
唐
代
遁
、
途
シ
ス
テ
ム
の
構
造
と
そ
の
運
用

-
|
河
西
道
を
中
心
に
し
て
|

|
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唐
の
公
用
交
通
は
、
騨
を
遜
迭
嬢
黙
と
し
て
機
能
す
る
交
通
網
と
、
問
料
を
遁

迭
嬢
黙
と
し
て
庚
が
る
そ
れ
と
の
二
重
的
な
構
造
を
有
し
て
い
た
。
前
者
で

は
、
菟
課
の
色
役
で
あ
る
騨
長

・
騨
丁
が
各
聴
に
配
さ
れ
、
騨
道
に
限
定
さ
れ

た
そ
の
空
通
機
能
を
支
え
た
の
に
糾
問
し
て
、
後
者
で
は
、
基
本
的
に
豚
を
皐
位

に
停
馬
(
惇
迭
馬
)
が
配
備
さ
れ
、
雑
衝
で
徴
愛
さ
れ
た
馬
夫
が
そ
の
飼
養
や

豚
道
聞
の
引
導
に
蛍
た
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
燃
で
徴
愛
さ
れ
た
丁
夫
に
よ
っ

て
運
用
さ
れ
て
お
り
、
交
通
機
能
の
面
に
お
い
て
も
、
雨
者
は
補
完
的
関
係
を

保
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
以
前
に
遡
っ
て
パ
1
ス
ベ
ク
テ
ィ
プ
に
見
れ
ば
、

漢

代
に
既
に
認
め
ら
れ
る
騨
制
お
よ
び
豚
を
嬢
黙
に
機
能
す
る
俸
制
と
の
関
連
を

考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
八
世
紀
以
降
、
律
令
制
支
配
の
破
綻
が
顕
現
化
し
、
ま
た
公
用

安
逼

・
輪
迭
の
規
模
も
披
大
し
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
ま
で
の
遁
迭
鐙
制
を
そ
の
ま

ま
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
。
窮
制
や
俸
制
の
弛
援
が
次
第
に
表
面
化

す
る
一
方
、
民
聞
か
ら
の
交
通
手
段
の
雇
僚
が
進
展
し
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
こ
う
し
た
律
令
制
下
に
構
築
さ
れ
た
欝
俸
健
制
の
機
能
が
著
し
く
低
下
し

て
ゆ
く
獄
況
の
も
と
、
新
た
な
鐙
制
に
よ
る
公
用
交
通
網
の
維
持
が
園
ら
れ

た
。
な
か
で
も
、
肥
大
化
し
て
ゆ
く
唐
の
財
政
・
軍
事
を
支
え
た
重
要
な
輪
途

路
線
に
つ
い
て
は
、
開
元
時
代
に
縛
運
使
な
ど
が
任
じ
ら
れ
、
そ
の
も
と
で
個

別
的
な
週
迭
鐙
制
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
河
西
お
よ
び
中
央
ア
ジ
ア
へ
の
軍

物
輸
迭
を
支
え
た
河
西
道
の
長
行
縛
運
鰻
制
は
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
多
く

が
八
世
紀
に
属
す
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
の
芦
遁
関
係
文
書
は
、
寅
に
蛍
一
該
鐙
制

の
具
種
的
な
運
用
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
と
な
る
の
で
あ
る
。

景
穆
太
子
と
峯
浩

|
|
北
貌
太
武
一
帝
に
よ
る
駿
併
前
後
の
政
局
を
め
ぐ
っ
て
||

l
 

l
 

j
 
本

芳

昭

太
武
帝
時
代
の
慶
併
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
太
武
帯
、
雀
浩
、
及
び
窓
謙
之

の
三
者
を
中
心
と
し
て
断
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
に
反
制
到
す
る

勢
力
の
該
に
い
た
の
は
景
穆
太
子
拓
政
晃
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
蛍
時
の
政
局
の

中
心
に
あ
っ
て
政
治
を
動
か
し
て
い
た
四
者
は
、
窟
謙
之
が
太
卒
民
君
九
年
に

卒
し
た
の
に
始
ま
っ
て
、
大
武
帝
の
崩
御
し
た
正
卒
二
年
ま
で
の
四
年
の
関
に

相
次
い
で
死
去
し
て
い
る
。
景
穆
太
子
を
除
い
た
三
者
の
死
に
闘
す
る
事
柄

は
、
嘗
時
の
史
書
に
相
蛍
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
射
し
景
穆
太

子
の
死
に
関
す
る
史
書
の
記
述
に
は
表
現
上
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
。
本
報
告
で

は
ま
ず
そ
こ
に
太
武
一
帝
と
景
穆
太
子
と
の
聞
の
、
深
刻
な
封
立
が
影
響
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
そ
の
封
立
が
如
何
な
る
原
因
に
よ
っ
て
生
じ

て
い
た
の
か
と
い
う
黙
を
華
北
統
一
後
の
北
貌
内
部
の
路
線
闘
争
と
の
関
連
で

考
察
し
、
北
貌
の
場
合
、
胡
漢
封
立
の
存
在
の
た
め
他
の
時
代
に
比
べ
と
り
わ

け
求
め
ら
れ
た
帯
権
確
立

・
強
化
の
問
題
が
そ
こ
に
絡
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
ま
た
、
大
武
帯
は
胡
族
と
一
鐙
感
を
抱
き
つ
つ
、
漢
化
へ
の
施
策
を
も

採
用
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
面
を
合
わ
せ
も
つ
皇
帯
で
あ
る
が
、
彼
の
こ
の
矛
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