
1

信
仰
と
研
究
、そ
の
接
続
と
分
離

（
宗
教
）
研
究
者
が
、
自
ら
何
か
の
信
仰
を
実
践
し
て
い
る

こ
と
は
、
少
な
く
な
い
。
客
観
的
で
普
遍
的
で
あ
る
べ
き
研

究
が
、
信
仰
に
よ
っ
て
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
、「
信
仰
と
学
問
」
と
呼
ば
れ
る
問

題
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
信
仰
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
が
、
研
究

を
多
少
と
も
「
歪
め
る
」
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
。
で
は
他

方
、
信
仰
を
持
た
な
い
研
究
者
が
宗
教
を
研
究
す
れ
ば
、
バ

イ
ア
ス
が
か
か
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
限
ら
な
い
。

む
し
ろ
、「
信
仰
を
持
た
な
い
こ
と
」
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
、

「
信
仰
を
持
つ
こ
と
」
と
対
を
な
す
、
最
大
の
バ
イ
ア
ス
で

あ
る
こ
と
は
、
多
文
化
主
義
や
宗
教
多
元
主
義
、
ま
た
宗
教

教
育
の
議
論
の
中
で
も
、
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

単
純
化
し
た
言
い
方
を
す
る
と
、
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
と
、

非
・
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
研
究
以
前
の
バ
イ

ア
ス
に
な
っ
て
い
る
。
古
い
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
ど
ち
ら

の
宗
教
研
究
も
「
気
質
」
や
「
予
感
」
や
「
願
望
」
に
よ
っ

て
、
あ
ら
か
じ
め
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
よ

う
な
方
向
付
け
は
、
人
は
ど
こ
か
を
向
い
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
不
可
避
で
あ
る
。
た
だ
し
、
人
は

向
き
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
無
自
覚
の

視
線
や
姿
勢
を
修
正
し
、
別
の
視
点
を
と
っ
て
み
る
（
と
想

像
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
（
津
城
、
二
〇
一
一
）。

「
信
仰
」（
教
派
的
に
せ
よ
、
超
宗
派
的
に
せ
よ
）
が
「
学
問
」

に
陰
陽
に
影
響
す
る
場
合
、
宗
教
研
究
に
際
し
て
は
、
そ
れ

を
な
る
べ
く
排
除
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
排
除
し
き
れ
な

い
影
響
に
批
判
的
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
反
省

的
か
つ
自
覚
的
か
つ
批
判
的
に
組
み
込
も
う
と
す
る
立
場
と
、

少
な
く
と
も
三
つ
ほ
ど
の
立
場
が
あ
る
（
無
反
省
、
無
自
覚
、
無

批
判
に
信
仰
を
持
ち
込
む
「
信
仰
告
白
」
風
の
研
究
は
論
外
と
し
て
）。

こ
こ
で
私
が
立
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
、
信
仰
の
実
践
を
自
覚
的
・
反
省
的
・
批
判
的
に

組
み
込
も
う
と
す
る
、
三
つ
め
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
実
践

は
、
特
定
の
宗
教
組
織
や
宗
教
伝
統
に
即
し
て
、
ま
た
特
定

の
制
度
や
指
導
の
も
と
に
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
宗
教
史

の
多
少
の
知
識
を
も
と
に
「
宗
教
そ
の
も
の
」
と
い
う
虚
焦

点
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
宗
教
そ
の
も
の
」
を
想
定
し
た
方
法
の
妥
当
性
、
正

当
性
、
有
効
性
に
つ
い
て
、
擁
護
・
肯
定
す
る
意
見
と
、
批

判
・
否
定
す
る
意
見
が
あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
私

個
人
と
し
て
は
肯
定
的
で
あ
り
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
「
宗
教
そ

の
も
の
」
を
め
ぐ
る
類
似
の
関
心
を
軸
に
、
多
様
な
方
向
性

を
持
っ
た
研
究
者
が
複
数
で
、
か
つ
自
覚
的
な
方
法
意
識
を

も
っ
て
、
実
践
・
研
究
を
試
み
る
こ
と
で
、
相
互
モ
ニ
タ
ー

に
よ
る
相
互
修
正
機
能
が
働
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
実
践
行
（
祈
り
、
儀
礼
、
瞑
想
、
苦
行
）
な
ど

に
、
互
い
に
参
加
し
て
み
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
宗
教
間
対

話
で
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
て
も
、
宗

宗
教
の
実
践
と
研
究

―
い
く
つ
か
の
先
行
例
を
参
照
し
て
　

津
城
寛
文

筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
思
想
系
教
授
／
宗
教
学
・
神
道
行
法
研
究
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教
研
究
の
方
法
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
思
う
。

信
仰
実
践
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
、「
瞑
想
」
と
総
称

さ
れ
る
よ
う
な
、
心
身
変
容
の
技
法
を
伴
う
も
の
が
あ
る
。
か

つ
て
、
ボ
ー
ム
、
カ
プ
ラ
な
ど
、「
瞑
想
す
る
物
理
学
者
」
と

呼
ば
れ
る
一
群
の
前
衛
的
な
自
然
科
学
者
が
い
て
、
ニ
ュ
ー

サ
イ
エ
ン
ス
の
上
層
部
を
成
し
て
い
た
。
よ
り
広
範
な
ニ
ュ

ー
エ
イ
ジ
の
流
れ
に
は
、
東
洋
宗
教
や
古
代
宗
教
や
原
始
宗

教
の
瞑
想
（
祈
り
、
儀
礼
、
呪
術
な
ど
も
含
む
）
を
実
践
し
た
大

量
の
知
識
人
や
芸
術
家
が
い
て
、
瞑
想
実
践
か
ら
各
種
セ
ラ

ピ
ー
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
た
（
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
付
随
す
る
下

層
部
に
つ
い
て
は
、
敢
え
て
コ
メ
ン
ト
し
な
い
）。
瞑
想
が
も
と
も

と
宗
教
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、「
瞑
想
す
る
宗
教
研
究

者
」
と
い
う
べ
き
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
の
も
不
思
議
な
こ
と
で

は
な
い
。

2

瞑
想
す
る
宗
教
研
究
者

宗
教
（
哲
学
、
心
理
学
、
生
理
学
）
研
究
者
の
中
で
、
研
究

に
瞑
想
（
や
祈
り
や
呪
術
、
さ
ら
に
は
合
法
・
非
合
法
の
ド
ラ
ッ

グ
）
を
組
み
込
ん
だ
先
行
例
と
し
て
す
ぐ
思
い
付
く
有
名
な

名
前
は
、
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
、
ラ
ム
・
ダ
ス
、
カ
ル

ロ
ス
・
カ
ス
タ
ネ
ダ
、
ロ
バ
ー
ト
・
サ
ー
マ
ン
、
ケ
ン
・
ウ

ィ
ル
バ
ー
な
ど
で
あ
り
、
敢
え
て
明
言
し
な
い
エ
リ
ア
ー
デ

も
確
実
に
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
。
日
本
の
初
期
の

宗
教
学
者
は
「
行
者
的
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
姉
崎
正
治
、

岸
本
英
夫
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
西
田
幾
多
郎
や
鈴
木
大

拙
以
来
、
宗
教
哲
学
、
仏
教
研
究
の
領
域
で
、
瞑
想
（
坐
禅
、

称
名
念
仏
、
観
想
そ
の
他
）
を
実
践
す
る
研
究
者
は
、
実
践
と

研
究
の
組
み
合
わ
せ
方
（
あ
る
い
は
使
い
分
け
方
）
は
一
様
で

な
い
に
せ
よ
、
け
っ
し
て
少
数
派
で
は
な
い
。
明
文
化
さ
れ

て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
禅
や
称
名
の
研
究
者
が
信
仰
実
践

家
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
は
、
一
つ
の
正
当
・
正
統
な
方
法
と

し
て
確
定
し
て
い
る
。
こ
の
延
長
線
上
に
、
瞑
想
の
比
較
研

究
者
が
、
い
わ
ば
比
較
瞑
想
を
試
み
る
こ
と
は
、
正
当
な
比

較
宗
教
学
の
方
法
で
あ
り
得
る
。

二
つ
の
直
近
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始
め
た
い
。

二
〇
一
一
年
九
月
、
日
本
宗
教
学
会
の
学
術
大
会
に
お
い

て
、
瞑
想
の
実
践
と
宗
教
研
究
を
つ
な
げ
る
こ
と
が
可
能
か

を
テ
ー
マ
と
す
る
パ
ネ
ル
で
、
玉
城
康
四
郎
、
井
筒
俊
彦
、

F
・
ヴ
ァ
レ
ラ
と
い
っ
た
、
瞑
想
実
践
を
ベ
ー
ス
に
し
た
宗

教
研
究
者
の
事
例
が
論
じ
ら
れ
た
（
代
表
者
は
葛
西
賢
太
、
司

会
コ
メ
ン
ト
は
鶴
岡
賀
雄
）。
制
度
的
な
所
属
は
と
も
か
く
、
玉

城
と
井
筒
が
禅
仏
教
、
ヴ
ァ
レ
ラ
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
瞑
想

を
実
践
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
的
知
見
が
宗
教
（
仏
教
）
研
究

に
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が

有
効
、
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が

あ
る
だ
ろ
う
。
鶴
岡
氏
の
コ
メ
ン
ト
は
問
題
点
を
網
羅
し
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
私
見
で
は
つ
ぎ
の
三
点
（
相
互
に
関
連
す

る
）
が
重
要
で
あ
る
。
一
つ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
宗
教
学

の
成
立
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
重
力
圏
か
ら
脱
す
る
と

い
う
動
機
が
あ
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
実
践
か
ら
離
れ
る
方
向
が
取
ら
れ
た
、
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
二
つ
め
は
、
し
か
し
現
代
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
の
神

学
（
広
げ
れ
ば
既
成
宗
教
）
の
影
響
力
が
ゼ
ロ
に
近
い
ほ
ど
衰

弱
し
て
お
り
、
信
仰
の
実
践
を
し
て
も
キ
リ
ス
ト
教
（
既
成 

宗
教
）
に
飲
み
込
ま
れ
る
恐
れ
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
信
仰

の
私
的
実
践
が
容
易
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
三
つ
め
は
、「
瞑

想
実
践
を
ベ
ー
ス
に
し
た
宗
教
研
究
」（
鶴
岡
の
表
現
）
の
可

能
性
が
、
こ
う
し
た
状
況
で
再
び
あ
る
い
は
改
め
て
（
神
学

者
、
修
道
者
、
修
行
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
浮
上
し
て
い

る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
私
が
反
射
的
に
思
っ
た
の
は
、
ほ
ぼ
つ
ぎ

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
近
代
宗
教
学
の
祖
と
さ
れ
る
マ
ッ

ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
、「
諸
宗
教
」
を
超
え
た
メ
タ
レ
ベ
ル
に

「
宗
教
そ
の
も
の
」
を
想
定
し
、
明
確
に
定
式
化
し
た
こ
と
。

ミ
ュ
ラ
ー
が
諸
宗
教
の
豊
富
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
「
宗
教
そ
の
も
の
」
は
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教

的
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
。
宗
教
学
の
目
的
は
、
諸
宗
教

の
比
較
か
ら
「
宗
教
そ
の
も
の
」（
の
似
姿
）
を
析
出
さ
せ
る

こ
と
だ
っ
た
こ
と
。
ミ
ュ
ラ
ー
の
言
葉
で
は
、
そ
れ
は
「
比

較
神
学
」
に
基
づ
く
「
理
論
神
学
」
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
。

諸
宗
教
の
伝
え
て
き
た
祈
り
や
瞑
想
や
儀
礼
の
実
践
は
、
そ

の
「
宗
教
そ
の
も
の
」
の
レ
ベ
ル
の
比
較
神
学
と
理
論
神
学

の
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
有
効
な
研
究
手
段
と

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
当
日
は

細
部
に
立
ち
入
っ
た
質
疑
応
答
で
時
間
切
れ
と
な
り
、
私
が

質
問
す
る
時
間
は
な
か
っ
た
の
で
、
別
の
場
面
で
こ
の
よ
う

な
コ
メ
ン
ト
し
た
と
こ
ろ
、
同
パ
ネ
ル
で
玉
城
を
論
じ
た
伊

藤
雅
之
氏
が
「
適
切
な
コ
メ
ン
ト
」
と
応
答
し
て
く
だ
さ
っ

た
。も

う
一
つ
は
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
、『
本
山
博
著
作
集
』

全
一
五
巻
刊
行
記
念
講
演
会
が
開
催
さ
れ
、
私
は
本
山
博（
一

九
二
五
〜
）
の
業
績
に
つ
い
て
、
短
い
講
演
を
行
な
う
機
会
を

得
た
。
そ
こ
で
は
、
本
山
の
「
宗
教
研
究
」
を
、
三
人
の
著

名
な
宗
教
研
究
者
（
二
〇
世
紀
最
大
の
宗
教
学
者
と
評
さ
れ
る
エ

リ
ア
ー
デ
、
現
代
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
思
想
家
と
も
評
さ
れ
る
ウ

ィ
ル
バ
ー
、
宗
教
社
会
学
の
古
典
と
な
っ
た
バ
ー
ガ
ー
）
と
の
対
比

で
論
じ
て
み
た
。
要
点
は
、
超
常
的
宗
教
体
験
の
研
究
に
は
、

超
常
的
現
象
へ
の
「
実
証
的
」
な
配
慮
が
有
効
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
（
お
も
に
エ
リ
ア
ー
デ
と
の
対
比
で
）、
つ
ぎ
に
、「
実

証
的
」
な
裏
付
け
の
な
い
極
端
な
生
産
性
が
低
い
こ
と
に
つ

い
て
（
お
も
に
ウ
ィ
ル
バ
ー
と
の
対
比
で
）、
さ
ら
に
、
宗
教
や

信
仰
は
社
会
と
他
界
を
つ
な
ぐ
広
い
視
野
で
考
え
る
べ
き
こ

と
に
つ
い
て
（
お
も
に
バ
ー
ガ
ー
と
の
対
比
で
）、
本
山
が
例
示

し
た
実
践
と
研
究
の
組
み
合
わ
せ
が
、
宗
教
研
究
の
一
つ
の

❖
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可
能
性
と
し
て
示
唆
的
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

以
下
、
本
山
と
エ
リ
ア
ー
デ
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
、
バ
ー
ガ
ー

を
対
比
し
た
講
演
を
要
約
す
る
形
で
再
説
し
た
上
で
（
三
〜

五
節
）、
今
回
の
「
身
心
変
容
技
法
の
比
較
宗
教
学
」
と
い
う

共
同
研
究
の
中
で
発
表
者
が
分
担
し
た
い
テ
ー
マ
に
つ
な
げ

て
、
ど
の
よ
う
な
作
業
が
可
能
か
を
考
え
て
み
た
い
（
六
〜

七
節
）。

3

宗
教
体
験
の「
実
証
的
」研
究

行
法
実
践
か
ら
生
物
物
理
学
的
研
究
、
宗
教
哲
学
ま
で
に

及
ぶ
本
山
の
業
績
の
う
ち
、
超
常
的
な
領
域
を
も
示
唆
す
る

実
証
的
な
生
理
心
理
学
的
研
究
は
、
宗
教
研
究
の
中
で
ど
の

よ
う
な
位
置
を
占
め
得
る
だ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
と
し
て
、
一

つ
の
典
型
的
な
宗
教
学
を
代
表
す
る
エ
リ
ア
ー
デ
が
、
超
心

理
学
の
最
盛
期
の
一
九
五
〇
年
代
に
述
べ
た
一
節
を
参
照
す

る
。
こ
の
時
期
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
有
名
な
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
研
究
を
ま
と
め
上
げ
た
時
期
と
も
重
な
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。わ

れ
わ
れ
は
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
に
立
ち
至
っ
た

…
…
そ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ン
お
よ
び
魔
術
師
に
お
い
て
確
認

さ
れ
る
超
感
覚
的
知
覚
（
E
S
P
）
な
ら
び
に
異
常
な
能
力

の
真
実
性
の
問
題
で
あ
る
…
…

こ
の
問
題
は
超
心
理
学
に
属
し
て
い
る
が
…
…
宗
教
史

の
見
通
し
に
立
っ
て
い
て
は
有
益
に
議
論
を
す
す
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
…
…

わ
れ
わ
れ
の
主
題
か
ら
す
れ
ば
、
重
要
な
こ
と
は
…
…

異
常
体
験
の
連
続
性
を
、
も
っ
と
も
進
化
し
た
諸
宗
教
に

お
け
る
ま
で
強
調
し
て
い
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る

こ
の
（
私
が
し
ば
し
ば
引
用
す
る
）
興
味
深
い
一
節
で
、
エ

リ
ア
ー
デ
は
三
つ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
超
常

現
象
が
事
実
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
こ
と
、
二
つ
め
は
、

文
化
系
の
宗
教
史
学
と
し
て
は
そ
れ
を
有
益
に
扱
う
手
段
を

持
た
な
い
こ
と
、
三
つ
め
は
、
そ
の
限
界
内
で
、
い
わ
ば
超

常
体
験
の
宗
教
史
を
描
く
こ
と
を
自
ら
の
作
業
と
す
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
「
身
心
変
容
」
の
研
究
に
豊
か
な
材

料
を
提
供
し
て
き
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ

を
超
心
理
学
に
接
続
し
よ
う
と
い
う
発
想
は
、
エ
リ
ア
ー
デ

の
ほ
か
に
も
見
ら
れ
た
（
た
と
え
ば
、
ハ
ン
ス
・
フ
ィ
ン
ダ
イ
ゼ

ン
）。
エ
リ
ア
ー
デ
自
身
、
若
い
こ
ろ
ヨ
ー
ガ
を
実
践
し
て
す

で
に
ヨ
ー
ガ
研
究
も
ま
と
め
、
よ
い
実
践
的
セ
ン
ス
を
示
し

て
い
る
が
、
宗
教
学
と
し
て
超
常
現
象
を
ど
う
扱
い
得
る
の

か
、
方
法
上
の
不
足
を
痛
感
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

宗
教
研
究
の
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
み
ず
か
ら
修
行

を
実
践
し
、
何
ら
か
の
宗
教
的
体
験
に
触
れ
て
、
そ
れ
を
反

省
、
研
究
す
る
例
は
、（
こ
の
研
究
会
の
参
加
者
を
含
め
て
）
珍

し
い
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
、
エ
リ
ア
ー
デ
の

よ
う
に
華
麗
な
文
体
に
よ
る
魅
力
的
な
描
写
に
な
っ
た
り
、
ウ

ィ
ル
バ
ー
の
よ
う
に
究
極
の
語
彙
を
使
っ
た
高
度
な
思
弁
の

下
敷
き
と
な
っ
た
り
す
る
（
一
人
称
の
作
業
）。
し
か
し
、
多

少
と
も
超
常
的
な
体
験
の
「
真
実
性
」「
事
実
性
」
の
検
証
と

い
う
試
み
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
断
念
・
禁
欲
し
た
よ
う
に
、
方

法
的
に
困
難
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
得
ら
れ
る
自
然

科
学
的
な
「
指
標
」
は
、
体
験
そ
の
も
の
、
ま
し
て
そ
の
意

味
世
界
に
は
触
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
思
索
的
興
味
を
殺

ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
不
可
視
・
不
可
触
の
体
験
に

対
応
す
る
「
指
標
」
が
得
ら
れ
る
魅
力
に
は
、
抗
し
が
た
い

も
の
が
あ
り
、
現
在
で
は
、
と
く
に
脳
科
学
に
そ
の
よ
う
な

期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
本
山
の
試
み
は
、
そ
の
よ
う
な

意
味
で
の
「
実
証
的
」
研
究
の
先
駆
的
事
例
で
あ
る
（
三
人

称
の
作
業
）。

「
実
証
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
人
の
経
験
世
界
に
属
す

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
よ
り
微
細
な
能
力
が
得
ら
れ
て
、

よ
り
微
細
な
世
界
も
知
覚
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
い
う
経

験
世
界
の
中
に
は
よ
り
微
細
な
世
界
も
入
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
い
う
能
力
（
の
開
発
の
可
能
性
）
を
想
定
す
れ
ば
、
い
わ

ゆ
る
超
常
的
な
体
験
や
現
象
の
一
部
、
お
そ
ら
く
は
自
然
と

超
自
然
の
境
目
あ
が
り
も
、
実
証
の
射
程
に
入
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
超
自
然
的
体
験
を
自
然
科
学
的
に
何
ら
か
数
値
化

で
き
れ
ば
、
一
定
の
対
応
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と

え
ば
、
現
代
の
脳
科
学
で
は
、
神
秘
体
験
を
し
て
い
る
（
と

証
言
す
る
）
被
験
者
を
調
べ
て
、
脳
の
特
定
部
位
が
活
性
化
し

て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
被
験
者
と
実
験
者
を
兼

ね
る
例
で
は
、
多
く
の
人
が
体
験
し
、
証
言
し
て
き
た
こ
と

を
、
自
ら
体
験
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
た
と
え
ば
「
間

接
的
に
で
は
あ
っ
て
も
、
神
経
と
の
つ
な
が
り
と
か
経
絡
と

の
つ
な
が
り
で
」
自
然
科
学
的
に
実
証
し
た
、
と
い
う
説
明

に
な
る
（
一
人
称
と
三
人
称
の
架
橋
）。

こ
の
「
体
験
」
と
「
研
究
」
は
ま
っ
た
く
別
の
能
力
を
必

要
と
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
高
度
な
能
力
を
持
つ
者
た
ち

の
共
同
研
究
は
有
効
な
体
制
と
な
る
。

4

究
極
の
語
彙
の
使
用
を
控
え
る
た
め
に

ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
団
塊
の
世
代
の

思
想
家
は
、「
現
代
に
お
け
る
最
も
包
括
的
な
哲
学
思
想
家
」

と
称
賛
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
行
法
（
禅
）
実
践
と
宗
教
哲

学
を
含
む
統
合
的
研
究
を
推
進
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、

今
回
の
研
究
課
題
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
（
お
そ
ら
く
、
私
自

身
を
含
む
多
く
の
参
加
者
の
関
心
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
）。
そ

れ
だ
け
に
、
最
近
ま
と
め
て
読
ん
で
み
て
、「
批
判
す
べ
き
」
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と
痛
感
す
る
と
こ
ろ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
三
つ
の
点
を

指
摘
し
た
い
。

ま
ず
一
つ
め
は
、
究
極
の
語
彙
に
よ
る
、
極
端
な
議
論
で

あ
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
文
章
で
は
、「
絶
対
」
と
か
「
最
終
」

と
い
っ
た
「
究
極
」
の
語
彙
の
愛
用
が
目
立
っ
て
お
り
、
行

法
実
践
に
関
し
て
も
、
す
ぐ
に
で
も
究
極
に
到
達
し
そ
う
な

安
易
な
錯
覚
を
助
長
す
る
傾
向
が
あ
る
。「
イ
ン
ス
タ
ン
ト

禅
」
と
い
う
言
葉
を
連
想
す
る
の
は
、
私
だ
け
で
は
な
い
。

二
つ
め
は
、
禅
を
基
盤
と
す
る
「
今
こ
こ
」
の
強
調
で
あ

る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
に
は
、
オ
カ
ル
ト
的
な
雑
多
な
欠
点
は
な

い
一
方
、
民
衆
信
仰
的
な
他
界
や
非
日
常
へ
の
関
心
を
「
低

次
元
」
と
し
て
黙
殺
す
る
傾
向
が
あ
る
。
結
果
的
に
、
大
衆

的
セ
ラ
ピ
ー
文
化
に
共
通
す
る
「
今
こ
こ
」
主
義
（
た
だ
の
現

世
主
義
）
を
助
長
す
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
こ
の
双

方
の
弊
害
に
つ
い
て
、
本
山
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
の
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
行
法
実
践
の
た
め
に
標
準
的

な
も
の
で
あ
る
。

「
魔
境
だ
か
ら
そ
う
い
う
も
の
に
携
わ
っ
て
は
い
け
な

い
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
や
は
り
間
違
い
で
あ
っ
て
…
…

そ
こ
を
安
全
に
、
そ
れ
を
否
定
し
な
い
で
そ
こ
を
歩
い
て

い
く
こ
と
が
…
…
大
事
だ
と
思
う
…
…
い
き
な
り
「
無
の

世
界
」「
悟
り
の
世
界
」
に
は
達
せ
ら
れ
な
い
と
思
う
…
…

こ
れ
に
対
し
て
オ
カ
ル
ト
の
人
は
…
…
自
己
愛
的
…
…

成
長
を
し
て
…
…
真
の
神
様
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
最
重

大
事
で
あ
る
（『
本
山
博
著
作
集
』
五
巻
）

三
つ
め
は
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
が
「
チ
ベ
ッ
ト
の
死
者
の
書
」

を
根
拠
と
し
て
死
後
生
を
希
薄
化
し
て
い
る
こ
と
が
、
大
き

な
欠
点
で
あ
る
と
思
う
。『
チ
ベ
ッ
ト
の
死
者
の
書
』
に
つ
い

て
、「
解
脱
を
す
る
か
し
な
い
か
、
つ
ま
り
カ
ル
マ
を
超
え
た

世
界
と
カ
ル
マ
の
中
の
世
界
と
の
二
つ
し
か
考
え
な
い
で

…
…
そ
れ
ら
の
間
に
進
化
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
…
…
実

際
の
バ
ル
ド
ー
は
、
そ
こ
か
ら
霊
的
に
成
長
し
て
い
く
た
め

の
世
界
…
…
積
極
的
な
意
味
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
う
」（『
本
山
博
著
作
集
』
五
巻
）
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
こ

れ
は
そ
の
ま
ま
ウ
ィ
ル
バ
ー
批
判
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
問
題
点
は
、
死
後
生

の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
な
い
と
こ
ろ
に
、
共
通
の
原
因
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
最
も
近
い
他
界
と
し
て
の
「
死
後
生
」
の

リ
ア
リ
テ
ィ
な
し
に
、
そ
れ
を
超
え
た
高
次
元
の
（
お
そ
ら
く

は
多
次
元
的
で
、
多
元
的
な
）
他
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
ど
れ
ほ

ど
に
な
り
得
る
か
、
私
は
疑
わ
し
い
と
思
う
。

ウ
ィ
ル
バ
ー
は
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
思
想
の
旗
手
と
し

て
、
究
極
の
語
彙
を
駆
使
し
た
華
々
し
い
論
説
を
展
開
し
て

き
た
た
め
、
し
ば
し
ば
「
達
人
」「
覚
者
」
の
ご
と
く
扱
わ
れ

る
が
、
本
人
は
と
き
お
り
誤
解
を
解
く
必
要
に
迫
ら
れ
て
、

「
悟
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」「
解
脱
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
壮
大
な
哲
学
的
反
省

と
、
禅
的
瞑
想
実
践
が
得
意
な
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
の
上
で
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
脳
波
測
定
に
始
ま
る
よ
う
な

自
然
科
学
に
よ
る
実
証
研
究
も
組
み
込
ん
で
、
結
果
的
に
、
瞑

想
実
践
と
哲
学
的
反
省
と
自
然
科
学
的
研
究
の
三
つ
を
柱
と

す
る
研
究
体
制
に
な
っ
て
い
る
。

三
つ
の
立
場
の
ど
こ
に
軸
足
を
置
こ
う
と
、
瞑
想
研
究
が

生
産
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
三
つ
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
、
と
い
う
一
例
で
あ
る
。

5

社
会
的
宗
教
と
他
界
的
宗
教
を

つ
な
ぐ
モ
デ
ル

私
は
近
刊
拙
著
で
、「
社
会
的
宗
教
」
と
「
他
界
的
宗
教
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
現
世
と
死
後
の
二
つ
の
世
界
を
と

り
ま
と
め
て
扱
う
こ
と
を
試
み
た
。

代
表
的
な
宗
教
研
究
者
の
う
ち
、
社
会
と
他
界
の
関
係
を

め
ぐ
っ
て
、
一
番
わ
か
り
や
す
い
（
業
界
的
な
意
味
で
）
議
論

を
し
て
い
る
の
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
（
宗
教
社
会
学

者
・
神
学
者
）
で
あ
る
。
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
社
会
が
ど
う
構

築
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
か
、
を
考
え
る
た
め
に
、「
外
在
化
↓

客
体
化
↓
内
在
化
」
と
い
う
図
式
（
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
わ
か

り
や
す
い
説
明
）
を
提
案
し
た
。
普
通
の
言
葉
で
言
い
換
え
る

と
、
体
験
が
外
に
表
現
さ
れ
て
、
客
観
的
な
文
化
と
な
り
、
そ

の
文
化
の
中
で
体
験
が
起
こ
る
と
い
う
、
体
験
と
文
化
の
循

環
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
る
世
界
は
、「
繰
り

返
し
立
て
直
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
は
持
続
的
で
あ
る
一

方
、
ま
た
「
常
に
変
化
し
て
い
る
」
と

い
う
意
味
で
変
化
の
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
変
化
の
第
一
歩
は
、「
別
の
現

実
」
や
「
超
自
然
」
の
「
浸
透
」
を
受

け
る
こ
と
で
起
こ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
バ
ー
ガ
ー
は
明
ら
か

に
、
個
人
の
経
験
に
「
超
自
然
」
が
浸

透
し
て
く
る
回
路
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
が
、
モ
デ
ル
と
し
て
明
示
し
て
い
な

い
。た

め
し
に
、「
外
在
化
↓
客
体
化
↓
内

在
化
」
と
い
う
バ
ー
ガ
ー
が
明
示
し
た

回
路
に
、「
超
自
然
」
の
回
線
を
接
続
し

て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
回
路
図
に

な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
バ
ー
ガ
ー
と
い
う
大

家
を
批
判
す
る
形
で
大
胆
な
図
式
化
が

で
き
る
の
は
、
多
次
元
的
な
世
界
を
射

程
に
収
め
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
モ
デ
ル
が

拠
り
所
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

「
存
在
の
基
盤
が
人
間
を
生
み
出
し
」、

❖

　　超自然　   　　　  　　　　　　　　　　超自然　　　　　　　　　
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「
成
り
立
つ
よ
う
に
支
え
」、「
現
状
を
否
定
し
て
引
き
上
げ

る
」、
と
い
う
三
段
階
の
働
き
か
け
を
考
え
る
図
式
と
対
比
し

て
み
る
と
、
バ
ー
ガ
ー
で
は
「
成
り
立
つ
よ
う
に
支
え
る
」

プ
ロ
セ
ス
だ
け
が
強
調
さ
れ
、「
現
状
を
否
定
し
て
引
き
上
げ

る
」
と
い
う
出
来
事
が
、
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
上
図
で
は
、
水
平
の
ラ
イ
ン
が
「
成
り
立
つ

よ
う
に
支
え
る
」
社
会
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
を
表
現
し
、
垂
直

の
介
入
が
「
現
状
を
否
定
し
て
引
き
上
げ
る
」
と
い
う
、
超

自
然
の
回
路
に
関
連
す
る
。

網
羅
的
な
モ
デ
ル
と
比
べ
る
と
、
私
の
考
え
た
図
式
は
、
そ

の
一
部
の
み
を
取
り
出
し
て
、
単
純
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
多
（
他
）
次
元
を
考
慮
す
る
と
、「
超
自
然
」

が
さ
ら
に
細
か
く
区
分
さ
れ
る
が
、
上
図
で
は
、
私
自
身
の

能
力
の
限
界
、
お
よ
び
現
在
の
平
均
的
な
宗
教
学
の
制
約
に

よ
っ
て
、「
物
理
的
次
元
」
以
外
は
一
緒
く
た
に
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

こ
の
超
自
然
の
領
域
の
区
分
を
含
め
て
、
社
会
と
他
界
の

か
か
わ
り
を
宗
教
学
の
中
で
ど
う
位
置
付
け
る
か
は
、
私
の

今
後
の
課
題
で
あ
る
（
課
題
1
。
後
述
）。

6

宗
教
研
究
の一つ
の
方
向

一
九
五
〇
年
代
の
エ
リ
ア
ー
デ
が
、
超
心
理
学
を
宗
教
研

究
に
活
用
す
る
可
能
性
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
を
、
さ
き
ほ

ど
指
摘
し
た
。
そ
の
後
の
超
心
理
学
が
期
待
通
り
に
発
展
し

な
か
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
人
が
認
め
て
い
る
と
お
り
で
あ

る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、「
普
通
の
科
学
と
同
じ
よ
う
に
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
だ
け
の
立
場
に
立
っ
て
見
て
い
る
よ
う
で
は
、
い

つ
ま
で
経
っ
て
もPsi

の
科
学
は
進
歩
し
な
い
」
と
い
う
指
摘

に
は
、
共
感
す
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（『
本
山

博
著
作
集
』
四
巻
）。

宗
教
研
究
の
関
心
は
、
超
心
理
学
の
関
心
と
は
重
な
ら
な

い
が
、
こ
の
立
場
を
一
般
化
す
れ
ば
、
外
か
ら
の
観
察
者
に

留
ま
る
だ
け
で
は
な
い
、「
参
与
観
察
」
の
方
法
の
一
種
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
呪
術
師
に
な
る
」
と
い
う
カ

ス
タ
ネ
ダ
現
象
が
、
一
時
期
大
流
行
し
た
こ
と
、
中
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
愚
行
も
あ
っ
た
こ
と
、
蛮
行
の
局
地
で
犯
罪
も
引

き
起
こ
し
た
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
。
そ
の
反
省
を
踏
ま

え
て
、
あ
ら
た
め
て
宗
教
体
験
の
（
能
力
の
）
追
求
と
、
そ
の

実
証
的
な
研
究
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
体
験
を
重
視
す
る
実

践
的
宗
教
学
者
（
エ
リ
ア
ー
デ
も
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
も
）
が
期
待
し

つ
つ
、
達
成
で
き
て
い
な
い
宗
教
研
究
、
つ
ま
り
、
行
法
実

践
、
自
然
科
学
的
実
証
、
哲
学
的
反
省
の
三
つ
を
束
ね
た
も

の
が
、
量
的
に
ま
と
ま
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
実
践
と
反

省
と
実
証
の
三
つ
を
、
一
人
の
人
間
が
兼
ね
備
え
る
こ
と
は

困
難
で
例
外
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
三
つ
の
作
業
を
す
る
三

人
（
以
上
）
が
協
力
し
て
行
う
総
合
研
究
は
、
十
分
可
能
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
（
課
題
2
。
後
述
）。

「
参
与
観
察
」
と
一
般
化
し
た
場
合
の
問
題
点
に
加
え
て
、

宗
教
研
究
に
お
い
て
こ
の
実
践
と
研
究
を
組
み
合
わ
せ
る
方

法
を
進
め
る
こ
と
に
は
、「
カ
ス
タ
ネ
ダ
現
象
」
に
み
ら
れ
た

よ
う
に
、
特
有
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
が
陥
り
や
す
い
（
と

警
戒
・
批
判
さ
れ
て
い
る
）
の
は
、「
実
感
」「
体
験
」
の
「
詩

的
」「
私
的
」
表
現
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、「
神
学
」「
芸
術
」

へ
の
接
近
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
未
知
の
領
域
を
探
求
す

る
こ
と
に
付
随
す
る
心
身
の
病
的
混
乱
で
あ
る
（「
巫
病
」
と

い
う
端
的
な
ラ
ベ
ル
が
あ
る
よ
う
に
）。「
身
心
変
容
技
法
」「
ワ

ザ
」
と
い
う
本
課
題
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ

共
感
を
覚
え
る
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
や
危
機
は
織

り
込
み
済
み
で
あ
る
。「
実
証
性
」（
＝
部
外
者
へ
の
説
明
能
力
）

を
強
調
す
る
立
場
か
ら
の
批
判
に
応
じ
る
た
め
に
も
、
回
避

可
能
な
危
険
に
敢
え
て
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
自
然
科
学
的

な
「
実
証
」
や
「
指
標
」、
批
判
理
論
的
な
「
反
省
」
や
「
保

留
」
を
随
所
に
組
み
込
む
こ
と
が
有
意
味
で
有
効
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
も
、
学
習
し
て
き
て
い
る
。

「
総
合
的
研
究
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
こ
の
意
味
と
と
ら

え
て
、
現
時
点
で
の
諸
学
の
そ
の
後
の
知
見
を
持
ち
寄
る
こ

と
で
、
警
戒
・
批
判
さ
れ
て
い
る
陥
穽
は
、
可
能
な
限
り
避

け
た
い
。「
実
証
」
を
組
み
込
む
こ
と
は
、「
実
感
」「
神
学
」

「
芸
術
」
の
価
値
を
貶
め
る
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
「
実

証
」「
研
究
」
と
、
個
別
の
「
実
践
」「
技
術
」
の
双
方
が
、
高

い
レ
ベ
ル
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
相
乗
的
に
良
い
効
果
を

及
ぼ
す
。
言
い
換
え
る
と
、
実
践
と
研
究
の
両
面
で
、
批
判
、

修
正
、
発
展
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
開
か
れ
た
技
法
の

実
験
・
実
践
と
、
開
か
れ
た
宗
教
研
究
と
の
た
め
の
重
要
な

規
範
に
な
っ
て
、
双
方
の
一
定
以
上
の
品
質
を
保
証
す
る
と

思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
総
合
の
仕
方
は
、
一
つ
の
可
能

性
、「
願
望
」
で
あ
り
、
他
の
総
合
の
仕
方
、
あ
る
い
は
個
別

研
究
の
方
法
や
立
場
が
、
正
当
な
可
能
性
を
持
つ
こ
と
は
、
言

う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
が
互
い
に
「
開
か
れ
て
」、
他
の
方

法
や
立
場
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
相
互
モ
ニ
タ
ー
的
、
相
互

補
完
的
に
進
む
こ
と
で
、
有
害
な
も
の
や
低
劣
な
も
の
は
淘

汰
さ
れ
て
、
お
の
ず
と
有
益
な
優
れ
た
も
の
が
残
っ
て
い
き
、

よ
り
よ
い
宗
教
研
究
、
宗
教
理
解
に
近
付
い
て
い
く
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

7

四
つ
の
課
題
、個
人
研
究
と
の
関
連

本
科
研
の
中
で
自
分
が
行
な
う
課
題
と
し
て
私
が
思
い
描

い
て
い
る
の
は
、
ま
ず
超
自
然
の
領
域
の
区
分
を
含
め
て
、
社

会
と
他
界
の
か
か
わ
り
を
宗
教
学
の
中
で
位
置
付
け
る
こ
と
、

と
く
に
今
回
の
研
究
課
題
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
な
げ
て
、
多

次
元
的
な
「
身
心
問
題
」
の
自
分
な
り
の
見
取
り
図
を
得
る
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こ
と
（
課
題
1
）、
つ
ぎ
に
、「
心
身
変
容
」
と
い
う
共
通
テ
ー

マ
の
実
践
、
理
論
的
反
省
、（
自
然
）
科
学
的
実
証
の
三
つ
の

柱
の
ど
こ
か
に
、
自
分
な
り
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
（
課
題

2
）
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
日
本
の
「
深
層
文
化
」
の
実
践

を
身
心
技
法
の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
（
課
題
3
）、「
死

後
生
」
を
組
み
込
ん
だ
世
界
観
を
同
じ
観
点
か
ら
捉
え
る
こ

と
（
課
題
4
）、
を
試
み
た
い
。

課
題
1
は
、
論
じ
尽
く
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
も
論
じ
ら
れ
て

い
く
「
身
心
問
題
」
と
い
う
大
問
題
、「
身
心
技
法
」
と
い
う

問
題
を
、
自
分
な
り
に
概
観
す
る
と
い
う
初
歩
的
な
作
業
を

進
め
な
が
ら
（
こ
れ
は
自
宅
学
習
レ
ベ
ル
）、
個
人
研
究
の
課
題

（
社
会
的
宗
教
と
他
界
的
宗
教
の
統
合
的
研
究
の
た
め
の
理
論
構
築
）

と
つ
な
げ
て
い
く
作
業
に
な
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
課
題

2
の
作
業
の
う
ち
の
「
理
論
的
反
省
」
の
準
備
に
も
な
っ
て

い
る
。

課
題
2
の
う
ち
、（
自
然
）
科
学
的
実
証
に
関
し
て
は
、
技
術

的
な
作
業
は
困
難
で
あ
る
が
、
デ
ー
タ
（
具
体
的
に
は
、
f

M
R
I

に
よ
る
脳
波
そ
の
他
の
生
理
的
指
標
、
A
M
I
に
よ
る
経
絡
の
指

標
）
を
理
解
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
他
方
、

自
ら
の
心
身
の
実
践
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
指
標
変
化
が

起
こ
る
か
、
い
わ
ば
自
ら
を
被
験
者
と
し
て
身
心
相
関
を
確

認
す
る
作
業
も
行
な
い
た
い
。

課
題
3
は
、
私
の
も
う
一
つ
の
研
究
領
域
で
あ
る
日
本
文

化
研
究
の
一
端
と
し
て
、「
深
層
文
化
（
と
し
て
の
宗
教
）」
の

観
点
か
ら
、「
祭
祀
」「
儀
礼
」「
作
法
」「
芸
能
」
な
ど
の
文

化
的
行
動
を
、「
心
と
体
と
つ
な
ぐ
ワ
ザ
」
と
し
て
再
考
す
る

作
業
を
並
行
し
た
い
（
津
城
、
一
九
九
五
）。
狭
い
意
味
で
の
瞑

想
実
践
の
研
究
と
は
や
や
異
な
る
作
業
で
あ
る
が
、
広
い
意

味
で
の
「
身
心
変
容
技
法
」
と
し
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
一
人
の
人
間
が
並
行
的
に

継
続
し
て
い
る
試
み
は
、
ど
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
て
も
、
か
な
ら
ず
や
然
る
べ
き
脈
絡
が
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
今
後
の
作
業
で
、
そ
の
脈
絡
が
さ
ら
に
浮
き
彫
り
に

な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

課
題
4
は
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
私
の
関
心
事
で
あ
る
、「
死

後
生
」
を
世
界
観
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
る
身
心
の
肯
定
的

な
変
容
を
、
こ
の
共
同
研
究
と
関
連
付
け
る
こ
と
が
可
能
か

ど
う
か
、
探
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
数
年
前
か
ら
、「
死
生

学
」
と
い
う
大
き
な
研
究
テ
ー
マ
が
東
京
大
学
C
O
E
プ
ロ

グ
ラ
ム
と
し
て
動
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
「
死
者
」
の
扱

い
に
、
私
は
多
少
の
違
和
感
を
持
っ
て
い
る
。
死
者
の
リ
ア

リ
テ
ィ
を
生
者
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
同
じ
程
度
に
組
み
込
ん
だ

「
身
心
論
」
を
経
由
し
て
、
死
者
と
生
者
の
双
方
の
同
等
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
組
み
込
ん
だ
「
死
生
学
」
を
構
想
す
る
こ
と
は
、

不
可
能
だ
ろ
う
か
。

私
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
大
本
系
そ
の
他
の
神
道
行
法
、

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
な
ど
を
、
お
も

に
文
字
資
料
に
よ
っ
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
た
わ

ら
、
大
本
系
そ
の
他
神
道
的
お
よ
び
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム

的
な
「
祈
り
」
の
実
践
、
初
歩
的
な
ヨ
ー
ガ
体
操
、
呼
吸
法
、

瞑
想
法
の
実
践
（
練
習
）
を
行
な
い
、
そ
れ
ら
を
宗
教
研
究
の

一
助
か
つ
信
仰
の
一
助
と
し
て
き
た
。
実
践
と
研
究
と
は
、

使
い
分
け
る
べ
き
十
分
な
理
由
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
批
判
的

立
場
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
今
回
の
総
合
的
研
究
に

参
加
す
る
機
会
を
得
て
、
理
想
的
な
人
的
環
境
の
中
で
、
実

践
と
研
究
の
組
み
合
わ
せ
を
洗
練
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
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本
発
表
は
、
二
〇
〇
九
年
度
科
研
基
盤
研
究
（
C
）「
社

会
的
宗
教
と
他
界
的
宗
教
の
統
合
的
研
究
の
た
め
の
理
論
構
築
」

（
代
表
：
津
城
寛
文
）
の
成
果
を
、
二
〇
一
一
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度
科
研
基
盤
研

究
（
A
）「
身
心
変
容
技
法
の
比
較
宗
教
学
」（
代
表
：
鎌
田
東

二
）
に
向
け
て
架
橋
し
た
、
境
界
的
な
作
業
で
あ
る
。
ま
た
内
容

の
一
部
は
、
拙
著
『
社
会
的
宗
教
と
他
界
的
宗
教
の
あ
い
だ

―

見
え
隠
れ
す
る
死
者
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
）
の
終
章
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社
会
的
宗
教
と
他
界
的
宗
教
を
つ
な
ぐ

―
一
つ
の
糸
口
と
し

て
の
死
後
生
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と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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