
ま
え
が
き

本
書
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
古
代
国
家
と
交
通
」
の
各
論
考
は
、
私
の
衣
服
史
研
究
と
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
無
関
係
に
見

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
は
、
国
家
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
た
衣
服
の
制
度
は
、
そ
の
展
開
さ
れ
る
場
の
存
在
を
前
提
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
場
こ
そ
が
、
国
家
の
領
域
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
衣
服
が
着
用
さ
れ
る
儀
礼
の
空
間
と
し
て
の
都
と
地
方
が
、
連
続
し
た
人
工
的
空
間
と
し
て
の
道
路
で
結
ば
れ
て
い
る
こ

と
、
そ
の
道
路
の
国
家
と
公
民
に
お
け
る
意
味
、
そ
こ
で
の
衣
服
の
機
能
な
ど
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
こ
れ
も
私
の
衣
服
制
研
究

か
ら
発
し
た
問
題
意
識
な
の
で
あ
る
。
中
央
と
地
方
が
道
路
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
国
家
の
領
域
を
形
成
す
る
と
い
う
意
識
は
、
行
基

図
に
凝
縮
さ
れ
た
、
日
本
で
特
に
発
達
し
た
地
理
感
覚
で
あ
っ
た
。
道
路
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
そ
の
果
て
に
は
海
路
が
あ
る
。
五

島
列
島
を
中
心
と
し
た
海
上
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
斉
明
朝
の
北
方
経
営
の
軌
跡
の
中
に
、
境
界
領
域
で
の
、
衣
服
を
媒
介
と

し
た
民
族
間
の
交
通
を
看
て
取
り
、
ま
た
『
一
遍
聖
絵
』
の
中
に
、
中
世
の
市
場
空
間
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
資
格
的
表
象
と
し
て

の
服
飾
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

さ
ら
に
隼
人
や
蝦
夷
な
ど
、
境
界
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
民
族
に
対
し
て
、
国
家
は
ど
の
よ
う
な
衣
服
を
政
治
的
に
強
制
し
よ

う
と
し
た
の
か
も
、
古
代
国
家
の
性
格
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
せ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。

大
学
院
博
士
課
程
在
学
中
か
ら
始
ま
っ
た
私
の
衣
服
制
研
究
の
第
一
歩
は
、
日
本
の
基
層
の
衣
服
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

だ
っ
た
。「
魏
志
」
倭
人
伝
の
衣
服
記
載
の
分
析
か
ら
、
三
世
紀
の
日
本
列
島
で
着
用
さ
れ
て
い
た
「
貫
頭
衣
」
は
、
袖
な
し
、
前

あ
き
、
膝
丈
の
形
態
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
稲
作
と
一
緒
に
列
島
に
も
た
ら
さ
れ
た
水
田
稲
作
の
労
働
着
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
袖
を
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つ
け
、
裾
を
踝
ま
で
延
長
さ
せ
た
も
の
が
和
服
な
の
で
あ
る
。
以
後
、
幾
度
に
も
わ
た
っ
て
列
島
に
新
た
な
衣
服
が
も
た
ら
さ
れ
て

も
、
江
戸
時
代
に
裃
袴
姿
で
登
城
し
た
武
士
た
ち
さ
え
、
家
で
は
小
袖
の
着
流
し
姿
で
く
つ
ろ
い
だ
よ
う
に
、
い
わ
ば
貫
頭
衣
は
和

服
の
原
形
で
あ
り
、
日
本
の
衣
服
の
基
本
形
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
日
本
の
衣
服
と
、
中
国
正
史
の
蛮
夷
伝
か
ら
抽
出
で
き
る
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
民
族
の
衣
服
形
態
の
差
が
、

ど
の
よ
う
な
民
族
間
の
関
係
を
生
み
、
ま
た
国
家
間
の
関
係
を
目
に
見
え
る
か
た
ち
に
し
た
か
を
考
え
る
こ
と
、
ま
た
性
差
に
よ
る

衣
服
の
違
い
の
有
無
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
の
性
格
を
生
ん
だ
の
か
も
、
常
に
私
の
関
心
事
と
な
っ
た
。

「
王
権
と
衣
装
」
と
題
し
て
配
置
し
た
諸
論
考
は
、
中
国
の
衣
服
制
と
の
関
連
で
、
日
本
古
代
の
冠
や
衣
服
の
制
度
が
、
ど
の
よ

う
な
継
受
の
経
緯
を
た
ど
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
地
方
の
首
長
た
ち
が
、
ま
ず
は
王
権
に
も
た
ら
さ
れ
た
中
国
の
衣
服
を
、
ど
の
よ

う
に
継
受
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
、
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
衣
服
に
基
本
的
な
性
差
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
卑
弥
呼

や
天
皇
の
衣
服
の
特
質
、
そ
れ
が
天
皇
制
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た
の
か
も
、
射
程
に
入
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
衣
服
は
、
単
一
民
族
の
中
で
自
律
的
、
一
系
的
に
発
展
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
他
民
族
や
国
家
と
の
相
関
・
相
克
の

中
で
、
変
化
し
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
り
日
本
列
島
の
衣
服
制
研
究
で
は
完
結
せ
ず
、
中
国
や
朝
鮮
半

島
の
衣
服
制
と
の
対
比
の
中
に
そ
の
発
展
が
あ
り
、
さ
ら
に
列
島
内
部
の
民
族
、
あ
る
い
は
階
層
間
の
衣
服
の
格
差
、
地
域
の
偏
差

な
ど
の
要
素
を
包
含
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
古
代
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
通
貫
的
に
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
列
島
内

部
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
現
象
な
の
で
あ
る
。

近
年
、
私
の
問
題
関
心
は
次
第
に
拡
が
っ
て
、
中
国
周
辺
域
の
民
族
衣
装
の
変
化
に
つ
い
て
の
調
査
や
考
察
、
近
代
日
本
に
洋
服

が
導
入
さ
れ
、
和
服
と
洋
服
が
併
行
し
て
着
用
さ
れ
た
時
期
の
、
各
々
の
位
置
づ
け
の
変
化
等
の
考
察
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
れ
も
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古
代
に
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
衣
服
を
継
受
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
来
た
日
本
列
島
の
衣
服
を
考
え
て
い
く
上
で
、
十
分
有
効
だ
と
考

え
て
い
る
。

竹
内
理
三
先
生
が
企
画
さ
れ
た
戊
午
叢
書
の
一
冊
と
し
て
、『
古
代
国
家
の
形
成
と
衣
服
制
―
―
袴
と
貫
頭
衣
―
―
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
四
年
）
を
刊
行
し
て
い
た
だ
い
て
か
ら
、
は
や
三
〇
年
の
月
日
が
、
ま
さ
に
飛
ぶ
が
ご
と
く
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

三
九
年
前
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
の
修
士
課
程
に
在
学
中
の
、
長
女
藤
原
清
香
を
出
産
し
た
ば
か
り
の
私
に
、
早
稲
田
大
学
東
洋

古
代
史
の
教
授
で
あ
っ
た
栗
原
朋
信
先
生
が
電
話
を
く
だ
さ
っ
て
、「
君
の
論
文
が
、『
史
学
雑
誌
』
の
回
顧
と
展
望
で
、
と
っ
て
も

褒
め
て
あ
っ
た
よ
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

と
っ
て
も
う
れ
し
い
知
ら
せ
だ
っ
た
。
私
の
卒
業
論
文
の
一
章
が
竹
内
先
生
の
ご
紹
介
で
『
日
本
歴
史
』
に
「
不
改
常
典
に
つ
い

て
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
生
ま
れ
て
初
め
て
活
字
に
な
っ
た
論
文
で
、
そ
れ
こ
そ
刷
り
上
が
っ
た
雑
誌
が
送
ら
れ
て
き
た

時
に
は
感
激
の
あ
ま
り
抱
い
て
眠
っ
た
論
文
に
つ
い
て
の
、
論
評
で
あ
っ
た
。
で
も
こ
れ
か
ら
妊
娠
・
出
産
・
育
児
と
、
ま
す
ま
す

研
究
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
、
た
め
息
ば
か
り
つ
い
て
い
る
と
申
し
上
げ
た
ら
、「
子
ど
も
を
産
む
こ
と
ほ
ど

意
義
が
あ
る
こ
と
は
無
い
よ
、
だ
っ
て
論
文
な
ん
て
、
そ
の
ひ
と
が
生
き
て
い
る
う
ち
ま
で
生
き
て
い
れ
ば
良
い
方
で
、
死
ね
ば
論

文
も
死
ん
で
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
ん
だ
よ
、
で
も
子
ど
も
は
、
少
な
く
と
も
自
分
の
命
を
繫
い
で
、
そ
の
命
の
中
に
生
き
続
け
て
い

く
こ
と
が
出
来
る
、
だ
か
ら
よ
っ
ぽ
ど
意
味
が
あ
る
ん
だ
よ
」
と
…
…
。
私
は
こ
ん
な
に
学
会
に
影
響
力
の
あ
る
論
文
を
少
な
か
ら

ず
書
い
て
い
る
先
生
で
も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
ん
だ
と
、
と
て
も
び
っ
く
り
し
た
。

竹
内
理
三
先
生
も
、『
寧
楽
遺
文
』『
平
安
遺
文
』『
鎌
倉
遺
文
』
な
ど
、
史
料
編
纂
の
仕
事
に
没
頭
さ
れ
た
一
生
を
振
り
返
っ
て
、

こ
う
述
懐
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。「
僕
は
ね
え
、
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
よ
う
な
も
の
を
書
き
た
か
っ
た
ん
だ
、
後
世
の
研

究
者
が
必
ず
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
…
…
で
も
著
者
の
死
後
、
三
〇
年
生
き
て
い
る
論
文
は
非
常
に
少
な
い
。
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中
田
薫
ぐ
ら
い
か
な
あ
…
…
僕
に
は
そ
の
自
信
は
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
史
料
編
纂
の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
し
た
ん
だ
」
と
…
…
。

今
、
前
著
か
ら
三
〇
年
ぶ
り
に
論
文
集
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
頭
を
よ
ぎ
る
の
は
、
こ
の
お
二
人
の
言
葉
で
あ
る
。

果
た
し
て
こ
の
論
集
が
、
そ
う
遠
く
は
な
い
だ
ろ
う
私
の
死
の
あ
と
、
ど
の
く
ら
い
命
脈
を
保
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
今
の
私
に

知
る
由
も
な
い
。

医
師
と
し
て
、
研
究
者
と
し
て
、
三
人
の
子
供
を
抱
え
な
が
ら
頑
張
っ
て
い
る
た
っ
た
ひ
と
り
の
娘
に
、
専
攻
分
野
は
違
う
も
の

の
、
見
届
け
て
も
ら
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

結
び
に
あ
た
り
、
三
〇
年
も
の
永
き
に
わ
た
り
、
単
身
赴
任
を
許
し
て
く
れ
、
不
自
由
な
生
活
に
耐
え
て
清
香
を
育
て
て
く
れ
た

夫
藤
原
英
二
に
、
感
謝
の
思
い
を
捧
げ
た
い
。

ま
た
、『
交
錯
す
る
知
』
と
同
時
進
行
で
本
書
の
編
集
の
労
を
と
っ
て
下
さ
っ
た
思
文
閣
出
版
の
田
中
峰
人
氏
に
、
か
さ
ね
て
お

礼
を
申
し
上
げ
る
。

二
〇
一
四
年
一
月
三
〇
日

箕
面
小
野
原
の
仮
寓
に
て

武
田
佐
知
子
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に

本
章
で
は
、
古
代
に
お
け
る
交
通
を
、
道
路
を
中
心
に
考
察
し
、
道
路
が
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
新
た
な
世
界

像
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
道
は
、
共
同
体
の
外
部
に
あ
っ
て
、
共
同
体
成
員
の
日
常
性
と
断
絶
し
な
が
ら
、
し
か
も
彼
ら
の
共
同
体
を

全
体
と
し
て
中
央
に
直
結
さ
せ
る
、
共
同
体
を
超
越
し
た
強
権
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
た
、
人
工
的
構
築
物
と
し
て
の
道
で
あ
る
。
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
彼
ら
と
国
家
の
関
係
を
規
定
し
た
か
。
国
家
は
物
資
や
文
書
の
逓
送
あ
る
い
は
人
間
の
往
還
の
経
路
と

し
て
以
外
に
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
道
に
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

石
母
田
正
氏
は
、
交
通
を
商
品
交
換
や
流
通
、
商
業
、
生
産
技
術
の
交
流
と
い
っ
た
、
経
済
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
戦
争
や
外
交

を
含
め
た
政
治
的
領
域
、
文
字
の
使
用
や
法
の
継
受
な
ど
の
精
神
的
領
域
ま
で
を
含
め
た
、
多
様
な
側
面
で
と
ら
（
１
）

え
た
。
し
か
し
精

神
の
領
域
は
、
文
字
や
法
と
い
う
、
い
わ
ば
情
報
伝
達
や
統
治
技
術
の
分
野
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
道
が
結
び
付
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
新
た
な
世
界
、
そ
こ
を
律
す
る
観
念
を
も
、
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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中
央
と
地
方
の
分
離
、
中
央
に
よ
る
地
方
の
支
配
は
、
国
家
成
立
と
同
時
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
関
係
が
成

立
す
る
た
め
に
は
、
交
通
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
職
員
令
民
部
省
条
は
、
民
部
卿
の
職
掌
と
し
て
橋
道
、
津
済
、
渠
池
、
山
川
、

藪
沢
の
管
掌
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
義
解
は
「
唯
地
図
に
拠
っ
て
其
の
形
界
を
知
る
。
検
勘
に
至
り
て
は
更
に
関
渉
せ

ず
」
と
し
、
集
解
の
諸
説
も
こ
の
考
え
を
と
る
。
こ
の
よ
う
に
民
部
省
が
地
図
に
よ
る
勘
知
を
行
う
の
は
、
穴
記
に
よ
れ
ば
、「
天

下
の
地
、
皆
悉
く
之
れ
を
知
る
の
心
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国
土
の
領
域
的
支
配
の
理
念
を
地
図
に
よ
る
掌
握
と
い
う
か
た
ち
で
あ

ら
わ
す
こ
と
を
意
図
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
天
下
の
地
の
把
握
を
究
極
の
目
的
と
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
大
化
二
年
（
六
四
六
）
八
月
紀
に
、
国
司
等
に
対
し
て

「
国
々
の
彊
堺
を
観
て
、
或
い
は
書
に
し
る
し
或
い
は
図
を
か
き
て
、
持
ち
来
り
て
示
せ
奉
れ
」
と
命
じ
た
よ
う
に
、
国
郡
の
位
置
、

領
域
等
が
地
図
に
書
き
込
ま
れ
る
べ
き
要
素
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
地
に
い
た
る
「
橋
道
、
津
済
」
と
い
う

交
通
路
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
古
代
に
お
け
る
道
の
意
義
を
考
え
る
上
で
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
律
令
国
家
の
地
域

支
配
が
、
こ
れ
ら
の
交
通
手
段
を
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
、
地
域
支
配
が
こ
れ
な
く
し
て
は
成
立
し
得
な
い
こ
と
を
、
国

家
の
側
が
、
熟
知
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
数
十
年
の
、
歴
史
地
理
学
の
め
ざ
ま
し
い
進
展
に
よ
り
、
古
代
官
道
の
実
態
が
次
々
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
果
に
よ

れ
ば
、
古
代
の
官
道
は
中
・
近
世
の
道
路
と
は
隔
絶
し
た
広
い
幅
員
を
持
ち
、
お
お
む
ね
直
線
で
結
ば
れ
た
計
画
的
道
路
で
あ
り
、

敷
石
舗
装
さ
れ
た
場
合
さ
え
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
官
道
が
か
く
ま
で
整
然
と
、
計
画
的
に
造
成
さ
れ
た
道
路
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ざ
る
衝
撃
を
学
会
に
与
え
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
古
代
国
家
の
評
価
も
、
こ
の
事
実
を
前
に
し
て
、

一
定
の
修
正
を
施
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
に
、
道
路
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
、
古
代
に
お
け
る
人
工
的
構
築
物
と
し
て
の
道
の
機
能
、
そ
の
具
体
的
形
状
が

果
た
し
た
、
当
該
社
会
に
お
け
る
集
団
心
性
構
成
上
の
役
割
、
そ
の
国
家
に
お
け
る
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
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第
一
節

公
門
の
内
と
外

（
１
）
中
国
地
志
の
「
異
俗
」
記
載

ま
ず
は
じ
め
に
、
中
国
と
日
本
の
地
理
書
を
比
較
し
、
そ
の
相
違
の
理
由
を
両
者
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
位
相
の
問
題
と
し
て

考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

中
国
の
正
史
に
は
、
周
辺
諸
民
族
の
居
住
域
の
み
な
ら
ず
、
各
王
朝
の
直
接
支
配
領
域
内
部
に
つ
い
て
も
、
各
地
の
衣
服
に
つ
い

て
の
叙
述
が
詳
し
い
。
そ
れ
は
中
国
に
お
け
る
以
下
の
考
え
方
に
由
来
す
る
。

中
国
で
は
儒
教
的
礼
教
に
依
拠
し
て
い
る
か
否
か
が
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
判
断
の
基
準
と
な
っ
た
。
中
華
と
夷
狄
と
の
区
別
も
、
儒

教
的
礼
教
を
わ
き
ま
え
て
い
る
か
否
か
に
あ
っ
た
。
礼
教
の
体
得
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
儒
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
行
動

様
式
、
生
活
様
式
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
か
か
る
範
疇
に
な
い
夷
狄
が
、
異
俗
、
殊
俗
と
し
て
弁
別
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
行
動
様
式
、
生
活
様
式
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
事
象
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
新
唐
書
』
百
官

志
、
兵
部
の
職
方
郎
中
条
に
は
、

殊
俗
入
朝
せ
ば
其
の
容
状
、
衣
服
を
図
し
、
以
て
聞
せ
よ
。

と
あ
っ
て
、
殊
俗
の
入
朝
の
場
合
、
容
状
す
な
わ
ち
立
ち
居
振
る
ま
い
・
行
動
様
式
と
衣
服
が
、
報
告
す
べ
き
最
重
点
項
目
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
六
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
『
水
経
注
』
巻
一
に
は
、

新
頭
河
。
河
よ
り
以
西
は
天
竺
諸
国
、
是
れ
よ
り
以
南
は
み
な
中
国
た
り
。
人
民
殷
富
。
中
国
、
服
食
中
国
と
同
じ
。
故
に
之

れ
を
名
づ
け
て
中
国
と
し
た
る
也
。
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と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
見
解
の
背
後
に
は
、
衣
服
・
飲
食
の
共
通
性
が
す
な
わ
ち
中
国
と
し
て
の
共
通
性
に
等
し
い
と
み
な
す

認
識
の
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
は
、
い
ず
れ
も
衣
服
が
、
夷
狄
の
区
別
の
指
標
で
あ
り
、
殊
俗
の
具
体
的
内
容
と
し
て
必
ず
あ
げ
る
べ
き
重
要
な

項
目
と
し
て
、
中
国
側
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
２
）
『
風
土
記
』
の
異
俗
と
衣
服

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
、
中
国
に
お
け
る
中
華
と
夷
狄
の
区
別
の
指
標
と
し
て
の
衣
服
の
意
義
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
同
様
の

く

ず

位
置
づ
け
を
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。『
風
土
記
』
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
俗
の
民
の
記
述
が
あ
る
。
土
蜘
蛛
・
国
巣
・
白
水
郎
等
、

諸
国
の
『
風
土
記
』
に
登
場
す
る
彼
ら
に
つ
い
て
の
描
写
を
一
瞥
し
て
気
付
く
こ
と
は
、
中
国
の
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
こ
こ
で
は

衣
服
の
地
域
に
よ
る
偏
差
に
、
ま
っ
た
く
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
常
陸
風
土
記
」
茨
城
郡
条
は
、
土
窟
に
穴
居
す
る
国
巣
に
つ
い
て
、「
弥
々
風
俗
を
隔
て
き
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

こ
に
い
う
「
風
俗
」
に
は
、
実
は
衣
服
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
公
式
令
、
遠
方
殊
俗
人
条
で
は
、
容
状
衣
服
は
絵
に
画
く

も
の
、
風
俗
は
文
章
で
述
べ
る
も
の
と
さ
れ
、
衣
服
と
風
俗
が
異
な
っ
た
範
疇
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
「
風
俗
」
は
、

生
業
や
習
俗
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
衣
服
や
飲
食
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。「
肥
前
風
土
記
」
松
浦

ち

か
し
ま

郡
条
の
、
値
嘉
嶋
に
住
む
白
水
郎
に
つ
い
て
も
、「
容
貌
は
隼
人
に
似
て
、
騎
射
を
好
み
、
其
の
言
語
は
、
土
地
の
人
と
異
な
っ
て

い
る
」
と
、
容
貌
や
行
動
様
式
、
言
語
の
特
異
性
に
言
及
し
な
が
ら
、
衣
服
の
差
異
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
は
衣
服
を
「
異
俗
」
の
指
標
に
数
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

『
風
土
記
』
撰
進
詔
に
見
る
よ
う
に
、
土
地
の
産
物
、
肥
沃
の
度
合
い
、
山
川
原
野
の
名
前
の
由
来
や
、
古
老
の
伝
え
る
各
地
の

旧
聞
異
事
の
把
握
に
、
主
た
る
関
心
が
注
が
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
衣
服
に
つ
い
て
は
律
令
国
家
が
、
地
方
支
配
に
際
し
て
予
め
周
知
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し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
と
し
て
は
、
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
一
体
、
日
本
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
こ
と
は

『
風
土
記
』
編
纂
の
前
提
に
、
列
島
内
居
住
民
の
衣
服
が
、
す
で
に
一
元
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
か
、
ま
た
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
列
島
居
住
の
人
々
の
衣
服
は
、
統
一
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
公
民
に
お
い
て
さ
え
、
国

巣
や
土
蜘
蛛
と
同
様
、
天
皇
の
「
王
化
」
に
浴
し
て
い
る
こ
と
を
、
視
覚
的
次
元
で
表
す
衣
服
を
ま
と
っ
て
い
な
か
っ
た
、
つ
ま
り

中
国
側
で
い
う
意
味
で
の
「
中
国
」
人
と
、
異
俗
・
殊
俗
の
民
の
区
別
が
、
衣
服
を
指
標
に
し
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
現
実
が
あ
っ

た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
後
者
の
可
能
性
を
想
定
す
る
。
先
に
筆
者
は
、
律
令
国
家
は
中
国
式
の
衣
服
制
を
導
入
し
た
が
、
在
地
社
会
の
衣
服
慣
行

と
の
乖
離
に
よ
り
、
公
門
内
の
空
間
に
着
用
を
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
論
（
２
）

じ
た
。
佐
竹
昭
氏
は
、
唐
代
の
承
天
門
に
皇

帝
が
出
御
し
て
行
う
諸
儀
礼
は
、
官
僚
だ
け
で
な
く
一
般
民
衆
も
参
加
し
て
行
わ
れ
、
民
衆
に
対
し
て
皇
帝
の
偉
大
さ
を
知
ら
し
め

る
演
出
が
な
さ
れ
た
が
、
日
本
の
宮
室
は
、
か
か
る
儀
礼
に
必
要
な
場
を
、
予
め
用
意
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
天
皇
を
頂
点
に
宮

都
に
結
集
し
た
有
位
者
集
団
内
の
秩
序
だ
け
が
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
て
、
圧
倒
的
な
権
力
と
権
威
を
も
っ

て
民
衆
支
配
に
君
臨
す
る
と
い
う
一
側
面
が
う
か
が
え
る
と
（
３
）

す
る
。

こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
衣
服
制
の
面
か
ら
い
え
ば
一
般
民
衆
、
ひ
い
て
は
奴
婢
に
お
い
て
さ
え
、
公
門
内
に
入
る
際

に
、「
制
服
」
と
い
う
形
で
公
的
衣
服
の
着
用
が
強
制
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
皇
以
下
、
奴
婢
に
い
た
る
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ
ー
的
秩
序
が
、
公
門
内
と
い
う
閉
鎖
的
な
空
間
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
厳
格
に
整
序
さ
れ
、
全
体
と
し
て
日
本
的
礼
教
秩
序

を
構
成
し
た
の
で
（
４
）

あ
る
。

し
か
も
こ
の
秩
序
は
、
外
部
に
対
し
て
宣
揚
す
る
意
志
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は
、
日
本
の
天
皇
お
よ
び

彼
を
取
り
巻
く
有
位
者
集
団
の
権
力
が
、
中
国
の
そ
れ
に
比
し
て
よ
り
超
越
的
・
専
制
的
で
あ
っ
た
ゆ
え
な
の
だ
ろ
う
か
。
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第
一
部

古
代
国
家
と
交
通

第
一
章

古
代
に
お
け
る
道
と
国
家
（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
五
、
一
九
八
九
年
）

第
二
章

古
代
に
お
け
る
都
と
村
（『
日
本
村
落
史
講
座
六

生
活
1

原
始
・
古
代
・
中
世
』
雄
山
閣
、
一
九
九
一
年
）

第
三
章

二
つ
の
チ
カ
シ
マ
に
関
す
る
覚
え
書
き
―
―
古
代
の
国
際
的
交
通
を
め
ぐ
っ
て
（『
世
界
史
上
に
お
け
る
人
と
物
の
移
動
・
定
着
を
め
ぐ

る
総
合
的
研
究
』
科
研
報
告
書
、
一
九
九
二
年
）

第
四
章

古
代
環
日
本
海
交
通
と
淳
足
柵
（『
律
令
制
国
家
と
古
代
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）

第
二
部

民
族
標
識
・
異
性
装

第
一
章
「
魏
志
」
倭
人
伝
の
衣
服
に
つ
い
て
―
―
「
横
幅
」
衣
・「
貫
頭
」
衣
の
位
相
―
―
（『
女
子
美
術
大
学
紀
要
』
一
四
、
一
九
八
四
年
）

補
論
一
『
一
遍
聖
絵
』
に
見
る
時
衆
の
衣
服
（『
一
遍
聖
絵
を
読
み
解
く
―
―
動
き
出
す
静
止
画
像
―
―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）

補
論
二
「
笠
の
山
―
―
境
界
を
め
ぐ
る
一
試
論
―
―
」（『
一
遍
聖
絵
と
中
世
の
光
景
』
あ
り
な
書
房
、
一
九
九
三
年
）

第
二
章

日
本
古
代
に
お
け
る
民
族
と
衣
服
（『
日
本
の
社
会
史
八

生
活
感
覚
と
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）

第
三
章

律
令
国
家
と
蝦
夷
の
衣
服
―
―
民
族
標
識
と
し
て
の
衣
服
―
―
（『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
Ⅴ

自
意
識
と
相
互
理
解
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
九
三
年
）

第
四
章

奉
翳
美
人
の
男
装
に
つ
い
て
（『
日
本
古
代
の
国
家
と
村
落
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）

第
五
章

男
装
の
女
王
・
卑
弥
呼
（『
古
代
史
の
論
点
二

女
と
男
、
家
と
村
』
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）

第
三
部

王
権
と
衣
装

第
一
章

大
化
の
冠
位
制
に
つ
い
て
―
―
吉
士
長
丹
像
と
の
関
連
で
―
―
（『
考
古
学
の
学
際
的
研
究

濱
田
青
陵
賞
受
賞
者
記
念
論
文
集
一
』
昭
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和
堂
、
二
〇
〇
一
年
）

第
二
章

王
権
と
衣
服
（『
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
と
そ
の
時
代
―
―
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
―
―
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

第
三
章

古
代
天
皇
の
冠
と
衣
服
―
―
中
国
衣
服
制
の
継
受
を
め
ぐ
っ
て
―
―
（『
岩
波
講
座
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
九
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三

年
）

第
四
章

服
飾
と
制
度
―
―
冠
位
か
ら
位
階
へ
―
―
（『
日
本
の
時
代
史
二
九

日
本
史
の
環
境
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
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