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序
文
　

中
国
国
境
地
域
の
移
動
と
交
流
を
め
ぐ

っ
て

塚

田
誠

之

1
中
国
は
陸
上
で
十
四
ヵ
国
と
国
境
を
接
し
て
い
る
。
国
境
地
域
に
は
多
様
な
民
族
集
団
が
居
住
し
て
い
る
が
、
多
く

の
場
合
、
国
境
線

を
は
さ

ん
で
中
国
お
よ
び
中
国
と
隣
接
す
る
諸
国
に
同

一
あ
る
い
は
同
系
の
民
族
が
居
住
し
て

い
る
。
南
部
に
つ
い
て
、

一
九
九
〇
年
代

以
降
、

大
メ
コ
ン
圏

(
Ｇ
Ｍ
Ｓ)
開
発
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
進
行
や
ア
セ
ア
ン
自
由
貿
易
圏
の
実
現

へ
向
け
て
、
中
国

と
東
南

ア
ジ
ア
大
陸

部
諸
国
と

の
国
境
を
越
え
た
経
済
的
関
係
が
強
ま

っ
て
い
る
。

一
方
、
北
部
と
北
西
部

の
遊
牧
民
集
団
と
ム
ス
リ
ム
集
団
は
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
あ

る

い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
仰
し
、
国
境
を
挟
ん
で
中
央

ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
と
歴
史
的
に
強
固
に
結
ば
れ
て
き

た
。
近
年
で
は
、
国

際
鉄
道
網

・
道
路
網

の
整
備
が
進
み
、
中
国
と
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
経
済
協
力
体
制
が
緊
密
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
情
勢
下
に
お
い

て
、

人
々
の
国
境
を
越
え
る
移
動
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

従

来
、
中
国

の
南
北
国
境
地
域
の
諸
民
族

の
人

ロ
移
動

に
つ
い
て
、
特
定
の
地
域
を
越
え
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か

っ
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た
。
そ

の
数
少
な

い
試
み
と
し
て

『民
族

の
移
動
と
文
化

の
動
態
-

中
国
周
縁
地
域

の
歴
史
と
現
在
』
[塚
田
誠
之
編

二
〇
〇
三
]

で
は
、
中
国
の
周
縁
地
域
に
お
け
る
諸
民
族
の
移
動
と
最
新

の
文
化
の
動
態
を
扱

っ
た
。
論
点
と
し
て
は
、
方
向
や
契
機
な
ど
移
動

・
移

住
の
あ
り
方
、
移
民
と
受
け
入
れ
側
と
の
関
係
、
移
動
を
通
し
て
見
え
て
く
る
国
家
政
策
、
移
民
と
受
け
入
れ
側
の
人

々
の
文
化
の
動
態

な
ど
、
人
の
移
動
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
点
が
検
討
の
俎
上
に
上
さ
れ
た
。
移
動
と
文
化

の
形
成
と
の
直
接
的
な
相
関
関
係
あ
る
い
は
因

果
関
係
を
明
示
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ

っ
た
が
、
移
動

・
移
住
現
象

の
研
究
の
蓄
積
に
寄
与
し
た
。
ま
た

『流
動
す

る
民
族
ー

中
国
南

部

の
移
住
と

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」

[塚
田
誠
之

・
瀬
川
昌
久

・
横
山
廣
子
編

二
〇
〇

一
]
で
は
、
中
国
南
部
の
諸
民
族

の
移
住
に
つ
い
て
、

移
住

の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
国
家
政
策
と
の
関
わ
り
、
移
住
に
と
も
な
い
発
生
し
た
民
族
間
関
係
、
新
た
な
民
族
集
団

の
形
成
や
ア
イ
デ

ン
テ
ィ

テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
な
ど
、
移
住
現
象
に
つ
い
て
ポ
イ

ン
ト
を
押
さ
え
て
検
討
し
た
。
南
部
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
中
国
諸
民
族
の
移

動

・
移
住
研
究

へ
の
貢
献
は
小
さ
く
な

い
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
国
境
地
域
を
舞
台
に
検
討
し
た
論
稿
も
個
別
的
に
は
見

ら
れ
た
が
、
中
国

　は
　

南
北
の
国
境
地
域
の
移
動

・
移
住
現
象
の
比
較
と
い
う
点
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か

っ
た
。

当
事

者
の
中
国
や
隣
接
諸
国
で
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
す
る
国
家

の
利
害
が
か
ら
み
、
主
観
的
に
な
り
が
ち

で
あ

っ
た
。
た
と

え
ば
、
国
境
に
跨

っ
て
居
住
す
る
民
族
は
中
国
で
は

「跨
境
民
族
」
「跨
国
民
族
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、
研
究
は
中

央
の
側
か
ら
の
政

治
的
な
色
彩
を
帯
び
が
ち
で
あ
る
。
中
国
側

の
研
究
で
は
、
自
国
の
民
族
を
基
準
と
し
、
し
か
も
他
国
の
民
族
に
関
す

る
情
報
は
、
二
次

資
料
、
す
な
わ
ち
各
国
で
出
さ
れ
て
い
る
関
係
論
文
の
中
国
語
訳
が
使
用
さ
れ
、
そ
れ
も
概
説
的
な
資
料
が
多
く
、
独
自

の
視
点
か
ら
の

分
析
が
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
ま
た
政
府
主
導
の
経
済
開
発
や
技
術
支
援
な
ど
政
治

・
経
済
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ

が
ち
で
あ

っ
た
。

本
研
究
は
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
二

一
年
度
ま
で
行
わ
れ
た
人
間
文
化
研
究
機
構
連
携
研
究

「
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
日
本

"
交
流
と
表
象
」

の
う
ち

の

「中
国
南
北
の
国
境
地
域
に
お
け
る
人
の
移
動
と
交
流
、
お
よ
び
国
家
政
策
」
班

(代
表
者

"
塚
田
誠
之
)

の
研
究
成
果
で
あ

る
。
そ

の
目
的
は
、
中
国
の
南
北
の
国
境
地
域
に
お
け
る
人
の
移
動
と
交
流
の
実
態
を
把
握
し
、
国
家
政
策

の
果
た
す
作
用
を
解
明
せ
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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具
体
的
な
検
討
課
題
と
し
て
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
.
中
国
で
は
人
の
移
動
は
歴
史
上
絶
え
間
な
く
行
わ
れ
、
民
族
や
そ
の
文
化

は
移

動
や
移
動
先
で
の
他
者
と
の
交
流
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
移
動
す
る
こ
と
で
人

々
は
移
動
先

の
地
で
異

な
る
民
族
集
団
を
含

む
他

者
と
接
触
し
交
流
す
る
こ
と
に
な
る
。
移
動
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
交
流
に
は
通
婚
、
経
済
、
文
化
、
宗
教
的
活
動

な
ど
多
様
な
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
実
態
は
ど
う
で
あ
る
の
か
。
さ
ら
に
、
集
団
間
相
互

の
関
係
は
ど
う

で
あ
る
の
か
。
二
.
移
動
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
民
族
の
文
化
や
宗
教
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
。
三
.
移
動
は
個
人

の
意

思
を
契
機
と
す
る
の
み
な
ら
ず
国
家

の
政
策
を
契
機
と
し
て
も
行
わ
れ
た
。
国
家
の
政
策
は
移
動
と
交
流
に
ど

の
よ
う
な
作
用
を
果

し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

検

討
に
当
た

っ
て
は
、
中
国
南
北
の
相
違

や
山
地
民
と
平
地
民
の
相
違
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
対
象
と

す
る
時
期
は
、
国
民

国
家

の
勃
興
期
に
国
境
が
画
定
さ
れ
人

々
の
生
活
空
間
を
分
断
し
た
時
期
、
十
九
世
紀
末
か
ら
民
国
期
を
経
て
現
在

に
至
る
ま
で
を
中
心

と
す
る
。
人
の
移
動
の
歴
史
的
背
景
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
十
九
世
紀
以
前

の
時
期
に
も
注
意
す
る
。
方
法
は
民
族
学
を

中
心
と
す
る
が
、
歴
史
学
的
方
法
を
も
視
野
に
入
れ

つ
つ
、
ま
た
村
落

・
村
落
群

の
ミ
ク
ロ

・
レ
ベ
ル
と
広

い
地
域
や
民
族

・
国
家
と

い
っ
た

マ
ク
ロ

・
レ
ベ
ル
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
て
比
較
研
究
を
進
め
る
。

2

次

に
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
よ
う
。

第

一
部
で
は
、
移
動
の
あ
り
方
、
移
動
と
交
流

・
民
族
間
関
係
を
扱
う
。
何
を
目
的
に
移
動
す
る
の
か
、
そ
し
て
移
動
す
る
こ
と
で
、

人

々
は
移
動
先

の
地
で
異
な
る
民
族
を
含
む
他
者
と
接
触
し
交
流
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
や
交
流
が
見
ら
れ
る
の

か
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
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陳
論
文
は
、
華
人
の
移
動

の
あ
り
方
と
目
的
に
つ
い
て
、
出
身
地
域
や
世
代

の
違

い
に
留
意
し
、
王
廣
武
の
四
類

型
を
援
用
し
つ
つ
具

体
例

に
も
と
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
ま
ず
、
移
動

の
あ
り
方
と
し
て
、
ア
ジ
ア
間
の
移
動
、
北
米
か
ら
ア
ジ
ア

へ
の
移
動
、
ア
ジ
ア
か

ら
北
米

へ
の
移
動
が
挙
げ
ら
れ
る

(そ
れ
ら
の
う
ち
ア
ジ
ア
か
ら
北
米

へ
の
移
動
が
比
較
的
多

い
)。
目
的
は
移

動
先
地
域
や
世
代
に

よ

っ
て
異
な
る
が
、
た
と
え
ば
ア
ジ
ア
か
ら
北
米

へ
移
動
す
る
場
合
、
戦
前
は
仕
事
を
得
る
た
め
、
戦
後
は
政
治
的
不
安
か
ら
安
定
的

な
生
活
を
得

て
市
民
権
を
取
得
し
た
り
、
医
療
福
祉
、
留
学
な
ど
の
た
め
で
あ
る
。
次

い
で
、
ア
ジ
ア
間
の
移
動
を
し
た
親
の
元
に
生
ま

れ
た
次
世
代
は
ア
ジ
ア
か
ら
北
米

へ
移
動
す
る
傾
向
が
あ
り
、

ア
ジ
ア
か
ら
北
米

へ
移
動
し
た
親
の
元
に
生
ま
れ
た
次
世
代
は
北
米
か
ら

ア
ジ

ア
へ
の
移
動
傾
向
が
あ
る
な
ど
、
世
代
に
よ

っ
て
移
動

の
あ
り
方
が
異
な
る
。
こ
う
し
た
傾
向

の
背
景
に
、
華

人
は
世
代
に
関
わ
ら

ず
頻
繁

に
移
住
し
て
い
る
が
、
家
族
が
国
境
を
越
え
て
分
散
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
低

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
移
動

の
目
的
の

な
か

で
も
、
欧
米
に
移
動
す
る
場
合
は
市
民
権
や
教
育
の
た
め
、
ア
ジ
ア
に
移
動
す
る
の
は
ビ
ジ
ネ

ス
や
仕
事
の
た
め
と
違

い
が
見
ら
れ

る
。
く

わ
え
て
国
籍
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
、

一
般
的
に
両
者
は
別
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
移
動
先
国
の
法
制
度
や
移
民

政
策

の
違

い
に
よ

っ
て
は
事
情
が
異
な
り
、
ア
ジ
ア

(日
韓
)
に
移
動
し
た
も
の
は
両
者
を
同

一
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
傾
向
が
あ
る

と

い
う
。
移
動
の
目
的
、
す
な
わ
ち
移
動
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
移
民
が
何
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
来
て
、
現
在
ど

の
よ
う
な
傾
向
に
あ

る
の
か
が
世
代
別
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

長
谷

川
論
文
は
、
雲
南
省
西
部
徳
宏
地
域
の
タ
イ
族
に
つ
い
て
、
雲
南

・
ビ
ル
マ
ル
ー
ト
の
建
設
と
そ
れ
に
と
も
な
う
交
易
活
動
、
宗

教

(仏

教
)
活
動
、
漢
族
移
民

の
流
入
、
在
地
の
土
司
の
道
路
建
設

へ
の
関
与
な
ど

の
動
き
を
検
討
し
て
い
る
。
雲
南

・
ビ
ル
マ
ル
ー
ト

は
、
十

九
世
紀
末
の
騰
越

・
バ
モ
ー
ル
ー
ト
や

一
九
三
〇
年
代
以
降
の
国
際
輸
送
路

「
潰
緬
公
路
」
で
あ
る
が
、
こ
の
道
を
通

っ
て
牛
の

隊
商

な
ど
に
よ

っ
て
様
々
な
物
資
が
も
た
ら
さ
れ
商
業
が
活
性
化
し
、
ま
た
巡
礼
、
仏
像

の
購
入
な
ど
宗
教

(仏
教
)
の
広
域
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
の
成

立
す
る
ル
ー
ト
と
も
な

っ
た
。
人
の
移
動
や
文
化

の
伝
播
に
交
通
路
が
果
た
し
た
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ト
の
建
設
に

際
し
て
、
要
衝
に
位
置
す
る
徳
宏

の
土
司
が
そ
の
統
治
組
織
を
利
用
し
て
取
り
組
ん
だ
。
土
司
は
タ
イ
族
、
漢
族
、
非
タ
イ
族
か
ら
な
る
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複
合
社
会
で
あ
る
が
、
漢
族
の
農
民
や
季
節
商
人
が
漢
族
式

の
家
屋
や
姓

・
年
中
行
事

・
教
育
な
ど
を
タ
イ
族
に
も

た
ら
し
た
。
か
く
し

て
文
化
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
表
出
に
お
い
て
、
漢
族
の
影
響
を
受
け
た
雲
南
側
タ
イ
族
と
ビ

ル
マ
の
シ
ャ
ン
人
と

で
相
違
が
生
じ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

塚

田
論
文
は
、
広
西
の
壮
族
と

ベ
ト
ナ
ム

へ
移
住
し
た

ヌ
ン
族
と

の
社
会
文
化
の
異
同
、
両
者

の
間

の
交
易
、
親

戚

・
友
人
の
往
来
、

同
年
関
係
に
よ
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、
通
婚
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
季
節
的
な
出
稼
ぎ
な
ど
の
動
き
を
検
討
し
て
い
る
。

双
方
の
イ
メ
ー
ジ
に

つ
い
て
も
検
討
し
、
自
民
族
を
基
準
と
し
て
相
手
を
同
じ
言
語
を
話
す
人
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
族
名
よ
り
も
実
際
使
用

さ
れ

て
い
る
言
語
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
同
じ
言
語
を
話
す

「講
土
」
意
識
に
基
づ
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
ヌ
ン
族

の
も
と
で
、
ベ
ト
ナ
ム
へ
移
住
し
た
後
に
キ
ン
族

の
影
響
を
受
け
て
漢
字

・
漢
語
能
力
を
も

つ
も
の
が
減
少
し
て
い

る
が
、
漢
字
保
持
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
に
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
国
境
に
住
む
人
々
が
政
治
的
な
国
境
線
を
意
識
し
な
が
ら
も

そ
れ
を
相
対
化
し
て
い
る
現
状
が
示
さ
れ
、
人
々
の
立
場
か
ら
国
境

の
持
つ
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
の
必
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

武
内
論
文
は
、
十
八
～
十
九
世
紀
の
雲
南
南
部
の
主
要
な
交
易
品
で
あ
る
茶
と
綿
花
に
焦
点
を
当

て
て
、
そ
の
生
産
と
流
通
を
担

っ
た

山
地
民

・
漢
族
移
民
の
動
向
を
検
討
し
て
い
る
。

ハ
ニ
族
や
プ
ー
ラ
ン
族
な
ど
の
山
地
民
が
茶
葉
を
栽
培
し
、
タ
イ
系
土
司
が
管
理
す
る

茶
山

で
採
取
さ
れ
る
普
泪
茶
に

つ
い
て
、
清
朝
が
交
易
を
管
理
し
漢
人
客
商
に
よ
る
直
接
買

い
付
け
を
禁
止
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
制
度

は
漢
族
移
住
民
に
よ
る
茶
園
の
掌
握
に
よ

っ
て
形
骸
化
し
、
民
族
対
立
が
勃
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
綿
花
に

つ
い
て
は
雲
南
西
部
で

チ
ン
ポ
ー
族
な
ど

の
山
地
民
が
栽
培
に
従
事
し
た
が
、
商
品
経
済
が
浸
透
す
る
こ
と
で
、
山
地
民

・
平
地
民
関
係
に
変
化
が
生
じ
た
。
こ

の
よ
う
に
十
八
～
十
九
世
紀
に
山
地
民
社
会
に
漢
族
の
移
民

・
商
人
と
と
も
に
商
業
化
の
波
が
及
び
、
以
前

の
よ
う
な
山
地

・
平
地
問
の

共
存

関
係
や
山
地
民
の
社
会
が
変
容
し
て
い
っ
た
。
と
か
く
平
地
民
と
の
違

い
、
独
自
性
が
強
調
さ
れ
が
ち
な
山
地
民

の
社
会
が
、
実
は

移
民
と
商
業
化
を
通
し
て
、
相
互
に
深
く
結
び

つ
き
な
が
ら
歴
史
を
紡
い
で
い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

赤
坂
論
文
は
、
東
イ
ラ
ン
系
騎
馬
遊
牧
民
ア
ス

(
ア
ラ
ン
)
人
の
移
動
の
経
緯
と
移
動
先
で
の
歴
史
を
検
討
し
て

い
る
。
北
カ
フ
カ
ス
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地
域
に
居
住
し
て
い
た
ア
ス
人
は
、
十
三
世
紀
、
モ
ン
ゴ
ル
の
軍
事
行
動
の
結
果
、
カ
フ
カ
ス
に
留
ま

っ
た
者
、

モ
ン
ゴ
ル
に
仕
え
元
朝

の
北
遷
後
は
ア
ズ
ド
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
居
住
す
る
者
に
分
か
れ
た
。
さ
ら
に
、
遠
く

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
移
住
し
た
ヤ
ー
ス
人
も
そ
の

一
部
と
さ
れ
る
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
移
住
し
た
者
は
言
語
が
現
地
化
し
、
モ
ン
ゴ

ル
に
移
住
し
た
者
も
移
住

の
歴
史
的
記
憶
は
失
わ
れ
た
。

前
近
代

の
事
例
で
は
あ
る
が
、
も
と
は
同

一
の
集
団
が
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西

へ
遠
距
離
移
住
を
し
、
移
住
先

で
現
地
社
会
の
影
響
を
受

け
て
文
化
変
容
を
遂
げ
異
な
る
集
団
に
な

っ
て
い
っ
た
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
る
。

6

 

　
文
化
変
容
に
つ
い
て
は
、
先

の
長
谷
川
論
文
で
、
雲
南
側
の
タ
イ
族
が
漢
族

の
文
化
的
影
響
を
受
け
、
ま
た
塚
田
論
文
で
は
ヌ
ン
族
が

キ
ン
族

の
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

で
は
移
動
に
と
も
な

い
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
な
動
き
が
見
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
第
二
部
で
は
、
移
動
と
文
化
変
容

・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
を
扱
う
。
移
動
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
文
化
の
ど

の
側
面
に
ど
の
よ
う

に
変
容

が
見
ら
れ
た

の
か
、
ま
た
文
化
の
変
容
と
と
も
に
移
動
が
人
々
の
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
を
促
し
た
点
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

　
木
村
論
文
は
、
中
国
雲
南
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー

・
タ
イ
経
由

で
台
湾

に
移
住
し
て
き
た
中
国
系

ム
ス
リ
ム
に

つ
い
て
、
そ
の
コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ
内

部
で
の
社
会
関
係
が
変
化
し
、
外
部
社
会
と
の
関
係
性
が
新
た
に
構
築
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
宗
教
実
践
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し

て
い
る

の
か
検
討
し
て
い
る
。
社
会
関
係

の
相
違
に
応
じ
て
三

つ
の
社
会
構
造
に
分
類
し
て
、
断
食
明
け
の

「挨
拶

回
り
」
に
よ
る
移
住

の
経
験

の
共
有
を
通
し
た

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築

・
維
持
、
雲
南
ム
ス
リ
ム
の
モ
ス
ク
教
長

へ
の
招

へ
い
に
よ
る
国
境
を
越
え
た
ネ

ッ

ト
ワ
ー

ク
の
保
持
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

・
タ
イ
で
行
わ
れ
て
い
た
祭
礼
が
台
湾

へ
の
移
住
後
に
現
地
の
漢
人
社
会
と
の
相

互
作
用
の
な
か
で
行

わ
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
考
察
し
て
い
る
。

　
松
本
論
文
は
、
雲
南
ム
ス
リ
ム
知
識
人
が
、
伝
統
社
会
か
ら
近
代
社
会

へ
の
転
換
と

い
う
激
動
期
に
、
自
ら
の
宗

教
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ



テ
ィ
を

ど
う
認
識
し
、
ど
う
再
構
築
し
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
生
存
を
図
ろ
う
と
し
た
の
か
、
ム
ス
リ
ム
の
国
境
を
越
え
た
移
動
と
情
報
獲

得
の
及
ぼ
し
た
作
用
に
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
ム
ス
リ
ム
雑
誌
の
刊
行
を
通
じ
て
検
討
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
後
半
に

マ
ッ
カ
巡
礼
か
ら
伝

統
的
な

「存
在

一
性
論
」
を
持
ち
帰

っ
た
が
、
回
民
蜂
起
を
経
て
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
播
、
科

学
技
術
、
帝
国
主
義

・
国
民
国
家
、
新
式
教
育
な
ど

「近
代
」
が
押
し
寄
せ
る
な
か
で
、
中
東

・
日
本
を
訪
れ
た
宗
教
指
導
者

.
知
識
人

た
ち
が
新
た
な
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化

・
宗
教
教
義
を
利
用
し
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
着
手
し
、

エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
と
し
て
の

「回

族
」
認
定
運
動
を
進
め
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
動
き
は

「
中
国
社
会
で
周
縁
と
い
う
劣
位
に
置
か
れ
た
」
ム
ス
リ
ム
知
識

人
が

「被
圧
迫

・
被
抑
圧
を
止
揚
し
、
少
数
者
と
し
て
生
き
延
び
る
た
め
の
模
索
」
で
あ
る
と

い
う
。

吉

野
論
文
は
、
中
国
か
ら
タ
イ

へ
焼
畑
耕
作
を
行

い
な
が
ら
移
住
し
た

ユ
ー
ミ
エ
ン

(中
国
で
は
ヤ
オ
族
)

に
つ
い
て
、
社
会
組
織
、

儀
礼

、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
物
質
文
化
の
諸
般
に
及
び
変
容
が
生
じ
た
こ
と
を
、
タ
イ

・
中
国

の
場
合
を
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
る
。

社
会
組

織
に
つ
い
て
は
タ
イ
の
ユ
ー
ミ
エ
ン
の
場
合
、
父
系
的
傾
向
が
強

い
が
、
中
国
の
場
合
、
婿
養
子
や
キ
ョ
ウ
ダ
イ
で
姓
を
分
け
る

「両
頭
頂
」
で
あ
る
こ
と
、
儀
礼

「度
戒
」
に

つ
い
て
は
儀
礼
の
種
類

・
細
目

・
儀
礼
名

の
ほ
か
、
タ
イ
で
は
同
姓

父
系
親
族
、
中
国
で

は
同
じ
村
の
者
と
い
う
参
加
資
格
者
に
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
自
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
表
出
に
関
し
て
、
タ
イ
で
は
漢
字
だ
が
、
中

国
で
は
道
教
宗
派
が
他
集
団
に
対
す
る
示
差
的
文
化
要
素
と
な
る
こ
と
、
家
屋

の
様
式

の
違

い
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
場
合
、

物
質
文
化
に
は
多
数
派
民
族
の
漢
族
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
社
会
組
織
上
は
そ
れ
は
必
ず
し
も
強
く
な
く
、
か
え

っ
て
タ
イ
の
ほ
う
に

「古
式

な
」
原
理
が
保
持
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
多
数
派
民
族
の
影
響
と

い
う
よ
り
は
彼
ら
自
身
が
共
通
す
る
ル
ー
ル
を
持
ち
な
が
ら
運
用

が
異
な

っ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

移
動
は
個
人
の
意
思
を
契
機
と
す
る
の
み
な
ら
ず
国
家
の
政
策
に
よ

っ
て
も
行
わ
れ
た
。
木
村
論
文
で
は
雲
南
ム

ス
リ
ム
の
台
湾

へ
の

移
住

は
、
も
と
は
中
国
共
産
党
政
権
成
立
後
の
国
際
関
係
に
起
因
し
て
い
る
。
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長
谷

川
論
文
で
は
移
動
や
交
流

の
大
動
脈

「演
緬
公
路
」

の
建
設
そ
れ
自
体
が
国
家
政
策
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
移
動
は
多
か
れ

少
な
か
れ
国
家
政
策
と
関
わ
り
を
持

っ
て
い
る
。
第
三
部
で
は
、
移
動
と
国
家
政
策
に
つ
い
て
扱
う
。

片
岡
論
文
は
、
ラ
フ
族
の
移
住
に
つ
い
て
、
全
体
の
移
住

の
潮
流
と
個
別
村
落
の
事
例
の
二
方
面
か
ら
国
家
政
策

・
国
際
情
勢
と
の
関

わ
り
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
。
山
地
民
は
国
家

の
観
念
を
持
た
ず
、
常
に
国
家
の
外
に
存
在
し
て
い
た
、
と
か
、
焼
畑
に
よ
り

一
次
林

開
拓
を

繰
り
返
し
た
結
果
い
つ
の
間
に
か
国
家
を
跨
い
で
移
住
し
た
と

い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
見
解
を
批
判
し
、
む
し
ろ
国
家
と

の
関
わ
り
ゆ
え
に
移
住
を
強

い
ら
れ
た
こ
と
を
実
証
す
る
。

マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
は
、
ラ
フ
族
は
、
十
九
世
紀
初
に
漢
人
地
主
と
清
朝
に

追
わ
れ
て
東
南
ア
ジ

ア
側
に
移
住
を
開
始
し
、
同
世
紀
末
に
は
、
ビ
ル
マ
の
英
領
化
に
と
も
な

っ
て
直
接
統
治
を
め
ざ
す
清
朝
支
配
に
抵

抗
し
て
移
住
す
る
。
同
時
期
に
キ
リ
ス
ト
教

へ
改
宗
し
た
。
そ
し
て
民
養
村

の
個
別
事
例
の
検
討
か
ら
は
、
第
二
次
大
戦
期
か
ら
宣
教
師

に
率

い
ら
れ
て
英
米
軍

・
蒋
介
石
を
支
援
し
、

一
九
四
九
年

の
中
華
人
民
共
和
国
成
立
を
機
に
国
民
党
軍
に
随

っ
て
移
住
し
、
反
共
蜂
起

に
加
わ

っ
た
が
、
敗
れ
て
ビ
ル
マ
へ
、
の
ち
タ
イ

へ
移
住
し
た
。
こ
の
よ
う
な
国
際
情
勢

の
変
化
に
よ

っ
て
、
現
代
冷
戦
史
の
最
前
線
を

担
わ
さ
れ
移
住
を
強

い
ら
れ
て
き
た
動
き
が
示
さ
れ
て
い
る
。

谷
口
論
文
は
、
移
動
と
い
う
よ
り
、
国
家
の
民
族
政
策
自
体

の
方
向
性
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
中
国
の
少
数
民
族

「
ミ
ャ
オ
族
」
の

内
部
に
は
文
化
的
多
様
性
を
も

つ
下
位
集
団
が
顕
著
で
あ
る
が
、
言
語
や
文
化
的
側
面
か
ら
下
位
集
団

の
行
動
や
言

説
を
検
討
し
て

い

る
。
民
族
幹
部
や
そ
の
民
族
の
知
識
人
た
ち
は

「上
か
ら
」
、
「
民
族
」
と
し
て
の

「
ミ
ャ
オ
族
」

へ
の
方
向
性
を
志
向
す
る
が
、
民
衆
は

下
位
集

団
や
地
域
社
会

へ
の
志
向
性
を
も

つ
。
前
者
は
、
文
字
創
製
と
言
語
使
用
に
お
け
る
漢
字
漢
語
優
先
の
傾
向

や
様
々
な

「
民
族
的

祭
典
」

の
創
出
の
際

の
動
き
に
示
さ
れ
る
。
人

の
移
動
と
交
流
と
い
う
課
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
彼
ら
の
楽
器

・
蘆
笙
は
、
本
来
購
買
圏

が
狭
か

っ
た
が
、

一
九
九
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
在
住
の
同
族
で
あ
る

「
モ
ン
」
族
が
訪
れ
、
販
売
し
、
今
日
で
は
海
外
に
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
こ
と
、
ま
た
文
山
チ
ワ
ン
族
ミ
ャ
オ
族
自
治
州
で
行
わ
れ
た
民
族
的
祭
典
の

「花
山
節
」
に
ラ
オ
ス
出
身
の
フ
ラ
ン
ス
の
モ

ン
が
親

族
探
し
に
参
加
す
る
な
ど
海
外
の
同
族
と
の
交
流
の
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
政
治
的
に

「創
造
」
さ
れ
た
中
国
の

「
民
族
」
に
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は
内
部
に
下
位
集
団
を
持

つ
場
合
が
多
く
、
ミ
ャ
オ
族
は
そ
の

一
つ
の
事
例
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
下
位
集
団
と
移
動
と
の
相
関
関
係
も

今
後
注
目
さ
れ
る
。

岡
論

文
は
、
十
六
世
紀
初
か
ら
十
八
世
紀
中
葉
に
か
け
て
の
清
朝

の
モ
ン
ゴ
ル
統
治
の
複
合
的

・
重
層
的
な
構
造

に
つ
い
て
、
軍
事
組

織
で
あ
る
盟
旗
か
ら
、
歴
代
皇
帝
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
専
属
の
属
民
を
有
し
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
広
覚
寺

へ
寄
進

・
売
却
さ
れ
た
属
民

を
め
ぐ
る
争

い
と
そ
の
処
理
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し
て

い
る
。
こ
の
場
合
、
空
間
的
な
人

の
移
動
と

い
う
よ
り
は
属
民
の
身
分
的
な
移

転
と

い
う
社
会
階
層
の
移
動
で
あ
る
。
検
討
を
通
じ
て
盟
旗
制
度
と
と
も
に
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
チ
ン
ギ
ス

・
ハ
ー
ン
や
ダ
ヤ
ン

・
ハ
ー

ン
以
来

の
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
の
封
建
的
な
主
従
関
係

(
エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ
ア
ト
)
が
別
個
に
併
存
す
る
と

い
う
清
朝

の
モ
ン
ゴ
ル
統
治
体

制
に
お
け
る
二
面
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

楊
論

文
は
、
内

モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
族
た
ち
が
現
代
史
に
お
い
て
た
ど

っ
て
き
た
運
命
に
つ
い
て
、
内

モ
ン
ゴ

ル
か
ら
モ
ン
ゴ
ル

へ

の
越
境
者

の
ラ
イ
フ

・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
ま
じ
え
な
が
ら
検
討
し
て
い
る
。
ヤ
ル
タ
協
定
に
よ
る
内
外
モ
ン
ゴ
ル
の
合
併
阻
止
と
い
う
国

際
情
勢

、
文
化
大
革
命
の
際

の
弾
圧
な
ど
の
中
国
の
国
内
事
情
、
さ
ら
に
現
在

の
内
モ
ン
ゴ
ル
の
国
境
防
衛
の
強
化

な
ど
の
統
合
政
策
に

よ

っ
て

「心
の
自
由
」
を
尊
ぶ
モ
ン
ゴ
ル
族
は
分
断
さ
れ
続
け
て
き
た
。
と
か
く
政
治
的
な
統
合
を
志
向
し
が
ち
な

国
民
国
家
に
よ
る
少

数
民
族

統
治
の
問
題
点
の

一
環
が
、
「振
り
子
」
の
よ
う
に
翻
弄
さ
れ
る
弱
小
民
族
の
立
場
か
ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て

い
る
。

3
以
上
に
よ
り
、
中
国
南
北
の
国
境
地
域
に
お
け
る
人
の
移
動
と
交
流
の
あ
り
よ
う
、
国
家
政
策
と
の
関
わ
り
が
明

ら
か
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
諸

論
文
を
通
観
し
て
移
動
に
関
す
る
南
北
の
違
い
、
山
地
民
と
平
地
民
の
違

い
を

一
瞥
し
よ
う
。

北
部

に
お

い
て
は
、
楊
論
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
の
移
動
は
政
治

の
掣
肘
を
受
け
が
ち
で
あ

っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
族
の
土
地
に
人
為
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的
国
境
線
が
引
か
れ
て
、
内

モ
ン
ゴ
ル
が
中
国
に
組
み
入
れ
ら
れ

「血
肉
を
分
か
ち
あ

っ
た
民
族
」
が
分
断
さ
れ
て
移

動
が
制
限
さ
れ
て

き
た
。

現
在
も
国
境
の
人
の
往
来
は
制
約
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
南
部
の
場
合
は
よ
り
開
放
的
で
あ
る
。
中
越
国
境

は
、
広
西
か
ら
ベ
ト

ナ
ム
へ
南
下
移
住
し
た
ヌ
ン
族
が
、
同
系
の
壮
族
と
交
易
や
文
化
活
動
な
ど
日
常
的
に
越
境
し
て
往
来
し
て
き
た

(塚
田
論
文
)。
中
緬

国
境
は
、
タ
イ
系
の
人

々
は
複
数
の
国
民
国
家
に
所
属
し
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
シ
ス
テ
ム
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
ビ
ル
マ

か
ら
中

国
へ
開
か
れ
た
交
通
路
に
そ

っ
て
交
易
が
行
わ
れ
、
仏
教

の
広
域
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
な
ど
国
境

を
越
え
て
経
済
文
化

面
の
交

流
が
行
わ
れ
て
き
た

(長
谷
川
論
文
)。
国
民
国
家
に
よ

っ
て
統
合
政
策
が
と
ら
れ
、
国
境
線
が
引
か
れ
て
人

々
の
生
活
圏
が
分

断
さ
れ
た
こ
と
は
南
北
に
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
中
国
か
ら
東
南

ア
ジ
ア
大
陸
部
に
か
け
て
居
住
す
る
ユ
ー
ミ
エ
ン
、
モ
ン
な
ど
の
山
地

民
の

一
部
が
ラ
オ
ス
内
戦
に
よ

っ
て
難
民
と
し
て
海
外
に
逃
れ
る
な
ど
政
治
の
影
響
も
受
け
た
。
し
か
し
、
北
方
で
は
米
ソ
冷
戦
、
中
ロ

関
係
の
国
際
情
勢
の
影
響
を
長
期
間
受
け
て
よ
り
厳
し
い
統
合
に
な
り
が
ち
で
、
人
々
が
国
境
を
相
対
化
す
る
こ
と

が
可
能
な
環
境
に
な

り
に
く

か

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

こ
の
外
に
、
北
部
に
お
け
る

(生
業

・
生
活
様
式
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
)
民
族
の
流
動
性
の
相
対
的
な
高
さ

(赤
坂
論
文
)
、
さ
ら

に
は
中
央
と
の
歴
史
的
な
関
係
の
濃
淡

の
相
異

(岡
論
文
)
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

山
地
民
の
場
合
、
平
地
か
ら
波
及
し
た
商
業
化
や
漢
族
移
民
の
影
響
を
受
け
て
社
会
が
変
容
し

(武
内
論
文
)
、
平
地
民
族
の
圧
迫
や

国
家
の
政
策
が
山
地
民
の
移
動
の
引
き
金
に
な
る

(片
岡
論
文
)
な
ど
、
山
地
民
と
平
地
民
と
は
相
互
に
深
く
結
び
付

い
て
い
た
。
ま
た
、

文
化
的
に
も
そ
れ
ぞ
れ

の
国
家
の
多
数
派
民
族
の
影
響
を
受
け
て
き
た

(吉
野
論
文
)。
し
か
し
他
方
で
、

ユ
ー
ミ

エ
ン
の
例
の
よ
う
に

漢
族
文

化
を
受
容
し
つ
つ
も
、
そ

の
漢
族
文
化
を
運
用
し
て
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
す
る
よ
う
な
戦
略

を
と

っ
て
き
た

(吉

野
論
文

)。
山
地
民
も
平
地
民
同
様
に
国
民
国
家

の
統
治
下
に
置
か
れ
、
と
き
に
冷
戦

の
最
前
線
を
担
わ
さ
れ
た
が
、

そ
う
し
た
環
境
に

お

い
て
彼
ら
自
身
の
選
択
し
た
文
化
的
適
応
様
式

の
平
地
民
と

の
違

い
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

本
書

の
多
く

の
論
文
で
は
、
人
々
は
国
境
を
越
え
て
移
動
し
て
き
た
し
、
移
動
は
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て

い
る
。

Ol



人
々
の
日
常
生
活
の
維
持
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
、
経
済
活
動
や
文
化

の
伝
播
、
さ
ら
に
は
多
様
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
は
国
境
を
越
え

て
展
開

さ
れ
て
き
た
。
人
々
の
日
常

の
営
為
は
国
境
を
相
対
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
タ
イ
系
の
人

々
は
国
境
を
越
え

て
汎
タ
イ
意
識
を
共

有
し
て

い
る

(長
谷
川
論
文
)
し
、
壮
族

・
ヌ
ン
族
は
国
境
を
越
え

て
同
じ
言
語
を
話
す
と

い
う
意
識
を
持

っ
て

い
る

(塚
田
論
文
)
。

さ
ら
に
モ
ン
ゴ
ル
人

の
問
で
の
国
境
を
越
え
た
同
胞
意
識
が
顕
著
で
あ
る

(楊
論
文
)
な
ど
、
人

々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
国
境
を
越

え
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
よ
う
に
は
南
北
で
環
境
や
歴
史
的
な
経
緯
等

に
起
因
す
る
相
異
が
あ
ろ
う
が
、

い

ず
れ
に
し
て
も
国
境
を
越
え
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
々
は
国
境
の
果
た
す
作
用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
現
在
の
華
人
の
場
合
は
家
族
の
分
散
を
含
め
て
越
境
移
動
に
抵
抗
が
な

い

(陳
論
文
)
と
い
う
が
、
諸
民
族
の
国
境
認
識
は
ど

の
よ
う

で
あ
る
の
か
、
国
際
的
な
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
で
異
な
る
国
家

に
分
か
れ
た
同
族
の
動
向
を
知
る
こ
と
の
で
き
る

(吉
野
論
文
)
現
在
、

動
向
が
ま
す
ま
す
注
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
境

の
も

つ
意
味
に
つ
い
て
人
々
の
目
線
か
ら
見
直
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
国
境

を
め
ぐ
る
さ
ら
な
る
文
化
的
な
研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

注

中

国

に
お
け

る
人

の
移
住

の
研
究

と
し

て
、

中
国

国
内

に

お
け

る
漢
族

の
移
住

方
式

を
扱

っ
た
西
澤

治
彦

の
研

究

は
重
要

で
あ

る

[
西
澤

一
九
九

二
]
。
な
お
、
中
国
人
の
移
動
に
関
す

る
諸
論
文

の
目
録
が
付
せ
ら
れ
て

い
る
。
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