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発
行

は
じ
め
に

　

本
書
は
、『
明
清
福
建
家
族
組
織
与
社
会
変
遷
』（
湖
南
教
育
出
版
社
、

一
九
九
二
年
）
の
新
訂
版
で
あ
る
。
そ
の
祖
型
は
著
者
が
一
九
八
九
年

に
厦
門
大
学
歴
史
系
に
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
に
遡
る
。
そ
の
上
梓

か
ら
三
〇
年
を
迎
え
た
今
で
も
中
国
前
近
代
の
社
会
を
理
解
す
る
上
で

重
要
な
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
新
世
代
の
研
究
者
が
発
展
さ
せ
る
こ

と
に
期
し
て
再
刊
さ
れ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
本
書
の
構
成
は
旧
版

と
同
じ
で
あ
り
改
稿
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
三
篇
が
追
加
さ
れ
て
い

る
。
著
者
は
厦
門
大
学
歴
史
系
の
教
授
を
つ
と
め
、
現
在
は
厦
門
大
学

民
間
歴
史
文
献
研
究
セ
ン
タ
ー
長
と
し
て
福
建
省
中
南
部
を
中
心
と
す

る
実
地
調
査
・
資
料
整
理
の
指
導
に
あ
た
っ
て
お
り
、『
福
建
宗
教
碑

銘
彙
編
』
三
部
（
興
化
府
・
泉
州
府
・
漳
州
府
）
に
お
け
る
碑
文
翻
刻

に
加
え
、
省
内
山
間
部
に
お
け
る
「
永
泰
文
書
」
の
発
見
な
ど
、
明
清

史
研
究
に
大
き
く
資
す
る
史
料
群
を
提
供
し
て
い
る
。
著
者
は
、
そ
れ

以
前
か
ら
膨
大
な
郷
土
資
料
を
目
睹
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本

書
に
冗
漫
な
内
容
や
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
史
料
の
精
緻
な
分
析
に

基
づ
く
明
解
な
論
理
、
そ
し
て
共
時
的
に
存
在
す
る
多
様
な
「
家
族
組

織
」
の
あ
り
方
と
動
態
を
歴
史
的
観
点
か
ら
普
遍
的
に
捉
え
る
た
め
の

モ
デ
ル
が
追
究
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
本
書
は
中
国
語
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
語
と
の
差
異

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
家
族
組
織
」
と
は
、「
家
族
を
中
心

と
し
た
人
間
関
係
」
と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

前
者
の
「
家
族
」
は
人
々
が
各
家
庭
（
家チ
ア

・
房フ

ァ
ン）
を
通
じ
て
結
び
つ
く

複
合
的
な
社
会
的
集
団
で
あ
っ
て
、
後
者
の
「
家
族
」
は
夫
婦
と
子
供

批
評
と
紹
介鄭

振
満
著
『
明
清
福
建
家
族
組
織
与
社
会
変
遷
（
増
訂
版
）』

前　

村　

佳　

幸
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か
ら
な
る
核
家
族
を
主
体
と
し
て
近
親
者
が
同
居
す
る
世
帯
（
イ
エ
）

で
あ
る
。
著
者
は
「
家
族
組
織
」
を
人
類
学
・
歴
史
学
で
通
用
す
る
宗

族
（lineage
）
を
広
く
包
摂
す
る
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
そ

れ
は
新
訂
版
で
も
変
わ
ら
な
い
（
三
三
五
頁
）。
そ
の
意
図
と
成
果
そ
し

て
課
題
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
評
者
の
課
題
で
あ
る
。

　

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。
な
お
、
楊
国
楨
教
授
に
よ
る
初
版
本

序
文
と
英
語
版
の
訳
者M

ichael Szonyi

氏
の
序
文
・
解
説
が
冒
頭
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

第
一
章　

前
言

　
　

第
二
章　

家
庭
結
構
及
其
周
期
性
変
化

　
　

第
三
章　

宗
族
組
織
的
基
本
類
型

　
　

第
四
章　

宗
族
組
織
的
発
展
進
程

　
　

第
五
章　

家
族
組
織
与
伝
統
社
会
的
変
遷

　
　

第
六
章　

結
語

　
　

補
論
一　

莆
田
平
原
的
宗
族
与
宗
教
―
歴
代
碑
銘
解
析

　
　

補
論
二　

文
化
・
歴
史
与
国
家
―
歴
史
学
与
人
類
学
的
対
話

　
　

補
論
三　

従
民
俗
研
究
歴
史
―
我
対
歴
史
人
類
学
的
理
解

　
　

作
者
論
著
目
録

一
、
家
族
組
織
の
多
様
性
柔
軟
性

　

第
一
章
は
、
序
論
に
あ
た
る
。
中
国
に
お
け
る
社
会
経
済
史
の
系
譜

と
そ
こ
を
起
点
と
し
た
宗
族
研
究
、
戦
前
戦
後
の
日
本
側
の
農
村
社
会

と
家
族
の
研
究
を
批
判
的
か
つ
発
展
的
に
継
承
し
つ
つ
、
停
滞
論
や
階

級
論
に
よ
る
中
国
社
会
史
認
識
を
超
克
す
る
た
め
に
、
人
類
学
の
視
座

を
加
え
た
新
た
な
分
析
の
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
。
著
者
は
、
家
庭

（fam
ily

）
と
宗
族
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
「
家
族
組
織
」
を
捉
え
る
。

家
庭
と
宗
族
の
諸
類
型
と
し
て
、
前
者
に
は
世
帯
規
模
に
よ
り
「
大
家

庭
」
と
「
小
家
庭
」
そ
し
て
「
不
完
整
家
庭
」
が
あ
り
、
後
者
は
「
継

承
式
宗
族
」「
依
附
式
宗
族
」「
合
同
式
宗
族
」
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
こ

か
ら
は
、「
家
庭
」
は
日
本
語
に
即
し
て
〝
家
族
〟
と
表
記
す
る
。
た
だ

し
、「
家
族
組
織
」
は
著
者
の
核
心
的
概
念
な
の
で
改
変
し
な
い
。

　

も
と
よ
り
家
族
は
可
変
的
で
あ
り
、
世
代
交
替
と
成
員
の
増
減
が
生

じ
る
。
四
世
同
堂
の
大
家
族
も
家
産
分
与
（
分
家
）
に
よ
り
小
家
族
と

な
る
し
、
鰥
夫
や
夫
を
失
っ
た
母
子
も
不
完
全
家
族
（
不
完
整
家
庭
）

に
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
各
家
族
が
状
況
に
応
じ
、
性
格
の
異
な
る
宗

族
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
祖
先
祭
祀
の
た
め
に
結
び
つ
い
た
の
が

「
継
承
式
宗
族
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
代
が
下
る
に
つ
れ
て
疎
遠
と
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な
っ
て
い
く
こ
と
は
避
け
が
た
い
。
他
方
に
お
い
て
、
郷
紳
や
富
裕
者

が
指
導
力
を
発
揮
し
て
族
人
を
糾
合
し
、
宗
族
を
組
織
し
活
性
化
さ
せ

る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
家
族
が
応
分
に
資
力
を
供
出
し
て
族
産

を
形
成
す
る
事
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、「
継
承
式
宗
族
」
を
基
層
と

し
て
、「
依
附
式
宗
族
」
と
「
合
同
式
宗
族
」
が
発
達
し
、
両
者
が
相
互

に
遷
移
し
、
さ
ら
に
分
解
し
て
「
継
承
式
宗
族
」
に
戻
る
と
い
う
サ
イ

ク
ル
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。
家
族
の
変
化
と
し
て
は
、「
始
祖
」
が
結
婚

し
て
小
家
族
が
で
き
、
そ
の
男
子
が
生
育
し
世
帯
を
も
っ
て
同
居
す
る

と
大
家
族
と
な
る
が
、
や
が
て
分
家
し
て
い
く
。
こ
れ
と
並
行
し
て
各

家
族
は
宗
族
を
形
成
し
、
三
類
型
の
宗
族
に
分
化
・
変
容
し
て
い
く
と

い
う
モ
デ
ル
を
示
す
。
さ
ら
に
始
祖
か
ら
家
族
・
宗
族
へ
と
展
開
す
る

縦
軸
と
分
家
に
よ
っ
て
「
支
祖
」
が
析
出
さ
れ
て
新
た
な
家
族
・
宗
族

が
生
じ
る
横
軸
の
動
態
を
図
示
す
る
。
こ
う
し
て
、
著
者
は
家
族
と
宗

族
の
紐
帯
に
求
心
力
と
遠
心
力
が
は
た
ら
き
変
化
し
て
い
く
動
態
と
各

類
型
が
共
時
性
を
も
っ
て
展
開
し
て
い
る
社
会
実
態
を
捉
え
る
論
理
的

枠
組
み
を
明
示
し
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
、
家
族
（
家
庭
）
を
め
ぐ
る
動
態
を
述
べ
る
。
家
族
の

規
模
が
拡
大
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
な
い
が
、
父
母
の
在
世
中
に
兄
弟
が

妻
帯
し
て
同
居
し
て
い
れ
ば
、
直
系
家
族
・
複
合
家
族
・
合
同
家
族
の

大
家
族
と
な
る
。
福
建
で
は
、
父
母
か
ら
家
産
の
生
前
分
与
を
受
け
て

自
立
す
る
〝
分
家
〟
の
慣
行
が
明
初
よ
り
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
分
与
を

め
ぐ
る
覚
書
（
鬮
書
・
分
関
）
が
作
成
さ
れ
た
。
家
産
の
多
い
世
帯
ほ

ど
多
大
な
負
担
を
強
い
ら
れ
る
里
甲
制
は
別
籍
異
産
の
禁
令
に
も
か
か

わ
ら
ず
分
家
の
盛
行
を
も
た
ら
し
た
。
明
代
中
期
以
降
、
こ
の
国
家
的

制
度
は
弛
緩
し
、
大
家
族
の
形
成
が
促
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
実
子
が
い

な
い
か
少
な
い
者
で
も
、
幼
時
か
ら
育
て
た
義
男
・
義
子
は
家
産
を
増

や
す
働
き
手
と
な
り
、
と
り
わ
け
男
手
が
貴
重
な
状
況
下
で
は
実
子
と

同
じ
地
位
を
得
て
大
家
族
の
成
員
と
な
る
。
し
か
も
分
家
し
た
後
も
関

係
が
続
く
と
、
宗
族
と
し
て
も
そ
の
存
在
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
お
お
む
ね
分
家
す
る
の
は
男
子
全
員
が
結
婚
し
た
時
で
あ
る
。

た
だ
し
、
裕
福
で
も
大
家
族
を
統
括
す
る
労
苦
か
ら
逃
れ
る
た
め
早
々

に
分
家
さ
せ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
労
働
力
集
約
の
た
め
に
大
家
族
が
有

利
な
地
域
も
あ
る
。
小
家
族
は
経
済
的
耐
性
が
低
く
不
完
全
家
族
に
落

ち
込
み
や
す
い
。
大
家
族
だ
と
分
家
し
た
際
に
は
不
完
全
家
族
で
も
支

援
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
脱
却
し
得
る
。
清
代
の
傾
向
と
し
て
、
同
居
共

財
の
大
家
族
は
第
四
世
代
以
降
に
な
る
と
利
害
関
係
の
調
整
が
困
難
と

な
り
分
解
す
る
。
そ
の
替
わ
り
に
宗
族
が
分
家
後
の
家
族
を
結
び
つ
け

る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

　

新
開
地
の
台
湾
で
は
、
単
身
移
住
者
が
多
く
性
比
は
男
性
が
高
く
、

絶
嗣
の
案
件
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
世
帯
を
構
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
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が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
幼
い
義
子
を
養
う
余
裕
も
な
け
れ
ば

昭
穆
相
当
の
嗣
子
も
見
つ
か
ら
な
い
。
托
孤
字
な
ど
の
契
約
文
書
は
、

財
産
の
処
分
が
晩
年
や
死
後
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
世

代
全
て
が
世
帯
を
持
つ
前
に
分
家
す
る
の
も
不
安
定
な
傾
向
で
あ
る
。

さ
ら
に
分
居
し
つ
つ
家
産
を
共
有
す
る
寄
り
合
い
世
帯
（
多
元
家
庭
）

が
展
開
し
た
。
義
子
か
ら
嗣
子
と
な
っ
た
者
が
本
生
の
家
族
と
の
関
係

を
持
続
さ
せ
祭
祀
と
家
産
を
共
有
し
役
務
と
支
出
を
分
担
す
る
の
で
あ

る
が
、
双
方
の
家
族
存
立
の
た
め
に
、
本
生
と
異
姓
の
家
系
を
同
時
に

継
ぎ
、
そ
の
子
の
代
か
ら
双
方
に
分
か
れ
て
継
承
す
る
〝
兼
祧
〟
は
十

分
選
択
肢
と
な
り
得
た
。
こ
う
し
た
慣
習
は
宗
族
の
あ
り
方
に
も
影
響

を
及
ぼ
す
。

　

こ
う
し
て
第
三
章
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
宗
族
類
型
の
諸
相
が
一
〇

〇
点
以
上
の
族
譜
を
通
じ
て
示
さ
れ
、
契
約
文
書
や
石
碑
か
ら
も
宗
族

の
形
態
と
性
格
が
分
析
さ
れ
る
。
祖
父
が
泉
州
府
南
安
県
か
ら
省
西
端

の
邵
武
府
泰
寧
県
に
移
住
し
た
欧
陽
氏
の
場
合
、
家
長
七
八
歳
の
時

（
一
八
〇
九
年
）
に
三
つ
の
房
に
分
家
し
、
大
家
族
は
三
世
代
で
一
度
分

解
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、
用
途
に
応
じ
て
設
け
た
族
産
を
共

同
で
利
用
し
一
族
の
繁
栄
親
睦
に
努
め
る
よ
う
、
老
人
は
子
と
孫
た
ち

に
訓
示
し
て
い
る
。
祖
先
と
子
孫
と
の
血
縁
関
係
が
自
明
で
あ
れ
ば
、

子
孫
の
間
で
は
嫡
流
と
支
派
の
区
分
が
重
視
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
族
産

の
利
用
や
祭
祀
へ
の
関
与
が
異
な
る
。〝
乱
宗
〟を
恐
れ
族
人
の
名
簿
作

成
の
際
に
義
子
は
省
き
、
族
人
か
ら
昭
穆
相
当
の
継
嗣
を
立
て
、
血
統

を
保
全
す
る
〝
清
系
〟
に
努
め
る
の
も
「
継
承
式
宗
族
」
の
特
徴
で
あ

る
。
そ
し
て
世
代
が
下
る
に
つ
れ
家
系
が
分
岐
す
る
。
民
国
期
の
史
料

を
見
る
と
、
玄
孫
三
つ
の
家
族
は
高
祖
父
の
家
産
の
三
六
分
の
一
を
継

承
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
真
正
な
系
譜
関
係
だ
け
で
宗
族
を

結
束
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
住
居
も
離
れ
ば
な
れ
と
な
り
遠
支
・

近
支
に
分
か
れ
る
と
互
酬
性
互
恵
性
は
失
わ
れ
、
清
末
や
嘉
靖
年
間
の

事
例
が
示
す
よ
う
に
宗
族
は
解
体
な
い
し
分
離
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
に
お
い
て
、
分
家
後
も
養
老
地
を
留
保
し
兄
弟
の
家
族
で
輪
番

で
耕
作
・
経
営
さ
せ
、
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
よ
う
家
訓
を
定
め
る
例
が

あ
る
（
六
〇
～
六
二
頁
「
章
程
」）。
均
等
公
平
な
負
担
の
原
則
に
よ
る

祭
祀
の
担
当
や
祭
田
の
耕
作
に
加
え
て
、「
継
承
式
宗
族
」
で
は
先
祖

の
故
居
（
祖
厝
）・
墓
地
・
祠
堂
と
い
っ
た
〝
宗
祧
〟
の
維
持
に
努
め

た
。
水
利
施
設
や
搾
油
場
な
ど
が
族
産
に
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
、
閩

西
県
張
氏
の
よ
う
に
定
期
市
を
開
設
し
茶
館
や
戯
台
を
保
有
す
る
宗
族

も
あ
っ
た
。
ま
た
、
墓
地
の
保
持
を
目
的
と
し
て
「
祖
墓
山
約
」
が
作

ら
れ
、
由
緒
を
示
す
石
碑
や
小
庵
の
建
立
が
奨
励
さ
れ
た
。
な
お
、
戸

役
を
共
同
で
負
担
す
る
た
め
戸
籍
（
黄
冊
）
を
介
し
て
宗
族
が
成
立
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
族
人
の
相
互
利
益
の
た
め
多
岐
に
渡
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る
活
動
が
展
開
し
た
が
、
富
裕
層
だ
け
が
家
族
組
織
を
形
成
で
き
た
と

い
う
の
は
、
結
果
と
原
因
と
を
履
き
違
え
た
理
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、

勧
学
や
救
貧
な
ど
、
よ
り
広
範
な
機
能
を
果
た
す
た
め
に
宗
族
の
形
態

は
変
化
し
て
い
く
。

　
「
依
附
式
宗
族
」
で
は
、
郷
紳
や
富
豪
層
な
ど
の
特
定
人
物
の
強
い

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
こ
れ
に
従
属
的
な
族
人
と
の
上
下
関
係
が
顕
著
で

あ
る
。
特
定
の
有
力
者
が
董
事
な
ど
管
理
者
と
し
て
業
務
を
差
配
し
、

祭
祀
や
族
産
経
営
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
て
も
、
族
人
に
と
っ
て
適
切
な

範
囲
で
あ
れ
ば
、
宗
族
と
し
て
の
求
心
力
が
生
じ
る
。
浦
城
県
王
氏
の

場
合
、
祠
堂
の
下
に
複
数
の
継
承
式
宗
族
が
統
合
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

背
景
と
し
て
、
族
人
間
に
貧
富
の
差
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
按
房
輪
直
の
方
法
で
は
、
家
計
困
難
な
時
に
当
番
が
回
っ
て
く
る

場
合
も
あ
り
、
公
正
な
人
物
が
族
人
の
状
況
を
把
握
し
て
差
配
す
る
こ

と
が
知
県
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、率
先
し
て
族
産
取

得
の
た
め
に
多
額
の
資
金
を
出
し
た
者
が
宗
族
の
中
心
人
物
と
な
り
、

族
人
の
呼
称
や
序
列
に
も
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
晋
江
県
施
氏
の

族
約
で
は
、
尊
卑
長
幼
の
序
が
尊
ば
れ
つ
つ
、〝
貴
者
〟
と
し
て
官
僚

身
分
に
連
な
る
エ
リ
ー
ト
が
特
権
的
な
地
位
に
あ
っ
た
。
継
承
式
宗
族

の
家
訓
で
は
、
挙
業
で
成
功
す
る
と
褒
賞
を
得
た
り
、
負
担
が
免
除
さ

れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
族
人
に
郷
紳
が
い
れ
ば
、
訴
訟
な

ど
を
有
利
に
運
ぶ
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
も
と
よ
り
祭
祀
の
進
行
か
ら

修
譜
そ
し
て
諸
規
則
の
策
定
は
読
書
人
層
の
独
壇
場
で
あ
り
、
そ
れ
以

外
の
族
人
が
関
与
す
る
余
地
は
な
い
。
勧
学
の
名
の
下
に
一
部
の
家
族

の
た
め
に
族
産
が
利
用
さ
れ
る
。
族
人
が
増
え
る
に
つ
れ
、
祠
堂
で
の

神
主
安
置
や
胙
ひ
も
ろ
ぎの
分
配
も
制
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
救
済
に
つ
い
て

は
、
極
貧
の
者
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
た
（
こ
れ
は
換
言
す
る
と
、
族

人
の
小
農
経
営
再
建
は
想
定
外
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
）。

　

明
代
後
半
以
降
の
国
家
権
力
弛
緩
と
階
級
分
化
と
矛
盾
の
激
化
は
、

乾
隆
年
間
の
仙
游
県
薛
氏
の
よ
う
に
、
外
部
か
ら
の
〝
体
面
〟
侵
害
に

対
し
て
結
束
す
る
方
向
性
を
宗
族
に
与
え
た
。
械
闘
は
地
域
社
会
の
主

導
権
と
関
連
し
て
い
る
。
内
部
で
も
宗
族
を
牛
耳
ろ
う
と
し
、
か
え
っ

て
義
子
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
さ
れ
る
騒
動
が
生
じ
た
。
こ
の
内

紛
も
地
縁
的
関
係
が
絡
ん
で
い
る
の
で
分
離
に
は
至
ら
ず
、
む
し
ろ
分

居
す
る
族
人
へ
の
統
制
が
効
か
な
く
な
る
。
聚
居
が
富
強
を
も
た
ら
す

と
は
限
ら
ず
、
有
力
な
指
導
者
や
読
書
人
が
常
に
現
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
う
し
て
、
別
の
特
徴
を
も
っ
た
宗
族
が
形
成
さ
れ
る
。

　
「
合
同
式
宗
族
」
で
は
、
互
恵
的
な
関
係
性
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
族

産
形
成
や
運
用
の
寄
与
に
応
じ
て
、
族
人
の
権
利
義
務
が
決
ま
る
。
さ

ら
に
、系
譜
関
係
が
不
明
瞭
で
も
擬
制
的
に
扱
い
、そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

プ
は
か
な
り
開
放
的
で
あ
る
。
族
人
が
散
在
し
て
も
成
立
す
る
の
は
、契
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約
（
合
同
）
に
よ
り
相
互
利
益
を
確
保
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
乾
隆

四
四
年
（
一
七
七
九
）、
江
西
に
隣
接
す
る
南
部
山
間
部
長
丁
県
の
鄒
氏

は
共
同
出
資
し
て
定
期
市
を
開
設
し
た
。
そ
の
契
約
文
書
を
分
析
す
る

と
、
葉
勝
公
を
祖
と
す
る
家
系
は
依
附
式
宗
族
を
形
成
し
、
定
敷
公
に

遡
る
家
系
は
世
数
の
異
な
る
祖
に
よ
り
分
岐
し
た
四
つ
の
継
承
式
宗
族

を
形
成
し
て
お
り
、
二
種
の
宗
族
が
連
携
す
る
複
合
的
な
家
族
組
織
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
連
城
県
李
氏
の
場
合
、
楊
家
坊
李
氏
と
南
祠

を
構
成
し
、
散
在
し
て
県
祠
・
郡
祠
に
属
す
る
族
人
は
西
祠
に
組
織
さ

れ
、
族
人
有
志
に
よ
る
供
出
に
よ
り
省
祠
を
維
持
し
て
い
た
。
省
祠
で

は
始
祖
か
ら
一
〇
世
祖
ま
で
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
宗
族
成
員
が
商
業

活
動
や
科
挙
受
験
の
た
め
福
州
府
に
滞
在
す
る
施
設
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
僻
遠
の
宗
族
で
は
都
市
内
に
不
動
産
を
所
有
し
、
出
資
に
応
じ

て
族
人
の
便
宜
を
は
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
遠
祖
を

介
し
た
〝
聯
宗
通
譜
〟
が
不
可
欠
で
あ
り
、
連
城
県
李
氏
の
場
合
、
七

回
の
修
譜
に
よ
り
始
祖
十
七
郎
か
ら
二
八
世
孫
に
及
ぶ
が
、
そ
れ
は
次

の
事
例
が
示
す
よ
う
に
必
然
で
は
な
い
。
康
煕
一
八
年
（
一
六
七
九
）、

朱
熹
の
末
裔
を
自
負
す
る
建
陽
県
の
北
雒
里
朱
氏
が
邵
武
府
の
文
公
祠

堂
に
加
わ
ろ
う
と
し
た
際
、
同
県
の
考
亭
朱
氏
が
県
に
訴
え
た
。
前
者

は
民
籍
、
後
者
は
差
役
免
除
の
賢
籍
に
属
し
、
両
者
の
区
別
を
求
め
た

も
の
で
、
知
県
は
生
員
朱
朝
柱
ら
の
主
張
を
是
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
利
害
が
一
致
し
な
け
れ
ば
、
別
々
に
宗
族
を
組
織
す
る
し
か
な

い
。
依
附
式
宗
族
と
合
同
式
宗
族
に
は
読
書
人
層
が
強
く
関
わ
り
多
様

な
活
動
を
行
う
な
ど
共
通
す
る
点
が
あ
り
相
互
代
替
的
で
あ
る
が
、
後

者
の
方
が
長
期
的
に
存
続
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
。

二
、
家
族
組
織
の
諸
相

　

第
四
章
で
は
、
西
北
山
間
部
・
東
南
沿
海
部
・
台
湾
の
三
地
区
に
お

け
る
王
朝
交
代
期
の
移
住
や
戦
乱
な
ど
の
社
会
的
動
態
と
の
関
連
性
に

お
い
て
宗
族
を
捉
え
る
。
ま
ず
閩
江
水
系
で
江
西
に
隣
接
す
る
崇
安
県

の
地
方
志
よ
り
、
山
地
の
生
態
環
境
に
よ
り
聚
居
宗
族
が
社
会
的
に
圧

倒
的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
同
じ
水
系
の
建
寧
府

で
は
、
始
祖
が
宋
末
に
浦
城
県
か
ら
移
住
し
て
き
た
と
い
う
祖
氏
は
民

国
初
年
に
は
二
七
世
孫
二
百
世
帯
一
千
丁
を
数
え
た
。
洪
武
年
間
の
五

世
孫
の
代
に
乾
・
坤
二
つ
の
家
系
に
分
岐
し
、
そ
れ
ぞ
れ
嘉
靖
年
間
ま

で
に
祭
田
を
保
有
し
継
承
式
宗
族
を
形
成
し
た
。
明
代
中
頃
ま
で
は
、

寺
廟
が
祭
祀
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
。
明
末
に
は
始
祖
か
ら
一
二
世
孫
ま

で
を
記
す
族
譜
が
あ
り
、
依
附
式
宗
族
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
明
末

清
初
の
戦
乱
に
よ
り
一
三
世
孫
以
降
に
つ
い
て
不
明
と
な
っ
た
が
、
康

煕
年
間
に
は
一
一
世
孫
榕
六
公
の
直
系
子
孫
が
祠
堂
を
建
立
し
、
六
世
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孫
永
寧
公
の
子
孫
も
祭
祀
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
祠

堂
が
収
族
の
ハ
ブ
と
し
て
機
能
し
、
さ
ら
に
坤
系
永
寧
公
の
支
派
が
別

の
祠
堂
を
建
立
し
、
歴
代
の
有
志
が
族
産
を
増
補
し
て
い
っ
た
。
祠
堂

は
理
事
が
管
理
し
、
祭
祀
に
参
加
し
神
主
の
配
享
を
希
望
す
る
者
は
献

金
が
要
求
さ
れ
た
。
二
つ
の
祠
堂
を
通
じ
て
祖
氏
の
族
人
の
結
束
が
高

ま
り
、
道
光
一
〇
年
（
一
八
三
〇
）
に
は
宗
族
全
体
の
典
礼
祠
が
竣
工

し
た
。
さ
ら
に
、
清
末
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
有
力
族
人
が
運
営
し
た

屯
山
社
倉
は
、
水
利
施
設
や
新
式
学
校
な
ど
公
共
事
業
の
担
い
手
と
な

り
、
宗
族
を
基
盤
と
す
る
地
域
社
会
の
権
力
機
構
と
し
て
機
能
し
た
。

　

聚
居
型
の
祖
氏
と
異
な
り
、
各
地
に
散
在
し
て
い
る
族
人
を
組
織
す

る
宗
族
も
あ
る
。
韓
江
上
流
域
に
位
置
す
る
汀
州
府
の
閩
西
武
威
廖
氏

は
、
始
遷
祖
か
ら
大
始
祖
へ
と
遠
祖
を
辿
る
〝
聯
宗
通
譜
〟
に
よ
り
宗

族
の
範
囲
を
拡
張
し
、
合
同
式
宗
族
と
し
て
の
活
動
を
継
続
さ
せ
て
い

た
。
万
暦
年
間
、江
西
・
広
東
に
隣
接
す
る
上
杭
県
の
支
派
は
保
甲
制
の

も
と
聚
居
し
て
い
た
が
、
こ
の
宗
族
は
始
遷
祖
を
祀
る
墓
所
を
維
持
し

て
い
た
。
明
末
に
は
上
杭
県
・
永
定
県
の
族
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
県
城
に

総
祠
を
建
て
、
清
末
ま
で
相
互
に
自
立
的
で
あ
っ
て
、
聚
居
単
位
（
戸
）

や
出
資
（
股
）
を
経
済
的
基
盤
と
し
て
い
た
。
清
代
、
こ
の
家
族
組
織

は
府
城
や
龍
岩
州
城
そ
し
て
福
州
府
な
ど
の
都
市
に
総
祠
を
構
え
、
そ

こ
に
遠
祖
の
位
牌
を
安
置
し
、
族
人
の
広
域
的
活
動
の
便
宜
を
は
か
っ

て
い
た
。
道
光
年
間
の
「
閩
省
玉
盛
堂
合
同
字
」（
一
八
二
九
年
）
は
、

省
都
に
取
得
し
た
不
動
産
関
係
の
契
約
書
で
あ
り
、
寧
洋
県
・
岩
州
・

上
杭
県
・
永
定
県
に
散
在
す
る
族
人
の
収
益
分
与
と
応
挙
者
滞
在
用
の

部
屋
や
祭
壇
な
ど
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
動
産
の

取
得
費
は
祠
堂
で
位
牌
を
祀
り
祭
祀
に
参
加
す
る
権
利
の
代
価
と
し
て

集
め
ら
れ
た
。
総
じ
て
福
建
省
の
西
側
山
間
部
に
お
い
て
は
、
族
人
が

聚
居
す
る
場
合
は
継
承
式
宗
族
か
ら
依
附
式
宗
族
へ
移
行
し
、
散
在
し

広
域
的
に
活
動
す
る
者
が
多
い
場
合
に
は
合
同
式
宗
族
が
展
開
す
る
傾

向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

福
建
省
東
南
沿
海
部
の
平
野
は
、
開
発
が
進
み
商
業
活
動
も
活
発
で

人
口
稠
密
で
あ
る
。
後
期
倭
寇
と
遷
海
令
は
、
こ
の
地
域
に
甚
大
な
破

壊
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
間
、
宗
族
は
自
衛
に
努
め
た
が
、
そ
れ
は
械

闘
も
激
化
さ
せ
た
。
こ
の
風
潮
は
福
建
宗
族
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
省
南
端
の
東
山
島
で

軍
戸
出
身
の
七
房
が
架
空
の
関
永
茂
を
戸
名
と
す
る
戸
籍
（
黄
冊
）
を

拠
り
所
に
結
集
し
た
よ
う
に
、
清
代
に
お
い
て
、
真
正
の
血
統
を
要
件

と
し
な
い
擬
制
的
な
家
族
組
織
が
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
安
渓
県
郷

紳
の
官
献
瑶
は
始
遷
祖
か
ら
自
己
に
至
る
世
数
さ
え
分
か
ら
な
い
の

に
、
ま
ず
祠
廟
を
建
立
し
て
活
動
を
始
め
、
そ
の
宗
族
は
泉
郡
大
宗
祠

の
も
と
一
二
房
で
祭
祀
を
輪
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
宗
族
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で
は
、
あ
る
世
代
以
降
は
、
各
世
帯
が
散
在
し
て
も
輩
行
字
が
一
致
す

る
。
仙
游
県
黄
氏
の
場
合
、
同
姓
の
著
名
な
地
方
官
を
祀
り
、
同
姓
な

ら
ば
資
金
を
出
す
と
加
入
で
き
た
。
さ
ら
に
天
后
廟
な
ど
祠
廟
を
拠
り

所
に
異
姓
の
家
族
が
連
合
す
る
事
例
も
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
、
東
南

沿
海
地
域
に
お
け
る
柔
軟
で
多
様
な
家
族
組
織
の
展
開
は
、
社
会
組
織

が
家
族
組
織
を
主
体
に
形
成
さ
れ
る
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
社
会

経
済
が
発
達
し
知
識
人
層
が
厚
い
と
い
う
地
域
性
を
踏
ま
え
る
と
、
こ

の
諸
相
は
明
清
福
建
の
歴
史
的
特
殊
性
の
み
に
帰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

く
、
福
建
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

　

台
湾
に
つ
い
て
は
、
乾
隆
か
ら
嘉
慶
年
間
に
か
け
て
人
口
一
〇
〇
万

か
ら
二
〇
〇
万
台
へ
と
社
会
の
規
模
が
急
速
に
拡
大
し
つ
つ
、
光
緒
年

間
に
至
っ
て
も
流
動
性
の
高
い
状
況
を
踏
ま
え
、『
台
湾
私
法
附
録
参

考
書
』
と
『
台
湾
公
私
蔵
古
文
書
集
成
』
の
分
家
文
書
（
鬮
書
）
を
基

本
史
料
と
し
て
、
大
陸
と
の
関
係
と
差
異
を
検
討
す
る
。
台
湾
で
は
共

同
出
資
し
て
取
得
し
た
族
産
は
股
を
単
位
と
し
て
扱
わ
れ
、
股
数
に
応

じ
て
族
人
の
権
益
が
決
ま
り
、
売
却
し
て
離
脱
す
る
者
が
あ
れ
ば
買
い

足
す
者
も
あ
っ
た
。
両
岸
に
お
け
る
祭
祀
対
象
が
一
致
し
て
い
た
肖
氏

祠
堂
の
実
地
調
査
の
結
果
は
、
同
郷
同
姓
の
者
が
連
携
し
て
入
植
す
る

経
緯
か
ら
、
大
陸
の
遠
祖
や
渡
海
し
た
始
遷
祖
を
祀
る
名
目
で
結
合
を

維
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
大
陸
の
宗
族
組
織
を
移
植
し
て
発
足
し
、

そ
の
後
に
〝
開
台
祖
〟
を
祀
り
台
湾
在
住
族
人
の
利
益
を
追
求
す
る
宗

族
土
着
化
の
過
程
も
指
摘
で
き
る
。
清
代
後
期
に
は
、
合
同
式
宗
族
か

ら
地
縁
を
紐
帯
に
強
固
に
結
合
す
る
依
附
式
宗
族
へ
の
移
行
が
見
ら

れ
る
。
店
舗
や
製
糖
場
な
ど
多
額
の
資
産
を
有
す
る
家
族
が
存
在
し
た

が
、
貧
し
い
「
多
元
」
家
族
が
多
か
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
家
族
組
織
の
特
徴
と
し
て
、〝
兼
祧
〟〝
半
嗣
〟
の
慣
行
が
あ
り
、

そ
の
後
も
縁
が
続
い
て
〝
張
廖
簡
〟
の
よ
う
な
異
姓
複
合
の
宗
族
も
珍

し
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
社
会
的
状
況
や
人
々
の
必
要
性
に
よ
っ
て

家
族
組
織
が
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　

第
五
章
で
は
「
家
族
組
織
」
を
社
会
的
変
動
と
関
連
づ
け
、
人
々
の

意
識
と
社
会
変
化
の
潮
流
を
「
庶
民
化
」「
自
治
化
」「
共
有
化
」
と
い

う
三
つ
の
方
向
性
で
捉
え
直
す
。
ま
ず
宗
法
的
倫
理
規
範
の
民
間
に
及

ぼ
し
た
影
響
と
変
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。〝
尊
祖
敬
宗
〟
理
念
を
体
現

す
る
宗
廟
制
度
と
宗
法
は
天
子
・
諸
侯
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

宋
学
で
は
、
士
大
夫
を
輩
出
す
る
庶
人
も
念
頭
に
祖
先
祭
祀
が
論
じ
ら

れ
た
。
や
が
て
、〝
人
の
至
情
〟
な
ど
の
観
点
か
ら
礼
の
実
践
が
強
調

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
墓
所
と
屋
外
の
専
祠
で
は
高
祖
父
以
前
の
遠
祖

を
祀
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
、
専
祠
は
祠
堂
と
し
て
普
及
し
て
い
く
。
大

宗
・
小
宗
の
別
を
墨
守
す
る
と
世
代
が
下
る
に
つ
れ
必
然
的
に
親
族
集

団
は
分
岐
し
て
い
く
が
、
民
間
で
は
儒
教
的
な
権
威
に
束
縛
さ
れ
ず
、
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〝
敬
宗
収
族
〟
を
掲
げ
能
う
限
り
祖
先
を
遡
及
し
て
家
族
組
織
を
統
合
・

拡
大
す
る
志
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
宗
族
が
継
承
式
に
留
ま
ら
ず
、
地

縁
や
利
益
を
介
し
た
依
附
式
な
い
し
合
同
式
の
形
態
へ
と
多
様
化
し
て

い
く
傾
向
と
連
動
し
て
い
る
。

　

次
に
基
層
社
会
の
「
自
治
化
」
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
明
代
以
降

の
農
村
は
里
甲
制
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
。
た
だ
し
差
役
の
定
額
化
と

戸
籍
（
黄
冊
原
籍
）
の
固
定
化
が
進
行
し
、
官
府
と
し
て
は
税
役
確
保

が
第
一
で
編
審
へ
の
意
欲
は
低
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
差
役
は
当
該
の

戸
に
所
属
す
る
各
家
族
が
分
担
し
、
里
長
や
甲
首
の
役
目
も
そ
の
家
族

組
織
の
有
力
者
が
遂
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
依
附
式
宗
族
で
あ
る
連

城
県
李
氏
で
は
、
族
人
に
賦
役
の
順
番
を
割
り
振
り
、
十
年
一
度
の
大

造
の
際
に
は
族
人
全
体
に
賦
課
し
て
い
た
。
ま
た
、
里
長
と
し
て
絶
戸

の
資
産
を
収
用
し
て
賦
役
を
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
が
あ
り
、
族
人
が
所

属
の
都
図
外
に
田
畝
を
取
得
し
て
も
課
税
対
象
者
に
な
ら
な
い
場
合
も

あ
り
、
家
族
組
織
が
介
在
し
な
い
と
国
家
的
徴
収
は
成
立
し
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
動
向
を
著
者
は
官
僚
統
治
か
ら
社
会
自
治
へ
の
移
行
と
し
て

捉
え
、
郷
族
と
郷
紳
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
活
動
が
社
会
を
統
御

す
る
主
体
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

　

こ
の
自
治
化
を
支
え
た
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
資
産
の

「
共
有
化
」
で
あ
る
。
分
家
に
お
け
る
家
産
均
等
分
割
の
慣
例
は
、
家
産

の
収
縮
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
、
地
主
層
で
は
父
母
の
遺

留
分
は
分
割
せ
ず
各
世
代
で
拡
充
を
は
か
り
、
分
家
後
も
族
産
か
ら
分

益
す
る
努
力
が
な
さ
れ
た
。
分
家
に
つ
ぐ
分
家
で
各
房
の
取
り
分
は
目

減
り
し
て
い
く
が
、
そ
の
取
り
分
が
単
位
化
し
て
、
各
家
族
の
経
済
状

態
に
応
じ
て
分
割
さ
れ
、
族
人
間
で
交
換
さ
れ
た
。
法
的
に
も
族
産
は

族
人
の
買
い
戻
し
が
優
先
さ
れ
た
の
で
、
他
姓
か
ら
の
取
得
よ
り
も
利

点
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
私
的
な
用
益
権
と
共
有
的
資
産
と
い
う
二
面

性
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
も
家
族
組
織
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

第
六
章
で
は
、
結
論
と
し
て
、
大
家
族
の
解
消
に
伴
う
宗
族
の
形
成
、

共
有
財
産
を
介
し
た
家
族
間
結
合
の
維
持
、
状
況
に
応
じ
た
三
類
型
の

宗
族
展
開
、
政
治
・
社
会
・
文
化
の
各
領
域
に
お
け
る
「
家
族
化
」
の

四
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
前
近
代
中
国
に
お
い
て
家
族
組
織
が
唯
一
の
社

会
組
織
で
は
な
い
が
、
基
礎
的
な
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
明

清
時
代
、
家
族
組
織
は
従
来
の
親
族
関
係
の
範
疇
を
超
え
て
、
他
の
社

会
関
係
の
原
則
や
機
能
を
吸
収
し
な
が
ら
成
長
し
、
多
様
な
状
況
に
柔

軟
に
対
応
し
て
い
っ
た
。
こ
の
「
汎
家
族
主
義
」
の
歴
史
性
と
文
化
的

内
包
面
を
解
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
モ
ル
ガ
ン
は
『
古
代
社
会
』

で
血
縁
・
地
縁
・
利
益
の
三
要
素
を
挙
げ
、
部
族
社
会
か
ら
文
明
社
会

に
至
る
直
線
的
な
発
展
段
階
上
で
類
型
化
さ
れ
た
家
族
組
織
を
規
定
す

る
と
し
た
が
、
明
清
時
代
の
中
国
で
は
具
有
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
特
質
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こ
そ
中
国
伝
統
社
会
に
お
け
る
「
多
元
的
構
造
」
と
そ
の
展
開
を
理
解

す
る
鍵
で
あ
る
。

　

補
論
一
で
は
、
福
州
と
泉
州
と
の
間
に
位
置
す
る
興
化
府
莆
田
県
に

お
け
る
宗
教
的
事
象
に
注
目
し
、
宋
元
か
ら
明
代
に
か
け
て
寺
院
か
ら

祠
堂
へ
と
祖
先
祭
祀
の
場
が
移
っ
た
こ
と
、
宋
明
理
学
が
盛
行
し
た
明

清
時
代
に
お
け
る
民
間
儀
礼
の
実
態
、
里
甲
制
の
一
環
と
し
て
制
度
化

さ
れ
て
い
た
里
社
の
変
容
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
第
五
章
を
補
充
し

て
い
る
。
補
論
二
は
人
類
学
者
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
宋
代
以
降
の
中

央
集
権
化
や
儒
教
思
想
の
展
開
と
一
線
を
画
す
る
民
間
に
お
け
る
宗
教

的
活
動
の
論
理
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
な
ど
、
第
六
章
よ
り
踏
み

込
ん
だ
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
補
論
三
で
は
、
土
着
の
祠
廟
に
対

す
る
人
々
の
関
与
や
信
仰
・
儀
式
な
ど
民
衆
の
習
俗
（
民
俗
）
か
ら
社

会
史
を
捉
え
る
必
要
性
を
述
べ
る
。
こ
の
主
張
は
著
者
の
長
年
の
野
外

調
査
に
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
、
民
間
に
遺
る
文
献
資
料
の
収
集
と
分
析

に
取
り
組
ん
で
き
た
著
者
の
研
究
の
境
地
で
あ
る
。
評
者
が
理
解
し
た

本
書
の
内
容
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
次
に
若
干
の
所
感
を
述
べ
た
い
。

三
、
家
族
組
織
と
国
家

　

本
書
で
は
、
螟
蛉
の
子
は
と
も
か
く
螟
蛉
の
孫
は
聞
い
た
こ
と
が
な

い
と
い
う
理
屈
で
義
子
を
家
族
組
織
に
組
み
入
れ
て
い
る
康
煕
年
間
の

事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
二
九
頁
「
遺
書
」）。
こ
れ
は
河
北
の
〝
有

義
子
無
義
孫
〟と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
義
子
は
帰
宗
さ
せ
ら
れ
て
家

族
組
織
か
ら
排
除
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
他
方
で
義
子
に
継
承
さ
せ

て
同
宗
か
ら
昭
穆
相
当
の
嗣
子
を
立
て
な
い
と
家
族
組
織
内
で
紛
争
を

招
き
か
ね
な
い
。
滋
賀
秀
三
に
よ
る
と
、
宋
元
か
ら
明
清
に
か
け
て
、

義
子
と
嗣
子
が
家
産
を
応
分
に
継
承
す
る
こ
と
を
認
め
双
方
の
立
場
に

配
慮
し
た
法
に
移
行
し
た
と
い
う
（『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
五
八
八

頁
）。
そ
う
し
た
「
法
の
存
立
を
可
能
な
ら
し
め
た
」（
同
上
一
六
頁
）、

社
会
の
諸
条
件
や
状
況
を
民
間
の
文
献
か
ら
明
示
し
て
い
る
こ
と
が
本

書
の
白
眉
で
あ
る
。

　

本
書
の
基
調
認
識
は
「
家
族
組
織
」
の
多
様
で
柔
軟
な
展
開
を
背
景

に
し
た
基
層
社
会
の
「
自
治
化
」
に
収
斂
し
、
そ
れ
を
研
ぎ
澄
ま
し
て

い
る
の
が
補
論
二
で
あ
る
。
制
度
的
外
観
は
郷
約
・
保
甲
・
団
練
の
類

で
も
実
質
的
に
は
家
族
組
織
が
主
体
と
な
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
た
と
い

う
理
解
で
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
汎
家
族
主
義
」
か
ら
は
城
居
し

職
業
団
体
や
秘
密
結
社
に
属
し
て
い
て
も
、
宗
族
と
の
紐
帯
が
失
わ
れ

て
い
な
い
と
い
う
認
識
が
導
か
れ
る
。
確
か
に
清
朝
の
社
会
統
合
力
の

低
下
傾
向
は
否
定
し
が
た
い
。
そ
れ
で
も
国
家
と
の
関
係
や
社
会
の
自

律
性
に
つ
い
て
、
評
者
は
な
お
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
。
族
産
に
つ

（
1
）
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い
て
は
、
そ
の
形
成
よ
り
も
永
続
的
に
保
持
・
管
理
す
る
こ
と
の
方
が

困
難
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
族
人
に
対

す
る
責
任
追
及
と
各
種
制
裁
（
罰
金
、
族
譜
か
ら
の
削
除
、
宗
族
か
ら

の
追
放
）
の
効
力
で
あ
る
。
咸
豊
年
間
の
浦
城
県
占
氏
の
場
合
、
南
平

府
城
在
住
の
族
人
が
規
約
の
通
り
修
譜
費
用
を
払
わ
ず
官
府
に
訴
え
た

が
、
法
に
反
し
な
い
の
で
却
下
さ
れ
た
（
八
九
頁
）。
あ
る
家
規
で
は

〝
尊
長
蔑
視
卑
幼
〟〝
後
生
侮
慢
老
成
〟
に
は
罰
金
・
懲
戒
で
報
い
る
と

し
て
い
る
が
（
八
三
頁
）、
横
暴
な
里
長
戸
を
自
重
さ
せ
（
二
二
六
頁
）、

反
抗
的
な
小
農
に
も
実
行
で
き
た
の
か
、
族
譜
や
碑
文
で
は
判
断
し
が

た
い
。
ま
た
、
私
物
化
・
横
領
を
抑
止
す
る
有
効
な
し
く
み
が
民
間
で

十
分
に
発
達
し
た
の
か
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
何
を
頼
り
に
し
て

い
る
の
か
と
い
え
ば
、
民
間
文
献
で
必
ず
言
及
さ
れ
る
地
方
官
府
で
の

裁
判
で
あ
る
。
同
治
年
間
、永
春
県
の
同
じ
都
に
属
す
る
異
姓
と
の
里
社

祭
祀
に
お
け
る
序
列
争
い
で
、
龍
頭
一
甲
鄭
氏
の
戸
籍
に
属
す
る
鄭
氏

は
永
春
州
に
訴
え
て
い
る
（
二
二
七
頁
）。
こ
う
し
た
事
案
に
鑑
み
る

と
、
宗
族
・
家
族
組
織
の
自
治
力
量
が
問
わ
れ
よ
う
。

　

雍
正
年
間
の
広
東
潮
州
府
の
事
案
で
あ
る
が
、「
分
家
」
し
た
兄
弟
二

人
の
間
で
さ
え
両
親
が
亡
く
な
る
と
、
遺
さ
れ
た
養
老
地
を
め
ぐ
っ
て

対
立
し
、
県
に
訴
え
出
て
い
る
（
蘭
鼎
元
『
鹿
洲
公
案
』
巻
一
）。
民

間
に
は
紛
争
解
決
の
実
績
を
誇
示
し
な
い
矜
持
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

（
2
）

な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
訴
訟
は
規
約
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
家

族
組
織
の
仲
裁
・
調
停
能
力
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
件
で
知
県
蘭
鼎
元
は
養
老
地

を
仏
寺
に
喜
捨
し
た
り
兄
弟
で
分
割
し
た
り
せ
ず
父
母
の
〝
祭
田
〟
に

す
る
こ
と
を
皆
に
納
得
さ
せ
て
い
る
。
地
方
官
に
よ
っ
て
は
教
化
の
た

め
に
一
手
間
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
信
念
を
判
語
な
ど

に
託
し
て
い
る
。
本
書
所
引
の
族
譜
で
は
、
朱
熹
の
高
弟
蔡
元
定
の
子

孫
に
対
す
る
歴
代
地
方
官
の
配
慮
が
誇
示
さ
れ
て
い
る
（
二
一
一
頁
）。

漳
州
府
漳
浦
県
出
身
の
蘭
鼎
元
の
よ
う
な
官
僚
が
管
内
の
家
族
組
織
に

対
し
て
及
ぼ
し
た
影
響
力
や
自
己
の
家
族
組
織
の
中
で
培
わ
れ
た
意
識

な
ど
官
民
の
相
互
作
用
に
も
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
郷
族
的
土
地
所
有
に
着
目
す
る
と
、
地
主
・
佃
戸
間
の
緊
張

感
に
満
ち
た
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
依
附
式
宗
族
で
は
と
り

わ
け
科
挙
エ
リ
ー
ト
が
幅
を
き
か
せ
て
い
た
と
い
う
。「
家
族
化
（
宗

族
化
）」
を
ベ
ー
ス
と
し
た
社
会
の
「
自
治
化
」
が
確
立
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
当
該
組
織
に
と
っ
て
篤
実
で
実
務
力
が
あ
る
と
い
う
内
部
評
価

が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
想
定
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
宗
族
内
で
特
権

的
な
地
位
を
得
る
た
め
科
挙
制
度
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、
そ
れ
が

廃
止
さ
れ
る
ま
で
脱
却
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
（
七
九

頁
）。
最
後
に
課
題
と
し
て
挙
げ
た
い
の
は
、
扱
う
時
代
と
地
域
が
同
じ

（
3
）
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で
も
、
研
究
者
に
よ
っ
て
「
家
族
組
織
」
や
「
郷
村
シ
ス
テ
ム
」
な
ど

論
理
的
枠
組
み
が
違
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
近
世
日
本
農
村
社
会
で

も
地
縁
・
血
縁
・
利
益
は
複
合
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
は
相
互
に
深
く
関
連
さ
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
評
者
も
ま
た
複

合
的
な
歴
史
像
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
努
め
た
い
。

　

以
上
、
引
玉
の
磚
の
た
め
の
胎
土
を
集
め
よ
う
と
試
み
た
。
当
然
、

よ
り
重
要
か
つ
具
体
的
な
論
点
が
多
々
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
著
者
の
ご

海
容
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
本
書
の
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
た
研
究

は
、
厦
門
大
学
歴
史
系
で
明
清
福
建
の
社
会
経
済
史
研
究
を
確
立
し
た

傅
衣
凌
・
楊
国
楨
の
業
績
を
引
き
継
ぎ
、「
家
族
組
織
」
や
「
民
間
宗

教
」
に
架
橋
し
た
著
者
の
も
と
で
学
ん
だ
世
代
が
担
っ
て
い
く
の
で
あ

ろ
う
。
日
本
在
住
の
研
究
者
に
と
っ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
に
密
着
し
た
調
査

と
い
う
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
が
、
独
自
の

視
点
と
手
法
を
も
っ
て
中
国
近
世
史
の
研
究
に
臨
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

注
（
１ 

）
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
一
九
七
六
年
）、
五
八
三

頁
注
（
36
）
所
引
『
民
商
事
習
慣
調
査
報
告
録
』（
一
九
三
〇
年
）。

（
2 

）
徽
州
に
遺
る
ほ
ぼ
完
全
な
内
容
の
賦
役
黄
冊
底
簿
は
、
公
証
物
件
と
し
て

民
間
で
抄
写
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
正
彦
「『
伝
統
社
会
』
形

（
4
）

（
5
）

成
論=

『
近
世
化
論
』
と
『
唐
宋
変
革
』」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二

八
三
号
、
二
〇
一
三
年
）、
五
七
頁
を
参
照
。

（
3 

）
三
木
聰
『
明
清
福
建
農
村
社
会
の
研
究
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇

〇
二
年
）、『
伝
統
中
国
と
福
建
社
会
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
）。
ど
ち

ら
も
西
部
に
重
点
が
あ
り
、
沿
海
部
の
研
究
進
展
が
望
ま
れ
る
。

（
4 

）
管
見
で
は
、
著
者
の
示
し
た
モ
デ
ル
を
吟
味
し
実
例
に
即
し
て
妥
当
性
を

検
討
し
た
宗
族
研
究
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
評
者
の
手
元
に
あ
る
、

王
春
紅
『
明
清
時
期
温
州
宗
族
社
会
与
地
域
文
化
研
究
』（
中
国
社
会
科
学

出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
は
、
楊
国
楨
氏
の
序
文
に
触
れ
る
も
、
著
者
の
所

論
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

（
5 

）
鄭
振
満
（
主
編
）『
庄
寨
密
碼
―
永
泰
文
書
与
山
区
開
発
史
研
究
』（
福
建

人
民
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
当
該
地
区
は
閩
江
右
岸

に
位
置
し
、
か
つ
て
福
州
府
に
属
し
た
。

（
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年
六
月
、237

×165m
m

、
一
八

＋
三
三
六
頁
、
八
九
・
八
元
）

 

（
ま
え
む
ら　

よ
し
ゆ
き　

琉
球
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）

〔
附
記
〕　
小
評
脱
稿
後
、
明
清
以
降
の
二
千
五
百
点
余
の
民
間
文
献
を

収
集
・
整
理
し
た
、
鄭
振
満
（
主
編
）『
福
建
民
間
契
約
文
書
』
全
一
一

巻
（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
一
〇
月
）
刊
行
の
朗
報
に
接
し

た
。
本
邦
諸
機
関
で
の
収
蔵
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。


