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明
清
時
代

「
駄
家
」

考

訴
訟
と
の
関
わ
り
を
中
dし、

太

田

出

問

題

の

所

在

一
官
級
書
・
地
方
志
に
見
え
る
敬
家
|
|
訟
師
・
膏
吏
・
街
役
と
の
関
わ
り
|
|

二
駄
家
に
よ
る
身
元
保
設
と
身
柄
管
理
|
|
都
市
に
出
向
い
て
き
た
者
を
如
何
に
捉
え
る
か
|
|

三
駄
家
と
管
押
|
|
牧
監
と
保
理
伴
の
あ
い
だ
|
|

四

結

語
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問

題

の

所

在

本
稿
は
明
清
時
代
の
丈
献
史
料
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
駄
家
」
|
|
飯
庖
・
飯
駄
・
駄
届
・
保
駄
な
ど
と
も
い
う
ー
ー
に
つ
い
て
主
に
訴

訟
と
の
闘
わ
り
か
ら
初
歩
的
な
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
歌
家
と
は
放
館
(
宿
屋
)
な
い
し
放
館
主
を
意
味
し
、
農
村
の
人
々

が
訴
訟
や
納
税
の
た
め
に
遠
方
か
ら
都
市
に
出
向
い
た
際
に
投
宿
し
た
場
所
で
あ
っ
た
。
し
か
も
駄
家
は
役
所
の
手
績
き
に
熟
知
し
、
時
に
訴

訟
・
納
税
手
績
き
の
代
行
や
様
々
な
便
宜
・
情
報
を
提
供
し
た
。
訴
訟
か
ら
み
れ
ば
日
本
の
江
戸
時
代
の
公
事
宿
に
相
首
す
る
こ
と
、
滋
賀
秀

三
氏
が
夙
に
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
[
滋
賀
一
九
八
七
]

0

欺
家
l
放
館
・
放
館
主
の
存
在
は
一
枇
命
日
経
済
史
・
法
制
史
分
野
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
宋
代
で
は
「
安
停
人
」
「
停
保
人
」
「
保
識
人
」

「
茶
食
人
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。
渡
遺
紘
良
氏
は
宋
代
の
訴
訟
手
績
き
を
検
討
し
た
中
で
在
地
の
事
情
に
通
じ
か
っ
官
街
に
繋
が
り



を
も
っ
た
者
、
す
な
わ
ち
園
家
の
末
端
支
配
を
補
完
し
う
る
存
在
と
し
て
の
安
停
人
・
停
保
人
に
論
及
す
る
。
彼
ら
を
「
居
停
人
」

1
倉
庫

業
・
族
館
業
・
問
屋
を
兼
ね
る
邸
庖
経
営
者
に
比
定
し
、
農
村
の
人
々
が
訴
訟
を
起
こ
す
か
否
か
が
彼
ら
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
、
彼
ら

の
役
割
が
明
清
時
代
の
駄
家
に
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
[
渡
達
一
九
八
四
/
九
l

一一一頁
]
0

一
方
、
明
版
『
清
明
集
」
に
散
見
す
る
茶
食
人

に
注
目
し
た
の
が
高
橋
芳
郎
氏
で
あ
る
。
氏
は
彼
ら
が
首
時
の
訴
訟
関
係
史
料
に
登
場
す
る
保
識
人
や
、
渡
遺
氏
の
安
停
人
・
停
保
人
と
同
一

の
賓
睦
を
も
っ
た
者
で
あ
る
と
し
、
訴
訟
関
係
者
を
呼
出
し
が
あ
る
ま
で
待
機
さ
せ
身
元
保
詮
し
た
こ
と
、
訴
え
の
内
容
を
事
前
に
チ
ェ
ッ
ク

す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
[
高
橋
一
九
九
二
。

明
清
時
代
の
駄
家
に
つ
い
て
は
滋
賀
秀
三
、
金
弘
吉
、
夫
馬
進
、

ア
ル
l
、

(
1
)
 

マ
コ

l
レ
l
、
超
暁
華
、
岸
本
美
緒
ら
諸
氏
が
言
及
す
る
。

滋
賀
氏
は
蓋
湾
の
淡
新
槍
案
の
書
式
を
分
析
し
、
「
呈
(
訴
朕
)
」
に
駄
家
の
名
を
記
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
れ
が
牒
城
で
投
宿
す
る
宿
屋
で

あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
[
滋
賀
一
九
八
七
/
二
五
六
頁
]
o

初
の
本
格
的
な
罷
市
研
究
を
行
っ
た
金
氏
は
、
罷
市
に
お
け
る
保
駄
の
役
割
に
注

目
、
保
駄
・
訟
師
・
根
徒
を
非
特
権
有
力
戸
、
す
な
わ
ち
地
域
の
裏
の
有
力
者
と
し
て
検
討
の
必
要
性
を
提
起
し
た
[
金
一
九
九
二
/
四
二
i
四
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六
頁
]
。
夫
馬
氏
は
明
清
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
を
検
討
し
た
中
で
、
駄
家
に
つ
い
て
も
官
歳
書
・
省
例
等
か
ら
史
料
を
収
集
し
つ
つ
、
①

官
曜
の
呼
出
し
に
備
え
て
原
告
・
被
告
は
駄
家
に
宿
を
取
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
こ
と
、
②
駄
家
は
官
膳
に
委
託
さ
れ
被
告
を
拘
留
し
、
判
決
を

受
け
た
被
告
の
保
穣
保
護
人
と
も
な
っ
た
こ
と
、
③
駄
家
は
訴
訟
手
績
き
や
官
膳
内
の
事
情
を
知
ら
ぬ
宿
泊
者
に
ア
ド
バ
イ
ス
と
情
報
を
奥
え

た
こ
と
、
④
駄
家
は
訟
師
の
活
動
擦
貼
や
上
控
の
取
次
先
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
最
も
明
確
な
駄
家
像
を
提
示
し
た
[
夫
馬
一
九
九
三
/
四

四
九
1
四
五

O
頁
]
。
さ
ら
に
マ
コ

l
レ
l
氏
は
欺
家

(HE印
)
の
主
人
或
い
は
そ
こ
に
出
入
り
す
る
訟
師

G
O
E
F路
立
が
青
吏
・
差
役
と
の

接
鰯
の
機
合
、
牒
街
門
ス
タ
ッ
フ
へ
の
特
別
の
請
願
の
可
能
性
を
訴
訟
首
事
者
に
提
供
し
た
と
い
う
[
富
山
口
同
己
主
一
九
九
八
/
二
一
五
l
一一一七

頁
]
。
近
年
、
岸
本
美
緒
氏
は
「
訴
訟
手
績
き
や
税
務
の
知
識
を
持
た
な
い
一
般
庶
民
に
と
っ
て
、
駄
家
は
園
家
権
力
の
荒
々
し
い
輯
手
と
の

聞
の
緩
衝
機
構
と
し
て
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
駄
家
が
そ
う
し
た
媒
介
機
能
を
私
的
営
業
化
し
て
そ
こ
か
ら
利
益
を
吸
い
取
る
の
も
首
然

69 

の
勢
い
で
あ
っ
た
」
と
駄
家
の
性
格
を
遁
確
に
表
現
し
た
[
岸
本
二

O
O
二
/
一
七
一
一
一
豆
。
そ
の
他
、
納
税
面
か
ら
西
村
元
照
、
山
本
英
史
、
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谷
口
規
矩
雄
氏
が
駄
家
を
分
析
し
て
い
る
[
西
村
会
九
七
六
、
山
本
一
九
七
七
、
谷
口
二

O
O三]。

先
行
研
究
を
概
観
す
る
と
、
訴
訟
に
関
わ
っ
て
登
場
す
る
歌
家
の
具
瞳
像
は
次
第
に
明
確
な
輪
郭
を
も
っ
て
描
か
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
し
専
論
は
未
だ
皆
無
で
あ
り
、
訴
訟
シ
ス
テ
ム
の
解
明
を
め
ざ
す
中
で
い
わ
ば
副
産
物
的
に
鰯
れ
ら
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ

は
纏
ま
っ
た
史
料
の
訣
如
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
法
制
史
分
野
の
研
究
の
進
展
で
訴
訟
シ
ス
テ
ム
の
全
瞳
像
が
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る

現
在
、
歌
家
を
再
検
討
・
再
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
明
清
時
代
の
駄
家
そ
れ
白
樫
の
性
格
、
す

な
わ
ち
放
館
主
と
し
て
の
駄
家
は
一
睦
如
何
な
る
人
物
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
に
比
較
封
象
と
な
る
の
が
、

こ
れ
ま
で
姐
上
に
乗
せ
ら
れ
て
き
た
訟
師
・
膏
吏
・
街
役
な
ど
訴
訟
の
周
遣
に
在
る
人
々
で
あ
る
。
駄
家
が
彼
ら
と
如
何
な
る
闘
係
を
有
し
て

い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
敬
家
の
位
置
を
検
討
す
る
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
官
府
が
裁
判
を
順
調

に
進
め
る
た
め
に
訴
訟
関
係
者
の
身
柄
を
如
何
に
掌
握
・
管
理
し
よ
う
と
し
た
か
、
駄
家
と
の
闘
係
か
ら
分
析
し
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
敬
家
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に
期
待
さ
れ
た
訴
訟
闘
係
者
の
身
柄
管
理
H
管
押
が
収
監
と
保
稗
の
あ
い
だ
に
在
っ
て
昔
時
の
司
法
官
か
ら
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

官
能
主
目
・
地
方
志
に
見
え
る
駄
家
|
|
訟
師
・
菅
吏
・
街
役
と
の
関
わ
り
|
|

本
章
で
は
、
訴
訟
に
関
わ
っ
て
登
場
す
る
歓
家
川
族
館
主
の
賓
像
を
中
心
に
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
原
告
・
被
告
な
ど
訴
訟
閲
係
者
が
訟
師
・

青
吏
・
街
役
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
の
過
程
を
考
え
て
み
た
い
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
紛
争
が
護
生
し
諸
方
面
か
ら
の
和

解
・
調
停
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
が
満
足
で
き
ず
裁
判
で
争
お
う
と
す
れ
ば
、
原
告
は
被
告
が
居
住
す
る
州
牒
に
提
出
す
る
訴
状

(
告
状
)
を
作
成
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
原
告
に
訴
状
を
書
く
能
力
が
無
く
と
も
、
訴
訟
プ
ロ
と
し
て
の
訟
師
の
他
、
育
吏
・
風
水

先
生
・
村
塾
の
教
師
・
幕
僚
・
出
版
業
従
事
者
な
ど
下
級
識
字
層
に
代
作
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
は
都
市
部
の
み
な
ら
ず
鎮
・

市
・
集
な
ど
農
村
部
に
も
居
住
し
、
謹
み
書
き
の
で
き
ぬ
人
々
の
た
め
に
訴
状
・
契
約
・
遺
書
・
手
紙
な
ど
を
代
作
し
て
生
活
し
て
い
た
[
唐



淳
一
九
九
八
、
中
島
二

O
O五
]
0

故
に
原
告
は
彼
ら
を
た
ず
ね
て
依
頼
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
|
|
親
族
や
友
人
か
ら
紹
介
し
て
も
ら
っ

た
の
で
あ
ろ
う
|
|
、
彼
ら
も
手
頃
な
料
金
で
請
負
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
親
族
・
友
人
を
除
け
ば
、
彼
ら
は
原
告
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
距
離

に
位
置
す
る
訴
服
代
作
者
で
あ
っ
た
に
相
遣
な
い
。
も
し
首
尾
良
く
訴
賦
を
書
い
て
も
ら
え
た
な
ら
ば
、
原
告
は
そ
れ
を
持
っ
て
牒
城
へ
と
赴

(
3
)
 

き
、
放
告
の
日
に
官
聴
に
訴
肢
を
提
出
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
た
だ
し
清
代
に
は
提
出
に
先
だ
っ
て
訴
賦
を
官
代
書
に
持
ち
込
ん
で
チ
ェ
ッ
ク
し

載
記
を
押
印
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
知
牒
か
ら
裁
判
案
件
と
し
て
受
理
す
る
批
准
が
得
ら
れ
れ
ば
、
よ
う
や
く
審
理
が
開
始
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

で
は
原
告
・
被
告
は
訴
状
受
理
の
後
ど
こ
で
呼
出
し
を
待
ち
、
ど
の
よ
う
に
訟
帥
と
接
鰯
し
た
か
。
被
告
や
干
連
(
謹
人
)
の
所
在
は
如
何

に
確
認
さ
れ
、
身
柄
は
確
保
さ
れ
た
か
。
在
城
の
者
は
人
命
・
強
、
盗
な
ど
身
柄
拘
束
を
必
要
と
す
る
刑
事
案
件
で
な
く
戸
婚
田
土
な
ど
民
事
案

件
で
あ
れ
ば
、
自
宅
で
呼
出
し
を
待
て
ば
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
農
村
部
、
と
り
わ
け
豚
城
か
ら
遠
距
離
の
農
村
に
居
住
す
る
場
合
、

こ
こ
に
旗
館
と
し
て
の
駄
家
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。(

4
)
 

具
瞳
的
に
史
料
を
奉
げ
て
検
討
し
て
み
る
。
た
と
え
ば
趨
暁
華
氏
が
紹
介
し
た
光
緒
「
桐
郷
牒
志
」
巻
二
、
彊
域
下
、
風
俗
に
は
「
〔
漸
江

71 

任
意
に
取
調
べ
が
で
き
る
よ
う
に
公
廷
の
あ
る
牒
街
門
に
可
能
な
か
ぎ
り
近
い
と
こ
ろ
で
待
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

省
嘉
阻
ハ
府
桐
郷
牒
〕
瞬
内
の
悪
習
に
は
幾
つ
か
あ
る
。

一
つ
は
訟
師
で
訪
日
な
豚
域
内
に
い
る
。
原
告
・
被
告
は
直
接
に
公
廷
に
赴
か
ず
必
ず
一
訟

師
に
身
を
投
ず
る
。
名
づ
け
て
駄
家
と
日
う
。
諸
人
が
出
頭
す
る
か
否
か
は
、
票
停
(
身
制
拘
束
命
令
)
を
奉
ず
れ
ど
も
、
原
差
(
捨
常
差
役
)

た

や

で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
、
惟
だ
訟
師
の
言
に
従
う
だ
け
で
あ
る
。
:
:
:
甚
し
き
に
至
っ
て
は
原
告
・
被
告
が
訴
訟
を
息
め
た
い
と
欲
し
て
も

ゆ
る

訟
師
は
允
さ
な
い
。
官
府
が
す
で
に
結
審
し
て
も
訟
師
は
諦
め
な
い
。
往
々
に
し
て
判
決
を
受
け
て
稗
放
さ
れ
た
人
が
あ
っ
て
も
、
訟
師
が
原

(
5
)
 

差
と
グ
ル
に
な
っ
て
私
押
す
る
の
は
、
賄
賂
が
欲
望
を
満
た
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
欺
家
は
あ
た
か
も
原
告
・
被

告
が
訟
師
に
身
を
投
ず
る
行
活
を
さ
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
本
来
、
駄
家
H

族
館
(
主
)
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
認
識
は
原
告
・
被

71 

告
が
公
廷
に
赴
く
以
前
に
訟
師
と
接
鯛
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
そ
の
場
が
駄
家
だ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
原
告
・
被
告
が
自
ら
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の
意
思
で
駄
家
を
訪
れ
て
訟
帥
の
指
南
を
受
け
よ
う
と
し
、
貰
際
に
訟
師
の
意
の
ま
ま
に
操
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
特
に
官

府
の
指
定
し
た
駄
家
に
投
宿
す
る
わ
け
で
な
く
、
訴
訟
聞
係
者
が
任
音
山
に
選
揮
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
訟
師
と
の
出
合
い
の
機
舎
が
提
供
さ
れ
た

か
の
よ
う
で
あ
る
。

す
ベ

さ
ら
に
夫
馬
氏
が
検
討
し
た
『
湖
南
省
例
成
案
』
刑
律
訴
訟
、
巻
十
、
数
唆
詞
訟
、
最
査
駄
家
息
一
訟
安
民
に
は
「
凡
て
の
郷
民
は
た
ま
た
また

よ

官
に
赴
い
て
訴
訟
す
る
よ
う
な
事
件
が
あ
れ
ば
、
或
い
は
近
く
は
府
・
州
・
瞬
城
で
、
或
い
は
遠
く
は
省
城
に
ま
で
至
っ
て
、
必
ず
駄
家
を
籍

(
6
)
 

っ
て
停
足
の
地
と
す
る
。
:
:
:
訪
問
し
て
知
り
得
た
と
こ
ろ
で
は
、
不
法
の
徒
が
外
は
寄
寓
に
名
を
借
り
て
、
賓
は
詞
状
を
包
捜
し
、
白
身
が

積
慣
訟
師
で
な
け
れ
ば
訟
師
と
グ
ル
に
な
っ
て
互
い
に
助
け
あ
っ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

一
連
の
訴
訟
の
中
で
都
市
へ
と
出
向
い
て
き

た
訴
訟
関
係
者
は
駄
家
に
宿
泊
せ
ざ
る
を
得
ぬ
う
え
、
時
と
し
て
歌
家
の
主
人
自
身
が
旗
館
主
に
と
ど
ま
ら
ず
「
積
慣
訟
師
」
で
あ
っ
た
こ
と

を
窺
わ
せ
て
い
る
。

ま
た
黄
六
鴻
『
一
脂
恵
全
書
』
巻
十
一
、
刑
名
、
調
訟
、
設
便
民
房
は
次
の
よ
う
に
記
載
す
る
。
「
郷
人
(
農
民
)
は
訴
訟
の
た
め
に
牒
城
に

そ

し

ょ

、

っ

か

せ

入
る
と
必
ず
駄
家
に
身
を
投
ず
る
。
歌
家
は
官
司
を
包
撹
す
る
人
で
な
け
れ
ば
、
踊
し
て
官
司
さ
せ
て
銭
を
嫌
ご
う
と
希
固
す
る
人
で
あ
る
。

〔
黄
六
〕
鴻
は
着
任
し
た
時
、
公
事
で
出
入
す
る
た
び
に
牒
街
門
前
に
甚
だ
多
く
の
酒
臨
時
・
飯
館
が
建
ち
並
び
、
鐘
簡
が
豊
か
に
列
べ
ら
れ
、

た

る

よ

こ

な

ら

お

も

し

ら

樽
櫨
が
横
陳
び
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
の
地
の
人
が
飲
食
に
賛
津
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
意
っ
た
。
そ
こ
で
詳
細
に
訪
べ
る
と
、

す

ベ

み

勢
力
の
あ
る
郷
紳
・
生
員
が
管
業
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
凡
て
の
郷
人
(
農
民
)
の
訴
訟
に
来
た
者
は
、
原
告
・
被
告
を
問
わ
ず
倶
な
必

ず
こ
こ
に
宿
を
と
る
。
内
外
の
閥
隔
は
郷
紳
・
生
員
の
意
に
件
る
の
を
憧
れ
て
、
寛
に
向
田
止
め
よ
う
と
す
る
者
は
無
い
。
郷
人
(
農
民
)
は
こ

し

ゅ

く

は

く

オ

ペ

て

き

り

も

り

(
7
)

こ
に
舎
る
ほ
か
、
ま
た
他
に
宿
泊
す
る
所
も
無
い
の
で
こ
こ
に
居
停
す
る
。
一
切
の
街
門
閥
係
の
事
を
料
理
す
る
の
は
「
紀
綱
之
僕
」
で
あ

・
嘱
託
(
依
頼
)
に
至
っ
て
は
、
又
た
皆
な
(
欺
家
の
)
主
人
の
稼
ぎ
口
と
な
っ
て
い
る
。
故
に
郷
人
(
曲
反
民
)
も
亦
た
患

る
。
求
情
(
請
願
)

よ依
っ
て
み
な
一
緒
に
身
を
投
じ
て
こ
こ
に
宿
る
こ
と
に
な
る
」
o

ま
ず
黄
六
鴻
は
欺
家
の
主
人
の
事
を
「
官
司
を
包
撹
す
る
人
で
な
け
れ
ば
、

踊
し
て
官
司
さ
せ
て
銭
を
嫌
ご
う
と
希
固
す
る
人
」
で
あ
る
と
遮
べ
る
。
前
竿
は
狭
義
の
「
包
瞳
調
訟
」
と
同
じ
く
青
吏
・
差
役
と
の
交
渉
を
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意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
、
訟
師
に
封
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
常
套
句
で
あ
る
。

つ
ま
り
駄
家
自
ら
が
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
る
と

の
記
事
も
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
駄
家
も
時
と
し
て
「
訟
師
」
の
ラ
ベ
ル
を
貼
り
附
け
ら
れ

る
範
障
に
属
す
る
者
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
賓
際
に
彼
ら
は
本
業
の
抜
館
業
か
ら
し
で
も
或
る
程
度
の
識
字
暦
で
あ
っ
た

み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
湖
南
省
例
成
案
」

ろ
う
し
、
牒
街
門
前
に
立
地
し
て
い
れ
ば
青
吏
・
街
役
ら
と
の
交
渉
能
力
も
有
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。

(
日
)

な
お
黄
六
鴻
は
自
ら
の
目
撃
語
を
根
擦
に
あ
た
か
も
訴
訟
に
来
た
農
民
が
す
べ
て
牒
街
門
前
の
酒
障
・
飯
館
に
宿
泊
し
た
か
の
よ
う
に
語
つ

て
い
る
。
し
か
し
た
と
え
原
告
・
被
告
な
ど
訴
訟
闘
係
者
が
呼
出
し
に
備
え
て
牒
城
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
常
識
的
に
考

え
て
酒
騨
・
飯
館
レ
ヴ
ェ
ル
の
五
富
津
が
な
敬
家
に
す
べ
て
の
農
民
が
泊
ま
っ
た
と
は
到
底
考
え
に
く
い
。
こ
れ
は
黄
六
鴻
の
限
ら
れ
た
見

聞
・
経
験
か
ら
語
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
か
か
る
豪
者
な
駄
家
を
利
用
し
、
賄
賂
を
贈
っ
て
求
情
・
喝
託
を
行
い
え
た
の
は
一
定
程
度
の
富
裕
層

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
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績
い
て
江
西
省
と
山
東
省
(
登
州
府
茨
陽
牒
)
の
事
例
を
検
討
し
て
み
る
。
凌
惇
「
西
江
覗
泉
紀
事
』
巻
回
、
候
教
に
は
「
私
は
江
西
按
察

使
に
着
任
し
て
久
し
く
民
情
を
知
悉
し
て
い
る
。
不
還
の
「
訟
梶
」
は
小
事
を
大
事
と
し
、
無
を
有
と
い
い
、
さ
ら
に
何
を
信
用
す
べ
き
か
難

し
く
し
て
い
る
。
そ
こ
で
詮
擦
の
無
い
も
の
は
軽
々
し
く
詞
肢
を
受
理
し
な
か
っ
た
の
で
、
訴
訟
を
請
負
い
唆
し
て
い
る
「
訟
根
」
も
技
の
施

もつれ

し
よ
う
が
無
か
っ
た
。
す
る
と
遂
に
一
種
の
慰
う
べ
き
死
を
畏
れ
ぬ
駄
屈
が
出
現
し
、
訟
師
を
養
い
、
訴
状
を
出
す
人
を
窺
っ
て
、
財
産
の
多

い
者
が
あ
れ
ば
請
託
す
る
と
い
っ
て
賄
賂
を
求
め
、
告
賦
の
提
出
を
代
理
し
た
り
、
告
拭
が
受
理
さ
れ
る
仕
事
を
請
け
負
っ
た
り
し
て
い
る
。

甚
だ
し
い
場
合
に
は
文
書
を
偶
遣
し
、
服
務
に
貼
り
つ
け
て
、
無
知
の
人
々
を
愚
弄
し
、
銀
を
踊
し
取
っ
て
僅
か
の
聞
に
仲
間
で
山
分
け
に
す

る
。
こ
れ
ま
こ
と
に
魁
魅
姐
魁
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
白
書
堂
々
と
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
し
ら
べ
捕
ま
え
最
し
く
慮
罰
し
て
き
た
が
、

し
か
し
な
お
訟
根
の
徐
才
・
李
周
升
・
藍
少
林
、
駄
屈
の
劉
旭
高
が
南
康
豚
の
武
生
王
佐
才
か
ら
銀
雨
を
踊
し
取
っ
た
と
い
う
事
件
が
あ
っ

(
9
)
 

た
」
と
あ
っ
て
、
江
西
按
察
使
は
「
訟
根
」
と
駄
庖
(
駄
家
)
と
が
極
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
糾
弾
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さ
れ
た
駄
屈
の
一
連
の
訴
訟
サ
ー
ビ
ス
は
、
す
べ
て
夫
馬
・
唐
津
雨
氏
の
研
究
に
訟
師
の
所
業
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
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ま
た
最
後
に
奉
げ
ら
れ
た
「
訟
根
」
徐
才
・
李
周
升
・
藍
少
林
と
駄
庖
劉
旭
高
と
の
聞
に
貰
際
に
ど
の
程
度
の
役
割
上
の
差
異
が
あ
っ
た
か
は

判
然
と
し
な
い
が
、
丈
脈
か
ら
す
れ
ば
先
に
「
訟
根
」
と
歌
庖
と
い
う
個
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
あ
り
き
に
考
え
る
よ
り
、
む
し
ろ
訴
訟
に
関
わ
っ

て
許
容
で
き
ぬ
詐
欺
行
矯
が
あ
り
、
そ
こ
で
詐
欺
行
矯
と
判
断
さ
れ
た
訴
訟
サ
ー
ビ
ス
の
舞
蓋
と
な
っ
た
族
館
の
主
人
を
駄
居
、
そ
の
他
の
者

を
「
訟
根
」
と
呼
ん
だ
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
駄
庖
は
表
向
き
放
館
業
と
い
う
禁
止
で
き
ぬ
職
業
を
標
梼
し
て
い
た
か

ら
、
「
白
主
堂
々
」
と
庖
内
で
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
え
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
酷
か
ら
す
れ
ば
、
駄
家
は
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
訴
賦
作

成
サ
l
ヴ
ィ
ス
業
者
の
い
わ
ば

η

隠
れ
蓑
μ

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
荘
論
育
『
塵
郷
公
腫
』
巻
二
、
「
示
論
最
禁
飯
庖
包
撹
訟
事
候
告
丈
」
に
は
「
〔
山
東
省
〕
莱
陽
解
は
訴
訟
が
多
く
民
情
は
弓
健
で
、

裁
判
が
息
ま
な
い
の
で
民
の
生
活
も
不
安
で
あ
る
。
本
牒
が
理
由
を
推
し
量
る
に
、
〔
こ
れ
ら
は
〕
皆
な
「
訟
根
」
が
〔
訴
訟
を
〕
包
捷
・
数
峻

し
、
又
た
城
府
の
「
飯
庖
(
駄
家
)
」
を
擦
貼
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
飯
匝
」
と
は
「
訟
梶
」
が
巣
窟
と
し
、
青
吏
が
策
謀
を
め
ぐ
ら
し

た
よ
(
印
)

弊
害
を
惹
き
起
こ
す
場
所
で
あ
る
。
本
牒
が
訪
問
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
該
豚
で
飯
庖
を
開
設
し
た
者
は
、
概
ね
護
符
に
杖
り
、
そ
の
中
に
庚
く

「
訟
根
」
を
集
め
、
財
物
を
踊
し
と
る
な
ど
悪
と
し
て
作
さ
ぬ
こ
と
は
無
い
。
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
訴
訟
費
用
を
立
替
え
蹄
い
し
食
事
代
を
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水
増
し
す
る
な
ど
、
次
第
に
金
額
を
上
げ
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
利
益
を
貧
る
た
め
、
被
害
を
受
け
た
者
は
家
を
傾
け
財
産
を
使
い
果
た
し
債
務

を
償
え
ず
、
賓
に
吾
民
の
無
窮
の
害
と
矯
っ
て
い
る
。
:
:
:
城
内
に
は
毎
に
一
種
の
士
農
工
商
に
属
さ
ぬ
者
が
あ
り
、
日
々
豚
街
門
前
の
「
飯

庖
」
に
出
入
り
し
た
り
住
宿
し
た
り
し
て
訴
訟
を
包
捜
し
密
か
に
怪
し
い
行
動
を
採
っ
て
い
る
。
:
:
:
た
と
え
ば
「
訟
梶
」
邪
錦
堂
が
「
飯

庖
」
〔
の
主
人
〕
耶
桂
廷
を
、
財
産
を
踊
し
取
っ
た
と
し
て
訴
え
た
一
案
が
あ
る
。
耶
桂
廷
は
固
よ
り
不
法
の
者
で
あ
り
、
那
錦
堂
も
亦
た
か
つ

て
城
内
で
「
飯
宿
」
を
替
白
ん
で
し
ば
し
ば
健
訟
し
、
均
に
安
分
の
徒
で
な
か
っ
た
。
耶
桂
廷
が
克
に
倒
産
し
た
同
義
競
の
載
記
を
借
り
て
、
穴
エ

の
期
票
(
小
切
手
)
を
出
し
、
白
ら
寓
き
込
み
用
い
て
、
詐
欺
行
馬
を
企
ん
で
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
外
、
域
内
閲
府
内
外
の

「
飯
庖
」
が
訴
訟
に
闘
わ
る
事
は
数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
o

〔
こ
れ
ら
を
〕
逐
一
密
か
に
取
調
べ
て
懲
罰
を
加
え
る
外
、
亙
か
に
示
品
開
し
て
最

禁
す
る
。
該
牒
の
軍
民
人
等
は
知
悉
せ
よ
。
爾
等
は
知
る
べ
き
で
あ
る
、
「
飯
庖
」
の
経
営
は
本
も
と
交
易
に
関
わ
る
の
で
あ
っ
て
止
だ
接
客



を
接
待
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
ど
う
し
て
瀧
根
・
訟
師
を
留
め
て
そ
の
中
に
盤
掘
さ
せ
、
訴
訟
を
で
っ
ち
上
げ
数
唆
さ
せ
る
の
か
」
と
あ
り
、
莱

陽
牒
の
域
内
・
闘
廟
の
「
飯
庖
(
敬
家
)
」
に
は
「
一
訟
梶
」
自
ら
が
経
営
し
た
り
、
一
訟
師
に
出
入
り
・
盤
眠
さ
せ
、
訴
訟
に
関
わ
っ
て
都
市
に

出
向
い
て
き
た
者
か
ら
訴
訟
費
用
の
水
増
し
な
ど
様
々
な
手
段
を
用
い
て
多
額
の
金
銭
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
取
締
る
官
府
の
論
理
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
首
然
に
す
べ
て
の
飯
庖
(
歓
家
)
に
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
注
音
却
を
要

す
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
城
内
・
閥
閥
、
特
に
牒
街
門
前
駄
家
は
都
市
に
出
向
い
て
く
る
訴
訟
闘
係
者
を
主
な
宿
泊
客
と
し
、
そ
れ
に
麿
じ
た

サ
ー
ビ
ス
の
一
種
と
し
て
訴
訟
費
用
を
立
替
え
た
り
、
訴
状
代
作
・
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後

竿
に
登
場
す
る
耶
錦
堂
・
那
桂
廷
は
飯
庖
を
経
告
し
て
い
る
か
経
営
し
て
い
た
経
験
を
有
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
耶
錦
堂
が
「
訟
梶
」
と
呼
ば

れ
る
理
由
は
、

か
つ
て
城
内
で
飯
庖
を
経
管
し
、
盛
ん
に
訴
訟
(
健
訟
)
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
在
っ
た
の
で
あ
り
、
「
訟
根
」
が
飯
庖
を
経
営

し
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
甑
庖
を
経
営
し
な
が
ら
も
宿
泊
客
の
訴
訟
に
許
容
範
園
以
上
に
関
わ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
旋
館
主
自
身
が
「
訟
根
」

で
は
駄
家
と
訟
師
と
の
聞
に
は
如
何
な
る
匝
別
が
あ
っ
た
か
。
確
か
に
な
る
ほ
ど
族
館
を
所
有
・
経
営
し
て
い
る
か
否
か
を
除
け
ば
、
訟
師
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と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
駄
家
と
の
匡
別
は
極
め
て
暖
昧
で
あ
っ
た
。
駄
家
の
主
人
が
官
府
の
許
容
範
園
を
超
え
る
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
れ
ば
、
「
あ
の
駄
家
は
訟

師
が
経
営
し
て
い
る
」
「
あ
の
駄
家
に
は
訟
師
が
盤
据
し
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
す
で
に
官
府
か
ら
「
訟
梶
」
「
積
慣
訟

師
」
或
い
は
「
著
名
訟
師
」
の
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
た
者
が
駄
家
を
経
営
す
る
場
合
も
あ
っ
た
ろ
う
。
敢
え
て
訟
師
と
歌
家
を
匝
別
す
る
と
す
れ

ば
、
放
館
業
を
管
ん
で
い
る
か
否
か
、
な
い
し
は
さ
き
の
文
言
の
後
半
の
如
く
裁
判
を
長
期
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
宿
泊
費
・
食
事
代
な
ど
本
来

の
族
館
業
務
で
利
盆
を
得
ょ
う
と
す
る
だ
け
の
者
も
存
在
し
た
|
|
こ
れ
と
て
官
府
か
ら
見
れ
ば
「
数
峻
」
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

、
号
、
当
、

U
，
ヵ
|
|
|

つ
ま
り
旋
館
業
を
管
む
の
み
で
自
身
で
訴
状
を
代
作
し
た
り
訴
訟
に
関
わ
っ
た
り
す
る
能
力
を
有
さ
ぬ
者
も
存
在
し
た
|
|
「
訟
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師
」
で
は
な
く
「
訟
梶
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
|
|
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
よ
う
に
非
公
認
H

公
事
師
、
公
認
H

公
事

(
日
)

宿
と
い
っ
た
圃
式
は
存
在
せ
ず
、
訟
帥
で
あ
れ
駄
家
で
あ
れ
訴
訟
に
闘
奥
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
否
定
さ
れ
て
い
た
。
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こ
れ
ま
で
駄
家
と
訟
師
の
闘
わ
り
を
検
討
し
た
。
し
か
し
訴
状
代
作
・
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
の
提
供
と
い
う
観
酷
か
ら
す
れ
ば
、
牒
街
門

で
訴
訟
に
携
わ
っ
た
膏
吏
・
街
役
と
の
闘
係
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
明
・
余
健
五
口
『
治
譜
』
巻
四
、
詞
訟
門
に
は
「
狭
猪
で
凶
暴
な
地

た
ん
と
フ

方
に
は
多
く
の
保
駄
が
あ
っ
て
詐
り
欺
き
、
私
か
に
訴
訟
闘
係
者
に
向
か
い
「
打
貼
街
門
(
訴
訟
賞
事
者
に
代
わ
り
承
行
宥
吏
・
差
役
と
案
件
の
庭

理
を
交
渉
す
る
)
で
き
る
、
相
公
(
知
豚
)
の
判
決
に
手
心
を
加
え
さ
せ
ら
れ
る
」
と
云
っ
て
銀
若
干
を
袋
に
詰
め
さ
せ
、
判
決
が
下
っ
た
後
に

寸
ベ

こ
れ
を
受
け
取
る
。
凡
て
の
事
の
善
悪
に
は
必
ず
や
勝
負
が
有
っ
て
、
負
家
(
敗
訴
者
)
の
原
銀
が
勝
家
(
勝
訴
者
)
に
還
さ
れ
て
も
こ
れ
ら
の

輩
に
編
し
奪
ら
れ
て
し
ま
う
。
か
か
る
行
矯
は
ど
こ
に
で
も
多
く
あ
る
。
四
川
・
雲
南
・
貴
州
で
は
「
順
風
旗
」
と
謁
い
、
河
南
・
江
南
・
湖

底
で
は
「
撞
太
歳
」
と
謂
い
、
北
直
隷
で
は
近
日
「
撞
木
鐘
」
と
謂
う
。
故
に
か
よ
う
な
保
駄
は
明
示
し
て
巌
禁
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
街
役

が
保
駄
を
す
れ
ば
官
府
に
と
っ
て
最
も
不
便
で
あ
り
、
地
方
官
は
時
々
人
を
差
し
て
密
か
に
訪
べ
、
或
い
は
時
々
審
理
中
の
訴
訟
関
係
者
に
問

(ロ)

い
た
だ
す
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
り
、
保
敬
(
駄
家
)
が
「
打
貼
街
門
」
「
開
通
相
公
掌
稿
」
な
ど
訟
師
に
常
套
句
と
し
て
用
い
ら
れ
る
訴
訟
ア
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ド
パ
イ
ス
・
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
金
銭
を
踊
し
取
っ
て
い
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
ほ
か
、
特
に
街
役
が
保
駄
(
歌
家
)
に
あ
た
る
こ
と
が
禁
じ
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
逆
に
か
か
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
弊
害
を
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
官
府
は
街
門
内
部
の
諸
事
情
に
通
じ
た

街
役
が
許
容
範
固
以
上
に
訴
訟
に
闘
輿
す
る
の
を
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
駄
家
と
同
義
の
名
詞
と
し
て
「
保
駄
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
訴
訟
関
係
者
の
逃
亡
を
恐
れ
て
在
城
の
居
住
場
所
か
ら
保
誼
を
と
り
呼
出
し
・
身
元
保
詮
の
便
と
す
る
「
保
」
と
、
農
村
に
居

(
日
)

佳
す
る
訴
訟
聞
係
者
に
入
城
さ
せ
食
事
・
住
宿
の
提
供
を
意
味
す
る
「
欧
」
と
が
熟
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
順
風
旗
」
な
ど
名
栴
は
違

え
ど
も
、
保
駄
が
各
地
で
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
金
品
・
曜
金
を
得
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

『
西
江
政
要
」
巻
十
で
は
、
街
役
・
青
吏
が
歌
家
を
経
昔
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
根
徒
で
「
飯
欧
」
を

佐
官
む
者
は
竿
ば
膏
吏
・
街
役
で
「
敬
戸
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
:
:
:
訟
師
を
住
ま
わ
せ
訴
訟
を
教
唆
・
担
遣
さ
せ
る
こ
と
で
、
郷
愚
は
仲
間
だ

と
思
う
よ
う
に
な
る
o

〔
飯
駄
は
〕
官
府
と
往
来
で
き
る
と
日
っ
た
り
パ
イ
プ
が
あ
る
と
云
っ
た
り
し
て
、
銀
銭
を
踊
し
取
っ
た
り
機
に
乗
じ
て

ど
ん
ぜ
い

呑
陛
(
私
腹
を
肥
や
)
し
た
り
す
る
。
控
訴
(
上
訴
)
は
己
ま
ず
幾
多
の
年
月
に
も
わ
た
る
。
〔
飯
駄
・
訟
師
に
は
〕
各
々
目
的
と
す
る
利
盆
が
あ



は

ん

け

つ

も

つ

り
、
〔
裁
判
を
〕
山
楽
し
ん
で
引
き
延
ば
し
て
い
る
。
官
事
(
裁
判
)
が
未
だ
剖
判
を
明
け
て
い
な
い
の
に
、
〔
郷
愚
の
〕
資
嚢
は
す
で
に
空
に
な
っ

は
ん
け
っ

て
し
ま
う
。
審
問
に
及
ん
で
は
、
又
た
情
節
を
担
遺
し
た
り
言
い
張
る
よ
う
教
唆
し
た
り
す
る
の
で
、
問
官
は
殆
ど
ど
の
よ
う
に
剖
判
し
た
ら

よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
:
:
:
こ
れ
は
訟
視
の
源
を
駆
逐
し
よ
う
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
や
先
ず
駄
家
の
弊
害
を
最
査
す
べ
き
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
〔
そ
こ
で
〕
各
州
牒
に
命
じ
て
街
役
が
私
か
に
「
飯
駄
」
を
営
業
し
て
い
な
い
か
否
か
を
確
賓
に
査
べ
さ
せ
、
ま
た
「
積

(
臼
)

慣
訟
梶
」
に
つ
い
て
は
即
ち
に
巌
撃
し
て
分
別
し
て
懲
し
め
別
の
生
業
に
改
め
さ
せ
ま
し
ょ
う
」
o

こ
の
史
料
で
は
飯
駄
(
歌
家
)
の
主
人
の

中
十
ば
が
膏
吏
・
街
役
で
あ
り
、
そ
れ
が
歓
戸
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
。
彼
ら
は
訟
師
と
と
も
に
官
府
と
の
繋
が
り
を
利
用
し
、
訴
訟
で
牒
城

へ
と
や
っ
て
来
た
農
民
か
ら
多
額
の
費
用
を
と
り
、
様
々
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
訴
訟
を
有
利
に
進
め
た
り
長
期
化
さ
せ
た
り
し
よ
う
と
し

た
ら
し
い
。
膏
吏
・
街
役
が
城
内
で
私
か
に
飯
駄
(
駄
家
)
を
経
営
し
、
不
法
な
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
た
の
は
明
白
で
あ
り
、
官
府

も
そ
れ
を
認
識
し
な
が
ら
な
か
な
か
有
放
な
手
段
を
講
じ
得
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

み

ま
た
清
・
熊
賓
「
三
邑
治
略
』
巻
二
ゴ
「
前
書
吏
査
規
費
論
帳
天
門
牒
稿
」
に
は
「
照
得
す
る
に
、
各
豚
で
は
案
件
を
結
審
す
る
の
に
均

サ
イ
ン

な
審
理
の
場
で
甘
結
を
書
い
て
書
一
押
す
る
。
し
か
し
こ
の
豚
(
天
門
牒
)
で
は
均
な
駄
家
が
主
と
な
っ
て
行
い
、
宿
で
甘
結
を
書
く
の
は
も
っ
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て
の
外
で
あ
る
。
結
局
こ
の
甘
結
は
捨
首
の
経
承
が
代
寓
し
た
の
か
、
或
い
は
招
房
・
値
堂
房
が
整
え
た
の
か
。
:
:
:
こ
の
豚
で
は
案
件
を
審

理
・
結
審
す
る
の
に
こ
れ
ま
で
審
理
の
場
で
甘
結
を
書
か
ず
、
原
差
(
捨
嘗
差
役
)
が
駄
家
に
つ
れ
て
い
き
、
そ
こ
で
書
き
終
え
て
か
ら
牒
署

か
ん

内
へ
と
持
っ
て
い
く
。
〔
山
〕
結
費
は
数
串
も
か
か
り
、
か
か
る
弊
害
は
一
々
畢
げ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
往
々
に
し
て
訊
問
さ
れ
事
賓
が
明

ら
か
と
な
り
、
審
理
の
場
で
は
首
を
う
な
だ
れ
で
言
葉
も
無
く
心
か
ら
望
ん
で
甘
結
を
出
し
た
の
に
、
宿
に
踊
っ
て
か
ら
人
の
教
唆
を
聴
き
た

だ
ち
に
翻
っ
て
再
び
訴
え
出
る
者
が
あ
る
。
原
告
・
被
告
は
牒
城
に
到
っ
て
審
理
を
待
ち
様
々
な
捕
に
遭
う
こ
と
己
に
久
し
い
の
に
、
さ
ら
に

(
日
)

〔
出
〕
結
費
を
出
す
と
は
か
よ
う
な
多
額
の
銀
銭
が
ど
こ
か
ら
集
め
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
の
か
」
と
あ
り
、
湖
北
省
安
陸
府
天
門
牒
で
は
牒
街

門
で
記
す
べ
き
結
審
の
甘
結
が
駄
家
で
書
か
れ
、
街
役
ら
が
高
額
の
出
結
費
を
私
徴
し
て
い
た
事
賓
が
あ
り
最
し
く
糾
弾
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
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し
知
牒
熊
賓
は
出
結
費
等
に
制
限
を
加
え
つ
つ
裁
判
費
用
の
軽
減
を
固
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
を
不
法
徴
牧
と
し
て
禁
止
す
る
の
で
な
く
貼
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車
・
録
供
・
紙
筆
費
は
必
要
一
経
費
と
し
て
認
め
て
い
る
。
ま
た
同
書
、
巻
三
、
「
勘
議
各
房
童
日
吏
子
弟
入
亭
堂
稿
」
で
も
「
各
房
の
青
吏
ら
は

知
悉
せ
よ

0

・
:
・
:
育
吏
ら
は
謹
書
(
科
奉
)
が
う
ま
く
行
か
ず
儒
を
棄
て
て
吏
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
生
活
の
た
め
で
あ
り
い
っ
か
再
び
名
聾
を

得
る
と
期
待
し
て
い
る
と
は
い
え
、
往
々
に
し
て
一
人
で
官
府
に
入
り
、
遂
に
習
試
に
染
ま
っ
て
自
分
の
利
金
を
園
り
弊
害
を
矯

L
、
そ
れ
を

自
分
の
能
力
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
甚
だ
し
い
場
合
暴
利
を
貧
ろ
う
と
し
、
駄
家
を
経
告
し
て
訴
訟
闘
係
者
に
代
わ
っ
て
謀
略
を
張
り
巡
ら

す
。
あ
る
時
は
悪
賢
く
供
遮
さ
せ
、
あ
る
時
は
上
級
官
磨
に
上
控
さ
せ
、
己
一
人
の
利
益
を
遅
し
く
し
、
依
頼
者
の
家
を
傾
け
破
産
さ
せ
家
族

(
日
)

全
盟
を
不
安
に
さ
せ
て
い
る
」
と
遮
べ
て
、
青
吏
が
駄
家
を
経
管
す
る
こ
と
の
弊
害
を
語
っ
て
い
る
。

訟
師
・
膏
吏
・
街
役
が
駄
家
を
経
菅
し
て
い
た
事
例
は
枚
奉
に
遣
が
な
い
。
そ
の
他
、
『
一
帽
恵
全
書
」

の
如
く
生
員
・
監
生
と
の
闘
係
を
指

摘
す
る
史
料
も
あ
る
。
『
西
江
政
要
』
巻
三
十
六
、
嘉
慶
二
年
「
按
察
使
注
最
禁
地
方
弊
端
篠
一
不
」
に
は
「
一
、
劣
生
・
悪
監
が
歌
家
を
聞
き

「
包
訟
(
包
撹
詞
訟
と
す
る
の
は
民
の
最
大
の
害
で
あ
る
。
:
:
:
甚
だ
し
き
は
専
ら
駄
庖
を
村
営
業
し
、
郷
民
で
〔
牒
城
に
〕
赴
き
訴
え
よ
う
と

は
じ

す
る
者
は
必
ず
ま
ず
駄
家
に
〔
身
を
〕
投
じ
て
〔
訴
訟
費
用
を
〕
相
談
・
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
〔
か
く
し
て
〕
方
め
て
〔
呈
〕
肢
を
提
出
で
き
た
。

78 

経
承
・
原
差
は
悉
く
指
揮
を
仰
ぎ
、
定
め
た
〔
呈
〕
詞
の
作
成
、
出
票
(
信
票
・
逮
捕
状
の
義
行
)
・
護
築
(
山
頭
・
拘
束
命
令
の
議
行
)
及
び

「
牌
」
(
山
頭
命
令
)
の
交
付
、
鋪
堂
(
随
規
)
な
ど
の
銀
銭
(
費
用
)
は
膏
吏
・
差
役
等
と
四
分
六
の
比
率
で
分
け
あ
っ
た
。
駄
家
に
投
じ
た
者

は
具
控
す
れ
ば
必
ず
受
理
さ
れ
、
た
と
え
寵
牙
雀
角
の
争
い
で
あ
れ
、
能
く
天
を
驚
か
せ
地
を
動
か
す
。
駄
家
に
投
じ
ぬ
者
は
遁
理
が
有
っ
て

も
伸
ば
せ
ず
:
:
:
雨
遣
の
「
欧
家
」
が
満
足
す
れ
ば
和
解
を
勧
め
、
又
た
和
息
瞳
・
致
謝
穫
を
取
る
。
「
包
訟
」
し
て
民
に
熱
い
を
な
す
の
は

義
賊
(
悪
人
)
よ
り
甚
だ
し
い
。

一
た
び
牟
獲
す
れ
ば
必
ず
や
訟
梶
〔
の
例
〕
に
照
し
泊
罪
せ
よ
」
と
あ
り
、
訴
訟
に
関
わ
っ
て
遣
法
行
篇
を

行
う
生
員
・
監
生
が
駄
庖
(
駄
家
)
を
開
業
し
「
包
訟
」
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
、
訴
訟
の
継
績
に
せ
よ
、
和
解
(
私
和
)
に
せ
よ
様
々
な

名
目
で
種
金
を
貧
り
、
郷
民
の
被
害
は
計
り
知
れ
ぬ
こ
と
、
膏
吏
や
街
役
が
そ
の
指
揮
で
動
い
て
い
た
こ
と
等
が
楼
々
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
は
「
訟
根
」
が
拐
納
で
監
生
身
分
を
手
に
入
れ
た
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

か
く
し
て
城
内
・
開
府
、
特
に
牒
街
門
前
に
立
地
す
る
駄
家
は
地
域
に
よ
っ
て
飯
庖
・
飯
駄
・
駄
庖
・
保
駄
と
名
稀
を
具
と
し
、
経
営
主
瞳



も
車
な
る
族
館
主
か
ら
訟
師
・
育
吏
・
街
役
・
生
員
・
監
生
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
者
ま
で
多
種
多
様
で
あ
っ
た
。
歌
家
の
宿
泊
客

は
必
ず
し
も
都
市
に
出
向
い
て
き
た
訴
訟
闘
係
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
に
封
し
一
般
の
肢
館
業
務
は
勿
論
、
本
来
の
業
務
と
は
直
接
的
な

関
係
を
有
さ
ぬ
訴
訟
サ
ー
ビ
ス
ま
で
提
供
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
訴
訟
首
事
者
の
財
力
等
に
磨
じ
て
訴
状
の
作
成
、
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ス
か
ら

請
託
・
求
情
に
ま
で
及
ん
だ
。
族
館
主
自
身
が
訟
師
の
時
は
勿
論
、
そ
れ
以
外
の
場
合
も
牌
街
門
前
駄
家
の
多
く
が
訴
訟
闘
係
者
と
一
訟
師
・
膏

吏
・
街
役
と
の
出
合
い
・
接
輔
の
場
を
提
供
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
訴
訟
の
た
め
勝
城
に
出
向
い
た
農
民
に
と
っ
て

歓
家
、
と
り
わ
け
牒
街
門
前
駄
家
は
手
頃
な

η

訟
師
紹
介
所
α

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
凡
そ
訟
根
の
院
跡
は
、
駄
家
が
周
知
し
な
い
も

(
口
)

の
は
な
い
」
と
稽
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
確
か
に
、
駄
家
が
唯
一
の
も
の
で
は
な
く
、
丁
目
昌
『
撫
呉
公
臆
』
巻
六
、
「
批
阜
寧
牒
裏
清
理
積

案
並
察
査
地
方
情
形
」
に
「
聞
く
に
該
豚
(
江
蘇
省
阜
寧
牒
)
の
大
街
に
あ
る
正
興
字
競
は
外
観
は
麺
館
で
あ
る
が
、
内
に
は
密
室
二
所
が
有

一
つ
は
街
役
の
巣
窟
、

一
つ
は
訟
根
の
そ
れ
と
な
っ
て
い
る
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
技
館
た
る
駄
家
の
ほ
か
、
城
内
の
飯
館
や
酒
障
な
ど

79 

も
そ
う
し
た
機
能
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
諸
史
料
も
決
し
て
統
計
的
な
数
値
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
官
府
の
側
か
ら

ぷ
陀
訟
の
イ
メ
ー
ジ
μ

の
中
に
駄
家
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
に
す
、
ぎ
ず
、
筆
者
の
意
園
も
ま
た
す
べ
て
の
駄
家
に
普
遍
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

は
な
い
。
た
だ
し
現
在
裁
判
所
の
周
遣
に
法
律
事
務
所
な
ど
が
立
ち
並
ぶ
如
く
、
牒
街
門
前
の
駄
家
が
「
包
撹
詞
訟
」
「
打
賠
街
門
」
の
機
能

を
有
す
る
に
至
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
日
本
の
公
事
宿
と
類
似
し
て
い
た
と
い
い
う
る
。

し
か
し
訴
訟
へ
の
必
要
以
上
の
閥
輿
は
-
公
認
さ
れ
て
お
ら
ず
基
本
的
に
最
禁
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
右
の
所
行
は
す
べ
て
遣
法
行
局
で

あ
っ
た
。
た
と
え
牒
街
門
前
に
立
地
す
れ
ど
も
、
駄
家
は
一
般
の
放
館
と
同
じ
く
旋
客
の
接
待
に
従
事
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
、
訴
訟
闘
係
者
の

み
を
釘
象
に
特
別
な
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
は
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
訴
訟
関
係
者
用
に
専
門
化
し
た
族
館
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
駄
家
と
日
本
の
公
事
宿
と
は
正
確
に
い
え
ば
性
格
を
異
と
し
た
と
い
え
よ
う
。

79 

と
こ
ろ
で
清
末
に
至
る
と
、
訴
訟
闘
係
者
を
封
象
に
専
門
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
「
官
司
飯
庖
」
「
訟
庖
」
の
呼
稽

も
出
現
す
る
。
「
麗
郷
公
臆
』
巻
一
、
「
上
登
州
府
憲
呉
論
上
控
情
弊
虚
賓
裏
」
に
は
「
卑
職
(
荘
論
喬
)
が
訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
卑
(
莱
陽
)
牒
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の
「
著
名
訟
梶
」
秦
嘉
は
か
つ
て
懲
ら
し
め
管
押
し
て
い
た
が
脱
、
逃
し
、
現
在
は
省
垣
で
「
官
司
飯
庖
」
を
経
営
し
、
故
に
卑
豚
の
省
に
訴
え

出
る
者
は
皆
な
秦
嘉
の
庖
に
宿
泊
す
る
が
、
そ
れ
は
秦
完
が
招
い
た
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
莱
陽
牒
の
「
著
名
訟
根
」
秦
完
が
省
垣
(
済
南
)

で
一
経
菅
し
て
い
た
接
館
を
「
官
司
飯
庖
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
「
著
名
訟
梶
」
と
す
で
に
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
た
人
物
が
飯
庖
(
敬
家
)
を
経
営
す

ゃ
く
し
ゃ

る
例
で
あ
る
。
ま
た
同
書
巻
二
、
「
王
義
控
高
興
業
案
呈
批
」
に
は
「
本
牒
が
訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
高
興
業
は
本
も
と
戯
子
で
、
〔
莱
陽
牒
〕
城

で
「
訟
庖
」
を
聞
き
、
婦
女
を
留
め
て
風
俗
を
害

L
、
悪
い
こ
と
で
矯
さ
ぬ
事
は
無
い
ほ
ど
で
あ
る
」
と
、
戯
子
(
役
者
の
蔑
栴
)
が
「
一
訟

庖
」
を
経
営
し
た
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
官
司
飯
庖
」
「
訟
庖
」
は
名
稿
か
ら
訴
訟
闘
係
者
に
宿
泊
客
を
限
定
す
る
か
に
見
え
る
が
、
こ
こ

で
は
取
締
り
封
象
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
「
官
司
飯
庖
」
「
訟
庖
」
白
躍
が
取
締
り
封
象
な
の
か
、
秦
完
や
高
興
業
の
行
矯
に
由
来
す
る
個
別

の
問
題
な
の
か
、
史
料
は
明
確
に
語
ら
ぬ
が
、
訴
訟
の
増
加
に
よ
っ
て
駄
家
の
性
格
に
も
時
代
的
な
嬰
化
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ

る

駄
家
に
よ
る
身
元
保
誼
と
身
柄
管
理
|
|
都
市
に
出
向
い
て
き
た
者
を
如
何
に
捉
え
る
か
|
|
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前
章
で
は
、
牒
街
門
前
駄
家
が
車
な
る
旋
館
主
の
み
な
ら
ず
訟
師
・
膏
吏
・
街
役
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
た
場
合
も
少
な
く
な
い
こ
と
、
訴
訟

に
関
わ
っ
て
都
市
に
出
向
い
て
き
た
者
を
主
要
な
針
象
に
宿
泊
・
食
事
な
ど
本
来
的
な
サ
ー
ビ
ス
は
勿
論
、
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ス
ま
で
も
提
供
し

て
い
た
こ
と
、

か
か
る
賓
能
い
か
ら
み
れ
ば
表
向
き
の
族
館
と
は
異
な
り
、
事
(
貫
上
訟
師
と
の
接
輔
の
場
を
準
備
し
た
グ
訟
師
の
隠
れ
蓑
U

万一訟

師
紹
介
所
u

で
あ
っ
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
封
し
官
府
は
駄
家
に
遁
正
な
慣
格
で
の
宿
泊
・
食
事
の
提
供
を

求
め
る
と
同
時
に
、
訴
訟
へ
の
闘
輿
は
好
ま
し
か
ら
ぬ
行
矯
と
し
て
禁
じ
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
一
方
で
駄
家
は
多
数
の
人
々
を
牧
容
し
う
る
物
理
的
な
建
築
物
を
有
し
て
い
た
た
め
、
訴
訟
に
関
わ
っ
て
幾
つ
か
の
役
割
が
期
待
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
主
に
訴
訟
関
係
者
の
身
元
保
詮
や
身
柄
管
理
な
ど
所
謂
「
宿
預
」
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
訴
訟
関
係
者
の
身
元
保
護
人
で
あ
る
。
か
つ
て
夫
馬
氏
が
分
析
し
た
訟
師
秘
本
の
一
つ
で
あ
る

『
法
筆
驚
天
雷
(
法
家
驚
天
需
)
」



歌
保
人
犯
に
は
次
の
一
丈
が
あ
る
。
「
在
甫
某
坊
の
駄
家
某
、
今
本
牒
老
爺
の
御
前
に
お
い
て
、
確
か
に
原
告
・
被
告
・
犯
人
幾
名
の
身
元
を

保
誼
し
、
解
街
門
外
で
審
理
ま
で
待
機
、
或
い
は
公
廷
ま
で
出
頭
さ
せ
、
不
慮
の
事
故
の
無
い
よ
う
に
致
し
ま
す
。
そ
の
犯
人
に
つ
い
て
は
よ

(
路
)

く
認
知
し
て
お
り
、
敢
え
て
情
理
を
脱
れ
て
係
っ
て
保
詮
す
る
よ
う
な
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
。
以
上
、
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
。
こ
れ
は
駄
家

が
官
府
へ
提
出
す
る
身
元
保
謹
書
の
丈
例
で
あ
る
。
夫
馬
氏
の
訟
師
秘
本
一
覧
に
見
え
る
『
法
筆
驚
天
雷
』
は
筆
者
所
戴
本
も
含
め
て
大
部
分

(

刊

日

)

が
清
刊
本
だ
が
、
内
容
的
に
は
明
代
の
訴
訟
制
度
を
反
映
し
て
い
た
と
い
う
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
か
か
る
駄
家
に
よ
る
身
元
保
誼
書
の

提
出
は
少
な
く
と
も
明
代
ま
で
に
は
出
現
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
氏
は
告
詞
訴
詞
判
決
形
式
の
訴
訟
丈
例
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

(
却
)

あ
る
と
し
た
が
、
こ
の
丈
例
は
賓
際
の
保
謹
書
と
比
較
す
れ
ば
賓
際
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
身
元
保
詮
の
封
象
は

被
告
・
犯
人
の
み
な
ら
ず
原
告
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
訴
訟
に
関
わ
っ
て
都
市
へ
出
向
い
て
き
た
者
が
す
べ
て
官
府
に
所
在
を
知
ら
せ

身
元
を
保
誼
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
か
よ
う
な
身
元
保
謹
書
の
賓
例
は

(
む
)

見
出
せ
る
。

『
徽
州
千
年
契
約
丈
書
」
の
中
に
幾
っ
か

81 

一
つ
の
事
例
と
し
て
巻
二
「
隆
慶
四
年
(
一
五
七

O
)
徽
州
府
程
欽
保
結
犯
人
丈
書
」
(
四
五
王
頁
)
を
翠
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

潮
水
門
駄
家
程
欽
今
昔

慮
貰
保
到
休
寧
牒
四
都
四
国
犯
人
四
名
金
三
園
等
保
管
在
外
聴
候
不
致
違
快
所
保
是
賓

准
保

金
富

口
刊
に凪

開
凶

凪
州
凶

嗣
巳

凪
開
凶

隆
慶
四
年
五
月

十
}¥ 

日

委
保

駄
家
程
欽

保

的
保

犯
人
金
三
園

金
寄
一
帽

金
，馬

81 

押
保
白
己
隷
許
庭
鮮
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管
見
の
か
、
ぎ
り
『
徽
州
千
年
契
約
文
書
」
に
は
他
に
四
つ
の
事
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
犯
人
の
身
元
を
保
誼
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
潮
水
門
の
歌
家
程
欽
は
、
今
確
か
に
休
寧
牒
四
都
四
国
の
犯
人
四
名
金
三
国
ら
の
身
柄
を
保
誼
し
、
豚
街
門
外
で
審
理
に
備
え
て

待
機
さ
せ
、
不
慮
の
事
故
の
無
い
よ
う
に
致
し
ま
す
。
以
上
、
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
の
表
現
が
見
え
、
形
式
的
に
は

『
法
筆
驚
天
雷
』

の
丈

例
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
ま
た
知
牒
に
よ
り
「
保
を
准
す
」

の
語
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
駄
家
H

旗
館
主
の
程
欽
を

「
委
保
」
、
被
保
詮
者
た
る
金
三
園
ら
四
名
の
犯
人
を
「
的
保
」
、
さ
ら
に
自
己
隷
(
街
役
の
一
種
)
の
許
醸
騨
を
「
押
保
」
と
書
き
分
け
て
い
る

酷
で
あ
る
。
被
保
誼
者
の
「
的
保
」
の
身
柄
は
「
押
保
」
の
自
己
隷
と
「
委
保
」
の
駄
家
の
二
者
の
手
に
よ
っ
て
請
け
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
「
押
保
」
は
官
府
か
ら
命
ぜ
ら
れ
管
理
責
任
を
請
負
う
こ
と
、
「
委
保
」
は
そ
の
管
理
責
任
者
か
ら
賓
際
の
監
覗
・
拘
束
を
委
ね
ら
れ
る

こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

か
か
る
身
元
保
詮
の
あ
り
方
に
つ
い
て
史
料
を
補
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
『
治
譜
』
巻
四
、
詞
訟
門
「
上
司
原
告
討
保
差
人
」
は
次
の
よ
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う
に
記
す
。
「
惟
う
に
撫
院
(
巡
撫
)
・
〔
按
察
〕
司
・
這
・
府
の
原
告
は
、
按
院
の
原
告
の
よ
う
に
〔
告
状
を
〕
受
理
さ
れ
た
後
た
だ
ち
に
身
柄

を
拘
束
し
〔
燃
に
差
し
戻
し
〕
問
官
に
迭
ら
れ
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
も
し
告
訴
し
た
事
情
が
未
だ
必
ず
し
も
貰
を
蓋
く
し
て
い
な
か
っ

た
り
、
或
い
は
す
で
に
和
解
を
申
し
出
た
り
し
た
場
合
に
、
〔
原
告
の
〕
多
く
が
こ
っ
そ
り
と
逃
げ
て
し
ま
っ
て
も
訴
え
を
取
り
消
せ
な
い
の
は

最
も
恨
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
今
後
も
し
告
肢
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
久
し
く
し
て
人
(
原
告
)
が
来
な
け
れ
ば
、
〔
訴
え
を
〕
季
ご
と
に
取
泊
す

べ
き
で
あ
る
。
も
し
受
理
し
た
後
に
〔
原
告
が
〕
本
勝
に
出
頭
す
れ
ば
邑
隷
を
用
い
て
「
押
保
」
し
、
依
然
と
し
て
「
快
手
」
を
用
い
て
他
の

人
(
訴
訟
関
係
者
)
を
呼
出
す
た
び
に
競
簿
に
記
載
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
上
司
の
事
を
庭
理
す
る
の
に
緩
め
て
は
な
ら
ず
、
又
た
再
び
逃
亡
す
る

の
を
恐
れ
る
か
ら
、
勢
い
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
但
し
「
保
家
」
は
呉
楚
(
江
南
・
湖
贋
)
で
は
「
安
保
」
と
呼
ぶ
が
、
最
も
悪
む
べ
き

あ
た

人
が
「
保
家
」
に
方
っ
た
な
ら
ば
、
家
に
は
多
く
の
場
合
監
禁
用
の
刑
具
が
有
り
、
銀
を
得
ょ
う
と
し
て
意
を
遂
げ
ら
れ
ね
ば
拷
聞
を
加
え
る
。

官
府
側
の
経
費
は
有
力
・
精
力
を
分
け
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
こ
れ
ら
輩
の
中
に
は
家
が
富
裕
だ
と
か
事
件
が
大
事
に
閥
わ
る
と
か
理
由
を
附

け
て
数
十
金
を
助
索
す
る
者
が
有
る
か
ら
、
告
示
を
出
し
て
最
禁
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
記
事
は
訴
賦
受
理
の
後
、
訴
訟
関
係
者
の
身
柄



を
如
何
に
し
て
確
保
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
こ
で
原
告
を
含
む
訴
訟
閲
係
者
が
出
頭
せ
ぬ
場
合
は
季
ご
と
に
訴

え
白
煙
を
取
消
す
ほ
か
、
原
告
が
出
頭
し
た
時
に
は
自
己
隷
に
「
押
保
」
さ
せ
、
他
の
関
係
者
は
快
手
に
命
じ
て
身
柄
を
拘
束
し
帳
簿
(
披
簿
)

(ロ)

に
記
載
さ
せ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
邑
隷
に
よ
る
「
押
保
」
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
さ
ら
に
具
瞳
的
な
身
柄
管
理
の
捨
い
手
と

し
て
「
保
家
」
が
登
場
す
る
。
江
南
・
湖
底
で
は
「
安
保
」
と
も
呼
ば
れ
た
「
保
家
」
は
駄
家
と
考
え
て
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
駄
家
が

訴
訟
闘
係
者
の
身
柄
管
理
に
座
敷
牢
の
ご
と
き
監
禁
場
所
と
刑
具
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
さ
き
の
賓
際
の
身
元
保
謹
書
に
見
え

た
よ
う
に
原
告
・
被
告
か
ら
犯
罪
者
ま
で
「
宿
預
」
を
請
け
負
っ
た
駄
家
に
と
っ
て
、
意
園
せ
ぬ
関
係
者
の
逃
亡
は
責
任
重
大
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
「
保
家
」
と
訴
訟
闘
係
者
と
の
聞
に
従
来
何
の
関
係
も
無
か
っ
た
こ
と
、
「
保
家
」
に
お
け
る
待
遇
は
訴
訟
関
係
者
の
財
力
次

第
で
極
め
て
苛
酷
な
も
の
と
な
り
え
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

さ
ら
に
同
書
、
巻
四
、
詞
訟
門
「
取
保
護
地
方
之
殊
」
に
も
「
財
産
・
身
分
の
あ
る
者
は
銭
を
出
し
て
「
押
保
」
「
承
保
」
の
人
に
奥
え
ら
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れ
れ
ば
、
「
保
朕
(
保
諮
書
こ
は
た
だ
ち
に
官
に
提
出
さ
れ
訴
訟
丈
書
に
附
さ
れ
る
。
〔
さ
す
れ
ば
〕
そ
の
人
の
〔
身
柄
の
〕
進
退
は
思
い
の
ま
ま

で
あ
る
。
こ
れ
は
富
民
だ
か
ら
で
あ
る
。
赤
貧
の
民
は
〔
貧
窮
の
た
め
〕
「
差
人
」
が
「
押
保
」
し
て
く
れ
ず
、
「
安
保
」
が
「
承
保
」
し
て
く

ゃ
っ
か
た

れ
ず
、
か
つ
ま
た
〔
差
人
・
安
保
が
〕
脱
逃
の
累
が
及
ぶ
の
を
恐
れ
〔
て
身
一
五
を
保
設
し
な
か
っ
〕
た
な
ら
ば
、
た
だ
身
柄
を
拘
束
し
「
地
方
」
に

送
る
の
を
求
め
る
だ
け
で
あ
る
。
「
地
方
」
の
家
で
は
柾
鎖
さ
れ
て
あ
た
か
も
監
獄
の
よ
う
で
あ
り
、
親
戚
が
あ
れ
ば
食
物
を
供
迭
し
て
も
ら

え
る
が
、
親
戚
が
無
け
れ
ば
飢
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
貧
民
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
地
方
」
の
中
に
は
ま
ま
良
心
の
あ
る
者
が
あ
り
、
人
を

〔
手
鎖
を
施
し
た
ま
ま
〕
外
に
出
し
物
乞
い
さ
せ
る
が
、
そ
う
さ
せ
ね
ば
餓
え
て
病
に
か
か
り
非
命
に
倒
れ
る
者
が
有
る
の
は
、
甚
だ
潤
む
べ
き

で
あ
る
。
有
司
(
知
豚
・
知
州
)
は
こ
こ
に
お
い
て
切
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ど
も
富
民
に
も
ま
た
苦
情
が
有
り
、

つ
ね
づ
ね
反
っ
て
世

間
瞳
に
拘
っ
て
人
の
磨
索
(
何
度
も
勅
索
)
を
受
け
る
が
、
何
度
も
嚇
詐
(
恐
喝
)
さ
れ
る
の
は
堪
え
難
い
。
又
た
「
差
人
」
が
あ
っ
て
初
め
は

「
押
保
」
し
て
連
れ
出
し
て
く
れ
で
も
、
〔
保
家
の
〕
保
肢
を
提
出
す
る
時
に
及
ん
で
、
又
た
〔
保
家
が
〕
誰
も
承
保
し
て
く
れ
な
い
こ
と
が
あ
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る
の
は
、
そ
の
大
牛
が
需
索
の
金
額
が
少
な
い
の
を
嫌
い
、
次
の
人
か
ら
多
く
取
れ
る
の
を
期
待
し
て
い
る
か
ら
で
、

ゆ
え
に
「
地
方
」
に
改
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愛
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
こ
れ
を
聴
し
で
は
な
ら
な
い
。
但
し
〔
差
人
に
つ
い
て
は
〕
順
番
に
冊
籍
内
の
姓
名
に
照
ら
し
て
「
押

去
」
さ
せ
れ
ば
よ
い
。
如
し
〔
地
方
に
〕
改
護
す
る
者
が
有
れ
ば
、
こ
れ
も
亦
た
一
回
の
「
押
保
」
に
数
え
れ
ば
、
苛
索
の
好
を
減
ず
る
こ
と

が
で
き
ま
し
ょ
う
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
も
訴
訟
闘
係
者
の
身
柄
を
め
ぐ
っ
て
「
押
保
」
「
承
保
」
の
語
が
見
え
る
ほ
か
、
そ
う
し
た
身
元
保
誼

そ
れ
白
瞳
が
訴
訟
関
係
者
の
財
力
と
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
比
較
的
裕
一
帽
な
者
で
あ
れ
ば
筒
車
に
差
人
(
前
町
の
邑

隷
で
あ
ろ
う
)
の
「
押
保
」
、
安
保
(
保
家
)
の
「
承
保
」
(
委
保
と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
)
を
受
け
ら
れ
保
誼
書
も
提
出
さ
れ
て
、
身
柄
が
最
し
く

拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
行
動
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
貧
民
で
金
銭
を
支
抑
え
ぬ
う
え
逃
亡
の
恐
れ
も
あ
れ
ば
、
「
押
保
」
「
承
保
」
と
も

に
得
ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
「
地
方
」
に
身
柄
を
、
退
ら
れ
る
。
貧
民
の
身
柄
を
預
か
っ
た
地
方
の
待
遇
が
ま
さ
に
グ
最
悪
の
保
家
α

と
同
様
の
も

の
で
あ
る
こ
と
賛
言
を
要
す
ま
い
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
邑
隷
(
差
人
)

-
欺
家
(
保
家
、
安
保
)

地
方
と
訴
訟
闘
係
者
の
聞
係
は
あ
た
か
も
後
者
の
財
力
次
第
で
あ
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っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
官
能
書
と
い
う
史
料
の
性
格
上
、
か
よ
う
な
事
例
を
記
載
・
誇
張
す
る
こ
と
で
自
隷
、
駄
家
、
地
方
等
に
釘
す
る
統

制
を
強
化
し
不
法
行
矯
を
放
置
・
欺
認
せ
ぬ
よ
う
地
方
官
に
促
す
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
の
み
を
も
っ
て
駄
家
を
評
慣
す
れ
ば

一
訟
師
と
同
じ
く
ρ

悪
役
w

と
し
て
の
駄
家
像
し
か
描
出
し
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
駄
家
は
車
な
る
犯
罪
者
集
圏
の
菓
窟
と
な
り
、
一
亦

訟
で
都
市
に
出
向
い
た
者
に
と
っ
て
頼
り
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
生
命
に
も
関
わ
る
極
め
て
危
険
な
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
許
債
は

歌
家
を
正
し
く
表
現
し
た
と
は
い
え
ぬ
が
、
ま
た
一
方
で
そ
の
重
要
な
一
面
を
示
し
て
い
る
と
も
い
い
う
る
。

つ
ま
り
訴
訟
閲
係
者
が
特
に
官

府
の
指
定
で
な
く
任
意
に
駄
家
を
選
揮
で
き
る
と
す
れ
ば
、
多
々
あ
る
歌
家
の
中
か
ら
如
何
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
駄
家
を
選
揮
す
る
か
は
訴
訟
闘

係
者
の
財
力
次
第
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
首
然
に
右
に
見
た
と
お
り
、
不
幸
に
非
命
に
倒
れ
る
者
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
は
む
し
ろ
特
殊
な
事
例
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
大
多
数
の
訴
訟
闘
係
者
に
は

『
一
晴
恵
全
主
日
』
に
見
え
た
豪
者
な
飯
館
・
酒
障
の
ご
と
き
駄

{
永
か
ら
、
「
押
保
」
「
承
保
」
を
受
け
ら
れ
ず
最
終
的
に
地
方
に
身
柄
を
強
制
的
に
預
け
ら
れ
る
ま
で
、
様
々
な
選
捧
肢
が
存
在
し
て
い
た
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
公
廷
が
在
る
都
市
に
は
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
財
力
を
有
す
る
訴
訟
闘
係
者
を
封
象
と
し
て
多
様
な
サ
l
ピ



ス
を
提
供
す
る
歌
家
|
|
地
方
な
ど
駄
家
以
外
、
後
述
の
如
く
監
獄
と
い
っ
た
選
揮
肢
も
含
め
て
ー
ー
が
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

勿
論
、
金
銭
的
な
満
足
が
得
ら
れ
た
、
或
い
は
そ
の
可
能
性
が
有
れ
ば
、
駄
家
は
訴
訟
闘
係
者
の
た
め
に
圭
出
力
し
た
。
か
の
鴻
夢
龍
が
編
纂

し
た
一
帽
建
省
書
寧
牒
の
地
方
志
で
あ
る
崇
棋
「
書
寧
待
誌
」
巻
上
、
獄
訟
に
は
次
の
よ
う
な
賓
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
書
寧
人
に
は
凶
惇
で

普
通
で
は
考
え
ら
れ
ぬ
行
矯
に
出
る
者
が
あ
る
。
青
竹
嶺
村
人
の
美
廷
盛
は
す
ご
い
剣
幕
で
や
っ
て
来
て
、
弟
と
と
も
に
糧
を
徴
し
て
三
望
洋

地
方
に
至
る
と
劉
世
童
に
糧
を
強
奪
さ
れ
弟
を
欣
り
つ
け
ら
れ
た
と
謂
っ
た
。
「
保
家
」
は
撃
撃
と
〔
明
快
に
〕
謹
言
し
、
傷
を
験
べ
た
と
こ
ろ

き
ず

万
の
創
は
畏
し
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
〔
劉
〕
世
童
も
亦
た
や
っ
て
来
て
、
訴
え
て
〔
美
〕
廷
盛
は
白
か
ら
弟
を
放
っ
て
欺
こ
う
と
し
て
い

お
も

る
の
で
す
と
云
っ
た
。
余
は
兄
に
弟
を
政
る
這
理
は
無
く
、
か
つ
白
書
に
白
か
ら
吹
っ
て
ど
う
し
て
欺
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
念
っ
た
。
然

ど
も
〔
美
〕
廷
盛
は
汚
く
て
近
づ
け
ず
、
逆
に
〔
劉
〕
世
童
は
衣
服
や
履
物
も
普
段
の
よ
う
で
受
け
答
え
も
徐
裕
を
持
っ
て
い
て
、
と
て
も
か

っ
て
争
っ
た
者
に
は
見
え
ず
、

か
っ
そ
れ
ぞ
れ
「
保
家
」
を
連
れ
て
い
た
。
:
:
:
余
は
そ
こ
で
〔
美
〕
廷
盛
を
重
撲
(
不
感
潟
重
律
で
杖
刑
と
)
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し
、
「
保
家
」
の
甘
結
を
取
っ
て
弟
を
連
れ
て
輔
ら
せ
療
治
さ
せ
た
」
。
こ
れ
は
青
竹
嶺
村
人
の
妻
廷
盛
が
白
書
拾
奪
の
罪
で
劉
世
童
を
訴
え
出

た
事
例
と
考
え
ら
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
菱
廷
盛
が
別
件
で
劉
世
童
を
恨
ん
で
陥
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
護
畳
し
、
逆
に
菱
廷
盛
の
方
が

不
麿
矯
重
律
を
適
用
さ
れ
杖
刑
を
科
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
原
告
萎
廷
盛
・
被
告
劉
世
童
が
と
も
に
伴
っ
て
い
る

の
存
在
で
あ
る
。
「
保
家
」
は
車
に
雨
者
の
身
元
保
置
だ
け
で
な
く
、
公
廷
で
詮
言
ま
で
行
っ
た
り
甘
結
を
提
出
し
て
美
廷
盛
の
弟

「
保
家
」

を
請
出
し
傷
の
治
療
を
受
け
さ
せ
た
り
し
て
い
る
。
首
然
な
が
ら
「
保
家
」
が
目
撃
し
た
誼
人
と
し
て
出
廷
し
た
わ
け
で
な
く
、
身
元
保
誼
さ

れ
た
者
(
こ
こ
で
は
妥
廷
盛
)
の
局
人
に
つ
い
て
謹
言
し
た
も
の
|
|
た
と
え
ば
美
廷
盛
は
仕
事
熱
心
な
正
直
者
で
決
し
て
嘘
を
つ
く
よ
う
な
人

物
で
は
な
い
な
ど
|
|
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
保
家
」
は
身
柄
の
請
出
し
の
み
な
ら
ず
、
時
と
し
て
謹
言
も
含
め
て
原
告
・
被
告
の
た

め
に
積
極
的
に
訴
訟
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
官
儀
書
で
は
「
包
撹
詞
訟
」
「
打
貼
街
門
」
と
批
判
さ
れ
、
官
府
側
か
ら
す
れ
ば
駄
家

は
あ
た
か
も
不
法
行
活
の
温
床
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
原
告
・
被
告
な
ど
訴
訟
関
係
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
訴
訟
に
不
案
内
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な
自
分
た
ち
を
勝
訴
へ
と
導
い
て
く
れ
る
頼
り
が
い
の
あ
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
貼
は
同
じ
く
獄
訟
の
項
に
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「
小
民
の
牒
城
に
在
る
者
は
駄
保
を
生
業
と
し
て
い
る
。
原
告
・
被
告
の
雨
遣
は
「
保
人
」
を
通
さ
ね
ば
身
柄
を
拘
束
で
き
な
い
。
「
保
人
」

は
そ
れ
ぞ
れ
主
人
の
た
め
に
自
ら
が
訴
訟
を
起
こ
し
た
か
の
ご
と
く
頑
張
る
。
も
し
和
解
を
願
う
の
で
あ
れ
ば
、
亦
た
〔
雨
造
〕
二
人
の
「
保

人
」
の
み
が
事
を
進
め
て
い
く
。
然
ど
も
往
往
に
し
て
私
和
・
不
正
請
求
な
ど
の
弊
害
が
あ
る
か
ら
察
せ
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
あ
る
こ

と
に
も
一
不
さ
れ
て
い
る
。
「
保
人
」
は
「
保
家
」
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
金
銭
の
授
受
に
は
鯛
れ
ぬ
も
の
の
、
原
告
・
被
告
そ
れ
ぞ
れ
の
身
元
保

誼
人
と
な
っ
た
「
保
人
」
が
あ
た
か
も
自
ら
が
嘗
事
者
で
あ
る
か
の
如
く
訴
訟
に
闘
奥
し
た
。
私
和
や
不
正
請
求
な
ど
の
弊
害
は
存
在
す
る
が
、

許
容
範
圏
内
で
有
れ
ば
訴
訟
関
係
者
も
駄
家
を
利
用
し
、
訴
訟
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
企
圃
し
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
病
人
の
身
柄
の
請
け
出
し
で
あ
る
。
す
で
に
『
書
寧
待
誌
』
獄
訟
に
見
え
た
菱
廷
盛
の
弟
の
よ
う
に
、
本
来
な
ら
ば
収
監
す
べ
き

人
物
の
身
柄
を
、
官
府
が
病
気
や
怪
我
を
理
由
に
駄
家
に
預
け
て
治
療
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

病
人
請
け
出
し
の
事
例
は
枚
奉
に
遣
が
な
い
。
丁
目
昌
「
撫
呉
公
臆
』
巻
四
十
の
記
載
で
は
「
査
す
る
に
監
禁
さ
れ
て
い
る
犯
罪
者
で
病
気
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を
患
い
別
室
監
禁
(
提
禁
)
す
べ
き
者
が
あ
れ
ば
、
分
別
し
て
駄
家
に
請
け
負
わ
せ
保
誼
書
を
取
っ
て
治
療
さ
せ
る
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
罪
名

未
定
の
孫
首
夫
が
別
室
監
禁
さ
れ
た
ま
ま
死
亡
し
、
遣
瞳
を
獄
榊
堂
に
放
置
し
た
の
は
、
本
来
歌
申
永
か
ら
保
詮
主
目
を
取
り
治
療
に
専
念
さ
せ
る

(
お
)

べ
き
と
こ
ろ
を
在
監
の
ま
ま
病
死
さ
せ
た
と
し
て
、
管
獄
官
な
ど
闘
係
者
の
庭
罰
を
遮
べ
て
い
る
。
ま
た

『
刑
幕
要
略
』
断
獄
に
は
、
賊
犯
が

病
気
を
患
い
別
室
監
禁
の
必
要
が
あ
れ
ば
保
誼
書
を
取
っ
て
客
屈
で
治
療
さ
せ
る
。
闘
殴
・
人
命
案
件
の
犯
人
の
場
合
は
許
さ
な
い
。
徒
罪
以

下
の
人
犯
は
保
謹
書
を
取
り
客
屈
に
出
し
て
治
療
を
受
け
さ
せ
る
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
監
獄
に
在
る
犯
罪
者
が
病
気
を
患

っ
た
場
合
、
凶
悪
犯
罪
に
闘
わ
る
者
を
除
い
て
、
基
本
的
に
別
室
に
隔
離
監
禁
し
た
後
、
拭
況
次
第
で
駄
家
(
容
庖
)
に
請
け
出
さ
せ
治
療
さ

せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
身
元
保
詮
や
病
人
の
請
け
出
し
が
前
章
で
検
討
し
た
訴
訟
サ
ー
ビ
ス
と
異
な
る
最
も
重
要
な
黙
は
、
こ
れ
ら
が
官
府
側
か
ら
駄
家
に

期
待
さ
れ
た
役
割
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
中
期
以
降
、
里
甲
制
の
崩
壊
に
伴
っ
て
在
来
の
自
律
的
な
秩
序
維
持
機
能
が
失
わ
れ
る
と
、
か

つ
て
は
里
老
人
制
の
下
で
調
停
・
庭
理
さ
れ
て
き
た
在
地
の
様
々
な
紛
争
の
多
く
が
官
府
に
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
好
訟



の
風
」
「
健
訟
の
風
」
と
し
て
官
儀
書
・
丈
集
・
地
方
志
の
類
に
書
き
蔑
さ
れ
た
こ
と
、
且
ハ
盟
的
物
理
的
問
題
と
し
て
訴
訟
闘
係
者
を
拘
禁
す

(
剖
)

る
空
間
の
不
足
を
惹
起
し
た
こ
と
、
す
で
に
夫
馬
、
漬
島
雨
氏
が
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
か
よ
う
な
傾
向
は
清
代
に
至
る
と
ま
す
ま
す
額

(
お
)

著
と
な
っ
て
い
く
。
夫
馬
氏
の
指
摘
の
如
く
一
牒
で
す
ら
年
間
一

l
二
寓
枚
も
の
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
原
告
以
外
に
多
数
の
被
告
・

干
連
(
詮
人
)
が
訴
訟
に
関
わ
っ
て
農
村
か
ら
都
市
へ
出
向
く
こ
と
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
に
相
違
な
く
、
仮
に
右
の
と
お
り
の
訴
状
が
受
理
さ

れ
た
と
す
れ
ば
、
都
市
住
民
を
除
い
て
も
数
蔦
人
に
も
及
ぶ
農
村
の
訴
訟
関
係
者
が
都
市
へ
と
出
向
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
牒
城
か
ら
さ
ほ
ど

遠
く
な
い
距
離
で
あ
れ
ば
蹄
宅
し
て
呼
出
し
を
待
て
ば
よ
か
っ
た
が
、
遠
け
れ
ば
裁
判
に
先
立
っ
て
牒
城
に
投
宿
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
か
っ
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
都
市
に
出
向
い
て
き
た
者
を
如
何
に
確
賓
に
掌
握
・
管
理
す
る
か
は
官
府
側
に
と
っ
て
極
め
て
重

大
な
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
確
賓
に
訴
訟
閲
係
者
を
掌
握
・
管
理
で
き
ね
ば
、
官
府
側
の
訴
訟
シ
ス
テ
ム
が
順
調
に
機
能

せ
ず
訴
訟
関
係
者
の
呼
出
し
に
無
駄
な
時
聞
を
費
や
し
訴
訟
の
長
期
化
を
招
き
か
ね
な
い
可
能
性
を
内
包
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
筆
者
が
論
じ
た
よ
う
に
、
清
代
は
地
域
枇
舎
の
治
安
維
持
を
基
層
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
里
甲
制
に
替
わ
っ
て
登
場
し
た
保
甲
制
に
捨
わ
せ

て
い
た
。
家
屋
を
車
位
に
編
成
さ
れ
た
保
甲
制
は
、
有
放
性
・
纏
績
性
が
疑
問
調
附
さ
れ
る
も
の
の
、
高
人
を
一
律
に
組
み
込
み
、
移
動
の
自
由

の
制
限
、
不
審
者
の
監
視
と
密
告
な
ど
在
地
の
治
安
に
閥
わ
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
保
甲
制
は
現
居
住
地
主
義
に
則
り
な
が
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ら
家
屋
を
車
位
に
移
動
す
る
人
々
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
流
動
貧
困
層
の
よ
う
な
固
定
し
た
住
庭
が
な
い

人
々
の
場
合
は
、
家
屋
を
単
位
に
編
成
す
る
と
い
う
制
度
的
な
特
質
か
ら
こ
れ
を
苦
手
と
し
、
棲
流
所
・
養
済
院
・
彩
房
な
ど
臨
時
的
な
住
慮

(
お
)

を
奥
え
て
疑
似
保
甲
を
編
成
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
流
動
貧
困
層
と
訴
訟
関
係
者
と
の
聞
に
は
一
つ
の
重
要
な
共
通
酷
が
存
す
る
。
そ
れ
は
両
者
が
と
も
に
農
村
か
ら
都
市
へ
と
出
向
い

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
官
府
側
は
前
者
の
管
理
の
た
め
に
依
り
の
住
庭
を
輿
え
る
こ
と
で
疑
似
保
甲
に
編
成
し
た
が
、
後
者
の
場
合
に
は
ど
う

し
た
か
。
勿
論
、
彼
ら
は
基
本
的
に
保
甲
に
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、
訴
訟
で
都
市
に
出
向
く
こ
と
で
一
時
的
に
在
地
の
保
甲
か
ら
離
脱
す
る
こ

87 

と
に
な
っ
た
。
保
甲
的
な
秩
序
か
ら
一
時
的
に
離
脱
し
た
者
を
如
何
に
掌
握
・
管
理
す
る
か
、
保
甲
制
で
は
一
般
の
駄
家
(
援
館
)
に
族
客
や
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(
幻
)

荷
物
の
チ
ェ
ッ
ク
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
訴
訟
関
係
者
に
つ
い
て
特
に
手
段
は
準
備
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
流
動
貧
困
層
と
同
様
、

際
城
・
城
廟
、
特
に
豚
街
門
前
駄
家
に
臨
時
的
な
宿
泊
場
所
を
貸
し
輿
え
て
身
元
保
誼
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
駄
家
は
園
家

権
力
の
治
安
維
持
機
構
の
最
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
訴
訟
で
都
市
へ
と
出
向
い
て
き
た
者
を
掌
握
・
管
理
す
る
任
務
を
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
駄
家
の
場
合
、
知
り
合
い
の
紹
介
の
可
能
性
も
あ
る
も
の
の
、
多
く
が
見
知
ら
ぬ
者
の
身
柄
を
引
き
受
け
る
貼
に
特
徴
が
あ
り
、
臨

時
的
で
特
殊
な
賦
況
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。

多
数
の
訴
訟
関
係
者
を
十
分
に
掌
握
・
管
理
で
き
る
だ
け
の
物
理
的
空
間
H

家
屋
と
経
費
及
び
人
材
を
快
く
固
家
権
力
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら

を
管
理
し
う
る
物
理
的
空
間
は
勿
論
、
移
動
す
る
人
々
に
宿
泊
・
食
事
を
提
供
す
る
能
力
を
本
来
的
に
備
え
た
歌
家
の
存
在
は
極
め
て
魅
力
的

な
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
訴
訟
に
闘
わ
る
と
は
い
え
人
々
の
身
躍
を
管
理
す
る
任
務
を
民
間
に
委
ね
た
こ
と
は
付
奥
さ
れ
た
権
限
を
背

景
に
官
府
側
の
期
待
か
ら
逸
脱
し
た
行
局
ま
で
を
も
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
如
何
に
庭
理
す
べ
き
か
、
官
府
の
試
行
錯
誤
は
績
く
こ
と
に

な
る
。
次
章
で
は
か
か
る
貼
に
つ
い
て
史
料
を
奉
げ
な
が
ら
具
睦
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
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駄
家
と
佐
官
押
|
|
牧
監
と
保
轄
の
あ
い
だ
|
|

(
お
)

同
治
年
問
、
江
蘇
省
蘇
州
府
城
の
元
和
牒
内
の
張
氏
宅
か
ら
出
火
、
そ
の
火
は
隣
接
す
る
孫
第
一
帽
の
飯
駄
に
ま
で
燃
え
虞
が
っ
た
。
首
時
こ

の
飯
駄
に
は
あ
わ
せ
て
二
六
名
の
人
誼
(
訴
訟
闘
係
者
・
犯
罪
者
)
が
管
押
日
管
理
・
拘
束
さ
れ
て
お
り
、

一
七
名
は
無
事
救
出
さ
れ
た
も
の
の

身
元
不
明
)
、

陸
盛
・
朱
裕
・
慶
林
の
三
名
は
軽
度
の
火
傷
を
負
っ
た
。
残
り
の
九
名
の
う
ち
朱
高
春
を
含
む
計
四
名
の
焼
死
瞳
が
護
見
さ
れ
た
が
(
三
名
は

(
的
)

五
名
は
護
見
さ
れ
ず
逃
亡
し
た
の
で
は
な
い
か
と
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
は
孫
錆
一
耐
と
い
う
個
人
の
経
昔
す
る
飯
歌
(
駄
家
)
に
二

六
名
に
も
及
ぶ
訴
訟
関
係
者
が
管
押
さ
れ
て
い
た
事
賓
を
停
え
て
い
る
。
焼
死
し
た
四
名
の
詳
細
は
判
明
せ
ぬ
が
、
監
禁
さ
れ
た
ま
ま
脱
出
で

き
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

同
時
期
に
は
以
下
の
報
告
も
見
え
る
。
①
江
蘇
省
通
州
如
皐
牒
で
は
押
犯
と
牌
示
|
|
被
管
押
者
の
姓
名
・
場
所
生
寸
を
記
し
た
木
牌
で
牒
街



門
内
に
掛
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
|
|
と
が
一
致
せ
ぬ
も
の
が
四
カ
所
有
っ
た
。
牒
大
堂
西
偏
に
在
る
吐
班
房
に
は
一
四
名
の
押
犯
が
有
り
、

う
ち
左
語
一
耐
・
湯
慶
太
・
陸
相
三
名
は
「
差
保
」
が
管
押
し
た
者
で
牌
示
に
名
が
見
え
ず
、
鴇
錦
剛
も
牌
示
に
名
が
無
か
っ
た
。
瞬
署
東
首
の

白
己
班
房
に
は
押
犯
人
名
が
有
っ
た
が
、
う
ち
陳
長
林
・
沈
二
常
・
葛
接
見
三
名
は
牌
一
不
に
名
が
無
か
っ
た
。
牒
南
首
の
慶
和
堂
客
寓
内
に
は
監

生
部
廷
宣
一
名
が
管
押
さ
れ
て
い
た
が
牌
示
に
名
が
無
く
、
南
盛
棲
官
飯
庖
に
も
浦
大
和
・
浦
二
和
・
孫
守
成
・
施
寓
源
・
張
子
牧
・
張
鴻
刻

の
押
犯
六
名
が
有
っ
た
が
全
員
牌
一
不
に
名
が
無
く
、
該
自
の
粉
牌
|
|
歌
家
内
の
木
牌
で
あ
ろ
う
|
|
上
に
は
各
人
の
姓
名
と
原
差
の
姓
名
が

(
m山
)

記
さ
れ
て
い
た
。
通
州
で
も
周
姓
の
飯
駄
に
郭
王
春
一
名
が
管
押
さ
れ
て
い
た
が
牌
示
に
名
が
無
か
っ
た
。
②
揚
州
府
東
牽
牒
で
も
同
様
の
状

況
が
二
カ
所
で
確
認
さ
れ
た
。
一
つ
は
蒋
席
儒
が
管
押
さ
れ
て
い
た
大
興
楼
、
今
一
つ
は
女
犯
張
粛
氏
・
葉
夏
氏
二
名
が
有
っ
た
官
媒
活
張
氏

(
出
)

の
家
で
、
と
も
に
牌
示
に
名
が
無
か
っ
た
。
③
同
府
泰
州
で
も
二
カ
所
が
報
告
さ
れ
た
。
馬
快
班
房
内
に
は
沈
麻
子
・
顧
草
亭
二
名
、
州
街
門

照
臆
後
方
に
在
る
朝
西
門
内
の
官
飯
駄
内
に
は
陳
芝
燦
・
鄭
越
・
超
憧
三
名
が
そ
れ
ぞ
れ
管
押
さ
れ
て
い
た
が
、
牌
一
不
に
名
は
無
か
っ
た
。

方
、
同
府
興
化
牒
の
飯
駄
内
に
も
葛
成
之
・
葛
宗
之
二
名
が
有
っ
て
、
葛
成
之
の
言
で
は
と
も
に
「
銭
債
追
徴
(
借
金
追
徴
)
」
で
管
押
さ
れ
た

(

明

記

)

と
い
う
。
①
l
③
の
史
料
に
見
え
る
管
押
の
場
所
は
③
各
種
街
役
の
詰
所
H

「
吐
班
房
」
「
邑
班
房
」
「
馬
快
班
房
」
、
@
民
間
人
の
経
営
す
る

駄
家
H

「
慶
和
堂
客
寓
」
「
周
姓
飯
駄
」
「
大
興
棲
」
、
①
「
官
」
「
豚
」
の
丈
字
を
冠
す
る
駄
家
H

「
南
盛
棲
官
飯
庖
」
「
官
飯
駄
」
「
興
化
牒
飯

歌
」
、
@
そ
の
他
の
「
官
煤
潜
張
氏
家
」
に
分
類
で
き
、
目
頭
の
「
孫
第
一
帽
飯
歓
」
は
⑥
に
含
ま
れ
よ
う
。

ま
ず
④
は
民
吐
・
邑
隷
・
馬
快
が
待
機
し
た
「
班
房
」
で
あ
る
。
か
つ
て
漬
島
氏
や
筆
者
が
論
じ
た
如
く
「
班
」
は
街
役
・
差
役
を
さ
し
、

州
牒
街
門
内
の
詰
所
を
「
班
房
」
、
街
門
外
の
そ
れ
を
「
班
館
」
と
稽
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
不
法
に
拘
禁
施
設
と
し
て
轄
用
さ
れ
て
い
た

班
房
・
班
館
に
は
訴
訟
闘
係
者
の
ほ
か
、
犯
罪
者
(
窃
盗
犯
な
ど
の
軽
罪
犯
)
も
牧
禁
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
訴
訟
関
係
者
・
犯
罪
者
の

身
柄
を
請
け
負
っ
た
街
役
が
本
来
な
ら
ば
駄
家
に
委
託
す
る
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
詰
所
に
管
押
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
⑥
と
①
は
と
も

に
本
稿
で
い
う
駄
家
に
相
嘗
す
る
。
雨
者
の
遣
い
は
、
前
者
が
史
料
か
ら
判
断
す
る
か
、
ぎ
り
民
間
人
の
経
営
す
る
駄
家
で
、
官
府
側
と
関
わ
り
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な
く
訴
訟
関
係
者
を
宿
泊
さ
せ
た
か
、
犯
罪
者
の
身
柄
を
委
託
さ
れ
て
管
押
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
に
封
し
、
後
者
は
「
官
」
「
牒
」
の
丈

89 
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字
を
含
ん
だ
明
ら
か
に
官
府
側
と
の
繋
が
り
を
推
定
さ
せ
る
駄
家
で
、
官
府
側
が
民
間
人
の
経
営
す
る
駄
家
を
「
官
飯
駄
」
に
認
定
し
た
も
の
、

或
い
は
州
牒
街
門
の
建
築
物
の
一
部
を
民
間
人
に
貸
し
出
す
か
何
ら
か
の
方
法
で
経
管
さ
せ
た
も
の
、
官
府
自
ら
の
手
で
建
設
・
経
営
し
た
い

わ
ば
官
替
の
も
の
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。

で
は
①
官
飯
駄
の
史
料
を
補
っ
て
み
よ
う
。
「
江
蘇
省
例
』
泉
、
同
治
七
年
(
一
八
六
八
)
「
詞
訟
人
誼
不
准
輿
盗
賊
同
押
」
に
は
次
の
記
述

が
あ
る
。
「
照
得
す
る
に
、
各
州
牒
で
監
押
さ
れ
て
い
る
訴
訟
闘
係
者
・
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
す
で
に
章
程
を
定
め
て
通
筒

L
毎
月
報
告
さ
せ

て
い
る
。
被
管
押
者
の
姓
名
は
粉
牌
に
書
き
常
に
掛
け
さ
せ
随
時
登
録
・
稽
放
さ
せ
た
。
こ
こ
に
査
す
る
に
、
各
地
方
官
は
現
行
の
冊
報
牌
示

章
程
を
も
と
も
と
様
々
な
方
法
で
賓
行
し
て
き
た
。
然
ど
も
本
巡
撫
(
丁
日
日
日
)
が
訪
問
し
た
か
ぎ
り
、
管
押
の
訴
訟
闘
係
者
を
原
差
に
管
理

さ
せ
決
し
て
一
定
の
固
定
し
た
場
所
が
無
く
、
賓
際
に
管
押
さ
れ
て
い
る
者
と
牌
上
で
管
押
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
者
の
人
数
が
一
致
せ
ず
、
そ

れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
詞
訟
(
民
事
)
案
件
の
闘
係
者
と
逮
捕
・
収
監
し
た
盗
賊
と
が
同
一
の
場
所
に
拘
禁
さ
れ
匿

90 

別
の
無
い
場
合
が
あ
る
。
牌
示
に
は
四
月
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
某
日
に
牧
押
、
某
日
に
開
除
(
除
名
)
と
あ
る
が
、
〔
管
押
の
〕
時
聞
が
長

す
ぎ
、
期
限
が
明
確
で
な
く
一
目
見
て
暖
昧
な
場
合
が
あ
る
。
亙
か
に
そ
れ
ぞ
れ
章
程
を
定
め
て
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
後
各
州
豚

の
詞
訟
(
民
事
)
案
件
の
中
で
、
情
節
が
比
較
的
軽
い
訴
訟
関
係
者
は
た
だ
ち
に
酌
量
し
て
保
詮
を
取
っ
て
稗
放
し
濫
り
に
管
押
す
べ
き
で
な

い
。
必
ず
管
押
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
者
が
有
れ
ば
官
飯
駄
二
、
三
家
を
設
け
て
管
押
し
、
原
差
が
勝
手
に
連
れ
出
し
管
押
し
た
り
、
官
飯
駄
以

外
に
別
に
訴
訟
閲
係
者
を
管
押
す
る
施
設
を
設
け
て
は
な
ら
ぬ
。
き
す
れ
ば
稽
査
に
便
利
で
賄
賂
を
と
っ
て
稗
放
し
た
り
私
押
す
る
等
の
弊
害

は
無
く
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
も
と
よ
り
押
所
を
設
け
て
原
差
に
引
き
渡
さ
ず
、
亦
た
外
の
飯
駄
に
迭
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
は
公
事
(
訴

(引っ

訟
)
を
慎
重
に
期
す
た
め
で
あ
り
以
前
の
と
お
り
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
同
治
七
年
(
一
八
六
八
)
十
一
月
十
四
日
、
通
筒
す
る
」
。
本
史

料
は
江
蘇
巡
撫
丁
目
昌
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
丁
目
昌
は
蘇
松
太
兵
備
道
、
雨
准
盟
運
使
、
江
蘇
布
政
使
、
江
蘇
巡
撫
、
一
拍
州
船
政
大
臣

と
江
蘇
・
一
帽
建
雨
省
の
要
職
を
歴
任
し
た
人
物
で
、
そ
の
文
章
を
纏
め
た
「
藩
呉
公
臆
』
十
五
巻
、
「
撫
呉
公
臆
」
に
は
江
蘇
布
政
使
・
江
蘇

巡
撫
在
任
中
に
記
し
た
、
訴
訟
・
拘
禁
の
弊
害
に
闘
わ
る
数
多
く
の
報
告
や
改
革
案
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。



さ
て

『
江
蘇
省
例
』
所
載
の
文
章
の
前
宇
部
分
は
、
牌
示
上
の
人
数
と
賓
態
と
の
語
離
な
ど
、
本
章
の
冒
頭
で
分
析
し
た

「
撫
呉
公
臆
」
の

記
載
と
封
磨
し
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
丁
目
昌
が
訴
訟
闘
係
者
の
管
押
に
件
、
つ
種
々
の
弊
害
を
鋭
く
見
抜
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
後
半
部

分
で
は
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
具
瞳
的
な
封
一
階
策
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
①
各
州
牒
の
詞
訟
(
民
事
)
案
件
の
関
係
者
は
特
別
の
事
情
が

な
い
か
ぎ
り
保
誼
を
取
っ
て
穣
放
し
、
白
己
隷
・
街
役
な
ど
に
身
柄
を
引
き
渡
し
て
管
押
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
②
特
に
管
押
の
必
要
が
あ
れ
ば

官
飯
駄
に
す
べ
き
で
あ
る
。
③
官
飯
駄
以
外
に
訴
訟
関
係
者
を
私
押
す
る
よ
う
な
施
設
を
置
い
た
り
民
間
の
歌
家
に
身
柄
を
迭
致
し
て
管
押
さ

せ
で
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
か
ら
丁
目
昌
の
改
革
案
の
骨
子
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
①
で
民
事
案
件
の
関
係
者
は
保
誼
を
取
っ
て
稗
放
す
る
と
い
う
基
本
方
針
を
示

し
て
い
る
。
官
府
側
に
よ
る
民
事
案
件
の
閲
係
者
の
身
柄
管
理
を
廃
止
す
る
こ
と
で
訴
訟
の
爆
設
的
な
増
加
に
封
麿
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
③
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
班
房
・
班
館
は
勿
論
、
民
間
の
駄
家
に
も
問
題
あ
り
と
し
、
②
の
如
く
ど

な
ら

さ
ら
に
民
園
『
南
匪
牒
績
志
』
を
繕
く
と
「
奮
時
自
新
所
・
省
悟
所
は
左
右
に
分
れ
て
列
び
、
共
に
典
史
署
の
西
側
に
在
っ
た
。
又
た
東
待
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う
し
て
も
必
要
な
閥
係
者
の
み
官
飯
駄
へ
の
管
押
を
許
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

質
所
が
有
っ
て
俗
に
束
飯
駄
と
呼
ば
れ
、
亦
た
こ
こ
(
典
史
署
の
西
側
)
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
今
で
は
皆
な
看
守
所
に
合
併
さ
れ
た
〈
別
に

(
お
)

西
待
質
所
が
有
っ
て
俗
に
西
飯
駄
と
呼
ば
れ
た
。
現
在
は
班
房
・
茶
館
の
一
部
分
と
な
っ
て
い
る
こ
と
あ
っ
て
、
江
蘇
省
松
江
府
南
匪
牒
で

は
白
新
所
・
省
悟
所
|
|
軽
微
な
窃
盗
罪
を
犯
し
た
既
決
囚
の
う
ち
、
身
柄
の
引
き
受
け
手
の
無
い
者
を
所
内
に
拘
禁
し
つ
つ
勢
働
せ
し
め
る

(
お
)

施
設
と
考
え
ら
れ
る
ー
ー
の
ほ
か
、
東
待
質
所
・
西
待
質
所
が
有
り
、
そ
れ
ぞ
れ
東
飯
欺
・
西
飯
駄
と
も
稽
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

清
・
余
治
『
得
一
録
』
巻
十
六
に
も
「
覇
所
は
又
た
班
房
と
も
保
歌
と
も
い
う
。
本
も
と
官
排
で
奮
章
程
が
有
る
が
、
惟
う
に
日
久
し
く
し
て

弊
害
が
生
じ
、
動
も
す
れ
ば
生
命
に
閲
わ
る
。
首
事
者
は
見
な
れ
聞
き
な
れ
て
意
に
も
介
さ
な
い
。
そ
の
中
に
寛
罪
を
含
む
こ
と
を
知
ら
ぬ
の
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で
あ
る
。
不
満
を
抱
い
た
ま
ま
死
ぬ
者
は
多
い
。
も
し
か
か
る
人
の
立
場
に
立
て
ば
一
刻
と
し
て
安
ん
じ
難
く
、
少
し
考
え
れ
ば
多
く
の
人
の

(
幻
)

生
命
が
助
か
る
」
と
み
え
、
班
房
が
覇
所
・
保
駄
と
名
稽
を
凶
変
更
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
し
改
革
も
空
し
く
再
び
無
事
の
者
を
管
押
し
て
死
に
至
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園 1 這光『泰和豚志』巻首，給岡(→が官J占)

園 2 光緒『泰興際志』巻首， )際署国(→が飯歓)
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ら
し
め
る
弊
害
を
惹
起
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
史
料
中
の
東
飯
歌
・
西
飯
歌
・
保
駄
な
ど
の
施
設
は
官
府
側
の
施
設
で

あ
り
民
間
人
の
経
菅
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
待
質
所
・
覇
所
と
も
呼
ば
れ
た
が
、
中
で
も
待
質
所
|
|
待
質
と
は
審
理

中
で
判
決
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
さ
す
|
|
は
候
質
所
・
候
審
所
な
ど
と
も
稽
さ
れ
「
詞
訟
(
民
事
)
案
件
が
民
に
及
ぼ
す
害
悪
が
最
も
甚

だ
し
く
、
各
案
件
の
原
告
、
関
連
す
る
誼
人
及
び
戸
婚
田
土
案
で
罪
と
は
闘
係
な
い
訴
訟
閲
係
者
が
無
事
に
し
て
累
を
受
け
る
の
は
さ
ら
に
憐

(
お
)

れ
む
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
に
封
麿
し
、
か
か
る
訴
訟
関
係
者
の
管
押
の
た
め
に
清
末
光
緒
年
聞
に
至
っ
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
少
な
く

と
も
官
飯
駄
を
前
身
と
す
る
待
質
所
は
@
街
役
に
よ
る
各
種
班
房
・
班
館
へ
の
拘
禁
と
勤
索
・
凌
虐
、
⑥
民
聞
の
欺
家
と
街
役
・
青
吏
の
結
託

に
よ
る
訴
訟
の
長
期
化
と
経
費
の
水
増
し
な
ど
の
弊
害
を
未
然
に
防
止
す
る
目
的
を
有
し
た
の
で
あ
り
、
班
房
・
駄
家
に
委
ね
て
い
た
訴
訟
関

係
者
の
管
押
を
廃
止
し
、
官
府
自
ら
が
直
接
管
理
し
よ
う
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

で
は
官
飯
駄
そ
れ
白
樫
は
賓
際
に
ど
の
よ
う
な
施
設
だ
っ
た
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
史
料
が
あ
ま
り
に
少
な
い
。
こ
こ
で
は
僅
か

な
史
料
か
ら
推
測
し
て
み
た
い
と
思
う
。
園
1
は
遁
光
「
泰
和
牒
志
』
(
江
凶
省
士
H

安
府
)
巻
首
の
槍
固
で
あ
る
。
牒
街
門
大
門
前
、
照
壁
内
側

の
左
右
に
申
明
亭
、
桂
義
亭
と
並
ん
で
「
官
庖
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
官
庖
」
に
つ
い
て
牒
志
は
何
の
説
明
も
加
え
て
い
な
い
が

「
官
飯
庖
(
官
歌
庖
)
」
に
類
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
園
2
は
光
緒
『
泰
興
牒
志
』
(
江
蘇
省
揚
州
府
)
巻
首
、
牒
署
固
で
あ
る
。
同
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じ
く
牒
街
門
大
門
前
、
照
壁
内
側
左
列
に
邑
班
房
、
馬
快
房
と
並
ん
で
「
飯
駄
」
の
丈
字
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
本
章
冒
頭
で
検
討
し
た
揚

州
府
下
の
諸
牒
の
事
例
と
極
め
て
酷
似
し
て
お
り
、
園
2
は
圃
像
で
も
そ
れ
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
左
に
見
え
る
「
外
寓
」
も

類
似
の
施
設
の
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
時
街
門
内
に
在
り
か
っ
邑
班
房
、
馬
快
房
な
ど
と
隣
接
す
る
な
ら
ば
、
結
局
他
の
班
房
と
饗

わ
り
な
く
自
隷
や
街
役
が
出
入
り
す
る
詰
所
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
か
か
る
疑
問
に
明
確
に
答
え
る
史
料
は
見
出
し
え
て
い
な
い
が
、

丁
目
昌
『
撫
呉
公
臆
」
巻
三
十
八
、
「
札
前
将
醇
奉
之
通
案
人
誼
提
集
訊
緋
由
」
の
内
容
は
若
干
な
が
ら
手
が
か
り
を
奥
え
て
く
れ
る
。
す
な
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わ
ち
醇
畢
・
醇
建
霞
父
子
が
訟
師
段
向
湖
に
教
唆
さ
れ
蘇
州
に
赴
い
て
投
案
し
た
際
、
「
醇
畢
は
呉
牒
〔
の
際
監
〕
に
牧
押
・
看
管
さ
れ
、
醇
建
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霞
は
官
飯
駄
の
朱
錫
圭
に
身
柄
を
交
し
て
牧
管
さ
れ
審
理
を
待
つ
こ
と
と
な
っ
た
」
と
あ
り
、
息
子
の
醇
建
霞
が
官
飯
駄
に
管
押
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
官
飯
駄
の
朱
錫
圭
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
如
何
に
解
轄
す
べ
き
か
。
史
料
は
詳
細
を
語
ら
ぬ
が
、

官
飯
駄
の
経
営
主
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
自
己
隷
や
街
役
な
ら
本
名
を
書
く
こ
と
は
な
く
、
車
に
「
官
飯
駄
の
自
己
隷
(
な

い
し
街
役
)
」
と
記
す
は
ず
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
官
飯
駄
の
朱
錫
圭
」
と
個
人
名
を
あ
げ
る
か
ら
に
は
官
飯
駄
の
経
管
主
が
朱
錫
圭
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
敷
桁
し
て
い
え
ば
、
官
飯
駄
は
街
門
の
入
口
に
設
け
ら
れ
た
班
房
の
一
部
を
民
間
の
個
人
に
委
ね
て
飯
駄
H

駄

家
を
経
管
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
き
す
れ
ば
官
府
側
の
管
理
・
統
制
も
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
か
つ
邑
隷
・
街
役
-
E
H
吏
な
ど
の
直
接

的
な
闘
奥
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
史
料
上
の
制
約
が
大
き
い
か
ら
こ
の
よ
う
に
推
定
す
る
に
留
め
た
い
。

こ
の
よ
う
に
駄
家
を
め
ぐ
る
様
々
な
施
策
を
検
討
し
て
く
る
と
、
昔
時
の
司
法
官
に
と
っ
て
訴
訟
闘
係
者
の
管
押
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
管
押
は
訴
訟
制
度
や
大
清
律
例
で
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
か
か
る
問
題
は
昔
時

の
司
法
官
の
聞
で
も
議
論
の
封
象
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
正
輝
組
は

『
皐
治
説
責
」

の
中
で
「
管
押
の
名
栴
は
律
に
著
さ
れ
て
い
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な
い
が
巳
む
を
得
ず
用
い
て
い
る
。
随
時
管
押
し
随
時
〔
管
押
簿
に
〕
記
す
の
は
、
概
ね
賊
盗
の
待
質
(
審
理
中
で
判
決
を
受
け
て
い
な
い
)
の
者

が
最
も
多
い
。
審
理
が
終
了
す
れ
ば
〔
罪
の
〕
重
い
者
は
監
禁
し
、
軽
い
者
は
保
誼
を
取
っ
て
程
放
し
、
知
罪
の
者
は
稗
放
し
た
だ
ち
に
〔
管

押
簿
か
ら
〕
削
除
す
る
。
人
命
案
件
の
牽
連
(
干
連
)
は
即
時
に
詰
問
し
保
誼
を
取
〔
っ
て
保
轄
す
〕
る
。
も
し
す
ぐ
に
結
審
で
き
ぬ
者
は
、
四
、

五
日
以
内
に
必
ず
結
審
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詞
訟
(
民
事
)
案
件
な
ら
ば
、
首
然
に
保
詮
を
取
っ
て
再
尋
問
を
侯
た
せ
る
べ
き
で
、
差
役

に
命
じ
て
管
押
さ
せ
る
の
は
よ
く
な
い
。
政
に
よ
る
民
へ
の
累
の
う
ち
管
押
以
上
の
も
の
は
無
い
。
か
つ
関
わ
る
事
柄
が
甚
だ
重
大
で
あ
り
、

た
と
え
ば
賊
盗
を
管
押
す
れ
ば
捕
役
が
窃
盗
を
さ
せ
た
り
、
殺
人
犯
を
管
押
す
れ
ば
累
を
憧
れ
て
自
殺
す
る
こ
と
に
な
り
、
詞
訟
(
民
事
)
案

件
に
至
っ
て
は
管
押
す
れ
ば
様
々
な
名
目
に
借
り
て
編
し
強
請
っ
て
弊
害
が
百
出
す
る
。
か
つ
て
は
班
房
が
有
り
、
夜
間
に
官
(
典
史
)
が
親

か
ら
見
回
っ
て
〔
街
役
が
〕
賄
賂
を
も
ら
い
解
き
放
つ
の
を
防
い
だ
。
数
年
前
、
班
房
の
名
目
は
禁
草
さ
れ
、
原
差
に
引
き
渡
し
て
私
家
に
管

押
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
さ
ら
に
稽
察
が
難
し
く
な
り
、
公
所
に
管
押
す
る
方
が
ま
し
で
あ
っ
た
。
〔
街
〕
役
の
貧
欲
で
投
滑
な
者
は
人



命
案
件
で
あ
れ
詞
訟
(
民
事
)
案
件
で
あ
れ
、
及
び
正
直
(
正
銘
の
盗
賊
で
無
く
と
も
、
〔
管
押
を
命
ず
る
〕
「
論
」
に
籍
り
て
管
押
し
恋
に
勤
索
す

る
。
い
つ
も
不
潔
で
堪
え
ら
れ
ぬ
場
所
に
繋
ぎ
、
暑
い
時
は
む
し
む
し
と
暑
苦
し
く
臭
い
が
立
ち
こ
め
、
寒
い
時
は
凍
え
て
飢
え
る
こ
と
に
な

る
た
め
、
保
担
押
さ
れ
て
病
死
す
る
者
に
至
つ
て
は
少
な
く
な
い
。
故
に
巳
む
を
得
ぬ
場
合
で
な
け
れ
ば
、
断
じ
て
管
押
す
べ
き
で
は
な
い
。
管

押
し
た
な
ら
ば
官
自
ら
が
親
査
す
べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
〔
管
押
〕
簿
を
設
け
な
け
れ
ば
〔
管
押
し
て
い
る
こ
と
を
〕
忘
れ
る
場
合
が
あ
る
。

(
約
)

〔
管
押
簿
を
設
け
て
も
査
べ
な
け
れ
ば
〕
勢
い
長
い
年
月
を
へ
て
忘
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
民
は
大
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
」
と
連
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
管
押
そ
れ
白
樫
が
律
に
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

や
む
を
得
ぬ
場
合
に
用
い
ら
れ
る
臨
時
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
「
や

む
を
得
ぬ
場
合
」
と
い
う
の
が
極
め
て
暖
昧
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
「
待
質
」
の
賊
盗
を
封
象
に
遁
躍
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
賓

際
に
は
詞
訟
(
民
事
)
案
件
の
閲
係
者
に
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
管
押
の
場
所
も
最
初
は
班
房
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
禁
草
さ
れ
る
と
差
役

の
私
家
に
管
押
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
弊
害
が
甚
だ
し
く
な
っ
た
と
い
う
。
正
輝
租
は
基
本
的
に
管
押
し
て
は
な
ら
ず
、

や
む
を
得
ず
管
押
す
る
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な
ら
ば
管
押
簿
に
正
確
に
記
載
し
、
街
役
ら
に
任
せ
る
こ
と
な
く
官
自
ら
が
し
っ
か
り
管
理
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
が
、
現
賓
と
し
て
管
押
を

用
い
ざ
る
を
得
ず
、
管
押
を
め
ぐ
る
朕
況
は
極
め
て
複
雑
で
あ
っ
た
。

ま
た

「
西
江
政
要
』
巻
十
、
「
議
詳
禁
革
班
房
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
本
(
江
西
)
按
察
使
悌
懐
が
査
べ
え
た
事
例
に
よ

れ
ば
、
す
べ
て
の
内
外
大
小
の
問
刑
街
門
に
は
監
獄
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
重
罪
犯
の
監
禁
を
除
け
ば
、
そ
の
他
の
「
干
連
」
(
詮
人
)
や

す
べ
て
の
軽
罪
犯
は
、
た
だ
ち
に
地
保
に
命
じ
て
保
詮
を
取
り
審
理
を
候
た
せ
る
。
も
し
不
宵
の
官
員
の
中
に
檀
に
倉
・
舗
・
所
・
庖
等
の
名

色
を
設
け
て
、
軽
罪
犯
を
私
か
に
監
禁
し
た
り
、
監
禁
し
た
ま
ま
叫
捻
れ
る
者
が
有
れ
ば
、
た
だ
ち
に
弾
劾
し
律
に
照
し
て
擬
律
断
罪
す
る
等
の

語
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
訴
訟
闘
係
者
は
も
と
も
と
随
時
出
頭
し
て
随
時
審
理
す
べ
き
で
、
重
罪
犯
は
〔
監
獄
に
〕
牧
禁
し
、
軽

罪
犯
は
保
誼
を
取
〔
っ
て
稗
放
す
〕
べ
き
こ
と
、
定
例
に
昭
ら
か
で
あ
る
。
も
し
別
に
倉
・
舗
・
所
・
屈
の
名
色
を
設
け
た
り
、
各
役
の
班
房
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に
私
押
し
た
り
す
れ
ば
、
好
書
・
嚢
役
が
そ
こ
で
恐
喝
し
た
り
、
強
請
り
拷
聞
を
加
え
た
り
す
る
の
は
、
勢
い
必
ず
や
有
る
こ
と
で
あ
る
。
該

知
府
は
裏
請
し
て
班
房
に
管
押
す
る
の
を
巌
禁
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
亦
た
悪
事
弊
害
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
惟
だ
訴
訟
首
事
者
の
情
・
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罪
が
本
よ
り
重
大
で
あ
る
が
、
訊
問
し
て
も
承
認
(
自
ら
の
犯
行
を
認
め
る
)
の
供
連
が
無
い
場
合
、
誼
人
が
い
る
と
供
述
す
れ
ば
呼
出
し
訊
問

す
べ
き
場
合
、
別
に
臓
援
(
盗
品
の
隠
し
場
所
)
が
有
れ
ば
調
査
せ
ね
ば
な
ら
ず
さ
ら
に
時
間
を
要
す
る
場
合
、
異
籍
(
他
州
豚
に
本
籍
が
あ
る
)

の
訴
訟
闘
係
者
で
、
本
地
(
本
牒
)
に
全
く
親
属
が
無
け
れ
ば
、
こ
の
時
拘
束
さ
れ
た
者
を
固
固
(
監
獄
)
に
混
入
し
濫
禁
の
誤
り
を
犯
す
の

は
よ
ろ
し
く
な
い
し
、
又
た
率
ね
保
詮
を
取
っ
て
、
管
理
を
疎
か
に
し
て
放
っ
て
し
ま
う
虞
い
が
あ
る
の
も
よ
ろ
し
く
な
い
。
も
し
飯
駄
に
引

き
渡
し
て
〔
街
〕
役
に
看
守
さ
せ
た
な
ら
ば
、
好
嚢
は
臨
時
に
恐
喝
で
き
、
私
家
・
班
房
に
管
押
す
る
の
と
何
の
遣
い
が
あ
ろ
う
か
。
特
だ
に

み

〔
弊
害
を
〕
防
ぎ
難
い
だ
け
で
な
く
〔
制
度
も
〕
有
名
無
賓
と
な
っ
て
し
ま
う
。
査
べ
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
江
蘇
の
各
州
牒
は
成
な
各
々
指
資

(
寄
附
)
し
て
、
街
署
附
近
或
い
は
頭
門
・
二
門
の
内
の
空
き
地
で
官
府
の
出
入
り
に
必
ず
通
過
す
る
所
に
、
房
屋
二
一
聞
を
建
て
、
周
園
を

(
判
)

柵
欄
で
園
ん
で
人
房
と
名
づ
け
て
い
る
」
。
ま
た
畳
羅
烏
爾
通
阿
『
居
官
日
省
録
』
は

『
民
子
治
説
責
』

の
記
述
を
引
用
し
つ
つ
、

さ
ら
に
以
下

の
次
の
よ
う
に
績
け
る
。
「
差
役
が
班
館
を
私
設
し
、
無
事
の
者
を
覇
押
(
繋
ぎ
止
め
拘
禁
)
す
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
禁
令
は
甚
だ
最
し
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く
各
州
豚
は
こ
の
弊
害
を
悉
く
除
い
た
。
然
ど
も
候
例
に
〔
牧
禁
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
〕
牧
禁
し
な
か
っ
た
と
い
う
罪
が
有
る
。
又
た
関
係
者
を

さ
ら
に
訊
問
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
案
件
が
有
る
。
詳
細
に
訊
問
し
て
指
示
を
候
っ
て
い
る
案
件
も
有
る
。
か
か
る
人
々
は
保
詮
を
取
〔
っ
て
保
緯

す
〕
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
各
班
の
邑
隷
・
街
役
に
命
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
管
理
さ
せ
た
。
こ
れ
も
亦
た
案
件
を
慣
重
に
し
、

そ
の
中
に
簡
便
な
方

法
を
と
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
差
役
の
喚
出
し
ゃ
票
の
護
行
に
よ
る
逮
捕
に
よ
っ
て
又
た
問
題
を
惹
起
す
る
の
を
克
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

奮
時
の
倉
房
の
法
で
は
、
暫
く
数
日
間
繋
ぐ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
然
ど
も
事
は
差
役
に
閲
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
弊
害
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

官
府
側
は
す
べ
て
を
調
べ
ら
れ
な
い
の
で
、
私
か
に
管
押
の
場
所
を
設
け
て
、
或
い
は
駄
屈
に
名
を
借
り
て
、
訴
訟
闘
係
者
を
ま
ず
私
か
に
覇

押
し
、
様
々
な
方
法
で
脅
し
強
請
り
、
欲
し
い
ま
ま
に
凌
虐
を
加
え
た
。

一
日
で
も
彼
ら
の
欲
望
を
満
た
さ
ね
ば
、
到
着
の
届
け
出
を
行
わ
ず

案
件
は
宙
に
浮
い
た
ま
ま
結
審
で
き
ず
、
平
民
に
わ
ざ
わ
い
を
も
ら
た
す
。
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、
脅
し
て
意
を
遂
げ
ら
れ
ね
ば
人
命
案
件
に

ま
で
至
り
、
わ
ざ
わ
い
は
知
牒
に
も
及
ぶ
な
ど
、
様
々
な
弊
害
が
起
こ
っ
て
指
を
折
っ
て
数
え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
に
な
る
。
故
に
班
房
を
設
け
る
場

合
、
街
門
の
頭
門
・
二
門
内
の
知
牒
が
出
入
り
に
通
過
す
る
場
所
に
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
た
だ
稽
査
に
便
利
な
だ
け
で
な
く
、
亦
た
管



(
引
)

理
を
疎
か
に
し
て
放
っ
て
し
ま
う
虞
い
も
無
く
、
知
将
自
ら
が
不
時
に
赴
い
て
凌
虐
な
ど
の
弊
害
の
有
無
を
調
べ
ら
れ
る
」
。

『
西
江
政
要
」

の
記
事
は
引
用
部
分
の
後
に
「
乾
隆
三
十
五
年
(
一
七
七
O
)
正
月
二
十
七
日
」
と
見
え
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
事
に
言
及

し
た
と
判
断
し
て
よ
い
。
前
宇
部
分
は
康
照
末
年
の
周
清
原
の
上
奏
に
よ
る
も
の
で
、
重
罪
犯
は
牧
監
、
軽
罪
犯
は
保
誼
を
取
っ
て
保
緯
と
い

(
必
)

う
の
が
基
本
方
針
で
あ
り
、
倉
・
舗
・
所
・
庖
な
ど
所
謂
「
舗
倉
」
の
設
置
を
最
禁
し
た
。
班
房
と
て
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
後
宇
部
分
の
指

摘
の
如
く
現
賓
に
は
様
々
な
理
由
か
ら
審
理
に
時
間
が
か
か
り
、
訴
訟
闘
係
者
の
管
押
が
必
要
で
あ
っ
た
。
か
か
る
訴
訟
関
係
者
を
ど
う
す
べ

き
か
。
監
獄
に
収
監
す
れ
ば
犯
罪
者
と
同
じ
扱
い
と
な
り
、
衛
生
面
や
雑
居
房
な
ど
に
問
題
を
残
し
た
し
、
保
詮
を
取
っ
て
緯
放
す
れ
ば
逃
亡

す
る
可
能
性
も
あ
る
。
民
間
の
駄
家
に
身
柄
を
預
け
た
と
し
て
も
邑
隷
・
街
役
・
膏
吏
な
ど
と
結
託
し
て
様
々
に
勤
索
す
る
。

つ
ま
り
昔
時
の

司
法
官
の
認
識
と
し
て
は
、
街
門
内
の
舗
倉
・
班
房
で
あ
れ
、
街
門
外
の
駄
家
(
飯
駄
)

班
留
で
あ
れ
、
た
と
え
管
押
簿
な
ど
の
制
度
が
整

偏
さ
れ
て
も
、
現
賓
に
は
そ
れ
を
動
か
す
邑
隷
・
街
役
・
青
吏
に
よ
っ
て
内
面
か
ら
掘
り
山
朋
さ
れ
有
名
無
責
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
考

え
が
一
般
的
で
あ
り
、
管
押
問
題
は
邑
隷
・
街
役
・
膏
吏
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
戚
豊
年
聞
の
「
居
官
日
省
銀
』
も
ほ
ぼ
同
様
で

あ
り
、
裁
判
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
管
押
せ
ざ
る
を
得
ぬ
場
合
が
あ
り
、
邑
隷
・
街
役
の
果
た
す
役
割
に
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
管
押

97 

問
題
の
根
源
を
邑
隷
・
街
役
・
膏
吏
に
求
め
、
そ
の
悪
影
響
を
如
何
に
排
除
す
る
か
が
関
鍵
と
見
な
さ
れ
て
い
る
貼
で
は
繁
わ
り
な
い
と
い
え

ト

Ihλ
ノ
O

そ
し
て
雨
者
と
も
に
管
押
問
題
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
街
門
の
頭
門
・
二
門
内
の
、
知
豚
・
知
州
な
ど
官
に
よ
る
直
接
的
な
チ
ェ
ッ
ク
が

可
能
な
場
所
に
新
た
な
施
設
|
|
前
者
で
は
柵
欄
、
後
者
で
は
人
房
と
呼
ぶ
ー
ー
を
設
け
る
よ
う
提
案
す
る
。
こ
れ
ら
は
設
置
場
所
か
ら
し
て

も
機
能
か
ら
し
で
も
、
ま
さ
に
先
に
検
討
し
た
官
飯
駄
な
い
し
待
質
所
と
し
て
賓
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
班
房
と
隣
接
し

て
い
た
た
め
邑
隷
ら
の
闘
輿
は
完
全
に
は
排
除
で
き
ず
、
動
索
・
凌
虐
な
ど
弊
害
が
絶
え
ず
報
告
さ
れ
、
光
緒
年
間
に
は
早
く
も
各
地
で
撤
麿

(

刊

日

)

を
求
め
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
明
清
時
代
の
中
園
に
お
い
て
こ
の
管
押
問
題
は
最
後
ま
で
根
本
的
な
決
着
を
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
ま
民
固
期
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を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



98 

四

4.士
小口

五
日

三
口

最
後
に
、
本
稿
で
検
討
し
た
内
容
に
つ
い
て
推
定
を
加
え
つ
つ
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
原
告
・
被
告
な
ど
訴
訟
闘
係
者
は
駄
家
を

通
じ
て
訟
師
に
た
ど
り
つ
く
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
駄
家
は
し
ば
し
ば
訟
師
・
膏
吏
・
街
役
等
に
よ
っ
て
経
管
さ
れ
、
あ

た
か
も

ρ

訟
師
紹
介
所
w

の
如
き
役
割
を
捨
っ
て
い
た
。
如
何
に
し
て
駄
家
に
た
ど
り
つ
い
た
か
に
つ
い
て
は
史
料
上
の
制
約
か
ら
残
念
な
が

ら
十
分
な
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
特
に
官
府
側
か
ら
指
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
財
力
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
判
断
し
遁
首
な
駄
家

を
選
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
第
二
に
、
訴
訟
闘
係
者
を
都
市
・
闘
府
、
特
に
牒
街
門
前
で
待
ち
受
け
る
歌
家
に
は
豪
奪
な
酒
癖
・
飯
館
か
ら
普

通
の
族
館
ま
で
様
々
な
ラ
ン
ク
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
終
的
に
い
ず
れ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
駄
家
の
身
元
保
誼
を
受
け
う
る
か
は
宮
人
の

財
力
に
よ
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
。
経
費
が
十
分
に
準
備
で
き
ぬ
貧
困
層
は
最
悪
の
場
合
、
地
方
に
管
押
さ
れ
た
り
監
獄
に
拘
禁
さ
れ
る
こ
と

る
と
、
国
家
権
力
に
と
っ
て
彼
ら
を
如
何
に
捉
え
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
り
、
保
甲
制
的
に
身
柄
を
ホ
テ
ル
で
あ
る
駄
家
に
縛
り
つ
け
る
こ

98 

も
あ
っ
た
。
第
三
に
、
「
健
訟
の
風
」
と
呼
ば
れ
る
訴
訟
の
劇
的
な
増
加
に
伴
っ
て
多
数
の
訴
訟
聞
係
者
が
都
市
に
出
向
い
て
く
る
よ
う
に
な

と
で
掌
握
・
管
理
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
保
甲
制
的
で
は
あ
り
な
が
ら
一
次
性
・
臨
時
性
と
い
う
特
殊
な
賦
況
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
第
四
に
、

明
清
時
代
の
司
法
官
は
訴
訟
闘
係
者
の
管
押
に
件
、
つ
様
々
な
弊
害
を
、
邑
隷
・
青
吏
・
街
役
の
不
法
行
震
の
問
題
と
し
て
認
識
し
、
ど
こ
に
管

押
す
べ
き
か
の
小
手
先
の
方
法
の
み
が
問
わ
れ
、
賓
際
に
か
か
る
問
題
の
根
源
に
あ
る
、
自
己
隷
ら
の
仕
事
に
封
す
る
報
酬
の
不
十
分
さ
と
い
う

(
叫
)

根
本
的
な
快
陥
を
改
善
す
る
と
い
う
方
向
に
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
マ
ク
ロ
な
覗
貼
か
ら
観
察
し
た
時
、
清
中
期
以
降
、
中
園
で
は
人

口
爆
護
を
経
験
し
た
が
、
司
法
機
闘
を
も
兼
ね
る
行
政
最
末
端
の
州
燃
は
増
置
さ
れ
ず
、
人
口
爆
護
に
よ
る
訴
訟
案
件
の
増
加
に
封
し
手
が
打

た
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
増
加
し
績
け
る
訴
訟
関
係
者
の
人
数
は
州
牒
の
許
容
範
園
を
す
で
に
越
え
て
お
り
、
様
々
な
弊
害
を
認
識

し
な
が
ら
も
現
賓
に
は
駄
家
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
事
賓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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詰(
1
)

匡
-
2
一
九
九
四
、
趨
二

O
O
一
を
参
照
。

(
2
)

明
清
時
代
の
訴
訟
制
度
に
お
け
る
原
告
と
被
告
の
取
扱
い
は
基
本

的
に
同
等
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
原
告
と

な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
清
・
徐
棟
輯
『
牧
令
書
』
巻

二
十
、
最
暴
、
桃
川
円
玉
「
覆
方
本
府
求
言
札
子
」
に
よ
れ
ば
、
一
帽
建
省

淳
州
府
の
風
俗
で
は
原
告
と
な
る
こ
と
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
原
告
と
な

れ
ば
街
役
も
捕
縛
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
逆
に
原
告
と
な
れ
な
か
っ
た

者
は
牒
の
審
理
に
赴
か
ず
越
控
し
た
と
い
う
。
原
告
に
よ
る
裁
判
の

引
き
延
ば
し
に
抵
抗
す
る
の
が
そ
の
一
因
で
あ
っ
た
。
原
告
が
判
決

に
満
足
し
て
訴
訟
を
打
ち
き
る
か
否
か
が
裁
判
の
期
間
の
長
短
を
左

右
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(
3
)

官
代
書
と
は
地
方
官
府
の
試
験
を
受
け
訴
朕
代
作
の
資
格
を
得
た

者
を
さ
す
。
唐
津
一
九
九
八
、
三

O
九
[
三
一
一
頁
を
参
照
。

(
4
)

越
二

O
O
一
、
二
二
頁
。

(
5
)

紙
幅
の
制
約
か
ら
、
史
料
は
出
典
の
み
を
記
し
原
文
を
省
略
す
る

こ
と
珠
め
断
っ
て
お
く
。

(
6
)

臨
時
古
室
調
円
室
慣
調
査
舎
編
『
清
園
行
政
法
』
第
五
巻
、
第
三
編
第

三
章
訴
訟
手
績
に
『
一
岨
恵
全
書
』
巻
二
十
を
引
き
な
が
ら
「
此
ニ
訪

犯
ト
云
フ
ハ
以
上
ノ
手
績
ニ
依
ラ
ズ
シ
テ
、
裁
判
所
ガ
犯
罪
ヲ
覚
知

シ
タ
ル
場
合
ヲ
線
稽
ス
。
或
ハ
上
級
裁
判
所
ニ
於
テ
先
ヅ
犯
罪
ヲ
貸

知
シ
、
首
該
下
級
裁
判
所
ヲ
シ
テ
捜
査
逮
捕
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
。

或
ハ
首
該
裁
判
所
ニ
於
テ
覚
知
シ
上
級
裁
判
所
ニ
於
テ
貸
知
シ
、
上

級
裁
判
所
ノ
指
揮
ヲ
待
タ
ズ
シ
テ
白
ラ
捜
査
逮
捕
ヲ
行
フ
コ
ト
ア
リ
。

倶
ニ
之
ヲ
訪
犯
ト
謂
フ
」
(
一

O
八
百
八
、
旬
讃
勤
、
濁
黙
は
引
用
者

に
よ
る
)
と
あ
る
。
右
の
方
法
で
逮
捕
さ
れ
た
者
を
訪
犯
、
か
か
る

方
法
そ
れ
肖
健
は
訪
問
と
時
ば
れ
た
。

(
7
)

岸
本
二

O
O五
、
一
八
頁
は
「
明
末
以
降
の
江
南
の
郷
紳
の
奴
僕

は
(
中
略
)
そ
の
多
く
が
、
城
居
す
る
郷
紳
の
随
従
と
し
て
盛
容
を

一
不
し
、
紀
綱
の
僕
と
し
て
経
管
に
参
奥
し
、
官
紳
の
交
際
に
お
い
て

取
り
次
ぎ
を
す
る
な
ど
、
都
市
社
舎
に
お
け
る
郷
紳
の
威
勢
を
誇
示

し
つ
つ
人
々
の
注
目
を
浴
、
び
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
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(
8
)

『
一
噛
恵
全
書
』
は
黄
六
鴻
の
山
東
省
郊
城
豚
・
直
隷
束
光
豚
で
の

知
豚
時
代
の
経
験
に
基
づ
い
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず

れ
か
の
牒
で
賓
際
に
目
撃
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
9
)

『
西
江
覗
臭
紀
事
』
(
乾
隆
八
年
序
刊
本
)
巻
四
、
係
数
、
論
告

状
人
勿
聴
訟
根
峡
編
(
東
文
制
裁
)

0

(
日
)
た
と
え
ば
「
塵
郷
公
臆
』
春
一
、
「
上
登
州
府
憲
呉
論
上
挫
情
弊

康
賓
菓
」
に
「
ま
た
子
雲
卿
の
父
子
紹
南
は
訟
視
で
あ
っ
た
が
指
納

し
て
監
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
、
夏
荷
量
の
訴
え
た
訴
訟
案
件
の
中

の
孫
秀
は
訟
梶
で
あ
り
な
が
ら
拍
納
し
て
職
衡
を
手
に
入
れ
、
均
な

そ
れ
を
護
符
と
潟
し
郷
里
に
横
行
し
て
い
る
」
と
あ
る
と
お
り
、

「
訟
桜
」
自
身
が
拐
納
に
よ
っ
て
監
生
身
分
・
職
衡
を
得
て
い
た
事

例
を
確
認
で
き
る
。

(
日
)
瀧
川
一
九
八
四
、
一

O
九
l
一
一
ム
ハ
頁
を
参
照
。

(
ロ
)
明
・
余
健
吾
『
池
田
川
一
譜
』
巻
四
、
詞
訟
門
、
街
役
不
許
作
保
。

(
日
)
『
一
帽
恵
全
書
』
巻
六
、
銭
穀
部
、
革
保
駄
園
差
。

(
比
)
『
西
江
政
要
』
巻
十
、
「
母
許
駄
訟
包
詞
代
幸
一
日
用
裁
額
定
銭
文
」

0

(
日
)
清
・
熊
賓
『
三
邑
治
略
』
(
光
緒
三
十
一
年
刊
本
)
巻
二
二
「
筋
書

吏
査
規
費
論
帳
天
門
牒
稿
」
(
中
園
岡
家
園
書
館
蔵
)

0

(
時
)
『
三
口
巴
治
略
』
巻
一
二
、
「
動
議
各
房
童
日
吏
子
弟
入
間
学
堂
稿
」
(
天
門

懸
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
)
。

(
口
)
清
・
張
経
同
『
駒
治
撮
要
』
巌
肇
訟
梶
。

(
お
)
『
法
筆
驚
天
需
(
法
家
驚
天
雷
)
』
歌
保
人
犯
(
筆
者
城
)

0

(
m
M
)

夫
馬
一
九
九
四
、
二
七
l
二
八
頁
を
参
照
。

(
初
)
夫
馬
一
九
九
四
、
三
三
頁
を
参
照
。

(
幻
)
宜
審
問
の
淡
新
棺
案
の
中
に
も
幾
つ
か
の
身
元
保
諮
書
が
残
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
は
舗
戸
が
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
清
代
墓
湾
で
は

舗
戸
が
歌
家
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
勾
)
「
治
譜
』
巻
四
、
詞
訟
門
で
は
、
さ
ら
に
訴
訟
閥
係
者
の
身
柄
確

保
に
つ
い
て
原
告
自
ら
が
被
告
を
拘
束
し
、
来
な
け
れ
ば
改
め
て
干

達
、
本
塁
里
長
生
寸
を
用
い
て
呼
出
し
、
快
手
な
ど
を
汲
遣
す
べ
き
で

な
い
と
も
記
す
。
伍
二

0
0
0、
八
七
頁
を
参
照
。

(
お
)
丁

H
昌
『
撫
呉
公
臆
』
巻
四
十
、
「
海
州
詳
孫
首
夫
提
禁
患
病
一

案
験
訊
由
」
。

(μ)
夫
馬
一
九
九
四
、
四
四

O
l四
四
四
頁
、
演
島
一
九
八
三
、
一
九

八
四
を
参
照
。
司
法
官
の
「
健
訟
」
認
識
に
つ
い
て
は
山
本
二

O
O

六
、
宋
代
の
「
健
訟
」
に
つ
い
て
は
同
論
文
の
註
(
2
)
が
参
考
に

な
る
。

(
お
)
夫
馬
一
九
九
三
、
四
四
一
頁
を
参
照
。

(
お
)
太
田
二

O
O二
、
一
七
l
二
七
頁
を
参
照
。

(
幻
)
た
と
え
ば
開
一
九
三
五
、
三
三
五
1

一
三
三
ハ
頁
を
参
照
。

(
お
)
丁
目
昌
『
撫
呉
公
憤
』
所
牧
の
各
文
に
は
残
念
な
が
ら
年
月
日
の

記
載
が
な
い
。
た
だ
し
丁
日
昌
の
江
蘇
巡
撫
在
任
中
の
同
治
六
年

(
一
八
六
七
)
十
二
月
l
九
年
(
一
八
七

O
)
閏
十
月
の
聞
の
も
の

で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

(
お
)
丁

H
昌
『
撫
呉
公
臆
』
巻
四
十
三
、
「
批
長
洲
牒
詳
元
和
犯
鐙
朱

高
春
生
寸
被
火
焚
免
験
訊
出
」

0

(
初
)
丁

H
昌
『
撫
呉
公
臆
』
巻
三
十
四
、
「
札
筋
密
査
如
皐
豚
監
押
各

犯
奥
牌
不
不
符
」

0

(
況
)
丁

H
昌
『
撫
呉
公
臆
』
巻
三
十
四
、
「
筋
査
束
事
前
豚
監
押
犯
人
奥

牌
不
符
」
。
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(
犯

)

J
日
日
円
『
撫
央
公
臆
』
巻
三
十
四
、
「
泰
州
興
化
監
押
各
犯
牌
示

無
名
筋
査
」
c

(
お
)
漬
島
一
九
八
三
、
二

l
一
一
一
頁
、
太
田
二

O
O二
、
二
コ
了
二

四
頁
を
参
照
。

(
但
)
『
江
蘇
省
例
』
呆
、
同
治
七
年
「
詞
訟
人
詮
不
准
輿
盗
賊
同
押
」

(
束
文
研
裁
)

0

(
お
)
民
岡
『
南
匿
牒
績
志
』
巻
三
、
建
置
志
、
禁
獄
、
白
新
所
。

(
お
)
太
出
二

O
O二
、
三
l
一
O
頁
を
参
照
。

(
釘
)
清
・
余
治
『
得
一
録
』
巻
十
六
、
覇
所
改
作
章
程
。

(
お
)
葛
士
溶
『
皇
朝
経
世
文
績
編
」
巻
八
十
七
、
刑
政
四
、
畢
這
遠

「
建
設
候
質
公
所
擬
請
按
提
経
費
疏
」
(
光
緒
八
年
)

0

(
却
)
託
輝
組
『
皐
治
説
賛
』
簿
記
十
則
、
査
管
押
簿
。

(ω)
「
西
江
政
要
』
巻
十
、
「
議
詳
禁
革
班
房
」

0

(
引
)
貸
羅
烏
爾
通
阿
『
居
官
日
省
銀
』
(
成
豊
二
年
刊
本
)
を
四
、
察

班
房
。

(
必
)
漬
島
一
九
八
二
、
五
六
一
二
l
五
六
四
頁
を
参
照
。

(
必
)
た
と
え
ば
王
延
照
・
王
樹
敏
『
皇
清
這
成
同
光
奏
議
』
巻
五
十
八
、

刑
政
類
、
治
賦
、
松
准
「
覆
奏
楊
幅
譲
奏
請
裁
除
待
質
公
所
疏
」
、

陳
忠
情
「
皇
朝
経
世
文
三
編
』
巻
T

九
十
九
、
刑
政
一
、
「
書
楊
侍
御

奏
請
裁
撤
待
質
公
所
摺
後
」
な
ど
参
照
。

(
叫
)
か
か
る
黙
に
つ
い
て
は
ブ
ラ
ッ
ド
リ
1
・

w
・
リ
1
ド
一
九
九
八
、

二
八
三
民
で
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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the work are found here. It also contains previously unknown source materials on 

the legal system from the age of Qubilai, the founder of the Daion yeke Mongol 

ulus. This work will provide important clues to solve the question of how the Shi

lin guangji was edited and added to over time. The article introduces the broad 

outlines of the work and indicates the various remaining issues, such what was the 

knowledge of bureaucrats and aspiring candidates for the official examinations in 

the Jian'an region and how it was actually put into practice. It, furthermore, con

siders how studies of China originating in Japan should be conducted. 

A CONSIDERATION OF THE XIEJIA DURING THE MING AND 

QING DYNASTIES, WITH A PARTICULAR FOCUS 

ON THEIR RELATIONSHIP TO LAWSUITS 

OTA Izuru 

This article is a preliminary examination of the of xiejia ~X *, a term that re

fers both to inns and their proprietors and that often appear in written sources of 

the Ming and Qing periods, chiefly in regard to lawsuits involving them. The re

sults of this examination can be summarized in the following fashion. First, plain

tiffs and defendants in the lawsuits frequently found pettifoggers (legal fixers) ifdjjj 
via the inns. Inns were often run by such pettifoggers, county clerks W~, and 

county runners tiff15t, and thus they functioned as if they were "introduction ser

vice centers for the pettifoggers." Although it has not been possible to examine 

how they came across the inns due to the limitations of the sources, it can be sur

mised that an appropriate inn was chosen based on consideration of personal fi

nances and without any particular direction from government officials. Second, it is 

thought that among the inns that sheltered those involved in the lawsuits, there 

were inns of various ranks, from the luxurious to those of ordinary quality. Ulti

mately, whatever establishment was chosen to safeguard the lodger's person, the 

choice was made in large measure on the basis of the lodger's financial capacity. In 
the worst cases, when the poor could not muster sufficient funds, they were on 

occasion detained by rural agents and jailed. Third, with the dramatic increase in 

the number of lawsuits, large numbers of those involved in the cases headed into 

the cities, and just how the state authorities should deal with them became an im

portant issue. The authorities attempted to manage the problem by binding visi

tors to the inns using the local neighbor organizations. However, the character of 
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this policy was that of temporary or emergency measure. Fourth, during the Ming 

and Qing periods, court officials recognized the harm that was caused by the illegal 

actions of county clerks and runners that accompanied the detention of those in

volved in the lawsuits and they resorted to makeshift methods to hold them some

where. This, however, made no progress toward ameliorating the fundamental 

flaw that was the insufficient compensation for their service, which was in reality 

the basic problem. Furthermore, the situations should be viewed in the larger con

text of the population explosion from the mid-Qing onward. There was, however, 

no increase in the number of government offices at the lowest-level, which also 

functioned as courts, in the localities, and thus there was no attempt to respond to 

the increase in lawsuits that accompanied the population explosion. In short, the 

increasing numbers of people involved in lawsuits had already surpassed the capac

ity of the local authorities, and it appears that the reality was that they had to rely 

on the inns even though they were aware of the various negative effects of doing 

so. 

NATIONALISM AND FLAGS OF CONVENIENCE: JAPANESE 

SHIPPING IN NORTH CHINA IN THE MID-1930S 

LID Sufen 

The Japanese government had long subsidized coastal shipping lines to ensure 

regular and efficient service. The government subsidies desiguated the line as well 

as the number and the type of ships. After the Sino-Japanese War, a liner strategy 

was shaped by the Navigation Encouragement Law and the Ocean Lines Subsidy 

Law to concentrate on overseas lines and near-seas services, but led to the coast

al retrenchment in many local services and feeder lines. What happened to the un

qualified ships during the recession in 1930s is the topic of this paper. 

Famous shipping companies, like Nippon Yusen Kaisha as well as Osaka 

Shosen Kaisha and Toyo Kisen Kaisha, operated trunk lines which were in the 

national interest with expanding empire. Other smaller firms operated tramps and 

charters on unscheduled routes freeing themselves from the government controls 

that accompanied the subsidies. They might have been able to exploit their oppor

tunities more effectively against the competition on the shipping market with Brit

ish companies in East Asia. 

The Japanese government tended to form "exclusive spheres" based on the 
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