
<
研
究
ノ
ー
ト
>

立
正
安
国
論
に
学
ぶ

法
然
の
選
択
集
に
た
い
す
る
批
判へ

第
四
問
答
)

研
究
員
大

島

啓

禎

前
段
ま
で
に
悪
法
師
が
民
衆
を
惑
わ
し
、
為
政
者
も
そ
の
邪
正
を
弁
え
な
い
た
め
に
、
災
難
が
続
い
て
起
こ
り
民
衆
の
苦
し
み
も
い
よ
い

よ
増
し
て
い
る
と
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
第
四
問
答
で
は
、
ま
ず
旅
客
の
反
論
「
聖
僧
賢
伯
で
あ
れ
ば
こ
そ
為
政
者
を
は
じ
め
天
下
の
人
々

が
帰
依
す
る
は
ず
で
あ
る
、
そ
れ
を
悪
比
丘
と
し
て
誹
誘
す
る
謂
れ
は
何
か
、
ま
た
誰
の
こ
と
を
言
う
の
か
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
具
体

的
に
法
然
こ
そ
悪
比
丘
で
あ
り
、
そ
の
著
『
選
択
集
』
が
邪
見
語
法
の
説
を
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
論
破
す
る
の
で
あ
る
。
本
文
に
つ

い
て
述
べ
る
前
に
、
法
然
の
略
歴
と
そ
の
教
義
、
及
び
『
選
択
集
』

に
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。

法
然
は
長
承
二
年
(
一
二
三
二
年
)
美
作
国
(
岡
山
県
)
に
生
ま
れ
、
十
五
歳
(
一
説
に
は
十
三
歳
)
で
比
叡
山
に
登
り
出
家
受
戒
し
た
。

十
八
歳
の
と
き
黒
谷
の
別
所
に
隠
遁
し
叡
空
に
師
事
し
た
が
、
こ
こ
で
源
信
の
『
往
生
要
集
』
を
知
っ
た
ら
し
い
。
の
ち
遊
学
し
て
諸
宗
の

奥
義
を
学
び
、
智
慧
第
一
と
称
さ
れ
た
。
し
か
し
、
四
十
三
歳
の
と
き
、
善
導
の
『
観
経
疏
』

の
一
文
に
よ
っ
て
回
心
し
、
以
後
、
専
修
念

仏
の
浄
土
門
に
転
入
し
た
。
や
が
て
比
叡
山
よ
り
下
り
て
京
洛
中
に
教
練
を
張
っ
た
が
、
文
治
二
年
(
一
一
八
六
年
)
の
ち
の
天
台
座
主
顕

真
に
招
か
れ
談
義
を
行
な
っ
た
大
原
問
答
の
頃
か
ら
、
法
然
の
専
修
念
仏
は
各
地
に
急
速
に
広
ま
り
、
関
白
九
条
兼
実
な
ど
の
帰
依
を
受
け
、
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建
久
九
年
(
二
九
八
年
)
に
は
『
選
択
集
』
を
著
わ
し
て
浄
土
宗
の
教
義
を
大
成
し
た
。
一
方
、
浄
土
宗
の
急
激
な
発
展
に
対
し
て
、
南

都
北
嶺
の
旧
仏
教
団
や
朝
廷
は
危
惧
を
感
じ
、
法
然
門
下
の
他
宗
誹
譜
や
造
悪
無
擬
の
説
、
さ
ら
に
乱
行
の
発
覚
を
理
由
に
弾
圧
を
加
、
え
、
建

永
二
年
(
二
一
〇
七
年
)

つ
い
に
法
然
を
土
佐
へ
流
罪
と
処
し
た
。
法
然
は
そ
の
年
の
う
ち
に
赦
免
と
な
り
、
四
年
後
に
は
京
へ
戻
っ
た
が
、

建
暦
二
年
(
二
一
一
二
年
)
八
十
歳
で
没
し
て
い
る
。

法
然
の
浄
土
教
は
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』

に
よ
っ
て
導
か
れ
、
善
導
の
『
観
経
疏
』

に
よ
っ
て
回
心
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
特
徴

は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
依
っ
て
口
称
念
仏
を
専
修
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
仏
教
を
聖
道
門
と
浄
土
門
に
分
け
、
凡
愚
の
機
根

は
聖
道
門
を
捨
て
て
浄
土
門
に
婦
人
す
る
べ
き
こ
と
を
勧
め
る
。
そ
し
て
、
浄
土
に
往
生
す
る
修
行
法
と
し
て
は
、
正
行
と
雑
行
と
が
あ
る

う
ち
難
行
を
捨
て
て
往
生
の
経
に
基
づ
く
正
行
を
選
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
正
行
に
は
ま
た
正
業
と
助
業
が
あ
る
う
ち
、
正
業
で
あ
る
称
名

念
仏
を
専
ら
修
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る
の
は
、
偏
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
依
る
か
ら
で
、
こ
の
本
願

念
仏
を
選
び
と
る
と
い
う
立
場
、
即
ち
法
然
の
浄
土
教
の
特
徴
を
著
わ
し
た
も
の
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
な
の
で
あ
っ
た
。
法
然
以
前
に

南
都
北
嶺
で
行
な
お
れ
て
い
た
浄
土
教
に
比
べ
て
み
る
と
、
三
昧
に
入
っ
て
浄
土
や
仏
を
観
相
す
る
と
い
う
一
般
民
衆
に
は
困
難
な
念
仏
行

を
捨
て
て
口
称
の
念
仏
を
往
生
の
正
定
業
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
、
し
か
も
諸
行
往
生
で
は
な
く
称
名
念
仏
の
み
を
専
修
す
る
と
い
う
立
場

を
と
っ
た
こ
と
が
画
期
的
で
、
浄
土
教
を
広
く
一
般
民
衆
が
受
容
し
得
る
条
件
整
備
で
も
あ
っ
た
。
『
選
択
集
』
は
、
そ
う
し
た
民
衆
化
し
て

広
ま
る
法
然
の
浄
土
教
の
宗
要
を
、
教
義
上
か
ら
理
論
的
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
は
十
六
章
に
分
か
れ
、
各
章
と
も
篇
目
(
標
題
)

・
引
文
(
経
や
釈
な
ど
の
引
用
)
・
私
釈
(
法
然
自
身
の
解
説
)

の
三
段
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
九
条
兼
実
の
要
請
に
応
じ

て
著
わ
さ
れ
た
と
言
お
れ
る
が
、
結
文
に
は
「
庶
幾
は
く
は
一
た
び
高
覧
を
経
て
後
に
、
壁
の
底
に
埋
め
て
窓
の
前
に
遺
す
こ
と
な
か
れ
、

恐
ら
く
は
破
法
の
人
を
し
て
、
悪
道
に
堕
せ
し
め
ざ
ら
む
が
た
め
な
り
」
と
誠
め
て
い
る
よ
う
に
、
法
然
存
命
中
は
公
開
す
る
こ
と
を
許
さ

ず
、
認
可
を
得
た
高
弟
の
み
が
伝
授
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
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さ
て
、
日
蓮
聖
人
は
『
立
正
安
国
論
』
第
四
問
答
の
主
人
の
意
見
と
し
て
、
ま
ず
法
然
の
『
選
択
集
』
が
一
代
の
聖
教
を
破
し
多
く
の
衆

生
を
迷
わ
す
も
の
で
あ
る
と
評
し
、
そ
の
主
張
の
誤
り
を
五
ヶ
所
よ
り
引
用
し
て
い
る
。
以
下
、
五
つ
の
引
用
文
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見

て
お
く
。

第
一
は
、
『
選
択
集
』
の
第
一
章
(
聖
浄
二
門
章
)
で
、
道
縛
の
『
安
楽
集
』
に
従
い
浄
土
宗
で
は
一
代
聖
教
を
聖
道
門
と
浄
土
門
に
分
け

る
が
、
現
今
に
流
布
し
て
い
る
八
宗
は
す
べ
て
聖
道
門
で
あ
る
こ
と
、
次
に
曇
鷲
の
『
往
生
論
詰
』
に
説
か
れ
る
二
種
の
道
に
つ
い
て
、
難

行
道
は
聖
道
門
、
易
行
道
は
浄
土
門
で
あ
る
か
ら
、
聖
道
門
を
捨
て
て
浄
土
門
に
帰
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
文
で
あ
る
。

第
二
は
、
第
二
章
(
正
雑
二
行
章
)
よ
り
の
引
用
で
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
巻
第
四
に
説
か
れ
る
正
雑
二
行
に
つ
い
て
、
五
種
の
難
行
の

う
ち
請
謁
雑
行
は
浄
土
経
以
外
の
諸
経
を
受
持
請
謁
す
る
こ
と
、
礼
拝
雑
行
は
阿
弥
陀
仏
以
外
の
諸
仏
菩
薩
等
を
礼
拝
す
る
こ
と
と
し
、
さ

ら
に
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
の
一
文
「
た
だ
意
を
専
ら
に
し
て
な
す
者
は
、
十
は
即
ち
十
生
ず
、
雑
を
修
し
て
心
を
至
さ
ざ
る
者
は
、
千
が

中
に
一
も
な
し
」
に
注
目
し
て
、
子
中
無
一
の
雑
修
雑
行
を
捨
て
て
百
即
百
生
の
専
修
正
行
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
第
十
二
軍
(
付
嘱
阿
難
事
)
で
散
善
の
三
福
の
う
ち
説
話
大
乗
を
解
説
す
る
一
節
を
引
き
、
走
善
・
散
善
の
二
門
に
つ
い
て
見

れ
ば
、
随
他
意
と
し
て
は
走
散
二
門
を
開
い
て
も
、
随
自
意
で
は
こ
の
二
門
の
行
法
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
、
釈
尊
が
付
嘱
流
通
す
る
の
は

こ
う
し
た
諸
行
で
は
な
く
、
念
仏
の
一
行
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
弥
陀
の
本
願
の
故
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
引
い
て
い
る
。

第
四
の
引
用
文
は
、
第
八
章
(
具
足
三
心
事
)
か
ら
善
導
の
『
観
経
疏
』
の
廻
向
発
願
心
の
釈
、
及
び
釈
中
に
説
か
れ
る
二
河
白
道
の
喩

に
関
連
し
て
外
邪
異
見
・
別
解
別
兄
な
ど
と
い
う
の
は
す
べ
て
聖
道
門
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
を
引
い
て
い
る
。

第
五
は
、
第
十
六
章
(
付
嘱
身
子
章
)
に
お
い
て
浄
土
三
部
経
い
ず
れ
も
念
仏
一
行
を
選
択
し
て
い
る
点
か
ら
、
聖
道
門
を
聞
い
て
浄
土

門
に
入
る
べ
き
こ
と
、
ま
た
浄
土
門
に
入
る
た
め
に
は
雑
行
を
拠
っ
て
正
行
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
五
つ
の
引
用
は
、
ほ
と
ん
ど
法
然
の
私
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
引
用
の
方
法
は
実
に
断
片
的
で
、
『
選
択
集
』
の
本
文
に
直
接
あ
た
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ら
な
い
と
意
味
が
つ
か
め
な
か
っ
た
り
、
意
味
を
取
り
違
え
る
恐
れ
が
あ
る
箇
所
も
存
す
る
。
果
し
て
当
時
、
『
選
択
集
』
は
、
こ
の
よ
う
に

引
用
し
て
も
読
む
者
に
す
ぐ
理
解
さ
れ
得
る
ほ
ど
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
引
用
文
の
後
で
は
、
「
(
選
択
集
で
は
)
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
誤
っ
た
解
釈
を
引
い
て
二
門
・
二
行
を
立
て
、
法

華
・
真
言
を
は
じ
め
一
切
の
大
乗
経
及
び
諸
仏
菩
薩
等
を
聖
道
門
・
難
行
・
雑
行
と
し
て
捨
閉
閉
脚
の
四
字
を
用
い
て
軽
ん
じ
、
衆
生
を
迷

わ
し
聖
僧
仏
弟
子
を
誇
る
が
、
こ
れ
こ
そ
無
量
寿
経
の
誹
誘
正
法
で
あ
り
、
さ
ら
に
法
華
経
で
一
切
世
間
の
仏
種
を
断
じ
末
は
阿
鼻
地
獄
に

入
る
と
説
か
れ
る
誘
法
行
為
で
あ
る
」
と
、
ま
と
め
て
批
判
す
る
。
さ
ら
に
、
天
台
宗
の
伝
統
を
省
み
て
法
然
の
浄
土
教
流
布
の
悪
影
響
を

欺
き
、
そ
の
禁
断
を
主
張
し
て
こ
の
問
答
を
終
わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
法
然
の
説
は
ま
と
め
て
破
折
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
文
に
即
し
て

細
か
く
批
判
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
他
の
御
遺
文
を
拝
見
す
れ
ば
、
一
一
の
引
用
に
つ
い
て
批
判
す
べ
き
事
項
は
明
瞭
で
あ
る
。
例
え
ば
、

第
一
の
引
用
文
の
「
准
㌢
之
。
思
㌢
之
ヲ
」
と
い
う
四
文
字
は
、
『
守
護
国
家
論
』
で
、

「
総
シ
テ
選
択
集
ノ
互
千
六
段
一
作
詩
量
ノ
語
法
電
源
ハ
、
偏
。
起
電
四
手
工
誤
レ
ル
裁
、
畏
ン
キ
掌
(
走
道
順
頁
)

と
ま
で
言
う
重
要
な
語
句
で
あ
る
。
そ
の
他
、
聖
道
浄
土
の
二
門
・
難
行
易
行
の
二
道
・
正
雑
二
行
と
い
う
浄
土
宗
の
基
礎
的
教
判
義
を

は
じ
め
、
捨
・
閉
・
閣
・
肋
の
四
字
や
百
即
百
生
千
中
無
一
な
ど
の
誘
法
義
は
、
御
遺
文
の
所
々
で
く
り
返
し
批
判
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
蓮
聖
人
は
こ
の
『
立
正
安
国
論
』
を
は
じ
め
『
守
護
国
家
論
』
『
念
仏
無
間
地
獄
紗
』
な
ど
で
法
然
の
念
仏
義
、
『
選
択
集
』

を
批
判
し
て
い
る
が
、
法
然
の
専
修
念
仏
が
遼
原
の
火
の
如
く
民
衆
に
広
ま
る
一
方
、
法
然
生
前
中
か
ら
多
く
の
批
判
弾
圧
を
被
っ
た
こ
と

は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
前
述
の
承
元
の
法
難
(
法
然
の
土
佐
流
罪
)
以
前
に
、
延
暦
寺
の
衆
徒
が
専
修
念
仏
の
停
止
を
天
台
座
主
に

訴
え
、
こ
れ
に
対
し
て
法
然
は
『
七
箇
条
制
誠
』
を
記
し
て
門
弟
を
誠
め
、
起
請
を
座
主
に
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
南
都
で
も
、
貞
慶
が
著

わ
し
た
『
興
福
寺
奏
状
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
然
の
浄
土
宗
の
禁
断
を
院
(
後
鳥
羽
上
皇
)
に
訴
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
教
義
的
に
専
修
念
仏
と
諸
行
往
生
を
認
め
る
念
仏
の
対
立
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
実
は
も
っ
と
世
俗
的
な
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
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で
あ
る
。
法
然
の
教
団
内
部
に
も
、
そ
う
し
た
問
題
を
起
こ
す
要
素
が
存
し
て
い
た
。
法
然
の
死
後
も
弾
圧
は
続
き
、
建
保
七
年
・
元
仁
元

年
・
嘉
禄
三
年
と
立
て
続
け
に
念
仏
停
止
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
法
然
が
死
ん
だ
年
に
そ
れ
ま
で
密
か
に
伝
授
さ
れ
て
い
た
『
選
択
集
』
が
出
版
さ
れ
、
法
然
の
浄
土
教
が
教
団
外
か
ら
理
論
的
に

批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
栂
尾
の
明
恵
の
『
推
邪
輪
』

『
推
邪
輪
荘
厳
記
』
を
は
じ
め
、
竪
者
走
照
の
『
弾
選
択
』
が
有
名
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
浄
土
宗
の
門
弟
も
ま
た
、
理
論
的
に
反
駁
す
る
書
を
多
く
著
ね
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
弾
圧
と
批
判
の
中
で
、
法
然
の
浄
土

教
は
多
少
の
歪
曲
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
次
第
に
民
衆
の
中
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
日
蓮
聖
人
は
熟
知
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

民
衆
は
あ
く
ま
で
も
送
れ
さ
れ
て
い
る
、
従
っ
て
そ
の
邪
宗
悪
行
の
根
本
で
あ
る
法
然
の
語
法
を
糾
弾
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

民
衆
を
救
い
真
の
仏
法
に
導
く
た
め
に
、
ま
ず
教
義
上
の
理
論
か
ら
法
然
を
破
斥
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
南
都
北
嶺
の
法
然
批
判
と
は

全
く
異
な
る
行
為
で
あ
る
。
明
恵
の
ご
と
き
は
、
初
め
法
然
の
浄
土
教
を
認
め
て
い
た
が
、
『
選
択
集
』
を
一
読
し
て
か
ら
直
ち
に
非
難
の
書

を
著
れ
し
た
と
言
お
れ
る
。

こ
の
問
答
で
は
、
世
に
賢
聖
と
尊
ば
れ
る
僧
が
実
は
語
法
の
悪
伯
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
仏
法
の
上
か
ら
見
て
世
上
の

混
乱
転
倒
の
原
因
を
法
然
に
求
め
た
が
、
法
然
自
身
は
決
し
て
聖
僧
と
敬
ま
わ
れ
て
生
涯
を
送
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
折
り
し
も
、
『
立

正
安
国
論
』
を
著
ね
し
た
文
応
元
年
(
一
二
六
〇
年
)
春
頃
、
浄
土
宗
鎮
西
派
の
発
展
に
尽
力
し
、
後
世
第
三
祖
に
目
さ
れ
る
然
阿
良
忠
が

鎌
倉
に
入
り
、
以
後
幕
府
の
要
人
に
取
り
入
り
聖
僧
と
崇
め
ら
れ
た
が
、
ま
た
日
蓮
聖
人
の
ご
法
難
の
元
凶
と
な
る
な
ど
そ
の
悪
侶
ぶ
り
は

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
も
不
思
議
な
予
兆
で
あ
ろ
う
か
。
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