
関
東
都
督
府
、
及
ぴ
関
東
庁
の
土
地
調
査
事
業
に
つ

　
　
　
　
1
伝
統
的
土
地
慣
習
法
を
廃
棄
す
る
試
み
と
そ
の
失
欺
1

い
て

（85）　関東都督府，及び関東庁の土地調査嬰薬について

ま
え
が
き

　
滴
末
民
国
初
期
の
東
三
省
の
土
地
制
度
を
論
じ
る
際
、
一
つ
の

重
要
な
課
趨
は
旗
地
官
荘
制
度
を
基
礎
に
し
た
清
末
の
こ
の
地
域

の
土
地
制
度
と
そ
の
下
で
実
際
に
展
開
し
て
い
た
土
地
関
係
の
在

り
方
と
の
間
に
如
何
な
る
乖
離
が
存
在
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
う

し
た
関
係
が
民
国
の
時
代
に
入
っ
て
如
何
に
変
化
し
て
い
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は

か
つ
て
清
末
の
東
三
省
地
方
権
力
に
よ
る
官
荘
地
払
い
下
げ
の
政

策
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
地
域
の
土
地
関
係
の
実
態
に
迫
っ

　
　
　
　
＾
2
〕

た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
筆
者
の
研
究
の
延
長
と
し
て
、
本
稿

が
と
り
あ
げ
ヶ
の
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

江
　
　
夏

由
　
　
樹
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

っ
た
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
の
土
地
調
査
事
業
で
あ
る
。
旧
来
の

伝
統
的
な
土
地
権
利
関
係
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、

こ
の
土
地
調
査
事
業
と
清
末
さ
ら
に
民
国
初
期
の
東
三
省
地
方
権

カ
の
土
地
政
策
と
の
間
に
は
極
め
て
類
似
し
た
性
格
を
認
め
る
こ

と
が
出
来
る
。

　
本
稿
の
目
的
は
伝
統
的
な
土
地
権
利
関
係
を
整
理
し
て
土
地
所

有
者
を
確
定
し
、
地
税
収
入
の
増
大
を
図
る
と
い
う
こ
の
土
地
調

査
事
業
の
狙
い
が
成
功
し
た
の
か
あ
る
い
は
失
敗
し
た
の
か
を
評

個
し
、
失
敗
で
あ
る
な
ら
ぱ
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

あ
る
。
「
関
東
州
」
は
東
三
省
の
な
か
の
極
め
て
隈
ら
れ
た
一
地

域
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
が
こ
の
土
地

調
査
を
進
め
る
な
か
で
直
面
し
た
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
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出
来
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
東
三
省
南
都
の
旧
来
の
土
地
権
利
関
係

を
分
析
す
る
た
め
の
貴
重
な
手
懸
り
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
の
土
地
調
査
事
業
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま

で
本
楕
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
第
一
節
に
お
い
て
少
々
長
く
な
る
が
、
多
少
の
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

説
を
加
え
て
こ
の
事
業
の
具
体
的
な
内
容
を
説
明
す
る
。
次
に
第

二
節
に
お
い
て
、
土
地
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
こ
の
地
域
の
伝

統
的
な
土
地
権
利
関
係
の
整
理
を
図
ろ
う
と
し
た
関
東
都
督
府
、

関
東
庁
の
計
画
が
な
ぜ
失
敗
し
た
か
を
論
じ
る
。
第
三
節
に
お
い

て
は
ま
ず
、
最
終
的
な
土
地
所
有
者
の
確
定
が
未
解
決
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
地
税
収
入
の
拡
大
と
い
う
関
東
庁
の
目
標
も
ま
た
挫

折
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
こ
の
節
で
は
、
土
地
調
査
事
業
は

一
方
で
か
な
り
の
面
積
の
土
地
を
官
有
地
と
査
定
し
、
こ
れ
が
そ

の
後
の
関
東
庁
の
財
政
に
少
な
か
ら
ぬ
寄
与
を
な
し
た
点
を
あ
わ

せ
て
論
じ
る
。

第
一
節
土
地
調
査
事
業
の
概
要

　
日
本
が
「
関
東
州
」
を
租
借
し
た
後
、
そ
の
植
民
地
支
配
の
基

盤
を
構
築
す
る
た
め
に
ま
ず
必
要
で
あ
っ
た
の
は
こ
の
地
域
の
政

治
、
艦
済
、
杜
会
に
つ
い
て
の
確
実
な
惰
報
を
獲
得
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
関
東
都
督
府
は
一
九
一
四
年
五
月

に
土
地
調
査
事
業
に
着
手
し
、
関
東
庁
は
一
九
二
四
年
二
月
に
こ

　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

の
事
業
を
完
成
し
た
。
土
地
調
査
事
業
は
そ
の
内
容
を
第
一
に
土

地
所
有
者
並
び
に
そ
の
彊
界
の
調
査
、
第
二
に
土
地
測
量
、
第
三

に
土
地
の
価
格
調
査
、
第
四
に
土
地
の
形
貌
測
量
、
第
五
に
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

経
済
調
査
と
大
別
で
き
る
。
こ
の
な
か
で
土
地
調
査
事
業
の
中
心

を
な
し
た
の
は
第
一
の
土
地
所
有
者
並
び
に
彊
界
に
つ
い
て
の
調

査
で
あ
り
、
こ
れ
は
権
利
調
査
と
呼
ぱ
れ
た
。
こ
の
調
査
は
土
地

の
官
有
、
民
有
の
区
別
を
行
い
、
耕
地
、
宅
地
等
の
種
類
を
明
ら

か
に
し
、
さ
ら
に
個
々
の
土
地
の
業
主
権
及
び
後
述
す
る
典
権
に

関
す
る
調
査
を
行
い
、
土
地
の
業
主
及
び
彊
界
を
査
定
し
て
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

を
典
主
と
共
に
土
地
台
帳
に
登
録
す
る
作
業
で
あ
っ
た
。

　
1
　
権
利
調
査
の
内
容

　
権
利
調
査
は
次
の
四
段
階
を
経
て
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

　
　
ω
　
行
政
区
画
名
称
及
ぴ
彊
界
調
査

　
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
は
ま
ず
行
政
区
画
調
査
員
を
各
屯
に
派

遭
し
た
。
調
査
員
は
響
察
官
吏
派
出
所
員
、
会
長
、
屯
長
、
そ
の

屯
の
地
主
総
代
、
有
カ
者
を
召
集
し
、
彼
ら
に
各
屯
の
名
称
、
彊

界
を
自
己
申
告
せ
し
め
た
。
そ
の
後
の
実
地
調
査
と
測
量
を
基
に
、
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●

（87）　関東都督府，及ぴ関東庁の土地調査事業について

関
東
都
督
府
、
関
東
庁
は
「
犬
牙
錨
綜
」
す
る
状
態
で
あ
っ
た
各

屯
の
間
の
騒
界
に
つ
い
て
の
利
害
の
衝
突
を
調
停
し
な
が
ら
、
最

終
的
に
各
屯
の
名
称
、
騒
界
を
決
定
し
た
。
そ
の
際
、
か
な
り
の

数
の
屯
が
合
併
整
理
さ
れ
、
そ
の
数
は
調
査
前
の
二
、
七
一
八
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

ら
六
〇
〇
へ
と
減
ら
さ
れ
た
。
ま
た
各
屯
の
集
会
に
お
い
て
調
査

員
は
来
る
べ
き
土
地
調
査
事
業
の
内
容
を
説
明
し
、
そ
の
協
カ
者

と
な
る
べ
き
会
長
、
屯
長
、
地
主
総
代
、
有
カ
地
主
の
名
簿
を
作

成
し
た
。
こ
の
過
程
に
よ
り
土
地
調
査
が
実
施
さ
れ
る
基
本
単
位

と
し
て
の
屯
の
彊
域
が
ま
ず
確
定
し
た
。

　
　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

　
　
ω
　
準
備
調
査

　
行
政
区
画
調
査
の
終
了
に
続
い
て
、
準
備
調
査
員
が
各
屯
に
派

遣
さ
れ
た
。
調
査
貝
は
ま
ず
各
屯
に
お
い
て
読
み
書
き
の
出
来
る

中
国
人
を
助
手
と
し
て
採
用
し
た
。
助
手
は
そ
の
地
の
有
カ
地
主

を
伴
っ
て
屯
内
の
一
筆
地
各
々
に
出
向
き
、
一
筆
地
、
こ
と
に
業
主

権
、
典
権
を
主
張
す
る
者
の
氏
名
を
書
き
留
め
、
ま
た
そ
の
地
の

彊
界
を
彼
ら
に
申
告
せ
し
め
て
見
取
図
を
作
成
し
、
こ
れ
を
調
査

員
に
提
出
し
た
。
調
査
員
は
こ
う
し
た
各
屯
の
助
手
か
ら
の
報
告

書
類
を
点
検
し
、
こ
れ
を
土
地
調
査
事
業
の
本
部
に
送
付
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

　
　
㈲
　
一
筆
地
調
査
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・

　
準
備
調
査
の
後
、
権
利
調
査
の
核
と
な
る
一
筆
地
調
査
が
行
わ

れ
た
。
各
屯
に
派
遺
さ
れ
た
調
査
班
は
屯
長
、
地
主
総
代
、
通
訳
、

讐
察
官
を
伴
い
、
一
筆
地
ご
と
に
そ
の
業
主
、
典
主
、
騒
界
、
土

地
の
地
位
等
級
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
た
。
こ
の
調
査
の
第
一

の
課
題
は
土
地
の
官
有
、
民
有
の
区
分
で
あ
る
。
関
東
都
督
府
、

関
東
庁
は
満
朝
が
官
有
と
み
な
し
た
土
地
、
つ
ま
り
内
務
府
官
荘

地
等
の
旧
官
荘
地
、
各
項
充
公
地
（
そ
の
収
益
を
以
っ
て
公
共
の

経
費
に
充
当
し
た
官
没
地
）
、
随
鉄
地
（
金
州
駐
防
八
旗
官
兵
に

援
給
し
た
職
田
）
、
伍
田
（
駐
防
八
旗
に
援
給
さ
れ
た
牧
馬
場
で

そ
の
後
開
墾
さ
れ
た
土
地
）
等
の
旧
職
田
、
並
び
に
林
野
を
ひ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
螂
）

つ
づ
き
官
有
と
す
る
原
則
を
示
し
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
官
有
地

の
成
立
経
緯
は
複
雑
で
あ
り
、
土
地
を
管
理
す
る
官
衙
も
様
々
で

表1官有土地一覧表
　　　1925年3月末目現在

　　　単位坪（＝ユノ183畝）

田 1，083，410

畑 1ア，505，198

宅 地 2，757，584

池 沼 208，789

林 野 238，451I131

雑種地 10，605，050

塩 田 16，424，822

杜寺地 70，863

墓 地 1，126，088

水道用地 501，964

計 28S，734，899

史料：関東長官官房文書課『関東庁施政二十

毎中』‘lq脈隼．ナ…噛〕88頁

関東長官官房文書課『関東庁

年史』（1926年。大速）88頁
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表2民有地の丈出による課税対象地の拡大

署　　別i） 従前の面稜 土地調査後の面積
放
順
民
政
署
大
連
民
政
署
金
州
民
政
署
直
轄
普
醐
店
民
政
支
署
魏
子
窩
民
政
支
署

4
0
1
1
8
．
0
2
6
2
1
，
1
1
2
．
0
8
7
4
2
，
0
2
6
．
8
2
4
5
7
，
7
9
6
．
4
0
1
3
7
，
9
3
5
，
4
3
7

計 199，588，775坪 590，311，26ユ坪

］）「関東州」の行敦単位は民攻署（同支署〕一会（市）一屯（町街）市）一屯（町街〕］）「関東州」の行敦単位は民攻署（同支署〕

　といラ形式をとっていた。

史料：『関東州土地調査事葉報舎書』459頁

あ
っ
た
。
ま
た
二
十

世
紀
初
頭
の
混
乱
の

な
か
で
土
地
に
つ
い

て
の
官
簿
の
多
く
は

散
逸
し
て
お
り
、
官

地
の
坐
落
四
至
（
位

置
彊
界
）
を
明
確
に

示
す
地
籍
図
も
存
在

　
　
　
　
　
＾
1
3
）

し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
情
況
の
な

か
で
多
く
の
官
有
の

耕
地
は
他
の
民
有
地

と
同
様
に
一
般
の
農

民
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
関
東
都
督
府
、
関
東

庁
は
官
有
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠
書
類
が
旧
溝
朝
官
衙
に
存
在

し
て
い
た
場
合
の
み
、
そ
れ
ら
の
土
地
を
官
有
と
査
定
し
、
そ
の

地
に
お
け
る
人
民
の
業
主
権
を
排
し
た
。
そ
の
結
果
、
旧
官
有
の

耕
作
地
の
か
な
り
の
部
分
が
人
民
の
業
主
権
が
認
め
ら
れ
る
民
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蠣
）

地
と
し
て
査
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
一

　
次
に
土
地
が
民
有
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
二
人
以
上
の
者
に
よ

っ
て
業
主
権
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
一
筆
地

調
査
の
第
二
の
課
題
は
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
呉
体
的
に
は
そ
う
し
た
問
題
は
、
売
契
等
の
各
種
文
契
の
偽

造
変
造
に
起
因
す
る
争
い
を
は
じ
め
、
土
地
相
続
に
由
来
す
る
同

一
宗
族
内
部
で
の
業
主
権
を
め
ぐ
る
争
い
、
売
契
等
の
文
契
に
表

示
さ
れ
た
目
的
地
の
坐
落
四
至
が
明
確
を
欠
く
こ
と
に
よ
る
争
い
、

さ
ら
に
土
地
が
出
典
、
出
租
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
b
）

上
の
売
却
で
あ
っ
た
の
か
を
め
ぐ
る
争
い
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

最
も
問
題
で
あ
っ
た
の
は
典
を
め
ぐ
る
係
争
で
あ
っ
た
。
典
の
契

約
書
で
あ
る
典
契
は
作
成
さ
れ
て
後
、
一
般
に
業
主
よ
り
典
主
に

渡
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
長
期
間
土
地
を
占
有
し
、

か
つ
税
糧
を
負
担
し
て
い
た
典
主
が
典
契
の
存
在
を
隠
し
て
業
主

権
を
主
張
し
た
場
合
、
本
来
の
業
主
が
自
己
の
土
地
に
対
す
る
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

利
を
証
明
出
来
な
い
こ
と
が
当
然
あ
り
得
た
。
な
お
典
に
つ
い
て

は
次
節
で
さ
ら
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
『
関
東
州
土
地
調
査
事

業
報
告
書
』
は
「
関
東
州
」
内
の
多
く
の
地
に
お
い
て
何
ら
か
の

係
争
が
存
在
し
て
い
た
と
記
し
て
お
り
、
十
二
の
こ
う
し
た
争
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
望

を
具
体
的
に
例
示
し
て
い
る
。
一
筆
地
調
査
班
は
準
備
調
査
で
作

成
さ
れ
た
書
類
に
依
拠
し
、
一
筆
地
ご
と
に
そ
の
業
主
権
、
典
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
〕

を
主
張
す
る
者
に
そ
の
根
拠
と
な
渇
文
契
の
提
出
を
求
め
た
。
次
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（89）　関東都督府，及ぴ関東庁の土地調査事業について

に
調
査
班
は
屯
長
、
地
主
総
代
の
補
佐
を
受
け
な
が
ら
、
提
出
さ

れ
た
文
契
の
審
査
、
業
主
権
、
典
権
を
主
張
す
る
者
へ
の
尋
問
、

及
び
実
地
の
調
査
測
量
を
行
い
、
土
地
の
権
利
を
め
ぐ
る
係
争
の

調
停
を
図
り
つ
つ
、
最
後
に
各
土
地
の
業
主
、
彊
界
を
決
定
し
た
。

し
か
し
、
な
お
調
査
班
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
出
来
な
い
土
地
は

　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

係
争
地
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
土
地
に
つ
い
て
は
土
地
調
査
部
の

特
別
検
査
が
再
度
実
施
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
係
争
地
は
「
関
東

州
」
全
体
の
耕
地
五
七
八
、
八
八
四
筆
中
、
四
四
、
八
二
九
筆
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
一
筆
地
調
査
、
特
別
検
査
の
後
、

土
地
調
査
部
は
送
付
さ
れ
た
報
告
書
及
ぴ
関
係
書
類
を
検
査
し
、

そ
の
後
各
一
筆
地
に
つ
い
て
そ
の
業
主
と
騒
界
を
公
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁
）

　
　
ω
　
土
地
審
査
委
員
会
裁
決

　
土
地
の
業
主
及
び
彊
界
に
つ
い
て
の
公
示
の
後
、
こ
れ
に
不
服

な
者
は
三
十
日
以
内
に
土
地
審
査
委
員
会
に
申
立
と
そ
の
裁
決
を

求
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
土
地
審
査
委
貞
会
の
裁
決
が
土
地
の
業

主
権
と
彊
界
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
決
定
と
な
っ
た
。

　
2
　
調
査
に
お
け
る
「
地
主
厨
」
の
役
割

　
こ
の
土
地
調
査
事
業
に
つ
い
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と

は
次
の
点
で
あ
る
。
旧
旗
地
官
荘
制
度
に
基
づ
く
官
有
地
の
存
在

と
典
、
押
と
い
っ
た
旧
慣
習
に
由
来
す
る
諸
権
利
が
複
雑
に
絡
み

合
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
開
墾
に
よ
る
耕
地
の
拡
大
が
進

行
す
る
な
か
で
こ
う
し
た
状
態
が
畏
期
間
に
わ
た
り
放
置
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
加
わ
り
、
「
関
東
州
」
内
の
各
土
地
に
お
け
る
権
利

関
係
は
多
く
の
場
合
複
雑
を
極
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
土
地
調

査
事
業
が
進
む
な
か
で
、
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
が
認
識
し
た
こ

と
は
各
土
地
の
官
民
有
の
区
別
、
各
民
有
地
の
業
主
と
彊
界
を
調

査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
場
合
困
難
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
土
地
調
査
事
業
の
課
題
と

な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
混
乱
し
た
土
地
権
利
関
係
の
実
惜
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
各
一
筆
地
の
業
主
権
を
誰
に
与
え
る
か
を
判
断

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
土
地
調
査
事
業
に
補
佐
と
し

て
参
加
し
た
各
屯
の
屯
長
、
地
主
総
代
の
役
割
は
重
要
で
あ
っ
た
。

目
本
人
調
査
班
の
下
で
実
際
に
各
土
地
の
業
主
、
彊
界
の
決
定
に

深
く
関
わ
っ
た
の
は
、
屯
内
の
事
情
に
精
通
し
た
こ
れ
ら
屯
長
、

地
主
総
代
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、
土
地
調

壷
事
業
を
通
じ
て
こ
れ
ら
在
地
の
支
配
層
は
彼
ら
の
既
存
の
土
地

に
対
す
る
権
利
、
支
配
を
日
本
の
植
民
地
支
配
当
局
に
公
認
さ
せ

て
い
く
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
一
方
で
、
土
地
調
査
事
業
は
関
東

都
督
府
、
関
東
庁
が
「
州
」
内
の
在
地
支
配
層
を
掌
握
し
、
こ
の
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一天地当り表3畑地の地価，典価，押個の比較

上等地平均 中等地平均 下等地平均

金　州 管　内
地
典
押

価
価
個

2
2
6
円
1
5
9
円
1
0
1
円

1
4
2
円
1
0
2
円
6
6
円

6
8
円
4
1
円
3
0
円

普蘭店管内 地
典
押

価
個
価

2
0
5
円
1
3
3
円
9
3
円

1
3
6
円
8
5
円
6
0
円

6
8
円
4
4
円
2
8
円

魏子窩管内 地
典
押

価
価
価

2
5
3
円
1
7
0
円
1
1
3
円

1
7
8
円
1
1
7
円
η
円

1
0
9
円
6
6
円
4
2
円

史料：関東庁臨時土地調査都鰯『関東州事情』（ユ923年，大連）　　下巻　ユ42－143．15アー158，607－608，631，ユ068－70I1O眉1－82頁連
0
・

東
巻

地
域
の
土
地

人
民
に
対
す

る
自
己
の
支

配
を
確
立
す

る
う
え
で
重

要
な
契
機
と

な
つ
た
。
土

地
調
査
事
業

に
つ
い
て
関

東
都
督
府
、

関
東
庁
と

「
州
」
内
の

在
地
支
配
層

と
の
間
に
こ

う
し
た
利
害

の
一
致
点
が

存
在
し
た
こ
と
が
、
こ
の
事
業
を
推
進
す
る
原
動
カ
と
な
っ
た
と

言
え
よ
う
。
む
ろ
ん
、
調
査
事
業
が
土
地
に
対
す
る
増
税
を
も
た

ら
す
と
い
う
こ
と
を
恐
れ
た
地
主
層
と
日
本
の
植
民
地
当
局
と
の

間
に
緊
張
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
『
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

書
』
自
身
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
、
さ
ら
に
調
査
婁
業
に
よ
り
そ

れ
ま
で
の
土
地
に
対
す
る
、
特
に
官
有
地
に
対
す
る
既
得
権
が
侵

さ
れ
る
こ
と
を
危
倶
し
た
農
民
の
低
抗
も
無
視
す
る
こ
と
の
出
来

　
　
　
　
　
　
＾
2
4
）

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
警
察
官
と
い
う
武
カ
に
よ
る
威
嚇
を
伴
い

な
が
ら
調
査
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
調
査
事
業
の
進
行
の
も
と

で
上
記
の
よ
う
な
緊
張
関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
た
。
日
本
の
植
民
地
当
局
と
「
州
」
内
の
地
主
層
、
農
民
と
の

間
に
こ
う
し
た
相
互
依
存
と
抵
抗
の
関
係
を
孕
み
つ
つ
土
地
調
査

は
進
行
し
、
一
応
の
終
了
を
み
た
。

第
一
一
節
「
典
」

の
処
理
を
め
ぐ
る
間
題

　
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
の
狙
い
は
土
地
調
査
事
業
を
通
じ
て
業

主
権
が
確
定
し
た
者
を
そ
の
土
地
の
所
有
者
と
み
な
し
、
土
地
に

対
す
る
納
税
義
務
と
ひ
き
か
え
に
、
彼
ら
に
そ
の
土
地
の
占
有
、

使
用
、
収
益
、
処
分
に
つ
い
て
完
全
な
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
で

あ
ウ
た
。
し
か
し
こ
の
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
の
計
画
は
結
局
挫

折
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
地
域
の
伝
統
的
な
⊥
⊥
地
権
利
関
係
、
具

体
的
に
は
「
典
」
、
「
押
」
と
い
う
旧
慣
習
の
存
在
の
た
め
に
、
民

有
地
に
お
い
て
業
主
権
を
有
す
る
者
が
必
ず
し
も
土
地
所
有
者
と

断
定
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
自
身
が
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（91）　関東都督府，及ぴ関東庁の土地調査事業について

土
地
調
査
事
業
の
進
展
と
と
も
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
情
況
が
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
典
の
慣
習
に
焦
点
を
あ
て

る
こ
と
に
よ
り
、
な
ぜ
業
主
権
を
有
す
る
者
が
必
ず
し
も
土
地
所

有
者
と
な
り
得
な
か
っ
た
の
か
を
論
じ
、
次
に
こ
の
典
、
押
と
い
．

う
慣
習
を
如
何
に
処
理
す
る
か
と
い
う
政
策
を
め
ぐ
る
当
時
の
論

争
を
紹
介
し
た
い
。

　
1
　
典
の
慣
習

　
典
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
す
ぐ
れ
た
研
究
が
残
さ
れ
て
い
る

が
、
典
の
慣
習
を
簡
単
に
ま
と
め
る
な
ら
ぱ
次
の
よ
う
に
言
え
よ

｛
2
5
）

う
。
ま
ず
典
は
当
と
も
呼
ぱ
れ
、
土
地
の
業
主
（
原
主
あ
る
い
は

原
業
主
と
も
呼
ぷ
）
が
自
己
の
土
地
を
相
手
方
（
典
主
あ
る
い
は

現
業
主
と
呼
ぷ
）
に
提
供
し
て
使
用
収
益
せ
し
め
、
こ
の
典
主
よ

り
金
銭
の
融
通
を
受
け
、
一
定
期
間
後
に
業
主
が
そ
の
金
銭
を
典

主
に
返
給
し
て
典
主
の
土
地
の
使
用
収
益
を
終
了
さ
せ
る
行
為
を

　
（
肇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
〕

言
う
。
こ
の
金
銭
を
典
価
と
称
す
る
が
、
表
3
は
「
関
東
州
」
に

お
け
る
地
価
、
典
価
、
お
よ
び
後
述
す
る
押
価
に
っ
い
て
の
調
査

結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表
3
に
よ
れ
ぱ
、
典
価
は
土
地

売
買
価
格
の
六
－
七
割
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
典
価
を
返
給
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鯛
）

て
土
地
の
使
用
収
益
を
終
了
さ
せ
る
行
為
を
回
蹟
と
言
っ
た
。

立
典
契
人
曹
正
敏
、
…
－
－
因
正
用
不
足
、
将
自
己
祖
遺
房

地
壱
分
、
親
自
央
人
説
允
、
憎
願
典
与
張
寿
春
名
下
屠
住
耕

種
、
同
衆
議
定
典
価
市
銭
玖
仔
伍
伯
吊
整
、
当
日
交
足
、
分

文
不
欠
、
…
…
：
言
明
毎
年
免
納
冊
米
衛
市
斗
参
斗
正
、
市

銭
拾
吊
整
、
秋
後
交
与
業
主
免
納
、
与
典
主
無
千
、
自
典
之

後
、
不
拘
年
隈
、
蹟
地
之
秋
七
月
通
信
、
十
月
以
内
価
到
回

蹟
、
若
過
期
由
典
主
自
便
、
－
－
・
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
9
）

光
緒
三
十
一
年
七
月
二
十
八
日
立
典
契
・
・
…
…

　
こ
の
史
料
は
光
緒
三
十
一
年
七
月
に
曹
と
い
う
一
族
の
五
人
が

先
祖
伝
来
の
房
地
を
張
寿
春
な
る
者
に
典
価
市
銭
九
千
五
百
吊
を

も
っ
て
典
出
し
た
こ
と
を
記
し
た
典
契
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
典

契
に
よ
れ
ば
典
に
は
期
限
が
設
け
ら
れ
ず
、
曹
一
族
（
業
主
）
が

毎
年
十
月
ま
で
に
張
寿
春
（
典
主
）
に
典
価
を
返
給
す
る
な
ら
ぱ

回
購
が
行
わ
れ
、
ま
た
税
糧
は
典
主
よ
り
業
主
の
手
を
経
て
交
納

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
業
主
は
出
典
後
、
金
銭
の
必
要
あ
る
と
き
は
典
価
の
追
加
を
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
）

め
る
こ
と
が
出
来
、
こ
れ
を
抜
価
と
言
っ
た
。
通
例
、
業
主
が
そ

の
地
を
売
却
す
る
際
に
は
典
主
に
そ
の
地
の
先
買
権
が
認
め
ら
れ
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壼
〕

て
お
り
、
ま
た
典
主
は
そ
の
地
の
典
権
を
第
三
者
に
売
却
す
る
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
祝
〕

利
（
転
典
権
）
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
典
に
は
典
眼
と
称
す

る
期
限
を
附
す
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
典
の
満
了
期
隈
童
言
う

の
で
は
な
く
、
典
の
設
定
後
そ
の
期
間
内
は
回
蹟
が
出
来
な
い
期

限
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
示
し
た
典
契
に
は
「
年
隈
を

拘
ら
ず
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
少
な
い
例
で
あ
り
、
「
関
東
州
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㏄
）

に
お
け
る
典
隈
は
三
年
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
典
に

は
事
実
上
期
限
が
な
く
、
原
主
が
回
購
し
な
い
間
は
永
久
に
典
の

契
約
は
存
続
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
典
主
の
方
か
ら
は

原
主
に
対
し
典
価
の
返
給
を
請
求
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
事
実
、
「
関
東
州
」
の
地
域
で
は
多
く
の
土
地
が

回
願
さ
れ
ず
に
出
典
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
『
関
東

州
事
情
』
及
び
『
関
東
州
土
地
調
査
事
業
報
告
書
』
は
調
査
が
実

施
さ
れ
た
時
期
に
こ
の
地
域
の
三
分
の
一
（
小
半
）
の
土
地
が
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
気
）

契
約
の
下
に
あ
ウ
た
と
記
し
て
い
る
。
典
の
慣
習
に
つ
い
て
さ
ら

に
興
味
深
い
点
は
承
典
中
は
地
税
を
負
担
す
る
の
が
一
般
に
は
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
砧
）

主
で
は
な
く
典
主
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
関
東
都
督
府
“

関
東
庁
も
典
契
約
の
下
に
あ
っ
た
土
地
の
税
糧
は
業
主
か
ら
で
な

　
　
　
　
　
　
　
壼
〕

く
典
主
か
ら
徴
収
し
た
。

　
次
に
重
要
な
の
は
、
典
と
い
う
形
式
を
用
い
て
事
実
上
の
土
地

売
却
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
東
三
省
の
地
で
は
清

朝
の
光
緒
年
間
ま
で
旗
人
と
民
人
と
の
間
で
の
土
地
売
買
が
「
旗

民
不
交
産
例
」
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
た
た
め
、
典
と
い
う
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
）

を
用
い
て
多
く
の
土
地
が
旗
人
か
ら
氏
人
に
売
却
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
売
よ
り
も
典
の
方
が
契
税
が
安
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

典
に
よ
る
土
地
売
却
を
促
す
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
典
に
名
を
借
り
た
土
地
の
売
却
は
あ
く
ま
で
も
東
三
省
に

お
け
る
典
契
約
の
一
部
を
構
成
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
関
東
都
督
府
、

関
東
庁
が
個
々
の
土
地
の
典
契
約
の
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
調

査
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
契
約
が
か
つ
て
土
地
の
売
却

ま
で
意
図
し
て
行
わ
れ
た
の
か
否
か
を
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
は

ま
ず
困
難
で
あ
っ
た
。
典
主
が
い
か
に
長
期
間
土
地
を
使
用
収
益

し
、
か
つ
税
糧
を
負
担
し
て
い
た
と
し
て
も
、
土
地
に
典
権
が
設

定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
地
の
業
主
権
を
有
す
る
の
は
業
主
で

あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
間
題
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
て
い
た
の
は
「
押
」
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
醐
）

「
圧
」
と
呼
ぱ
れ
る
慣
習
の
存
在
で
あ
っ
た
。
押
と
は
金
銭
の
借

入
に
際
し
て
自
己
の
土
地
を
担
保
と
し
て
指
定
し
、
約
東
の
期
限

に
至
っ
て
借
主
（
原
主
、
業
主
）
が
金
銭
を
返
済
出
来
な
い
場
合

に
は
、
貸
主
（
銭
主
、
銀
主
、
放
銭
主
と
呼
ぷ
）
が
担
保
と
さ
れ
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た
土
地
を
使
用
収
益
す
る
権
利
を
獲
得
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
押
に
あ
っ
て
は
金
銭
の
返
済
が
期
限
内
に
行
わ
れ
な
い
場

合
、
金
銭
の
貸
主
が
担
保
と
さ
れ
た
土
地
の
典
権
を
獲
得
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
『
関
東
州
土
地
調
査
事
業
報
告
書
』
は
押

契
約
の
下
で
借
金
の
返
済
が
出
来
ず
に
典
権
が
設
定
さ
れ
た
土
地

が
存
在
し
、
ま
た
最
初
よ
り
典
権
の
設
定
を
意
図
し
な
が
ら
も
押

の
名
を
使
っ
て
金
銭
の
貸
借
が
往
々
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い

＾
柵
）る

。
典
、
押
と
い
う
旧
土
地
慣
習
の
存
在
は
こ
の
地
域
の
土
地
権

利
関
係
を
極
め
て
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
た
。

　
2
　
典
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て

　
典
、
押
と
い
う
土
地
を
め
ぐ
る
旧
慣
習
の
内
容
、
ま
た
こ
う
し

た
典
権
の
設
定
さ
れ
た
土
地
が
「
関
東
州
」
に
広
く
存
在
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
が
土
地
調
査
事
業
を
通

じ
て
知
る
な
か
で
、
典
権
の
設
定
さ
れ
た
土
地
の
所
有
権
は
果
た

し
て
業
主
に
帰
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
典
主
に
か
と
い
う
問
題
が

生
じ
て
く
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
の

内
外
に
大
き
な
議
論
が
沸
き
起
こ
っ
た
。
ま
ず
一
九
一
七
年
三
月
、

土
地
調
査
事
業
が
進
行
す
る
な
か
で
こ
の
地
域
の
土
地
権
利
関
係

を
め
ぐ
る
旧
憤
習
を
如
何
に
整
理
す
る
か
に
つ
い
て
、
関
東
都
督

府
内
部
の
一
私
案
と
童
言
う
べ
き
「
関
東
州
土
地
制
度
梗
概
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
伽
〕

い
う
小
論
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
私
案
及
ぴ
こ
れ
を
支
持
す
る
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
物
）

論
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
典
を
中
心
と
し
た
旧
償

習
法
の
存
在
は
土
地
に
関
す
る
権
利
の
明
確
な
設
定
と
移
転
、
ま

た
土
地
の
改
良
を
困
難
に
し
て
お
り
、
複
雑
唆
味
な
土
地
権
利
関

係
を
整
理
す
る
に
は
、
「
関
東
州
」
の
治
者
で
あ
る
日
本
の
民
法

に
準
拠
し
て
新
た
な
土
地
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
便
利
で
あ
る
と

こ
れ
ら
の
議
論
は
説
く
。
典
権
の
設
定
さ
れ
た
土
地
に
お
い
て
は

典
主
が
長
期
間
土
地
を
使
用
収
益
し
て
且
つ
税
糧
を
負
担
し
て
お

り
、
ま
・
た
典
が
事
実
上
の
土
地
の
売
却
を
意
味
す
る
例
が
多
か
っ

た
こ
と
を
挙
げ
、
典
は
日
本
の
買
戻
約
款
付
所
有
権
に
類
似
し
て

い
る
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
関
東
都
督
府
の
私
案
は
業

主
権
を
所
有
権
、
典
権
を
買
戻
約
款
付
所
有
権
、
押
権
を
債
務
の

不
履
行
を
停
止
条
件
と
す
る
買
戻
約
款
付
所
有
権
と
す
る
こ
と
で

旧
土
地
慣
習
法
を
整
理
す
る
こ
と
を
醤
言
し
た
。

　
こ
う
し
た
関
東
都
督
府
内
部
か
ら
出
さ
れ
た
私
案
は
強
い
反
対

議
論
を
招
い
た
。
そ
の
代
表
と
し
て
、
一
九
二
一
年
九
月
よ
り
七

回
に
わ
た
っ
て
『
満
洲
日
々
新
聞
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
満
鉄
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

査
課
員
杉
本
吉
五
郎
の
議
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
杉
本
は

主
に
二
点
に
つ
い
て
典
権
を
買
戻
約
款
附
所
有
権
と
み
な
す
こ
と
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の
問
題
点
を
述
べ
て
い
る
。
第
一
点
と
し
て
、
買
戻
約
款
附
所
有

権
に
お
い
て
は
所
有
権
は
相
手
方
に
移
転
す
る
が
、
典
に
お
い
て

は
業
主
権
は
相
手
方
に
移
転
せ
ず
、
そ
の
点
で
両
者
は
本
質
的
に

異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
典
を
買
戻
約
款
附
所
有

権
と
み
な
す
な
ら
ぱ
、
業
主
の
土
地
に
対
す
る
権
利
が
否
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
現
実
を
無
視
し
た
措
置
で

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
μ
）

あ
る
と
杉
本
は
強
調
す
る
。
第
二
に
土
地
調
査
事
業
の
進
行
過
程

に
お
い
て
典
権
の
も
つ
重
要
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
関
東
都
督
府
、

関
東
庁
は
各
土
地
の
典
主
を
土
地
台
帳
に
附
記
す
る
よ
う
に
な
ナ

た
。
し
か
し
こ
れ
は
単
に
便
宜
的
な
処
置
で
あ
り
、
典
主
の
査
定
、

公
示
は
行
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
典
圭
を
買
戻
約
款
附
所
有

権
を
有
す
る
者
と
す
る
な
ら
ぱ
、
再
び
各
土
地
の
典
主
の
査
定
、

公
示
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
各
土
地
の
典
関
係
は
多
く
の
場
合
複

雑
に
入
り
く
ん
で
お
り
、
こ
う
し
た
典
関
係
を
新
た
に
明
瞭
な
形

で
査
定
、
公
示
し
て
い
く
こ
と
は
ま
ず
困
難
で
あ
ろ
う
と
杉
本
は

　
＾
砧
〕

考
、
疋
る
。
以
上
の
点
を
論
じ
、
杉
本
は
典
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的

土
地
慣
習
法
を
一
挙
に
廃
棄
す
る
こ
と
は
単
に
こ
の
地
域
の
土
地

権
利
関
係
、
及
ぴ
人
民
の
生
活
を
混
乱
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
と
緒

　
　
＾
妬
〕

論
づ
け
る
。
杉
本
は
典
権
が
無
期
隈
に
存
続
し
う
る
こ
と
が
こ
の

地
域
の
土
地
権
利
関
係
を
複
雑
に
し
て
い
る
第
一
の
理
由
で
あ
る

と
し
、
典
の
固
蹟
可
能
期
間
を
二
十
年
あ
る
い
は
三
十
年
と
定
め
、

そ
の
期
間
を
超
え
た
典
権
に
つ
い
て
は
回
蹟
を
許
さ
ず
、
奥
主
が

業
主
権
を
獲
得
す
る
と
い
う
形
で
典
の
慣
習
を
存
続
さ
せ
る
こ
と

　
　
　
　
（
ψ
〕

を
主
張
し
た
。
杉
本
の
議
論
は
典
を
買
戻
約
款
附
所
有
権
と
み
な

す
こ
と
の
問
題
点
を
よ
く
突
い
て
い
る
。
し
か
し
、
杉
本
自
身
の

議
論
に
も
問
題
が
あ
る
。
典
の
回
蹟
可
能
期
間
に
制
限
を
設
け
る

こ
と
は
す
で
に
清
朝
あ
る
い
は
民
国
の
時
期
の
奉
天
省
、
吉
林
省

　
　
　
　
　
　
　
　
（
侶
〕

も
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
典
は
回
蹟
が
無
期
隈
に
可
能
で
あ
る

と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
一
片
の
布
告
を
も
っ

て
回
購
可
能
期
間
に
制
隈
を
設
け
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

は
、
そ
う
し
た
前
例
が
示
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
杉
本
の
論
文
が
公
表
さ
れ
た
直
後
の
一
九
二
二
年
三
月
、
関
東

庁
は
典
権
を
そ
れ
以
後
は
不
動
産
質
権
と
み
な
す
こ
と
を
布
告
し

＾
4
9
）

た
。
こ
れ
は
典
地
に
お
け
る
業
主
の
権
利
を
確
認
し
た
措
置
と
言

え
、
関
東
庁
内
部
に
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
典
権
を
買
戻
約
款
附
所
有

権
と
み
な
す
方
針
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

典
権
を
不
動
産
質
権
と
み
な
す
こ
と
も
ま
た
伺
様
に
大
き
な
問
題

が
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
動
産
質
権
と
異
な
り
典
に

は
債
務
返
済
の
た
め
の
期
間
が
設
け
ら
れ
ず
、
典
主
は
債
務
の
履

行
を
業
主
に
請
求
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
典
主
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は
回
蹟
が
行
わ
れ
な
い
隈
り
無
期
隈
に
土
地
の
使
用
収
益
を
続
け

る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
典
地
は
担
保
と
い
う
よ
り
、
典
主

の
使
用
収
益
の
た
め
に
業
主
か
ら
供
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が

出
来
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
典
と
不
動
産
質
権
は
基
本
的
に
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
関
東
庁
は
こ
の
布
告
以
後
、
新
た
に
典
権
の
設
定
が
申
告
さ
れ

た
場
合
は
そ
れ
を
不
動
産
質
権
と
し
て
土
地
台
帳
に
記
入
し
た
。

し
か
し
こ
の
措
置
は
こ
の
地
域
の
典
の
慣
習
に
何
ら
大
き
な
影
響

を
与
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
不
動
産
質
権
と
い
う
名
で
呼
ぱ

れ
な
が
ら
も
、
こ
の
地
域
の
典
の
慣
習
は
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て

民
間
に
存
続
し
た
。
関
東
庁
自
身
も
そ
の
後
も
従
来
通
り
典
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
即
）

お
い
て
は
典
主
か
ら
税
糧
を
徴
収
し
た
。
こ
の
こ
と
は
結
局
、
買

戻
約
款
附
所
有
権
、
不
動
産
質
権
も
旧
慣
習
た
る
典
に
と
っ
て
か

わ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
土
地
調
査
事
業
を
実

施
し
、
典
に
代
表
さ
れ
る
旧
土
地
慣
習
を
整
理
す
る
と
い
う
関
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
里

都
督
府
、
関
東
庁
の
計
画
は
こ
の
よ
う
に
事
実
上
挫
折
し
た
。

第
三
節
　
土
地
調
査
事
業
の
財
政
的
意
味

1
　
地
税
収
入
拡
大
の
失
敗

「
関
東
州
」
租
借
後
の
関
東
都
督
府
の
財
政
は
大
き
く
日
本
政

府
の
補
充
金
に
頼
っ
て
い
た
。
例
え
ば
土
地
調
査
事
業
の
開
始
さ

れ
た
一
九
一
四
年
の
関
東
都
督
府
特
別
会
計
の
歳
入
約
五
四
九
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
駆
）

円
の
う
ち
二
二
三
万
円
余
は
日
本
政
府
か
ら
の
補
充
金
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
関
東
都
督
府
に
と
っ
で
自
己
の
財
源
を
拡
大
し
て
い

く
こ
と
は
急
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
土
地
調
査
事
業
に

期
待
し
た
こ
と
は
、
隠
匿
さ
れ
て
い
た
耕
地
を
丈
出
し
て
各
土
地

の
所
有
者
を
確
定
し
、
彼
ら
か
ら
徴
収
す
る
地
税
収
入
の
額
を
拡

大
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
表
2
は
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
が
土
地
調
査
事
業
を
通
じ
て
約

四
億
坪
の
耕
地
を
新
た
に
丈
出
し
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ま
で
に

隠
匿
さ
れ
、
課
税
を
逃
れ
て
い
た
耕
地
面
積
の
広
大
な
こ
と
に
驚

く
が
“
こ
の
結
果
、
課
税
対
象
の
耕
地
面
積
は
一
挙
に
以
前
の
三

　
　
　
　
＾
艶
）

倍
と
な
っ
た
。
関
東
都
督
府
は
一
九
〇
七
年
に
一
畝
あ
た
り
の
地

税
を
銀
十
銭
と
定
め
、
一
九
一
八
年
、
一
九
二
〇
年
に
は
そ
の
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脾
）

を
そ
れ
ぞ
れ
金
一
五
銭
、
金
二
十
銭
と
引
き
上
げ
た
。
し
た
が
っ

て
土
地
調
査
事
業
終
了
時
に
お
い
て
関
東
庁
は
約
四
十
万
円
の
地

税
の
増
収
を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
丈
出
さ
れ
た
耕
地
へ
の
課
税
は
少
く
と
も
一
九
三
〇
年
代
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
筆

ば
ま
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
増

税
に
対
す
る
人
民
の
低
抗
を
恐
れ
た
関
東
庁
が
丈
出
地
へ
の
課
税
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地家屋貸下料と土地払下代」単位　円

1925 1926 1927 1928 193119301929

17，94ア，722

　　795．025

　　260，163

19，022．043

　1，！70．199

　　310，584

22，201．605

　1，198．677

　　202，932

26，4ア8j120

　1，1ア8．058

　　519，！31

2ア，944．045

　1，236．949

　　2ア6，061

25，161ヨ14ユ

　1，256．214

　　261，430

2壬，628．062

　1，260．068

　　374，203

を
蹟
賭
し
た
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
考
え

ら
れ
よ
う
。
ま
た
イ
ン
フ
レ
の
進
行
、

他
の
財
源
の
拡
充
に
よ
り
関
東
庁
の
財

政
規
模
が
拡
大
し
、
関
東
庁
の
会
計
の

な
か
で
地
税
収
入
の
比
重
が
急
速
に
低

下
し
て
い
た
と
い
う
事
情
の
も
と
で
丈

出
地
へ
の
課
税
を
急
い
で
行
う
必
要
も

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
最
も
璽
要
な
点
は
前
節
で
説
明
し

た
よ
う
に
、
旧
土
地
慣
習
の
整
理
が
つ

い
て
お
ら
ず
、
土
地
所
有
権
を
有
す
る

の
が
業
主
か
典
主
か
と
い
う
間
題
が
解

決
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
丈
出
地
へ
の
課
税
を
実

施
す
る
に
は
こ
の
問
題
の
決
着
を
つ
け

て
お
く
こ
と
が
ま
ず
望
ま
れ
た
。
伝
統

的
な
土
地
権
利
関
係
を
整
理
し
て
土
地

所
有
者
を
確
定
し
、
地
税
収
入
の
増
大

を
図
る
と
い
う
点
で
の
土
地
調
査
事
業

の
目
的
は
失
敗
し
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
2
　
官
有
地
の
払
い
下
げ
と
貸
下
げ

　
一
方
、
土
地
調
査
事
業
は
別
の
点
で
関
東
庁
の
財
源
の
拡
大
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
土
地
調
査
事
業
に
よ
り
旧

ロ
シ
ア
の
所
有
地
、
広
大
な
面
積
の
林
野
、
旧
官
荘
地
、
各
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
酪
）

旧
職
田
等
が
官
有
地
と
さ
れ
そ
の
地
価
が
評
価
さ
れ
た
が
、
関
東

庁
は
そ
の
後
こ
う
し
た
官
有
地
の
一
部
を
払
い
下
げ
、
あ
る
い
は

貸
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
な
り
の
収
入
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
土
地
調
査
事
業
は
地
税
収
入
の
拡
大
と
い

う
目
的
に
は
失
敗
し
た
も
の
の
、
官
有
地
の
確
定
と
い
う
点
で
成

果
を
残
し
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
官
有
地
が
具
体
的
に
如
何
な

る
方
法
で
誰
の
も
と
に
払
い
下
げ
、
あ
る
い
は
貸
下
げ
ら
れ
た
の

か
、
そ
し
て
こ
の
地
域
の
人
民
が
こ
う
し
た
官
有
地
の
処
分
に
如

何
に
対
応
し
た
か
等
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
大
き
な
問
題
で
あ

る
の
で
本
稿
で
は
論
じ
な
い
。
こ
こ
で
は
官
有
地
の
払
い
下
げ
、

貸
下
げ
の
財
政
的
な
意
味
だ
け
を
述
べ
る
。

　
『
関
東
局
統
計
三
十
年
誌
』
の
関
東
局
特
別
会
計
歳
入
の
項
か

ら
作
成
し
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
こ
の
表
が
示
す
よ
う
に
官
有
地

払
い
下
げ
に
よ
る
収
入
は
各
年
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

官
有
地
払
い
下
げ
が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
の
は
一
九
二
二
年
か
ら

378



（97）　関東都督府，及ぴ関東庁の土地調査事業について

表4　「関東庁特別会計歳入における土

1921 1922 1923 19241920

①特別会計歳入総額
②そのうち土地家星貸下料

③　　　土地払下代

14，224．279

　560，050

ユ6，803．840

　783，4ユ7

19，343，9ア6

　686．624

1，243，595

19，099．714

　742．597

　244，215

18，ア17．249

　778．756

　428，882

史料1『関東局統計三十年離』畠16－818頁。

の
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
こ
の
年

に
は
約
＝
一
四
万
円
の
収
入
が
関
東
庁

に
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
額
は
こ
の
年

の
関
東
庁
の
特
別
会
計
歳
入
の
六
・
四

バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
数
字
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
り
、

表
4
が
示
す
よ
う
に
そ
の
後
十
年
間
は

官
有
地
払
い
下
げ
に
よ
る
関
東
序
の
収

入
は
二
十
万
円
か
ら
五
十
一
万
円
程
度

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
各
年
の
特
別
会
計

歳
入
の
一
～
ニ
バ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
相

当
し
た
。

　
官
有
地
の
払
い
下
げ
以
上
に
財
政
上

の
点
で
重
要
な
意
味
を
有
し
た
の
は
、

関
東
庁
が
官
有
地
の
貸
下
げ
を
行
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ぱ
『
関
東
庁
施
政

二
十
年
史
』
に
よ
れ
ぱ
一
九
二
五
年
に

は
約
一
千
一
百
万
坪
の
官
有
地
が
貸
下

　
　
　
　
壷
）

げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
ど
の
程

度
の
賃
貸
料
を
関
東
庁
が
獲
得
し
て
い

た
か
を
こ
の
史
料
は
記
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
年
に
関
東
庁
は
土

地
家
展
貸
下
料
と
し
て
約
七
十
九
万
円
の
収
入
を
得
て
い
た
。
こ

れ
は
こ
の
年
の
関
東
庁
特
別
会
計
歳
入
の
四
・
四
バ
ー
セ
ン
ト
に

あ
た
る
が
、
当
然
土
地
貸
下
料
が
こ
の
う
ち
の
か
な
り
の
部
分
を

占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
翌
年
の
一
九
二
六
年
に
は
土

地
家
屋
貸
下
料
か
ら
の
収
入
は
一
一
七
万
円
余
と
な
り
、
こ
れ
は

こ
の
年
の
特
別
会
計
歳
入
の
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
っ
て
い

た
。
表
4
が
示
す
よ
う
に
、
土
地
家
屋
貸
下
料
に
よ
る
収
入
は
こ

の
年
以
後
増
加
の
傾
向
に
あ
っ
た
。
官
有
地
の
貸
下
げ
に
よ
る
収

入
が
関
東
庁
の
歳
入
の
な
か
で
少
な
か
ら
ざ
る
割
合
を
占
め
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
こ
の
表
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、
土
地
調
査
事
業
は
「
関
東
州
」
内
の

か
な
り
の
部
分
の
土
地
を
官
有
と
し
て
査
定
し
、
そ
の
地
個
を
評

　
義
〕

価
し
た
。
一
九
二
五
年
末
に
お
い
て
、
査
定
さ
れ
た
民
有
地
は
六

億
五
千
四
百
万
余
坪
、
官
有
地
は
二
億
八
千
五
百
万
余
坪
で
あ
っ

　
　
＾
朋
）

た
と
い
う
。
こ
の
官
有
地
の
査
定
と
そ
の
地
価
の
評
価
は
そ
の
後

の
官
有
地
の
払
い
下
げ
、
貸
下
げ
を
行
う
た
め
の
不
可
欠
の
準
備

作
業
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
関
東
庁
が
自
己
の
財
政
基
盤
を
構

築
す
る
う
え
で
一
つ
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
清
朝
末
期
、

民
国
初
期
に
東
三
省
の
地
方
権
カ
は
こ
の
地
域
の
広
大
な
官
有
地
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＾
6
0
）

を
民
間
に
払
い
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
巨
額
の
収
入
を
獲
得
し
た
。

本
節
で
論
じ
た
関
東
庁
の
官
有
地
払
い
下
げ
、
貸
下
げ
の
政
策
も

同
様
な
性
格
を
有
し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
日
本
の
植

民
地
当
局
が
こ
の
点
で
清
末
及
び
民
国
初
期
の
東
三
省
地
方
権
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎝
〕

と
極
め
て
似
通
っ
た
政
策
を
と
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

今
後
の
課
題

　
本
稿
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
関
東

都
督
府
、
関
東
庁
の
土
地
調
査
事
業
を
と
り
あ
げ
、
次
の
点
を
明

ら
か
に
し
た
。
H
　
こ
の
土
地
調
査
事
業
の
目
的
は
こ
の
地
域
の

混
乱
し
た
土
地
権
利
関
係
を
整
理
し
て
土
地
所
有
者
を
確
定
し
、

地
税
収
入
を
拡
大
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
⇔
　
だ
が
、
典
に
代
表

さ
れ
る
伝
統
的
な
土
地
慣
習
の
存
在
に
よ
り
、
こ
う
し
た
土
地
権

利
関
係
の
整
理
は
極
め
て
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の

た
め
に
地
税
収
入
の
拡
大
と
い
う
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
の
狙
い

も
失
敗
し
た
。
⇔
　
一
方
、
土
地
調
査
事
業
は
官
有
地
の
位
置
、

騒
界
を
確
定
し
、
そ
の
地
価
を
評
価
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の

後
の
官
有
地
の
払
い
下
げ
、
貸
下
げ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て

の
性
楕
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
事
業
は
清
末
以
来

の
東
三
省
地
方
権
カ
の
官
有
地
払
い
下
げ
政
策
と
相
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
触
れ
な
－
か
っ
た
が
、
民
国
の
時
期
の
東
三
省
地
方
権

カ
は
や
は
り
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
と
同
様
な
土
地
調
査
を
進
め

て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
H
　
そ
の
際
、
東
三
省
地
方

権
カ
は
如
何
に
業
主
権
、
典
権
、
押
権
、
租
権
と
い
っ
た
旧
土
地

慣
習
の
整
理
を
図
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
⇔
　
上
記
の
点
に
つ
い

て
の
東
三
省
地
方
権
カ
と
関
東
都
督
府
、
関
東
庁
の
政
策
と
の
間

に
は
如
何
な
る
相
違
点
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
⇔
　
ま
た

こ
う
し
た
1
日
土
地
制
度
、
慣
習
の
整
理
に
対
し
、
在
地
の
各
層
は

如
何
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
さ
ら
に
明

ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
清
末
、
及
ぴ
民
国
初
期
の
東
三
省
南
部

に
お
け
る
土
地
を
め
ぐ
る
権
利
関
係
、
さ
ら
に
こ
の
地
域
の
生
産

関
係
の
一
端
を
さ
ぐ
る
う
え
で
の
一
つ
の
重
要
な
手
懸
り
を
与
え

て
く
れ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
筆
者
の
今
後
の
課
題
と

　
＾
ω
）

し
た
い
。

　
（
1
）
　
旗
地
官
荘
に
つ
い
て
は
天
海
謙
三
郎
、
周
藤
吉
之
、
安
部
健
夫
、

　
　
石
橘
秀
雄
、
細
谷
良
夫
、
村
松
祐
次
等
の
諸
氏
の
実
証
的
な
研
究
が

　
　
残
さ
れ
て
い
る
。
．
こ
の
う
ち
故
村
松
祐
次
氏
は
残
存
す
る
い
く
つ
か

　
　
の
旗
地
皇
産
関
係
の
土
地
文
書
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
、
旗
地
皇

　
　
産
の
構
成
、
そ
こ
に
お
け
る
耕
作
形
態
、
収
租
関
係
の
解
明
を
試
み

　
　
た
。
氏
の
基
本
的
な
興
味
は
「
満
洲
的
土
地
制
度
の
中
国
本
土
へ
の
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導
入
と
そ
の
中
国
化
・
漢
化
、
…
・
：
満
洲
王
朝
に
よ
る
旗
地
官
制
の

　
設
定
や
、
そ
の
中
国
的
な
地
主
．
小
作
人
制
の
中
へ
の
埋
没
の
過
程
L

　
（
「
旗
地
問
題
憶
説
－
満
洲
的
土
地
制
度
の
原
型
－
」
、
川
野
重
任
繍

　
『
ア
ジ
ァ
の
近
代
化
』
二
九
四
員
、
一
九
七
二
年
、
東
京
大
学
出
版

　
会
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

（
2
）
　
筆
者
の
そ
も
そ
も
の
研
究
関
心
は
故
村
松
祐
次
氏
に
よ
う
て
提

　
起
さ
れ
た
旗
地
官
荘
内
部
に
存
在
し
た
地
主
制
的
な
支
配
の
実
態
に

　
迫
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
繁
者
は
こ
う
し
た
「
地
主
的
支
配
」
は
在
地

　
に
お
け
る
荘
頭
の
↓
⊥
地
人
民
支
配
と
い
う
か
た
ち
に
端
的
に
表
現
さ

　
れ
て
い
た
と
理
解
し
、
ま
た
滴
末
民
初
の
旧
官
荘
地
の
荘
頭
へ
の
払

　
い
下
げ
、
民
有
地
化
は
荘
頭
の
旧
来
よ
り
の
「
地
主
的
支
配
」
を
公

　
認
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
拙
稿
「
滴
朝
の
時
代
、
東

　
三
省
に
お
け
る
八
旗
荘
園
の
荘
頭
に
つ
い
て
の
一
老
察
－
帯
地
投
充

　
荘
頭
を
中
心
に
－
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
六
巻
一
号
、
一
九
八

　
○
年
六
月
）
。
拙
稿
「
滴
末
の
時
期
、
東
三
省
商
部
に
お
け
る
官
地

　
の
丈
放
の
社
会
経
済
史
的
意
味
－
錦
州
官
荘
の
丈
放
を
一
例
と
し
て

　
1
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
九
巻
四
号
、
一
九
八
三
年
十
二
月
）
。

（
3
）
　
一
九
〇
六
年
旅
順
に
お
か
れ
た
関
東
都
督
府
は
一
九
一
九
年
に

　
関
東
庁
と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
。
小
原
正
治
「
関
東
庁
」
、
『
ア
ジ
ア

　
歴
史
事
典
』
（
一
九
五
九
年
、
平
凡
社
）
第
二
巻
、
三
二
頁
。

（
4
）
　
土
地
調
査
事
業
の
具
体
的
内
容
は
関
東
庁
臨
時
土
地
調
査
部

　
『
関
東
州
土
地
調
査
事
業
報
告
書
』
（
一
九
二
四
年
、
犬
連
）
に
詳
し

　
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
同
書
「
序
文
」
　
一
－
五
頁
。

（
6
）
　
同
書
「
序
文
」
三
－
五
頁
。

（
7
）
　
同
書
「
序
文
」
三
頁
。

（
8
）
　
行
政
区
画
名
称
及
ぴ
翻
界
調
査
に
つ
い
て
は
同
書
、
八
七
－
九

　
三
頁
。

（
9
）
　
同
聾
、
九
三
員
。

（
1
0
）
　
準
傭
調
査
に
つ
い
て
は
、
同
曹
、
九
四
－
一
〇
六
買
。

（
ー
ユ
）
　
一
簸
地
調
査
に
つ
い
て
は
、
同
曹
、
　
一
一
」
1
一
六
六
頁
。

（
1
2
）
　
同
曹
、
一
八
－
二
七
頁
。
な
お
表
1
は
土
地
調
査
班
業
後
の

　
「
関
東
州
」
に
お
け
る
官
有
地
の
内
訳
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
同
書
、
　
一
六
八
頁
。

（
1
4
）
　
同
書
、
三
三
六
－
三
三
八
頁
に
示
さ
れ
た
旧
内
務
府
官
荘
地
、

　
随
錬
地
、
伍
因
に
対
す
る
措
置
が
そ
の
例
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
土
地

　
の
か
な
ヶ
の
部
分
が
民
有
地
と
し
て
査
定
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
表
ー
が
示
す
よ
う
に
、
調
査
事
業
後
に
官
有
と
査
定
さ
れ
た
田
畑
は

　
合
計
で
一
千
八
百
万
余
坪
程
度
で
あ
っ
た
。

（
∬
）
　
同
書
、
　
一
六
八
－
一
六
九
頁
。

（
1
6
）
　
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
編
『
関
東
州
土
地
制
度
論
－
関
東
州
土

　
地
制
度
改
正
に
際
し
慣
習
法
の
尊
重
を
望
む
の
論
』
（
一
九
二
二
年
、

　
犬
連
）
、
　
一
六
四
員
。

（
η
）
宮
内
季
子
『
満
洲
旧
憤
調
査
報
告
書
、
後
篇
第
一
巻
典
ノ
憤

　
習
』
（
一
九
ニ
ニ
年
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
）
二
頁
。
関
東
庁
臨

　
時
土
地
調
査
部
『
関
東
州
事
情
　
上
巻
』
（
一
九
二
三
年
、
大
連
）
、

　
「
附
録
　
関
東
州
土
地
調
査
事
業
概
要
」
、
十
五
－
十
六
頁
。

（
1
8
）
　
『
関
東
州
土
地
調
査
事
業
報
告
響
』
、
　
一
六
九
－
一
九
八
頁
。
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係争地内訳

官民間

係争地

民間係

争地
訴訟地 疑　地 移業地 和解地

無’申

告　地

利害関
係人申
告地

無通知

官有地
計

1ア 24209 13，029 44，829713筆数　　442　1．845　　83　1，988 2，503

史料：『関東州土地調査事業報告書』202－203I軸頁。

（
1
9
）
　
同
書
、
一
五
一
－
一
五
二
員
に
は
次
の

　
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
所
有
者
の
権
利

　
を
認
む
へ
き
証
拠
書
類
凡
そ
左
の
如
し
　
一
、

　
売
契
杜
絶
売
契
の
類
（
業
主
権
を
有
せ
る
土

　
地
の
売
渡
証
書
）
　
二
、
退
契
退
約
免
帖
の

　
類
（
業
主
権
を
有
せ
さ
り
し
旗
民
人
余
地
等

　
の
売
渡
証
書
）
　
三
、
捨
単
施
捨
単
の
類

　
（
寺
廟
へ
の
寄
附
証
薔
）
　
四
、
執
照
（
官
署

　
の
証
明
書
）
。
所
有
権
利
の
移
転
を
証
明
す

　
る
も
権
原
証
書
の
調
査
を
要
す
る
も
の
凡
そ

　
左
の
如
し
　
一
、
分
単
分
管
子
　
分
宇
析
警

　
の
類
（
家
産
相
続
証
書
）
　
二
、
過
継
単
の

　
類
（
養
子
の
相
続
証
書
）
　
三
、
換
単
換
字

　
換
帖
の
類
（
交
換
証
書
）
。
・
：
：
」

（
2
0
）
　
係
争
地
調
査
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
一

　
六
六
－
二
〇
三
員
。

（
2
1
）
　
同
書
、
二
〇
二
－
二
〇
三
頁
。
内
訳
は

　
上
に
あ
る
表
の
通
り
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
同
書
、
三
三
三
－
三
五
七
頁
。

（
2
3
）
　
同
書
、
五
七
－
五
八
頁
。
八
八
頁
。

（
2
4
）
　
同
書
、
八
八
員
。

（
％
）
　
本
稿
に
お
け
る
典
の
慣
習
に
つ
い
て
の

　
説
明
は
主
に
前
掲
、
宮
内
季
子
『
典
ノ
慣

　
習
』
に
依
っ
た
。

（　（　（　（　（
30　29　28　27　26
）　　）　　）　　）　　）

同同同同『芦賛芦責讐

＿＿　　慣
三責頁九曹
1。。1’
八　　八頁
頁　　頁。
例
え

ぱ

同

書

参
照

第

五
は

光
緒

　
十
九
年
九
月
初
二
目
に
典
価
六
千
吊
で
成
立
し
た
典
契
を
示
し
て
い

　
る
が
、
そ
の
末
尾
に
は
「
光
緒
三
十
一
年
五
月
十
五
日
抜
個
市
銭
参

　
仔
吊
正
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
書
、
「
附
録
」
五
－
六
頁
。

（
3
1
）
　
同
書
、
四
八
－
五
四
員
。
な
お
同
書
は
典
物
先
買
権
を
説
明
す

　
る
た
め
に
、
宜
統
元
年
五
月
初
八
日
東
三
省
目
報
所
蛾
の
奉
天
高
等

　
審
判
庁
民
班
案
の
次
の
記
塾
を
引
用
し
て
い
る
。
「
査
、
価
売
己
典

　
田
地
、
必
須
先
儲
典
戸
価
買
、
如
典
戸
無
カ
、
方
可
転
魯
勇
人
、
比

　
等
習
俗
、
処
々
相
同
」
、
同
書
、
四
八
員
。

（
3
2
）
　
同
書
、
三
八
－
四
八
頁
。

（
3
3
）
　
同
書
、
二
一
－
一
八
買
。
典
契
に
お
け
る
実
例
を
挙
げ
れ
ば
、

　
「
一
当
三
年
為
満
、
銭
到
帰
蹟
」
（
同
書
、
参
照
第
七
、
「
附
録
」
七

　
貢
）
。

（
糾
）
　
『
関
東
州
事
情
　
上
巻
』
、
「
附
録
　
関
東
州
土
地
調
査
事
業
概

　
要
」
八
頁
。
『
関
東
州
土
地
調
査
事
業
報
告
書
』
　
三
五
〇
貢
。

（
3
5
）
　
『
典
ノ
慣
習
』
　
三
六
頁
。

（
3
6
）
　
『
関
東
州
土
地
制
度
論
』
四
五
頁
。

（
3
7
）
　
同
書
、
三
四
－
三
五
員
。
『
関
東
州
土
地
調
査
事
業
報
告
書
』
、

　
三
二
五
－
三
二
八
頁
。
『
典
ノ
慣
習
』
、
九
九
－
一
〇
四
頁
。

（
鵡
）
　
奉
天
省
に
お
い
て
は
宣
統
元
年
に
買
税
は
典
価
の
九
分
、
典
税
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（101）　関東都督府，及ぴ関東庁の土地調査事業について

　
は
典
価
の
六
分
と
定
め
ら
れ
た
。
『
典
ノ
慣
習
』
、
五
－
六
員
。
『
関

　
東
州
土
地
制
度
論
』
、
三
五
頁
。

（
3
9
）
　
押
に
つ
い
て
は
宮
内
季
子
『
満
洲
旧
慣
調
査
報
告
奮
、
後
篇
第

　
二
巻
押
ノ
慣
習
』
（
一
九
ニ
ニ
年
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
）
。

　
『
関
東
州
土
地
調
査
琳
業
報
告
普
』
、
八
頁
。

（
4
0
）
　
『
関
東
州
土
地
調
査
事
業
報
告
普
』
、
三
二
七
頁
。
『
押
ノ
憤
習
』
、

　
七
一
－
七
六
頁
。

（
4
1
）
　
「
関
東
州
土
地
制
度
梗
概
」
（
関
東
都
督
府
民
政
部
『
満
蒙
経
済

　
事
惰
』
第
七
号
、
　
一
九
一
七
年
、
一
－
十
頁
）
。

（
仰
）
　
そ
の
代
表
と
し
て
一
九
二
一
年
十
一
月
二
七
日
以
降
三
回
に
わ

　
た
り
、
『
満
洲
日
日
新
聞
』
紙
上
に
発
表
さ
れ
た
川
村
宗
嗣
の
議
論

　
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
関
束
州
土
地
制
度
改
正
に
際
し
典
権

　
を
買
展
約
款
附
所
有
椀
と
看
倣
す
に
裁
て
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
議
諭

　
は
、
前
掲
『
関
東
州
土
地
制
度
論
』
の
附
録
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て

　
い
る
。

（
4
3
）
　
一
九
二
一
年
九
月
一
八
目
よ
り
七
回
に
わ
た
っ
て
『
満
洲
日
目

　
新
聞
』
紙
上
に
「
関
東
州
土
地
制
度
の
改
正
に
際
し
慣
習
法
の
尊
重

　
を
望
む
」
と
の
題
で
掲
敏
さ
れ
た
杉
本
の
議
論
は
、
そ
の
後
前
掲

　
『
関
東
州
↓
⊥
地
制
度
論
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

（
供
）
　
『
関
東
州
土
地
制
度
論
』
、
三
三
頁
、
六
九
頁
。

（
4
5
）
　
同
書
、
四
六
頁
、
八
六
－
八
八
頁
。

（
4
6
）
　
同
書
、
四
四
員
。

（
4
7
）
　
同
書
、
五
六
－
五
七
頁
、
九
一
－
九
二
頁
。

（
4
8
）
　
同
薔
、
三
八
－
四
〇
頁
。

（
4
9
）
　
『
関
東
州
土
地
調
査
婁
業
報
告
書
』
、
三
六
〇
、
三
六
五
頁
。

（
5
0
）
　
関
束
局
官
房
文
普
課
『
昭
和
十
四
年
、
関
東
局
要
覧
』
（
一
九

　
四
〇
年
）
、
四
三
頁
。

（
肌
）
　
『
関
東
州
土
地
調
査
嬰
業
報
告
書
』
の
附
表
二
八
－
三
三
は

　
「
関
東
州
」
各
管
内
の
「
土
地
所
有
者
」
の
土
地
所
有
面
積
の
分
布

　
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
土
地
所
有
者
」
と
は
業
主
を
さ
す
と
考
え

　
ら
れ
る
。
し
か
し
本
稿
の
議
論
か
ら
す
れ
ぱ
、
業
主
で
あ
り
な
が
ら

　
自
己
の
多
く
の
土
地
を
出
典
し
て
し
ま
っ
た
者
、
ま
た
反
対
に
業
主

　
権
を
所
持
し
な
い
な
が
ら
も
典
権
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
事
実
上

　
「
地
主
的
」
に
土
地
を
占
有
し
て
い
た
者
が
い
た
こ
と
は
十
分
に
考

　
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
躯
）
　
関
東
周
官
房
文
薔
課
『
関
東
局
統
計
三
十
年
誌
』
（
一
九
三
七

　
年
）
八
一
九
員
。

（
5
3
）
　
土
地
調
壷
事
業
前
の
土
地
台
帳
に
記
入
さ
れ
て
い
た
土
地
面
稜

　
は
、
一
九
〇
五
年
に
業
主
よ
り
自
己
申
告
さ
れ
た
面
稜
に
依
拠
し
て

　
い
た
。
『
関
東
州
土
地
調
査
事
業
報
告
書
』
　
四
四
頁
。

（
蝋
）
　
同
書
、
五
五
員
。

（
肪
）
　
土
地
調
査
塾
業
後
も
一
九
三
五
年
ま
で
課
税
対
象
地
面
横
、
地

　
税
収
入
の
数
字
に
基
本
的
な
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
『
関
棄
局
統
計

　
三
十
年
誌
』
、
六
－
九
員
、
八
一
六
－
八
一
九
頁
。

（
5
6
）
　
表
1
の
↓
⊥
地
調
査
事
業
後
の
官
有
地
面
積
の
内
訳
を
参
照
。

（
帥
）
　
関
東
長
官
官
房
文
書
課
『
関
東
庁
施
政
二
十
年
史
』
（
一
九
二

　
六
年
、
大
連
）
、
八
八
員
。

（
醜
）
　
具
体
的
な
地
価
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
『
関
東
州
土
地
調
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査
塾
業
報
告
書
』
、
「
第
六
章
　
地
位
等
級
調
査
」
、
二
六
九
－
三
〇

　
七
員
。

（
5
9
）
　
『
関
東
局
統
計
三
十
年
誌
』
、
六
－
九
頁
。

（
6
0
）
　
本
稿
の
議
論
か
ら
こ
の
旧
官
荘
地
の
民
有
地
化
の
間
題
を
と
ら

　
え
か
え
し
て
み
る
と
次
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
旧
官
荘
地
が
荘
頭
を

　
は
じ
め
と
す
る
在
地
の
支
配
層
に
如
何
に
長
期
間
に
わ
た
り
占
有
さ

　
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
土
地
に
対
す
る
業
主
椀
を
有
し
て
い

　
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
旧
官
荘
地
が
彼
ら
か
ら
第
三
者
に
出
典
さ

　
れ
て
い
た
と
し
て
も
民
有
地
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
う
し
た
典
権
の

　
設
定
は
合
法
性
を
欠
く
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
故
に
、

　
東
三
省
地
方
権
カ
は
払
い
下
げ
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、

　
旧
官
荘
地
の
業
圭
権
を
事
実
上
の
土
地
占
有
者
に
与
え
る
こ
と
が
出

　
来
た
わ
け
で
あ
る
。
旧
官
荘
の
事
実
上
の
土
地
占
有
者
が
誰
で
あ
っ

　
た
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
こ
で
は

　
業
主
椀
と
典
権
の
関
係
を
如
何
に
処
理
す
る
か
と
い
う
問
魑
は
ひ
と

　
ま
ず
避
け
て
通
る
こ
と
が
出
来
た
。
な
お
、
官
有
地
を
占
有
し
て
い

　
た
者
は
官
有
地
の
「
個
戸
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
場
合
が
多
く
、
浦

　
朝
は
彼
ら
か
ら
「
租
」
を
徴
収
し
て
い
た
。
滴
末
、
民
国
初
期
の
官

　
有
地
払
い
下
げ
は
こ
う
し
た
官
有
地
の
業
主
権
を
土
地
占
有
者
で
あ

　
る
「
佃
戸
」
へ
与
え
る
過
程
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
　
一
方
、
こ
う
し

　
た
土
地
上
］
有
者
（
官
有
地
の
「
個
戸
」
）
か
ら
は
さ
ら
に
土
地
が
一

　
般
の
農
民
に
出
佃
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
民
間
に
お
け
る
「
地

　
主
－
佃
戸
」
関
係
は
官
有
地
の
払
い
下
げ
後
も
そ
の
ま
ま
手
を
つ
け

　
ら
れ
ず
に
残
さ
れ
た
。

（
6
1
）
　
古
代
以
来
、
専
制
君
主
権
カ
が
一
定
範
囲
の
山
林
籔
沢
、
耕
地

　
を
占
有
し
、
こ
れ
ら
の
土
地
か
ら
の
収
入
を
自
己
の
財
政
基
盤
の
一

　
端
と
な
し
た
こ
と
は
、
次
の
故
増
淵
竜
夫
氏
の
研
究
が
明
ら
か
に
し

　
て
い
る
。
増
淵
竜
夫
「
先
秦
時
代
の
山
林
籔
沢
と
察
の
公
田
」
、
同

　
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
（
一
九
六
〇
年
、
弘
文
鐘
）
所
収
。

（
6
2
）
　
圓
本
の
明
治
期
の
地
租
改
正
の
経
験
が
「
関
東
州
」
に
お
け
る

　
土
地
調
査
事
業
の
内
容
に
犬
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
凝
い
な
い
。

　
ま
た
朝
鮮
総
督
府
の
土
地
調
査
事
業
に
よ
り
多
く
の
農
民
が
土
地
を

　
奪
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
し
ぱ
し
ぱ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
地

　
租
改
正
、
朝
鮮
総
督
府
、
台
湾
総
督
府
の
土
地
調
査
事
業
の
も
つ
内

　
容
と
「
関
東
州
」
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
課
遇

　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
犬
挙
院
特
別
研
修
生
）
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