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仏
教
に
お
け
る
男
女
平
等
観

─
ブ
ッ
ダ
の
時
代

栗
原
淑
江

は
じ
め
に

　

仏
教
は
、
時
代
・
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
呈
し

て
い
る
が
、
そ
の
女
性
観
も
例
外
で
は
な
い
。
近
年
、
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
等
の
展
開
に
と
も
な
い
、
仏
教
を
含
む
世
界
の
諸
宗
教

が
﹁
女
性
の
視
点
﹂
か
ら
問
い
直
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
の
場
合
、

歴
史
的
に
み
て
女
性
差
別
を
容
認
・
助
長
し
て
き
た
と
し
て
批

判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。﹁
女
性
を
抑
圧
す
る
装
置
﹂
と
し
て
機

能
し
て
き
た
と
糾
弾
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

新
世
紀
に
入
り
、
男
女
平
等
が
時
代
精
神
と
な
り
つ
つ
あ
る

現
在
、
重
要
な
こ
と
は
、
仏
教
思
想
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、

む
し
ろ
仏
教
が
本
来
持
っ
て
い
た
平
等
思
想
に
注
目
し
、
そ
の

中
に
女
性
解
放
思
想
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
と
仏
教

の
新
た
な
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
は
、
ブ
ッ
ダ
の
時
代
を
中
心
に
、
仏
典
に
あ
ら
わ
れ
た

女
性
像
を
ひ
も
と
き
、
仏
教
の
女
性
観
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

初
期
経
典
に
お
い
て
、
女
性
に
言
及
し
た
も
の
は
数
多
い
。
本

日
は
、
仏
教
教
団
に
お
け
る
女
性
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
し
、

ブ
ッ
ダ
の
女
性
観
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。



204

１
　
仏
教
教
団
に
お
け
る

「
誘
惑
者
」
と
し
て
の
女
性

　

仏
伝
に
よ
れ
ば
、
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
開
い
た
ブ
ッ
ダ
は
、

サ
ー
ル
ナ
ー
ト
で
五
人
の
僧
に
向
か
っ
て
初
め
て
の
説
法
を
行

う
︵
初し
ょ

転て
ん

法ぽ
う

輪り
ん

︶。
こ
の
五
人
が
最
初
の
弟
子
と
な
り
、
こ
こ
に
、

仏
教
を
信
奉
し
実
践
す
る
人
々
の
集
ま
り
で
あ
る
仏
教
教
団
が

成
立
す
る
。
そ
の
後
、
ブ
ッ
ダ
を
慕
い
、
仏
道
修
行
を
す
る
た

め
に
集
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
、
教
団
は
し
だ
い
に
拡
大
し
て

い
く
。

　

出
家
し
て
修
行
す
る
僧
に
と
っ
て
、
修
行
を
妨
げ
る
一
番
の

邪
魔
者
と
さ
れ
た
の
が
女
性
の
存
在
で
あ
る
。
初
期
仏
教
に
お

い
て
、
出
家
者
が
た
も
つ
べ
き
戒
の
中
で
も
、
不ふ

淫い
ん

戒か
い

は
と
く

に
厳
格
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
人
間
の
欲
望
の
う
ち

で
と
く
に
強
い
と
さ
れ
る
性
衝
動
を
抑
え
、﹁
独
身
禁
欲
の
梵ぼ

ん

行ぎ
ょ
う︵

ブ
ラ
フ
マ
・
チ
ャ
リ
ヤ
︶﹂
と
よ
ば
れ
る
清
浄
行
を
実
践
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
も
と
は
バ
ラ
モ
ン
教
で
ヴ
ェ
ー

ダ
を
学
習
す
る
者
が
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
戒
を
犯

し
て
女
性
と
交
わ
っ
た
僧
は
、﹁
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
﹂
と
い
う
最
大

の
罪
を
犯
し
た
と
し
て
教
団
か
ら
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
教

団
に
多
く
の
修
行
僧
を
抱
え
る
ブ
ッ
ダ
が
、
か
れ
ら
に
対
し
て

女
性
や
愛
欲
の
害
毒
を
語
る
口
調
は
激
し
く
厳
し
い
。

　

初
期
経
典
に
は
、
愛
欲
・
婬
欲
を
否
定
し
た
箇
所
が
随
所
に

み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、﹁
女
の
容
色
・
か
た
ち
、
女
の
味
、
女

の
触
れ
ら
れ
る
部
分
、
さ
ら
に
女
の
香
り
な
ど
に
染
着
す
る
者

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
を
知
るあ
﹂、﹁
愛
欲
に
駆
り
立
て
ら
れ

た
人
々
は
、
わ
な
に
か
か
っ
た
兎
の
よ
う
に
、
ば
た
ば
た
す
る
。

そ
れ
故
に
修
行
僧
は
、
自
己
の
離
欲
を
望
ん
で
、
愛
欲
を
除
き

去
れい﹂
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
修
行
僧
は
そ
う
し
た
も
の
に
気
を
つ
け
て
修

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、﹁
刀
が
体
に
刺
さ
っ
て

い
る
場
合
に
︹
刀
を
抜
き
去
る
︺
よ
う
に
、︹
タ
ー
バ
ン
を
捲
い

た
︺
頭
︹
髪
︺
に
火
が
つ
い
て
い
る
場
合
に
︹
急
い
で
火
を
消

そ
う
と
努
め
る
︺
よ
う
に
、
愛
欲
の
欲
情
を
捨
て
去
る
た
め
に
、

修
行
僧
は
気
を
つ
け
な
が
ら
遍
歴
す
べ
き
で
あ
るう
﹂、
ま
た
、﹁
愛

執
は
苦
し
み
の
起
る
根
源
で
あ
る
と
こ
の
危
な
い
患
い
を
知
っ

て
、
愛
欲
を
離
れ
、
執
着
し
て
取
る
こ
と
な
く
、
修
行
僧
は
気

を
つ
け
な
が
ら
遍
歴
す
べ
き
で
あ
るえ
﹂
と
。
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一
番
よ
い
の
は
、
そ
う
い
う
危
険
な
も
の
に
近
づ
か
ず
、
ひ

た
す
ら
避
け
る
こ
と
で
あ
る
。﹁
心
に
思
う
は
た
ら
き
の
顛て

ん

倒と
う

に

よ
っ
て
、
そ
な
た
の
心
は
す
っ
か
り
焼
か
れ
て
い
る
。
欲
情
を

さ
そ
う
、麗
し
い︹
女
人
の
︺す
が
た
を
避
け
よお
﹂、﹁
愛
欲
が
あ
れ

ば
、︵
汚
い
も
の
で
も
︶清
ら
か
に
見
え
る
。そ
の︵
美
麗
な
︶外
形

を
避
け
よ
。︵
身
は
︶
不
浄
で
あ
る
と
心
に
観
じ
て
、
心
を
し
ず

か
に
統
一
せ
よか
﹂。
ま
た
、﹁
愛
す
る
人
と
会
う
な
。
愛
し
な
い

人
と
も
会
う
な
。
愛
す
る
人
に
会
わ
な
い
の
は
苦
し
い
。
ま
た

愛
し
な
い
人
に
会
う
の
も
苦
し
い
。
そ
れ
故
に
愛
す
る
人
を
つ

く
る
な
。
愛
す
る
人
を
失
う
の
は
わ
ざ
わ
い
で
あ
る
。
愛
す
る

人
も
憎
む
人
も
い
な
い
人
々
に
は
、
わ
ず
ら
い
の
絆
が
存
在
し

な
いき
﹂。愛
欲
の
炎
は
、
悟
り
を
妨
げ
る
最
大
の
障
害
で
あ
るく
。

　

そ
し
て
、
女
性
を
避
け
、
愛
欲
を
断
っ
た
な
ら
ば
、
悟
り
の

世
界
が
開
け
る
と
さ
れ
る
。﹁
こ
の
世
に
お
い
て
執
着
の
も
と
で

あ
る
こ
の
う
ず
く
愛
欲
の
な
す
が
ま
ま
で
あ
る
人
は
、
も
ろ
も

ろ
の
憂
い
が
増
大
す
る
。

─
雨
が
降
っ
た
あ
と
に
は
ビ
ー
ラ

ナ
草
が
は
び
こ
る
よ
う
に
。
こ
の
世
に
お
い
て
如い

か
ん何
と
も
し
難

い
こ
の
う
ず
く
愛
欲
を
断
っ
た
な
ら
ば
、
憂
い
は
そ
の
人
か
ら

消
え
失
せ
る
。

─
水
の
滴し
ず
くが
蓮
華
か
ら
落
ち
る
よ
う
にけ
﹂

　

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
か
な
り
強
烈
な
女
性
忌
避
、
性
愛

否
定
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
を
否
定
し
た
が
、

そ
の
中
で
最
大
の
も
の
が
性
愛
で
あ
っ
た
。
性
的
禁
欲
は
、
悟

り
の
た
め
の
絶
対
条
件
で
あ
っ
たこ
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う

に
激
し
く
糾
弾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
事
情
が
、

教
団
の
中
に
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
別
れ
た
妻
に
誘

惑
さ
れ
交
わ
り
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
男
僧
も
あ
っ
た
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
激
し
く
性
愛
が
否
定
さ
れ
た
の
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。
出
家
前
の
ブ
ッ
ダ
は
性
の
豊
富
な
経
験
者
で
あ

っ
た
。
三
人
の
妻
を
も
ち
、
一
子
ラ
ゴ
ラ
も
も
う
け
て
い
る
。

青
年
時
代
の
ブ
ッ
ダ
は
、
性
の
快
楽
を
十
分
に
経
験
し
て
い
た

し
、
同
時
に
そ
の
害
毒
や
空
し
さ
も
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ブ
ッ
ダ
自
身
に
よ
れ
ば
、﹁
わ
た
く
し
に
は
、
三
つ
の
宮
殿
が
あ

っ
た
。
一
つ
は
冬
の
た
め
、
一
つ
は
夏
の
た
め
、
一
つ
は
雨
季

の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
わ
た
く
し
は
雨
季
の
四
カ

月
は
雨
季
に
適
し
た
宮
殿
に
お
い
て
女
だ
け
の
伎
楽
に
と
り
か

こ
ま
れ
て
い
て
、
決
し
て
宮
殿
か
ら
下
り
た
こ
と
は
な
か
っ
たさ
﹂。

若
き
日
の
ブ
ッ
ダ
は
、
愛
欲
に
満
ち
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
と



206

思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
あ
る
日
、﹁
宮
廷
で
歓
楽
の
生
活
を
ほ
し
い

ま
ま
に
し
た
が
、
ふ
と
一
夜
め
ざ
め
て
、
宮
廷
の
女
官
ら
が
し

ど
け
な
い
す
が
た
で
取
り
乱
し
て
寝
て
い
る
の
を
見
て
、
女
を

嫌
う
よ
う
に
な
っ
たし
﹂
と
い
う
。

　

二
十
九
歳
で
出
家
し
て
以
来
、
ブ
ッ
ダ
自
身
は
二
度
と
女
性

と
は
交
わ
ら
な
か
っ
た
。﹁
わ
れ
は
︵
昔
さ
と
り
を
開
こ
う
と
し

た
時
に
︶、
愛あ

い

執し
ゅ
うと
嫌
悪
と
貪
欲
︵
と
い
う
三
人
の
魔
女
︶
を
見

て
も
、
か
れ
ら
と
婬
欲
の
交
わ
り
を
し
た
い
と
い
う
欲
望
さ
え

も
起
ら
な
か
っ
た
。
糞
尿
に
満
ち
た
こ
の
︵
女
が
︶
そ
も
そ
も

何
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
に
足
で
さ
え
も
触
れ

た
く
な
い
の
だす
﹂
と
い
う
の
が
、
出
家
後
の
ブ
ッ
ダ
の
心
情
で

あ
っ
た
。

　

悟
り
の
た
め
に
性
愛
を
否
定
す
る
宗
教
は
珍
し
く
な
い
が
、

ブ
ッ
ダ
の
場
合
、
性
愛
の
否
定
が
、﹁
誘
惑
者
﹂
と
し
て
の
女
性

の
忌
避
と
い
う
形
で
表
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、﹁
婦
女
は
聖
者
を
誘
惑
す
る
。
婦
女
を
し
て
か
れ
を
誘
惑

さ
せ
る
なせ
﹂
と
。
性
愛
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
男
女
双
方
に

か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
ブ
ッ
ダ
は
一
方
的
に
女
性
を
責
め
、

﹁
罪
を
女
性
に
転
嫁
し
、
女
性
を
誘
惑
者
、
悪
の
源
泉
と
み
な
し

たそ﹂
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、ブ
ッ
ダ
は
、﹁
誘
惑
者
﹂と
し
て
の
女
性
を
警
戒

し
、
徹
底
的
に
退
け
る
。
そ
の
語
調
の
強
さ
は
、
女
性
の
誘
惑

の
魅
力
の
大
き
さ
を
知
っ
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
か
も
し
れ
な

い
。
女
性
の
性
力
・
魅
力
の
大
き
さ
を
知
る
が
ゆ
え
に
修
行
者

に
は
そ
れ
を
避
け
さ
せ
た
い
と
い
う
、﹁
男
性
向
け
の
説
法
の
た

め
の
必
要
悪た
﹂
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
か
。
ち
な
み
に
、
尼

僧
が
出
現
し
た
の
ち
は
、
同
じ
く
不
淫
戒
を
た
も
つ
尼
僧
に
と

っ
て
男
性
は
﹁
誘
惑
者
﹂
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
男
僧
を

﹁
誘
惑
者
﹂
と
す
る
表
現
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

仏
教
教
団
が
男
性
中
心
の
世
界
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
うち
。

　

た
し
か
に
こ
れ
は
女
性
を
お
と
し
め
る
考
え
で
あ
り
、
双
方

向
的
な
関
係
の
一
面
し
か
見
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
激
し
い

女
性
忌
避
は
、
い
わ
ゆ
る
女
性
差
別
、
女
性
蔑
視
と
は
若
干
位

相
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

ブ
ッ
ダ
は
、
修
行
を
妨
げ
る
存
在
と
し
て
の
性
愛
、
そ
の
担
い

手
と
し
て
の
女
性
を
退
け
た
の
で
あ
り
、
女
性
の
特
質
や
能
力
、

役
割
の
劣
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
ブ
ッ
ダ
は
、
破
滅
の
源
で
あ
る
女
性
を
避
け
、
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性
愛
を
避
け
、
男
性
だ
け
で
生
活
し
修
行
を
す
る
教
団
を
形
成

し
た
。
人
里
離
れ
た
森
林
、
洞
窟
、
樹
下
、
墓
場
、
露
地
な
ど

に
住
み
、
少
欲
知
足
の
質
素
な
生
活
で
禅
定
修
行
を
す
る
と
い

う
形
態
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
周
囲
の
町
に
い
く
ら
魅
力
的

な
女
性
が
い
よ
う
と
、
そ
れ
ら
を
避
け
、
男
性
だ
け
の
教
団
に

い
る
以
上
、
不
淫
戒
を
犯
す
危
険
性
は
少
な
い
。
少
な
く
と
も

﹁
誘
惑
者
﹂
の
魔
の
手
か
ら
逃
れ
る
確
率
は
高
く
な
っ
た
と
い
え

よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
仏
教
教
団
に
女
性
が
参
加
し
た
い
と

い
う
。
女
性
の
出
家
で
あ
る
。
そ
の
際
の
ブ
ッ
ダ
の
対
応
が
注

目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

２
　
女
性
の
出
家
を
め
ぐ
っ
て

　

ブ
ッ
ダ
の
成
道
以
来
し
ば
ら
く
の
間
、
教
団
は
男
性
の
み
で

構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
修
行
の
妨
げ
と
し
て
徹
底
的
に

忌
避
さ
れ
て
い
た
女
性
が
、
ブ
ッ
ダ
の
教
団
に
参
加
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
こ
と

は
想
像
に
か
た
く
な
いつ
。

　

女
性
の
出
家
が
許
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経

緯
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
出
家
し
尼
僧
に
な
っ
た
の
は
、

ブ
ッ
ダ
の
継
母
で
あ
る
マ
ハ
ー
パ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
夫
人
を
筆

頭
と
す
る
二
十
数
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
マ
ハ
ー
パ
ジ
ャ
ー

パ
テ
ィ
ー
夫
人
は
、
ブ
ッ
ダ
の
母
マ
ー
ヤ
ー
が
産
後
一
週
間
で

逝
去
し
た
後
、
ブ
ッ
ダ
を
養
育
し
て
き
た
が
、
そ
の
ブ
ッ
ダ
が

出
家
し
、
実
子
の
ナ
ン
ダ
も
出
家
し
、
夫
で
あ
る
ス
ッ
ド
ー
ダ

ナ
王
も
亡
く
し
た
後
、
釈
迦
国
の
カ
ピ
ラ
城
郊
外
に
滞
在
し
て

い
た
ブ
ッ
ダ
に
出
家
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ブ
ッ
ダ

は
、﹁
そ
の
よ
う
な
願
い
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
ん
な

こ
と
を
考
え
な
い
こ
と
で
す
﹂
と
答
え
、
三
度
に
わ
た
る
願
い

を
拒
否
し
た
と
い
う
。

　

願
い
を
拒
否
さ
れ
た
彼
女
は
、
ブ
ッ
ダ
を
追
い
、
二
百
キ
ロ

ほ
ど
離
れ
た
ヴ
ェ
ー
サ
リ
ー
の
町
ま
で
厳
し
い
旅
を
続
け
る
。

そ
の
間
、
同
じ
よ
う
に
出
家
を
願
う
女
性
た
ち
が
仲
間
に
加
わ

り
、
ヴ
ェ
ー
サ
リ
ー
に
着
い
た
と
き
に
は
、
一
団
は
五
百
人
ほ

ど
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
た
と
い
う
。
同
夫
人
は
再
度
ブ
ッ
ダ

に
出
家
を
懇
願
す
る
が
、
ま
た
し
て
も
拒
否
さ
れ
る
。
そ
れ
を

み
て
気
の
毒
に
思
っ
た
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
、
助
け
舟
を
出
し
て
く

れ
る
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
ブ
ッ
ダ
に
﹁
一
体
、
女
性
は
男
性
と
同

じ
く
阿
羅
漢
の
位
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
﹂
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と
問
う
と
、
ブ
ッ
ダ
は
﹁
い
い
え
﹂
と
答
え
た
。
そ
こ
で
ア
ー

ナ
ン
ダ
は
、﹁
そ
れ
な
ら
ば
彼
女
た
ち
の
出
家
は
許
さ
れ
て
も
い

い
は
ず
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
﹂
と
迫
っ
た
。
拒
否
す
る
理
由
が

な
く
な
っ
た
ブ
ッ
ダ
は
、
つ
い
に
願
い
を
聞
き
入
れ
た
と
い
う
。

　

た
だ
し
、
女
性
の
出
家
に
は
次
の
八
つ
の
条
件
︵
八は
ち

敬き
ょ
う

法ほ
う

︶

を
付
し
たて
。
す
な
わ
ち
、
①
た
と
い
出
家
し
て
百
年
の
経
歴
を

も
つ
尼
僧
と
い
え
ど
も
、
そ
の
日
に
資
格
を
得
た
男
僧
に
対
し

て
敬
礼
し
、
合
掌
し
、う
や
う
や
し
く
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
尼
僧
は
男
僧
の
い
な
い
場
所
で
雨う

安あ
ん

居ご

し
て
は
な
ら
な
い
。

③
見
習
い
期
間
中
の
尼
僧
に
は
二
年
の
間
、
特
別
な
戒
を
守
ら

せ
、
そ
れ
を
完
全
に
成
し
遂
げ
た
と
き
に
出
家
が
許
さ
れ
る
。

④
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
尼
僧
は
男
僧
を
罵
っ
た
り
、

非
難
し
て
は
な
ら
な
い
。
⑤
尼
僧
は
半
月
ご
と
に
、
男
僧
か
ら

戒
律
の
反
省
と
説
教
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
⑥
尼
僧
は
雨
安

居
の
後
で
男
女
両
方
の
僧
団
に
対
し
て
、
修
行
の
純
潔
の
あ
か

し
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑦
尼
僧
が
重
大
な
罪
を
犯
し

た
と
き
は
、
男
女
両
方
の
僧
団
か
ら
半
月
の
間
、
別
居
扱
い
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑧
尼
僧
の
見
習
い
は
、
二
年
の
間
、

一
定
の
修
行
を
し
た
う
え
で
、
男
女
両
方
の
僧
団
か
ら
一
人
前

と
な
る
儀
式
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
ると
。

　

八
つ
の
項
目
の
多
く
が
男
性
へ
の
服
従
を
示
し
て
い
る
。
尼

僧
は
男
僧
に
指
導
を
受
け
、
男
僧
を
尊
敬
す
る
こ
と
が
強
制
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
条
件
に
対
し
て
、
マ
ハ
ー
パ
ジ

ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
夫
人
が
抵
抗
し
た
と
の
説
も
あ
るな
。
し
か
し
、

結
局
こ
の
条
件
の
も
と
で
、
女
性
の
出
家
が
は
じ
め
て
許
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

尼
僧
の
出
家
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
戒
律
の
問
題
が
あ
る
。

戒
律
が
整
備
さ
れ
て
く
る
と
、
出
家
に
際
し
て
受
け
る
具
足
戒

が
、
僧
の
二
百
五
十
戒
に
対
し
、
尼
僧
は
三
百
四
十
八
戒
と
さ

れ
るに
。
教
団
に
お
い
て
最
も
重
い
﹁
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
﹂
に
つ
い

て
言
え
ば
、
①
性
交
を
す
る
︵
婬
︶、
②
盗
み
を
す
る
︵
盗
︶、
③

人
殺
し
を
す
る
︵
殺
人
︶、
④
現
実
に
得
て
い
な
い
宗
教
体
験
を

得
て
い
る
と
嘘
を
い
う
︵
大
妄
語
︶
の
四
者
は
男
僧
、
尼
僧
に
共

通
で
あ
る
が
、
⑤
愛
欲
の
心
で
愛
欲
の
心
を
も
つ
男
僧
の
頸
か

ら
下
、
膝
か
ら
上
を
つ
か
ま
え
た
り
、
こ
す
り
あ
っ
た
り
、
抱

き
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
、
⑥
他
の
尼
僧
が
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
の
罪

を
犯
し
た
の
を
知
り
な
が
ら
隠
す
こ
と
、
⑦
教
団
か
ら
弾
劾
さ

れ
た
男
僧
に
つ
き
従
い
、
そ
の
た
め
に
他
の
尼
僧
か
ら
三
度
忠
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告
さ
れ
て
も
や
め
な
い
こ
と
、
⑧
愛
欲
の
心
を
持
っ
た
男
子
に

手
を
握
ら
れ
る
に
ま
か
せ
る
と
か
、
衣
を
つ
か
ま
せ
た
ま
ま
で

い
る
と
か
、
男
子
と
人
目
の
つ
か
ぬ
場
所
に
入
る
な
ど
の
八
つ

の
こ
と
を
犯
す
こ
と
、
の
四
者
は
尼
僧
に
特
有
の
パ
ー
ラ
ー
ジ

カ
罪
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
他
、
全
体
的
に
見
て
、
罪
の
取

扱
い
は
男
僧
に
甘
く
、
尼
僧
に
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
尼
僧
に
戒
律
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
尼
僧
を
戒
律
で

縛
り
つ
け
て
、
男
僧
と
の
接
触
を
少
な
く
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
尼
僧
も
﹁
誘
惑
者
﹂
た
り
う
る
女

性
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
、

教
団
の
﹁
偉
大
な
管
理
者ぬ﹂
で
も
あ
っ
た
。

　

女
性
の
出
家
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、

従
来
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
女
性
蔑
視
、
女
性

差
別
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
見
解
か
ら
、
逆
に
、
当

時
の
状
況
の
中
で
は
画
期
的
な
平
等
的
女
性
観
だ
と
い
う
も
の

ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
基
本
的
仏
教
は
、
人
間

の
平
等
・
無
差
別
を
特
質
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
は
生
ま
れ
、
階
級
、
男
女
の
別
、
貴
賤
に
か

か
わ
ら
ず
ま
っ
た
く
平
等
で
あ
る
と
さ
れ
る
。﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
﹄
の
﹁
生
れ
に
よ
っ
て
賤
し
い
人
と
な
る
の
で
は
な
い
。
生

れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
な
る
の
で
は
な
い
。
行
為
に
よ
っ
て

賤
し
い
人
と
も
な
り
、
行
為
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
も
な
るね
﹂

と
の
言
葉
に
も
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。
バ
ラ
モ
ン
を
頂
点
と
す

る
カ
ー
ス
ト
制
度
で
構
成
さ
れ
た
当
時
の
社
会
に
お
い
て
、
こ

れ
は
ま
さ
に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
階
級
を
超
越
し
た
平

等
思
想
が
、
カ
ー
ス
ト
制
度
と
祭
祀
中
心
主
義
の
バ
ラ
モ
ン
教

に
飽
き
た
ら
な
か
っ
た
一
般
民
衆
の
心
を
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

仏
教
教
団
も
、
原
則
的
に
こ
の
平
等
観
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
具
足
戒
を
受
け
て
一
人
前
の

出
家
者
と
な
っ
て
か
ら
の
年
数
︵
法ほ
う

臘ろ
う

︶
が
何
よ
り
も
尊
重
さ
れ
、

出
自
に
関
係
な
く
出
家
の
早
い
も
の
が
先
輩
で
あ
り
、
後
輩
は

先
輩
に
対
し
て
立
っ
て
挨
拶
し
、
合
掌
し
、
礼
拝
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

　

男
女
間
に
つ
い
て
も
、
原
則
は
同
様
で
あ
る
。
宗
教
的
悟
り

の
面
で
平
等
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
出
家
を
許
し
た
と
き
の
ブ
ッ

ダ
の
問
答
に
も
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、﹁
こ
の
よ
う
な
車
に
乗
る

人
は
、
女
で
あ
れ
、
男
で
あ
れ
、
実
に
こ
の
車
に
よ
っ
て
、
ニ
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ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
近
く
に
い
るの
﹂
と
い
っ
た
言
葉
に
も
表
れ
て
い

る
。
し
か
し
、﹁
悟
り
は
平
等
﹂
と
い
う
ブ
ッ
ダ
の
宣
言
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
実
際
の
運
営
に
お
い
て
は
、
女
性
は
男
性
に
従
属

し
た
二
次
的
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
そ
う
し
た
面
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
思
想
は

そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
時
代
・
社
会
を
勘
案
し
て
検
討
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
件
は
男
僧
よ
り
か
な
り
厳
し
い
と
は
い

え
、
悟
り
に
お
け
る
男
女
平
等
が
保
証
さ
れ
、
女
性
の
出
家
が

許
さ
れ
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ン

ド
の
宗
教
界
に
あ
っ
て
、
仏
教
が
女
性
の
出
家
を
許
可
し
、
女

性
の
聖
職
者
の
存
在
を
認
め
た
こ
と
は
、
異
例
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
二
千
年
以
上
も
前
に
女
性
だ
け
の
宗
教
団
体
が
成
立
し
た

と
い
う
の
は
、
世
界
諸
宗
教
の
う
ち
で
も
仏
教
の
み
と
い
わ
れ

て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
が
そ
れ
に
対
し
て

驚
き
の
言
葉
を
発
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
るは
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
当
時
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
女
性
観
に

お
い
て
は
、
女
性
は
家
庭
や
夫
に
従
属
し
、
個
と
し
て
の
生
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
、
出
家
と
い
う

形
で
家
庭
を
捨
て
、
自
ら
の
救
い
を
追
求
す
る
と
い
う
形
態
が

成
立
し
た
だ
け
で
も
、
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
実
際
上
の
差
別
が
帳
消
し
に
な
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
時
代
制
約
性
の
中
で
平
等
を
貫
こ
う
と
の

初
期
仏
教
の
志
向
は
う
か
が
え
る
の
で
あ
るひ
。

３
　『
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
』
に
み
る
尼
僧
の
悟
り

　

出
家
に
厳
し
い
条
件
が
あ
り
、
戒
律
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
数
多
く
の
女
性
が
出
家
し
た
。
初
期
の
尼
僧
た
ち
の
詩
を

収
め
た
﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
︵
長
老
尼
偈
︶﹄
に
は
、
七
十
一

名
の
長
老
尼
の
名
が
み
ら
れ
る
。
王
族
出
身
者
二
十
三
名
、
商

家
出
身
者
十
三
名
、
バ
ラ
モ
ン
階
級
出
身
者
十
八
名
、
遊
女
四

名
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
七
十
一
名
の
長
老
尼
を
頂
点
と
す
る

尼
僧
の
数
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

彼
女
た
ち
が
出
家
し
た
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
子
ど
も

を
亡
く
し
た
女
性
、
夫
の
暴
力
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
女
性
、

夫
と
死
別
し
て
身
寄
り
が
な
い
女
性
、
近
親
相
姦
に
気
づ
き
逃

げ
出
し
て
き
た
女
性
な
ど
、
一
人
一
人
に
ド
ラ
マ
が
あ
る
。
女

性
蔑
視
の
社
会
の
中
で
、
耐
え
忍
ん
で
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら

れ
た
女
性
た
ち
が
、
出
家
し
て
男
性
と
平
等
に
修
行
を
し
、
悟
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り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
戒

律
は
厳
し
く
て
も
、
誰
に
も
従
属
し
な
い
自
分
自
身
の
生
を
生

き
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。﹁
家
庭
で
の
虐
待
、
社
会

で
の
差
別
の
桎
梏
︵
手て

枷か
せ

、
足あ
し
か
せ枷
︶
か
ら
の
逃
げ
場
を
仏
教
教
団

は
提
供
し
て
い
たふ
﹂
と
い
え
よ
う
。

　
﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
に
は
、
尼
僧
た
ち
の
力
強
い
悟
り
の

確
信
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
バ
ラ
モ
ン
の
娘
で
あ
っ

た
ソ
ー
マ
ー
尼
の
も
の
は
、
性
差
別
に
反
論
し
た
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。

─
﹁
悪
魔
は
言
う
﹃
理
解
し
難
く
て
、
仙
人

た
ち
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
と
い
う
道
理
は
、
二
指
量
の

智
慧
し
か
な
い
女
性
に
と
っ
て
、
体
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
﹄　

ソ
ー
マ
ー
は
答
え
た
﹃
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
で
、
心
が

よ
く
安
定
し
、
そ
し
て
智
慧
が
現
に
生
じ
て
い
る
と
き
、
正
し

く
真
理
を
観
察
す
る
者
に
と
っ
て
、
ど
う
し
て
、
女
性
で
あ
る

こ
と
が
、
妨
げ
と
な
ろ
う
か
？　

喜
び
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で

滅
ぼ
さ
れ
、
無
知
の
塊
は
砕
か
れ
た
。
悪
魔
よ
、
な
ん
じ
は
、

こ
の
と
お
り
だ
と
知
る
が
よ
い
。
滅
ぼ
す
者
よ
、
な
ん
じ
は
打

ち
ま
か
さ
れ
て
い
る
﹄へ﹂
と
。﹁
二
指
量
の
智
慧
﹂
と
は
、
二
本

の
指
で
糸
を
取
っ
た
り
切
っ
た
り
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
米

の
煮
え
加
減
を
二
本
の
指
で
確
か
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
浅
知
恵
し
か
も
た
な
い
女
性
が
仙
人
の
境
地
を
得

る
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
悪
魔
に
対
し
、
ソ
ー
マ
ー

尼
は
、
性
の
上
の
差
別
は
存
在
し
な
い
と
宣
言
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
キ
サ
ー
・
ゴ
ー
タ
ミ
ー
尼
は
、
夫
や
子
や
家
族
を
失

う
苛
酷
な
日
々
の
中
で
ブ
ッ
ダ
に
出
会
い
、
悟
り
を
開
い
て
い

る
。
彼
女
は
語
る
。﹁
わ
た
し
は
、
臨
月
の
身
で
道
を
歩
い
て
い

る
途
中
、
わ
た
し
の
夫
が
路
上
に
死
ん
で
い
る
の
を
発
見
し
た
。

わ
た
し
は
、
わ
が
家
に
達
し
な
い
う
ち
に
、
子
ど
も
を
産
ん
だ
。

貧
苦
な
わ
た
し
に
と
っ
て
、
二
人
の
子
ど
も
は
死
に
、
夫
も
ま

た
路
上
に
死
に
、
母
も
父
も
兄
弟
も
同
じ
火
葬
の
薪
で
焼
か
れ

た
。⋮
⋮
わ
た
し
は
、
一
族
を
失
い
、
夫
を
失
っ
て
、
世
間
の
人
々

に
は
嘲
笑
さ
れ
な
が
ら
、
不
死
の
道
を
体
得
し
た
。
わ
た
し
は
、

八
つ
の
徳
目
か
ら
な
る
聖
な
る
道
、
不
死
に
至
る
道
を
修
め
た
。

わ
た
し
は
、
安
ら
ぎ
を
現
に
さ
と
っ
て
、
真
理
の
鏡
を
見
た
。

す
で
に
、
わ
た
し
は
、
煩
悩
の
矢
を
折
り
、
重
き
荷
を
お
ろ
し
、

な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
お
え
たほ
﹂
と
。
彼
女
の
出
家
の
際
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
は
子
ど
も
の
﹁
亡
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骸
を
抱
い
て
﹃
薬
よ
、
薬
よ
﹄
と
町
中
を
歩
き
廻
っ
た
。
こ
れ

を
あ
わ
れ
ん
だ
ブ
ッ
ダ
は
﹃
い
ま
だ
か
つ
て
死
人
を
出
し
た
こ

と
の
な
い
家
か
ら
、
芥け

　
し子
の
粒
を
も
ら
っ
て
来
な
さ
い
﹄
と
教

え
た
。
こ
れ
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
彼
女
は
、
人
生
の

無
常
を
知
っ
て
出
家
し
たま
﹂
と
。

　

ま
た
、
ブ
ッ
ダ
は
、
蔑
視
さ
れ
て
き
た
遊
女
た
ち
も
差
別
な

く
教
団
に
迎
え
入
れ
て
い
る
。
も
と
遊
女
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
マ
ラ
ー

尼
は
、﹁
我
が
身
の
容
色
と
幸
運
と
名
声
を
誇
り
、
か
て
て
加
え

て
、
年
の
若
さ
を
た
の
ん
だ
わ
た
し
は
、
他
の
女
性
た
ち
を
見

下
し
て
い
た
。
愚
か
な
男
た
ち
に
言
い
よ
ら
れ
る
こ
の
身
を
美

し
く
飾
っ
て
、
わ
た
し
は
、
網
を
張
っ
て
獲
物
を
待
つ
猟
師
の

よ
う
に
、
娼
家
の
門
に
立
っ
て
い
た
。
⋮
⋮
そ
の
わ
た
し
が
、

い
ま
や
、
頭
を
剃
り
、
重
衣
を
ま
と
っ
て
、
托
鉢
の
た
め
に
出

か
け
、
そ
し
て
、
な
ん
ら
の
省
察
作
用
も
お
こ
さ
ぬ
者
と
し
て
、

樹
の
下
に
坐
っ
て
い
る
。
天
界
と
人
間
界
の
す
べ
て
の
軛

く
び
き
を
断

ち
、
す
べ
て
の
け
が
れ
を
捨
て
て
、
わ
た
し
は
清
涼
と
な
り
、

安
ら
ぎ
を
得
て
い
るみ
﹂
と
語
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
出
家
し
て
も
す
ぐ
に
悟
り
を
開
け
る
人
ば
か
り
で
は

な
い
。
次
の
よ
う
な
尼
僧
も
い
る
。﹁
わ
た
し
が
出
家
し
て
こ
の

か
た
、
二
十
五
年
間
、
わ
た
し
は
、
一
度
も
心
に
平
静
を
え
た

こ
と
を
知
ら
な
い
。
心
の
平
静
を
え
ず
、
心
を
統
御
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
ま
ま
に
、
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
勝
者
ブ
ッ
ダ
の

教
え
を
思
い
お
こ
し
て
、
お
の
の
い
た
﹂
が
、﹁
苦
し
み
を
も
た

ら
す
こ
と
が
ら
の
多
い
が
故
に
、
わ
た
し
は
、
精
励
を
喜
び
と

し
て
努
め
て
き
た
か
ら
、
愛
執
の
滅
尽
に
達
し
、
ブ
ッ
ダ
の
教

え
を
体
得
し
たむ
﹂
と
。

　

こ
こ
で
も
問
題
は
男
僧
と
同
じ
く
愛
欲
で
あ
る
。
女
性
に
と

っ
て
も
、
愛
欲
の
絆
を
断
ち
切
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

ブ
ッ
ダ
が
そ
の
よ
う
な
道
を
通
っ
て
の
悟
り
を
示
す
以
上
、
修

行
者
は
そ
の
困
難
を
乗
り
越
え
る
し
か
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し

た
修
行
は
、
出
家
と
い
う
身
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、

現
世
の
只
中
で
暮
ら
す
女
性
た
ち
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
尼
僧
た
ち
の
悟
り
の
体
験
は
、
長
老

た
ち
の
﹃
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
︵
長
老
偈
︶﹄
に
述
べ
ら
れ
た
も
の

と
比
べ
て
遜
色
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
男
性
で
あ

ろ
う
と
女
性
で
あ
ろ
う
と
、
ブ
ッ
ダ
に
帰
依
し
修
行
す
れ
ば
、

悟
り
に
到
達
で
き
る
と
の
喜
び
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
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な
女
性
に
よ
る
文
献
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
悟
り
に
お

け
る
男
女
平
等
の
一
つ
の
証
左
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
女
性
の

お
か
れ
て
い
た
社
会
状
況
を
考
え
る
と
、
画
期
的
な
こ
と
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。

お
わ
り
に

─
ブ
ッ
ダ
の
女
性
観
の
特
質

　

以
上
、
初
期
仏
典
に
み
ら
れ
る
女
性
像
を
み
て
き
た
。
社
会

通
念
の
枠
内
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
在
家
の
女
性
に
対
す
る
説
法

は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
ブ
ッ
ダ
の
女
性
観
が
尖
鋭
に
示
さ

れ
る
の
は
、
教
団
に
か
か
わ
る
問
題
を
め
ぐ
る
と
き
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
み
ら
れ
る
女
性
忌
避
・
性
愛
否
定
は
、
通
常
い
わ
れ
る

女
性
差
別
と
は
若
干
論
理
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
女
性
の
魅
力
・
性
力
を
知
っ
た
上
で
素
朴
に
そ
れ
ら
を

避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
女
性
性
の
劣
性
や
悟
り

に
到
達
す
る
能
力
の
差
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
理
論

的
に
は
悟
り
は
平
等
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
み
た
。

　

の
ち
の
﹁
女
人
五
障
説
﹂
や
﹁
変
成
男
子
説
﹂
で
は
女
性
の

救
い
が
た
さ
が
強
調
さ
れ
、
か
え
っ
て
逆
説
的
な
形
で
救
い
へ

の
希
求
が
強
め
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
構
造
と
は
別
の
も
の
で

あ
る
。
口
を
き
わ
め
て
女
性
性
や
性
愛
が
否
定
さ
れ
て
い
て
も
、

そ
の
意
図
は
﹁
君
子
危
う
き
に
近
寄
ら
ず
﹂
と
い
っ
た
た
ぐ
い

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
仏
教
な
り
の
女
性
性
の
本
質

の
探
究
や
、
二
つ
し
か
な
い
性
と
し
て
の
男
性
性
と
女
性
性
の

正
面
か
ら
の
対
決
は
曖
昧
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
誘
惑
者
﹂

と
し
て
忌
避
さ
れ
る
以
外
の
場
面
で
登
場
す
る
女
性
は
、
せ
い

ぜ
い
社
会
通
念
に
そ
っ
た
﹁
産
む
性
﹂
と
し
て
の
女
性
、
あ
る

い
は
﹁
召
使
の
よ
う
な
妻
﹂
と
し
て
の
女
性
、
あ
る
い
は
﹁
美

し
い
道
具
﹂
と
し
て
の
女
性
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
生
の
根
源
力
の
一
つ
と
し
て
の
性
愛
も
、
そ
の
本

質
が
探
究
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
避
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
性
愛
否
定
の
思
想
が
、
イ
ン
ド
の
豊
穣

な
性
愛
思
想
と
相
い
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

仏
教
が
イ
ン
ド
に
根
を
お
ろ
さ
な
か
っ
た
一
因
を
、
仏
教
の
厳

格
な
性
愛
否
定
の
思
想
に
見
出
す
指
摘
も
あ
るめ
。

　

性
愛
拒
否
の
修
行
は
、
出
家
者
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
俗
界
の
只
中
で
、
夫
を
も
ち
、
子
を
も
う
け
、
愛
憎
に

ま
み
れ
て
生
活
す
る
在
家
者
に
は
、
不
可
能
な
修
行
で
あ
る
。

初
期
仏
教
は
、
出
家
者
中
心
の
宗
教
で
あ
っ
た
。
在
家
の
ま
ま
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で
完
全
な
修
行
を
行
う
の
は
無
理
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
在
家

の
す
ぐ
れ
た
信
者
も
多
く
存
在
し
、
称
え
ら
れ
る
女
性
在
家
信

者
も
い
た
。
な
か
に
は
、
在
家
の
ま
ま
で
悟
り
を
得
た
女
性
も

存
在
す
る
。
し
か
し
、
ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
と
ケ
ー
マ
ー
と
い
う
こ

の
二
人
は
、
悟
り
に
達
し
た
と
同
時
に
出
家
し
て
い
る
。
出
家

し
た
尼
僧
た
ち
の
喜
び
は
﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
を
埋
め
つ

く
し
て
い
る
が
、
出
家
で
き
な
い
多
く
の
一
般
女
性
た
ち
は
、

相
変
わ
ら
ず
男
性
へ
の
従
属
や
愛
欲
の
し
が
ら
み
の
下
で
苦
し

ん
で
い
る
。﹁
悟
り
は
平
等
﹂
と
い
う
ブ
ッ
ダ
の
思
想
も
教
団
内

で
の
み
通
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
通
念
を
変
え
る
と
こ
ろ

ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

ブ
ッ
ダ
死
後
、
尼
僧
教
団
に
対
す
る
考
え
方
も
変
化
す
る
。

女
性
の
出
家
を
許
し
た
後
、
ブ
ッ
ダ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
。﹁
ア
ー
ナ
ン
ダ
、
女
性
が
出
家
し
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
梵
行
は
永
遠
に
守
ら
れ
て
行
く
だ
ろ
う
。
正
法
は
千
年
の

間
、
世
間
に
流
布
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
ア
ー

ナ
ン
ダ
、
い
ま
女
性
の
出
家
を
認
め
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
、

正
法
は
半
分
の
五
百
年
く
ら
い
し
か
世
間
に
流
布
し
な
い
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
女
性
が
多
い
家
と
い
う
の
は
、
盗
人
や
強
盗

に
荒
ら
さ
れ
や
す
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
女
性
の
出
家
者

が
い
る
教
団
で
は
、
梵
行
は
な
が
く
続
か
な
い
だ
ろ
う
﹂。
ま
た
、

﹁
た
と
え
ば
、
稲
田
や
さ
つ
ま
芋
の
田
に
病
気
が
起
き
る
と
、
そ

の
田
は
長
く
耕
作
で
き
な
い
よ
う
に
、
女
性
が
い
る
教
団
は
長

く
は
続
か
な
い
だ
ろ
うも
﹂。

　

し
か
し
、
実
際
こ
の
よ
う
な
対
話
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑

わ
し
い
と
い
う
。
こ
の
文
献
が
記
さ
れ
た
の
は
ブ
ッ
ダ
滅
後
二
、

三
百
年
で
あ
り
、
弟
子
た
ち
が
自
ら
の
意
見
を
付
加
し
て
伝
え

た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ブ
ッ
ダ
滅
後
に
、
尼
僧
の
存
在

を
よ
く
思
わ
な
い
男
僧
が
、
自
ら
の
本
心
を
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
と

し
て
残
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。
ま
た
、
ブ
ッ

ダ
滅
後
、
マ
ハ
ー
カ
ッ
サ
パ
た
ち
が
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
女
性
の

出
家
に
口
添
え
し
た
こ
と
を
非
難
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ

も
仏
教
教
団
の
女
性
観
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
後

世
の
教
団
は
尼
僧
の
み
の
教
団
を
足
手
ま
と
い
と
感
じ
、
尼
僧

を
出
家
さ
せ
た
の
は
ブ
ッ
ダ
の
真
意
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
の

で
あ
ろ
うや
。

　

ブ
ッ
ダ
在
世
当
時
、
理
論
的
に
は
男
女
平
等
が
説
か
れ
、
出

家
と
い
う
限
定
付
き
で
は
あ
る
が
教
え
通
り
に
悟
り
に
達
し
た
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女
性
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
教
団
の
中
心
的
担
い
手
は
男
僧

で
あ
り
、
滅
後
の
経
典
の
整
備
や
加
筆
も
か
れ
ら
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
。
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
ブ
ッ
ダ
の
精
神
は
薄
れ
、

男
僧
た
ち
の
思
い
が
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
と
し
て
経
典
に
記
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
ま
い
に
は
、
ブ
ッ
ダ
の
思
想
と
は
似
て
も

似
つ
か
な
い
女
性
差
別
的
、
女
性
蔑
視
的
思
想
が
形
成
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

注︵
１
︶﹃
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
﹄
七
三
九
、
早
島
鏡
正
訳
﹃
仏
弟
子
の
詩
﹄

原
始
仏
典
九
、
講
談
社
、
一
九
八
五
年
、
一
一
五
頁
。

︵
２
︶﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
﹄
三
四
三
、
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
五
八
頁
。

︵
３
︶﹃
サ
ン
ユ
ッ
タ
ニ
カ
ー
ヤ
﹄
一
、
三
、
一
、
中
村
元
訳
、
岩
波

文
庫
、
三
七
頁
。

︵
４
︶﹃
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
﹄
三
章
、
一
八
、
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
七
一
頁
。

︵
５
︶﹃
サ
ン
ユ
ッ
タ
ニ
カ
ー
ヤ
﹄、
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
八
九

頁
。

︵
６
︶﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
三
四
一
、
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
七

一
頁
。

︵
７
︶﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
﹄
二
一
〇⊖

一
、
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
三
九

⊖

四
一
頁
。

︵
８
︶
早
島
氏
に
よ
れ
ば
、﹃
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
﹄
お
よ
び
﹃
テ
ー
リ
ー

ガ
ー
タ
ー
﹄
に
お
い
て
は
、
欲
望
や
愛
欲
は
﹁
蛇
の
毒
﹂、﹁
有

毒
な
愛
執
﹂、﹁
悪
瘡
の
根
﹂、﹁
悪
臭
を
放
ち
、
棘
の
多
い
も
の
﹂

に
譬
え
ら
れ
、
煩
悩
は
増
大
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
蔓
草
、
ダ

ッ
バ
草
、
ビ
ー
ラ
ナ
草
な
ど
に
譬
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
煩
悩
は

人
間
を
輪
廻
の
流
れ
に
お
し
や
る
も
の
だ
か
ら
、
煩
悩
や
愛
執

は
﹁
あ
ら
ゆ
る
激
流
﹂、﹁
大
き
な
激
流
﹂、﹁
愛
執
の
流
れ
﹂
な

ど
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
早
島
鏡
正
著
作
集
２
﹃
初
期
仏
教
の

実
践
と
展
開
﹄、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
九
二
年
、
九
六⊖

九
七
頁
。

︵
９
︶﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
﹄
三
三
五⊖

六
、
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
五
七
頁
。

︵
10
︶
大
越
愛
子
氏
は
、﹁
こ
の
性
否
定
の
す
さ
ま
じ
さ
は
比
類
が
な

い
。
ブ
ッ
ダ
は
何
も
の
に
も
執
着
す
る
な
と
説
い
た
が
、
彼
の

性
否
定
へ
の
執
着
は
、
彼
自
身
の
教
え
を
裏
切
る
ほ
ど
で
あ
る
﹂

と
指
摘
し
て
い
る
。
大
越
愛
子
・
源
淳
子
・
山
下
明
子
﹃
性
差

別
す
る
仏
教
﹄
法
蔵
館
、
一
九
九
〇
年
、
一
八
頁
。

︵
11
︶
中
村
元
﹃
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
﹄、﹃
中
村
元
選
集
﹄
第
一
一
巻
、

春
秋
社
、
一
九
六
九
年
、
六
五
頁
。

︵
12
︶
同
書
、
七
九
頁
。

︵
13
︶﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
八
三
五
、
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
一

八
五
頁
。

︵
14
︶﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
七
〇
三
、
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
一

五
三
頁
。

︵
15
︶
大
越
愛
子
、
前
掲
書
、
二
六
頁
。

︵
16
︶
本
庄
良
文
﹁
初
期
仏
教
は
女
性
を
ど
う
見
た
か
﹂、﹃
季
刊　

仏
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教
﹄
第
一
五
号
、
特
集
＝
差
別
、
一
九
九
一
年
、
八
四
頁
。

︵
17
︶
中
村
元
氏
も
、﹁
男
性
の
ほ
う
が
、
当
時
の
教
団
の
中
心
だ
っ
た
。

男
性
が
指
導
力
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
男
性
に

対
し
て
、
女
性
に
迷
わ
さ
れ
る
な
と
い
う
こ
と
を
叩
き
込
む
た

め
に
あ
あ
い
う
説
き
方
を
し
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
﹂
と

指
摘
し
て
い
る
。
中
村
元
・
瀬
戸
内
寂
聴
︹
対
談
︺﹁
釈
尊

─

そ
の
精
神
を
ど
う
生
き
る
か
﹂、﹃
仏
教
﹄
第
八
号
、
一
九
八
九

年
、
四
〇
頁
。

︵
18
︶
松
涛
弘
道
氏
は
、﹁
異
性
を
見
る
意
識
や
行
動
が
尋
常
で
な
い

こ
と
は
万
古
不
易
の
真
理
で
あ
り
、
こ
う
し
た
危
険
性
を
承
知

の
上
で
異
性
で
あ
る
女
性
の
入
団
を
認
め
る
こ
と
が
釈
尊
や
そ

の
教
団
に
と
っ
て
い
か
に
至
難
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
推
察
に
あ

ま
り
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
松
涛
弘
道
﹁
仏
教
の
女
性
観
﹂、

﹃
大
法
輪
﹄
第
四
二
巻
四
号
、
一
九
七
五
年
四
月
、
一
〇
三
頁
。

︵
19
︶
永
田
瑞
氏
に
よ
れ
ば
、
八
敬
法
が
マ
ハ
ー
パ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー

の
出
家
時
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
律
典
の
研
究

に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
い
内

容
の
も
の
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
と
い
う
。
永
田

瑞
﹁
仏
典
に
お
け
る
女
性
観
の
変
遷　

三
従
・
五
障
・
八
敬
法

の
周
辺
﹂﹃
シ
リ
ー
ズ　

女
性
と
仏
教
﹄
２　

救
い
と
教
え
、

平
凡
社
、
二
八⊖

二
九
頁
。

︵
20
︶﹃
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
ニ
カ
ー
ヤ
﹄
第
二
巻
、
二
五
五
、
二
八
二
頁
。

八
敬
法
の
解
釈
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
。
川
橋

範
子
氏
は
、﹁
仏
教
が
性
差
別
的
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る

際
に
い
わ
ば
﹃
踏
み
絵
﹄
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
、
女
性
出
家
者

の
み
に
課
さ
れ
た
﹃
八
敬
法
﹄
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
女
性

研
究
者
の
あ
い
だ
で
も
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
﹂
と
し
、﹁
仏

教
研
究
に
お
い
て
も
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
の
よ
う
な
方
法
論
的

精
錬
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
川

橋
範
子
﹁
現
代
日
本
の
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

仏
教
は
開
花
す
る
か
？
﹂、﹃
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
15 

日
本
Ⅴ　

現

代
仏
教
の
可
能
性
﹄
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
〇
四
頁
。

︵
21
︶
永
田
氏
に
よ
る
と
、
夫
人
は
﹁
出
家
し
て
百
年
～
﹂
の
項
に
不

満
を
持
ち
、
ブ
ッ
ダ
に
説
明
を
求
め
た
と
こ
ろ
、﹁
す
べ
て
の

尼
僧
は
、
す
べ
て
の
男
僧
に
対
し
て
礼
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
と
く
に
男
僧
の
精
舎
に
行
っ
た
と
き
は
、
頭
を
下
げ
て
、

足
に
礼
を
せ
よ
。
た
だ
し
、
老
衰
や
病
弱
の
た
め
に
体
力
の
な

い
も
の
は
、
そ
の
体
力
に
応
じ
た
礼
を
せ
よ
﹂
と
例
外
を
認
め

た
と
い
う
記
述
が
、﹃
摩
訶
僧
祇
律
﹄
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。

永
田
瑞
、
前
掲
書
、
二
五
頁
。

︵
22
︶
尼
僧
の
戒
律
を
め
ぐ
っ
て
は
、
岩
本
裕
﹃
仏
教
と
女
性
﹄、
佐

藤
密
雄
﹃
原
始
仏
教
教
団
の
研
究
﹄
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六

三
年
、
永
田
瑞
、
前
掲
書
で
く
わ
し
く
論
究
さ
れ
て
い
る
。

︵
23
︶
梶
山
氏
は
、
女
性
の
出
家
を
許
可
す
る
際
の
ブ
ッ
ダ
の
た
め
ら

い
は
、﹁
女
性
が
悟
り
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
た
め
で

は
な
く
、
将
来
、
比
丘
と
比
丘
尼
の
教
団
の
間
、
仏
教
教
団
と

一
般
社
会
と
の
間
に
問
題
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
ブ
ッ
ダ

は
懸
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は

宗
教
上
の
聖
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
偉
大
な
管
理
者
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
躊
躇
や
懸
念
は
、
多
数
の
弟
子
た
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ち
を
率
い
る
指
導
者
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
出
来
事
は
、
ブ
ッ
ダ
の
女
性
差
別

を
示
す
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

梶
山
雄
一
﹃
空
の
思
想　

仏
教
に
お
け
る
言
語
と
沈
黙
﹄
人
文

書
院
、
一
九
八
三
年
、
二
〇
二
頁
。

︵
24
︶﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
一
三
六
、
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
三

五
頁
。

︵
25
︶﹃
サ
ン
ユ
ッ
タ
ニ
カ
ー
ヤ
﹄
一
、
五
、
六
、
中
村
元
訳
、
岩
波

文
庫
、
七
四
頁
。

︵
26
︶﹁
独
身
で
淫
楽
を
断
っ
た
婦
人
た
ち
が
か
れ
ら
と
と
も
に
哲
学

す
る
﹂
と
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
が
驚
き
の
言
葉
を
発
し
た
こ
と
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
中
村
元
﹃
原
始
仏
教　

そ
の
思
想
と
生
活
﹄

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
〇
年
、
一
四
三
頁
。

︵
27
︶
梶
山
雄
一
氏
は
、
ホ
ー
ナ
ー
の
﹁
こ
の
規
定
は
、
女
性
を
そ
の

分
に
安
ん
じ
さ
せ
る
た
め
の
打
算
的
な
規
定
と
い
う
よ
り
は
、

世
間
に
広
ま
っ
て
い
る
旧
来
の
伝
統
の
産
物
で
あ
る
﹂
と
の
指

摘
は
当
を
得
て
い
る
と
し
な
が
ら
、﹁
む
し
ろ
、
女
性
に
対
す

る
一
般
社
会
の
差
別
が
根
強
い
因
習
と
し
て
続
い
て
い
る
の
に

対
し
て
、
ブ
ッ
ダ
は
、
男
性
と
女
性
の
宗
教
上
の
能
力
は
平
等

で
あ
る
と
唱
え
た
の
で
あ
っ
た
﹂
と
し
て
い
る
。
梶
山
雄
一
、

前
掲
書
、
二
百
二⊖

二
百
三
頁
。

︵
28
︶
田
上
太
秀
、﹃
仏
教
と
性
差
別

─
イ
ン
ド
原
典
が
語
る
﹄
東

書
選
書
、
八⊖

一
六
頁
。

︵
29
︶﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
六
〇⊖

六
二
、
早
島
鏡
正
訳
、
二
〇
一

頁
。

︵
30
︶﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
二
一
八⊖

二
二
三
、
同
書
、
二
二
四⊖

二
二
五
頁
。

︵
31
︶﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄注
二
一
三
、
同
書
、
三
〇
三⊖

三
〇
四
頁
。

︵
32
︶﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
七
二⊖

七
六
、
同
書
、
二
〇
三⊖

二
〇

四
頁
。

︵
33
︶﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
三
九⊖

四
一
、
同
書
、
一
九
八
頁
。

︵
34
︶
源
淳
子
﹁
日
本
仏
教
の
性
差
別
﹂、
大
越
他
﹃
性
差
別
す
る
仏

教
﹄、
九
二
頁
。

︵
35
︶﹃
律
蔵
﹄
四
、﹃
南
伝
大
蔵
経
﹄
第
四
巻
、
三
八
二
頁
。

︵
36
︶
田
上
氏
は
、﹁
仏
教
の
性
差
別
は
仏
教
本
来
の
思
想
で
あ
っ
た

の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
伝
え
た
男
性
の
心
に
あ
っ
た
こ
と
を
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
仏
教
を
差
別
の
宗
教
で
あ
る

か
の
よ
う
に
し
た
責
任
は
す
べ
て
男
僧
た
ち
に
あ
っ
た
⋮
⋮
﹂

と
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
書
、
三
頁
。
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