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研
究
ノ
ー
ト

全
女
性
教
師
ア
ン
ケ
ー
ト
報
告
書
か
ら
見
た
、

こ
れ
か
ら
の
女
性
教
師
像

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

伊

藤

美

妙

は
じ
め
に

戦
後
、
日
本
社
会
は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
女
性
の
社
会
進
出
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
幅
広
い
分
野
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

受
け
入
れ
る
側
も
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
や
男
女
共
同
参
画
な
ど
制
度
の
対
応
は
進
展
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
仏
教
界
で
は
未

だ
に
、
女
性
は
劣
位
に
於
か
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
日
蓮
宗
に
於
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
過
去
に
一
人
だ
け
宗
会
議
員

が
選
出
さ
れ
た
だ
け
で
、
女
性
教
師
が
宗
門
の
決
定
機
関
に
関
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
宗
政
に
女
性
教
師
の
声
を
取
り
上
げ
て
貰

う
機
会
さ
え
な
い
の
が
現
状
で
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
女
性
教
師
や
寺
庭
婦
人
が
お
寺
を
守
り
、
住
職
を
支
え
、
法
器
を
養
成
す
る
と

い
う
責
務
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
現
宗
研
の
女
性
教
師
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
現
状
を
把
握
す
る
た
め
日
蓮
宗
の
全
女
性
教
師
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
し
た
が
、
回
答
し
た
女
性
教
師
中
、
寺
院
関
係
者
が
過
半
数
を
占
め
、
そ
の
内
約
七
割
が
既
婚
者
（
離
死
別
を
含

む
）
で
し
た
。
女
性
教
師
の
多
く
は
、
陰
の
力
と
し
て
宗
門
や
寺
院
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
女
性
達
の
力
が
、
停
滞
し
つ
つ
あ
る
教

団
に
活
力
を
よ
み
が
え
さ
せ
る
一
助
と
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
私
達
女
性
教
師
は
、
教
団
内
に
真
の
男
女
平
等
、
共
同
参
画

を
実
現
し
、
共
に
歩
む
教
団
を
目
指
し
て
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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今
回
の
女
性
教
師
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
五
つ
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
女
性
教
師
像
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

一
、
せ
っ
か
く
信
行
道
場
を
出
て
も
な
に
も
活
動
し
て
い
な
い
人
が
い
る
こ
と
。

全
女
性
教
師
の
内
、
何
も
宗
教
活
動
し
て
な
い
方
は
約
一
割
で
す
が
、
教
師
以
外
の
収
入
で
生
計
を
立
て
て
い
る
方
が
全
体
の
約
四
割

も
い
ま
す
。
そ
の
内
現
在
、
住
職
・
担
任
・
教
導
で
あ
っ
て
も
寺
院
生
活
や
宗
教
活
動
で
は
生
計
が
立
て
ら
れ
な
い
方
が
約
二
割
も
い
る

の
が
女
性
教
師
の
実
情
で
す
。
ま
た
、
信
行
道
場
入
場
時
の
立
場
の
と
こ
ろ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
回
答
者
の
内
、
在
家
の
方
が
全
体
の
四

割
近
く
に
あ
た
り
ま
す
。
在
家
出
身
者
で
は
、
教
師
以
外
の
収
入
で
生
計
を
立
て
て
い
る
方
が
過
半
数
を
占
め
ま
す
。
在
家
の
方
達
は
信

行
道
場
を
修
了
後
、
布
教
活
動
の
場
所
が
決
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
宗
門
と
し
て
ど
の
よ
う
に
布
教
の
場

所
を
提
供
で
き
る
の
か
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

平
成
十
四
年
度
よ
り
宗
務
院
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
総
合
相
談
所
や
ミ
ト
ラ
サ
ン
ガ
で
や
っ
て
い
る
相
談
窓
口
を
、
も
っ
と
活
用
す
る
方

法
が
な
い
か
と
考
え
て
み
ま
し
た
。
民
間
で
行
っ
て
い
る
人
材
派
遣
の
よ
う
に
、
一
定
期
間
法
務
を
手
伝
っ
て
欲
し
い
方
の
と
こ
ろ
に
出

向
い
て
行
き
お
手
伝
い
を
す
る
、
ま
た
、
病
気
や
お
産
の
寺
庭
婦
人
の
代
わ
り
に
法
務
の
お
手
伝
い
を
す
る
な
ど
、
短
期
間
の
手
伝
い
に

女
性
教
師
を
派
遣
す
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
大
き
な
お
寺
以
外
は
、
寺
庭
婦
人
が
お
寺
の
様
々
な
雑
務
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い

と
思
い
ま
す
。
寺
庭
婦
人
が
病
気
や
お
産
の
時
、
そ
う
い
う
仕
事
を
代
わ
っ
て
貰
う
人
が
い
な
く
て
、
ゆ
っ
く
り
休
め
な
い
こ
と
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
に
、
代
わ
り
に
お
寺
の
法
務
や
雑
務
を
お
手
伝
い
出
来
る
人
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
条
件
が
お
互
い
に

合
え
ば
、
雇
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
過
疎
地
域
で
代
務
住
職
の
お
寺
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の

住
職
に
女
性
教
師
を
派
遣
す
る
か
、
正
式
に
次
の
住
職
が
決
ま
る
ま
で
の
間
、
代
理
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
か
。

総
合
相
談
所
や
ミ
ト
ラ
サ
ン
ガ
の
相
談
窓
口
を
も
っ
と
活
用
す
る
よ
う
に
、
声
が
け
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
に
懸
念
さ
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れ
る
こ
と
は
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も
そ
う
で
し
た
が
、
在
家
の
方
に
情
報
が
届
か
な
い
こ
と
で
す
。
現
在
住
ん
で
い
る
住
所
と
宗

務
院
に
届
け
て
い
る
住
所
が
違
っ
て
い
る
と
か
、
移
転
し
て
い
て
も
届
け
が
無
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
色
々
な
知
ら
せ

を
出
し
て
も
本
人
の
所
に
は
届
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
師
僧
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
届
い
て
も
本
人
の
と
こ
ろ
に
ま
で

は
、
届
い
て
な
い
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
師
僧
さ
ん
が
信
行
道
場
修
了
後
も
き
め
細
か
な
指
導
を
し
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
身
近
な
女
性
教
師
の
協
力
、
そ
れ
か
ら
地
域
の
宗
務
所
長
さ
ん
達
が
把
握
し
て
、
宗
門
か
ら
の
情
報
が
届
く

よ
う
に
考
え
て
頂
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
と
気
に
な
る
こ
と
は
、
女
性
教
師
の
能
力
が
正
し
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
立
場
を
与
え
ら
れ
た
ら
男
性
教
師
と
同
じ

よ
う
に
活
躍
で
き
る
女
性
は
た
く
さ
ん
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
女
性
教
師
に
職
場
を
提
供
す
る
男
性
教
師
の
方
が
少
な
い
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
女
性
教
師
は
敬
遠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
機
会
が
与
え
ら
れ
ず
、
経
験
を
積
め

な
い
こ
と
が
、
女
性
教
師
達
が
自
信
を
持
て
な
い
原
因
や
、
男
性
教
師
に
引
け
目
を
感
じ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

二
、「
何
か
活
動
し
た
い
」
と
い
う
意
欲
を
布
教
や
社
会
貢
献
に
活
か
し
た
い

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
報
告
書
に
も
あ
り
ま
す
が
、「
布
教
し
た
い
」
と
か
「
社
会
貢
献
を
し
た
い
」
と
い
う
意
欲
が
充
分
活
か
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
現
状
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
立
場
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
女
性
は
住
職
・
担
任
・
教
導
の
方
は
少
な
く
、
約
三

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
非
住
職
の
方
が
約
六
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
。
こ
れ
を
全
教
師
で
見
る
と
住
職
が
五
十
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
非

住
職
が
四
十
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
（
平
成
十
四
年
度
八
月
三
十
一
日
現
在
）。
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
の
差
が
あ
る

わ
け
で
す
。
非
住
職
と
い
う
こ
と
は
、
フ
リ
ー
に
制
約
を
受
け
ず
活
動
が
出
来
る
と
い
う
利
点
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
立
場
を
活
用
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で
き
る
布
教
を
探
っ
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

女
性
教
師
は
男
性
教
師
と
異
な
っ
た
特
色
と
し
て
、
声
明
、
法
要
が
中
心
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い
範
囲
で
活
動
を
し
て
み
た
い
人
が

多
い
こ
と
で
す
。
例
え
ば
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
た
い
」
と
か
、「
子
供
達
へ
の
布
教
と
か
親
達
へ
の
布
教
」、「
悩
み
事
の
相
談
を

し
た
い
」
と
い
う
声
が
あ
り
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
書
の
「
将
来
活
動
し
て
み
た
い
こ
と
」
の
と
こ
ろ
で
、
社
会
活
動
に
対
し
て

関
心
の
多
い
こ
と
が
解
り
ま
し
た
。
こ
の
事
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
男
性
教
師
と
は
違
う
立
場
で
活
動
す
る
の
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
最
近
の
子
育
て
に
関
す
る
問
題
、
子
供
へ
の
虐
待
、
育
児
放
棄
、
少
子
化
傾
向
と
か
を
考
え
ま
す
と
、
そ
う
い
う
方
達
へ
の

教
化
に
取
り
組
む
の
も
一
考
で
し
ょ
う
。
今
、
一
般
社
会
で
は
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
養
成
講
座
が
盛
ん
で
、
参
加
者
を
見
る
と
ほ
と
ん
ど
が
女

性
で
す
。
女
性
は
本
来
、
話
を
聞
い
た
り
、
話
を
す
る
こ
と
が
得
意
だ
と
思
い
ま
す
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
資
質
を
磨
き
、
布
教
教
化
に

活
か
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
社
会
全
体
が
癒
し
の
時
代
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
精
神
的
に
い
や
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
人

が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
女
性
教
師
は
、
立
場
の
所
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
結
婚
し
子
供
を
産
ん
で
そ
れ
か
ら
教
師
に

な
っ
た
人
が
多
い
わ
け
で
す
か
ら
、
母
親
と
し
て
の
経
験
、
子
育
て
の
経
験
、
そ
れ
か
ら
老
人
介
護
、
自
分
の
親
を
見
て
い
る
と
い
う
経

験
、
そ
う
い
う
こ
と
を
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
活
か
し
布
教
活
動
を
始
め
る
方
が
、
よ
り
女
性
に
は
取
り
組
み
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

日
本
の
女
性
の
平
均
寿
命
は
、
八
十
三
歳
を
越
え
ま
し
た
。
平
均
的
に
は
夫
の
死
後
、
十
五
年
余
り
も
一
人
で
生
き
る
こ
と
に
な
り
ま

す
（

年
厚
生
白
書
よ
り
）。
ま
た
経
済
面
に
於
い
て
も
、
六
十
以
上
の
女
性
が
左
右
し
て
い
ま
す
。
ロ
ー
ン
な
ど
負
債
を
差
し
ひ
い
た

個
人
の
純
金
融
資
産
の
五
十
％
強
に
当
た
る
四
百
五
十
六
兆
円
を
六
十
歳
以
上
の
高
齢
者
が
保
有
し
て
い
ま
す
。
有
力
金
融
筋
の
試
算
で

は
、
そ
の
う
ち
九
十
二
兆
円
が
六
十
歳
以
上
の
単
身
女
性
だ
そ
う
で
す
（
九
七
年
六
月
末
）。
そ
の
女
性
達
の
教
化
に
、
同
性
で
あ
る
女

性
教
師
が
も
っ
と
戦
力
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
高
齢
化
、
少
子
化
、
流
動
化
の
三
つ
の
経
路
を
通
じ
て
女
性
が
経
済
を
左

右
す
る
日
本
は
、
ウ
ー
マ
ノ
ミ
ク
ス
（
女
性
主
導
の
経
済
）
の
時
代
を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
新
興
宗
教
を
見
ま
し
て
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も
、
教
化
の
戦
力
は
女
性
達
で
す
。
日
蓮
宗
に
於
い
て
も
、
女
性
教
師
の
力
を
活
か
す
研
究
が
も
っ
と
な
さ
れ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
男
性
と
同
じ
土
俵
に
立
つ
ば
か
り
で
な
く
、
身
近
な
媒
介
を
通
し
て
社
会
に
密
着
し
た
布
教
を
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が

女
性
の
特
性
を
生
か
し
た
布
教
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
後
は
、
各
家
庭
、
個
人
へ
の
布
教
力
の
養
成
が
大
事
に
な
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
家
庭
で
の
仏
事
を
司
り
、
信
仰
の
中
心
を
担
っ
て
き
た
の
は
、
一
般
在
家
で
も
寺
院
家
庭
に
お
い
て
も
、
女
性
の

力
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
各
家
庭
で
の
信
仰
実
践
、
生
活
感
覚
に
基
づ
く
布
教
展
開
が
女
性
の
強
み
と
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
今
後
、
ま
す
ま
す
、
寺
族
や
寺
庭
婦
人
の
教
師
が
増
え
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
に
別
に
資
料
が
渡
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
資
料
の
一
を
見
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
、「
出
家
の
家
族
論
」
と
い
う
特
集
か
ら
抜
粋
し
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
の
中
で
、「
パ
パ

の
跡
を
継
ぐ
わ
」
と
題
し
て
載
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
女
性
の
お
父
さ
ん
が
僧
侶
で
す
。
そ
の
お
父
さ
ん
の
跡
を
継
い
で
、
一
人
は

出
家
し
て
僧
侶
に
な
り
、
一
人
は
お
寺
の
執
事
と
し
て
対
外
的
な
交
渉
に
当
た
る
な
ど
、
画
期
的
な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。
今
ま
で

は
お
寺
の
息
子
さ
ん
が
継
ぐ
例
が
一
般
的
で
、
娘
さ
ん
が
継
ぐ
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
最
近
の
状
況
を
見
ま
す

と
、
こ
の
「
お
父
さ
ん
の
跡
を
継
ぐ
」
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
の
中
に
も
後
継
ぎ
と
し
て
教
師
を
目
指
し
、
普
通
に
結
婚
し
て
家
庭
を
持

と
う
と
考
え
る
女
性
達
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
浄
土
宗
で
は
こ
の
十
年
間
で
、
尼
僧
の
割
合
が
若
年
層
で
増
加
、
老
年
層
で
減
少
し
、

伝
統
的
尼
僧
が
激
変
し
ま
し
た
。
女
性
に
と
っ
て
剃
髪
と
い
い
非
婚
と
い
い
、
外
形
的
で
あ
る
が
故
に
も
っ
と
も
重
い
戒
律
を
守
る
尼
僧

が
減
り
、
少
数
派
と
は
い
え
、
一
時
的
な
剃
髪
・
持
戒
の
修
行
で
父
（
住
職
）
の
跡
を
継
ぐ
、
あ
る
い
は
夫
と
と
も
に
寺
を
担
お
う
と
い

う
二
、
三
十
歳
の
女
性
が
増
加
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

日
蓮
宗
に
於
い
て
も
、
実
家
の
お
寺
の
跡
を
継
ぐ
た
め
、
夫
と
共
に
お
寺
を
護
持
す
る
た
め
、
女
性
教
師
に
な
る
方
が
増
え
て
来
る
と

予
想
さ
れ
ま
す
。
信
行
道
場
入
場
の
動
機
に
も
、「
父
の
跡
を
継
ぐ
」「
病
弱
な
夫
を
助
け
る
た
め
」「
寺
族
と
し
て
育
ち
、
自
ら
希
望
」

「
寺
庭
婦
人
と
し
て
護
持
・
信
仰
上
か
ら
」「
お
寺
に
い
て
少
し
で
も
役
立
ち
た
い
と
思
っ
た
の
で
」
等
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。
信
行
道

場
の
書
記
を
経
験
し
た
方
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
す
が
、
最
近
は
寺
族
、
寺
庭
婦
人
が
信
行
道
場
に
入
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
聞
い
て
い
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ま
す
。
こ
う
い
う
方
達
は
、
実
際
に
寺
院
運
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
わ
け
で
す
し
、
住
職
の
手
助
け
と
し
て
長
年
実
務
に
携
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
達
が
、
も
っ
と
前
線
に
出
て
活
躍
で
き
る
場
所
を
作
る
よ
う
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
寺
庭
婦
人
の
中
に
は
、
子
育
て
を
し
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
そ
う
言
う
方
達
に
法
器
養
成
の
立
場
で
、
積
極
的
に
関
わ
っ
て
も

ら
い
、
意
見
を
出
し
て
頂
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
住
職
の
補
佐
、
住
職
と
檀
信
徒
を
繋
ぐ
パ
イ
プ
の

役
、
そ
れ
か
ら
女
性
と
し
て
得
た
、
子
育
て
や
親
の
介
護
、
主
婦
と
し
て
の
経
験
を
通
し
て
、
檀
信
徒
や
一
般
の
方
々
に
家
庭
に
お
け
る

宗
教
の
役
割
の
大
切
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
事
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
寺
庭
婦
人
の
研
修
会
の
講
師
と
し
て
女
性

教
師
を
お
願
い
す
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
経
験
者
と
し
て
、
色
々
な
こ
と
を
教
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
寺

庭
婦
人
に
も
、
も
っ
と
積
極
的
に
寺
院
運
営
に
関
わ
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
は
、
宗
門
に
於
け
る
寺
庭
婦
人
の
位
置
づ
け
も
再
考
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
成
十
四
年
に
寺
庭
婦
人
の
位
置
づ
け
が

な
さ
れ
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
明
確
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
保
証
さ
れ
る
立
場
を

作
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

他
の
宗
派
で
は
女
性
教
師
や
寺
庭
婦
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
き
て
い
る
か
を
、
最
近
の
情
報
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
資
料
の
二
で
す
が
、
こ
れ
は
曹
洞
宗
の
資
料
で
す
。
今
年
の
宗
議
会
で
、「
現
実
に
は
寺
族
が
後
継
者
を
育
成
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
出
て
い
ま
す
。
最
近
曹
洞
宗
で
は
、
僧
侶
養
成
機
関
の
志
願
者
が
減
少
し
て
い
る
そ
う
で
す
。「
心
配
さ
れ

る
後
継
者
問
題
は
実
は
寺
族
（
子
弟
を
産
み
、
育
て
る
）
を
含
め
て
し
か
的
が
当
た
ら
な
い
現
実
が
あ
る
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
法
器
養
成
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
色
々
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
問
題
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
女
性
教
師
や

寺
庭
婦
人
の
方
々
の
意
見
も
採
り
入
れ
な
け
れ
ば
解
決
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
寺
院
に
お
い
て
の
女
性
の
視
点
と
男
性
側
か
ら
見
る
寺
族
問
題
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
ず
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
辺
の
事
に
関
し
て
は
、
日
蓮
宗
に
お
い
て
も
、
現
在
宗
政
の
決
定
機
関
は
、
男
性
教
師
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
て
、
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ほ
と
ん
ど
は
男
性
教
師
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
宗
門
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
、
女
性
の
視
点
と
い
う
か
女
性
の
意
見
も
取
り
入

れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ぎ
に
資
料
の
三
で
す
が
、
こ
れ
は
真
言
宗
の
豊
山
派
で
は
、
女
性
が
男
性
教
師
に
引
け
目
を
感
じ
る
こ
と
な
く
活
動
す
る
た
め
に
、

「
特
別
養
成
機
関
」
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
女
性
に
し
か
で
き
な
い
柔
ら
か
い
こ
と
も
あ
る
し
、
宗
内
に
女
性
課
長
が
誕
生
し

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
各
委
員
会
に
女
性
も
入
れ
て
女
性
の
意
見
も
採
り
入
れ
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ

て
い
ま
す
。

資
料
の
四
で
す
が
、
真
宗
大
谷
派
で
は
宗
政
に
も
女
性
を
参
画
さ
せ
改
革
し
て
い
こ
う
と
、
実
際
に
二
人
の
女
性
議
員
が
誕
生
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
資
料
の
五
で
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
教
区
会
議
員
に
今
年
女
性
議
員
が
初
め
て
当
選
し
た
記
事
が
、
さ
ら
に
資
料
六
で

は
浄
土
真
宗
高
田
派
で
初
め
て
の
女
性
課
長
が
誕
生
し
た
記
事
が
載
っ
て
い
ま
す
。

女
性
に
対
す
る
取
り
組
み
は
、
や
は
り
真
宗
が
一
番
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
資
料
七
の
真
宗
大
谷
派
の
取
り
組
み
方
を
み
ま

す
と
、
男
女
共
同
参
画
が
進
ん
で
い
ま
す
。
六
年
前
か
ら
女
性
室
と
い
う
女
性
だ
け
の
会
議
室
を
設
け
、
宗
門
の
中
に
ど
の
よ
う
に
女
性

の
声
を
取
り
入
れ
て
い
く
か
、
ま
た
は
宗
門
に
お
け
る
女
性
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
述
べ
た
い
と

思
い
ま
す
。

で
は
日
蓮
宗
で
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
、
過
去
に
宗
会
議
員
に
京
都
の
方
で
尼
僧
法
団
か
ら
一
人
選
出
さ
れ
た
き
り
で
す
。
報
告
書

の
中
で
の
、「
役
職
経
験
は
あ
り
ま
す
か
」
の
設
問
に
、「
あ
る
」
と
い
う
方
は
二
割
し
か
い
な
く
、「
な
い
」
と
い
う
方
が
八
割
で
す
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮
宗
で
は
、
女
性
教
師
が
意
見
を
言
う
場
が
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
「
女
性
男
性
共
同
参
画
」、

「
両
性
で
形
成
す
る
教
団
」
を
考
え
る
と
、
女
性
が
宗
門
の
中
の
役
職
機
関
や
委
員
会
な
ど
の
宗
政
の
決
定
機
関
に
、
も
っ
と
参
加
す
る

方
法
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

女
性
教
師
が
ど
の
よ
う
に
宗
政
に
参
加
し
て
い
く
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
意
見
を
発
信
し
て
い
く
か
を
考
え
た
時
、
教
団
の
中
に
お
け
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る
女
性
に
対
す
る
差
別
が
気
に
な
り
ま
す
。
こ
の
問
題
が
、
女
性
教
師
の
宗
門
に
お
け
る
活
発
な
活
動
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
教
団
の
中
に
、
女
性
を
中
心
と
し
た
家
族
に
対
す
る
差
別
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
僧
侶
の
妻
帯
と
い
う
こ
と
を
、
根
本
か
ら
考
え
て

い
か
な
け
れ
ば
こ
の
問
題
は
解
決
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
僧
侶
の
妻
帯
を
公
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僧
侶
の
立
場
を
損
な
い
、
仏
教
教
団
自
身
の
自
己
崩
壊
を
狙
っ
た
」
と
さ
え
い
わ
れ
た

明
治
の
太
政
官
布
告
か
ら
百
三
十
年
も
経
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
百
三
十
年
間
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
教
団
の
中
で
真
剣
に
論
議

さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
こ
に
来
て
い
ろ
い
ろ
な
宗
派
に
お
い
て
、
僧
侶
の
家
族
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
女
性
の
側
か
ら
声
を
出
し
て
い
っ
て
、
よ
う
や
く
教
団
の
中
で
も
僧
侶
の
家
族
に
つ
い
て
の
問
題
が
活
発
に
議

論
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
来
教
義
上
は
存
在
し
な
い
は
ず
の
寺
庭
婦
人
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
の
寺
庭
婦
人
が
お
寺
を
支
え
て
い
ま
す
。
し

か
し
寺
庭
婦
人
は
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
不
都
合
な
点
や
不
利
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
意
見
を
言
う
場
が
な
い
た
め
、
ず
っ
と
自
分
た
ち

の
中
で
解
決
し
な
が
ら
我
慢
し
て
き
た
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
が
こ
こ
数
年
に
お
い
て
、
女
性
の
側
か

ら
活
発
に
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
原
因
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
し
宗
門
が
男
女
共
同
参
画
、
男
女
平
等
と

い
う
事
に
本
格
的
に
取
り
組
む
な
ら
、「
出
家
の
家
族
論
」
に
つ
い
て
、
教
師
全
体
で
真
剣
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま

す
。

三
、
男
性
教
師
と
同
じ
土
俵
で
は
活
動
し
に
く
い
現
状

ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
の
報
告
書
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
、
法
要
の
出
座
経
験
が
少
な
い
の
で
す
。
四
十
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
方
が
、
自
分

の
自
坊
や
師
匠
寺
以
外
の
法
要
に
出
た
こ
と
が
「
な
い
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
管
区
外
の
法
要
に
出
た
と
い
う
人
は
約
二
十
％
し

か
い
ま
せ
ん
。
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こ
の
よ
う
に
女
性
教
師
は
、
宗
門
法
要
や
管
区
の
法
要
に
出
座
す
る
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
き
な
法
要
に
出
座
さ
せ
て
も
ら
え
る

機
会
が
少
な
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
私
事
で
す
が
、
昨
年
清
澄
に
お
い
て
の
管
区
の
法
要
に
出
座
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
時

に
山
務
員
の
方
に
、
清
澄
で
行
わ
れ
た
慶
讃
法
要
で
女
性
教
師
が
出
座
し
た
の
は
今
回
が
初
め
て
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

大
き
な
法
要
に
女
性
教
師
を
出
座
さ
せ
ら
れ
な
い
原
因
が
何
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
原
因
を
考
え
て
み
た
時
、
ア
ン
ケ
ー
ト
報
告
書
の
中
に
実
際
の
声
と
し
て
載
せ
ま
し
た
が
、「
女
性
の
声
で
は
物
故
者
は
成
仏
で

き
な
い
」、「
法
要
の
中
に
女
性
の
声
が
入
る
と
、
法
要
の
全
体
の
雰
囲
気
が
壊
れ
て
し
ま
う
」、「
法
要
の
格
が
下
が
る
」
と
い
わ
れ
た
、

な
ど
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
男
性
教
師
の
方
々
に
も
知
っ
て
頂
き
、
意
識
の
改
善
を
是
非
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま

す
。ま

た
そ
れ
と
同
時
に
女
性
教
師
の
側
も
、
出
座
す
る
機
会
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、「
法
要
に
出
る
事
に
対
し
て
自
信
が
持
て
な
い
」

と
い
う
意
見
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
女
性
の
側
の
そ
の
自
信
の
無
さ
を
解
決
す
る
に
は
、
経
験
を
積
む
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
女
性
教
師
同
士
が
集
ま
り
、
声
明
と
か
布
教
に
つ
い
て
の
勉
強
会
を
開
き
、
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
男

性
教
師
の
中
に
は
、
宗
門
に
声
明
の
修
行
の
場
、
布
教
の
場
と
い
う
の
が
あ
る
の
に
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
信
行

道
場
を
修
了
し
た
後
の
研
修
機
関
と
し
て
は
、
布
教
研
修
所
、
布
教
院
、
声
明
師
養
成
講
習
会
が
あ
り
ま
す
が
、
女
性
教
師
は
な
か
な
か

入
行
出
来
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
原
因
は
、
女
性
教
師
の
得
度
や
信
行
道
場
の
年
齢
の
高
さ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
度
牒
の
年
令

を
見
て
頂
く
と
解
る
と
思
い
ま
す
が
、
四
十
代
か
ら
五
十
代
が
一
番
多
く
四
十
一
・
三
％
で
す
。
男
性
教
師
だ
と
も
っ
と
早
い
時
期
に
度

牒
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
信
行
道
場
入
場
の
年
令
も
、
四
十
代
が
二
十
七
％
、
五
十
代
が
二
十
五
・
五
％
と
多
い
の

で
す
。
こ
の
よ
う
に
高
年
齢
で
若
い
男
性
達
と
共
に
修
行
す
る
こ
と
は
、
体
力
的
、
精
神
的
大
変
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
男
性

か
ら
す
る
と
、
甘
え
じ
ゃ
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
四
十
代
、
五
十
代
の
人
が
現
在
の
布
教
院
や
声
明
師
養
成
講
習

会
に
行
く
に
は
、
年
齢
的
に
き
つ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ま
た
、
寺
庭
婦
人
で
も
あ
る
女
性
教
師
が
多
い
こ
と
を
考
え
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る
と
、
一
、
二
週
間
も
自
坊
を
あ
け
る
こ
と
は
難
し
い
気
が
し
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
前
段
階
の
声
明
や
、
布
教
の
女
性
教
師
特
別
養
成

機
関
の
検
討
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
男
性
教
師
優
勢
の
教
団
で
の
少
数
派
の
女
性
教
師
が
抱
え
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
、
現
実
的

な
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
し
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
女
性
教
師
が
感
じ
る
不
都
合
に
つ
い
て
の
回
答
と
し
て
、「
女
性
で
あ
る
限
り
、
女
の
立
場
、
気
持
ち
が
わ

か
る
。
特
に
妻
、
母
、
姑
、
家
事
と
両
立
は
む
ず
か
し
い
」「
育
児
の
為
、
会
議
、
法
要
、
研
修
に
な
か
な
か
い
け
な
い
」「
男
性
教
師

に
、
子
供
も
い
る
の
に
、
大
体
女
が
出
て
く
る
の
は
好
か
ん
、
と
言
わ
れ
る
」「
子
供
の
学
校
行
事
、
地
域
の
婦
人
会
等
と
両
立
出
来
る

活
動
で
生
計
に
負
担
に
な
ら
な
い
活
動
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
難
し
い
今
日
で
す
」「
活
動
し
た
い
気
持
ち
は
あ
り
ま
す
が
、
年
齢

的
に
も
体
調
の
こ
と
が
あ
り
残
念
で
す
」
な
ど
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
焦
燥
感
、
無
力
感
、
閉
塞
感
を
懐
い
て
い
る
女
性
教

師
の
存
在
も
、
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
活
動
し
て
み
た
い
こ
と
に
、「
布
教
場
所
や
機
会
が
少
な
い
。
女
性
と
し
て
嫁
と
し

て
母
親
と
し
て
経
験
し
た
こ
と
は
布
教
に
役
立
つ
と
思
う
」「
悩
み
多
い
人
に
寄
り
添
い
、
少
し
で
も
法
華
経
の
教
え
に
近
づ
く
よ
う
に

導
き
た
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
活
動
の
し
に
く
さ
、
不
自
由
さ
、
歯
が
ゆ
さ
を
懐
き
つ
つ
も
、
前
向
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
活
動
へ
の
思
い

に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
が
伺
え
ま
す
。
こ
の
、「
何
か
活
動
し
た
い
」
と
い
う
熱
い
思
い
が
萎
え
る
こ
と
の
な
い
宗
門
の
実

現
を
目
指
し
て
、
努
力
し
て
い
き
た
い
と
切
に
思
い
ま
す
。

四
、
寺
院
に
お
い
て
未
だ
女
性
は
一
段
低
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と

女
性
差
別
、
蔑
視
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
、
仏
教
教
団
は
未
だ
女
性
の
人
権
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
背
負
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
お
経
の
中
に
も
、
女
性
を
差
別
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
箇
所
が
多
々
あ
り
ま
す
。
そ
の
例
と
し
て
、『
涅
槃
経
』
の
中
の
「
女
性

の
心
は
川
の
よ
う
に
曲
が
っ
て
い
る
」
と
か
、『
大
智
度
論
』
の
よ
う
に
「
女
性
の
心
は
風
の
よ
う
に
と
ら
え
所
が
な
い
」
と
か
、「
五
障
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三
従
」
と
い
う
言
葉
は
、『
増
一
阿
含
経
』『
中
阿
含
経
』
そ
れ
か
ら
『
玉
耶
経
』『
転
女
成
仏
経
』
等
に
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
こ
れ

ら
の
女
性
に
厳
し
い
言
葉
に
ま
つ
わ
る
教
義
の
整
理
、
検
討
を
今
一
度
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

歴
史
的
に
調
べ
ま
す
と
、『
日
本
書
記
』
に
は
、
日
本
で
最
初
の
出
家
者
は
司
馬
達
等
の
娘
達
の
善
信
尼
な
ど
三
人
の
女
性
で
あ
る
と

書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
指
し
て
「
仏
法
の
初
、
こ
れ
よ
り
作
（
お
こ
）
れ
り
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
聖
武
天
皇
の
妻
光
明
皇

后
に
よ
っ
て
、
国
分
尼
寺
が
建
立
さ
れ
、
多
く
の
尼
僧
さ
ん
達
が
出
現
し
ま
し
た
。
ま
た
、
東
大
寺
大
仏
の
左
右
の
脇
士
は
観
音
菩
薩
と

虚
空
蔵
菩
薩
で
し
た
が
、
観
音
菩
薩
は
信
勝
尼
、
虚
空
蔵
菩
薩
は
善
光
尼
と
い
う
尼
が
造
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
信
勝
尼
は
坂

田
寺
、
善
光
尼
は
橘
寺
の
尼
で
古
代
を
代
表
す
る
官
尼
で
す
。
初
期
の
日
本
仏
教
で
は
、
多
く
の
尼
が
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

平
安
中
期
以
降
、『
転
女
成
仏
経
』
や
『
薬
師
如
来
本
願
経
』
そ
れ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
の
流
布
な
ど
に
よ
っ
て
、
変
成
男
子
の
説
が

一
般
化
し
て
い
き
、
女
性
に
対
す
る
差
別
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
牛
山
佳
幸
さ
ん
の
説
に
よ
り
ま
す
と
、「
八
世
紀

中
頃
か
ら
、
尼
や
尼
寺
の
差
別
待
遇
が
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
儒
教
倫
理
、
道
徳
を
導
入
し
た
た
め
、
や
が
て
そ
れ
に

応
じ
て
家
族
の
ス
タ
イ
ル
に
変
化
を
遂
げ
、
日
本
に
も
家
父
長
制
度
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
家
父
長
制
度
に
よ
っ
て
、
法
会

に
お
い
て
尼
僧
の
同
席
が
禁
じ
ら
れ
る
な
ど
女
性
差
別
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
牛
山
氏
は
、「
九
世
紀

以
降
、
尼
さ
ん
の
出
家
・
得
度
が
減
少
し
て
い
く
の
は
家
父
長
制
家
族
の
成
立
に
よ
っ
て
、
家
長
が
女
性
の
出
家
を
好
ま
し
く
思
わ
な
い

と
い
う
風
潮
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
り
、
女
性
は
家
に
い
て
、
親
や
夫
に
仕
え
子
供
を
産
み
育
て
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
儒
教
的
観
念
が

影
響
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
一
方
で
は
、
吉
田
一
彦
氏
の
説
に
よ
り
ま
す
と
、「
七
世
紀
末
に
『
日
本
国
』
が
成
立
し
『
天
皇
』
号
も
成
立
し
て
中
国
の
皇
帝

制
度
を
模
倣
し
た
天
皇
制
国
家
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
仏
教
は
七
世
紀
後
半
か
ら
国
家
と
関
わ
り
を
持
ち
は
じ
め
、
官
制
度
が
成
立
す
る

と
、
公
式
の
尼
僧
が
誕
生
し
、『
国
家
の
仏
教
』
の
実
施
を
担
当
し
た
。
国
家
の
儀
礼
と
し
て
の
仏
教
儀
礼
は
七
世
紀
末
頃
か
ら
八
世
紀

を
通
じ
て
少
し
ず
つ
整
い
、
一
年
間
の
行
事
の
大
体
の
姿
が
固
ま
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
国
家
の
恒
例
の
仏
教
儀
礼
は
男
性
た
ち
が
挙
行
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す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
官
尼
の
衰
退
や
地
位
の
低
下
は
、
国
家
は
男
性
が
運
営
す
る

と
い
う
思
想
に
よ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
に
お
い
て
最
初
は
、
決
し
て
女
性
を
差
別
し
た
り
蔑
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
儒
教
の
道
徳
観
念
や
、
国
家
は
男
性

が
運
営
す
る
と
い
う
思
想
が
、
仏
教
の
女
性
差
別
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
言
葉
と
相
ま
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
女
性
差
別
や
蔑
視
が
定
着
し

て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
、
も
う
一
度
検
証
し
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
は
一
体
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
、
日
蓮
聖
人
は
最
澄
の
教
え
を
受
け
継
ぎ
、
鎌
倉
時
代
に
女
人
成
仏
を

唱
え
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
に
女
人
成
仏
を
唱
え
て
い
た
の
は
、
日
蓮
聖
人
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
と
い
う
の

は
、
男
子
に
変
わ
っ
て
成
仏
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
女
性
は
女
性
の
ま
ま
で
成
仏
で
き
る
の
だ
と
い
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
日
蓮
聖
人

の
特
色
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
が
、
現
在
の
日
蓮
宗
の
宗
門
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ま

す
。現

実
に
は
日
蓮
宗
に
お
い
て
も
、
未
だ
に
「
提
婆
達
多
品
」
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
変
成
男
子
だ
と
思
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
今

回
、「
提
婆
達
多
品
」
に
お
け
る
女
人
成
仏
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
を
数
人
の
方
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
若
い
方
は
女
性

の
ま
ま
で
成
仏
す
る
と
と
ら
え
て
い
ま
し
た
が
、
年
配
の
方
に
は
男
子
に
変
わ
っ
て
成
仏
す
る
と
考
え
て
い
る
方
も
お
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
宗
で
も
女
人
成
仏
に
つ
い
て
、
日
蓮
聖
人
の
本
意
か
ら
は
は
ず
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
女
性
教
師
を
軽
ん
じ
た
り
、
蔑
視
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

真
宗
以
外
の
他
宗
で
は
、
僧
侶
の
妻
帯
が
破
戒
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
戒
律
か
ら
す
れ
ば
、
妻
帯
と
い
う
こ
と
が
明
言
で
き

な
い
教
義
上
の
問
題
が
あ
る
た
め
に
、
家
族
論
と
か
妻
帯
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
蓮
宗
の

場
合
に
は
、
宗
祖
の
戒
律
観
と
か
女
人
成
仏
の
法
門
か
ら
考
え
ま
す
と
、
僧
侶
の
妻
帯
は
破
戒
に
あ
た
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
例

え
ば
阿
仏
房
と
か
千
日
尼
夫
妻
の
例
な
ど
を
見
ま
す
と
、
日
蓮
聖
人
は
在
家
出
家
を
認
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
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し
な
が
ら
、
妻
帯
が
日
蓮
宗
に
お
い
て
破
戒
に
あ
た
る
の
か
そ
う
で
は
な
い
の
か
は
ま
だ
解
ら
な
い
の
で
こ
れ
か
ら
調
べ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

私
達
女
性
教
師
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
と
し
て
は
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
に
し
て
も
、
ま
た
石
橋
湛
山
先
生
や
石
川
教
張
先
生
の
教
え
か

ら
し
て
も
、
女
性
は
同
等
に
平
等
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
石
橋
湛
山
先
生
は
、
婦
人
が
社
会
に
お
い
て
蔑
視
さ
れ

た
り
軽
蔑
さ
れ
る
要
素
と
い
う
の
は
、
女
性
自
身
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
男
性
が
早
く
か
ら
社
会
に
出
て
活
躍
し
て
地
位
と
か
立

場
を
得
た
よ
う
に
、
女
性
は
そ
う
い
う
経
験
を
し
て
い
な
い
た
め
に
ど
う
し
て
も
社
会
に
お
い
て
立
場
が
低
く
な
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
女
性
も
、
男
性
と
同
じ
よ
う
に
そ
う
い
う
機
会
を
与
え
、
修
行
を
重
ね
る
と
、
能
力
が
備
わ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
も
そ
の
通
り
だ
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
宗
門
の
男
女
共
同
参
画
、
平
等
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
そ
の
経
験
と
機
会

を
も
っ
と
作
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
年
前
よ
り
、
現
宗
研
で
女
性
教
師
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
作
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
し
、
各
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
や
会
議
に
女
性
教
師
の
参
加
を
配
慮
し
て
頂
い
て
い
ま
す
。
ま
た
今
年
に
な
っ
て
初
め
て
、
宗
門
の
委
嘱
す
る
委
員
会
に
女
性

教
師
が
一
人
入
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
お
い
て
女
性
教
師
が
活
躍
し
て
い
け
る
の
で

は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

五
、
仲
間
を
作
る
た
め
の
女
性
教
師
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

私
達
女
性
教
師
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
す
る
以
前
は
、
女
性
教
師
の
全
国
組
織
を
作
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
見
を
見
る
限
り
で
は
、
時
期
尚
早
だ
と
判
断
し
ま
し
た
。
全
国
的
組
織
が
出
来
た
ら
入

会
す
る
か
ど
う
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
す
る
」
と
い
う
方
が
百
七
十
二
人
い
ま
し
た
け
れ
ど
、「
し
な
い
」
と
い
う
方
も
百
四
十
八
人
い

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
全
国
的
組
織
ま
で
は
ま
だ
必
要
と
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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「
し
な
い
」
と
い
う
方
の
年
齢
層
を
調
べ
て
み
る
と
、
高
齢
者
が
多
く
、
全
国
的
組
織
が
で
き
て
も
出
席
出
来
な
い
と
言
う
方
が
多
く

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
全
国
的
組
織
は
し
ば
ら
く
様
子
を
見
て
か
ら
と
言
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。

女
性
教
師
は
、
日
蓮
宗
に
お
い
て
全
教
師
の
二
割
弱
し
か
い
ま
せ
ん
。
全
体
的
に
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
の
で
、
そ
の
少
な
い
女
性
教
師

が
協
力
し
あ
っ
て
相
互
に
情
報
交
換
と
か
、
研
修
の
場
と
か
を
設
け
な
が
ら
、
互
い
に
研
鑽
し
て
い
く
事
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
現
在
は
と
い
う
と
、
尼
僧
法
団
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
尼
僧
法
団
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
現
在
会
員
が
だ
ん
だ
ん
減
っ
て

き
て
い
て
い
る
し
、
会
員
が
高
齢
化
し
て
き
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
活
動
は
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
」
と
言
う
回
答
で
し
た
。
そ
の
原
因

は
、
剃
髪
が
原
則
な
の
で
、
若
い
女
性
教
師
が
入
っ
て
き
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
尼
僧
法
団
は
、
剃
髪
の
尼
僧
さ
ん
が
原
則

で
す
が
、
最
近
は
有
髪
の
尼
僧
さ
ん
に
も
声
を
掛
け
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
な
か
な
か
有
髪
の
尼
僧
さ
ん
は
参
加
し
て
く
れ
な
い

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
日
蓮
宗
に
は
有
髪
の
尼
僧
さ
ん
と
、
剃
髪
の
尼
僧
さ
ん
が
い
ま
す
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
を
見
て
い

ま
す
と
、
有
髪
の
尼
僧
さ
ん
と
剃
髪
の
尼
僧
さ
ん
に
少
し
温
度
差
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
剃
髪
と
有
髪
の
女
性
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
意
識

の
違
い
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
女
性
教
師
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
辺
を
ま
と
め
る
こ
と
の
難
し
さ
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
二
割
し
か
い
な
い
女
性
教
師
は
、
お
互
い
に
協
力
し
合
い
努
力
し
て
い
か
な
い
限
り
、
宗
門
の
中
で
女
性
教
師
の
立

場
は
向
上
し
て
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
女
性
教
師
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
は
、
私
達
を
中
心
に
情
報
交
換
や
、
勉
強
会
を
企
画
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
ど
う
い
う
組
織
を
作
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
考
え
た
と
こ
ろ
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
組
織
を
作
っ
て
い
く
事
も
一
つ
の
方
策

だ
と
思
い
ま
す
。
教
区
で
女
性
教
師
の
会
を
作
り
、
情
報
交
換
、
勉
強
会
や
社
会
活
動
を
し
て
い
く
、
ま
た
感
性
で
結
ば
れ
た
仲
間
同
士

で
会
を
作
る
な
ど
、
少
人
数
か
ら
始
め
て
行
く
方
法
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
北
海
道
の
西
部
管
内
で
は
尼
僧
会
が
作
ら
れ
、
月
一
回
く
ら

い
の
勉
強
会
を
開
い
て
い
ま
す
し
、
名
古
屋
で
も
尼
僧
会
が
あ
り
、
活
発
に
活
動
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
各
教
区
や

管
区
で
会
を
作
り
、
全
国
組
織
に
広
げ
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
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先
程
の
ナ
ン
バ
ー
七
の
資
料
で
す
が
、
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
女
性
の
参
画
と
い
う
こ
と
で
、
女
性
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
真
宗
大
谷
派
の
女
性
室
は
、
国
の
男
女
共
同
参
画
基
本
法
成
立
よ
り
も
早
い
一
九

九
六
年
十
二
月
よ
り
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
宗
門
に
お
け
る
女
性
の
立
場
の
向
上
を
図
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
女
性
室
が
開
設
さ
れ

た
わ
け
で
す
。

真
宗
大
谷
派
で
は
、
女
性
教
師
は
全
体
の
三
割
近
く
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
近
年
ま
で
、
女
性
住
職
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
女
性
教

師
が
住
職
に
な
る
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
含
め
改
善
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
女
性
室
が
開

設
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
真
宗
大
谷
派
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、
坊
守
（
ぼ
う
も
り
）
と
い
う
言
葉
が
独
特
に
あ
り
、
結
婚
し
て

お
寺
に
住
む
と
同
時
に
坊
守
と
し
て
の
地
位
と
い
う
の
が
確
保
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
教
師
や
住
職
に
な
る
の
は
難
し

く
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
坊
守
制
度
を
改
善
し
て
欲
し
い
と
い
う
女
性
の
声
が
あ
が
り
始
め
た
よ
う
で
す
。
こ

こ
で
は
、
男
女
両
性
で
作
る
教
団
を
掲
げ
て
色
々
な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。
公
開
講
座
を
開
い
た
り
、
勉
強
会
、
そ
れ
か
ら
ポ
ス

タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
っ
た
り
、
広
報
誌
な
ど
の
制
作
を
し
て
お
り
、
男
女
両
生
で
作
る
教
団
を
目
指
し
て
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
女
性
問
題
に
対
し
て
の
取
り
組
み
は
、
真
宗
大
谷
派
が
一
番
進
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

日
蓮
宗
の
中
で
も
、
男
女
共
同
参
画
や
、
男
女
平
等
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
時
、
こ
の
よ
う
な
女
性
教
師
へ
の
対
応
が
必
要
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
現
状
で
は
女
性
教
師
の
進
出
が
な
か
な
か
で
き
な
い
状
態
で
す
か
ら
、
女
性
室
の
よ
う
な
組
織
を
作
っ

て
、
女
性
教
師
を
育
成
し
、
研
鑽
す
る
場
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
現
宗
研
の
中
に
女
性
教
師
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
で
き
ま
し
た

の
で
、
そ
れ
を
継
続
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
教
義
の
研
究
や
勉
強
会
、
研
修
会
の
開
催
、
広
報
の
発
行
な
ど
を
進
め
て
い
け
ば
、
女
性
教

師
の
向
上
に
繋
が
る
と
考
え
ま
す
。



─ ─

終
わ
り
に

以
上
が
、
五
つ
の
観
点
か
ら
見
た
私
の
意
見
で
し
た
。
明
治
維
新
の
太
政
官
布
告
か
ら
百
三
十
年
経
ち
、
社
会
は
明
治
、
大
正
を
経

て
、
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
戦
後
の
価
値
観
の
転
倒
、
そ
し
て
高
度
成
長
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊
、
家
父
長
制
か
ら
核
家
族
へ
の
変
化
、
男
女

間
の
社
会
的
な
性
意
識
の
変
化
な
ど
、
時
代
は
大
き
く
変
容
し
ま
し
た
。
し
か
し
伝
統
仏
教
に
お
け
る
「
出
家
の
家
族
」
に
つ
い
て
は
、

今
ま
で
論
議
も
さ
れ
ず
、
現
状
を
追
認
し
、
教
義
上
で
も
放
置
し
て
来
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
一
般
寺
院
が

世
襲
制
に
よ
り
成
り
立
ち
、
僧
侶
（
出
家
）
も
一
般
社
会
の
人
（
在
家
）
と
日
常
的
に
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
生
活
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
家
族
制
度
と
寺
院
制
度
、「
家
」
と
「
寺
」
の
混
同
に
よ
る
数
多
く
の
問
題
が
出
現
し
て
き
ま
し
た
。
今
こ
そ
、
教
団
や
寺

院
で
男
女
が
対
等
な
立
場
で
教
団
や
教
義
の
在
り
方
を
考
え
見
直
す
こ
と
が
、
伝
統
教
団
に
と
っ
て
新
た
な
時
代
を
切
り
拓
く
活
力
に
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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