
大
谷
大
学
の
佛
教
学
科
は
、
先
に
安
藤
俊
雄
教
授
を
喪
い
、
い
ま
ま
た

富
貴
原
章
信
教
授
の
急
逝
に
遭
う
。
う
た
た
寂
蓼
の
感
に
耐
え
な
い
・

富
貴
原
博
士
が
、
現
時
の
佛
教
学
界
に
お
い
て
、
確
乎
と
し
て
特
異
な

地
位
を
占
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
、
多
言
を
要
し
な
い
。
そ
の
業

績
の
真
価
は
わ
た
し
な
ど
の
窺
窯
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
日
常
の

何
気
な
い
談
語
の
中
で
、
ふ
と
、
学
人
と
し
て
の
概
に
触
れ
し
め
ら
れ
る

よ
う
な
こ
と
が
時
々
あ
っ
た
先
生
の
お
人
柄
を
、
今
は
た
だ
な
つ
か
し
く

お
偲
び
す
る
。
魁
偉
と
申
し
て
も
よ
か
ろ
う
立
派
な
体
格
と
太
い
お
声
、

そ
し
て
愛
さ
れ
た
酒
か
ら
し
て
、
人
は
あ
る
い
は
豪
放
暴
落
の
気
性
を
想

像
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
心
の
や
さ
し
い
、
ま
た
、
一
面
に
真
似

の
で
き
ぬ
ほ
ど
な
謹
直
さ
を
も
具
え
た
お
方
で
あ
っ
た
と
思
う
。

お
書
き
に
な
っ
た
文
章
の
中
に
し
ば
し
ば
、
俗
事
に
関
わ
ら
ず
名
利
や

栄
達
を
求
め
ず
ひ
た
す
ら
経
論
釈
に
沈
潜
し
た
中
世
の
学
僧
た
ち
の
こ
と

が
、
出
て
来
る
。
そ
ん
な
箇
処
で
は
先
生
の
筆
が
に
わ
か
に
あ
ら
わ
な
称

嘆
と
追
慕
の
調
を
帯
び
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
こ
そ
唯
識
宗
の

学
問
は
ｌ
そ
し
て
広
く
佛
教
の
学
問
も
ｌ
伝
え
ら
れ
て
来
た
の
だ
し
、

ま
た
伝
え
ら
れ
て
行
く
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
の
が
先
生
の
信
念
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。

富
貴
原
章
信
博
士
追
憶

桜

部

建

先
生
の
晩
年
の
お
仕
事
の
中
に
、
二
つ
の
古
快
書
の
解
読
・
研
究
が
あ

る
。
新
羅
の
元
暁
の
「
判
比
量
論
』
と
南
都
興
福
寺
の
中
算
（
ふ
つ
う
仲
算

に
作
る
よ
う
で
あ
る
が
、
先
生
は
写
本
に
基
づ
い
て
中
字
を
採
っ
て
お
ら
れ
る
）
の

「
賢
聖
義
略
問
答
」
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
神
田
香
巌
居
士
の
蒐
集
愛
蔵

せ
ら
れ
た
古
写
本
の
逸
品
に
基
づ
き
、
神
田
喜
一
郎
博
士
が
佛
恩
報
謝
・

令
法
久
住
の
懇
念
を
も
っ
て
そ
の
本
文
を
印
行
頒
布
せ
ら
れ
た
も
の
に
、

附
せ
ら
れ
た
細
密
な
解
読
・
研
究
・
解
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
難
作
業

を
遂
行
す
る
は
先
生
を
除
い
て
「
他
に
そ
の
人
が
無
い
」
と
し
て
神
田
博

士
が
「
万
事
を
挙
げ
て
」
先
生
に
そ
れ
を
委
託
さ
れ
た
結
果
、
成
っ
た

「
精
到
実
に
こ
の
上
も
な
い
」
と
さ
れ
た
研
究
で
あ
る
。
先
生
の
一
生
を

捧
げ
ら
れ
た
学
問
の
、
往
き
つ
い
た
境
地
の
、
少
く
と
も
一
面
が
、
こ
の

二
労
作
に
よ
っ
て
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
労
作
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
に
違
い
な
い
が
、
こ
の
仕
事
を
進
め
つ
つ

先
生
自
身
は
、
労
よ
り
も
む
し
ろ
私
か
な
愉
悦
を
、
味
わ
っ
て
居
ら
れ
た

に
相
違
な
い
。
試
み
に
「
賢
聖
義
略
問
答
の
研
究
」
を
翻
い
て
「
中
算
の

略
伝
」
「
倶
舎
の
学
問
」
あ
た
り
の
叙
述
を
見
よ
。

平
安
朝
唯
識
宗
の
背
景
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
、
與
福
寺
の
中
算
の
出
現
、

そ
の
人
柄
に
軽
く
触
れ
た
か
と
思
う
と
、
一
転
し
て
唯
識
宗
の
日
本
化
、

乎
古
止
点
や
送
り
仮
名
の
発
達
の
こ
と
を
語
る
。
と
、
ま
た
中
算
に
戻
っ

て
そ
の
俊
才
ぶ
り
を
説
き
、
応
和
の
宗
論
の
こ
と
に
因
ん
で
、
最
澄
・
徳

一
以
来
の
一
乗
三
乗
の
論
争
を
ふ
り
か
え
る
。
中
算
の
述
作
を
紹
介
す
る

傍
ら
、
遠
く
慈
恩
の
法
華
玄
賛
の
説
を
承
け
て
中
算
・
真
興
・
清
範
と
次

第
し
た
南
都
唯
識
宗
に
お
け
る
一
乗
思
想
の
流
れ
を
瞥
見
し
、
そ
れ
に
あ

い
対
す
る
天
台
の
源
信
、
華
厳
の
親
円
ら
の
一
乗
説
恥
佛
性
論
に
も
軽
く
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触
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
た
、
転
じ
て
唯
識
義
林
章
に
対
し
て
明
憲
・
真
興

・
清
範
ら
の
釈
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
零
へ
っ
つ
、
そ
れ
ら
の
先
駆
と
し
て
の

こ
の
賢
聖
義
略
問
答
に
は
所
釈
の
賢
聖
章
に
広
略
二
本
あ
り
、
略
本
は
義

林
章
に
含
ま
れ
る
そ
れ
、
広
本
は
別
行
の
一
巻
本
二
十
七
賢
聖
章
で
あ
っ

て
、
略
問
答
が
釈
す
る
所
は
主
と
し
て
後
者
で
あ
る
、
と
断
ず
る
。
そ
し

て
、
略
問
答
巻
一
の
内
容
に
入
り
つ
つ
、
筆
は
い
つ
の
間
に
か
わ
が
国
初

期
倶
舎
学
史
の
素
描
に
移
る
。
八
・
九
世
紀
の
交
、
南
寺
・
北
寺
に
お
け

る
倶
舎
宗
の
大
勢
を
詔
り
、
南
寺
の
三
論
・
倶
舎
の
学
統
は
の
ち
に
多
く

東
大
寺
に
移
づ
た
が
倶
舎
宗
の
聖
教
の
一
部
は
石
山
寺
に
伝
わ
っ
た
し
一

部
は
あ
る
い
は
北
寺
に
も
入
っ
た
か
、
と
推
測
し
て
、
中
算
そ
の
人
の
相

承
し
た
倶
舎
学
の
系
譜
を
そ
こ
に
浮
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

何
と
い
う
屈
託
の
な
い
筆
運
び
で
あ
ろ
う
。
字
句
の
細
理
に
は
拘
泥
せ

ず
、
次
か
ら
次
か
ら
蕊
中
の
物
を
取
り
出
し
て
は
示
す
よ
う
な
先
生
の
語

り
口
の
中
に
、
学
問
的
自
受
用
法
楽
を
感
ず
る
の
は
わ
た
し
だ
け
で
あ
ろ

う
か
。
こ
う
い
う
学
者
に
、
わ
た
し
た
ち
は
も
う
接
す
る
こ
と
が
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

Qワ
ン、


