


〔平
成

二
二
年
度
共
同
研
究
〕
近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
商
人
と
官
僚
制
に
関
す
る
比
較
史
的
研
究

.

近
世
日
本
に
お
け
る
商
人
同
業
組
織
の
公
式
化
と
都
市
社
会
構
造
.

渡

辺

浩

一

*
本
稿
は
'
二
〇
〇
二
年
八
月
末
に
イ
ギ
リ
ス
･
エ
ジ
ン
バ
ラ
で
開
催
さ
れ
た
節
六
回
国
際
部
市
史
学
会
に
お
い
て
持
た
れ
た
特
別
セ
ッ

シ
ョ
ン

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
近
世
都
市
に
お
け
る
公
式

･
非
公
式
経
済
｣
(オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
は
東
北
大
学
経
済
学
部
助
教
授

川
名
洋
氏
)
で
の
英
文
報
告
原
稲
の
元
原
稲
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
共
同
研
究
の
た
め
に
省
か
れ
た
文
中
で
は
な
い
｡
し
か
し
､

須
川
論
文
に
対
応
し
て
日
本
近
世
の
全
体
状
況
に
か
か
わ
る
文
章
も
必
要
と
考
え
､
敢
え
て

(恥
を
忍
ん
で
)
こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
頂

く
こ
と
に
し
た
｡
日
本
の
研
究
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
'
常
識
的
な
事
柄
も
多
-
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
お
許
し
を
い
i
Jt
'き
た
い
.

｢

東

ア
ジ

ア
の
な

か

で

の
日
本

の
特

殊
性

ま
ず

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
史
研
究
者
に
理
解
し
て
い
た
だ
き
た

い
の
は
'･

東

ア
ジ
ア
の
な
か
で
日
本
は
非
常
に
特
殊
な
歴
史
を
歩
ん
だ

と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
中
国

･
朝
鮮
に
お

い
て
は
'
七
世
紀
に
確
立
し
た
律
令
制
度

の
枠
組
み
が
近
代

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
接
触
す
る
十
九
世

近
世
日
本
に
お
け
る
商
人
同
業
組
枝
の
公
式
化
と
都
市
社
会
構
造

(渡
辺
)

二
六
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

二
七
〇

紀
ま
で
継
続
す
る
｡
そ
の
期
間
'
両
国
の
政
治
は
科
挙
と
呼
ば
れ
る
中
国
古
典
に
関
す
る
試
験
制
度
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
文
官
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
日
本
は
七
世
紀
に
中
国
か
ら
律
令
制
皮
を
輸
入
し
て
政
治
が
行
わ
れ
る
が
'
早
く
も
十
世
紀
に
は
形

骸
化
が
始
ま
り
'
十
二
世
紀
末
に
は
軍
人
が
政
治
を
行
う
幕
肘
と
い
う
独
特
の
制
度
を
創
出
し
た
｡
以
後
'
日
本
は

一
八
六
八
年
に
至
る

ま
で
軍
人
政
権
の
国
家
と
な
る
｡

二
.
近
世
日
本
の
流
通
構
造
と
都
市

日
本
の
近
世
は
､
日
本
に
お
け
る
三
番
目
の
軍
人
政
権
の
時
代
で
あ
-
､
近
世
軍
人
政
権
は
先
行
す
る
二
つ
の
軍
人
政
権
と
比
べ
る
と

は
る
か
に
強
力
な
全
国
統

1
政
権
で
あ
っ
た
.
例
え
ば
宗
教
権
力
も
完
全
に
支
配
下
に
置
い
て
い
た
.
軍
人
た
ち
の
頂
点
に
は
将
軍
が
お

り
'
そ
の
下
に
は
将
軍
直
属
の
軍
団
と
､
独
立
軍
団
を
保
有
す
る
約
三
百
の
大
名
が
あ
っ
た
｡
将
軍
は
全
領
地
の
約
三
割
に
あ
た
る
直
轄

の
広
大
な
領
地
を
持
ち
'
残
り
の
七
割
の
領
地
は
大
名
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
｡
将
軍
も
大
名
も
､
自
ら
の
軍
団
の
居
住
地
と
し
て
'

一
七

世
紀
初
頭
に

一
斉
に
城
下
町
を
建
設
し
た
｡
現
在
の
日
本
に
お
け
る
主
要
都
市
の
大
半
は
こ
の
こ
ろ
建
設
さ
れ
た
城
下
町
に
起
源
を
持
っ

て
い
る
｡
こ
の
点
が
中
国

･
朝
鮮
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
も
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
｡
最
大
の
城
下
町
は
江
戸

(現
在
の
東
京
)
で
あ
り
'

こ
こ
に
将
軍
が
居
住
し
て
い
た
｡
大
名
た
ち
は
将
軍
へ
の
忠
誠
を
示
す
た
め
妻
子
を
江
戸
に
住
ま
わ
せ
､
自
身
は

一
年
交
代
で
江
戸
に
居

住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
た
め
t.
江
戸
に
は
大
名
た
ち
の
広
大
な
屋
敷
が
多
数
存
在
し
て
い
た
｡
こ
の
よ
う
に
江
戸
は
将

軍

･
諸
大
名
の
家
臣
た
ち
が
集
住
す
る
こ
と
と
な
り
､
そ
の
数
は
家
族
も
含
め
る
と
ピ
ー
ク
時
で
五
〇
万
人
に
及
ん
だ
と
推
定
さ
れ
て
い

る
｡
軍
人
人
口
の
一
次
的
需
要
を
満
た
す
た
め
多
数
の
商
人
と
肉
体
労
働
者
が
集
ま
り
､
そ
う
し
た
人
々
の
消
費
を
満
た
す
た
め
の
二
次



的
需
要
に
.応
じ
た
人
々
も
集
ま
っ
て
き
た
｡
そ
の
結
果
､
町
人

人
口
は

一
七
世
紀
末
に
約
五
〇
万
人
に
及
ん
だ
｡
つ
ま
り
､.
江

戸
は
約
百
万
人
の
人
口
を
持
っ
て
お
-
'
こ
れ
は

一
七
〇
〇
年

(-)

の
ロ
ン
ド
ン

(五
七
万
五
千
人
)

･
パ
リ

(五

1
万
人
)
を
大

き
く
超
え
る
人
口
規
模
で
あ
る
｡

将
軍
と
大
名
が
ど
の
よ
う
な
再
生
産
構
造
を
持
っ
て
い
た
か
､

と
い
う
こ
と
を
都
市
史
と
し
て
語
る
と
す
れ
ば
､
以
下
の
よ
う

に
な
る
｡
日
本
の
主
要
な
農
業
生
産
物
は
米
で
あ
る
｡
･将
軍
も

大
名
も
自
分
の
領
地
か
ら
米
を
基
本
と
し
た
年
貢
を
現
物
で
徴

収
し
て
い
た
｡
軍
団
を
維
持
す
る
た
め
に
は
そ
の
米
を
換
金
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
特
に
大
名
が
軍
団
と
共
に
江
戸
に
居
住

す
る
こ
と
は
宮
廷
儀
礼

の
世
界
に
お
け
る
街
示
的
消
費

consp
i
c

亡OuS
COn
Su
m
ptio
n
の
た
め
多
額
の
費
用
を
要
し
た
｡

そ
の
た
め
年
貢
米
は
全
国
か
ら
大
坂
と
い
う
巨
大
な
商
業

･
加

工
業
都
市

(人
口
四
〇
万
人
)
に
集
め
ら
れ
'
そ
こ
で
換
金
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡,大
名
た
ち
は
そ
の
資
金
で
高
級
な
挽
物

や
工
芸
品
を
京
都

(人
口
三
〇
万
人
)
か
ら
調
達
し
､
江
戸
で

(2
)

消
費
し
た
わ
け
で
あ
る

(図
1
参
照
)
｡
以
上
の
よ
う
に
'
日

図1:ImageofthestructureforcitiesanddistributioninEarlyModernJapan

近
世
日



史
料
館
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四
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(二
〇
〇
三
年
)

二
七
二

本
の
近
世
都
市
は
'
政
治
消
費
都
市
で
あ
る
江
戸
､
商
業
都
市
で
あ
る
大
坂
､
将
軍
権
威
の
源
泉
で
あ
る
天
皇
が
居
住
し
工
芸
都
市
で
も

あ
る
京
都
t
と
い
う
三
都
を
中
心
と
L
t
日
本
列
島
全
体
に
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
城
下
町

(人
口
は

1
0
万
人
か
ら
二
千
人
)
が
点
在
す
る

と
い
う
基
本
構
造
を
持
っ
て
い
た
｡
こ
の
よ
う
に
日
本
列
島
内
に
完
結
し
た
極
め
て
高
度
で
緊
密
な
都
市
間
経
済
体
制
が
形
成
さ
れ
た
の

は
｣
大
前
提
と
し
て
､
近
世
日
本
は
海
禁
体
制
に
あ
り
､
経
済
構
造
の
基
本
に
影
響
す
る
ほ
ど
の
､
例
え
ば
穀
物
の
輸
出
入
は
存
在
し
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

三
.
株
仲
間
は
ど
れ
く
ら
い
あ
っ
た
か

三
都
や
城
下
町
の
間
の
物
流
を
担
う
の
は
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
｡
商
人
の
同
業
組
織
の
こ
と
を
近
世
日
本
で
は
仲
間
と
い
い
'
幕
府
や

藩
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
式
化
さ
れ
た
仲
間
を
株
仲
間
と
い
う
｡
株
仲
間
は
三
都
や
個
々
の
城
下
町
'
あ
る
い
は
港
町
に
多
数

存
在
し
て
い
た
｡
例
え
ば
'
大
坂
で
は

1
八
六
八
年
と
い
う
近
世
の
終
わ
り
の
年
に
'
二
1
七
種
類
の
株
仲
間
が
存
在
し
た
こ

し
れ
は

一

八3
)

仲
間
平
均

一
〇
〇
軒
と
仮
定
す
れ
ば
約
二
万
軒
の
商
人
が
所
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
は
大
坂
全
戸
数
の
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

(4
)

占
め
る
｡
江
戸
の
菱
垣
回
船
問
屋
仲
間
に
1
八

二
二
年
の
時
点
で
所
属
し
て
い
た
株
仲
間
の
数
だ
け
で

む六
四
種
あ
り
'
そ
こ
に
1
二
七

(5
)

一
軒
の
商
人
が
組
織
化
さ
れ
て
い
た
｡

(6
)

以
上
の
数
字
は
,
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
約

1
0
0
と
言
わ
れ
て
い
る
ギ
ル
ド
や
リ
バ
リ
ト
･
カ
ン
パ
ニ
ー
の
数

と

比
べ
る
と
非
常
に
多

い
も
の
で
あ
り
､
両
者
の
性
格
の
違
い
を
表
し
て
い
る
｡
株
仲
間
は
'
商
人
の
同
業
組
織
と
い
う
点
で
は
ギ
ル
ド
や
リ
バ
リ
ー
･
カ
ン
パ

ニ
ー
に
類
似
す
る
が
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
と
異
な
-
､
都
市
自
治
の
担
い
手
と
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
お
そ
ら
く
決
定
的
に
異
な
る
｡



前
近
代
日
本
都
市
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
意
味
で
の
都
市
自
治
は
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
｡

四
.
公
式
化
の
第

一
段
階

以
上
の
よ
う
な
膨
大
な
仲
間
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

統

一
政
権
の
楽
市
楽
座
令
に
よ
り
中
世
の
座
は
解
体
さ
せ
ら
れ
た
｡
し
か
し
､
自
生
的
な
仲
間
組
紙
は
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
'

座
的
結
合
の
禁
止
が

一
七
世
紀
前
半
に
命
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
｡

1
六
五
七
年
の
江
戸
町
蝕
で
は
､
呉
服
屋
以
下
二
〇
種
類
の
商
人
に
つ
い
て
'
そ
の
仲
間
が
新
規
に
参
入
す
る
商
人
に
対
し
て
過
度
の

礼
金
や
振
る
舞
い
を
強
要
す
る
こ
と
､
ま
た
仲
間
が
占
売
り
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
｡
総
じ
て
､
幕
府
の
態
度
は
､
仲
間
そ
れ
自
体

を
禁
止
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
､
幕
府
自
身
が
商
人
仲
間
を
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
抑
圧
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡

し
か
し
､

一
七
二
〇
年
代
に
な
る
と
軍
人
政
権
中
心
の
社
会
か
ら
民
間
中
心
の
社
会
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
'
年
貢
米
値
段
の
相
対

的
低
下
と
い
う
現
象
と
な
っ
て
現
れ
､
幕
府
は
武
士
の
経
済
収
支
を
改
善
す
る
た
め
に
物
価
統
制
を
行
お
う
と
し
た
｡､
こ
の
と
き
幕
府
が

利
用
し
た
の
が
前
述
の
仲
間
粗
放
で
あ
る
｡
幕
府
に
公
認
さ
れ
た
仲
間
は
幕
府
に
名
前
帳
を
提
出
し
た
｡
非
公
式
の
商
人
組
織
が
公
式
化

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
.

こ
の
段
階
で
は
'
仲

間
商
人
は
自
己
の
経
営
力
に
よ
っ
て
流
通
ル
ー
ト
を
掌
握
し
て
い
た
か
ら
､
仕
入
れ
や
販
売
に
関
し
て
仲
間
の
規

制
に
頼
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
仲
間
を
構
成
す
る
商
人
に
対
し
て
仲
間
が
寄
与
し
た
こ
と
は
､
商
品
輸
送
路
の
保
全
で
あ
っ
た
｡
江
戸
は

大
坂
か
ら
商
品
を
供
給
さ
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
､
そ
の
輸
送
路
'
す
な
わ
ち
仕
入
れ
ル
ー
ト
確
保
の
た
め
に
海
運
を
掌
揺
す
る
必
要

近
世
日
本
に
お
け
る
商
人
同
業
組
級
の
公
式
化
と
都
市
社
会
構
造

(渡
辺
)

二
七
三



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

(7
)

が
あ
っ
て
仲
間
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

二
七
四

五
.
公
式
化
の
第
二
段
階

一
八
世
紀
後
半
か
ら

一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
冥
加
金
上
納
に
よ
る
株
仲
間
の
認
可
が
多
数
行
わ
れ
た
｡
新
し
い
株
仲
間
の
誕
生
に
は

次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
た
｡
第

一
に
'
仲
間
組
級
に
所
属
し
て
い
な
い
者
が
株
仲
間
の
設
定
を
幕
府
に
願
い
出
る
こ
と
が
あ
っ
て
､

そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
非
公
式
の
仲
間
組
枚
が
防
衛
の
た
め
に
公
式
化
を
願
い
出
た
｡
第
二
に
は
'
仲
間
組
級
に
所
属
し
て
い
な
い
者

が
'
非
公
式
の
仲
間
組
織
の
統
制
を
打
破
し
て
株
仲
間
の
設
置
を
出
願
し
実
現
し
た
｡

全
体
と
し
て
幕
府
の
政
策
基
調
は
'
既
得
権
を
持
っ
て
い
る
非
公
式
の
仲
間
組
織
を
株
仲
間
と
し
て
認
定
し
て
独
占
権
を
付
与
し
た
と

い
う
部
分
も
あ
る
が
'
そ
れ
以
外
に
､
非
公
式
の
仲
間
組
織
に
す
ら
所
属
し
て
い
な
い
新
興
小
商
人
を
含
め
て
新
た
な
商
業
組
織
を
形
成

(8
)

す
る
こ
と
を
促
し
'
流
通
構
造
の
整
備
を
図
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
段
階
の
株
仲
間
は
'
幕
府
に
多
額
の
冥
加
金
を
上
納
し
､
そ
の
代
償
と
し
て
流
通
独
占
権
を
認
め
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
｡
都
市
の
特
権
的
な
商
人
た
ち
は
'
こ
の
時
期
､
農
村
部
の
商
人
の
活
動
に
よ
っ
て
従
来
の
営
業
を
脅
か
さ
れ
て
お
り
'
そ
の
防
御
の

た
め
に
幕
府
の
権
威
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
全
体
と
し
て
み
る
と
､
都
市
特
権
商
人
と
農
村
部
商
人
の
対
抗
関
係
は
部
分

的
な
も
の
で
あ
り
､
上
記
の
よ
う
に
非
公
式
商
人
は
不
断
に
株
仲
間
に
取
り
込
ま
れ
て
公
式
化
し
て
い
た
と
い
う
部
分
も
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
｡

な
お
､
こ
こ
で
い
う
非
公
式
と
は
違
法
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
非
公
式
の
商
人
で
あ
っ
て
も
､
そ
れ
自
体
の
存
在
は
合
法
で
あ
っ
た
｡



非
公
式
商
人
の
商
業
活
動
が
株
仲
間
流
通
独
占
に
抵
触
し
て
は
じ
め
て
違
法
と
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
存
在
が
違
法
な
の
で
は
な
-
､

特
定
の
行
為
が
違
法
な
の
で
あ
る
｡

六
.

公
式
化
と
都
市
社
会
構
造

(9)

ち
▲
う

以
上
の
問
題
を
都
市
の
住
民
結
合
の
観

点か
ら
整
理
し
て
み
た
い
｡
日
本
近
世
都
市
の
最
も
基
礎
的
な
単
位
は

町

と

い
う
地
縁
的
共
同

体
で
あ
.る
｡
町
は
共
同
体
で
あ
る
と
同
時
に
最
末
端
の
行
政
組
織
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
パ
>
.ツ
シ
ユ

(キ
リ
ス
ト
教

の
教
区
)
に
類
似
す
る
点
が
あ
る
｡
し
か
し
宗
教
組
枚
と
し
て
の
性
格
は
町
の
本
質
で
は
か
い
と
い
う
点
で
バ
サ
ッ
シ
ュ
と
大
き
く
異
な

p?
.
ま
た
､
町
は
町
屋
敷
所
有
者
の
み
が
正
式
の
構
成
月
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
't
リ
ッ
シ
ユ
は
そ
の
区
域
の
全
住
民
が
構
成
月
で
あ
る

(柑
)

と
い
う
大
き
な
相
違
も
あ
る
｡

日
本
近
世
都
市
の
住
民
は

一
七
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
町
共
同
体
に
依
存
し
て
生
業
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
が
'

一
七
世
紀
末
に
は
巨

大
都
市
地
主

(
=
商
人
)
の
登
場
も
あ
り
こ
の
共
同
体
は
役
割
を
次
第
に
低
下
さ
せ
て
い
っ
た
｡
こ
れ
は
都
市
経
済
の
質
が
'
領
主
の
一

次
的
需
要
を
満
た
す
た
め
の
も
の
か
ら
推
陸
し
て
'
巨
大
化
し
た
都
市
の
住
民
そ
れ
自
体
が
生
み
出
す
二
次
的
三
次
的
需
要
を
中
心
と
し

(H
V

た
も
の
に
転
換
し
､
町
の
枠
組
み
を
は
る
か
に
超
え
た
都
市
住
民
相
互
の
結
び
つ
き
が
生
起
し
た
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
結
果
と
し
て
都
市
住
民
の
結
合
と
し
て
重
要
な
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
｡
そ
れ
が
本
報
告
で
取
り
上
げ
た
商
人

(職
人
も
)

の
伸
間
組
枚
で
あ
る
｡
仲
間
の
構
成
月
は
同
じ
職
種
と
い
う
共
通
性
を
構
成
月
の
基
礎
的
要
件
と
し
た
か
ら
'
町
と
は
異
な
っ
て
町
屋
敷

所
有
者
以
外
の
表
店
･(街
路
に
面
し
た
店
舗
を
借
-
て
い
る
商
人
)
も
構
成
月
と
し
て
多
く
含
ま
れ
て
い
た
｡

近
世
日
本
に
お
け
る
商
人
同
業
租
税
の
公
式
化
と
都
市
社
会
構
造

(渡
辺
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

二
七
六

仲
間
の
公
認
に
よ
-
､
従
来
の
町
と

い
う
地
縁
的
団
体
を
通
し
た
行
政
ル
ー
ー
に
加
え
て
t
.仲
間
と
い
う
商
人
同
業
租
税
を
通
じ
て
も

都
市
行
政
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
｡
都
市
法
も
商
業
関
係
の
も
の
は
､
.町
と
共
に
仲
間
に
も
伝
達
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

住
民
の
側
か
ら
見
れ
ば
'
町
と
仲
間
の
双
方
で
行
政
上
把
握
さ
れ
る
こ
と
七
な

っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
逆
に
､
そ
れ
ま
で
都
市
住
民
は
町

(_2
)

を
通
じ
て
し
か
訴
願
行
為
が
で
き
な
か

っ
た
の
に
対
し
て
､.
仲
間
を
通
じ
て
も
訴
願
が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
個
々
の
住
民
に
と

っ
て
み
れ
ば
..
町
と
い
う
地
縁
的
共
同
体
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
て
い
た
時
代
は
終
わ
F
,を
告
げ
'
仲
間
と
い

う
半
ば
目
的
団
体
の
性
格
を
持
っ
た
組
織
に
大
き
く
そ
の
存
在
を
依
存
す
る
時
代
と
な

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
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