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難

攻

地
券
に
つ
い
て

地

券

に

つ
い

て

黒

羽

兵

治

郎

近
世
の
不
備
に
し
て
錯
雑
せ
る
税
制
は
'
維
新
後
到
底
存
培

せ
し
む
る
に
堪

へ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
'
政
綱
未
だ
張
ら
ず
人

心
悟
空

屯
を
得
ざ
る
比
壷

醸
刀
改
柘
と
し
て
は
､
姑
く
醇
甥
を

踏
襲
し
'
潮
を
追
ふ
て
之
に
改
革
を
加
ふ
る
に
非
ざ
れ
は
'
或

は
却
っ
て
民
情
に
背
-
結
灘
と
な
る
べ
き
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
｡
然
れ
ば
明
治
元
年
八
月
'
太
政
官
は
発
つ
玄

7

二
年
は
諸
団
の
税
法
皆
蕃
制
に
釣
る
べ
-
'
唯
苛
法
弊
習
又
は

己
む
を
得
ざ
る
事
情
あ
る
も
の
に
限
り
'

1
腰
骨
計
官
に
経
伺

の
上
底
苫
す
べ
き
旨
の
布
告
を
費
し
た
の
で
あ
る
が
'
明
治
四

年
七
月
磨
蒋
置
腰
の
境
に
及
ぶ
も
猶
之
が
改
革
釈

T
に
着
手
す

る
単
組
は
ず
'
同
月
諸
願
に
練
返
し
同

7
趣
旨
の
和
音

ぞ
譜
し

た
の
で
あ
る
｡

既
に
屠
蘇
置
頒
と
な
ゎ
苦
各
市
貴
族
政
寺
の
領
地
は
皆
政
府

の
統
轄
す
る
朗
と
な
っ
た
が
､
或
は
二
県
に
数
十
の
領
地
を
合

第

三
十

1
巷

四
六
〇

弟

三
耽

1
五

二

し
.
或
は

7
藩
を
数
願
に
分
ち
'
税
制
の
如
き
も

T
郡
に
し
て

教
法
の
行
は
る
,
所
砂
か
ら
サ
'
超
し
卓
は

1
村
の
如
き
小
範

囲
に
於
て
故
技
に
分
れ
て
ゐ
た
｡
憤
っ
て
は

1
地
頭
の
下
に
拘

束
せ
ら
れ
､
敢
て
他
を
顧
み
な
か
っ
た
農
民
も
､
今
は
互
に
税

法
の
異
同
を
論
じ
､
碑
我
の
群
重
を
講
す
る
に
至
っ
た
た
め
､

地
方
官
も
之
が
廃
置
方
策
を
大
域
省
に
諦
ふ
た
が
､
iT遠

に
之

を
蘇
鞘
す
る
事
は
出
水
難
か
つ

た
｡
併
し
乍
ら
叩
空
ハ
年
に
蛇

地
阻
改
正
法
の
原
宿
と
な
り
p
爾
来
僅
多
の
経
費
弊
カ
と
時
日

と
を
費
し
て
此
大
事
挙

聖
E
は
れ
､
速
に
都
部
均

一
肥
好
平
準

の
法
が
確
立
せ
ら
れ
た
O
地
券
制
蛙
は
此
地
租
改
Tirの
準
備
事

業
と
し
て
創
始
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
以
凍
各
種
法
制
の

整
備
す
る
と
共
に
漸
-
其
必
要
を
減
じ
.
明
治
二
十
二
年
を
以

て
腰
止
せ
ら
る
,
に
至
っ
た
.
新
政
詣
歌
の
立
場
か
ら
は

『
現

賓
の
地
形
に
随
ひ
､
歩
数
を
訂
jE
L
'
虞
賓
の
利
潤
を
量
り
'

惜
値
(地
債
)
を
鮮
明
L
t
以
て
人
民
の
所
有
を
保
護
し
､
土
地

の
控
界
を
詳
買
』
し
'
世
に
遜
多
の
益
を
欝
す
と
質
讃
せ
ら
れ

?【
た
(謹
こ

此
制
度
も
'
新
政
反
射
の
立
場
か
ら
･y

之

『
王
土

(王
国
公
有
)を
破
壊
し
て
組
土
(国
民
私
有
)
と
篤
』
す
も
の
で
あ

大蔵省｢地租吹正報告書｣ 三貫
｢地券 を欝行するの在｣(大蔵省銀行局｢地券に閲 ㌻る調｣)



り
露

て
練
死
す
る
所
以
の

一
と
ま
で
非
難
せ
ら
れ
た
｡
(
孝

一)

梯

形
期
の
恥
骨
に
お
け
る
新
膏
思
加
小針
立
の

一
端
で
あ
る

が
'

斯
-
の
如
き
聖

止
も
西
南
戦
争
を
限
り
と
し
て
其
後
は
最
早
跡

方
も
な
-
消
失
し
て
了
つ
た
｡

(註

L
)

｢
地
券

を
弊
行
す

る
の
森
｣､
今
之
を
抄
録
す
れ
ば
左
の
如

く
で
あ
る
｡

uL
夫
れ
地
券
の
潜
行
た
る
や
､
現
茸
の
地
形
に
隔
ひ

(
中
略
)
土
地

の
甜
界
を
詳
質
す
｡
其
世
に
左
あ
る
､
蓋
し
五
傑
あ
り
O

]
こ
∃
.
､
､
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己
)斤
h肖
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叩
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宜
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ヽ
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､
や打
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(
中
略
)

二
に
ILu
-
､奮
衆
切
畝
歩
と
解
し
､

1
匠
の
地
を
裂
き
F
多

き
を
人
に
貴
愛
し
P
少
尊
を
碑
留
し
て
其
の
貢
親
を
人
に
代
り
節
約

す

る
の
解
を
破
る
ぺ
し
.

(
中
略
)
三
に
日
-
､
資
産
の
厚
薄
を
明

記
し
､
以
て
軌
カ
を
励
ま
す
の
助
と
す
o

(
中
略
)
四
に
日
-
､
検

地

の
博
労
を

寄
せ
ず
し
て
熊
-
細
見
を
蘇
定
す
.I(
し
｡

(
中
略
)
五

に
日
-
'
嘗
津
別
中
'
年
限
を
定
め
､
地
所
割
替
､
人
民

一
定
の
持

地
な
き
膏
習
を

一
洗
す
O
(
下
略
)

以
上
奉
ぐ
る
底
の
傾
件
吋
､
大
略
人
民
に
屈
せ
る
利
益
と
雛
も
､

官
も
亦
奮
衆
の
煩
雑
を
去
る
を
以
て
多
少

の
促
を
得

べ
し
｡
然
り
而

し
て
政
府
の
大
捜
よ
｡
論
ず
れ
ば
,
珂
是
よ
り
大
富

も
の
あ
り
O.

夫
れ
地
券
の
方
法
を
以
て
地
方
反
別
の
統
計
を
詳
家
す
れ
ば
､
碇
封

の
鹿
教
を
推
知
す
る
を
祷
'
地
債
の
全
額
を
板
陶
す
れ
ば
､
丘
間
鼓

収

の
鹿
茸
を
概
算
す
る
を
得
べ
し
.
此
の
二
端
に
就
き
地
方
の
貧
富

稚

錬

地
券
に
つ
い
て

を
商
量
す
る
と
尊
は
､
或
は
地
租
を
粁
誠
L
t
或
は
郡
甑

の
制
を
夏

正
し
'
或
は
兵
役
を
配
賦
す
る
も
､
概
算
先
づ
立

つ
を
以
て
､
其
の

事

の
標
的
先
づ
定
ま
り
､
其
の
虞
空

目
祭
に
中
る
.,(
し
.
然
れ
ば
朋

天
下
の
大
計
亦
座
し
て
以
て
論
定
す
べ
L
O
今
串
服
縛
許
か
な
ら
ざ

れ
ば
､
何
を
以
て
天
下
の
大
計
を
総
括
せ
ん
や
｡
恐
ら
-
は
聖
人
出

つ
る
と
純
も
能
は
ざ
る
虎
の
者
あ
ら
ん
O
(
中
略

)
今
や
地
券

の
方
法

を
施
し
､
千
古
兼
営
の
剛
を
設
け
､
教
官
年
の
草
弊
を

I
洗
し
'
其

の
巨
軍

と
BE.ち
､
始
め
て
上
下
の
無
籍
を
振
興
せ
む
と
す
.
茸
に
千

歳

の
7
時
､
各
人
務
て
似
て
杵
寄
せ
ざ
る
ぺ
け
む
や
｡
讃
ふ
､
御
者

詳
鳶
｡
』

岩
叫巴

u
即
B
;
カ
句

詞
に
筋
を
起
せ
る
併
惑
′声
声
部
瑛
帝
都
原

…

誠
の
吉
ふ
所
で
あ
る
O
其
諌
死
の
松
井
に
日
-

'

『

I誠
の
､政
府
の
非
速
を
正
FU
ん
と
欲
す
る
傍
目
多
L
o
轟
に
思
川

招
三
郎
余
に
滑
る
に
東
京
新
刊
の
国
法
汎
論
(
加
藤
弘
之
諜
)
を
以
て

す
o
此
苦
は
政
治
の
甚
大
を
国
士
国
民
制
に
取
る
者
聖

戦
政
府
に

し
て
其
制
を
樺
倣
せ
ば
､
王
土
王
民
を
破
壊
せ
ざ

る
可
か
ら
ず
｡
今

や
地
券
暦
行
､
王
土
を
破
壊
し
て
国
土
･U
想
す
o
是
れ

一
誠
が
諌
死

せ
ん
と
す
る
所
以
の
l
な
り
』
云
々
と
｡

ニ

貯
世
市
街
地
の
多
-
は
地
チ
溌
除
の
特
興
を
輿

へ
ら
れ
て
ゐ

た
が
､
此
特
典
は
国
民
の
租
税
負
槍
の
公
平
を
期
す
る
上
か
ら

見
て
連
に
磨
止
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
た
o
然
れ
ば
大
蔵
省
は
明

第
三
十

l
容

四
大

l

第

三
既

一
五

三

吉田兼任博士｢例叙日本史｣憲法制定崩､五三頁3)



軸

線

地
歩

に

つ
い
て

冶
四
年
三
月
三
府
五
開
港
場
に
地
租
賦
課
の
方
法
を
確
定
せ
ん

と
太
政
官
に
建
議
す
る
所
が
あ
り
'
十
月
再
び
≡
府
下
地
券
費

行
の
儀
に
就
い
て
正
院
に
伺
書
を
埴
出
し
た
の
で
あ
る
が
､
程

な
-
市
筒
地
地
租
賦
課
の
件
は
決
定
せ
ら
れ
'
十
二
月
太
政
官

は
華
つ
東
京
府
下
に
於
け
る
武
家
地
町
地
の
稀
を
犀
し
此
等
に

地
券
を
交
付
し
地
租
を
上
納
せ
し
む
べ
き
事
を
布
告
L
p
男
五

年
正
月
大
蔵
省
は
東
京
府
に
『
地
券
野
口
地
相
上
納
税
別
』
を
適

Jhll
/ヽ

]
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JLl
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.1
Wリ
一J]lュ
TP
]L
IJ
ll一
r]
'
=
リ
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u表
と

二
LLLITLR
J月
山作
‥陀
u
J判
朝
坑'tt.当1%
.判
灘
朗
仰Ti<力
持~
ハ』
カ
ー止巾
定

L
t
地
券
の
交
付
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
而
し
て
大
戒
省

は
各
府
原
に
封
し
て
も
東
京
府
と
同
様
'
本
年
度
よ
り
従
来
無

税
の
市
街
地
に
此
法
を
施
行
す
べ
き
旨
を
達
し
､
地
方
長
官
の

中
葉
を
保
っ
て
葺
施
せ
ん
と
し
た
が
'
其
不
可
能
に
終
っ
た
事

は
後
述
す
る
如
-
で
あ
る
｡
所
謂
都
合
地
地
券
又
は
括
虜
稚
旅

行
地
地
券
は
此
系
統
の
地
券
で
あ
る
｡
地
券
の
交
付
が
先
つ
東

京
府
下
に
行
は
れ
た
所
以
は
'
東
京
府
が
中
央
宮
腰
の
所
在
地

と
し
て
､
制
度
創
始
S
際
､
先
つ
之
を
試
む
る
に
首
り
'
他
に

求
め
得
ざ
る
諸
種
の
利
便
が
臭
っ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
｡
其
菌

武
家
増
町
地
に
裁
い
て
地
盤
が
交
仰
せ
ら
れ
た
の
は
'
此
等
の

第
三
十
1
巷

四
六

二

第
IT東

1
五
四

土
地
は
近
世
よ
り
券
地
と

耕
し
賛
男
が
公
許
せ
ら
れ
､
私
有
の

砕
讃
歴
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
か
｡

明
治
五
年
二
月
土
地
永
代
膏
貫
の
禁
が
解
か
れ
､
爾
来
土
地

の
費
買
譲
渡
あ
る
毎
に
地
券
が
交
付
せ
ら
る
,
こ

と
,
な
っ
た

但
重
昂
府
下
を
始
め
'
摘
発
税
法
砲
術
達
の
土
地

は
此
規
則
の

例
で
な
い
O
此
時
雄
束
の
持
地
に
も
犠
て
地
券
窒
父
付
す
べ
L

JJ
わ
つ
L
)が
.ヒ
R
㌔
土
地
ま
虻
,JbLJ川見
乃
打
&
'こ
.叫
..ク
か
.磨
./.C

Iこ
歩
L

t･.
瑚
頚
か
頚
倒
せ
ら
る
,
事
と
な
/Jた
V
蓮
に

･qS
い
て

地
券
の
交
付
を
常
十
月
中
に
完
了
す
べ
L
と
言
ひ
甚
だ
し
-
忠

い
で
ゐ
ろ
事
は
､
こ
れ
地
租
改
til事
業
賓
鴇
の
気
運
が
漸
-
熟

し
来
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
所
謂
地
方
地
寛
は
此
系

統
の
地
券
で
あ
る
｡
前
述
の
都
骨
地
地
券
･JI
此
地
方
地
券
も
共

に
明
治
五
壬
申
年
に
創
始
せ
ら
れ
た
か
ら
､
両
者
を

7
括
し
て

,I

壬
申
地
券
と
い
ふ
｡

地
方
地
券
は
明
治
五
年
よ
り
交
付
せ
ら
れ
た
が
'
空
六
年
に

入
つ
て
も
未
だ
交
付
を
初
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
砂
-
な
い
｡

都
骨
地
地
券
は
東
京
府
以
外
は
男
六
年
に
入
っ
て
初
め
て
交
付

せ
ら
れ
た
様
で
あ
る
｡
即
ち
｣ハ
年
二
月
市
術
地
の
賦
穂
は
昨
年

大赦首銀行局 ｢地券に関する調 ｣



度
よ
り
箕
施
す
べ
き
預
定
な
り
し
に
も
拘
ら
ず
'
相
原
中
に
は

取
調
中
立
の
遷
延
す
る
も
の
も
あ
り
､
今
.
前
年
度
に
翻
っ
て

之
を
収
納
す
る
に
は
或
は
支
障
七
生
す
る
こ
と
で
あ
ら
-
と

て

改
め
て
本
年
度
よ
り
箕
砲
の
旨
中
央
よ
り
の
指
令
が
あ
り
､
之

に
従
っ
て
各
府
願
は
都
督
地
地
券
の
交
付
を
開
始
し
た
と
思
ほ

れ
る
の
で
あ
る
｡
大
阪
市
中
の
如
き
は
明
に
此
時
初
め
て
交
付

′

rL

せ
ら
れ

てゐ
る
｡

壬
申
地
券
は
共
に
地
方
適
宜
の
用
紙
春
用
ゐ
て
ゐ

た
が
､
英

貨
粗
感
に
し
て
哲
也
の
弊
を
来
す
恐
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
又
都

骨
地
地
群
と
地
オ
地
米
と
は
其
牌
裁
を
異
に
し

た
d
話
し
政
的

は
前
者
を
以

て土
地
所
有
の
櫛
置
､
地
租
賦
課
の
手
段
と
な
し

た
る
に
射
し
､
後
者
を
以
て
は
唯
土
地
所
有
の
確
認
と
な
し
七

右
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
且
此
等
地
券
の
記
載
事
項

は
地
主
の
申
立
に
徒
ふ
な
原
則
と
し
た
-
め
'
地
番
戟
I地
目
'

地
積
､
地
借
等
の
均
衡
を
得
ざ
る
も
の
'
不
正
確
な
る
も
.の
が

あ
っ
た
｡
然
し
明
治
六
年
七
月
二
十
八
日
地
租
改
正
法
布
告
の

桔
典
'
此
専
両
種
の
地
券
は
同

T
形
式
の
も
の
に
改
め
ら
れ
､

其
費
行
交
付
の
目
的
も
､
之
に
伐
っ
て
土
地
所
有
権
を
碑
鼓
す

鵜

掩

地

券

に

つ
い
て

る
と
共
に
､
地
憶
を
確
定
し
'
地
券
記
載
の
地
偶
を
以
て
地
租

賦
課
の
梗
準
と
な
す
事
に
統

一
せ
ら
れ
'
券
面
記
載
の
十
地
の

字
､
寄
航
､
地
目
'地
轄
及
地
僧
の
調
査
並
に
智
行
手
紙
も
常
制

に
此
し
頗
る
精
譜
を
加

へ
た
D
地
券
が
各
府
願
に
於
.い
て
､
又

絶
べ
T
の
土
地
に
射
し
て
奇
行
せ
ら
る
J
事
､
土
地
所
有
の
確

定
に
し
て
其
交
付
を
受
け
た
る
者
よ
り
地
券
置
印
税
を
納
付
す

べ
き
事
は
壬
申
地
盤
と
も
同
様
で
あ
る
が
'
地
僧
は
膏
貿
時
債

よ
り
牧
筋
慣
格
に
撃
っ
た
｡
所
謂
地
租
改
正
法
に
伐
る
地
券
が

之
で
あ

る
｡
明
治
十
四
年

地
租
改
jlE
事
柴
を

大
略

完
了
し
た

笛

l√

h

-

..≡

.･.

L
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地
券
制
度
は
引
続
き
行
は
れ
た
が
.
明
治
十
七
年
三
月
に
は

地
租
保
例
の
制
定
あ
り
'
地
租
に
関
す
る
諸
帳
簿
の
様
式
が
定

め
ら
れ
た
O
然
し
十
三
年
地
目
軒
襖
地
偵
修
正
を
行
っ
た
外
に

は
i
未
だ
全
般
的
な
土
地
の
賢
地
調
査
抱
え
て
な
-
'
従
っ
て

新
帳
簿
調
製
に
先
立
っ

て
一
席
草
地
調
査
の
必
要
を
生
じ
た
｡

斯
-
て
明
治
十
八
年
以
降
の
地
押
調
査
と
な
り
､
苗
に
確
驚
な

る
土
地
墓
帳
が
作
成
せ
ら
れ
て
か
ら
は
､
地
租
は
之
に
由
っ
て

賦
課
せ
ら
ち
^

こ
と
,

な
っ
た
.
又
明
治
十
九
年
八
月
に
は
芳

第
三
十

1
容

聖
ハ

三

軍

二
束

一
五
五

6) 拙稿｢明綿和串の大阪市街地 と地租吹iE｣(｢大大阪｣第六巷､第三暁､三〇京)
7) 大蔵省｢地租吹正報昔専一五六乃真-一六五貢
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林

地

地
歩

に

つ
い
て

記
法
が
布
告
せ
ら
れ
'

土
地
に
関
す
る
権
利
の
移
時
は
必
ず

茸

記
に
よ
る
を
要
し
､
営
記
な
き
と
き
は
其
の
移
柘
は
法
律
上
第

三
者
に
射
し
て
双
力
な
き
も
の
と
せ
ら
れ
､
土
地
所
有
樺
を
確

認
す
る
も
の
と
し
て
の
地
券
は
全
く
共
の
必
要
を
見
TTJる
に
至

り
'
唯
人
民
を
し
て
所
有
土
地
の
段
別
地
情
等
を
知
ら
し
め
'

納
租
の
準
備
を
な
き
し
む
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
と
な
っ
た
｡
斯

く
LJ
由
hu･よ
月
缶
二
L
二
tiL
二
lrl
二
i
二
ヨ
.P■沈
LJ
誕
又ヒ
ナ
一.フ

れ
た
の
で
あ
る
で

地
券
制
度
が
地
租
改
正
の
準
備
制
度
と
し
て
創
始
せ
ら
れ
､

而
し
て
政
府
が
都
督
地
地
券
を
以
て
土
地
所
有
の
砕
静
'
地
租

賦
課
の
手
段
と
L
t
地
方
地
券
を
以
て
土
地
所
有
の
確
欝
と
し

た
事
は
前
述
の
如
-
で
あ
る
(
事
責
都
督
地
地
券
に
は
地
米
が

其
土
地
永
代
所
持
の
欝
と
し
て
渡
さ
れ
し
も
の
で
あ
り
'
叉
券

面
記
載
地
債
の
百
分
の

一
が
地
租
と
し
て
上
納
せ
ら
る
べ
き
も

の
で
あ
る
事
が
明
記
せ
ら
れ
て
ゐ
た
｡

然
る
に
地
方
地
券
に
あ
つ
て
は
'
之
が
地
租
の
賦
課
と
緊
譜

な
る
関
係
を
有
す
事
に
は
何
等
の
言
及
も
な
か
っ
た
｡
琴
h
-

は
常
路
者
の
箕
に
成
れ
る
も
の
と
思
は
れ
る

｢
地
券
を
費
行
す

革

二
十

1
巷

四
六
E
I

弟
三
釆

l
五
大

る
の
益
｣
に

『
今
地
券
を
哲
行
す
る
'

固
よ
り
人
民
所
有
の
雄
㍉

静
を
輿
ふ
る
所
以
に
し
て
､
現
今
租
棟
に
関
係
す
る
の
事
な
け

れ
ば
'
銘
々
其
の
畝
歩
を
臆
伏
す
る
の
弊
な
か
る
べ
し
』
と
言

ひ
'
又
明
治
二
十

丁
年
二
月
地
券
制
度
の
轡
吏
乃
至
は
磨
止
に

関
し
て
山
願
内
務
大
臣
よ
り
松
方
大
蔵
大
臣
に
宛
て
た
る
将
官

文
に

『
地
券
の
儀
は
元
束
+
,地
所
右
標
を
確
認
す
る
の
某
意
に

有
之
候
tl
と
言

へ
る
が
如
き
ti
'
こ
れ
呼
息
に
仇
で
た
る
説
明

で
あ
っ
て
r

地
券
と
地
郡
の
蹴
課
と
が
斯
-
の
如
-
撫
関
係
な

ら
ざ
り
し
軍
は
秘
め
て
明
瞭
で
あ
る
｡
顔
蒋
置
腰
よ
り
地
租
改

正
法
の
布
告
に
至
る
頃
の
世
情
人
情
の
不
安
定
は
'
農
民

1
挨

の
件
数
が
少
-
と
も
二
十
四
に
及
び
'
其
の
寄
生
が
略
方
谷
･.園

に
亘
っ
て
ゐ
る
事
に
も
反
映
し
て
ゐ
る
と
言
ひ
得
よ
-
｡

地
券

の
交
付
が
地
租
の
放
課
と
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
か
に
放
い
て

は

三
日も
閉
る
,
こ
と
な
-
､
唯
地
番
'
地
目
､
地
積
ー
石
高
､

持
主
等
の
み
を
記
し
'
両
も
地
債
の
記
入
を
忘
れ
て
ゐ
な
い
地

方
地
券
の
記
入
法
は
確
に
賢
明
で
あ
る
｡

政
府
と
し
て
は

一
般
に
地
券
を
交
付
し
た
る
後
､
地
租
改
正

に
着
手
し
た
か
つ
た
様
で
あ
る
｡
然
し
地
券
の
交
付
は
期
待
の

8) 大蔵省銀行局､前端書



如
-
迅
速
に
進
ま
ず
､
其
完
了
し
た
る
も
の
,
極
め
て
少
数
に

止
り
L
は
兎
も
角
､
中
に
は
束
だ
全
然
着
手
せ
ざ
る
も
の
も
あ

0)

っ
た
.

然
し
乍
ら
膏
税
法
の
改
正
は

1
日
も
忽
に
す
る
を
得
ず

義
に
於
い
て
断
然
地
券
交
付
の
完
了
を
待
た
ず
地
租
改
正
を
貴

行
す
る
こ
と
,
な
っ
た
｡
棟
愈
々
英
軍
行
に
移
る
や
'
各
地
農

民
の
苦
情
反
射
相
瞳
い
で
起
り
'
問
々
騒
擾
を
惹
起
し
､
事
業

の
進
捗
は
銭
め
に
著
し
-
妨
け
ら
わ
た
の
で
あ
る
.
地
券
の
交

寸
一L
･阻
且
り
武
郎不
.こ
潮
系
ZL{
′ノ
L
tTl一]TT
I
,つ
.'1土
.L
}
ぎ
LTT･｣
日守

ノ川｢
1よ
･エ
一山九日
′LRP...1L.E=
liiZiLiノー
プ
1

T
JE'r
ノ
T′
T
l･川,
l
′J.7L..i.｣I
j..､ノTT

ら
る
,
か
に
思
は
れ
る
｡

地
券

が
土
地
所
有
樺
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
は

異
議
を
挿
む
敵
地
は
な
い
｡
然
し
此
汝
律
的
欺
力
.に
関
し
て
は

明
治
十
三
年
十

一
月
土
地
安
男
譲
渡
規
則
布
告
の
前
後
に
よ
っ

て
其
権
利
関
係
上
重
要
な
る
相
違
の
存
す
る
を
見
る
の
で
あ
る

即
ち
夫
以
前
の
規
則
に
よ
れ
ば
'
地
券
の
書
巻
は
所
有
樺
移
蹄

の
欺
カ
を
草
生
せ
し
む
る
に
必
要
な
る
形
式
で
あ
り
'
従
っ
て

暇
令
土
地
の
安
男
に
つ
い
て
其
代
金
の
支
排
を
完
了
し
'
戸
長

の
奥
書
割
印
を
受
-
る
も
'
地
券
の
書
換
な
き
と
き
は
未
だ
所

有
棟
移
韓
の
赦
カ
を
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
然
る
に
右
規

雑

鉄

地
券

に
つ

い
て

別
に
於
い
て
所
有
樺
の
移
特
は
普
事
者
の
合
意
を
以
て
成
立
し

戸
長
役
場
の
公
定
を
受
け
､
其
地
券
を
新
取
得
者
に
交
付
す
る

を
以
て
足
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
｡
唯
地
租
及
地
方
税
は
地
券
名
萎

人
を
納
税
専
務
者
と
し
た
か
ら
､
此
轡
真
上
よ
り
地
金
の
寄
番

が
必
要
と
せ
ら
る
ゝ
に
止
っ
た
｡
他
面
'
管
轄
腰
の
地
券
墓

帳
に
不
備
多
く

両
者
相
供
っ
て
樺
利
関
係
の
紛
糾
を
来
し
､

地
券
制
度
の
存
概
は
寧
ろ
喋
へ
難
さ
に
至
っ
た
O
而
し
て
前
述

の
如
-
明
括
十
九
年
に
は
詳
記
汝
が
制
定
せ
ら
れ
､
樺
利
関
係

は
栄
記
節
に
由
っ
て
赦
杭誹
i
wも
る
i
li
至
っ
た
の
で
あ
る
Q

四

最
後
に
明
治
時
代
の
地
券
が
不
動
産
金
融
上
如
何
な
る
意
番

を
有
し
て
ゐ
た
か
を
見
よ
-
｡
明
治
五
年
都
骨
地
地
券
に

『
此

地
所
外
国
人
へ
射
し
茸
渡
し
､
井
金
銀
取
引
の
篤
地
券
寄
書
入

致
し
侯
儀
は
､
決
で
不
相
成
侯
事
』
と
記
載
L
t
叉
明
治
十
六

年

一
月
大
域
者
達
に

『地
所
は
勿
論
'
地
券
の
み
た
り
と
も
外

国
人
へ
安
男
又
は
質
入
喜
入
等
を
残
し
'
金
子
を
受
取
り
又
は

借
受
-
る
は

7
切
厳
禁
す
』
と
い
へ
る
が
如
き
は
地
券
に
不
動

｢明確財政史｣第7T.巷､四一〇貢
杉本正幸氏著｢不動産金融論｣一二七乃∃ト一三一貫
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化
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事
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Li
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弟
三
十
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巷
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稚

秩

地
券

に
つ

い
て

此
等
の
禁
令
は
､
反
面
'

地
券
が
我
園
内
に
於
い
て
'
恐
ら
-

勉
め
て
狭
少
な
範
鞘
に
於
い
て
で
は
あ
tI;
っ
が
･
其
作
用
を

費

挿
し
た
事
と
推
排
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
.
事
茸
'
ま
た
不
動

産
金
融
機
関
創
設
の
要
求
は
明
治
十
年
.G
よ
り
漸
次
種
々
な
る

計
量
と
な
っ
て
表
ほ
れ
て
凍
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
O

之
を
地
券
銀
行
の
琴

止
汁
撃

卜
唄
る
も
'
明
治
九
年
頃
よ
り

畦
鮭
一巨
匠
華
と
L
tJ
選
寸
小声
.pT洛
X
TT
ナ
]L
と
.r
I⊃
看
･,i
世｢
.E
L

十

年

三

月

に
は

自

由

鶴

静

座

､

八

月

に

は

地

券
藤

林

座

の

計

豊

が
あ
り
'
十
月
に
は
百
苗
圃
の
地
券
を
集
め
'
之
を
政
僻
に
差

入
れ
'
百
高
風
の
紙
幣
を
発
行
し
'
専
ら
地
券
揖
保
の
貸
付
を

行
は
-
と
し
た
者
が
あ
っ
た
.
改
称
は
何
れ
も
許
可
し
な
か
つ

た
が
､十
五
年
に
は
上
州
前
橋
に
於
い
て
地
券
銀
行
を
創
立
L
t

地
券
を
拭
常
と
し
て
紙
幣
を
費
行
L
t
殖
帝
興
業
の
元
資
に
充

て
ん
と
L
t
又
九
州
地
方
に
於
い
て
も
地
券
銀
行
を
設
立
し
'

共
地
方
織
道
敷
設
の
費
用
を
供
せ
ん
と
し
た
.
政
府
は
共
栄
務

を
不
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
'
圃
立
銀
行

に
加
ふ
る
に
地
券
銀
行
を
以
て
L
t
結
局
不
穐
紙
幣
の
埠
加
を

凍
さ
し
む
る
に
は
堰
へ
な
い
と
い
ふ
確
由
の
下
に
其
堅

皿
の
講

夢

二
+

1
巷

四
六
六

第
三
鋸

t
五
八

噸
を
却
下
し

て
丁
つ
た
の
で
あ
る
O
邦
る
に
明
治
十
七
年
に
は

叉
復
江
州
大
津
に
於
い
て
地
券
銀
行
の
設
立
が
企
婁
せ
ら
れ
た

農
村
の
疲
弊
今
や
坐
硯
す
る
に
忍
び
ず
'
政
府
の
政
策
に
反
す

る
も
の
､
如
-

な
る
も
敢
て
此
型

皿
を
計
量
し
､
地
券
を
捨
保

と
し
て
虞
-
低
利
の
貸
付
を
行
は
-
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
然
し

此
銀
行
も
亦
政
府
の
許
可
す
る
折
と
な
ら
ず
'
斯
る
間
に
地
券

糾
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ま
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rjr
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L
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Trq
■ト
､ノ.ニーしかn⊥h乍
担
mmr
y
T
,
-仇
f
y新
川や

径
に
於
け
る
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