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に
お
、，て
貨
幣
^
要
が
ど
れ
ほ
ど
高
か
っ
た
こ
と
か
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
が
ま
た
土
地
を
貸
付
她
と
1
て

1
定
の
内
容
規
制
を
受
け
た
財
産
に
ま 

で
仕
立
：て
な
け
れ
ば
な
ら
な
.い
理
由
と
も
な
.っ
た
。調
和
よ
く
構
築
さ
れ
た
貸
付
地
の
出
現
で
あ
る
。
'
'一
般
に
フ
工
ル
ム
と
い
わ
れ
た
そ
れ
'か
貸 

寸
他
一
投
と
区
別
さ
る
べ
き
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
貸
付
地
の
設
定
を
め
ざ
し
て
-.
±
地
の
集
積
を
続
け
た
フ
ル
、シ
ヨ
ヮ
こ
そ
ほ
か
な 

ら
，よ
い
都
市
の
殳
人
で
あ
っ
た
。：
強
い
貨
幣
必
要
か
ら
役
人
は
土
地
に
^
い
、
フ
エ
ル
ム
の
構
築
の
な
か
で
集
積
財
産
を
確
実
な
収
入
源
に
仕
立 

て
る
こ
と
に
な
っ
，こ
。
今
や
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
.は
集
積
財
産
を
単
な
る
貸
付
地
と
し
て
扱
わ
な
い
。
.
.彼
が
近
^
^
.
で
地
主
に
.な
っ
た
時
、
財
産
を
フ
ヱ
ル 

ム
に
ニ
唯
、
賃
貸
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
：
フ
エ
ル
ム
の
賃
貸
借
に
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
は
す
べ
て
を
賭
け
た
。
し
か
し
フ
エ
.
ル
ム
に
組
込
み
得
な
い 

財
産
の
発
生
は
歷
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
.ブ
ル
'ジ
ョ
ヮ
は
こ
う
し
た
土
地
を
も
収
入
源
に
仕
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
市
の
生
活
者
と
し
て
役 

畜
が
な

;'
以
上
、
そ
の
運
営
に
際
し
て
も
賃
貸
借
の
関
係
に
依
存
す
ゐ
ほ
か
.ザ
丧
が
な
か
-
.
.
っ
^
の「

で
あ
っ
た
。

今
や
集
積
財
産
は
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
に
よ
り
一
ー
つ
に
大
別
さ
れ
た
。
貨
幣
必
要
が
す
べ
て
に
優
先
.し
女
。i

は
フ
ヱ
ル
ム
、
他
は
フH

ル
ム
に
組
込 

み

-̂
な
い
財
産
で
、
地
主
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
は
ん
ぱ
な
土
地
で
あ
っ
た
。
両
者
と
も
貸
付
地
と
し
て
貨
幣
収
取
に
用
立
て
ら
れ
て
V
た

し

か 

し
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
の
財
産
の
な
か
で
そ
の
持
つ
意
味
は
®;
本
的
に
違
っ
た
。
前
者
は
真
の
財
産
で
、
地
主
と
し
て
の
フ
ル
、シ
ョ
ヮ
の
性
格
規
定
に
際
. 

し
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
今
や
財
産
を
漠
然
と
賃
貸
に
出
す
と
い
う
の
で
は
な
い
。
財
産
を
ニ
つ
に
峻
別
、

ァ
ル
ジ
ョ
ヮ
は
貨 

幣
収
取
に
1
底
を
期
し(

M
。
こ
う
し
た
区
分
が
ま
た
目
的
の
達
成
を
容
易
に
も
し
た
の
で
あ
っ
.た
。
フ
ユ
ル
ム
を
貨
幣
収
取
の
拠
点
と
す
る
。
他 

は
そ
れ
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
、
低
廉
か
つ
豊
富
な
労
働
力
の
給
源
に
仕
立
て
ら
れ
た
。
集
積
財
産
を
二
分
す
る
時
'

積
極
的
意
図
は
そ
こ
に

ぁ
っ
た
。

'

□
ニ〕

ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
は
集
積
財
産
を
貨
幣
収
取
の
目
的
で
整
理
し
た
。
彼
に
は
都
市
に
本
務
が
あ
る
。
し
か
も
役
畜
.を
持
た
な
い
。
か
か
る
限 

定
の
下
ブ
ル
ジ

ョ
ヮ

は

貨
幣
収

取
の
た
め
賃
貸
借
の
関
係
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
小
作
閨
係
の
成
立
で
あ
る
。
し
か
し
適
用
す
る
対
象
の 

迚
格
が
違
う
串
、
小
作
制
は
複
雑
な
内
容
を
盛
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
際
に
ど
う
か
。
本
稿
は
こ
れ
に
答
え
る
も
の
で
あ
っ
た
小
作
関

I

I

し
、
ブ
？

ヮ
|

墨

|

じ
た
。
し
t

麗

_

な

。
i

し

て

大

l

i

を
し
？

y

 
契 

H

r

!

。

i

i

 

す
べ
？

ル
、、、

1

-

^

れ
ば
な
ら
な
い
。

？

ょ
地
位
の
安
泰
を
考
え
な

I

む
し
ろ
安
定
を
f

.と
の
な
か
で
利
益
確
保
が
狙
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
な
け

•
I faire-valoir direct

a
〕

所
有
財
産
を
暮
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
直
接
に
手
を
下
す
と
い
ぅ
こ
と
は

_な
い

0
通

例

ょ

4
 

.
 

れ

4

1|
土
地
|

|

適
|

る
と
い
ぅ
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
範
囲
は
か
な
り
|

1̂
。

^

 

ノ
、
、

ヮ
I

隙
て
土
地
を
取
得
し
た
時
、
囲
い
地
、
菜
園
、
葡
萄
島
が
直
轄
の
た
め
の
主
た
る
対
象
と
.な
つ
て
^

。
こ
れ
t

、. 

H

u

r

!

る
。

し
か
し
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
そ
！

多

く

は

響

館

I

あ

:

”

従

つ

要
|

,

|

、
|

|

—

す
べ
て
の
も
の
の
|

は
好
|

あ
つ
た
。
こ
れ
ら
の
着
に 

丨

r

ブ

I

I

に
I

で
、
監
督

I

易
な
I

I

い
て
直
轄
方
式
は
大

I
繁
を
発
揮
し
得
た
。

 

'

つ〗

。“

人
1

^

^
な
|

、
彼
は
|

を
フ
.
ル
ム
に
一
括
、
賃
貸
す
る
I

原
則
と
し
た
。
彼
が
土
地
で
め
ざ
す
の
は
貨
幣
で
あ
' 

讀

1.
l

r f
i ^
r f

f

唐
者
と
し
て
好
都
合
で
ぁ
っ
た
。
f

i

i

確
実
化
す
る
！

願
ゎ
し
ぃ
こ
と
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通
”
 
土
地
財 

H
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O

r l
r l

w

r
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従
っ
て 

I

f

 ぃ
ゎ
け
で
、

I

I

 

ま
、フ
エ
レ
ム
で

,
,

れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
生
産
過
程
の
危
険
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ

的
の
完
全
な
達
成
を
信
じ
た
。
し
か
し
直
轄
方
式
で
は
危
険
が
と
も
な
ぅ
。
そ
れ
を
承
知
の
ぅ
え
|

で
あ
つ
た
。
.

I

l

l

躊
躇
せ
.ざ
る
を
得
な
い

。
1

ム
l

l

i

産
は
い
I

ん
ぱ
な

三

(

四
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四

(

四
四
八)

.

土
地
で
.、
実
に
直
轄
方
式
は
そ
こ
で
集
中
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
..であ
っ
た
。
今
や
ブ
ル
ジ
ー
ッ
の
土
地
所
有
で
直
轄
方
式
の
持
つ
意

味
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
対
象
は
は
ん
ぱ
な
土
地
に
：ほ
か
な
ら
な
い
。
1.
.か
し
直
轄
す
る
こ
と
で
地
主
は
そ
の
.利
用
に
万
全
を
期
し
た
。
地
主
の
館

.

.

. 

(

4) 

■

に
近
い
こ
と
は
彼
が
こ
れ
ら
は
ん
ぱ
な
土
地
の
利
用
に
.際
し
直
轄
方
式
を
選
ぶ
決
定
的
灰
動
機
と
.な
っ
て
い
.た
。

:
:
'

.

ニ〕

今
や
直
轄
の
対
象
は
明
白
と
な
っ
た
..
.0は
ん
ぱ
な
土
地
で
、
館
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
絶
対
の
条
件
セ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
本
格 

的
な
収
益
を
期
待
し
て
は
い
な
い
,0
問
題
は
連
用
の
®
で
あ
る
。
菜
園
に
つ
.い
て
み
る
時
、
三
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。

ぐ

. 

. 

(

5

)

■
第
一
が
自
分
で
乗
出
す
場
合
で
あ
る
。
直
接
的
で
あ
っ
た
。
.現
に
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
の
多
く
が
好
ん
で
菜
園
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
。
し
か
し
道

,

' 

(

.
6

)

楽
の
た
め
で
.あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
一
歩
も
出
な
か
っ
た
。
か
か
る
行
為
を
土
地
経
営
の
な
か
で
重
.く
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

第
一
一
は
菜
園
の
仕
事
を
他
に
依
嘱
す
る
場
合
で
あ
っ
た
。
ミ
れ
は
も
っ
と
^
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
契
約
に
よ
り
栽
培
す
べ
き
作
物
が
指
定
さ

る
。
ま
た
農
作
業
に
づ
い
て
綿
密
な
規
定
を
設
け
、
同
時
に
契
約
は
報
酬
に
つ
い
、て
触
れ
、
現
物
の
ほ
か
、
か
な
り
の
現
金
が
与
え
ら
る
べ
き
こ

と
を
う
た
う
の
で
あ
っ
た
。：.し
か
し
成
文
の
契
約
に
よ
る
ば
か
り
で
は
な
.い
。
.
ロ
約
束
で
地
主
は
直
轄
地
の
経
略
に
必
要
な
労
働
力
を
調
達
し

.
た
。
そ
し
て
現
実
に
こ
.の
場
合
が
庄
倒
的
で
あ
っ
た
。，
村
に
は
兼
業
を
望
む
者
が
群
生
し
て
お
り
、
地
主
の
.要
求
は
こ
う
し
た
社
会
的
存
在
に
よ

っ
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

マ
ヌ
ブ
リ
工
は
.兼
業
層
と
し
て
地
主
が
直
轄
に
踏
切
る
際
に
必
要
な
労
働
の
主
た
る
給
源
と
な 

?)

っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
ど
う
か
。
地
主
か
ら
フ
ヱ
ル
ム
の
経
営
を
依
嘱
さ
れ
て
い
る
フ
ヱ
ル
ミ
エ
が
地
主
の
た
め
そ
の
直
轄
地
に
出
て
、
奉
仕
す
る

• 

(

8)

.

場
合
。
第
三
の
方
法
で
あ
っ
た
。
フ
エ
ル
ム
.の
賃
貸
借
契
約
の
な
か
に
こ
の
点
を
は
っ
き
り
盛
込
ん
で
い
る
場
合
が
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
ー
六
五 

八
年
に
フ
ヱ
ル
ム
の
賃
貸
借
に
関
し
結
ば
れ
た
契
約
の
な
か
で
、.
地
主
は
囲
い
地
を
直
轄
と
し
、.
そ
の
耕
作
を
フ
：ヱ
ル
ミ
.H

に
依
頼
す
る
の
で
あ

.

.

.

.
 V

っ
た
。
囲
い
也
の
面
積
は
四
ア
ル
パ
ン
半
。
フ
エ
ル
ミ
工
は
そ
れ
を
自
分
の
鋤
と
烏
で
耕
作
し
な
け
れ
ば
.な
ら
な
い
。契
約
は
ま
た
農
耕
の
手
順
に

.

.

. 

-
. 

.

.

.

. 

.. 

.

.

. 

• 

.

つ
い
て
も
規
定
。

一
ア
ル
パ
ン
半
に
つ
い
て
は
年
間
に
..四
度
の
施
肥
、
，そ
し
て
小
麦
を
栽
培
。

一
ア
ル
パ
ン
ギ
は
申
に
一
回
の
施
肥
で
よ
く
、
，燕

.

y

i

l

l

。

證

靈

靈

響

.

. 

ー
户
七
三
年
に
ア
フ
ラ
ン
ビ
ル
.村
で
結
ば
れ
た
契
約
で
も
、
フ
ェ
ル
ミ
エ
に
対
k
 

奉
仕
す
る
こ
と
裏
務
づ
け
る
の
で
あ
つ
た
。

そ
し
て
西
い
地
の
経
営
に
.必
要
な
も
の
の
提
供
を
求
め
た
。
'第

が

五
〇
束
の

：
^

g
 

萄
i

f

麦
藁
を
供
出
、
.
I

l

l
け
I

な
い
。

そ

し

て

霜

の

取

入

を

〃

M

° T
H

 

憲

f

l

 

j

 

I直
轄

地

で

耕

作

管

ル

、、ユ
の
奉 

U

■

地主の

側
の
負
担
，

！

ゎ
れ
て

ぃ
た
。

仕
蒙

^̂

,

ノ
、、
工
k

畜
の
提
供
者
と
し
て
地
主
の
直
轄
地
に
奉
仕
を
強

要

さ

れ

た

。

い
、
ラ

•
ガ
ル
ド
の
震

i

わ
せ
た
。
期
間
を
三
年
と
し
た
。
夫
婦
は
姉
妹
I

ナ

I

な
ら
ミ

つ

.こ
。
.
ノ
 

-

广

土

地

は

屋

敷

に

付

属

し

て

い

た

。
ま
た
夫
婦
は
雇
主
の
命
ず
る
家
事
す
ベ
て
に
応
じ
’ 

く
こ
i

f
 

れ
た
。
な
お
姉
妹
I

す
る
馬
の
世
話
、
.鋤
の
手
入
も
夫
婦
I

で
あ
っ
た
。
、

卜

一

 

f

 ブ
ル
。
I

I

I

S

1
塞

か
^

^

働
^

^

の
夫
婦
I

、
直
f

ル
ム
|

|

事
せ
し
め
た
。
雇
傭
|

し
て
そ
|

康

公

倉

か

|

 

f

 

i 

家
計

©
切
盛
I

す
べ
T
引
受
け
る
f
 

f

れ
ら
奉
<

1
は
高
度
I

.
が
！

小
作
関
係
の
成
立 

'

五 

<四
四
九)

議

應

蓄

歷

 
I

f
 

_

s

l

s
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こ
れ
は
フ
ェ
ル
ム
に
関
し
直
轄
を
組
織
的
に
断
行
す
る
場
合
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
直
轄
方
式
が
み
ら
れ
る
の
は
単
に
そ
れ
だ
け
に

限
ら
な
か
っ
た
。
フ
ェ
ル
ミ
エ
が
，経
営
を
放
棄
し
た
時
、

.地
主
は
直
接
に
手
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
？ 

'し
か
し
こ
れ
は
一
時
的
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
時
に
は
ー
部
很
ら
れ
た
仕
事
に
つ
，
i/
v
て
手
を
下
す
と
い
う
こ
と
も
あ
り
..
'
直
轄
ゆ
そ
う
し
.た
場
合
、

局
単
な
る
弥
縫
策
に
す
ぎ
な
か
っ

-(

11)

.

た
。'
し
が
し
こ
れ
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。.

フ.H

ル
ミ
エ
の
ア
リ
ノ
ー
が
破
産
し
た
0
V地
主
の
ビ
ュ
シ
ェ
ー
ル
は
早
速
に
彼
と
の
契
約
を
破
棄
。

一
六
七
ニ
年
の
十
二
月
七
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
際
に
両
者
の
間
で
約
束
を
か
わ
し
、
秋
に
播
い
た
小
麦
の
収
穫
は
ア
リ
ノ
ー
の
責
任
、
地
主
は
三
月
以
降
の
播
種
に
従
事
す
る
こ
と

に
•し
た
。
■し
か
し
翌
七
三
年
の
ニ
月
に
早
く
も
地
主
は
別
■の
フ
ェ
ル
ミ
：工
と
契
約
を
か
わ
し
た
。
こ
.の
契
約
の
正
式
の
発
効
は
同
.じ
年
の
十
一
月

i

十
一
日
の
聖
マ
ル
タ
ン
の
祝
日
。
し
か
し
ブ
ュ
シ
ェ
.■丨

ル
■は
新
フ
ェ
ル
ミH:

に
対
し
そ
れ
ま
で
に
収
穫
さ
れ
る
燕
麦
を
無
料
で
提
供
し
た
。
今
や 

直
轄
が
フ
ェ
ル
ム
に
つ
い
て
は
弥
縫
策
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
い
。
フ
ェ
ル
ミH

が
見
つ
か
れ
ば
、
彼
は
急
ぎ
直
轄
を
解
い
た
。
そ
の
際
に
彼
は
多 

大
の
犠
牲
も
顧
慮
し
な
か

プ
た
。
直
轄
は
道
楽
で
あ
る
限
り
い
い
。
し
か
し
そ
の
負
担
が
本
格
化
す
る
こ
と
を
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
は
嫌
っ
た
の
で
あ
っ 

た
。
彼
の
本
務
は
農
業
と
は
別
の
.と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
役
畜
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
直
轄
の
対
象
は
限
定
を
受
け
た
。
し
か
し
経
営
が
役
畜
を
離 

れ
て
可
能
な
場
合
、
地
主
は
直
轄
に
大
き
な
意
欲
を
示
し
さ
え
し
た
の
で
あ
っ
た
。

.

n 

bail i moiti4

〔
一
〕

収
獲
を
配
分
し
合
う
と
い
う
条
件
で
耕
作
を
他
に
任
せ
る
場
合
で
、
地
主
が
村
に
住
ま
わ
な
い
時
、
こ
れ
は
直
接
に
手
を
下
す
場
合
と 

同
じ
く
ら
い
不
便
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
厳
重
な
監
視
が
強
く
望
ま
れ
た
。
十
七
世
紀
を
通
じ
か
か
る
種
の
賃
貸
形
式
は
ま
っ
た
く
例
^
的
な
こ 

と
に
属
t

M。
そ
れ
で
も
な
お
若
干
の
例
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
フ
ヱ
ル
ム
の
賃
貸
に
際
し
こ
の
種
の
形
式
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と 

は
な
か
っ
^
。
也
主
は
フ
ェ
ル
ム
で
貨
幣
の
直
接
的
な
収
取
を
考
え
て
い
.た
。

〔

ニ〕

土 W

で
は
f

e
の
碎
実
な
収
取
ヵ
望
ま
れ
た
。
そ
し
て
地
轰
フH

ル

ム

の

篇
に
よ
り
目
的
の
達
成
を
富
じ
た
。

し
か
し
フ
エ
レ
ム 

で
現
物
を
—

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
'う
場
合
が
起
っ
た
。
.地
主
の
手
で
そ
れ
が
換
金
さ
れ
る
。

一
体
い
が
な
る
壽
に
よ
っ
て

か
。
以
下 

い
く
つ
か
事
例
を
掲
げ
、
便
宜
に
供
し
よ
う
。
 

.

一
六
七O

年
に
ゴ
、、、家
で
は
こ
れ
ま
で
の
直
轄
方
式
を
や
め
、

一
8

ァ
ル
。ハ
ン
の
耕
地
が
付
属
す
る
フH

.

ル
ム
を
賃
貸
に
出
し
と
。
期
間

丈 

六
年
て
、
必
要
な
種
子
と
収
獲
し
た
作
物
は
賃
借
者
と
の
間
で
折
半
し
た
。
同
じ
ゴ
ミ
家
の
場
合
だ
が
、

一
六
八
四
年
に
は
折
半
と
い
う
こ
と
で 

ラ
フ
ル
丨
ル
に
対
し
賃
貸
に
出
t
た
。
騎
士
の
デ
ス
メ
が
新
し
く
地
主
に
な
っ
た
時
、
彼
は
こ
の
契
約
を
破
棄
、
鑫
小
作
に
切
替
え
た
，

一
六
一
四
年
に
マ
ル
テ
ル
家
で
は
サ
ン
上
丨
ル
に
持
つ
フ
ヱ
ル
ム
を
収
益
折
f

v

条
件
で
賃
貸
し
た
。
し
か
し
間
も
な
く
中
止
、
袭
 

.

f

ゾ
ョ
ス
に
経
営
を
移
し
た
。
直
轄
で
あ
る
。
彼
が
年
間
そ
の
こ
と
で
支
払
う
賃
借
料
は
六
、
〇
〇
〇
リ
丨
ブ
ル
。
し
か
し
一
六
七
四
年
こ
尤 

ニ
，
〇

〇

〇

7 
ノ
の
負
債
を
抱
え
.賃
借
料
の
支
払
に
も
こ
と
欠
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
機
に
再
度
マ
ル
テ
ル
家
で
：̂
収
益
折
半
と
い 

う
こ
と
に
踏
切
っ
た
。
同
時
I

業
の
手
順
に
つ
い
て
詳
細
.か
つ
厳
密
に
規
定
。
種
子
、
肥
料
、
別
入
の
た
め
の
諸
入
用
に
関
し
、
冬
穀
に
つ 

V
。て
k

担
を

V
っ
さ
V
等
分

.
ニ
ー
月
麦
の
場
合
、
賃
借
者
三
分
の
ニ
、
地
主
三
分
の
一
の
割
合
で
負
担
。
収
穫
は
両
者
の
間
で
経
費
に
応
じ
分 

つ
。
冬
穀
に
つ
い
て
馨
者
は
地
主

I

I
つ
の
璧
の
う
ち
ど
れ
か
に
運
び
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
主
は
八
月
末
に
そ
れ
を
指
定
し
た
。

.

乾
草
も
同
じ
く
負
担
に
よ
り
配
分
さ
れ
た
。
地
主
に
手
持
が
な
く
な
っ
た
時
、
賃
借
者
に
残
余
が
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
こ
か
ら
召
上
げ

き

と

が

e 

き
た
。

一
六
八
四
年
に
.マ
ル
テ
ル
家
で
は
か
か
る
取
極
を
破
棄
、
鑫
小
作
に
切
替
え
る
こ
と
に
し
た
0.

.

’

〔

.三〕

土
地
の
賃
貸
に
際
し
収
穫
を
配
分
し
合
う
と
い
う
条
件
に
よ
っ
た
時
、
間
違
い
な
く
賃
貸
料
'I

f

れ
る
か
.ど
う
か
と
い
う
不
安 

力
そ
の
基
底
に
あ
っ
た
。

f

し
た
懸
念
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
賃
借
者
が
困
窮
し
た
際
に
強
く
打
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
i

l

 

負
債
に
苦
し
み
、
賃
借
料
の
■

に
も
こ
と
欠
く
こ
と
が
.判
明
し
た
時
、
地
主
は
急
ぎ
分
益
小
作
に
切
替
|

.
と

I

収
獲
を
配
；
し
合

う
と
I

う
条
件
に
転
換
す
る
こ
と

に
よ
り
地
主
は
賃
貸
料
を
確
実
に
召
上
げ
る
こ
と
を
狙
っ
た
の
で
あ
っ
，た
。
そ

の

た

め

の

分

赁

乍

で
、

、

b
 

'
小
作
関
係
の
成
立 

， 

,

. 

• 

/
f

七

.(

四
五
一)

408



. 

八

(

四
五
ニ)

ば
そ
れ
は
弥
縫
策
で
し
か
な
か
っ
た
。
と
に
か
く
確
実
に
召
上
げ
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
実
施
に
は
綿
密
な
監
視
が
必
要
で
、
在
村
の
地

.

 

.

.

.

.

 

. 

• 

. 

’

主
の
み
が
'よ
く
こ
れ
I

じ
得
た
。
も
は
や
換
金
の
労
を
い
と
わ
な
い
。
彼
は
実
際
に
農
作
業
の
負
担
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
.た
め
に

も
在
地
と
い
う
こ
と
は
分
益
小
作
で
肝
心
な
条
件
で
あ
0
た
。
地
主
が
遠
ぐ
の
都
市
に
住
、ん
で
い
る
時
、
分
益
制
に
踏
切
る
こ
と
が
可
能
か
。
現

. 

.(

4)

■

■

.

.

.
•

に
こ
う
し
た
疑
問
が
'広
く
聞
か
れ
，た
。
；
 

.

•

し
か
し
現
物
で
あ
れ
ば
、
何
で
も
受
取
っ
て
い
い
と
.い
う
わ
け
で
は
な
い
。
'厳
重
な
制
限
が
あ
っ
た
。
地
主
は
都
市
の
生
活
者
と
し
て
貨
幣
を

. 

• 

- 

- 

•
' 

.

望
ん
で
お
り
、
賃
貸
料
と
し
て
得
た
も
の
は
容
易
に
換
金
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
穀
物
は
.か
か
る
条
件
を
満
た
す
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。

.

.

.

.

.

.

. 

.'
 

-

今
や
フ
ェ
ル
ム
を
穀
物
生
産
の
た
め
の
本
格
的
な
場
に
定
着
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
か
く
て
農
業
の
手
順
に
関
し
契
約
は
#
細
に
指
示
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
現
実
に
換
金
の
容
易
な
穀
物
が
間
違
い
な
く
栽
培
.さ
れ
た
。
賃
貸
料
を
穀
物
で
得
、
そ
れ
を
換
金
す
る
こ
と
で
貨
幣
の
収
取

.

t

.

 
-

 

.

 

-

 

.

.

. 

.

 

.
 

.

を
実
現
し
よ
う
と
し
た
時
、，
収
奪
は
間
接
的
と
な

る

。
；し
か
し
地
理
的
条
件
が
穀
物
生
産
に
不
向
き
な
場
で
な
お
所
期
の
目
的
を
達
す
る
に
は
こ

れ

.%
仕
方
な
か
っ
た
。
か
か
る
な
か
で
賃
借
者
の
交
替
も
は
げ
し
い
。
相
当
な
も
の
で
あ
.る
。
そ
れ
で
も
：な
お
地
主
は
フ
ェ
ル
ム
で
貨
幣
を
確
実

.
 

, 

. 

:

:

 

: .

に
召
上
げ
よ
う
と
願
う
の
で
あ
っ
た
。

,

. 

.

■

- 

.

.

.

 

,

 

. 

-

m

げ
& 
かloyer 

.

〔
I
〕

賃
貸
借
に
際
し
定
額
の
貨
幣
負
担
に
よ
る
場
合
で
、
実
際
に
極
度
の
普
及
で
あ
っ
た
。
か
か
る
形
式
の
第1

が
、
財
産
を
フ
ェ
ル
ム
と 

(

1)

. 

(

2) 

(

3)

.

し
て
一
括
、
賃
貸
す
る
場
合
。
他
は
土
地
の
単
な
る
賃
貸
借
閨
係
。.
両
者
の
持
つ
意
味
は
根
本
的
に
違
っ
た
。
前
の
場
合
だ
が
、
そ
こ
で
は
賃
借

者
の
下
で
経
営
が
順
調
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
狙
わ
れ
た
。
実
に
こ
の
こ
と
で
地
主
は
収
取
の
確
実
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
か

る
賃
貸
で
は
作
業
場
の
付
設
を
特
徴
と
す
る
が
、
よ

く

こ

の

間
の
事
情
を
物
語
る
も

の

と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

◊

.願
：い
は
貨
幣
の
直
接
的
な

(

4)

取
得
に
あ
る
。
'パ
リ
に
居
を
持
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ば
近
郊
の
土
地
の
管
理
に
際
し
第
一
.の
型
に
よ
る
場
合
が
も
っ
：と
も
多
か
っ
た
。
賃
借
者
は
フ
ヱ

■レi

と
呼
ば
れ
た
。
農
業
経
営
の
裏
の
担

I

で
、
そ
’の
前
身
は
と
い
え
ば
、

ラ
ブ

ル
I
ル
。
彼
は
役
畜
の
提
供
者
と
し
て
ブ

ル

ジ

ョ

ヮ

こ 

•
"
、

M午フ
b
ノ 

ノ
は
力
く
す
る
こ
と
に
生
活
の
糧
を
見
出
そ
う
と
は
か
っ
た
。
こ
の
時
す
で
に
彼
は
自
立
の
S

世
襲
財
産
に
依
存
で
き 

す

f

r
残
る
役
畜
を
運
転
資
本
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
す
べ
.て
を
託
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ

ル

ジ

ョ.ヮ

も
ま
た
地
主
と
し
て

彼

を

.
、
I 

を

f

入
源
に
仕
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
2

っ
た
。
彼
は
都
市
の
生
活
者
と
し
て
役
畜
を
持
た
ず
、
土
地
財
産G

管
理
に
支 

ラ
フ
，
I

役
畜
s

f
疆
の
世
襲
財
産
を

I

な
く
な
っ

I

.ブ
|

ヮ
に
と
り
彼
の
存
在
妻
重
？

た
。‘'
 

ぽ

^

^

；

て

、

そ

の

こ

と

で

ラ

ブ

ル

丨

ル

の

I

I

と

地
主
制
の
展
開
と
い
う
時
、
か
か
る
局
面
で
の
み
把
握
さ
る
べ
き
も
の
と
信
ず
る
。
フ
ェ
ル
ム
を
め
ぐ
る
賃
貸
f

I

小
作
関
係
こ

U

過
_
の
危
険
は
す
ベ
て
賃
借
者
た
る
フ
ヱ
レ
ノ

ミ
エ
の
負
担
と
し
、
自
I

,レ
ノ

;

エ
を
介
し
土
地
と
鑫
的
に
結
びつ

：:

の 

す
土
地
て
彼
は
貨
幣
の
収
取
に
専
念
し
た
。
し
か
も
安
定
的
な
収
奪
が
願
わ
れ
て
い
た
。
土
地
を
め
ぐ
り
こ
う
し
た
社
会
関

 ̂

k
時
土
地
は
地
主
®
の
下
に
組
込
ま
れ
た
と
い
い
、
彼
を
寄
生
地
主
と
称
し
た
，
収
取
の
た
め
I

畜
の
提
供
者
I

資
本
家
を
介
さ
な
け 

p

_

:

y

!

。
し 

t

l

U

養

に

際

し

讓

.の
貨
幣
S

に
ょ
I

、
財
産
を
フ
ェ
ル
ム
に
仕
立
て
、

一

雲

貸

す

る

場

合

が

县

つ

。
賃
貸
借
一
般
と
I

.
 

リ
ヵ
な
る
仕
組
の
下
で
収
取
が
実
現
さ
れ
る
こ
.と
に
な
っ
た
の
か
。
目
標
は
貨
幣
の
直
接
的
な
取
得
に
あ
る
。
し
t

生
産
と
か
か
わ
り
な

く

つ

ね

に

一

響

I

I

れ
I

な
い
。
I

ョ
ヮ
2

1

1

実

塞

塵

」

ょ

う

と

い

急

同

時

こ

彼
は
S

髪

I

I

響
持
っ
て
い
た
。i

l

養

め

彼

が

他

I

存
し
な
け
れ
ば
な
I

い
こ
と
明
白
で
I

。
貨
幣
は
都
P 

生
活
者
と
し
て
の
彼
の
地
位
強
化
に
不
可
欠
の
も
の
で
、
そ
の
給
源
と
し
て
土
地
が
厳
密
な
契
約
の
下
に
拘
束
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と 

小
作
関
係
の
成
立 

.

.九

(

四
五
三
.

)



f 

1

0

(

四
五
四〕

も
決
し
て
不
可
解
で
は
な
い
。

.
パ
.
,
.
'
-
.

.契
約
の
始
期
は
い
ず
れ
の
場
合
も
同
じ
。
.十

.一■月
十
一
日
の
聖
マ
ル
タ
ン
祭
0
ど
の
契
約
を
，取
上
げ
て
み
て
も
こ
れ
だ
け
は
共
通
。
今
や
フ
ヱ

ル
ム
が
穀
物
生
産
の
瘍
と
し
て
賛
貸
に
出
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
十
一
月
の
十
..ー
日
に
注
罾
。

こ
れ
は
穀
物
の
刈
入
が
す
べ
て
終
わ

り
、
次
年
次
の
収
穫
に
必
要
な
作
業
が
開
始
さ
れ
る
時
限
に
一
致
し
た
。

ノ

(

6)

.賃
貸
の
期
間
に
関
し
て
は
、

一
律
に
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
事
例
の
語
る
と
こ
ろ
を
総
合
す
る
と
。
通
例
は
六
年
か
九
年
で
、
そ
の
い
ず
れ 

を
選
ぶ
か
は
も
っ
ぱ
ら
地
主
の
裁
量
に
よ
っ
た
.。
全
般
的
に
い
っ
て
地
主
は
双
吧
を
九
年
と
す
る
こ
と
に
深
い
関
心
を
示
し
た
。
底
流
に
期
間
延 

長
の
意
図
が
，あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
か
な
り
強
い
。
こ
れ
に
よ
り
彼
は
フ
ェ
ル
ミH

を
土
地
改
良
に
専
念
さ
せ
た
い
と
願
っ
た
。
し
か
し
現
実
.
 

に
は
契
約
を
し
ば
し
ば
更
新
す
る
こ
と
で
収
入
を
最
大
限
に
確
保
し
た
い
と
い
う
願
望
が
先
立
っ
て
し
ま
っ
た
。
生
産
性
の
向
上
の
な
か
で
彼
は 

収
取
の
拡
大
を
考
え
な
い
。
フ
ェ
ル
ミ
エ
の
地
位
を
願
う
者
が
多
く
、
#

は
こ
の
競
合
関
係
を
利
用
す
る
こ
と
に
す
べ
て
を
託
そ
う
と
し
た
の
で 

ぁ
っ
た
。

諸
負
担
の
う
ち
、
第
一
に
フ
ヱ
ル
ム
の
賃
貸
料
は
定
期
の
貢
納
と
し
て
、
十
七
世
紀
早
々
は
物
納
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
葉
以
前
に
す
で
に

(

7)

金
納
化
が
完
了
し
て
い
た
。
こ
の
転
換
は
パ
リ
界
隈
に
お
け
る
貨
幣
使
用
の
一
般
化
と
深
く
関
連
し
た
。
額
は
非
常
に
区
々
、

一
律
化
は
困
灘
な

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
契
約
の
期
間
中
は
変
更
し
な
い
と
い
う
だ
け
の
約
束
で
あ
る
。
決
定
要
因
は
.単
に
地
味
ば
か
り
で
な
い
。
地
主
の
裁
量
も
大
き

く
作
用
し
た
。
た
だ
一
般
的
に
い
い
得
る
こ
と
は
、
：フ
ヱ
ル
ム
と
し
て
地
主
の
財
産
を
賃
借
す
る
瘍
合
、

一
ア
ル
パ
ン
当
り
定
期
の
負
担
は
軽
少

で
、
土
地
を
は
ん
ぱ
.に
賃
借
す
る
時
、
.む
し
ろ
割
高
で
す
ら
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

一
六
八
八
年
に
ア
ブ
ラ
ン
ビ
ル
村
で
得
た
結
果
に

(

9)

よ
っ
て
も
そ
の
こ
と
が
例
証
さ
れ
た
。
と
に
か
く
零
細
に
賃
借
す
る
時
、
.彼
は
不
利
な
立
場
に
追
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
は
ん
ぱ 

に
賃
借
す
る
こ
と
を
願
う
者
が
早
く
も
相
当
数
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
フ
ヱ
ル
ム
を
賃
借
す
る
際
に
は
役
畜
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
は
ん 

ば
に
賃
借
す
る
場
合
、
腕
一
つ
で
よ
か
っ
た
。
彼
は
素
手
の
耕
作
者
で
あ
る
。
今
や
役
畜
を
持
た
な
い
者
の
広
範
な
出
現
は
疑
い
な
い
。
役
畜
を

持
た
な
く
な
っ
.た
時
、
彼
に
は
耕
作
す
べ
き
世
襲
の
土
地
も
な
い
。
彼
は
生
活
の
た
め
土
地
を
各
所
に
零
細
に
賃
借
す
る

こ

と

で

甘

ん

じ

•こ
。

彼
 

養
借
し
た
の
は
い
わ
ば
土
地
の
屑
で
.あ
る
。
彼
は
こ
れ
で
い
I

か
な
.り
と
生
活
の
糧
を
得
た
。
し
か
し
必
要
の
全
部
で
は
な
か
っ
た
。
今
や 

彼
は
不
足
分
を
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
う
.し
I

Q
出
現
I

要
で
I

。：
地

主

は

彼

言

X

ム
の
雇
傭
労
動
力
に
仕
つ 

ら
え
よ
う
と
し
た
。
農
業
に
お
け
る
労
働
需
要
は
季
節
的
で
あ
り
、
従
っ
て
兼
業
者
と
し
て
就
労
を
願
う
者
の
大
量
発
生
は
好
都
合
で
あ

っ
た
。

フ
 ̂
ノ
ム
は
こ
れ
を
労
働
の
安
定
的
な
給
源
と
し
て
経
営
の
安
泰
を
誇
り
得
た
。
兼
業
者
で
あ
れ
ば
、
賃
金
を
存
分
に
切
下
げ
る
こ
と
も
可
能
で 

,

あ

る

」

う
し
？

力
で
フ
 ̂
メ
ム
は
繁
栄
を
続
け
た
。
ブ
^
ジ
ョ
ヮ
は
威
信
を
増
し
た
。
し
か
し
そ
の
背
後
で
村
の
馬

的
多
数
は
社
会
的
に 

不
利
な
処
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
ん
っ
1̂
無
産
者
間
の
激
烈
な
競
争
は
こ
の
事
態
の
出
現
S
 
く

麗

し

た

。
.

’
 

フ
ェ
ル
ム
を
賃
貸
し
，た
場
合
、
地
主
は
定
期
の
負
担
の
1̂
か
、
フ
ェ
t

エ
と
の
契
約
の
な
-が
で
付
帯
的
な
諸
負
担
を
義
務
と
し
i

f
た
。

.

こ
れ
ら
第
二
次
的
な
負
担
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
地
主
は
定
期
の
.負
担
を
据
置
き
、
か
わ
っ
て
こ
れ
ら
一I

次
的
負
担
を
操
作
す
る
こ

と
に
よ
り
収
入
の
靈
を
は
か
っ
た
。
定
期
の
負
抵
を
不
変
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
雑
負
担
は
可
変
で
、
か
か
る
余
地
を
残
す
こ
と
で
地
主
は
霧 

の
多
I
時
代
に
負
担
矩
額
化
の
不
利
を
克
服
し
よ
う
と
願
っ
た
の
で
あ

る

。
 

r
 

I

〔

三〕

土
地
所
有
に
極
端
な
不
均
衡
が
起
り
、
そ
の
な
か
で
無
産
化
が
始
ま
.っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
ま
た
土
地
を
大
量

I

積
す
る

者

の

出

現
 

を
意
味
し
た
。
官
僚
が
そ
の
中
核
を
形
成
す
る
。
.今
や
土
地
の
大
部
分
は
余
所
者
の
手
に
移
り
、
彼
の
金
融
的
必
要
の
手
段
に
供
せ
ら
れ
る

こ

と 

に
な
っ
た
。
土
地
で
I

Q
持
つ
意
味
は
退
け
ら
れ
た
。
_

者
と
し
て
地
主
は
.鑫

的

I

t

土
地
と
対
し
た
。
彼
は
都
市
の
生
活
者
と

し 

,

T
S
果

断

の

畜

を

_

さ
れ
た
。
上

し

志

か

ら

の

収

人

肇

節

的

I

る
。」」

I

f

彼
は
I

f
 
t 
x

f志
を
賃
借
す
る

者
を
介
す
る
こ
と
に
よ
り
解
決
し
た
。
土
地
に
対
す
る
必
要
を
こ
う
し
て
充
足
す
る
時
、
彼
は
土
地
に
つ
い
て
金
融
的
に
振
舞
っ
た
と
い
い
、

• 

を
寄
生
地
主
と
称
す
る
。
 

ノ

. 

'
V 

■ 

. 

■

鑫

I

I

す
る
時
、

一
体
い
か
な
る
仕
f

 

l

か
。
す

ル

I

貸
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
フ
ヱ

小
作
関
係
の
成
立' 

I
1

(

四
五
五)



ル
ム
を
媒
介
に
.貨
幣
の
収
取
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
問
題
は
収
取
が
い
か
な
る
経
過
の
な
か
.で
実
現
さ
れ
た
か
に
.あ
る
。
：地
主
と
ブH

>
ミH

の
契
約
の
な
が
で
賃
貸
料
は
定
額
化
さ
れ
た
。
し
か
し
地
主
は
臨
時
の
諸
負
担
：を
強
要
す
る
余
地
を
残
し
て
い
た
。
そ
し
て
，こ
0
面
の
調

.

.
•
.

 

,

 

-

 
-

.

 
.

 

.

.

.

.

 

.

•

.

 

.

 

■

整
で
地
主
は
収
取
の
完
璧
を
期
そ
う
と
し
た
の
で
_あ
っ
：た
。
身
分
関
係
の
な
が
で
収
取
が
入
止
図
さ
れ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貨
幣
必
要

の
増
大
が
か
か
る
収
取
の
範
囲
を
上
廻
る
こ
と
じ
ば
し
ば
で
あ
マ
た
。
：地
主
は
負
担
金
の
前
渡
す
ら
要
求
し
た
。
：フ
ェ
ル
ミ
エ
が
農
事
に
収
入
を

•
.
 

.

.

.

.

.

. 

'
 

. 

.. 

.

.

,

..
 

>

託
ず
る
時
、
も
ば
や
そ
う
し
た
要
請
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
.い
。
フ
.ェ
ル
ミ
エ
は
経
営
の
放
棄
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
現
に
^
#
が
は
げ
し 

く
、
こ
う
し
た
な
が
で
フ
ェ
ル
.ミ
.エ
た
ゥ
得
る
者
も
大
き
く
変
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

.

IVrente foncidre 

,

〔
I
〕

生
涯
を
通
じ
ラ
ゾ

ト
を
強
要
で
き
る
と
い
，う
条
件
で
土
地
を
供
与
す
る
場
合
で
、
ノ
こ
の
種
の
賃
貸
形
式
は
随
所
に
散
見
さ
る
。
実
際
.に 

t 

(

2)

.

..
•
■ 

...

...

...

...

相
当
な
普
及
で
あ
っ
た
。
.

’
ラ
ン
ト
を
受
取
る
側
に
.づ
い
て
み
れ
ば
、
在
村
す
る
者
が
目
立
つ
。
彼
は
•乏
し
い
蓄
積
を
ラ
，ン
ト
取
得
の
目
的
で
放
出
し
た
。
ま
た
教
会
の
場 

，合
が
多
.い
.
，0
。ハ-リ
在
住
の
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
に
関
し
て
は
、
こ
の
種
の
形
式
が
第
ニ
義
的
な
意
味
し
か
持
た
な
か
づ
た
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い 

か
。
し
ば
し
ば
そ
れ
は
か
つ
て
彼
が
本
格
的
.な
地
主
と
し
て
界
隈
で
大
き
た
#
力
を
持
っ
た
こ
と
の
名
®

で
.す
ら
.あ
っg

r
.

•.

〔

二〕

'土
地
の
賃
貸
に
際
し
ラ
ン
ト
を
取
立
て
る
と
い
う
契
約
は
主
に
葡
萄
畠
で
適
用
さ
れ
た
。
し
か
し
単
な
る
葡
萄
島
と
違
う
。
フ
ェ
ル
ム

に
一
括
.で
き
ず
、
従
っ
て
他
理
の
困
難
な
葡
萄
^
で
み
ら
れ
た
。
.い
わ
ば
は
ん
ぱ
な
土
地
ぎ
ほ
か
な
ら
な
い
。
今
や
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
の
進
出
は
明
白

...

で
あ
っ
た
。
彼
は
よ
く
そ
の
手
法
を
利
用
す
る
こ
と
で
葡
萄
栽
培
の
危
険
負
担
を
避
け
よ
う
と
し
た
。
土
地
を
引
受
け
た
者
は
_
身
で
領
主
に
対 

し
サ
ン
ス
の
申
告
を
し
、
ま
た
彼
は
財
産
移
転
に
関
す
る
諸
負
担
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

«■
借
者
に
対
し
権
限
.が
大
幅
に
移
譲
さ
れ 

た
。
従
っ
て
実
質
的
に
.こ
れ
は
譲
渡
で
あ
0
た
。
し
か
し
な
お
引
受
者
は
そ
れ
を
固
有
の
財
産
と
峻
別
じ
て
い
た
。
か
か
る
処
方
：で
也
主
は
引
受

者
が
仕
事
に
専
念
す
る
よ
う
は
か
っ
た
。
葡
萄
栽
培
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
、引
受
者
裏
質
的
な
所
有
者
に
仕
立
て
た
寺
、よ
く
そ

の

目
的 

が
達
し
得
ら
れ
る
と
信
じ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ラ
ン
：ト
を
召
上
げ
る
べ
く
土
地
を
手
放
す
場
合
、
依
然
と
し
て
彼
は
土
地
に
対
し
権
利
を 

唐

し

続

け

た

そ

の

麗

に

彼

は

土

地

で

間

違

，
い

&
く
葡
萄
を
栽
培
す
る
こ
と
を
命
じ
、
ま
た
作
柄
の
調
査
の
た
め
頻
繁
に
出
句
、

』

。

お 

ま
た
ラ
ン
ト
の
支
払
を
1

5

た
時
、.
彼
は
手
放
し
た
土
地
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
事
実
こ
う
し
た
事
態
は
頻
発
し(

が)

。
そ
し 

て
ま
た
地
主
は
こ
の
機
会
を
ラ
ン
ト
更
f

た
め
.利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
$

通
例
ラ
ン
.ト
の
取
立
は
貨
幣
S

っ
た
。
ぞ
の
額
は
^

a
購
入
し
よ
う
と
す
る
際
に
支
払
わ
れ
る
土
地
価
額
の
五
。T

セ
ン
ト(

当
し
た
。

し
か
し
貨
幣
価
値
の
低
下
は
地

主

を

深
い
憂

慮

に

包
ん 

f

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
ラ
ン
ト
を
現
物
で
要
求
す
る
場
合
も
出

た

。

.

葡
重
の
ほ
か
に
は
ど
う
か
。、
ラ
ン
ト
塞
上
げ
る
と
い
差
と

I

貸
の
対
象
と
な
っ
t

の
に
、
..他
の
種
の
土

地

が

あ

っ

た

。

こ
れ
ら
を

フ

ノ

广

ま

と

め

る

C
と
は
で
き
な
.̂ 

->

わ
は
は
ん
•は
な
土
地
で
あ
る
。
し
か
し
賃
借
す
る
侧
に
と
っ
て
は
有
用
な
も
の
で
ち
っ
た
。
具
体

_)

に
は
菜
園
不
良
地
こ
れ
ら

I

た
ラ
ン
ト
を
取
立
て
る
と
い
う
賃
貸
方
式
に
よ
り
確
実
な
収
人
源
に
仕
つ
ら
え
ら
れ
て(

っ
た
の
で
あ 

る
。.

〔

三〕

フ

ノ

シ

ヮ

，力
近
村
で
地
主
に
な
っ
た
時
、
財
産
を
フ
エ
.
ル
ム
に
一
括
、
賃
貨
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
h

か
し
こ
ゥ
虐
で
フ
ヱ 

’
ル
ム
に
I

み
得
な
い
土
地
が
発
孛
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
I

っ
た
。'
ブ

ル
ジ
i

こ
う
し
た
土
地
を
も
収
人
匿
^̂
^

 

^

な
い
。
そ
の
際

い
ろ
い
ろ
方
法
も
あ
ろ
う
が
、
襲

的

な

譲

と

い

う

形

で

ラ

I

求
め
る
I

し
た
の
ば
も

の
I

I

条
件
に
力
力
.0

た
。
.そ
れ
は
ブ
ル
ジ
,
ヮ
の
監
督
し
得
る
範
囲
を
遠
く
離
れ
て
存
在
し
た
。
従
っ
て
彼
は
賃
借
者
に
対
し
皇
性
を 

I

な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
賃
I

事
実
上
の
所
有
者
に
仕
立
て
、
い
I

I

的

心

情

擧

簾

を

確

実

化

し

よ

う

と
い
う
の
で 

あ
っ
た
。
篇

島

、
菜
園
と
、I

労
働
I
.
要
と
す
る
場
で
主
に
そ
れ
が
.み
ら
れ
た
時
、
こ
の
措
I
 

い
う
ほ
か
な
い
。
.

..
 

.
'
'パ
.

，
.
.
.
.
.
.
.
：

 

.

小
作
関
係
の
成
立

 

\

■

1
K
1
(

四
五
七

)



•
 

1

四

(

四
五
八)

問
題
は
か
か
る
土
地
に
殺
到
す
る
の
が
誰
か
で
あ
っ
た
。
フ
ヱ
ル
ム
の
場
合
と
違
い
、
賃
借
者
は
役
畜
を
持
つ
必
要
が
な
か
っ
た
。
役
畜
を
か 

く
時
、
1す
で
：に
彼
は
穀
物
生
產
の
本
格
的
な
担
い
手
た
る
資
格
が
な
い
。
.従
0
て
間
題
は
そ
れ
で
も
な
お
彼
：が
土
地
の
賃
借
を
願
う
事
情
に
あ
っ 

た
。
こ
の
際
そ
の
土
地
が
フ
ェ
ル
ム
形
成
の
過
程
で
生
じ
た
、
.は
ん
ぱ
な
土
地
で
あ
？
た

-
と
に
注
骞
棱
は
実
ー
に
兼
業
の
一
端
と
じ
て
か
か
る 

土
地
を
賃
借
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
地
主
に
と
り
そ
う
し
た
社
会
■
の
出
現
は
好
^
ム
ロ
で
あ
る
。
彼
は
フ
ェ
ル
ム
経
'営
に
必
要
な
労 

働
力
の
給
源
を
そ
こ
に
見
出
そ
う
と
し
た
。
い
わ
ば
土
地
を
有
利
に
提
供
し
、
そ
の
こ
と
で
兼
業
者
を
自
己
の
下
に
大
量
に
確
保
す
る
。
ラ
ン
ト 

を
土
地
で
召
上
げ
ょ
う
と
い
う
時
、
地
主
は
そ
れ
を
積
！̂
的
.に
期
待
し
た
。

一
般
に
永
小
作
で
あ
る
，が
、
恩
情
が
そ
れ
を
支
え
る
基
調
と
も
な
っ 

て
い
：た
。
 

-
 

'

£

序(

1)

集
積
者
を
か
く
規
定
す
る
こ
と
は
最
近
の
注
目
す
べ
き
傾
向
で
あ
っ
た
。
土
地
で
余
所
者
と
い
う
時
、
役
人
層
の
進
出
が
目
立
つ
。
従
来
は
商
人
と
み
て 

い
た
の
だ
が
。
 

.

(

2)

対
象
が
何
で
あ
れ
、
貨
幣
の
収
取
は
賃
貸
借
関
係
の
，な
か
で
実
現
さ
れ
た
。
同
じ
賃
貸
借
の
関
係
で
も
対
象
に
応
じ
そ
の
持
つ
意
味
も
違
ら
て
来
る
。
し 

か
し
こ
う
し
た
理
解
の
仕
方
は
最
近
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
は
や
小
作
制
一
般
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
本
稿
の
積
極
的
な
意
図
も
ま
た
そ
の
点
へ 

の
言
及
に
あ
っ
た
。
 

.

,
.

(

3)

.

こ
う
し
た
評
假
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
^
目
设
^̂

ド

岁

专
^
务

^̂

晏
爸
蓉
髮
^̂
/̂
^

を
^̂̂
?

)

の
結
語
に
注
意
。

1(

1)

か
か
る
雇
傭
者
はvalet

と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
が
労
働
力
の
い
か
な
る
形
態
に
属
す
る
か
は
地
主
の
性
：̂
規
定
の
た
め
大
し
て
重
要
と
思
え
な
い
。
問
題 

は
地
主
制
で
直
轄
方
式
が
持
つ
意
味
に
か
か
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
と
こ

.ろ
を
参
照
。

.

(

2)

ド
力
は
パ
リ
に
住
む
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
、
そ
し
て
ア
ブ
ラ
ン
ビ
ル
村
に
土
地
を
持
つ
。
し
か
し
館
に
近
い
囲
い
他
は
直
轄
。
土
地
一
ア
ル
パ
ン
半
、
葡
萄
畠
五 

.
ヵ
ル
テ
ィH

半
か
ら
な
る
。
ま
た
同
族
の
者
と
共
同
だ
が
、
耕
地
ニ
ア
ル
パ
ン
三
ヵ
ル
テ
ィ
エ
、
葡
萄
島
一
ア
ル
パ
ン
、
囲
い
地
を
直
轄
。
囲
い
地
の
構
成
は 

四
ア
ル
パ
ン
の
耕
地
、
雑
木
林

"
.植
え
た
ば
か
り
の
葡
萄
の
畠
。

モ
レ
夫
人
は
囲
い

.地
を
直
轄
。
土
地
八
ア
ル
パ
シ
、
菜
園
、
雑
木
林
が
内
容
。

こ
れ
ら
諸
例 

は y§
ard, op. 

c
i
r

p.. 63 

に
よ
つ
た
。

か
か
る
評
価
はIbid., p. 6

3

に
従
う
。
直
轄
方
式
は
フH

ル
ム
を
除
く
財
産
の
管
理
に
際
し
一
投
匕：

レ
r
j、.た
。

(

4
i契

し

1

、
募

式

が

|

」

|

意
。
f

i

i

b

 

i

い
か
否
か
i

選
一
の
重
要

(

5) 

I
F P. 6

4

に
注
意
。
パ
リ
に
居
を
持
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
に
関
し
て
は
、
か
な
り
の
数
に
達
し
た
と
み
て
い
い
の
で
名(
か
。
：

6) 

Ibid., p. 6
4

の
指
摘
。
経
済
的
現
実
を
決
定
す
る
ほ
ど
の
要
因
と
み
る
こ
，と
は
不
当
。
ノ 

f 

(

7
に)

注
^
轄
に
際
し
手
間
賃
を
支
払
う
の
で
あ
る
。
卢
の
方
式
は
頻
|

ら
れ
る
が
、
何
よ
り
も
手
間
賃
を
願
う
社
会
層
の
発
生
を
物
語
る
。

I
 P

.

家

 ̂

含

。
い
わ
ば
I

関

f

利
用
す
る
こ
と
で
直

l

l

l

i

l

(
S

)

以
上
の
例
は,

，
pp. 66

〜
6
7

に
よ
っ
た
。
ベ
ナ
ル
氏
は
こ
れ
を
、r

真
の
直
轄」

と
呼
び
、
管
す
る
の
で
あ
っ
た
。

(

11)

こ
の
評
価
は
：

Ibid., P.-67

に
よ
る
。

1 2)

こ
の
例
はI

b
i

d
,

 p. 6
7

に
仰
い
だ
。
 

•
'

§

森
林
に
つ
い
て
扱
い
は
い
i

か
違
う
。
彼
は
好
ん
で
こ
れ
i

轄
、
し
か
も
多
く
は
直
接
の
管
理
、
伐
採
権
の
買
却
で
収
人
I

,」

。
単
こ
そ
こ
こ
と

.

l [
l i
r

! I
f i
l i
I I
l i
tI

。一
ー
括
| |
す
る
時
、
森
林
も
ょ
く
そ
の
な
か
に
含
め
ら
れ
た
。
地
主
は
特
別
の
r

i

、

.

対
し
塗
の
寄
U

関

む

今

や

I

旦

1

H
。か
る
評
価
S

I

、
o
p
. 

C
F 

p. 6
9

に
従
う
。
し
か
し
こ
れ
は
貨
幣
の
使
用
が
一
般
化
し
.て
い
る
地
帯
で
の
み
妥
当
す
る
。
後
進
諸
地
域
で
間

(

ド

g〗

L ;
b

を
み
よ
。
フ
ェ
ル
ム
で
現
物
塞
上
げ
た
時
、
地
主
は
こ
れ
を
換
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
廣
太
間
接
的
と
な
っ
た
。
也

£

.

は
都
市
の
生
活
者
と
し
て
何
よ
り
も
貨
幣
臺
ん
で
い
た
こ
と
に
.注
意
。
本
稿
m
を
参
1
 

力

て

取

fr

接

的

と

ニ

ナ

I

(

3〕
Ibid., p. 6

9

か
ら
引
用
。

以
下
で
找
ゴ
、、、家
と

マ
ル
テ
ル
家
の
場
合
に
つ
い
て
要
約
的
に
伝
え
てみ

：，

ミ

(

L 4
て
”

ト

^

^

i

i
主
は
i

f

て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
書
の
形
式
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
依
然
と 

小
作
関
係
の
成
立

1

五

(

四
五
九)

.

 

•

— 

- 

ク
<

 

.
I-

 

g 

-

t 

f 

I
f 

, 

u 

!> 

-

,



m

'

• 

一
六 

0
六
0)

(
r
o

)

V'
わ
ば

.観
栽

培

で

，あ
る
。
契
約
で
農
作
業
を
詳
細
に
指
示
し
た
こ
と
は
か
か
る
意
図
に
発
す
る
*
無
理
に
も
そ
こ
を
穀
物
生
産
の
場
に
仕
つ
ら
え
よ
う

:
.

と
す
る
め
：で
あ
づ
.：た
。

.

■

.

:

.
:

 

.へ
：

,

 

.

.

,.

.

.

.

 

.

.

.

 

- 

.

.

.

.

.

. 

I 

.

.

.

. 

•
-
•
•
•
• 

- 

- 

' 

• 

, 

.

(

1)

，bailde f
e
m
e
.

と
い
わ
れ
た
。
.な
お
本
稿
の

.
0に
注
意
。
1 0

で
把
い
わ
ば
先
進
的
な
場
合
を
論
じ
た
。

(

2

)

か
、か
る
場
合
を
.
'

h
s
t
a
g
e

の
賛
貸
と_称
し
た
：
。

:
.
. 

V 

. 

:

.

.

(

.
3

)

.： 

. 

bail.p l
o
y
e
r

で
、
.ニ
つ
を
峻
別
す
る
こ
と

.は
最
近
の
注
目
す
べ
き
傾
向
で
あ
づ
た

。
.

(

4)

一
六
八
八
年
に
ア
ブ
，ラ

::
/
ビ
ル
村
の
地
主
は
全
部
で
八

.三
、
う
ち

1ー.〇
ア

.ル
パ
ン
以
上
の
賃
貸
者
は
一
〇
、
サ

ン

，
ゲ
ル
マ
ン
.デ
.•プ
レ
修
院
を
馀
け 

ば
.，
い
ず
れ
も
パ
リ
在
住
の
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
か
官
職
の
保
持
者
で
あ
っ
た
。yg

3
a
r
d
,

 op, 

c
i
rp
s

に
注
意
。
土
地
の
集
積
考
は
通
例
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
と
し
て
一 

括
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

®
点
は
検
評
を
要
す
る
。

tr
し
ろ
官
職
の
保
持
者
が

'重
要
な
役
割
を
果
し
て
来
た
と
考
え
た
い
の
だ
が
。

?)

本
稿
の

0
を
参
看
。
貨
幣
の

.収
取
に
，際
し
直
接
か
間
接
か
は
も
っ
ぱ
ら
界
隈
に
お
け
る
貨
幣
使
用
の
程
度
に
よ
っ
た
。
そ
れ
以
上
の
意
味
は
な
い
。

6)

必
要
な
諸
例
比Ibid., 

p. 

7
0

に
仰
い
だ
。
以
下
に
要
点
だ
け
抜
い
て
み
た

。
:.

サ
ゾ

•
ゲ
ル，

マ
ソ

•
デ
，
プ

レ
修
院
で
は
ア
ブ
ラ
ン

ビ
ル
村
に
持
つ
所
領
の
'賃
貸
期
間
を
九
年
と
い
う
こ
と
に
終
始
し
た
。

メ
ソ
ン
•

ル
ー
ジ
ュ
や
ラ

•
フ 

ォ

レ
所
^-
の
フ
ュ

ル
ム
で
.は
地
主
と
無

関

係

.に

六
年
と
い
う
契
約
で
あ
づ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
世
紀
末
ま
で
続
い
た
。
九
年
の
契
約
を
六
年
に
短
縮
し
た
場
合 

も
出
た
。
ラ

•
フ
.ォ
リ
に
持
つ
フ
ェ
ル
ム
を
地
主
の
フ
ラ

パ
ン
は
六
年
契
約
で
賃
貸
に
出
し
た
。
.し
か
し
サ
ン
•

ゲ
ル
マ
ン

•

デ

•
プ

レ
修
院
に
寄
進
さ
れ
て 

後
は
九
年
に

.延
長
さ
れ
た
。
ボ
ヮ
ク
ル
ジ
ョ
.ン
家
で
は
六
年
と
い
う
契
約
に
よ
っ
た
。

ル

•
ジ
ナ
ー
ジ
家
は
九
年
契
約
に
し
て
い
た
。

ブ
シ

X
丨
ル
は
フ
ォ
レ
に
あ
る
彼
の

.フ
工
ル
ム
を
六
年
の
契
約
で
賃
貸
し
た
。
ま
.た
ボ
ー
べ
シ

X
丨
ル
に
彼
が
持
つ
フ
ヱ
ル
.ム
に
つ
い
て
は
九
年
契
約
で
あ 

っ
た
。
し
か
し
不
作
の
■一
 
六
七
三
年
に

フH

ル
ミ
工
が
借
金
の
た
め
破
産
、
新
し
い

フ
ヱ
ル
ミ
エ
と
の

契
約
で
は
六
年
の
期
限
と
し
た
。

サ

ン

•
フ
ィ
リ
ベ
ル 

に
あ
る
フ

X
ル
ム
は
六
年
契
約
で
賃
貸
に

.出
さ
れ
て
い
た
が
、

一
六
三
0
年
以
降
九
年
と

.な
り
、
世
紀
末
ま
で
そ
れ
が
続
い
た
。
た
だ
し
ー
六
五
四
年
に
は
ア 

.ロ
ン
ド
の
乱
の
混
沌
の
な
か
で
五
年
契
約
で
あ
っ
た
？

マ
ル
テ
ル
家
は
メ
ソ
ン

.
ヌ
ー
ブ
に
所
持
の
フ

X
ル
ム
を
六
年
契
約
で
賃
貸
し
て
い
た
。

一
六
五
八
年
に
マ
ル
テ
ル
家
で
は
総
請
負
人
を
任
用
。
各
所
の
フ 

ヱ
ル
ム
を
ー
括
監
督
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
以
来
賃
貸
の
期
限
は
九
年
と
な
っ
た
。
し
か
し
一
六
七
四
年
に
総
請
負
人
が
破
産
、
期
間
は
六
年
に
戾
り
、

一
六
八
六
年
ま
で
続
い
た
。

.
 

-

(

7)

諸
例
に
よ
っ
て
示
し
て
み
れ
ば
、

メ 
ニ
に
所
在
の
フ

31
ル
ム
で
は
定
期
貢
納
を
穀
物
若
干
と
指
示
し
た
。
し
か
し1

六
二
八
年
に
マ
ル
テ
ル
家
は
こ
の
契 

約
を
更
新
、

こ
：れ
ま
で
一
ア
ル
パ
ン
当
り
五
ボ
ヮ
ソ
ー
で
あ
っ
た
定
期
貢
納
を
、
ト
ゥ
ー
ル
貨
五
〇
ス
ー
に
切
替
え
た
。

サ

ン

•
ゲ
ル
マ
ン

•
デ

•
プ
レ
修
院 

.
に
対
す
る
定
期
貢
租
は
ア
ブ
ラ
ン
ビ
ル
村
に
お
い
て
金
納
で
あ
っ
た
。
同
じ
時
期
'に
地
主
の
フ
ラ
パ
ン
は
テ
ィ
エ
村
に
お
い
て
定
期
貢
租
を
金
納
に
切
替
え

アノレ 

パ ン

賃

货

m ブノレ

%

u

パごとに）

ブノレ

一 7
% アル 

パン

34.7

7.9

33.7

32.4

賃 貸 料 （ア ル パ ：

リ ニ ブ ル -

— 3 〜 4
ア ル V
パ ン

97

8.8

45

12.5

12.02

n

ra

リ一:ブル

. ’4  〜 5 .
ア ル . 
パ ン

樹 .50

%

17.67

39.5

14.8

ア ル ％

173

226

29.84

15.8

63.2

〜

50
は

全

体

で

.0
9

•

 

.

.

.

 

.

 
n

.
5

〜

は
全
体
で

3.
2

.

.

_
: 

O
V

50
i
5
は
全

体
で

!57.50

た
® Ibid., 

P .
7
1

•に
注
意
。

98

! 

^

に
従
う
。
賃
貸
借
|

っ
意
味
が
両
者
で
根
本
的
に

f

」

と
に
留
意
，

1

,
^

^

鞅
し
て
み
た
。
今
や
零
細
に
賃
借
す
る
時
、
割
高
な

こ
と
明
自
で
あ
っ
た
。

第
一
に
五
〇

ア
ル
パ
ゾ

以
上
を
貨
貸
す
る
場
合
。
こ

れ
は
フ
ヱ
ル
ム
と
し
て
取
得
財
産
を
扱
う
と
み
て
い
い
わ
け 

I

だ

が

.
一
般
に
.
.S
3
安
で
あ
っ
た
。
知
ら
れ
る
如
く
、

フh

ル
ム 

-

で
は
土
地
が
均
質
化
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で 

:
.
賃
貸
料
の
均

一
化
は
み
ら
れ
な
い
。
負
担
額
の
決
定
で
最
大
に 

影

響

力

を.#
つ

の

は

依

然

と

し

て

地

主

の

都

合

で

あ

っ

た

こ

と
 

が
看
取
さ
れ
る
。

一
ア
ル
パ
ン
当
り
負
担
.額
に
つ
い
て
不
規
則 

.
性
が
そ
こ
で
は
も
っ
と
も
高
い
こ
と
に
注
意
。
第
一
一
の
場
合
に 

関
し
て
は
ど
う
か
。

：ー
ア
ル
パ
ン
当
り
五
リ
ー
ブ
ル
か
ら
六
リ 

.
■丨
プ
ル
が
優

:#
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
圧
倒
的
と
い
っ
て

.い
、
。
 

こ
れ
は
地
力

.に
よ
ら
な
い
。
•む
し
ろ
こ
の
程
度
の
規
模
の
土
地 

を
：賃
借
す
る
者
が
殺
到
し
た
こ
と
の
た
め
と
考
え
た
い
。
第
三 

に

^
レ
：て

は
、_

五
リ
ー
ブ
ル
か
ら
七
リ
ー
ブ
ル
を
負
担
す
る
者 

が
圧
倒
的
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
フ
ェ
.
ル
ム
に
組
込
み
得
ら 

，

れ
な
い
土
地
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
し
ば
し
ば
上

S

地
力
を
誇 

っ
た
こ
と
は
確
か

.で
あ
る
。
し
.か
し
賃
借
者
が
腕
一
つ
の
耕
作 

賃
借
考
の
殺
到
の
な
か
で
額
は
不
■

引
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

:

味
ぃ
か
ん

i

決
定
で
大
き

i

i

l

思

I

ぃ

■

る〗

i

i

M

 

I

I

 
谨

業

者

^
^
^

で
| -
肥
料

1 |
| ?
ひ

”
1 ,
! -
! 1

2'
|

1

^

, 1
^ |
1

. |
得
て
、.

■

は
}

を
豊
か
に
で
き
た
。1

T
.

地
主
の
直
轄
地

小
作
関
係
の
成
立

七

(

四
六f )



. 

.

一
八
'
'

(

四
六
ニ)

負
担
。
以
上
に
要
約
で
き
る
が
、
.こ
れ

.と
関
連
し

<
は
、
§

^pp. 

7
2
i
w
を
参
照
。

-

 

:
.

.

.

.

.

.

.

 

-.
.•
..

 

.....
 

,

.

Iv(

l)
.別

に

げ
&

>

泫
5.
ゅ
.と
%.
呼
ば
れ
た
。
 

r

-N
2

V
列
え
ば
ア
ブ
ラ
ン
ビ
ル
村
の
場
合
だ
が
、.
一
六
八
八
年
に
タ
ィ
ユ
の
負
担
者
五
三
の
ぅ
ち
、
ラ
ソ
ト
を
支
払
ぅ

-±
地
を
引
受
け
て
い
る
者
三
六
、
ぅ
ち
一 

四
は
農
業
の
た
め
も

•っ
ば
ら
ラ
ン
ト
負
担
の
土
地
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
.

Venard, Ibid., P. 

7
4

に
注
意
。

.(

3)

ラ
ン
ト
の
取
得
者
の
な
か
で
パ
リ
在
住
の
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
を
か
く
位
置
づ
け
る
こ
と
に
関
し
て

.は
、
！bid., P. 

7
4

を
参
看
。

(

4)

例
え
ば
ブ
ル
ド
ン-

デ
ダ
リ

•ュ
家
だ
が
、

ア
ブ
ラ
ソ
ビ
ル
村
に
持
つ
フ
ヱ
ル
ム
を
買
却
し
て
後
も
村
内
に
多
く
の
ラ

ン
ト
を
確
保
し
て
い
た
。
同
家
は
単 

に

ラ
ン
ト
の
取
得
者
と
し
て
地
主
に

.甘
ん
じ
た

.。

！
b
i
d

r.
-
p
.
. 

74 

,に
注
意

。
-

'

へ
5)

テ
ィ
エ
村
に
お
い
て
は
葡
萄
畠

î
c
)
«貸
に
際
し
ラ
ン
ト
に
よ
る
場
合
が
圧
倒
的
な
割
合
を
占
め
た
。

J
îx
p
♦
 74

•
ア
ブ
ラ
ン
ビ
ル
村
で
は
葡
萄
畠
の
賃 

貸
に
際
し
多
く
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
い
た
。.Ibid., p, 

75.. 

'

(

6) 

Ibid., p. 

7
3

に
注
意
。
ラ
ン
ト
負
担
の
土
地

.を
彼
は
抵
当
と
し
て
差
入
れ
て
し
ま
っ
た

.財
'衰
と
考
え
た

0

(

7)

一
 
六
四
四
年
に
ニ

3
リ
ー
ブ
ル
の
ラ
ン
ト
で
賃
借
し
た
半
ア
ル
パ
ン
の
葡
萄
畠
が
直
営
で
き
ず
、
.な
お
か
つ
滞
納
金
の
支
払
も
不
能
に
陥
い
っ
た
の
で

、
.
 

.一
六
九
四
年
に
は
返
還
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。

s
cu
., pp. 7

3
〜
74. 

' 

'

(

8)

一
 

六
九
三
年
三
月
に
地
主
は
九
リ

ー

ブ

ル

のラ
ン
ト
で
手
放
し
た
葡
萄
畠
の
返
還
を
受
け
た
。
し
か
し
彼
は
.そ
れ
を
四
月
以
降
に
今
度
は
ニ
〇
リ
ー
ブ
ル 

の
ラ
ン
ト
で
賃
貸
に
出
し
た
。Ibid., P. 7

4

に
注
意
。

.
(

9)

マ
リ 

'
ル

•.ジ
ュ

ー
ジ
ユ
は
葡
萄
畠
の
賃
貸
に
あ
た
り
、
.ラ
ン
ト
と
し
て
白
葡
萄
酒
を
要
求
し
た
。Ibidvp. 

74
.、

一
 
六
九
四
年
ク

口 ー

ド

•
ロ
シ
ョ
ン 

は
葡
萄
畠
の
賃
貸
に
際
し
，
葡
萄
酒
の
価
格
が

1
ミ
ュ
ィ
に
つ
き
三
〇
リ
ー
ブ
ル
相
当
か
そ
れ
以
下
の
時
、
ラ
.ン
ト
を
オ
ル
レ
ア
ン
の
半
樽
に
ニ
つ
、
ま
た
三 

〇

リー

ブ
ル
を
上
廻
っ
た
時
、

一
ミ
ュ
ィ
と
し
た
。Ibid., p. 7

5
を
参
看
。

(

10)

一
六
七
七
年
ク
レ
マ
ン

•
ブ
シ
ヱー

ル
は
全
耕
地
を
フ
ェ
ル
ム
に
紘
合
し
た
が
、
葡
萄
畠
ニ
は
ラ
ン
ト
を
召
上
げ
る
こ
と
に
甘
ん
じ
た
。Ibid., P. 75

に
注
意
。

研究ノ一 卜

所

謂

立

地

型

の
識
別
に
つ
い
て

(

続)

.
:

高

橋

潤

ニ

 

0

1

、
立
地
型
の
判
別

.

基
本
：

S
：

な
空
間
的
分
布
の
パ
タ
ー
ン
、即
ち
、

こ
こ
で
.い
ぅ
立
他
邊
に
ま
、
 

矩
形
分
布
、

ラ
ン
ダ
ム
分
布
そ
し
て
集
塊
分
布
の
三
型
が
あ
る
が
、
対
象
と
な 

る
立
地
型
が
、
こ
れ
ら
三
型
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
識
別
判
定
す
る
上
で
の
一
 

つ
の
i

と
し
て
分
散
、
平
均
比
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
既
I

ベパ)

。

こ
れ
. 

は
、

い
ぅ
ま
で
も
な
く
、
ラ
ン
ダ
ム

分

布

.の

理

論

型

(

モ
デ
ル)

で
あ
る 

P
o
i
s
s
o
n

分
布
に
於
て
、

分
散
と
平
均
値
が
一
致
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
a
 

=
1

を
ラ
ン
ダ
ム
分
布
、，
^
/
^
<
1
を
定
形
分
布
、

そ
し
て

暴

一

を
集
塊 

分
布
の
判
定
規
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
.指
標
は
、c

i
a
p
h
a
m

 

(

一
 
九一一一

?

に
よ
っ
て
相
対
分
散(relative Variance)

、Bl
a
c
k
m
a
n

 .(一

九
四 
ニ)

に 

よ
っ
て
分
散
係
数

：

(coefacient of dispersion). 、

又
、

_

*§
ニ
九
五
ニ)

こ 

よ
っ
て
離
隔
係
数(

d
i
l
e
n
c
e

 

1

1

)

と
夫
々
こ
と
な
っ
た
名
称
を
附 

与
さ
れ
て
U
る
が
.
.特

に

倉

は

、
.こ
れ
をpoisson

分
布
か
ら
の
隔
り
の 

測
度
を
示
す
も
の
と
し
て
離
隔
係
数
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ

^ 2)

。

対
象
分
布
の
判
定
が
全
数
調
査
に
よ
る
場
合
、
こ
の
分
散
、
平
均
比
が
屢 

所
謂
立
地
型
の
識
別
に
つ
い
て(

続)

の
判
定
肇
に
办
る
が

'、
標
本
調
査
に
ょ
る
場
合
、

こ
れ
ら
統
計
値
は

.標
本
と 

と
も
に
変
動
し
、
た
と
え
対
象
分
布
が
ポ
ア
ッ
ン
型
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
C0
7HI 

=
1

を
常
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
.と
は
い
ぅ
ま
で
も
な
い
。そ
こ
で
'1 

常
の
統
計
学
的
方
法
に
ょ
る

S
VHI
勝1

の
有
意
性
検
定
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な 

い
。
ポ
ア
ソ
ン
分
布
の
適
合
度
検
定
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
.
^
検
定
が

適
用 

出
来
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通

.り
で
あ
る
が
、

>

l

i
や

oavid and 

M
o
o
r
e

は

ポ
ア
ソ
ン
型

の

g2
Hr
が
、
近
似
的
に
自
由
度
1
2

の

^

分 

布
を
す
る
と
い
ぅFi

lnh
e
r

の
説
に
着
目
し
て
、

K*
lr(

s
v
&
x

(

w 
丨1)

な

る
式
を
％

検
定
す
る
方
法
を
提
案
し
て

'
i
y

)

。

更
に
、
鳥
居
は
上
式
を
書 

き
か
え
て

、

.

s

/HJ
"

^(

％
丨1

)
"
F
0

... 

d
f
m
l
l
,

n 

8

と
し

.
s
v«l
:が
近
似
的
に
自
由
度7

J
I
1
,

8
の
P
分
布
を
す
る
こ
と

.か
ら

-

S
VHI
服1

.の
有
意
性
を
か
検
定
す
る
こ
と

.を
提
案
レ
卜

。
.
.
.

即
ち
、
H

に
ょ
れ
ば
、

ポ
ア
ソ
シ
分
布
の

p
d
e
x

o
f dispersion,

■ 

'

. 

■ 

- 

...
 

.
 

. '

.■

1

九 

s

^

e


