
書
　
　
評

脇
田
　
修
著

『
織
田
政
権
の
基
礎
構
造
織
豊
政
権
の
分
析
1
』

は
　
じ
　
め
　
に

中
　
口
　
久
　
夫

　
脇
田
氏
の
労
作
『
織
田
政
権
の
基
礎
構
造
　
織
豊
政
権
の
分
析
1
』
が
上

粋
さ
れ
て
は
や
七
年
に
な
る
。
評
者
は
、
こ
の
好
著
に
触
発
さ
れ
て
研
究
を

は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
日
書
評
を
求
め
ら
れ
よ
う
と
は
、
思
っ
て
も

み
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
評
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
二
、
三
の
論
稿
や
研
究

発
蓑
の
機
会
に
、
本
書
に
紹
介
さ
れ
た
近
江
安
治
区
有
文
書
の
解
釈
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

り
、
独
自
の
見
解
を
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
文
書
研
究
に
終
始
し
て
い
た

か
ら
、
近
世
封
建
制
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
総
括
的
に
卑
毘
を
表
明
す
る
機

会
は
、
い
ま
だ
な
か
っ
た
。
い
ま
は
じ
め
て
、
体
系
的
な
論
著
の
書
評
を
承

る
に
際
し
て
、
い
た
く
た
め
ら
い
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
管
見
を
も

っ
て
労
作
の
書
評
を
あ
え
て
す
る
こ
と
は
、
不
遜
の
至
り
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
、
脇
田
氏
の
勝
論
に
対
す
る
評
者
の
こ
れ
ま
で
の
批
判
が
、
た
と
い

局
所
的
に
正
鵠
を
射
て
い
た
と
し
て
も
、
卑
見
の
総
括
的
見
地
に
誤
り
な
し

と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
書
評
を
通
じ
評
者
の
視
点
を
明
白
に
し
て
、
脇
田
氏

を
は
じ
め
大
方
の
抵
正
を
乞
う
の
が
、
虚
心
な
研
究
老
の
と
る
道
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
名
誉
あ
る
試
練
の
機
会
を
恵
与
さ
れ
た
本
誌
編
集
者
に
対
し
、
深

甚
な
敬
意
と
感
謝
の
心
を
胸
聞
に
抱
き
つ
つ
、

で
あ
る
。

1

勇
を
鼓
し
て
筆
を
と
る
次
第

　
「
中
世
封
建
制
か
ら
近
世
封
建
綱
へ
の
移
行
は
、
…
領
主
的
再
編
の
過
程

で
あ
る
。
」
（
4
頁
）
脇
田
氏
は
右
の
視
点
に
立
っ
て
、
織
豊
政
権
に
関
す
る

年
来
の
研
究
成
果
を
二
部
作
に
ま
と
め
た
が
、
本
書
は
そ
の
第
－
部
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
織
田
政
権
下
の
土
地
所
有
関
係
と
農
村
構
造
を
主
題
と
し
て
分

析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
第
一
章
「
近
世
封
建
制
成
立
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
」
で
は
、
戦
前
・

戦
後
の
研
究
史
を
概
観
し
、
封
建
制
再
編
成
説
は
そ
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
灘
目
す
べ
き
は
著
者
が
、
野
呂
栄
太
郎
の
視
角
を
マ
ル
ク

ス
主
義
歴
史
学
の
本
流
と
評
価
し
て
、
そ
れ
を
継
承
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
著
者
は
、
野
呂
著
『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
』

か
ら
「
封
建
制
度
の
内
的
矛
盾
の
発
展
過
程
」
を
論
じ
た
記
述
を
引
い
て
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ふ
さ
わ
し
い
科
学
性
と
弁
証
法
的
把
握
」
　
（
1
1
頁
）
に

基
づ
く
確
か
な
理
解
と
し
て
賛
意
を
表
わ
し
、
そ
の
「
発
想
に
お
い
て
、
封

建
制
再
編
成
と
い
っ
て
い
い
」
　
（
1
3
頁
）
と
評
し
て
い
る
。
そ
こ
で
評
者
は

以
下
に
、
脇
田
氏
の
所
論
に
つ
い
て
、
弁
証
法
的
把
握
に
お
い
て
論
評
を
行

う
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
二
章
「
織
田
政
権
に
お
け
る
在
地
領
主
的
土
地
所
有
」
で
は
、
そ
れ
が

抱
え
て
い
た
諸
矛
盾
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
所
領
の
零
細
散
在

性
と
か
、
土
地
所
有
関
係
の
「
身
分
階
層
関
係
よ
り
の
遊
離
と
混
乱
」
　
（
8
6

頁
）
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
原
因
し
て
「
領
主
間
の
対
立
、
農
民
支

配
に
お
け
る
困
難
を
ひ
き
お
こ
し
た
」
　
（
2
頁
）
こ
と
が
、
具
体
史
料
に
よ
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評書

り
検
討
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
　
「
中
世
末
期
の
複
雑
な
所
有
関

係
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
領
主
的
土
地
所
有
の
実
現
に
お
い
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
偏
　
（
2
頁
）
と
し
て
現
象
し
た
諸
矛
盾
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
矛
盾
の
克
服
が
、
　
「
領
主
的
解
決
」
　
（
3
4
頁
）
一

再
編
成
に
お
い
て
追
究
さ
れ
た
の
も
理
の
当
然
で
あ
っ
て
、
欠
所
検
断
権
の

行
使
や
替
地
、
転
封
、
検
地
等
に
体
現
さ
れ
る
上
級
土
地
所
有
権
の
主
張
が
、

「
在
地
領
主
制
の
矛
盾
と
そ
れ
に
起
因
す
る
上
向
性
」
　
（
餅
頁
）
に
迎
え
ら

れ
て
封
建
制
の
再
編
整
備
が
進
行
す
る
、
と
い
っ
た
図
式
で
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
一
見
、
弁
証
法
的
で
は
あ
る
が
、
科
学
的
弁
証
法
の
立
場
で

は
な
い
。
科
学
的
弁
証
法
に
お
い
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
矛
盾
と
は
、
古
い

形
態
（
生
産
関
係
・
以
下
同
じ
）
と
新
し
い
形
態
を
要
求
す
る
新
し
い
内
容

（
生
産
力
）
と
の
対
立
で
あ
り
、
つ
い
で
古
い
形
態
と
新
し
い
形
態
と
の
闘

争
に
算
置
し
、
新
し
い
形
態
が
勝
利
し
て
行
く
過
渡
期
の
矛
盾
関
係
で
あ
ら

　
　
　
　
　
②

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
章
コ
職
支
配
の
成
立
」
で
は
、
織
田
政
権
の
武
将
が
「
一
丁
」
と

し
て
国
郡
単
位
で
分
権
委
任
さ
れ
た
支
配
権
を
コ
職
支
配
」
と
名
付
け
、

そ
の
成
立
過
程
や
特
質
な
ら
び
に
土
地
所
有
の
実
現
形
態
を
検
討
し
て
い
る
。

そ
の
ゆ
え
ん
は
、
近
世
領
主
的
土
地
所
有
は
「
所
有
と
い
い
う
る
性
格
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
く
、
支
配
権
と
し
て
の
内
容
を
も
つ
」
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
特
質
を
有

す
る
近
世
封
建
制
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
コ
職
支
配
」
一
地
域
支
配
権

に
よ
り
「
在
地
領
主
的
土
地
所
有
が
吸
収
さ
れ
、
揚
棄
さ
れ
」
（
鵬
頁
）
る

過
程
が
実
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
土
地
所
有
と
は
生

産
関
係
の
法
葉
柳
表
現
に
す
ぎ
ず
、
古
い
生
産
関
係
腫
在
地
領
主
的
土
地
所

有
を
否
定
す
る
モ
メ
ン
ト
は
、
新
し
い
生
産
関
係
を
要
求
す
る
生
産
力
に
お

い
て
追
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
単
に
上
部
構
造
の
み
の
再
編

過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
で
は
、
前
章
と
共
通
し
て
い
る
。

　
コ
職
支
配
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
安
良
城
盛
昭
氏
が
、
「
『
領

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

主
職
』
『
名
主
職
』
が
同
一
人
格
の
下
に
集
積
さ
れ
、
甘
言
生
産
老
た
る
『
作

　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

人
』
と
の
み
直
接
の
土
地
所
有
・
保
有
関
係
を
結
ぶ
事
態
」
と
規
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
脇
田
灰
は
、
安
良
城
氏
の
場
合
を
「
領
主
に
よ
る
一
難
所

有
し
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
一
滴
」
の
解
釈
論
を
は

じ
め
本
章
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
が
、
高
木
傭
太
郎
氏
「
織
田
政
権
と
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

的
支
配
権
－
脇
田
修
氏
の
『
一
回
支
配
』
論
の
検
討
…
一
」
に
み
ら
れ
る
。

評
老
は
、
さ
ら
に
安
良
城
説
の
支
証
と
な
る
「
日
葡
辞
書
し
の
つ
ぎ
の
記
事

を
ひ
い
て
、
　
「
一
悪
」
の
今
後
の
語
源
的
考
証
を
ま
ち
た
い
と
思
う
。

　
　
躍
臨
息
へ
粍
受
辛
（
一
沸
）
q
伴
σ
4
下
描
縛
ぴ
臼
『
　
贈
詩
邸
博
9

　
　
　
伴
0
4
叫
び
臼
伴
。
魯
’
H
蔭
5
一
巳
鈴
邑
戸
（
一
沸
胃
叫
び
）
猷
ぴ

　
　
　
蜘
曝
皿
》
㊦
面
ゆ
贈
贈
π
尋
餅
　
猷
び
ぐ
ノ
鐸
”
懲
ゆ
。
H
×
巳
ρ
一
蓋

　
　
　
8
。
o
δ
8
蝕
嵩
■
（
ー
ル
a
理
曝
C
崩
）
猷
脳
倒
曝
騒
φ
q
伴
O
茂

　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
¢
為
蒜
転
び
。

　
「
日
葡
辞
書
漏
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
六
〇
三
年
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
こ

こ
で
問
題
と
し
て
い
る
織
豊
期
の
言
語
考
証
に
は
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

資
料
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
章
「
織
田
政
権
下
に
お
け
る
荘
園
領
」
で
は
、
寺
筏
本
所
勢
力
に
対

す
る
政
策
、
と
り
わ
け
荘
姻
領
主
的
土
地
所
有
に
お
け
る
政
策
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
織
田
政
権
が
荘
園
制
の
廃
棄
を
目
指
す
権
力
と
す
る
在

来
の
見
方
に
対
し
、
　
「
む
し
ろ
温
存
し
、
回
復
す
る
役
割
す
ら
果
し
」
　
（
蜘

頁
）
て
い
る
こ
と
の
論
証
と
、
指
出
に
も
と
つ
く
所
領
の
離
離
が
、
石
直

し
、
百
姓
前
の
確
定
を
除
け
ば
、
あ
く
ま
で
荘
園
制
の
枠
内
に
止
ま
っ
て
い

る
こ
と
を
、
実
質
的
に
所
領
削
減
を
も
た
ら
す
太
閤
検
地
と
対
照
さ
せ
て
指
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摘
す
る
こ
と
に
、
主
眼
を
お
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
指
出
の
理
解
に
お
い
て
、

「
国
中
寺
門
段
銭
段
米
鍛
剛
陥
鰍
滋
磁
升
宛
、
」
を
、
　
「
興
福
寺
領
段
銭
は
反
別

一
〇
〇
文
で
あ
る
が
、
米
三
升
に
換
算
さ
れ
て
い
る
。
」
（
捌
頁
）
i
実
は
、

段
銭
一
〇
〇
文
・
滋
藤
三
升
一
と
す
る
誤
り
や
、
　
コ
紙
顕
録
に
、
不
正

が
あ
れ
ば
百
姓
前
を
糺
明
す
る
よ
う
に
と
あ
る
の
は
、
荘
園
制
に
お
い
て
も
、

一
筆
の
土
地
に
お
け
る
領
主
と
百
姓
を
き
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
　
（
捌
頁
）

と
い
っ
た
い
さ
さ
か
無
理
な
解
釈
が
あ
る
ほ
か
、
負
所
・
佃
・
斗
代
等
の
指

摘
に
も
疑
問
と
す
べ
き
点
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
と
も
か
く
、
従
来
の
研
究

が
、
衰
退
し
て
行
く
寺
社
本
所
勢
力
と
勃
興
す
る
新
権
力
1
1
織
田
政
権
と
の

間
に
、
発
生
す
る
こ
と
を
当
然
の
ご
と
く
仮
定
し
て
い
た
両
立
し
が
た
い
矛

盾
・
対
立
関
係
は
、
実
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
よ
し
や

何
ら
か
の
矛
盾
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
偶
然
的
な
も
の
で
し
か
な

い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
封
建
権
力
内
部
の
新
旧
勢
力
の
対
立
は
、
弁
証
法
的

発
展
の
主
要
な
内
的
矛
盾
に
は
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
五
章
「
織
田
政
権
の
縫
村
支
配
」
で
は
、
そ
れ
は
封
建
小
農
の
結
舎
の

場
と
し
て
中
世
末
期
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
惣
村
を
、
強
大
な
武
力
に

よ
っ
て
圧
倒
し
高
額
な
年
貢
や
夫
役
徴
収
の
末
端
機
構
た
ら
し
め
た
、
と
し

て
い
る
。
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
中
世
末
農
村
の
基
本
的
ウ

ク
ラ
ー
ド
を
小
農
経
営
と
し
て
妥
当
に
掘
高
し
な
が
ら
、
そ
の
身
分
階
層
を

名
主
と
し
て
措
定
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
の
点
に
お
い
て
著
者
と
評
者
の
認
識
は
、
全
く
相
異
し
て
い
る
。
そ
の

認
識
の
相
異
が
、
本
書
に
対
す
る
評
者
の
立
場
を
決
定
付
け
て
い
る
と
も
い

え
る
。
以
下
著
者
の
論
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
そ
の
第
一
に
あ
げ
ら
れ

て
い
る
史
料
は
、
次
の
天
正
八
年
九
月
十
目
づ
け
近
江
国
安
治
村
指
出
歯
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
安
治
領
指
出
忌
事
堤
村
出
作
弔

う
ふ
た

　
反
鵬
瀞
柾
掛
マ
メ
一
斗

　
　
難
卜

う
ふ
タ
　
　
ヒ
へ

　
半
内
畑
門
口
域
内
二
斗
臓
漸
畑
岡

　
　
　
井
五
斗
御
朱
印

（
中
略
）

ナ
イ
タ

永
原

　
井
狩
新
衛
門
分

　
堤
ノ
太
郎
九
郎

　
後
藤
一
理

堤
　
新
九
郎

　
　
半
内
三
斗
八
升
此
齢
把
齢
也
井
料
．
一
五
升
入
作
人
堤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
田
宗
左
衛
門

　
（
後
略
）

　
右
は
、
原
史
料
の
字
配
り
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
転
写
し
た
の
で
あ
る
が
、

本
書
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
著
者
が
整
理
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
鵬
頁
）
。

　
う
ふ
た

反
難
分
．
・
一
斗
永
航
洋
新
衛
組
分
堤
ノ
大
郎
九
郎

，
饗
鳥
骨
黒
豆
内
。
魏
網
隅
後
藤
御
理
堤
新
九
郎

　
　
　
　
井
五
斗
　
御
柴
島

　
著
者
は
、
右
の
史
料
で
「
作
人
」
と
肩
書
さ
れ
て
い
る
の
は
「
蟄
田
下
左

衛
門
」
た
だ
一
人
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
　
「
こ
れ
は
一
般
に
は
名
主
職
所
持

者
が
登
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
ら
に
は
、
特
に
肩
書
を
付
記
す
る
こ
と
は

な
く
作
人
の
み
記
載
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
　
（
蹴
員
）
と
し
て
い
る
。

だ
が
、
原
史
料
上
の
給
人
・
名
請
人
の
配
置
関
係
は
前
掲
の
よ
う
に
乱
雑
で
、

「
豊
田
宗
左
衛
門
」
は
有
姓
考
で
あ
る
か
ら
、
と
く
に
「
作
人
」
の
肩
書
を

付
記
し
な
け
れ
ば
、
給
人
と
混
同
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
、
と
も
考
え
ら
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評

れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
名
請
人
は
す
べ
て
作

人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
つ
ぎ
に
著
者
は
、
　
「
名
主
百
姓
手
前
内
徳
」
容
認
の
法
制
を
前
提
と
し
て
、

「
も
し
、
作
人
を
登
録
す
れ
ば
、
彼
は
加
地
子
を
支
払
う
の
で
あ
り
、
『
手

前
内
徳
』
を
と
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
法
令
自
体
、
織
田
政
権
が
と
ら
え
た

も
の
が
、
名
主
百
姓
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
　
（
踊
頁
）
と
い
っ
て
い

る
が
、
前
引
安
治
食
指
出
の
作
人
下
請
け
に
つ
い
て
は
、
　
「
給
人
宮
木
1
…

（
名
主
菓
）
一
作
人
豊
田
宗
左
衛
門
と
な
り
、
名
主
得
分
が
斗
代
に
含
ま

れ
ず
、
作
人
は
名
主
得
分
は
別
個
に
納
入
」
　
（
乱
調
）
す
る
の
で
あ
ろ
う
、

と
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
家
撞
着
を
き
た
し
て
い
る
。

　
い
ま
ひ
と
つ
著
者
が
あ
げ
た
根
拠
は
、
村
落
宛
文
書
の
宛
先
が
名
主
百
姓

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
た
し
か
に
、
封
建
村
落
内
で
名
主
百
姓
は
階

層
的
に
主
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
小
農
で
は
な
く
て
、
小
領

主
も
し
く
は
地
主
の
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
本
書
の
全
体
に
わ
た
り
著
者
と
評
者
が
見
解
を

分
か
つ
問
題
の
所
在
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。
評
者
は
、
中
世
急
電
の
支
配

的
ウ
ク
ラ
ー
ド
で
あ
る
小
農
経
営
は
作
人
（
一
色
田
作
人
・
小
作
1
1
下
作
人
）

が
担
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

2

　
野
呂
が
い
っ
た
よ
う
に
「
封
建
捌
度
顛
覆
の
主
観
的
条
件
の
成
熟
の
止
め

に
は
、
乾
れ
を
可
能
に
し
不
可
避
的
た
ら
し
む
る
客
観
的
条
件
の
成
熟
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

め
の
前
提
条
件
と
し
て
、
生
産
力
の
よ
り
高
度
な
る
発
展
を
必
要
と
し
た
。
」

し
か
し
、
中
世
末
生
産
力
発
展
の
姪
括
で
あ
っ
た
の
は
、
所
領
の
零
細
散
在

性
や
「
職
」
の
分
化
移
動
に
よ
る
混
乱
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
収

取
過
程
に
困
難
を
と
も
な
う
原
因
で
は
あ
っ
て
も
、
生
産
力
の
発
農
を
抑
止

す
る
も
の
で
は
な
い
。
生
産
力
発
展
の
極
楷
で
あ
っ
た
の
は
、
一
季
契
約
を

特
質
と
す
る
小
作
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
図
式
で
把
握
さ

れ
る
。

　
中
世
的
生
産
関
係
に
お
い
て
土
地
所
有
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
経

営
体
は
小
作
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
小
作
の
対
立
物
で
あ
る
土
地
所
有
が
、

生
産
力
の
上
昇
分
を
逐
次
地
代
に
吸
収
し
て
行
き
、
小
作
を
あ
く
ま
で
小
作

と
し
て
再
生
産
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
対
立
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
土
地
所
有
に
よ
る
小
作
の
土
地
緊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

縛
を
薄
弱
と
す
る
矛
盾
を
内
在
さ
せ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
土
地

所
有
が
自
己
を
経
済
的
に
実
現
す
る
た
め
に
は
、
小
作
と
の
対
立
の
み
な
ら

ず
、
土
地
所
有
間
で
小
作
の
獲
得
競
争
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
愚
を
悟
っ
た
土
地
駈
有
は
、
郷
村
を
単
位
と
す
る
地
主
連
合

を
成
立
さ
せ
、
矛
盾
の
発
展
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
窮
極
、
小

作
が
近
世
的
封
建
小
農
と
し
て
土
地
に
緊
縛
さ
れ
る
ま
で
は
、
矛
盾
は
激
化

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
脇
田
氏
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
織
田
政
権
の
本
質
は
封
建
制
を
擁
護
す
る

権
力
で
あ
り
、
領
主
権
力
の
強
化
を
目
指
し
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事

実
で
あ
る
。
織
田
政
権
は
、
前
記
図
式
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
在
地

矛
盾
の
激
化
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
政
策
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
つ
ぎ
の

天
正
二
年
三
月
一
臼
佐
久
間
甚
九
郎
が
近
江
の
野
洲
・
栗
太
両
郡
内
所
領
に

　
　
　
　
⑩

令
し
た
「
定
」
の
条
々
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
第
一
条

に
は
、

　
　
一
野
洲
・
栗
太
在
之
知
行
分
、
前
々
小
作
田
地
上
置
、
ふ
さ
た
に
お
い

　
　
　
て
肘
掛
為
曲
事
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と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
脇
田
氏
は
、
　
「
以
前
か
ら
の
小
作
地
を
『
上
置
』

く
よ
う
命
じ
て
い
る
」
　
（
愚
意
）
と
解
釈
し
て
い
る
。
が
、
そ
れ
は
誤
解
で

あ
っ
て
、
従
前
小
作
し
て
い
た
田
地
を
返
上
し
、
耕
作
を
放
棄
す
る
こ
と
を

禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
い
で
第
二
条
の
、

　
　
一
他
郷
の
田
地
ユ
新
嘉
詩
是
を
作
へ
か
ら
す
、
所
詮
他
所
の
百
覧
た
り

　
　
　
と
い
ふ
共
、
近
年
小
作
あ
ら
た
め
、
稲
仁
君
之
儀
、
令
停
止
喜

と
あ
る
前
段
は
、
や
は
り
小
作
に
対
す
る
規
制
で
あ
っ
て
、
乳
離
へ
の
出
作

を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後
段
で
は
地
主
に
対
し
、
従
前
の
小
作
を
改

回
し
て
、
他
所
の
百
姓
に
小
作
さ
せ
る
こ
と
を
停
止
し
て
い
る
。

　
右
の
両
条
を
総
合
す
れ
ば
、
こ
の
法
令
は
、
従
前
の
生
産
関
係
と
し
て
、

自
由
な
契
約
に
基
づ
く
地
主
i
l
小
作
関
係
を
前
挺
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、

両
岸
の
矛
盾
関
係
が
す
で
に
闘
争
の
段
階
に
ま
で
激
化
し
て
い
た
こ
と
を
、

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
六
角
氏
式
目
第
二
四
条
に
、
　
「
年
貢
駈

訓
令
無
沙
汰
、
下
地
可
上
之
由
申
百
姓
前
作
職
之
事
、
一
庄
一
郷
申
合
、
田

　
　
　
　
　
⑪

畠
可
荒
之
造
意
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
借
地
返
還
・
耕
作
放
棄
は
す
で
に

農
民
闘
争
の
戦
術
と
し
て
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
「
定
」
第
一
、
二
条

の
ね
ら
い
は
、
小
作
を
従
前
の
小
作
地
に
緊
縛
し
て
闘
争
の
手
段
を
奪
う
と

問
蒔
に
、
地
主
に
は
、
小
作
を
他
所
の
百
姓
と
改
替
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
、

地
主
一
小
作
の
対
立
関
係
を
鎮
静
化
せ
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。
最
後
の
第
三
条
で
は
、

　
　
一
名
主
百
姓
式
請
成
内
、
引
お
い
式
を
侍
夫
□
侶
以
下
の
み
へ
さ
た
め
、

　
　
　
（
他
カ
ー
三
春
）

　
　
　
浅
郷
へ
し
り
そ
き
、
ら
う
人
と
号
し
か
く
れ
干
害
、
其
郷
曲
事
之
働

　
　
　
□
見
［
　
　
目
、
可
令
成
敗
、
科
入
之
儀
不
及
申
、
許
容
之
在
所
為

　
　
　
同
罪
一
上
、
対
一
庄
へ
科
別
可
申
付
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
負
）

と
あ
る
。
文
中
の
「
引
お
い
式
」
と
は
、
領
主
に
対
し
年
貢
を
請
負
う
と
こ

ろ
の
代
官
的
職
分
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
名
主
請
け
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
示
す
と
み
ら
れ
る
。
法
文
は
、
本
来
引
負
職
を
務
め
る
べ
き
者
が
他

郷
に
隠
遁
し
た
場
含
、
そ
の
本
人
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
を
許
容
し
た
村
の
成

員
全
体
に
も
罪
科
を
及
ぼ
す
、
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
名
主
と
は
、
当
時
、
　
「
百
姓
」
補
任
権
に
基
づ
き
重
層
的
土
地
所
有
の
下

層
に
位
し
て
、
剰
余
の
分
配
に
あ
ず
か
る
地
主
で
あ
っ
た
が
、
み
ず
か
ら
も

百
姓
身
分
に
過
ぎ
ぬ
名
主
に
お
け
る
経
営
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
す
で
に
崩

壊
の
過
程
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
小
農
経
営
と
異
な
り
自
己
の
保
有
す

る
労
働
力
を
上
回
る
耕
地
を
保
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
超
過
分
に
対
応
す
る
小

作
を
確
保
で
き
な
い
と
き
は
、
領
主
へ
の
貢
納
に
よ
っ
て
得
分
を
減
殺
さ
れ

る
の
み
か
、
烏
有
に
帰
す
る
こ
と
も
さ
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
条
文

が
予
定
し
た
名
主
の
隠
遽
は
、
や
は
り
地
主
経
営
の
破
綻
か
ら
発
生
す
る
も

の
と
、
い
う
ほ
か
な
い
。
し
か
も
名
主
ら
は
、
み
ず
か
ら
の
労
働
に
よ
っ
て

労
働
力
の
不
足
を
補
う
よ
り
は
む
し
ろ
隠
遁
の
道
を
選
ぶ
よ
う
な
、
寄
生
地

主
的
性
向
を
有
し
て
い
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
法
令
は
、
以
下
の
点
で
近
世
封
建
制
に
連
続
す
る
重
要
な
要
素
を
含

ん
で
い
る
。

1
　
脇
田
氏
の
論
証
課
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
土
地
所
有
を
超
越
し
た
支
配

　
権
力
と
し
て
、
新
し
い
生
産
関
係
の
整
備
を
目
指
し
て
い
る
こ
と

2
　
小
作
の
土
地
緊
縛
は
、
同
蒋
に
土
地
占
有
の
保
障
－
土
地
保
有
へ
の

　
転
化
で
あ
る
こ
と

3
　
小
作
の
み
な
ら
ず
百
姓
身
分
た
る
名
主
を
も
郷
村
に
緊
縛
し
、
引
負
職

　
を
課
し
て
い
る
こ
と

4
　
村
落
・
庄
・
郷
の
成
員
に
連
帯
を
強
制
し
て
い
る
こ
と

5
　
村
（
郷
）
切
り
ー
ー
近
世
村
成
立
へ
の
端
緒
的
規
制
で
あ
る
こ
と
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評書

以
上
で
あ
る
。

3

　
近
世
封
建
制
は
、
単
に
「
上
か
ら
の
途
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
新
し
い

生
産
関
係
を
求
め
る
在
地
の
闘
争
に
お
い
て
作
人
が
地
主
を
崩
壊
せ
し
め
る

過
程
に
こ
そ
、
基
礎
的
な
成
立
の
モ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
領
主
－
百
姓
の
一
元
的
支
配
関
係
へ
の
整
備
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
安

良
城
属
が
、
近
世
に
お
け
る
領
主
　
　
百
姓
の
単
一
な
支
配
関
係
を
中
世
に

お
け
る
領
主
直
務
形
態
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
た
こ
と
は
、
あ
え
て
非
難
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
に
は
妾
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
否
定
の
否
定
」
と
し
て
、
弁
証
法

的
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
地
主
一
名
主
は
小
作
の
土
地
保
有
を
直
接
に
否
定
し
て
い
る
存
在
で
あ
っ

た
が
、
一
方
小
作
も
ま
た
つ
ね
に
領
主
一
i
地
主
の
土
地
所
有
を
規
定
す
る

存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
山
喬
平
属
が
い
み
じ
く
も
い
っ
た
よ
う
に
、

「（

y
地
）
所
有
と
は
、
つ
ね
に
現
実
の
生
産
労
働
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
ば
、
み
ず
か
ら
そ
の
基
礎
を
薄
弱
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
領
主
－
地
主
の
重
層
的
土
地
所
有
が
、
小
作
を
吸
着
で
き
ず
経
済

的
に
否
定
し
去
ら
れ
た
と
き
は
、
法
的
土
地
所
有
は
全
｝
的
に
領
主
に
帰
属

す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
地
主
経
営
が
成
立
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

主
は
そ
の
「
職
」
を
領
主
に
返
上
す
る
の
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
領
霊
が
不
知

行
の
場
合
も
、
他
領
主
の
押
領
に
任
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
か
ら
。

　
下
克
上
で
あ
れ
、
領
主
間
抗
争
で
あ
れ
、
要
す
る
に
土
地
所
有
内
部
の
あ

ら
ゆ
る
抗
争
は
土
地
所
有
の
不
安
定
が
原
因
で
あ
り
、
土
地
所
有
の
安
定
化

は
一
に
か
か
っ
て
作
人
の
土
地
緊
縛
を
体
制
的
に
実
現
す
る
ほ
か
道
は
な
か

っ
た
。
作
人
を
土
地
に
緊
縛
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
彼
を
土
地
保
有
者
た
ら

し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
す
で
に
分
解
し
つ
つ
あ
る
地
主
層
を
分

離
せ
し
め
、
在
地
の
純
化
を
図
る
政
策
と
し
て
、
兵
農
分
離
・
作
合
否
定
政

策
が
と
ら
れ
、
新
し
い
生
産
関
係
が
創
出
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
弁
証
法
的
把
握
に
お
い
て
著
者
と
評
者
の
見

解
の
相
異
を
あ
き
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
。
は
や
紙
数
も
尽
き
た
が
な
お
残

さ
れ
た
問
題
は
、
石
高
制
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
論

題
を
第
H
部
で
詳
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
石
高
一
生
産
高
を

未
論
証
と
し
て
追
究
し
な
が
ら
、
本
譜
を
含
め
そ
の
仮
説
を
放
棄
す
る
に
至

ら
な
か
っ
た
。
評
者
は
終
始
こ
の
仮
説
を
否
定
す
る
見
地
に
立
ち
研
究
を
進

め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
言
語
の
変
化
（
分
米
一
年
貢
米
↓
生
産
高
、
免

1
1
免
除
率
毒
物
成
率
）
は
権
力
に
よ
っ
て
突
然
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で

　
　
⑯

は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
詳
論
は
別
の
機
会
に
譲
り

た
い
。

　
さ
ら
に
本
著
に
は
巻
末
に
補
論
・
展
望
と
題
し
、
著
者
の
主
張
を
要
領
よ

く
整
理
し
た
う
え
、
今
後
の
課
題
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
論
評
を
割
愛
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
評
者
の
不
得
要
領
を
深
謝
し
筆
を
お
く
こ
と
に
す
る
。

①
　
　
「
村
切
り
1
近
江
安
治
区
有
文
書
を
め
ぐ
っ
て
一
」
　
『
臼
本
史
研
究
』
二

　
一
八
号
彙
報
。
「
『
水
田
』
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
！
近
江
安
治
区
有
文
書
の
研
究

　
1
」
　
『
地
方
史
研
混
九
』
　
一
七
六
易
・
。
そ
の
焦
他
。

②
　
松
村
一
人
『
弁
証
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
』

③
脇
窯
修
『
近
世
封
建
制
成
立
史
論
・
織
豊
政
権
の
分
析
豆
』
5
4
頁
。

④
安
良
城
盛
昭
『
幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
』
4
5
頁
。

149 （943）



⑤
　
　
『
歴
史
の
理
論
と
教
育
輪
四
二
号
。

⑥
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』

⑦
安
治
区
有
文
質
。
脇
田
氏
が
採
訪
さ
れ
た
写
真
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
こ

　
こ
に
記
し
て
厚
く
謝
意
を
表
す
る
。

⑧
岩
波
文
庫
『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
駈
4
3
頁
。

⑨
大
山
喬
平
『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
魏
頁
参
照
。

⑩
宮
川
満
『
太
閤
検
地
論
』
皿
郷
頁
。

⑬
『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
上
珊
頁
。
r

⑫
　
　
「
百
姓
」
と
は
領
主
か
ら
見
た
農
民
一
般
の
呼
称
で
あ
ろ
う
、
と
思
う
。
こ
の

　
場
倉
も
実
質
的
に
地
主
権
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
え
て
中
世
の
史
料

　
的
表
現
を
用
い
た
。

⑬
　
「
よ
り
低
い
段
階
の
一
定
の
特
徴
、
性
質
、
等
々
が
よ
り
高
い
段
階
で
繰
返
さ

　
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
古
い
も
の
へ
の
外
見
上
の
復
帰
。
」
「
発
農
は
、
古
い
形
態
の

　
否
定
で
あ
り
新
し
い
形
態
の
出
現
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
な
ら
ず
し
も
古
い
諸
段

　
階
の
特
徴
や
性
質
が
反
復
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
る
ば
あ
い
に
は
、

　
こ
れ
が
著
し
い
程
度
に
お
こ
な
わ
れ
て
、
内
容
は
新
し
い
の
に
本
県
上
古
い
も
の

　
に
復
帰
し
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。
」
　
レ
ー
ニ
ン
。
1
松
村
一
人
前
掲

　
書
携
頁
。

⑭
　
『
臼
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
8
9
頁
。

⑮
　
文
明
十
五
年
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
「
名
主
弥
九
郎
無
徳
分
之
由
申
入
、
名
出
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ヲ
上
申
間
、
及
数
年
直
務
了
」
（
『
絡
続
史
料
大
成
』
3
3
、
珊
百
計
）
。
年
末
詳
、
遠
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ

　
国
蒲
御
厨
諸
公
文
百
姓
養
鯉
安
「
一
粒
ト
而
も
無
所
務
由
申
て
本
役
未
納
候
。
所

　
即
製
贈
等
無
私
曲
由
串
し
て
名
望
等
を
も
上
候
」
（
東
大
寺
文
魯
二
九
、
1
／
1
4

　
／
3
2
）
。

⑯
　
松
村
一
人
前
軍
書
鎚
貝
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蟄
中
市
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