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現
代
宗
教
の
侵
襲
的
研
究
と
宗
教
調
査
リ
テ
ラ
シ
ー井

上
順
孝

一
、
侵
襲
的
研
究
の
多
様
化

　

現
代
宗
教
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
歴
史
的
な
宗
教
の
研
究
を
対
象
と

す
る
場
合
に
は
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
問
題
が
い
く
つ
か
生
じ
る
。
個
人
で

あ
れ
教
団
で
あ
れ
、
同
時
代
に
生
き
て
い
る
人
物
、
あ
る
い
は
活
動
し
て

い
る
教
団
を
直
接
調
査
し
て
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
場
合
、
法
的
問
題

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
し
、
倫
理
的
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま

た
教
団
に
よ
っ
て
は
調
査
と
そ
の
公
開
に
対
し
非
常
に
神
経
を
と
が
ら
せ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
資
料
、
あ
る
い
は

研
究
成
果
の
利
用
に
と
ど
ま
ら
ず
、
独
自
の
調
査
対
象
に
直
接
的
に
向
か

い
あ
う
こ
と
で
行
っ
て
い
く
よ
う
な
場
合
に
は
、
留
意
す
べ
き
事
項
が
増

え
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
昨
今
の
よ
う
に
情
報
ツ
ー
ル
が
飛
躍
的
に
発
達

し
て
い
く
状
況
の
も
と
で
は
、
従
来
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

な
新
た
な
局
面
が
出
て
く
る
。
宗
教
調
査
リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
う
べ
き
も
の

を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
究
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

　

宗
教
の
歴
史
的
展
開
を
調
べ
る
場
合
の
手
段
は
ほ
と
ん
ど
が
文
字
化
さ

れ
た
資
料
で
あ
る
。
図
像
、
遺
跡
、
遺
物
も
対
象
と
な
り
う
る
が
、
量
的

に
は
テ
キ
ス
ト
類
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
れ
に
対
し
、
現
代
宗
教
を
研
究

対
象
と
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
生
き
た
人
物
が
対
象
に
で
き
る

し
、
電
子
化
さ
れ
た
関
連
情
報
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
き
た
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人
物
を
対
象
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
人
物
の
語
っ
た
こ
と
（
文
字
化
以
前

の
情
報
）、
雰
囲
気
や
行
動
（
直
接
的
観
察
）、
さ
ら
に
は
周
辺
の
情
報

（
伝
聞
、
噂
）
と
い
っ
た
も
の
を
得
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

同
時
代
的
現
象
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
ツ
ー
ル
が
発

達
し
た
こ
と
で
、
現
代
宗
教
の
調
査
、
そ
し
て
調
査
者
と
被
調
査
者
と
の

関
係
は
、
以
前
と
比
べ
て
格
段
に
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
各
種
の
教
団
刊
行
物
（
教
祖
伝
、
教
団
案
内
、
教
義
解
説

書
、
機
関
誌
・
紙
な
ど
）
と
先
行
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
調
査
研
究
に
加

え
て
、
直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
形
態
が
き
わ
め
て
多
様
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
も
つ
双
方
向
性
は
、
調
査
者
と
被
調
査
者
と

の
間
に
も
作
動
し
う
る
か
ら
、
そ
こ
で
や
り
と
り
さ
れ
る
情
報
の
性
格
に

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
大
衆
化
す
る
以
前
に
は
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の

が
加
わ
っ
て
く
る
。

　

本
稿
で
は
、
情
報
の
収
集
法
と
そ
の
分
析
や
公
開
法
が
、
従
来
に
な
く

対
象
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
、
対
象
と
し
た

人
物
や
団
体
に
対
す
る
き
わ
め
て
直
接
的
な
調
査
研
究
を
「
侵
襲
的
研

究
」
と
呼
ん
で
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
侵
襲
的
と
い
う
用
語
は
、
脳
神

経
科
学
な
ど
に
お
け
る
侵
襲
的
測
定
と
非
侵
襲
的
測
定
の
区
別
か
ら
ヒ
ン

ト
を
得
た
も
の
で
、
こ
れ
を
社
会
的
な
研
究
の
場
面
に
応
用
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

人
間
や
動
物
の
生
体
を
調
べ
る
に
は
、
生
体
内
部
の
恒
常
性
を
乱
す
よ

う
な
可
能
性
の
あ
る
侵
襲
的
測
定
と
、
そ
う
で
な
い
非
侵
襲
的
測
定
の
二

種
類
が
あ
る
。
た
と
え
ば
脳
の
機
能
や
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
状
態
を
調
べ

る
と
き
に
、
頭
蓋
骨
に
穴
を
あ
け
る
な
ど
し
て
実
際
に
脳
の
内
部
に
調
べ

る
装
置
を
挿
入
す
る
の
は
侵
襲
的
測
定
で
、
頭
皮
に
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
を

つ
け
て
脳
を
間
接
的
に
調
べ
る
の
は
非
侵
襲
的
測
定
で
あ
る（

１
）。

人
間
と
の

比
較
と
し
て
類
人
猿
の
脳
を
調
べ
る
と
き
に
は
、
侵
襲
的
測
定
も
行
わ
れ

る
が
、
人
間
が
調
査
対
象
で
あ
る
場
合
に
は
、
倫
理
的
問
題
が
生
じ
る
の

で
、
今
日
で
は
基
本
的
に
非
侵
襲
的
測
定
が
用
い
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
宗
教
調
査
に
お
け
る
侵
襲
的
研
究
と
い
う
視
点
か
ら
議
論
す

る
が
、
こ
の
場
合
の
侵
襲
的
研
究
と
は
相
手
（
個
人
ま
た
は
複
数
）
と
の

さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
直
接
的
接
触
を
試
み
る
方
法
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
こ

と
自
体
が
相
手
の
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
も
影
響
を
与
え
て
い
く
よ
う

な
も
の
を
指
す
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
た
ん
に
挨
拶
や
社
会
的
な
慣
行

の
一
部
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
会
話
等
は
省
か
れ
る
。
こ
の
場
合
の
直
接
的

接
触
に
は
、
電
話
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
や
り
取
り
の
類
を
含
む
。
こ
れ

に
対
し
非
侵
襲
的
研
究
と
は
、
教
団
の
公
式
的
見
解
（
広
報
紙
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
）、
教
団
刊
行
物
、
他
の
研
究
者
の
記
述
、
公
的
機
関
の
統

計
数
値
（『
宗
教
年
鑑
』
な
ど
）、
あ
る
い
は
非
参
与
観
察
な
ど
を
主
た
る

手
段
と
し
て
研
究
を
進
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。



　　　　　現代宗教の侵襲的研究と宗教調査リテラシー─ 3 ─
　

侵
襲
的
研
究
の
手
段
が
多
様
化
し
て
き
て
い
る
の
は
、
な
に
よ
り
も
情

報
化
が
急
速
に
進
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
体
に
お
け
る
侵
襲
的

研
究
に
お
け
る
測
定
技
術
の
進
化
に
比
較
で
き
る
。
調
査
対
象
と
の
電
子

メ
ー
ル
の
や
り
と
り
、
ラ
イ
ン
な
ど
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
用
い
て
の
情
報
交
換
さ
え

も
相
手
が
了
解
す
れ
ば
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
対

象
と
し
た
人
物
や
団
体
側
か
ら
の
研
究
者
に
対
す
る
侵
襲
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
手
段
も
多
様
化
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

現
代
宗
教
を
調
査
す
る
場
合
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
初

頭
に
「
出
会
い
型
調
査
」
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
問
題
点
を
議
論
し
た
こ

と
が
あ
る
が（

２
）、

そ
の
後
、
情
報
化
の
進
行
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
教
団
の
出

現
な
ど
に
よ
っ
て
、
当
時
と
比
べ
て
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
化
し
た
。
と
り

わ
け
「
カ
ル
ト
・
セ
ク
ト
問
題
」
は
世
界
的
に
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
一
部
に
は
原
理
主
義
的
な
傾
向
の
強
ま
っ
た
運
動
が
み
ら
れ
る
。

と
り
わ
け
こ
の
点
を
重
視
し
な
が
ら
、
現
代
宗
教
の
侵
襲
的
研
究
が
抱
え

る
問
題
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
宗
教
調
査
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
以
下
で

論
じ
た
い
。

　

二
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
宗
教
の
変
化
と
社
会
の
変
化

　

ま
ず
「
出
会
い
型
調
査
」
に
関
す
る
論
文
で
述
べ
た
こ
と
を
簡
単
に
ま

と
め
て
お
く
。
出
会
い
型
調
査
の
一
応
の
定
義
と
し
て
は
、「
研
究
者
と

イ
ン
フ
ォ
ー
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
」
と
し
て
お
い
た
。
こ
れ
は
基

本
的
に
侵
襲
的
研
究
と
な
る
。
む
ろ
ん
調
査
後
相
互
に
影
響
を
与
え
る
よ

う
な
調
査
は
現
代
に
お
け
る
研
究
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
わ

ざ
わ
ざ
「
出
会
い
型
調
査
」
と
し
て
特
化
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ

れ
は
高
度
成
長
に
よ
っ
て
日
本
社
会
が
到
達
し
た
環
境
の
特
質
が
、
宗
教

調
査
を
行
う
者
に
、
以
前
と
は
異
な
る
注
意
を
抱
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
か
に
関
し
て
は
、
現
代
社

会
が
も
つ
次
の
四
つ
の
要
因
に
注
目
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
①
情
報
メ
デ
ィ

ア
の
発
達
、
②
交
通
手
段
の
発
達
、
③
文
化
圏
・
生
活
圏
の
相
互
接
触
の

増
大
、
④
教
育
・
知
識
レ
ベ
ル
の
平
準
化
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
特

徴
を
も
つ
現
代
に
お
い
て
宗
教
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
、
研
究
者
と
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
間
に
生
じ
う
る
問
題
に
つ
い
て
次
の
点
を
指
摘
し

た
。「
優
位
性
」
と
「
媚
び
」
の
問
題
、「
マ
レ
ビ
ト
効
果
」
が
消
失
し
つ

つ
あ
る
こ
と
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
間
に
生
じ
う
る
宗
教

観
、
世
界
観
の
対
決
の
処
理
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
で
あ
る
。

　

優
位
性
と
媚
び
は
研
究
の
公
刊
と
い
う
こ
と
が
、
調
査
者
と
イ
ン
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フ
ォ
ー
マ
ン
ト
双
方
に
も
た
ら
す
心
理
的
作
用
の
問
題
で
あ
る
。「
マ
レ

ビ
ト
効
果
」
の
消
失
と
は
、
調
査
す
る
側
の
研
究
者
が
被
調
査
者
た
ち
に

マ
レ
ビ
ト
的
に
遇
さ
れ
る
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
宗

教
観
、
世
界
観
の
対
決
は
、
宗
教
調
査
に
絶
え
ず
つ
き
ま
と
う
問
題
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
基
本
的
ス
タ
ン
ス
が
あ
り
う
る
か
に

つ
い
て
述
べ
た
。
そ
し
て
出
会
い
型
調
査
に
お
け
る
、
研
究
者
と
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
相
互
に
そ
の
境
界
線
を
浸
食
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

積
極
的
意
義
づ
け
に
つ
い
て
も
述
べ
た
。

　

さ
て
、
日
本
人
研
究
者
が
現
代
宗
教
の
中
で
も
神
社
神
道
、
仏
教
宗

派
、
修
験
道
と
い
っ
た
伝
統
的
な
宗
教
、
あ
る
い
は
民
俗
宗
教
と
い
う
も

の
を
対
象
と
す
る
場
合
は
、
研
究
者
と
研
究
対
象
者
と
の
間
に
互
い
に
前

提
と
し
て
い
る
宗
教
観
に
関
し
て
境
界
線
の
よ
う
な
も
の
は
あ
ま
り
意
識

さ
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
境
界
線
を
設
定
す
る
こ
と
が
困
難
と
言
っ
た
方

が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
研
究
対
象
者
が
前
提
と
し
て
い
る
宗
教

的
観
念
、
儀
礼
、
実
践
と
い
っ
た
も
の
と
、
研
究
者
の
そ
れ
ら
と
の
間
に

大
き
な
乖
離
は
な
い
の
が
一
般
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
初
詣
を
調

査
し
て
い
る
研
究
者
自
体
が
初
詣
に
行
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
あ
り
ふ

れ
て
い
る
。
葬
儀
を
調
べ
て
い
る
研
究
者
が
ど
こ
か
の
檀
家
で
あ
る
割
合

も
非
常
に
高
い
。
唱
題
、
称
名
念
仏
、
あ
る
い
は
厄
祓
い
と
い
っ
た
行
為

は
、
仮
に
研
究
者
自
身
は
や
ら
な
く
て
も
、
身
近
に
そ
う
し
た
こ
と
を
行

う
人
は
少
な
く
な
い
か
ら
、
研
究
者
に
と
っ
て
基
本
的
に
は
了
解
さ
れ
た

行
為
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
新
し
く
形
成
さ
れ
た
教
団
の
中
に
は
、
従
来
の
日
本
の
宗

教
教
団
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
か
け
離
れ
て
い
る
度
合
い
が
非
常
に
大
き
い
教
団
も
出
現
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
従
来
の
近
代
新
宗
教
が
伝
統
的
宗
教
で
あ
る
神
社
神
道
や
仏
教

宗
派
等
の
教
え
や
儀
礼
に
多
く
の
連
続
面
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
そ

の
つ
な
が
り
が
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
教

団
（
ハ
イ
パ
ー
宗
教
）
が
出
て
き
た（

３
）。

　

た
と
え
ば
法
の
華
三
法
行
は
、
宗
教
法
人
と
し
て
登
記
し
な
が
ら
も
、

教
祖
の
福
永
法
源
は
自
ら
の
教
え
を
他
の
宗
教
と
を
超
え
る
「
超
宗
」
で

あ
る
と
し
、
足
の
裏
診
断
な
ど
独
特
の
実
践
法
を
行
っ
た（

４
）。

幸
福
の
科
学

で
は
、
エ
ル
カ
ン
タ
ー
レ
と
い
っ
た
日
本
人
に
馴
染
み
の
な
い
名
前
の
崇

拝
対
象
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
研
究
者
は
そ
れ
ま
で
の
日
本

の
宗
教
教
団
で
は
馴
染
み
の
な
い
用
語
や
概
念
と
取
り
組
む
こ
と
に
な

る
。

　

ま
た
原
理
主
義
的
な
活
動
を
展
開
す
る
教
団
も
あ
る
。
顕
正
会
は
日
蓮

フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
呼
べ
る
よ
う
な
教
義
と
活
動
を
展
開
し
て
い

る
。
宗
教
の
展
開
に
お
け
る
原
理
主
義
的
傾
向
の
出
現
は
現
代
に
限
ら

ず
、
歴
史
的
に
多
々
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
教
団
の
中
に
は
、
調
査
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自
体
が
非
常
に
困
難
な
も
の
が
あ
る
。

　

宗
教
的
観
念
や
宗
教
的
実
践
に
関
し
て
、
研
究
者
と
研
究
対
象
者
と
の

間
に
明
確
な
境
界
線
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
宗
教
を
研
究
す
る
場
合
、
研

究
対
象
者
に
対
し
て
の
侵
襲
的
研
究
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
な
ぜ
初
詣

を
す
る
の
か
、
葬
儀
の
と
き
ど
の
宗
派
の
僧
侶
を
呼
ぶ
の
か
呼
ば
な
い
の

か
、
七
五
三
を
し
た
経
験
は
あ
る
か
ど
う
か
。
こ
う
い
う
質
問
は
面
と
向

か
っ
て
聞
い
て
も
と
く
に
問
題
は
な
い
。
近
代
新
宗
教
の
場
合
で
も
、
設

立
以
来
数
十
年
以
上
が
経
ち
、
二
世
信
者
（
親
の
代
か
ら
の
信
者
）、
三

世
信
者
（
祖
父
母
の
代
か
ら
の
信
者
）
な
ど
も
い
る
よ
う
な
教
団
で
あ
る

と
、
入
信
理
由
、
教
団
に
対
す
る
意
見
な
ど
、
少
し
個
人
的
な
意
見
や
立

場
を
聞
く
質
問
も
、
た
い
て
い
可
能
で
、
そ
う
し
た
内
容
を
含
む
面
談
調

査
も
新
宗
教
研
究
者
を
中
心
に
多
数
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
新
し
く
設
立
さ
れ
た
教
団
の
一
部
、
と
り
わ
け
「
カ
ル
ト
・

セ
ク
ト
問
題
」（
以
下
、
日
本
で
の
用
法
に
準
じ
て
カ
ル
ト
問
題
と
表
現

す
る（

５
））

の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
教
団
の
調
査
に
お
い
て
は
、
侵
襲

的
研
究
の
み
な
ら
ず
、
教
団
に
よ
っ
て
は
非
侵
襲
的
研
究
す
ら
非
常
に
や

り
に
く
く
な
る
場
合
が
出
て
く
る
。
あ
え
て
侵
襲
的
研
究
を
試
み
た
場
合

は
、
調
査
者
と
非
調
査
者
と
の
間
に
強
い
軋
轢
が
生
じ
る
こ
と
も
少
な
く

な
い
。
研
究
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
教
団
も
あ
っ
て
軋
轢
以
前
の
話
に
な

る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
こ
で
は
除
外
し
て
お
く
。
軋
轢
が
生
じ
る

理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
核
心
に
あ
る
の
は
研
究
者
が
依
っ
て
立
つ

世
界
観
な
り
学
問
観
と
、
研
究
対
象
側
が
も
つ
宗
教
的
な
世
界
観
な
り
教

義
な
り
と
の
議
論
の
次
元
な
い
し
は
立
場
上
の
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
違
い
は
宗
教
を
比
較
宗
教
学
的
に
研
究
し
よ
う
と
し
た
時
点
で
す
で

に
生
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
今
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
考
察
す
べ
き
は
、
今
日
の
社
会
環
境
ゆ
え
に
こ
の
問
題
が
ど
う
い

う
新
し
い
局
面
を
生
ん
で
い
る
の
か
で
あ
る
。

　

出
会
い
型
調
査
の
考
察
に
お
い
て
示
し
た
四
つ
の
要
因
は
、
二
〇
〇
〇

年
代
に
な
っ
て
、
そ
の
程
度
が
さ
ら
に
進
行
し
て
い
る
。
中
で
も
情
報
メ

デ
ィ
ア
に
関
し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
情
報
環
境
が

ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
わ
っ
た（

６
）。

文
化
圏
・
生
活
圏
の
相
互
接
触
の
増
大

も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
さ
ら
な
る
進
行
に
よ
っ
て
、
格
段
に
程
度
が
進
ん

だ
。
こ
れ
に
加
え
て
現
代
宗
教
の
展
開
自
体
に
も
大
き
な
転
換
点
が
生
じ

た
。
そ
れ
は
一
九
九
五
年
三
月
の
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン

事
件
に
よ
っ
て
、
急
速
に
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
カ
ル
ト
問
題
で

あ
る（

７
）。

　

そ
こ
で
一
層
の
留
意
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
研
究
者
側
が
侵
襲

的
研
究
を
行
う
場
合
の
境
界
線
（
や
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
研
究
と
そ
う

で
な
い
研
究
）
は
ど
の
あ
た
り
か
、
何
を
考
慮
し
な
が
ら
そ
の
境
界
線
を

設
け
よ
う
と
す
る
か
で
あ
る
。
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
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は
宗
教
調
査
に
お
け
る
倫
理
上
の
問
題
に
も
直
結
し
て
く
る
。
そ
れ
は
対

象
に
対
す
る
倫
理
と
と
も
に
、
研
究
者
集
団
へ
の
倫
理
、
そ
し
て
社
会
全

体
に
お
け
る
倫
理
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
。

　

宗
教
研
究
の
う
ち
、
宗
教
社
会
学
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
は
面
談
調
査
、

参
与
観
察
の
類
が
さ
か
ん
で
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
ば
調
査
に
付
随
す
る

倫
理
問
題
も
積
極
的
な
議
論
が
あ
っ
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
実
際
に
は
関
連
す
る
学
会
で
の
学
術
大
会
等
で
、
現
在
の
研
究
環

境
の
中
に
お
け
る
調
査
の
倫
理
問
題
が
積
極
的
に
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、
学
術
誌
が
こ
れ
を
特
集
す
る
こ
と
も
な
い
。

非
常
に
立
ち
入
っ
た
調
査
が
可
能
に
な
っ
た
現
代
で
あ
る
ゆ
え
に
、
調
査

方
法
を
た
え
ず
顧
み
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
し
、
倫
理
問
題
に
も
議
論
を

進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
調
査
リ
テ
ラ
シ
ー
の
問
題
は
、
調
査
倫
理
を
必

然
的
に
含
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

三
、「
カ
ル
ト
・
セ
ク
ト
問
題
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題

　

侵
襲
的
研
究
は
、
一
部
か
ら
カ
ル
ト
視
さ
れ
る
よ
う
な
教
団
の
関
係
者

を
対
象
と
し
た
場
合
に
、
と
り
わ
け
深
刻
な
議
論
が
生
じ
る
。
日
本
で
カ

ル
ト
問
題
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
団
体
は
、
ほ
と
ん
ど
近
現
代
に

新
た
に
組
織
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
新
宗
教
と
総
称
さ
れ
る
よ

う
な
団
体
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

カ
ル
ト
問
題
が
議
論
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
新
宗
教
の
一
部
は
近
代
に
お

い
て
し
ば
し
ば
社
会
的
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著

『
新
宗
教
の
解
読（

８
）

』
の
中
で
、
明
治
以
降
現
代
に
至
る
ま
で
、
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
が
新
宗
教
を
批
判
す
る
と
き
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
主
な
傾
向
を
指

摘
し
て
お
い
た
。
そ
れ
は
①
性
的
な
い
か
が
わ
し
さ
、
②
金
銭
面
で
の
あ

く
ど
さ
、
③
病
気
治
し
の
イ
ン
チ
キ
性
、
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
に
批
判
す

べ
き
点
が
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
点
に
集
約
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
社

会
も
そ
う
し
た
観
点
に
反
応
す
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で

あ
っ
た
。

　

し
か
し
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
以
来
、
新
し
い
批

判
の
視
点
が
加
わ
っ
た
。
そ
れ
は
オ
ウ
ム
真
理
教
を
破
壊
的
カ
ル
ト
と
呼

ぶ
人
々
が
出
現
し
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
社
会
へ
の
敵

意
、
社
会
秩
序
の
破
壊
を
も
く
ろ
む
よ
う
な
教
団
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で

あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
が
全
体
社
会
に
対
し
て
暴
力
的
に
な
る
こ
と
へ
の
警

戒
と
批
判
と
い
う
視
点
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
教
団
が
何
か
事

件
に
か
か
わ
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
オ
ウ
ム
真
理
教
と
ど
れ
く
ら
い
似
て
い

る
か
と
い
う
尺
度
が
登
場
し
た
こ
と
も
み
て
と
れ
る
。
こ
れ
を
「
オ
ウ
ム

度
」
と
名
付
け
た
が
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
も
っ
て
い
た
危
険
度
が
、
危
険

性
の
尺
度
に
な
っ
た
と
い
う
面
に
注
目
し
て
の
命
名
で
あ
る（

９
）。
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国
際
的
に
は
二
〇
〇
一
年
九
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
起
こ
っ
た
同
時
多

発
テ
ロ
（「
９
・
１
１
」）
や
最
近
の
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
の
問
題
が
あ
っ
て
、
日
本

で
も
と
り
わ
け
原
理
主
義
的
な
主
張
を
掲
げ
る
宗
教
団
体
も
し
く
は
グ

ル
ー
プ
と
テ
ロ
と
の
結
び
つ
き
に
対
し
、
強
い
警
戒
と
恐
怖
を
抱
く
人
々

が
増
え
て
い
る
。「
す
べ
て
の
宗
教
は
手
段
は
違
っ
て
も
人
々
の
平
和
を

願
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
見
方
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
く
な
っ
て

い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

自
分
た
ち
の
組
織
防
衛
の
た
め
に
、
教
団
を
批
判
す
る
個
人
や
団
体
に

対
し
訴
訟
を
頻
発
す
る
と
い
う
例
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
オ
ウ

ム
真
理
教
は
批
判
者
に
対
し
て
数
多
く
の
訴
訟
を
し
た
こ
と
は
、
報
道
関

係
者
や
現
代
宗
教
の
研
究
者
の
多
く
に
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
幸
福
の
科

学
、
一
時
期
の
ワ
ー
ル
ド
メ
イ
ト
、
統
一
教
会
（
世
界
基
督
教
統
一
神
霊

協
会）

（1
（

）
も
、
自
教
団
へ
の
批
判
的
な
記
事
に
対
す
る
訴
訟
を
行
っ
て
い

る）
（（
（

。
む
ろ
ん
事
実
と
異
な
る
報
道
や
記
述
あ
る
い
は
根
拠
の
な
い
断
定
記

事
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
訴
訟
も
当
然
の
権
利
で
あ
る
が
、
問
題

は
そ
の
訴
訟
の
形
態
で
あ
る
。
つ
ね
に
批
判
に
対
し
て
は
訴
訟
を
辞
さ
な

い
と
い
う
態
度
を
公
に
し
、
し
か
も
訴
訟
す
る
場
合
に
は
非
常
に
高
額
の

賠
償
金
を
要
求
す
る
形
を
と
る
例
が
あ
る
。
法
的
措
置
と
い
う
手
段
を
批

判
に
対
す
る
防
止
策
と
し
て
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
や
り
方
に
対
し
て
は
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｐ
（
ス
ラ
ッ
プ
）
と
い
う
用
語
が
適
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｐ
はStrategic Law

suit A
gainst Public Participation

の
ア
ク
ロ
ニ
ム
で
あ
る
が
、
企
業
体
や
政
府
な
ど
権
力
を
も
ち
優
位
に
立

つ
者
が
、
個
人
・
市
民
・
被
害
者
な
ど
の
権
力
を
持
た
な
い
比
較
的
弱
者

に
対
し
、
恫
喝
や
発
言
封
じ
と
い
っ
た
、
も
っ
ぱ
ら
威
圧
的
か
つ
報
復
的

な
目
的
で
行
う
訴
訟
形
態
を
い
う
。
威
圧
訴
訟
あ
る
い
は
恫
喝
訴
訟
な
ど

と
も
呼
ば
れ
る
。
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
宗
教
団
体
も
意
図
的

に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。

　

多
く
の
人
々
を
殺
傷
す
る
テ
ロ
ま
で
実
行
し
た
教
団
は
、
日
本
に
は
今

ま
で
の
と
こ
ろ
オ
ウ
ム
真
理
教
以
外
は
な
い
の
だ
が
、
自
分
た
ち
に
対
す

る
批
判
的
見
解
を
述
べ
る
研
究
者
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｐ
と
言
え
る
よ

う
な
訴
訟
を
通
し
て
対
抗
措
置
を
取
ろ
う
と
す
る
教
団
は
先
に
述
べ
た
よ

う
に
す
で
に
出
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
お
い
て
、
侵
襲
的
研
究
は
そ

の
方
法
に
関
し
て
従
来
の
研
究
に
は
な
い
よ
う
な
検
討
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
。
教
団
に
と
っ
て
好
意
的
な
内
容
と
感
じ
ら
れ
る
研
究
結
果
を
公
表

す
る
場
合
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
し
で
も
批
判
的
な
内
容
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
、
常
に
訴
訟
を
念
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
批
判
的
な
内
容
を
も
つ
研
究
が
も
っ
て
い
る
影
響
に
つ
い
て
少

し
整
理
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
特
定
の
意
図
を
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も
っ
て
な
さ
れ
る
報
道
の
よ
う
な
も
の
は
除
外
し
て
お
き
た
い
。
報
道
と

学
術
的
研
究
と
は
基
本
的
に
性
格
が
異
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
結

果
的
に
は
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
報
道
の
正
当
性
を
支
え
る
大
き
な
柱

が
社
会
正
義
と
す
れ
ば
、
学
術
研
究
の
場
合
は
、
学
問
と
し
て
の
妥
当
性

で
あ
る
。

　

研
究
者
が
学
問
と
し
て
の
妥
当
性
を
追
究
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
日

本
の
宗
教
に
限
れ
ば
神
社
神
道
や
仏
教
宗
派
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
教
会
、
あ
る
い
は
数
十
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
近
代
新
宗
教

の
場
合
は
、
お
お
む
ね
了
解
が
あ
る
。
こ
う
し
た
宗
教
の
場
合
、
教
学
機

関
、
さ
ら
に
は
大
学
、
短
大
な
ど
の
高
等
教
育
機
関
を
設
立
し
て
い
る
例

も
少
な
く
な
く
、
学
問
の
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
の
了
解

は
一
定
程
度
存
在
す
る
と
言
っ
て
い
い
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
学
術
的

な
方
法
に
の
っ
と
っ
て
い
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
教
団
や
組
織
に
と
っ
て
都

合
の
悪
い
見
解
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
そ
れ
は
許
容
さ
れ
る
。
む
ろ

ん
、
教
学
的
立
場
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
す
る
の
は
、
当
然
の
対
応

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
近
代
新
宗
教
の
一
部
や
ハ
イ
パ
ー
宗
教
の
よ
う
な
場
合
、
そ

も
そ
も
学
術
研
究
と
報
道
と
の
基
本
的
違
い
を
考
慮
し
な
い
教
団
が
あ

る
。
区
別
す
る
た
め
の
フ
レ
ー
ム
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
一
応
そ

う
し
た
フ
レ
ー
ム
は
用
意
し
て
い
る
も
の
の
区
別
の
必
要
性
を
感
じ
て
い

な
い
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
結
果
的
に
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
と
は
別
の
フ
レ
ー
ム
が
大
き
く
作
動
し
て
い
る
傾

向
に
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
団
体
を
擁
護
す
る
立
場
か
、
そ
れ
と
も
批
判

す
る
立
場
か
と
い
う
二
元
論
か
ら
常
に
相
手
を
認
識
す
る
と
い
う
フ
レ
ー

ム
で
あ
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
の
場
合
、
報
道
で
あ
れ
研
究
者
で
あ
れ
、
自

分
た
ち
に
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
非
常
に
敏
感
で

あ
っ
た
。
好
意
的
と
み
な
し
た
相
手
、
も
し
く
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
相

手
に
は
一
定
の
情
報
を
提
供
し
た
。
し
か
し
敵
対
し
て
い
る
と
み
な
し
た

場
合
に
は
、
と
き
に
訴
訟
と
い
う
手
段
も
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
攻
撃
的

な
態
度
を
隠
さ
な
か
っ
た）

（1
（

。

　

調
査
対
象
と
し
た
団
体
や
個
人
が
、
研
究
者
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
内

容
に
対
し
と
き
に
き
わ
め
て
攻
撃
的
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
に

お
い
て
、
カ
ル
ト
問
題
は
研
究
者
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
カ
ル
ト
教

団
と
い
う
言
い
方
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
主
導
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、

レ
ッ
テ
ル
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
し
か
し
、
カ
ル
ト
と
名
指
し
さ
れ
る

経
験
を
し
た
教
団
は
、
そ
の
よ
う
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
に
非
常
に
敏
感
に
な

る
。
カ
ル
ト
と
表
現
さ
れ
な
く
て
も
、
実
質
的
に
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
さ

れ
た
と
感
じ
る
と
、
そ
の
こ
と
に
も
敏
感
に
な
る
。
報
道
で
あ
れ
、
研
究

論
文
で
あ
れ
、
結
果
的
に
批
判
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
に
対
し
、
す
べ
て

自
分
た
ち
を
敵
対
視
し
た
も
の
と
み
な
す
傾
向
が
生
ま
れ
や
す
く
な
る
。
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四
、
情
報
時
代
の
相
互
の
侵
襲
性
の
深
ま
り

　

侵
襲
性
が
相
互
に
及
ぶ
作
用
を
急
速
に
深
め
た
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
シ
ス

テ
ム
）
の
形
態
の
変
化
が
こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
一
九
九
五
年
の
Ｗ

Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ｓ
９
５
の
発
売
に
よ
っ
て
日
本
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
は

急
速
に
広
ま
り
、
宗
教
教
団
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
も
二
〇
〇
〇
年
代

に
な
っ
て
本
格
化
し
た
。
ブ
ロ
グ
も
二
〇
〇
三
年
に@

nifty

が
会
員
向

け
の
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
、
急
速
に
広
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
日
本
に
お
け
る

第
一
段
階
の
情
報
化
に
対
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
多
様
化
と
利
用
者
の
急
増
は
い

わ
ば
第
二
段
階
の
情
報
化
を
推
進
し
た
。
二
〇
〇
四
年
に
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
が
始
ま
り
、
同
年
に
ミ
ク
シ
ィ
も
始
ま
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
日
本

版
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
が
始
ま
っ
た
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
広

が
っ
た
が
、
半
ば
私
的
、
半
ば
公
的
な
性
格
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
れ
ら
の

情
報
発
信
手
段
は
、
研
究
上
の
や
り
と
り
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
双
方
向
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
当
初

か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
情
報
発

信
や
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
て
の
情
報
交
換
に
比
べ
る
と
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
に

代
表
さ
れ
る
大
衆
化
し
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、
情
報
端
末
の
モ
バ
イ
ル
化
と
あ
い

ま
っ
て
、
き
わ
め
て
短
時
間
に
い
わ
ば
多
元
的
双
方
向
の
情
報
交
換
を
可

能
に
し
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
が
侵
襲
的
研
究
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
る
か
。
こ
れ
ま
で
の
教
団
調
査
に
お
い
て
は
、
教
団
の
リ
ー
ダ
ー

で
あ
れ
、
幹
部
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
一
般
の
信
者
で
あ
れ
、
か
な
り
個
人

的
な
事
情
に
立
ち
入
っ
た
面
談
調
査
を
行
っ
た
場
合
な
ど
は
、
そ
の
結
果

が
公
表
さ
れ
る
ま
で
に
は
相
当
量
の
時
間
が
か
か
っ
た
。
非
常
に
私
的
な

い
わ
ば
オ
フ
レ
コ
と
し
て
語
ら
れ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
の
間
に
熟
慮
さ

れ
テ
キ
ス
ト
か
ら
除
外
さ
れ
る
な
り
、
表
現
が
工
夫
さ
れ
る
な
り
し
て
研

究
成
果
が
公
表
さ
れ
る
の
が
暗
黙
の
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
。
ま
た
調
査
対
象

者
か
ら
の
研
究
成
果
の
公
表
に
対
し
て
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
り
、
批
判

を
表
明
す
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
教
団
と
し
て
の
見
解
を
ま
と
め
た
上
で

な
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、

当
事
者
の
み
な
ら
ず
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
い
る
人
を
巻
き
込
ん
で
、
短
期

間
で
非
常
に
複
雑
な
や
り
と
り
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
は
ら
ん

で
い
る
。
そ
の
相
互
影
響
は
き
わ
め
て
直
接
的
で
あ
り
、
か
つ
影
響
の
行

方
が
予
測
し
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
も
っ
て
い
る
人
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
は
思
わ
ぬ
反
応
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
炎
上
」
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を
も
た
ら
す
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
調
査
対
象
者
と
研
究
者

の
ど
ち
ら
か
一
方
が
、
調
査
後
、
や
り
取
り
さ
れ
た
き
わ
め
て
個
人
的
な

情
報
の
ご
く
一
部
で
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
つ
ぶ
や
け
ば
、
そ
れ
は
直
ち
に
一

定
規
模
に
拡
散
す
る
。
そ
の
情
報
の
受
け
手
が
調
査
対
象
者
、
あ
る
い
は

研
究
者
に
対
し
て
批
判
的
言
説
を
加
え
る
と
い
う
事
態
も
想
定
さ
れ
る
。

こ
れ
は
想
像
で
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
す

で
に
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
相
互
侵
襲
的
状
況
と
呼
ん
で
お
く
。（
下

図
参
照
）

　

教
団
刊
行
物
、
教
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
教
団
代
表
者
や
幹
部
の
ブ
ロ
グ

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
教
団
な
り
代
表
者
の
公
式
見
解
と
し
て

引
用
し
た
り
、
そ
の
記
述
を
資
料
・
デ
ー
タ
と
し
て
扱
う
の
は
、
非
侵
襲

的
研
究
で
あ
る
。
ブ
ロ
グ
も
引
用
す
る
だ
け
な
ら
非
侵
襲
的
で
あ
る
。
だ

が
ツ
イ
ッ
タ
ー
は
そ
の
記
述
を
引
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
リ
ツ
イ
ー
ト
を

し
た
り
す
る
と
侵
襲
的
な
情
報
交
換
に
な
り
う
る
。
公
開
ツ
イ
ッ
タ
ー
の

場
合
は
、
第
三
者
が
そ
の
や
り
と
り
を
さ
ら
に
引
用
し
た
り
、
自
ら
の
ツ

イ
ッ
タ
ー
で
情
報
の
拡
散
、
加
工
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
る
。

　

侵
襲
的
研
究
は
、
直
接
的
に
相
手
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
し
、
そ
れ

を
検
討
す
る
の
で
、
収
集
さ
れ
た
側
が
自
分
あ
る
い
は
自
分
た
ち
が
ど
う

評
価
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
神
経
を
と
が
ら
す
の
は
当
然
で
あ
る
。
情
報
時

代
に
は
そ
の
評
価
に
至
る
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

用
い
る
と
公
表
さ
れ

た
も
の
を
不
特
定
多

数
の
人
が
閲
覧
で
き

る
場
合
が
多
く
な
っ

て
い
る
。
そ
の
公
表

結
果
に
対
す
る
第
三

者
か
ら
の
評
価
が
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

交
わ
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
つ
ま
り
情

報
が
直
接
的
に
得
ら

れ
る
こ
と
の
波
及
効

果
が
飛
躍
的
に
増
え

た
こ
と
を
意
味
す

る
。

　

こ
れ
は
宗
教
の
調

査
に
限
ら
ず
起
こ
る

こ
と
で
あ
る
が
、
宗

教
調
査
に
際
し
て
と

り
わ
け
問
題
と
す
べ

調査者

相互侵襲的状況（ツイッターの場合）

侵襲的研究

侵襲的アプローチ

調査
対象者
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き
は
、
宗
教
は
価
値
観
に
関
わ
る
の
で
、
世
界
観
に
関
す
る
議
論
な
ど
は

基
本
的
に
収
束
が
見
込
ま
れ
な
い
ま
ま
議
論
が
展
開
す
る
と
い
う
点
に
あ

る
。
神
、
霊
的
存
在
と
い
っ
た
も
の
を
信
じ
る
人
と
信
じ
な
い
人
の
溝
は

深
い
。
啓
示
、
霊
言
、
神
が
か
り
と
い
っ
た
も
の
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ

を
め
ぐ
る
こ
と
が
ら
が
話
題
に
な
っ
た
場
合
は
、
議
論
が
第
三
者
を
巻
き

込
む
と
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
。

　

た
と
え
ば
幸
福
の
科
学
の
教
祖
で
あ
る
大
川
隆
法
は
多
く
の
霊
言
集
を

刊
行
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
生
き
て
い
る
人
物
、
す
で
に
死
去
し
た
人

物
、
歴
史
上
の
人
物
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
守
護
霊
が
呼
び
出
さ
れ
、

そ
の
会
話
の
内
容
が
書
籍
と
し
て
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
ネ
ッ
ト
上
で
は
批
判
や
揶
揄
が
数
限
り
な
く
あ
る
。
イ
タ
コ
芸
な
ど

と
い
う
揶
揄
は
定
番
で
さ
え
あ
る
。
仮
に
侵
襲
的
な
調
査
の
お
り
に
得
ら

れ
た
情
報
結
果
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
結
び
つ
い
た
人
々
に
よ
っ
て
言

及
さ
れ
た
場
合
、
調
査
者
の
意
図
を
超
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
ネ
ッ

ト
上
に
飛
び
交
い
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
上
で
教
団
関
係
者
と
非
難
の
応
酬
が
始

ま
る
こ
と
も
あ
る
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
は
匿
名
の
も
の
も
あ
る
か
ら
、
実
際

は
研
究
者
が
言
及
し
た
の
か
、
そ
う
で
な
い
か
な
ど
は
容
易
に
は
区
別
で

き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
り
う
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
侵
襲
的
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
の
公
開
は
、
今
ま
で
以
上
に

慎
重
な
手
段
を
と
り
、
と
く
に
ネ
ッ
ト
上
へ
の
公
開
は
、
き
わ
め
て
慎
重

に
な
す
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
研
究
倫
理
と
い
う
問
題
と
も
直
結
し

て
い
る
。

　

五
、
情
報
時
代
に
ま
つ
わ
る
倫
理
問
題

　

現
代
宗
教
の
調
査
研
究
を
行
う
研
究
者
が
も
っ
と
も
多
く
所
属
し
て
い

る
の
は
日
本
宗
教
学
会
お
よ
び
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
で
あ
る
が
、
こ
の

二
つ
の
学
会
に
は
二
〇
一
五
年
の
段
階
で
倫
理
規
定
の
類
は
な
い
。
し
か

し
、
隣
接
す
る
学
問
分
野
で
あ
る
心
理
学
、
社
会
学
、
人
類
学
、
民
俗
学

に
関
連
す
る
学
会
で
は
近
年
倫
理
規
定
の
類
を
設
け
る
例
が
増
え
て
い

る
。
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
倫

理
規
定
に
は
、
通
常
補
助
金
の
使
用
に
関
す
る
こ
と
や
、
発
表
時
に
お
け

る
著
作
権
侵
害
、
剽
窃
、
盗
用
の
禁
止
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
り
す
る

が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
な
ど
調
査
対
象
者
と
の
間
で
生
じ
る
で
あ
ろ
う

よ
う
な
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
を
み
て
み
る
。

　

公
益
社
団
法
人
・
心
理
学
会
の
場
合
は
、
人
権
の
尊
重
、
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
、
個
人
情
報
の
保
護
、
デ
ー
タ
の
管
理
、
発
表
に
際
し

て
差
別
的
用
語
を
使
用
し
な
い
こ
と
、
肖
像
権
の
配
慮
、
守
秘
義
務
な
ど

の
事
項
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
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日
本
社
会
学
会
倫
理
綱
領
で
は
、
公
正
と
信
頼
の
確
保
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
保
護
、
人
権
の
尊
重
、
思
想
信
条
・
性
別
・
性
的
指
向
・
年
齢
・

出
自
・
宗
教
・
民
族
的
背
景
・
障
害
の
有
無
・
家
族
状
況
な
ど
に
関
し
て

差
別
的
な
取
り
扱
い
の
禁
止
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
な
ど
が
示
さ
れ
て

い
る）

（1
（

。

　

日
本
文
化
人
類
学
会
倫
理
規
定
で
は
、「
地
球
市
民
と
し
て
の
倫
理
」

と
し
て
、
人
権
を
常
に
尊
重
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像
権
、
知
的
財
産

権
、
著
作
権
、
年
齢
、
性
別
、
性
的
指
向
、
思
想
信
条
、
信
仰
、
障
が
い

の
有
無
、
民
族
的
背
景
、
身
体
の
形
質
的
特
性
、
国
籍
、
出
自
な
ど
に
基

づ
く
差
別
的
な
扱
い
の
禁
止
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。「
調
査
地
や
調
査
対
象
の
人
々
に
対
す
る
倫
理
」
も
設
け
ら
れ
て
お

り
、
こ
こ
で
は
説
明
責
任
、
危
害
や
不
利
益
の
防
止
、
調
査
・
研
究
成
果

の
地
域
へ
の
還
元
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

一
般
社
団
法
人
・
日
本
民
俗
学
会
倫
理
綱
領
で
は
、
話
者
に
対
し
て
事

前
に
調
査
の
目
的
、
得
ら
れ
た
情
報
の
利
用
方
法
、
具
体
的
な
公
開
の
方

法
、
個
人
情
報
の
管
理
方
法
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
同
意
を
得
る
必
要
が

あ
る
こ
と
や
、
個
人
情
報
の
保
護
が
示
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

調
査
に
限
ら
ず
こ
う
し
た
倫
理
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
、
今
日
の
よ
う

な
社
会
に
お
い
て
は
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
、
研
究
を
遂
行
す
る

上
で
の
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
だ

が
、
本
稿
で
論
じ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
特
有
の
倫
理
問
題
と
い
う
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
参
照
し
た
四
つ
の
学
会
の
倫
理
規
定
で
想
定
さ
れ
て

い
る
の
は
、
調
査
さ
れ
る
側
の
人
権
の
保
護
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
差
別
の

禁
止
な
ど
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
市
民
社
会
に
お
け
る
倫
理
の
学
問
版
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
宗
教
の
調
査
に
お
い
て
は
、
調
査
対
象
者
か
ら
の

調
査
し
た
研
究
者
へ
の
侵
襲
性
が
強
く
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
調
査
対
象
者
の
人
権
を
守
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
調
査
す
る
側
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
人
権
は
ど
う
守
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
た
ち
あ
ら
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
局
面
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。

　

Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｐ
に
類
す
る
こ
と
は
一
番
わ
か
り
や
す
い
が
、
調
査
者
が
結

果
を
公
表
し
た
こ
と
に
対
し
、
非
常
な
圧
力
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
訴
訟
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
ま
た
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
よ
る

研
究
者
に
対
す
る
執
拗
な
攻
撃
と
い
う
形
態
も
実
際
に
出
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
攻
撃
し
て
い
る
人
物
が
調
査
対
象
と
し
た
人
物
も
し
く
は
そ
の
直

接
的
関
係
者
な
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
が
特
定
し
に
く
い
場
合
も

あ
っ
て
厄
介
で
あ
る
。　

　

こ
の
よ
う
に
調
査
す
る
側
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
問
題
は
、
カ
ル
ト
問

題
を
扱
っ
た
研
究
者
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
そ
う
し
た
反

発
を
招
く
よ
う
な
記
述
自
体
が
倫
理
的
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
方
向
で
考
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え
る
場
合
と
、
倫
理
規
定
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
市
民
性
を
逸
脱

し
た
教
団
の
存
在
と
い
う
方
向
で
考
え
る
べ
き
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。

　

第
一
の
点
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
カ
ル
ト
問
題
の
対
象
に
な
る
教
団
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
は
、
学
術
的
方
法
を
と
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
侵
襲
的
方
法
を
と
っ
て
対
象
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
た
場
合
は
、
そ
の
方
法
が
他
の
教
団
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る
教
団

で
あ
る
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
や
相
手
の
人
格
を
無
視
す
る
か
の

よ
う
な
面
談
や
そ
う
し
た
内
容
の
公
刊
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
実
際
上
、
そ
の
よ
う
な
調
査
手
法
を
と
る
研
究
者
は
ほ
と
ん
ど
見

受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
方
向
に
お
け
る
実
際
上
の
倫
理
的
問
題
は
、

現
段
階
の
日
本
に
お
け
る
研
究
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い
と

言
え
る）

（1
（

。
し
か
し
、
宗
教
調
査
リ
テ
ラ
シ
ー
の
一
つ
と
し
て
肝
要
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

第
二
の
点
に
関
し
て
は
、
こ
う
し
た
例
が
増
加
す
る
兆
候
も
あ
り
、
研

究
者
が
共
有
す
べ
き
課
題
と
し
て
き
ち
ん
と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
調
査
対
象
者
と
な
っ
た
人
々
が
、
調
査
を
行
っ
た
研
究
者
に
対

し
違
法
性
の
高
い
行
動
を
頻
発
す
る
よ
う
な
と
き
は
、
隣
接
の
学
会
に
お

い
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
一
般
的
な
倫
理
規
定
で
対
処
で
き
る
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
一
般
的
な
倫
理
規
定
は
多
く
の
場
合
、
対
象
者
の
人

権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
な
ど
を
主
眼
に
お
い
て
い
る
。
つ
ま
り
研
究

対
象
者
を
保
護
す
る
た
め
の
倫
理
規
定
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ

こ
に
は
調
査
者
は
ど
の
よ
う
に
守
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
観
点
は
基
本
的

に
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
は
調
査
を
行
う
の
は
研
究
者
側
の
事
情
に
よ
っ
て

い
る
の
で
、
必
然
的
に
研
究
者
側
が
能
動
的
で
研
究
対
象
者
が
受
動
的
で

あ
る
と
い
う
構
図
が
基
本
だ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
今
日
の
よ
う
に
情
報
ツ
ー
ル
が
高
度
に
発
達
し
た
時
代
の
問
題

点
は
、
研
究
者
側
が
行
っ
た
侵
襲
的
研
究
が
、
直
ち
に
対
象
者
側
か
ら
の

侵
襲
的
な
攻
撃
を
招
き
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
の
問
題
は
企
業

な
ど
他
の
組
織
を
対
象
と
し
た
研
究
の
場
合
に
も
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る

が
、
宗
教
研
究
の
場
合
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
価
値
観
の
問
題
が
か
か
わ
っ

て
く
る
の
で
、
議
論
は
収
束
の
手
段
を
も
た
な
い
こ
と
が
多
い
。
研
究
者

に
よ
り
自
分
た
ち
の
世
界
観
が
否
定
さ
れ
た
と
感
じ
た
場
合
の
攻
撃
に
は

対
処
が
難
し
い
。
こ
こ
に
は
学
問
の
自
由
と
い
う
憲
法
上
の
権
利
を
持
ち

出
せ
る
が
、
具
体
的
な
問
題
の
対
応
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
力
に
な

り
え
な
い
。
信
教
の
自
由
が
そ
の
対
抗
原
理
に
持
ち
出
さ
れ
た
り
す
る
か

ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
強
制
的
勧
誘
、
高
額
の
寄
付
の
強
要
、
社
会
的
な

通
念
か
ら
著
し
く
逸
脱
し
た
よ
う
な
教
義
と
い
う
よ
う
な
調
査
者
側
か
ら

の
特
徴
づ
け
は
、
そ
れ
は
信
念
に
基
づ
く
宗
教
行
為
で
あ
る
と
い
う
教
団

側
の
反
論
と
平
行
線
を
描
い
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
局
面
を
倫
理
規
定
に
盛
り
込
む
の
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
。

教
団
ご
と
に
何
に
対
し
て
敏
感
で
あ
る
か
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
研

究
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
対
処
法
を
蓄
積
し
て
い
く
の
が
現
時
点

で
は
現
実
的
で
あ
る
。
同
時
に
宗
教
調
査
リ
テ
ラ
シ
ー
の
問
題
と
し
て
も

蓄
積
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

カ
ル
ト
問
題
に
か
か
わ
る
よ
う
な
研
究
で
あ
る
と
、
被
調
査
者
か
ら
で

は
な
く
、
社
会
か
ら
研
究
倫
理
を
問
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
生
じ
や
す

い
。
そ
れ
は
カ
ル
ト
問
題
が
、
研
究
上
の
概
念
と
い
う
よ
り
社
会
的
な
評

価
に
基
づ
く
フ
レ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
対
象
教
団
に
対
し
批
判
的
発
言
を
し
た
と
き
よ
り

も
、
好
意
的
な
発
言
を
し
た
場
合
に
、
社
会
か
ら
研
究
倫
理
を
問
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
実
際
に
そ
れ
は
オ
ウ
ム
真
理
教
の
社

会
的
評
価
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
に
好
意
的
な
発
言

を
し
た
こ
と
が
、
テ
ロ
事
件
が
起
こ
っ
た
あ
と
で
社
会
的
に
批
判
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

　

宗
教
調
査
リ
テ
ラ
シ
ー
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
場
合
は
、
対
象
と

し
た
教
団
に
対
し
て
、
十
分
な
調
査
あ
る
い
は
根
拠
な
し
に
擁
護
し
た
と

い
う
点
が
も
っ
と
も
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）

（1
（

。
研
究
の
成
果
と
し
て

適
切
に
社
会
的
発
言
を
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
判
断
に
不
十
分
な

点
が
あ
っ
た
こ
と
が
事
後
判
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
学
問
上
の
妥
当

性
の
議
論
は
別
と
し
て
倫
理
的
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
侵
襲
的

研
究
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
は
ず
の
内
容
に
つ
い
て
の
社
会
的

発
言
を
、
非
侵
襲
的
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
表
面
的
な
観
察
に
基
づ
い
て
な

し
た
と
き
に
は
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

テ
ロ
を
起
こ
す
教
団
は
稀
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教

に
関
わ
る
問
題
は
特
殊
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
現
代
日
本
に
は
し
ば
し

ば
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
批
判
的
に
扱
わ
れ
る
教
団
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
対

し
て
の
侵
襲
的
研
究
を
行
う
場
合
、
研
究
倫
理
は
対
教
団
、
対
社
会
を
同

時
に
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
が
現
代
宗
教
の
研
究
が
抱
え

る
も
っ
と
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
に
よ
り
国
内

の
新
し
い
タ
イ
プ
の
教
団
だ
け
で
な
く
、
国
外
か
ら
布
教
を
試
み
る
新
し

い
タ
イ
プ
の
教
団
の
増
加
も
予
想
さ
れ
る
の
で
、
宗
教
調
査
リ
テ
ラ
シ
ー

は
、
調
査
倫
理
を
含
め
、
よ
り
突
き
詰
め
た
議
論
を
開
始
す
る
段
階
に

な
っ
て
い
る
。

註（１
）
非
侵
襲
的
測
定
に
は
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
（
磁
気
共
鳴
画
像
法
）、
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
（
近
赤
外
線

分
光
法
、
光
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
）、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
（
陽
電
子
放
射
断
層
撮
影
法
）、
Ｘ
線

Ｃ
Ｔ
（
Ｘ
線
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
断
層
撮
影
装
置
）、
Ｅ
Ｅ
Ｇ
（
脳
波
）、
Ｍ
Ｅ
Ｇ

（
脳
磁
図
）
と
い
っ
た
手
法
が
あ
る
。
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（
２
）
拙
論
「
宗
教
研
究
と
「
出
会
い
型
調
査
」」（『
宗
教
研
究
』
二
九
二
、
一
九
九
二

年
）
参
照
。

（
３
）
こ
の
面
に
注
目
し
て
一
九
八
〇
年
以
後
に
目
だ
っ
て
き
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
教
団

を
ハ
イ
パ
ー
宗
教
と
名
付
け
た
。
ハ
イ
パ
ー
宗
教
に
つ
い
て
は
井
上
順
孝
編
『
現

代
宗
教
事
典
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
の
「
ハ
イ
パ
ー
宗
教
」
の
項
目
を
参
照
。

（
４
）
た
だ
し
、
福
永
法
源
と
幹
部
が
二
〇
〇
〇
年
に
詐
欺
罪
で
有
罪
と
な
っ
て
、
宗
教

法
人
法
の
華
三
法
行
は
解
散
し
た
。
だ
が
、
信
者
た
ち
の
一
部
は
、「
よ
ろ
こ
び

家
族
の
和
」
と
し
て
活
動
を
継
続
し
た
。
さ
ら
に
後
継
団
体
と
し
て
「
天
華
の
救

済
」
を
結
成
し
、
法
の
華
三
法
行
時
代
の
信
者
が
代
表
を
務
め
て
い
た
。
二
〇
一

四
年
福
永
が
刑
期
を
終
え
る
と
、「
天
華
の
救
済
」
は
、「
天
華
の
救
済　

宇
宙
・

み
ら
い
グ
ル
ー
プ
」
と
名
称
を
変
え
た
。
二
〇
一
五
年
四
月
五
日
に
は
「
天
華
み

の
り
ゆ
く
慈
喜
桜
祭
」
が
東
京
の
品
川
で
開
催
さ
れ
、福
永
の
講
演
も
行
わ
れ
た
。

（
５
）
日
本
で
は
社
会
的
に
問
題
の
多
い
団
体
を
カ
ル
ト
と
呼
ぶ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

類
似
の
団
体
を
セ
ク
ト
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
セ
ク
ト
法

は
、
日
本
で
言
え
ば
カ
ル
ト
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
団
体
を
念
頭
に
置
い
た
法
律
で

あ
る
。

（
６
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
大
衆
化
に
関
し
て
は
一
九
九
五
年
の
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ｓ
９
５

の
発
売
が
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
界
に
お
い

て
二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
が
本
格
化
し
て
き
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
井
上
順
孝
編
『
Ｉ
Ｔ
時
代
の
宗
教
を
考
え
る
』（
中
外
日
報
社
、

二
〇
〇
三
年
）、
住
原
則
也
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
の
宗
教
』（
世
界
思
想

社
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
７
）
日
本
に
お
け
る
カ
ル
ト
問
題
に
関
し
て
は
、
櫻
井
義
秀
『「
カ
ル
ト
」
を
問
い
直

す
─
信
教
の
自
由
と
い
う
リ
ス
ク
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
『
霊

と
金
─
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
構
造
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
九
年
）
な

ど
を
参
照
。
ま
た
と
く
に
オ
ウ
ム
真
理
教
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
宗
教
情

報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
編
『
情
報
時
代
の
オ
ウ
ム
真
理
教
』（
春
秋
社
、
二
〇
一

一
年
）、
同
『<

オ
ウ
ム
真
理
教>

を
検
証
す
る
─
そ
の
ウ
チ
と
ソ
ト
の
境
界

線
』（
同
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
８
）
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
、
改
訂
増
補
さ
れ
た
文
庫
版
は
一
九
九
六
年
。

（
９
）「
オ
ウ
ム
度
」
に
つ
い
て
は
拙
論
「
現
代
宗
教
を
考
え
る
④
九
五
年
シ
ョ
ッ
ク
」

（『
寺
門
興
隆
』
二
〇
〇
四
年
）
で
述
べ
た
。

（
10
）二
〇
一
五
年
八
月
に
日
本
で
の
法
人
名
を
世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
に
改
称
し
た
。

（
11
）
前
掲
『<

オ
ウ
ム
真
理
教>

を
検
証
す
る
─
そ
の
ウ
チ
と
ソ
ト
の
境
界
線
』
の

末
尾
の
年
表
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
類
の
訴
訟
の
代
表
的
な
も
の
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
12
）
カ
ル
ト
問
題
に
長
く
関
わ
っ
て
い
る
弁
護
士
の
山
口
広
氏
は
、
幸
福
の
科
学
は
明

ら
か
に
こ
の
手
法
を
と
っ
て
い
る
と
、
大
川
隆
法
の
直
筆
の
書
類
を
証
拠
と
し
な

が
ら
論
じ
て
い
る
。
下
記
を
参
照
。https://w

w
w

.youtube.com
/

w
atch?v=M

D
-zA

snoCj4

　
　
　

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
セ
ク
ト
法
で
は
、
十
項
目
を
セ
ク
ト
の
基
準
と
し
て
あ
げ

て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
は
「
訴
訟
の
乱
発
」
で
あ
る
。

（
13
）
少
な
か
ら
ぬ
メ
デ
ィ
ア
が
こ
の
フ
レ
ー
ム
に
乗
じ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
関

係
者
か
ら
取
材
す
る
機
会
を
増
や
す
た
め
に
、
好
意
的
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
報
道
す

る
と
い
っ
た
手
法
を
用
い
た
テ
レ
ビ
局
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
宗
教
情

報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
編
『
情
報
時
代
の
オ
ウ
ム
真
理
教
』
春
秋
社
、
二
〇
一
一

年
で
具
体
的
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
下
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http://w

w
w

.psych.or.jp/publication/
rinri_kitei.htm

l

（
15
）
下
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http://w

w
w

.gakkai.ne.jp/jss/about/
ethicalcodes.php

（
16
）
下
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http://w

w
w

.jasca.org/onjasca/ethics.
htm

l

（
17
）
下
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http://w

w
w

.fsjnet.jp/inform
ation/

ethics.htm
l

（
18
）
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
が
オ
ウ
ム
真
理
教
の
幹
部
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
こ
と
が
明



國學院雜誌　第 116 巻第 11 号（2015） ─ 16 ─

ら
か
に
な
っ
て
か
ら
は
、
報
道
関
係
者
の
一
部
に
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
人

権
を
ま
っ
た
く
考
慮
し
な
い
よ
う
な
取
材
方
法
と
、
そ
の
公
表
を
行
う
例
が
数
多

く
見
受
け
ら
れ
た
。
研
究
者
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
な
か
っ
た
と
言
え

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
冒
頭
で
述
べ
た
社
会
正
義
を
基
盤
に
す
る
場
合
と
学
問

的
な
正
確
さ
を
基
盤
に
す
る
場
合
で
は
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い
面
が
あ
る
。

（
19
）
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
で
明
ら
か
に
な
っ
た
被
調
査
者
と
調
査
者
と
の
関
係
の
危
う

さ
は
、
前
掲
『<
オ
ウ
ム
真
理
教>

を
検
証
す
る
―
そ
の
ウ
チ
と
ソ
ト
の
境
界

線
』
所
収
の
塚
田
穂
高
・
平
野
直
子
論
文
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
扱

わ
れ
て
い
る
三
人
の
研
究
者
の
発
言
は
、
研
究
論
文
で
は
な
く
報
道
関
係
者
へ
の

コ
メ
ン
ト
、
雑
誌
に
お
け
る
エ
ッ
セ
イ
の
類
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
倫
理
規
定
か
ら
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
心
理
学
会
の
倫
理
規
定
で
は
、
社
会

的
発
言
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

付
記　

本
論
文
は
國
學
院
大
學
特
別
推
進
研
究
助
成
金
「
国
際
的
視
点
か
ら
の
宗
教
文

化
教
育
教
材
の
総
合
的
研
究
」（
代
表
者
─
井
上
順
孝
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。


