
稻
畑
耕
一
郎

『
紙
の
道
（
ペ
ー
パ
ー
ロ
ー
ド
）
』
。

こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
本
で
す
よ
。
紙
と
い
う
も

の
を
通
し
て
、
こ
れ
だ
け
ユ
ー
ラ
シ
ア
全
体
に

わ
た
っ
て
東
西
の
文
化
交
流
の
こ
と
が
書
か
れ

た
著
作
と
い
う
も
の
は
、
他
に
な
い
で
し
ょ
う
。

「
ペ
ー
パ
ー
ロ
ー
ド
」
と
い
う
の
は
、
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
に
対
し
て
の
陳
さ
ん
の
造
語
で
し
ょ
う

か
？

陳
舜
臣

え
え
、
そ
れ
に
対
し
て
と
い
う
の
で

は
な
く
、
ペ
ー
パ
ー
ロ
ー
ド
と
い
う
の
も
あ
り

得
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
ね
。
シ
ル

ク
は
商
売
そ
の
も
の
で
す
が
、
ペ
ー
パ
ー
は
、

思
想
と
か
文
物
、
芸
術
を
伝
え
る
も
の
で
す
か

ら
、
も
っ
と
声
高
に
ア
ピ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
、

と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
題
名
を
決

め
る
と
き
、
人
に
任
せ
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す

け
ど
、
こ
れ
は
最
初
か
ら
『
紙
の
道
』
と
決
め

て
い
ま
し
た
。

稻
畑

陳
さ
ん
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

に
つ
い
て
の
著
作
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
『
紙
の
道
』
が
い
ち
ば
ん…

…

。

陳

や
は
り
、
集
大
成
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま

し
て
ね
。
愛
着
が
あ
り
ま
す
。

稻
畑

ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
、
紙
に
よ
る
東
西
文

化
の
交
流
を
書
こ
う
と
さ
れ
て
お
ら
れ
た
よ
う

で
す
が
。

陳

作
家
に
な
る
前
か
ら
で

し
た
。
高
仙
芝
の
事
績
に
う

こ

う
せ
ん
し

た
れ
ま
し
て
ね
。
そ
れ
で
、

そ
の
こ
ろ
か
ら
考
え
て
い
た

ん
で
す
。
高
仙
芝
は
高
麗
出

身
の
唐
の
将
軍
で
す
が
、
数
々

の
武
勲
を
た
て
な
が
ら
、
最

後
は
反
逆
罪
で
殺
さ
れ
て
し

ま
う
。
彼
の
負
け
戦
は
イ
ス

ラ
ム
軍
と
の
「
タ
ラ
ス
の
戦

い
」
に
お
い
て
の
み
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
彼
が
負
け
た

お
か
げ
で
紙
が
西
方
に
伝
わ

る
。
唐
軍
の
捕
虜
の
な
か
に

紙
漉
き
職
人
が
い
た
ん
で
す
。

か

み

す

他
の
説
も
あ
り
ま
す
が
、
い

ち
お
う
そ
れ
が
定
説
な
ん
で

す
ね
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
ロ

プ
ノ
ー
ル
紙
な
ど
前
漢
時
代
の
原
始
的
な
も
の

は
別
で
す
が
、
二
世
紀
初
頭
に
後
漢
の
宦
官
蔡

か
ん
が
ん

倫
が
発
明
し
た
と
さ
れ
る
現
代
に
通
ず
る
紙
は
、

長
い
間
国
家
機
密
で
し
た
。
そ
れ
が
、
天
宝
十

載
（
七
五
一
年
）
の
「
タ
ラ
ス
の
戦
い
」
を
機

に
、
西
漸
し
て
い
く
。
よ
く
ぞ
負
け
て
く
れ
た
、

せ
い
ぜ
ん

と
高
仙
芝
を
顕
彰
し
た
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
ん

で
す
。
ス
タ
イ
ン
は
彼
を
顕
彰
す
べ
き
だ
と
い
っ

て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
人
物
が
い
た
こ
と
を
世

界
中
が
忘
れ
て
い
る
。
タ
ラ
ス
の
戦
場
や
パ
ミ
ー

ル
の
ダ
ル
ヨ
ッ
ト
峠
に
高
仙
芝
の
銅
像
を
建
て

る
べ
き
だ
と
ね
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
処
刑
さ
れ
た
彼
の

鎮
魂
の
意
も
含
め
て
、
紙
が
伝
わ
っ

た
歴
史
の
裏
に
は
、
こ
う
い
う
物

語
が
あ
る
と…

…

。
（
中
略
）

陳

歴
史
の
な
か
で
の
人
間
の
物

語
で
す
ね
。
高
仙
芝
自
身
は
、
自

分
が
果
た
し
た
役
割
な
ん
か
知
ら

な
い
。
で
も
、
本
人
と
は
か
か
わ

り
な
く
紙
が
伝
わ
っ
て
い
く
。
独

り
歩
き
し
て
、
長
い
歳
月
を
か
け

て
世
界
中
に
広
ま
っ
て
い
く
ん
で

す
ね
。
一
つ
の
ロ
マ
ン
で
す
。

（
中
略
）

稻
畑

陳
さ
ん
の
作
品
を
読
ん
で

い
て
感
じ
る
の
は
、
陳
さ
ん
が
、

人
は
動
き
、
そ
れ
と
と
も
に
物
が

動
き
、
ま
た
も
の
の
考
え
方
も
伝

わ
る
と
い
う
こ
と
を
、
信
念
の
よ

う
に
持
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

『
紙
の
道
』
な
ど
は
、
そ
れ
を
具

体
的
に
示
し
た
作
品
で
す
ね
。

（
中
略
）

陳

紙
が
ど
こ
で
誕
生
し
た
か
で
は
な
く
、
交

流
を
通
し
て
文
明
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と

を
言
い
た
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
す
べ
て

の
国
の

人
に
と
っ

て
の
宝

な
ん
で

す
。
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陳
舜
臣
さ
ん
は
、
集
英
社
文
庫
版
『
紙
の
道
』

「
あ
と
が
き
」
で
、

西
方
の
人
に
と
っ
て
は
、
原
材
料
不
明
の
奇
跡
の

織
物
シ
ル
ク
は
、
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
も
の
で
、
そ
れ

が
通
っ
た
道

シ
ル
ク
ロ
ー
ド

と
名
づ
け
る

の
は
絶
妙
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）

だ
が
、
こ
の
道
を
通
っ
た
最
も
重
要
な
も
の
は
、

シ
ル
ク
の
よ
う
な
形
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間

の
内
奥
に
か
か
わ
る
も
の
、
思
想
あ
る
い
は
信
仰
と

呼
ば
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
は
思
想
の
道
、

あ
る
い
は
信
仰
の
道
で
も
あ
っ
た
。
最
も
み
ご
と
に

伝
来
し
た
も
の
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
仏
教
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
『
紙
の
道
』
に
は
、
玄
奘
三
蔵
に
つ
い

て
多
く
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

奈
良
薬
師
寺
に
、
玄
奘
三
蔵
院
が
建
立
さ
れ
た
の

は
、
平
成
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
玄
奘
三
蔵

像
が
安
置
さ
れ
て
い
て
、
私
は
落
慶
の
と
き
か
ら
、

な
ん
ど
も
拝
観
し
て
い
る
。

玄
奘
さ
ん
が
左
手
に
持
っ
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら

か
に
梵
篋
、
す
な
わ
ち
貝
多
羅
で
あ
り
、
右
手
に
筆

ぼ
ん
き
ょ
う

ば

い

た

ら

を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
天
竺
留
学
中
の
す
が

た
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唐
に
帰
っ
た
あ
と
な
ら
、

貝
多
羅
を
読
む
が
、
書
く
の
は
紙
に
む
か
っ
て
の
は

ず
な
の
だ
。

天
竺
に
む
か
う
苦
難
の
旅
で
、
玄
奘
三
蔵
は
と
う

ぜ
ん
信
仰
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
お
経
を
た
ず
さ
え

よ

て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
漢
訳
の
お
経
は
紙
に
し
る

さ
れ
、
巻
物
に
な
っ
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
、
筆
写
の
た
め
に
白
紙
は
ど
れ
ほ
ど
用
意
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

(

31
頁)

そ
れ
か
ら
、
こ
こ
で
、
も
う
一

つ
、
玄
奘
三
蔵
の
有
名
な
絵
に
つ

い
て
ふ
れ
ま
す
。

朱
の
軸
木
の
経
巻
が
び
っ
し
り

と
詰
め
込
ま
れ
た
笈
を
背
に
、
首

お
い

に
は
髑
髏
の
胸
飾
り
を
付
け
、
脚

ど

く

ろ

絆
、
草
履
姿
の
旅
行
く
僧
の
姿
を

描
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
、
重
要
文
化
財

「
玄
奘
三
蔵
像
」
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
作
で
す
が
、

作
者
不
詳
で
す
。

玄
奘
が
天
竺
か
ら
も
た
ら
し
た
経
典
や
仏
像
は
膨

大
で
し
た
。
『
紙
の
道
』
に
、

経
典
は
五
百
二
十
夾
、
六
百
五
十
七
部
で
あ
っ
た
。

「
夾
」
と
は
、
は
さ
む
と
い
う
意
味
で
、
貝
葉
の
束

き
ょ
う

ば
い
よ
う

を
意
味
す
る
。

(

175
頁)

と
、
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
帰
路
、

パ
ミ
ー
ル
越
え
の
と
き
、
群
盗
に
襲
わ
れ
、
経
典

の
一
部
を
の
せ
た
忠
実
な
象
が
、
逃
げ
ま
ど
っ
て
河

に
お
ち
、
溺
れ
死
ん
だ
の
で
あ
る
。

(

173
頁)

と
の
記
述
も
あ
り
ま
す
。

『
紙
の
道
』
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
馬
22
頭
で
運

ん
だ
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
従
者
を
含
め
て
も
、

数
人
が
背
負
っ
て
運
べ
る
よ
う
な
量
で
は
な
か
っ
た

の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
左
の
画
像
、
背
負
っ
て
い
る
経
巻
は

ど
れ
も
紙
の
巻
物
に
み
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド

遍
歴
中
、
帰
路
、
い
つ
の
姿
で
し
ょ
う
か
？

左
の
画
像
は
、s

ek
ai
no
re
ki
si
.c
om

よ
り

2021.4.10 陳舜臣さんを語る会通信 NO.34 ＜ ２ ＞

玄奘三蔵(げんじょう さんぞう)についてのいくつかの補足

中国から仏教を求めてインドへ行った僧として、桑原隲藏『入竺求法の僧侶』は、東晋の法顕、後秦の智猛、劉宋の法
じつぞう

勇、後魏の惠生、唐の玄奘（602-664）、義浄、悟空、宋の繼業の八人を挙げていますが、玄奘が際だって有名です。

ここでは、『紙の道』でも多く取りあげられている玄奘についてみていきます。 下記文中、傍線は編集委員が加筆。

「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
最
も
み
ご
と
に

伝
来
し
た
も
の
」
は
仏
教

奈
良
薬
師
寺
玄
奘
三
蔵
院
の

玄
奘
三
蔵
像
に
つ
い
て

以
下
、
引
用
文
に
付
記
し
た
頁
は
文
庫
版
に
よ
る

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵

「
玄
奘
三
蔵
像
」
に
つ
い
て

薬師寺HPより



タ
ラ
ス
の
南
に
、
三
百
余
戸
の
中
国
人
ま
ち
が
、
長
い
あ
い
だ

存
在
し
て
い
た
事
実
は
、
タ
ラ
ス
の
戦
い
の
百
二
十
余
年
前
に
玄

奘
が
報
告
し
て
い
る
。
（
『
紙
の
道
』
文
庫
本
108
頁
）

2021.4.10 陳舜臣さんを語る会通信 NO.34 ＜３＞

二つの地図「玄奘三蔵の旅」と「紙の伝播」
先ず、「玄奘三蔵の旅」です。往復とも陸路ですが、往路では、タラス、タシケント、サマルカンドなどにも寄っており、タラ
ス城の近くの小さなまちに中国人の集落のあったことは『大唐西域記』にふれられています。

紙の伝播

柴崎幸次研修室作成

中国伝来の製紙技術が、アフリカの地中海沿岸地方を経て、12世紀半ば、スペインに侵入したムーア人(北西アフリカ
地方のイスラム教徒)によってバレンシア地方（スペイン東岸 海港都市もある）に伝えられ、ザディバ（ハティバ シャティ
バとも表記される）に製紙工場が建設された。これが、ヨーロッパにおける製紙工場の始まりとされる。

labo.a-mz.com より

yahoo.jp/Chd9V3 より



敦
煌
の
石
窟
の
一
つ
に
住
み
着
い
た
道
士
、
王

円
籙
に
よ
っ
て
、
一
小
窟(

現
在
の
第
17
窟)

か
ら
４

え
ん
り
ょ
く

～
５
万
点
に
の
ぼ
る
古
文
書
や
画
巻
が
発
見
さ
れ
、

世
界
的
に
敦
煌
学
が
起
こ
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し

た
。
■
王
円
籙
の
読
み
は
、
お
う
え
ん
ろ
く

と
も
。

『
紙
の
道
』
の
記
述
か
ら
、
第
16
窟
及
び
第
17
窟

の
様
子
を
み
て
み
ま
す
。

発
見
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
王
道
士
自
身
が
一
八

九
九
年
五
月
と
い
っ
て
み
た
り
一
九
〇
〇
年
六
月
と

い
っ
て
み
た
り
、
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
。
（
中
略
）

王
道
士
が
住
み
こ
ん
だ
第
十
六
窟
は
、
か
な
り
広

い
窟
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
問
題
の
第
十
七
窟
は
、

じ
つ
は
第
十
六
窟
の
「
耳
房
」
と
い
っ
て
、
控
え
の

じ

ぼ

う

部
屋
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ふ
つ
う
の
耳
房
は
開
放
さ

れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
第
十
七
窟
は
入

り
口
に
壁
を
塗
っ
て
ふ
さ
ぎ
、
し
か
も

壁
画
を
描
き
こ
ん
で
い
た
の
で
、
誰
も

そ
の
う
し
ろ
に
部
屋
が
あ
る
と
は
お
も

わ
な
か
っ
た
。
塗
り
こ
め
た
壁
が
老
朽

化
し
て
、
ひ
び
が
は
い
り
、
煙
が
吸
い

こ
ま
れ
る
と
い
う
奇
現
象
を
お
こ
し
た

の
で
、
発
見
の
い
と
口
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
王
道
士
は
ア
ヘ
ン

を
吸
っ
て
い
た
ら
し
い
。

(

文
庫
本
158
頁)

陳
舜
臣
さ
ん
は
、
第
17
窟
は
こ
の
石

窟
寺
の
創
始
者
洪
ベ
ン
の
部
屋
、
つ
ま

り
開
山
堂
で
、
も
と
は
こ
こ
に
洪
ベ
ン

の
像
が
お
か
れ
て
い
た
と
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
開
山
堂
の
な
か
の
壁
画
は
二
本
の
樹
木
が
え

が
か
れ
、
そ
の
あ
い
だ
が
か
な
り
広
い
空
白
に
な
っ

て
い
た
。
樹
下
に
は
供
養
人
と
い
う
よ
り
は
侍
者
ら

し
い
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
え
が
か
れ
て
い
る
。

一
九
七
五
年
に
私
が
最
初
に
見
た
と
き
は
、
こ
の

よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
が
、
九
年
後
の
一
九
八
四
年

に
再
訪
し
た
と
き
は
、
空
白
の
と
こ
ろ
に
、
僧
洪
ベ

ン
の
像
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
像
は
、
ど
こ
か
ほ

か
の
窟
に
こ
ろ
が
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
や
っ
と
近
年

に
な
っ
て
、
洪
ベ
ン
像
だ
と
判
明
し
、
千
年
ぶ
り
に

あ
る
べ
き
所
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

千
年
ほ
ど
前
に
、
な
に
か
の
事
情
で
、
開
山
の
像

を
は
こ
び
出
し
、
こ
の
窟
に
古
文
書
の
山
を
お
し
こ

ん
だ
の
で
あ
る
。
像
を
も
ち
出
し
た
の
は
、
す
こ
し

で
も
多
く
の
文
書
を
い
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
お
も

わ
れ
る
。(

文
庫
本
165-

166
頁)

第
17
窟
密
封
の
経
緯
、

及
び
発
見
さ
れ
た
膨
大

な
古
文
書
が
そ
の
後
ど

う
な
っ
た
か
に
つ
い
て

は
『
紙
の
道
』
に
詳
述

さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
上
の
画
像
は
、

陳
舜
臣
さ
ん
が
二
度
目
、

第
17
窟
を
訪
問
さ
れ
た

と
き
の
状
態
で
す
。
最

初
の
時
、
中
央
の
洪
ベ

ン
像
は
な
か
っ
た
の
で

す
。
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膨大な古文書が発見された敦煌第十七窟

第
十
六
窟
及
び
第
十
七
窟
の
様
子

文
中
、
傍
線
は
編
集
委
員
加
筆

『
紙
の
道
』
の
最
後
の
章
か
ら
引
用
し
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
は
じ
め
て
紙
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
十

二
世
紀
初
頭
で
あ
っ
た
。
後
漢
の
蔡
倫
の
製
紙
技
法
開
発
に

遅
れ
る
こ
と
千
年
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

場
所
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
南
部
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
地
域
は
、
長
い
あ
い
だ
イ
ス
ラ
ム
の
支
配
下
に
あ
っ

た
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
紙
は
、
は
じ
め
は
イ
ス
ラ
ム
圏
か

ら
供
給
さ
れ
、
つ
い
で
イ
ス
ラ
ム
勢
力
の
進
出
に
よ
っ
て
製

造
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。(

文
庫
本
286
頁)

後
ウ
マ
イ
ヤ
朝
支
配
下
の
コ
ル
ド
バ
で
は
、
大
学
が
創
建

さ
れ
、
大
図
書
館
が
建
設
さ
れ
、
世
界
各
地
か
ら
学
者
や
学

生
が
集
ま
っ
た
。
当
然
、
紙
の
需
要
は
高
く
、
陳
さ
ん
も

「
こ
れ
で
は
、
製
紙
技
法
が
伝
わ
ら
な
い
ほ
う
が
ふ
し
ぎ
で

あ
ろ
う
」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
も
イ
ベ
リ

ア
半
島
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
『
桃
源

郷
』
の
「
コ
ル
ド
バ
ま

で
」
と
次
の
「
異
邦
人

の
丘
」
に
、
実
業
家
ハ
ー

シ
ム
が
、
コ
ル
ド
バ
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
め
て
の

紙
工
房
を
つ
く
る
く
だ

り
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

作
家
に
は
、
取
り
出

し
て
使
い
た
く
な
る
自

家
薬
籠
中
の
物
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
陳
さ
ん

に
と
っ
て
、
コ
ル
ド
バ

で
の
製
紙
と
い
う
の
は

そ
ん
な
一
つ
で
あ
る
よ

う
に
お
も
え
ま
す
。
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