
2.3･3

吏
1拍
丸
卑
見

第
十

一
巻
第
四
既

昭
和
廿
七
年
二
月
襲
行

ヽ

●

ヽ

西

漠

の

首

都

長

考

,に

つ

い

て

小

芋

都

:官

清

J

昔

＼ヽ

1

わ
た
し
は

一
九
五

一
年
の
東
方
畢
第
二
韓
に
'
｢
西
漢
時
代
の
都
市
に
つ
い
て
｣
と
い
う
論
文
を
等
い
た
｡
そ
こ
に
お
い
て
'
わ
た
し
は
酉
漢

時

代
の
都
市
と
商
人
の
ア
ウ
ト
.ラ
イ
ン
に
つ
い
て
轟
じ
た
｡
こ
こ
に
は
さ
ら
に
'
啓
携
時
代
の
首
都
で
あ
っ
た
長
安
を
中
心
と
し
て
記
述
し
'
か
し
こ

に
書
か
な
か
っ
た
こ
と
を
お
ぎ
な
い
た
い
と
思
う
｡

･
武
帝
は
西
南
夷
方
面
財
閥
優
し
'
叉
四
川
の
西
部
地
方
を
開
磯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
-
の
諸
民
族
と
貿
易
､す
る
ほ
か
'
贋
束
と
長
安
を
直
結
す＼

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
南
方
貿
易
の
商
利
を
濁
占
し
よ
う
と
は
か
っ
た
｡
こ
の
と
き
の
道
路
開
拓
に
iy

E
I川
の
民
衆
が
無
数
に
徴
畿
さ
れ
'
を

のギ

セ
イ
は
極
度
に
達
し
た
.
史
記
の
西
南
夷
偉
な
ら
び
に
司
馬
相
知
俺
に
は
こ
の
こ
と
が
記
る
さ
れ
.
民
衆
の
反
感
が
強
-
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
｡
さ

て
し
か
し
'
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
,
い
わ
ゆ
る
民
衆
の
反
感
な
る
も
の
の
本
質
は
本
来
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
む
う
か
.

わ
た
く
し
ぼ
思
う
｡
こ
れ
は
単
な
る
民
衆
の
反
感
で
は
な
i
･JL

そ
れ
は
欝
揺
,
E
I川
に
お
け
る
倖
続
的
な
貿
易
商
人
証
倉
の
反
感
に
櫓
か
な
ら
な
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か
つ
た
の
で
は
な
い
か
?
も
と
も
と
'
ど

れ
ら
藩
境
の
貿
易
上
の
商
利
は
'
四
川
方
面
､な
か
に
も
威
都
と
か
践
印
と
か
の
都
市
に
催
む
大
企
業
家
や

条
貿
易
商
人
に
'
碍
占
せ
ら
れ
て
い
た
〇
四
川
の
織
物
､
件
木
の
製
品
は
速
-
イ
ン
ド
を
通
じ
て
中
央
ア
･･,h
ヤ
ま
で
進
拭
し
て
い
た
こ
と
は
ハ
か
-

ぼ
く

き′ヽ

れ
も
な
い
事
賢
で
あ
っ
た
｡
(史
記
大
宛
停
)
織
製
品
は
近
隣
諸
民
族
と
の
重
要
な
貿
身
晶
で
あ
り
'
近
隣
諸
民
族
か
ら
ほ
焚
人
の
奴
薙
と
か
､
窄
馬

i;ら
族

牛
な
ど
が
輸
入
せ
ら
れ
'
五
大
な
る
交
易
の
利
益
が
あ
っ
た
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
の
貿
易
は
'
四
川
の
商
人
社
食
に
よ
.つ
て
侍
統
的
に
猫
占
せ
ら

れ
て
S
た
の
で
あ
る
.
(史
記
貸
鵜
倖
)
武
帝
の
四
川
蓮
境
開
硬
計
量
は
'
お
そ
ら
-
こ
の
よ
う
な
四
川
商
人
社
食
の
俸
統
約
南
棟
を
破
壊
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
に
ち
が
<い
な
い
.
だ
か
ら
､
四
川
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
民
衆
の
虜
封
運
動
は
､
賢
払
,i
-
の
如
き
階
暦
に
よ
.つ
て
>
-
ド
さ
れ
た
も
み

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
.･

司
馬
相
如
は
へ
武
帝
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
､

一
時
は
四
川
の
西
部
諸
民
族
と
の
檀
接
交
易
路
の
開
拓
使
JJ
な
-
'
大
小

に
活
躍
し
た
が
へ
し
か
し
､
や
が
て
四
川
商
人
融
合
に
買
収
せ
ら
れ
､
武
帝
の
政
策
に
た
い
す
る
反
封
意
見
を
の
べ
る
文
章
を
起
草
す
る
に
い
た
つ
J

た
｡
そ
れ
望
別
三

九
年

完

光
六
年
)
に
か
-
れ
允
も
の
で
'
女

選
に

｢
覇
の
父
老
を
難
す
｣
と
い
う
題
で
収
め
て
ら
れ
て
い
る
.も
の
で
あ
る
.?
こ

の
女
章
は
む
か
ん
､
史
記
の
司
馬
相
如
侍
に
も
の
せ
ら
れ
て
い
る
｡

●

こ
の
文
章
は
､
司
馬
相
如
が
成
都
に
あ
づ
ま
つ
･夜
'
由

川
の
有
力
者
二
十
七
人
の
愈
合
に
出
席
し
'
か
れ
ら
の
不
平
を
非
難
す
る
か
た
ち
に
見
せ

か
け
て
'一
賢
は
武
帝
の
政
策
の
非
で
あ
る
こ
:4)を
訣
-
も
の
で
あ
っ
夜
.,
こ
の
文
章
の
中
の
二
十
七
人
の
有
力
者
は
､

｢
膏
老
大
夫
薦
紳
先
生
｣
と

い
う
こ
と
ば
で
よ
ば
れ
て
い
る
0
こ
の
二
十
七
人
の
有
力
者
こ
そ
､
四
川
′の
.貿
易
商
人
敢
骨
を
代
表
す
る
連
中
に
ち
が
い
な
S
Q
司
馬
相
如
は
､
阿

川
の
大
製
織
商
人
卓
氏
と
結
婚
関
係
灯
あ
っ
た
｡
′
か
れ
.3g
卓
氏
'
鄭
民
ら
の
企
業
家
兼
貿
易
商
を
中
心
と
す
る
'
相
川
大
商
人
の
な
か
ま
の
ペ
J
J:
･

で
あ
っ
た
｡
偲
た
し
七
か
れ
は
'
こ
れ
ら
商
人
社
食
か
ら
買
収
さ
れ
'
か
れ
ら
の
俸
続
的
南
棟
を
破
壊
す
る
意
味
を
も
つ
'
武
帝
の
四
川
遜
境
開
磯

計
童
に
反
封
す
る
女
章
を
つ
-
ら
さ
れ
る
に
小
夜
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
か
れ
の
文
章
の
表
面
に
は
'
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
..
直
接
に
示
す
も

の
は
な
に
も
現
わ
れ
て
は
い
な
_い
｡
し
か
し
'
史
記
の
司
馬
相
如
侍
に
は
'
相
如
の
こ
の
文
章
を
記
録
し
た
す
ぐ
つ
ぎ
に
'
-

そ
の
後
あ
る
人
が

ら
'

｢
相
如
は
四
川
西
部
開
敬
使
と
な
っ
て
い
た
常
時
わ
い
ろ
撃
つ
け
と
つ
た
oL
と
食
後
せ
ら
れ
た
た
め
に
'
失
脚
し
た
｡-

JJ
苦
い
で
い
る
｡

2
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司
馬
遷
の
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
'
か
れ

一
流
の
作
文
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
'
相
如
の
起
草
し
た
反
封
意
見
文
晋
と
'
わ
5
ろ
と
の
関
係
を
曙
に
骨
盤
す

る
も
の
で
あ
る
の
死
.〇
そ
し
て
へ
わ
れ
わ
れ
は
司
馬
遷
の
こ
の
葦
き
方
ノに
よ
っ
て
r
相
如
の
文
章
の
背
後
に
ひ
そ
む
四
川
商
人
敢
骨
の
'
五
大
に
し

ノ､

て
棋
づ

よ

い勢
力
を
'

中
り
の
厚
い
ま
ぐ
を
通
し
て
の
ぞ
む
つ
か
の
大
建
築
物
の
ど
と
-
に
も
無
気
味
に
､
反
映

し
て
い
る
の
是
感
じ
な
い
わ
け
に

は

い
か
な

いO

瑛
雷
の
食
貨
志
上
に
有
名
な
短
錆
の
こ
と
ば
が
あ
る
｡
そ
れ
に
は
'
都
市
商
人
の
活
動
と
を
の
生
活
ぶ
り
を
の
.I(
て
､

商
人
の
大
な
る
連
中
は
買
い
し
め
て
は
利
息
を
倍
に
し
.,
小
な
る
連
中
は
市
場
に
の
き
を
な
ら
べ
て
も
の
を
替
る
O
カ
ネ
が
余
れ
ば
､
必
ず
珍
ら

i
し
い
も
の
藍

貝
い
あ
さ
っ
て
.
日
毎
都
市
を
遊
び
ま
藩
札

高
貴
の
人
芸

ほ
し
が
る
も
の
が
あ
る
と
'
必
ず
な
ん
倍
に
も
も
う
け
て
替
り
つ
け

る
｡
だ
か
ら
'
か
れ
ら
の
男
子
は
排
さ
ず
'
女
子
は
は
た
お
ら
ず
し
て
'
美
服
美
食
を
常
然
の
こ
と
と
L
t
そ
の
身
は
蔑
民
の
苦
し
み
を
し
ら
ず

し
て
'
､
し
か
む
か
れ
ら
灯
百
倍
千
倍
す
る
利
益
を
う
る
｡
か
れ
ら
は
を
の
富
の
カ
厄
紅
の
を
い
わ
せ
て
.
王
侯
と
紅
交
鼎
を
結
び
'
勢
力
は
役
人

を
こ
え
'
礼
金
を
も
っ
て
他
人
を
支
配
し
'
ヰ

里
を

へ
だ
て
る
な
か
皇
同
志
'
た
が
い
に
訪
問
し
あ
っ
て
相
誇
-
'
道
路
に
は
､
か
れ
ら
の
威
儀

L
k
,正
し
て
ゆ
き
か
う
姿
が
み
ち
く

そ
の
｡
え
宗

'
絹
の
-
つ
t
を

き
羽
言
霊
は
す
を
遥

々
Jj
b
.い
て
い
る
｡
｡
れ
ぞ
商
人
が
鷲

を

乗
併
し
'
農
民
の
多
数
が
没
落
す
る
大
原
因
で
あ
る
｡

ヾ

と
寄
S
て
い
る
｡
手
か
じ
か
な
~
文
章
の
う
ち
に
'都
市
商
人
の
生
活
ぶ
り
と
､政
治
的
'経
済
的
､散
骨
的
作
用
を
よ
-
つ
･た
え
七

い
る
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
ら
は
､
か
の
司
馬
相
如
侍
に
お
け
る
四
川
の
商
人
社
食
と
占
も
に
'
曹
操
時
代
の
都
市
商
人
の
賢
カ
を
明
ら
か
に
も
の
が
夜
る
も
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
都
市
に
お
け
る
商
人
社
食
菅
中
心
と
す
る
都
市
的
生
活
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
う
な
か
を
知
る
史
料
は
'
姪
と
ん
ゼ
な
い
.
地
方
の
都
市

に
つ
い
て
は
'
戦
国
時
代
の
も
の
で
あ
JFO
が
'
常
時
す
で
に
経
済
の
中
心
と
し
て
繁
柴
し
て
い
た
臨
渦
の
あ
凋
さ
ま
に
つ
S
て
'
生
々
と
の
べ
ら
れ

た
も
の
が
一
つ
だ
け
あ
る
｡

戦
国
策
第
八
番
に
'

- 3-
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臨
海
の
ま
ち
に
は
'
七
万
戸
の
民
家
が
あ
も
｡
‥
････か
れ
ら
は
'
は
な
は
だ
富
ん
で
充
賢
し
て
い
る
.
.

そ
の
住
民
は
す
べ
て
'
笛
を
吹
き
'
琴
を

▲.

鳴
ら
し
'
筑
を
打
ち
､
琴
を
弾
じ
'
さ

て
は
'
闘
難
'
犬
親
元
'
ス
ゴ
ロ
ク
'
け
ま
-
な

どに
う
ち
興
じ
て
S
る
.
臨
湖
の
街
路
'
串
は
考
の
こ

し
ぎ
を

打
ち
つ
け
あ
小

'

人
は
屑
を
こ
す
-
あ
ふ
ほ
ど
の
大
人
出
の
波
.
襟
を
つ
ら
ぬ
れ
ば
'
そ
の
卦
と

J
ぼ
り
と
な
-
､
た
も
と
を
あ
げ
れ
ば
､

そ
の
ま
1

幕
と
な
る
.O

か
れ
ら
.の
流
す
汗
は
'

雨
か
と
も
う
た
が
凍
れ
る
ほ
ど
.

家
々
は
ゆ
た
か
に
'

そ
の
意
気
や
た
か
-
し
て
大
S
に
あ
が

る
｡

(蘇
秦
が
超

の
た
め
に
合
従
を
詮
-
牽
)

､

と
い
っ
て
い
る
が
'
西
漢
時
代
灯
お
い
て
も
臨
渦
の
繁
栄
ぶ
り
と
そ
の
生
活
が
お
と
ろ
え
た
と
は
思
わ
れ
な
い
.
(史
･FE主
父
催
俸
)ま
た
､
こ
れ
は
づ
J

一

つ
と
後
世
の
人
の
文
章
で
あ
る
が

(
一
世
紀
時
代
)
太
平
御
覚
巻
七
七
六
革
の
部
に
ひ
か
れ
た
桓
浮
の
新
諭
の
な
か
に
も
'
春
秋
時
代
の
楚
の
都
の

繁
栄
ぶ
-
を
の
べ
た
も
の
が
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
筈
き
か
た
は
'
戦
闘
策
の
前
記
の
臨
渦
の
繁
栄
ぶ
-
を
の
べ
た
も
の
を
お
そ
づ
た
､
す
こ
ぶ
る

古
め
か
し
い
定
型
的
な
も
の
で
､
細
ま
か
な
こ
と
は
何
も
わ
か
ら
な
い
｡
･
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
る
.

巾

走
の
邸
都
の
繁
昌
ぶ
り
,
そ
の
事
は
こ
し
き
を
ひ
っ
か
け
あ
い
r
ひ
と
臥
屑
を
ぶ
つ
､つ
け
あ
い
､
市
場
の
道
に
丸
み
あ
っ
て
い
る
｡
大
げ
き
な
い

い
よ
う
か
-
し
れ
な
い
が
､

｢
朝
新
し
い
き
も
の
を
着
て
出
た
の
に
､
夕
に
家
に
か
え
っ
て
見
れ
ば
'
す
つ
か
-
や
ぶ
れ
て
し
ま
つ
tて
S
る
｣
と

い
わ
れ
る
.

ヽ

～邸
都
の
地
理
的
位
置
か
ら
'
こ

の
七
う
な
こ
と
が
常
然
想
像
さ
れ
は
す
る
が
'
そ
の
書
き
か
た
に
は
個
性
が
な
さ
す
ぎ
る
｡
い
っ
た
い
､
紀
元
前
後

以
来
,･･
申
閑
人
が
都
市
の
繁
柴
を
の
べ
る
と
き
は
ぎ

か
つ
て
･
こ
ん
な
書
き
方
が

三

の
型
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
か
れ
ら
の
苔
を
方
に
は
,

そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
個
性
的
繁
栄
ぶ
-
を
の
.I(
る
と
い
う
精
神
は
き
わ
め
て
と
ぼ
し
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
′
二

二

世

紀

以

後
に
な
る
と
'
申

図
人
が
都
市
を
そ
の
賞
の
生
活
軍

特
に
経
済
面
に
お
い
て
､
こ
ま
か
-
観
察
記
述
す
る
と
い
う
精
神
を
失
な
っ
た
か
ら
で
'
そ
れ
は
同
時
に
つ
か

れ
ら
に
お
け
る
都
市
の
経
済
的
意
義
の
減
退
堅

不
心
て
S
る
こ
Jq
J
で
も
あ
聖

経

済

形

態
が
中
観

世
界
的
な
貿
易
聴
牌
の
中
心
と
し
･て
の
都
市
か

ら
'
せ
ま
い
地
方
的
都
市
に
奨
化
し
'
都
市
が
主
と
し
て
'
そ
の
周
連
の
郷
村
に
潜
ま
れ
る
耽
園
経
済
に
ょ
つ
て
さ
1
え
ら
れ
'
荘
園
生
産
品
の
せ

∫
_ 4.⊥
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ま
い
市
警

し
て
の
み
存
在
す
る
と
い
う
現
象
と
相
鷹
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
p
o
(舶
逓

秋
蝉
桝
餌
場
譜

硝
鮎

)
し
か
し
'
孟

ig
JJ
も
か
-
と

し
て
､
ま
ず
こ
う
し
た
材
料
に
よ
っ
て
へ
前
二
世
紀
か
ら
以
後
の
都
市
に
お
け
る
商
業
社
食
を
中
心
と
す
る
､
民
衆
生
活
の
趣
味
と
傾
向
を
も
t
S

･

-
ち
か
は
お
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
｡

西
漢
時
代
の
都
市
生
活
に
つ
い
て
は
'
賢
は
い
ま
い
つ
な
よ
う
k
'
直
接
そ
の
あ
』
き
ま
を
の
べ
た
も
の
は
埠
と
ん
ど
な
い
.
た
だ
長
安
は
首
都

で
も
あ
っ
た
た
め
'.
い
-
ら
か
ば
明
ら
か
に
､
常
時
の
史
料
を
通
じ
て
直
接
に
知
る
材
料
も
な
い
こ
と
は
な
い
｡
-
そ
れ
ゆ
え
'
今
は
⊥
ば
ら
-
目
を

長
安
に
む
け
て
西
漢
時
代
の
長
安
生
活
に
つ
′い
て
語
っ
て
み
よ
う
｡
太
平
御
壁
寧

二
六
四
人
事
部
額
の
と
こ
ろ
灯
ひ
か
れ
た
楽
観
漢
記
を
見
る
JJ
t

馬
慶
が
申
し
あ
げ
た
こ
と
ば
に
'
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
｡

T
そ
も
そ
も
へ
政
治
を
改
め
r
風
俗
を
改
良
す
る
に
は
‥′
ま
ず

一
朝
の
こ
と
に
棟
準
を

夷
て
各
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
長
安
人
は
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
｣
･-

長
安
の
ひ
.と
び

どが
'
ち
ょ
っ
と
ま
ゆ
宅
を
太
め
に
す
れ
ば
'
地

方
で
は
お
で
こ
の
年
分
も
ま
ゆ
毛
が
占
領
し
て
し
ま
う
よ
う
な
太
ま
ゆ
宅
が
は
や
る
-

′

′.

i
)
い
う
文
章
が
ひ
か
れ
て
い
る
｡･
お
な
t
y
､
撃

二
三
七
の
､馨
の
と
こ
か
に
も
､
同
書
の
つ
づ
告
を
抄
fS
て
､

/.

ま
た
い
わ
く

貞
慶
が
長
栗
官
に
申
し
あ
げ
た
こ
と
ば
に
'
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
｡

｢
長
安
人
の
S
い
ぐ
き
だ
が
'
長
愛
の
人
々
が
'
ち
ょ
っ
と

高
め
の
考
を
す
れ
ば
'
地
方
で
は
'
高
さ

1
尺
も
あ
る
大
馨
が
は
や
る
よ
う
に
な
る
｣

＼

と
あ
る
｡

こ

れ
で
も
わ
か
る
よ
う
に
､
長
安
ほ
常
時
に
お
け
る
世
鼎

的

流

行
の
中
心
で
あ
っ
た
の
だ
｡
だ
か
ら
'
長
安
に
見
ら
れ
る
こ
と
の
多
-
は
.
ま

た
他
の
地

方
の
大
都
市
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
に
ち
が
い
敵
い
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
.
以
下
に
は
'
主
と
し
て
長
安
の
こ
と
ば
か
少

を

述

べ
る

が
'
そ
れ
は
賢
は
同
時
に
へ
他
の
大
都
市
に
あ
つ
て
も
､
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
S
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て

も
ら
i
た
S
o
わ
夜
L
は
こ
与
で
長
安
を
ぼ
,
西
漢
時
代
都
海
の
1
つ
の
こ
よ
激
き
屯
デ
ル
と
し
て
考
え
か
の
で
あ
る
｡

- 5L
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二

さ
て
'
商
漢
時
代
の
長
安
は
二

見
兆
夢
に
あ
り
'
そ
れ
軒
右
扶
風
,
左
構
朔
と

と
も
に
'
二
転

と
い
わ
れ
る
行
政
院
割
を
な
し
で
い
た
｡
(三
柿
葺
開
巻
T
｡
三
輔
沿

ヽ革
)
そ
の
あ
り
さ
ま
ノに
つ
い
て
は
元
の
李
好
悪
の
つ
く
っ
た
長
安
窓
掛
を
み
る
と

よ
-
わ
か
る
｡

(

榊
.S
･語

継
認

詣

)

三
輔
の
地
芙

鯉
､
海

水
の
盆
地
i
J;
束

は
函
谷
関
'
西
は
大
散
開
に
か
ぎ
ら
れ
'
南
は
終
南
山
が
せ
ま
り
'
北
は
北
山
に

-
ざ
ら
れ
て
い
る
｡
束
西
お
よ
そ
三

〇
〇
キ
ロ
'
南
北
は
S
ち
ぽ
ん
贋
い
と
こ
ろ

で

一
〇
〇
キ
ロ
ば
か
-
の
不
皐
形
な
ハ
シ
ゴ
形
に
ち

か
い
形
を
し
た
.地
域

で
あ

る
｡

ロ
シ
ン
ダ

･
バ
,ッ
ク
に
よ
れ
ば
'
こ
の
地
帯
は
今
で
も
'
非
常
に
秋
作
に
適

し
た
と
て
る
や
'
…
(J･-L
oqsin
粥

B
u
(ユ
1･二

La
n
d

u
titi邑
ioh
in

Chhltq)･漢
代

に
お
い
て
も
､
こ
こ
が
肥
沃
な
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
史
記
'
漢
筈
に
い
-
ぜ
も

背
か
れ
七

い
る
.
西
漢
の
都
を
長
安
に
さ
だ
始
る
よ
う
建
言
し
た
劉
敬
も
t

.む
も
を
も
'
秦
地
は
,
山
を
め
ぐ
ら
し
'
川
が
と
り
ま
き
,
四
方
と
紅
と
じ
ら

れ
た
弊
害
で
す
.
も
し
も
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に
は
-
百
万
の
兵
を
モ
な
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
案
が
嬉
し
た
こ
の
ま
た
と
な
い
財
率

こ
の
肥
沃
な
土

地
に
根
接
を
お
す
え
-
だ
さ
i
o
こ
れ
ぞ
天
の
Y
だ
さ
れ
た
賓
の
-
ら
で
す
｡
,

･
Lj
こ
に
よ
れ
ば
'
華
北
束
部
は
完
全
に
お
さ
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
ょ
う
｡

6-.
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と
い
っ
て
い
る
｡
長
安
は
こ
の
よ
う
拓
'
常
時
に
お
い
て
は
'
ま
ず
第

1
に
'
華
北
東
部
に
硬
展
し
て
い
る
有
力
な
経
済
融
合
､
商
人
乃
至
豪
族
の

虜
カ
を
政
治
的
に
軍
事
的
に
お
さ
え
る
要
地
で
あ
っ
た
｡
案
地
と
は
'
案
が
お
こ
つ
た
地
を
意
味
す
る
｡
秦
は
に
こ
を
根
接
と
し
て
束
方
に
君
臨
し

夜
の
で
あ
っ
た
o
漢
按
劉
敬
の
こ
と
ば
を
凧
い
こ
こ
に
都
を
さ
絡
め
た
｡
(史
酪
劉
敬
俸
)
三
輪
は
薬
代
に
ぼ
内
史
と
い
.わ
れ
て
1
を
が
r
景
帝
時
代

ご
ろ

(前
言

六
年
)
凪
は
す
で
に
左
右
内
史
に
わ
か
れ
て
S
た
ら
し
.い
o武
帝
の
ざ

初
元
年

へ儲
7
0
四
年
)
に
左
丹
史
は
左
碍
観
岩

内
史
は
滑
水
の/

北
の
部
分
が
右
扶
風
へ
南
の
部
分
が
京
兆
声
と
い
う
よ
う
に
区
分
せ
ら
れ
二

二
部
の
長
官
は
み
な
長
安
に
駐
在
す
る
こ
と
さ
さ
だ
め
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
｡

(

調
節
還
納
彊
幣
軸
崇
砂
洲
知
能
ok
e
射
撃

繭

に
は
ま
]iJ
･
他
の
郡
と
お
庭
じ
-
1
瞥
傭
篭

る
都
尉
が
票

れ
で
い
-た
二､

品

′

都
尉
は
華
陰
に
左
輔
都
駄
望
向
陵
に
.
右
輔
都
尉
按
排
に
あ
り
'
(三
櫛
菜
園
)
長
安
控
S
る
執
金
吾
は
そ
の
総
司
令
で
あ
っ
尭
o
(漢
書
首
肯
公
卿
表
土

こ
･3
よ
う
に
三
輪
は
行
政
的
に
二
転

分
せ
ら
れ
て
ほ
い
る
が
'

1
両
で
は
離
す
べ
か
ち
ぎ
る
も
の
と
し
て
'
つ
ね
把
周
-
三
位

一
健
的
に
結
合
さ
れ

て
い
た
｡

(譜

憧
幣

か
噸
雛
恥
忙
摘
断
わ
)

一

三
輔
の
地
に
は
'す
で
に
案
代
に
お
い
て
'
五
大
な
都
市
が
静
ま
れ
.て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
案
の
都
成
陽
で
あ
る
｡
成
陽
に
は
秦
の
移
し
た

豪
族
だ
け
で
も
.
十
二
万
戸
に
の
ぼ
る
大
人
口
が
ぁ
っ
た
こ
と
が
記
る
さ
れ
て
い
る
O
(史
.#･秦
始
息
本
記
及
び
二
二
要

撃

し
か
し
､
を
の
こ
ま
か
い
'(

こ
と
ば
仝
-
知
る
よ
し
が
な
い
.
長
安
の
ま
ち
は
'
成
陽
よ
-
や
1
束
南
の
滑
水
の
南
に
建
設
せ
ら
れ
'~
そ
の
歴
史
は
漠
と
と
も
に
按
じ
ま
っ
た
｡

▲r

長
安
城
の
建
設
と
そ
の
経
過
に
つ
S
て
は
三
輪
黄
国
に
'
て
み
ぢ
か
に
記
る
さ
れ
て
い
る
.

.

長
安
望
菌
組
七
年

(前
二
〇
〇
年
)
に
宮
城
を
修
築
さ
れ
'
帝
は
こ
こ
に
う
つ
り
住
む
こ
と
に
な
っ
た
｡
こ
の
城
は
も
と
案
の
離
宮
fJあ
っ
k
.

し
か
3
.
を
の
規
模
は
小
さ
か
つ
た
の
で
'
恵
帝
(前
'
完

四
～
完

八
年
)
の
時
.
増
築
を
お
こ
な
っ
た
｡
す
な
わ
ち
'
そ
.の
元
年
(静
完

四
年
)

正
月
に
は
じ
め
て
嘘
壁
を
つ
-
-
'
三
年
さ
ら
に
長
安
城
外
六
首
里
以
内
の
男
女
十
四
万
六
千
人
を
集
め
て
二

l亭

日
間
労
働
さ
せ
夜
｡
城
の
id

一デ′

さ
は
三
丈
五
尺
へ
下
の
厚
さ
は

1
丈
五
尺
あ
る
｡

六
月
'

さ
ら
に
弊
働
刑
の
囚
人
二
万
人
を
出
し
て
r
纏
綬
的
に
弊
働
さ
せ
､
}
五
年

(前
!
九

●

〇
年
)
に
S
た
っ
て
.
叉
人
民
十
相
方
五
千
人
針
二
二
十
日
間
使
役
し
た
｡
こ
の
年
の
九
月
､
S
よ
い
よ
奴
は
完
成
し
た
?
周
囲
六
十
五
里
.
漢
暫

･一 7 ⊥ニ



儀
に
ょ
右
上
,
長
安
城
の
縦
横
は
,
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
二
至

7.3
i十
八
歩
､
九
百
七
十
三
頃
あ
る
｡
と
轟

い
て
あ
る
｡

封

こ
れ
が
三
輔
黄
圏
の
軍
事
で
あ
る
｡

な
お
､
そ
宝

木
的
ブ
ラ
ン
.に
つ
い
て
は
､
す
で
に
伊
藤
清
治
氏
,

J

t叫1才監

ヽ

y
虻
-･1

肯叫帝監

鴨富.I.:

鴨 替監'i
EBj相 当

李

好

文

作

漢

故

長

安

固

机
下
社
門

長
束
宮古

帝
廟

零

基
門

#
#
ed

日野
部

未

甘
草

磨
二岩韓Fbl

如耶
寺
庄 (文

部
の
建
築
所
収
d

長
妥
都
城
考
)
郵
波
利

点
博
士

(支
那
都
邑
の
城
郭
と
そ
の
海
原
｡
史

林
希
十
撃

義

)
ら
の
考
詮
が
あ
る
｡
伊
藤

氏
は
長
安
城
を

｢
ブ
ラ
ン
メ
T
シ
ツ
ヒ
に

建
設
せ
ら
れ
た
都
市
｣
で
t
か
の
鳳
鰻
の

考
工
記
の
甥
憩
都
市
の
プ
ラ
ン
は
'
漢
の

長
安
城
を
範
と
し

て生
れ
凌
も
の
で
あ
る

と
し
た
.
郵
波
博
士
jF
,
長
安
城
は
舟
料

l

に
み
え
る
か
ぎ
少
で
は
'
決
し
て
プ
ラ
ン

を
た
て
て
つ
-
ら
れ
た
も
の
で
な
/

層

漢
の
帝
都
と
な
る
前
後
の
こ
ろ
か
ら
'
自

然
に
生
長
し
'-
磯
展
し
て
き
た
都
市
の
周

囲
に
'
大
城
郭
を
築
い
た
も
の
で
あ
げ
'

そ
の
形
式
は
少
し
も
考
工
記
的
で
な
-
1

不
整
形
で
あ
る
と
し
た
｡
む
ろ
ん
'
わ
ね

じ
も
'
郵
波
博
士
の
考

へ
方
が
正
し
い
と

思
う
｡
三
輪
黄
陶
に
'
-

･
長
安
城
の
南

8｣
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は
南
斗
星
の
星
座
の
形
を
し
っ
北
は
北
斗
星
の
星
座
の
形
を
し
て
い
る
.
1

と
い
っ
て
あ
る
の
jdf
そ
の
不
巷
形
の
な
に
ょ
-
の
澄
明
で
あ
美

_

瑛
の
長
安
城
は
'
そ
の
位
置
と
い
い
'
で
き
方
と
い
い
.
ま
っ
た
く

か
の
管
子
の
粟
馬
篇
に
で
て
い
る
記
事
の
と
お
針
'
古
代
中
閲
都
市
の
1
典

型
で
あ
る
｡
管
子
の
文
に
､

●

そ
も
そ
も
'
国
都
を
た
て
る
に
は
､
大
山
の
も
と
で
な
け
れ
ば
'
ひ
ろ
い
川
の
ほ
と
La
憂

え
玩
ぶ
べ
き
で
あ
る
｡

･な
ん
と
な
れ
ば
'
地
勢
が
高

4

す
ぎ
れ
ば
'
日
で
-
に
あ
つ
て
も
.
す
ぐ
水
に
不
足
す
る
L
へ
低
-
す
ぎ
て
も
つ
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
っ
て
､
て
S
ぼ
う
や
水
は
け
に
注
意
し
な

+▲

-
て
ほ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
ゆ
え
に
'
都
市
を
た
て
る
に
あ
た
つ
て
は
'
つ
ね
に
自
然
の
保
件
士
､
地
勢
を
よ
-
利
用
す
''(
盲

で
あ
る
｡
と

い
う
わ
け
で
､
城
郭
は
必
ず
し
も
'
定
規
ど
お
り
に
は
つ
-
ら
れ
ナ
ナ
道
路
も
物
さ
し
ど
お
り
に
は
つ
け
ら
れ
な
い
の
だ
｡

と
い
っ
て
い
る
｡

こ
れ
が
管
仲
白
身
の
思
想
で
あ
る
か
､
ど-
か
針

㌃

疑
わ
し
S
.
(豊

郷

酢
欝

諸

鐙

pu
謁

議

)
む
し
ろ
,
戦
琵

代

の
政
治
思
想
家
の
も
の
と
す
る
方
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
全
文
に
は
'′
都
市
の
建
設
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
､
人
間
の
意
志
的
要
求
宅

自
然
の
理
法

に
し
た
が
つ
･て
賢
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
が
充
分
に
う
か
が
わ
れ
る
.
そ
し
て
'
こ
れ
は
ま
夜
い
か
に
も
'
管
子
畢
派
ら
L
s
戦
国

､

＼

的
､
法
家
的
現
賢
主
義
'
つ
ま
-
賢
務
的
精
神
打
一
表
現
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
.
西
漢
の
都
長
安
の
建
設
は
､
賢
に
管
子
に
S
わ
れ
て
い
る
と
お

4_

り
に
'
自
然
的
傑
件
と
人
間
的
要
求
と
を
完
全
に

l
致
さ
せ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
t
.こ
く
自
然
的
な
敬
展
的
城
郭
都
市
で
あ
っ
た
｡
西
漢
の
は
じ
め
'

長
安
城
の
建
設
せ
ら
れ
つ
1
あ
っ
た
と
き
に
は
'
形
式
的
な
叉
弁
常
に
理
念
的
な
孔
子
流
哲
学
の
見
解
は
'
JS
ま
だ
政
治
的
に
は
な
ん
の
勢
力
も
も
.

た
す
,
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
も
い
雪

て
1
な
い
｡
ゆ
え
に
･
そ
の
基
礎
的
建
設
に
し
液
が
っ
た
人
た
ち
､は
､
自
然
,
法
家
的
精
神
に
去

で
き
た

え
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
･い
｡
こ
.と
に
'

主
と
し
て
長
安
城
建
設
の
任
に
雷
つ
な
蒲
何
の
ど
と
き
は
､
(史
記
高
組
本
紀
八
年
の
傑
)

着
軍
こ

の
う
え
な
い
法
家
的
賢
務
精
神
に
徹
し
た
人
で
あ
っ
た
｡
(史
記
兼
相
国
世
家
)
か
-
て
'

長
安
が
法
家
的
合
理
主
義
の
1
表

現
で
あ
る
と
み

て
iP
･
決
し
て
S
い
す
ぎ
で
も
誤
-
で
も
な
か
ろ
う
.
班
固
や
張
衝
が
排
斥
す
べ
き
都
i
)し
て
の
長
安
を
う
た
っ
た
時
'
か
れ
ら
ノは
賢
に
長
安
を
こ

の
意
味
に
お
け
る
不
徳
な
徴
治
的
軍
事
的
に
し
て
つ
か
つ
世
俗
的
な
都
と
性
格
づ
け
た
の
で
あ
っ
k
.
(文
選
､西
都
蹴
.西
衰
耗
｡
)そ
れ
ゆ
え
'
西
漠
の

′
′

- 9 -⊥
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都
長
安
城
が
'
後
世
の
首
都
建
設
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
む
や
み
に
観
念
的
な
考
工
記
式
ア
イ
デ
ア
に

1
致
し
海
い
の
壮
'
む
し
ろ
常
然
で
あ
る
｡

三
輪
の
人
口
は
二

刀
始
二
年

(紀
元
二
年
)
の
調
査
に
ょ
れ
ば
'
次
表
二

)
の
と
お
り
で
あ
る
.

(西
漢
三
輪
戸
口
表
)
】

地 可 戸 I 口

去 喝 叫 235101i 917822

右 扶 風-i 21- ｢ 蒜 蒜

し
か
る
に
永
和
五
年

(紀
元
1
四
〇
年
)
の
記
録
に
ょ
る
と
､
同
じ
Y
衆
の
表
(〓
)の
よ
う
で
あ
る
｡
協
藻
藩
邸
鞠
埜

約

一
世
紀
間
に
お
け
る
'
こ

の
よ
う
姥
嫁
げ
し
,い
ネ
ロ
の
埜

野
は
､

]

つ
は
常
闇
の
首
都
が
長
安
を
去
っ
て
｣
洛
陽

に
い
っ
た
こ
と
に
も
あ
る
が
､
主
た
る
原
因
は
安
帝
の
こ
ろ
二

〇
七
年
､-
三

四
空

以
後
多
年
に
わ
た
っ
て
｣

菟
族
の

偉
人
が
は
げ
し
-
I
-
-
か
え
ruれ
夜
た
め
把
'
こ
の
地
方
の
完
膚
が
甚
だ
し
か
つ
た
'
姦

夫
論
巻
五
速
訣
籍
'
安
達
篇
)
･

こ
と
に
ょ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
.
三
輪
の
な
か
.灯
あ
る
都
市
の
人
口
数
で
､
ほ
ゞ
推
定
で
き
る
も
の
は
次
の
三
都
市

_

で
あ
る
.0
(衣
(≡
)を
見
よ
)

ゎ
k
.L
は
か
つ
て
-

の
都
㌢

｡ハ
-

口
は
8
㌢

要

し
急

鮒
蝉
讐

欝

琵

S
o
)
忘

.よ

う
な
都
市
プ
ロ
｡ハ
I
の
人
口
推
定
が
'
は
た
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
'
な
お
疑
問
で
あ
る
が
へ
少
-
と
も

- 10-

(東
薫
三
輪
戸
口
表
)
ニ

願 可 戸 I 口

義 刺 p80800一I 246200

義 陵 l 55057 t 179469

鷲 陵 l 61087上 277277

常
時
の
束
方
の
大
都
市
臨
港
の
十
万
戸

(推
定
人
口
三
十
七
万
)
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
-
ら

べ
れ
ば
つ
非
常
に
人
口
の
少
か
プ
夜
こ
.JJ
だ
け
は
明
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
長
安
･の
人

口

が
'
そ
の
後
ど
ん
な
襲
化
を
し
た
か
に
つ
･い
て
は
'J
数
字
的
に
は
仝
-
調
査
の
字
が
か
-
が
な

い
Or
し
か
し
､
ニ
繭

の
人
口
の
激
減
と
い
う

一
般
的
妖
況
か
ら
考
え
･
長
安
人
七
が

一
世
紀
'

二
世
紀
の
間
に
お
i
て
'
は
な
は
だ
し
-
減
少
し
た
こ
と
は
｣

よ
網
ず
る
ま
で
も
な
-
明
ら
か
な

こ
と
と
思
わ
れ
る
♂
そ
れ
は
と
も
か
-
よ
し
て
､
お
そ
ら
く
長
安
の
都
市
プ
ロ
パ

ー

の
人

口

は
'
紀
元
の
前
後
を
通
じ
て
十
万
を
こ

え
た
こ
七
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
せ
ら
れ
る
｡

'

長
安
の
政
治
的
重
要
さ
灯
-
ら
べ
て
j
人
.zZ
が
割
合
に
大
き
-
な
い
の
は
'
な
ん
と
い
つ
で
も
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経
済
力
に
お
い
て
'
西
方
隣
西
省
と
束
方
の
諸
地
方
と
を
比
較
す
れ
ば
'
西
方
が
は
る
か
に
庖
と
っ
て
小
た
た
め
と
思
わ
れ
る
.･
た
ゞ
西
漢
時
代
三

●

-

輪
の
人
口
が
,
束
方
の
諸
郡
に
較
べ
て
大
し
て
見

おと
り
し
な
S
こ
と
は
､
東
方
畢
第
二
韓
の
鉦
た
し
の
論
文
に
ょ
つ
て
見
て
も
わ
か
る
が
t
.そ
れ

は
僚
還

政
治
的
意
味
か
ら
し
て
東
方
の
社
食
的
,･
経
済
的
繁
祭
地
商
を
抑
塵
す
る
目
的
で
,
多
-
の
人
口
を
強
制
的
に
長
安
附
近
に
移
住
さ
せ
た
こ

と
に
､そ
の
大
き
な
原
因
が
あ
っ
′た
｡
西
漢
時
代
に
は
よ
く
､張
幹
賂
枚
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
た
.
そ
れ
望
飢
速
の
よ
う
な
強
制
的
移
住
政
策
を
い

っ
た
の
で
あ
る
｡
球
団
の
西
都
既
に
一二
選
七
蓬
と
S
う
こ
と
ば
が
あ
る
｡
三
選
と
は
三
種
の
え
ら
ば
れ
食
人
々
､
す
な
わ
ち
.I
｢
高
官
の
家
々
'
唐

人
及
び
,
多
-
の
人
々
を
使
役
す
る
廟
併
家
た
ち
L
藍

息
味
す
る
｡
七
蓮
と
は
高
組
以
下
宜
帝
に
至
る
七
つ
の
陵
墓
を
中
心
と
し
て
,
代
々
建
設
せ

ら
れ
た
都
市
に
強
制
的
に
移
住
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
｡
'
(文
選
巻
一
班
孟
竪
西
都
賦
往
)
か
-
し
て
高
租
の
と
き
､
帝
の
田
氏
や
楚
の
昭
氏
'
屈
山

一

氏
'
景
民
ら
十
万
を
移
住
せ
し
め
､
(史
記
劉
敬
樽
)
後
代
々
相
雷
の
人
口
を
こ
の
地
に
移
し
た
の
で
あ
る
.
こ
れ
､望

且
帝
の
と
き
ま
で
つ
づ
き
'
元

帝
の
JJ
き
に
厳
止
さ
れ
か
｡

(
藍

輔
舶
御
覧

完

絹
顎

娩
鍬
雛
誤

詣

請

謁

鮎
宗

童

丁
硝
郎
細
網
讐

誓

地
理
雷

,
高
組
の
長

陵
'
武
帝
の
茂
陵
の
戸
数
人
口
が
特
に
記
さ
れ
て
S
る
の
は
.
両
帝
が
非
常
な
有
能
の
君
主
で
あ
っ
た
た
め
に
へ
新
都
市
の
建
設
が
'
大
矧
模
に
行

わ
れ
､
そ
こ
に
出
現
し
た
都
市
が
非
常
に
緊
柴
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
か
｡
元
帝
以
来
.こ
か
移
民
政
策
は

ノ

や
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
に

蜂
揮
い
歴
史
的
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
う
｡
わ
た
く
し
ぼ
'
か
つ
て
へ
そ
れ
を
孔
子
流
哲
撃
精
神
の
高
揚
と
政
治
化
'
及
び
そ
れ
を
通
じ
て
'
地
方

豪
族
勢
力
の
成
長
し
-

と
と
療
び
つ
け
て
考
え
て
み
A
JO
･
(叢

敗
鯛
紬
凱
篭

)
今
-
そ
の
湧
え
方
㌢

て
漂

の
み
か
:

さ
ら
に
･S
富

野
欝
を
加
え
て
研
究
し
て
み
た
S
と
思
っ
て
S
る
｡

長
安
は
､
わ
た
し
が

｢
西
漢
時
代
の
都
市
に
つ
い
て
｣

(束
方
革
讐

轟

)
と
い
う
論
文
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
'
常
時
の
中
国
世
界
の
1ら

り

経
済
的
中
心
で
は
あ
つ
た
が
'
そ
れ
よ
-
も
さ
ら
把
重
要
な
こ
.N
は
､.ど

の
都
市
が
ど
こ
ま
で
も
西
漢

帝

国
の
政

治
的
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
で
透

る
.
班
団
が
案
的
な
い
ま
わ
し
い
都
と
し
て
排
斥
し
た
二

つ
の
理
由
も
'
賢
に
長
安
の
こ
う
し
た
軍
事
的
'
武
力
的
な
､
し
.夜
が
っ
て
法
家
的
政
治

の
中
心
で
あ
っ
起
こ

七
に
あ
る
｡
連
鎖
静
に
常
時
の
副
首
相
で
あ
っ
溌
桑
弘
羊
の
こ
と
ば
を
載
せ
て
'

ll
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首
都
か
ら
束
西
南
北
に
幾
山
河
'
幾
郡
閲
を
経
て
通
ず
る
諸
地
方
の
S
L-
た
の
繁
乗
せ
る
大
都
市
は
'
な
べ
て
そ
の
町
す
じ
五
万
に
つ
ら
な
-
'
･

一
そ
こ
は
商
人
の
群
集
す
る
と
こ
ろ
と
な
-
‥

あ
ら
ゆ
る
物
質
の
殖
産
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
｡

.(カ
新
発
)
･

と
い
っ
て
S
る
｡
こ
れ
は
長
安
を
'
中
国
的
世
鼎
経
済
圏
仝
鰻
の
一
大
中
心
と
考
え
た
よ
う
な
い
い
方
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
欝
は
常
時
の
世
界
経
済

.&
の
中
心
鮎
は
,
す
で
に
･い
つ
㌢

に
,
長
安
よ
-

し
詫

眉

湖
,
河
南
,
山
東
の
方
面
に
㌢

の
で
あ
r驚

(

詣

鮎
謂

晋

公
羊
は
中
央
の
大
官
と
し
て
､
つ
ね
に
す
べ
て
を
､
政
治
的
帝
国
的
に
の
み
見
る
た
ち
ば
に
あ
っ
た
.
だ
か
ら
､
七
の
場
合
の
か
れ
の
い
い
方
も
､r

決
し
て
こ
の
か
れ
の
た
ち
ば
を
見
落
し
て
'
う
げ
と
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
｡

長
安
か
ら
凹
方
に
出
て
い
る
商
業
交
通
路
の
状
況
峰
む
ろ
ん
'
-
わ
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
rS
.
た
だ
'
班
団
の
西
都
駅
に
&
･
衆
方
か
ら
の
大

輪
迭
道
路
と
し
て
の
水
路
の
あ
-
さ
ま
を
の
べ
て
'
-

束
の
郊
外
に
は
大
運
河
が
あ
り
.
滑
塊
と
黄
河
JJ
に
通
じ
'
糖
を
山
東
に
う
か
べ
'
推
水

よ
り
湖
沼
地
帯
を
経
も
海
と
つ
な
が
っ
て
い
る
.
(
意
謹
)-

と
あ
る
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
班
団
の
い
っ
て
S
る
大
運
河
に
関
し
て
は
､
史

記
の
平
準
苔
と
漢
苦
の
溝
池
志
と
の
間
に
は
'
仝
-
反
封
と
思
わ
れ
る
記
事
が
遜
る
.
こ
れ
に
つ
い
て
'
簡
単
な
考

欝
が
馬
元
材
氏
の

｢
桑
弘
羊
年

●

ノ

譜
｣
二

1
～
二
二
頁
に
見
え
る
｡
劉
奉
世
は
'
そ
の
存
在
に
つ
S
て
､
香
定
的
で
あ
る
が
'
班
団
の
既
に
ょ
れ
F

.こ
う
し
た
大
過
河
の
存
在
を
.

_

肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
.
長
安
が
世
界
的
都
市
で
あ
っ
た
シ
ン
ボ
ル
琴

を
の
町
の
な
か
を
走
っ
て
い
た
'
嚢
街
と
い
う
外
民
族

の
使
者
の
居
留
地
で
あ
-
､
は
る
か
な
る
異
域
の
珍
貨
に
飾
ら
れ
た
美
し
い
宮
殿
､
例
え
ば
三
輔
黄
圏
に
示
さ
れ
た
濁
窒
殿
∵
清
涼
殿
｣

聾

筆
殴
な

ど
で
あ
-
,
さ
ら
に
長
安
の
西
郊
に
あ
っ
た
上
埜

苑
と
い
う
帝
監
置
廃
の
庭
園
で
あ
ろ
う
｡
上
林
苑
に
は
西
域
や
南
方
諸
鱗
の
鳥
獣
草
木
が
多
-
飼

養
せ
ら
れ
て
S
夜
の
で
あ
る
｡
(西
都
斌
及
.び
三
柿
葺
固
)

さ
て
'
常
時
の
都
市
に
は
'
す
べ
て
官
設
の
市
場
が
設
け
ら
れ
七

S
女
｡
そ
し
て
市
籍
あ
る
も
の
が
'
そ
こ
で
商
膏
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

k
JO
か
れ
ら
は
市
租
晶

さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
(翫
蒜

靴
如
袈

朗
㌫

帽
讐

凋
㌫

職
業

岩

槻
禦

箭

郎
絹
臓
諾

霜

諒

搬
詣

摘
畢
)
I

●

長
安
に
は
'
こ
の
よ

うな市
が
九
つ
あ
っ
た
.
そ
れ
は
､
長
安
の
都
の
城
内
と
城
外
と
に
あ
っ
た
｡
三
輪
黄
圏
に
よ
れ
ば
'
そ
の
規
模
は
'
民
衆
の

-- 12-
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rA..%.

居
住
院
で
あ
る

｢
里
｣
四
つ
分
の
磨
き
が
あ
-
､
そ
れ
ぞ
れ
方
二
六
六
歩
あ
･つ
た
.
九
市
の
う
ち
､

名
の
知
ら
れ
る
も
の
は
'
楽

市
'
西

市
'
直

市
'
柳
市
な
ど
で
'
現
存
の
三
輔
請
圏
に
も
記
る
さ
れ
て
い
る
｡
束
'
西
南
市
は
城

内
に
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
｡
直

市
は
長
安
打
田
の
郊
外
に
あ

●
=51

-T,'
(三
柿
葺
固
)
柳
市
も
長
安
城
の
西
郊
の
細

柳

倉
の
ほ
と
り
に
あ
っ
夜
o
(漢
書
湛
供
倖
中
の
萎
還

及
滞
空

そ
の
他
〔
太
平
御
覚

巷
八
二
七
市
部

に
ひ
か
れ
た

｢
漢
宮
殿
疏
｣
に
よ
れ
ば
'
や
は
-
長
安
城
外
の
隅
櫓
の
ほ
と
､-
に
門
市
と
,S
う
の
が
あ
り
二
父
通
事
市
と
い
う
の
が
健
棒
の
束
に
あ

-
'
季
晃
市
が
確
の
東
通
に
あ
-
'
細
柳
倉
市
が
細
柳
倉
の
ほ
と
-
に
あ
っ
夜
と
記
る
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
細
柳
倉
市
は
'′
む
ろ
ん
僕
等
や
三
輪
賛

園
の
柳
市
で
あ
ろ
う
｡
女
西
漢
の
大
挙
は
長
安
の
西
北
七
里
に
あ
っ
た
が
へ
(T71輔
華
囲
)
王
葬
の
と
き
雪

そ
こ
に
畢
生
ら
の
た
め
に
宿
舎
と
市
場
′

と
を
設
け
鳶

太
平
御
壁
巷
八
二
七
に
ひ
か
れ
三
輔
黄
固
侠
文
に
は
を

の
規
模
が
の
べ
ら
れ
て
あ
る
｡
長
安
城
の
来
七
里
ひ
と
こ
ろ
灯
は
､
常
備
倉

≠

と
い
う
倉
庫
が
あ
っ
て
､
そ
の
北
に
硯
箱
と
い
う
市
場
が
あ
っ
た
｡

視
市
も
畢
生
の
た
め
の
市
場
で
'
書
籍
と
か
楽
給
と
い
う
紅
の
が
要
ら
れ
r
各

地
の
生
産
物
が
畢
生
に
ょ
つ
て
も
ち
よ
ら
れ
,
そ
の
市
で
交
易
せ
ら
れ
た
｡
か
れ
ら
が
視
樹
の
並
木
の
プ
ロ
ム
ナ
-
･iL
を
散
歩
し
な
が
ら
っ
畢
談
を

■た
･1

か
わ
し
夜
ほ
1

え
ま
L
S
.風
景
が
'
牽
文
頼
家
盆竺
二
八
穫
部
上
畢
校
の
保
に
ひ
か
れ
聖

二
輔
黄
圏
の
侠
文
に
書
か
れ
て
い
る
｡
も
っ
と
も
(
太

平
御
覚
の
三
輔
黄
圏
侠
文
と
'
重
文
類
衆
の
そ
れ
JJ
は
'
内
容
が
よ
-
似
て
>
て
'

玉
井
の
大
挙
市
と
'
視
市
JJ
が
同
じ
も
の
か
異
つ
東
も
の
か

は
'
今
に
わ
か
に
定
め
が
た
い
う
ら
み
が
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
市
場
は
城
内
ば
か
-
に
限
ら
ず
､
近
郊
収
も
設
け
ら
れ
て
い
た
｡
そ
の
近
郊
の
市
場

の
所
在
地
は
､
官
設
の
倉
庫
の
所
在
地
の
よ
う
な
物
資
の
集
散
す
る
場
所
'
ま
夜
は
､
大
挙
の
所
在
地
/の
よ
う
に
､
消
費
者
の
多
-
集
.fQ
場
所
'
あ

る
い
は
'
交
道
亭
市
の
よ
う
に
近
郊
の
交
通
の
選
所
に
敬
遠
し
た
と
思
わ
れ
る
物
資
の
集
散
地
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
事
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
'
最
近
中
国
の
弊
象
氏
が
-
わ
し
い
考

詮
を
書
い
て
い
る
｡
要
す
る
に
'
常
時
の
申
閣
内
路
の
革
は
交
通
上
の
重
要
地
鮎
に

設
け
ら
れ
-

の
で
あ
っ
書

(翻
謂

缶

等

鳩
憎
譜

)
そ
し
て
L,
rH
誓

市
と
は
,
こ
の
-

竃

鮎
に
設
け
ら
れ
-

㌢

あ
っ
た
守

｡

こ
の
よ
う
に
大
都
市
の
避
郊
に
硬
達
し
た
物
資
の
集
散
地
の
性
格
を
存
す
る
衛
星
都
市
的
な
も
の
は
,
王
褒
の
僅
約
に

｢
市
来
｣
と
し
て
あ
ら
わ
れ

て
い
る
も
の
で
､
そ
れ
は
農
村
生
産
品
と
滑
発
着
と
の
接
合
横
閑
で
あ
っ
た
｡

- 13-.
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長
安
内
外
の
各
市
の
市
帝
あ
る
も
の
が
お
さ
め
る
市
布
は
ど
れ
位
あ
っ
た
か
..
む
ろ
ん
わ
か
ら
な
i
.
し
か
し
臨
渦
の
市
租
は
千
金
t
と
S
わ
れ
､

て
S
る
か
ら
'
(史
記
脊
悼
患
:#:他
家
)
長
安
各
市
の
市
租
の
合
計
は
そ
れ
を
こ
す
と
も
'･
下
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
.
市
籍
を
有
す
る
も
の
が

●

市
租
を
お
さ
め
た
こ
と
は
､
漢
等
何
武
俺
に
よ
っ
て
明
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
そ
れ
を
毎
日
の
賛
上
げ
か
ら
納
入
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
.

どう
か
は
不
明
で
あ
る
｡
前
記
の
市
租
千
金
の
解
樺
に
つ
い
て
史
記
の
索
隈
は
'∵
日
′々
の
膏
上
げ
高
か
ら
お
さ
め
る
と
い
う
解
樺
を
と

か
'
正
義
も

同
じ
意
見
で
あ
る
o
し
か
し
顔
師
古
は
'
必
ず
し
も
市
租
千
金
が
'

一
日
の
膏
少
あ
げ
高
か
ら
あ
が
っ
て
-
る
祝
か

どう
か
.に
つ
い
て
は
､
何
も
い

っ
て
S
な
S
.
正
義
の
著
者
張
守
節
も
索
陰
の
著
者
司
馬
貞
も
､
共
に
唐
代
の
人
で
あ
る
か
ら
､
お
を
ら
-
唐
代
の
現
制
度
で
そ
の
注
を
啓
S
夜
も

の
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
市
場
に
関
す
る
制
度
は
唐
以
前
に
お
S
て
は
'
古
い
偉
続
が
あ
り
'
お
を
ら
-
漢
代
に
お
S
て
も
同

1
で
あ
っ
た
亮
思
わ

れ

る
｡
(
酎
齢
加
配

+｡ri
詔

雛
和
蓑

詣

)

市
場
内
に
生
活
す
る
民
衆
が
'
い
か
に
多
か
っ
た
か
は
'
漢
筈
劉
屑
篭
侍
に

∩
戻
太
子
が
U
E
I市
の
人
を
か
-
た
て
'
お
お
よ
そ
数
万
人
を
も
よ
お
し
て
T'
長
空
耳
/Q
西
の
門
の
と
こ
か
に
い
た
-
'
丞
相
の
軍
と
胡
あ
っ
て

_
-

五
日
間
に
わ
た
つ
七
合
戦
し
た
｡

14

と
'
あ
る
の
を
見
て
も
'
想
像
が
で
き
る
で
あ
ら
ケ
｡

■l▼

市
場
の
規
模
と
組
級
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
三
輔
英
樹
撃

石

長
安
九
市
と
扉
う
傍
は
'
非
常
に
諌
み
に
-
い
文
章
で
'
お
そ
ら
-
何
か

の
あ
や
ま
-
か
脱
文
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
,
張
衝
の
西
京
斯

(文
選
讐

壷

)
や
水
経
経
巻
十
九
滑
水
の
保
な
ど
を
参
考
に
し
て
考
え
か
と
,
こ
ん

な
風
で
も
あ
わ
た
ろ
う
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
長
安
城
の
北
側
の
門
の

一
番
西
に
横
門
'
叉
の
名
を
光
門
と
.い
う
の
が
あ
か
･

そ
こ
に
大
き
な
市
場
が
あ
っ
た
.
そ
の
市
夢
は
川
の
な
が
れ
に
か
-

つ
な
横
棒
と
い
う
橋
を
さ
し
は
さ
ん
で
'
南
側
に
数
階
建
て
切
市
接
と
い
う
も

の
か
建
て
ら
れ
て
S
る
.
市
接
は
叉
旗
亭
桜
と
も
い
わ
れ
た
O
ま
た
長
安
城
の
南
側
の
城
門
竺

香
束
に
あ
る
げ
が
社
門
と
よ
ば
れ
る
門
で
｢
を
i)

■

に
も
大
き
な
市
場
が
あ
っ
た
ら
し
い
.
市
名
は
不
明
で
あ
る
.
こ
こ
に
は
､
常
市
桜
と
い
う
建
物
が
あ
句
､
市
場
の
監
督
官
廉
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
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ち
.
(I.71柿
葺
園
)
絶
じ
て
市
は
壁
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
'
そ
の
門
に
は

五
.階
の
榛
が
建
て
･ら
れ
､
市

場

内
の
店
な
み
を

1
日
に
見
お
ろ
す
こ

と
が
で

き
た
.
(張
衛
へ
西
東
歌
)三
輔
黄
圏
に
い
わ
ゆ
る
市
楼
と
か
富
市
揮
と
か
S
う
も
の
は
'
こ
の
よ
う
な
建
物
の
こ
と
で
.
こ

の
建
物
の
中
に
市
場
取
-

し
ま
-
の
役
人
の
駐
番
所
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
舟
場
取
-
し
ま
-
の
役
人
は
三
輪
都
尉
に
所
属
し
て
い
養

t｡
か
れ
ら
は
商
人
と
財
貨
の
更

巽
の
こ
と
を
取
-
し
ま
つ
な
｡
(三
輪
黄
問
)
市
の
監
督
の
長
は
市
令
'
叉
は
市
長
と
い
わ
れ
た
.
漢
書
貨
殖
侍
に
丁
-
重
罪
が

〔
王
孫
大
郷
〕
里

見

司
市
師
に
任
命
し
た
｡
こ
れ
は
漠
の
司
楽
市
令
で
濁
る
｡

-

と
い
う
文
章
が
あ
る
の
は
つ
を

の

一
例
で
あ
FPJOl
長
安
の
束
'
酉
市
の
長
官
は
み
な

｢
令
｣
で
あ
っ
た
O
漢
書
食
貨
志
下
の
王
葬

り
経
済
政
策
を
の
べ
た
と
こ
ろ
に
'
-
ト
ー
長
安
の
東
酉
の
市
令
及
び
洛
陽
､
郎
郡
'
臨
溜
'
宛
､
成
都

C
市
長
及
改
め
て
､
五
均
司
市
と
省
づ
け
je
o
I

LJ
あ
る
｡
つ
ま
｡
1.
長
安
域
内
に
あ
O
た
と
思
わ
れ
る
東
西
市
の
長
は

｢
令
｣

と
い
わ
れ
'
そ

の
他
の
此
方
大
都
市
に
設
け
ら
れ
た
市
場
の
長
は

｢
長
｣
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
令

･
長
の
下
に
は
市
空

漠
蕃
首
官
公
妙
義
上
)
市
番
犬

-

,
何
武
俸
)
な
ど
が
㌢

-

ぼ

れ
る
｡

市
-

に
は

｢
列
｣
と
_i
J

嘩
｣
と
か
5
品

薯

組
合
が
あ
･-
･
(
謂

電

照

棚
詣

断
に
)

そ
れ
ら
は
多
分
に
'
行
政
的
意
味
を
も
つ
'･
な
か
ば
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
性
格
の
職
で
あ
る

｢
嘩
長
｣

な
ど
JJ
よ
ば
れ
た
か
と
思
わ
れ
渇
も
の
に
よ
っ

･て
臥
轄
せ
ら
f
k
･O
(網
棚
鏡

㌫

莞

棚
触
)
豊

の
よ
う
な
職
は
,
若

ら
-
箪

官
選
,
年
民
選
に
よ
っ
て
臥
命
せ
ら
れ
宅

あ
ろ
う
｡

‥

市
場
内
の
同
業
者
組
合
は
'

一
つ
と
こ
ろ
に
集
っ
て
'
の
き
な
み
を
作
-
'
百
貨
は
そ
こ
で
膏
買
さ
れ
た
.
こ
の
時
分
'
字
を
覚
え
は
じ
め
た
ば

か
-
の
子
供
な
ど
は
､ト

か
L
t
か
-
'
う
-
'
か
い
な
ど
軽
は
'
市
場
の
そ
れ
ぞ
れ
の
.店
な
み
に
ゆ
け
ば
便
利
だ
｡
-
卜
と
い
っ
て
貨
､･
琴

蘭

買
､
板
'
率

.優
な
ど
の
字
を
教
え
ら
れ
た
.
(史
輝
の
急
就
籍
)
填
た
'
経

済
的
利
得
に
ぬ
け
め
が
な
上

し
か
も
カ
ツ
ギ
ヤ
/の
多
い
都
市
生
活
者

に
嫁
へ

う
ら
な
い
按
欠
-
こ
と
の
で
き
ぬ
商
膏
で
あ
っ
た
｡
う
む
な
い
は
t
S
や
L
S
商

賓
と
さ
れ
た
が
､
(凍
書
巻
七
二

∵

か
れ
tp
も
､
ま
た
'
市

場
の
中
に
同
業
者
の
店
な
み
を
つ
-
つ
て
S
た
.
そ
れ
は
･1
樺
と
い
わ
れ
る
O
司
馬
藩
の
原
文
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
'
史
記
日
者
列
俺
に
は
'

落
ち
ぶ
れ
た
名
士
'
司
馬
季
主
の
う
ら
な
い
者
生
活
と
'
か
れ
の
長
安
名
士
と
の
封
談
が
記
し
て
あ
る
｡
か
れ
ら
の
話
に
よ
れ
ば
.†
常
時
の
う
ら
な

い
者
の
な
か
に
は
'
も
ち
ろ
ん
､
欲
に
目
が
く
ら
み
.
迷
信
に
固
ま
っ
た
お
ろ
か
な
連
中
宅

あ
や
し
げ
な
こ
と
を
い
っ
て
た
ぶ
ら
か
す
者
も
多
か

_ 15-こ



all

っ
た
｡
ま
た
か
れ
季
主
の
よ
う
に
'名
士
で
世
を
か
-
れ
た
人
が
､
二
､三
人
も
の
弟
子
を
養
成
し
な
が
ら
.
の
ん
き
に
世
わ
夜
虹
の
手
だ
て
と
し
て

㌔
_

い
る
者
も
あ
っ
夷
｡
こ
の
よ
う
な
話
を
通
し
て
'
常
時
の
琢
な
る
も
の
の
衰

鰻
の
一
部
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
わ
か
る
よ
う
収
思
わ
れ
る
.
な
お
'

桑
弘
羊
の
官
督
商
菜
政
策
'
い
わ
ゆ
る
均
輪
と
平
準
と
が
行
わ
れ
て
か
ら
は
'
役
人
が
市
に
出
張
し
て
同
選
商
人
の
町
な
み
に
ま
じ

_って
営
業
し
た

と
思
わ
れ
る
｡
(史
記
平
準
音
)

I

市
場
は
日
中
の
み
開
か
れ
て
夜
は
と
じ
ら
れ
た
｡
港
南
子
に
'

人
は
朝
市
場
の
そ
ば
を
通
る
時
は
'
せ
か
せ
か
す
る
が
'
タ
に
市
場
の
そ
ば
を
通
っ
て
も
少
し
も
急
が
な
い
.
こ
れ
は
曇
に
は
'

(市
湯
が
と

じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
)
求
め
る
べ
き
利
益
が
そ
こ
に
な
い
ゆ
え
で
あ
る
｡
(詑
林
訓
)

.と
あ
る
が
,
い
か
に
も
市
場
の
性
格
と
を
の
開
か
れ
て
い
る
時
間
と
を
不
し
た
'
お
も
し
を
い
i
)
と
ば
七
思
う
.
市
場
内
は
徒
歩
で
通
行
す
べ
き
も

●

の
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
史
記
の
日
者
列
侍
に
'
市
場
の
-
撃

で
お
と
ず
れ
た
貿
誼
と
采
忠
の
両
名
が
'
市
場
の
門
を
出
て
か
ら
壷
Tに
抄
つ
た
話
が
あ

●

る
.

そ
れ
ゆ
え
に
'

一
都
城
の
中
で
革
や
人
の
も
み
あ
う
'
は
げ
し
い
人
出
の
こ
と
を
述
べ
た
文
章
は
'
決
し
て
市
場
内
部
の
繁
昌
の
み
を
記
述
し

I

た
も
の
で
な
-
'
都
市
全
線
の
景
気
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
.
た
と
え
ば
'
班
団
の
西
都
族
に

〔娩
〕
･

内
篭

市
街
大
に
開
け
,
民
衆
の
居
住
雫

あ
る
里
-

に
鳶

ぼ
ろ
か
と
息
露

&
.

(

鮭
謂

鯛
讐

取
琵

誓

蛸
詰

る-｡
篭

)
九
市

は
開
か
れ
,
百
貨
は
そ
れ
ぞ
れ
同
業
商
人
の
組
合
の
町
な
み
に
わ
か
れ
て
雪

見
さ
れ
で

い
る
｡
路
行
く
人
々
は
身
う
ど
き
も
で
き
ず
'
革
は
後
に

ひ
き
か
ぇ
す
す
ぎ
ま
も
な
い
上条

出
で
あ
る
9

こ
の
大
人
出
は
長
安
の
登
城
を
う
づ
め
'

幾
百
JJ
な
-
建
て
て
ん
だ
街
す
じ
に
流
れ
出
し
て
小

-
｡
太
陽
は
た
ち
こ
め
券
都
の
塵
に
う
つ
つ
て
ぼ
お
っ
上
赤
-
､
四
方
は
ど
こ
ま
で
も
か
す
i
で
よ
-
見
え
な
い
o
か
れ
ら
の
楽
し
み
喜
び
は
は

て
も
な
く
,
男
も
女
も
い
な
か
の
連
中
と
は
,
く
ら
.,(
も
の
に
な
ら
ぬ
卦
か
ぬ
け
夜
風
俗
で
あ
る
｡
だ
て
者
按
王
侯
に
か
み
ま
が
う
豪
勢
ぶ
り
｡

み
せ
や
の
女
は
御
殿
の
連
中
よ
-
も
は
で
で
憶
な
い
か
.
町
の
顔
役
や
仁
義
の
親
方
は
そ
れ
ぞ
れ
に
'

1
か
ど
原
常
や
春
陵
君
を
気
取
-
'
う
ち

つ
れ
だ
つ
て
は
群
を
な
し
'
馬
に
う
ち
の
つ
て
町
す
上
を
か
け
ぬ
け
る
｡
(意
詩
)
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3ユ2

と
あ
る
の
は
市
場
内
の
緊
柴
の
み
な
ら
ず
'
さ
ら
に
長
安
仝
市
街
に
み
ち
た
繁
栄
の
状
況
を
t
j
た
っ
た
も
の
と
解
樗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
.
班

団
の
既
に
よ
れ
ば
'
長
蚤
の
市
民
生
活
は
二

見
た
ゞ
も
う
華
や
か
な
面
ば
か
-
の
よ
う
把
見
え
る
｡し

か
し
は
.ん
と
牛
に
'
そ
ん
な
帝
ば
か
-
で

-′′

あ
っ
た
ろ
う
か
-
｡
-

_

三

I

漢
寄
地
理
志
の
末
に
ひ
か
れ
た
'
朱
童
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
,
こ
ん
な
風
に
筈
か
れ
て
い
る
｡

■■

津
が
興
っ
て
都
を
長
安
に
た
て
野
の
田
氏
'
楚
り
昭

･
屈

･
農
民
ら
及
雪

多
-
の
:功
伍
の
家
族
を
長
陵
に
う
つ
し
た
｡
そ
の
後
'
ま
#
'.
世

t

空
荷
官
富
人
及
び
'
多
-
の
人
々
を
使
役
す
る
余
併
家
の
家
族
を
'
諸
陵
に
う
つ
し
夜
｡
思
う
に
'
こ
れ
は
か
の
親
幹
錫
杖
と
い
う
も
の
で
､
換

し
て
た
ゞ
御
陵
を
お
守
り
を
す
る
だ
け
が
目
的
な
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
｡
し
か
し
'
そ
の
お
か
げ
で
各
地
の
人
々
が
こ
1
に
雑
居
す
る
こ
と
に
･

･
な
り
'
風
俗
は
統

諒

で
な
Y
な
っ
た
｡
華
族
た
ち
は
儀
穏
健
我
に
う
き
み
を
や
つ
し
r
富
人
は
商
費
さ
え
成
か
た
て
ば
よ
い
と
い
っ
た
風
｡
人

を
こ
き
使
う
に
妙
を
え
た
連
中
は
町
の
侠
客
と
な
-
'
良
か
ら
ぬ
者
と
な
か
ま
.を
く
む
.
･商
に
は
終
南
山
が
せ
き
-
北
は
夏
陽
に
ち
か
-
､
け
わ

し
S
地
形
の
多
小
の
を
利
用
し
て
盗
賊
と
な
る
者
も
多
い
｡
だ
か
ら
､
こ
こ
は
S
つ
も
､
世
界
有
数
の
む
つ
か
L
S
と
こ
ろ
に
な
っ
て
3
る
｡
郡

囲
か
ら
の
ぼ
っ
て
-
る
者
は
'′
ひ
き
も
せ
宣
ず
'
な
ま
-
ら
の
無
撤
者
も
多
い
O
民
衆
は
盛
儀
を
ぎ
ら
つ
て
商
工､
業
に
は
し
旦

聾
族
の
生
活
ば

王
墓
を
し
や
ぎ
'
民
衆
は
そ
れ
を
ま
ね
る
に
い
そ
か
し
-
.
恥
を
知
る
な
ど
は
お
ろ
か
恵

こ
と
だ
.
婚
穏
葬
儀
は
す
.I(
て
庚
庖

ぎ
'
ぜ
い
の
か

[

ぎ
ゃ
を
つ
-
チ
.

t

●

と
い

つて
い
か
0
こ
れ
空

転

の
風
俗
を
訣
き

つ
-
し
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
し
,
と
S
う
名
報
告
で
あ
ろ
う
O

常
時
の
都
長
安
は
賢
に
､

一
方
で
は
五
万
の
富
を
つ
む
豪
族
商
業
家
や
倦
続
的
な
華
族
の
一
国
が
あ
か
'
(西
都
鹿
の
三
選
七
遵
二

万
に
は
樺
勢
家

を
た
く
み
に
あ
や
つ
1
て
悪
事
に
ふ
け
る
'
不
良
の
や
か
ら
が
賞
を
な
し
て
い
る
｡′
漠
等
遭
贋
漢
侍
に

17
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虞
漠
が
京
兆
の
声
の
役
目
を
JJ
り
行
っ
て
い
た
障
'
た
せ
た
ま
昭
帝
が
な
く
な
つ
充
.
そ
こ
で
新
患
の
壮
連
な
る
者
が
二

見
兆
の
壕
と
な
り
､

昭
帝
を
ほ
ケ
む
る
卒
陵
の
お
墓
の
エ
拳
を
監
督
す
る
こ
と
に
な
っ
た
.
こ
の
連
と
S
う
男
は
'
も
と
も
と
大
し
た
侠
客
で
.
た
-
さ
ん
の
属
僚
連

中
が
出
た
少
入
っ
た
り
L
T
か
れ
ら
は
つ
ね
に
よ
こ
し
ま
の
利
益
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
た
.
康
漠
は
そ
の
う
わ
さ
を
聞
い
て
､
遠
ま
わ
し
に
警
告
し

●
て

いた
が
'
建
に
は
小
つ
こ
う
通
じ
な
い
｡
そ
こ
で
起
訴
し
て
裁
判
に
附
し
女
.
と
こ
ろ
が
､
官
中
や
政
府
の
相
雷
な
人
々
は
'
す
べ
て
か
れ
の

夜
め
に
嘆
嘩
し
た
け
れ
ど
も
､
贋
漢
は
つ
.小
に

一.つ
も
聞
き
い
れ
て
や
ら
な
か
っ
た
｡

と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
.
ま
た
巷
に
は
'
天
災
と
悪

政
で
段

落
し
た
貧
民
の
た
め
に
'
そ
の
住

宅

地
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ

り
は
す
る

が
'
そ
れ
は
ま
つ
夜
-
気
ま
ぐ
れ
の
こ
JJ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
.
(漢
書
%
･帝
紀
元
始
ニ
ー年
打
保
)
し
か
も
'二

方
に
は
瀞
供
と
て
暴
力
と
仁
義
と
を
膏
物

に
す
る
連
中
が
あ
久

義
安
の
市
場
､
財
貨
と
権
勢
の
う
づ
ま
-
あ
尭
-
を
根
城
と
し
て
､
r
,す
が
の
大
鹿
安
臥
せ
ま
L
と
横
行
す
る
O′
か
れ
ら
恵

暴
力
悪
事
の
圃
鯉
を
組
徹
し
'
法
律
を
無
税
L
t
.無
力
の
貧
民
を
し
ぼ
-
上
げ
'
殺
人
業
者
を
養
成
L
T
ま
夜
武
器
や
専

膏

品
の
帝
達
に
従

事
す

る
｡
漠
雷
の
潜
伏
倖
中
の
苗
茸
侍
に
'
こ
ん
な
文
が
あ
る
｡
､

､

I

長
安
は
非
常
に
繁
盛
し
て
お
札

町
々
に
は
各
美

し
乾
侠
客
が
住
ん
Y
S
る
｡
章
は
城
西
の
柳
眉
と
い
う
五
こ
ろ
に
根
城
を
か
i
6え
っ

｢
城
･

西
の
高
子
夏
｣
と
呼
流
し
て
S
#
･･････O
玉
食
が
克
瀧
の
芦
と
な
る
や
'
こ
う
し
た
侠
客
た
ち
¥

ふ
ん
づ
か
ま
え
た
.
.か
れ
は
章
や
央
作
カ
の
張

回
'
そ
れ
か
ら
酒
や
み
市
の
週
君
都

･
常
子
光
を
殺
し
で
し
ま
っ
た
.
こ
れ.
ら
の
連
中
枚
み
な
長
安
の
名
だ
た
る
侠
客
で
あ
り
'
魔
ぐ
り
こ
み
引

締
葉
､
殺
人
業
な
ど
を
商
膏
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
.
･

ま
た
漢
啓
の
三
尊
侍
に
は
､
そ
9
よ
.う
な
連
中
が
手
に
お
え
ぬ
悪
事
を
は
た
ら
い
て
S
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

/

｢L

長
安
に
と
ぐ
ろ
を
ま
-
大
親
分
た
ち
､束
市
の
貫
甫

･
城
西
の
苗
章

･
央
作
り
の
張

･
や
み
酒
の
遊
放

･
杜
陵
の
梯
章
ら
が
､み
な
矧
を
射
っ
て

集
-
'
患
者
な
か
ま
を
か
.ば
S
あ
っ
た
.
､か
れ
ら
は
法
律
を
串
か
し
治
安
を
乱
し
'
ふ
ん
だ
-
少
や
'
こ
き
使
い
の
限
り
を
つ
-
し
っ
罪
な
き
人

民

ども
を
侵
し
て
町
の
狼
と
な
つ
.て
い
た
｡
何
人
の
知
事
が
襲
っ
て
も
二

奉

か
か
づ
て
も
'
か
れ
藩
を
逮
捕
す
㌢

…

さ
え
で
き
な
か
つ
&
.

1

ゝ
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市
場
の
中
に
は
へ
常
習
的
な
万
引
き
園
が
あ
っ
て
属
人
な
ち
を
苦
し
め
た
.
か
れ
ら
は
秘
密
な
組
織
を
も
ち
'
そ
の
長
は
ま
る
で
君
子
の
ど
と
-
生

活
し
r
人
々
の
尊
敬
を
さ
㌃
う
け
て
い
る
｡
漢
啓
の
張
散
侍
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
｡
S
わ
く
､･

●

長
安
の
市
場
に
は
盗
賊
が
き
わ
め
て
多
ぐ
'
商
人
た
ち
は
そ
れ
に
苦
し
め
ら
れ
た
｡
天
子
が
張
故
に
ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
開
い
た
JJ障
り
か

れ
は
自
分
な
ら
弾
塵
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
答
え
た
｡
そ
こ
.で
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
や
Yか
れ
は
長
安
の
世
話
方
た
ち
を
集
め
て
､

ま
ず
事
情
を
聞
い
た
と
こ
ろ
.

｢
盗
賊
の
酋
長
は
五
六
人
お
-
､
か
れ
ら
は
み
な
温
厚
な
風
を
よ
そ
お
い
'
外
出
す
る
時
に
按
た
Y
r
u
ん
の
お
供

を
ひ
き
連
れ
て
い
る
｡
､そ
こ
で
町
の
人
々
は
み
ん
な
か
れ
ら
を
長
者
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
｡｣
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
考
･･･;･･･o･

暴
力
圏
の
長
は
富
の
カ
を
利
用
し
て
人
々
を
支
配
L
t
政
府
の
大
官
と
い
え
ど
も
'
か
れ
ら
敵
手
な
づ
け
る
の
で
な
け
れ
ば
'
何
事
も
で
敷
な
い
｡

か
く
て
顔
役
的
大
商
人
は
同
時
に
官
設
市
場
の
堂
々
た
る
長
と
さ
.Qeも
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
.
(湊
膏
貸
鵜
健
の
経
の
最

大
胸
の
停
)

義

安
の
近
郊
､
七
と
紅
鮭
南
山
は
盗
賊
の
巣
で
あ
り
7
時
に
長
安
を
あ
そ
つ
て
は
漢
の
警

備
の
無
力
ぶ
炉
を
ぱ
く
ろ
さ
せ
た
｡

(
王
尊
侍

に
お
け
る
か
れ

の
抄
紙
鳶

ゝ

え

る
民
衆
の
上
奏
文
)
轟

安
の
夕
ま
ぐ
れ
､
突
如
と
し
て
砂
ぽ
こ
-
が
ま
き
上
る
と
見
る
や
､迫
は
ぎ
は
出
現
し
て
町
ゆ
-
人
を
打
殺
し
'

あ
わ
れ
罪
な
き
し
か
ば
ね
は
あ
ち
こ
ち
に
こ
ろ
が
少
'
危
険
を
つ
lげ
る
つ
づ
み
の
菅
の
み
む
な
し
く
-ひ
ゞ
-
O
漢
等
の
酷
吏
侍
中
の
声
質
侍
に

城
中
の
夕
ま
ぐ
れ
'
革
が
た
ち
上
る
と
見
る
i
I･
迫
は
ぎ
は
あ
ら
わ
れ
1
.A
,め
に
死
傷
し
た
者
は
路
に
よ
こ

な
わ
つ
て
､
警
戒
の
太
鼓
の
菅
の

た
え
聞
が
な
S
o

と
あ
る
｡
こ
う
し
て
西
漢
蒜

長
安
y

･断
カ
と
霊

力
に
苦

る
ビ
ラ
,､吾

的
雷

構
成
の
㌢

,
(
碑
棚
覧

B
.&
韻

時
代
)
欲
警

暴
力
と

貧
乏
と
罪
悪
の
う
づ
ま
-
都
市
で
あ
っ
た
.
こ
う
し
た
大
都
市
の
治
安
を
維
持
す
る
た
め
に
は
'
長
安
だ
け
濁
立
し
て
5
て
は
I.
そ
の
効
果
は
決
し

て
望
め
な
′S
o
三
輪
が
二
健
な
の
は
こ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
O
名
長
官
避
虞
漢
は

1
わ
し
の
長
安
行
政
を
み
だ
す
奴
は
'
い
つ
も
右
扶
風
と
左
碍

朗
の
連
中
だ
.
わ
し
.に
三
輔
を
み
な
任
せ
て
く
れ
た
ち
t.
h
ぐ
面
目
を
改
め
で
-
れ
る
9
に
･･-
･･｡
(漢
書
の
俸

)｣

と
嘆
い
て
い
る
｡
か
れ
竺

福

一
健
の
強
化
を
主
張
し
て
S
か
の
で
あ
る
｡
三
輪
の
長
官
は
,
地
方
の
む
つ
か
じ
･い
と
こ
ろ
を
慶
任
し
た
､
一
え
少
ぬ
き
で
永
い
と
完
全
に
は
つ
と
ま

～ lq,-
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ら
な
か
っ
た
.

漠
筈
の
琴
七
十
六
､
巻
九
十
｣

巻
九
十
二
の
誇
侍
を
参
考
し
､
そ
れ
に
準

最
大
拳
で
出
し
た
イ
雲
ア
ク
ス
T
引
得
-
を
利
用
す
れ

ば
,
そ
の
こ
と
は
な
ゞ
ち
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
0
し
か
し
‥
そ
ん
な
え
-
恥
骨
で
も
､
多
-
ほ
長
つ
ゞ

針
は
し
な
か
つ
夜
o
(漠
音
盤
徽
樽
)
裾
嘉
と
メ

S
わ
れ
た
黄
覇
の
よ
う
な
人
物
は
､
こ
の
地
の
長
官
と
し
て
ほ
数
ヶ
月
も
つ
ゞ
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
O
(同
上
)
相
雷
荒
っ
ぽ
S
や
り

方
を

し
た

が
'
し
か
し
遵

･
張

･
三
三
と
い
わ
れ
る
人
は
､
S
つ
ま
で
も
を
の
名
長
官
ぶ
Jsn
を
う
食
わ
れ
て
い
る
O
(漠
香
春
七
十
女
の
撃

か
れ
ら
の
名
は
'
趣

▼1

虞
漢

･
張
撤

･
王
昏

･
蓋

*
･
王
駿
で
あ
る
b
だ
が
か
れ
ら
も
そ
の
終
.sh
は
あ
ま
り
良
く
は
な
い
O
(彼
等
Q.鳳
)

三
輪
の
長
官
と
し
て
成
功
し
ね
人
々
の
や
-
方
は
'
I
い
づ
れ
も
強
烈
な
警
察
政
治
で
.
ひ
ど
-
血
な
ま
ぐ
さ
S
も
の
で
あ
っ
夜
.
か
れ
ら
は
細
密

㌔

に
組
紋
せ
ら
れ
夜
ス
パ
イ
網
を
た
-
み
に
利
用
し
た
.
避
贋
漢
の
俺
に
､
か
れ
ゐ

こ
の
よ
う
な
や
折
方
が
書
か
れ
て
い
.る
O

か
れ
は
克
兆
の
郡
中
の
酪
賊
や
､
住
宅
院
に
轟
-
う
侠
客
充
ち
の
根
城
や
親
分
の
動
静
か
ら
は
じ
め
て
､
役
人
た
ち
の
不
正
な
金
鐙
の
受
授
な
.

ど
の
事
賢
は

一
々
こ
れ
を
知
り
づ
-
し
夜
｡長
安
の
不
良
青
年
ね
ち
が
､
五
六
人
街
は
ず
れ
の
あ
き
家
で
強
盗
の
相
談
を
し
な
と
考
え
た
患
え
～
･

ま
だ
話
し
も
お
わ
ら
や
う
ち
に
､
早
-
も
贋
漢
の
瞥
官
除
が
逮
捕
に
や
っ
て
き
て
､
事
件
の
全
容
が
夜
ち
ま
ち
明
ら
か
に
な
る
と
S
う
風
で
あ
っ

た
｡

.

か
れ
は
ま
た
へ
暗
黒
社
食
の
組
織
を
連
用
し
売
り
,
投
書
を
利
用
し
た
粧
し
夜
O
肝
に
引
鳳
し
た
張
散
の
健
の
つ
づ
軒
に
,

-
I

散
は
盗
賊
の
親
分
を
呼
び
だ
し
て
間
賓
し
な
の
ち
､
を
の
罪
を
ゆ
る
し
て
や
る
代
-
に
'
手
下
の
盗
賊
夜
ち
を
お
び
き
出
し
∫て
罪
ほ
ろ
ぼ
L
を
し

I

ろ
と
命
令
じ
k
o
親
分
た
ち
は
､

｢
今
急
に
手
下
ど
も
を
局
に
串
び
き
出
せ
ば
'
奴
ら
は
ぴ
つ
-
り
す
る
で
し
ょ
う
O

わ
し
ら
を
ち
ょ
っ
と
の
間

だ
け
お
役
人
さ
ま
に
し
て
-
だ
さ
い
.･
お
旨
は
た
し
か
に
引
き
う
け
ま
し
た
oL
と
い
う
｡

そ
こ
で
張
徹
は
か
れ
ら
を

山
時
的
役
人
に
任
命
し
､

一

家
に
か
え
っ
た
ら
'

就
任
の
お
観
だ
と
S
つ
て
宴
骨
を
開
-
よ
う
に
と
申
し
つ
け
挺
?

Sそ
う
と
は
知
ら
ぬ
手
下
ど
も
は
'

み
な
お
所
に
集
っ
て

t

き
て
'
飲
め
や
う
ね
え
の
佳
境
に
小
夜
つ
夜
O
親
分
女
ろ
ば
へ
こ
ろ
渡
よ
し
と
'
手
下
ど
も
の
着
物
の
す
を
に
r
赤
つ
ち
で
J.

目
じ
る
L
を
つ
け

た
O

一.方
警
察
官
は
屠
位
置
に
出
礎
し
て
い
て
'
家
か
'k
出
て
-
る
奴
を
ぽ

言

検
査
し
､
赤
つ
ち
の
つ
い
な
の
は
全
部
逮
捕
し
て
し
ま
つ
喪
｡

20
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J
こ
う
し
て
'

一
日
に
数
百
人
を
つ
か
ま
え
'
そ
の
犯
罪
革
質
を
あ
き
ら
か
に
し
､

一
人
に
し
て
官
飴
件
の
犯
罪
事
賢
九色
目
頁
さ
せ
.
こ

と
'B
と
-

虞
罰
し
た
｡
こ
の
よ
う
催
し
て
警
戒
の
太
故
は
な
-
や
み
'
市
場
に
は
盗
鱗
の
あ
と
が
絶
え
た
｡

＼

と
い
う
の
が
あ
る
｡
k)れ
は
暗
黒
都
市
の
犯
罪
圏
の
組
織
を
逆
用
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
史
記
の
酷
吏
侍
申
王
湛
静
の
こ
と
を
L
FO.し
た
と
こ
ろ

を
見
る
と
､

か
れ
は
も
と
も
と
'
三
輔
の
風
俗
に
つ
S
て
は
よ
-
手
な
れ
て
お
-
'
だ
れ
だ
れ
が
ボ
ス
的
役
人
で
あ
る
か
を
よ
-
知
っ
て
S
た
｡
そ
こ
で
'

ボ
ス
的
役
人
は
か
え
っ
て
全
部
か
れ
の
腹
心
と
化
し
･iu
｡
か
れ
は
'
い
ろ
い
ろ
の
方
策
を
た
て
'
か
れ
の
部
下
守
も
は
盗
賊
の
不
良
少
年
た
ち
.敬

手
き
び
し
-
検
察
し
'
投
書
用
の
箱
を
作
づ
て
悪
事
を
告
蟹
さ
せ
た
｡

と
あ
る
の
は
'
社
食
的
悪
習
の
逆
用
JJ'
投
書
政
策
の
.採
用
を
い
っ
た
む
の
iJ
あ
る
｡
そ
し
て
長
官
た
ち
は
つ
か
れ
む
む
検
車
す
る
と
'
手
ひ
ど
い
･

ノ

刑
罰
を
あ
た
え
へ
大
屠
殺
を
も
あ
え
て
解
せ
な
か
っ
た
｡
か
れ
ら
名
長
官
と
S
わ
れ
る
人
も
'
み
な
末
路
が
よ
-
な
い
の
は
つ
こ
の
大
屠
殺
の
た
め

で
あ
っ
た
し
'
か
れ
む
が
酷
吏
と
い
わ
れ
も
の
も
こ
の
た
め
で
あ
っ
ち

史
記
の
酷
吏
個
に
は

｢
屠
伯
｣
す
紅
は
ち
.
二

人
殺
し
大
宅
｣
と
い
わ
れ

た
長
官
さ
え
あ
る
｡
漢
書
の
声
質
侍
県

か
れ
が
長
安
の
不
良
青
年
が
-
を
も
よ
お
し
て
､
い
Y
百
人
を
虐
殺
し
'
そ
の
し
か
ば
ね
を
役
所
の
門
の

東
に
う
め
,
か
れ
ら
の
罪
状
を
し
る
し
き

向
札
を
そ
の
上
収
た
て
た
1
め
'
か
れ
ら
不
良
青
年
ど
も
の
親
族
は
み
な
'
そ
/の
し
か
ば
ね
を
求
め
て
'

撃
を
あ
げ
て
泣
き
さ
け
び
'
路
ゆ
-
人
も
た
れ
に
も
ら
S
泣
き
し
た
と
記
さ
れ
て
S
る
.
だ
か
ら
'
常
時
の
長
安
に
は
こ
ん
な
流
行
歌
が
は
や
っ
て

い
た
と
い
う
｡

1-巨
わ
が
子
の
死
骸
は
ど
こ
に
あ
る
?
･

役
所
の
門
の
束
が
わ
'
極
道
者
の
墓
場

へ
お
い
で
!

生
き
て
た
時
は
.ら
-
で
浸
し
'
死

メ

ん
で
も
ま
と
も
な
お
真
に
や
眠
ら
れ
な
い
｡
(意
課
)-

･

一
二
世
紀
の
こ
ろ
に
い
た
っ
て
三
輔
地
方
偲
急
激
に
お
と
ろ
え
'
長
安
の
繁
昌
は
昔
日
に
比
す
.I(
-
も
な
-
な
っ
た
.
そ
の
人
口
は
大
量
に
他
の

地
方
を
さ
し
て
流
亡
し
た
｡
(後
漢
書
酉
義
博
)
二
世
紀
中
'こ
ろ
の
雀
寛
の
政
論
に
よ
れ
ば
'
三
輪
の
地
は
す
で
に
仝
-

｢
土
隣
人
稀
｣
･つ
ま
り
土
地

21

の
み
虞
-
'
人
口
は
極
度
に
少
な
い
地
方
の
｣
つ
と
化
レ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
(通
典
巻

丁
に
引
用
き
れ
た
政
論

の
逸
文
)
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Ch'ang-an (**) under the Western 
Han UJ() Dynasty 

Kiyoyoshi Utsunomiya 

The present article forms a supplement to his article tc On the 

cities in the Western Han Period "which appeared in Toho-gal?u, 
\ 

vol. II. In the We::;tern Han period Ch'ang-an was the centre of 

"fashion" or "vogue" in urban life, and it was, moreover, the model 

town at that time. Studies of this city seems, therefore, to. throw 

light upon urban life in general under the Western Han dynasty. 

Fortunately, a considerable amount of material is available for such 

studies, and in the present article are made use of Shih-chi, Han-shu, 

and fragments of some lost texts of the Han dynasty found in vario

us cyclopaedias of later ages. Ch'ang-an which prospered during the 

Western Han period showed a sudden decay with the advent of the 

Eastern Han dynasty. As Pan-1m said, Ch'ang-an represented in fact 

the Western Han dynasty itself not only in its military aspect but in 

its industrial feature. 

The Plan of La-yang (14tr~£}) 

under the :Northern Wei (~~.) 

Shikazo Alori 

First of all the fact should be noted that thd Lo-yang of the 

'N()rtl1er'l1 wei period had hiner and outer cities, the fonner measuring 

east to west and 9 Ii south to north and the latter 20 and 15 li. 

inner city was planned after those of Later Han, Wei and Wes

It was in 501 A.D. in the N orthern Wei period that the 

was absorbed into the outer city. This· fact, i. e., existence in 

time of Northern Wei of the inner and outer cities, has hitherto 

unnoticeq. The author, then, makes comparison of Lo-yang 

Ta-hsing under the Sui (Ch'ang-an under the T'ang). Between 

two ancient capitals there were' some essential differences due 
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