
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
日
本
の
宗
教
研
究

学
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

西
村

明

口
『
ま
富
？
5
θ
監
6
詔
；
巳
閑
6
］
喧
0
5
0
D
言
告
。
三
目
』
4
飴
目
‥
芦
署
『
。
き
げ
守
o
日
書
。
日
巴
o
還
。
ご
『
ヨ
Φ
θ
芭
芦
θ

Z
拐
国
一
国
9
卜
卜
匹
『
曽

は
じ
め
に

●
戦
争
と
日
本
宗
教
学
会

②
『
宗
教
研
究
』
誌
に
登
場
す
る
戦
争
研
究

お
わ
り
に

【論
文
要
旨
］

　
本
稿

は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
の
宗
教
学
・
宗
教
研
究
の
動
向
、
と
く
に
戦
時
下
の
日
本
宗

教
学
会
の
状
況
と
、
当
時
の
学
会
誌
に
表
れ
た
戦
争
に
か
ん
す
る
研
究
の
二
つ
に
焦
点
を
あ
て
、
当

時
の
宗
教
学
・
宗
教
研
究
の
お
か
れ
た
社
会
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
理
解
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
戦
時

期
の
一
九
三
〇
年
・
四
〇
年
代
前
半
は
、
日
本
宗
教
学
会
の
草
創
期
に
あ
た
り
、
宗
教
を
と

り
ま
く
大
き
な
状
況
の
変
化
が
起
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
学
術
大
会
に
お
け
る
会
長
挨
拶
で
は
、

同
時
代
の
状
況
に
た
い
す
る
当
事
者
的
参
加
が
要
請
さ
れ
、
諸
宗
教
の
理
解
と
い
う
学
問
的
関
心
の

社
会
的
意
義
が
強
調
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
本
国
や
占
領
地
等
に
お
け
る
政
府
の
宗
教
統
制
・

宗
教
政
策
と
奇
妙
な
同
調
を
見
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
四
〇
年
前
後
に
『
宗
教
研
究
』
誌
に
登
場
し
た
、
戦
時
下
の
宗
教
現
象
に
か
ん
す
る
論
考
は
、

千
人
針
な
ど
の
当
時
の
前
線
・
銃
後
の
日
本
人
た
ち
の
宗
教
的
・
民
俗
的
営
み
を
視
野
に
入
れ
た
も

の
で

あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
戦
争
遂
行
や
天
皇
に
た
い
す
る
尊
崇
を
第
「
義
と
す
る
よ
う
な
体
制
的

な
価
値
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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は
じ
め
に

　
「
戦
争
と
宗
教
研
究
」
、
こ
の
こ
と
ば
の
つ
な
が
り
は
二
通
り
に
解
釈
で
き
よ
う
。

ひ

と
つ
は
「
『
戦
争
と
宗
教
』
研
究
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
『
戦
争
』
と
『
宗

教
研
究
』
」
で
あ
る
。

　
「
『
戦
争
と
宗
教
』
研
究
」
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
戦
争
と
宗
教
と
の
あ
い
だ

の

相
関
関
係
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宗
教
思
想
な
ど
が
戦
争
に
与
え

　
　
　
　
　
（
1
）

る
影
響
の
研
究
や
戦
争
が
宗
教
（
教
団
・
実
践
・
思
想
な
ど
）
に
与
え
た
影
響
の
研

（

2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

究
、
そ
し
て
戦
争
の
も
つ
宗
教
的
次
元
の
研
究
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
戦
争

が
宗
教
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
つ

い
て

日
本
語
で
発
表
さ
れ
た
研
究
に
限
定
し
て
も
、
全
体
を
網
羅
的
に
概
観
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

が
困
難
な
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
と
り
あ
げ
た
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。

　
他
方
、
「
『
戦
争
』
と
『
宗
教
研
究
』
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？

近
年
、
宗
教
研
究
に
つ
い
て
の
学
説
史
的
な
研
究
が
さ
か
ん
に
進
め
ら
れ
て
き
て
い

る
が
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
日
本
の
宗
教
研
究
の
関
係
に
し
ぼ
っ
て
考
え
た
場

合
、
そ
こ
に
積
極
的
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
と
な
る
と
、
意
外
に
も
そ
の
数
は
多
く

　
（
5
）

な
い
。
そ
れ
以
外
に
は
、
通
史
的
流
れ
の
中
で
個
々
の
研
究
者
の
戦
時
期
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

言
動

を
位
置
づ
け
た
も
の
が
あ
る
程
度
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ

う
な
研
究
動
向
を
踏
ま
え
て
、
研
究
の
蓄
積
に
資
す
る
た
め
に
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

戦
争
期
の
宗
教
学
・
宗
教
研
究
の
動
向
に
焦
点
を
あ
て
、
と
く
に
戦
時
下
の
日
本
宗

教
学
会
の
状
況
と
、
当
時
の
学
会
誌
に
表
れ
た
戦
争
に
つ
い
て
の
研
究
の
二
つ
の
視

点
か
ら
、
当
時
の
宗
教
学
・
宗
教
研
究
の
お
か
れ
た
社
会
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
理
解
し

て

み
た
い
。

0
戦
争
と
日
本
宗
教
学
会

　
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
発
行
さ
れ
た
『
宗
教
研
究
』
八
〇
号
に
は
、
短
い
こ

と
ば
な
が
ら
も
、
当
時
の
緊
迫
し
つ
つ
あ
る
時
代
状
況
の
な
か
で
、
宗
教
や
宗
教
研

究
の
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
事
態
を
予
言
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
「
後
記
」
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。

　
「
△
言
論
界
は
弾
力
に
富
ま
ぬ
混
沌
に
低
迷
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
や
が

て

こ
の
こ
と
は
あ
る
時
代
の
歴
史
が
示
し
た
や
う
に
宗
教
へ
の
触
手
と
な
り
は

す
ま
い
か
。
そ
れ
ら
に
そ
な
へ
て
学
を
蓄
へ
べ
き
（
マ
マ
）
で
あ
ら
う
。
△

一
九

三
四
年
が
来
る
。
こ
の
国
に
も
亦
内
的
外
的
に
宗
教
界
に
さ
し
せ
ま
つ
た

問
題
が
近
寄
り
つ
・
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
（
中
略
）
△
民
族
意
識
の
復
興
よ
し
、

が
、
機
関
誌
と
し
て
の
本
誌
は
そ
の
分
を
守
ら
う
。

　
　
　
以
上

を
種
々
の
問
題
の
答
と
な
し
て
　
　
　
（
後
略
）
」
〔
T
・
1

一
九
三
四
〕

　
三
年
前
の
一
九
三
一
年
に
起
っ
た
満
州
事
変
の
あ
と
、
戦
争
へ
の
一
方
通
行
的
な

道
を
歩
ん
で
い
る
日
本
社
会
の
状
況
の
な
か
で
、
民
族
主
義
的
な
言
論
が
活
発
と

な
っ
て
ゆ
き
、
信
仰
の
自
由
が
蝕
ま
れ
か
ね
な
い
危
機
の
予
感
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

一
九

三

〇
年
に
日
本
宗
教
学
会
（
以
下
、
宗
教
学
会
）
が
創
設
さ
れ
、
宗
教
学
が
い

く
つ
か
の
大
学
の
講
座
を
ま
た
ぎ
、
ま
た
宗
教
学
の
講
座
に
は
所
属
し
な
い
宗
教
研

究
者

を
も
つ
な
ぐ
全
国
組
織
と
し
て
歩
み
は
じ
め
た
黎
明
期
は
、
ち
ょ
う
ど
日
本
が

戦
争
へ
と
進
ん
で
い
く
時
代
と
歩
み
を
共
に
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
後
記
」

が
書
か
れ

た
一
九
三
四
年
時
点
で
の
『
宗
教
研
究
』
誌
は
、
宗
教
研
究
会
の
機
関
紙

で
あ
り
、
宗
教
学
会
の
会
誌
と
な
る
の
は
一
九
三
八
年
以
降
で
あ
る
。

　

日
中
戦
争
の
始
ま
る
直
前
の
一
九
三
六
年
＝
月
二
八
日
に
開
か
れ
た
宗
教
学
会

第
四
回
大
会
で
は
、
会
長
の
姉
崎
正
治
が
会
長
挨
拶
の
な
か
で
、
創
立
か
ら
の
六
年

の

あ
い
だ
の
宗
教
状
況
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
状
況
の
展
開
を
次
の
よ
う
に
ま
と

め

て

い
る
。
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「
大
会
も
今
回
で
第
四
回
で
あ
る
が
、
回
顧
す
れ
ば
此
の
僅
な
間
に
反
宗
教

運
動
が
起
こ
り
、
新
興
宗
教
が
続
出
。
是
等
の
み
な
ら
ず
其
他
の
有
ゆ
る
社
会

事
象

に
、
つ
ま
り
人
心
の
動
き
方
に
、
可
な
り
刺
激
的
な
も
の
や
変
態
的
な
も

の

が
認
め

ら
れ
、
何
か
世
の
中
の
変
異
と
い
ふ
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

　
吾
々
宗
教
研
究
者
に
と
つ
て
は
是
等
は
非
常
に
良
い
材
料
で
あ
る
。
古
来
の

宗
教
史
を
見
て
も
そ
の
結
果
は
一
定
し
な
い
ま
で
も
、
是
れ
に
似
た
も
の
が

屡
々
起
つ
た
。
一
体
吾
々
の
研
究
は
物
理
化
学
の
様
に
特
別
な
仕
掛
け
を
設
け

て
実
験
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
現
在
起
こ
り
つ
・
あ
る
こ
と
を
過

去

に
照
し
合
せ
て
研
究
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
現
在

将
来
を
概
括
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
（
中
略
）
而
も
吾
々
は
此
等
の
事
象
に

関
し
て
単
に
傍
観
者
と
し
て
居
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
れ
と
同
一
の
社
会

人
、
同
一
の
国
民
と
し
て
矢
張
り
そ
の
当
事
者
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
よ
そ
ご

と
の
様
に
見
守
つ
て
居
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
従
つ
て
是
等
動
揺
に
伴
ふ
何
者

と
難
も
欄
み
に
も
、
喜
び
に
も
、
迷
ひ
に
も
、
希
望
に
も
、
総
て
に
吾
々
は
参

加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
後
略
）
」
〔
『
宗
教
研
究
」
一
〇
二
a
号
〕

　

こ
こ
に
は
、
戦
争
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
が
、
宗
教
研
究
者
と
し
て
、
宗
教
を

と
り
ま
く
状
況
の
変
化
に
学
問
的
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

て

い

る
よ
う
で
あ
る
。
宗
教
学
会
の
黎
明
期
は
、
戦
争
の
入
り
口
で
あ
っ
た
の
と
同

時
に
、
そ
れ
に
連
動
し
て
宗
教
界
を
め
ぐ
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ

た
時
期
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
二
年
五
月
の
上
智
大
学
生
の

靖
国
神
社
参
拝
時
の
礼
拝
拒
否
事
件
を
は
じ
め
、
一
九
三
四
年
に
奄
美
大
島
の
大
島

高
等
女
学
校
の
廃
校
事
件
に
い
た
る
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
排
撃
の
動
き
が
盛
ん
と
な
っ

て
、
結
果
的
に
教
会
と
し
て
学
生
・
信
徒
の
神
社
参
拝
が
容
認
さ
れ
、
国
防
献
金
な

ど
戦
争
協
力
へ
の
歩
み
も
開
始
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
二
五
年
の
治

安
維
持
法
の
成
立
と
二
八
年
の
改
定
に
よ
っ
て
一
九
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
共
産
主
義

運
動
の
取
締
り
が
一
段
落
す
る
と
、
三
五
年
に
不
敬
罪
・
治
安
維
持
法
違
反
で
大
本

教
の

出
口
王
仁
三
郎
ら
が
逮
捕
さ
れ
、
教
団
施
設
が
破
壊
さ
れ
る
第
二
大
本
教
事
件

が
お

こ
り
、
三
六
年
に
は
ひ
と
の
み
ち
教
団
の
弾
圧
が
お
こ
る
な
ど
、
そ
の
後
も
引

き
続
き
起
こ
っ
て
い
っ
た
宗
教
弾
圧
が
展
開
さ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し

他
方
で
は
、
ち
ょ
う
ど
宗
教
学
会
創
設
の
一
九
三
〇
年
に
谷
口
雅
春
が
開
教
し
た
生

長

の
家
や
、
三
五
年
に
岡
田
茂
吉
が
開
教
し
た
大
日
本
観
音
会
（
の
ち
の
世
界
救
世

教
）
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
新
宗
教
教
団
の
勃
興
期
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
姉

崎
は
こ
の
よ
う
な
当
時
の
宗
教
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
、
宗
教
研
究
者
は
た
ん
な
る

傍
観
者
で
は
な
く
当
事
者
と
し
て
も
そ
の
状
況
に
参
加
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
研
究
者
と
し
て
お
こ
な
え
る
同
時
代
的
な
批
判
や
提
言
を
積
極
的
に
な
す
べ

き
だ
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
姉
崎
が
そ
こ
ま
で
意
図
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
当
事
者
性
の
強
調
が
、
こ
の
大
会
に
寄
せ
ら

れ

た
文
部
大
臣
平
生
欽
三
郎
の
祝
辞
と
奇
妙
な
共
鳴
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ

な
い
。

　
「
（
前
略
）
神
道
仏
教
基
督
教
等
の
諸
宗
教
に
関
し
、
学
術
的
検
討
を
加
へ
宗

教
の

真
諦
を
圃
明
せ
ん
と
せ
ら
る
る
は
、
誠
に
機
宜
に
適
せ
る
好
学
と
謂
ふ
べ

く
、
民
心
の
帰
趨
を
明
ら
か
に
し
健
全
な
る
宗
教
の
振
興
に
資
す
る
と
こ
ろ
少

か

ら
ざ
る
を
思
ひ
欣
快
に
堪
へ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

（中
略
）
会
員
諸
氏
は
深
く
思
を
時
潮
の
動
向
に
致
さ
れ
、
孜
々
研
鐘
を
積
み
、

克
く
相
互
の
連
絡
統
制
を
保
ち
、
以
て
本
邦
宗
教
学
の
発
達
に
貢
献
せ
ら
れ
ま

す
こ
と
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
（
後
略
）
」
〔
『
宗
教
研
究
』
一
〇
二
a
号
〕

　
三
年
後
の
一
九
三
九
年
成
立
、
四
〇
年
施
行
の
宗
教
団
体
法
を
う
け
て
、
翌
四
一

年
に
は
国
内
の
諸
宗
教
教
団
は
神
道
一
三
派
、
仏
教
二
八
派
、
キ
リ
ス
ト
教
二
教
団

に

統
合

さ
れ
て
、
完
全
に
政
府
の
統
制
下
に
組
み
込
ま
れ
た
か
た
ち
へ
と
な
っ
て
い

く
。
ま
た
、
宗
教
研
究
者
た
ち
の
な
か
に
も
植
民
地
・
占
領
地
の
宗
教
統
制
の
た
め
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の
一
翼
を
担
う
よ
う
に
な
る
者
が
現
れ
た
が
、
上
記
の
ふ
た
つ
の
挨
拶
文
の
共
鳴
は

近
未
来
の
状
況
を
や
は
り
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
宗
教
学
会
の
学
術
大
会
そ
の
も
の
も
戦
争
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
た

か

た
ち
と
な
る
。
日
中
戦
争
以
降
の
第
五
回
大
会
（
一
九
三
八
年
）
、
第
六
回
大
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
一
九

四
〇

年
）
、
第
七
回
大
会
（
一
九
四
二
年
）
で
は
、
開
会
に
あ
た
っ
て
、
「
来

会
者
一
同
起
立
、
皇
軍
の
武
運
長
久
の
た
め
、
ま
た
護
国
の
英
霊
に
対
し
て
一
分
間

の
黙

祷
」
な
ど
「
国
民
儀
礼
」
と
よ
ば
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
入
っ
て
く
る
こ
と
と

な
っ
た
。
と
く
に
一
九
四
二
年
の
第
七
回
大
会
は
靖
国
神
社
の
臨
時
大
祭
と
時
期
が

重

な
っ
て
お
り
、
会
長
の
姉
崎
は
挨
拶
の
な
か
で
そ
の
こ
と
に
言
及
し
、
戦
時
下
の

状
況
の

な
か
に
宗
教
学
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
「
（
前
略
）
こ
の
大
戦
の
最
中
に
、
か
く
も
安
泰
に
相
会
し
て
学
問
の
為
に
尽

し
得
る
の
は
、
実
に
皇
恩
国
恩
の
渥
き
に
よ
る
事
と
今
更
な
が
ら
感
侃
の
情
い

や

深
き
を
覚
え
る
。
又
此
日
は
特
に
靖
国
神
社
臨
時
大
祭
の
問
に
あ
る
こ
と
を

思
へ
ば
、
今
回
合
祀
せ
ら
れ
た
護
国
の
英
霊
と
共
に
、
今
ま
で
に
、
国
の
為
に

一
命
を
捧
げ
た
幾
万
の
英
霊
に
対
し
て
、
特
に
追
悼
と
感
謝
の
思
を
致
さ
“
る

を
得
ぬ
次
第
で
あ
る
。
（
中
略
）
南
方
の
共
栄
圏
に
関
し
て
、
今
ま
で
、
又
今
で
も
、

世

に
は
、
政
治
と
経
済
方
面
に
着
目
し
て
、
其
の
他
に
及
ば
な
い
人
が
多
い
。

此
も
自
然
の
事
な
が
ら
、
愈
よ
そ
の
方
を
軍
政
の
翼
下
に
収
め
て
そ
の
諸
民
族

を
統
治
す
る
様
に
な
つ
て
見
て
、
少
く
と
も
責
任
あ
る
一
部
の
人
々
は
、
其
等

民
族
の

間
に
於
け
る
宗
教
生
活
の
意
義
を
知
り
始
め
た
様
で
あ
る
。
而
し
て
此

の
為
に
は
現
在
に
於
け
る
宗
教
の
実
情
を
知
る
と
共
に
、
そ
の
来
歴
や
、
又
隠

れ

た
力
を
も
究
明
す
る
必
要
は
、
漸
く
認
め
ら
れ
る
様
に
な
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
。

（中
略
）
実
に
我
国
自
ら
の
問
題
で
あ
り
、
其
が
又
全
世
界
の
問
題
で
あ
ら
う
。

此
事

は
我
等
年
来
の
所
見
で
あ
り
、
本
学
会
の
会
員
が
、
世
間
の
実
利
的
風
潮

を
よ
そ
に
、
世
の
名
利
を
顧
み
ず
に
、
各
自
此
方
面
の
研
究
に
従
事
し
て
来
た

の

は
、
我
等
の
学
問
が
人
類
文
化
の
上
に
重
大
の
意
義
あ
る
を
自
覚
し
て
来
た

為
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
わ
れ
ら
の
学
問
が
将
来
の
文
化
に
対
し
て
、
如
何
の

意
義
を
有
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
、
一
層
弘
く
又
深
く
、
こ
の
研
究

を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
現
在
、
戦
乱
の
渦
中
に
あ
つ
て
も
、
諸
民
族
の
生
活
に
於
け
る
宗
教
の
重
要

な
こ
と
は
、
今
ま
で
に
変
り
は
な
い
が
、
今
後
、
戦
争
を
経
過
し
て
、
真
に
文

化
建
設

に
進
む
に
当
つ
て
は
、
宗
教
の
響
道
が
一
層
加
は
る
べ
き
は
明
で
あ

る
。
」
〔
『
宗
教
研
究
』
＝
四
号
〕

　
冒
頭
の
部
分
は
、
将
兵
が
海
外
に
お
い
て
激
し
い
戦
闘
で
死
を
か
け
て
戦
う
こ
と

と
日
本
国
内
で
穏
や
か
に
学
問
を
営
む
こ
と
が
、
動
と
静
の
よ
う
に
対
比
的
に
浮
か

び
上
が
っ

て

く
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
部
分
は
、
大
東
亜
共
栄
圏
の

構
想
の
実
現

に
際
し
て
諸
民
族
の
統
治
上
、
政
治
・
経
済
的
観
点
だ
け
で
な
く
、
当

該
地
域
の

宗
教
の
現
状
や
歴
史
、
そ
の
潜
在
力
等
を
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
も

の

と
な
っ
て
き
た
と
い
う
状
況
認
識
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
戦

後
の
問
題
と
し
て
も
「
文
化
建
設
」
を
図
る
上
で
、
宗
教
が
社
会
的
重
要
度
を
増
す

と
い
う
理
解
が
認
め
ら
れ
、
一
九
四
二
年
段
階
で
の
姉
崎
の
戦
後
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
う

か
が
え
て
興
味
深
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
姉
崎
の
挨
拶
は
、
ま
た
も
や
文
部
大
臣
（
橋
田
邦
彦
）
の

祝
辞
と
共
鳴
す
る
。

　
「
（
前
略
）
国
民
の
精
神
を
鼓
舞
振
作
し
て
不
退
転
の
信
念
を
培
養
す
る
と

共

に
大
東
亜
諸
民
族
相
互
の
理
解
親
善
を
促
進
し
て
そ
の
団
結
を
強
化
す
る
は

現
下

喫
緊
の
要
務
に
し
て
本
大
会
の
成
果
に
期
待
す
べ
き
も
の
極
め
て
多
し
」

〔
『宗
教
研
究
』
二
四
号
〕

　

国
民
精
神
の
作
興
と
植
民
地
・
占
領
地
で
の
精
神
的
な
統
治
に
た
い
し
、
学
会
の

成
果
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
期
待
と
諸
宗
教
を
理
解
す
る
と
い
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う
宗
教
学
の
学
問
的
課
題
が
奇
妙
に
合
致
し
た
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

姉
崎
の
こ
と
ば
が
政
治
的
色
彩
を
帯
び
て
横
滑
り
す
る
効
果
を
持
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
、
こ
の
よ
う
な
次
元
で
の
学
問
の
動
員
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、

一
九
四

〇

年
の
『
宗
教
研
究
』
一
〇
四
号
に
発
表
さ
れ
た
石
橋
智
信
「
鮮
・
満
・
支

の
宗
教
実
情
踏
査
」
に
う
か
が
え
る
。
石
橋
は
一
九
三
九
年
の
夏
、
興
亜
院
か
ら
の

委
嘱
で
文
部
省
の
相
原
宗
務
官
と
、
朝
鮮
半
島
・
満
州
・
中
国
に
お
け
る
一
ヶ
月
半

の

宗
教
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
現
状
分
析
か
ら
「
宗
教
工
作
」
や
「
宗
教
上
の
東

亜
新
秩
序
」
の
あ
り
方
を
提
言
し
て
い
る
。

「
も
し
、
宗
教
工
作
な
る
も
の
が
、
真
に
、
宗
教
な
る
も
の
を
愛
し
、
ま
た
、

支
那
人

な
る
も
の
を
愛
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
支
那
人
た
れ
も
が
信
じ
、

支
那
人
た
れ
も
が
有
す
る
宗
教
的
関
心
に
生
く
る
道
教
な
る
も
の
の
上
に
、
宗

教
工
作
の

第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
が
宗
教
工
作
と
支
那
人
宗

教
心
と
の
最
初
の
接
触
点
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）

真

に
、
宗
教
を
愛
し
、
真
に
、
支
那
を
愛
す
る
な
ら
ば
、
唯
一
の
純
支
那
宗
教
、

道
教
を
愛
し
て
、
こ
れ
を
赤
ん
坊
の
様
に
愛
撫
し
、
こ
れ
を
育
て
て
や
る
可
き

で

あ
ら
う
。
こ
れ
ら
も
育
て
ゆ
く
べ
き
宗
教
上
の
東
亜
新
秩
序
の
一
で
は
あ
る

ま
い
か
。
支
那
人
の
育
て
上
げ
方
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」

　

こ
こ
で
の
宗
教
へ
の
愛
、
あ
る
い
は
宗
教
の
理
解
と
い
う
姿
勢
は
、
人
間
的
な
水

平
的
視
点
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
「
こ
れ
を
赤
ん

坊
の
様
に
愛
撫
し
、
こ
れ
を
育
て
て
や
る
可
き
」
と
い
う
母
性
的
包
容
と
し
て
表
現

さ
れ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
は
民
族
を
異
に
す
る
者
の
あ
い
だ
の
優
劣
関
係
を
前
提

と
し
た
垂
直
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
そ
の
陰
に
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

②
『
宗
教
研
究
』
誌
に
登
場
す
る
戦
争
研
究

　
太
平
洋
戦
争
が
開
戦
し
、
宗
教
団
体
法
が
成
立
す
る
一
九
三
九
年
、
姉
崎
の
弟
子

の
一
人
で
立
正
大
学
教
授
で
あ
っ
た
濱
田
本
悠
は
『
宗
教
研
究
』
一
〇
一
b
号
に
「
日

本
宗
教
の
現
代
的
問
題
」
を
発
表
し
た
。
『
宗
教
研
究
』
誌
に
お
い
て
、
宗
教
学
の

視
点
か
ら
戦
争
を
主
題
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

　
濱
田
は
ま
ず
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
す
べ
て
の
宗
教
に
は
現
実
世
界
の
不
安
定

に
立
脚
し
、
心
や
自
己
を
と
り
ま
く
環
境
の
平
安
を
ね
が
う
「
危
機
の
神
学
」
と
し
て
、

お

よ
そ
戦
争
と
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
論
じ
る
。
日
本
の
宗
教
史
上
で
も
、
「
三

種
の

神
器
」
の
ひ
と
つ
に
剣
が
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
よ
り
現
在
ま
で
戦
争
の
要
素

が
含

ま
れ
て
い
た
と
と
ら
え
、
「
戦
争
は
一
種
最
高
の
宗
教
で
あ
っ
た
」
と
さ
え
述

べ
る
〔
濱
田
　
一
九
三
九
二
六
一
－
一
六
二
〕
。

　

そ
し
て
、
当
時
の
戦
時
状
況
に
お
け
る
戦
争
と
宗
教
の
か
か
わ
り
の
深
さ
を
示
す

事
例

と
し
て
一
方
で
「
千
人
針
」
や
「
弾
除
け
」
祈
願
を
あ
げ
、
他
方
で
戦
死
を
め

ぐ
る
「
無
常
観
の
宗
教
」
を
あ
げ
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
政
治
思
想
と
し
て
の
皇
道

主
義
で
は
な
い
「
皇
道
」
「
尊
皇
」
の
宗
教
性
を
論
じ
る
方
向
に
議
論
を
進
め
て
い
る
。

　
濱
田
は
千
人
針
へ
の
関
心
は
「
士
気
や
報
国
の
意
図
」
を
弱
め
る
も
の
と
し
て
で

は

な
く
、
む
し
ろ
人
の
力
を
超
え
た
偶
然
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
法
と
し
て
理

解
す
る
。「斯

や
う
な
戦
闘
技
術
に
就
い
て
、
人
力
以
上
の
偶
然
率
を
統
御
す
る
方
法
と

し
て
、
梢
々
宗
教
的
な
る
方
法
が
考
案
せ
ら
れ
た
も
の
が
「
千
人
針
」
行
事
で

あ
る
。
或
は
「
千
人
力
」
奉
仕
で
あ
る
。
斯
や
う
な
街
頭
行
事
が
性
的
区
別
を

設

け
て
、
或
は
一
針
を
、
或
は
一
筆
を
女
性
男
性
に
分
け
て
奉
仕
せ
し
め
、
特

に
特
定
の
年
廻
り
（
寅
年
の
者
、
五
黄
の
寅
年
の
者
等
）
に
限
り
数
多
く
運
ば

し
め
た
り
、
又
奉
仕
者
が
必
ず
別
々
の
千
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
や
、
又
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は
特
定
条
件
の
も
の
（
五
銭
玉
を
結
ば
し
め
る
等
）
に
之
を
一
針
一
筆
以
上
行

ふ

こ
と
が
許
さ
れ
る
等
の
行
事
は
、
正
し
く
宗
教
儀
礼
に
特
有
の
「
戒
律
」
や

タ
ブ
ー
（
禁
忌
）
の
固
有
型
が
現
は
れ
て
居
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
何
人
が

立

法
し
た
と
云
ふ
こ
と
も
な
く
、
自
然
発
生
的
に
行
は
れ
出
し
た
原
始
形
態
を

採
っ
て
居
る
こ
と
は
、
現
代
文
化
社
会
に
尚
ほ
原
始
性
が
頭
を
撞
げ
る
戦
時
雰

囲
気
の
特
徴
と
見
て
よ
い
。
」
〔
濱
田
　
一
九
三
九
二
六
二
〕

　

こ
こ
で
濱
田
は
、
「
千
人
針
」
行
事
が
運
針
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
戒
律
や
タ
ブ
ー
と

い
っ

た
宗
教
儀
礼
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
し
か
し
、
そ
れ
が

誰
か

の
創
出
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
然
発
生
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
戦
時
雰
囲

気
の
も
つ
原
始
性
と
通
底
す
る
性
格
で
あ
る
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
引
用
部
に
続
け
て
、

戦

時
に
多
用
さ
れ
た
「
お
守
り
」
「
お
札
」
な
ど
の
な
か
に
は
神
霊
の
観
念
を
伴
わ

な
い
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
魔
術
ζ
①
σ
q
邑
、
巫
女
的
考
案
に
基
づ
く
「
魔
除

け
」
の
性
格
を
残
存
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
不
動
や
清
正
公
の
神
観
念
」
と
い
っ

た
宗
教
観
念
に
結
び
つ
い
て
い
る
部
分
を
有
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

濱
田
が
こ
こ
で
お
こ
な
っ
て
い
る
議
論
は
、
進
化
主
義
的
な
宗
教
学
説
を
用
い
な
が

ら
、
「
千
人
針
」
と
い
う
戦
時
下
の
社
会
現
象
を
宗
教
性
の
ひ
と
つ
の
現
わ
れ
と
し

て

読
み
解
い
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
濱
田
は
次
に
、
戦
争
の
長
期
化
に
よ
っ
て
、
前
線
で
の
戦
闘
と
そ
れ
に
む
け
た
国

民
の

総
動
員
と
同
時
並
行
で
、
戦
死
者
の
一
周
忌
や
三
周
忌
が
勤
め
ら
れ
る
事
態
に

目
を
向
け
、
戦
地
に
お
け
る
巡
礼
の
動
き
の
興
味
深
い
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
中
に
は
戦
火
尚
酎
な
る
陣
中
に
念
珠
つ
ま
ぐ
り
つ
つ
巡
礼
回
向
を
し
て
廻
る

将
軍
や
戦
傷
兵

や
、
僧
侶
団
が
あ
る
。
殊
に
痛
ま
し
い
も
の
は
、
そ
の
際
敵
霊

を
も
尚
同
時
に
弔
ふ
気
持
に
ま
で
深
化
し
つ
つ
あ
る
や
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

已

に
仏
教
に
云
ふ
怨
親
平
等
の
普
遍
愛
の
宗
教
ま
で
が
芽
萌
え
つ
つ
あ
る
。
軍

事
当
局
で
は
、
そ
う
云
ふ
運
動
が
、
反
っ
て
軍
の
士
気
に
関
す
る
な
き
や
を
顧

慮
し
た
ほ
ど
に
、
巡
礼
志
願
者
が
多
か
っ
た
。
」
〔
濱
田
　
一
九
三
九
　
一
六
四
〕

　
一
九
三
九
年
当
時
に
こ
の
よ
う
な
戦
地
で
の
宗
教
実
践
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の

存
在
を
、
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
濱
田
は
そ
れ
を
戦
闘
の
な
か
で
生
死

の
境
界
を
体
験
し
た
も
の
だ
け
が
到
達
で
き
る
、
無
常
観
の
宗
教
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
戦
時
体
験
の
無
常
観
」
が
「
靖
国
信
念
の
昂
揚
、
興
亜
忠

霊
塔
の

建
立
」
の
気
運
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
無
常
観
の
宗
教

を
体
験
し
た
者
は
、
生
死
の
境
を
超
越
し
よ
う
と
し
て
、
生
き
な
が
ら
に
し
て
「
戦

死
の

神
秘
」
を
味
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
濱
田
は
忠
霊
塔
建
設
運
動

の
ス

ロ

ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
コ
日
戦
死
」
を
、
た
ん
に
一
日
だ
け
戦
死
し
た
つ
も
り

で
労
役
を
果
た
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
上
記
の
よ
う
な
生
き
な
が
ら

に
し
て
戦
死
を
味
わ
う
こ
と
を
表
す
「
怪
奇
的
標
語
」
で
あ
る
と
述
べ
、
「
事
変
参

加
の
日
本
人
で
な
く
ば
、
戦
火
を
浴
び
た
将
兵
で
な
く
ば
感
触
で
き
な
い
宗
教
感
情

で

あ
り
神
秘
信
念
の
発
声
で
あ
る
」
と
さ
え
言
う
。

　
当
時
の
日
本
に
お
け
る
戦
争
に
ま
つ
わ
る
宗
教
的
状
況
を
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
へ

の

信
仰
に
還
元
で
き
な
い
「
全
く
日
本
的
な
る
大
稜
威
信
念
に
開
眼
し
た
も
の
」
で

あ
る
と
理
解
し
、
占
領
地
等
の
海
外
神
社
の
創
建
の
動
機
を
「
生
々
し
い
現
地
の
暫

濠
体
験
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
戦
争
を
人
生
の
究
極
体
験
と
と
ら
え
た
上
で
、
そ

こ
に
宗
教
性
の
発
露
の
要
因
を
認
め
る
の
で
あ
る
〔
濱
田
　
一
九
三
九
二
六
四
ー

一
六
五
〕
。

　
濱
田
は
こ
の
よ
う
な
無
常
観
の
宗
教
を
異
常
心
理
的
宗
教
と
評
し
、
日
本
社
会
に

妖
し
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
と
す
る
。
さ
ら
に
は
長
期
化
す
る
戦
争
を
経
て
、

日
本
的
な
無
常
観
が
徹
底
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
う
し
た
無
常
観
や
神
秘
信
念
よ

り
宗
教
的
に
よ
り
高
い
「
事
変
以
後
に
来
る
べ
き
」
社
会
宗
教
と
し
て
「
皇
道
（
皇

国
）
信
念
」
を
あ
げ
て
い
る
。

　

こ
の
皇
道
信
念
は
、
戦
争
前
に
は
皇
道
主
義
と
い
う
国
民
精
神
の
指
標
に
過
ぎ
な

か

っ

た
も
の
が
、
戦
争
に
よ
る
空
前
の
国
家
的
な
非
常
事
態
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
に
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な
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
戦
地
に
お
け
る
朝
日
の
「
遥
拝
」
や
戦
死
者
へ
の
「
黙
祷
」

な
ど
は
、
皇
道
信
念
と
い
う
宗
教
性
の
儀
礼
的
側
面
（
三
昧
、
禅
定
）
で
あ
り
、
「
国

民
の
戦
時
的
第
一
義
的
信
仰
」
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
方
で
、
「
皇
道
」
の

思
想

に
は
非
宗
教
的
な
国
策
的
意
図
も
潜
在
し
て
お
り
、
制
圧
や
訓
令
の
か
た
ち
で

そ
れ
が
提
唱
さ
れ
る
と
、
か
え
っ
て
宗
教
的
信
念
の
自
然
湧
発
を
せ
き
止
め
る
こ
と

に
な
る
と
警
告
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
濱
田
の
議
論
に
お
い
て
は
、
進
化
主
義
的
な
宗
教
論
に
基
づ
い
て
千

人
針
や
戦
死
者
へ
の
儀
礼
的
態
度
の
う
え
に
、
天
皇
崇
拝
の
宗
教
的
次
元
を
お
く
も

の
で

あ
り
、
国
民
を
戦
争
へ
と
向
か
わ
せ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
政
府
以
上
に
極
端
な

か
た

ち
で
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

濱
田
が
上
記
の
論
考
を
『
宗
教
研
究
』
誌
に
寄
稿
し
た
翌
年
の
一
九
四
〇
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

一
〇

六
号

に
は
、
陸
軍
教
授
の
心
理
学
者
西
澤
頼
応
が
第
六
回
大
会
の
発
表
論
文
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
て
「
日
本
戦
史
に
現
は
れ
た
る
宗
教
体
験
」
を
載
せ
て
い
る
。

　
西
澤

は
問
題
設
定
と
し
て
、
「
戦
場
に
於
て
体
験
せ
ら
れ
た
信
仰
の
諸
相
を
考
察

し
て
、
日
本
の
国
民
性
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
た
宗
教
意
識
の
問
題
に
ふ
れ
て
見

よ
う
と
思
ふ
」
と
述
べ
、
日
本
の
歴
史
上
の
戦
争
に
つ
い
て
、
戦
史
資
料
に
基
づ
い

た
戦
争
体
験
の
宗
教
心
理
学
的
考
察
を
行
っ
て
い
る
〔
西
澤
　
一
九
四
〇
一
二
一
四
〕
。

取
り
上
げ
ら
れ
た
資
料
は
参
謀
本
部
編
纂
の
『
日
本
戦
史
』
を
は
じ
め
、
井
上
一
次

中
将
、
辻
善
之
助
監
修
の
『
大
日
本
戦
史
』
、
『
日
本
戦
史
集
』
、
『
日
本
外
戦
史
』
な

ど
で
あ
る
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
戦
争
体
験
の
記
録
と
語
り
に
関
す
る
資
料

調
査
』
と
の
関
連
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
と
共
に
「
満
州
事
変
・
日
支

事
変
に
参
加
し
た
る
歴
戦
将
兵
の
体
験
談
」
二
千
五
百
名
分
ほ
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
当
時
の
学
術
的
関
心
か
ら
収
集
さ
れ
た
戦
争
体
験
の
記
録
と
い
う
意

味
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
西
澤
が
「
宗
教
体
験
の
諸
相
」
と
題
し
て
紹

介
し
て
い
る
同
論
考
の
第
二
節
の
記
述
か
ら
、
満
州
事
変
と
日
中
戦
争
（
「
日
支
事
変
」

と
表
記
）
に
か
ん
す
る
部
分
を
少
し
長
く
な
る
が
抜
き
出
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い

〔西
澤
　
同
上
‥
二
一
五
ー
二
二
五
〕
。

（
こ

（二
）

（三
）

（四
）

（五
）

　
　
軍
神
【
省
略
】

　
　
血
祭
【
省
略
】

　
　
祈
願

【省
略
】

　
　
神
託
【
省
略
】

　
　
縁
起

【省
略
】

（イ
）
　
　
出
陣
時
【
省
略
】

（
ロ
）
　
戦
闘
時
、
戦
闘
後

①
～
⑧
【
省
略
】

⑨
戦
闘
前
、
山
の
中
に
実
っ
て
居
っ
た
栗
を
勝
栗
だ
と
縁
起
を
祝
っ
た
。

ー
日
支
事
変
ー

⑩
毎
日
日
記
を
つ
け
て
居
る
人
に
は
生
存
者
が
少
な
い
。
不
思
議
と
思

　
　
（
マ
マ
）

は
れ
程
で
あ
る
。
1
日
支
事
変
1

⑪
千
人
針

や
、
御
守
を
無
く
し
た
の
で
、
赤
揮
を
締
め
て
居
た
が
、
徐

州
戦
で
は
負
傷
し
て
し
ま
っ
た
。
余
り
縁
起
は
信
用
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
。

⑫
討
伐
の
命
を
受
け
て
出
発
す
る
際
、
突
然
に
靴
の
紐
が
切
れ
た
、
そ

の

日
は
敵
の
重
囲
に
陥
り
戦
友
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
戦
況
が
緊
張
し
て
、
真
剣
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
吉
と
考
へ
る
こ
と
よ
り
も
、

不
吉
を
予
感
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
来
る
様
で
あ
る
。
そ
れ
程
吉
と
考
へ
る

余
裕
が
な
い
と
見
る
の
が
当
然
で
あ
ら
う
。

（六
）

（七
）

　
占
ひ
【
省
略
】

　
千
人
針
　
千
人
針
に
対
す
る
信
仰
は
可
な
り
強
い
。
そ
れ
に
は
多
数

　
の
人
々

の
熱
心

と
誠
意
と
云
ふ
こ
と
が
将
兵
の
心
を
勇
気
づ
け
て
居

　
る
。

①
危
い
処
で
助
か
っ
た
時
等
は
、
確
に
千
人
針
を
下
さ
っ
た
人
々
が
、

自
分
に
対
す
る
武
運
長
久
を
祈
っ
て
下
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
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居
る
。
ー
日
支
事
変
ー

　
　
　
②
母
の
作
っ
た
千
人
針
を
、
ひ
と
り
頼
り
に
し
て
戦
っ
て
来
た
。

　
　
　
③
弾
薬
を
交
付
し
た
帰
り
の
途
中
に
、
不
意
に
敵
弾
を
受
け
た
折
、
各

　
　
　
被
服

は
通
り
抜
け
た
が
、
千
人
針
を
巻
い
て
居
っ
た
お
蔭
で
敵
弾
は
貫

　
　
　
く
こ
と
能
は
ず
、
幸
に
故
障
な
く
過
ぎ
る
こ
と
が
出
来
た
。
実
に
千
人

　
　
　
針
の

縁
起

よ
き
こ
と
、
又
大
な
る
力
あ
る
こ
と
を
感
心
し
た
。
ー
日
支

　
　
　
事
変
－

　
千
人

針
に
対
す
る
信
頼
心
が
強
い
程
、
紛
失
し
た
場
合
に
感
ず
る
心
的
不
安

は
可
な
り
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
④
千
人
針
を
忘
れ
た
。
そ
れ
が
非
常
に
気
に
な
っ
た
。
不
思
議
な
ほ
ど

　
　
　
気

に
な
っ
た
の
で
、
戦
友
の
を
貰
っ
て
着
用
す
る
に
及
ん
で
、
や
っ
と

　
　
　
精
神
に
落
着
を
感
じ
た
。

　
　
　
⑤
「
マ
ラ
リ
ヤ
」
を
患
っ
た
が
、
之
は
身
か
ら
離
さ
な
い
千
人
針
を
落

　
　
　
し
た
為
で
あ
る
と
思
っ
た
。

　
千
人
針
を
信
じ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
⑥
戦
場
で
は
千
人
針
や
、
千
人
力
等
で
は
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
。
唯
銃

　
　
　
後
の
人
々
の
気
休
め
で
あ
る
。

　
　
　
⑦
千
人
針
は
自
分
の
精
神
丈
け
の
も
の
で
あ
る
。
然
し
千
人
針
に
は
弾

　
　
　
丸
が
命
中
し
て
居
な
い
。

（
八
）
　
夢
知
せ

　
　
　
①
山
中
で
食
料
の
不
自
由
を
感
じ
て
居
る
時
、
毎
夜
亡
父
が
夢
に
現
は

　
　
　
れ
、
食
料
品
を
持
っ
て
来
た
。

　
　
　
②
戦
友
の
夢
を
見
た
ら
、
そ
の
戦
友
は
戦
死
し
て
居
っ
た
。

（
九
）
　
御
守
　
御
守
は
神
仏
の
偉
力
が
具
体
的
に
表
現
し
た
も
の
と
信
じ
ら

　
　
　
　
れ
て

居

る
。
い
つ
れ
か
と
云
へ
ば
守
護
と
云
ふ
様
な
消
極
的
な
体
験

　
　
　
　
が
多
い
。

（
一
〇
）
　
神
仏
に
対
す
る
信
仰

（
イ
）
　
神
国

①

【省
略
】

②
我
が
国
は
神
国
で
あ
る
。
自
分
は
日
々
神
に
礼
拝
し
て
居
る
。
正

し
き
道
を
歩
み
、
行
を
正
す
る
。
何
事
も
神
に
任
せ
て
働
く
も
の
で

　
あ
る
。

（
ロ
）
　
御
稜
威

　
例

　
自
分
に
は
敵
弾
一
発
た
り
と
も
命
中
し
な
い
と
確
信
し
て
居
る
。

我

は
陛
下
の
股
肱
な
り
と
常
に
信
じ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。

（
ハ
）
　
神
業

　
例

　
射
撃
準
備
の
時
、
敵
の
発
射
弾
が
飛
び
来
り
、
一
寸
の
違
ひ
で

　
一
命
を
拾
ふ
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
は
神
業
で
あ
る
と
思
っ
た
。

（
二

）　
　
氏
神
　
氏
神
に
対
す
る
信
仰
は
非
常
に
数
が
多
い
。
祭
祀
も

　
　
　
　
ら
れ
て
居
る
神
は
神
代
よ
り
現
代
ま
で
及
ん
で
居
る
。
郷
土

　
　
　
　
す
な
わ
ち
神
国
に
生
を
享
け
、
成
長
し
て
き
た
こ
と
に
対
す

　
　
　
　
る
感
謝
と
感
激
と
で
あ
る
。

①
自
分
は
父
に
よ
り
常
に
氏
神
様
を
信
す
べ
し
と
訓
育
さ
れ
て
居
っ

　
た
。
こ
の
山
中
の
困
難
を
追
撃
戦
に
十
分
戦
ふ
こ
と
が
出
来
た
の
は
、

　
全
く
氏
神
様
の
御
蔭
で
あ
る
と
痛
感
し
た
。

②
日
清
、
日
露
戦
役
以
来
、
幾
多
の
戦
闘
に
於
て
、
吾
が
村
よ
り
は

　
一
名
も
戦
死
者
を
出
し
て
居
な
い
。
こ
れ
は
村
人
が
有
難
い
氏
神
様

　
の
御

祭
を
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
如
何
な
る
弾
雨
の
中
に

　
あ
っ
て
も
、
整
れ
な
い
自
信
を
持
っ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
ー
三
重
県

　
鈴
鹿
郡
ー

③
戦
場
に

於
て

激
戦
に

参
加
し
、
生
死
の
巷
を
往
来
し
て
、
戦
友
の

　
多
く
は
戦
死
し
て
居
る
の
に
、
自
分
丈
け
は
こ
の
間
に
あ
っ
て
生
を

　
全
う
し
て
居
る
こ
と
は
、
全
く
何
か
自
分
以
上
の
大
な
る
も
の
存
在

　
を
感
ず
る
次
第
で
あ
る
。
自
分
が
今
日
無
事
な
る
こ
と
は
、
此
の
偉
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大

な
る
も
の
の
庇
護
と
、
故
国
に
あ
る
家
族
、
親
戚
の
も
の
の
熱
心

　
　
な
祈
り
の
御
蔭
で
あ
る
事
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
ー
京
都
帝
国
大
学
卒

　
　
業
、
官
吏
、
京
都
、
相
良
郡
予
備
歩
兵
軍
曹
ー

（
ホ
）
　
偉
大
な
る
力

　
　
①
敵
砲
弾
が
雨
、
霰
と
飛
び
来
る
中
を
進
撃
す
る
時
は
唯
神
仏
を
祈
る

　
　
の
み
で
あ
る
。

　

②
戦
場
に
於
て
、
人
力
を
以
て
し
て
は
到
底
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出

　
　
来
な
い
場
合
に
、
偉
大
な
る
力
を
借
り
て
其
の
場
を
ぬ
け
ら
れ
る
様
神

　
　
仏
に
御
祈
り
を
し
た
。

　
西

澤
は
こ
れ
ら
の
事
例
を
紹
介
し
た
上
で
、
次
の
節
で
宗
教
体
験
を
規
定
す
る
心

理
条
件
を
六
つ
の
特
徴
に
整
理
し
て
い
る
。

　
一
つ
め
は
、
戦
場
と
い
う
特
殊
な
場
面
に
お
い
て
必
死
の
戦
闘
行
為
や
戦
闘
状
況

の

推
移
に
伴
っ
て
起
る
も
の
で
、
日
常
に
は
あ
ま
り
深
刻
に
現
れ
る
こ
と
が
な
い
心

的
条
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
初
陣
者
、
緒
戦
者
、
激
戦
者
な
ど
は
心
的
な
不
安
や
勝

敗

に
関
す
る
真
剣
味
な
ど
か
ら
、
愛
国
心
、
敵
陳
心
、
団
結
心
、
依
頼
心
、
猜
疑
心
、

恐
怖
心
な
ど
の
情
緒
に
と
も
な
う
特
殊
な
宗
教
体
験
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
分
析

す
る
。

　
二

つ
め

は
、
主
に
人
間
の
本
能
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
、
自
己
保
存
や
自
己
の
発

展

と
い
っ
た
個
人
的
な
も
の
よ
り
家
族
・
郷
土
・
国
家
に
関
す
る
も
の
な
ど
が
人
間

性
の
発
揮
に

と
も
な
っ
て
、
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
が
、
功
名
や
手
柄

を
求
め
る
祈
願
、
家
門
・
先
祖
の
名
誉
を
け
が
す
ま
い
と
い
う
心
理
に
つ
な
が
り
、

ま
た
、
生
活
の
安
楽
や
安
全
、
災
難
や
不
安
を
除
去
す
る
祈
願
と
な
っ
て
現
れ
て
い

る
と
い
う
。

　
三

つ
め

は
、
戦
時
の
社
会
状
態
・
世
相
や
、
社
会
性
、
あ
る
い
は
戦
争
が
行
わ
れ

て

い

る
時
代
精
神
・
世
界
観
・
人
生
観
な
ど
に
規
定
さ
れ
る
心
的
条
件
で
あ
る
。

　
四

つ
め

は
、
民
族
精
神
、
国
民
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
「
日
本
国
体
」
に
も

と
つ
く
風
俗
や
習
慣
、
歴
史
、
伝
統
な
ど
が
宗
教
体
験
に
特
殊
な
色
彩
を
与
え
て
い

る
と
す
る
。
そ
れ
は
古
来
の
戦
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
戦
争
に
お
い
て
も
、
個
人
的

な
安
楽
を
祈
願
す
る
こ
と
は
希
薄
で
、
国
家
・
郷
土
・
家
門
を
基
礎
に
、
「
御
稜
威

を
仰
ぎ
、
国
体
の
尊
厳
さ
を
感
じ
、
敬
神
崇
祖
の
念
に
燃
え
て
居
る
」
と
い
っ
た
よ

う
に
、
国
民
的
特
色
を
発
揚
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。

　

五

つ
め

と
し
て
、
以
上
の
条
件
の
傾
向
を
整
理
し
て
い
る
。
人
間
性
や
国
民
性
を

基
準
と
し
た
宗
教
体
験
は
持
続
性
を
も
つ
が
、
宗
教
情
緒
の
表
現
と
し
て
は
地
味
な

性
質
の
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
戦
場
と
か
、
社
会
面
に
基
く
体
験
は
宗
教
情
緒
の
表

現
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
が
持
続
性
が
少
な
く
一
貫
性
に
乏
し
い
の
で
、
容
易
に
他

の

日
常
体
験
に
置
き
換
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
す
る
。

　

六

つ
め

と
し
て
、
以
上
か
ら
導
き
出
せ
る
結
論
を
述
べ
て
い
る
。
国
民
に
本
当
に

強
い
、
し
っ
か
り
し
た
宗
教
的
信
念
を
持
た
せ
、
そ
の
宗
教
的
信
念
を
永
遠
、
恒
久

の

も
の
と
さ
せ
る
た
め
に
は
、
人
間
性
と
国
民
性
と
を
基
軸
と
す
る
心
的
条
件
に

よ
っ
て
宗
教
的
信
念
を
酒
養
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
指
摘
す
る
。

　
以
上
見
て

き
た
よ
う
に
、
西
澤
に
よ
る
戦
争
体
験
の
宗
教
的
次
元
の
研
究
に
は
、

千
人
針
や
氏
神
へ
の
信
仰
な
ど
民
俗
レ
ベ
ル
で
の
戦
争
へ
の
対
応
が
、
視
野
に
入
れ

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
濱
田
の
進
化
主
義
的
宗
教
論
の
よ
う
に
、
低
次
元
の
宗
教
性

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
他
の
宗
教
性
と
と
も
に
あ
く

ま
で
も
客
観
的
な
議
論
の
一
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
宗
教
体
験
を
規
定
す
る
心
的
条
件
の
特
徴
と
し
て
六
つ
め
に
指
摘
し
て

い

る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
西
澤
が
こ
れ
ら
の
宗
教
体
験
に
注
目
す
る

動
機
の
部
分
に
は
、
国
民
の
宗
教
的
信
念
を
酒
養
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
西

澤
の
論
文
の
本
文
に
は
表
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
座
標
と
し
て
図
式
化
し
て
い
る

も
の
に
は
、
「
宗
教
体
験
」
か
ら
「
敵
」
に
た
い
し
て
矢
印
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
宗
教
的
信
念
の
酒
養
を
と
お
し
て
敵
に
た
い
す
る
戦
闘
意
識
の

作
興
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
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お
わ
り
に

　
一
九
三
六
年
、
宗
教
学
会
第
四
回
大
会
の
姉
崎
の
会
長
挨
拶
や
文
部
大
臣
祝
辞
に

お
い
て
、
学
問
の
同
時
代
性
へ
の
要
請
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、
そ
の
数
年
後

に
濱
田
や
西
澤
の
戦
争
論
が
登
場
し
た
こ
と
と
は
直
接
的
な
影
響
関
係
は
な
い
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
ら
は
と
も
に
当
時
の
宗
教
学
・
宗
教
研
究
が
お
か
れ
た
時
代
性
を
象
徴

す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
濱
田
や
西
澤
の
視
野
に
は
、
た

し
か
に
当
時
の
前
線
・
銃
後
の
日
本
人
た
ち
の
宗
教
的
・
民
俗
的
営
み
が
入
っ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
た
い
す
る
ま
な
ざ
し
は
、
あ
く
ま
で
戦
争
遂
行
や
天
皇
に

た
い
す
る
尊
崇
を
第
一
義
と
す
る
よ
う
な
体
制
的
な
価
値
判
断
に
基
づ
く
も
の
で

あ
っ
た
。
あ
る
い
は
濱
田
の
よ
う
に
、
た
と
え
「
皇
道
主
義
」
の
国
策
的
意
図
を
批

判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
そ
の
宗
教
性
を
強
調
す
る
方
へ

と
さ
ら
に
先
鋭
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
稿
に
お
け
る
議

論

は
、
当
時
の
宗
教
学
・
宗
教
研
究
が
ど
の
程
度
官
製
の
学
問
で
あ
っ
た
の
か
、
あ

る
い
は
逆
に
ど
の
程
度
国
家
と
の
距
離
を
持
ち
え
た
の
か
と
い
う
議
論
、
さ
ら
に
は

そ

の

よ
う
な
性
格
が
戦
後
ど
の
程
度
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
め
ぐ
る
議
論
に
展

開
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
本
稿
で
は
そ
の
用
意
が
な
い
が
、
少
な

く
と
も
本
稿
の
議
論
の
範
囲
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
姉
崎
が
挨
拶
で
主
張
し
た
当
事

者
性
を
、
そ
の
よ
う
な
体
制
的
文
脈
か
ら
解
放
し
、
生
活
者
の
視
点
か
ら
も
う
一
度

読
み
直
し
て
い
く
作
業
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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ユ
ル

ゲ

ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
、
マ
ー
ク
、
二
〇
〇
三

　
な
ぜ
神
の
名
で
人
の
命
が
奪
わ
れ
る
の
か
』

『宗
教
研
究
』
　
一
〇
二
a
号
　
一
九
三
八

『宗
教
研
究
』
＝
四
号
　
一
九
四
二

『グ
ロ

ー
バ
ル
時
代
の
宗
教
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
ー
い
ま
、

明
石
書
房

註（
1
）
　
た
と
え
ば
〔
キ
サ
ラ
　
一
九
九
七
　
第
一
章
・
第
二
章
〕
な
ど
。

（
2
）
　
戦
時
下
に
お
け
る
宗
教
を
め
ぐ
る
教
団
史
的
研
究
や
教
学
（
神
学
・
宗
学
）
的
研
究
や
、
戦

　
　
後
の
教
団
や
宗
教
者
の
戦
争
反
省
・
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の
研
究
を
指
す
。

（
3
）
　
た
と
え
ば
〔
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
　
二
〇
〇
三
　
第
八
章
〕
な
ど
。

（
4
）
　
国
家
神
道
、
戦
争
責
任
、
戦
死
者
に
対
す
る
宗
教
的
儀
礼
な
ど
の
研
究
領
域
・
テ
ー
マ
群
が

　
　
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

（
5
）
　
た
と
え
ば
、
〔
鈴
木
　
二
〇
〇
五
〕
、
〔
林
　
二
〇
〇
五
〕
、
〔
大
澤
　
二
〇
〇
四
〕
、
〔
大
澤

　
　
二
〇
〇
五
〕
、
〔
大
澤
　
二
〇
〇
七
〕
な
ど
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
、
〔
磯
前
・
深
澤
編
　
二
〇
〇
二
〕
、
〔
西
村
　
二
〇
〇
三
〕
な
ど
。

（
7
）
　
開
催
月
は
い
ず
れ
も
一
〇
月
で
あ
る
。

（
8
）
　
西
澤
頼
応
（
ら
い
お
う
）
は
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
東
京
帝
大
哲
学
科
心
理
学
専
修
を

　
　
卒
業
し
、
一
九
二
〇
年
に
陸
軍
教
授
と
な
っ
て
、
翌
年
か
ら
陸
軍
で
心
理
学
を
教
え
て
い
る
〔
サ

　
　
ト
ウ
　
ニ
○
〇
二
‥
三
九
〕
。
一
九
　
八
年
に
は
勝
川
全
道
と
と
も
に
『
現
代
青
年
の
宗
教
心
』

　
　
を
、
姉
崎
の
編
で
帰
一
協
会
叢
書
の
第
六
輯
と
し
て
出
版
し
て
お
り
、
統
計
調
査
に
基
づ
く
宗

　
　
教
心
理
学
的
研
究
を
行
っ
て
い
る
〔
高
橋
監
　
二
〇
〇
三
〕
。

（
9
）
　
西
澤
は
翌
一
九
四
］
年
に
も
「
安
心
の
構
造
ー
戦
争
と
宗
教
に
関
す
る
一
問
題
」
を
寄
稿

　
　
し
て
い
る
。
こ
れ
は
西
沢
自
自
身
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
「
戦
争
と
宗
教
と
云
ふ
問
題
に
関
連

　
　
し
、
従
来
研
究
し
て
ゐ
る
戦
場
心
理
の
立
場
か
ら
、
戦
場
に
於
て
兵
及
部
隊
が
体
験
し
た
心

　
　
理
状
態
を
資
料
と
し
て
安
心
の
意
識
構
造
を
考
察
」
す
る
も
の
で
あ
る
〔
西
澤
　
一
九
四
一
一

　
　
一
五
一
〕
。

　
　
　
こ
の
ほ
か
に
、
一
九
四
二
年
に
は
仏
教
研
究
者
の
加
藤
章
一
が
「
戦
争
に
関
連
す
る
宗
教
的

　
　
儀
礼
に
つ
い
て
」
を
寄
稿
し
、
密
教
の
大
元
法
（
大
元
帥
法
）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
そ
こ
で
加
藤
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
、
濱
田
や
西
澤
と
議
論
の
前
提
を
共
有
し
て
い

　
　
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
戦
争
の
も
つ
多
く
の
運
命
的
な
要
素
は
人
々
を
し
て
こ
と
に
宗
教
的

　
　
関
心
を
深
か
ら
し
め
、
戦
争
に
関
連
し
た
多
く
の
宗
教
的
儀
礼
を
発
生
せ
し
め
て
ゐ
る
。
（
中
略
）

　

戦
争
に
当
面
す
る
と
特
に
吾
が
国
民
の
心
情
は
宗
教
的
と
な
る
傾
向
が
強
い
。
（
中
略
）
今
日

　

尚
戦
時
下
国
民
の
間
に
は
各
種
の
宗
教
的
儀
礼
が
行
は
れ
、
戦
勝
と
武
運
長
久
と
が
神
々
に
請

　

願

さ
れ
て
を
り
、
出
征
兵
士
は
弾
丸
除
け
と
し
て
の
千
人
針
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
呪
符
、
呪

持
、
縁
起
等
へ
の
信
仰
か
ら
種
々
な
呪
術
宗
教
的
儀
礼
を
行
っ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
戦
争
は
勝

利
か
敗
北
か
、
生
か
死
か
の
何
れ
か
の
最
後
的
決
定
を
与
へ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
戦
争
す

る
も
の
は
あ
く
ま
で
戦
ひ
、
全
力
を
尽
く
し
て
闘
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
も
そ
の
最
後
の
勝
利

を
得
る
た
め
に
は
運
と
意
気
と
を
必
要
と
す
る
。
戦
ふ
も
の
の
間
に
多
く
の
呪
術
宗
教
的
儀
礼

の
行

は
る
る
の
は
皆
そ
の
た
め
で
あ
る
の
だ
が
、
戦
争
が
激
烈
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
思
付
程
度

の
呪
術
的
儀
礼
は
そ
の
効
力
を
失
ひ
、
あ
と
に
は
神
聖
な
る
べ
き
戦
闘
意
識
を
強
化
す
る
に
足

る
国
民
性
と
合
致
し
た
宗
教
的
儀
礼
の
み
が
残
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
よ
う
に
考
ふ
る
と
き

充
分
に
戦
争
に
関
連
す
る
宗
教
的
儀
礼
は
指
導
研
究
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
」
〔
加
藤

一
九
四

二

一

二
四
ー
二
五
・
二
九
〕

（鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
准
教
授
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　
　
（
二
〇
〇
七
年
四
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
日
審
査
終
了
）
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The　Asian－Pac近c　War　and　Religious　Studies　in　Japa11：

the　Disciplille

NIsHIMuRA　Akira

Approach　from　the　History　of

　　　In　this　papeちIwould　like　to　try　to　understand　the　social　position　of　religious　studies　in　Japan　under　the　Asian－

Pacific　Wa葛fbcusing　upon　that　situation　of　the　Japanese　Association　of　Religious　Studies　and　the　war　researches

apPearing　upon　theノヒ）μ〃2α1｛～∫1～¢」をゴoz4s　S㍑4‘¢s．

　　　1930’sand　the　fOrmer　half　of　40’s　were　the　pioneer　days　of　the　Association　and　also　the　days　when　the　religious

situation　had　changed　drastically　In　his　address　in　the　meeting，　the　president　made　a　request　fbr　the　engagement

as　interested　parties　to　the　members　and　a　polnt　of　the　lneaning　in　the　society　of　the　academic　interest　in　religions，

which　eventually　came　around　with　the　religious　policy　of　the　Japanese　government．

　　　The　papers　dealing　with　religious　phenomena　under　the　war　appeared　on　the　Journal　around　1940．　They

were　based　upon　the　framework　of　social　order　which　placed　first　priority　upon　the　conduct　of　the　war　and　the

reverence　for　the　Emperor　although　they　brought　the　religious　and　fOlk　practices　of　Japanese　people　in　that

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ

Sltuat10n　lntO　vlew」
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