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北

魂

洛

陽

城

の

規

模

に

つ

いて
森

鹿

≡

)
二
i

姥

L

が

き

北
魂
の
洛
陽
城
に
関
し
て
は
'
鮮
道
元
の
水
練
注
特
に
そ
の
置
水
簾

①

や
陽
街
之
の
洛
陽
伽
藍
記
の
如
き
北
魂
の
常
時
に
在
世
し
こ
の
薗
都
を

瞥
見
し
た
人
の
記
録
が
今
に
侍
え
ら
れ
て
お
-
'
叉
簡
略
な
が
ら
古
洛

陽
城
を
野
地
踏
査
し
た
ホ
ワ
イ
ト
師
の
報
告
(W

.(汁

W
h
it(,,
T
tm
lb
$

Iof
o
ld
L

o-y
an
g
)
S
h
ang
h
ili
1934
)
も
あ
っ
て
或
経
度
そ
の
規
模

を
明
ら
か
に
し
う
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
具
鰻
的
に
こ
れ
を
地
-圃
上
に

示
す
こ
と
は
や
は
り
困
難
と
思
わ
れ
る
の
で
透
っ
て
'
な
お
多
-
の
仮

義

を
積

上
げ
る

必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
o
sV
･こ
で
本

稿
に
お
い
て

も
､
北
魂

洛
敵

城
の
城
郭
或
い
は
城
門
.
更
に
を
の
内
部
に
あ
か
大

麻
'
大
敵
'
宮
殿
､
園
地
'
官
署
'
寺
塔
'
邸
宅
な
ど
計

一
定
の
位
置

に
固
著
さ
せ
る
'
地
味
な
歴
史
地
理
本
来
の
工
作
は
暫
-
お
い
て
t
も

っ
と
粗
大
な
事
項
を
取
上
げ
､.
そ
こ
か
ら
導
出
せ
る
若
干
の
課
腐
骨
考
.

え
､
で
き
う
る
な
ら
ば
申
幽
首
都
史
上
に
お
い
て
こ
の
都
城
の
占
め
る

意
義
を
指
摘
し
て
み
た
い
と
思
う
.

今
粗
大
な
事
項
と
言
っ
た
が
'
そ
れ
は
北
魂
の
洛
陽
城
に
城
と
郭
､

換
言
す
れ
ば
内
城
と
外
城
と
が
存
在
し
夜
と
い
う
革
質
を
さ
す
の
で
あ

る
O
誠
に
粗
大
な
事
柄
で
あ
っ
て
'
評
者
諸
氏
は
そ
の
あ
ま

カ
に
も
初

歩
的
な
出
産
に
鴬
か
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
野
際
へ
前
述
の
洛
陽
伽
登
記
を

通
党
す
れ
ば
直
ち
に
気
づ
か
れ
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
'
北
魂
洛
陽
城
町

関
心
を
も
つ
ほ
ど
の
者
は
誰
人
も
内
外
城
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
は

す

な
の
で
あ
る
.
し
か
る
,に
ど
う
し
た
こ
と
か
'
今
ま
で
の
研
究
者
の

⑨

申
'

1
二
の
人
を

除
い
て
殆
ど
す
べ
て
の
人
が
こ
の
.こ
と
に
注
軍
を
沸

っ
て
い
な
い
｡
近
頃
'
前
掲
の
諸
資
料
を
駆
使
し
て
精
密
な
常

澄
を
遷

㊨

恥
北
酪
洛
陽
城
園
の
復
原
を
試
み
た
弊
斡
氏

わ
如
き
も
内
城
よ
濃
憐
娃

- 覗 .
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さ
れ
夜
外
城
を
確
認
し
な
か
っ
た
た
め
に
､
折
角
の
苦
心
作
が
賢
り
少
ノ

′

S
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
誠
に
初
歩
的
な

事
柄
で
は
あ
る
が
'
北
貌
洛
陽
城
に
城
と
郭
へ
内
城
と
外
城
の
あ
っ
た

こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
は
現
在
に
於
て
も
な
お
決
し
て
む
だ
で
は
な

か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
更
に
は
彼
兼
こ
の
初
歩
的
事
賢
を
塵
硯
S
な
無

税
し
.て
い
た
溌
め
に
見
逃
さ
れ
て
S
た
新
事
賢
を
畿
見
し
う
る
端
緒
を

捷
供
す
る
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
も
限
ら
な
い
｡
そ
う
い
う
期
待
を
胸
に
措

き
な
が
ら
こ
の
初
歩
的
革
質
を
ま
す
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
..

賢
を
い
う
と
'
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
前
掲
の
弊
氏
の
研
究
の
梗
概
を

㊨

紹
介
し
若
干
の
批
評
を
加
え
た
時

に
も
既
に
言
及
し
て
S
る
の
で
'
些

か
重
複
の
懐
は
あ
る
が
お
許
し
を
願
っ
て
お
き
た
S
｡

t
l

一
髄
'
北
魂
の
洛
陽
吸
は
孝
文
帝
の
太
和
十
七
年

(四
九
三
)
に
造
■ーu

営
に
着
手
し
翌
々
年
哲
都
平
城
山
酉
大
同
よ
り
遊
都
し
た
も
の
で
あ
る

が
､
も
と
も
と
こ
1
ほ
紀
元

山
世
紀
初
か
ら
四
世
紀
初
ま
で
の
三
世
紀

聞
'
後
涙
管
魂
西
曹
と
う
げ
っ
が
れ
た
暫
首
都
で
あ
う
た
｡
そ
の
規
模

に
つ
S
て
按
､
管
の
真
南
紐
の
帝
王
世
紀
(

績
漢
書
部
組
窓
劉
昭
注
所

引
)
に

城
束
西
大
里
七

一
歩
｡
東

北
九
監

一
首
考

と
あ

町
'
軍

刀
康
地
道
記

(同
じ
く
劉
昭
注
所
引
)
に
撃

線
内

〔南
北
〕
九
里
七
十
歩
｡
東
西
六
里
十
歩
｡

と
見
え
て
S
る
0
ほ
ゞ
南

北
九
里
'
東

西

六
畠
で
'
.を
の
食
め
俗
に

㊨

う
本
管
と
し
て
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
ら
っ
そ
の
規
模
も
仝
-
漢
魂
皆

の
そ
れ
を
踏
襲
し
夜
も
の
で
あ
っ
た
.
そ
の
こ
と
は
城
門
の
名
辞
な
ら

び
に
そ
の
位
置
を
み
て
も
わ
か
る
わ
で
あ
る
.
洛
陽
伽
藍
記
の
序
に
よ

る
JJ
t
.
北
醜
洛
陽
城
め
東
面
に
は
三
門
あ
-
'
を
の
北
頑
の
第

1
門
を

連
番
門
と
い
う
が
'
こ
れ
は
漠
の
上
東
門
で
か
り
魂
管
で
は
建
容
門
と

い
っ
た
｡
孝
女
帝
は
こ
の
魂
管
時
代
の
暫
令
を
踏
襲
し
.て
改
め
な
か
つ
∵

女
の
で
あ
る
｡
建
春
門
の
次
南
の
門
を
東
陽
門
と
S
う
が
､
て
れ
は
漢

の
申
東
門
､
魂
皆
の
衆
陽
門
で
あ
る
.
次
南
を
青
陽
門
と
い
う
が
､
こ

⑥

.

れ
は
漠
の
望
京
門
､
観
音
の
清
明
門
で
あ
る
.
南
面
に
は
四
門
あ

り
'

>

束
頭
弟

1
門
を
開
陽
門
と
S
う
｡
こ
れ
壮
漢
観
音
と
も
に
同

1
1名
で
あ

る
O
次
西
を
李
白
門
と
い
い
'
漠
の
中
門
'
魂
皆
の
卒
昌
門
で
あ
る
｡

女
西
を
宜
陽
門
と
い
い
､
･漢
の
苑
門
､
醜
皆
の
宜
陽
門
で
あ
る
.
更
に

23
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ど

西
の
門
を
津
陽
汀
と
S
う
が
､
こ
れ
は
漢
の
津
門
､
魂
皆
の
津
陽
門
で

北

同

上

津

上門門門上門

上

塞

門

上

門

あ
る
｡
層
面
に
は
や
は
-
四
門
が
開
か
れ
て
い
て
'
そ
の
両
頭
の
第

1

門
を
西
明
門
JJ
S
う
が
'
こ
れ
は
漢

魂

管
と
も
鷹
陽

門
と
稗
し
た
の

を
'
孝
文
帝
が
西
明
と
改
め
た
も
の
で
あ
る
｡
次
北
を
西
陽
門
と
い
う

が
'
こ
.れ
は
漢
の
確
門
'
魂
等
の
g
t'明
門
で
か
つ
て
孝
文
帝
の
改
構
し

た
も
の
｡
次
北
む
闇
関
門
と
5
う
が
､
こ
れ
は
漢
の
上
西
門
'
魂
皆
の

闇
開
門
で
あ
る
｡
更
に
北
の
門
を
承
明
門
と
い
う
が
へ
こ
の
門
だ
け
瀕

漢
魂
管
の
故
都
に
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
次
に
北
面

へ
廻
る
主

叫門

あ
上

西
頭
を
大
夏
門
と
い
う
が
'
こ
れ
は
漢
の
夏
門
'
魂
管
の
大
夏

ノ

門
で
あ
る
｡
北
面

束

頭
の
門
を
贋

英

門
と
い
う
が
'
と
れ
ば
漢
の
穀

r

門
,
魂
皆
の
虜
莫
門
で
あ
る
･
以
上
北
魂
洛
陽
城
町
面
の
十
三
門
の
名

別

･I.'f

く
′一

一

種
を
漢
観
音
の
そ
れ
と
封
照
す
れ
ば
上
表
の
如
-
な
る
C
.

城
門
名
を
踏
襲
し
た
と
同
じ
.1
城
門
の
位
置
も
前
代
と
殆
ん
ど
奨
化

な
か
つ
ね
よ
う
で
あ
る
｡
た
ゞ
水
綬
注
に
ょ
る
と
西
陽
門
の
位
選
を
少

し
-
北
に
移
し
て
東
陽
門
と
相
封
す
る
よ
う
灯
し
た
と
い
い
つ
叉
同
じ

.

-
西
面
の
闇
関
門
の
偲
暦
を
少
し
-
南
に
移
し
た
と
い
う
｡
こ
の
よ
う

に
西
南
の
二
門
の
み
が
､
太
和
連
都
に
際
し
て
そ
の
位
置
が
移
動
さ
れ

て
い
る
の
に
は
何
等
か
の
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
そ
の

一
つ
の
原

因
と
し
て
は
'
前
蓮
の
承
明
門
が
北
魂
的
睦

に
な
っ
て
始
め
て
開
か
れ

ヽ
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た
こ
と
が
注
意
に
上
る
で
あ
ろ
う
｡
従
来
西
南
に
は
三
門
が
開
か
れ
て

い
た
の
が
阿
門
に
な
っ
た
た
め
に
へ
各
門
の
間
隔
を
考
慮
し
て
か
-
の

如
き
移
動
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
.
し
か
し
大
局
か
ら
S
つ
て
'

城
門
の
重
箱
も
そ
の
位
寵
も
魂
皆
時
代
の
そ
れ
を
緒
承
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
こ
と
か
ら
北
魂
の
洛
陽
城
が
漢
魂
晋
の

九
六
城
の
規
模
を
踏
襲

し
た
と
推
測
す
る
の
は
'
あ
な
が
ち
無
謀
で
は

な
か
ろ
う
｡

北
魂
洛
陽
城
が
束
眉
大
里
南
北
九
里
の
規
模
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は

上
述
L
A
J所
か
ら
ほ
ゞ
確
賢
と
推
測
し
う
る
収
か
1
わ
ら
ず
､
こ
1
に

1
見
之
と
矛
盾
す
る
記
載
が
あ
る
｡
そ
れ
は
洛
陽
伽
藍
記
の
最
後
に
'

二

見
師
東
西
二
十
里
｡
南
北
十
五
里
｡

と
見
ゆ
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
が
む
し
北
醜
洛
陽
城
を
さ
す
も
の
と

す
れ
ば
｣

一
懐
如
何
に
理
解
す
''(
き
tで
あ
ろ
う
か
｡
努
氏
は
こ
の
両
者

を
向

l
と
み
て
伽
藍
記
に
い
う
里
に
勤
し
室

剛
の
新
鮮
樺
を
振
出
し
た
J

･
⑧

の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
誤
解
で
あ
る
rU
と
は
既
に
前
稿
で
指
摘
し
て

⑧

お
い
た
｡
そ
れ
よ
-
も
む
し
ろ
河
南
志
の

著
者
が

･

ヽ

陽
街
之
槍
虜
而
富
者
｡
蓋
東
城
之
外
也
｡

と
事
も
な
げ
に
S
つ
て
い
る
方
が
正
し
い
の
で
あ
る
O
即
ち
両
者
里
数

の
不

一
致
は
封
象
の
相
違
か
ら
来
る
の
で
あ
っ
て
'
伽
藍
記
に
里
数
を

槍
贋

1

某
国
に
於
て
十
四
里
'
南
北
に
.於
で
六
里
-

し
て
い
う
の

は
､.
奴
外
を
も
含
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
す
る
の
が
事
賢
に
近
い
｡
河

南
志
の
著
者
が
か
1
る
想
定
を
し
た
の
ば
九
六
城
の
外
に
郭
が
作
ら
れ

た
革
質
(
詳
し
-
.S
え
ば
/'
太
和
遷
都
よ
り
六
年
後
'
宣
武
帝
の
貴
明

二
年

(五

〇
一
)

に
畿
内
の
人
夫
五
万
五
千
人
を
徴
蟹
し
て
意
師
三
百

二
十
三
坊
を
築
い
た

.(醜
害
せ
宗
本
紀
Y
と
い
う
事
欝
を
ふ
ま
た
で
の

立
言
で
あ
る
｡
な
お
､
こ

の
市
域
摸
大
な
打
び
に
置
劃
塾
理
事
梁
は
ー

常
時
司
州
の
長
官
で
あ
っ
た
元
素
の
奏
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
.
そ
の

概
要
は
魂
筈
虞
陽
王
嘉
侍
に
見
え
て
S
る
か
ら
引
用
L
で
お
こ
う
.

.

於
京
四
面
'
築
坊
三
百
二
十
｡
各
周

一
千
二
百
歩
｡
乞
三
正
復
丁
｡

以
充
敦
役
｡
錐
有
暫
潜
｡
姦
盗
永
止
｡

と
も
か
-
北
魂
の
洛
陽
城
は
漢
魂
晋
の
所
謂
九
六
城
を
機
承
す
る
と

共
に
､
そ
れ
を
内
線
と
し
て
1&
に
そ
の
四
面
を
蹟
大
し
菖
城
の
五
倍
に

及
ぶ
外
城
を
設
定
し
た
.の
で
あ
る
｡
尤
も
従
来
と
て
も
城
外
殊
に
城
門

外
の
街
道
に
滑
り
て
は
家
居
も
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
､
城
の
西

南
に
は
大
市

(
1
名
金
市
)
城
東
に
は
馬
市
'
城
南
に
は
陽
市
或
い
は

一

羊
市
の
如
き
市
場
の
存
在
し
た
こ
と

(太
平
安
軍
紀
に
引
-
洛
陽
記
}

25
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も
知
ら
れ
て
S
る
の
で
あ
る
か
ら
'
仝
-
の
村

落

田
野

で
は
な
か
っ

た
.
し
か
し
城
外
の
地
は
や
は
-
城
外
で
あ
っ
て
､
都
城
区
域
と
し
て

按
意
識
さ
れ
す
都
城
と
し
て
の
設
備
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
｡
そ
れ
に
射
し
て
北
魂
の
洛
陽
城
の
場
合
は
'
計
劃
的
に
坊
を
築

き
し
か
も
各
坊
の
周
り
を
各
々
1
千
二
百
歩
と
規
定
し
て
い
る
｡
坊
を

正
方
形
と
僻
定
す
れ
ば
そ
の
一
連
は
三
百
歩
即
ち

一
里
と
な
る
｡
京
師

東
西
二
十
里
南
北
十
五
里
に
か
1
る
坊
を
築
-
と
す
れ
ば
三
百
坊
が
得

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
親
書
に
三
百
二
十
三
坊
或
い
は
三
百
二
十
坊
と

S
ぅ
数
字
に
少
し
疑
問
は
あ
る
が
'
JJ
も
か
-
洛
陽
線
外
に
は
'

一
里

毎
に
道
路
を
設
け
基
盤
の
目
の
如
-
整
然
と
個
劃
せ
ら
れ
た
有
様
が
想

,/

見
さ
れ
る
｡
な
お
洛
陽
伽
藍
記
に
よ
る
と
､
さ
き
の

｢
京
師
束
西
二
十

里
南
北
十
五
里
｣
に
つ
づ
S
て
p
l

戸
十
寓
九
千
飴
｡
廟
敢
官
窒
府
嘗
以
外
方
三
百
歩
璃

一
重
｡

里
開
E
I

門
｡
門
置
里
正
二
人
吏
四
入
門
士
八
人
｡
合
二
百
二
十
里
｡

は
さ
き
に
坊
と
種
し
た
も
の
で
あ
り
'
そ
の
面
積
が
方
三
百
歩
で
あ
る

こ
と
は
さ
き
に
周
各

1
千
二
百
歩
と
S
う
に
嘗
る
｡
そ
し
て
と
の
里
即

ヽ

ち
坊
の
四
面
に
は
夫
々
門
を
開
い
た
と
S
う
か
ら
'
坊
内
に
は
十
字
耽

に
交
叉
す
る
縦
横
の
道
路
が
あ
っ
た
fJ.あ
ろ
う
.
あ
た
か
も
我
々
の
住

む
京
都
に
保
と
保
と
の
間
に
坊
門
と
稗
す
る
道
路
が
あ
る
如
-
で
あ
っ

売
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
坊
門
に
は
束

々
畢
正
二
人
'
吏
四
人
'
門
士
八

人
が
配
贋
さ
れ
て
い
た
O
さ
て
か
11

る
里
が
伽
藍
記
に
よ
れ
ば
二
百
二

十
あ
っ
乾
と
い
う
が
'
こ
れ
は
さ
き
の
貌
番
に
三
百
二
十
或
S
堅

二
宮

二
十
三
と
記
す
の
と
高
ま
労
に
も
差
が
太
き
す
ぎ
る
｡
魂
富
の
数
字
は

さ
き
に
も
敵
い
を
有
し
て
お

い
た
よ
う
に
少
し
-
多
い
し
､
伽
藍
記
の

方
は
恐
ち
-
太
廓
'
太
政
'
宮
殿
th
官
署
を
除
外
し
て
の
数
字
で
あ
ろ

う
が
-そ
れ
で
も
や
牲
り
少
な
過
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
O
い
ず
れ
が
正
L
s

か
決
定
し
難
5
問
題
で
あ
る
が
へ
両
者
共
に
弊
氏
が
提
出
し
た
新
解
樺

の
如
-
奮
洛
陽
城
内
の
坊
里
の
数
を
指
し
て
い
る
も
の
で
は
な
-
'
六

世
紀
初
に
城
外
を
も
市
域
に
編
入
し
て
重
爆
撰
充
し
た
大
洛
陽
城
の
坊

里
の
数
を
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
妖
5
.を
容
れ
る
飴
地
が
な
い
で
あ

ろ
う
｡

三

上
逃
し
た
所
に
よ
っ
て
北
魂
の
洛
陽
城
に
漢
魂
晋
'
三
世
絶
間
に
五

一
る
香
城
を
踏
襲
し
た
内
城
と
六
世
紀
初
頭
に
凍
廷
し
た
新
城
即
ち
外
城
-

26
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の
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
思
う
が
､
そ
れ
で
は
外
城
は
内
戚

に
封
し
て
如
何
な
る
位
置
関
係
に
あ
-
､
ま
た
如
何
な
る
地
域
ま
せ
包

合
し
た
抄
で
あ
ろ
う
か
.

一
鰻
北
魂
の
洛
陽
城
は
現
在
の
洛
陽
願
城
の
東
方
十
数
キ
ロ
の
地
に

あ
り
'
北
に
は
菅
山
を
負
い
'
南
は
洛
水
に
臨
ん
で
S
た
｡
そ
し
て
菅

山
と
洛
水
の
間
の
距
離
が
十
五
里
で
あ
っ
た
こ
と
蜂
伽
藍
記

番
田
城
西

に
日
過
酷
里
以
西
｡
張
方
溝
以
来
｡
南
臨
洛
水
.
北
儀
だ
山
へ
其
束
四

二
里
｡
南
北
十
五
里
｡
泣
名
璽
再
珂
里
｡
真
宗
所
属
也
｡
屈
開
放
薦

･

訂
子
坊
.

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
れ
で
東
師
南
北
十

五
里
と
い
う
の
は
､
洛
陽
の
自
然
環
境
に
照
ら
し
て
尤
も
な
規
模
で
あ

ろ
う
0
従
っ
て
膏
洛
陽
城
が
帝
王
世
紀
に
い
う
如
-
九
里
官
歩
と
す
れ

ば
､
外
城
は
内
城
に
勤
し
南
北
に
お
S
て
五
里
二
百
歩
凍
娃
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
｡
伽
藍
記

警

森
高
に
針

骨
薩
門
外
四
里
｡
至
洛
水
上
｡
作
浮
棒
.
所
謂
永
棒
也
｡

と
あ
っ
て
'
城
の
正
南
門
で
.･あ
急.
且
陽
門
か
ら
京
師
の
南
を
劃
す
る
と

思
わ
れ
る
洛
水
ま
で
四
里
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
こ
に
墜
水
橋
と

稀
す
る
押
棒
が
あ
っ
た
｡
河
南
志
に
引
-
河
南
郡
願
境
界
簿
に
は
内
城

南
申
よ
-
浮
棒
ま
で
五
里
と
S
う
｡
す
る
と
城
北
に
は

一
里
二
百
歩
も

し
-
は
二
宮
歩
延
び
た
こ
と
に
な
る
｡
束
晋
の
郭
終
生
の
蓮
征
記

(文
I

選
播
安
仁
河
陽
願
詩
経
に
引
-
)
七

枚

北
iLJ去
大
夏
門
｡
不
盈

1
里
｡

と
あ
っ
て
､
城
の
北
面
に
は
TU
山
が
迫
.っ
て
い
て
そ
の
間

一
旦
に
も
満

夜
ぬ
形
勢
だ
と
S
つ
て
S
る
の
で
あ
る
か
ら
､
境
界
簿
の
説
に
堆
ケ
べ

き
で
あ
ろ
う
.
と
も
か
-
城
北
へ
如
何
ほ
ど
撰
廷
さ
れ
た
か
は
不
明
で

あ
る
が
'
地
勢
上
平
地
の
飴
裕
ほ
少
な
か
っ
た
0
番
賢
'
伽
藍
紀
の
巻

五
城
北
を
み
て
も
､
大
夏
門
外
の
締
虚
寺
と
虞
莫
門
外
の
凝
鳳
寺
と
僅

か
に
二
寺
を
記
す
の
み
で
.
地
番
の
如
-
十
数
寺
を
列
濁
す
る
も
の
と

は
仝
-
趣
を
異
に
す
る
o
内
城
の
南
北
面
か
ち
外
城
の
南
北
南
ま
で
の

精
密
な
距
離
は
確
定
で
き
な
S
が
､
内
城
が
外
城
に
射
し
て
宣
ほ
ど
北

寄
り
の
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
こ

と
が
み
と
め
ら
れ
る
.
そ
れ
は
後

.

ほ
ど
改
め
て
取
上
げ
る
こ
と
に
L
で
.
伽
藍
記
に
S
う
京
師
南
北
十
五

里
と
は
大
観
洛
陽
の
形
勢
よ
り
観
察
し
て
菅
山
か
ら
洛
水
ま
で
を
指
す

27I-

も
の
と
み
て
大
通
な
い
で
あ
ろ
う
｡

次
に
京
師
東
西
二
十
里
は
如
何
で
あ
テ
フ
か
o
伽
藍
記
筆

1城
東
に
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崇
義
里
束
有
七
里
橋
O
以
石
璃
之
｡
中
朝
時
杜
預
之
荊
州
O
出
頓
之

所
也
O
七
田だ
橋
束

一
里
｡
郭
門
開
三
遷
｡
時
人
披
馬
三
門
｡
離
別
多

云
｡
相
室

二
門
外
｡
京
師
土
子
｡
塗
去
迎
喝
｡
常
在
此
魔
｡

と
蓮
.I(
る
所
に
ょ
つ
て
'
城
楽
七
八
里
の
連
に
郭
門
が
構
築
さ
れ
て
S

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡
崇
義
里
は
内
城
東
南
北
頭
の
建
春
門
よ
-
莱

出
す
る
御
道
の
北
に
あ
っ
た
か
も
..I
こ

の
部
門
は
連
番
門
に
廠
す
る
東

郭
の
門
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
ま
た
郭
門
と
S
う
か
ら
に
は
'
′そ
の
適
に
外

郭
即
ち
羅
城
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
意
師
外
廓
の
門
と
し
て
は
､
た

だ
こ
の
城
束
の
郭
門
の
み
が
記
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
'
と
も

か
-
こ
れ
に
よ
っ
て
､
外
城
め
規
模
.
特
に
東
方
の
限
界
が
知
-
え
ら

れ
る
あ
で
′あ
っ
て
'
伽
藍
記
の
之
の
記
事
は
極
め
て
貴
重
な
も
の
と
い

わ
ぬ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
d
外
城
東
面
の
郭
門
に
封
鷹
す
る
も
の
を
西
方
に
求
め
渇
と
､
同

じ
-
伽
藍
記
恕
四
城
西

に

出
闇

関
門
｡
城
外
七
里
長
分
棒
｡
中
朝

暗
｡
以
穀
水
凌
急
注
於
城

下

｡
′多
壊
民
家
｡
立
石
橋
以
限
之
｡
長
則
分
流
入
洛
｡
敬
名
日
長
分

棒
｡
或
云
晋
河
問
王
在
長
安
｡
遣
張
方
征
長
沙
王
｡
皆
軍
於
此
｡
馬

張
方
槍
也
｡
未
知
執
是
｡
今
民
間
語
靴
｡
枕
席
張
夫
人
棒
｡
朝
士
蓬

ー蓮
｡
多
在
於
此
｡

i
Jあ
っ
て
､
さ
き
の
郭
門
が
去
る
を
塗
り
鋸
る
を
迎
え
る
場
所
で
あ
る

カ

の
に
呼
謄
し
て
'
西
方
で
は

こ
め
哀
分
権
が
遊
迎
の
揚
所
に
な
っ
て
S
､

I

る
｡
郭
門
の
存
否
は
明
ら
か
で
な
-
､
恐
ら
-
な
か
っ
た
の
で
な
S
か

と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
横
能
の
同

1
よ
-
み
て
長
分
棒
が
外
城
の
西
の

限
界
堅
不
ず
も
の
の
如
く
で
あ
FQ..
こ
打
棒
が
張
方
将
軍
の
故
事
に
よ

っ
て
張
方
橋
と
も
い
わ
れ
た
と
い
う
ふ
ら
つ
き
増
に
引
用
し
た
王
子
坊

の
記
事
中
に
見
え
る
張
音
溝
は
こ
の
檎
の
か
1

つ
て
.S
る
溝
渠
で
あ
っ
､

た
と
思
わ
れ
る
｡･

そ
し
て
こ
の
溝
渠
は
伺
時
に
京
師
の
西
界
を
な
す
も

の
で
あ
っ
軒
ろ
う
0
叉
こ
の
張
方
橋
が
内
城
西
面
の
北
頭
発
二
門
で
あ

る
闇
闇
門
外
七
里
と
い
う
か
ら
へ
酉
郭
は
内
城
西
面
よ
-
七
里
の
距
離

に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
.
内
城
の
乗
西
は
帝
王
世
紀
虹
よ
れ
ば
大
里
十

一
歩
で
あ
る
か
ら
､･
外
城
は
内
城
及
ヰ
心
に
.J
て
束
酉
に
七
里
ず
つ
凍

延
さ
れ
た
わ
け
で
凌
私
｡

以
上
洛
陽
伽
藍
記
の
記
載
に
も
と
す
い
て
外
城
の
規
模
を
考
え
夜
の

･で
あ
る
が
'
そ
の
結
果
南
北
に
於
て
は
自
然
境
界
に
被
っ
て
北
は
だ
此

I

よ
-
南
は
洛
水
ま
で
.
免
西
に
於
て
は
部
門
の
繰
よ
-
張
方
溝
ま
で
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
｡
東
西
に
は
自
然
境
界
が
.な
か
つ
ね

28
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の
で
西
で
は
戟
水
と
洛
水
と
を
連
結
す
る
溝
渠
を
利
用
し
'
束
だ
け
に

恐
ら
-
郭
を
築
い
た
の
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
こ
の
東
西
二

十
里
南
北
十
五
里
に
及
ぶ
市
域
を
伽
藍
記
で
は
如
何
に
呼
ん
で
い
る
か

と
i
う
ど
'
こ
れ
を
洛
陽
城
と
は
い
わ
ず
京
師
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ

る
..
ま
た
伽
藍
記
の
最
後
に
は
､
北
だ
山
上
の
濁
王
寺
を
始
め
嵩
高
山

の
諸
寺
或
い
は
離
門
の
石
窟
寺
等
十
四
寺
の
名
を
列
聾
し
た
後
に
此
の

.

.

如
き
の
寺
は
郭
外
で
あ
る
か
ら
詳
載
し
な
い
と
い
う
が
'
こ
れ
ら
郭
外

の
位
置
を
京
束
'
京
南
と
呼
ん
で
い
て
'
外
城
即
京
師
な
る
を
知
る
｡

人
馬
的
な
築
造
物
と
し
て
の
郭
壁
に
つ
い
て
は
記
し
･て
い
な
.い
が
郭
即

ち
京
師
の
院
域
観
念
は
明
瞭
で
あ
る
.
i
)も
あ
れ
洛
陽
伽
藍
記
が
今
に

侍
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
へ
内
城
と
外
城
'
城
と
郭
の
存
在
'
京
師
の

規
模
と
そ
の
洛
陽
城
に
封
す
る
位
置
関
係
な
ど
が
或
程
度
判
然
と
し
た

わ
け
で
あ
う

て
'
今
更
な
が
ら
こ
の
筈
の
債
値
高
き
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ

‖る
の
で
あ
る
｡

.

●

三

漢
魂
皆
の
都
城
を
踏
襲

した
北
魂
洛
陽
城
が
朗
面
に
珠
娃
す
る
に
富

っ
て
､
南
北
に
於
て
は
地
形

の
制
約
の
た
め
に
あ
ま
=
,の
ぴ
ら
れ
ず
つ

殊
に
北
方
に
於
て
は
菅
山
が
内
城
北
面
に
近
接
し
て
連
夜
す
る
た
め
7

億
か

一
里
内
外
即
ち
四
､
五
百
メ
ー
ト
ル
し
か
外
城
院
域
が
と
九
な
か

っ
た
の
に
反
し
'
束
西
は
平
行
な
地
勢
で
あ
る
た
め
十
分
に
摸
廷
さ
れ

た
.
そ
の
食
め
内
城
は
外
城
に
封
し
て
中
央
北
嶺
=l
に
位
置
す
る
こ
と

に
な
-
t
か
,O
内
城
が
縦
長
で
あ
る
の
に
封
L
t
大
洛
陽
城
は
横
革
の

l

形
態
を
Jj
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
0
こ

の
形
態
は
後
に
障
9
犬
輿

城
即
ち
唐
の
長
安
城
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
｡

.
北
親
犬
洛
陽
城
と
晴
天

輿
城
と
は
へ
そ
の
形
態
が
共
に
横
長
の
長
方
形
で
あ
る
鮎
で

一
致
し
て

い
る
ば
か
-
で
な
-
'
そ
の
縦
横
の
賢
長
に
於
で
h
も
雨
域
按
頼
る
近
似

し
て
い
′る
の
で
あ

る
｡
北
魂
の
京
師
即
ち
大
洛
陽
城
が
東
西
二
十
里
南

北
十
五

里
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
今
ま
で
何

回
も
繰

返
し
た
所
で
あ
る

が
､
義

安
城
の
方
は
如
何
か
と
い
う
に
､･
束
敏
兼
の
長
安
志

巻
七
に
ょ

る
と
1

外
郭
城
｡
東

西

一
十
八
里

一
百

1
十
五
歩
｡
南
北

一
十
五
里

一
百
七

十
五
歩
O
周
六
十
七
里
｡
一

と
あ
っ
て
r
東
西
に
於
て
一
里
争
ば
か
-
短
-
南
北
に
於
て
僅
か
年
里

程
長
い
だ
け
で
あ
る
｡
そ
の
規
模
に
お
い
て
繭
城
は
酷
似
し
て
い
る
と

S
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
こ
で
隅
の
大
興
城
を
造
営
す
る
に
常
っ
て
北
魂

29-･⊥
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の
大
洛
陽
城
に
範
を
と
つ
.た
の
で
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

時
代
も
近
い
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
は
あ
ま
-
無
理
な
推
測
で
も
な
か

ろ
う
か
と
思
う
.
た
ゞ
雨
域
を
比
較
す
る
場
合
に
ま
す
注
意
す
べ
き
.U

と
は
'
北
魂
に
あ
つ
て
は
漢
魂
皆
の
香
城
の
親
横
を
踏
襲
し
て
内
城
を

達
脅
し
､
そ
の
後
操
短
し
て
外
城
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
内
外′

城
の
間
に
十
分

一
貫
し
た
計
劃
性
を
備
え
て
い
な
い
の
に
勤
し
'
晴
の

大
興
城
で
は
最
初
か
ら
計
射
的
に
内
外
城
が
蓮
脅
さ
れ
七
い
る
と
S
う

繭

者
の
計
劃
性
の
質
的
差
異
で
あ
る
｡
北
魂
洛
陽
城
の
内
城
に
雷
る
も

の
壮
大
興
城
内
の
宮
城
皇
城
院
域
で
あ
る
が
'
繭
城
に
お

け
る
内
城
の
･

構
造
'
梯
能
'
外
城
に
封
す
る
位
置
関
係
な
ど
に
み
る
差
異
は
上
述
の

こ
と
を
示
す
適
例
で
あ
ろ
う
｡

洛
陽
に
お
け
る
内
城
は
本
爽
そ
れ
自
健
で
国
都
の
勝
熊
を
7?
つ
た
も

の
で
あ
lFO
か
ら
'
そ
の
中
に
は
内
廷
外
朝
の
外
に
民
宿
を
も
許
⊥
た
こ

と
で
あ
ろ
う
が
'
外
城
の
で
き
る
と
共
町
民
居
は
次
第
に
外
城
に
移
さ

⑨

れ
て
行
っ
た
ろ
う
か
と
思
わ
れ
､る
｡
大
輿
城
の
内
城
が
南
北
六
里
五
十

歩
.
東
西
五
里

一
百

一
十
五
歩
で
あ
っ
て
'
洛
陽
城
の
そ
れ
と
比
較
す

る
と
取
酉
に
お
い
て
僅
か
年
里
短
-
な
っ
て
い
る
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
る
の
に
'
南
北
に
お
い
て
三
里
以
上
も
短
-
な
っ
て
い
る
の
は

内
城
の
横
熊
が
内
延
外
朝
JJ官
署
/kt集
中
す
る
よ
う
に
凍
っ
た
た
め
に

か
1
る
大
幅
の
縮
小
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
叉
洛
陽
城
に

お
い
て
は
前
越
の
如
-
外
城
が
北
方
へ
は
あ
ま
-
の
び
ら
れ
な
か
っ
た

か
ら
'
内
城
は
外
城
に
対
し
て
中
央
北
寄
り
に
位
崖
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
'
大
輿
城
の
場
合
内
城
の
南
北
堅

二
分
の
二
ほ
ど
に
縮
小
し
'
し

か

も
も
外
城
の
北
壁
に
-
つ
つ
け
た
た
め
愈
上
北
寄
-
の
感
を
弧
-
す
iQ

の
で
あ
る
.
従
っ
て
内
城
の
正
南
門
よ
-
外
城
の
正
南
門
に
各
る
街
路

㊨

は
大
興
城
で
は
九
里
屑
七
十
五
歩

に
適

し
て
北
魂
洛
陽
城
の
そ
れ
に
比

し
て
二
倍
の
長
さ
を
も
ち
国
都
の
威
厳
を
槍
す
の
に
役
立
っ
た
わ
け
で

あ
る
｡
逆
に
こ
の
街
路
｢-
1
大
輿
城
で
は
朱
雀
門
街
と
呼
ぶ

-
の
効

ヽ
果
を
尊
揮
す
る
.た
め
に
'
東
西
幅
に
お
/い
て
は
洛
陽
城
の
そ
れ
を
穏
承

し
な
が
ら
も
南
北
に
お
い
て
大
幅
の
縮
減
を
行
い
､
且
内
城
を
外
城
の

北
壁
把
-
つ
つ
け
た
の
で
な
い
か
と
さ
え
推
測
さ
れ
る
｡
と
も
か
ぐ
大

輿
城
の
造
営
に
お
い
て
北
魂
洛
陽
城
を
組
勲
と
し
て
い
る
こ
と
は
掩
え

な
い
垂
賢
で
あ
る
が
'
内
外
城
を

一
文
し
て
計
劃
す
る
こ
と
が
で
き
た

〟

た
め
に
｣
そ
の
規
模
は

1
段
と
整
え
ら
れ
美
し
さ
と
威
厳
を
槍
⊥
て
い

る
｡′女

に
都
城
の
構
成
要
素
で
あ
る
里
或
い
は
坊
に
つ
5
て

二
日
し
て
お

一二30
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き
た
い
｡
洛
陽
城
で
は
前
述
の
如
-
三
百
歩
即
ち

一
里
四
方
の
正
方
形

で
あ
る
が
'
大
興
城
で
は
朱
雀
門
衛
の
左
右
の
犬
上
九
坊
の
み
が
方
三

百
五
十
歩
で
あ
っ
て
'
そ
れ
よ
-
束
叉
は
西
す
る
に
つ
れ
て
そ
の
東
西

幅
が
四
百
五
十
歩
'
六
百
歩
と
い
う
夙
に
の
び
る
｡
内
城
の
南
の
大
街

以
南
は
大
髄
か
1

る
長
方
形
の
坊
で
あ
る
が
｣

内
城
の
束
と
西
と
は
叉

叉
債
割
が
ち
が
つ
で
､
束
酉
六
百
五
十
歩
､
.南
北
四
百
歩
叉
は
五
百
五

十
歩
と
い
う
形
に
な
る
｡
大
小
不
定
で
は
偽
る
が
窟
長
の
長
方
形
が
卓

越
し
て
S
て
わ
ず
か
十
八
坊
の
正
方
形
は
却
っ
て
例
外
と
思
わ
れ
る
.
J

㊨

か
-
考
え
る
と
大
興
城
は
外
城
､
内
城
'

更
に
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る

坊
ま
で
も
横
長
の
長
方
形
で
統

1
す
る
よ
う
に
計
劃
し
た
も
の
と
い
い

ぅ
る
の
で
あ
っ
て
'
北
魂
の
洛
陽
城
が
､
外
城
は
横
鹿
の
矩
形
､
内
城

は
縦
長
の
矩
形
'
そ
れ
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
坊
は
正
方
形
iJ
い

ぅ
風
に
各
棟
の
方
形
が
混
在
し
て
い
る
の
と
比
較
し
て
頗
る
整
備
し
た

美
観
を
輿
え
て
い
る
.
こ
1

に
も
洛
陽
城
が
次
第
に
成
長
し
て
行
っ
た

痕
跡
を
と
ゞ

め
て
い
る
の
打
射
し
て
､
大
興
城
が
洛
陽
城
の
親
槙
を
引

堰
ぐ
に
際
し
て
そ
の
鋳
難
さ
を
紡
織
し
.
首
尾

1
貫
し
た
計
劃
性
を
以

て
達
替
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

四

更
に
雨
域
に
お
け
.る
市
場
の
位
置
に
つ
い
で
考
え
て
み
よ
う
｡
大
奥

城
に
卦
S
て
は
内
城
の
東
南
角
外
に
都
愈
市
即
ち
衛
代
の
楽
市
'
西
南

■

角
外
に
別
人
市
即
ち
唐
代
の
西
市
が
封
稀
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
､｡
そ

れ
に
射
し
て
北
魂
の
洛
鯵
城
の
市
場
は
如
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
太
市

小
市
四
通
市
の
三
市
場
が
あ
つ
た
が
'
最
も
著
名
な
苗
場
は
内
城
西
高

市
頭
弟
二
門
で
あ
る
西
陽
門
の
外
凹
里
'
御
遣
9
南
に
あ
っ
た
洛
陽
太

市
で
あ
る
.
伽
藍
記

巷
四
城
西
把
周
回
八
里
と
い
う
か
ら
方
二
里
'
四

坊
の
埠
を
占
め
た
贋
大
な
市
場
で
あ
っ
′た
｡
そ
の
束
に
は
通
商

･
達
貨

ノの
二
里
が
あ
-
'
南
に
は
調
音

･
楽
律
の
二
里
が
あ
旦

酉
に
は
層
棺

･
捨
場
の
二
里
が
あ
-
､
北
に
は
慈
孝

･
奉
経
の
二
里
が
あ
カ
.
別
に

準
財

･
金
額
の
二
里
が
あ
っ
て
同
種
の
商
工
業
者
が
衆
属
し
て
小
暑
こ

と
が
知
ら
れ
る
0
過
酷
里
の
西
が
王
子
坊
で
そ
の
某
国
が
二
里
あ

が'

そ
の
西
に
は
張
方
藤
が
あ
っ
て
西
都
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
'

こ
の
洛
陽
大
帝
は
西
城
と
西
都
の
町
ゞ
中
央
に
位
し
て
小
海
わ
け
で
あ

を
.
南
北
線
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
'
こ
の
大
市
が
内
城
の
西
陽
門
よ

り
西
出
す
iQ
御
道
の
南
に
奉
っ
た
JJ
い
う
触
藍
記
の
記
述
を
手
が
か
ゆ

31
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と
し
で
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
西
陽
門
は
北
魂
に
お
い
て
ほ
西
面
四

門
中
の
北
よ
旦

二
番
目
の
門
で
偽
る
が
'
そ
れ
以
前
の
漢
魂
晋
で
は
西

南

中
央
の
門
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
で
内
城
の
北
壁
よ
-
四
里
年
と
す
れ

ば
､
外
城
の
北
面
よ
-
計
っ
て
､
五
'
六
里
の
あ
た
-
､に
あ
っ
た
か
と

思
う
｡
従
っ
て
洛
陽
太
市
の
北
連
も
外
城
O
.北
面
よ
-
五
つ
六
里
で
あ

り
.
太
市
の
南
北
二
里
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
商
連
は
外
城
の
南
面
よ
少

七
'
八
里
で
あ
っ
た
わ
け
で
洩
る
.
そ
上
で
輯
じ
七
隅
の
大
輿
城
に
お

け
る
利
人
市
の
位
置
を
見
る
と
'
こ
の
市
場
は
西
城
と
酋
郭
の
中
央
に

位
し
'
そ
の
北
に
四
坊
､
宙
に
は
七
坊
を
数
え
る
場
所
に
設
け
ら
れ
て

い
て
'
あ
た
か
も
洛
陽
城
に
お
け
る
太
市
の
位
置
に
封
癒
し
て
い
る
｡

更
に
興
味
の
あ
る
こ
と
ほ
そ
の
形
と
固
積
で
あ
､る
｡
利
人
市
は
二
坊
の

地
を
占
め
て
方
六
百
歩
と
い
う
か
ら
'
洛
陽
太
市
が
四
坊
の
地
'
方
二

里
を
占
め
た
の
と
殆
ど
同
じ
い
｡
両

市
の
位

置
と
規

模
を
対

比
す
れ

ば
'
利
人
苗
が
洛
陽
太
市
を
租
型
と
し
て
い
る
と
と
捺
殆
ど
疑
問
の
飴

地
が
な
か
ろ
う
上
思
う
｡
そ
れ
で
は
更
に
洛
陽
城
に
大
興
城
の
都
愈
市

即
ち
唐
代
の
束
市
の
如
-
利
人
市
と
封
栴
的
に
同
じ
規
模
の
苗
場
が
城

朱
に
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
｡
伽
藍
記

巻
二
城
東
に
よ
る
と
､
洛
陽
小
帯

な
る
も
の
が
孝
義
里
の
楽
に
あ
っ
た
｡

孝
義
里
と
い
う
の
は
内
城
東
面

の
南
の
門
で
あ
る
青
陵
門
を
乗
出
し
て
三
里
'
御
道
の
北
に
あ
る
里
で

あ
っ
て
そ
の
西
北
角
に
は
蘇
泰
の
塵

が
あ
つ
た
と
い
う
｡
洛
陽
小
市
は

そ
の
里
の
束
に
あ
っ
夜
の
で
あ
る
か
ら
内
城
の
東
関
里
9
地
で
あ
っ
て

束
城
と
東
部
と
の
中
央
に
任
し
て
:S
た
わ
け
で
.あ
る
｡
た
ゞ
そ
の
南
北

.

線
上
の
位
置
は
太
市
よ
-
も
少
し
南
に
あ
る
か
ら
'
城
西
の
太
市
ど
完

全
に
シ
ン
メ
ト
ー
カ
ル
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
'
ま
ず
ま
ず
封
稿
の

位
置
灯
あ
っ
た
JJ
い
え
よ
う
｡
た
ゞ

伽
藍
記
に
は
そ
の
所
在
が
記
さ
叛

て
5
る
だ
け
で
､
果
し
て
ど
れ
ほ
ど

の
親
梓
を
も
っ
て
い
た
も
の
か
は

わ
か
ら
な
い
が
'.
そ
の
名
の
如
-
恐
ら
-
小
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
｡
太
市
と
は
比
す
べ
-
も
な
い
存
在
で
は
あ
り
ね
が
'
北
奴
の
洛
陽

城
の
東

西
に
は
ゞ
封

稗

的
に
設

置
さ
れ
て
い
た

)̂
の
小
市
と
太
市
と

が
､
階
の
大
興
城
の
達
密
計
割
に
織
込
ま
れ
て
太
市
と
同

規

模

の
都

合
取

と
利
人
市

と
に
な
っ
た
こ
と
は
十
分
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
.

因
み

舵清
の
徐
松
の
唐
南
京
城
坊
考
の
い
う
所
に
よ
れ
ば
､
朱
雀
門
衛

以
朱
に
望

月
警

昔

秒
邸
宅
が
多
-
て
人
21
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
泉

め
に
商
業
も
不
清
澄
で
商
人
も
次
弟
に
西
市
に
集
ま
ノる
こ
と
に
な
り
'

兼
帯
の
交
易
市
場
と
し
て
の
機
能
は
丙
市
に
劣
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
｡
洛
陽
小
市
の
如
き
規
模
の
市
象
で
も
よ
か
つ
夷
か
と
思
わ
れ

32
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徴
笑
を
禁
じ
え
な
い
｡
し
か
し
勿
論
蓬
皆
の
嘗
初
に
お
5
て
橡
見
し
え

な
い
こ
と
で
も
あ
る
L
へ
た
と
え
預
見
し
え
て
も
へ
も
と
も
と
す
べ
て

束
西
シ
ソ
メ
ト
り
カ
ル
に
計
劃
す
る
立
前
上
市
場
の
み
計
非
封
稗
的
に

す
る
わ
け
に
も
行
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
唐
代
の
楽
市
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
形
態
と
機
能
と
の
不
均
衡
の
生
ず
る
こ
と
も
赤
や
む
を
え

な
い
所
で
あ
ろ
う
0
由
み
に
北
魂
洛
陽
城
に
は
上
述
の
太
市
と
小
市
の

外
に
四
通
市
と
種
す
る
市
場
が
あ
っ
ノた
こ
と
が
伽
藍
記
撃
二
城
南
に
見

え
る
｡
内
城
南
面
中
央
の
宜
陵
門
を
出
て
商
す
る
こ
と
西
里

(前
述
の

如
-
河
南
郡
願
境
界
簿
に
は
五
里
と
い
.ラ
)
で
洛
水
に
潔
し
牢
水
橋
に

至
る
｡
-
こ
の
四
通
市
は
そ
の
南
に
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で

一
に
永
椅
市

と
も
い
っ
た
｡
伊
水
の
鮪
'
洛
水
の
鯉
な
ど
が
こ
の
市
場
で
験
脅
さ
れ

た
と
い
う
｡
こ
.の
市
塚
に
封
鷹
す
.I(
き
も
の
が
'
隅
大
興
城
の
計
割
中

に
見
出
さ
れ
な
い
の
は
'
或
は
こ
の
市
場
が
外
城
の
外
即
ち
郭
外
で
あ

っ
た
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

北
魂
の
洛
陽
城
と
階
の
大
興
城
と
は
綿
密
匪
比
較
す
る
な
ら
ば
'
更

に
幾
多
の
問
題
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
'
今
は
そ
れ
ら
に
宜
入
る

ひ
ま
も
な
-
準
備
も
で
き
て
小
串
i
.
本
稿
も
こ
の
連
で
打
留
め
る
こ

と
に
し
よ
う
｡

あ

と

が

.
き

･

上
乗
北
魂
の
洛
勝
城
に
内
城
と
外
城
と
の
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
そ

bT
規
模
を
考
察
し
た
序
で
を
以
･て
隅
の
大
興
城

(後
の
唐
長
安
城
)
と

の
比
較
に
及
び
雨
域
に
幾
多
の
類
似
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
Iを
指

摘

し

た
｡
し
か
し
南
城

の
類
似
に
つ
い
て
は
既
に
先
入
が
指
摘
し
て
い
る
こ

と
で
あ
っ
て
'
決
し
て
私
の
創
設
で
は
な
い
こ
と
を
､
卦
そ
ま
き
な
が

ら
附
記
し
て
卦
こ
ケ
.
こ
の
指
摘
は
郵
波
利
貞
博
士
の

｢
支
部
首
都
計

屑
史
上
よ
'-
考
察
せ
る
唐
の
長
安
城
｣

(桑
原
博
士
遺
産
記
念
東
洋
史

論
叢
餅
牧
)
が
恐
ら
-
最
初
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
t
を
と
で
主
と
し

て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
按
'
周
絶
考
工
記
匠
人
の
傍
に
み
え
る
南
朝

管
市
即
ち
官
が
･都
城
の
正
中
に
あ
っ
て
朝

(国
家
拾
番
の
魔
)
が
そ
の

南
に
あ
り
市
が
そ
の
北
に
あ
る
と
い
う
申
開
の
倖
統
的
首
都
計
画
が
｢
.

唐
の
長
安
城
で
ぼ
遵
守
せ
ら
れ
て
い
な
い
｡.
そ
れ
魔
か
官
が
中
央
北
語

に
あ
-
市
が
南
に
あ
渇
と
い
う
全
-
屯
反
封
の
ブ
ラ
ン
に
な
っ
て
S
る

と
い
う
鮎
で
あ
る
O
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
反
倖
銃
的
な
プ
ラ
ン
が
北
魂⑱

S
L洛
陽
城
に
欧
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.

∴
こ
れ
に
射
し
て
私
の
歩
合
は
北
魂
の
洛
陽
城
か
ら
出
撃
L
t
し
か
も

33
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隣
る
初
歩
的
な
問
題
を
起
鮎
に
し
て
つ
い
に
長
安
城
と
の
類
比
に
及
ん

だ
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
所
論
の
カ
鮎
が
ち
が
一つ
.て
お
-
､
そ
の
た
め
論

旨
に
若
干
の
異
同
が
生
じ
て
い
る
こ
と
と
思
う
｡
本
稿
で
は

一
々
を
の
､

異
同
に
つ
い
て
ふ
れ
な
か
つ
S
Jが
､
･有
志
の
方
は
併
せ
て
か
の
論
文
を

参
着
せ
ら
れ
な
い
｡

註

＼ヽ

①

陽
街
之
の
姓
は
普
通
に
は
稜
に
作
.っ
て
お
り
'
史
通
や
郡
壁

硯
蕃
志
に
は
羊

に
作

っ
て
い
る
が
､
伺
延
年
氏
の
揚
荷
之
軍
喪
考

の
説
に
従

っ
て
陽
に
す
る
の

が
正
し
か
ろ
う
と
思
う

(
沖
田
寄

一
郎
傭
士

｢洛
陽
伽
藍
誠
序
別
記
｣
本
誌
九

巻
五
･
六
郎
参
照
)O
な
お
本
稿

(
二
五
京
)
に
引
用
し
た
河
南
志
に
も
陽
に
作

っ
て
い
る
が
､
必
ず
し
も
偶
終
と
は
言
え
な
か
ろ
う
｡

②

私

の
知
る
限
軒
で
は
'
後
述
の
河
南
志
の
著
者
及
び
同
僚
水
野
静

7
君

の
み

で
あ
る
｡
水
野
君
は

｢洛
陽
永
寧
寺
解
｣

･(
考
古
寧
論
叢
俸
十
戟
)
の
中
で
極

め
て
僅
か
な
言
葉
で
あ
る
が
こ
の
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
｡

③

｢北
親
洛
陽
城
岡
的
復
讐

(
巾
華
氏
団
々
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
首
研
究
潮

集
刊
飾
二
十
本
)

.

④

右
批
評

(
東
方
単
報
審
都
飾
二
十
冊
)

⑤

ホ
ワ
イ
ト
紬
の

｢洛
陽
古
城
古
基
考
｣
に
は
束
西
大
華
里
南
北
入
華
里
と
い

い
'
菅

の
陸
機
の
洛
陽
記
に
は
束
西
十
里
南
北
十
三
里
と
い
.う
｡
い
ず
れ
も
考

慮

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
詮
で
あ
る
が
束
を
存
す
る
に
と
ど
め
､
､
こ
こ
で
は
最
も
背
過

の
詮
に
従

っ
て
お
-
0

⑥

現
衣

の
潜
陽
伽
藍
記
で
は
南
面
に
は
三
門
し
か
な
い
.
し
か
し
四
門
あ
っ
た

こ
と
は
事
貨
で
あ
る
｡
そ
こ
で
現
行
の
伽
藍
砧
の
文
を
注
意
し
て
み
る
と

.
次
酉
日
登
陽
門

決
日
韓
門
｡
塊
曹
日
挫
傷
門
｡

高

槻
囚
耐
不
改
｡,J

と
い
う
不
可
解
な
個
鹿
が
見
出
さ
れ
る
｡
恐
ら
-
こ
の
こ
行
の
間
に

.
漠
目
指
門
..

魂
菅
田
宣
陰
門
｡
高
担
囚
而
不
改
.

次
酉
日
挫
傷
門
.

と
い
う
ふ
う
な
二
行
が
も
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
宣
揚
へ
控
除
の
如
き
軸
似

し
た
門
名
で
も
あ
り
､
そ
の
説
明
文
も
亦
よ
-
似
て
い
る
た
心
に
駄
落
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
｡
内
容
が
今
い
う
よ
う
に
三
河

で
あ
る
に
か

ゝ
＼
わ

ら
ず
つA

｢南
耐
有
田
門
｣
と
紀
し
て
い
る
の
が
そ
の
何
よ
り
の
寵
接
で
あ
る
..
尤
も
現

在
校
訂
を
経
た
諸
本
で
は
､
こ
の
内
容
に
封
臆
し
て
四
円
を
三
門
に
改
め
て
し

ま
っ
て
い
る
が
'
古
今
逸
史
や
津
醜
叢
肇
に
収
め
る
伽
藍
出
で
は
も
と
の
参
を

･と
ゞ
め
四
円
に
作
っ
て
い
る
.
そ
れ
で
本
文
で
は
現
行
の
伽
藍
誠
に
役
わ
ず
'

あ
を

J
南
面
を
凹
門
と
し
て
記
し
て
お
い
た
.
伽
藍
砧
を
参
照
し
な
が
ら
拙
稿

を
著
ま
れ
る
誠
箕
な
顎
者
が
い
ぶ
か
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら

〓
旨
耕
じ
て

お
-
0

⑦

前
掲
鵡
稿
参
照
｡
`
静
氏
は
伽
藍
記
の
賓
郎
東
西
二
十
里
南
北
十
五
里
は
九
六

城
そ
の
も
の
で
あ
る

と
し
'
従

っ
て
そ
こ
に
い
う
運
は
距
離
を
意
味
す
る
埋
軸

ち
遊
里
の
里
で
は
不
都
合
で
あ
る
か
ら
間
里
の
腰
で
あ
か
と
解
辞
し
た
r｡
そ
れ

で
束
西
大
里
を
二
十
等
分
し
'
南
北
九
里
を
十
五
等
分
し
た
城
坊
即
ち
南

北
b
1

･
六
讐

束
酉

〇
･
三
型
ほ
ど
の
ち
つ
於
け
な
両
横
が
伽
藍
誠
の
所
謂
盟
で
あ

る
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
.
我
に
空
前
の
解
樺
で
は
あ
る
が
仝
-
え
そ
ら
ご
と

に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
'
前
稿
に
も
述
べ
た
所
で
あ
る
｡

⑧

こ
の
膏
は

｢蒲
香
零
拾
｣
に
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
徐
冷
が
永
楽
大
典
か
ら
抄

出
し
た
も
の
で
'
そ
の
.中
に
重
光
の
史
賓
が
食

ま
れ
て
い
も

か
ら

7
時

冗
人
の

- 341-
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作
と
考
え
ら
れ
'
音
名
も
元
河
南
志
y
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
朱

の
宋
敏
求

の

著
し
,た
河
南
埜

手

番
が
あ
る
の
セ
或
い
は
そ
れ
に
基
を
若
干
後
俄
の
記
串
を

附
加
し
た
も
の
で
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

⑨

北
観
の
首
都
と
比
較
す
る
位
宜
上
'
棺
の
大
輿
城
に
お
け
る
宮
城
と
烏
城
を

併
せ
た
低
域
を
偶
ク
に
内
城
と
稗
し
た
の
で
あ
る
が
'
宋
敏
求

の
長
安
志
巻
六

に
よ
る
と
宮

城
は
束
酉
四
埋
南
北
二
空

音

七
十
歩
'
虫
城
は
束
西
五
里

一
首

1
十
五
渉
南
北
三
選

一
首
四
十
歩
で
'
雨
域
を
合
し
た
低
域
は
縦
長
に
な
る
わ

け
で
あ
る
｡
従

っ
て
三

1
京
に
い
う
内
城
も
そ
れ
を
構
成
す
る
宮
城
と
鬼
城
と

が
夫
々
横
長
の
矩
形

で
あ
る
と
い
う
意
塊
に
解
き
れ
た
い
｡

⑲
.
見
舞
南
面
中
央

の
未
雀
門
よ
.SL
外
郭
城
南
耐
中
央

の
明
徳
門
に
至
る
幅
盲
歩

の
南
北
大
街
を
朱
雀
門
街
と
呼
ぶ
が
'
そ
の
長
さ
を
九
里

1
首
七
十
五
歩
と
紀

し
て
お
い
た
O
こ
れ
は
長
安
志
に
よ
.O
た
の
で
あ
る
か
､
⑨

に
記
し
た
如
-
義

安
滋
に
は
宮
城
の
南
北
が
二
空

音

七
十
歩
へ
虫
城
の
南
北
が
三
男

一
首
四
十

歩
と
通
る
か
ら
合
せ
て
大
理
四
十
少

(
唐

の
7
里
は
三
官
六
十
歩
)
'
そ
れ
を

外
郭
城
の
南
北

一
十
五
畢

一
首
七
十
五
歩
か
ら
差
引

い
た
九
里

一
首
三
十
五
歩

が
朱
雀
門
街

の
長
さ
に
な
る
わ
け
で
'
本
文
′の
'
稔

っ
て
長
安
志
の
九
男

一
育

七
十
五
歩
は
謝
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
だ
が
栄

の
日
大
臨
の
長
安
園
で
は
宮

城
の
南
北
を
こ
空

音

四
十
歩
と
し
て
い
る
し
､
新
鮮
書
地
稚
志
で
は
烏
城
の

南
北
を

一
千
二
盲
渉
如
ち
三
卑
官
二
十
歩
と
し
て
い
る
か
ら
'
両
者
を
合
せ
る

と
丁
度
大
腰
で
あ
っ
て
'
朱
雀
門
街
は
丸
腰

一
首
七
十
五
歩
と
い
う
こ
と
に
な

り
'
こ
の
数
字
も
蔑
吏
誤
り
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
8
不
審
が
ら
れ
る
誇
者
も

少
-
な
い
tと
思
う
の
で

二
言
附
記
し
て
お
-
0

⑪

こ
の
論
者
に
封
し
て
は
'
山
根
徳
大
師
氏
の

｢元
大
都
の
平
面
配
堅

(
大

阪
市
大
人
文
併
発

一
巻
二
餅
)
の
如
き
反
封
意
見
も
挺
出
さ
れ
て
い
る
が
'
肯

定
者
も
少
-
な
い
｡
駒
井
和
愛
氏
の

｢
中
鞠
の
都
城
｣
(『
日
本
古
伐
と
大
陸
文

北
山
に
収
む
)
や
棟
賭
恰
氏
の

｢惰
唐
制
度
淵
源
略
静
菌
｣
中
の
都
城
建
築
な

ど
が
N
.･つ
で
あ
る
｡
し
か
し
何
故
か
､

る
涙
倖
銃
的
ブ
ラ
ン
を
む
つ
都
城
が
出

現
し
た
紅

に
関
し
て
は
各
人
各
詮
が
出
さ
れ
て
い
て
興
味
伴
い
｡
都
政
博
士
が
.

そ
の
内
由
を
北
魂
胡
族
系
の
賓
行
性
に
求
め
ら
れ
た
の
に
射
し
'
陳
氏
は
む
し

.o
河
酉
即
ち
今

の
甘
粛
省
酉
部
､
黄
河
以
甲

の
地
方
に
い
た
漠
族

の
役
割
を
張

謝
し
て
い
る
L
t
駒
井
氏
は
こ
れ
ら
繭
説
と
は
ノ別
の
方
面
か
ら
恨
説
を
立
て
ゝ

い
る
･
｡
申
鯛
の
宮
殿

の
主
賓
な
も
の
を
太
極
殿
f
J稀
す
る
こ
と
が
骨
塊
の
頃
か

ら
始
ま
り
'

一
方
こ
の
太
極
が
北
極
晶
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
に
考
え
出
さ
れ
て

凍
て
'
こ
1

に
太
極
殿
を
中
心
と
す
る
宮
城
を
城
郭
内
の
北
詰
中
火
に
位
す
る

如
-
僚
も
う
と
し
た
の
で
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
｡

私
は
こ
れ
ら
の
諸
説
に
み
る
よ
う
な

｢非
運
棟
｣
を
考
え
る
よ
Sa
雪

も
う

少
し

｢連
飴
｣
.
の
面
を
注
意
す
る
立
場
に
あ
る
｡
本
稿
に
述
べ
た
よ
う
に
'
後

津

の
洛
陽
城
よ
り
唐

の
長
安
城
ま
一で
､
互
に
困
と
な
り
果
と
な
っ
て
中
歯
の
首

都
は
建
地
的
章
展
を
蓬
げ
た
と
い
う
の
が
'
私
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
.′
そ
の
間

し

い
て
断
層
と
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
は
北
魂
洛
陽
城
に
お
け
る
外
城
の
設
足

JL
,
惰
大
奥
城
に
お
い
て
こ
の
外
城
を
含
め
た
大
洛
陽
城
に
酪

を
と
Sh
つ
ゝ

も

内
外
城
を

一
昔
し
て
の
首
都
計
薫
が
寮
施
さ
れ
た
た
め
の
整
斉
性
と
が
連
窓
に

上
る
.t

こ
れ
W
.は
却

っ
て
今
ま
で
の
非

連

頗

説
で
昼
言
及
き
れ
て
い
な
い
｡

本
稿
が
そ
れ
ら
の
諸

鮎
に
封
し
て
何

程
か
の
寄

輿
を
な
し

う

れ
ば
率

甚
で
あ

38

(
7
九
五

7
･
7
二
･
玉
稿
)

る
0
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逸
周
喜
作
離
解
と
北
嶺
大
洛
陽
城

逸
周
苔
の
作
錐
解
は
周
の
洛
陽
城
建
設
の
記
録
と
侍
え
ら
れ
る
が
∵

そ
の
規
模
を
城
方
千
七
百
二
十
丈
'
都
万
七
十
里
と
記
し
て
い
る
｡
七

百
を
六
百
の
誤
と
す
れ
ば
六
尺
が

一
歩
､
三
百
歩
即
ち
宵
八
十
丈
が

一

里
で
あ
る
か
ら
'
千
六
月
二
十
丈
は
九
里
で
あ
っ
て
､
周
稽
考
工
記
に

囲
即
ち
新
城
が
方
九
里
と
い
う
の
と
う
ま
-
合
致
す
る
｡
次
に
郭

-

郭
に
同
じ
-

が
方
七
十
里
と
い
う
の
は
額
面
通
-
に
受
取
れ
ば
方
九

里
の
都
城
む

包
ん
で

一
連
七
十
里
の
正
方
形
の
外
郭
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
｡

し
か
し
そ
の
後
に

F
南
は
絡
水
に
繁
り
北
は
鄭
山
-
北
空
仙
-

-

に
困
る
｣
と
明
記
し
て
あ
-
'
し
か
も
こ
の
南
北
の
距
糖
は
柳
橋
で
も

逮
.I(
夜
よ
う
に
大
漁
十
五
里
で
あ
る
か
ら
'
七
十
里
と
い
う
の
は
あ
ま

玖
に
も
過
大
で
あ
る
｡
そ
れ
で
王
鷹
燐
の
詩
地
理
致
な
-ど
や
は
敢
え
て

之
を
十
五
里
に
改
め
て
い
る
.
藤
田
元
春
博
士
は
或
テ
ク
ス
ト
に
方
七

十
二
里
に
作
っ
て
い
る
の
滋
活
か
し
て
次
の
よ
う
な
新
解
樺
を
蒐
し
て

い
る
｡
方
九
里
は
八
十

一
万
里
'
そ
の
中
央
の
王
宮
を
方
三
里
と
し
て

九
万
里
'
差
引
け
ば
七
十
二
万
里
と
な
る
か
ら
'
都
万
七
十
二
里
と
は

城
の
中
の
王
宮
を
除
い
た
朝
'
市
､
民
店
を
さ
す
も
9
だ
ろ
う
と
い
う

の
で
あ
る
(尺
度
綜
考
三
六
八
買
切
下
参
照
)
｡

薮

字
は
つ
じ
っ
ま
が
あ

ケ
け
れ
ど
も
.
城
と
邸
と
で

｢
方
｣
の
字
の
使
用
法
が
異
な
-
'
を

の

上
に
城
と
部
と
の
規
模
が
同
じ
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
め
で
些
か
不
安

で
あ
る
｡
孫
語
譲
は
七
と
二
を
顛
倒
し
て
二
十
七
里
に
す
べ
き
だ
と
S

う
｡
そ
う
す
る
と
王
宮
が
方
二.壷

'
城
が
方
九
里
'
邦
が
方
二
十
七
里

で
大
空

宿

ず
つ
に
払
っ
て
頗
る
整
然
と
す
る
｡
恐
ら
-
之
が
原
形
で

あ
る
う
か
と
思
う
が
､
野
際
の
地
勢
を
無
税
し
た
デ
ス
ク
プ
ラ
ン
で
あ

る
L
と
は
上
述
の
通
耳
で
あ
る
｡
J]
も
か
-

｢
都
万
七
十
里
｣
嫁
解
博

し
に
-
い
難
物
で
あ
る
が
､
今
こ
れ
を
持
出
し
夜
の
は
新
設
を
提
供
す

る
意
陶
が
あ
つ
て
の
こ
と
で
は
な
い
.
潅
ゞ
別
稿
軒
に
何
度
も
繰
返
し

て
引
用
し
た
洛
陽
伽
藍
記
の

｢
京
師
束
西
二
十
里
南

北
十

五
里
｣
か

ら
'
北
魂
大
洛
陽
城
の
周
回
が
七
十
里
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
､
.

｢
都
万
七
十
里
｣
′
の
方
の
字
に
さ
え
目
を
つ
ぶ
れ
ば
両
者
合
致
し
て
甚

だ
面
白
い
｡
そ
れ
で
飴
自
の
で
鳶
た
の
を
横
線
に
提
起
し
た
次
第
で
あ

fb
｡
そ
れ
も
敢
え
て
逸
周
等
を
そ
の
よ
う
に
解
樺
す
.,(
L
と
主
張
す
る

の
で
は
な
い
｡
j
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
'
元

磯
の
大
洛
陽
城
を
周
回
七
十
息

の
規
模
に
設
定
す
る
時
∵
逸
周
署
の

｢
都
万
七
十
里
｣
を
周
回
の
里
数

と
し
て
こ
1.
に
範
型
を
と
つ
ね
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
す
る
ま
で
で
あ
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賢

､ThePlanofLo･yang(洛陽トー

undertheNor也ernWei(魂)

ShikaZUMori

Firstofallthefactshouldbenotd thatt九dLo-yangofthe

Qrlヒhernweiperiodhadinnerandouter cities,theformermeasurin g

lieasttowestand91isouthtonorthandthelatter20and15l i.

meinnercitywasplannedafterthoseofLaterHam,WeiandWes-
ternTsin･ Itwasin501A･D･intheNorthernWeiperiodthatthe

岳ubtLrbwasabsorbedintotheoutercity.Thisfact,i.e.,existencein

血efineofNorthやrnWeioftheinnerandoutercities,hashithertp

kenunnoticed. Th占authdr,then,makesc叩.Parison of'Lo-yang

PithTa･hsingundertheSui(Ch'an写-anundertheT'angゝ Between

PeSe■twoancientCapitalsthere.weresomeessentialdi#erencesdue

- 1 _



to､thefactthatthe.innerandoutercitiesofLo･yangwastheresult

ofspontaneous~growth,whilethoseofTa･hsingwasthatofplanned

construction. ■
′

I
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