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中
国
山
西
省
大
同
市
の
西
方
お
よ
そ
一
五
キ
ロ
�
武
州
川
北
岸
の

崖
面
に
�
東
西
一
キ
ロ
に
わ
た
�
て
壮
大
な
雲
岡
石
窟
群
が
ひ
ろ
が

る
�
敦
煌
�
龍
門
と
並
ぶ
中
国
三
大
石
窟
の
ひ
と
つ
と
し
て
�
ま
た
�

は
る
か
西
域
を
経
て
日
本
を
終
着
点
と
す
る
仏
教
文
化
東
漸
の
あ
か

し
と
し
て
�
そ
の
名
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
�
二
〇
〇
一
年
に
は
ユ
ネ

ス
コ
の
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
た
�
造
営
は
�
北
魏
文
成
帝
の
和

平
元
年�
四
六
〇
年
��
沙
門
統�
宗
務
長
官
�
で
あ
�
た
僧
曇
曜
の

発
願
に
は
じ
ま
る
�
帝
室
の
庇
護
の
も
と
�
以
後
六
〇
余
年
の
間
に

累
々
と
開
か
れ
た
石
窟
は
�
小
窟
仏
龕
の
た
ぐ
い
は
数
し
れ
ず
�
大

型
窟
だ
け
で
も
四
〇
あ
ま
り
に
の
ぼ
る
�
そ
の
変
遷
は
�
最
初
期
の

開
掘
に
な
る�
曇
曜
五
窟
��
そ
れ
に
続
く
東
方
群
�
洛
陽
遷
都�
四

九
四
年
�
以
後
の
造
営
で
あ
る
西
方
群
�
と
お
お
よ
そ
三
期
に
区
分

さ
れ
て
い
る
�
こ
れ
ほ
ど
の
大
規
模
石
窟
群
で
あ
る
が
�
遼
・
金
代

の
再
建
を
経
た
後
は
�
荒
廃
し
て
永
ら
く
忘
却
の
彼
方
へ
と
去
�
て

い
た
ら
し
い
�
本
格
的
研
究
の
は
じ
ま
り
は
�
二
〇
世
紀
初
頭
�
日

本
建
築
史
学
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
伊
東
忠
太
に
よ
る
再
発
見
と
�

そ
の
後
い
く
つ
か
の
紹
介
を
経
て
か
ら
で
あ
�
た
�

　

こ
う
し
た
な
か
�
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
前
身
で
あ
る
東

方
文
化
研
究
所
は
�
一
九
三
八
�
四
四
年
の
七
カ
年
に
わ
た
り
�
石

窟
と
そ
の
周
辺
を
綿
密
に
調
査
し
た
�
報
告
書�
雲
岡
石
窟
�
全
一

六
巻
三
二
冊�
水
野
清
一
・
長
廣
敏
雄
著
�
京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
研
究
報
告
�
一
九
五
一
�
五
六
年
�
は
�
魏
晋
南
北
朝
期
の
仏

教
美
術
研
究
に
と
�
て
�
も
は
や
こ
れ
を
越
え
る
成
果
は
望
め
な
い

と
言
わ
し
め
る
圧
倒
的
内
容
を
誇
り
�
現
在
で
も
必
要
不
可
欠
な
一

級
資
料
で
あ
り
続
け
て
い
る
�

　

そ
し
て
今
回
�
お
よ
そ
半
世
紀
を
経
て
�
私
達
は
新
し
い�
雲
岡

石
窟
�
の
報
告
書
を
目
に
す
る
こ
と
と
な
�
た
�
京
都
大
学
に
保
管

さ
れ
未
発
表
の
ま
ま
で
あ
�
た
�
遺
物
の
研
究
報
告
で
あ
る
�
当
時

の
収
集
資
料
の
う
ち
�
美
術
的
価
値
の
あ
る
も
の
は
現
地
で
保
管
さ

れ
�
断
片
的
な
も
の
の
み
が
将
来
さ
れ
た
こ
と
か
ら
�
こ
れ
ま
で
活

用
す
る
試
み
は
無
か
�
た
と
い
う
�
い
わ
ば
倉
庫
に
眠
る
瓦
礫
で

あ
�
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
�
時
代
・
地
点
と
も
多
岐
に
わ
た
る
興
味

深
い
内
容
を
も
�
て
い
た
こ
と
が
�
本
書
か
ら
は
わ
か
る
�
雲
岡
石

窟
の
繁
栄
期
で
あ
る
北
魏
・
遼
金
時
代
の
瓦
や
陶
磁
器
は
も
と
よ
り
�

石
窟
前
史
と
な
る
新
石
器
時
代
や
秦
漢
時
代
の
資
料
も
多
数
含
ん
で

お
り
�
各
種
の
土
器
・
石
器
類
か
ら
動
物
遺
存
体
に
い
た
る
ま
で
�

つ
ぶ
さ
に
採
集
さ
れ
て
い
る
�
ま
た
�
地
点
も
石
窟
に
と
ど
ま
ら
ず
�

北
魏
の
都
で
あ
�
た
平
城
遺
址
�
孝
文
帝
が
造
営
し
た
方
山
永
固
陵
�

同
時
代
の
木
造
寺
院
址
で
あ
る
西
梁
廃
寺
�
対
岸
の
西
湾
瓦
窯
や
東
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南
四
五
キ
ロ
に
あ
る
西
冊
田
遺
址�
瓦
窯
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ

る
�
な
ど
�
周
辺
の
多
様
な
性
格
の
重
要
史
蹟
に
お
よ
ぶ
�
当
時
の

調
査
が
�
き
わ
め
て
総
合
的
な
視
点
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

よ
く
う
か
が
え
�
そ
れ
が
本
書
の
価
値
を
高
め
る
底
流
と
な
�
て
い

る
こ
と
は
疑
い
な
い
�

　

本
書
の
構
成
は
�
第
一
一
章
ま
で
が
�
上
述
し
た
よ
う
な
地
点
ご

と
の
遺
物
の
記
載
に
充
て
ら
れ
�
最
後
の
第
一
二
章
に
�
ま
と
め
を

兼
ね
た
考
察
が
配
さ
れ
る
�
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
�
調
査
か
ら
六
〇
年
あ
ま
り
を
経
て
�
ほ
と
ん
ど
の
関
係
者
が
鬼

籍
に
お
ら
れ
る
�
当
時
の
所
見
と
実
際
の
遺
物
と
の
照
合
に
も
�
さ

ま
ざ
ま
な
困
難
が
と
も
な
�
た
で
あ
ろ
う
と
拝
察
さ
れ
る
が
�
実
に

す
�
き
り
と
編
集
さ
れ
て
い
る
�
そ
の
最
大
の
学
術
的
意
義
は
�
北

魏
か
ら
遼
・
金
代
に
お
け
る
雲
岡
石
窟
に
つ
い
て
�
と
く
に�
寺
院
�

と
し
て
の
あ
り
よ
う
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
�
事
象
の
年
代
比
定
や

景
観
の
復
元
を
中
心
に
実
証
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
�
こ
れ
ま
で
は
�

造
像
様
式
な
ど
仏
教
美
術
史
的
観
点
か
ら
の
議
論
が
主
流
で
あ
�
て
�

そ
こ
が
宗
教
的
営
為
の
空
間
で
�
多
く
の
人
々
の
関
与
と
建
造
物
の

存
在
が
あ
�
た
こ
と
は
�
と
も
す
れ
ば
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
�
た
�

美
術
資
料
と
し
て
の
価
値
に
と
ど
ま
ら
な
い
�
考
古
学
・
建
築
史
・

文
献
史
を
包
括
し
た
歴
史
資
料
と
し
て
の
雲
岡
石
窟
寺
院
の
総
合
的

研
究
が
�
本
書
に
よ
�
て
お
お
き
く
道
を
開
か
れ
た
と
言
�
て
良
い
�

五
胡
十
六
国
の
興
亡
を
克
服
し
て
黄
河
以
北
を
統
一
し
た
遊
牧
民
国

家
北
魏
は
�
こ
の
壮
大
な
事
業
を
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
遂
行
し

て
い
�
た
の
か
�
今
後
の
研
究
展
望
へ
の
興
味
は
尽
き
な
い
�

　

さ
て
�
考
察
部
分
を
も
と
に
�
新
知
見
を
少
し
細
か
く
述
べ
て
お

こ
う
�
北
魏
代
で
は
�
�
傳
祚
無
窮
�
文
様
の
同
笵
瓦
を
�
笵
の
消

耗
か
ら
三
段
階
に
区
分
す
る
作
業
が
基
礎
と
な
�
て
い
る
�
そ
の
編

年
を
軸
に
事
象
の
先
後
関
係
を
整
理
し
�
出
土
地
点
の
吟
味
と
文
献

史
料
と
の
照
合
を
ふ
ま
え
て
�
暦
年
代
の
比
定
や
建
物
の
性
格
を
復

元
す
る
�
と
い
う
手
順
で
進
む
�
と
く
に
石
窟
第
九
・
第
一
〇
洞
の

造
営
年
代
に
つ
い
て
は
�
お
も
に
碑
文
の
記
述
に
拠
る
四
八
〇
年
代

説
か
�
美
術
様
式
か
ら
比
定
す
る
四
七
〇
年
代
説
か
で
�
な
が
ら
く

論
争
が
続
い
て
き
た
�
本
書
は
�
方
山
永
固
陵
の
造
営
年
代�
四
八

一
�
四
八
四
年
��
方
山
遺
址
と
第
九
・
第
一
〇
洞
前
の
第
二
段
階

�
傳
祚
無
窮
�
瓦
笵
の
共
有
�
四
八
〇
年
代
に
は
鉗
耳
慶
時�
こ
の
時

期
帝
室
の
寵
愛
の
も
と
芸
術
と
建
築
に
才
覚
を
発
揮
し
た
宦
官
�
が

双
方
の
造
営
に
関
与
�
蓮
華
文
瓦
当
に
み
ら
れ
る
古
新
の
様
相
差
�

の
諸
点
を
総
合
し
て
�
四
八
〇
年
代
後
半
と
結
論
づ
け
て
い
る
�
ま

た
�
景
観
と
い
う
点
で
は
�
遅
く
と
も
四
七
〇
年
代
前
半
に
は
完
成

が
想
定
さ
れ
て
き
た
石
窟
第
八
洞
前
に
�
第
一
段
階�
傳
祚
無
窮
�

瓦
当
の
出
土
を
確
認
し
�
お
よ
そ
こ
の
段
階
に
は
石
窟
前
に
瓦
葺
き

建
造
物
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
�
そ
し
て
�
同
段
階

の
瓦
当
が
石
窟
第
三
洞
の
上
に
建
設
さ
れ
た
東
部
台
上
寺
院
址
で
み

つ
か
�
て
お
り
�
曇
曜
が
イ
ン
ド
僧
と
と
も
に
仏
典
を
翻
訳
し
た
と

す
る
僧
院
を
こ
こ
に
比
定
す
る
の
が
妥
当
と
し
て
い
る
�
当
時
の
僧

侶
の
生
活
の
場
は
�
石
窟
と
離
れ
た
台
上
に
設
け
ら
れ
て
い
た
ら
し

い
�

　

遼
・
金
代
で
は
�
日
常
雑
器
と
い
え
る
白
磁
椀
な
ど
陶
磁
器
資
料

も
加
わ
り
�
編
年
と
年
代
観
が
検
討
さ
れ
て
い
る
�
特
筆
さ
れ
る
の

は
�
資
料
中
に�
通
楽
館
置
�
と
墨
書
さ
れ
た
白
磁
が
あ
ら
た
に
発

見
さ
れ
�
雲
岡
十
寺
の
う
ち�
通
楽
寺
�
が
雲
岡
石
窟
最
大
の
大
仏

の
あ
る
第
二
〇
洞
前
に
あ
�
た
と
判
明
し
た
こ
と
で
あ
る
�
そ
う
し

た
成
果
と
�
新
中
国
以
降
の
出
土
品
も
加
え
た
同
笵
瓦
当
の
地
点
間

で
の
分
有
関
係
の
把
握
か
ら
�
こ
の
時
代
に
は
�
石
窟
前
面
に
複
数

の
木
造
仏
殿
の
建
築
・
修
築
が
く
り
か
え
さ
れ
�
そ
こ
に
多
く
の
僧

侶
が
生
活
し
て
い
た
様
相
が
想
定
さ
れ
て
い
る
�
再
興
さ
れ
た
雲
岡

石
窟
の
景
観
や
僧
侶
の
生
活
空
間
は
�
北
魏
代
と
は
異
な
�
て
い
た

こ
と
が
実
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
�
こ
う
し
た
景
観
復
元
は
�
た
ん
に
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建
造
物
の
築
造
順
や
位
置
比
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
�
空
間
の
機
能
の

変
遷
に
も
お
よ
ん
で
い
る
点
で
�
深
い
示
唆
に
富
む
�
遺
物
編
と
い

う
こ
と
で
�
該
当
地
点
の
配
置
関
係
を
示
す
図
は
全
く
収
録
さ
れ
て

い
な
い
の
だ
が
�
そ
れ
が
あ
れ
ば
よ
り
理
解
が
助
け
ら
れ
た
と
感
じ

た
の
が
�
唯
一
残
念
な
点
で
あ
�
た
�

　

な
お
�
寺
院
前
史
に
も
考
察
は
お
よ
ん
で
い
る
�
と
く
に
新
石
器

時
代
に
つ
い
て
は
�
帰
属
す
る
文
化
系
統
の
複
雑
さ
が
説
か
れ
て
い

る
�
雲
岡
が
�
石
窟
開
削
以
前
に
も
�
長
期
に
わ
た
る
ひ
と
び
と
の

活
動
と
交
流
の
舞
台
で
あ
�
た
事
実
は
�
選
地
の
背
景
を
考
え
る
上

で
き
わ
め
て
興
味
深
い
�
雲
岡
石
窟
の
対
岸
に
あ
る
八
蘇
木
地
遺
址

か
ら
は
�
石
庖
丁
や
石
斧
と
い
�
た
農
・
工
具
類
の
ほ
か
�
陶
環
や

石
環
な
ど
の
装
身
具
が
未
成
品
も
含
め
て
多
数
出
土
し
�
仰
韶
文
化

後
期
か
ら
龍
山
文
化
に
か
け
て
の
ま
と
ま
�
た
内
容
が
注
目
さ
れ
る
�

山
西
省
北
部
地
域
の
資
料
は
�
い
ま
だ
乏
し
い
現
状
に
あ
る
と
い
う

が
�
す
で
に
こ
の
遺
址
が
消
滅
し
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
現
況
を
考

慮
す
る
と
�
今
回
の
報
告
は
き
わ
め
て
高
い
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な

ろ
う
�

　

序
文
に
よ
れ
ば
�
今
回
の
出
版
は
�
中
国
側
研
究
者
に
よ
る
雲
岡

石
窟
や
周
辺
で
の
発
掘
調
査
の
進
展
と
�
日
本
考
古
学
に
お
け
る
遺

物
研
究
の
発
展
と
い
�
た
�
日
中
両
国
の
近
年
の
研
究
動
向
を
ふ
ま

え
な
が
ら
�
未
発
表
資
料
を
報
告
し
て�
雲
岡
石
窟
�
を
補
完
す
る

と
と
も
に
�
考
古
学
か
ら
雲
岡
石
窟
の
あ
た
ら
し
い
研
究
を
発
信
す

る
試
み
で
あ
る
と
い
う
�
仏
教
美
術
で
世
界
的
に
著
名
な
雲
岡
で
あ

る
�
そ
こ
に
�
日
本
の
考
古
学
か
ら
あ
ら
た
な
成
果
が
加
え
ら
れ
る

こ
と
の
意
義
は
�
は
か
り
し
れ
な
い
�

　

し
か
し
�
本
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
手
法
は
�
決
し
て
斬
新
な
方

法
論
で
も
�
解
釈
を
め
ぐ
る
難
解
な
認
識
論
で
も
な
い
�
瓦
の
詳
細

な
観
察
か
ら
笵
の
異
同
や
笵
傷
の
進
行
を
読
み
取
り
�
編
年
を
策
定

す
る
作
業
�
製
作
技
術
や
流
通
の
変
化
か
ら
生
産
体
制
の
変
革
を
想
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定
し
�
他
の
史
資
料
と
の
照
合
も
駆
使
し
て
�
総
合
的
で
実
証
度
の

高
い
歴
史
復
元
へ
向
か
う
過
程
は
�
日
本
の
歴
史
時
代
考
古
学
に
お

い
て
き
わ
め
て
オ
�
ソ
ド
�
ク
ス
な
�
な
じ
み
深
い
手
法
と
言
�
て

良
い
�
日
本
の
考
古
学
が
�
そ
の
歩
み
の
中
で
鍛
え
熟
練
さ
せ
て
き

た
�
も
�
と
も
地
道
な
作
業
を
基
礎
と
し
て
い
る
�

　

現
在
�
情
報
や
研
究
成
果
の
国
際
的
な
発
信
を
求
め
ら
れ
る
の
は
�

珍
し
い
こ
と
で
な
い
�
日
本
考
古
学
で
言
え
ば
�
発
掘
調
査
と
資
料

の
蓄
積
に
熱
心
で
あ
�
た
あ
ま
り
�
世
界
的
な
考
古
学
の
潮
流
�
と

り
わ
け
理
論
的
側
面
に
つ
い
て
無
関
心
で
た
ち
お
く
れ
て
い
る
と
い

う
指
摘
が
�
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
�
そ
の
指
摘
が
誤
り
で
あ
る

と
は
言
わ
な
い
�
し
か
し
�
世
界
標
準
を
学
ん
で
対
応
し
て
い
く
こ

と
と
は
異
な
る
部
分
に
も
�
世
界
に
発
信
す
る
べ
き
多
く
の
仕
事
が

ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
�
と
い
う
の
が
本
書
か
ら
得
ら
れ
た

素
朴
な
感
銘
で
あ
�
た
�
考
古
学
に
か
ぎ
ら
ず
�
ひ
ろ
く
日
本
の
知

の
営
み
の
諸
側
面
に
�
同
じ
状
況
が
忘
れ
ら
れ
て
は
い
ま
い
か
と
�

恐
れ
る
�

　

最
後
に
付
言
す
る
と
�
本
書
に
は
中
文
・
英
文
の
一
二
頁
に
お
よ

ぶ
要
約
が
付
さ
れ
て
い
る
�
そ
し
て
�
多
数
の
現
地
研
究
者
の
協
力

も
得
て
�
大
学
院
生
を
中
心
と
す
る
新
進
の
研
究
者
た
ち
が
編
者
の

指
導
の
も
と
作
成
に
あ
た
�
て
い
る
�
日
中
間
の
交
流
が
ま
ま
な
ら

な
か
�
た
時
代
が
�
か
つ
て
は
あ
�
た
�
し
か
し
こ
れ
か
ら
は
�
共

通
の
土
俵
の
上
で
�
あ
ら
た
な
雲
岡
研
究
が
国
際
的
に
築
か
れ
て
い

く
に
違
い
な
い
�
こ
の
報
告
書
が
�
そ
の
重
要
な
礎
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
く
こ
と
を
願
�
て
や
ま
な
い
�


