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〈
硏
究
發
表
お
よ
び
講
演
要
旨
〉 

【
硏
究
發
表
】 

『
寶
性
論
』
に
お
け
る
謗
法
に
つ
い
て―

第
五
章
第
二
十
偈
の
變
容
か
ら
見
て―

 
 
 
 
 

 
 

蒋 
 

天
任 

『
究
竟
一
乘
寶
性
論
』
は
、
イ
ン
ド
佛
敎
の
如
來
藏
思
想
を
體
系
的
に
說
く
論
書
で
あ
り
、
そ
の
第
五
章
第
二
十
偈
は
「
謗
法
」

を
戒
め
る
內
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
最
古
の
譯
本
で
あ
る
勒
那
摩
提
の
漢
譯
（
六
世
紀
初
）
は
、「
謗
法
」
と
い
う
槪
念
に
、

現
存
す
る
梵
本
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
譯
と
は
異
な
る
獨
特
な
定
義
を
與
え
て
い
る
。
本
發
表
で
は
、『
寶
性
論
』
第
五
章
第
二
十
偈
前

後
の
文
脈
を
考
察
し
つ
つ
、
諸
本
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
流
動
性
を
明
ら
か
に
し
、『
寶
性
論
』
の
「
謗
法
」

思
想
の
、
中
國
に
お
け
る
獨
自
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

平
安
後
期
に
お
け
る
謗
法
者
の
往
生
を
め
ぐ
る
議
論―

『
淨
土
嚴
飾
抄
』
と
『
決
定
往
生
集
』
を
中
心
に―

 

松
尾 

善
匠 

『
無
量
壽
經
』
で
は
、
五
逆
人
と
謗
法
者
は
極
樂
往
生
で
き
な
い
と
說
か
れ
る
の
に
對
し
、『
觀
無
量
壽
經
』
に
は
、
五
逆
人
が
臨

終
に
十
念
し
て
往
生
を
遂
げ
る
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
五
逆
人
と
謗
法
者
と
の
往
生
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
、
中
國
・
新
羅
・
日

本
の
諸
師
は
種
々
の
解
釋
を
示
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
は
、
こ
の
議
論
を
「
逆
謗
除
取
」
と
し
て
一
括
り
に
す
る
傾
向
に
あ
る

が
、
謗
法
者
と
五
逆
人
の
往
生
は
、
本
來
別
個
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
本
發
表
で
は
謗
法
者
の
往
生
と
い
う
問
題
を

取
り
上
げ
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
、
特
に
平
安
後
期
に
示
さ
れ
た
諸
說
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
い
。 

十
八
世
紀
日
本
の
「
正
名
」―

朱
子
學
者
を
中
心
に―

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淸
水 

則
夫 

十
八
世
紀
の
日
本
で
「
正
名
」
が
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
論
語
』
に
由
來
す
る
「
正
名
」
は
、

徂
徠
學
派
の
隆
盛
後
に
は
彼
ら
に
對
す
る
批
判
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
漢
詩
文
に
ま
つ
わ
る
議
論
の
中
で
、
日
本
の
儒
者
の
自
國

認
識
が
重
大
な
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
議
論
は
近
代
以
降
に
ま
で
影
響
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
先
行
硏
究
は
、
と
も
す
れ
ば
後
世

の
價
値
觀
が
混
じ
り
、
同
時
代
の
文
脈
に
十
分
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
こ
で
本
發
表
で
は
、
こ
の
問
題
を
徂
徠
學

派
批
判
と
い
う
文
脈
に
卽
し
、
批
判
の
中
心
的
擔
い
手
で
あ
っ
た
朱
子
學
者
を
主
た
る
事
例
と
し
て
、
再
檢
討
す
る
。 

『
玄
義
覺
要
鈔
』
所
收
の
論
義
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
本 

知
己 

叡
山
版
の
願
主
と
し
て
知
ら
れ
る
承
詮
（
一
二
一
三
～
？
）
の
『
玄
義
覺
要
鈔
』
は
、『
法
華
玄
義
』
或
い
は
『
法
華
玄
義
釋
籤
』

の
解
釋
に
關
す
る
問
答
と
典
據
を
簡
潔
に
記
し
た
論
義
集
で
あ
り
、
卷
三
、
四
、
七
が
現
存
す
る
。
そ
の
特
徵
は
、
各
卷
に
收
載
さ

れ
た
論
題
の
過
半
數
に
、
宗
內
外
の
論
義
に
お
け
る
出
題
例
が
傍
記
さ
れ
て
い
る
點
に
あ
る
。
宗
外
の
出
題
例
は
、
ほ
と
ん
ど
が
三

講
（
最
勝
講
、
仙
洞
最
勝
講
、
法
勝
寺
御
八
講
）
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
覺
要
鈔
』
所
收
の
論
義
を
、
證
眞
の
著
作
や
『
法
華

玄
義
伊
賀
抄
』
な
ど
と
照
合
し
、
三
講
の
論
義
を
日
本
天
台
の
敎
學
硏
鑽
の
展
開
に
位
置
付
け
、
そ
の
意
義
の
一
端
を
解
明
す
る
。 

六
朝
道
敎
に
お
け
る
火
鍊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廣
瀨 

直
記 

道
敎
に
は
仙
人
に
な
る
た
め
の
技
術
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
存
思
法
（
瞑
想
法
）
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
火
に
よ
っ
て
體
が

燒
き
直
さ
れ
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
方
法
が
あ
る
。火
鍊
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
方
法
は
、一
方
で
死
者
の
救
濟
に
も
適
用
さ
れ
た
。

本
發
表
で
は
、
火
鍊
存
思
法
の
系
譜
を
た
ど
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
竝
行
し
て
行
な
わ
れ
た
火
鍊
に
よ
る
死
者
救
濟
を
め
ぐ
る
い
く

つ
か
の
問
題―

―

た
と
え
ば
、
燒
き
直
さ
れ
る
の
は
肉
體
な
の
か
魂
な
の
か
、
燒
き
直
さ
れ
た
肉
體
あ
る
い
は
魂
は
ど
こ
へ
行
く
の

か
、
な
ど
を
六
朝
期
の
資
料
を
中
心
に
檢
討
し
た
い
。 

【
講 

 

演
】 

普
渡
と
鍊
度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

松
本 

浩
一 

現
在
で
も
中
國
各
地
で
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
道
敎
の
普
渡
（
日
本
で
い
う
無
緣
佛
の
供
養
）
儀
禮
や
葬
送
儀
禮
の
形
式

が
整
っ
た
の
は
、
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
始
め
に
道
敎
に
お
け
る
儀
禮
の
位
置
付
け
と
特
色
に
つ

い
て
述
べ
た
後
、
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
普
渡
の
思
想
的
・
社
會
的
背
景
、
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ

し
て
普
渡
を
構
成
す
る
諸
儀
禮
の
中
で
も
特
に
道
敎
的
特
色
を
も
っ
た
鍊
度
儀
禮
と
、
そ
の
簡
略
化
さ
れ
た
儀
禮
で
祟
り
を
避
け
る

た
め
の
呪
術
と
し
て
も
行
わ
れ
た
祭
鍊
に
つ
い
て
述
べ
、
現
在
へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
行
き
た
い
。 


