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批

評

・

紹

介

中
国
法
制
史
研
究

仁

井

田

陸

著

刑
法

昭

和
三
四
年
八
月

A
5
剣
七
一
一
一一頁

土
地
法

・
取
引
法
昭
和
三
五
年
八
月

A
5

剣
八
七

O
頁

奴
隷
農
奴
法

・
家
族
村
落
法
昭
和
三
七
年
九

月

A
5
剣
八
四
五
頁

法
と
慣
習
・

法
と
道
徳
昭
和
三
九
年
三
月

A
5
利
七
八
六
頁

東
京
大
事
出
版
曾

本
稿
は
、
京
都
大
向
学
東
洋
史
研
究
室
の
多
く
の
摩
友
た
ち
の
協
力
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
。
総
頁
数
に
し
て
三
千
二
百
頁
を
こ
え
る
こ
の
大
著
を
紹
介
し
感
想

を
述
べ
る
事
は
、
筆
者
の
能
力
を
は
る
か
に

こ
え
た
至
難
事
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
あ
え
て
試
み
さ
せ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
協
力
で
あ
っ
た

と
い
っ

て
よ
い
。
殊
に
、
磁
波
設
・
稲
葉
一

郎
・
梅
原
郁
・

狭
間
直
樹
・
佐
竹
靖

彦
の
各
氏
は
、
各
川
を
分
的
紹
介
し
、
討
訟
を
組
織
す
る
事
を
つ
う
じ
て
、

筆

者
を
援
助
さ
れ
た
。
最
初
に
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
お
き
た
い
。

仁
井
田
殴
博
士
の
人
と
業
績
に
つ

い
て
は
、
い
ま
さ
ら
、
あ
ら
た
め
て
紹
介

す
る
必
要
は
な
い
。
中
国
法
制
史
に
お
け
る
そ
の
先
騒
的

・
澗
歩
的
業
績
は
、

圏
内
の
み
な
ら
ず
、
国
際
的
に
も
、
研
究
者
の
等
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
数
々
の
創
見
に
よ

っ
て
、
成
く
、
中
園
史
祭
全
般
に
も
、
大
き
な
影
響
力

を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
、
博
士
の
三
十
数
年
に
わ
た
る
研
績
の
成
果
は
、
た
と

え
ば
、
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
三
四
冊
に
掲
載
さ
れ
る
著
作
目
録
に
よ
る

と
、
古
典
的
名
著
で
あ
る
「
唐
令
拾
遺
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
著
書

一
一一
冊、

論
文
一

九
七
編
を
数
え
る
c

し
か
も
、
そ
れ
ら
は
、
年
代
的
に
は
、
先
秦
か
ら

人
民
共
和
闘
に
お
よ
ぶ
中
国
史
の
全
時
代
を
カ
バ
ー
す
る
の
み
な
ら
ず
、
地
域

的
に
も
、
中
園
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

ヴ
ゴ
ト
ナ
ム

・
朝
鮮

・
日
本
に
お
よ

び
、
「
中
園
」

法
制
史
の
範
囲
を
こ
え
て
、
中
国
法
の
影
響
下
に
あ
っ
た
東
ア

ジ
ア
の
諸
闘
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
の
二
百
編
に
も
た

つ
す
る
論
文
を
整
理

し
、
問
題
別
に
排
列
す
る
と
同
時
に
、
あ
る
も
の
に
は
補
正
を
加
え
て
な
っ
た

の
が
、
こ
の
四
仰
の
大
著
で
あ
る
。
(
著
書
と
し
て
後
表
さ
れ
た
も
の
は
、
こ

れ
に
は
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
。
〉

と
こ
ろ
で
、
仁
井
田
博
士
の
中
図
法
制
史
は
、
右
に
み
る
よ
う
な
、
稀
に
み

る
雄
大
な
規
模
を
も
ち
、
常
人
に
は
執
筆
不
可
能
と
思
わ
れ
る
多
数
の
論
著
に

よ
っ
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
の
基
本
的
立
場
に

つ
い
て
、
博
士
自
身
は
、
っ
、ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
、

本
書
に

お
さ
め
る
た
め
に
、
新
た
に
稿
を
お
こ
さ
れ
た
と
い
う
「
中
園
醤
枇
曾
に
お
け

る
法
を
動
か
す
力
に
つ

い
て
」

(刑
法

・
第

一
部
序
論

・
第
二
章
)
の
一
節
で

あ
る
。「

そ
れ
で
は
中
閣
の
歴
史
を
、
そ
し
て
そ
の
法
に
あ
っ
て
は
法
の
歴
史
を
、

成
り
立
た
せ
た
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
民
衆
の
現
質
的
質
力
抵
抗
|
時
に
は

無
一
冨
の
抵
抗
ー
で
あ
る
。

:
中
国
の
支
配
者
は
、
い
つ
も
質
効
性
の
な
い
理

想
の
法
、
な
い
し
お
ざ
な
り
な
法
を
つ
く

っ
て
す
ま
し
て
い
た
の
で
は
な

い
。
人
民
管
理
支
配
の
た
め
に
い
つ
も
有
効
な
法
を
次
々
に
つ
く
っ
て

い
た

の
で
あ
る
。
法
は
窮
極
に
お
い
て
は
支
配
者
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
。
し

か
し
支
配
者
は
法
の
愛
更
を
よ
ぎ
な
く
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
支
配
の
手
段
を

か
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
法
に
よ
ゐ
強
駆
一
も
法
の
手
加
減
も
、
み
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な
力
の
封
抗
の
聞
か
ら
生
ず
る
。
カ
の
劃
抗
、
矛
盾
封
立
が
法
の
歴
史
を
お

し
進
め
て
き
た
原
動
力
で
あ
っ
た

d

た
と
え
法
を
決
定
し
た
も
の
が
支
配
者

で
あ
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
被
支
配
者
が
自
己
の
支
配
領
域
を
守
り
、
そ
れ

を
押
し
ひ
ろ
げ
よ
う
と
し
た
現
賓
の
力
を
過
小
評
償
し
で
は
な
ら
な
い
。
カ

の
封
抗
は
、
枇
曾
的
な
意
味
で
の

『
権
利
』
生
長
の
原
動
力
で
も
あ
れ
ば
、

法
の
獲
動
法
の
歴
史
の
祉
曾
的
基
礎
で
あ
る

O

E
E

・e

・
-
中
闘
法
の
歴
史
も
封

抗
関
係
の
止
む
こ
と
の
な
い
運
動
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
」

更
に
つ
づ
け
て
、

博
士
の
言
に
よ
る
と
、
「
法
制
史
研
究
の
主
要
目
標
の
一

つ
は
、
法
の
目
盛
り
の
愛
動
1

債
値
纏
系
の
幾
化
ー
を
設
見
し
、
そ
の
後
動
愛

化
の
意
味
、
愛
動
獲
化
に
大
き
く
ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
現
貨
の
力
関
係
を
と
ら

え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
奴
隷
農
奴
法

・
第
一
部

・
第
五
掌
中

閣
の
農
奴

・
一履
傭
人
の
法
的
身
分
の
形
成
と
愛
質
)
の
で
あ
っ

た
。

即
ち
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
博
士
に
お
い
て
は
、
歴
史
を

動
か
す
も
の
が
人
民
の
抵
抗
で
あ
り
、
法
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
例
外

で
な
い
事
が
承
認
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
法
制
史
も
、
歴
史
事
一
般
の

内
側
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

研
究
態
度
の
個
別
的
・
具
鱒
的
な
表
現
と
し
て
、
本
書
の
各
編
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
各
仰
の
概
要
は
、
お
よ
そ
、
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
冊
「
刑
法
」
は
、
中
園
に
お
け
る
刑
法
の
護
達
、
か
、
古
く
か
ら
著
る
し

か
っ
た
事
の
質
震
の
た
め
に
、
多
く
の
頁
を
さ
い
て
い
る
。
即
ち
、
中
園
古
刑

法
の
す
ぐ
れ
た
側
面
は
、
罪
を
犯
す
音
山
思
の
な
い
行
震
を
罰
し
な
い
原
則

・
罪

刑
法
定
主
義
的
制
度
の
成
立

・
自
由
刑
の
設
遂
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
が
、
反

面
、
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
の
歴
史
的
評
債
に
さ
い
し
て
は
、
百
円
程
的
歴
史
的
篠
件

の
な
か
で
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
え
た
か
、
ー
た
と
え
ば
、
自

由
刑
の
設
展
は
、
加
熱
封
劇
旧
労
働
の
牧
奪
を
ね
ら
っ
た
楢
力
把
持
者
側
の
必
要

に
、
も
つ
ば
ら
、
も
と
、、つい
て
い
た
事
、
な
ど
を
考
慮
の
外
に
お
い
て
は
な
ら

な
い
事
が
注
音
山
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
園
周
逸
民
族
に
お
け
る
刑
法
の
設
展

に
つ
い
て
も
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

第
二
冊
は
「
土
地
法
」
と
「
取
引
法
」
と
を
含
む
。
ま
ず
、
前
者
に
お
い
て

は
、
中
園
法
に
お
け
る
占
有
と
そ
の
保
護

・
古
代
の
土
地
私
有
制

・
一
回
雨
主

制
・
孫
文
の
土
地
政
策
と
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
公
課
制
度
と
を
論
じ
て
い

る
。
序
文
の
な
か
に
要
約
さ
れ
た
、
博
士
の
、
中
園
に
お
け
る
土
地
所
有
制
の

歴
史
的
鑓
遷
の
過
程
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
私
は
中
園
の
九
・
十
世
紀
の
あ
た
り
を
、
法
史
の
時
代
底
分
上
の
一
大
分

水
嶺
と
見
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
、
強
大
な
図
家
権
力
を
も
っ
て
賞
現
し

て
い
た
土
地
支
配
同
時
に
国
家
的
人
民
支
配
|
の
健
制
が
崩
れ
去
っ
て
い

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
庵
史
の
大
き
な
山
を
越
し
て
か
ら
後
、
さ
ら
に
十

六
・
七
世
紀
に
至
る
と
ま
た
歴
史
的
な
山
に
さ
し
か
か
る
。
そ
こ
で
は
農
奴

は
土
地
の
所
有
者
と
し
て
底
地
の
所
有
者
と
封
立
す
る
地
位
を
築
く
ま
で
に

解
放
を
な
し
と
げ
て
い
く
。

『
一
回
雨
主
』
は
、
生
産
力
の
高
い
長
江
流
減

以
南
地
静
で
の
著
る
し
い
傾
向
で
あ
っ
た
。
所
有
権
を
制
約
す
る
古
い
諸
係

件
が
す
べ
て
と
り
去
ら
れ
る
に
は
、
所
有
権
の
主
健
た
る
人
間
の
解
放
が
裏

づ
け
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
今
日
の
中
闘
の
土
地
所
有

制
の
問
題
の
方
向
は
、
軍
な
る
農
民
の
個
別
的
所
有
の
成
立
で
は
な
く
、
そ

の
成
立
を
新
た
に
こ
え
た
全
人
民
的
所
有
制
の
成
立
で
あ
る
。
」

ま
た
、
「
取
引
法
」
に
は
、
「
土
地
法
」
を
う
わ
ま
わ
る
頁
放
が
あ
て
ら

れ
、
頁
貿
・
保
謹
・
質
な
ど
の
制
度
を
論
じ
、
そ
の
沿
革
を
述
べ
、
日
本

・
朝

鮮
・
ベ
ト
ナ
ム
諸
閣
法
へ
の
影
響
に
縮
れ
る
と
と
も
に
、
西
域
愛
見
の
取
引
法

関
係
文
書
の
紹
介
な
ど
に
、
主
力
が
そ
そ
が
れ
て
い
る
。

第
三
冊
は
、
「
奴
隷
農
奴
法
」
と
「
家
族
村
落
法
」
を
お
さ
め
て
い
る
。
そ
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の
う
ち
、
「
奴
隷
農
奴
法
」
は
、
各
冊
の
な
か
で
、
博
士
の
歴
史
的
な
見
解
を

最
も
端
的
に
示
し
た
部
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
最
も
興
味
を
ひ
か
れ
る
部

分
で
も
あ
る
が
、
「
奴
隷
法
」
に
つ
い
て
は
略
述
に
と
ど
ま
り
、
叙
述
の
中
心

は、

「農
奴
法
」
に
お
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
首
該
部
分
で
は
、
封
建
虻
曾
に

お
け
る
生
産
の
直
接
掘
賞
者
で
あ
る
、
山
民
奴
と
一
履
仙
人
と
を
扱
い
、
十
二
・
三

位
紀
|
南
宋
以
後
に
は
、
農
奴
と
一庭
傭
人
の
法
的
欣
態
が
最
も
劣
悪
と
な
り
、

地
主
の
法
的
優
位
、か
俵
も
明
確
と
な
り
、
こ
の
時
期
に
は
、
地
主
と
農
奴
と
の

聞
の
法
的
倫
理
的
規
範
主
僕
の
分
ー
が
宇
宙
的
自
然
の
上
に
確
乎
不
動
の
根

磁
を
す
え
る
が
、
十
七
世
紀
前
後
明
末
清
初
と
な
る
と
、
地
主
の
法
的
優
位

は
消
滅
し
、

「
主
僕
の
分
」
も
失
わ
れ
た
事
貨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
博
士
に
よ
れ
ば
、
明
末
清
初
の
時
期
は
、
中
闘
に
お
け
る
第

一
次
の
農
奴

解
放
期
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
ま
た
、
一
回
雨
主
制
の
設
展
と
深
い
閥
係

に
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
そ
の
記
述
は
、
二
十
世

紀
中
国
の
新
ら
し
い
革
命
の
段
階
が
、
農
民
|
農
奴
解
放
の
決
定
的
最
終
的
段

階
で
あ
っ
た
事
に
も
お
よ
ぶ
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
家
族
村
落
法
」
に
お
い
て
は
、
「
中
世
闘
家
権
力
は
仲
間
集
闘
を

利
用
し
、
枇
曾
の
安
定
化
を
ね
ら
い
つ
つ
、
自
己
の
支
配
を
達
成
し
よ
う
と
す

る
」
が
、
そ
の
仲
間
集
闘
の
例
謹
と
し
て
、
家
族
と
村
落
と
が
考
察
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
、
「
家
族
法
」
に
お
い
て
は
、
十
一

・
二
世
紀
以
降
、

古
い
父
系
血

縁
集
闘
|
同
族
|
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
と
し
、
そ
の
首
長
た
る
族
長
の
楢
限

に
鰯
れ
、
家
父
長
椴
力
下
で
の
財
産
の
所
有
制
と
、
相
績
に
お
け
る
均
分
制
な

ど
の
問
題
を
論
じ
、
中
閣
の
家
が
、

家
父
長
専
制
の
色
彩
を

強
く
も
ち
な
が

ら
、
父
子
共
産
、
夫
婦
共
産
と
い
う
か
た
ち
で
、
子
や
妻
の
機
利
を
保
護
し
て

お
り
‘
女
性
に
つ
い
て
も
、
法
的
無
能
力
者
と
み
な
さ
れ
る
反
面
、
彼
女
ら
に

は
、
主
婦
機
、
母
の
親
権
、
財
産
相
綴
に
お
け
る
女
子
分
な
と
の
か
た
ち
で
、

賞
質
的
に
は
強
い
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
い
で
、

「村
落
法
」
で
は
、
「
共
同
慢
」
を
主
要
課
題
と
し
、
主
と
し
て
、
十
世
紀
以

後
の
中
園
の
血
縁
主
義
|
同
族
結
合
健
制
を
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
大
地

主
鰻
制
の
支
柱
で
あ
り
、
同
族
的
利
己
主
義
を
貫
き
つ
つ
、
中
世
的
村
落
秩
序

の
安
定
化
の
作
用
を
は
た
し
、
大
地
主
に
と

っ
て
は
、

農
民
を
支
配
し
利
用
す

る
機
様
で
あ
っ
た
事
に
言
及
し
つ
つ
、
同
時
に
、
そ
れ
は
、
農
民
が
自
己
の
利

盆
を
ま
も
る
た
め
の
私
的
保
鐙
機
構
で
も
あ
っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

且
取
後
の
第
四
冊
は
、
「
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
」
と
題
す
る
が
、
こ
の
容

は
、
い
う
な
ら
ば
、

前
記
の
諸
論
鮎
を
補
う
た
め
の
論
文
集
と
い
う
色
彩
が
濃

い
。
た
と
え
ば
、
中
国
法
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
総
受
の
問
題
、
古
法
雌
ハ

や
古
文
献
の
紹
介
な
ら
び
に
書
誌
率
的
研
究
、
出
版
法
規
の
ほ
か
、
底
く
、
奮

中
闘
に
お
け
る
法
意
識
や
規
範
意
識
に
ま
で
博
士
の
研
究
範
闘
が
鎖
大
さ
れ
て

い
る
事
、か
、
こ

の
容
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
内
容
は
、
一
態
、
以
上
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
全

貌
は
、
決
し
て
、
こ
の
よ
う
な
短
文
で
紹
介
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
他

に
も
、
本
書
が
多
く
の
す
ぐ
れ
た
債
値
を
も
っ
て
い
る
事
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
細
れ
た
と
お
り
、
仁
井
田
筒
士
に
と
っ
て
、
中
関
法
制

史
の
研
究
は
、
法
制
や
制
度
そ
の
も
の
の
軍
な
る
追
求
に
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
は
、
い
う
な
ら
ば
、
「
そ
の
あ
り
得
る
篠
件
と
と
も
に
、
分
離
す

る
こ
と
な
く
し
て
研
究
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
事

は、

本
書
の
な
か
に
屡
々
言
及
さ
れ
て
い
る
し
、

多
く
の
人
々
が
、
惇
士
の
研

究
の
す
ぐ
れ
た
側
面
と
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
を
讃

む
者
は
誰
で
も
、
そ
の
貼
を
、
本
書
の
も
つ
最
大
の
債
値
と
し
て
指
摘
す
る
の

に
蹴
踏
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
貼
こ
そ
が
、
博
士
の
業
績
を
溺
歩
的
た
ら
し

め
て
い
る
最
大
の
要
因
の
一
つ
で
あ
り
、
法
制
史
と
歴
史
撃
と
を
結
合
さ
せ
、
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そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
事
聞
の
水
準
を
著
る
し
く
高
め
た
と
い
う
の
が
、
そ
の
業

績
に
劃
す
る
最
も
正
し
い
評
債
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
主
聞
は
、
ま
さ
に
、

そ
の
集
大
成
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
に
よ
っ
て

我
々
は
、
中
国
法
制
史
の
通
史
的
叙
述
|
必
ら
ず
し
も
完
全
で
は
な
い
け
れ
ど

も
ー
を
も
っ
事
と
な
っ
た
が
、
こ
の
事
の
も
つ
育
係
も
重
要
で
あ
る
。
何
故
な

ら
ば
、
通
史
を
も
っ
事
に
よ

っ
て
歴
史
の
全
髄
像
が
成
立
し
て
か
ら
で
な
け
れ

ば
、
巌
し
い
批
判
も
新
ら
し
い
解
稼
も
、
充
分
な
意
義
を
も
ち
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
鮎
か
ら
み
て
も
、
本
書
は
、
中
図
法
制
史
の
、
ひ

い
て
は
、
中
国
史
全
般
の
理
解
を
飛
躍
さ
せ
る
一
つ
の
契
機
と
な
る
か
も
知
れ

な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
細
部
に
わ
た
っ
て
本
書
の
債
値
を
指
摘
す
る
な
ら

ば
、
た
と
え
ば
、
「
刑
法
」
や
「
取
引
法
」
な
ど
に
含
ま
れ
て
い
る
部
分
は
、

ま
さ
に
、
博
士
の
濁
壇
場
と
し
て
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
の
で
あ
り
、
古
法
典

や
古
文
献
の
紹
介
と
書
誌
摩
的
研
究
な
ど
の
功
績
も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
農
奴
制
の
成
立
と
解
僅
と
を
、
法
制
史
的
農
奴
身
分
の
成

立
と
獲
化
の
過
程
の
な
か
で
、
史
料
的
に
検
設
さ
れ
た
事
は
大
き
な
意
味
の
あ

る
仕
事
で
あ
る
し
、
「
家
族
村
落
法
」
に
お
い
て
は
、
中
世
を
特
色
づ
け
る
大

地
主
値
制
と
村
落
共
同
慢
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
、
こ
れ
ら
を
論
ず
る
と
い
う

新
ら
し
い
観
黙
を
提
示
さ
れ
た
事
に
も
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
列
記
し
た
だ
け
で
も
、
本
書
は
数
々
の
す

ぐ
れ
た
償
値
に
み
ち
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
屡
々
比
較
法

撃
の
方
法
を
駆
使
し
て
、

ロ
ー
マ

法
や
ゲ
ル
マ
ン
法
と
比
較
封
照
さ
れ
る
事
な

ど
を
つ
う
じ
て
、
高
度
に
専
門
化
さ
れ
精
密
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
全
て

を
理
解
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
感
想
を
述
べ
る
事
は
、

筆
者
の
手
に
あ
ま
る
も
の

が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
鋭
い
問
題
意
識
と
、
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
方
法

と
、
三
十
徐
年
の
研
績
の
成
果
で
あ
る
本
書
に
も
、
幾
つ
か
の
飲
貼
や
疑
貼
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
前
記
の
よ
う
な
、
博
士
の
中
園
法
制
史
研

究
の
立
場
を
全
面
的
に
承
認
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
各
冊
の
な
か
に
、

ど
の
よ
う
に
具
鰻
化
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
讃
む
者
に
、
若
干

の
戸
惑
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
紋
財
を
、
本
書
の
あ
る
も
の
は
も
っ
て
い
る
。

「
取
引
法
」
の
部
分
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ま
た
、
愛
掘
さ
れ
る
様
々
の
新
事

賓
が
、
そ
の
事
問
的
睡
眠
系
の
な
か
に
、
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
の
か
、
容
易

に
理
解
し
え
な
い
部
分
も
あ
る
。
「
刑
法
」
の
部
分
で
、
刑
法
鰻
系
に
謝
し
て
輿

え
ら
れ
て
い
る
高
い
評
債
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
民
衆
の
裁
剣
に
封

す
る
不
信
感
と
は
、
ど
の
よ
う
に
調
和
し
て
考
え
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
よ

う
な
初
歩
的
な
疑
問
が
生
じ
る
の
は
、
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る
し
、
「
家
族
法
」

に
封
し
て
‘
滋
賀
秀
三
博
士
か
ら
異
論
が
だ
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
こ
う

し
た
紋
船
舶
を
つ
い
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

(
た
だ
し
、
滋
賀
博
士
の
、
一
見
毅

然
と
し
た
理
論
健
系
が
、
仁
井
田
博
士
の
業
績
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
〉
更
に
、
末
梢
的
な
事
で
は
あ
る
が
、
博
士
は
、

「
私
は
ま
た
考
誼
の
た
め
の
考
設
を
行
う
つ
も
り
は
な
い
。
さ
り
と
て
賞
設
そ

の
も
の
を
少
し
も
軽
視
す
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
い
わ
れ
、
第
一
次
史
料
と
し

て
の
所
謂
原
文
書
類
に
封
し
て
、
す
ぐ
れ
た
見
識
を
示
さ
れ
て
い
る
反
面
、
元

典
章
な
ど
の
特
殊
な
も
の
か
ら
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
検
討
の
徐

地
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
事
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
本
書
の
も
つ
紋
鮎
の
多
く
は
、
私
見
に
よ
る
な
ら

ば
、
必
ら
ず
し
も
、
博
士
の
個
人
的
責
任
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
現
在
の

中
国
史
撃
が
も
ち
う
る
事
問
的
共
有
財
産
の
貧
弱
さ
に
腕
着
す
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
と
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
の
疑
問
を
提
示
し
、
博
士

の
示
教
を
乞
い
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
「
土
地
法
」
と
「
奴
隷
農
奴
法
」
の
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部
分
と
閥
連
し
、
最
終
的
に
は
、
所
謂
一
団
関
主
制
の
成
立
と
普
及
の
解
稗
に

つ
ら
な
る
と
こ
ろ
の
、
由
民
奴
の
身
分
規
定
と
法
律
的
(
刑
法
的
)
地
位
の
向
上

の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。

さ
き
に
燭
れ
た
と
お
り
、
「
奴
隷
農
奴
法
」
は
、
こ
の
四
附
の
な
か
で
、
博

士
の
歴
史
的
な
見
解
が
侵
も
端
的
に
一
不
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
の
移
行

・
佃
戸
制
の
成
立
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て

は
「
未
解
決
の
問
題
が
多
い
」
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
考
察
の
主
力
は
農
奴
法

の
方
向
に
む
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
部
分
に
お
い
て
、
博
士
は
、

佃
戸
(
農
奴
)
に
お
け
る
「
主
僕
の
分
」
、
及
び
そ
れ
に
封
臆
す
る
刑
法
上
の

良
川
内
〈
特
に
地
主
)
と
の
差
異
の
存
在
に
注
目
さ
れ
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
十

・
十一

位
紀
頃
に
成
立
し
、
十
二

・
三
世
紀
頃
に
は
、
こ
の
身
分
規
定
が
最
も
殿
格
な

か
た
ち
に
渡
達
す
る
が
、
や
が
て
、
十
四

・
五
世
紀
の
頃
に
「
長
幼
の
序
」
に

解
健
し
、
十
七
世
紀
に
は
い
る
と
、
刑
法
上
の
較
差
も
著
る
し
く
緩
和
さ
れ
た

事、

一履
仙
人
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
事
を
、
史
料
的

に
験
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
史
質
を
、
周
藤
吉
之
博
士
に
よ
る

宋
代
佃
戸
制
の
研
究
、
明
消
時
代
の
段
村
研
究
の
諮
成
果
と
謝
謄
さ
せ
、
州
民
奴

制
の
成
立
か
ら
そ
の
第
一

次
的
解
僅
の
過
程
に
照
臆
す
る
と
こ
ろ
の
、
法
制

史
的
な
段
奴
身
分
の
成
立
と
製
化
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
鮎

は
、
博
士
の
創
見
と
し
て
、
特
に
影
響
力
の
強
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
総
括
的
な
記
述
が
み
え
る
。

「
戊
奴
た
る
佃
戸
自
ら
の
自
己
解
放
を
、
も

っ
と
も
明
ら
か
に
示
す
指
標
は

一
回
雨
主
制
で
あ
っ
た
。

一
回
雨
主
制
は
フ
ラ
ン
ス
中
世
期
な
ど
の
二
重
所

有
機
と
は
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
し
か
し
中
闘
の
場
合
に
も
地

主
農
奴
の
聞
に
耕
地
の
二
重
師
廊
が
行
わ
れ
、
地
主
の
も
つ
底
地
(
回
底
)

に
謝
し
て
、
農
奴
は
上
地
(
凹
面
)
の
所
有
植
を
自
ら
に
ぎ
る
に
一
全
っ
た
。

佃
戸
、か
地
主
と
並
ん
で
土
地
所
有
者
的
地
位
に
上
昇
|
し
か
も
基
本
的
生
産

地
樽
を
中
心
に
・
賢
汎
に
生
長
し
て
き
て
い
た
こ
と
は
、
歴
史
的
鱒
換
と
し
て

み
の
が
せ
な
い
し
農
奴
解
放
の
質
質
的
裏
づ
け
と
な
る
。
」
(
一
九
四
頁
)

即
ち
、
十
七
世
紀
前
後
に
お
け
る
農
奴
の
法
的
(
と
同
時
に
経
済
的
)
地
位

の
上
昇
の
な
か
に
、
そ
の
徴
設
と
し
て
の
一
回
雨
主
制
の
成
立
に
、
農
奴
の
貫

質
的
な
解
放
規
定
を
み

い
だ
そ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
我
国
に
お
け
る
一
回
雨
主
制
の
研
究
史
が
到
達
し
た
水
準
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

田
中
正
俊
氏
の
執
筆

に
か
か
る
「
一
回
雨
主
制
」

(ア
ジ
ア
歴
史
事
典
1
・
一
八
七
頁
〉
に
は
、
お
よ
そ
っ
、ぎ
の
よ
う
な
事
が
書

い
て
あ
る。

印
ち
、
明
朝
の
中
期
以
後
、
江
蘇

・
掘削江

・
一服
建

・
底
東
な
ど
華

中
及
び
華
南
の
水
田
地
帯
に
は
、
所
謂
抗
租
運
動
と
と
も
に
、
一
回
雨
主
制
の

普
及
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
中
闘
の
地
主
・
佃
戸
開
係
の
も
と
で
、
耕
作

権
が
永
佃
(
永
小
作
)
櫨
と
し
て
成
立
し
た
事
を
歴
史
的
前
提
と
し
て
い
る
。

図
面
・
回
底
閥
係
の
成
因
に
つ
い
て
は
、

①
農
民
が
そ
の
所
有
地
を
有
力
者
に

寄
進
す
る
さ
い
、
田
面
織
を
保
留
し
た
場
合
。
③
開
墾
や
土
地
改
良
に
佃
戸
が

資
力

・
努
力
を
投
じ
た
た
め
に
、
田
面
植
が
認
め
ら
れ
た
場
合
。
③
佃
戸
が
奨

士
銀
な
ど
の
代
債
を
支
桝
い
、
有
償
で
図
面
構
を
獲
得
し
た
場
合
。
①
土
地
を

所
有
す
る
農
民
が
田
面
椴
を
保
留
し
て
田
底
槽
の
み
寅
却
し
、
ま
た
、
負
債
の

た
め
に
回
底
地
も
喪
失
す
る
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
を
と
っ
て
、
回
面
機
と
回

底
樋
と
が
分
化
し
た
場
合
、

⑦
家
産
分
割
に
さ
い
し
て
、
土
地
を
田
面
と
田
底

と
に
分
け
て
相
級
し
た
場
合
、
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
主
が
公

課
負
掘
を
菟
れ
る
た
め
に
、
牧
租
機
と
し
て
の
田
底
機
の
一
部
を
付
し
て
公
課

負
掘
を
第
三
者
に
分
奥
し
た
場
合
に
は
、
田
底
が
さ
ら
に
分
化
し
て
一
回
三
主

制
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
田
面
植
が
現
質
に
物
構
と
し
て
行
使
さ
れ
移
動
す
る

の
は
、
八
ム
課
す
な
わ
ち
地
代
牧
奪
と
貨
幣
流
通
の
浸
透
に
さ
ら
さ
れ
た
直
接
生
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産
者
た
る
佃
戸
が
、
そ
の
田
面
植
を
収
租
権
と
い
っ
て
質
入
れ
し
た
り
、
あ
る

い
は
、
寅
却
し
た
り
す
る
事
に
よ
っ
て
、
自
ら
、
新
た
な
田
面
構
(
枚
租
檎
)

所
有
者
の
佃
戸
に
複
落
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
回
面
構
に
は
公
課
が
課
せ
ら

れ
な
か
っ
た
か
ら
、
田
面
権
は
、
多
く
、
高
利
貸
や
商
人
の
集
積
の
封
象
と
な

り
、
牧
租
権
と
し
て
、
さ
ら
に
寅
買
・
細
分
化
さ
れ
て
、
一
回
三
主
、
も
し
く

は
数
主
と
い
う
状
態
が
う
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
回
面
穣
の
波
生
は
、
生
産

労
働
や
農
民
闘
宇
を
つ
う
じ
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
直
接
生
産
者
の
地
位
上
昇
を

前
提
篠
件
と
し
な
が
ら
、
田
面
権
そ
の
も
の
は
、
耕
作
機

・
用
盆
権
と
し
て
佃

戸
層
の
も
と
に
確
保
・
集
中
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
直
接
に
は
、
農
民
の
自

由
な
土
地
所
有
を
も
た
ら
さ
ず
、
か
え
っ
て
、
地
租
檎
と
し
て
、
そ
の
獲
得
者

た
る
寄
生
的
中
間
搾
取
者
層
を
出
現
さ
せ
た
事
は
、
警
官
ホ
の
地
主
支
配
を
間
接

的
に
し
た
と
は
い
え
、
新
た
な
地
主
支
配
の
も
と
に
佃
戸
層
を
お
い
た
事
と
な

り
、
地
主
・
佃
戸
関
係
を
一

一層
複
雑
且
つ
深
刻
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
最
近
、
片
岡
芝
子
氏
は
、
そ
の
コ
繭
建
の
一
回
雨
主
制
に
つ
い
て
」

(
歴
史
皐
研
究
二
九
四
)
に
お
い
て
、
一
回
雨
主
制
が
、
佃
戸
の
貧
困
や
土
地

の
狭
少
ま
た
は
人
口
の
過
剰
な
ど
か
ら
波
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
明
中
期
以

降
に
お
け
る
商
品
生
産
的
農
業
の
慶
汎
な
展
開
に
と
も
な
う
生
産
力
の
上
昇

と
、
貨
幣
経
済
の
設
展
を
前
提
と
し
つ
つ
、
佃
戸
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
有
償
的

に
投
得
し
た
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
が
地
主
の
直
接
的
支
配
と
収
奪
か
ら
離
脱
す

る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
事
を
認
め
つ
つ
、
な
お
、
史
質
は
、
こ
う
し
て
耕

作
機
を
獲
得
し
た
佃
戸
が
、
そ
れ
を
他
人
に
小
作
さ
せ
て
自
ら
牧
租
槽
所
有
者

に
耐
開
化
し
た
り
、
耕
作
権
の
買
却
が
税
役
負
揺
を
と
も
な
わ
な
い
高
額
田
租
の

徴
収
機
と
し
て
機
能
す
る
場
合
に
は
、
郷
紳
・
高
利
貸
・
商
人
の
手
に
集
積
さ

れ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
事
を
停
え
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

吏
に
、
中
国
に
お
け
る
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
仁
井
田
博
士
に
よ
っ
て

も
引
用
さ
れ
た
事
の
あ
る
、
侍
衣
凌
氏
の
「
明
清
農
村
枇
曾
経
済
L

(

一
九
六

一・

一
一
・
北
京
)
に
み
ら
れ
る
一
回
雨
主
制
に
封
す
る
歴
史
的
評
債
を
紹
介

し
て
お
き
た
い
。
即
ち
、
そ
こ
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
論
文
「
明
清
時
代

永
安
農
村
的
吐
曾
経
済
関
係
」
・
「
清
代
永
安
農
村
賠
回
約
的
研
究
」
な
ど
に

よ
る
と
、
一
団
関
主
乃
至
三
主
制
は
、
中
園
封
建
後
期
の
特
殊
な
産
物
で
あ

り
、
農
民
の
土
地
権
字
奪
の
願
望
と
、
資
本
主
義
の
萌
芽
要
素
の
未
成
熟
と
を

反
映
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
形
態
も
非
常
に
複
雑
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、

そ
れ
は
、
濁
立
自
営
農
民
の
成
長
を
促
が
す
耕
作
権
の
成
立
と
い
う
側
面
を
も

っ
と
は
い
え
、
宮
時
の
歴
史
的
篠
件
の
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
耕
作
権
の
取
得

も
、
濁
立
自
営
農
民
の
毅
展
に
と
っ
て
積
極
的
な
進
歩
作
用
を
お
こ
し
え
ず
、

逆
に
、
坐
し
て
高
額
の
田
租
を
徴
収
し
て
佃
農
の
負
携
を
増
加
し
、
不
合
理
な

小
作
関
係
を
造
成
す
る
地
主
的
な
方
向
と
、
直
接
生
産
者
に
よ
っ
て
出
一
貫
さ

れ
、
彼
ら
が
無
産
の
貧
農
に
倫
落
す
る
契
機
を
つ
く
る
方
向
と
い
う
こ
つ
の
方

向
に
し
か
護
展
し
え
な
か
っ
た
事
が
、
所
謂
原
文
書
類
を
材
料
と
し
て
質
註
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
詳
細
に
つ
い
て
は
、
侍
氏
の
原
書
と
と
も
に
、
森
正

夫
氏
の
書
評
東
洋
史
研
究
二
一
ノ
二
ー
を
参
照
さ
れ
た
い
。
〉

つ
ま
り
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
三
氏
の
見
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
若
干
の
差
異
を

も
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
一
回
爾
主
も
し
く
は
三
主
制

・
佃
戸
の
回
面
権
獲

得
が
、
耕
作
権
の
確
立
と
い
う
一
面
を
も
ち
、
直
接
生
産
者
の
地
位
の
上
昇
を

前
提
篠
件
と
し
て
い
る
事
を
一
態
認
め
る
と
は
い
う
も
の
の
、
現
賞
に
お
い
て

は
、
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
に
作
用
し
た
|
直
接
生
産
者
た
る
佃
農
自
身
の
生
活

と
機
利
と
を
後
退
さ
せ
る
役
割
を
、
客
観
的
に
は
は
た
し
た
と
す
る
貼
に
お
い

て
、
共
通
の
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
前
掲
の
よ
う
な
、
仁

井
田
博
士
の
、
一
回
爾
主
制
に
つ
い
て
の
理
解
と
跨
史
的
評
債
と
に
は
、
若
干

の
問
題
が
あ
る
と
い
う
事
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
即
ち
、
研
究
史
の
現
段
階
に
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お
レ
て
、
一
回
雨
主
制
は
、

間
戸
の
現
質
的
抵
抗
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
且
つ

毅
展
し
た
と
い
う
一
面
を
も
っ
と
と
も
に
、
佃
戸
の
形
骸
的
な
自
立
化
を
推
進

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
を
よ
り
強
力
に
収
奪
す
る
契
機
と
も
な
り
う
る
側

面
会
も
つ
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ

て
、
こ
の
一

m閥
主
制
の
成
立
と
後
展
と
を
も
っ
て
、
直
線
的
に
、
農
奴
の
法
的
地
位
上
昇

の
枇
曾
的
徴
設
と
し
、
あ
る
い
は
、
す
す
ん
て
、
郡
山
奴
の
貫
質
的
解
放
規
定
を

そ
F

」
に
み
よ
う
と
い
う
博
士
の
見
解
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
事
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

交
に
、
こ
の
事
と
関
連
し
て
、
博
士
の
業
績
の
も
つ
欽
陥
の
他
の
一
つ
を
指

摘
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、
所
謂
封
建
的
土
地
所
有
閥
係
に
闘
す
る
濁
自
の
具

鶴
的
研
究
を
も
た
な
い
と
い
う
の
は
、
こ

の
場
合
、
い
か
に
も
大
き
い
。
も
ち

ろ
ん
、
全
然
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
周
藤
吉
之
崎
博
士
の
宋
代

佃
戸
制
の
研
究
に
依
銭
し
つ
つ
、
そ
れ
に
封
す
る
宮
崎
市
定
博
士
の
批
判
へ
の

反
批
判
を
つ
う
じ
て
、
ま
た
、
明
鴻
時
代
の
農
村
史
研
究
の
成
果
を
利
用
す
る

事
に
よ
っ

て
試
み
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
充
分
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
の
で
あ
る
。
依
銭
さ
れ
た
皐
設
そ
の
も
の
に
多
く
の
疑
問
鮎
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
し
、
特
に
、
そ
れ
ら
が
、
十
世
紀
か
ら
十
七

・
八
世
紀
|
宋

・
元

・
明

・
消
の
各
時
代
を
包
括
的
に
叙
述
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
博
士
の
業
績
は
、
図
家
の
法
律
、
殊
に
、
刑
法
上
に
お
い
て
、

地
主
と

仙
戸
と
は
、
十
七
世
紀
の
頃
に
劃
等
と
な
り
、
身
分
法
的
に
は
、
佃
戸
は
、
農

奴
の
地
位
か
ら
隷
農
へ
と
上
昇
し
た
事
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
、

封
住
的
土
地
所
有
閥
係
の
ど
の
よ
う
な
具
鱒
的
鑓
化
の
反
映
と
し
て
現
象
し
え

た
の
か
を
、
充
分
に
明
ら
か
に
し
え
て
い
な
い
弱
鮎
を
も
っ
て
い
る
。
恐
ら

く
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
な
、

一
回
雨
主
制
の一

面
的
な
評
債
も
、
こ

の
弱

貼
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
仁
井
田
博
士
に
お
い
て
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
、
封
建
的
土
地
所
有

関
係
に
つ
い
て
の
研
究
に
弱
貼
が
あ
り
、

地
主
|
佃
戸
閥
係
の
、
刑
法
上
の
規

定
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
感
が
強
く
、
地
主
と
佃
戸
と
が
、
身
分
的
に

は
、
一
態
、
封
等
と
な
り
な
が
ら
も
、
な
お
且
つ
、
佃
戸
が
地
代
を
牧
奪
さ
れ

て
い
る
と
い
う
事
責
の
説
明
が
紋
け
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別

の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
問
題
が
、
地
主
と
佃
戸
と
の
身
分
の
範
囲
に
の
み

限
定
さ
れ
、
身
分
的
に
は
封
等
で
あ
り
、
し
か
も
、
生
産
手
段
の
一
部
所
有
者

で
も
あ
る
よ
う
な
直
接
生
産
者
|
佃
戸
か
ら
、

地
代
を
髄
系
的
に
牧
奪
す
る
機

構
の
存
在
が
無
観
さ
れ
て
い
る
と
も
、
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
法
的
身
分
の
如

何
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
生
産
者
た
る
農
奴
が
、
再
生
産
構
造
に
お
い
て
、

階
級
閥
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
、
農
奴
で
あ
っ
た
か
の
問
題
、か
、
ま
ず
、

明
ら
か
に
さ
れ
な
け
わ
ば
な
ら
な
い
。
私
見
に
よ
る
な
ら
ば
、
地
主

l
佃
戸
関

係
の
主
た
る
側
面
は
、
そ
の
身
分
法
的
な
関
係
如
何
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

地
代
の
枚
奪
閥
係
に
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
紛
手
が
、
法
律
的
に
、
ど
の
よ
う

に
底
理
さ
れ
た
か
を
追
求
す
る
事
に
、
法
制
史
的
研
究
の
中
心
課
題
は
設
定
さ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
一
回
雨
主
制
度
の
評
債
に
つ
い
て
も
、

図
面
織
を
も
っ
事
に
よ

っ
て
、
一
態
、
土
地
所
有
者
的
地
位
に
上
昇
し
た
佃
戸

が
、
同
じ
土
地
所
有
者
で
あ
る
地
主
か
ら
、
依
然
と
し
て
、
地
代
を
牧
奪
さ
れ

て
い
る
事
の
意
味
を
考
え
る
事
が
、
そ
れ
を
、
農
奴
の
法
的
地
位
上
昇
の
徴
設

と
し
て
、
あ
る
い
は
、
農
奴
の
質
質
的
解
放
規
定
と
し
て
評
領
す
る
事
よ
り

も
、
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
右
の
論
黙
と
閥
速
し
て
、
仁
井
田
博
士
と
宮
崎
博
士
と
の
聞
に
展
開

さ
れ
た
論
字
に
つ
い
て
も
私
見
を
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
、
そ

の
徐
怯
帽
を
も
た
な
い

し
、
ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
に
機
曾
を
え
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
深
く
は
た
ち
い
ら
な
い
が
、
た
だ
一
つ
、
な
る
ほ
ど
、
仁
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井
印
博
士
の
指
摘
の
と
お
り
、
資
本
主
義
や
契
約
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
の
宮

崎
博
士
の
理
解
は
、
濁
特
の
も
の
で
あ
り
、
問
題
が
あ
る
に
は
相
違
な
い
の
だ

け
れ
ど
も
、
そ
の
黙
を
つ
く
だ
け
に
お
わ
っ
て
い
て
は
、
充
分
な
批
剣
と
は
な

ら
な
い
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
事
を
記
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
宮
崎
博

士
の
「
近
世
論
」
は
、
土
地
問
題
や
産
業
構
造
な
ど
の
所
論
経
済
史
的
研
究
の

み
に
よ
っ
て
組
み
た
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
全
中
園
史
に
射
す
る
廃
く

且
つ
傑
い
理
解
に
支
え
ら
れ
て
、
政
治
史
・
祉
曾
史

・
文
化
史

・
思
想
史
な
ど

の
諸
分
野
を
包
含
す
る
、
濁
特
の
歴
史
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
部
を
な
す
に
す

ぎ
な
い
経
済
史
的
側
面
の
、
し
か
も
、
そ
の
用
語
に
劃
す
る
理
解
の
誤
り
を
指

摘
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
有
効
な
批
剣
と
は
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か

と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
筆
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
、
参
考
の
た

め
に
記
す
な
ら
ば
、
宮
崎
博
士
が
、
「
資
本
主
義
」
と
か
「
資
本
主
義
的
」
と

か
い
う
言
葉
を
使
用
さ
れ
る
の
は
、
厳
密
な
歴
史
事
的
・
経
済
事
的
概
念
と
し

て
と
い
う
よ
り
も
、
醤
時
の
中
国
一
世
舎
が
、
設
展
度
の
低
い
、
お
く
れ
た
枇
曾

で
は
な
か
っ
た
事
、
た
と
え
ば
、
省
時
の
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
枇
曾
な
ど
と
比
較
し

て
、
は
る
か
に
す
す
ん
だ
祉
曾
で
あ
っ
た
事
を
い
う
た
め
の
、
一
種
の
レ
ト
リ

ッ
ク
と
し
て
で
あ
る
事
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
っ

て
、
宮
崎
博
士
も
、

宋
代
以
後
の
中
関
枇
曾
を
、
産
業
革
命
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
枇
曾
と
同
質
の
も
の

と
は
、
決
し
て
主
張
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
資
本
主
義
に
封
す
る

概
念
規
定
が
不
明
確
で
あ
る
か
ら
問
題
外
と
い
う
な
ら
と
も
か
く
も
、
こ
の
論

字
が
質
り
多
い
成
果
を
お
さ
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
貼
を
理
解
す
る
の
が
、
必

要
な
手
績
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
付
記
す
る
事
に
し
た
。

さ
て
、
以
上
に
よ
っ
て
、
筆
者
に
課
せ
ら
れ
た
書
-
評
の
責
め
を
ふ
さ
ぎ
た
い

と
思
う
わ
け
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
燭
れ
た
と
お
り
、
量
的
に
は
三
千
二
百
頁

を
こ
え
、
質
的
に
は
高
度
の
専
門
的
記
述
を
含
む
本
書
の
内
容
を
、
正
確
に
理

解
し
、
こ
れ
に
封
し
て
感
想
を
述
べ
る
事
は
、
決
し
て
、
容
易
で
は
な
い
。
筆

者
は
、
事
友
の
協
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
鮎
、
遺
漏
な
き
を
期
し
た
つ
も
り
で
あ

る
が
、
な
お
、
湾
全
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
そ
の

理
解
に
つ
い
て
、
多
く
の
誤
謬
を
含
ん
で
い
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
二
・
三
の

論
黙
を
勝
手
に
ひ
き
だ
し
、
こ
れ
に
気
健
な
意
見
を
つ
け
加
え
る
と
い
う
非
簡

を
犯
し
て
い
る
や
も
は
か
り
難
い
。
博
士
の
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
に
つ
い
て
は
、
第
一
冊

「
刑
法
」
の
刊
行
以
来
、
多
く
の
人
々

に
よ
っ
て
、
紹
介
と
批
評
の
文
章
が
書
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
宮
崎
市
定

(
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル

・
一
九
六
二
年
一
一
月
二
五
日
腕
)
、
佐
伯
有
一
(
枇
曾

経
済
史
事
二
八
ノ
四
)
、
今
堀
誠
二

(
史
事
雑
誌
六
九
ノ

一
・
歴
史
皐
研
究
二

五
二
・
法
制
史
研
究
一
四
・
ア
ジ
ア
研
究
一
一
ノ
三
〉
、
旗
田
鍋
(
歴
史
察
研

究
二
三
七
)
、
利
谷
信
義
(
法
律
時
報
三
四
ノ
一
二
)
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
不
備
を
補
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
寺
田
隆
信
〉
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異

域

録

今

春

撰

秋

西

昭
和
三
十
九
年
四
月
天
理
大
皐
お
や
さ
と
研
究
所

B
4
剣

三

九

八

頁

附

索

引

地

岡

一

葉

先
頃
、
天
理
大
島
干
の
今
西
春
秋
教
授
が
右
の
如
き
大
著
を
公
刊
せ
ら
れ
た
。

異
域
録
は
、
満
人
ト
ゥ
リ
シ
ェ
ン
、
叶

Ezr=岡
麗
潔
(
園
理
深
)
が
、
ト
ゥ
ル

グ
l
ト
吋
円

m
g
土
割
問
虎
特
の
ア
ユ
キ

・
ハ
ン
〉
U
2H
E
回
目

阿
玉
気
汗
に

忠
誠
賞
褒
の
勅
を
侍
う
べ
き
命
を
受
け
た
中
園
使
節
幽
に
加
っ
て
、
康
照
五
一


