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真
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﹁
最
も
古
い
職
業
﹂
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
︑
形
態
や
性
質

こ
そ
異
な
れ
︑
売
春
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
・
地
域
の
社
会
に
観
察
さ
れ
る
現
象

で
あ
る
︒
西
洋
古
代
史
の
分
野
で
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
女
性
や
性
に
注
目

し
た
研
究
が
現
れ
始
め
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
売
春
の
研
究
は
一
九
九

〇
年
代
か
ら
活
発
に
な
っ
た
︒

本
書
の
著
者
カ
ッ
パ
リ
ス
は
自
身
の
博
士
論
文
を
基
に
︑
伝
デ
モ
ス
テ
ネ

ス
第
五
九
番
弁
論
﹁
ネ
ア
イ
ラ
弾
劾
﹂
の
註
釈
書
を
刊
行
し
て
い
る①
︒
こ
の

法
廷
弁
論
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
売
春
研
究
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
重
要
史
料
で
あ
り
︑
著
者
は
註
釈
書
執
筆
を
皮
切
り
に
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア

世
界
の
売
春
全
体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち

上
げ
た
︒
本
書
は
著
者
が
二
〇
年
近
く
を
捧
げ
た
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
り
︑
近
年
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
売
春
研
究
︑
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
一
冊
で
あ
る
と
言
え

よ
う
︒

各
章
の
内
容
紹
介
に
入
ろ
う
︒
本
書
は
史
料
の
関
係
上
古
典
期
と
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
期
を
中
心
に
扱
っ
て
い
る
が
︑
全
体
と
し
て
は
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
期
か
ら

ロ
ー
マ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
化
後
に
至
る
︑
幅
広
い
時
代
を
視
野
に
入
れ
て

い
る
︒
序
章
で
は
史
料
の
概
観
と
分
析
に
用
い
る
際
の
注
意
点
が
確
認
さ
れ
︑

一
九
世
紀
以
降
の
研
究
史
が
整
理
さ
れ
る
︒

第
一
章
﹁
P
rostitution
in
the
A
rchaic
P
eriod
﹂
第
一
節
で
は
ア
ル

カ
イ
ッ
ク
期
の
詩
に
現
れ
る
売
春
の
イ
メ
ー
ジ
が
検
討
さ
れ
る
︒
こ
の
時
期
︑

文
学
作
品
の
テ
ー
マ
は
高
尚
な
叙
事
詩
的
理
想
か
ら
卑
近
で
人
間
的
な
も
の

へ
と
変
化
し
︑
性
や
売
春
へ
の
言
及
も
増
え
始
め
る
︒
著
者
は
複
数
の
詩
の

分
析
に
よ
り
︑
こ
の
時
期
に
は
エ
ー
ゲ
海
沿
岸
部
全
体
で
安
価
な
売
春
が
提

供
さ
れ
て
い
た
一
方
で
︑
コ
リ
ン
ト
ス
︑
ナ
ウ
ク
ラ
テ
ィ
ス
︑
レ
ス
ボ
ス
な

ど
の
商
業
的
中
心
地
で
は
高
級
な
売
春
が
発
展
し
た
と
述
べ
る
︒
ア
ル
カ
イ

ッ
ク
期
に
生
じ
た
道
徳
の
相
対
化
と
政
治
・
経
済
的
状
況
の
変
化
が
︑
売
春

の
発
展
し
得
る
素
地
を
形
成
し
︑
市
場
も
多
様
な
形
に
分
化
し
た
と
い
う
︒

第
二
節
は
ア
テ
ナ
イ
に
視
線
を
移
し
︑
ソ
ロ
ン
の
立
法
と
売
春
の
関
わ
り

を
検
討
す
る
︒
前
七
世
紀
の
ド
ラ
コ
ン
の
法
で
は
姦
夫
の
殺
害
が
認
め
ら
れ

て
お
り
︑
こ
れ
は
貴
族
か
ら
庶
民
の
妻
や
娘
を
保
護
す
る
た
め
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が②
︑
ソ
ロ
ン
の
時
代
に
な
る
と
こ
れ
を
悪
用
し
︑
娼
婦
の
客
に
姦

通
の
罪
を
着
せ
る
と
脅
し
て
高
額
な
報
酬
を
請
求
す
る
悪
質
な
売
春
斡
旋
者

が
現
れ
始
め
た
︑
と
著
者
は
推
測
す
る
︒
こ
う
し
た
法
の
悪
用
を
防
ぐ
た
め
︑

ソ
ロ
ン
は
娼
婦
と
関
係
を
持
っ
た
者
を
姦
夫
と
し
て
捕
ら
え
る
こ
と
を
禁
止

す
る
法
を
制
定
し
た
︒
彼
は
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
売
春
を
法
的
に
認
識
し

﹁
娼
婦
﹂
を
法
で
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
法
の
悪
用
を
制
御
し
よ
う
と

し
た
と
い
う
︒
古
典
期
以
降
の
文
学
作
品
に
お
い
て
︑
ソ
ロ
ン
は
し
ば
し
ば

安
価
な
売
春
宿
の
創
始
者
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
︑
貧
し
い
下
層
の
人
々
へ

の
救
済
策
を
講
じ
た
彼
が
︑
貧
者
の
搾
取
を
永
続
さ
せ
る
安
い
売
春
宿
を
創
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設
し
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
む
し
ろ
立
法
に
よ
っ
て
︑
当
時
蔓
延
し
て
い
た

売
春
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
対
処
し
て
い
た
と
結
論
付
け
る
︒

第
二
章
﹁
T
he
M
aking
of
the
C
lassical
P
rostitute
﹂
で
は
︑
売
春

者
の
魅
力
と
技
術
が
論
じ
ら
れ
る
︒
第
一
節
は
ヘ
タ
イ
ラ
の
教
育
に
つ
い
て
︒

ヘ
タ
イ
ラ
と
は
﹁
友
達
︑
仲
間
﹂
を
表
す
語
の
女
性
形
で
︑
主
に
上
層
の
娼

婦
の
婉
曲
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
売
春
者
は

明
確
な
格
付
け
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
彼
女
ら
は
よ
り
魅
力
的

で
高
級
な
﹁
ヘ
タ
イ
ラ
﹂
に
見
え
る
よ
う
自
身
を
提
示
す
る
術
を
追
求
し
た
︒

例
え
ば
︑
博
識
さ
や
会
話
の
ス
キ
ル
に
加
え
︑
金
銭
と
性
の
交
換
と
い
う
関

係
の
隠
蔽
︑
立
派
な
家
の
娘
へ
の
擬
態
︑
食
欲
の
制
御
な
ど
が
求
め
ら
れ
た
︒

こ
う
し
た
教
育
は
市
場
に
精
通
し
た
斡
旋
者
や
年
長
の
娼
婦
が
担
い
︑
性
の

技
巧
や
宴
会
で
の
マ
ナ
ー
に
関
す
る
手
引
き
も
著
さ
れ
た
︒
第
二
節
は
売
春

者
の
身
体
的
魅
力
に
つ
い
て
︒
身
体
の
各
部
分
に
お
い
て
魅
力
的
と
さ
れ
た

特
徴
の
検
討
か
ら
︑
売
春
者
の
魅
力
は
ま
ず
肉
体
的
な
美
に
求
め
ら
れ
︑
前

節
で
確
認
さ
れ
た
教
養
や
人
格
は
あ
く
ま
で
外
見
を
引
き
立
て
る
も
の
だ
っ

た
と
述
べ
ら
れ
る
︒
第
三
節
は
衣
類
・
装
飾
品
・
化
粧
品
に
よ
る
装
い
に
つ

い
て
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
売
春
者
だ
け
で
な
く
妻
た
ち
も
﹁
美
の
偽
装
﹂
を

行
っ
て
お
り
︑
娼
婦
と
そ
の
他
の
女
性
の
差
異
は
化
粧
の
有
無
で
は
な
く
︑

そ
の
程
度
や
様
式
の
違
い
で
あ
っ
た
︒
ま
た
時
代
が
下
る
に
つ
れ
︑
装
飾

品
・
化
粧
品
の
使
用
は
社
会
的
地
位
の
表
現
と
も
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
︒

第
三
章
﹁
T
he
P
rostitute
and
her
C
lient﹂
は
︑
娼
婦
と
そ
の
客
の

関
係
に
つ
い
て
︒
第
一
節
で
は
政
治
的
有
力
者
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
︒

著
名
な
ヘ
タ
イ
ラ
と
有
力
者
の
情
事
は
史
料
中
に
多
く
現
れ
る
が
︑
著
者
は

そ
の
い
く
つ
か
を
後
世
の
創
作
と
す
る
︒
ア
テ
ナ
イ
の
僭
主
殺
し
な
ど
︑
古

典
期
の
史
料
で
は
同
性
愛
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
が
︑
ロ
ー
マ
期
の

著
作
で
は
実
在
の
疑
わ
し
い
娼
婦
や
活
動
時
期
の
合
わ
な
い
娼
婦
と
関
係
を

持
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
著
者
は
こ
れ
を
︑
後
世
の
作
家
が
同
性
愛
関

係
を
不
快
に
感
じ
︑
男
女
の
物
語
へ
と
改
変
し
た
た
め
だ
と
推
測
す
る
︒
ま

た
古
典
期
が
終
わ
る
と
︑
民
主
政
下
で
は
現
れ
得
な
か
っ
た
新
し
い
タ
イ
プ

の
有
力
者
が
現
れ
︑
そ
れ
に
伴
っ
て
ヘ
タ
イ
ラ
に
も
変
化
が
起
き
た
︒
著
者

は
派
手
な
生
活
で
悪
名
高
か
っ
た
人
物
と
し
て
ハ
ル
パ
ロ
ス
や
デ
メ
ト
リ
オ

ス
一
世
な
ど
を
挙
げ
︑
彼
ら
は
高
級
な
ヘ
タ
イ
ラ
を
独
占
で
き
る
程
の
富
と

権
力
を
有
し
て
い
た
と
述
べ
る
︒
本
来
︑
料
金
を
払
え
ば
誰
で
も
関
係
を
持

つ
こ
と
の
で
き
た
ヘ
タ
イ
ラ
は
︑
有
力
者
の
内
妻
へ
と
変
容
し
た
︒
古
典
期

の
ヘ
タ
イ
ラ
は
他
の
女
性
に
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
経
済
的
自
立
と
自
由

を
享
受
し
て
い
た
が
︑
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
宮
廷
に
お
い
て
成
功
を
摑
む
た
め
に
は
︑

そ
う
し
た
自
由
を
あ
る
程
度
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
う
し

て
︑
古
典
期
に
は
ほ
と
ん
ど
別
の
存
在
で
あ
っ
た
ヘ
タ
イ
ラ
と
内
妻
の
境
界

は
曖
昧
に
な
り
︑
自
立
し
た
ヘ
タ
イ
ラ
は
姿
を
消
し
て
い
っ
た
と
い
う
︒

続
く
三
つ
の
節
で
は
︑
ヘ
タ
イ
ラ
と
哲
学
者
︑
詩
人
︑
兵
士
と
の
関
係
が

そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
る
︒
ヘ
タ
イ
ラ
と
哲
学
者
の
関
係
も
史
料
中
に
散
見
さ

れ
る
が
︑
著
者
は
そ
の
多
く
に
史
実
性
を
認
め
る
︒
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
や
メ
ガ

ラ
派
で
は
︑
ヘ
タ
イ
ラ
も
含
め
た
女
性
た
ち
が
弟
子
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
た
︒
ま
た
古
典
期
に
は
︑
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
伝
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
テ

オ
ド
テ
の
よ
う
に
︑
哲
学
者
と
ヘ
タ
イ
ラ
の
距
離
は
近
い
も
の
と
し
て
描
か

れ
た
が③
︑
ロ
ー
マ
期
に
は
売
春
は
哲
学
の
力
で
一
掃
さ
れ
る
べ
き
社
会
悪
と

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒
次
に
詩
人
た
ち
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑

そ
の
多
く
が
疑
わ
し
い
と
い
う
結
論
を
下
す
が
︑
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
よ
う
に
︑

彼
に
好
意
的
な
史
料
に
お
い
て
も
売
春
者
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
例

書 評
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か
ら
︑
尊
敬
す
べ
き
人
物
と
買
春
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
な
か
っ

た
と
推
測
し
て
い
る
︒
娼
婦
と
兵
士
の
関
係
を
論
じ
る
最
後
の
節
で
は
︑
娼

婦
の
従
軍
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
る
︒
市
民
軍
が
戦
争
の
中

心
で
あ
っ
た
前
五
世
紀
以
前
の
史
料
に
は
︑
従
軍
す
る
娼
婦
へ
の
言
及
は
あ

ま
り
見
ら
れ
な
い
が
︑
や
が
て
傭
兵
が
主
力
に
な
る
と
増
加
す
る
と
い
う
︒

多
く
の
時
間
を
戦
場
で
過
ご
す
傭
兵
は
性
に
飢
え
て
お
り
︑
ま
た
少
な
く
な

い
収
入
を
得
て
い
た
た
め
に
︑
娼
婦
や
売
春
斡
旋
者
に
と
っ
て
も
絶
好
の
客

で
あ
っ
た
︒
こ
の
時
期
︑
ヘ
タ
イ
ラ
と
粗
野
な
傭
兵
の
カ
ッ
プ
ル
は
文
学
的

ト
ポ
ス
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
︒

第
四
章
﹁
T
he
P
rostitute
and
the
L
aw
﹂
は
︑
特
に
ア
テ
ナ
イ
に
お

け
る
売
春
を
法
的
観
点
か
ら
論
じ
る
︒
第
一
節
で
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
全
体

に
お
け
る
売
春
の
法
的
規
定
を
示
す
史
料
が
網
羅
的
に
検
討
さ
れ
︑
ギ
リ
シ

ア
や
近
隣
地
域
で
は
売
春
は
違
法
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
︑
ま
た
古
典

期
ア
テ
ナ
イ
で
は
売
春
が
繁
栄
し
︑
売
春
斡
旋
を
禁
止
す
る
法
は
既
に
廃
れ

て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
第
二
節
で
は
︑
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
︵
以
下
Ａ
︶

の
弁
論
﹁
テ
ィ
マ
ル
コ
ス
弾
劾
﹂
の
再
検
討
か
ら
︑
男
性
売
春
に
関
す
る
法

的
規
定
を
分
析
し
︑
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
を
紹
介
し
た
上
で
筆

者
自
身
の
見
解
を
示
す④
︒
こ
の
法
廷
弁
論
は
Ａ
が
政
敵
テ
ィ
マ
ル
コ
ス
︵
以

下
Ｔ
︶
に
対
し
て
提
起
し
た
︑
演
説
者
の
資
格
審
査
の
申
し
立
て
︵
Ｔ
は
過

去
に
売
春
経
験
が
あ
り
︑
民
会
で
の
演
説
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
︶

で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
本
訴
訟
で
は
︑
Ｔ
の
売
春
歴
を
示
す
証
拠
が
不

十
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
Ａ
が
勝
訴
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
従
来
の
研
究
で
は
︑
Ａ
は
当
時
有
効
だ
っ
た
法
に
依
拠
し
て

男
性
同
性
愛
を
め
ぐ
る
道
徳
論
を
展
開
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
陪
審
員
の
共
感

を
得
た
こ
と
が
勝
訴
の
要
因
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
著
者

は
引
用
さ
れ
た
複
数
の
法
の
成
立
時
期
と
そ
の
目
的
を
検
討
し
︑
Ａ
は
廃
れ

た
古
い
法
を
織
り
交
ぜ
︑
彼
独
自
の
道
徳
論
に
合
う
よ
う
に
立
法
目
的
を
恣

意
的
に
説
明
し
て
い
た
と
主
張
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
売
春
や
同
性
愛
に
対
す

る
道
徳
的
な
問
題
意
識
か
ら
Ａ
の
引
用
し
た
諸
法
が
制
定
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
︑
彼
の
述
べ
た
道
徳
論
は
︑
ア
テ
ナ
イ
人
に
共
通
の
考
え
で
は
な
い
と

述
べ
る
︒
つ
ま
り
︑
陪
審
員
が
Ａ
の
弁
論
内
容
に
説
得
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑

親
マ
ケ
ド
ニ
ア
派
の
優
勢
と
い
う
当
時
の
政
治
状
況
が
彼
の
勝
因
だ
っ
た
と

い
う
︒
第
三
節
で
は
売
春
者
と
暴
力
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
︒
法
廷
弁
論
等

か
ら
は
︑
売
春
者
が
暴
力
を
被
っ
て
も
訴
訟
に
ま
で
繫
が
ら
な
い
ケ
ー
ス
が

多
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
売
春
に
従
事
す
る
以
上
多
少
の
暴
力
沙
汰

は
免
れ
ず
︑
あ
る
程
度
の
暴
力
は
大
目
に
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
︒
第
四

節
で
は
︑
史
料
中
に
確
認
で
き
る
売
春
者
が
関
わ
っ
た
ア
テ
ナ
イ
の
裁
判
事

例
に
解
説
が
加
え
ら
れ
︑
売
春
が
紛
争
を
引
き
起
こ
す
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て

見
解
が
示
さ
れ
る
︒

第
五
章
﹁
T
he
E
conom
ics
of
A
ncient
P
rostitution
﹂
は
︑
経
済
的

側
面
か
ら
考
察
を
加
え
る
︒
ま
ず
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て
売
春
が
繁

栄
し
た
地
域
・
時
代
と
︑
経
済
的
・
商
業
的
中
心
地
が
重
な
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
︒
次
に
古
典
期
ア
テ
ナ
イ
で
行
わ
れ
た
売
春
へ
の
課
税
に
つ
い
て
︒

ア
テ
ナ
イ
は
他
の
税
と
同
様
の
方
法
で
売
春
税
を
徴
収
し
︑
国
庫
の
収
入
源

と
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
経
済
的
資
源
と
し
て
の
実
用
性
が
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
た
た
め
に
︑
売
春
に
よ
っ
て
利
益
を
上
げ
る
こ
と
に
道
徳
的
問
題

は
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
宴
会
に
は
笛
吹
き
な
ど
の
芸
人
が
欠
か
せ

ず
︑
彼
女
ら
は
性
的
奉
仕
を
提
供
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
芸
人
の
雇
用
に

は
最
高
価
格
や
︑
雇
用
者
を
籤
で
決
め
る
と
い
う
規
定
が
存
在
し
た
︒
著
者

は
︑
こ
う
し
た
規
定
は
富
裕
で
な
い
庶
民
に
も
芸
人
を
雇
う
機
会
を
保
証
す
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る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
と
主
張
す
る
︒
次
に
売
春
宿
の
形
態
や
︑
売
春
者
の

報
酬
に
も
考
察
が
加
え
ら
れ
る
︒
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
売
春
宿
は
様
々
な
形
態

を
取
り
得
た
が
︑
多
く
は
通
常
の
家
屋
と
変
わ
ら
ず
︑
他
の
施
設
の
間
に
紛

れ
て
い
た
と
い
う
︒
ま
た
売
春
宿
と
呼
び
得
る
施
設
も
︑
衛
生
状
態
の
悪
い

安
宿
か
ら
︑
立
派
に
設
え
ら
れ
た
高
級
な
ヘ
タ
イ
ラ
の
自
宅
ま
で
様
々
で
あ

っ
た
︒
売
春
者
が
受
け
取
る
報
酬
に
つ
い
て
は
︑
先
行
研
究
で
は
高
級
な
ヘ

タ
イ
ラ
が
贈
り
物
に
よ
っ
て
報
酬
を
得
る
の
に
対
し
︑
現
金
の
や
り
取
り
は

下
層
の
売
春
者
が
行
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
著
者
は
こ
れ
に
対
し
︑

売
春
者
へ
の
報
酬
は
基
本
的
に
金
銭
で
︑
贈
り
物
は
追
加
報
酬
で
あ
っ
た
と

す
る
︒
そ
し
て
︑
贈
り
物
は
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
ア
ル
カ
イ
ッ
ク

期
の
儀
礼
的
行
為
の
名
残
で
は
な
く
︑
個
人
間
の
愛
情
表
現
と
し
て
古
典
期

以
降
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
述
べ
る
︒

第

六

章
﹁
A
rtistic
E
x
p
ression
s
an
d
R
ep
resen
tation
s
of

P
rostitutes﹂
で
は
︑
ま
ず
ヘ
タ
イ
ラ
に
関
係
の
あ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
考

察
が
な
さ
れ
る
︒
文
献
資
料
か
ら
は
︑
娼
婦
に
よ
る
聖
域
へ
の
奉
納
や
︑
有

力
者
が
愛
人
の
ヘ
タ
イ
ラ
の
た
め
に
建
立
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
例
が
多
く

確
認
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
そ
の
豪
華
さ
や
目
立
つ
立
地
の
た
め
に
人
々
の

注
意
を
引
き
︑
後
世
に
は
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
少
な
く
と
も
同

時
代
史
料
に
は
否
定
的
な
反
応
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
︒
古
代
に
お
い
て
売

春
者
は
悪
習
や
経
済
的
破
滅
の
原
因
に
な
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た

も
の
の
︑
そ
の
存
在
は
不
敬
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
︑
参
加
が
許
可
さ
れ

て
い
る
祭
儀
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
加
え
て
一
部
の
ヘ
タ
イ
ラ
た
ち
は
︑
当

時
の
女
性
に
は
想
像
も
で
き
な
い
程
の
権
力
や
富
を
手
に
し
て
い
た
︒
そ
う

し
た
ヘ
タ
イ
ラ
た
ち
に
よ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
︑
永
遠
に
残
る
も
の
を
造
ろ

う
と
い
う
彼
女
た
ち
の
自
己
顕
示
欲
の
表
れ
だ
っ
た
と
い
う
︒
後
半
部
は
︑

先
行
研
究
で
主
要
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
壺
絵
に
つ
い
て
︒
従
来
︑

売
春
や
売
春
者
の
描
写
と
さ
れ
て
き
た
諸
要
素
を
検
討
し
︑
壺
絵
の
表
象
は

現
実
の
慣
行
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
両
方
を
反
映
し
て
い
る
と
述
べ
︑
そ
れ
ら

を
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
難
し
さ
を
主
張
す
る
︒

第
七
章
﹁
E
pilogue:
P
rofiling
P
rostitution
﹂
で
本
書
の
結
論
が
述
べ

ら
れ
る
︒
古
典
期
ア
テ
ナ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
は
︑
売
春

者
が
公
の
場
に
出
て
く
る
こ
と
は
比
較
的
許
容
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
民
主

政
下
の
ポ
リ
ス
で
︑
売
春
が
権
力
者
個
人
の
一
存
で
追
放
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
た
め
だ
と
著
者
は
述
べ
る
︒
ま
た
売
春
に
対
す
る
態
度
の
硬
化
は
︑

キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
前
か
ら
︑
東
方
宗
教
の
流
入
に
よ
っ
て
起
き
て
い
た
と

著
者
は
説
明
す
る
︒
最
後
に
︑
古
代
世
界
に
お
い
て
売
春
が
必
要
と
さ
れ
た

理
由
と
し
て
︑
当
時
の
社
会
に
固
有
の
要
因
︵
売
春
者
以
外
の
男
女
と
性
的

関
係
を
結
ぶ
こ
と
の
困
難
︶
と
︑
多
く
の
社
会
に
共
通
と
思
わ
れ
る
要
因

︵
日
常
的
な
責
任
や
義
務
か
ら
の
解
放
︶
と
を
挙
げ
︑
本
書
を
締
め
括
っ
て

い
る
︒

本
書
の
内
容
は
以
上
で
あ
る
︒
以
下
で
は
本
書
の
意
義
と
評
価
す
べ
き
点

を
述
べ
た
い
︒
ま
ず
︑
本
書
が
こ
の
分
野
で
は
稀
有
と
言
え
る
考
察
対
象
時

期
の
広
さ
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
持
ち
︑
古
代
世
界
に
お
け
る
売
春
研
究
に
一
つ

の
叩
き
台
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
確
か
に
︑
時
代
設
定
が

広
い
た
め
︑
著
者
の
叙
述
に
は
粗
い
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え

ば
古
典
期
は
民
主
政
ポ
リ
ス
の
世
界
︑
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
は
帝
国
・
王
国
の
世

界
と
い
う
図
式
を
当
て
は
め
て
お
り
︑
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
に
も
ポ
リ
ス
の
民
主

政
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
な
ど
︑
各
時
代
の
細
か
い
政
治
状
況
は
あ
ま
り
意

識
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
著
者
の
意
図
は
︑
古
代
世
界
全
体
に
お
け
る
売

書 評
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春
と
い
う
現
象
に
対
し
て
大
き
な
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒
売
春
と
売
春
従
事
者
と
い
う
明
確
な
輪
郭
を
持
た
な
い
現

象
・
集
団
に
対
し
て
︑
一
つ
の
通
時
的
理
解
を
示
し
た
こ
と
は
本
書
の
大
き

な
功
績
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

ま
た
︑
史
料
の
扱
い
方
も
本
書
の
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
︒
古
代
世

界
に
は
史
資
料
の
種
類
を
問
わ
ず
︑
売
春
や
売
春
者
に
関
す
る
証
拠
が
豊
富

に
存
在
す
る
も
の
の
︑
扱
い
の
難
し
い
も
の
が
多
い
︒
美
術
資
料
は
本
書
で

も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
解
釈
の
幅
が
広
い
資
料
で
あ
り
︑
文
献
資
料
に
つ
い

て
も
断
片
的
・
挿
話
的
な
も
の
が
多
く
︑
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き

な
い
︒
こ
う
し
た
史
料
に
対
す
る
著
者
の
禁
欲
的
態
度
は
︑
特
に
第
三
章
の

分
析
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
る
︒
著
者
は
史
料
中
の
多
く
の
逸
話
に
つ
い
て
︑

当
時
の
社
会
状
況
の
考
察
や
並
行
史
料
の
有
無
を
踏
ま
え
て
︑
そ
の
史
実
性

を
冷
静
に
判
断
し
て
い
る
︒
ま
た
史
料
が
残
さ
れ
た
時
代
の
社
会
背
景
の
考

察
か
ら
︑
な
ぜ
そ
う
し
た
逸
話
や
記
述
が
生
ま
れ
る
に
至
っ
た
の
か
を
説
明

し
よ
う
と
試
み
て
い
る
︒

以
下
で
は
︑
本
書
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
は
用
語
と
そ

の
定
義
に
つ
い
て
︒
著
者
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
﹁
売
春
﹂
と
い
う
現
象

を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
売
春
／
買
春
と

呼
ぶ
の
か
︑
誰
を
娼
婦
／
男
娼
と
分
類
す
る
の
か
︑
最
初
に
明
確
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
﹁
売
春
﹂
と
い
う
現
象
は
あ
ら

ゆ
る
時
代
・
社
会
に
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
ど
の
よ
う
な
行
為

を
﹁
売
春
﹂
と
捉
え
る
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
よ
っ
て
異
な
る⑤
︒
当
時
の

人
々
に
は
何
が
﹁
売
春
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
︑
あ
る
い
は
現
代
の
研
究

者
が
分
析
に
あ
た
っ
て
何
を
﹁
売
春
﹂
と
み
な
す
か
は
︑
説
明
が
必
要
な
事

項
で
あ
ろ
う
︒
特
定
の
用
語
に
関
し
て
同
じ
指
摘
を
す
る
な
ら
ば
︑
本
書
で

無
数
に
用
い
ら
れ
る
﹁
ヘ
タ
イ
ラ
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒

こ
の
語
の
用
法
に
は
多
く
の
議
論
が
あ
り
︑
伝
統
的
な
見
方
で
は
︑
一
般
的

な
娼
婦
を
指
す
﹁
ポ
ル
ネ
﹂
に
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
︑
一
部
の
教
養
を

備
え
た
高
級
娼
婦
に
の
み
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
近
年
の
研
究

で
は
︑
娼
婦
の
明
確
な
地
位
や
格
付
け
と
い
う
よ
り
は
︑
書
き
手
が
そ
の
娼

婦
を
ど
う
表
現
し
た
い
か
な
ど
︑
文
脈
依
存
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う

見
方
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
︒
著
者
も
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
に
は
意
識
的

で
あ
り
︑
む
し
ろ
明
確
な
定
義
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
論
に
漏
れ
が

生
じ
る
こ
と
や
︑
論
点
先
取
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

が
︑
少
な
く
と
も
著
者
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
ヘ
タ
イ
ラ
と
い
う
語
を
用
い

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
例
え
ば
︑

著
者
は
第
三
章
で
﹁
ヘ
タ
イ
ラ
と
内
妻
と
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
た
﹂
と
説

明
し
て
い
る
が
︑
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
女
性
た
ち
が
ど
う
い
っ
た
変
化
を

遂
げ
た
の
か
︑
詳
細
な
解
説
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
本
書
で
は
売
春
者
の
法
的
身
分
や
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
関
す

る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
︑
問
題
点
の
一
つ
に
挙
げ
ら

れ
る
︒
例
え
ば
同
じ
売
春
者
で
も
︑
奴
隷
と
自
由
人
と
で
は
適
用
さ
れ
る
法

や
境
遇
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
あ
る
い
は
︑
自
由

人
で
あ
っ
て
も
母
親
な
ど
の
監
督
の
下
で
働
い
て
い
る
娼
婦
は
︑
主
人
に
よ

っ
て
監
督
さ
れ
る
奴
隷
と
環
境
に
大
き
な
差
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

著
者
は
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
期
か
ら
自
発
的
に
売
春
の
道
を
選
ん
だ
人
々
が
い
た

と
し
︑
古
典
期
・
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
に
は
自
由
を
享
受
す
る
娼
婦
た
ち
が
現
れ

た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
︑
そ
の
陰
に
は
選
択
の
余
地
な
く
売
春
に
従
事

さ
せ
ら
れ
た
奴
隷
が
大
勢
い
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
︒
史
料
中
で
は
売

春
者
の
法
的
身
分
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
も
多
い
が
︑
各
事
例
の
分
析
で
は
︑
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よ
り
売
春
者
の
法
的
身
分
や
個
々
の
境
遇
を
意
識
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
る

べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
は
︑
評
者
自
身
の
今
後
の
研

究
に
お
い
て
も
注
意
を
払
う
べ
き
視
点
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
︒

次
に
第
四
章
第
二
節
の
議
論
に
つ
い
て
︒
著
者
は
︑
従
来
の
男
性
同
性
愛

研
究
に
お
い
て
﹁
テ
ィ
マ
ル
コ
ス
弾
劾
﹂
が
主
要
史
料
と
し
て
信
頼
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
批
判
し
︑
Ａ
が
本
弁
論
で
提
示
し
た
様
々
な
法
は
︑
市
民
男
性

の
性
行
動
に
対
す
る
道
徳
的
な
問
題
意
識
か
ら
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
説
得
的
に
論
証
し
て
い
る
︒
評
者
も
︑
Ａ
の
示
す
男
性
同
性
愛
に
関

す
る
道
徳
論
が
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
人
の
共
通
認
識
を
反
映
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
に
は
同
意
す
る
︒
し
か
し
評
者
に
は
︑
著
者
が
ア
テ
ナ
イ
市
民

男
性
の
売
春
に
課
さ
れ
て
い
た
制
裁
を
過
小
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
ら
れ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
男
性
同
性
愛
に
対
す
る
不
安
は
ア
テ
ナ
イ

人
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
し
て
も
︑
市
民
に
よ
る
売
春
に
は
相

応
の
ス
テ
ィ
グ
マ
が
伴
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
︒
著
者
は
︑

人
々
は
売
春
が
ポ
リ
ス
に
も
た
ら
す
利
益
の
必
要
性
を
認
識
し
て
お
り
︑
売

春
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
に
道
徳
的
問
題
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
る
︒

し
か
し
︑
実
際
に
市
民
男
性
の
売
春
を
抑
制
す
る
法
が
あ
っ
た
こ
と
や
︑
市

民
身
分
の
女
性
は
娼
婦
で
あ
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら⑥
︑

当
時
の
ア
テ
ナ
イ
で
は
売
春
は
あ
る
人
物
の
市
民
性
を
否
定
す
る
も
の
で
︑

男
女
問
わ
ず
市
民
身
分
の
人
々
に
あ
る
程
度
の
行
動
の
制
約
を
強
い
る
も
の

だ
っ
た
と
言
え
る
︒
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
︑
売
春
を
市
民
に
相
応
し
く
な

い
行
為
だ
と
す
る
ア
テ
ナ
イ
人
の
性
道
徳
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
︑
さ
ほ

ど
飛
躍
し
た
考
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

ま
た
著
者
は
︑
Ａ
が
説
明
し
た
売
春
経
験
者
に
政
治
参
加
を
禁
じ
る
法
が

実
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
︑
ア
テ
ナ
イ
人
の
性
規
範
に
影
響
を
与
え

な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
著
者
は
男
娼
で
あ
っ
た
と
名
指
し
さ

れ
る
人
物
を
複
数
の
史
料
か
ら
九
人
挙
げ
︑
そ
の
内
Ｔ
を
含
む
四
人
を
︑
政

敵
に
よ
っ
て
中
傷
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
男
娼
で
あ
っ
た
根
拠
が
な
い
と
し
て

リ
ス
ト
か
ら
排
除
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
残
り
の
五
人
を
貧
し
い
下
層
階
級

の
出
身
で
︑
政
治
的
野
心
の
な
い
人
物
だ
っ
た
と
推
測
し
︑
政
治
家
が
売
春

を
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
︑
上
記
の
法
が
実
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
稀
だ

っ
た
と
結
論
付
け
る
︒
し
か
し
︑
政
治
家
＝
政
治
的
闘
争
に
巻
き
込
ま
れ
る

よ
う
な
人
物
を
著
者
の
作
為
に
よ
り
男
娼
の
リ
ス
ト
か
ら
除
い
て
い
る
以
上
︑

﹁
政
治
家
は
売
春
を
し
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
売
春
経
験
者
を
政
治
か
ら
排
除
す
る
法
の
影
響
力
は

小
さ
か
っ
た
︑
と
い
う
著
者
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
に
は
慎
重
に
な
る
必
要

が
あ
る
︒
加
え
て
︑
著
者
は
上
記
の
法
に
つ
い
て
︑
売
春
者
の
政
治
参
加
が

妨
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
︑
売
春
者
の
生
活
様
式
が
指
導
者
に
相
応
し
く
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
も
う
一
歩
踏
み

込
ん
で
︑
そ
の
考
え
の
背
景
に
ど
の
よ
う
な
性
道
徳
が
あ
っ
た
の
か
考
察
す

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
点
も
評
者
の
今
後
の
研
究
課
題
と

し
て
︑
著
者
へ
の
批
判
を
踏
ま
え
つ
つ
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

最
後
に
︑
史
料
の
偏
り
に
つ
い
て
︒
第
一
章
第
二
節
や
第
四
章
の
議
論
は
︑

ア
テ
ナ
イ
の
社
会
状
況
と
法
制
定
を
扱
っ
て
い
る
︒
史
料
が
ア
テ
ナ
イ
に
偏

る
の
は
や
む
を
得
な
い
が
︑
こ
う
し
た
議
論
は
ア
テ
ナ
イ
に
限
定
さ
れ
る
の

か
︑
ま
た
は
あ
る
程
度
他
の
地
域
・
時
代
に
敷
衍
で
き
る
の
か
︑
著
者
の
意

見
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
︑
後
に
続
く
研
究
者
に
と
っ
て
さ
ら
に
有
意
義
な
も

の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

以
上
の
批
判
点
は
本
書
の
意
義
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
︒
今
後
古
代
ギ

リ
シ
ア
世
界
だ
け
で
な
く
︑
広
く
売
春
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
研

書 評
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究
が
深
化
す
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
︑
筆
を
擱
き
た
い
︒

①

K
.
A
.
K
apparis
ed.
A
pollodoros‛

A
gainst
N
eaira̓
[D
.
59],
B
erlin/

N
ew
Y
ork,1999.

②

古
代
ギ
リ
シ
ア
語
のµ

ο
ιχ
εία

は
通
例
﹁
姦
通
﹂
と
訳
さ
れ
る
が
︑
ア
テ
ナ
イ

の
法
で
は
他
人
の
妻
だ
け
で
な
く
︑
他
人
の
後
見
下
に
あ
る
女
性
全
般
︵
母
︑
姉

妹
︑
娘
︑
自
由
人
の
子
を
得
る
目
的
で
同
棲
し
て
い
る
内
妻
︶
と
後
見
人
の
許
可

な
く
関
係
を
持
つ
こ
と
を
指
す
︒

③

X
en.M
em
.
3.11.
な
お
︑
同

2.1.21-34
で
は
娼
婦
と
哲
学
者
の
対
比
が
見

ら
れ
る
が
︑
ロ
ー
マ
期
の
よ
う
な
﹁
哲
学
が
売
春
を
一
掃
す
る
﹂
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
︒

④

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
男
性
売
春
は
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
期
か
ら
存
在
し
た
と
著

者
は
考
え
て
い
る
︵
本
書
第
一
章
︶
︒
一
部
例
外
と
さ
れ
る
史
料
は
あ
る
も
の
の

︵
A
ristoph.
P
l.
975-1096
︶
︑
男
性
に
よ
る
売
春
は
男
性
を
客
と
し
た
同
性
愛

関
係
が
主
で
あ
っ
た
︒

⑤

歴
史
研
究
に
お
い
て
﹁
売
春
﹂
と
い
う
概
念
を
定
義
す
る
こ
と
の
難
し
さ
は
︑

バ
ー
ン
＆
ボ
ニ
ー
・
ブ
ー
ロ
ー
﹃
売
春
の
社
会
史
・
上
﹄
︵
香
川
檀
ほ
か
訳
︶
筑

摩
書
房
︑
一
九
九
六
年
︵
原
著
一
九
八
七
年
︶
︑
一
三

三
一
頁
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
︒
西
洋
古
代
史
の
分
野
で
は

S.
G
oldhill
“Is
T
here
a
H
istory
of

P
rostitution?”
in:M
.M
asterson.,N
.S.R
abinow
itz
and
J.R
obson
eds.

Sex
in
A
ntiquity:
E
xploring
G
ender
and
Sexuality
in
the
A
ncient

W
orld,N
ew
Y
ork,2015:179-97
で
も
同
様
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

⑥

例
え
ば
﹁
ネ
ア
イ
ラ
弾
劾
﹂
︵
[D
em
.]
59
︶
で
は
︑
ネ
ア
イ
ラ
が
非
市
民
で
あ

る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
彼
女
が
元
娼
婦
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
︒

︵
pp.
viii
+
501,2017,
B
erlin/B
oston:
D
e
G
ruyter,77.95
€
︶

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
︶
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