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一

ロ
ー
テ
ン
プ
ル
グ
の

中
世
犯
罪
博
物
館

ド
イ
ツ
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
に

ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
グ
と
い
う
町
が

あ
り
ま
す。

フ
ュ
ッ
セ
ン
か
ら

ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
を
経
て
ヴ
ュ

ル
ツ
ブ
ル
グ
に
到
る
ロ
ー
マ
街

道
の
途
中
に
あ
っ
て、

周
り
を

城
壁
で
囲
ま
れ
た
中
世
の
町
並

み
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
別

天
地
で
す。

定
刻
に
な
る
と
等
身
大
の
人

形
の
市
長
が
ワ
イ
ン
ジ
ョ
ッ
キ
ー

を
片
手
に
窓
か
ら
現
れ
る
市
庁

舎
か
ら
石
畳
の
道
を
北
へ

少
し

行
く
と、

中
世
犯
罪
博
物
館
が

あ
り
ま
す。
一

四
世
紀
の
修
道

院
の
建
物
を
利
用
し
た
地
下
一

階、

地
上
三
階
の
フ
ロ
ア
に
は、

首
切
り
の
斧
と
か
各
種
の
拷
問

道
具
と
か
罪
人
を
晒
す
た
め
の

首
枷
の
つ
い
た
台
と
か
古
い
文

献
な
ど
が
所
狭
し
と
展
示
さ
れ

て
い
ま
す。

説
明
文
に
よ
れ
ば、

そ
の
多
く
が
魔
女
裁
判
に
使
わ

れ
た
よ
う
で
す。

中
で
も、

魔

女
狩
り
の
た
め
の
長
い
竿
の
先

に
針
金
の
輪
を
付
け
た
道
具
や、

鉄
の
乙
女
（
内
部
の
両
面
に
鉄

の
針
が
沢
山
植
え
込
ま
れ
た
乙

女
を
形
取
っ
た
木
製
の
箱
で
、

こ
の
中
に
罪
人
を
入
れ
て
蓋
を

閉
め
る）

は、

も
っ

ぱ
ら
魔
女

裁
判
の
た
め
の
道
具
だ
と
の
こ

と
で
し
た。

魔
女
狩
り
の
横
行
一

魔
女
狩
り
は、
一

五
世
紀
か

ら
一

八
世
紀
に
か
け
て、

ド
イ

ツ
、

フ
ラ
ン
ス
、

イ
ン
グ
ラ
ン

ド、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
な
ど
ョ
ー

ロ
ッ
パ

各
地
で
行
わ
れ
ま
し
た。

魔

女

裁

判

元

和

夫

も
っ
と
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の

は、
一

六
世
紀
末
か
ら
一

七
世

紀
末
ま
で
の
一

0
0
年
間
で
、

魔
女
裁
判
の
結
果、

火
灸
り
の

刑
で
殺
さ
れ
た
人
数
は、

約
一

0
万
人
と
い
わ
れ
ま
す。

そ
の

大
部
分
は
も
ら
ろ
ん
女
性
で
し

た
が、
「
魔
男
」

も
一

割
く
ら

い
は
い
た
そ
う
で
す。

魔
女
か
ど
う
か
を
決
め
る
の

は、

魔
女
標
識
に
よ
り
ま
す。

一

五
世
紀
に
ス
コ
ラ
学
者
に
よ
っ

て
集
大
成
さ
れ
た
「
魔
女
を
打

つ
槌
」

と
い
う
書
物
が
魔
女
標

識
を
列
挙
し、

以
後、

こ
れ
が

魔
女
裁
判
の
手
引
書
に
な
り
ま

し
た。人

と
変
わ
っ
た
言
動
と
か
体

型
と
か
容
貌
は、

す
べ
て
魔
女

の
標
識
と
さ
れ
ま
し
た。

ヴ
ュ

ル
ツ
ブ
ル
グ
に
残
さ
れ
て
い
る

魔
女
の
処
刑
記
録
に
よ
る
と
、

村
で
最
も
太
っ
て
い
る
女、

ヴ
ュ

ル
ツ
ブ
ル
グ
で
も
っ
と
も
美
し

い
少
女、

各
国
語
に
通
じ
優
れ

た
音
楽
家
の
学
生、

盲
目
の
少

女‘
-

0
歳
の
少
女
と
そ
の
妹、

そ
の
母
親
な
ど
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す。

裁
判
の
方
法
一

魔
女
の
嫌
疑
を
掛
け
ら
れ
る

と、

裁
判
官
か
ら
自
分
が
魔
女

で
あ
る
こ
と
を
自
白
す
る
よ
う

迫
ら
れ
ま
す。

自
白
し
な
い
の

は、

悪
魔
が
そ
う
さ
せ
る
か
ら

だ
と
い
う
の
で、

自
白
さ
せ
る

た
め
に
拷
問
を
行
う
こ
と
が
正

当
化
さ
れ
ま
し
た。

過
酷
な
拷

問
に
耐
え
兼
ね
て、

多
く
の
女

性
は、

自
分
が
魔
女
で
あ
る
こ

と
を
告
白
し、

悪
魔
の
宴
会
に

出
席
し
た
と
か
悪
魔
と
交
わ
っ

た
な
ど
の
物
語
を
事
細
か
に
喋
っ

た
と
の
こ
と
で
す。

自
白
す
れ
ば、

も
ち
ろ
ん
火

灸
り
に
処
せ
ら
れ
ま
す。

と
も

か
く、
一

旦、

魔
女
と
疑
わ
れ

た
ら
最
後、

逃
れ
る
す
べ
が
な

か
っ
た
よ
う
で
す。

た
だ、

後

に
は、

別
の
判
定
方
法
も
採
用

さ
れ
ま
し
た。

例
え
ば、

被
疑

者
を
水
の
中
に
投
げ
込
ん
で
、

浮
け
ば
有
罪、

沈
め
ば
無
罪
と

か、

針
を
体
に
剌
し
て、

血
が

出
な
け
れ
ば
有
罪、

出
れ
ば
無

罪
（
恐
怖
の
た
め
顔
面
蒼
白
と

な
る
の
は
血
液
の
循
環
不
全
だ

か
ら
血
が
出
な
い
？
）

な
ど
で

す。
魔
女
裁
判
に
関
わ
る
の
は、

裁
判
官、

拷
問
吏、

刑
執
行
役

人
な
ど
で
、

彼
ら
は、

裁
判
の

度
に
報
酬
を
も
ら
い
、

そ
の
妻

達
は
豪
華
な
衣
服
を
き
て
贅
沢

な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
と
の
こ

と
で
す。

彼
ら
は
仕
事
の
永
続

を
狙
っ
て、

魔
女
の
被
疑
者
に

対
し、

他
の
魔
女
を
告
発
す
れ

ば
助
け
て
や
る
と
言
っ
て、

魔

女
を
拡
大
生
産
し
ま
し
た。

魔
女
裁
判
の
教
訓
一

魔
女
裁
判
を
昔
の
異
国
の
特

殊
な
気
違
い
じ
み
た
出
来
事
と

見
な
す
の
は
正
し
く
あ
り
ま
せ

ん。

同
じ
よ
う
な
狂
気
は、
パ
ー

ル
ハ
ー
バ
ー
に
も
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
に
も
ベ
ト
ナ
ム
に
も、

近
く

は
ペ
ル
シ
ャ
ン
ガ
ル
フ
に
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

身
近
か
な
子
供
の
い
じ
め
に
も

狂
気
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
思
い
ま
す。

制
度
を
作
る
と

き
に
は、

人
間
が
狂
気
を
秘
め

た
動
物
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

た
次
第
で
す。
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で
活
性
化

「
高
層
ビ
ル
」

す
る
か

京
都
ホ
テ
ル
や
J
R
京
都
駅

ビ
ル
の
高
層
化
の
問
題
で、

い

ま
京
都
は
大
き
な
景
観
論
争
が

巻
き
起
こ
っ

て
い
ま
す。

そ
し

て、

こ
れ
に
関
連
し
て、

京
都

の
経
済
を
刺
激
し、

活
性
化
を

図
る
た
め
に
は、

京
都
に
も
思

い
切
っ

た
高
層
ビ
ル
を
建
て
る

必
要
が
あ
る
と
の
意
見
が
よ
く

出
さ
れ
ま
す。

し
か
し、

ビ
ル
の
高
層
化
が

直
ち
に
京
都
の
活
性
化
に
結
び

つ
く
か
ど
う
か
に
は、

大
き
な

疑
問
が
あ
り
ま
す。

「
個
別
化
」

の
時
代
と
京
都

全
国
心
町
並
み
や
都
市
づ
く

り
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ

て、

今、

ど
こ
へ

行
っ

て
も
同
じ
町
と
い

京
都
の

う
画
一

化
の
限
界
が
強
調
さ
れ、

町
の
個
性
を
ど
う
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
く
の
か
と
い
う
「
個
別
化」

の
時
代
に
入
っ

て
い
ま
す。

京
都
の
町
の
個
性
は、

歴
史

と
自
然
の
み
ご
と
な
調
和
に
あ

り、

ま
た、

木
と
紙
の
文
化
に

特
性
が
あ
り、

そ
の
経
済
構
造

は、

一

極
集
中
で
は
な
く
多
極

分
散
型
の
性
格
を
持
っ

て
い
ま

す。
こ
の
よ
う
な
京
都
に
、

東
京

や
大
阪
で
は
全
く
珍
し
く
な
い

高
層
ビ
ル
を
作
り、

こ
れ
を
核

と
し
て
集
客
能
力
の
向
上
を
図

ろ
う
と
し
て
も、

そ
の
効
果
に

は
疑
問
が
あ
り
ま
す。

求
め
ら
れ
る
「
三
つ
の
戦
略
」

も
ち
ろ
ん、

京
都
が
歴
史
都

市
と
し
て、

そ
の
個
性
を
生
か

尾

藤

廣

「
活
性
化
」

喜

を
考
え
る

し
て
い
く
た
め
に
は
、

た
だ
、

現
状
維
持
を
図
れ
ば
よ
い
と
か、

凍
結
的
保
存
の
み
に
終
始
し
て

い
て
は
不
十
分
で
す。

都
市
経

営
の
観
点
か
ら
の
京
都
ら
し
い

積
極
的
な
戦
略
が
必
要
で
す。

第
一

に
は、

「

生
活
者
の
た

め
の
戦
略」

で
す。

経
済
の
活

性
化
は、

ま
ず、

そ
こ
に
住
む

住
民
の
利
益
と
し
て
還
元
が
な

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
す。

そ
の
た
め
に
は、

西
陣、

室
町

を
は
じ
め
と
す
る
地
場
産
業
の

積
極
的
振
興
と
町
づ
く
り
の
結

合
策
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
す。

例
え
ば、

室
町
の
問
屋
街
を
雑

然
た
る
ビ
ル
の
町
か
ら、

一

階

を
紅
殻
格
子
を
活
用
し
た
和
風

の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
の
町
並

み
に
統一

し、

パ

リ
の
サ
ン
ト
・

ノ
ー
レ
の
よ
う
な
歴
史
と
商
業

機
能
の
共
存
す
る
町
並
み
に
統

一

す
る。

西
陣
に
つ
い
て
は
、

西
陣
織
会
館
等
を
中
心
に
、

西

陣
織
や
京
町
屋
の
良
さ
が
体
験

で
き
る
ゾ
ー
ン
と
し
て
再
生
し、

西
陣
織
の
用
途
を
広
げ、

技
術

と
芸
術
性
を
深
め
る
な
ど、

新

展
開
し
て
い
く
た
め
の
集
中
的

な
投
資
を
行
う
な
ど。

ま
た、

市
街
地
で
の
住
民
の

定
住
を
図
る
た
め
、

中
層
の
新

し
い
京
町
屋
の
モ
デ
ル
づ
く
り

も
必
要
で
す。

第
二
に
は、

「

緑
の

戦
略
」

で
す。

東
山、

北
山、

西
山
の

三
山
の
緑
と
こ
れ
に
調
和
し
た

社
寺
仏
閣、

鴨
川
の
流
れ
に
、

多
く
の
人
々
が
京
都
の
魅
力
を

感
じ
て
い
る
こ
と
は
異
論
の
な

い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う。

こ
の
緑

の
魅
力
を
三
山
の
み
で
は
な
く、

中
心
部
へ
と
面
的
に
広
げ
て
い

く
戦
略
が
必
要
で
す。

そ
の
た

め
に
は、

風
致
地
区、

美
観
地

区
の
拡
大
強
化
や
緑
地
率
の
引

上
げ
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す。

第
三
に
は、
「
文
化
の
戦
略」

で
す。

京
都
に
は、

京
都
に
だ

け
し
か
な
い
、

雅
び、

わ
び
、

さ
び
の
文
化
と
歴
史
の
蓄
積
が

あ
り
ま
す。

食
文
化、

着
物
な

ど
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の

文
化、

音
楽
文
化、

文
学
か
ら
芸
能
に

至
る
ま
で
多
種
多
様
の
個
性
の

あ
る
文
化
と
歴
史
的
遺
産
が
あ

り
ま
す。

ま
た
こ
れ
を
生
か
せ

る
自
然
の
ス
テ
ー
ジ
や
ス
ペ
ー

ス
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す。

家

元
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す。

こ
れ
ら
の
独
特
の
味
わ
い
深
い

文
化
を
中
心
に
す
え
て、

新
装

南
座
の
に
ぎ
わ
い
や
社
寺
で
の

ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど

を
参
考
に
、

東
京
や
大
阪
で
は

決
し
て
ま
ね
の
で
き
な
い
ハ

イ

タ
ッ
チ
な
企
画
や
ス
ペ
ー
ス
の

開
拓
に
努
力
す
べ
き
で
し
ょ
う。

深
み
の
あ
る
「
活
性
化」

を

私
は、

数
年
前
に
来
日
し
た

イ
ギ
リ
ス
の
女
性
造
園
家
に
、

京
都
の
庭
で
一

番
気
に
い
っ

た

所
は
ど
こ
か
と
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す。

彼
女
は、

祇
王
寺

の
庭
だ
と
答
え
ま
し
た。

そ
の

理
由
は、

こ
の
庭
が
桜
が
咲
い

て
い
る
の
を
た
だ
見
る
の
で
は

な
く、

苔
に
散
っ

た
桜
の
花
び

ら
を
味
わ
う
と
い
う
発
想
の
斬

新
さ
に
驚
い
た
と
い
う
の
で
す。

こ
の
よ
う
に
文
化
を
深
い
所

で
表
現
で
き
る
京
都
に
は、

そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
活
性
化
の
道

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

、
A

0

力
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東
方
の
商
人
の
話

＊

世
界
の
東
の
果
て
に
小
さ
な

国
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
の
商

人
は
世
界
中
を
旅
し
て
商
売
を

し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
東
方
の

商
人
が、

菩
提
樹
の
木
陰
で
他

国
の
商
人
と
休
憩
を
と
り
な
が

ら
雑
談
を
し
て
い
ま
し
た。

そ
の

う
ち
話
題
が
国
の
裁
判
の
話
に

な
り、

東
方
の
商
人
は
自
分
の

国
の
裁
判
の
話
を
始
め
ま
し
た。

「
私
の

国
の
王
様
は
裁
判
所

が
自
分
の
気
に
入
っ

た
よ
う
な

判
決
を
す
る
よ
う
に
す
る
に
は

ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
い
う
こ

と
に
考
え
を
め
ぐ
ら
し、

つ
い

に
あ
る
方
法
を
考
え
た
の
で
す。

そ
れ
は、

裁
判
官
に
階
級
を

つ
く
り、

裁
判
官
が
こ
の
階
級

を
昇
進
す
る
よ
う
に
し
た
こ
と

で
す。

ま
た、

三
年
毎
に
裁
判

遠
い
国
の

物
語

官
が
各
地
を
転
勤
す
る
よ
う
に

も
し
ま
し
た
。

こ
の
出
世
と
転

勤
を
決
め
る
の
は、

最
高
裁
判

所
な
の
で
す
が、

そ
の
裁
判
官

は
王
様
自
身
が
任
命
す
る
の
で

す。

で
す
か
ら、

王
様
の
意
に

沿
わ
な
い
判
決
を
す
る
裁
判
官

は
昇
進
を
遅
ら
せ
た
り、

僻
地

ば
か
り
を
転
勤
さ
せ
た
り
す
る

こ
と
で、

王
様
に
従
う
よ
う
に

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す。

そ
の
上、

裁
判
官
の
数
を
少

な
く
し
て、

自
分
の
管
理
が
行

き
届
く
よ
う
に
し
て、

裁
判
官

を
馬
車
馬
の
よ
う
に

働
か
せ
、

余
計
な
こ
と
を
考
え
さ
ず、

王

様
の
い
う
ま
ま
に
事
件
の
処
理

ば
か
り
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た。

毎
月
一

回、

裁
判
所
に
各
裁
判

官
が
ど
れ
だ
け
事
件
を
処
理
し

た
の
か
が
わ
か
る
表
を
回
覧
さ

せ
て、

競
争
を
煽
る
よ
う
に
も

山

崎

浩

し
ま
し
た
。

そ
し
て、

重
要
な

事
件
に
つ
い
て
は、

そ
れ
を
担

当
す
る
裁
判
官
を
招
集
し
て
会

議
を
開
き、

最
高
裁
判
所
が
こ

の
問
題
の
正
解
は
こ
れ
で
す
と

い
う
解
答
を
示
す
の
で
す。

勿

論
表
向
き
は
裁
判
官
の
自
主
研

究
と
な
っ

て
い
ま
す
が
ね
。

こ
の
制
度
が
始
ま
っ

て
か
ら

は、

良
心
的
な
裁
判
官
は、

昇

進
が
遅
れ
た
り、

田
舎
ば
か
り

に
転
勤
さ
れ
る
も
ん
だ
か
ら
、

妻
や
子
供
の
こ
と
を
思
っ

て
し

か
た
な
く
王
様
に
有
利
な
判
決

を
す
る
よ
う
に
な
り、

事
件
の

処
理
ば
か
り
に
追
わ
れ、

裁
判

の
意
味
と
か、

良
い
裁
判
官
と

は
ど
の
よ
う
な
裁
判
官
か
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
間
が

な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て、

最
も
恐
ろ
し
い
こ

と
は、

最
初
は
王
様
の
制
度
に

反
対
し
た
裁
判
官
も、

し
だ
い

に、

そ
れ
が
当
た
り
前
だ
と
思

う
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
す
。

．

．

．

 

ひ
ら
め
裁
判
官
と
い
っ

て
上
ば

か
り
を
気
に
し
て
い
る
裁
判
官

が
裁
判
所
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果、

無

実
の
人
が
有
罪
と
さ
れ
た
り、

国
民
が
王
様
相
手
に
裁
判
を
し

て
も
い
つ
も
国
民
が
負
け
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
」

こ
れ
を
聞
い
た
西
方
の
商
人

は
「
そ
れ
は
ひ
ど
い
。

私
の
国

で
は
国
民
自
身
が
国
民
を
裁
く

陪
審
制
度
が
あ
り
ま
す
よ
。
」

と
い
い
、

北
方
の
商
人
は
「
私

の
国
で
は
弁
護
士
か
ら
裁
判
官

に
な
る
し、

裁
判
官
に
階
級
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
裁
判
官
が
自

由
に
裁
判
し
て
い
ま
す
よ
。
」

と
い
い
い
ま
し
た
。

南
方
の
鹿

人
は、
「
私
の

国
で
は
、

王
様

が
そ
の
よ
う
な
制
度
を
昔
と
っ

て
い
た
の
で、

国
民
が
考
え
て

裁
判
官
の
転
勤
を
禁
止
し、

昇

進
も
国
民
の
代
表
者
が
決
め
る

方
法
に
改
め
ま
し
た
。
」

と

誇

ら
し
げ
に
い
い
ま
し
た
。

東
方

の
商
人
は
自
分
の
国
が
恥
ず
か

し
く
な
り、

国
に
帰
っ

た
ら
皆

に
こ
の
話
を
し
よ
う
と
心
に
き

め
ま
し
た
。

ビ
ラ
張
り
だ
け
で
逮
捕
・

罰
金
＊

こ
の
寓
話
に
あ
る
東
方
の
国

は、

驚
く
ほ
ど
日
本
に
似
て
い

ま
す。

先
日
も
こ
ん
な
記
事
が

新
聞
に
出
て
い
ま
し
た
。

あ
る
主
婦
が
原
発
反
対
の
ビ

ラ
を
歩
道
橋
に
貼
っ

て
い
た
と

こ
ろ
器
察
官
が
突
然
逮
捕
し
ま

し
た
。

理
由
は
美
観
を
損
ね
た

と
い
う
の
で
す。

こ
の
主
婦
は、

警
察
の
留
置
場
で
二
度
も
裸
体

検
査
を
受
け
休
憩
も
な
く
取
調

べ
ら
れ、

そ
の
結
果、

起
訴
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
主
婦
は、

ビ

ラ
貼
り
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
た

表
現
の
自
由
の
範
囲
内
で
あ
り、

無
罪
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た。

し
か
し、

裁
判
官
は
罰
金
刑
の

最
低
の
四
0
0
0
円
に
更
に
執

行
猶
予
を
付
け
た
有
罪
判
決
を

言
渡
し
ま
し
た
。

こ
の
判
決
か
ら
は、

裁
判
官

も
実
質
は
無
罪
で
あ
る
と
考
え

た
の
に、

そ
の
勇
気
が
な
く
て

妥
協
し
て
し
ま
っ

た
と
し
か
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。

恣
意
的
な
逮
捕
・

起
訴
で
あ

る
こ
と
は
裁
判
官
も
認
め
ま
し

た
。

そ
れ
な
ら、

違
法
な
起
訴

で
す
か
ら
無
罪
に
す
べ
き
で
し
ょ

う。

こ
ん
な
判
決
を
み
る
と、

と
て
も
東
方
の
国
の
国
民
を
笑

う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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借
地
借
家
法
改
正

昨
年、

新
借
地
借

家
法
が
成
立
し、

今

年
の
夏
頃
か
ら
施
行

さ
れ
る
見
込
み
で
す。

新
た
に
設
け
ら
れ

た
制
度
の
う
ち
主
な

も
の
は

①

普
通、

借
地
権

の
期
間
を
三
0
年

と
し、

更
新
後
は

-

0
年
（
初
め
て
の
更
新
時

は
二
0
年）

と
し
た
こ
と、

②

期
限
が
満
了
し
た
ら
更
新

す
る
こ
と
な
く
終
了
す
る
定

期
借
地
権
制
度
の
創
設、

③

契
約
の
解
消
事
由
で
あ
る

「
正
当
事
由」

の
内
容
を
細

か
く
規
定
し
た
こ
と、

④

賃
料
の
改
定
に
つ
き
調
停

前
置
主
義
を
採
用
し
た
こ
と

等
で
す。

但
し、

新
借
地
借

家
法
の
条
文
ご
と
に、

既
に
あ

る
借
地
借
家
契
約
に
適
用
す
る

も
の
と、

今
後
発
生
す
る
契
約

の
み
に
適
用
す
る
も
の
を
分
け

て
い
ま
す。

い
ず
れ
に
し
て
も

国
会
の
付
帯
決
議
で、

今
後
無

用
の
紛
争
が
起
き
な
い
よ
う
政

府
が
制
度
の
周
知
徹
底
を
図
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
皆
さ
ん
も
広
報
に
注
意
さ
れ

る
と
良
い
で
し
ょ
う。

尾
藤
廣
喜
弁
護
士
が、

共
著
で
「
誰

も
書
か
な
か
っ
た
生
活
保
護
法」

を
出

版
し
ま
し
た。

こ
の
本
は、

生
活
保
護
の
理
念
や
現

場
で
実
際
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
点
に

つ
い
て、

実
務
的
に
わ
か
り
や
す
く
説

明
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で、

大
変
参

考
に
な
る
と
思
い
ま
す。

●
ご
希
望
の
方
は、

当
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い。
（
定
価一
九
五
七
円
の
と
こ
ろ
一
八
0
0

円
に
て
販
売
い
た
し
ま
す）
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