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川

勝

守

著

中
園
封
建
国
家
の
支
配
構
造

ー
明
清
賦
役
制
度
史
の
研
究

森

田

明

本
文
だ
け
で
七
百
頁
徐
り
に
の
ぼ
る
こ
の
大
著
は
、
川
勝
守
氏
が
一
九
七

0

年
代
に
公
表
さ
れ
た
十
一
編
の
奮
稿
に
補
訂
を
加
え
た
上
に
、
更
に
数
編
の
新

稿
を
加
え
、
衣
の
よ
う
な
編
別
構
成
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

ま
え
が
き

序
章
中
園
封
建
祉
舎
の
構
造
的
特
質
に
関
す
る
問
題
黙

第
一
一
編
明
代
皇
甲
制
捜
制
の
構
造

第
一
章
里
甲
制
の
成
立
と
構
造

第
二
章
里
甲
制
値
制
下
の
郷
村
社
禽
里
甲
制
共
同
慢
の
試
み
|

第
三
章
明
代
里
甲
編
成
の
獲
質
過
程
と
寄
荘
問
題
の
形
成

第
二
編
明
末
、
賦
役
制
度
の
改
革
と
郷
紳
の
撞
頭

第
四
章
張
居
正
丈
量
策
の
展
開
!
特
に
明
末
江
南
に
お
け
る
地
主
制

の
震
展
に
つ
い
て

l

明
末
渚
初
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
の
諸
問
題

華
北
に
お
け
る
張
居
正
丈
量
と
一
候
鞭
法
の
普
及

第
五
章

第
六
章

一
傑
綬
法
に
よ
る
賦
・
役
制
度
と
郷
紳
的
土
地
所
有
の
展
開

明
末
、
江
南
五
府
に
お
け
る
均
田
均
役
法

新
江
嘉
輿
府
の
依
田
問
題
|
明
末
、
郷
紳
士
叉
配
の
成
立
に
関

す
る
一
考
察
l

第
三
編
清
朝
園
家
の
成
立
と
蓄
中
園
佐
倉
の
形
成

第
十
章
初
期
清
朝
園
家
に
お
け
る
江
南
統
治
政
策
の
展
開

第
十
一
章
清
朝
賦
・
役
制
度
の
確
立

l
江
南
の
均
田
均
役
法
と
順
荘

編
里
法
と
に
つ
い
て
|

明
末
清
初
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
州
市
に
お
け
る
水
利
慣
行
の

舞
質

諸
国
中
園
祉
曾
の
形
成
|
清
朝
園
家
の
祉
舎
構
成
と
そ
の
特

質
ー

第
七
章

第
八
章

第
九
章

第
十
二
章

第
十
三
章

← 136-

結
語
(
要
約
)

あ
と
が
き

以
上
の
白
衣
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
著
者
自
身
が
「
ま
え
が
き
」
で

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
本
書
は
、
お
よ
そ
十
四
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
、
十
九

世
紀
初
め
ご
ろ
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
、
中
園
封
建
園
家
の
支
配
構
造
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
副
題
に
お
い
て
限
定
し
て
い
る
如

く
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
園
家
構
造
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
園
家
支
配
が
権
力
の
設
現
形
態
た
る
税
制
や
筏
役
制
、
つ
ま
り
賦
役

制
度
を
重
要
な
支
柱
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賦
役
制
と
い
う
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
支
配
構
造
の
解
明
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
本
書
は
皐
な
る
制
度
史
研
究
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
究
径
的
に
は
中

園
封
建
園
家
の
構
造
的
究
明
を
意
画
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。



か
か
る
著
者
の
問
題
意
識
を
摂
底
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
の
は
、
戦
後
に

お
け
る
明
清
史
研
究
史
上
の
停
統
と
蓄
積
で
あ
る
。
西
嶋
定
生
、
田
中
正
俊
、

小
山
正
明
、
鶴
見
向
弘
、
漬
島
敦
俊
ら
の
諸
氏
の
諸
研
究
に
鯛
褒
さ
れ
、
更
に

そ
れ
を
継
承
褒
展
し
よ
う
と
す
る
。
特
に
西
嶋
・
田
中
南
氏
の
、
一
色
疋
の
歴
史

段
階
の
園
家
権
力
を
、
下
部
構
造
の
皐
な
る
反
映
と
し
て
、
基
本
的
生
産
関
係

か
ら
機
械
的
に
分
離
す
る
の
で
は
な
く
、
爾
者
の
内
在
的
連
関
を
具
鐙
的
に
究

明
す
る
こ
と
が
、
地
主
・
佃
戸
関
係
を
基
本
的
生
産
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ

と
で
あ
り
、
農
村
の
再
生
産
機
構
は
、
園
家
権
力
に
よ
っ
て
物
的
に
媒
介
さ
れ

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
地
主
麿
の
支
配
が
成
立
し
て
い
た
と
す
る
提
言
を
積

極
的
に
う
け
と
め
、
そ
の
寅
謹
的
検
討
を
課
題
と
し
て
い
る
。

兵
盤
的
な
問
題
設
定
と
し
て
は
、
宋
代
以
降
の
中
園
の
封
建
園
家
の
構
造
的

特
質
の
解
明
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
と
の
車
な
る
比
較
史
的
考
察
か
ら
で
は

な
く
、
堕
富
な
歴
史
的
内
容
の
合
法
則
的
、
寅
謹
的
研
究
に
依
る
べ
き
で
あ
る

と
し
、
明
清
佐
倉
経
済
史
研
究
の
拳
読
史
的
整
理
を
通
じ
て
、
明
末
清
初
を
中

園
封
建
祉
禽
の
解
鐙
期
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
し
て
解
睦
過
程
と
し
て
の
明
末

清
初
の
支
配
構
造
の
獲
化
を
、
三
篇
に
分
け
て
考
察
す
る
。
第
一
篇
は
明
代
前

牢
期
に
お
け
る
里
甲
制
偉
制
の
形
成
と
、
そ
の
矛
盾
の
あ
り
方
、
第
二
篇
は
明

末
に
お
け
る
塁
甲
制
の
改
革
問
題
、
第
三
篇
は
里
甲
制
解
陸
の
問
題
を
そ
れ
ぞ

れ
扱
っ
て
い
る
が
、
一
貫
し
て
郷
村
組
織
と
し
て
の
里
甲
制
の
蟹
遜
過
程
を
問

題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
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以
下
に
お
い
て
第
一
章
よ
り
順
次
各
章
の
概
要
を
紹
介
し
な
が
ら
、
著
者
の

意
閣
が
ど
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
て
い
る
か
を
追
跡
し
、
そ
の
聞
で
気
づ
い
た
個

別
的
な
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
章
で
は
里
甲
制
の
起
源
を
宋
元
以
来
の
郷
村
制
に
求
め
る
と
と
も
に
、

里
甲
制
の
成
立
、
編
成
、
構
造
を
、
明
朝
の
政
治
理
念
と
の
関
連
に
お
い
て
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
「
新
稿
L

と
し
て
書
き
お
ろ
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
が
、
多

く
は
先
行
研
究
の
敷
街
に
費
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
第
四
節
の
里
甲
制
の
身
分
秩

序
に
関
し
て
、
著
者
は
明
末
に
お
け
る
里
甲
制
成
員
閲
の
身
分
的
序
列
H
格
差

を
、
里
甲
制
崩
療
に
と
も
な
う
必
然
的
過
程
と
し
て
認
め
る
が
、
里
甲
制
山
富
初

か
ら
の
内
在
的
な
も
の
と
し
て
は
否
定
的
で
あ
る
。
そ
の
根
崎
援
は
今
一
つ
明
確

で
な
い
が
、
氏
も
言
う
よ
う
に
里
甲
制
の
基
本
的
性
格
と
も
開
る
の
で
検
討
の

絵
地
が
あ
ろ
う
。
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
里
甲
・
里
老
人
等
の
里
役
の
「
在

官
」
(
七
八
頁
八
五
頁
)
の
内
容
と
意
義
の
究
明
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第

二
章
で
は
明
代
(
皇
甲
制
〉
祉
舎
の
基
本
的
性
格
に
関
す
る
諸
見
解
が
、
単
な

る
行
政
・
賦
役
徴
牧
機
構
と
し
て
把
え
る
の
で
は
な
く
、
村
落
共
同
睡
乃
至
共

同
値
機
能
を
有
す
る
貼
で
共
通
し
て
い
る
の
に
依
蟻
し
、
更
に
そ
れ
を
縫
承
し

て
「
里
甲
制
共
同
種
」
と
い
う
概
念
を
試
論
的
に
提
起
し
て
い
る
。
そ
の
上
で

華
北
、
江
南
、
華
南
の
各
地
の
里
甲
編
成
を
村
落
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討

し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
地
縁
的
関
係
の
強
い
既
成
村
落
を
基
盤
と
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
特
に
江
南
デ
ル
タ
地
帯
で
は
、
「
坪
」
を
基
盤
と
す
る
水

利
共
同
種
H

「
都
」
・
「
闘
」
が
そ
れ
に
該
賞
す
る
と
い
う
。
江
南
デ
ル
タ
の
水

利
を
遁
じ
て
の
検
覆
に
劉
し
、
華
北
や
華
南
に
つ
い
て
は
、
地
域
偏
差
と
の
関

連
に
お
い
て
、
な
お
里
甲
制
共
同
値
の
具
蜂
像
は
不
明
確
な
黙
が
感
じ
ら
れ

る
。
そ
の
意
味
で
里
甲
制
の
地
縁
的
、
共
同
位
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
小
山
氏

ら
の
人
策
的
組
み
合
せ
設
と
の
止
揚
を
考
慮
す
べ
き
徐
地
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
水
利
共
同
鐙
と
里
甲
制
の
媒
介
を
な
す
呼
長
に
つ
い
て
、
宋
代
以
来

の
役
割
と
そ
の
嬰
化
を
、
里
長
、
里
老
人
層
等
里
甲
制
諸
役
の
共
同
鰻
用
盆
把

握
の
弛
緩
と
の
相
罰
的
関
係
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
が
、
水
利
面
で
特
殊
な
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位
置
に
あ
る
と
も
い
う
べ
き
符
長
・
塘
長
等
の
水
利
恵
役
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

自
燈
と
し
て
の
系
統
的
な
解
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
更
に
江
南
の
水
利
慣
行
の

明
末
に
お
け
る
饗
化
と
し
て
、
潰
'山
川
氏
が
提
但
し
た
水
利
得
働
の
負
櫓
原
則

の
、
「
回
一規
L

制
か
ら

「昭
一
回
汲
役
」
制
へ
の
展
開
を
基
本
的
に
容
認
し
な
が

ら
も
、
田
頭
制
に
つ
い
て
は
若
干
の
批
判
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
問
題
貼
は

地
主
層
の
拳
憎
蝕
す
る
共
同
種
規
制
の
嘗
該
社
合
に
回
有
な
究
態
如
何
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
演
凡
川
氏
の
優
先
的
水
利
権
〈
水
利
用
盆
の
便
・
不
便
)
が
、
階
層
的

支
配
と
密
接
に
関
連
す
る
と
い
う
黙
に
向
け
ら
れ
、
そ
こ
に
成
立
し
て
い
た
と

恩
わ
れ
る
支
配
関
係
と
水
利
慣
行
の
具
鰻
的
貧
設
に
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、

思
甲
制
的
身
分
序
列
と
在
地
の
階
級
関
係
と
の
封
際
状
況
に
つ
い
て
は
、
複
雑

な
内
容
を
も
っ
と
し
て
今
後
の
検
討
を
期
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
里
甲
編
成

に
村
洛
的
、
地
縁
的
要
素
を
否
認
す
る
小
山
氏
の
所
論
に
つ
い
て
、

ω里
甲
編

成
の
地
縁
性
、
同
析
戸
の
意
義
、

ω土
地
質
買
と
子
戸
の
設
置
、
の
一
一
一
黙
に
闘

す
る
事
寅
認
識
を
史
料
に
即
し
て
検
討
し
て
い
る
。
結
論
的
に
は
小
山
設
を
否

定
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
と
密
接
に
関
係
す
る
析
戸
・
子
戸
に
つ
い
て
も
、
里

甲
制
本
来
の
定
例
で
は
な
く
、
里
甲
制
解
随
矧
に
お
け
る
寄
荘
の
禁
令
に
針
臆

し
た
現
象
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
堅
甲
制
の
解
僅
に
制
到
す
る
賦
役
改
革
と
し
て

の
十
段
法
、
均
回
均
役
法
の
背
後
に
は
、
不
在
地
主
制
H
H
寄
荘
問
題
の
存
在
を

指
摘
し
て
い
る
。
寄
荘
の
存
在
が
普
過
性
を
も
つ
こ
と
は
地
域
別
考
察
に
よ
っ

て
理
解
で
き
る
が
、
寄
荘
の
あ
り
方
は
、
地
減
の
諸
僚
件
に
よ
っ
て
〈
と
く
に

庚
東
の
場
合
な
ど
)
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
特
質
に
つ
い
て
の

比
校
史
的
解
明
を
、
寄
妊
の
形
成
過
程
か
ら
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
篇
は
全
世
と
し
て
郷
紳
的
土
地
所
有
を
、
丈
量
、
一
候
鞭
法
、
均
田
均

役
法
等
を
通
じ
て
考
察
し
、
地
主
佃
戸
関
係
を
菌
家
権
力
と
の
内
在
的
関
連
に

お
い
て
把
え
よ
う
と
す
る
。
著
者
の
意
図
を
寅
誼
す
る
た
め
の
努
力
が
、
最
も

傾
注
さ
れ
て
い
る
中
心
部
分
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
張
唐
正
の
丈
量
政
策
の
分

析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
丈
散
策
の
基
礎
に
ほ
、
一
方
の
里
甲
制
俊
民
の
分

解
の
結
果
、
大
土
地
を
集
積
し
寄
生
H
不
在
化
し
た
地
主
層
に
封
し
、
他
方
明

中
期
以
降
、
商
品
生
産
・
流
逼
に
よ
る
生
産
諸
力
の
設
展
を
ふ
ま
え
て
、
自
立

性
を
高
め
て
き
た
佃
戸
層
と
の
緊
張
関
係
を
め
ぐ
る
、
地
主
・
園
家
権
力
側
の

危
機
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
地
主
は
佃
戸
を
直

接
的
に
把
損
す
る
の
で
は
な
く
、
佃
作
関
係
を
通
じ
、
図
家
は
土
地
所
有
者
及

び
小
農
民
を
国
土
へ
の
税
糧
科
涯
を
逼
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
土
地
喜
一帳
の
上
か
ら

支
配
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
農
回
水
利
に
閥
し
て
、
「
照
田
澱
役
」
に
よ
る

水
利
労
働
の
調
達
形
態
を
、
「
明
末
清
初
に
水
利
を
寅
施
せ
ん
と
す
る
者
が
常

に
唱
え
る
所
で
あ
っ
た
」
(
二
七

O
頁
〉
と
し
て
い
る
が
、
一
般
的
な
弊
働
力

の
綾
出
形
態
と
し
て
見
た
場
合
、
明
末
清
初
に
特
有
と
す
る
の
は
疑
問
が
あ

る
。
な
お
「
照
田
服
役
」
制
の
具
躍
的
な
負
捲
形
式
と
し
て
の
「
業
食
佃
力
」

関
係
が
、
演
島
氏
の
園
家
機
カ
の
媒
介
を
不
可
倣
な
前
提
と
し
て
成
立
す
る
と

す
る
の
に
封
し
、
著
者
は
「
同
舟
共
済
」
の
地
主
佃
戸
関
係
の
表
現
と
し
て
い

る
(
二
七
三
頁
〉
の
は
、
第
十
二
章
の
内
容
(
六
五
四
頁
)
と
も
関
連
す
る

が
、
雨
者
の
相
違
黙
と
し
て
注
目
さ
れ
、

A
寸
後
の
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ

る
。
第
五
章
で
は
前
章
の
張
居
正
ゆ
丈
最
策
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
に
射
し

て
行
わ
れ
た
、
西
村
元
照
氏
の
批
剣
へ
の
反
批
判
を
展
開
す
る
。
西
村
氏
が
嘉

清
・
隆
慶
期
丈
量
が
地
主
規
格
で
あ
り
、
張
居
正
丈
量
を
園
家
規
格
と
見
な
す

の
に
射
し
て
、
著
者
は
雨
者
を
園
家
規
格
と
し
て
等
質
で
あ
り
、
後
者
は
前
者

の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
見
る
。
こ
の
見
解
の
背
後
に
は
、
枚
租
を
め
ぐ
る

地
主
佃
戸
関
係
の
矛
盾
の
激
化
、
就
中
佃
戸
の
主
挫
性
の
強
化
に
封
す
る
園
家

の
直
銀
支
配
の
重
視
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
雨
者
の
見
解
の

揚
棄
に
は
、
蛍
該
時
期
に
お
け
る
地
主
佃
戸
関
係
の
事
責
認
識
の
深
化
が
更
に
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必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
張
居
正
丈
量
に
つ
い
て
は
、
清
初
に
績
く
丈
量
と
の
関

連
で
の
性
格
検
討
も
残
さ
れ
て
い
る
。
第
六
章
で
は
張
居
正
の
丈
量
策
を
、
一

保
鞭
法
の
展
開
を
支
え
る
一
石
と
し
て
許
債
す
る
著
者
が
、
そ
の
爾
者
の
関
連

が
最
も
密
接
で
あ
っ
た
と
す
る
華
北
地
域
に
つ
い
て
、
一
候
鞭
法
普
及
の
前
提

と
し
て
丈
最
策
の
施
行
を
貧
註
し
て
い
る
。
華
北
に
は
大
畝
小
畝
制
ゃ
、
不
起

科
の
土
地
等
固
有
の
諸
問
題
が
あ
り
、
嘉
靖
隆
慶
期
丈
量
で
は
未
解
決
で
あ
っ

た
も
の
が
、
張
居
正
丈
量
に
よ
っ
て
、
小
畝
制
や
科
則
の
統
一
的
設
定
と
し
て

改
革
が
進
展
し
た
こ
と
が
、
一
候
鞭
法
の
普
及
を
可
能
に
し
た
と
し
、
税
程
面

の
具
鰻
例
を
あ
げ
て
い
る
。
丈
量
政
策
の
貧
施
が
、
地
主
制
構
造
と
不
可
分
で

あ
る
以
上
、
著
者
自
身
の
「
畢
な
る
想
像
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
土
地
に

射
す
る
農
民
の
執
着
心
は
、
江
南
に
到
し
華
北
の
方
が
、
極
め
て
希
薄
で
あ
っ

た
」
(
一
二
三
二
頁
)
の
で
は
な
い
か
と
す
る
推
測
の
確
定
を
も
含
め
て
、
丈
量

策
の
施
行
過
程
の
検
討
に
は
、
華
北
の
土
地
所
有
の
あ
り
方
ゃ
、
生
産
力
の
賓

態
の
一
一
層
の
追
求
が
不
可
倣
で
あ
る
。
第
七
章
で
は
前
章
に
繍
い
て
、
華
北
に

お
け
る
一
候
鞭
法
の
貧
施
に
よ
る
徴
税
方
式
の
改
草
を
、

ω大
戸
制
の
改
革
、

ω植
の
設
置
・
自
封
投
極
・
櫨
頭
の
設
置
、
同
銀
納
の
諸
黙
に
つ
い
て
検
謹
し

て
い
る
。
ま
た
省
時
郷
紳
的
土
地
所
有
の
進
行
が
華
北
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、

そ
の
背
後
に
優
菟
規
定
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
。
嘉
靖
十
年
の
「
戸
部
議

案
」
の
具
鐙
的
政
策
化
は
、
華
北
で
は
一
僚
級
法
と
な
り
、
筆
中
・
華
南
で
は

均
徳
改
革
を
主
と
す
る
十
段
法
の
展
開
と
な
っ
た
と
し
、
更
に
同
議
案
の
優
苑

規
定
に
よ
れ
ば
、
一
候
鞭
法
に
よ
る
箔
役
が
了
・
糧
(
回
)
を
封
象
と
す
る
に

至
っ
た
の
に
と
も
な
い
、
優
菟
基
準
も
了
の
み
か
ら
糧
(
回
〉
に
も
及
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
候
絞
法
は
本
来
施
行
形
態
に
地
域

的
多
様
性
が
見
ら
れ
る
の
で
、
著
者
の
「
一
候
鞭
法
が
嘗
時
に
お
け
る
現
寅
社

曾
の
い
か
な
る
要
請
に
慮
じ
た
も
の
で
あ
り
、
改
革
と
し
て
い
か
な
る
意
義
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
」
(
四
二
頁
〉
な
ど
の
課
題
は
、
そ
の
精
力
的
責
歪

に
も
拘
ら
ず
、
十
分
果
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
華
北
に
お
け
る
優
菟
則
例

の
貨
施
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
解
明
す
べ
き
徐
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
第
八
章
は
明
末
江
南
五
府
で
の
均
田
均
役
法
の
展
開
を
、
制
度
史
的
に
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
末
段
階
の
均
田
均
役
法
で
は
、
漕
運
関
係
の
解
戸
や

斗
級
等
の
雑
役
は
、
形
式
的
に
は
力
役
の
ま
ま
存
績
し
て
い
た
が
、
寅
際
は
糧

長
・
里
長
の
役
に
包
撤
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
力
役
を
均
等
国
土
額
を
基
礎
と
す

る
里
甲
編
成
に
よ
っ
て
、
各
里
甲
の
捻
役
能
力
を
均
等
化
し
よ
う
と
し
た
が
、

そ
れ
に
は
郷
紳
の
優
菟
特
権
の
限
制
が
不
可
俄
で
あ
っ
た
と
い
う
。
均
田
均
役

法
の
施
行
に
は
必
然
的
に
郷
紳
の
抵
抗
を
と
も
な
っ
た
の
で
、
改
革
は
以
上
の

如
き
第
一
段
階
か
ら
、

ω貼
銀
・
貼
役
制
、

ω品
搭
制
、
同
官
圃
・
官
甲
、
川

市
戸
へ
の
渡
役
、
同
官
解
、
同
自
封
投
備
等
を
内
容
と
す
る
第
二
段
階
へ
と
移

行
し
た
が
、
全
面
的
責
現
は
清
初
の
諸
改
革
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す

る
。
均
田
均
役
法
に
関
し
て
は
周
知
の
如
く
潰
島
氏
に
よ
る
精
徹
な
寅
詮
的
研

究
が
あ
街
。
著
者
は
そ
れ
ら
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
批
剣
と
補
足
に
多
く

の
努
力
を
排
っ
て
い
る
。
た
だ
前
者
の
ト
ー
タ
ル
な
問
題
へ
の
接
近
に
射
し
、

著
者
は
制
度
や
規
定
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
重
黙
を
置
い
て
い
る
の
が
、
一
つ

の
限
界
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
「
明
末
清
初
の
税
・
役

制
度
の
改
革
が
、
郷
紳
特
権
の
制
限
・
停
止
へ
向
っ
て
い
っ
た
も
の
と
す
れ

ば
、
貨
は
清
代
に
開
花
す
る
郷
紳
支
配
・
郷
紳
的
土
地
所
有
は
、
何
を
そ
の
存

在
結
晶
の
核
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
」
(
四
五
三
頁
)
と
の
疑
貼
の
解
明

も
、
結
局
は
マ
ク
ロ
的
な
郷
紳
支
配
の
護
制
化
の
論
理
追
求
の
方
向
に
お
い
て

行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
九
章
で
は
掘
削
江
嘉
興
府
の
嘉
輿
・
秀
水
雨
豚
と

嘉
善
豚
と
の
聞
で
、
明
末
か
ら
清
末
に
至
る
ま
で
価
額
け
ら
れ
た
「
飯
田
」
、
即

ち
飛
ぴ
地
の
税
糧
段
取
を
め
ぐ
る
貧
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
爾
者
聞
の
属
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地
主
義
か
属
人
主
義
か
の
係
争
に
は
、
豚
街
レ
ベ
ル
を
こ
え
て
各
豚
郷
紳
の
階

級
的
危
機
感
が
強
く
反
映
し
て
い
た
と
い
う
。
依
田
問
題
を
郷
紳
支
配
の
成
立

過
程
上
に
位
置
づ
け
る
著
者
に
と
っ
て
、
郷
紳
の
自
己
治
殖
の
も
た
ら
す
諸
矛

盾
へ
の
封
際
、
特
に
閤
家
権
力
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
著
者
濁
自
の
見
解
の
提

示
が
欲
し
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
第
二
街
全
鐙
か
ら
受
け
る
卒
直
な
感
想
は
、

問
題
の
つ
め
方
に
や
や
徹
底
性
を
紋
く
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
少
か

ら
ぬ
問
題
の
提
起
と
な
っ
て
お
り
、
本
書
中
の
最
も
充
貧
し
た
結
晶
部
分
と
し

て
高
く
評
侵
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
篇
は
第
二
篇
の
結
論
的
論
考
に
嘗
り
、
明
末
を
一
連
の
襲
革
期
と
す
る

理
解
と
、
清
朝
の
形
成
・
地
主
制
の
再
編
成
(
反
動
〉
期
と
い
う
理
解
と
の
結

節
貼
を
、
清
朝
の
政
策
の
な
か
に
探
ろ
う
と
す
る
。
第
十
章
で
は
清
初
の
江
南

に
お
け
る
官
牧
官
免
法
、
江
南
奏
錆
案
、
均
田
均
役
法
相
守
の
施
行
を
通
じ
て
、

清
朝
政
権
の
性
格
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
政
策
は
、
箔
役
の
基
本
的

負
猪
階
層
た
る
中
小
土
地
所
有
者
に
劃
す
る
撫
民
政
策
で
あ
る
と
と
も
に
、
郷

紳
の
特
機
制
限
に
よ
る
抑
制
政
策
で
あ
っ
た
と
い
う
。
自
封
投
植
に
見
ら
れ
る

自
緋
・
朋
緋
の
匿
別
や
包
撹
の
存
在
は
、
著
者
の
一
直
う
如
く
か
か
る
郷
紳
抑
制

の
限
界
を
示
す
も
の
に
相
違
な
い
が
、
「
毅
園
」
紙
の
存
在
等
を
見
る
時
、
政

策
と
貧
態
の
矛
盾
を
地
域
に
即
し
て
更
に
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
感
じ
ら
れ

る
。
第
十
一
章
で
は
前
章
の
よ
り
具
健
的
論
設
と
し
て
、
清
初
(
康
照
年
間
〉

に
庚
く
普
及
し
た
均
田
均
役
法
を
、
江
蘇
・
所
江
・
安
徽
等
の
各
地
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
る
。
宮
山
役
鐙
系
自
慢
の
解
慢
を
め
ざ
し
た
同
法
の
寅
施
に
も
拘
ら

ず
、
里
役
の
革
除
は
容
易
に
進
ま
ず
、
地
域
差
が
不
可
避
で
あ
っ
た
と
は
い

え
、
中
倒
的
な
版
園
法
か
ら
、
更
に
順
荘
法
へ
と
進
展
し
た
と
い
う
。
著
者
は

薙
正
期
松
江
各
地
で
施
行
さ
れ
た
順
荘
法
を
、
均
回
均
役
法
の
延
長
線
上
に
位

置
づ
け
、
そ
の
共
通
性
と
連
関
性
を
唱
え
、
爾
者
を
原
理
的
に
異
質
な
も
の
と

す
る
設
を
否
定
し
て
い
る
。
里
甲
制
に
か
わ
る
郷
村
統
治
機
構
と
し
て
の
順
妊

法
の
機
能
や
編
成
に
つ
い
て
は
、
研
究
の
端
絡
が
開
か
れ
た
段
階
で
、
そ
の
意

味
で
著
者
の
研
究
は
貴
重
な
手
が
か
り
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
疑

問
が
な
く
も
な
い
。
嘉
善
豚
の
場
合
、
「
荘
は
坪
こ
そ
基
礎
に
し
て
い
る
と
は

い
え
、
各
坪
を
結
ん
で
荘
と
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
上
か
ら

の
編
成
も
考
え
ら
れ
よ
う
」
(
六
二
ハ
頁
〉
と
不
明
確
な
記
述
に
止
っ
て
い

る
。
呼
は
汗
堤
(
岸
〉
に
よ
っ
て
固
ま
れ
た
田
土
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
集
落

が
形
成
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
集
落
を
汗
と
栴
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
坪
に
よ
っ
て
荘
を
編
成
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
村
落
に
し
た
が
っ
て

荘
が
編
成
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
第
十
二
章
で
は
、
明
末

清
初
の
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
水
利
役
(
労
働
力
の
負
櫓
原
則
〉
の
再
編
成
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
嘉
靖
時
代
を
劃
期
と
す
る
「
田
頭
」
制
か
ら
、
「
昭
一
回

源
役
」
H
H

「
業
食
佃
力
」
制
へ
の
繁
化
を
主
張
す
る
漬
島
氏
の
見
解
に
射
し
、

著
者
も
同
意
す
る
が
、
「
業
食
佃
力
」
関
係
の
成
立
契
機
に
つ
い
て
は
理
解
が

異
っ
て
い
る
。
潰
島
氏
は
地
主
佃
戸
聞
に
個
別
的
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、

園
家
権
力
の
強
制
を
媒
介
と
し
て
、
は
じ
め
て
成
立
し
た
も
の
と
す
る
の
に
封

し
、
著
者
は
佃
戸
の
共
同
種
結
合
関
係
を
基
礎
に
、
地
主
佃
戸
聞
に
個
別
的
に

成
立
し
て
い
た
と
し
、
在
地
の
地
主
佃
戸
関
係
に
よ
る
水
利
工
事
が
不
可
能
な

場
合
に
の
み
、
園
家
権
力
の
介
入
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
る
。
た
だ

問
題
は
「
園
家
権
力
の
介
入
」
を
具
健
的
に
ど
う
把
握
す
る
か
で
あ
ろ
う
。
著

者
は
水
利
を
め
ぐ
る
在
地
の
地
主
(
坪
長
)
佃
戸
関
係
に
射
す
る
園
家
権
力
の

介
入
と
し
て
、
陳
瑚
の
「
築
関
事
宜
」
に
見
え
る
「
軽
則
罰
潜
稿
衆
、
重
則
菓

官
伽
責
」
(
六
五
二
頁
〉
を
穆
げ
て
い
る
が
、
介
入
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
内

在
的
・
機
能
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
、
水
利
規
定
に
お
け
る
官
の
規
制
は
外

在
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
川
。
評
者
は
「
業
食
佃
力
」
関
係
の
成
立
に
園
家
権
力
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の
媒
介
を
必
須
の
前
提
と
す
る
理
解
の
普
遍
性
に
は
同
意
し
が
た
い
と
同
時

に
、
著
者
の
園
家
権
力
の
役
割
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
今
一
歩
明
確
さ
を

紋
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
十
三
章
で
は
本
書
の
意
園
が
小
山
氏
の
所

設
に
射
す
る
批
剣
に
あ
っ
た
と
し
て
論
結
を
整
理
し
て
い
る
。
宋
代
よ
り
明
代

前
半
期
を
戸
等
制
支
配
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
は
同
意
し
な
が
ら
も
、
里
甲
制

下
の
小
農
経
営
の
未
成
熟
読
に
封
し
て
は
、
宋
元
以
来
の
そ
の
自
立
的
成
長
を

認
め
、
そ
れ
が
里
甲
制
の
基
盤
を
な
し
て
い
た
と
す
る
。
更
に
商
品
経
済
の
進

展
と
、
賦
・
役
牧
奪
に
よ
る
在
地
地
主
層
の
複
洛
H

里
甲
制
の
樹
簸
に
か
わ
っ

て
登
場
し
た
の
が
郷
紳
支
配
健
制
で
あ
る
と
し
、
そ
の
基
本
を
地
主
佃
戸
関
係

に
置
き
な
が
ら
、
傘
下
の
構
成
分
子
と
し
て
、
膏
吏
、
街
役
、
奴
僕
、
海
民
、
無

綱
、
混
徒
等
を
岡
市
げ
て
い
る
。
そ
う
し
た
指
摘
は
、
徴
税
機
構
と
し
て
の
包
撹

に
関
す
る
諸
研
売
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
個
々
の

諸
分
子
の
歴
史
的
役
割
や
社
曾
構
造
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
な
く
、
著
者
の
理
解
を
も
含
め
て
な
お
今
後
の
研
究
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
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各
章
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
、
若
干
の
疑
黙
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

全
慢
と
し
て
見
た
場
合
、
賦
役
制
研
究
の
み
な
ら
ず
戦
後
の
明
清
社
禽
経
済
史

研
究
の
甥
一富
な
蓄
積
と
、
研
究
史
の
停
統
を
正
し
く
縫
承
し
、
そ
の
上
に
立
っ

て
、
賦
役
制
度
史
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
制
度
史
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
商

品
生
産
、
水
利
慣
行
、
農
村
構
造
、
地
主
制
、
郷
紳
論
等
の
康
汎
な
伺
別
研
究

を
活
用
し
、
「
中
園
封
建
圏
家
」
の
解
笹
期
と
し
て
の
明
末
清
初
を
、
構
造

的
・
多
角
的
視
野
か
ら
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
戟

後
明
清
史
研
究
の
総
集
成
で
あ
り
、
一
つ
の
到
達
黙
を
示
す
劃
期
的
労
作
で
あ

る
こ
と
は
衆
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
同
鼠
午
後
進
に
到
し
て
多
く
の
示

唆
や
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
ム
寸
後
の
明
済
社
曾
経
済
史

研
究
に
と
っ
て
座
右
の
書
と
な
る
べ
き
成
果
で
あ
ろ
う
。
巻
末
に
附
さ
れ
た
史

料
・
件
名
・
人
名
・
地
名
等
の
各
種
索
引
も
本
書
の
利
用
に
と
っ
て
多
大
の
便

宜
を
供
興
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
有
盆
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
、
三
気
に
な
る
黙
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
以
下
に
述
べ
る

こ
と
に
し
よ
う
。
先
ず
第
一
に
本
書
は
部
分
的
に
は
華
北
や
華
南
に
つ
い
て
も

言
及
し
て
い
る
と
は
い
え
、
全
世
と
し
て
は
江
南
を
中
心
と
す
る
一
種
の
地
域

(
史
)
研
究
と
い
う
べ
き
成
果
で
あ
ろ
う
。

園
家
権
力
と
地
域
と
の
と
ら
え
方
に
は
多
様
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
各
地
域

に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
賓
態
に
根
ざ
し
た
固
有
の
歴
史
的
保
件
が
あ
り
、
そ
れ

が
地
域
自
慢
の
褒
展
を
促
が
し
、
下
か
ら
園
家
権
力
の
動
向
H
H
政
策
的
封
磨
を

規
定
す
る
側
面
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
勲
本
書
に
お
け
る
園
家
権
力
の

取
扱
い
方
は
、
支
配
の
た
め
の
輿
件
と
し
て
上
か
ら
把
え
ら
れ
て
い
て
、
下
か

ら
の
、
つ
ま
り
地
域
の
持
つ
規
定
性
に
封
す
る
認
識
と
視
角
が
軽
視
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
親
角
は
後
に
も
述
べ
る
が
、
著
者
自
身

の
貧
詮
的
作
業
が
西
嶋
理
論
に
依
接
し
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま

い
。
と
も
あ
れ
、
地
域
渡
展
に
は
不
均
等
性
が
不
可
避
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に

態
じ
て
地
域
と
園
家
権
力
と
の
関
連
に
も
興
化
が
あ
り
、
そ
れ
が
政
策
上
に
い

か
に
反
映
し
て
い
る
か
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
江
南
が
先
準
経
済
地

域
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
本
書
の
地
域
研
究
に
と
っ
て
、
右
の
如

き
意
味
で
の
江
南
の
函
家
支
配
に
お
け
る
基
本
的
意
義
、
な
ら
び
に
他
地
域
と

の
関
連
等
の
考
察
は
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
筈
で
あ
ろ
う
。
ま
た
著
者
の
い

う
明
末
清
初
に
お
け
る
農
村
の
再
生
産
機
構
を
維
持
す
る
た
め
に
、
不
可
俄
で

あ
っ
た
と
す
る
園
家
権
力
の
「
媒
介
」
機
能
と
は
、
秦
漢
か
ら
清
末
に
至
る
専

制
圏
家
の
存
績
過
程
に
お
い
て
、
い
か
な
る
時
系
列
的
位
置
と
特
質
を
も
つ
も
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の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
も
明
ら
か
で
な
い
。

第
二
に
著
者
は
西
嶋
氏
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
時
代
医
分
の
際
に
、
そ
れ
を

決
定
す
る
候
件
と
な
る
具
鐙
的
特
徴
を
、
中
園
史
の
中
に
探
索
す
る
と
い
う
方

法
を
と
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
特
殊
的
史
貨
の
性
格
を
合
法
則
的
に

把
混
し
よ
う
と
す
」
べ
き
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
封
建
的
生
産
関
係
の
指
標
と

し
て
皐
に
地
主
佃
戸
関
係
を
と
ら
え
る
に
止
り
、
そ
の
中
園
的
特
質
に
つ
い
て

は
何
ら
歴
史
的
規
定
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
は
農
奴
制
論
、
地
代
論
、
封

建
園
家
論
等
を
通
じ
て
の
理
論
的
検
討
を
、

某
礎
的
前
提
作
業
と
し
て
行
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
特
に
解
僅
剣
と
す
る
明
末
清
初
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
・
田
中
南

氏
ら
の
商
品
生
産
に
関
す
る
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
最
近

再
燃
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
萌
芽
論
争
等
を
通
じ
て
、
直
接
生
産
者
に
焦
叫
舶
を

億
い
た
著
者
濁
自
の
封
建
的
生
産
関
係
に
劃
す
る
中
園
的
特
質
分
析
を
望
み
た

か
っ
た
。
園
家
権
力
を
規
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
下
部
構
造
と
し
て
の
生
産
関

係
の
歴
史
的
把
鑓
が
行
わ
れ
な
い
限
り
、
著
者
の
意
図
す
る
爾
者
の
内
在
的
関

連
の
解
明
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
以
上
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
著
者
の
「
封
建
園
家
」
の
研
究
に
お
け

る
問
題
設
定
の
理
論
的
枠
組
み
は
、
全
面
的
に
西
嶋
・
田
中
南
氏
の
問
題
提
示

に
負
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
著
者
の
精
力
的
な

貧
詮
が
そ
の
ワ
グ
組
み
の
中
で
の
肉
づ
け
に
彩
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
菟
れ

な
い
。
こ
れ
だ
け
の
野
宮
な
史
料
の
蓄
積
と
寅
震
の
展
開
を
も
っ
て
す
れ
ば
、

究
極
的
な
目
標
と
し
て
の
中
園
封
建
圏
家
(
構
造
)
論
、
乃
至
は
明
清
図
家
論

へ
の
積
極
的
な
仮
設
の
提
示
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
寅
誼
研
究

と
し
て
の
努
力
と
債
値
を
十
分
評
債
し
な
が
ら
も
、
い
さ
さ
か
惜
し
ま
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
以
下
は
恩
な
る
構
成
や
叙
述
上
の
技
術
的
な
問
題
に
過
ぎ
な
い
が
、
草
官

者
は
行
関
し
ば
し
ば
肝
心
な
問
題
黙
の
剣
断
に
お
い
て
、
慎
重
に
断
定
を
避

け
、
そ
の
見
解
が
何
れ
か
が
理
解
し
か
ね
る
場
合
が
あ
る
。
性
急
な
結
論
を
避

け
よ
う
と
す
る
良
心
的
態
度
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
物
足
ら
な
い
思
い
は

売
れ
な
い
。
今
一
つ
は
木
蓄
の
題
名
に
つ
い
て
、
あ
え
て
「
中
園
封
建
園
家
の

支
配
構
造
」
と
し
た
こ
と
に
謝
す
る
務
明
を
「
ま
え
が
き
」
で
行
っ
て
い
る
。

そ
の
民
意
は
理
解
で
き
る
が
、
な
お
か
つ
議
了
し
て
の
卒
直
な
感
想
か
ら
い
え

ば
、
む
し
ろ
「
明
清
賦
役
制
度
史
の
研
究
」
と
い
う
副
題
こ
そ
主
題
と
し
て
よ

り
適
切
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
地
域
研
究
と
し
て
の
寅
鐙
に
も
拘
ら

ず
、
包
括
的
な
主
題
を
意
識
し
す
ぎ
た
結
果
、
問
題
や
劉
象
が
そ
の
た
め
に
搬

散
し
、
追
求
に
キ
メ
の
粗
さ
を
も
た
ら
し
た
貼
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

以
上
評
者
の
能
力
の
不
足
か
ら
、
本
書
の
膜
富
な
内
容
と
成
果
を
十
分
に
汲

み
と
れ
ず
、
誤
解
や
誤
認
の
多
い
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
抽
象
的
か
つ
蕪
雑
な

紹
介
と
批
評
に
止
り
、
適
切
な
-
評
債
を
行
い
得
な
か
っ
た
こ
と
の
非
種
を
、
著

者
並
び
に
讃
者
に
お
わ
び
す
る
次
第
で
あ
h
。
今
後
に
お
け
る
我
々
の
著
者
の

駿
尾
に
附
し
て
の
努
力
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
著
者
へ
も
こ
の
「
試
行
錯
誤
中

の
作
品
」
の
よ
り
充
賀
へ
向
け
て
の
研
掛
酬
を
期
待
し
て
捌
筆
す
る
。

註ω
摘出
乱削
教
俊
若
『
明
代
江
南
農
村
社
舎
の
研
究
』
(
東
大
出
版
舎
、
一
九

八
二
)
。

ω
西
村
元
照
「
張
居
正
の
土
地
丈
量
」
上
下
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
十

谷
第
一
、
二
放
〉
。

ω
註

ωに
同
じ
。

ω
拙
稿
「
清
代
の
議
園
制
と
そ
の
背
景
」
〈
『社
曾
経
済
史
皐
』
第
四
二
巻

第
二
銃
)
。

削
伊
原
弘
介
「
清
朝
園
家
の
郷
村
統
治
機
構
」
(
『
中
闘
に
お
け
る
権
力
構
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造
の
史
的
研
究
』
、

例

註

ωに
同
じ
。

の
拙
著
『
清
代
水
利
史
研
究
』

(
E紀
書
房
、
一
九
七
四
)
。

伺
西
村
元
照
「
清
初
の
包
撹
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
五
巻
第
三
競
)
。

制
本
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
史
皐
雑
誌
』
第
九
一
編
第
四
競
に
、
浅

井
紀
氏
の
「
書
評
」
が
公
表
さ
れ
て
い
る
の
で
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

一
九
八

O
年
二
月
東
京
東
京
大
皐
出
版
禽

A
五
版
七
八
五
頁

一
九
八
一
)
。

中
世
史
講
座

1 

中
世
世
界
の
成
立

榎

本

あ
ゆ
ち

143 

『
中
世
史
講
座
』
の
第
一
巻
で
あ
る
本
書
で
は
、
世
界
諸
地
域
に
お
け
る
中

世
世
界
成
立
が
、
従
来
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
、
現
在
ど
の
よ
う
な
問
題
が
研
究

者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
論
黙
が
綿
括
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第

一
章
序
説
諸
地
域
に
お
け
る
「
中
世
」
で
は
、
世
界
諸
地
域
に
お
い
て

中
世
と
い
う
時
代
区
分
が
い
か
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
か
、
そ
の
研
究
史
の
紹

介
と
、
本
講
座
で
封
象
と
さ
れ
る
時
代
範
園
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中

世
と
い
う
概
念
が
、
「
武
家
の
世
」
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
皐
の
い
う

「
封
建
祉
舎
」
の
同
義
語
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
て
い
る
日
本
史
研
究
の
現

扶
、
自
園
の
歴
史
を
と
ら
え
る
時
、
中
世
と
い
う
概
念
を
用
い
な
い
現
代
中
園

の
史
皐
界
の
あ
り
様
、
さ
ら
に
ム
ス
リ
ム
支
配
の
成
立
を
中
世
の
は
じ
ま
り
と

す
る
一
慮
の
定
設
が
あ
る
一
方
、
い
わ
ゆ
る
封
建
的
な
権
力
構
造
・
祉
曾
経
済

の
あ
り
方
を
も
と
と
し
て
中
世
祉
舎
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
西
ア
ジ
ア
・

イ
ン
ド
史
研
究
の
現
朕
な
ど
、
こ
の
短
い
第
一
章
を
讃
む
だ
け
で
も
中
世
概
念

の
多
様
化
・
流
動
化
が
痛
感
さ
れ
る
。
第
二
章
日
本
に
お
け
る
中
世
観
の
展

開
で
は
、
日
本
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
中
世
概
念
が
い
か
に
形
成
さ

れ
、
中
世
世
界
が
ど
の
よ
う
な
親
角
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
、
主
に
方
法

論
的
な
繍
貼
か
ら
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
一
一
章
中
世
世
界
の
成
立
で

は
、
諸
地
域
に
お
け
る
中
世
世
界
形
成
の
あ
り
援
が
具
僅
的
に
述
べ
ら
れ
る
。

第
四
章
に
は
、
執
筆
者
に
よ
る
興
味
深
い
座
談
禽
の
記
録
が
牧
め
ら
れ
て
い

る
。
評
者
は
中
園
六
朝
史
を
専
攻
す
る
一
皐
徒
で
あ
り
、
も
と
よ
り
世
界
諸
地

域
に
わ
た
る
包
括
的
な
議
論
を
展
開
す
る
力
量
は
な
い
が
、
こ
の
機
舎
に
日
頃

い
だ
い
て
き
た
関
心
を
も
と
に
、
卒
直
な
所
感
を
述
べ
て
み
た
い
。
先
ず
諸
地

域
の
中
世
が
、
今
、
ど
の
よ
う
な
観
角
か
ら
と
ら
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
を
、
第
二
・
一
二
章
を
中
心
と
し
て
検
討
し
た
い
。
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第
二
章
第
一
節
「
日
本
中
世
観
の
展
開
」
に
お
い
て
永
原
慶
二
氏
は
、
先
ず

わ
が
園
の
中
世
が
原
勝
郎
氏
以
来
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
、

戟
後
の
中
世
観
と
し
て
二
つ
の
見
方
が
あ
る
と
述
べ
る
。
一
つ
は
石
母
田
正
氏

『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
に
よ
っ
て
基
本
的
な
覗
角
を
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
領
主
制
!
農
奴
制
を
機
軸
と
し
て
中
世
祉
舎
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
永
原
氏
は
領
主
制
理
論
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
射
し
氏
が
非
領
主

制
読
と
呼
ぶ
他
の
と
ら
え
方
で
は
、
天
皇
・
貴
族
と
民
衆
と
の
関
係
が
機
軸
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
の
並
立
が
績
く
な
か
、
安
良
城
盛
昭
氏
の
、
太

閤
検
地
ま
で
の
基
本
的
生
産
様
式
を
家
父
長
的
奴
隷
制
と
規
定
し
た
見
解
が
提

出
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
封
建
制
成
立
論
争
が
お
き
た
。
こ
の
論
宇
を
通
し

て
家
父
長
的
奴
隷
制
か
封
建
的
小
経
管
か
と
い
っ
た
こ
者
揮
一
的
な
形
で
、
こ


