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恵

貞

性
欲
と
権
力
の
中
心
へ
の
想
像

-
李
昂
『
自
侍
の
小
説
』

に
お
け
る
寓
話

は
じ
め
に

中
国
語
の
原
文
で
『
自
席
の
小
説
』
と
い
う
題
名
は

｢
自
伝
｣

と

｢
小
説
｣

と
い
う
二
語
の
間
に
日
本
語
の

｢
の
｣

を
挿
入
し
て
お
り
､

同
作
が
多
声
法
的
実
験
作
で
あ
る
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
訳
者
藤
井
省
三
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
､
本
作
は

｢
謝
雪
紅
と
い
う
二
十

世
紀
を
生
き
た
実
在
の
女
性
の
『
自
伝
』

で
あ
り
､
語
り
手
に
よ
る
謝
雪
紅
の
伝
記
｣

と
位
置
付
け
ら
れ
る
｡

し
か
し
､
す
で
に
他
界
し
た
謝
雪
紅
が
い
か
に
し
て
自
分
の
伝
記
を
書
け
る
の
だ
ろ
う
か
｡
上
野
千
鶴
子
氏
は

｢
謝
雪
紅
の

『
鬼
』

は､

(
1
)

李
昂
に
取
り
憑
き
｣
､
李
昂
が

｢
虚
構
を
含
む
自
伝
を
新
た
に
語
り
直
す
｣

と
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
い
う

｢鬼｣

と
は
中
国
語
か
ら
の
引

用
で
あ
り
､
｢
幽
霊
｣

と
い
う
日
本
語
に
記
せ
る
｡
李
昂
自
身
も
本
作
の
序
の
タ
イ
ト
ル
で

｢
誰
の
自
伝
か
､
誰
の
小
説
か
｣

と
い
う
設
問

を
自
ら
提
出
し
て
い
る
｡
藤
井
氏
は
､
さ
ら
に
謝
雪
紅
と
同
世
代
の
伯
父
を
持
つ

｢私｣

は
､
ほ
ぼ
謝
雪
紅
の
物
語
の
語
り
手
で
あ
る

｢
私
｣

(
2
)

と
重
な
る
一
方
､
｢
語
り
手
の
『
私
』
は
作
者
自
身
に
も
重
な
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
『
自
伝
の
小
説
』
と
い
う
作
品
は
『
私
』

の
自
伝
に

し
て
謝
雪
紅
を
め
ぐ
る
小
説
で
も
あ
る
｣

と
述
べ
て
い
る
｡
本
作
は
謝
雪
紅
の
自
伝
に
も
な
り
得
､
李
昂
の
小
説
に
も
な
り
得
､
李
昂
の
自

伝
に
も
成
る
可
能
性
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
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そ
れ
に
し
て
も
､
李
昂
は
ど
の
よ
う
に
本
作
を
彼
女
の
自
伝
と
し
た
の
か
｡
赤
松
美
和
子
氏
は
､
『
自
席
の
小
説
』
が
シ
ス
タ
ー
フ
ツ
ド

に
依
拠
し
た
｢
女
に
同
一
化
す
る
女
｣
と
い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
題
を
担
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
即
ち
､
李
昂
は
謝
雪
紅
に
同

一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
本
作
を
自
ら
の
自
伝
に
も
為
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
｡
赤
松
の
分
析
は
説
得
力
に
富
む
が
､
し
か
し
､

『
謝
雪
紅
評
伝

-

落
土
不
凋
的
両
夜
花
』
で
｢
革
命
家
｣

の
側
面
を
重
視
す
る
陳
芳
明
氏
と
違
っ
て
､
歴
史
上
に
名
を
残
し
た
｢
雪
紅
｣

と
い
う
名
前
の
使
用
を
､
｢
女
性
｣

で
あ
る
部
分
を
強
調
す
る
た
め
だ
と
す
る
赤
松
の
説
に
は
､
不
満
を
覚
え
る
｡
そ
こ
で
私
は
､
本
作
で

は
い
か
な
る
戦
略
に
よ
り
こ
の
同
一
化
が
実
践
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
先
行
研
究
や
評
論
な
ど
で
は
､
本
作
の
戦
略
と
し
て
､
多
層
性
的
な
語
り
が
さ
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
文
体
が
一
人
称
と
三

人
称
､
｢
私
｣
と
｢
私
た
ち
｣
と
の
間
で
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
点
や
､
儒
教
礼
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
三
伯
父
の
民
間
史
観
､
謝
雪

紅
の
個
人
史
が
語
ら
れ
る
際
に
頻
り
に
挿
入
さ
れ
る
妖
怪
や
中
国
史
上
の
女
傑
た
ち
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
多
く
の
論
者
は
､

そ
れ
ら
の
｢
逸
話
｣
=
｢
寓
話
｣
に
現
れ
る
女
性
の
人
間
･
妖
怪
た
ち
が
､
本
作
の
副
次
的
物
語
を
形
成
し
て
い
る
点
を
看
過
し
て
し
ま
っ

て
い
る
｡
本
稿
で
は
､
こ
の
｢
寓
話
｣
が
謝
雪
紅
と
李
昂
､
そ
し
て
女
性
全
体
の
間
に
も
た
ら
す
同
一
化
効
果
と
､
こ
れ
ら
の
寓
話
の
連
続

性
､
謝
の
伝
記
描
写
と
の
間
テ
ク
ス
ト
性
(
i
n
t
e
r
t
e
旨
a
-
i
t
y
)
､
ひ
い
て
は
そ
の
｢
寓
話
｣

の
自
己
完
結
性
(
一
本
の
伏
線
を
成
す
こ
と
)
に
つ

い
て
論
じ
た
い
｡

邦
彦
彬
氏
は
､
李
昂
が
小
説
の
手
法
で
謝
雪
紅
の
自
伝
を
書
く
の
は
｢
歴
史
の
真
実
が
『
正
史
』
の
論
述
以
外
に
存
在
し
､
史
実
に
背
く

(
6
)

こ
と
は
歴
史
を
歪
め
る
こ
と
で
は
な
く
､
む
し
ろ
真
相
探
求
の
第
一
歩
で
あ
る
｣

(
稀
一
九
九
重
か
ら
だ
､
と
言
明
し
て
い
る
｡

ま
た
､
謝
の
口
述
伝
記
は
自
主
的
記
憶
(
邑
u
n
t
a
コ
ニ
ヨ
e
ヨ
○
且
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
､
李
昂
自
身
は
､
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
の
描
写

を
か
な
り
抑
え
て
い
る
と
邸
は
主
張
す
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
李
昂
が
意
図
し
た
も
の
は
｢
非
自
主
的
記
憶
を
用
い
て
彼
女
(
謝
雪
紅
)

の
抑
圧

さ
れ
た
女
性
の
心
性
を
そ
の
場
で
呼
び
出
し
､
救
い
出
す
こ
と
で
あ
り
､
理
性
的
自
主
意
識
を
以
て
も
う
一
種
の
抑
圧
気
味
の
『
史
実
』
を

築
く
の
で
は
な
い
｣

(
邸
二
〇
一
貫
)
と
邸
氏
は
論
を
結
ん
で
い
る
｡
邸
論
文
は
､
李
昂
が
何
故
虚
構
性
に
溢
れ
る
｢
小
説
｣

の
文
体
で
事
実



98

重
視
の
｢
自
伝
｣
を
書
い
た
の
か
､
と
い
う
問
い
に
対
し
て
､
一
つ
の
有
力
な
視
点
を
提
供
し
た
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
､
邦
氏
は
､
謝
雪

紅
が
左
派
革
命
路
線
で
植
民
地
政
府
と
直
接
的
に
衝
突
す
る
こ
と
に
よ
り
闘
争
側
の
資
本
を
浪
費
し
た
こ
と
は
､
ま
さ
に
謝
の
欲
情
そ
の
も

の
を
彷
彿
と
さ
せ
る
､
と
論
じ
た
点
に
つ
い
て
は
私
は
容
易
に
は
同
意
で
き
な
い
｡

な
ぜ
な
ら
､
本
作
に
お
け
る
｢
寓
話
｣
が
情
欲
の
成
長
と
啓
蒙
と
い
う
伏
線
的
物
語
を
描
く
際
に
も
た
い
へ
ん
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
点
を
､
邸
氏
は
見
落
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
性
欲
と
情
欲
に
お
け
る
自
主
性
は
常
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
最
大
の
課
題
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
李
昂
は
｢
歴
史
｣

に
記
録
さ
れ
て
な
い
謝
雪
紅
の
情
欲
に
お
け
る
自
主
性
､
情
欲
の
自
己
完
結
性
を
描
く
こ
と
に
よ

り
､
す
で
に
世
に
知
ら
れ
て
い
る
政
治
的
自
立
に
対
し
､
情
欲
面
で
の
自
立
も
措
き
あ
げ
た
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
､
一
つ
の
問
題
が
浮
上
し

て
く
る
｡
情
欲
の
自
立
な
し
に
､
社
会
的
自
立
は
あ
り
得
る
の
か
｡

｢

｢
寓
話
｣
に
よ
る
謝
雪
紅
お
よ
び
女
性
の
性
欲
成
長
史

本
作
冒
頭
に
登
場
す
る
｢
寓
話
｣
と
は
､
信
義
の
た
め
に
殉
死
し
た
｢
七
爺
､
八
爺
｣
が
神
像
祭
礼
に
お
い
て
幼
児
で
あ
っ
た
｢
私
た
ち
｣

を好き放題に怖がらせ､大人たちもこれを黙認していることである1徳行により神となったがゆえに､無責任な態

度
で
｢
私
た
ち
｣
を
脅
す
行
為
が
許
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
よ
り
､
世
間
的
規
範
(
家
父
長
制
)

で
規
定
さ
れ
た
徳
行
は
大
人
た
ち
と
共
犯
関
係

を
結
ん
で
い
る
こ
と
を
示
唆
し
､
後
の

｢
寓
話
｣

の
す
べ
て
は
こ
の
関
係
を
基
調
と
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
李
昂
は
､
謝
雪
紅
を
め
ぐ
る
歴

史
的
描
写
の
中
に
こ
の
よ
う
な
｢
寓
話
｣
を
頻
繁
に
挿
入
し
､
謝
が
そ
の
中
の
女
傑
や
妖
怪
を
彷
彿
と
さ
せ
る
こ
と
を
強
く
暗
示
し
て
い
る
｡

そ
の
上
で
､
｢
代
々
転
生
す
る
内
に
｣

(
藤
井
訳
書
二
五
〇
貢
､
以
下
同
様
)

｢
大
昔
か
ら
変
わ
ら
ぬ
問
題
｣

(
一
一
一
夏
)

｢
千
年
来
｣

(
三
〇
三
重

(
9
)

な
ど
の
言
葉
に
よ
り
､
古
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
不
変
の
女
性
差
別
の
事
実
を
提
起
し
､
謝
の
生
涯
を
し
て
､
李
自
身
を
含
む
女
性
全
体

を
代
表
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
れ
ら
の
｢
寓
話
｣
は
謝
雪
紅
の
如
何
な
る
側
面
を
語
る
の
か
｡
そ
れ
は
謝
の
､
革
命
家
と
し
て
歴
史
に
記
さ
れ
た
一
面
に
対
す
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る
､
情
欲
と
い
う
私
的
な
一
面
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
そ
の
｢
寓
話
｣
を
謝
の
個
人
史
年
表
に
沿
っ
て
再
読
し
て
み
る
と
､
知
識
獲
得
の
ほ
か

に
､
啓
蒙
か
ら
､
成
長
､
自
己
満
足
､
静
観
超
越
へ
と
､
謝
雪
紅
の
情
欲
の
軌
跡
が
読
み
取
れ
よ
う
｡
も
ち
ろ
ん
､
｢
私
｣

の
多
層
性
に
よ

り
､
謝
を
指
す
は
ず
の
｢
私
｣

は
､
常
に
曖
昧
な
文
脈
に
置
か
れ
る
の
で
､
こ
の

｢
私
｣

は
作
者
の
李
と
も
読
み
得
る
｡

洪
心
敬
の
童
養
娘
時
代
の
謝
が
語
ら
れ
る
時
､
初
夜
に
は
寝
続
け
る
よ
う
に
と
｢
私
た
ち
｣

は
教
え
込
ま
れ
て
き
た
､
と
い
う
語
り
手
の

経
験
談
が
差
し
込
ま
れ
た
｡
そ
し
て
､
｢
わ
た
し
｣

は
初
夜
の
時
､
『
蛇
の
若
君
』
と
い
う
｢
寓
話
｣

を
思
い
出
し
､
｢
わ
た
し
の
小
洞
を
出

入
り
す
る
の
は
蛇
や
否
や
､
ど
う
し
て
わ
た
し
に
わ
か
ろ
う
か
｣

(
三
八
貢
)
と
思
う
よ
う
に
至
っ
た
｡
こ
の
段
階
で
は
､
謝
は
家
父
長
制
下

に
あ
る
女
性
親
族
の
言
い
つ
け
を
守
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
｡
極
端
に
受
動
的
で
､
自
分
の
体
に
関
与
す
る
も
の
の
正
体
さ
え
確
認
せ
ぬ
､
情

欲
の
前
史
的
段
階
に
い
る
の
で
あ
る
｡
セ
ッ
ク
ス
を
た
だ
の
性
行
為
と
認
識
し
て
い
る
時
期
で
あ
り
､
知
識
面
に
お
い
て
も
前
史
期
で
あ
る
｡

続
く
､
張
樹
敏
の
妾
時
代
､
謝
が
神
戸
の
隣
人
た
ち
か
ら
｢
タ
ヌ
キ
｣
と
呼
ば
れ
る
時
､
語
り
手
の

｢
私
｣

は
三
伯
父
の

｢
狐
の
化
け
物
｣

の

｢
寓
話
｣

を
回
想
し
始
め
る
｡
そ
し
て
､
狐
の
化
け
物
の

｢
私
た
ち
｣

は
男
の
愛
撫
に
よ
り
女
性
と
し
て
自
分
の
体
に
実
感
を
持
つ
よ
う

に
な
り
､
か
つ
初
夜
の
出
血
が
男
に
忘
れ
ら
れ
た
の
で
､
男
た
ち
の
間
を
遊
び
歩
こ
う
と
決
意
し
た
､
と
い
う
く
だ
り
が
挿
入
さ
れ
る
｡
こ

の
段
階
の
謝
は
､
自
分
の
肉
体
を
以
て
張
か
ら
文
字
を
習
っ
て
お
り
､
彼
女
に
と
っ
て
の
セ
ッ
ク
ス
と
は
自
分
の
性
欲
の
充
足
よ
り
も
知
識

獲
得
の
意
味
が
強
い
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
情
欲
は
啓
蒙
期
に
入
る
が
､
セ
ッ
ク
ス
は
や
は
り
情
欲
の
充
足
の
た
め
の
存
在
で
は
な
く
､
知
識

を
得
る
手
段
な
の
で
あ
る
｡

そ
の
次
は
林
木
傾
と
共
に
社
会
主
義
を
学
ぶ
時
代
､
す
な
わ
ち
上
海
時
代
で
あ
り
､
そ
し
て
林
と
駆
け
落
ち
し
た
謝
が
､
彼
女
の
革
命
の

啓
蒙
者
林
の
紹
介
で
中
国
共
産
党
に
よ
り
｢
東
方
大
学
｣

に
留
学
生
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
モ
ス
ク
ワ
時
代
で
あ
る
｡
｢
C
u
p
主
義
｣
を
信
仰

す
る
と
疑
わ
れ
た
謝
は
､
同
校
の
日
本
人
学
生
と
恋
愛
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
さ
え
噂
さ
れ
る
｡
林
木
傾
と
の
セ
ッ
ク
ス
の
場
面
は
､
謝
が

｢
男
の
身
体
に
跨
り
｣

(
二
二
二
頁
)
､
｢
こ
ん
な
気
持
ち
い
い
汗
は
久
し
ぶ
り
｣

(
一
三
三
貴
)

と
言
い
､
｢
汗
は
実
の
と
こ
ろ
一
種
の
記
号
で
あ

り
､
占
領
の
メ
ル
ク
マ
ー
ク
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
｣

(
一
三
三
貢
)

と
措
か
れ
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
時
､
三
伯
父
が
語
り
手
の

｢
私
｣



1()l)

に

｢
魔
神
子
｣

の

｢
寓
話
｣

を
語
る
の
だ
｡
人
の
気
を
吸
っ
て
彼
を
死
に
致
ら
せ
る

｢
『
魔
神
子
』

に
は
男
は
い
ら
ん
､
自
分
で
楽
し
む
手

だ
て
が
あ
る
｣

(
一
三
七
亘
)
と
い
い
､
そ
れ
は
白
樺
の
幹
に
体
を
摩
り
付
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
だ
｡
こ
の
段
階
は
､
謝
が
林
と
駆
け

落
ち
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
欲
面
で
自
分
の
性
欲
に
目
覚
め
､
自
主
権
を
取
り
戻
し
､
さ
ら
に
男
体
を
道
具
と
し
て
満
足
を
得
る
こ
と
を
実

践
す
る
段
階
で
あ
る
｡
謝
は
知
識
面
(
特
に
革
命
に
関
す
る
知
識
)

で
は
､
自
分
の
啓
蒙
者
で
あ
る
林
と
共
に
『
日
本
共
産
党
台
湾
民
族
支
部
』

を
創
設
す
る
ま
で
に
成
長
し
た
｡

そ
し
て
楊
克
僅
と
の
『
国
際
書
店
』
時
代
で
は
､
｢
台
共
｣

の
活
動
で
逮
捕
さ
れ
台
湾
に
送
還
さ
れ
た
謝
が
､
台
湾
共
産
党
の
勢
力
拡
大

運
動
を
担
う
一
方
､
楊
と
恋
愛
関
係
を
結
ん
で
い
く
個
人
史
描
写
の
中
に
､
呪
文
を
唱
え
て
山
を
移
し
海
を
ひ
っ
く
り
返
す
｢
契
梨
花
｣

の

｢
寓
話
｣
が
挿
入
さ
れ
る
｡
こ
の
段
階
で
は
､
一
転
し
て
謝
は
情
欲
面
で
男
性
の
楊
の
指
導
者
と
な
り
､
知
識
面
に
お
い
て
も
楊
の
教
師
役

を
担
っ
て
い
る
｡

続
く
台
湾
総
督
府
の
弾
圧
に
よ
る
獄
中
時
代
に
は
､
謝
雪
紅
の
拷
問
と
､
自
慰
と
の
描
写
の
中
に
､
｢
指
で
月
を
指
す
と
､
耳
削
ぎ
の
罰

が
当
た
る
｣

と
い
う
｢
寓
話
｣

が
措
か
れ
る
｡
女
性
の
自
己
に
よ
る
情
欲
の
快
楽
で
あ
る
自
慰
と
い
う
行
為
が
世
間
規
範
(
家
父
長
制
)

か

ら
は
容
認
さ
れ
な
い
こ
と
を
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
ま
た
､
月
光
に
よ
る
自
慰
の
描
写
に
､
性
器
が
月
の
満
欠
に
従
っ
て
徐
々
に

陰
茎
に
な
っ
た
り
陰
核
に
な
っ
た
り
す
る
女
性
｢
梵
塔
那
尼
｣
と
い
う
三
伯
父
の

｢寓話｣

が
書
き
込
ま
れ
る
｡
そ
こ
で
は

｢
す
べ
て
が
わ

た
し
た
ち
自
身
に
よ
り
完
結
さ
れ
る
､
す
べ
て
が
わ
た
し
た
ち
自
身
本
体
に
源
を
発
す
る
の
な
ら
､
わ
た
し
た
ち
に
で
き
な
い
こ
と
な
ど
何

が
あ
る
?
｣
と
い
う
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
､
上
野
氏
は
同
性
愛
者
の
イ
リ
ガ
ラ
イ
が
言
う
と
こ
ろ
の

｢
女
は
ひ
と

(10)

り
で
完
全
だ
｣
と
い
う
言
説
の
実
践
だ
と
指
摘
し
た
｡
し
か
し
筆
者
に
は
､
李
が
措
い
た

｢
梵
塔
那
尼
｣

と
は
､
や
は
り
情
欲
を
自
主
的
に

享
受
し
て
い
く
異
性
愛
の
女
性
の
象
徴
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
同
性
愛
者
の
情
欲
享
受
と
比
べ
て
も
新
鮮
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
｡
異
性
愛
者
の
女
性
で
あ
り
な
が
ら
､
男
性
な
く
し
て
性
欲
の
自
主
的
充
足
が
可
能
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
実
に
新

ア
ン
ド

ジ

こ
(
u
)

鮮
と
言
え
よ
う
｡
そ
の
意
味
で
は
､
イ
リ
ガ
ラ
イ
よ
り
も
香
港
作
家
董
放
章
(
一
九
六
七
～
)

の
｢
安
卓
珍
尼
｣

に
お
け
る
､
女
性
情
欲
の
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自
己
完
結
性
を
意
味
す
る
雌
雄
同
体
の
晰
腸
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
だ
と
思
わ
れ
る
｡
従
っ
て
､
こ
の
段
階
の
謝
は
､
男
女
性
交
以
外
に
､
自
己

に
よ
る
情
欲
享
受
の
快
楽
を
発
見
し
､
体
内
の
も
う
一
人
の
自
分
に
目
覚
め
た
段
階
に
位
置
す
る
｡
こ
の
た
め
に
刑
務
所
か
ら
出
た
謝
が
楊

と
セ
ッ
ク
ス
す
る
時
､
謝
楊
両
人
と
楊
の
妻
に
加
え
て
も
う
一
つ
の
謝
の
人
格
で
あ
る
｢
わ
た
し
｣

が
現
れ
る
の
で
あ
ろ
う
｡

日
本
敗
戦
後
､
謝
雪
紅
は
国
民
党
と
共
産
党
組
織
の
間
で
活
躍
し
､
｢
二
二
八
事
件
｣

で
は
民
衆
の
武
装
蜂
起
を
指
導
し
､
国
民
党
に
指

名
手
配
さ
れ
る
｡
そ
の
間
の
描
写
に
､
｢
虎
お
ば
さ
ん
｣

の
｢
寓
話
｣
が
挟
ま
れ
て
い
る
｡
逃
亡
中
に
謝
は
､
強
烈
な
性
欲
の
た
め
部
下
の

周
明
を
誘
惑
し
た
｡
こ
こ
に
｢
魔
神
子
｣

の
｢
寓
話
｣
が
挿
入
さ
れ
る
の
だ
が
､
謝
が
必
要
な
の
は
女
体
と
し
て
の
性
欲
の
充
足
と
周
の
忠

誠
心
だ
け
で
あ
り
､
愛
情
で
は
な
か
っ
た
｡

大
陸
に
逃
亡
し
て
中
華
人
民
共
和
国
に
協
力
し
､
台
湾
民
主
自
治
連
盟
主
席
と
な
っ
て
､
謝
が
権
力
の
頂
点
に
立
つ
と
い
う
時
期
に
は
､

｢
褒
似
､
姫
己
､
女
皇
帝
｣

の
｢
寓
話
｣
が
織
り
込
ま
れ
る
｡
謝
が
粛
清
さ
れ
る
時
に
は
｢
ロ
シ
ア
人
形
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
｣
と
い
う
｢
寓

話
｣
を
以
て
､
彼
女
の
内
部
に
は
情
欲
と
権
力
欲
が
層
を
成
し
て
お
り
､
｢
永
遠
に
止
め
ど
な
く
､
永
遠
に
飽
き
足
り
る
こ
と
も
な
さ
そ
う

な
の
だ
｣

(
二
八
三
貢
)
と
語
ら
れ
る
｡
そ
の
た
め
､
｢
な
ぜ
究
極
の
快
楽
に
お
い
て
さ
え
､
層
を
成
す
わ
た
し
の
中
の
あ
る
場
所
に
､
暗

闇
で
潜
み
､
冷
た
く
静
ま
り
か
え
っ
て
､
時
に
眺
め
て
は
冷
笑
す
る
私
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
(
わ
た
し
は
あ
な
た
と
同
様
､
恐
い
の
だ
)
｣

(
二
八
三
貢
)
､
と
感
じ
る
に
至
る
｡
謝
は
､
総
督
府
の
弾
圧
で
投
獄
さ
れ
て
い
た
時
代
か
ら
､
男
性
支
配
下
の
女
と
し
て
の
情
欲
感
覚
の
他

に
､
女
性
と
し
て
の
主
体
的
な
情
欲
の
存
荏
に
微
か
に
気
づ
い
て
い
た
｡
そ
れ
が
権
力
欲
の
充
足
に
よ
っ
て
さ
ら
に
成
長
し
､
多
層
に
発
展

し
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
現
実
の
社
会
は
こ
の
よ
う
な
｢
欲
張
り
｣

の
女
性
を
容
認
し
な
い
た
め
､
と
う
と
う
主
体
的
情
欲
が
無
意
識

の
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

文
化
大
革
命
中
､
晩
年
を
迎
え
た
謝
雪
紅
の
そ
の
不
屈
の
態
度
が
描
か
れ
る
時
､
｢
千
手
千
眼
観
音
｣

の
｢
寓
話
｣
が
挿
入
さ
れ
る
｡
こ

こ
で
は
､
｢
わ
た
し
は
千
眼
を
以
て
巡
視
し
､
千
手
を
以
て
欲
求
を
掴
み
取
っ
た
が
､
今
で
は
同
様
に
千
眼
千
手
を
以
て
欲
求
を
取
り
除
く

の
だ
｣

(
三
三
貢
)
と
､
謝
が
情
欲
と
権
力
欲
を
同
時
に
超
越
す
る
最
後
の
段
階
に
入
っ
た
こ
と
が
示
唆
き
れ
る
｡
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二
.
曖
昧
な

｢
わ
た
し
｣

と
多
層
的
間
テ
ク
ス
ト

こ
の
一
連
の
｢
寓
話
｣
に
よ
る
情
欲
の
成
長
･
推
移
変
化
は
､
歴
史
的
描
写
の
展
開
と
平
行
し
て
お
り
､
李
昂
は
さ
ら
に
｢
わ
た
し
｣

の

多
義
性
と
｢
わ
た
し
た
ち
｣

の
唆
昧
性
を
用
い
て
､
作
者
自
身
と
､
語
り
手
と
､
謝
雪
紅
と
､
女
性
全
体
と
を
鎖
の
よ
う
に
つ
な
ぎ
あ
わ
せ

て
い
く
の
で
あ
る
｡
こ
の
た
め
､
本
作
で
何
度
も
使
わ
れ
る
指
示
対
象
が
曖
昧
な
｢
わ
た
し
た
ち
｣

(
は
っ
き
り
指
示
対
象
を
判
断
で
き
る
場
合

は
別
と
し
て
)
と
は
､
語
り
手
李
昂
と
そ
の
三
伯
父
の
男
性
中
心
主
義
的
思
想
に
よ
る
｢
寓
話
｣
を
聞
か
れ
た
彼
女
の
従
姉
妹
た
ち
､
ま
た

李
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
｢
寓
話
｣

で
育
て
ら
れ
た
女
性
読
者
､
そ
し
て
時
に
謝
雪
紅
か
ら
分
裂
し
た
複
数
の
謝
を
意
味
し
て
い
る
と

(12)

い
え
よ
う
｡
場
面
に
よ
っ
て
一
々
｢
獄
中
の
謝
と
投
獄
者
を
指
す
｣
と
解
釈
す
る
｡
赤
松
氏
の
分
析
は
､
あ
ま
り
に
狭
す
ぎ
る
の
で
は
ま
い

か｡

李
昂
『
自
停
の
小
説
』
は
非
常
に
豊
か
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
謝
雪
紅
の
個
人
史
｣
を
以
て
､
｢
台
湾
史
｣
と
｢
台
湾
女
性
史
｣
､

さ
ら
に
は
｢
女
性
史
｣
一
般
と
を
一
括
し
て
措
い
た
｡
ま
さ
に
､
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
･
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン

ぎmes｡n-Fredric)

の
ナ
シ
ョ
ン
ナ

ル
･
ア
レ
ゴ
リ
ー
(
n
a
t
i
O
n
a
l
a
-
-
e
g
O
已
と
い
う
概
念
の
実
験
と
い
え
よ
う
｡
儒
教
の
権
化
で
あ
る
三
伯
父
は
野
史
に
よ
り
謝
雪
紅
へ
の
偏
見

を
語
り
続
け
る
が
､
同
時
に
抹
殺
さ
れ
た
｢
台
湾
史
｣

の
｢
事
実
｣
を
示
し
て
い
る
｡
ま
た
､
国
民
党
に
も
見
放
さ
れ
､
中
国
共
産
党
に
も

理
解
さ
れ
な
か
っ
た
謝
雪
紅
は
､
さ
ら
に
｢
母
国
｣
日
本
と
｢
祖
国
｣
中
国
の
間
で
彷
復
っ
て
い
た
｡
い
わ
ば
､
台
湾
人
=
被
植
民
者
と
い

う
烙
印
か
ら
始
終
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
ま
た
女
性
の
運
命
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
｡

一
人
の
女
性
の
一
生
を
台
湾
人
の
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
と
す
る
発
想
は
､
一
九
二
〇
年
代
の
作
家
に
す
で
に
見
ら
れ
る
｡
た

と
え
ば
､
施
文
杷
の
｢
台
娘
悲
史
｣
な
ど
が
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
日
猛
｣
が
｢
台
娘
｣
を
自
分
の
妾
に
し
た
が
り
､
彼
女
の
父
の
｢
華
大
｣
を

脅
か
し
､
つ
い
そ
の
目
的
を
遂
げ
た
と
い
う
寓
話
体
小
説
で
あ
る
｡
作
中
人
物
の

｢
華
大
｣

｢
台
娘
｣

｢
日
猛
｣
を
そ
れ
ぞ
れ
中
国
､
台
湾
､

(14)

日
本
と
象
徴
し
て
い
る
｡
李
昂
は
さ
ら
に
そ
の
発
想
を
意
識
的
に
戦
略
化
し
た
と
言
え
よ
う
｡
ゆ
え
に
､
こ
の
小
説
が
｢
『
台
湾
人
の
た
め
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台
湾
』
を
模
索
す
る
台
湾
｣

(
藤
井
解
説
)
と

｢
台
湾
女
性
の
集
団
記
憶
｣

(
同
)

の
高
み
に
ま
で
達
し
た
の
だ
ろ
う
｡

そ
の
重
層
的
構
造
に
お
い
て
､
第
二
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
連
続
す
る
｢
寓
話
｣

と
は
謝
雪
紅
の
政
治
的
個
人
史
と
情
欲
の
成
長
変
化
と
の

描
写
の
間
で
､
｢
間
テ
ク
ス
ト
性
｣
的
な
読
み
を
可
能
と
し
て
お
り
､
こ
れ
に
よ
り
『
自
侍
の
小
説
』
は
従
来
の

｢
植
民
地
台
湾
｣

と

｢女

性｣

を
テ
ー
マ
と
し
た
テ
ク
ス
ト
よ
り
も
一
段
奥
深
い
作
品
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
｡

三
.
階
層
化
さ
れ
る
読
者
､
｢
寓
話
｣
中
の

｢
寓
話
｣

本
書
は
重
層
的
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
だ
け
で
な
く
､
読
者
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
階
層
化
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
ず
は
李
昂
と
同
じ

く

｢
狐
の
化
け
物
｣
や

｢
虎
お
ば
さ
ん
｣
な
ど
の
寓
話
を
聞
き
慣
れ
た
台
湾
人
女
性
は
､
文
中
の

｢
わ
た
し
た
ち
｣

と
最
も
深
く
同
一
化
し
､

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
我
形
成
に
害
毒
を
与
え
る
家
父
長
制
に
身
震
い
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
次
は
上
野
氏
や
赤
松
氏
の
よ
う
に
､
こ

れ
ら
の
台
湾
｢
寓
話
｣

を
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
史
の
一
部
と
し
て
李
と
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
､
女
性
と
し
て
強

く

｢
わ
た
し
た
ち
｣

と
の
同
一
化
を
感
じ
る
人
｡
そ
し
て
､
男
性
読
者
た
ち
は
常
に
主
人
公
と
の
同
一
化
か
ら
隔
離
さ
れ
他
者
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
､
｢
わ
た
し
た
ち
｣

と
の
同
一
化
は
難
し
く
､
必
ず
や
違
和
感
を
抱
き
続
け
る
に
違
い
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
こ
の

｢私

た
ち
｣

は

｢
女
た
ち
｣

で
あ
る
か
ら
｡

本
作
で
は
こ
の
は
か
に

｢
寓
話
｣

の
中
に

｢
寓
話
｣
､
或
い
は
歴
史
的
描
写
の
中
に
寓
意
の
よ
う
な
も
の
が
読
み
取
れ
る
｡
例
え
ば
､
｢
な

ぜ
こ
れ
ま
で
誰
も
､
わ
た
し
た
ち
が
一
体
ど
の
よ
う
に
人
間
の
言
葉
を
話
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
､
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
の
か
｡
｣

と

い
う
一
節
､
(
三
一
三
貢
)
或
い
は
男
子
の
お
許
し
を
頂
き
に
来
た
時
､
｢
わ
た
し
た
ち
は
修
業
不
足
で
あ
る
､
わ
た
し
の
人
間
の
言
葉
は
ど

こ
か
ら
来
る
の
か
?
｣

(
三
一
三
貢
)

な
ど
の
く
だ
り
は
､
女
性
が
男
性
の
作
っ
た

｢
言
葉
｣

や
社
会
規
範
を
習
い
､
男
性
の

｢
お
許
し
｣

を

望
む
こ
と
を
諷
喩
し
て
い
る
､
そ
れ
は
､
三
伯
父
の
物
語
に
よ
り
､
男
性
が
自
分
に
都
合
よ
く
に
女
性
の
歴
史
を
変
造
す
る
こ
と
を
示
唆
す

る
点
に
通
じ
て
い
る
｡



104

男が
｢
彼
女
に
『
デ
タ
ラ
メ
書
き
』

に
さ
れ
る
の
を
嫌
が
っ
て
い
る
｣

(
五
八
貢
)

が
､
ペ
ニ
ス

(
合
法
的
家
父
長
制
暴
力
の
象
徴
)

｢で字

を
お
し
え
て
｣

(
五
〇
貢
)

や
る
こ
と
を
好
む
と
い
う
一
節
､
そ
し
て

｢
わ
た
し
は
人
間
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
､
ど
う
し
て
言
葉
が

話
せ
よ
う
か
?
｣

(
三
一
四
貢
)

と
い
う
一
句
は
､
さ
ら
に
､
家
父
長
制
社
会
に
お
い
て
は
､
反
逆
す
る

｢
魔
女
=
鬼
｣

に
な
ら
な
い
限
り
､

真
の
自
己
表
現
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
訴
え
て
い
る
｡
ま
た
､
私
に
は
三
伯
父
に
よ
る
物
語
に
対
し
､
語
り
手
は
あ
え
て
評
価
を
控
え

て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
お
そ
ら
く
､
故
意
に
三
伯
父
に
偏
見
に
満
ち
た
物
語
を
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
読
者
に
よ
り
深
い
思
考
を
迫
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
｡

終
わ
り
に

末
筆
な
が
ら
､
私
は

｢
梵
塔
那
尼
｣

に
つ
い
て
始
終
疑
問
を
抱
い
て
い
る
｡
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
り
､
性
器
が
陰
茎
に
な
っ
た
り
陰
核
に

な
っ
た
り
す
る
の
な
ら
､
何
故

｢
梵
塔
那
尼
｣

は

｢
女
の
一
種
｣

な
の
か
｡
或
い
は
､
家
父
長
制
の
抑
圧
下
に
生
き
て
い
る
女
性
は
男
性
化

の
欲
望
を
抱
く
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ペ
ニ
ス
一
本
の
差
で
父
権
社
会
と
共
謀
関
係
を
結
べ
る
ほ
ど
事
態
は
容
易
な
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
一
方
で
､

男
性
に
は
女
性
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
望
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

そ
も
そ
も
『
自
侍
の
小
説
』
は
果
た
し
て

｢
家
父
長
制
の
終
焉
｣

(
赤
松
五
三
貢
)

の
物
語
と
い
え
よ
う
か
｡
た
と
え
三
伯
父
の
死
は

｢男

尊
女
卑
の
伝
統
的
礼
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
｣

との

｢
和
解
｣

(
藤
井
解
説
三
四
七
貢
)

だ
と
し
て
も
､
家
父
長
制
は
､
三
伯
父
の
寓
話
を
聞
い

た
次
世
代
の
者
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
｡
晩
年
に
三
伯
父
を
養
っ
て
い
た
彼
の
二
人
の
娘
は
､
父
の
葬
式
に
つ
い
て
､
三
伯
父

の
息
子
た
ち
か
ら
何
も
尋
ね
ら
れ
ず
､
知
ら
せ
さ
え
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
台
湾
に
お
け
る
家
父
長
制
の
終
焉
と
は
､
ま
だ
遠
い

未
来
の
話
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡



性欲と権力の中心への想像

注(
1
)

(
2
)

(
3
)

｢李昂の新しい冒険-

(
女
)
と
(
女
た
ち
)
を
め
ぐ
る
物
語
｣
『
東
方
』
東
方
書
店
二
〇
〇
五
年
､
七
月
号
｡
三
二
貢
｡

｢
李
昂
冒
伝
の
小
説
』 -

膚
縁
″
台
湾
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
小
説
｣
『
創
文
』
二
〇
〇
〇
年
､
七
月
｡
一
三
葛

陳
芳
明
は
窟
雪
紅
評
伝
-
落
土
不
凋
的
雨
夜
花
〓
台
湾
･
前
衛
出
版
社
､
一
九
九
一
.
七
)
で
台
湾
共
産
党
の
創
立
者
･
謝
雪
紅
が
台
湾
解

放
の
た
め
に
献
身
し
た
革
命
活
動
を
台
湾
左
翼
運
動
史
の
流
れ
で
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
｡
日
本
語
訳
版
は
『
謝
雪
紅
･
野
の
花
は
枯
れ
ず
ー
あ
る

台
湾
人
女
性
革
命
家
の
生
涯
』
(
陳
芳
明
著
､
森
幹
夫
訳
､
社
会
評
論
社
､
一
九
九
八
.
六
.
三
〇
)
で
あ
る
｡

｢
李
昂
冒
侍
の
小
説
』
に
お
け
る
語
り
｣
『
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
』
二
三
号
､
二
〇
〇
四
年
､
四
月
｡
五
五
貢
｡

｢
テ
ク
ス
ト
相
互
関
連
性
｣
と
も
訳
さ
れ
る
｡
ジ
ュ
リ
ア
･
ク
リ
ス
テ
ヴ
ア
が
ロ
シ
ア
の
文
芸
家
ミ
ハ
イ
ル
･
パ
フ
チ
ン
の
思
想
を
吸
収
し
､
創
出

し
た
も
の
で
あ
る
｡
彼
女
は
｢
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
は
引
用
の
モ
ザ
イ
ク
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
｡
テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
､
も
う
一
つ
の
別
な
テ

ク
ス
ト
を
吸
収
､
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
｣
と
定
義
し
た
｡
(
土
田
知
則
甫
テ
ク
ス
ト
性
の
戦
略
』
夏
目
書
房
二
〇
〇
〇
･
五
｡
二
四
貢
｡
)

｢
『
記
憶
失
控
錯
置
的
擬
相
』
‥
李
昂
冒
侍
の
小
説
』
中
的
記
憶
輿
求
頗
｣
中
外
文
学
二
〇
〇
二
･
一
｡

こ
の
自
主
的
記
憶
(
邑
u
コ
t
a
J
二
ヨ
e
ヨ
｡
旦
と
非
自
主
的
記
憶
(
i
コ
邑
u
コ
t
a
コ
｢
ヨ
e
m
O
旦
と
は
､
邸
が
ド
イ
ツ
の
作
家
､
文
化
史
家
､
文
芸
評
論

家
ヴ
ア
ル
タ
ー
･
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
(
w
a
-
-
2
r
B
e
n
j
a
ヨ
i
n
)
の
理
論
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
｡
自
主
的
記
憶
と
は
｢
官
以
合
乎
理
性
遥
輯
的
冒
望

為
依
t
只
骨
再
度
振
殺
曽
経
被
塵
抑
在
意
識
之
下
的
過
去
･
以
致
完
全
忠
於
史
貴
地
重
複
主
流
的
歴
史
記
憶
｣
)
｡
(
二
〇
〇
貢
)
非
自
主
的
記
憶
の
目

的
と
は
｢
非
自
主
性
記
憶
的
目
的
在
於
救
頗
失
落
或
錯
失
的
機
骨
､
以
及
未
曽
相
識
､
末
敢
承
認
､
未
能
買
現
的
願
望
｡
更
重
要
的
畢
這
些
曽
経

被
塵
抑
､
但
在
日
後
得
致
救
腰
的
過
往
.
是
斬
新
､
彷
彿
従
末
草
生
過
的
過
考
足
以
譲
追
憶
者
雷
下
所
感
到
的
冒
欒
』
達
到
一
種
『
従
未
聴
聞
､

史
無
前
例
的
高
度
｡
ヒ
)
(
二
〇
〇
貢
)

で
あ
る
｡
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(
8
)

原
文
｢
就
是
要
把
二
見
活
在
歴
史
空
自
中
的
謝
雪
紅
運
用
非
自
主
性
記
憶
把
地
受
到
塵
抑
的
女
性
心
性
在
官
下
召
喚
､
捷
救
出
来
･
而
不
是
用
理

性
的
自
主
意
識
建
構
出
男
一
套
帯
有
塵
抑
味
道
的
『
史
賓
ヒ
｡

(
9
)

語
り
手
(
ほ
ぼ
李
と
重
な
る
)
と
女
性
全
体
の
同
一
化
は
｢
私
た
ち
｣
の
使
用
に
よ
り
成
立
す
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
赤
松
美
和
子
の
先
述
論

文
が
す
で
に
論
述
し
た
｡
｢
実
際
私
た
ち
は
確
か
に
も
う
貞
節
で
は
な
い
の
か
｣
(
一
六
七
貢
)
と
言
う
問
題
に
つ
い
て
､
｢
『
私
た
ち
』
は
､
『
謝
』
と

語
り
手
､
作
家
､
女
性
全
体
が
渾
然
一
体
､
或
い
は
境
界
が
唆
昧
で
あ
る
｣
と
論
じ
た
｡
(
同
論
文
五
九
貢
)

(10)

同
注
1
｡
三
五
貢
｡
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(
u
)

(12)(13)(14)
貢
卓
珍
尼
-
A
n
d
r
O
顎
n
y
‥
雌
雄
同
体
:
一
個
不
存
在
的
物
種
的
進
化
史
』
(
台
北
､
聯
合
文
学
一
九
九
六
)
｡

同
注
4
｡
五
九
貢
｡

『
台
湾
民
報
』
第
二
巻
第
二
号
一
九
二
四
.
二
.
一
一
｡

薬
石
涛
『
台
湾
文
学
史
綱
｣
台
湾
･
春
呼
出
版
社
､
二
〇
〇
三
.
一
〇
.
二
〇
､
三
四
亘
に
参
照
｡
｢
以
【
華
大
』
来
暗
示
中
国
.
以
冒
口
娘
】
来

暗
示
董
漕
･
以
二
日
猛
｣
来
暗
示
日
本
｡
日
猛
希
望
能
移
討
貌
美
的
台
娘
為
軍
使
用
各
種
毒
計
遥
使
地
的
父
親
【
華
大
】
就
範
.
結
果
台
娘
就
輪

為
日
狂
的
妾
了
｣
｡


