
弧
研
究
ノ
ー
ト
>

立
正
安
国
論
に
学
ぶ

災
難
の
実
体
を
知
る
-
聖
人
の
経
証
主
義へ

第
二
問
答
)

調
査
主
任
久
住
謙
是

第
二
問
答
の
概
略

第
二
問
答
は
、
本
書
の
主
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
第
一
問
答
を
受
け
て
、
そ
の
問
題
解
決
に
経
文
の
証
拠
を
列
挙
し
て
答
え
る
段
と
な
っ

て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
本
書
の
冒
頭
の
「
旅
客
来
っ
て
嘆
い
て
白
く
、
近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、
天
変
、
・
地
天
・
飢
饉
・
疫
病
、
遍
く
天
下
に

満
ち
、
廣
く
地
上
に
送
る
」
と
い
う
現
実
の
災
害
に
対
し
て
:
王
人
は
国
に
正
し
い
仏
法
が
行
お
れ
ず
、
邪
な
信
仰
が
横
行
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
と
答
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
答
え
を
聞
い
た
客
は
、
し
か
ら
ば
、
い
づ
れ
の
経
典
に
そ
の
証
拠
が
あ
る
の
か
と
主
人
に
問
い
、
主
人
が
四
経
の
六
文
を
引
証
し
て

こ
れ
に
答
え
る
。

第
一
問
答
が
、
本
書
の
主
題
の
提
示
、
現
実
の
現
象
を
描
き
、
主
人
と
客
が
悲
惨
な
状
況
を
共
に
嘆
き
、
ど
う
す
れ
ば
こ
の
災
害
を
免
れ

得
る
か
共
通
の
認
識
を
確
認
し
て
、
第
二
問
答
で
、
そ
の
災
害
の
興
起
す
る
所
以
を
四
経
に
拠
り
結
論
を
示
す
の
で
あ
る
。
第
一
、
第
二
問

答
は
本
書
の
序
論
の
問
答
で
全
体
像
を
あ
ら
か
じ
め
表
出
し
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
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第
二
問
答
は
、
何
よ
り
も
第
一
問
答
か
ら
導
び
か
れ
た
上
で
の
経
文
の
列
挙
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
少
し
く
、
第
二
問
答
の
経
文
の

出
さ
れ
る
第
一
問
答
の
文
脈
を
遡
及
し
て
み
る
と
、

「
主
人
日
〈
、
独
り
此
の
事
を
愁
へ
て
胸
臆
に
慣
性
」
す
る
思
い
か
ら
、
「
捌
か
経
文
を
搬
き
た
る
に
、
世
皆
正
に
背
き
、
人
悉
く
悪
に
帰

す
。
故
に
、
善
神
は
国
を
捨
て
て
相
去
り
、
聖
人
は
所
を
辞
し
て
還
ら
ず
、
是
を
以
て
、
魔
来
り
鬼
来
り
、
災
起
り
難
起
る
」
と
、
災
害
の

続
起
は
、
直
接
的
に
は
悪
魔
・
悪
鬼
が
原
因
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
つ
く
り
上
げ
た
根
本
、
悪
鬼
の
跳
梁
を
ゆ
る
し
現
出
せ
し
め
て

い
る
の
は
今
の
世
の
人
々
が
正
し
い
信
仰
に
背
き
、
邪
信
に
は
し
っ
て
い
る
元
凶
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
守
護
の
善
神
。
聖
人
が
所
を
辞
去

し
て
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
第
二
問
答
へ
と
移
る
の
で
あ
る
。

「
客
白
く
、
天
下
の
災
、
国
中
の
難
、
余
独
り
の
み
喋
く
に
非
ず
、
衆
皆
悲
し
め
り
。
今
、
蘭
室
に
入
っ
て
、
初
め
て
芳
詞
を
承
る
に
、

神
聖
去
り
辞
し
、
災
難
並
び
起
る
と
は
、
何
れ
の
経
に
出
で
た
る
哉
。
其
の
証
拠
を
聞
か
ん
十

第
一
問
答
の
主
人
の
断
定
を
、
客
が
再
び
言
葉
を
く
り
返
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
災
難
の
続
出
は
、
ど
の
よ
う
な
経
典
に
明
言
さ
れ
る

の
か
、
直
接
の
経
証
を
求
め
る
に
よ
っ
て
、
「
主
人
白
く
、
其
の
文
、
繁
多
に
し
て
、
其
の
証
弘
博
な
り
」
と
述
べ
て
、
金
光
明
経
一
文
、
大

柴
経
二
丈
、
仁
王
経
二
丈
・
薬
師
経
一
文
を
選
択
し
、
第
一
問
答
末
文
の
設
問
に
答
え
て
ゆ
く
。

金
光
明
経
は
、
国
に
正
法
が
行
わ
れ
な
い
た
め
に
国
に
災
禍
を
招
く
善
神
捨
国
が
説
か
れ
、
大
柴
経
の
二
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
不
安
と
恐

怖
が
充
満
す
る
法
減
の
危
機
意
識
、
末
法
の
様
相
を
示
す
と
共
に
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
飢
饉
・
戦
乱
・
疫
病
の
三
災
の
起
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。

仁
王
経
の
二
丈
は
、
は
じ
め
に
、
国
に
正
法
が
行
お
れ
な
く
な
る
と
、
ま
ず
鬼
神
が
乱
れ
、
天
地
の
変
異
が
起
る
。
聖
人
は
そ
の
国
を
捨

て
去
る
と
き
七
難
が
起
る
と
し
、
第
二
文
に
七
難
の
各
難
を
挙
げ
て
い
る
。
薬
師
経
は
、
仁
王
経
の
七
難
と
共
に
、
こ
の
経
所
説
の
七
難
を
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並
び
挙
げ
て
い
る
。

以
上
の
経
文
を
ふ
ま
え
て
、
主
人
は
、

「
夫
れ
、
四
経
の
文
朗
ら
か
な
り
。
万
民
誰
か
疑
は
ん
。
而
る
に
盲
聾
の
輩
、
迷
惑
の
人
、
妄
り
に
邪
説
を
信
じ
て
、
正
教
を
弁
へ
ず
。

故
に
天
下
世
上
、
諸
仏
衆
経
に
於
て
、
捨
艶
の
心
を
生
じ
て
、
擁
護
の
志
無
し
。
侮
っ
て
、
善
神
・
聖
人
、
国
を
捨
て
所
を
去
る
。
是
を
以

て
、
悪
鬼
・
外
道
、
災
を
成
し
難
を
致
す
十
と
、
主
人
の
立
場
を
、
経
証
を
受
け
て
答
釈
し
、
も
う
一
度
再
説
し
て
結
ん
で
い
る
。
そ
の
中

に
、
世
の
多
く
の
人
々
は
、
仏
や
経
を
捨
て
て
顧
み
な
い
と
し
、
弥
陀
一
仏
帰
依
の
浄
土
教
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
で
、
第
二
問
答
が
結
ば
れ
て
い
る
。

第
二
問
答
の
問
題
点

第
一
問
答
を
答
釈
し
結
論
づ
け
た
経
証
は
、
鎮
護
国
家
的
思
想
に
う
ら
づ
け
ら
れ
た
護
国
思
想
の
強
い
経
典
で
あ
り
、
国
王
以
下
人
々
に

正
法
が
崇
重
さ
れ
て
い
な
い
結
果
の
災
難
、
七
難
の
列
挙
は
、
第
九
問
答
に
い
た
っ
て
、
再
説
し
て
、
自
界
叛
逆
と
他
国
侵
通
の
二
難
が
、

未
だ
起
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
興
起
を
予
言
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
二
難
の
予
言
は
、
聖
人
の
法
華
経
の
行
者
実
践
に
新
た
な
展
開
を
促
し
、
立
正
安
国
論
が
予
言
の
書
と
言
わ
れ
る
側
面
を
与
え
、
四

経
の
経
証
し
た
災
難
観
は
、
聖
人
の
宗
教
的
深
化
に
し
た
が
っ
て
、
人
々
の
苦
悩
を
も
た
ら
す
災
害
の
表
裏
の
関
係
と
し
て
こ
の
現
実
の
苦

悩
濁
世
を
救
済
す
る
法
と
人
の
出
現
が
待
望
さ
れ
る
そ
の
瑞
相
と
領
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
想
的
展
開
の
軌
跡
を
え
か
く
。

第
二
問
答
は
、
そ
の
端
著
で
あ
り
、
災
難
に
も
と
づ
く
行
動
を
起
き
し
め
た
根
拠
を
明
示
し
た
と
こ
ろ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
聖
人
の
経
文
第
一
、
経
証
主
義
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。

釈
尊
の
金
口
、
直
説
で
あ
る
経
文
を
第
一
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
行
動
規
範
は
、
仏
者
の
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
時
、
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経
よ
り
論
釈
書
・
先
師
高
徳
の
言
に
規
範
を
求
る
浄
土
教
や
、
経
の
優
位
を
否
定
す
る
印
と
真
言
を
強
張
す
る
真
言
や
、
不
立
文
字
の
禅
の
立

場
を
考
え
る
と
き
、
一
貫
し
て
経
々
に
釈
尊
の
生
き
た
言
葉
を
き
き
、
釈
尊
の
告
勅
を
経
に
尋
ね
、
真
実
経
の
究
明
に
よ
り
真
の
救
済
が
保

証
さ
れ
る
把
握
こ
そ
が
第
一
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
聖
人
の
姿
勢
は
、
当
然
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
が
当
時
か
え
り
み
ら
れ
な

か
っ
た
仏
教
界
の
状
況
こ
そ
、
聖
人
が
諸
宗
を
邪
な
仏
法
と
批
判
し
て
や
ま
な
か
っ
た
立
場
が
明
確
に
さ
れ
る
。
法
華
経
の
正
法
を
も
っ
て

諸
経
(
教
)
を
破
折
し
、
法
華
経
の
正
法
が
打
ち
立
て
ら
れ
顕
正
す
る
と
き
、
諸
経
は
こ
れ
を
補
い
支
え
る
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
す

る
立
場
で
あ
る
。

立
正
安
国
論
は
、
い
お
れ
る
よ
う
に
破
邪
論
で
あ
り
、
立
正
た
る
法
華
一
乗
の
顕
説
高
揚
は
み
ら
れ
な
い
。
法
華
経
至
上
主
義
の
立
場
か

ら
、
何
が
正
で
あ
り
、
何
が
邪
で
あ
る
か
、
邪
教
・
邪
信
に
対
す
る
究
明
が
、
必
然
的
に
災
難
の
因
由
を
あ
さ
ら
か
に
し
て
ゆ
〈
経
説
こ
そ
、

万
象
を
証
明
す
る
と
確
信
す
る
立
場
が
第
二
問
答
の
背
景
に
あ
る
。

聖
人
の
経
証
主
義
は
生
涯
一
貫
し
て
変
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
立
正
安
国
論
上
書
を
契
機
と
し
て
、
さ
ら
に
法
難
が
お
よ
ぶ
ご
と
に
こ
の

姿
勢
は
強
め
ら
れ
、
法
華
経
の
一
字
一
句
が
、
釈
尊
の
真
実
仏
語
と
し
て
、
心
に
聞
き
、
身
に
読
ん
で
、
法
華
経
の
行
者
の
是
非
を
問
い
、

行
者
意
識
の
自
覚
を
深
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
視
点
か
ら
、
第
二
問
答
は
、
本
書
の
結
び
で
あ
る
「
速
や
か
に
実
乗
の
一
書
に
帰
せ
よ
」
と
誠
言
さ
れ
た
真
実
法
華
経
の
立
場
か
ら
、

論
釈
に
依
ら
ず
、
権
経
に
依
ら
ず
、
真
実
の
依
法
不
依
人
の
経
証
主
義
を
背
景
と
し
て
、
四
経
の
経
証
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
な

か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
ま
た
、
引
用
さ
れ
た
四
経
に
つ
い
て
み
る
と
、
聖
人
が
正
依
と
す
る
法
華
経
は
、
古
代
か
ら
鎮
護
国
家
の
経
典
と
し
て
崇
重
さ
れ

て
は
き
た
が
、
現
実
の
天
災
・
地
天
に
方
策
を
提
示
し
う
る
説
相
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
金
光
明
経
・
仁
王
経
な
ど
は
鎮
護
国
家
性
を
帯

び
て
伝
統
的
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
上
に
具
体
的
解
答
を
与
え
る
内
容
を
具
え
て
い
る
。
大
柴
経
は
、
正
し
く
法
減
の
と
き
末
法
の
姿
を
顕
説
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す
る
説
得
性
を
保
持
し
、
薬
師
経
・
仁
王
経
の
七
難
と
大
柴
経
の
三
災
の
説
示
は
、
正
法
違
背
、
悪
法
信
受
の
報
果
と
し
て
天
地
自
然
の
悪

環
境
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
の
生
の
極
限
を
鮮
や
か
に
地
獄
絵
図
を
見
せ
る
よ
う
に
綾
説
す
る
経
典
で
あ
る
。

聖
人
が
体
験
し
、
ま
の
あ
た
り
に
し
た
「
正
嘉
元
年
八
月
廿
三
日
戌
亥
の
時
、
前
代
に
超
え
た
る
大
地
震
、
同
年
八
月
一
日
大
風
、
同
三
年

大
飢
饉
、
正
元
元
年
大
疫
病
、
同
二
年
四
季
に
互
り
て
大
疫
巳
ま
ず
」
(
「
安
国
論
御
勘
由
来
」
走
遺
四
二
一
)
鎌
倉
は
、
地
震
・
飢
饉
・
疫
病
な

ど
に
よ
る
死
者
・
擢
災
者
に
あ
ふ
れ
、
本
書
冒
頭
の
「
牛
馬
巷
に
弊
れ
、
骸
骨
路
に
充
て
り
。
死
を
招
く
の
輩
、
既
に
大
半
に
超
、
え
」
る
現
実

は
正
し
く
前
記
経
々
所
説
の
再
現
と
見
て
と
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
仏
者
と
し
て
の
聖
人
に
と
っ
て
災
害
に
よ
る
多
数
の
犠
牲
者
の
目
撃
は
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
に
違
い
な
く
、
法
華
経
の
理
想

と
す
る
成
仏
の
世
界
、
仏
国
土
の
実
現
は
、
社
会
・
国
家
の
安
穏
な
く
し
て
は
あ
り
得
え
な
い
。
多
く
の
人
び
と
の
苦
し
み
を
共
感
し
、
こ

れ
へ
の
脱
却
救
済
が
、
使
命
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
と
き
、
解
決
の
方
法
論
と
し
て
諸
経
に
目
を
凝
ら
し
、
一
切
経
を
閲
読
し
た
と
伝
え
ら
れ

る
行
動
の
契
機
を
与
、
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
眼
前
の
現
象
か
ら
、
正
法
違
背

-
悪
法
帰
依

-
善
神
捨
国
・
聖
人
辞
所

-
悪
魔
・
悪

鬼
横
行

-
災
難
興
起
と
い
う
連
関
が
示
さ
れ
、
逆
に
災
難
を
招
く
こ
と
は
、
根
本
的
に
は
人
間
の
営
為
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
、
何
よ
り

も
人
々
の
信
仰
姿
勢
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
災
害
の
実
像
を
見
よ
う
と
し
た
聖
人
は
、
あ
る
意
味
で
、
当
時
の
中

世
的
仏
教
的
災
害
観
と
し
て
共
通
し
て
把
、
え
ら
れ
る
面
が
あ
る
。

し
か
し
、
聖
人
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
聖
人
独
自
の
行
動
意
識
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
現
実
の
災
害
苦
を
誰
よ
り
も
凝
視
し
て

い
っ
た
点
を
見
逃
す
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

当
時
の
鎌
倉
の
災
害
を
、
京
都
で
伝
え
聞
い
た
親
鸞
は
「
た
だ
し
、
生
死
無
常
の
こ
と
は
り
、
く
ほ
し
く
如
来
の
と
き
を
か
せ
お
は
し
ま

し
て
さ
ふ
ろ
ふ
う
へ
は
、
お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
す
さ
ふ
ろ
ふ
…
…
」
(
末
灯
抄
)
と
、
書
き
送
っ
て
い
る
。
高
齢
で
あ
り
、
災
害
地

か
ら
遠
く
離
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
に
し
て
も
、
聖
人
の
「
独
り
此
事
を
愁
い
て
胸
臆
に
憤
排
す
…
…
円
覆
を
仰
い
で
恨
を
呑
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み
、
方
載
に
伸
し
て
戯
排
深
く
す
」
と
は
、
大
き
な
隔
た
り
を
感
ず
る
。
聖
人
は
、
何
よ
り
も
、
現
実
の
苦
し
み
を
忌
避
す
る
こ
と
な
く
、

み
づ
か
ら
も
人
び
と
の
苦
し
み
の
中
に
置
き
、
苦
を
共
有
し
っ
つ
、
そ
の
昔
を
解
決
す
る
た
め
に
、
生
死
無
常
の
道
理
を
つ
そ
ぶ
い
て
悟
り
顔
に

諦
観
し
た
、
模
手
傍
観
す
る
態
度
で
は
な
く
、
つ
ね
に
人
々
の
苦
悩
の
現
場
に
降
り
立
ち
、
共
に
苦
し
み
つ
つ
、
生
身
の
肌
に
ふ
れ
る
感
性

的
な
苦
悩
を
実
感
重
視
す
る
姿
が
、
だ
れ
よ
り
も
聖
人
に
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

立
正
安
国
論
、
そ
れ
に
さ
き
だ
つ
、
守
護
国
家
論
な
ど
の
御
書
は
、
現
場
の
生
の
苦
悩
を
共
受
し
た
も
の
が
、
そ
の
昔
の
克
服
を
め
ざ
す

こ
と
で
一
貫
し
て
お
り
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
、
こ
の
行
動
が
、
聖
人
の
生
涯
を
決
定
づ
け
る
方
向
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

い
と
し
き
息
子
と
死
別
す
る
女
性
の
涙
に
、
凡
夫
性
を
露
に
し
て
共
に
涙
す
る
晩
年
の
身
延
期
の
聖
人
に
も
そ
の
跡
を
見
届
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

法
華
経
と
い
う
絶
対
的
教
権
の
さ
び
し
さ
を
具
え
つ
つ
、
教
条
主
義
に
陥
入
ら
ず
、
何
よ
り
も
、
こ
の
世
の
生
を
大
切
に
さ
れ
た
聖
人
の

「
一
切
衆
生
の
同
一
の
苦
を
受
く
る
は
、
日
蓮
一
人
の
苦
な
り
」
(
『
諌
暁
八
幡
抄
』
(
走
遺
一
八
四
七
)
と
示
さ
れ
た
姿
勢
が
第
二
問
答
に
も
貫

か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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