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唐
代
の
交
通
と
商
人
の
交
易
活
動

荒

川

正

晴

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
商
人
と
し
て
名
を
馳
せ
た
ソ
グ
ド
商
人
が
、
唐
の
時
代
に
最
も
活
発
に
交
易
活
動
を
展
開
し
た
背
景

に
は
、
唐
に
よ
り
交
通
と
交
易
の
一
元
的
な
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
は
ソ
グ
ド
商
人
に
、

通
行
証
で
あ
る
過
所
の
発
給
を
通
じ
て
、
唐
領
内
に
お
い
て
キ
ヤ
ラ
ヴ
ア
ン
隊
を
組
織
す
る
権
限
と
、
安
全
な
遠
隔

地
へ
の
往
来
を
保
証
す
る
体
制
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

タ
イ
ト
ル
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
読
者
諸
氏
は
ど
の
よ
う
な
状
景
を
思
い
描
く
で
あ
ろ
う
か
?

唐
代
と
い
う
時
代
か
ら
、
ま
ず
は

彫
り
の
深
い
面
立
ち
の
ソ
グ
ド
商
人
ら
が
、

キ
ャ
ラ
、
グ
ア
ン
隊
を
率
い
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
行
商
す
る
姿
を
頭
に
浮
か
べ
る
人
も
多

い
に
違
い
な
い
。
た
だ
定
番
と
な
っ
て
い
る
割
に
は
、
あ
ま
り
に
も
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
先
行
し
て
お
り
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
往
来

し
な
が
ら
交
易
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
か
は
、
案
外
、
知
ら
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
分
か
ら
な
い
こ
と
は
多
々
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
、
現
在
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
具
体
像
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
成
果
の
一
端
を
紹
介
す
る
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こ
1
己
に
し
た
い
。
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唐
の
二
つ
の
通
行
証

唐
の
時
代
、
過
所
と
呼
ば
れ
る
通
行
証
が
、
役
所
か
ら
発
給
さ
れ
て
い
た
。
今
に
伝
え
ら
れ
る
唐
代
の
過
所
の
実
物
と
し
て
、
一
二

井
ヰ
一
リ
(
圏
域
寺
)
に
所
蔵
さ
れ
る
入
唐
僧
円
珍
(
八
一
四
1
八
九
こ
の
そ
れ
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
一
般
の
商
人
が
携

第II部

帯
し
た
過
所
で
は
な
い
。
し
か
も
時
代
は
唐
の
全
盛
期
を
過
ぎ
た
九
世
紀
半
ば
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
央
ア
ジ
ア
の

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
か
ら
は
、
唐
の
全
盛
期
で
あ
る
開
元
時
代
(
七
三

τ七
四
二
に
商
人
が
実
際
に
携
帯
し
て
い
た
過
所
が
出
土
し
て

い
る
。
ま
ず
は
当
時
の
商
人
が
携
帯
す
る
過
所
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

こ
の
ト
ヮ
ル

フ
ァ
ン
文
書
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ー
門

D
〕
に
分
け
て
掲
げ

い
さ
さ
か
長
い
の
で
、
訳
文
だ
り
を
、

そ
の
内
容
に
応
じ
て
門

て
お
く
(
冒
頭
の
残
欠
部
分
は
、
過
所
の
書
式
を
参
考
に
し
て
推
補
)
。

過
一
政
の
実
例

瓜
州
都
督
府
(
よ
り
発
給
)

国
阿
倍
一
陣
同
町
険
関
;
雇
用
人
の
康
線
一
山
と
石
怒
念
、

家
で
生
ま
れ
た
男
奴
隷
の
移
多
地
、

安
西
(
都
護
府
)
ま
で
(
の
路
次
に
あ
る
各
州
県
や
関
所
。
防
衛
機
関
の
責
任
者
宛
て
)
。
先
に
掲
げ
た
四
人
と
騒
馬
十
頭
は
、
今
月

日

に
、
(
彼
ら
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
石
染
典
が
提
出
し
た
)
牒
を
得
た
と
こ
ろ
、
「
西
よ
り
、

こ
こ
(
瓜
州
)
に
ま
い
り
ま
し
た
が
、
交
易



唐代の交通と商人の交易活動(荒川1)

ソグド商人の石染典が、実際に携帯した唐の運行証(過所)

石染典の本貴州である西州(トゥルファン)周辺の地図
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中国唐代の道路・交通第II部

も
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
今
、
引
き
戻
っ
て
、
鉄
門
闘
を
通
っ
て
安
西
に
ま
で
往
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
途
中
、
鎮
・
成
・

守
捉
に
、
往
来
の
事
情
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
な
い
こ
と
を
思
い
、
(
過
所
生
改
給
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
お
願
い
申
し
あ
げ

182 

ま
す
。
」
と
言
っ
て
き
て
い
る
。
(
添
付
し
て
き
た
、
こ
れ
ま
で
の
)
過
所
を
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
牒
の
内
容
と
同
じ
で
あ
っ

た
の
で
、
既
に
処
決
し
て
(
過
所
を
)
発
給
し
た
。
ど
う
か
、
取
り
調
べ
た
う
え
、
通
過
す
る
こ
と
を
お
認
め
い
た
だ
き
た
い
。

府

戸
曹
参
軍
の

「亘」

史

楊
祇

開
元
二
十
年
(
七
三
二
)
一
二
月
十
四
日
、
発
給
す
。

【

B
}「

三
月
十
九
日
、
懸
泉
守
捉
官
の
高
賓
、
取
り
調
べ
て
、
西
へ
通
過
さ
せ
た
。
」

「
三
月
十
九
日
、
常
業
守
捉
宮
・
果
毅
の
孟
進
、
取
り
調
べ
て
、
西
へ
通
過
さ
せ
た
。
」

「
三
月
二
十
日
、
苦
水
守
捉
の
押
官
の
年
五
用
、
取
り
調
べ
て
、
西
へ
通
過
さ
せ
た
。
」

「
三
月
二
十
一
日
、
塩
池
成
・
守
捉
の
押
官
・
健
児
の
目
楚
珪
、
取
り
調
べ
て
通
過
さ
せ
た
。
」

【

C
}「

深
」
(
沙
州
刺
史
の
サ
イ
ン

作
人
の
康
禄
山
・
石
怒
愈
/
唐
内
地
で
生
ま
れ
た
奴
の
移
多
地
/
瞳
十
頭
。

沙
州
の
市
が
、
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
(
石
染
典
の
提
出
し
た
牒
の
内
容
t)
同
じ
。
市
令
の
張
休
。



申
し
あ
げ
ま
す
。
私
、
染
典
は
、
先
に
瓜
州
の
過
所
を
発
給
さ
れ
、
今
、

こ
こ
(
沙
州
)
に
来
て
交
易
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
も
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
(
次
に
)
伊
州
へ
往
き
交
易
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
途
上
、
所
在
の
守
捉
が
往
来
の
事
情
を
よ
く

知
ら
な
い
こ
と
を
恐
れ
、
謹
ん
で
、
(
発
給
さ
れ
た
過
所
と
こ
れ
ま
で
の
検
閲

B

通
過
記
録
を
)
貼
り
連
ね
る
こ
と
、
前
の
と
お
り
で
す
。

ど
う
か
、
判
を
も
っ
て
処
決
さ
れ
ま
す
よ
う
、

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
謹
ん
で
、
申
し
あ
げ
ま
す
。

「印」

開
元
二
十
年
三
月
廿

目
、
西
州
百
姓
、
瀞
撃
将
軍
の
石
染
典
が
、
申
し
あ
げ
ま
す
。

「
去
く
に
任
せ
よ
。
深
、
指
示
す
。

廿
五
日
。
」

{
D〕「印」

唐代の交通と商人の交易活動(荒}II)

四
月
六
日
、
伊
州
刺
史

署
名
し
て
通
過
さ
せ
た
。

張
一
賓
」

こ
の
過
所
は
、
石
染
典
と
い
う
ソ
グ
ド
商
人
が
、
実
際
に
携
帯
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
石
は
、

タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
(
石
国
)
出
身

の
ソ
グ
ド
人
が
名
乗
っ
た
姓
と
い
わ
れ
、
名
の
染
典
は

ソ
グ
ド
語
の
N
百
H
H
H

箆
可
山
口

(
N
F
m
E
R神
の
恩
恵
の
意
)
を
漢
字
音
写
し
た
も
の

で
あ
る
。
彼
は
、
商
人
と
し
て
中
央
ア
ジ
ア
や
河
西
に
足
を
延
ば
し
交
易
活
動
を
し
て
い
た
が
、
唐
の
直
轄
州
と
な
っ
て
い
た
西
州

都
督
府
(
ト
ゥ
ル
ア
ア
ン
)
の
百
姓
と
し
て
戸
籍
に
付
け
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
百
姓
と
言
っ
て
も
、
地
位
の
な
い
庶
民
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
彼
は
、
実
職
の
な
い
散
官
で
は
あ
る
が
、
従
五
口
叩
の
遊
撃
将
軍
を
肩
書
き
に
持
つ
堂
々
た
る
官
人
で
も
あ
っ
た
。

先
ず
は
門
A

〕

の
部
分
を
見
て
頂
こ
う
。
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
彼
は
本
貫
地
で
あ
る
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
離
れ
て
東
行
し
、
交
易

す
る
呂
的
で
瓜
州
都
督
府
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、

そ
こ
で
の
交
易
活
動
が
完
了
す
る
と
、

あ
ら
た
め
て
滞
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在
先
の
瓜
州
府
司
に
対
し
て
、
安
西
(
ク
チ
ヤ
)
ま
で
の
通
行
を
保
証
す
る
過
所
を
由
l

請
し
て
い
た
。
瓜
州
府
で
は
、
担
当
部
署
で



中国唐代の道路・交通

あ
る
戸
曹
司
が
、
提
出
し
て
き
た
率
請
書
と
そ
れ
ま
で
携
帯
し
て
い
た
過
所
の
内
容
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
う
え
で
、
新
た
な
過
所
を

184 

発
給
し
た
。
門

A
〕

の
最
後
に
見
え
る
官
員
の
名
は
、

そ
の
戸
曹
司
の
役
人
た
ち
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
過
所
と
は
申
請
目
的
地
ま
で
の
通
行
を
許
可
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

目
的
地
か
ら
ま
た
別
の
地

域
へ
往
く
場
合
に
は
、
改
め
て
滞
在
先
で
過
所
の
給
付
を
申
請
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
門
A
A
〕

は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
再
申
請
し

て
得
ら
れ
た
過
所
で
あ
っ
た
。

第 II部

つι司

運
行
証
と
し
て
の
過
所

過
所
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
通
行
証
で
あ
る
が
、
注
告
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
本
文
に
「
ど
う
か
、
取
り
調
べ
た
う
え
、
通
過
す
る

こ
と
を
お
認
め
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
過
所
で
言
え
ば
、
〔
A

〕

の
本
文
末
尾
に

こ
の
文
言
が
見
え
て
い
る
。
過
所
を
携
帯
す
る
石
染
典
と
彼
が
率
い
た
人
。
畜
の
通
行
の
許
可
を
、
安
西
都
護
府
ま
で
の
路
次
に
あ

る
州
府
や
関
所
お
よ
び
防
衛
機
関
の
責
任
者
に
向
け
て
、
過
所
発
給
州
府
が
要
請
す
る
か
た
ち
に
書
式
上
は
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
過
所
は
、
発
給
し
た
州
府
の
権
限
を
も
っ
て
通
行
の
認
可
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
途
次
、
立
ち
寄
る
諸
官
一
可
。
機

そ
こ
か
ら
先
に
進
む
通
行
の
許
可
を
、
逐
一
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
発
給
し
た
州
府
の
他
官
司
。
機
関
へ
の

運
行
依
頼
と
い
う
意
味
で
は
、
今
の
パ
ス
ポ
ー
ト
に
近
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
唐
領
内
に
あ
っ
た
す
べ
て
の
州
府
が
、
全
支
配
領

関
よ
り
、

域
内
の
通
行
を
認
め
る
過
所
を
発
給
で
き
る
権
限
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、

な
お
明
確
で
は
な
い
が
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
の
過
所

関
係
の
官
文
書
(
「
唐
開
一
冗
二
十
一
年
(
七
三
二
一
)
西
州
都
督
府
案
巻
矯
勘
給
過
所
事
」
)
か
ら
、
遠
く
沿
海
部
の
福
州
へ
往
く
た
め
の
過
所
が
、

中
央
ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
西
川
府
で
実
際
に
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

で
は
、
門
A
一山

の
後
ろ
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
〔

B
〕

1
門
D
〕

は
、
ど
の
よ
う
な
部
分
な
の
か
。
こ
れ
こ
そ
、
目
的
地
ま
で
の

途
次
に
あ
る
州
府
や
防
衛
機
関
の
責
任
者
た
ち
に
よ
る
検
閲
と
通
行
許
可
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
門

B
〕

に
は
、
瓜
州
府
西
方



の
沙
州
ま
で
に
あ
る
複
数
の
軍
事
機
関
に
よ
る
検
閲
・
通
過
許
可
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
各
行
が
、
す
べ
て
別
筆
で
あ
る
の
も

当
然
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
続
い
て
貼
り
継
が
れ
て
い
る
【

C
】

{
D
】
は
、
石
染
典
が
途
中
で
滞
在
し
た
州
で
交
易
を
し
、
そ

れ
が
終
わ
っ
た
段
階
で
次
の
州
へ
の
移
動
を
申
請
し
、

そ
れ
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
【
C
】
で
は
、
彼
は
、

沙
州
で
伊
州
へ
の
通
行
を
、
ま
た
【

D
】
で
は
、
伊
州
で
次
の
州
、

お
そ
ら
く
は
西
州
へ
の
通
行
を
申
請
し
、
簡
略
な
か
た
ち
な
が

ら
も
そ
の
通
行
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
瓜
州
か
ら
鉄
門
関
を
経
て
安
西
を
目
指
す
に
は
、
瓜
州
府
か
ら
直
接
、
伊
州
へ
北
上

し
、
さ
ら
に
伊
州
か
ら
西
州
・
耳
局
者
へ
と
西
進
す
る
ル
ー
ト
が
幹
線
路
(
駅
道
)
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
石
染
典

が
取
っ
た
ル

l
卜
は
、
明
ら
か
に
主
要
道
か
ら
外
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
過
所
に
よ
る
通
行
は
、
途
中
経
由
す
る
関
所
と
最
終
目
的
地
は
、

は
じ
め
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、

与
と
」

ま
で
は
如
何
な
る
道
を
通
過
し
よ
う
と
も
問
題
が
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
商
い
の
都
合
で
、
必
ず
し
も
主
要
道
だ
け
を
往

来
で
き
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
過
所
は
、
滞
在
先
の
州
府
の
通
行
許
可
を
連
ね
る
こ
と
で
、
幹
線
路
(
釈
道
)

唐代の交通と商人の交易活動(荒川l)

か
ら
外
れ
て
通
行
し
、
途
上
の
州
府
に
滞
在
し
て
交
易
活
動
に
勤
し
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

か
な
り
柔
軟
な
通
行
を
許
す
も
の

で
あ
っ
た
と
一
言
え
よ
う
。

ま
た
時
間
的
な
制
約
に
つ
い
て
も
、
過
所
は
目
的
地
へ
の
通
行
に
お
い
て
日
時
を
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、

途
次
、
通
過
す
る
一
地
点
に
滞
留
で
き
る
日
数
は
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
経
過
し
て
も
滞
在
先
の
官
司
で
改
め

て
過
所
給
付
の
手
続
き
を
取
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
過
所
と
い
う
も
の
が
公
務
を
帯
び
な
い
、
ご
く
一
般
的

な
商
人
に
給
付
さ
れ
る
場
合
、
時
間
的
に
は
ほ
ぼ
無
制
限
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
う
し
た
時
空
の
融
通
性
は
、
公
務
に
よ
る
通
行
で
は
な
く
、
「
私
行
」

の
目
的
で
旅
を
す
る
者
に
給
付
す
る
過
所
の
特
性
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
過
所
に
よ
る
移
動
は
唐
の
交
通
管
理
下
に
置
か
れ
、
途
中
経
由
す
る
関
所
は
官
に
よ
っ
て
-
設
定
さ
れ

そ
の
最
終
目
的
地
ま
で
の
通
行
で
は
、
途
中
引
き
返

185 

る
と
と
も
に
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
の
過
所
関
係
文
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
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し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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運
行
証
と
し
て
の
公
験

唐
代
に
お
い
て
は
、
役
所
が
発
給
し
て
い
た
通
行
証
と
し
て
、
過
所
以
外
に
も
公
験
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
を
同
じ
機

能
を
持
つ
も
の
と
解
す
る
見
方
も
存
在
す
る
が
、
名
称
が
異
な
る
か
ら
に
は
、

そ
の
機
能
も
異
な
っ
て
い
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
事
実
、
過
所
と
公
験
を
検
討
し
て
み
る
と
、
両
者
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、

そ
の

第 II音11

違
い
と
は
伺
か
?

ま
ず
過
所
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
時
空
的
な
制
限
が
ほ
と
ん
ど
無
い
に
等
し
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
公
験
は
か
な
り
厳
し
く
設

定
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
地
方
の
州
の
役
所
で
は
、
戸
籍
に
附
け
ら
れ
た
百
姓
に
対
し
て
、
こ
の
二
つ
の
通
行
証
を
と
も
に
発
給

し
た
が
、
公
験
は
隣
接
す
る
州
と
の
往
還
を
許
可
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
併
せ
て
そ
の
有
効
期
限
が
明
確
に
存
在
し
た
。

つ
ま

り
、
附
籍
さ
れ
た
百
姓
で
あ
れ
ば
、
何
時
何
時
ま
で
に
必
ず
出
発
し
た
本
籍
の
州
に
戻
っ
て
く
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
逓
送

や
供
給
を
保
証
す
る
公
的
な
通
行
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
過
所
は
、
隣
接
す
る
州
を
越
え
て
遠
方
の
目
的
地
ま
で
往
く
片
道
通
行
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
目
的
地
に
到

着
し
た
後
は
、
携
帯
し
て
い
た
過
所
は
無
効
と
な
る
も
の
の
、
本
籍
を
も
っ
百
姓
で
あ
っ
て
も
、
公
験
と
異
な
り
、
出
発
し
た
州
に

戻
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、

あ
ら
た
め
て
ど
こ
か
に
往
く
場
合
に
は
、
新
た
に
過
所
を
給
付
し
て
も
ら
え
ば
良

か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
期
限
に
つ
い
て
も
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
制
限
は
な
か
っ
た
。

こ
の
両
者
の
通
行
証
'
と
し
て
の
遣
い
は
、
地
方
の
州
で
発
給
さ
れ
た
も
の
で
説
明
す
る
な
ら
ば
、
公
験
が
期
限
付
き
の
州
外
へ
の

出
境
を
、
州
の
権
限
を
も
っ
て
認
可
す
る
公
的
証
明
書
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
過
所
は
、
携
帯
者
の
素
性
を
保
証
し
つ
つ
、
公
験
の

よ
う
な
時
空
の
制
限
を
も
た
せ
ず
に
、

一
地
方
州
府
が
他
州
府
や
軍
防
の
諸
機
関
に
対
し
て
、
唐
帝
国
領
内
の
通
行
を
依
頼
す
る
要



請
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

ソ
グ
ド
商
人
と
唐
領
内
の
交
通

唐
帝
国
領
内
を
往
来
す
る
商
人
は
、
彼
ら
の
交
易
活
動
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
さ
き
ほ
ど
の
過
所
や
公
験
を
携
帯
せ
、
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
州
県
の
戸
籍
に
付
け
ら
れ
て
い
た
石
染
典
の
よ
う
な
ソ
グ
ド
商
人
ば
か
り
で
な
く
、
新
た
に
唐
領
内

に
入
境
し
て
く
る
ソ
グ
ド
商
人
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
と
く
に
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
唐
帝
国
領
内
へ
入
境
し
て
く
る
ソ
グ
ド
人
は
、
安

西
・
北
庭
や
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
と
い
っ
た
境
域
オ
ア
シ
ス
都
市
に
お
い
て
、
こ
の
過
所
を
取
得
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
西
州
府
よ
り

発
給
さ
れ
た
過
所
に
は
、
京
師
を
目
的
地
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
彼
ら
は
容
易
に
入
京
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
体

制
の
下
に
、
先
に
掲
げ
た
安
西
・
北
庭
や
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
は
、
西
方
か
ら
来
る
商
人
等
に
と
っ
て
、
唐
の
園
都
と
直
結
す
る
陸
上
の

唐代の交通と商人の交易活動(荒川)

寄
港
市
と
化
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
唐
の
交
通
体
制
の
重
要
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
過
所
は
、
実
は
唐
以
前
よ
り
既
に
通
行
証
と
し
て
発
給
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
三
国
志
』
巻
十
六
親
書
十
六
倉
慈
伝
、
五
一
二
頁
(
『
貌
略
』
倉
慈
伝
)
に
は
、
次
の
よ
う
に
過
所
の
存
在
と

そ
の
機
能
を
伝
え
て
い
る
。

太
和
年
間
(
ニ
ニ
七
1
二
三
二
)
に
、
(
倉
慈
は
)
敦
煙
郡
の
太
守
に
就
任
し
た
。
敦
煙
郡
は
(
貌
の
領
域
の
)
西
辺
に
位
置
し
て
い

た
た
め
に
、
(
中
原
が
)
争
乱
状
態
に
な
る
と
(
こ
の
敦
燈
郡
は
中
央
政
府

t)
隔
絶
し
、
(
中
央
か
ら
)
太
守
が
赴
任
し
て
こ
な
い
状

態
が
二
十
年
も
続
い
た
。
そ
の
結
果
、
敦
煙
郡
で
は
地
元
の
有
力
者
が
勝
手
気
ま
ま
に
勢
力
を
振
る
い
、
そ
れ
が
遂
に
日
常
的

な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
(
中
略
)
と
こ
ろ
が
倉
慈
が
敦
煙
郡
に
赴
任
し
て
く
る
と
、
地
元
の
有
力
者
を
抑
え
つ
け
る
と
間
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時
に
、
貧
し
く
弱
い
も
の
に
対
し
て
は
厚
く
保
護
し
、

は
な
は
だ
理
に
か
な
っ
た
政
策
を
お
こ
な
っ
た
。
(
中
略
)
ま
た
常
日
頃
、
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中
央
ア
ジ
ア
か
ら
や
っ
て
来
る
商
人
[
原
文
で
は
「
西
域
」
の
「
雑
胡
」
]
は
、
(
貌
の
宮
廷
に
)
朝
貢
し
て
献
上
品
を
贈
る
こ
と
を
希
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望
し
て
い
た
が
、
敦
煙
郡
の
多
く
の
有
力
者
は
(
そ
う
し
た
商
人
生
待
ち
受
け
て
彼
ら
の
通
行
を
妨
害
し
、
(
強
制
的
に
敦
煙
郡
で
)

交
易
を
行
わ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
敦
煙
郡
で
の
交
易
は
、
地
元
の
有
力
者
が
(
西
か
ら
や
っ
て
来
る
商
人
を
)
だ
ま
し
て
商
売
を
行
わ

せ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
不
条
理
な
取
引
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
商
人
ら
は
、
常
日
頃
こ
の
こ
と
を
恨
み
に
思
つ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
倉
慈
は
、
こ
う
し
た
商
人
ら
を
ね
ぎ
ら
い
、
彼
ら
の
中
で
都
の
洛
陽
に
赴
こ
う
と
願
う
も
の
に
は
、

そ
の
商
人
の
た
め
に
過
所
を
発
給
し
た
。
ま
た
敦
煙
郡
よ
り
西
方
に
引
き
返
そ
う
と
願
う
も
の
に
は
、
敦
煙
郡
の
官
吏
が
そ
の

第II部

商
人
の
も
っ
て
い
る
商
品
を
相
互
に
納
得
で
き
る
適
正
な
価
格
で
買
い
上
げ
る
こ
と
と
し
、
た
だ
ち
に
そ
の
商
人
に
対
し
て
敦

煙
郡
の
官
物
を
も
っ
て
支
払
う
と
同
時
に
、
敦
偉
郡
の
官
吏
や
民
が
責
任
を
も
っ
て
彼
ら
商
人
を
護
送
し
て
送
り
返
し
た
。
こ

れ
以
後
、
敦
煙
の
民
も
西
来
の
商
人
も
、
こ
ぞ
っ
て
敦
煙
郡
の
長
官
で
あ
る
倉
慈
を
褒
め
称
え
た
。

こ
の
史
料
か
ら
、
規
の
時
代
に
敦
健
太
守
の
倉
慈
が
、
「
西
域
」
の
「
雑
胡
」
の
た
め
に
過
所
を
発
給
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
こ
こ
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
央
政
府
よ
り
派
遣
さ
れ
た
敦
健
太
守
の
権
限
と
し
て
、
敦
煙
か
ら
洛
陽
ま
で
の

広
域
に
わ
た
る
移
動
を
保
障
す
る
通
行
証
が
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
過
所
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら

見
れ
ば
、
国
家
が
発
給
す
る
過
所
は
、
ソ
グ
ド
人
な
ど
の
外
来
商
人
に
と
っ
て
は
、
各
州
郡
の
在
地
富
民
(
大
姓
)
の
思
惑
に
左
右

さ
れ
ず
、
国
家
と
結
び
つ
い
て
広
域
に
わ
た
る
通
行
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
唐
の
中
央
ア
ジ
ア
支
配
は
、

中
央
ア
ジ
ア
に
駅
道
(
「
漢
道
」
)
を
導
入
・
整
備
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
過
所
の
機
能
を
フ
ル
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。



ソ
グ
ド
商
人
と
キ
ヤ

ア
ン
隊

唐
に
よ
っ
て
交
通
と
交
易
が
二
克
的
に
管
理
さ
れ
た
な
か
、

ソ
グ
ド
商
人
の
よ
う
な
遠
距
離
交
易
を
生
業
と
す
る
商
人
か
ら
す
れ

ぱ
、
過
所
は
、
彼
ら
の
安
全
な
遠
距
離
移
動
を
保
証
す
る
重
要
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
が
、
実
は
そ
の
重
要
性
は
そ
れ
だ
け
で
は
な

ぃ
。
意
外
と
見
過
ご
さ
れ
て
は
い
る
が
、
過
所
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
唐
の
京
師
を
は
じ
め
と
す
る
大
都
市
を
巡
る
キ
ャ

ラ
ヴ
ア
ン
隊
を
組
織
す
る
権
限
を
獲
得
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
に
過
所
を
携
帯
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
来
の
ソ
グ
ド
商
人
が
容
易
に
唐
の
都
長
安
に
一
人
り
交
易
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
方
面
か
ら

唐
領
内
に
入
境
し
て
き
た
ソ
グ
ド
商
人
が
、
様
々
な
方
法
。
手
段
を
捉
え
て
、
唐
の
役
所
が
発
給
す
る
過
所
を
取
得
し
よ
う
と
し
た

の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
東
方
の
沿
海
側
か
ら
は
、
外
来
商
人
が
簡
単
に
都
に
入
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
が
、
西
方
で
は
そ
れ
が

ソ
グ
ド
商
人
全
般
に
開
放
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

唐代の交通と商人の交易活動(荒)I[) 

し
か
も
、
商
人
の
交
易
活
動
に
と
っ
て
は
、
公
権
力
に
よ
る
課
税
と
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
唐
は
そ
の
支

配
全
盛
期
に
あ
っ
て
は
、
通
行
税
や
売
買
税
な
ど
商
人
に
課
さ
れ
る
税
金
を
廃
止
し
た
と
言
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
は
建
前
で

あ
っ
て
、
現
実
に
は
役
人
か
ら
金
品
を
む
し
り
取
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
八
世
紀
に
な
る
と
、
中
央
ア
ジ
ア
(
東

ト
ル
キ
ス
タ
ン
)
で
は
唐
内
地
に
先
駆
け
て
、
正
式
に
通
行
税
が
謀
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
重
要
な
交
易
口
聞
と
も
な
る
奴
隷
や
馬
畜
に
つ
い
て
は
、
雇
用
人
と
合
わ
せ
て
過
所
に
そ
の
内
訳
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
、
関
所

だ
り
で
な
く
州
府
な
ど
に
お
い
て
、

そ
の
記
載
が
現
状
と
同
じ
か
ど
う
か
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
先
の
過
所
に

は
、
過
所
申
請
者
の
石
染
典
が
率
い
た
人
畜
が

「
作
人
(
雇
用
人
)
の
康
禄
山
と
石
怒
窓
、
家
で
生
ま
れ
た
男
奴
隷
の
移
多
地
、

お

よ
び
瞳
馬
十
一
波
」
と
、
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
法
の
規
定
で
は
、
金
・
銀
・
絹
・
鉄
な
ど
の
商
品
は
、
互
市
へ
持
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ち
込
ん
だ
り
、
西
辺
・
北
辺
の
諸
関
を
越
え
て
外
国
に
持
ち
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
建
前
で
あ
っ
た
(
天
聖
不
行
唐
令
、
関
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市
令
六
)
。
た
だ
し
唐
領
内
で
の
通
行
に
お
い
て
、
公
的
使
節
員
で
も
な
い
一
般
の
商
人
が
、
自
ら
携
え
る
交
易
物
品
の
内
容
に
つ
い
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て
厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
存
す
る
史
料
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
。

唐
領
内
に
お
け
る
薦
人
の
往
来
は
、
自
由
で
あ
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
国
家
の
厳
し
い
管
理
下
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
官
よ
り

過
所
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
だ
け
が
、
唐
か
ら
の

「
思
恵
」

を
享
受
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
国
家
が
設
け
る
交
通
シ
ス

テ
ム
に
よ
ら
な
い
商
人
の
非
合
法
な
移
動
は
常
に
存
在
し
た
が
、
商
人
は
過
所
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
領
内
に
お
い
て

キ
ャ
-
ア
ヴ
ア
ン
隊
を
組
織
す
る
権
限
を
取
得
し
、
国
家
の
管
理
下
に
お
か
れ
た
公
道
を
安
全
に
往
来
で
き
た
の
で
あ
る
。
唐
が
全
盛

第II部

を
誇
っ
た
時
代
は
、

ソ
グ
ド
商
人
の
活
動
が
活
発
化
し
、
い
わ
ゆ
る
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
が
隆
盛
し
た
と
一
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
背
景

に
は
、
過
所
と
い
う
通
行
証
の
機
能
を
フ
ル
に
発
揮
さ
せ
る
交
通
体
制
を
、
唐
が
広
〈
中
央
ア
ジ
ア
に
い
た
る
ま
で
構
築
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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