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台
湾
調
査
か
ら

女
性
と
寺

植
松
明
石

1

台
湾
で
い
く

つ
も
の
寺
を
訪
れ
た
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
遺
骨
を
ま

つ
る
塔
に
つ
い
て
知
り
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
祭
祀
者
の
な
い
主

と

し
て
女
性
遺
骨
の
処
理
法
と
し
て
寺
の
塔
に
あ
ず
け
る
と
い
う
こ

と
な
の
だ
。

男
系
出
自
体
系
の
上
に
な
り
た

っ
て
い
る
漢
人
社
会
で
は
、
女
性

は
父
系
親
族
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
も

っ
て
い
て
も
、
自
分
の
出
生

の
父
の
宗
籍
は
与
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
自
分
の
父
系
祖
先
を
祭
祀

す
る
権
利
は
な
く
、
ま
た
位
牌
に
も
族
譜
に
も
そ
の
名
が
書
か
れ
る

こ
と
は
な
い
。
子
と
は
男
子
の
み
を
さ
し
、
女
子
は
子
の
数
と
し
て

は

か
ぞ
え
ら
れ
な
い
。

女
性
は
必
ず

婚
出
す
べ
き
も
の
と

考
え
ら

れ
、
死
後
は
夫
方
の
祭
壇
で
、
夫
で
あ
る
男
性
の
配
偶
者
と
し
て
そ

の
名
を
位
牌
や
族
譜
に
と
ど
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
女
性
は
常
に
夫
を
通
し
て
、
夫
の
祖
先
と
共
に
ま
つ
ら
れ
な
け
れ

ば

霊
的
に
安
定
し
な
い
の
だ
。
し
か
も
、
夫
方
の
位
牌
に
は
女
性
の

出
生
を
示
す
父
方
姓
が
書
か
れ
る
の
み
で
、
女
性

の
個
人
名
は
書
か

れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
女
性
は
出
生
の
父
方
に
お
い

て
も
、
婚
出
先
口
夫
方
に
お
い
て
も
個
人
と
し
て
の
名
は
と
ど
め
な

い
の
で
あ
る
。
男
女
を
と
わ
ず
祖
と
し
て
霊
的
に
安
定
す
る
に
は
、

配
偶
者
を
も
ち
、
正
当
な
祭
祀
継
承
者
で
あ
る
父
系
の
男
子
孫
を
も

た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
未
婚
の
死
者

は
問
題
に
な
る
。
男
性
の

場
合
は
、
位
牌
に
そ
の
名
を
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
養
子
を

得
て
祭
祀
し
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
女
性
に
は

こ
の
方
法
が
と
ら
れ
ず
、
女
鬼
と
な

っ
て
さ
ま
よ
う
悪
い
存
在
と
な

る
と
さ
れ
る
の
だ
。
そ
こ
で
こ
う
し
て
冥
界
に
さ
ま
よ
う
女
性
霊
に

配
偶
者
を
求
め
て
安
定
さ
せ
る
冥
婚
が
、

か
つ
て
は
し
ば
し
ば
お
こ

な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
現
在
は
殆
ん
ど

み
ら
れ
な
く
な
り
、
寺
院

に
遺
骨
や
位
牌
を
あ
ず
け
る
と
い
う
方
法
が
、
多
く
と
ら
れ
る
対
策

だ
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
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H

台
湾
北
部
の
新
竹
市
郊
外
の
A
寺
に
は
、
遺
骨
を
お
さ
め
る
塔
が

あ
る
と
い
う
の
で
訪
ね
て
み
た
。
こ
の
寺
は
、
は
じ
め
道
教
廟
で
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
後
に
な

っ
て
建
立
者

(男
性
)
が
自
ら
食
斎
す
る

よ
う
に
な
り
、
観
音
仏
祖
を
本
尊
と
す
る
寺
に
か
わ
っ
た
と
い
わ
れ

る
。
食
斎
と
は
精
進
料
理
の
意
で
、
出
家
は
せ
ず
、

一
般
人
と
同
様

の
生
活
を
し
な
が
ら
肉
食
せ
ず
に
仏
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
、
食
斎
す

る
熱
心
な
仏
教
信
者
は
台
湾
に
非
常
に
多
く
、
中
に
は
自
ら
庵
堂
を

た

て
伝
教
す
る
も
の
も
あ
る
。
A
寺
は
そ
の
後
遺
骨
を
祭
祀
す
る
七

層

の
巨
大
な
塔
を
た
て
て
繁
昌
し
、
現
在
は
更
に
塔
を
増
立
、
最
近

は
大
伽
藍
を
か
ま
え
、
観
光
.ハ
ス
が
乗
り
入
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い

る
。七

層
の
塔
の
内
部
は
、

一
層
毎
に
部
屋
に
な

っ
て
い
て
天
井
ま
で

壁

の
す
べ
て
は
棚
で
み
ち
、
陶
器
や
大
理
石
の
骨
罐
が
び

っ
し
り
お

さ
め
ら
れ
て
い
る
。
塔

一
基
に
つ
い
て
約
二
万
個
の
骨
罐
が
収
容
で

き

る
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
骨
罐
に
は
そ
れ
ぞ
れ
氏
名
、
出
身
地
が

記
さ
れ
、
写
真
を
は

っ
た
も
の
も
あ
る
。
塔
は
、
こ
の
地
方
で
の
仏

教
霊
山
で
あ
る
五
指
山
に
む
か

っ
て
た
て
ら
れ
、
そ
の
正
面
を
む
く

棚
が
最
上
の
位
置
で
あ
り
、
安
置
料
も
高
額
で
あ
る
。
塔
は
春
秋
二

回
開
扉
さ
れ
る
。
遺
骨
の
中
に
は
、
戦
後
国
民
党
と
共
に
大
陸
か
ら

台
湾
に
や

っ
て
き
た
大
陸
軍
人
の
も
の
も
み
う
け
ら
れ
た
。
彼
ら
の

多

く
は
、

単
身
で
あ

っ
た
し
、

異
郷
の

台
湾
で

妻
帯
す
る
機
も
な

く
、
子
孫
を
も
た
ぬ
ま
ま
死
亡
し
た
の
で
塔
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

A
寺
の
よ
う
な
独
立
し
た
塔
は
、
各
地

の
寺
に
み
ら
れ
た
が
、
中

に
は
堂
屋
の
一
部

の
部
屋
を
安
置
所
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

A
寺
に
お
け
る
遺
骨
は
、
C
姓
の
み
と

っ
て
み
る
と
約
七
〇
%
は

女
性
遺
骨
で
、
そ
の
約
六
〇
%
は
未
婚
女
性
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
未
婚
女
性

の
ま
よ
え
る
女
鬼
遺
骨

の
処
理
法
と
し
て
寺
の
塔

が
重
要
な
機
能
を
も

つ
と
さ
れ
る
こ
と
と
関
連
す
る
の
は
た
し
か
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
本
来
宗
族
の
祭
壇
に
、
正
当
な
祖
と
し
て
祀
ら
れ

る
べ
き
父
、
母
、

夫
、

妻
と
い
っ
た

関
係
者
も

あ
ず
け
ら
れ
て
い

て
、
墓
が
入
手
し
に
く
い
、
管
理
し
に
く

い
な
ど
の
理
由
を
き
い
た

が
、
そ
の
他
に
も
新
た
な
社
会
状
況
の
展
開
が
そ
の
背
景
と
し
て
予

想
さ
れ
た
。

皿

寺
を
訪
れ
て
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
尼
寺
が
多
い
こ
と
、
尼
寺
で

な
く
て
も
尼
が

非
常
に
多
い
ら
し
い
と

い
う
こ
と
だ
。

A
寺
の
場

合
、
現
在
僧

一
人
、
尼
十
三
人
で
、
皆
五
十
才
以
上
、
老
齢
化
が
め

だ

つ
。
し
か
し
少
し
は
な
れ
た
尼
寺
亙
寺

は
、
幼
稚
園
を
も
ち
、
若

い
尼
が
多
く
、
他
の
寺
か
ら
勉
強
に
き
て

い
る
尼
も
い
て
活
々
と
し

た
雰
囲
気
が
あ
る
。

さ
ら
に
少
し
は
な
れ

た
尼
寺
H
寺
を

訪
れ
る

と
、
住
持
は
老
尼
で
、他
に
老
尼
数
人
が
手
仕
事
な
ど
し
て
い
た
が
、

し
ば
ら
く
し
て
若
い
尼
が
数
人
外
出
先
か
ら
帰

っ
て
き
て
、
僧
衣
な
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が
ら
若
や
い
だ
風
が
ふ
き
こ
ん
だ
の
だ

っ
た
。

訪
れ
た
他
の
寺
の
、
ど
こ
で
も
と
い
う
ほ
ど
尼
が
い
た
。
そ
し
て

老
尼
も
多
い
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
若
い
尼
を
み
か
け
、
高
校
、
大

学
出
身
者
も
か
な
り
い
る
。
老
尼
の
も
つ
柔
和
、
若

い
尼
の
す
ん
だ

瞳

と
声
音
が
、
独
得
の
宗
教
者
を
感
じ
さ
せ
て
、
今
ま
で
台
湾
寺
廟

で
み
か
け
た
強
烈
、
躁
狂
、
土
俗
臭
、
そ
こ
で
熱
心
に
拝
々
す
る
多

く

の
女
性
た
ち
と
は
か
な
り
異
質
で
あ
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
た
。

『
台
湾
仏
教
寺
院
庵
堂
総
録
』

(民
国
六
十
六
年
刊
)
に
よ
る
と
、

台
湾
北
部
三
県

(桃
園
、
新
竹
、
苗
栗
)

の
寺
院
庵
堂
は
計

二
二
一

で
、

こ
の
中
開
山
や

住
持
な
ど
の
状
況
の
明
ら
か
な

四
三
例
の
中

で
、
尼
お
よ
び
女
性
居
士
が
現
住
持
で
あ
る
も
の
は
二
六
例
、
約
六

〇
%

で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
寺

の
約
三
分
の
二
近
く
が
女
性
宗
教
者
に

よ

っ
て
主
宰
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
寺
の
開
山
を
女
性

(尼
あ
る
い

は
居
士
)
と
す
る
も
の
も
か
な
り
あ
り
、
男
性

(僧
あ
る
い
は
居
士
)

を
開
山
と
し
な
が
ら
、
現
住
持
が
女
性

(尼
あ
る
い
は
居
士
)
で
あ

る
も

の
も
あ
る
。
こ
の
総
録
に
は
、

一
般
僧
尼
の
記
載
が
な
い
の
で

全
体
と
し
て
の
尼
の
状
況
は
つ
か
あ
な
い
が
、
私
の
い
く

つ
か
の
見

聞

の
印
象
を
含
め
て
、
や
は
り
尼
の
数
は
か
な
り
多
い
と
い
え
そ
う

な

の
だ
。

尼

の
志
願
は
、
宗
教
上
の
理
由
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
他

に
経
済
的
な
意
味
の
あ
る
こ
と
も
い
な
め
な
い
。
尼
に
な
れ
ば
衣
食

住
は
確
保
で
き
る
か
ら
、
か
つ
て
は
若
く
し
て
尼
に
な
る
の
は
貧
し

い
娘
が
多
か

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
寺
側
に
し
て
も
労
働
力
と
し
て

若
手
が
必
要
で
あ

っ
た
か
ら
、
老
人
が
尼
に
な
る
に
は
か
な
り
の
納

金
が
必
要
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、娘
の
場
合

は
な
く
て
も
よ
か

っ
た
。

先
に
あ
げ
た
A
寺
で
は
尼
の
老
齢
化
が
め
だ

っ
た
が
、
こ
れ
は
若
い

尼
の
希
望
者
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
尼
の
殆
ん
ど
が
貧
し

い
出
身
で
、
教
養
が
な
く
、
た
だ
お
経
が
よ
め
る
だ
け
で
あ

っ
た
た

め
、
知
識
を
も

っ
た

後
輩
の
若
い
尼
と

た
ち
う
ち
で
き
ず
に

対
立

し
、
結
局
老
尼
ば
か
り
残

っ
て
い
る
と
い
う
状
況
な
の
で
あ
る
。
現

在
、
老
人
に
と

っ
て
寺
が
養
老
院
的
意
味
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
た

し
か
だ
が
、
若
い
女
性
に
と

っ
て
か
つ
て
寺
が
も

っ
て
い
た
経
済
的

意
味
は
う
す
く
、尼
の
志
願
に
は
別
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

W

漢
人
社
会
の
特
徴
と
し
て
同
姓
不
婚
の
族
外
婚
と
共
に
、
異
姓
不

養
の
原
則
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

「異
姓
不
養
」
と
は
、

異
姓

す
な
わ
ち
他
父
系
成
員

を

養
取
り
す
る
こ
と
を
さ
け
る
こ
と

で
、
こ
れ
に
似
た
考
え
は
沖
縄
本
島
に
も
み
ら
れ
、
規
制
が
ゆ
る
や

か
で
誰
で
も
養
取
り
で
き
る
日
本
本
土
と
も
比
較
し
て
注
目
さ
れ
る

と
こ
ろ
だ
。
子
が
娘
の
み
の
場
合
に
娘
に
招
婿
す
れ
ば
、
結
局
異
姓

の
婿
を
迎
え
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
父
系
の
維
持
に
問
題
が
お
こ

っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
尼
の
中
に
は
、
養
女
を
と
る
も
の
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

新
埔
鎮
の
あ
る
寺
を
訪
ね
る
と
、
寺
を
ま
も
る
二
人
の
女
性
の
中
、

一
人
は
尼
、
他
は
食
斎
で
あ

っ
た
。
尼
に
は

一
人
の
養
女
が
食
斎
に
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は

二
人
の
養
女
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
養
女
が
共
に
皆
尼
な
の
で
あ

っ

た
。
宗
族
か
ら
は
な
れ
未
婚
で
生
涯
を
お
く
る
女
性
で
あ
る
尼
が
、

同
様

の
生
涯
を
お
く
る
尼
を
養
女
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尼
の
後

継
者
と
い
う
意
味
は
、
尼
の
職
能
の
み
で
は
な
く
、
財
産
と
し
て
の

寺
を
継
ぐ
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
霊
的
安
定
の

た
め
に
は
尼
で
あ

っ
て
も
祭
祀
継
承
者
を
欲
す
る
伝
統
的
な
思
考
と

関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
極
端
な
対
比
だ
が
、
台
北

あ
た
り
め
売
春
婦
が
し
ば
し
ば
祭
祀
者
と
し
て
何
人
も
の
養
取
り
を

す
る

こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
似
て
い
る
。
ま
た
こ

れ
ら

は
、
今
ま
で
み
ら
れ
な
か

っ
た
未
婚
女
性
が
養
取
り
す
る
行
為

で
も
あ
り
、
新
た
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
化
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。

V

宗
教
的
世
界
に
関
与
す
る
女
性
の
あ
り
方
と
し
て
、
家
族
、
親
族

そ

し
て
地
域
の
霊
的
存
在
に
対
す
る

一
年
閥
の
き
ま

っ
た
拝
々
を
女

性

が
熟
知
し
て
い
て
、
そ
の
都
度
、
供
物
の
用
意
を
す
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
供
物
の
中
心
は
、
三
牲
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
か
か
せ
な

い
豚
、
鶏
、
鴨
の
飼
育
は
女
性
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
鶏
や
鴨
の

よ
う
な
小
型
の
も
の
は
女
性
が
殺
し
た
し
、
加
熱
し
て
伝
統
的
な
供

物

の
形
式
に
と
と
の
え
る
の
は
も

っ
ぱ
ら
女
性
で
あ

っ
た
。
ど
の
寺

廟

に
行

っ
て
も
熱
心
に
拝
々
す
る
女
性
の
姿
が
み
ら
れ
、
寺
廟
を
読

経
し
て
巡
遊
す
る
特
別
な
信
徒
の
グ
ル
ー
.フ
の
中
に
も
、
童
乱

(若

い
シ
ャ
ー

マ
ン
、
多
く
は
男
性
)
の
下
に
個
人
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
の
判
断
を
求
め
て
訪
れ
る
人
に
も
女
性

の
姿
は
多
い
。
し
か
し
こ

れ
ら
の
女
性
自
身
は
、
沖
縄
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
表
の
部
分
で
霊
的

存
在
と
人
閻
を
仲
介
す
る
地
位
に
あ
る
こ
と
は
少
い
。

一
方
、
葬
送
儀
礼
の
際
に
噛
重
要
な
女
性
の
役
割
と
し
て
送
火
が

あ
る
。
出
山

(埋
葬
)
の
後
、
い

っ
た
ん
墓
に
み
ち
び
か
れ
た
死
者

の
霊
魂
を
再
び
家
に
み
ち
び
き
入
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
役
を
担
う
の

は
死
者
の
娘
で
あ
る
。
送
火
は
七
日
間
続
け
ら
れ
、
次
第
に
家
に
近

づ
か
せ
、
遂
に
は
家
の
祭
壇
に
お
さ
ま
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
娘

の
な
い
時
は
、
兄
弟
の
娘
や
息
子
の
妻
で
も
よ
い
と
さ
れ
る
が
、
中

に
は
死
後
に
そ
な
え
て
養
女
を
求
め
る
者
も
あ
る
。
知
人
の
ひ
と
り

は
、
娘
が
な
い
た
め
友
人
か
ら
養
女
を
と
る
こ
と
を
す
す
め
ら
れ
た

が
、
息
子
の
妻
に
や

っ
て
も
ら
う
と
し
て
こ
と
わ

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ

っ
た
。
ま
た
契
約
上
の
娘
H
宜
女
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
と
い

う
か
ら
、
よ
ほ
ど
重
要
な
役
割
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

漢
人
社
会
に
お
い
て
は
、
男
性
は
表
の
世
界
で
常
に
優
位
な
存
在

で
あ
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。

一
方
、
女
性
は
父
の
宗
族
か
ら
常

に
排
出
さ
れ
る
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
男
性
は
必
ず
こ
う

し
た
矛
盾
に
み
ち
た
他
系
の
女
性
に
よ

っ
て
産
み
出
さ
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
さ
ら
に
死
後
の
霊
の
送
迎
も
女
性
に
よ

っ
て
担
わ
れ
て
安
定
す

る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

i

16
ペ
ー
ジ
に
つ
づ
く
ー
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み
L

(東
洋
大
学
文
学
部
紀
要

哲
学
科
編

『
白
山
哲

学
』

=

一号
、

一
九
七

八
年
)
か
ら
示
唆
を
う
け
た
。
謝
意
を
表

し
た
い
。

ま
た

〈女

の
文
化
学
〉

に
関
連
す

る

学
会

と
し

て

一
九

七
七
年

発
足

の

「
日
本
女
性
学
研
究
会
」
が
あ
り
、
『
女
性
学
年
報
』

と
月
刊

の

.、ぎ

§

ミ

き

§
§
、、
の
発
行

を
軸

に
、

関
西
を
中
心

と
し

て

広
範

な
人

々
を

組
織
し

て
い
る

(問

い
あ
わ

せ
は
、
〒

韻
尼
崎
市
北
郵
便
局
私
書
箱
33
号

、
ま
た
は

川
本
ま

で
)
。
東
京

に
は
お
茶

の
水
女
子
大
学
内

に

「
女
性
文
化
資
料
館
」
が

開
設
さ
れ

て
お
り
、
内
外

の
資

料
を
収
集

・
整
理
し
て

い
る
。

さ
ら

に
注

目

す

べ
き
洋
雑
誌

に

.、硫
磯
誠

、

き

ミ
§

N
ミ

ぎ

§
§

§

O
ミ
ミ
鳶

§

"

砺
。
ら紬
受

.
(H
O
刈
α
1

)

(本
学
図
書
館

で
も
継
続
購
読
中
)
が
あ

る
。

本
稿

は
、

一
九

八
三
年
度

の
高
橋
産
業
経
済
研
究
財
団

の
研
究

助
成
費

に

よ

る
研
究
成
果

の

一
部

で
あ
る
。(

か
わ
も
と

た
か
し

・
専
任

・
文
化
学
原

論
)

1

25
ペ
ー
ジ
よ
り
つ
づ
く
ー

漢
人
社
会
に
お
け
る
陰
陽
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
陽
i
男
性
ー
童
乱

(タ
ン
キ
イ
)
ー
神
霊

と
い
う

系
列
に
対
し
て
、

陰
ー
女
性
i
旭
姨

　

(ア
ン
イ
イ
)
i
死
者
霊
と
い
う
系
列
が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

し
た
が

っ
て
そ
の
社
会
に
お
け
る
尼
の
存
在
も
社
会
的

・
宗
教
的
全

体
像

の
中
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

*
注

ア
ン
イ
イ
は
女
性
職
能
者
。
主
と
し

て
関
亡
あ
る

い
は
関
落
陰
と

い
わ
れ

る
死
霊

を
馮
依
さ

せ
る
。

(う
え
ま

つ

あ

か
し

・
専
任

・
民

俗
学
)
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