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ソ
グ
ド
人
の
移
住
緊
落
と
東
方
交
易
活
動

荒

)! I 

正

晴

+Eh 

じ

め

六
八
世
紀
の
時
代
、
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
は
、
大
き
く
そ
の
政
治
状
況
を
変
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
六
世
紀
に
中
央
ア
ジ

ア
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
を
包
含
す
る
テ
ュ
ル
ク
(
ト
ル
コ
)
遊
牧
民
の
国
家
が
形
成
さ
れ
、

さ
ら
に
続
く
七
、
八
世
紀
に
は
、
中
央
ア
ジ
ア
を
挟

ソグド人の移住来落と東方交易活動

ん
で
東
西
に
二
つ
の
帝
国
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
言
う
帝
国
と
は
、
長
安
を
都
と
す
る
唐
帝
国
と
、

ダ
マ
ス
ク
ス
お
よ
び
バ
グ
ダ
ー
ド
を
都
と
す
る
イ
ス
ラ

l
ム
帝
国
と
を
指
す
。

パ
ミ

l
ル
東
西
の
オ
ア
シ
ス
諸
国
も
、
六
世
紀
後
半
七
世
紀
は
じ
め
に
、

ソ
グ
ド
商
人
の
放
地
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
を
は
じ
め
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
西
黙
艇
可
汗
国
の
領
有
に
帰
L
、
七
世
紀
中
葉
|

八
世
紀
に
は
、
先
の
両
帝
国
の
境
域
世
界
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、

イ
ス
ラ

l
ム
帝
国
の
場
合
、
自
ら
領
有
す
る
パ
ミ
|
ル

以
西
の
オ
ア
シ
ス
諸
国
を
征
服
し
、
完
全
に
そ
れ
ら
を
支
配
下
に
組
み
込
む
の
は
八
世
紀
半
ば
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
こ
こ
に
は
唐

き

び

帝
国
の
罵
臨
時
州
府
が
置
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
七
世
紀
よ
り
八
世
紀
前
半
ま
で
の
時
期
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
諸
国
は
、

基
本
的
に
は
唐
の
支
配
秩
序
の
も
と
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

つ
ま
り
、

ソ
グ
ド
人
も
一
面
で
は
名
目
的
な
が
ら
も
唐
帝
国
の
州
府
の
民

と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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と
り
わ
け
、
七
世
紀
の
段
階
で
は
、
唐
帝
国
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
地
帯
だ
け
で
な
く
、
北
ア
ジ
ア
地
域
に
も
間
接
的
な
支
配
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な
が
ら
唐
の
州
府
を
設
置
し
て
お
り
、
唐
の
皇
帝
は
「
天
可
汗
」
と
し
て
こ
の
地
域
に
君
臨
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
態
勢
は
、
早

く
も
七
世
紀
末
に
は
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
東
ア
ジ
ア
世
界
ば
か
り
で
な
く
中
央
ア
ジ
ア
、

さ
ら
に
は
北
ア
ジ
ア
ま
で
を
も
包
含
す
る

唐
帝
国
の
成
立
は
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
史
上
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
ソ
グ
ド
商
人
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
は
東
方
だ
け
で
な
く
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
四
方
に
交
易
の
足
跡
を
残
し
て
い
る
が
、

前
述
し
た
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
政
治
状
況
は
、
そ
の
東
方
へ
の
活
動
を
促
進
す
る
要
因
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

活
動
自
体
は
六
世
紀
以
前
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り
、
早
く
も
漢
代
ご
ろ
に
は
、
中
国
内
地
さ
ら
に
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
遊
牧
地
域
へ
も
進
出

し
た
が
っ
て
、
中
国
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
を
包
含
す
る
ソ
グ
ド
商
人
の
東
方
交
易
圏
の
形
成
は
、
六
世
紀
を
遥
か
に

し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

遡
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ソ
グ
ド
人
が
交
易
先
の
支
配
者
ら
の
庇
護
を
得
る
こ
と
に
尽
力
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る

が
、
迎
え
入
れ
る
中
国
の
諸
王
朝
や
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
遊
牧
勢
力
に
と
っ
て
も
、

こ
う
し
た
交
易
圏
の
維
持
・
発
展
の
た
め
、

さ
ら
に
は
豊
か
な
情
報
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
遊
牧
国
家
に
お
い
て
、

せ
ん
び

と
ほ
有
名
で
あ
る
が
、
鮮
卑
系
の
北
朝
系
諸
王
朝
や
惰
・
唐
王
朝
期
の
政
治
に
お
い
て
も
、
彼
ら
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
東
方
ヘ
の
交
易
活
動
と
い
う
も
の
が
、
唐
帝
国
の
時
期
に
い
た
る
ま
で
具
体
的
に
如
何
に
な
さ
れ
て
き
た

ソ
グ
ド
人
は
も
の
だ
け
で
な
く
、
最
先
端
の
文
化
や
技
術
、

ソ
グ
ド
人
が
政
策
の
や
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
活
躍
し
た
こ

の
か
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
決
L
て
十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
東
方
へ
の
進
出
を
扱
う
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
陸
路
だ
け
で
な
く
、
海
路
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
は
ソ

グ
ド
人
が
海
上
ル

l
ト
に
沿
っ
て
ど
れ
ほ
ど
交
易
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
唐
の
時
代
、
海
路
よ
り
中
国
に
来
港
す

る
商
人
は
、
「
波
斯
」
や
「
大
食
」
と
い
っ
た
イ
ス
ラ
l
ム
商
人
を
主
体
と
し
て
お
り
、
ま
た
海
上
ル

l
ト
そ
の
も
の
が
東
西
交
易
路
と

し
て
重
き
を
な
し
て
く
る
の
も
、

八
世
紀
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
陸
路
交
通
の
重
要
性
が
際
立
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。



ソ
グ
ド
人
が
活
発
に
進
出
し
た
東
方
の
大
国
で
あ
る
中
国
に
し
て
も
、
そ
の
姿
勢
は
す
べ
て
内
陸
に
向
い
て
お
り
、

そ
れ
は
都
が
西
北
域

に
偏
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
本
稿
で
、
唐
帝
国
時
代
に
お
よ
ぶ
ソ
グ
ド
人
の
東
方
へ
の
交
易
活
動
を
検
討
す
る
に
あ
た

り
、
陸
路
の
そ
れ
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
論
ず
る
所
以
で
あ
る
。

羽
田
明
は
、
前
講
座
『
世
界
歴
史
』
に
お
い
て
、

そ
れ
ま
で
の
研
究
の
到
達
点
を
踏
ま
え
て
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
に
つ
い
て
論
究
し

[
文
献
①
]
、

て
い
る
〔
文
献
②
]
。
本
稿
は
、

ま
た
本
講
座
で
も
吉
田
曲
一
一
旦
が
、
パ
ミ
l
ル
以
東
よ
り
出
土
し
た
ソ
グ
ド
語
資
料
に
主
に
依
拠
し
て
、
彼
ら
の
活
動
を
概
観
し

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
新
た
な
視
点
よ
り
ソ
グ
ド
人
の
東
方
交
易
活
動
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で

あ
る
。

移
住
褒
落
の
形
成
と
そ
の
分
布

乾
燥
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
、

オ
ア
シ
ス
都
市
の
商
人
が
自
ら
の
交
易
圏
を
広
げ
て
ゆ
く
や
り
方
は
、

一
様
で
は
な
い
が
、
遠
隔
商
業

ソグド人の移住緊結と東方交易活動

を
行
う
ソ
グ
ド
人
ら
は
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
・
ル
l
卜
の
拠
点
や
貿
易
目
的
地
に
移
住
緊
落
(
場
合
に
よ
っ
て
都
市
内
に
居
留
区
域
)
を
つ
く
っ

て
お
り
、

そ
こ
を
拠
点
に
し
て
人
・
も
の
・
情
報
の
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て
い
た
門
文
献
③
一
二
四
頁
]
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ソ

グ
ド
商
人
の
独
占
的
な
方
法
で
は
な
く
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
・
ア
ル
メ
ニ
ア
商
人
な
ど
時
代
と
地
域
を
間
わ
ず
見
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
【
文

献
④
二
二
|
三
八
頁
、
文
献
⑤
二
四
|
五
五
頁
]
。
従
っ
て
、

ソ
グ
ド
人
の
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
何
よ
り
も
ま

ず
こ
う
し
た
楽
落
(
な
い
し
は
居
留
区
。
以
ド
緊
落
と
表
記
す
る
場
合
は
原
則
と
し
て
居
留
区
を
も
含
む
)
の
姿
を
、
他
の
商
人
ら
の
そ
れ

ら
も
参
照
し
つ
つ
、

正
確
に
把
捉
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
須
の
作
業
と
な
ろ
う
。

」
う
し
た
ソ
グ
ト
人
の
豪
落
の
形
成
が
、

い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の

東
方
へ
の
交
易
活
動
自
体
は
、
漢
代
の
頃
に
は
既
に
始
ま
っ
て
い
た
と
き
口
わ
れ
る
[
文
献
⑥
二
二
頁
]
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
交
易
活

83 



動
の
具
体
的
な
様
相
を
う
か
が
う
に
は
、
史
料
的
に
は
四
世
紀
は
じ
め
の
ソ
グ
ド
本
国
へ
宛
て
ら
れ
た
ソ
グ
ド
語
の
手
紙
、
い
わ
ゆ
る

A
・
ス
タ
イ
ン
が
第
二
回
探
検
時
に
敦
煙
西
郊
よ
り
将
来
し
た
も
の
で
あ

84 

「
古
代
書
簡
」
に
ま
で
降
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
史
料
は
、

り
、
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
の
一
点
(
書
簡
I
)
に
は
、
パ
ギ
ン
パ
ト
ゥ

h
E玄
巧
「
(
蔽
)
桐
の
主
」
の
こ
と
が
見
え
て
い
る

け
ん
し

[
文
献
②
二
二
九
頁
]
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
こ
の
時
期
、
河
西
地
域
を
拠
点
に
し
て
交
易
活
動
に
従
う
ソ
グ
ド
人
ら
が
、
献
嗣
(
祇
教
神
殿
、

板
教
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
地
方
的
変
種
)
を
河
西
の
州
郡
県
域
外
も
し
く
は
域
内
に
設
置
し
て
、
こ
れ
を
中
心
に
豪
落
を
形
成
し
て
い

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

具
体
的
に
彼
ら
の
緊
落
の
設
置
地
点
を
見
て
み
る
と
、

い
わ
ゆ
る
ス
テ
ッ
。
フ
ル
ー
ト
沿
い
に
は
、
西
は
シ
ル
河
を
北
に
越
え
天
山
西
部

北
麓
に
広
が
る
セ
ミ
レ
チ
エ
地
域
な
ど
か
ら
、
東
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
彼
ら
は
、
突
厭
遊
牧
国

家
に
あ
っ
て
、

ソ
グ
ド
人
を
首
領
に
戴
く
独
自
の
部
落
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
首
領
に
は
イ
ル
テ
ベ
ル
の
称
号
、
が
授
け
ら
れ
て
い
た

[
文
献
⑦
七
三
頁
]
。

オ
ア
シ
ス
ル
!
卜
沿
い
に
は
、
パ
ミ

l
ル
東
方
の
タ
リ
ム
盆
地
周
辺
の
オ
ア
シ
ス
諸
国
か
ら
、
河
西
地
域

t
中
国
北
部
に
わ
た

さ
っ
ぽ
う

る
多
く
の
都
市
に
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
中
圏
内
地
で
は
、
こ
れ
ら
の
移
住
家
落
の
リ
ー
ダ
ー
は
「
薩
賓
」
と
呼
ば
れ
る

一方、

官
に
任
命
さ
れ
た
。

モ
ン
ゴ
リ
ア
・
中
国
領
内
に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
居
留
民
の
存
在
は
、
移
住
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
各
国
支
配
者
と
の
統
属
関
係
を
表
象

す
る
何
ら
か
の
官
職
の
授
受
を
通
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
史
料
的
に
あ

る
程
度
追
跡
で
き
る
の
は
、
中
国
領
内
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
。
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
七
世
紀
以
降
は
唐
の
「
世
界
帝
国
」
が
成

立
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
東
方
へ
の
交
易
活
動
と
は
、
畢
寛
、
主
と
し
て
帝
国
領
内
で
の
そ
れ
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で

は
ソ
グ
ド
人
の
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点
と
な
っ
た
彼
ら
の
移
住
緊
落
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
中
国
領
内
の
そ
れ
に
限
る
こ
と
に
し

n
e

、。

争
h
l
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北
朝
系
諸
主
朝
・
惰
代
の
移
住
緊
落

1 

移
住
緊
落
と
「
薩
賓
」

前
掲
の
「
薩
賓
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
藤
田
豊
八
は
、

的
を
以
て
支
那
に
旅
居
せ
る

-
Eロ
系
の
所
謂
買
胡
若
く
は
商
胡
に
は
、
自
ら
そ
の
聞
に
商
主
が
あ
り
、
政
府
は
そ
を
し
て
買
胡
即
ち
商

い
ち
早
く
「
通
商
の
目

胡
を
統
制
せ
し
め
、
商
主
の
外
国
名
な
る
薩
賓
を
以
て
そ
の
官
名
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
し
[
文
献
⑧
三
O
O頁]、

さ
ら
に
羽
田

明
は
、
「
薩
賓
の
統
制
下
に
、

ソ
グ
ド
人
の
隊
商
や
在
留
者
は
、
広
州
の
在
留
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
同
じ
よ
う
に
、
自
治
を
許
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
」
[
文
献
①
四
二
七
頁
]
と
推
断
し
た
。
両
氏
が
問
題
と
し
た
、
「
薩
賓
」
(
あ
る
い
は
「
薩
保
」
「
薩
甫
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、

す
べ
て
漢
字
の
中
古
音
は
印
P
H
E
E
)
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
「
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
の
リ
ー
ダ
ー
」
を
意
味
す
る
ソ
グ
ド
語
の
サ
ル
ト

ポ
ウ
∞
イ
仲
間
)
ざ
の
漢
字
音
写
で
あ
る
こ
と
が
、
吉
田
豊
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
[
文
献
⑨
一
六
八
一
七
一
頁
]
。

ソグト人の移住家落と東方交易活動

一
部
の
見
解
の
相
違
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
以
下
の
点
が
大
方
の
研
究
者
の
こ
れ
ま
で
の
共
通

認
識
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
[
文
献
⑩
一
八
O
頁
注
三
]
。
す
な
わ
ち
、
川
北
朝
惰
唐
王
朝
に
お
い
て
、
正
式
な
官
品
に
準

ず
る
「
視
官
口
問
し
を
有
す
る
官
職
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
川
ソ
グ
ド
人
の
多
く
が
蔽
教
徒
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
時
に
蔽
教

お
よ
び
蔽
教
徒
を
管
掌
す
る
官
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。

」
の
ほ
か
「
薩
賓
」
に
つ
い
て
は
、

R
-
J
-
J

、

7
7
1』

こ
う
し
た
従
来
の
議
論
の
中
で
最
大
の
問
題
は
、
「
薩
賓
」
を
取
り
上
げ
る
の
に
「
北
朝
惰
唐
代
L

と
い
う
一
言
葉
で
く
く
ら

れ
て
簡
単
に
処
理
さ
れ
、
あ
た
か
も
唐
以
前
の
時
代
に
お
け
る
「
薩
賓
」
が
、
そ
の
ま
ま
唐
代
の
そ
れ
と
し
て
存
続
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
唐
と
そ
れ
以
前
と
で
は
、

そ
の
基
本
的
な
性
格
が
大
き
く
相
違
し
て
お
り
、
こ
の
点
を

明
確
に
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

8ラ



2 

墓
誌
史
料
よ
り
見
た
「
薩
賓
」

86 

ま
ず
唐
以
前
の
時
期
に
お
け
る
「
薩
賓
」
に
つ
い
て
は
、
史
料
と
し
て
、
近
年
数
多
く
公
表
さ
れ
て
い
る
北
朝
・
陪
唐
期
の
墓
誌
を
掲

げ
る
こ
と
が
で
き
る
〔
文
献
⑩
一
七
三
|
一
七
五
頁
〕
。
没
年
順
に
掲
げ
る
と
表
ー
の
よ
う
に
な
る
。

墓誌 一覧表

没年 享年 「薩賓」任官者名

大業 5(605)年 66 曾祖妙尼，祖波波匿(本国の薩賓)

大業 11(615)年 70 父裟(摩詞大薩賓)

貞観21(647)年 75 父和(惰定州薩賓)

貞観年間(627-649) 祖抜達(梁使持節擦騎大将軍，開府儀同三

可，涼・甘・瓜三州諸軍事，涼州薩保)

乾封元(666)年 74 曾祖多思(周京師摩詞薩賓，酒泉県令)

総章 2(669)年 86 曾祖尼(貌摩詞大薩賓，張披県令)

祖〔多〕思(周京師薩賓，酒泉県令)

永徽 5(654)年 69 高祖但(貌摩詞薩賓)

成亨 4(673)年 66 父{午相(斉口州摩詞薩賓)

131頁Ill:文献⑬96頁，⑫8頁，町:文献⑬ 124頁，⑪ 10頁， 11隣

VH:文献⑫59頁，⑬11頁， VHI:文献⑬571-572頁，⑫39頁.

こ
れ
ら
の
墓
誌
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
薩
賓
」
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
点
を
新
た
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
「
薩
賓
L

の
官
の
設
置
は
、
早
く
も
北
貌
代
初
め
に
ま
で
遡
る

せ
ん

羽
の
博
志
銘
よ
り
う
か
が
え
る
。
銘
文
の
全
容
は
い
ま
だ

ら
し
い
こ
と
が
、

公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
賀
梓
城
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
同
博
志
銘
の
一
節
に

あ
ん
ば
ん
つ
う

は
、
「
大
魂
初
」
に
入
朝
し
た
安
蔦
通
の
高
祖
(
高
祖
父
、
祖
父
の
祖
父
)
、

安
但
に
関
し
て
「
使
を
奉
じ
て
入
朝
す
る
に
、
帝
は
「
恭
其
口
口
口
口
口
口

口
三
品
L

、
位
は
摩
詞
薩
賓
に
至
り
、
子
孫
は
冠
帯
を
煩
譲
す
。
」
と
記
さ
れ

て
い
る
〔
文
献
⑫
五
九
頁
、
文
献
⑩
一
一
頁
]
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
魂
建
国
当

初
に
朝
貢
し
て
き
た
安
但
が
「
摩
詞
薩
賓
」
を
授
け
ら
れ
、
そ
の
子
孫
が
官

職
に
繁
く
就
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
岡
市
時
志
銘
に
は
、
単
に
「
薩

賓
」
で
は
な
く
、
「
摩
詞
藤
賓
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
名
称
は
「
摩
詞
大

薩
賓
」
と
と
も
に
、
前
掲
の
墓
誌
E
・
V
-
w
-
m
m
に
も
見
え
、
北
麓
・
北

斉
・
北
周
を
通
じ
た
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
墓
誌
V
と
刊
刊
に
お
い

け
い
し

V
で
「
京
師
摩
詞
薩
賓
」
と
し
な

て
「
史
多
思
」
が
任
じ
る
「
薩
賓
」
を
、



「薩賓」関係

被 葬 者 出 身 地 死 i受 地

史射勿(字繋陀) 平涼郡平高県 平涼郡成陽郷賢良里

E 君塁突裟(字薄賀比多) 井州太原県 河南郡吉住陽県崇業郷嘉善里

皿 康婆(字季大) 博陵(惰博陵郡，唐定州) 洛陽

W 康阿達 西域康国 安楽里

V 史鉄棒(字善集) 原チ1'1平高県 原州平高県勧善里

vl 史阿耽(字説) 原州平高県 原州平高県勧善里

四 安寓通 長安

四 康元敬(字留師) 相州安陽県 洛チ1'1楊城県陶化里

n 文献⑬90頁，⑬ 102葉左・図版 484，⑩

v 文献⑩ 82~84 頁， vl :文献⑬ 68~72 頁，

が
ら
も
、

H
H

で
「
京
師
薩
賓
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
摩
詞
(
大
)
薩
賓
」

表 1

は
「
薩
賓
し
の
正
式
な
名
称
、
も
し
く
は
「
摩
詞
(
大
)
L

は
単
に
「
薩
賓
」

に
冠
せ
ら
れ
た
修
飾
辞
で
あ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

し
し
ゃ
ぶ
つ

一
方
で
、

I
の
史
射
勿
の
墓
誌
に
は
、
「
其
の
先
は
、
西
国
よ
り
出
ず
。

曾
祖
の
妙
尼
、
祖
の
波
波
医
は
、
並
び
に
本
国
に
仕
え
、
倶
に
薩
賓
と
為

る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
本
国
」
は
文
意
か
ら
ソ
グ
ド

本
国
を
指
す
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
墓
誌
の
「
薩
賓
」
は
ソ
グ
ド
本
国

に
置
か
れ
て
い
た
そ
れ
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は

別
の
史
料
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
、
既
に
吉
田
豊
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
[
文
献
②
二
三

O
頁
]
、
先
に
触
れ
た
ソ
グ
ド
語
書
簡
一
点
(
書
簡
V
)
の
宛

出典) 1: 文献⑩ 16~19 頁，

右金石録』巻2，4葉左，

名
(
受
取
人
)
冒
頭
部
に
「
田
正
司
ぜ
」
が
見
え
、
こ
れ
が
ソ
グ
ド
本
国
に
居
る

受
取
人
の
称
号
(
肩
書
き
)
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ー
の
史
射
勿
の
子
息
で
あ
る

v
-
wの
史
鉄

し

あ

た

ん

棒
・
史
阿
耽
の
墓
誌
か
ら
、
史
射
勿
の
祖
父
が
北
説
の
「
摩
詞
大
薩
賓
L

、

父
は
北
周
の
京
師
(
国
都
)
の
「
摩
詞
薩
賓
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
史
射
勿
の
祖
父
は
、

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
本
国
(
史
国
)
で
「
印
ザ
仲
間
)
ぜ
」

の
任
に
あ
り
、

さ
ら
に
北
競
に
入
っ
て
も
「
摩
詞
大
薩
賓
」
に
任
じ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
北
親
は
入
朝
し
て
く
る
ソ
グ
ド
人
で
、
そ
の
ま
ま
領
内
に
留
ま
っ
た
「
凹
唱
え
U
4」
に
、

な
称
号
を
与
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
吉
田
豊
は
、

ソ
グ
ド
本
国
と
同
様

87 

こ
の
「
回
イ
仲
間
】
ぜ
」
に
つ
い
て
、
「
実
際
に
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
を
率
い
て
移
動
し
て
い
る
人



間
だ
け
で
な
く
、
商
人
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
を
指
す
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
」
と
指
摘
し
た
が
[
文
献
②
一
三
一
O
頁]、

ソ
グ
ド
社
会
で
は
、

88 

「
商
人
」
層
は
「
騎
士
(
あ
る
い
は
貴
人
)
」
に
次
ぐ
高
い
ス
テ
イ
タ
ス
を
有
し
て
い
た
〔
文
献
⑫
九
四
・
九
六
頁
、
文
献
⑫
六
九
|
七
一
頁
、
文

献
⑫
四
七
六
頁
]
。
こ
の
よ
う
な
「
商
人
」
の
リ
ー
ダ
ー
が
、
正
式
な
朝
貢
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
ま
ま
中
国
に
滞
留
し
、

「
薩
賓
」
と
し
て
ソ
グ
ド
商
人
ら
を
統
轄
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
西
域
か
ら
の
朝
貢
使
節
団
が
、
通
常
、
商
人
た
ち
を
主
体
と

し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
[
文
献
④
五
O

五
二
頁
]
、

ソ
グ
ド
諸
国
か
ら
の
そ
れ
が
「
回
ザ
仲
間
】
ざ
」
を
ヘ
ッ
ド
と
し
て
い
た
ケ

ー
ス
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
中
国
に
お
い
て
ソ
グ
ド
商
人
ら
の
居
留
地
の
統
轄
官
に
「
薩
賓
L

と
い
う
名
号
が

採
用
さ
れ
た
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

な
お
六
世
紀
は
じ
め
、

き
く
し
こ
う
し
よ
う
こ
く

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
建
国
し
た
麹
氏
高
昌
国
に
お
い
て
も
、
「
薩
簿
L

(

凹唱え
a

)

と
い
う
官
号
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と

が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
文
書
か
ら
認
め
ら
れ
[
文
献
⑩
一
六
六
一
七
一
一
良
]
、
こ
の
称
号
、
が
様
々
な
ヴ
ア
リ
ア
ン
ト
を
も
っ
て
ソ
グ
ド
商
人

ら
を
束
ね
る
リ
ー
ダ
ー
的
称
号
と
し
て
中
国
以
外
の
緊
落
で
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
次
に
、
既
に
編
纂
史
料
か
ら
、
北
斉
時
代
に
は
、
「
薩
甫
」
(
「
薩
賓
」
)
は
、
鴻
腫
寺
(
外
国
使
節
な
ど
に
対
す
る
事
務
管
掌
機
関
)
の

管
掌
す
る
典
客
署
に
属
す
官
と
な
っ
て
お
り
、
京
師
に
一
一
人
、
ま
た
諸
州
に
も
一
人
ず
つ
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
が
[
文

献
⑩
一
七
二
頁
]
、
前
掲
の
墓
誌
史
料
皿

-
wか
ら
、
北
斉
に
限
ら
ず
、
北
魂
代
ご
ろ
よ
り
陪
に
か
け
て
、
京
師
だ
け
で
な
く
地
方
諸
州
に

も
「
薩
賓
」
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、

五
、
六
世
紀
に
か
け
て

F
i
U
4」
な
ど
に
率
い
ら
れ
た
ソ
グ
ド
人
が
、
盛
ん
に
中
国
領
内
に
入
植
し
て
い
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
、

五
、
六
世
紀
以
降
、
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
ソ
グ
ド
商
人
の
東
方
へ
の
積
極
的
な
進
出
と
連
動
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
北
朝
・
惰
政
権
が
、
自
治
を
許
す
「
薩
賓
」
の
設
置
を
認
め
、
そ
れ
を
制
度
化
し
て
い
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た

ソ
グ
ド
商
人
ら
を
積
極
的
に
招
致
し
て
い
っ
た
、
彼
ら
の
「
胡
商
」
重
視
政
策
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
〔
文
献
⑫
一
九
七
頁
]
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
「
薩
賓
L

は
、
一
献
教
お
よ
び
蔽
教
徒
を
管
掌
す
る
た
め
の
官
で
は
な
く
、
あ
く
ま



で
も
領
内
に
居
留
す
る
ソ
グ
ド
入
の
緊
落
を
統
轄
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
移
住
緊
落
民
は
、
中
国
領
内
に
あ
り
な
が
ら
も
、

ま
っ
た
く
の
外
国
人
と
し
て
存
在
し
、
北
魂
以
来
の
北
朝
系
諸
王
朝
と
惰

は
、
そ
の
緊
落
や
そ
れ
を
拠
点
に
活
動
す
る
ソ
グ
ド
人
ら
を
直
接
的
に
掌
握
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
そ
う
し
た
環
境
の
な

か
で
、
彼
ら
ソ
グ
ド
人
は
交
易
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

3 

緊
落
の
構
成
と
規
模

家
落
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
京
師
の
「
摩
詞
薩
賓
」
が
統
轄
す
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
地
方
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

『
陪
室
田
』
巻
二
八
、
百
官
志
に
、
諸
州
の
「
薩
保
」
(
「
薩
賓
L

)

の
う
ち
、
統
轄
す
る
胡
戸
が
二

O
O戸
を
越
え
て
い
る
場
合
に
は
、
視
正
九

品
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
規
模
は
、
先
の
四
世
紀
の
「
古
代
書
簡
」
(
書
簡
E
)
に
、
移
住
先
で
の
「
一

O
O人
の
サ
マ
ル

カ
ン
ド
の
自
由
人
」
に
言
及
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
吉
田
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
[
文
献

②
二
二
八
頁
]
。
さ
ら
に
後
の
唐
代
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
敦
埠
の
ソ
グ
ド
人
緊
落
は
、

三

O
O戸
足
ら
ず
、

一
四

O
O余
人
の
規
模
を
有

ソグド人の移住緊落と東方交易活動

し
て
い
た
[
文
献
⑫
五
七
|
五
九
頁
]
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
地
方
に
お
い
て
は
大
き
な
豪
落
で
も
数
百
戸
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。ま

た
、
こ
う
し
た
ソ
グ
ド
人
緊
落
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
前
掲
の
敦
埋
の
緊
落
で
は
、
家
落
内
に
一
駄

教
神
殿
(
志
帆
嗣
)
を
包
含
す
る
形
で
ソ
グ
ド
人
が
緊
落
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
ら
ソ
グ
ド
人
の
多
く
が
、
蔽
教
徒
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
構
造
は
、
他
の
緊
落
で
も
基
本
的
に
は
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
う
し
た
宗
教
施
設
で
あ
る
蔽
教

神
般
に
は
、
「
沙
州
伊
州
地
志
残
巻
」
(
ス
タ
イ
ン
三
六
七
号
文
書
)
よ
り
、
伊
吾
(
ハ
ミ
)
に
お
け
る
そ
れ
に
は
「
蔽
神
」
を
柁
る
「
蔽
主
」
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
掲
の
「
古
代
書
簡
」
(
書
簡
!
)
に
も
、
守
口
匂
件
当
「
一
胴
の
主
L

の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
衆
落
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
「
薩
賓
」
の
下
に
は
、
「
恵
欝
造
像
記
」
に
、
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も
と故

、
親
の
七
帝
の
旧
寺
な
る
に
、
後
周
の
建
徳
六
〔
五
七
七
〕
年
、
大
像
を
破
滅
し
、
僧
尼
は
還
俗
せ
り
。
天
元
〔
皇
帝
、
北
周
の
宣
帝
〕

さ

き

へ

い

し

ゅ

う

さ

い

し

せ

き

帝
を
承
け
、
改
め
て
宣
政
と
為
す
に
、
前
の
定
州
の
賛
治
・
井
州
総
管
府
の
戸
曹
参
軍
、
博
陵
の
人
、
崖
子
石
、
薩
甫
下
の
司
録
の

あ

が

な

う

商
人
、
何
永
康
の
二
人
は
、
同
に
購
い
て
七
帝
の
寺
を
得
。
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こ
の
造
像
記
の
「
薩
甫
下
の
司
録
の
商
人
、
何
永
康
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
北
周
で
は
「
薩
甫
(
薩

賓
)
」
の
下
に
「
司
録
」
と
呼
ば
れ
る
役
職
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
ソ
グ
ド
商
人
が
任
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
北
周
で
は
総
管
府

に
「
司
録
」
が
置
か
れ
、
文
書
を
管
掌
す
る
書
記
長
的
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
「
薩
甫
(
薩
賓
ご
の
下
に
も
そ
う

と
見
え
[
文
献
⑫
(
上
二
六
三
頁
]
、

し
た
「
可
録
」
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
麹
氏
高
昌
国
に
お
い
て
も
、

ア
ス
タ
ー
ナ
古
墓
出
土
の
王
国
末
期
(
延
寿
二
ハ
(
六
三
九
)
年
)
の
ソ
グ
ド
文
女

奴
隷
売
買
契
約
文
書
に
、

ソ
グ
ド
人
と
高
昌
漢
人
と
の
契
約
の
成
立
を
、

ソ
グ
ド
人
の
「
ダ
ビ

i
ル
パ
ト
ゥ
守
ゴ
宮
司
(
書
記
の
長
ご

が
認
知
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
[
文
献
⑫
八
・
二
八
|
二
九
頁
〕
。
現
在
、
こ
の
「

8.可
℃
丹
羽
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
定

ま
っ
た
見
解
は
な
い
が
、
「
品
目
》
ゴ
間
持
者
」
が
高
昌
政
府
の
直
接
の
管
轄
下
に
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

ソ
グ
ド
人

が
関
わ
る
売
買
契
約
を
認
知
す
る
こ
の
「
守
ぜ
召
富
」
は
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
ソ
グ
ド
人
緊
落
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら

れ
る
[
文
献
②
二
三
二
頁
]
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
北
周
の
「
薩
甫
(
薩
賓
ご
下
に
置
か
れ
て
い
た
「
司
録
」
と
密
接
に
関
係
す
る
性
格
を

も
つ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
[
文
献
⑩
一
七
O
l
一
七
一
頁
]
。
こ
う
し
た
考
え
に
大
過
な
け
れ
ば
、
こ
れ
が
中
原
壬
朝
と
オ
ア
シ
ス
国
家
と

い
う
、
国
家
機
構
を
異
に
す
る
両
政
権
下
の
ソ
グ
ド
人
緊
落
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
各
国
支
配
者
側
が
配
備
し
た
官
職
と
い

う
よ
り
も
、
自
治
豪
落
内
の
彼
ら
自
ら
の
役
職
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
な
お
先
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

官
は
ソ
グ
ド
人
の
中
に
あ
っ
て
リ
ー
ダ
ー
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
や
ベ
ル
シ
ア

本
土
に
お
け
る
同
名
の
官
が
同
様
に
高
位
の
官
職
で
あ
っ
た
こ
と
と
併
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
[
文
献
⑫
一
七
六
頁
、
文
献
⑫
四
七
七
頁
、

文
献
⑮
二
八
二
九
頁
]
。



ま
た
、
蔽
教
を
と
り
し
き
る
先
の
ゐ
百
三
者
「
嗣
主
」
も
、
同
様
に
彼
ら
豪
落
の
自
設
の
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、

お
そ
ら

く
は
、
田
正
℃
ざ
「
薩
賓
L

の
も
と
、
こ
れ
ら
両
者
は
緊
落
の
聖
俗
生
活
を
そ
れ
ぞ
れ
実
質
的
に
取
り
仕
切
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

4 

緊
落
の
機
能

」
れ
ら
緊
落
が

ソ
グ
ド
人
の
交
易
活
動
に
と
っ
て
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
、
遺
憾
な
が
ら
、

考
察
で
き
る
史
料
を
見
出
す
こ
と
は
現
段
階
で
は
困
難
で
あ
る
。

一
定
の
精
度
を
も
っ
て

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
緊
落
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
各
地
を
移
動
す

る
ソ
グ
ド
商
人
と
密
接
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
定
し
得
る
。
敦
埋
の
ソ
グ
ド
人
緊
落
を
検
討
し
た
池
田
温
は
、
緊
落

民
の
果
た
し
た
最
大
の
役
割
を
、
通
荷
交
易
の
媒
介
者
と
し
て
ソ
グ
ド
人
の
利
益
を
擁
護
し
た
点
に
求
め
て
い
る
[
文
献
⑫
九
O
頁]。

確
か
に
、
各
地
を
移
動
し
て
交
易
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
緊
落
は
自
ら
が
商
う
交
易
品
に
関
す
る
周
辺
の
流
通
情
報
を
収
集
す
る
場

ま
た
各
地
の
市
場
内
外
で
の
彼
ら
の
交
易
活
動
を
安
全
な
ら
し
め
る
に
、
家
落
は
二
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が

で
あ
ろ
う
し
、

ソグト人の移住家落と東方交易活動

考
え
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
奴
隷
・
家
畜
な
ど
特
定
の
高
額
商
品
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
契
約
書
が
作
成
さ
れ
て
い
た
が
、
漢
文
契
に

よ
れ
ば
、
そ
の
末
尾
に
は
唐
以
前
で
は
「
芳
人
・
時
人
・
時
見
L

(

証
人
)
や
「
臨
座
」
(
立
会
人
)
が
、

人
)
や
知
見
人
(
証
人
)
な
ど
が
添
え
ら
れ
た
〔
文
献
⑫
一
二
三
ハ
八
頁
]
。

ま
た
唐
に
お
い
て
は
「
保
人
L

(

保
証

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
や
敦
慢
で
発
見
さ
れ
た
、
行
商
買
の
ソ
グ
ド
商
人

が
関
わ
る
唐
代
の
契
約
文
書
を
見
る
と
、

こ
の
「
保
人
」
に
緊
落
の
ソ
グ
ド
人
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
彼
ら
が
取
引
を
保
証
す
る
役
割
を

負
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
[
文
献
⑫
八
五
頁
]
。
唐
の
場
合
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
唐
以
前
と
は
状
況
が
異
な
る
が
、
取
引
の
リ

ス
ク
を
避
け
る
た
め
に
在
地
の
同
族
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
要
請
す
る
こ
と
は
、
唐
以
前
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

ト

ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
麹
氏
高
昌
国
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
先
の
ソ
グ
ド
文
女
奴
隷
売
買
契
に
お
い
て
、
そ
の
末
尾
に
多
数
の
ソ
グ
ド
人
た
ち
が

9I 

契
約
の
証
人
と
し
て
名
を
連
ね
る
の
も
、

そ
う
し
た
実
例
と
認
め
ら
れ
よ
う
[
文
献
⑫
七
・
二
六
頁
]
。



ま
た
ソ
グ
ド
人
の
例
で
は
な
い
が
、
榎
一
雄
が
検
討
し
た
ア
ル
メ
ニ
ア
商
人
の
場
合
、
各
地
を
移
動
す
る
も
の
と
諸
地
域
に
定
住
し
て
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い
る
も
の
と
の
聞
に
、
資
金
の
貸
借
や
様
々
な
形
で
の
商
品
の
融
通
・
運
搬
な
ど
を
行
っ
て
い
る
が
[
文
献
④
三
一
了
三
八
頁
]
、

ま
さ
に
そ

う
し
た
関
係
は
ソ
グ
ド
人
の
場
合
に
も
当
然
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
先
の
「
古
代
書
簡
」
(
書
簡
E
)
に
は
、
河
西
地
域
を
根
拠
地
と
し
た
ソ
グ
ド
商
人
ら
が
、
近
隣
地
域
で
の
交
易
活
動
を
維

持
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
遠
く
中
国
内
地
へ
人
を
つ
か
わ
し
た
り
、
ま
た
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
本
国
と
手
紙
で
連
絡
を
取
り
つ
つ
、
本
国
へ
直
接

に
現
地
で
買
い
付
け
た
物
品
を
送
付
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
[
文
献
⑫
二
六
八
|
二
七
一
頁
、
文
献
⑫
一
六
O
ー
一
六
三
頁
]
。
す
な
わ

ち
、
河
西
地
域
の
ソ
グ
ド
人
が
、

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
本
国
の
投
資
者
と
、
共
同
事
業
ら
し
き
も
の
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で

あ
る
。
物
品
お
よ
び
手
紙
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
河
西
よ
り
本
国
へ
旅
立
つ
商
人
そ
の
他
の
人
の
手
を
経
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

既
に
本
講
座
に
お
い
て
森
安
孝
夫
は
、

ソ
グ
ド
商
人
を
受
け
継
い
だ
ウ
イ
グ
ル
商
人
(
「
ウ
イ
グ
ル
国
の
商
人
」
の
意
で
ソ
グ
ド
人
や
漢
人

も
含
む
)
の
北
中
国
・
河
西
・
中
央
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
跨
る
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
交
易
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
の
一
端
を
浮
き
彫
り
に

し
て
い
る
が
[
文
献
⑩
一

O
三
|
一

O
八
頁
〕
、
そ
れ
も
手
紙
に
託
し
て
物
品
を
第
三
者
を
通
じ
て
移
送
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
参

考
に
し
て
考
え
れ
ば
、
中
国
お
よ
び
周
辺
地
域
に
お
け
る
諸
緊
落
の
ソ
グ
ド
人
の
間
に
あ
っ
て
も
、
相
互
の
連
絡
の
も
と
に
、
「
商
品
」

を
種
々
融
通
し
て
い
た
蓋
然
性
は
極
め
て
高
い
。

ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
に
お
い
て
、
自
治
を
任
さ
れ
て
い
た
各
地
の
独
立
的
な
豪
落
が
、
緊
落
民
だ
け
で
な
く
外
来
の
ソ
グ
ド
商
人
に

と
っ
て
も
、
外
国
人
で
あ
る
彼
ら
の
大
き
く
依
存
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
う
か
が
え
、
こ
れ
ら
を
拠
点
に
前
述
し
た
よ

う
な
様
々
な
関
係
が
相
互
に
構
築
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

唐
帝
国
の
成
立
と
緊
落



は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
は
東
ア
ジ
ア
だ
け
で
な
く
、
北
・
中
央
ア
ジ
ア
を
包
含
す
る
大
帝
国
を
形
成
す
る
が
、
そ
れ
は
律
令
支

配
の
網
を
胡
・
漢
の
区
別
な
く
か
け
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
に
、

ソ
グ
ド
人
ら
は
い
か
な
る
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。緊

落
住
民
の
「
百
姓
」
化
と
「
薩
貫
」
官
の
変
質

ま
ず
「
薩
賓
」
官
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
は
、
公
表
さ
れ
て
い
る
墓
誌
全
体
を
通
覧
す
る
と
、
「
薩
賓
」
な
る
官
を

1 
有
す
る
ソ
グ
ド
人
が
唐
代
に
あ
っ
て
は
全
く
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
唯
一
、
「
唐
故
米
国
大
首
領
米
公
墓
誌
銘
並
序
(
天
宝
二
一
〔
七

い
み
な

四
四
〕
載
正
月
廿
六
日
ご
に
は
、
「
公
、
誇
は
薩
賓
に
し
て
、
米
国
の
人
な
り
。
西
垂
に
生
ま
れ
、
心
は
口
土
を
懐
う
。
」
の
よ
う
な
形
で

「
薩
賓
」
の
文
字
は
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
[
文
献
⑩
一
七
六
頁
]
。

す
な
わ
ち
、
唐
代
に
お
い
て
「
薩
賓
」
の
名
は
、
現
在
知
り
得
る
墓
誌
で
は
人
名
に
そ
れ
を
留
め
る
の
み
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、

ソ
グ
ド
人
で
「
薩
賓
」
の
官
を
帯
び
る
も
の
が
、
唐
以
降
、
極
端
に
減
じ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
背
景
と

ソグド人の移住豪落と東方交易活動

し
て
、
「
薩
賓
」
お
よ
び
そ
れ
が
統
轄
す
る
ソ
グ
ド
人
乗
落
の
性
格
が
、
唐
の
成
立
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
容
易
に
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

敦
憧
・
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
よ
り
具
体
的
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
七
世
紀
に
お
け
る
唐
の
建
国
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
ソ
グ
ド
人

ひ
や
く
せ
い

栗
落
は
唐
の
州
県
体
制
に
組
み
込
ま
れ
、
衆
落
の
ソ
グ
ド
人
も
唐
の
州
県
「
百
姓
」
、
す
な
わ
ち
州
県
で
作
成
す
る
籍
帳
に
良
人
と
し
て

へ
ん
こ

編
戸
さ
れ
て
い
っ
た
。
敦
埋
の
ソ
グ
ド
人
豪
落
の
場
合
、
唐
の
支
配
の
も
と
で
、
沙
州
敦
憧
県
下
に
属
す
一
三
郷
の
一
郷
(
従
化
郷
)
を
構

ほ
ぼ
同
様
に
州
県
下
の
郷
里
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
も

成
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
中
国
領
内
に
置
か
れ
て
い
た
ソ
グ
ド
人
緊
落
も
、

の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
郷
里
制
の
網
に
も
れ
、
罵
臨
時
州
府
・
部
落
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
こ
で

も
直
轄
州
県
「
百
姓
」
と
は
異
な
る
も
の
の
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
唐
の
「
百
姓
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
相
違
は
な
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L、。
要
す
る
に
、
唐
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
の
ソ
グ
ド
人
す
べ
て
が
、
漢
人
と
の
区
別
な
く
、

一
様
に
唐
の
「
百
姓
」
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と
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
律
令
に
よ
る
支
配
の
貫
徹
を
目
指
し
た
唐
の
統
治
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
[
文
献
⑫
一

九
二
l
一
九
三
頁
]
。

従
っ
て
、

ソ
グ
ド
人
緊
落
の
統
轄
官
と
し
て
の
「
薩
賓
」
は
、
唐
に
な
る
と
京
師
お
よ
び
地
方
の
諸
州
か
ら
は
消
滅
し
た
こ
と
に
な
ろ

ぅ
。
た
だ
し
「
薩
費
」
と
い
う
官
職
自
体
は
、
唐
代
に
お
い
て
も
置
か
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
唐
官
品
令
に
も
、
視
流
内
官
(
視
正
五
品
)

と
し
て
そ
の
名
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
唐
の
「
薩
賓
」
は
府
を
聞
い
て
お
り
(
「
薩
賓
府
」
)
、
「
薩
賓
」
以
下
、
「
蔽
正
L

・
「
蔽
祝
(
放

祝
)
」
・
「
府
(
率
)
」
・
「
史
」
が
配
さ
れ
て
い
る
。

唐
嗣
令
復
元
四
六
お
よ
び
『
通
典
』
巻
四

O
、
職
官
二
ご
な
ど
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
祇
正
以
下
の
薩
賓
府
の
官
は
、
蔽
教
神
殿
で

の
祭
記
を
司
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
薩
賓
」
そ
の
も
の
の
職
掌
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
京
師
お

よ
び
諸
州
に
在
っ
た
ソ
グ
ド
人
の
緊
落
が
完
全
に
唐
の
郷
里
制
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
れ
ま
で
豪
落
を
統
率
す
る
「
薩
賓
」
の
存
在
が

不
要
と
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
唐
代
の
「
薩
賓
」
と
そ
れ
が
聞
く
「
薩
賓
府
」
の
こ
と
が
、
一
胴
令
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
官
は
、
蔽
嗣
お
よ
び
そ
こ
に
集
う
蔽
教
徒
の
管
理
が
重
要
な
職
務
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

唐
の
一
献
嗣
の
祭
記
に
つ
い
て
は
、
『
新
唐
書
』
巻
四
六
、
百
官
志
、
両
部
に
、
「
両
京
及
び
積
西
諸
州
の
火
献
は
、
歳
ご
と
に
再
記
す
る

も
民
の
祈
祭
を
禁
ず
。
」
と
あ
り
、
官
員
に
拠
ら
ず
民
間
が
行
う
祭
杷
を
禁
じ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
「
薩
賓
府
」
が
、
一
献
-
帽
の
祭
杷
を
統

轄
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
沙
州
で
は
、
「
沙
州
図
経
」
(
ベ
リ
オ
二

O
O
五
)
に
、
地
域
の
雑
神
と
し
て
、
お
上
が
主
体
と

な
っ
て
杷
る
で
あ
ろ
う
土
地
神
・
風
伯
神
・
雨
師
神
と
並
ん
で
、
一
献
嗣
に
記
ら
れ
て
い
た
蔽
神
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
検
討
よ
り
、
「
薩
賓
」
は
、
唐
の
建
国
後
、
そ
れ
ま
で
の
自
治
的
緊
落
の
統
治
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
「
薩
賓
府
」
官
を
従
え

て
一
献
嗣
お
よ
び
そ
こ
に
集
う
蔽
教
徒
の
管
理
を
管
掌
す
る
官
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



2 

州
県
体
制
下
の
「
百
姓
」
ソ
ゲ
ド
人

唐
に
移
行
し
て
、
自
治
的
な
緊
落
が
消
滅
し
た
と
言
っ
て
も
、
家
落
そ
の
も
の
が
解
体
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
れ
ら
は
唐
の
地
方
州
県
に
組
み
込
ま
れ
て
郷
里
を
構
成
す
る
か
、
罵
臨
時
州
府
・
部
落
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
緊
落
の
ソ
グ
ド
人
は
、
こ
う
し
た
唐
の
行
政
組
織
に
組
み
込
ま
れ
た
「
百
姓
」
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
結
果
、

表
落
民
は
唐
の
「
百
姓
」
と
し
て
漢
化
が
進
展
し
、
他
の
漢
人
「
百
姓
L

と
均
質
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
漢
化
の
様
相
の
一

端
は
、
敦
埋
の
そ
れ
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
[
文
献
⑫
五
九
七
O
頁]。

つ
ま
り
唐
は
、
特
例
的
に
自
治
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
そ

れ
ま
で
の
ソ
グ
ド
人
緊
落
を
完
全
に
支
配
の
網
に
か
け
た
と
言
っ
て
良
い
。
た
だ
し
律
令
支
配
の
貫
徹
を
目
指
し
た
唐
が
、
律
令
制
下
の

官
と
し
て
は
特
殊
な
「
薩
賓
」
官
を
、
蔽
教
の
統
轄
に
そ
の
職
掌
を
限
定
し
て
残
し
た
こ
と
は
、

ソ
グ
ド
人
家
落
を
漢
人
社
会
と
同
質
化

す
る
一
方
、
蔽
教
信
仰
を
中
心
と
す
る
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
維
持
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
唐
の
ソ
グ
ド
人
に
対
す
る
姿
勢
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、

ソ
グ
ド
人
緊
落
が
唐
の
州
県
管
下
に
あ
っ
て
、
漢
化
が
進
み
な
が
ら

ソグド人の移住緊落と東方交易活動

も
、
宗
教
、

さ
ら
に
は
言
語
・
文
字
な
ど
、
彼
ら
の
文
化
を
な
お
保
持
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
唐
は
律
令
支
配
の
根
幹
を
な
す
原
則
で
あ
る
本
貫
地
主
義
に
基
づ
き
、
定
期
的
に
作
成
す
る
籍
帳
に
「
百
姓
」
を
編
戸
し
た

上
で
、
極
力
そ
の
移
動
を
制
限
す
る
方
針
を
保
持
し
て
い
た
。
こ
の
本
貫
地
主
義
は
、
唐
前
期
に
あ
っ
て
は
単
な
る
建
て
前
で
は
な
く
、

別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
門
文
献
⑪
六
一
四
頁
]
、
通
行
許
可
書
た
る
「
過
所
」
の
発
給
に
は
州
県
で
の
厳
し
い
審
査
を
要
し
、
「
百
姓
L

の
う
ち
合
法
的
に
郷
里
外
へ
出
立
で
き
る
も
の
は
か
な
り
限
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
方
で
「
百
姓
」
で
も

郷
里
を
離
れ
て
商
人
と
し
て
交
易
活
動
す
る
こ
と
は
、
「
過
所
」
が
取
得
で
き
れ
ば
可
能
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
八
世
紀
に
ト
ゥ
ル
フ
ァ

せ

き

せ

ん

て

ん

か

し

ゅ

う

ン
西
川
の
「
百
姓
」
と
な
っ
て
い
た
ソ
グ
ド
人
の
石
染
典
は
、
「
過
所
」
を
取
得
し
な
が
ら
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
中
心
に
東
は
瓜
州
、
西

9ラ



は
ク
チ
ャ
地
域
ま
で
を
交
易
範
囲
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、

」
の
ソ
グ
ド
人
は
「
百
姓
」
で
は
あ
っ
た
が
、
散
官
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(
実
職
の
な
い
名
誉
官
)
と
は
言
え
、
「
遊
撃
将
軍
」
(
五
品
官
)
を
肩
書
き
に
も
つ
歴
と
し
た
官
人
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
[
文
献
⑮
三
三
O

頁
]
。
単
な
る
「
百
姓
」
で
は
な
く
官
人
で
あ
る
こ
と
が
、
「
過
所
」
の
取
得
を
容
易
に
さ
せ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
『
新
唐
書
』

巻
五

O
、
兵
志
に
は
、

八
世
紀
前
半
、
罷
瞬
時
州
「
百
姓
」
の
ソ
グ
ド
人
が
、
「
遊
撃
将
軍
」
を
銭
物
で
取
得
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
お

り
、
当
時
、
律
令
制
の
弛
緩
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
散
官
を
帯
び
る
こ
と
に
よ
り
、
「
過
所
」
を
取
得
す
る
「
百
姓
」
が
少
な
く
な
か
っ

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

商
業
活
動
に
従
事
す
る
人
々
を
多
く
抱
え
る
従
来
の
豪
落
、
が
、
唐
の
律
令
制
支
配
当
初
に
お
い
て
は
、
本
貫
州
県
外
へ
の
自
由
な
交
易

活
動
を
制
限
さ
れ
た
側
面
が
強
か
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、

や
が
て
律
令
体
制
そ
の
も
の
の
弛
緩
と
と
も
に
、

ソ
グ
ド
人
緊
落
の
「
百

姓
」
で
「
過
所
」
を
取
得
し
て
交
易
活
動
す
る
も
の
が
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
よ
う
。

3 

唐
の
帝
国
支
配
と
外
来
ソ
ゲ
ド
商
人

こ
れ
ま
で
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
上
の
ソ
グ
ド
商
人
の
交
易
形
態
と
し
て
、
主
に
遠
隔
交
易
を
想
定
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
が
、

方

で
六
世
紀
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
(
「
高
昌
内
蔵
秦
得
称
価
銭
帳
」
)
[
文
献
⑬
三
一
八
よ
一
三
五
頁
]
に
見
え
る
彼
ら
の
交
易
は
、
近
距
離
聞
の
そ

れ
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
[
文
献
⑬
八
一
leo--
八
四
頁
]
。

ソ
グ
ド
人
が
オ
ア
シ
ス
・
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
往
来
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
オ
ア
シ
ス
諸
国
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
こ
で
は
自
由
な
通
行
と
取
引
が
許
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
各
オ
ア
シ
ス
国
で
は
逐
一
、
通
行
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

さ
ら
に
は
オ
ア
シ
ス
国
家
の
重
要
な
財
源
と
し
て
、
市
場
で
行
わ
れ
る
商
業
取
引
は
基
本
的
に
税
が

っ
た
し
[
文
献
⑮
六
五
|
一
一
一
一
頁
]
、

課
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
先
の
文
書
か
ら
は
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
麹
氏
高
昌
国
の
市
場
に
お
い
て
は
、
金
・
銀
・
香
料
な
ど
重
さ
で
売

賀
さ
れ
る
特
定
商
品
の
取
引
に
、
商
品
の
総
重
量
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
[
文
献
⑬
八
一
頁
、
文
献
⑬
一
七
五
l
一七



九
頁
]
。

同
文
書
に
見
え
る
奪
修
品
と
も
い
う
べ
き
商
品
の
取
引
に
従
事
す
る
商
人
は
、

そ
の
大
半
が
ソ
グ
ド
商
人
で
あ
り
、

ま
た
先
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
彼
ら
は
近
距
離
の
オ
ア
シ
ス
聞
を
往
来
し
て
交
易
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、

ソ
グ
ド
商
人
に
よ
る
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
交

易
品
の
取
引
が
、
近
接
し
た
オ
ア
シ
ス
の
聞
を
往
来
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
そ
れ
の
積
み
重
ね
で
あ
っ
た
側
面
が
あ
り
、
ソ
グ
ド
商
人
目

げ
ん
じ
よ
う

遠
隔
商
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
一
面
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
玄
史
の
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
巻
二
に
も
、
カ
ラ
シ

ヤ
ー
ル
に
向
か
う
ソ
グ
ド
商
人
ら
が

い
ち
早
く
オ
ア
シ
ス
に
到
達
し
て
商
売
を
し
よ
う
と
未
明
に
出
立
し
た
と
こ
ろ
、
盗
賊
に
襲
わ
れ

る
記
事
が
載
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
近
距
離
聞
の
オ
ア
シ
ス
で
盛
ん
に
交
易
活
動
す
る
彼
ら
の
姿
を
活
写
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
政
治
情
勢
の
ほ
か
交
通
・
治
安
・
税
負
担
な
ど
の
面
で
き
わ
め
て
優
位
な
環
境
が
整
え
ば
、

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
と
中
国
も
し

く
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
と
を
結
ぶ
直
接
的
な
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
交
易
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
七
世
紀
に
唐
が
勃
興
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、

モ
ン
コ
リ
ア
と
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
本
国
と
の
間
で
は
、
東
西
南
大
厭
支
配
下
の
ス
テ
ッ
。
フ
ル
ー
ト
を
通
じ
、
両
地
を
直
接
結
ん
で
活
動
す
る
遠

隔
ソ
グ
ド
商
人
が
活
躍
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
れ
に
対
し
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
よ
り
中
国
内
地
に
直
接
お
も
む
く
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
交
易

ソグド人の移住褒落と東方交易活動

は
、
北
朝
・
陪
朝
期
に
あ
っ
て
は
河
西
地
域
が
ソ
グ
ド
商
人
の
溜
ま
り
場
と
な
る
傾
向
に
あ
り
、
朝
貢
使
(
客
使
)
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
、

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
と
中
国
内
地
と
の
直
接
的
な
交
易
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

唐
帝
国
の
成
立
は
、

ソ
グ
ド
人
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
中
国
と
の
遠
隔
地
交
易
の
活
動
環
境
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
唐
帝
国
の
中
央
ア
ジ
ア
支
配
と
交
通
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
と
も
な
い
、

ル
ー
ト
の
治
安
維
持
が
保
た
れ
る
と
同
時
に
、
各
オ

ア
シ
ス
国
家
ご
と
の
通
行
規
制
が
消
滅
し
、
市
場
に
お
け
る
税
徴
収
が
原
則
と
し
て
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
朝
貢
以
外

で
も
、

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
と
中
国
と
を
直
療
に
往
来
す
る
よ
う
な
遠
隔
交
易
を
可
能
に
す
る
環
境
が
整
っ
た
と
言
え
よ
う
。

併
せ
て
、
既
に
別
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
[
文
献
⑫
]
、
唐
の
基
本
的
な
外
交
方
針
と
し
て
、
公
使
以
外
の
国
境
の
出
入
は
厳
禁
し
て
い

あ

ん

せ

し

ほ

く

て

い

ソ
グ
ド
人
だ
け
は
例
外
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
安
西
・
北
庭
等
の
オ
ア
シ
ス
に
お
い
て
通
行
許
可
書
た
る
「
過
所
」
を
発
給

97 
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し
、
そ
の
入
境
を
許
可
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
、
朝
貢
使
節
と
し
て
唐
に
入
境
し
て
く
る
ソ
グ
ド
人
以
外

に
、
多
く
の
ソ
グ
ド
商
人
が
唐
領
内
外
を
往
来
し
て
い
た
。
唐
は
、
こ
う
し
た
ソ
グ
ド
商
人
を
、
州
県
下
に
付
籍
さ
れ
た
緊
落
の
「
百

姓
」
と
は
峻
別
し
、
寄
寓
州
県
に
お
い
て
「
興
胡
」
と
し
て
掌
握
し
た
。

98 

実
は
、
こ
う
し
た
「
輿
胡
」
も
本
来
は
、
律
AAZ文
配
に
基
づ
く
帝
国
支
配
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
唐
の
「
百
姓
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
ラ
そ
う

す
な
わ
ち
、
高
宗
の
時
代
(
六
四
九
|
六
八
三
年
)
に
西
域
に
支
配
圏
が
拡
大
す
る
と
、
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
諸
国
に
躍
網
膜
州
府
が
置
か
れ
て
い
っ

た
が
、
こ
の
鴇
臨
時
州
府
に
属
す
民
も
、
同
じ
く
唐
帝
国
州
府
の
「
百
姓
」
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
覇
廊
崎
州
府
コ
l
タ
ン
に
お
い
て
作

成
さ
れ
た
、
税
役
の
減
免
等
を
指
示
す
る
官
文
書
中
に
、
躍
輔
廊
崎
州
民
を
「
六
城
(
州
)
傑
謝
百
姓
」
と
し
て
い
る
例
に
よ
り
う
か
が
え
る
。

し
よ
み
っ

さ
ら
に
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
官
文
書
に
は
、
輯
廊
崎
州
府
ば
か
り
で
な
く
輔
臨
時
部
落
民
を
も
「
慮
蜜
部
落
百
姓
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

こ
う
し
た
「
百
姓
」
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
原
則
と
し
て
移
動
が
厳
禁
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
唐
は
「
百
姓
」
で
あ
り
な

が
ら
も
本
貫
を
離
れ
、
寄
寓
地
で
管
理
さ
れ
る
人
々
を
早
く
よ
り
認
知
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
唐
内
地
の
「
行
客
」
(
本
貫
を
離

れ
た
客
・
客
戸
)
ば
か
り
で
な
く
、
外
来
ソ
グ
ド
商
人
で
あ
る
「
輿
胡
」
も
唐
の
帝
国
的
秩
序
の
構
造
か
ら
す
れ
ば
そ
う
し
た
人
々
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
た
め
に
「
行
客
」
と
同
様
に
寄
寓
州
県
に
税
銭
を
納
め
る
存
在
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
体
制
の
も

と
に
、
唐
は
彼
ら
の
移
動
を
官
司
が
発
給
す
る
「
過
所
」
に
よ
っ
て
保
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
帝
都
に
も
結
び
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
こ
れ
は
、
北
朝
・
惰
朝
期
、
河
西
地
域
が
ソ
グ
ド
商
人
の
溜
ま
り
場
と
な
っ
て
し
ま
う
状
況
を
解
消
し
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

唐
帝
国
の
中
央
ア
ジ
ア
支
配
は
、
朝
貢
貿
易
で
は
な
く
私
的
レ
ベ
ル
で
の
遠
隔
交
易
を
容
易
に
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
一
部
の
「
輿

胡
」
の
交
易
活
動
は
、
唐
の
交
通
シ
ス
テ
ム
に
依
存
し
て
、
中
国
内
地
と
中
央
ア
ジ
ア
を
直
接
に
往
来
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
に
な

っ
て
い
っ
た
。

一
方
の
「
百
姓
」
ソ
グ
ド
人
は
、
前
節
に
見
た
よ
う
に
、

は
一
面
で
は
唐
の
「
百
姓
」
と
し
て
漢
化
が
進
展
し
、
他
の
漢
人
「
百
姓
」
と
均
質
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

ソ
グ
ド
人
豪
落
が
完
全
に
律
令
支
配
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
結
果
、
来
落
民



つ
ま
り
ソ
グ
ド
商
人
は
、

ま
っ
た
く
の
外
国
人
と
し
て
存
在
す
る
唐
以
前
の
間
接
的
な
統
治
対
象
か
ら
、
帝
国
支
配
の
も
と
、
「
興
胡
L

「
百
姓
」
と
し
て
と
も
に
州
県
に
直
接
的
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
不
透
明
で
あ
っ
た
彼
ら
の
存
在
と
活
動
が
表
面
化
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

h

-

ゃ
R

)

J

、

ふ
J
J
J
1し

ソ
グ
ト
人
緊
落
が
漢
化
が
進
み
な
が
ら
も
な
お
、
宗
教
や
言
語
・
文
字
な
ど
彼
ら
の
文
化
を
保
持
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し

て
存
続
し
た
こ
と
は
、
「
興
胡
」

の
よ
う
な
各
地
を
移
動
す
る
ソ
グ
ド
人
に
、
緊
落
と
の
密
接
な
関
係
を
維
持
さ
せ
る
要
因
と
し
て
働
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
か
ら
も
「
興
胡
」
が
奴
隷
・
馬
畜
な
ど
の
売
買
の
ほ
か
、
通
行
証
の
「
過
所
」
を
取
得
す
る

に
当
た
り
、

ソ
グ
ド
人
「
百
姓
L

に
「
保
人
」
(
保
証
人
)
と
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
家
落
の
ソ
グ
ド
人
と
な
お
連
携
を
保
つ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
[
文
献
⑫
一
七
五
l
一
八
四
頁
]
。

ま
た
「
百
姓
」
と
な
っ
た
緊
落
の
ソ
グ
ド
人
ら
も
、
各
地
を
往
来
す
る
「
興
胡
」
ら
と
の
提
携
に
よ
っ
て
商
品
を
調
達
し
た
り
、
先
の

石
染
典
の
よ
う
に
自
ら
「
過
所
」
を
取
得
し
、

さ
ら
に
は
様
々
な
公
用
交
通
・
輸
送
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ア
シ
ス
聞
を
往
来
す

る
機
会
を
持
ち
得
た
と
推
測
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
唐
内
地
の
「
百
姓
」
の
場
合
、
本
貫
地
を
離
れ
る
の
に
一
定
の
時
空
の
制
限
が
生
じ
よ

ソグト人の移住家落と東方交易活動

う
が
、
本
貫
を
完
全
に
離
れ
て
活
動
を
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
「
行
客
」
の
中
に
は
ソ
グ
ド
人
の
存
在
も
認
め
ら
れ
る
の
で
[
文
献
⑫
三
二

五
頁
]
、
緊
落
民
の
「
百
姓
」
に
は
「
行
客
」
と
な
っ
て
交
易
活
動
す
る
も
の
も
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

な
お
こ
う
し
た
行
商
活
動
に
対
し
て
、
彼
ら
は
坐
買
(
常
設
の
庖
舗
で
あ
き
な
う
商
人
)
と
し
て
も
多
彩
な
商
業
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、

京
師
を
中
心
と
す
る
そ
の
具
体
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
向
達
・
謝
海
平
・
妹
尾
達
彦
ら
が
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
[
文
献
⑬
⑨

⑩]。唐
帝
国
は

ソ
グ
ド
人
緊
落
の
白
治
を
奪
い
、
外
来
の
ソ
グ
ド
人
を
含
め
て
そ
の
支
配
の
網
に
か
け
、
彼
ら
の
存
在
と
活
動
を
管
理
し

て
い
っ
た
が
、
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
も
彼
ら
の
緊
落
は
、

ソ
グ
ド
人
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
り
所
と
し
て
な
お
命
脈
を
保
っ
て

99 

い
た
と
三
一
口
え
よ
う
。



お

わ

り
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ソ
グ
ド
人
の
東
方
交
易
活
動
を
支
え
た
彼
ら
の
移
住
豪
落
・
居
留
区
は
、
当
初
は
「
薩
賓
」
に

率
い
ら
れ
た
ソ
グ
ド
商
人
ら
の
自
治
的
な
そ
れ
と
し
て
出
発
し
、
そ
こ
を
拠
点
に
し
て
人
・
も
の
・
情
報
の
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
唐
の
建
国
後
は
、
そ
れ
ま
で
の
ソ
グ
ド
人
栗
落
は
完
全
に
律
令
支
配
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
豪
落
民
は
唐
の
州
県

，
「
百
姓
」
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
唐
帝
国
に
よ
る
中
央
ア
ジ
ア
支
配
は
、
ソ
グ
ド
本
国
の
商
人
に
と
っ
て
見
れ
ば
、
オ
ア
シ

ス
ル
l
ト
の
政
治
的
・
経
済
的
な
通
行
障
碍
要
因
の
消
滅
、
さ
ら
に
は
治
安
の
維
持
お
よ
び
交
通
シ
ス
テ
ム
の
整
備
な
ど
を
も
た
ら
す
も

以
上
、
種
々
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、

ソ
グ
ド
本
国
の
ソ
グ
ド
商
人
に
朝
貢
貿
易
で
は
な
く
私
的
レ
ベ
ル
で
の
遠
隔
交
易
を
可
能
と
し
、
そ
の
た
め
彼

ら
の
交
易
活
動
の
一
部
は
、
唐
の
交
通
シ
ス
テ
ム
に
依
存
し
て
、
中
国
内
地
と
中
央
ア
ジ
ア
を
直
接
に
往
来
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

に
な
っ
て
い
っ
た
。
唐
は
こ
う
し
た
外
来
の
ソ
グ
ド
商
人
を
、
彼
ら
が
寄
寓
す
る
州
県
に
「
輿
胡
」
と
し
て
掌
握
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ソ
グ
ド
商
人
は
、
ま
っ
た
く
の
外
国
人
と
し
て
存
在
す
る
唐
以
前
の
間
接
的
な
統
治
対
象
か
ら
、
唐
帝
国
の
支
配
の
も
と
、
建
て

前
と
し
て
移
動
を
禁
止
さ
れ
た
「
百
姓
」
と
、
行
商
買
を
主
体
と
す
る
「
輿
胡
」
と
に
分
か
れ
、
州
県
に
よ
っ
て
漢
人
同
様
に
直
接
的
に

掌
握
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
唐
帝
国
の
成
立
は
、
ま
っ
た
く
の
外
国
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
ソ
グ
ド
人
の
豪
落
よ
り
完
全
に
自
治
権
を
奪
い
取
っ
て
い
っ

た
が
、
一
方
で
緊
落
自
体
は
、
漢
化
が
進
み
な
が
ら
も
、
宗
教
や
言
語
・
文
字
な
ど
、
彼
ら
の
文
化
を
保
持
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て

存
続
し
、
ソ
グ
ド
人
の
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点
と
し
て
な
お
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と

ぽ

ん

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
扱
っ
た
時
期
以
降
、
す
な
わ
ち
八
世
紀
中
葉
を
過
ぎ
る
と
、
敦
埠
の
ソ
グ
ド
人
栗
落
は
、
同
世
紀
末
の
吐
蕃
(
チ

ベ
ッ
ト
)
支
配
を
迎
え
る
前
に
急
速
に
表
退
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
池
田
温
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
[
文
献
⑫
八
七
九
O
頁
]
。
そ
の



ソグト人の移住緊落と東方交易活動

背
景
と
し
て
、

タ
ラ
ス
の
戦
い
に
見
ら
れ
る
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
諸
国
と
唐
と
の
対
立
、
唐
の
内
乱
、
吐
蕃
の

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
政
情
不
安
、

河
西
占
領
等
々
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

一
方
で
、
唐
内
地
で
は
ウ
イ
グ
ル
国
家
の
庇
護
の
も
と
に
、
な
お
ソ
グ
ド
商
人
が
活
躍
す
る
こ

全
に
征
服
し
て
そ
の
領
域
と
し
て
お
り
、

一
二
頁
]
。
こ
の
時
期
に
は
、

イ
ス
ラ

l
ム
の
経
済
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、

イ
ス
ラ

l
ム
帝
国
は
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
を
完

と
は
森
安
孝
夫
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
[
文
献
⑩
二

モ
ン
ゴ
リ
ア
を
東
端
と
す
る
ス
テ
ッ
プ
経
由
の
商
業

ル
ー
ト
と
の
連
結
が
始
ま
っ
て
い
た
。
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
[
文
献
⑩
五
四
|
五
六
頁
]
、
唐
帝
国
の
成
立
は
莫
大
な
絹
布
を
西
方
へ
流

出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
今
度
は
そ
れ
が
モ
ン
ゴ
リ
ア
経
由
で
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
か
な
る
か
た
ち
で
交
易
活
動
を
進
め
、
そ
れ
ま
で
の
豪
落
が
ど
の
よ
う

な
命
運
を
辿
っ
た
の
か
は
、
森
安
が
明
ら
か
に
し
た
彼
ら
の
後
継
者
と
な
る
ウ
イ
グ
ル
商
人
の
そ
れ
を
腕
み
な
が
ら
、
今
後
、
検
討
し
て

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
彼
ら
ソ
グ
ド
商
人
が
こ
の
時
期
、

ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
1
)

吉
田
は
同
時
に
、
「
薩
賓
」
と
混
同
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
「
薩
薄
」
の
語
源
を
追
究
し
、
こ
れ
が
仏
典
に
の
み
現
れ
る
語
で
、
党
語

畠
ユ

E
4島
田
4

の
漢
字
音
写
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
た
[
文
献
⑨
一
七

O

一
七
一
頁
]
。

(
2
)

た
だ
し
川
の
点
に
つ
い
て
は
、

A
・
フ
ォ
ル
テ
よ
り
異
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
[
文
献
⑪
二
六
二
七
頁
]
。
ま
た
同
氏
は
、
「
薩
賓
」
を
焚
語

の
漢
字
音
写
と
す
る
。

(
3
)

な
お
天
宝
年
間
以
降
、
朝
貢
使
節
と
と
も
に
入
京
し
て
く
る
ソ
グ
ド
人
に
、
そ
の
帰
路
が
遮
断
さ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
「
客
使
」
と
し
て
の
待
遇

を
う
け
て
在
留
し
続
け
る
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
数
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
質
業
な
ど
商
業
活
動

も
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
も
ち
ろ
ん
「
輿
胡
」
と
は
異
な
る
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
。
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