
弧
研
究
ノ
ー
ト
>

立
正
安
国
論
に
学
ぶ

仏
法
中
怨
の
責
を
の
が
れ
る
た
めへ

第
六
問
答
)

研
究
所
員
望

月

省
一

第
六
問
答
の
大
意
は
、
第
五
問
答
に
お
い
て
主
人
は
法
然
の
『
選
択
集
』
が
近
年
の
災
難
の
原
因
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
を
説
い
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
客
は
、
そ
の
時
代
の
仏
教
が
誤
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
正
す
の
は
、
し
か
る
べ
き
地
位
に
あ
り
職
分
を
も
つ
人
が
や

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
汝
(
主
人
)

の
よ
う
に
、
一
介
の
僧
に
す
ぎ
な
い
者
が
、
そ
の
よ
う
な
事
を
言
う
の
は
自
分
の
身
分
を
お
き
ま
え
な

い
こ
と
で
は
な
い
か
。
一
仏
教
徒
と
し
て
政
府
に
向
か
っ
て
書
面
を
出
し
て
諌
暁
に
お
よ
ぷ
の
は
前
例
の
な
い
暴
挙
で
は
な
い
か
、
と
い
う

問
い
を
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
主
人
は
、
『
浬
薬
経
』
の
寿
命
品
の
文
を
使
っ
て
説
き
、
ま
た
前
例
が
な
い
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

延
暦
寺
等
が
念
仏
停
止
の
上
奏
書
を
朝
廷
に
た
て
ま
つ
っ
た
事
を
示
し
て
答
え
て
い
る
。

こ
の

『
浬
築
経
』
寿
命
品
の
文
に
「
法
を
填
る
者
を
見
て
、
置
て
町
責
し
駆
遺
し
挙
処
せ
ざ
れ
ば
、
当
に
知
る
べ
し
、
仏
法
の
中
の
怨
な

り
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
蓮
聖
人
の
生
涯
に
ね
た
る
一
貫
し
た
姿
勢
で
あ
る
折
伏
を
支
え
る
。
折
伏
の
弘
通
は
ま
さ
し
く
法
を
壊

る
者
、
同
じ
く
『
浬
磐
経
』
が
詮
顕
す
る
「
に
せ
者
の
持
律
比
丘
」
や
「
如
来
の
深
密
の
要
義
を
滅
除
さ
せ
る
悪
比
丘
」
や
「
邪
教
の
悪
知
識
」

を
珂
責
し
追
放
し
、
罪
悪
を
糾
弾
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
正
法
に
違
背
す
る
破
折
の
対
象
と
破
折
の
方
法
が
示
さ
れ
る
。
「
此
文
の
中
に
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見
壊
法
者
の
兄
と
、
置
不
呵
責
の
置
と
を
、
能
々
心
腑
に
染
む
べ
き
也
。
法
華
経
の
敵
を
見
な
が
ら
置
て
せ
め
ん
は
、
師
檀
と
も
に
無

間
地
獄
は
疑
ひ
な
か
る
べ
し
」
(
定
一
二
五
四
頁
)

と
弟
子
・
檀
越
に
も
こ
の
こ
と
を
す
す
め
、
遺
誠
で
あ
る
「
仏
法
の
中
の
怨
」
を
免
れ
ん

と
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
浄
土
教
が
『
法
華
経
』
に
帰
結
さ
れ
る
教
主
釈
尊
の
真
意
を
遮
断
し
て
い
る
こ
と
を
批
判

し
、
法
然
の
『
選
択
集
』

の
主
張
を
糾
弾
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
が
国
土
の
危
機
を
憂
い
、
そ
の
危
機
の
根
本
原
因
は
教
主

釈
尊
の
末
法
救
済
の
誓
願
が
遮
断
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
そ
の
悪
法
を
糾
明
す
る
こ
と
が
不
可
決
で
あ
る
と
ぎ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
『
浬
薬
経
』
に
よ
る
仏
法
中
怨
を
も
っ
て
し
て
、
徹
底
的
に
念
仏
批
判
を
し
た
の
が
、
第
六
問
答
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
思

つ
○


