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宗
教
法
の
研
究
と
い
う
こ
と
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法
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書
き
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宗
教
法
学
会
が
成
立
し
て
か
ら

一
年
も
た
つ
て
い
る
の
に
、
今
さ
ら
京
教
法
の
研
究
に
つ
い
て
、
改
め
て
い
う
必
婆
は
な
い
よ
う
に

も
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
宗
教
法
学
会
と
い
う
ユ

一14
ク
な
学
会
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
法
の
密
究
と
い
う
こ
と
、
特

教
法
の
窮
究
と
は
何
で
あ
る
か
、

そ
の
本
閣
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、

お
よ
び
そ
れ
に
最
少
限
度
か
か
わ
る
開
題
に
つ
い

ず
る
こ
と
は
、
こ
の
学
会
設
立
の
露
点
を
常
に
か
え
り
み
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は

定
の
悪
想
や
瑠
論
を
論
ず
る
さ
い
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

に
そ
の
思
想

の
制
度
や
機
構
そ
論
ず
る
さ
い
に
も
、

冬
ら
に
そ
の
制
度
や
機
構
の
当
初
の
精
神
に
立
ち
帰
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ぞ
う
し
な
い
と
、
そ

れ
ら
の
思
想
、
理
論
、
制
境
、
機
構
は
、
本
来
的
呂
的
的
な
部
分
や
生
命
的
部
分
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
手
段
的
な
部

の
創
始
者
、

分
や
枝
葉
末
節
的
な
部
分
に
の
み
、
む
を
奪
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ぞ
う
か
と
い
っ
て
、

わ
た
し
は
決
し
て
手
段
的
部
分
に



な
い
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
目
的
は

定
の
手
段
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
目
的
と
の
鶴
間
違

で
捉
え
ら
れ
な
い

つ

と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

*4山
科
へ

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
宗
教
訟
の
研
究
と
は
何
か
と
い
う
問
離
は
、
現
在
も
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま

っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
に
寵
す
る
宗
教
法
学
会
の
会
員
の
見
解
も
、

ま
だ
十
分
に
発
表
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
宗
教
法
と
い

体
、
新
し
く
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
言
葉
は
、
法
簿
家
や
法
律
学
者
が
、
坑
に
向
か
っ
て
考
え
て
い
る
う
ち

み
だ

し
た
も
告
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
実
際
の
世
の
中
の
必
要
が
、
宗
教
法
と
い
う
言
葉
を
圭
ん
だ
の
で
あ
る
。
宗
教
法
学
会
の
谷
口
知
率

の
創
刊
号
{

九
八
一
一
一
年
六
月
二
む
白
川
)
の
中
で
「
発
有
の
辞
」
そ
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
拐

め
に
「
語
教
の
自
由
、

の
解
釈
、
京
教
間
体
主
準
装
の
地
位
、
宗
教
関
体
の
財
産
、
宗
教

の
宗
教

語
体
の
離
合
、
墓
地
な
ど
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て
、
裁
判
ょ
の
解
決
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
、

々
多
く
な
っ

と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
谷
口
理
事
長
の
こ
の
発
言
こ
そ
、
宗
教
法
と
い
う
言
葉
を
生
み
だ
し
た
客
壊
的
な
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

教
法
学
研
究
の
必
要
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
L

石
の
よ
う
な
客
観
的
な
状
況
を
生
み
だ
し
た
と
こ
ろ
の
、

い
っ
そ
う
根
源

的
な
状
況
と
は
仰
円
で
あ
る
か
は
、
重
荷
京
な
課
閣
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
罰
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
今
は
言
及
し
な

い
こ
と
に
す
る
。
な

の
研
究
と
は
何
で
あ
る
か
が
未
解
決
で
あ
る
の
は
、
宗
教
法
が
前
に
述
べ
た
よ
う
な
客
舘
統
的
な
状
況
に

宗教法の研究ということ

促
さ
れ
て
、

よ
う
や
く
近
年
に
な
っ
て
議
を
現
わ
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
現
実
の
事
実
が
理
論
の
う
え
で

整
頓
さ
れ
体
系
化
さ
れ
る
の
は
、

一
般
に
そ
の
事
実
が
現
わ
れ
て
す
ぐ
に
で
は
な
く
、

ぞ
れ
か

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
現
在
は
、
宗
教
法
を
定
義
し
う
る
ほ
ど
持
は
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る
お
で
あ
る
。
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こ
の
小
論
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

一
つ
の
問
題
提
起
で
あ
っ
て
、

ま
と
ま
っ
た
結
論
を
出
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
憲
法
学
や
国

法
学
と
い
う
立
場
か
ら
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
外
の
法
律
学
の
立
場
に
立
つ
場
合
は
、

お
の
ず
か
ら
違
っ
た
見
解
が
生
じ
う
る
は
ず

で
あ
る
。
ま
し
て
、
法
律
学
以
外
の
科
学
、
例
え
ば
宗
教
学
や
歴
史
学
の
立
場
か
ら
す
る
場
合
は
、

か
な
り
独
自
の
違
っ
た
見
方
が
生

み
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

さ
し
あ
た
り
宗
教
法
の
研
究
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
複
数
の
、

そ
れ
ぞ
れ
個
性
の
あ
る
見

解
の
生
ま
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
こ
と
が
望
ま
し
い
。
新
し
い
科
学
が
新
し
く
成
立
す
る
場
合
は
、

一
般
に
人
が
考
え

る
ほ
ど
直
線
的
で
、

し
か
も
ス
ム
ー
ズ
に
事
が
運
ぶ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
複
雑
で
、

し
か
も
困
難
な
道
が
、
前
途
に
控
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
法
に
か
か
わ
る
複
雑
な
現
実
の
事
態
そ
の
も
の
が
、
そ
の
こ
と
を
促
進
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

複
数
の
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
性
を
も
っ
見
解
の
あ
い
だ
に
、
自
由
に
対
話
と
討
論
と
が
行
な
わ
れ
、

そ
の
結
果
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
い
わ

ば
総
合
と
統
一
と
が
、

い
つ
か
は
成
就
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
か
ら
、
先
程
言
及
し
た
と
こ
ろ
の
、
谷
口
理
事
長
が

『
宗
教
法
』
創
刊
号
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
見
解
を
さ
し
あ
た
り

の
手
掛
り
と
し
て
、

わ
た
し
自
身
の
見
解
を
展
開
し
た
い
と
思
う
。
理
事
長
は
私
法
、
特
に
民
法
の
専
門
的
学
者
で
は
あ
る
が
、

そ
の

視
野
は
広
く
か
っ
深
く
、

そ
し
て
後
で
い
う
よ
う
に
、
意
識
的
に
い
わ
ゆ
る
学
際
的
考
察
が
宗
教
法
研
究
に
関
し
て
必
要
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
ら
れ
る
点
で
、
原
則
的
に
私
と
立
場
を
等
し
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
理
事
長
が
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
原
則
と
し

て
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



こ
の
小
論
に
と
っ
て
必
要
と
考
え
ら
れ
る
理
事
長
の
見
解
の
前
半
お
よ
び
後
半
の
一
部
を
、
重
護
を
い
と
わ
ず
次
に
引
引
用
し
た
い
。

竹
発
刊
の
務
。
信
教
の
自
由
、
国
家
の
宗
教
に
対
す
る
中
立
を
め
ぐ
る
憲
法
の
解
釈
、
宗
教
毘
体
主
宰
蓄
の
地
位
、
宗
教
毘
俸
の
財
産
、
宗
教
湿
体
の
線
合
、

築
地
な
ど
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て
、
裁
判
上
の
解
決
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
益
々
多
く
な
っ
て
き
た
。
蕊
接
に
は
宗
教
法
人
法
や
憲
法
の
解
釈
論
争
で

あ
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
の
ほ
か
、
行
政
法
、
税
法
、
裁
判
所
法
、
民
事
訴
訟
法
、
商
法
、
商
標
法
、
刑
法
な
ど
実
定
法
と
か
か
わ
り
を
も
っ
と
共
同
九
、
説

得
力
あ
る
事
件
解
決
の
た
め
に
は
、
慣
習
や
習
俗
と
法
の
関
係
、
宗
教
学
、
宗
教
史
、
宗
教
社
会
堺
、
宗
教
経
済
学
な
ど
の
甘
捕
獲
知
識
を
委
し
、
全
世
界
に

お
げ
る
政
教
分
離
離
の
実
情
や
学
説
判
例
な
ど
の
研
究
参
照
が
不
可
決
と
思
わ
れ
る
。
宗
教
に
関
連
す
る
諸
々
の
紛
争
や
論
議
の
解
明
に
は
緩
め
て
広
い
沙
際

的
な
研
究
に
ま
つ
べ
き
も
の
が
多
い
。

こ
の
こ
と
も
考
え
て
、

一
応
公
私
法
学
、
法
社
会
学
、
法
哲
学
、
法
史
ヤ
な
ど
を
研
究
す
る
ヤ
究
都
官
安
中
心
と
し
つ
つ
広
く
関
連
す
る
務
学
交
の
協
力
と

教
一
本
を
得
て
、
政
治
や
宗
教
を
超
え
て
研
究
討
議
を
行
う
学
術
団
体
と
し
て
宗
教
法
学
会
が
創
笈
お
れ
た
。

な
に
を
宗
教
法
と
呼
ぶ
か
、
宗
教
法
な
る
も
の
を
定
義
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
ひ
っ
か
し
い
が
、
崎
偶
然
と
し
な
が
ら
も
、
部
削
教
自
由
、
数
数
分
磁
の
慾
法

原
理
の
上
に
、
宗
教
に
か
か
わ
り
あ
る
法
を
研
究
す
る
こ
と
そ
家
教
法
研
究
と
称
す
る
こ
と
に
し
て
発
足
す
る
こ
と
に
し
た
~

詩書教法の研究ということ

右
に
あ
げ
た
雑
誌
ぷ
一
小
教
法
』

mw
辞
」
の
中
で
、

べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
宗
教
法
学
会
を
創
設
し
た
理
由

の

つ
に
分
け
て
お
ら
れ
る
。

の
浬
嗣
は
、
宗
教
紛
争
が
近
年
つ
ぎ
つ
ぎ
に
起
こ
っ

に
つ
い
て
で
あ
る
。

ぞ
れ

て
、
ぞ
れ
が
裁
判
ょ
の
解
訣
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
た
で
あ
る
。

の
理
由
は
、
京
教
紛
争
の
解
決
が
、
単
一
の
実

っ
た
分
野

あ
り
、

せ
て
、
事
件
や
問
題
の
処
理
に
当
た
ら
な
く
て
は
、

の
カ
だ
け
で

37 

せ
る
こ
と
が
鵠
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

一
の
理
由
は
、
宗
教
紛
争
を
理
解
し
処
理
す
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る
に
は
、
緒
実
定
法
の
外
に
「
柵
練
習
と
習
俗
と
法
と
の
関
係
、
宗
教
学
、

宗
教
社
会
学
:
:
:
な
ど
の
基
礎
知
識
」
を
必
要
と

2宗教法務4努(1986.1) 

ず
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
理
闘
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
。
近
年
著
し
い
宗
教
紛
争
の
多
発
現
象
は
、
以
前
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
ほ
と
ん
ど
予
想
も
な
し
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
多
発
現
象
が
突
発
し
た
こ
と
の
東
部
が

河
で
あ
る
か
は
、

つ
の
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
認
を
つ
き
と
め
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
法
と
宗
教
の
特
徴
を
披
滅
的

に
、
そ
し
て
総
体
的
に
嬰
ら
か
に
す
る

助
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
票
患
を
つ
ぎ
と
め
る
作
業
は
む
ず
か
し
く
、

現
在
の
わ
た
し
の
能
力
で
は

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
た
だ
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の

め
た
い
。
宗
教
紛
争
が
今
日
の
よ
う

に
多
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
あ
る
癒
昧
で
は
、

E
本
の
民
意
化

|
iこ
の
一
一
言
葉
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
と
し
て
も

i

i
が
進
み
、

そ
れ
が
讃
教
上
に
も
及
ぶ
に
い
た
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
民
主
主
義
を
象
欝
す
る
と
も
い
う
べ

き
、
信
教
の
自
由
お
よ
び
政
教
分
離
原
則
則
と
い
う
近
代
憲
法
服
諜
が
、
富
良
の
あ
い
だ
に
い
っ
そ
う
渉
議
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
大
ま
か
に
い
っ
て
、
以
前
は
1
1
2
轄
に
明
治
憲
法
の
も
と
で
は
ー
ー
ー
宗
教
問
題
は
、
踏
家
権
力
の
す
一
場
か
ら
国
家
の
側

に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
宗
教
紛
争
は
、
基
本
的
人
権
の

つ
で
あ
る
語
教
の
自
由
の
問
題
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

た
だ
し
最
近
の
家
教
紛
争
に
お
い
て
は
、
密
教
の
自
由
が
し
ば
し
ば
安
易
に
紛
争
の
旗
標
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

宗
教
者
や
宗
教
団
体
が
、
基
本
的
に
は
信
教
の
富
市
出
に
か
か
わ
る
こ
と
が
な
い
と
み
な
さ
れ
る
総
争
に
つ
い
て
、
信
教
の
議
出
が
侵
害



さ
れ
た
と
主
張
す
る
ケ
!
ス
が
自
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
語
教
の
告
白
が
穫
期
さ
れ
た
例
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

ガ
か
ら
考

え
る
と
、
信
教
の
自
由
と
い
う
一
一
三
条
が
、
そ
し
て
言
葉
だ
け
が
、
そ
の
本
質
的
内
容
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
社
会
に
通
用
す
る
に
い
た

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

に
お
け
る
宗
教
紛
争
の
多
発
現
象
は
、
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
予
測
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
予
測
し
え
な
か

っ
た
か
ら
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
は
多
発
す
る
宗
教
紛
争
の
前
で
、
緋
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
予
践
的
な
措
蹴
を
取
る
こ
と
が
で
冬
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
実
欝
に
予
防
措
欄
胞
を
取
っ
た
で
あ
ろ
う
。

宗
教
紛
争
を
防
止
す
る
接
璽
と
し
て
は
、
ま
ず
宗
教
団
体
構
係
者
の
宗
教
者
と
し
て

こ
と
が
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
宗
教
団
体
、
特
に
宗
教
法
人
が
公
益
法
人
と
し
て
覆
遇
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
を
と
る
べ

こ
れ
は
宗
教
や
宗
派
、
教
抵
の
創
出
を
問
わ
な
い
問
題
で
あ
る
。
次
に
現
行
憲
法
を
頂
点
と
す
る
法
令
、
倒
え
ば
信
教
の
自
由
と
い
う
人

権
の
本
質
に
対
す
る
よ
り
よ
い
環
解
が
、
宗
教
団
体
関
係
者
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
即
応
す
る
国
家
や
地
方
公
共
盟
体

の
制
聞
の
、

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
轍
底
さ
れ
る
な
ら
ば
、
宗
教
紛
争
の
発
生
を
よ
り

~) 

少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

然毒性主去の研究ということ

と
こ
ろ
で
右
に
蹴
開
示
し
た
紛
争
予
防
措
闘
を
講
じ
る
こ
と
は
、

の
も
の

る
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の

考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
は
ノ
ー
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
。
法
体
学
こ
と
に
実
定
法
学
は
、

紛
争
を
、
事
後
処
理
と
し
て
取
り
上
げ
て
解
決
す
る
こ
と
を
目
指
す
科
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し3

つ

つ

一
歩
進
ん
で
、
問
題
を
積
額
約

前
に
提
起
す
る
こ
と
、

そ
し
て
将
来
超
こ
り
う
る
べ
き
事
件
や
紛
争
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
に
関
心
を
も
つ
こ
と
ま
で
は
、
法
律
学

の
守
備
縄
問
問
に
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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け
れ

紛
争
な
ど
の
米
黙
の
随
止
の
た
め
む
努
力
は
、
不
必
要
な
も
の
で
あ
り
、

べ
た
と
こ
ろ
の
、
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関
人
の
遊
び
事
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
問
題
を
根
本
的
か
つ
縁
底
的
に
解
決
す
る
の
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
擦
に
い

室長教法第4'警はき事6.1) 

っ
た
ん
生
じ
た
法
種
的
紛
争
が
、
具
体
的
に
解
決
さ
れ
る
ま
で
、
特
に
わ
が
国
で
は
、

ど
れ
ほ
ど
詩
語
が
か
か
る
か
に
気
が
つ
く
だ
け

で
も
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
問
題
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
法
讐
学
に
よ
っ
て

(1) 

的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
法
害
学
は
、
そ
う
し
た
予
灘
や
未
然
の
務
止
に
ま
で
手
を
広
げ
る
べ 般

き
な
の
か
。

そ
こ
ま
で
守
備
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
実
際
に
可
能
な
の
か
。

さ
ら
に
そ
れ
は
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
可

い
や
、

能
と
な
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
法
律
学
が
そ
の
対
象
を
紛
争
の
処
理
か
ら
紛
争
の
予
防
に
ま
で
膨
張
さ
せ
る
場
合
の
、
環
論
的
な
議
筋

を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
。

い
ろ
い
ろ
む
ず
か
し
い
開
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
人
関
鵠
人

そ
の
場
合
の
科
学
方
法
論
を
ど
う
す
る
の
か
。

の
鍵
康
に
か
か
わ
る
震
学
が
、
今
や
す
で
に
単
な
る
治
療
医
学
を
越
え
た
。
「
罷
者
に
多
く
の
治
療
費
を
払
う
よ
り
も
、

注
意
せ
よ
L

で
あ
る
。
そ
し
て
予
防
涯
学
の
問
題
に
ま
で
進
ん
だ
こ
と
は
、
関
川
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
人
間
社
会
の
犠
康
に
か
か
わ
る

法
体
洋
学
は
、
こ
の
一
室
学
の
懇
度
か
ら
学
ぶ
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
法
律
学
が
、

い
っ
た
ん
起
こ
っ

擾
的
態
震
を
越
え
る
こ
と
は
、
法
捧
学
に
と
っ
て
越
権
行
為
で
あ
る
の
か
。
ぞ
れ
そ
越
え
る
こ
と
は
、

律
学
以
外
の
社
会
科
学
で
あ
る
社
会
学
、
経
済
学
、
政
治
学
、
心
理
学
な

rの
任
務
で
あ
る
の
か
。
そ

は
な
く
、
法

こ
れ
ら
の
社
会
科
学

お
う
ち
の
ど
れ
が
、
紛
争
予
践
の
倍
務
を
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
そ

の
関
係
は
ど
う

な
る
の
で
あ
る
か
。
そ
こ
に
多
く
の
解
決
す
べ
き
課
題
が
持
ち
う
け
て
い
る
と
し
て
も
、
紛
争
の
米
然
の
岱
止
の
縄
問
鰭
命
令
、
法
鐸
学
が

ま
っ
た
く
無
期
間
心
の
ま
ま
に
放
饗
す
る
こ
と
ま
で

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

い
う
も
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
超
然

と
し
た
態
度
そ
と
る
こ
と

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
示
映
す
る
こ
と
に
止
め
た
い
。



間

さ
て
谷
口
理
事
長
の
あ
ぜ
ら
れ
た
第
二
の
理
由
は
、
宗
教
紛
争
が
、
憲
法
や
宗
教
法
人
法
の
外
に
、
行
政
法
、
税
法
、

民
事
訴
訟
法
、
刑
法
な
ど
多
く
の
分
野
の
実
定
法
が
協
力
し

般
闘
民
を
納
得
さ
せ
る
こ

は

と
が
問
問
難
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
紛
争
が
、
単

の
実
定
法
の
カ
で
は
も
は
や
解
決
す
る
こ
ど
が
密

難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、
護
数
の
実
定
惜
の
協
力
そ
必
要
と
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
法
律
学
も
ま
た
外
の
科
学
と
湾

じ
よ
う
に
、

一
方
で
は
、

そ
の
科
学
の
理
論
的
な
内
的
要
求
に
駆
ら
れ
て
専
門
化
し
た
。
科
学
は
、
自
ら
を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、

分
化
の
溜
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
科
学
は
地
方
で
は
、
社
会
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
活
実
な
要
求
に
応
じ
て
専
門
化
し

た
。
社
会
は
人
口
や
生
産
の
増
大
、
交
通
や
情
報
の
発
達
な
ど
の
状
況
に
よ
っ
て
錯
綜
し
た
こ
と
が
、
こ
の
切
実
な
喪
求
の
原
抑
制
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
科
学
の
専
問
先
が
、
科
学
の
進
歩
を
意
味
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し

さ
れ

尊
敬
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
で
科
学
の
専
門
化
は
、
科
学
の
発
展
の
必
然
性
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
ま
ず
ま
ず
促
瀧
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

宗教訟の研究ということ

の
現
実
は
た
だ
複
雑
化
し
、
多
元
化
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
共
に
社
会
は
、
新
し
く
共
同
化
・
善
一
進

化
へ
の
選
を
も
指
向
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
科
学
も
ま
た
単
な
る
分
生
・
個
別
化
の
み
を
追
求
す
る
と
き
、
人
閤
生
活
の
健
全
な
発

し
か
し
地
方
で
、

震
を
訪
げ
る
側
面
を
も
っ
。
つ
ま
り
人
間
の
部
分
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
、
人
間
の
生
命
そ
の
も
の
を
殺
す
類
向
を
も
っ
。
つ
ま
り
「
樹

を
晃
て
森
を
見
な
い
」
弊
害
を
一
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
大
学
病
撲
の
額
犠
科
の
専
門
医
が
、
患
者
の
犠
一
端
接
は
治
し
た
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
強
の
専
門
分
野
で
あ
る
泊
先
器
の
癌
で
そ
の
患
者
を
死
な
せ
た
の
は
、

そ
の

例
で
あ
る
。
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棄
物
、
農
薬
、

の
衣
食
住
生
活
か
ら
出
る
ゴ
ミ
や
汚
水
は
、
土
壌
・
河
川
・
沿
岸
・
大
気
を
、
汚
染
す
る
。
こ
う
し
た
恐
る
べ
き
潔

家殺をま第4号(1986.1) 

境
破
壊
は
、

。
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
ま
ず
高
震
工
業
協
家
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
科
学
の
無
隈
の
進
歩
と
専
門
色
と

が
、
人
類
の
理
想
的
な
自
由
と
発
襲
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
、
近
代
初
期
か
ら
一
八
世
紀
中
期
に
か
け
て
の
近
代
人
に
と
っ
て
は
、

ま
っ
た
く
予
翠
も
し
え
な
か
っ
た
事
態
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

と
っ
て
こ
ん
に
ち
警
戒
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
た
だ
単
な
る
専
門
化
、
分
先
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
選
化
、

総
合
化
と
開
じ
よ
う
に
危
険
で
あ
る
。
要
す

総
合
化
を
事
れ
た
専
門
花
、
分
化
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
専
門
北
、
分
化
を
忘
れ

る
に
、
審
遜
化
、
総
合
化
を
無
携
し
た
科
学
の
専
門
色
、
分
先
は
、

学
の
本
来
の
自
的
を
、
必
ず
し
も
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
科
学
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、

一
見
科
学
の
進
歩
の
よ
う
に
兇
加
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
際
に
科

一
方
に
お
い
て
、

で
き
る
か
ぎ

り
専
門
化
、
分
色
を
押
し
進
め
る
と
共
に
、
融
問
方
に
お
い
て
、

で
き
る
か
ぎ
り
普
遍
化
、
総
合
先
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
も
と
も
と
法
や
経
済
や
宗
教
な
ど
が
実
擦
に
働
く
世
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
違
っ
た
領
域
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の

額
域
で
生
き
て
い
る
人
間
も
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
別
な
人
関
で
は
な
い
。
法
律
人
は
現
実
に
同
時
に
結
構
入
で
も
あ
る
し
、
ま
た
宗

教
人
で
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
専
門
誌
、
分
化
し
た
科
学
で
は
そ
う
は
毘
な
か
っ

そ
う
し
た
現
実
か
ら
遊
離
し
た
、
錨
象
的
な
世
界

を
顕
に
描
い
た
。
そ
れ
が
現
実
の
精
確
な
摂
握
に
近
づ
く
た
め
の
必
要
な
認
識
方
法
と
見
、
ぞ
れ
こ
そ
ま
さ
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
態
度

で
あ
る
と
看
倣
し
た
。
ぞ
れ
は
し
ば
し
ば
行
き
す
ぎ
、
対
象
の
ト
ー
タ
ル
な
把
握
を
不
可
能
に
し
た
。
宗
教
法
研
究
は
、
こ
う
し
た
こ

と
に

つ
の
是
正
的
き
っ
か
け
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

五



第
三
の
理
由
、
と
し
て
谷
口
理
事
長
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
宗
教
紛
争
を
穣
解
し
、
処
理
す
る
に
は
、
諸
実
定
法
の
外
に
、
「
壊
曹
と

欝
俗
と
法
と
の
関
儀
、
京
教
法
・
:
:
・
な
ど
の
議
礎
的
知
識
」
を
必
繋
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
法
学
の
建
設
に
と
っ
て
、

に
議
饗
で
あ
る
。
藷
実
定
法
以
外
の
諸
科
学
は
、
宗
教
学
を
始
め
と
し
て
、
経
済
学
、
社
会
学
、
樫
史
学
、
良
向
指
学
等
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
政
治
や
宗
教
を
議
え
て
研
究
一
言
議
を
行
う
L

こ
と
は
、
宗
教
法
学
舎
の
成
立
の
当
初
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
期
待

さ
れ
た
し
、

の
「
発
刊
の
辞
L

で
も
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
の
一
区
揺
を
越
え
て
研
究
す
べ
務
こ
と
は
、
誠
に
当
一
銭

ま

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
宗
教
に
関
す
る
科
学
で
あ
り
宗
教
学
の
知
識
は
、
宗
教
法
学
に
と
っ
て
必
襲
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
・
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
政
治
上
の
見
解
や
立
場
を
越
え
て
研
党
す
べ
き
こ
と
も
、
本
来
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
政
治
に
関
す
る
塁

1
1そ
れ
が
経
験
を

る
実
証
的
科
学
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
務
縮
や
価
鏑
判
判
断
に
も
立
ち
い
る
科
学
で
あ
る
か
の
問
題
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
l
i
i

は
、
京
教
法
学
の
形
成
に
対
し
て
大
い
に
寄
与
し
う
る
し
、
ま
た
寄
与
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ο

特
に
政
治
学
は
、
法
律
学
の
欝

接
科
学
の
一
っ
と
し
て
大
切
な
地
位
を
点
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
一
一

O
世
記
拐
期
い
ら
い

i
i
i特
に
ヴ
ァ
イ
マ

I
ル
共
和
圏

の
緯
設
い
ら
い
、
こ
ん
に
ち
に
お
い
て
も
、
政
治
と
法
律
と
の
環
器
は
法
律
学
の
藁
要
な
テ
i
マ
で
あ
る
。
政
治
を
越
え
て
宗
教
法
学

に
つ
い
て
研
究
討
議
す
る
必
麗
が
あ
る
こ
と
と
、
政
治
学
の
知
識
が
宗
教
法
学
む
建
設
に
貢
献
し
う
る
こ
と
と
は
、

お
の
ず
か
ら
別
物

宗教法の研究ということ

で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
科
学
の
方
法
が
科
学
の
研
究
対
象
を
規
定
す
る
と
い
う
見
方
は
、
従
来
の
近
代
的
な
合
理
主
義
的
な
晃
方
と
し
て
、
大

き
な
力
を
も
っ
て
き
た
。
し
か
し
後
で
も
言
及
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
ん
に
ち
の
一
大
変
革
期
に
お
い
て
は
、
科
学
の
研
究
対
象
が
、

科
学
の
方
法
を
規
定
す
べ
き
霞
が
小
き
く
な
く
な
っ
た
こ
と
も
安
定
し
え
な
い
。

つ
ま
り
、
科
学
の
研
究
対
象
そ
の
も
の
が
誌
く
か
っ

深
ま
っ
た
り
、
複
雑
化
す
る
な
ど
、
大
き
く
変
化
す
る
の
に
伴
っ
て
、
科
学
の
研
究
方
法
も
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
宗
教
法
学
は
、
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宗
教
法
を
研
究
の
対
象
と
す
る
科
学
で
あ
る
。
宗
教
法
は
、
宗
教
に
関
連
す
る
法
で
あ
る
と
共
に
、
宗
教
紛
争
を
合
む
、
宗
教
を
中
心
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と
す
る
社
会
的
諮
問
題
を
援
う
法
で
あ
る
。
宗
教
法
学
が
、
指
教
法
を
考
察
の
対
象
と
す
る
以
上
、
こ
う
し
た
対
象
に
よ
っ
て
、

そ
の

室長書室主金第4号0986.1) 

方
法
も
か
な
り
の
程
度
i
i全
罰
的
と
は
い
わ
な
い
が

i
i規
定
さ
れ
る
の
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
に
か
か
わ
る
、
多
く
の
饗
菌
、
縮
問

え
ば
経
接
、
社
会
、
歴
史
、
英
裕
、
政
治
等
の
考
察
が
、
宗
教
法
の
研
究
に
と
っ
て
、
、
必
襲
と
な
る
。

欄品"
J、

次
に
各
口
殺
事
長
は
、
宗
教
法
と
は
伺
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
法
研
究
と
は
、
信
教
の
自

由
、
政
教
分
離
と
い
う
憲
法
原
壊
の
う
え
に
立
っ
て
、
宗
教
に
か
か
わ
る
法
で
あ
る
宗
教
法
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
宗
教
法
語
究
の
定
義
に
は
、
二
つ
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
第
一
は
、

の
研
究
は
、
惜
教
の
告
白
、
政
教
分
離
と
い
う
憲
法
恵
理
の
う
え
に
立
つ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

信
教
の
自
由
と
は
い
か
な
る
自
車
、

い
か
な
る
人
権
で
あ
る
か
、

そ
の
具
体
的
内
等
と
し
て
い
か
な
る
も
の
が
含
ま
れ
る
か
。
そ
の
自

由
に
は
開
限
界
が
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
隈
界
が
あ
る
の
か
。
政
教
分
離
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
の
概
念
と
本
質
と
は
何

か
。
ぞ
れ
は
製
変
的
保
障
マ
あ
る
か
、
方
法
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
人
様
で
あ
る
の
か
。
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
い
か
な
る
も
の
が

含
ま
れ
る
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
多
く
の
間
藤
が
あ
る
に
し
て
も
、
ぞ
れ
ら
は

お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、

審
議
的
な
憲
法
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
ら
を
装
備
と
し
て
宗
教
法
そ
相
究
す
る
と
い
う
態
度
は
、
基
本
的
に
是
認
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
第
一

は
、
宗
教
法
研
究

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
法
研
究
と
は
、
宗
教
に
か
か
わ
る
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

宗
教
法
の
研
究
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
宗
教
法
に
関
し
て
『
宗
教
法
の
研
究
』
(
一
九
七
四
年
、
八
千
代
出
版
)
と
い
う
内
容
の
豊
か
な



大
著
書
を
出
し
て
お
ら
れ
る
本
学
会
の
大
詔
荘
賀
会
員
は
、

そ
の
中
で
そ
れ
と
ほ
ぼ
爵

の
趣
旨
の
援
念
規
定
を
し
て
お
ら
れ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
わ
た
し
は
、
多
少
付
け
加
え
た
い
。

明
ら
か
に
宗
教
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
単
な
る
法
で
は
な
い
。
こ
れ
は
広
く
宗
教
に
関
連
す
る

法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
紛
争
を
議
製
な
婆
素
と
し
て
含
む
た
こ
ろ
の
、
宗
教
を
中
心
と
し
て
超
こ
る
、
社
会
的
諸
問
題
を
加
地
理

宗
教
誌
は
法
そ
の
も
の
で
あ
っ

し
解
決
す
る
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
外
の
個
部
的
な
法
と
は
異
な
る
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
宗
教
法
学
は
、
こ
の
よ
う
な

宗
教
法
を
研
究
の
対
象
と
す
る
以
上
、
議
教
法
研
究
は
、
宗
教
と
法
と
の
双
方
に
か
か
わ
り
、

そ
し
て
議
教
法
そ
の
も
の
に
か
か
る
諸

の
、
な
ん
ら
か
の
共
同
作
業
を
必
要
と
す
る
。

な
か
で
も
、
こ
の
場
合
は
家
教
と
法
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
晃
る
か
と
い
う
問
題
が
で
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、

It> 

わ
ゆ
る
上
部
構
造
と
下
部
構
造
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
従
来
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
に

(2) 

れ
に
つ
い
て
、
震
の
学
会
に
お
い
て
述
べ
た
こ
た
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
継
を
述
べ
な
い
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
宗
教
と
法
と
の

わ
た
し
は
こ

あ
い
だ
の

方
的
な
鑓
係
で
は
な
く
て
、
相
互
的
な
関
係
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
関
係
は
単
純
な
慰
問
係
で
は
な
く
て
、
複
雑

な
関
係
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
こ
れ
は
偶
々
の
具
体
的
な
ケ

i
ス
1
1
|判
例
や
立
法
や
社
会
的
事
実
の
な
か
で
の

l
iに
つ
い
て
、
体
棟

祭童文ままの研究ということ

討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

宗
教
法
研
究
が
宗
教
と
法
と
の
双
方
に
か
か
わ
り
、

そ
し
て
宗
教
法
に
か
か
わ
る
議
科
学
と
の
協
力
そ
必
要
と
す
る
の
は
、
科
学
の

研
究
は
ま
ず
研
究
の
対
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
影
響
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
研
究
の
方
法
が
、
研
究
の
対
象
を
規
定
し
す
ぎ
て

は
な
ら
な
い
。
科
学
の
考
察
の
方
法
が
、
考
察
の
対
象
を
規
定
す
る
と
み
て
、
考
察
の
対
象
か
考
察
の
方
法
を
規
定
す
る
と
い
う
重
要

な
劉
彊
を
軽
視
す
る
熊
向
が
、
従
来
の
悶
家
学
;
i
i近
代
の
主
知
主
義
的
合
理
主
義
的
i
i
iに
み
ら
れ
た
こ
と
、
従
来

45 

告
の
殊
に
戦
後
の
諸
問
家
そ
十
分
把
握
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、

〈

3
〉

ビ
ツ
ペ
ル
開
コ
混
同
〈
C
岡
阿
国
ぽ
匂
色
に
よ
っ
て
指
構
容
れ
て
い
る
。
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の
知
識
を
、
必
要

京
教
法
研
究
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
宗
教
や
宗
教
に
関
連
す
る
諮
問
調
に
関
す
る
、

宗教法第4号(1鈴6.1) 

と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
必
要
が
あ
れ
誠
、
宗
教
学
の
或
果
を
借
り
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

宗
教
の
知
識
を
必
繋
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
既
に
あ
る
程
度
の
宗
教
に
つ
い
て
の
知
識
と
理
解
と
そ
有

す
る
こ
と
が
必
要
な
薦
援
と
な
る
。
こ
れ
は
わ
た
し
に
翻
せ
ら
れ
た
当
嬬
命
題
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
宗
教
に
関
連
す
る
科
学
は
、
宗

教
法
研
究
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
補
助
科
学
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

七

最
後
に
理
事
長
は
、
学
際
的
と
い
う
こ
と
に
触
れ
ら
れ
、
「
宗
教
に
関
連
す
る
諸
々
の
絵
争
や
論
議
の
解
暁
に
は
櫨
め
て
広
い
学
擦
的

な
研
究
に
ま
つ
べ
き
も
の
が
多
い
L

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
聴
事
長
自
身
「
発
刊
の
辞
L

の
中
で
述
べ
ら
れ
た
し
、
わ
た
し
も
こ

の
報
告
で
既
に
こ
の
題
旨
に
賛
成
す
る
発
言
を
し
た
。

学
擦
的
研
究
は
よ
く
誤
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
各
々
の
発
達
し
た
専
門
の
科
学
分
野
の
成
果
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
、
複
数
の
科

学
分
野
が
並
列
的
に
単
な
る
共
詞
研
究
を
行
う
こ
と
に
止
ま
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
共
用
語
究
の
初
歩
的
形
態

i
i

と
れ
は
よ
く
日
本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
著
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
i
i
iと
し
て
態
味
が
あ
っ
て
も
、
研
究
を
平
板
に
し
、

か
つ
桟

薄
な
も
の
に
し
が
ち
で
あ
る
。
前
出
の
『
法
律
学
と
そ
の
撰
接
諸
科
学
』
の
緩
集
者
デ
ィ

l
タ
i
-
グ
リ
ム
に
も
、
学
際
的
な
共
同
時
間

究
の
必
饗
そ
説
く
あ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
注
意
を
蕊
れ
て
い
る
面
が
う
か
が
わ
れ
る
。

方
に
お
い
て
、
前
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
科
学
は
そ
れ
自
身
の
内
的
要
請
に
基
づ
い
て
、
ま
た
入
期
間
社
会
の
複
雑
化
を
反
挟
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
専
門
化
・
分
化
の
道
を
歩
む
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
事
実
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
に
お
い
て
、
科



学
の
専
門
化
・
分
化
が
、
こ
れ
ま
た
爵
述
し
た
ご
と
く
、
極
識
に
走
る
よ
う
に
な
る
と

i
iつ
ま
り
躍
的
や
理
惣
を
晃
失
う
と

i
iそ

こ
に
重
大
な
弊
害
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
そ
の
も
の
が
一
舗
の
完
結
し
た
体
系
と
し
て
、
自
己
の
存
在
を
主
張
し
て
、
一

象
業

面
で
は
素
晴
ら
し
い
形
態
と
偉
容
と
を
示
す
け
れ
ど
も
、
他
題
で
は
実
際
の
生
の
世
界
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
、
科
学
が
人
間
と
世
界
と

の
中
で
占
め
る
地
位
が
離
縁
に
な
る
と
共
に
、
科
学
に
と
っ
て
基
本
的
に
震
擦
な
そ
の
関
療
を
悲
れ
る
と
い
う
結
果
を
生
む
こ
と
に
な

る
。
こ
の
意
味
で
は
、

や
は
り
寸
理
論
は
灰
色
で
あ
り
、
生
務
の
黄
金
の
木
は
縁
色
で
あ
る
し
〈
ゲ
l
テ
デ
ア
ウ
ス
ト
』
〉
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
科
学
は
、
専
門
化
・
分
化
と
需
時
に
、
専
門
化
・
分
先
と
は
皮
対
の
方
向
に
あ
る
、
鰐
等
か
の
総
合
化
・
普
遍
化
へ
の
道
を
歩
ま

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
少
な
く
と
も
議
巴
の
専
門
分
野
以
外
の
隣
接
諸
科
学
の
中
の
一
つ
に
対
し
て
、
あ
る
憩
度
の
理

解
と
知
識
と
を
も
っ
必
要
が
で
て
く
る
。

法
徳
学
の
掛
鱗
科
学
と
は
伺
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
醍
に
簡
単
に
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
に
関
す
る
鰭
科
学
も
ま
た
経
済
学

や
社
会
学
と
関
じ
よ
う
に
、
法
禅
学
の
瞬
接
語
科
学
に
数
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

エ
ン
グ
ル
ス
匂
叫
ぽ
仏
岡
山
nv

同

w
口
問
伶
}
揖
は
『
ブ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
諭
恥
の
な
か
で
、
下
部
構
造
と
し
て
の
経
済
機
造
に
、
各
上
部
構
造
の
う
ち
、
ど
れ
が
よ
り
遠
く
、

ど
れ
が
よ
り
泣
い
か
を
問
題
に
し
て
い
る
興
味
深
い
鱒
所
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
か
れ
は
諜
教
が
下
部
構
造
か
ら
最
も
速
い
上
部
構
造

譲宅教法の研究ということ

で
あ
る
と
兇
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
、

か
れ
の
生
き
た
一
九
世
紀
中
期
な
い
し
後
半
期
の
西
ヨ

i
ロ
ツ
パ
で
は
、

お
そ
ら
く
妥
当
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
そ
れ
ま
で
の
西
ヨ

i
ロ
ッ
パ
近
代
史
上
、
最
も
合
理
的
科
学
的
(
自
然
科
学
的
)
な
思
考
が
行
な
わ
れ
、

し

た
が
っ
て
反
家
教
的
な
〈
こ
の
反
宗
教
性
は
、
宗
教
密
体
そ
の
も
の
の
様
カ
と
の
癒
耕
輔
そ
の
他
の
腐
数
か
ら
も
き
て
い
る
が
〉
時
代
で
あ
っ
た
。
科
学

も
ま
た
そ
の
詩
代
の
意
識
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
現
代
世
界
の
状
況
を
藤
家
え
て
見
る
と
、

そ
れ
が
ど
こ
ま
で
妥
当
す
る
か
は
疑
問
で
あ

る
。
日
本
の
現
状
も
、
宗
教
が
下
部
構
造
か
ら
最
も
遠
い
と
い
う
こ
と
は
、
部
分
的
に
は
い
い
え
て
も
、

一
般
的
に
は
必
ず
し
も
い
い
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え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
イ
ス
ラ
ム
設
界
、
倒
的
え
ば
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
は
成
文
憲
法
が
な
く
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
典
で
あ
る
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「コ

i
ラ
ン
い
が
懇
法
の
代
用
を
つ
と
め
て
お
り
、
「
コ

i
ラ
ン
」
が
家
族
法
に
当
た
る
世
俗
的
な
法
規
範
を
含
ん
で
い
る
。

宗教法第 4~苦 (1鈴ゑ1)

な
お
、
科
学
の
研
究
が
学
際
的
共
同
作
業
を
必
饗
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
既
に
述
べ
た
が
、
デ
ィ

1
タ
1
・
グ
リ
ム
の
設
業
を
借
り

法
律
学
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
こ
と
そ
付
け
加
え
る
。

つ
ぎ
に
記
こ
る
紛
争
や
跨
題
が
複
雑
さ

確
実
さ
と
を
増
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
が
も
は
や
単
な
る
法
律
的
性
饗
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
法
律
以
外
の
文
生
額

域
的
性
質
を
帯
び
た
と
こ
ろ
の
、
例
え
ば
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
、
京
教
的
、
心
理
的
な
ど
の
性
質
を
帯
び
る
に
い
た
っ
た
と
い

う
事
情
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
文
化
諸
領
域
に
関
す
る
鰭
科
学
が
、
近
年
著
し
く
進
歩
し
て

i
!と

認
す
る
と
す
れ
ば
ー
ー
そ
の
た
め
に
法
律
学
は
、
そ
れ
ら
の
語
科
学
、
倒
的
え
ば
経
済
学
、

の
事
実
を
か
り
に
承

政
治
学
、
震
史
学
、
心
理
学
な
ど

の
効
力
を
必
要
と
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
方
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
法
律
学
以
外
の
諸
科
学
の
立
場
に

立
つ
場
合
は
、

ぞ
れ
ら
が
進
歩
し
た
結
祭
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
法
持
学
に
頼
ら
な
い
で
は
例
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
情

で
あ
る
ひ
こ
の
こ
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
わ
れ
る
法
律
家
数
点
甘
巳
2
2
2
0ロO
同
誌
の
崩
壊
と
い
う
現
象
と
も
、
無
関
係

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
宗
教
法
と
は
鰐
か
と
い
う
課
舗
を
通
し
て
、
宗
教
法
学
の
方
法
論
的
問
題
の
一
一
、
三
の
問
題
に
つ
い
て
、
自

出
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る

G

ぞ
れ
は
わ

の
立
場
と
視
覚
と
か
ら
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
外
の
摂
究
者
の
立
場
と
視
角
と
か

ら
す
れ
ば
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
窮
な
見
解
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、

の
建
設
に
つ
い
て
、
わ
た

し
が
わ
た
し
自
身
に
課
し
た
学
問
的
課
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
外
の
研
究
者
に
対
し
て
要
求
し
た
も
の
で
は
な
い
。

わ
た
し
の
州
知
る
と
こ
ろ
で
は
、

b
た
し
の
外
に
こ
の
問
題
に
|
|
鱒
他
棋
に
で
は
あ
る
が
i
i
iふ
れ
て
い
る
の
は
、
マ
ッ
ク
ス
プ
う
ン
ク
研
究
所
の
憲
法
史
家
デ
イ

ー
タ
1
・
グ
リ
ム
ロ
窓
窓
ヱ
U

吋
仲
間
自
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
に
第
二
販
が
山
山
て
、
七
六
年
に
簿
一
一
般
が
出
た
、
グ
リ
ム
編
集
mw
二
憎
の
著
書
略
法
律
学
と
そ
の
様
埠
世

論
科
学
へ

h
C
込
な
長
接
室
努
定
、
守
-
ぉ
g
k
h
q
Q急
役
遺
言
然
、
実
ぎ
冶
罪
防
ミ
ミ
診
え
喜
弘
主
叉
町
内
、
訴
え
、

J
U円山由聞の・
2
-

∞侍
n
w湖
沼
郡
出

nvき
の
な
か
で
ほ



ぼ
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
法
律
家
は
開
閉
態
安
面
八
万
?
抽
慣
滋
約
に
提
起
す
る
の
で
は
な
く
、
受
動
的
に
外
か
ム
提
起
し
て
も
ら
う
だ
品
り
で
あ
る
。
法
律
家
の
欠
点

は
、
捕
前
錨
悌
的
叫
に
選
択
す
る
と
こ
ろ
の
、
配
慮
を
行
な
う
だ
け
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
法
律
家
は
問
題
を
積
臨
機
的
に
採
し
求
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
そ
の

間
援
が
淡
他
的
問
題
と
し
て
、
都
内
側
加
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ば
あ
い
だ
け
、
そ
れ
を
川
弛
緩
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
鵬
州
都
聴
が
山
ア
な
く

と
も
す
で
に
行
な
わ
れ
た
幾
創
的
内
に
あ
る
こ
と
を
、
必
要
と
す
る
の
で
み
る
。
た
と
え
ば
暴
の
あ
い
だ
に
、
じ
ゅ
う
た
ん
た
た
き
を
し
た
り
、
ピ
ア
ノ
を
ひ
い
た
り

す
る
こ
と
は
、
静
か
さ
を
乱
す
騒
音
と
し
て
品
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
汐
れ
ど
も
滋
勝
決
び
建
築
に
か
か
わ
る
蹴
細
管
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
役
い
か
ら
、
騒
音
の
問
題
と
し

て
は
ま
っ
た
く
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
思
法
学
に
よ
る
針
綴
立
案
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
決
定
ず
み
の
弘
削
減
か
ら
人
間
を
法
的
に
機
繊
細
す
る
と
い
う
晃
地
か

ら
の
み
論
じ
ら
れ
て
き
た
L

と
。
も
っ
と
も
グ
リ
ム
が
あ
げ
た
蹴
融
資
の
例
は
、
蜜
援
に
紛
争
予
防
に
か
か
わ
る
と
い
う
よ
り
も
、
受
注
法
中
心
主
義
の
批
判
判
に
か
か

わ
る
も
の
で
あ
る
。
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