
─ ─

仏
教
に
お
け
る
女
性
観
の
変
遷

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

伊

藤

美

妙

は
じ
め
に

日
本
で
最
初
に
出
家
し
た
僧
は
善
信
尼
と
言
う
女
性
で
あ
り
、
そ
の
時
弟
子
と
し
て
禅
蔵
尼
と
恵
善
尼
と
い
う
二
人
の
女
性
が
出
家
し

て
い
る
。
蘇
我
馬
子
は
屋
敷
内
の
東
方
に
仏
殿
を
造
り
弥
勒
の
石
像
を
安
置
し
、
こ
の
三
尼
を
招
い
て
大
会
を
行
っ
た
。
こ
の
事
を
「
日

本
書
紀
」
の
中
に
「
仏
法
の
始
め
こ
こ
よ
り
お
こ
れ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
日
本
に
於
い
て
初
め
て
仏
教
を
広
め
た
の
は
尼
僧
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
女
性
が
仏
教

か
ら
排
除
さ
れ
、
差
別
さ
れ
る
教
え
が
流
布
し
て
い
っ
た
の
か
、
歴
史
か
ら
仏
教
に
お
け
る
女
性
観
の
変
遷
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
、

仏
教
に
お
け
る
女
性
差
別
の
教
え
を
当
の
女
性
達
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
信
仰
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
始
ま
り

五
三
八
年
に
仏
教
が
日
本
に
渡
っ
て
半
世
紀
を
す
ぎ
て
も
、
日
本
古
来
の
神
祇
信
仰
を
奉
ず
る
物
部
氏
と
蘇
我
氏
と
の
軋
轢
が
あ
っ
て

な
か
な
か
出
家
者
を
生
み
出
す
ま
で
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
蘇
我
馬
子
の
勧
め
に
よ
っ
て
司
馬
達
等
の
娘
の
嶋
（
善
信
尼
）、
豊
女

（
禅
蔵
尼
）、
石
女
（
恵
善
尼
）
が
高
麗
人
で
あ
る
恵
便
に
よ
っ
て
受
戒
を
受
け
出
家
し
た
。
馬
子
は
こ
の
三
人
を
招
い
て
屋
敷
内
の
仏

殿
の
大
会
を
行
な
っ
た
。「
日
本
書
紀
」
に
は
こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
仏
法
の
始
ま
り
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
三
尼
は
そ
の
後
百
済
に
留

学
し
日
本
に
戻
っ
て
桜
井
寺
に
入
寺
し
、
十
一
人
の
尼
と
一
人
の
僧
を
生
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
日
本
に
於
い
て
最
初
の
僧
が
尼
僧
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で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
仏
教
伝
来
以
前
の
倭
国
の
社
会
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
要
素
が
色
濃
く
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て

女
性
が
活
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
初
期
の
尼
は
こ
れ
を
受
け
継
ぐ
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
奈
良
時
代
の
尼
達
の
活
躍

一
九
九
六
年
奈
良
県
香
芝
市
の
尼
寺
廃
寺
の
発
掘
に
よ
っ
て
塔
基
壇
が
発
見
さ
れ
、
出
土
し
た
瓦
か
ら
創
建
は
七
世
紀
第
二
半
期
頃
と

推
定
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
推
定
さ
れ
た
五
重
塔
の
高
さ
は
四
十

級
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
寺
は
字
名
か
ら
考
え
る
と
尼
寺
で
あ
っ
た

可
能
性
は
高
く
、
当
時
の
尼
寺
が
僧
寺
と
対
等
の
存
在
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

又
、
一
九
九
六
年
か
ら
九
七
年
に
調
査
さ
れ
た
大
阪
市
天
王
寺
区
細
土
谷
の
細
土
谷
遺
跡
か
ら
は
尼
に
関
す
る
木
簡
や
「
百
尼
」「
百

尼
寺
」「
四
月
八
日
」
と
墨
書
き
さ
れ
た
土
師
器
杯
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
の
南
東
約
四
百

に
百
済
王
氏
の
百
済
寺
と
推
定
さ

れ
る
堂
ヶ
芝
廃
寺
が
あ
り
、
こ
の
僧
寺
と
対
な
る
尼
寺
関
係
の
遺
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
僧
寺
と
尼
寺
が
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
、
奈
良
仏
教
に
お
い
て
は
尼
ま
た
女
性
は
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
僧
と
共
に
日
本
仏
教
の
発
展
に
活
躍
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
聖
武
天
皇
の
時
代
の
七
四
一
年
か
ら
全
国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
後
七
五
二
年
の
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
で
は
「
続
日
本
書
紀
」
の
「
請
僧
一
万
」
と
い
う
記
事
か
ら
尼
の
参
加
は
無
か
っ
た
と
さ

れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
東
大
寺
が
僧
寺
で
あ
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
七
七
三
年
の
称
徳
天
皇
周
忌
御
斉
会
で
「
尼
及
女
嬬

二
百
六
十
九
人
」
が
供
奉
し
て
い
る
例
か
ら
尼
の
全
面
的
排
除
が
一
挙
に
進
ん
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
頃
か
ら
国
家
的
法
会
か

ら
尼
が
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
男
女
の
同
座
・
同
席
を
厳
禁
し
て
い
る
儒
教
的
倫
理
観
の
影
響
が
考

え
ら
れ
る
。
八
世
紀
の
僧
集
団
が
僧
を
中
心
と
し
た
制
度
と
し
て
再
編
教
化
さ
れ
て
い
く
中
で
も
そ
の
対
抗
策
と
し
て
尼
天
皇
の
存
在
や

尼
の
実
質
的
な
活
動
を
受
け
て
「
大
尼
」
や
尼
独
自
の
位
な
ど
の
制
度
が
僧
と
対
等
性
を
目
指
し
な
が
ら
作
り
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は

称
徳
政
権
の
崩
壊
と
と
も
に
ほ
と
ん
ど
が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
光
仁
・
桓
武
天
皇
期
の
仏
教
制
度
の
再
編
の
中
で
僧
だ
け
を
対
象
と
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し
て
年
分
度
者
制
度
が
強
化
さ
れ
、
男
性
僧
侶
集
団
を
中
心
と
し
て
国
家
的
な
仏
事
を
行
っ
て
い
く
体
制
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
も

国
家
的
な
法
会
か
ら
尼
が
完
全
に
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
尼
の
僧
官
制
度
、
戒
律
制
度
の
不
備
も
ふ
く
め
て
尼
の
地
位
は
低
下

し
て
い
っ
た
。

三
、
平
安
時
代
の
後
家
尼
と
仏
教
的
女
性
差
別

儒
教
の
理
想
的
家
婦
像
（
そ
の
根
底
に
は
父
系
制
（
家
父
長
制
）
的
親
族
組
織
が
存
在
す
る
）
を
明
瞭
に
示
す
「
節
婦
」（
夫
の
両
親

に
仕
え
夫
の
死
後
も
他
家
に
嫁
が
ず
、
始
終
亡
夫
及
び
そ
の
家
族
に
尽
く
す
女
性
）
八
世
紀
で
は
日
本
社
会
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た

が
、
九
世
紀
に
な
る
と
様
相
は
異
な
り
顕
彰
さ
れ
る
事
例
ら
し
き
も
の
が
急
速
に
増
加
し
て
い
る
。
仏
教
界
に
お
け
る
動
き
も
ほ
ぼ
連
動

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
寺
院
社
会
に
お
け
る
尼
の
差
別
は
奈
良
時
代
の
東
大
寺
大
仏
殿
の
法
要
あ
た
り
か
ら
宮
中
に
於
け
る
国
家
的
法

会
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
始
ま
り
、
九
世
紀
以
降
女
性
の
出
家
そ
の
も
の
も
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
そ
れ
と
平
行
し
て
、
中
央
で

は
称
徳
女
帝
の
創
建
に
な
る
西
隆
寺
（
尼
寺
）
が
西
大
寺
（
僧
寺
）
の
管
轄
下
に
は
入
り
、
時
期
は
遅
れ
る
が
地
方
で
も
国
分
尼
寺
が
国

分
寺
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
り
し
、
尼
寺
が
僧
寺
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
廃
寺
に
な
る
状
況
が
現
れ
る
。
ま
た
、
仏
教
的
女
性

差
別
文
言
も
９
世
紀
後
半
か
ら
様
々
の
史
料
に
登
場
し
て
い
く
が
、
そ
れ
で
も
一
般
社
会
に
お
い
て
は
ま
だ
浸
透
せ
ず
貴
族
社
会
に
定
着

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
状
況
の
下
、
後
家
尼
が
登
場
し
て
く
る
。

【
後
家
尼
】

こ
の
時
代
に
な
る
と
夫
を
亡
く
し
た
後
家
が
出
家
し
て
尼
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
。
し
か
し
、
出
家
し
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
さ

ま
尼
寺
に
入
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
奈
良
時
代
に
い
く
つ
も
あ
っ
た
尼
寺
は
荒
廃
し
、
ほ
と
ん
ど
機
能
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

高
木
豊
氏
に
よ
る
と
多
く
の
後
家
は
在
家
居
住
の
ま
ま
、
夫
の
菩
提
を
と
む
ら
っ
て
い
た
。
髪
も
完
全
な
剃
髪
で
は
な
く
、
肩
く
ら
い
で
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切
り
そ
ろ
え
る
「
尼
削
ぎ
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
貴
族
の
女
性
が
出
家
す
る
と
家
を
離
れ
て
山
里
に
庵
を
結
ぶ
場
合
も
あ
っ
た
。「
平

家
物
語
」
に
も
祇
王
と
妹
の
祇
女
、
そ
し
て
二
人
の
母
が
嵯
峨
の
奥
に
遁
世
し
た
例
が
あ
る
。

「
往
生
伝
」（
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
見
事
往
生
を
と
げ
た
人
々
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
中
に
女
性
の
往
生
者
も
意
外
に
多
く

含
ま
れ
て
い
る
）
を
見
る
限
り
後
家
尼
の
数
は
か
な
り
多
い
。
主
婦
で
あ
っ
た
女
性
が
い
か
に
家
に
依
存
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
が
、
別

の
見
方
を
す
る
と
財
産
が
あ
る
か
ら
夫
の
追
善
供
養
を
行
う
財
力
が
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
在
家
の
尼
に
な
っ
て
静
か
な
毎
日
の

行
に
励
ん
で
い
た
と
い
う
の
が
「
往
生
伝
」
の
後
家
尼
の
一
般
的
な
姿
で
あ
る
。「
往
生
伝
」
に
よ
る
と
「
ひ
た
す
ら
仏
事
に
励
む
」
こ

と
が
往
生
の
条
件
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
条
件
と
い
え
そ
う
な
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
往
生
を
願
う
女
性
の
心
持
ち
に
つ
い
て
の
表

現
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
小
原
仁
氏
に
よ
る
と
、
人
格
に
質
素
柔
和
と
か
正
直
慈
悲
と
い
っ
た
美
徳
を
た
た
え
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、

ま
た
少
数
で
は
あ
る
が
「
外
貌
端
正
」
と
い
う
よ
う
な
外
面
の
美
を
記
す
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
が
往
生
の
不
可
を
決
め
る
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
と
さ
れ
る
。
往
生
者
の
中
で
も
男
性
に
は
こ
の
よ
う
な
形
容
詞
を
持
つ
者
は
見
い
だ
せ
な
い
。
女
性
は
単
に
仏
道
修
行
だ
け
し
て
い
れ

ば
い
い
の
で
は
な
く
生
ま
れ
つ
い
て
の
性
格
や
外
見
の
美
に
よ
っ
て
往
生
の
不
可
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
辺
に
仏
教
だ
け

で
な
く
儒
教
的
な
影
響
を
感
じ
る
。

【
僧
の
母
】

女
性
に
対
す
る
仏
教
的
差
別
が
生
ま
れ
て
き
た
時
代
で
あ
る
が
、
仏
教
説
話
で
僧
の
母
に
つ
い
て
語
る
と
き
は
「
女
は
穢
れ
て
い
る
」

と
い
う
思
想
は
あ
か
ら
さ
ま
に
出
し
て
は
い
な
い
。
日
本
の
「
往
生
伝
」
に
は
僧
の
母
が
登
場
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
や

は
り
理
論
の
す
り
替
え
が
行
わ
れ
て
お
り
「
女
性
は
穢
れ
て
い
る
け
ど
も
僧
を
産
ん
だ
母
は
別
」
と
い
う
言
説
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

【
僧
の
家
】

西
口
順
子
氏
の
研
究
に
よ
る
と
平
安
時
代
か
ら
「
僧
の
家
」
が
存
在
し
た
と
言
う
。
つ
ま
り
僧
が
妻
帯
し
て
子
を
も
う
け
、
そ
の
子
を

「
真
弟
子
」
と
言
っ
て
一
切
を
伝
授
し
、
親
の
役
職
を
世
襲
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
僧
の
妻
帯
の
古
い
記
録
は
九
世
紀
の
「
日
本
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霊
異
記
」
の
作
者
景
戒
で
あ
る
。
そ
の
「
日
本
霊
異
記
」
の
中
に
妻
や
子
ど
も
の
い
る
僧
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
下
巻
に
書
か
れ
て
い

る
紀
伊
国
名
草
群
弥
勒
寺
（
能
応
寺
）
の
老
僧
観
規
に
は
明
規
と
い
う
弟
子
が
い
た
が
、
話
の
中
で
明
規
に
「
我
が
子
」
と
呼
び
か
け
て

い
て
話
の
内
容
か
ら
、
実
子
を
弟
子
と
し
寺
の
後
継
者
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
弥
勒
寺
（
能
応
寺
）
は
観
規
の
先
祖
が

造
っ
た
寺
と
あ
る
の
で
、
代
々
親
か
ら
子
へ
と
実
子
が
跡
を
継
い
で
世
襲
す
る
形
態
が
以
前
か
ら
続
い
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
。
十
世
紀

後
半
に
な
る
と
僧
の
妻
帯
は
一
般
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
法
華
験
記
」
や
「
今
昔
物
語
」
に
も
僧
の
母
や
子
ど
も
の
こ
と
が

極
自
然
に
描
か
れ
て
い
る
。

四
、
鎌
倉
時
代
の
女
性
達
の
仏
教
認
識

多
く
の
仏
教
の
経
典
に
は
女
性
は
罪
深
く
、
女
身
の
ま
ま
で
は
極
楽
往
生
や
成
仏
が
で
き
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
女
人
成
仏
を
説
く

い
く
つ
か
の
教
典
で
も
、
一
部
に
即
身
成
仏
を
説
く
教
典
も
あ
る
が
、
多
く
が
女
性
は
変
成
男
子
に
よ
っ
て
の
み
成
仏
が
叶
う
と
し
い
て

い
る
。
日
本
で
多
く
読
ま
れ
た
「
法
華
経
提
婆
達
多
品
」
や
「
転
女
成
仏
経
」
な
ど
は
女
性
が
男
性
に
変
身
し
て
初
め
て
成
仏
が
可
能
と

な
る
と
い
う
女
性
差
別
を
前
提
と
し
た
女
人
成
仏
説
で
あ
る
と
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
仏
教
が
伝
来
し
た
古
代
日
本
社
会
は
こ
の
よ
う
な
女
性
差
別
観
を
受
容
す
る
社
会
的
基
盤
を
持
た
な
か
っ
た
。
八
世
半
ば
に

な
っ
て
初
め
て
中
央
の
国
家
的
法
会
に
尼
が
請
じ
ら
れ
な
い
事
態
が
起
こ
り
、
九
世
紀
に
は
官
尼
寺
が
退
転
し
て
い
っ
た
。
や
が
て
平
安

貴
族
社
会
に
お
け
る
僧
や
貴
族
の
文
の
中
に
五
障
三
従
の
罪
深
い
存
在
と
す
る
記
述
が
現
れ
、「
法
華
経
提
婆
達
多
品
」
や
「
転
女
成
仏

経
」
が
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
山
岳
寺
院
に
お
け
る
女
人
禁
制
も
展
開
し
て
い
っ
た
。

野
村
育
代
氏
は
、
こ
れ
ま
で
女
性
と
仏
教
の
研
究
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
は
平
安
時
代
に
生
ま
れ
た
女
性
差
別
観
が
空
間
的
に
も
階
層
的

に
も
広
が
り
と
深
ま
り
を
見
せ
て
い
っ
た
時
代
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
。
は
た
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
女
性
差
別
観
の
内

容
の
文
書
が
鎌
倉
時
代
の
寄
進
状
や
願
文
全
体
の
中
で
そ
う
多
く
は
な
く
む
し
ろ
き
わ
め
て
低
い
割
合
で
し
か
存
在
し
な
い
と
述
べ
て
い
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る
。以

下
は
野
村
氏
が
「
鎌
倉
遺
文
」
所
収
の
文
書
か
ら
鎌
倉
時
代
に
お

い
て
女
性
差
別
の
文
言
に
つ
い
て
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
鎌
倉
遺
文
」
の
願
文
・
寄
進
状
等
に
お
け
る
仏
教
的
性
差
別
に
関

わ
る
文
言
の
登
場
頻
度
で
あ
る
。
女
性
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
し
て
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
「
滅
罪
」
と
い
う
言
葉
は
男
女
問
わ
ず
多
く
祈
願
さ
れ
て
お

り
、
多
く
の
場
合
女
性
特
有
の
罪
と
は
考
え
難
い
。「
女
人
成
仏
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
「
法
華
経
」
も
男
性
の
菩
提
の
た
め
に
普
通
に
よ
ま

れ
て
い
る
。
一
方
、
仏
教
的
性
差
別
と
関
わ
る
文
言
が
見
ら
れ
る
文
書

は
全
部
で
三
四
通
あ
る
。
そ
れ
を
発
給
者
の
男
女
別
で
見
る
と
、
男
性

が
母
や
姉
妹
あ
る
い
は
自
分
の
た
め
に
祈
願
し
た
文
書
が
十
四
通
、
女

性
自
身
が
こ
う
し
た
文
書
を
記
し
た
文
書
が
二
十
通
で
あ
る
。
女
性
自

ら
が
「
五
障
」
や
「
転
女
成
仏
」
な
ど
を
祈
願
す
る
文
書
は
、
約
三
百

五
十
通
中
の
二
十
通
で
あ
り
、
約
六
％
弱
と
い
う
少
な
い
割
合
と
な

る
。次

に
「
鎌
倉
遺
文
」
に
お
い
て
、
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
性
差
別
的

文
言
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
検
討
し
た
。

ま
ず
、「
五
障
三
従
」
の
見
え
る
文
章
を
男
女
別
に
示
し
た
の
が
表
２
と
表
３
で
あ
る
。

「
五
障
」
を
日
本
で
は
「
五
つ
の
さ
わ
り
」
と
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
「
月
の
さ
わ
り
」
の
よ
う
な
ケ
ガ
レ
観
と
混
合
し
て
女
人
禁
制
の
理

表１　｢鎌倉遺文」の題文・寄進状等における〈仏教的性差別に関わる文
言〉の登場頻度

男女計!通!男性発給の文書女性発給の文書
!"!!"五　　　障
!!!三　　　従
!"!!"転女成仏，転女成男，

女人の身を離れ，女人
の身を厭う，など

!!!龍　　　女
!!!変成男子
!"　!"　!"　計
!"通!"通!"通文書数の計

＊　同じ内容の文書が『鎌倉遺文』中に複数収められている場合は，１つ
と数えた。また，一通の文書の中に，２種類以上の文言が見られる場合は，
それぞれの欄で１つとして数えた。「文書数の総計」は，以上２つの操作に
関わりなく，上記文言の見られる文書の数を記したものである。いずれも，
詳しくは表３以下を参照されたい。なお，『日蓮書状』など高僧の文筆は除
外した。

｢仏教と女の精神史」より
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由
と
も
さ
れ
た
。

「
三
従
」
は
女
性
の
守
る
べ
き
道
徳
で

あ
り
「
三
綱
」
と
も
呼
ば
れ
て
、
本
来
厭

う
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
日
本
中
世
で

は
「
五
障
」
と
セ
ッ
ト
で
女
性
の
成
仏
を

妨
げ
る
宿
命
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。

鎌
倉
時
代
の
段
階
で
は
「
三
従
」
は
あ
ま

り
人
の
口
に
上
ら
ず
、「
五
障
」
と
セ
ッ

ト
で
三
例
し
か
な
く
、
ま
た
「
五
障
」
も

男
女
合
わ
せ
て
十
四
例
し
か
な
い
。

次
に
「
つ
た
な
き
女
人
の
身
」「
女
身

を
厭
う
」「
転
女
」
を
い
の
る
内
容
の
文

書
を
表
４
、
表
５
に
示
し
て
い
る
。

こ
れ
も
さ
ほ
ど
多
い
分
量
で
は
な
い
。

表
２

５
を
通
し
て
、
現
れ
る
寺
院
を
見

る
と
、
西
大
寺
、
金
沢
文
庫
、
高
野
山
、

東
大
寺
、
大
隅
台
明
寺
な
ど
が
あ
り
、
前
代
と
比
べ
て
地
方
に
拠
点
が
出
来
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
目
立
つ
の
が
西
大
寺
、
金
沢
称
名
寺

な
ど
律
宗
の
寺
で
あ
り
、
表
４
の
女
性
自
身
が
「
女
身
を
厭
う
」
文
書
は
半
数
が
西
大
寺
の
も
の
で
あ
る
。
西
大
寺
は
一
二
五
六
年
に

「
転
女
成
仏
経
」
の
開
版
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
こ
う
し
た
一
連
の
活
動
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
律
宗
以
外
で

表２　｢五障｣｢三従」の見える女性発給の文書（寄進状・原文等)
年文　　　言寄進等の内容発給者番号

註!

註!

註!
註!
註!

註!

註!
註!
註!
註!

!""#

!""#

!"#$

!"#$

!"#$

!"#$

!"#$

!"#$

!"#$

!""#

身是五障，質煩悩労

願次転五障女身具足丈
夫清浄出家住在仏家
離五障三従之身
女人五障三従之罪深夜
如何難尊者，…度五障
女人，…通三従質
今世己纏五障之妄雲，
羅挙八葉之霊場，
改五障依身
五障雲難
五障之雲晴
払五障妄雲

大和伝香寺所在木造地
蔵菩薩立像
大和伝香寺所在木造地
蔵菩薩立像
東大寺大仏殿常燈用途
高野山御影堂陀羅尼田
西大寺観尊像胎内文書

高野山御影堂陀羅尼田

東大寺大仏殿御明田
高野山御影堂陀羅尼田
諷踊文（金沢文庫!
勝尾寺初後夜田

尼妙法

尼唯心

比丘尼戒念
比丘尼持蓮
比丘尼可祥

比丘尼浄阿
弥陀仏
尼戒妙
藤原氏女
平氏
比丘尼信阿
弥陀仏

補!"#

補!"#

!"#$

!"#$"

!"#$%

!"#"$

!"#$"

!!"#$

!"#$"

!"#$$

「仏教と女の精神史」より

霽

表３　｢五障」の見える男性発給の文書（寄進状・願文等)
年文　　言寄進等の内容被祈願者発給者番号

註!

註!

註!
註!

!"#$

!"!!

!"#"

!"#$

消五障之迷晴

波披五障之婆霧
五障三従者
南浄之外相也
早出五障泥水

上宮王院盂蘭
盆講料田
大隅台明寺に
水田
回向文
七回忌願文

病死の息女

母の忌日

祖母
養母

僧言算

入阿弥陀仏

金沢貞冬か
未詳（金沢!

!"#$%

!""!#

!"#$$

!"#$%

＊『日蓮書状』は除いた。
「仏教と女の精神史」より
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は
こ
の
経
は
開
版
さ
れ
ず
、
一

般
在
地
社
会
に
「
転
女
成
仏

経
」
は
ほ
と
ん
ど
広
ま
ら
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
表
４
に
は
一
通
だ
け
、
地
方

に
住
む
在
地
の
尼
が
積
極
的
に

「
変
成
男
子
」
を
望
ん
だ
例
が

あ
る
。
三
一
〇
三
八
号
「
尼
覚

照
写
経
願
文
」
で
あ
る
。
こ
こ

で
尼
覚
照
は
、
当
時
の
社
会

で
、
女
性
が
「
大
智
識
」
と
な

り
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
た
め

に
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら
男
性

に
な
っ
て
よ
り
大
き
な
宗
教
活

動
を
行
う
こ
と
を
望
ん
で
い

る
。
こ
こ
に
は
「
転
女
成
仏
」

に
対
す
る
誤
解
、
ま
た
は
「
解

釈
の
違
い
」
あ
る
い
は
「
読
み
変
え
」
が
あ
る
。

引
き
続
き
「
龍
女
成
仏
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
鎌
倉
遺
文
」
中
、
龍
女
が
登
場
す
る
文
書
は
次
の
表
６
の
通
り
で
あ
る
。

表４　「転女」「女身を離れ」「女身を厭う」等の見られる女性発給の文書（寄進状・願文
等)

年文　　言文書の内容発給者番号
註!

註!

註!

註!
註!

註!

註!

註!

註!

註!

!""#

!"#"

!"#$

!"#$
!"#$

!"#$

!"#$

!"#$

!"##

!""#

願次転五障女身具足丈
夫相清浄出家住在仏家
生辺土為女人，猶恨前
業之拙

永令離女人身速令成菩
提
女身業
つたなき女人の身にむ
まれて
なかくねうにんのしん
おはなれ給て，ほとけ
になり給て
なかくにょにんのしん
をはなれて
なかく女にんのしんを
ハなれて
永離女人身

転女身成男子

大和伝香寺所在木造地
蔵菩薩立像願文
東大寺に大般若台，仏
像，写経以下を施入し
た願文
西大寺叡尊像胎内文書

山城正伝寺　敬白文
金沢文庫蔵弥勒像胎内
文書
西大寺騎獅子文殊像胎
内文書

西大寺騎獅子文殊像胎
内文書
西大寺騎獅子文殊像胎
内文書
西大寺騎獅子文殊像胎
内文書
厳島神社蔵華厳経写経
願文

尼唯心

尼成阿弥陀仏

沙弥尼真砂

尼圓翁
れん（蓮）心

めうしん

ひめわう

しやうを

尼某

比丘尼覚照

補!"#

!"#!

!"#$

!!"#$
!"#$"
補!"##
!"#$%

!"#$%

!"#$%

!""##

!"#!$

「仏教と女の精神史」により

表５　｢転女｣｢女身を離れ｣｢女身を厭う」等の見られる男性発給の文書（寄進状・願
文等)

年文　　言文書の内容発給者番号
註!

註!

註!

註!

!!"#

!"#

!"#$

!"#"

!書写した経に!"転女
成仏経」
試是身雖女身，心同仏
心
舎衛貧如挑一燈，早転
女見証
厭女身　慕仏身

皇嘉門院追著のため
の願文
比丘尼妙仏の寄進に
関連する申状
堂を寄進

母大宮院追善のため
の願文

九条兼実

勝尾寺住侶等

大隅台明寺衆
徒
後深草上皇

!"!

!"#!

!""#

!"#$%

「仏教と女の精神史」より
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ま
ず
、
龍
女
の
登
場
す
る
文
書
八
通
は
全
て
男
性
の
発
給
し
た

文
書
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
内
容
を
細
か
く
見
て
い
く
と
、

龍
女
が
現
れ
る
文
書
は
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

表
は
男
性
が
近

親
女
性
の
追
善
の
た
め
に
龍
女
を
持
ち
出
し
た
例
で
あ
り
、
女
人

成
仏
説
と
し
て
の
龍
女
成
仏
で
あ
る
。
七
三
七
号
の
九
条
兼
実
が

姉
の
皇
嘉
門
院
の
追
善
の
た
め
に
書
い
た
願
文
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
比
叡
山
の
女
人
禁
制
、「
変
成
男
子
」
説
、「
龍
女
」
が
見
ら

れ
、
別
の
箇
所
で
は
「
転
女
成
仏
経
」
が
書
写
さ
れ
て
い
て
、
ま

さ
に
平
安
貴
族
社
会
以
来
の
「
女
性
差
別
文
言
」
が
並
ん
で
い

る
。
次
に
表

は
、
男
性
が
自
分
自
身
を
龍
女
と
対
置
さ
せ
て
、

自
身
の
成
仏
を
祈
願
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
龍
女
は

「
即
身
成
仏
し
た
者
」
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、

「
変
成
男
子
し
た
女
人
」
で
あ
る
こ
と
は
問
題
に
な
っ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
平
安
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
表

は
、
龍
女
が
他
の
神
と
習
合
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
清
瀧
権

現
は
も
と
も
と
唐
の
清
龍
寺
の
守
護
神
で
あ
り
、
水
の
神
で
あ

り
、
図
像
で
は
日
本
女
性
の
姿
で
表
さ
れ
た
。
そ
れ
が
さ
ら
に

「
法
華
経
」
の
龍
女
と
も
習
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代

の
社
会
一
般
で
、
女
性
達
が
龍
女
を
自
ら
の
成
仏
の
模
範
と
し
て

表６　｢離女」の見られる文言（寄進状・願文等)
年文　　　言文言の内容発給者番号

註!

註!

註!

!!"#

!"#"

!""!

誠是先院聖霊，変成男子，具菩薩行，成
等正覚者也彼霊山説法之昔，龍女即往
南方無垢界矣
韋提夫人之生西土，新達十六之正観，婆
謁羅女之往南方，忽具四八之妙相，尊導
女身成仏之芳躅
欲追龍女成道之先事

皇嘉門院追善の願文
（姉!

祖母の回向文

亡母のための表白文

九条兼実

金沢貞冬か

崇頭（金沢
貞頭!

!"!

!"#$$

!"###

Ａ

註!

註!

!!"#

!"#$

!"#$%&

夫以八歳之龍女者，報円頓観行□功，唱
即身成仏於無垢界，七句沙弥　　一乗
安置之徳，期限次往生於安楽園
以昔龍女者棒宝珠於釈尊，唱成道於南
方，今快寿者，施料田於弥陀，望往生於
西方

勝尾寺に経を寄進

衆集院阿弥陀如来に
自分の没後忌日料田
を寄進

沙弥阿弥陀

僧快寿

!

!!"#!

!"#$%

Ｂ

註!

註!

!"#$

!"#$

仏舎利者龍神之重宝也，然清瀧権現老
婆謁羅龍王之女，当山守護之善神也，仍
　為祈雨，所奉施入也
淳和天皇天長元年，大師聖霊修祈雨法，
善如（女カ）龍王忽成降臨之現形

清瀧宮に仏舎利を施
入

置文

醍醐寺座主
権少僧都成
賢
真教（高野
山!

!"##

!"#!

Ｃ

「仏教と女の精神史」より
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祈
願
す
る
こ
と
は
、「
鎌
倉
遺
文
」
で
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。「
変
成
男
子
」
と
い
う
文
言
も
、
女
性
の
文
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ

の
ゼ
ロ
と
い
う
デ
ー
タ
ー
は
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
女
性
の
意
思
、
即
ち
龍
女
成
仏
を
祈
る
こ
と
を
拒
否
す
る
心
性
を
物
語
る
も
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
あ
ま
り
良
く
な
い
と
さ
れ
た
蛇
の
イ
メ
ー
ジ
を
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
の
不
快
感
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
そ
の
根
底
に
、
龍
女
成
仏
に
象
徴
さ
れ
る
変
成
男
子
説
を
多
く
の
在
地
女
性
達
が
内
面
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。

佐
伯
三
子
と
い
う
女
性
も
そ
の
寄
進
状
に
、「
夫
法
華
者
、
即
身
成
仏
之
経
路
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
八
一
一
八
号
）
三
子
は
法
華
経
の

龍
女
成
仏
説
を
変
成
男
子
説
と
し
て
で
は
な
く
、
即
身
成
仏
の
教
典
と
し
て
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
調
査
か
ら
野
村
氏
は
鎌
倉
時
代
の
社
会
で
は
、
祈
願
内
容
に
男
女
の
差
は
少
な
く
、
女
人
罪
業
観
の
影
響
も
少
な
か
っ
た
。
特

に
女
性
が
龍
女
成
仏
を
女
人
成
仏
の
範
と
し
た
例
は
な
く
、
そ
れ
は
女
性
達
に
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
。
女
人
罪
業
を
在
地
女
性
が
自

ら
の
も
の
と
す
る
の
は
、
も
っ
と
後
の
時
代
、
室
町
時
代
後
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
に
於
い
て
女
性
は
仏
道
修
行
し
に
く
い
環
境
で
は
あ
っ
た
が
、「
正
統
な
」
伝
記
類
に
載
る
よ
う
な
女
性
の
高
僧
が
ま
っ
た

く
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
な
く
、
臨
済
宗
の
景
愛
寺
開
山
無
外
如
大
禅
尼
ら
が
い
た
。
ま
た
、
脇
田
晴
子
氏
は
「
庭
の
訓
」
の
中
で
、

今
は
世
に
か
し
こ
き
尼
達
が
多
い
の
で
、
学
問
の
師
と
し
た
ら
よ
か
ろ
う
、
と
い
う
女
房
に
対
す
る
教
訓
も
紹
介
し
て
い
る
。「
鎌
倉
遺

文
」
の
中
に
も
、
大
徳
寺
の
開
山
宗
峰
妙
超
は
、
大
徳
寺
末
寺
で
あ
る
京
都
北
小
路
大
宮
の
尼
寺
妙
覚
寺
の
住
持
職
に
弟
子
の
比
丘
尼
宗

印
大
姉
を
選
定
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
女
が
「
法
器
抜
群
之
意
気
」
有
る
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。（
三
一
四
八
七
号
）
中
世
禅

宗
に
お
い
て
、
尼
は
卓
越
し
た
宗
教
家
と
し
て
資
質
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
そ
う
し
た
力
を
発
揮
す
る
女
性
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

五
、
室
町
時
代
の
仏
教
的
女
性
観

鎌
倉
時
代
で
も
女
性
が
尼
僧
と
し
て
仏
道
修
行
を
歩
む
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
に
な
る
と
さ
ら
に
厳
し
く
な

り
、
尼
僧
に
な
っ
て
仏
道
を
修
め
る
た
め
に
波
瀾
万
丈
の
人
生
を
送
っ
た
尼
が
い
た
。
そ
の
名
は
慧
春
尼
と
言
い
、
一
般
的
に
は
あ
ま
り
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知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
曹
洞
宗
内
で
は
有
名
で
あ
り
、
数
あ
る
高
僧
伝
に
も
そ
の
行
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
曹
洞
宗
の
尼
僧
の
伝
記
を
記

し
て
い
る
「
重
続
日
域
洞
上
諸
祖
伝
」
に
よ
る
と
、
慧
春
は
三
十
才
を
過
ぎ
て
か
ら
出
家
を
志
、
兄
の
寺
を
訪
ね
打
ち
明
け
た
。
し
か
し

兄
で
あ
る
了
庵
は
そ
れ
を
頑
と
し
て
受
け
入
れ
ず
、
そ
の
理
由
は
「
出
家
は
大
の
男
が
行
う
の
も
で
、
女
子
ど
も
に
そ
の
意
志
が
立
て
通

る
は
ず
は
な
い
。
ま
た
、
穢
れ
た
女
を
こ
の
清
浄
な
寺
に
引
き
入
れ
て
法
を
潰
す
よ
う
な
事
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
そ
の
言
葉
に
ひ
る
む
慧
春
で
は
な
く
、
決
意
は
固
く
火
箸
で
顔
を
焼
い
て
兄
に
「
こ
れ
で
も
出
家
の
志
を
立
て
る
こ
と
が
で
き

な
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
伝
え
、
よ
う
や
く
出
家
を
ゆ
る
さ
れ
た
と
言
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
。
鎌
倉
新
仏
教
の
中
で
も
女
性
が

尼
に
な
る
こ
と
は
制
限
が
有
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
の
女
性
が
仏
道
修
行
を
歩
む
こ
と
の
難
し
い
こ
と
が
伺
え
る
。

さ
ら
に
こ
の
時
代
は
、
女
性
の
血
穢
の
観
念
が
強
ま
り
、
女
性
の
み
が
血
の
池
地
獄
に
堕
ち
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
血
盆
経
が

女
性
に
配
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
思
想
が
熊
野
比
丘
尼
ら
の
語
り
に
よ
っ
て
在
地
に
流
布
し
て
い
き
、
仏
教
に
於
け
る
女

性
差
別
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
の
野
村
氏
が
北
陸
の
若
狭
国
（
福
井
県
）
遠
敷
小
浜
に
残
さ
れ
た
寄
進
札
か
ら
五

障
・
三
従
説
や
龍
女
成
仏
説
が
登
場
す
る
時
期
を
調
べ
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
女
性
達
の
信
仰
の
変
化
を
調
べ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
紹
介

し
た
い
。

な
ぜ
北
陸
の
若
狭
国
の
小
浜
に
焦
点
を
当
て
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
地
は
京
都
に
近
く
、
中
国
・
朝
鮮
に
も
近
く
環
日
本
海
地
域
の
要

地
と
し
て
、
人
や
物
資
の
交
流
が
盛
ん
な
場
所
で
あ
り
、
文
化
的
に
も
様
々
な
も
の
が
交
流
す
る
場
で
、
決
し
て
閉
鎖
的
な
土
地
で
は
な

か
っ
た
。
信
仰
の
面
で
も
熊
野
の
山
伏
や
時
衆
な
ど
様
々
な
宗
教
者
が
こ
の
地
を
訪
れ
て
い
る
と
い
う
往
来
の
活
発
な
土
地
で
有
る
と
い

う
理
由
に
よ
る
。
若
狭
国
小
浜
に
は
古
刹
、
明
通
寺
、
羽
賀
寺
、
妙
楽
寺
、
飯
盛
寺
が
あ
り
、
南
北
朝
期
か
ら
江
戸
時
代
元
禄
年
間
に
至

る
如
法
経
寄
進
札
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
板
に
墨
書
さ
れ
た
札
で
、
最
古
の
札
で
あ
る
明
通
寺
一
三
〇
九
年
の
殺
生
禁
断
の
札
を

の
ぞ
く
全
て
が
、
寺
で
行
う
如
法
経
会
に
対
し
て
人
々
が
結
縁
の
た
め
に
、
米
や
銭
を
施
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
若
狭
の
明
通
寺
以
下
の

四
寺
は
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
真
言
宗
に
変
わ
る
ま
で
は
天
台
系
の
顕
密
修
験
兼
修
の
道
場
で
あ
り
如
法
経
信
仰
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
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た
。
若
狭
の
寄
進
札
は
全
部
で
五
百
五
十
八
枚
現
存
し
、
そ
の
内
訳
は
明
通
寺
に
四
百
一
枚
（
一
三
〇
九
年

一
六
九
四
年
の
も
の
）、

羽
賀
寺
に
百
枚
（
一
三
一
六
年

一
五
六
五
年
）、
妙
楽
寺
に
二
十
四
枚
（
一
四
六
四
年

一
五
五
三
年
）、
飯
盛
寺
三
十
三
枚
（
一
四
八

四
年

一
五
四
四
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
存
す
る
枚
数
で
当
時
は
か
な
り
沢
山
の
数
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

寄
進
を
行
っ
た
人
々
に
つ
い
て
は
、
林
文
理
氏
と
水
藤
真
氏
の
考
察
が
あ
り
、
林
氏
は
寄
進
者
の
階
層
は
中
世
で
は
「
全
階
層
」
と
言

え
る
ほ
ど
広
い
層
で
あ
る
と
し
、
水
藤
氏
は
十
六
世
紀
初
頭
ま
で
寄
進
料
が
十
石
で
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
、
十
石
と
い
え
ば
田
六

七
段
分
の
年
貢
に
相
当
し
、
か
な
り
裕
福
で
あ
け
れ
ば
寄
進
で
き
な
か
っ
た
と
し
、「
武
士
、
在
地
土
豪
、
商
業
者
の
親
方
、
座
の
中
心

的
商
人
及
び
そ
の
人
々
の
妻
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

女
性
の
寄
進
札
の
増
減
を
示
し
た
も
の
が
図
７
で
あ
る
。

は
寄
進
札
の
総
数
で
、

は
そ
の
う
ち
の
女
性
の
寄
進
札
の
数
で
あ
る
。

一
三
七
〇
年
代
ま
で
は
、
寄
進
札
の
総
数
も
少
な
い
が
、
そ
の
中
で
女
性
の
寄
進
札
の
数
が
半
数
を
占
め
て
い
る
が
南
北
朝
期
を
過
ぎ

た
一
四
一
〇
年
代
に
な
る
と
女
性
の
札
は
男
性
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
南
北
朝
期
以
前
の
女
性
の
経
済
的
地
位
と
そ

の
後
の
低
落
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
室
町
期
に
は
し
ば
し
ば
セ
ロ
の
年
も
見
ら
れ
、
十
六
世
紀
に
入
り
、
一
五
一
〇
年
代
、
二
十

年
代
に
は
男
性
の
札
は
急
増
す
る
が
女
性
の
札
は
ゼ
ロ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
寄
進
料
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
時
期
に
当
た
り
、
寄

進
の
大
衆
化
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
女
性
の
寄
進
が
消
え
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
そ
れ
が
単
な
る
経
済
力
の
低
下
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
も
っ
と
別
の
仏
教
の
女
性
観
の
問
題
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
六
一
〇
年
代
に
は
全
体
の
急
増
と
共
に
女
性
の
札
も
増
加

し
や
が
て
一
六
五
〇
年
代
を
最
後
に
女
性
の
札
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
幕
藩
体
制
の
形
成
に
伴
う
女
性
の
地
位
の
低
落
傾
向
と

関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
五
障
」「
三
従
」「
龍
女
成
仏
」
な
ど
女
性
を
劣
位
に
置
き
つ
つ
女
人
成
仏
を
祈
願
す
る
文
言
を
す
べ
て
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
ま
と
め

た
の
が
表
８
で
あ
る
。

若
狭
の
寄
進
札
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
文
言
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
十
五
世
紀
末
、
一
四
八
二
年
の
羽
賀
寺
の
寄
進
札
で
あ
り
、
そ
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の
次
の
も
の
は
十
六
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
に
な
る
。
明
通
寺
の
場
合
は
一
五
一
八
年

に
最
初
の
「
五
障
」
が
見
ら
れ
る
が
そ
の
後
は
一
五
八
三
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

り
、
普
及
の
遅
さ
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
明
通
寺
で
も
一
四
九
二
年
に
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
関
わ
る
文
言
が
見
ら
れ
る
寄
進
札
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
女
性
を
差
別
す

る
思
想
に
染
ま
っ
て
い
な
い
、
男
女
同
質
性
を
説
い
た
も
の
だ
っ
た
。
表
を
見
る

と
、「
五
障
三
従
」
は
、
男
性
が
母
の
追
善
の
た
め
に
寄
進
し
て
い
る
札
に
ま
ず
現

れ
て
く
る
。
そ
う
し
た
後
に
、「
五
障
三
従
」
が
女
性
自
身
の
信
仰
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
勝
浦
令
子
氏
の
指
摘
す
る
血
盆
経
信
仰
の
展
開
過

程
と
同
様
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。
女
性
を
差
別
し
た
上
で
救
済
し
よ
う
と
い
う
信
仰

は
、
ま
ず
、
男
性
が
母
を
弔
う
場
面
に
現
れ
、
や
が
て
、
そ
う
し
た
思
想
が
普
及
宣

伝
さ
れ
る
中
で
、
女
性
が
自
身
の
信
仰
の
中
に
取
り
入
れ
て
言
う
と
い
う
図
式
を
こ

こ
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
方
「
龍
女
成
仏
」
は
平
安
・
鎌
倉
期
以
来
女

性
に
人
気
が
無
く
、
女
性
自
身
が
発
給
し
た
も
の
は
一
例
し
か
な
い
。
む
し
ろ
「
龍

女
」
は
多
く
男
性
に
よ
る
文
学
的
表
現
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
男
性
が
自
分
自
身
の
た

め
に
龍
女
を
持
ち
出
し
た
例
も
あ
る
。

寄
進
札
に
よ
る
仏
教
的
な
女
性
差
別
観
の
登
場
は
、
社
会
の
ど
う
よ
う
な
変
化
と

連
動
し
て
い
る
か
。
一
三
七
二
年
に
太
良
荘
で
は
善
日
女
が
訴
訟
を
行
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
以
後
女
性
の
百
姓
が
文
書
に
現
れ
な
く
な
り
、
ま
た
女
性
の
名
が
多
く
記

さ
れ
た
「
若
狭
国
鎮
守
一
二
宮
社
務
代
代
系
図
」
に
も
、
十
四
世
紀
中
葉
以
後
女
性

1310203040 5060708090140010203040 5060708090150010 20304050607080901600102030 40506070
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図7　女性の寄進札の増減
「仏教と女の精神史」より
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の
記
述
が
簡
潔
に
な
る
な
ど
公
的
・
政
治
的
な
場
か
ら
女
性
の
排
除
が

起
こ
っ
た
後
、
家
庭
内
の
地
位
も
変
化
を
生
じ
て
く
る
。
飯
沼
賢
司
氏

は
寄
進
札
に
現
れ
る
女
性
名
を
分
析
し
、
十
五
世
紀
初
頭
ま
で
は
「
○

○
氏
」
や
「
○
○
氏
女
」
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後

「
男
性
（
父
）
名
＋
女
」
と
い
う
形
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
実
名

の
場
合
も
あ
る
が
）
十
六
世
紀
末
か
ら
は
「
○
○
母
」「
○
○
女
房
」

「
○
○
娘
」
と
専
ら
男
性
と
の
関
係
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
寄
進

札
に
女
性
差
別
観
が
現
れ
る
の
は
そ
の
時
期
よ
り
も
女
性
の
名
が
男
性

名
に
女
を
つ
け
て
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
一
世
紀
弱
ほ
ど
遅
い
。
こ
の

事
か
ら
、
ま
ず
、
社
会
的
な
女
性
の
地
位
の
変
化
が
先
に
あ
っ
て
そ
の

後
仏
教
に
於
け
る
女
性
観
の
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
野

村
氏
は
結
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
女
性
差
別
観
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
原
因
に
熊

野
比
丘
尼
ら
に
よ
る
血
盆
経
の
流
布
が
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
血
盆
経
と

い
う
偽
経
は
中
国
で
十
二
世
紀
以
前
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
、
日
本

に
伝
来
し
た
の
は
十
五
世
紀
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。「
血
盆
経
」
の

信
仰
を
広
め
る
の
に
熊
野
比
丘
尼
な
ど
の
活
動
が
大
い
に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
女
性
の
穢
れ
を
厭
わ
な
か
っ
た
聖
地
で
あ
る

熊
野
は
、
中
世
に
な
る
と
武
士
の
浸
食
に
よ
り
荘
園
領
地
を
経
済
基
盤
と
し
て
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
荘
園
に
変
え

て
、
諸
国
に
勧
進
聖
を
派
遣
し
、
そ
の
地
域
住
民
か
ら
直
接
的
に
宗
教
活
動
の
た
め
の
金
品
を
提
供
し
て
も
ら
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

表８　若狭国寄進札に見る女性差別観

文書番号寄進者→被寄進者文　言寺年

!"
!"
!!
!"
!"#
!"
!"
!"
!"
!"!
!"#
!"#
!"!
!""
!"!
!"#
!"#

男→母
男→母
女→自身
某（男カ!→母
男→女
男→女
女→自身
女→息女
女→自身
男→自身
女→女
男→母
男→女
女→女
男→女
男→女
男→女

五障　龍女
龍女
五障三従
五障三従
五障
五障三従
五障三従
五障三従
五障三愁
龍女
龍女
五障説の内容
龍女
五障説の内容
五障説の内容
五障説の内容
五障説の内容

羽賀寺
羽賀寺
妙楽寺
羽賀寺
明通寺
羽賀寺
妙楽寺
妙楽寺
羽賀寺
明通寺
明通寺
明通寺
明通寺
明通寺
明通寺
明通寺
明通寺

!"#$（文明!"#
!"#!（文亀元!
!"!#（永正!!"
!"!"（永正!"#
!"!#（永正!"#
!"#!（大永元!
!"#"（大永５!
!"#!（享禄４!
!"#$（天文!"#
!"#$（天正!!"
!"#$（寛永５!
!"#!（寛永８!
!"#$（寛永!!"
!"#$（承応２!
!"#$（承応３!
!"#$（明暦３!
!"#$（万治元!

＊「文書番号」は，『小浜市史　金石文編』における文書番号である。
!「仏教と女の精神史」より



─ ─

た
。
そ
の
勧
進
聖
と
し
て
女
性
が
派
遣
さ
れ
、
女
性
信
者
を
対
象
と
し
て
、
携
行
し
た
「
熊
野
観
心
十
界
図
」
や
「
那
智
参
詣
曼
荼
羅
」

な
ど
の
絵
解
き
を
行
っ
た
り
札
を
配
布
し
た
り
し
て
、
そ
の
代
価
を
徴
収
し
た
。
絵
解
き
の
対
象
で
あ
る
「
熊
野
観
心
十
界
図
」
な
ど
に

は
「
血
盆
経
」
に
基
づ
く
血
の
池
地
獄
や
苦
悶
す
る
女
性
の
姿
が
描
か
れ
、
そ
こ
か
ら
の
唯
一
の
救
済
法
と
し
て
喜
捨
な
ど
を
迫
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
貴
族
の
み
で
は
な
く
、
一
般
民
衆
へ
も
「
血
盆
経
」
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
と
成
清
弘
和
氏

は
述
べ
て
い
る
。

「
血
盆
経
」
が
日
本
社
会
に
広
ま
っ
て
い
く
素
地
と
な
っ
た
女
性
の
穢
れ
の
変
遷
を
見
て
み
る
と
表
９
の
よ
う
な
流
れ
と
な
る
。

中
世
を
境
と
し
て
雑
穢
に
お
け
る
「
産
穢
」
な
ど
と
「
死
穢
」
と
の
位
置
づ
け
が
完
全
に
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
神
道
の
体
系

化
・
自
覚
化
が
い
っ
そ
う
進
ん
だ
中
世
に
於
い
て
、
清
浄
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
穢
れ
一
般
が
忌
避
さ
れ
、「
産
穢
」
・
「
血
穢
」
が

「
死
穢
」
と
と
も
に
長
期
化
す
る
の
な
ら
理
解
し
や
す
い
が
、「
産
穢
」
や
「
血
穢
」
な
ど
が
長
期
化
し
、「
死
穢
」
は
極
端
に
軽
減
さ
れ

た
の
は
女
性
を
蔑
視
し
差
別
す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
の
か
と
考
え
る
と
、
社
会
的
地
位
の
劣
化
と
関
連
づ
け
ら

れ
、
結
局
は
家
族
内
で
の
女
性
の
地
位
の
劣
化
、
つ
ま
り
家
父
長
制
の
徹
底
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
成
清
氏
は
指
摘
し
、
野
村

氏
も
ま
た
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
は
、
中
世
に
お
け
る
身
分
制
度
の
枠
組
み
の
基
礎
が
作
ら
れ
る
と
同
時
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
枠
組
み
が

作
ら
れ
て
、
国
家
的
儀
式
・
法
会
か
ら
の
女
性
・
尼
の
排
除
、
女
官
の
地
位
の
後
退
な
ど
、
公
的
な
場
所
か
ら
の
女
性
の
排
除
が
進
行
し

た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
産
穢
・
血
穢
は
、
新
た
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
枠
組
み
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
中
世
的
穢
は
、
素
朴
な
出
産
禁
忌
の
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
、
高
度
に
政
治
的
・
国
家
的
な

形
成
物
で
あ
る
と
考
え
る
と
述
べ
て
い
る
。

室
町
時
代
は
女
性
蔑
視
・
差
別
が
広
が
っ
て
行
っ
た
時
代
と
考
え
ら
れ
る
が
、
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
特
筆
す
べ
き
尼

寺
が
誕
生
し
た
。
尼
五
山
と
比
丘
尼
御
所
で
、
比
丘
尼
御
所
は
「
尼
門
跡
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
尼
五
山
と
比
丘
尼
御
所
は
本
来

違
う
性
格
の
尼
寺
で
は
あ
っ
た
が
後
に
は
混
同
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
田
中
貴
子
氏
に
よ
る
と
尼
五
山
と
は
当
時
の
僧
の
制
度
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に
基
づ
き
臨
済
宗
の
尼
寺
か
ら
特
別
に
格
式
を
持
っ
た
五
つ
の
尼
寺
を
指
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
鎌
倉
と
京
都
に
制
定
さ
れ
、
鎌

倉
で
は
太
平
寺
、
東
慶
寺
、
国
恩
寺
、
語
法
寺
、
禅
明
寺
の
五
つ
が
そ
れ
に
当
た
る
。
京
都
で
は
「
京
兆
五
山
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
中
原
康
富
の
日
記
で
あ
る
「
康
富
記
」
に
よ
る
と
景
愛
寺
、
通
玄
寺
、
檀
林
寺
、
護
念
寺
、
恵
林
寺
の
五
寺
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
牛
山
佳
幸
氏
に
よ
る
と
檀
林
寺
を
の
ぞ
く
と
他
の
四
寺
が
そ
ろ
っ
て
在
続
し
て
い
た
時
期
が
き
わ
め
て
短
期
間
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
り
、
室
町
中
期
に
焼
失
し
て
再
建
が
な
さ
れ
な
っ
た
寺
院
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
尼
五
山
と
は
堅
固
な
制
度
で
結
ば
れ
た
寺

院
群
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
尼
五
山
が
あ
た
か
も
僧
の
五
山
の
よ
う
な
秩
序
に
の
っ
と
っ
て
い
た
制
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た
背
景
に
は
お
そ
ら
く
筆
頭
に
上
げ
ら
れ
た
景
愛
寺
の
影
響
が
強
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
荒
川
令
子
氏
に
よ
れ
ば
景
愛
寺
の
住
職
の

表９　「産穢」・「血穢」と「死穢」との変遷

古
代!

（
八
世
紀
ま
で
）

古
代

（
九
世
紀
以
後
）

中
世

近
世

近
代

産
穢

確
認
で
き
な
い
。
た
だ
し
両
義

的
な
出
産
習
俗
の
一
つ
と
し
て

の
出
産
感
覚
の
禁
忌
は
確
認
で

き
る
。

七
日
間
の
忌
み
と
し
て
『
弘
仁

式
』
で
規
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

在
地
の
民
俗
世
界
で
は
一
一
、

二
世
紀
頃
か
ら
の
受
容
か
。

全
社
会
的
に
三
〇
日
か
ら
七
〇

日
間
の
忌
み
と
し
て
定
着
す
る
。

全
社
会
的
に
三
五
日
前
後
の
忌

み
が
定
め
ら
れ
、
死
穢
よ
り
重

ん
じ
ら
れ
る
。

近
世
と
ほ
ぼ
同
じ
。

血
穢

宮
廷
祭
祀
の
執
行
前
日
に
宮
中

よ
り
退
屈
す
る
。

一
身
の
穢
れ
と
し
て
七
日
間
の

忌
み
期
間
が
定
め
ら
れ
る
。

一
身
の
穢
れ
と
し
て
七
日
か
ら

一
二
日
間
の
忌
み
と
し
て
定
め

ら
れ
る
。

近
世
と
ほ
ぼ
同
じ
。

死
穢

他
者
に
伝
染
す
る
強
力
な
穢
れ

と
し
て
三
〇
日
間
の
忌
み
と
定

め
ら
れ
る
。

全
社
会
的
に
三
〇
日
か
ら
五
〇

日
間
の
忌
み
と
し
て
定
め
ら
れ

る
。

幕
府
の
服
忌
令
で
は
一
日
（「
行

水
次
第
」）
の
忌
み
と
な
り
、
そ

の
他
で
も
中
世
の
そ
れ
よ
り
も

軽
ん
じ
ら
れ
る
。

近
世
と
ほ
ぼ
同
じ
か
。

「女性と穢れの歴史」より
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任
免
権
は
足
利
将
軍
家
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
、
将
軍
が
爪
点
を
つ
け
る
こ
と
で
住
持
が
決
ま
っ
た
と
い
う
。
中
世
初
期
の
尼
寺
で
は
、

当
初
、
肉
親
の
菩
提
を
弔
う
た
め
や
自
ら
救
済
を
目
的
と
し
て
出
家
す
る
女
性
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
尼
五
山
の
特
色
は
男
性
の
禅

僧
の
よ
う
に
法
脈
を
次
ぐ
た
め
に
入
寺
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
尼
寺
の
経
営
の
た
め
や
、
高
い
位
に
つ
い
て
社
会
と
も
関
わ
っ
て
い
く
こ

と
で
自
己
実
現
し
よ
う
と
す
る
尼
の
出
現
で
あ
ろ
う
。
原
田
正
俊
氏
に
よ
る
と
少
な
く
て
も
室
町
前
期
に
は
尼
五
山
の
体
制
が
確
立
し
、

五
山
官
寺
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に
高
い
格
式
を
持
っ
て
い
た
景
愛
寺
の
住
持
は
名
誉
職
で
あ

り
、
高
貴
な
紫
衣
の
着
用
も
許
可
さ
れ
た
。
他
の
尼
寺
で
は
黒
衣
し
か
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
「
黒
御
所
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

も
う
一
方
の
比
丘
尼
御
所
は
と
い
う
と
そ
の
代
表
が
京
都
に
あ
る
宝
鏡
寺
で
あ
る
。
尼
門
跡
と
い
う
名
は
中
世
に
も
近
世
に
も
な
く
近

代
に
な
っ
て
か
ら
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
比
丘
尼
御
所
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
と
く
に
中
世
に

限
っ
た
場
合
、
天
皇
家
、
将
軍
家
、
摂
関
家
な
ど
身
分
の
高
い
家
に
生
ま
れ
た
女
子
が
住
持
と
し
て
入
っ
た
尼
寺
で
、
厳
し
い
戒
律
や
修

行
が
目
的
で
は
な
く
、
姫
君
達
の
育
っ
た
環
境
を
引
き
継
い
だ
御
所
的
な
生
活
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
っ
た
。
特
に
皇
女
が
比
丘
尼

御
所
に
入
っ
た
理
由
と
し
て
菅
原
正
子
氏
の
中
世
前
期
に
女
院
と
し
て
す
ご
し
た
未
婚
の
内
親
王
が
後
期
に
な
っ
て
出
家
し
比
丘
尼
御
所

で
晩
年
を
送
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
る
。
平
安
時
代
で
あ
れ
ば
不
婚
皇
女
の
身
の
振
り
方
と
し
て
女
院
と
い
う
行
き
場
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
中
世
に
な
る
と
女
院
は
再
び
天
皇
の
后
が
な
る
も
の
と
さ
れ
不
婚
の
皇
女
の
行
く
場
所
が
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
で

尼
寺
と
い
う
場
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
後
醍
醐
天
皇
の
治
世
に
は
不
婚
皇
女
の
行
き
場
の
一
つ
で
あ
る

伊
勢
神
宮
と
賀
茂
社
の
巫
女
斉
王
の
制
度
も
な
く
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
不
婚
皇
女
の
受
け
皿
と
し
て
比
丘
尼
御
所

が
発
展
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

大
塚
実
忠
氏
の
研
究
に
よ
る
と
中
世
後
期
の
日
記
で
確
か
め
ら
れ
る
も
の
は
、
南
御
所
大
慈
院
、
入
江
殿
三
時
知
恩
寺
、
野
宮
殿
摂
取

院
、
鳴
竜
殿
十
地
院
、
岡
殿
大
慈
光
院
の
五
寺
で
あ
る
。
岡
佳
子
氏
に
よ
れ
ば
近
世
の
比
丘
尼
御
所
が
成
立
す
る
条
件
と
は

一
、
住
持
が
皇
女
、
宮
宅
、
公
家
な
ど
の
公
家
方
の
女
性
で
あ
る
。
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二
、
幕
府
か
ら
公
家
方
支
配
を
受
け
る
。

三
、
朱
印
状
に
よ
っ
て
知
行
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
か
ら
三
年
に
か
け
て
発
給
さ
れ
た
朱
印
状
に
よ
る
と
、
岡
氏
が
近
世
の
比
丘
尼
御
所
と
認
定
さ
れ
た
の
は
次

の
十
六
ケ
寺
で
あ
る
。
養
林
寺
、
法
華
寺
、
光
照
寺
、
宝
鏡
寺
、
継
孝
院
、
恵
聖
院
、
宝
慈
院
、
惣
持
寺
、
大
聖
寺
、
三
時
知
恩
寺
、
曇

華
寺
、
大
慈
院
、
瑞
華
院
、
禅
智
院
、
慈
受
院
、
瑞
龍
寺
で
江
戸
時
代
に
開
か
れ
た
寺
院
で
は
、
霊
鑑
寺
、
円
照
寺
、
林
丘
寺
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
古
代
か
ら
中
世
に
い
た
る
尼
の
様
相
と
仏
教
に
お
け
る
女
性
観
や
女
性
の
穢
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
で
は
当
の
女

性
達
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
仏
教
の
お
け
る
女
性
差
別
観
や
女
性
の
穢
れ
を
受
容
し
て
い
っ
た
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

従
来
の
説
で
は
、
鎌
倉
時
代
に
五
障
三
従
や
転
女
成
仏
と
い
っ
た
女
性
差
別
観
が
地
方
へ
と
広
範
囲
に
浸
透
し
て
い
っ
た
時
代
と
位
置

づ
け
ら
れ
、
そ
の
劣
っ
た
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
た
女
性
達
を
鎌
倉
新
仏
教
の
開
祖
達
が
救
済
の
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
野
村
氏
は
平
安
貴
族
の
間
に
広
ま
っ
た
女
性
の
穢
れ
と
い
う
観
念
は
、
鎌
倉
頃
か
ら
徐
徐
に
在
地
の
民
衆
へ
も
広
が
っ
て
い
っ

た
が
、
そ
れ
が
在
地
民
衆
の
心
を
広
く
呪
縛
す
る
の
は
、
室
町
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
で
あ
る
。
十
五
世
紀
頃
か
ら
広
が
っ
た
「
血

盆
経
」
が
、
民
衆
女
性
の
も
と
に
一
つ
の
規
範
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
時
女
性
達
は
何
ら
か
の
読
替
を
行
っ
て
、
そ
れ
を
受

容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
説
教
節
に
見
え
る
「
女
の
役
と
て
、
夫
の
不
浄
を
受
け
取
っ
て
、
胎
内
に
七
月
半
に
ま
か
り
な

る
、
水
子
を
受
け
取
り
申
し
た
よ
」
と
い
う
台
詞
で
あ
る
。
つ
ま
り
女
性
が
な
ぜ
穢
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
男
の
不
浄
を
身
に
受
け

取
っ
て
、
出
産
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
不
浄
な
の
は
男
の
方
で
あ
っ
て
、
女
は
「
夫
の
念
力
」
に
よ
っ
て
穢
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
女
性
が
な
ぜ
出
産
の
穢
れ
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
女
の
役
」
だ
か
ら
、
と
い
う
諦
念
に



─ ─

行
き
着
い
て
い
く
。
言
う
な
れ
ば
そ
れ
は
代
受
苦
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
勝
浦
氏
が
指
摘
す
る
洗
濯
の
問
題
、
垢
の
つ
い
た

衣
を
す
す
ぎ
、
自
身
が
穢
れ
に
ふ
れ
る
こ
と
で
そ
の
穢
れ
を
清
め
る
仕
事
が
女
性
労
働
と
さ
れ
る
構
造
は
、
出
産
に
お
け
る
代
受
苦
の
構

造
と
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
勝
浦
氏
は
単
に
現
実
の
衣
服
の
汚
れ
を
取
り
除
く
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
穢
れ
を
は
ら
い
浄
化
す
る
た
め

の
呪
術
的
な
洗
濯
で
あ
り
、
こ
の
洗
濯
を
な
し
得
る
能
力
が
女
性
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し

洗
濯
す
る
女
性
の
中
に
尼
も
多
く
登
場
す
る
。「
平
家
物
語
」
や
「
源
平
盛
衰
記
」
に
は
高
野
山
の
別
所
で
あ
る
天
野
で
尼
に
な
っ
た
女

性
が
洗
濯
し
て
世
を
過
ご
し
た
と
い
う
例
が
あ
る
。
ま
た
、
勝
浦
氏
が
示
し
た
事
例
で
は
、「
三
代
実
録
」
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
五
月

十
九
日
条
に
記
さ
れ
た
、
西
大
寺
の
僧
の
衣
服
を
西

寺
の
尼
達
が
請
け
負
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
細
川
正
俊
氏
は
常

陸
三
村
尼
寺
は
近
接
す
る
三
村
僧
寺
の
僧
の
衣
を
洗
濯
す
る
「
つ
と
め
」
を
持
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
洗
濯
が

女
性
の
呪
術
性
に
期
待
し
た
聖
な
る
家
事
で
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
原
田
正
俊
氏
は
尼
が
参
禅
出
来
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
正
式
な
法
系
図
に
尼
達
が
名
を
連
ね
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
も
な
く
、
洗
濯
の
た
め
に
寺
中
へ
の
出
入
り
が
許
さ
れ
る

と
い
う
尼
も
多
か
っ
た
た
め
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
僧
が
尼
を
差
別
し
、
洗
濯
が
「
聖
な
る
労
働
」
で
は
な
く
な
り
、「
け
が
れ
た
家

事
労
働
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
初
は
洗
濯
と
い
う
行
為
が
穢
れ
を
は
ら
い
浄
化
す

る
行
為
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
九
世
紀
半
ば
頃
か
ら
尼
が
完
全
に
国
家
的
法
会
か
ら
閉
め
出
さ
れ
、
尼
寺
が
衰
退

し
て
い
き
、
国
家
的
・
政
治
的
に
作
り
出
さ
れ
た
産
穢
・
血
穢
に
よ
っ
て
、「
け
が
れ
た
家
事
労
働
」
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
な
い
だ

ろ
う
か
。

中
世
日
本
に
於
い
て
、
雑
穢
の
筆
頭
が
死
穢
で
は
な
く
「
産
穢
」
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
成
清
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
祭
祀
か
ら
女
性
を

遠
ざ
け
、
ひ
い
て
は
「
家
父
長
制
」
の
定
着
を
よ
り
強
力
に
推
進
す
る
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
と
述
べ
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る

女
性
の
蔑
視
や
差
別
観
は
神
道
か
ら
最
初
に
広
ま
り
、
そ
の
後
「
血
盆
経
」
の
流
布
に
よ
り
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
鎌
倉
時
代
の
新
仏
教
の
影
響
を
受
け
、
平
安
時
代
の
本
地
垂
迹
説
（
神
は
仏
が
姿
を
変
え
て
現
れ
た
と
す
る
思
想
）
に
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よ
り
仏
教
に
押
さ
れ
て
い
た
神
道
に
も
改
革
の
動
き
が
起
こ
り
、
伊
勢
外
宮
の
神
官
度
会
家
行
は
反
本
地
垂
迹
説
を
説
き
伊
勢
神
道
を
大

成
し
た
。
ま
た
室
町
時
代
に
は
吉
田
兼
倶
が
唯
一
神
道
を
創
始
し
、
神
本
仏
迹
を
説
き
反
本
地
垂
迹
説
を
体
系
化
し
た
。
神
道
に
於
け
る

こ
う
し
た
改
革
の
動
き
に
よ
り
、
女
性
の
「
産
穢
」
・
「
血
穢
」
が
肥
大
化
し
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
女
性
達
に
よ
る
血
盆
経
の
受
容
に
つ
い
て
菅
原
征
子
氏
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
表
舞
台
を
男
性
独
占
さ
れ
て
い

る
状
況
下
で
、
家
の
内
外
で
結
構
社
会
的
な
能
力
を
発
揮
し
て
い
た
彼
女
ら
が
、
女
性
だ
け
の
共
通
条
件
を
盾
に
女
性
を
テ
ー
マ
に
し
て

結
集
し
て
い
る
と
い
う
図
式
は
否
定
し
が
た
い
。
女
達
の
た
め
の
経
典
、
女
達
の
た
め
の
講
、
村
や
町
に
お
け
る
女
だ
け
の
信
仰
グ
ル
ー

プ
の
積
極
的
意
義
は
結
局
男
達
の
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
は
女
達
の
社
交
の
場
で
あ
り
、
情
報
交
換
の
場
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
血

穢
思
想
は
不
自
由
な
封
建
社
会
の
女
性
達
に
と
っ
て
、
む
し
ろ
逆
に
積
極
的
な
意
義
が
有
っ
た
か
ら
こ
そ
流
行
し
た
の
で
は
な
い
か
。
今

で
も
明
治
大
正
生
ま
れ
の
女
性
達
が
、
当
時
の
地
蔵
講
の
楽
し
さ
を
語
り
懐
か
し
が
る
と
。

そ
し
て
ま
た
、
野
村
氏
は
血
盆
経
信
仰
に
お
け
る
一
人
称
は
「
わ
れ
わ
れ
女
」
で
あ
っ
て
、「
女
で
あ
る
私
と
い
う
個
」
で
は
な
か
っ

た
。
血
盆
経
に
向
き
合
う
主
体
が
「
女
で
あ
る
私
と
い
う
個
」
に
な
っ
た
時
、
は
た
し
て
女
性
達
は
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
定

さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
血
盆
経
の
持
つ
差
別
性
を
自
分
な
り
に
読
替
を
し
て
、
自
分
達
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
に
作
り
変
え
て

い
っ
た
女
性
達
の
た
く
ま
し
さ
を
感
じ
る
事
が
出
来
る
と
述
べ
て
い
る
。

今
後
は
さ
ら
に
広
範
囲
に
女
性
蔑
視
・
差
別
観
が
ど
の
よ
う
に
し
て
在
地
の
女
性
達
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
信
仰
を
強
め
て
い
っ
た
の
か

調
べ
て
み
る
必
要
を
感
じ
た
。
今
回
は
法
華
経
に
お
け
る
女
性
差
別
に
つ
い
て
は
現
代
と
教
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
研
究
し
て
い
る
の
で
ふ

れ
て
い
な
い
が
、
法
華
経
を
日
蓮
宗
の
尼
僧
達
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
、
日
蓮
聖
人
に
は
女
性
差
別
は
無
か
っ
た
と
認
識
し

て
い
る
が
、
御
入
滅
後
、
宗
門
は
ど
の
よ
う
に
女
性
信
者
を
教
化
・
救
済
し
て
い
っ
た
の
か
、
当
の
女
性
信
者
は
ど
の
よ
う
に
受
容
し
信

仰
し
て
い
っ
た
の
か
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
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