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「
朝
鮮
土
地
調
査
事
業
」
研
究
の
新
た
な

前
進
の
た
め
に

{呂

博

嶋

日
本
帝
園
主
義
が
八
年
に
亙
る
歳
月
と
二
千
徐
高
闘
の

E
費
を
投
じ
て
質
施

し
た
所
謂

「
朝
鮮
土
地
調
査
事
業
」
(
以
下
躍
に

「
事
業
」
と
略
記
)
は
、
朝

鮮
に
お
け
る
他
民
地
的
経
済
構
造
構
築
の
た
め
の
基
礎
的
作
業
の
一
つ
と
し

て
、
重
大
な
歴
史
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
事
業
」
に
先

①
 

立
っ
か
、
あ
る
い
は
卒
行
し
て
質
施
さ
れ
た
「
騨
屯
土
調
査
事
業
」
、
山
林
所

@
 

有
権
の
確
定
作
業
、

一
連
の
農
業
関
係
立
法
等
と
相
侠
っ
て
、
奮
来
の
土
地
所

有
闘
係
を
恨
本
的
に
再
編
成
す
る
と
と
も
に
、
日
本
人
大
地
主
を
頂
貼
と
し
た

新
た
な
徳
民
地
地
主
制
形
成
の
横
杯
と
し
て
の
役
割
を
諜
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な

「事
業
」
の
朝
鮮
恥
舎
に
輿
え
た
影
響
の
重
要
性
の
た
め

に
、
「
事
業
」
に
闘
す
る
科
率
的
研
究
は
早
く
か
ら
試
ら
れ
、
我
々
に
は

ご
疋

の
研
究
蓄
積
が
残
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
「
事
業
」
賓
施
過
程
の
板
本
史

料
は
未
だ
全
く
設
掘
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
欣
況
に
制
約
さ
れ
て
、

「
事
業
」

研
究
に
は
な
お
賞
霊
的

・
理
論
的
に
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幾
多
の
問
題
が

山
積
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
根
本
史
料
の
愛
掘
が
様
々
な
事
情
の
た
め

に
嘗
面
は
困
難
で
あ
る
我
々
日
本
に
居
住
す
る
者
と
し
て
は
、
し
た
が
っ
て
、 史

ま
ず
従
来
の
研
究
を
線
括
し
、
現
在
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
研
究
の
理
論
的
課
題
、
お
よ
び
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
賞
謹
上
の
課
題
が
明
確
に
な
れ
ば
、
従
来
は
顧
ら
れ
な
か

っ
た
史
料
も

新
た
な
光
の
下
で
輝
い
て
く
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
し、

或
い
は

「
事
業
」

前

後
の
賞
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
「
事
業
」
そ
の
も
の
の
性
格

が
浮
び
上
っ
て
く
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
う
し
た
作
業
の
た
め
の

さ
さ
や
か
な
第

一
歩
で
あ
る
。

な
お
最
初
に
断
わ

っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

「
事
業
」
が
、
替
市
爪
の
土

地
所
有
閥
係
を
日
本
の
植
民
地
支
配
に
適
合
的
な
土
地
所
有
閥
係
に
編
成
替
さ

せ
る
場
合
の
、
嶋
田
軸
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、

「
事
業
」

研
究
は
「
事
業
」
そ
の
も
の
の
賞
施
過
程
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
事
業
」
以
前
お
よ
び
以
後
の
朝
鮮
枇
曾
を
ど
う
把
握
す
る

の
か
と
い
う
、
世間
い
硯
野
に
立
つ

こ
と
が
、

必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
本
稿
も
、
こ
の
よ
う
な
瞭
い
視
野
か
ら

「
事
業
」

研
究
の
歴
史
を
振
り
返

っ
て
み
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る。
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近
代
の
朝
鮮
農
村
吐
曾
を
科
聞
学
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
欲
求
は
、
「
産
米

増
殖
計
劉
」
と
い
う
名
の
苛
酷
な
植
民
地
牧
奪
政
策
に
よ
り
、
朝
鮮
農
民
が
悲

惨
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
吠
態
に
突
き
落
と
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
、

一
九
二
0

年
代
に
彫
済
と
し
て
湧
き
上
が
っ
て
き
た
。

『
開
闘
』
『
東
亙
日
報
』
等
の
雑

誌

・
新
聞
で
は
、

嘗
時
の
農
村
の
窮
吠
と
そ
の
解
決
策
等
が
頻
り
に
論
じ
ら
れ

始
め
た
が
、

管
見
の
限
り
で
は
、
二

0
年
代
の
こ
れ
ら
諸
論
稿
の
中
で

「
事

業
」
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
「
事
業
」
の
歴
史
的
性

格
に
閲
し
て
初
め
て
科
皐
的
な
分
析
の
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
る
の
は
、

一
九
三

O
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年
に
日
本
一請
で
翻
帯
設
表
さ
れ
た
二
つ
の
論
文
、
著
者
不
明
「
朝
鮮
に
於
け
る

@
 

農
民
問
題
」
(
『
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
』
編
輯
部
編
謬
『
朝
鮮
問
題
』
所
牧
〉
と

金
浩
永

「
朝
鮮
に
於
け
る
士
地
問
題
」

〈
金
活
永
謬
『
朝
鮮
に
於
け
る
土
地
問

@
 

題
』
所
収
)
あ
た
り
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
論
文
は
、
朝

鮮
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
農
民
問
題
に
糾
問
し
て
い
か
な
る
態
度
を
と
る
べ
き

か
と
い
う
競
鮎
か
ら
、

。「
事
業
」
の
歴
史
的
意
義
、
お
よ
び
以
後
の
農
村
に
於

け
る
階
級
関
係
と
矛
盾
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

爾
論
文
は
「
事
業
」
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
土
地
調
査
』
は
、
先
づ
第
一
に
欝
い
封
建
的
領
有
閥
係
を
、
そ
の
ま
ま

近
代
的
私
有
に
削
開
化
す
る
こ
と
に
、
根
本
的
な
方
針
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ

た
。
奮
緯
園
に
於
て
は
、
大
部
分
の
封
建
的
領
有
地
に
在
つ
て
は
、
農
民
の

土
地
に
劃
す
る
閥
係
は
、
直
接
的
な
所
有
と
、
殆
ん
ど
製
ら
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
:
:
:
領
主
の
土
地
に
射
す
る
樋
利
は
決
し
て
、
土
地
そ
の
も
の
に
針

す
る
自
由
な
支
配
と
成
分
に
依
っ
て
で
は
な
く
、
土
地
に
結
び
つ
け
ら
れ
た

農
民
に
射
す
る
身
分
的
な
支
配
と
、
牧
穫
物
の
牧
奪
に
よ
っ
て
の
み
賞
現
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
日
本
帝
図
主
義
に
依
る
土
地
私
有
制
の
確
立
は
、
土
地
に
於
け
る

か
か
る
古
い
捌
係
を
一
摘
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
土
地
を
完
全
な
近
代
的
私

有
物
と
し
て
封
建
的
所
領
者
に
輿
え
る
と
共
に
、
今
ま
で
土
地
に
到
す
る
直

接
的
生
産
者
で
あ
り
、
そ
の
永
久
的
な
耕
作
権
に
依
っ
て
、
土
地
に
針
す
る

直
接
の
支
配
者
で
あ
っ
た
農
民
は
、
寧
純
な
法
的
契
約
に
依
る
小
作
人
に
純

化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
(
著
者
不
明
論
文
四

O
J四
一一
良
)

土
地
所
有
形
態
の
資
本
主
義
化
と
、
商
品
的
貨
幣
的
経
済
関
係
の
念
速
な

浸
潤
と
、
設
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
民
の
生
産
方
法
と
農
民
に
劃
す
る
搾

取
関
係
は
、
未
だ
資
本
主
義
前
的
封
建
的
方
式
に
依
っ
て
支
配
さ
れ
て
居
る

所
に
、
朝
鮮
農
村
緩
務
関
係
の
特
質
は
あ
る
。
(
向
上
五
五
頁
)

零
細
農
的
経
営
と
零
細
農
的
領
有
は
、
朝
鮮
土
地
関
係
の
最
大
の
特
質
で

あ
る
。
:
:
:

日
本
帝
閣
主
義
に
依
る
土
地
の
近
代
的
私
有
形
髄
の
確
立
は
、

資
本
主
義

的
経
営
を
褒
展
さ
せ
る
代
り
に
、

零
細
農
的
経
営
と
資
本
主
義
的
領
有
と
の

間
の
本
質
的
矛
盾
を
愛
逮
さ
せ
、
地
租
の
過
重
と
高
利
貸
的
及
び
商
業
的
搾

取
を
深
刻
に
す
る
こ
と
に
依
っ
て
農
民
か
ら
の
土
地
掠
奪
を

一
一層
急
速
に
促

進
さ
せ
た
の
み
で
あ
る
。
(
金
浩
永
論
文

一
四
頁
)

こ
の
一同
論
文
に
お
い
て
研
究
史
的
に
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

次
の
諸
貼
で

あ
る
。①

ハ
土
地
領
有
関
係
に
お
け
る
近
代
的
性
格
と
搾
取
閥
係
に
お
け
る
封
建
的

性
格
と
の
聞
の
矛
盾
が
、
「
事
業
」
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
朝
鮮
農
業
の
根

本
的
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
指
摘
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
関
係
の
捉
え
方
は
、
微
妙

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
遠
い
を
含
み
な
が
ら
、
最
近
の
研
究
に
至
る
ま
で
繰
返
し
主

張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

②

「

事
業
」

に
よ
っ
て
排
他
的
な
土
地
所
有
醐
帽
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
奮

来
の
封
建
的
所
領
者
H
雨
班
層
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
。
こ
の
鮎
も
①
の
黙
と

と
も
に
以
後
の
殆
ん
ど
の
研
究
が
共
通
に
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

③

地

主

H
小
作
人
間
の
地
代
枚
取
関
係
の
封
建
的
性
格
が
、
マ
ル
ク
ス
の

『資
本
論
』
第
三
省
第
四
七
章
に
お
け
る
生
産
物
地
代
論
を
典
撲
に
し
な
が
ら

@
 

捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

④
李
朝
末
期
に
お
け
る
農
民
の
事
質
上
の
土
地
所
有
櫛
と
も
言
う
べ
き
も

の
の
存
在
を
高
く
評
償
し
、
「
事
業
」
以
後
の
農
民
と
の
質
的
差
異
を
鋭
く
指

摘
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
以
後
の
解
放
前
の
研
究
で
は
殆
ん
ど
無
現
乃
至
は

殴
昧
に
さ
れ
、
解
放
後
の
研
究
で
改
め
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意

-107ー
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味
で
、
重
要
な
研
究
史
上
の
車
悼
集
を
も
っ
て
い
る
。

一
九
三

O
年
に
滋
表
さ
れ
た
上
記
二
論
文
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
義
を
有
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、

「
事
業
」
そ
の
も
の
の
質
態
に
即
し
た
研
究
で

は
な
か
っ
た
。
「
事
業
」

の
賞
態
に
卸
し
な
が
ら
、
そ
の
朝
鮮
紅
舎
に
輿
え
た

歴
史
的
意
義
を
理
論
的
・
質
設
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
先
制
的
業
績
と

し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
る
の
は
、

一
九
三
三
年
に
公
け
に
さ
れ
た
が
文
圭
氏

の
名
論
文

「
段
村
粧
台
分
化
の
起
鮎
と
し
て
の
土
地
調
査
事
業
に
就
い
て
」

(
京
城
帝
園
大
製
法
文
穆
曾
編

『
朝
鮮
一位
禽
経
済
史
研
究
』
所
牧
)
で
あ
る
。

朴
論
文
は

「
事
業
」
の
性
格
を
規
定
し
た
歴
史
的
諸
篠
件
、
「
事
業
」
の
性
格
、

以
後
の
農
村
紅
曾
の
分
化
に
及
ぼ
し
た
影
響
等
を
総
合
的
に
扱
っ
た
劃
期
的
な

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
論
鮎
を
列
摩
す
れ
ば
、

①
朝
鮮
に
お
け
る
近
代
的
土
地
私
有
制
の
確
立
は
、
李
朝
末
期
に
お
け
る

一位
曾
的
生
注
諸
力
の
設
展
の
紋
如
の
た
め
に
、
外
来
の
日
本
資
本
主
義
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
主
張
。

②

濁
占
段
階
に
移
行
し
つ
つ

あ
っ
た
日
本
資
本
主
義
に
と
っ
て
の

「
事

業
」
の
意
義
が
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
農
業
が
笛
時
殆

ん
ど
唯

一
の
産
業
で
あ
っ

た
た
め
に
、
日
本
資
本
の
蓄
積
源
泉
と
な
ら
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
食
糧
・
原
料
、
殊
に
米
を
日
本
に
「
移
出
」
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
不
断
に
増
大
す
る
財
政
を
維
持
す
る
た

め
に
、
近
代
的
租
税
制
度
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
の
三
鮎
で
あ

る
。
こ
れ
は
現
在
で
も
そ
の
ま
ま
首
肯
し
う
る
優
れ
た
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ

る。
③
李
朝
時
代
の
土
地
制
度
の
基
礎
の
上
で
は
、
近
代
的
土
地
所
有
権
者
を

樹
立
す
る
に
は
氷
炭
相
容
れ
ぬ
二
つ
の
方
法
|
|
つ
ま
り
牧
組
織
者
を
土
地
私

有
機
者
と
す
る
か
山
政
民
を
土
地
私
有
機
者
と
す
る
か
'
|ーが
あ
っ
た
が
、
前
者

の
方
法
が
と
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
位
曾
改
革
を
途
行

す
べ
き
枇
曾
的
生
涯
諸
力
の
設
展
の
歓
如
と
、
も
う
一
つ
に
は
朝
鮮
が
日
本
資

本
の
蓄
積
源
泉
た
る
た
め
に
は
、
土
地
所
有
か
ら
分
離
さ
れ
た
農
民
の
牢
封
建

的
な
零
細
小
作
農
へ

の
編
成
替
に
よ
る
高
い
小
作
料
の
移
行
存
綴
が
必
要
で
あ

っ
た
た
め
、
と
い
う
こ
つ

の
理
由
に
よ
る
と
い
う
指
摘
。
こ
こ
で
も
①
の
論
鮎

と
と
も
に
、
李
朝
末
期
に
お
け
る
枇
曾
的
生
註
諸
カ
の
飲
如
と
い
う
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
後
の
研
究
で
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

黙
の
み
に
全
て
を
蹄
着
さ
せ
な
い
と
こ
ろ
に
朴
氏
の
特
徴
が
あ
る
。

④

李

朝

時
代
の
農
民
と
「
事
業
」
以
後
の
小
作
農
と
の
相
違
が
明
確
に
捉

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

李
朝
時
代
の
農
民
は
現
質
的
耕
作
者
、

現

質
的
保
有
者
と
し
て
土
地
占
有
機
を
享
受
し
て
い
た
が
、
「
事
業
」

は
彼
ら
か

ら
土
地
占
有
植
を
分
離
し
て
彼
ら
を

「
単
な
る
小
作
農
」
に
編
成
替
し
た
と
い

う
指
摘
。
更
に
朴
氏
は
一
歩
進
ん
で
、
彼
ら

「
単
な
る
小
作
農」

が
地
主
に
支

梯
う
と
こ
ろ
の
地
代
を
、
「
剰
徐
償
値
の

一
般
的
形
態
と
し
て
の
、
時
に
は
労

賃
の
一

部
を
さ
え
含
む
と
こ
ろ
の
牢
封
建
的
な
高
率
地
代
|
|自
然
物
地
代
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
朴
氏
の
地
代
範
鴎
は
、
理
論
的
に
少
し
混
飢
し
て

い
る
。
朴
氏
が
前
に
見
た
金
治
永
氏
と
同
様
に
、

『資
本
論
』
第
三
省
第
四
七

章
に
依
抽
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
朴
氏
の
言
わ
れ
る
「
牢
封

建
的
な
高
率
地
代
」
は
、
本
源
的
地
代
の

一
形
態
と
し
て
の
生
援
物
地
代
に
含

ま
れ
る
も
の
か
、
或
い
は
本
源
的
地
代
か
ら
資
本
主
義
的
地
代
へ

の
過
渡
的
地

代
の
一

種
で
あ
る
、
農
民
的
分
割
地
経
営
が
賃
借
地
で
行
な
わ
れ
る
場
合
の
地

@
 

代
を
指
す
の
か
が
、
不
明
確
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
問
題
は
、
印
貞
楠
氏
に
よ

る
朴
氏
批
剣
の
と
こ
ろ
で
も
う

一
度
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑤

李
朝
時
代
に
牧
租
檎
者
H
H
雨
班
の
支
配
を
受
け
て
い
な
か
っ
た

「
自
作

農
」

は

「
事
業
」
に
よ
り
土
地
所
有
機
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
彼
ら
零
細

-108-



291 

的
土
地
所
有
者
は
、
植
え
付
け
ら
れ
る
と
同
時
に
種
々
な
る
困
難
な
事
情
の
た

め
に
土
地
所
有
か
ら
分
離
さ
れ
る
必
然
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
や

は
り
『
資
本
論
』
の
農
民
的
分
割
地
所
有
論
に
依
援
し
な
が
ら
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

@
守
口
庄
土
の
所
有
権
鯖
嵐
を
め
ぐ
る
紛
争
(
図
有
か
民
有
か
)
の
中
で
、

膨
大
な
図
有
地
が
意
幽
的
・
政
策
的
に
創
出
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
。

⑦
以
上
の
論
鮎
を
総
括
す
る
形
で
、
朴
氏
は
「
事
業
」
の
意
義
を
次
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

農
村
祉
曾
の
新
し
い
階
級
分
化
の
起
鮎
と
し
て
の
土
地
私
有
制
度
の
確

立
、
土
地
調
査
事
業
の
特
質
H
農
民
の
侍
統
的
土
地
占
有
権
か
ら
の
分
離
。

分
離
さ
れ
た
る
農
民
の
牢
封
建
的
零
細
小
作
農
へ
の
一
編
成
替
、
お
よ
び
、
宇

封
逮
的
な
零
細
土
地
所
有
の
植
付
。
線
じ
て
、
土
地
領
有
の
近
代
性
質

(
近

代
的
性
質
の
誤
り
か
|
|
引
用
者
〉
と
封
建
枇
曾
か
ら
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ

た
零
細
農
的
生
産
様
式
と
の
本
質
的
矛
盾
の
基
礎
の
上
に
立
つ
と
こ
ろ
の
牢

封
建
的
な
零
細
袋
お
よ
び
小
作
閥
係
の
成
立
。
抑
々
、
零
細
農
的
生
産
様
式

と
そ
の
領
有
な
る
も
の
は
、
生
産
手
段
の
分
散
と
生
産
者
そ
の
も
の
の
個
別

的
隔
在
、
人
間
力
の
濫
費
と
生
産
諸
傑
件
の
累
進
的
悪
化
と
生
産
手
段
の
騰

貴
を
そ
の
必
然
的
法
則
の
一
っ
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
性
質
上
勢
働

の
枇
曾
的
生
産
カ
の
設
展
や
、
労
働
の
社
命
日的
諸
形
態
ゃ
、
資
本
の
枇
曾
的

集
積
や
、
科
風
干
の
師
応
用
ゃ
を
排
除
し
、
原
始
祉
曾
諸
形
態
に
伴
う
粗
野
と
文

明
諸
閣
の
苦
痛
と
を
粂
ね
た
牢
ば
紅
曾
外
に
置
か
れ
て
い
る
野
鐙
人
を
造
り

出
す
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
も
の
の
再
生
産
こ
そ
は
、
農
村
吐
曾
の
新
し

い
階
級
分
化
の
起
黙
と
し
て
の
土
地
調
査
事
業
の
特
質
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
(
五
五
六
J
七
頁
〉

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
朴
氏
に
あ
っ
て
は
学
封
建
的
と
い
う
も
の
の
理

解
が
所
有
の
近
代
性
と
生
産
様
式
の
前
近
代
性
の
矛
盾
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
牢
封
建
的
な
生
産
関
係
の
支
配
下
に
置
か

れ
て
い
る
零
細
農
民
の
運
動
法
則
を
、
マ
ル
ク
ス
の
小
経
営
生
産
儀
式
論
、
特

に
農
民
的
分
割
地
所
有
論
に
基
い
て
把
握
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
④
で
述
べ
た
地
代
論
に
お
け
る
混
飢
も
、
過
渡
的
地
代
論
に

重
黙
を
置
き
な
が
ら
朴
氏
の
所
設
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

朴
氏
の
論
貼
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
各
々
が
重
要
な
問
題
を
学
ん
で
い

た
が
、
朴
論
文
以
降
一
九
四
五
年
の
解
放
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
を
凌
ぐ
よ
う
な

研
究
成
果
は
見
首
た
ら
な
い
。
た
だ
、
一
九
三

0
年
代
以
降
の
朝
鮮
農
村
経
済

研
究
を
リ
ー
ド
す
る
立
場
に
あ
っ
た
印
貞
植
民
の
所
論
に
は
、

幾
つ
か
の
興
味

深
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
簡
単
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。

一
九
三
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
印
貞
植
『
朝
鮮
の
農
業
機
構
分
析
』
は
そ
の
序

①
 

文
に
お
い
て
、
朝
鮮
農
村
祉
曾
の
把
握
の
仕
方
を
廻
っ
て
、
意
見
を
異
に
す
る

三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
笛
時
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
印
氏
は
ま

ず
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
、
一
つ
は
「
朝
鮮
の
土
着
民
族
資
本
家
階
級

に
足
場
を
置
く
所
の
民
族
主
義
或
い
は
ナ
ロ
l
ド
ニ
ズ
ム
の
間
半
汲
」
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
「
巌
密
に
科
事
的
な
立
場
に
立
脚
す
る
所
の
撃
波
」

で
あ
る
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
更
に
第
二
の
撃
波
の
中
に
も
大
き
な
理
論
的
樹
立
が
あ
る
と
し

て
、
朝
鮮
農
村
に
お
け
る
支
配
的
な
生
産
関
係
・
枚
取
闘
係
を
封
建
的
な
も
の

と
見
る
の
か
、

資
本
主
義
的
な
も
の
と
見
る
の
か
で
、
二

つ
の
潮
流
に
分
け
う

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
の
皐
波
内
部
に
お
け
る
理
論
的
封
立

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
日
本
で
の
「
日
本
資
本
主
義
論

字
」
に
お
け
る
講
座
涯
と
労
農
汲
の
封
立
、
ま
た
中
園
で
の
「
中
園
佐
倉
史
論

戦
」
「
中
園
農
村
枇
曾
性
質
論
戦
」
に
お
け
る
封
建
源
〈
中
園
農
村
汲
〉
と
資

本
源
(
中
園
経
済
源
〉
の
劉
立
と
、
軌
を

一
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
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な
二
つ
の
皐
娠
の
存
在
、
ま
た
第
二
の
恩
一
波
に
お
け
る
こ
つ
の
潮
流
の
存
在

は
、
従
来
の
「
事
業
」
研
究
で
は
全
く
省
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ほ
ぼ
第
二
の
事

涯
の
中
の
封
建
的
性
格
を
強
調
す
る
グ
ル
ー
プ
の
み
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
第

一
の
周
平
波
お
よ
び
第
二
の
率
緩
の
中
の
資
本
主
義
的
性
格
を
強
調
す
る
グ
ル
ー

プ
の
主
張
の
全
館
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題

で
あ
る
。
同
目
見
の
限
り
で
は
、
第
一
の
摩
娠
の
見
解
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
第
一
の
祭
振
の
代
表
的
研
究
者
の

一
人
と
し
て

印
氏
が
名
前
を
穆
げ
て
お
ら
れ
る
虚
東
套
氏
は
、
一
九
三
二
年
に
毅
表
さ
れ
た

「
朝
鮮
農
家
経
済
貿
相
調
査
解
剖
」
(
『
東
方
許
論
』
第
一
谷
第
三
鋭
所
助
で
、

「
事
業
」
以
後
の
朝
鮮
農
業
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

朝
鮮
の
土
地
制
度
が
近
代
的
私
有
制
度
化
し
、
朝
鮮
の
小
作
関
係
が
近
代

的
自
由
契
約
化
し
て
、
朝
鮮
の
農
業
生
産
が
大
部
分
商
品
生
産
化
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
の
農
業
は
未
だ
完
全
に
資
本
主
義
的
農
業
経
営
と
な
り

え
ず
、
朝
鮮
農
業
に
は
な
お
封
建
的
生
産
関
係
が
残
存
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
-

現
物
小
作
料
の
中
に
は
純
全
た
る
地
代
以
外
に
、
原
則
的
に
は
小
作
農
に

蹄
さ
ね
ば
な
ら
な
い
利
潤
及
経
営
資
本
に
到
す
る
利
子
は
勿
論
、
小
作
農
の

肱
百
貨
の
一
部
分
ま
で
も
包
含
さ
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
今
日
の
朝
鮮
農
業

中
に
は
封
建
的
関
係
が
な
お
依
然
と
し
て
残
存
し
て
い
る
が
、

他
面
で
は
朝

鮮
の
経
済
関
係
そ
の
も
の
は
崎
型
的
に
高
度
に
資
本
主
義
化
し
て
い
る
。
従

っ
て
朝
鮮
の
農
業
は
内
部
で
は
封
建
緩
機
関
係
が
残
存
し
て
お
り
、
外
部
で

は
資
本
主
義
経
隣
組
織
に
よ
る
不
利
径
を
受
け
て
い
る
。
即
ち
朝
鮮
の
農
業

は
二
重
の
重
舷
一下
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
其
の
特
質
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

〈
影
印
本
五
一
四
J
五
頁
)

こ
れ
を
諌
む
限
り
で
は
雌
氏
の
主
張
が
な
ぜ

「
朝
鮮
の
土
着
民
族
資
本
家
階

級
に
足
場
を
置
く
」
も
の
で
あ
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
朴
文
圭

@
 

氏
の
主
張
と
の
類
似
が
目
に
つ
く
く
ら
い
で
あ
る
。

印
氏
が
第
二
の
撃
波
の
第
二
の
潮
流
に
腐
す
る
人
と
し
て
傘
げ
ら
れ
て
い
る

朴
文
乗
氏
の
普
か
れ
た
も
の
は
、
直
接
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
印
前
掲

蓄
に
朴
文
乗
氏
の

「
自
然
経
済
」
な
る
論
文
か
ら
の
引
用
が
載
せ
ら
れ
て
い

る。

。
か
か
る
典
型
的
な
純
粋
封
建
制
度
を
持
た
な
い
朝
鮮
に
於
い
て
は、

既
に
純
粋
な
封
建
制
度
の
防
波
堤
で
あ
る
所
の
自
然
経
済
の
城
郭
は
久
し
い

以
前
か
ら
解
健
さ
れ
て
い
る
。
今
日
奮
態
依
然
た
る
小
作
料
形
態
と
し
て
の

物
納
及
び
努
働
地
代
の
素
朴
的
形
態
の
残
存
は
之
れ
を
見
る
事
が
出
来
る
と

し
て
も
、
然
し
そ
れ
は
今
日
の
祉
曾
の
総
ゆ
る
基
準
で
あ
る
所
の

「
金
銭
」

卸
ち
貨
幣
経
済
の
中
世
紀
的
俵
裟
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
既
に

貨
幣
を
概
念
化
し
て
自
己
表
章
と
し
て
居
る
・

:
〈
印
前
掲
書
二

O
五
頁
)

日
本
の
労
山
政
振
の
主
張
と
の
類
似
性
が
容
易
に
見
て
と
れ
る
が
、

「
事
業
」

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
今
後
、

三
つ

の
グ
ル

ー
プ
の
「
事
業
」
の
位
置
つ
け
と
、
「
事
業
」

以
降
の
農
業
の
捉
え
方
の
相
違

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
が
政
治
的
貿
践
の
場
で
は
い

か
な
る
劉
立
し
た
立
場
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
か
と
い
う
貼
ま
で
、
掘
り
下
げ

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

印
氏
の
著
書
の
中
で
も
う
一
つ
重
要
な
問
題
は
、
朴
文
圭
論
文
に
糾
問
す
る
印

氏
の
批
削
円
で
あ
る
。
最
初
『
朝
鮮
中
央
日
報
』

に
掲
載
さ
れ
、
前
掲
書
に
日
本

語
で
再
録
さ
れ
た

「土
地
所
有
の
歴
史
性
|

|
朴
文
圭
氏
に
針
す
る
批
判
を
主

と
し
て
|
|
」
と
い
う
論
文
で
、
朴
氏
を
次
の
よ
う
に
批
剣
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
朴
氏
は

「
事
業
」
に
よ
っ
て
土
地
領
有
関
係
は
近
代
的
に
な
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
生
産
様
式
及
び
生
産
関
係
面
で
は
封
建
的
な
も
の
が
墜
倒
的
な
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地
位
を
占
め
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
生
産
関
係
と
所
有
関
係

の
機
械
的
な
分
離
で
あ
っ
て
容
認
で
き
な
い
。
朴
氏
の
こ
の
よ
う
な
混
飢
は

「
土
地
私
有
制
の
確
立
」
と
「
土
地
領
有
の
近
代
資
本
性
」
と
の
混
同
に
よ
る

も
の
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
印
氏
は
、
「
斯
よ
う
に
流
通
過
程
に
於
い
て
は
商

品

H
償
値
H
貨
幣
諸
閥
係
に
従
属
、

包
囲
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
他
方
最

も
本
質
的
な
生
産
過
程
に
於
い
て
は
、
封
建
的
H
農
奴
的
で
あ
る
所
の
農
村
閥

係
を
、
我
々
は
牢
封
建
的
、
或
い
は
牢
農
奴
的
農
村
閥
係
と
し
て
規
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
(
二
三
四
頁
〉
と
い
う
ふ
う
に
自
説
を
展
開
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
印
氏
の
批
剣
は
、

二
つ
の
結
か
ら
的
外
れ
で
あ
る
と
言
え

る
。
ま
ず
第
一
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
朴
氏
は
『
資
本
論
』
の
過
渡
的
地
代

論
に
依
捜
し
て
、
地
主

・
小
作
人
間
の
地
代
牧
取
閥
係
や
自
作
農
の
段
落
の
必

然
性
を
主
張
さ
れ
て
い
る
の
に
針
し
て
(
尤
も
朴
氏
自
身
に
も
過
渡
的
地
代
論

と
本
源
的
地
代
論
の
混
同
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
)
、
印
氏
は
も
っ
ぱ
ら
同
じ

『
資

本
論
』
の
本
源
的
地
代
に
闘
す
る
諸
規
定
を
地
主

・
小
作
関
係
に
適
用
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
第
こ
に
は
、
朴
氏
は
生
産
様
式
(
正
し
く
は
生
産
力
H
労
働

過
程
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
〉
に
お
け
る
封
建
的
性
格
は
認
め
ら
れ
て
い
る

が
、
生
産
関
係
を
封
建
的
で
あ
る
と
は
言
っ
て
お
ら
れ
な
い
。
朴
氏
は
労
働
過

程
に
お
け
る
零
細
性
と
所
有
閥
係
に
お
け
る
近
代
性
の
矛
盾
の
線
穏
と
し
て
、

宇
封
建
的
生
産
関
係
を
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
生
産
力
と
所
有
関
係
が

は
げ
し
い
矛
盾
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
過
渡
的
地
代
の
特
徴
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
生
注
力
H
労
働
過
程
が
封
建
的
だ
か
ら
生
髭
閥
係
も
封
建
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
印
氏
の
方
が
、
公
式
主
義
的
に
過
ぎ
る
し
、

マ
ル
ク
ス
の
過
渡
的
地
代
論
へ
の
理
解
が
歓
如
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
で
解
放
前
に
お
け
る
「
事
業
」
研
究
を
概
観
し
た
が
、
そ
こ
で
の
主
要

な
問
題
黙
を
再
度
ま
と
め
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
い
ず
れ
の
研
究
に
あ
っ
て

も
、
李
朝
時
代
の
純
然
た
る
封
建
枇
曾
か
ら
、

学
封
建
枇
曾
へ
の
輔
何
回
貼
と
し

て
、
「
事
業
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
「
宇

封
建
」
の
理
解
の
仕
方
は
論
者
に
よ

っ
て
様
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
は
マ
ル

ク
ス
の
過
渡
的
地
代
論
に
嬢
り
な
が
ら
半
封
建
的
な
地
主
・
小
作
閥
係
を
把
鐙

し
よ
う
と
さ
れ
た
朴
文
圭
氏
の
捉
え
方
が
、
地
代
論
的
に
も
、

ま
た

「事
業」

以
後
の
直
接
生
産
農
民
の
動
態
が
線
種
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
貼
に
お

い
て
も
、
も
っ
と
も
優
れ
た
見
解
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
朴
氏
の
見

解
に
も
致
命
的
な
弱
鮎
が
あ
る
。
そ
れ
は
朴
氏
が
農
民
的
分
割
地
所
有
論
を
念

頭
に
置
き
な
が
ら
自
設
を
展
開
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
前
提
と

し
て
の
朝
鮮
に
お
け
る
農
民
的
土
地
所
有
の
進
展
に
糾
問
し
て
は
、

否
定
的
な
態

度
を
と
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
弱
貼
は
、
李
朝
時
代
の
研
究
、
特
に
農
村

経
済
の
研
究
が
殆
ん
ど
空
白
で
あ
っ
た
解
放
前
の
研
究
状
況
の
し
か
ら
し
む
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

第
二
に
ぜ
ひ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
事
業
」

の
牢
封
建
的
な

性
格
は
上
述
し
た
よ
う
に
各
論
者
と
も
強
調
し
て
や
ま
な
か

っ
た
反
面、

「事

業
」
が
例
え
ば
日
本
の
地
租
改
正
な
ど
と
比
較
し
て
も
っ
て
い
た
植
民
地
的
な

性
格
に
つ
い
て
は
、
意
外
な
こ
と
に
、
殆
ん
ど
網
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど
朴
論
文
に
お
い
て
日
本
帝
園
主
義
に
と
っ
て
の

「
事
業
」

の
意

義
が
明
確
に
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
日
帝
の
意
闘
が
貫
徹
し
て
い
く
中
で

省
然
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
植
民
地
性
の
刻
印
が
、
「
事
業
」

白
煙
の
中
に
ど
の

よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
か
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

先
に
検
討
し
た
諸
論
文

・
著
書
は
、
い
ず
れ
も
日
帝
の
植
民
地
支
配
か
ら
の
解

放
を
大
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
、
か
か
る
植
民
地
性
の
軽
視
と
い
う

奇
妙
な
結
果
に
陥
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
今
後
の
検
討
課
題

で
あ
る
が
、

筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
解
放
前
の
農
村
経
済
研
究
が
多
分
に、
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日
本
の
講
座
仮
理
論
の
影
響
の
下
で
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
と
、
深
い
つ
な
が

り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
講
座
仮
理
論
は
周
知
の
よ
う
に
、

臼
本
資
本
主
義
の
基
抵
と
し
て
の
農
村
に
お
け
る
段
奴
制
的
諸
閥
係
の
残
存
を

強
調
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
農
村
経
済
の
捉
え
方
が
朝
鮮
の
場
合
に
も
適
用
さ

れ
た
た
め
に
、
日
本
と
朝
鮮
の
農
村
経
済
の
同
質
性
が
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な

り
、
た
め
に
日
本
の
地
租
改
正
と

「
事
業
」
も
ま
た
、
基
本
的
に
同
じ
よ
う
な

も
の
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
捉
え
方
，
か
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
解
放
前
の
「
事
業
」
研
究
は
い
ず
れ
も
笛
時
の
民
族
解
放
運
動
の

戦
略
設
定
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
、

研
究
と
賞
践
と
の
有
機
的
連
闘
に
闘
し
て
は
、
な
お
明
確
で
な
い
部
分
が
多

い
。
三

0
年
代
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
相
違
と
い
う
前
述
し
た
問
題
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
民
族
解
放
運
動
の
諮
段
階
(
一
九
三

0
年

代
初
頭
の
赤
色
労
農
運
動
時
期
、
三

0
年
代
後
字
以
降
の
民
族
統
一
戦
線
巡
動

@
 

の
時
期
、
更
に
は
日
帝
敗
北
H
H
解
放
直
後
の
時
期
)
に
お
い
て
、
「
事
業
」
研

究
、
「
事
業
」
以
後
の
決
村
経
済
研
究
が
い
か
な
る
深
ま
り
を
見
せ
た
の
か
が

@
 

明
確
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
鮎
は
、
中
園
に
お
け
る
研
究
な
ど
に
事
び
な

が
ら
、
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

「
事
業
」
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
植
民
地
的
な
土
地
所
有
閥
係
、
農
業
構
造

は
、
日
帝
の
敗
北
に
よ
る
植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放
、
解
放
後
の
北
宇
部
に
お

け
る
土
地
改
革
、
南
宇
都
に
お
け
る
農
地
改
革
に
よ
り
、

基
本
的
に
解
慢
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
解
放
後
、
と
り
わ
け
南
北
と
も
に
土
地
改
一
革
が
一

定
の
結
着
を
見
た
五

0
年
代
以
降
に
お
い
て
は
、
「
事
業
」
研
究
は
そ
れ
以
前

の
よ
う
に
直
接
的
な
戦
略
的
意
味
は
も
た
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
駄
に
留

意
し
な
が
ら
、
以
下
解
放
後
の
「
事
業
」
研
究
に
お
け
る
主
要
な
業
績
を
検
討

し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

解
放
後
の

「
事
業
」
研
究
で
新
た
な

一
石
を
投
じ
た
最
初
の
論
文
は
、

一
九

五
五
年
に
愛
表
さ
れ
た
李
在
茂
氏
の
著
名
な
論
文
「
朝
鮮
に
お
け
る

『
土
地
調

査
事
業
』
の
賞
僅
」
(
東
京
大
事
位
曾
科
皐
研
究
所
『
祉
曾
科
事
研
究
』
第
七

省
第
二
銃
所
政
〉
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
李
氏
は
、
「
事
業
」
に
お
け

る
土
地
所
有
植
の
確
認
が
、
「
申
告
主
義
」
と
い
う
濁
特
の
方
法
で
行
な
わ
れ

た
こ
と
に
注
目
し
て
、
次
の
よ
う
な
鮎
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

①

「

事

業
」

に
お
け
る
土
地
所
有
機
確
定
の
た
め
の
「
土
地
申
告
書
」
の

員
僑
を
剣
定
す
る
基
準
と
な
っ
た

「
結
数
連
名
簿
」
、
お
よ
び

「
土
地
申
告
書
」

と
「
結
敏
速
名
簿
」
の
封
照

・
調
整
作
業
の
に
な
い
手
で
あ
っ
た
「
地
主
委
員

曾
」
は
、
い
ず
れ
も
奮
来
の
支
配
階
級
で
あ
る
爾
班
H
貴
族
官
僚
の
利
害
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

「事
業
」
に
お
け
る
土
地
所
有
楢
の
確

定
は
、
む
し
ろ
員
貨
の
所
有
者
を
札
す
こ
と
を
手
控
え
る
こ
と
に
よ
り
、
植
民

地
支
配
者
が
土
地
所
有
者
に
寅
緋
的
同
盟
者
と
し
て
の
地
位
を
確
保
す
る
こ
と

を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

②

土
地
所
有
機
の
最
終
的
な
確
定
が
、
裁
剣
に
も
ち
込
ま
れ
る
こ
と
な

く
、
全
て
行
政
底
分
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
爾
班
H
貴
族
官
僚
が
豆

大
買
緋
地
主
と
し
て
形
成
さ
れ
る
紹
好
の
武
器
と
な
っ
た
。

③
土
地
所
有
植
を
廻
る
紛
字
は
殆
ん
ど
が
、
図
有
か
民
有
か
を
争

っ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
紛
争
腐
理
に
お
い
て
は
、
二

O
O年
以
上
前
の
土
地
蓋

帳
を
根
竣
に
大
多
数
が
扇
有
地
と
さ
れ
た
。
し
か
も
こ
の
園
有
地
は
、
日
本
圏

内
の
地
主
制
を
朝
鮮
に
移
櫛
さ
せ
る
績
粁
と
し
て
の
役
割
を
課
せ
ら
れ
た
貼
で

重
要
で
あ
る
。
か
か
る
膨
大
な
図
有
地
の
創
出
は
、
「
秩
線
底
分
」
に
該
骨
回
す
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る
政
策
が
賞
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
併
せ
て
、

正
と
の
決
定
的
相
違
駄
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

④
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
「
事
業
」
の
歴
史
的
意
義
を
総
括
的
に

言
え
ば
、
「
李
朝
末
期
の
生
産
関
係
を
本
質
的
に
解
健
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、

日
本
園
家
が
最
大
の
地
主
の
地
位
を
占
め
、

E
大
プ
ラ
ン
タ
l
ゲ
ン
所
有
者
H

日
本
人
大
地
主
(
例
え
ば
東
拓
等
)
を
直
接
の
脚
と
し
、
奮
来
の
李
朝
枇
曾
の

爾
班
H
貴
族
官
僚
を
買
弊
地
主
に
確
保
し
た
る
も
の
を
も
っ
て
間
接
の
脚
と
す

る
、
植
民
地
支
配
鰻
系
」
(
五
六
頁
〉
を
設
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。

李
在
茂
氏
の
論
文
の
成
果
は
、
質
設
的
に
は
土
地
所
有
権
の
確
定
と
い
う

「
事
業
」
の
核
心
的
な
部
分
の
具
鰻
的
質
施
過
程
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で

あ
り
、
理
論
的
に
は
「
事
業
」
の
植
民
地
的
性
格
を
初
め
て
本
格
的
に
問
題
に

さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
事
業
L

の
植
民
地
的
性
絡
と
い
う
も
の
を
、
李
氏

は
二
重
の
意
味
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
従
来
の
支
配
階
級

で
あ
っ
た
雨
班
H
貴
族
官
僚
を
植
民
地
支
配
の
た
め
の
買
緋
的
同
盟
者
と
し
て

取
込
ん
だ
「
植
民
地
型
寄
生
地
主
制
L

を
形
成
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
、
も
う

一
つ
は
、
「
申
告
主
義
」
や
行
政
底
分
に
よ
る
所
有
機
の
確
定
、
園
有
地
の
強

制
的
創
出
と
い
う
、
日
本
の
地
租
改
正
と
は
異
な
っ
た
「
事
業
」
の
特
異
な
植

民
地
性
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
後
者
の
意
味
で
の
槌
民
地
的
性
格
の

指
摘
は
非
常
に
説
得
的
で
あ
る
が
、
前
者
の
「
植
民
地
型
寄
生
地
主
制
」
の
内

容
に
は
少
し
問
題
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
李
氏
は
、
雨
班
と
農
民
と
の
閥

係
は
「
事
業
」
に
よ
っ
て
も
本
質
的
な
曲
変
化
を
蒙
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

わ
け
だ
か
ら
、
「
値
民
地
型
寄
生
地
主
制
」
は
描
由
来
の
地
主
制
の
上
に
、
新
た

な
支
配
者
と
し
て
「
日
本
園
家
及
び
そ
れ
の
分
身
を
な
す
プ
ラ
ン
タ
l
ゲ
ン
土

地
曾
駐
を
主
と
す
る
日
本
人
大
地
主
」
が
乗
っ
か
か
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
「
事
業
」
に
よ
る
地
主
制
の
再
編
と
い
う
問
題
が
、
日
本
人

大
地
主
の
新
た
な
登
場
と
い
う
こ
と
に
短
小
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
地
主
制
金

慢
の
構
造
的
襲
化
と
い
う
捉
え
方
が
後
退
し
て
し
ま
う
結
果
と
な
り
、
そ
の
た

め
に
「
徳
民
地
型
寄
生
地
主
制
」
の
創
出
の
意
味
が
十
分
説
得
的
で
な
く
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
奮
来
の
土
地
所
有
関
係
に
封
す
る
李
氏
の

理
解
の
低
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
旬
。

李
在
茂
氏
の
こ
う
し
た
弱
鮎
を
、
解
放
後
南
北
朝
鮮
の
研
究
者
を
中
心
に
精

力
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
李
朝
後
期
の
枇
曾
経
済
史
研
究
の
成
果
に
依
接
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
克
服
せ
ん
と
し
た
の
が
、

最
近
畿
表
さ
れ
た
田
中
恨

一
氏
の
優

れ
た
こ
つ
の
論
文
、
「
韓
園
財
政
整
理
に
お
け
る
徴
税
制
度
改
革
に
つ
い
て

」

(
枇
曾
経
済
史
筆
曾
『
枇
曾
経
済
史
筆
』
一
一
一
九
J
四
所
収
、

一
九
七
四
年
〉
、

「韓
園
財
政
整
理
に
お
け
る

『
徴
税
豪
帳
』
整
備
に
つ
い
て
|

|
朝
鮮
土
地
調

査
事
業
史
研
究
序
論
|
|
」
(
土
地
制
度
史
撃
曾
『
土
地
制
度
史
事
』
六
一一
一蹴

所
校
、

一
九
七
四
年
〉
で
あ
る
。
田
中
氏
の
研
究
は
、

「
事
業
」
に
先
立
っ

て

行
な
わ
れ
た
韓
図
財
政
整
理
の
重
要
な

一
環
で
あ
っ
た
徴
税
制
度
の
再
編
政
策

に
着
目
し
、
徴
税
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
起
き
た
農
村
に
お
け
る
階
級
配
置
の

幾
化
、
お
よ
び
そ
れ
と
卒
行
し
て
の
土
地
所
有
関
係
の
愛
化
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
、
劃
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
田
中
氏
は
ま
ず
前
論
文
に
お
い
て
、
徴

税
制
度
が
奮
来
の
郡
守
徴
税
か
ら
税
務
官
、
面
長
・
任
員
に
よ
る
徴
税
に
切
り

換
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
、
し
か
し
こ
れ
ら
新
た
な
層
に
よ
る
徴
税
が
、

農
民
の

反
帝
・
反
封
建
阿
字

(
特
に
義
丘
ハ
閲
字
)
に
よ
り
困
難
に
陥
る
中
で
、
そ
れ
を

支
え
る
も
の
と
し
て
、
李
朝
末
期
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
大
地
主
層
(
封
建
地

主
H
領
主
と
は
歴
史
的
性
格
を
異
に
す
る
私
的
地
主
〉
を
構
成
員
と
し
た
地
主

委
員
曾
が
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
か
か
る
徴
税
制
度

の
改
革
は
、
更
に
地
税
徴
収
の
た
め
の
帳
簿
類
の
整
理
と
い
う
新
し
い
課
題
を

提
起
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
の
徴
税
啓
一帳
の
整
備
過
程
で
、
誰
を
納
税
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義
務
者
と
し
て
確
定
し
、
誰
を
土
地
の
私
的
所
有
者
と
し
て
認
定
す
る
か
が
問

題
に
な
っ
た
と
し
て
、
こ
の
過
程
を
後
論
文
で
追
求
さ
れ
て
い
る
。

後
論
文
で
は
、
各
地
方
財
務
監
督
局
に
よ
る
作
侠
事
業
の
展
開
、
お
よ
び
そ

れ
を
全
図
的
規
模
で
展
開
し
た
二
度
に
亙
る
結
数
連
名
簿
作
成
過
穣
の
方
針
の

愛
化
を
明
ら
か
に
し
、
最
終
的
に
は
第
二
次
の
結
鍛
連
名
簿
に
お
い
て
、
地
主

が
納
税
義
務
者
、
し
た
が
っ
て
私
的
土
地
所
有
者
と
し
て
確
認
さ
れ
た
と
さ

れ
、
し
か
も
こ
の
第
二
次
結
敏
速
名
簿
に
基
い
て
、
「
事
業
」
に
お
け
る
土
地

所
有
櫨
の
法
的
確
認
が
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
第
二
次
結
数
連

名
簿
作
成
こ
そ
、

「
事
業
」
の
直
接
的
前
史
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い

た
、
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
私
的
土
地
所
有
者
と
し
て
確
認
さ
れ
た

地
主
と
は
、
前
論
文
で
の
地
主
委
員
曾
の
構
成
メ
ン
バ
ー
た
る
私
的
地
主
H
H
竿

封
建
的
地
主
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
事
業
」
の
歴
史
的
位
置
づ
け
と
し
て
は
、

「
李

朝
封
建
制
下
に
生
成
し
て
い
た
副
次
的
ウ
ク
ラ
1

ド
と
し
て
の
宇
封
建
的
地
主

的
土
地
所
有
が
支
配
的
ウ
タ
ラ
l
ド
と
し
て
確
立
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
他
民

地
支
配
楢
力
を
背
景
に

し
て
日
本
本
園
地
主
制
の
摘
民
地
的
移
植
・

定
着
」

(
後
論
文
二

O
真
)
を
鰻
制
的
に
成
立
さ
せ
た
こ
と
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
展
望
さ
れ
て
い
る
。

田
中
氏
の
所
論
の
間
竿
読
史
上
に
お
け
る
巌
大
の
意
義
は
、
従
来
の
研
究
が
全

て
、
「
事
業
」
に
よ
っ
て
私
的
土
地
所
有
者
と
し
て
確
認
さ
れ
た
の
が
沓
来
の

牧
租
継
者
た
る
柄
班
暦
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
共
通
に
主
張
し
て
い
た
の
に
射
し

て
、
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
を
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
園
の
金

容
繁
氏
ゃ
、
と
り
わ
け
共
和
図
の
許
宗
浩
氏
の
李
朝
後
期
の
農
村
経
済
研
究
の

成
果
を
吸
枚
し
て
、
李
朝
後
期
に
は
滞
留
来
の
特
磁
的
地
主
層
で
あ
っ
た
雨
班
地

主
ハ
H
封
建
地
主
)
と
は
範
鴎
的
に
異
な
る
牢
封
建
的
地
主
が
成
長
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
「
事
業
」
に
よ
り
支
配
的
ウ
ク
ラ
l
ド
と
し
て

確
認
さ
れ
る
の
は
、
奮
設
の
よ
う
な
封
建
的
地
主
制
で
は
芯
く
て
、

貨
は
こ
の

牢
封
建
的
地
主
制
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
田
中
氏
の
こ
の
考
え

方
は
た
い
へ
ん
魅
力
的
で
あ
る
。
解
放
前
の
研
究
以
来
の
牢
封
建
性
を
廻
る
捉

え
方
の
相
違
と
い
う
問
題
も
、
ま
た
李
在
茂
氏
の
弱
黙
で
あ
っ
た

「植
民
地
型

寄
生
地
主
制
」
と
李
朝
時
代
の
地
主
的
土
地
所
有
と
の
質
的
努
化
を
ど
う
捉
え

る
か
と
い
う
問
題
も
、
全
く
新
し
い
観
鮎
か
ら
把
揮
し
な
お
す
こ
と
を
可
能
に

す
る
よ
う
な
問
題
提
起
が
、
田
中
氏
の
所
設
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
田
中
氏
の
結
論
を
質
設
す
る
た
め
に
は
、

な
お
幾
つ
か
の
黙
で
未
解

明
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

筆
者
に
は
恩
わ
れ
る
。

第

一
に
、
李
朝

末
期
に
お
け
る
新
し
い
型
の
地
主
制
の
成
長
を
認
め
ら
れ
る
の
は
首
肯
し
う
る

と
し
て
も
、
そ
の
新
し
い
地
主
制
の
歴
史
的
性
格
、
特
に
な
ぜ
そ
れ
が
「
牢
封

建
的
地
主
制
」
で
あ
る
と
積
極
的
に
規
定
し
う
る
の
か
が
、
土
地
所
有
の
性
格

に
卸
し
て
地
代
論
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、

「
牢
封
建
的
地
主
制
」
の
質
態
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

「
事
業
」

以

前
と
以
後
で
の

そ
の
嬰
化
が
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

「
事
業
」
以
前
に
は
副
次
的
ウ
ク
ラ
I
ド
に
す
ぎ
な
か
っ
た

「
牢
封
建
的
地
主

制
L

が
「
事
業
」
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、

支
配
的
ウ
ク
ラ
l
ド
と
し
て
定
着
し

た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
「
事
業
」

を
経
る
こ
と
に
よ
り

「
牢
封
建
的

地
主
制
」
そ
の
も
の
も
質
的
な
鑓
化
を
見
せ
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
。
田
中
氏

が
依
接
さ
れ
て
い
る
許
宗
浩
氏
や
金
容
隻
氏
に
あ
っ

て
は
、
新
し
い
地
主
的
土

地
所
有
の
成
長
は
、
そ
れ
を
支
え
る
と
こ
ろ
の
農
民
的
土
地
所
有
の
前
進
と
の

閥
わ
り
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
貼
を
認
め
る
な
ら
ば
、
農
民

的
土
地
所
有
の
前
進
を
完
全
に
否
定
し
た

「
事
業
」
以
後
は
、
「
牢
封
建
的
地

主
制
」
の
存
立
基
盤
そ
の
も
の
の
祭
化
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

「
牢
封
建
的
地
主
制
」
の
経
営
内
容
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に
ま
で
立
ち
入
っ
た
分
析
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
一
一
に
、
田
中
氏
の

所
設
の
最
大
の
弱
黙
は
、
「
事
業
」
の
在
村
に
お
け
る
質
賃
上
の
推
進
者
で
あ

っ
た
「
地
主
委
員
曾
」
の
階
級
的
性
格
が
、
質
霊
的
に
は
何
ら
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
田
中
氏
は
「
地
主
委
員
曾
」
の
メ
ン
バ
ー
が
村
落
に

お
け
る
富
裕
な
能
戸
日
大
地
主
屠
か
ら
選
ば
れ
た
と
し
、
更
に
こ
の
鏡
戸
U
大

地
主
層
が
印
字
封
建
的
地
主
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
大
地
主
層
が
替市爪

の
特
楢
階
級
た
る
雨
班
で
は
な
く
、
牢
封
建
的
地
主
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、

賞
設
的
に
は
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
が
寅
設

的
に
明
ら
か
に
さ
れ
れ
ば
、
田
中
氏
の
問
題
提
起
は
よ
り
説
得
力
を
持
ち
う
る

だ
ろ
う
し
、
「
事
業」

研
究
の
新
た
な
地
卒
が
切
り
拓
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と
確

信
す
る
。

解
放
以
後
、
李
在
茂

・
田
中
慎
一
一
悶
氏
の
研
究
以
外
で
「
事
業
」
そ
の
も
の

の
寅
態
を
賞
設
的
に
深
め
た
も
の
は
皆
無
で
あ
り
、
研
究
の
紹
針
的
貧
困
が
朝

鮮
史
研
究
の
他
の
分
野
と
同
僚
に
こ
こ
で
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
た

だ
今
後
の
「
事
業」

研
究
を
進
め
て
い
く
う
え
で
注
目
す
べ
き
脱
角
を
う
ち
出

し
て
い
る
、
斡
図
に
お
け
る
一
連
の
研
究
を
、
最
後
に
検
討
し
て
お
こ
う
。
ま

ず
、
解
放
前
の
研
究
や
李
在
茂
氏
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
無
観
さ
れ
て
い
た
、
李

開
後
期
に
お
け
る
農
民
的
土
地
所
有
の
進
展
と
い
う
事
態
を
前
提
と
し
て
、

「
事
業
」
を
そ
れ
と
の
針
立
閥
係
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
の
研
究

と
し
て
、
金
容
安
「
牧

奪

合

判

苛

測

量
」
(『韓
園
現
代
史
』
四
所
枚
、
一

九
六
九
年
)
と
恨
銅
版

「
日
帝
下
判

『
朝
鮮
土
地
調
査
事
業
』
州

司

社

↑
考
察
」
(
韓
園
史
研
究
曾
『
韓
園
史
研
究
』
一

五
所
枚
、
一
九
七
七
年
)
の

『
一
つ
の
論
文
を
穆
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
容
焚
論
文
は
、
従
来
の
研
究
で
は

日
帝
の
指
羽
下
に
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
盆
回
・
地
契
愛
給
事
業
に

つ
い
て
の
氏
の
研
究
成
果
(「光
武
年
間
斜
・

最
田
事
業
州
側
せ

一
研
究
」

吉
岡
麗
大
皐
校
亜
細
亜
問
題
研
究
所

『亜
細
亜
研
究
』
三
一
貌
所
枚
、

一
九
六
八

年
)
に
依
り
つ
つ
、
光
武
年
間
の
該
事
業
と
「
事
業
」
と
の
針
照
的
な
性
格
を

強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

光
武
年
間
の
是
団
事
業
で
は
、

李
朝
後

期
以
来
の
農
村
に
お
け
る
新
し
い
勢
力
と
し
て
の
経
営
型
富
農
の
成
長
基
盤
と

な
っ
て
い
た
土
地
慣
行
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
た
の
に
射
し
て
、

「
事
業
」
は

そ
の
よ
う
な
慣
行
を
一
切
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
農
業
を
近
代
的
に
製

革
し
て
い
く
指
導
勢
力
と
し
て
の
経
営
型
富
山肢
に
大
打
撃
を
輿
え
た
、
と
主
張

さ
れ
て
い
る
。

金
氏
の
視
角
は
、
大
韓
帝
園
時
期
の
一
連
の
政
革
の
歴
史
的
意

義
を
考
え
る
う
え
で
も
、
「
事
業
」
の
朝
鮮
農
村
枇
曾
に
奥
え
た
反
動
的
影
響

を
考
え
る
う
え
で
も
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

柵
眼
鏡
鹿
論
文
は
、
「
事
業
」
の
意
義
を
近
代
的
土
地
所
有
制
の
確
立
や
、
農

村
祉
曾
分
化
の
起
鮎
と
い
う
鮎
に
求
め
よ
う
と
し
て
き
た
従
来
の
研
究
を
批
剣

し
、
私
的
土
地
所
有
制
や
農
民
の
分
化
と
い
っ
た
事
態
は
、
す
で
に
李
朝
後
期

に
お
い
て
も
貨
汎
に
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

「事
業
」
の
歴
史
的
意
義
は
そ
う
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
李
朝
末

期
に
お
け
る
小
作
農
の
慣
習
上
の
耕
作
構
、
永
代
小
作
織
と
し
て
の
賭
地
楢
、

農
民
の
図
有
閑
瞭
地
開
墾
様
、
入
含
樋
等
の
一
連
の
農
民
的
諸
機
利
を
否
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
日
帝
と
宇
封
建
的
朝
鮮
人
地
主
と
の
「
構
造
的
凝
着
」

を
生

み
出
し
た
こ
と
に
最
大
の
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
制
限
氏
の
結
論
で
あ
る
。

恨
論
文
は
金
容
繁
論
文
と
重
な
り
合
う
新
し
い
視
角
を
提
出
し
て
い
る
が
、
「事

業
」
以
前
の
俊
民
が
獲
得
し
て
い
た
下
部
所
有
機
と
し
て
の
私
有
と
、

「事
業
」

以
後
の
排
他
的
所
有
権
と
し
て
の
私
有
が
混
同
さ
れ
て
い
る
貼
、
ま
た
農
民
の

諸
権
利
が
「
事
業
」

に
よ
り
消
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
事
業
」
前
後
で
の
地
主
制
の
質
的
繁
化
を
認
め
な
い
と

い
う
貼
で
、
疑
問
が
残
る
。
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次
に
、
現
在
の
斡
図
の
股
村
縦
械
を
把
探
す
る
と
い
う
課
題
設
定
の
下
で、

そ
の
歴
史
的
前
錠
と
し
て
の

「
事
業
」
お
よ
び
解
放
後
の
農
地
改
革
を
位
置
づ

け
よ
う
と
し
た
研
究
成
果
と
し
て
、

金
俊
輔

『韓
園
資
本
主
義
史
研
究
(H
)

|
|
封
建
地
代
判
近
代
化
機
構
分
析
』

(
一
九
七
四
年
)
と
食
仁
浩

『
斡
園

陸
地
制
度
判
研
究
||

土
地
調
査
事
業
斗

農

地

改

革

判

性

格

分
析
』

⑬
 

(
一
九
七
五
年
)
が
あ
る
。
金
俊
輔
氏
は
こ
の
著
書
に
お
い
て
、
小
農
生
産
様

式
が
支
配
的
で
あ
る
と
い
う
貼
で
は
、

李
朝
時
代
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
緯
園

の
農
村
は
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
封
建
性
や
牢
封
建
性
を
強
調
す
る
論
者

は
こ
の
よ
う
な
共
通
面
だ
け
を
見
て
、
小
山
同
生
産
様
式
自
鐙
の
歴
史
的
媛
化
を

隠
蔽
し
て
い
る
と
批
列
さ
れ
る
。
特
に
現
在
の
斡
閣
の
農
村
総
務
を
把
躍
す
る

た
め
に
は
、
濁
占
資
本
主
義
の
小
由
民
支
配
と
い
う
分
析
視
角
を
も
つ
こ
と
が
必

要
で
あ
る
が
、
か
か
る
観
角
か
ら

「
事
業」

の
意
義
を
把
握
す
れ
ば、

「事
業
」

は
近
代
的
土
地
私
有
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
地
代
を
利
潤
化
す
る
契
機
と

な
り
、
濁
占
資
本
の
農
村
支
配
の
道
を
掃
き
清
め
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
、
と
金
氏
は
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
金
氏
の
主
張
と

一
見
す
る
と
全
く
相

反
す
る
立
場
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
の
が
食
仁
浩
氏
で
あ
る
。
食
氏
の
前
掲
著
書

に
お
け
る
基
本
的
立
場
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
農
業
の
近
代
化
の
た
め

に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
農
民
的
土
地
所
有
の
確
立
が
必
須
不
可
飲
で
あ
る

が
、
現
在
の
斡
園
農
業
の
最
大
の
問
題
は
、
農
地
改
革
に
よ
っ
て

一
態
確
立
さ

れ
た
農
民
的
土
地
所
有
が
、
そ
の
農
民
不
在
性
の
た
め
に
再
び
否
定
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
鮎
に
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
危
機
的
紋
況
を
打
破
す
る
方
向
は
、

農

業
を
協
同
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
民
的
土
地
所
有
の
過
渡
的
性
格
に
よ
る
不

安
定
性
を
前
進
的
に
止
揚
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
観
貼
か
ら
A

郎
氏

は
、
「
事
業
」
を
農
民
的
土
地
所
有
と
の
側
連
で
検
討
さ
れ
、
「
事
業」

は
農

民
的
土
地
所
有
形
成
の
契
機
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
一
片
の
近
代
的

性
絡
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い、

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
金
俊

輔

・
食
仁
浩
嗣
氏
の
「
事
業
」
の
捉
え
方
は
著
し
い
針
照
を
見
せ
て
い
る
が
、

雨
氏
と
も
に
現
在
の
韓
園
農
業
を
歴
史
的
に
把
濯
す
る
作
業
の
一
環
と
し
て
、

「事
業」

の
性
格
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
問
題
意
識
の
面
で
は
共
通
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
雨
氏
の
研
究
と
も
に
、
や
や
論
理
が
先
行
し
て
い
る
き

ら
い
が
あ
り
、

「事
業
」

そ
の
も
の
の
賀
態
に
印
し
て
そ
の
位
置
つ
け
が
行
な

わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

も
う

一
人
韓
園
の
研
究
者
で
、

「
事
業
」
研
究
に
新
し
い
問
題
を
提
起
さ
れ

た
人
と
し
て
、
林
煩
潤
氏
が
お
ら
れ
る
。
林
氏
は
日
本
語
で
設
表
さ
れ
た

『
他

民
地
に
お
け
る
商
業
的
農
業
の
展
開
』

(
一
九
七

一
年
)
の
中
で
、
主
に
大
内

力
氏
の
設
に
依
り
な
が
ら
、
「
事
業
」
に
よ

っ
て
崎
型
的
で
あ
る
に
せ
よ

一
態

近
代
的
土
地
所
有
が
佐
立
さ
れ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
林
氏
の
著
書
で
も

っ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

「
事
業
」
の
際
の
地
償
設
定
過
程
を
詳
細
に
追

求
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
林
氏
は
、

「
事
業
」
の
際
に
地
税
賦
課
の
基
準
と
な

る
地
債
の
設
定
方
法
は
全
園

一
律
に
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
北
部
よ
り
も

南
部
の
方
が
地
倒
が
よ
り
高
く
な
る
よ
う
に
、
ま
た
日
本
人
所
有
地

(
改
良
決

法
を
行
な
う
所
)
よ
り
も
朝
鮮
人
所
有
地

(在
来
農
法
を
行
な
う
所
〉
の
方
が

よ
り
高
く
な
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ブ

ル
ジ

ョ
ア
的
な
意
味
で
の
卒
等
の

原
則
さ
え
も
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

「事
業
」
の
櫛
民
地
的
な
性
格
を
見
出
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
地
債
設
定
の
際

の
南
北
間
隔
差
が
、
果
た
し
て
南
北
聞
の
生
崖
カ
隔
差
を
も
越
え
る
不
卒
等
な

も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
南
部
の
地
債
を

高
く
す
る
こ
と
で
南
部
農
民
の
波
落
が
よ
り
急
速
と
な
り
、
米
作
地
帯
で
あ
る

南
部
に
集
中
的
に
進
出
せ
ん
と
し
た
日
本
人
の
土
地
集
積
に
有
利
と
な
っ
た
、

と
林
氏
は
言
わ
れ
る
が
、
し
か
し
一
旦
日
本
人
の
所
有
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
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日
本
人
に
と
っ
て
も
南
部
の
高
い
地
償
U
高
い
地
税
は
経
営
上
不
利
と
な
る
で

あ
ろ
う
て
改
良
農
法
に
よ
る
か
在
来
農
法
に
よ
る
か
と
い
う
農
業
経
営
の
相

違
が
、
地
領
設
定
の
際
に
掛
酌
さ
れ
た
こ
と
が
も
し
事
質
な
ら
ば
(
林
氏
は
こ

の
原
則
が
「
事
業
」
賞
施
過
程
で
ど
こ
ま
で
貫
徹
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
)
、
問
題
は
重
大
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と

は
軍
に
朝
鮮
人
の
所
有
地
よ
り
も
日
本
人
の
所
有
地
の
方
が
地
債
が
低
く
設
定

さ
れ
た
と
い
う
民
族
間
隔
差
に
と
ど
ま
ら
ず
、
朝
鮮
人
地
主
に
改
良
農
法
の
採

用
を
強
制
す
る
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
従
来
の
地
主
経
営

そ
の
も
の
の
再
編
を
迫
る
も
の
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

四
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さ
て
、
一
九
三

0
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
「
事
業
」
研
究
の
成
果
と

問
題
駄
を
個
別
に
検
討
し
て
き
た
が
、
最
後
に
以
上
を
線
括
す
る
形
で
現
時
黙

に
お
け
る
「
事
業
」
研
究
の
課
題
を
筆
者
な
り
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
今

後
の
研
究
の
手
が
か
り
を
得
る
一
助
と
し
た
い
。

ま
ず
、
「
事
業
」
の
階
級
的
性
格
に
関
し
て
は
、
次
の
諸
黙
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第

一
に
は
、
「
事
業
」
以
前
の
奮

来
の
土
地
所
有
閥
係
の
貫
態
と
、
そ
の
後
展
方
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
課
題
は
、
①
奮
来
の
雨
班
地
主
に
よ
る
土
地
所
有
の
性
格
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
(
田
中
氏
以
前
の
研
究
に
共
通
し
て
い
た
、
雨
班
を
単
な
る
牧

租
権
者
と
み
な
す
考
え
は
土
地
図
有
論
の
前
提
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
今
日

の本
十
朝
史
研
究
の
水
準
に
た
え
う
る
も
の
で
は
な
い
)
、

②
李
朝
末
期
に
お

け
る
農
民
的
土
地
所
有
進
展
の
水
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、

③

①

②

と

の

関
わ
り
で
李
朝
後
期
に
成
長
し
て
く
る
非
特
権
的
地
主
層
に
よ
る
土
地
所
有

・

経
営
の
質
態
と
そ
の
歴
史
的
性
絡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
の
三
つ

の
側
面
を

総
広
口
的
に

追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
果
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
は
、

「
事
業
」
の
在
村
に
お
け
る
支
え
手
で
あ
っ
た
地
主
委
員
曾
が
、
い
か
な
る
階

級
的
利
害
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
委
員
曾
の
構
成
メ
ン
バ

ー
の

人
的
系
譜
を
た
ど
り
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
句
。

次
に
「
事
業
」
の
植
民
地
的
性
格
に
闘
し
て
は
、
第

一
に、

「
事
業
」

前
後

で
の
農
業
経
営
内
容
の
餐
化
を
、
地
主

・
富
農

・
中
農

・
貧
農
の
各
層
毎
に
卸

し
て
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
「
事
業
」
研
究
は
、
土
地
所
有
関
係
の

幾
化
と
い
う
側
面
か
ら
主
に
捉
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
農
業
経
倍
の
問
題
に
ま

で
立
入
っ
て

「
事
業
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
は
皆
無
と
言

っ
て
よ
い
。
し
か
し
「
事
業
」
が
奮
来
の
朝
鮮
経
済
の
園
民
経
済
的
な
方
向
へ

の
設
展
を
否
定
し
、
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
一
環
と
し
て
定
着
さ
せ
る
た
め

の
基
礎
的
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
事
賞
か
ら
み
て
も
、

農
業
経
営
面
で
の
脳
変
化

を
看
過
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
賓
際
に
も
、
「
事
業
」
は
従
来
理
解
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
、
土
地
所
有
植
の
調
査

・
土
地
債
格
の
調
査

・
地
形
地
貌
の
調

査
、
の
三
つ
の
事
業
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
附
州
市
事
業
と
し
て
各

地
方
の
経
済
状
況
調
査

(地
誌
の
蒐
集
や
市
場
調
査
等
を
含
む
)
と
い
う
農
産

物
の
流
通
過
程
を
も
観
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
更
に
は
林
煩
潤
氏
が

指
摘
さ
れ
た
改
良
農
法
の
優
遇
措
置
の
存
在
等
の
問
題
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て

「
事
業
L

の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

他
の
一
連
の
植
民
地
農
政
の

分
析
を
含
め
て
、
そ
の
農
業
経
営
上
の
位
置
づ
け
と
い
う
新
し
い
親
貼
を
確
立

す
る
こ
と
が
必
要
不
可
紋
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
視
鮎
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
事
業
」
以
後
の
地
主
制
の
値
民
地
性
H
貿
緋
性
が
よ
り
鮮
明
に
さ
れ
る
と
思

わ
れ
る
。
第
二
に
、
が
文
圭
・

李
在
茂
氏
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
膨
大
な

園
有
地
創
出
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
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同
じ
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
法
組問
で
の
土
地
調
資
事
業
で
も
見
ら
れ
な
か
っ

た
濁
特
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
郷
特
の
政
策
が
と
ら
れ
た
理
由
を
、
朝

鮮
に
針
す
る
植
民
地
支
配
の
特
異
性
と
し
て
把
揮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ

う。

筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ、

こ
の
間
題
を
東
拓
移
民
(
園
有
地
の
多
く
は
東

妬
に
桝
い
下
げ
ら
れ
た
)
の
に
な
わ
さ
れ
た
植
民
地
農
村
支
配
の
た
め
の
尖
兵

的
役
割
、
お
よ
び
か
か
る
も
の
の
存
在
を
必
要
と
し
た
農
村
に
お
け
る
矛
盾
の

激
し
さ
と
側
速
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
こ
の
図
有
地
の
創
出
は
、
こ

れ
ら
閣
有
地
と
さ
れ
た
土
地
こ
そ
、

李
朝
末
期
に
お
け
る
農
民
的
土
地
所
有
の

も
っ
と
も
進
ん
で
い
た
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

「事
業
」
の
階
級
的

・
民
族

的
性
格
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
テ
!
?
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
「
事
業
」
の
階
級
的
・
民
族
的
性
格
を
総

括
す
る
形
で
、

「
事
業
」
以
後
形
成
さ
れ
て
く
る
地
主
制
の
歴
史
的
範
附
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
来
は

「
事
業
」
以
後
の
地
主
制
を、

「
植

民
地
型
寄
生
地
主
制
」
と
捉
え
る
考
え
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
概

念
は
、
日
本
人
地
主

・
朝
鮮
人
地
主

・
朝
鮮
伎
民
の
各
階
層
を
構
造
的
に
位
置

づ
け
た
う
え
で
の
縦
念
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
日
本
の
寄
生
地
主
制
と
の
駁

衝
な
比
較
を
行
な
っ
た
う
え
で
の
寄
生
地
主
制
御
念
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ
の

「
植
民
地
塑
寄
生
地
主
制
」
と
い
う
概
念
は
、
改
め
て
検
討
し
な
お

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
来
て
い
る
と
思
う
。
我
々
は
「
繍
民
地
・
竿

封
建
世
曾
」
と
い
う
言
葉
で
総
括
さ
れ
る
日
帝
支
配
下
の
朝
鮮
の
枇
曾
構
成
を

理
解
す
る
最
大
の
鍵
が
、
こ
の
地
主
制
の
理
解
如
何
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
つ
つ
、
か
か
る
地
主
制
を
形
成
さ
せ
る
績
仔
で
あ
っ
た

「
事
業
」
の

も
っ
た
意
義
を
捉
え
直
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
現
在
の
筆
者
の
側
心
に
ひ
き
つ
け
つ
つ
、
「
事
業
」

研
究
の
笛
面
す

る
課
題
に
つ
い
て
概
括
し
て
み
た
。
諸
先
謬

・
同
摩
諸
氏
の
忌
僚
な
い
御
批
判

を
願
う
次
第
で
あ
る
。

註①

機

寧
旭

「
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
に
お
け
る
所
謂
『
騨
屯
土
』
問
題
の
質

髄
」

(
朝
鮮
史
料
研
究
曾

『
朝
鮮
近
代
史
料
研
究
集
成
』
第
一一一蹴
所
校
、

一

九
六
O
年
)
参
照
。

②

楢
寧
旭
「
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
帝
闘
主
義
の
績
民
地
的
山
林
政
策
」
(
歴

史
察
研
究
曾
『
歴
史
朗
学
研
究
』
二
九
七
腕
所
枚
、
一

九
六
五
年
)
参
照
。

③

こ
の

『
朝
鮮
問
題
』

は
、
朝
鮮
に
お
い
て
は
合
法
的
に
出
版
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、
日
本
で
翻
謬

・
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

④

こ
の
本
は
、
滋
時
中
園
に
亡
命
し
て
い
た
朝
鮮
人
が
議
行
し
て
い
た

『
階

級
凶
宇
』
の
第
三
抗
所
牧
の
二
つ
の
論
文
を
翻
謝押
し
て
、

一
番
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

⑤

金

浩

永
論
文
は
地
代
の
性
格
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
日
本
帝
園
主
義
は
、
資
本
主
義
的
農
業
経
営
を
設
展
さ
せ
る
に
嘗
っ

て、

農
村
生
産
後
展
の
最
大
の
障
害
物
た
る

『
零
細
践
的
経
営
』
を
設
展
、

幼
長
し
、
農
民
生
活
の
最
大
の
敵
た
る
封
建
的
搾
取
閥
係
と
結
合
し
て
、
そ

れ
に
依
っ
て

『
飢
餓
地
代
』
を
搾
取
し
て
い
る
。
朝
鮮
農
民
か
ら
奪
い
取
っ

た
勝
大
な
る
土
地
は
、
資
本
主
義
的
に
耕
作
し
、
そ
の

一
部
分
に
日
本
農
民

を
移
住
さ
せ
る
と
同
時
に
、
更
に
こ
れ
も
細
分
し
て
朝
鮮
農
民
に
耕
作
せ
し

め、

『
労
働
機
件
の
再
生
産
と
生
産
機
関
の
再
生
産
に
危
険
を
輿
え
、
生
産

の
綴
張
を
、

多
か
れ
少
か
れ
不
可
能
に
し
、

そ
し
て
又
直
接
生
産
者
の
生
活

材
料
を
肉
趨
上
必
要
な
最
低
限
度
に
ま
で
減
縮
さ
せ
る
』
(
マ
ル
ク
ス
)
『
現

物
地
代
』
又
は
そ
の
箪
純
な
製
形
た
る

『
貨
幣
地
代
』
を
搾
取
し
て
い
る
」

(
一
二
J
一
一一一
頁
)
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@
こ
の
よ
う
な
不
明
確
さ
は
、
あ
る
い
は
日
本
の
講
座
汲
理
論
の
影
響
か
も

知
れ
な
い
。
講
座
仮
理
論
に
お
け
る
本
源
的
地
代
論
と
過
渡
的
地
代
論
の
混

同
は
、
野
呂
端
末
太
郎
「
日
本
資
本
主
義
護
遠
の
歴
史
的
諸
傑
件
」
に
よ
く
あ

ら
わ
れ
て
い
る
し
、
後
の
労
農
源
批
判
の
中
で
は
、
過
渡
的
地
代
範
鴫
そ
の

も
の
が
存
在
を
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

⑦

こ
の
序
文
は
、
印
氏
柏
崎
向
後
の
一
九
四

O
年
に
出
版
さ
れ
た
増
補
版
『
朝

鮮
の
農
業
機
構
』
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

③
『
東
方
評
論
』
は
直
接
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
盛
氏
の
論
文
の
影
印

版
が
成
進
文
化
社
編
『
韓
園
皐
研
究
叢
書
』
第
一
輯
〈
一
九
七
一
年
)
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。

⑨

も
う

一
人
、
虚
氏
と
同
じ
立
場
の
研
究
者
と
し
て
印
氏
が
暴
げ
ら
れ
て
い

る
李
勅
求
氏
も
、
農
村
に
お
け
る
農
奴
制
的
諸
閥
係
の
残
存
に
注
目
さ
れ
て

い
る
。
李
剃
求
『
朝
鮮
農
業
論
』
(
一
九
三
二
年
、
こ
の
本
は
李
氏
が
最
初

英
文
で
ま
と
め
ら
れ
た
ベ
ド

S
札
口
定
W
Q位
。
苫
白
書
同

N
N
R
E
N
同町内

S
。
遣
い
可

宮
内
。
z
b
z
を
朝
鮮
語
剖
押
し
た
も
の
。
な
お
英
語
版
は
一
九
三
六
年
に
上

海
で
出
版
さ
れ
て
い
る
〉
一
二
一
一

一
良
参
照
。

⑮
特
に
解
放
直
後
の
南
宇
部
に
お
け
る
農
民
運
動
を
指
導
し
た
理
論
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
も
っ

と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
運
動
の
指
導
部
に
は
朴
文
圭
(
全
園
農
民
組
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合
線
連
盟
の
行
動
綱
領
の
起
草
委
員
と
し
て
、
ま
た
朝
鮮
民
主
主
義
民
族
蹴

線
の
事
務
局
長
と
し
て
〉
・
印
貞
植
〈
農
民
新
聞
枇
主
筆
と
し
て
〉
爾
氏
が

加
わ
っ
て
お
ら
れ
た
か
ら
。

⑪
中
園
に
お
け
る
民
族
解
放
運
動
の
進
展
と
農
村
経
済
研
究
の
深
化
と
の
有

機
的
関
連
に
つ
い
て
は
、
吉
田
法
一
「
一
九
三

0
年
代
中
園
農
村
経
済
研
究

の
一
整
理
」
(『東
洋
史
研
究
』
第
三
三
容
二
銃
所
枚
、
一
九
七
四
年
〉

を
参

照。

⑫
李
氏
の
李
朝
末
期
農
村
経
済
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
同
氏
の
死
後
殺
表
さ

れ
た
未
定
稿
「
李
朝
末
期
に
お
け
る
農
民
の
紅
禽
的
存
在
形
態
」
(
『
枇
曾
科

皐
研
究
』
第
一

四
容
一
銃
所
牧
、

一
九
六
二
年
)
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。

⑬
こ
の
よ
う
な
硯
黙
に
立
っ
た
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
李
英
侠

『
韓
園
近
代

土
地
制
度
史
研
究
』
〈
一
九
六
八
年
〉
が
あ
る
が
、
「
事
業
」
に
闘
し
て
の

特
に
新
し
い
問
題
提
起
は
な
い
。

⑬

地
主
委
員
曾
に
参
加
し
た
者
の
名
前
は
現
在
の
と
こ
ろ
史
料
的
に
不
明
で

あ
る
が
、

筆
者
は
こ
れ
を
補
う
作
業
と
し
て
、
者
田
時
日
本
が
組
織
し
て
い
た

「
韓
圏
中
央
農
曾
」
(
「
併
合
」
後
は

「
朝
鮮
良
禽
」
と
改
名
)
に
入
曾
し
た

朝
鮮
人
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
い
ず
れ
別
の
機
曾
に
後
表

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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