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源

淳

子

親
鷺
が
女
性
を
如
何

に
観

た
か
と
い
う
問
題
は
広
く
入
間

を
如
何
に
観
た

か

と
い
う

こ
と
と
別
問
題

で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
親
鷺

の
信

心
の
問
題
に
於

い
て
は
、
「
親
鷺

一
人
が
た
め

」
と
い
う

こ
と
と
同
時
に
、
「
男
女
貴
賎

こ
と

ご

と
く
」
「男
女
老
少
を

い
は
ず
」
と
い
う

こ
と
が
、
軌
を

一
に
し
て
捉
え
ら
れ

て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
仏
教
思
想

の
流
れ

の
中

で
は
、
女
性
に

つ
い
て
、
様

々
な
見
方
が

な
さ
れ
て
き
た
た
め
、
あ
る
意
味

で
は
、
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ

る
。
浄

土
教
に
於

い
て
も
、
『
無
量
寿
経
』
第
三
十
五
願

「
設
我
得
仏
、
十
方
無

量
不
可
思
議
諸
仏
世
界
、
其
有
女
人
、
聞
我
名
字
、
歓
喜
信
楽

、
発
菩
提
心

、
厭

(1
)
 

悪
女
身
。
寿
終
之
後
、
復
為
女
像
者
、
不
取
正
覚
。
」
に
は
、
女
性
も
成
仏
す

る

が
、
条
件

つ
き

の
成

仏
で
し
か
な

い
と
説

い
て
い
る
。
よ
り
明
瞭
な

の
は
、
『
大

阿
弥
陀
経
』
第

二
願

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「使
某
作
仏
時

、
令
我
国
中
無
有
婦

(2
)
 

人
、
女
人
欲
来

生
我

国
中
者
、

即
作
男

子
。
」
と
あ

つ
て
、
変
成
男
子

の
思
想
が

は
つ
き
り
と
説

か
れ
て
い
る
。

女
性

が
成
仏
す

る
と
き
に
は
、
必
ず

一
度
男

に

生
ま
れ
変
ら

ね
ば
成
仏

で
き
な

い
と
い
う
差
別
思
想

の
中
に
女
性
は
位
置
し
て

い
た
の
で
あ

る
。

親
黛

は
、

こ
の
第
三
十
五
願

を
受
け

継

い
で
、
『
浄
土
和
讃
』
に
あ
ら
わ
し

て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
「
三
十
五
願

の
こ
こ
ろ
な
り
」
と
付
注
し
て

い
る
か
ら
、

そ

れ
を
受
け
た

こ
と
に
間
違

い
は
な

い
。

し
か
し
、
「
弥
陀

の
大

悲
ふ

か
け

れ

ば

仏
智
の
不
思
議
を
あ
ら
は
し
て

変
成
男
子
の
願
を
た
て

女
人
成
仏
ち
か
ひ

た
り
」
と
う
た

つ
た
の
は
、

三
十

五
願

で
い
わ
れ
る
差
別
的
な
変
成
男
子

の
思

想
を
そ

つ
く
り
そ

の
ま
ま
受
け

た

こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
あ

く
ま
で
も
三
十
五
願
文

の
こ
こ
ろ
と
し

て
紹
介

し
た

に
す
ぎ
ず
、
本
願

の
こ
こ

ろ
を
本
意
と
し

て
領
解
し
た
も

の
で
は
な

い
。

そ
れ

は
、
和
讃

に
於
け

る
付
注

か
ら
み
て
も
、
他

の
十
九
願
、
二
十

願

の
付
注
と
同
形
式

で
あ
り
、
親
鷺
が
本

意
と
す
る
十
八
願

の
付
注
と
は
違

つ
て

い
る
。
十
八
願

を

う

た

つ
た

和

讃

に

は
、
「
本
願

の
こ
ゝ
ろ
、
第

十
八

の
選
択
本
願
な
り
」
と
付
注
し
て
い
る

の
に
対

し

て
、
他

の
二
願
に

つ
い
て
う
た

つ
た
和
讃
で
は
、
「
十
九

の
願

の
こ
」
ろ

諸

行
往
生
な
り
」
「
二
十

の
願

の
こ
ゝ

う
な
り

自
力

の
念
仏
を
願

じ
た
ま

へ
り
」

と
し
て
い
る
。
親
鷺
が
本

意
と
す
る
十

八
願
に

つ
い
て
は
、
「
本
願

の
こ
ゝ
ろ
」

と
出
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
み
て
、

三
十
五
願

に
於

い
て
も
、
そ
れ
を
本
意
と

す
る
も
の
で
は
な

い
と
う
か
が
わ
れ
る
。
親
攣
が
、

こ
の
三
十

五
願

の
変
成
男

子

の
思
想
を
受
け
継

い
だ

こ
と
は
、
鎌

倉
期
と
い
う
時
代
を
考
え
る
な
ら
ば
、

そ

の
歴
史
状
況
的
限
界
と
し
て
受

け
取
る

べ
き
で
あ

る
と
考
え
る
。

で
は
、
親
鷺
が
本
質
的
な
も

の
と
し

て
言
わ
ん
と
す
る
女
性
観
と
は
ど
う

い

う
も

の
だ
ろ
う
か
。
鎌

倉
時
代
と
い
う
封
建
的
な
社
会

の
中
で
、
社
会
的

に
は

も
ち
ろ
ん
、
仏
教
的
に
も
み
ら
れ
る
男
女
差
別
思
想
を
、
そ

の
ま
ま
見

つ
め
、

そ

の
差
別
観
を
克
服
し
て

い
つ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
親
攣
に
於
け
る
女
性
観

の

本
質

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
親
鷺

が
、
「
男
女
貴
賎

こ
と
ぐ

く

弥

陀

の
名

(4
)
 

号
称
す
る
に

行
住
座
臥
も
え
ら
ば
れ
ず

時
処
諸
縁
も
さ
は
り
な
し
」
と
う

た

い
、
「
お
ほ
よ
そ
大
信
海
を
按
ず

れ
ば
、
貴
賎
縞
素
を
簡
ば
ず
、
男
女
老
少
を

(5
)
 

謂

は
ず
…
…
云

々
」
と
告
白

し
た
と
こ
ろ
に
み
ら

れ
る
も

の
は
、
単
に
男
女
平

等

を
う
た
つ
た
も

の
で
は
な
く
、
男

女
差

別
を
差
別

と
し
て
み

つ
め

つ
つ
、
信

心

の
論
理

に
も
と
つ
い
て
、

そ
の
差

別
を
克
服

・
超
越
し
て

い
つ
た
と

こ
ろ
に
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出

て
く

る
思
想
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
親
鷺
が
、
「
弘
願
と
言
ふ
は
、
大
経

の
説

の

ご
と
し
。

一
切
善
悪

の
凡
夫
生
ず
る
こ
と
を
得

る
は
、
皆
、
阿
弥
陀
仏
の
大
願

業
力
に
乗
じ
て
、
増

上
縁

と
せ
ざ
る
は
な
き
な
り
、」
「
弥
陀
智
願

の
広
海
に

凡
夫
善
悪

の
心
水
も

帰
入
し
ぬ
れ
ば
す
な
は
ち

に

大

悲

心

と
そ

転

ず

な

 (7
)
 

る
」
と
示
す
と
お
り
、
そ
の
信
心

の
論
理
に
於

い
て
、

人
間
的
条
件

で
あ
る
男

女

・
貴
賎

・
老
少

・
善
悪
な
ど
を
問
題
に
せ
ず
、

救
済
を
語

る
と
こ
ろ
か
ら
出

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
親
鷺

が
何
故
そ
う

い
つ
た
人
間
的
条
件

に
よ

つ
て
、
救

済

に
区
別
を

つ
け
な
か

っ
た
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
な
ら
ば
、
親
鶯

は
自
己

の
救

い
を
求
め

て
、
浄

土

へ
志
向
す
る
わ
け
で
あ

る
が
、
浄

土
志
向

は
、
本
願

即
ち
真
実
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
浄

土
志
向
と
は
逆

の
方
向

で
あ
る
自
己
内

省

へ
転
化
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
質

的
転
換

が
お
こ
る
と

い
う

こ
と

で
は
な
く

て
、
浄

土
志
向

と
自
己
内
省

が
同
時
に
行
な
わ
れ
る

こ
と
を
示

す
も

の
で
あ

る
。
親
鷺

が
浄
土
志
向
に
徹

底
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
本
願
に
よ

つ

て
、
浄

土

へ
そ
む
い
て
い
る
自
己
に
気
づ
か
さ
れ

る

の

で
あ

る
。

こ

の

こ

と

は
、
全
く
矛
盾
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
信

仰

の
論
理
と
し
て
、
矛
盾
す

る

こ
と
な
く
成

立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間

が
浄

土
志
向
す
る
場
合

、
本
願

の

前

で
は
、
様

々
の
人
間
的
条
件
は
問
題
と
は
な
ら
ず
、
無
差

別
の
救
済
が
成
り

立

つ
わ
け

で
あ

る
が
、
同
時
に
、
本
願

の
前

で
は
、

人
間
的
条
件

が
顕
わ
に
な

り
、

そ
の
姿

に
よ
り
、
人
間

の
側

か
ら
は
、
救

わ
れ
え
な
い
と
い
う

こ
と
に
な

る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
差
別

の
中
に
し
か
な
い
現
実
存

在
に
か
か
わ
る
自
覚

し

か
出

て
こ
な

い
の
で
あ

る
。
そ

こ
で
は
、
あ
く

ま
で
も
救
わ
れ
え
な
い
と
い
う

自
己
告
白
し
か
出

て
こ
な

い
の
で
あ

る
。
「
自
身

は
現

に
こ
れ
罪

悪

生
死

の
凡

夫
、
膿
劫
よ
り

こ
の
か
た
常
に
没
し
常
に
流

転
し
て
、
出
離

の
縁

あ
る
こ
と
な

し
と
信
ず
(
8
)

」
「
煩
悩
具
足

の
凡
夫
、
火
宅

無
常

の
世
界
は
、
よ
う
つ
の
こ
と
み

な
も

て
そ
ら

ご
と
た

わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
(
9
)

」

な
ど
と
示
さ
れ
る

の
は
、
親
鷺
自
身
が
罪

深
き
煩
悩
を
も

つ
た
も
の
で
あ

る
と
自
覚
し
た

こ
と
に

ほ
か
な
ら
な

い
。
故
に
、
古
来

い
わ
れ

て
い
た
よ
う
に
、

女
性

の
み
が
極
悪
人

と
は
と
う

て
い
思
え
な
か

つ
た
の
で
あ
り
、
男

・
女
と
い
う
小
さ
な

わ
く

の
中

に
存
在
し

つ
つ
も
、
そ
う
い
う

わ
く
を
超
え
、
人
間

と
い
う
立
場
に
立

つ
て
、

自

己
を

み

つ
め
、
女
性
を
み
た
の
で
あ
る
。
男

・
女
と

い
う
性
を
異

に
し
な
が

ら
、
し
か
も

、
男
も
女
も
な
い
、

こ
の
世

で
生
き
ん
と
す
る
ぎ
り
き

り
の
自
覚

者
と
し
て
の
立
場

で
あ
る
。
特
別
に
女
性
だ
か
ら
邪
悪
な
も

の
で
あ

る
と
か
、

一
度
男

に
生
ま
れ
変
ら
な
け
れ
ば
成
仏

で
き
な

い
と
か

い
う
見
方
で
は
な
く
、

そ
う
い

つ
た
差
別

の
あ
る
状
況

の
中
で
、

そ
の
差
別
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
生
ま

れ
た
人
間
把
捉

に
於
け

る
女
性
観

こ
そ
、

ま
さ
に
親
鷺

の
女
性
観

の
本
質

と
い

え
る
わ
け
で
あ
る
。
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