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第
一
章　
イ
ン
ド
・
中
国
の
女
性
観

社
会
の
女
性
観
が
仏
教
に
も
影
響

は
じ
め
に

　

今
日
、
男
性
と
女
性
の
人
権
は
理
念
上
平
等
で
す
。
し
か
し
、
女
性
が
人
間
と
し
て
、
そ
の
権
利
を
男

性
と
同
じ
よ
う
に
獲
得
し
た
の
は
、
つ
い
近
年
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
女
性
に
は
、
時
代
の
中
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
仏
教
に
お
い
て
も
同
様
で
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ

で
は
「
仏
教
に
お
け
る
女
性
観
」
を
中
心
に
お
話
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
に
歴
史
を
中
心
に
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
現
代
仏
教
の
重
要
な
課
題
と
し
て

「
仏
教
に
お
け
る
女
性
観
」
に
つ
い
て
イ
ン
ド
・
中
国
そ
し
て
日
本
と
、
歴
史
的
に
俯ふ

瞰か
ん

し
て
お
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
こ
の
女
性
観
の
歴
史
的
な
経
緯
や
背
景
、
あ
る
い
は
ま
た
仏
教
に
お
け
る
基
本
的
な
ス
タ
ン

ス
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
ま
た
そ
の
ス
タ
ン
ス
の
歴
史
的
な
変
化
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
な
ど
を
中
心
に
お

話
し
を
申
し
上
げ
て
、
そ
の
中
か
ら
、
実
践
の
場
で
お
考
え
の
皆
さ
ん
に
現
代
的
課
題
と
し
て
な
ん
ら
か
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の
ご
参
考
に
な
る
点
が
あ
れ
ば
と
、
願
っ
て
い
ま
す
。

原
始
仏
教
│
男
女
は
平
等
に
さ
と
り
を
得
る
│

　

さ
て
、
釈
迦
、
ま
た
は
原
始
仏
教
に
お
い
て
、
女
性
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
が
取
ら
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ご
承
知
の
通
り
、
釈
迦
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
男
女
、
こ
れ
を
区
別
す
る
よ
う
な

姿
勢
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
、
と
思
い
ま
す
。
佛
教
大
学
名
誉
教
授
の
香
川
孝
雄
先
生
の
論
考
（「
法

然
上
人
の
女
性
観
」
井
川
定
慶
博
士
喜
寿
記
念
会
編
『
日
本
文
化
と
浄
土
教
』
所
収　

昭
和
四
九
年
）
を

参
照
し
て
以
下
に
述
べ
て
み
ま
す
。

　
『
雑
阿
含
経
』
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
出
て
い
ま
す
。

心
が
よ
く
鎮
ま
り
、
知
恵
が
現
れ
た
な
ら
ば
、
正
し
く
法
を
見
る
者
に
、
女
性
た
る
こ
と
に
何
の
障さ
わ

り
が
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
は
女
か
、
男
か
と
、
こ
の
よ
う
に
惑
っ
て
、
そ
も
そ
も
私
は
何
者
か
と
思
う

者
こ
そ
、
悪
魔
が
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

（『
雑
阿
含
経
』
四
五
）
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ソ
ー
マ
ー
と
い
う
名
前
の
尼に

僧そ
う

が
禅ぜ
ん

定じ
ょ
うに

入
ろ
う
と
修
行
し
て
い
る
と
き
に
、
悪
魔
が
そ
れ
を
見
て
、

尼
僧
を
禅
定
の
場
か
ら
逸
脱
さ
せ
よ
う
と
し
て
言
葉
を
か
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ソ
ー
マ
ー
尼
は
次
の
よ

う
に
答
え
た
。「
仏
道
の
成
就
は
男
女
の
別
で
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
即
座
に
断
言
し
た
の
で

す
。

　

女
性
と
て
男
性
と
少
し
も
変
わ
り
な
い
。
正
し
き
修
行
に
よ
っ
て
心
が
鎮
ま
り
、
禅
定
の
境
域
に
入
っ

て
い
き
、
正
し
い
知
恵
が
開
顕
さ
れ
る
。
女
性
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と

は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
ソ
ー
マ
ー
尼
は
「
女
だ
か
ら
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
悪
魔
の
さ
さ
や

き
の
声
に
対
し
て
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
の
さ
さ
や
き
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
私
は
何
者
か
と
思
わ
せ

る
よ
う
な
悪
魔
の
声
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
態
度
で
答
え
て
い
ま
す
。「
さ
と
り
を
得
る
こ
と
で

女
性
た
る
こ
と
に
何
の
障
り
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
ソ
ー
マ
ー
尼
の
言
葉
は
、
釈
迦
や
原
始
仏
教
が
な
し

た
男
女
の
平
等
宣
言
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
釈
迦
が
正
し
き
修
行
を
車
に
た
と
え
て
説
か
れ
た
偈
文
が
あ
り
ま
す
。

か
く
の
ご
と
き
車
に
乗
る
人
は
、
女
で
あ
ろ
う
と
、
男
で
あ
ろ
う
と
、
実
に
こ
の
車
に
よ
っ
て
涅ね

槃は
ん

に
至
る
で
あ
ろ
う
。

10



（『
雑
阿
含
経
』
二
二
）

　

正
し
き
修
行
の
車
に
乗
る
人
は
、
女
で
あ
ろ
う
と
男
で
あ
ろ
う
と
、
実
に
、
こ
の
車
に
よ
っ
て
涅
槃
に

至
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
釈
迦
、
ま
た
原
始
仏
教
の
時

代
に
お
い
て
は
、
出
家
集
団
で
は
、
男
女
共
に
正
し
く
さ
と
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
さ
と
り
は
、「
阿あ

羅ら

漢か
ん

果か

」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
男
女
の

区
別
な
く
平
等
に
等
し
く
さ
と
り
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
原
始
仏
教
の
基
本
的
な
考
え

方
で
し
た
。

イ
ン
ド
社
会
で
は
女
性
は
男
性
に
従
う
│
三
従
│

　

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
ド
の
世
俗
社
会
で
は
、
前
二
世
紀
ご
ろ
に
成
立
し
た
『
マ
ヌ
法
典
』
が
あ
り
、
そ
の

中
に
は
「
女
性
は
男
性
に
従
っ
て
生
活
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
、
男
性
に
軸
足
を
置
い
た
考
え
方
、
観

念
、
思
想
が
主
張
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、『
マ
ヌ
法
典
』
の
み
な
ら
ず
、
時
代
が

下
が
り
ま
す
と
仏
教
の
典
籍
の
中
で
も
、
た
と
え
ば
『
大
智
度
論
』（
九
九
）
の
中
に
「
三さ
ん

従じ
ゅ
う」
の
こ
と

が
見
え
て
き
ま
す
。
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「
三
従
」
の
観
念
は
「
女
性
は
父
に
、
夫
に
、
子
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
、

『
マ
ヌ
法
典
』
の
言
葉
で
申
し
ま
す
と
、

幼
年
に
し
て
は
父
に
従
属
す
べ
く
、
盛
年
に
は
そ
の
手
を
と
り
し
夫
に
、
夫
の
死
後
は
そ
の
子
に
従

属
す
る
。
婦
女
は
決
し
て
独
立
す
る
こ
と
を
得
な
い
。

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
で
も
こ
う
い
う
思
想
が
、
女
性
の
在
り
よ
う
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　

同
じ
よ
う
な
考
え
方
は
儒
教
の
国
、
中
国
に
お
い
て
も
あ
り
、
鳩く

摩ま

羅ら

什じ
ゅ
う

訳
『
大
智
度
論
』（
九
九
）

に
は
、女

人
の
礼
は
幼
に
し
て
は
即
ち
父
母
に
従
い
、
少
に
し
て
は
即
ち
夫
に
従
い
、
老
い
て
は
即
ち
子
に

従
う
。

と
あ
り
ま
す
。
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