
鯨
鯉甕

鱗
麟

蛤
渦

…叢

τ
鱗

釘

別邸

マ
ル
ク
ス
氏
飲
剰
債
値
説
の
評
論

小
作
制
と
小
作
法

鵬
阿

輪
隅

華

府
會
議

に
於

け

る
支
那
關
税
問

題

我
邦

の
螢
業

枕
を
論
ず

・

勢

働
保
険

に
關
す

る

一
考
察

・

…説

躰兜

　
地
學
観
肚
會
學

説

に
就

き
て

・

「

雑

録

猫
逸

の
同
盟
罷
業
保
険

・

安
億

響
唯
物
史
観
と
鯨
剰
偵
蓮

　

幣

内
法
肇

馨

国
論
』

没
學
博
士

法

華

士

法
卑
博
士

渋
墨
博
士

渋
墨
博
士

渋
墨
博
士

結
樽
士

法
學
構
士

縄
濟
學
士

注

學

圭

注
學
博
士

小

川

郷

太

郎

汐

見

三

郎

田

島
.
錦

治

河

田

嗣

郎

末

廣

重

雄

聯

戸

正

雄

山

本

美

越

乃

財

部

静

治

岡

崎

交

規

水

谷

長

三

郎

河

上

肇

I
I
I

`
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小

作

制

.ご

小

作

法
.
〔
四

》

,

三

小

作

法

河

田

嗣

耶

イ

小
作
契
約

の
性
質

制
度
ε
し
て
の
小
作
の
性
質
は
、
前
節
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
冷
之
を
法
律
上
に
於
て
孜

へ
、
小
作
`
い

ふ
關
係
の
法
律
上
の
性
質
を
見
る
場
合
に
は
、
上
に
述

べ
た
る
所
ε
は
、
自
ら
又
別
途

の
説
明
を
必
要
ε
す
る
も

の
が
あ
る
。

法
律
上
に
於

て

は
、

小
作
遣
い
ふ
關
係
は
、

た

貰
契
約

に
依
て
の
み
成
り
立
つ
も
の
で
あ

っ
て
、

法
律
の
規

勘

定
や
遺
言
や
又
は
特
效
な
.ε
に
依

て
小
作
閣
僚
の
生
す

る
も
の
で
は
な
い
。
我
国
の
法
律
は
民
法
に
於
て

「
賃
貸

借
」
.ピ
い
ふ
贋

き
規
定
の
下
に
、
小
作
契
約
に
關
す
る
こ
ピ
を
も
包
含
せ
し
め
て
居
る
の
で
あ

っ
て
、
第
⊥
ハ
百

一

む

む

む

む

　

　

む

ロ

む

條

に

「
賃
貸

借

ハ
當

事
者

ノ

一
方

が
相

手
方

二
成
物

ノ
使
用
及

ヒ
牧
盆

ヲ
爲

サ

シ
ム
〃

コ
ト

ジ
約

シ
相
手

方

ヵ
之

二
其
賃

金

ヲ
彿

フ

コ
ト
ヲ
約

ス
ル

ニ
因

リ
テ
其
敷

力

ヲ
生

ス
」

ε
規
定

し
て
居

る
。

さ
れ
ば
我
が
現
行
法

の
下

に

＼
在

っ
て
は
、
小
作

に
關

す

る
契
約

も
、
宅
地
や
建
物

や
道
具
や
機
械
や
家
畜
や

什
器

や
の
賃
貸
借

に
附
す

る
契
約

も
、
同

一
の
盤

質
を
有
す

る
契

約

ご
し
て
同

一
僚
友

の
下

に
、
同

一
様

の
取
扱
を
受

く
る
の
で
あ

る
.
小
作
契
約

、

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
〔四
)

、

第
十
四
奮

(第
四
號

五
七
)

夫
四
九

霧7)G.Dittmar,DerLandwirLschaftliche

Pacbtvertrag,Neudamm1995,S.【

,



、

f
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論

叢

小
作
制
ご
小
作
法
(四
)

第
†
四
巻

(第
四
號

五
八
)

六
五
〇

ε
普
通
の
賃
貸
借
ご
の
問
に
、
性
質
上
何
等
の
匠
別
が
認
め
ら
れ
て
居
ら
ぬ
。

然

る
に
、
濁
逸
の
法
律
や
瑞
西
の
法
律
な
ざ
は
、
両
者

の
問

に
多
少
の
匠
別
を
認
め
て
、
之
に
閲
す
る
法
の
規

定
に
於
て
も
、
多
少
異
れ
る
取
扱
を
駕
し
て
居
る
。
尤
も
凋
逸
の
民
法
に
於
て
は
、
賃
貸
借

に
關
す
る
規
定
は
、

廣

く
普
通
の
賃
貸
借
契
約
ε
小
作
契
紛

ε
に
共
通
に
適
用
あ
る
も
の
ご
し
、
.小
作
契
約

に
特
別
に
適
肘
さ
る
べ
き

規
定
は
之
を
取
離
し
て
別
に
附
加
し
て
居

る
次
第
で
、
全
然
両
者
を
別
個
の
も
の
ε
見
て
は
居
ら
阻
。
必
竟
濁
逸

民
法
は
、
両
者
間
に
は
性
質
上
離
る
べ
か
ら
ざ
る
通
有
の
性
質
め
る
も
の
ざ
認

め
た

る
が
故
に
、
賃
貸
借
ざ
小
作

ピ
を
併
立
せ
し
め
.U
聲
件臼

目
匿
・
舅
Φ
9
。
・
守
∩琴

芝
し
て
同

一
節
内
に
両
者

の
規
定
を
掲
げ
、
然
か
も
叉
第
五

パ

ハ

ト

ミ

　

テ

百
八
十

一
條
第

二
項
に
於
て
、
小
作
契
約
に
關
す
る
規
定
が
賃
貸
借
契
約

に
閲
す

る
規
定
ε
別
途

に
出
で
ざ
る
限

b
は
、
(即
ち
小
作
契
約

に
關
し
て
特
別
に
規
定
さ
れ
π
る
所
以
外
は
)
賃
貸
借

に
聞
す
る
規
定
は
小
作

に
も
適
用

あ
る
も
の
ε
定
め
て
居
る
鐸
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
法
律
は
、
賃
貸
借
契
約
ε
小
作
契
約
ε
は
性
質
上

や

Σ
異
る
も
の
あ
る
が
故
に
、
其
の
性
質
は
や
.は
り
之
を
別
々
に
限
定
し
て
居

る
の
で
あ
る
。

ミ

　

テ

然
ら
ば
、
濁
逸
民
法
は
、
両
者

の
異
同
を
如
何
様
に
し
て
示
し
て
居
る
か
ε
い
ふ
に
、
普
通
の
賃
貸
借
契
約

ε

　

ロ

り

つ

し
て
は
、
此

の
契
約

に
よ
り
、
賃
貸

人
は
賃
貸

期
間

内
賃
借

人

に
賃
貸

さ
れ
た

る
物

の
使
用

を
熾
す

こ
ご
を
許
容

す

る
義

務
を
負

ひ
、
賃

借
人
は
賃
貸
人

に
約
束

せ
ら

れ
た

る
賃
料

を
給
付
す

る
義

務
を
負

協
も
の

ご
定

め
て
居

る

(細
い罫

9
蓉
『
号
目
鬘
①[『苺
葦
p興
三
三

匹
窪

く
醇
ヨ
一Φ[訂
「
〈Φ6
コδ
鐸
Φr
画
些
昌
≦
巴
曇

早
コ
Ω
①げ冨
g
ゴ
創
q

話
邑
①浮
05
p
も。口
号
o

、



ξ
夢
話
邑

牙

「
藁

o
子
N
①ぞ

Nロ
四
〇
…

腎
①
戸

O
o「
塁

。∋
9

一鴇

話
弓
田
n
耳
①
f

升
目

く
賃
量
①
芸
臼

自
窪

話
「
①
ヨ
げ
卿
「
〔8

護

①
臣
N一房

N=
.

①暑

尊

ρ。
巳

之

に

射

し

て

小

作

契

約

ε

し

て

は

、
此

の
契

約

に

依

り

小

作

権

者

は

小

作

契

約

期

間

内

小

作

人

に

小

作

ロ

ロ

む

む

む

む

む

む

む

ロ

に

附

せ

ら

れ

だ

る

劃

象

の

使

用

ε

、

常

規

的

な

る

脛

濟

の

法

則

に

從

て

牧

盆

ε

見

ら

る

べ

き

所

の

果

實

の

享

受

ε

を

許

容

す

る

義

務

を

負

ひ

、

小

作

人

は

小

作

権

者

に

約

束

さ

れ

た

る

小

作

料

を

給

付

す

る

義

務

を

負

鼠

も

の

ε

定

め

ら

れ

て

あ

る

。

(窟

。。
【.
0
5

会

盆

口
寄

o葺

く
。
「[「鳥

三

星

号

「
<
角

℃
骨

ぽ
。
『
話

6

白
。
年
3

辞

∋

田

∩
犀
雪

幕

5

0
①
σ
「曽

∩
げ

岳

い

く
①・
コ
鴛

罫

暫

o
畠

Φ量

p
コ
動
Φ
=

・二

号

コ

【
…8

量

・
号

・

男
誉

冥
ρ

㎝。
孟

;

…ω

話

。
ゴ

号

=

男
星

①
ぎ

①
8
。
『

。
目島
崖

コ
瞬
の
邑

・7田印・q
。
昌

≦

耳

目
ぎ

「胃
巴
]・

国
ミ

亮

讐

N口
邑

一雪

。・
冨

ご

二
巴

肖
Φ
[乙

鳥

「

℃
p
g

No
F

塁

署

署
餅
げ
「①
p

じ
曾

℃
跨

暮
①
ユ

偉

く
卑
で
田
∩窪

φ
「
幽
①
∋

く
①巷

目
窪
①
「

亀
9

く
而
「Φ
ゴ
げ
p
「
a
箒

℃
鶴

夏
N
一口
田
N
戸F
①
窮
ユ
oブ
缶
コ
プ

ミ

　

テ

即

ち
凋
逸

法

に
在

っ
て
は
、
賃

貸
借
契
約

の
方

は
、

其

の
契

約

の
目
的
物
を

ぱ
有
形

の
物

ω
鴛
げ
。

に
限
り
、

そ

の
物
は
動
産

π

る
ε
不
動
産

た
る

ε
を
問

は
な

い
け

れ
こ
も
、
兎

も
角

有
形
物
で
な

く
て
は
な
ら

漁
こ
ご

》
し

て
居

る
。

從

て
権
利

(例

へ
ば
狩
撒

椹
、
漁
業

灌
の
如

き
)
は

普
通
賃

貸
借

の
客
燈

こ
な

る

こ
ご
が
出
來

ぬ
。
然

る

に
小
作
契

約

の
方

は
、
た

ゴ
に
有
形
物

の
み
な
ら
す

、

擢

利
を
も
其

の
客
禮

ご
寫
す

こ
ピ
が
出
来

る
。
〔
小
作
契

約

に
於
て
は

uり
蓉
冨

ε

い
ふ
吉
葉

が
用

ゐ
ら

れ
て
居

な

い
で
、
廣

く
セ

買

O
Φ
四
①
驕
訂
巳

ε
.い
ふ
字

が
用

ゐ
ら
れ

て
.

居

る
)
先

づ
此

黙

に
於
て
両

者
岡

に
匠

別

の
存

す

る
に

加

へ
て
、
次

に
叉
、
普

通

の
賃
貸
借
契
約

は
、
目

的
物

の

む

む

使
用

に
關

す

る
契
約

た

る
に
過
ぎ
ざ

る
に
反

し
て
、
小

作
契

約

は
、
目
的
物

を
使
用
す

る
ξ
同
時

に
、
そ
を
利
用

す

る

こ
`

に
依
り
」
普
通

の
常
規

的
な

る
意
味

に
於

け

る
経

済

の
法

則
に
照

し
て
之
を
見

て
牧
盆

ぜ
見

る
を
得

べ

論

叢

小
作
制
ミ
小
作
法
(四
)

第
十
四
巻

(第
四
號

五
九
)

六
五
「

■



脇

叢

小
作
制
ミ
小
作
法
(四
)

第
十
四
巻

(第
四
號

六
〇
)

六
五
二

き
所

の
果

實

の
生
ず

る
を
ぱ
.、
借

主
た

る
小
作

人
に
於

て
享

受
す

る
亡

い
ふ
こ
ε
が

、
契
約

の
内
容

を
形
造

っ
て

居

る
。

そ
し
て
此

の
果
實

の
享
受

こ

い
ふ
こ
ご
ε
、
之

に
謝

し
て
代
償

ε
し
て
賃
料

の
支
彿

は
れ

る
ε

い
ふ
こ
ざ

ε
は
、
大

抵

の
場
合

に
於
て
小
作
契

約

の
眼

目
を
駕
す

も

の
ε
見

て
大
過
な

く
、
把
貰
物

の
使
用

ピ
之

に
封
ず

る

使
用
料

の
支
彿
ひ

ε
を

の
み
目
的

ε
す

る
賃
貸
借
契
約

ご
は
、

そ
の
契
約

ご
し

て
の
性

質

に
於
て
、
又
借
用

人
の

謝

橿
利
の
内
容
に
於
て
.
比
熱

か
ら
輕

か
ら
ざ
る
差
別
が
出
て
乗
る
の
で
あ
る
。

=

さ
れ
ば
法
律
が
此

の
画
別
を
認

め
て
、
賃
貸
借
に
閲
す
る

一
般
規
定
ε
、
そ
の
中
に
在

る
小
作
契
約
に
關
す
る

特
殊
規
定
ε
を
定
め
た
の
は
、
大
.い
に
當
を
得
た
る
も
の
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
俗
文
濁
逸
灰
法
に
在

っ
て
は
、

小
作
契
約

に
關
す
る
規
定
中
、
特
に
農
地
及
び
農
場
の
小
作

に
關
し
て
意
を
用

ゐ
、
之

に
適
切
な
る
規
定
を
設
く

る
こ
ε
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
は
、
法
律
ε
し
て
甚

だ
可
な
り
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
函
。

惟
ふ
に
小
作

に
閥
す

る
法
規
は
、
た
貫
賃
貸
借
契
約
の
當
事
者
ε
し
て
、
小
作
擦
者

ε
小
作
人
ε
の
擢
利
義
務

を
明
か
に
し
、
機
械
や
聡
具
の
如
き
を
貸
借
せ
る
監
事
者

の
有
す
る
橿
利
義
務
ε

一
括
し
て
之
を
取
扱
ふ
ば
か
り

で
は
、
不
十
易
ε
謂
は
れ
ざ

る
を
得
な

い
で
あ
ら
う
。
農
業

に
は
種
々
の
特
別
の
性
質
が
め
り
、
事
情
が
あ
り
、

特
に
農
地

ε
農
場
ざ
に
至
っ
て
は
、
其
の
生
産
力
の
維
持
培
養
に
關
す

る
技
術
士
#
び
に
経
済
上
の
諸
事
情

の
顧

慮
せ
ら
る

べ
き
も
の
が
あ
り
、
其
他
小
作
契
約

の
期
間
、
そ
の
解
除
、
小
作
料
の
決
定
及
び
支
挑
方
法
、
小
作
人

ε
地
主
ご
の
諸
關
係
等
種
身
の
複
雑
な
る
事
情
が
あ
っ
て
、
そ
れ
等
は
、
「農
業
`
い
ふ
産
業

の
維
持
獲
蓬
の
上
か

38)Ar.Franke1,DasMiet-andPachtrechti■achde置.nBurgerlic】ien

Gesctbz巳 ⊂hfu,.dasDeLlt5しhじRelしh,Be亘.lin1897S.L.
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ら
之
を
見
て
、
法
規
上
に
於
て
十
分
顧
慮

せ
ら
る
べ
き
必
要
を
有
す
る
も
の
で
め
る
か
ら
、
小
作
に
閲
す
る
特
別

の
規
定
の
設
け
ら
る
Σ
こ
ε
は
、
其
の
必
要
甚
だ
大
な
b
ε
せ
な
け
れ
ば
な
ら

漁
。
比
熱
に
於
て
も
我
が
民
法
は

鮫
典
を
有
す
る
を
否
み
難
く
、
法
制
上
の
大

い
な
る
不
備
で
あ
る
。
小
作
に
閲
す

る
特
別
法
が
制
定
せ
ら
れ
ん
ξ

し
て
、
現
今
漸
く
其
の
機
運
の
動
激
来
れ
る
は
、
洵
に
故
あ
り
ε
謂
ふ

べ
き
で
あ
る
。

街
ほ
今
少
し
く
詳
か
に
小
作
契
約
の
性
質
に
就

い
て
致

ふ
る
に
、
上
に
述
ぶ
る
が
如

く
、
小
作
契
約
は

一
定
の

報
償

に
射
し
て
物
叉
は
権
利
を
使
用
し
そ
の
果
實

を
牧

得
す
る
に
在

る
が

故
に
、

そ
の
契
約
は
有
償
契
約
で
め

つ
て
、
且
又
双
務
契
約
で
あ
る
。
然
し
そ
の
泉
質
ご
見
ら
る
Σ
も
の
は
、
常
規
的
な
る
経
済
の
原
則
に
從
て
牧
盆

ε
見
ら
る

べ
き
も
の
ざ
い
ふ
ご
ε
に
な
っ
て
居
な
が
ら
、
例

へ
ば
果
樹
園
や
野
菜
園
に
關
し
て
小
作
契
約
の
結
ば

れ
花
る
場
合
艦
は
、
果
實
ε
し
て
は
た
ゴ
其
園
か
ら
年

寿
生
す
る
野
菜
や
果
物
の
み
が
考

へ
ら
れ
、
そ
の
土
地

か

ら
し
て
た

ε
へ
鑛
物
が
採
掘
し
得
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
契
約
の
内
容
に
麗
す
る
果
實
ご
見
る
こ
ε
は
出
家

兎
。
從
て
今
若
し
普
通
の
農
地
を
農
作
の
爲
め
に
小
作
す

る
者
が
、
其
の
土
地

か
ら
し
て
石
材
を
採
取
し
た
り
粘

土
を
掘
り
取

っ
て
煉
琵
の
材
料
に
供
し
た
り
す

る
や
う
な
こ
ε
を
爲
せ
ば
、
そ
れ
は
明
か
に
契
約
違
反
で
あ
る
。

け
れ
こ
も
、
法
律
上
果
實
ご
い
ふ
の
は
、
椹
利
上
の
目
的
物

か
ら
新
た
に
産
出

さ
る
Σ
も
の
で
な
ぐ
て
も
、
そ
の

目
的
物
の

】
部
を
取
り
去

る
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
取
去
る
こ
ε
が
契
約

の
目
的

ε
す

る
所

に
叶
ひ
、
所
謂
経
済

の
常
規
的
原
則
に
從
て
之
を
牧
盆

ε
見
る
を
得

る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
例

へ
ば
石
炭
や
石
材
や
粘
土

胎

毅

小
作
制
ミ
小
作
怯
(四
)
.
「

第
十
四
巻

(第
四
號

六
一
)

六
五
三

,



一

、
.

論

叢

小
作
削
ぐ」小
作
法
(四
)

.

第
†
四
巻

(第
四
號
'

六
二
)

六
五
四

や
砂
利

を
採
取

す
る

こ
ご
の
目

的
の
薦

め
に
土
地

に
聞

し
て
契
約

の
結

ば
一れ
た

る
場
合

に
は
、
そ
は
固

よ
り
果
實

の
享

受

π
る
に
外
な

ら

皿
の
で
あ

る
。

之
を
我
国

の
言
葉

で
小
作
契
約

ざ
呼

ぶ
に
於

て
は
、
甚

だ

お
か
し

く
聞

ゆ

謝

る
が
、
濁
逸
民
法
に
い
ふ

国
∩鐸
く
葺
舜
αq
は
此

の
後
者
の
如
き
場
合
を
も
包
む
も
の
ε
す

る
。

.

而
し
て
小
作
契
約

は
、
我
が
民
法
の
賃
貸
借

に
關
す
る
規
定
に
照
せ
ば
、
た
y

「
常
事
者

の

一
方
が
相
手
方
に

　

り

　

む

或
物
の
使
用
及
び
牧
益
を
爲
さ
し
む
る
こ
ε
を
約
し
、
相
手
方
が
之
に
其
賃
金
を
挑

ふ
こ
ε
を
約
す

る
に
因
り
て

其
効
力
を
生
ず
」
る
も
の
ξ
な

っ
て
居

る
か
ら
、
其
の
契
約

ε
し
て
の
性
質
は
、
諾
成
契
約
で
あ
っ
て
、
使
用
貸

借
の
や
う
に
要
物
契
約

で
は
な

い
。
即
ち
其
の
契
約
に
よ
り
使
用
牧
益
せ
ら
る
べ
き
蜀
象
が
限
定
せ
ら
れ
且
そ
れ

が
引
渡
さ
る
」
に
依

っ
て
成
り
立

つ
契
約
で
は
な
く
、
た

努
そ
の
使
用
牧
盆
を
爲
さ
し
む

べ
き
こ
ご
Σ
、
之
に
醤

ワ

の

む

む

む

り

む

ち

し
て
其
賃
金
の
彿
は
る
べ
き
こ
ε
》
が
約
束
せ
ら
る
れ
ば
、
そ
れ
で
契
約
は
成
立

つ
の
で
あ
る
。
然
し
暫
く
成
丈

の
規
定
を
離

れ
て
敦

ふ
れ
ば
、
小
作
契
約

に
於
て
は
、
そ
の
目
的
地
が
小
作
人

に
引
渡
さ
る
》
ε
い
ふ
ご
ε
は
、

そ
の
契
約

の
効
力
に
閲
し
て
重
要
な
る
意
義
を
有
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
引
渡

に
依
り
小
作
人
の
橿

利
は
物
榴
的
性
質
を
取
得
す
る
や
否
や
、
之
を
取
得
す
る
も

の
ε
爲
す

べ
き
ゃ
否
や
に
就
き
、
大

い
に
研
究
を
試

む

べ
き
鯨
地
あ
る
も
の
ε
す
る
。
之
に
關
し
て
は
後
に
小
作
契
約

の
効
力
に
就

い
て
論
ず

る
際
に
詳
述
す

る
で
あ

ら
う
。

街
又
小
作
契
約
の
形
式
に
關
し
て
我
が
民
法
に
は
何
等
特
別
の
規
定
を
設
け
て
居
ら

皿
か
ら
、
こ
ん
な
形
式

に
r

εg)Fl・anke1,a.a.0.S.卜3;
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依
て
も
差
支
な
い
筈
で
あ
る
。
然

る
に
、
凋
逸
践
法
に
在

っ
て
は
、
其
の
第
五
百
六
十
山
ハ
條
に
於
て
、

一
年
以
上

の
期
間
を
以
て
、
土
地
の
上
に
賃
貸
借
の
行
は
る
N
場
合
に
は
、
其
の
契
約
は
交
書
に
撮
る

べ
き
も
の
ε
し
、
此

の
形
式
の
無
税
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
は
、
契
約
は
不
定
の
期
間
に
劃
し
て
取
結
ば
れ
把
る
も
の
こ
し
、
第

一
年

の

終

り
以
後
に
…罰
し
て
は
、
當
事
者

は
何
時
に
て
も
そ
の
解
約
を
行
ひ
得
る
も
の
ε
定

め
、
此
の
規
定
は
小
作
契
約

に
も
適
用
さ
る
べ
き
も
の
ε
な
っ
て
居

る
。
(
第
.九
百
八
十

一
條
第
二
項
)

此
の
契
約
形
式
に
關
す

る
法
律
上
の
限
定
な
き
我
國
に
.在

っ
て
は
、
之
を
賞
状
に
徴
す
る
も
、
從
來
小
作
契
約

拡
大
抵
口
約

に
依
て
行
は
れ
、
調
書
を
作
製
す

る
場
合
は
寧
ろ
少
数
だ

つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
近
時
法
律
思
想

の

普
及
ε
小
作
争
議
の
頻
巖
等

の
短

め
に
、
調
書
を
作
製
す
る
も
の
段

々
多
く
な
り
、
公
正
謹
書
に
依
て
契
約
の
行

は
れ
る
例
も
、
追
々
増
加
す
る
や
う
で
あ
る
。

之
を

小
作
慣
行
調
査
書
に
就
い
て
見
る
に
、

次
の

如
く
記
さ
れ

て
あ
る
。

「
小
作
契
約
は
各
地
共
に
概
ね
口
約

に
て
成
立
し
小
作
謹
書
を
以
て
契
約
す
る
は
大
地
主
文
は
小
作
人

が
他
地
方
の
者
な
る
場
合
又
は
特
別
の
事
情
み
る
場
合
に
限

れ
る
が
如
し
但
し
近
時

}
般

の
傾
向

`
し
て
は
小
作

謹
書
を
以
て
契

約
す
る
風
あ
る
に
至
れ
り
地
方
に
依
り
て
ぽ
古
来
よ
り
の
慣
行
`
し
て
地
主

の
備
ふ
る
帳
簿

に
小

伶
人
に
捺
印
せ
し
め
以
て
小
作
契
約
の
讃

ざ
す

る
こ
ε
あ
り
」
ご
。
そ
し
て
帳
簿
に
署
名
捺
印
せ
し
む
る
實
例
は
、

ラ

ぼ

ゆ

新

潟
、
埼
玉
、
静
岡

、
山
梨

等

の
諸
脛

下

に
あ
り

ご
記

さ
れ

て
居

る
。

'

小
作
契
約

が
交
書

に
依

て
爲

さ
る

N
場

合
に
は
、

そ

の
書
面

に
は
、
契

約

の
目
的

、
期
間

噛
小
作
地

、
小
作

料

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
〔四
)

第
十
四
谷

(第
四
號

六
三
)

六
五
五

40)4所 信慣 行 しこ關 曽ず る資 料 七+七 頁

＼

■



弘

.

'

'

談

叢

小
作
制
ε
小
作
法
(四
)

第
†
四
巻

(第
四
號

六
四
)

六
五
六

其

他

の
重
要

事
項

に
關
し

て
、
.明
確
な

る
指
示

の
行

は

る

》
を
可

こ
す

る
や
言
を
俟

た
ざ

る
所
で
、
此

の
明
示

の

映
け
た

る
が
爲

め
に
、
紛
議
…を
生
す

る
場

合
も
決

し

て
少
く
な

い
の
で
あ
る
。

フ
ォ

ン
、
デ

ア
、

ゴ

ル
ッ
氏

は
、

其

の
農
業
経

管
里
中

に
此

の
明
示
を
要
す

る
重

要
な

る
諸
黙

窪
し
て
、
衣

の
二
十

項
目

を
掲
げ
て
居

る
.

十 十
二 一 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

小
作
権
者
及
び
小
作
人
の
氏
名

小
作
に
附
せ
ら
れ
だ
る
目
的
物
の
種
類
及
び
範
園

小
作
期
一問
の
始
期
綴
皿綾
期
間
及
び
終
期

小
作
料

の
種
類
額
及
び
支
彿
期

小
作
免
除
を
爲
す

こ
ε
あ
ら
ば
之
に
關
す

る
定

小
作
料
不
彿
の
場
合
に
劃
す
る
定

小
作
目
的
物
に
閲

し
容
認
せ
ら
る
べ
き
使
用
方
法

建
物
の
保
存

非
常
の
災
害
に
糊
す
る
保
険

小
作
人
の
行
ひ
セ
る
改
頁
及
び
建
築
に
封
ず
る
賠
償

小
作
人
の
側
に
於
け
る
捲
保
義
務

小
作
契
約
燧
守
に
關
し
小
作
樺
者
の
行
ふ

べ
き
制
理

41)v.d.Gltz,a.a.0,S,715f9.



二 十 十 十 十 十 十 十
十 九 八 七 六 五 四 三

定
め
ら
れ
た
る
期
限
以
前

に
於
け
る
小
作
契
約
の
解
除

小
作
纏
を
第
三
者

に
譲
渡
す
る
こ
ξ
の
許
容

小
作
期
間
終
了
以
前

に
小
作
人
の
死
亡
し
た
る
場
合
に
其

の
相
続
人
に
謝
す
る
小
作
権
の
移
轄

小
作
人
.ご
小
作
権
者
ε
分
問
に
於
け
る
争
議

の
解
決

小
作
権
音
叉
は
前
小
作
人

に
よ
り
て
引

磨
け
ら
れ
何
ほ
其

の
効
力
を
持
綾
す
る
諸
義
務
の
韓
嫁

小
作
地
に
賦
課
せ
ら
る
」
租
税
其
他
の
公
課
の
負
確

小
作
契
紺
締
結
の
爲
め
に
生
す

る
費
用

の
負
措

小
作
に
附
せ
ら
れ
在
る
目
的
物

の
引
渡
及
び
返
還
の
時
期

ご
場
所

総

て
右

に
掲
げ

ら

る

Σ
所
は
、
同
書

が
縄

麟
學

の
書
物
た

る
が
嬬

め

に
、少

し

く
小
作
櫻
澹

の
立
場

よ
り
見
た

る

所

に
偏

し
だ
る
嫌

め

り
、
從

て
正
賞

に
云

へ
.ぱ
、
儒

ほ
今
少

し
く
小
伶

人

の
立
場

よ
り
見

だ

る
所

の
も

の

、
附

加

せ
ら

る
》
必
要

ε
、
右
諸

項
目
中

に
改
善

を
加

ふ

べ
き
も

の
ε
は

あ

る
で
あ
ら
う
が

.

.然

し
大
膿

に
於

て
重
要

な

る
諸
黙

を
殆

ん
ご
網

羅

せ
る
も

の
こ
見

て
差
支

恥

い

で
あ
ら
う
。

そ
し
て
私
が
弦

に

一
か
之
を
揚
ぐ

る
所
以

の
も

の
は
、
之

に
依

て
、
後

に
諭
せ

ん
ε
す

る
所

の
、
小

作
契
約

の
内

容
に
關
す

る
論
難

ご
な

る

べ
き
所

の
も

の
が
、

豫

め
窺

知

し
得
ら

れ

る
か
ら

で
あ

る
。

そ
の
意
味

に
於

て
術

ほ
本

部
小
作
慣
行

調
査

中

に
掲
げ
ら

れ
た

る
小
作
契

約

諮
事

項
を
窺

っ
て
見

る

こ
ξ
y
す

る
。
同
書

に
記

さ
れ
だ

る
所

は
實

に
左

の
通
り

で
あ

る
醐
.

-

論

鍛

41作
制
ご
小
作
法
(四
)

第
十
四
巻

〔第
四
騰

六
五
)

六
五
七
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論

叢

小
作
制
と
小
作
法
(四
V

.

第
十
四
巻

(第
四
號

六
六
)

六
五
入

「
各
地

よ
り
集

め
ら

た

る
多

く

の
小
作
謹
書

の
實

例

に
付

き
て
観
察
す

る
に
其

の
契
約
事
項

ξ
し
て
最

も
普

通
な

る
は

七 六 五 四 三 二 一八
勝
保
護
人
の
責
任

等
ε
す
而
し
て
詳
細
な
る
契
約
に
至
り
て
は
右
の
外
左
の
如
き
事
項

に
閲
し
て
契
約
を
爲
せ
る
も
の
あ
り

九

期
眼
前
解
約
申
込

の
時
期

、
此
場
合
に
設
け
る
賠
償
の
有
無
及
賠
償

の
方
法

一
〇

地
租
其
他
小
作
地

に
係
る
公
課
夫
役
及
修
繕
費
等
に
要
す

る
勢
費
の
負
擢

一
一

近
地
の
時
期
及
.近
地

の
際

に
於
け
る
土
地
並
び
に
地
上
物
の
状
態

一
二

韓
貸

の
制
限

小
作
地
の
郡
村
字
地
番
地
目
段
別

小
作
料
の
種
類
、
数
量
及
「
日
米
」
「込
米
」
等
あ
る
は
其
撒
量

小
作
期
間

小
作
米
(燐
弧
縞
)
の
品
質
及
俵
装

小
作
料
納
付
期
日
及
納
付
場
所

、小
作
料
輕
減
の
有
無
及
共
場
合

解
約
の
場
合

■

'

ノ



.

,

=
二

作
物

の
種
類
、
品
種
、
耕
種
方
法
等
の
利
用
上
に
關
す

る
制
限

一
四

小
作
地
課
護
の
責
任

一
五
.
地
飛
し
の
場
合
に
於
け
る
賠
償
の
方
法

二

八

小
作
料
怠
納
の
虞
あ
る
場
合
の
廃
置

一
七

小
作
料
渥
麺
利
子
及
怠
納
虎
分

一
八

怠
納
小
作
料
督
促
費
の
質
権

一
九

小
作
料
愛
更

の
有
無
及
其
場
合

二
〇

小
作
料
輕
減
叉
は
鬼
除

の
請
求
及
其
場
合

二

一

小
作
料
を
代
金
に
て
換
納
す
る
場
合
に
於
け
る
贋
格
の
決
定
方
法

二
二

地
主
の
定
む
る
.規
則
の
造
寺

二
一二

訴
訟
の
場
合

に
於
け
る
出
　訴
裁
判
所

二
四

小
作
人
の
團
結

に
加
は
り
地
主

に
反
抗
し
又
は
強
談

ケ
間
数
行
爲
を
爲
さ
ざ

る
こ
ご

二
五

小
作
料
納
入
を
終
ら
ざ
る
以
前
に
於
て
常
談
地

の
股
獲
物
を
費
却

せ
ざ
る
こ
ε

二
六

小
作
訟
書
は
縫
績
小
作
中
は
其

の
約
束
期
限
に
拘
は
ら
す
有
効
な
る
こ
ピ
」

前
に
ゴ
ル
ツ
民
に
從
て
示
し
π
所
ゼ
右
に
示
す
所

ざ
を
併
せ
見
た
る
上
で
、
取
捨
す
れ
ば
、
先

づ
以
て
小
作
契

論

叢

小
作
制
ε
卵
作
法
(四
)

第
十
四
巻

(第
四
號

六
七
)

六
五
九



甲

F

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
〔四
)

粥
十
四
巻

(第
四
號

六
八
)

六
六
〇

約

の
魯

容

ざ
な
る
.べ
き
重
要
な

る
諸
黙

は
殆

ん
ぜ
鑑

さ
ゐ
」
ほ

こ
、
両
者

は
詳
細
な

る
も

の
ぜ
見

る
こ
ビ
が
拙

来

る
が
、
然

し
之
を
事

項
の
性
質

に
依
て
秀
類
す
れ

ば
、

幽
小
作
契
約

の
内
容

ξ
し
て

は
、

(
一
)
小
作

の
期
間

に
關
す

る
事
項

ご
(
二
)小
作
料

に
關
す

る
事
項

ε
(
「二
)小
作

人
及

び
小
作
擢

煮

の
権

利
義
務

に
關
す

る
事
項

ε
が
「
其

の

本

幹
を
駕
す

も

の
ピ
謂

ふ
こ
ε
が
出
家

る
。
仍

て
以
下
少

し
く
此
等

に
就

い
て
、
詳

か
に
研
究

し
て
見
た

い
ε
思

ふ
」

'

ロ

小

作

期

.

小
作
契
約

の
性
質
よ
り
之
を
見
、
小
作
契
約
の
内
容
に
就

い
て
孜
ふ
る
に
當

っ
て
、
先
づ
甚
だ
重
要
な
る
こ
ご

は
小
作
の
期
間
之
れ
で
あ
る
。

前

に

一
言
之
を
明
か
に
し
た
通
り
、
小
作
關
係
に
於
て
、
地
主
に
取

っ
て
最
も
重
要
な

る
事
柄
は
、
小
作
期
間

・
を
通
じ
て
、
貸
與

さ
れ
把
る
其
の
所
有
地
の
代
償

ご
し
て
支
彿
は
る
玉
小
作
料
が
、
其
の
額
に
於
て
も
其
の
支
彿

の
時
期
に
於
て
も
、
間
違
な
く
契
約
通
り
に
支
彿
は
れ
る
ご
い
ふ
こ
`
》
、
今

一
っ
は
其
の
土
地

の
性
状
特

に
そ

の
生
産
力
が
、
小
作
期
間
を
通
じ
て
完
全
に
維
持
せ
ら
れ
v
希
く
は
そ
の
改
善
増
進

の
行

は
れ
ん
こ
一し
之
で
あ
る
。

然
る
に
他
方
小
作
人
の
最
重

要
な
b
ε
穿

る
所

の
も
の
は
、
小
作
期
間
内

に
於
て
、
其
の
小
作
地
よ
り
し
て
鵬

來
得
る
根
b
多
大
の
牧
盆
を
擧
げ
る
ε
い
ふ
こ
ご
之
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
両
常
事
者

の
利
害
は
、
小
池
契
約

の

定
め
や
う
ε
、
叉
小
作
人
の
脛
掛
者

通
し
て
の
性
質
技
能

の
如
何
ご
に
依
っ
て
は
吊
能
く

一
致
せ
し
む
る
を
得
、



少

く
ε
も
多

く
槁

矛
盾

せ
し
む

る
な
き
を
得

る
け

れ
ざ

も
、
同
様

に
又
そ

の
小
作
契

約

の
定

め
や
う

ε
、
小
作
人

の
性

能
如

何
に
依

っ
て
は
、
相

反
観
す

る

こ
一㌃
」
な
ら

ざ
る
を
得

な

い
。

今

小
作
契
約

上

に
於

て
地

主

の
利
害

ご
小
作
人

の
利

害

ご
が
、
果

し
て
好

く

一
致
す

る
を
得

る
や
、
將
叉
相
反

せ
ざ

る
を
得

ざ

o
や

ξ

い
ふ
問
題

ガ
、
貴

地

に
決
定

せ
ら

れ
る

に
當

っ
て
は
、
實

に
小
作

の
期
間

の
長
短

こ

い
ふ

こ
ε
は
、
重
大
な

る
關

係
を

有
せ
ざ

る
を
得

な

い
の
で

あ

る
。

即

ち
小
作
が
長
期

の
契
約

の
下

に
行
は

る
、
場

合

に
於

て
は
、
小
作

人
は
其

の

小
作
地

に
射

し
て
改
良

を
加

へ

そ
の
生
雇
力
を
培

養
す

れ
ば
、
そ
れ
が
爲

め
に
生
す

る

生
産
上

の
利
益

は
、
自

己

の
所
得

ε
な

る
留
知

る
が
故

に
、

其

の
羅
替

着
ご
し
て
の
権

利
か
十

分

に
法
.律
的

に
文
事

實
的

に
保

障

せ
ら

れ
て
め

る
.限
り
、
土
地

に
謝

し

て
改
頁

を
加

へ
、

そ
の
生
産
力

を
維

持

し
天
壇
…進

せ
し
む

る
こ

ご
に
意
を
注

ぎ
力

を
鑑
す

べ
き

は
當
然

で
あ

る
。
然

る
に

小
作

が
短
き
期
間

に
謝

し
て
契
約

せ
ら
れ

π
る
場
合

に

は
、
小
作

人

は
、
土
地

を
愛
惜

し
て
之

が
改

良
を
駕

し
て

見

た
所

が
、
叉
其

の
生
産
力

の
永
久
的
維

持
涵

養

の
こ

ご
を

考

へ
て
そ
れ

に
必
要

な
勢

資
を
費

し
て
見
た
所

が
、

爲

め
に
生
す

る
生
産
上

の
利
益

は
、
契
約
期
間

終
了
後

に
於

て
多

く
表
・は
れ
来
り

、
た

ゴ
地

主

の
利
得

を
推
す

の

み
で

小
作

人
自

ら
の

利
得

ε

は
な
b

得

な
い
こ
ご
を
知

る
が
故

に
、

た

ゴ
其

の
小
作
契
約

の
繊

鞭
期

間

内

に
於

て
、
出
來
得

る
限
ゆ
土
地
を
掠

奪
的

に
使
用

し
、
成

る

べ
く
少
き
犠
牲

を
以

て
、吸

ひ
取
れ

る
だ
け
の
利

益
を
吸
ひ

取

ら

ん
.鳩」
す

る
も

の
で
あ
る
。
斯

て

て
長
期

の
小
作

弔
在

っ
て
は
、
地
主

の
利
益

ざ
す

る
所

置
小
作

人
の
利
益

ご

論

叢

小
作
制
ご
小
作
法
(四
)
.

第
十
四
巻

(第
四
號

六
九
)

大
六
一

卜

■



論

叢
.

小
作
制
ぐ」小
作
法
(四
)

第
十
四
巻

(第
四
號

七
〇
)

六
六
二

r

す

る
所

は
、

一
致
す

る
を
得

、少

く

ε
も
多
く
矛
盾

せ

ざ
る
を
得
る
け

れ
こ
も

、短
期

小
作

に
在

っ
て
は
、
両
者

は

大

い
に
矛
盾
す

る
こ
ε
＼
な

ら
ざ
る
を
得

な

い
。
加

之
短

期
小
作

に
在

っ
て

は
、
之
が
爲

め
に
肚
曾
狸
濟

一
般

の

利
益

も
傷
害

せ
ら

れ
、
土
地

荒
塵
土
腔
力
枯
渇

の
弊
を
招

き
易

い
次
第

で
み

る
。
之

れ
即

ち
由

来
短
期
小
作

が
甚

だ
有
害
な

る
も
の

,し
し
て
、

一
般

に
非
難

せ
ら
れ

π

る
所
以

で
あ

っ
て
、
法
律

上

に
於
て
も

、
小
作

契
約

に
閲
す

る
期
間

を
制

限
す

る
必
要
を
認

め
、
適

監
な

る
小
作
契
約

最
低
期
間

を
定

め
な
け

れ
ば
な
ら

戯
こ
す

る
見
解

が
行

、

は
れ
る
次
第

で
あ
る
Q

然
る
に
又
あ
ま
め

に
小
作
契
約
期
間
が
長
き
に
失
し
て
も
、
そ
れ
が
爲
め
に
他
の
弊
害
の
生
じ
て
来
る
恐
れ
が

め
る
。
即
ち
土
地
生
産
の
状
況
や
、
一
般
農
業
経
済
の
状
態
や
が
、
向
⊥
繁
榮
す
る
状
態
に
あ
る
時
に
は
、
小
作
契

約
の
長
き
に
失
す

る
爲
め
に
小
作
料
そ
の
他
の
小
作
條
件
が
段
々
ε
憂
化
す

る
時
勢
に
適
合
せ
阻
こ
ε
」
な
b
、

地
主
が
其
間

に
於
て
不
利
益
を
被
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
こ
ε
N
な
る
り
そ
れ
に
又
諸
般
の
状

況
が
沈
衰
に
向

ふ
蒋
期

に
際
七
て
ぽ
。
小
作
人
は
堪
ゆ

べ
か
ら
ざ
る
苦
痛
を
嘗
め
る
こ
ご
、
な
る
を
免
れ
難

い
。

弦
に
於
て
か
、
小
作
期
間
は
技
術
上
や
経
管
上
の
諸
観
照
か
ら
之
を
見
て
、
あ
ま
り
長
か
ら
す
短
か
ら
す
、
所

謂
適
度
な
る
が
最
も
可
な
り
ご
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
て
そ
の
適
度
な
る
期
間
の
定
め
方

に
つ
い
て
は
叉

一

定
.の
標
濫
・が
な

い
。
昔
時
英
国
に
於
て
は
小
作
契
約
期
間
は
二
十

一
ケ
年
な
る
を
以
て
理
想
的
な
り
ε
し
て
居
た

が
、
.フ
オ
ソ
、
デ
ア
、
ゴ
〃
ツ
氏
の
如

き
は
、
前

に

一
言
し
た
や
う

に
、
十
二
年
以
下
な
る
は
短

か
き
に
過
℃
る



蜘

ε
し
て
居
る
。

惟

ふ
に
此

の
適
度
な
る
期
間
な
る
も
の
を
實
際
に
限
定
す
る
こ
ε
は
、
甚
だ
困
難
な
事
業
で
あ
ら
う
ウ
或
は
之

を
二
十
年
ε
し
、
或
は
十
五
年
こ
し
、
或
は
七
年
冠
す
る
ε
い
ふ
風
に
、
色

々
の
標
準
が
見
出

さ
れ

る
で
あ
ら
う

が
、
何
れ
も
嚴
格
に
此
の
標
準

で
な
け
れ
ば
な
ら
瀕
ぜ
い
ふ
こ
芭
は
出
来
難

い
。
た
雪
法
律
上
に
其
の
限
定
を
寫

す
必
要
あ
り
ε
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
よ
り
短
く
て
は
弊
害
の
生
す

る
こ
ε
の
普
通
な
る
べ
き
最
短
限
度
を
技
術
上

並
び
に
輕
鞍
上
よ
り
孜
査
し
て
、
圭
・適
し
て
慣
習
に
鑑
み
て
、
便
宜
的
限
定
を
駕
す

の
外

は
な

い
で
あ
ら
う
。
(
現

に
我
国

に
設
け
ら
れ
て
居

る
小
作
制
度
調
査
委
員
曾
に
幹
事
私
案

・し
し
て
提
出
さ
れ
た
小
作
法
案
な
り
ざ
し
て
世

に
傳

へ
ら
る
る
所
の
も

の
に
於
て
は
、
小
作
権
の
存
糟
期
間

は
當
初
十
五
年
以
下
π
る
を
得
す

ご
せ
ら
れ
、
後
天

七
年
以
上
ε
改
め
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
。
何
れ
に
も
年
限
そ
の
も
の
に
就

い
て
は
、
確
乎
た
る
理
論
上
の
根
撮
は

な

い
で
あ
ら
う
や
う
に
思

へ
る
が
、
鱗
り
短

き
小
作
期
間
の
弊
害
を
認

め
、
之
を
避
け
ん
が
爲
め
に
其
の
最
短
限

度
を
制
定
せ
ん
ε
す

る
こ
ε
に
は
、
+
分
な

る
論
糠
あ
る
を
認

め
な
く
て
は
な
ら
ε

。

、
我
国
現
行
民
法
は
、
賃
貸
借
の
存
糟
期
間

ば
原
則
ε
し
て
は
二
十
年
を
超
ゆ
る
こ
ε
を
得
す
、
若
し
之
よ
り
長

き
期
間
を
以
て
賃
貸
借
を
爲
し
把
る
窪
き
は
其

の
期
間
は
之
を
二
十
年
に
短
縮
す

ε
規
定
し
て
居

る
。
〔民
法
第
六

百
四
條
第

一
項
)
即
ち
我
が
民
法
は
其

の
最
短
期
間
に
關

し
て
は
何
等
の
制
限
を
設
け
す
、
た
ゴ
を
の
最
長
期
に

聞

し
て
之
を
限
定
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
之
れ
蓋
し
我
か
民
法
は
動
産
及
び
不
動
産

に
…封
ず
る
普
通
の
賃
貸
借
契

論

叢

小
作
制
ぜ
小
作
怯
(四
)

蛸
†
四
巻

(第
四
號

七
一
)

大
占八
三
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ダ

論

叢

小
作
削
ご
小
作
法
(四
)

第
十
四
巻

(第
四
號

七
二
)

六
六
四

約

ご
小
作
契
約
ε
を
匿
別
し
て
居
ら
楓
が
矯
め
に
、
二
十
年
よ
り
長
き
期
間
の
賃
貸
借
は
、
落
通
の
賃
貸
借
關
係

に
於
て
は
多
く
そ
の
必
要
な
き
の
み
な
ら
す
、
又
之
を
認
む
る
に
於
て
は
、
却

っ
て
そ
れ
が
嬬
め
に
貸
借
關
係
を

し
て
事
情
の
攣
化
に
適
合
す
る
を
得
ざ
ら
し
め
、
當
事
者
に
迷
惑
を
威
ぜ
し
む
る
に
至
る
べ
し
ご
考

へ
紀
か
ら
で

あ
ら
う
。
叉
土
地
の
小
作

に
於
て
若
し
二
十
年
以
上
の
期
間
を
必
要
ε
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
永
小
作
椹
の
設
定

に
依
て
、
.之
を
充
し
得
る
が
故
に
、
賃
貸
借
ε
し
て
は
殻
長
期
二
十
年
ご
限
定
す
る
も
不
可
な
し
`
い
ふ
理
由

か

鋤

ら
、
斯
く
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
師
ち
永
小
作
椹
に
在

っ
て
は
、
法
律
は
そ
の
存
綾
期
間
を
二
十
年
以
上

五
十
年
以
下
ε
す
蓬
定
め
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
(民
法
第

二
百
七
十
八
條
)

然
し
何
れ
に
し
て
も
,
我
が
民
法
の
規
宕
の
下
に
於
て
は
、
土
地
の
小
作
期
間
は
二
十
年
を
以
て
最
長
こ
す

る

か
、
さ
な
く
ば
永
小
作
ε
し
て
五
十
年
を
以
て
最
長
こ
す
る

か
、
そ
の
最
長
期
間
は
ξ
も

か
.く
限
定
せ
ら
れ
て
居

る
。
即
ち
最
短
期
間

に
關
す

る
限
定
は
な
く
て
、
最
長
期
間
に
閲
す
る
限
定
が
設
け
ら
れ
て
居
る
の
で
み
る
。
尤

も
此
の
限
定
は
、
賃
貸
借
の
期
間
を
更
新
ず
る
こ
ε
に
依
り

(民
法
第
六
百
四
條
第
二
項
)
叉
は
永
小
作
擢
の
設

定
を
更
新
す
る
こ
蓬
に
依

っ
て
r第
二
百
七
+
八
條
第
二
項
)更
に
之
を
最
長
限
度
期
間
迄
だ
け

(
印
ち
賃
貸
借
に

在

っ
て
は
二
十
年
以
内
永
小
作
権

に
在

っ
て
は
五
十
年
以
内
)
延
長
す

る
こ
ε
が
出
凍
る
か
ら
、
そ
の
更
新
さ

へ

行

へ
ば
、
幾
ら
永
く
で
も
、
期
間
を
延
長
す

る
こ
ご
が
出
家
る
わ
け
で
め
る
。
た

y
法
律
は
其
の
期
間
を
限
定
す

る
こ
ε
に
依
て
、
た
ε
へ
更
新
が
行
は
れ
る
に
し
て
も
、
蓬
間
に
生
す

べ
き
弊
害
を
避
け
得
る
こ
`
Σ
せ
ん
ε
し
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た
の
で
あ
る
。

要
ず
る
に
我
民
法
は
、
賃
貸
借
に
於
て
小
作
に
翻
す

る
特
別
の
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
爲
め
に
、
そ
の
契
約
存

綾
期
間
が
短
か
き
に
過
ぐ

る
こ
ご
よ
り
生
す
る
弊
{舌
に
罰
し
て
は
、
何
等
の
顧
慮
を
彿
ふ
こ
ご
な
く
、
た
ゴ
長
き

に
遇
ぐ
る
こ
ご
よ
b
生
ず
る
弊
害

に
糊

し
て
の
み
顧
慮
す
る
所
が
あ

っ
た
次
第
で
あ
る
。

凋
逸
民
法

に
在

っ
て
も
亦
や
は
り
我
民
法
同
様

に
、
賃
貸
借
の
期
間
に
關
し
て
は
、
最
短
限
定
を
爲
さ
す
、
そ

の
最
長
限
度
を
の
み
定
め
、
三
†
傘
以
上
の
.期
間
を
以
て
賃
貸
借
契
約

を
結
び
陀
る
ご
き
は
、
各
當
事
者
は
三
†

年
後
に
は
法
定
告
知
期
間
を
保
ち
て
そ
の
賃
貸
借
契
約
の
解
除
告
知
を
爲
す
を
得

る
も
の
こ
し
、
契
約
が
貸
主
叉

は
借
本
の
終
生

に
射
し
て
之
を
期
間
こ

し
.て
結
ば
恥
た
る
ご
き
は
、
解
除
告
知
を
寫
す
を
得
ざ
る
も
の
ご
せ
ら
れ

て
居
る
。
(
第
五
百
⊥
ハ
十
七
條
)
然

し
費
貸
借
期
間

の
経
過
後
衛
ほ
物
の
使
用

が
借
主
.に
依
て
縫
綾
せ
ら
る
、
場
合

へ
　

に

は
、
貸

王
叉

は
僧

正
が
相
手

万

に
謝

し
て

二
週
間

内

に
反

封
の
意
思
を
表

示
せ
な

い
限

り
、
そ

の
賃
貸

憎
契
約

は
期
間

を
定

め
す

し
て
更

新
せ
ら

れ
た

る
も

の
ε
看
做

す

こ
ε

ン
な

っ
て
居

る
。

(第

五
百
⊥
ハ
十
八
條

〕

濁
違

法

に
於
け

る
此

の
賃
貸

借

に

關
す

る
規
定

は
、

小
作
契
約

に
も
適
用
せ
ら

る

べ
き
で
あ

る
が
、
小
作
契

約

に
關

し
て
は

一
般
的

に
解
約
告

知

に
就

い
て
、
特

別

の
制

限
が
設

け
ら
れ

て
あ

る
。
即

ち
普
通

の
財

の
賃

貸
借

は
だ

図
そ

の
使
用

を
目
的

ご
し
、
そ

の
使

用
は
年

叩
時

期

に
定

め
な

く
行

は
れ
得

る
も
の
淀

る
に
反

し
て
、
小
作

契
約

に
於

け

る
集
貨

の
享

受
は
、
特

に
そ
が
農
耕

に
於
て

せ
ら

る

＼
場
合

に
は
、
年
中

の
或

る
時
期

に
限
り
行

は

論

叢

小
作
制
ミ
小
作
法
(四
)

第
十
西
窓

(甜
四
就

七
三
)
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論

叢

小
作
制
ご
小
作
法
(四
)
.
.

第
十
酉
巻

(第
四
號

七
四
)

六
六
六

る

＼
も

の
で
あ

る
か
ら
、
冷
小
作
契
約

に
於

て
そ
の
小
作
期
間

が
約
定

せ
ら

れ
て
な

い
場

合

に
は
、

そ

の
解

約
告

知

は
、
た

ゴ

一
小
作
年

の
終

り
に
勤
し

て
の
み
行

は

れ
得

べ
く
、
然

か
も

そ
の
時
期

の
到
来
す

る
牟
年
前

の
第

}

の
週

日
に
於

て
蓮
告

さ
る

べ
き
も

の
こ
せ
ら
れ

て
め

る
。
(
第
五
百
九
十

五
條

)
さ
れ
ば
事
實

に
於

て
は
、
小
作
契

約
ば
最
短

一
年
間

は
縫
縮

せ
ざ

る
を
得

ざ
る
わ
け
で

,
叉
そ

の
解
約
告

知
期
間

は
牢

ケ
年

で
あ

る
。

そ
し
て
右

に

皿
小
作
年

月
9
9
膏

ぼ
)
ε
梢
す

る
の
は
、
何
時

で
も
小
作
契

約
が
効

力
を

生
じ
た

乃
日

よ
り
計
算

し

て

一
ヶ
年
を
指
す

の
で
め

つ
て
、
暦

年

の
年
始
年

末

に
關
係
な
く
、
叉

一
経
済
年

度
こ

い
ふ
や
う
な

も
の

に
も

關
難

い
。
・
れ
篇

へ
ば
五
月
二
+

百

t
契
約
が
有
効
に
行
は
れ
初
め
π
ら
、
翠

五
月
二
+
日
迄
が

一
小

作
年
を
形
叢
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
解
約
告
知
は
、
若
し
契
約
が
大
正
十

】
年
五
月

一
日
掛
ら
有
効

`
な

っ
た
ε
し
て
、
大
正
十
二
年
の
四
月
三
十
日
に
謝
し
て
之
の
解
約
を
行
は
ん
`
す
る
場
合
に
は
、
大
正
十

】
年
十

一
月

一
日
(
若
し
其
日
が
日
曜
日
な
ら
ば
其
の
翌
日
)
に
通
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
蹟
わ
け
な
の
で
あ
る
。
若

し
此

の
告
知
が
規
定
通
b
行
は
れ
な
か

っ
た
な
ら
、
小
作
契
約
は
更

に

　
年
間
織
綾
し
、
第
二
年
目
の
終
b
に
謝
し
て
で

な
け
れ
ば
、
解
約
告

知
は
行
は
れ
得
な

い
の
で
あ
る
。
然

し
契
約
存
綾
期
間
が
約
定
せ
ら
れ
た
る
場
合

に
は
、
解

幻

約
告
知
な
(
し
て
、
契
約
は
期
間
の
末
日
に
於
て
終
了
す

る
は
盲
を
侯
た
漁
。

右
の
如
く
我
が
民
法
や
凋
逸
銭
渋
に
は
、
小
作
契
約

の
存
続
期
間
に
っ
き
、
そ
の
最
短
限
度
を
、
農
業
脛
濟

一

般
の
利
害
よ
り
見
て
正
賞

に
要
求
せ
ら
る
』
所
を
顧
慮
し
て
限
定
す
る
こ
ご
を
せ
な
か
っ
た
の
で
め
る
が
、
小
作
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制
度
そ
の
も
の
、
経
済
的
利
害

よ
り
之
を
い

へ
ば
、
小
作
期
間

の
長
過
ぎ
る
よ
り
生
す

る
弊
害
は
、
そ
の
期
間
の

短
か
過
ぎ
る
よ
り
生
す
る
弊
害

に
比
し
て
小
な
る
を
謂
ひ
得

べ
く
、
先

に
述

べ
た
や
う
に
、
あ
ま
り
に
短
期
な
る

小
作
よ
り
生
す

る
経
濟
上
の
弊
害
は
、
地
主

に
取

っ
て
も
、
肚
會
経
済

一
般
に
取
っ
て
も
、
甚
だ
多
大
な
る
次
第

で
、
決
局
は
又
小
作
人
に
取

っ
て
も
、
不
利
益
把
る
を
免
れ
難

い
も
の
で
あ

っ
て
、
古
く
か
ら

そ
の
弊
害
は
學
者

や
経
管
家
の
之
を
暗
唱
す
る
所
な
の
だ
か
ら
、
小
作
法
に
於
て
は
、
そ
の
最
短
期
間
の
限
定
を
織
す

ご
い
ふ
こ
ご

は
、
必
要
に
し
て
且
つ
監
を
得
た
所
ε
謂
は
ね
ば
な
ら

隠
。

一
般
的
に
小
作
制
の
塵
止
を
行

へ
ば
別
個
題
だ
が
、

筍
も
そ
の
制
度
の
存
続
す

る
限
り
、
之
に
謝
す
る
法
規
は
、
経
済
的
に
見
π
る
實
際

の
利
害
を
顧
慮
す
る
所
が
な

く
て
は
な
ら

鳳
。
我
國
に
於
て
若
し
小
作
注
が
特
別
に
制
定
せ
ら
る
》
も
の
な
ら
ば
、
此
の
小
作
期
間

の
限
定
に

關
す
る
條
項
は
之
を
鉄
が
な
い
や
う
に
し
た

い
も
の
で
あ

る
。閥

伺
ほ
小
作
期
間
の
短
か
き
に
過
ぐ

る
を
防
ぐ
こ
ε
の
必
要
に
關
嚇

し
て
致

へ
ら

る
べ
き
黙
は
、
小
作
人
が
小
作

繊
細
中

に
小
作
地
に
施
し
陀
る
改
頁

に
謝
す

る
賠
償
を
十
分
に
す

べ
き
こ
ご
之
で
み
る
。
即
ち
法
律
は
小
作
人
の

権
利
`
し
て
、
此
の
改
良

軋
封
ず
る
賠
償
請
求
纏
を
明
確
精
密
に
規
定
す

べ
き
で
あ

っ
て
、
之
を
爲
す
こ
ε
英
吉

利
の
小
作
法
に
於
け
る
が
如
く
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
蓋

し
小
作
人
に
謝
し
て
そ
の
.小
作
中
に
爲
し
た
る
土
地
改

良
が
十
分
に
賠
償
せ
ら
れ
る
こ
ご
、
な
る
に
於

て
は
、
小

伶
人
は
だ
ε

へ
そ
の
小
作
契
約
の
存
腰
期
間
が
短
き
親

朋

π
る
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
進
む
で
改
頁
を
爲
す
意
思
を
持
ち
得

る
こ
ご
》
な
り
、
熱
し
て
他
人

に
其
の
果
.

論

叢

小
作
制
ご
小
作
越
(四
)

錦
+
四
巻

(第
四
號

七
五
)

六
六
七

■



論

叢

小
作
制
ξ
小
作
法
(四
)

篤
十
四
巻

(第
四
號

七
六
〉

六
六
八

賢

を
拾

得
せ
ら

る

㌧
こ
ご
.も
な
く

、
又
自
己

の
犠
牲

を

以

て
地

主

の
腹

を
肥
や
す

こ

ξ
Σ
な

る
恐

も
な

ぐ
、

よ

く

自
己

の
利

益
の
覚

め
に
叡
、
小
作
地

に
判
ず

る
改
頁

を
進

む

で
叉
安
神

し
て
行

ふ
を
得

る
こ
ご

Σ
な

る

か
ら

で

あ

る
。
斯
一
て
短
期
小
作
に
伴
ふ
経
済
上
の
弊
害
も
大
い
に
穫
和
ぜ
ら
る
Σ
を
得
、
土
地
雀

力
の
維
持
培
奮

い

ふ
、

大

い
な

る
肚
會

目
的

が
、
小
作
制

の
下

に
於

て
も

、
か

な
り
好
く
行

は
れ
得

る

こ
ε
、
な

る
。

何

れ

に
し

て
も
比
熱

は
法
制
上
最

も
注

意
す

べ
き
所

で
、

然

か
も
そ
れ

は
、

小
作
期
間

の
限

定

ご
い
ふ
問
題

・し
、

密
接

な
る
關
係
を
有
す
る
も
の
た
る
セ
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

一

併
し
此
黙
は
小
作
人
の
権
利
ヒ
關
す

る
問
題
こ

し

て
、

後

に
そ
の
場
所

に
於

て
詳
論
ず

る
こ
ご

ン
せ
う
。

(未

完
)


