
「
釈
尊
伝
の
研
究
」
と
私
の
仏
教
学

―

退
職
す
る
に
あ
た
っ
て

け
じ

め

に

森

章

司

今
ま
で
定
年
退
職
さ
れ
た
先
生
方
に
は
、
最
終
講
義
の
な
か
で
ご
自
分
の
学
問
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
、
後
進
の
参
考
に
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
お
願
い
し
て
き
た
。
私
の
退
職
は
我
侭
を
許
し
て
い
た
だ
け
た
お
か
げ
の
「
依
願
退
職
」
で
あ
っ
て
、
来
年
も
非

常
勤
講
師
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
最
終
講
義
は
や
ら
な
い
。
し
か
し
今
ま
で
こ
の
我
侭
の
理
由
を
十
分
に
ご

理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
に
弁
明
で
き
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
も
す
る
し
、
私
の
や
っ
て
来
た
こ
と
を
恥
を
忍
ん
で
書
い
て
お

く
こ
と
も
、
反
面
教
師
と
い
う
言
葉
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
何
ら
か
の
参
考
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
こ
の
機
会
に
私
の
学

問
の
一
端
を
語
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
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釈
尊
伝
の
研
究

格
好
よ
す

ぎ

る
か
も
知

れ
な

い
が
、
私

か
退
職
す

る
の
は

、
今
わ
た
し

が
精
魂

を
傾
け

て
や

っ
て

い
る
「

原
始
仏
教
聖
典
資
料

に
よ

る
釈
尊

伝
の
研

究
」
（
以
下

「
釈

尊
伝

の
研

究
」
）
を
、

元
気

な
う
ち

に
な

ん
と
し

て
も
完

成
さ
せ

た

い
か
ら

で
あ
る
。
こ

の
研

究
は
、

数
名

の
私

の
教
え
子

に
協
力
を

仰

ぎ
、
中
央

学
術
研

究
所
と

い
う
研
究

所
の
補
助

を
得
て

、
原
始
仏

教
聖
典

を
材
料
に
し
て
、
そ

の
編

集

者
た
ち

が
イ
メ

ー
ジ
し
て

い
た
で
あ

ろ
う
釈
尊

の
生
涯
を
再

構
築
し

よ
う
と
す

る
も

の
で
あ

っ
て

、
こ

れ
を
始
め
た
の
は
平
成

六
年

の

一
月

の
こ

と
で

あ
る
か
ら
、

す
で
に

一
三

年
を

経
過
し
た
こ

と
に
な

る
。

こ

の
研

究
の
最
終
目

的
は
「

原
始
仏
教

聖
典
を

も
と
に
し

た
釈

尊

の
伝
記

」
を

書
き
、

聖
典
を
そ

の
伝
記

に
よ
る
時
系
列
に
し

た
が

っ
て
配

列
し

た
目
録
を

編
集
す

る
こ
と
で

あ
る

が
、
こ
の
作
業

は
お
お

ま
か
に
四

段
階
に
分

か
れ

る
。
第
一
段

階
は
漢
・

パ
に
わ

た
る

経

蔵
・
律
蔵

か
ら

デ
ー
タ
を
収

集
し
て

パ
ソ
コ
ン

に
人
力
す

る
こ

と
で

あ
り

、
第
二

段

階
は
釈

尊

の
伝

記
に

直
接
に
は
関
わ
り

が
な
い

け

れ
ど
も
、

そ
の
前

提
と
し
て

解
決
し
て

お
か
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
事
項
を
研

究

す

る
こ
と

で
あ

っ
て
、
例
え

ば
古

代
イ
ン

ド
の
暦

と

か
年

齢
の
数
え

方
、

あ
る

い
は
釈

尊
時
代

の
出
家
沙

門
の
生
活

の
あ
り
方

な
ど
の
研

究
で

あ
る
。
第
三

段
階
は

釈
尊

の
伝
記
の
メ
ル

ク

マ

ー
ル
と
な

る
べ
き
主
要

な
事
項

の
年
代

推
定
で
あ

っ
て
、
釈

尊
の
息
男

の
ラ
ー

フ
ラ
の
出
家

年
と

か
、
祇

園
精
舎

の
建
設
年
、
比
丘

尼

の
誕
生
年

な
ど
で
あ

る
。
そ

の
後
に
第
四
段

階
と
し

て
、
以
上

の
研

究
を

も
と

に
し
て

さ
ま

ざ
ま
な

エ
ピ
ソ

ー
ド
を
釈

尊
の
生
涯

に

当
て
嵌

め
、
先

後
関
係
を

決
定
す

る
最
終
作
業

に
入

る
こ

と
に
な

る
。
こ

れ
が
終

わ
れ

ば
、
釈

尊
の
伝
記

と
「

聖
典
目

録
」
の
骨

格
は

お
の

ず
か
ら
に
で

き
上

が
る
こ
と

に
な
る
。

そ
し

て
現
在
は

第
二

段

階
の
作
業
を

残
し
つ

つ
、
第
三

段
階
に
入

っ
て

い
る
と
こ

ろ
で
あ

る
。
釈

尊

の
生
涯

に
関
す

る
か
な
り
具
体
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的
な
イ

メ
ー

ジ
が
で
き

あ
が
り
つ
つ

あ
る
け

れ
ど
も
、
ま
だ
ま

だ
最
終
段

階
に

は
至

ら
な

い
。
今
ま
で

の
研

究
成
果
に
つ
い
て
は
、「

中

央

学
術
研

究
所
紀

要
モ
ノ

グ
ラ
フ
篇
」

と
し
て

『
原
始
仏

教
聖
典
資
料

に
よ

る
釈

尊
伝

の
研

究
』
を

一
一
冊
刊

行
し

て
い

る
の
で

、
こ

れ
を

ご
参
照
願
え

れ
ば
幸

い
で
あ

る
。

な

ぜ
今
さ

ら
、
釈

尊
の
伝
記

な

ど
と

い
う

古
く

さ
い
テ

ー
マ
の
研

究
を
始

め
た

の
か
と

い
う
疑

問
を

持
た

れ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、

今

ま
で

に
国

の
内
外

に
お

い
て
多
く

の
釈

尊

の
伝

記

が
書

か
れ
て

い
る
け
れ

ど
も
、
実

は
ひ

と
つ
と
し

て
成

道
か
ら
入

滅
ま
で

の
釈

尊

の
行

状
を
完

全
に
描

い
た

も
の
は
な

い
、
要
す

る
に
ま
だ
釈

尊
の
伝
記

は
よ
く

わ
か
っ

て
い
な

い
か
ら
で

あ
る
。
周

知
の
よ
う

に
原
始

仏

教
聖
典

は
、
建

前
と
し
て

は

い
わ

ば
釈

尊
の

言
行
録
と
し

て
編
集

さ
れ
た
も

の
で
あ

る
け

れ
ど
も

、
そ

の
す

べ
て
が
「
一
時
」

で
処

理

さ
れ
て
し

ま
っ

て

い
る
の
で
、
そ

れ
が
「

い
つ
」
の
も

の
で
あ

る
か
を
特
定

で
き
な

い
。
し
か
し

成
道
直

後
と
入

滅
の
際
の

模
様
を

描
く

聖
典

の
み
は
、

そ
の
「

い
つ
」
に

紛
れ

が
な
い
か
ら

、
た
く
さ

ん
あ
る
「

仏
伝
経
典

」
は
こ
れ

ら
を
材

料
に
し

て
作
ら
れ

た
、
い

わ

ば
お
手

軽
な
不
完

全
き
わ

ま
り
な

い
も
の
な

の
で
あ

る
。

し

か
し
「

一
時

」
と
は

さ
れ
て

い
る
け

れ
ど

も
、
注
意
深
く

読
め

ば
聖
典

の
中
に
は

、
そ

れ

が
い
つ
の
も

の
で
あ
る
か
を
特

定
す
る

材
料

と

な
る
た

く
さ

ん
の
情

報
が
含

ま
れ
て

い

る
。
な

ぜ
な

ら
そ
こ

に
は

た
く

さ
ん

の
人

物

が
登
場
し

、
そ

の
舞
台
と
な

っ
た
場
所

、

説

か
れ
た
法

や
律

の
内

容
な

ど
が
事
細

か
に
記

さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ

る
。
例
え

ば
あ

る
経
典
に
あ

る
比
丘

が
登
場
し
て

い
る
と
す

る

と
、

こ
の
比

丘
の
在
家

時
代

の
こ

と
を
描

く
経
典

は
そ
れ
よ
り

も
前
の
こ

と
に
な

り
、
ま

た
こ
の
比
丘

の
和

尚
が
誰
か
わ
か
れ

ば
、
そ

の
和

尚
の
出
家

は
こ

の
比
丘

よ
り

も
9

い
こ

と
に

な
り
、

さ
ら
に
こ
の
和

尚
の
事

績
は
他

の
比
丘
の
事

績
と

も
係
わ
り
、
そ
の
間

に
例

え

ば
祇
園
精

舎
の
建
設

が
か

ら
む
と
す
れ

ば
、
祇

園
精
舎

の
建

設
年

が
わ
か
り

さ
え

す

れ
ば
か
な
り

の
精
度

で
年
代
を
特
定
す

る
こ

と

も
可

能
と
な

る
、
と

い
う
具
合

で
あ

る
。
こ

の
よ
う

に
し
て
膨

大
な
原
始

仏
教
聖

典
に
残

さ
れ
た
網

の
目

の

よ
う
に
か
ら
み
あ
う

一
つ

一
つ

の
情
報

を
コ

ン
ピ
ュ

ー

タ
に
人
力
し

、
こ

れ
ら
を

整
理

・
分
析
す

れ

ば
か
な
り

の
こ

と
が
わ

か
っ

て
く

る
は
ず
だ
と

い
う

の

が
、
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わ
れ
わ
れ
の
研
究
方
法
で
あ
る
。
現
実
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
方
法
で
す
で
に
、
摩
訂
迦
葉
、
摩
訂
波
闇
波
提
、
阿
難
、
提
婆
達

多
、
波
斯
匿
王
の
事
績
を
調
査
し
て
、
そ
れ
を
論
文
と
し
て
発
表
し
て
き
た
。
こ
れ
が
先
に
書
い
た
第
三
段
階
の
研
究
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
原
始
仏
教
聖
典
の
中
に
は
、
互
い
に
矛
盾
す
る
情
報
が
数
限
り
な
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
取
捨
選
択

す
る
か
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
述
の
「
研
究
報
告
書
」
の
第
一
号
に
掲
戟
し
か
「
目
的
と
方
法

論
」
に
書
い
た
よ
う
に
、
ま
ず
資
料
を
次
の
よ
う
な
水
準
に
分
け
、
し
位
の
水
準
資
料
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
原
則
を
取
っ
て
い
る
。

な
お
こ
こ
で
「
資
料
」
と
い
う
の
は
、
釈
尊
の
生
涯
や
教
団
に
係
わ
る
一
つ
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
こ
と
で
あ
る
。

「
第
一
次
水
準
資
料
」
は
パ
・
漢
共
通
す
る
資
料

「
第
二
次
水
準
資
料
」
は
パ
ー
リ
聖
典
資
料
で
漢
訳
資
料
と
は
共
通
し
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
パ
ー
リ
聖
典
の
み
が
伝
え
る
資
料

「
第
三
次
水
準
資
料
」
は
パ
ー
リ
と
は
共
通
し
な
い
漢
訳
聖
典
独
白
の
資
料

「
第
四
次
水
準
資
料
」
は
上
記
聖
典
に
付
さ
れ
た
ア
ッ
タ
カ
タ
ー
や
、
後
の
時
代
に
成
立
し
た
「
仏
伝
経
典
」
な
ど
の
古
伝
承

要
す
る
に
、
ま
ず
第
一
に
は
パ
ー
リ
と
漢
訳
の
原
始
聖
典
の
編
集
者
た
ち
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
た
釈
尊
の
生
涯
に
関
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
特
殊
な
伝
承
は
避
け
て
、
で
き
る
だ
け
平
均
的
・
標
準
的
な
伝
承
に
基
づ
く
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
次
に
は
パ
ー
リ
の
編
集
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漢
訳
聖
典
は
複
数
の
部
派
が
伝
え
た

も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
編
集
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
互
い
に
隠
語
す
る
可
能
性
が
な
い
で
は
な
い
が
、
パ
ー
リ
は
そ
れ
よ
り
も
単
色
で
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
現
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
な
お
以
上
は
、
今
ま
で
の
原
始
聖
典
の
使
い
方
の
主
流
が
、
一
つ

一
つ
の
文
献
の
成
立
時
期
の
早
い
も
の
を
尊
重
す
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
に
伝
わ
る
原
始
聖
典
の

全
体
を
等
分
に
見
る
と
い
う
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
示
す
。
要
す
る
に
現
在
に
伝
え
ら
れ
る
原
始
仏
教
聖
典
に
点
描
さ
れ

て
い
る
釈
尊
の
生
涯
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
最
大
公
約
数
を
、
時
系
列
に
し
た
が
っ
て
ま
と
め
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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し

か
し
そ

れ
で
も

な
お
糾
か

な
点

に
つ

い
て
矛
盾
す

る
資
料

が
出
て
き

て
、
上
記

の
よ
う

な
方

法

論
で
は

結
論
が
出

な
い
と

い
う
こ

と
も
避

け
ら

れ
な

い
。

そ
の
時

に
は

、
で

き
る
だ
け
合
理

的
に
整
合

性

が
取

れ

る
よ
う

に
資
料

を
修
正

サ

ざ
る
を
得
な

い
と

い
う
こ
と

が

あ
り

う

る
。
そ
れ
は
今

ま
で
に
報

告
し

て
き
た
摩
詞

迦
葉
な
ど

の
伝
記
研

究
で
も

や
っ
て
き

た
こ
と

で
あ

る
が
、
こ

れ
か
ら
さ

ら
に

作
業

が
進
む
と

、
こ
れ

ら
の
研
究

の
結
果

そ
の
も
の
を

修
正

し
な
け

れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う
こ

と
も
生

じ
て
く

る
に
違

い
な
い
と
覚
悟

し
て

い
る
。
研

究
途
中

で
あ
る
に
拘

わ
ら

ず
「

報
告
書
」

を
刊
行
し

て

い
る
の
も
、
最

後
の
最

後
に
な

っ
て
そ
う

い
う
こ

と
が
生
じ

る

と

い
け

な

い
の
で
、
も
し

間
違

っ
た

と
こ

ろ
が
あ
れ

ば
そ

れ
を
ご
教
示

い
た

だ
い
て
、

で
き

る
だ

け
早
期

に
修
正
し
た

い
が
た
め
で
あ

る
。ま

た

わ
れ
わ

れ
は
単
に
釈

尊
の
事

績
が
時
系
列

に
し
た

が
っ
て
配
列

で
き

れ
ば
、
そ

れ
で
事
足
り

る
と

は
考
え
て

い
な

い
。

で
き
れ

ば
そ
の
伝
記

は
釈

尊
と
仏
弟
子

た
ち

に
よ

っ
て
形

成
さ
れ

た
サ
ン

ガ
の
営
み
と
し

て
、

そ
の
中
で

ど
の
よ

う
な
生
活
が
な

さ
れ
て

い
た

か
と

い
う
生

活
実

感
の
伴

っ
た
も
の
で

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
と

考
え
て

い
る
。
ま

た
実

際
に
こ
う

い
う
こ

と
が
わ
か
ら
な
け

れ
ば
、
釈

尊

の
伝
記

は
描
け

な
い
。
経
典

で
は
釈

尊
は
王

舎
城
か
ら
舎
衛

城
に
遊

行
さ

れ
た

な
ど
と

簡
単
に
書

か
れ

て

い
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が

ど
の
よ
う

な
気
候

の
時
で
、

ど
の
よ
う

な
ル

ー
ト
を

、
ど

の
よ

う
な
交

通
手
段
を

使
っ
て

、
ど
の
く

ら

い
の
日

数
を

か
け
、
ど

の
よ
う

に
遊

行
さ

れ
た
の

か
と

い
う
よ
う

な
こ
と

が
わ

か
ら
な
け
れ

ば
、
我

々
が
考
え

て

い
る
「

伝
記
」

に
は
な

ら
な

い
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。

い
わ
ば
こ

れ
が
第
2

段

階
の
研

究
で
あ

っ
て
、
本
紀
要

に
掲
載

さ
せ
て

い
た
だ

い
た
「
『
現
前
サ
ン

ガ
』

と

『
四
方
サ
ン

ガ
ヒ

も
こ

う

し
た
研

究
成

果
の
一
端

で
あ

る
。

ま
た
「

原
始
仏
教

聖
典
の
仏
在

処
・

説
処
一
覧
」

と
か
、
釈

尊
の
雨

安
居

地
の
研

究
な
ど
を
「

報
告

書
」

に
報
告
し

て
き
た

が
、
こ

れ
ら
も
こ

の
段
階

の
研

究
に
属
す

る
。

こ

の
よ
う

に
こ

の
研

究
は
か
な
り

の
大
風
呂

敷
を
拡

げ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
し

か
も
原
始

聖
典

か
ら
釈

尊

の
伝
記
を
再

現
す

る
な

ど

で
き

る
わ
け

が
な

い
と

い
う

風
評
を
耳

に
し

な

い
で
は

な
か
っ
た

。
し

か
し

前
記

の
よ

う
な

報
告
書
を

発
表
し

続
け
て
き

て
、
こ
れ

が
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も
う

一
一
冊
を

数
え

る
ま

で
に
な

っ
て

い
る
の
で

、
い
く

ら
か
は
評

価
も
違

っ
て
き
て

い
る

の
で

は
な

い
か
と

勝
手
に
推
測
し

て
い

る
。

も
ち

ろ
ん
こ

の
よ
う
な
心
配

は
当
事

者
で

あ
る
私

た
ち
が
一
番

強
く
感

じ
て

い
た
こ

と
で

あ
る

が
、
今
ま

で
に
行
っ
て
き
た
作
業

か
ら
、

そ

の
全

体
を
発
表

で
き

る
時
期
は
そ

う
遠
く

な

い
と

い
う
実
感
を

強

め
て

い
る
。

歴
史

的
事
実

を
発
見
し

よ
う
と

い
う
の

で
は
な
く
、

原
始
仏

教
聖
典

の
編
集
者

が
持
っ

て
い
た
で

あ
ろ
う
釈

尊
の
生
涯

イ
メ

ー
ジ
を

再

構
築

す

る
と

い
う
こ
と

を
当
面

の
目
的
と
し

て

い
る
の
で
、
む

し

ろ
意
識
的
に
仏

教
以
外

の
文
献

資
料
を
排

除
す

る
と
い
う
方

針
を

と
る
偏

っ
た
研

究
で
あ

る
か
ら
、

基
本
的

な
欠
陥

が
あ
る
と

い
う

批
判

は
覚
悟

の
上

で
あ

る
が
、
と

も
か
く

パ
・

漢
に

わ
た
る
原

始
仏

教
聖
典

を
ま

る
ご
と
材
料

と
す

る
と

い
う
大

ざ
っ

ぱ
な
研

究
姿
勢

は

い
か
に
も
私
ら

し

い
と

い
え

る
か
も
知

れ
な

い
。

も
っ
と
も

赤
沼

智
善

や
中
村
元

と
い
う
偉

大
な
先
人

た
ち

は
、
こ
う

い
う
作
業
を

な
さ

れ
た
う
え
で

、
さ

ら
に
仏
教
以

外
の
文

献
を
も

博
捜
さ
れ

て
い

る
の
で

あ

る
か
ら
、
私

ご
と
き

が
そ

れ
に
付
け

加
え

る
こ
と

が
で

き

る
と
し

て
も
ほ

ん
の
わ

ず
か
の

も
の
で

あ
ろ
う

が
、
あ
り
か

た
い

こ

と
に

今
は
幸

い
コ
ン
ピ
ュ

ー

タ
時
代
に

な
っ
て
、
資

料
の
効
率

的
利
用

と
精
度
は

格
段
に
上

が

っ
て

い
る
は
ず
で

あ
っ
て
、
そ

の
恩

恵
を
被

っ
て
こ
そ

の
体
系

的
研

究
と

い
う
こ

と
も
で
き

る
。

『
仏
教
教
理
の
研
究
』
そ
の
他

こ
の
よ
う
な
お
お
ざ
っ
ぱ
な
研
究
方
法
は
、
私
の
身
に
染
み
つ
い
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
私
か
東
洋
大
学
か
ら
博
十
（
文
学
）
の

学
位
を
い
た
だ
い
た
『
原
始
仏
教
か
ら
阿
毘
達
磨
へ
の
仏
教
教
理
の
研
究
』
（
東
京
堂
出
版

一
九
九
五
年
三
月
三
〇
口
）
も
そ
う
い

う
傾
向
の
研
究
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
主
に
パ
・
漢
に
わ
た
る
経
蔵
の
全
部
を
読
ん
で
、
四
諦
や
縁
起
や
無
常
・
苦
・
無
我
な
ど
の
基
本

教
理
に
関
す
る
情
報
を
、
ひ
と
つ
も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
気
込
み
で
網
羅
的
に
カ
ー
ド
を
と
っ
て
、
そ
れ
を
整
理
し
た
も
の
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が
土
台

に
な

っ
て

い
る
。
今

の
時
代

で
あ

れ
ば
、
電
子

デ
ー

タ
に

よ
っ
て
簡

単
に
検

索
も
で
き

る
か

ら
、
も

っ
と
簡
便
な
作

業
方
法

が

あ

っ
た

に
違

い
な

い
け
れ

ど
も
、

ば
か
正

直
に

一
枚
一
枚

膨
大
な

カ
ー

ド
を

と
っ
た

の
で
あ

る
。
し

か
し

電
子

デ
ー

タ
に
よ
っ
て
資
料

を
集

め
る
の
と
、

一

ペ
ー
ジ
づ
つ
丹

念
に
読

ん
で
カ

ー
ド
に
取

る
の
と
は
、

文
献

の
咀

噌
の
程

度
は
格
段

に
違
う
で
あ

ろ
う

。

そ
し

て
こ

の
書
物

の
第
一

章

の
「
資
料

観
」
で

述

べ
た

よ
う

に
、
「

原
始

経
典
と

称
さ
れ

る

パ
ー
リ

ニ
カ

ー
ヤ
・

漢
訳
阿
含

の
全
体

を
対
象

と
し
て
、

厳
密
な
態

度
で
資

料
を
収
集
し

、
こ
れ
を

客
観

的
な
態
度

で
分
析
す

る
と

い
う

作
業
を

通
じ
て
、
そ
の
最
大
公

約
数

こ

そ

が
原
始
仏
教

の
教
え
で

あ
る
」

と
す

る
姿

勢
で
こ
れ
を

分
析
し

た
の
で

あ
っ
て
、
こ

の
方
法

論

が
今

の
「
釈
尊
伝
の
研

究
」
に
つ

な
が

っ
て
い

る
こ
と

は

い
う

ま
で
も

な
い
。
も

ち
ろ
ん
原
始

仏
教
聖
典

の
す

べ
て
を
限

ら
れ
た

時
間
の
中

で
読
む
た
め
に

は
、

パ
ー
リ

語
や
漢

訳
の
原
文
そ

の
も

の
を

じ
か

に
読
む
と

い
う

こ
と
は

で
き
な

い
。
そ

の
た
め
に

は
さ
ま

ざ
ま
な
和

訳
の
お
世
話
に
な

っ
た
。
こ

れ
は
私

の
語
学
力

が
不

足
し

て

い
た

か
ら
で
あ

る
が
、
特
殊

を
棄
て

た
最
大
公

約
数
こ
そ

が
真
実

を
反
映
し

て

い
る
と

い
う
資

料
観
か

ら
す
れ

ば
、
必
ず
し

も
原
典

に
こ
だ

わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
は

な

い
と
考
え

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
研

究
に
つ

い
て
、
学
科

が
私

の
博
士
号
取
得

の
お
祝

い
の
会
を

開

い
て
く

れ
た
と
き

に
、
次

の
よ
う

な
こ
と
を
話
さ
せ

て

い
た

だ

い
た
。
「
私
は

い
つ
ま
で

た
っ
て

も

プ
ロ
の
仏
教
学
者
と

い
う

自
覚
よ
り

は
、
素
人

の
仏
教
愛

好
家
と

い
う
感
覚
の
方

が
強

い
」
「

し

た

が
っ
て
、

私
に
は
今

ま
で
誰

も
や

ら
な
か
っ
た
資

料
を
発

掘
し
た

い
と

い
う
気

持
は
な
く

、
む
し

ろ
今
ま

で
こ

れ
が
仏
教
だ
と
捉
え

ら

れ
て

き
た
、

あ
り
き

た
り
の
文

献

が
あ
れ

ば
充
分
」
「
私

に
は

註
釈

者
が
ど
う

書

い
て

い
る
か
、
先

学

の
学
説
が
ど
う

か
な

ど
と
い

う
こ

と
に
は

、
あ
ま
り
注

意
を
し

な

い
と

い
う
傾
向

が
あ

る
。

む
し

ろ
根

本
と
な

る
文
献
そ

の
も

の
か
ら
、
私

か
何
を

ど
の
よ
う

に
学

び
取

る

か
、
汲
み
取

る

か
と

い
う

こ
と

に
主
眼

が
あ

っ
た
」
「
東
大

名
誉

教
授

の
早
島
鏡
正

先
生

と
お

話
し
を

さ
せ

て
い
た
だ

く
機
会

が
あ
っ
て
、
今

の
若

い
原

始
仏
教

の
研
究
を

す

る
学

者
は
、
あ

ま
り
先
輩

の
説
に
こ

だ
わ
ら

な

い
、

い
わ

ば
思

想
的

な
研

究
を
し
て

い

て
、

君
は
そ

の
走
り
だ
、

と

い
う

話
し
を

聞
い
た
。

私
は
鈍
感

で
あ

る
か
ら
、
今

考
え

て
み

る
と
、
ひ

ょ
っ
と
す

る
と
そ

れ
は
皮
肉
だ
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つ
た

と
い
う
気
も
し

な

い
で

は
な

い
が
、
そ

の
と
き
に
は
評
価

し
て
く

だ
さ
っ
て

い
る
も

の
と
し

て
聞
い
て

い
た
。
も
し

ほ
ん
と
う

に

評
価

で
き
る
よ
う

な
も
の
で

あ

る
と
す

る
な
ら

ば
、
そ
れ
は

素
人
仏

教
学
研

究
家

と
し

て

の
怪
我

の
巧

妙
だ

っ
た
の
で
は

な

い
か
と
思

う
」
と

い
う
よ
う

な
こ

と
で

あ
る
。
そ

う
で
な
け

れ

ば
確

か
に
、
さ

ん
ざ
ん
研

究

さ
れ
つ
く

さ
れ
て

き
た
無
我

と
か
縁
起

と
か
四

諦
な

ど
と

い
う

も
の
を

、
今

更
や

っ
て
み
よ

う
と

い
う

気
持
ち
は

起
き
な

か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ

う

い
う

意
味
で
は
「
釈
尊
伝

の
研

究
」

も

同

じ
で

あ
る
。

こ

の
よ
う
に
そ
も
そ

も
私

は
仏
教
学

の
プ
ロ
で
は

な
く
、

い
か
に
生
き

る

べ
き

か
な
ど
と

い
う
青

臭
い
も

の
が
問

題
意
識
の
根

底
に

あ
っ
た
。

し
か
し
そ

れ
が
修
行

な
ど

の
実
践
に
向

か
わ
な
か

っ
た
の
は
、

性
格
と
し

て
観
念

的
な
原
理

原
則
を

棄
て

ら
れ
な

い
タ
イ
プ

だ
っ
た

か
ら
で
あ

ろ
う

。
極

め
て
現
実

的
な
も

の
で

あ
る
は

ず
の
律
蔵
を
研

究
す

る
に
あ
た

っ
て
も

、
律
蔵
に

は
経

蔵
と
は
異

な
る
独

自

の
理
念

・
思
想

が
あ
る
は

ず
た
と

い
う

と
こ

ろ
か
ら
出
発
し

て

い
る
の
で
、
東
洋

大
学
井

上
円
丁

記
念
研
究
助
成
を
受

け
て
刊
行

さ

せ

て

い
た
だ

い
た

『
初
期

仏

教
教
団

の
運
営
理

念
と

実
際
』
（
国

書
刊
行
会

平

成

コ

ー
年

二

一
月
二

〇
日

）
も
、
当
初

は

『
律

蔵
の

思

想
』
で

あ
っ
た
の

が
出
版
社

の
意
向

で
こ

う
な

っ
た
の
で

あ
る
。

そ

し
て

、
私
の

初
め
て

の
編
著
書

の
『
仏
教
比
喩

例
話

辞
典
』
（
東
京

堂
出

版

一

九
八
七
年

六
月
二
〇

口
。

の
ち
「
見
出
し

語
索
引
」

を

つ
け
若
干

の
校
正

を
し

て
、
国

書
刊
行
会

二
〇
〇

五
年
六

月
二
〇
日

）
も
こ
う

い
う
種

類
の
作
業

で
あ

っ
た
。
こ

れ
は
何
人

か
の

同
志

に
手
伝

っ
て
も
ら

っ
て
、
二

四
三

部
三

匹
六
五

巻
に
お
よ

ぶ
漢
訳
経

論
を
じ

か
に
読
ん

で
、
そ
こ

に
書
か

れ
て

い
る
「
直

喩
」
を

中
心

に
し
た
比

喩
の
資
料

を
収
集
し

た
も

の
が
元
に

な
っ
て

い
る
。
こ
れ

も
大
ざ

っ
ぱ
と

い
え

ば
大

ざ
っ
ぱ
に

、
で
き

る
だ
け
多
く

の

漢
訳

経
論

か
ら
比
喩
を
収

集
し
て

、
こ

れ
を
整
理

し
よ
う
と

し
た

も
の
で
あ

っ
て
、
そ

の
方

法
論

に
お

い
て

は
上
記
の
研

究
に
同

じ

い
。

そ
れ

だ
か
ら
で

あ
ろ
う

か
、
私

の
学
位
論
文

よ
り
も
こ
ち

ら

の
方

を
業
績
と
し

て
高
く

か

っ
て
く
れ
て

い
る
学

者
も

あ
る
く
ら

い
で
あ

る
。
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会
社
時
代
に
学
ん
だ
こ
と

お
そ

ら
く
こ
う
し

た
特

殊
は
避
け

て
、
一

般
的
な
資

料
を
で
き

る
だ
け
幅

広
く
つ

か
っ
て
、

大
き
な
視
点

か
ら
大
づ
か
み
に
す

る
と

い
う

、
私
の
よ

い
の
か
悪

い
の

か
わ
か
ら
な

い
が
、
私

の
仏
教

学
研

究

の
方

法
論
の

土
台
を
作

っ
て
く

れ
た
の
は
、
私
の
会
社

時
代
の

経
験
で

あ
る
と
思

う
。

私
は
両

親
を

戦
争

で
早
く

に
失

っ
た
と

い
う

こ
と

が
あ
っ
て
祖

父
母

に
育

て
ら
れ

た
の
で
、

高
校
を
卒
業

す
る
と
す
ぐ
に
日
本
碍
子

（
現

在
は
「
日

本

ガ
イ

シ
」
）
と

い
う
会

社
に

就
職
し
た

。
昭
和
三
二

年

の
こ

と
で
あ

る
。
電
気

は
送
電
線

を
伝
わ
っ
て
発
電
所

か
ら
町

ま

で

や
っ
て
く

る
が
、
鉄

塔
か
ら
そ

の
送
電
線

を

ぶ
ら
下

げ
て

い
る
白

い
瀬
戸
物
の

絶
縁
体

が
碍
子

で
あ

る
。
電
気
は
初
め
は
五

〇
万

ボ
ル
ト

と

い
う

超
高
圧

で

、
家
庭

の
電
気

は
I

〇

〇

ボ
ル
ト
で

あ
る

か
ら
、
要

所
要
所

の
変

電
所
で

電
圧
を
下

げ
る
わ
け

で
あ

る
が
、

こ

こ
に

あ
る
変
圧

器
に
も
碍
子

が
使

わ
れ
て

い
る
。
日

本
碍
子
は

あ
ま
り
世

間
に
は
知

ら
れ

て
い
な

い
が
、
こ
の
世
界
で
は
ト

ッ
プ
メ

ー
カ

ー
で
、
そ
の
当

時
は

全
世
界
で
I

、
2

を

争
う

シ
ェ
ア
を
占

め
て

い
た

。

私
は
入

社

後
一
年
半

ほ

ど
し

て

、
こ

の
日

本
碍
子

の

経
理
課

で
原
価

改
訂

の
仕
事
を

任

さ
れ

る
こ

と
に

な
っ
た
。
簡
単

に

い
う

と
、

ひ

と
つ

の
製
品
の
値
段

を

い
く

ら
に
す

る
か
と

い
う
基
準

を
作

る
仕
事
で

あ
る
。
碍
子

は
焼
き

物
で
あ

る
か
ら
、
陶
土
を
混

ぜ
て
素
地

を
作

る
と
こ

ろ
か
ら
始

ま
り

、
形

に
仕

上
げ
、
こ

れ
を

釜
で
焼

い
て
、
金
具

を
つ
け

る
と

い
う

よ
う
な
工

程
が
あ
る
。
送
電
線
を

吊
す

懸

垂
碍
子
と

い
う

の
は

、
そ

れ
こ
そ
何

十
万

個

、
何
百
万

個
と

い
う

大
量
生

産
で
あ

る
が
、

変
圧

器
に
つ

け
る
碍
子

は
器
械

ご
と
に
設

計

が
異
な

る
の
で
、
こ

れ
は
注

文
生

産
で
あ

る
。
そ
れ

ぞ
れ
大
き

さ
や
形

が
違
う
の

で

い
ろ
い
ろ
な
成
型
方

法
や
い
ろ

い
ろ
な
焼
き
方

が
あ
っ
て
、

本
社
工

場

だ
け
で

も
五

つ
く
ら

い
の
課
に

コ

ー、
三

の
係

が
あ
っ
た
。
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品

物
の
値
段

は
、
直
接

・
間
接

的
な
原
材
料

費
、

設
備
備
品

の
減
価
償
却

費
、
光
熱

費
、
人

件
費

や
歩

留
ま
り
な
ど
を

そ
の
工

程

ご

と
に

計
算
し
て
、

総
合
的

に
決

め
ら
れ
て
く

る
の
で

あ
る

が
、
原
価

改
訂
は

ど
の
よ
う

な
製
品

な
ら

ど
の
工

程
で
は

い
く

ら
に
な

る
か

と

い
う
基
準
を
定

め

る
作

業
で
あ

る
。
も
ち

ろ
ん
こ

れ
が
販
売
価

格
の
も
と

に
な

る
の
で
あ

る
が
、
実
は
こ

の
原
価
は
各
工
程

の
能
率

管
理

に
も
使
わ

れ
る
。

例
え

ば
直

径
五
〇
セ
ン
チ

、
長

さ
ニ

メ

ー
ト

ル
く
ら

い
の
碍
子

一
本

に
必
要
な
土

を
作

る
の
に
1
0
0
0

円

か

か

る
と
計
算
し
て

、
こ

れ
が
そ
の
月

に
は
1
0
0
0

本
作

ら
れ

た
と

す

る
と

、
製
土
課

の
そ

の
月

の
生
産

高
は
I

〇
〇
万
円

と

い
う
こ

と
に

な
る
。
し

か
し

そ

の
月

の
実

際
の
経
費
を

集
計
し

て
み

る
と

一
一
〇
万
円

か
か

っ
て

い
た
と
す

る
と

、
一
〇
万

円
分

の
効
率

が
悪

か

っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
り

、
現
場

で
は
ど
こ

に
そ

の
原

因

が
あ
っ
た
の
か
を

血
眼

に
な
っ
て

究
明
す

る
こ

と
に
な

る
。

し

か
し

実
は
そ

の
製
品

に
か
か

る
製
土
の
費
用

は
ど
う

し
て
も
一

一
〇
〇
円

か
か

る
と
す

れ
ば
、
そ
れ

は
原
価
の
付
け
方

が
間
違

っ

て

い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
一
〇
万

円
分

の
損
は
も

ち

ろ
ん
原
価
改
定

の
担
当

者
の
責
任

で
あ

る
。
だ
か
ら
原

価
改
定

が
な

さ
れ
て
、
そ

れ
に
よ

っ
て
予
定
価

格
に
よ

る
生
産
額

と
実
際

の
経
費

が
で
る
最
初

の
月
は
、
原

価
改

定
の
担
当

者
は
生
き

た
心
地

が
し
な

い
も
の
す

ご

い
重
圧

感
を
感
じ

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
こ
と
に

な

る
。

こ

の
よ
う

な
原
価
改

定
は

製
土
課
だ

け
で
は
な
く

、
す

べ
て
の
工
程

に
つ

い
て

な
さ

れ
る
の
で

あ
る
か

ら
、
こ
の
作
業
は
会

社
の
す

べ
て
を
知
悉
し

て

い
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
も
ち

ろ
ん
原
価

改
訂
は
三
年

に
一
度

く
ら

い
の

ペ
ー
ス
で
や

る
わ
け
で
あ

る
か
ら

、
そ
の

ノ

ウ
ハ

ウ
や

デ
ー

タ
は

蓄
積

さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
が
、
そ

の
頃

は
生
産
合

理
化
運

動
な

る
も
の

が
盛

ん
で
、
技
術

が
革
新
さ
れ
れ

ば
、

新

た
に

デ
ー
タ
を
I

か
ら
作
り

直
さ
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
と
い
う
場
合

も
あ
っ
て

、
ス
ト

ッ

プ
ウ
オ
ッ
チ
を

持
っ
て
電
動
車

の
後
ろ
に

乗
り

、
あ

る
地
点
か
ら

あ
る
地
点

ま
で

ど
れ
く
ら

い
か
か

る
か
計
る
な

ど
と

い
う
こ

と
も
し

た
。

し

た
が

っ
て
こ
の
原
価

改
定

の
仕
事
は

、
そ
れ
こ

そ
会
社

全
体
を
視

野
に
入

れ

て
、
何

よ
り
も
現
実

に
か

か
る
費
用

や
手
間
を

あ
る

が
ま

ま
に
把
握

す
る
こ

と
が
基
礎

に
な

る
。

そ
し
て
そ

れ
を
標

準
化
す

る
こ

と

が
原
価

改
訂

な
の
で

あ
る
か

ら
、
特
殊
は
排
除

さ
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
が
毎
月
毎
月
、
予
定
原
価
と
実
際
に
か
か
っ
た
費
用
と
が
対
比
さ
れ
、
検
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
恐

ろ
し
い
と
い
え
ば
恐
ろ
し
い
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
厳
密
性
は
学
問
の
世
界
の
比
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
自
然
と
私
の
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
の
研
究
と
い
う
研
究
の
す
べ
て
は
、
で
き

る
だ
け
多
く
の
あ
る
が
ま
ま
の
資
料
を
集
め
て
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
標
準
的
な
も
の
を
探
る
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
神
経
を
す
り
減
ら
す
よ
う
な
仕
事
が
た
た
っ
て
十
二
指
腸
潰
瘍
を
患
い
、
三
ヶ
月
の
入
院
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
に
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
ん
で
、
仏
教
を
学
び
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
も
だ
し
難
く
な
っ
た
。
最
大
の
理

由
は
会
社
の
仕
事
に
生
き
甲
斐
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
真
宗
の
信
心
に
篤
か
っ
た
祖
母
か
ら
受
け
た
幼

少
年
期
の
体
験
も
伏
線
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
何
し
ろ
遊
び
盛
り
の
子
供
が
毎
日
夕
方
に
な
る
と
家
に
引
き
戻
ら
さ
れ
て
仏
壇
の

前
に
坐
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
回
り
道
に
見
え
る
日
本
碍
子
時
代
の
五
年
間
は
、
私
の
誇
り
う
る
人
生
の
I
コ
マ
で
あ
っ
て
、
私
の
仏
教
学
の
土
台
は
こ

こ
で
築
か
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。

大
学
で
学
ん
だ
こ
と
な
ど

こ
う
し
て
私
は
東
洋
大
学
の
仏
教
学
科
に
入
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
は
評
論
家
的
な
仕
事
で
口
に
糊
し
て
い
け
れ
ば
い

い
な
と
い
う
夢
想
を
抱
い
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
私
に
は
扶
養
す
べ
き
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
誰
も
な
い
の
だ
か
ら
、

野
垂
れ
死
に
を
覚
悟
す
れ
ば
よ
い
こ
と
だ
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
か
。
そ
も
そ
も
私
に
は
何
や
ら
難
し
い
文
献
を
原
語
で
読
ん
で
み

た
い
と
か
、
誰
も
知
ら
な
い
こ
と
を
知
り
た
い
な
ど
と
い
う
知
識
欲
は
な
か
っ
た
。
悔
い
の
な
い
人
生
を
送
る
た
め
に
、
仏
教
の
人
生

-31-



観
世
界

観
を
学

ん
で
み
た

い
と

い
う

青
臭

い
動

機

が
あ
っ
た

の
み
で
あ

る
。
は
な

が
ら

プ
ロ
の
仏
教

学
者
の

タ
イ

プ
で
は
な
か

っ
た
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

こ
う

い
う

い
き

さ
つ
で
束

洋
大

学
に
入

っ
て

最
初

に
指
導
を
受

け
た
の

が
田
村
芳
朗

先
生

で
あ
っ
た

。
そ

の
こ

ろ
は

担
任
制
度
と

い

う

も

の
が
あ

っ
て
、

我
々

の
批
任

に
な

っ
て
下

さ

っ
た

の

が
先

生
だ

っ
た

の
で
あ

る
。
払

の

で
I
、
三

人

い
た
同

級
生
は
ほ
と

ん
ど

が

な
ま
く

さ
坊
主

の
卵

で
、
一
年

生

の
時
か
ら
よ

く
飲
み
会

を
や

っ
た
が
、
先

生
も
よ

く
付
き
合

っ
て
下

さ
っ
た
。
詳
し
く

は
書
か
な

い

が
、
一
昨
年
度

の
こ

の
紀
要
（
第

五
八
集

）
の
菅
沼
兄

先
生

の
最
終

講
義
「
東

洋
大
学
と

私
の
研

究
」
の
な

か
に
述

べ
ら
れ

て
い
る
「
事

件

」
は
こ

の
こ

ろ
の
こ
と
で

あ
る
。
そ

し
て
卒

業
後

も
こ

の
飲
み
会

は
「

ク
ラ
ス
会
」

と

い
う
名

に
か
わ

っ
て
、
現
在
ま
で
ほ

ぼ
年
に

一
回

の
ペ
ー
ス
で

続
い
て

い
る
。
先
生

は
平

成
元

年

の
三

月
二
〇
日

に
亡
く

な
ら
れ
て

、
さ
す

が
に
そ

の
前
年
の
ク
ラ
ス
会

に
は
欠
席

さ
れ
た

が
、
そ
れ
ま

で
は
皆

勤
で
あ

っ
た
。
先

生
の
鎌
倉

の
お
宅
で

開
か
せ

て
い
た
だ

い
た
こ
と

も
あ
り

、
遠
く
か
ら
の
同

級
生
は
お

宅

に
泊

め
て
い
た

だ
い
た
。

先

生
も

お
寺
の
出

で
は
な
く

、
よ
く

私
の
青
臭

い
議
論

に
も
っ
き

あ
っ
て
下

さ
っ
た

。
と

い
う

よ
り
も
む
し

ろ
先
生
の
方
か

ら
の
問

題

提
起
だ

っ
た
よ
う

な
気
が
す

る
。
私

か
学
部
を

卒
業
す

る
と
き
に

、
寺
に
入

る
つ
も
り

で
あ

る
こ

と
を
告

げ
た
と
き
、
そ
れ

は
い
つ

で
も

で
き

る
こ

と
だ

か
ら
、
今
は

大
学

院
に
入

っ
て
勉
強
し

て
は
と
勧

め
て
下

さ
っ
た

の
も
先
生

で
あ
る
。
そ

れ
が
今

に
つ
な

が
っ
て

い
る
の
で

あ
る
か
ら
田
村

先
生
へ

の
思

い
は

一
人

で
あ
る
。

そ
し

て
私

の
学
問

の
方

法
論
に

印
可
を
与

え
て

ド
さ
っ
た

の
は
西

義
雄

先
生
で

あ
る
。
私

か
大
学

院
を
満
期
退
学
し

て
助
手
を

や
っ

て

い
た
こ

ろ
ま

で
、
学
会

で
研

究

発
表
を
す

る
前

に
は
必

ず
先

生
の
お
宅

を
お
訪

ね
し

て
、

先
生

の
印

可
を
受
け
て

か
ら
発
表
し
て

い

た
。

先
生
の
主

著
で
あ

る

『
原
始

仏
教
に
於

け

る
般
若

の
研
究
』

も
、
私

の
仏
教

学
に
確
か

な
影
響
を

与
え
て
下
さ

っ
て

い
る
と
強
く

感
じ

る
。
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そ

の
こ

ろ
か
ら
ず

っ
と
西

先
生

の
お
導

き
で
大
倉

精
神
文
化
研

究
所

に
お
世
話

に
な
っ
た
。

こ
の
研

究
所

の
創
設
者
は
大

倉
邦
彦
と

い
う
方

で
、
大

倉
文
二
と

い
う
人

の
養
子

に
な
り

、
後
に
大
倉

洋
紙
店

の
社

長
と
な

っ
て
か

ら
、
私
財
を

な

げ
う
っ
て
こ

の
研

究
所
を

作

っ
た
の
で

あ
る
。
と
こ

ろ
で
こ

の
文
二
と

い
う
方

の
養
父

が
大

倉
孫
兵
術

と

い
う

人
で
大
倉

洋
紙
店

の
創
業
者
で
あ

る
が
、
今

は
ノ

リ

タ
ケ
と

い
う
名

に
な

っ
て
い

る
日

本
陶

器
と

い
う
会

社
の
創
業

に
も

か
か
わ
り
、
碍
子

も
こ
こ

で
製

造
し

て

い
た
の
で
あ

る
。
後
に

独

立
し

て
日
本
碍

子
と
な

っ
た
の
で

あ
る

が
、
そ

の
初

代
社
長

が
そ
の
愚
子

の
大
倉
和

親
と

い
う

人
で

あ
る
か
ら
、
日
本
碍
子
と

大
倉

精

神
文

化
研

究
所

は
密
接

な
関
係
に

あ
っ
た

と
い
う
こ

と
を
後

に
な
っ
て

か
ら
知
っ

た
。

し

か
も
こ

の
大

倉
邦
彦
と

い
う
方

は
昭
和

二

一
年
七
月

か
ら
昭
和

一
八
年

の
七
月
ま
で

、
二
期
六

年
に

わ
た
っ
て
財
政
難
に
苦
し

ん

で

い
た
東

洋
大

学
の
学
長
を

務
め
ら

れ
、
大

学
を
建
て

直
さ
れ
た

中
皿
ハ
の
祖

と
も

い
う

べ
き
人
で

あ
る
。
そ

う
い
う

意
味
で
は
日

本
碍

子

は
東

洋
大
学
と

も
因
縁
を

持
っ
て

い
た

の
で
あ
っ
て
、

私
は
そ
う
し

た
因

縁
の
中
で
育

て
ら
れ

た
と

い
う
こ

と
に
な
る
。

そ
し

て
も
う
一

つ
言

い
漏

ら
し
て
な

ら
な

い
の
は
、
私

か
今
「
釈
尊

伝
の
研

究
」
で
お

世
話
に
な

っ
て

い
る
中
央

学
術
研
究
所
と
兄

弟

関
係

に
あ

る
庭

野
平

和
財
団

で
あ

る
。
平
和
研

究
な

ど
と

い
う
も

の
に
は
全
く

関
係

が
な
か
っ
た

私
を
こ

の
財
団

の
研

究
員
に
し

て

い
た
だ

い
た
の
で

、
苦
し

紛
れ
に
サ
ン

ガ
の

紛
争
解
決
方
法

を
調

べ
て

み
よ
う

と
始
め
た

の
が
「
律

蔵
研

究
」

で
あ
っ
て
、
こ
れ

が
今

の
研

究
に

直
接
に

つ
な
が

っ
て

い
る

の
で

あ

る
。

他
人

の
評

価
は
と

も
か
く
と
し

て
、

学
者
と
し

て
ま

が
り

な
り
に
も

独
自

の
道

を
進
ん
で
こ

ら
れ

た
の
は

、
幸
い
に
も
こ
ん
な
具
合

に

、
私
か

学
者
と
し

て
の
普
通

の
道
を
歩

ん
で
こ

な
か

っ
た

と

い
う
こ

と
と
、
権

威
に
は
つ

い
反
抗
し

た
く
な

る
反
骨

の
精
神
が
あ

っ

た

か
ら
で
は

な

い
か
と
思
う
。
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終
わ
り

に

こ

う
し

て
い
よ

い
よ
退
職
を

迎
え

る
こ

と

に
な
っ
た
。

有
余
曲

折
が
あ

っ
た

に
も
か
か

ら
か
ら

ず
、
数
え

て
み

る
と

勤
続
年
数

は
ち

ょ
う

ど
三

〇
年
に
達

す
る
。

そ
の
間

つ
ね
に
学

生
諸
君
、

特
に
新
入

生

諸
君

に
言

っ
て
き
た
こ

と
は
、
「
疑
え

、
こ

れ

が
大

学
で

の
教
育
・
研
究
の
基
本
で

あ

る
」

「
今
ま

で
の
学

説
に
と

ら
わ
れ
て

い
て
は
地

動
説
も

進
化
論
も
生
ま

れ
な

か
っ
た
」
「
授
業

で
先
生

が
言
う
こ

と
、
書
物

に
書

い
て

あ
る

こ

と
を
頭

か
ら
信
じ

る
な
、
自

分
で
確

認
し
て
み

よ
」
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。

自
分
の
学

説
が
正

し

く
て
、

他
の
学
説
は
誤
っ
て

い
る

と

い
う
信

念
が
な
け

れ
ば
学
者

は
や

っ
て

い
ら
れ
な

い
が
、
し
か
し

そ
れ
を
押
し
付

け
て

は
な
ら
な

い
、
方
法

論
を
強
要
す

る
の

は
罪

と

さ
え

い
え

る
と

い
う
気
持
ち

で
、

教
育
に

あ
だ
っ
て
き

た
。
学
生

諸
君

が
自

分
の
力
で
自

分
の
世

界
を
切
り

開
い
て

い
っ
て
ほ
し

い

と

い
う
こ

と
で
あ

る
が
、
最
近

の
教
育

の
現
場
は

教
師

の
情
熱
を
奪
う

こ
と

が
あ
ま
り
に

も
多
す

ぎ
て
残
念

で
あ
る
。

私
は

ま
だ
発

展
途
上

に
あ

る
と
思

っ
て

い

る
。
「
釈
尊

伝

の
研

究
」

も

マ
ラ
ソ
ン
で

い
え

ば
三

〇

キ
ロ
を

過
ぎ
た
と
こ

ろ
で
、

ゴ
ー

ル

に
到

達
す
る
た

め
に
は
こ

れ
か
ら

が
勝
負
で

あ
る
。
気
を

引
き
締

め
て

い
き

た
い
と
思
う

の
で
、
同

僚
や

学
生

諸
君

に
は
暖
か

く
見

守

っ
て
ほ
し

い
。

束

洋
大

学
に
は
長

い
間
お
世

話
に
な
り

、
そ

の
間
に
は

い
ろ

い
ろ
な
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ

れ
ら

の
こ

と
に

つ
い
て
は
改

め
て
稿

を
起

こ

す
機
会

も
あ

る
で

あ
ろ
う
。

と
り

あ
え

ず
は
衷

心
か
ら
感

謝
の
意
を

表
さ
せ

て
い
た
だ
き

ま
す
。

あ
り

が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

。

-34-


