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ス
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V
・
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
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著

刑
罰
（
1
）

刑
罰
（
皿
）

そ
の
原
始
形
態
と
丈
化
史
的
聯
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
四
年
）

そ
の
近
代
的
な
現
象
形
態
（
一
九
五
五
年
）

　
1
　
本
書
の
著
者
、
ハ
ソ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
ヒ
は
、
現
に
ポ
ソ
大

學
に
お
い
て
犯
罪
科
學
（
国
ユ
目
団
巨
三
訟
Φ
旨
o
蜜
坤
）
の
教
授
と
し
て
、
多

方
面
に
わ
た
る
研
究
成
果
を
矢
纏
ぎ
早
や
に
護
表
し
て
い
る
學
究
で
あ
つ
て
、

謂
わ
ば
ド
イ
ツ
刑
法
學
界
の
重
鎭
と
目
さ
れ
る
學
者
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が

出
來
よ
う
。
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
ヒ
の
名
前
は
、
早
く
か
ら
全
刑
法
薙
誌
の
中
に
見
え

て
い
た
が
、
我
々
の
目
に
大
き
く
映
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
例
の
ア
シ
ァ
フ

呂
ソ
ブ
ル
ク
が
創
刊
し
た
κ
犯
罪
心
理
學
と
刑
法
改
正
の
た
め
の
月
刊
誌
ー

　
　
　
　
紹
介
と
撫
評

貧
o
塁
苗
魯
匡
濤
施
穿
民
H
ぎ
ぼ
臥
彊
器
ぎ
一
〇
職
①
‘
匹
ω
書
㌶
器
魯
註
－

嚇

9
與
B
ー
〃
の
編
輯
者
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
存
在
が
ク

ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
一
九
二
六
年
、
彼
が
ミ
ュ
ソ
ヘ
ソ
大

學
の
ド
ク
タ
夏
の
肩
書
を
持
つ
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
一
九
三
〇

年
に
は
、
ギ
ー
セ
ソ
大
學
の
私
講
師
、
一
九
三
一
年
に
キ
ー
ル
大
學
の
教
授
と
．

な
つ
た
が
、
一
九
三
四
年
に
そ
の
地
位
を
去
つ
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
暫
時

匂
0
9
購
ロ
亀
O
悌
O
目
鼠
冒
毘
ビ
即
笥
騨
冒
“
O
拝
B
置
9
0
塾
の
中
に
コ
ロ
ラ
ド

大
學
、
ア
イ
オ
ワ
大
學
教
授
、
コ
ロ
ラ
ド
犯
罪
研
究
所
長
等
の
地
位
に
あ
っ

て
、
健
筆
を
揮
つ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

　
そ
の
説
く
と
こ
ろ
猷
、
該
博
な
知
識
と
深
い
教
養
が
、
温
か
い
人
道
主
義
に

包
ま
れ
て
、
讃
者
の
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
り
、
群
雄
割
抵
す
る
刑
法
學
界
に
お

い
て
も
、
特
異
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　
私
は
さ
き
に
「
死
刑
塵
止
の
歴
史
1
・
1
」
に
お
い
て
、
若
干
彼
の
死
刑
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

封
す
る
態
度
に
ふ
れ
て
み
た
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
冷
薄
な

學
者
と
し
て
明
確
な
科
學
的
論
謹
に
よ
つ
て
死
刑
の
不
合
理
な
こ
と
を
指
摘

し
、
同
時
に
死
刑
が
あ
る
べ
き
制
度
で
な
い
こ
と
を
、
彼
の
抱
く
人
間
観
の
裏

づ
け
に
よ
つ
て
強
く
訴
え
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
結
局
、
彼
を
し
て
ド

イ
ッ
の
教
職
を
去
ら
し
め
る
こ
と
に
な
つ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
狂

信
的
ナ
チ
ス
刑
法
學
が
王
位
に
つ
い
た
ド
イ
ッ
刑
法
學
界
で
は
、
良
識
は
沈
獣

を
守
る
か
、
静
か
に
座
を
立
つ
か
の
い
ず
れ
か
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
も
紹
介
す
る
で
あ
ろ
5
が
、
こ
の
盟
験
は
む
し
ろ

著
者
に
と
つ
て
は
大
き
な
プ
ラ
ス
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
本
書

の
特
色
は
、
ド
イ
ッ
の
刑
法
學
に
あ
り
が
ち
な
、
濁
逸
語
系
の
文
献
の
み
の
引

用
に
終
る
こ
と
な
く
、
實
に
多
く
の
實
謹
的
な
ア
メ
リ
カ
の
學
者
の
研
究
成
果

五
五

（
三
九
三
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

が
織
り
込
ま
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
ド
イ
ッ
的
知
性
、
印
ち
理
論
的
な
バ
ッ
ク
ボ

ー
ソ
に
支
持
さ
れ
て
、
見
事
に
整
序
さ
れ
盟
系
化
さ
れ
て
い
る
。
從
つ
て
本
書

は
、
ア
メ
リ
カ
の
類
書
の
如
く
、
雑
然
と
集
め
ら
れ
た
素
材
の
原
野
に
讃
者
を

追
い
込
ん
で
、
途
方
に
暮
れ
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
し
、
ド
イ
ッ
刑
事
學
の
中
の

或
る
種
の
傾
向
の
よ
う
に
、
讃
者
を
し
て
著
者
の
抱
く
飴
り
に
も
深
遠
な
世
界

観
の
渦
潮
の
中
に
雀
き
込
ん
で
、
や
つ
と
讃
み
終
つ
て
さ
て
と
ふ
り
か
え
つ
て

み
る
と
、
な
お
心
に
残
る
迫
眞
力
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
抽
象
理
論
の
魔
術

を
駆
使
す
る
と
い
う
立
場
を
も
取
つ
て
は
い
な
い
。

　
皿
　
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
ヒ
は
、
刑
罰
に
關
す
る
著
書
を
す
で
に
一
九
三
二
年
に
護

表
し
て
い
る
。
私
は
そ
れ
を
手
元
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
と
本

書
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
し
ば
ら
く
R
・
ジ
ー
ベ
ル
ッ
の
言
葉
を
引
用
し
て
み

る
。
「
（
讃
者
は
）
…
…
長
い
間
縄
版
に
な
つ
て
い
た
V
・
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
ヒ
の
哩
刑

罰
－
そ
の
起
源
と
目
的
と
心
理
墨
ー
カ
の
こ
と
を
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
深
奥
な
、
そ
し
て
す
ぐ
れ
た
ス
タ
イ
ル
で
、
刑
罰
を
法
史
學
的
、
宗
教

史
的
、
人
類
學
的
、
民
族
學
的
及
び
刑
事
政
策
的
に
照
ら
し
出
し
、
刑
罰
に
つ

い
て
の
近
代
刑
事
政
策
理
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
こ
に
現
わ
れ
た

本
書
は
、
前
者
の
再
版
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
完
全
に
新

し
い
肢
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
迄
に
現
わ
れ
た
材
料
が
軍
に
豊
富
で
あ
る

と
“
う
こ
と
の
み
に
依
つ
て
要
請
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
刑
罰
と
い
う
現
象
の

認
識
及
ぴ
問
題
提
起
の
中
に
、
相
當
な
差
異
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
必
要

と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
」
（
旨
o
塁
毬
9
ユ
騨
楠
伊
H
囚
鼠
目
甘
畠
o
駐
o
G
圓
食

ω
霞
即
臨
H
O
o
倒
言
H
o
騰
O
冒
μ
鵠
●
匂
騨
ザ
吋
槻
●
国
o
陣
P
～
図
旨
似
冒
お
㎝
㎝
．
の
．
①
卜
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
由
ハ
　
　
　
　
　
（
一
二
九
圃
一
）

　
皿
　
第
一
省
は
．
原
始
時
代
か
ら
近
世
迄
の
刑
罰
を
法
史
學
的
、
融
會
學
的

及
び
心
理
學
的
に
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
法
史
學
の
素
養
に
飲
け
る
の

で
、
間
題
を
正
し
く
批
到
す
る
こ
と
は
そ
の
任
で
な
い
と
考
え
る
か
ら
、
こ
こ

で
は
本
書
の
内
容
を
概
醗
す
る
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
雀
は
分
れ
て
二
部
と
な
る
。
第
一
部
で
は
「
刑
罰
の
杜
會
學
的
形
態

（
8
臥
9
0
管
呂
①
＜
薗
昌
爵
富
ー
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
第
一
章
「
昔

の
受
刑
者
」
と
露
二
章
「
昔
の
加
荊
者
」
と
の
匠
別
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
「
受
刑
渚
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
昔
の
み
で
な
く
今
日
に
至
る
迄
、
「
集

團
的
な
責
任
」
と
い
う
も
の
が
現
實
に
見
ら
れ
る
。
受
刑
者
の
範
園
は
、
昔
か

ら
、
受
刑
年
齢
に
蓮
し
、
行
爲
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
こ
ろ
の
、
生
き
た
個

人
と
い
う
も
の
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
死
者
や
動
物
、
更
に
は

無
生
物
に
迄
「
威
罰
」
が
な
さ
れ
る
と
い
ゲ
事
實
が
こ
れ
を
如
實
に
示
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
吐
會
學
的
叉
は
心
理
學
的
に
解
明
す
る
と
、

慣
し
み
、
憤
激
、
怒
り
及
び
恐
怖
と
い
つ
た
根
本
的
な
人
間
の
衝
動
、
防
禦
衝

動
や
自
己
保
持
の
本
能
が
、
常
に
、
と
つ
く
に
す
た
れ
た
メ
カ
昌
ズ
ム
を
復
活

さ
せ
る
作
用
を
す
る
こ
と
が
よ
く
分
る
（
ψ
O
）
。
「
紳
経
質
な
爆
稜
的
衝
動
行

爲
」
は
、
輩
に
授
害
の
起
源
で
あ
る
敵
に
封
し
て
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ば
厚
と

ぱ
つ
ち
り
∬
の
形
で
、
敵
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
も
の
叉
は
關
係
の
な
い
よ
う

な
他
の
人
間
と
か
客
盟
に
封
し
て
も
向
け
ら
れ
る
（
Oo
、
岩
）
。
復
讐
と
並
ん
で

大
き
な
役
割
を
演
ず
る
の
は
、
威
嚇
の
思
想
で
あ
る
。

　
集
團
生
活
に
お
い
て
、
全
農
責
任
の
形
で
現
わ
れ
る
も
の
が
「
集
團
的
な
責

任
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
死
着
の
露
罰
」
「
形
儀
の
庭
罰
（
国
O
警
旨
含
昌
甘

O
曲
臓
Φ
i
ー
こ
れ
は
、
今
迄
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
な
か
つ
た
注
目
す
べ
き
項

目
で
あ
つ
て
、
不
在
の
犯
罪
者
の
像
に
劃
し
て
刑
罰
を
加
え
る
こ
と
を
言
う
）
」



「動物の

塵
罰
」
「
無
生
物
の
塵
罰
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
迄
知
ら
れ
て
い
な
か
つ

た
資
料
を
用
い
て
、
貴
重
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
昔
の
加
刑
者
」
で
は
、
ま
ず
刑
罰
の
自
動
現
象
（
卜
客
o
B
即
菖
馨
臼
）

が
扱
わ
れ
て
い
る
。
現
在
、
刑
罰
槽
は
國
家
に
あ
る
が
、
か
つ
て
は
諸
多
の
機

關
が
塵
罰
に
つ
い
て
の
権
能
を
持
ち
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
昔
は
、
「
禁
止

さ
れ
た
行
爲
の
自
動
現
象
」
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
「
禁
止
、
タ
ブ
ー

が
犯
さ
れ
れ
ば
、
侵
害
さ
れ
た
規
則
が
そ
の
害
悪
を
自
か
ら
の
手
で
塵
罰
す
る
。

…
：
ら
ま
り
、
挑
擾
さ
れ
、
侵
害
さ
れ
た
タ
ブ
ー
に
封
す
る
刑
罰
で
あ
る
。
…

…
原
始
鮭
會
の
法
則
は
、
貫
徹
さ
れ
る
必
要
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
自
か
ら
の

手
で
執
行
し
た
の
で
あ
つ
た
」
（
Oo
・
8
）
。
集
團
に
と
つ
て
は
、
犯
罪
渚
か
ら
冤

れ
る
の
に
最
も
重
要
な
方
法
の
一
つ
は
「
追
放
」
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
は
、

昔
は
人
間
が
共
存
し
て
い
て
は
じ
め
て
保
護
が
あ
り
得
た
か
ら
、
荒
野
や
森
に

追放すること

は
、
輩
に
死
の
危
瞼
の
み
で
な
く
、
精
紳
的
な
傷
瘡
（
器
o
甲

器げ窪肖

鑓
鍔
日
暫
）
と
な
つ
た
の
で
あ
る
（
oo
●
霧
）
。
こ
こ
で
著
渚
は
、
悪
魔

や
魔
術
師
の
追
放
（
南
冒
o
ロ
）
と
犯
罪
者
に
封
し
て
宣
告
さ
れ
た
追
放
（
＜
o
撃

げ
聾
昌
）
と
が
密
接
に
關
聯
し
て
い
る
と
い
う
貼
を
指
摘
し
て
い
る
（
Oo
・

画欝楠

シ。

次
い
で
復
讐
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
流
さ
れ
た
血
が
自
分
の
生

命
な
の
だ
と
す
る
思
想
と
阻
先
崇
拝
の
思
想
か
ら
護
し
て
い
て
、
始
め
は
責
任

の
思
想
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
か
つ
た
（
ψ
口
o
o
）
。
後
に
な
つ
て
や
つ
と
そ
れ

は
、
規
則
に
よ
つ
て
制
限
さ
れ
、
履
罪
金
に
代
つ
た
。
次
い
で
「
家
族
内
の
懲

戒
（
口
凶
琶
o
騨
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
生
物
學
的
な
統
合
膿
と
し
て
の
家

族
内
に
は
、
年
長
者
と
か
肉
盟
的
彊
者
が
、
勿
論
宗
教
観
や
魔
法
の
観
念
を
俘

わ
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
家
族
の
主
長
と
し
て
君
臨
し
て
、
刑
罰
を
科

し
た
（
幹
9
強
）
。
本
章
の
最
後
に
は
、
「
宗
教
上
の
肚
會
保
護
（
魯
胃
毘
鶏

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

O
o
器
房
魯
鑑
宏
器
冨
欝
）
」
の
本
質
と
形
式
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

原
始
時
代
に
は
、
枇
會
の
命
令
と
宗
激
上
の
命
令
と
が
ま
だ
分
か
れ
て
い
な
か

つ
た
の
で
、
人
間
は
紳
の
怒
り
を
恐
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
遽
け
る
の
が
自

己
保
持
の
命
令
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
宗
教
的
現
象
で
あ
り
、
同

時
に
肚
會
の
保
護
に
も
役
立
つ
人
身
御
供
が
現
わ
れ
る
。
恐
ら
く
は
こ
れ
が
死

刑
の
護
端
で
あ
ろ
う
。
一
三
六
頁
以
下
に
は
、
人
身
御
供
の
歴
史
的
な
解
明
が

墜
富
な
實
例
を
用
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　
第
二
部
は
「
刑
罰
の
機
構
形
態
（
B
零
藍
巨
8
冨
く
霧
鼠
暮
Φ
β
）
」
が
扱

わ
れ
て
い
る
。
第
三
章
は
「
死
刑
」
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
眞
に
死
刑

と
は
嘗
え
な
い
も
の
」
と
「
眞
の
死
刑
」
と
に
分
れ
る
。
前
者
に
は
「
賭
け
、
所

願
、
悪
い
懲
候
」
「
殉
死
」
「
無
便
値
な
生
命
の
否
定
」
「
治
療
と
魔
法
を
目
的
と

し
て
殺
す
こ
と
」
『
食
人
」
「
身
代
り
（
oo
α
旨
o
揖
言
島
）
」
が
牧
め
ら
れ
、
後
着

に
つ
い
て
は
「
絞
首
刑
」
「
礫
刑
」
「
斬
首
刑
」
「
車
裂
き
」
「
溺
殺
刑
」
「
火
刑
」

「
生
き
埋
め
」
「
墜
落
殺
刑
」
「
四
つ
裂
き
刑
」
「
投
石
死
刑
」
に
分
け
て
詳
細
な

厳
述
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
絞
首
刑
（
二
〇
六
頁
以
下
）
と
噺
首
刑

（
二
六
一
頁
以
下
）
に
つ
い
て
は
、
更
に
そ
の
執
行
の
方
法
を
、
例
え
ば
山
頂
に

さ
ら
し
も
の
に
す
る
こ
と
、
樫
の
木
に
懸
る
方
法
、
野
鳥
の
餌
に
す
る
習
慣
等

を
豊
富
な
文
献
を
整
理
し
て
論
謹
し
、
斬
首
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
の
稜
展
と
用

具
の
改
良
等
を
項
目
に
分
け
て
詳
細
な
吟
味
を
加
え
て
い
る
。

　
第
四
章
は
想
像
の
（
一
目
禮
口
弩
）
死
刑
と
題
さ
れ
、
こ
こ
で
は
呪
証
が
歴
史

的
、
心
理
學
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
績
く
も
の
は
、
答
刑
と
去
勢
の
二
項
目
を
扱
つ
た
第
五
章
「
身
騰
刑
」

と
、
第
六
章
「
名
皆
刑
」
（
罪
人
の
曝
し
石
、
同
じ
く
曝
し
桂
、
曝
し
毫
の
機
能

等
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
三
九
五
）



　
　
　
　
紹
介
と
撹
詐

　
以
上
が
第
…
雀
の
内
容
の
概
観
で
あ
る
。
ヴ
畠
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
「
本
書
の
讃
者
は
飴
り
の
量
の
資
料
に
直
面
し
て
、
刑
罰
機
構
の
全

騰的な

展
開
に
封
し
て
首
尾
一
貫
し
た
も
の
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
し
か
し
こ
こ
に
著
着
の
扱
つ
た
問
題
を
概
観
し
て
み
て
も
、
た
し
か
に
彼

の
思
い
切
つ
た
提
言
が
矛
盾
を
ひ
き
起
す
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、
大
き
な
教

訓
と
刺
戟
が
本
書
か
ら
得
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
聞
蓮
い
な
い
（
N
・
幹
・

（誼・国

黛
零
〔
総
㎝
駅
〕
幹
蟻
）
。

四
　
第
二
毬
は
、
近
代
の
刑
罰
制
度
を
主
と
し
て
心
理
學
的
に
考
察
し
て
い

る
。
ま
ず
「
刑
罰
の
心
理
學
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
題
さ
れ
る
序
章
に
綬
い
て
、

第
一
部
「
死
刑
」
、
第
二
部
「
自
由
刑
」
、
第
三
部
「
そ
の
他
の
刑
種
」
と
な
つ

て
い
る
。

　
序
章
で
注
目
す
べ
き
護
言
は
二
つ
あ
る
。
刑
罰
を
肚
會
の
保
護
と
い
う
融
で

考
察
す
る
場
合
、
な
る
ほ
ど
正
常
な
、
李
均
的
な
人
問
の
こ
と
を
計
算
に
入
れ

て
考
え
る
の
で
は
あ
る
が
、
犯
罪
者
が
そ
の
性
格
に
よ
り
、
或
は
犯
罪
へ
と
導

く
特
殊
な
歌
態
に
よ
つ
て
、
人
が
考
え
る
よ
う
に
正
常
な
反
懸
を
示
す
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
鮎
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

「
刑
罰
が
そ
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
形
式
は
、
正
常
な
人
聞
か
ら
出

て
い
る
。
我
々
は
、
正
常
な
生
活
條
件
の
中
に
人
は
位
置
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
ど
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
は
立
法
者
、
裁
到
官
及
び
刑
務
官
に

當
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
し
か
し
犯
罪
科
學
の
材
料
は
、
し
ば
し
ば
肉
盟

的
乃
至
は
精
沖
的
な
鉄
陥
に
幡
み
、
・
或
は
環
境
の
重
匪
に
身
を
さ
ら
す
よ
う
な

人
間
で
あ
る
。
我
々
が
研
究
す
べ
き
も
の
は
、
季
均
人
で
も
な
け
れ
ば
李
均
的

欺
況
で
も
な
い
。
…
…
」
（
9
P
）
と
い
う
議
言
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宏
八
　
　
　
（
三
九
六
）

　
か
く
し
て
著
者
は
、
刑
罰
を
以
つ
て
し
て
も
抑
え
る
こ
と
の
出
來
な
い
人
聞

行
動
を
、
具
膿
例
を
學
げ
て
説
い
て
ゆ
く
。

　
推
論
の
順
序
と
し
て
、
著
者
は
刑
罰
の
人
問
存
在
に
封
す
る
作
用
を
次
の
如

・
く
説
明
し
て
い
る
。
「
植
物
、
動
物
、
人
間
と
い
つ
た
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
、

危
い
刺
戟
を
避
け
て
、
生
命
の
緊
張
力
を
高
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
ヘ
と
向
う
。
・
：

…
刑
罰
は
こ
の
生
物
の
（
生
活
）
開
係
を
模
倣
し
、
現
在
の
苦
痛
乃
至
は
將
來

の
危
瞼
と
い
う
こ
と
の
中
に
現
わ
れ
る
。
」
と
し
て
、
火
傷
を
し
た
子
供
が
火
を

恐
れ
る
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
刑
罰
に
封
す
る
人
間
の
反
感
と
を
同
列

に
置
き
得
な
い
こ
と
を
彊
調
す
る
（
oo
●
“
）
。

　
次
い
で
、
人
聞
の
自
己
保
持
の
本
能
に
論
が
及
ぶ
。
肚
會
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
制
度
が
は
た
す
の
は
、
肚
會
保
護
の
機
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
の
自

己
保
持
の
本
能
と
密
接
な
關
係
を
持
つ
。
死
刑
が
作
用
す
る
の
は
、
こ
の
人
闘

α
自
己
保
詩
の
本
能
で
む
る
筈
な
の
だ
が
、
し
か
し
こ
こ
に
”
自
殺
”
と
い
う

現
象
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
ヒ
は
自
殺
と
殺
人
犯
の
相
關

々
係
を
調
ぺ
て
、
死
刑
の
威
嚇
力
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て

前
に
畢
げ
た
私
の
贅
料
“
死
刑
慶
止
の
歴
史
1
〃
法
學
蕨
究
二
十
九
巻
十
一
號

四
三
頁
参
照
）
。
自
殺
（
砕
oo
h
。
）
と
關
係
し
て
、
生
殖
力
の
不
能
、
マ
ゾ
ヒ
ズ

ム
及
び
自
暴
自
棄
に
つ
い
て
若
干
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
人
間
を
し
て
異
常
な
状
態
へ
と
追
い
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、
こ
の
外
、
蕃
勇
、

輕
薄
さ
と
並
ん
で
若
者
の
生
命
輕
覗
が
あ
る
。
恐
怖
に
封
し
て
盲
目
に
な
る
こ

と
、
殊
に
愛
に
盲
目
に
な
る
こ
と
が
、
荊
罰
を
眼
中
に
置
か
な
く
す
る
こ
と
は

非
常
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
ヘ
ン
テ
ィ
ッ
ヒ
の
撃
げ
て
い
る
例
を
借
り
れ
ば
”
お

前
さ
え
獲
得
出
來
れ
ぽ
、
俺
に
と
つ
て
は
す
べ
て
は
同
じ
さ
”
と
い
う
氣
持
は
、

も
は
や
自
己
保
持
の
本
能
を
否
定
す
る
。
或
は
子
供
を
守
る
た
め
に
行
う
母
親



の
盲
目
的
な
愛
。
そ
こ
に
は
法
も
な
け
れ
ば
理
性
も
な
い
。
子
供
の
幸
福
が
母

の
目
に
映
る
だ
け
で
あ
る
。
”
生
物
學
的
な
必
要
（
国
蝿
器
）
と
薩
會
的
な
當
爲

（
警
自
）
と
が
衝
突
し
、
國
家
の
刑
罰
が
有
機
的
な
大
階
さ
（
◎
H
撃
覧
器
冒

浮
器
げ
菖
臼
凝
匿
o
詳
）
と
い
う
甲
冑
で
は
ね
返
さ
れ
る
と
い
う
解
決
の
出
來
な

い
ジ
レ
ソ
マ
に
立
つ
て
い
る
こ
と
が
、
見
逃
さ
れ
”
（
oo
●
に
）
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
，
．
こ
の
他
に
縢
藥
や
酒
精
飲
料
、
集
團
心
理
の
問
題
等
の
特
殊
な
状

況
に
つ
い
て
冒
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
序
論
で
注
目
す
べ
き
第
二
瓢
と
は
刑
罰
の
融
會
的
有
効
性
は
そ
の
嚴
格
さ
に

あ
る
の
で
ぱ
な
く
、
そ
れ
が
現
實
に
科
せ
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
確
實
さ
に
あ
る

と
い
う
主
張
で
あ
る
。
モ
ソ
テ
ス
キ
晶
ー
や
ペ
ッ
カ
リ
ー
ア
等
の
啓
蒙
時
代
の

思
想
家
と
同
じ
よ
う
に
、
ヘ
ン
テ
ィ
ッ
ヒ
蚤
．
犯
罪
は
護
見
さ
れ
訴
追
さ
れ
る

の
だ
と
い
ラ
確
實
性
が
、
犯
罪
に
封
す
る
最
も
有
効
な
武
器
で
あ
る
と
信
じ
て

い
る
。

「
蓋
然
性
の
な
い
刑
罰
を
高
め
て
嚴
重
に
す
る
よ
り
は
、
犯
罪
獲
見
牽
を
良
く

す
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
提
言
に
反
論
し
得
ぬ
と
私
は
信
ず
る
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
は
、
「
こ
の
場
合
、
問
題
と
さ
れ
る
の
は
苦
痛
の

感
情
で
は
な
く
て
、
直
接
的
な
利
釜
と
直
面
し
た
時
に
露
呈
す
る
ー
可
能
性

が
薄
い
と
い
5
意
昧
で
の
－
實
定
法
上
の
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
の
實
効
性
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
人
間
に
あ
つ
て
は
、
物
質
的
叉
は
非
物
質
的

性
格
を
有
す
る
手
近
に
あ
る
利
釜
が
、
遠
く
に
あ
る
刑
罰
に
封
し
て
盲
目
に
し

て
し
ま
う
。
利
盆
考
慮
の
観
念
が
バ
ラ
ソ
ス
を
と
つ
て
い
る
と
、
手
近
に
あ
つ

て
、
あ
ら
ゆ
る
感
毘
を
刺
戟
す
る
獲
物
は
、
重
要
な
作
用
を
し
な
い
。
遊
戯
を

す
る
者
と
同
様
に
、
犯
罪
者
は
現
在
の
優
越
的
な
魅
力
に
赴
く
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
肚
會
組
織
が
完
全
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
者
の
思
索
は
、
愚
か
さ
、
狡
獅
さ
、

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

獲育不

全
…
…
と
刻
印
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
」
（
砕
曽
）
。

「
感
情
的
な
行
動
を
し
な
い
犯
罪
者
は
、
褒
豊
を
遽
け
る
た
め
に
、
犯
行
の
按

術
と
逃
げ
道
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
に
重
紬
を
移
す
。
法
律
は
、
專
ら
刑
罰
を
加

重
す
る
こ
と
に
急
な
あ
ま
り
、
犯
罪
者
の
攻
撃
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
う
。
こ
の

反
作
用
は
、
紙
の
上
で
企
て
ら
れ
、
容
易
に
か
つ
砥
速
に
實
現
さ
れ
得
る
が
、

し
か
し
、
若
し
同
時
に
犯
罪
護
見
の
問
題
が
改
良
さ
れ
た
方
法
を
持
た
な
け
れ

ぱ
、
机
上
の
室
論
に
終
つ
て
し
ま
う
」
（
¢
鵠
）
。
か
く
言
つ
て
か
ら
、
ア
メ
リ

カ
の
二
三
の
例
を
あ
げ
て
序
章
を
結
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
注
目
し
て
よ

い
例
は
二
八
頁
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
行
爲
か
ら
得
る
利
益
と
養
畳
の
蓋
然
性

と
の
間
に
、
特
殊
な
相
互
關
係
が
あ
る
」
と
し
て
、
犯
罪
か
ら
相
當
な
利
釜
が

得
ら
れ
る
に
し
て
も
、
吐
曾
的
に
名
の
知
れ
た
人
、
又
は
有
力
な
人
に
封
し
て

犯
罪
を
犯
す
と
、
國
家
機
關
の
邉
及
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
向
け
ら
れ
る
か
ら
、
犯

人
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
來
し
な
い
よ
う
に
考
え
る
。
「
ア
メ
リ
カ
で
は
、

金
持
は
翠
に
政
治
的
に
影
響
力
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
國
家
の
警
察
槽
と
同

時
に
、
私
立
探
偵
を
も
動
員
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
職
業
的
犯
罪
人
の
多
く
は
、

こ
の
よ
う
な
附
薩
的
な
危
瞼
を
恐
れ
、
熱
い
鐵
か
ら
指
を
離
す
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
刑
罰
が
重
い
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
護
見
の
危
瞼

が
高
度
で
あ
る
と
い
う
理
由
が
そ
の
主
た
る
も
の
で
あ
る
」
（
O慶
●
器
）
。

　
V
　
第
一
部
以
下
に
つ
い
て
、
極
く
大
凡
の
内
容
を
と
り
出
し
て
み
る
。

第
一
章
は
「
死
刑
」
を
扱
つ
て
い
る
。
内
容
は
躍
終
結
と
し
て
の
死
甜
と
“
新

た
な
る
始
ま
り
と
し
て
の
死
μ
、
印
ち
〃
失
わ
れ
た
生
命
〃
と
〃
救
わ
れ
た
魂
∬

と
い
う
“
二
重
の
檬
相
”
が
語
ら
れ
、
第
二
章
で
ば
、
「
死
刑
の
執
行
」
に
つ
い

て
の
統
計
的
数
字
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
章
は
「
手
績
」
で
あ
る
。
A
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
三
九
七
）



縞
介
と
批
簿

は
躍
捜
術
的
な
過
程
”
が
、
B
で
は
諸
時
代
の
い
ろ
い
ろ
な
威
刑
方
法
と
そ
の

按
術
の
進
化
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
は
、
死
刑
の
賛
否
爾
論
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
如
く
、
ヘ
ソ

テ
ィ
ッ
ヒ
は
死
刑
塵
止
論
者
に
麗
す
る
。
從
つ
て
、
死
刑
否
定
論
に
よ
り
多
く

の
頁
が
割
か
れ
て
い
る
。
A
は
”
感
情
上
の
混
飢
∬
を
読
き
、
B
で
は
死
刑
肯

定
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
C
の
死
刑
否
定
論
で
は
、
ω
多
く
の
人
聞
が
信
じ

て
い
る
よ
う
な
威
嚇
と
は
全
く
反
封
な
“
讃
美
の
効
果
”
が
死
刑
と
結
び
つ
く

こ
と
を
、
革
命
の
例
を
ひ
き
、
或
は
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
夫
妻
の
事
件
を
用
い
て

論
じ
て
い
る
（
ω
．
繕
鼻
）
。
働
で
は
死
刑
と
自
由
刑
と
の
”
二
者
揮
一
關
係
躍

が
、
ア
メ
リ
カ
の
荊
務
所
の
實
例
を
用
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
⑧
で
は
殺
人

犯
に
精
憩
病
者
が
多
く
關
係
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ω
で
は
厚
狂
信
者
”

と
犯
罪
の
相
開
々
係
を
吟
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
論
者
の
主
た
る
論
擦
ば
、

⑤
の
”
裁
判
の
誤
謬
μ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
著
者
は
冷
静
な
科
學

者
の
眼
を
以
つ
て
、
死
刑
の
不
合
理
、
特
に
そ
の
同
復
不
可
能
性
を
論
難
し
て

い
る
。
（
死
刑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
じ
る
と
こ
ろ
は
、
私
の
前
出
資
料
に
撃
げ

た
も
の
以
上
の
も
の
は
、
見
當
ら
な
い
。
理
論
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
貼
が
と

り
得
で
あ
ろ
う
。
）

　
第
二
部
は
「
自
由
刑
」
を
扱
つ
て
い
る
。
第
五
章
で
著
者
は
、
こ
の
新
し
い

糧
類
の
刑
罰
に
つ
い
て
簡
箪
な
歴
史
を
敲
述
し
て
い
る
。
第
六
章
で
は
、
オ
ラ

ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
に
分
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
實
瞼
の
諸
段
階
を
読

い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
等
い
ず
れ
の
論
述
よ
り
も
、
よ
り
浅
目
す
べ
き
も
の
は
、
次

の
第
七
章
「
拘
留
の
心
理
學
」
で
あ
る
。
ヘ
ソ
テ
ィ
ッ
ヒ
の
努
力
は
、
拘
留
と

い
う
異
常
な
生
存
條
件
の
下
で
の
、
正
常
な
人
間
生
活
の
経
過
の
歪
み
と
萎
縮
．

六
〇

（
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か
ら
、
拘
留
者
の
夢
に
至
る
迄
の
跡
づ
け
を
な
し
て
い
る
。
A
で
は
融
會
か
ら

の
隔
絶
都
扱
わ
れ
て
い
て
（
ψ
鵠
8
轟
）
、
B
で
は
活
動
を
奪
わ
れ
る
牧
容
生

活
の
“
固
定
性
”
が
、
0
で
は
“
隔
離
の
方
法
μ
、
牧
容
者
の
分
類
が
少
し
ば
か

り
隅
れ
ら
れ
て
い
る
。
D
で
は
感
情
生
活
の
溜
耗
、
E
は
食
事
に
つ
い
て
、
F

に
於
て
は
ア
ル
コ
ー
ル
、
タ
パ
コ
等
の
嗜
好
晶
、
が
分
析
批
判
さ
れ
て
い
る
。

G
で
は
か
な
り
長
く
囚
人
の
夢
に
つ
い
て
、
精
紳
分
析
の
方
法
を
用
い
た
論
及

が
見
出
さ
れ
る
。
E
で
の
論
鮎
は
外
部
と
の
交
流
で
あ
り
、
1
で
は
牧
容
者
の

性
生
活
の
面
に
封
す
る
立
ち
入
つ
た
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
に
っ

い
て
は
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

　
第
八
章
は
「
拘
禁
の
肚
會
動
旗
劉
」
と
題
さ
れ
、
こ
れ
も
又
重
要
な
項
目
で

あ
る
。

　
こ
こ
で
は
監
督
さ
れ
る
着
と
監
督
す
る
者
と
い
う
二
つ
の
分
類
に
つ
き
肚
會

學
的
、
心
理
學
的
な
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
爾
者
の
相
互
闘
係
が
信

頼
、
敵
封
か
ら
錆
綜
に
至
る
迄
寂
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
封
立
的

立
場
に
あ
る
人
聞
が
彊
制
に
よ
つ
て
調
和
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
異
常
な
現

實
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
軍
に
受
刑
者
の
受
け
た
脛
験
と
し
て
敲

述
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
背
信
的
な
方
法
で
低
劣
な
衝
動
的
激
情
を
む
き
出
し

に
す
る
加
罰
者
の
行
爲
と
し
て
も
描
出
し
て
い
る
鮎
は
注
目
に
贋
す
る
。

　
第
八
章
は
A
躍
牢
素
の
状
態
”
、
B
解
危
機
と
衝
突
μ
に
分
れ
る
。
A
I
は
監

督
者
側
に
つ
い
て
の
項
目
で
あ
つ
て
、
刑
務
所
長
、
聖
職
者
、
醤
師
、
看
守
に

つ
き
細
目
に
わ
た
つ
た
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
A
ー
は
監
督
を
受
け
る
者

の
側
に
つ
い
て
の
橡
討
で
あ
つ
て
、
拘
禁
と
い
う
閉
鎖
肚
會
の
封
建
的
構
造
が

語
ら
れ
、
次
い
で
階
級
國
家
に
お
け
る
こ
の
制
度
に
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
中
で
彊
制
牧
容
所
に
封
す
る
敲
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
う
少
し
詳



紐
に
楡
討
さ
れ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
番
目
に
は
・
刑
務
所
に
お
け
る

輕
濟
生
活
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
B
で
は
逃
走
、
脱
獄
、
暴
動
の
心
理
分
析
と

そ
の
精
紳
的
限
界
歌
況
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
部
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
苔
刑
、
逡
放
、
罰
金
刑
に
關
す
る
も
の
で
あ

る
と
だ
け
言
つ
て
お
こ
う
。

　
U
　
大
部
の
本
を
要
約
す
る
こ
と
は
、
的
確
な
取
捨
選
揮
能
力
が
な
い
と
、

全
膿
を
展
望
し
な
い
で
局
部
を
撰
大
し
た
よ
う
な
こ
と
に
終
つ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
。
筆
者
の
能
力
を
越
え
た
仕
事
で
あ
つ
た
と
い
う
不
安
の
念
で
筆
を
欄

く
こ
と
は
心
苦
L
い
。

　
本
書
に
つ
い
て
ぱ
、
そ
の
一
雀
を
前
記
の
ヴ
ュ
ル
テ
ソ
ベ
ル
ガ
ー
、
ジ
ー
ベ

ル
ツ
の
外
に
、
シ
ュ
ル
ッ
（
の
o
置
笥
O
甘
O
昌
8
げ
O
翻
詳
02
0
犀
島
坤
ま
鳳
OO
書
導

貸oo

鐸
O
O
●
』
暫
げ
鱒
嘆
国
Φ
評
ρ
お
9
噛
oo
●
㎝
3
恥
●
）
と
ヘ
ル
ラ
ソ
（
Q
Q
・

一
鼠
碧
β
β
窪
、
o
＞
岩
崔
く
騰
“
H
oo
葺
畿
3
0
耳
』
．
即
胃
吟
お
㎝
♪
国
o
坤
一
9
の
・

躍
り
）
が
、
第
二
毬
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
シ
ュ
ル
ヅ
（
ロ
昌
毛
9
器
慧
8
富

国
の
詳
器
げ
諏
坤
騰
牙
oo

珪
畿
冨
o
げ
砂
躍
．
臼
昌
同
㎎
●
国
o
津
ど
お
㎝
O
｝
ω
。
紹

賄
．
）
が
長
短
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
好
意
的
な
批
判
を
行
つ
て
い
る
。

　
著
者
に
は
こ
の
外
、
国
ロ
周
囑
ロ
属
O
げ
O
ざ
鴨
O
“
O
円
国
甘
8
崔
O
冒
冒
“
①
と
い

う
本
が
あ
る
。
第
一
雀
は
「
窃
盗
、
侵
入
盗
犯
、
強
盗
」
（
一
九
五
四
年
）
を

扱
い
、
第
二
巻
は
「
殺
人
」
（
一
九
匠
六
年
）
を
扱
つ
て
い
る
。
い
ず
れ
機
會
が

あ
つ
た
ら
紹
介
を
し
た
い
と
思
つ
て
い
る
。

　
終
り
に
、
私
が
紹
介
し
た
「
刑
罰
」
に
つ
い
て
、
他
日
こ
れ
を
基
礎
に
し
て

「
死
刑
」
に
關
す
る
理
論
的
な
研
究
を
公
に
し
た
く
思
つ
て
い
る
。
そ
れ
迄
は

こ
の
簡
草
な
書
評
が
、
本
書
の
存
在
を
明
確
に
印
象
づ
け
る
こ
と
に
成
功
す
る

　
　
　
　
紹
介
と
批
寳

な
ら
ぱ
、
筆
者
の
努
力
の
一
部
は
報
い
ら
れ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
七
・
四
・
九
）
（
宮
澤
浩
ロ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
　
（
三
九
九
）


