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た
だ
い
ま
御
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
市
来
と
申
し
ま
す
。
本
日
は

こ
の
よ
う
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
て
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

司
会
の
植
田
先
生
か
ら
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は

学
習
院
大
学
を
卒
業
い
た
し
ま
し
て
、
二
〇
一
二
年
か
ら
西
安
に
あ

り
ま
す
陝
西
師
範
大
学
で
日
本
語
教
師
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
ち

ら
は
留
学
も
し
た
と
こ
ろ
で
す
の
で
ず
っ
と
西
安
に
お
り
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
コ
ロ
ナ
禍
等
々
ご
ざ
い
ま
し
て
今
年
の
九
月
か
ら
上
海
の

同
済
大
学
に
移
籍
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
職
業
で
す
と
本
来
は
中
国
に
お
り
ま
す
が
、
昨
年
の
一

月
に
一
時
帰
国
し
た
後
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
渡
航
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
現
在
は
日
本
に
い
る
状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
前
回
の
小
林

先
生
、
野
口
先
生
の
お
二
人
は
現
在
も
中
国
現
地
に
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
私
の
場
合
は
現
在
日
本
に
お
り
ま
す
。
現
地
に
行

け
な
い
状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
話
し
す
る
内
容
が
少
し

前
の
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。こ
の
点
は
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

御
了
承
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
西
安
に
長
い
間
お
り
ま
し
た
の
で
、
長
安
城
に
つ
い
て
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
程
度
一
般
向
け

と
い
う
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
最
初
に
簡
単
に
長
安
周
辺

の
こ
と
に
つ
い
て
御
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

西
安
は
「
十
三
朝
の
古
都
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

西
安
周
辺
に
は
五
つ
の
古
都
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
を
全
部
含
め

て
十
三
朝
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
一
番
古
い
と
こ
ろ
で
は
西
周
の
都
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だ
っ
た
豊
京
と
鎬
京
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
秦
の
咸
陽
で
す
。

そ
し
て
漢
以
降
、
南
北
朝
時
代
か
ら
隋
の
初
期
ま
で
使
わ
れ
た
長
安

城
、
そ
し
て
隋
唐
の
長
安
城
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
現
在
の
西
安
は

明
代
以
降
の
も
の
で
す
け
れ
ど
も
か
な
り
古
い
の
で
、
こ
れ
ら
を
含

め
て
西
安
付
近
の
古
都
の
遺
跡
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
十
三
朝
の
古
都
」
と
い
う
言
い
方
を
よ
く
西
安
の
方
は
し
ま
す
。

西
安
の
人
は
何
か
に
つ
け
て
歴
史
の
話
を
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
誇
り
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
最
も
よ
く
言
わ
れ
る
こ
の
十
三
朝
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
周

の
時
代
、
秦
の
咸
陽
、
漢
の
長
安
、
隋
・
唐
の
長
安
、
こ
れ
ら
が
全

部
含
ま
れ
て
合
計
で
一
〇
〇
〇
年
以
上
首
都
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う

歴
史
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す
。

現
在
の
西
安
は
一
年
間
だ
け
、
李
自
成
の
大
順
国
の
首
都
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
西
安
の
人
た
ち
も
歴
史
、
首
都
と

し
て
は
カ
ウ
ン
ト
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
入
れ
る
と
十
四
朝
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
各
時
代
で
首
都
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
合

計
一
〇
〇
〇
年
間
以
上
、
十
三
の
王
朝
の
都
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
本
日
は
こ
の
中
の
長
安
と
呼
ば
れ
た
時

期
の
も
の
、
漢
長
安
城
と
隋
唐
長
安
城
に
つ
い
て
御
紹
介
い
た
し
ま

す
。も

ち
ろ
ん
長
安
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
わ
け
で
、
い
ろ
い

ろ
な
形
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
こ
う
い
う
歴
史
上

の
、
首
都
、
都
城
研
究
に
お
い
て
は
、
中
国
古
都
学
会
と
い
う
学
会

1　西安地図
宇都木章監修・小田切英執筆『すぐわかる中国の歴史』東京美術、2003 年より
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が
中
国
に
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
長
安
は
中
国
古
都
学
会
公
認

の
中
国
八
大
古
都
の
筆
頭
に
選
ば
れ
て
お
り
ま
す
。ま
た
つ
い
最
近
、

今
年
一
〇
月
の
第
三
回
中
国
考
古
学
大
会
で
は
こ
の
一
〇
〇
年
間
の

「
百
大
考
古
発
現
」
を
選
び
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
西
安
の
古
都

関
連
で
は
次
の
よ
う
な
遺
跡
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
漢
の
長
安
、
唐
の

長
安
、
秦
の
咸
陽
、
そ
し
て
周
の
豊
京
と
鎬
京
で
す
。
こ
れ
は
当
然

と
言
え
ば
当
然
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
中
国
全
土
の
中
で
も

西
安
の
古
都
遺
跡
群
に
は
抜
き
ん
出
た
存
在
感
が
あ
り
ま
す
。

（
通
信
障
害
中
断
）

こ
の
よ
う
に
長
安
は
中
国
の
考
古
学
界
の
中
で
も
特
に
重
視
さ
れ

て
い
る
遺
跡
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
研
究
す
る
意
味
が
大
き
い

の
は
、
も
ち
ろ
ん
長
い
間
統
一
帝
国
あ
る
い
は
分
裂
期
を
含
め
て
首

都
で
あ
っ
た
か
ら
当
然
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
漢
長
安
城
は
そ
れ
ま
で
の
戦
国
時
代
以
来
の

都
城
の
集
大
成
で
あ
る
と
と
も
に
、
統
一
帝
国
の
首
都
と
し
て
は
初

め
て
建
設
さ
れ
た
首
都
で
す
し
、
後
の
時
代
の
首
都
、
都
城
の
原
型

に
な
っ
た
も
の
で
す
。

隋
唐
長
安
城
は
南
北
朝
時
代
を
経
て
こ
う
い
っ
た
都
城
の
ス
タ
イ

ル
と
し
て
完
成
さ
れ
た
形
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
日

本
の
平
城
京
や
平
安
京
な
ど
東
ア
ジ
ア
各
国
の
都
城
の
モ
デ
ル
に
な

り
ま
し
た
か
ら
、
研
究
す
る
意
義
は
非
常
に
大
き
い
わ
け
で
す
。
こ

れ
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
近
年
の
発
掘
で
特
に
注
目

さ
れ
て
い
る
の
が
、
漢
長
安
城
か
ら
唐
長
安
城
ま
で
の
都
城
の
変
遷

及
び
そ
の
つ
な
が
り
で
す
。

漢
長
安
城
に
関
し
て
簡
単
に
建
設
の
過
程
を
ま
と
め
ま
す
と
、
紀

元
前
二
〇
二
年
、
漢
が
建
国
し
た
直
後
に
咸
陽
の
南
の
渭
水
南
岸
の

ほ
う
へ
宮
殿
を
築
き
始
め
る
、
こ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

最
初
に
造
ら
れ
た
の
が
長
楽
宮
と
い
う
宮
殿
で
す
。
同
時
に
未
央
宮

そ
の
他
各
宮
殿
の
建
設
を
始
め
ま
す
。
そ
の
後
、
城
壁
の
建
設
を
開

始
い
た
し
ま
す
。
紀
元
前
一
九
四
年
頃
に
は
城
壁
の
建
設
が
ほ
ぼ
完

了
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
後
、
ま
た
城
内
の
整
備
が
順
次

行
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
周
辺
の
宮
殿
建
築
、
離
宮
、
さ
ま
ざ

ま
な
庭
園
等
の
建
築
も
大
規
模
に
行
わ
れ
ど
ん
ど
ん
建
築
が
進
ん
で

い
き
ま
す
。

初
期
の
建
築
か
ら
次
第
に
整
備
が
進
ん
で
い
き
ま
す
が
、
漢
の
武

帝
の
と
き
に
ま
た
大
規
模
な
拡
張
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
形

で
建
築
が
進
ん
で
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、ま
ず
宮
殿
を
造
っ
て
、

そ
の
後
、
城
壁
を
造
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
形
で
城
郭
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
都
城
は
、
そ
れ

こ
そ
日
本
の
平
城
京
、
平
安
京
な
ど
は
比
較
的
き
れ
い
な
長
方
形
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
あ
い
う
も
の
を
見
慣
れ
る
と

大
変
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
形
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
「
斗
型
」
と
通
称
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
西
北
の
ほ

う
が
特
に
い
び
つ
な
形
の
長
方
形
と
言
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う

か
。
面
積
は
約
三
六
㎢
あ
り
、
城
門
は
東
西
南
北
に
各
三
つ
ず
つ
開

か
れ
、
計
一
二
の
城
門
が
あ
り
ま
す
。
東
西
南
北
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
ず
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つ
の
城
門
を
開
く
あ
た
り
は
比
較
的
端
正
と
い
い
ま
す
か
、
形
式
は

整
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
城
門
の
間
を
結
ぶ
道
が
真
っ
す
ぐ
つ
な

が
っ
て
い
な
い
な
ど
、
後
世
の
隋
唐
長
安
城
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

整
っ
た
形
の
も
の
に
比
べ
る
と
相
当
に
異
質
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
か
ら
ど
う
や
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

い
わ
ゆ
る
「
漢
長
安
城
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
し
、
中
国
の

歴
史
学
界
・
考
古
学
界
で
も
普
通
に
「
漢
長
安
城
」
と
言
っ
て
い
ま

す
が
、
正
確
に
言
う
と
漢
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
紀
元
前

二
〇
〇
年
に
造
っ
て
か
ら
前
漢
が
滅
び
て
王
莽
の
新
の
時
代
の
末
期

に
戦
乱
で
か
な
り
大
き
く
破
壊
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
後
、
首
都
が
洛

陽
に
移
っ
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
南
北
朝
時
代
に
な
り
ま
す

と
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
王
朝
の
首
都
に
な
っ
て
使
わ
れ
続
け
ま
す
。
そ

し
て
隋
の
初
期
ま
で
首
都
と
し
て
使
わ
れ
続
け
ま
す
の
で
、
断
続
的

に
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
南
北
朝
時
代
は
か
な
り
長
期
わ
た
っ

て
首
都
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
の
で
、「
漢
南
北
朝
長
安
城
」
と
言
っ

て
い
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

漢
長
安
城
の
周
辺
は
、
先
ほ
ど
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、

現
在
の
西
安
市
内
と
は
少
し
外
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
現
在
の

西
安
は
明
代
に
築
か
れ
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
降
、
近
代

に
な
っ
て
も
漢
長
安
城
の
地
域
は
ず
っ
と
農
村
で
、
大
き
な
開
発
は

さ
れ
な
い
ま
ま
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
西
安
城
の
城
外
に
な
っ
て
放

置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
実
は
こ
れ
が
幸
い
し
ま
し
て
開
発
な
ど

は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
発
掘
調
査
を
大
変
や
り
や
す
い
と
い
う
条
件
が
あ
る
意
味
で

整
っ
た
わ
け
で
す
。

本
格
的
に
発
掘
調
査
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
中
華
人
民
共

和
国
成
立
後
で
す
。
一
九
五
六
年
に
中
国
社
会
科
学
院
（
当
時:

中

国
科
学
院
）の
考
古
研
究
所
に
漢
長
安
城
考
古
隊
が
発
足
し
ま
し
て
、

こ
こ
か
ら
中
央
政
府
も
本
格
的
に
力
を
入
れ
る
発
掘
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
社
会
科
学
院
が
都
城
を
本
格
的
に
発
掘
し
て

い
る
の
は
、
西
安
、
洛
陽
、
安
陽
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
西
安

は
漢
長
安
城
考
古
隊
と
唐
城
考
古
隊
と
二
つ
あ
り
ま
し
て
、
漢
長
安

2　漢長安城
李令福、市来弘志訳「漢昆明池の建設及びその
長安郊外の環境に対する影響について」（『日本
秦漢史学会報』第 9号、2008 年）より
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城
と
隋
唐
長
安
城
を
そ
れ
ぞ
れ
発
掘
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
洛
陽
も

同
じ
で
、
洛
陽
も
考
古
Ⅰ
隊
と
考
古
Ⅱ
隊
が
あ
り
、
後
漢
か
ら
北
魏

の
洛
陽
城
、
お
よ
び
隋
唐
の
洛
陽
城
の
発
掘
を
し
て
い
ま
す
。

こ
う
や
っ
て
本
格
的
に
発
掘
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の

初
期
の
発
掘
の
指
揮
を
執
っ
た
の
は
王
仲
殊
先
生
で
、
そ
の
後
劉
慶

柱
先
生
な
ど
も
発
掘
に
携
わ
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
一
流
の
考
古
学

者
の
下
で
発
掘
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
九
五
〇
～
一
九
六
〇
年
代
に

ど
ん
ど
ん
発
掘
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
城
門
、
宮
殿
、
城
内
の
道

の
発
掘
な
ど
が
進
み
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら

一
九
七
〇
年
代
初
期
は
全
然
発
掘
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
七
〇
年

代
後
半
に
な
る
と
ま
た
発
掘
を
始
め
て
い
き
ま
し
て
、
一
九
八
〇
～

一
九
九
〇
年
代
と
順
調
に
発
掘
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

発
掘
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
き
ま
し
て
、
長
安
城
の
内
部
の
構

造
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
の
写
真
で
、上
空
か
ら
見
た
写
真
で
す
。

こ
れ
を
見
て
も
緑
が
現
在
で
も
多
く
、農
村
地
域
は
残
っ
て
い
ま
す
。

長
安
城
の
こ
う
い
う
堀
の
部
分
も
か
な
り
よ
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

城
壁
も
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
は
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
か
な
り

跡
を
追
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
や
は
り
ず
っ
と
農
村
地
域
で
あ
っ
た

こ
と
が
幸
い
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
写
真
は
若
干
古
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
今
は
急

激
に
開
発
が
進
ん
で
し
ま
っ
て
こ
の
緑
の
と
こ
ろ
が
大
分
な
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

3　漢長安城グーグル
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先
ほ
ど
五
〇
年
代
か
ら
発
掘
し
て
い
る
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
二
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
ま
た
急
激
に
発
掘
が
進
ん
で
い
ま

す
。
こ
の
長
楽
宮
や
未
央
宮
に
関
し
て
は
、
以
前
も
初
歩
的
な
発
掘

調
査
は
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
初
歩
的
な
調
査
に
つ
い
て
は
試

掘
と
い
い
ま
す
か
、表
面
採
集
及
び
測
量
が
最
初
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
本
格
的
な
調
査
が
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

二
一
世
紀
に
な
っ
て
ど
ん
ど
ん
掘
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

城
外
に
つ
い
て
も
本
格
的
に
発
掘
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

て
、
例
え
ば
建
章
宮
一
号
遺
跡
、
漢
の
武
帝
の
と
き
に
造
ら
れ
た
離

宮
を
発
掘
し
て
お
り
ま
す
し
、
各
城
門
も
発
掘
し
て
い
ま
す
。
ま
た

南
北
朝
時
期
の
宮
殿
の
発
掘
が
よ
う
や
く
こ
の
頃
か
ら
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
渭
橋
、
橋
の
発
掘
も
城
外
の
重
要
な
成

果
に
な
り
ま
す
。
未
央
宮
の
再
発
掘
等
々
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

う
し
て
い
ろ
い
ろ
な
発
掘
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
全
貌
が
次
第

に
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

例
え
ば
最
新
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
近
年
発

掘
さ
れ
た
も
の
の
中
で
、
私
が
現
場
に
行
っ
た
遺
跡
を
最
初
に
御
紹

介
し
ま
す
。漢
長
安
城
渭
橋
遺
跡
は
渭
水
に
架
か
る
橋
の
遺
跡
で
す
。

二
〇
一
二
年
に
発
見
さ
れ
、
こ
の
後
、
数
年
の
間
、
本
格
的
な
発
掘

が
続
き
ま
し
た
。
二
〇
一
三
年
に
は
中
国
の
考
古
学
界
が
選
ぶ
「
全

国
十
大
考
古
新
発
現
」
の
一
つ
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の

後
、
継
続
的
に
数
年
間
発
掘
が
行
わ
れ
、
三
カ
所
か
ら
七
つ
の
橋
が

出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
中
に
は
唐
長
安
城
の
時
代
の
も
の
も
含
ま
れ

て
は
い
ま
す
が
、「
渭
橋
遺
跡
」
と
ま
と
め
て
通
称
さ
れ
ま
す
。

こ
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
た
の
は
厨
城
門
一
号
橋
で
す
が
、
こ
れ

は
か
な
り
大
き
い
で
す
。
南
北
の
長
さ
が
約
八
八
〇
メ
ー
ト
ル
、
橋

梁
の
間
隔
が
一
五
・
四
メ
ー
ト
ル
で
す
か
ら
、
非
常
に
大
規
模
な
橋

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
漢
長
安
城
の
北
壁
の
城
門
の
一
つ

で
あ
る
厨
城
門
の
北
一
、二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
厨
城
門
の
東
に
あ
る
洛
城
門
の
北
に
も
や
は
り

遺
跡
と
し
て
橋
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

厨
城
門
、
洛
城
門
の
橋
の
部
分
で
す
。
厨
城
門
、
洛
城
門
は
そ
れ

ぞ
れ
こ
の
辺
に
あ
り
ま
す
。
現
在
の
渭
水
は
大
体
こ
れ
よ
り
大
分
北

に
あ
り
ま
す
か
ら
、も
ち
ろ
ん
渭
水
は
現
在
と
流
路
、経
路
は
変
わ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
分
か
り
ま
す
が
、
渭
水
の
流
路
の
問
題
も
か

な
り
重
要
な
発
見
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
七
つ
の
橋
の
う
ち
よ
く
残
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
北
京
大

学
に
よ
り
Ｃ
一
四
年
代
測
定
が
行
わ
れ
、年
代
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

最
も
大
き
い
厨
城
門
一
号
橋
に
関
し
て
は
、
戦
国
時
代
の
末
期
か
ら

前
漢
の
初
期
ぐ
ら
い
の
年
代
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
修

理
さ
れ
な
が
ら
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
部
分
、
場
所
に
よ
っ
て
年
代

が
違
っ
て
き
ま
し
て
、
一
番
北
側
の
ほ
う
は
後
漢
か
ら
魏
晋
期
の
橋

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
修
理
し
な
が
ら
使
い
続
け
て
い
っ
た
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
北
側
の
ほ
う
が
修
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
厨
城
門
三
号
橋
は
唐
代
、
東
に
あ
る
洛
城
門
の
橋
は
前
漢
末
期

か
ら
後
漢
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
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先
ほ
ど
流
路
の
お
話
が
出
ま
し
た
が
、
渭
水
は
今
、
長
安
城
よ
り

随
分
北
側
を
流
れ
て
い
ま
す
。
い
つ
か
ら
こ
れ
が
北
側
に
移
っ
て

い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
大
き
な
問
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
漢
長
安
城
が
「
斗
」
の
形
に
な
っ
て
い

る
原
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
こ
の
渭
水
の
流
れ
で
、
渭

水
の
流
れ
が
現
在
よ
り
も
南
に
あ
る
か
ら
こ
う
い
う
形
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
北
斗
七
星
の
形

を
か
た
ど
っ
た
等
々
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ず

れ
に
し
て
も
か
つ
て
の
渭
水
は
現
在
よ
り
も
大
分
南
に
流
れ
て
い
た

こ
と
は
以
前
か
ら
分
か
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、
こ
の
発
見
で
具
体
的

な
位
置
も
分
か
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
い
つ
渭
水
が
北
に
移
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
幾
つ
か
説
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
発
掘
が
行
わ
れ

る
前
は
徐
々
に
だ
ん
だ
ん
と
北
に
移
っ
て
い
っ
た
と
い
う
考
え
方
が

比
較
的
有
力
で
し
た
。
渭
水
が
北
に
移
っ
て
い
く
原
因
の
一
つ
は
、

造
山
運
動
と
関
係
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
西
安
の
南
に
あ
る

秦
嶺
山
脈
は
険
し
く
て
高
く
、
最
高
峰
の
太
白
山
は
富
士
山
と
同
じ

ぐ
ら
い
の
高
さ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
太
白
山
を
含
め
て
現
在
で
も
隆

起
が
続
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
当
然

で
す
け
れ
ど
も
南
の
ほ
う
が
高
く
な
り
ま
す
か
ら
、
川
は
北
に
移
動

し
て
い
き
ま
す
。

造
山
運
動
に
よ
っ
て
次
第
に
北
に
移
っ
て
い
く
と
い
う
と
、
一
定

の
ペ
ー
ス
で
移
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

の
遺
跡
の
発
掘
で
、
戦
国
末
期
か
ら
前
漢
初
期
に
造
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
厨
城
門
一
号
橋
の
砂
礫
の
層
の
中
か
ら
「
康
熙
通
宝
」

が
出
て
き
た
の
で
す
。
砂
礫
層
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ

ま
り
川
の
底
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
康
熙
年
間
で
す
か
ら
一
七
世
紀

後
半
か
ら
一
八
世
紀
で
す
。
こ
の
時
期
ま
で
渭
水
の
河
道
が
基
本
的

に
は
こ
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
大
体
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。そ

う
す
る
と
急
激
に
北
の
ほ
う
に
向
か
っ
た
、
移
動
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
関
し
て
は
自
然
地
理
的

な
面
で
か
な
り
興
味
深
い
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う

に
地
理
や
地
形
の
問
題
ま
で
大
き
く
考
え
方
を
変
え
る
き
っ
か
け
に

な
っ
た
遺
跡
に
な
り
ま
す
。
唐
代
の
橋
も
あ
り
ま
す
の
で
、
同
じ
よ

う
な
場
所
に
ず
っ
と
付
け
替
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。私

は
鶴
間
和
幸
先
生
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
加
え
て
頂
き
、

二
〇
一
三
年
に
現
場
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
大
変
貴
重

な
機
会
で
、
連
れ
て
い
っ
て
い
た
だ
い
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
橋
の
写
真
は
こ
う
い
う
状
態
で
す
。
こ

の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
杭
が
打
た
れ
て
橋
梁
を
造
り
、
上
に
板
を
渡

し
て
橋
を
造
る
と
い
う
非
常
に
大
規
模
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
長
安
城
の
周
辺
も
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
遺
跡
が
現
在
、

発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
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隋
唐
長
安
城
や
漢
長
安
城
に
関
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
極
め
て
重
要

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
わ
け
で
す
し
、
文
化
財
と
し
て
は

国
家
級
文
物
に
非
常
に
早
い
時
期
か
ら
指
定
さ
れ
て
は
い
ま
し
た

が
、
世
界
遺
産
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
非
常
に
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
と
長
い
間
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
二
〇
一
四
年
に
な
っ
て
や
っ
と
世
界
遺
産
登
録
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
そ
の
結
果
、
陝
西
省
に
あ
る
世
界
遺
産
が
一

気
に
増
え
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
秦
始
皇
帝
陵
及
び
兵
馬
俑
杭
だ
け

で
し
た
が
、
二
〇
一
四
年
に
陝
西
省
内
の
七
つ
の
遺
跡
が
一
気
に
世

界
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
「
長
安
︱
天

山
回
廊
の
交
易
路
網
」
︱

︱
西
安
か
ら
新
疆
ウ
イ
グ

ル
自
治
区
ま
で
セ
ッ
ト
に

な
っ
た
、
一
連
の
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
の
遺
跡
を
ま
と
め

て
世
界
遺
産
に
登
録
し
た

も
の
で
す
。

同
時
期
に
中
国
の
さ
ら

に
西
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
と

キ
ル
ギ
ス
の
遺
跡
も
「
長

安
︱
天
山
回
廊
の
交
易
路

網
」
の
一
部
と
し
て
世
界

遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
遺
跡
の
整
備
保
護
が
始
ま
り

ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、先
ほ
ど
の
写
真
を
見
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、

正
直
、
漢
長
安
城
に
関
し
て
は
発
掘
調
査
は
行
わ
れ
ま
す
が
、
保
存
・

保
護
と
い
う
観
点
で
言
い
ま
す
と
ほ
と
ん
ど
放
置
に
近
い
よ
う
な
状

態
で
あ
り
ま
し
た
。

遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
、
遺
跡
の
部
分
は
整
備
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ

以
外
の
と
こ
ろ
は
農
村
が
従
来
の
ま
ま
で
、
農
村
地
域
と
遺
跡
が
混

在
し
て
い
る
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る

と
突
然
、
整
備
・
保
護
が
始
ま
り
ま
す
。
実
は
整
備
・
保
護
は
観
光

開
発
が
目
的
で
す
か
ら
、
保
存
と
い
う
よ
り
は
開
発
措
置
が
急
激
に

始
ま
り
ま
す
。
驚
く
ほ
ど
の
勢
い
で
変
化
が
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。

漢
長
安
城
は
長
安
城
村
と
い
う
村
も
あ
り
ま
し
た
し
、
そ
の
ほ
か

に
幾
つ
か
農
村
が
あ
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
村
が
撤
去
さ
れ
、
ほ
ぼ

全
域
が
公
園
化
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
こ
の
周
辺
で
も
幾
つ
か

の
地
域
で
公
園
化
が
進
め
ら
れ
、
後
ほ
ど
御
紹
介
い
た
し
ま
す
が
、

西
の
ほ
う
の
郊
外
の
昆
明
池
は
巨
大
な
公
園
に
な
る
な
ど
、
世
界
遺

産
登
録
と
同
時
に
こ
れ
ら
の
地
域
が
保
存
と
称
す
る
開
発
に
さ
ら
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ど
う
い
う
状
態
に
な
っ
た
の
か
も
幾
つ
か
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

未
央
宮
や
長
楽
宮
は
比
較
的
早
く
か
ら
発
掘
が
進
み
ま
し
た
か
ら
、

こ
の
周
辺
に
は
農
村
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
以
外

の
と
こ
ろ
は
昔
の
ま
ま
の
農
村
で
し
た
。
漢
代
の
図
書
館
に
あ
た
る

天
禄
閤
、
石
渠
閤
あ
た
り
が
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
の
で
、
ま
ず
こ

4　渭橋
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こ
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
未
央
宮
周
辺
、
昆
明
池
の
辺

り
を
少
し
ご
紹
介
し
ま
す
。

天
禄
閤
遺
跡
は
八
年
前
の
二
〇
一
三
年
に
参
り
ま
し
た
。
そ
の
と

き
こ
こ
に
は
天
禄
閤
小
学
校
が
あ
り
ま
し
て
、
学
校
の
中
に
遺
跡
が

か
ろ
う
じ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
し
た
。
参
観
を
お
願

い
し
ま
し
た
ら
、校
長
先
生
み
ず
か
ら
案
内
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、

見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
土
台
し
か
残
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
柵
で
囲
っ
て
保
存
措
置
は
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
上
に
は

後
世
の
祠
が
建
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
も
含
め
て
保
存
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

こ
こ
は
そ
の
後
訪
ね
て

い
な
い
で
す
が
、
漢
の
未

央
宮
遺
跡
に
は
そ
の
後
も

何
度
も
行
っ
て
い
ま
す
。

数
年
前
に
も
行
き
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
そ
こ
上
か
ら

上
を
眺
め
ま
す
と
小
学
校

は
全
部
撤
去
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
完
全
に
公
園
化
さ

れ
て
い
る
の
が
見
え
ま
し

て
、
こ
の
天
禄
閤
も
こ
の

土
台
だ
け
が
残
さ
れ
て
い

る
状
態
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
整
備
な
る
も
の
が
急
激
に
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。

一
番
東
の
門
で
あ
り
ま
す
覇
城
門
は
最
も
早
く
発
掘
が
進
ん
だ

と
こ
ろ
の
一
つ
で
す
。
覇
城
門
は
早
い
時
期
か
ら
整
備
が
進
み
ま

し
て
、
堀
の
部
分
を
広
げ
て
親
水
公
園
に
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

二
〇
一
四
年
頃
に
は
も
う
こ
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
奥

の
ほ
う
に
見
え
る
の
は
劉
邦
の
巨
大
な
銅
像
で
す
。
当
時
城
外
は
ま

だ
保
護
区
域
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
う
い
う
こ
と
が
平
気

で
で
き
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

未
央
宮
周
辺
は
、
以
前
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
で
し
た
。
こ
の
写
真

は
二
〇
一
五
年
の
段
階
で
す
。
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら
一
年

足
ら
ず
で
こ
の
状
態
に
な

り
ま
し
た
。
未
央
宮
の
土

台
の
と
こ
ろ
は
非
常
に
よ

く
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、

こ
れ
は
昔
か
ら
ず
っ
と
こ

の
ま
ま
で
す
。
周
り
は
全

部
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
だ
っ

た
の
が
世
界
遺
産
登
録
の

一
年
後
に
農
村
は
完
全
に

撤
去
さ
れ
、
公
園
が
造
ら

れ
て
、
か
な
り
大
き
く
変

化
し
ま
し
た
。

こ
の
後
、
現
在
ま
で
の

5　天禄閣　2013 年筆者撮影

6　覇城門外　2014 年筆者撮影
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と
こ
ろ
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
世
界
遺
産
登

録
に
よ
っ
て
一
気
に
変
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
保
存
を
考
え
れ
ば

も
ち
ろ
ん
こ
の
ほ
う
が
よ
い
わ
け
で
す
。
上
に
砂
利
を
敷
い
て
地
下

に
手
を
付
け
な
い
形
で
保
存
し
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
以
上
破
壊
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
こ
の
保
存
の
仕
方
は
悪
く

な
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
昆
明
池
は
な
か
な
か
、や
っ
て
し
ま
っ

た
、
と
い
う
よ
う
な
保
護
措
置
を
し
て
お
り
ま
す
。
昆
明
池
遺
跡
は

こ
ち
ら
で
す
。
漢
の
武
帝
が
建
章
宮
を
造
っ
た
と
き
に
太
液
池
と
い

う
池
を
掘
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
も
っ
と
西
南
の
ほ
う
に
昆
明

池
を
掘
り
ま
す
。
昆
明
池

は
周
の
時
代
の
二
つ
の
都

の
す
ぐ
近
く
で
す
。
そ
こ

を
掘
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
ど
う
も
漢
代
に

掘
っ
た
と
き
に
既
に
周
の

遺
跡
の
破
壊
を
し
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
そ
う
や
っ

て
巨
大
な
池
を
造
っ
て
い

ま
す
。

漢
代
の
長
安
城
周
辺
の

水
文
環
境
は
、
縦
横
に
運

河
が
走
っ
て
お
り
ま
し

て
、
さ
ら
に
自
然
の
河
川
を
利
用
し
て
水
路
を
つ
な
げ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
水
運
の
便
を
図
る
と
同
時
に
水
量
の
調
節
を
し
て
、

貯
水
池
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
昆
明

池
で
有
名
な
こ
と
は
、
南
方
の
雲
南
の
ほ
う
を
攻
め
る
と
き
に
水
軍

の
訓
練
を
し
た
記
録
が
あ
り
ま
す
の
で
、
巨
大
な
人
口
湖
で
あ
っ
た

わ
け
で
す
。

こ
の
昆
明
池
の
遺
跡
は
、
本
格
的
な
発
掘
は
二
〇
〇
五
年
で
す
。

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
と
試
掘
と
測
量
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
の
か
を
大
ま
か
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
建
章

宮
遺
跡
の
発
掘
と
同
時
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
昆
明
池
は
以
前
か
ら

い
わ
ゆ
る
七
夕
伝
説
の
起
源
の
一
つ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
彦
星
と
織
姫
、
つ
ま
り
牛
郎
と
織
女
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
石
像
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
昔
か
ら
現
在
ま
で
ず
っ

と
残
っ
て
い
て
、
民
間
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
あ
ら
か
た
図
面
を
描
け
る
と
こ
ろ
ま
で
は
調
査
が
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
二
〇
一
一
年
に
陝
西
省
が
こ
の
昆
明
池
を
文
化
生

態
景
区
に
す
る
と
い
う
決
定
を
し
ま
し
た
。
二
〇
一
二
年
に
西
安
市

が
そ
れ
を
基
に
し
て
西
安
の
周
り
の
河
川
を
、
生
態
環
境
も
含
め
て

整
備
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
観
光
開
発
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
発
表

し
ま
し
た
。
昆
明
池
は
そ
の
中
の
最
も
重
要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一

つ
と
位
置
付
け
ら
れ
、
大
規
模
な
開
発
が
始
ま
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
二
〇
一
四
年
の
世
界
遺
産
登
録
が
開
発
に
弾
み
を
つ

け
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
昆
明
池
の
遺
跡
に
人
口
湖

7　未央宮　2015 年筆者撮影
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を
掘
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
遺
跡
に
掘
っ
て
い
ま
す
。

掘
っ
た
面
積
は
一
〇
・
四
㎢
、
杭
州
の
西
湖
の
約
二
倍
、
頣
和
園
に

あ
る
昆
明
池
の
約
五
倍
の
広
さ
の
人
口
湖
を
掘
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
考
古
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
ら
か
な
遺
跡
破
壊
と
開
発

で
す
。
二
〇
一
八
年
に
本
格
的
に
公
園
と
し
て
公
開
さ
れ
ま
し
て
、

二
〇
一
九
年
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
現
況
と
は
申
し
ま
す
と
、
や
や
嘆
か
わ
し
い
状
態
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
遺
跡
に
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
い
の
か
と
い
う
疑
問

が
頭
を
非
常
に
よ
ぎ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
漢
の
武
帝
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
ほ
か
に
牽
牛
織
女
の
銅
像
な
ど
も
建
て
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
問
題
の
池
は
こ
れ
で

す
。
巨
大
な
も
の
を
掘
っ

て
い
ま
す
。そ
も
そ
も「
昆

明
池
七
夕
公
園
」
と
い
う

名
前
に
な
っ
て
お
り
ま
し

て
、
牽
牛
織
女
は
意
識
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
幸

い
に
本
来
の
石
像
自
体
は

手
を
付
け
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
石
像
の
あ
っ
た
と
こ

ろ
は
公
園
の
範
囲
か
ら
外

れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に

し
て
も
「
や
っ
て
し
ま
っ

た
」
感
が
あ
り
あ
り
と
窺
え
ま
す
。

博
物
館
内
部
の
ジ
オ
ラ
マ
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
巨
大
な

池
を
掘
っ
て
か
つ
て
の
昆
明
池
を
復
元
し
た
、
と
称
し
て
い
ま
す
。

そ
の
す
ぐ
隣
が
西
周
の
都
の
遺
跡
で
す
か
ら
、
遺
跡
を
破
壊
し
て
い

な
い
か
結
構
危
な
い
。
博
物
館
の
ジ
オ
ラ
マ
に
は
現
在
よ
り
湖
が
広

い
完
成
予
想
図
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
整
備
中
で

す
。
こ
う
い
う
形
で
遺
跡
の
開
発
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
将
来
的
に
ど
う
な
る
か
、
ま
だ
開
発
を
や
る
の
か
と
い
う

こ
と
は
ち
ょ
っ
と
分
か
り
ま
せ
ん
。
二
〇
一
九
年
の
段
階
で
は
御
覧

の
よ
う
な
状
態
で
す
。
新
た
に
拡
張
し
た
と
い
う
情
報
は
見
つ
か
ら

な
か
っ
た
の
で
、今
の
と
こ
ろ
こ
の
ま
ま
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
中
国
は
人
の
移
動
を
非
常
に
制
限

し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
も
長
い
間
閉
館
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
年
の

夏
に
再
開
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
漢
長
安
城
に
関
し
て
は

か
な
り
成
果
の
あ
る
発
掘
が
幾
つ
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
保

護
に
関
し
て
は
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
も
含
め
て
現
況
を
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。
漢
長
安

城
に
関
し
て
は
こ
う
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

隋
唐
長
安
城
に
関
し
て
は
、
発
掘
を
進
め
に
く
い
事
情
が
あ
り
ま

す
。
隋
唐
長
安
城
は
唐
末
の
黄
巣
の
乱
で
灰
燼
に
帰
し
て
、
最
後
は

唐
を
奪
っ
た
朱
全
忠
に
よ
っ
て
大
明
宮
を
始
め
多
く
の
宮
殿
や
官
署

の
建
物
な
ど
も
解
体
さ
れ
て
洛
陽
な
ど
に
持
ち
去
ら
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
破
壊
し
尽
く
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、

8　昆明池　2019 年筆者撮影
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再
建
さ
れ
た
の
が
現
在
の
西
安
城
よ
り
も
さ
ら
に
狭
い
城
で
、
明
代

に
拡
張
し
た
の
が
現
在
の
西
安
城
で
す
。

こ
こ
か
ら
現
在
の
西
安
の
市
街
地
が
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
の

で
、
実
は
隋
唐
長
安
城
は
ほ
と
ん
ど
が
市
街
地
の
下
に
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
発
掘
は
非
常
に
し
に
く
い
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
再

開
発
に
伴
っ
て
少
し
ず
つ
発
掘
さ
れ
る
、
一
部
分
、
一
部
分
、
虫
食

い
の
よ
う
に
掘
ら
れ
て
い
く
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
何
し
ろ

広
い
で
す
か
ら
、
発
掘
さ
れ
た
の
は
ご
く
一
部
で
す
。
も
っ
と
も
大

明
宮
に
関
し
て
は
、
近
隣
の
住
人
を
全
て
立
ち
退
か
せ
て
大
明
宮
国

家
遺
址
公
園
に
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
は
掘
り
や
す
く
な
っ
て
い
ま

す
。隋

唐
長
安
城
に
関
し
て
言
う
と
、
本
格
的
な
発
掘
が
急
激
に
は
進

ま
な
い
と
い
う
事
情
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
〇
世
紀
か
ら
徐
々

に
発
掘
が
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
大
き
な
発
見
が
幾
つ
も
あ
る
わ
け

で
す
が
、
今
世
紀
に
な
り
ま
す
と
、
一
番
大
き
な
発
掘
調
査
は
大
明

宮
で
す
。

二
〇
世
紀
の
段
階
で
は
大
明
宮
の
宮
殿
エ
リ
ア
は
、
含
元
殿
と
麟

徳
殿
だ
け
は
保
護
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
周
囲
は
、
実
は
以
前
は

西
安
の
ス
ラ
ム
街
で
し
た
の
で
、
言
っ
て
は
悪
い
で
す
け
れ
ど
も
非

常
に
汚
い
と
い
い
ま
す
か
治
安
が
悪
い
こ
と
で
有
名
な
エ
リ
ア
で
し

た
が
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
工
事
を
始
め
ま
し
て
、
二
〇
一
〇
年
ま
で

に
こ
の
巨
大
な
地
区
全
て
の
住
民
を
立
ち
退
か
せ
て
全
て
公
園
に
し

て
し
ま
う
と
い
う
大
工
事
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
南
の
丹
鳳

門
の
部
分
を
大
き
く
発
掘
し
て
、
そ
こ
が
現
在
は
博
物
館
に
な
っ
て

い
ま
す
。

そ
の
後
、
長
安
城
内
の
西
の
ほ
う
の
道
路
、
南
の
朱
雀
大
街
、
東

市
な
ど
、
虫
食
い
的
に
再
開
発
に
伴
っ
て
発
掘
を
進
め
て
い
き
ま
し

た
。
東
市
に
関
し
て
は
発
掘
で
あ
る
程
度
の
成
果
が
出
て
き
ま
し

た
。
西
市
に
関
し
て
は
二
〇
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
本
格
的
な
発
掘
を

し
て
、
二
一
世
紀
に
な
っ
て
発
掘
が
完
了
す
る
と
こ
の
あ
た
り
も
住

民
を
全
て
立
ち
退
か
せ
て
、
巨
大
な
テ
ー
マ
パ
ー
ク
兼
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
モ
ー
ル
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
最
近
い
ろ
い
ろ

と
発
掘
報
告
が
さ
れ
て
い

る
中
で
、
一
番
新
し
い
も

の
と
し
て
は
二
〇
二
〇
年

ま
で
発
掘
し
て
い
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。
長
安
城
の

東
北
の
ほ
う
に
東
北
角
夾

城
及
び
十
王
宅
と
い
う
遺

跡
が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ

な
ど
は
市
街
地
を
再
開
発

し
て
虫
食
い
状
に
発
掘
す

る
と
ど
う
い
う
形
に
な
る

か
、よ
く
分
か
る
例
で
す
。

唐
長
安
城
で
言
う
と
一
番

9　丹鳳門　2019 年筆者撮影
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東
の
角
の
と
こ
ろ
を
再
開
発
に
伴
っ
て
掘
っ
て
い
る
の
で
、
か
な
り

奇
妙
な
形
に
な
り
ま
す
。

夾
城
及
び
十
王
宅
遺
跡
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
夾
城
と

い
い
ま
す
の
は
長
安
城
の
城
壁
の
中
に
造
っ
た
皇
帝
専
用
道
で
す
。

唐
の
初
期
の
段
階
、
特
に
三
代
目
の
皇
帝
高
宗
の
時
か
ら
大
明
宮
が

宮
殿
区
に
な
り
ま
す
が
、
有
名
な
玄
宗
は
皇
太
子
時
代
に
住
ん
だ
興

慶
宮
を
非
常
に
気
に
入
っ
て
、
皇
帝
に
即
位
し
た
後
も
こ
こ
に
い
る

こ
と
が
か
な
り
多
か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
大
明
宮
が
正
式
な
宮
殿

で
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
な
ど
も
大
明
宮
で
行
い
ま
す
の
で
、
興
慶
宮
と

大
明
宮
の
間
を
往
復
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
皇
帝
専

用
道
を
城
壁
の
中
に
造
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
夾
城
と
い
い
ま
す
。

さ
ら
に
東
北
の
角
は
後
に
「
十
六
王
宅
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
玄

宗
の
と
き
に
は
「
十
王
宅
」
と
言
わ
れ
た
エ
リ
ア
で
す
。
こ
れ
は
王

子
た
ち
を
ま
と
め
て
住
ま
わ
せ
た
エ
リ
ア
で
す
。
皇
帝
の
子
供
は
成

人
す
る
と
王
に
封
じ
ら
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
責
任
あ
る
立
場
に
就
く
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
幼
少
の
頃
は
み
な
ま
と
め
て
こ
こ
に
住
ま
わ
せ
て

「
十
王
宅
」
と
称
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
実
際
「
十
王
」

と
書
か
れ
た
遺
物
が
出
て
い
ま
す
。
後
に
「
十
六
王
宅
」
と
改
名
さ

れ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
皇
族
、
王
子
が
住
む
特
殊
エ
リ
ア
で
す
。

そ
れ
と
夾
城
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
皇
帝
に
関
係
す
る
特
殊
な
遺
跡

が
発
掘
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
遺
跡
は
こ
こ
を
再
開
発
す
る
と
き
に
出
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
大
明
宮
遺
跡
は
現
在
、
完
全
に
公
園
化
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ

10　発掘位置（十王宅）
西安市文物保護考古研究院「隋唐長安城東北角夾城及十王宅遺址 2020 年度発掘簡報」

（『文博』2021 年第 1期）より
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ど
も
、
こ
の
す
ぐ
近
く
を
鉄
道
が
通
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
鉄
道
の

南
側
に
な
り
ま
す
。
鉄
道
の
北
側
は
今
で
も
少
し
残
っ
て
い
る
ご
み

ご
み
し
た
地
域
が
残
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
南
側
は
再
開
発
さ
れ

て
今
は
新
た
な
商
業
地
域
に
な
り
、大
変
賑
や
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
の
建
設
の
た
め
に
再
開
発
し
た
と
き
に
出
て
き
ま
し
た
。

二
〇
二
〇
年
に
掘
っ
た
辺
り
で
す
が
、
建
物
を
建
て
る
た
め
の
四

角
い
敷
地
を
掘
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
然
、
遺
跡
と
し
て
は
変
な
掘

り
方
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
た
だ
遺
構
は
南
北
方
向
に
き
ち
ん

と
そ
ろ
っ
て
い
た
の
で
、
あ
る
程
度
見
や
す
い
形
で
発
掘
が
さ
れ
ま

し
た
。
こ
ち
ら
が
北
で
す
け
れ
ど
も
、こ
の
よ
う
に
道
路
遺
跡
で
す
。

こ
れ
は
夾
城
の
中
の
道
路
で
す
。
幅
約
二
三
ｍ
の
道
路
が
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の
場
合
は
土
が
黄
土
で
す
か
ら
、
同
じ

道
路
を
使
い
続
け
る
と
轍
自
体
が
遺
構
と
し
て
出
て
く
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
轍
の
跡
が
一
〇
本
五
組
出
て
き
ま
し
た
。
そ

の
ほ
か
に
も
撹
乱
、
柱
穴
な
ど
も
出
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
は
二
〇
二
〇
年
に
掘
っ
た
所
で
す
の
で
私
は
行
く
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ネ
ッ
ト
か
ら
引
用
し
た
写
真
を
お
見
せ
し
て
申

し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、こ
う
い
う
感
じ
で
掘
っ
て
い
ま
す
。

十
王
宅
の
東
北
部
分
で
、
東
北
角
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
壁
ら
し
き

も
の
の
遺
跡
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
轍
で
す
。
車
軌
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
同
じ
と
こ
ろ

を
何
度
も
何
度
も
通
る
と
こ
う
や
っ
て
遺
構
と
し
て
発
掘
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
玄
宗
の
と
き
に
興
慶
宮
か
ら

大
明
宮
の
間
に
建
設
さ
れ
、
そ
の
後
、
唐
末
ま
で
の
遺
物
が
出
て
い

ま
す
の
で
、
唐
・
長
安
が
壊
滅
す
る
ま
で
の
間
、
こ
の
夾
城
は
ず
っ

と
使
わ
れ
続
け
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
ま
し
た
。

隋
唐
長
安
城
は
掘
り
に
く
い
で
す
け
れ
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
古

学
者
の
努
力
に
よ
っ
て
次
第
に
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

城
内
の
道
の
遺
跡
は
二
〇
世
紀
に
出
て
き
て
い
ま
し
て
、
城
内
で
も

か
な
り
幅
が
広
い
道
が
掘
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
排
水
の
た
め
の

溝
ま
で
付
け
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
か
な
り
整
備
さ
れ
た
道
路
遺
跡
が

出
て
き
て
い
ま
し
て
、
今
ご
紹
介
し
た
遺
跡
も
そ
う
し
た
タ
イ
プ
の

一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
再
開
発
に
伴
っ
て
遺
跡
を
掘
っ
て
い
く
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
唐
の
長
安
に
関
し
て
は
、
保
存
措
置
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
。
実
は
発
掘
後
に
建
物
を
建
て
て
し
ま
い
、
そ
の
遺
跡
は
破
壊

さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
形
の
発
掘
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。
市
街
地
の
も
の
に
関
し
て
は
あ
ま
り
き
れ
い
に
残
っ
て

い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
が
、
少
し
郊
外
の
場
合
は
残
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
遺
跡
の
中
で
門
の
遺
跡
は
あ
る
程
度
残
さ
れ
て
い
る
部

分
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
南
の
明
徳
門
は
朱
雀
街
の
一
番
南
の
出
口

で
す
か
ら
非
常
に
重
要
な
と
こ
ろ
で
す
。
長
い
間
発
掘
が
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
も
、
近
年
に
な
っ
て
調
査
が
行
わ
れ
る
と
同

時
に
、
保
存
措
置
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
明
徳
門
は

現
在
は
遺
跡
公
園
に
さ
れ
る
な
ど
、幾
ら
か
は
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
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隋
唐
長
安
城
の
城
壁
は
戦
闘
の
た
め
の
防
御
用
の
高
い
城
壁
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
残
り
は
よ
く
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
城
の
東
南
角

の
曲
江
付
近
な
ど
で
若
干
残
っ
て
い
ま
し
て
、
現
在
保
存
さ
れ
て
い

ま
す
。

か
な
り
保
存
措
置
が
よ
く
講
じ
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
円
丘
遺

跡
を
御
紹
介
い
た
し
ま
す
。
円
丘
は
長
安
城
外
に
あ
り
、
後
の
天
壇

に
当
た
る
も
の
で
す
。
こ
の
時
代
は
ま
だ
天
壇
と
い
う
言
い
方
は
し

ま
せ
ん
の
で
、
遺
跡
と
し
て
は
唐
円
丘
と
呼
ば
れ
ま
す
。
非
常
に
重

要
な
遺
跡
で
す
の
で
保
存
は
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
一
九
九
九
年

に
発
掘
が
さ
れ
る
以
前
は
放
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

発
掘
が
さ
れ
た
後
も
ず
っ
と
放
置
に
近
い
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
幸
い
な
こ
と
に
こ
の
遺
跡
自
体
は
私
が
留
学
し
長
く

勤
務
し
て
い
た
陝
西
師
範
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
あ
る
た
め
、
再

開
発
も
何
も
な
く
ず
っ
と
保
存
は
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

発
掘
が
行
わ
れ
た
一
九
九
九
年
は
ち
ょ
う
ど
私
が
留
学
し
て
い
た

と
き
で
す
の
で
発
掘
現
場
を
見
に
い
き
ま
し
た
が
、
発
掘
直
後
か
ら

雨
ざ
ら
し
野
ざ
ら
し
で
、
自
由
に
誰
も
が
入
れ
る
よ
う
な
状
態
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
柵
を
造
っ
て
鍵
を
か
け
基
本
的
に
は

非
公
開
の
形
で
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
公
園
化
が
決
定
さ
れ
た
の
が

二
〇
一
五
年
で
、
二
〇
一
八
年
に
一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
以
前
に
は
ま
だ
鍵
を
か
け
て
非
公
開
と
い
う
状
態
で
し
た

が
、
頼
め
ば
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
私
も
何
回
か
頼
ん
で

見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
完
全
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
、
上
に
多

少
土
は
か
ぶ
せ
て
い
る
の
で
す
が
、
雨
ざ
ら
し
で
す
。
し
か
も
上
に

登
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
こ

と
で
す
の
で
登
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し

て
い
く
と
遺
跡
の
破
壊
に
つ
な
が
り
ま
す
。

（
通
信
障
害
中
断
）

さ
て
、
こ
れ
が
現
状
で
す
。
こ
の
よ
う
に
今
は
完
全
に
周
り
を
囲

ま
れ
て
い
ま
し
て
、
入
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に
こ

の
ほ
う
が
保
存
に
は
よ
い
で
す
。
隋
唐
長
安
城
に
関
し
て
も
保
存
措

置
が
少
し
ず
つ
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
た
だ
、
先

ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
何
分
に
も
市
街
地
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

大
変
や
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

円
丘
遺
跡
は
今
は
き
れ
い
に
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
は
周
り
に

高
い
建
物
が
た
く
さ
ん
建
っ
た
市
街
地
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ

の
よ
う
な
措
置
を
し
な
い
と
保
存
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま

す
。漢

長
安
城
、
隋
唐
長
安
城
そ
れ
ぞ
れ
に
多
く
の
発
掘
成
果
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
同
時
に
保
存
に
つ
い
て
は
か
な
り
苦
心
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
保
存
に
関
し
て
は
農
村
地
域
に
あ
る

漢
長
安
城
の
ほ
う
が
比
較
的
よ
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
こ

の
数
年
は
大
き
な
遺
跡
破
壊
に
つ
な
が
る
よ
う
な
行
動
は
見
ら
れ
ま

せ
ん
の
で
、
こ
れ
に
関
し
て
は
か
な
り
希
望
が
持
て
る
と
言
っ
て
よ

い
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
て
二
つ
の
長
安
城
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
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し
て
、
今
は
か
な
り
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
地
図
を
描
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
同
時
に
近
年
、
特
に
こ
の
一
〇
年
ぐ
ら
い
の
発
掘
で
大
分
イ

メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
、
都
城
研
究
の

焦
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
漢
長
安
城
か
ら
隋
唐
長
安
城

な
ど
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
漢
長
安
城
は
か
な
り
い
び
つ
な
形
を

し
て
お
り
ま
し
て
、
平
面
図
を
見
る
と
隋
唐
長
安
城
と
は
似
て
も
似

つ
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
形
態
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
内
部
が
ほ

と
ん
ど
宮
殿
で
あ
る
と
い

う
、
後
世
の
都
城
か
ら
考

え
る
と
特
殊
な
形
に
な
っ

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て

こ
れ
は
発
掘
が
始
ま
っ
た

一
九
五
〇
～
一
九
六
〇
年

代
か
ら
か
な
り
激
し
い
論

争
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
は
、
住
民
は
ど
こ

に
住
ん
で
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
、
城
内

の
そ
こ
か
し
こ
に
い
る
と

い
う
説
も
あ
れ
ば
、い
や
、

住
民
の
大
半
は
城
外
に
住

ん
で
い
て
城
内
は
宮
殿
区

で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
な
ど
幅
広
い
考
え
方
が
あ
り
ま
し
て
、
後

の
都
城
と
か
な
り
性
質
が
違
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
漢
が
滅
び
た
後
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
長
安
城
に

関
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
史
料
が
少
な
過
ぎ
た
た
め
何
が
何
だ
か
分

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
若
干
で

す
け
れ
ど
も
文
献
記
録
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
東
宮
、
大
城
、

小
城
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
一
体

ど
こ
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
文
献

記
録
の
限
界
で
す
か
ら
、
考
古
発
掘
を
待
た
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い

わ
け
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、二
〇
〇
三
年
に
大
き
な
突
破
が
あ
り
ま
し
た
。

長
安
城
の
一
番
北
東
の
部
分
で
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
が
行
わ
れ
て
、
魏

晋
南
北
朝
時
代
の
宮
殿
区
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
こ
か
ら
漢
よ

り
後
の
長
安
城
研
究
が
一
気
に
進
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
は

長
安
城
の
東
北
の
一
角
を
区
切
っ
て
東
西
に
宮
殿
を
造
り
、東
小
城
、

西
小
城
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
二
つ
の
城
を
つ
な
ぐ
門
の
遺

跡
ま
で
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
漢
代
の
未
央
宮
や
長
楽
宮
に
比
べ
る
と

か
な
り
小
規
模
で
す
。

こ
こ
は
楼
閤
台
と
い
う
村
が
あ
る
の
で
楼
閤
台
遺
跡
と
呼
ば
れ
て

お
り
ま
し
て
、
本
当
に
長
安
城
の
東
北
の
角
で
す
。
た
だ
、
現
在

は
若
干
の
土
手
と
い
う
か
基
台
ら
し
き
も
の
が
残
っ
て
い
る
だ
け

で
す
。
こ
の
宮
殿
区
に
当
た
る
と
こ
ろ
は
真
っ
平
で
、
完
全
な
畑
で

す
。
二
〇
一
一
年
に
行
き
ま
し
た
後
も
何
回
か
訪
ね
て
い
ま
す
け
れ

11　円丘遺跡　2019 年筆者撮影
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ど
も
、
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
遺
産
登
録
後
も
こ
の
エ
リ
ア
は

再
開
発
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
変
化
な
し
で
す
が
、
つ
ま

り
遺
跡
保
存
に
は
よ
い
わ
け
で
す
。
こ
こ
は
今
は
本
当
に
捨
て
置
か

れ
た
状
態
で
、
一
部
は
ご
み
捨
て
場
で
す
。
す
ご
い
状
態
で
す
。

こ
こ
の
遺
跡
を
発
掘
し
た
こ
と
か
ら
分
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
東

北
の
エ
リ
ア
が
完
全
に
宮
殿
区
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
東
北
の

一
部
分
を
区
切
っ
て
南
側
に
城
壁
を
造
り
、
宮
殿
区
に
し
て
防
衛
し

や
す
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
南
側
に
官
庁
が
並
ぶ
エ
リ
ア

が
で
き
て
い
た
よ
う
で
す
。
特
に
西
魏
・
北
周
期
は
こ
の
辺
が
官
庁

エ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の

城
内
は
あ
ま
り
人
口
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

城
内
の
西
部
地
域
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
房
が
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
人
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
い
ろ
い
ろ
な
生
産
の
場
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
漢
代
以
来
の
城
壁
自
体
の
形
は

残
っ
て
い
ま
す
が
、
戦
闘
に
な
っ
た
ら
や
は
り
最
後
は
城
内
東
北
の

宮
殿
区
に
立
て
こ
も
る
と
い
う
形
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
史
料
に
出
て

く
る
大
城
、
小
城
と
は
こ
の
宮
殿
区
の
こ
と
で
す
。
実
際
記
録
を
見

る
と
、
敵
に
長
安
に
攻
め
込
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
「
大
城
」「
小
城
」

で
の
戦
闘
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
漢
代
の
長
安
城
と
い
う
非
常

に
広
い
エ
リ
ア
を
守
り
切
る
と
い
う
こ
と
が
、
兵
力
的
に
も
人
口
的

に
も
で
き
な
く
で
、
こ
の
辺
り
に
立
て
こ
も
る
と
い
う
形
で
戦
闘
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

漢
長
安
城
と
隋
唐
長
安
城
は
明
ら
か
に
形
状
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
隋
唐
長
安
城
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
漢
長
安
城
を
継
承
し
た
と
は
言

え
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、

隋
が
新
し
い
長
安
城
を
造
る
前
ま
で
こ
こ
に
都
を
置
い
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
継
承
関
係
が
全
然
な
い
わ
け
は
な
い
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
宮
殿
区
や
官
署
区
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
か

ら
、
幾
つ
か
の
共
通
点
と
言
え
る
も
の
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

12　楼閣台遺跡
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て
き
ま
し
た
。

ま
ず
、
宮
城
が
都
の
北
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
東
宮
、
東
城
と

も
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、「
東
宮
」
と
い
う
の
は
皇
太
子
の
別
名

で
よ
く
言
わ
れ
る
わ
け
で
し
て
、
現
在
の
日
本
で
も
東
宮
御
所
が
ご

ざ
い
ま
す
。
漢
代
も
確
か
に
皇
太
子
の
こ
と
を
東
宮
と
言
っ
て
い
ま

し
た
が
、
必
ず
し
も
東
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

呼
称
で
す
。
た
だ
、
こ
の
宮
殿
か
ら
は
明
ら
か
に
皇
太
子
が
住
む
と

こ
ろ
は
東
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
し
て
、
名
実
と
も
に
東
宮

に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
内
部
の
南
北
地
区
に
沿
っ
て
宮
殿
を
並
べ
て
造
っ
て
い
ま

す
。
宮
殿
の
南
側
に
官
庁
街
を
造
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
は
隋

唐
長
安
城
と
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
隋
唐
長
安
城
の
起
源

は
ど
こ
か
、
何
か
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
の
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

北
魏
の
洛
陽
城
、
北
魏
の
平
城
、
北
斉
の
鄴
城
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

要
素
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
漢
長
安
城
に
関
し
て
は
従
来
、
隋
唐

長
安
城
と
あ
ま
り
継
承
関
係
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
う
見
ま
す
と
、
や
は
り
隋
唐
長
安
城
の
源
流
の
一
つ
と
し
て
考
え

ら
れ
る
と
い
う
見
方
が
こ
の
発
掘
の
後
、
だ
ん
だ
ん
と
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
漢
長
安
城
自
体
も
隋

唐
長
安
城
を
通
じ
て
日
本
の
都
城
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
も

言
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
自
身
は
専
門
が
魏
晋
南
北
朝
史
な
の
で
、
隋
唐
長
安
城
よ
り
も

漢
長
安
城
の
こ
と
を
今
日
は
長
く
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
本
当
に
継
続
的
に
発
掘
が
進
ん
で
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
下
に
お
い
て
発
掘
は
一
時
、
全
く
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
年
か
ら
徐
々
に
再
開
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
、
今

後
と
も
二
つ
の
長
安
城
の
発
掘
が
進
ん
で
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
漢
の
長
安
城
は
公
園
化
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
掘
り
や

す
い
で
す
。
西
安
は
既
に
人
口
一
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
急
激
に
発
展
し
て
き
て
い
る
の
で
再
開
発
が
次
々
に
行
わ

れ
て
、
隋
唐
長
安
城
は
、
そ
の
結
果
、
発
掘
が
進
む
と
い
う
関
係
に

な
り
ま
す
。
今
後
も
年
を
追
う
ご
と
に
新
発
掘
が
ど
ん
ど
ん
発
表
さ

れ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
と
も
期

待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
年
近
く
現
地
に
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
大
変
古
く
て
荒
い
お
話

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
貴
重
な
お
時
間
を
お

借
り
し
て
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


