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イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク
人
の
目
線

　

今
回
の
旅
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
上
で
「
汎
ユ
ー
ラ
シ

ア
の
イ
ラ
ン
文
化
」
を
探
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
イ
ラ

ン
・
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
、
い
よ
い
よ
漢
民
族
居
住
地

帯
で
あ
る
甘
粛
省
敦
煌
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
に
当
た
っ

て
は
、
イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク
人
目
線
で
の
観
察
を
心
掛

け
、彼
ら
が
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
漢
民
族
へ
の
違
和

感
を
基
調
に
据
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。そ
の
違
和
感

は
、
無
論
、
現
代
の
日
本
人
で
あ
る
筆
者
が
一
か
ら
習

得
す
る
術
は
無
い
。
し
か
し
、
イ
ラ
ン
研
究
者
た
る
の

感
受
性
に
よ
っ
て
、そ
の
万
分
の
一
く
ら
い
は
再
現
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク
人
と
の
会
話
の
中
で

は
、「
中
国
人
（
イ
ラ
ン
系
ペ
ル
シ
ア
語
で
チ
ー
ニ
ー
、

タ
ジ
ク
系
ペ
ル
シ
ア
語
で
キ
タ
イ
ス
キ
ー
）
と
日
本
人

（
イ
ラ
ン
系
ペ
ル
シ
ア
語
で
ジ
ャ
ー
ポ
ニ
ー
、
タ
ジ
ク

系
ペ
ル
シ
ア
語
で
ヤ
ポ
ン
ス
キ
ー
）
は
直
ぐ
見
分
け
が

付
き
ま
す
」
と
の
フ
レ
ー
ズ
が
頻
出
す
る
。
こ
れ
が
何

を
意
味
し
て
い
る
の
か
、筆
者
に
は
当
初
見
当
が
付
き

か
ね
た
。
し
か
し
、
暫
く
し
て
了
解
し
た
限
り
で
は
、

こ
れ
は
彼
ら
に
特
有
の
繊
細
且
つ
婉
曲
な
お
世
辞
─

あ
る
い
は
筆
者
に
対
す
る
救
済
の
辞
─
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
こ
ま
で
中
国
人
に
対
す
る
評
価
が
低
く
、

そ
れ
が
言
わ
ず
も
が
な
の
前
提
に
な
っ
た
上
で
、「
貴

方
は
そ
の
（
最
低
ラ
ン
ク
の
）
中
国
人
と
は
違
い
ま
す

よ
」
と
気
を
遣
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
そ
の
前
提
を
共
有
し
て
お
ら
ず
、こ
の
気
遣

い
を
理
解
す
る
ま
で
に
随
分
と
時
間
を
要
し
て
し
ま
っ

た
。お
ま
け
に
か
な
り
の
偏
見
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る

よ
う
で
、有
り
難
い
の
や
ら
何
や
ら
、よ
く
分
か
ら
な
い
。

し
か
も
、
彼
ら
が
来
日
し
た
際
は
、
関
西
弁
を
話
す
集

団
を
捉
ま
え
て
は「
あ
の
人
た
ち
は
中
国
人
だ
ろ
う
？
」

と
尋
ね
て
い
た
の
で
、本
人
た
ち
が
自
負
し
て
い
る
ほ

ど
に
は
区
別
出
来
て
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

の
目
線
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と
も
筆
者
が
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飛
鳥
・
奈
良
と
「
汎
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
イ
ラ
ン
文
化
」　

青
木
健

18
イ
ラ
ン
文
化
と
敦
煌

出
会
っ
た
イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク
人
に
そ
う
い
っ
た
心
理

状
態
が
あ
る
こ
と
自
体
は
事
実
な
の
で
、そ
の
根
源
を

確
か
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
筆
者
の
個
人
的
経
験
か
ら
、
そ

れ
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
を
幾
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

　

ド
イ
ツ
の
大
学
院
で
教
育
を
受
け
た
イ
ラ
ン
人
と
の

会
話
の
中
で
、こ
の
気
遣
い
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
挙

句
、「
日
本
人
は
中
国
人
や
ト
ル
コ
人
や
モ
ン
ゴ
ル
人

と
は
違
い
ま
す
。そ
も
そ
も
黄
色
人
種
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」と
の
断
言
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。こ
う
な
る
と
、

流
石
に
ど
う
返
答
し
た
も
の
か
と
四
苦
八
苦
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
折
角
の
気
遣
い
を
無
碍
に
す
る
訳
に
も
い
か

ず
、さ
り
と
て
事
実
に
反
す
る
発
言
を
容
認
す
る
訳
に

も
い
か
な
い
。
た
だ
、
極
論
化
し
た
お
陰
で
、
そ
の
裏

に
あ
る
発
想
も
透
け
て
見
え
て
き
た
。
即
ち
、「
白
人

─
イ
ラ
ン
人
は
彼
ら
の
観
点
に
お
い
て
は
白
人
で
あ
る

─
が
最
上
等
で
、黄
色
人
種
は
劣
っ
た
存
在
で
あ
る
」

と
の
暗
黙
の
前
提
で
あ
る
。結
局
、こ
の
遣
り
取
り
は
、

「
日
本
語
は
ト
ル
コ
語
や
モ
ン
ゴ
ル
語
と
同
じ
膠
着
語

で
あ
る
」
と
返
答
し
て
押
し
切
っ
た
の
だ
が
、
相
手
は

大
層
不
満
そ
う
で
あ
っ
た
。
洗
練
さ
れ
た
お
世
辞
文
化

が
栄
え
る
ペ
ル
シ
ア
語
圏
で
こ
ん
な
受
け
答
え
を
し
た

以
上
、「
高
度
な
気
遣
い
を
受
け
取
ら
な
い
野
蛮
人
」

と
思
わ
れ
る
の
は
覚
悟
の
上
で
あ
る
。

　

別
の
事
例
と
し
て
は
、タ
ジ
ク
人
が
断
固
と
し
て「
犬

を
食
べ
る
中
国
人
は
許
せ
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
記
憶

が
あ
る
。
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
、
彼
ら
と
し

て
は
頗
る
重
要
な
論
点
ら
し
か
っ
た
。こ
れ
に
は
二
通

り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。有
り
得
べ
き
第
一
の
解
釈

で
は
、
犬
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
の
発
言
と
捉
え
得
る
。

即
ち
、
タ
ジ
ク
文
化
の
基
調
に
あ
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

で
は
犬
は
神
聖
な
動
物
と
さ
れ
、こ
れ
を
食
べ
る
な
ど

言
語
道
断
の
振
る
舞
い
で
あ
る
。こ
の
宗
教
感
情
の
背

景
に
は
、
牧
畜
生
活
を
営
ん
で
い
た
先
祖
が
、
犬
を
益

畜
と
し
て
こ
よ
な
く
愛
好
し
て
い
た
伝
統
が
あ
る
。つ

い
に
は
、
犬
と
云
う
古
代
イ
ラ
ン
語
「
サ
カ
」
を
以
て

部
族
名
に
採
用
す
る
一
団
─
サ
カ
族（
ギ
リ
シ
ア
語
で

ス
キ
タ
イ
族
）─
ま
で
出
現
す
る
に
至
っ
て
お
り
、
彼

ら
か
ら
す
れ
ば
、自
ら
の
部
族
の
ト
ー
テ
ム
た
る
犬
を

食
用
に
供
す
る
と
は
、考
え
ら
れ
ぬ
事
態
な
の
で
あ
っ

た
。
ち
ょ
う
ど
中
国
史
上
で
、
犬
を
益
畜
と
し
て
使
役

す
る
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
北
方
遊
牧
民
が
、犬
を
食
べ

る
（
当
時
の
）
漢
民
族
に
対
し
て
抜
き
難
い
不
信
感
を

抱
い
た
と
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。第
二
の
解
釈
で

は
、犬
を
不
浄
視
す
る
あ
ま
り
の
発
言
と
も
考
え
得
る
。

現
代
の
タ
ジ
ク
人
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
。
而
し

て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
於
い
て
は
、
犬
は
豚
と
並
ぶ
穢

れ
た
動
物
で
あ
り
、
触
る
こ
と
さ
え
厭
わ
し
い
。
イ
ラ

ン
的
伝
統
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
の
イ
ス
ラ
ー

ム
法
規
定
が
、
イ
ラ
ン
・
中
央
ア
ジ
ア
で
ど
の
程
度
ま

で
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。た
だ
、

或
る
イ
ラ
ン
人
は
、
筆
者
に
対
し
て
「
可
哀
想
な
食
用

犬
を
中
国
か
ら
救
い
出
し
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
っ
て
い

る
」
と
し
て
、
そ
の
写
真
を
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ

る
。こ
の
一
例
だ
け
か
ら
結
論
を
引
き
出
す
訳
に
は
い

か
な
い
が
、
イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク
人
の
場
合
、
た
と
え

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
に
せ
よ
、犬
を
尊
重
す
る
民

族
感
情
が
根
底
に
あ
る
ケ
ー
ス
の
方
が
多
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
な
お
、
そ
の
「
救
出
さ
れ
た
食
用
犬
」
と

一
緒
に
映
っ
て
い
た
証
明
書
は
ハ
ン
グ
ル
文
字
で
書
か

れ
て
い
た
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
場
合
、
中
国
人
は

濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
て
い
た
と
し
か
思
え
な
い
。

イ
ラ
ン
風
の
中
華
思
想

　

こ
の
よ
う
な
イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク
人
の
漢
民
族
へ
の

違
和
感
は
、彼
ら
の
先
祖
の
世
界
観
か
ら
裏
付
け
る
こ

と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
下
記
が
、
古
代
イ
ラ
ン

世
界
で
一
般
的
だ
っ
た
「
七
州
の
世
界
（
ハ
フ
ト
・
ケ

シ
ュ
ヴ
ァ
ル
）」
の
図
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
世

界
は
七
つ
の
州
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
央
に
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ア
ー
リ
ア
民
族
─
つ
ま
り
現
代
の
イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク

人
の
祖
先
─
が
住
む
州
が
鎮
座
す
る
。こ
れ
が
人
類
発
祥

の
地
で
あ
り
、残
余
の
六
つ
の
州
の
人
類
は
、中
央
州
か

ら
ア
ー
リ
ア
民
族
が
移
住
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
。「
中

国
・
チ
ベ
ッ
ト
」
は
、
東
方
に
あ
る
そ
の
よ
う
な
州
の

一
つ
に
過
ぎ
な
い
。・
・
・
こ
の
よ
う
な
神
話
的
地
理

学
を
未
だ
に
信
じ
て
い
る
イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク
人
が
い

る
と
は
思
え
な
い
が
、
こ
こ
に
イ
ラ
ン
・
タ
ジ
ク
風
の

中
華
思
想
の
根
源
を
看
取
で
き
る
。彼
ら
に
と
っ
て
は
、

ア
ー
リ
ア
民
族
の
住
ま
う
土
地
こ
そ
が
、世
界
の
中
心

な
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
イ
ラ
ン
風
の
中
華
思
想
は
、
漢
民
族
の
中
華

思
想
と
或
る
重
要
な
一
点
で
異
な
っ
て
い
る
。漢
民
族

の
中
華
思
想
は
、
四
方
の
北
狄
・
東
夷
・
南
蛮
・
西
戎

が
漢
民
族
文
化
に
同
化
し
た
ら
、
多
分
そ
こ
で
終
わ

り
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ラ
ン
風
の
中
華
思
想
は
血
統

原
理
が
主
柱
に
な
っ
て
お
り
、「
エ
ー
ラ
ー
ン
（
ア
ー

リ
ア
民
族
）」
と
「
ア
ネ
ー
ラ
ー
ン
（
非
ア
ー
リ
ア
民

族
）」
の
区
別
は
、
か
な
り
永
続
的
で
あ
る
。
結
果
と

し
て
、相
手
の
同
化
を
寧
ろ
拒
否
す
る
。少
な
く
と
も
、

大
帝
国
の
形
成
に
成
功
し
た
イ
ラ
ン
高
原
の
イ
ラ
ン
人

の
方
で
は
、歴
史
上
の
一
時
期
─
サ
ー
サ
ー
ン
朝
ペ
ル

シ
ア
帝
国
時
代
─
に
そ
の
よ
う
な
発
想
が
主
流
を
占

め
た
。
中
央
ア
ジ
ア
の
タ
ジ
ク
人
の
方
は
、
そ
こ
ま
で

強
烈
な
自
己
主
張
は
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
。

　

以
上
が
前
提
で
あ
る
。日
本
人
は
し
ば
し
ば
漢
民
族

の
視
点
に
立
っ
て
、
魏
晋
南
北
朝
～
隋
唐
の
「
胡
人
」

た
ち
を
、和
製
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
対
象
と
し
て
消

費
し
て
き
た
。
し
か
し
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
遥
々
や
っ

て
き
た
「
胡
人
」
た
ち
の
視
点
に
立
て
ば
、
今
度
は
中

国
の
方
が
違
っ
た
姿
で
見
え
て
く
る
筈
で
あ
る
。以
下

で
は
、
筆
者
が
気
付
い
た
範
囲
内
で
、
そ
れ
ら
を
点
描

し
て
い
き
た
い
。

敦
煌
料
理
の
謎

　

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
北
駅
を
出
発
し
て
、敦
煌
の「
最
寄
り

駅
」で
あ
る
柳

り
ゅ
う
え
ん
み
な
み

園
南
駅
に
降
り
立
っ
た
の
は
、２
０
１
７

年
８
月
12
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
20
世
紀
に
は
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
か
ら
敦
煌
ま
で
列
車
で
７
時
間
半
か
か
っ
た
そ

う
だ
が
、高
速
鉄
道
が
開
通
し
て
か
ら
の
所
要
時
間
は

３
時
間
半
に
短
縮
さ
れ
た
。
鄯ぜ

ん

善ぜ
ん

駅
、
哈は

密み

駅
な
ど
と

い
っ
た
通
過
駅
の
名
称
が
、
西
域
の
旅
情
を
誘
う
。

　

柳
園
南
駅
に
降
り
立
っ
た
瞬
間
か
ら
、漢
民
族
地
帯

に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
云
う
実
感
が
湧
い
た
・
・
・
と

書
き
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
実
際
に
は
何
も
な
か
っ
た
。

沙
漠
の
中
と
云
う
自
然
条
件
自
体
は
、イ
ラ
ン
～
中
央

ア
ジ
ア
と
何
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
沙
漠
特
有

の
紅
柳（
タ
マ
リ
ス
ク
）だ
け
が
群
生
し
て
い
る
か
ら
、

こ
の
駅
名
が
付
い
た
ら
し
い
。柳
園
南
駅
か
ら
敦
煌
ま

で
１
２
３
キ
ロ
、
自
動
車
で
２
時
間
ほ
ど
掛
か
っ
た
。

ほ
ぼ
東
京
か
ら
沼
津
ま
で
の
距
離
が
、「
最
寄
り
駅
」

の
語
感
を
狂
お
し
く
さ
せ
る
。
日
本
的
感
覚
で
は
、
沼

津
駅
は
東
京
駅
の
「
最
寄
り
駅
」
で
は
絶
対
に
な
い
。

途
中
、
湖
が
あ
る
と
思
っ
て
東
方
を
見
た
ら
、
蜃
気
楼

だ
と
の
こ
と
。そ
の
周
辺
に
は
人
骨
が
散
乱
し
て
い
る

そ
う
で
、
沙
漠
の
旅
の
過
酷
さ
を
思
っ
た
。

　

敦
煌
到
着
後
、真
っ
先
に
筆
者
の
違
和
感
を
喚
起
し

た
の
は
、
敦
煌
の
食
文
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
、
イ
ラ

ン
人
・
タ
ジ
ク
人
視
点
と
日
本
人
視
点
の
両
方
か
ら
で

あ
る
。イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク
人
視
点
の
方
か
ら
説
明
す

る
な
ら
ば
、と
り
あ
え
ず
彼
ら
自
身
の
食
文
化
に
触
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
筆
者
が
知
る
限
り
、
内
陸
ア
ジ

ア
の
料
理
は
調
味
料
に
乏
し
く
、そ
の
結
果
と
し
て
味

付
け
が
単
調
に
な
り
が
ち
と
い
う
弊
害
を
有
す
る
。そ

れ
で
も
、ほ
の
か
な
酸
味
と
若
干
の
塩
味
は
存
在
す
る

の
だ
が
、辛
さ
と
云
う
概
念
は
、多
分
無
い
。２
０
０
４

年
12
月
に
、
ス
ィ
ー
ス
タ
ー
ン
州
ザ
ー
ヘ
ダ
ー
ン
の

レ
ス
ト
ラ
ン
で
「
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
」
な
る
メ
ニ
ュ
ー
を

見
付
け
て
驚
愕
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
が
、出
て
き

た
料
理
は
ラ
イ
ス
に
唐
辛
子
を
パ
ラ
パ
ラ
と
降
り
か
け

た
代
物
だ
っ
た
。
こ
の
イ
ラ
ン
の
薄
味
食
文
化
は
、
辛

さ
が
苦
手
な
筆
者
に
と
っ
て
は
幸
運
だ
っ
た
の
だ
が
、

大
半
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、災
難
と
感
じ
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
イ
ラ
ン
へ
の
留
学
生
は
料

理
が
上
手
く
な
っ
て
帰
っ
て
く
る
・
・
・
何
故
な
ら
、

自
分
で
作
る
し
か
無
い
か
ら
」
と
云
う
確
乎
た
る
ジ
ン

ク
ス
が
成
立
し
て
い
る
。

　

こ
の
薄
味
傾
向
は
、
パ
ミ
ー
ル
を
越
え
て
も
、
天
山

を
越
え
て
も
、
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
た
。
食
材
─

羊
肉
や
驢
馬
肉
─
と
調
味
料
に
変
化
が
無
い
以
上
、料

理
の
味
付
け
に
も
変
化
が
あ
ろ
う
筈
が
な
い
。そ
れ
が

突
如
と
し
て
、敦
煌
に
入
っ
た
途
端
に
激
辛
料
理
に
変

わ
る
の
で
あ
る
。激
辛
敦
煌
料
理
が
２
０
０
０
年
の
伝

統
を
有
す
る
と
仮
定
し
た
場
合（
唐
辛
子
が
中
国
に
伝

わ
っ
た
の
は
17
世
紀
だ
が
、
芥
子
は
古
く
か
ら
あ
っ

た
）、香
辛
料
と
云
う
も
の
に
触
れ
た
こ
と
が
無
か
っ
た

で
あ
ろ
う
イ
ラ
ン
人
や
ソ
グ
ド
人
は
、こ
の
付
近
で「
中

華
料
理
」
の
洗
礼
を
浴
び
、
望
郷
の
念
を
強
く
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。ま
さ
か
あ
の
保
守
的
な
イ
ラ
ン
人

が
、
急
激
に
中
華
料
理
に
馴
染
む
と
も
思
え
な
い
。

　

こ
れ
は
、
日
本
人
視
点
で
も
意
外
で
あ
っ
た
。
と
云

う
の
も
、
自
然
条
件
を
鑑
み
る
に
、
中
国
四
大
料
理
の

う
ち
で
甘
粛
省
ま
で
拡
大
し
て
い
る
の
は
、粉
食
文
化

＋
塩
味
文
化
に
属
す
る
華
北
料
理
で
は
な
い
か
と
推
測

し
て
い
た
の
だ
が
、こ
れ
が
見
事
に
外
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
辛
さ
は
、麻
辣
を
基
本
と
す
る
四
川
料
理
の
特
徴
で
、

果
た
し
て
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
四
川
料
理
風
の
辛
さ

が
甘
粛
省
ま
で
浸
透
し
て
い
る
の
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。何
と
な
れ
ば
、激
辛
料
理
と
は
、高
温
多
湿
地

帯
で
食
物
の
腐
食
を
防
ぐ
た
め
に
発
達
し
た
と
云
う
の
が

筆
者
の
理
解
だ
っ
た
の
だ
が
、甘
粛
省
で
は
、見
た
と
こ

ろ
そ
の
必
要
性
は
無
さ
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
そ
っ
く
り
同
じ
状
況
が
１
５
０
０
年
前
に
実

在
し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
を

「
イ
ラ
ン
・
タ
ジ
ク
系
の
薄
味
食
文
化
と
漢
民
族
の
激

辛
料
理
の
葛
藤
」
と
云
う
図
式
に
還
元
す
る
前
に
、
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
の
食
文
化
伝
播
に
於
け
る
仏
教
の
役
割

に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
乗
仏
教
は

イ
ン
ド
系
の
激
辛
食
文
化
を
運
ん
で
き
た
か
否
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
敦
煌
の
激
辛
料
理
の
起
源
が
何
で
あ
る

に
せ
よ
、イ
ラ
ン
・
タ
ジ
ク
系
の
食
文
化
が
敦
煌
周
辺

で
強
烈
に
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
居
る
と
云
う
事
実
は
、案

外
歴
史
を
遡
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
イ
ラ
ン
人
・

タ
ジ
ク
人
に
し
て
み
れ
ば
、ウ
ル
ム
チ
で
も
ト
ゥ
ル
フ
ァ

ン
で
も
な
く
、
敦
煌
か
ら
が
異
郷
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
仏
像

　

２
０
１
７
年
８
月
13
日
。昨
晩
か
ら
黄
砂
が
到
来
し

た
そ
う
で
、
敦
煌
上
空
に
靄
が
掛
か
っ
て
い
る
。
南
方

に
あ
る
筈
の
祁き

連れ
ん

山
脈
も
、
今
日
は
見
え
な
い
。
黄
砂

が
舞
っ
て
い
る
分
だ
け
太
陽
が
遮
ら
れ
て
お
り
、敦
煌

の
気
温
は
30
℃
を
超
え
て
い
な
い
。「
南
方
へ
の
道
を

行
く
と
、
３
日
で
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
サ
に
着
く
」
と
教
え

ら
れ
た
の
で
、地
図
で
調
べ
た
ら
青
海
省
を
丸
々
突
っ
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アーリア人
の土地

インドと東方北アフリカ

アラブ人
の土地
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中国とチベット
ロシアとスラヴ
の土地

図：古代イラン人の「七州の世界」
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切
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
高
原
へ
攀
じ
登
る
ト
ラ
ッ
ク
ル
ー
ト

で
あ
っ
た
。
敦
煌
と
言
え
ば
、
筆
者
に
と
っ
て
は
西
域

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、チ
ベ
ッ
ト
と
も
切
っ
て
も
切

れ
な
い
関
係
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

最
初
に
敦
煌
博
物
館
に
到
着
し
、明
日
か
ら
の
調
査

に
備
え
て
予
備
知
識
を
仕
入
れ
た
。唐
代
７
～
８
世
紀

に
は
、敦
煌
周
辺
の
従

じ
ゅ
う

化か

郷ご
う

に
ソ
グ
ド
人
集
落
が
あ
り
、

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
拝
火
神
殿
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
で
は
跡
形
も
な
い
。
２
０
１
５
年
９
月

に
、
当
時
の
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
所
長

だ
っ
た
菅
谷
文
則
先
生
に
同
行
し
て
ウ
ル
ム
チ
を
訪
れ

た
際
は
、井
上
靖
や
司
馬
遼
太
郎
の
通
訳
と
し
て
敦
煌

を
旅
し
た
話
し
を
承
っ
た
も
の
だ
っ
た
。あ
れ
を
再
現

し
て
こ
こ
に
採
録
で
き
れ
ば
、随
分
と
面
白
い
話
し
も

拾
え
た
の
だ
が
、
覚
え
て
い
る
の
は
「
井
上
靖
氏
は
人

見
知
り
で
、パ
ー
テ
ィ
ー
の
席
上
で
は
フ
ッ
と
居
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
困
っ
た
」と
か
、「
司
馬
遼
太
郎
氏

は
、ず
っ
と
喋
っ
て
ば
か
り
な
の
で
、通
訳
す
る
身
と
し

て
は
逆
の
意
味
で
困
っ
た
」な
ど
と
い
っ
た
ゴ
シ
ッ
プ

ば
か
り
で
あ
る
。い
つ
か
本
格
的
に
お
話
し
を
承
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
も
の
の
、
幾
許
も
な
く
し
て
病
床
に
伏

せ
ら
れ
、２
０
１
９
年
６
月
に
千
古
の
人
と
な
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
意
外
な
こ
と
に
、
敦
煌
博
物
館
で
は
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
の
仏
像
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
充
実
し
て
い
た
。

文
化
大
革
命
当
時
、チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
仏
像
は
大
量
に

チ
ベ
ッ
ト
か
ら
運
び
出
さ
れ
て
中
国
本
土
で
鋳
潰
さ
れ

た
の
だ
が
、そ
の
搬
出
経
路
に
な
っ
た
の
が
敦
煌
な
の

だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ラ
マ
僧
た
ち
が
二
束
三
文

で
叩
き
売
っ
て
旅
費
に
当
て
た
一
部
の
仏
像
が
、
今

で
は
文
化
財
と
し
て
敦
煌
博
物
館
に
飾
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
の
こ
と
。

　

因
み
に
、
敦
煌
と
チ
ベ
ッ
ト
と
の
密
接
な
関
係
を
見
聞

す
る
に
つ
れ
て
、上
記
の
古
代
イ
ラ
ン
の
世
界
地
図
の

中
で
、
敢
え
て
「
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
」
が
一
括
さ
れ
て

い
る
理
由
も
了
解
で
き
た
。
日
本
か
ら
眺
め
た
場
合
、

中
国
本
土
が
手
前
に
あ
り
、そ
の
西
南
隅
に
チ
ベ
ッ
ト

高
原
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、両
者
は
別
物
と

認
識
さ
れ
る
。し
か
し
、往
古
の
イ
ラ
ン
人
や
ソ
グ
ド
人

の
感
覚
で
は
、
ゲ
ー
ト
シ
テ
ィ
で
あ
る
敦
煌
で
中
国

文
化
と
チ
ベ
ッ
ト
文
化
が
並
存
し
て
い
る
以
上
、こ
れ

ら
を
混
同
し
て
も
止
む
を
得
な
い
。

「
華
戎
友
好
」

　

そ
の
後
、敦
煌
か
ら
西
北
へ
約
80
キ
ロ
の
ゴ
ビ
灘
の

中
に
あ
る
玉
門
関
を
目
指
し
た
。こ
こ
は
、敦
煌
か
ら
西

南
へ
約
70
キ
ロ
の
陽
関
と
共
に
、前
漢
の
武
帝
の
時
代

（
紀
元
前
１
世
紀
）
に
置
か
れ
た
（
漢
民
族
か
ら
見
た

場
合
の
）
西
域
へ
の
関
門
で
あ
る
。

　

遺
跡
に
上
っ
て
西
方
を
見
渡
せ
ば
、一
面
の
ゴ
ビ
灘

と
天
山
山
脈
。
た
だ
、
こ
こ
に
あ
っ
た
「
華
戎
友
好
」

と
い
う
看
板
に
は
、ち
ょ
っ
と
し
た
考
古
学
的
遺
物
で

も
発
見
し
た
よ
う
な
感
懐
を
抱
い
た
。「
戎
」
と
云
え

ば
疑
い
も
無
く
「
西
戎
」
の
意
味
で
、「
華
」
と
云
え
ば

漢
民
族
の
意
味
で
あ
る
。こ
こ
に
は
明
確
な
上
下
関
係

が
あ
る
だ
ろ
う
。現
代
の「
西
戎
」が
何
を
指
す
の
か
は

定
か
で
は
な
い
が
、
漢
民
族
以
外
が
こ
こ
を
訪
れ
た
ら
、

あ
ま
り
良
い
気
持
ち
は
し
な
い
と
思
う
。尤
も
、
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
全
盛
時
代
に
こ
の
よ
う
な
看
板
が
あ
っ
て
も
、

イ
ラ
ン
人
・
タ
ジ
ク
人
に
は
多
分
読
め
な
か
っ
た
だ
ろ

う
が
。
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敦煌の小方盤城遺址

敦煌の中島敬介先生
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