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中
国
に
は
族
譜
、
あ
る
い
は
家
譜
と
呼
ば
れ
る
資
料
群
が
あ
る
。

日
本
の
中
国
史
研
究
で
は
「
族
譜
」
と
す
る
の
が
一
般
的
で
は
あ
る

が
、
中
国
で
は
「
家
譜
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
国
社
会
を

形
づ
く
る
宗
族
と
よ
ば
れ
る
父
系
同
族
集
団
が
、
自
ら
の
系
譜
を
明

ら
か
に
す
る
目
的
で
編
集
し
続
け
て
き
た
記
録
で
あ
る
。

　

本
書
の
第
一
章
二
節
「
族
譜
簡
史
」
の
な
か
で
、
手
際
よ
く
紹
介

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
族
譜
の
淵
源
は
中
国
古
代
の
周
代
初
期
に
さ

か
の
ぼ
る
。
父
系
的
な
親
族
関
係
に
も
と
づ
い
て
社
会
の
秩
序
が
整

え
ら
れ
る
流
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
族
譜
も
生
ま
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
の
後
、
魏
晋
南
北
朝
か
ら
当
代
ま
で
は
、
支
配
層

の
あ
い
だ
で
序
列
な
ど
を
定
め
る
た
め
に
、
国
家
が
族
譜
を
管
理
す

る
時
代
が
続
く
。
宋
代
に
な
り
科
挙
試
験
に
よ
っ
て
登
用
さ
れ
た
人

材
が
、国
政
を
担
う
よ
う
に
な
る
。儒
教
的
倫
理
を
身
に
つ
け
た
人
々

が
科
挙
を
受
け
、
登
用
さ
れ
て
官
僚
と
な
る
と
い
う
仕
組
み
が
一
般

化
す
る
と
、
彼
ら
は
儒
教
の
理
念
に
沿
っ
て
自
ら
を
生
み
育
て
た
同

族
集
団
を
再
編
し
、
同
族
の
記
録
で
あ
る
族
譜
を
編
纂
す
る
よ
う
に

な
る
。
現
在
で
も
参
照
さ
れ
る
族
譜
の
パ
タ
ー
ン
は
、
こ
の
と
き
に

確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

明
清
時
代
に
族
譜
編
纂
の
隆
盛
を
見
る
こ
と
と
な
り
、
図
書
館
に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
多
く
は
、
こ
の
時
代
に
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
近
代
に
入
っ
て
も
外
観
は
木
版
線
装
本
か
ら
活
字
印
刷
洋

装
本
、
さ
ら
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
電
子
版
な
ど
に
変
わ
り
な

が
ら
も
、
い
ま
も
現
在
進
行
形
で
族
譜
の
編
集
・
公
開
が
行
わ
れ
て

い
る
。
上
海
図
書
館
の
二
階
の
一
角
に
、
本
書
の
著
者
も
利
用
し
た

家
譜
資
料
室
が
あ
る
。
ひ
っ
き
り
な
し
に
電
話
が
掛
か
り
、「
い
ま

家
譜
を
編
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
我
が
一
族
に
関
す
る
族

譜
は
無
い
か
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ
に
、
家
譜
に
精
通
し
た
図
書
館

員
が
応
対
し
て
い
る
し
、
毎
日
の
よ
う
に
二
・
三
名
の
老
人
が
そ
の

一
族
の
家
譜
に
収
録
す
る
祖
先
の
記
録
を
、
せ
わ
し
げ
に
筆
写
し
て

い
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

社
会
主
義
中
国
成
立
後
、
宗
族
は
封
建
的
な
古
い
遺
物
で
あ
る
と
し

て
批
判
さ
れ
、
文
化
大
革
命
の
時
期
に
は
族
譜
を
所
持
し
て
い
る
こ
と

が
発
覚
す
れ
ば
、
つ
る
し
上
げ
の
対
象
と
も
な
り
か
ね
な
か
っ
た
。
前

世
紀
八
○
年
代
な
か
ば
か
ら
、
福
建
な
ど
華
僑
・
華
人
の
出
身
地
で

書　

評
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復
活
し
た
族
譜
編
集
は
、
九
○
年
代
に
入
る
と
社
会
的
な
絆
を
求
め
る

人
々
に
よ
っ
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

歴
史
の
表
に
は
決
し
て
登
場
し
な
い
庶
民
に
関
す
る
記
録
も
含
む

族
譜
は
、
社
会
史
研
究
の
う
え
で
可
能
性
を
秘
め
た
資
料
群
で
は
あ

る
も
の
の
、
き
わ
め
て
扱
い
づ
ら
い
資
料
群
で
も
あ
る
。
本
書
の
表

現
（
三
八
～
三
九
ペ
ー
ジ
）
に
基
づ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、「
悪
を

隠
し
善
を
賞
揚
す
る
」
と
す
る
族
譜
の
宗
旨
の
た
め
、
族
譜
の
記
載

内
容
は
往
々
に
し
て
虚
飾
を
免
れ
得
ず
、
族
譜
を
歴
史
資
料
と
し
て

利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、大
き
な
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

族
譜
の
特
性
と
利
用
可
能
性
を
論
じ
た
一
節（
六
六
～
六
八
ペ
ー
ジ
）

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、族
譜
編
集
の
主
体
は
男
性
の
読
書
人
・

地
主
・
官
僚
経
験
者
・
富
商
な
ど
の
郷
紳
で
あ
り
、
族
譜
の
受
容
者

も
、
そ
れ
と
同
じ
社
会
的
存
在
で
あ
っ
た
た
め
に
、
族
譜
の
内
容
も

ま
た
こ
う
し
た
社
会
的
存
在
に
偏
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
計
量
的

な
統
計
資
料
と
し
て
族
譜
を
使
用
と
す
る
際
に
は
、
大
き
な
制
約
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。
評
者
も
ま
た
族
譜
に
基
づ
い
て
歴
史
人
口
学
的

な
研
究
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
制
約
か
ら
逃
れ
る
こ
と

の
難
し
さ
を
実
感
し
て
い
る
。

　

本
書
の
学
術
的
な
成
果
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
族
譜
の
性
質
に
適

し
た
利
用
の
方
法
を
提
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
記
録
さ
れ
た

デ
ー
タ
の
も
っ
と
も
整
っ
た
階
層
（
族
譜
生
産
者
＝
郷
紳
＝
エ
リ
ー

ト
、
族
譜
消
費
者
＝
郷
紳
＝
エ
リ
ー
ト
）
の
中
核
的
な
部
分
で
あ
る
科

挙
エ
リ
ー
ト
に
焦
点
を
絞
り
、
厳
密
な
統
計
的
な
分
析
を
展
開
し
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。具
体
的
手
順（
た
と
え
ば
オ
ッ
ズ
比
な
ど
）に
つ
い
て
は
、

本
書
を
手
に
と
っ
て
確
認
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
そ
の
成
果
は
実

に
豊
富
な
も
の
と
な
り
、
中
国
の
社
会
、
文
化
、
政
治
に
お
け
る
研

究
上
の
通
念
に
、
一
石
を
投
じ
る
も
の
と
な
っ
た
。
中
国
で
族
譜
の

収
集
と
公
開
が
進
展
し
て
い
る
状
況
の
な
か
で
、
本
書
で
示
さ
れ
た

方
法
に
基
づ
い
て
、
複
数
の
研
究
者
と
協
力
者
を
組
織
し
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
研
究
を
進
め
る
な
ら
ば
、
一
七
世
紀
か
ら
現
在
に

い
た
る
中
国
社
会
の
理
解
を
塗
り
替
え
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

　

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
た
理
由
は
、
族
譜
の
統
計
的
な
分
析
の

た
め
に
は
、
多
大
な
労
力
と
時
間
と
を
必
要
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
ま
た
「
一
七
世
紀
か
ら
」
と
し
た
理
由
は
、
現
存
す
る
族
譜

の
数
量
が
こ
の
時
期
か
ら
急
増
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
時
期
は

世
界
史
的
に
見
た
場
合
、現
代
社
会
の
原
型
が
形
づ
く
ら
れ
た
近
世
、

early m
odern

と
い
う
時
代
で
も
あ
る
。
伝
統
社
会
か
ら
離
陸
し

て
「
近
代
」
を
形
成
す
る
に
当
た
っ
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た

人
々
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
な
ど
と
、
同
じ
よ
う
な
手
法
を
用
い
て
比
較
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
下
限
を
「
現
在
」
ま
で
と
し
た
理
由
は
、
現
在

の
中
国
で
政
治
や
文
化
の
領
域
で
活
躍
し
て
い
る
人
物
の
多
く
が
、

直
接
に
面
談
す
る
と
し
だ
い
に
確
信
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
が
、

中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
前
に
家
庭
環
境
の
な
か
で
「
文
化
資
本
」
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「
社
会
関
係
資
本
」（
ブ
ル
デ
ュ
ー
を
引
用
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い

る
本
書
二
○
～
二
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
）
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。「
解
放
」
前
か
ら
の
継
承
に
つ
い
て
は
、
二
○
世
紀
の
中

国
で
は
触
れ
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
研
究
主
題
で
あ
っ
た
が
、
近

年
で
は
逆
に
過
去
か
ら
の
系
譜
を
誇
る
気
風
も
観
察
さ
れ
る
。 

　

本
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

　

序
章
「
社
会
的
流
動
性
と
文
化
資
本
」
に
お
い
て
は
、
本
書
の
研

究
対
象
と
な
る
科
挙
エ
リ
ー
ト
に
つ
い
て
、
問
題
の
枠
組
み
を
提
示

す
る
。
明
清
期
中
国
社
会
に
お
い
て
、
エ
リ
ー
ト
層
の
中
核
を
成
し

て
い
た
の
は
、
科
挙
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
獲
得
し
た
科
挙
エ
リ
ー

ト
た
ち
で
あ
っ
た
。
科
挙
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
階
層
に
開
か
れ
、
た
だ

試
験
の
結
果
の
み
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
た
個
人
の
能
力
を
基
準
に
、

国
家
の
官
僚
の
地
位
を
配
分
す
る
と
い
う
、
近
代
以
前
の
世
界
と
し

て
は
他
に
類
例
の
な
い
、
極
め
て
開
放
的
・
競
争
的
な
選
抜
制
度
と

さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
開
放
性
が
限
ら
れ
た
階
層
の
中
で
の
み
存
在

し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
明
代
後
期
か
ら
科
挙
合
格
者
の
階
層
固
定

化
が
顕
著
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
争
点
を
実
証

的
に
解
明
す
る
た
め
に
、
家
系
に
継
承
さ
れ
た
文
化
資
本
に
焦
点
を

あ
て
、そ
の
継
承
の
し
か
た
と
働
き
と
を
族
譜
に
基
づ
い
て
検
討
し
、

科
挙
エ
リ
ー
ト
層
の
再
生
産
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
、ま
た
、

科
挙
に
よ
る
社
会
的
上
昇
ル
ー
ト
か
ら
排
除
さ
れ
た
在
地
の
エ
リ
ー

ト
層
の
動
向
を
併
せ
て
検
討
し
、
明
清
期
中
国
社
会
の
エ
リ
ー
ト
層

の
再
生
産
と
分
化
の
過
程
の
包
括
的
な
解
明
を
試
み
る
こ
と
に
、
本

書
の
目
的
が
あ
る
と
す
る
。

　

第
一
章
「
歴
史
資
料
と
し
て
の
族
譜
」
で
は
、
本
稿
の
主
な
資
料

で
あ
る
族
譜
の
、
清
代
お
よ
び
民
国
期
の
具
体
的
な
編
纂
過
程
か
ら

看
取
し
得
る
資
料
的
な
特
性
、
ま
た
そ
の
特
性
ゆ
え
に
生
じ
る
、
歴

史
資
料
と
し
て
の
利
用
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

す
で
に
本
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
族
譜
が
有
す
る
「
悪
を
隠
し
善
を
賞

揚
す
る
」
と
い
う
作
成
趣
旨
に
由
来
す
る
性
格
に
よ
っ
て
、
伝
の
記

載
内
容
や
系
譜
関
係
な
ど
に
虚
飾
が
生
じ
や
す
い
。
し
か
し
同
時
に

そ
の
趣
旨
ゆ
え
に
、
記
載
さ
れ
た
「
事
実
」
の
背
後
に
あ
る
編
纂
者

の
意
識
や
、
当
時
の
社
会
的
・
文
化
的
規
範
を
読
み
解
く
た
め
の
格

好
の
資
料
と
も
な
る
の
で
あ
る
と
す
る
。

　

続
く
第
二
章
「
分
析
方
法
に
つ
い
て
」（
副
題
よ
り
）
で
は
、
前

述
の
族
譜
の
記
載
デ
ー
タ
の
も
っ
と
も
整
っ
た
階
層
、
す
な
わ
ち
科

挙
エ
リ
ー
ト
層
に
つ
い
て
、
そ
の
世
代
間
再
生
産
過
程
の
特
徴
を
考

察
す
る
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。
分
析
対
象
と
な
る
江
蘇
省
常
州
の

惲
氏
は
、
明
代
半
ば
か
ら
清
末
に
至
る
ま
で
科
挙
合
格
者
を
輩
出
し

た
江
南
の
代
表
的
な
「
科
挙
世
家
」
で
あ
り
、
太
平
天
国
の
前
後
に

わ
た
っ
て
校
訂
の
行
き
届
い
た
惲
氏
族
譜
が
現
存
し
て
い
る
。
実
際

の
合
格
者
は
一
族
二
五
分
支
中
の
一
分
支
に
、
し
か
も
兄
弟
を
核
と

し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
状
の
集
団
と
な
っ
て
現
れ
て
お
り
、
分
析
は
こ
の

分
支
の
、
兄
弟
を
囲
む
主
な
家
族
成
員
か
ら
の
継
承
度
の
測
定
が
主
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と
な
る
。
こ
の
方
法
で
は
、
時
代
・
地
域
を
超
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
規

模
の
母
集
団
に
応
用
で
き
、
複
数
事
例
間
の
比
較
も
可
能
に
な
り
、

母
集
団
の
性
質
を
正
確
に
推
定
で
き
る
結
果
が
得
ら
れ
る
点
も
重
要

で
あ
る
と
す
る
。

　

第
三
章
「
父
系
に
よ
る
文
化
資
本
の
継
承
」（
副
題
よ
り
）
で
は

父
系
直
系
親
族
間
の
科
挙
地
位
の
継
承
を
検
討
し
た
。
継
承
度
の
測

定
結
果
に
よ
れ
ば
、
父
あ
る
い
は
祖
父
の
地
位
に
よ
っ
て
子
孫
の
科

挙
合
格
に
は
統
計
的
に
有
意
な
差
が
生
じ
て
い
る
が
、
曽
祖
父
の
地

位
に
よ
る
影
響
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
、
興
味
深
い
結
論
が
提
示
さ

れ
て
い
る
。
明
清
期
の
教
育
シ
ス
テ
ム
は
明
代
後
半
以
降
、
科
挙
受

験
準
備
を
目
的
と
す
る
エ
リ
ー
ト
教
育
と
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
の
庶
民

教
育
と
に
分
化
し
、
エ
リ
ー
ト
教
育
は
小
規
模
な
家
塾
で
家
庭
教
師

に
よ
り
行
わ
れ
た
。
教
師
の
選
択
や
教
育
内
容
に
は
、
雇
用
主
で
あ

る
父
・
祖
父
の
意
向
が
強
く
反
映
し
、
父
・
祖
父
自
身
も
「
督
課
」

と
い
う
形
で
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
参
加
し
、受
験
に
必
要
な
知
識
・

技
術
ば
か
り
で
な
く
、
挙
業
こ
そ
家
業
で
あ
る
、
と
い
う
規
範
意
識

が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
家
庭
で
催
さ
れ
た
文
化
活
動
や
社
交
は
、

習
得
し
た
知
識
・
技
術
や
作
法
の
実
践
の
場
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
明
末
以
来
、
世
家
間
の
知
的
社
交
の
場
で
育
ま
れ
、
各
家
系

独
自
の
学
問
と
し
て
継
承
さ
れ
た
「
家
学
」
は
、
江
南
科
挙
世
家
の

象
徴
資
本
と
し
て
、
地
元
江
南
で
の
合
格
が
困
難
に
な
っ
た
清
代
乾

隆
期
の
生
員
た
ち
に
学
業
継
承
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
与
え
、
ま
た

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
関
係
資
本
や
経
済
資
本
を
引
き
寄
せ
る
役
割
を
果

た
し
た
と
す
る
。

　

第
四
章
「
文
人
画
家
と
科
挙
エ
リ
ー
ト
の
再
生
産
」（
副
題
よ
り
）

で
は
実
際
に
画
家
を
輩
出
し
た
常
州
の
惲
氏
の
族
譜
を
分
析
す
る
と

い
う
利
点
を
活
か
し
、
文
人
画
家
た
ち
が
科
挙
エ
リ
ー
ト
の
再
生
産

に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
継
承
度
の
測
定
結
果
で

は
、
父
あ
る
い
は
祖
父
が
合
格
者
や
生
員
で
な
く
と
も
、
画
家
で
あ

れ
ば
子
孫
が
合
格
者
と
な
る
確
率
が
有
意
に
高
い
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
が
、
曾
孫
の
合
格
に
は
影
響
が
な
か
っ
た
。
こ
の
結
果
は
前
章
の

合
格
者
・
生
員
か
ら
の
継
承
の
さ
れ
方
と
よ
く
似
て
お
り
、
合
格
者
・

生
員
と
画
家
と
の
間
に
類
似
の
資
本
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
た
。
中
国
画
壇
で
は
明
末
の
董
其
昌
以
降
、
専
業
画
家
に
対
す

る
文
人
画
家
の
優
越
が
確
定
し
、
画
家
は
士
人
と
し
て
の
資
質
を
併

せ
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
惲
氏
の
文
人
画
家
た
ち

も
自
身
の
科
挙
の
合
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
督
課
な
ど
の
受
験
ス
キ
ル

や
家
業
を
絶
や
す
ま
い
と
す
る
規
範
意
識
を
確
実
に
継
承
し
、
実
行

も
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
人
画
（
南
画
）
の
正
統
を
自
任
す
る
清
初

六
大
家
の
絵
画
な
ど
の
江
南
の
エ
リ
ー
ト
文
化
は
、
清
代
の
康
煕
・

乾
隆
両
皇
帝
の
認
証
を
得
て
、
中
国
中
央
の
正
統
文
化
に
定
位
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
清
初
六
大
家
の
ひ
と
り
惲
南
田
の
画
法
を
「
家

法
」
と
し
て
受
け
継
ぎ
、
江
南
で
の
受
験
競
争
が
激
化
し
た
乾
隆
期

に
、
北
京
で
の
寄
籍
受
験
を
期
し
て
北
上
し
た
惲
家
の
文
人
画
家
た
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史
苑
（
第
七
二
巻
第
二
号
）

ち
に
、
高
官
と
の
交
遊
な
ど
定
住
・
受
験
に
有
利
な
社
会
関
係
資
本

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
五
章
「
女
性
の
役
割
」
で
は
、
女
性
を
媒
介
と
し
た
科
挙
地
位

の
継
承
を
検
討
し
て
い
る
。
継
承
度
の
測
定
結
果
で
は
、
母
・
姉
妹

そ
れ
ぞ
れ
の
実
家
・
婚
家
の
地
位
が
、
い
ず
れ
も
父
・
祖
父
か
ら
独

立
し
て
、
息
子
・
兄
弟
の
科
挙
合
格
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
女
性
の
影
響
力
は
、
女
性
自
身
に
よ
る
も
の
と
実
家
・
婚

家
の
姻
戚
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。江
南
の
上
層
家
庭
で
は
明
末
以
降
、

女
性
へ
の
教
育
が
相
当
に
普
及
し
、
母
と
し
て
子
ら
の
督
課
を
担
当

し
た
ほ
か
、
家
庭
に
お
け
る
文
化
活
動
の
担
い
手
と
も
な
り
、
清
代

に
は
「
家
学
」
や
「
家
法
」
の
継
承
者
と
な
る
者
も
現
れ
る
。
彼
女

た
ち
は
こ
れ
ら
の
象
徴
資
本
を
婚
家
へ
伝
え
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
、

父
や
祖
父
よ
り
高
い
官
位
・
科
挙
位
を
持
つ
家
の
子
弟
と
の
縁
組
に

恵
ま
れ
る
。
母
の
実
家
や
姉
妹
の
婚
家
か
ら
は
し
ば
し
ば
経
済
的
な

援
助
が
あ
り
、
彼
女
た
ち
の
息
子
・
兄
弟
の
勉
学
の
継
続
を
助
け
て

い
る
。
ま
た
、
姻
戚
の
子
弟
は
家
塾
の
同
学
で
も
あ
り
、
母
の
兄
弟

が
塾
師
を
勤
め
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
。
子
弟
の
良
好
な
教
育
環

境
の
た
め
に
も
姻
戚
の
選
択
に
は
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

本
章
の
事
例
で
は
北
京
へ
の
寄
籍
が
始
め
ら
れ
て
後
、
娘
の
嫁
ぎ
先

と
し
て
北
方
の
科
挙
世
家
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
家

学
」「
家
法
」
は
同
じ
宗
族
の
中
で
も
、
世
家
と
み
な
さ
れ
た
家
系

の
成
員
に
よ
っ
て
排
他
的
に
継
承
さ
れ
て
お
り
、
階
層
間
の
文
化
的

格
差
を
再
生
産
し
て
い
る
が
、
女
性
が
こ
の
継
承
者
に
加
わ
っ
た
こ

と
で
、
格
差
拡
大
の
ペ
ー
ス
は
倍
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

科
挙
世
家
の
子
弟
の
北
京
寄
籍
受
験
が
軌
道
に
乗
り
始
め
た
乾
隆

の
末
期
、
常
州
で
は
郷
に
住
む
在
地
エ
リ
ー
ト
層
の
台
頭
が
始
ま
っ

て
い
た
。
第
六
章
「
在
地
エ
リ
ー
ト
の
台
頭
」
で
は
、
代
々
営
農
な

ど
に
よ
っ
て
一
定
の
資
産
を
築
き
、
子
弟
に
科
挙
受
験
教
育
を
授
け

得
る
経
済
資
本
を
持
ち
な
が
ら
も
、
お
そ
ら
く
は
他
の
資
本
の
不
足

か
ら
生
員
に
す
ら
な
れ
な
い
、
い
わ
ば
科
挙
に
よ
る
社
会
的
上
昇

ル
ー
ト
か
ら
排
除
さ
れ
た
郷
居
の
在
地
エ
リ
ー
ト
層
が
、
地
域
の
災

害
救
援
や
孤
児
救
済
、
水
利
や
道
路
、
橋
の
修
築
な
ど
の
イ
ン
フ

ラ
整
備
な
ど
、
当
時
「
善
挙
」
と
総
称
さ
れ
た
地
方
公
益
活
動
を

自
ら
の
責
務
と
し
て
担
う
、
そ
の
清
末
ま
で
の
次
第
を
叙
述
し
て
い

る
。
善
挙
の
担
い
手
た
ち
に
共
通
す
る
性
向
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て

頻
出
す
る
の
が
「
郷
居
慷
慨
」「
樂
善
好
施
」
で
あ
る
。
か
れ
ら
の

父
・
祖
父
も
往
々
に
し
て
同
じ
性
向
の
持
ち
主
で
あ
り
、
こ
れ
は
在

地
社
会
で
衆
望
を
担
っ
て
き
た
彼
ら
の
階
層
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
現
し

た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
県
城
に
住
み
「
外
事
に
与
ら

ず
」
私
事
に
没
頭
す
る
科
挙
エ
リ
ー
ト
層
へ
の
対
抗
意
識
が
う
か
が

え
る
。
彼
ら
在
地
エ
リ
ー
ト
層
は
、
選
抜
過
程
か
ら
の
排
除
に
よ
っ

て
押
し
付
け
ら
れ
た
「
郷
居
」
の
立
場
を
逆
手
に
と
っ
て
、
元
来
は

科
挙
エ
リ
ー
ト
層
が
威
信
を
発
揮
す
る
場
で
あ
っ
た
領
域
に
、
無
位

無
官
の
ま
ま
進
出
し
、
実
践
を
通
じ
て
地
域
問
題
の
解
決
能
力
を
示
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倉
橋
圭
子　
著
『
中
国
伝
統
社
会
の
エ
リ
ー
ト
た
ち―

文
化
的
再
生
産
と
階
層
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』（
上
田
）

す
こ
と
で
、
在
地
社
会
に
お
け
る
科
挙
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
無
力
化
さ

せ
て
い
く
。
清
末
に
か
け
て
彼
ら
が
着
実
に
地
方
政
治
の
場
に
地
歩

を
占
め
る
に
従
い
、
善
挙
は
在
地
エ
リ
ー
ト
ば
か
り
で
な
く
、
一
部

科
挙
エ
リ
ー
ト
を
も
巻
き
込
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
「
地
方
エ
リ
ー
ト
」

の
多
元
的
な
象
徴
資
本
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
地
方
に
お
け
る
科
挙
エ

リ
ー
ト
の
地
位
は
著
し
く
相
対
化
さ
れ
た
と
、著
者
は
結
論
づ
け
る
。

　

本
書
の
価
値
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
厳
密
な
統

計
学
の
方
法
を
は
じ
め
て
族
譜
研
究
に
用
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

中
国
や
台
湾
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
研
究
者
が
す
で
に
族
譜
の
統
計
学

的
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
書
ほ
ど
厳
密
に
適
用
し
た
も
の
は
管

見
の
限
り
で
は
、
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
書
が
歴
史
学
の

領
域
に
止
ま
ら
ず
、
社
会
学
の
領
域
で
の
比
較
研
究
の
端
緒
を
開
き

う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

他
方
、
統
計
に
拠
ら
ず
に
族
譜
の
記
述
史
料
な
ど
を
用
い
た
エ

リ
ー
ト
再
生
の
実
情
を
描
い
た
部
分
は
、
単
に
統
計
結
果
の
解
説
に

止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
清
代
の
家
庭
生
活
や
文
化
サ
ロ
ン
、
さ
ら

に
は
地
域
社
会
の
姿
を
、
具
体
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
女
性
の
役
割
を
論
じ
た
部
分
を
読
む
と
、清
代
小
説
の
傑
作『
紅

楼
夢
』
に
描
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。
主
人
公
の

賈
宝
玉
は
、
科
挙
に
合
格
し
て
官
僚
と
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、

科
挙
エ
リ
ー
ト
と
な
る
べ
く
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
。
本
書
を

読
ん
で
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
『
紅
楼
夢
』
を
読
む
と
、
な
る
ほ
ど
、

と
膝
を
打
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。
科
挙
を
否
が
応
で
も
意
識
せ
ざ
る
を

得
な
い
清
代
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
、
賈
宝
玉
の
姿
に
憧
憬
を
抱
き
、

近
代
に
入
っ
て
も
「
紅
学
」
と
呼
ば
れ
る
学
問
の
領
域
を
形
成
し
た

こ
と
も
納
得
で
き
る
。

　

今
後
、
著
者
に
期
待
し
た
い
こ
と
が
、
一
点
あ
る
。
そ
も
そ
も
の

本
研
究
の
起
点
で
も
あ
る
エ
リ
ー
ト
論
が
、
政
治
の
担
い
手
に
関
す

る
関
心
か
ら
出
発
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
本
書
の
論
じ
て
い
る

範
囲
が
社
会
と
文
化
で
終
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
科
挙
合
格
に
い

た
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
今
後
は
そ
の
先
、

み
ご
と
合
格
し
て
官
僚
に
な
っ
た
後
に
、
そ
の
身
体
に
ま
で
刻
み
込

ん
だ
「
文
化
資
本
」
が
、
彼
ら
の
政
治
的
所
為
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
う
し
た
点
に
ぜ
ひ
踏
み
込
ん
で

も
ら
い
た
い
。

　

道
筋
と
し
て
は
本
書
の
議
論
の
進
め
方
と
は
逆
に
、
た
と
え
ば

一
九
世
紀
後
半
の
大
清
帝
国
変
容
・
瓦
解
時
期
に
政
策
決
定
に
関

わ
っ
た
官
僚
の
出
自
を
、
族
譜
を
利
用
し
て
た
ど
る
こ
と
で
、
そ
の

エ
リ
ー
ト
と
し
て
有
す
る
文
化
資
本
・
社
会
関
係
資
本
と
政
治
的
判

断
と
の
関
連
を
分
析
す
る
と
い
っ
た
視
角
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
か
も

知
れ
な
い
。
な
お
清
代
の
場
合
に
は
、
満
州
族
・
モ
ン
ゴ
ル
族
出
身

の
官
僚
た
ち
と
漢
族
官
僚
と
の
比
較
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

今
後
の
研
究
の
展
開
を
、
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


