
「ーー町、トr、之
、

ャ
割

以
兵

士
崎

将
起
e
自

民
組

組
黒

山
エ
ν
e

l
附

」
J
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N
o
t
e
s
 o
n
 the Religious Status o

f
 W
o
m
e
n
 in B

u
d
d
h
i
s
t
 Thailand 

Y
u
k
i
o
 H
A
Y
A
S
H
I
 

In Thailand, a
 Th
e
r
a
v
a
d
a
 Buddhist country, there is 

an ideology of male superiority to w
h
i
c
h
 even w

o
m
e
n
 acquiesce. S

u
c
h
 

m
a
l
e
 d
o
m
i
n
a
n
c
e
 is 

symbolized in 
the 

Buddhistic world. W
h
i
l
e
 m
e
n
 can enter the 

Sangha. living 
in 

temples as 
dek w

a
t
 (temple 

boys), s
a
m
a
 nen (novices w

h
o
 abide b

y
 10 precepts) and phra (

m
o
n
k
s
 w
h
o
 abide b

y
 2
2
7
 precepts), w

o
m
e
n
 have n

o
 clergy to 

get 

the w
a
y
 to 

nirvana. Thai w
o
m
e
n
 have the cleric form of m

a
e
 chi, 

the pseudo Buddhist nun, but they can practice only 8
 precepts 

as 
lay ascetics in 

the periphery of the Sangha. A
s
 to 

the 
holding of practical 

k
n
o
w
l
e
d
g
e
 of religious rituals 

or to 
interpret their 

むognitive
world, Thai w

o
m
e
n
 have been under the direction of m

e
n
 having experience in 

the S
a
n
g
h
a
 because that the Thai San-

g
h
a
 played an important role in the moral education of y

o
u
n
g
 m
e
n
 before the introduction of a

 national school system in 
1922. 

In 
spite 

of 
alienation 

from the 
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
 of 

the 
Sangha, in 

the 
level 

of 
popular B

u
d
d
h
i
s
m
 represented b

y
 the 

notion of 

bun (merit) and bap (demerit), Thai w
o
m
e
n
 have another religious orientation to 

be different from w
h
i
c
h
 m
e
n
 have: (l)as mother, 

ミーー
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じ

め

に

「
夫
は
象
の
前
足
、
妻
は
後
ろ
足
」
（
男
性
は
女
性
の
前
に
立
っ
て
進
み
、
何
か
危
険
が
あ
っ
た
と
き
に
は
夫
は
立
ち
は
だ
か
っ
て
妻

を
守
る
べ
き
で
あ
る
）
、
「
男
は
籾
米
、
女
は
白
米
」
（
男
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
生
活
の
方
途
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
女
性
は
ひ
と
り

で
成
長
で
き
な
い
の
で
〈
誰
か
に
〉
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。
こ
れ
ら
は
、
男
女
の
あ
り
方
を
表
現
す
る
タ
イ
の
腎
え
で
も
代
表
的

な
も
の
で
あ
る
屯
宮
ロ

5
2
5∞
卯

ωω
）
。
そ
こ
で
は
一
般
に
、
女
性
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

世
界
を
構
築
す
る
男
性
像
と
は
対
照
的
に
、
な
に
も
の
か
に
頼
っ
て
附
界
を
維
持
す
る
女
性
像
が
強
制
さ
れ
て
い
る
。

タ
イ
で
男
性
の
女
性
に
対
す
る
「
優
位
性
」
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
特
に
着
目
さ
れ
る
の
は
、
タ
イ
の
回
数
で
あ
る
上
鹿
部
仏
教
に

お
け
る
男
女
の
際
だ
っ
た
宗
教
的
立
場
の
相
違
で
あ
る
。
男
性
は
、
生
涯
の
節
目
で
サ
ン
ガ
に
参
加
す
る
。
ま
ず
、
幼
く
し
て
寺
子
（
デ
ッ

ク
・
ワ
ッ
ト
）
と
し
て
寺
院
に
起
居
し
な
が
ら
僧
侶
に
仕
え
る
。
次
い
で
十
戒
を
受
け
て
見
習
僧
（
サ
1
マ
ネ

1
ン
）
と
な
る
。
さ
ら
に

二
十
歳
を
す
ぎ
れ
ば
二
二
七
戒
を
受
け
て
僧
侶
（
プ
ラ
）
と
な
っ
て
仏
教
サ
ン
ガ
を
担
う
。
男
性
は
、
人
生
の
苦
か
ら
の
解
脱
を
究
施
的

-2/.o -



な
目
標
と
す
る
修
行
者
に
な
れ
る
。
出
家
に
よ
っ
て
仏
教
的
存
花
秩
・
叩
の

位
階
を
一
般
の
「
コ
ン
」
（
ひ
と
）
か
ら
高
貴
な
る
「
オ
ン
」
（
諮
悲
に
満

ち
た
存
在
。
僧
仰
や
王
族
の
知
別
詞
）
へ
と
上
昇
す
る
。
女
性
は
出
家
で

き
な
い
。
出
繋
へ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
、
生
涯
を
在
家
者
と
し
て
過
ご
す
。

つ
ま
り
、
仏
教
サ
ン
ガ
か
ら
排
除
さ
れ
る
女
性
は
、
宗
教
的
位
階
の
点
で

明
ら
か
に
男
性
よ
り
も
低
い
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
。

在
家
告
の
附
界
で
も
、
宗
教
的
位
階
で
の
男
性
の
優
位
は
変
わ
ら
な
い
。

集
合
的
な
仏
教
儀
礼
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
、

女
性
は
男
性
よ
り
後
方
の
、
例
制
か
ら
肢
も
離
れ
た
場
所
に
席
を
と
る
（
図

参
照
）
。
内
陣
に
上
が
る
こ
と
や
そ
こ
に
安
置
さ
れ
た
仏
像
に
触
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
北
部
農
村
で
は
、
仏
像
の
眼
差
し
が
届
か
ぬ
位
置
に
座

る
の
が
時
過
で
あ
っ
た

B
E
2
5∞
弁

8
1
0
3
。
男
女
聞
の
差
異
は
、

タ
イ
社
会
に
顕
著
な
も
う
ひ
と
つ
の
価
値
観
で
あ
る
「
年
長
者
の
年
少
者

に
対
す
る
優
位
」
と
と
も
に
、
宗
教
的
な
儀
礼
環
境
に
お
い
て
よ
り
明
確

に
観
察
さ
れ
る
（
冨
O

冊目
S
5
8一
E
O）。

出
家
が
象
徴
す
る
男
女
の
宗
教
的
序
列
は
、
タ
イ
に
お
け
る
世
俗
的
な
性
の
社
会
的
役
制
分
化
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

の
側
削
を
示
し
て
い
る
。
出
家
が
男
性
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
、
仏
教
が
男
性
優
位
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
供
す
る
事
実
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
時
に
タ
イ
の
男
女
の
〈
仏
教
耽
界
と
の
問
わ
り
方
〉
を
異
質
な
も
の
に
し
て
い
る
要
素
と
し
て
捉
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
小
論
で
は
、
タ
イ
の
男
女
は
異
な
っ
た
宗
教
的
陛
界
を
そ
れ
ぞ
れ
に
持
つ
と
い
う
観
点
か
ら
タ
イ
女
性
の
仏
教
陛
界
で
の

①
 

宗
教
的
位
相
を
考
え
て
み
た
い
。

(~I: JtUヒタイ農村 (1983）における仏教flHLIゅの~1m1降成l
Jl! 
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女
性
の
出
家
か
ら
の
疎
外

［ 

－ ＇－四a

僧
侶
（
出
家
者
）
と
女
性
（
在
家
者
）
の
関
係
は
清
海
界
と
俗
世
界
の
肢
も
象
徴
的
な
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
女
性
は
僧
侶
に
触

れ
て
は
な
ら
な
い
。
パ
ス
の
中
、
で
も
、
僧
侶
と
並
ん
で
座
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
わ
が
子
で
あ
っ
て
も
、
母
親
は
貧
衣
を
纏
っ
た
僧
侶

や
見
習
僧
の
体
に
触
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
の
経
験
で
あ
る
が
、
市
川
出
家
し
た
老
父
が
僧
侶
の
ま
ま
病
に
ふ
せ
っ
た
時
、

そ
の
娘
た
ち
は
直
接
看
病
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
父
親
が
還
俗
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
で
あ
る
。

黄
衣
と
剃
髪
が
象
徴
す
る
も
の
は
、
俗
世
界
と
の
問
絶
で
あ
り
、
そ
の
問
に
は
厳
格
な
行
為
規
範
が
存
在
す
る
。
俗
世
界
の
女
性
は
、

＠
 

清
涼
な
る
仏
教
世
界
を
犯
す
存
在
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
。

上
座
部
仏
教
の
文
脈
で
は
、
女
性
は
俗
世
界
の
執
着
を
象
敵
す
る
煩
悩
の
根
源
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
俗
世
を
捨
て
、
煩
悩
を
減
却
す

る
こ
と
に
励
ん
で
正
覚
を
求
め
る
出
家
修
行
者
に
と
っ
て
、
女
性
は
忌
避
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
出
家
行
動
そ
れ
自
体
が
女
性
に
象

蝕
さ
れ
る
愛
執
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
人
間
の
欲
望
の
う
ち
で
最
も
強
い
も
の
は
性
の
衝
動
で
あ
る
。

仏
教
は
こ
れ
を
断
つ
こ
と
を
修
行
者
の
至
上
命
令
と
し
て
い
る
。
修
行
者
は
誘
惑
に
負
け
て
は
な
ら
な
い
。
「
婦
女
は
聖
者
を
誘
惑
す
る
。

婦
女
を
し
て
彼
を
誘
惑
さ
せ
る
な
」
（
ス
ッ
タ
ニ
パ

1
タ
〈
中
村
巴

S
一
N
J
a
v
）
。
婦
女
を
遠
ざ
け
る
こ
と
は
理
想
の
修
行
者
へ
の
第
一

＠
 

歩
で
あ
る
。

性
と
し
て
の
女
性
は
、
仏
教
の
成
立
当
初
か
ら
仏
教
世
界
へ
の
参
加
に
つ
い
て
著
し
く
疎
外
さ
れ
た
地
位
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
っ

た
く
仏
教
サ
ン
ガ
と
関
わ
り
を
も
た
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
四
衆
」
と
呼
ば
れ
る
仏
教
サ
ン

ガ
の
担
い
手
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
僧
侶
、
俗
人
の
篤
信
家
で
あ
る
慢
婆
塞
（
男
性
。
「
情
儒
士
」
）
お
よ
び
優
婆
夷
（
女
性
。
「
清
信
女
」
）
、

-.38-



そ
し
て
さ
ら
に
い
く
ら
か
遅
れ
て
成
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
尼
僧
で
あ
る
（
中
村
巴
斗
W
H
M
M
l
N
O一
回
O
回
巾
同
店

ω
9
5
ω
1
5
ω
）。

女
性
が
肢
史
的
に
修
行
者
の
集
ま
り
で
あ
る
仏
教
サ
ン
ガ
に
加
わ
り
、
尼
僧
の
教
団
を
認
め
ら
れ
る
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
律
蔵
の

な
か
に
ア

l
ナ
ン
ダ
！
と
仏
陀
の
や
り
と
り
の
く
だ
り
が
あ
る
。
仏
陀
の
養
母
マ
ハ

l
パ
ジ
ャ

1
パ
テ
ィ

l
・ゴ

l
タ
ミ
1
が
女
と
し
て

出
家
を
乞
う
が
、
仏
陀
は
彼
女
の
出
家
を
制
止
す
る
。
意
宇
γτ
変
え
な
い
ゴ

l
タ
ミ

l
を
衰
れ
ん
だ
ア

l
ナ
ン
ダ
l
は
、
彼
女
に
戒
律
を

授
け
て
出
家
さ
せ
る
こ
と
を
仏
陀
に
懇
願
し
て
こ
れ
を
許
し
て
も
ら
う
白
oロ巾
H
E
ω
9
5
ω
l
E弁
中
村
包
斗
Mい
お
と
。

仏
陀
は
、
女
性
の
出
家
者
で
あ
る
「
尼
僧
」
が
男
性
た
る
修
行
者
に
掠
敬
、
服
従
す
べ
き
こ
と
を
説
く
「
八
種
の
霊
法
」
（
国

g
g

z
g
L
5
1
5
H）
を
設
け
る
。
修
行
者
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
女
性
は
、
性
の
区
別
を
超
え
て
正
覚
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。

紀
元
前
六
陛
紀
頃
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
女
性
が
出
家
し
て
尼
僧
と
な
っ
た
事
実
が
あ
旬
。

だ
が
、
「
八
種
の
霊
法
」
を
制
定
し
た
経
緯
か
ら
し
て
も
、
出
家
者
と
し
て
の
女
性
の
受
け
入
れ
は
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

出
家
者
で
あ
る
僧
侶
H
男
性
の
優
位
、
そ
の
権
威
は
基
本
的
に
変
つ
て
は
い
な
い
。
仏
陀
は
、
後
に
女
性
が
出
家
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

た
め
、
正
法
は
長
く
存
続
し
な
い
こ
と
を
ア
1
ナ
ン
ダ
l
に
嘆
き
つ
つ
説
い
た
と
い
う
宙
g
2
H
S
O
L
S－
5
0）
＠
。
原
始
仏
教
の
基

本
的
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
女
性
が
仏
門
に
入
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
脅
威
で
あ
る
。
女
性
出
家
者
の
み
の
教
団
を
男
子
の
出
家
者
の

み
の
教
団
と
対
等
の
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
瑚
・
想
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
充
分
に
有
力

な
も
の
と
し
て
発
展
せ
し
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
後
陛
に
な
る
と
、
女
性
を
出
家
せ
し
め
る
こ
と
は
仏
陀
の
真
意
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
伝
説
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
中
村
包
芯
L
N
S
。

こ
の
よ
う
に
、
女
性
は
仏
教
サ
ン
ガ
で
の
実
践
的
修
行
に
お
い
て
は
制
度
的
に
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
つ
づ
け
て
き
た
。
女
性
の
出
家

者
た
る
比
丘
尼
は
イ
ン
ド
や
ス
リ
ラ
ン
カ
に
は
み
ら
れ
る
が
、
〈
自
何
回
同
市
江
F
F
M
U

・
に
よ
れ
ば
東
南
ア
ジ
ア
で
は
今
日
に
至
る
ま
で
女
性

の
出
家
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
（
〈
自
何
巳
g
F
M
Y
H匂
∞
怜
可
）
。
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［ 

一一色ー＿，

タ
イ
社
会
に
お
い
て
サ
ン
ガ
に
所
属
す
る
経
験
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
に
は
、
開
か
れ
た
知
識
を
修
得
す
る
機
会
を
も

た
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。
現
在
、
タ
イ
の
男
女
は
平
等
に
義
務
教
育
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
現
行
の
義
務
教
育
に
よ
る
学
校
制
度

が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
政
策
的
に
は
ラ
l
マ
六
惟
治
世
下
の
一
九
一
一
一
年
九
月
の
初
等
教
育
の
公
布
令
（
一
九
二
二
年
実
施
）
に
よ
っ
て

＠
 

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
各
地
、
各
村
の
寺
院
が
い
わ
ば
学
校
施
設
で
あ
り
、
僧
侶
が
教
師
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
読
み
書
き

や
算
術
か
ら
占
星
術
に
至
る
知
識
の
手
ほ
ど
き
の
機
会
を
与
え
る
教
育
機
関
は
出
家
者
集
団
で
あ
る
サ
ン
ガ
が
担
っ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
僧
侶
と
接
し
て
直
接
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
出
家
で
き
る
男
性
に
の
み
限
ら
れ
る
。
出
家
し
て
先
輩
僧
か
ら
文
字
を

学
び
、
慣
習
、
儀
礼
や
仏
教
の
知
識
を
も
得
る
の
で
あ
る
。
特
定
の
師
を
得
て
、
出
家
生
前
が
長
期
に
わ
た
る
ほ
ど
に
知
識
に
対
す
る
実

践
的
理
解
は
深
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
々
の
生
活
環
境
を
包
摂
す
る
よ
う
な
広
い
「
附
界
」
を
定
位
づ
け
る
知
識
の
担
い
手
は
男
性
で

あ
っ
向
。
さ
ら
に
、
師
を
求
め
る
僧
侶
と
し
て
巡
礼
を
か
ね
て
各
地
を
渡
り
歩
き
、
村
の
境
界
を
超
え
た
様
々
な
情
報
の
回
路
を
自
ら
選

択
し
た
り
、
生
み
だ
し
た
り
す
る
能
動
的
な
〈
知
識
の
担
い
手
〉
、
〈
情
報
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
〉
と
も
な
り
え
た
。

と
り
わ
け
農
村
部
で
は
、
そ
の
よ
う
な
知
識
や
情
報
を
獲
得
し
た
り
交
換
で
き
る
男
性
の
知
識
社
会
学
的
環
境
に
対
し
て
、
知
識
一
般

に
対
す
る
女
性
の
基
本
的
な
立
場
は
非
常
に
限
定
も
し
く
は
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
伝
統
的
に
女
子
の
知
識
（
多

く
は
家
事
や
祖
霊
祭
杷
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
民
話
や
唄
で
あ
る
）
の
ル

l
ト
は
同
じ
女
性
で
あ
る
母
親
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
は
家
族
、
親
族
の
単
位
に
限
定
さ
れ
た
環
境
の
な
か
で
の
み
展
開
す
る
。
陛
代
を
遡
る
ほ
ど
に
、
家
に
留
ま
っ
て
家
で
学
ぶ
こ

と
が
女
性
と
し
て
の
役
割
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（

P
曲
目

E
回
豆
島
5
8目

5
8一
切
自
ω諸
国

国

U
E自
由
民

0
5

「
巾
〈
山
、

H
m
w

∞ω）。

女
性
は
、
男
性
の
生
涯
に
お
い
て
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
宗
教
的
知
識
を
得
る
機
会
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
女
性

の
宗
教
的
知
識
か
ら
の
疎
外
は
、
日
常
生
活
で
悪
霊
か
ら
身
を
守
る
適
切
な
護
符
を
身
に
つ
け
る
こ
と
か
ら
も
練
外
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
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も
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
一
般
民
衆
の
聞
で
大
き
な
宗
教
的
領
野
を
な
す
精
霊
（
ピ
l
）
的
仰
に
対
処
す
る
た
め
の
除
蹴
・
挑
災
儀
礼
に

関
す
る
知
識
は
、
出
家
で
き
る
男
性
の
独
占
的
な
継
承
物
で
あ
っ
た

3
2
5巾
ニ
可
P
N
o
y
u
E
Z
E
E
ム
ω）
。
女
性
は
、
「
世
界
」

＠
 

に
つ
い
て
の
認
知
的
な
知
識
を
男
性
に
頼
る
立
場
に
置
か
れ
続
け
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
出
家
寸
る
男
性
か
ら
す
れ
ば
、
サ
ン
ガ
の
成
貝
に
な
れ
な
い
女
性
は
よ
り
「
此
般
的
」
、
世
俗
的
な
存
在
で
あ
る
。
「
概
し
て
女

性
の
宗
教
的
役
割
の
許
制
は
低
い
」
（
同
日

n
F
E
a－
ロ
∞
）
と
い
う
見
解
は
、
サ
ン
ガ
の
前
浄
性
を
女
性
が
構
成
し
え
な
い
と
い
う
論

理
に
基
づ
く
。
ヵ

1
シ
ュ
は
、
（
ス
キ
ナ

1
G
E口
口
市
ニ

g
a
に
よ
る
統
計
を
使
っ
て
）
タ
イ
の
都
市
部
の
性
別
職
業
構
成
か
ら
、
女

性
が
行
商
を
は
じ
め
と
す
る
尚
業
・
経
済
の
分
野
で
際
だ
っ
た
活
動
を
担
っ
て
い
る
事
実
を
あ
げ
、
女
性
は
よ
り

2
8
o
g
n
タ
イ
プ
の
、

au 

男
性
は
よ
り
官
僚
的
も
し
く
は
ち

E
5色
タ
イ
プ
の
職
業
に
傾
斜
す
る
と
類
型
化
し
て
い
司
令
。
そ
し
て
こ
の
要
悶
を
仏
教
世
界
に
お
け

る
男
女
の
差
違
に
求
め
る
。
出
家
で
き
る
タ
イ
の
男
性
は
、
商
業
や
経
済
活
動
よ
り
も
、
柿
戚
の
位
階
を
持
つ
宗
教
的
領
域
（
サ
ン
ガ
・

僧
侶
）
お
よ
び
政
治
的
領
域
（
役
人
官
僚
）
に
よ
り
高
い
価
値
を
お
い
て
い
る
と
し
、
出
家
で
き
な
い
女
性
は
、
男
性
が
価
値
あ
り
と
す

る
仏
教
世
界
や
そ
の
倫
理
か
ら
疎
外
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
よ
り
世
俗
的
な
経
済
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
自
由
で
あ
る
と
す
る

H
ω
叶
ω

一H
m
w
H

）。

（
同
町
日
or

在
家
女
性
と
タ
ン
プ
ン

［ 

ー
〕

男
性
優
位
の
観
念
は
、
政
治
的
権
威
の
体
系
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
男
性
の
出
家
が
成
人
式
の
よ
う
な
形
で
慣
習
化
さ
れ
て
い
る
タ
イ

社
会
に
あ
っ
て
、
仏
教
サ
ン
ガ
の
宗
教
的
権
威
体
系
が
伝
統
的
に
日
常
の
社
会
生
活
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
出
家
経
験
者
は
「
成
熱
者
／
一
人
前
」
（
コ
ン
・
ス
ッ
ク
）
で
あ
る
。
出
家
経
験
の
な
い
男
性
は
「
未
熟
者
／
半
人
前
」
（
コ
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ン
・
デ
ィ
ッ
プ
）
と
形
容
さ
れ
、
家
長
と
な
る
以
前
に
出
家
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
き
た
。

タ
イ
農
村
に
お
い
て
、
家
長
と
し
て
の
公
的
な
権
威
を
代
表
す
る
の
は
男
性
（
夫
）
で
あ
る
。
世
帯
主
で
あ
る
男
性
は
、
家
族
、
村
落

社
会
に
あ
っ
て
「
保
護
者
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
一
般
に
、
男
性
は
世
俗
的
な
成
功
者
で
あ
る
と
と
も
に
、

年
老
い
る
に
つ
れ
て
宗
教
的
に
優
れ
た
モ
ラ
リ
ス
ト
で
も
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。
「
プ
l
・
ヤ
イ
（
お
と
な
）
」
、
「
ポ
1
・
ヤ
イ
（
翁
）
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
理
想
的
な
一
人
前
の
男
性
で
あ
る
こ
と
を
社
会
的
に
意
味
し
て
い
る
。
村
の
長
老
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
宗
教
・

儀
礼
の
知
識
に
詳
し
い
篤
信
家
で
あ
る
。

し
か
し
、
出
家
し
て
宗
教
的
に
権
威
づ
け
ら
れ
る
男
性
が
必
ず
し
も
現
実
の
社
会
生
活
で
女
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
農
村
生
活
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
社
会
構
造
に
お
け
る
女
性
の
優
位
が
顕
著
で
あ
る
。
北
タ
イ
農
村
を
調
査
し
た
女
流
人
類
学
者

ポ
ッ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
男
性
の
公
的
な
権
威
は
、
出
生
よ
り
も
婚
姻
に
よ
っ
て
、
母
系
の
系
譜
を
辿
っ
て
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る
苛
2
5『

包コ一
3
1
5
0）
。
地
方
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、
一
般
に
タ
イ
農
村
で
は
妻
方
居
住
が
伝
統
的
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
男
性
は
婿
入
り

す
る
こ
と
で
自
ら
の
財
産
（
農
地
）
と
社
会
的
地
位
を
継
承
獲
得
す
る
。
当
初
は
「
娘
締
」
と
し
て
妻
方
の
両
親
の
耕
地
で
働
き
、
そ
の

親
族
と
う
ま
く
や
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
。
男
性
が
夫
と
し
て
家
長
の
権
威
を
十
全
な
形
で
社
会
的
に
獲
得
す
る
の
は
、

農
地
経
営
を
任
さ
れ
て
世
帯
主
と
な
る
か
、
妻
方
の
両
親
の
没
後
、
農
地
の
所
有
権
を
継
承
し
て
か
ら
で
あ
る
。
男
性
の
「
表
向
き
」
の

権
威
は
、
農
地
を
保
有
す
る
女
系
親
族
が
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
よ
う
な
社
会
構
造
的
な
側
聞
が
あ
る
。

［ 

一一‘＿， 

出
家
自
体
が
日
常
生
活
者
の
実
践
宗
教
の
レ
ベ
ル
で
は
、
ま
た
異
な
っ
た
意
味
を
も
っ
て
展
開
し
て
い
る
。
教
義
に
基
づ
い
て
正
覚
を

得
ょ
う
と
励
む
こ
と
は
、
一
部
の
宗
教
的
達
人
に
の
み
限
ら
れ
る
究
極
的
関
心
で
あ
り
、
一
般
民
衆
に
は
速
い
目
的
で
あ
る
。
タ
イ
社
会

で
僧
侶
や
見
習
僧
と
し
て
出
家
す
る
こ
と
は
、
タ
ン
プ
ン
（
功
徳
〈
プ
ン
〉
積
み
）
と
し
て
行
な
わ
れ
、
プ
ン
（
功
徳
）
の
源
泉
（
福
山
）

と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
般
民
衆
が
仏
教
を
実
践
す
る
こ
と
と
は
、
こ
の
タ
ン
プ
ン
を
行
な
う
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
家
長
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と
な
る
以
前
に
男
性
が
出
家
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
の
は
、
妻
方
居
住
が
支
配
的
な
タ
イ
農
村
で
は
、
息
子
が
他
所
へ
術
入
す

る
前
に
、
一
時
的
で
あ
る
に
せ
よ
得
度
し
て
親
（
と
り
わ
け
母
親
）
に
プ
ン
を
謙
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
。

三
宝
一
（
仏
陀
・
仏
法
・
僧
侶
）
の
維
持
に
貢
献
す
る
行
為
は
す
べ
て
タ
ン
プ
ン
で
あ
る
。
前
世
で
積
ん
だ
プ
ン
の
多
寡
が
現
在
の
人
生

の
境
遇
を
規
定
し
、
こ
の
世
で
積
む
プ
ン
の
多
寡
は
死
後
の
霊
（
ウ
ィ
ン
ヤ
ン
）
の
境
遇
を
大
き
く
左
右
す
る
。
ナ
ロ
ッ
ク
（
地
獄
）
に

留
ま
る
霊
も
あ
れ
ば
、
サ
ワ
ン
（
極
楽
）
へ
赴
い
た
り
直
ち
に
生
ま
れ
変
わ
る
霊
も
あ
る
。
す
べ
て
は
プ
ン
次
第
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

プ
ン
と
生
（
社
会
的
地
位
）
の
定
め
と
の
因
果
関
係
は
、
タ
イ
の
政
治
支
配
に
お
い
て
、
王
様
を
頂
点
と
す
る
社
会
秩
序
を
正
当
化
す
る

論
理
を
な
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
論
理
は
政
治
的
現
実
と
は
異
な
る
「
現
世
」
的
秩
序
の
背
後
的
な
意
味
枇
界
の
形
成
に
も
大
き
な
影
榊
力

を
及
ぼ
し
て
き
た
。
時
間
を
超
越
す
る
プ
ン
は
、
日
常
生
活
者
に
と
っ
て
、
来
世
を
も
含
む
生
活
世
界
の
秩
序
概
念
を
現
実
的
な
も
の
に

し
て
い
る
。

タ
ン
プ
ン
に
よ
っ
て
プ
ン
は
個
人
に
蓄
積
さ
れ
た
り
、
他
者
と
分
ち
合
っ
た
り
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
プ
ン
は
い
わ
ば
無
形
の

精
神
財
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
寡
は
対
概
念
で
あ
る
パ

l
プ
（
悪
行
）
と
の
差
し
引
き
で
量
ら
れ
る
。
タ
イ
の
一
般
民
衆
に

と
っ
て
、
今
、
生
き
ら
れ
る
人
生
と
は
、
前
世
と
来
世
と
の
時
間
の
連
続
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の

よ
う
－
形
で
あ
れ
プ
ン
を
積
む
行
為
は
至
福
の
行
為
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

多
く
の
文
献
が
示
す
よ
う
に
、
タ
イ
農
村
で
は
出
家
が
最
も
重
要
な
タ
ン
プ
ン
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
旬
。
一
見
、
男

性
主
導
に
み
え
る
出
家
行
動
は
、
儀
礼
準
備
の
レ
ベ
ル
で
は
女
性
を
排
除
す
る
論
理
の
上
で
展
開
す
る
ど
こ
ろ
か
、
女
性
が
大
き
く
関
与

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
す
る
。
若
い
僧
侶
の
ほ
と
ん
ど
は
自
ら
の
意
志
に
よ
る
よ
り
は
、
プ
ン
を
シ
ェ
ア
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
母
親
の

希
望
に
よ
っ
て
得
度
す
る
。
さ
ら
に
、
僧
侶
と
し
て
寺
院
に
止
住
す
る
期
間
も
、
ほ
と
ん
ど
母
親
の
意
向
に
よ
る
。
こ
れ
は
親
に
対
す
る

息
子
と
し
て
の
孝
行
の
社
会
的
な
手
段
な
の
で
あ
る
。
出
家
が
男
女
双
方
か
ら
高
い
宗
教
的
評
価
を
得
る
の
は
、
む
し
ろ
、
プ
ン
を
こ
の

よ
う
に
孝
行
と
し
て
分
ち
合
う
こ
と
に
も
よ
る
。
通
過
儀
礼
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
男
性
の
出
家
は
母
親
の
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
。

出
家
に
加
え
て
、
僧
侶
へ
の
食
事
布
施
や
在
家
信
徒
と
し
て
持
戒
行
に
励
む
こ
と
、
膜
想
に
い
そ
し
む
こ
と
も
タ
ン
プ
ン
で
あ
る
。
得
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度
し
て
自
ら
プ
ン
を
積
む
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
除
け
ば
、
女
性
は
、
タ
ン
プ
ン
に
関
し
て
在
家
の
男
性
と
社
会
的
に
同
じ
立
場
に
あ

る
。
し
か
し
、
日
常
の
タ
ン
プ
ン
行
為
は
ほ
と
ん
ど
女
性
が
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
一
般
に
観
察
さ
れ
る
。
旅
行
者
に
し
ば
し
ば

印
象
づ
け
ら
れ
る
朝
の
托
鉢
風
景
で
は
、
的
侶
に
布
施
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
男
性
で
は
な
く
女
性
で
あ
る
。
寺
院
に
足
し
げ
く
通
う
の

も
年
前
の
女
性
が
圧
倒
的
に
多
い
。
一
か
月
に
四
！
五
回
め
ぐ
っ
て
く
る
仏
日
（
ワ
ン
プ
ラ
）
に
は
、
寺
院
の
講
堂
は
持
戒
す
る
主
婦
や

老
女
で
一
杯
に
な
る
。
タ
ン
プ
ン
に
熱
心
な
の
は
女
性
ば
か
り
の
よ
う
に
み
え
る
。

男
性
は
、
ご
く
わ
ず
か
の
年
輩
の
鰐
儒
家
を
除
け
ば
持
段
の
宗
教
活
動
は
あ
ま
り
目
だ
た
な
い
。
し
か
し
、
村
を
挙
げ
て
の
集
合
的
な

仏
教
儀
礼
、
ず
な
わ
ち
ハ
レ
の
日
と
な
る
と
男
性
が
活
臨
す
る
。
寄
金
を
調
達
し
た
り
、
儀
礼
の
次
第
、
進
行
を
務
め
る
の
は
中
年
か
ら

老
年
の
男
性
で
あ
る
。
僧
侶
を
招
待
し
、
読
経
の
指
導
柿
を
持
つ
の
も
男
性
の
役
割
で
あ
る
。
女
性
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
こ
と
は

な
し
。こ

の
よ
う
に
、
タ
ン
ブ
ン
と
い
う
宗
教
的
行
為
に
は
明
確
な
男
女
聞
の
「
社
会
的
分
業
」
が
み
ら
れ
る
。
仏
教
信
仰
の
実
践
的
行
動
に

お
い
て
、
男
性
は
あ
た
か
も
表
向
き
の
、
ハ
レ
の
舞
台
の
立
て
役
者
で
あ
り
、
女
性
は
い
わ
ば
「
縁
の
下
の
力
持
ち
」
で
あ
る
。
出
家
し

た
僧
例
た
ち
を
日
常
的
に
支
え
る
の
は
男
性
で
は
な
く
、
女
性
の
方
で
あ
る
。
男
性
速
は
む
し
ろ
タ
ン
プ
ン
の
制
度
様
式
の
維
持
、
儀
礼

を
積
出
す
る
社
会
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
在
家
の
立
場
で
は
、
女
性
が
継
続
的
な
仏
教
の
担
い
手
と
し
て
行
動
す
る
。

［ 

一一－ ....... 

女
性
は
出
家
で
き
ず
、
世
俗
に
留
ま
る
存
在
で
「
男
性
よ
り
も
プ
ン
が
必
要
で
あ
る
が
ゆ
え
に
」
日
常
の
布
施
行
為
や
宗
教
的
行
動
に

専
念
す
る
（
同
日
n
v
E
∞N
川町
L
可
伊
区
切
）
と
の
見
方
が
あ
る
。
で
は
、
敬
慶
な
仏
教
徒
で
あ
る
女
性
は
、
出
家
で
き
な
い
ハ
ン
デ

を
実
感
し
つ
つ
、
タ
ン
ブ
ン
に
励
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
難
者
の
経
験
か
ら
で
は
現
実
の
タ
イ
の
女
性
は
、
生
涯
を
通
じ
て
積
む
プ
ン
が
男

性
よ
り
少
な
い
と
は
考
え
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
必
ず
し
も
来
慨
は
出
家
で
き
る
男
性
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
望
ん

で
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
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「パ

l
プ
（
悪
行
）
と
の
差
し
引
き
で
み
れ
ば
附
性
と
も
に
プ
ン
の
多
寡
は
似
た
よ
う
な
も
の
。
男
性
は
泊
を
飲
み
、
回
附
殺
行
為
も
す

る
。
だ
か
ら
パ

1
プ
の
置
は
女
性
よ
り
も
温
か
に
多
い
」
。
さ
ら
に
、
「
男
女
と
も
自
分
が
生
涯
摘
ん
だ
プ
ン
は
こ
れ
で
光
分
で
あ
る
と
考

⑪
 

え
て
い
な
い
」
と
女
性
は
い
う
。
女
性
の
プ
ン
の
多
寡
は
男
性
と
の
比
較
で
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
来
附
の
た
め
の
確
証
の
な
い

精
神
的
帯
財
と
し
て
の
み
問
題
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
よ
り
良
き
来
附
の
た
め
の
プ
ン
に
は
上
限
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

制
人
が
生
涯
に
お
い
て
帯
積
で
き
る
ブ
ン
は
、
よ
り
良
き
来
慨
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
遺
族
が
他
界
し
た
者
（
肉

親
）
へ
さ
ら
に
ブ
ン
を
送
っ
て
供
養
す
る
必
要
が
あ
る
。
タ
ン
プ
ン
を
日
常
的
に
行
な
う
女
性
は
、
息
子
が
母
親
へ
ブ
ン
を
廻
向
し
た
よ

う
に
、
自
ら
タ
ン
プ
ン
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
ブ
ン
を
他
界
し
た
肉
親
の
霊
に
転
送
す
る
。

鯛
と
し
て
女
性
が
親
に
関
わ
る
程
度
は
抑
性
よ
り
遥
か
に
大
き
い
。
貌
の
死
に
水
を
と
る
の
は
最
後
ま
で
同
情
し
た
娘
で
あ
り
、
葬
儀

の
後
も
、
親
の
霊
を
鎖
め
「
プ
ン
を
転
送
し
て
よ
り
良
き
生
を
得
る
よ
う
に
」
仏
教
行
事
に
常
時
参
加
す
る
役
割
を
果
た
す
良
市
苫
M

Ea－

N
8
1
包
H

）
。
「
プ
ン
の
転
送
」
を
継
続
的
に
行
な
う
こ
と
は
、
娘
の
貌
に
対
す
る
孝
行
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
娘
と

し
て
祖
霊
を
供
養
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
性
の
日
常
的
な
タ
ン
プ
ン
行
為
は
、
祖
霊
を
継
承
す
る
女
性
の
宗
教
的
義
務

9

0

 

と
し
て
行
な
わ
れ
る
側
一
山
を
も
も
っ
と
現
制
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
涯
を
在
家
者
と
し
て
過
ご
す
女
性
の
宗
教
的
経
験
に
欠
け
る
も
の
は
、
俗
附
界
を
一
時
的
に
も
離
脱
す
る
よ
う
な
儀
礼
的
経
験
に

よ
っ
て
当
人
に
プ
ン
を
言
語
化
す
る
「
糠
式
」
で
あ
る
。
家
事
か
ら
解
放
さ
れ
た
老
女
は
、
仏
日
に
な
る
と
静
段
着
を
白
衣
に
替
え
、
寺

院
で
戒
律
を
遵
守
す
る
の
に
余
念
が
な
い
。
筆
者
の
調
査
村
で
は
安
陪
削
問
中
、
持
戒
行
と
読
経
三
味
で
一
夜
を
過
ご
す
た
め
に
老
女
た

ち
が
夕
刻
か
ら
蚊
帳
と
ご
ざ
を
用
意
し
、
隅
々
と
し
て
寺
院
へ
で
か
け
る
。
盛
装
し
て
講
堂
に
座
を
占
め
た
集
ま
り
の
な
か
に
は
、
厳
粛

な
静
寂
が
あ
る
。
数
人
の
長
老
男
性
が
止
制
を
指
渦
押
し
た
り
す
る
厳
か
な
一
夜
は
、
三
！
四
時
間
ほ
ど
の
休
息
を
お
い
て
、
夜
明
け
前
に

始
ま
る
読
経
で
幕
と
な
る
。
場
内
は
終
始
、
聖
な
る
雰
凶
気
に
包
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
の
体
力
を
消
耗
す
る
背
行
で
あ
る
。
女
性

が
主
役
と
な
る
持
戒
行
の
励
行
は
、
非
日
常
的
な
時
間
の
な
か
で
プ
ン
の
手
ご
た
え
を
内
聞
か
ら
感
得
し
た
い
と
望
ん
で
行
な
わ
れ
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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I表－ 1J 女性世帯主（24）による

牢総合

2 
2’ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

タンプンの行為のランクづけ
(Hayashi 1985より作成）

ランクづけの順位（数字は人数）

高ランク 1丘ランク
12345678910  

724312411一
2 5 3 6 2 1 2 1 1一
25-253211ー

4 3 7 2 3 2 1 2一一
1 4 3 7 2 1 0 5一一
413-2532一一
-11135751ー

222-32562一
1 1 1 1ー 1- 1一一

* 1：：カティン儀礼の際に｛削gに寄進す
ること

2 : （もし可能であれば）自ら僧仰に
なること

2’：在家成（五戒）をU常的に遵守す
ること

3：息子を倒fgにすること
4：日々の僧侶の托鉢に応じること
5：仏日に寺院で在家成（八成）を遵

守すること
6：主要年中仏教行事に参加して寄進

すること
7：建設中の；（1i様堂を完成するために

寄金すること
8：他界したi両親にタンプンすること

9：その他
it記／問符者2名は「すぺてのタンプン

はlliJじように煮要であり、評価づけ
できないjとしている。

I表－2) 男性世11＼＇主（99）による

李総合

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

タンプン行為のランクづけ
(Hayashi 1985より作成）

ランクづけの順位（数字は人数）

高ラジク 低ランク
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 8 15 12 10 7 11 5 1ー

14 18 13 9. 8 11 8 2 4 -
8 17 17 9 8 8 5 8 7ー

6 6 10 17 16 9 13 9 2ー

9 13 8 13 8 7 7 9 13ー

5 4 10 8 14 16 5 16 8一
10 8 8 5 12 13 16 12 6ー

10 9 4 10 13 8 15 15 5ー

7 4 2 4 1 10 7 11 59一
1一一 2一一一一一一

牢 1：カテイン俄札の際に例｛自に寄進す
ること

2：建設中の布院堂を完成するために
寄金すること

3：息子を｛削トllこすること
4 : LI身の1抑制の托鉢に応じること
5：自ら僧ff,¥になること
6：主要年中仏教行事に参加lして寄進

すること
7：仏Uに寺院で在家政（八戒）を遵

守すること
8：在家成（Ji.成）をU常的に遵守す

ること

9：他界したi珂fJ!.にタンプンすること
10：その他

説記／問答者10名は『すぺてのタンプン
は問じように煎要であり、許制づけ
できないjとしている。
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表
ー
と
表
2
は
、
筆
者
の
調
査
村
で
の
タ
ン
プ
ン
方
法
の
村
人
に
よ
る
詐
価
づ
け

aagE呂
田
・

Mg）
を
、
回
答
者
（
一
二
三
名
）

の
性
別
に
分
け
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
男
枇
帯
主
の
み
を
回
答
者
と
想
定
し
て
い
た
た
め
、
女
性
の
回
答
は
サ
ン
プ
ル
が

僅
か
で
、
き
わ
め
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
持
戒
行
の
評
価
に
、
男
女
が
考
え
る
タ
ン
プ
ン
の
一
般
的
志
向
性
の
差
異
が
若
干

表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
女
性
は
、
戒
律
遵
守
（
在
家
戒
H
五
戒
、
八
戒
）
に
よ
り
高
い
実
践
的
意
義
を
認
め
る
。

し
か
も
、
仏
日
に
限
ら
れ
る
八
戒
よ
り
は
、
日
常
的
に
実
践
し
得
る
五
戒
の
遵
守
を
よ
り
評
価
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

男
性
は
、
可
視
的
な
、
ま
た
、
彼
の
名
誉
を
表
現
す
る
よ
う
な
寺
院
へ
の
寄
進
行
為
（
も
し
く
は
饗
宴
を
伴
う
祝
祭
的
タ
ン
ブ
ン
）
に

＠
 

よ
り
高
い
価
値
を
お
く
。
仏
日
に
寺
院
へ
赴
く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
男
性
に
と
っ
て
、
在
家
戒
遵
守
の
詐
側
は
女
性
よ
り
は
ノ
ミ
ナ
ル

な
も
の
で
、
五
戒
よ
り
も
実
践
が
困
難
な
八
戒
に
古
川
い
価
値
を
お
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
出
家
を
大
き
な
プ
ン
を
積
む
手
段
と
考
え
る
の

は
男
性
よ
り
も
女
性
で
あ
る
。
女
性
が
、
具
足
戒
（
一
一
一
一
七
戒
）
を
受
け
て
生
活
す
る
こ
と
と
し
て
出
家
を
考
え
る
傾
向
が
あ
る
の
を
考

え
れ
ば
、
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
女
性
は
、
持
戒
行
に
宗
教
的
経
験
の
清
浄
性
を
認
め
て
い
る
と
い
え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

四

聖
と
俗
の
狭
間
で

（
「
仮
出
家
者
」
と
し
て
の
女
性
〈
メ
l
チ
l
〉
）

［ 

ー
］ 

タ
イ
で
は
、
剃
髪
し
て
白
衣
を
纏
い
、
寺
院
の
周
辺
に
止
住
し
て
持
戒
す
る
女
性
修
行
者
が
あ
る
。
こ
れ
を
メ
1
チ
l
g
s
n
E）

と
い
う
。
メ
！
と
は
母
を
意
味
す
る
。
チ
！
と
は
バ
ラ
モ
ン
を
さ
す
場
合
も
あ
る
が
、
修
道
者
、
修
行
者
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
。
一
八

七
三
年
に
発
行
さ
れ
た
回
同
色
－

4
の
『
シ
ャ
ム
語
辞
肱
ι
に
よ
れ
ば
「
メ
l
チ
！
と
は
、
ロ
同
ロ
m
o
r
r
z
g
m
n
E
と
も
呼
ば
れ
、
三
種
の

白
衣
（
肩
衣
を
含
む
）
を
身
に
つ
け
て
見
習
僧
の
よ
う
に
修
行
す
る
女
性
の
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
い
る
白

s
e
a
H∞吋
w
g
H）。

メ
l
チ
l
は
女
性
出
家
者
で
あ
る
比
丘
尼
（
回

5
）
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
法
律
上
は
出
家
者
で
は
な
い
。
メ
l
チ
1
は
、
出



家
者
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
黄
衣
を
纏
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
遵
守
す
る
戒
律
も
在
家
肢
の
八
戒
に
と
ど
ま
る
。
す
な
わ

ち
、
最
も
出
家
に
近
い
形
式
を
も
つ
が
あ
く
ま
で
も
俗
人
で
あ
り
、
在
家
者
の
特
殊
形
態
で
あ
る
。
メ
l
チ
1
は
、
修
行
生
活
を
維
持
す

る
た
め
に
、
俄
仰
の
よ
う
に
在
家
者
か
ら
の
布
施
行
為
に
の
み
頼
る
わ
け
で
は
な
い
。
俗
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
ら
の
則
や
純
矧
縁
者
の

別
政
援
助
に
依
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

メ
l
チ
l
は
継
続
的
に
持
戒
す
る
ほ
か
、
限
惣
し
、
読
統
文
を
も
学
ぶ
。
眠
恕
の
修
行
で
知
ら
れ
る
バ
ン
コ
ク
の
寺
院
ワ
ッ
ト
・
パ
ク

ナ
ム
で
は
、
寺
院
の
一
角
が
メ

l
チ
l
の
店
住
区
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
近
年
は
、
東
北
タ
イ
の
農
村
部
で
も
、
メ

l
チ
ー
と
し
て
「
似

。

出
家
」
す
る
儀
礼
が
村
や
県
境
を
超
え
て
盛
大
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

［ 

一一］ 

一
九
八
三
年
、
乾
季
の
ま
っ
た
だ
な
か
の
東
北
タ
イ
の
問
先
村
の
寺
院
で
、
一
月
三
一
日
か
ら
二
月
五
日
ま
で
郡
当
局
の
援
助
の
も
と

に
「
チ

i
・
プ
ラ
l
ム
の
〈
仮
出
家
〉
儀
礼
」
が
行
な
わ
れ
た
。
他
県
や
近
隣
村
か
ら
の
参
加
者
を
も
含
め
て
連
日
、
次
性
一

O
O余
名

（
延
ぺ
人
数
五
九
七
）
と
男
性
十
余
名
（
延
ぺ
人
数
七
三
）
が
メ

1
チ
l

（
女
性
）
、
プ
ラ
l
ム
（
男
性
）
と
し
て
仮
出
家
し
、
白
衣
に

身
を
包
ん
で
持
戒
行
に
励
ん
だ
。
主
導
者
は
、
限
恕
法
の
教
化
で
知
ら
れ
る
コ
ン
ケ
ン
市
内
の
あ
る
寺
院
の
僧
侶
で
あ
る
が
、
調
査
村
の

村
人
が
ホ
ス
ト
で
あ
る
。
村
人
は
、
連
日
、
タ
ン
プ
ン
と
し
て
食
事
布
施
や
得
金
を
行
な
っ
た
。
全
日
程
で
総
額
五
、
八
八
九
パ

1
ツ
の

寄
金
は
、
同
村
で
建
立
中
の
布
礎
堂
を
完
成
す
る
資
金
と
し
て
寄
付
さ
れ
た
。

儀
礼
は
、
も
と
も
と
眠
想
法
の
教
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
参
加
者
の
九
割
近
く
を
占
め
た
年
輩
女
性
の
背
行
と
も
い
え
る

集
合
儀
礼
で
あ
る
。
儀
礼
の
問
問
中
は
、
参
加
者
次
第
で
い
つ
参
加
し
て
も
い
つ
辞
し
て
も
よ
い
。
女
性
は
一
時
的
に
僧
例
か
ら
八
戒
を

援
け
ら
れ
る
形
で
メ

l
チ
ー
と
な
り
、
修
行
後
、
「
還
俗
」
す
る
。
通
常
の
メ

l
チ
！
と
異
な
り
、
特
に
望
む
者
を
除
い
て
は
剃
髪
し
な
い
。

食
事
は
日
に
一
回
、
脈
限
は
三
｜
四
時
間
ほ
ど
で
あ
る
。
白
衣
で
盛
装
し
た
年
務
女
性
が
僧
似
の
指
示
に
従
っ
て
読
経
、
院
想
に
明
け
暮

れ
、
説
教
に
耳
を
傾
け
る
。
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三
日
日
を
終
え
る
頃
に
は
老
女
た
ち
の
朗
に
披
労
が
何
わ
れ
る
。
期
捕
を
訴
、
み
る
前
’
が
す
る
。
四
日
日
に
入
っ
て
数
人
の
尚
帥
の
女
性

が
貧
血
を
起
こ
し
て
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
た
ち
は
「
品
俗
」
し
よ
う
と
し
な
い
。
一
日
で
も
一
時
間
で
も
長
〈

白
衣
を
纏
っ
て
い
た
い
と
い
う
彼
女
た
ち
の
希
望
で
、
行
政
区
の
術
免
税
が
川
意
し
た
顕
術
券
、
、
回
同
薬
、
ビ
タ
ミ
ン
刑
が
投
与
さ
れ
た
り

栄

養

注

射

が

打

た

れ

た

。

一

も
も
ろ
ん
途
中
で
「
還
俗
」
し
て
家
路
に
つ
く
人
も
あ
る
。
し
か
し
、

E
iを
迎
え
る
頃
に
は
、
薬
を
飲
ん
で
市
行
に
耐
え
よ
う
と

す
る
高
齢
の
女
性
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
た
。
休
却
の
合
間
に
は
、
ご
ざ
の
上
一
に
椀
に
な
っ
て
背
中
を
さ
す
り
な
が
ら
「
痛
い
、
揃
い
」

と
う
め
く
。
半
身
を
起
こ
し
て
や
か
ん
の
水
を
飲
む
姿
に
は
披
労
感
が
織
れ
て
い
る
。
数
人
の
老
女
が
お
互
い
に
励
ま
し
合
う
戸
が
す
る
。

「
許
し
い
ほ
ど
プ
ン
が
大
き
い
の
よ
」
と
い
っ
て
い
る
。

参
加
者
の
内
訳
が
物
語
る
よ
う
に
、
こ
の
儀
礼
は
女
性
の
た
め
に
開
催
さ
れ
る
十
よ
う
な
組
き
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
調
査
村
で
年
中
行

事
化
さ
れ
る
以
前
も
そ
の
後
も
変
わ
ら
な
い
。
メ
l
チ
ー
に
な
る
女
性
の
ほ
と
ん
一
ど
は
、
家
事
や
育
児
か
ら
解
放
さ
れ
た
老
女
で
あ
る
。

寺
院
で
の
仏
教
儀
礼
や
持
戒
行
に
普
段
か
ら
熱
心
な
女
性
た
ち
で
あ
る
。
男
性
が
持
政
行
に
参
加
す
る
こ
と
は
一
部
の
篤
信
家
を
除
い
て

非
常
に
少
な
い
。

メ
l
チ
！
と
し
て
持
戒
行
や
眠
恕
に
励
む
こ
と
は
、
↑
一
般
に
タ
ン
ブ
ン
と
し
て
仔
な
わ
れ
る
。
女
性
と
し
て
な
し
う
る
最
も
厳
し
い
持

戒
者
の
範
鴫
を
な
す
こ
と
か
ら
、
メ
l
チ
ー
に
な
る
こ
と
は
在
家
の
女
性
筋
伝
家
で
あ
る
ウ
パ
ジ
カ
l

（
慌
婆
夷
）
の
問
点
に
た
つ
こ
と

を
意
味
す
る
。
女
性
修
行
者
で
あ
る
メ
1
チ
l
は
、
御
能
り
に
参
加
す
る
女
性
問
椋
、
し
ば
し
ば
テ
l
パ
ダ
l

（
天
使
）
に
瞥
え
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
宗
教
的
・
道
徳
的
行
為
を
讃
え
る
言
葉
で
あ
る
。
一

帯
行
に
近
い
状
態
で
女
性
が
持
戒
す
る
儀
礼
環
境
は
、
出
家
生
活
に
も
似
た
恢
界
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
俗
附
界
か
ら
の

離
脱
、
清
浄
な
る
仏
教
世
界
へ
の
接
近
の
体
験
で
あ
る
。
背
痛
を
も
た
ら
す
よ
う
な
持
戒
行
は
、
来
祉
を
焦
点
と
し
た
タ
ン
ブ
ン
行
為
を

よ
り
宗
教
的
に
現
実
化
す
る
法
悦
を
供
給
す
る
。
こ
の
体
験
は
、
戒
律
の
数
に
控
は
あ
っ
て
も
、
出
家
の
基
本
的
な
目
的
で
あ
る
宗
教
的
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修
行
の
経
験
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
。

〔

一ー一、ーー’

タ
イ
で
は
、
メ
l
チ
ー
に
な
る
こ
と
は
女
性
の
宗
教
的
修
行
の
重
要
な
様
式
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
村
で
は
、
生
涯
を
メ

1
チ
！
と
し

て
過
ご
す
と
い
う
よ
り
は
、
一
時
的
に
行
な
う
最
も
厳
し
い
持
戒
行
の
手
段
と
し
て
実
践
さ
れ
て
い
る
。

長
期
的
に
メ
J
l

チ
ー
と
し
て
白
衣
の
生
活
に
留
ま
る
の
は
、
む
し
ろ
、
人
生
の
最
終
ス
テ
ー
ジ
に
達
し
て
い
な
い
女
性
で
あ
る
こ
と
が

多
い
。
そ
の
な
か
に
は
離
婚
経
験
者
（
寡
婦
）
で
経
済
的
に
貧
し
い
女
性
、
保
護
者
を
欠
く
若
い
女
性
（
私
生
児
）
も
含
ま
れ
る
。
老
後

の
宗
教
行
動
と
し
て
メ
l
チ
！
と
な
る
女
性
と
は
異
な
り
、
世
帯
を
当
初
か
ら
持
た
な
か
っ
た
り
あ
る
い
は
維
持
し
が
た
い
環
境
に
あ
る

の
で
、
人
に
よ
っ
て
は
生
涯
を
通
し
て
メ
l
チ
！
と
し
て
過
ご
す
場
合
が
あ
る
。
こ
亡
で
あ
ら
た
め
て
タ
イ
社
会
で
の
メ
l
チ
l
の
宗
教

的

位

相

を

み

て

お

こ

う

。

一

前
述
し
た
よ
う
に
、
メ
l
チ
l
は
俗
人
の
修
行
者
に
す
ぎ
な
い
が
、
メ
l
チ
l
自
非
お
よ
び
俗
人
一
般
の
見
方
は
こ
れ
と
少
し
異
な
る
。

俗
人
と
は
い
っ
て
も
、
メ
l
チ
1
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
一
般
の
在
家
者
の
も
の
で
は
な
い
。
剃
髪
し
、
白
衣
を
纏
う
メ
l
チ
！
の
姿
が
示

す
よ
う
に
、
修
行
者
の
立
場
に
は
な
い
－
般
在
家
者
か
ら
は
、
メ

1
チ
l
は
「
準
」
出
家
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
メ
l
チ
！

と
し
て
修
行
す
る
以
上
は
、
寺
院
の
周
辺
で
僧
侶
と
僧
房
を
別
に
し
て
暮
ら
し
、
配
制
者
や
肉
親
と
の
生
活
か
ら
離
れ
る
。

一
般
人
は
、
タ
ン
プ
ン
と
し
て
メ
l
チ
1
に
布
施
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
僧
侶
と
閉
じ
よ
う
に
プ
ン
を
生
み
出
す
「
福
田
」
と
し
て
メ
l

チ
ー
が
考
え
ら
れ
る
之
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
得
度
し
た
ば
か
り
の
僧
侶
か

h
得
る
プ
ン
の
方
が
、
長
く
修
行
を
続
け
る
メ
l
チ
ー

よ
り
得
る
プ
ン
よ
り
も
多
い
と
さ
れ
る
よ
う
に

2
8
何

2
2
F
M
Y
E
∞w
g）
、
制
度
と
し
て
の
正
当
性
を
欠
く
疑
似
的
な
「
福
田
」

で
あ
る
。

メ
l
チ
l
自
身
、
自
分
を
純
然
た
る
在
家
者
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
な
い
。
逆
に
、
明
ら
か
仁
メ
l
チ
！
と
は
比
丘
尼
で
あ
る
と
意
識

的
に
行
動
す
る
傾
向
が
あ
る
。
い
っ
た
ん
「
出
家
」
し
た
か
ら
に
は
、
メ
l
チ
l
は
僧
机
が
女
性
を
忌
避
し
て
遠
ざ
け
る
よ
う
に
、
男
性
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の
体
に
触
れ
る
こ
と
を
タ
プ
！
と
す
る
。
男
性
に
物
を
手
渡
す
時
、
メ
1
チ
l
は
俄
桐
が
女
性
に
対
し
て
す
る
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
手
放

し
て
か
ら
こ
れ
を
相
手
に
受
け
取
ら
せ
る
。
俗
世
界
と
悶
絶
す
る
「
出
家
者
」
に
特
な
な
宗
教
的
サ
イ
ン
を
メ
l
チ
1
は
特
に
強
調
す
る
。

し
か
し
、
メ
l
チ
l
側
で
「
出
家
者
」
と
し
て
の
行
為
様
式
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
合
掌
行
為
（
ワ
イ
）
を
例
に
と
ろ

う
。
出
家
者
で
あ
る
僧
侶
は
、
食
事
を
布
施
さ
れ
て
も
俗
人
に
対
し
て
合
掌
し
な
い
。
誰
に
ど
の
様
な
状
況
で
合
掌
す
る
か
と
い
う
問
題

は
、
俗
世
界
に
お
い
て
清
浄
性
を
維
持
す
る
サ
ン
ガ
の
社
会
的
性
格
が
示
す
よ
う
に
、
一
聖
俗
空
間
の
差
異
を
明
確
な
形
で
象
徴
的
に
強
調

す
る
タ
イ
社
会
に
あ
っ
て
は
、
宗
教
的
な
行
為
と
し
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
］

バ
ン
コ
ク
を
中
心
に
発
行
さ
れ
て
い
る
メ
l
チ
1
入
門
書
が
あ
る
。
一
般
の
女
性
向
げ
に
脅
か
れ
た
こ
の
小
冊
子
の
な
か
で
、
メ
l
チ
ー

で
あ
る
著
者
は
「
メ
l
チ
l
は
（
修
行
者
で
な
い
）
一
般
俗
人
に
対
し
て
合
掌
す
ぺ
色
か
否
か
」
と
い
う
問
題
を
、
長
ら
く
解
決
で
き
て

い
な
い
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
（

z
s
n
z
o
Z
E
H
E∞O
一∞∞
1
U
N
h
以
下
は
要
約
）
。

ョ
「
ふ
た
つ
の
考
え
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
メ
l
チ
1
は
〈
出
家
〉
し
た
女
性
な
の
だ
か
ら
、
（
〈
出
家
〉

H
修
行
H
し
て
い
な
い
と
い
う

意
味
で
の
）
持
戒
す
る
矧
皮
が
少
な
い
俗
人
に
対
し
て
は
、
憎
仰
が
俗
人
や
（
与
え
ら
れ
た
戒
律
が
少
な
い
）
見
習
僧
に
対
し
て
合
掌
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
合
掌
、
返
礼
す
る
心
要
は
な
い
。
メ
l
チ
1
は
僧
侶
に
対

L
て
の
み
合
掌
す
れ
ば
よ
い
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
た

と
え
メ
l
チ
！
と
し
て
〈
出
家
〉
し
て
も
俗
人
に
対
し
て
は
合
掌
、
返
礼
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
態
度
は
自
尊
心
を
持
っ

て
い
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

合
掌
行
為
に
つ
い
て
は
俗
人
は
俗
人
の
、
僧
侶
に
は
僧
侶
の
聞
で
定
ま
っ
た
作
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
メ
l
チ
ー
に
は
こ
れ
が
な

い
。
メ
l
チ
l
自
身
が
自
分
を
俗
人
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
俗
人
に
即
し
た
行
な
い
に
な
る
し
、
逆
に
自
分
は
出
家
者
で
あ
る
と
い
う
意

識
を
持
て
ば
出
家
者
と
し
て
の
作
法
に
準
拠
す
る
。
さ
ら
に
は
気
分
次
第
と
い
う
の
も
あ
る
。
ひ
と
つ
の
原
則
に
従
っ
て
振
舞
っ
て
も
、

そ
れ
に
対
す
る
相
手
の
反
応
に
も
戸
惑
い
が
あ
っ
た
り
で
（
呼
称
に
閲
し
て
な
ど
）
す
ん
な
り
と
は
い
か
な
い
。
結
局
、
メ
l
チ
l
は
周

囲
の
反
応
に
自
ら
を
対
応
さ
せ
つ
つ
、
最
も
適
切
な
振
舞
い
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
ろ
万
」
。

こ
の
よ
う
な
見
解
が
示
す
よ
う
に
、
修
行
者
と
し
て
の
メ
l
チ
l
の
位
相
は
、
仏
教
サ
ン
ガ
と
俗
世
界
の
狭
間
に
成
立
し
て
い
る
。
仏
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教
サ
ン
ガ
か
ら
す
れ
ば
〈
俗
人
〉
扱
い
さ
れ
る
が
、
俗
枇
界
か
ら
も
逸
脱
す
る
宗
教
的
修
行
者
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
仏
教
サ
ン
ガ
の
周
縁

に
位
置
し
、
半
ば
在
家
、
半
ば
出
家
的
な
位
相
を
も
っ
て
い
る
。
女
性
は
仏
教
の
持
戒
者
と
し
て
清
浄
さ
を
醸
ば
れ
は
す
る
が
、
そ
の
宗

教
的
立
場
の
暖
味
さ
ゆ
え
に
、
時
と
し
て
双
方
の
陀
界
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
と
り
わ
け
若
い
メ
l
チ
ー
が
そ
う
で
あ
る
。

若
い
男
性
が
出
家
し
て
受
け
る
社
会
的
詳
細
と
は
対
照
的
に
、
女
性
が
若
く
し
ぞ
メ
l
チ
！
と
な
る
こ
と
は
、
同
附
代
の
女
性
が
持
つ

べ
き
正
常
な
感
覚
（
異
性
へ
の
関
心
な
ど
）
を
持
た
ぬ
者
と
い
う
熔
印
を
押
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
メ
l
チ
1
は
、
線
敬
の
対

象
で
あ
る
ど

εろ
か
、
し
ば
し
ば
ジ
ョ
ー
ク
の
対
象
と
な
る
。
恐
れ
ら
れ
た
り
忌
か
嫌
わ
れ
た
り
し
、
潜
権
的
に
負
の
象
徴
と
し
て
扱
わ

一

れ
旬
。
ま
だ
性
的
魅
力
を
秘
め
る
メ
l
チ
l
は
、
僧
侶
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
「
女
性
」
と
し
て
僧
仰
を
誘
惑
す
る
者
で
あ
っ
た
り
、

俗
世
界
で
は
、
ピ
l

（
悪
霊
）
に
取
り
態
か
れ
た
女
と
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

五
む
す
び
に
か
え
て
「
母
（
メ
1
）
」
と
仏
教
世
界
～

メ
l
チ
ー
に
な
る
こ
と
を
も
含
め
て
、
女
性
が
出
家
修
行
の
根
本
で
も
あ
る
持
戒
行
に
励
む
の
は
、
家
事
か
ら
解
放
さ
れ
た
老
後
で
あ

る
と
い
う
考
え
は
か
な
り
一
般
的
で
あ
る
。
老
後
は
、
こ
の
世
で
の
人
生
の
最
終
帯
を
前
に
し
て
来
般
を
感
じ
る
時
別
で
あ
る
。
生
涯
の

責
務
を
終
え
よ
う
と
す
る
女
性
が
寺
院
で
持
成
行
に
専
念
す
る
こ
と
は
、
社
会
的

t
望
ま
し
い
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
年

輩
の
女
性
は
白
衣
に
あ
る
種
の
慣
れ
さ
え
抱
く
。
老
後
に
稿
短
的
な
実
践
を
過
し
て
仏
教
枇
界
と
辰
も
濃
訴
な
閲
わ
り
を
も
つ
こ
と
は
、

女
性
の
社
会
的
「
成
熟
」
の
証
で
も
あ
る
。
・
女
性
の
あ
り
方
の
意
味
づ
け
は
、
出
家
で
き
る
男
性
と
は
異
な
る
方
法
で
仏
教
と
関
わ
っ
て

い

る

。

＼

↑

女
性
に
と
っ
て
、
男
性
の
得
度
式
（
成
人
式
）
に
あ
た
る
明
確
な
通
過
儀
礼
は
な
い
。
通
常
、
結
婚
し
て
子
供
を
も
う
け
て
母
と
な
る

こ
と
が
一
人
前
に
な
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
在
も
脱
村
部
で
産
後
の
肥
立
ち
と
し
て
行
な
わ
れ
る
ユ

1
・
フ
ァ
イ
（
一

定
期
間
、
体
を
暖
め
る
た
め
に
下
か
ら
火
を
ゆ
る
く
た
き
つ
け
る
附
易
ベ
ッ
ド
で
寝
起
き
す
る
こ
と
。
食
事
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、

火
を

-.).(!.-



通
さ
な
い
水
を
飲
む
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
）
を
「
成
人
式
」
の
よ
う
な
意
味
を
セ
つ
通
過
儀
礼
と
み
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
回

S
Z

H

句。ω
＼
司

r同
巾
可
巾
M
H
ω

∞W
H
A
P－

H
ω

）。

一
種
の
＋
古
行
に
似
た
ユ
l

・
フ
ァ
イ
を
経
て
、
娘
か
ら
母
（
メ
l
）
へ
と
生
ま
玩
変
わ
る
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
受
戒
し
出
家
す
る
こ
と

で
社
会
的
に
一
人
前
と
認
知
さ
れ
る
男
性
の
得
度
式
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
可
プ
ン
と
い
、
え
で
は
、
子
供
を
も
う
け
、
育
て
る
こ

と
で
女
性
は
わ
が
身
へ
の
プ
ン
の
供
給
者
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
子
供
が
息
子
で
あ
れ
ば
、
出
家
さ
せ
て
プ
ン
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

娘
で
あ
れ
ば
自
分
の
他
界
後
も
プ
ン
を
廻
向
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
子
供
を
養
育
す
る
母
親
と
し
て
の
体
験
を
経
て
、
女
性
は
自
ら
の

宗
教
的
位
相
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
7
イ
す
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ン
ク
ス
や
カ
イ
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ぼ
で
あ
る
こ
と
は
女
性
が
仏
教
社

界
に
関
与
す
る
と
い
う
社
会
構
造
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

男
性
が
福
田
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
女
性
は
専
ら
サ
ン
ガ
を
供
養
し
て
プ
ン
を
積
む
ば
か
り
に
み
え
る
。
し
か
し
、
福

田
と
な
る
僧
侶
を
生
み
育
て
、
僧
侶
の
修
行
生
活
を
支
え
る
の
は
、
母
な
る
女
性
が
担
う
重
要
な
宗
教
的
実
践
で
あ
る
。
男
性
の
サ
ン
ガ

と
の
関
わ
り
方
が
構
築
的
で
は
あ
る
が
断
続
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
女
性
は
日
常
的
な
タ
ン
プ
ン
行
為
や
持
戒
行
を
通
し
て
継
続
的
に

仏
教
世
界
を
名
実
と
も
に
「
養
育
」
し
「
維
持
」
す
る
。
そ
し
て
、
捜
得
し
た
プ
ジ
を
他
界
し
た
肉
親
へ
転
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ

た
か
も
子
供
を
養
育
す
る
よ
う
に
霊
を
よ
り
良
き
転
生
へ
と
方
向
付
け
る
。
こ
れ
与
は
す
べ
て
女
性
の
社
会
的
な
あ
り
方
を
象
徴
し
て
い

る。
女
性
は
、
メ
｜
チ
l
の
境
界
性
が
示
す
よ
う
に
、
俗
世
界
と
清
浄
な
る
仏
教
陛
界
の
双
方
の
世
界
を
内
側
か
ら
媒
介
す
る
役
割
を
果
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
俗
界
に
留
ま
り
な
が
ら
仏
教
川
町
界
を
構
成
す
る
。
生
命
の
清
成
者
た
る
女
性
は
、
男
性
が
制
度
様
式
を
代
表
、
演

出
す
る
仏
教
世
界
の
周
縁
を
取
り
凶
む
俗
耽
界
に
あ
っ
て
、
様
式
と
信
仰
の
実
践
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
男
性
が
独
市
す
る
仏
教
サ

ン
ガ
を
保
持
す
る
。
男
性
の
宗
教
的
位
附
が
権
威
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
も
、
表
向
き
（
制
度
的
）
に
は
排
除
さ
れ
る
女
性
が
権
威
を
現

実
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
男
性
に
従
属
す
る
よ
う
に
み
え
る
タ
イ
の
仏
教
陛
界
仁
お
い
て
、
女
性
は
、
「
象
の
前
足
」
で
あ
る
男
性
の
背

後
で
、
あ
た
か
も
「
後
ろ
足
」
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
足
場
を
踏
み
と
ど
め
、
そ
の
上
に
そ
び
え
る
体
を
支
え
る
の
で
あ
る
。

ー以ー



註
記

小
論
で
使
用
す
る
東
北
タ
イ
稲
作
農
村
（
コ
ン
ケ
ン
県
ム
ア
ン
グ
郡
ド
ン
ハ
ン
行
政
区
ド
ン
デ
1
ン
村
。
調
査
村
と
記
す
）
で
の
主
な
事
例
お
よ

び
資
料
は
、
「
タ
イ
村
落
の
動
態
的
研
究
｜
二
十
年
間
の
追
跡
調
査
（
研
究
代
表
者
ど
石
井
米
雄
）
」
｛
文
部
省
科
学
研
究
賀
補
助
金
海
外
学
術
調
査
・

調
査
総
括
）
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
、
一
九
八
三
年
一
月
か
ら
十
月
に
か
け
で
岡
村
で
定
着
調
査
を
行
な
っ
た
鍛
者
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た

も

の

で

あ

る

。

一

叶
巾
『
君
主
は
こ
の
象
徴
的
意
味
の
解
釈
を
女
性
の
肉
体
的
自
然
に
求
め
て
い
る
。
、
す
ら
若
い
女
性
の
肉
体
は
出
家
者
に
低
俗
的
な
肉
欲
を
呼
び
覚

ま
せ
る
誘
惑
に
満
ち
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
女
性
は
性
の
象
徴
と
し
て
の
メ
ン
ス
を
有
し
、
自
然
の
サ
イ
ク
ル
に
近
い
生
命
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

年
老
い
た
女
性
が
熱
心
に
寺
院
へ
通
い
持
戒
行
に
励
む
の
が
自
然
な
こ
と
と
さ
れ
る
の
は
、
若
い
肉
体
を
失
い
閉
経
に
奈
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い

、7（叶帽同唱回冊－
H
m
w
U可申い

M
O
叶

）

。

一

仏
教
戒
律
の
体
系
に
お
い
て
は
、
修
行
僧
の
性
的
行
為
は
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
！
と
い
、
す
大
鰐
を
犯
し
た
こ
と
に
な
り
、
サ
ン
ガ
を
追
放
さ
れ
る
。

『
尼
僧
の
告
白
／
テ
1
リ
l
ガ
ー
タ
ー
」
（
中
村
元
訳
）
。
木
曾
の
成
立
は
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
時
代
〈
紀
元
前
三
股
紀
後
半
頃
〉
と
い
わ
れ
る
。

な
お
、
凶

S
R自
身
は
、
こ
の
見
解
は
後
代
の
僧
侶
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
仏
陀
は
女
性
が
仏
川
に
入
る
こ
と
に

否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
証
明
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

タ
イ
の
近
代
的
な
教
育
行
政
制
度
の
捧
礎
を
つ
く
っ
た
の
は
ラ
1
マ
五
世
（
チ
ュ
ラ
1
ロ
ン
コ
ン
王
）
で
あ
る
。
教
育
局
が
一
八
八
七
年
（
一
八

八
九
年
に
文
部
省
に
昇
格
）
に
創
設
さ
れ
、
一
八
九
九
年
に
地
方
教
育
を
地
方
の
寺
院
の
僧
侶
に
委
ね
る
こ
と
、
サ
ン
ガ
が
教
育
の
普
及
を
担
う

こ
と
を
明
記
し
た
数
備
剖
商
が
ワ
チ
ラ
ヤ
ン
親
王
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
一

北
タ
イ
良
村
の
事
例
に
お
い
て
ロ
ミ
ロ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
男
牲
の
宗
教
的
立
場
に
対
し
て
、
女
性
は
似
の
継
承
や
屋
敷
（
地
）

に
関
わ
る
祖
霊
の
保
護
・
継
承
の
観
念
に
よ
り
深
く
関
わ
る
。
宗
教
的
世
界
の
担
い
手
と
し
て
阿
性
は
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
。
ロ
同
・

0
2
Z

H
m
w
∞品川め∞・

⑧
筆
者
が
調
査
し
た
東
北
タ
イ
良
村
で
は
、
女
性
は
民
間
信
仰
の
儀
礼
に
詳
し
い
モ
ー
タ
ム
（
祈
符
師
／
出
家
経
験
者
）
の
恒
常
的
な
信
奉
者
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
北
タ
イ
農
村
で
祖
霊
の
摘
に
関
す
る
俄
礼
の
意
味
を
解
釈
す
る
切
は
、
文
字
が
読
め
る
出
家
経
験
者
の
長
老
男
性
が
主
と
す
る

事
例
が
あ
る

3
5
8
E
ロ
ピ
ω
）

。

…

カ
イ
ズ
は
、
近
年
二
九
七

O
）
の
統
計
で
は
こ
の
よ
う
な
性
別
職
業
情
成
の
一
類
型
化
は
該
当
し
に
〈
い
と
反
証
を
あ
げ
て
い
る
宗
2
2

H

由∞
ω
一ω
1
m）。

① ② ＠＠＠ ＠ ① ⑨ 

-.2.2 -



開
門

E
E
8
2叩
由

O
H
H
8
1
H
E）、叶
g
F
E
F
2
2
0
H
E叶
）
お
よ
び

E
E
E
（Z
F
M
g｝
ら
に
よ
る
タ
ン
プ
ン
方
法
の
ラ
ン
ク
づ
け
を
参

n
司”。””” 

⑪

筆

者

の

調

査

村

で

の

聞

き

取

り

。

一

⑫
プ
ン
を
仏
教
儀
礼
時
に
お
い
て
祖
箆
に
廻
向
す
る
の
は
必
ず
し
も
女
性
に
限
ら
れ
る
宗
教
的
行
為
で
は
な
い
。
し
か
し
、
男
性
で
は
少
数
の
篤
儒

家
（
村
の
古
老
）
を
除
い
て
は
女
性
が
こ
の
役
割
を
独
占
し
て
お
り
、
男
性
世
情
主
も
妻
に
任
せ
き
り
の
傾
向
が
強
い
。
こ
の
こ
と
は
男
女
に
お

け
る
生
前
の
親
と
の
共
住
期
間
、
そ
の
関
係
の
波
淡
の
芽
ど
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

カ
テ
ィ
ン
儀
礼
が
男
女
と
も
に
辰
高
の
評
価
を
得
て
い
る
が
、
こ
れ
も
男
女
で
は
与
え
る
と
こ
ろ
が
若
干
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
男
性
が
取
大
の

布
施
行
、
祝
祭
と
し
て
捉
え
る
の
に
た
い
し
、
女
性
は
他
界
し
た
肉
親
へ
の
般
世
間
の
供
養
と
み
る
傾
向
が
あ
る
。

ま
た
、
都
市
部
の
特
殊
な
例
で
は
あ
る
が
、
膜
惣
修
行
に
た
け
、
ァ
ピ
ダ
ル
マ
の
知
識
に
通
じ
た
特
定
の
メ
l
チ
l
が
、
官
僚
、
軍
人
を
は
じ
め

僧
侶
を
も
含
め
た
社
会
の
上
層
の
人
々
に
掠
敬
を
受
け
、
信
奉
者
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
、
時
代
に
即
し
た
仏
教
の
実
践
的
解
釈
を
提
供
す
る
ま
で

の
役
割
を
担
っ
て
い
る
例
も
あ
る
（
口
『
・
〈
告
別

a
g
r・
F
Z
H
S
w
b！
日
）
。
↓

〈
自
何
丘
町
乱

FTHU冊目回日、包∞
N・
2
1叶mv
の
ケ

1
ス
は
こ
れ
に
属
す
る
。
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