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宮
嶋
博
史
著

朝
鮮
土
地
調
査
事
業
史
の
研
究

士ロ

野

一
九
一

O
年
か
ら
八
箇
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
寅
施
さ
れ
た
朝
鮮
土
地
調
査

事
業
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
よ
る
脅
園
主
義
支
配

と
植
民
地
期
に
お
け
る
社
合
構
造
の
特
質
解
明
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

前
提
と
な
っ
た
前
近
代
枇
舎
の
性
格
究
明
に
と
っ
て
も
不
可
飲
の
課
題
で
あ

り
、
朝
鮮
史
の
総
観
的
理
解
の
鍵
を
な
す
最
重
要
テ
l
マ
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
事
業
の
中
心
的
な
推
進
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
和
田

一
郎
は
、
朝
鮮
史
に
針
す
る
停
滞
論
的
な
理
解
を
前
提
と
し
つ
つ
、
日
本
に
よ

る
外
か
ら
の
近
代
的
改
革
と
し
て
そ
の
意
義
を
高
く
評
債
し
た
。
こ
れ
に
批
判

的
な
立
場
に
た
っ
た
戟
前
期
以
来
の
研
究
は
、
概
し
て
封
建
制
を
再
編
・
温
存

す
る
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
し
て
事
業
の
性
格
を
把
揮
し
て
き
た
。
朝
鮮
内

部
の
歴
史
的
設
展
を
強
調
し
た
一
九
六

0
年
代
以
降
の
新
し
い
研
究
潮
流
に
あ

っ
て
も
、
事
業
に
関
し
て
は
李
朝
後
期
に
み
ら
れ
た
内
在
的
な
設
展
の
動
き
を

外
部
か
ら
押
し
潰
し
た
反
動
的
な
も
の
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
こ
う
し

た
外
来
的
か
つ
前
近
代
的
な
性
格
を
強
調
す
る
議
論
に
劉
し
て
本
奮
は
、
事
業

を
近
代
的
土
地
繁
革
と
し
て
の
側
面
か
ら
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
内
在

的
な
歴
史
設
展
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
観
鮎
か
ら
「
朝
鮮
史
上
に

お
け
る
歴
史
的
意
義
」
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。

近
代
的
土
地
所
有
制
度
に
つ
い
て
著
者
は
、
三
分
割
制
に
よ
る
資
本
主
義
的

土
地
所
有
に
要
品
な
土
地
制
度
と
す
る
見
解
を
と
ら
ず
、
「
商
品
経
済
の
論

誠

理
が
土
地
所
有
に
お
い
て
も
貫
徹
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
よ
う
な
土
地
所
有
制

度
」
だ
と
す
る
理
解
に
立
つ
。
商
品
経
済
が
支
配
す
る
近
代
社
曾
が
、
私
的
所

有
権
の
一
般
的
な
確
立
と
私
的
所
有
者
相
互
の
人
格
的
な
封
等
性
と
を
成
立
要

件
と
す
る
の
に
劉
臆
し
て
、
近
代
的
土
地
所
有
制
度
に
あ
っ
て
は
、
「
土
地
所

有
者
は
土
地
に
謝
す
る
包
括
的
所
有
権
を
認
め
ら
れ
る
」
と
と
も
に
、
「
土
地

所
有
に
は
何
ら
の
人
格
的
な
関
係
も
存
在
し
て
は
な
ら
」
な
い
。
土
地
調
査
事

業
が
近
代
的
土
地
繁
革
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
は
、
そ
こ
で
近
代
的
な
私
的
土

地
所
有
権
の
確
定
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
同
時
に
、
政
治
的
か
つ
人
格
的
な
感
性

を
帯
び
た
圏
家
に
よ
る
枚
租
権
的
土
地
支
配
を
最
終
的
に
駿
紹
す
る
も
の
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
近
代
的
土
地
袋
革
と
し
て
の
土
地
調
査
事
業
を
、

「
朝
鮮
に
お
け
る
土
地
所
有
関
係
お
よ
び
園
家
の
土
地
把
握
方
式
の
歴
史
的
展

開
」
の
中
に
位
置
附
け
、
内
在
的
な
歴
史
展
開
に
即
し
た
嬰
革
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
確
に
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
歴
史
的
意
義
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
の
が

本
書
の
主
題
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
私
的
所
有
権
の
確
定
と
い
う
側
面
に
つ
い
て

は
近
年
あ
ら
た
な
史
料
に
も
と
づ
く
寅
謹
研
究
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
が
、
園
家

に
よ
る
土
地
支
配
に
か
か
わ
る
側
面
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
た
め
に
近
代
的
土
地

袋
革
と
し
て
の
意
義
の
理
解
が
充
分
で
な
く
、
事
業
に
お
い
て
紛
糾
し
た
園
有

地
問
題
の
意
味
が
と
ら
え
き
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
園

家
に
よ
る
土
地
把
握
の
問
題
に
焦
熱
を
あ
て
て
分
析
す
る
こ
と
が
土
地
調
査
事

業
史
研
究
の
現
段
階
の
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
、
本
書
に
お
け
る
追
究
も
こ
の
問

題
に
重
貼
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
課
題
設
定
の
う
え
に
た
っ
て
、
前
篇
「
李
朝
時
代
の
園
家
の
土
地

把
握
」
に
お
い
て
は
、
土
地
調
査
事
業
の
前
提
と
な
っ
た
李
朝
時
代
の
土
地
所

有
制
度
の
歴
史
的
繁
遁
が
園
家
に
よ
る
土
地
把
掻
方
式
を
中
心
に
分
析
さ
れ
、

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
後
篇

「土
地
調
査
事
業
の
寅
施
過
程
」
で
は
、
保
護
園
期
以
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降
に
お
け
る
事
業
の
政
策
立
案
過
程
お
よ
び
寅
施
過
程
が
検
討
さ
れ
る
。
以

下
、
評
者
の
理
解
が
及
ぶ
か
ぎ
り
で
、
お
お
よ
そ
の
論
旨
を
迫
っ
て
み
た
い
。
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前
篇
に
お
い
て
は
第
一

章

「
李
朝
時
代
の
量
固
と
そ
の
性
格
」
お
よ
び
第
二

軍

「
李
朝
時
代
に
お
け
る
枚
租
権
的
土
地
支
配
の
展
開
過
程
」
で
枚
租
権
問
土

地
支
配
が
、
第
三
章

「
李
朝
時
代
の
地
租
制
度
と
私
的
土
地
所
有
の
展
開」

で

私
的
土
地
所
有
の
歴
史
的
獲
遷
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
第
四
章

「光

武
年
開
の
量
田
事
業
と
園
有
地
問
題
」
で
李
朝
末
期
の
光
武
量
田
事
業
の
分
析

が
行
な
わ
れ
る
。

第
一

章
で
は
量
案
の
記
載
様
式
を
解
説
し
な
が
ら
、
量
田
に
よ
る
園
家
の
土

地
把
握
方
式
の
特
質
と
そ
の
歴
史
的
な
推
移
が
検
討
さ
れ
る
。
肥
沃
度
に
よ
り

一
結
の
面
積
を
い
く
つ
か
の
ク
ラ
ス
に
分
け
て
同
じ
結
教
の
土
地
か
ら
は
同
一

量
の
地
租
を
と
る
「
異
積
同
税
」
の
結
負
制
に
つ
い
て
、
著
者
は
地
租
枚
取
に

便
利
な
制
度
と
い
う
よ
り
も
、
枚
租
権
の
分
奥
地
を
確
定
・
把
握
す
る
こ
と
に

基
本
目
的
を
も
っ
土
地
把
握
方
式
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
特
定
の
個
人
や
園
家

機
関
へ
の
牧
租
権
分
輿
は
、
た
ん
な
る
経
済
的
な
意
義
と
い
う
以
上
に
、
そ
れ

を
通
じ
て
園
家
の
政
治
的
支
配
鐙
制
を
編
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
土

地
と
政
治
的
支
配
関
係
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
量
回
事
業
は
本
質
的

属
性
と
し
て
政
治
的
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
て
お
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
圏
家
の

牧
租
権
的
土
地
支
配
は
臣
民
に
封
す
る
人
格
的
・
政
治
的
な
支
配
隷
属
関
係
と

不
可
分
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
初
め
に
確
認
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
牧
租
権
の
分
輿
を
う
け
た
土
地
が
李
朝
-初
期
に
お
け
る
科

目
・
職
固
な
ど
の
私
回
で
あ
っ
た
が
、
つ
ぎ
の
第
二
章
で
は
私
回
に
お
け
る
国

主
の
枚
租
権
に
も
と
づ
く
土
地
支
配
の
性
格
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
。
著
者
に

よ
れ
ば
枚
租
権
を
分
興
す
る
と
い
う
こ
と
自
慢
が
園
家
支
配
の
私
的
分
割
と
い

う
側
面
を
も
ち
、
牧
租
権
者
の
行
使
し
た
土
地
に
封
す
る
権
利
は
、
た
ん
な
る

牧
租
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
人
格
的
な
支
配
隷
属
関
係
を
内
容
と
し
、
領
域
的

支
配
の
性
格
を
幣
び
て
い
た
。

科
回
法
か
ら
職
田
制
に
い
た
る
一
連
の
過
程
は
、
私
田
へ

の
園
家
の
統
制
を

強
化
し
国
主
の
私
的
支
配
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
ハ
世
紀
中

葉
に
お
け
る
職
田
制
の
駿
止
は
、
園
家
あ
る
い
は
そ
の
慢
現
者
で
あ
る
図
王
の

も
と
へ
土
地
支
配
権
が
集
中
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
い
う
。
個
人
へ
の
収
租

権
分
奥
の
駿
止
に
と
も
な
っ
て
二

O
な
い
し
三

O
年
ご
と
の
全
園
的
な
且
墨
田
は

貧
施
さ
れ
な
く
な
る
が
、
土
地
は
王
土
と
し
て
一
律
に
把
握
さ
れ
る
陸
制
が
造

り
あ
げ
ら
れ
、
政
治
的
支
配
層
が
そ
の
地
位
と
結
び
つ
い
て
特
権
問
な
土
地
支

配
を
行
な
う
こ
と
は
制
度
的
に
消
滅
し
た
。
こ
う
し
た
身
分
に
よ
る
特
権
的
な

土
地
支
配
の
駿
棄
は
、
近
代
的
土
地
出皮革
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
利
な
篠
件
と

し
て
作
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
牧
租
権
的
土
地
支
配
は
こ
れ
に
よ

っ
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
七
世
紀
に
な
る
と
、
園
王
一
族

お
よ
び
園
家
諸
機
関
の
経
費
を
賄
う
た
め
に
設
定
さ
れ
た
宮
圧
土
・
街
門
屯
土

な
ど
蚊
租
権
分
輿
は
あ
ら
た
な
形
態
で
復
活
し
、
こ
れ
ら
は
農
民
の
土
地
を
侵

奪
し
つ
つ
績
大
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
紛
争
が
頻
設
す
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
。
園
家
は
一
七
世
紀
末
か
ら
純
粋
な
牧
租
の
権
利
に
限
定
す
る
な
ど

抑
制
策
を
強
め
、
宮
庄
土
・
街
門
屯
土
は
縮
小
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
く
。
著
者

に
よ
れ
ば
、
そ
の
過
程
で
宮
庄
土
は
宮
房
が
所
有
権
を
も
っ
宮
屯
型
と
牧
租
の

権
利
の
み
の
無
土
菟
税
型
に
南
極
分
解
を
み
せ
、
中
関
に
位
置
す
る
有
土
完
税

型
か
所
有
権
の
あ
い
ま
い
な
ま
ま
多
様
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
、
土
地
調
査
事

業
に
お
け
る
園
有
地
問
題
の
原
因
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
李
朝
前
期
か
ら
後
期
へ
、

後
期
に
お
い
て
も
時
期
が
下
る
に

つ

れ
て
、
牧
租
権
的
土
地
支
配
は
し
だ
い
に
制
限
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
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が
、
根
底
に
お
い
て
こ
の
過
程
を
規
定
し
た
の
は
私
的
土
地
所
有
の
成
長
で
あ

る
と
さ
れ
、
第
三
章
で
は
こ
の
雨
者
の
針
抗
関
係
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
人
格

的
な
支
配
隷
属
関
係
に
も
と
づ
き
身
分
的
特
権
と
む
す
び
つ
い
た
牧
租
権
的
土

地
支
配
に
針
し
て
、
李
朝
初
期
に
は
一
般
農
民
レ
ベ
ル
ま
で
含
め
て
私
的
土
地

所
有
権
が
確
立
し
は
じ
め
て
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
地
主
・
佃
戸
制
が
擦

大
し
て
い
っ
た
。
こ
の
所
有
権
に
立
脚
し
た
土
地
支
配
が
私
人
聞
の
経
済
的
な

関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
人
格
的
な
支
配
隷
厩
関
係
を
内
寅
と
し
た
牧
租
纏

に
も
と
づ
く
土
地
支
配
と
は
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
著
者
は

土
地
に
関
す
る
各
種
帳
簿
・
文
書
類
の
検
討
か
ら
、
後
方
の
封
抗
関
係
を
浮
き

彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
。
量
回
に
も
と

e

つ
い
て
作
製
さ
れ
る
量
案
は
、
も
と
も

と
個
々
の
土
地
の
所
有
者
を
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
く
、
量
田

自
腫
が
寅
施
さ
れ
な
く
な
る
状
況
の
も
と
で
現
賓
と
の
森
離
は
い
っ
そ
う
披
大

し
た
。
面
単
位
の
出
税
結
教
が
確
定
さ
れ
た
あ
と
面
内
に
お
け
る
質
際
の
牧
租

は
郷
吏
麿
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
こ
の
過
程
で
中
開
利
得
が
保
障
さ
れ
る
し
く

み
に
な
っ
て
い
た
が
、
か
れ
ら
が
地
租
徴
牧
の
た
め
の
名
寄
帳
と
し
て
作
製
し

た
衿
記
は
、
面
内
の
土
地
所
有
の
状
況
を
よ
り
正
確
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
園
家
の
枚
租
権
的
土
地
支
配
と
む
す
び
つ
い
た
こ
れ
ら
の
帳
簿
が
結
負
制

に
も
と
づ
く
土
地
把
握
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
に
劃
し
て
、
賓
買
の
た
め
の
文

記
や
相
績
に
際
す
る
分
財
記
、
さ
ら
に
は
地
代
枚
取
の
た
め
の
秋
枚
記
な
ど
で

は
斗
落
・
日
耕
に
よ
る
土
地
把
握
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
私
文
書

類
こ
そ
私
的
土
地
所
有
の
あ
り
ょ
う
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
だ
が
、
こ

れ
ら
の
私
文
書
に
も
結
負
数
が
併
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ

う
に
、
生
産
量
の
六
分
の
一
を
占
め
る
地
租
枚
取
は
も
と
よ
り
、
つ
ね
に
宮
庄

土
と
し
て
折
受
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
し
た
こ
と
な
ど
、
私
的
土
地
所
有
は
一

貫
し
て
園
家
的
土
地
支
配
か
ら
の
規
定
を
う
け
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

開
港
後
の
園
際
情
勢
の
餐
化
に
劉
態
し
う
る
園
家
睦
制
の
構
築
を
め
ざ
し

て
、
土
地
制
度
・
地
租
制
度
改
革
が
は
じ
ま
る
の
は
一
八
九
四
年
以
後
の
こ
と

だ
っ
た
が
、
第
四
章
で
は
そ
の
改
革
の
歴
史
的
性
格
が
検
討
さ
れ
る
。
甲
午
改

革
に
お
い
て
は
地
租
の
金
納
化
が
質
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
改
革
の
一
環
と
し

て
の
甲
午
陸
穏
に
よ
っ
て
宮
庄
土
・
街
門
屯
土
の
菟
租
特
権
が
否
定
さ
れ
、
牧

租
権
の
分
興
が
最
終
的
に
駿
止
さ
れ
た
。
そ
れ
に
つ
づ
き
園
有
地
の
調
査
・
把

握
を
め
ざ
し
た
乙
未
査
燐
お
よ
び
光
武
査
検
事
業
を
つ
う
じ
て
、
園
有
地
に
つ

い
て
は
圏
家
が
地
主
と
し
て
地
主
制
支
配
を
お
こ
な
い
、
民
有
地
に
封
し
て
は

私
的
土
地
所
有
が
認
定
さ
れ
枚
租
権
的
土
地
支
配
が
消
滅
に
む
か
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
光
武
年
関
に
は
一
八

O
年
ぶ
り
に
全
圏
一
斉
の
大
規
模
な
量
田
が

賓
施
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
光
武
量
案
は
結
負
教
と
と
も
に
個
々
の
土

地
の
量
田
尺
質
積
数
が
表
示
さ
れ
、
量
案
が
所
有
権
を
護
明
す
る
帳
簿
と
し
て

の
性
格
を
付
輿
さ
れ
る
な
ど
、
近
代
の
土
地
牽
帳
に
著
し
く
接
近
し
た
性
格
を

も
つ
も
の
と
な
っ
た
。
著
者
は
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
宮
庄
土
や
街
門
屯
土

の
う
ち
第
二
種
有
土
す
な
わ
ち
有
土
克
税
地
に
劃
す
る
認
識
が
不
明
確
な
ま
ま

で
、
光
武
査
機
に
お
い
て
は
強
引
な
園
有
地
擦
大
策
が
と
ら
れ
た
た
め
、
枚
租

権
分
輿
地
問
題
の
最
終
解
決
に
は
至
ら
ず
、
土
地
調
査
事
業
で
の
課
題
と
し
て

残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
量
団
事
業
も
、
地
方
官
と
郷
吏
層
に
依

接
し
た
寅
施
鐙
制
や
経
費
聞
の
不
十
分
さ
の
た
め
寅
質
内
容
に
お
い
て
沓
態
依

然
た
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
日
露
戦
争
の
勃
援
に
よ
っ
て
中
断
を
徐
儀
な
く
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

-188ー

右
の
よ
う
な
考
察
を
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ま
え
て
後
篇
で
は
、
第
五
章
「
「
保
護
園
」
期
の
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税
制
度
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と
園
有
地
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査
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調
査
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業
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事
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て
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業
の
政
策
立
案
・



723 

寅
施
過
程
の
分
析
が
な
さ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
土
地
調
査
事
業
を
一
九
一

O
年
以
降
の
過
程
に
限
定
せ

ず
、
保
護
園
期
に
賓
施
さ
れ
た
徴
税
牽
帳
整
備
事
業
お
よ
び
圏
有
騨
屯
土
設
定

事
業
を
も
含
め
た
統
一
的
過
程
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
す
る
劃
期
的
な
問
題

提
起
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
田
中
健
一
の
一
連
の
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
田

中
は
、
結
歓
連
名
簿
の
作
製
に
際
す
る
納
税
義
務
者
の
確
定
作
業
を
土
地
調
査

事
業
で
の
所
有
権
者
確
定
作
業
に
直
接
つ
ら
な
る
も
の
と
と
ら
え
、
地
方
委
員

舎
へ
の
地
主
暦
の
組
織
な
ど
を
つ
う
じ
て
、
李
朝
封
建
制
下
で
副
次
的
ウ
ク
ラ

ー
ド
と
し
て
生
成
し
て
い
た
牢
封
建
的
な
地
主
的
土
地
所
有
が
植
民
地
権
力
を

支
え
る
支
配
的
ウ
ク
ラ
!
ド
と
し
て
再
編
さ
れ
た
と
論
じ
た
。
ま
た
、
事
業
を

特
徴
.
つ
け
る
と
考
え
ら
れ
る
園
有
地
の
創
出
を
、
帯
園
主
義
諸
園
が
共
通
に
採

用
し
た
植
民
地
的
土
地
政
策
の
朝
鮮
に
お
け
る
願
現
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
賞
施

し
た
権
力
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
べ
く
保
護
固
化
政
策
史
の
分
析
を
試
み
た
。

第
五
章
に
お
い
て
は
、
田
中
の
研
究
を
う
け
て
、
保
護
園
期
に
日
本
の
主
導

下
で
行
な
わ
れ
た
徴
税
制
度
改
革
と
園
有
地
調
査
が
検
討
さ
れ
る
。
徴
税
制
度

改
革
は
、
あ
ら
た
な
徴
税
機
構
を
組
織
し
て
郡
守
層
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、

衿
記
の
作
製
を
濁
占
し
て
き
た
郷
吏
層
を
排
除
し
て
申
告
に
も
と
づ
く
結
数
連

名
簿
を
作
製
し
、
地
税
徴
枚
を
園
家
が
直
接
に
掌
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
園
有
地
調
査
は
、
光
武
査
検
で
園
有
地
と
さ
れ
た
土
地
を
よ
り

正
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
導
掌
権
や
中
間
小
作
権
を
排
除
し
て
園

家
の
直
接
的
な
管
理
下
に
お
く
政
策
も
貧
施
さ
れ
た
。
著
者
は
し
か
し
、
徴
税

改
革
の
過
程
に
地
主
麿
の
利
害
が
反
映
し
た
と
い
う
寅
誼
は
困
難
だ
と
述
べ
る

と
と
も
に
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
図
有
地
問
題
の
把
握
は
不
十
分
で
あ
り
、
あ

ら
た
な
徴
税
機
構
の
創
出
も
容
易
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
結
負
制
に
よ
る
か

ぎ
り
土
地
の
殿
密
な
把
握
は
不
可
能
だ

っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
も
そ
も
、

徴
税
改
革
と
土
地
調
査
と
は
直
線
的
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
く
、
も
と
も
と
別

個
の
事
業
と
し
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
が
統
一
さ
れ
て
い
く

過
程
に
土
地
調
査
事
業
の
性
格
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

政
策
立
案
過
程
の
分
析
を
、
筆
者
は
一
九

O
六
年
の
不
動
産
法
調
査
舎
の
検

討
か
ら
は
じ
め
る
。
第
六
章
で
は
さ
ら
に
、
。
韓
園
施
政
改
善
に
関
す
る
協
議

舎
。
で
の
議
論
な
ど
を
つ
う
じ
て
計
査
が
具
鐙
化
す
る
ま
で
の
経
緯
が
あ
と
づ

け
ら
れ
、
こ
の
あ
と

O
九
年
の
川
上
常
郎
『
土
地
調
査
綱
要
』
や
土
地
関
係
醤

慣
調
査
、
京
畿
道
富
卒
郡
に
お
け
る
試
行
を
経
て
一

O
年
八
月
に
い
た
る
政
策

の
立
案
過
程
で
、
嘗
局
者
の
認
識
が
深
化
し
て
い
く
過
程
が
た
ど
ら
れ
る
。
光

武
量
団
事
業
の
繕
承
と
と
ら
え
る
韓
園
側
の
閣
僚
の
積
極
的
な
動
き
が
示
唆
的

だ
が
、
土
地
の
私
的
所
有
が

一
般
的
に
成
立
し
て
い
る
と
の
認
識
に
た
っ
て
、

申
告
制
に
よ
る
所
有
権
確
定
を
す
す
め
る
こ
と
、
結
負
制
を
廃
止
し
て
寅
面
積

に
よ
る
把
握
を
お
こ
な
う
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ
、
帳
簿
燈
系
に
つ
い
て
の
理

解
な
ど
に
進
展
が
み
ら
れ
た
。
だ
が
、
所
有
権
設
定
の
基
準
を
な
に
に
も
と
め

る
べ
き
か
、
園
有
地
と
民
有
地
の
匿
分
を
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
う
か
な
ど
に
つ

い
て
は
、
な
お
不
十
分
な
認
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
も
そ
も
、
全

園
の
土
地
を
園
有
地
と
民
有
地
に
区
分
し
た
う
え
で
、
民
有
地
に
お
け
る
所
有

権
者
を
確
定
し
、
個
々
の
土
地
の
地
税
額
を
決
定
す
る
と
い
う
土
地
調
査
事
業

の
課
題
は
、
嘗
初
か
ら
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
立
案
お

よ
び
寅
施
過
程
の
な
か
で
し
だ
い
に
明
確
化
し
方
針
に
繁
更
が
加
え
ら
れ
て
い

っ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
こ
の
過
程
こ
そ
、
在
来
祉
禽
の
側
か
ら
の

規
定
性
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
事
業
の
歴
史
的
意
義
を
解
明
す

る
た
め
の
鍵
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
蓄
が
、
政
策
の
立
案

・
究
施
過

程
に
分
析
の
焦
黙
を
あ
て
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

-189ー
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事
業
の
質
施
過
程
を
検
討
し
た
第
七
章
が
、
著
者
の
言
葉
に
よ
る
と
前
章
ま

で
を
長
大
な
導
入
部
分
と
す
る
本
書
の
本
論
部
分
に
嘗
た
る
も
の
で
あ
る
。

一

九
一

O
年
八
月
の
「
土
地
調
査
法
」
に
よ
っ

て
ス
タ
ー
ト
し
た
土
地
調
査
事
業

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
逢
着
す
る
な
か
で
一
二
年
八
月
の

「
土
地
調
査
令
」

へ
の
方
針
鱒
換
を
お
こ
な
う
が
、
著
者
は
こ
の
方
針
純
換
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
事
業
の
意
義
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
第
更
黙
の
な
か
で
特

に
重
要
な
の
は
、
第
一
に
、
所
有
権
確
定
の
さ
い
土
地
申
告
書
の
民
俄
を
剣
断

す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
結
敏
速
名
書
の
位
置
づ
け
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
で

あ
り
、
第
こ
に
は
、
園
有
地
を
め
ぐ
る
紛
争
に
封
廃
す
る
た
め
の
韓
制
が
整
備

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
一
貼
は
、
所
有
権
を
透
明
す
る
資
料
が
明
確
で
な
い
と
い
う
事
態
の
も

と
、
砕
民
地
調
査
に
よ
る
見
取
図
作
製
を
つ
う
じ
て
結
数
連
名
簿
の
信
頼
性
が
た

か
ま
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
土
地
申
告
書
と
結
数
連
名
簿
の
封
照
に
よ
る

所
有
権
確
定
と
い
う
方
針
が
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
別
個
の
も
の
と
し
て
出

渡
し
た
徴
税
盈
帳
整
備
事
業
と
土
地
調
査
事
業
は
、
こ

の
段
階
に
い
た

っ
て
結

び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
所
有
権
の
確
定
に
あ
た
っ
て

は
、
枚
租
権
的
土
地
支
配
に
む
す
び
つ
い
た
量
案
は
用
い
ら
れ
ず
、
衿
記
に
淵

源
を
も
ち
な
が
ら
郷
吏
層
を
排
除
し
て
つ
く
ら
れ
た
結
数
連
名
簿
に
よ
り
土
地

申
告
書
の
成
否
の
判
定
を
お
こ
な
う
と
い
う
方
式
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
所
有
権
の
確
定
が
李
朝
期
以
来
成
長
し
つ
つ
あ

っ
た
私
的
土
地
所
有
関
係
に
依
嬢
し
、
そ
れ
を
追
認
す
る
か
た
ち
で
な
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
申
告
主
義
が
農
民
か
ら
の
土
地
取
り
上
げ
の
手
段
と
し

て
機
能
し
、
封
建
的
性
格
を
温
存
・
再
編
す
る
役
割
を
は
た
し
た
と
い
う
通
説

的
な
見
解
は
、
こ
こ
で
全
く
逆
縛
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

著
者

に
よ
れ

ば
、
展
開
を
み
せ
て
い
た
農
民
の
事
質
上
の
私
的
土
地
所
有
に
も
と
，つ
い
て
近

代
的
所
有
権
の
設
定
を
お
こ
な
う
た
め
の
手
段
が
、
申
告
主
義
と
い
う
方
式
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
土
地
調
査
事
業
以
前
の
私
的
土
地
所
有
は
園
家
の
牧
租
権
問
支

配
の
下
で
の
事
寅
上
の
土
地
所
有
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
近
代
的
所
有
権
へ
の

鞠
化
は
こ
の
園
家
的
支
配
の
慶
止
を
要
件
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
事
業
の
近
代

的
土
地
袋
革
と
し
て
の
性
格
は
主
要
に
こ
の
側
面
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
園
家

に
よ
る
枚
租
機
的
土
地
支
配
の
駿
棄
と
い
う
問
題
は
具
種
的
に
は
園
有
地
と
民

有
地
の
区
分
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
個
々
の
土
地
に
近
代
的
な

私
的
所
有
権
が
確
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
窓
意
的
に
牧
租
権
分
県
の
封
象
と
な

る
可
能
性
な
ど
を
慶
し
て
園
有
地
と
民
有
地
を
明
確
に
区
分
し
、
民
有
地
が
私

的
個
人
の
所
有
地
と
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
大
前
提
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
保
護
園
期
に
お
け
る
園
有
地
調
査
を
前
提
に
ス
タ
ー

ト
し
た
事
業
は
園
・
民
有
直
分
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
多
裂
し
、
園
有
地
問
題
の

庭
理
に
よ
る
枚
租
機
的
土
地
支
配
の
最
終
的
な
解
消
が
事
業
の
課
題
で
あ
る
こ

と
が
う
き
ぼ
り
に
な
り
、
こ
こ
に
方
針
縛
換
の
第
二
黙
が
不
可
避
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
和
国
一
郎
を
土
地
図
有
論
者
と
み
な
し
、
そ
の
議
論
が
園
有
地
の
強

行
的
な
創
出
の
た
め
に
う
ち
だ
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
従
来
か
ら
の
見
解
に
た

い
し
て
著
者
は
、
和
田
も
私
的
所
有
の
強
固
な
展
開
は
み
と
め
て
お
り
、
問
題

の
複
雑
性
に
つ
い
て
の
認
識
は
そ
れ
な
り
に
も
っ
て
い
た
の
だ
と
す
る
。
問
題

と
な
る
の
は
特
に
第
二
種
有
土
に
つ
い
て
の
把
握
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
複
雑
性
ゆ
え
に
一

律
的
な
基
準
で
は
剣
定
を
な
し
え
ぬ
こ
と
に
気
づ

い
て
い
っ
た
。
和
田
を
委
員
長
と
す
る
紛
争
地
審
査
機
関
の
設
置
は
、
そ
う
し

た
紋
況
に
制
到
底
し
個
々
の
ケ
l
ス
ご
と
の
調
査
に
よ
り
図
・
民
有
区
分
を
お
こ

な
う
堕
制
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で

と
ら
れ
た
基
本
的
な
方
針
は
李
朝
後
期
以
来
の
民
有
地
の
優
勢
化
と
い
う
方
向
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を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
、
欝
屯
土
面
積
の
減
少
が
示
す
よ
う
に
、
光
武
査
検
で
の

強
引
な
園
有
地
媛
大
策
は
放
棄
さ
れ
た
。
現
賓
の
所
有
関
係
を
無
視
し
た
脅
園

主
義
的
土
地
政
策
と
し
て
の
園
有
地
創
出
に
事
業
の
特
質
を
み
よ
う
と
す
る
見

解
に
射
し
、
修
正
を
せ
ま
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
土
地
調
査
事
業
の
近
代
的
な
性
格
を
主
張
す
る
本
書
へ
の
あ
り
う
べ

き
誤
解
を
橡
想
し
て
著
者
は
、
そ
れ
が
帯
び
て
い
た
植
民
地
問
な
性
格
を
無
視

す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
和
田
の
近
代
的
改
革
と
す
る

議
論
も
、
こ
れ
を
批
創
刊
し
て
封
建
的
な
性
格
を
強
調
し
た
見
解
も
、
と
も
に
近

代
を
肯
定
的
に
-
評
債
し
賛
美
す
る
熱
で
共
通
し
て
い
た
。
日
需
の
資
本
主
義
と

し
て
の
後
進
性
や
前
近
代
的
な
も
の
の
残
存
に
植
民
地
支
配
の
過
酷
さ
の
原
因

を
も
と
め
よ
う
と
す
る
議
論
と
は
逆
に
、
著
者
は
奮
稿
以
来
そ
れ
が
近
代
の
産

物
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
日
脅
支
配
の
過
酷
さ
は
窟
聞
社
舎
の

解
鐙
の
徹
底
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
基
礎
事
業
こ
そ
近
代

的
土
地
袋
革
と
し
て
の
土
地
調
査
事
業
で
あ
っ
た
。
事
業
に
よ
る
正
確
な
土
地

把
握
を
前
提
に
し
て
土
地
の
流
動
化
が
促
進
さ
れ
る
が
、
近
代
的
所
有
権
の
確

立
を
基
礎
に
経
済
的
な
関
係
を
つ
う
じ
て
こ
そ
農
民
の
土
地
か
ら
の
分
離
は
徹

底
的
に
進
ん
だ
の
で
あ
り
、
牧
租
権
的
土
地
支
配
の
制
約
を
解
か
れ
た
地
主
的

土
地
所
有
が
急
速
な
展
開
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
と
も
あ
れ、

植
民
地
祉
舎
構
造
形
成
の
核
心
を
な
す
土
地
調
査
事
業
に
お
い
て
、
「
近
代
」

こ
そ
が
組
上
に
の
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
木
書
は
あ
ら
た
め
て

確
認
さ
せ
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

問
題
は
こ
う
し
た
「
近
代
」
を
朝
鮮
の
内
在
的
な
歴
史
展
開
に
即
し
て
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
あ
り
、
内
在
的
展
開
を
ふ
ま
え
た
土
地
繁
革
だ
っ
た

と
の
主
張
は
、
著
者
に
お
い
て
植
民
地
権
力
蔦
能
論
へ
の
批
剣
を
も
合
意
し
て

い
る
。
内
在
的
な
設
展
の
方
向
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
理
由
は
、
以
上

に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
牧
租
権
的
土
地
支
配
の
解
鐙
が
進
行
し
て
お

り
、
そ
れ
を
お
し
す
す
め
た
事
責
上
の
私
的
土
地
所
有
を
基
礎
に
し
て
近
代
的

土
地
所
有
権
の
認
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
近
代
的
土
地
制
度
の
確
立
を

め
ざ
す
光
武
量
回
事
業
を
縫
承
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
等
に
も
と
め
ら

れ
る
。
こ
の
う
ち
、
近
年
の
金
泰
永
・
李
景
植
・
李
祭
蒸
ら
に
よ
る
研
究
を
ふ

ま
え
な
が
ら
、
と
く
に
園
家
の
枚
租
権
的
土
地
支
配
の
問
題
に
焦
貼
を
あ
て
た

の
が
本
書
で
あ
っ
た
。
著
者
は
牧
租
擦
に
も
と
づ
く
人
格
的
な
支
配
隷
属
関
係

に
よ
る
土
地
支
配
と
、
所
有
権
に
も
と
づ
く
経
済
的
関
係
に
よ
る
土
地
支
配
と

の
次
元
の
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
主
・
佃
戸
制
を
先
験
的
に
封

建
的
な
も
の
と
み
な
す
見
解
を
批
剣
す
る
と
同
時
に
、
園
家
支
配
の
問
題
を
正

面
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
一

九
六

0
年
代
以
来
の
地
主
的
封
建
制
論
が
私
的
地
主
制
か
ら
演
鐸
的
に
園
家
支

配
を
説
明
し
え
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
園
家
の
問
題
を
捨
象
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
こ
と
へ
の
批
剣
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
園
家
的
土
地
支
配
そ
の
も

の
の
性
格
に
閥
し
、
本
書
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
示
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
李
朝
前
期
の
私
回
国
主
の
支
配
を
封
建
制
へ
の
傾
向
を

も
っ
た
も
の
と
み
る
の
か
否
か
、
園
王
へ
の
支
配
の
集
中
と
い
う
現
象
を
園
家

的
農
奴
制
論
な
ど
の
議
論
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
本
書
で
は

そ
の
一
貫
し
た
存
績
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
枚
租
権
的
土
地
支
配
に
つ
い

て
李
朝
前
期
と
後
期
で
の
幾
化
を
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
等
々
、
土
地
調
査

事
業
の
歴
史
的
位
置
を
明
確
に
す
る
と
い
う
本
垂
直
の
主
題
と
関
連
し
て
著
者
の

見
解
を
い
ま
少
し
詳
細
に
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
近
代
に
あ
っ
て
園
家

は
社
曾
か
ら
分
離
し
き
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
制
度
と
し
て
土
地
所
有
に
お
い

て
特
様
性
が
消
滅
し
た
と
し
て
も
地
主
・
佃
戸
関
係
は
身
分
的
な
圏
家
秩
序
の
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な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
形
態
を
と
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
園
家
支
配
の
性

格
解
明
に
と
っ
て
も
地
主
制
の
多
様
な
展
開
を
把
揮
す
る
た
め
に
も
、
著
者
が

従
前
か
ら
指
摘
す
る
ご
と
く
後
方
の
不
可
分
な
連
闘
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
、

重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
内
在
的
な
把
援
の
核
心
を
な
す
私
的
土
地
所
有
の
進
展

に
つ
い
て
の
議
論
は
、
小
経
営
生
産
様
式
の
愛
展
に
闘
す
る
若
者
自
身
の
多
年

に
わ
た
る
質
謹
研
究
を
前
提
と
し
、
著
者
の
研
究
に
も
鰯
時
抗
さ
れ
て
一
九
八

0

年
代
に
す
す
ん
だ
衰
英
淳
・
遡
錫
坤
ら
に
よ
る
基
礎
史
料
分
析
の
成
果
を
ふ
ま

え
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
は
こ
の
黙
が
、
政
策
の
立
案
・
質
施
過
程

で
の
植
民
地
官
僚
の
認
識
の
深
化
を
追
跡
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
確
認
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
の
認
識
は
著
者
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
直
接
的

に
は
近
代
的
所
有
権
設
定
の
必
要
か
ら
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
性
格
の
も

の
で
あ
り
、
よ
り
貸
態
に
そ
く
し
た
分
析
は
、
政
策
的
な
検
討
を
お
こ
な
っ
た

本
書
に
つ
づ
き
「
土
地
妥
帳
を
用
い
た
膨
大
な
交
誼
作
業
」
に
も
と
づ
く

「土

地
調
査
事
業
を
前
後
す
る
土
地
所
有
関
係
の
緩
化
」
の
追
究
に
よ
っ
て
果
た
さ

れ
る
課
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
農
民
の
土
地
に
射
す
る
権
利
の
前
進
は
動

か
し
え
ぬ
も
の
だ
と
は
い
え
、
支
配
者
に
よ
り
所
有
権
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
と

自
主
的
な
近
代
的
郷
平
を
携
う
内
寅
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
は
隔

た
り
が
あ
り
、
地
域
的
か
っ
階
層
的
な
著
し
い
不
均
等
性
を
線
鐙
的
に
と
ら
え

る
方
法
に
は
ま
だ
検
討
の
徐
地
が
あ
り
そ
う
に
回
ゅ
う
。
日
脅
期
に
お
け
る
農
民

層
の
庚
汎
な
波
落
か
、
自
立
し
た
小
経
営
農
民
の
土
地
か
ら
の
分
離
と
い
っ
た

質
の
も
の
と
捉
え
う
る
の
か
ど
う
か
、
植
民
地
支
配
の
問
題
性
を
近
代
社
舎
が

一
般
的
に
必
要
と
す
る
粧
品
闇
政
策
寅
施
の
有
無
を
中
心
に
把
握
す
べ
き
な
の
か

否
か
、
織
再
革
主
位
の
理
解
と
も
関
連
し
て
議
論
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ

う
か
。
内
在
的
な
観
戦
剛
か
ら
の
追
究
の
重
要
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
と
し
て
、

植
民
地
「
近
代
」
が
も
っ
外
来
的
な
性
格
に
あ
ら
た
め
て
照
明
を
あ
て
る
と
い

う
課
題
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
近
代
的
土
地
所
有
の
「
戯
査
」

と
い
う
側
面
か
ら
の
検
討
が
な
お
捨
て
難
い
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。

本
書
は
、
和
田

一
郎
の
大
著
『
朝
鮮
ノ
土
地
制
度

・
地
税
制
度
調
査
報
告

書』

に
お
け
る
見
解
を
板
本
的
に
批
判
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
に

「
和
田
の
見
解
に
針
置
し
う
る
前
近
代
の
土
地
制
度
史
、
地
税
制
度
史
に
関
す

る
鐙
系
的
理
解
」
を
め
ざ
し
た
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
著
書
で
あ
る
。
私
事
に
な

る
が
、
戦
後
の
朝
鮮
史
研
究
を
概
観
す
る
作
業
を
し
て
い
た
と
き
だ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
土
地
調
査
事
業
の
専
論
と
し
て
七

O
O頁
に
近
い
本
書
を
手
に
し
た

さ
い
に
は
、
深
い
感
慨
を
お
ぼ
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
箸
者
自
身
の
研

績
の
た
ま
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
内
外
に
お
け
る
朝
鮮
史

研
究
が
着
賞
に
進
展
し
て
い
る
こ
と
を
も
詮
明
す
る
記
念
碑
的
な
成
果
と
-
評
す

る
こ
と
に
異
論
な
か
ろ
う
。
研
究
水
準
を
飛
飽
的
に
押
し
上
げ
る
契
機
に
な
る

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
近
代
史
の
み
な
ら
ず
前
近
代
史
の
分
野
を
も
ふ
く
め

て、

今
後
の
朝
鮮
史
研
究
か
ぜ
ひ
と
も
ふ
ま
え
ね
ば
な
ら
ぬ
必
讃
の
書
と
い
っ

て
よ
い
。
針
置
す
べ
き
イ
メ
ー
ジ
も
な
い
ま
ま
、
門
外
漢
の
的
外
れ
な
要
約
と

雑
駁
な
感
想
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
承
知
で
あ
え
て
紹
介
を
こ
こ
ろ
み
た
の
も
そ

の
た
め
で
あ
る
。
量
案
の
貨
物
の
定
員
な
ど
を
も
堕
富
に
掲
載
し
、
基
礎
的
な

事
項
か
ら
設
き
起
こ
し
な
が
ら
、
研
究
諸
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
あ
ら
た
な
見
解

へ
設
き
お
よ
ん
だ
大
著
で
あ
っ
て
、
議
論
さ
れ
る
べ
き
論
貼
は
す
こ
ぶ
る
多
岐

に
わ
た
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
、
綿
密
で
専
門
的
な
検
討
が
な
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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