、

増
訂
版
一
九
六
三
年
、
改
訂
版
一
九
七
二
年
）
に
お
い
て
、
幕
末
維
新

期
に
「
民
衆
の
生
活
か
ら
生
れ
、
民
衆
に
支
持
さ
れ
成
立
し
た
一

連
の
新
宗
教
」
で
、
大
半
は
戦
前
「
教
派
神
道
」
の
名
で
一
括
さ

れ
た
宗
教
を
「
か
り
に
『
近
代
民
衆
宗
教
』
と
よ
ぶ
」
と
し
て
い

た
（
五
豆
。
ま
た
、
そ
の
巻
末
の
表
な
ど
を
み
る
な
ら
ば
、
「
神

社
信
仰
」
「
社
寺
の
講
」
「
山
岳
信
仰
・
修
験
道
系
」
「
法
華
信
仰

系
の
講
」
「
仏
教
諸
宗
系
」
の
宗
教
、
す
な
わ
ち
宗
教
学
・
宗
教

社
会
学
で
い
う
新
宗
教
（
村
上
は
当
時
は
「
新
興
宗
教
」
と
よ
ん
で
い
る
）

の
ほ
ぼ
全
て
が
「
近
代
民
衆
宗
教
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
直
接
の
検
討
対
象
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
ほ
ぼ
『
民
衆
宗
教
の
思
想
』
が
収
録
対
象
と
し
て
い
る
宗

教
と
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
村
上
の
民
衆
宗
教
概
念
に
つ
い
て
は

な
お
暖
昧
な
点
が
存
在
す
る
。
民
衆
宗
教
と
い
う
概
念
の
創
唱
者

と
い
っ
て
よ
い
村
上
が
、
一
九
五
八
年
の
時
点
で
、
そ
れ
を
明
確

に
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
の
ち
に
近
代
以
降

全
体
を
見
通
す
『
新
宗
教
』
も
著
し
て
い
て
（
評
論
社
、
一
九
八
○

年
）
、
幕
末
維
新
期
に
つ
い
て
は
民
衆
宗
教
を
、
そ
れ
を
も
包
摂

し
て
の
近
代
以
降
全
体
の
「
新
興
宗
教
」
の
場
合
は
新
宗
教
を
用

い
る
と
い
う
姿
勢
が
窺
え
る
も
の
の
、
や
は
り
概
念
的
に
は
判
然

と
し
な
い
印
象
が
あ
る
。
だ
が
、
戦
前
の
「
教
派
神
道
」
「
類
似

宗
教
」
の
区
分
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
、
主
要
に
は
前
者
に
名
づ

け
ら
れ
た
も
の
が
村
上
の
民
衆
宗
教
概
念
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と

に
つ
い
て
は
、
島
薗
進
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
だ
と
思
う
（
「
新

宗
教
の
概
念
と
発
生
」
『
新
宗
教
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
○
年
、
「
民
衆
宗

教
か
新
宗
教
か
」
『
江
戸
の
思
想
』
一
号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年
）
。

そ
し
て
、
戦
後
の
民
衆
宗
教
研
究
が
、
当
初
か
ら
「
教
派
神
道
」

系
の
宗
教
に
偏
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
こ
に
一
つ
の
要
因
が

求
め
ら
れ
る
と
い
う
島
薗
の
指
摘
も
概
ね
首
肯
で
き
る
よ
う
に
思

う
。
だ
が
、
わ
た
く
し
に
は
、
幕
末
維
新
期
の
民
衆
思
想
史
・
宗

教
史
に
つ
い
て
の
一
つ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
六
○
年
代
ま
で
に
形
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
民
衆
宗
教
の
概
念
の
問
題
と
関
わ
っ
て
い

る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
『
民
衆
宗
教
の
思
想
』
で
も
、
「
教
義

が
独
自
の
明
確
な
体
系
を
そ
な
え
て
い
」
る
こ
と
、
「
思
想
史
的
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民
衆
宗
教
概
念
に
含
ま
れ
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
考
え
る
上
で
は
、

村
上
の
諸
業
績
以
上
に
、
一
九
六
○
年
代
に
登
場
し
て
き
た
民
衆

思
想
史
研
究
、
鹿
野
政
直
・
安
丸
良
夫
ら
の
研
究
が
深
く
関
わ
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
民
衆
思
想
史
研
究

は
、
幕
末
維
新
期
の
民
衆
闘
争
・
民
衆
運
動
の
思
想
と
民
衆
宗
教

の
思
想
を
包
括
的
に
と
ら
え
る
地
平
を
切
り
開
く
こ
と
で
、
民
衆

宗
教
概
念
に
抵
抗
・
対
抗
と
い
う
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
鹿
野
の
言
を
借
り
れ
ば
、
民

衆
宗
教
と
は
「
絶
対
者
へ
の
回
帰
を
つ
う
じ
て
、
既
存
の
秩
序
に

ま
っ
た
く
別
個
の
秩
序
を
対
置
し
た
と
い
う
点
で
は
、
神
秘
の
と

ば
り
の
う
ち
に
革
命
の
萌
芽
を
ふ
く
む
」
も
の
で
あ
っ
た
（
『
資
本

主
義
形
成
期
の
秩
序
意
識
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
五
五
頁
）
。
い

わ
ば
、
「
農
民
的
変
革
思
想
」
と
し
て
黒
住
教
・
天
理
教
・
金
光

評
価
に
耐
え
う
る
」
こ
と
、
「
日
本
社
会
全
体
に
一
定
の
宗
教
的
・

思
想
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
」
と
い
う
評
価
と
と
も
に
、
幕
末
維
新

期
の
そ
れ
が
「
鎌
倉
幕
府
と
な
ら
ぶ
一
大
変
革
期
」
と
い
う
視
点

か
ら
と
く
に
取
り
だ
さ
れ
、
如
上
の
宗
教
が
民
衆
宗
教
を
代
表
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
示
唆
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

2

教
は
み
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
民
衆
思

想
史
研
究
の
中
で
、
黒
住
教
・
天
理
教
・
金
光
教
の
特
質
と
さ
れ

た
の
は
、
た
と
え
ば
安
丸
に
よ
れ
ば
「
現
世
利
益
性
、
一
神
教
的

普
遍
神
と
救
済
観
念
、
人
間
変
革
と
生
活
規
律
」
で
あ
り
（
『
日
本

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
前
夜
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
、
七
一
頁
以
下
）
、

村
上
も
『
民
衆
宗
教
の
思
想
』
に
お
い
て
同
様
の
特
質
を
指
摘
し

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
評
価
自
体
は
、
村
上
が
既
に
一
九
五

八
年
に
表
明
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
村
上
の
評
価
を
さ
ら
に
広

く
民
衆
思
想
史
全
般
の
文
脈
に
位
置
づ
け
た
の
が
、
安
丸
ら
の
研

究
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
安
丸
の
場
合
は
『
日
本
の
近
代
化
と
民

衆
思
想
』
（
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
）
に
お
い
て
は
、
「
通
俗
道
徳
」

を
実
践
し
つ
つ
、
「
『
心
』
の
哲
学
」
に
究
極
の
価
値
を
お
く
民
衆

思
想
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
体
系
と
し
て
民
衆
宗
教
が
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
安
丸
の
眼
目
が
、

民
衆
の
「
変
革
へ
の
立
脚
点
」
と
し
て
の
「
「
心
』
の
哲
学
」
を

捉
え
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
民
衆
宗
教
も
そ
の
範
晴
で
捉
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

か
く
て
、
こ
こ
か
ら
民
衆
宗
教
の
特
質
や
要
件
が
定
着
し
、
そ

れ
が
逆
に
民
衆
宗
教
概
念
自
体
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
民
衆
宗
教
と
は
、
一
八
世
紀
末
’

一
九
世
紀
前
中
期
に
、
民
衆
を
創
唱
者
と
し
て
開
教
さ
れ
た
、
如

来
教
、
黒
住
教
、
天
理
教
、
金
光
教
、
丸
山
教
な
ど
、
「
変
革
へ

[研究史]民衆宗教研究・研究史雑考z9



の
立
脚
点
」
に
立
つ
と
判
断
さ
れ
た
宗
教
を
指
す
歴
史
学
上
・
思

想
史
学
上
の
概
念
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
付
言
す
る
な
ら
ば
、
村

上
が
五
○
年
代
に
、
戦
前
来
の
「
淫
祠
邪
教
」
と
し
て
の
民
衆
宗

教
像
を
完
全
に
逆
転
さ
せ
、
講
座
派
の
天
皇
制
論
に
従
っ
て
「
半

近
代
的
」
と
さ
れ
た
近
代
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
「
国
家
神
道
」
）

と
対
決
す
る
〈
近
代
的
な
民
衆
宗
教
〉
像
を
提
示
し
て
い
た
こ
と

も
、
確
か
に
民
衆
宗
教
概
念
の
原
初
的
イ
メ
ー
ジ
に
影
響
し
て
い

た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
学
界
へ
の
定
着
に
お

い
て
は
、
民
衆
思
想
史
研
究
の
役
割
は
決
定
的
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
う
。
そ
し
て
、
民
衆
宗
教
概
念
が
こ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

る
こ
と
は
、
一
方
で
非
創
唱
的
な
宗
教
や
、
民
衆
を
担
い
手
と
し

な
い
と
判
断
さ
れ
た
宗
教
、
ま
た
近
代
国
家
に
迎
合
的
と
考
え
ら

れ
た
宗
教
、
さ
ら
に
は
一
八
世
紀
以
前
、
二
○
世
紀
以
後
に
成
立

し
た
宗
教
は
、
全
て
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
多
く
が
民
衆
宗
教

の
範
晴
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
実
は
宗
教

学
・
宗
教
社
会
学
な
ど
か
ら
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
早
く
か
ら
批

判
が
で
て
い
た
（
前
掲
島
薗
論
文
な
ど
）
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

宗
教
学
・
宗
教
社
会
学
で
は
、
民
衆
宗
教
と
い
う
概
念
は
用
い
ず
、

新
宗
教
と
い
う
概
念
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
（
こ
こ
で

の
代
表
的
な
業
績
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
対
馬
路
人
・
西
山
茂
・
島
薗
進
・

白
水
寛
子
「
新
宗
教
に
お
け
る
生
命
主
義
的
救
済
観
」
『
思
想
』
六
六
五
号
、

一
九
七
九
年
、
及
び
前
掲
『
新
宗
教
事
典
』
を
挙
げ
て
お
き
た
い
）
、
そ
こ

に
は
民
衆
宗
教
と
い
う
概
念
の
暖
昧
さ
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
対

す
る
批
判
も
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
新
宗
教

概
念
の
方
が
、
よ
り
包
括
的
か
つ
国
際
的
に
汎
用
性
の
あ
る
概
念

で
あ
り
、
幕
末
維
新
期
か
ら
近
代
以
降
の
新
た
な
宗
教
全
体
が
射

程
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
は
、
よ
り
普
遍
性
の
あ
る
概
念

で
あ
る
こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
思
う
（
村
上
が

の
ち
に
新
宗
教
概
念
を
併
用
し
て
い
る
理
由
も
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る

の
で
あ
ろ
う
）
。
も
っ
と
も
、
神
田
秀
雄
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、

新
宗
教
概
念
に
つ
い
て
は
、
「
現
代
に
お
け
る
諸
宗
教
の
存
在
を

そ
の
ま
ま
前
提
と
し
、
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
大
幅
に
捨
象
し
な

が
ら
諸
宗
教
の
分
析
・
分
類
に
向
か
う
」
点
に
問
題
が
あ
る
こ
と

も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（
「
近
世
後
期
に
お
け
る
宗
教
意
識
の
変
容

と
統
合
」
『
日
本
史
研
究
』
三
六
八
号
、
一
九
九
三
年
）
。
だ
が
、
わ
た
く

し
と
し
て
は
、
民
衆
宗
教
概
念
と
は
、
村
上
、
さ
ら
に
民
衆
思
想

史
研
究
な
ど
の
歴
史
学
・
思
想
史
学
の
視
線
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
蓄

積
さ
れ
て
い
る
概
念
な
の
で
あ
っ
て
、
カ
バ
ー
で
き
る
領
域
が
ど

ち
ら
が
広
い
の
か
と
か
、
新
宗
教
概
念
に
置
換
す
れ
ば
よ
い
の
か

と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
視
線
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
対
自
化
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

既
述
し
て
き
た
こ
と
が
ら
は
、
民
衆
と
い
う
概
念
自
体
に
も
刻

印
さ
れ
て
い
る
。
実
は
、
村
上
が
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』

を
最
初
に
公
刊
し
た
頃
、
民
衆
と
い
う
概
念
は
歴
史
学
や
思
想
史
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学
で
は
特
に
強
い
意
味
を
帯
び
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ち
な
み

に
、
民
衆
概
念
自
体
は
戦
前
来
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
人
民
な
ど
他
の
概
念
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
い
わ
れ
る
（
民
衆
史
研
究
会
編
『
民
衆
史
を
考
え
る
』
校
倉
書
房
、

一
九
八
八
年
な
ど
）
。
そ
し
て
、
人
民
・
国
民
・
常
民
・
大
衆
と
は

異
な
る
概
念
と
し
て
の
民
衆
概
念
が
、
歴
史
学
上
に
定
着
す
る
上

で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
も
、
や
は
り
民
衆
思
想
史
研
究

の
登
場
で
あ
っ
た
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
伝
統
的
、
土
着
的
、
底
辺
的
、
日
常
的
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
、
民
衆
概
念
に
は
強
く
付
着
す
る
こ
と
と
な
り
、
民
衆
宗
教
も

そ
う
し
た
民
衆
概
念
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
民
衆
思
想
史
研
究
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史

学
な
ど
が
多
用
す
る
人
民
・
国
民
像
、
階
級
闘
争
史
観
か
ら
す
る

〈
闘
う
〉
人
民
像
や
国
民
国
家
を
構
成
す
る
〈
近
代
的
〉
国
民
像

を
強
く
批
判
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
恐
ら

く
は
、
民
俗
学
の
概
念
で
あ
る
常
民
が
民
衆
概
念
に
は
も
っ
と
も

近
い
も
の
で
、
事
実
、
民
衆
思
想
史
・
民
衆
史
は
民
俗
学
と
歴
史

学
と
の
交
流
に
大
き
く
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
静
態

的
に
な
り
が
ち
な
常
民
概
念
や
、
マ
ス
を
意
味
し
が
ち
な
社
会
学

的
概
念
と
し
て
の
大
衆
概
念
を
、
よ
り
主
体
的
な
人
民
・
国
民
像

に
引
き
つ
け
て
概
念
化
し
た
も
の
が
民
衆
概
念
で
あ
っ
た
。
無
論
、

民
衆
思
想
史
研
究
が
、
民
衆
概
念
を
こ
の
よ
う
に
自
覚
し
て
規
定

づ
け
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
研
究
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
存
在
す
る
こ
と
で
、
民
衆
概
念
に
は
こ
う
し
た
意
味
合
い
が

生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
民

衆
思
想
史
研
究
が
与
え
た
民
衆
概
念
は
、
民
衆
宗
教
概
念
に
も
影

響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
み
た
民
衆
宗
教
概
念
は
、
七
○
年
代
以
降
は
こ
う
し
た
民
衆

概
念
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
十

分
に
承
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
安
宣
邦
は
、
こ
う

し
た
民
衆
概
念
・
民
衆
宗
教
概
念
に
つ
い
て
、
「
『
民
衆
』
概
念
そ

の
も
の
が
、
研
究
者
の
視
線
が
辿
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
向
け
ら

れ
た
迩
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
伝

統
的
』
社
会
の
規
制
を
受
け
な
が
ら
、
「
土
着
性
』
を
保
ち
、
社

会
の
『
底
辺
』
に
位
置
し
、
『
日
常
的
』
生
活
を
営
む
と
い
う
人
々

に
研
究
者
の
視
線
は
定
位
す
る
の
だ
」
と
の
べ
、
そ
れ
が
「
『
民
衆
』

に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
語
り
た
い
と
い
う
歴
史
家
の
願
望
を
し
か

の
べ
て
い
な
い
」
概
念
で
あ
り
、
「
す
で
に
対
象
と
し
て
設
定
さ

れ
た
『
民
衆
』
の
、
そ
の
意
識
を
め
ぐ
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
隠
す
こ

と
な
く
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
概
念
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

が
（
「
民
衆
宗
教
観
の
転
換
」
『
思
想
』
八
一
九
号
、
一
九
九
二
年
）
、
民
衆

宗
教
研
究
の
概
念
自
体
に
埋
め
込
ま
れ
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
鋭
く
え

ぐ
り
だ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
一
九
八
○
年
代
の
民
衆
宗
教
史
研
究
は
、
既
述
し

て
き
た
民
衆
宗
教
概
念
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
規
制
づ
け
ら
れ
つ
つ
も
、

そ
の
止
揚
の
方
途
が
模
索
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
無
論
、
わ
た
く
し
自
身
の
場
合
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
民
衆

概
念
や
民
衆
宗
教
概
念
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
対
自

化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
民
衆
的
近
代
や
土
着
的

抵
抗
の
論
理
と
い
う
視
線
は
共
有
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
少
な
く

と
も
民
衆
の
社
会
意
識
の
動
態
的
分
析
や
、
民
俗
宗
教
と
民
衆
宗

教
の
関
わ
り
が
問
題
と
さ
れ
る
中
で
、
七
○
年
代
ま
で
の
民
衆
宗

教
像
に
対
す
る
批
判
的
論
点
が
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
が
八
○

年
代
の
研
究
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
今
か
ら
ふ
り
返
っ
て
み

る
と
、
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
七
○
年
代
の
民
衆
宗
教
教
団
の
教
学

研
究
に
お
い
て
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
金
光
教

教
学
研
究
所
の
研
究
は
、
村
上
以
来
の
近
代
的
宗
教
と
し
て
の
金

光
教
像
と
は
異
な
る
像
を
提
示
し
始
め
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
さ

し
あ
た
り
真
鍋
司
郎
「
民
衆
救
済
の
論
理
」
（
『
金
光
教
学
』
一
三
号
、

一
九
七
三
年
）
、
高
橋
行
地
郎
「
神
が
世
に
出
る
論
理
」
（
同
前
一
六
号
、

一
九
七
六
年
）
、
福
嶋
義
次
「
金
神
、
そ
の
神
性
開
示
に
つ
い
て
」

（
同
前
一
七
号
、
一
九
七
七
年
）
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
が
、
い
ず
れ
も

3

金
光
教
の
教
祖
赤
沢
文
治
の
信
仰
が
、
徳
川
時
代
の
民
俗
信
仰
や

流
行
神
と
深
く
つ
な
が
り
な
が
ら
形
成
さ
れ
、
明
治
初
年
ま
で
は
、

の
ち
に
近
代
金
光
教
団
が
そ
れ
と
し
た
教
義
と
は
相
当
に
隔
た
り

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
研
究
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
岩
本
徳
雄
「
日

天
四
と
金
光
大
神
」
（
同
前
一
八
号
、
一
九
七
八
年
）
、
「
神
名
に
つ
い

て
」
同
前
二
○
号
、
一
九
八
○
号
）
な
ど
、
教
祖
段
階
の
信
仰
対
象

が
一
神
教
的
最
高
神
で
あ
る
こ
と
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
研
究
も

登
場
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
新
た
な
信
仰
的
立
場
の
「
自
己
吟

味
」
を
行
わ
ん
と
す
る
金
光
教
な
り
の
模
索
が
あ
っ
た
こ
と
も
看

取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
『
教
学
と
は
何
か
』
金
光
教
教
学
研
究
所
、

一
九
七
八
年
、
島
薗
進
「
金
光
教
学
と
人
間
教
祖
論
」
『
筑
波
大
学
哲
学
思
想

学
系
論
集
』
四
号
、
一
九
七
八
年
）
、
奇
し
く
も
八
○
年
代
の
民
衆
宗

教
研
究
は
こ
う
し
た
視
点
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
思
う
。

加
え
て
、
民
俗
学
な
ど
で
も
流
行
神
や
ヒ
ト
ガ
ミ
信
仰
の
研
究
が

進
み
、
民
衆
宗
教
と
民
俗
信
仰
の
密
接
な
関
連
が
示
唆
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
（
宮
田
登
『
生
き
神
信
仰
』
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
、
同
『
近

世
の
流
行
神
』
評
論
社
、
一
九
七
六
年
、
同
『
民
俗
宗
教
論
の
課
題
』
未
来
社
、

一
九
七
七
年
な
ど
）
。

か
く
て
、
八
○
年
代
の
民
衆
宗
教
研
究
は
、
「
伝
統
的
、
土
着
的
、

底
辺
的
、
日
常
的
」
と
い
う
民
衆
像
に
、
よ
り
民
俗
的
な
性
格
を

色
濃
く
刻
印
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
無
論
、
民
衆
思
想
史
研
究
に

も
、
既
に
そ
う
し
た
視
座
は
内
包
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
当
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初
か
ら
民
俗
的
信
仰
の
動
静
に
関
心
を
払
っ
て
い
た
安
丸
良
夫
は

（
『
神
々
の
明
治
維
新
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
、
八
○
年
代
に
入
る
と
、

「
民
俗
の
対
抗
」
と
い
う
壮
大
な
展
望
の
下
に
、
幕
末
維
新
期
の

民
俗
を
め
ぐ
る
変
容
・
構
造
的
変
動
に
視
点
を
絞
り
、
〈
反
乱
す

る
民
衆
と
そ
の
限
界
の
故
の
近
代
天
皇
制
へ
の
屈
服
と
篭
積
〉
と

い
う
基
調
を
脱
却
す
る
方
向
性
を
う
ち
だ
し
た
（
最
終
的
に
そ
れ
は

『
近
代
天
皇
像
の
形
成
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
と
し
て
集
大
成
さ
れ
た
）
。

そ
し
て
、
こ
の
安
丸
の
研
究
に
こ
そ
、
八
○
年
代
の
研
究
が
き
わ

め
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
付
言
す
る
な
ら
ば
、

安
丸
の
こ
う
し
た
研
究
が
、
民
俗
学
は
も
と
よ
り
、
バ
ー
ガ
ー
Ⅲ

ル
ッ
ク
マ
ン
な
ど
の
宗
教
社
会
学
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て

い
た
こ
と
も
象
徴
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
宗
教
学
・
宗
教
社
会
学

な
ど
で
も
、
島
薗
の
研
究
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
民
俗
信
仰
の
構

造
的
変
動
か
ら
民
衆
宗
教
成
立
を
捉
え
る
視
点
が
打
ち
だ
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
（
「
民
俗
宗
教
の
構
造
的
変
動
と
新
宗
教
」
『
筑
波
大
学

哲
学
思
想
学
系
論
集
』
六
号
、
一
九
八
○
年
な
ど
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
う
し
た
よ
り
民
俗
的
世
界
か
ら
の
民
衆
宗
教
の
捉
え
返
し
は
、

従
前
の
近
代
的
な
民
衆
宗
教
像
を
揺
さ
ぶ
り
、
あ
る
い
は
抵
抗
を

通
じ
て
民
衆
的
近
代
に
向
か
う
民
衆
と
い
う
像
の
相
対
化
を
大
き

く
促
進
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
未
だ
、
民
衆
や
民
衆
宗
教
に

ま
つ
わ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
で
あ

ブ
（
》
○

さ
て
、
九
○
年
代
か
ら
現
在
の
民
衆
宗
教
研
究
は
、
民
衆
概
念

や
民
衆
宗
教
概
念
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
こ

こ
で
は
三
つ
の
動
向
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
・
一
つ
は
、
柳
炳
徳
・

安
丸
良
夫
・
鄭
鎮
弘
・
島
薗
進
編
『
宗
教
か
ら
東
ア
ジ
ア
の
近
代

を
問
う
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
○
○
二
年
）
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
九

○
年
代
に
推
進
さ
れ
て
き
た
日
韓
両
国
の
民
衆
宗
教
研
究
者
に
よ

る
研
究
交
流
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
民
衆
宗
教
研
究

者
と
い
う
の
は
、
既
述
し
て
き
た
こ
と
と
の
関
連
で
は
不
正
確
か

も
し
れ
な
い
。
日
本
側
に
は
、
新
宗
教
概
念
に
依
拠
し
な
が
ら
研

究
を
推
進
し
て
き
た
宗
教
学
・
宗
教
社
会
学
研
究
者
が
多
数
含
ま

れ
、
韓
国
側
に
お
い
て
も
歴
史
研
究
者
よ
り
は
宗
教
学
や
民
俗
学
、

社
会
学
の
研
究
者
の
方
が
多
数
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
当
初
は
主
と
し
て
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
・
金
光

教
教
学
研
究
所
と
ソ
ウ
ル
大
学
韓
国
宗
教
研
究
会
の
間
で
始
ま
っ

た
日
韓
宗
教
研
究
者
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
や
が
て
日
本
側
に

お
い
て
は
歴
史
研
究
者
、
思
想
史
研
究
者
、
民
俗
学
研
究
者
ら
が
、

韓
国
側
で
も
韓
国
宗
教
史
学
会
や
韓
国
日
本
近
代
史
学
会
、
韓
国

日
本
思
想
史
学
会
の
研
究
者
ら
が
参
加
す
る
研
究
交
流
と
な
り
、

現
在
の
日
韓
宗
教
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
国
際
学
会
に
発
展
し

て
き
た
蓄
積
が
こ
の
害
と
な
っ
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
広
汎
な
交
流
が
実
現
し
、
既
述
し
て
き
た
民
衆
宗
教
概
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念
自
体
が
反
省
的
に
捉
え
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
、
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
一
つ
の
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
る

ほ
ど
、
こ
の
害
が
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
韓
双
方
の
民
衆
宗

教
史
研
究
の
ス
タ
ン
ス
に
は
、
た
と
え
ば
民
族
・
国
家
・
近
代
を

め
ぐ
っ
て
大
き
な
懸
隔
が
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
民
衆
宗
教
の

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
・
終
末
観
・
死
生
観
の
日
韓
比
較
な
ど
、
こ
の
書

に
は
思
想
史
研
究
上
に
お
い
て
も
興
味
深
い
可
能
性
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
い
わ
ば
、
宗
教
研
究
で
あ
る
が
故
に
可
能
と
な
っ
た
研

究
交
流
と
い
っ
て
よ
い
。
日
韓
宗
教
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
、

儒
教
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
研
究
交
流
や
比
較
は
、
思
想

史
学
の
交
流
を
展
望
す
る
上
で
も
大
き
な
可
能
性
を
示
し
て
い
る

と
、
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
既
述
し
て
き
た
民
衆
宗
教
研
究
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

か
ら
の
脱
却
が
、
通
説
化
し
た
論
点
の
再
検
討
と
し
て
模
索
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
神
田
秀
雄
の

一
連
の
研
究
で
あ
る
。
如
来
教
・
天
理
教
を
中
心
に
研
究
を
進
め

て
き
た
神
田
は
、
安
丸
な
ど
が
主
張
す
る
「
通
俗
道
徳
」
的
な
家
・

家
族
に
包
摂
さ
れ
る
民
衆
宗
教
像
や
、
民
衆
闘
争
と
い
う
視
座
も

あ
っ
て
此
岸
的
信
仰
・
秩
序
意
識
に
着
目
し
が
ち
な
従
来
の
研
究

に
根
底
的
な
疑
義
を
呈
し
、
む
し
ろ
近
代
的
な
家
・
家
族
と
対
時

す
る
「
互
恵
的
な
交
歓
」
の
回
復
と
し
て
民
衆
宗
教
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
、
さ
ら
に
彼
岸
信
仰
も
含
め
た
救
済
者
信
仰
の
側
面
か

ら
民
衆
宗
教
を
捉
え
返
す
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
（
「
一
九
世
紀

日
本
に
お
け
る
民
衆
宗
教
の
終
末
観
と
社
会
運
動
」
『
歴
史
学
研
究
』
七
二
四

号
、
一
九
九
九
年
な
ど
）
。
そ
れ
は
、
従
来
か
ら
七
○
年
代
ま
で
の

近
代
的
民
衆
宗
教
像
と
八
○
年
代
ま
で
の
民
俗
的
民
衆
宗
教
像
の

止
揚
を
課
題
と
し
て
き
た
神
田
が
（
「
近
代
移
行
期
に
お
け
る
伝
統
的

社
会
の
変
容
と
民
衆
宗
教
」
前
掲
『
宗
教
か
ら
東
ア
ジ
ア
の
近
代
を
問
う
』

所
収
な
ど
）
、
従
来
の
研
究
に
致
命
的
に
欠
け
て
い
た
論
点
を
も
っ

て
新
た
な
民
衆
宗
教
像
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
人
類
学
に
お
け
る
儀
礼

研
究
や
、
さ
ら
に
は
韓
国
に
お
け
る
東
学
研
究
に
強
い
示
唆
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
戦
後
長
ら
く
歴
史
学
・

思
想
史
学
の
内
部
に
対
し
て
自
己
完
結
的
に
語
ら
れ
て
き
た
民
衆

思
想
・
民
衆
宗
教
研
究
が
、
か
く
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と

わ
た
く
し
は
受
け
と
め
て
い
る
。

三
つ
め
と
し
て
挙
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国
民

国
家
論
の
影
響
が
民
衆
宗
教
研
究
に
も
及
び
始
め
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
国
民
国
家
論
に
つ
い
て
は
、
詳
述
す
る
紙
幅
の
余
裕
が
な

い
が
、
そ
れ
は
教
育
・
宗
教
・
軍
隊
な
ど
を
通
じ
た
民
衆
の
国
民

化
と
い
う
問
題
を
俎
上
に
挙
げ
た
と
い
え
よ
う
。
い
わ
ば
、
国
民

国
家
や
戦
争
を
担
う
国
民
が
、
身
体
・
文
化
・
思
考
様
式
な
ど
の

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ

始
め
た
の
で
あ
る
。
民
衆
宗
教
研
究
に
お
い
て
も
、
徳
川
時
代
以

日本思想史学34<2002〉 34



来
の
民
衆
宗
教
が
、
近
代
の
国
民
国
家
内
部
で
ど
の
よ
う
に
そ
の

論
理
や
思
考
を
内
面
化
す
る
こ
と
で
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
幡

鎌
一
弘
「
明
治
期
に
お
け
る
社
会
と
天
理
教
」
（
『
天
理
大
学
ぉ
ゃ
さ

と
研
究
所
年
報
』
三
号
、
一
九
九
六
年
）
が
代
表
的
研
究
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
幡
鎌
は
、
明
治
期
に
お
け
る
天
理
教
の
教
勢
の

伸
張
に
、
実
は
「
国
民
と
し
て
の
個
人
の
摘
出
と
宗
教
の
私
化
」

が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
が
変

質
・
屈
服
と
し
て
し
か
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
む

し
ろ
国
民
国
家
形
成
に
お
け
る
国
民
化
こ
そ
が
、
近
代
民
衆
宗
教

教
団
や
信
者
の
動
静
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起

し
た
。
こ
れ
と
並
ん
で
、
国
民
国
家
論
が
民
衆
宗
教
研
究
に
与
え

た
影
響
と
し
て
重
要
な
の
は
、
国
民
国
家
の
形
成
と
学
術
が
深
く

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
深
部
で
捕

ら
え
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
近

代
宗
教
行
政
や
学
術
が
宗
教
概
念
を
定
義
づ
け
、
通
念
化
さ
せ
る

こ
と
で
、
そ
の
概
念
が
戦
前
の
み
な
ら
ず
戦
後
研
究
を
も
強
く
規

定
づ
け
て
き
た
こ
と
が
問
わ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
既
述
し
て
き

た
よ
う
に
、
民
衆
宗
教
研
究
に
お
い
て
民
衆
概
念
が
問
題
と
さ
れ

る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
宗
教
概
念
が
根
底
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
は

少
な
か
っ
た
（
村
上
に
は
、
国
家
神
道
・
教
派
神
道
が
宗
教
か
ど
う
か
と

い
う
視
点
は
存
在
し
て
い
た
が
）
。
当
の
民
衆
宗
教
の
動
静
と
し
て
の

問
題
以
上
に
、
戦
前
か
ら
現
在
に
至
る
研
究
が
、
そ
う
し
た
宗
教

概
念
を
自
明
視
す
る
こ
と
で
、
何
を
歪
め
隠
蔽
し
て
き
た
の
か
と

い
う
問
題
は
、
対
自
的
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
宗
教
概
念
に
つ
い
て
は
、
磯
前
順
一
「
近

代
に
お
け
る
『
宗
教
』
概
念
の
形
成
過
程
」
『
近
代
日
本
の
文
化
史
３
近
代

知
の
成
立
』
岩
波
書
店
、
二
○
○
二
年
な
ど
）
・

以
上
、
民
衆
宗
教
史
研
究
に
つ
い
て
、
個
人
的
な
視
点
か
ら
雑

考
を
記
し
て
き
た
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
民
衆
宗
教
概
念
に
つ
い

て
は
、
そ
の
概
念
の
歴
史
的
形
成
過
程
の
末
端
に
連
な
っ
て
き
た

者
と
し
て
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
そ
の
概
念
が
隠
蔽
し
て
き
た
問

題
を
今
後
も
考
え
つ
づ
け
る
た
め
に
も
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
今

し
ば
ら
く
用
い
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
他
、
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
な
ど
に
お
け
る
宗
教
社
会
学

研
究
の
動
向
な
ど
が
言
及
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
わ

た
く
し
の
力
量
も
あ
り
、
小
稿
で
は
歴
史
学
・
思
想
史
学
関
連
の

研
究
に
限
定
し
、
し
か
も
管
見
に
入
っ
て
き
た
も
の
の
み
を
紹
介

し
て
き
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
、
筆
を
摘
き
た
い
。（

立
命
館
大
学
教
授
）
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