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日
本
の
近
代
仏
教
学
は
質
量
と
も
に
世
界
に
誇
る
べ
き
蓄
積
を
も
っ
て
い

る
。
で
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
割
合
の
若
者
が
仏
教
の
基
礎
知
識
を
も
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
現
在
、
多
く
の
国
立
大
学
で
「
仏
教
学
」
、
あ
る
い
は
「
イ
ン

ド
哲
学
」
を
講
じ
る
教
員
ポ
ス
ト
が
あ
る
。
他
方
、
小
学
校
か
ら
高
等
学
校

ま
で
の
公
立
学
校
で
は
、
仏
教
は
ほ
と
ん
ど
教
え
ら
れ
て
い
な
い
。
科
目
と

し
て
倫
理
・
道
徳
、
あ
る
い
は
修
身
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
儒
教
や
国
家
神

道
、
あ
る
い
は
西
洋
哲
学
・
倫
理
思
想
が
占
め
て
き
た
地
位
に
比
し
て
、
仏

教
の
地
位
は
低
い
。
ま
た
、
仏
教
系
の
私
立
学
校
は
あ
る
が
、
圧
倒
的
多
数

の
国
民
を
檀
徒
と
す
る
仏
教
の
樹
勢
に
照
ら
し
て
み
て
、
そ
の
数
は
多
く
な

い
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
江
戸
時
代
を
考
え
れ
ば
、
読
み
書
き
算
術
な
ど
の
寺
子
屋

教
育
に
お
い
て
寺
院
・
僧
侶
は
か
な
り
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
だ

が
、
江
戸
時
代
後
期
、
エ
リ
ー
ト
階
級
で
あ
っ
た
武
士
の
教
育
は
次
第
に
儒

学
に
傾
い
て
い
き
、
仏
教
は
軽
視
さ
れ
、
蔑
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文

字
知
識
に
親
し
ん
で
い
た
武
士
よ
り
は
、
庶
民
こ
そ
が
初
歩
的
な
仏
教
教
育

を
受
け
る
立
場
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
を
境
と
し
て
、
仏
教
は

初
等
中
等
教
育
か
ら
撤
退
す
る
一
方
、
高
等
教
育
や
学
術
の
領
域
で
は
比
較

的
高
い
地
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
近
代
化
に
伴
う
奇
妙
な
逆
転
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
日
本
仏
教
は
近
代
の
学
校
教
育
に
お
い
て
、
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を

獲
得
し
損
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
現
代
日
本
に
お
い
て
宗
教
教

育
が
か
く
も
軽
視
さ
れ
、
小
さ
な
位
置
し
か
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
は
な
ぜ
か
。
近
代
の
「
教
化
」
史
、
「
教
育
」
史
の
展
開
が
影
響
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
携
え
て
近
代
宗
教
史
、
近
代
教
育

史
に
向
き
合
お
う
と
し
た
研
究
者
は
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、

正
面
か
ら
そ
の
よ
う
な
問
い
を
投
げ
か
け
、
多
く
の
資
料
の
克
明
な
分
析
を

通
し
て
そ
の
解
明
を
目
指
し
た
研
究
書
は
な
か
っ
た
。
仏
教
と
学
校
教
育
の

関
係
史
は
、
近
代
日
本
史
に
お
い
て
不
当
に
軽
ん
じ
ら
れ
た
研
究
領
域
だ
っ

た
。
本
書
は
そ
の
欠
落
を
埋
め
、
近
代
日
本
史
に
「
宗
教
と
教
育
」
と
い
う

新
た
な
視
角
を
持
ち
込
む
可
能
性
を
切
り
拓
い
た
業
績
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
仏
教
の
初
等
・
中
等
教
育
へ
の
関
与
が
伸
び
な
か
っ
た
理
由
は
す
ぐ
に
思

い
つ
く
。
明
治
政
府
は
キ
リ
ス
ト
教
の
流
入
を
何
よ
り
恐
れ
た
。
キ
リ
ス
ト

教
に
対
抗
し
う
る
精
神
的
な
価
値
を
国
民
教
化
（
と
り
わ
け
初
等
教
育
を
通

し
て
の
教
化
）
の
基
軸
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
　
八
七
〇
年
に
は
大
教
宣

布
の
詔
が
、
～
八
九
〇
年
に
は
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
た
。
大
教
宣
布
の
詔

や
教
育
勅
語
が
掲
げ
る
天
皇
崇
敬
に
基
づ
く
教
化
・
教
育
と
い
う
理
念
と
キ

リ
ス
ト
教
が
対
立
す
る
局
面
を
も
つ
こ
と
は
、
内
村
鑑
三
の
不
敬
事
件
（
一

八
九
一
年
目
、
ま
た
そ
れ
を
受
け
て
井
上
哲
次
郎
が
仕
掛
け
た
「
教
育
と
宗

教
の
衝
突
」
論
争
（
～
八
九
ニ
ー
三
年
）
に
お
い
て
直
ち
に
明
ら
か
に
な
っ

た
。

　
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
排
除
・
制
限
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
「
宗
教
」

の
影
響
力
の
排
除
と
い
う
形
で
一
般
化
さ
れ
た
の
で
、
仏
教
も
そ
の
あ
お
り

を
く
ら
っ
た
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
神
仏
分
離
・
廃
仏
殿
釈
に
よ
る
攻
撃
が
あ
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り
、
そ
こ
か
ら
立
ち
直
っ
て
既
得
権
を
確
保
す
る
の
に
せ
い
い
っ
ぱ
い
だ
っ

た
。
国
家
神
道
の
優
位
の
下
で
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
教
、
派
神
道
は
限
定

さ
れ
た
「
信
教
の
自
由
」
を
付
与
さ
れ
た
。
「
宗
教
」
は
公
的
な
領
域
に
関

わ
ら
ぬ
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
と
く
に
学
校
教
育
に

お
い
て
厳
し
い
措
置
を
伴
っ
た
。
一
八
九
九
年
、
文
部
省
は
訓
令
皿
二
号
に

よ
っ
て
、
私
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
を
全
面
的
に
禁
止
し
た
。
こ
の

「
教
育
と
宗
教
の
分
離
」
政
策
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
も

の
の
、
仏
教
の
教
育
へ
の
関
与
を
も
枠
づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
近
代
日
本
の
学
術
・
教
育
に
お
け
る
仏
教
の
関
与
の
大
筋
に
つ
い
て
の
以

上
の
よ
う
な
諸
命
題
は
、
本
書
で
全
面
的
か
つ
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
書
の
論
述
か
ら
す
ぐ
に
導
き
出
さ
れ
る
系
、

す
な
わ
ち
関
連
命
題
群
で
あ
る
。
著
者
は
仏
教
が
教
化
・
教
育
に
も
っ
と
関

わ
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て
、
そ
の
視
点
か
ら
明

治
初
・
中
期
の
仏
教
と
教
育
の
関
係
史
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
。
　
一
八
七
〇

年
頃
か
ら
一
八
九
九
年
に
至
る
時
期
の
仏
教
勧
教
育
関
係
史
の
さ
ま
ざ
ま
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
追
い
な
が
ら
、
教
化
・
教
育
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る

仏
教
側
の
集
団
や
個
人
の
動
き
と
、
そ
れ
を
支
持
し
よ
う
と
し
た
り
制
御
し

よ
う
と
し
た
り
す
る
政
界
・
官
界
・
仏
教
界
の
動
き
を
丁
寧
に
見
窮
め
て
い

こ
う
と
す
る
。
微
視
的
な
事
例
研
究
を
積
み
上
げ
な
が
ら
、
大
き
な
時
代
の

流
れ
を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
手
法
だ
。

　
本
書
の
本
論
は
第
一
部
と
第
一
一
部
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
第
一
部

「
教
導
職
と
教
育
1
一
明
治
初
年
」
の
論
述
を
紹
介
す
る
。
明
治
維
新
の
当

初
か
ら
、
天
皇
崇
敬
の
下
に
近
代
国
家
形
成
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
「
教

化
」
の
欝
乎
が
掲
げ
ら
れ
た
が
、
も
っ
ぱ
ら
神
道
の
力
だ
け
で
そ
れ
を
実
現

し
よ
う
と
す
る
方
針
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、

神
仏
合
同
で
国
家
が
任
命
す
る
無
給
の
教
導
職
が
、
コ
ニ
条
の
教
則
」
を
老

若
男
女
に
説
教
す
る
と
い
う
宗
教
利
用
の
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
教
部
省
が

こ
れ
を
管
轄
し
、
東
京
に
大
教
院
、
各
地
で
は
中
軸
性
が
こ
れ
を
統
括
し
地

域
の
寺
社
な
ど
を
小
教
本
と
し
て
教
化
に
あ
た
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
神

仏
の
合
同
布
教
と
い
う
そ
も
そ
も
無
理
を
抱
え
た
体
制
で
あ
り
、
ま
ず
は
一

八
七
五
年
に
浄
土
真
宗
が
脱
退
し
、
八
四
年
の
教
導
職
の
廃
止
に
至
る
挫
折

の
歴
史
だ
っ
た
。

　
従
来
、
こ
の
教
部
省
・
大
教
院
に
よ
る
教
化
体
制
は
「
宗
教
扁
「
教
化
」

に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
「
教
育
」
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
、

文
部
省
が
担
当
す
る
学
校
教
育
と
の
関
わ
り
は
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
著
者
に
よ
る
と
、
明
治
初
年
の
教
化
政
策
は
学
校
教
育
と
の
密
接

な
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
「
教
化
扁
と
「
教
育
」
の
分
掌
関
係

が
不
明
確
で
あ
り
、
中
央
政
府
に
お
い
て
も
地
方
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な

葛
藤
が
生
じ
、
綱
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
教
部
省
側
や
仏
教
側
か

ら
は
、
寺
社
を
そ
の
ま
ま
学
校
教
育
の
場
と
す
る
と
い
う
「
神
官
僧
侶
学

校
㎏
案
が
鳩
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
文
部
省
の
木
戸
孝
允
や

田
中
不
二
麿
ら
は
ア
メ
リ
カ
に
学
ん
だ
「
開
化
」
路
線
に
よ
っ
て
、
「
教
育

と
宗
教
の
分
離
」
の
方
向
を
追
究
す
る
。
他
方
、
木
田
と
太
い
パ
イ
プ
を
も

っ
て
い
た
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
島
地
黙
雷
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
中
に
教
部

省
批
判
に
傾
い
て
い
く
。
七
五
年
の
真
宗
四
派
の
大
教
院
離
脱
に
よ
っ
て
、

教
部
省
を
通
し
て
仏
教
が
「
教
化
」
に
関
わ
っ
て
い
く
方
向
性
は
挫
折
す
る

（
第
｝
章
）
。

　
地
方
で
も
、
教
部
省
に
よ
る
「
教
化
偏
政
策
の
実
施
が
波
紋
を
起
こ
し
て

い
た
。
著
者
は
筑
摩
県
の
門
松
本
小
教
院
事
件
」
を
例
と
し
て
、
教
部
省
の
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評書

教
化
政
策
と
学
校
教
育
の
関
係
が
地
域
社
会
の
葛
藤
の
要
因
と
な
っ
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
れ
は
七
三
年
五
月
に
、
東
京
の
大
教
院
か

ら
神
道
系
、
仏
教
系
の
嘉
名
の
教
導
職
が
派
遣
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
に

従
っ
て
組
織
化
活
動
を
行
っ
た
の
に
対
し
て
、
県
庁
側
か
ら
反
発
が
あ
り
撤

収
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
に
至
る
事
件
で
あ
る
。
こ
の
葛
藤
に
は
、
廃
仏
政

策
で
閉
ざ
さ
れ
た
寺
院
を
学
校
と
し
て
用
い
た
り
、
真
教
院
と
学
校
が
競
い

合
っ
て
民
衆
の
支
持
を
奪
い
合
う
よ
う
な
事
態
が
背
後
に
あ
っ
た
。
大
き
な

流
れ
を
見
る
と
、
学
校
教
育
の
浸
透
の
過
程
で
宗
教
勢
力
が
〈
踏
み
台
〉
と

さ
れ
た
り
、
門
教
育
」
が
門
宗
教
」
に
よ
る
「
教
化
」
に
く
と
っ
て
か
わ

る
V
過
程
が
進
行
し
た
の
だ
と
著
者
は
要
約
し
て
い
る
（
第
二
章
）
。

　
著
者
は
続
い
て
地
元
の
教
導
職
に
よ
る
贋
教
化
」
の
実
態
に
つ
い
て
、
筑

摩
県
の
例
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
曹
洞
宗
の
有
力
な
僧
侶
だ
っ
た
安
達

達
淳
と
諏
訪
神
社
宮
司
の
岩
本
尚
賢
で
あ
る
。
安
達
は
廃
仏
殿
釈
に
よ
る
打

繋
か
ら
の
地
元
仏
教
界
の
勢
力
回
復
に
奔
走
し
た
人
物
だ
が
、
神
道
色
の
強

い
県
庁
側
に
責
め
ら
れ
つ
つ
、
実
際
に
は
仏
教
復
興
活
動
の
た
め
の
方
便
と

し
て
「
三
条
教
則
」
を
掲
げ
る
説
教
を
し
て
い
た
気
配
が
う
か
が
わ
れ
る
。

安
達
も
岩
本
も
説
教
そ
の
も
の
の
力
よ
り
も
、
政
府
の
布
告
を
解
説
す
る
こ

と
を
抱
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
人
々
の
関
心
を
引
こ
う
と
し
て
い
た
よ
う
だ
。

こ
れ
は
県
庁
側
の
意
図
に
も
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
。
県
庁
側
は
む
し
ろ
開

化
の
た
め
の
学
校
「
教
育
」
の
す
み
や
か
な
普
及
を
目
指
し
て
お
り
、
教
部

省
が
旗
を
振
っ
て
い
る
宗
教
者
の
「
教
化
」
は
そ
の
た
め
の
く
踏
み
台
〉
と

し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
た
。
学
校
の
場
所
も
教
員
も
資
金
も
当
初
は
宗
教

側
に
求
め
て
お
き
な
が
ら
、
七
〇
年
代
申
頃
に
す
で
に
「
分
離
」
の
方
向
へ

と
舵
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
学
校
は
僧
侶
の
教
員
を
求
め
る
が
、
そ
の

場
合
、
僧
侶
は
還
俗
し
て
教
員
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
（
第
三
章
）
。

　
次
に
第
二
部
門
仏
教
と
教
育
i
明
治
一
〇
年
代
～
二
〇
年
代
」
の
内
容

を
紹
介
し
よ
う
。
第
二
部
の
諸
章
で
は
「
僧
侶
教
員
兼
務
論
扁
と
仏
教
系

「
俗
人
教
育
機
関
」
形
成
の
動
向
の
双
方
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
仏
教

が
近
代
学
校
教
育
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
こ
う
と
す
る
可
能
性
が
こ
の
時

期
に
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
一
八
八
○
年
前
後
に
は
学
校
が
新
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

教
育
の
「
場
」
の
側
面
で
は
寺
院
か
ら
の
「
分
離
」
が
進
む
一
方
で
、
僧
侶

が
学
校
教
育
に
参
加
す
る
と
い
う
「
人
酔
の
側
面
で
は
複
雑
な
展
開
過
程
を

た
ど
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
中
で
も
、
「
僧
侶
は
速
に
普
通
教
育
に
従
事

す
べ
し
」
と
い
う
島
地
黙
雷
の
八
八
年
の
論
説
が
注
闘
さ
れ
て
い
る
。
文
部

省
は
七
三
年
に
教
導
職
の
教
員
兼
務
禁
止
を
通
達
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
必

ず
し
も
厳
守
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
七
九
年
に
は
正
式
に
兼
務
が
解
禁
さ

れ
る
。
だ
が
、
八
四
年
に
教
導
職
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
以
降
も
、
僧
侶
の
教

員
兼
務
は
問
題
で
あ
り
続
け
た
。
仏
教
界
で
は
兼
務
を
歓
迎
す
る
声
が
上
が

る
一
方
、
学
校
教
育
に
は
期
待
で
き
な
い
の
で
む
し
ろ
僧
侶
養
成
に
力
を
入

れ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
強
か
っ
た
。
非
仏
教
者
か
ら
は
仏
教
者
に
徳
育

面
で
の
貢
献
を
期
待
す
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
仏
教
修
身
教
科
書
作
成
を

提
案
す
る
仏
教
者
も
あ
っ
た
が
、
さ
ほ
ど
大
き
な
声
に
は
育
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
第
五
章
で
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
お
い
て
一
八
八
○
年
代
前
半
に
宗

派
立
の
僧
侶
養
成
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
く
経
緯
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ

の
際
、
俗
人
教
育
の
必
要
性
が
ど
こ
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
た
か
が
検
討
さ
れ

る
。
七
五
年
の
大
教
院
解
体
後
、
仏
教
各
宗
派
は
宗
派
立
の
学
校
設
立
に
乗

り
娼
す
が
、
そ
れ
は
ま
ず
江
戸
時
代
の
学
林
に
か
わ
る
新
た
な
僧
侶
養
成
シ

ス
テ
ム
の
確
立
を
目
指
す
も
の
だ
っ
た
。
本
願
寺
派
で
は
当
初
は
普
通
教
育
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と
僧
侶
養
成
を
兼
ね
た
教
育
シ
ス
テ
ム
を
考
え
て
い
た
が
、
八
○
年
以
降
は

僧
侶
養
成
の
た
め
の
「
学
痒
」
（
大
教
校
）
が
基
軸
と
な
る
。
八
五
年
半
は

俗
人
教
育
を
も
含
め
た
「
普
通
教
校
」
が
設
立
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
僧
侶
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
セ
よ
う

成
へ
と
傾
い
て
い
く
。
他
方
、
同
じ
年
に
信
徒
集
団
（
弘
教
講
）
が
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
て
設
立
さ
れ
た
顕
道
学
校
は
俗
人
教
育
を
掲
げ
て
宗
門

〈
内
〉
の
支
持
者
を
募
っ
た
が
、
教
団
の
支
持
は
得
ら
れ
ず
八
九
年
に
廃
校

に
追
い
込
ま
れ
る
。
さ
ら
に
大
内
青
女
（
曹
洞
宗
）
ら
と
協
力
し
つ
つ
、
加

藤
恵
証
ら
が
目
指
し
た
仏
教
修
身
教
科
書
の
計
画
は
、
宗
門
〈
外
〉
に
も
仏

教
教
育
を
広
げ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
が
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
第
六
章
で
は
一
八
八
五
年
の
同
志
社
私
立
大
学
校
の
設
立
な
ど
キ
リ
ス
ト

教
勢
力
の
教
育
進
出
を
北
量
凧
に
、
こ
の
時
期
、
仏
教
界
に
も
学
校
教
育
へ
の

参
入
の
声
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
僧
侶
に
よ
る
学
校
教
育
兼

務
を
積
極
的
に
唱
え
る
論
説
は
井
上
円
了
や
『
時
事
新
報
』
に
代
表
さ
れ
る

が
、
『
聖
教
新
誌
』
を
見
る
と
、
教
育
界
に
な
お
仏
教
忌
避
の
気
風
が
あ
る

こ
と
が
自
覚
さ
れ
、
そ
れ
を
超
え
て
い
く
た
め
の
働
き
か
け
が
必
要
だ
と
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
の
時
期
、
言
論
界
で
は
「
徳
育
論
争
」

が
起
こ
り
、
宗
教
が
徳
育
に
ど
う
貫
献
ず
る
か
が
問
わ
れ
て
も
い
た
。
さ
ら

に
、
八
八
年
に
は
仏
教
教
団
が
俗
評
教
育
に
取
り
組
む
姿
勢
が
目
立
つ
よ
う

に
な
り
、
中
等
教
育
レ
ベ
ル
で
の
超
宗
派
の
私
立
学
校
と
し
て
「
高
等
普
通

学
校
」
（
東
京
）
が
設
立
さ
れ
た
が
、
す
ぐ
に
廃
校
に
追
い
込
ま
れ
る
。
他

方
、
真
宗
大
谷
派
は
積
極
的
に
俗
人
教
育
に
乗
り
出
し
、
京
都
府
尋
常
中
学

校
、
大
谷
派
普
通
学
校
（
名
古
屋
）
、
共
立
尋
常
中
学
校
（
金
沢
）
を
設
立

し
た
。
一
方
、
初
等
教
育
レ
ベ
ル
で
は
「
慈
善
扁
の
理
念
の
下
で
、
貧
児
教

育
の
た
め
の
「
小
学
簡
易
科
扁
へ
の
参
与
が
活
発
に
行
わ
れ
た
が
、
簡
易
科

の
制
度
は
九
〇
年
に
消
滅
す
る
こ
と
と
な
り
、
仏
教
界
の
「
慈
善
し
的
関
心

は
被
災
者
救
援
に
移
っ
て
い
く
。

　
本
書
は
近
代
の
学
校
教
育
、
と
く
に
初
等
教
育
の
形
成
過
程
で
、
仏
教
勢

力
が
そ
れ
と
ど
う
関
わ
ろ
う
と
し
た
の
か
を
、
豊
富
な
資
料
に
よ
っ
て
印
象

深
く
描
き
出
し
て
い
る
。
大
き
な
筋
道
だ
け
を
要
約
す
れ
ば
、
一
八
七
〇
年

代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
の
伝
統
仏
教
教
団
（
宗
門
）
は
、
門
教
化
扁
に

貢
献
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
応
じ
は
し
た
も
の
の
そ
こ
か
ら
撤
退
し
た
。
ま

た
、
八
○
年
代
以
降
も
学
校
「
教
育
」
へ
の
貢
献
に
は
終
始
、
消
極
的
だ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
教
」
の
側
面
か
ら
の
国
民
国
家
形
成
へ
の

関
与
と
い
う
点
で
、
七
〇
年
代
、
八
○
年
代
の
伝
統
仏
教
勢
力
に
は
積
極
的

な
関
与
の
可
能
性
が
度
々
生
じ
て
い
た
が
、
積
極
的
か
つ
効
果
的
に
関
与
し

て
い
く
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
は
、
近
代
日
本
の
宗
教
史
と
教
育
史
に
と
っ
て
た

い
へ
ん
重
要
な
貢
献
で
あ
る
。
仏
教
教
団
が
国
民
国
家
形
成
の
た
め
の
「
教

化
」
や
「
教
育
」
に
ど
う
関
わ
ろ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
の
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
鋭
く
切
り
込
ん
で
い
る
。
収
集

さ
れ
検
討
さ
れ
て
い
る
資
料
群
は
行
政
史
、
宗
教
史
、
教
育
史
、
思
想
史
、

地
方
史
と
広
い
範
囲
に
及
ぶ
。
資
料
に
基
づ
く
推
論
の
過
程
が
透
明
に
見
通

せ
る
平
明
な
文
体
で
論
述
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
へ
の
目
配
り
も
広
く
的

確
で
、
著
者
自
身
に
よ
る
貢
献
が
ど
の
点
に
あ
る
か
が
明
快
に
示
さ
れ
て
い

る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
論
点
を
提
示
し
つ
つ
、
穏
健
で
堅
実
な
歴
史
叙
述
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
称
賛
に
値
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
長
所
を
評
価
し
た
上
で
な
お
問
い
た
い
の
は
、
や
や
視
野
を

狭
く
限
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
独
自
の
論
点
を
鮮

明
に
打
ち
出
し
、
広
く
そ
の
意
義
と
妥
当
性
を
検
討
す
る
と
い
っ
た
姿
勢
も

あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「
終
章
」
か
ら
著
者
の
論
点
の
要
約
部
分
を
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評書

引
用
し
よ
う
。

　
　
最
後
に
、
本
書
で
の
さ
さ
や
か
な
結
論
を
＝
茜
で
い
う
な
ら
、
《
近
代

　
　
日
本
の
学
校
「
教
育
」
は
宗
教
者
の
民
衆
「
教
化
」
と
「
仏
教
」
と
を

　
　
〈
踏
み
台
〉
に
す
る
こ
と
で
定
着
し
た
》
、
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

　
　
の
く
踏
み
台
〉
と
は
、
単
な
る
政
府
権
力
に
よ
る
抑
圧
で
は
な
い
。
非

　
　
開
化
的
な
も
の
と
し
て
非
難
し
つ
つ
、
場
所
や
入
材
と
い
う
資
源
を
活

　
　
証
す
る
。
俗
人
教
育
へ
の
参
与
を
一
時
的
に
は
許
容
し
つ
つ
、
制
度
的

　
　
に
不
要
と
見
れ
ば
排
除
し
て
、
諸
宗
教
を
超
越
す
る
存
在
と
し
て
の
教

　
　
育
勅
語
一
国
家
主
義
的
教
育
に
従
順
た
ら
し
め
る
。
こ
う
し
た
構
図

　
　
が
明
治
中
期
ま
で
に
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
宗
教
に
か
わ
っ

　
　
て
「
非
宗
教
」
た
る
教
育
こ
そ
が
国
民
統
合
の
核
と
し
て
、
国
家
の
申

　
　
枢
に
確
固
と
し
て
据
え
ら
れ
て
ゆ
く
（
三
三
七
ペ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
要
約
部
分
に
は
も
っ
と
説
明
を
求
め
た
い
内
容
が
多
々
潜
ん
で
い
る
。

本
書
の
論
述
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
た
く
さ
ん
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
用
語
の
意
味
が
も
っ
と
明
確
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず

「
教
化
」
と
「
教
育
」
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。
明
治

政
府
の
方
針
と
し
て
、
明
治
初
年
の
「
教
化
」
と
「
教
育
」
の
並
立
体
制
か

ら
、
教
育
勅
語
以
後
の
「
教
育
」
を
通
し
て
の
「
教
化
」
体
制
へ
と
展
開
し

た
と
い
ち
お
う
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
「
教
育
」
が
「
教
化
」
を
吸

収
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
。
教
育
勅
語
以
後
の
段
階
で
は
、
「
教

育
」
は
「
教
化
」
を
内
に
は
ら
み
、
金
国
民
が
従
う
べ
き
社
会
規
範
を
示
す

も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
「
教
育
」
は
西
洋
伝
来
の
近
代
教
育
を
示
す
語
と

し
て
用
い
ら
れ
る
機
会
が
多
い
が
、
実
は
天
皇
中
心
の
国
家
体
制
へ
の
忠
誠

の
「
教
化
」
と
不
可
分
な
も
の
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。
だ
が
、
そ
も
そ
も

「
教
化
」
と
は
何
な
の
か
。

　
ま
た
、
「
宗
教
」
と
は
何
か
。
「
宗
教
者
の
民
衆
「
教
化
扁
」
と
い
う
と
き

の
「
宗
教
」
は
著
者
自
身
が
採
用
す
る
用
語
法
だ
ろ
う
。
他
方
、
「
諸
宗
教

を
超
越
す
る
教
育
勅
語
」
と
い
う
の
は
国
家
神
道
体
制
に
即
し
た
用
語
法
、

「「

�
@
教
」
た
る
教
育
」
と
い
う
場
合
は
国
家
神
道
体
制
と
西
洋
近
代
の

啓
蒙
主
義
体
制
の
双
方
に
即
し
た
用
語
法
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
用
語

法
を
受
け
入
れ
る
の
か
ど
う
か
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
「
教
化
」
「
教
育
」
「
宗
教
」
な
ど
は
江
戸
時
代
に
用
い
ら
れ
て
い
た

「
教
」
の
概
念
が
近
代
的
な
文
脈
で
再
構
成
さ
れ
る
過
程
で
形
作
ら
れ
た
も

の
で
も
あ
っ
た
。
当
事
者
の
用
法
を
尊
ぶ
の
は
よ
い
が
、
そ
の
相
違
や
意
味

内
容
の
変
化
や
多
様
性
の
由
来
は
明
ら
か
に
し
た
い
。
多
様
な
用
法
が
ど
の

よ
う
に
交
錯
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
か
、
現
代
の
位
置
か
ら
見
る
と
そ
れ
ら

は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ

の
よ
う
な
作
業
が
行
わ
れ
な
い
と
、
読
者
は
同
じ
語
が
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で

用
い
ら
れ
る
の
に
と
ま
ど
い
混
乱
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
教
化
」
「
教
育
」
や
「
宗
教
」
の
語
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し

て
、
で
は
、
《
近
代
日
本
の
学
校
「
教
育
」
は
宗
教
者
の
民
衆
「
教
化
」
と

「
仏
教
」
と
を
〈
踏
み
台
〉
に
す
る
こ
と
で
定
着
し
た
》
と
い
う
「
結
論
」

は
何
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
仏
教
扁
は
近
代
国
家

の
形
成
に
よ
る
強
権
の
被
害
者
の
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
も
読
み
取

れ
る
。
他
方
、
仏
教
界
自
身
が
国
民
教
育
へ
の
参
与
に
消
極
的
だ
っ
た
と
も

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
は
で
き
る
だ
け
排
除
し
た
い
が
、

仏
教
の
影
響
力
は
で
き
る
だ
け
う
ま
く
利
用
し
た
い
と
い
う
の
が
、
国
民
教

化
を
図
指
す
政
府
側
の
戦
略
だ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
岡
列
の
「
諸
宗
教
」

と
見
ら
れ
る
際
は
危
険
視
さ
れ
つ
つ
も
、
国
民
の
団
結
心
と
忠
誠
心
の
取
り

付
け
と
い
う
観
点
か
ら
は
よ
き
同
伴
者
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
伝
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統
仏
教
教
団
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
〈
踏
み
台
〉
と
い
う
語
で
要
約
で

き
る
だ
ろ
う
か
。

　
仮
に
〈
踏
み
台
〉
と
い
う
捉
え
方
が
妥
当
だ
と
し
て
、
で
は
、
な
ぜ
そ
う

な
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
本
書
は
正
面
か
ら
論
じ
て
い
な
い
。

本
書
で
は
神
仏
分
離
、
廃
仏
殿
釈
が
強
力
に
進
め
ら
れ
た
松
本
藩
を
引
き
継

ぐ
筑
摩
県
の
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
さ
さ
か
神
仏
分
離
、

廃
仏
殿
釈
の
打
撃
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
神

仏
分
離
、
廃
仏
殿
釈
こ
そ
が
、
仏
教
の
影
響
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
試
み
の

最
た
る
も
の
だ
っ
た
。
序
章
で
は
、
江
戸
末
期
に
寺
子
屋
が
増
し
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
期
に
は
藩
校
も
急
速
に
増
加
し
て
い
た
。
そ

れ
は
儒
教
や
尊
皇
思
想
の
影
響
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
と
並
行
し
て
い
る
。

明
治
維
新
後
の
仏
教
に
対
す
る
逆
風
は
、
儒
教
や
尊
皇
思
想
か
ら
育
っ
て
き

た
国
体
論
（
皇
道
思
想
）
に
よ
っ
て
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
た
。
本
書
で
は
頭
洋

近
代
か
ら
輪
入
さ
れ
た
開
明
思
想
が
仏
教
排
除
の
動
因
を
な
し
た
こ
と
を
示

唆
す
る
叙
述
が
目
立
つ
が
、
む
し
ろ
祭
政
教
一
致
論
に
基
づ
く
天
皇
制
国
家

（
国
家
神
道
体
制
）
形
成
の
思
想
こ
そ
が
牽
引
者
だ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
だ

ろ
う
。

　
近
代
的
な
制
度
や
思
想
構
造
を
反
映
し
た
諸
概
念
の
有
効
性
が
疑
わ
れ
、

そ
う
し
た
制
度
や
思
想
構
造
が
形
成
さ
れ
て
き
た
過
程
そ
の
も
の
を
問
い
直

そ
う
と
す
る
研
究
が
諸
法
面
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
「
近
代
の
問
い

直
し
」
を
目
指
す
解
体
論
的
な
方
法
論
に
は
目
も
く
れ
ず
、
資
料
そ
の
も
の

が
語
る
事
柄
を
職
人
仕
事
の
よ
う
に
手
作
業
で
拾
い
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
歴
史
の
大
き
な
筋
道
を
示
す
と
き
に
は
、
や
は

り
大
き
な
流
れ
を
枠
、
つ
け
る
概
念
の
批
判
的
使
用
を
避
け
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
「
教
」
を
め
ぐ
る
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
を
ど
の
よ
う
な
変
容
と

し
て
描
き
出
す
の
か
。
こ
の
問
い
に
も
答
え
う
る
よ
う
な
歴
史
叙
述
の
方
向

へ
と
さ
ら
に
踏
み
出
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本

書
が
明
ら
か
に
し
た
事
柄
は
さ
ら
に
そ
の
深
い
意
味
を
開
示
す
る
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。
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