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中国主要遺跡

ガイド

交
河
故
城

交
河
故
城
は
、
ャ

l
ル
H

ホ
ト
(
雅
爾
湖
、
ヤ

ー
ル
は
ウ
イ
グ
ル
語
で
崖
の
意
)
と
も
呼
ば
れ
る

よ
う
に
、
河
床
に
は
さ
ま
れ
た
高
さ
三

O
れ
ほ

ど
の
断
崖
上
に
造
ら
れ
た
都
市
遺
跡
で
、
南
北

(
正
確
に
は
西
北
よ
り
東
南
)
一
七
六

O
M川
、
そ

の
聞
の
幅
が
最
も
広
い
所
で
も
約
三

O
O
Mほ

ど
し
か
な
い
細
長
い
船
形
を
し
て
い
る
。
漢
や

唐
の
時
代
に
は
、
豊
富
な
水
量
を
た
た
え
た
河

が
こ
の
城
を
囲
む
よ
う
に
し
て
流
れ
て
い
た
と

伝
え
ら
れ
る
。

歴
史
的
に
見
る
と
、
こ
こ
に
は
、
遅
く
と
も

し
ゃ
し

前
漢
時
代
か
ら
五
位
紀
中
葉
ま
で
車
師
族
の
王

庭
(
車
師
前
国
の
都
)
が
置
か
れ
て
い
た
。
車
師

族
は
、
本
来
天
山
北
方
で
遊
牧
し
て
い
た
民
族

で
あ
り
、
そ
の
一
部
が
ト
ウ
ル
フ
ァ
ン
盆
地
に

南
下
し
て
、
半
農
半
牧
の
生
活
に
移
行
し
て
い

っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
民
族
系
統
は
、
ァ

ル
タ
イ
系
と
も
イ
ラ
ン
系
と
も
言
わ
れ
て
い
る

が
、
ま
だ
定
説
は
な
い
。
た
だ
し
最
近
で
は
、

車
師
族
の
も
の
と
さ
れ
る
墓
葬
が
多
く
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
周
辺
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

出
土
す
る
人
骨
に
は
コ

1
カ
ソ
イ
ド
種
の
特
徴

を
有
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
と
言
う
。
ま
た

交
河
城
北
方
の
台
地
上
で
は
、
車
師
前
国
の
王

族
ク
ラ
ス
の
墓
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ

し
ゅ

れ
、
出
土
品
に
は
漢
代
の
五
鉢
銭
の
ほ
か
北
方

遊
牧
文
化
の
流
れ
を
色
濃
く
と
ど
め
る
金
器
・

銅
器
・
骨
器
な
ど
が
数
多
く
出
土
し
て
い
る
。

実
際
に
車
師
前
国
が
、
交
河
城
を
王
庭
と
し
て

ど
の
よ
う
な
城
居
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
か
は

詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
四
世
紀
の
段
階
と

も
な
る
と
、
こ
の
国
は
仏
教
を
国
教
化
し
た
と

ク

マ

ラ

も
伝
え
ら
れ
、
さ
ら
に
国
王
が
国
師
の
鳩
摩
羅

プ
ッ
テ
ィ

仏
提
を
伴
い
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
仏
典
を

中
国
に
献
上
し
た
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
な

と
う
し
よ
う
じ
ょ
う

が
ら
、
五
世
紀
中
棄
に
は
、
東
方
の
高
昌
城
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ク
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そ
き
ょ

を
中
心
と
し
た
祖
渠
氏
高
昌
国
に
よ
っ
て
滅
ぼ

さ
れ
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
盆
地
は
漢
人
勢
力
の
支

配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
っ
た
。
以
後
、
麹

氏
高
昌
国
時
代
に
は
交
河
郡
、
唐
西
州
時
代
に

は
交
河
県
の
治
所
が
置
か
れ
て
漢
人
の
入
植
が

進
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
交
河
故
城
の
商
方

に
存
在
す
る
ヤ

l
ル
H

ホ
ト
古
墓
群
は
、
ま
さ
に

こ
の
漢
人
た
ち
の
造
っ
た
ネ
ク
ロ
ポ
リ
ス
(
墓

葬
域
)
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の

後
、
漢
人
が
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
、
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替
わ
っ
て
ウ
イ
グ
ル
人
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
統

治
し
た
西
ウ
イ
グ
ル
王
国
時
代
、
さ
ら
に
モ
ン

ゴ
ル
支
配
時
期
に
も
、
交
河
城
は
城
邑
と
し
て

引
き
続
き
機
能
し
て
い
た
が
、
そ
の
政
治
的
重

要
性
は
次
第
に
減
じ
た
。

城
の
構
造
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
崖
上
に

位
置
し
て
い
る
た
め
に
城
壁
は
な
く
、
南
端
と

東
側
さ
ら
に
西
側
に
城
門
が
存
在
し
て
い
る
。

南
門
は
ほ
と
ん
ど
原
型
を
と
ど
め
て
い
な
い
が
、

東
門
は
崩
壊
が
進
み
な
が
ら
も
比
較
的
保
存
さ

れ
て
お
り
、
高
さ
五
討
の
門
壁
に
は
門
額
を
置

い
た
方
洞
が
残
存
し
て
い
る
。
ま
た
城
内
の
遺

構
は
、
現
在
、
寺
院
区
・
居
住
区
・
官
署
区
に

分
け
て
説
明
し
て
い
る
。

ま
ず
寺
院
区
は
、
中
心
に
延
び
る
大
道
の
北

端
に
位
置
す
る
大
寺
院
(
建
築
面
積
四
八
四
O
平

方
針
)
と
そ
れ
以
北
に
広
が
っ
て
お
り
、
故
城
の

北
部
を
占
め
て
い
る
。
調
査
で
は
、
大
小
併
せ

て
仏
教
建
築
遺
跡
が
五

O
ヵ
所
余
り
あ
る
と
さ

れ
、
中
に
は
寺
院
区
の
西
北
隅
に
地
下
に
造
ら

れ
た
面
積
約
五

O
O平
方
討
の
寺
院
社
が
新
た

に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
の
結
果
、
供
養
人

壁
画
の
ほ
か
、
漢
文
文
書
や
焚
文
と
古
チ
ベ
ッ

ト
文
が
記
さ
れ
た
泥
の
仏
塔
な
ど
が
出
土
し
て

い
る
。
ま
た
交
河
城
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
る
寺

院
区
北
部
の
仏
塔
群
は
、
中
心
に
規
模
の
大
き

な
仏
塔
を
置
き
、
そ
の
周
囲
の
四
隅
に
二
五
個

の
方
形
の
小
さ
な
仏
塔
を
配
す
る
形
式
を
取
っ

て
い
る
。
と
の
形
式
は
、
高
昌
故
城
の
P
寺
院

祉
の
そ
れ
と
同
じ
で
、
ナ
l
ラ
ン
ダ
ー
な
ど
に

あ
る
イ
ン
ド
の
五
塔
形
式
を
想
起
す
る
研
究
者

も
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
寺
院
区
の
さ
ら

に
西
北
方
に
古
墓
群
が
存
在
し
て
お
り
、
な
か

に
車
師
前
国
時
期
の
竪
穴
あ
る
い
は
竪
穴
偏
室

墓
や
晋
か
ら
唐
の
時
期
の
漢
人
墓
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。

居
住
区
は
、
中
心
に
延
び
る
大
道
に
よ
っ
て

東
西
に
分
げ
ら
れ
、
東
区
は
聞
に
官
署
区
を
は

さ
み
な
が
ら
、
南
部
に
大
型
居
住
区
、
北
部
に

小
型
居
住
区
を
配
置
し
て
い
る
。
ま
た
西
区
に

は
、
住
宅
と
と
も
に
多
く
の
手
工
業
者
の
作
坊

が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
故
城
か

ら
の
出
土
品
の
な
か
に
も
、
多
数
の
岡
器
類
(
陶

纏
・
陶
灯
〔
ラ
ン
プ
〕
や
ウ
イ
グ
ル
文
字
ら
し
き
も
の

が
残
さ
れ
て
い
る
陶
片
な
ど
)
が
含
ま
れ
て
い
る
。

官
署
区
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
故
域
内
で
も

規
模
の
大
き
な
建
築
社
が
認
め
ら
れ
、
周
囲
の

壁
も
版
築
で
作
ら
れ
、
そ
の
内
部
も
広
い
地
下

広
場
を
含
む
複
雑
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
研

究
に
よ
れ
ば
、
交
河
城
の
最
盛
期
が
唐
代
に
あ

り
、
乙
の
時
代
の
交
河
城
の
特
徴
が
大
き
く
改

め
ら
れ
ず
に
現
遺
構
に
ほ
ぽ
遺
っ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
建
築
祉
は
、
唐
の
中
央
ア
ジ
ア
侵

略
当
初
に
交
河
城
に
設
置
さ
れ
て
い
た
安
西
都

護
府
そ
の
も
の
の
遺
構
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い

と

さ

れ

て

い

る

。

(

荒

川

正

晴

)
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