
ず

い

そ

う

仏
教
思
想
と

人

材

育

成

古
河

良
皓

●
立
正
大
学

学
園
理
事
長

わ
が
国
の
世
相
が
混
迷
す
る
中
、
経
済
活

動
や
物
質
文
化
重
視
の
陰
で
こ
こ
ろ
の
あ
り

方
が
問
わ
れ
、
精
神
の
荒
廃
を
嘆
く
声
も
久

し
い
昨
今
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

東
日
本
大
震
災
の
当
初
、
被
災
地
の
人
々
が

示
し
た
忍
耐
強
さ
、
規
律
の
正
し
さ
が
世
界

の
各
地
か
ら
称
賛
さ
れ
、
永
年
培
わ
れ
て
き

た
日
本
人
の
精
神
文
化
の
奥
深
さ
を
そ
こ
に

見
る
思
い
が
し
た
。

今
日
、
大
学
で
は
専
門
の
学
問
領
域
の
学

修
を
深
め
、
研
究
を
進
め
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
同
時
に
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
応

じ
た
人
材
を
育
て
、
社
会
に
送
り
出
す
こ
と

も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
教
育
・
研
究

と
と
も
に
、
社
会
貢
献
と
い
う
大
学
の
役
割

を
担
う
う
え
で
は
、
地
域
社
会
に
貢
献
す
る

人
材

や
、

グ
ロ

ー
バ
ル
人
材

の
育
成
を

い
か

に
進
め

る
か

が
問

わ
れ
て

い
る
。

私
は

、
立
正

中

学
か
ら
高
校

、
立
正
大

学
、

大
学
院
と

立
正

一
筋

に
過

ご
し

て
き
た
者

の

一
人
で

あ
り
、
現
在

は
学
校
法

人
立
正
大

学

学
園
の
理

事
長
職
を

務
め
て

い
る
。
寺
院

に

生
ま

れ
育

ち
、
寺

の
住
職
と

な
っ
て
か
ら
長

ら
く
宗
門

の
立
法
府

や
行
政

に
も
関
わ

っ
て

き
た
の
で

、
仏
教
界

か
ら
高
等

教
育
機
関
へ

と
活
動

の
場
が
移
り

、
し

ば
し

戸
惑

い
を

感

じ
た
も

の
で
あ
る
。

し
か
し

、
つ
ね
に
大

学
の
名

称
で
も
あ

る

「
立
正

」

の
二
文
字

が
念
頭
に

あ
っ
て
、
離

れ

る
こ
と

は

な

か

っ
た

。

な

ぜ
な

ら
、
「

立

正
」
と

は
、
鎌
倉

時
代
に
活

躍
さ

れ
た
日
蓮

聖
人

の
著
述

『
立
正

安
国

論
』

に
よ

る
と
こ

ろ
で

あ
り
、
そ

れ
は
仏
陀
釈

尊
の
真
実

、
正

当

な
る
教
え
を
弘

め
実
践

す
る
こ
と

に
よ
っ

て
、

個
人
の
幸

福
と
、
社
会

や
国
土

の
安
穏

の
実
現

を
説
示
し

て

い
る
。
私
は
、
こ

の
立

止
安
国

の
思
想

と
精
神
を
人

生
の
大
切

な
信

条
と
し

て

い
る
か
ら
で
あ

る
。

そ
も

そ
も
立
正

大
学
の
淵
源

は
、
四
三

四

年
前

の
天
正

八

（
一
五
八
〇

）
年
に
現
在

の

千
葉
県
匝

瑳
市

に
設
け
ら

れ
た
日
蓮
宗

僧
侶

の
教
育

機
関
に

さ
か
の

ぼ
る
。
時
代
は
下

り
、

明
治
五

（
一
八
七
二

）
年

の
開
校
以

来

、
一

四
二
年

の
歳
月

を
経
て
、
現
在

は
八
学

部
一



五

学
科
、
七
研

究
科

の
総
合
大
学

へ
と
発
展

し

て
き
た

。

こ

の
間
を
貫

く
本
学

の
教
育
理

念
は
仏
教

精

神
に
よ

る
人

間
形
成

で
あ
り

、
そ
れ
は
本

学

の
建
学

の
精

神
で
あ

る
「
真
実

を
求
め
至

誠

を
捧
げ
よ
う

、
正

義

を
尊
び
邪
悪

を
除
こ

う

、
和
平
を
願

い
人
類

に
尽

そ
う
」

に
反
映

さ

れ
て

い
る
。

そ

の
根
底

に
は
、
仏
典
で
あ

る
『
法

華
経
』

の
思

想

が
あ

る
。
初
期
大
乗

仏
教
経

典
の
一

つ
で

あ
る

『
法
華

経
』
は

、
古
来
「

諸
経
の

王
」
と
呼

ば
れ
、
イ
ン

ド
か
ら
シ
ル

ク
ロ
ー

ド
を

通
り

、
中
国

、
日
本

に
も
た
ら

さ
れ
た
。

そ
し
て

聖
徳
太
子

や
伝
教
大

師
を
中
心

と
し

て
、
日

本
人
の
こ
こ

ろ
と
文
化

に
大
き

な
影

響
を
与
え

た
こ
と

は
周
知

の
と

お
り
で

あ
る
。

そ
こ

に
は
仏
陀
釈

尊
の
叡
智

が
説
か

れ
、
慈

悲
心

や
菩
薩
の
思

想
、
平
等

や
忍

耐
、

寛
容

や
相
互

尊
重
な
ど

、
多
く
の
思

想
を
く
み

と

る
こ
と

が
で
き

る
。

言
う
ま

で
も
な

く
こ
う
し
た

仏
教
思
想

は
、

大
学
に

お
け

る
人
材

の
育
成
と

い
う
観
点

か

ら
見
て
も

実
に
有
益

で
あ
る
。

例
え

ば
、
慈

悲
心
は
人

々
を
哀

れ
み
、
慈

し
む
こ
と
で

あ

り
、
そ

の
実
践
を

勧
め

る
も

の
が
菩
薩

の
思

想
や
利

他
行
で
あ

る
。
ま
た

、
先
に
触

れ
た

立
正

安
国

の
思
想

は
、
正
し

き
を
立
て

て
世

の
た

め
、
人
類
社
会

の
た

め
に
貢

献
す

べ
き

こ

と
を

説
く
も

の
で
あ
り
、
こ

れ
ら
は
国
内

外
の
社
会

へ
の
貢
献

を
促
す
思

想
と
言
う
こ

と

が
で

き
よ
う
。

さ
ら
に

『
法
華
経
』

に
示

さ
れ
る
寛
容

の

思

想
は

、
た
と
え
自
分

を
攻
撃

す
る
よ
う

な

者
に
対
し

て
も
、
そ

れ
を
忍

ん
で
相
手
を
受

け

入

れ
る
べ
き
こ
と

を
、
相
互

尊
重
（
人
間

礼

拝
）

の
思

想
は
、
相
手

の
尊

厳
に
対
し
て

つ
ね
に
敬

い
の
こ
こ

ろ
を
も

っ
て
接
す

べ
き

こ

と
を
説

い
て

い
る
。
こ

れ
ら

は
、

グ
ロ

ー

バ
ル
化
の
今

日
、
留
学

生
の
送
り

出
し
や
受

け
入

れ
を
進

め
る
中
で

、
異
な

る
言
語
や
文

化

、
習
慣

に
接
す
る
内
外

の
学
生

た
ち

が
、

ス

ム
ー
ズ

な
交

流
を
も

つ
た
め
に

必
要
な
精

神
で

あ
る
。

グ
ロ

ー
バ
ル
人

材

の
育

成
と
は

、

言
語

能
力

や
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
を

磨
く

ば
か
り
で

な
く
、
こ
う

し
た
精

神
面

を

充
実

さ
せ

る
こ

と
も
大
切

だ
と
思
う

。

本

来
、
人
間

の
根
源

的
な
苦
悩

を
解
決
し

、

救
済

の
道
を
示

す
仏
教

の
教
説
と
思

想
は

、

同
時

に
人
と
し

て
の
生
き

方
と
こ
こ

ろ
の
も

ち
方

を
明
示
し

て
お
り

、
人

材
を
育

て
る
指

針
と
し

て
教
育

の
中
で

さ
ら
に
一
層

生
か
し

て

い
く

べ
き
も

の
と
言
え

よ
う
。
ま

さ
に
そ

れ

が
、
仏
教
精

神
に
よ

る
人

間
形
成

そ
の
も

の
に
違

い
な

い
。

日

々
の
教
育

の
現
場
を

通
し
て
、

学
生
諸

君
に
専

門
分
野

の
学
修
と
と

も
に
、
精

神
面

で
の
成

長
を
大

い
に
願
う
と
こ

ろ
で

あ
る
。




