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EURO-NARASIA Q ←�セクションマーカー
で設定

の
存
在
だ
け
で
は
万
人
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。そ
れ
ゆ
え
私
を
含
む
日
本
人
研
究
者
や
栄
新
江
・

北
京
大
学
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
研
究
者
た
ち

は
、
多
言
語
に
及
ぶ
敦
煌
文
書
や
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書

を
駆
使
し
て
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
て

き
ま
し
た
。
中
国
の
敦
煌
研
究
院
が
千
年
に
及
ぶ
敦
煌

壁
画
の
時
代
区
分
と
し
て
、「
曹
氏
帰
義
軍
期
」と「
西
夏

期
」
と
の
中
間
に
「
沙
州
ウ
イ
グ
ル
期
」
を
置
い
た
の

は
、
私
の
研
究
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
す
。
沙
州

と
は
敦
煌
の
こ
と
で
す
。

　

一
〇
世
紀
前
後
に
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
の
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
を
押
さ
え
て
繁
栄
し
て
い
た
の
は
西
ウ
イ
グ
ル

王
国
と
張
氏
・
曹
氏
の
敦
煌
王
国
（
河
西
帰
義
軍
節
度
使

政
権
）
と
コ
ー
タ
ン
（
于う

闐て
ん

）
王
国
で
す
が
、
一
一
世
紀
に
な
る
と
西
ウ
イ
グ
ル
の
ほ
か
は

西
の
カ
ラ
ハ
ン
朝
と
東
の
西
夏
王
国
に
代
わ
り
ま
す
。
一
〇
世
紀
前
後
に
描
か
れ
た
莫
高

窟
や
楡
林
窟
な
ど
に
あ
る
壁
画
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
敦
煌
王
国
（
帰
義
軍
政
権
）
の
繁
栄

を
物
語
り
ま
す
が
、
有
名
な
コ
ー
タ
ン
王
・
李
聖
天
や
西
ウ
イ
グ
ル
の
可
汗
・
皇
妃
の

描
か
れ
た
壁
画
も
あ
る
の
で
す
［
図
１
、
２
］。
後
者
は
長
ら
く
西
夏
王
と
王
妃
と
見
な

さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
私
の
指
摘
に
よ
り
認
識
が
改
め
ら
れ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん

一
一
世
紀
以
降
の
西
夏
時
代
の
壁
画
も
た
く
さ
ん
在
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
地
区
に
あ
る
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞
に

着
目
し
、
そ
こ
の
ウ
イ
グ
ル
仏
教
壁
画
の
裏
側
に
は
マ
ニ
教
壁
画
が
眠
っ
て
い
た
と
い
う

衝
撃
的
な
事
実
を
取
り
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
従
来
の
欧
米
や
日
中
の
東
洋
学
界
で
ウ
イ
グ
ル

風
仏
教
壁
画
を
八
〜
九
世
紀
と
か
九
〜
一
〇

世
紀
と
か
古
く
見
積
も
る
傾
向
に
あ
っ
た
点

に
反
論
し
、
そ
れ
が
主
に
一
一
〜
一
二
世
紀

（
ど
ん
な
に
早
く
て
も
一
〇
世
紀
後
半
）
に
編
年

さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
従
っ
て
一
一
〜
一
二
世
紀

に
も
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
決
し
て
衰
退
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
ま
す
。

　

な
お
こ
れ
は
、
一
〇
世
紀
ど
こ
ろ
か
八
世

紀
中
葉
の
安
史
の
乱
以
降
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国

時
代
ま
で
、
陸
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
衰
退
し
て

い
た
と
い
う
見
方
が
今
な
お
根
強
く
残
っ
て

い
る
欧
米
学
界
へ
の
反
論
で
も
あ
り
ま
す
。

２　

古
代
ウ
イ
グ
ル
と
現
代
ウ
イ
グ
ル

　

皆
さ
ん
は
ウ
イ
グ
ル
と
聞
け
ば
、
ま
ず
は
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル

自
治
区
に
い
る
ウ
イ
グ
ル
人
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
ウ
イ
グ
ル
と
い

う
民
族
集
団
名
は
、
唐
代
〜
元
代
に
お
い
て
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
の
モ
ン
ゴ
ル
高
原
〜 

天
山
南
北
路
一
帯
に
か
け
て
活
躍
し
た
本
来
の
ウ
イ
グ
ル
に
ち
な
ん
で
、
二
〇
世
紀
前
半

に
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
復
活
・
採
用
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

古
い
時
代
の
ウ
イ
グ
ル
人
は
、
元
来
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
い
た
ト
ル
コ
系
言
語
を
し
ゃ

べ
る
騎
馬
遊
牧
民
で
、
我
々
と
同
じ
黒
髪
・
黒
目
で
扁
平
な
容
貌
の
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
（
黄
色

人
種
）
で
し
た
。
漢
文
史
料
に
は
廻か
い

紇こ
つ

・
回
紇
・
回か
い

鶻こ
つ

な
ど
と
い
う
形
で
現
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
九
世
紀
中
葉
に
モ
ン
ゴ
ル
高
原
か
ら
天
山
南
北
路
一
帯
に
民
族
移
動
し
た
結
果
、

１　

は
じ
め
に

　

か
つ
て
一
九
七
〇
年
代
の
初
め
に
、
東
京
の
平
凡
社
か
ら
「
東
西
文
明
の
交
流
」
と

い
う
シ
リ
ー
ズ
名
で
全
六
巻
の
優
れ
た
歴
史
書
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
第
一
巻
は

私
の
恩
師
で
あ
る
護も

り

雅
夫
が
編
集
し
た
『
漢
と
ロ
ー
マ
』、
第
二
巻
は
後
に
大
阪
大
学
で

私
の
先
任
教
授
と
な
る
山
田
信
夫
が
編
集
し
た
『
ペ
ル

シ
ア
と
唐
』、
そ
し
て
第
四
巻
は
私
が
最
初
に
赴
任
し
た

金
沢
大
学
の
先
任
教
授
で
あ
っ
た
佐
口
透
が
編
集
し
た

『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
西
洋
』
で
し
た
。

　
こ
の
三
冊
の
書
名
が
い
か
に
も
象
徴
的
な
の
で
す
が
、

中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
周
辺
に
あ
っ
た
大
農
耕
文
明
圏
を

経
済
的
・
文
化
的
に
結
び
つ
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

あ
っ
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、
中
国
を
中
心
と
す
る
東
側

の
視
点
に
立
て
ば
漢
代
と
唐
代
と
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
〜 

元
代
に
お
お
い
に
繁
栄
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

裏
を
返
せ
ば
、
そ
の
中
間
に
は
さ
ま
る
三
〜
六
世
紀
の

魏
晋
南
北
朝
時
代
と
一
〇
〜
一
二
世
紀
の
五
代
〜
宋
遼
金
代
に
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
衰
退

し
て
い
た
、
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
研
究
の
進
展
に

よ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

五
代
〜
宋
遼
金
代
す
な
わ
ち
一
〇
〜
一
二
世
紀
に
も
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
繁
栄
し
て
い
た

証
拠
と
し
て
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
敦
煌
周
辺
の
莫ば

っ

高こ
う

窟
や
楡ゆ

林り
ん

窟
・
西
千
仏
洞
な
ど
に

残
さ
れ
た
華
麗
な
仏
教
壁
画
が
挙
げ
ら
れ
る

で
し
ょ
う
。
壁
画
と
い
う
の
は
高
額
の
顔
料

を
惜
し
み
な
く
使
う
も
の
で
、
そ
れ
を
可
能

に
し
た
の
は
財
力
の
あ
る
王
族
・
貴
族
や

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
商
人
を
は
じ
め
と
す
る
富
裕
層

が
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら

前
近
代
の
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
で
豪
華
な
壁
画

の
あ
る
寺
院
や
宮
殿
・
邸
宅
な
ど
の
存
在
が

確
認
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

貿
易
の
繁
栄
を
裏
付
け
て
い
る
と
考
え
て

差
し
支
え
な
い
わ
け
で
す
。
と
は
い
え
壁
画
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森安孝夫
MORIYASU Takao
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図１：�西ウイグル国王（可汗）、敦煌莫高窟

第409窟壁画。

図２：�西ウイグル国王妃、敦煌莫高窟第409窟壁画。
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ふ
う
に
で
す
。

　

一
〇
世
紀
以
降
、
今
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
東
半
部
に
は
仏
教
国
と
い
っ
て
よ
い

西
ウ
イ
グ
ル
王
国
が
あ
り
ま
し
た
が
、
西
半
部
で
は
ト
ル
コ
系
諸
集
団
の
中
で
初
め
て

イ
ス
ラ
ム
教
を
奉
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
カ
ラ
ハ
ン
朝
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

西
か
ら
押
し
寄
せ
る
イ
ス
ラ
ム
化
の
波
が
一
五
〜
一
六
世
紀
ま
で
に
は
全
体
を
覆
い
尽
く

し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
二
〇
世
紀
前
半
に
旧
新
疆
省
の
各
地
に
点
在
す
る

ト
ル
コ
系
で
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
諸
オ
ア
シ
ス
民
を
ま
と
め
る
と
い
う
政
治
的
目
的
で
、

古
い
時
代
に
内
陸
ア
ジ
ア
で
勇
名
を
と
ど
ろ
か
せ
た
ウ
イ
グ
ル
が
統
一
的
名
称
と
し
て

採
用
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
現
代
ウ
イ
グ
ル
は
騎
馬
遊
牧
民
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３　

高
昌
故
城
と
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞

　

新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
南
半
分
を
占
め
る
の
は
、
平
均
で
海
抜
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
タ
リ
ム
盆
地
で
す
が
、
そ
の
東
北
部
に
あ
っ
て
、
海
抜
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
で
あ
る

た
め
鍋
底
の
よ
う
な
酷
熱
と
極
度
の
乾
燥
で
知
ら
れ
る
の
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
盆
地
で
す
。

東
西
が
お
よ
そ
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
は
七
〇
〜
八
〇
キ
ロ
の
大
盆
地
で
す
が
、

そ
こ
は
紀
元
前
後
ま
で
は
車
師
国
と
い
っ
て
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
の
住
む
と
こ
ろ
で
し
た
が
、

漢
民
族
が
河
西
回
廊
を
越
え
て
さ
ら
に
西
域
に
進
出
し
よ
う
と
し
た
時
に
は
、
真
っ
先
に

そ
の
橋
頭
堡
と
な
る
べ
き
位
置
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
漢
代
よ
り
漢
人
に
よ
る
植
民

地
化
が
徐
々
に
進
み
、五
世
紀
末
に
は
麴き

く

氏し

高
昌
国
と
い
う
漢
人
政
権
が
成
立
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
六
四
〇
年
に
唐
帝
国
に
占
領
さ
れ
る
と
、
西
州
と
い
う
唐
の
直
轄
領
と
な
っ
た
の

で
す
が
、
安
史
の
乱
と
北ほ

く

庭て
い

争
奪
戦
を
経
た
八
世
紀
末
以
降
は
東
ウ
イ
グ
ル
帝
国
の
勢
力

下
に
入
り
、
九
世
紀
中
葉
か
ら
は
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
の
主
要
な
領
域
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
盆
地
に
は
麴
氏
高
昌
国
時
代
か
ら
西
ウ
イ
グ
ル
時
代
に

そ
こ
の
先
住
民
の
多
く
を
占
め
て
い
た
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
（
白
色
人
種
）
の
印
欧
語
族
や

モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
の
漢
民
族
と
混
血
し
て
ゆ
き
、
現
代
ウ
イ
グ
ル
人
の
よ
う
に
様
々
な
身
体

的
特
徴
を
持
ち
、
青
い
眼
・
黒
い
眼
・
茶
色
い
眼
、
黒
髪
・
茶
髪
・
金
髪
が
混
在
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
で
被
支
配
者
と
な
っ
た
先
住
民
は
ほ
と
ん
ど

農
耕
都
市
民
で
し
た
か
ら
、
混
血
が
進
ん
だ
後
の
ウ
イ
グ
ル
人
に
は
農
業
や
商
工
業
に

従
事
す
る
者
が
増
え
続
け
、
家
畜
の
放
牧
は
維
持
さ
れ
る
も
の
の
、
純
粋
の
遊
牧
は
い
つ

し
か
消
滅
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
言
語
だ
け
は
ウ
イ
グ
ル
語
や
後
述
す
る
カ
ラ
ハ
ン
朝
の
言
語
な
ど
の
ト
ル
コ
系

諸
語
が
先
住
民
の
印
欧
語
で
あ
っ
た
ト
カ
ラ
語
・
コ
ー
タ
ン
語
・
ソ
グ
ド
語
な
ど
を
駆
逐

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
隋
唐
代
に
使
わ
れ
て
い
た
漢
語
が
現
在
の
よ
う
に
再
び
幅
を
き
か

す
よ
う
に
な
る
の
は
、
清
朝
に
よ
り
新
疆
省
が
設
置
さ
れ
た
一
九
世
紀
後
半
か
ら
で
す
。

　

現
在
の
ウ
イ
グ
ル
人
は
ほ
ぼ
全
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
す
が
、
本
来
の
ウ
イ
グ
ル
は
最
初

は
北
方
遊
牧
民
の
常
と
し
て
天
を
敬
う
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
奉
じ
、
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア

東
部
に
覇
を
唱
え
た
東
ウ
イ
グ
ル
帝
国
時
代
（
七
四
四
〜
八
四
〇
年
）
に
支
配
層
が
国
教
と

し
て
マ
ニ
教
を
採
用
し
、
次
い
で
主
要
部
が
モ
ン
ゴ
ル
高
原
か
ら
東
部
天
山
地
方
に
集
団

移
動
し
て
建
国
し
た
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
時
代
（
九
世
紀
中
葉
〜
一
三
世
紀
初
頭
）
で
も
最
初

は
マ
ニ
教
を
奉
じ
て
い
ま
し
た
が
、
一
〇
世
紀
後
半
〜
一
一
世
紀
初
め
に
国
教
を
マ
ニ
教

か
ら
仏
教
に
変
え
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
一
部
に
は
景
教
（
か
つ
て
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派

と
呼
ば
れ
た
東
方
シ
リ
ア=

キ
リ
ス
ト
教
）
を
信
じ
る
者
も
い
ま
し
た
。

　

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
〜
元
朝
時
代
ま
で
は
元
来
の
ウ
イ
グ
ル
と
い
う
集
団
が
厳
然
と
し
て

存
続
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
一
六
世
紀
ま
で
に
ウ
イ
グ
ル
と
い
う
集
団
と
名
称
は

徐
々
に
消
え
て
い
き
ま
す
。
今
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
も
タ
リ
ム
盆
地
周
辺
に
い
る

人
々
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ア
シ
ス
都
市
の
名
前
を
と
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

例
え
ば
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
人
と
か
ク
チ
ャ
人
と
か
コ
ー
タ
ン
人
と
か
カ
シ
ュ
ガ
ル
人
と
い
う

NARASIA  │  STUDY

中央ユーラシアの遺跡地図

重要遺跡

タリム盆地

図３：�高昌故城と火焔山の空撮、周囲の緑地は農村。

出典：�S.�N.�C.�Lieu�et�al.�(eds.),�The�Church�of�the�East�in�Central�Asia�and�China.�Turnhout:�Brepols,�2020.
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キ
ジ
ル
石
窟
や
ク
ム
ト
ラ
石
窟
に
匹
敵
す
る
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
キ
ジ
ル
に
せ
よ
ク
ム
ト
ラ
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
莫
高
窟
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
が

い
ず
れ
も
仏
教
の
石
窟
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
説
明
を
要
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え

一
般
に
は
そ
こ
に
仏
教
以
外
の
僧
侶
が
長
期
に
亙
っ
て
住
ん
だ
こ
と
な
ど
、
想
像
だ
に

さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞
に
は
、
あ
る
時
期
、

マ
ニ
教
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
明
白
な
証
拠
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
こ
れ

か
ら
論
及
す
る
マ
ニ
教
・
仏
教
二
重
窟
で
す
。

４　

ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞
の
マ
ニ
教
仏
教
二
重
窟

　

マ
ニ
教
を
国
教
と
し
て
採
用
し
た
の
は
、
世
界
史
上
ウ
イ
グ
ル
だ
け
で
あ
り
、
ウ
イ
グ
ル

が
マ
ニ
教
を
国
教
と
し
て
い
た
の
は
八
世
紀
後
半
〜
一
一
世
紀
初
め
で
す
。
そ
の
前
半
に

相
当
す
る
東
ウ
イ
グ
ル
帝
国
時
代
の
マ
ニ
教
の
遺
物
は
、
現
モ
ン
ゴ
ル
国
の
オ
ル
ホ
ン
河

中
流
域
に
十
数
個
の
断
片
が
残
る
カ
ラ
バ
ル
ガ
ス
ン
碑
文
だ
け
で
す
。
こ
の
碑
文
は
龍
頭

と
土
台
で
あ
る
亀き

趺ふ

を
除
く
本
体
の
碑
身
を
推
定
復
元
す
る
と
、高
さ
が
約
四
メ
ー
ト
ル
、

横
幅
が
一
メ
ー
ト
ル
七
〇
セ
ン
チ
強
、
そ
し
て
厚
さ
が
な
ん
と
七
〇
セ
ン
チ
も
あ
る
巨
大

碑
文
で
あ
り
、
突
厥
文
字
ウ
イ
グ
ル
語
・
ソ
グ
ド
文
字
ソ
グ
ド
語
・
漢
文
の
三
つ
の
言
語

で
刻
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
と
吉
田
豊
・
京
大
名
誉
教
授
が
最
新
の

研
究
を
発
表
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
時
代
の
マ
ニ
教
信
仰
を
証
明
す
る
遺
跡
・
遺
物
は
、
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
盆
地
や
敦
煌
莫
高
窟
か
ら
多
数
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
ウ
イ
グ
ル

語
や
ソ
グ
ド
語
の
文
書
類
も
あ
り
ま
す
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
興
味
深
い
の
は
、
ウ
イ
グ
ル

が
一
〇
世
紀
後
半
〜
一
一
世
紀
初
め
に
国
教
を
マ
ニ
教
か
ら
仏
教
に
変
え
た
証
拠
と
な
る

ベ
ゼ
ク
リ
ク
の
マ
ニ
教
・
仏
教
二
重
窟
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う

と
、
元
は
マ
ニ
教
窟
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
内
側
に
日
干
し
レ
ン
ガ
を
積
み
上
げ
る
な
ど
し
て

新
た
な
壁
面
を
作
り
、
そ
こ
に
仏
教
壁
画
を
描
い
て
仏
教
窟
に
改
修
し
た
も
の
で
す
。

　

と
は
い
え
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の
仏
教
窟
の
開
鑿
は
六
〜
七
世
紀
か
ら
漢
人
に
よ
っ
て
始
め

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
マ
ニ
教
徒
は
そ
れ
を
再
利
用
す
べ
く
先
ず
は
仏
教
窟
だ
っ
た

と
こ
ろ
に
壁
の
上
塗
り
な
ど
の
簡
単
な
内
装
を
施
し
て
マ
ニ
教
窟
に
造
り
替
え
た
の
で
す
。

そ
れ
が
九
〜
一
〇
世
紀
の
い
つ
か
の
時
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
の
国
教
が

マ
ニ
教
か
ら
仏
教
に
代
わ
っ
た
時
点
で
マ
ニ
教
窟
の
内
側
に
日
干
し
レ
ン
ガ
な
ど
で
厚
め

の
壁
を
構
築
し
、
そ
の
壁
面
を
整
形
し
て
仏
教
壁
画
を
描
い
た
の
で
す
。
漢
人
仏
教
窟
→

マ
ニ
教
窟
→
ウ
イ
グ
ル
仏
教
窟
と
変
わ
っ
て
き
た
洞
窟
の
歴
史
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
を

三
重
窟
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
構
造
的
に
み
れ
ば
や
は
り
二
重
窟
と
言
う
の
が

適
当
で
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
上
層
階
級
が
マ
ニ
教
徒
で
あ
っ
た
ウ
イ
グ
ル
人
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
盆
地
を

含
む
東
部
天
山
地
方
を
支
配
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の
全
て
の
仏
教
窟
が

マ
ニ
教
窟
に
変
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ベ
ゼ
ク
リ
ク
に
現
存
す
る
洞
窟
は

約
五
〇
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
ど
れ
ほ
ど
が
こ
の
よ
う
な
二
重
窟
に
な
っ
て
い
る
の
か
は

現
時
点
で
は
知
る
よ
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
現
存
す
る
仏
教
壁
画
を
破
壊
し
て

ま
で
、裏
側
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
マ
ニ
教
窟
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

そ
れ
で
も
、
い
く
つ
か
の
と
こ
ろ
で
は
後
に
作
っ
た
仏
教
窟
の
壁
面
が
崩
れ
落
ち
、
元
の

マ
ニ
教
窟
の
壁
面
が
露
顕
し
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
や
ら
マ
ニ
教
窟
は
、
そ
れ
以
前
の

仏
教
窟
の
全
面
を
真
っ
白
い
漆
喰
（
石
灰
）
で
覆
い
尽
く
し
、
そ
の
上
に
マ
ニ
教
的
な
壁
画

を
描
い
た
り
、
赤
や
黒
や
銀
灰
色
で
銘
文
を
書
き
加
え
た
り
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の
典
型

が
現
地
の
最
新
編
号
に
よ
る
第
二
七
窟
（
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
編
号
の
第
一
七
窟
）
と
第

三
八
窟
（
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
編
号
の
第
二
五
窟
）
で
す
。
た
だ
第
二
七
窟
に
は
現
在
判
明

し
て
い
る
限
り
で
は
マ
ニ
教
徒
に
よ
る
幾
種
類
も
の
銘
文
が
あ
る
だ
け
で
す
か
ら
、
次
に

か
け
て
二
二
〜
二
四
の
都
城
（
市
町
村
に
相
当
）
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
ぼ

中
央
部
に
、
現
在
も
人
々
の
暮
ら
し
が
あ
る
緑
の
オ
ア
シ
ス
に
囲
ま
れ
て
、
高
昌
故
城

と
か
カ
ラ=
ホ
ー
ジ
ャ
と
か
イ
デ
ィ
ク
ー
ト=

シ
ャ
ー
リ
と
か
呼
ば
れ
る
巨
大
な
都
市

遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
麴
氏
高
昌
国
の
首
都
高
昌
、
唐
の
西
域
支
配
時
代
の
西
州
の

治
所
、
ウ
イ
グ
ル
時
代
のQ

očo

（
コ
ー
チ
ョ
ー
、
高
昌
）
と
い
う
、
中
央
ア
ジ
ア
有
数
の

規
模
と
繁
栄
を
誇
っ
た
オ
ア
シ
ス
都
市
の
遺
跡
で
す
。
そ
の
大
き
さ
は
東
西
も
南
北
も

約
一
五
〇
〇
〜
一
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
不
整
形
の
四
角
形
で
あ
り
ま
す
。［
図
３
］

　

こ
の
遺
跡
か
ら
北
方
を
望
め
ば
、
す
ぐ
そ
こ
に
赤
茶
け
た
山
肌
を
持
つ
火
焔
山
（
キ
ジ
ル

山
＝
紅
山
）
が
壁
の
よ
う
に
連
な
っ
て
い
る
の
が
眼
に
入
り
ま
す
が
、
天
気
の
良
い
日
に
は

そ
の
向
こ
う
に
白
銀
の
万
年
雪
を
い
た
だ
く
天
山
の
峰
々
が
顔
を
見
せ
ま
す
。
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
盆
地
の
諸
オ
ア
シ
ス
は
悠
久
の
昔
か
ら
全
て
こ
の
天
山
の
雪
解
け
水
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
火
焔
山
を
貫
い
て
高
昌
故
城
周
辺
の
オ
ア
シ
ス
一
帯
に

地
表
か
ら
水
を
運
ん
で
来
た
の
は
ム
ル
ト
ゥ
ク
河
と
そ
の
支
流
で
す
。
今
で
こ
そ
カ
ー

レ
ー
ズ
と
い
う
独
特
の
地
下
潅
漑
水
路
が
発
達
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
導
入
さ
れ
る

近
代
以
前
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
河
川
や
自
然
の
地
下
水
こ
そ
が
高
昌
地
方
の
重
要
な

水
源
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

高
昌
故
城
か
ら
北
方
に
自
動
車
で
現
代
の
道
を
辿
る
と
走
行
距
離
八
キ
ロ
程
で
セ
ン
ギ
ム

=

ア
グ
ズ
（
勝
金
口
）、
即
ち
「
セ
ン
ギ
ム
の
口
」
と
呼
ば
れ
る
谷
口
に
着
く
の
で
す
が
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
ム
ル
ト
ゥ
ク
河
が
見
え
隠
れ
す
る
く
ね
く
ね
と
曲
が
っ
た
道
に
沿
っ
て

七
キ
ロ
ほ
ど
遡
っ
た
と
こ
ろ
に
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
石
窟
寺
院
群
が

あ
り
ま
す
［
図
４
］。
高
昌
故
城
か
ら
の
道
の
り
で
は
一
五
キ
ロ
ほ
ど
に
な
り
ま
す
が
、

直
線
距
離
で
は
一
〇
キ
ロ
ほ
ど
で
す
。
ム
ル
ト
ゥ
ク
河
谷
の
右
岸
の
絶
壁
に
造
ら
れ
た

こ
の
石
窟
寺
院
群
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
一
大
都
会
た
る
高
昌
に
付
随
し
て
営
ま
れ
た

宗
教
的
聖
地
で
あ
り
、
そ
れ
は
敦
煌
に
お
け
る
莫
高
窟
、
ク
チ
ャ
（
亀
茲
）
に
お
け
る

NARASIA  │  STUDY

図４：�ムルトゥク河右岸のベゼクリク千仏洞より天山を望む。著者撮影
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ス
ケ
ッ
チ
［
図
８
］
も
並
べ
て
掲
載
し
ま
す
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
壁
画
の
細
部
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
幅
広
い
葉
、
巨
大
な
花
と

ブ
ド
ウ
の
房
状
の
果
実
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
二
叉
に
分
岐
す
る
三
本
の
細
い
幹
を
持
つ

樹
木
が
中
心
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
で
す
。
一
九
一
二
年
出
版
の

著
書
で
本
窟
を
初
め
て
紹
介
し
た
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
は
、
本
窟
が
や
や
複
雑
な
二
重

構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
取
図
付
き
で
記
述
し
、
奥
壁
に
あ
る
こ
の
「
特
異
な
絵
画
」

に
も
言
及
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
マ
ニ
教
の
も
の
で
あ
る
と
ま
で
は
断
言
し
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
「
特
異
な
絵
画
」
を
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
マ
ニ
教
の
も
の
と
指
摘

し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
隊
の
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
と
フ
ラ
ン
ス
隊
の
ア
ッ
カ
ン
で
す
が
、
彼
ら

の
根
拠
は
ド
イ
ツ
隊
の
ル
コ
ッ
ク
に
よ
っ
て
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
発
見
さ
れ
た
マ
ニ
教
文
献

に
残
る
細
密
画
（
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
）［
図
９
］
と
の
類
似
性
と
い
う
美
術
史
的
な
も
の
だ
け

で
し
た
。
こ
の
細
密
画
に
は
、
仏
僧
と
ち
が
っ
て
剃
髪
せ
ず
、
白
衣
白
冠
を
着
用
す
る

典
型
的
な
マ
ニ
僧
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
一
緒
に
描
か
れ
た
樹
木
は
二
叉
に

分
岐
す
る
幹
だ
け
で
な
く
、
こ
ん
も
り
と
し
た
緑
の
葉
に
大
き
な
花
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も

ブ
ド
ウ
の
房
状
の
果
実
を
持
ち
、
問
題
の
壁
画
と
本
当
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
に
な
り
、
こ
の
正
面
の
壁
画
の
中
心
主
題
で
あ
る

三
本
幹
の
樹
木
は
、
マ
ニ
教
の
「
生
命
の
樹
」
で
あ
り
、「
光
の
国
」
す
な
わ
ち
天
国
の

象
徴
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
ド
イ
ツ
の
マ
ニ
教
研
究
者
で
あ
る
ア
ー
ノ
ル
ド=

ド
ー
ベ
ン

や
ク
リ
ム
カ
イ
ト
ら
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
誰
一
人

そ
れ
が
マ
ニ
教
壁
画
で
あ
る
こ
と
を
決
定
的
に
証
明
し
た
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

私
は
一
九
八
七
年
に
阪
大
助
教
授
の
立
場
で
三
菱
財
団
よ
り
資
金
援
助
を
受
け
、
初
め
て

ベ
ゼ
ク
リ
ク
を
訪
れ
て
予
備
調
査
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
翌
一
九
八
八
年
に
は
吉
田
豊
氏

（
当
時
は
神
戸
市
外
大
助
教
授
）
と
共
に
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞
の
よ
り
広
範
で
精
密
な
内
部

調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
第
三
八
窟
（
グ
リ
ュ
ン

は
幸
い
に
も
壁
画
が
露
出
し
て
い
る
第
三
八
窟
を
紹
介
し
ま
す
。［
図
５
］

５　

ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞
第
三
八
窟
の
マ
ニ
教
壁
画

　

第
三
八
窟
は
、
そ
れ
ほ
ど
堅
く
な
い
岩
の
断
崖
に
横
か
ら
穴
を
開
け
て
作
ら
れ
た
も
の

で
、
奥
行
き
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
幅
二
メ
ー
ト
ル
半
、
床
面
か
ら
カ
マ
ボ
コ
型
天
井
の

頂
上
部
ま
で
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
で
す
。
本
窟
が
い
つ
開
鑿
さ
れ
た

か
は
不
明
で
す
が
、一
番
最
初
は
仏
教
僧
侶
が
居
住
す
る
僧
坊
と
し
て
使
わ
れ
た
ら
し
く
、

長
期
間
煙
に
燻い

ぶ

さ
れ
た
痕
跡
が
あ
り
ま
す
。
奥
壁
に
は
マ
ニ
教
壁
画
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
下
側
に
は
窪
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
泥
土
で
ベ
ン
チ
あ
る
い
は
ベ
ッ
ド
状

の
も
の
が
造
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
一
人
の
人
間
が
横
た
わ
る
こ
と
は
十
分

可
能
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
奥
壁
の
左
下
方
に
は
、
も
っ
と
奥
に
通
じ
る
細
い
通
路
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
奥
は
押
し
入
れ
と
し
て
使
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ

マ
ニ
教
窟
は
こ
の
生
活
臭
の
強
い
仏
教
窟
の
全
面
に
真
っ
白
い
漆
喰
を
塗
っ
て
化
粧
し
、

奥
壁
（
正
面
）
と
側
壁
の
一
部
に
マ
ニ
教
独
特
の
壁
画
を
描
き
、
ウ
イ
グ
ル
語
の
銘
文
を

書
き
加
え
て
で
き
上
が
っ
た
も
の
で
す
。

　

正
面
（
奥
壁
）
に
あ
る
三
本
幹
の
樹
木
を
中
心
と
す
る
壁
画
は
、
中
央
ア
ジ
ア
各
地
の

仏
教
壁
画
を
見
慣
れ
た
眼
に
は
実
に
あ
っ
さ
り
と
し
た
も
の
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
は
仏
教

壁
画
の
よ
う
に
滑
ら
か
に
仕
上
げ
ら
れ
た
画
面
で
は
な
く
、
地
の
岩
壁
に
直
接
白
い
漆
喰

を
塗
っ
た
だ
け
の
画
面
で
あ
る
た
め
凸
凹
が
ま
だ
残
っ
て
い
て
、
細
部
に
ま
で
筆
が
行
き

届
い
て
い
な
い
こ
と
と
、
配
色
が
少
な
い
せ
い
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
発
掘
後
の
破
損
や

褪
色
も
あ
り
、
私
が
一
九
八
〇
年
代
に
撮
影
し
た
写
真
［
図
６
］
だ
け
で
は
細
部
が
分
か
り

に
く
い
の
で
、
こ
こ
に
は
一
九
〇
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
隊
の
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
が
描
き

お
こ
し
た
ス
ケ
ッ
チ
［
図
７
］
と
、
一
九
三
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
隊
が
描
い
た
カ
ラ
ー

NARASIA  │  STUDY

図６：�ベゼクリク千仏洞第38窟正面壁画。

著者撮影

図７：�ベゼクリク千仏洞第38窟正面壁画。

出典：�A.�Grünwedel,�Alt-Kutscha.�Berlin,�

1920.
図５：�ベゼクリク千仏洞第38窟の二重窟の

様子、奥から出入口の方へ向けた構図。

著者撮影

図８：�ベゼクリク千仏洞第38窟正面壁画。

出典：�J.�Hackin,�Recherches�archéologiques�
en�Asie�Centrale�(1931).�Paris,�1936.
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EURO-NARASIA Q ←�セクションマーカー
で設定

ま
せ
ん
。
マ
ニ
教
は
グ
ノ
ー
シ
ス
的
宗
教
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

６　

ウ
イ
グ
ル
仏
教
壁
画
の
編
年
修
正

　

ベ
ゼ
ク
リ
ク
第
三
八
窟
で
マ
ニ
教
窟
の
後
に
造
営
さ
れ
た
仏
教
窟
は
、
真
ん
中
よ
り
奥
が

破
壊
さ
れ
た
た
め
マ
ニ
教
窟
が
露
出
し
ま
し
た
。
現
状
で
残
る
仏
教
窟
は
、
マ
ニ
教
窟
の

真
ん
中
よ
り
や
や
前
方
だ
け
で
、
出
入
口
に
向
か
っ
て
右
側
か
ら
天
井
に
か
け
、
日
干
し

レ
ン
ガ
で
新
し
い
壁
を
し
つ
ら
え
る
形
で
作
ら
れ
ま
し
た
［
先
の
図
５
参
照
］。
左
側
の
壁

は
も
と
の
壁
を
薄
く
上
塗
り
し
た
だ
け
で
す
。
マ
ニ
教
窟
よ
り
か
な
り
小
さ
い
こ
の
仏
教

窟
も
カ
マ
ボ
コ
型
の
天
井
を
持
ち
ま
す
が
、
そ
れ
も
含
め
壁
面
は
い
ず
れ
も
マ
ニ
教
窟
に

比
べ
は
る
か
に
丁
寧
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
壁
画
は
い
わ
ゆ
る

ウ
イ
グ
ル
風
仏
教
壁
画
で
あ
り
ま
す
が
、
以
下
で
は
そ
の
年
代
に
つ
い
て
考
察
し
ま
し
ょ
う
。

　

私
が
一
九
九
一
年
に
発
表
し
た
博
士
論
文
「
ウ
イ
グ
ル=

マ
ニ
教
史
の
研
究
」
と
、

そ
れ
に
続
く
い
く
つ
も
の
関
連
論
文
の
内
容
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

結
論
だ
け
を
言
え
ば
、
ウ
イ
グ
ル
が
マ
ニ
教
を
国
教
と
し
て
い
た
の
は
八
世
紀
後
半
〜 

一
一
世
紀
初
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
信
じ
て
い
た

本
来
の
ウ
イ
グ
ル
は
、
東
ウ
イ
グ
ル
帝
国
第
三
代
の
牟ぼ

う

羽う

可
汗
（
在
位
七
五
九
〜
七
七
九
年
）

の
時
代
に
支
配
者
階
級
が
マ
ニ
教
に
改
宗
し
、
そ
の
反
動
で
第
四
代
可
汗
以
後
し
ば
ら
く

マ
ニ
教
は
迫
害
さ
れ
ま
し
た
が
、
第
七
代
懐
信
可
汗
（
在
位
七
九
五
〜
八
〇
八
年
）
の
時
か
ら

マ
ニ
教
は
確
固
た
る
国
教
と
な
り
、
次
い
で
主
要
部
が
東
部
天
山
地
方
に
集
団
移
動
し
た

後
の
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
時
代
（
九
世
紀
中
葉
〜
一
三
世
紀
初
）
で
も
最
初
は
マ
ニ
教
を
奉
じ
て

い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
新
た
に
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
の
領
域
と
な
っ
た
天
山
南
北
路
一
帯

に
は
す
で
に
五
〇
〇
〜
六
〇
〇
年
以
上
の
仏
教
の
伝
統
が
あ
り
、
新
た
に
被
支
配
者
と

な
っ
た
仏
教
徒
側
か
ら
の
圧
力
が
徐
々
に
増
大
し
た
た
め
、
一
〇
世
紀
後
半
〜
一
一
世
紀

初
め
に
国
教
を
マ
ニ
教
か
ら
仏
教
に
変
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
次
第
で
す
か
ら
、
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞
を
は
じ
め
旧
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
領
の

各
地
の
仏
教
遺
跡
に
残
る
ウ
イ
グ
ル
風
仏
教
壁
画
は
、
絶
対
に
一
〇
世
紀
後
半
を
遡
る

こ
と
は
な
く
、
大
部
分
は
一
一
世
紀
以
降
に
編
年
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

二
〇
世
紀
前
半
に
列
強
の
探
検
隊
が
こ
れ
ら
の
仏
教
壁
画
を
剥
ぎ
取
っ
て
本
国
に
持
ち

返
り
、
そ
の
成
果
と
し
て
豪
華
な
図
録
が
出
版
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
研
究
し
た
美
術
史
家

た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
ウ
イ
グ
ル
風
仏
教
壁
画
を
八
〜
九
世
紀
、
も
し
く
は
九
〜
一
〇
世
紀

と
編
年
し
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
次
頁
に
挙
げ
る
壁
画
［
図
10
］
を
掲
載
し
た
原
書
の

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
は
九
〜
一
〇
世
紀
と
な
っ
て
お
り
、
一
九
九
一
年
に
日
本
で
開
催
さ
れ
た

『
ド
イ
ツ
・
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
探
検
隊　
西
域
美
術
展
』
の
図
録
で
さ
え
も
、
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の

ウ
イ
グ
ル
風
仏
教
壁
画
の
ほ
と
ん
ど
が
九
世
紀
と
編
年
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
私
は
博
士
論
文
に
先
行
す
る
一
九
八
五
年
の
「
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
書
か
れ
た

ウ
ィ
グ
ル
文
仏
教
教
理
問
答
（P. t. 1292

）
の
研
究
」
と
い
う
論
文
で
、
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の

ウ
イ
グ
ル
風
仏
教
壁
画
（
以
下
で
は
単
に
ウ
イ
グ
ル
仏
教
壁
画
と
呼
ぶ
）
の
主
要
部
分
の
年
代

は
、
一
〇
〜
一
二
世
紀
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お
き
ま
し
た
が
、
そ
の
見
方
を

一
九
九
一
年
の
博
士
論
文
で
い
っ
そ
う
確
実
な
も
の
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
時
期
を
さ
ら

に
限
定
し
て
、
早
く
て
も
一
〇
世
紀
後
半
以
降
、
主
要
部
分
は
一
一
〜
一
二
世
紀
の
も
の
で

あ
る
と
結
論
付
け
ま
し
た
。
そ
の
際
の
大
き
な
論
拠
が
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の
マ
ニ
教
仏
教
二
重

窟
と
、
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
の
冬
の
首
都
で
あ
っ
た
高
昌
故
城
に
あ
る
マ
ニ
教
仏
教
二
重

寺
院
で
あ
る
遺
跡
α
（
ア
ル
フ
ァ
）
か
ら
出
土
し
た
二
つ
の
史
料
、
す
な
わ
ち
ウ
イ
グ
ル
語

の
棒
杭
文
書
、
及
び
表
面
が
ソ
グ
ド
語
で
裏
面
が
ウ
イ
グ
ル
語
の
紙
文
書 M

 112

（
い
ず
れ

も
ベ
ル
リ
ン
所
蔵
）
で
し
た
。

　

遺
跡
α
は
そ
の
構
造
と
出
土
文
物
か
ら
見
て
、
先
に
考
察
し
た
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の
マ
ニ
教

仏
教
二
重
窟
と
同
様
の
運
命
を
辿
っ
た
マ
ニ
教
仏
教
二
重
寺
院
遺
跡
で
あ
っ
た
と
判
断

ヴ
ェ
ー
デ
ル
編
号
の
第
二
五
窟
）
の
正
面
壁
画
の
上
に
書
か
れ
た
ウ
イ
グ
ル
語
銘
文
に
「qut 

w
xšiklar quvraγï bu ärür

＝
こ
れ
は
守
護
霊
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
る
」
と
か
、「m

än sävit 
bitidim

 yazuq bolm
azun

＝
私
セ
ヴ
ィ
ト
が
書
い
た
。
罪
過
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
！
」

と
か
、
マ
ニ
教
徒
の
祈
り
や
手
紙
で
の
挨
拶
の
決
ま
り
文
句
で
あ
る
パ
ル
テ
ィ
ア
語
由
来

の
「
マ
ナ
ー
ス
タ
ー
ル
・
ヒ
ル
ザ
ーm

nastar xirza

＝
私
の
罪
を
赦
し
た
ま
え
！
」
な
ど

の
マ
ニ
教
的
表
現
が
あ
る
の
を
発
見
し
、
本
窟
の
壁
画
と
銘
文
が
確
実
に
マ
ニ
教
徒
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
証
明
し
た
の
で
す
。

　

な
お
三
本
幹
の
樹
木
の
周
囲
に
は
、
ほ
と
ん
ど
が
礼
拝
の
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
い
る
人
物

が
一
二
人
（
左
右
に
六
人
ず
つ
）
描
か
れ
て
い
ま
す
。
壁
面
に
残
る
ウ
イ
グ
ル
語
銘
文
を

解
読
し
た
結
果
に
よ
れ
ば
、三
本
幹
を
は
さ
ん
で
向
き
あ
っ
て
い
る
最
も
内
側
の
二
人
が
、

本
マ
ニ
教
窟
改
修
に
財
政
的
援
助
を
し
た
俗
信
徒
の
ウ
イ
グ
ル
貴
人
夫
妻
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
の
天
使
の
よ
う
な
翼
を
も
つ
人
物
や
象
の
頭
を
も
っ
た
り
腰
巻
を
着
け
た
人
物
な
ど

は
み
な
彼
等
二
人
を
見
守
る
守
護
霊
の
集
団
な
の
で
す
。
前
列
左
か
ら
二
番
目
に
い
る

象
の
頭
を
持
つ
神
様
は
、
元
来
は
イ
ン
ド
の
ガ
ネ
ー
シ
ャ
な
の
で
す
が
、
シ
ヴ
ァ
や

ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
ら
と
共
に
仏
教
に
も
マ
ニ
教
に
も
取
り
込
ま
れ
た
の
で
す
。

　

マ
ニ
教
は
三
世
紀
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
マ
ニ
が
始
め
た
創
唱
宗
教
で
あ
り
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム

で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
自
然
界
の
樹
木
そ
の
も
の
が
崇
拝
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
現
在
ま
で
に
分
か
っ
て
い
る
マ
ニ
教
の
教
義
の
中
に
は
い
く
つ
も
の
象
徴
的
な

樹
木
が
現
わ
れ
る
の
で
す
が
、
結
局
は
「
生
命
の
樹
」
と
「
死
の
樹
」
に
収
斂
し
て
い
く

よ
う
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
実
に
生
き
て
い
る
マ
ニ
教
徒
の
崇
拝
の
対
象
と
な
り

得
る
樹
木
と
は
、
や
は
り
「
生
命
の
樹
」
を
お
い
て
他
に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
マ
ニ

教
研
究
者
の
ヴ
ィ
ー
デ
ン
グ
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
マ
ニ
教
の
「
生
命
の
樹
」
は
、
同
じ
く

古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
伝
統
に
立
脚
し
て
い
た
マ
ン
ダ
ヤ
教
や
シ
リ
ア=

キ
リ
ス
ト
教
の

「
生
命
の
樹
」の
直
接
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、そ
れ
は
ブ
ド
ウ
の
木
に
似
て
お
り
、

葉
は
宝
石
で
、
実み

は
真
珠
で
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
窟
の
奥
壁
に
描
か
れ
た

樹
木
の
果
実
も
明
ら
か
に
ブ
ド
ウ
の
形
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
ブ
ド
ウ
の
木
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
幹
は
細
く
て
当
然
で
あ
り
、
構
図
的
に
も
一
本
で
は
貧
弱
で
し
ょ
う
。

枝
分
か
れ
の
仕
方
も
大
木
に
な
る
常
緑
樹
な
ど
と
違
っ
て
、
確
か
に
ブ
ド
ウ
の
木
の
そ
れ

に
似
て
い
ま
す
。

　

結
論
と
し
て
我
々
は
、
こ
の
壁
画
の
主
題
を
、
マ
ニ
教
徒
が
、「
光
の
国
」
の
象
徴
で

あ
り
、
ま
た
「
光
の
国
」
へ
帰
っ
た
「
マ
ニ
」
自
身
の
象
徴
で
も
あ
る
「
生
命
の
樹
」
を

礼
拝
・
賛
美
し
て
い
る
場
面
と
み
て
大
過
な
い
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
想
像
を
た
く
ま
し
く

す
れ
ば
、
こ
の
「
生
命
の
樹
」
は
、
病
め
る
人
間
の
霊
魂
を
治
癒
す
る
力
を
持
つ
も
の
、

即
ち
無
知
な
る
が
ゆ
え
に
現
世
（
物
質
世
界
）
か
ら
霊
魂
（
光
の
要
素
）
を
解
き
放
て
な
い

人
々
に
「
グ
ノ
ー
シ
ス
（
霊
知
、
覚
知
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
直
観
的
認
識
）」
を
与
え
、
真
の

救
済
へ
の
道
を
歩
ま
せ
る
「
グ
ノ
ー
シ
ス
の
樹
」
＝
「
マ
ニ
」
で
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

NARASIA  │  STUDY

図９：�白衣白冠のマニ僧と生命の樹、高昌故城

遺跡K出土の細密画。

出典：�A.�von�Le�Coq,�Die�buddhistische�
Spätantike�in�Mittelasien,�II,�Die�
manichäischen�Miniaturen.�Berlin,�

1923.
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さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
表
の
仏
教
壁
画
を
剥
が
し
た
ら
、
裏
か
ら
マ
ニ
僧
の
顔
の
あ
る

壁
画
が
現
わ
れ
た
の
で
す
［
図
11
］。
そ
し
て
元
の
マ
ニ
寺
を
破
壊
し
て
、
そ
の
上
に

新
た
に
仏
教
寺
院
を
建
て
る
際
に
、
そ
の
檀だ

ん

越お
つ

す
な
わ
ち
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
ウ
イ
グ
ル

貴
人
の
男
女
一
組
（
お
そ
ら
く
夫
婦
）
が
、
仏
教
に
帰
依
し
、
こ
の
寺
院
建
設
を
推
進
す
る

功
徳
に
よ
り
未
来
に
弥
勒
仏
と
邂か

い

逅こ
う

す
る
よ
う
に
と
の
願
文
を
書
い
て
奉
納
し
た
の
が
、

遺
跡
α
か
ら
出
土
し
た
ウ
イ
グ
ル
文
の
棒
杭
文
書
で
あ
り
ま
し
た
。［
図
12
］
以
下
に
そ
の

前
半
部
分
の
和
訳
を
掲
げ
ま
す
。

　
　

�　

さ
て
、
幸
多
く
し
て
幸
い
な
る
土
の
元
素
を
持
つ
サ
ル
（
＝
戊ぼ

申し
ん

）
の
歳
に
、
選
ば

れ
し
良
い
時
に
、
運
あ
る
時
に
、
第
九
月
の
二
十
四
日
に
、Pūrva- phālgunī

星
座
の

時
に
、
我
ら
の
「
日
月
神
の
如
く
好
ま
し
く
美
し
く
輝
け
る
聖
天
ブ
グ
」
が
智
海
天
王

の
御
位
に
即
き
し
第
二
の
年
に
、
私
た
ち
、
三
宝
（
＝
仏
教
）
に
対
し
ゆ
る
ぎ
な
く

変
わ
ら
ぬ
清
浄
な
心
を
も
て
る
優
婆
夷
（
＝
清
信
女
）
テ
ン
グ
リ
ケ
ン=

テ
ギ
ン=

シ
リ
グ=

テ
ル
ケ
ン=

ク
ン
チ
ュ
イ
王
女
と
優
婆
塞
（
＝
清
信
士
）
キ
ュ
ル
グ=

イ
ナ
ン
チ
沙
州
将
軍
と
の
私
た
ち
二
人
は
、
仏
法
に
精
通
し
た
賢
き
博
士
た
ち
か
ら
、

次
の
よ
う
に
聴
い
た

：

　
　

�　

「
も
し
あ
る
者
が
ク
ル
ミ
の
殻か

ら

ほ
ど
の
大
き
さ
の
寺
院
を
建
て
れ
ば
、
小
麦
の
粒

ほ
ど
の
大
き
さ
の
仏
像
を
装
備
（
？
）
す
れ
ば
、
芥か

ら

子し

の
粒
の
七
分
の
一
ほ
ど
の

大
き
さ
の
舎
利
を
安
置
す
れ
ば
、
針
の
よ
う
な
仏
塔
の
尖
塔
（
相
輪
）
を
立
て
れ
ば
、

最
高
の
功
徳
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
。（
さ
ら
に
）「
そ
の
功
徳
の
力
に
よ
り
て
、

上
方
は
天
上
世
界
（
＝
天
道
）
に
お
い
て
（
も
）
、
下
方
は
人
間
の
肉
身
（
＝
人
間
道
）

に
お
い
て
（
も
）
、
心
に
あ
る
よ
う
な
（
＝
思
い
通
り
の
）
至
福
と
喜
び
を
享
受
し
て
、

後
に
仏
果
に
達
す
る
た
め
の
ヤ
ー
ナ
（
乗
り
物
）
に
よ
り
て
、
涅
槃
の
境
地
に
住
す
る

こ
と
に
な
る
」
と
。

　
　

�　

こ
の
よ
う
な
類
い
の
非
常
に
良
い
こ
と
な
ど
を
聴
い
た
時
に
、
私
た
ち
は
二
人
と
も

平
安
な
心
持
ち
に
な
っ
て
、
こ
の
寺
院
を
建
造
す
る
た
め
に
刹さ

つ

木
を
打
ち
奉
っ
た
。

こ
の
功
徳
の
力
に
よ
り
て
、
私
た
ち
は
後
世
に
精
妙
な
る
弥
勒
仏
と
邂
逅
し
ま
す

よ
う
に
。（
そ
し
て
）
弥
勒
仏
か
ら
、
仏
果
に
至
る
た
め
の
妙
な
る
授
記
（
一
種
の
予
言
）

を
私
た
ち
が
獲
得
し
ま
す
よ
う
に
。
そ
の
授
記
の
力
に
よ
り
て
百
劫
の
間
、
三
阿あ

僧そ
う

祇ぎ

の
間
（
長
大
な
時
間
）
、
六
波
羅
蜜
（
悟
り
を
開
く
た
め
に
実
践
す
べ
き
六
つ
の
徳
目
）
を

満
た
し
て
、
そ
の
後
、
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

　

実
は
こ
の
同
じ
高
昌
故
城
の
遺
跡
α
か
ら
は
、
表
面
が
ソ
グ
ド
語
で
裏
面
が
ウ
イ
グ
ル

語
の
文
書 M

 112

が
出
土
し
た
の
で
す
。
そ
の
ウ
イ
グ
ル
語
面
の
後
半
部
分
を
抜
粋
し
ま

し
ょ
う
。

　
　

�　

土
星
の
も
と
に
あ
る
癸
未
年
（
九
八
三
年
）
に
、
天
王
ア
ル
ス
ラ
ン=

ビ
ル
ゲ
四
世

た
る
ス
ュ
ン
ギ
ュ
リ
ュ
グ
可
汗
の
御
命
令
に
よ
り
、
テ
ル
ケ
ン
王
子
殿
下
が
旧
内
城
の

東
方
に
建
っ
て
い
る
三
輪
（
三
塔
？
）
の
あ
る
仏
寺
（vrxar

）
を
移
転
さ
せ
、
イ
ス
ト
ド

=

フ
ラ
ゼ
ン
ト
慕
闍
（
も
じ
ゃ

；

マ
ニ
教
団
の
最
高
位
聖
職
者
）
の
時
代
に
マ
ニ
寺
（m

anistan

）

を
破
壊
し
て
仏
寺
を
建
て
、
・
・
・
・
・
・
・（
と
い
う
名
の
）
マ
ニ
寺
の
内
部
の
装
飾
を

も
剥
ぎ
取
っ
て
、
仏
寺
に
据
え
付
け
よ
う
と
運
び
、
こ
の
神
聖
な
大
マ
ニ
寺
の
大
講
堂

に
あ
る
、
上
部
に
・
・
・
・
の
あ
る
絵
画
彫
像
を
（
奪
い
）
取
っ
て
仏
寺
を
飾
ら
せ
た
。

　
　

�　

こ
の
覚
え
書
に
、
私
、
ア
ル
グ
出
身
の
ケ
ド=

オ
グ
ル
は
、
非
常
に
堪
え
ら
れ
な
い

よ
う
な
苦
し
み
が
至
り
、
堪
え
ら
れ
な
く
な
る
前
に
、
マ
ニ
寺
の
様
子
を
ば
（
私
は
）

書
き
つ
け
よ
う
。
後
の
卑
小
者
（
マ
ニ
教
信
者
）
も
理
解
す
る
よ
う
に
と
（
願
っ
て
）
、

手
短
か
に
（
そ
の
事
情
を
）
私
は
書
き
奉
っ
た
。
神
よ
！

　

不
明
な
箇
所
は
残
り
ま
す
が
、
マ
ニ
教
寺
院
が
破
壊
さ
れ
、
仏
教
寺
院
が
そ
れ
に
取
っ
て

NARASIA  │  STUDY

図10：�ベゼクリク千仏洞の豪華な仏教壁画。

出典：�A.�von�Le�Coq,�Die�buddhistische�Spätantike�in�Mittelasien,�IV.�Berlin,�1924.

図11：�白衣白冠で有髪のマニ僧、高昌故城遺跡α出土。

出典：�東京国立博物館ほか（編）『ドイツ・トゥルファン探検隊　西域美術展』�

朝日新聞社、1991年

図12：�ウイグル文棒杭文書、高昌故城遺跡α出土。

ベルリンのアジア美術館所蔵
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替
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
生
々
し
い
文
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
こ
の
由
々
し
き
事
態
が
ウ
イ
グ
ル
の
支
配
者
階
級
の
承
認
の
下
に
進
行
し
て
い
る

こ
と
も
、
文
脈
か
ら
窺
え
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
も
こ
の
文
書
の
価
値
は
極
め
て
大
き
い

の
で
す
が
、
さ
ら
に
幸
い
且
つ
重
要
な
こ
と
に
、
二
箇
所
に
六
十
干
支
の
紀
年
と
統
治
者

の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
、
上
記
の
癸
未
年
が
西
暦
の
九
八
三
年
に
、
そ
の
前
の
テ
キ
ス
ト

を
引
用
し
な
か
っ
た
前
半
部
分
に
あ
る
甲
寅
年
が
九
五
四
年
に
比
定
さ
れ
る
の
で
す
。

　

一
方
、
仏
教
の
棒
杭
文
書
の
冒
頭
に
見
え
る
戊ぼ

申し
ん

歳
（
つ
ち
の
え
・
さ
る
の
年
）
が
、

一
〇
〇
八
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
私
は
博
士
論
文
以
来
、
折
に
触
れ
て
論
じ
て

き
ま
し
た
が
、
今
や
そ
の
見
方
は
学
界
で
ほ
ぼ
完
全
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

こ
の
遺
跡
α
は
元
は
マ
ニ
教
寺
院
で
あ
っ
た
の
に
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
少
し
ず
つ
仏
教

側
か
ら
浸
食
さ
れ
、
遂
に
一
〇
〇
八
年
に
は
仏
教
寺
院
に
建
て
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
ウ
イ
グ
ル
仏
教
壁
画
は
早
く
て
も
一
〇
世
紀
後
半
以
降
、
主
要
部
分
は

一
一
〜
一
二
世
紀
に
編
年
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
私
の
主
張
は
、
幸
い
二
〇
〇
〇
年
以
降

に
な
っ
て
科
学
的
に
も
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
隊
将
来

で
現
在
は
ベ
ル
リ
ン
所
蔵
、
大
谷
探
検
隊
将
来
で
現
在
は
ソ
ウ
ル
所
蔵
の
い
く
つ
か
の

ベ
ゼ
ク
リ
ク
壁
画
断
片
が
、
カ
ー
ボ
ン
14
に
よ
る
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
に
か
け
ら
れ
た

結
果
、
九
〜
一
〇
世
紀
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
有
名
な
地
獄
絵
［
図
13
］
に

対
し
てA. D. 1140 +/- 30

と
い
う
数
値
が
出
た
だ
け
で
な
く
、
他
の
も
の
に
つ
い
て
も

A. D. 1078 +/- 28

と
か
、A. D. 1100

年
頃
と
い
う
数
値
が
出
た
か
ら
で
す
。
こ
の
事
実

と
上
述
し
て
き
た
内
容
と
を
合
わ
せ
れ
ば
、
ウ
イ
グ
ル
仏
教
壁
画
の
年
代

が
、
早
く
て
も
一
〇
世
紀
後
半
に
ま
で
し
か
遡
ら
ず
、
多
く
は
一
一
世
紀

以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
諒
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
前
近
代
の
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
で
豪
華

な
壁
画
の
あ
る
寺
院
や
邸
宅
な
ど
の
存
在
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
自
体

が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
貿
易
の
繁
栄
を
裏
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

ウ
イ
グ
ル
仏
教
壁
画
の
た
め
に
資
金
提
供
し
た
パ
ト
ロ
ン
は
、
壁
画
に

描
き
込
ま
れ
た
ウ
イ
グ
ル
の
王
族
・
貴
族
や
富
裕
な
商
人
一い

ち

族ぞ
く

な
ど
で

あ
り
ま
す
［
図
14
、
15
、
16
］。
彼
ら
が
仏
教
壁
画
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た

の
は
一
〇
世
紀
後
半
以
降
で
あ
り
ま
す
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
ベ
ゼ
ク
リ
ク

千
仏
洞
の
豪
華
な
ウ
イ
グ
ル
仏
教
壁
画
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
一
一
〜

一
二
世
紀
に
も
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る

の
で
す
。

NARASIA  │  STUDY

図13：�ベゼクリク千仏洞の仏教壁画の地獄絵。

出典：�A.�von�Le�Coq,�Die�buddhistische�Spätantike�in�
Mittelasien,�IV.�Berlin,�1924.

図14：�ベゼクリク千仏洞の仏教壁画の寄進者

たるウイグル王子。

出典：�A.�von�Le�Coq,�Die�buddhistische�
Spätantike�in�Mittelasien,�III.�Berlin,�

1924.

図15：�ベゼクリク千仏洞の仏教壁画の寄進者たるウイグル貴族たち。

出典：�A.�von�Le�Coq,�Die�buddhistische�Spätantike�in�Mittelasien,�III.�
Berlin,�1924.

図16：�ベゼクリク千仏洞の仏教壁画の寄進者たる一族の男女。

出典：�A.�von�Le�Coq,�Die�buddhistische�Spätantike�in�Mittelasien,�V.�Berlin,�1926.
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陶
器
も
輸
出
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
貿
易
は
一
方
的
で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
か
ら
、
逆
に
カ
ラ
ハ
ン
朝
か
ら
遼
へ
、

お
そ
ら
く
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
や
西
夏
王
国
を
通
じ
て
輸
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
コ
ー
タ
ン

の
玉
や
乳
香
や
ガ
ラ
ス
器
（
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ム=

グ
ラ
ス
）
や
ア
ラ
ビ
ア
文
字
銘
文
付
き
の

金
属
容
器
が
あ
り
、
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
遠
く
バ
ル
ト
海
か
ら
運
ば
れ
て
き
た

琥こ

珀は
く

さ
え
あ
る
の
で
す
。
バ
ル
ト
海
産
の
琥
珀
は
お
そ
ら
く
ブ
ル
ガ
ー
ル
や
ホ
ラ
ズ
ム
を

通
じ
て
カ
ラ
ハ
ン
朝
へ
、
さ
ら
に
西
ウ
イ
グ
ル
や
西
夏
を
通
っ
て
遼
へ
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
近
年
発
掘
さ
れ
た
遼
の
複
数
の
王
族
墓
か
ら
は
、
大
量

の
琥
珀
の
装
飾
品
が
、
イ
ス
ラ
ム
地
域
で
も
西
ア
ジ
ア
で
は
な
く
中
央
ア
ジ
ア
産
の
ガ
ラ
ス

器
な
ど
と
共
に
出
土
し
て
い
る
の
で
す
。

 

（
了
）

７　

カ
ラ
ハ
ン
朝
〜
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
〜
西
夏
王
国
〜
遼
朝
（
契
丹
帝
国
）

　

中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
支
え
た
の
は
ラ
ク
ダ
や
馬
や
ロ
バ
な
ど
で
構

成
さ
れ
る
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
（
隊
商
）
で
す
。
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
の
こ
と
を
ウ
イ
グ
ル
語
を
含

む
古
代
ト
ル
コ
語
で
は
ア
ル
キ
シ
ュ
（arqïš

）、
漢
語
で
は
「
般
次
」
と
い
い
ま
す
。「
般

次
」
が
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
を
早
く
に
指
摘
し
た
藤
枝
晃
は
こ
れ
を
「
公
営
の
隊

商
」
と
み
な
し
た
の
で
す
が
、
実
際
に
は
私
的
な
貿
易
に
従
事
す
る
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
も
含

ま
れ
ま
す
。

　

一
方
、
ア
ル
キ
シ
ュ
は
既
に
八
世
紀
前
半
の
突
厥
碑
文
に
、
モ
ン
ゴ
ル
中
央
部
の
オ
テ
ュ

ケ
ン
山
地
方
に
本
拠
を
構
え
て
各
国
と
隊
商
貿
易
を
し
て
い
れ
ば
突
厥
帝
国
は
安
泰
で

あ
る
と
告
げ
る
文
脈
や
、
東
部
天
山
北
麓
に
い
た
バ
ス
ミ
ル
遊
牧
集
団
が
突
厥
宮
廷
に

恒
例
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
を
送
ら
な
か
っ
た
た
め
に
征
伐
さ
れ
た
と
い
う
文
脈
で
見
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い
か
に
も
官
営
の
隊
商
活
動
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
当
時

の
歴
史
的
背
景
を
考
え
れ
ば
、
ソ
グ
ド
商
人
主
体
の
民
営
な
い
し
半
官
半
民
の
隊
商
貿
易

が
な
か
っ
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
も
そ
も
、
高
価
な
商
品
を
運
ぶ
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
は
盗
賊
に
狙
わ
れ
や
す
く
、
当
然

な
が
ら
軍
事
力
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
「
半
官
半
民
」
的
性
格

を
取
り
が
ち
な
の
で
す
。
そ
し
て
私
が
蒐
集
・
編
纂
し
た
敦
煌
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
ほ
か
出
土

の
ウ
イ
グ
ル
文
手
紙
文
書
約
二
百
件
の
う
ち
、
古
い
書
体
で
一
〇
〜
一
一
世
紀
前
後
と

み
な
さ
れ
る
手
紙
に
ア
ル
キ
シ
ュ
が
現
れ
る
も
の
は
十
数
件
に
及
び
ま
す
が
、
そ
こ
に
は

私
的
な
手
紙
と
マ
ニ
教
徒
に
関
わ
る
も
の
が
目
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
原
文
と
英
訳
は

全
て
拙
著 C

orpus of the O
ld U

ighur Letters from
 the Eastern Silk Road. ( B

erliner 
Turfantexte 46, B

repols 2019) 

に
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
一
例
の
写
真
を
掲
げ
ま
す

［
図
17
］。

　

ア
ル
キ
シ
ュ
に
つ
い
て
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
同
時
代
の
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
の
西
隣

に
あ
っ
た
イ
ス
ラ
ム
国
家
カ
ラ
ハ
ン
朝
で
残
さ
れ
た
二
大
文
献
の
記
載
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
う
ち
の
一
つ
『
ク
タ
ド
ゥ
グ=

ビ
リ
ク
（
幸
福
を
与
え
る
書
）』
に
は
「xïtay arqïšï yaḍtï 

tavγač ädi

＝
契
丹
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
が
タ
ブ
ガ
チ
の
商
品
を
流
布
さ
せ
た
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
キ
タ
イxïtay/ qïtay

と
タ
ブ
ガ
チtavγač

の
使
い
分
け
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

キ
タ
イ
は
契
丹
で
あ
り
、
こ
の
時
代
は
遼
朝
で
す
。
タ
ブ
ガ
チ
は
元
来
は
鮮
卑
系
拓た

く

跋ば
つ

氏

の
建
国
し
た
北
魏
を
、
次
い
で
北
朝
・
隋
唐
帝
国
を
指
し
ま
し
た
が
、
こ
の
時
代
は
疑
い

な
く
宋
朝
（
北
宋
）
を
指
し
て
い
ま
す
。
遼
朝
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
が
も
た
ら
す
「
タ
ブ
ガ
チ

の
商
品
」
と
は
、
宋
の
絹
織
物
を
は
じ
め
と
す
る
高
級
商
品
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。

　

一
方
、
カ
ラ
ハ
ン
朝
の
も
う
一
つ
の
文
献
遺
産
で
あ
る
カ
ー
シ
ュ
ガ
リ
ー
の
辞
書

『
ト
ル
コ
語
ア
ラ
ビ
ア
語
総
覧
』
に
は
、「
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
が
遠
く
の
土
地
の
情
報
を
も
た

ら
す
」
と
あ
る
だ
け
で
な
く
、
宋
代
の
四
川
地
方
で
特
産
と
な
っ
た
高
級
絹
織
物
の

「
鹿ろ

く

胎た
い

／
緑
胎
」
が
、
ロ
ク
タ
ー
イloxtāy

と
し
て
載
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
漢
語
名
が
そ
の

ま
ま
借
用
さ
れ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
同
じ
く
当
時
の
高
級
絹
織
物
で
あ
る
ジ
ュ
ン
キ
ム 

žünkim

「
絨
錦
／
戎
錦
」
に
つ
い
て
も
、
カ
ー
シ
ュ
ガ
リ
ー
の
辞
書
にzüngüm

と
い
う

語
形
で
載
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
カ
ラ
ハ
ン
朝
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の

で
す
。
こ
の
ジ
ュ
ン
キ
ム
が
、
一
〇
世
紀
前
後
の
西
ウ
イ
グ
ル
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
一
一
世
紀
初
に
は
遼
朝
か
ら
西
ウ
イ
グ
ル
を
通
じ
て
ガ
ズ
ナ
朝
の
ス
ル
タ
ン
へ
の

贈
り
物
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
既
に
私
が
博
士
論
文
で
論
証
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
中
国
産
の
高
級
絹
織
物
を
表
わ
す
特
殊
な
術
語
が
カ
ラ
ハ
ン
朝
に
ま
で

伝
え
ら
れ
、
流
布
し
て
い
た
事
実
は
、
北
宋
か
ら
遼
（
契
丹
）
へ
、
そ
し
て
天
山
地
方
の

西
ウ
イ
グ
ル
王
国
、
な
い
し
は
河
西
回
廊
を
押
さ
え
て
い
た
西
夏
王
国
な
ど
を
経
由
す
る

キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
貿
易
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
す
。

さ
ら
に
遼
か
ら
カ
ラ
ハ
ン
朝
を
初
め
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
世
界
へ
は
、
麝じ

ゃ

香こ
う

や
高
級
毛
皮
や

NARASIA  │  STUDY

もりやす・たかお
1948（昭和23）年福井県坂井市生まれ。東京大学文学部東洋史学科卒業、同
大学院在学中にフランス政府給費留学生としてパリに留学。1981年同大学院
人文科学研究科博士課程単位修得退学。金沢大学助教授、大阪大学助教授、同
教授、近畿大学特任教授を経て、現在は大阪大学名誉教授・東洋文庫監事兼
客員研究員・奈良県立大学ユーラシア研究センター客員研究員。博士（文学）。
専門は東洋史のうちの内陸アジア史で、シルクロードの文化交流史や遊牧騎馬
民族の世界史的意義などを研究。『東西ウイグルと中央ユーラシア』名古屋大学
出版会2015年、『シルクロードと唐帝国』講談社2007年（同文庫版：講談社学術
文庫2016年）、『シルクロード世界史』（講談社選書メチエ）講談社2020年　など
論著多数

図17：�ウイグル文手紙文書。
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