
仏

教

の

女

性

性

否

定

源

淳

子

一

は
じ

め
に

三
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、

フ

エ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
は
西
洋
文
化
思

想
史

の
男
性
中
心
的

・
女
性
抑
圧
の
文
化
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
構
造
分
析
を

徹
底
的

に
行
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教

の
相
対
化

の
作
業
を
遂
行
し
た
。
そ

の
結
果
、

「
フ

エ
ミ

ニ
ス
ト
神
学
」
を
生
み
出
し
た
。
「
フ

モ
・こ
一
ス
ト

神
学
」
が
創
造
さ
れ
た
背
景
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
も

っ
て
い
る
父
権

的
な
性
格
が
日
常
的
営
み
の
隅

々
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
察

知
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
そ

の
点
で
は
、
日
本
の
宗
教

・
思
想
に
は

キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
明
確
な
父
権
的

三
神
教
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ

と
と
も
関
連
し
て
、
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
の
構
築
は
、
宗
教

・

思
想
の
分
野
で
遅
れ
を
と

っ
て
い
る
。
宗
教

・
思
想
を
含
め
た
日
本

の

文
化
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
相
対
化
し
、
日
本
独
自

の
文
化
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
解

明
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論

の
構
築
は
可
能
だ
ろ
う

と
考
え
る
。

日
本

の
宗
教

・
思
想
の
も
つ
男
性
中
心
性

・
女
性
抑
圧
性
は
、
神
道

・
儒
教
の
中
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
年
で
は
仏
教
に
も
そ

の
よ
う
な
指
摘
が
見
え
始
め
た
。
「
女
人
五
障
」
な
ど
の
差
別
性

は
何

人
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
そ

の
差
別

性
は
、
仏
教
の

「
平
等
思
想
」

の
中
で
埋
没
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
仏
教
の

「
平
等
思
想
」
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
視
点
か
ら
解
析
す

る
と
、
そ
の
思
想
に
は
、
差
別
性
と
平
等
性
が

二
元
論
的
に
展
開
さ
れ

て
き
た
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
は
仏
教
の
救
済
も

徹
底
し
た
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
小
論
文
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
も
つ
男

性
中
心
的

・
女
性
抑
圧

的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
女
性
性
否
定
と

い
う
点
に
絞

っ
て
考
察

し

て

み

た

い
。

二

性
否
定

の
も

つ
音
心味

仏
教
の
基
本
的
立
場
と
し
て
、
ブ

ッ
ダ
は
出
家
を
説

い
た
。
出
家
と

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
家
庭
的
世
俗
的
な
執
着

・
束
縛
を
離
れ
て
道
を

求
め
る
修
行
者
で
あ
る
生
き
方
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
出
家
以
外
の
道

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第
三
號

卒
成
元
年
十
二
月
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仏
教
の
女
性
性
否
定

(源
)

で
は
わ
ざ
わ
い
が
多
く
て
、
仏
道
を
修
行
す
る
の
に
妨
げ
と
な
る
と
い

う
意
味
が
説
か
れ
る
。
出
家
に
は
当
然
、
性
の
否
定
が
含

ま

れ

て

い

た
。
人
間
が
も

っ
て
い
る
煩
悩
を
克
服
す
る
こ
と
で
、
仏
と
い
う
覚
者

に
成
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ブ
ッ
ダ
は
禁
欲
主
義
を
課
し
た
。

出
家
は
仏
を
め
ざ
す
男
女
両
性
に
課
さ
れ
た
。
そ

の
点
で
は
、
男
性

の
中
の
男
性
性
も
女
性
の
中
の
女
性
性
も

三
切
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
性
否
定
は
性
差
を
無
く
し
、
両
性
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
仏
道
と
は
、
男
性
性
も
女
性
性
も
な
く
し
、
真
実
に
目
覚
め
た
も

の
に
成

っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
ブ

ッ
ダ
は
そ
の
厳
し
さ

・
困
難
さ
を

見
抜
き
、
「性
の
交
わ
り
を
断

つ
」
こ
と
も
強
く
説
か
ね
ぽ
な
ら

な

か

っ
たし

か
し
、
男
女
の
無
性
化
は
平
等
と
い
う
わ
け
に
は

い
か

な

か
っ

た
。
ブ

ッ
ダ
の
性
否
定
に
は
、
「
わ
れ
は

(昔
さ
と
り
を
開
こ
う
と
し
た
時

に
)
、愛
執
と
嫌
悪
と
貧
欲

(と
い
う
三
人
の
魔
女
)
を
見
て
も
、

か
れ
ら

と
性
の
交
わ
り
を
行
い
た
い
と
い
う
欲
望
さ
え
も
起
ら
な
か
っ
た
。
大

小
便
に
満
ち
た
こ
の

(女
が
)
そ
も
そ
も
何
も
の
な
の
だ

ろ
う
。

わ
た

(1
)

く
し
は
そ
れ
に
足
で
触
れ
る
こ
と
さ
え
も
欲
し
な
い
。
」
「美
し
い
か
た

(2
)

ち
に
愛
着
を
お
こ
す
な
。
」
「
婦
女
は
聖
者
を
誘
惑
す
る
。
婦
女
を
し
て

(
3
)

か
れ
を
誘
惑
さ
せ
る
な
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
性
を
修
行
の

妨
げ
と
し
て
み
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
女
性
を
慶

め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
禁
欲
主
義
が
成
立
し
て
い
る
。

男
性

の
男
性
性
否
定
に
よ
る
無
性
化
は
、
女
性
性
の
否
定
を
も

っ
て

説
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
性
差
否
定

の
無

性

化
、
平

等

性

が
、
男
性
優
位
に
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ

っ
て
、
無
性
化
に
よ
る
性
の

三
元
化
は
、
実
は
、
男
性
性
を
肯
定
し
な
が
ら
達
成
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
禁
欲
主
義
と
い
う
性
否
定
は
、
性
差

の
な
い
平
等
を
表
明
す

る
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
う
で
は
な
く
て
、
男
性
優
位
の
性

へ
の
す
り
か

え
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
男
性
優
位

の
典
型
的
な
例
は
、
初

期
の
仏
教
教
団
の
男
性
中
心
主
義

に
も
み
ら
れ

る
こ
と
は
、
改
め
て
論

じ
る
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
男
性
中
心
主
義
は
、
現
代
の
日
本
に

ま
で
及
ん
で
い
る
が
、
単
に
制
度
的
な
問
題
で
あ
る
と
、
切
り
捨
て
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

教
義

の
面
で
、
男
性
中
心
性

・
女
性
抑
圧
性
を
明
確
に
示

し

た

の

が
、
「
女
人
五
障
説
」
で
あ
る
。
女
性
が
仏
に
成
れ
な
い
と
さ
れ

た

こ

の
教
え
は
、
女
性
を

三
方
的
に
否
定
し
た
点
で
、
女
性
を
排
除

し
た
こ

と
に
な
る
。

ま
た
、
後

に
出
て
き
た

「
変
成
男
子
説
」
も
同
様
に
、
女
性
が
女
性

そ
の
も
の
を
否
定
し
て
男
性
に
変
身
し
な
け
れ
ぽ
成
仏
で
き
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
女
性
の
成
仏
の
可
能
性
を
提
示
し
た
も

の

で

あ

る

が
、
男
性
の
性

へ
の
三
元
化
を
意
味
し
て
い
る
点
で
は
、
明
ら
か
に
男

性
中
心
的
で
あ
り
、
女
性
性
が
否
定
さ
れ
て
女
性
抑
圧
的
で
あ
る
。
し

か
も
、

こ
の

「変
成
男
子
」
は
、
女
性
排
除
を
決
定
づ
け
る
と
共
に
、

女
性
に
女
性
で
あ
る
こ
と
を
厭
わ
せ
た
点
で
問
題
は
大

き

い
。

そ

れ

は
、
女
性
の
不
浄
観
、
罪
悪
観

へ
連
結
し
て
い
く
も
の
に
な
る
か
ら
で
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あ
る
。「

女
人
五
障
」
「変
成
男
子
」
に
つ
い
て
は
、
別
に
詳
細
に
論

じ

る

必
要
が
あ
る
。

三

女
人
禁
制

仏
教

の
女
性
性
否
定
が
、

日
本
で
最
も
顕
著
に
示
さ
れ
た
も
の
の

一

つ
を
例
に
挙
げ
て
分
析
し
て
み
た
い
。
出
家
思
想
を
根
本
に
も

つ
仏
教

は
、
日
本
仏
教
と
な

っ
て
も
、
そ
の
性
格
を
急
変
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
出
家
者
は
あ
く
ま
で
も
妻
帯
し
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
仏
教

は
性
否
定

の
ま
ま
伝
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
仏
教
は
日
本
独
自
の

歩
み
方
を
採

っ
て
い
く
傾
向
も
見
せ
た
の
で
あ
る
。
女
性
性
を
否
定
す

る
方
法
も
独
自
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の

一
つ
を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
、

奈
良
、
平
安
仏
教
の
諸
山
寺

の
女
人
禁
制
、
女
人
結
界
で
あ
る
。

女
人
禁
制
が
行
わ
れ
た
理
由
は
、
次
の
時
代
に
出
た
法
然
に
よ

っ
て

具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
然
は

「
日
本
国
に
さ
し
も
貴
き
無

(4
)

止
の
霊
地
霊
験
の
瑚
に
は
皆
悉
く
…嫌
は
れ
た
り
」
と
し
て
、
比
叡
山
、

高
野
山
、
東
大
寺
、

崇
福
寺
、

金
峰
山
、
醍
醐
寺
な
ど
を
女
人
禁
制

の

寺
と
し
て
あ
げ
、

比
叡
山
、
高
野
山
の
理
由
を
次

の
よ
う
に
明
か
し
て

い
る
。
「
五
障
の
雲
聾
ゆ
る
こ
と
な
く
、

三
味
の
谷
深
く

し

て
、
三
従

(
5
)

の
水
流
る
る
こ
と
な
し
」
「
三
密
の
月
輪
普
く
照
ら
す
と
い
へ
ど

も
、

女
人
非
器

の
闇
を
ば
照
ら
さ
ず
。
五
瓶
の
智
水
等
し
く
流
る
と

い
へ
ど

(6
)

も
、
女
身
垢
稼

の
質
に
漉
が
ず
。
」

こ
れ
ら
か
ら
考
え
ら
れ
る
女
性
排
除
の
条
件

は
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
女
性
が

「
五
障
の
身
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は

イ
ン
ド
の
初
期
の
仏
教
に
出
て
き
た
も
の
で
、
女
性
に
は
五
つ
の
障
り

が
あ
り
、
梵
天
王
、
帝
釈
天
、
魔
王
、
転
輪
王
、
仏
に
な
れ
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
法
然
は
仏
に
な
れ
な
い
女
性
を
説
明

し

て

い

る
。

「
仏
に
成
る
こ
と
は
男
子
な
ほ
難
し
、
い
か
に
い
は
ん
や
女
人
を
や
。

(中
略
)
天
上
天
下
は
な
ほ
賎
し
き
生
死
有
漏

の
果
報
、
無
常
生
滅
の

拙
き
身
に
だ
に
も
成
ぜ
ず
、

い
か
に
い
は
ん
や
仏
の
位
を
や
。
申
す
に

揮
り
あ
り
、
思

へ
ぽ
恐
れ
あ
り
。
(中
略
)
女
人

の
身
は
諸
経
論
の
中
に

嫌
は
れ
、
在

々
所

々
に
積
出
せ
ら
れ
た
り
、
三
途

・
八
難

に
あ

ら

ず

ば
、
趣
く
べ
き
方
も
な
く
、

六
趣

・
四
生
に
あ
ら
ず
ぽ
、
受
く
べ
き
形

も
な
し
。

し
か
れ
ぽ
則
ち
富
楼
那
尊
者
の
成
仏

の
国
に
は
、

『
も
ろ
も

ろ
の
女
人
あ
る
こ
と
な
く
、

ま
た
も
ろ
も
ろ
の
悪
道
な
し
』
等
と
云

へ

り
。
三
悪
道
に
等
し
く
し
て
、
永
く
女
人
の
跡
を
削
る
。
天
親
菩
薩
の

往
生
論
の
中
に
は
、
『
女
人
お
よ
び
根
欠
、
二
乗

の
種
生

ぜ

ず
』
と
云

っ
て
、
根
欠
敗
種
に
同
じ
く
し
て
、
遠
く
往
生

の
望
み
を

絶

つ
と

云

(
7
)

々
。
諸
仏
の
浄
土
に
は
思
ひ
寄
る
べ
か
ら
ず
。
」

こ
れ
は
法
然
以
前

の

女
性
成
仏
の
捉
え
方
で
あ
る
。
成
仏
は
男
性
で
も
難
し
い
の
に
、
女
性

は
い
う
ま
で
も
な
い
、
と
ま
ず
女
性
の
成
仏
は
男
性
の
外
に
あ
る
こ
と

を
証
す
。
そ
れ
は
、
女
性
が
諸
経
論
に
嫌
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
、

女
性
が
生
ま
れ
て
い
く
と
こ
ろ
は
、
仏
国
土
で
も
浄
土
で
も
な
く
、
迷

い
の
世
界
し
か
な
い
こ
と
を
い
う
。
女
性
は
完
全
に
救
い
の
対
象
か
ら

仏
教
の
女
性
性
否
定

(源
)
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仏
教
の
女
性
性
否
定

(源
)

除
外
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
日
本
で
も
イ
ソ

ド
と
同
じ
く
、

女
性
が
仏
に
成
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

次
に
、
女
性
は

「三
従
の
身
」
で
あ
る
か
ら
と
い
う
。
女
性
は
結
婚

前
は
父

に
、
結
婚
後
は
夫
に
、
夫
の
死
後
は
息
子
に
従
う
べ
き
だ
と
い

わ
れ
て
、
常
に
男
性
の
支
配
下
に
隷
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え

で
あ
る
。
女
性
が
三
従
の
身
で
あ
る
と
決
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
女
性

は
聖
な

る
宗
教
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
男
性
に
従
属
し
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
も
の
は
救
い
の
対
象
外
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

コ
ニ
従

の
教
え
」
は
イ
ソ
ド
の

『
マ
ヌ
法
典
ハ』
に
載

っ
て
い
て
、
当

時
の
女
性

の
生
き
方
を
呪
縛
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
仏
教
独
自
の
も
の

で
は
な
い
が
、
イ
ン
ド
の
仏
教
に
も
採
用
さ
れ
、
経
論
に
出
て
く
る
。

日
本
で
は
、
「三
従
の
教
え
」
は
儒
教

の
教
え
で
あ
る
と
捉
え
が

ち

で

あ
る
が
、

す
で
に
平
安
期
に
お
い
て
、
仏
教
の
考
え
方
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
女
性
は

「非
器
」
で
あ
る
か
ら
、
結
界
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
三
密

の
月
輪
は
す
べ
て
を
照
ら
す
の
に
、
女
性
だ
け
が
照
ら
さ
れ

な
い
。
女
性
は
何
の
器
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
や
は

り
五
障
と
関
係
が
あ

っ
て
、
成
仏
の
器
で
は
な
い
と
い
う

こ
と

で
あ

る
。
女
性
が
成
仏
の
道
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

そ
し
て
、
「女
身
垢
繊
」
の
理
由
は
、
女
人
禁
制
を
成
り
立
た
せ
た
。

浄
繊
二
元
論
で
決
定
さ
れ
る
女
性
の
不
浄
視
で
あ
る
。

以
上
、
法
然
が
あ
げ
た
女
人
禁
制
の
理
由
を
分
析
し
た

の

で
あ

る

が
、
ど
の
理
由
を
と

っ
て
も
、
女
性
を
差
別
し
た
も
の
で
あ
る
。
女
人

禁
制
は
、
性
否
定
を
実
現
化
す
る
場
で
、
い
ろ

い
ろ
の
理
由
を
つ
け
て

女
性
排
除
を
行
な
い
、
あ
た
か
も
性
否
定
が
性
差
否
定
の
よ
う
に
み
せ

か
け
た
が
、

こ
の
よ
う
な
性
の
一
元
化
が
と
り
も
な
お
さ
ず
男
性
の
性

へ
の
三
元
化
の
し
か
け
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
女
性
排
除
の
理

由
は
イ
ン
ド
仏
教
か
ら
の
流
れ
を
引
い
て
い
る
こ
と
も

三
目
瞭
然
で
あ

る
。
法
然
は
女
人
禁
制
を
批
判
し
た
け
れ
ど
も
、
法
然
も
女
性
性
の
否

定
を
克
服
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
イ
ン
ド
の
仏
教
に
、
女
性
の
不
浄
視
が
出
て
こ
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
「
大
小
便
に
満
ち
た
こ
の
女
」
と
表
現

さ
れ
た
中

に

は
、
女

性
の
不
浄
視
が
あ

っ
た
。
「
設
ひ
我
仏
を
得
ん
に
、
十
方
無
量
不

可

思

議

の
諸
仏
世
界
に
、
其
れ
女
人
有
り
て
、
我
が
名
字
を
聞
き
て
、
歓
喜

(
8
)

信
楽
し
て
、
菩
提
心
を
発
し
、
女
身
を
厭
ひ
悪
ま
ん
」
「
女
身

を

厭
患

(9
)

せ
ん
」
な
ど
と
、

女
性
の
身
を
厭
う
言
葉
が
知
ら
れ
て

い

る
。

し

か

し
、
そ
れ
ら
は
日
本
に
み
ら
れ
る
不
浄
視
と
同
じ
で
あ
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。

日
本
の
場
合
に
不
浄
観
が
強
く
出
て
く
る
の
は
、
神
道
と
の
関
係
が

深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
伝
来
以
前
に
存
在
し
た
女
性
に
関
す
る
不

浄
観
は
、
月
経
、
出
産
で
あ

っ
た
。
後
の
神
社
神
道
に
は
、
触
繊
と
称

し
て
、
繊
れ
に
接
し
た
ら
神
社
参
拝
や
神
事
に
関
わ
れ
な
い
。
ま
た
、

当
然
繊
れ
て
い
る
も

の
自
身
も
清
浄
に
な
る
ま

で
神
事
に
関
わ
れ
な
い
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と
い
う

「
物
忌
令
」
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
以
外
で
も
、
懐
妊
、
流
産

な
ど
も
入

っ
て
お
り
、
女
性
に
対
す
る
繊
れ
が
目
を
引
く
。
し
か
し
、

そ
の
い
ず
れ
に
も
繊
れ
の
期
間
が
決
め
ら
れ
、
そ
の
期
間
を
過
ぎ
る
と

神
社
参
り
も
可
能
だ

っ
た
。

そ
の
点

は
仏
教

の
女
人
禁
制
と
異
な
る
。
仏
教
の
場
合
は
、
女
性
そ

の
も
の
を
繊
れ
と
し
て
聖
地
か
ら
結
界
し
曳
救
い
の
対
象
か
ら
外
し
た

の
で
あ

る
。
神
道
の
影
響
を
受
け
た
と
は
い
え
、
女
性
性
を
全
面
的
に

否
定
し
た

の
は
仏
教
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
女
性
も
自
身
が
女
性
で
あ

る
と
い
う
理
由
で
わ
が
身
を
厭
い
、
わ
が
身
を
罪
な
る
も
の
と
自
覚
し

て
い
っ
た
。
平
安
文
学
、
仏
教
説
話
な
ど
に
は
、
そ
う
し
た
数
多
く
の

女
性
の
せ

つ
な
い
ま
で
の
吐
露
が
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う

し
た
不
条
理
な
生
き
方
の
中
に
、
信
仰
と
救
い
が
あ

っ
た
こ
と
を
我
々

は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
性
差
別
の
特
徴
は
、
女
性
の

「身
」
を
垢
繊
で

あ
る
と
慶

め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
女
性
抑
圧

と
決
定
的
な
違
い
を
も
た
ら
し
、
男
と
女
の
関
係
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

影
響
し
、
所
謂
日
本
的
な
男
と
女
の
関
係
性
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
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