
原
始

仏

教

に
於

け

る

経

済
倫

理

に

つ

い
て

1

特

に

財

を

申

心

と

し

て
ー

荻

原

明

彦

原
始
仏
教
に
於
け
る
経
済
倫
理
を
考
察
す

る
場
合
二
様
の
立
場

が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
前
者

は
、
僧
伽

の
立
場
か
ら
考
え
た
場
合

で

あ
り

、
後
者
は
、

一
般
在
俗
者
の
立
場
か
ら
考

え
た
場
合
で
あ

る
。
然

る
に
、
こ
こ
で
は
特
に

一
般
在
俗
者
に
対
す

る
経
済
倫
理

を
対
象
と
し
て
吟
味
を
試
み
る
こ
と
に
と
ど
め
た

い
。

ま
ず

、
原
始
仏
教

に
経
済
倫
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
つ
た
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
仏
陀
は
世
俗

的

な
経
済
問
題
に
関
す
る
も
の
は
矛
二
義
的
な
も
の
と
し
て
取
り

扱

か

つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
財
は

解
脱

の
た
め
の
修
道

の
目
的

に
対
す

る
手
段
と
し
て

の
価
値
と
し

て
し
か
認
め
ら
れ
な
か

つ
た
。
然
る
に
、
普
遍
的

、
実
践
的
な
仏

教

に
於

い
て
は
、
何
ら
か
の
形
で
経
済
問
題
に
関
す
る
倫
理
的
評

価

、
或

い
は
、
反
省
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で

小
論

で
は
、
原
始
仏
教
聖
典
の
申
か
ら
経
済
財
を
中
心
に
説
か
れ

て
い
る
道
徳
な

い
し
倫
理
と
思
わ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
論

述
を
試

み
る
こ
と
に
と
ど
め
た

い
。

仏
陀
在
世

当
時

の
印
度

に
於
け
る

一
般
世
俗

の
間
で
は
多
く
享

楽
の
思
想
淋
横
行
し
て

い
た
。
仏
陀
は
、
そ
の
よ
う

な
享
楽

、
頽

廃
し
た
生
活
を
極
力
排
斥
さ
れ
て
、
禁

欲
的

な
日
常
生
活
を
送

る

こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
。

仏
陀

は
、
人
間
の
欲
望
な

い
し
欲
求

と
い
う
も
の
が
、

㎞
般

に

「
潟
望

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に

、
強

い
力
を
も

つ
た
も
の
で

あ
る
か
を
知
り
す
ぎ
る
ほ
ど
、
知

つ
て

い
た
。
そ
こ
で
、

つ
と
め

て
欲
望
な

い
し
欲
求

を
制
し
排
撃
す
る
態
度
を
と

つ
た
。
欲
望
な

い
し
欲
求
を
制
す
る
こ
と
は
、
経
済
生
活
の
重
要
性
を
過
小
評
価

し
た
り

、
経
済
活
動
の
進
展
を
軽
蔑
す

る
の
で
は
な
か

つ
た
。
仏

陀
が
賞
讃

し
た
の
は
、

「
少
欲

で
足
る

こ
と
を
知

る
」
生
活
で
あ

つ
た
。
ま
た
、
財
の
意
義
を
重
ん
ず
る
が
故

に
、
自
分

の
欲
望
な

い
し
欲
求

に
か
ら
れ
不
当
に
財
を
浪
費
す

る
こ
と
を
戒
め
た
の
で

あ
る
。
財

は
感
謝
し
て
消
費

し
、
愛
惜

し
て
使
用
す

べ
き
で
あ
る

と
す
る
の
が
、
消
費
に
関
す
る
原
始
仏
教

の
精
神
で
あ
つ
た
と
考
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え
ら
れ
る
ρ

仏
教

は
、
経
済
財

は
解

脱
の
、だ

滅
の
修
道
と
い
う
目
曲
に
対
ナ

る
手
段
と
し
そ

の
価
値

し
か
認
め
ず
、?
ま
だ

、
賤
財
思
想
の
傾
向

が
翰

い
と
思
わ
れ
て
い
た
が
あ
そ
れ
は
僧
伽

に
対
し
て
説
か
.れ
で

い
る
も
の
で

あ
つ
て
、

一
般
在
俗
者
に
対
し
て
は
む
し
ろ
積
極
的

に
財

の
集
積
を
説

い
て
い
る
。
そ
し
て
在
俗
者
は
、
ま
ず
、
自
己

の
職
業
に
精
励
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
し
て
6

る
。
雑
阿
含
経

・
四
に

は

「
種

々
工
巧
業
処
。以
鼠
揮
生
。
謂
。
種
田
、
商
売

、
或
以
書
疏

算
書
殉
於
一被
彼
工
巧
業
処
隔。
精
勤
修
行

」

(大
正

.
二

.
二
三

.

中
).
と
説
き
、
そ
れ
が
結
果

と
し
て
営
利
を
追
求
す
る
こ
と
智
い

い
か
え
れ
ば
、
積
極
的
な
財

の
集
積

に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

財
の
集
積
を
ほ
か
る
場
合
鱒
最
も

警
戒
を
要
す
る
も
の
は
消
費

で

あ
る
9
そ
こ
で
具
体
的
な
精
棉
態
度
と
し
て
放
逸
な
ら
ぬ
よ
う

に
種
々
の
い
ま
U
め
熱
説

膝
て
い
奄
9
長
∵阿
含
経

・
十

一

「
善
生

経

」
に
は

「
六
損
財
業
巻
、
い
唖
考
蠶

湎
於
酒
一
二
者
博
戯
、
三
者

放
蕩

、
四
者
迷
喚
伎
楽
脚
五
者
悪
友
相
得
、
六
者
懈
堕

是
為
"呱ハ

損
財
業

」・
(大
正

・
一
傷
七
〇

・
中
)

孝
説
き
、
そ
の

い
ま
し
め

は
六
因
を
数
え
る
こ
と
淋
出
来

る
と
し
て

い
る
。
そ
の
中
で
特
に

飲
酒
を
堅
く
禁
じ
た
こ
と
は
、
原
始
仏

教
の
世
俗
的
道
徳
の
特̀
徴

で
あ
る
。

尚

、
仏
陀
は

一
層
広

い
意
味
に
於
け

る
財

の
消
費
の
原
因
と
し

て
八
種
を
、挙
げ
て
い
る
。
即
ち

、
そ
れ

は
、
王
難

、
賊
難

、
水
難

火
難
、
自
然
消
耗
、
貸
倒
れ
、
怨
家
の
破
壊

、
悪
子
の
浪
費
等

で

あ
り
、
冨
財
が
必
ず
し
も
た
の
み
と
な

ら
な

い
こ
と
を

あ
げ
て
い

る
と
同
時
に
、
経
済
上
の
管
理
の
注
意

と
せ
ら
れ
て

い
る
。

仏
陀
が
種

々
の

い
ま
し
め
を
通
じ
て
財

の
集
積
を
説
か
れ
て
い

る
こ
と
は
、
在
俗
者
に
は
そ
れ
は
非
常

な
禁
欲
的
な
も
の
に
み
ら

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら

、
仏
陀
は
あ
ま

り
節
約
を
旨
と
し
た
極
端

な
醜
乏
生
活
を
旗

要
し
て

い
る
の
で
は
な
か

つ
た
。
雑
阿
含
経

、

四
に
は

「
所
有
銭
財
。
出
内
称
量
。
周

円
掌
護
。
不
肱
∫
多
入
少

出
也
多
出
少
入

旧也

。

如
二勲

秤

者

哺

少

則

増

之

多

則

滅

乏
。

知
傘

而

捨

。
.如
ヒ是

善

男

子

。

称
二量

財

物
剛。

等

入
等

出
。

莫
冷

ス

多

出

少

出
多

入

少
陶。

若

善
男

子

。
無
覧

譏

羅

而

広

散

.用

。

以
ザ
此

生

活

。

人

皆

名

為

二優

曇

鉢

華

嘛。

無
レ

有

口種

子

}。

愚

凝

含
ハ
欲

。

不
レ
顧

一其

後

脚。

或

有

二
善

男

子

嗣。

財

物

豊

多

。

不
レ
能
二
食

用

哺。

傍

人

皆

言

。

是

愚

凝

人

。
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如
二餓

死

狗

隔。.
是

故

善

男

子

。

所

有

銭

財

。
・
皆

自

称

量
。

等

入

等

出

。

]

(大
正

二

.丁

二
三
中
)

と
説

い
て
、
収
麦
に

相
応

し
た
、
い
い
か
え
れ
ば
、
収
入
と
麦
出
と
の
均
衡
の
と
れ
た

中
道
の
生
活
を
高
唱
せ
ら
海
て
い
る
。

財
の
合
理
的
な
運
用
法
は
、
仏
陀
に
よ
れ
ば
収
麦
を
計

つ
て
、

よ
げ

い
支
出
せ
ぬ
こ
と
で
あ

つ
た
炉
、
そ
の
具
体
的
な
も
の
と
し

て

、
長
阿
含
経

・
十

一
、
「善
生
経

楓
匕

は

「
分
別
作
四
分
、

一
分

作
二飲

食
[。
.
一
分

作
二田

業
,°

1
分

耋

蔵

置
剛。

急

時

赴
二所

須
㍉

耕

作

商

人

給

。

一
分

出
急

利

「」

(大
正

.
憎
御
七
二

「ド中
)
と
説

い
て

い
る
。
こ
れ
は
、
仏
陀

が
家
庭
経
済
の
原
則
ど
し

て
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

尚

、
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
こ
と
は
、
原
始
仏
教
に
息
利
を
生
む

投
下
資
本

の
思
想
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
と

い
う

乙
と
で
あ

る
。
漢
訳
経
典

で
は
前

述
の
よ
プ
に
な
つ
て
い
る
が
、
南
伝
大
蔵

経

に
は
そ
、の
よ
ゴ

に
な

っ
て
い
な

い
が

ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
.
既
に
多
く
の
学
者
達
が
、
指
摘

と
説
明
を
試
み
て
い

る
が
.、
私

と
し
て
は
、
息
利
を
生
む
投
下
資
本
の
思

想
が
印
度

一

般

の
思
想
と
し
て
麦
配
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
、
そ
れ
を
仏
陀
は

用

い
ら
れ
た
に
過
ぎ
な

い
の
で
は
な

い
か
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

原
始
仏
教
に
於
い
て
は
、
営
利

の
追
求
を
積
極
的

に
す
す
め
、

少
な
く
と
も
世
俗
人
に
対
し
て
は
、
財

を
軽

視
す
を
こ
と
は
説
か
ず

財
を
重
視
さ
れ
た
。
家
庭
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
経
済

的
な
基
礎
の
財
力
と

い
う
も
の
が
必
要

で
あ
り

、
家
庭
経
済
に
関

連
し
て
こ
の
方
面
の
注
意
を
説
か
れ
た

の
も
当
然
で
は
な
か
ろ
う

か
。以

上

、
財
を
中
心
に
し
て
在
俗
者
の
道
徳
な

い
し
倫
理
を
簡
単

に
述
べ
て
み
た
が
、
仏
陀
淋
常
に
説
巨

て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
財

は
正
法
に
よ
つ
で
追
求

さ
れ
る
も
の
で
あ
り

、
そ
れ
に
よ

つ
て
現

一

世

に
於

い
て
は
自
他
と
も
に
、幸
福
を
得

、
来
世

に
於

い
て
は
施
与

す
る
こ
と
に
よ

つ
て
天
国
に
生
ま
れ
果

報
を
得

る
と
し
て
い
る
。

仏
陀
は
財
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
対
す
る
執
著
を
離
れ

る
こ
と
を
説

い
て
い
る
σ
執
著
を
離

れ

る
と

い
う
こ
と
は
、
具
体

的
に
は
施
与
す
る
と

い
う
形
で
現
わ
さ
れ
て

い
る
。
財

は
究
極
に

於
い
て
や
は
り
宗
教
的
な
目
的
を
達
成

す
る
た
め
の
手
穀

で
あ
つ

た
と
考

え
ら
れ
る
。
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