
<
研
究
ノ
ー
ト
>

立
正
安
国
論
に
学
ぶ

誘
法
の
諸
相

悪
比
丘
の
存
在へ

第
三
問
答
)

研
究
員
古

河

良

暗

こ
の
第
三
問
答
で
は
、
正
法
を
誇
る
あ
り
さ
ま
特
に
悪
比
丘
の
存
在
に
つ
い
て
、
客
と
主
人
と
の
問
答
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
先
の
第
一
、

第
二
問
答
の
中
で
主
人
は
、
続
出
す
る
天
災
地
変
は
、
人
々
が
正
に
背
き
悪
に
帰
し
た
為
、
善
神
捨
国
・
聖
人
辞
所
し
て
起
こ
る
旨
を
、
金

光
明
経
等
の
四
経
七
文
を
挙
げ
て
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
客
が
質
問
す
る
と
こ
ろ
か
ら
問
答
は
始
ま
る
。

ま
ず
客
が
主
人
に
向
っ
て
言
う
に
は
、
中
国
で
は
後
漢
の
明
帝
の
時
代
に
仏
教
は
伝
来
し
、
我
が
国
で
は
聖
徳
太
子
が
寺
塔
を
構
築
し
て
、

仏
教
の
基
を
開
き
、
共
に
そ
れ
以
来
仏
教
の
教
え
は
広
ま
り
盛
ん
に
な
っ
た
。
特
に
我
が
国
で
は
、
比
叡
山
、
奈
良
、
三
井
の
圏
域
寺
、
京

都
の
東
寺
等
を
中
心
と
し
て
、
日
本
国
中
に
仏
教
は
興
隆
し
、
人
々
も
そ
の
教
え
を
篤
く
信
仰
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
が
隆
盛
を
極

め
て
い
る
状
況
の
中
で
、
ど
う
し
て
主
人
は
釈
尊
一
代
の
教
え
を
お
と
し
め
、
仏
法
僧
の
三
宝
の
跡
を
絶
や
し
た
等
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
の
証
拠
が
あ
る
な
ら
ば
詳
し
く
聞
か
せ
よ
と
、
主
人
に
詰
問
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
主
人
は
、
仁
王
経
、
浬
薬
経
、
法
華
経
等
の
四
文
を
引
い
て
経
証
と
し
、
外
観
は
仏
教
の
信
仰
が
盛
ん
な
よ
う
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
内
実
は
間
違
っ
て
い
て
邪
悪
で
あ
る
と
答
、
え
、
悪
比
丘
を
誠
め
ず
し
て
ど
う
し
て
善
事
が
成
さ
れ
よ
う
と
答
え
を
結
ん
で
い
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る
。以

上
が
こ
の
第
三
問
答
の
大
意
で
あ
る
が
:
」
の
問
答
を
通
し
て
:
玉
大
で
あ
る
日
蓮
聖
人
が
主
張
せ
ん
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
仏
教
隆
盛

の
裏
に
穏
さ
れ
た
誘
法
の
事
実
で
あ
り
、
悪
比
丘
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
語
法
の
悪
比
丘
を
懲
誠
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

即
ち
主
人
の
答
え
の
冒
頭
に
、
「
仏
閣
薫
を
連
ね
、
経
蔵
軒
を
並
ぶ
。
僧
は
竹
葦
の
如
く
、
伯
は
稲
麻
に
似
た
り
。
崇
重
年
馨
り
、
尊
貴
日

に
新
な
り
」
と
述
べ
て
、
表
面
上
の
仏
教
の
盛
ん
な
状
況
は
一
応
認
め
る
も
の
の
、
し
か
し
そ
の
実
は
「
法
師
は
詔
曲
に
し
て
、
人
倫
に
迷

惑
し
、
王
臣
は
不
覚
に
し
て
、
邪
正
を
耕
ず
る
こ
と
無
し
」
と
述
べ
、
仏
法
を
行
じ
弘
め
る
べ
き
僧
侶
の
誤
ま
っ
た
姿
を
非
難
し
、
国
王
や

臣
下
の
無
智
不
覚
を
も
指
弾
し
て
、
僧
俗
の
語
法
の
あ
り
様
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
ん
な
に
堂
塔
伽
藍
が
立
ち
並
び
、

仏
教
の
教
え
が
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
よ
う
と
も
、
破
仏
破
法
の
悪
比
丘
が
存
在
し
て
い
る
現
実
を
直
視
し
、
そ
れ
を
退
治
せ
ね
は
破
国
の
道
か

ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
警
鐘
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
悪
比
丘
の
存
在
を
知
ら
し
め
る
為
に
は
、
そ
の
様
相
を
示
す
こ
と
こ
そ
適
切
な

方
法
で
あ
り
、
仁
王
経
、
溝
渠
経
、
法
華
経
の
三
経
を
取
り
上
げ
て
そ
の
経
証
と
す
べ
〈
 
、
次
の
様
に
悪
比
丘
の
姿
を
指
し
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

ま
ず
仁
王
経
で
は
、
巻
下
・
嘱
累
品
の
「
諸
の
悪
比
丘
、
多
く
名
利
を
求
め
、
国
王
・
太
子
・
王
子
の
前
に
於
て
、
自
ら
破
仏
法
の
因
縁
、

破
国
の
因
縁
を
説
か
ん
」
の
文
を
引
用
し
て
、
悪
比
丘
は
名
利
を
求
め
て
、
破
仏
法
・
破
国
の
因
縁
を
説
く
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
し
か

も
そ
の
国
王
は
、
邪
正
も
わ
き
ま
え
ず
に
、
そ
の
語
を
信
じ
て
不
法
な
制
度
を
定
め
、
そ
れ
が
破
仏
破
国
の
因
縁
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

次
に
浬
薬
経
(
北
本
浬
薬
経
巻
二
十
二
、
高
貴
徳
王
品
、
南
本
は
二
十
)
で
は
、
「
菩
薩
、
悪
象
等
に
於
て
は
心
に
恐
怖
す
る
こ
と
無
か
れ
、

悪
知
識
に
於
て
は
怖
畏
の
心
を
生
せ
よ
。
悪
象
の
為
に
殺
さ
れ
て
は
、
三
越
に
至
ら
ず
、
悪
友
の
為
に
殺
さ
れ
て
は
、
必
ず
三
越
に
至
る
」

の
文
を
引
用
し
て
、
悪
知
識
・
悪
友
と
交
わ
れ
ば
、
身
を
や
ぶ
ら
れ
:
小
を
や
ぶ
ら
れ
、
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
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な
お
広
本
で
は
、
先
の
仁
王
経
と
浬
磐
経
の
引
用
の
間
に
、
更
に
守
護
経
、
最
勝
王
経
、
大
柴
経
の
三
経
七
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

さ
て
次
に
法
華
経
で
は
、
勧
持
品
第
十
三
の
中
で
、
文
殊
、
弥
勒
、
薬
王
等
の
八
十
万
億
那
由
陀
の
菩
薩
が
、
釈
尊
に
申
し
上
げ
た
二
十

行
の
伯
の
一
節
を
引
用
し
て
経
証
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
悪
世
の
中
の
比
丘
は
、
邪
智
に
し
て
心
詔
曲
に
、
未
だ
得
ざ
る
を
為
れ
得
た
り

と
謂
ひ
、
我
慢
の
心
充
満
せ
ん
」
と
い
う
、
法
華
経
の
行
者
を
迫
害
す
る
三
類
の
強
敵
の
内
の
第
二
、
道
門
増
上
慢
の
邪
智
、
諸
曲
な
比
丘

の
姿
を
挙
げ
て
い
る
。
更
に
、
「
或
は
阿
練
若
に
、
納
衣
に
し
て
空
閑
に
在
り
、
自
ら
真
の
道
を
行
ず
と
謂
う
て
、
人
間
を
軽
賎
す
る
者
有
ら

ん
。
利
養
に
貧
著
す
る
が
故
に
、
白
衣
の
た
め
に
法
を
説
い
て
、
世
に
恭
敬
せ
ら
る
る
こ
と
、
六
通
の
羅
漢
の
如
く
な
ら
ん
。
…
‥
」
と
、

借
聖
増
上
慢
を
挙
げ
、
法
華
経
に
見
ら
れ
る
道
門
、
僧
聖
二
類
の
増
上
慢
を
、
濁
劫
悪
世
の
比
丘
の
姿
の
経
証
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
に
再
び
浬
柴
経
(
北
本
浬
薬
経
巻
四
・
如
来
性
品
、
南
本
は
巻
四
、
四
相
品
)
か
ら
、
「
正
法
滅
し
て
後
、
像
法
の
中
に
於
て
、

皆
に
比
丘
有
る
べ
し
。
…
‥
外
に
は
賢
善
を
現
じ
、
内
に
は
貧
嫉
を
懐
く
。
…
‥
実
に
は
沙
門
に
非
ず
し
て
、
沙
門
の
像
を
現
じ
、
邪
見
織

盛
に
し
て
、
正
法
を
誹
誘
せ
ん
と
」
の
文
を
引
用
し
て
、
像
法
の
世
の
中
の
比
丘
は
、
邪
見
織
盛
・
正
法
誹
藷
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い

る
。
な
お
広
本
で
は
、
こ
の
浬
柴
経
の
文
は
前
引
の
浬
柴
経
の
文
に
連
続
し
て
引
か
れ
、
こ
の
箇
所
に
は
浬
繋
経
の
他
の
一
節
と
、
更
に
般

泥
桓
経
の
二
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

以
上
は
、
日
蓮
聖
人
が
末
代
の
悪
比
丘
の
様
相
を
説
示
す
る
為
に
引
用
さ
れ
た
、
諸
経
典
の
経
文
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
こ
れ
ら
の

経
文
を
要
約
す
る
と
次
の
様
に
な
る
。

<
仁
王
経
>

諸
の
悪
比
丘

-
名
利
を
求
め
て
破
仏
法
・
破
国
の
因
縁
を
説
く

<
浬
薬
経
口
>

悪
知
識
・
悪
友

-
三
越
に
至
ら
す
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<
法
華
経
>

悪
世
の
比
丘

-
道
門
増
上
慢
・
借
聖
増
上
慢

<
浬
薬
経
口
>

像
法
の
中
の
比
丘

-
邪
見
職
盛
、
正
法
誹
誘

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
冒
頭
の
客
の
問
い
に
対
し
て
、
経
文
を
文
証
と
し
て
末
代
の
悪
比
丘
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
の
明
鏡
を
も

っ
て
仏
教
界
の
状
態
を
照
ら
し
見
た
時
、
法
を
弘
め
る
べ
き
出
家
僧
が
み
な
悪
比
丘
、
語
法
者
で
あ
る
と
の
認
識
を
下
し
た
。
そ
の
よ
う
な
語

法
破
国
の
悪
僧
侶
を
識
し
め
る
こ
と
な
し
に
は
善
事
を
成
ず
る
こ
と
も
出
来
ず
、
天
災
地
変
は
止
む
こ
と
な
く
続
き
、
国
家
の
安
泰
も
望
め

な
い
と
訴
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
話
法
の
悪
比
丘
の
指
摘
こ
そ
、
次
の
第
四
問
答
に
於
け
る
浄
土
念
仏
を
説
く
と
こ
ろ
の
法
念
の
批
判
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

7 l

以
上
第
三
問
答
の
要
点
に
つ
い
て
記
し
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
立
正
安
国
論
こ
そ
、
日
蓮
聖
人
が
今
日
の
我
々
に
留
め
置
か
れ
た
未

来
記
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
も
、
こ
こ
で
日
蓮
聖
人
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
末
世
語
法
の
悪
比
丘
の
概
念
を
も
っ
て
、
今

日
の
仏
教
界
の
状
況
を
照
ら
し
合
ね
せ
、
語
法
の
相
状
を
問
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
こ
の
第
三
問
答
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
僧
侶
を
中
心
に
、
今
日
の
仏
教
界
の
出
家
者
、
も
し
く
は
在
家
教
団
に
お
け

る
教
師
等
を
大
別
す
る
と
三
種
に
な
る
。

㈲

他
宗
派
の
僧
侶



e

題
目
系
教
団
の
出
家
僧
及
び
在
家
教
師

の

本
宗
僧
侶

こ
の
内
、
㈲
の
他
宗
派
の
僧
侶
は
、
勿
論
こ
こ
で
言
う
語
法
の
悪
比
丘
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
今
日
の
仏
教
連
合
会
の
存

在
や
、
宗
教
協
力
の
名
の
下
に
行
な
お
れ
て
い
る
本
宗
僧
侶
と
他
宗
僧
侶
と
の
交
流
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
る
か
。
勿
論
、
本
宗
僧
侶
が
法

華
経
の
開
会
の
教
え
を
も
っ
て
、
他
宗
僧
侶
に
接
す
べ
き
と
の
考
え
も
あ
る
が
、
四
箇
格
言
と
も
関
連
し
て
、
そ
の
宗
教
的
倫
理
観
と
も
言

う
べ
き
も
の
を
、
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

e
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
聖
人
御
在
世
の
時
代
と
異
な
り
、
今
日
お
題
目
を
唱
え
る
僧
侶
の
数
は
、
相
当
数
に
上
る
も
の
と
思
お
れ
る
。
そ

ぅ
し
た
題
目
系
の
諸
教
団
、
例
え
ば
法
華
宗
関
係
、
日
蓮
正
宗
、
日
本
山
妙
法
寺
、
国
柱
会
等
い
わ
ば
他
派
の
出
家
僧
、
ま
た
創
価
学
会
、

立
正
佼
成
会
、
霊
友
会
等
の
よ
う
な
新
興
在
家
教
団
に
お
け
る
在
家
教
師
等
は
、
そ
れ
が
上
行
所
伝
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
兎
に
角
題
目

を
唱
え
、
法
華
経
を
所
依
の
経
典
と
し
て
布
教
活
動
を
し
て
い
る
訳
で
あ
り
、
そ
う
し
た
出
家
僧
、
在
家
教
師
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
位
置

付
け
る
べ
き
も
の
か
。
題
目
を
唱
え
乍
ら
も
、
「
人
倫
を
迷
惑
」
し
、
破
仏
法
、
邪
智
、
諸
曲
の
師
が
存
在
し
て
い
る
時
代
と
言
え
な
い
こ
と

も
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
の
の
本
宗
僧
侶
で
あ
る
が
、
我
々
日
蓮
宗
僧
侶
こ
そ
は
、
正
法
た
る
法
華
経
に
帰
依
し
、
上
行
所
伝
の
題
目
を
唱
、
え
、
正
法
受

帝
の
本
化
の
僧
侶
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
、
誘
法
の
悪
比
丘
を
破
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

今
こ
こ
で
は
、
出
家
者
、
教
師
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
更
に
、
視
野
を
広
げ
て
今
日
の
仏
教
界
全
体
を
眺
め
て
み
る
と
、
あ
た
か
も

本
問
答
に
見
ら
れ
る
客
の
質
問
や
主
人
の
答
え
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
表
面
的
な
仏
教
隆
盛
の
あ
り
様
と
、
同
様
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
ま
さ

に
仏
閣
薫
を
連
ね
、
僧
侶
は
竹
葦
稲
麻
の
如
く
多
く
、
仏
教
信
者
も
多
数
存
在
し
て
い
る
の
が
、
今
日
の
仏
教
界
の
現
状
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
一
方
、
核
兵
器
の
際
限
な
い
開
発
競
争
等
に
よ
っ
て
、
人
類
の
平
和
と
存
続
は
大
き
く
脅
か
さ
れ
、
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
人
口
増
加
、
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食
料
危
機
等
の
諸
問
題
が
人
類
の
上
に
暗
く
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
代
の
社
会
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
日
蓮
聖
人
が
表
面
上
の
仏
教
隆
盛
と
は
別
に
語
法
の
事
実
を
指
摘
糾
弾
な
さ
れ
た
如
く
、

今
日
の
我
々
も
、
正
法
の
立
場
か
ら
何
が
誘
法
で
あ
る
が
を
的
確
に
認
識
し
て
、
語
法
に
対
し
て
は
こ
れ
を
破
折
し
、
正
法
を
う
ち
立
て
る
、

破
邪
顕
正
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
悪
伯
を
誠
め
ざ
れ
は
、
山
豆
、
善
事
を
成
さ
ん
哉
」
と
の
祖
訓
は
、
決
し
て
御
在

世
当
時
だ
け
の
こ
と
を
言
お
れ
る
の
で
は
な
い
。
正
法
に
生
き
る
我
々
こ
そ
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
う
ち
立
て
て
、
立
正
安
国
、
・
仏

国
土
顕
現
を
目
指
し
て
精
進
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。


