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瀋
陽
市
の
南
を
渾
河
と
い
う
川
が
東
西
に
流
れ
て
い
る
。
こ
の

川
は
か
つ
て「
瀋
水
」と
呼
ば
れ
、そ
の
北
側（「
陰
陽
」の「
陽
」で
、

太
陽
に
面
し
て
い
る
方
向
）
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
こ
こ
を
瀋
陽

と
い
う
。
瀋
陽
故
宮
は
一
六
二
五
年
に
清
朝
の
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
が

建
設
を
始
め
、息
子
の
ホ
ン
タ
イ
ジ（
崇
徳
帝
）の
時
代（
一
六
三
六

年
）
に
完
成
す
る
。
そ
の
中
央
に
位
置
す
る
鳳
凰
楼
の
最
上
階
か

ら
こ
の
瀋
水
と
そ
の
向
こ
う
に
沈
む
夕
日
が
眺
め
ら
れ
た
と
い
う

が
、
現
在
は
多
く
の
高
層
建
築
に
遮
ら
れ
て
見
え
な
い
。

　

い
ま
瀋
陽
へ
の
来
訪
者
は
空
港
か
ら
市
内
へ
向
か
う
片
側
四
車
線

の
高
速
道
路
沿
い
に
こ
の
渾
河
の
南
側
地
区
（「
渾
南
地
区
」）
で
進

ん
で
い
る
建
築
ラ
ッ
シ
ュ
を
見
る
だ
ろ
う
。
至
る
と
こ
ろ
に
大
型
ク

レ
ー
ン
が
立
ち
並
び
、
高
層
ビ
ル
が
次
々
に
出
現
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
間
を
縫
う
よ
う
に
新
し
い
道
路
が
一
直
線
に
敷
設
さ
れ
、

大
連
・
ハ
ル
ビ
ン
間
を
結
ぶ
高
速
鉄
道
の
駅
も
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

海風
陸風

「
現
代
建
築
革
命
」進
行
中

在
瀋
陽
総
領
事

松
本
盛
雄

ま
つ
も
と
　
も
り
お
　

一
九
五
二
年
生
ま
れ
。
七
六
年
外
務
省
入
省
。

ア
ジ
ア
局
中
国
課
、
在
中
国
大
使
館
な
ど
で
一

貫
し
て
中
国
問
題
を
担
当
、
二
〇
〇
八
年
よ
り

現
職
。
著
書
に
『
中
国
色
と
り
ど
り
』
が
あ
る
。

高層ビルの建設が続く、
瀋陽市渾南地区
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こ
の
建
築
の
中
心
は
二
〇
一
三
年
に
当
地
で
開
催
さ
れ
る
「
全
国

体
育
大
会
（
国
体
）」
の
選
手
村
な
ど
の
施
設
で
あ
る
。
こ
れ
を
契

機
に
市
の
行
政
機
能
を
こ
の
地
域
に
移
転
し
周
辺
七
都
市
と
合
体
し

た
人
口
二
四
〇
〇
万
の
新
都
市
圏
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
構
想
だ
。
こ

の
「
全
国
体
育
大
会
」
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

二
〇
一
二
年
秋
の
中
国
共
産
党
大
会
で
現
指
導
部
が
大
幅
に
交
代

し
、
そ
の
後
ま
も
な
く
開
催
さ
れ
る
こ
の
全
国
的
な
大
型
イ
ベ
ン
ト

に
新
指
導
部
が
顔
を
そ
ろ
え
る
と
の
期
待
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
も

新
た
な
国
務
院
総
理
へ
の
就
任
が
有
力
視
さ
れ
る
の
が
、
遼
寧
省
共

産
党
委
員
会
書
記
を
務
め
、
現
在
「
遼
寧
沿
海
ベ
ル
ト
経
済
開
発
計

画
」
や
「
瀋
陽
経
済
区
」
と
い
っ
た
国
家
レ
ベ
ル
の
戦
略
を
強
力
に

後
押
し
し
て
い
る
李
克
強
常
務
副
総
理
な
の
だ
。

　

李
副
総
理
が
当
地
で
共
産
党
委
員
会
書
記
を
務
め
て
い
た
当
時
、

そ
の
下
で
秘
書
長
だ
っ
た
の
が
、
現
瀋
陽
市
共
産
党
委
員
会
曽
維
書

記
だ
。
曽
書
記
の
提
唱
で
目
下
こ
の
渾
南
地
区
を
中
心
に
「
現
代
建

築
革
命
」
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
瀋
陽
市
を
は
じ
め
中
国
東
北
三
省

の
厳
冬
は
有
名
だ
。
最
も
寒
い
と
き
に
は
瀋
陽
市
で
も
零
下
三
〇
度

を
下
回
る
。
こ
の
た
め
一
一
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
の
半
年
間
は
建

築
工
事
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
。
冬
場
は
現
場
で
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち

な
ど
の
作
業
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
半
年
休
業
」
の

状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た
の
が
Ｐ
Ｃ
ａ
工

法
と
称
す
る
日
本
の
建
築
技
術
だ
。
工
場
で
生
産
し
た
壁
や
柱
な
ど

の
部
材
を
現
場
で
組
み
立
て
る
こ
の
方
法
を
取
り
入
れ
れ
ば
冬
で
も

工
事
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
従
来
は
現
場
で
の
作
業
が

ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
、
建
物
の
品
質
も
ば
ら
ば
ら
で
、
手
抜
き
や

ず
さ
ん
な
工
事
も
後
を
絶
た
な
か
っ
た
が
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
の
導
入

で
こ
の
よ
う
な
問
題
も
減
る
。

　

曽
書
記
は
私
に
こ
の
政
策
を
熱
く
語
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
曽
書
記

の
熱
意
に
日
本
の
大
手
建
築
企
業
も
動
か
さ
れ
、
こ
の
と
こ
ろ
当
地

に
進
出
す
る
建
築
関
連
企
業
が
急
速
に
増
え
て
い
る
。
あ
る
大
手
日

本
企
業
の
責
任
者
は
、
同
社
が
戦
前
に
こ
の
地
で
満
鉄
工
事
を
実
施

し
た
際
の
記
念
写
真
を
瀋
陽
市
側
か
ら
見
せ
ら
れ
た
の
に
は
驚
い
た

と
い
う
。
同
社
で
も
す
で
に
散
逸
し
て
い
た
こ
の
写
真
を
見
る
と
、

中
国
側
の
過
去
に
対
す
る
わ
だ
か
ま
り
よ
り
、
新
し
い
時
代
の
「
革

命
」
を
一
緒
に
や
り
た
い
と
い
う
意
気
込
み
を
感
じ
た
と
い
う
。

　

テ
レ
ビ
の
有
名
な
解
説
者
が
、
古
い
建
物
を
取
り
壊
し
て
は
新

し
い
建
物
を
造
っ
て
い
る
の
を
皮
肉
っ
て
、「
中
国
＝
拆
那
（
中
国

語
で
「
取
り
壊
そ
う
」
の
意
。
発
音
は
「
チ
ャ
イ
ナ
」）」
と
い
っ

て
大
い
に
受
け
た
そ
う
だ
が
、
現
代
建
築
革
命
が
瀋
陽
市
か
ら
全

国
に
広
が
っ
て
い
け
ば
、
建
物
の
寿
命
も
延
び
、
環
境
に
も
優
し

い
新
た
な
建
築
産
業
が
発
展
し
、
こ
の
「
チ
ャ
イ
ナ
」
も
昔
の
話
に

な
る
だ
ろ
う
。
■


