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２
０
１
７
年
８
月
15
日
、
敦
煌
空
港
を
飛
行
機
で
出
発
し
た
後
は
、
甘
粛
省
の

武
威
や
蘭
州
を
飛
び
越
え
て
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
東
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
あ
る
長
安

（
明
代
以
降
は
西
安
と
改
称
）
を
目
指
し
た
。
当
然
、
時
系
列
と
し
て
は
、
２
０
１
７
年

８
月
16
日
以
降
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
２
０
１
９
年
７
月
に
も

西
安
を
訪
問
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
機
会
に
も
西
安
の
断
面
を
知
る
貴
重
な
経
験
を

重
ね
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
２
０
１
７
年
８
月
と
２
０
１
９
年
７
月
の
２
回
の

西
安
訪
問
の
経
験
を
、
必
ず
し
も
時
系
列
に
沿
わ
ず
に
挙
げ
る
形
で
、
西
安
の
風
景

を
素
描
し
た
い
。

20—

１
．
西
安
の
印
象

　

２
０
１
７
年
８
月
の
初
め
て
の
西
安
訪
問
の
際
は
、
西
安
の
街
や
人
々
に
関
す
る

印
象
は
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
旅
（『
ユ
ー
ロ
ナ
ラ
ジ
ア
』
第
16
号
以
降
に
所
収

分
）
は
、
初
日
か
ら
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
見
舞
わ
れ
て
日
程
変
更
が
相
次
ぎ
、
ゆ
っ
く
り

現
地
を
観
察
す
る
に
は
忙
し
す
ぎ
た
。
日
程
が
押
し
詰
ま
り
、
西
安
滞
在
は
１
日
だ
け

と
あ
っ
て
は
、
こ
の
街
の
印
象
を
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

一
つ
だ
け
申
し
述
べ
て
お
く
と
し
た
ら
、
甘
粛
省
か
ら
陝
西
省
ま
で
飛
ん
だ
際
に
、

機
上
か
ら
見
る
景
色
の
違
い
が
印
象
に
残
っ
た
。
窓
か
ら
見
下
ろ
す
河
西
回
廊
は
、

江
南
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
満
目
百
里
荒
れ
果
て
た
山
河
で
あ
っ
た
。
新
疆
の

ゴ
ビ
灘
と
も
、
鳴
沙
山
の
沙
漠
と
も
違
い
、
起
伏
に
富
ん
だ
乾
燥
し
た
台
地
で
あ
る
。

中
国
語
の
中
に
は
、
こ
う
い
っ
た
地
形
を
細
か
く
表
現
す
る
単
語
が
あ
る
の
だ
ろ
う

が
、
私
の
日
本
語
語
彙
で
は
ど
う
に
も
形
容
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
陝
西
省
に

入
る
と
、
大
陸
の
赤
い
夕
日
の
中
、
関
中
盆
地
の
満
緑
が
こ
れ
に
色
を
添
え
て
お
り
、

渭
水
の
流
れ
の
偉
大
さ
を
思
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
２
０
１
９
年
７
月
の
西
安
訪
問
に
際
し
て
は
、
多
少
日
程
に

余
裕
が
あ
り
、
地
元
の
人
々
と
の
交
流
の
機
会
を
持
て
た
の
で
、
こ
ち
ら
の
方
が

西
安
の
第
一
印
象
に
近
い
。
こ
の
季
節
の
西
安
空
港
は
、
海
外
へ
修
学
旅
行
に
行
く

西
安
の
小
学
生
の
団
体
で
ご
っ
た
返
し
て
い
た
。
こ
の
部
分
、
間
違
い
で
は
な
い
。

「
小
学
生
」
が
「
海
外
」
へ
修
学
旅
行
に
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
行
き
先
は
、
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20
長
安
（
西
安
）・
そ
の
１

多
く
の
場
合
日
本
と
な
っ
て
い
た
。
地
元
の
人
に
よ
る
と
、
西
安
は
東
南
沿
海
部
の

上
海
や
香
港
に
比
べ
て
、
国
際
交
流
の
面
で
大
幅
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
と
の
自
覚

が
あ
る
か
ら
、
敢
え
て
小
学
生
を
積
極
的
に
海
外
に
送
り
出
し
、
そ
れ
を
補
っ
て

い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
内
陸
部
の
西
安
人
の
意
識
が
、
海
外
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て

い
る
点
に
は
、
人
の
流
動
性
の
高
さ
や
開
放
性
を
感
じ
た
。
ま
さ
か
、
10
世
紀
以
前
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
全
盛
時
代
の
長
安
の
気
風
が
今
も
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う

が
。
─
─
そ
れ
を
言
う
に
し
て
は
、
中
国
史
は
あ
ま
り
に
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
、
民
族

移
動
が
激
し
い
。

　

到
着
初
日
の
夜
に
は
、
西
安
人
と
会
食
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
筆
者
が
見
た
限
り

で
は
、
西
安
に
は
高
層
ビ
ル
が
乱
立
し
、
上
海
や
香
港
に
劣
ら
ぬ
経
済
発
展
を
遂
げ
て

い
る
と
思
っ
た
。
し
か
し
現
地
人
に
よ
る
と
、
実
情
は
全
然
違
う
ら
し
い
。
現
在
の

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
中
で
は
、
貿
易
に
有
利
な
東
南
沿
岸
部
に
富
が
集
中
し
て
お
り
、

内
陸
部
の
西
安
は
、
上
海
、
杭
州
、
広
州
、
香
港
な
ど
に
比
べ
て
工
業
設
備
の
立
地

条
件
が
悪
過
ぎ
る
そ
う
で
あ
る
。
他
国
や
他
地
域
へ
の
輸
送
コ
ス
ト
が
足
を
引
っ

張
り
、
国
際
的
な
投
資
は
全
く
西
安
に
集
ま
ら
な
い
。
説
明
会
を
開
催
し
て
も
、

逃
げ
て
い
く
企
業
ば
か
り
ら
し
い
。
西
安
の
唯
一
の
強
み
は
、
東
南
沿
岸
部
に
比
べ

て
の
人
件
費
の
安
さ
で
、
こ
れ
を
頼
み
に
政
府
の
投
資
に
よ
っ
て
生
き
長
ら
え
て

い
る
「
西
北
五
省
区
の
最
大
都
市
」
だ
と
聞
い
た
。

　

筆
者
は
こ
れ
を
伺
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ラ
ス
ト
ベ
ル
ト
地
帯
を
思
い
出
し
た
。

ア
メ
リ
カ
で
も
、
東
部
と
西
部
の
沿
岸
部
に
富
が
集
中
し
、
五
大
湖
周
辺
や
中
西
部
が

寂
れ
て
い
る
。
真
面
目
に
働
い
て
も
報
わ
れ
な
い
ア
パ
ラ
チ
ア
山
脈
一
帯
の
白
人

労
働
者
層
が
、
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
の
支
持
基
盤
と
聞
く
。
─
─
そ
ん
な
話
題
を
持
ち

出
し
て
み
る
と
、
筆
者
が
知
り
合
っ
た
西
安
人
は
、
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
へ
の
熱
烈
な

支
持
を
表
明
し
た
。「
あ
の
よ
う
に
国
家
の
利
益
を
守
る
人
物
こ
そ
、
真
の
指
導
者
だ
」

と
云
う
理
由
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
産
業
構
造
が
似
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
内
陸
部

と
中
国
内
陸
部
の
人
々
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が
、
相
似
形
な
の
か
も
知
れ
な
い
と

思
っ
た
。
つ
い
で
な
が
ら
、
日
本
の
安
倍
元
首
相
の
評
判
も
実
に
良
か
っ
た
。
西
安

ま
で
来
て
、
到
着
早
々
、「
日
本
の
安
倍
首
相
こ
そ
真
の
国
家
指
導
者
だ
」
と
云
う
言
説

を
聞
こ
う
と
は
・
・
・
あ
れ
は
絶
対
に
お
世
辞
で
は
な
く
、
心
か
ら
そ
う
思
っ
て
い
る

に
違
い
な
か
っ
た
。

20—

２
．
長
安
城
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
拝
火
神
殿
と
城
隍
廟
火
神
殿

　

さ
て
、
西
安
に
於
け
る
イ
ラ
ン
文
化
の
調
査
で
あ
る
。
唐
代
長
安
城
に
は
、
文
献
上

で
確
認
さ
れ
る
限
り
、
６
箇
所
に
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
拝
火
神
殿
が
建
立
さ
れ
て
い
た
と

さ
れ
る
。
左
記
の
地
図
の
●
印
の
点
が
、
そ
の
地
点
に
当
た
る
。
一
見
し
て
明
ら
か
な

よ
う
に
、
ソ
グ
ド
人
商
人
が
集
住
し
て
い
た
西
市
周
辺
に
５
箇
所
が
集
中
し
、
１
箇
所

だ
け
廷
臣
た
ち
が
住
む
東
側
地
区
に
も
存
在
し
て
い
る
。

　

２
０
１
９
年
７
月
の
西
安
訪
問
の
目
的
の
一
つ
は
、
こ
の
６
箇
所
を
訪
問
し
、
周
辺

の
宗
教
施
設
を
実
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
無
論
、
筆
者
が
如
何
に
楽
天
的
で
あ
っ
て

も
、
７
～
10
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
拝
火
神
殿
が
今
に
残
っ
て
い
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
西
安
に
今
も
残
る
唐
代
の
建
築
物
は
、
大
雁
塔
だ
け
の
筈
で

あ
る
。
し
か
し
、
民
間
信
仰
の
よ
う
な
形
で
、
ソ
グ
ド
人
が
齎
し
た
拝
火
信
仰
が
残
存

し
て
い
る
可
能
性
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
現
に
北
宋
代
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
開
封

（
北
宋
の
首
都
）
や
鎮
江
（
長
江
下
流
域
の
商
業
都
市
）
で
、
漢
化
し
た
拝
火
神
殿
が

道
教
寺
院
に
転
じ
、「
火
祆
廟
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
の
中
国
語
論
文
を
読
ん
だ

こ
と
が
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
拝
火
神
殿
跡
地
の
う
ち
、
２
つ
は
比
較
的
容
易
に
位
置
を
特
定
で
き
た
。

２
つ
と
も
、
労
働
南
路
と
豊
慶
路
の
交
差
点
で
あ
る
。
現
代
で
は
高
層
ビ
ル
群
の

一
角
に
過
ぎ
ず
、
殺
風
景
な
近
代
的
光
景
の
中
に
埋
も
れ
て
い
た
（
写
真
１
参
照
）。

残
る
４
箇
所
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
場
所
を
特
定
で
き
ず
、「
概
ね
こ
の
あ
た
り
で
は

な
か
ろ
う
か
」
と
云
う
曖
昧
な
推
測
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

而
し
て
、
こ
の
調
査
中
、
筆
者
が
興
味
を
惹
か
れ
た
の
は
、
上
記
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
拝
火
神
殿
跡
地
に
程
近
い
西
安
西
大
街
の
城
隍
廟
で
あ
る
。
城
隍
廟
に
つ
い
て
は
、

２
０
１
６
年
３
月
に
福
建
省
霞
浦
県
で
摩
尼
教
村
を
調
査
し
た
際
に
、
現
地
で
少
し

調
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
中
国
大
陸
で
各
都
市
を
守
護
す
る
城
隍
爺
を

祀
る
廟
を
指
し
、
概
ね
一
都
市
に
一
つ
あ
る
。
道
教
神
と
し
て
の
格
は
高
く
は
な
い

が
、
そ
れ
故
に
、
漢
化
し
た
マ
ニ
教
が
土
俗
的
な
城
隍
廟
信
仰
と
習
合
し
た
可
能
性

を
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
こ
と
を
西
安
で
も
反
復
し
て
考
え
た
。
─
─

思
考
に
根
強
い
反
復
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
は
、
筆
者
が
老
化
し
て
い
る
証
拠
か
も

知
れ
な
い
。

　

西
安
ほ
ど
の
大
都
市
に
な
る
と
、
城
隍
廟
に
は
複
数
の
道
教
神
が
祀
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
伴
っ
て
敷
地
内
に
複
数
の
廟
が
乱
立
状
態
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
、

主
神
で
は
な
い
も
の
の
、
陪
神
を
祀
る
為
の
「
火
神
殿
」
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
読
ん
で

字
の
如
く
、
確
か
に
火
の
神
を
祀
っ
て
い
た
（
写
真
２
参
照
）。
筆
者
と
し
て
は
、

「
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
い
神
格
と
い
い
、こ
れ
は
も
し
や
唐
代
ソ
グ
ド
人
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
信
仰
が
、
道
教
に
吸
収
さ
れ
て
生
き
延
び
た
か
？
」
と
の
仮
説
を
想
定
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。

20—

３
．
西
安
城
隍
廟
火
神
殿
の
検
討

　

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
可
能
性
で
あ
る
。
10
世
紀
に
こ
の
周
辺
に
存
在
し
た
で

あ
ろ
う
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
拝
火
神
殿
と
、
21
世
紀
の
現
在
こ
こ
に
あ
る
西
安
城
隍
廟

火
神
殿
の
間
に
は
、
１
０
０
０
年
以
上
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
両
者
を
安
直
に

結
び
付
け
る
訳
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
ず
、
こ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
「
火
神
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
？　

中
国
宗
教
の

専
門
家
の
間
で
は
既
知
の
話
柄
に
属
す
る
ら
し
い
が
、
こ
こ
に
纏
め
て
お
き
た
い
。

筆
者
が
目
を
通
し
た
の
は
福
建
省
の
火
神
廟
に
関
す
る
文
献
で
あ
っ
て
、
地
理
的
に

か
な
り
隔
た
っ
て
い
る
陝
西
省
で
は
事
情
は
違
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
福
建
省
で
「
火
神
」
と
云
え
ば
防
火
の
神
で
あ
っ
て
、
火
を
神
と
し
て

崇
め
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
は
か
な
り
隔
た
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

「
火
神
」
は
火
を
司
る
神
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
祈
り
は
ま
ず
防
火
、
次
に
消
火
で
あ
る
。

因
み
に
、
10
世
紀
の
福
建
省
に
マ
ニ
教
を
齎
し
た
（
と
さ
れ
る
）
人
物
も
、
福
州
の

大
火
の
際
に
こ
れ
を
鎮
火
し
た
功
績
で
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
。
と
な
る
と
、
火
を

神
聖
視
し
て
祀
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
と
、
防
火
の
為
に
火
を
管
理
し
た
い
火
神
崇
拝

Euro-NARASIA  │  SERIAL REPORT

写真1：西安のゾロアスター教拝火神殿の跡地（筆者撮影）写真2：西安の城隍廟火神殿

唐代長安城ゾロアスター教拝火神殿の位置
(出典『ニューステージ世界史詳覧』浜島書店2021年)

EU_NARASIA_Q_21.indd   40-41EU_NARASIA_Q_21.indd   40-41 2022/03/03   11:412022/03/03   11:41



43 42エウラシアの文化交流の歴史・創造性と新たなる文明の摸索
EUR
NAR SIA
Re-Oriented Media Sent from Nara
EURO-NARASIA Q

で
は
、
根
本
的
に
方
向
性
が
異
な
る
だ
ろ
う
。
念
に
は
念
を
入
れ
て
、
西
安
出
身
者
に

「
火
神
殿
に
は
、
ど
う
い
う
時
に
お
参
り
し
ま
す
か
？
」
と
尋
ね
た
ら
、「
防
火
を
祈
る

時
と
、
近
く
の
回
民
街
で
遊
び
た
い
時
に
立
ち
寄
り
ま
す
」
と
の
答
え
で
、
お
よ
そ

熱
烈
な
信
仰
対
象
と
は
言
い
難
か
っ
た
。

　

次
に
、
こ
の
城
隍
廟
の
歴
史
を
調
べ
る
と
・
・
・
と
言
っ
て
も
、
現
地
の
観
光
案
内

板
を
読
む
だ
け
な
の
だ
が
（
写
真
３
参
照
）、
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
来
こ
の
城
隍
廟
は
、

１
３
８
７
年
に
新
城
区
東
門
内
の
九
曜
街
に
建
設
さ
れ
た
も
の
が
、
１
４
３
３
年
に

西
大
街
に
移
転
し
た
ら
し
い
。
残
念
な
が
ら
、
本
来
の
立
地
点
た
る
九
曜
街
は
、
唐
代

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
拝
火
神
殿
と
は
全
く
無
関
係
な
場
所
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
一
致
と
の
主
張
は
裏
付
け
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
ど
う
頑
張
っ
て
も
、
西
安

城
隍
廟
は
洪
武
帝
の
時
代
ま
で
し
か
歴
史
を
遡
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
以
前

に
は
、
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
無
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
か
遺
物
が

残
っ
て
い
れ
ば
手
掛
か
り
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
西
安
城
隍
廟
は
、
１
８
８
７
年
に

火
災
に
遭
い
、
１
９
４
２
年
に
は
日
本
軍
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
文
化
大
革
命
中

に
は
紅
衛
兵
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
と
あ
る
。
何
を
ど
う
立
証
し
よ
う
に
も
、
古
い

も
の
は
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
ら
し
い
。
─
─
観
光
案
内
板
如
き
に
よ
っ
て
あ
っ
さ
り

否
定
さ
れ
る
と
は
、
い
つ
も
な
が
ら
私
の
思
い
つ
き
は
滅
多
に
実
を
結
ば
な
い
。
通
算

す
る
と
、
打
率
は
１
割
を
切
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
研
究
者
と
し
て
の
着
想
力
に
問
題
が

あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
・
・
・
な
ど
と
悩
む
日
々
で
あ
る
。

20—

４
．
西
安
の
「
中
華
ハ
ラ
ー
ル
料
理
」

　

西
安
城
隍
廟
火
神
殿
の
研
究
は
諦
め
て
、
近
隣
の
回
民
街
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

西
安
で
の
食
事
は
、
主
に
回
民
街
で
摂
っ
た
。
筆
者
は
、
大
学
で
は
イ
ス
ラ
ム
学
科

と
云
う
変
わ
っ
た
研
究
室
を
卒
業
し
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
出
発
時
点
で
は

イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
で
あ
る
。
目
の
前
に
「
回
民
街
」
な
ど
と
い
う
表
示
が
あ
っ
た
ら
、

と
り
あ
え
ず
覗
い
て
み
た
く
な
る
で
は
な
い
か
。

　

回
民
街
で
の
食
事
と
言
え
ば
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
ハ
ラ
ー
ル
料
理
（
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
の
戒
律
に
即
し
た
料
理
）
で
あ
り
、
西
安
で
回
民
料
理
と
言
え
ば
、
最
近
東
京

で
も
見
掛
け
る
こ
と
の
多
く
な
っ
た
蘭
州
料
理
に
指
を
屈
す
る
（
あ
く
ま
で
筆
者
の

主
観
で
あ
る
）。
こ
れ
は
、
上
海
や
福
建
な
ど
の
漢
民
族
居
住
地
帯
で
も
「
清
真
菜
」

と
の
看
板
の
下
に
良
く
出
さ
れ
て
い
る
料
理
で
、
地
元
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
た
ち
が

よ
く
利
用
し
て
い
る
。

　

筆
者
が
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ま
で
と
は
違
い
、
こ
こ

西
安
で
は
、
中
華
料
理
と
ハ
ラ
ー
ル
料
理
が
巧
み
に
融
合
し
、
回
民
料
理
が
中
華
料
理

と
し
て
も
ハ
ラ
ー
ル
料
理
と
し
て
も
成
立
し
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
蘭
州

牛
肉
麺
で
あ
る
。
粉
食
文
化
の
本
場
た
る
北
方
の
中
華
料
理
だ
け
あ
っ
て
、
当
然
麺

で
あ
る
。
し
か
し
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ラ
グ
マ
ン
と
は
異
な
り
、
混
ぜ
麺
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
ス
ー
プ
麺
で
あ
る
。

　

そ
の
ス
ー
プ
は
、
中
華
料
理
に
欠
か
せ
な
い
豚
肉
を
避
け
、
敢
え
て
牛
肉
を
使
用

し
て
い
る
。
本
来
は
牛
肉
ス
ー
プ
だ
か
ら
「
牛
肉
麺
」
と
名
付
け
ら
れ
た
ら
し
い
が
、

現
在
で
は
牛
肉
入
り
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
豚
肉
を
食
べ
ら

れ
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
そ
し
て
、
薬
味
と
し
て
激
辛
香
辛
料

を
加
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
き
っ
と
前
々
号
で
紹
介
し
た
敦
煌
の
激
辛
料
理
文
化
の

影
響
に
違
い
な
い
・
・
・
と
思
う
。

　

蘭
州
料
理
と
云
う
以
上
、
甘
粛
省
の
料
理
で
あ
る
。
河
西
回
廊
に
い
つ
イ
ス
ラ
ー
ム

文
化
が
伝
来
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
新
疆
で
イ
ス
ラ
ー
ム
を
受
容
し
た

最
初
の
支
配
者
、
カ
ラ
・
ハ
ン
朝
の
サ
ト
ゥ
ク
・
ボ
グ
ラ
・
ハ
ー
ン
（
９
５
６
年
没
）

以
降
に
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
多
く
見
積
も
っ
た
場
合
、
甘
粛
省

に
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
が
伝
来
し
て
か
ら
１
０
０
０
年
程
度
が
経
過
し
て
い
る
。
そ
の

時
間
の
経
過
の
中
で
、
中
華
料
理
と
ハ
ラ
ー
ル
料
理
を
融
合
さ
せ
た
「
中
華
ハ
ラ
ー
ル

料
理
」
が
完
成
し
た
訳
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
ハ
ラ
ー
ル
料
理
が
現
地
の
料
理
に
上
手
く
溶
け
込
ん
で
、
両
義
性
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
実
例
を
殆
ど
知
ら
な
い
。
ト
ル
コ
系
の
ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー

が
多
い
ド
イ
ツ
で
は
、
確
か
に
ケ
バ
ブ
店
が
多
い
も
の
の
、
そ
れ
が
伝
統
的
ド
イ
ツ

料
理
と
融
合
し
て
い
る
か
と
云
う
と
疑
問
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
観
光
客
を
誘
致
し
て
い
る
日
本
で
も
、
ケ
バ
ブ
を
丼
物
に
し
た
ケ
バ
ブ
丼
が

あ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
が
今
後
ど
う
発
展
し
て
い
く
か
は
予
断
を
許
さ
な
い
が
、

日
本
に
ハ
ラ
ー
ル
文
化
を
根
付
か
せ
る
為
に
は
、
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
和
風
ハ
ラ
ー
ル

食
を
開
発
す
る
よ
り
は
、
お
隣
の
中
国
で
既
に
完
成
の
域
に
あ
る
「
中
華
ハ
ラ
ー
ル

料
理
＝
蘭
州
料
理
」
を
参
考
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
方
が
、
随
分
と
効
率
的
な
の
で
は

な
い
か
。
─
─
そ
ん
な
こ
と
を
、
西
安
の
回
民
街
で
考
え
た
。
こ
れ
も
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

を
東
進
し
て
来
た
イ
ラ
ン
文
化
の
一
齣
で
あ
る
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