
<
研
究
ノ
ー
ト
>

立
正
安
国
論
に
学
ぶ

災
難
興
起
の
根
源
を
載
る

(
第
五
問
答
)

研
究
所
員

高

橋

謙

祐

前
の
問
答
で
は
、
語
法
の
人
は
、
捨
閉
閣
桝
の
「
四
字
を
以
て
、
多
く
一
切
を
迷
は
し
、
剰
へ
三
園
の
聖
僧
、
十
方
の
仏
弟
を
以
て
、
皆
、

群
賊
と
号
し
、
併
せ
て
罵
言
せ
し
め
た
」
法
然
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
の
で
あ
る
が
、
第
五
問
答
は
、
眼
前
に
起
こ
っ
て
い
る
災
難
の
原

因
は
ま
さ
に
浄
土
念
仏
義
、
特
に
法
然
の
捨
閉
閣
桝
と
い
う
私
曲
の
説
、
法
然
そ
の
人
に
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
法
然
こ
そ
災
難
興

起
の
源
で
あ
る
と
い
う
災
難
の
禍
根
を
具
体
的
に
史
実
を
以
て
明
か
そ
う
と
し
た
、
『
安
国
論
』

の
中
で
も
語
法
の
源
を
明
確
に
し
、
破
国
土

の
根
源
を
問
う
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
問
答
は
、
「
万
柿
を
修
せ
ん
は
、
此
の
一
凶
(
法
然
の
念
仏
)
を
禁
せ
ん
に
は
如
か
ず
」
へ
第
四
問
答
)

と
い
う
念
仏
の
行
を
禁
ず
る
主
人
の
主
張
に
対
し
て
、
こ
と
さ
ら
血
相
を
変
え
た
客
が
曇
鸞
法
師
・
道
綽
禅
師
・
善
導
・
恵
心
僧
都
ら
の
念

仏
行
を
弁
護
す
る
言
葉
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
客
は
、
浄
土
念
仏
の
流
布
し
た
事
実
を
以
て
そ
の
正
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
。
釈
迦
如
来
が
浄
土
三
部
経
を
説
い
て
以
来
、

曇
鸞
は
中
論
・
百
論
・
十
二
門
論
な
ど
の
説
を
捨
て
て
浄
土
の
往
生
思
想
に
帰
依
し
、
連
綿
は
『
浬
薬
経
』

の
研
鐙
を
や
め
て
西
方
極
楽
浄

土
の
行
を
弘
め
、
善
導
は
雑
行
を
な
げ
す
て
て
往
生
の
正
因
た
る
五
正
行
を
う
ち
た
て
、
そ
し
て
日
本
で
は
恵
心
僧
都
が
『
往
生
要
集
』
を
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著
わ
し
、
浄
土
念
仏
の
一
行
を
根
本
的
な
教
え
と
し
た
。
多
く
の
人
々
が
阿
弥
陀
仏
を
尊
崇
し
、
往
生
を
と
げ
た
の
は
、
こ
う
し
た
浄
土
念

仏
流
布
の
事
実
を
も
っ
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
念
仏
流
布
の
歴
史
的
な
事
実
を
あ
げ
て
い
る
の
か
客
論
の
浄
土
念
仏
を
弁
護
す
る
一
つ

の
立
場
で
あ
.
る
。
こ
れ
は
、
い
ま
ま
さ
に
広
く
弘
ま
っ
て
い
る
現
実
の
事
実
を
以
て
浄
土
念
仏
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
い
お
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
、
先
師
の
諸
説
を
思
慮
し
、
つ
い
に
諸
経
を
拠
っ
て
専
ら
念
仏
を
修
す
る
に
到
達
し
、
人
々
か
ら
は
勢
至
菩
薩
と
号
さ
れ
、

あ
る
い
は
善
導
の
再
護
か
と
仰
が
れ
た
法
然
は
、
貴
賎
を
問
わ
ず
多
く
の
人
達
か
ら
尊
ば
れ
、
法
然
亡
き
後
1
 
0
年
た
っ
て
も
い
ま
な
お
阿
弥

陀
念
仏
に
帰
依
す
る
勢
い
は
衰
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
先
師
は
じ
め
法
然
の
学
徳
・
人
徳
の
篤
い
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ち
な
み

に
、
法
然
は
二
二
二
年
に
入
滅
、
日
蓮
聖
人
の
『
安
国
論
』
執
筆
が
一
二
六
〇
年
、
そ
の
間
約
5
 
0
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
念

仏
流
布
の
事
実
に
加
え
て
、
客
の
言
い
分
は
こ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
近
年
の
災
難
続
発
の
原

因
が
約
5
 
0
年
も
前
の
後
鳥
羽
院
の
御
幸
、
法
然
に
帰
せ
ら
れ
、
ひ
い
て
は
先
師
(
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
)
に
求
め
ら
れ
、
災
難
が
法
然
浄
土
教

に
よ
る
の
か
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
暴
論
で
な
い
か
、
と
。

そ
こ
で
、
退
座
し
よ
う
と
す
る
客
に
主
人
は
、
事
の
起
り
を
談
じ
は
じ
め
る
。
「
釈
尊
説
法
の
内
、
一
代
五
時
の
間
、
先
後
を
立
て
て
権
実

を
弁
ず
」
 
、
こ
れ
が
一
代
仏
教
を
お
き
ま
え
る
主
人
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。
そ
の
権
実
を
わ
き
ま
え
ず
、
「
既
に
権
(
教
)
に
就
い
て
実

(
教
)
を
忘
れ
、
先
に
依
っ
て
後
を
捨
つ
」
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
謬
り
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
は
い
ま
だ
仏
教
の
根
本
を
さ
ぐ
っ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
法
華
経
の
真
実
教
を
忘
れ
、
浄
土
三
部
経
の
権
教
を
と
り
、
聖
道
浄
土
二
門
、
難
行
易
行
二
道
、
正
雑
二
行
を
お
け

て
、
弥
陀
念
仏
の
一
行
を
た
て
た
。
こ
の
流
れ
を
〈
む
法
然
も
ま
た
仏
教
の
淵
源
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
法
然
は
『
選

択
集
』
を
著
わ
し
、
「
夫
れ
通
が
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
せ
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
、
且
く
聖
道
門
を
開
い
て
、
選
ん
で
浄
土
門
に
入
れ
、

浄
土
門
に
人
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
正
・
雄
二
行
の
中
に
、
且
〈
諸
の
難
行
を
拠
っ
て
、
選
ん
で
応
に
正
行
に
帰
す
べ
し
と
」
と
て
、
捨
閉
閣
肋

の
四
字
を
以
て
、
あ
ら
ゆ
る
大
乗
経
と
一
切
の
諸
仏
菩
薩
や
諸
天
善
神
を
、
捨
て
よ
、
閉
じ
よ
、
閣
け
、
拠
ち
、
す
べ
て
は
浄
土
念
仏
の
正
行
に
帰
す
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べ
き
こ
と
を
説
い
た
が
、
こ
の
捨
閉
閣
肋
の
四
字
こ
そ
法
然
が
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
仏
教
の
淵
源
を
わ
き
ま
え
な
い
誤
謬
の
説
か
ら
導
き

出
し
、
さ
ら
に
法
然
自
身
の
私
曲
の
説
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
全
く
仏
経
の
説
を
見
ず
」
と
主
人
は
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
権
実
を
わ

き
ま
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
仏
説
に
よ
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
結
果
で
あ
る
と
、
あ
く
ま
で
仏
説
に
よ
る
権
実
の
判
断
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

法
然
の
独
自
な
判
断
、
つ
ま
り
捨
閉
閣
肋
と
い
う
自
己
の
独
善
的
な
解
釈
判
断
を
以
て
、
一
代
仏
教
を
判
じ
、
念
仏
を
一
行
を
除
い
て
他
経

を
権
教
の
中
に
掠
め
て
し
ま
う
、
か
く
し
て
し
ま
う
、
諸
経
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
、
そ
う
し
た
念
仏
の
教
え
は
、
仏
の
説
く
と
こ
ろ
で
は

な
く
、
曇
鸞
・
連
綿
・
善
導
ら
権
実
を
わ
き
ま
え
な
い
先
師
の
流
れ
を
酌
む
法
然
の
私
曲
勝
手
な
解
釈
で
あ
る
。
仏
説
に
よ
ら
ず
、
そ
う
し

た
私
曲
の
説
に
よ
る
こ
と
は
「
誘
者
を
指
し
て
聖
人
と
謂
む
、
正
師
を
疑
っ
て
悪
伯
に
擬
す
」
現
象
を
生
む
根
本
的
な
原
因
に
な
る
と
し
た
。

諸
経
・
諸
仏
を
捨
閉
閣
馳
し
て
し
ま
う
も
の
こ
そ
『
選
択
集
』
で
あ
り
、
そ
れ
を
世
に
著
お
し
弘
め
た
法
然
こ
そ
世
の
人
々
を
惑
わ
し
、
事

の
起
こ
る
根
源
で
あ
る
。
そ
の
法
然
の
教
え
は
、
遠
く
曇
鸞
・
連
綿
・
善
導
か
ら
の
流
れ
の
う
え
に
あ
る
の
で
、
い
ま
念
仏
の
あ
や
ま
ち
は

法
然
に
、
さ
ら
に
は
彼
の
先
師
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
し
ず
め
、
念
仏
思
想
を
集
大
成
し
た
の
が
法
然

の
『
選
択
集
』
で
あ
る
な
ら
、
弥
陀
一
仏
を
仰
い
で
諸
経
諸
仏
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
直
接
の
原
因
と
な
る
と
こ
ろ
は
法
然
そ
の
人
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
仏
説
に
よ
ら
な
い
教
え
、
た
と
え
そ
れ
が
高
僧
の
説
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
法
を
話
し
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
し
て

や
私
曲
の
説
を
以
て
真
実
教
・
正
行
と
す
る
こ
と
は
ま
さ
し
く
法
(
仏
教
)
を
誘
し
ろ
も
の
で
あ
っ
て
、
正
行
で
な
い
邪
な
法
を
以
て
し
て

は
災
難
の
興
起
す
る
こ
と
は
、
『
金
光
明
経
』
や
『
大
柴
経
』
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
主
人
は
、
法
然
が
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
念
仏
義

よ
り
「
之
に
准
じ
て
之
を
思
」
っ
て
た
て
た
私
曲
の
謙
、
捨
閉
閣
肋
の
教
、
え
に
根
本
的
な
過
ち
を
み
つ
け
、
こ
こ
に
世
人
を
惑
わ
す
一
凶
、

語
法
の
根
源
と
判
断
し
た
。
日
蓮
聖
人
は
「
之
に
准
じ
て
之
を
思
ふ
」
へ
准
之
思
之
)
と
い
う
四
字
こ
そ
法
然
の
誤
れ
る
、
法
を
語
し
ろ
根
源

で
あ
る
と
、
す
で
に
『
守
護
国
家
論
』
(
走
遺
一
〇
七
頁
)
で
強
調
し
て
い
る
。

世
の
乱
れ
る
の
は
災
い
到
来
の
前
兆
で
あ
る
と
は
、
護
国
経
典
の
一
つ
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
た
。
金
光
明
経
』
な
ど
に
よ
く
説
か
れ
る
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と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
主
人
は
、
「
衆
経
を
拠
ち
、
極
楽
の
一
仏
を
仰
い
で
、
諸
仏
を
忘
る
。
誠
に
是
れ
諸
仏
・
諸
経
の
怨
敵
、
聖
僧
・
衆

人
の
離
散
也
」

と
い
う
実
教
・
英
仏
を
忘
れ
た
世
人
の
乱
れ
は
、
災
難
到
来
の
徴
と
し
て
中
国
の
先
例
を
あ
げ
て
諭
す
。

そ
こ
で
ま
ず
、
中
国
の
『
史
記
』
を
引
用
し
た

『
摩
詞
止
観
』
や
『
止
観
弘
決
』
か
ら
、
そ
の
『
史
記
』
に
あ
る
ご
と
く
、
周
と
い
う
国

が
滅
ん
だ
こ
と
、
滅
ぶ
前
兆
が
そ
の
百
年
も
の
前
か
ら
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
言
い
聞
か
せ
て
、
ま
ず
前
兆
が
あ
ら
れ
れ
て
、
災

い
は
そ
の
後
に
来
る
こ
と
を
知
ら
し
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
き
ざ
し
を
知
り
、
災
難
へ
至
る
根
源
を
み
き
ね
め
る
こ
と
を
主
人
は
暗
黙
の
う

ち
に
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
主
人
は
、
浄
土
念
仏
が
災
難
を
起
こ
す
前
兆
と
い
う
こ
と
を
史
実
を
以
て
説
き
明
か
す
の
で
あ
る
。
す
な
お
ち
、

慈
覚
大
師
円
仁
の
『
入
唐
巡
礼
行
詰
』

に
は
、
「
唐
の
武
宗
皇
帝
の
会
昌
元
年
、
勅
し
て
章
敬
寺
の
鐘
霜
法
師
を
し
て
、
諸
寺
に
お
い
て
阿
弥

陀
念
仏
の
教
え
を
伝
え
し
め
、
寺
ご
と
に
三
日
間
、
順
々
に
絶
え
ず
巡
ら
し
め
た
が
、
同
二
年
、
回
鶴
国
の
軍
兵
ら
、
唐
の
国
境
を
侵
す
。

同
三
年
、
河
北
の
方
面
軍
司
令
官
俄
か
に
乱
を
起
こ
す
。
そ
の
後
、
大
審
国
ま
た
唐
政
府
の
命
を
拒
み
、
回
骨
国
重
ね
て
土
地
を
侵
す
。

兵
乱
の
状
態
は
、
お
お
よ
そ
秦
末
の
項
羽
の
時
代
に
同
じ
く
、
災
火
は
村
に
町
に
起
こ
る
。
ま
し
て
や
武
宗
は
大
い
に
仏
法
を
破
却
し
、
多

く
の
寺
院
を
滅
ぼ
し
、
世
の
乱
れ
を
治
め
得
ず
し
て
つ
い
に
自
滅
し
た
」
(
趣
意
)
と
あ
っ
て
、
こ
ほ
先
例
こ
そ
、
弥
陀
信
仰
に
よ
っ
て
国
土

が
滅
し
た
事
実
と
し
て
あ
げ
た
。
こ
こ
で
は
災
難
到
来
の
前
兆
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
史
実
を
も
っ
て
災
難
の
禍
根
を
明
か

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
実
例
を
示
し
た
上
で
、
私
曲
の
法
然
の
念
仏
が
世
を
乱
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
災
難
の
前
兆
で
あ
っ
て
、
「
何
ぞ
近
年
の

災
を
以
て
、
聖
代
の
時
に
課
せ
、
強
ひ
て
先
師
を
般
り
、
更
に
聖
人
を
罵
る
や
」
と
い
う
客
に
答
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
主
人
は
、
第

四
問
答
の

「
彼
の
方
柿
を
修
せ
ん
は
、
此
の
一
凶
を
禁
ぜ
ん
に
は
如
か
ず
」
と
い
う
主
張
か
ら
、
さ
ら
に
「
唯
須
く
凶
を
捨
て
て
善
に
帰
し
、

源
を
塞
い
で
根
を
載
る
べ
し
」
と
い
う
語
法
禁
断
を
強
調
し
た
。

こ
の
第
五
問
答
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
法
然
浄
土
教
が
近
年
よ
り
近
日
に
至
る
災
難
の
根
本
的
原
因
で
あ
る
こ
と
を
中
国
の
先
例
を
以
て

具
体
的
に
説
き
明
か
し
た
。
し
た
が
っ
て
災
難
か
ら
の
が
れ
る
一
つ
の
手
立
て
は
、
そ
の
よ
っ
て
た
つ
源
を
き
れ
め
、
そ
の
根
を
た
ち
き
る
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こ
と
が
提
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
根
を
載
る
べ
し
」
と
い
う
結
語
は
、
第
九
問
答
の
「
速
か
に
実
乗
の
一
書
に
帰
せ
よ
」
へ
と
続
く

文
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
災
難
の
よ
っ
て
起
こ
る
源
を
き
れ
め
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
根
本
的
な
原
因
と
し
て
あ
る
か
を
知
り
、
そ
の
因
を
た

ち
き
る
こ
と
が
根
本
的
な
問
題
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
ご
と
に
お
い
て
も
悪
の
根
源
を
き
わ
め
、
そ
の
根
を
た
ち
き

る
こ
と
の
、
「
日
蓮
が
一
門
」
へ
の
要
請
は
、
日
蓮
聖
人
以
来
、
そ
の
教
え
の
基
本
姿
勢
と
し
て
今
日
な
お
大
き
な
警
鐘
と
し
て
我
々
に
求
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
客
の
意
見
を
〈
み
つ
つ
、
「
須
〈
凶
を
捨
て
て
善
に
帰
し
、
源
を
塞
い
で
根
を
載
る
べ
し
」
と
い
う
主
人
の
こ
と

ば
が
と
り
も
な
お
き
ず
、
日
蓮
聖
人
の
警
鐘
で
あ
り
、
第
五
問
答
の
主
眼
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。


