
3(I

縞
馬
交
易
と

｢偶
氏
の
玉
｣

-

最
古

の
シ
ル
ク

･
ロ
ー
ド
に
つ
い
て

1
松

田

轟

男

"

農
耕
中
国
と
北
方
遊
牧
民
と
の
関
係
は
'
こ
の
相
異
る
二
つ
の
生
産
圏
の
あ
い
だ
に
行
わ
れ
た
生
産
物
の
交
換
'
す
な
わ
ち
有
無
相
通
を
も

っ
て
常
態
と
し
た
｡
私
は
こ
れ
を

｢
網
馬
交
易
｣
と
表
現
し
､
い
わ
ゆ
る

｢
北
秋
の
中
国
便
志
｣
は
'
こ
の
関
係
に
不
均
衡
が
甚
だ
し
-
な
っ

た
と
き
に
起
り
や
す
か
っ
た
と
主
張
し
て
き
た
｡
な
ん
と
な
れ
ば
遊
牧
の
生
活
は
'
農
耕
の
そ
れ
に
比
べ
て
は
る
か
に
生
産
性
が
低
い
う
え
に

危
険
度
が
高
-
へ
か
つ
そ
の
生
活
そ
の
も
の
が
農
耕
生
産
物

へ
の
欲
求
を
含
み
'
ま
た
漠
地
で
は
中
国
特
産
の
絹
布
は
通
貨
に
等
し
い
待
遇
を

受
け
て
い
た
｡

し
た
が
っ
て
遊
牧
民
の
非
合
法
的
な
輸
入
行
為
は

ほ
と
ん
ど
不
可
避
で
あ

っ
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る

(拙
稿

｢縞
馬
交
易
覚

書
｣
歴
史
学
研
究

･
六
ノ
二
､
同

｢
絹
馬
交
易
に
関
す
る
史
料
｣
遊
牧
敢
禽
史
探
究

二

お
よ
び
内
陸
ア
ジ
ア
史
論
集
所
収
)0

東
ア
ジ
ア
の
歴
史
に
お
け
る
南
北
関
係
の
基
本
を
こ
の
よ
う
に
把
握
す
る
な
ら
ば
'
絹
馬
交
易
の
起
原
は
両
種
の
生
産
者
が
肩
を
並
べ
た
暗

に
ま
で
遡
り
'
ほ
と
ん
ど
我
々
の
想
像
を
超
え
る
ほ
ど
古
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
∵

こ
め
よ
う
な
観
鮎
か
ら
改
め
て
中
国
の
古
典
を
讃
み

な
お
し
て
み
る
と
､
必
ず
や
絹
馬
交
易
の
痕
跡
と
認
め
る
べ
き
事
象
に
い
-
つ
か
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
｡

い
ま
そ
の
一
端
と
し
て
史
記

(巻
一

二
九
)
貨
殖
列
侍
に
収
め
ら
れ
て
い
る
次
の
一
話
を
指
摘
し
ょ
う
｡
す
な
わ
ち
'

お
お

お
く

烏
氏
の
保
は
､
畜
牧
し
て
衆

き
に
及
び
'
斥
頁
し
て
奇
相
の
物
を
求
め
'
問
際
し
て
戎
王
に
逼

る
.
戎
王
は
其
の
供
を
什
倍

し
て
之
に
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･

畜
を
興
-
｡
番
が
至
り
､
谷
を
用
い
て
鳥
牛
を
量
れ
り
｡
秦
の
始
皇
帝
は
保
を
封
君
に
比
せ
し
め
､
時
を
以
て
列
臣
と
朝
請
せ
し
め
た
り

(烏
氏
保
'
畜
牧
及
衆
'
斥
賓
'
求
奇
相
物
'
間
献
遺
戒
王
'
戎
王
什
倍
其
償
'
輿
之
畜
'
畜
至
へ
用
谷
量
馬
牛
'
秦
始
皇
帝
令
保
比
封

君
'
以
時
輿
列
臣
朝
請
)
0

と
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
話
の
舞
塞
が
ど
の
へ
ん
で
あ

っ
た
か
は
後
文
で
詳
考
す
る
が
､
杏
樹
物
と
は
珍
奇
な
絹
も
の
'
間
際
は
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
な
取
引
で
'
史
記
索
陰
で
は

｢
私
献
｣
と
解
し
て
あ
る
｡

ま
た

｢
朝
請
｣
と
い
う
用
語
は
'
同
書
の
旬
奴
列
博
に
元
狩
四
年

(紀
元
前
二
･

九
年
)
以
後
に
北
境
が
安
ら
か
に
な
っ
た
こ
ろ
の
記
事
中
に
､
任
敵
が

｢旬
奴
は
新
た
に
破
れ
困
せ
り
'
宜
し
-
外
臣
と
為
し
'
過
に
於
て
朝

請
せ
し
む
べ
し
｣
と
建
策
し
た
言
葉
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
.｡
そ
れ
に
し
て
も
戎
王
か
ら
送
り
つ
け
て
き
た
馬
や
牛
が
谷
を
用
い
て
数
量
を
計
る

ほ
ど
で
あ
っ
た
と
は
'
な
ん
と
も
彩
し
い
頭
数
で
あ
り
'
そ
れ
が
保
が
取
引
し
た
絹
布
の
代
償
だ
っ
た
と
い
う
｡
な
お

｢
谷
を
用
い
て
馬
牛
を

量
る
｣
と
い
う
形
容
は
'
萄
子
の
富
国
篇
第
十
に

｢
華
菜
百
疏
は
津
を
以
て
量
る
｣
と
あ
る
の
と
同

一
筆
法
で
'
そ
の
馬
牛
は
'
い
か
に
十
虐

し
た
見
返
り
物
で
あ
っ
た
と
は
い
え
､
そ
の
こ
ろ
す
で
に
縞
馬
交
易
は
明
白
t
か
つ
盛
大
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
れ
な
ら
ば
'
保
が
活
躍
し
た
烏
氏
と
は
'
い
ま
の
ど
の
あ
た
り
か
｡
史
記
集
解
に
引
用
さ
れ
た
葦
昭
の
説
-
よ
う
に
､
烏
氏
は
解
名
で
'

安
定
郡
に
属
し
た
｡
そ
し
て
史
記
正
義
は
'
そ
の
古
城
に
つ
い
て
軽
州
安
定
軒
の
東
四
十
里
と
俸
え
'
ま
た
張
守
静
は
史
記
旬
奴
侍
に
括
地
志

を
引
い
て
次
の
よ
う
に
注
樺
し
て
い
る
｡

括
地
志
に
云
う
｡
島
民
の
故
城
は
樫
州
安
定
豚
の
東
三
十
里
に
在
り
'
周
の
故
城
で
､
後
に
戒
に
入
れ
り
'
秦
の
恵
王
は
之
を
取
り
'
烏

氏
解
を
置
け
り
｡

と
｡
唐
の
軽
州
安
定
櫛
は
'
現
在
の
甘
粛
省
浬
州
陳
の
あ
た
り
に
普
て
ら
れ
て
い
る
が
'
秦
漠
時
代
の
烏
氏
麻
の
位
置
を
そ
の
附
近
に
擬
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
の
理
由
を
明
か
に
す
る
た
め
に
'
甚
だ
論
議
が
錯
綜
す
る
が
'
我
々
は
安
定
郡
の
地
理
と
そ
の
在
り
方
に
い
さ
さ
か
解

れ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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二

安
定
郡
は
'

前
漢
書

(撃

天
下
)
地
理
志
に

｢
武
帝
の
元
鼎
三
年

(紀
元
前
二

四
年
)
に
置
く
｣
と
示
し
て
あ
る
よ
う
に
'

前
漠
武
帝
の

と
き
に
北
地
郡
の
西
半
分
を
裂
い
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
大
膿
か
ら
見
て
'
浬
河
の
大
支
流
の
一
つ
環
江
の
河
筋
を
軸
と
し
た
の
が
北

地
郡
で
あ
り
'
こ
れ
に
封
し
て
理
河
の
本
流
域
を
含
ん
で
成
立
し
た
の
が
安
定
郡
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
こ
の
置
郡
は
'
ち
ょ
う
ど
漠
と
旬

奴
と
の
交
戦
が
漢
の
側
に
好
韓
し
た
さ
い
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
郡
治
は
現
在
の
甘
粛
省
固
原
解
に
比
定
さ
れ
る
高
卒
鯨
に
設
け

ら
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
､が
'
後
漢
書

(撃

≡
)
郡
園
志
に
も
り
こ
ま
れ
た
時
代
に
な
る
と
'
安
定
郡
の
首
解
は
臨
理
解
と
な
り
へ

績
い
て
曹

書

(巻
一
四
)
地
理
志
お
よ
び
そ
の
典
接
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
音
大
康
地
記

(大
卒
嚢
宇
記
･
墾
二
二
所
引
)
の
報
告
も
ま
た
同
様
で
あ
る
｡
さ

ら

に
降

っ
て
北
親
書

(巻
一
〇
六
)
地
形
志
で
は
'
安
定
郡
を
管
理
し
た
浬
州
の
治
所
を
臨
浮
城
と
博
え
て
い
る
も
の
の
'
安
定
郡
の
郡
治
は
'

も

っ
と
下
流
の
安
定
願
に
配
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
安
定
郡
治
は
晴
唐
の
時
代
に
な
っ
て
も
変
ら
な
か
っ
た
O
安
定
願
は
上
述
の
よ
う
に
唐
の
浬

州
の
州
治
で
'
現
在
の
浬
川
牌
に
は
か
な
ら
な
い
｡

な
お
第
二
次
安
定
郡
治
と
な
っ
た
臨
浬
城
は
'
前
漢
書
地
理
志
が
俸
え
る
安
定
郡
二
十

一
願
の
一
つ
に
顕
を
出
し
て
い
る
ほ
ど
古
い
由
来
を

む

っ
て
い
る
｡

試
み
に
通
典

(竺

七
三
)
の
州
郡
典
を
調
べ
て
み
る
と
'
寧
州
彰
原
郡
す
な
わ
ち
現
在
の
寧
牌
か
ら
の
四
至
入
到
を
載
せ
て

あ
る
候
に
'

こ
こ
か
ら
西
に

一
七
〇
里
で
安
定
郡

(郡
治
の
安
定
解
)
と
し
'

西
南
に
道
を
と
っ
て
も
安
定
郡
ま
で

一
八
〇
里
と
示
し
て
あ
る

が

'

西
北
し
た
場
合
に
は
二
三
〇
里

(大
卒
嚢
字
記
で
は
二
三
三
里
)
で
安
定
郡
臨
理
解
に
至
る
と
博
え
て
あ
る
｡

臨
樫
牌
が
安
定
噺
よ
り
北
方

に
位
し
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
不
可
解
な
の
は
'
そ
の
名
が
臨
浬
で
あ
り
'

王
葬
の
時
に
は
監
理
と
栴
さ
れ
た
ほ
ど
浬
河

(古
代

的
に
表
現
す
れ
ば
淫
水
)
と
の
関
連
を
強
く
示
し
て
い
る
の
に
'
浬
水
の
本
流
と
は
無
縁
な
鮎
で
あ
る
｡

後
代
の
考
琵
家
は

一
致
し
て
こ
の
解
を

現
在
の
薪
水
河

(芭
河
の
t
支
流
)
に
臨
む
鏡
原
牌
の
附
近
に
普
て
て
い
る
か
ら
'
彼
ら
は
浬
水
と
の
関
連
を
否
定
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
は

中
国
の
地
名
の
起
原
か
ら
す
る
と
'
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

元
豊
九
域
志

(奄
≡
)
に
臨
理
解
を
解
介
し
た
候
が
あ
り
'

第
十

一
世
紀
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後
牛
の
地
理
書
な
が
ら
'
そ
こ
に

｢
四
郷
あ
-
'
陽
背
水

･
朝
郡
水
あ
り
｣
と
報
告
し
て
い
る
｡
朝
那
水
は
茄
氷
河
に
相
普
L
t
陽
晋
水
は
洪

河
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
雨
河
は
も
ち
ろ
ん
大
き
-
見
れ
ば
浬
河
の
支
流
に
相
違
な
い
が
'
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
河
も
ま
た

古
代
で
は
浬
水
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
北
親
書
地
形
志
に
臨
理
解
を
説
い
て

｢洪
城
あ
り
｣
と
し
て
い
る
｡
洪
城
は
今
名
の

洪
河
と
関
連
を
も
つ
に
ち
が
い
な
い
か
ら
'
臨
理
解
の
位
置
は
薪
水
河
の
谷
に
あ
る
銭
原
解
よ
り
も
'
む
t
ろ
洪
河
す
な
わ
ち
古
代
の
陽
背
水

の
ほ
と
り
に
求
め
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
t
と
私
は
考
え
て
い
る
｡

次
に
朝
郡
に
つ
い
て
観
察
し
て
お
き
た
い
D
と
い
う
の
も
'
通
典
の
州
郡
典
は
臨
理
解
に

｢後
魂
の
朝
那
城
｣
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
｡
し
か
し
朝
郡
は
､
前
漢
書
地
理
志
に
臨
浬
と
並
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
安
定
郡
の
一
解
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
'
け
っ
し
て
臨
理

城
と
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
か
つ
史
記
の
旬
奴
博
に
よ
れ
ば
'
冒
頓
草
子
の
接
頭
を
述
べ
た
な
か
に

｢秦
が
慕
情
を
し
て
奪
わ
し
め

0
〇

た
旬
奴
の
地
を
'
彼
は
悉
-
復
赦
し
'
漠
と
故
の
河
南
の
塞
で
開
L
t
朝
那

･
膚
施
に
至
っ
た
｣
と
あ
り
'
ま
た
前
漠
の
文
帝
十
四
年

(紀
元

前
一
六
六
年
)
に
旬
奴
の
草
子

の
率
い
る
十
四
寓
騎
が
朝
郡
の
粛
関
に
入
っ
て
'
北
地
の
都
尉
の
印
を
殺
し
た
事
件
も
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
｡

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
ろ
は
へ
ま
だ
安
定
郡
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
に
し
て
も
朝
邪
が
古
来
の
南
北
交
渉
の
要
地
で
あ
り
'
両
勢
力
の
接
鰯

地
鮎
に
清
閑
が
位
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
は
な
い
か
｡
張
守
節
の
正
義
を
見
る
と

｢漠
の
朝
郡
故
城
は
原
州
百
泉
解
の
西
七
十
里
に
在
り
｣

と
さ
れ
'

元
和
郡
牌
志

(巻
三
)
関
内
道

･
原
州
の
項
で
は
'

百
泉
解
を
紹
介
し
て

｢
本
の
漠
の
朝
那
牌
の
地
で
あ
り
､
故
城
は
今
の
鯨
治
の

西
四
十
五
里
に
在
り
｣
と
し
て
い
る
｡
雨
城
間
の
距
離
に
差
が
見
ら
れ
る
も
の
の
'
こ
の
二
つ
の
史
俸
が
指
示
す
る
朝
邪
教
城
は
同

一
と
認
め

て
よ
か
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
元
和
郡
麻
志
の
原
州
の
項
に
は
'
平
高

･
平
涼

･
百
泉

･
粛
関
の
四
牌
を
馨
げ
て
あ
る
｡
こ
の
う
ち
州
治
の
平
高
解
と

｢
州
を
去

る
こ
と
聞
達
｣

と
博
え
て
あ
る
粛
開
旅
と
を
除
け
ば
'

平
涼
解
は

｢
西
北
に
州
に
至
る

一
百
六
十
里
｣t
r
百
泉
牌
は

｢
西
に
州
に
至
る
九
十

里
｣
と
報
告
さ
れ
て
い
る
｡
文
中
の
州
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
原
州
の
治
所
平
高
粁
す
な
わ
ち
現
在
の
甘
粛
省
固
原
解
で
あ
る
が
､
そ
こ
に
達

す
る
道
を
示
し
た
方
角
は
必
ず
し
も
正
確
と
は
い
え
な
い
.

例
え
ば

甲
か
ら
乙
に
向
か
う
道
は
､
甲
地
鮎
を
出
夜
す
る
際
の
方
角
で
表
示
さ

33ー
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れ
'
賓
際
と
は
ち
が
う
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
6
し
か
し
平
涼

･
官
泉
二
晩
と
原
州
至
菌
株
と
の
方
位
関
係
の
場
合
は
二
刀
和
志
の
所
俸
ど

お
り
に
[
前
者
は
州
治
の
東
南
'
後
者
は
州
治
の
東
に
所
在
し
た
と
解
し
て
よ
い
理
由
が
あ
る
｡
そ
れ
は
同
書
に
州
治
の
平
高
鯨
か
ら
南
行
す

る
二
つ
の
路
と
二
つ
の
古
関
を
俸
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち

粛
関
の
故
城
は
'
解
の
東
南
三
十
里
に
在
り
｡
漢
書
に
文
帝
十
四
年
に
旬
奴
が
粛
閲
に
入
り
北
地
都
尉
を
殺
せ
り
と
あ
る
も
の
な
り
｡

瓦
事
の
故
関
は
､
解
の
南
七
十
里
に
在
り
｡
即
ち
桃
山
の
北
重
な
り
｡
隣
貴
が
牛
耶
を
し
て
瓦
事
を
守
ら
し
め
L
は
即
ち
こ
れ
な
り
.

と
記
さ
れ
た
二
僕
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
､
平
高
豚
に
は
東
南
に
出
る
道
と
南
に
む
か
う
道
と
が
あ

っ
た
こ
と
'
そ
し
て
前
者
の
路
上
に
は

粛
関
が
'
後
者
に
は
瓦
亭
関
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
か
も
両
道
は
そ
の
ま
ま
延
び
て
､
前
者
は
百
泉
牌
に
､
後
者
は
平
涼
解
に
達
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
た
が

っ
.V
こ
の
二
つ
の
関
は
'

地
理
的
に
は
北
流
の
清
水
河

(後
述
の
烏
水
'
高
卒
川
水
)
の
上
流
に
位
し
た
至
日岡
鯨

か
ら
南
行
し
て
へ
浬
河
系
の
斜
面
に
下
ろ
う
と
す
る
分
水
嶺
上
に
配
置
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
｡
･
そ
れ
な
ら
ば
漠
代
の
朝
都
城
は
'
粛
関

と
育
泉
鯨
と
の
中
間
に
比
擬
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
｡

以
上
の
考
察
を
今
日
の
地
園
の
上
に
の
せ
て
み
る
な
ら
ば
'
固
原
か
ら
東
南
に
登
高
し
て
分
水
嶺
を
越
え
'
薪
水
河
の
源
流
に
と
り
つ
い
て

藩
閥
を
経
る
｡
お
そ
ら
-
現
在
の
古
城
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
か
ら
薪
水
河
に
導
か
れ
つ
つ
自
楊
城
あ
た
り
ま
で
下
る
が
'
ま
も
な
-
道

は
南
向
し
て
洪
河
の
ほ
と
り
に
移
り
'
そ
こ
に
百
泉
鯨
城
､
つ
づ
い
て
そ
の
下
流
に
臨
樫
城
を
見
出
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
朝
都
城

は
自
楊
城
附
近
の
薪
水
河
の
谷
に
'/
育
泉
鯨
は
そ
れ
よ
り
南
の
洪
河
の
上
流
に
位
置
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
薪
水
河
が
朝
部
水
で
あ
り
'
洪
河
が

陽
背
水
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
紹
介
ず
み
で
あ
る
｡

三

い
ま
考
察
し
た
よ
う
に
､
原
州
と
浬
州
と
の
間
に
は
も
う

一
本
の
大
道
が
あ

っ
て
'
そ
の
途
上
に
瓦
亭
関
と
平
涼
麟
と
が
存
在
し
た
｡
瓦
亭

関
は
現
在
の
開
城
嶺
あ
た
り
に
比
定
さ
れ
る
が
'
平
涼
鯨
の
位
置
に
つ
い
て
は
む
ず
か
し
い
問
題
が
か
ら
ん
で
･い
る
｡
と
い
う
の
も
､
平
涼
は
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旅
名
と
し
て
も
ま
た
瓢
名
と
し
て
も
記
録
に
あ
ら
わ
れ
'
し
か
も
名
稀
の
使
用
は
甚
だ
乱
雑
､
か
つ
験
の
興
贋
移
動
も
ひ
ど
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
豚
の
考
定
は
普
面
の
課
題
か
ら
い
さ
さ
か
外
れ
る
が
'
簡
単
に
私
の
考
案
の
結
果
だ
け
を
述
べ
て
お
こ
う
｡

平
涼
は
北
親
書
の
地
形
志
に
浬
州

(臨
淫
城
に
治
す
)
平
涼
郡
と
し
て
'
お
よ
び
こ
の
郡
の
領
鯨
二
つ
の
う
ち
の
弟
陰
牌
に

｢
凡
亭
'
樫
陽

･

平
涼
城
あ
り
｣
と
し
て
'
史
に
登
壇
し
た
.
同
じ
地
形
志
の
浬
州
の
項
に
は
､
陛
東
郡
の
三
解
の
う
ち
に
樫
陽
鯨
が
見
え
､
薄
落
山
と
浬
水
に

関
す
る
注
記
を
も
つ
か
ら
'
浬
陽
と
平
涼
の
両
城
は
'
近
接
し
て
い
た
も
の
の
異
地
で
あ
る
｡

隔
書

(撃

元
)
地
理
志
に
よ
れ
ば
安
定
郡
陰

盤
解
に

｢後
魂
は
平
涼
郡
を
置
け
る
も
'
開
皇
の
初
め
に
郡
は
贋
さ
る
｣
と
あ
る
か
ら
'
平
涼
城
が
浬
陽
城
よ
り
も
下
流
に
位
し
た
ご
と
は
疑

い
を
い
れ
な
い
｡

と
こ
ろ
が
障
害
地
理
志
を
見
る
と
'
平
涼
郡
は
安
定
郡
と
別
個
の
存
在
で
あ

っ
て
'

そ
の
首
鯨
は
平
高
陳

(前
漢
書
の
高
卒

解
)
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
そ
れ
に
は

｢
大
業
の
初
め
に
平
涼
郡
を
置
け
り
｣
と
い
う
注
記
が
あ
り
'

別
に
同
郡
内
の
一
株
と
し
て
平
涼
煤
が
奉

げ
て
あ

っ
て

｢後
周
が
置
け
り
'
可
藍
山
あ
り
｣
と
の
解
説
が
加
え
て
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
説
明
を
鵜
呑
み
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
こ
の

郡
の
全
鰹
と
し
て
の
態
勢
か
ら
案
じ
て
'
常
時
の
平
涼
願
が
浬
河
上
流
の
分
水
嶺
に
近
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡
平
涼
に
封
し
て
二
つ
の

地
鮎
が
挙
げ
ら
れ
'
混
乱
を
生
じ
た
基
は
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

唐
の
原
州
は
晴
の
平
涼
郡
を
准
承
し
た
も
の
で
'

玄
宗
の
天
質
元
年

(七
四
二
年
)
に
は
再
び
平
涼
郡
を
名
の
っ
た
と
い
う

.(蓄
唐
書
地
理

志
)｡
し
た
が

っ
て
そ
の
三
つ
の
領
解
の
う
ち
の
平
涼
柿
に
つ
い
て
､
奮
唐
書
が

｢晴
の
鯨
な
り
｣
と
し
た
の
ほ
'
そ
の
ま
ま
信
用
で
き
る
が
'

そ
れ
に
接
げ
て

｢
陽
音
川
に
治
す
'

開
元
五
年

(七
一
七
年
)
に
治
を
古
塞
城
に
移
せ
り
｣

と
し
て
い
る
の
は
'

明
か
に
百
泉
鯨
の
説
明
に
す

ぎ
な
い
｡
な
お
'
陽
音
川
は
'
元
和
郡
豚
志
の
原
州
育
泉
解
の
候
に
'
北
魂
の
孝
明
帝
が
黄
石
鯨
を
置
い
た
と
俸
え
て
い
る
陽
菅
川
で
､
前
述

G
(元
豊
九
域
志
に
朝
那
水
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
陽
背
水
の
流
れ
る
野
に
は
か
な
ら
な
い
.
そ
れ
ゆ
え
に
t
も
し
開
元
五
年
に
平
涼
鯨
治

の
移
動
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
元
和
郡
餅
志
の
原
州
平
涼
牌
の
候
に

｢
開
元
五
年
に
浬
水
の
南
に
移
せ
り
｣
と
あ
る
の
に
依
ら
ね
は
な

ら
ず
'

そ
れ
は
お
そ
ら
く
親
書
地
形
志
に
い
う
樫
陽
の
卒
涼
城
と
同
地
で
あ
ろ
う
｡

新
唐
書

(巻
三
七
)
地
理
志
は
平
涼
鯨
に
洞
州
を
設
け
た

こ
と
を
報
じ
'

そ
れ
が
元
和
四
年

(八
〇
九
年
)
で
あ

っ
た
と
俸
え
て
い
る
｡

こ
の
洞
州
平
涼
願
は
開
元
五
年
に
復
活
さ
れ
た
本
来
の
平
涼
城
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に
ち
が
い
な
い
｡

周
知
の
よ
う
に
'
安
史
の
乳
に
乗
じ
て
唐
土
を
侵
し
た
吐
番
の
攻
勢
は
'
こ
の
あ
た
り
を
も
兵
乱
に
包
み
こ
み
'
唐
朝
の
失
地
に
伴
う
郡
願

の
改
蔵
が
甚
だ
し
か
っ
た
｡
そ
の
原
州
に
お
け
る
場
合
は
'
簡
単
な
が
ら
元
和
郡
鯨
志
な
ど
に
よ
っ
て
窺
え
る
が
'
こ
の
書
に
開
元
五
年
の
平

0

涼
願
移
韓
の
記
事
を
掲
げ
'

績
け
て

｢貞
元
七
年

(七
九
一
年
)
に
は
又
た
奮
鯨
の
南
の
坂
上
に
移
せ
り
'
今
豚
こ
れ
な
り
｣
と
あ
る
｡

文
中

に
い
う
奮
鯨
と
は
､
情
の
平
涼
郡
平
涼
牌
と
そ
れ
を
承
け
た
開
元
五
年
以
前
の
唐
鯨
を
指
し
'
上
述
の
分
水
嶺
に
近
い
平
涼
鯨
で
あ
る
｡
し
た

が

っ
て
こ
こ
に
表
示
さ
れ
て
い
る

｢今
燦
｣
と
は
､
新
唐
書
地
理
志
の
洞
州
平
涼
鱗
の
原
注
に
'

0
0
0
0
0

西
南
の
院
山
に
六
盤
関
あ
り
'
銀
あ
り
'
銅
あ
り
'
銭
あ
り
'
西
北
五
里
に
吐
蕃
脅
盟
壇
あ
り
'
貞
元
三
年

(七
八
七
年
)
に
築
け
り
｡

と
あ
る
よ
う
に
､
吐
番
と
唐
と
の
分
界
と
決
定
さ
れ
た
六
盤
開
(後
述
の
第
二
次
瓦
亭
関
)
を
西
に
配
す
る
地
鮎
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
こ
の
地
鮎
は
'

開
元
五
年
か
ら
貞
元
七
年
ま
で
平
涼
厭
が
置
か
れ
て
い
た
浬
陽
附
近
の
平
涼
城
か
ら
､

浬
河
に
そ
っ
て
北
上
し
'

高
卒

(固
原
)
に
む
か
う
道

が
'
六
盤
山
の
南
の
鞍
部
を
こ
え
て
西
行
す
る
道
を
分
岐
す
る
地
組
で
'
現
在
の
瓦
雲
騨
附
近
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
吐
蕃
の
侵
入
が
ひ

き
お
こ
し
た
郡
鯨
の
改
変
は
'
常
時
の
史
料
を
い
た
-
混
乱
さ
せ
た
よ
う
で
'
雨
唐
書
の
地
理
志
や
元
和
郡
解
志
に
は
そ
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ

て
い
て

｢
今
鯨
｣
･
｢菌
株
｣
･
｢今
理
｣

と
い
っ
た
規
準
と
し
て
必
要
な
地
鮎
の
判
定
が
容
易
で
な
い
｡

こ
こ
に
掲
げ
た
新
居
書
地
理
志
の
文

＼

は
'
貞
元
七
年
以
俊
の
平
涼
螺
を
語

っ
て
い
る
も
の
の
'
洞
州
が
立
て
ら
れ
た
平
涼
鰭
の
そ
れ
で
は
な
い
｡
同
書
に

｢
元
和
四
年
に
原
州
平
涼

牌
を
以
て
行
潤
州
を
置
-
｣
と
あ
る
平
涼
柿
は
､
た
と
え
慣
設
の
州
と
は
い
え
澗
水
に
因
ん
だ
名
を
帯
び
る
洞
州
の
州
治
で
あ

っ
た
以
上
'
必

0

ず
浬
陽
城
附
近
の
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

そ
れ
ゆ
え
に
元
和
郡
牌
志
が
'_
原
州
平
涼
牌
に
つ
い
て

｢
西
北
は
州
に
至
る

一
百
六
十

0
0
0
0

里
｣
と
し
'
ま
た
漠
代
の
浬
陽
城
を
俸
え
て

｢今
願
の
西
四
十
里
の
浬
陽
故
城
｣
と
し
た
二
つ
の
里
数
記
事
の
規
準
地
鮎
は
'
元
和
四
年
に
行

洞
州
が
置
か
れ
た
本
来
の
平
涼
城
に
ち
が
い
な
い
｡
思
う
に
'
平
涼
牌
は
元
和
四
年
に
六
盤
関
附
近
の
山
上
か
ら
再
び
巷
の
平
涼
城
に
戻
る
と

と
も
に
､
そ
こ
に
洞
州
と
い
う
新
郡
が
建
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
な
ら
ば
'

一
六
〇
里
と
い
う
距
離
は
'
前
節
で
扱

っ
た
よ
う
に
'
こ

の
卒
涼
城
か
ら
原
州
の
州
治
空
荷
鯨
に
至
る
も
の
で
､
浬
河
の
上
流
か
ら
六
盤
山
山
脈
の
東
側
を
北
上
す
る
道
を
表
示
す
る
｡
そ
し
て
前
漠
時
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代
の
樫
陽
城
は
'
同
じ
午
涼
城
の
西
四
十
里
に
所
在
し
た
こ
と
に
な
る
｡
杜
佑
の
通
典

･
州
瓢
典
に
は
原
州
平
涼
鯨
を
課
明
し
た
な
か
に

T
湊

の
浬
陽
故
城
は
今
願
の
南
｣
と
あ
る
｡
そ
の
今
願
と
は
'

涼
願
'
す
な
わ
ち
僑
治
の
も
の
を
指
し
て
い
る
｡

さ
す
が
に
こ
の
書
､か
唐
の
貞
元
時
代
の
選
述
だ
け
に
'
六
盤
関
附
近
に
置
か
れ
た
平

以
上
の
考
定
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
に
t

の
よ
う
な
圏
を
括
-
こ
と
が
で
き
る
｡

元
和
郡
煉
志
の
浬
州

(安
定
郡
)
の
候
に
掲
げ
て
あ
る
八
到
の
記
事
を
参
酌
し
て
み
る
と
'
次

′

7秦の長城
卜一
⊂⊃

呼涼都平高県)

二 一一 一 _

iIII
I

百 '儀
泉 浬
県 県

｣ 1 5 ｡ Å 馴

llllI
791- 1
809A.D.tt
の平涼鄭

40音 頭 議 澤 i,R,れないD

原州

瓦事故関

ここに浮かびあがった原･浬両州間の二つの経路こそ'秦漠時代から隔唐時代におよぶ長いあいだの南北交通におい

て'その一幹線となっていたものにはかならない｡

同時に'安定郡そのものの奨蓮をこの圏に乗せてみるならば'その郡治は平高麻から臨理解'そして安定解と､三次の移動を見せつつ'原州治(固原)から浬州治(淫川)まで約三百三十唐里を後退したことになる｡ただし､新設昔時に最も廉域を示した安定郡は'漠代のうちに早-もその範囲を狭め'北魂時代にはその地域が安定･隙東･新平･随平･平涼･平原の六郡に分れたから'安定郡そのものについていえば

37

前代の六分の一に縮小したことになる｡

こ
う
し
た
乱
雑
を
整
理
し
た
の
が
障
朝
に
よ
る
安
定

･
平
涼
二
郡
の
分
立
で
あ

っ
た
｡

ご

の
と

き
初
次
の
安
定
郡
治
高
卒
餅
は
平
高
解
と
改
構
さ
れ
て
平
涼
郡
の
首
解
と
な
り
'

首
泉

･
平
涼
の
二
解
を
含
む
分
水
嶺

一
帯
が

一
郡

と
さ

れ
へ
安
定
郡
は
樫
河
系
諸
水
の
下
流
部
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｡
唐
時
代
の
浬
州
と
原
州
と
の
並
立
は
､
こ
の
俸
統
を
承
け
た
に
す
ぎ
な
い
｡



38

四

安
定
郡
の
在
り
方
を
こ
の
よ
う
に
究
明
し
て
お
い
て
'
い
よ
い
よ
烏
氏
願
の
問
題
に
移
る
｡

こ
の
騒
名
は
'
前
漢
書
地
理
志
に
始

っ
て
北
親
書
地
形
志
ま
で
績
い
て
い
る
｡
た
だ
し
後
漢
書
は
こ
れ
を
烏
枝
と
表
記
L
t
ま
た
北
魂
書
は

烏
氏
と
示
し
て
､
安
定

･
臨
浬

･
朝
郡
お
よ
び
未
詳
の
石
堂
願
と
と
も
に
'
依
然
と
し
て
安
定
郡
の
な
か
に
含
ま
せ
て
い
る
｡
と
は
い
え
烏
氏

牌
の
位
置
を
考
定
す
る
手
掛
り
は
ま
こ
と
に
す
-
な
い
｡
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
'
唐
の
括
地
志
や
そ
れ
に
基
ず
い
た
ら
し
い
史
記
正
義
は

浬
州
安
定
株
の
東
三
十
里
な
い
し
四
十
里
の
地
鮎
に
そ
の
故
城
を
求
め
て
い
る
｡
も
し
こ
の
所
博
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
後
に
明
か
に
す
る
漢

代
の
烏
氏
鯨
の
位
置
と
比
較
し
て
'
た
い
へ
ん
に
距
離
が
ひ
ら
く
｡
だ
か
ら
'
烏
氏
解
も
ま
た
安
定
郡
治
と
と
も
に
こ
こ
ま
で
退
い
た
こ
と
に

な
る
｡
し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
'
こ
の
問
題
は
安
定
郡
の
歴
史
が
示
し
た
甚
だ
し
い
混
乱
と
奨
適
の
鮎
か
ら
解
-
べ
き
で
'
お
そ
ち
-
唐
代
人

の
親
王
泰
や
張
守
節
が
史
料
の
乱
雑
に
惑
わ
さ
れ
て
'
初
次
の
安
定
郡
治

(高
卒
麻
)
を
第
三
次
の
安
定
郡
治

(淫
州
安
定
願
)
と
誤

っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡

も
と
も
と
烏
氏
の
名
は
､

史
記
旬
奴
博
に
秦
の
穆
公
が
戎
人
化
し
た
曹
人
の
由
余
を
客
と
L
t

彼
の
意
見
を
容
れ
て
西
戎
の
入
閣

(秦
本
紀

で
は
十
二
国
)
を
征
服
し
た
と
あ
る
な
か
に
､
岐

･
梁
山

お
よ
び
浬

･
漆
水
の
北
方
に
い
た

一
戒
と
し
て
撃
げ
ら
れ
て
い
る
｡

前
漠
朝
の
烏
氏

鯖
は
'
そ
の
名
栴
と
そ
の
住
域
と
を
そ
っ
-
り
俸
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が
'
そ
の
位
置
を
直
接
に
語

っ
た
史
料
と
し
て
は
'
括
地
志
の
そ
れ

が
信
用
で
き
な
-
な
っ
た
現
在
'
前
漢
書
地
理
志
の
安
定
郡
烏
氏
願
の
原
注
に
､

､

烏
水
が
出
て
'
西
北
し
河
に
入
る
｡
都
塵
山
は
西
に
在
り
｡
葬
は
烏
事
と
日
え
り
｡

と
あ
る

一
俵
を
､

ほ
と
ん
ど
唯

一
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

も
っ
と
も
後
漢
書
の
郡
図
志
に
は
安
定
郡
烏
枝
願
が
紹
介
さ
れ
て
い○

る
｡.
烏
氏
の
二
字
が
前
述
の
よ
う
に
戒
名
の
漢
詩
字
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
烏
枝
は
同
音
の
異
字
と
認
め
る
べ
き
で
'
そ
の
原
注
に

｢有
瓦
亭
出

0

薄
落
谷
｣
と
あ
る
七
字
も
ま
た
重
要
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
七
字
は
'
出
を
山
の
誤
と
見
て

｢瓦
亭
山

･
薄
落
谷
あ
り
｣
と
謹
め
る
｡

一
説
に
'
後
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代
の
史
書
に
瓦
亭
川
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら

｢
瓦
亭
川
あ
り
'
薄
落
谷
よ
り
出
ず
｣
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
'
川
と
は
水
流
そ
の
も
の
で
は

な
い
か
ら
'
こ
れ
は
無
理
で
あ
る
｡
と
に
か
く
薄
落
は
本
来
山
名
で
'
准
南
争

(巻
四
)
墜
形
訓
に
'

浬
は
薄
落
之
山
よ
り
出
ず
｡

と
示
さ
れ
'
浬
水

(産
河
)
の
源
と
な
っ
て
い
る
｡

滑
水
の
主
要
な
支
流
の
一
つ
で
あ
る
浬
水
に
つ
い
て
'
現
行
の
水
経
注
に
軽
水
篇
を
放
い
て
い
る
の
は
な
ん
と
も
遺
憾
で
あ
る
｡
し
か
し
そ

の
軽
水
の
水
源
に
関
す
る
侠
文
と
思
わ
れ
る
も
の
が
二
か
候
残
存
し
て
い
る
｡

そ
の
一
ほ
'

太
平
御
覚

(撃

ハ
二
)
地
部
二
七
に
引
か
れ
て
い

る
も
の
で
'

水
経
注
に
日
-
'
軽
水
は
源
を
安
定
の
朝
般
牌
の
西
の
竿
頭
山
よ
り
導
-
｡
秦
の
始
皇
が
地
を
巡
り
'
西
の
か
た
竿
頭
山
に
出
で
た
る
は

即
ち
是
山
な
り
0
蓋
し
大
際
の
異
名
な
り
｡

と
あ
り
'
そ
の
二
は
'
太
平
賓
宇
記

(撃
二
三
)
関
西
道

･･
原
州
育
泉
牌
の
候
に
'

こ
れ

水
経
に
云
う
'
浬
水
は
安
定
の
浬
陽
麻
の
高
山
浬
谷
よ
り
出
ず
｡
都
道
元
の
注
に
云
う
'

山
海
経
に
日
く
'
高
山
は
軽
水
が
蔦

よ
り
出

で
'
東
流
し
て
洞
に
注
ぎ
'
関
に
入
る
｡
之
を
入
水
と
謂
う
｡

と
見
え
て
い
る
｡
第

一
文
の
朝
般
解
は
朝
耶
麻
で
'
前
述
の
よ
う
に
唐
の
百
泉
解
の
西
'
粛
閑
と
の
間
に
比
せ
ら
れ
'
第
二
文
の
浬
陽
解
は
唐

の
平
涼
牌
の
西
四
十
里
と
侍
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
な
ら
ば
'
軽
水
は
朝
郵
解
の
西
の
算
頭
山
と
'
浬
陽
鯨
の
西
の
高
山
樫
谷
と
の
二
源
を
も

つ
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
朝
郡
水

(茄
水
河
)
や
陽
背
水

(洪
河
)
に
ま
で
も
軽
水
の
呼
稀
が
あ

っ
た
i
jす
る
論
議
に
は
都
合
が
よ
い
｡
し
か
し

そ
の
前
に
'
前
漢
書
地
理
志
の
安
定
郡
浬
陽
解
の
原
注
を
謹
む
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
に
は
'

牙
頭
山
は
西
に
在
り
'
南
京
の
軽
水
が
出
ず
る
所
で
､
東
南

(疏
)
し
て
陽
陵
に
至
り
潤
に
入
る
｡

郡
三
つ
を
過
ぎ
'

千
六
十
里
を
行

-
｡
薙
州
の
川
な
り
｡

と
書
か
れ
て
い
る
｡
郡
三
つ
と
は
安
定

･
扶
風

･
満
潮
で
あ
り
'

牙
頭
山
は
前
の
引
用
文
中
の
竿
頭
山
で
あ
ろ
う
.

な
る
ほ
ど
書
経

(撃

一)
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夏
書
の
爵
貢
に
は
軽
水
の
名
を
掲
げ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
の
護
源
に
つ
い
て
は
何
ら
崩
れ
て
い
な
い
か
ら
､
こ
の
河
が
弄
頭
山
か
ら
護
源
す
る

と
い
う
知
識
は
'
前
漢
書
地
理
志
の
こ
の
一
文
に
始
ま
る
と
断
定
し
て
よ
か
ろ
う
0

竿
頭
山
は
､

前
引
水
経
注
の
侠
文
に

｢
大
悦
の
異
名
｣
と
さ
れ
'

あ
る
い
は
元
和
郡
牌
志
の
原
州
平
高
麻
の
候
に

｢解
の
西

1
百
里
に
在

り
｣
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
漢
の
安
定
郡
高
卒
牒
す
な
わ
ち
現
在
の
固
原
鯨
の
西
に
聾
え
る
六
盤
山
山
系
の
一
部
を
指
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ

が
こ
の
山
は
'
さ
き
ほ
ど
掲
げ
て
お
い
た
交
通
関
係
園
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
浬
州

･
臨
浬

･
百
泉

･
朝
那

･
粛
関
を
経
由
し
て
も
'
ま
た
浬

州

･
平
涼

･
浬
陽

･
瓦
亭
関
を
過
ぎ
る
道
に
よ
っ
て
も
到
達
で
き
た
｡
換
言
す
る
と
'
浬
州
治
と
原
州
治
と
を
結
ぶ
い
わ
ば
浬

･
原
路
に
北
道

と
南
道
と
が
あ

っ
た
も
の
の
'
い
ず
れ
の
道
に
よ
っ
て
も
通
じ
え
た
の
で
あ
る
｡
前
漢
書
地
理
志
が
南
道
側
の
浬
陽
厭
か
ら
西
方
に
あ
る
と
博

え
た
竿
頭
山
が
'
後
代
に
は

一
般
に
北
道
側
の
臨
理
解
や
百
泉
麻
を
基
鮎
に
し
て
指
示
さ
れ
た
の
は
､
そ
の
た
め
に
は
か
な
ら
な
い
｡
こ
の
書

が
も
し
算
頭
山
と
浬
水
源
と
を
結
び
つ
け
て
筆
を
執

っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は
誤
り
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
O

こ
の
上
う
な
暖
味
な
知
識
が
'

浬
水
の
名
を
帯
び
る
地
名

(臨
控
･
控
陽
)
を
南
北
の
両
道
に
起
し
た
り
'

浬
水
そ
の
も
の
に
多
く
の
河
川

(
朝
郵
水
･
陽
背
水
)
ま
で
含
ま
せ
た
り
し
た
の
で
あ

っ
て
'
古
典
の
注
樺
家
は
も
と
よ
り
､
清
朝
の
史
地
考
謹
家
の
筆
を
も
誤
ら
せ
て
し
ま
っ

た
｡
准
南
子
の

｢
経
は
薄
落
之
山
よ
り
出
ず
｣
に
注
を
加
え
た
後
漠
の
高
誘
が
'

薄
落
之
山
は

一
に
竿
頭
山
と
名
づ
-
｡
安
定
の
臨
理
解
の
西
な
り
｡
南
貢
の
浬
水
が
出
ず
る
所
'
東
南
し
て
陽
陵
に
至
り
滑
に
入
る
｡

と
述
べ
て
'
薄
落
山
す
な
わ
ち
浬
水
源
を
臨
樫
豚
西
に
求
め
て
竿
頭
山
に
結
び
つ
け
'
ま
た
南
貢
の
軽
水
に
注
し
た
宋
の
察
枕
が
'

浬
水
は
地
志

(前
漢
書
地
理
志
)
に
安
定
郡
浬
陽
牌
の
西
よ
り
出
ず
と
｡
今
の
原
州
百
泉
解
の
噂
頭
山
な
.り
｡
東
南
し
て
漏
節
の
陽
陵
麻
に

至
り
て
洞
に
入
る
｡

と
し
て
'
前
漢
書
に
依

っ
て
浬
陽
麻
の
西
と
示
し
な
が
ら
も
､

今
の
百
泉
解
の
竿
頭
山
と
い
う
句
を
挿
入
し
た
の
は
'

そ
の
1
端
に
す
ぎ
な

ヽ
0

-∨
太
平
御
覧

(巻
五
〇
)
地
部

一
五
の
院
塞
お
よ
び
海
外
諸
山
の
項
に
は
､
可
藍
山
を
紹
介
し
た
文
が
あ
り
'

40



41

涼
州
記
に
日
-
､
可
藍
山
は

1
に
都
産
山
と
名
づ
-
O
皆
な
浬
水
の
源
に
し
て
斧
頭
山
と
連
れ
り
0

赫
連
定
は
勝
光
二
年

(四
二
九
年
)
に

かり

涼
州
に
牧
し
､
可
藍
山
に
登
り
て
統
寓
城
を
望
み
'
泣
い
て
日
-
'
先
帝
が
も
し
朕
を
以
て
大
業
を
承
け
な
は
'
豊
に
今
日
あ
ら
ん
や
t

と
｡
平
涼
願
に
在
り
'
牌
は
百
泉

(解
)
の
界
に
按
せ
り
｡

と
記
述
し
て
い
る
.
涼
州
記
は
北
涼
の
段
亀
龍
の
撰
で
あ
る
が
'

こ
の
引
用
の
1
節
は
張
倒

(二
酉
堂
叢
書
)
が
指
摘
し
た
よ
う
に
'
赫
連
氏

の

｢
涼
書

･
十
巻
｣
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
か
つ
文
末
の
地
理
的
説
明
は
明
か
に
後
人
の
加
筆
で
あ
る
が
'
す
く
な
-
と
も
前
牛
の
可
藍
山
す
な

わ
ち
都
塵
山
を
浬
水
の
華
源
地
と
L
t
お
そ
ら
-
そ
の
北
に
竿
頭
山
を
配
し
て

1
連
の
山
脈
と
俸
え
て
い
る
部
分
は
､
五
胡
十
六
図
時
代
に
お

け
る
六
盤
山
山
脈
に
関
す
る
綜
合
的
な
知
識
と
認
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
基
ず
-
な
ら
ば
'
可
藍
山
と
都
塵
山
と
は
こ
の
山
脈
の
主
峯
六
盤
山
の

附
近
に
'
そ
し
で
竿
頭
山
は
同

一
山
脈
の
北
端
近
-
に
求
め
て
よ
か
ろ
う
｡
ま
た
水
理
注
が
浬
水
の
源
と
俸
え
た

｢高
山
浬
谷
｣
は
'
お
そ
ら

く
准
南
子
の
薄
落
之
山
で
'
現
在
の
平
涼
鯨
の
西
南
に
位
す
る
院
山
の
一
部
と
思
わ
れ
る
が
'
後
漢
書
郡
園
志
の
原
注
に
従
う
と
'
こ
の
山
も

六
盤
山
附
近
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
'
な
に
ぶ
ん
に
も
中
国
の
地
理
学
界
が
詳
密
か
つ
正
確
な
地
圏
を
提
供
し
て
い
な

い
今
日
で
は
'
こ
れ
以
上
の
追
求
は
不
可
能
に
近
い
｡
し
た
が

っ
て
私
は
｣
隔
書
地
理
志
が
平
涼
郡
の
首
解
と
し
て
平
高
厭

(漢
代
の
高
卒
解
)

を
挙
げ
て

｢
関
官
あ
り
'
竿
頭
山
あ
り
L
Jと
L
t
ま
た
同
郡
の
平
涼
鯨
に
つ
い
て

｢
可
藍
山
あ
り
｣
と
し
た
注
記
､
お
よ
び
北
親
書
地
形
志
が

樫
州
六
郡
の
一
つ
の
牒
東
郡
に
淫
陽
螺
を
指
摘
し
て

｢
薄
落
山
あ
り
'
軽
水
は
こ
れ
よ
り
出
ず
｣
と
し
た
注
記
を
と
り
あ
げ
'
ど
れ
も
正
鵠
を

得
た
も
の
と
許
し
て
お
-
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
｡

五

鄭
道
元
が
俸
え
た
大
隈
山
と
は
'
小
院
山
に
封
す
る
呼
稀
で
あ
る
o

そ
れ
は
太
平
御
覧

(巻
五
〇
)
地
部

1
五
の
小
幌
山
の
項
に
'
辛
氏
三

秦
記
を
引
用
し
て
'

小
幌
山
は

1
に
牒
塩
と
名
づ
-
､
又
た
分
水
嶺
と
名
づ
-
.
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と
あ
り
､

許
懐
の
説
文
解
字

(朱
二
四
下
)
に
院
を

｢
天
水
の
大
阪
｣
と
あ
る
よ
う
に
Jt

滑
水
の
一
麦
の
折
水
を
遡
っ
て
'
漠
の
天
水
郡
が
置

か
れ
て
い
た
澗
水
上
流
の
谷
に
下
っ
て
い
-
東
西
交
通
の
幹
線
を
通
し
て
い
た
幌
山
越
え
の
部
分
で
'
有
名
な
大
震
関
が
配
さ
れ
て
い
た
も
の

で
あ
る
.
し
た
が
っ
て
大
鶴
山
が
､
そ
の
北
方
に
連
な
る
六
盤
山
山
脈
を
指
す
こ
と
は
明
か
で
'
大
小
の
桃
山
は
南
北
に
連
な
っ
て

一
山
系
を

な
し
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
部
分
で
も
'
前
述
の
よ
う
に
六
盤
山
の
南
側
の
鞍
部
に
'
浬
水
の
上
源
部
か
ら
西
に
む
か
う
要
路
が
あ
り
'
そ
の

要
路
に
は
瓦
亭
の
名
を
後
代
ま
で
留
め
た
｡
後
漢
書
郡
闘
志
の
烏
枝
鯨
の
原
注
に
い
う
瓦
亭
'
あ
る
い
は
元
和
郡
願
志
の
瓦
事
故
関
は
そ
の
例

0

で
あ
り
､

水
経
注

(巻
1
七
)
滑
水
篇
に
'

隙
山
か
ら
護
源
し
て
山
の
西
側
を
流
れ
て
滑
水
に
入
る
瓦
亭
水
'
そ
れ
に
関
連
す
る
瓦
事
や
瓦
亭

川
を
記
述
し
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
よ
う
｡
水
経
注
式
に
表
現
す
る
と

｢
隙
山
の
北
垂
｣
の
部
分
に
瓦
事
の
名
が
あ

っ
た
こ
と
は
､
瓦
亭
関
の

存
在
を
い
っ
そ
う
明
か
に
す
る
｡
可
藍
山
や
都
塵
山
が
こ
の
あ
た
り
の
山
名
で
あ

っ
た
こ
と
は
重
ね
て
説
-
ま
で
も
な
い
が
'
後
漢
書
郡
闘
志

に
瓦
亭

(山
oI･)
や
薄
落
谷
を
特
筆
さ
れ
て
い
る
安
定
郡
烏
枝
鯨
は
'

ま
さ
に
こ
の
地
に
比
擬
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
｡

だ
い
た
い
に
お
い
て
'
さ

き
ほ
ど
考
謹
し
た
唐
の
貞
元
七
年
か
ら
元
和
三
年
ま
で
僑
治
さ
れ
た
平
涼
解
の
位
置
と
考
え
た
ら
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
こ
う
し
て
浮
か
び
あ
が

っ
た
後
漢
書
の
烏
枝
解
の
位
置
を
'
そ
の
ま
ま
前
漢
書
の
烏
氏
解
に
嘗
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

そ
れ
は
前
漢
書
の
原
注
に
見
え
る
烏
水
の
比
定
が
問
題
と
な
を
か
ら
で
あ
る
｡
従
来
の
考
琵
家
は
'
烏
氏
解
の
位
置
を
た
だ

｢都
産
山
が
西
に

あ
る
｣
鮎
だ
け
で
判
定
し
'

｢烏
水
が
護
源
し
て
西
北
に
流
れ
'
黄
河
に
入
る
｣
鮎
を
全
-
軽
鋭
し
て
い
る
｡
だ
か
ら
彼
ら
の
多
-
ほ
こ
の
鯨

を
軽
水
の
上
源
地
帯
に
求
め
た
.
そ
の
た
め
に
例
え
ば
全
絶
望
が
烏
水
を
黒
水
に
普
て
'
あ
る
い
は
す
で
に
王
先
謙
が
前
漢
書
補
註
の
普
該
部

分
で
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
'
烏
水
の
西
北
流
を
逆
に
東
南
流
す
る
も
の
と
改
め
'

ま
た

｢
河
｣
す
な
わ
ち
黄
河
に
流
入
す
る
と
い
う
記
述

を
'
逆
に
滑
水
に
入
る
事
寛
の
誤
博
と
し
て
し
ま
っ
た
｡
つ
ま
り
'
烏
水
は
そ
の
流
れ
る
方
向
は
も
と
よ
り
'
そ
の
水
系
ま
で
襲
え
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
｡
し
か
し
'
古
典
の
文
を
私
意
に
よ
っ
て
､
こ
れ
ほ
ど
徹
底
的
に
改
襲
し
て
し
ま
う
こ
と
が
'
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
.

な
る
ほ
ど
'
太
平
嚢
宇
記

(巻
一
五
一
)
院
右
道
潤
州
藤
原
牌
の
項
を
見
る
と
'

漠
志
に
云
う
'
烏
水
は
出
で
て
西
北
す
と
｡
都
慮
山
に
西
烏
水
あ
り
へ
ま
た
東
北
し
て
烏
氏
解
の
東
を
経
'
浬
に
注
ぐ
｡
之
を
関
川
水
と
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謂
う
｡
然
れ
ど
も
浬
水
の
間
に
石
巌
あ
り
て
'
東
の
か
た
に
て
両
川
水
を
禽
す
る
な
り
｡

と
い
う

一
文
が
目
を
ひ
-
｡
し
か
し
こ
れ
は
苦
し
い
解
樺
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
都
産
山
と
烏
水
と
を
結
び
つ
け
た
の
は
'
明
か
に
撰
者
柴

史
の
武
断
で
あ
り
'
西
烏
水

(閣
川
水
)
が
烏
氏
解
の
東
を
経
て
浬
水
に
注
入
す
る
こ
と
日
経
も
､

ま
た
ま
こ
と
に
怪
し
い
の
で
あ
る
｡

柴
史

は
中
国
人
の
西
北
連
境
地
帯
に
関
す
る
地
理
的
知
識
が
蒙
昧
化
し
た
時
代
の
人
だ
け
に
'
烏
水
の
西
北
流
と
入
河
の
事
案
を
疑

っ
た
｡
そ
し
て

西
烏
水
と
い
う
怪
し
げ
な
河
名
を
拾
い
だ
し
て
､
こ
れ
を
水
経
注
の
関
川
水
に
比
L
へ
テ
キ
ス
ト
改
悪
の
先
鞭
を
つ
け
た
と
断
定
さ
れ
る
｡
し

か
も
'
そ
う
し
た
風
潮
は
清
代
に
な
っ
て
も
史
地
家
の
問
に
横
溢
し
た
｡
そ
の
な
か
に
あ

っ
て
'
ひ
と
り
陳
豊
が
'
甘
粛
省
固
原
鱗
の
南
山
に

護
源
し
て
北
流
し
'
黄
河
に
流
入
す
る
清
水
河
を
も

っ
て
烏
水
と
考
え
た
の
は
'
ま
こ
と
に
注
目
に
値
す
る
O

清
水
河
は
水
経
注
の
高
平
川
水
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
高
卒
と
い
う
川
名
や
水
名
は
'
固
原
に
置
か
れ
た
安
定
郡
治
の
高
卒
解
に
因
む
｡
水
経

注

(撃

一)
河
水
篇
を
謹
む
と
'

現
在
の
蘭
州
市
を
過
ぎ
て
北
流
す
る
黄
河
は
'

や
が
て
安
定
郡
租
属
称
と
同
郡
の
晦
雀
牌
と
を
右
岸
に
配
し

て
北
上
し
'
二
牌
d
中
間
で
東
南
か
ら
来
達
す
る
高
平
川
水
を
受
け
入
れ
る
｡
こ
の
高
平
川
水
に
は
若
水
と
い
う
別
科
も
あ

っ
た
よ
う
で
'
そ

れ
は
大
観
山
の
苦
水
谷
に
護
源
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
河
は
ま
ず
東
北
向
し
て
高
卒
牌
城
す
な
わ
ち
前
漠
の
安
定
郡
治
を
経
'
ざ
ら
に
北
流

を
つ
づ
け
つ
つ
廉
城
､
次
い
で
安
定
郡
三
水
怖
城
を
通
る
が
､
と
-
に
高
卒
燦
の
北
十
五
里
の
地
鮎
で
は
秦
の
長
城
を
過
ぎ
る
｡
前
漠
時
代
の

安
定
郡
の
主
力
は
こ
の
高
平
川
水

(若
水
)
の
河
筋
に
あ
り
'
漠
土
か
ら
軽
水
を
経
て
北
流
黄
河
八
の
要
路
と
な
っ
て
い
た
だ
け
に
'

郡
治
は

高
平
川
水
の
上
流
の
谷
に
置
か
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
も
こ
の
重
要
な
河
の
護
源
が
'
郡
治
の
高
卒
牌
と
関
連
し
て
俸
え
ら
れ
ず
に
､
む
し

ろ
烏
氏
解
の
原
注
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
'
烏
氏
師
が
郡
治
よ
り
も
上
源
に
近
く
'
北
流
す
る
水
域
に
位
置
し
た
こ
と
を
明
確
に
す
る

で

は

な

い
か
｡

こ
の
よ
う
な
判
定
は
'
後
漢
書
の
烏
枝
牌
を
軽
水
の
上
源
地
帯
に
置
く
さ
き
ほ
ど
の
考
え
と
だ
い
ぶ
違

っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
'
も
し
烏
枝
が

烏
氏
の
単
な
る
改
名
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
'
こ
の
解
は
高
卒
用
水
の
上
源
地
帯
か
ら
南
の
浬
水
車
源
地
帯
に
移
動
し
た
こ
と
に
な
る
.
し
か

も
こ
の
こ
と
は
'
前
漢
の
安
定
郡
治
'A
後
漠
に
は
臨
理
解
に
移
さ
れ
た
寄
算
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く
､
漠
の
圃
力
が
分
水
嶺
の
北
側
を
放
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棄
し
て
南
方
に
萎
縮
せ
ざ
る
を
え
な
Y
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
0
前
漢
書
に
い
う
都
塵
山
を
､
軽
水
の
斐
源
す
る
薄
落
山
と
同
税
す
る
こ
と
に

は
'
′な
お
疑
問
を
残
し
て
い
る
が
'
憤
り
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
'
前
漢
書
が
烏
氏
牌
に
施
し
た
原
注
に
は
'
昔
時
の
知
見
と
し
て
烏
水
の
西
北

流
を
説
き
つ
つ
､
｣
･方
で
は
編
者
班
固
の
時
代
の
知
識
と
し
て
の
都
塵
山
と
の
関
係
が
混
入
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

こ
の
推
定
に
と
っ
て
有
力
な
支
柱
と
な
る
の
ほ
晋
の
時
代
の
牌
名
で
あ
る
｡

太
平
蓑
宇
記

(撃
二
二
)
浬
州
の
項
に
引
用
さ
れ
て
い
る
晋
の

太
康
地
記
に
は
'
そ
れ
を
告
げ
て
'

0
0

安
定
郡
は
臨
浬

･
朝
郡

･
烏
氏

･
弟
触

･
陰
密

･
西
川
の
六
鯨
を
領
す
｡

と
あ
る
が
'
青
書

(巻
一
四
)
地
理
志
の
薙
州
安
定
郡
の
候
で
は

｢願
七
を
統
す
｣
と
な
っ
て
い
て
'

0
0

0
0

臨
浬

･
朝
那

･
烏
氏

･
都
塵

･.裏
紙

･
陰
密

･
西
川
｡

の
七
鯨
を
掲
げ
て
あ
る
.
つ
ま
り
前
漠
時
代
の
烏
氏
牌
が
復
活
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
一

都
虞
と
い
う
新
解
名
が
紹
介
さ
れ
七

い
る
の
で
あ

る
｡
こ
の
新
願
名
は
疑
い
も
な
-
都
塵
山
に
因
ん
だ
も
の
で
'
都
塵
山
と
瓦
事
は
後
漢
書
の
烏
枝
牌
の
特
色
で
は
な
い
か
｡
そ
れ
な
ら
ば
'
晋

の
都
塵
牌
は
後
漠
の
烏
枝
牌
で
あ

っ
て
'
お
そ
ら
-
西
晋
時
代
に
烏
氏
願
が
奮
地
に
復
興
さ
れ
た
の
に
従

っ
た
虞
置
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

呂
氏
春
秋

(撃

一四
)
普
賞
篇
に
'
秦
の
公
子
連

(憂
公
の
子
'
後
の
献
公
)
が
恵
公
の
子
の
中
主
の
夫
人
が
政
を
専
ら
に
し
て
い
る
の
を
避
け

て
'
北
秋
に
遁
れ
る
話
が
載

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'

雀
に
入
る
'
蔦
氏
の
塞
よ
り
す
｡

と
い
う
叙
述
で
あ
る
.
こ
の
蔦
氏
の
塞
は

｢烏
氏
の
塞
｣
の
誤
り
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
な
ら
ば
元
和
郡
株
志
が
俸
え
た
瓦
事
故
閲
と

1
致
し
'
こ

こ
が
先
秦
時
代
の
中
国
の
北
境
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
烏
氏
の
任
地
は
も
と
も
と
清
水
河
の
上
流
か
ら
六
盤
山
の
東
側
に
か

け
て
の
地
域
で
'
唐
史
に
よ
っ
て
い
え
ば
'
平
高
豚
か
ら
瓦
亭
散
開
に
至
る
七
十
唐
里
の
間
で
あ
り
､
前
漠
武
帝
の
と
き
に
な
っ
て
分
水
嶺
北

の
部
分
に
烏
氏
解
が
建
て
ら
れ
た
も
の
の
'
後
漠
時
代
に
は
そ
の
南
部
の
六
盤
山
東
斜
面
に
退
嬰
し
た
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が

っ
て
烏
氏
豚
の

移
動
は
､
分
水
嶺
の
北
側
と
南
側
と
の
差
に
蹄
す
る
の
で
あ
る
｡
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六

重
ね
て
述
べ
る
が
'
前
漢
武
帝
の
元
鼎
三
年
に
安
定
郡
が
創
建
さ
れ
た
の
は
'
単
に
地
方
組
織
の
充
賓
だ
け
で
な
-
'
む
し
ろ
旬
奴
に
封
す

る
態
勢
の
整
備
を
意
味
し
た
｡
い
ま
ま
で
浬
河
最
兎
の
大
支
流
と
し
て
南
流
す
る
環
江
の
河
筋
と
塞
武
附
近
で
黄
河
に
入
る
北
流
の
山
水
河
と

ヽ

を
結
ぶ
も
の
'

お
よ
び
浬
河
の
本
流
と
北
流
の
満
水
河

(高
卒
用
水
)
と
を
結
ぶ
も
の
と
の
'

二
本
の
南
北
交
通
線
を
掌
握
し
て
い
た
北
地
郡

が
'
新
郡
を
分
出
し
て
前
の
一
線
だ
け
に
縮
小
し
'
新
た
に
後
の
l
線
を
管
掌
す
る
も
の
と
し
て
安
定
郡
の
誕
生
を
見
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
と

き
新
郡
の
北
境
は
'
古
来
中
国
の
北
境
と
考
え
ら
れ
て
い
た
粛
関
や
瓦
亭
関

(烏
氏
の
塞
)
を
北
に
越
え
て
'
北
流
黄
河
の
岸
に
ま
で
延
び
て

●

こ
の
河
に
注
ぐ
清
水
河
の
上
流
の
谷
に
'
秦
の
と
き
の
長
城
を
前
に
し
て
郡
治
が
置
か
れ
た
｡
こ
の
こ
と
は
新
郡
の
む
つ
力
を
最
大
に
襲
揮
し

た
も
の
で
あ
り
､
か
っ
は
設
置
の
目
的
を
遺
憾
な
-
表
示
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
O･

中
国
側
が
遊
牧
民
と
の
抗
争
の
う
ち
に
北
方
に
地
を
開
い
て
い
っ
た
歴
史
は
古
い
O
と
く
に
秦
の
と
き
に
は
'
旬
奴
に
封
す
る
戦
勝
の
結
果

｢亭
障

(長
城
)
を
築
き
'

以
て
戎
人
を
逐
い
'
滴

(罪
人
)
を
徒
し
て
之
に
賓
た
し
｣
た
事
案

(史
記

･
案
始
皇
帝
本
紀
)
が
注
目
さ
れ
る
｡
そ

し
て
前
漠
武
帝
の
と
き
に
な
っ
て
､
再
び
旬
奴
に
封
す
る
優
位
を
得
る
と
'
元
狩
三
年

(紀
元
前
二
一〇
年
)
こ
ろ
に
は

｢
関
東
の
貧
民
を
徒
し

て
'
旬
奴
よ
り
奪
え
る
河
南

(オ
ル
ド
ス
)
の
新
秦
中
に
虞
ら
し
め
'

以
て
之
に
賓
た
し
｣

た
事
案

(史
記
･
旬
奴
侍
)
が
あ
ら
わ
れ
る
｡

河
災

に
よ
っ
て
生
じ
た
東
方
平
野
部
の
流
民
を
北
適
の
開
車
に
用
い
､
人
口
充
賓
を
も
は
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
'

空
気
狩
四
年
以
後
に

｢幕
南

(漠
南
)
に
王
庭
な
し
｣
の
状
態
に
な
る
と
'
｢朔
方
よ
り
以
西
'
令
居
に
至
る
ま
で
は
'
往
往
に
し
て
菜
を
通
じ
'
田
官

･
吏
卒
五
六
寓
人
を

置
き
'
精
々
地
を
責
食
し
て
旬
奴
に
接
し
'
以
て
北
せ
月
｣
(同
前
)
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
河
水
の
利
用
に
よ
-っ
て
漠
地
の
耕
地
化
が

歴
倒
的
に
促
進
さ
れ
た
｡
こ
の
文
中
の
田
宮

･
吏
卒
は
'
同
じ
旬
奴
博
や
平
準
書
に
見
え
て
い
る
開
田
官

･
斥
塞
卒
に
は
か
な
ら
な
い
｡
安
定

郡
は
こ
の
よ
う
な
気
運
の
も
と
に
'
そ
の
新
開
地
に
漠
の
力
を
送
り
こ
む
導
管
と
し
て
営
ま
れ
た
と
い
え
よ
う
｡

こ
う
考
察
し
て
み
る
之
'
前
漢
書
地
理
志
の
安
定
郡
晦
巻
焔
の
原
注
に
'
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つく

河
水
は
別
出
し
河
韓
を
為
り
'
東
の
か
た
富
平
の
北
に
至
り
て
河
に
入
る
ひ

と
あ
る
の
に
改
め
て
注
意
さ
れ
る
｡
富
平
は
北
地
郡
の
一
群
で
'
同
じ
原
注
に

｢北
部
都
尉
は
神
泉
降
に
治
し
､
層
懐
都
尉
は
塞
外
の
浄
懐
陣

に
治
す
｣
と
あ
呑
よ
う
に
'
オ
ル
ド
ス
方
面
へ
の
漠
の
前
線
基
地
で
あ
り
'
黄
河
と
山
水
河
と
の
合
流
鮎
に
位
し
た
｡
し
た
が

っ
て
安
定
郡
で

の
前
線
と
見
ら
れ
る
清
水
河
と
黄
河
と
の
合
流
鮎
に
近
い
晦
雀
牌
の
あ
た
り
か
ら
富
平
に
か
け
て
'
水
利
に
よ
る
農
耕
的
開
車
が
見
ら
れ
た
こ

と
は
'
ほ
と
ん
ど
疑
い
を
い
れ
な
い
｡
現
在
'
銀
川
市
を
中
核
と
す
る
寧
夏
回
族
自
治
区
の
開
蒙
は
'
こ
の
と
き
緒
に
つ
い
た
と
認
め
ら
れ
よ

久
ノ
0後

漢
の
世
に
な
る
と
､
漢
人
の
こ
の
よ
う
な
積
極
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
し
か
し
南
北
の
交
渉
は
こ
の
時
代
に
も
引
つ
づ
き
顕
著
で
あ

っ
た
｡
水
経
注
の
河
水
篇
に
拾
い
あ
げ
ら
れ
て
い
る
諸
例
'
と
く
に
後
漢
の
護
美
校
尉
の
段
穎
が
安
定
郡
高
卒
解
の
若
水
で
先
零
兼
と
戦

っ
た

話
'
ま
た
安
定
の
屠
国
都
尉
と
し
て
三
水
解
城
に
駐
在
し
た
張
奥
が
'
こ
こ
で
美
人
か
ら
金
と
馬
と
を
勝
ら
れ
た
が
受
け
な
か
っ
た
話
な
ど
を

見
て
も
'
美
族
の
強
い
進
出
の
う
ち
に
も
保
た
れ
て
い
た
南
北
の
関
係
を
察
知
で
き
よ
う
｡

三
水
願
は
安
定
郡
治
の
高
卒
鯨
か
ら
高
平
川
水

(清
水
河
)
に
沿

っ
三

二
四
〇
里
の
北
に
あ

っ
た
.
.そ
こ
は
履
国
都
尉
の
駐
屯
で
わ
か
る
よ
う
に
北
方
遊
牧
民
の
人
口
が

極
め
て
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
｡.

そ
れ
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
'
主
騎
都
尉
が
駐
在
し
た
参
覇
鯨
で
あ
る
o
後
漢
書
郡
闘
志
の
劉
昭
の
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る
謝
沈
の

後
漢
書
の
侠
文
に
よ
れ
ば
'
こ
の
土
地
に
は
美
胡
の
降

っ
た
も
の
が
数
千
人
も

｢
山
居
｣
し
て
､
田
畜
に
徒
事
l
し
て
い
た
と
い
う
0
こ
の
鯨
は

ら

後
漢
書
に

｢
故
と
安
定
に
属
せ
り
｣
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
よ
う
に
'
安
定
郡
の
北
境
に
近
い
一
牌
で
あ

っ
た
が
､
後
漢
の
と
き
に
北
地
郡
に
編

入
さ
れ
て
い
る
｡

一
般
に
こ
の
鯨
の
位
置
は
現
在
の
甘
粛
省
慶
陽
鯨
の
西
北
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
'
こ
の
清
代
以
来
の
通
説
は
ま
こ
と
に
怪

し
い
.
な
ん
と
な
れ
ば
'
慶
陽
鯨
は
環
江
と
馬
連
河
と
の
合
流
鮎
附
近
に
普
り
'
し
か
も
こ
の
河
筋
は
前
述
の
よ
う
に
北
地
郡
の
尊
要
な
糎
軸

線
を
な
し
て
い
た
か
ら
'
た
と
え
後
代
に
こ
の
解
が
北
地
郡
の
一
際
に
加
え
ら
れ
た
に
せ
よ
'
前
漠
時
代
の
安
定
郡
の
管
括
範
囲
が
そ
こ
ま
で

介
入
し
て
い
た
わ
け
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
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こ
と
に
私
た
ち
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
興
味
深
い
の
は
､
安
定
郡
朝
那
旅
に
つ
い
て

｢
胡
の
盤
疏
｣
の
存
在
を
停
え
た
前
漢
書
地
理
志
の
原
注

で
あ
る
｡
繰
返
す
ま
で
も
な
-
'
朝
郡
は
粛
関
を
前
に
し
た
歴
史
あ
る
南
北
折
衝
地
鮎
で
あ

っ
た
｡
と
こ
ろ
が
前
漢
書
の
こ
の
報
告
に
射
し
て

水
経
注
の
河
水
篇
は
安
定
郡
治
の
高
卒
願
附
近
に

｢
風
伯
壇
｣
を
指
摘
し
て
い
る
.
中
国
人
の
風
伯

(風
軸
)
の
祭
り
が
'
分
水
嶺
北
に
進
出

し
て
い
た
の
に
対
し
て
'
北
方
の
シ
ャ
ー
マ
ソ
は
嶺
内
に
潜
入
し
て
朝
都
城
を
特
色
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
｡
南
北
関
係
の
盛
大
さ
を
如
賓
に

語

っ
て
い
る
で
は
な
い
か
｡

こ
れ
ほ
ど
活
瀞
に
脈
動
し
た
浬
河

～
清
水
河
線
の
上
に
立
つ
烏
氏
に
､
秦
の
こ
ろ
保
と
い
う
人
物
が
い
て
'
中
国
特
産
の
絹
布
を
買
付
け
て

戎
王
に
韓
逢
し
'
そ
の
代
償
と
し
て
十
倍
の
償
値
に
相
営
す
る
馬
牛
群
を
大
量
に
受
取

っ
て
い
た
と
い
う
話
は
､
充
分
に
納
得
で
き
る
で
あ
ろ

!
ぅ
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
話
は
'
昔
時
こ
の
方
面
で
盛
行
さ
れ
て
い
た
絹
馬
交
易
の
〓
柄
を
俸
え
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
'
こ
の
形
の
南
北
交

渉
'

私
な
り
に
表
現
す
れ
ば
南
北
関
係
の
常
態
と
認
め
る
べ
き

｢
網
馬
交
易
｣
を
､

文
字
で
明
瞭
に
残
し
た
最
初
の
記
事
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
0と

こ
ろ
が
こ
こ
に
な
お
疑
問
と
し
て
残
る
の
は
､

保
の
交
渉
相
手
と
し
て
の
戎
王
の
正
鰻
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
交
渉
者
が
北
秋
で
あ

っ
た

か
'
あ
る
い
は
西
戎
で
あ

っ
た
か
の
問
題
に
は
か
な
ら
な
い
.
試
み
に
史
記
旬
奴
侍
の
先
秦
時
代
に
関
す
る
叙
述
を
調
べ
て
み
る
と
'
院
山
の

西
に
接

っ
て
い
た
異
族

(西
戎
)
は
も
と
よ
り
,
岐
山

･
梁
山

･
浬
水

･
漆
水
の
か
な
た
に
い
た
異
族

(北
秋
)
.ち
,
す
べ
て
戒
と
表
示
さ
れ
て

い
る
｡
晋

(山
西
)
や
燕

(河
北
)
の
北
方
の
そ
れ
に
も
戎
字
を
用
い
た
表
現
が
す
-
な
-
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
先
秦
の
古
典
に
は
北
方
異
族
の
或

者
に
つ
い
て
欽
ま
た
は
雀
'
あ
る
い
は
胡
と
呼
ん
だ
場
合
も
見
出
さ
れ
よ
う
｡
し
か
し
前
掲
の
史
記
秦
始
皇
帝
本
紀
の
文
で
は
'
秦
が
旬
奴
を

撃
退
し
た
事
賓
を

｢戎
人
を
逐
い
｣
と
書
い
て
あ
る
で
は
な
い
か
｡
常
時
は
ま
だ
北
欧

･
西
戎
の
区
別
が
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
立
て
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
呂
氏
春
秋

(巻
四
)
用
衆
篇
に

｢戎
人
は
戒
に
て
生
れ
'
戒
に
て
長
じ
て
戎
言
す
｣
と

｢楚
人
は
楚
に
て
生
れ
､

楚
に
て
長
じ
て
楚
言
す
｣
と
い
う
二
つ
の
文
が
南
北
の
封
稀
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
も
ま
た
'
戒
と
は
中
原

(諸
夏
)
を
北
か
ら
西
に

か
け

て囲
み
こ
ん
で
い
た
多
-
の
異
族
の
線
名
で
あ
る
と
す
る
考
え
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
に
烏
氏
保
が
交
易
し
た
相
手
は
'
畢
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に
寧
夏
地
域
や
オ
ル
ド
ス
方
面
の
遊
牧
民
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
'
そ
の
片
鱗
を
憶
え
る
も
の
と
し
て
'
私
は
前
漢
書
地
理
志
の

安
定
郡
二
十

一
牌
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る

｢
月
氏
道
｣
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

七

月
氏
道
と
い
ケ
地
名
は
前
漢
書
の
地
理
志
だ
け
に
し
か
見
ら
れ
な
い
o
し
か
も
こ
の
書
で
は
'
月
氏
道
が
玉
葬
の
と
き
に
月
順
と
改
構
さ
れ

た

一
事
を
停
え
て
い
る
だ
け
で
'
そ
の
方
位
を
推
測
す
る
手
掛
り
は
何

一
つ
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
た
び
た
び
煽
れ
て
お
い

た
よ
-
に
'
漠
代
の
郡
は
必
ず
重
要
な
交
通
線
を
軸
心
と
し
て
い
る
｡
と
-
に
乾
燥
し
た
黄
土
墓
地
の
ひ
ろ
が
る
西
北
部
の
そ
れ
ら
は
た
い

て

い
主
要
な
水
系
に
従

っ
て
い
る
｡
こ
の
原
則
の
上
に
立
っ
て
郡
や
鯨
の
機
能
を
検
討
し
て
｢
､は
じ
め
て
比
定
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
｡

こ
の
よ
う
な
私
の
考
え
に
基
ず
-
な
ら
ば
'
月
氏
道
の
方
位
は
'
必
ず
し
も
暗
中
模
索
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
0

月
氏
は
前
漠
の
初
期
ま
で
河
西
に
擦

っ
て
い
た
有
力
な
民
族
で
あ
る
｡
そ
れ
が
旬
奴
の
冒
頓
草
子
'
次
い
で
老
上
草
子
の
た
め
に
撃
破
さ
れ

て
､
｡ハ
,,､
-
ル
の
西
側
に
ま
で
移
動
し
た
こ
と
は
､
改
め
て
説
-
ま
で
も
な
い
｡
た
だ
し
そ
の
西
移
の
年
代
に
つ
い
て
は
論
議
が
多
い
が
'
そ

の
根
接
地
で
あ

っ
た
河
西
を
放
棄
し
た
の
は
紀
元
前

一
七
七
～
六
年
こ
ろ
'
す
な
わ
ち
冒
頓
軍
手
の
晩
年
と
認
め
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る

(拙
著

｢古
代
天
山
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
｣
二
九
⊥
二
六
頁
)｡
ま
た
月
氏
民
族
の
居
住
し
た
こ
ろ
の
河
西
は
'
牧
地
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
も
私

が
す
で
に
論
じ
て
お
い
た

(拙
稿

｢天
山
北
路
の
歴
史
的
あ
り
方
｣
雑
誌
オ
リ
エ
ソ
-
･
六
ノ
二
㌧
二
11-
二
頁
)
よ
う
に
'

河
西
は
本
来
の
地
理
的
性

格
か
ら
す
れ
ば
ス
テ
サ
ブ
で
あ
り
＼
唐
の
時
代
で
も
監
牧
地
と
し
て
重
要
で
あ

っ
た
｡
だ
か
ら
月
氏
は
西
域
諸
国
の
人
た
ち
と
ち
が

っ
て
'
遊

牧
生
活
を
主
と
し
て
い
た
と
認
め
.ら
れ
る
O
も
ち
ろ
ん
月
氏
時
代
の
河
西
に
も
オ
ア
シ
ス
の
要
素
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
.
と
は

い
え
こ
の
ス
テ
ッ
プ
帯
の
上
に
本
格
的
に
オ
ア
シ
ス
が
菱
達
し
た
の
ほ
'
前
漠
武
帝
の
と
き
に
河
西
が
漠
の
直
轄
領
と
さ
れ
'
本
土
か
ら
屯
田

兵
が
涯
遺
さ
れ
て
駐
屯
L
t

あ
る
い
は
強
制
的
に
移
民
が
送
り
こ
ま
れ
た
結
果
に

は
か
な
ら
な
い

(拙
稿

｢漢
魂
時
代
に
於
け
る
西
北
支
那
の
開

墾
｣
東
亜
論
叢
二
二
'
五
七
頁
以
下
)｡

い
わ
ゆ
る

｢甘
粛
オ
ア
シ
ス
橋
｣
の
成
立
は
､
こ
う
し
た
農
耕
的
開
葦
の
成
果
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
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さ
ら
に
ま
た
'
月
氏
民
族
は
そ
の
盛
時
に
お
い
て
旬
奴
と
対
決
で
き
る
ほ
ど
の
大
勢
力
で
あ
っ
た
か
ら
'
た
と
え
河
西
が
い
か
ほ
ど
良
好
な

牧
地
を
提
供
し
て
い
た
に
せ
よ
'
そ
の
領
域
は
そ
こ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
に
'

エ
ジ
ナ
の
河
筋
や
そ
の
末
端
部

(居
延
)
を
含
め
'

あ
る
い
は
東

方
で
は
北
流
黄
河
や
寧
夏
方
面
に
ま
で
届
い
て
い
た
と
考
え
て
誤
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
だ
か
ら
'
後
に
安
定
郡
の
管
括
と
な
っ
た
地
域
が
'
月

氏
の
土
地
と
対
面
L
t
あ
る
い
は
接
鰯
し
て
い
た
こ
と
は
首
肯
で
き
よ
う
｡
そ
れ
に
し
て
も
安
定
郡
内
に
月
氏
の
名
を
も
つ
地
名
が
あ

っ
た
と

い
う
事
賓
は
'
ど
う
解
樺
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
｡

前
漢
書

(巻
一
九
)
百
官
公
卿
表
に
見
え
て
い
る
解
説
に
よ
れ
ば

｢
列
侯
の
食
す
る
所
の
鯨
を
園
と
い
い
､

皇
太
后

･
皇
后

･
公
主
の
食
す

る
所
を
邑
と
い
い
'
壁
夷
あ
る
を
道
と
い
う
｣
と
あ
る
｡
王
先
謀
が
前
漢
書
補
註
で
月
氏
道
を
解
し
て
'
月
氏
の
降
人
が
配
置
さ
れ
た
と
こ
ろ

と
し
た
の
は
'
こ
の
解
説
を
鵜
呑
み
に
七
た
た
め
で
あ
る
が
'
こ
れ
で
は
属
国
な
る
も
の
と
大
差
が
な
い
で
は
な
い
か
｡
前
漢
書
に
比
べ
て
後

つかさど

漢
書

(撃

一八
)
看
官
志
の
説
明
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ち
が
い

｢
凡
そ
解
が
壁
夷
を

主

る
を
道
と
い
う
｣

と
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
に
従
う
な
ら

ば
'
道
と
呼
ば
れ
た
の
は
'
特
別
に
異
族
と
政
治
的
な
結
び
つ
き
を
も
つ
厭
を
指
す
｡
裏
を
返
せ
ば
､
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
の
異
族
の
本
接
や

集
囲
居
住
地
に
限
ら
ず
'
む
し
ろ
彼
ら
と
密
接
な
閑
適
を
も
つ
地
鮎
と
い
う
こ
と
に
な
る
o
前
漢
書
の
地
理
志
や
後
漢
書
の
郡
闘
志
に
は
こ
秒

種
の
地
名
が
た
く
さ
ん
載

っ
て
い
る
が
'
そ
れ
ら
を
調
べ
て
み
る
と
'
こ
の
考
え
を
裏
付
け
る
奉
賛
が
得
ら
れ
る
｡

例
え
ば

前
漢
書
地
理
志
の
陣
西
郡
の
項
を
見
る
が
よ
い
｡

こ
の
郡
は
北
方
や
西
方
の
異
族

(胡
･
荒
な
ど
)
と
は
げ
し
い
交
渉
を
見
せ
て
い

た
だ
け
に
'
欽
道

･
底
道

･
差
遣
な
ど
'
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
地
名
が
見
出
さ
れ
よ
う
｡
な
か
で
も
美
道
に
は
､

美
水
は
塞
外
よ
り
出
で
'
南
し
て
陰
平
に
至
り
て
白
水
に
入
る
｡
郡
を
過
ぎ
る
こ
と
三
｡
六
百
里
を
行
-
0

と
い
う
原
注
が
施
さ
れ
て
い
る
｡
水
経
注
に
よ
っ
て
美
水
は

｢菟
中
の
参
谷
｣
に
襲
源
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
が
'
こ
の
よ
う
に
河
流
の
全
長

が
'
こ
れ
ほ
ど
古
い
こ
ろ
に
早
-
も
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
､
必
ず
そ
れ
に
沿
う
交
通
路
が
利
用
さ
れ
て
い
た
諾
接
で
あ
り
'
し
か
も
か
な
り

頻
繁
な
往
来
が
あ

っ
た
と
受
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
義
道
と
い
う
地
名
の
縁
起
は
､
こ
の
鮎
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

も
う

1
例
を
奉
げ
る
な
ら
ば
'
天
水
郡
の
麻
諸
道
を
指
摘
し
よ
う
.
水
経
注
の
滑
水
篇
に
'
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鯨
諸
水
は
､
西
北
の
辞
諸
湊
よ
り
出
で
て
､
長
思
渓
水
を
合
し
､
東
南
し
て
韓
諸
道
故
城
の
北
を
歴
て
清
水
に
入
る
｡

と
あ
る
か
ら
'
蹄
諸
道
は
締
諸
水
に
沿

っ
て
解
講
演
に
む
か
う
要
路
を
握
っ
て
い
た
地
鮎
に
ち
が
い
な
い
｡
い
う
ま
で
も
な
-
締
諸
は
先
秦
時

代
の
戒
名
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
､
同
様
に
狭
名
で
あ

っ
た
渠
捜
や
榎
煩
は
､
前
漢
書
地
理
志
で
は
そ
れ
ぞ
れ
朔
方
郡
渠

捜
願
､
お
よ
び
雁
門
郡
模
煩
願
と
さ
れ
て
い
て
'
渠
捜
道
と
か
榎
煩
道
と
か
呼
ば
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
事
賓
は

｢
道
｣
に
異
族
の
居
住
と
は
別

な
意
味
が
あ

っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
で
は
な
い
か
｡

こ
の
意
味
を
と
る
と
き
'
私
た
ち
の
頭
に
事
新
ら
し
-
浮
か
ん
で
-
る
の
は
､
中
国
で
外
征
を
敢
行
す
る
場
合
に
'
そ
の
目
的
地
を
表
示
し

た
栴
親
を
行
軍
の
総
帥
に
興
え
'

そ
の
栴
親
の
な
か
に
道
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o
唐
時
代
の
例
で
は
あ
る
が
'
太
宗
の
貞
観

時
代
か
ら
次
の
高
宗
の
治
世
に
か
け
て
封
外
活
動
が
最
も
華
や
か
で
あ

っ
た
こ
ろ
へ
吐
蕃
を
征
し
て
そ
の
首
城
の
ラ
サ
ま
で
攻
め
こ
む
気
概
を

0
0
O

O
O
O

示
し
て
'
経
絡
の
昏
仁
貴
に
避
裟
道
行
軍
大
紋
管
の
稀
親
が
興
え
ら
れ
た
｡
ま
た
宿
敵
の
高
句
麗
を
討
つ
に
嘗

っ
て
'
張
亮
を
平
壌
道
行
軍
大

0
0
0

総
管
に
任
じ
て
海
路
か
ら
首
都
平
壌
を
攻
め
さ
せ
る
と
と
も
に
､
李
勅
を
遼
東
道
行
軍
大
総
管
と
し
て
陸
路
を
進
軍
さ
せ
て
い
る
｡
西
域
方
面

で
も
､
西
突
蕨
の
イ
シ
ュ
.,'1
ラ
可
汗

(阿
史
那
賀
魯
)
が
天
山
の
北
側
で
猪
立
し
た
さ
い
に
'
唐
朝
の
遠
征
軍
の
維
指
揮
を
執

っ
た
蘇
定
方
は

rJ
,,
.,

伊
麗
道
行
軍
大
総
管
を
戟
し
た
.
伊
露
は
イ
リ
に
は
か
な
ら
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
､
行
軍
の
目
標
を
稀
親
に
含
ま
せ
た
の
は
'
唐
朝
だ
け
に
限

ら
な
か
っ
た
｡
す
で
に
前
漢
武
帝
の
元
封
四
年

(紀
元
前
一
〇
七
年
)
に
郭
昌
を
按
胡
賂
軍
に
拝
し
た
と
い
う
古
い
例
が
あ
る
｡
こ
の
場
合
は
'

た
だ
旬
奴
を
う
ち
の
め
す
と
い
う
軍
の
目
的
を
表
わ
し
た
だ
け
で
あ
る
が
'
同
時
代
に
大
宛
園

(
フ
ェ
ル
ガ
ナ
)
に
ま
で
遠
征
し
た
李
廉
利
が

授
け
ら
れ
た
稀
親
は
武
師
勝
軍
で
あ
っ
て
､
こ
れ
は
大
宛
囲
随

一
の
烏
の
市
場
で
あ

っ
た
武
師
城
に
因
ん
で
い
る
o
ま
た
旬
奴
に
出
征
し
た
趨

破
奴
が
競
し
た
濠
稔
賂
軍
は
､
旬
奴
の
要
地
の
渡
穫
山
を
め
ざ
し
た
こ
と
を
語

っ
て
い
る
｡
こ
の
種
の
漠
格
の
構
親
に
は
ま
だ
道
の
字
が
使
用

さ
れ
て
ほ
い
な
い
が
'
そ
れ
ら
と
唐
格
の
場
合
と
は
､
結
局
は
同

一
の
護
憩
と
認
め
ら
れ
る
O
し
た
が

っ
て
唐
の
購
軍
が

1
再
な
ら
ず
稀
親
に

含
め
た
×
×
道
と
は
'
目
標
と
す
る
×
×
の
地
鮎
に
到
達
す
る
道
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
な
ら
ば
漠
時
代
の
行
政
区
割
と
し
て
の
×
×

道
は
'
ち
ょ
う
ど
日
本
の
鋳
造
の
騨
名
に
､
身
延
線
町
鰍
浮
口
'
飛
越
線
の
白
川
口
へ
和
歌
山
線
の
吉
野
口
お
よ
び
高
野
口
'
福
知
山
線
の
篠

50



51

山
口
､
宮
津
線
の
岩
瀧
ロ
､
土
賛
線
の
租
谷
口
､
松
浦
線
の
平
戸
ロ
な
ど
が
見
出
さ
れ
る
､
そ
の
×
×
ロ
と
同
枝
に
理
解
す
べ
き
で
､
東
海
道

線
の
芦
屋

･
神
戸
間
に
見
出
さ
れ
る
六
甲
道
と
い
う
罪
名
に
至
っ
て
は
'
ま
さ
に
そ
の
も
の
ズ
バ
-
と
許
し
て
よ
か
ろ
う
｡

･で
は
'
右
の
よ
う
に

｢月
氏
へ
の
道
｣
を
指
示
し
て
｢.
月
氏
と
の
交
渉
の
基
地
で
あ

っ
た
ら
し
い
月
氏
道
の
位
置
は
'
現
在
の
ど
の
あ
た
り

に
擬
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
｡

前
述
の
よ
う
に
安
定
郡
は
'

浬
河
と
清
水
河
と
を
結
ぶ

1
線
に
よ
る
南
北
交
渉
を
表
徴
し
た
郡
と
し
て
誕
生

L
t
そ
の
北
流
水
と
南
流
水
と
を
分
け
る
地
鮎
に
は
烏
氏
が
位
置
し
て
'
む
か
し
は

｢
諸
夏
｣
と

｢
雀
｣
す
な
わ
ち
中
国
勢
力
と
北
方
勢
力
と

の
ふ
れ
あ
う
関
門
と
な
っ
て
い
た
o
こ
う
し
た
郡
の
目
的
と
機
能
と
を
最
大
に
夜
揮
し
て
い
た
の
は
'
な
ん
と
い
っ
て
も
創
設
昔
時
'
つ
ま
り

前
漢
時
代
の
安
定
郡
で
あ
り
'
し
か
も
そ
の
時
期
に
限

っ
て
郡
治
は
分
水
嶺
を
北
に
越
え
た
高
卒
願
'
す
な
わ
ち
現
在
の
固
原
に
置
か
れ
､
中

国
の
国
勢
の
最
高
潮
を
誇

っ
て
い
た
｡
こ
の
光
輝
あ
る
時
代
に
お
い
て
の
み
'
月
氏
道
の
存
在
が
博
え
ら
れ
て
い
る
鮎
に
､
私
は
大
き
な
関
心

を
よ
せ
る
の
で
あ
る
｡八

創
設
期
の
安
定
郡
の
肢
膿
は
､
た
だ
分
水
嶺
の
北
側
に
延
び
て
い
た
だ
け
で
な
-
'
北
流
黄
河
の
琴
に
ま
で
届
い
て
い
た
｡
さ
き
ほ
ど
紹
介

し
た
水
経
注
の
一
節
に
よ
っ
て
'
そ
れ
は
充
分
に
納
得
で
き
よ
う
.
す
な
わ
ち
こ
の
書
に
は
'
金
城
郡
を
流
れ
過
ぎ
て
天
水
郡
と
武
威
郡
と
の

問
を
北
上
し
'
安
定
郡
の
遠
境
に
達
し
た
黄
河
に
つ
い
て
語
り
'
そ
れ
が
北
地
郡
の
北
境
に
届
い
て

｢
上
河
｣
の
名
を
得
る
ま
で
の
間
に
'
右

岸
の
地
に
組
席
解
散
城

･
褒
田
城

･
黒
城

･
晦
巻
解
散
城
の
諸
地
鮎
を
指
摘
し
て
い
る
｡
こ
の
う
ち
租
属

･
晦
巻
の
二
城
が
'
前
漢
書
地
理
志

に
そ
れ
ぞ
れ
安
定
郡
の
一
牌
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
い
う
ま
で
も
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
行
政
組
織
を
理
解
す
る
基
本
工
作
と
し
て
､
い
ま
元
和
郡
願
志
に
よ
っ
て
中
国
の
西
北
角
に
お
け
る
交
通
関
係
を
圏
示
し
て
み

よ

う

｡
後
漠
の
と
き
に
縮
小
し
､
北
魂
の
と
き
に
六
分
さ
れ
た
安
定
郡
の
管
括
地
域
は
'
晴
の
と
き
に
な
っ
て
平
掠

･
安
定
二
郡
の
並
立
と
な
り
'
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塩は擦)塞(登武)
河

唐
の
前
車
期
に
は
原

･
獲
二
州
で
塞
示
さ
れ
た
o
た
だ
し
正
確
に
い
う

な
ら
ば
､
後
述
の
よ
う
に
禽

･
原

･
浬
の
三
州
で
あ
っ
た
が
'
そ
の
形

勢
は
東
元
時
代
の
通
典
州
郡
典
と
元
和
時
代
の
元
和
郡
軒
志
と
に
よ
っ

て
窺
え
る
o
L
か
し
繭
番
は
､
と
も
に
吐
蕃
侵
入
期
の
編
集
で
あ
る
か

ら
'
多
少
の
異
同
を
見
せ
る
O
例
え
ば

元
御
意
に
は
秦
･潤
･衡
･涼
を

連
ね
る
東
西
交
通
の
幹
線
が
吐
番
の
占
領
に
よ
っ
て
記
述
を
敬
い
て
い

る
o
そ
れ
ゆ
え
本
圃
で
は
逸
輿
に
よ
っ
て
鮎
線
で
補
っ
た
O
ま
た
原

･

駈
路
と
原

･
洞
路
と
が
通
典
に
見
え
な
い
の
は
､
吐
蕃
騒
動
が
や
や
収

ま
っ
た
元
和
時
代
に
'
こ
の
道
の
役
割
が
高
ま
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
0

な
お
本
圏
は
魯

･
原

･
産
三
州
を
主
眼
と
す
る
か
ら
'
三
州
の
連
絡
に

そ
の
東
西
関
係
を
加
え
た
部
分
を
複
線
で
措
い
て
お
-
0
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1
1

＼

蘭
(金
城
)

′河

〔囲
車
の
数
字
は
元
和
郡
鮮
志
所
載
の
暦
象
に
よ
る
鮭
酵
〕

さ
て
東
経
注
が
停
え
て
い
る
高
卒
軒

(安
定
郡
治
)
か
ら
晦
懇

降
へ

の
道
は
､
高
卒
用
水
に
沿
う
も
の
で
'
圃
車
の
原

･
塞
路
で
あ
る
o
L

相
姦
西
)

か
し
絢
奄
解
は
こ
の
河
と
策
河
と
の
合
流
鮎
に
近
か
っ
た
か
ら
､
原

･

塞
路
の
途
上
の
河
岸
に
あ
て
ら
れ
'
全
路
の
北
車
は
北
他
部
に
属
し
て

い
お
｡
こ
れ
に
反
し
て
原

･
禽
路
に
相
普
す
る
高
卒

･
楓
属
雨
碑
の
連

絡
は
水
陸
注
に
明
記
が
な
い
b
け
れ
ど
も
同
番
紅
組
属
鯨
の
北
方
の
奔

田
城
や
褒
田
山
を
記
述
し
て

｢
出
は
安
定
の
西
北
大
官
四
十
里
に
め

り
｣
と
し
た
解
説
に
は
太
い
に
注
意
さ
れ
て
よ
い
｡
と
い
う
の
も
､
こ
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の
安
定
を
北
魂
時
代
の
安
定
郡
治
す
な
わ
ち
安
定
解

(現
在
の
浮
川
解
)
と
認
め
る
な
ら
ば
'

六
百
四
十
里
と
い
-
距
離
数
は
前
掲
の
囲
中
で

浬

･
原

･
合
の
三
州
治
を
結
ん
だ

一
線
が
示
す
里
教
に
ほ
ぼ
近
い
L
t

か
つ
'

こ
の
よ
う
に
安
定
か
ら
の
里
教
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
自
鮭

が
'
原

･
合
路
の
利
用
が
極
め
て
古
い
沿
革
を
も
つ
讃
按
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡

唐
の
禽
州

(禽
寧
郡
)
は
現
在
の
甘
粛
省
靖
遠
鯨
の
東
北
に
比
定
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
あ
た
り
で
黄
河
に
注
ぐ
組
属
河
に
漠
鯖
の
名
が
残

っ

て
い
る
の
を
参
考
し
て
'
漠
の
租
属
解
を
こ
の
方
面
に
求
め
る
こ
と
は
確
信
で
き
る
｡
元
和
郡
怖
志
は
合
州
の
首
解
合
寧
解
の
西
北

1
八

〇
里

に
合
寧
関
の
存
在
を
俸
え
'

そ
の
附
近
に
な
お
烏
蘭
閲
の
名
を
記
録
し
､
唐
の
烏
蘭
焔
設
置
を
報
告
し
て
い
る
｡

こ
の
地
区
が
対
外
交
渉
の

要
衝
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
｡

同
書

(撃
二
九
)
蘭
州
の
項
に
'
現
在
の
蘭
州
市
附
近
に
配
置
さ
れ
て
い
た
唐
の
金
城
関
が
'
情

＼

の
開
皇
十
八
年

(五
九
八
年
)
ま
で
ほ
金
城
津
と
呼
ば
れ
た
と
あ
る
よ
う
に
､
普
面
の
地
区
も

ま
た
北
流
黄
河
の
重
要
な
渡
河
鮎
で
あ

っ
た
と

思
わ
れ
る
｡

整
理
の
た
め
に
以
上
の
考
察
を
今
日
の
地
圏
の
上
に
の
せ
て
み
る
な
ら
ば
'
ま
ず
固
原
か
ら
北
流
黄
河
の
岸
ま
で
延
ば
さ
れ
て
い
た
安
定
郡

の
二
本
の
俄
角
は
'
固
原
の
北
方
'
清
水
河
畔
の
黒
城
銭
あ
た
り
で
分
岐
し
て
い
た
｡
そ
し
て
そ
の
一
本
は
'
そ
の
ま
ま
清
水
河
に
沿
っ
て
寧

夏
回
族
自
治
区
の
中
衛
豚
の
対
岸
に
達
し
'
黄
河
と
の
合
流
鮎
附
近
に
晦
雀
牌
を
置
い
て
い
た
｡
別
の
1
本
は
黒
城
銭
か
ら
西
北
に
む
か
い
'

/

六
盤
山
山
脈
の
北
斜
面
を
進
ん
で
海
原

(海
域
)
を
過
ぎ
'

甘
粛
省
靖
遠
牌
の
北
で
黄
河
に
出
合

っ
て
'
そ
こ
に
組
腐
解
を
配
し
て
い
た
｡
月

氏
道
は
t.
お
そ
ら
-
後
者
す
な
わ
ち
唐
時
代
の
原

･
合
路
と
関
連
を
も
つ
が
'
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
名
稀
が
行
わ
れ
た
か
に
関
し
て
は
'
も
う
す

こ
し
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
｡

そ
れ
に
は
t.
組
属
鯨
が
後
漠
の
と
き
に
涼
州
の
武
威
郡
に
編
入
さ
れ
て
い
た
事
葺
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
後
漢
書
郡
園
志

･
涼
州

ら

武
威
郡
の
保
に
鶴
陰

･
租
属
の
二
解
に
つ
い
て
'
と
も
に

｢
故
と
安
定
に
属
せ
り
｣
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
た
だ
し
こ
の
書

は
租
属
を
租
属
と
し
て
い
る
が
'
お
そ
ら
-
誤
り
で
あ
ろ
う
｡
な
お
'
つ
い
で
な
が
ら
北
親
書
地
形
志
が
浬
州
陛
東
部
に
三
麻
を
博
え
'
そ
の

な
か
に
租
居
と
い
う
鯨
名
を
紹
介
し
て
い
る
の
に
解
れ
て
お
こ
う
｡
こ
の
鯨
名
は
文
字
面
か
ら
案
ず
れ
ば
漠
の
租
属
噺
と
見
ら
れ
る
｡
そ
の
原
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注
に

｢
前
漠
に
属
す
'
罷
む
､
後
ち
武
威
に
復
属
す
､
晋
に
罷
む
'
後
ち
復
属
す
｣
と
あ
る
の
も
'
そ
れ
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
こ

の
復
興
が
'
草
に
名
稀
の
み
に
止
ま
ら
ず
'
そ
の
位
置
も
前
漠
時
代
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
判
断
が
つ
か
な
い
.
も
し
同

一
地

鮎
に
復
活
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
'
隈
東
郡
の
郡
治
浬
陽
解
か
ら
六
盤
閥
を
西
に
越
え
て
'
租
属
河
の
河
筋
に
導
か
れ
つ
つ
北
流
黄
河
の
岸

に
達
す
る
交
通
が
'
す
で
に
活
潜
で
あ
月
'
こ
の
交
通
路
を
支
配
す
る
も
の
こ
そ
院
東
郡
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
そ
う
断
定
す
る
だ

け
の
自
信
を
､
現
在
の
私
は
も
っ
て
い
な
い
｡
そ
う
い
う
わ
け
で
'
私
の
考
察
を
'
前
漠
の
租
属
願
が
後
漠
の
と
き
に
武
威
郡
の
管
理
に
移
さ

れ
た
と
す
る
所
博
に
し
ぼ
る
な
ら
ば
'
そ
の
所
博
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
､
元
和
郡
願
志

(巻
四
)
合
州
烏
蘭
願
の
候
に
'

ら本
と
漠
の
租
腐
願
の
地
で
'
安
定
郡
に
属
し
､
後
漠
に
は
武
威
郡
に
屡
せ
り
｡
前
涼
の
張
軌
は
其
の
鯨
人
を
収
め
'
涼
州
の
故
の
武
威
牌

の
側
近
に
別
に
組
属
願
を
置
け
り
｡

､

と
い
う
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
青
書

(巻
八
七
)
の
張
軌
博
に
も
'

ま
た
十
六
園
春
秋
の
前
涼
録
に
も
載

っ
て
い
な
い
が
'

こ
の
よ
う
な
話
が
博
わ
っ
て
い
た
の
も
､
涼
州
武
威
地
方
と
合
州
合
寧
地
方
と
の
密
接
な
連
絡
を
明
か
に
す
る
｡
す
な
わ
ち
涼
州
武
威
郡
は
'

金
城
郡
を
通
し
て
院
西
郡
と
結
び
'
そ
こ
に
東
西
交
通
の
幹
線
を
保
持
し
て
い
た

一
方
'
烏
鞘
嶺
山
塊
の
北
側
に
､

ア
ラ
シ
ヰ
ソ
漠
地

(
テ
ン

グ
リ
砂
漠
)
と
こ
の
山
塊
と
の
接
鱗
部
を
東
西
に
結
ぶ
別
路
を
も
ち
'

安
定
郡
を
経
て
中
国
本
土
と
交
渉
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

通
典
の
州
都

典
に
涼
州
武
威
郡
の
八
到
を
示
し
て
あ
る
な
か
に
､

東
北
は
合
寧
郡
烏
蘭
解
界
の
白
魔
蜂
に
到
る
三
百
五
十
里
｡

と
あ
る
道
こ
そ
そ
れ
で
あ

っ
て
'
前
掲
の
圏
に
示
さ
れ
る
涼

･
禽
路
に
は
か
な
ら
な
い
｡
こ
の
道
が
北
流
黄
河
を
渡
河
す
る
部
分
'
つ
ま
り
唐

代
の
烏
蘭
解
附
近
こ
そ
前
漠
時
代
に
月
氏
道
と
呼
ば
れ
た
｡
こ
の
地
境
が
古
く
か
ら
本
土
と
河
西
と
の
往
来
を
掌

っ
て
い
た
た
め
に
'
こ
の
名

を
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

九
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旬
奴
の
冒
頓
草
子
が
紀
元
前
二
〇
九
年
に
父
の
頭
重
草
子
を
殺
し
て
自
立
L
t
園
内
を
強
力
に
組
織
づ
け
る
ま
で
は
'
史
記
の
旬
奴
博
に
'

こ
の
時
に
普
り
'
東
胡
が
強
-
し
て
月
氏
も
盛
な
り
｡

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'

河
西
に
お
け
る
月
氏
の
黄
金
時
代
で
あ

っ
た
.

し
た
が

っ
て
紀
元
前

二

一六
年
に
張
案
が

西
域
か
ら
蹄
園
し

て
'

へだ

旬
奴
の
右
方

(西
部
)
は
盤
洋

(古
代
ロ
ブ
･
ノ
ー

ル
)
以
東
に
居
り
､
牒
西
の
長
城
に
至
り
て
南
の
か
た
英
と
接
し
'
漠
の
道
を
商
て
り
.

と
報
告
し
た
形
勢
は
'
も
ち
ろ
ん
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
o
そ
の
う
え
､
湊
の
と
き
に
院
西
郡
と
な

っ
た
挑
河
の
流
域
は
'
漢
人
と
美
人
と

の
は
げ
し
い
抗
争
の
舞
重
で
あ

っ
た
｡
前
漢
書
地
理
志
が
こ
の
郡
に
秋
道

･
底
道

･
菟
道
な
ど
の
牌
名
を
博
え
た
の
は
､
そ
の
痕
跡
に
は
か
な

ら
ず
'
同
じ
書
の
金
城
郡
の
保
に
臨
美
解
と
か
破
美
麻
と
か
の
名
が
見
出
さ
れ
る
の
は
'
漢
人
勢
力
が
催
西
郡
か
ら
美
人
を
追
い
つ
つ
'
金
城

郡
に
ま
で
進
出
し
た
こ
と
を
語

っ
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
月
氏
は
北
の
旬
奴
と
南
の
美
と
の
問
に
介
在
し
て
'
勢
力
の
鮎
で
も
甲
乙
の
な
い

大
き
な
存
在
で
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
'
お
そ
ら
-
そ
の
盛
時
に
は
'
北
流
黄
河
の
流
域
を
'
北
の
旬
奴
'
中
の
月
氏
'
南
の
美
と
'
三
段
に

ぬ
り
わ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
な
ら
ば
､
河
西
を
本
地
と
す
る
月
氏
が
､
烏
覇
嶺
北
の
東
西
交
通
線

(涼
･
禽
路
)
に
よ
っ
て
北
流
黄
河

の
岸
に
及
び
'
そ
こ
で
東
方

へ
の
道
と
結
ん
で
い
た
こ
と
'
そ
の
封
岸
に
は
東
西
の
折
衝
地
鮎
が
あ

っ
て
'
中
国
人
に
よ
っ
て
月
氏
道
と
呼
ば

れ
た
こ
と
は
'
充
分
に
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

張
案
の
行
使
に
さ
い
L
t
彼
は
蹄
路
を

｢蒐
中
よ
り
蹄
ら
ん
と
欲
し
｣
た
と
い
う
｡
こ
れ
は
い
か
に
も
彼
が
青
海
方
面
の
蒐
族
居
住
圏
を
通

過
し
よ
う
と
考
え
た
か
の
如
-
に
受
取
ら
れ
よ
う
｡
し
か
し
そ
の
考
え
は
前
述
し
た
漠
美
の
接
鰯
抗
争
の
歴
史
を
閑
却
し
た
も
の
で
'
結
局
は

彼
が
往
路
に

｢院
西
か
ら
出
｣
た
の
と
同
じ
大
道
を
'
臭

っ
た
表
現
で
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
｡
つ
ま
り
張
寮
は
'
往
復
と
も
に
金
城

･
院
西
南

郡
の
漠
美
接
鯛
地
帯
を
通
過
し
た
の
で
あ

っ
て
'
お
そ
ら
く
そ
れ
は
'
安
定
郡

(嘗
時
は
も
ち
ろ
ん
未
だ
設
け
ら
れ
て
い
な
い
)
を
経
由
す
る
い
わ

ば

｢胡
中
の
道
｣
を
と
る
危
険
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
私
は
'
中
国
の
本
土
と
河
西
と
の
連
絡
線
と
し
て
前
掲
圃
中
の
涼

･
合

･
原

･
浬
諸
州
を
結
ぶ
道
を
指
摘
し
'
涼

･
蘭

･
洞

･
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秦

‥
院
の
幹
線
道
路
と
平
行
線
を
措
い
て
い
た
と
考
え
る
｡
そ
れ
な
ら
ば
本
論
文
の
重
要
鮎
と
す
る
烏
氏
は
､.
新
た
に
浮
か
び
あ
が
っ
た
北
方

線
の
中
央
に
位
置
し
た
こ
と
に
な
る
｡
た
び
た
び
述
べ
た
よ
う
に
'
こ
の
地
鮎
は
漠
土
か
ら
浬
水
を
の
ぼ
り
つ
め
た
分
水
嶺
地
帯
に
あ
り
'
古

代
の
南
北
両
勢
力
の
折
衝
鮎
で
あ

っ
た
｡

そ
の
よ
う
な
重
要
な
地
鮎
を
占
め
て
い
た
烏
氏
の
僕
は
'
遠
外
の
大
ス
テ
ッ
プ
を
北
進
す
る
も
の

と
'
西
へ
む
か
う
も
の
と
の
二
本
の
交
通
路
を
握

っ
て
縞
馬
交
易
に
従
事
し
た
の
で
あ

っ
た
が
'
そ
の
う
ち
の
一
本
は
賓
に
河
西
に
結
ん
で
い

た
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
か
ね
が
ね
私
の
主
張
し
て
い
る

｢昂
氏
の
玉
｣
の
解
樺
と
ど
う
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
か
｡
私
見
に
よ
れ
ば
昂
氏
の
玉
と
は
'

河
西
に
操

っ
て
い
た
月
氏
す
な
わ
ち
高
氏
が
'
西
域
産
の
玉
を
入
手
し
て
こ
れ
を
中
国
に
取
次
い
で
い
た
の
に
'
そ
の
事
情
に
気
付
か
な
か
っ

た
中
国
人
は
'
玉
の
中
謄
者
で
あ

っ
た
月
氏
の
居
地
か
ら
玉
が
産
出
さ
れ
る
と
の
み
思
い
こ
み
'
そ
の
こ
と
か
ら
月
氏
産
の
玉
す
な
わ
ち

｢
昂

氏
の
玉
｣
と
い
う
言
葉
が
起
り
､
そ
れ
が
後
代
ま
で
慣
用
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る

(拙
稿

｢馬
氏
の
玉
と
江
漢
の
珠
｣
史
学
禽
編
･
東
西
交
渉
史
論

所
収
'
同

｢蘇
子
の
解
禁
と
管
子
の
文
皮
｣
早
相
田
大
草
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
二
二
な
ど
).

こ
の
説
の
ヒ
ン
ト
は

｢
昂

･
月
は

1
聾
の
韓
｣

と
す
る
清
の
何
秋
清
の
考
え

(王
禽
篇
義
輝
･
下
)
か
ら
得
た
も
の
で
'

逸
周
書
の
本
文
は

｢
昂
氏
の
陶
験
｣
す
な
わ
ち
昂
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
良
馬
の
紹
介
で
あ
る
｡
玉
で
あ
れ
'
良
馬
で
あ
れ
'
河
西
の
月
氏
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い

も
の
で
あ
る
か
ら
'
.こ
の
よ
う
な
所
博
や
用
語
が
残

っ
た
の
は
普
然
と
い
え
る
が
'

1
万
で
は
高
氏
を
も
っ
て
烏
氏
の
靴
韓
あ
る
い
は
異
字
と

す
る
疑
い
も
出
そ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
烏
字
と
馬
字
と
は
頭
音
に
ち
が
い
が
あ
る
の
で
'
こ
の
鮎
か
ら
何
秋
清
の
説
を
崩
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

不
可
能
の
よ
う
で
あ
る
｡
ま
た
中
国
の
古
典
に
は
'
遼
西
の
徒
何
を
徒
格

･
屠
何
な
ど
と
書
い
た
例
が
あ
る
｡
し
か
し
烏
氏
と
昂
氏
と
を
こ
の

よ
う
な
異
字
の
関
係
と
す
る
の
に
は
賛
成
で
き
な
い
｡
な
る
ほ
ど
呂
氏
春
秋
に
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
へ
烏
氏
の
塞
を
蔦
氏
の
塞
と
俸
え

て
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
場
合
は
'
あ
-
ま
で
も
烏

･
蔦
両
字
の
も
つ
字
形
の
類
似
か
ら
起

っ
た
誤
り
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
｡

こ
う
論
じ
て
-
る
と
'
私
は
西
域
の
蔦
者
園
を
烏
夷
園
と
書
い
た
例
に
普
面
す
る
.
こ
の
問
題
を
吟
味
し
て
み
.も
と
へ
樺
道
安
や
法
額
'
な

い
し
玄
笑
が
'
す
べ
て
こ
の
園
を
烏
夷
あ
る
い
は
烏
者
と
示
し
た
の
は
'
悪

者
と
い
う
通
用
の
国
名
が
靴

っ
て
い
る
の
に
封
す
る
併
借
の
反
額
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と
理
解
さ
れ
る
O
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
高
僧
連
中
の
意
見
は
正
し
い
の
で
あ

っ
て
'
漢
人
が
そ
の
む
か
し
こ
の
園
を
は
じ
め
て
知
っ
た
と
き
は

烏
巻
と
書
い
た
ら
し
い
.
そ
れ
が
蔦
巷
と
誤
寓
さ
れ
た
ま
ま
慣
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
別
に
こ
の
園
に
は
ア
ー
ル
シ

イ
と
い
う
土
名
が
あ
り
'
そ
れ
を
音
寓
し
た
と
い
う
見
解
に
立
て
ば
'
む
し
ろ
逆
に
薫
香
の
方
に
軍
配
を
挙
げ
ざ
る
を
得
な
-
な
り
'
問
題
は

い
よ
い
よ
複
雑

･
多
岐
に
亙

っ
て
し
ま
う
｡
し
か
も
そ
れ
に
は
､烏
氏
と
烏
夷
の
同

一
音
と
い
う
鮎
ま
で
か
ら
ん
で
-
る
の
で
､
私
は
こ
れ
ら
を

ま
と
め
て
別
に
稿
を
起
す
預
定
で
あ
る
｡
と
に
か
く
今
日
の
場
合
'
私
は
昂
氏
の
玉
を
月
氏
の
玉
と
解
す
る
意
見
を
捨
て
ず
'
そ
れ
が
漠
土
に

敬
遠
さ
れ
て
く
る
終
鮎
近
-
に
烏
氏
が
位
し
た
と
考
え
る
｡
史
記
が
烏
氏
の
保
に
つ
い
て
書
き
残
し
た
そ
の
さ
か
ん
な
縞
馬
交
易
を
思
う
な
ら

ば
'
西
域
の
玉
の
俺
達
に
封
し
て
'
そ
の
代
償
と
し
て
漢
土
の
側
か
ら
絹
布
が
月
氏
に
送
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡

な
お
t
.
｢
昂
氏
の
玉
｣
の
類
語
と
思
わ
れ
る
も
の
に

｢
良
禽
の
玉
｣
が
あ
る
｡
こ
れ
も
'
私
が
解
樺
し
て
お
い
た
よ
う
に
'
青
海
方
面
を
本

地
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
系
異
族
に
よ
っ
て
中
徹
さ
れ
た
西
域
の
玉
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
'
＼そ
れ
は
渡
河
や
挑
河
の
ほ
と
り
を
経
由
し
た
に
相
違

な
い
し
'
ま
た
眺
河
あ
た
り
で
河
西
経
由
の
玉
を
取
次
い
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ
な
ら
ば
｢
鬼
喬
の
玉
｣
と
｢
罵
氏
の
玉
｣
と
は
同
じ
西
域

産
の
玉
で
あ
り
な
が
ら
､准
途
経
路
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
異

っ
た
慣
用
句
と
考
え
ら
れ
､
西
域
産
の
玉
を
漠
土
へ
輸
送
す
る
の
に
南
北
の

/

両
道
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
る
に
張
番
西
俵
の
時
代
に
な
る
と
､
彼
の
師
団
と
と
も
に
漠
朝
の
西
域
貿
易
へ
の
意
欲
が
に
わ
か

に
昂
ま
り
､
紀
元
前

一
二

一
年
に
は
河
西
か
ら
旬
奴
の
勢
力
が
撃
退
さ
れ
､
六
年
後
に
は
そ
こ
が
漠
朝
の
直
轄
領
土
に
編
入
さ
れ
て
'
武
威

･

張
披

･
酒
泉

･
敦
塩
の
四
郡
が
次
々
に
設
け
ら
れ
て
い
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
経
過
に
伴

っ
て

｢漠
の
道
｣
と
し
て
幹
線
的
な
立
場
を
明
瞭
に
し

て
い
っ
た
の
は
､
張
寮
行
使
の
昔
時
か
ら
利
用
の
形
跡
を
史
上
に
留
め
て
き
た
道
'
す
な
わ
ち
天
水

･
院
西

･
金
城
の
三
郡
を
結
ん
で
河
西
通

廊
に
連
絡
す
る
東
西
交
通
路
で
あ

っ
た
｡.
こ
の
道
こ
そ
は
'
湊
と
旬
奴
と
美
と
の
三
つ
巴
の
角
逐
か
ら
生
ま
れ
､
公
道
と
し
て
大
き
-
浮
か
び

あ
が

っ
た
も
の
で
'
い
わ
ば
第
三
の
シ
ル
ク
･
ロ
ー
ド
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡

(昭
和
四
十
二
年
四
月
九
日
)

57



The Exchange of Silk with Horse and the Nephrite of Yu-shi "tt
:-on the Earlist Course of· the Silk-road-

Hisao Matsuda

The term, "exchange of silk with horse'~, means the normal relation

long existent between a nomadic country in north Mongolia and an agri

cultural country in south China, with the Great Wall of China in between.

An upset of balance of. the relation resulted in the invasion of the nomads

upon China. The relation between the two peoples.is an old one and goes
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back to the days when they gotin touch with each other, but its entry into

historical records was obs~rvedmuch late. The statement of Lo 1* by Wu

shi ,~.a:; recorded in a ch~pter on the economical facts in the Si-ma Qian's

History is of much significance as the oldest historical materials, clearly

describing the trace of exchang,e of silk with horse. The location of W u-shi

has been not distinct so far, but my research shows that W u-shi was

located in an important spot for the north-south transportation connecting

the ling-he 2EViJ a branch of Wei-he WilViJ, and the Qing-shui-he fF!f7.KfriJ
which rose in the southern mountains of 1t.~ and poured into Huang-he,

and it was in the watershed district where the two rivers rose. And it

leads to the clarification that the road was already in use down from the

Pre Qin age and that consequently An-ding-qun ~JEW was established

with this traffic road as its centre. It is to be noted that the road branched

off a little north of Gu-yuan (present Hei-cheng-zhen ~:9jU~) and led to the

West. It went west, north of Liu-pan :t\~ Mountain range, and across the

Huang-he around Qing-yuan ygji in 1t.~ and extended to Liang-zhou re
i jH (Wu-wei JEt,i!D via the point of contact of Alashan desert and W u-shao

Ling ,~lMit range. "Yue-shi-dao J3 .a:;~" observed in 21 provinces of An-ding

qun in the Former Han period was possibly located around Wu-Ian-xian

J~~MW* in Hui-zhou frjH of the Tang Dynasty, an important crossing point

of Huang-he on the road. Until the early part of the Former Han period,

"Kansu oases bridge", west of Liang-zhou, was a base of Yue-shi (Yu-shi)

and was named "Yue-shi-dao" after the important negotiation place with

Y ue-shi. Yue-shi was transmitting nephrites, hence the term, "nephrite of

Yu-shi", which was of frequent employment in Chinese classics.

The nephrites transmitted to China were believed to be sent to the

valley of ling-he via Yue-shi-dao by Wu-shi. Therefore, the term "exchan

ge of silk with horse" (which was conducted by Wu-shi) covers not only

the north-south but the east-west relation, as is indicated by the transmit

tance of the products of the Western provinces. The road, thus instru

mental in linking China and Liang-zhou was an important east-to-west

traffic road prior to the flourishment of the arterial road via Lan-zhou and

indeed the oldest "silk road", so to speak. .
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