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史
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。
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新
村
容
子
著

ア
ヘ
ン
貿
易
論
争
1
|
イ
ギ
リ
ス
と
中
国
|
|

岡

本

隆

司

十
五
年
ほ
ど
前
、
評
者
が
中
園
近
代
史
の
研
究
ら
し
き
も
の
を
は
じ
め
た
こ

ろ
、
四
川
ア
ヘ
ン
に
関
す
る
著
者
の
論
文
を
偶
然
、
手
に
と
り
諌
ん
で
受
け
た

衝
撃
は
、
今
で
も
生
々
し
く
思
い
出
す
。
蛍
時
い
わ
ゆ
る
庚
東
貿
易
を
調
べ
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
中
園
の
ア
ヘ
ン
と
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
も
ち
こ
む
も

の
し
か
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
た
か
ら
だ。

も
ち
ろ
ん
人
眼
に
は
い
か
に
も

噴
飯
物
で
、
何
も
知
ら
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
衝
撃
を
究
え
た
嘗
の
本
人
は
、
自
分
の
無
知
を

槻
に
上
げ
て
、
研
究
の
偏
向
を
強
く
感
じ
た
。
や
が
て
無
知
を
自
売
し
、
知
識

が
つ
い
て
く
る
に
つ
れ
、
自
分
の
思
い
込
み
も
修
正
で
き
た
は
ず
な
の
だ
が
、

最
初
の
感
究
は
い
ま
な
お
、
つ
き
ま
と

っ
て
離
れ
な
い
。

そ
う
し
た
感
究
の
な
せ
る
わ
ざ
か
、
評
者
は
以
来
ず
っ
と
、
著
者
の
研
究
に

注
目
し
、
論
文
が
出
る
た
び
、
飲
か
さ
ず
く
り
か
え
し
読
ん
で
き
た
。
愛
読
者

を
自
任
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
著
者
が
進
め
て
こ
ら
れ
た
研
究
の
集
大
成
た
る

本章
一回の
上
梓
は
、
そ
ん
な
評
者
に
と
っ
て
も
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
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篇
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第
二
章

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
と
ア
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ン
貿
易
(
一
九
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九
年
一
一
一
月
〉

第
三
一
章
イ
ギ
リ
ス
に
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け
る
ア
ヘ
ン
貿
易
反
封
運
動
と
中
園
(
一
九
九
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一
年
一
一
一
月
〉

イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
見
た
中
園
の
ア
ヘ
ン
吸
飲
(
一
九
九
四
年
一

二
月
〉

ナ
オ
ロ
ジ
!
と
「
ア
ヘ
ン
貿
易
反
劉
協
曾
」
(
一
九
九
八
年
一

一
一
月
)

後
骨
畑
中
園
ア
ヘ
ン
を
め
ぐ
る
論
争

第
一

一軍

中
園
ア
ヘ
ン
の
起
源
(
一
九
九
八
年
一
二
月
〉

第
二
章

弛
禁
論
の
評
債
を
め
ぐ
っ
て
|
|
「
カ
ン
ト
ン
・
ア
ヘ
ン
論
」

批
判
|
|
(
一
九
九
九
年
六
月
)

第
三
一挙

清
末
四
川
省
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
の
商
品
生
産
(
一
九
七
九
年
三

月
)

第
四
一軍

中
園
ア
ヘ
ン
を
め
ぐ
る
政
策
論
争
|
|
署
貴
州
巡
撫
李
用
情
の

ア
ヘ
ン
生
産
論
を
中
心
に
|
|
(
一
九
九
三
年
三
月
)

補
宮
胴
を
除
く
構
成
は
以
上
の
と
お
り
、
(
)
に
附
記
し
た
各
章
の
初
出
年
次

を
み
れ
ば
、
本
書
の
研
究
が
、
い
か
に
精
力
的
だ
っ
た
か
、
一
目
瞭
然
で
あ
ろ

う
。
後
篤
第
三
章
以
外
、
す
べ
て
一
九
九

0
年
代
の
著
述
で
あ
り
、
し
か
も
テ

ー
マ
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
本
音曹
に
牧
め
な
い
論
考
も
あ
っ
て
、
そ
の
め
ざ
ま

し
さ
に
は
陸
自
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
か
く
も
集
中
間
な
研
究
な
ら
、
題
材
の

選
揮
、
課
題
の
設
定
、
解
明
に
は
一
貫
し
た
鐙
系
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
は
ず
で

あ
り
、
本
書
の
構
想
を
掴
む
に
は
、
そ
の
筋
道
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
の
が
捷
径
で

あ
ろ
う
。

第
四
章

第
五
章

ま
ず
一
九
世
紀
後
半
の
四
川
、
な
か
ん
ず
く
地
主
制
の
研
究
を
手
が
け
ら
れ

た
著
者
は
、
ア
ヘ
ン
の
商
品
生
産
が
そ
こ
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
事
貧

に
い
ち
は
や
く
着
眼
し
、
近
代
四
川
地
域
史
と
中
園
ア
ヘ
ン
を
研
究
テ
1
7
に

設
定
す
る
。
そ
の
後
、
渡
英
し
て
イ
ギ
リ
ス
祉
禽
に
肌
で
鰯
れ
た
こ
と
で
、
心

な
ら
ず
も
中
断
を
除
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
著
者
の
研
究
は
、一

大
穂
機
を
む
か

え
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
近
代
」
の
杜
舎
は
「
多
元
」
的
で
、
ア
ヘ
ン
槻
も
「
多

様
」
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
こ
で
現
寅
に
、
中
園
ア
ヘ
ン
が
問
題
と
な
っ
て
い
た

こ
と
を
愛
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
著
者
が
案
出
し
た
の
が
、
イ
ギ
リ

ス
側
の
ア
ヘ
ン
貿
易
に
謝
す
る
み
か
た
か
ら
、
蛍
時
の
中
園
に
接
近
し
て
中
園

の
認
識
と
中
園
ア
ヘ
ン
を
み
な
お
し
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
封
す
る
中
園
側
の
み
か

た
に
照
ら
し
、
あ
ら
た
め
て
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ヘ
ン
貿
易
と
そ
の
認
識
を
考
え
る

方
法
で
あ
る
。

こ
れ
を
各
章
の
叙
述
に
聞
し
て
み
よ
う
。
著
者
が
一
様
な
ら
ざ
る
イ
ギ
リ
ス

人
の
ア
ヘ
ン
観
の
典
型
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
、
ア
ヘ
ン
貿
易
反
射
運
動
で

あ
る
。
そ
れ
を
題
材
に
前
篇
第
三
章
の
も
と
と
な
る
論
文
が
誕
生
し
、
そ
こ
に

も
り
こ
ま
れ
た
論
黙
が
、
さ
ら
に
波
生
、
濁
立
、
深
化
す
る
と
い
う
経
過
を
た

ど
っ
て
、
本
書
の
各
一
軍
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
前
篇
第
三

章
は
本
書
全
睡
眠
の
出
端
技
鈷
で
あ
り
、
総
論
の
位
置
を
も
占
め
る
か
ら
、
ま
ず
は

じ
め
に
と
り
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ア
ヘ
ン
貿
易
反
劉
運
動
と
「
ア
ヘ
ン
貿
易
反
封
協
曾
」
(
〉
ロ
包
0
・O
H
F
E
Z
-

ωon佐
々
向
。
『
任
。

ωロ官官『
2
m
F
O
ロ
。
同
丹
r
o
o
-
c目
吋
E
L
O

以
下
、
「
協

曾
」
と
略
構
)
の
な
り
た
ち
ゃ
活
動
は
、
本
書
を
緩
く
橡
備
知
識
と
し
て
、
序

章
で
ひ
と
と
お
り
読
明
を
加
え
て
あ
る
も
の
の
、
そ
の
理
念
と
主
張
を
つ
ぶ
さ

に
み
る
の
は
、
こ
の
前
篇
第
三
章
で
あ
る
。
一
八
七
四
年
に
結
成
さ
れ
た

「
協

曾
」
の
中
英
閥
係
に
糾
問
す
る
認
識
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
中
園
に

ア
ヘ
ン
を
強
要
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
有
名
な
林
則
徐
の
ヴ
ィ

タ
ト
リ
ア
女
王
あ
て
書
簡
、
一
八
六
九
年
、
天
津
僚
約
改
訂
交
渉
時
の
「
恭
親

主
舞
書
」
、
そ
し
て
一
八
七
八
年
、
一
八
八
一
年
の
二
度
に
わ
た
り
「
協
曾
」

へ
迭
ら
れ
て
き
た
「
李
鴻
一
章
書
簡
」
が
そ
の
根
援
を
な
す
。
い
ず
れ
も
道
義
的

-166ー
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な
観
黙
か
ら
、
ア
ヘ
ン
貿
易
に
反
射
だ
と
言
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
中
閣
は
ア

ヘ
ン
戦
争
前
か
ら
一
貫
し
て
、
「
ア
ヘ
ン
を
強
要
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
れ

を
追
放
す
る
は
ず
だ
」
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
認
識
は
、
中
園
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
が
寄
せ
る
報
告
と
、

往
々
に
し
て
食
い
濯
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
嘗
時
、
中
園
の
ア
ヘ
ン
生
産
が
著

し
い
績
大
を
み
せ
て
お
り
、
そ
の
中
心
地
た
る
四
川
省
は
、
ア
ヘ
ン
の
生
産
で

も
っ
と
も
豊
か
な
地
方
と
な
っ
た
、
そ
う
し
た
ア
ヘ
ン
生
産
旗
大
は
、
後
回
局
の

意
園
的
な
無
策
で
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
俸
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
中
園
が

「
道
義
的
幅
削
貼
か
ら
ア
ヘ
ン
追
放
を
望
ん
で
い
る
」
と
信
じ
る
「
協
曾
」
は
、

イ
ン
ド
ア
ヘ
ン
の
輸
入
「
強
制
」
が
元
兇
だ
と
反
論
す
る
い
っ
ぽ
う
、
「
ア
ヘ

ン
迫
放
」
の
「
傑
件
が
整
う
よ
う
に
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
。
そ
れ

に
は
ま
ず
、
ア
ヘ
ン
貿
易
に
劃
す
る
自
由
な
課
税
権
を
中
園
側
に
認
め
る
必
要

が
あ
る
。
こ
う
し
て
「
協
曾
」
は
、
中
園
側
が
求
め
る
輸
入
ア
ヘ
ン
の
課
税
を

不
服
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
担
ん
で
い
る
芝
宋
僚
約
批
准
の
早
期
実
現
を

め
ざ
す
運
動
を
展
開
す
る
。
そ
の
議
舎
内
外
の
影
響
力
と
反
響
は
、
イ
ギ
リ
ス

政
府
も
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
に
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
「
ア
ヘ
ン
追
放
を
望
ん
で
い
る
は
ず
」
の
「
中
園
人
自
身
が
、
彼
ら

の
消
費
す
る
ア
ヘ
ン
の
主
た
る
生
産
者
で
あ
る
と
い
う
事
寅
」
は
、
解
き
が
た

い
パ
ズ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
は
、
現
寅
に
は
い
か
な
る

も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
確
か
に
一
元
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ア
ヘ
ン
生
産

を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
も
あ
れ
ば
、
奨
励
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
も
あ

っ
た
。
「
協
曾
」
と
領
事
の
論
争
に
、
容
易
に
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
の
も
、

そ
れ
が
一
因
で
あ
る
。
だ
が
封
外
的
に
ど
う
だ
つ
た
か
、
と
い
う
黙
で
は
、
最

大
公
約
数
的
な
と
こ
ろ
が
割
り
出
せ
る
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
「
協

曾
」
が
ロ
ン
ド
ン
で
接
鯛
し
た
駐
英
公
使
郭
嵩
煮
の
意
見
を
め
ぐ
る
や
り
と
り

で
あ
る
。
郭
嵩
煮
は
「
協
曾
」
の
主
張
に
共
鳴
し
、
清
朝
本
園
に
上
奏
し
て
、

園
内
の
ア
へ

γ
吸
飲
と
響
菜
栽
培
を
禁
ず
る
よ
う
求
め
た
。
こ
れ
に
針
し
本
園

で
は
、
江
西
巡
撫
の
劉
乗
車
が
「
協
曾
」
の
主
張
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
義
侠
心
」

は
批
剣
を
逸
ら
す
た
め
の
口
寅
だ
と
反
駁
し
、
圏
内
の
ア
ヘ
ン
生
産
は
イ
ギ
リ

ス
か
ら
自
園
の
富
を
奪
回
す
る
も
の
だ
と
位
置
づ
け
た
。
外
交
に
大
き
な
影
響

力
を
持
つ
李
鴻
章
も
、
劉
乗
嘩
の
考
え
方
に
興
し
て
い
て
、
清
朝
側
全
穫
を
通

じ
て
み
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
「
主
流
」
で
あ
っ
た
。
圏
内
の
「
ア
ヘ
ン
追

放
を
望
ん
で
い
る
」
と
い
う
「
協
曾
」
の
主
張
は
、
清
朝
の
政
策
と
は
逆
行
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
爾
者
は
、
ア
ヘ
ン
貿
易
、
イ
ン
ド
ア
ヘ
ン
の
中
園
輸
入
を
敵
視
す

る
黙
で
一
致
す
る
側
面
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
芝
宋
僚
約
の
批
准
も
、
蛍
面
は
共

通
の
要
求
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
清
朝
側
の
関
心
は
「
イ
ン
ド
ア
ヘ
ン
貿
易

の
停
止
を
イ
ギ
リ
ス
に
訴
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
イ
ン
ド
ア
ヘ
ン
の
輸
入
税
や

麓
金
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
目
標
に
集
中
し
て
い
た
」
の
で
あ
っ
て
、
上
述
の

「
李
鴻
章
書
簡
」
も
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
劃
す
る
「
協
曾
」
の
影
響
力
を
利
用

し
た
外
交
工
作
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
芝
宋
篠
約
遁
加
僚
款
の
締
結
で
、
そ
れ
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
中
園
が
要
求
し
、
貫
徹
し
た
輸
入
ア
ヘ
ン
の
課
税
額
は
、

「
ア
ヘ
ン
貿
易
を
停
止
に
導
く
よ
う
な
制
限
的
課
税
で
は
な
か
っ
た
」
か
ら
で

あ
る
。
「
協
曾
」
に
は
「
中
園
は
ア
ヘ
ン
貿
易
停
止
を
望
ん
で
お
ら
ず
、
む
し

ろ
ア
ヘ
ン
貿
易
か
ら
よ
り
多
く
の
課
税
枚
入
を
饗
得
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
擦
が
つ
」
て
、
そ
の
中
園
に
劃
す
る
道
義
的
な

期
待
は
、
無
惨
に
打
ち
砕
か
れ
た
。
目
標
を
失
っ
た
ア
ヘ
ン
貿
易
反
封
運
動

は
、
組
織
分
裂
の
危
機
に
陥
る
。

こ
う
し
て
ア
ヘ
ン
貿
易
反
針
運
動
を
通
じ
、
一
方
で
は
イ
ギ
リ
ス
側
の
認

識
、
他
方
で
中
園
側
の
政
策
が
、
あ
わ
せ
て
把
握
で
き
た
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
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も
な
お
短
期
間
で
、
大
づ
か
み
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
う
ち
前
者
の
、
い

っ
そ
う
包
括
的
、
兵
鐙
的
な
考
察
は
、
前
篇
の
残
る
四
章
を
費
や
す
作
業
と
な

る。
第
二
重
は

一
八
六

0
年
代
末
か
ら
七

0
年
代
初
め
、
つ
ま
り
第
三
一
章
が
叙
述

の
針
象
と
し
た
本
格
的
な
ア
ヘ
ン
貿
易
反
封
運
動
に
先
行
す
る
時
期
を
扱
う
。

一
八
六
九
年
、
中
英
閲
で
す
す
め
ら
れ
て
き
た
天
津
倹
約
改
訂
交
渉
の
結
果
、

い
わ
ゆ
る
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
協
定
が
結
ぼ
れ
る
。
総
入
ア
ヘ
ン
の
関
税
引
き
上
げ

を
規
定
し
た
こ
の
協
定
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
そ
の
批
准
を
担
否
し
た
た
め
、

現
貨
に
は
何
の
数
力
も
も
た
な
か
っ
た
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
協
定
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
交
渉
に
あ
た
っ
た
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
こ
の
と
き
、
イ
ン
ド

と
イ
ギ
リ
ス
で
ア
ヘ
ン
貿
易
の
停
止
を
よ
び
か
け
た
事
貨
に
あ
る
。

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
こ
う
し
た
行
動
は
、
総
理
街
門
と
の
交
渉
、
な
か
ん
ず
く

「
恭
親
王
嗣
覚
書
」
で
、
イ
ギ
リ
ス
が
ア
ヘ
ン
貿
易
を
や
め
る
な
ら
、
中
園
圏
内

の
ア
ヘ
ン
生
産

・
消
費
を
禁
紹
さ
せ
る
用
意
が
あ
る
、
と
清
朝
側
が
表
明
し
た

こ
と
を
動
機
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
政
腐
は
、
こ
れ
に
反
綾
、
「
恭
親
王

究
書
」
を
中
園
圏
内
か
ら
イ
ン
ド
ア
ヘ
ン
を
駆
逐
す
る
策
略
だ
と
み
な
し
、
オ

ー
ル
コ
ッ
ク
と
激
し
い
論
争
を
展
開
し
た
。
い
っ
ぽ
う
錦
因
し
た
オ
ー
ル
コ
ッ

ク
は
、
本
闘
で
も
や
は
り
同
じ
よ
び
か
け
を
行
っ
て
、
ア
ヘ
ン
貿
易
反
射
汲
か

ら
大
き
な
歓
迎
を
う
け
て
い
る
。

し
か
し
蛍
時
す
で
に
願
著
と
な
っ
て
い
た
中
園
ア
ヘ
ン
の
生
産
扱
大
は
、
ど

う
見
て
も
、

「
恭
親
王
究
書
」
の
趣
旨
と
は
矛
盾
す
る
。
そ
の
こ
と
を
知
ら
ぬ

は
ず
は
な
い
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
、
あ
え
て
ア
ヘ
ン
貿
易
の
停
止
を
訴
え
た
の

は
、
そ
れ
が
清
朝
政
府
内
の

「
排
外
汲
」
に
針
抗
す
る
総
理
街
門
の
勢
力
強
化

を
促
す
と
み
た
、
か
れ
な
り
の
政
治
制
判
断
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
し

た
貼
、
同
じ
く
ア
へ
ン
貿
易
の
停
止
を
と
な
え
て
も
、
本
園
の
ア
ヘ
ソ
貿
易
反

制
到
汲
と
は
異
質
で
あ
っ
て
、
質
際
か
れ
は
一
八
八

0
年
代
に
は
、

「幾
節
」
さ

な
が
ら
、
「
協
曾
」
批
剣
を
公
然
と
口
に
す
る
。
逆
に
い
え
ば
「
オ
ー
ル
コ
ッ

ク
の
中
園
認
識
」
は
、
ア
ヘ
ン
貿
易
反
針
運
動
の
「
道
義
的
」
特
性
を
照
ら
し

出
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
オ
l
ル
コ
ッ
ク
が
六

0
年
代
末
と
い
う
時
貼
で
、
ア
ヘ
ン
貿
易
停
止

を
主
張
で
き
た
客
観
的
な
篠
件
と
し
て
、
イ
ン
ド
ア
ヘ
ン
貿
易
が
す
で
に
イ
ギ

リ
ス
商
人
の
手
か
ら
離
れ
、
ア
ジ
ア
系
商
人
の
手
中
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
情
況

が
あ
っ
た
。
第
一
章
は
こ
う
し
た
嘗
時
の
推
移
を
も
考
え
あ
わ
せ
て
、
ア
ヘ
ン

貿
易
に
射
す
る
認
識
を
さ
ら
に
詳
し
く
み
る
と
同
時
に
、
そ
の
客
観
的
な
位
置

づ
け
を
も
試
み
る
。

そ
の
恰
好
の
事
例
と
な
る
の
は
、
イ
ン
ド
が
ア
ヘ
ン
を
輸
出
す
る
に
あ
た
っ

て
、
ベ
ン
ガ
ル
の
ア
ヘ

ン
「
専
貿
」
制
度
を
撤
援
し
、
マ
ル
ワ
ア
ヘ
ン
の
「
自

由
貿
易
」
制
度
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で

一
八
六

0
年

代
、
イ
ギ
リ
ス
本
園
で
は
七

0
年
代
後
半
に
お
こ
っ
た
こ

の
議
論
は
、
け
っ
き

ょ
く
イ
ン
ド
政
擦
の
担
否
に
遭
っ
て
寅
現
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
経
過
を
あ

と
づ
け
て
ゆ
く
と
、

「
自
由
貿
易
」
制
度
の
適
用
を
と
な
え
た
の
は
、
イ
ン
ド

で
は
イ
ン
ド
政
臆
の
官
僚
と
ア
ジ
ア
系
一
商
人
、
イ
ギ
リ
ス
本
園
で
は

「
協
曾
」

と
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
の

「
製
造
業
者
」
だ
っ
た
こ
と
が
制
判
明
す
る
。
同
一
の
議

論
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
動
機
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
て
、

大
別
す
れ

ば
、
ア
ヘ
ン
貿
易
を
不
名
容
、
不
利
と
す
る
も
の
と
、
ア
ヘ
ン
貿
易
の
擁
護
を

め
ざ
す
も
の
と
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
後
者
の
立
場
か
ら
は
、
市
場
で
直
面
し
て

い
た
中
園
ア
ヘ
ン
と
の
競
合
が
確
認
で
き
、
前
者
の
立
場
、
そ
し
て
制
度
改
革

が
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
結
末
か
ら
は
、
か
れ
ら
の
認
識
に
歓
如
し
て
い
た
「
資

本
主
義
の
非
産
業
的
形
態
と
し
て
の
ア
ヘ
ン
貿
易
の
機
能
」
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
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こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
の
認
識
と
客
観
的
な
「
ア
ヘ
ン
貿
易
の
機
能
」

と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
確
認
す
る
の
が
、
第
五
章
で
あ
る
。
「
協
曾
」
は
一
八
八
六

年
一

O
月
二
五
日
、
ナ
オ
ロ
ジ
ー
ら
を
招
い
て
曾
談
を
開
い
た
。
芝
衆
篠
約
追

加
僚
款
締
結
で
打
撃
を
う
け
た
「
協
曾
」
は
、
組
織
の
た
て
な
お
し
を
模
索

し
、
や
が
て
中
園
か
ら
イ
ン
ド
へ
運
動
目
標
を
縛
換
し
て
ゆ
く
。
こ
の
曾
談
は

そ
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
イ
ン
ド
の
撃
を
聴
こ
う
と
し
た
試
み
だ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
「
協
曾
」
は
中
園
の
「
道
義
」
を
高
く
評
債
し
て
い
た
反
面
、
イ

γ
ド
に
封
し
て
は
一
貫
し
て
批
判
的
で
あ
り
、
こ
の
曾
談
で
も
、
イ
ン
ド
は
金

銭
を
得
ん
が
た
め
に
、
ア
ヘ
ン
を
中
園
に
総
出
し
て
い
る
、
と
の
見
解
を
表
明

す
る
。
ナ
オ
ロ
ジ
ー
は
こ
れ
に
封
し
、
イ
ン
ド
の
ア
ヘ
ン
輸
出
は
イ
ギ
リ
ス
へ

の
迭
金
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
ヘ

ン
貿
易
の
利
盆
・
恩
恵
を
イ

ソ
ド
は
享
受
し
て
い
な
い
、
イ
ン
ド
と
中
園
は
ア
ヘ
ン
貿
易
を
媒
介
に
「
災
い

を
分
か
ち
あ
っ
て
い
る
」
と
反
論
し
た
。
ア
ヘ
ン
貿
易
を
擁
護
す
る
人
々
は
も

と
よ
り
、
そ
れ
に
反
劃
す
る
「
協
曾
」
で
さ
え
も
ち
え
な
か
っ
た
こ
の
「
観

貼
」
は
、
同
時
代
イ
ギ
リ
ス
人
の
認
識
が
は
ら
む
限
界
を
白
日
の
も
と
に
さ
ら

し
た
観
が
あ
る
。

そ
れ
な
ら
イ
ギ
リ
ス
人
の
そ
う
し
た
認
識
は
、
い
っ
た
い
何
に
由
来
す
る
の

か
。
第
四
章
は
認
識
形
成
の
材
料
を
な
す
情
報
と
い
う
視
角
か
ら
、
そ
の
問
い

に
接
近
す
る
。
中
園
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ア
ヘ
ン
吸
飲
情
報
は
、
大
き
く
分
け
て

二
つ
あ
る
。
一
つ
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
・
海
関
税
務
司
の
手
に
な
る
も
の
、
も
う

一
つ
は
宣
教
師
の
も
の
で
あ
り
、
総
じ
て
ア
ヘ
ン
の
害
を
前
者
は
軽
視
し
、
後

者
は
重
大
観
し
た
。
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
の
は
、
外
園
人
観
察
者
の
自

の
及
ぶ
範
圏
が
限
ら
れ
て
い
て
、
ア
ヘ

ン
吸
飲
者
の
祉
曾
階
層
の
ち
が
い
を
も

含
め
て
分
析
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
般
に
前
者
の
情

報
を
傘
重
亡
、
西
洋
の
飲
酒
と
封
比
し
つ
つ
、
ア
ヘ
ン
に
も
「
適
度
な
消
費
」

が
あ
る
と
誤
認
し
て
、
そ
の
毒
性
を
認
知
し
な
か
っ
た
。
そ
の
根
底
に
は
、

情
報
を
受
け
取
る
側
の
人
種
差
別
意
識
と
「
文
化
相
封
主
義
」
が
あ
り
、
ア
ヘ

ン
貿
易
に
反
謝
し
た
「
協
曾
」
も
、
そ
れ
を
菟
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し

た
思
考
方
法
が
結
果
的
に
、
ア
ヘ
ン
貿
易
存
績
の
正
営
化
に
つ
な
が
っ
て
ゆ

，〈、。
き
て
以
上
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
中
園
の
ア

ヘ
ン
生
産
が
大
き
な
臨
調
を
落
と
し
て
お
り
、
そ
の
構
園
は
前
篤
第
三
章
か
ら
依

然
と
し
て
か
わ
ら
な
い
。
中
園
ア
ヘ
ン
を
系
統
的
に
考
察
し
な
い
ま
ま
で
は
、

前
篇
の
論
旨
も
十
分
な
説
得
力
に
鍛
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
後
篇
は
、

観
黙
を
も
っ
ぱ
ら
中
園
に
移
し
た
作
業
と
な
る
。

第

一
章
は
中
園
の
ア
ヘ
ン
生
産
を
述
べ
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
起
源
と
庚
が

り
を
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
か
ら
概
観
す
る
。
明
代
以
前
の
器
粟
栽
培
と
そ
の
利

用
方
法
を
み
た
う
え
で
、
一
八
世
紀
に
吸
飲
目
的
の
ア
ヘ
ン
生
産
が
始
ま
っ

て
、
嘉
慶
・
道
光
期
に
生
産
が
急
増
し
た
過
程
を
あ
と
づ
け
、
さ
ら
に
は
一
八

六
0
年
代
以
降
の
中
園
ア
ヘ
ン
の
品
質
向
上
と
中
園
市
場
か
ら
の
イ
ン
ド
ア
ヘ

ン
駆
逐
、

「
輸
入
代
替
」
の
趨
勢
に
も
設
き
及
ぶ
。
第
三
章
は
こ
れ
を
最
大
の

産
地
で
あ
っ
た
清
末
の
四
川
省
に
し
ぼ
っ
て
、
四
川
ア
ヘ
ン
の
生
産
構
造
を
詳

細
に
分
析
す
る
。

こ
の
よ
う
な
中
園
ア
ヘ
ン
の
趨
勢
は
嘗
然
、
そ
れ
に
劉
す
る
清
朝
の
認
識
と

政
策
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
を
い
だ
か
せ
る
。
こ
れ
ま
で
断

片
的
な
言
及
し
か
な
か
っ
た
そ
の
疑
問
に
、
い
よ
い
よ
正
面
か
ら
解
答
を
試
み

る
の
が
、
第
二
重
と
第
四
一章
で
あ
る
。

前
者
は
前
篇
第
二
章
・
第
三
輩
、
後
篇
第
一
章

・
第
三
品早
か
ら
え
た
「
輸
入

代
替
」
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
に
、
井
上
裕
正
氏
が
年
来
と
な
え
て
き
た

「外
禁
」「
内
禁
」
と
い
う
分
析
枠
組
、

「
カ
ン
ト
ン

・
ア
ヘ
ン
論
」
の
内
容
を
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批
剣
し
つ
つ
、
ア
ヘ
ン
戦
争
前
の
ア
ヘ
ン
政
策
を
全
面
的
に
み
な
お
し
た
も
の

で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
い
わ
ゆ
る
弛
禁
論
に
到
し
、
こ
れ
ま
で
往
々
に
し
て
、

「
ア
ヘ
ン
貿
易
、
ア
ヘ
ン
吸
飲
、
ア
ヘ
ン
の
圏
内
生
産
、
こ
の
三
つ
の
合
法

化
が
論
理
的
に
ど
う
連
関
し
て
い
る
か
を
考
察
せ
ず
L

、
ア
ヘ
ン
貿
易
だ
け
を

「
弛
」
め
る
べ
き
「
禁
」
の
針
象
と
見
て
き
た
こ
と
に
異
を
と
な
え
、
中
園
ア

ヘ
ン
の
「
種
賀
」
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
、
い
な
「
ア
ヘ
ン
生
産
合
法
化
」
が
も

っ
と
も
重
要
で
あ
り
、
ア
ヘ
ン
の
「
輸
入
代
替
化
」
こ
そ
、
弛
禁
論
の
主
眼
だ

と
主
張
す
る
。
そ
れ
な
ら
弛
禁
論
は
、
一
八
三

0
年
代
だ
け
に
か
ぎ
ら
な
い
、

イ
ギ
リ
ス
の
「
濁
占
的
刺
盆
に
封
抗
す
る
」
中
園
ア
ヘ
ン
の
生
産
奨
駒
策
に
ほ

か
な
ら
ず
、
む
し
ろ
ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
「
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
な
っ

た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
「
弛
禁
論
」
に
封
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
異
論
も
少
な
く
は
な
か

っ
た
。
第
四
草
は
そ
の
代
表
的
な
議
論
と
し
て
、
一
八
八
四
年
の
李
用
清
の
上

奏
文
を
と
り
あ
げ
て
、
蛍
時
の
ア
ヘ
ン
政
策
の
推
移
を
迫
跡
す
る
。
か
れ
は
穀

物
生
産
の
犠
牲
、
飢
鍾
と
背
中
合
わ
せ
の
交
易
活
溌
化
、
吸
飲
者
の
増
大
、
輸

入
代
替
数
果
へ
の
疑
問
と
い
う
相
い
連
関
す
る
問
題
を
提
起
し
て
、
ア
ヘ
ン
生

産
容
認
論
の
不
備
を
鋭
く
批
剣
し
た
。
し
か
し
現
寅
の
前
に
は
、
そ
の
ア
ヘ
ン

生
産
禁
止
論
は
無
力
だ
っ
た
。
周
到
を
き
わ
め
る
か
に
み
え
る
そ
の
所
論
に

は
、
ア
ヘ
ン
の
課
税
政
策
に
射
す
る
着
眼
と
批
剣
が
紋
落
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
た
び
重
な
る
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
.
す
、
ア
ヘ
ン
生
産

・
流
、
通
が
檎
大
の
一

途
を
た
ど
る
な
か
、
地
方
蛍
局
は
こ
れ
に
課
税
し
、
そ
の
財
政
枚
入
と
し
て
い

た
。
事
質
上
そ
れ
を
獣
認
し
て
き
た
清
朝
中
央
も
、
増
大
す
る
課
税
枚
入
を
獲

得
で
き
な
い
こ
と
に
反
援
し
、
つ
い
に
一
八
九

O
年
、
中
園
ア
ヘ
ン
へ
の
網
羅

的
な
課
税
を
賀
行
す
る
上
識
を
裂
し
た
。
「
弛
禁
論
L

の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

」

は
こ
れ
を
も
っ
て
、
最
終
的
に
放
棄
さ
れ
、
中
園
ア
ヘ
ン
の
問
題
も
新
た
な
段

階
に
入
っ
て
ゆ
く
。

率
直
に
言
っ
て
、
本
書
は
ひ
ど
く
讃
み
づ
ら
か
っ
た
。
こ
れ
は
許
者
一
人
の

讃
後
感
か
も
し
れ
な
い
が
、
原
載
論
文
を
個
別
に
讃
ん
だ
と
き
に
は
さ
ほ
ど
感

じ
な
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
一
書
に
ま
と
め
た
こ
と
に
由
来

す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
眼
に
つ
く
の
は
、
各
章
の
再
録

・
排
列
に
整
理
が
ゆ

き
と
ど
い
て
い
な
い
こ
と
で
、
術
語

・
概
念
の
設
明
を
は
じ
め
、
叙
述
に
重
複

が
多
す
ぎ
る
い
っ
ぽ
う
、
各
一章
を
関
係
主
つ
け
る
に
必
要
な
加
筆
・
補
訂
が
不
足

し
て
い
る
。
純
然
た
る
論
文
集
の
程
裁
な
ら
、
譲
み
手
も
そ
の
つ
も
り
で
讃
み

に
か
か
る
か
ら
、
そ
ん
な
過
不
足
も
気
に
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
本
書
は
、
そ

う
で
は
な
い
。
こ
こ
ま
で
あ
え
て
、
か
な
り
紙
幅
を
割
い
て
内
容
を
紹
介
し
た

の
も
、
ま
た
紹
介
に
あ
た
っ
て
、
意
を
以
て
各
章
の
順
序
を
か
え
た
り
、
補
足

を
加
え
た
り
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
、
論
旨
の
俸
淫
と
い
う
技
術
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
重
大

規
せ
ず
と
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
じ
加
筆
・
補
訂
の
不
足
で
も
、
論

旨
の
も
つ
意
義
が
、
そ
の
た
め
に
わ
か
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
側
面
は
、
や
は

り
看
過
で
き
な
い
。
各
章
の
所
論
が
構
成
す
る
前
後
篇
の
、
ひ
い
て
は
本
書
全

健
の
論
旨
は
、
研
究
史
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
い
い

か
え
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
が
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
研
究
成
果
で
、
ど
こ

か
ら
が
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
見
解
か
、
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
不
十
分
な
の

で
あ
る
。
護
者
は
こ
の
船
、
本
書
を
使
い
に
く
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
少
し
立
ち

入
っ
て
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
ず
前
篇
の
う
ち
、
ア
ヘ
ン
貿
易
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で

「
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
、
と
り
わ
け
マ
ン
チ
ヱ
ス
タ
ー
の
綿
業
資
本
と
の
連
闘

に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
に
努
力
を
注
い
で
き
た
」
の
に
封
し
、
本
書
は
「
資
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本
主
義
の
非
産
業
的
形
態
」
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
た
と
い
う
。
け
れ
ど
も
ア

ヘ
ン
貿
易
の
そ
う
し
た
「
機
能
」
は
、
「
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
論
」

に
皐
」
ぶ
ま
で
も
な
く
、
つ
と
に
ア
ヘ
ン
戦
争
前
後
を
中
心
に
、
解
明
ず
み
の

こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
、
従
前
の
貧
透
研
究
も
設
き
及
ん
で
き
た
ア
ヘ
ン
貿
易
の

役
割
と
推
移
を
、
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
論
」
が
提
起
す
る
概
念
で
、

表
現
し
な
お
し
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

ま
た
前
篇
の
中
核
を
な
す
ア
ヘ
ン
貿
易
反
封
運
動
、
「
協
曾
」
そ
の
も
の
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
研
究
が
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
に
典
型
的
な
摩
力
圏
鐙
と
し
て
、
そ
の
政
治
的
な
活
動
ゃ
、

社
曾
的
な
構
成
は
、
イ
ギ
リ
ス
喬
薗
史
・
祉
曾
史
研
究
の
領
域
で
は
も
は
や
周

知
に
属
す
る
か
ら
、
「
協
曾
」
の
認
識
、
理
念
、
主
張
、
「
論
争
」
に
劉
す
る

本
書
の
分
析
結
果
に
も
、
特
に
目
新
し
い
黙
は
み
ら
れ
な
一

U

本
書
前
篇
の
貢
献
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
ア
ヘ
ン
貿
易
の
「
機
能
」
を
追

求
す
る
に
、
ア
ヘ
ン
貿
易
反
射
運
動
と
の
関
連
を
以
て
し
た
論
法
、
そ
し
て

「
協
曾
」
の
認
識
・
「
論
争
」
を
分
析
す
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
が
中
園
ア

ヘ
ン
と
関
わ
っ
て
く
る
側
面
に
重
黙
を
置
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
雨
者
あ
い
ま

っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ヘ
ン
認
識
の
文
脈
に
、
中
園
ア
ヘ
ン
と
い
う
問
題
が
は

じ
め
て
正
首
な
位
置
づ
け
を
輿
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
認
識
に
窺
え
る
中
園
ア
ヘ
ン
の
役
割
は
、
中
園
側
か

ら
一
言
で
い
え
ば
「
輸
入
代
替
」
と
な
る
。
そ
の
貿
易
史
上
の
経
過
と
意
義

は
、
す
で
に
研
究
蓄
積
が
乏
し
く
な
い
た
め
か
、
深
く
立
ち
入
ら
ず
、
本
書
後

篇
は
「
輸
入
代
替
政
策
」
の
存
在
を
主
張
し
、
三
つ
の
論
貼
を
提
出
す
る
。
第

一
に
従
前
の
弛
禁
論
の
よ
み
か
え
、
第
二
に
そ
の
よ
み
か
え
た
「
弛
禁
論
」
の

連
績
性
、
第
三
に
「
弛
禁
論
」
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
最
終
的
な
放
棄
と
清
朝

政
府
の
獲
質
、
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
研
究
史
上
、
著
者
の
濁
壇
場
な
の
は
費
言

を
要
し
ま
い
。
こ
こ
で
み
る
べ
き
は
、
し
た
が
っ
て
そ
の
論
詮
の
達
成
度
と
な

ろ
う
。第

一
は
井
上
裕
正
氏
の
所
論
を
批
判
刊
し
て
導
き
出
し
た
論
熱
な
の
で
、
そ
の

批
剣
の
嘗
否
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
後
、
氏
の
反
論
も
出
て
こ
よ
う
か

ら
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
議
論
の
深
ま
り
を
期
待
し
、
雌
宜
方
に
留
意
し
て
い
た
だ

き
た
い
貼
だ
け
、
第
三
者
と
し
て
申
し
添
え
て
お
こ
う
。
ま
ず
井
上
氏
に
は
、

著
者
の
「
内
禁
」
「
外
禁
」
批
剣
に
封
し
、
そ
の
定
義
に
ま
で
立
ち
返
っ
た
読

明
が
求
め
ら
れ
る
。
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
内
禁
」
、
す
な
わ
ち
「
圏
内
に
お
け
る

ア
ヘ
ン
関
連
行
震
を
禁
止
す
る
政
策
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
「
暖
昧
」
だ
と

い
う
著
者
の
指
摘
は
鋭
く
、
典
援
を
徴
し
て
み
て
も
、
ア
ヘ
ン
の
雇
用
」
を

「
外
」
と
「
内
」
に
剣
然
と
分
け
る
の
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
を
経
て
は
じ
め
て
出

て
き
た
考
え
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
内
禁
」
と
は
ア
ヘ
ン
の
輸
入
を
防
ぐ
た

め
、
内
地
の
吸
飲
と
流
通
を
「
禁
」
じ
る
方
策
を
指
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏

は
そ
の
時
期
と
封
象
を
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
前
の
「
ケ
シ
栽
培
」
も
含
む
「
ア
ヘ

ン
関
連
行
鴛
」
に
敷
街
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
著
者
の
ほ
う
は
、
自

ら
「
残
さ
れ
た
課
題
」
と
し
た
「
行
一
商
と
弛
禁
論
と
の
関
係
」
を
具
盤
的
に
明

示
す
る
必
要
が
あ
る
。
井
上
氏
の
「
カ
ン
ト
ン
・
ア
ヘ
ン
論
」
H
H
弛
禁
論
H
カ

ン
ト
ン
偉
制
再
建
論
は
、
「
行
商
」
の
疲
弊
と
い
う
事
寅
に
お
い
て
一
貫
し
た

論
理
に
な
っ
て
お
り
、
著
者
が
「
行
一
商
」
と
の
関
係
を
ぬ
き
に
し
た
ま
ま
で

は
、
母
黙
の
噛
み
合
わ
な
い
水
掛
け
論
に
終
始
す
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。

著
者
は
こ
う
し
て
よ
み
か
え
た
従
前
の
弛
禁
論
を
、
一
八
七

O
、
八

0
年
代

の
主
張
と
あ
わ
せ
て
「
弛
禁
論
」
と
い
う
概
念
で
括
り
、
雨
者
の
共
通
性
、
連

績
性
を
強
調
す
る
。
雨
者
は
確
か
に
ひ
と
し
く
「
輸
入
代
替
」
を
と
な
え
て
は

い
よ
う
が
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
へ
の
「
封
抗
」
と
い
う
「
大
義
名
分
」
「
イ
デ
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オ
ロ
ギ
l
」
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
、
同
じ

「
輸
入
代
替
政

策
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
一
八
三

0
年
代
と
八

0
年
代
の
「
弛
禁
論
」
は
、

お
よ
そ
牢
世
紀
の
時
聞
を
隔
て
る
以
上、

骨
田
然
す
べ
て
が
合
致
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
著
者
は
そ
れ
を

「
議
論
の
重
黙
」
が

「異
な
る
」
と
表
現
す
る
け
れ
ど

も
、

「
異
な
る
」
の
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
清
末
の
政
治
構
造
、
財
政
構

造
に
立
脚
す
る
ち
が
い
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

三
0
年
代
に
存
在
し
な
か

っ
た
中
園
ア
ヘ
ン
に
謝
す
る
課
税
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
も
八

0
年
代
の

「
弛
禁
論
」
に
つ
い
て
、

「中
園
ア
ヘ
ン
に
よ
っ
て
外
閣
ア
ヘ
ン
に

代
替
さ
せ
る
政
策
と、

中
園
ア
ヘ
ン
に
課
税
し
税
牧
を
獲
得
す
る
政
策
と
は
、

論
理
的
に
矛
盾
を
字
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
し
た
の

は
、
課
税
政
策
の
推
移
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

「論
理
的
に
矛
盾
」
す
る
は

ず
の

「輸
入
代
替
政
策
」
と
雨
立
で
き
た
ゆ
え
ん
は
、
明
快
な
論
詮
が
な
い
。

こ
う
し
た

「
矛
盾
」
が
生
じ
る
の
は
、
中
園
ア
ヘ
ン
を
「
課
税
制
到
象
と
し
て
捕

捉
」
す
る
局
面
と
、

ア
ヘ
ン
生
産
が
「
歎
認
さ
れ
、
康
範
に
展
開
し
て
い
」

き
、
「
輪
入
代
替
」
に
い
た
る
趨
勢
と
の
事
寅
関
係
を
つ
き
と
め
る
前
に
、
八

0
年
代
の
主
張
を

「輸
入
代
替
政
策
」
と
概
念
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ

る
。
立
論
の
手
順
と
し
て
は
、
そ
の
関
係
を
先
に
明
ら
か
に
し
、
し
か
る
の
ち

に

「
輸
入
代
替
政
策
L

と
い
う
概
念
適
用
の
可
否
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
い
わ
ゆ
る

「論
理
的
」
「
矛
盾
」

を
解
消
し

な
い
か
ぎ
り
、
八
0
年
代
の
主
張
を

「
輸
入
代
替
政
策
」
と
表
現
は
で
き
な
い

し
、
「
弛
禁
論
」
の
連
績
性
も
疑
問
が
排
拭
で
き
な
い
。

そ
う
し
た
疑
問
が
残
る
以
上
、
第一
二
の
論
黙
の
う
ち
、

「
弛
禁
論
」
の
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー」

を
放
棄
し
た
と
い
う
の
も
、
に
わ
か
に
首
肯
で
き
な
い
。
そ
の

直
接
の
論
援
と
す
る
一
八
九

O
年
の
上
識
を
讃
ん
で
も
、

「
建
前
と
し
て
の
禁

止
令
は
も
ち
ろ
ん
、
銀
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
と
い
う
大
義
名
分
を
も
、
も
は
や

か
な
ぐ
り
捨
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
財
源
と
し
て
利
用
す
る
意
図
を
打
ち
出
し
て

い
る
」
と
い
う
解
棒
は
出
て
こ
な
い
。
清
朝
政
府
の
「
性
格
」
「
鱒
換
」
の
ほ

う
は
、
ア
ヘ
ン
課
税
政
策
を
あ
と
づ
け
た
作
業
か
ら
蹄
納
し
た
も
の
な
の
で
、

清
朝
の
中
央

・
地
方
関
係
に
関
す
る
か
ぎ
り
納
得
で
き
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を

客
観
的
に
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
意
向
に
沿
う
よ
う
な
形
で
中
央
集
権
を
進
め
よ
う

と
し
て
い
た
」
と
し
、
飽
税
務
司
ハ

l
ト
の
「
提
言
に
沿
っ
」
て
清
朝
中
央
政

府
が
中
園
ア
ヘ
ン
課
税
を
重
視
し
た
こ
と
を
、
「
イ
ギ
リ
ス
が
中
園
へ
の
製
品

輸
出
よ
り
も
外
債
貸
し
付
け
を
通
じ
て
牧
盆
を
傘
げ
る
経
済
政
策
に
縛
換
し
た

こ
と
と
連
関
し
て
い
る
」
と
み
な
す
に
は
、
著
者
も
自
発
し
て
い
る
よ
う
に
論

歪
を
飲
く
。
こ
う
し
た
み
か
た
は
、
す
で
に
輸
入
ア
ヘ
ン
で
い
わ
れ
て
き
た
こ

と
を
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
敷
街
し
た
と
い
え
よ
う
が
、
い
ず
れ
の
ば
あ
い
も
、
少

な
く
と
も
ア
ヘ
ン
の
課
税
構
造
、
枚
入
の
使
途
・
配
分
、
外
債
に
針
す
る
海
闘

の
役
割
、
海
開
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
な
ど
の
分
析
、
解
明
を
前
提
と
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
み
か
た
と
、
一

九

O
七
年
の

「中
英
禁
煙
協

定
」
の
締
結
と
は
、
矛
盾
す
る
側
面
が
あ
る
か
ら
、
「
今
後
の
課
題
」
だ
と
す

る

「中
英
禁
煙
協
定
」
の
「
不
可
解
な
黙
」
を
解
き
ほ
ぐ
さ
な
く
て
は
、
清
朝

政
府
の

「性
格
」
「
鶴
換
」
も
、
論
理
的
な
説
得
力
を
有
し
な
い
。

そ
れ
は
ま
た
ひ
る
が
え
っ
て
、
前
篇
に
も
か
か
わ
る
。

一
八
八

0
年
代
ま
で

の

「協
舎
」
の
認
識
、
お
よ
び
そ
の
限
界
は
わ
か
っ
た
け
れ
ど
も、

そ
れ
が
以

後
の
運
動
の
獲
容
や
事
質
の
経
過
に
、
ど
う
つ
な
が
る
の
か
は
、
ほ
と
ん
ど
論

ず
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
と
り
わ
け
「
中
英
禁
煙
協
定
」
の
締
結
は
、
「
ア
ヘ
ン

貿
易
反
針
運
動
の
地
道
な
運
動
の
成
果
と
い
う
よ
り
も
、
何
ら
か
の
政
治
的
な

剣
断
が
働
い
た
こ
と
を
疑
わ
せ
る
」
と
い
う
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
い
わ
ゆ

る

「政
治
的
な
剣
断
」
と
は
何
な
の
か
。

上
述
の
中
園
に
制
到
す
る

「
イ
ギ
リ
ス

の
思
惑
」・

「
経
済
政
策
」
の

「縛
換
」
と
、
ど
の
よ
う
に
む
す
び
つ
い
て
い
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た
の
か
。
ァ
ヘ
ン
貿
易
反
針
運
動
を
そ
の
な
か
に
、
い
か
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ

い
の
か
。
九

0
年
代
以
降
が
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
、
八

0
年
代
以
前
の
意
義

も
ぼ
や
け
て
く
る
。
以
上
の
聞
い
に
封
し
、
い
わ
ゆ
る
清
朝
政
府
の
「
性
格
」

「
縛
換
」
と
整
合
す
る
解
答
が
え
ら
れ
た
と
き
、
前
篇
と
後
篇
が
は
じ
め
て
、

有
機
的
な
連
闘
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
著
者
が
前
篇
と
後
篇
と
の
架
橋
に
用
い
た
の
は
、
序
一軍
に
い

う
、
近
年
の
近
代
中
園
史
研
究
の
「
ア
ジ
ア
か
ら
の
方
法
」
、
「
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
化
」
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
翻
の
批
剣
で
あ
る
。
西
欧
に
桝
到
す
る
一
知
半
解
、

そ
し
て
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
「
中
園
の
濁
自
性
L

に
封
す
る
過
度
の
強
調
は
、

な
る
ほ
ど
な
か
ん
ず
く
東
洋
史
研
究
者
が
自
戒
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
。
け
れ

ど
も
わ
れ
わ
れ
は
、
一
般
的
な
知
識
水
準
は
も
と
よ
り
、
そ
の
背
後
の
研
究
水

準
に
お
い
て
も
、
西
欧
以
上
に
中
園
の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
溝
口
雄
三
氏
ら
の
主
張
に
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ
る
こ
と
、
著
者
の
「
違

和
感
」
を
論
理
化
し
た
本
書
を
通
讃
し
で
も
、
や
は
り
否
定
で
き
な
い
。
著
者

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
・
本
来
嘗
然
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
す
れ
ば

な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
方
法
」
が
、
近
代
中
園
史
研
究
で
は
、
あ
る
い
は
ア

ヘ
ン
に
限
っ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
「
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
」
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
聞
の
事
情
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
前
篇
と
後
篇
の
特
徴
を
封
比
す
る

と
よ
く
わ
か
る
。
前
篇
は
従
来
の
研
究
と
は
隔
た
り
が
小
さ
く
、
し
た
が
っ
て

異
論
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
の
に
劉
し
、
後
篇
は
創
見
に
は
富
み
な
が
ら
、
再

考
の
徐
地
も
少
な
く
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
見
え
る
ア
ヘ

ン
貿
易
の
鮮
明
な
映
像
に
比
べ
れ
ば
、
中
園
側
か
ら
見
え
る
中
園
ア
ヘ
ン
の
映

像
は
、
曇
り
が
拭
い
去
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ヘ
ン
貿
易
と
深
く
関
わ
る
中
園

ア
ヘ

ン
の
質
鐙
が
、
な
お
判
然
と
は
見
え
て
こ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
中

園
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
わ
り
は
、
受
け
身
の
中
園
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
一
方
的

な
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
影
響
を
受
け
ず

に
凋
自
性
を
つ
ら
ぬ
い
た
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
き
わ
め
て
復
雑
な
相
互
連

閥
的
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
、
ご
く
自
明
な
構
図
を
以
て
、
雨
者
を
同
じ

地
卒
に
あ
る
か
の
よ
う
に
架
橋
す
る
の
は
、
性
急
と
い
う
ほ
か
な
い
。
「
資
本

主
義
世
界
経
済
に
お
け
る
中
園
の
周
迭
化
は
着
貨
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
い

う
よ
う
な
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
い
さ
さ
か
安
易
な
援
用
で
、
本
書
を
し
め
く

く
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、
そ
う
し
た
性
急
さ
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
評
者
に
つ
き
ま
と
っ
て
離
れ
な
い
感
賓
の
針
象
は
、
ど

う
や
ら
研
究
の
偏
向
で
は
な
く
、
格
差
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
な
よ
う
で
あ

る
。
著
者
の
「
違
和
感
」
を
本
賞
に
活
か
す
に
は
、
ま
ず
そ
う
し
た
格
差
を
埋

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
書
の
ば
あ
い
そ
れ
に
は
、
何
よ
り
も
ま
.
す
、
後世刷

に
み
え
る
再
考
の
徐
地
を
な
く
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
か
ら
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
中
園
ア
ヘ
ン
の
さ
ら
な
る
究
明
と
、
そ
れ
を
通
じ
た
中
園
の
理
解
。
そ

れ
は
評
者
も
含
め
、
本
書
を
手
に
し
た
後
進
の
課
題
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
庚
い

親
野
か
ら
こ
の
課
題
を
こ
な
し
う
る
研
究
者
は
、
著
者
を
お
い
て
ほ
か
に
み
あ

た
ら
な
い
。
一
愛
譲
者
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
期
待
し
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ

る
。
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そ
う
は
い
っ
て
も
、
愛
讃
者
か
な
ら
ず
し
も
忠
貨
な
讃
者
な
ら
ず
、
愛
讃
す

る
が
ゆ
え
に
、
気
儲
な
謀
説
も
苑
れ
ま
い
。
拙
評
は
そ
ん
な
愛
護
・
誤
識
の
は

て
に
で
き
あ
が
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
と
ん
で
も
な
い
思
い
違
い
を
並
べ
立
て
た

メ
モ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
誤
解
か
な
ら
ず
し
も
蛇
足
な
ら
ず
、
著
者
・

議
者
に
と
っ
て
、
意
想
外
の
着
想
を
得
る
よ
す
が
に
な
ら
ん
こ
と
を
願
っ
て
い

る
。
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