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第
Ⅲ
部

移
動
と
国
家
政
策



一

ア
ジ
ア
周
縁
社
会
に
お
け
る
移
住
と
国
家
権
力

　
-

華
南

・
東
南
ア
ジ
ア
山
地
民
ラ
フ
の
事
例
か
ら
ー

片

岡
　
樹

は
じ
め
に

　
国
家
と
移
住
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
こ
ん
な
説
明
が
あ
る
。
国
境
と

い
う
の
は
近
代
国
家
が
作
り
出

し
た
虚
構
で
あ
る
。

歴
史

の
大
部
分
を
通
じ
、
人

々
は
そ
ん
な
も
の
と
は
無
関
係
に
移
動
し
、
生
活
を
営
ん
で
き
た
。
国
家
権
力
や
国
境
線

と
い
う
の
は
、
そ

う
し
た
人
々
の
当
た
り
前
の
生
活
を
不
自
然
に
規
制

・
分
断
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
。
そ
う

い
う
主
張
を
よ
く
耳
に
す
る
。
陸
上
で

国
境
を
接
し
、
そ
こ
を
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
往
来
し
て
き
た
大
陸
部
ア
ジ
ア
の
現
実
に
つ
い
て
は
、
我

々
島
国
の
国
民
は
ど
う
し
て
も
想

像
力
が
及
び
に
く
い
。
そ
う
し
た
我

々
の
視
野
を
広
げ
、
啓
蒙
す
る
と

い
う
文
脈
で
よ
く
で
て
く
る
説
明
で
あ
る
。

　
あ
ら

か
じ
め
言

っ
て
お
け
ば
、
こ
う
し
た
主
張
は

一
般
論
と
し
て
は
全
く
正
し

い
。
た
だ
し
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
「
国
家
権
力
か
ら

自
由
に
国
境
を
動
き
回
る
人
々
」
と
い
う
の
は
、
我
々
の
想
像
力
の
な
か
で
は
あ
ま
り
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
響
く
。

こ
の
想
像
力
が
た
く

ま
し
す

ぎ
る
と
、
や
や
現
実
離
れ
し
た
誇
張
が
ひ
と
り
歩
き
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
ん
ど
は
逆
の
意
味
で
、
大
陸
部
ア
ジ
ア
に
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お
け

る
国
家
や
移
動
と
い
う
問
題
を
等
身
大
に
と
ら
え
る
こ
と
が
難
し
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ

の
種
の
ロ
マ
ン
が
投
影
さ
れ
や
す

い
人

々
と

い
え
ば
、
大
陸
部
ア
ジ
ア
の
場
合
は
遊
牧
民
か
山
地
焼
畑
民
が
筆

頭
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
本
報
告
で
は
、
特
に
中
国
か
ら
ビ
ル
マ
、
タ
イ

へ
と
移
動
し
て
き
た
山
地
民
ラ
フ
の
事
例
を
取
り
あ
げ
る
。
結
論

を
前
倒
し
し
て
言
う

と
、

一
見
国
家
と
無
縁
に
居
住
地
を
選
択
し
て
き
た
か
に
見
え
る
人

々
の
移
住
も
ま
た
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
国
家
権

力
と
の
関
係
に
規
定

さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
。
そ
れ
が
本
報
告
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

1

華
南

・
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
山
地
民
の
移
住
1

そ
の
一
般
論
1
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華
南

・
東
南

ア
ジ
ア
大
陸
部
山
地
民
に
よ
る
国
境
を
越
え
た
移
住
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
論
者

の
立
場
に
応
じ
て
否
定
的
に
も
肯
定
的
に
も
評
価
さ
れ
て
き
た
。
否
定
的
な
評
価
と
し
て
は
、
国
家

へ
の
帰
属
意
識
や
忠

誠
心

に
欠
け
る
人
々
が
国
境
を
無
視
し
て
好
き
勝
手
に
往
来
し
森
林
を
焼
き
払

っ
て
い
る
と

い
う

コ
メ
ン
ト
な
ど
が
典
型
的
で
あ
る

[9

K
h
a
c
h
a
t
p
h
a
i
 
1
9
9
6

]
。

い
っ
ぽ
う
肯
定
的
な
評
価
と
し
て
は
、
山
地
を
国
境
線

で
分
割
す
る
の
は
平
地

の
為
政
者

の
都
合
に
す
ぎ
ず
、

山
地

は

一
貫
し
て
山
地
民
固
有
の
テ
リ
ト
リ
ー
で
あ
り
続
け
た

の
だ
と

い
う
説
明
な
ど
が
あ
る

[
c
f
.
 
m
c
C
a
s
k
i
l
l
 
a
n
d
 
K
a
m
p
e

(
e
d
s
.

)

一8
刈
]
。

　
こ
う
し
た
評
価
の
差
は
、
近
代
国
家
の
観
点
か
ら
少
数
民
族
問
題
を
と
ら
え
る
か
、
あ
る

い
は
少
数
民
族

の
立
場
か
ら
近
代
国
家
を
告

発
す

る
か
の
立
場
の
差
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
両
者
は
あ
る
基
本
的
な
前
提
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
山
地
焼
畑
民
は
国
家
の
観
念
を
も
た
ず
、
常
に
国
家

の
外
に
存
在
し
続
け
て
き
た
と

い
う
前
提
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
ね

　
山

地
焼
畑
民
に
よ
る
越
境
移
住
が
、
し
ば
し
ば
耕
作
適
地
の
選
択

の
累
積
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
た
だ
し
そ

う
し
た
小
刻
み
な
村

の
移
動
と
は
別
に
、
こ
の
地
域
の
山
地
で
は
国
家
権
力
の
境
界
線
を
意
識
的
に
跨
ぐ
長
距
離

・
大
規
模
な
移
住
も
ま



　
　
　

　
　
　
　　　

た
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
参
考

に
な
る
の
が
、
キ
ュ
ラ
ス

[
C
u
l
a
s
 
2
0
0
0

]
に
よ
る
ミ
ク
ロ
移
民

(限
ら
れ
た
領
域
内
で
の
新
規
開
墾

や
村

の
移
転
)
と

マ
ク
ロ
移
民

(国
家
の
境
界
を
跨
ぐ
大
規
模
な
移
住
)
と
の
区
別
で
あ
る
。
彼
は
特
に
後
者

の
移
住
形
態
に
着
目
す
る

こ
と
で
、
中
国
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
シ
ャ
ム

(現
タ
イ
)

へ
の
モ
ン

(中
国
で
は
苗
族
と
も
呼
ば
れ
る
)
の
移
住
を
、

一
九
世
紀

後
半

の
中
国
の
戦
乱
、
そ
の
北
部
イ
ン
ド
シ
ナ

へ
の
波
及
と
そ
れ
に
対
す
る
シ
ャ
ム
の
軍
事
介
入
、

一
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
初
頭
に

か
け
て

の
シ
ャ
ム
領
で
の
ケ
シ
栽
培
の
奨
励
な
ど
に
よ

っ
て
説
明
し
て
い
る
。
以
下
の
本
報
告
で
も
、
こ
う
し
た

マ
ク

ロ
移
民
の
視
点
か

ら
、

一
八
-

二
〇
世
紀
の
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
境
界
領
域
で
生
じ
た
山
地
民
ラ
フ
の
移
住
を
、
同
時
代
の
国
際
関
係
と

の
関
わ
り
の
な
か

で
考
察

す
る
こ
と
に
す
る
。

2

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
移
住

　
ω
　
東
南
ア
ジ

ア
側
の
ラ
フ

　
ま
ず

は
移
住
先

の
東
南

ア
ジ

ア
側
か
ら
、
ラ
フ
の
初
期

の
移
住
を
示
す
記
録
を
み
て
み
よ
う
。
早

い
も

の
で
は
、

一
七
二
六
-

二
七

年

に
雲
南
で
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
反
乱
か
ら
ム
ス
ー

ζ
o
自
ω
ωΦ⊆
×

(ラ
フ
の
他
称
)
が
ラ
オ
ス
に
逃
れ
、
そ
こ
で
ラ
オ

ス
の
王
子
に
捕
ら

え
ら
れ
て
ル
ア
ン
プ
ラ
バ
ン
に
入
植
さ
せ
ら
れ
た
と

い
う
記
録
が
あ
る

[
C
u
l
a
s
 
2
0
0
0

]。
ま
た

一
八
〇
三
年
お
よ
び

一
八
二
八
年
に
は
、

　
　
　
　
　

　ヨ
　

チ

ェ
ン

マ
イ
軍
が
雲
南
に
遠
征
し
多
く

の
カ
ー

・
ク
イ

(ラ
フ
の
他
称
)
を
捕
虜

に
得
た
こ
と
が
チ

ェ
ン
マ
イ
の
年

代
記

に
記
載
さ
れ

て
い
る

[
P
h
o
n
g
s
a
w
a
d
a
n
 
Y
o
n
o
k

]。
前
近
代
東
南
ア
ジ
ア
に
お

い
て
は
、
人
口
密
度
の
低
さ
ゆ
え
に
土
地
で
は
な
く
人
間
が
稀
少
資
源
で

あ

っ
た

た
め
、
平
地
国
家
に
よ
る
対
外
戦
争
は
領
土
拡
張
戦
争
よ
り
は
む
し
ろ
人
間
狩
り
戦
争
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と

が

一
般
的
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
人
間
狩
り
戦
争
が
周
縁
諸
民
族

の
移
住
を
も
た
ら
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る

[
c
f
.
 
K
r
a
i
s
r
i
 
1
9
6
5

]
。

　
戦
争
捕
虜
と
し
て
盆
地
に
入
植
さ
せ
ら
れ
た
人
々
の
ほ
か
、

一
九
世
紀
初
頭
に
は
東
南
ア
ジ
ア
側
の
山
地
に
も

一
定
数

の
ラ
フ
が
居
住
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し
て

い
た
こ
と
を
示
す
資
料
が
あ
る
。

一
八
三
二
年
に
は
雲
南
西
南

の
孟
連

(タ
イ
系
民
族
に
よ
る
盆
地
国
家
)
領
内
で
仏
僧
に
よ
る

反
乱
が
起
こ
り
、
そ
こ
に
は
ビ
ル
マ
側
の
ケ
ン
ト
ゥ
ン
、
ム
ン
ヤ
ン
か
ら
ラ
フ
が
兵
士
と
し
て
参
加
し
て
い
た
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る

[孟
連
俸
族
拉
砧
族
仮
族
自
治
県
志
編
纂
委
員
会
編
　

一
九
九
九
]。

　

一
九
世
紀
末
に
な
る
と
、
西
洋
人
の
植
民
地
行
政
官
や
旅
行
者
に
よ
る
記
録
の
な
か
に
ラ
フ
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
英

領
ビ

ル
マ
で

一
九
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
た

『上
ビ
ル
マ
・
シ
ャ
ン
州
地
名
録

爵

・ミ
ミ
ミ
§

ミ
b。ミ
§

§
職
警

象
§

ぎ

箆

の

「
ラ
フ

部
族
T
h
e
 
L
a
h
u
 
T
r
i
b
e

」
と

い
う
項
目
で
は
、
ラ
フ
は
次
の
よ
う

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
ム
ン
カ
ー

(西
盟

)
の
首
長
が
語
る
口

　
　
　
　
　　　

承
史
と
し
て
、
か

つ
て
K
y
a
n
 
S
i
t
 
F
u

と
呼
ば
れ
る
神
秘
的
人
物
が
三
十
六
尊
仏
の
建
設
を
命
じ
、
そ
れ
以
後
雲
南

で
は
大
仏
爺
が
活
仏

と
し

て
支
配
す
る

「南
柵

・
東
主
王
国
N
a
n
 
C
h
a
 
T
o
n
g
 
C
h
u
 
K
i
n
g
d
o
m

」
が
繁
栄
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
王
国

が
英

国
の
上
ビ
ル
マ
占
領
を
脅
威
と
み
な
す
雲
貴
総
督
に
よ

っ
て
征
服

・
解
体
さ
れ
、
そ
れ
に
伴

い
多
く
の
ラ
フ
が
ビ
ル
マ
側
に
逃
亡
し

た
こ
と
、
お
よ
び
、
ム
ン
カ
ー
の
首
長
は
現
存
す
る
唯

一
の
大
仏
爺
で
あ
る
こ
と
が
ふ
れ
ら
れ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
ラ
フ
の
南
下
移
住

は
現
在
も
継
続
中
で
あ
り
、
彼
ら
は
遊
動
的

で
そ
の
移
住

の
最
南
端
は
チ

ェ
ン
マ
イ
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
ま
た
生
業
と
し
て
は
、
南
部

(
タ
イ

国
境
近
く
)
で
は
稲
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
が
北
部

(中
国
国
境
近
く
)
で
は
ケ
シ
の
ほ
か
ラ
イ
麦
、
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
が
主
作
物

で

稲
は
栽
培
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
土
地
が
あ
れ
ば
水
田
耕
作
を
試
み
る
場
合
が
あ
る
が
そ
う
し
た
機
会
は
非
常
に
ま
れ
で

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る

[
S
c
o
t
t
 
1
9
9
0

]
。
こ
こ
か
ら
は
、
雲
南
で
の
国
家
権
力
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
ラ
フ
の
移
住
を
う

な
が
し
て
い
る
こ
と
、

移
住

の
波
は
当
時
す
で
に
ビ

ル
マ
を
経
て
タ
イ
側
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
生
業
は
主
に
焼
畑
農
耕
で
あ

っ
た
こ
と
を

読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

ハ
レ
ッ
ト
が

一
八
七
六
年
に
シ
ャ
ム
領
内
で
行

っ
た
鉄
道
建
設
調
査
の
紀
行
文
に
も
ラ
フ
が
登
場
す
る
。
彼
ら
の

一
行
は
シ
ャ
ム
領
最

北
端

の
チ
ェ
ン
ラ
イ
で
ラ
フ
と
接
触
し
、
そ
こ
で
は
嬬
米
、
煙
草
、
綿
、
唐
辛
子
な
ど
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。

こ
れ

は
お

そ
ら
く
は
焼
畑
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

ハ
レ
ッ
ト
は
次

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
人
種

の
最

264第皿部　移動と国家政策



高
位

の
者
は
サ
ル
ウ
ィ
ン
川

の
東
岸
、
ケ
ン
ト
ゥ
ン
の
北
西
三
〇
日
の
と
こ
ろ
に
い
る
。
そ
こ
に
は
彼
ら
の
主
邑
K
o
o
-
l
i
e
 
M
u
a
n
g
 
K
h
a

(西
盟

)
が
、
サ
ル
ウ
ィ
ン
に
注
ぐ
メ
ー
ヵ
1
川
の
源
流

に
位
置
し
て
い
る
[
H
a
l
l
e
t
t
 
1
9
8
8

]
。
」
ム
ン
カ
ー
な

い
し
西
盟
と

い
う

の
は
、

右

の
ス

コ
ッ
ト
の
記
録
に
登
場
す
る
ラ
フ
首
長

(「南
柵

・
東
主
王
国
」
の
流
れ
を
汲
む

「最
後
の
大
仏
爺
」
)
の
居
住

地
で
あ
る
こ
と
を

想
起
さ

れ
た
い
。
こ
の
首
長
の
影
響
力
は
、
シ
ャ
ム
領
に
南
下
し
た
ラ
フ
の
あ
い
だ
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
に
な

る
。

　

マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
よ
る
シ
ャ
ム
領
の
測
量
紀
行

(
一
八
八

一
-

一
八
九
三
)
の
な
か
に
も
、
ラ
フ
に
関
す
る
記
述
を

見
出
す
こ
と
が
で

き
る

[
M
c
C
a
r
t
h
y
 
1
9
9
4

]。
彼
ら
も
ま
た

一
八
九

一
年
に
シ
ャ
ム
領
北
端
の
ム
ア
ン

・
フ
ァ
ー
ン

(チ
ェ
ン
ラ
イ

の
西
)
で
ラ
フ
と
接

触
し
て

い
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。
「
ム
ス
ー
は
本
来
は
中
国
を
出
身
地
と
す
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
自
身

の
説
明
に
よ

れ
ば
、

彼
ら
は
勇
敢
な
兵
士
で
あ
り
、

つ
い
近
年
に
大
き
な
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
」
彼
ら
は
シ
ャ
ム
領

へ
の
移
住
後
は
、
ム
ア
ン

・

フ
ァ
ー

ン
の
領
主

へ
の
蜜
蝋
の
貢
納
と
引
き
替
え
に
居
住
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
「彼
ら
は
処
女
林

の
開
拓
者
で
あ
り
、
そ
し
て
移
動
す
る
」
と
述

べ
ら
れ
、
栽
培
作
物
と
し
て
は
綿
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
麻
、
稲

(梗
種
)
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。

こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、

一
九
世
紀
末
の
雲
南

で
の
戦
争
が
シ
ャ
ム
領
に
ま
で
及
ぶ
ラ
フ
の
南
下
移
住
を
促
進
し
て
い
る
こ

と
、
移

住
先
で
は
新
た
に
小
盆
地
国
家
と
貢
納
関
係
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
記
述
に
よ
る
限
り
、
生
業
は

一
次
林
開

拓
型
の
焼
畑
農
耕
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
。

　
以
上
は
あ
く
ま
で
断
片
的
な
情
報
で
あ
る
が
、

一
九
世
紀
末
の
ラ
フ
を
め
ぐ
る
状
況
を
あ
る
程
度
ま
で
は
把
握
で
き
る
。
こ
の
時
期
の

ラ
フ
の
移
住
は
、
ど
う
や
ら
雲
南
で
ラ
フ
独
自

の
政
治
的

・
宗
教
的
統
合
が
解
体
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
促
進
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
ら
残
党
勢
力
の
あ

い
だ
で
隠
然
た
る
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
の
が
西
盟

(ム
ン
カ
ー
)
の
首
長

で
あ
り
、
移
住
者
た
ち
は
焼

畑
農
耕

を
く
り
返
し

つ
つ
さ
ら
な
る
南
下
を
進
め
て
い
た
。
そ
う

い
っ
た
お
お
よ
そ
の
見
取
り
図
が
得
ら
れ
よ
う
。
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図

　
清
朝
中
期
の
雲
南
ラ
フ

　
前

節
で
の
検
討
か
ら
は
、
遅
く
も

一
九
世
紀
初
頭
に
は
雲
南
か
ら
東
南

ア
ジ
ア
側

へ
の
ラ
フ
の
移
住
が
始
ま

っ
て

い
る
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
次
に
視
点
を
雲
南
側
に
転
じ
、
そ
う
し
た
移
住
の
プ

ッ
シ

ュ
要
因
と
な

っ
た
政
治
的
混
乱
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ

っ
た
の

か
を
見
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
は
そ
れ
に
先
立

っ
て
、
雲
南
西
南
部
の
ラ
フ
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ラ
フ
は
雲
南
省
北
部
か
ら
明
清
期

に
雲
南
西
南
部

(威
遠
、
鎮
涜
、
車
里
、
猛
猛
、
孟
連
、
取
馬
等
)
に
南
下
し
、
在
地
の
シ
ャ
ン

(タ
イ
系
民
族
)
小
盆
地
国
家
と
服
属

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ら　

関
係
を
結
ぶ
に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
シ
ャ
ン
王
侯
は
中
華
帝
国
に
服
属
し
て
土
司
の
官
職
を
与
え
ら
れ
て
い
た
ほ
か
、

一
部

(車
里
、
孟
連
、
取
馬
)
は
さ
ら
に
ビ
ル
マ
に
も
朝
貢
し
て
い
た
。
ラ
フ
の
居
住
す
る
山
地
は
、
こ
う
し
た
多

重
朝
貢
が
織
り
な
す

伝
統
的
国
際
関
係
の
末
端
に
位
置
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

一
八
世
紀
の
雲
南
に
お
け
る
ラ
フ
の
生
業

に
つ
い
て
は
、
史
書
に
わ
ず
か
な
が
ら
言
及
が
あ
る
。
た
と
え
ば
乾

隆

『雲
南
通
志
』

(巻

二
四
)
に
よ
れ
ば
、
雲
州
に
居
住
す
る
ラ
フ
は
稗
を
食
し
、
そ
の
ほ
か
に
樹
皮
、
野
菜
、
藤
蔓
、
及
び
蛇
、
昆
虫
、
鳥
な
ど
を
採
集
し
て

生
計
を
立
て
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
簡
単
な
記
述
で
は
あ
る
が
、
焼
畑
で
の
雑
穀
栽
培
は
営
ま
れ
て
い
る
も

の
の
、
狩
猟
採
集
生
活

へ
の
依
存
度
が
相
当
に
高
か

っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
時
期
は
前
後
す
る
が
、
雍
正
期

の
威
遠

(現
景
谷
)
周
辺

の
ラ
フ
は
、
農
業
を

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
ソ

行
わ
ず
に
掠
奪
に
よ

っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
ラ

フ
自
身

の
口
承
史
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
貧
弱
な
生
業
は
南
下
の
途
上
で
変
化
を
蒙

っ
た
も
の
の
よ
う

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
緬

寧

(旧
猛
緬
。
現
臨
槍
。
ラ
フ
語
名

ム
メ
ミ
メ
)
に
住
ん
で
い
た
時
代
に
漢
人
か
ら
鉄
器
と
水
田
耕
作
を
学
び
、
た
く
さ
ん
の
良
田
を
ひ

ら

い
た
が
、
漢
人
の
地
主
に
よ

っ
て
そ
れ
を
奪
わ
れ
た
と

い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
際
に
清
朝
政
府
は
漢
人
の
側
に
立

っ
て
ラ
フ
を

攻
撃

し
た
た
め
、
ラ
フ
は
や
む
な
く
南
下
移
住
に
追

い
立
て
ら
れ
て
西
盟
に
至
り
刀
耕
火
種
を
行

っ
た
と

い
う

[《
民
族
問
題
五
種
叢
書
》

雲
南

省
編
輯
委
員
会
編
　

一
九
八
二
]
。
ま
た
猛
緬

(緬
寧
)
で
敗
れ
た
ラ
フ
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
ひ
と

つ
は
羅
孔
叶
と

い
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図t雲 南西南部 と上 ビルマの主要地名

267 アジア周縁社会における移住と国家権力



表1　 19世 紀初頭の政治的組織化(道 光 「雲南通志稿』、『清仁宗実録』よ り)

事 例年

李 文明が猛猛 で蜂 起 し土司 を追放 。運動の組織 化のため に銅 金(張 輔 国)を 招 く。

周辺50か 村が服従。

清朝軍が出動 し反乱を鎮圧。銅 金は放免。

銅 金が ラ フを率い て孟連領 内三猛 五圏(猛 、圏 は地方 行政単 位の 名称)を 支 配下

に。銅金 を崇 拝す るラフ頭人た ちは孟連土 司へ の納税 を拒否。雲 南省 当局に よる

調 停。張輔 国に還俗 を認 め孟連土 司配下の 土 目に任 じ、支配地 で徴税 を代 行 させ

る。

張輔 国 らが周辺土司領 を攻撃。

清朝 軍による軍事介入。 張輔国 を処刑。張 輔国の支配地54か 村 を占領。

1799(嘉 慶4)

1800(嘉 慶5)

1803(嘉 慶8)

1811(嘉 慶16)

1812(嘉 慶17)

う
人
物
の
指
導
下
に
ビ
ル
マ
の
ム
ン
サ
ー
ト
に
至
り
、
も
う
ひ
と

つ
は
張
輔
国

の
指
導
下
に
南
柵
に

至

っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る

[《
民
族
問
題
五
種
叢
書
》
雲
南
省
編
輯
委
員
会
編
　

一
九
八
二
]。

　

こ
れ
ら
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ラ
フ
は
猛
緬

(緬
寧
)
が
漢
人
な

い
し
清
朝
に
征
服
さ
れ
る
の
と
ほ

ぼ
同
時
期
に
水
田
耕
作
を
開
始
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
猛
緬

の
土
司
が
廃

絶
さ
れ
て
清
朝

の
直

轄
領

(緬
寧
城
と
改
称
)
と
な
る
の
が

一
七
四
六

(乾
隆

一
一
)
年

で
あ
る
か
ら
、
仮
に
漢
人
の
猛

緬
征
服
と

い
う
の
が
こ
の
事
件
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
期
は
お
お
よ
そ

一
八
世
紀

半
ば
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ラ
フ
は

一
度
は
漢
人

の
影
響
下
に
定
着
的
な
水
稲
耕
作
を
営
む
よ
う
に

な

っ
た
が
、
そ
れ
が
国
家
権
力
と

の
ト
ラ
ブ
ル
を
生
み
出
し
て
結
果
的
に
さ
ら
な
る
南
下
移
住
に
駆

り
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
移
住
先
は
ビ
ル
マ
に
ま
で
及
び
、
ま
た
移
住

の

途
上
で
は
再
び

一
次
林
開
拓
型
の
焼
畑
に
回
帰
し
て

い
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て

い
る
。

　

ラ
フ
と
国
家
権
力
と
の
ト
ラ
ブ
ル
は

一
九
世
紀
に
も
継
続
す
る
。
こ
こ
で
は
煩
を
避
け
る
た
め
表

1
に
掲
げ
た
が
、

一
九
世
紀
初
頭
に
は
雲
南
西
南
部
で
ラ
フ
の
政
治
的
組
織

化
が
急
速

に
進
展
し
、

山
地
の
名
目
上
の
支
配
者

で
あ
る
シ
ャ
ン
土
司

の
勢
力
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
中
心
と

な

つ
た
の
が
銅
金

(俗
名
張
輔
国
)
と

い
う
漢
人
僧
で
、
彼
は
シ
ャ
ン
土
司

へ
の
納
税
を
拒
絶
す
る

ラ
フ
の
数
十
か
村
を
率

い
て
山
地
に
事
実
上
の
半
独
立
国
家
を

つ
く
り
あ
げ
る
。
清
朝
は
や
む
な
く

彼
を
下
級
土
司
に
任
じ
て
ラ
フ
地
区
の
支
配
を
委
ね
る
が
、
シ
ャ
ン
土
司
領

へ
の
圧
迫
が
さ
ら
に
続

い
た
た
め
に
最
終
的
に
清
朝
は
軍
事
介
入
を
行

い
張
輔
国
を
処
刑
し
て
い
る
。

な
お
張
輔
国
が
拠
点

と
し
た
の
が
孟
連
領
山
地
の
南
柵
の
仏
房
で
あ
り
、
さ
き
の

『上
ビ
ル
マ

・
シ

ャ
ン
州
地
名
録
』
で

ふ
れ
ら
れ
て
い
た

(仏
爺
に
率

い
ら
れ
た
)
「
南
柵

・
東
主
王
国
」

の
勃
興
と

い
う

の
は
こ
の

一
連
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の
事
件

を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
嘉
慶
期

の
清
朝
に
よ
る
ラ
フ
地
区

へ
の
軍
事
介
入
に
際
し
て
は
、
大
量

の
ラ
フ
が
外
部
に
逃
亡
し
、
多
く
の
田
地
が
荒

廃

に
帰

し
た
た
め
、
残

っ
た
ラ
フ
の
頭
人
た
ち
が
漢
人
の
入
植
を
歓
迎
し
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

[雲
南
省
双
江
拉
砧
族
仮
族
布
朗
族

俸
族
自
治
県
地
方
志
編
纂
委
員
会
編
　

一
九
九
五
]。
一
九
世
紀

の
ラ
フ
の
ビ
ル
マ
へ
の
移
住
は
、
こ
の
よ
う
に
水
田
耕
作
の
導
入
に
よ

つ

て
社
会
的
凝
集
力
を
高
め
た
ラ
フ
が
政
治
的
に
自
立
化
し
、
そ
れ
が
外
部

の
武
力
干
渉
を
招
い
た
結
果
と
し
て
進
め
ら

れ
て
き
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る

[片
岡
　
二
〇
〇
七
]。

　
(
3
)
　
中
緬
国
境
問
題
と
千
年
王
国
主
義

　
次
に

一
九
世
紀
末

の
大
量
移
住

の
政
治
的
背
景
を
み
て
い
き
た

い
。
張
輔
国
が
滅
ぼ
さ
れ
、
清
朝
軍
が
撤
退
し
た
後

は
、
雲
南
西
南

ラ

フ
地
区

で
は
再
び
仏
僧
を
頂
点
と
す
る
半
独
立
的
な
複
数
村
落
統
合
が
再
建
さ
れ
る
。
こ
の
運
動
を
進
め
た
の
が
王
仏
爺
と

い
う
漢
人
僧

で
、
彼

は
自
ら
活
仏
を
称
し
、
配
下
の
仏
爺
が
村
長
を
兼
ね
る
と

い
う

一
種
の
政
教

一
致
的
な
仏
房
連
合
体
を
築
き
あ

げ
て
孟
連
領
山
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

の
大
部
分
を
支
配
下
に
お
さ
め
た
。
彼
は
東
主
仏
房
に
拠
点
を
置
き
東
主
仏
と
も
呼
ば
れ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
支
配
体
制
が

「南
柵

・

東
主
王
国
」

の
後
半
部
分
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
八
五
〇
年
頃
に
王
仏
爺
が
没
し
て
以
後
の
ラ
フ
山
地
は
、
複
数
の
勢
力
が
割
拠
す
る
状
態
と
な

っ
た
。
王
仏
爺

の
後
継
者
と
な

っ
た

三
仏
祖
は
そ

の
教
団
国
家

の
本
拠
地
を
西
盟

(ム
ン
カ
ー
)
に
移
転
し
て
西
盟
仏
を
名
乗
り
、
孟
連
領
山
地
で
は
李
芝
隆
、
石
朝
鳳
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　ら

と
い
っ
た
ラ
フ
の
軍
事
指
導
者
が
各
地
に

「土
城
」
を
築

い
て
王
を
称
し
、
ま
た
猛
猛
領
山
地
で
も
張
輔
国
の
商
を
名
乗
る
張
乗
権

・
張

登
発
父
子
が
山
地
を
統

一
し
て
王
を
称
し
て
い
た
。

　
し
か

し
な
が
ら
こ
れ
ら
諸
勢
力
は
、

一
八
八
〇
年
代
以
降
に
相
次

い
で
清
朝
の
統
治
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
そ
の
間

接
的
な
要
因
と
な

っ
た
の
が
、

一
八
八
五
年

の
第
三
次
英
緬
戦
争
に
よ
る
ビ
ル
マ
滅
亡
と
、
翌
年
の
英
国
に
よ
る
ビ

ル
マ
全
土
の
領
有
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図2　泰緬国境地域の主要地名

宣
言
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
際
情
勢
は
雲
南
西
南

の
国
境
防

衛
と
い
う
課
題
を
清
朝
の
当
局
者
の
あ

い
だ
に
急
浮
上
さ
せ

た
。
そ
の
過
程

で
、
ラ
フ
地
区
の
半
独
立
状
態
が
憂
慮
す
べ

き
問
題
と
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
中
緬
両
属
地

域
や
未
統
治
地
域
の
放
置
は
対
英
国
境
交
渉
に
不
利
に
働
く

と
い
う
判
断
、
あ
る
い
は
、
清
朝

の
統
治
に
服
し
て
い
な

い

ラ
フ
の

「
王
」
た
ち
が
英
国
と
同
盟
し

か
ね
な
い
と

い
う
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ　ソ

念
な
ど
が
憂
慮
の
種
と
な

つ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
雲
貴
総
督
と
雲
南
巡
撫
が
出

し
た
答
と
は
、
ラ
フ

山
地

の
宗
主
権
の
所
在
を
明
確
化
し
、
実
効
支
配
の
ア
リ
バ

イ
を
確
立
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ

つ
た
。
そ
の
た
め
に
二
つ

の
政
策
が
採
用
さ
れ
た
。
ひ
と

つ
は
清
朝
に
友
好
的
な
ラ
フ

の

「
王
」
た
ち
に
土
司
の
官
職
を
付
与

す
る
と

い
う
も

の
、

も
う
ひ
と

つ
は
敵
対
的
な
勢
力
を
武
力

で
滅
ぼ
し
て
直
轄
領

に
併
合
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

の
政
策
に
よ
り
、
李

芝
隆
、
石
朝
鳳
ら
孟
連
領
山
地

の

「
王
」
た
ち
は
土
都
司
、

土
把
総
、
土
千
総
と

い
っ
た
土
司
職
に
任
ぜ
ら
れ
、
清
朝
に

対
し
最
も
敵
対
的
で
あ

っ
た
張
登
発
に
対
し
て
は

一
八
八
七

(光
緒

=
二
)
年

に
清
朝
軍
に
よ
る
武
力
征
服
が
敢
行
さ
れ
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る
。
そ

れ
を
受
け
て
鎮
辺
直
隷
庁
が
設
置
さ
れ
、
ラ
フ
山
地
は
清
朝
の
直
轄
統
治
下
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　
こ
の

一
連

の
措
置
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
た
の
が
西
盟
の
三
仏
祖

で
あ
る
。
彼
は
周
辺
の
ラ
フ
諸
勢
力
が
相
次

い
で
清
朝
に
屈
服
す

る
な
か
、

一
八
八
八

(光
緒

一
四
)
年

に
あ

る
予
言
を
残
し
て
世
を
去

っ
て

い
る
。
そ
の
予
言
と
は
、
「
ま
も
な
く
真

の
神
が
再
臨
す

る
、
白

い
人
が
白

い
馬
に
乗
り
白

い
本
を
も

っ
て
ま
も
な
く
や

っ
て
く
る
の
が
そ
の
予
兆
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い

[肖
o

げ
き

お
刈
ρ
9

片
岡
　

一
九
九
八
]。

こ
の
予
言
に
信
愚
性
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
英
国
に
よ
る
調
査
団
の
到
来

で
あ
る
。
当
時

の
英
国

は
ビ
ル
マ
の
服
属
国
の
範
囲
を
認
定
し
て
保
護
領
に
組
み
込
み
、
あ
わ
せ
て
清
朝
と

の
国
境
線
を
画
定
す
る
た
め
の
作
業
と
し

て
、
中
緬
辺
彊
地
域
に
調
査
団
を
派
遣
し
て
は
英
国

へ
の
帰
服
を
打
診
し
て
い
た
。
こ
の
使
節
は

一
八
九
〇
ー
九

一
年

に
孟
連
、
西
盟
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　り

も
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
直
後
か
ら
三
仏
祖

の
予
言
に
連
な
る
千
年
王
国
主
義
的
な
宗
教
運
動
が
続
発
す
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
み
る
限
り
、
当
初
は
無
視
さ
れ
て
い
た
三
仏
祖
の
予
言
が
、
ラ
フ
山
地
を
め
ぐ
る
国
境
交
渉
や
領
有
権
争

い
の
激
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

の
な
か

で
新
た
な
意
味
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
英
領
ビ
ル
マ
と
清
朝
と

の
国
境
協
定
は

一
八
九
四
年
に
締
結
さ
れ
、
そ
こ
で
は
雲
南
西
南

ラ
フ
地
区
の
大
部
分
は
清
朝

の
領
土
と
認
め

ら
れ
た

が
、
西
盟

(ム
ン
カ
ー
)
の
み
は
双
方
が
領
有
権
を
主
張
し
、

一
九
四

一
年
ま
で
係
争
地
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。

そ
し
て
ラ
フ
の
宗

教
運
動

は
こ
の
西
盟
を
中
心
と
し
て
、
雲
南
か
ら
ビ
ル
マ
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一
八
九

一
年
に
は
西
盟
を
拠
点
と
す
る

ラ
フ
仏
教
徒

の

一
斉
蜂
起
が
行
わ
れ
、
清
朝
軍
の
武
力
鎮
圧
を
受
け
る
が
、
首
謀
者
の

一
部
は
降
伏
を
拒
ん
で
逃
亡

し
、

一
八
九
五
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

セ
　

九
六
年

(光
緒
二

一
-

二
二
年
)
に
は
西
盟
を
め
ぐ
る
中
英
双
方
の
対
立
を
利
用
し
つ
つ
反
抗
を
継
続
す
る
。
こ
れ
ら
首
謀
者
た
ち
は
英

国
の
庇

護
下
に
西
盟
で
ゲ
リ
ラ
戦
を
行

い
、
清
朝
軍
の
討
伐
を
受
け
て
英
領
内

へ
と
逃
亡
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
千
年

王
国
主
義
的
宗
教
運
動
に
よ
る
清
朝
支
配

へ
の
反
抗
と
英
領
ビ
ル
マ
へ
の
逃
亡
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
二
〇
世
紀
に
入

っ
て
も
く

り
返
さ
れ
る
。
た
と
え
ば

一
九
〇
三
年

(光
緒

二
九
年
)
に
は
猛
猛
領
山
地

(現
双
江
県
)
で

「妖
人
」
と
張
登
発

の
遺
児
ら
に
よ
る
反

　
　
　
　
　
　
　

　お　

乱
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
反
乱
も
ま
た
清
朝
軍
に
よ
る
鎮
圧
を
受
け
、
参
加
者
の

一
部
は
ビ
ル
マ
側
に
逃
亡
し
て

い
る
。
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こ
う

し
た
国
境
を
跨

い
だ
千
年
王

国
運
動

の

一
環
を
な
す

の
が
、
同
時
期

に
発
生
し
た
キ
リ

ス
ト
教

へ
の
集
団
改
宗
で
あ
る
。

一
九

〇

一
年
に
バ
プ
テ
ス
ト
伝
道
団
の
宣
教
師
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ヤ
ン
グ
が
英
領
ビ
ル
マ
の
ケ
ン
ト
ゥ
ン
に
着
任
し
、
周
辺
諸
民
族

へ
の
布

教
を

開
始
し
て
い
た
が
、
ラ
フ
の
予
言
者
た
ち
は
こ
れ
を
三
仏
祖
の
予
言

(白

い
人
が
白

い
本
を
も

っ
て
登
場
す
る
)
の
成
就
と
し
て
受

け
取

っ
た
。

一
九
〇
三
年
に
雲
南
で
の
ラ
フ
の
宗
教
反
乱
が
失
敗
す
る
と
ビ
ル
マ
側
で
も
救
世
主

へ
の
待
望
が
に
わ
か
に
強
ま
り
、
「
キ

リ
ス
ト
が
今
月
中
に
出
現
し
、
飲
酒
、
賭
博
、
放
蕩
を
改
め
、
キ
リ
ス
ト
を
救
済
者
と
し
て
受
け
入
れ
ぬ
者
は
そ
の
時
た
だ
ち
に
火
に
く

べ
ら
れ
る
」
と
の
噂
が
広
ま
り
始
め
る
。
そ
し
て

一
九
〇
四
年

に
ケ
ン
ト
ゥ
ン
で
最
初

の
洗
礼
が
行
わ
れ
る
と
、
「真

の
神
が
出
現
し
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　け
　

と
の
噂
と
と
も
に
大
規
模
な
集
団
改
宗
運
動
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
改
宗
運
動
の
雲
南

へ
の
波
及
に
貢
献
し
た
の
が
、
前
述

の

一
九
〇
三
年
反
乱
に
敗
れ
ビ
ル
マ
へ
と
逃
亡
し
た
人
々
で
あ
る
。
中
国
側
の

資
料

に
よ
れ
ば
、
彼
ら
が
ケ
ン
ト
ゥ
ン
で
ヤ
ン
グ
の
教
え
に
ふ
れ
入
信
し
、
の
ち

一
九
二
〇
年
に
彼
と
と
も
に
帰
国
し
て
嬬
福
地
区
に
拠

点
を
設
け
布
教
に
従
事
し
た
と

い
う

[双
江
拉
砧
族
仮
族
布
朗
族
俸
族
自
治
県
民
族
事
務
委
員
会
編
　

一
九
九
五
]
。
彼
ら
の
リ
ー
ダ
ー

で
あ

っ
た
の
が
李
老
大
と

い
う
人
物
で
、
こ
の
李
氏

一
族
は
の
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
徒

ラ
フ
の
ビ
ル
マ
、
タ
イ

へ
の
大
規
模
移
住
を
演
出
す

る
こ
と
に
な
る
。
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3

二
〇
世
紀
後
半
の
移
住

　
ω
　
事
例
と
し
て
の
民
養
村

　
次
に
検
討
す
る
の
は
、
現
代
史
の
な
か
の
移
住
で
あ
る
。
現
在
の
タ
イ
国
北
部
に
は
、
中
国
か
ら
ビ
ル
マ
を
経
て
移
住
し
て
き
た
ラ
フ
の

村
落
が
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
主
に

一
九
七
〇
年
代
以
降
に
急
増
し
た
も

の
で
あ
る
。
以
下
で
は
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
チ

ェ

ン
ラ
イ
県
メ
ー
ス
オ
イ
郡
タ
ー

コ
ー
区
の
民
養
村

の
形
成
過
程
を
と
り
あ
げ
る
。
民
養
村
は
漢
人
部
落
を
中
心
に
ラ

フ
、
ア
カ
、

ア
ク
各



表2　民養村各世帯の移住史

グループ計

22例

15例

7例

5例

49例

世代別内訳

9例

13例

13例

2例

グループ

　Gl

　Gl'

小　計

　G2

　G2'

小　計

　G3

　ND

　計

グループ1:瀾 槍県 →(1949-1952)ケ ン トゥン(ビ ルマ)→(1973)ド イ トゥン(タ イ)

　　　　　　 →(1978)民 養村 。た だし1例 は大躍進期 に中国を出国。1例 は1991年 に

　　　　　　 ケン トゥンか ら民養村 へ。

グループ1':グ ループ1の 移住 にケ ン トゥ ンか ら参加(主 に息子 、娘 婿世帯)。

グループ2:ワ 州(一 部 は中国か らワ州へ)→(1972-1980)シ ャン州南部→(1983-1994)

　　　　　　 民養村 。

グループ2':グ ループ2の 移住 に シャン州南 部か ら参加(グ ループ2の 息子世帯)

グループ3:ワ 州 、 シャン州→(1985-1997)民 養村。 ビルマ領 か ら単独で民養村 に直接

　　　　　　 移住 。

民
族
の
集
落
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、
ラ
フ
部
落
は
二
つ
の
自
然
村

(チ
ャ

ク
村
、
チ
ャ
カ
村
)
か
ら
な
る
。
ラ
フ
部
落
は
い
ず
れ
も
が
住
民
は
バ
プ

テ
ス
ト
派
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
中
国
か
ら
の
移
民
第

一
世
代
に
よ

っ

て
建
設
さ
れ
て
い
る
。

　
表
2
に
掲
げ
た

の
が
、
チ
ャ
ク
村
の
各
世
帯

の
移
住
史
で
あ
る
。
こ
こ

に
示
し
た
の
は
世
帯
主
の
移
住
史
を
、
そ
の
経
路
ご
と

に
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。

グ
ル
ー
プ
ー
と

い
う

の
は
雲
南
省
瀾
槍
県

出
身
者
で
、
主
に

村
の
創
建
に
関
わ

っ
た
グ
ル
ー
プ
で
、
r
と

い
う
の
は

グ
ル
ー
プ
ー
の
移

住
途
上
に
ビ
ル
マ
で
生
ま
れ
た
者
に
よ
る
世
帯
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に

は
移
住
史
を
共
有
し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
2
は
ビ
ル
マ
の
ワ
州

(シ
ャ
ン

州

の
中
国
国
境
沿

い
を
占
め
る
支
州
)
出
身
者
で
2
は
そ
の
息
子
世
帯

で

あ
る
。
グ
ル
ー
プ
3
は
比
較
的
近
年
に
単
独
で
移
住
し

て
き
た
人
々
で
あ

り
、
グ
ル
ー
プ
3
を
構
成
す
る
各
世
帯
が
移
住
史
を
共
有
し
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。

　
こ
の
表
か
ら
は
、
グ
ル
ー
プ
ー
と
r
で
チ
ャ
ク
村
全

四
九
世
帯

の
過
半

を
占
め
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

こ
の
グ

ル
ー
プ
に
共
通
し
て

い

る
の
が
、

一
九
四
九
年

の
中
華
人
民
共
和
国
成
立
直
後
に
中
国
を
離
れ
、

一
九
七
三
年
に
ビ
ル
マ
か
ら
タ
イ
領
に
移
住
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
で
は

そ
う
し
た
移
住
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
て
き
た
の
か
。
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切

　
中
国
か
ら
ビ
ル
マ
へ
の
移
住

　
と

こ
ろ
で
こ
の
グ
ル
ー
プ
r
の
人
た
ち
の
移
住
経
験
に
関
す
る
聞
き
取
り
を
行

っ
て
い
る
と
常
に
話
題
に
な
る
の
が
、
ビ
ル
マ
時
代
は

豊
か
な
水
田
を
も

っ
て
い
た
が
す

べ
て
を
捨
て
て
タ
イ
側
に
や
っ
て
き
た
と

い
う
説
明
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
中
国

を
脱
出
し
た
経
緯
の

な
か

で
も
語
ら
れ
る
。
実
際
に
人

々
の
水
田
指
向
は
強
く
、

一
九
九
〇
年
頃
か
ら
徒
歩
三
時
間
ほ
ど
の
距
離

に
水
田
が
開
か
れ
、
現
在

で

は

一
五
世
帯
が
水
田
耕
作
を
行

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
彼
ら
の
移
住
は
、

一
次
林
開
拓
を
く
り
返
し
た
結
果
と
し
て
い
つ
の
間
に
か
国
境
を

跨

い
で
い
た
と

い
う
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
山
地
民
イ
メ
ー
ジ
と
は
相
当
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
聞
き
取
り
か
ら
受
け
る
こ
の
印
象
を
、
中
国
側
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
確
認
し
て
み
よ
う
。
民
養
村
の
人
々
の
出
身

地
は
、
雲
南
省
瀾
槍

県
の
嬬
福
区
で
あ
る
。
『拉
砧
族
社
会
歴
史
調
査
』

(
一
)
に
は
中
華
人
民
共
和
国
成
立
直
後

の
儒
福
区
に
お
け
る
土
地
利
用
状
況
の
デ
ー

タ
が
収
録
さ
れ
て
い
る

[《
民
族
問
題
五
種
叢
書
》
雲
南
省
編
輯
委
員
会
編
　

一
九
八
二
]。
そ
れ
に
よ
る
と
、
精
福
区
の
可
耕
地
面
積
は

約
六
〇
〇
〇
畝

で
、
現
耕
地
は
可
耕
地
面
積
の
約

一
〇
%
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
水
田
が
三
三
%

(水
田
の
う
ち
約

二
五
%
が
天
水
田
)
、

旱
地
す
な
わ
ち
焼
畑
農
地
が
六
七
%

(そ

の
う
ち
約

二
〇
%
が

一
年
で
放
棄
す
る

「獺
火
地
」
。
そ
の
ほ
か
は
二
三
年
耕
作
し
三
-
五
年

休
耕
)
と
な

っ
て
い
る
。
水
田

=

焼
畑
二
の
割
合

で
あ
る
。
水
田
経
営
を
併
用
す
る
焼
畑
の
場
合
、
移
住
を
伴
う

一
次
林
開
拓
で
は
な

く
、
水
田
の
周
囲
の
斜
面
を
休
耕
期
を
は
さ
み
つ
つ
循
環
的
に
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
右

の
土
地
利
用
デ
ー
タ

か
ら

は
、
そ
う
し
た

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
型
の
焼
畑
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
儒
福
区
の
場
合
、
こ
の
調
査

の

五
〇
1
六
〇
年
前
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
頃
に
水
稲
耕
作
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
遅
く
も
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
こ
う
し
た
水
田

と
循

環
焼
畑
の
併
用
に
よ
る
定
住
度
の
高

い
生
業
が
完
成
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
人
々
が
移
住
を
決
断
し
た
き

っ
か
け
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
共
産
党
政
権
と
の
反
目
で
あ
る
。
中
国
共
産
党
は
瀾
槍

県

の
権
力
を
掌
握
す
る
や
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
や
信
者
た
ち
を
集
め
、
「帝
国
主
義
が
宗
教
を
利
用
し
て
侵
略
活

動
の
陰
謀
を
進
め
て
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い
た
こ
と
を
暴
露
」
す
る

「
反
帝
愛
国
教
育
」
を
実
施
し
て
い
る

[雲
南
省
瀾
槍
拉
砧
族
自
治
県
志
編
纂
委
員
会
編
　

一
九
九
六
]。
キ

リ
ス
ト
教
徒
ラ
フ
は
、
第
二
次
大
戦
中
に
は
宣
教
師
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ヤ
ン
グ
の
息
子
た
ち

(ビ
ン
セ
ン
ト
、

ハ
ロ
ル
ド
)
に
率

い
ら
れ
て

英
米
軍
お
よ
び
蒋
介
石
軍
を
支
援
し
、
ビ
ル
マ
で
は
日
タ
イ
同
盟
軍
と
交
戦
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
歴
が
共
産
党
政
権
成
立
後
に
は

マ

イ
ナ
ス
に
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
国
共

内
戦
に
よ

っ
て
中
国
大
陸
を
追
わ
れ
た
国
民
党
軍

の

一
部
は
陸
路
ビ
ル
マ
側
に
逃
亡
し
、
C
I
A
の
支
援
を

受
け
て

「雲
南
反

共
救
国
軍
」
を
結
成
し

一
九
四
九
-
五

一
年
に
数
次

に
わ
た
り
雲
南
に
再
侵
攻
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
民
党
の

「反
攻
大
陸
」
に
呼
応

し
た
反
共
蜂
起
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
ラ
フ
の

一
部
も
宣
教
師
ビ
ン
セ
ン
ト

・
ヤ
ン
グ
と
と
も
に
加
わ

っ
て
い
た
た
め
、
敗
れ
た
者
は
ビ

ル
マ
に
逃
亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た

[雲
南
省
編
輯
組
編
　

一
九
八
六
、
雲
南
省
瀾
槍
拉
砧
族
自
治
県
志

編
纂
委
員
会
編

一
九
九

六
]。

　
中
国

を
追
わ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
ラ
フ
あ

い
だ

で
指
導
者
と

い
う
べ
き
地
位
に
あ

っ
た
の
が
李
崇
仁
で
あ
る
。
彼

の
父
は
李
老
大

で
、

前
述

の
如
く

一
九
〇
三
年
反
乱
に
敗
れ
て
ケ
ン
ト
ゥ
ン
を
訪
れ
、
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教

に
改
宗
し
た
人
物

で
あ
る
。
李
崇
仁
は
共
産
党

政
権
成
立
時
に
糀
福
郷
長
の
職
に
あ
り
、
共
産
党
政
権
と
反
目
し
て
ビ

ン
セ
ン
ト

・
ヤ
ン
グ
と
と
も
に
ビ
ル
マ
側
に
逃
亡
し
て
い
る

[雲

南
省
編
輯
組
編
　

一
九
八
六
]
。
彼
は
ビ

ル
マ
に
逃
れ
た
国
民
党
軍
に
よ
る

一
九
五

一
年

の
孟
連
再
侵
攻

に
参
加
し

て
い
る
が
、
敗
れ

て
再
び
ビ
ル
マ
に
逃
亡
し
て
い
る

[孟
連
僚
族
拉
砧
族
仮
族
自
治
県
志
編
纂
委
員
会
編
　

一
九
九
九
]
。
民
養
村
の
グ

ル
ー
プ

一
に
よ
る

一
九
四
九
-
五

一
年

の
中
国
脱
出
も
ま
た
李
崇
仁
と
行
動
を
と
も
に
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
も
ビ
ル
マ
を
経
て
タ
イ
国
に
至
る
移

住
の
な
か
で
、
李
崇
仁
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
ラ
フ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
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個
　
ビ

ル
マ
か
ら
タ
イ
国

ヘ

ビ
ル

マ
に
脱
出
し
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
ラ
フ
の

一
部
は
、
の
ち
に
さ
ら
に
タ
イ
領

へ
の
集
団
移
住
を
敢
行
す
る
。
で
は
彼
ら
の
移
住
を
受
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け
入
れ
た
タ
イ
側
の
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。

　

一
九
世
紀
末
の
英
国
に
よ
る
上
ビ
ル
マ
進
出
が
、
隣
接
す
る
清
朝
に
国
境
統
治
の
明
確
化
を
促
し
、
そ
れ
が
ラ
フ
山
地
の
軍
事
征
服
を

も
た

ら
し
て
き
た

の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
同
じ
く
英
領
ビ
ル
マ
と
国
境
を
接
す
る
こ
と
に
な

っ
た
タ
イ

(旧

シ
ャ
ム
)
北
部
山
地

の
場
合
、
事
態
は
正
反
対
と

い
っ
て
よ
い
展
開
を
示
し
た
。
英
国
と
の
交
渉

の
な
か
で
国
家
主
権
の
明
確
化
を
迫
ら
れ
て
い
っ
た
点
は
タ

イ
国
も
ま
た
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
バ
ン
コ
ク
王
朝
は
チ

ェ
ン
マ
イ
等
の
北
部
の
半
独
立
国
を
廃
絶
し
、

バ
ン
コ
ク
の
直
接
統

治
下
に
併
合
す
る

[9

ト
ン
チ

ャ
イ

ニ
○
〇
三
]
。
た
だ
し
こ
の
措
置
に
よ
り
、
チ

ェ
ン
マ
イ
等

の
盆
地
国
家

へ
の
朝
貢
に
よ
り
ロ
ー

カ
ル
な
政
治
体
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
山
地
住
民
は
、
朝
貢

の
窓
口
を
失

い
、
し
か
も
新
た
な
国
家
権
力
と

の
紐
帯
は
確
立
さ
れ

な
か

っ
た
。
し
か
も
タ
イ
国
は
英
仏
と
の
国
境
画
定
後
は
、
緩
衝
国
と
し
て
の
存
続
を
確
保
し
た
た
め
、
国
境
統
治

へ
の
関
心
を
失

っ
て

い
っ
た
。
総
じ
て
い
え
ば
、

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
生
じ
た
国
家

モ
デ
ル
の
変
容
は
、
山
地
に
お
け
る
統
治
の
空
白

を
生

み
出
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
ラ

フ
の
例
に
つ
い
て
み
て
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
チ

ェ
ン
ラ
イ
県
北
部
の
あ
る
ラ
フ
の
村
落
は
、
か

つ
て

一
九
二
〇
年
前
後
に
は
国
境
を

越
え

た
英
領
ビ
ル
マ
側
の
土
侯
に
貢
納
し
村
長
と
し
て
の
任
命
を
受
け
て
い
た
と

い
う

田
⇔
艮
ω
鋤民

=
雪
厨

b。
OO
巳
。
こ
う
し
た
状
況

が
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
自
体
が
、
バ
ン
コ
ク
政
府
の
北
部
山
地

へ
の
無
関
心
を
物
語

っ
て
い
る
。

　
こ

の
状
況
が

一
変
す
る
の
が

一
九
五
〇
年
代
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
近
隣
国
の
独
立
と
政
情
不
安
、
さ
ら
に
は
共
産
主
義
の
浸
透

へ
の
懸
念
な
ど
が
、
山
地

へ
の
不
干
渉
政
策
の
転
換
を
も
た
ら
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
ず

一
九
五
二
年
に
遠
隔
地
住
民
の
福
祉
向
上
を

内
務
省
が
提
案
し
、

一
九
五
六
年
に
は
遠
隔
地
住
民
福
祉
委
員
会
が
内
務
省

の
監
督
下
に
発
足
す
る

[圏(
げ
鋤
oげ
鋤
訂
)げ
曽同　一㊤
ゆ
①]
。
バ
ン
コ

ク
政
府
に
よ
る
山
地
行
政

へ
の
取
り
組
み
は
、
実
質
的
に
は
こ
れ
が
最
初
だ
と

い
っ
て
よ
い
。

一
九
五
八
年

に
は
サ
リ
ッ
ト
元
帥
に
よ
る

ク
ー

デ
タ
ー
が
発
生
し
、
新
た
に
成
立
し
た
軍
事
政
権
は
革
命
団
布
告
三
七
号

(
一
九
五
九
年
)
に
よ
り
ア
ヘ
ン
の
吸
飲

・
売
買
を
全
面

禁
止
し
た
。
こ
れ
は
単
な
る
麻
薬
禁
止
令
を
越
え
て
、
山
地
民
政
策
そ
の
も

の
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
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ば
ケ
シ
を
栽
培
し
ア

ヘ
ン
を
販
売
し
て
い
る
元
凶
と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
が
山
地
民
だ

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
政
府

に
よ
る
ア

ヘ
ン
禁

止
は
山
地
民
に
よ
る
焼
畑
農
耕
の
禁
止
や
ケ
シ
を
代
替
す
る
商
品
作
物
の
導
入
な
ど
、
山
地
民
を
そ
の
生
業
を
含
め
て
政
府
の
統

制
下
に
置
く
必
要
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め

一
九
六
〇
年
代
に
は
各
種

の
山
地
民
福
祉
政
策

(定
着
実
験
地
域

の
建
設
、
代
替

商
品
作

物
の
導
入
等
)
が
相
次

い
で
導
入
さ
れ
る
に
至
る
。

　

こ
う

し
た
概
観
か
ら
は
、

一
九
六
〇
年
代

に
入
り
政
府

に
よ
る
北
部
国
境
山
地
の
実
効
支
配
が
劇
的

に
進
展
し

た
よ
う

に
み
え
る

が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は

い
い
き
れ
な

い
。
中
国
か
ら
陸
路
ビ
ル
マ
に
流
入
し
、
さ
ら
に
ビ
ル
マ
を
追
わ
れ
た

中
国
国
民
党
軍
が

一
九
六

〇
ー
六

一
年
に
タ
イ
領
に
流
入
し
、
国
民
党
第
三
軍

(李
文
換
将
軍
)
と
第
五
軍

(段
希
文
将
軍
)
が
メ
ー
サ

イ
か
ら
メ
ー
ホ
ン

ソ
ー
ン
に
至
る
ビ
ル
マ
国
境
山
地
を
占
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
タ
イ
政
府
は
国
民
党
軍
の
存
在
を
、
隣
国
と

の
緩
衝
剤
と
し
て

事
実
上
黙
認
し
て
い
た
。
山
地
で
の
未
統
治
状
態
を
意
図
的
に
放
置
し
、
そ
れ
を
反
共
を
掲
げ
る
国
民
党
軍
の
支
配

に
委
ね
る
こ
と
で
、

政
府
は
隣
国
の
共
産
主
義
勢
力
の
牽
制
を
は
か

っ
て
い
た
の
で
あ
る

[片
岡
　
二
〇
〇
四
]。
二
〇
世
紀
後
半
の
ラ
フ
の
移
住
を
支
え
た

の
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
政
治
的
環
境

で
あ

っ
た
。

　
キ
リ
ス
ト
教
徒
ラ
フ
の
タ
イ
領

へ
の
移
住
は
、

一
九
五
〇
年
代
よ
り
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
を
な
す

の
が
、
当
時

の
C
I
A
に
よ
る

対
中
諜
報
工
作
で
あ
る
。
戦
後
に
ビ
ル

マ
を
追
わ
れ
た

ハ
ロ
ル
ド

・
ヤ
ン
グ

(
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
息
子
)
は
タ
イ
側

の
チ

ェ
ン
マ
イ
に
移
住

し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
C
I
A
の
依
頼
を
受
け
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
ラ
フ
を
徴
募
し
て
諜
報
部
隊
を
組
織
し
、
ビ
ル
マ
領

の
中
国
国
境
に
派

遣
す
る
よ
う
に
な
る

[
M
c
C
o
y
 
1
9
8
9

]
。
そ
れ
に
あ
わ
せ
、

一
九
五
三
年
よ
り

ハ
ロ
ル
ド
の
招
き
で
キ
リ
ス
ト
教
徒

ラ
フ
の
タ
イ
領

へ
の

移
住
が
開
始
さ
れ
る

[
A
d
u
l
 
1
9
9
5

]。

　

一
九

六
〇
年
に
ビ

ル
マ
領
内
の
国
民
党
軍
が
駆
逐
さ
れ
る
と
、
対
中
諜
報
工
作
の
舞
台
は
ラ
オ
ス
領
内

へ
と
移
さ
れ
た
。
こ
れ
を
担

っ

た
の
も

キ
リ
ス
ト
教
徒

ラ
フ
で
あ
る
。
李
崇
仁
ら
は

一
九
六
二
年
に
国
民
党
軍
第
五
軍
の

一
部
兵
士
と
と
も
に
タ
イ
領
ド
イ
ト
ゥ
ン
に
移

住
し

冨
①
爵

ω
き
α
=
き
厨

b。O
O
巳
、
ド
イ
ト
ゥ
ン
を
帰
休
基
地
に
ラ
オ
ス
で
の
C
I
A
諜
報
活
動
に
従
事
す
る

[片
岡
　
二
〇
〇
四
]
。
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こ
の
作
戦
は

一
九
七
二
年
に
終
了
し
、
李
崇
仁
は
ド
イ
ト
ゥ
ン
山
頂
付
近
に
新
た
な
村
を
建
設
し
同
胞
を
ビ
ル
マ
か
ら
招
く
。
こ
れ
に
応

じ
た

の
が
、
民
養
村
を
建
て
る
こ
と
に
な
る
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立

つ
一
九
七

一
年
よ
り
、
ビ
ル
マ
で
は
共
産
党
軍

(C
P
B
)
の

攻
勢
が
激
化
し
、
シ
ャ
ン
州
で
の
政
情
は
著
し

い
混
乱

に
陥

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
悪
化
の
な
か
で
、
人

々
は
李
崇
仁
の
呼
び
か

け
に
応
じ
移
住
を
決
断
し
た
の
だ
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
移
住
は
民
兵
隊

(K
K
Y
)
司
令
官

の
左
覚
明
に
よ

っ
て
指
揮
さ
れ
、

一
九
七
三

年

一
二
月
に
二
〇
〇
〇
人
が
徒
歩
で
タ
イ
領

(ド
イ
ト
ゥ
ン
)
に
入
国
し
て
い
る
。
こ
の

一
部
が
さ
ら
に

一
九
七
八
年
に
再
移
住
し
て
建

設
し
た
の
が
民
養
村
の
ラ
フ
部
落
で
あ
る
。
民
養
村
は
国
民
党
第
三
軍
の
支
配
下
に
あ

っ
た
が
、
ラ
フ
は
そ
こ
で
の
茶
園
労
働
力
と
し
て

誘
致
さ
れ
、
国
民
党
軍
が

一
九
八
八
年
に
武
装
解
除
を
受
け
た
後
は
周
辺
に
水
田
を
開
拓
し
現
在
に
至

っ
て
い
る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
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お
わ
り

に

　
大
陸
部
ア
ジ
ア
の
焼
畑
民
は
、
国
家
権
力
と
は
無
縁
の
歴
史
を
生
き
て
き
た
か
の
如
き
認
識
が
、
こ
れ
ま
で
は
過
度
に
強
調
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
表
裏

一
体
を
な
す
の
が
、
国
境
な
ど
お
構

い
な
し
に
自
由
に
森
を
焼
き

つ
つ
山
野
を
移
動
す
る
と

い
う

ロ

マ
ン
チ

ッ
ク
な
山
地
民
像
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
山
地
民
像
は
、
「
ま

つ
ろ
わ
ぬ
民
」

へ
の
排
斥
と

い
う
文
脈
で

も
、

あ
る

い
は
国
家

へ
の
反
逆
を
称
揚
す
る
と
い
う
文
脈
で
も
同
じ
よ
う

に
消
費
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
価
値
判
断
を
含
ん
だ
色
眼
鏡

を
あ

ら
か
じ
め
用
意
し
て
し
ま
う
と
、
か
え

っ
て
現
実
を
分
析
す
る
視
野
に
曇
り
が
生
じ
る
。

　
本
報
告
が
示
し
て
き
た
の
は
、
む
し
ろ
国
家
と
の
関
わ
り
ゆ
え
に
移
住
を
強

い
ら
れ
て
い
く
山
地
民
の
姿
で
あ
る
。

一
九
ー

二
〇
世
紀

の
ラ

フ
は
水
田
耕
作

の
普
及
に
よ
り
徐
々
に
定
住
度
を
高
め
て
き
た
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
そ
の
過
程

の
な
か
で
南
下
移
住

へ
の
圧
力

は
む
し
ろ
強
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
プ

ッ
シ

ュ
要
因
と
な

っ
て
き
た
の
が
中
緬
両
国
の
近
代
国
家
形
成
の
歴
史
で
あ

る
。
近
代
的
国
境
線



の
画
定
過
程
で
ラ
フ
独
自

の

「国
」
が
滅
ぼ
さ
れ
、
ラ
フ
地
区
が
国
境
争

い
の
争
点
と
な

っ
て
い
く
な
か
で
千
年
王
国
主
義
が
形
成
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
延
長
上
に
受
容
さ
れ
た
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
ラ
フ
は
冷
戦
期

に
反
共
陣

営
に
属
し
て
中
国

共
産
党
、
ビ

ル
マ
共
産
党
と
戦

い
な
が
ら
移
住
を
く
り
返
し
た
。
ま
た
冷
戦
期
の
タ
イ
国

へ
の
移
住
は
、
国
境
部
山
地
に
お
け
る
反
共
武

装
勢
力

の
存
在
を
歓
迎
す
る
タ
イ
政
府

の
国
境
政
策
に
よ

っ
て
促
進
さ
れ
て
き
た
。
人
々
は
近
代
国
家

の
外
側
に
い
た
か
ら
自
由
に
国
境

を
往
来
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
近
代
国
家
形
成
に
よ

っ
て
は
じ
き
出
さ
れ
、
現
代
冷
戦
史

の
最
前
線
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
移
住

を
強

い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
こ
こ
で
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
今
述
べ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
と
無
縁
に
生
き
て
き
た
人

々
が

一
九
世
紀
末
に

な

っ
て
突
如
国
家
と

の
関
係
を
も
た
さ
れ
た
の
だ
と

い
う
意
味
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
国
家
の
成
立
以
前
に
も
国
家
権
力

と
の
交
渉
が
移
住
を
促
し
て
き
た
こ
と
は
、

一
九
世
紀
前
半

の
ラ
フ
の
例
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
地
域
の
山
地
に
お

い

て
は
、

国
家

に
よ
る
直
接
統
治
が
及
ん
で
い
な
か

っ
た
前
近
代
に
お

い
て
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
国
家
権
力
の
真
空

で
は
な
く
特
殊
な
か

た
ち
で

の
国
家
と
の
関
わ
り
だ
と
考
え
た
方
が
よ

い

[
J
o
n
s
s
o
n
 
2
0
0
5

]
。
国
家
と
の
関
わ
り
に
由
来
す
る
移
動
と
は
特
殊
近
代
的
な
現

象
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
大
陸
部

ア
ジ
ア
の
周
縁
地
域
に
お
け
る
常
態
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
で
、
色
眼
鏡
か
ら
自
由
な
諸
民
族
の
交

渉
史
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注(1
)　

た
と
え
ば
吉
野

[
一
九
九
八
]
が
ヤ
オ
の
事
例
か
ら
、
耕
地
の
切
り
替
え

に
伴
う
中
国
か
ら
タ
イ
国

へ
の
移
住
を
詳
細
に
あ
と
づ
け
て

い
る
。

(2
)　

増
野

[二
〇
〇
九
]
は
、
東
南

ア
ジ
ア
山
地
民

の
移
住
史
に
お

い
て
、
「
こ
れ
ま
で
焼
畑

の
果
た
し
た
役
割
が
強
調
さ
れ
す
ぎ

て
い
た
」
と
述
ベ
ヤ
オ
の

　

事
例
か
ら
、
集
団
レ

ベ
ル
で
の
移
住

の
要
因
は
、
「焼
畑
で
は
な
く
、
他
民
族
集
団
お
よ
び
国
家
政
策
と

の
軋
礫

に
よ
る
も
の
が
少
な
く
な
か

っ
た
」
と
指

　

摘
し

て
い
る
。

(3
)　

現

タ
イ
国
北
部

の
チ

ェ
ン

マ
イ
に
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま

で
独
自

の
タ
イ
系
土
侯
国
が
存
在
し
た
。
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(
4
)　

こ
れ
は

一
八
九

一
年
に
聞
き
取
り
を
行

つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(5
)　

[《
拉
砧
族
簡
史
》
編
写
組
編
　

一
九
八
六
]
な
ど
を
参
照
。

(6
)　

『宮
中
梢
雍
正
朝
奏
摺
』
第
七
輯
。

(7
)　

[《
民
族
問
題
五
種
叢
書
》
雲
南
省
編
輯
委
員
会
編
　

一
九
八
二
]
な
ど
を
参
照
。

(8
)　

ラ
フ
語

で
は
ジ

ョ
モ
冨
≦

ヨ
β・芝

で
あ
る
。

(
9
)　

雲
貴
総
督
零
銃
英

に
よ
る

『零
嚢
勤
公
奏
稿
』
お
よ
び
雲
南
巡
撫
張
凱
嵩
に
よ
る

『撫
潰
奏
議
』
に
こ
の
献
策
内
容
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て

い
る
。

(
10
)　

こ
の
経
緯
に

つ
い
て
は

[
S
a
i
m
o
n
g
 
1
9
6
5
]

お
よ
び

[雲
南
省
西
盟
仮
族
自
治
県
志
編
纂
委
員
会
編

一
九
九
七
]
を
参
照
。

(
11
)　

一
九
〇
四
年
時
点
で
、
三
仏
祖

の
教
え
に
従
う

ラ
フ
の
予
言
者
た
ち
が

=

四
年
前
か
ら
真

の
神

の
出
現
を
待
望

し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
記
録
が

　
　
あ
る
の
で
、
三
仏
祖

の
遺
言
と

そ
れ
を
奉

じ
る
運
動
の
発
生

の
あ

い
だ

に
は
二
三
年

の
時
間
差
が
あ

つ
た
こ
と

に
な
る
。

(
12
)　

こ
の
経
緯

に

つ
い
て
は

『続
雲
南
通
志
稿
』
巻
七
三
お
よ
び
樫
蕃
奏

「奏
請

照
会

英
使
學

交
路
保
匪
摺
」
(
『宮

中
梢
光
緒
朝
奏
摺
』
光
緒

二
十

二
年

　
　
十
二
月

二
十

一
日
)
に
詳
し

い
。

(
13
)　

『順
寧
府
志
』
巻

一
七
。

(
14
)　

こ
の
経
緯
に

つ
い
て
は

[片

岡
　

一
九
九
八
]

で
詳
述
し
た

の
で
参
照
さ
れ
た

い
。
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「中

国
少
数
民
族
」

の
デ
ィ
ス

コ
ー
ス

　

ー

「
ミ
ャ
オ

(苗
)
族
」

の
下
位
集
団
を
め
ぐ

っ
て
ー

谷

口

裕
久

1
　

は
じ
め
に

　
少
数
民
族

(
e
t
h
n
i
c
 
m
i
n
o
r
i
t
y

)
と
は

一
般
に
、
あ
る
社
会

の
な
か
で
文
化
的
か

つ
社
会
的
な
異
質
性
が
確
認
で
き

る
と
こ
ろ
の
人
口

規
模
の
小
さ
い
集
団
を
意
味
す
る
。
多
く
の
場
合
、
彼
ら
の
人
口
の
少
な
さ
よ
り
も
、
彼
ら
に
対
峙
す
る
卓
越
的
な
民
族
集
団
の
抑
圧
的

な
行
為

に
注
目
が
集
ま
る
場
合
が
多

い
。
社
会
主
義
国
の
少
数
民
族
を
分
析

の
対
象
に
し
た
場
合
、
そ
の
定
義
自
体
、
西
欧
近
代

の
そ
れ

と
ズ
レ
が
生
じ
る
例
が
あ
り
、

一
定

の
留
保
を

つ
け
て
考
え
ざ
る
を
得
な

い
。

　
た
と
え
ば
中
国

で
は
、
少
数
民
族
は
e
t
h
n
i
c
 
m
i
n
o
r
i
t
y

(
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
i
e
s

)
や
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
i
n
o
r
i
t
y

(
m
i
n
o
r
i
t
i
e
s

)
な
ど
と
訳
出

さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y

は

「民
族
」
と
同
義
で
あ
る
が
、
意
味
合

い
と
し
て
は

「
ネ
イ
シ
ョ
ン

(
n
a
t
i
o
n

)」
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
各

「民
族
」
の
総
体
と
し
て

「中
華
民
族

(
C
h
i
n
e
s
e
 
n
a
t
i
o
n

)
」
と

い
う
語
彙
も
存
在
す
る
が
、

こ
れ
が
む
し
ろ
上
位
概
念

の

「ネ
イ
シ

ョ
ン
」
と
し
て
の
用
法
に
近

い
。
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さ
ら
に
、
派
生
語
の

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(
n
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m

)」
は
多
く
の
場
合
、
「
民
族
主
義

(
m
i
n
z
u
 
z
h
u
y
i

)」
と
し
て
翻
訳
さ
れ
、

き
わ
め
て
狭

い
民
族
運
動
の
あ
り
さ
ま
を
指
す
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
近
年
で
は
学
界
を
中
心
に

「
族
群
」
の
用
語
が
e
t
h
n
i
c
 
g
r
o
u
p

の
訳
語
と
し
て
、
「族
群
性
」
が
e
t
h
n
i
c
i
t
y

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
政
治
学
者
の

ヘ
ブ
ラ
ー
は
、
漢
語

の

「民
族
」

の
語
彙

が
多
様
に
分
化
し
な
か

っ
た
こ
と
を
、
中
国
の
民
族
範
疇

の
固
定
化
と
結
び

つ
け
て
考
え

て
い
る
が
[
H
e
b
e
r
e
r一九
八
九
]
、
中
国
で

は
新
中
国
建
国
以
降
の
国
民
国
家
形
成

(少
数
民
族

の

「民
族
識
別
」
工
作
)
と
こ
う
し
た
定
義
上
の
問
題
と
は
表
裏

一
体
で
あ

っ
た
と

　
　

　　　

い
え

る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
政
治
の
、
文
化
に
対
す
る
硬
軟
ふ
た

つ
の
面
か
ら
の
懐
柔
や
介
入
が
、
今
日
の
広
義

の

「
民
族
文
化
」

建
設

に
寄
与
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
中
国
に
お
い
て
「○

×
族
」
と

い
う
民
族
範
疇

の
誕
生
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
部
で
今
日
で
も
散
見
さ
れ
る
「
民

族
識

別
工
作
」
上
で
の
矛
盾
や
そ
れ
に
と
も
な
う

「民
族
」
名
の
変
更
、
さ
ら
に
異

「
民
族
」
間
の
通
婚
で
生
ま
れ
た
子
弟

の
存
在
な
ど

は
、

一
時
的
に

「民
族
」
を
再
考
さ
せ
る
契
機
と
は
な
る
。
だ
が
、
現
実
的
に
は
誰
も
が
ど
れ
か
の

「民
族
」
で
あ

る
こ
と
を
主
体
的
ま

た
は
客
体
的
に
選
ば
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
背
景
に
は

「少
数
民
族
」
に
対
す
る
経
済

・
教
育
上
で
の
優
遇
政
策
が
あ
る
。
す
な
わ

ち

「
○
×
族
」
の
こ
と
ば
に
は
こ
う
し
た
政
治
的
な
意
味
合

い
が
つ
ね
に
付
随
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た

一
方
で
、
そ

れ
を
分
析
す
る
側
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
○
×
族
は
…
で
あ
る
」
と

い
う
断
定
を
込
め
た
語
り
に
対
し
て
、
「民
族

」
を

一
枚
岩
的
な
も

の
と
す
る
本
質
主
義
的
な
そ
の
思
考
か
ら
、

い
か
に
解
放
す
る
か
が
課
題
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
「中
国
少
数
民
族
」

の
な
か
か
ら
、
西
南
中
国
に
広
く
分
布
す
る

「
ミ
ャ
オ

(苗
)
族
」
を
対
象
に
、
主

に
言
語
や
文
化

的
側

面
か
ら
、
下
位
集
団
の
行
動
や
言
説
を
分
析
し
た

い
。
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2

民
族
範
疇
と
し
て

の

「
ミ

ャ
オ
族
」

　
二
〇
〇
〇
年

の
統
計
に
よ
る
と
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
は
、
五
五
種
に
区
分
さ
れ
る

「
少
数
民
族
」
の
う
ち
で
、
人
口
上

一
位
の

「
チ
ワ
ン

(壮
)
族

」
(
一
、
六

一
七
万
八
、
一
一
人
)、
二
位
の

「
満
族
」
(
一
、
〇
六
八
万
二
、
二
六
二
人
)
、
三
位
の

「回
族
」
(九

八

一
万
六
、
八
〇
五

人
)
に

つ
づ

い
て
、
総
人
口
八
九
四
万

一
一
六
を
抱
え
る
、
中
国
国
内

で

「第
四
位
」
の
人
口
規
模
の

「少
数
民
族
」

で
あ
る
。
中
国
全

体
の
人
口

(
一
二
億
四
、
二
六

一
万
二
、
二
二
六
人
-
同
上
年
統
計
)
に
比
す
る
と
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
の
人
口
は
、
全
人
口
の
約
三
・七
パ
ー

セ
ン
ト

に
し
か
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
九
〇
〇
万
人
に
近
い
そ
の
人
口
は
、
「少
数
民
族
」
と
は
い
え
、
む
し
ろ
多
数
派

の
存
在

で
あ
る

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
中
国

で
こ
う
し
た
人
口
規
模

の
多

い

「少
数
民
族
」
が
公
式
に
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
そ
の
契
機
は
、

一
九
五
三
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
民
族
識
別
工
作
で
あ

っ
た
。

　
山
路

[二
〇
〇
二
]
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

[
一
九
九
五
]
や
費

[
一
九
八
〇
]
の
論
を
引
用
し
て
、
「
ミ
ャ
オ

(苗
)
族
」
を
左
の
よ
う

に
描
写
す
る
。

　
　
　
雲
南
、
貴
州
、
湖
南
方
面
に
居
住
す
る
苗
族
M
i
a
oは
、
回
族
と
は
ま
た
違

っ
た
姿
を
示
し
て
い
る
。
地
理
的

に
分
散
し
、
言
語

　
　
的

に
も
多
く
の
方
言
群
を
抱
え
、
ま
た
文
化
的
に
も
多
様
な
苗
族
は
、
単

一
な
民
族
と
し
て
国
家
に
よ
り
認
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

　
　
根
拠
は
歴
史
を
遡
及
し
、
古
代
に
遡

っ
て
原
型
を
設
定
す
る
方
法
に
基
づ
い
て
い
て
、
現
代
の
苗
族
を
そ
の
子
孫

と
み
る
こ
と

で
国

　
　
家

は
苗
族
と
し
て
の
認
同
を
作
り
上
げ
る
政
策
を
採
用
し
て
き
た
。

(四

一
ペ
ー
ジ
、
本
文

の
み
引
用
)

　

こ
れ

に
よ
る
と
、
今

日
の
民
族

の
あ
り
さ
ま
は
、
先
に
民
族
的
な
祖
型
を
設
定
し
、
現
況
か
ら
そ
こ

へ
遡
及
さ
せ

る
と

い
う
方
法

で

「
ミ
ャ
オ
族
」
は
規
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た

山
路
は
先
の
文
章
に

つ
づ

い
て
左
記
の
ご
と
く
に
述

べ
て
い
る
。
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と
は
い
っ
て
も
、
広
い
地
域
に
分
散
し
て
居
住
す
る
苗
族
は
、
言
語
や
文
化
面
で
似

て
い
る
と
こ
ろ
が
多

い
が
、
違

い
も
比
較
的

　
　
大
き

い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
考
慮
し
た
時
、
苗
族
と

い
う
民
族
識
別
の
基
準
は
ど

の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

　
　
関
し
て
の
費
孝
通
の
発
言
は
興
味
深

い
。
費
が
、
『苗
族
は
苗
族

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
常
に
他
者
に
よ

っ
て
そ
う
呼
ば
れ
て
き
た

　
　
か
ら
で
あ
る
』
と
述
べ
る
時
、
事
柄
の
本
質
を
う
ま
く
言

い
当
て
て
い
る
。
費
に
よ
る
と
、
自
己
を
規
定
す
る

こ
と
は
、
他
者
に
よ

　
　
る
規
定
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
苗
族
は
、
長

い
間
、
他
の
民
族
に
苗
族
と
呼
ば
れ
、
そ
の
た
め
自
己
も
苗
族
と

　
　
自
認
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

(四

一
ペ
ー
ジ
、
本
文
の
み
引
用
)

　
こ
こ
か
ら
推
せ
ば
、
「
ミ
ャ
オ
族
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
他
者
に
よ

っ
て

「
ミ
ャ
オ
族
と
呼
ば
れ
る
」
と

い
う
、
外
部
か
ら
の
他
称
に

よ
っ
て
条
件
的
に
成
立
し
た
と

い
う

こ
と
な
る
。

一
九
五
三
年

に
始
ま
る
民
族
識
別
工
作
以
前
に
、
今
日
の
民
族
名

に
近

い
単

一
民
族
と

し
て

の

「苗
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
学
術
的
に
は

一
九
三
八
年
に
発
表
さ
れ
た
楊
松
の

「論
民
族

(民
族
を
論
ず
)
」
の
例
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
近
代
的
中
国
人

の
範
疇
に
漢
番
人
、
熟
苗
人
、
熟
黎
人
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
漢
人
に
同
化
し

た
人
々
と
し
て
苗
人

や
番

人
、
黎
人
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
西
南
中
国
で
は
ミ
ャ
オ
族
は
イ
族
や
ヤ
オ
族
と
と
も
に
三
大
勢
力
を
形
成
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
政
治
的
に
は

一
九
三
八
年

の
毛
沢
東

の

「論
新
段
階

(新
段
階
を
論
ず
)」
の
発
表
が
あ
る
。
そ
こ
に
は

「第

一
に
、
蒙
、
回
、

蔵
、
苗
、
瑠
、
夷
、
番
の
各
民
族
に
漢
族
と
平
等
の
権
利
を
許
し
…
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
、
言
語
学
的
に
親
淵
関
係
に
あ
る

「苗
」
と

「揺
」

は
二
者
に
分
か
た
れ
て
い
る

[毛
　

一
九
三
八
]
。

　
「苗

」
が
単
独
で
称
さ
れ
る
ま
で
は

「苗
」
は

「夷
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で

「苗
夷
」
と
表
さ
れ
て
い
た
り
、
「苗
漢
」
と
記
さ
れ
て

「苗
」

は

「
華
夷
思
想
」
上
の
自
他
認
識
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
り
し
た
。
中
華
民
国
期

に
お

い
て
も

「
ミ
ャ
オ
族
」
と
し
て
の
民
族
的
帰
属
意

識
の
境
界
は
曖
昧
で
、
そ
の
こ
と
は
当
時
の
苗
出
身

の
研
究
者
の
文
献
に
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
あ
る
程
度
普
遍
的
な
現

象
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る

[楊
　
二
〇
〇
五
]
。

　
そ

の
後
、
新
中
国
で
の

「民
族
識
別
工
作
」

の
進
展
に
と
も
な

っ
て
、
今
日
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
の
民
族
範
疇
が
確

立
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
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に
な
る
。

一
九
五
三
年
か
ら
そ
れ
が
行
わ
れ
た
際
に
は
、
「民
族
と
は
、
言
語
、
地
域
、
経
済
生
活
、
お
よ
び
文
化

の
共
通
性
の
う
ち
に

あ
ら
わ

れ
る
心
理
状
態
、
の
共
通
性
を
基
礎
と
し
て
生
じ
た
と
こ
ろ
の
、
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
た
、
人
々
の
堅
固
な
共

同
体
で
あ
る
」
と

い
う

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ス
タ
ー
リ
ン
の

「
民
族
」
の
定
義
を
根
拠
に
し
て
、
個

々
の

「
民
族
」
が
決
定
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
先

の

山
路
の
引
用
句
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
厳
格
な
規
定
が
必
ず
し
も
運
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
毛
利
も
、
ス

タ
ー
リ

ン
の

「民
族
」
の
定
義
に
含
ま
れ
て
い
た
四

つ
の
条
件
は
、
中
国
側
の
学
者
に
よ

っ
て
柔
軟
な
解
釈
と
解
釈

の
拡
大
化
が
行
わ
れ

て
い
た

こ
と
を
明
示
し
て

い
る

[毛
里
　

一
九
九
八
]
。

　
今
日

の
中
国
に
お
い
て
は
、
国
内

の

「少
数
民
族
」
の
人
権
や
教
育

・
法
治
な
ど

の
側
面
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
を
確

立
す
る
た
め
の
議
論
が
数
多
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
意
味
と
は
、
「中
国
少
数
民
族
」

が
公
民
と
し
て
い

か
に
地

位
を
確
保
す
る
か
と

い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
国
家

へ
の
求
心
性
を
高
め
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
潮
流

は
今
世
紀
初
頭
の

「中
華
民
族
論
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「中
華
民
族
論
」
は
成
立

の
当
初
か
ら
少

し
ず

つ
意
味
を
変

化
さ
せ
な
が
ら
、
今
日
ま
で
援
用
さ
れ
て
き
た

「中
国
少
数
民
族
」
統
合
の
論
理
で
あ
る
。

　
「中

国
少
数
民
族
」
の
ひ
と

つ
と
し
て
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
は
湖
北
省
南
部
か
ら
湖
南
省
西
部

・
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治

区
西
南
部

・
貴
州

省
東
南

部

・
貴
州
省
西
北
部

・
四
川
省
南
部

・
重
慶
市

・
雲
南
省
中
部

・
雲
南
省
南
部
に
い
た
る
西
南
中
国
の
内
陸
部

の
広
大
な
領
域
に

分
布
す

る
。
ま
た

「
ミ
ャ
オ
族
」
は
言
語
的
に
、
湖
南
省
西
部
を
中
心
と
す
る
東
部
方
言
、
貴
州
省
東
南
部
を
中
心
と
す
る
中
部
方
言
、

雲
南
省

を
中
心
と
す
る
西
部
方
言
の
三
大
方
言
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
方
言
を
は
じ
め
に
、
民
族
衣
装
や
音
楽
、
生
活
習
俗
な
ど
、
文
化

要
素

の
共
通
性

の
議
論
は
す
で
に
な
さ
れ
て

い
る
が
、
逆
に

「
ミ
ャ
オ
族
」
内
部

の
文
化
的
多
様
性
の
論
議
に
関
し
て
は
、
発
展
し
た
議

論
が
行
わ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
は
、
国
外
に
居
住
す
る

「
ミ
ャ
オ
族
」
の
下
位
集
団
と
同
じ
自
称
グ
ル
ー
プ
の
動
き
如
何

で
、
「
ミ
ャ
オ
族
」

と

い
う
政
治
的
に
創
造
さ
れ
た
民
族
集
団
が
瓦
解
し
か
ね
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
「中
国
少
数
民
族
」
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
と
し
て
民
族
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
際
に
根
幹
と
な

っ
た
言
語
や
文
字
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使
用
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
、
雲
南
省
を
例
に
次
節
で
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
ソ

3
　

雲
南
省

の

[無
文
字
民
族
」
に
お
け
る
文
字
創
製
と
言
語
使

用

　
こ
こ
で
は

「
ミ
ャ
オ
族
」
を
含
め
た

「無
文
字
民
族
」
系
の
少
数
民
族
が
多
数
居
住
す
る
西
南
部
の
雲
南
省
を
対
象
に
し

つ
つ
、
文
字

の
創
製
や
そ
の
利
用
、
言
語
や
識
字
と

い
う
観
点
か
ら
、
今
日
の
彼
ら
の
文
化
資
源
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
追
究
す

る

　
「
民
族
」
の
確
定
を
目
的
に
、
五
〇
年
代

に
は
民
族
識
別
工
作
に
よ
る
少
数
民
族

へ
の
言
語
調
査
が
行
わ
れ
た
。

文
字
創
製
は
そ
れ
に

連
な

る
作
業
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
五

一
年
二
月
に
中
央
人
民
政
府
政
務
院
が
交
付
し
た

「
関
於
民
族
事
務
的
幾
項
決
定
」
(民
族
事
務

に
関
す
る
い
つ
く
か
の
決
定
)
で
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「文
字
を
持
た
な

い
民
族
が
文
字
を
創
立
し
、
不
完
全
な
文
字
を
持

つ
民

族
が
そ
れ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
助
け
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
五
七
年
末
に
は

「
関
於
少
数
民
族
文
字
方
案
中
設
計
字
母
的
幾

項
原

則
」
(少
数
民
族
文
字
方
案
中
字
母
を
設
計
す
る
に
関
し
て
の
い
く

つ
か
の
原
則
)
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は

「
少
数
民
族
の

文
字
創
造
に
は
ラ
テ
ン
字
母
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
も
と
の
文
字
を
改
革
し
、
新
し

い
字
母
の
シ
ス
テ

ム
を
採
用
す
る
際
に

は
、

可
能
な
限
り
ラ
テ
ン
字
母
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
中
国
で
は
五
五

の
う
ち
二
七
の

「少

数
民
族
」
に
、
三
九
種
の
文
字

(体
系
的
な
書
記
法
)
が
存
在
す
る
よ
う
に
な

っ
た

[傅
　

一
九
八
八
]。
西
南
中
国

の
雲
南
省

に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヨ　

五
五
の
少
数
民
族
の
う
ち
こ
五
が
集
居
す
る
。
そ
の
う
ち

一
二
の
少
数
民
族
に

一
七
種

の
文
字
が
あ
る

(表
1
)
。

　

一
七
種
の
文
字
は
、
そ
の
形
体
や
成
立
史
か
ら
区
分
す
る
と
、
①
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム

(絵
文
字
)、
②
宣
教
師
創
成
型
文
字
、
③
宣
教
師

文
字

改
造
型
、
④

ラ
テ
ン
文
字

(
ロ
ー

マ
字
)
普
及
型
に
区
分
で
き
る
。
「
ミ
ャ
オ
族
」
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
②
③
と
④
で
あ
る
。
表

1
は
雲
南
省
の
二
五
の

「少
数
民
族
」
の
う
ち

「無
文
字
民
族
」
系

の
二
三
の
民
族
か
ら
、
文
字
創
製
が
あ

っ
た

一
二
の
民
族
を
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
た
も

の
で
あ
る
。
現
行
民
族
文
字
方
案
策
定
年
と
試
行
年
の
欄
を
見
る
と
、
そ
の
年
が

一
九
五
七
年
で
あ
る
と

い
う
民
族
が
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表1　 雲南省内の無文字少数民族 と文字創製(雲 南省地方志編纂委員会[1998]

　　 作成)

などから

民族名

イ(舞)族

ペー(白)族

ハニ(吟 尼)族

チ ワン(壮)族

リス(傑{粟)族

ラ フ(拉 枯)族

ワ(仮)族

ナ シ(納 西)族

ヤオ(瑠)族

ジ ンポー(景 頗)族

トール ン(独 尤)族

ミャオ(苗)族

現行文字創製以前

にあつた民族文字

2種

1種(焚 文、老白

文、新 白文 、漢字

の改造 も存在)

1種(漢 字改造型)

1種(方 快壮 字)

3種 ホ

1種 寧

1種 傘

4種

1種(漢 字借 用)

3種 寧

1種 零(日 圧 文)

1種(ポ ラ ー ド文

字=老 苗 文)電1]

現行で通用 してい

る民族文字

1種(規 範 舞文)2)

1種(ラ テン文字

ピ ンイ ン[以 下L

ピ ンイ ン])

1種(ピ ンイン)

2種(Lピ ンイン)

2種(ロ ーマ字大

文字 倒置型,Lピ

ンイ ン)

1種(Lピ ンイン)

1種(Lピ ンイン)

1種(Lピ ンイン)

1種(Lピ ンイン)

2種(Lピ ンイ ン

=景 頗文/載 瓦文)

1種(Lピ ンイ ン)

3種(Lピ ンイ ン,

老苗文,規 範 苗文)

現行民族文字方案

策定年/試 行年

四川省1974/

1980

雲南 省1982/

1987

1958　 (1982前 多言丁)

/1986

1957/1957

1955/1956

1954/1955

1957/1958

1956/1957

1956/1957

1982/1983

景 頗文1956/

1958

載瓦文1957/

1957

1983/1983

1956/1957　 (言眞

東北方言Lピ ン

イン)

1956/1956川1黒 与

愼方言Lピ ンイ

ン)

文字方案策定時

期頃の統計上人

口(全 土)

5,453,564　 (1982)

567,119　 (1953)

481,220　 (1953)

6,864,585　 (1953)

317,465　 (1953)

139,060　 (1953)

286,158　 (1953)

143,453　 (1953)

665,933　 (1953)

101,852　 (1953)

4,633　 (1983)

2,490,874　 (1953)

1)参 照文献 によれば 「愼東北大小 文字母形式苗文 」 と 「注音文字字 母形式苗文」が挙 げ られてい

　るが、後者の存在 が確認で きないため、1種 と した。誤記か と思 われる。

2)岡 本[1999]の 表記 にならえば、「規範舞 文」な どと表現 する ときの 「文」の字義は文字 とい

　う意味に加 えて書 き言葉の意味 合い も持ってい る。 ここではそ の意味に したが う。
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多
数
見
か
け
ら
れ
る
。
五
七
年

一
二
月
に
制
定
さ
れ
た

「少
数
民
族
文
字
方
案
中
字
母
を
設
計
す
る
に
関
し
て
の
い
く

つ
か
の
原
則
」
で

は

一
層
、
ラ
テ
ン
文
字
化
の
徹
底
が
図
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
の
雲
南
省
で
は
、
五
、
○
○
○
人
弱
か
ら
数
十
万
人
単
位
の
、

人
口
規
模
が
き
わ
め
て
異
な
る
少
数
民
族
に
ラ
テ
ン
文
字
が
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
中
国
政
府
は
国
家

の
周
縁
部
に
住
む

「少
数
民

族
」

の
重
要
性
を
国
策
上
、
明
確
に
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ

の
な
か
で
表
中
に
・
印
を
付
し
た
ミ
ャ
オ
族
や
リ
ス
族
な
ど
の

「無
文
字
民
族
」
に
は

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
期
に
か
け

て
、
広
く
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
道
さ
れ
て
い
た
。
五
〇
年
代
半
ば
は
農
業

の
集
団
化
が
急
速
に
す
す
み
、
高
級
合
作
社

か
ら
人
民
公
社
化

へ

い
た
る
道
の
り
を
歩
ん
だ
時
期
で
あ
る
。
五
六
年
に
は
毛
沢
東
が
唱
導
し
た

「百
花
斉
放

・
百
家
争
鳴
」
運
動
が
あ

っ
た
し
、
大
き
く
反

右
派

闘
争
に
転
換
し
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
文
革
後

の
八
二
年
に
は
社
会
主
義
体
制
の
も
と
で
宗
教

の
消
滅
を

目
指
す
と
す
る
基
本

政
策

が
中
国
共
産
党

に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
る
が
、

一
方
で
信
仰
の
自
由
を
保
障
し
な
が
ら
も
他
方
で
は
、
宗
教
に
対
す
る
外
国
か
ら
の
干

渉
に
は
敏
感
で
、
バ
チ
カ
ン
に
よ
る
中
国
国
内
の
カ
ト
リ

ッ
ク
司
教

の
任
命
や
、
海
外
の
カ
ト
リ

ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
に
よ
る

ミ
ッ
シ

ョ
ン
の
派
遣
に
は
警
戒
を
強
め
て
い
た
。
こ
う
し
た

一
連

の
政
府
か
ら
の
文
字
創
製
は
、
民
族
宗
教
や
外
来
宗
教

へ
の
対
処
と
し

て
始
め
ら
れ
た
と
表
現
し
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　

ミ

ュ
ー
グ
ラ
ー
は
、
雲
南
省
東
北
部
の
イ
族

の
村
落
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
、
彼
ら
の
言
語
は
儀
礼
挙
行
の
際
の
道
具

と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
五
〇
年
代
以
降
、
国
家
の
政
策
的
な
意
向
を
取
り
込
み
変
化
し

つ
つ
あ
る
と

い
う
点
を
指
摘
し

た

[
M
u
e
g
g
l
e
r
 
2
0
0
1

]
。
こ
れ
は

「無
文
字
民
族
」

の
村
落
次
元
で
は
言
語
や
文
字
は
操
作
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
ま
た
村
落
社
会
に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
者
た
ち
の
行
動
と
言
語

・
文
字
操
作
に
は
相
関
が
あ
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
こ
の
点
は
宣
教
師
が
開
発
し
た
文
字
を
持

つ
先
の
い
く

つ
か
の
民
族
に
も
共
通
す
る
。
大
宗
教
圏
と
の

一
体
性
や
独
自

の
文
字

と

い
う
、
文
字
自
身
の
難
度

の
高
さ
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
文
化
と
の
関
係
は
、
文
字

や
言
語
と
し
て
の
意
味
を

一
層
高
め
た
と

い
え

る
。
文
字
に
呪
性
や
秘
儀
性
が
あ
る
と

い
う
指
摘
は
、
東
南
ア
ジ

ア
の
無
文
字
民
族
の
研
究
か
ら

い
く

つ
か
提
出
さ
れ
て
い
る

[関
本
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表2　 雲南省内少数民族の 「文盲」率表

うち女性の

割合(%)

86,98③

93,28①

90.78②

59.95

うち男性の

割合(%)

77.65①

63.86②

57.19⑦

30.66

12歳 以上の文盲 ・

半文盲率(%)

82.29①

78.51②

73.86③

45.27

12歳 以上の文盲

半文盲人口(人:

　167,869

　 73,733

　345,492

6,972,838

6歳 以上

人 口(人)

　　252.123

　　118,474

　　599,303

19,149,587

雲南省内総人口

(これのみ2㎜)

　　447,631

　　190,610

　1,043,535

28,201,274

ラフ族

ヤ オ族

ミヤオ族

漢族

董建中[1993]な どか ら作 成。

一
九
七
五
、
片
岡
　

一
九
九
八
]
。
「
下
か
ら
」
の
言
語
や
文
字
操
作
と
は
、
単
に
識
字

へ
の
要
求
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
。
文
字

の
呪
的
か
つ
秘
儀
的
パ
ワ
ー

へ
の
傾
倒
が
あ

っ
て
こ
そ
成
立
す
る
。
ラ
テ
ン
文

字
の
新
設
や
そ
れ
に
よ
る
置
き
換
え
が
行
わ
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
強
固
な
言
語
や
文
字

の
性
質

へ
の
国

家
的
な
対
抗
措
置
で
あ

っ
た
。

　
各
少
数
民
族
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
、
民
族
の
言
語

・
文
字
を
使
用
す
る
自
由
と
権
利
で
あ
る
。

こ

の
自
由
や
権
利
と
は
換
言
す
れ
ば
、
無
文
字
少
数
民
族
に
文
字
使
用
を
保
障
す
る
代
わ
り
に
、
漢
語

の
併

用
や
漢
語
化
も
容
認
す
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
こ
に
当
局

の
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
無
文
字
少
数
民
族
に
対
し
て

「文
字
」
を
普
及
さ
せ
、
漢
族
と
同
程
度
の
状
態
に
引
き
上
げ

る
と

い
う

「掃
盲

(
s
a
o
 
m
a
n
g

)
」
論
や

「文
盲

(
w
e
n
 
m
a
n
g

)」
論
は
、
民
族
文
字
規
範
化

(多
く
は

ラ
テ
ン
化
ピ
ン
イ
ン
文
字
の
普
及
)
の
過
程
で
し
ば
し
ば
引
き
合

い
に
出
さ
れ
て
き
た
。
規
範
化
民
族
文

字

の
普
及
が
始
め
ら
れ
た
八
〇
年
代
以
降
、
雲
南
省
内
で
民
族
文
字
学
習
班
や
掃
盲
班
が
結
成
さ
れ
た
結

果
、
無
文
字
状
態
が

一
掃
さ
れ
た
と

い
う
報
告
や
記
録
が
各
地
で
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
近
視
眼
的

な
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事
由
は
、
少
数
民
族
文
字
の
普
及
と
そ
の
先
に
あ

る
言
語

・
文
字
使

用
や
少
数
民
族
文
字
に
よ
る
教
育
と
は
直
接
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
な

い
点

に
あ
る
。
「掃
盲
論
」
や

「文

盲
論
」
の
議
論

の
中
心
に
あ
る
の
は
漢
語
識
字
の
度
合

い
を

い
か
に
高
め
る
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ

れ
は
ひ

い
て
は
漢
語
教
育

の
普
及
に
直
結
し
た
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
表
2
は
筆
者
が

作
成
し
た
雲
南
省
内
少
数
民
族
の

「文
盲
」
率
の
表
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も

「無
文
字

民
族
」
が
現
れ
る
。

参
照
文
献
の
著
者
、
董

[
一
九
九
三
]
が
議
論
す
る
の
は

「文
盲
」
や

「半
文
盲
」
で
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
表
で
就
学
齢
の
児
童
が
対
象
に
な

っ
て
い
る
ご
と
く
に
、
中
高
等
教
育
や
制
度
が
論
点
に
な

っ
て
お
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り
、
文
盲
や
半
文
盲
の
率
と
は
明
ら
か
に
漢
語
に
対
す
る
識
字
率
を
指
し
示
し
て
い
る
。
漢
語
の
識
字
率
強
化
の
策
は
、
八
八
年

に
国
務

院
に
よ

っ
て
公
布
さ
れ
た

「掃
除
文
盲
工
作
条
例
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の
六
条
に
よ
る
と
、
文
盲
除
去

の
教
学
に
は
全
国
通

用
の
普
通
話
を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
て
、
少
数
民
族
地
区
で
は
本
民
族
言
語
文
字

の
教
学
に
使
う

こ
と
を
可
と
し
、
現
地

の
各
民
族
に
通
用
す
る
言
語
文
字

の
教
学
も
ま
た
可
と
す
る
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
少
数
民
族
言
語
や
文
字
に
よ
る
「
文
盲
」

の
除
去
は
あ
く
ま
で
二
次
的
で
あ
る
こ
と
が
理
解

で
き
る
。

　
言
語
学
者
の
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
は
、
ひ
と

つ
の
社
会
の
中
で
ふ
た

つ
の
言
語
ま
た
は
方
言
が
、
社
会
的
場
面
に
よ

つ
て
使

い
分
け
ら
れ
る

安
定

し
た
優
劣
関
係

の
あ
る
二
言
語
併
用
の
状
況
を

「
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア

(
d
i
g
l
o
s
s
i
a

)
」
と
呼
ん
だ
F
e
r
g
u
s
o
n
 
1
9
7
2

]
。
こ
れ
は
今
日

の
雲
南
省

の
少
数
民
族
世
界
に
お
け
る
言
語

・
文
字
使
用
の
状
況
と
も
合
致
す
る
。
現
実
的
に
は
漢
語
と
少
数
民
族
語

の
実
質
的
な
二
言

語
併

用
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
中
国
的
な
特
徴
が
あ
る
。

　
雲
南
省
内
の
少
数
民
族
言
語

の
使
用
状
況
は

「母
語
型
」
・
「双
語

(バ
イ
リ
ン
ガ
ル
)
型
」
・
「多
語

(
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
)
型
」
・
「母

語
転

用
型
」
(カ
ッ
コ
内
は
筆
者
に
よ
る
)
に
区
分
さ
れ
る
と

い
う

[雲
南
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
　

一
九
九
八
]。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は

「漢

化
」

や

「漢
族
化
」

の
進
展
に
よ
る
、
「漢
語
化
」
に
対
す
る
評
価
の
差
と
な

っ
て
地
域
や
民
族
ご
と
に
何
を
採
用
す
る
か
に
よ

っ
て
変

化
す

る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
少
数
民
族

の
言
語
や
文
字
の
使
用
は
、
憲
法
と
民
族
区
域
自
治
法
で
保
証
さ
れ
て
い
る
。
民
族
区
域
自
治

法
が
適
用
さ
れ
る
民
族
自
治
区
域
以
外
で
も
今
日
、
全
般
に
漢
語
化
の
進
展
が
認
め
ら
れ
る
し
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
は

容
易

に
生
成
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
だ
が
、
下
位
言
語
と
し
て
の
少
数
民
族
言
語
が
公
的
か

つ
広
域
に
政
治
に
関
与
し
、
政
治
基
盤
と

な
る
な
ど
、
権
力
形
成
に
寄
与
す
る
場
面
は
な
く
、
法
律
上
の
保
証
も
な

い
。
し
た
が

っ
て
現
実
的
な
社
会
に
お
い
て
は
漢
語
優
先
型
と

な

っ
て
現
れ
る
場
合
が
多

い
。

　
教
育
制
度
上

の
問
題
点
も
あ
る
。
雲
南
省
に
は
民
族
小
学
が

一
、
六
二
六
校
あ
る
の
に
対
し
て
、
民
族
中
学
は
八
六
に
過
ぎ
な
い
。
省

の
規
定
に
よ
れ
ば
、
小
学
校
の
言
語
教
科
の
授
業
時
間
数
は
少
数
民
族
の
場
合
、
民
族
語
が

一
、
○
○
○
時
間
、
漢
語
が
二
、
○
○
○
時
間
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と
規
定

さ
れ
て
い
る

[岡
本
　

一
九
九
九
]。

つ
ま
り
こ
の
規
定
に
従
う
か
ぎ
り
は
、
言
語
の
使
用
状
況
は
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
型
に
な
ら
ざ

る
を
得

な
い
。
こ
れ
は
上
級
学
校

の
設
置
率
が
低

い
と

い
う
構
造
的
な
問
題
と
も
重
な

っ
て
い
る
。

ハ
ン
セ
ン
は
、
言
語
の
相
が
漢
語
と

少
数
民
族
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
型

に
な
り
、
漢
語

へ
の
評
価
が
高
ま
る
と
少
数
民
族
文
字
に
よ
る
教
育
よ
り
も
む
し
ろ
漢
語
教
育
を
求
め

る
傾
向

が
高
く
な
る
こ
と
を
ジ
ノ
ー
族
や

ハ
ニ
族
を
例

に
指
摘
し
て
い
る
[
H
a
n
s
e
n
 
1
9
9
7
]

。
少
数
民
族
の
言
語

・
文
字
使
用
は
、
民

族
教
育

の
制
度
論
的
陥
穽
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
民
族
言
語
に
と

っ
て
は
漢
語

の
普
及
は
脅
威
に
あ
た
る
と

い
わ
れ

[庄
司
　
二
〇
〇
三
]
、
民
族
言
語
や
文
字
の
消

滅
論
や
漢
語

へ
の

同
化
論

が
立
ち
消
え
に
な
ら
な

い
で
い
る
点
と
も
無
関
係
で
は
な

い
。
九

一
年

の

「関
於
進

一
歩
倣
好
少
数
民
族
語

言
文
字
工
作
的
報

告
」

(少

数
民
族
言
語
文
字
工
作
を
さ
ら
に

一
歩
進
め
る
こ
と
に
関
す
る
報
告
)
は
民
族
言
語
の
関
係
者
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
と
い
わ
れ

[黄
　

一
九
九
六
]
、
文
字

・
言
語
政
策
に
お

い
て
は
す

で
に
漢
語
化
状
況
は
す
で
に
広
範
に
進
ん
で
い
る
。
こ
の
問
題
は

「
漢
族

」
側
か
ら
押
し

つ
け
ら
れ
た
少
数
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
議
論
、
さ
ら
に
は
自
治
権
や
人
権
問
題
と
も
密
接
に
関

連
し
て

い
る
。
中
国

で
い
う
少
数
民
族
自
治
と
は
、
教
育

・
文
化
な
ど
を
中
心
と
し
た
民
族
自
決
権
を
と
も
な
わ
な

い

「
文
化
的
自
治
」

で
あ
る
。
そ
れ
が
空
文
化
す
れ
ば
、
少
数
民
族
側
か
ら
民
族
自
決
権

の
要
求
が
起
き
か
ね
ず
、
少
数
民
族
に
対
す
る
文
字
創
製
以
降
の
言

語
使
用

の
問
題
は
ま
さ
に
諸
刃
の
剣
だ
と

い
え
る
。

4

「
ミ

ャ
オ
族
」
志
向

へ
の
同
調

　
さ
て
雲
南
省
内
で
確
認
で
き
た
言
語

・
文
字
使
用

の
状
況
下
で
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
の
下
位
集
団
は
い
か
な
る
動
き
を
み
せ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　
「新

華
網
」

の
雲
南
網
群
の
ウ

エ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、
「展
示
苗
家
風
情

・
展
現
苗
蛉
新
貌
-
両
腕
郷

《
苗
蛉
放
歌
》
専
場
文
芸
晩
会
記
」
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　る
　

と
の
タ
イ
ト
ル
で
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

　
六
月

=

日
、
農
暦
五
月
五
日
は
、
す
で
に
中
華
民
族
の
伝
統
的
な
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
み
な
ら
ず
、
苗
族
同
胞

の

一
年

一
度

の
花
山

節
で
も
あ
る
。
当
日
の
夜
、
水
富
県
映
画
館
で
は
人
は
潮
の
如
く
多
く
、
歌
は
海

に
似
た
大
好
評
の
演
技

で
あ

っ
た
。
両
碗
郷

《苗
嶺
放

歌
》
特
別
興
業
の
文
芸
晩
会
は
こ
こ
に
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
。

　
開
演
前
、
県
副
書
記
楊
忠
勇
は
張
書
記

・
韓
県
長

の
委
託
を
受
け
、
県
委
、
政
府
を
代
表
し
て
、
全
県
苗
族
同
胞

に
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

の
挨
拶
を
行

っ
た
。
彼
は
、
「苗
嶺
放
歌
」
専
場
晩
会
は
、
あ
る
側
面
か
ら
我
が
県
民
族
文
化
工
作
と
旅
遊
事
業

の
発
展
を
反
映
し
て
い

る
。
ま
た
そ
れ
は
我
が
県
に
と

っ
て
も
省
級
の
文
化
先
進
県
の
創
建
を
推
し
進
め
る
積
極
的
な
働
き
を
す
る
だ
ろ
う

と
述
べ
た
。
彼
は
近

年
来
、
両
碗
郷
の

「
五
五
」
花
山
節
は
毎
年
際
立

っ
て
い
て
、
自
作
の

「苗
塞
鼓
駒
」
は
何
度
も
水
富
を
代
表
し
て
、
昭
通
な
ど

の
地
で

演
じ
ら
れ
て
い
る
。
雲
南
省
委
員
会
丹
増
副
書
記
に
は
高
く
賞
賛
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
両
碗
郷
に
こ
れ
以
降
も
現
在

と
同
様
の
花
山
節
の

活
動
を
し
て
ほ
し

い
。
ま
た
、
文
化
産
業
の
要
求

の
通
り
に
発
展
し
育
成
さ
せ
、
民
族
文
化
を
持
続
的
に
発
展
さ
せ
る
道
を
歩
ん
で
ほ
し

い
。
民
族
伝
統
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
経
済

・
文
化
を
協
調
発
展
さ
せ
る
動
力
と
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
た
。

　
八
時
ち

ょ
う
ど
に
、
舞
踏

「今
日
は
良

い
日
だ
」
で
文
芸
晩
会
が
始
ま

っ
た
。
舞
踏

「
花
山
路
上
」
は

「花
山
節

」
を
祝
う
た
め
に
苗

族
同
胞
を
描
写
し
た
。
民
族
衣
装
を
着
飾
り
、
花
山
に
楽
し
く
集

っ
た
。
男
性
独
唱
の

「
西
部
賛
歌
」
は
す
ば
ら
し

い
明
日
へ
の
あ
こ
が

れ
を
苗
族
同
胞
に
表
現
し
た
。
舞
踏

「竹
姑
娘
」
は
地
域
が
違

い
、
同
系
で
な
い
苗
族
同
胞
を

一
族
郎
等

の
ご
と
く
に
扱

い
、
心
を
合
わ

せ
て
協
力
し
、
共
同
し
て
す
ば
ら
し
い
幸
福
な
生
活
を
創
る
こ
と
を
表
現
し
た
。
舞
踏

「
山
魂
」
は
苗
族
人
民
が
ど
こ
ま
で
も
耐
え
抜
く

民
族
精
神
を
讃
え
た
。

(傍
点
部
筆
者
)

　
水
富
県
は
四
川
省
と

の
境
界
に
接
し
た
雲
南
省

の
東
北
部
に
位
置
す
る
。
こ
の
付
近
は
、
自
称
モ
ン
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
の
分
布
地
域
な

の
で
あ
る
が
、
近
郊
に
は
自
称
ア

・
マ
オ
の

「
ミ
ャ
オ
」
族
も
居
住
し
て
い
る
。
こ
の

「
両
腕
郷

《苗
嶺
放
歌
》
晩

会
」
で
は
両
腕
郷
を

中
心
と
し
た
複
数
の
村

の
村
民
が
演
者
と
な
り
、
県
が
中
心
と
な

っ
て
挙
行
さ
れ
た
の
だ
が
、
本
文
に
も
あ
る
よ
う

に
、
重
要
視
さ
れ
た
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の
は
、
出
身
地

の
違
い
や
サ
ブ

・
グ
ル
ー
プ
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
を
ひ
と

つ
に
ま
と
め
て
演
じ
る
と
い
う
点
に
あ

っ
た
。

こ
の
行
事
を
推
進

し
た
の
は
水
富
県

の
文
化
体
育
局
で
あ
る
が
、
実
際
に
筆
者
が
二
〇
〇
六
年
三
月
に
両
腕
郷
の
当
時

の
村
民
演
者
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

晩
会
の
前

の
幾
度
か
の
会
合
に
お

い
て
、
「
中
華
民
族
と
し
て
の
ミ
ャ
オ
族
」
と
し
て
演
じ
る
こ
と
が
県
ク
ラ
ス
の
幹
部
か
ら
常
に
指
摘

さ
れ
て

い
た
と
い
う

(写
真
1
)
。
前
述
記
事

の
傍
点
部
は
、
文
芸
晩
会
の
民
族
舞
踊
で
あ
り
な
が
ら
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
と

い
う
民
族
全
体

へ
の
近
接
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

写真1　 06年3月 の両腕郷 《苗嶺 放歌》 晩会 の一 シーン(水 富

　 　 　 文体局提供)

　

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ブ
ル
デ

ュ
ー
は
、
「
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン

(卓
越

化

・
差
別
化
)
」
の
概
念
で
、
社
会
的
地
位
や
威
信
を
め
ぐ
る
、
よ
り
高
い
価
値

へ
の
志
向
を
分
析
し
た

[ブ
ル
デ
ュ
ー
　

一
九
九
〇
]
。
他
者
と
の
差
異
を
強
調

し
て
自
己
を
引
き
立
た
せ
る
と

い
う
方
策
が
選
ば
れ
る
。
他
者
と
は

「
ミ
ャ
オ

族
」
以
外

の
他

の
少
数
民
族
で
あ
り
、
全
体
性
と
し
て
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
像
が

強
調
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
大
同
小
異
と
認
識
し
て
、
創
造
さ

れ
た
大
伝
統
側
に

つ
く
と

い
う
構
図
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
と
き
の
主
体
は

「
ミ
ャ
オ
族
」

の
民

族
幹
部
で
あ
り
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
出
身

の
専
家
技
術
人
員
で
あ
る
。

　
筆
者
は
先
に
雲
南
省
文
山
壮
族
苗
族
自
治
州
で
開
催
さ
れ

て
い
る

「文
山
州

民
族
節
」
が
、

一
方
で
こ
の
地
域
の
七

つ
の
下
位
集
団
の
存

在
を
公
式
に
確
認

す
る
民
族
的

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
し
て
催
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
他
方
で
は

「上

か
ら
の
伝
統
の
創
造
」

に
よ
る
新
し

い
少
数
民
族
間

の
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
と

な

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

[谷
口
　

二
〇
〇
五

a
]。

前
述
の
水
富
県
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
の
例
は

「中
華
民
族
」
と

い
う
よ
り
高
次
の
概
念
が
強
調
さ
れ
た
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事
例
だ
が
、
こ
う
し
た
民
族
的
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
、
「中
国
少
数
民
族
」
と
し
て
同
格

の
、
少
数
民
族

の
問
で

一
層
優
越
し
た
政
治
的

か
つ
文
化
的
立
場
を
獲
得
す
る
た
め
の

「
闘
争
」
と

い
え
る
。
中
国
の
少
数
民
族

の
場
合
、
政
治
が
強
く
少
数
民
族
文
化
に
も
介
入
す
る

た
め

に
、
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
も
少
数
民
族
と
し
て
同
じ
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
類
似
す
る
ケ
ー
ス
は
隣
接
す
る
貴
州
省

の

「
ミ
ャ
オ
族
」
に
も
み
ら
れ
た
。
楊
に
よ
れ
ば
、
八
〇
年
代
に
入

っ
て
か
ら
、
「
ミ
ャ
オ
族
」

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　ら　

と
し

て
の

「
民
族
的
祭
典
」
を
創
出
す
る
動
き
が
知
識
人
の
問
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た

[楊
　
二
〇
〇
五
]
。
そ
の
活
動
を
行

っ
た

「
ミ
ャ

オ
族
」
の
知
識
人

エ
リ
ー
ト
や
幹
部
は
主
に
貴
州
省

の
中
部
方
言
や
湖
南
省

の
東
部
方
言

の

「
ミ
ャ
オ
族
」
で
あ
り

、
雲
南
省
の
西
部
方

言
グ

ル
ー
プ
に
出
自
を
持

つ
者
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る

[楊

同
上
書
]
。
結
果
的
に

「
ミ
ャ
オ
族
」

の

「民
族
的
祭
典
」

に

「
四
月
八
」
(旧
暦
の
四
月
八
日
に
催
さ
れ
る
民
族
的
英
雄
を
記
念
す
る
活
動
)
が
選
ば
れ
た
の
だ
が
、
よ
り
普

遍
的
な

「跳
花
場
」

が
選
定
さ
れ
な
か

つ
た
点
に

つ
い
て
、
楊
は
疑
問
を
呈
し
つ
つ
、
選
出
に
当
た

っ
た
者

の
出
身
地
域
と
関
連
を
指

摘
し
て
い
る

[楊

同

上
書
]
。

つ
ま
り
、
雲
南
省
の
西
部
方
言
グ
ル
ー
プ
の
出
身
者
が
参
加
し
な
い
状
態
で

「
ミ
ャ
オ
族
」
全
体
が
共
有
す
る

「
民
族
的
祭
典
」

が
決
定
さ
れ
た
が
た
め
に
、
集
会
の
規
模
が
大
き
く
、
活
動
が
行
わ
れ
る
範
囲
の
広

い

「
跳
花
場
」
は
そ
れ
に
選
ば

れ
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
本
節
で
検
討
し
た
こ
れ
ら
の
事
例

の
よ
う
に
、
「民
族
」
の
下
位
集
団
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
押
し
込

め
、
「民
族
」

の
全
体

性
に
収
敏
さ
せ
る
方
法
は
、
や
は
り
民
族
幹
部
や
専
家
技
術
人
員
な
ど
政
治
か

つ
社
会
的
階
層
上
、
「
上
か
ら
」
の
選
択

で
あ

っ
た
と

い

え
る
。

298第皿部　移動 と国家政策

 

5
　
民
衆
の
参
与

ア
メ
リ
カ
人
文
化
人
類
学
者
の
リ
ト
ジ
ン
ガ
ー
は
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区

の
ヤ
オ
族
集
居
区
に
お
い
て
、
新
し
い

「
ヤ
オ
文
化
」
を
創



出
す
る
民
族
的
リ
ー
ダ
ー
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
あ
り
か
た
を
論
じ
た
[
L
i
t
z
i
n
g
e
r
 
2
0
0
0

]。
ヤ
オ
族
の
場
合
、
そ
の
根
源
に
は
漢
字
文

化
や
漢
字
の
借
用
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
自
身

の
民
族
文
化
や
歴
史
を
描
き
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
文
字
や
言

語
が
国
家
に
よ
る
制
御
を
受
け
や
す

い
状
況
下
で
、
「
ミ
ャ
オ
族
」

の
村
民
な
ど
、

一
般

の
民
衆
は
ど
の
よ
う
に
自
ら
を
表
象
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
が
民
衆

(中
国
語
で
は
、
「幹
部
」
に
対
し
て

「群
衆
」
と
呼
ば
れ
る
)
が
自
ら

の
行
為
を
表
象
す

る
す
が
た
を
見
て
み
よ
う
。

写真2　蘆 笙製作 中の楊万能氏(雲 南省文山)

　
そ
の
端
緒
に
な

っ
た
の
は
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
の
民
族
楽
器

の
蘆
笙
で
あ
る
。
雲
南

省
東
南
部

の
文
山
壮
族
苗
族
自
治
州
の
馬
関
県
に
あ
る
麻
栗
山
村
な
ど
で
六
〇
年

代

の
初
頭
か
ら
蘆
笙

の
制
作
を
開
始
し
た
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
当
該
村
に
蘆
笙

の

名
手
兼
製
作
者
で
あ
る
楊
万
能
氏
が

い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
彼

は
人
民
公
社
の
時

代
か
ら
蘆

笙
の
製
作
を
始
め
た
。
本
来
、
交
通
手
段

の
障
碍
も
あ

っ
て
蘆
笙

の
購

買
圏
は
隣
村
か
広
く
て
も
二
〇
キ

ロ
圏
内
ま

で
と
狭

い
も

の
だ

っ
た
。
と
こ
ろ
が

九
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
在
住

の

「
モ
ン
」
が
訪
れ
、

一
時
期
販
売

ル
ー
ト
を
確
立

し
た
こ
と
か
ら
、
今
日
で
は
海
外
に
も
名
を
と
ど
ろ
か
せ
て
い
る

(写
真
2
)。

　

ウ
エ
ブ
サ
イ
ト

『老
山
文
学
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　

一
九
九
四
年
、
文
山
の
苗
族
同
胞
王
さ
ん
は
楊
万
能
か
ら
六
〇
余

の
蘆
笙
を
購

入
し
、
ア
メ
リ
カ
に
送

っ
た
。
説
明
に
よ
れ
ば
、
楊
万
能
が
作

っ
た
蘆

笙
は
ア
メ

リ
カ
で
は
ひ
と

つ
二
〇
〇
ド
ル
で
売
ら
れ
て
い
る
。
毎
年
主
節

の
際
に
、
ミ
ャ
オ

族
民
衆
は
ち
ょ
う
ど

一
年
に

一
度

の
最
も
厳
粛
な

「
花
山
節
」
を
迎
え
る
。

こ
の

期
間
中
、
国
内
外

の
苗
族
同
胞
は
続

い
て
文
山
州
城

に
集

い
、

ミ
ャ
オ
族

の
伝
統
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写真3　文山海外苗族民
　　　 間文化交流協会
　　　 の主宰者である
　　　 王正雄氏(雲 南
　　　 省文山)

的
な
祭
り
に
参
加
し
た
。
二
〇
〇

一
年
春
節
に
は

ふ
た
り
の
熊
姓

の
フ

ラ
ン
ス
人
同
胞

(
ラ
オ
ス
出
身
の
モ
ン
ー
筆
者
注

)
が
文
山
に
戻
り
、

「
花
山
節
」
を
過
ご
し
、
親
族
捜

し
の
機
会
を
持

っ
た
。
楊
万
能
を
探

し
出
し
た
ひ
と
り
は
藍
笙
を
買

っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
し
た
。

(『老
山

文
学
』
)

　

こ
の
よ
う
に
、
文
山
地
区
が
対
外
開
放
を
実
現

す
る
以
前
か
ら
、
民

族
的

な
物
質
文
化
を
通
し
て
民
間
交
流
の
機
会
は
育
ま
れ
て
い
た
。

　
左

の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
項
朝
龍
氏
は
自
称
モ
ン
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
の
下
位
集
団
に
属
す
る
人
物
で
、
文
山
自
治
州
内

で
長
き
に
わ
た

り
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
に
伝
わ
る
民
間
の
古

い
伝
統
や
習
俗
を
学
ん
で
き
た
。
彼
は
兄
か
ら
そ
れ
を
学
び
、
す

で
に
六
〇
余
年

に
な

っ
た
。

彼
は
儀
礼
の
際

の
曲
を
収
集
す
る
以
外
に
、
自
ら
生
産
歌
や
生
活
歌
を
歌
う
こ
と
が
で
き
、
人
類
起
源
の
伝
承
や
民
族
移
動
の
歴
史
に

つ

い
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
持

つ
民
族
知
識
は
政
府
の
文
化
部
門
が
重
視
し
、
言
語
な
ど
の
項
目
に
つ
い
て
収
集
整
理
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
文
山
州
麻
栗
披
県
猛
洞
郷

の
小
学
校
教
員
、
項
廷
強
氏
は
八
〇
年
代
か
ら
自
費
で
黙
々
と
、
ミ
ャ
オ
族

の
清
朝
以
降
の
民
具
や

農
具
を
大
量
に
収
集
し
た
。
彼
は
自
宅
を
開
放
し
、
民
族
文
物
展
覧

の
た
め
の
陳
列
室
を
作

つ
た
。
そ
の
後
、
村
民
や
村
幹
部
は
そ
の
場

を

「
文
山
壮
族
苗
族
白
治
州
麻
栗
披
県
苗
族
古
籍
文
物
陳
列
室
」
と
呼
ん
だ
。
九
九
年
に
は
そ
の
こ
と
が
テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
て
か
ら
は
、

好
評
を
得
、
彼
の
集
め
た
資
料
は
県

の
文
化
館
に
収
め
ら
れ
た
。
彼
は
〇
五
年
に
は
雲
南
省
文
化
庁
と
省
の
民
族
事

務
委
員
会
に
よ

っ
て

「非
物
質
文
化
遺
産
資
料
保
存
者
」
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
前
出
の
項
朝
龍
は

「
雲
南
省
非
物
質
文
化
遺
産
習
俗
伝
承
人
」
に
認
宗

さ
れ
て
い
る
。

　
小
規
模
な

「民
族
博
物
館
」
開
設
は
、
民
族
意
識
に
対
す
る
強

い
に
発
露
が
あ
り
、
設
置
が
個
人
で
進
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ

300第皿部　移動 と国家政策



が
軌
道

に
乗
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
雲
南
省
南
部
の
西
双
版
納
俸
族
自
治
州
基
諾
山
の

「
ジ
ノ
ー
族
」
村
落

で
は
、
二
〇
〇

一

年
に
三
年

の
月
日
を
費
や
し
て
建
設
さ
れ
た

「巴
辛
基
諾
族
博
物
館
」
が
あ

っ
た
。
結
果
か
ら
い
え
ば
、
こ
の

「
民
族
博
物
館
」
は
失
敗

に
終
わ

っ
た
。
二
〇
〇
五
年
の
再
調
査
の
時
点

で
博
物
館
は
閉
じ
ら
れ
、
館
内
は
ほ
こ
り
に
満
ち
、
展
示
品
に
は
か
び
が
生
え
る
な
ど
の

状
況
に
陥

っ
て

い
た
と
い
わ
れ
る
。
金
は
、
「
失
敗
の
原
因
は
多

々
あ
る
が
、
そ

の
中
で
も
容
易
に
無
視
で
き
な

い
の
は
、
村
民
の
文
化

に
対
す

る
自
覚
と
関
係
し
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る

[金
　

二
〇
〇
六
]。

こ
う
し
た
民
衆
次
元
で
の

「陳
列
館
」

や

「民
族
博
物
館
」

の
建
設

は
、
省
や
自
治
州
レ
ベ
ル
で
進
め
ら
れ
る
そ
れ
と
は
面
積
や
投
資
金
額
、
ま
た
建
設
目
的
に
お

い
て
大
き
く
異
な
り
、
主
宰
者
自

身
で
維

持
管
理
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
課
題
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
民
族
と
し
て
の
自
覚
と
も
関
連
し
て
い
る
。

　
文
山
州
で
は
九
三
年
に
設
立
さ
れ
た

「
文
山
海
外
苗
族
民
間
文
化
交
流
協
会
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
民
政
局
に
勤
務
す

る
王
正
雄
氏
が
運

営
す
る
民
間
の
組
織
で
、
彼
は
自
ら
の
趣
味
を
生
か
し
て
ミ
ャ
オ
語

(
日
モ
ン
語
)
の
映
画
や
V
T
R
を
こ
れ
ま
で
に

二
六

一
本
撮
影
し
、

そ
の
C

D
や
D
V
D
に
は
偽
物
が
出
回
る
ほ
ど
に
な

っ
て
い
る
。

　

一
連

の
民
衆
次
元
の
活
動
に
は
、
政
府
や
民
族
幹
部
ら
の
意
向
は
働

い
て
お
ら
ず
、
自
律
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「下
か
ら
」
の
欲

求
は

「
ミ
ャ
オ
族
」
全
体
に
ま
で
昇
華
す
る
こ
と
は
な
く
、
地
域
的
に
拡
大
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
あ
く
ま
で
自
称

レ
ベ
ル
で
、
村
落

や
地
域
社
会
が
基
礎
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
支
系
の
観
念
に
齟
齬

を
来
す
よ
う
な
動
き
や
、
民
族
幹
部
な
ど

の
民
族
全
体
を
見
据

え
た
行
為
と
は
異
な

っ
て
い
る
と

い
え
る
。
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
に
発
現
し
た
意
志
や
意
欲
が
彼
ら
の
活
動

の
源
泉
で
あ
る
。

6
　

お
わ
り
に

　
「
ミ

ャ
オ
族
」
は
国
家

(国
務
院
)
が
制
定
し
た
民
族
的
範
疇

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
少
数
民
族

の
優
遇
政
策
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

と
い
う

の
も
そ
れ
は

「
中
国
少
数
民
族
」
と
し
て
の
社
会
的
政
治
的
地
位
を
確
保
し
な
が
ら
、
政
策
に
よ
る
管
理
の
対
象
で
も
あ
る
か
ら
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で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
民
族
文
化
と
民
族
表
象
は
制
限
を
受
け
つ
つ
も

一
定

の
範
囲
の
な
か
で
再
創
造
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち

こ
れ
は
少
数
民
族
に
よ
る

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
や

「
ス
ト
ラ
テ
ジ

ッ
ク

・
エ
ッ
セ
ン
シ

ャ
リ
ズ
ム

(戦
略
的

本
質
主
義
)」
論
の
展
開
を
意
味
す
る
。
中
国
に
お
い
て
現
在

の
民
族
区
域
自
治
の
制
度
は

一
定
の
成
果
を
収
め
て

い
る
。
文
山
壮
族
苗

族
自
治
州

の
よ
う
な
、
「
民
族
区
域
自
治
」
が
実
施
さ
れ
て
半
世
紀
近
く
経

つ
よ
う
な
政
治
的
に
安
定
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、
す
で
に

「
ミ
ャ
オ
族
」
の
人

々
は

「中
国
少
数
民
族
」
(
11
中
華
民
族
)
の
ひ
と

つ
と
し
て
の
帰
属
意
識
を
持

っ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
は
中
国
の
公

民
と

ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
と

い
う
民
族
名

で
語
ら
れ
る
実
体
と
そ

の
他
の
概
念

の
間
に
大
差
は
な

い
。

　
九
〇
年
代
に
入
り
、
文
山
州
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
は
そ
の
内
部
に
あ
る
サ
ブ

・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
意
味
を
探
り
始
め
た
。
「
エ
ス
ニ
ッ
ク

・

グ
ル
ー
プ
」
の
枠
組
み
は
自
分
が
所
属
す
る
国
民
国
家
以
外
に
も
あ
り
、
そ
れ
が
国
際
社
会
に
お
い
て
問
題
化
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な

い
。

こ
の
問
題
は

一
般
に
は
、
虚
構

で
あ
る
国
民
国
家
内
部

の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
内
部

で
も

「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
や
少
数
者

の

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

(
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
)
」

へ
と
連
な
り
そ
う
な
萌
芽
が
み
ら
れ
る
。
現
状
で
は
、
民
族
幹
部
や
民
族
専
家
人
員
が
志
向
す
る

「
民
族
」

へ
の
方
向
性
と
、
民
衆
の
下

位
集
団
や
地
域
社
会

へ
の
志
向
性
と
は
さ
ほ
ど

の
齪
飴
は
な

い
。
だ
が
、
統

一
的
他
称
と
下
位
集
団
と
し
て
の
実
体

の
微
妙
な
ズ
レ
が
彼

ら
自
身
に
よ

っ
て
意
識
さ
れ
露
呈
し
た
と
き
、
「
エ
ス
ノ

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
勃
興
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
「民
族
区
域
自
治
」
の
あ

り
か
た
を
含
ん
だ

「
民
族
」

へ
の
議
論
は
充
分
に
咀
嚼

さ
れ
た
上
で
検
討
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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注(1
)　

中
国
の
周
縁
部
を
含
め
た

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
中
国
的
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
相
克
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

[
二
〇
〇
五
]

で
述
べ
た
。

(2
)　

こ
こ
で

い
う

「無
文
字
民
族
」
と
は
階
層
を
超
え

て
、
主
体
的
に
か

つ
社
会
的
に
広
範

に
文
字

(
記
述
言
語
/
書
記
言
語
)
を
発
達
さ
せ
る
と

い
う
経

　

験
が
近
代

以
前
に
は
な
か

っ
た
中
国

(と
り
わ
け
雲
南
省
)
の

「
少
数
民
族
」
を
指

し
て
い
る
。

「無
文
字
民
族
」
系
と
記
す
意
図
も
右
と
同
様
で
あ
る
。

(3
)　

プ
ー

ラ
ン
族

・
ダ
ア
ン
族

・
ジ

ノ
ー
族
に
関
し
て
は
言
語
学
的
な
研
究
は
進
め
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、
ま
だ
文
字
方
案
は
作
成
さ
れ
て

い
な

い
。
ま
た



　
　
雲
南
省

に
居
住
す
る

「
少
数
民
族
」
の
中

で
歴
史
的
に
文
字

(書
記
法
)
を
保
持
し
て
き
た
の
は
、
タ
イ
族
と
チ

ベ
ッ
ト
族
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
議
論

の

　
　
対
象

に
含
め
て
い
な

い
。

(4
)　

二
〇
〇
五
年
六
月
二

一
日

(茸
ε
　＼
＼≦
≦
≦
賓
p
己
導

⊆
き

Φ
け
8
ヨ
＼
口
2
°。
＼
NO
8
-8
＼
曽
＼8
巨
①
三
-
直
。。
O
器
9
耳
3
)

(5
)　

「民
族
的
祭
典
」
は
楊
の
言
葉

で
あ
る
。
中
国
語
の

「
民
族
節

日
」
と
同
義
と
思
わ
れ
、
筆
者
が
本
稿

で
扱
う

「
民
族
的

(な
)

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
と

　
　
同
義
と
考
え
て
よ
い
。

(6
)

前
出

の
表
3
に
お
い
て
、

一
般
に
漢
字
文
化
を
受
容

し
た
と
さ
れ
る
ヤ
オ
族
の
あ

い
だ
で

一
二
歳
以
上

の
漢
語
の

「
文
盲
率

・
半
文
盲
率
」
が
高
く
な

っ

　
　
て
い
た

の
も
、
こ
う
し
た
文
字

・
言
語
改
造
型

の
新
し

い

「
ヤ
オ
文
化
」

の
生
成
と
無
関
係

で
は
な
か
ろ
う
。

参
考
文
献

　
雲
南
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
　

一
九
九
八

『雲
南
省
志
　
巻

五
九
　
少
数
民
族
語
言
文
字
志
』
雲
南
人
民
出
版
社

　
岡
本
雅
享

　

一
九
九
九

『中
国

の
少
数
民
族
教
育
と
言
語
政
策
』
社
会
評
論
社

　
金
少
捧
　
二
〇
〇
六

「
基
諾
族
的
社
会
文
化
特
性
与
民
族
認
同

(チ
ノ
ー
族

の
社
会
文
化
特
性
と
民
族
的

ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
)
」

(国
立
民
族
学
博
物
館
公

　
　
開
国
際
研
究

フ
ォ
ー

ラ
ム

『小
規
模
民
族
集

団
の
現
状
と
課
題
-
東

ア
ジ

ア
に
お
け

る
多
様
な
文
化

の
共
生
1
』

二
〇
〇
六
年
三
月

二
四
、
二
五
日
配
布

　
　
資
料
)

　
黄
　
行
　

一
九
九
六

「我
国
新
創
与
改
進
少
数
民
族
文
字
試
験
推
行
工
作
的
成
就
与
経
験
」

(
『民
族
語
文
』

四
)

　
庄
司
博
史
　

二
〇

〇
三

「
中
国
少
数
民
族
語
政
策

の
新
局
面
ー

と
く
に
漢
語
普
及
と

の
か
か
わ
り
に
お

い
て
」
(
『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』

二
七

　
　
-
四
)

　
谷

口
裕
久
　
二
〇
〇
五

a

「
エ
ス
ニ
ッ
ク

・
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ

る
認
識
と
表
象
-
雲
南
省

『苗
族
』

の
事
例
か
ら
」

(長
谷
川
清

・
塚

田
誠
之
編

『中
国

の
民

　
　
族
表
象
ー
南
部
諸
地
域

の
人
類
学

・
歴
史
学
的
研
究
』
風
響
社
)

　
谷

口
裕
久
　
二
〇
〇
五
b

「
多
民
族
国
家
中
国
と
少
数
民
族
世
界
」

(
『
ア
ジ
ア
遊
学
』

八

一

〈
特
集

・
東

ア
ジ
ア
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
〉
)

　
董
健
中
　

一
九
九
三

『雲
南
少
数
民
族
教
育
発
展
与
改
革
』
雲
南
民
族
出
版
社

　

傅
懲
動
　

一
九

八
八

「
中
国
諸
民
族
文
字
」

『中
国
大
百
科
全
書
』

(語
文
文
字
)
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社

　
費
孝
通
　

一
九

八
〇

「
関
於
我
国
民
族
的
識
別
問
題
」

(
『中
国
社
会
科
学
』

一
九
八
〇
年
第

一
期
)

　
毛

沢
東

　

一
九

三
八

「
論
新
段
階
」

『民
族
文
編
』

一
九

三
八
年

一
〇
月

一
二
～

一
四
日
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毛

里

和

子
　

一
九

九

八

『周

縁

か

ら

の
中

国
』

東

京

大

学

出
版

社

山

路

勝

彦
　

二
〇

〇

二

「土

家

族

と

は
誰

か
1

中
国

少

数

民
族

の
創

出
と

再

編

」

(
『社

会

学

部
紀

要

』

(関

西
学

院

大

学

)
第

九

二
号
)

楊

志

強

　

二
〇

〇

五

『「
苗

」

か

ら

「
苗

族

(
ミ

ャ

オ
族

)
」

へ
　

近

代
民

族

集

団

の
形

成

お

よ

び

民

族

的

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ
再

構

築

の
過

程

に

つ

い
て
』

　

東

京

大
学

大

学

院

総
合

文

化

研

究
科

博

士

学
位

論

文

ブ

ル

デ

ュ
i

・
p

(石

井
洋

二
郎

訳

)　

一
九

九

〇

『
デ
ィ

ス
タ

ン
ク

シ

オ

ン
ー

社
会

的

判

断
力

批

判

1
』
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原
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清
代

モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
旗
籍
離
脱
と
清
朝
統
治

　

ー

ウ
ラ
ド
後
旗
と
広
覚
寺
の
属
民
争
奪
の
経
緯
か
ら
み
た
旗
民
の
地
位
1

岡
　
洋

樹

1
　
問
題
の
所
在

　
人

の
移
動
が
、
既
存

の
統
属
関
係
か
ら
の
離
脱
を
意
味
す
る
場
合
、
国
家
統
治
上

の
問
題
を
惹
起
す
る
。
か
か
る
任
意
の
離
脱

・
移
動

を
放
任

す
る
こ
と
は
、
住
民
掌
握
を
困
難
に
し
、
国
家
の
統
治
基
盤
の
破
壊
に
繋
が
り
か
ね
な

い
危
険
を
は
ら
む
か
ら

で
あ
る
。

一
六
世

紀
初
頭

か
ら

一
八
世
紀
中
葉
に
か
け
て
モ
ン
ゴ
ル
を
支
配
し
た
満
洲

目
清
朝
の
モ
ン
ゴ
ル
社
会
統
治
は
、

い
く

つ
か
の
原
理
を
異
に
す
る

統
治
構

造
が
複
合
的

・
重
層
的
な
構
造
を
な
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
構
造
間
の
人

の
移
動
は
、
統
治
の
危
機

へ
と
結
び

つ
い
た
の
で
あ

る
。

　
か
か

る
構
造

の
第

一
は
、

エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ

ア
ト
関
係
e
j
e
n
 
q
a
r
i
y
a
t
u
-
y
i
n
 
y
o
s
u

と
呼
ば
れ
る
封
建
的
な
主

従
関
係
で
あ
る
。

一
三
世
紀
初
め
に
お
け
る
チ
ン
ギ
ス

・
ハ
ン
に
よ
る
イ

へ
・
モ
ン
ゴ
ル

・
ウ
ル
ス

(大
モ
ン
ゴ
ル
国
)
建
国
、
さ
ら
に
直
接
的
に
は

一
五

世
紀
末

に
お
け
る
バ
ト
ム
ン
フ

・
ダ
ヤ

ン

・
ハ
ー
ン
に
よ
る
ウ
ル
ス
再
統
合
以
来
、

モ
ン
ゴ
ル
で
は
ダ
ヤ
ン

・
ハ
ー

ン
諸
子
と
チ
ン
ギ
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図　広覚寺と内モンゴル西部略図

ス

・
ハ
ン
諸
弟
系
の
王
族
、
す
な
わ
ち
ボ
ル
ジ
ギ
ン
氏
王
族

の
支
配
身
分
と
し
て
の
地
位
が
確
立
し
た
。
清
朝
は
、
自
己

の
属
民
を
率

い
て
服
属
し
た
こ
れ
ら
王
族
達
に
、
王
公
タ
イ

ジ
と
称
す
る

一
連

の
爵
位
を
与
え
、
支
配
身
分
と
し
て
位
置

づ
け
た
。
そ
の
後
清
朝

の
支
配

の
拡
大

に
つ
れ
て
、
か
か
る

支
配
身
分
と
し
て
王
公

に
列
せ
ら
れ

る
氏
族
に
は
、
チ

ン

ギ
ス
の
功
臣
ジ

ェ
ル
メ
の
子
孫
た
る
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
氏
族

(
ハ

ラ
チ
ン
部

・
ト

ゥ
メ
ド
部
)
、
オ
イ
ラ
ド
系

の
チ
ョ
ロ
ス
氏

族

(オ
オ
ル
ド
部

・
ド
ル
ベ
ド
部
)
・
ヘ
レ
イ
ド
氏
族

(ト

ル
グ
ー
ド
部
)
・
イ

ヘ
ミ
ャ
ン
ガ
ン
氏
族

(ホ
イ
ド
部
)
が

加
わ

っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

で
は
、

こ
れ
ら

の
氏
族
成

員
が
王
公
タ
イ
ジ
身
分
と
し
て
支
配
身

分
と
さ
れ
た
。
こ
れ

は
王
公
制
度
と
呼
ば
れ
る
。

一
方
そ
れ
以
外
の
異
姓
氏
族
に

属
す
る
者

は

ハ
ル
ツ
ρ
鋤
ほ
⊆
と
呼
ば

れ
た
。

ハ
ル
ツ
は
支

配
氏
族
成
員
の
属
民
で
あ
り
、
こ
の
意

味
で
は

ハ
リ
ヤ
ア
ト

q
a
r
i
y
a
t
u

(属
下
人
)
あ
る
い
は
ア
ル
バ
ト
a
l
b
a
t
u
(主
人

に
対
す
る
ア
ル
バ

〔公
的
な
義
務
〕
負

担
者
)
と
さ
れ
た
。

さ
ら
に
そ
の
下
層

に
は
、
数
的

に
は
少
数

で
あ

っ
た
が
、

ゲ
リ
ー
ン

・
フ
ヴ
ー
ド
g
e
r
-
u
n
 
k
o
b
e
g
u
d

あ
る
い
は
ボ
ー
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ル

げ
o
冠
巳
と
呼
ば
れ
る
奴
隷
身
分
が
あ
り
、
王
公
タ
イ
ジ
や
ハ
ル
ツ
の
所
有
下
に
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
清
代
の
モ
ン
ゴ

ル
に
は
、
王
公
タ

イ
ジ
～

ハ
ル
ツ
～
ゲ
リ
ー
ン

・
フ
ヴ
ー
ド
と

い
う
三
身
分
が
存
在
し
、
相
互
に
主

(
エ
ジ

ェ
ン
)
従

(
ハ
リ
ヤ
ア
ト

)
関
係
を
構
成
し

　
　
　
　
　
　
　ユ
　

て
い
た

の
で
あ
る
。

　
か
か
る
社
会
構
造
を
持

つ
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
て
清
朝
が
要
求
し
た
の
は
、
第

一
に
軍
事
的
貢
献
と
治
安
の
維
持
で
あ

っ
た
。
清
朝
は
か

か
る
目
的
か
ら
、
盟

αぐ
巳
養
口
・
旗

ρ
oωぐ
ロ
・
参
領

冨
団
昌
・
佐
領

。゚
=
ヨ
信
・
十
戸

①
同σ
き

と
い
う
階
層
構
造
を
も

つ
社
会
制
度
を
モ
ン

ゴ
ル
に
導
入
し
た
。
こ
れ
は
盟
旗
制
度
と
呼
ば
れ
る
。

　
ホ
シ

ョ
ー

ρ
o
ωぐ
ロ
と
は
、
清
朝

へ
の
服
属
前

の
モ
ン
ゴ
ル
に
存
在
し
た
軍
事
編
成
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
王
族
が
、
自
己
の

属
下
を
動
員
し
て
編
成
し
た
軍
事
組
織
が
ホ
シ
ョ
ー
な
の
で
あ
る
。
満
洲
は
、
自
身
の
グ
サ

(⑦q
=
ω①)
の
制
度
を

モ
ン
ゴ
ル
に
適
用
し
て
、

こ
れ
を

ホ
シ
ョ
ー
と
訳
し
た
。
従

っ
て
清
代
モ
ン
ゴ
ル
の
旗
と
は
、
在
来
の
ホ
シ

ョ
ー
と
同
様

の
軍
事
組
織
で
あ
る
が
、
そ
の
編
成
形
式

は
満
洲

の
八
旗
の
そ
れ
を
準
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
八
旗
同
様
、
モ
ン
ゴ
ル
で
も
旗
の
中
に
参
領
、
佐
領
、
十
戸
が
編
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
長

(参
領

琶
き
-⊆
冨
口
oq
ひq
団、
佐
領

ω⊆
ヨ
巨
と

冨
昌
oq
oq
幽、
什
長

霞
σ
碧

q゚
①
『-雪

◎
霞
ξ
-鋤
)
が
任
命
さ
れ
た
。

そ
し
て
王
公
タ
イ
ジ

中
か
ら

一
名
の
ザ
サ
グ
冨
ω黛

と
呼
ば
れ
る
旗
長
が
任
命
さ
れ
、
地
位
を
世
襲
し
た
。

　
佐
領

ω=
ヨ
⊆
と
は
、
成
人
男
子

(
一
八
～
六
〇
歳
)
を
兵
と
し
て
登
録
し
、

一
五
〇
名
ご
と
に
組
織
さ
れ
る
軍
事
的
形
態
を
も

っ
た
組

織
で
あ
る
。
佐
領
は
、
満
洲
皇
帝
の
ア
ル
バ
ト
、
す
な
わ
ち
兵
と
し
て
の
軍
事
的
諸
義
務
の
負
担
者
で
あ

っ
て
、
そ

の
負
担
能
力
を
維
持

す
る
た

め
に
、
王
公
タ
イ
ジ
は
佐
領
か
ら
の
私
的
収
奪
を
禁
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る

田

習
①
長

8
浅
一〇
刈○。
]
。
そ
の
か
わ
り
旗
内
の
王
公

タ
イ
ジ

に
は
、
爵
位
の
高
低
に
応
じ
て
成
年
男
子
中
よ
り
法
定
数

の
属
民

11
随
丁
が
分
与
さ
れ
た
。
随
丁
は
、
佐
領
箭
丁
と
は
逆
に
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

の
ア
ル
バ
を
免
除
さ
れ
、
主
人
た
る
タ
イ
ジ
に
の
み
奉
仕
す
る
べ
き
専
属
の
属
民
と
さ
れ
る
。
旗
内
に
は
、
全
て
の

ア
ル
バ
賦
課
対
象
か

ら
除
外

さ
れ
る
特
権
的
な
集
団
と
し
て
ラ
マ
が
い
た
が
、
そ
の
数
は
清
朝
に
よ

っ
て
各
旗
四
〇
名
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。
清
朝
が
モ
ン
ゴ

ル
に
対

し
て
求
め
た
も

の
が
、
軍
事
的
奉
仕
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
担

い
手
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
佐
領
の
維
持
は
、
清
朝
に
と

っ
て
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は
最
も
重
要
な
統
治
課
題
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
清
朝
は
定
期
的
に
比
丁
、
す
な
わ
ち
佐
領
箭
丁

・
随
丁
の
登
録
作
業
を
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハヨ
　

施
し

て
、
佐
領
の
維
持
に
務
め
た
。
こ
の
区
分
が
崩
れ
れ
ば
、
ザ
サ
ク
や
タ
イ
ジ
に
よ
る
収
奪
が
佐
領
に
及
ん
で
、
軍
事
的
義
務
の
負
担

者
た

る
佐
領
の
経
済
的
基
盤
を
破
壊
す
る
恐
れ
が
あ

っ
た
し
、
逆
に
皇
帝

の
ア
ル
バ
が
随
丁
に
ま
で
及
ん
だ
場
合
は
、
属
民
に
対
す
る
支

配
権
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
タ
イ
ジ
層
の
反
発
を
惹
起
し
か
ね
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
旗
内
の
佐
領
や
随
丁
を
、
主
人
た
る
王
公
が

任
意

に
収
奪
し
た
り
、
譲
渡

・
売
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

つ
ま
り
、
旗

の
佐
領
と
随
丁
の
区
分
は
、
清
朝
盟
旗
制
度
の
要
諦
に

ほ
か
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

一
見
し
て
、

エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ
ア
ト
関
係
と
旗
制
度
の
原
則
が
相
互
に
矛
盾
を
含
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
諸
部
は
、

清
朝

に
服
属
す
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
佐
領
編
成
を
施
さ
れ
た
が
、
佐
領
が
専

一
的
に
皇
帝
の
ア
ル
バ
ト
と
規
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
統
治
権
は

皇
帝

に
よ

っ
て
旗

の
統
治
を
委
ね
ら
れ
た
ザ
サ
グ

一
人
に
集
中
さ
れ
、
ザ
サ
グ
以
外
の
王
公
タ
イ
ジ

(閑
散
王
公

タ
イ
ジ
と
呼
ば
れ
る
)

に
と

っ
て
み
れ
ば
属
民
の
相
当
数
に
対
す
る
支
配
権

の
ザ
サ
グ

へ
の
移
譲
、
す
な
わ
ち
事
実
上
の
属
民
喪
失
を
こ
そ
意
味
す
る
は
ず
で

　
　る
　

あ
る
。
こ
れ
は
既
存

の
モ
ン
ゴ
ル
の
社
会
関
係
に
お

い
て
は
重
大
な
変
革
を
意
味
し
た
は
ず
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
王
公
側

の
よ
ほ
ど

の
自

発
的
服
従
か
或

い
は
清
朝
側
の
強
い
支
配
力
を
想
定
し
な
い
か
ぎ
り
、
か
か
る
体
制
を
安
定
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
か

っ
た
筈
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
清
朝
は
平
時
に
広
大
な
地
域
に
散
居
す
る
モ
ン
ゴ
ル
諸
部

の
居
住
地
域
内
部
に
中
央
直
属
の
軍
事
力

や
警

察
力
を
配
置
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、

い
わ
ゆ
る
駐
防
官
は
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
縁
辺
部

(盛
京

・
熱
河

・
繧
遠
城

・
黒
龍
江

等
)
に
配
置
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
各
盟
旗

の
内
政
に
は
日
常
的
な
関
与
を
行
わ
な
か

っ
た
。
清
朝
が
モ
ン
ゴ
ル
社
会
内
部
で
実

施
し
た
唯

一
の
旗
体
制
維
持
措
置
は
上
述
の
ご
と
き
比
丁
作
業

の
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
て
も
実
際
の
登
録
作

業
は
ザ
サ
ク
に
委
ね

ら
れ

て
い
た
。

つ
ま
り
清
朝
は
、
モ
ン
ゴ
ル
内
部
に
自
己
の
支
配
を
維
持
す
る
権
力
装
置
を
ほ
と
ん
ど
配
置
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
に

も
か

か
わ
ら
ず
、
旗
制
度
は
全
モ
ン
ゴ
ル
に
適
用
さ
れ
、
さ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
な
反
発
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
清
末
に
至
る
ま
で
、
清

朝
は

モ
ン
ゴ
ル
に
安
定
し
た
支
配
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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一
方
清
代
の
モ
ン
ゴ
ル
に
は
、
盟
旗
や
王
公
統
治
と
は
全
く
異
な
る
統
属
原
理
に
服
す
る
人
々
が
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
仏
教
寺
院
領

の
存
在

で
あ
る
。

一
六
世
紀
後
半
に
お
け
る
ト
ゥ
メ
ド
の
ア
ル
タ
ン

・
ハ
ー
ン
の
入
信
以
来
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
モ
ン
ゴ
ル
全
土
に
急
速

に
普
及
し
た
。

一
七
世
紀
初
頭
に
モ
ン
ゴ
ル
を
征
服
し
た
満
洲
に
と

っ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
単
な
る
宗
教
で
は
な
く
、

一
種

の
統
治
理

念
と
し
て
の
意
味
を
持

っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
満
洲
の
歴
代
皇
帝
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
保
護
者
と
し
て
自
ら
を
演
出
し
、
自
ら
京
師
や

夏
の
離
宮
た
る
熱
河
に
多
く
の
仏
教
寺
院
を
建
立
し
、
ま
た
宮
廷
に
仏
教
僧
を
招

い
て
法
要
を
営
ま
せ
た
。
乾
隆
帝

が
父
雍
正
帝

の
潜

邸
を
雍

和
宮
と
し
て
寄
進
し
て
仏
教
寺
院
と
し
た
り
、
自
ら
バ
ン
チ
ェ
ン

・
エ
ル
デ
ニ
か
ら
受
戒
し
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る

[石

濱
　
二
〇
〇

=
。
康
煕
以
後

の
首
都
北
京
に
は
、
国
師
チ

ャ
ン
キ

ャ

・
ホ
ト
ク
ト
ら
駐
京

ラ
マ
率

い
る
教
団
が
存
在

し
、
ダ
ラ
イ

・
ラ

マ
や
バ

ン
チ

ェ
ン

・
エ
ル
デ
ニ
が
君
臨
す
る
チ
ベ
ッ
ト
本
土
と
と
も
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の

一
中
心
と
な
り
、
清
朝
の
モ
ン
ゴ
ル

・
チ
ベ
ッ

ト
政
策
に
絶
大
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。

モ
ン
ゴ
ル
各
地
に
は
清
朝

の
保
護
の
も
と
で
多
く

の
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
高
位

の
ラ

マ
が
坐
林
す
る
チ
ベ

ッ
ト
仏
教
寺
院
は
、
僧
侶
以
外
に
近
隣

の
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
か
ら
寄
進
さ

れ
た

ハ
ラ
シ
ャ
ビ

ρ
曽
同凶

鐙
玄

(黒
徒
)
、
あ
る

い
は
シ
ャ
ビ
ナ
ル

鐙
三
口
霞

と
呼
ば
れ
る
専
属
の
属
民
を
有
し
て
い
た
。

ハ
ラ
シ
ャ
ビ

は
、
教
会
が
有
す

る
家
畜
を
放
牧
し
、
清
朝

の
軍
事
的
諸
義
務

(ア
ル
バ
)

の
負
担
を
免
除
さ
れ

つ
つ
、
生
産
物
を
寺
院
に
納
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
僧
侶

の
生
活
と
宗
教
活
動
を
支
え
て

い
た
。

つ
ま
り
旗
民
の
シ
ャ
ビ

へ
の
移
籍
は
清
朝
の
ア
ル
バ
体
制
か
ら
の
離
脱
を
意
味
し
た
の
で
あ
る

[
自
鋤
尽

ヨ

8
柴
お
刈
。。]
Q

　

フ
フ
ホ
ト
の
西
北
近
郊
に
あ
る
広
覚
寺
は
、
チ
ャ
ン
キ
ャ

・
ホ
ト
ク
ト
と
同
寺

の
活
仏
ド
ゥ
イ
ン
ホ
ル

・
バ
ン
デ
ィ
ダ
と
の
師
弟
関
係

を
理
由
と
し
て
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
に
属
す
る
モ
ン
ゴ
ル
有
数
の
寺
院

で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
高
位

の
ラ
マ
達
は
、

一
応
行
政
上
理
藩
院

の
統
括

を
受
け

る
こ
と
に
な

つ
て
は
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
理
藩
院
は
、
チ
ベ
ッ
ト

・
モ
ン
ゴ
ル
の
ラ
マ
に
関
す
る
事
務
を

担
当
す
る
と

い
う

に
す
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
教
団
に
対
す
る
専

一
的
な
支
配
権
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
仏
教
教
団
は
、
官
僚
に
よ
る
文

書
行
政

の
シ
ス
テ
ム
の
枠
外
で
、
最
大

の
施
主
と
し
て
の
皇
帝
と
、
そ
の
帰
依
処
た
る
チ
ャ
ン
キ
ャ
ら
高
位
ラ
マ
の
関
係
、
お
よ
び
ラ
マ
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相
互

の
師
弟
関
係
を
も

っ
て
律
せ
ら
れ
る
独
自
の
統
治
枠
組
み
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
上
述
の
広
覚
寺
と
こ
れ
に
隣
接
す
る
内
モ
ン
ゴ
ル

・
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
盟
ウ
ラ
ド
後
旗
と
の
間
で

嘉
慶

四

(
一
七
九
九
)
年
に
発
生
し
た
属
民
争

い
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
ウ
ラ
ド
後
旗
側
が
広
覚
寺
を
旗
管
下
の
寺
院
で
あ
る
と
主
張

し
て
、

ア
ル
バ
の
徴
発
を
行

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
発
生
し
た
。
本
報
告
で
は
、
こ
の
旗
属
下
旗
民
の
広
覚
寺
属
下

へ
の
移
動
を
め
ぐ
る
事

件
に
、
上
述
の
エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ
ア
ト
関
係
と
盟
旗
制
度
原
則
の
矛
盾
、
広
覚
寺

の
地
位
を
め
ぐ
る
盟
旗
制
原
則

に
沿

っ
た
官
僚
的
統

治
と
仏
教
教
団
組
織

の
矛
盾
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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2
　
史
料
と
研
究

　
ま
ず
こ
こ
で
用

い
た
史
料
に

つ
い
て
述
べ
る
。
盟
旗
制
度
に
関
す
る
清
朝
の
行
政
法
規
は
、
『大
清
会
典
』
『大
清
会
典
事
例
』
『理
藩

院
則
例
』
等
清
朝
編
纂
の
法
制
史
料
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
ウ
ラ
ド
の
王
公
に
つ
い
て
は
、
『欽
定
外
藩
蒙
古
回
部
王
公
表
伝
』
に
伝

が
た

て
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

一
般
に
こ
の
史
料
は
、
清
朝
に
服
属
し
た
経
緯
や
、
比
較
的
初
期
の
記
述
に

つ
い
て
は
詳
し

い
情
報
が
含
ま

れ
る

が
、

一
八
世
紀
後
半
以
降
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
簡
略
な
記
述
し
か
見

い
だ
せ
な

い
の
が
難
点
で
あ
る
。
清
朝

の

『実
録
』
に
は
、

断
片
的
な
記
事
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
地
方
志
で
は
、

『帰
繧
識
略
』
『土
黙
特
志
』
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
内
容

も
極

め
て
簡
略
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
の
は
、

ア
ル
タ
ン
オ
ル
ギ
ル
氏
が

一
九
八
八
～
八
九
年
に
刊
行
し
た

『
フ
フ
ホ
ト
史
モ
ン
ゴ
ル
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ら　

史
料
』
と
題
す
る
六
巻

の
史
料
集
に
収
め
ら
れ
た
康
煕
年
間
か
ら
民
国
期
に
及
ぶ

一
二
〇
七
件
の
文
書
史
料
で
あ
る
。
そ
の
清
代
部
分
で

は
、

理
藩
院

・
緩
遠
城
将
軍
衙
門

・
帰
化
城
副
都
統
衙
門

・
帰
化
城
掌
印
札
薩
克
達
嘲
嚇

・
イ

へ
1ー
ジ

ョ
ー
盟

・
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
盟

・

広
覚

寺
等
の
各
衙
門

・
寺
廟
な
ど
の
モ
ン
ゴ
ル
文
文
書
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
中
国
第

一
歴
史
桜
案

館
所
蔵

の
満
文
楷
案
、



特
に
月
摺
梢
を

一
部
利
用
し
た
。

　

ア
ル
タ
ン
オ
ル
ギ
ル
氏
編

の
史
料
集
所
収

の
文
書
資
料
の
内
、
本
稿
で
用

い
る
の
は
、
乾
隆
年
間
か
ら
嘉
慶
年
間
に
至
る
広
覚
寺
と
ウ

ラ
ド
後
旗
関
係

の
文
書
で
あ
る
。
ア
ル
タ
ン
オ
ル
ギ
ル
氏
は
、
こ
の
史
料
集
の
編
纂
に
当
た

っ
て
、
文
書
を
そ
の
内
容

に
よ

っ
て
分
類
し

て
お
り
、
文
書
が
収
め
ら
れ
た
梢
冊

の
も
と
の
形
態
は
完
全
に
崩
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
収
録
文
書
の
か
な
り
の
部

分
は
、
も
と
も
と

特
定
の
衙
門
に
保
管
さ
れ
た
梢
冊
で
あ

っ
て
、
単
発
の
文
書
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
梢
冊
に
記
録
さ
れ
た
個
々

の
文
書
が
、
原
梢

冊
の
体
裁
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
編
者
が
設
定
し
た
内
容
に
よ
る
章
だ
て
に
分
類
さ
れ
た
結
果
、

一
連
の
文
書
が
史
料
集

の
六
巻
に
分
散
し

て
収
録

さ
れ
て
お
り
、
分
散
し
た
関
係
文
書
を
拾

い
集
め
て
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
ア
ル
タ
ン
オ

ル
ギ
ル
氏
は
、
各

文
書
に

つ
い
て
元
来
の
存
在
形
態
を

一
切
注
記
し
て

い
な

い
。

　
次
に
研
究
史
で
あ
る
が
、
清
代
盟
旗
制
度
に
関
す
る
研
究
は
多
く
の
論
著
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
盟
旗
制
度
全
般
に
わ
た
る
論
述
で
あ

り
、
ウ
ラ
ド
地
方
に
関
す
る
特
段

の
記
述
は
少
な
い
。
日
本
人
の
研
究
と
し
て
唯

一
の
例
外
と
も
言
え
る
の
が
、
田
村
英
男
の
論
文
で
あ

る
。
こ
れ
は
満
鉄
の
社
会
調
査

の
報
告
書
で
、
近
代
の
オ
ル
ド
ス
及
び
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
諸
旗
の
社
会
に
関
す
る
情
報
を
含
む

[田
村

一
九
四
二
]
。
広
覚
寺
に
つ
い
て
は
、
長
尾
雅
人
が

一
九
四
三
年
に
同
寺
を
訪
れ
て
調
査
を
行

い
、
寺
院
の
概
要
と
学
僧

の
生
活
を
活
写
し

た
が
、

同
寺

の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
い

[長
尾
　

一
九
四
七
a
b
]。
近
年
菅
沼
晃
も
同
寺
の
簡
単

な
紹
介
を
行

っ
て

い
る

[菅
沼
　
二
〇
〇
四
]。
し
か
し
同
寺
と
ウ
ラ
ド
後
旗
の
関
係
に
つ
い
て
は
最
小
限
の
記
述
を
含
む
に
す
ぎ
な

い
。
ま
た
セ
ル
ハ
ジ

ャ

ヴ
、
L
h
,オ
ヨ
ン
ビ
リ
ク
共
著

『バ
ド
ガ
ル

・
ス
ム

(五
當
召
)』
[
s
e
l
h
a
j
a
b
,
 
o
y
u
n
b
i
l
i
g
 
1
9
9
1
]

、
チ
ン
ゲ
ル
ジ
ャ
ヴ

『五
当
召
三
百
年
』

[α①
轟

σq
Φ一冨
げ
b。
OO
ω
]
は
広
覚
寺

の
来
歴

・
組
織

・
歴
代
ド
ゥ
イ
ン
ホ
ル

・
バ
ン
デ
ィ
ダ
の
事
績
に
関
す
る
概
観
で
、
基
礎
的
情
報
を
得

る
の
に
便
利
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
い
ず
れ
も
広
覚
寺
自
体

の
組
織

・
宗
教
活
動

・
歴
史
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
報
告
が

問
題
と
す
る
ウ
ラ
ド
部
と
広
覚
寺

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ホ
ル
チ
ャ
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
ホ
ル
チ
ャ
は
、
「広
覚
寺

経
済

の
研
究
」
と

題
す
る
論
文
を
発
表
し
、
広
覚
寺
の
起
源
、
領
域
、
経
営
に
関
し
て
詳
細
を
報
告
し

[ρ
霞
α⇔
一ゆ
㊤゚。
巴
、
ま
た
別
の
論
文

「広
覚
寺
の
牧
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地
と
環
境
の
保
護
」
に
お

い
て
、
ま
さ
に
本
稿
が
扱
う
ウ
ラ
ド
後
旗
と
広
覚
寺
の
争

い
を
、
牧
地
争

い
と

い
う
観
点

か
ら
、
同
寺
が
周
囲

の
旗
か
ら
自
領
を
護
ろ
う
と
し
た
経
緯
を
中
心
に
論
じ
て
い
る

[ρ
ロ
隷
鋤
お
ゆ
。゚
三
。
し
か
し
属
民
争
奪
と

い
う
観
点

か
ら
争
論
の
意
味
を

論
じ
た
も
の
で
は
な

い
。

3

ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
盟

ウ
ラ
ド
後
旗

と
広
覚
寺

　

ω

　

ウ

ラ

ド

後

旗

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　

　

ウ

ラ

ド

霞

p
α
部

は

、

前

旗

・
中

旗

・
後

旗

の
三

旗

か

ら

成

り

、

ウ

ラ

ー

ン
チ

ャ

ヴ

盟

に
所

属

し

、

牧

地

を

共

有

し

て

い
た

。

ウ

ラ

ー

ン
チ

ャ
ヴ

盟

を

構

成

し

た

の
は

、

ウ

ラ

ド

三

旗

の
ほ

か

、

モ

ー

ミ

ャ

ン
ガ

ン

旗

、

ド

ゥ

ル

ベ

ン

ーー

フ

ー

ヘ
ド

旗

、

ハ

ル

ハ
右

翼

旗

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の
諸

旗

は
、

ハ

ル

ハ
右

翼

旗

を

除

い
て

い
ず

れ

も

チ

ン
ギ

ス

・
ハ

ン

の
弟

ハ
ブ

ト

ハ
サ

ル
系

の

タ
イ

ジ

が

貴

族

層

を

形

成

し

た

。

『欽

定

外

藩

蒙

古

回

部

王

公

表

伝

』

に

よ

る

と

、

ハ
サ

ル

一
五

世

の

子

孫

ブ

ル

ハ
イ

(布

爾

海

)

は

フ

ル

ン
ブ

イ

ル
地

方

に

遊

牧

し

、

所

部

を

ウ

ラ

ド

と

号

し

た
。

彼

に

は

五

人

の
子

が
あ

っ
た

。

そ

の
内

長

子

ラ

イ

ガ

(頼

鳴

)
、

次

子

ブ

ヤ

ン

グ

(布

揚

武

)
、

三
子

ア

ル
サ

ホ

(阿

爾

薩

瑚

)
、

四

子

ブ

ル

ト

(
布

噌

図

)
、

末

子

バ

ル
サ

イ

(
巴

爾

饗

)

が

あ

っ
た

。

後

に

ウ

ラ
ド

は

三

つ
に
分

か

れ

、

ラ

イ

ガ

の
孫

オ

ム
ボ

(
蔀

木

布

)
、

バ

ル

サ

イ

の
次

子

ハ

ニ

ス

ーー
チ

ン

ーー
タ

イ

ジ

(吟

尼

斯

青

台

吉

)

の
孫

ス

レ

ン

(色

稜

)
、

同

じ

く

ハ

ニ
ス

陛
チ

ン

ーー

タ
イ

ジ

の
第

五

子

ハ

ニ
タ

イ

蒔
ビ

ン
ト

ーー
タ

イ

ジ

(吟

尼

泰

泳

図

台

吉

)

の
子

ト

バ

(
図

巴

)

が

こ

れ

を

分

領

し

、

そ

れ

ぞ

れ
前

旗

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　

中

旗

・
後

旗

の
祖

と

な

っ
た

。

ウ

ラ

ド

後

旗

は

、

順

治

五

(
一
六

四

八

)

年

に

ト

バ

が

ザ

サ

ク

鎮

国

公

に

封

じ

ら

れ

、

同

時

に

世

襲

岡

替

を

許

さ

れ

た

こ
と

に
始

ま

る

。

同

旗

に

は

六

つ

の
佐

領

が

編

成

さ

れ

て

い
た
。

以

後

清

末

に

至

る
同

旗

ザ

サ

ク

は
表

1

の
通

り

で

あ

る

。
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表1ウ ラ ド後旗歴代ザサグ

在職年次名 前

順 治5(1648)～13(1656)年

順 治13(1656)～ 康 煕8(1669)年

康 煕8(1669)～25(1686)年

康 煕25(1686)～52(1713)年

康 煕52(1713)～56(1717)年

康 煕56(1717)～ 乾 隆7(1742)年

乾 隆7(1742)～20(1755)年

乾 隆20(1755)～40(1775)年

乾 隆40(1775)～ 嘉 慶7(1802)年

嘉 慶7(1802)～ 成 豊2　 (1852)年

威 豊2(1852)～ 同 治6(1867)年

同 治6(1867)～ 光 緒23(1897)年

光 緒23(1897)～

トバ(tuba図 巴)

ハ イセ(qayise海 色)

チ ャムチ ャ(camca察 木察)

ドゥー レン(dureng都 稜)

ノロヴ リンチ ン(norburinc6in諾 爾布燐 沁)

シ ャラ ヴ(sirab錫 嘲布)

ソノム ジャムサ ン(sonumjamsan索 諾木孔布 三)

ソ ノム ラヴダ ン(sonumrabdan索 諾 木嘲布坦)

ツェヴデ ン ドンロヴ(cebdentongrub車 布登棟曜布)

ラ ドナバ ラ(radnabala嘲 特那 巴拉)

ワ ンチュ クス レン(wangcuysurung旺 楚克色樗)

ス レンナム ジル(surungnamjal色 樗那木済勒)

ムルジ ドル ジ(木 勒済多爾済)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

倒

広
覚
寺

広
覚
寺
は
、
モ
ン
ゴ
ル
名
を
a
y
 
u
i
 
y
e
k
e
 
o
n
u
l
t
u
 
s
u
m
-
e

、
俗
称
を
b
a
d
k
a
r
 
s
u
m
-
e

と

い
い
、
漢
語
で
は
五
當
召
と
称
さ
れ
た

[
s
e
l
h
a
j
a
b
,
o
y
u
n
b
i
l
i
g
 
1
9
9
1

。
『土
黙
特

志
』
に
よ
る
と
帰
化
城
か
ら

「城
を
距
た
る
こ
と
三
百
四
十
里
」
の
、
ウ
ラ
ド
後
旗

・

　
　

　

ト

ゥ

メ
ド

旗

・
モ

ー

ミ

ャ

ン

ガ

ン
旗

の
境

界

に

あ

っ
た

。

広

覚

寺

を

創

建

し

た

の

は

、

初

代

ド

ゥ
イ

ン

コ

ル

ーー

バ

ン

デ

ィ

ダ

・
ロ

ヴ

サ

ン
ジ

ャ

ル

サ

ン

亀
ξ

冒
ひΩ
評
霞

げ
き

臼
匿

l
u
b
s
a
n
g
j
a
l
s
a
n

で

あ

る
。

ロ
ヴ

サ

ン
ジ

ャ

ル

サ

ン

は

、

チ

ベ

ッ
ト

の

バ

ン

チ

ェ
ン

や

清

朝

の
国

師

チ

ャ

ン
キ

ャ

ーー
ホ

ト

ク

ト

ニ
世

ロ

ル

ペ
ー

ド

ル

ジ

ェ
の
も

と

で

時

輪

タ

ン

ト

ラ

を

修

め

た

こ
と

か

ら

、

ゾ

ル

ハ
イ

チ

(暦

学

家

)

と

し

て
知

ら

れ

た

[
s
e
l
h
a
j
a
b
,

　
　

　

o
y
u
n
b
i
l
i
g
 
1
9
9
1
]

。
広
覚
寺

の
創
建
は
、
『土
黙
特
志
』
に
は
乾
隆
三

(
一
七
三
八
)

　り
　

年
と
あ
り
、
ま
た
s
e
l
h
a
j
a
b
,
 
L
h
o
y
u
n
b
i
l
i
g

は
、
康
煕
朝
に
オ
ル
ド

ス
左
翼
前
旗

の
王

ナ
ム
ジ
ル
ド
ル
ジ

の
寄
進
に
よ

っ
て
創
建
さ
れ
た
と
す
る
が

[
s
e
l
h
a
j
a
b
;
o
y
u
n
b
i
l
i
g

　け
　

1
9
9
1

、
『ド

ゥ
イ

ン

コ

ル

H
バ

ン

デ

ィ

ダ

一
世

伝

』

に

よ

る

と

、

ウ

ラ

ド

東

公

旗

(
ウ

ラ

ド

後

旗

)

の
ト

イ

ン

・
ダ

ム
ピ

ル
t
o
y
i
n
 
d
a
m
p
i
l

な

る

者

が

、

バ

ヤ

ン

・
ゴ

ル

ィ

ン

・
ア

ム

に

一
寺

を

建

立

し
、

公

シ

ャ

ラ
ヴ
s
i
r
a
bと

相

談

し

て

ド

ゥ
イ

ン

コ

ル
を

こ

　ほ
　

の
寺
に
招

い
た

の
だ
と
す
る
。
公
シ
ャ
ラ
ヴ
の
在
職
期
間
は
康
煕

五
六

(
一
七

一
七
)

年
か
ら
乾
隆
七

(
一
七
四
二
)
年
で
あ
る
。
た
だ
、
ア
ル
タ
ン
オ
ル
ギ
ル
史
料
集
所
収

の
乾
隆

一
三

(
一
七
四
八
)
年

の
ウ
ラ
ド
西
旗
及
び
中
旗

の
執
照
に
よ
る
と
、
こ
の
年

に
寺
院
建
立
の
た
め

の
木
材
伐
採
許
可
が
な
さ
れ
て
お
り
、
寺
の
建
築
作
業
が
行
わ
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セ
　

れ

た

も

の
ら

し

い
。

ド

ゥ
イ

ン

コ
ル

ーー

バ

ン

デ

ィ

ダ

一
世

は

、

「
そ

の
聖

者

の
生

ま

れ

た

地

は

、

イ

へ

1ー
ウ

ー

ル

(
?

)
・
モ

ン
ゴ

ル

の

中

の
尊

者

の
膝

下

に
祝

福

さ

れ

た

地

で
あ

る

フ

フ
ホ

ト

の

北

の
山

の
麓

な

る

ト

ゥ

メ

ド

に

属

す

る

バ

ヤ

ン

ーー
ズ

ル

フ

・
ア

ユ
シ

ー

ン

ーー

ホ

ダ

ク
と

い
う

地

で
あ

る

」

と

い

い
、

ハ
ル

ハ
の

バ

ル

チ

ヴ

(
ラ

マ
ジ

ャ
ヴ

)

と

い
う

者

が

バ

ン

チ

ェ
ン

に

一
族

中

か

ら

高

僧

が

生

ま

れ

る

よ

う

祈

願

し

た

と

こ

ろ

、

そ

の

子

ダ

ム

バ

の

子

と

し

て

誕

生

し

た

の

が

ド

ゥ
イ

ン

コ

ル

一
世

で

あ

っ
た

と

あ

る

。

ラ

マ
ジ

ャ
ヴ

は

こ

の

子

供

を

チ

ョ
イ

ジ

ャ
ヴ

・
デ

ィ

ヤ

ン
チ

と

い
う

ラ

マ
に

つ

い

て
文

字

を

学

ば

せ

、

九

歳

の
時

、

カ

ン
ギ

ュ
ル

ワ

ーー
ホ

ト

ク

ト

に

弟

子

入

り

さ

せ

た

。
や

が

て

彼

は

カ

ン
ギ

ュ

ル

ワ

ーー
ホ

ト

ク

ト

に
従

っ
て

ド

ロ

ン

ノ

ー

ル

で

カ

ン

ギ

ュ
ル

ワ
と

「
は

な

は

だ

親

し

い

ヨ
①
ω
睡
⇔
目
⇔
轟

紀
」

チ

ャ

ン
キ

ャ

ーー
ホ

ト

ク
ト

ニ

世

ロ

ル

ペ

ー

ド

ル
ジ

ェ

の
知

己

を

得

る
。

雍

正

元

(
一
七

二

三

)

年

、

チ

ベ

ッ
ト

に

赴

き

、

バ

ン

チ

ェ

ン

・

ロ
ヴ

サ

ン

イ

ェ
シ

ェ
ー
等

に

師

事

し

た

。

帰

国

後

、

彼

は

時

輪

タ

ン
ト

ラ
を

得

意

と

し

た

こ

と

か

ら

、

カ

ン
ギ

ュ
ル

ワ

ーー
ホ

ト

ク

ト

か

ら

ド

ゥ

イ

ン

コ
ル

ーー

バ

ン

デ

ィ

ダ

の

号

を

授

か

り

、

カ

ン

ギ

ュ
ル

ワ

の
寺

に

お

い

て

時

輪

タ

ン

ト

ラ

を

行

じ

た
。

ま

た

、

ド

ロ

ン

ノ

ー

ル

滞

在

中

に

駐

京

ラ

マ

の

一
人

ト

カ

ン

・
ア

グ

ワ

ー

ン

チ

ョ

ェ
ー

キ

ギ

ャ

ン

ツ

ォ

の
知

己

も

得

、

ま

た

一
七

二

三

年

に

は

チ

ベ

ッ
ト

に

赴

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ど

き

、

ダ

ラ

イ

・
ラ

マ
、

バ

ン
チ

ェ
ン

に

師

事

し

て

い
る
。

こ

の

よ
う

に

、

伝

記

に

よ

っ
て
見

る

限

り

、

ド

ゥ
イ

ン

コ
ル

は

チ

ベ

ッ
ト

の
バ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ヨ

ン
チ

ェ

ン
と

、

カ

ン
ギ

ュ
ル

ワ

、

チ

ャ

ン
キ

ャ
ら

北
京

の
教

団

に

連

な

る

人

脈

に
早

く

か

ら

結

び

つ

い
た

ラ

マ

で
あ

る

こ
と

が

わ

か

る

。

ド

ゥ
イ

ン

コ

ル

ーー
バ

ン
デ

ィ
ダ

を

巡

る

こ

の
人

脈

は

、

後

の
広

覚

寺

と

ウ

ラ

ド

後

旗

の

関

係

に

色

濃

く

影

を

落

と

す

こ

と

に
な

る

。

チ

ャ

ン
キ

ャ

ーー
ホ

ト

ク
ト

ニ

世

ロ

ル

ペ

ー

ド

ル
ジ

ェ
は

、

乾

隆

帝

の

同

学

で
あ

り

、

清

朝

の
仏

教

政

策

・
対

モ

ン
ゴ

ル
政

策

の
ブ

レ

ー

ン
と

し

て
国

師

に

奉

ぜ

ら

れ
、

清

朝

中

央

の

仏

教

教

団

を

指
導

す

る

立

場

に
あ

っ
た

有

力

な

ラ

マ
で

あ

る
。

こ

れ

に
対

し

て

伝

記

で

は

、

ウ

ラ
ド

後

旗

は

、

寺

院

建

立

に

際

し

て
資

金

を

提

供

し

た

施

主

と

し

て

描

か

れ

る

す

ぎ

な

い
。

　

時

輪

タ

ン
ト

ラ
を

修

め

た

ド

ゥ
イ

ン

コ
ル

ーー
バ

ン

デ

ィ

ダ

の
下

で
、

広

覚

寺

は

モ

ン

ゴ

ル
西

部

で
名

だ

た

る
学

堂

と

し

て
発

展

す

る

こ

と

に

な

っ
た

。

寺

に

は

モ

ン
ゴ

ル

各

地

か

ら

学

僧

達

が

集

ま

っ
た

し

、

モ

ン
ゴ

ル

東

部

か

ら

チ

ベ

ッ
ト

に
赴

く

巡

礼

も

同

寺

に

立

ち

寄

る

こ

と

が

多

か

っ
た

と

い
う

。

嘉

慶

四

(
一
七

九

九

)

年

の
同

寺

に

常

住

す

る

ラ

マ
に

関

す

る

報

告

に

よ

る
と

、

同

寺

の

ラ

マ
は

、

ハ
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ル
ハ
四
部
、
チ
ャ
ハ
ル
、
ト
ル
ゴ
ー
ド
、

フ
フ
ホ
ト
、
ス
ニ
ド
、
ア
バ
ガ
、
ウ
ジ

ュ
ム
チ
ン
、
モ
ン
ゴ
ル
ジ
ン
、
ヒ
シ
ク
テ
ン
、
オ
ン
ニ

ウ
ド
、

ジ
ャ
ル
ー
ド
、
ホ
ル
チ
ン
、
ア
オ
ハ
ン
、
バ
ー
リ
ン
、

ハ
ラ
チ
ン
、
ナ
イ

マ
ン
、
オ
ル
ド
ス
、
ポ
ー
チ
ド
、
ド

ゥ
ル
ベ
ン
フ
ー
ヘ

ド
、

ハ
ル
ハ
右
翼
、
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
、
ウ
ラ
ド
の
各
地
方
か
ら
集
ま

っ
た
ラ
マ
と
、
ド
ゥ
イ
ン
コ
ル
"
バ
ン
デ
ィ
ダ
自
身

の
シ
ャ
ビ

.

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　あ
　

ラ
マ
あ
わ
せ
て

一
二
六
八
人
に
達
し
た
。
ま
た
寺
に
所
属
す
る
領
民

蒔
ハ
ラ
シ
ャ
ビ
は
五
四
九
人
で
あ

っ
た
。
本
稿
で
検
討
す
る
事
件

の

結
果
、

同
寺
の
ラ
マ

・
属
民
は
大
幅
に
減
少
し
た
よ
う
で
、
嘉
慶
四

(
一
七
九
九
)
年

一
〇
月

一
七
日
付

の
繧
遠
城

将
軍
に
よ
る
広
覚

寺
属
下

ラ
マ

・
属
民
の
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
「
広
覚
寺
所
属
ラ
マ

一
二
九
名
、

ハ
ラ
シ
ャ
ビ
五
二
戸
、
二

一
〇
口
、
各
ア
イ

マ
グ
か
ら

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ゼ

の
学
僧

二
七
六
名
。
六
七
六
名
の
学
僧
が
故
郷
に
帰

っ
た
」
と

い
う
。
ま
た
、
道
光
元

(
一
八
二

一
)
年
に
同
寺
院
を
調
査
し
た
緩
遠
城

将
軍
衙

門
左
司
驕
騎
校

ワ
ン
チ

ン
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
「
広
覚
寺
に
古
く
か
ら

い
る
ラ
マ
ーー
シ
ャ
ビ

一
〇
八
名
、

ハ
ラ

ーー
シ
ャ
ビ
六
〇
戸

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

二
一二
五
口
、
各
部
落
各
旗
よ
り
仏
法
を
学
ぶ
た
め
に
来
た
ラ
マ
五
二
六
名
で
あ

っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
道
光
九

(
一
八

二
九
)
年
の
同
寺

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

ゐ
　

文
書
に
よ
れ
ば
、
当
時
ド
ゥ
イ
ン
コ
ル
ーー
バ
ン
デ
ィ
ダ
の
シ
ャ
ビ
が
ラ
マ
九
九
名
、

ハ
ラ
シ
ャ
ビ
六
三
戸
二
四
二
口
と

な

っ
て
い
る
。
寺

の
ラ
マ
数
に
は
出
入
り
が
あ
る
が
、
嘉
慶
四
年
に
広
覚
寺

の
口
数
調
査
を
行

っ
た
繧
遠
城
将
軍
永
慶
の
奏
聞
に
よ
れ
ば
、
「所
轄
寺
院

の

ラ
マ

一
二
九
名
、

ハ
ラ
シ
ャ
ビ
五
二
戸
二

一
〇
口
、
多
く
の
部
落

・
旗
か
ら
来
た
学
僧
二
七
六
名
、
す
べ
て
梢
冊
に
合
致
す
る
。
ま
た
査

す
る
に
、
さ
ら
に
六
七
六
名

の
学
僧
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
帰

っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
僧
達
は
、
寺
院
に
常
住
す
る
ラ

マ
と
同
様
に
み
る
こ

と
は
で
き
ず
、
往
来
は
定
ま
ら
な

い
。」
と
あ
り
、
他
地
方

の
学
僧

の
出
入
り
に
よ

っ
て
、
同
寺

の
ラ
マ
数
は
変
動
し
た
も

の
と
考
え
ら

　

　　

れ
る
。

一
九
四
三
年

に
同
寺
を
訪
れ
た
長
尾
雅
人
は
、
当
時

「僧
徒
は
約
四
百
に
過
ぎ
な

い
」
と
述
べ
て
い
る

[長
尾
　

一
九
四
七
a
]。

上
述

の
よ
う
に
、
寺

の
ハ
ラ
シ
ャ
ビ
に
つ
い
て
は
、
嘉
慶
四

(
一
七
九
九
)
年
の
五
四
九
口
、
同
年
繧
遠
城
将
軍
永

慶
奏
聞
の
五
二
戸

二

一
〇

口
、
道
光
元

(
一
八
二

一
)
年
の
六
〇
戸
二
一二
五
口
、
道
光
九

(
一
八
二
九
)
年

の
六
三
戸
二
四
二
口
と
、
嘉
慶
四
年
を
境
と
し

て
激
減

し
、
そ
の
後
は
ほ
ぼ

一
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
嘉
慶
四
年
の
ウ
ラ
ド
後
旗
と

の
属
民
争
奪

の
結
果
、
本
来
寺
院

へ
の
移
籍
が
許
さ

れ
な

い
旗
の
佐
領
箭
丁

・
随
丁
が
整
理
逐
回
さ
れ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
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4

ウ
ラ
ド
後
旗
と
広
覚
寺

の
属
民
争
奪
の
経
緯

　
ω

広
覚
寺
の
地
位

　
広
覚
寺
は
、
属
民
が
生
活
す
る

一
定
の
寺
領
を
有
し
て
い
た

[
q
u
r
c
a
 
1
9
9
8
b
]

。三
。
広
覚
寺
側

の
主
張
に
よ
れ
ば
、
同
寺

の
牧
地
は
、
乾

隆
二
四

(
一
七
五
九
)
年

に
ウ
ラ
ド

の
公
等
が
寺

の
牧
地
と
し
て
土
地
を
寄
進
し
、
乾
隆
三
七

(
一
七
七
二
)
年

欽
差
大
臣

フ
ト
ゥ
リ

ン
ガ
も

「
ウ
ラ
ド
、
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ

ン
が
与
え
た
土
地
を
そ
の
ま
ま
と
し
、
上
奏
し
て
授
け
ら
れ
た
」
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
乾
隆
四

一

(
一
七

七
六
)
年
欽
差
大
臣

ベ
チ
ン
ゲ
が
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
が
寄
進
し
た
土
地
の

一
部
を
削

っ
て
上
奏
の
上
画
定
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と

　
　

　ぬ　

さ
れ
る
。
こ
の
土
地
に
は
、
牧
地
の
外
、
か
な
り
の
耕
作
地
も
含
ま
れ
て
お
り
、
漢
人
の
農
民
に
貸
し
出
さ
れ
て
地
租
が
徴
収
さ
れ
て
い

た
。
乾
隆
二
四

(
一
七
五
九
)
年

の
ウ
ラ
ド
に
よ
る
土
地
寄
進
に
関
す
る
文
書
に
よ
る
と
、
こ
の
寺
領
は
、
は
じ
め

は
寺
院
周
辺
に
お
け

る
動
物

の
殺
傷

の
禁
止
、
樹
木

の
伐
採
禁
止
を
定
め
た
保
護
区
と
し
て
漸
次
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
年
三
月
の
理
藩
院
の
文
書
所
引

の
ウ
ラ
ド
鎮
国
公

ソ
ノ
ム
ラ
ヴ
ダ
ン
旗
協
理
旗
務
タ
イ
ジ

・
ツ
ェ
レ
ン
ジ
ャ
ム
ス
、
ガ
ル
サ
ン
の
呈
文
に
は
、

　
　

我
が
牧
地

の
所
属
で
あ
る
ジ
ャ
ヴ

フ
ラ
ン
ト
と

い
う
山
に
設
け
、
主
上
が
諭
旨
で
広
覚
寺
と

(寺
名
を
)
賜

っ
た
。
こ
の
近
傍

の
土

　
　

地
の
印
を
我
等
は
合
議
し
記
し
た
と
こ
ろ
は
、
ウ
ダ
ィ
ン

・
ゴ
ル
の
東
側
、

ス
ル
ジ

ェ
ー
川
の
西
側
、
北
は
バ
ト
ラ
イ
、
南
は
ツ
ァ

　
　

ガ
ー
ン
ーー
ダ
ヴ
ァ
ー
。
こ
の
四
至
の
中
は
寺
に
と
く
に
近

い
の
で
、
鳥
獣
の
殺
害
、
樹
木

の
伐
採
、
砂
石
の
採
取
を
企
て
る
者
を

一

　
　

切
絶
ち
、
寺
で
聖
主
の
万
寿
祈
念
の
た
め
に
、
法
要
を
行
う
ラ
マ
等

に
印
文
を
与
え
た
。

と
あ

っ
て
、
寺
院
に
特
定
の
土
地
を
分
与
し
た
と

い
う
よ
り
は
、
寺
院
周
辺
の
禁
猟
、
木
材
採
取
禁
止
の
対
象
と
な

る
土
地
を
指
定
し
た

と

い
う
印
象
が
強

い
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
理
藩
院
の
判
断
も
、

　
　

ウ
ラ
ド
旗

の
寺
院
と
は
、
彼
等
の
旗
が
建
立
し
た
も
の
で
、
彼
等
が
仏
を
信
じ
る
誠
の
心
を
も

っ
て
寺
院
の
土
地
を
清
浄
た
ら
し
め
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よ
う
と
望
む
な
ら
ば
、
彼
等
の
旗
内
で
適
宜
処
理
し
て
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
外
藩
モ
ン
ゴ
ル
各
旗
に
建
立

　
　
さ
れ
た
寺
院
は
そ
も
そ
も
多
く
、
こ
の
よ
う
に
狩
猟
や
鳥
獣
殺
害

・
樹
木
伐
採
等

の
行
い
を
禁
止
す
る
た
め
に
、
理
藩
院
か
ら
印
文

　
　
を
与
え
る
例
は
な
い
。
こ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
論
じ
る
所
な
し
と
し
て
文
書
を
送
り
返
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　カ　

と

い
う
も

の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
周
辺
旗
か
ら
独
立
し
た
領
土
と
は
認
識
し
て
い
な

い
よ
う
に
読
め
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
乾
隆
三
五

(
一
七
七
〇
)
年
に
ウ
ラ
ド
と
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
両
旗
の
間
で
境
界
地
域
に
あ
る
農
耕
地
を
争
奪
す
る
事
件
が

起
こ

っ
た
時
、
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
盟
副
盟
長
貝
勒
は
、
こ
の
土
地
を

「両
旗

に
関
わ
り
な
い
も

の
と
し
、
新
し
く
オ
ボ
ー
を
設
置
し
て

ジ
ャ
ヴ

フ
ラ
ン
ト
に
あ
る
寺
院
に
あ
た
え
る
よ
う
」
と
の
裁
定
を
下
し
、
境
界
を
示
す
オ
ボ
ー
の
設
置
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

一
定

の
土
地
を
旗
の
所
属
を
離
れ
た
寺
領
と
し
て
設
定
す
る
も

の
で
、
乾
隆
二
四
年

の
禁
猟

・
木
材
伐
採
禁
止
地
域
の
設
定
と
は
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お　

ニ
ュ
ア

ン
ス
を
異
に
し
た
処
置
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
間
広
覚
寺
側
も
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
盟
に
対
し
て
、
繰
り
返
し
寺
領
特
権
の
確
認
を
求
め
て
い
る
。
既
に
乾
隆
二
四
年
九
月
朔
日
の

ウ
ラ
ー

ン
チ
ャ
ヴ
に
お
け
る
同
盟
の
盟
会
に
対
し
て
、
広
覚
寺
は
、
同
年
三
月

の
上
掲

の
理
藩
院
文
書
を
引
き
な
が
ら
、
問
題
の
土
地

を

「家

畜
を
養

い
、
耕
作
を
行
う
土
地
及
び
現
在
百
戸
余
り
の
シ
ャ
ビ
ナ
ル
が
暮
ら
す
土
地
を
寺
院
の
有
と
し
て
賜
」
わ
る
よ
う
印
文
に

よ
る
証
明
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
盟
側
は
、
盟
内
各
旗
ザ
サ
ク
の
承
認
を
得
た
上
で
、
「
こ
の
よ
う
に
寺
院

に
土
地
を
与
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ　

こ
と
に
不
満
は
な
い
上
に
ま

っ
た
く
喜
ば
し
い
」
と

の
言
質
を
与
え

て
い
る
。
更
に
乾
隆
四
七

(
一
七
八
二
)
年

の
同
盟
の
ボ
ー
ラ
ル
ーー

ト
ホ
イ
に
お
け
る
盟
会
に
お
い
て
も
、
広
覚
寺
は

「我
が
寺
院
所
属

の
土
地
の
中
で
獣
を
殺
さ
ず
、
木
材
を
伐
採
し
な

い
こ
と
と
し
よ
う

と
、
理
藩
院
に
請

い
呈
し
た

(こ
と
を
記
し
た
)
理
藩
院
よ
り
交
し
た
文
書
が
あ
る
上
、

一
盟
中
の
誰
に
も
寺
院
の
所
属

の
土
地
の
樹
木

の
伐
採

、
鳥
獣
殺
害
、
寺
院
財
産

(ジ
ヴ

・
サ
ン
)
の
家
畜
か
ら
の
食
糧
徴
発
、
駅
馬
使
用
等
公
的
ア
ル
バ
を
禁
じ
る
よ
う
定
め
、
仏
教

を
奉
じ

て
安
ら
か
に
暮
ら
し
、
こ
れ
ら
仏
僧
が
法
理
に
従

い
持
し
て
、
学
ぶ
の
に
障
碍
な
か
ら
し
め
る
よ
う
印
文
を
賜
り
た
い
」
と
の
要

求
を
提
出
し
、
盟
側
も

「
こ
れ
以
後
理
藩
院
よ
り
広
覚
寺
に
牧
地
と
し
て
与
え
た
土
地
の
中
で
、
樹
木
伐
採
、
鳥
獣
殺
害
を

一
切
禁
止
し
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　お
　

よ
う
」
と
の
決
定
を
下
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
明
確
に
寺
領
が
理
藩
院
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
も

の
と
の
認
識
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
注

目
さ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
寺
領
も
含
め
て
、
嘉
慶
初
年
に
ウ
ラ
ド
側
が
広
覚
寺
を
自
旗
の
寺
院
で
あ
る
と
主
張
す
る
ま
で
広

覚
寺
側
は
、
創
建
後

チ
ャ
ン
キ
ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
に
捧
呈
さ
れ
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
を
通
じ
て
乾
隆
帝
か
ら
寺
名
を
賜
与
さ
れ
た
と
理
解
し
て

い
た
。
か
か
る
理
解

は
、
広
覚
寺
ば
か
り
で
な
く
、
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
盟
の
王
公
も
共
有
す
る
認
識
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
既
に
乾
隆
二
四
年
三
月
の
理
藩
院

文
書

に
よ
れ
ば
、
ウ
ラ
ド
鎮
国
公
ソ
ノ
ム
ラ
ヴ
ダ
ン
旗

の
協
理
旗
務
タ
イ
ジ

・
ツ
ェ
レ
ン
ジ
ャ
ム
ス
、
ガ
ル
サ
ン
が
、
「主
上
の
諭
旨

に

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　め　

よ
り
広
覚
寺
と

(寺
名
を
)
賜

っ
た
」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
乾
隆
四
七
年
の
ボ
ー
ラ
ル
H
ト
ホ
イ
の
盟
会

に
お

い
て
も
、
同
盟
は
、

「広
覚

寺
と

い
う
の
は
、
主
上
が
恩
を
施
し
て
名
を
賜

っ
た
の
で
あ
り
、
チ
ャ
ン
キ

ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
の
属
下
と
な

っ
た
ラ
マ
、
弟
子
で
あ

る
ド

ゥ
イ
ン
コ
ル
ーー
バ
ン
デ
ィ
ダ
は
じ
め
八
〇
〇
人
ほ
ど
の
僧
侶
が

い
て
、
絶
え
ず
法
要
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

し
か
も
広
覚
寺

の
待
遇
に
つ
い
て
は
、
「
以
前
何
代
も
の
盟
長
が
証
明
し
、
禁
止
し
て
き
た
案
件
を
調

べ
て
み
る
と
、
単

に
所
轄

の
ザ
サ

ク
及

び
盟
長
等
が
勝
手
に
処
理
し
、
禁
止
し
た
も
の
で
は
な
く
、
欽
差
大
臣
及
び
理
藩
院
よ
り
相
次

い
で
処
理
し
禁
止
し
て
保
証
し
て
き

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

た
そ
れ
ぞ
れ
の
証
文
が
あ
り
、
明
ら
か
で
あ
る
」
と
も
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
欽
差
大
臣
と
は
、
乾
隆
三
七

(
一
七
七
二
)
年
に
ウ

ラ
ド
と
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
両
旗

の
旗
界
争

い
を
審
理
し
た
欽
差
大
臣

フ
ト
ゥ
リ
ン
ガ
と
、
乾
隆
四

一

(
一
七
七
六
)
年
に
同
じ
問
題
を
処

理
し
た
欽
差
大
臣
ベ
チ
ン
ゲ
を
指
し
て
い
る
。

　

中
国
北
京

の
第

一
歴
史
梢
案
館
蔵
の
軍
機
処
録
副

『満
文
月
摺
梢
』
中
の
乾
隆
三
七
年
七
月

一
四
日
付

フ
ト
ゥ
リ

ン
ガ
奏
摺
は
、
ウ
ラ

ド
、

モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
両
旗

の
旗
界
争

い
の
審
理

の
報
告
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
引
用
さ
れ
た
フ
ト
ゥ
リ
ン
ガ
派
遣

の
諭
旨
を
伝
達
す
る

理
藩
院
文
書
に
は
、
問
題

の
土
地
に
つ
い
て
当
初
処
理
を
命
令
さ
れ
た
盟
長
貝
勒

ラ
ワ
ー
ン
ド
ル
ジ
が
、
「広
覚
寺

に
三
〇
里
の
近
く
に

あ
る
ザ

ン
ギ
H
オ
ー
ラ
南
側
の
土
地
を
、
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
旗
よ
り
削

っ
て
広
覚
寺
の
所
属
と
し
て
チ
ャ
ン
キ
ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
に
管
理
さ

せ
る
」
こ
と
と
し
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ
、
ま
た
フ
ト
ゥ
リ
ン
ガ
の
尋
問
に
対
し
て
も
、
ウ
ラ
ド
公

ソ
ノ
ム
ラ
ヴ
ダ

ン
、
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
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ン

・
ザ

サ
ク

・
タ
イ
ジ

・
サ
ム
ダ
ン
ジ
ャ
ム
ス
が

「広
覚
寺
と
は
、
ラ
マ

・
ロ
ヴ
サ
ン
ジ
ャ
ム
サ
ン
が
建
立
し
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
"
ホ
ト
ク

ト
に
捧
呈
し
、
理
藩
院
に
報
告
し
て
上
奏
し
、
名
を
賜

っ
た
寺
院
」
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ト
ゥ
リ
ン
ガ
に
対
す
る
広
覚

寺

の
ラ

マ

・
ド

ン
ロ
ヴ
ジ
ャ
ム
ボ
ー
の
供
称
に
お

い
て
も
、
「
こ
の
ウ
ラ
ド
の
土
地
に
広
覚
寺
を
建
て
、
チ
ャ
ン
キ
ャ

ーー
ホ
ト
ク
ト
に
捧

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お
　

呈
し
、

ホ
ト
ク
ト
の
と
こ
ろ
か
ら
理
藩
院
に
報
告
し
、
転
奏
し
て
諭
旨
に
よ
り
広
覚
寺

の
名
を
賜

っ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る

ウ
ラ
ド
公

ソ
ノ
ム
ラ
ヴ
ダ
ン
と

い
う

の
が
、
後
に
広
覚
寺
の
帰
属
問
題
で
広
覚
寺
側
と
争
う
ウ
ラ
ド
後
旗
ザ
サ
ク
鎮
国
公
ツ
ェ
デ
ン
ト
ン

ロ
ヴ
の
父
親
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
広
覚
寺
の
チ
ャ
ン
キ

ャ
へ
の
捧
呈
と
寺
名

の
賜
与
と
い
う
の
が
、
関
係
者
の

一
致

し
た
理
解
で
あ

っ

た
こ
と

が
判
る
。

フ
ト
ゥ
リ
ン
ガ
の
任
務
が
ウ
ラ
ド
と
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
の
旗
界
争

い
の
処
理
で
あ

っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
広
覚
寺
の

地
位
に
関
し
て
は
、

フ
ト
ゥ
リ
ン
ガ
は
何
ら

の
判
断
も
下
さ
ず
、
既
成

の
事
実
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
理
藩
院
も
、
や

は
り
こ
の
理
解
を
共
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
嘉
慶
二

(
一
七
九
七
)
年
三
月
の
理
藩
院
の
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
盟
長
宛
文
書
に
は
、
理

藩
院
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
理
解
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

以
前
大
臣
べ

(チ
ン
ゲ
)
等
が
欽
命
に
従

い
、
ウ
ラ
ド

・
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
両
旗
の
争

っ
た
牧
地
境
界
を
定
め
た
際
、
こ
の
広
覚

　
　
寺

は
彼
ら
両
旗
か
ら
チ
ャ
ン
キ
ャ

・
ホ
ト
ク
ト
に
奉
呈
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
通
り
に
ラ
マ
等
に
与
え
、
残

っ
た
土
地
は
開

　
　
墾

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
牧
地
界
を
定
め
る
こ
と
を
上
奏
し
、
理
藩
院
よ
り
再
度
協
議
し
た
上
、
諭
旨
に
よ
り
行
わ
せ
た
の
で
あ
り
、
過

　
　
去
所
轄
盟
長
の
処
か
ら
、
彼
ら
が
ま
た
こ
の
寺
を
争

っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
き
て
、
理
藩
院
が
以
前
に
処
理
し
た
通
り
に
そ
の
ま
ま

　
　
チ

ャ
ン
キ
ャ

・
ホ
ト
ク
ト
に
与
え
た
。
所
属
寺
院
の
事
務
を
、
有
益
を
考
え
ド

ロ
ン
ノ
ー
ル
の
ザ
サ
グ

・
テ
リ

グ
ー
ン

・
ラ

マ

・

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　を

　
　
チ

ャ
ン
キ
ャ

・
ホ
ト
ク
ト
の
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ

・
ラ
グ

・
ホ
ト
ク
ト
に
兼
務
さ
せ
る
。

　
乾
隆

帝
の
朱
批
も
、
「所
部
議
奏
」
と
の
み
あ

っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
問
題
に
し
た
形
跡
は
な

い
。

　
実
際

に
チ
ャ
ン
キ
ャ
は
、
広
覚
寺
に
対
し
て
管
轄
権
限
を
行
使
し
て
い
る
。
乾
隆
二
五

(
一
七
六
九
)
年
二
月

一
六

日
の
チ
ャ
ン
キ

ャ

の
広
覚
寺
宛
印
文
は
、
ド
ゥ
イ

ン
コ
ル
闘
バ
ン
デ
ィ
ダ

・
ロ
ヴ
サ
ン
ジ

ャ
ル
サ
ン
が
高
齢
を
理
由
に
座
主
職
の
解
任
を
願

い
出
た
の
に
承
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認
を

与
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
チ

ャ
ン
キ
ャ
が
広
覚
寺

の
人
事
問
題
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
こ

の
よ
う
に
、
広
覚
寺
の
寺
領
と
寺
自
身

の
地
位
に
関
し
て
は
、
広
覚
寺

・
盟

・
清
朝

い
ず
れ
も
が
、
寺
領
も
含

め
て
こ
れ
を
チ
ャ
ン

キ
ャ
の
属
下
で
あ
る
こ
と
に
取
り
立
て
て
の
疑
問
を
表
明
し
て
お
ら
ず
、
広
覚
寺
と
チ
ャ
ン
キ
ャ
と
の
間
に
は
実
際

の
統
属
関
係
が
機
能

し
て

い
た
。
し
か
し
広
覚
寺

の
帰
属
問
題
は
、
乾
隆
末
に
な

つ
て
ウ
ラ
ド
後
旗
ザ
サ
ク

・
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト

ン
ロ
ヴ
が

こ
れ
を
旗
寺
院
で
あ

る
と
主
張
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
紛
争
を
惹
起
す
る
。

　
倒
　
ウ
ラ
ド
公
ツ

ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
の
広
覚
寺
の
地
位
に
関
す
る
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

　
乾
隆
五
八

(
一
七
九
二
)
年
、
理
藩
院
は
モ
ン
ゴ
ル
各
地
の
ラ
マ

・
化
身

の
由
来
縁
起

の
調
査
報
告
を
命
令
し
た
。
な
ん
で
も
な
い
調

査
の
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
が
は
か
ら
ず
も
広
覚
寺

の
帰
属
に
関
わ
る
曖
昧
な
状
態
を

一
挙
に
顕
在
化
さ
せ
た
。

　
理
藩
院

の
命
令
に
応
じ
て
、
ウ
ラ
ド
後
旗
ザ
サ
ク
鎮
国
公

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
は
、
ド
ゥ
イ
ン
コ
ル
ーー
バ
ン
デ
ィ
ダ
を
自
旗

の
化
身

で
あ

る
と

の
報
告
を
提
出
し
た

の
で
あ
る
。
同
年
六
月

一
六
日
、
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
盟
長
ダ
ル

ハ
ン
貝
勒

ツ
ェ
ヴ

デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
は
、

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
が

「貴
寺
院

の
シ
ャ
ビ
ナ
ル
全
て
を
公

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
の
旗
に
ま

っ
た
く
含
め
て
し
ま

っ
て
い
る
」
こ
と

を
広
覚
寺
側
に
通
報
す
る
と
と
も
に
、

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
に
対
し
て
再
度
真
偽
の
確
認
を
求
め
た
が
、
「
以
前
我
等

の
処
か
ら
報
告

を
送

っ
た
内
容
を
変
え
て
報
告
す
る
こ
と
は
な

い
」
と
の
返
答
を
得
た
。
盟
長
は
、
「
こ
の
公
は
、

い
か
な
る
理
由

で
無
理
矢
理

(広
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

寺
を

自
旗

の
寺
だ
と
)
証
明
し
よ
う
と
す

る
の
か
、
わ
か
ら
な

い
」
と
広
覚
寺
側
に
書
き
送

っ
て

い
る
。
こ
れ
に
驚

い
た
広
覚
寺
側
は
、

「元
来

チ
ャ
ン
キ
ャ

・
ホ
ト
ク
ト
に
与
え
、
ウ
ラ
ド
三
公
、
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン

・
ザ
サ
グ
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
旗

の
土

地
か
ら
我
が
寺
に
所

属
と

し
て
与
え
、
欽
差
大
臣
が
土
地
の
境
界
を
指
定
し
、
オ
ボ
ー
を
設
置
し
て
、
直
ち
に
チ
ャ
ン
キ
ャ

・
ホ
ト
ク
ト

に
授
け
与
え
、
転
奏

し
て
諭
旨
に
よ
り
定
め
た
明
ら
か
な
梢
冊
文
書
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ず
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
属
下
の
寺
と
し
よ
う
と
争

っ
て
」

い
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
へ　

の
で
あ
る
と
抗
議
し
た
。
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と
こ
ろ
が
嘉
慶
元

(
一
七
九
六
)
年
三
月
二
一二
日
、
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
は
、
協
理
タ
イ
ジ
や
梅
倫
章
京
ら
旗
の
官
員
を
引
き
連
れ

て
広
覚
寺
に
乗
り
込
み
、
同
旗
か
ら
父
祖
の
時
代
に
広
覚
寺
に
寄
進
し
た
属
民
の
寄
進
証
文
を
旗
に
保
存
さ
れ
て
い
る
梢
冊
と
照
合
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
　

と
称
し

て
寺
側
か
ら
証
文
を
受
け
取
り
、
そ
の
ま
ま
持
ち
帰

っ
て
し
ま

い
、
こ
れ
ら
証
文
の
主

で
あ
る
広
覚
寺
属
民
か
ら
ア
ル
バ
を
徴
収

し
始
め
た
。
さ
ら
に
嘉
慶
二

(
一
七
九
七
)
年
、
た
ま
た
ま
ウ
ラ
ド
後
旗
民
が
広
覚
寺
領
内

で
自
殺
す
る
事
件
が
発
生

し
、
ツ
ェ
ヴ
デ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お　

ト
ン
ロ
ヴ
は
広
覚
寺
側

の
ラ
マ
を
召
喚
し
て
拷
問
に
か
け

て
尋
問
し
た
。
広
覚
寺
側
は
シ
レ
ー

二
i

・
ラ
マ

(座
主

)
・
ダ
ム
バ
リ
ン
チ

ン
が
中
心
と
な

っ
て
か
か
る
行
為
を
告
発
す
る
と
と
も
に
、
ウ
ラ
ド
旗
民
が
寺
院
領
内
で
樹
木
を
伐
採
し
、
民
人

の
騎
駝
を
放
牧
し
た
な

ど
と
し
て
併
せ
て
非
難
し
た
。

　

一
方

理
藩
院
は
、
当
初
広
覚
寺
側
の
立
場
を
支
持
し
て
同
寺
を
チ
ャ
ン
キ
ャ
の
属
下
で
あ
る
と
認
め
、
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
を
叱
責

さ
え
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
引
の
嘉
慶
二

(
一
七
九
七
)
年
三
月
二
七
日
付
盟
長

ハ
ル
ハ

・
ザ
サ
グ
多
羅
ダ
ル

ハ
ン
貝
勒

の
副
盟
長

ウ
ラ
ド

・
ザ
サ
グ
鎮
国
公
ツ
ェ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
、
協
理
タ
イ
ジ
宛
沓
文
所
引
の
文
書
に
お
い
て
理
藩
院
は
、

　
　
　

ウ
ラ
ド
公

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
は
、
以
前
理
藩
院
か
ら
命
令
し
た
の
に
従
わ
ず
、
か

っ
て
に
作
り
事
を
言

っ
て
過
分
に
も
争

　
　

い
、
僥
倖
を
求
め
て
報
告
し
た
の
は
は
な
は
だ
愚
か
で
あ
り
不
適
当

で
あ
る
。
所
轄
盟
長
に
命
じ
て
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
を
厳
し

　
　
く

叱
責
し
、
さ
と
し
命
じ
て
、
従

い
行
わ
せ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お　

と
命
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
嘉
慶
二
年
ま
で
理
藩
院

・
盟
長

・
広
覚
寺

い
ず
れ
も
が
、
広
覚
寺
を
チ
ャ
ン
キ
ャ
属
下
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
お

り
、

一
人
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
の
み
が
、
広
覚
寺
を
自
旗
の
寺
院
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
情
勢
は
嘉
慶

四
年
に
大
き
く
変
化
す
る
。
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樹
　
欽
差
大
臣
ボ
ヒ
ン
の
審
理
と
清
朝
の
裁
定

　
嘉

慶
四

(
一
七
九
九
)
年
正
月
、
乾
隆
帝
が
崩
御
し
た
。

チ
ャ
ン
キ

ャ

・
ホ
ト
ク
ト

・
ロ
ル
ペ
ー
ド
ル
ジ

ェ
は
、
既
に
乾
隆
五

一

(
一
七
八
六
)
年

に
示
寂
し
、
そ
の
転
生
は
い
ま
だ

一
二
歳
の
少
年

で
あ

っ
た
。

　
嘉
慶
四
年
二
月
二
一二
日
、
ラ
グ
ワ

・
ホ
ト
ク
ト
は
ド
ゥ
イ
ン
ホ
ル

・
バ
ン
デ
ィ
ダ
に
対
し
て
、
理
藩
院
か
ら
盟
長
と
と
も
に
こ
の
問
題

を
審

理
す
る
よ
う
命
令
を
受
け
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
同
時
に
欽
差
大
臣
派
遣
の
可
能
性
に
言
及
し
、
大
臣
派
遣
は
望
ま
し
く
な
く
、

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぼ

盟
長
が
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
嘉
慶
四
年
三
月
二
日
、
欽
差
大
臣
ボ
ビ
ン

(博
興
)
は
ウ
ラ
ド

の
ビ
ル
ゲ
フ
と

い
う
場
所
に
到
着
し
、
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ヴ
盟
長

ツ
ェ
ヴ

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お
　

デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
、
ウ
ラ
ド
公

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
、
帰
緩
道
チ
ャ
ヴ
サ
ン
と
合
流
し
、
早
速
関
係
者
か
ら
の
事
情
聴
取
を
開
始
し
た
。

　
ま
ず

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
は
、
広
覚
寺

の
帰
属
に

つ
い
て
、
「
ラ
マ

・
ロ
ヴ
サ
ン
ジ
ャ
ル
サ

ン
は
、
我
が
旗
に
座
し
た
ラ
マ
で
あ
る
。

当
代

の
化
身
が
現
れ
、
理
藩
院
に
報
告
上
奏
し
、
我
が
旗
に
迎
え
て
来
て
、
こ
の
寺
院
に
座
せ
し
め
た
。
」
と
、
あ
く
ま
で
も
広
覚
寺
を

ウ
ラ
ド
後
旗
の
旗
寺
院
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

一
方
ド
ゥ
イ
ン
コ
ル
ーー
バ
ン
デ
ィ
ダ
ニ
世
イ
シ
ニ
マ
は
、
「
ラ
マ

・
ロ
ヴ
サ
ン
ジ

ャ
ル
サ
ン
は
、
チ
ャ
ン
キ

ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
の
傍
ら
で

教
え
を
聴
い
た
弟
子
で
あ
る
ゆ
え
、
我
が
寺
院

の
あ
ら
ゆ
る
事
務
は
す
べ
て
チ
ャ
ン
キ
ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
の
指
示
に
従

っ
て
行

っ
て
い
る
。
」

と
し
、
ま
た
理
藩
院
が
以
前
同
寺
院
を
チ
ャ
ン
キ
ャ
の
属
下
と
し
た
こ
と
を
述

べ
た
上
で
、
「
公
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン

ロ
ヴ
が
我
が
寺
院
の

事
務

を
処
理
す
る
な
ら
ば
、
ラ
マ
等
と
の
間
で
問
題
を
起
こ
す
こ
と
を
恐
れ
る
。
」
と
チ
ャ
ン
キ
ャ
の
属
下
と
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　

両
者
の
主
張
に
対
し
て
ボ
ビ
ン
は
、
ま
ず
盟
長
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
に
、
「
こ
の
寺
院
を
チ
ャ
ン
キ
ャ
ーー
ホ
ト

ク
ト
に
捧
呈
し
た
と

言
う

の
な
ら
ば
、
妄
り
に
こ
れ
を
認
め
る
は
ず
は
な

い
。
理
藩
院
に
報
告
す
れ
ば
、
理
藩
院
よ
り
必
ず
や
貴
盟
に
文
書
を
出
し
た
で
あ
ろ

う
。
出
し
た
文
書
は
あ
る
の
か
、
な

い
の
か
」
と
尋
ね
た
。
こ
れ
に
対
す
る
盟
長

の
答
え
は
意
外
な
も
の
で
あ

っ
た
。

　
　

貝
子

フ
ト

ゥ
リ
ン
ガ
が
上
奏
し
た
文
書
原
本
に
は
、

ウ
ラ
ド
の
公

ソ
ノ
ム
ラ
ヴ
ダ
ン
、

モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
の
ザ
サ
ク

・
サ
ム
ダ
ン
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ジ

ャ
ム
ス
の
言
と
し
て
、
こ
の
広
覚
寺
は
、
ラ
マ

・
ロ
ヴ
サ
ン
ジ

ャ
ル
サ
ン
が
建
立
し
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
"
ホ
ト
ク
ト
に
布
施
と
し
て

　
　
献

上
し
、
理
藩
院
に
報
告
上
奏
し
て
、
寺
名
を
賜

っ
た
と
記
し
て
あ
る
。
後
に
侍
郎
ベ
チ
ン
ゲ
の
上
奏
し
た
通
り

に
記
し
た
。
そ

の

　
　
よ
う
な
わ
け
で
、
私
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
は
、
こ
の
寺
院
を
ウ
ラ
ド
、
モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ
ン
両
旗
か
ら
チ
ャ
ン
キ

ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
に

　
　
布

施
と
し
て
捧
呈
し
た
と
報
告
し
た

の
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
キ
ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
が
理
藩
院
に
報
告
し
た
か
ど
う
か
は
知
ら
な

い
。
こ
の

　
　
件

の
ゆ
え
に
我
が
盟
に
文
書
を
送

っ
て
き
た
こ
と
は
な

い
。

　
そ
こ
で
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
の
言
う

フ
ト
ゥ
リ
ン
ガ
と
べ
チ
ン
ゲ
の
文
書
を
見
た
と
こ
ろ
、
「単
に
ウ
ラ
ド
、

モ
ー
ミ
ャ
ン
ガ

ン
両

旗
が
争
う
牧
地

の
境
界
を
処
理
し
た
。
こ
の
寺
院
を
チ
ャ
ン
キ
ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
に
布
施
と
し
て
捧
呈
し
た
と
い
う
言
葉

は

一
切
な

い
」
こ

と
を
発
見
し
た
。
そ
こ
で
ボ
ビ
ン
は
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
に

「
貝
勒
よ
、
お
ま
え
は
布
施
と
し
た
と

い
う

二
字
を
付
け
加
え
て
報
告
し

た
の
は
ど
う

い
う
訳
か
。
化
身

ラ
マ
等
が
お
ま
え
に
頼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
」
と
問
い
つ
め
た
。
窮
し
た
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
は
、
「
フ

ト
ゥ
リ
ン
ガ
、
ベ
チ
ン
ゲ
の
原
上
奏
文
を
は

っ
き
り
と
見
」
な
か

っ
た
こ
と
を
認
め
て
し
ま

っ
た
。
更
に
イ
シ
ニ
マ
に
対
し
て
、
寺
名
賜

与
と
寺
院

の
チ
ャ
ン
キ
ャ
へ
の
捧
呈
を
証
明
す
る
文
書
の
有
無
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
イ
シ

ニ
マ
は

「寺
名
賜
与
の
件
を
古
く
か
ら
い
る
ラ

マ
等
に
尋
ね
る
と
、
彼
ら
が
言
う
に
は
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
は
寺

の
名
を
書

い
て
く
れ
た
だ
け
だ
。
理
藩
院
か
ら
上
奏
し
た
こ
と

を
命
じ
送

っ
て
き
た
こ
と
は
な

い
。
寺
院
を
チ
ャ
ン
キ

ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
に
布
施
と
し
て
捧
呈
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
も
無

い
。
我
が
寺
院

で
は
事

実
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
」
と
の
答
え
で
あ

っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
証
言
か
ら
、
ボ
ヒ
ン
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「寺
院

の
争
訟
、
人
命
、
盗
賊
ら
の
事
件
を
ホ
ト
ク
ト
、

ラ
マ
等

が
処
理
し
た
例
は

一
切
無

い
。
盟
長
貝
勒

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
が
理
藩
院
に
報
告
し
て
、
こ
の
寺
院
と
化
身
を
す
べ
て
ラ
グ
ワ

ーー
ホ
ト

ク
ト
に
管
理
さ
せ
た
の
は
誤
り
で
あ

っ
た
。
」
し
か
し
、
広
覚
寺
側
は
ウ
ラ
ド
側
の
支
配
を
好
ま
ず
、
公

ツ

ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ

は
若
輩

で
あ
り
、
ラ
マ
の
習
い
に
通
じ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
広
覚
寺
に
関
わ
る
争
訟
な
ど

の
世
俗
事
務
を
近
隣
の
繧

遠
城
将
軍
に
管
理

さ
せ
る

こ
と
と
し
、
北
京
か
ら
ダ
ー
ラ
マ

一
名
を
派
遣
し
て
二

二
二
年
間
同
寺

の
ラ
マ
の
指
導

に
当
た
ら
せ
る
こ
と
を

提
案
し
た
。
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一
方
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
は
、

　
　
我
が
旗
の
民
に
は
貧
し
い
者
が
多

い
。
軍
台
に
供
出
す
る
馬
駝
、
食
料
、
旗
内
に
備
え
置
く
馬
、
武
器
、
雍
和
宮

の
ラ
マ
や
ド
ロ
ン

　
　

ノ
ー
ル
の
寺
院
の
ラ
マ
に
与
え
る
食
料
等
の
ア
ル
バ
の
供
出
に
甚
だ
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
寺
院
の
証
文

に
記
さ
れ
た
五
二
名

　
　
と
盟
長
衙
門
に
尋
ね
て
調
べ
だ
し
た

一
三
人
は
、
全

て
我
が
旗

の
者
で
あ
る
の
で
、
佐
領
よ
り
嘉
慶
元
年
以
来

こ
れ
ら
か
ら
ア
ル
バ

　
　
を
取

っ
た
。

と
、
文
書
詐
取
の
動
機
が
ア
ル
バ
の
賦
課
に
あ

っ
た
こ
と
を
白
状
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ボ
ビ
ン
は
、
か
か
る
行
為

を
行
う
に
は
、
理
藩

院
に
報
告
し
て
指
示
を
請
う

べ
き
で
あ
る
の
に
、
勝
手

に
ア
ル
バ
徴
収
に
及
ん
だ
の
は
誤
り
で
あ

っ
た
と
し
た
上

で
、
「
た
だ
、
旗

の
梢

冊
に
あ
る
箭
丁

・
随
丁

・
佐
領
壮
丁
を
妄
り
に
人
に
与
え
た
り
、
売
却
す
る
例
は
な
い
」

の
で
、
盟
長
に
問
題
の
証
文
を
引
き
渡
し
て
、

旗
の
比
丁
冊
と
照
合
の
上
、
広
覚
寺
ラ
マ
に
譲
渡
さ
れ
た
者
の
内
、
「
ゲ
リ
ー
ン

・
ボ
ー
ル

(奴
隷
)」
以
外
の
箭
丁

・
随
丁

・
佐
領
壮
丁

を
旗

に
戻
す
よ
う
命
令
し
た
。
そ
し
て
譲
渡
に
際
し
て
支
払
わ
れ
た
代
価
を
売
却
者
か
ら
没
収
し
、
購
入
側
の
ラ
マ
に
返
済
さ
せ
る
こ
と

と
し
た
。

　
広
覚
寺
側
は
、
同
時
に
ウ
ラ
ド
旗
民
に
よ
る
広
覚
寺
領
内

で
の
越
境
放
牧
及
び
木
材
伐
採
を
告
発
し
て
い
た
が
、

こ
の
件
に
関
し
て

は
、

フ
ト

ゥ
リ
ン
ガ
が
画
定
し
た
境
界

の
ウ
ラ
ド
旗
側
に
あ
る
も

の
の
、
遊
牧

・
伐
採
行
為
自
体
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
該
当
者
を

「
不
応
為
重
律
」
に
よ
り
鞭
打
ち
八
〇
回
と
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
も
広
覚
寺
側
が
訴
え

て
い
た
ウ
ラ
ド
の
旗
民
が
漢
人

の
家
畜
を
放
牧
し

て
報
酬
を
得
て
い
た
件
に

つ
い
て
、
ウ
ラ
ド
側
当
事
者
各
人
に
つ
き

一
九
罰
、
依
頼
し
た
漢
人
二
名
も
杖
刑
八
〇
回
と
し
た
。

　

ツ

ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
は
証
文
詐
取
の
事
実

の
隠
匿
及
び
ア
ル
バ
の
無
断
徴
収
を
も

っ
て
処
罰
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
イ
シ

ニ
マ
は

ラ
マ
に
似

つ
か
わ
し
く
な

い
訴
訟
沙
汰
を
起
こ
し
た
こ
と
や
、
詐
取
さ
れ
た
証
文
数
を
偽
り
、
ウ
ラ
ド
旗
民
に
よ
る
越
境
放
牧

・
木
材
伐

採
の
嫌
疑
を
捏
造
し
た
ダ
ム
バ
リ
ン
チ
ン
の
言
葉
を
安
易
に
信
じ
た
こ
と
を
も

っ
て
、
理
藩
院
で
処
罰
を
検
討
す
る

こ
と
と
し
た
。

　
ま
た
盟
長

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
も
、
広
覚
寺

の
所
属
に
関
し
て
事
実
を
誤

っ
た
こ
と
や
、

ラ
マ
の
謳
告
を
信

じ
た
こ
と
を
も

っ
て
、
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処
罰
を
願

い
出
た
た
め
、
こ
れ
も
理
藩
院
で
処
罰
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
上
述

の
よ
う
な
ボ
ビ
ン
の
報
告
を
受
け
た
理
藩
院
は
、
次
の
よ
う
な
処
分
を
上
奏
し
た
。

1

"
広
覚
寺

の
所
属
に
つ
い
て
は
、
乾
隆
四

一
年

の
べ
チ
ン
ゲ
の
奏
摺
中
に
チ
ャ
ン
キ
ャ
に
捧
呈
し
た
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
の
属
下
と
す
る
。

2

"
広
覚
寺

の
争
訟
、
盗
賊
、
人
命

の
案
件
、

つ
ま
り
世
俗
案
件
は
緩
遠
城
将
軍
の
管
轄
と
し
、
毎
年
春
秋
二
回
将
軍
衙
門
か
ら
官
員
を

派
遣
し
て
寺
院
の
ラ
マ
お
よ
び
属
民
数
を
調
査
し
、
理
藩
院
に
報
告
さ
せ
、
三
年
に

一
度
緩
遠
城
将
軍
自
身
が
同
寺
に
赴

い
て
調
査
に
当

た
る
こ
と
と
し
、
広
覚
寺

の
ラ
マ
の
任
命
や
法
要
の
事
務
に
関
し
て
は
、

ラ
グ
ワ
H
ホ
ト
ク
ト
の
管
轄
と
し
た
。
ま
た
北
京
か
ら
ダ
ー
ラ

マ
派
遣

は
見
合
わ
せ
、
ラ
グ
ワ
ーー
ホ
ト
ク
ト
に
寺
院
の
ラ
マ
の
中
か
ら
ダ
ー
ラ
マ
を
選
任
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

3

"
ツ

ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
が
ア
ル
バ
を
徴
収
し
た
広
覚
寺
領
民
に
つ
い
て
は
、
盟
長
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
に
命
じ

て
佐
領
箭
丁
と
随

丁
を
売
却
し
た
際
の
代
金
を
返
済
さ
せ
た
上
で
、
旗
に
戻
し
て
ア
ル
バ
を
負
担
さ
せ
、
そ
れ
以
外
の
フ
ヴ
ー
ド
は
寺

領
民
と
し
て
残
す
。

佐
領
箭
丁
を
売
却
し
た
者
を
調
べ
だ
し
て
処
罰
す
る
。

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
が
寺
領
民
か
ら
か

っ
て
に
徴
収
し
た
物
品
は
没
収
し
、
原

主
に
返
却
さ
せ
る
。

4

"
広
覚
寺
領

で
木
材
伐
採
を
行

っ
た
ウ
ラ
ド
旗
民
と
こ
れ
に
騎
駝
を
放
牧
さ
せ
た
漢
人
は
、
ボ
ビ
ン
の
上
奏
通
り
に
処
罰
す
る
。

8

"
境
界
地
域
に
お
け
る
ウ
ラ
ド
後
旗

・
広
覚
寺
両
属
民
の
雑
居
を
認
め
る
。

9

"
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
は
、
証
文
の
詐
取
及
び
そ
の
事
実

の
隠
匿
、
ア
ル
バ
の
徴
収
に
対
す
る
処
罰
と
し
て
罰
俸

三
年
と
し
、
広
覚

寺
ラ
マ

・
ダ
ム
バ
リ
ン
チ
ン
は
詐
取
証
文
数
の
偽
証
及
び
謳
告

の
答
が
あ
る
が
、
本
人
が
既
に
病
死
し
て
い
る
の
で
罪
を
論
じ
る
と
こ
ろ

な
し
と

し
、
イ
シ
ニ
マ
は
管
理
不
行
き
届
き
で

一
九
罰
と
す
る
。
盟
長

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
は
、
広
覚
寺
の
所
属
等

に
つ
い
て
事
実
を

確
認
し
な
い
ま
ま
に
ラ
マ
の
謳
告
を
採
り
上
げ
て
理
藩
院
に
報
告
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
罰
俸
六
月
と
す
る
。

11

H
事

件
が
嘉
慶
四
年
四
月
八
日
の
大
赦
以
前

に
起
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
盟
長
や
ツ
ェ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
は
恩
赦
の
対
象
と
し
て
、
赦
免
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す
る
。

12

"
ボ
ビ
ン
が
進
呈
し
た
寺
院
の
地
図
を
理
藩
院
に
保
存
す
る
。

　
以
上
の
理
藩
院
の
議
覆
は
嘉
慶
四

(
一
七
九
九
)
年
四
月

一
二
日
に
上
奏
さ
れ
て
裁
可
さ
れ
、
五
月

一
二
日
に
繧
遠
城
将
軍
衙
門
に
伝

達
、
将
軍
か
ら
処
置
の
遂
行
が
盟
長

に
命
じ
ら
れ
る

一
方
、
ド
ゥ
イ
ン
コ
ル
ーー
バ
ン
デ
ィ
ダ
に
対
し
て
は
、
現
在
寺

院
に
い
る
ラ
マ
、

ハ

ラ
シ
ャ
ビ
、
外
来
の
学
僧
及
び
そ
の
出
身
地

・
所
属

・
年
齢
容
貌
を
逐

一
明
記
し
た
梢
冊
と
、
寺
院
の
境
界
を
記
し
た
梢
冊
を
作
成
し
て

提
出
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。

　
結
局
ボ
ビ
ン
の
調
査
に
基
づ
く
理
藩
院
の
裁
定
は
、
広
覚
寺
の
所
属
に
つ
い
て
宗
教
事
務
に
つ
い
て
は
チ
ャ
ン
キ

ャ
属
下
と
し
、
世
俗

事
務

は
緩
遠
城
将
軍
に
管
轄
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
ウ
ラ
ド
後
旗
か
ら
は
独
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
寺
院
の
ハ
ラ
シ
ャ
ビ
内

の
旧
ウ
ラ
ド
後

旗
民
中
佐
領
箭
丁
と
随
丁
の
回
籍
を
命
じ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
ウ
ラ
ド
側
に
と

っ
て
は
、
旗
民
の

一
部
の
奪
回
を
果
た
し
、
広

覚
寺

側
に
と

っ
て
は
、
チ

ャ
ン
キ
ャ
の
属
下
と
し
て
の
地
位
を
公
認
さ
れ
、
清
朝
と
し
て
も
広
覚
寺
所
属
ラ
マ
及
び
領
民

へ
の
世
俗
面
で

の
管

理
を
手
中
に
し
た
こ
と
と
な
り
、
し
か
も
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
、
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ナ
ム
ジ
ル
、
イ
シ
ニ
マ
は
大
赦

の
対
象
と
さ
れ
て

処
罰

を
免
れ
た
の
で
あ
る
。

　
注
目
さ
れ
る
の
は
、
審
理
を
通
じ
て
清
朝
は
、
広
覚
寺
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
乾
隆
帝
と
チ
ャ
ン
キ
ャ
及
び
ド

ゥ
イ
ン
コ
ル
ーー
バ
ン

デ
ィ
ダ
の
人
脈
に
よ

っ
て
、
文
書
行
政

の
枠
外
で
決
め
ら
れ
て
い
た
同
寺
の
所
属
問
題
を
追
認
す
る

一
方
で
、
属
民

に
つ
い
て
は
盟
旗
制

原
則

に
則
し
て
処
理
し
た
点

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
乾
隆
帝
や
チ
ャ
ン
キ
ャ
の
死
に
伴

っ
て
、
従
来
の
関
係
を
支
え
て
き
た
当
事

者
の
人
間
関
係
が
消
滅
し
た
こ
と
が
決
定
的
な
理
由

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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5

広
覚
寺
の
旧
ウ
ラ
ド
後
旗
民
の
地
位

　
前
章

で
概
観
し
た
よ
う
に
、
広
覚
寺
と
ウ
ラ
ド
後
旗

の
帰
属
に
関
す
る
紛
争
は
、
広
覚
寺
を
宗
教
面
に
お

い
て
は
従
前
の
同
寺

の
認
識

通
り
チ

ャ
ン
キ
ャ
の
属
下
と
し
、
そ
の
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ

・
ラ
グ

ワ
ーー
ホ
ト
ク
ト
の
管
理
に
委
ね
、
刑
事
案
件
等
の
世
俗
事
務
に
関
し
て

は
、
繧
遠
城
将
軍
が
管
轄
し
、
毎
年
春
秋

の
二
回
、
同
寺

ラ
マ
及
び
属
民
の
戸
口
調
査
を
実
施
す
る
と
の
理
藩
院
の
裁
定
に
よ

っ
て
決
着

を
見
た
。
そ
の
過
程
で
広
覚
寺
属
下
の
旧
ウ
ラ
ド
後
旗
民
に
対
し
て
尋
問
が
行
わ
れ
供
述
が
取
ら
れ
た
。
本
章
で
は
、

こ
れ
ら
属
民

の
供

述
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
彼
ら
の
ウ
ラ
ド
後
旗
時
代
の
身
分
と
寺
院

へ
帰
属
す
る
に
至

っ
た
事
情
を
整

理
し
、
乾
隆
期
の

ザ
サ
ク
旗
民
社
会
の
身
分
構
造
に
つ
い
て
、
検
討
を
行

い
た
い
。

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

　
供
述

は
六
五
人
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
供
述
内
容
を
整
理
す
る
と
表
2
の
よ
う
に
な
る
。
表
中
、
僧
の
文
字
で
示
し
た
者
は
、
供

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

述
者
の
名
前
に
僧
侶

(ρ
=
毛
P同⇔
紀
)
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
者
を
指
す
。

い
ず
れ
も
ウ
ラ
ド
後
旗
か
ら
広
覚
寺

の
属
下
と
な

っ
た

人
々
で
あ
る
。
ウ
ラ
ド
後
旗
側
に
よ

っ
て
ア
ル
バ
徴
収
の
対
象
と
な

っ
た
の
は
、
こ
の
六
五
人
中
五
七
人
で
あ
る
。
ア
ル
バ
徴
収
を
免
れ

た
八
人
は
全
員
が
僧
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
理
由
と
も
思
わ
れ
な
い
。

　

六
五
人
中
、
僧
が
五

一
人

(七
八
%
)
を
占
め
、
俗
人
は

一
四
人

(
二
二
%
)
で
あ
る
。
六
五
人
中
五
八
人
が
移
籍
前

の
主
人
に
言
及

し
て
い
る
が
、
内
三

一
名

(四
八
%
)
が
タ
イ
ジ
の
ア
ル
バ
ト
で
あ
る
と
答
え
、

一
名

(二
%
)
が
タ
イ
ジ
の
ゲ
リ
ー

ン

.
フ
ヴ
ー
ド
で

あ

っ
た
と
し
、

一
五
名

(二
一二
%
)
が
身
分
を
明
示
せ
ず
に
寄
進
あ
る

い
は
売
却
者
と
し
て
タ
イ
ジ
の
名
を
挙
げ
て

い
る
。

一
方
タ
イ
ジ

の
ア
ル
バ
ト
の
ゲ
リ
ー
ン

・
フ
ヴ
ー
ド
で
あ
る
と
し
た
者
が

二

名

(
一
七
%
)
お
り
、
全
く
不
明
な
者
が
七
名

(
一
一
%
)

い
る
。

　

以
上

か
ら
、
寄
進
前

の
身
分
は
、
タ
イ
ジ
の
属
下
の
場
合
は
ア
ル
バ
ト
と
す
る
者
が
圧
倒
的
で
、

フ
ヴ
ー
ド
と
す
る
も
の
は
わ
ず
か
に

一
例
の
み
で
あ
る
こ
と
、
主
人
が
ア
ル
バ
ト
で
あ
る
と
し
た
場
合
は
、
す
べ
て
身
分
が
フ
ヴ
ー
ド
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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表2 ウラ ド後旗 から広覚寺への移籍者

No.

1

2

3

4

,
b

6

7

8

9

10

11

r̀1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

供述者

lubsangrasi

lergen　 dandar

lubsangdamba

bolud

lubsangdampel

dongrub

lubsangdiden

lubsannorbu

ごoydan

kesigtti

lha}ab

ごerig

lubsangbal}uur

ubasi

60yijur

isibaldan

raSlcereng

lubsang

isi6eden

lubsangmingjur

lubsangごereng

lamsanwangcuy

norbu

lubsangwangcuン

sUngrUb

S

babai

nawanggenden

僧

僧

俗

僧

僧

僧

僧

僧

僧

俗

俗

僧

俗

僧

僧

僧

僧

僧

曽f

僧

僧

俗

僧

俗

僧

俗

僧

年

齢

33

27

35

24

28

26

82

15

33

45

45

28

28

62

14

45

26

43

28

75

42

移籍

時期

乾24

乾14

乾19

不明

不明

乾24

乾26

不明

不明

乾18

不明

乾24

乾23

乾24

乾23

乾24

乾24

乾25

25

25

乾26

乾27

乾27

乾28

乾32

乾36

乾16

乾17

広覚寺移籍者

父sereng、 その弟

del　eroyu兄 弟3人

本人,兄jambala

曾祖父bundar、 祖父

乙oyimpel、その弟

6erengbel、 父

sonumceren

父6inar

父mani

父bayasqulang

祖父mandari

父todu兄 弟

父gempil

父jamSU

父tuuyar、 母rUlm-a

父t6gji、叔父60yimpil、

その弟のger-Un

k6begUd　 jamsannorbu

をともに

父bidqankhuu、 母

erin6in

父iimba、 その弟

tobuγ、　odzar

父bodiy-a

父sangJaidalai、 本人

父toyimjur、 　 人

父jiyayan

兄sangゴab、jimba、本人

父u6iral

父、本人兄弟、ger-tin

k6begUd　 nomunsang

共

父pungsuン

旧主及び旧主との関係

章京biligtu佐 領のタイジ

biiigUndalai

qariyatu　tayijiこaン6awangbu

tay導i　sangjiwangbu

albatu　marbuのger-Un　 k6begUd

tayiji　lubsanggelig
　 　 へ　　り

tayljl　cewang

tayiji　damirin

tayiji　budang

tayiji　miduy

qar6u　damEoiのger-Un　 k6begUd

albatu　barangのger-Un　 k6begUd

協理durjabのalbatu

tayiji　serengiabのatbatu

lubsang60yidarのger・On

k6begUd

tayljl　 7anJuur

tayiji　sakiy・a

tay通gendenrasiのa[batu

gelUng　dongrubのger-Un

k6begUd

tayiji　6irijamSUのqariyatu

albatu　gempilのger-Un　 k6begild

tayiji　arabdan

tayiji　gendenrasi

tayijiiamsandanjanのalbatu

tayiji　biwangのalbatu

tayiji　serengiabのalbatu

tayiji　gendenrasiのalbatu

tayiji　danjiniilのqariyatu　aibatu

tayiji　sambu

故tayiji　ajir-aのqariyatu

tayiji　gendenrasiのalbatu

形　 式

寄進

寄進

寄進

売却

売却

売却

売却
寄進

寄進

売却

売却:タ イジが

主人とともに売

却

寄進

寄進

寄進

寄進

売却

寄進

売却

冗

翻

寄進

売却

寄進

売却

売却

売却

売却

k6begUd

gelting

oyundalaiを タ

イジに献上 して

自らシャビにな

る

アルバ徴収の有無と徴収額

無

銭740文

鉦
川

銀2両5銭 、銭200文

銀5銭 、銭500文

銭1200文 、山羊

銀1両 、銭1000文
一昨年銀3両5銭 、昨年銀6両 、

馬1、 今年銀3銭5分 、銭500

文
一昨年銀2両 、昨年銭500文
一昨年銀5両

、雌馬1、昨年銭
1800文、今年銀5銭
一昨年銀11両、昨年銭4800文

一昨年銀2両 、今年銭500文

一昨年銀1両5銭 、銭640文 、

jamsannorbuよ り銀10両

昨年銅銭3000文

jamsannorbuよ り銭4000文
一昨年銀4両 、兄mingjuurか

ら銀5両 、今年銭800文 、兄よ

り銀5銭

無
一昨年銀6両

、馬1、 昨年銭

2000文 、羊1、 今年銀5銭
一昨年銀1両

、昨年銭2000文、

今年銭400文

昨年銭2200文

一昨年銀15両 、昨年銭9500文 、

馬1、 今年銀1両 、羊1
一昨年銀10両 、昨年騎駝1、

銭9500文 、羊4、 今年銀1両 、

銭1000文
一昨年銀6両

、昨年銭13640文 、

今年羊1
一昨年銭2800文

、昨年銭500

文
一昨年銀5両 、昨年銭3200文 、

鍋1、 鼎1、 茶
一昨年銭1000文 、銀5銭
一昨年銀14両 、昨年銭29000

文
一昨年銀3両 、昨年銭3000文 、

羊3、 今年銭1000文
一昨年銀8両

、昨年銭4200文 、

k6begUd}ambal,　 lubsangよ り

銭17500文 、羊2
一昨年銀5両 、昨年馬1、 銭

7000文 、羊3、 皮(sirdeg)1、

縄(degesti)1、 今年羊1
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29

31

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

45

47

49

50

15

52

53

55

57

59

jamsanodzar

ligsed

lubsanggempil

lubsangjambal

lubsan　rin6in

sonum

lubsangrasi

iubsangcigmid

genden,　unen

Slremen

yundan

dongrub

60yimpel

siwadorji

jamSanCereng

nawangbaldan

luruyiiamSU

gUngge

coyimpel

lubsangdorli

ligsed

isidar6in

coyimpel

nawangisi

lubsangcereng

lubsangrasi

nawangraSl

bayansang

lubsangdarii

jarnsangnorbu

isisodnam

僧

narba

僧

僧

僧

僧

僧

僧

俗

俗

僧

僧

僧

俗

僧

僧

僧

僧

僧

僧

僧

僧

僧

僧

僧

僧

僧

俗

僧

僧

僧

48

28

93

30

45

47

40

55

37

36

63

30

15

34

43

15

47

43

57

65

28

32

52

50

43

50

乾18

乾19

不明

乾19

同上

同上

不明

不明

乾11

10乾

代

乾21

不明

乾22

乾27

不明

乾57

乾27

乾54

不明

乾21

乾35

乾22

乾33

乾49

不明

不明

不明

約30

年前

雍9

乾35

乾23

父tangyud

叔父rasikUU

叔父isiwang6u7

父sangjab

父alima、 叔父cubu

叔父lubsangdanjin

32の 弟

32の 甥

父arabdan、 母isi

父oljeyitu

本人

父tangyud、 母

父dedn、 母isikUU

叔父dambarin6in

不明

不明

父monggtutu

祖父oyutu

本人、ger-Un　k6begUd

jungraiと共に

父母

不明

不明

本人

父sangjab

故tayiji　aldarのalbatu　 labdanの

ger-un　kobegud

故tayiji　arabdanのalbatu

故tayiji coyibsangのalbatu

同上

同上
tayljl　a】lr-a

故tayiji　6ebdenのalbatu

故tayiii　nawangのalbatu

tayiji　6igbingwangbuのqariyatu

albatu

故tayiji　60yimpelのaibatu

不明

quwaraγiamsangkambuの

ger-Un　k6begUd

toyin　sangrubのalbatu

不明

章京engkebayartu佐 領のtayiii

batjurのalbatu

章京erkim佐 領のtayiji　6e6egtU

のqariyatu　albatu

tayiji　yundang

不明

章京 ンalu佐領のtayiji　dam60iの

albatu

協理 タイジrasipungsuン の属下

gelUng　nawangraγbaのger-Un

k6begUd

tayiji　6iwangのalbatu

章京erkim佐 領のtayiji　erdemの

k6be　ifn

tayiji　nawangのalbatu

故協理 γalsangの母wang己uyの

albatu

不明

不明

tayiii　da§ijabのqariyatu　albatu

tayiji　daliyのalbatu

tayiji　pung6uyrasiのalbatu

tayiii　ajar・aのalbatu

売却

売却

寄進?

売却

同上

同上

売却

ger-〔in　k6begUd

joriγtu等4人

をタイジに捧げ

てシャビとなっ

た

寄進

albatu6戸 を売

却

貧困のためタイ

ジとともに広覚

寺に居住

不明

売却

売却

不明

売却

売却

寄進

不明

売却

寄進

寄進

寄進

寄進

寄進

不明

不明

売却

不明

寄進

売却

一昨年馬1 、叔父より銀4両 、

銭200文 、昨年銭2000文 、叔

父yほ り銭3000文 、毛皮2、

今年銀1両 、叔父より銀1両3

銭
一昨年銀25両、昨年騎駝L

銭8000文、今年銀2両

昨年銭400文、今年銭240文
一昨年銀5両 、昨年銭3000文

一昨年銀1両、昨年銭1000文
一昨年銀3両、昨年銭3000文
一昨年銭llOO文 、昨年銭100D

文、今年銀5銭
一昨年銀3両 、昨年銭2500文 、

山羊2、

一昨年銭7000文 、昨年銭500文 、

銭4500文
一昨年銀1両

一昨年銀3両

一昨年銀1両 、銭1000文 、今

年銭500文
一昨年銭1000文 、昨年銭1700

文
一昨年銀1両 、昨年銭350文の

シャベル、今年銭500文
一昨年銀4両

鉦
川

一昨年銀4両、今年銀8銭5分

鉦
川一昨年銀5両 、昨年羊2
鉦
川

笹
川

昨年銭2500文
一昨年銀15両 、銭4400文 、羊

1、今年銀1両5分
一昨年午1

、銀1両 、昨年銀5

両
一昨年銀5両

一昨年銀15両 、賂駝L昨 年

銀15両 を兄lubsangが 納入
一昨年銀2両 、昨年銭1500文 、

羊1、 山羊1、 馬1

兄buyantuよ り一昨年銭1400

文、昨年銭300文

昨年銀2両

一昨年銀2両
、昨年銭2800文

今年銭500文
一昨年銭1480文

、昨年銭450文 、

羊1
一昨年銀1両 、銭700文 、昨年

銭2700文 、馬1、 今年銭500

文
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一昨年tuuγarよ りラクダ1
、

馬2な ど

無
一昨年銭1500文 、子idamjab

から銀5両 、昨年idamjabか ら

馬1、 銭5000文 、

uy・e　degUOnasunか ら一昨年銭

1500文 、昨年銭1000文

昨年銀8両 、馬1

トゥメド公に売

却したが訴えら

れたため広覚寺

から60両を借

りて公に払い請

け戻し、dalai

等が広覚寺に
80両払って属

下となった

売却

売却

qariyatu　 tayiii　 dalanta1父dalai、 その弟

tuuンar

491不 明

 

僧60 1}ambal

tayiji　ki6iyengguiのalbatu

章京 γalu佐領のtayiji　eiwangの

albatu　barba、　slraoklnら の

ger-un　kobegud

父、本人

ejen　siraokinと ともに綿

 

俗

僧61

62

nel

dan

売却

一昨年銀10両 、jalbuuよ り銀

12両 、昨年銀8両 、羊1、 山羊L

馬1、jalbuuよ り銀10両 、羊4、

今年羊1、jalbuuよ り羊2

jalbuuは 父のいとこの子
一昨年銀5両 、rasiierengよ り

銭2000文 、昨年銭3000文 、

isiwangbuよ り馬1、銭5000文 、

raSlserengよ り銭1000文 、

今年isiwangbuよ り銀2両

islwangbu、　rasi6erengは 父の

弟dala且の子

寄進

章京iudba佐 領のtayiji　ajarの

albatu

もと民人の子

章京biligtu佐 領のtay町1　arabdan

のalbatu

50 1乾27

 

俗631mingiuurdorji

53 1乾21

 

僧rabjur

売却tayijl　aiar-aのalbatu父delger、 その兄dalai45 1乾20

 

僧65　11ubsang6ereng

　
彼
ら
が
広
覚
寺
の
属
民
と
な

っ
た
際
の
扱

い
に
つ
い
て
は
、
売
却

が
三
三
例

(
五

一
%
)
、
寄
進
が

二
二
例

(
三

四
%
)
、
不

明
七
例

(
一
一
%
)、
自
発
的
な
移
籍
が
三
例

(五
%
)
で
あ
る
。

　
売
却
三
三
例
の
内
、
タ
イ
ジ
の
ア
ル
バ
ト

一
八
例

(内

一
例
は
ト
イ

ン

〔貴
族
出
身

の
ラ
マ
〕
の
ア
ル
バ
ト
、

一
例

は

ハ
リ
ヤ
ア
ト
)、

ア

ル
バ
ト
の
フ
ヴ
ー
ド
八
例

(内

一
例
は

ハ
ル
ツ

の
フ
ヴ
ー
ド
)、
原
身

分
不
明
の
者
七
例
で
あ
る
。

一
方
寄
進
二
二
例
の
内
タ
イ
ジ
の
ア
ル
バ

ト
で
あ

っ
た
者
が
九
例
、
タ
イ
ジ
の
フ
ヴ
ー
ド
が

一
例
、
ア
ル
バ
ト
の

フ
ヴ
ー
ド
で
あ

っ
た
者
が
三
例
、
原
身
分
不
明
九

例
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ア
ル
バ
ト

の
フ
ヴ
ー
ド
で
あ
る
と
し

た

一
一
例
中
六
例
が
、

主
人
の
ア
ル
バ
ト
が
、
タ
イ
ジ
に
よ

っ
て
ゲ
リ
ー

ン

・
フ
ヴ
ー
ド
ご
と

寄
進

(二
例
)
な

い
し
売
却

(三
例
)
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
主
人
た

る
ア
ル
バ
ト
が
自
ら
の
タ
イ
ジ
の
関
与
な
し
に
、
自
分
の
フ
ヴ
ー
ド
を

広
覚
寺
に
移
し
た
例
で
は
、
寄
進
が

一
例
、
売
却

四
例
で
あ
る
。

　
供
述
者
六
五
名
中
、
実
に
七
八
%
に
あ
た
る
五

一
人
が
僧
侶
と
称
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
嘉
慶
四
年
の
、
お
そ
ら
く
は
ボ
ビ
ン
に

よ
る
調
査

の
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
同
寺
所
属
ラ
マ
の
出

身
地
別

一
覧
に
よ
る
と
、
ウ
ラ
ド
後
旗
出
身
の
ラ

マ
は
、
二

一
四
名
を

数
え
て
い
る
。
供
述
者
中
の
五

一
名

の
僧
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
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か
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
た
だ
重
要
な

の
は
、
ウ
ラ
ド
後
旗
側
が
ア
ル
バ
を
徴
収
し
た
際
に
、
対
象
者
が
僧
籍
に
あ
る
か
否
か
を
問
題
に

し
て
い
な

い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら

の
僧
が
徴
収

の
対
象
と
な
り
う
る
財
産
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
ア

ル
バ
徴
収
の
前
提

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
ら
が
寺
院
に
常
住
す
る
学
僧
で
は
な
く
、
遊
牧
生
産
に
従
事
す
る
在
家
ラ
マ
だ

っ
た
可
能
性
が
高

い
と
考

え
ら
れ
る
。

　
旧
主

が
僧
で
あ

っ
た
例
は
四
例

(41
、
42
、
49
番
)
あ
る
。
41
番
チ
ョ
イ
ム
ペ
ル
は
旧
主
で
あ
る
ウ
ラ
ド
後
旗

の
僧
ジ
ャ
ム
サ
ン
カ
ム

ボ
に
よ

っ
て
売
却
さ
れ
て
い
る
。
42
番
シ
ワ
ド
ル
ジ
の
旧
主
は
ト
イ
ン

・
サ
ン
ロ
ヴ
で
あ

っ
た
と

い
う
。
ト
イ

ン
と
は

タ
イ
ジ
出
身
の
ラ

マ
を
意

味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
タ
イ
ジ
は
出
家
後
も
属
下
人

(こ
の
場
合
ア
ル
バ
ト
)
と
の
関
係
を
維
持
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

49
番
リ
グ
セ
ド
の
旧
主
は

「
ウ
ラ
ド
東
公
旗
協
理
タ
イ
ジ

・
ラ
シ
ポ
ン
ソ
ク
の
属
下
の
格
隆
ナ
ワ
ー
ン
ラ
グ
バ
」
で
あ

る
。
こ
の
三
例

の

内
、
41
、
49
番

の
二
例
が

フ
ヴ
ー
ド
と
し
、
42
番
の
み
は
ア
ル
バ
ト
と
す
る
。

　
供
述
者
の
広
覚
寺

へ
の
移
籍
前
の
身
分
に

つ
い
て
、
六
五
人
中
三
分
の

一
に
あ
た
る
二
二
人
が
言
及
せ
ず
、
残
り
の
四
三
名
中
三

一
人

が
ア
ル
バ
ト
、

一
二
人
が

フ
ヴ
ー
ド
と
回
答
し
て
い
る
。
フ
ヴ
ー
ド
は
、
前
述
の
よ
う
に
従
来
奴
隷
と
考
え
ら
れ
て
き
た
身
分
で
あ
る
。

ア
ル
バ
ト
と
は
、
「
ア
ル
バ
の
負
担
者
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
が
、

一
応
非
奴
隷

(
フ
ヴ
ー
ド
)
・
非
貴
族
世
俗
身
分

を
意
味
す
る
。
と

す
れ
ば
、
清
朝

の
旗
制
下
に
お
け
る
佐
領
箭
丁
と
タ
イ
ジ
随
丁
を
包
含
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
リ
ヤ
ア
ト
は

「属
下
人
」
を

意
味
す

る
語

で
あ

っ
て
、

フ
ヴ
ー
ド
も

ア
ル
バ
ト
も

い
ず
れ
も
包
含
し
う
る
概
念
と

い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
ア
ル
バ
ト
と
同
義
と
考
え

た
。

　

こ
こ

で
注
目
し
た

い
の
は
、
供
述
者
が
ウ
ラ
ド
後
旗
時
代

の
自
分

の
身
分
の
区
分
を

ア
ル
バ
ト
或

い
は
フ
ヴ
ー
ド
と
認
識
し
て
お
り
、

六
五
名

中
佐
領
箭
丁

・
随
丁
の
区
分
に
言
及
し
た
例
が
全
く
な

い
事
実
で
あ
る
。
八
例

(1

・
44

・
45

・
48

・
51

・
62

・
63

・
64
)
に
つ

い
て
は
主
人
の
タ
イ
ジ
と
佐
領

の
関
係
が
明
示
さ
れ
る
が
、
本
人
に
つ
い
て
は
タ
イ
ジ
の
ア
ル
バ
ト
と
し
て
お
り
、
佐
領
箭
丁
の
身
分
の

有
無
に
は
言
及
が
な

い
。
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広
覚
寺

へ
移
籍
し
た
事
情
に

つ
い
て
見
て
み
る
と
、
ま
ず
不
明

の
七
例
を
除
く
と
、
寄
進
と
売
却
合
わ
せ
た
数

が
全
体

の
八
割
を
越

え
、
自
発
的
な
移
籍
は
実
に
三
例
の
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
寺
領
民

へ
の
移
籍
は
、
そ
れ
が
ア
ル
バ
ト
や
フ
ヴ
ー
ド

の
場
合
は
移
籍
す
る

本
人

の
意
思
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
旧
主

の
意
向
に
よ

っ
て
決
ま
る
こ
と
が

一
般
的
だ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し

自
発

的
移
籍

の
内

一
例

(39
番
)
は
、
「我
等

の
所
轄

の
タ
イ
ジ
は
財
産
が
な

い
の
で
、
彼
自
身
と
我
等
共
に
所
轄

の
ザ
サ
ク
公

ソ
ノ
ム

ラ
ヴ
ダ
ン
に
報
告
し
て
、
親
族

一
同
で
相
談
し
て
、
ジ

ャ
ヴ
フ
ラ
ン
ト
寺
院
の
シ
ャ
ビ
と
な

っ
て
潜
り
込
み
、
生
計
を
立
て
て
い
た
。
今

所
轄
タ
イ
ジ
は
子
の
な

い
ま
ま
亡
く
な

っ
た
。
ア
ル
バ
ト
で
あ
る
私

一
人
は
、
同
寺

で
シ
ャ
ビ
な

っ
て
い
た
が
…
」
と

い
う
も
の
で
、
主

人

の
タ
イ
ジ
が
シ
ャ
ビ
と
な
る
に
伴

っ
て
広
覚
寺
領
民
と
な

っ
た
例
で
あ

っ
て
、
厳
密
に
は
必
ず
し
も
自
発
的
な
移
籍
と
は
言

い
難

い
。

　
ま
た
、
寄
進
さ
れ
た
事
例
二
二
例
を
売
却
の
三
三
例
が
上
回

っ
て
い
る
事
実
も
注
目
さ
れ
る
。
寺
院
属
下

へ
の
移
籍
に
は
、
旧
主

へ
の

代
価

の
支
払

い
が
伴

い
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
旧
主
は
、
代
価

の
獲
得
を
目
的
と
し
て
属
民
の
売
却
を
行

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
非
奴
隷
身
分
の
ア
ル
バ
ト
が
、
奴
隷
身
分

の
フ
ヴ
ー
ド
同
様
に
売
却
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、

ア
ル
バ
ト
と
フ
ヴ
ー
ド
の
区
分
が
、
売
却
の
可
否
を
も

っ
て
は
な
し
え
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
売
却
の
理
由
に
つ
い
て
、
広
覚

寺
は
、

　
　

彼
ら
の
旗

の
貧
し

い
タ
イ
ジ
達
が
民
が
旱
害

・
雪
害

に
際
し
て
飢
え
に
苦
し
ん
で
、
所
轄
ザ
サ
グ

・
協
理
に
申
し
出

て
、
自
分

の
ア

　
　

ル
バ
ト
や
ゲ
リ
ー
ン

・
フ
ヴ
ー
ド
を
我
が
寺
院
に
印
を
押
し
た
証
文
を
添
え

て
売
却
し
た
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　

と
、
自
然
災
害
の
発
生
が

一
因
と
な

っ
て
、
ザ
サ
グ
承
諾
の
上
で
売
却
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
ま
た
も
う

一
つ
注
目
さ
れ
る
点
と
し
て
、
タ
イ
ジ
が
自
分
の
ア
ル
バ
ト
の
フ
ヴ
ー
ド
を
、
ア
ル
バ
ト
と
切
り
離
し
て
単
独
で
売
却

・
寄

進
す

る
例
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
タ
イ
ジ
が
ア
ル
バ
ト
を
寄
進

・
売
却
し
た
場
合
は
、
そ
の
ア
ル
バ
ト
の
フ
ヴ
ー
ド
は
主
人
と
運

命
を
共
に
す
る
こ
と
が
原
則
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
タ
イ
ジ
に
よ
る
ア
ル
バ
ト
の
売
却
は
、
売
却
さ
れ
た
ア
ル
バ
ト
と
そ
の
フ
ヴ
ー
ド
の
主
従
関
係
に
は
影
響
せ
ず
、
タ
イ
ジ
自
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身
と
ア
ル
バ
ト
の
関
係
の
変
更
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
従

っ
て
、
タ
イ
ジ
属
下
の
ア
ル
バ
ト
の
フ
ヴ
ー
ド
は
、
直
接

の
主
人
た
る
ア

ル
バ
ト
と
主
従
関
係
を
結
ぶ
の
み
で
、
タ
イ
ジ
と
は
直
接
の
隷
属
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
次
の
よ
う
な
知
見
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

1

"
ウ
ラ
ド
後
旗
か
ら
広
覚
寺

に
移
籍
し
た
人
々
に
は
、
ア
ル
バ
ト
と
フ
ヴ
ー
ド
両
身
分
が
含
ま
れ
る
。

2

H
移
籍

の
形
式
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
ア
ル
バ
ト

・
フ
ヴ
ー
ド
共
に
寄
進
も
し
く
は
売
却
で
あ
り
、
自
発
的
な
移
籍
は
少
数
で
あ
る
。

3

"
供
述
を
行

っ
た
人

々
は
、
自
己

の
身
分
を
ア
ル
バ
ト
か
あ
る
い
は
フ
ヴ
ー
ド
と
の
み
回
答
し
、
佐
領
箭
丁

・
随
丁

の
別
に
は

一
切
言

及
し
て

い
な
い
。
ボ
ビ
ン
の
措
置
に
箭
丁

・
随
丁
の
回
籍
が
指
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ア
ル
バ
ト
の
中
に
は
箭
丁

・
随
丁
が
含
ま
れ
て
い

　
　
　
　
　
お
　

た
は
ず

で
あ
る
。

4

"
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
に
よ
る
ア
ル
バ
徴
収
は
、
対
象
者
が
ア
ル
バ
ト
で
あ
る
と

フ
ヴ
ー
ド
で
あ
る
と
に
関
わ
ら
ず
実
施
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
観
点
か
ら
両
身
分
の
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。

5

"
タ
イ
ジ
が
ア
ル
バ
ト
を
寄
進

・
売
却
し
た
場
合
、
そ

の
ア
ル
バ
ト
の
フ
ヴ
ー
ド
は
主
人
と
と
も
に
寄
進

・
売
却
さ
れ
、
ア
ル
バ
ト
と

の
関
係

は
維
持
さ
れ
る
。

結

語

　
以
上

の
知
見
か
ら
、
我
々
は
次

の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第

一
に
、
広
覚
寺

の
地
位
を
め
ぐ
る
同
寺
と
ウ
ラ
ド
後
旗
ザ
サ
グ

・
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ

の
抗
争

の
経
緯
か
ら
、
広
覚
寺
建
立
か
ら

乾
隆
末

に
至
る
ま
で
、
広
覚
寺
が
チ
ャ
ン
キ
ャ
属
下
の
独
立
し
た
寺
院
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
広
覚
寺
側
の
み
な
ら
ず
、
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ

ヴ
盟
王
公
の
問
で
共
有
さ
れ
て
い
た
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
当
事
者
ば
か
り
で
な
く
、
二
度

に
わ
た
り
所
領
問
題
を
め
ぐ

っ
て
介

三　清代モンゴルにおける旗籍離脱と清朝統治333



入
し
た
理
藩
院
に
も
、
双
方

の
認
識
は
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
事
実
上
追
認
さ
れ
て
い
た
。
理
藩
院
は
、
同
寺
を

ウ
ラ
ド
後
旗

の
旗
寺

院
で
あ
る
と
す
る
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト
ン
ロ
ヴ
の
主
張
に
対
し
て
、
厳
し
い
叱
責
さ
え
加
え
て
い
る
。
広
覚
寺

の
チ
ャ
ン
キ
ャ
属
下

へ
の
地
位

移
動

に
関
す
る
明
確
な
証
拠
が
存
在
し
な

い
こ
と
は
、
嘉
慶
四
年

の
ボ
ビ
ン
に
よ
る
調
査
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
暴
露

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
乾
隆
期
に
お
け
る
広
覚
寺
の
処
遇
は
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト
と

い
う
乾
隆
帝

の
信
任
あ

つ
い
ラ
マ
の
権
勢
を
裏

付
け
と
し
て
、
清
朝
の
世
俗
権
力
の
文
書
行
政
の
枠
外
で
決
定
さ
れ
て
お
り
、
理
藩
院
の
措
置
も
こ
れ
に
追
認
し
た
も

の
だ

っ
た
。

　
乾
隆
帝
と
チ
ャ
ン
キ
ャ
ーー
ホ
ト
ク
ト

の
相
次
ぐ
死
は
、
広
覚
寺

の
地
位
を
基
礎
づ
け
た
人
間
関
係
を
消
滅
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
理
藩
院

を
通
じ
た
文
書
行
政
が
始
め
て
前
面
に
出
、
広
覚
寺

の
地
位
に
関
す
る
認
識
は
覆
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
た
だ
、
嘉
慶

帝

・
理
藩
院
と
い
え

ど
も
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
が
指
導
す
る
仏
教
教
団
の
意
向
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
広
覚
寺

の
宗
教
事
務
と
世
俗
事

務
を
切
り
離
し
、
宗

教
事

務
を
チ
ャ
ン
キ
ャ
の
属
下
と
し
、
世
俗
事
務
を
繧
遠
城
将
軍
の
管
轄
と
す
る
こ
と
で
決
着
さ
せ
た
の
で
あ

っ
た
。

　
第

二
に
、
嘉
慶
四
年

の
ボ
ビ
ン
に
よ
る
調
査
に
至
る
ま
で
、
ウ
ラ
ド
後
旗
属
民
の
広
覚
寺

へ
の
寄
進

・
売
却
と

い
う
、
旗
制
度

の
根
幹

に
関
わ
る

「違
法
行
為
」
が
、
何
ら
の
躊
躇
も
な
く
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
事
実
が
重
要
で
あ
る
。
乾
隆
三
七

(
一
七
七
二
)
年

の
フ
ト
ゥ

リ
ン
ガ
に
よ
る
調
査
の
際
に
も
、
広
覚
寺
領
民
と
な

っ
て
い
た
佐
領
箭
丁

・
随
丁
の
旗
側

へ
の
返
還
が
命
令
さ
れ
て

い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
か
か
る
行
為
が
嘉
慶
四
年
ま
で
是
正
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
は
、
佐
領
箭
丁

・
随
丁
と
い
う
旗
体
制

の
根
幹
を
形
成
す
る
は

ず
の
身
分
制
度
の
実
質
に
強

い
疑
問
を
懐
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
比
丁
作
業
は
、
乾
隆
期

の
ウ
ラ
ド
に
お

い
て
も
実
施
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら

れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
朝
理
藩
院
は
、
旗
箭
丁

・
随
丁
の
売
却

・
寄
進
を
防
ぎ
、
旗
体
制
を
適
正
な
も
の
に
維
持
す
る
術

を
持

た
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
第

三
に
、
ウ
ラ
ド
後
旗
か
ら
広
覚
寺
に
移
籍
し
た
供
述
者
達
の
誰

一
人
と
し
て
、
自
分
の
箭
丁

・
随
丁
と
し
て
の
身
分
を
明
ら
か
に
し

て
お
ら
ず
、
ア
ル
バ
ト

(
ハ
リ
ヤ
ア
ト
)
・
フ
ヴ
ー
ド
の
別
を
も

っ
て
自
己
の
身
分
を
証
言
し
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。

ツ
ェ
ヴ
デ

ン
ト

ン
ロ
ヴ
が
徴
収
し
た
ア
ル
バ
は
、
彼
自
身
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
本
来
佐
領
箭
丁
が
負
担
す
る
べ
き
清
朝

の
ア
ル
バ
で
あ

っ
た
。
に
も

334第皿部　移動 と国家政策



関
わ
ら
ず
、
ア
ル
バ
徴
収
の
対
象
と
な

っ
た
供
述
者
達
が
佐
領
箭
丁
と
随
丁
と
の
区
別
に
無
関
心
で
あ
る
よ
う

に
見

え
る
の
は
、
不
可

解
で
さ
え
あ
る
。
か
か
る
事
実
は
、
ウ
ラ
ド
後
旗
が
ア
ル
バ
徴
収

の
対
象
と
考
え
て
い
た
の
は
、
元
来
旗
の
属
民
で
あ

っ
た
か
否
か
と
い

う
点
に
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
比
丁
冊
上
の
身
分
が
佐
領
箭
丁
で
あ
る
か
随
丁
で
あ
る
か
、
は
た
ま
た

フ
ヴ
ー
ド
で
あ
る
か
に
は
関
わ
り
が
な

か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

の
疑

い
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
当
時
の
旗
民
が
、
旗
の
箭
丁
で
あ
る
か
随
丁
で
あ
る
か
よ
り
は
、

ア
ル
バ
ト
で
あ
る
か
フ
ヴ
ー
ド
で
あ
る
か
を
も

っ
て
自
己

の
身
分
上
の
地
位
区
分
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　
清
朝

は
、
ボ
ビ
ン
の
調
査
の
対
象
と
な

っ
た
こ
れ
ら
の
元
ウ
ラ
ド
後
旗
民
の
内
、
比
丁
冊
に
登
録
さ
れ
た
箭
丁

・
随
丁
を
旗
に
戻
す
よ

う
に
指

示
し
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
繧
遠
城
将
軍
に
よ
る
再
度

の
調
査
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
敬
慶

な
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
で
あ

っ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
王
公
や
属
民
に
と

っ
て
、
仏
教
寺
院

へ
の
属
民
の
寄
進
は
、
仏
教
徒
と
し
て
の
善
行

に
属
し

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
清
朝
に
と

っ
て
は
、
寄
進
さ
れ
る
牧
民
が
箭
丁
や
随
丁
な
ど
、
清
朝

へ
の
軍
事
的
奉
仕
に
任
ず
る
者
で

あ
・っ
た
場
合
、
体
制
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
旗
現
地
に
お
い
て
は
、
属
民
の
社
会
的
身
分
は
王
公

タ
イ
ジ

の
ハ
リ
ヤ
ア
ト

(ア
ル
バ
ト
)
と
フ
ヴ
ー
ド
が
明
示
的
に
区
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
箭
丁
で
あ
る
か
随
丁
で
あ

る
か
は
問
題
と
な

ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
身
分
秩
序
に
関
わ
る
二
つ
の
原
理
が
併
存
す
る
中
で
、
モ
ン
ゴ
ル
側
の
エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ
ア
ト
関
係

に
即
し

て
属
民
の
寺
院

へ
の
寄
進
売
却
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
寺
院

へ
の
寄
進

・
売
却
行
為
は
、
清
朝
的
秩
序
を

無
視
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
成
立
し
た
。
し
か
し

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ド
ン
ロ
ヴ
が
、
盟
旗
制
度
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
ア
ル
バ
徴
収
を
広
覚
寺
属

民
中
の
旧
ウ
ラ
ド
旗
民
を
対
象
に
実
施
し
、
こ
れ
が
清
朝
中
央

の
介
入
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
清
朝
が
導

入
し
た

一
方

の
身

分
秩
序

で
あ
る
盟
旗
制
原
則
に
則
し
た
佐
領
箭
丁

・
随
丁
の
身
分
構
造
が
前
面
に
出
る
こ
と
に
な
り
、
箭
丁

・
随
丁
身

分
を
有
す
る
者
の

ウ
ラ
ド
後
旗

へ
の
返
還
措
置
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
盟
旗
制
原
則
か
ら
す
れ
ば
あ
く
ま
で
も
違
法
な
寄
進

・
売
却
行
為
が
、
ほ
ぼ
乾
隆
年
間
を
通
じ
て
実
行
さ
れ
、
理
藩
院
も
こ
れ

を
問
題

と
し
な
か

っ
た
の
は
、
乾
隆
帝
と
チ
ャ
ン
キ
ャ

・
ホ
ト
ク
ト
率

い
る
中
央
の
仏
教
教
団
の
親
密
な
関
係
に
起
因
し
た
も

の
と
思
わ
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れ
る
。
そ
も
そ
も
清
朝
の
行
政
法
規
は
、
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
に
お
け
る

エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ
ア
ト
関
係
に
お
け
る
と
同
様
、
仏
教
教
団
内
の

師
弟

関
係
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
る
秩
序
を
規
定
し
て
い
な
い
。
皇
帝
と
国
師
の
関
係
も
、
ド
ゥ
イ
ン
ホ
ル

・
バ
ン
デ
ィ
ダ
と
チ
ャ
ン
キ
ャ

の
関
係
も
、
清
朝

の
行
政
法
規
に
明
確
な
規
定
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
か
る

「違
法
」
行
為
は
、
皇
帝
自
身
と
国
師
と

い

う
二
大
権
力
者
が
当
事
者
で
あ
る
限
り
、
行
政
法
規
の
枠
外
で
機
能
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
帝
と
チ
ャ
ン
キ
ャ

・
ホ
ト
ク
ト
ニ
世
ロ

ル
ペ
ー
ド
ル
ジ
の
死
は
、
か
か
る
関
係
を
支
え
た
基
盤
を
消
滅
さ
せ
、

一
方
の
世
俗
的
行
政
法
規
に
基
づ
く
官
僚
的
行
政
統
治
を
優
位
に

立
た

せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
盟
旗
内
部
に
お
け
る

エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ
ア
ト
関
係
と
盟
旗
制
諸
原
則
両
者
の
関
係
に
対
応
す
る
、

清
朝
中
央
に
お
け
る
乾
隆
帝
の
仏
教
統
治
と
官
僚
制
的
統
治

の
相
克
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し

か
し
、
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ド
ン
ロ
ヴ
の
属
民
奪
回
の
試
み
自
体
が
、
必
ず
し
も
盟
旗
制
原
則
に
照
ら
し
て
実
行
に
移
さ
れ
た
よ
う
に
は
見

え
な

い
事
実
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
彼
は

一
連

の
供
述
や
文
書
の
中
で
、
寄
進

・
売
却
者

の
中
に
箭

丁
や
随
丁
が

い
る
こ

と
を
奪
回
の
理
由
と
は
し
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
広
覚
寺
が
自
旗
の
寺
院
で
あ
り
、
自
分
の
属
下
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。

つ
ま
り
ツ

ェ
ヴ
デ
ン
ド

ン
ロ
ヴ
に
お
い
て
も
、
佐
領

・
随
丁
の
区
分
は
強
く
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
区
分
は
清
朝
中
央
の
介

入
を
招
い
た
段
階
で
初
め
て
問
題
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

清
朝
の
モ
ン
ゴ
ル
統
治

の
特
質
は
、
盟
旗
制
度
原
則

の
導
入
と
モ
ン
ゴ
ル
在
来

の
エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ
ア
ト
関
係

の
維
持
と

い
う
二
つ

の
秩
序
を
含
ん
で
い
た
。
か
か
る
統
治
上
の
二
面
性
が
、
ザ
サ
グ
旗
か
ら
寺
院

へ
の
、
清
朝
か
ら
み
れ
ば

「不
法
」

で
あ
り
、
仏
教
徒
の

行
為
と
し
て
は
推
奨
さ
れ
る
べ
き
行
為
と
し
て
の
属
民
の
移
動
を
可
能
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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注(1
)　

モ

ン
ゴ
ル
の
研
究
者
、
特
に

ω
巨
ナ

ツ
ァ
グ
ド

ル
ジ
は
、
チ
ン
ギ
ス

・
ハ
ー

ン
に
よ

っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
軍
事
的
封
建
制
が

一
五
世
紀

に
解
体
し
、

　

封
建
的
主
従
関
係

が
形
成
さ
れ
た
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
の
千
戸
長
に
よ
る
属
民
統
治
に
か
わ

っ
て
、
ボ

ル
ジ
ギ
ン
氏
を
は
じ
め
と
す
る
支
配



　
　
氏
族

の
封
建
主
が
属
民
た
る

ア
ル
バ
ト
を
農
奴
と

し
て
支
配
す
る
封
建
制

へ
移
行
し
た
と
す
る

田

貸
⇔
召

o
b
属

お
刈
。゚
]
。
ま
た
近
年
小
沼
孝
博
は
、
清
朝

　
　
に
服
属
し
た
オ

オ
ル
ド
と
清
朝
皇
帝

の
関
係
に
関
わ

っ
て
、
「
エ
ジ

ェ
ン

・
ア
ル
バ
ト

ゥ
」

の
関
係

の
存
在
を
指
摘

し
、
「
清
朝

の

「
旗
」
編
立

の
前
提
、

　
　
及
び

「旗
」
導
入
後

の
支
配

の
核
心
に
、
「
エ
ジ

ェ
ン
ー
ア
ル
バ
ト
ゥ
」
の
垂
直
軸
が
存
在
し

て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
唯
物
史
観

の
立
場
か
ら
封
建
的
主

　
　
従
関
係
と
し
て

「
エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ
ア
ト
」
の
関
係
を
問
題
と
す
る
モ
ン
ゴ

ル
の
研
究
者
と
、
小
沼
氏

の
指
摘

の
枠
組
み
は
必
ず
し
も

一
致
し
な

い
が
、

　
　
筆
者

(岡
)
が
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
す
る

エ
ジ

ェ
ン

・
ハ
リ
ヤ

ァ
ト
関
係
は
、
小
沼
氏

の
問
題
意
識
と
近

い
も

の
と
考
え

て
い
る

[小
沼
　
二
〇
〇
四
]。

(
2
)

『欽
定
大
清
会
典
』

(康
煕
朝
)
巻

一
四
に
、
理
藩
院

一
、
丁
冊
。

(
3
)　

比
丁
と
そ
の
結
果
を
記
録
し
た
比
丁
冊
の
内
容
に

つ
い
て
は
、

[岡
　

一
九
九
八
]
参
照
。

(
4
)　

王
公

タ
イ
ジ
属
下
を
全
て
佐
領

に
編
成
し
て
し
ま
う
こ
と

へ
の
反
発
は
、
既
に
随
丁

の
制
度
を
設
け
た
順
治
帝
に
よ

っ
て
意
識
さ
れ

て
い
た
。
「
又
蒙
古

　
　
台
吉
、
倶
分
別
等
級
、
優
免
人
丁
。
其
絵
人
丁
、
三
丁
之
内
、
派
甲

一
副
。

乃
披
甲
人
等
、
以
其
身
非
台
吉
属
人
、
遂
行
貌
視
、

不
知
各
台
吉
皆
率
領
本

　
　
国
来
帰
、

乃
有
功
之
人
。
其
令
優
免
人
丁
者
、

一
則
分
別
貴
賎
、

一
則
恐
披
甲
之
人
出
兵
、
則
台
吉
無
人
以
供
使
令
。
自
今
以
後
、
披
甲
貌
視
本
主
、
即

　
　
於
孔
薩
克
王
貝
勒
等
処
告
理
、
査
其
虚
実
治
罪
。
」

(
『世
祖
実
録
』
巻

一
〇
九
、
六
上
、
順
治

一
四
年
四
月
辛
巳
条

)。
内

モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
ま
ず
崇
徳

元

　
　
(
一
六
三
六
)
年
に
佐
領
が
編
成

さ
れ
、
後
に
随
丁
が
抽
出

さ
れ
た
こ
と
に
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

(
5
)

巴
β
8

愚

ζ

2
=
き

①B
霞
穿

9

墨
旨

塁

三
げ
ρ
ぎ
評
8
0
叶簿
-旨
ヨ

①
穿
窪

暮

轟

冠
=
5
霞
げ
呂
⇒
9

戯

(一
)
H
U9ω
曽
Σ

匿

曼
串

・
σ
畳

琶

信
邑

ヨ

巨

「

　
　
日
o
畠

紀
E
-8

ω
畠
三
-巨

冨
σ
巨
-旨

ρ
o
身

φ

ρ
昌
凶一舞

一
㊤
。゚°。°
(bQ
)
　
蚤

。゚
『
似
同言

-賓
一鵠
⇔
ωミ
巳

箪

O
σ
臼

ヨ
。
轟

同
巳
-目

ω畠

巳
-巨

冨
三
①
;

コ
ρ
o
身

ゆ

　
　
ρ
契
器
「」
ゆ
。゚
°。◆
(ω
)
"
き
ひq
ひ。
芝
冒

ρ
巴

9
￥
9
α
σ
母

日
o
昌
q゚
紀
巳
と
昌
ω
畠
巳
-旨

冨

σ
一Φ
一-雪

ρ
。
『望

ρ
ρ
塁

団再

」
ゆ
。゚
9

(幽
)
5

①
旨
ひq
①
日
-言

鋤冒

呂
⊆
ξ

σ
母

　
　
目
o
轟

Σ
〒
巨

ω畠

三
と
昌
冨
σ
巨
-冒

ρ
o
身

-ρ
ρ
9。
旨
霞
゜
お
。゚9

(窃
)
　
〕鋤
蔓
ε

聖

巴
9

紀
雪
と

冨

同£

α
σ
貯

日
o謁

冗
巳
-毒

ω畠

巳
-毒

冨
巨
①
〒
旨

ρ
o
身

凶

　
　
ρ
帥旨

震
゜
一ゆ
Q。
9

(①
)
　
鐙
匹
昌
ω霞
母
ρ
信
口
σ
帥
。゚o
賓
巳

百

ヨ
9
凶ピ
O
σ
ξ

日
○
昌
ひq
冠
巳
と
⇒
ωo
く
已
-§

評
Φ
⊆
①
;
コ
ρ
o
ユ
甲
ρ
ρ
鋤望
瞬鼠
5
一㊤
○。
9

(以
下
、
内
目
ζ
ω
と

　
　
略
称
す
る
)
な

お
、

ア
ル
タ
ン
オ
ル
ギ

ル
氏

の
史
料
集

に
収
録
さ
れ
た
原
史
料

の
現
在

の
所
在
に

つ
い
て
、
筆
者
は
確

認
し
て
い
な

い
が
、
そ

の

一
部
に

　
　

つ
い
て
、
同
氏

の
自
宅
に
お

い
て
拝
見
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
来
原
史
料
を
確
認
し
た
上

で
研
究
を
進

め
る
べ
き
と
考
え

る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料

の
所
在

　
　
が
確
認

で
き
な

い
現
状

で
は
、
さ
し
あ
た
り
本
史
料
集

に
よ

っ
て
議
論
を
行
う
。
今
後
原
史
料
が
公
開
さ
れ
、
利
用
が
可
能

に
な

っ
た
時
点

で
、
改
め
て

　
　
検
討
す
る
所
存

で
あ
る
。

(6
)　

張
穆
撰

『蒙
古
游
牧
記
』
巻

五
、
内
蒙
古
烏
蘭
察
布
盟
游
牧
所
在

に
、
「
元
太
祖
弟
恰
布

図
恰
薩
爾
十

五
世
孫
布
爾
海
、
游
牧
呼
倫
貝
爾
、
号
所
部
日

　
　
烏
劇
特
。
旧
作
呉
嘲
武
。
三
旗
。
中
旗
、
札
薩
克
鎮
国
公
。
今
襲
輔

国
公
。
前
旗
、
札
薩
克
鎮
国
公
。
後
旗
、
札
薩
克
輔
国
公
。
後
襲
鎮
国
公
。
同
游
牧
。
」

　
　
と
あ
る
。
『清
代
蒙
古
史
料
合
輯
』

(二
)
、
中
国
公
共
図
書
館
古
籍
文
献
珍
本
匪
刊

・
史
部
、
北
京
、
全
国
図
書
館
文
献
縮
微
復
製
中
心
、

二
〇
〇
三
年
。

三　清代モンゴルにおける旗籍離脱と清朝統治337



(7

)　

『欽

定

外
藩

蒙

古

回

部
王

公

表

伝
』

巻

四

一
、
烏

嘲

特

部

総
伝

。

(8

)　

『土

黙

特
志

』

巻

六

、
召

廟

記

附
。

清

光

緒

年

間
刊

本

、

中

国
方

志

叢
書

、

台

北

、
成

文

出

版

社
、

一
九

六

八
年

、

一
〇

五
頁

。

(9

)　

長

尾

雅

人

『蒙

古

学

問
寺

』
は
、

そ

の
名

を

ロ
サ

ン
テ

ン
ペ

ー
ギ

ャ
ン

ツ

ォ

σ
5

σ
N
き

(び
ω富
コ
も
①
邑

「ひq
巻

ーヨ
房
げ
o
、

「
丙
子

年

生

、

六
十

八

歳

死

(西

　

　
暦

一
六

九

六

～

一
七

六

三
年

)
」

と

す

る

[長

尾

　

一
九

四

七

a
]
。

(
10
)　

『
土
黙

特

志
』

巻

六

、

召
廟

記

附

、

一
〇

五
頁

。

(
11
)　

チ

ェ
ン
ゲ

ル
ジ

ャ
ヴ
も

同

様

の

こ
と

を

述

べ

、

「ズ

ー

ン
ガ

ル
王

が

支

持

し

て

い
た

こ
と

に

つ

い

て
、

文

字

で
記

録

さ

れ
た

も

の
は

失

わ

れ

、
現

在

の

　

　
と

こ

ろ
見

つ
か

ら

な

い
」
と

述

べ

て

い
る
。

ま

た

長

尾

雅

人
も

「
寺

伝

」

に

よ

る
と

し

て
同
様

の
説

話

を

紹
介

し

て

い
る
。

同
寺

に
伝

え

ら

れ

る
説

話

の

　

　
よ

う

で
あ

る
。

[α
Φ
昌
oq
ゆq
Φ
冒

σ
b。
O
O
G。
　
○。
]

[長

尾

　

一
九

四

七

a
]
。

(
12
)　

囚
↓
ζ
ψ

≦

も

し。
ま

゜

(13
)

囚
↓
ζ
ψ

一ζ

b
P
ホ
ム

◎

寺

の
創
建

年

代

に

つ

い
て
、

[長

尾

　

一
九

四

七

a
]

は
乾

隆

一
六

(
一
七

五

一
)
年

と

し

て

い
る
。

(14
)
　

国
↓
ζ
Qっ

<゚

H
O
P
G。
ω
㌣

し。
ω○。
°

(15

)　

ド

ゥ
イ

ン

ホ

ル
と

カ

ン
ギ

ュ

ル
ワ

・
ホ

ト

ク

ト

の
関

係

に

つ
い

て
は

、
℃
①
三

=
〈
Φ
き

Qっ
Φ
魯

ぎ

冨

oq
o
げ
一⊆

〉

ζ

o
コ
oq
o
=
き

ピ
一く
5
ひ。
じd
⊆
傷
穿

p

bd
δ
ゆ身
『巷

ξ

　

　
o
h
葺

Φ
囚
①
且
ξ

を
①
囚
げ
⊆
ε

ゆq
げ
ε
゜
≧

げ
9ρ
⇒
冤
」
O
O。ω
゜

(16

)　

囚
↓
ζ
ψ

H
薯

b
曽

凸
b。㎝
゜

(
17
)　

囚
目
ζ
ψ

H
O
P
ω
遺

-
恕
◎

嘉

慶

四
年

一
〇

月

一
七

日
付

、

繧

遠

城
将

軍

衙

門
文

書

。

広

覚
寺

ド

ゥ
イ

ン

ホ

ル

・
バ

ン
デ

ィ
ダ

化
身

イ

シ

ニ

マ
宛

沓

文

。

(
18
)　

凶
↓
ζ
ψ

H
O
O
し。
お

山

轟
ピ
道

光

元

年

二

月
初

四
日

付

、
緩

遠

城

将

軍
衙

門

文
書

。

広

覚

寺

ダ

ー

ラ

マ
、

デ

ム
チ

等
宛

俗

文

。

(
19
)　

囚
弓
ζ

ψ

目も

,
N
9

-
N
O
P

道
光

九

年

九

月

一
四
日

付

、
広

覚

寺

ダ

ー

ラ

マ
、

デ

ム
チ

等

文
書

。

緩

遠

城

将
軍

衙

門

宛

呈
文

。

(
20
)　

囚
↓
ζ

ψ

H
b
P
も。
宝

山

参

嘉

慶

四
年

一
〇

月

一
七

日

付
、

繧

遠

城

将

軍
衙

門

文
書

。

広

覚
寺

ド

ゥ
イ

ン
ホ

ル

・
バ

ン
デ

ィ

ダ
化

身

イ

シ

ニ
マ
宛
沓

文

。

(
21
)　

囚
↓
ζ
ψ

<
　
,
N
鐸

チ

ャ

ン
キ

ャ

・
ホ

ト

ク

ト
属

下

広

覚

寺

ラ

マ
等

・
ゲ

ヴ
グ

イ

・
シ

ャ

ン
ゾ

ド

バ

・
オ

ム

ブ

.
ニ
ャ

ラ

ヴ
は

じ

め

衆

ラ

マ
等

の
欽

差

　

　

大

臣

・
ウ

ラ
ー

ン
チ

ャ
ヴ

盟

ダ

ル

ハ
ン
貝
勒

宛

呈

文

。

(22
)
　

囚
↓
ζ
ψ

目

O
,
蕊

当

S
乾

隆

二
四
年

三
月

、

理

藩
院

よ
り

ウ

ラ

ド
輔

国

公

ソ
ノ

ム

ラ
ヴ

ダ

ン
旗

務

協

理

タ
イ

ジ

・
チ

ェ
レ

ン
ジ

ャ
ム

ス
、

ガ

ル
サ

ン
宛

　

　

文

書

。

(23

)　

囚
↓
ζ
ψ

H

O
b
し。㊤
O
-
°。
㊤
9
乾

隆

三

五
年

八

月

一
三

日
付

、

モ
ー

ミ

ャ
ン

ガ

ン
旗

協

理

タ

イ

ジ

.
ツ

ェ
リ

ン
ト

ン

ロ
ヴ
、

ウ

ラ
ド

旗
協

理

タ
イ

ジ

.
ド

ル

　

　

ジ

ジ

ャ
ヴ

よ
り

盟

長

ド

ゥ

ル

ベ

ン

フ
ー

ヘ
ド
多

羅

ダ

ル

ハ

ン

・
ゾ

リ

グ

ト
郡

王

宛

呈
文

。
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(24
)

凶
↓
ζ
ψ

目

O
P
b。
b。
山

9

ウ

ラ
ー

ン
チ

ャ

ヴ
盟

長

ド

ゥ
ル

ベ

ン

フ
ー

ヘ
ド
多

羅

ダ

ル

ハ
ン

・
ゾ

リ
グ

ト

郡

王

・
副

盟

長

ハ
ル

ハ
多

羅

ダ

ル

ハ
ン
貝

勒

よ
り

　
　
広

覚

寺
宛

文

書

。

(25

)　

囚
↓
ζ
ψ

目

署

⇔
ω
-
ω
S
乾

隆

四
七

年

六

月
朔

付

、

盟

長

ウ

ラ
ド

・
ザ

サ
グ

輔

国

公
ジ

グ

ミ
ド

ド

ル
ジ

よ

り

広
覚

寺

ド

ゥ
イ

ン
ホ

ル

・
バ

ン

デ

ィ
ダ

、
座

　
　
主

ル

ハ
ー

ラ

ム

バ

・
バ

ン

デ

ィ
ダ

・
ハ
ン
バ

・
ダ

ム

バ
リ

ン
チ

ン
宛

文
書

。

(26

)　

囚
↓
ζ
ψ

弓

署

、
①
為

N

乾

隆

二

四
年

三
月

付

、

理

藩
院

文

書

。

ウ

ラ
ド

鎮

国
公

ソ

ノ
ム

ラ

ヴ
ダ

ン
旗

旗
務

協

理

タ

イ
ジ

.
ツ

ェ
レ

ン
ジ

ャ
ム

ス
、

ガ

ル

　
　

サ

ン

へ
の
返
書

。

(27

)　

内
日
ζ
ψ

目

O
P
ω
。゚
ゐ

N
乾

隆

四
七

年

六
月

付

、

盟

長

ウ

ラ
ド

・
ザ

サ
グ

鎮

国
公

ジ

グ

ミ

ド

ド

ル
ジ
文

書

。

広

覚
寺

宛

。

(28

)　

中
国

第

一
歴

史

梢
案

館

、

全

宗

三

、
編

号

二
〇

三

(二
)

軍

機

処

録
副

『満

文

月

摺
桜

』

二
九

一
～

三

二
九

頁

、

乾

隆

三
七

年

七

月

一
四

日
付

フ
ト

ウ

　
　

リ

ン
ガ

奏

文
。

(
29
)　

訳
日
ζ
ψ

目
b
P
置
ーミ

嘉

慶

二
年

三
月

二
七

日
付

、

盟

長

ハ
ル

ハ

・
ザ

サ

グ
多

羅

ダ

ル

ハ
ン
貝

勒

文

書

、

副

盟

長

ザ

サ

グ
鎮

国

公

ツ

ェ
ヴ

デ

ン
ト

ン

ロ

　
　

ヴ

、
協

理

タ

イ

ジ
宛

沓

文
。

(
30
)　

区
↓
ζ
ψ

H"
O
b
b
b。
①
山

N
S

乾

隆

二

五
年

二
月

一
六

日

の
チ

ャ

ン
キ

ャ
の
広

覚

寺
宛

印

文

。

(
31
)　

丙
↓
ζ

ψ

目

O
P
卜。
ホ

山
参

乾

隆

五
八

年

五

月

二

六

日
付

、

副

盟

長

ウ

ラ
ド

・
ザ

サ

グ
鎮

国

公

、
協

理

タ
イ

ジ

文
書

。

盟

長

ハ
ル

ハ

・
ザ

サ

グ
多

羅

ダ

ル

　
　

ハ

ン
貝

勒

宛

。

(
32
)　

囚
↓
ζ

ψ

<
　
b
P
N
①
守

N
①
◎

乾

隆

五

八
年

六

月

一
六

日
付

、

盟
長

ダ

ル

ハ
ン
貝

勒

文
書

、

ド

ゥ
イ

ン

ホ

ル

・
バ

ン

デ

ィ
ダ

・
ラ

マ
宛

。

(
33
)　

函
↓
ζ

ω
。
<
も

ウ
b。
①
刈
-
卜。①
9

無

年

月
。

広

覚

寺

ラ

マ

・
ゲ

ヴ

グ

イ

・
オ

ム
ブ

・
ニ
ャ
ラ

ヴ

よ
り

ウ

ラ

ー

ン
チ

ャ
ヴ
盟

長

ダ

ル

ハ
ン
貝

勒

、

ザ
サ

グ

.
テ

リ

　
　

グ
ー

ン

・
ラ

マ

・
ラ

グ

ワ

・
ホ

ト

ク
ト

宛

。

(34
)　

囚
↓
ζ
ψ

目

b
,
幽
。゚
ふ

9

嘉

慶

二
年

閏

六
月

二

一
日
。

チ

ャ

ン
キ

ャ

・
ホ

ト

ク

ト
属

下

広
覚

寺

ラ

マ
の
文

書

。

ウ

ラ

ー

ン
チ

ャ
ヴ
盟

長

ハ
ル

ハ

・
ザ

サ

グ

　
　

多

羅

ダ

ル

ハ
ン
貝

勒
宛

。

(35

)　

穴
↓
ζ
ψ

<
面
ミ

幽
b。
9

無

年

月

、

ウ

ラ
ー

ン

チ

ャ

ヴ
盟

長

ダ

ル

ハ

ン
貝
勒

の

ド

ロ
ン

ノ
ー

ル

の
全

ラ

マ

・
バ

ン

デ

ィ
を

管

理

す

る

ザ
サ

グ

・
テ

リ

グ

ー

　
　

ン

・
ラ

マ

・
ラ
グ

ワ

・
ホ
ト

ク

ト
宛

文

書

。

(36

)　

内
↓
ζ
ψ

目
℃
戸
匙

ム

S

嘉

慶

二
年

三

月

二
七

日
付

、

盟

長

ハ

ル

ハ

・
ザ

サ

グ
多

羅

ダ

ル

ハ
ン
貝
勒

文

書

、

副

盟

長

ザ

サ

グ
鎮

国

公

ツ

ェ
ヴ

デ

ン
ト

ン

ロ

　
　

ヴ
、

協

理

タ
イ

ジ

宛
沓

文

。

(37

)　

国
↓
ζ
Q。
°
目
α
。゚
凸
命

嘉

慶

四
年

二

月

二
一二
日

付

ラ

グ

ワ

・
ホ

ト

ク
ト

よ

り
広

覚

寺
宛

文

書

。
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(38
)　
国
↓
ζ
ψ

<
°b。
刈
①
歯
ゆ
P

嘉
慶

四
年
五
月

一
五
日
付
緩
遠
城
将
軍
よ
り
ラ
グ
ワ

・
ホ
ト
ク
ト
お
よ
び

ツ
ェ
ヴ
デ
ン
ト

ン
ロ
ヴ
、
盟
長

ダ
ル

ハ
ン
貝
勒
宛
盗

　
　
文
所
引
の
ボ
ビ
ン
上
奏
。

(39
)　

国
↓
ζ
Qっ
゜
日

　
8

6
刈
-
⑩
タ
㊤
①
-
=
b。
°
お
そ
ら
く

こ
の
供
称

は
、
ボ
ビ
ン
に
よ
る
審
理

の
際
に
取
ら
れ
た
供
述

で
、
ボ
ビ
ン
の
上
奏

に
附
件
と
し
て
添
付
さ

　
　
れ
た
も

の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
円
↓
ζ
Qっ
で
は
、

こ
の
供
称

の
み
別
個

に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
添
付
さ
れ
て

い
た
文
書
に

つ
い
て
な
ん
ら

の
注
記

　
　
も
さ
れ
て

い
な

い
。

(40
)　

こ
れ
ら

の

「
僧
侶

ρ
⊆
≦
霞
ミ

」
と
さ
れ
る
供
述
者
は
、
六
五
名
中
五

一
名
に
及
び
、
「
俗
人

ρ
帥
『-p・
さ

∋
雪

」
と
区

別
さ
れ

て
い
る
が
、
広
覚
寺

の
僧

　
　
侶
と
も
区
別
さ
れ
て
お
り
、

ハ
ラ
シ

ャ
ビ

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
41
)

国
↓
ζ
Go
°目

℃
,
鼻
。゚
ふ
鱒

嘉
慶
二
年
閏
六
月

二

一
日
付

チ
ャ
ン
キ

ャ

・
ホ
ト
ク
ト
属
下
広
覚
寺

ラ
マ
文
書
。

ウ
ラ
ー

ン
チ

ャ
ヴ
盟
長

ハ
ル
ハ

・
ザ

サ
グ
多

　
　
羅
ダ
ル

ハ
ン
貝
勒
宛
呈
文
。

(
42
)　

本
節

で
取
り
上
げ
た
供
述

の
中
に
、
主
人

の
タ
イ
ジ
に

つ
い
て
、
た
と
え
ば

「
ウ
ラ
ド
東
公
旗

の
章
京

エ
ン

ヘ
バ
ヤ

ル
ト
佐
領

の
タ
イ
ジ

・
バ
ル
ジ

ュ

　
　
ル

の
ア
ル
バ
ト
で
あ

っ
た
」

(44
番

　
僧

①
≦
雪

ゆq
げ
巴
量

⇒
)
と

い
う
表
現
が
現
れ
る
。

タ
イ
ジ
と
そ

の
ア
ル
バ
ト
が
特
定

の
佐
領
と
関
係
を
有

し
て

い
た

　
　
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
田
村
英
男
は
、

ウ
ラ
ド
西
公
旗

(前
旗
)
に

つ
い
て
、
佐
領
に

「
隷
属
王
公
台
吉
」

が
い
た

こ
と
を
示
し

て
い
る

[
田
村

　
　

一
九
四
三
]
。
ま
た
、

ア
ル
タ
ン
オ
ル
ギ

ル
史
料
集

に
収
録
さ
れ
た
オ

ル
ド
ス

・
ウ
ー
シ
ン
旗

の
佐
領

の
丁
冊
に
も
、
佐
領
を

ハ
リ
ヤ

ア
ト
と
す
る
タ
イ
ジ

　
　
の
名
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
内

モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
タ
イ
ジ
と
佐
領

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
旗

の
史
料
に
よ
る
詳
細
な
検
討
が
望
ま

れ
る
が
、
今
後

の
課

　
　
題
と
せ
ざ

る
を
得

な

い
。
国
↓
ζ
ψ

H
O
P
卜。
㎝
刈
山
①
㎝
所
収

の
六
件

の
丁
冊
を
見
よ
。

ま
た
、

ハ
ル
ハ
に
は
王
公
タ
イ
ジ
属
下
と
し

て
の
オ
ト
グ

・
バ
グ
な

　
　
る
集
団
が
存
在
し
た

[岡
　
二
〇
〇
七
]
。
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文
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石
濱
裕
美
子
　

二
〇
〇

一

『チ
ベ

ッ
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仏
教
世
界
の
歴
史
的
研
究
』
東
方
書
店

　

岡
洋
樹
　

一
九
九
八

「清
代

ハ
ル

ハ

・
モ
ン
ゴ
ル
の
比
丁
冊
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(
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研
究
』
第

二
号
)
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ン
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研
究
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小
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四

「
清
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よ
る
オ
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支
配
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i

モ
ン
ゴ

ル
諸
部

に
対
す
る

「
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入
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(『東
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学
報
』

第

 　
　

八
五
巻
第

四
号
)

　

菅
沼
晃
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〇
四

『モ
ン
ゴ

ル
仏
教
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行
』
春
秋
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田
村
英
男
　

一
九
四
二

「
蒙
古
社
会

の
構
成
的
基
礎
単
位
と
し
て
の
蘇
木
　
　
伊
克
昭
盟
準
　
爾
旗
河
套
地

(
河
北
)
を
中
心
と
し
て
　
　
」
(
『満
鉄
調
査

　
月
報
』
第

二
二
巻
第

二
号
)

長
尾
雅
人
　

一
九
四
七

a

『蒙
古
学
問
寺
』
全
国
書
房

(再
刊

"
中
央
公
論
社
、

一
九
九
二
年
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
七

b

『蒙
古
劇
噺
廟
記
』
高
桐
書
院

(再
刊

　
中
央
公
論
社
、

一
九
八
七
年
)

ρ
⊆
§

竈

。゚
勲

σ
巴

冨

『
巴

学

冤
ヨ

巨

量

σ
①
亟

q゚
①
『
吾

a

。
愚

コ

§

巨

:

ρ
磐

ミ

巴
p
蕾

。
げ
冒

B
8

。q
冠三
-量

匿

冠
鴇
旨

冨

評
①

ω霞

達

琶

学
団
冒

　

①
乙

Φ
ヨ

ω回昌

面
8

-ρ
ω①
鼻

O
=

㊤
㊤
。。
-一

ρ
霞

。巴

8
°。げ
ぴ

巴

冨

「
ω
盲

-①
-旨

鋤
U臣

曾

-旨

ω＆

⊆
一巳
陰
・
σ
臼

日
8

σq
三

自

σ
9・
紀
ω回-旨

饗

冨

ω霞

舜

三

ぞ

一:

§

ヨ

ω昌

酉

:

ω巴

評
二
=

㊤
o
。。
φ

・゚
Φ
爵

喜

」
げ
゜
。
葦

量

=
ゆq
竈

ピ

σ
巴

冨

「
ω昏

φ

o
呂

『
暮

紹

琶

自

ω
同a
=
①
百

⊆
ρ
ミ

β。
ヨ

①
。q
昌

B
嘆

・゚
曾

と
⇒
冨

σ
李

言

ρ
g

崔

・
岳

マ
①
B

。。
位
…

α
Φ
躍

mq
Φ
冒

σ
N
O
8

　
σ
巴

冨

門
ω
ρ
ヨ
ー亀

ぎ

団
霞

9

三

ミ

巷

"旨

α
げ
ξ

暮

躍

琶

-琶

①
『①
位
-琶

冨

⊆
♀

言

8

身

凶

評
。
渥
8

§

・

呼

和

巴

雅

爾

　

一
九

九

七

「包

頭

五

当

召
」

(
『内
蒙

古

文

史

資

料
第

四
五

輯

　
内

蒙

古
嘲

噺

教

紀

例
』
)

日

国
帥
葛

ヨ

8

受
お

刈
。。
　
ζ
o
胃

。
員
臣

曾

。尽

霞

ω
亭

田

釜

碧

。
=
ω
睾

臣

昌
゜
寄

舞

ま

き

冨

b
°
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四

「
民
族
分
裂
主
義
者
」
と

「
中
華
民
族
」

　
ー

「中
国
人
」
と
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
現
代
史
i

楊
　
海

英

第皿部　移動と国家政策

 

1

諸
民
族
の
歴
史
を
歪
曲
し
た
政
治
的
言
説
の
登
場

　
現

代
中
国
を
代
表
す
る
民
族
学
者
の
費
孝
通
は
二
〇
世
紀
後
半
に

一
つ
の
仮
説
を
出
し
た
。
「中
華
民
族
多
元

一
体
構
造
」

で
あ
る
。

費
孝
通
に
よ
る
と
、
「自
然
発
生
的
な
民
族
実
体
」
と
し
て
の

「中
華
民
族
」
は
、
「共
同
で
西
方
列
強
の
圧
力
に
抵
抗
す
る
な
か
で
、
苦

楽
を

共
に
す
る
自
覚
的
な
民
族
実
体

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
」
、
と

い
う

[費
　
二
〇
〇
八
]
。
費
孝
通

の
言
説
は

一
九
八
九
年
に
返
還

前
の
英
国
殖
民
地
香
港

で
発
表
さ
れ
た
も

の
で
、
イ
ギ
リ
ス
流
自
由
主
義
の
影
響
を
受
け
て
き
た
香
港
人
た
ち
を

「幸
せ
な
中
華

の
大
家

庭
」

に
温
か
く
迎
え
る
用
意
が
あ
る
姿
勢
を
示
す
た
め
の
宣
伝
だ

っ
た
。
費
孝
通
が
演
説
を
お
こ
な

っ
た
直
後
に
首

都
北
京
の
天
安
門
で

民
主
化
を
求
め
る
学
生
た
ち
に
銃
口
を
向
け
た
中
国
政
府
の
工
作
に
香
港
人
た
ち
は
幻
滅
し
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
彼
の
演
説
は
そ
の
後

国
内

の
少
数
民
族
を
統
合
す
る
強
力
な
政
策
に
変
わ

っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
い
ま
や
権
威
あ
る

「
学
説
」
と
し
て
そ
の

「実
体
化
」
を

作
り

上
げ
よ
う
と
中
国
は
国
を
挙
げ
て
邁
進

し
て
い
る
。



　
周
知

の
と
お
り
、
東
ア
ジ
ア
最
後
の
王
朝
で
あ
る
清
は
中
国
人

(す
な
わ
ち
漢
人
)
か
ら
ず

っ
と

「野
蛮
人
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
満
洲

人
と
そ

の
同
盟
者
の
モ
ン
ゴ
ル
人
が
建
て
た
征
服
王
朝

で
あ

っ
た
。

一
九
世
紀
半
ば
に
入
る
と
、
「紅
毛
碧
眼
」
の

「新
し
い
野
蛮
人
」

た
ち
が
海
上
か
ら
現
れ
て
大
清
の
玄
関
口
を
た
た
い
た
。
費
孝
通
流
の
言
葉
を
拝
借
す
れ
ば
、
「西
方
列
強
の
圧
力
」
で
あ
る
。
皮
肉
に
も
、

北
ア
ジ

ア
の
草
原
と
森
林
か
ら
来
た

「野
蛮
人
」
を
支
配
者
に
頂
く
漢
人
た
ち
は

「西
方
列
強
」
た
る

「野
蛮
人
」
と

の

「抵
抗
」
の
な

か
で
、

「中
国
人
」
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
格
段
と
強
ま

っ
て
い
っ
た
。
漢
人
か
ら

「
中
国
人
」
に
成
長
し
た

人
た
ち
は

「
　
虜

を
駆
逐

し
て
中
華
を
恢
復
」
す
る
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
中
華
民
国
を
成
立
さ
せ
た
。
漢
人
11
中
国
人
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

革
命
は
ま
ず
満
洲
人

・
モ
ン
ゴ
ル
人
の
支
配
か
ら
の
独
立
で
、
付
帯
的
に

「西
方
列
強
」
か
ら
の
自
立
を
も
将
来
の
目
標
に
掲
げ
た
に
す

ぎ
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
名
実
共
に
漢
族

の
自
立
革
命
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

　
で
は
、
漢
人
た
ち

の
国
民
国
家
が
形
成
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
「
野
蛮
人
」
た
ち
は

「駆
逐

の
対
象
」
と
さ
れ
な
が
ら
も

中
華
に
未
練
が
ま
し
く
、
費
孝
通
が
標
榜
す
る

「苦
楽
を
共
に
す
る
」
路
を
ず

っ
と
歩
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
い
わ
ば

「中

華
民
族
多
元

一
体
構
造
」
説
の
最
大

の
根
拠
で
あ
る
以
上
、
ま
ず
そ
の
拠
り
所
が
成
り
立

つ
か
ど
う
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
清
朝

の
崩
壊
を
受
け
て
、
モ
ン
ゴ

ル
高
原
に
住
む
人
た
ち
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
高
僧
を
国
家
元
首
に
選
出
し
て
独
立
し
た
。
彼
ら
自
身

の
言
葉

で
表
現
す
る
と
、
独
立
運
動
は

「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
初
の
近
代
的
な
革
命
」
だ
と

い
う

[○
口
o
口
　
一Φ
OQΦ
]。

つ
づ

い
て
チ
ベ
ッ

ト
も
独

立
を
宣
言
し
て
国
際
社
会

の
援
助
を
待

っ
た

[阿
部
　
二
〇
〇
六
]
。
そ
し
て
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
住
民
た

ち
も
短

い
な
が
ら

ソ
連

の
力
を
借
り
て
独
自

の
国
家
を
建
立
し
た
の
は
漢
族
も
認
め
る
事
実
で
あ
る

[王
　

一
九
九
五
]
。
こ
の
よ
う
に
、
清
朝

の
藩
部
と

さ
れ
て

い
た
モ
ン
ゴ
ル
と
チ
ベ
ッ
ト
、
そ
れ
に
新
疆

が
す

べ
て
中
華
民
国
か
ら
離
脱
し
て
独
自

の
国
民
国
家
を
建
て
よ
う
と
奔
走
し
て
き

た
事
実
は
、
ど
れ
も
費
孝
通

の
語
る

「
西
方
列
強
に
抵
抗
し
た
共
闘

の
事
実
」
を
根
底
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
費
孝
通

は
モ
ン
ゴ
ル
人
と

チ
ベ
ッ
ト
人
、
そ
し
て
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
住
民
た
ち
の
歴
史
を
意
図
的
に
歪
曲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
歩

譲

っ
て
考
え
よ
う
。
結
果
と
し
て
独
立
で
き
ず
に
、
不
本
意
に
も
中
国
領
内
で
漢
人
た
ち
か
ら
与
え
ら
れ
た

「
区
域
自
治
」
に
満
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足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
モ
ン
ゴ

ル
人
と
チ
ベ
ッ
ト
人
、
そ
れ
に
ウ
イ
グ
ル
人
た
ち
は
中
国
政
府
か
ら
寛
大
な
扱

い
を
受
け
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
各
民
族
に
自
治
共
和
国
な
い
し
は
共
和
国
の
権
限
、
そ
れ
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
か
ら
の
離
脱
権
を
憲
法
で
認
め
る
ソ
連

を

「
諸
民
族

の
牢
獄
」
と
批
判
し
て
き
た
中
国
は
費
孝
通
ら
が
嬉

々
と
し
て
力
説
す
る

「各
民
族
の
幸
せ
な
大
家
庭
」
だ

っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

二
〇
〇
九
年

で
還
暦
に
達
し
た
中
華
人
民
共
和
国

の
建
国
後
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
ま
ず
、
新
彊
で
は

　
九

五
〇
年
代
に
過
去

の

独
立
志
向
派
た
ち
が
例
外
な
く

「民
族
右
派
」
と
し
て
粛
清
さ
れ
た

[呉
　
二
〇
〇
六
]。

つ
づ

い
て
ダ
ラ
イ

・
ラ

マ
法
王
も

一
九
五
八

年
に
イ
ン
ド
に
追
放
さ
れ
、
「百
万
人
の
農
奴
を
平
和
的
に
解
放
」
す
る
過
程
で
、
数
十
万
人
の
チ
ベ
ッ
ト
人
が
殺

害
さ
れ
た

[阿
部

二
〇
〇
六
]。
「
民
族
右
派
」
と

「封
建
的
な
農
奴
主

の
ダ
ラ
イ

・
ラ

マ
」
と

い
う
障
害
を
取
り
除

い
た
中
国
は
新

彊
と
チ
ベ
ッ
ト
に
対

し
て

一
九
六
〇
年
代
か
ら
彪
大
な
数
に
上
る
漢
人
を
移
住
さ
せ
、
大
規
模
な
屯
田
地
域
を
開
拓
し
て
、
確
固
た
る
殖
民
政
策
を
進
め
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
当
事
者
の
チ
ベ
ッ
ト
人
と
ウ
イ
グ
ル
人
た
ち
の
不
満
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
噴
出
し
た
。
二
〇
〇
八
年
三
月
の

「
チ
ベ
ッ

ト
騒
乱
」
と
二
〇
〇
九
年
七
月
の

「
ウ
イ
グ
ル
暴
動
」
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
事
例
だ
と

い
え
よ
う
。
他

の
民
族
の
歴
史
を
意
図
的
に
歪

曲
し

て
ま
で
創
り
あ
げ
た

「
中
華
民
族
」
説
は

「中
国
の
民
族
問
題
」
と
矛
盾
し
て
同
国
の
現
状
を
リ
ア
ル
に
示
し

て
い
る
。
で
は
、
内

モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど

っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
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2

「
血
肉
を
分
か
ち
あ

っ
た
民
族
」
の
分
断

　
中
国
領
内
モ
ン
ゴ

ル
自
治
区
と
、
そ
の
北
隣

の
モ
ン
ゴ
ル
国
。
同
じ
民
族
が
分
断
さ
れ
て
異
な
る
国
家

に
住
む
よ
う

に
な

っ
て
か
ら

六
四
年
の
歳
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
同
じ
歴
史
を
い
だ
き
、
同
じ
言
語
を
話
し
、
同
じ
価
値
観
を
も
つ
人
々
は

一
九

二

年
に
清

朝
が
崩
壊
し
た
と
き
に

一
度
、
ま
と
ま

っ
た
国
を
創
ろ
う
と
奮
闘
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
諸
集
団
は
独
立
で
き
た

が
、
清
末
か
ら
漢
人

農
民

の
進
出
が
激
し
く
、
漢
人
軍
閥
に
要
衝
を
お
さ
え
ら
れ
て
い
た
内

モ
ン
ゴ
ル
は
中
華
民
国
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
中
華



民
国
に
残

っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
の

一
部
は
、
徳
王
こ
と
デ
ム
チ
ュ
ク
ド
ン
ロ
ブ

(
一
九
〇
ニ
ー
六
六
)
を
中
心
に
、

日
本
軍
の
力
を
借

り
な
が
ら
、
シ
リ
ン
ゴ
ル
草
原
で
将
来

の
独
立
を
射
程
に
入
れ
た

「高
度
の
自
治
」
運
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。
別
の

一
部
、
内
モ
ン
ゴ
ル

の
東
部

は
日
本
の
偲
儲
国
家
、
満
洲
国
に
編
入
さ
れ
た
。
徳
王
の
部
下
た
ち
も
、
満
洲
国
の
モ
ン
ゴ
ル
人
役
人
た
ち

も
実
は
、
「内

モ
ン

ゴ
ル
人
民
革
命
党
員
」
が
ほ
と
ん
ど
だ

っ
た
。
内

モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
は

一
九
二
五
年

一
〇
月
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共

和
国
の
援
助
に
よ

っ
て
張
家

口
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
「反
大
漢
族
主
義
」
と

「
反
帝
国
主
義
」
を
通
し
て
中
華

民
国
か
ら
の
離
脱

写真1　 内モンゴルの シリンゴル草原に立つ徳王の宮殿の跡。こ

　　　 こに、内 モ ンゴル 人民共和国臨 時政府 が誕生 したが、

　　　 まもな く中国共産党に解散 に追い こまれた。モ ンゴル人

　　　 たちに とって決 して忘れ がたい歴史の場 でも、風雨 に

　　　 晒 されている。

を
目
指
す
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
員
た
ち
は
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指

示
で
潜
伏
し
、
民
族
自
決
の
時
を
静
か
に
待

っ
た
。

　
近
現
代
の
内

モ
ン
ゴ
ル
は
中
国
と
日
本
の
殖
民
地
だ

っ
た

[「磐
ざ
鼠
艮

1
9
8
8
,
B
u
l
a
g
,
 
U
r
a
d
y
n
 
2
0
0
2

。
]
。

一
九
四
五
年

八
月

に
ソ
蒙
連
合
軍
が

南
下
し
て
口
本
軍
を
追
放
し
て
満
洲
国
が
崩
壊
し
た
時
点
で
、
内
モ
ン

ゴ
ル
を
日
本

の
殖
民
地
支
配
か
ら
は
解
放

で
き
た
。
内

モ
ン
ゴ
ル
に

入

っ
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
か
ら
の
軍
人
た
ち
と
内
モ
ン
ゴ
ル

の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は

つ
か
の
ま
の
あ
い
だ
、
「兄
と
弟
が
再
会
し
た
」

よ
う
に
喜
び
を
わ
か
ち
あ

っ
て
い
た
。
モ
ン
ゴ
ル
人

民
共
和
国
の
軍
隊

が
南
を
目
指
し
た
際
に
、
同
国
の
最
高
指
導
者
チ

ョ
イ
バ
ル
サ
ン
元
帥

は

「我
が
血
肉
を
分
か
ち
あ

っ
た
内

モ
ン
ゴ
ル
を
解

放
し
、
自
肉
を
獲

得
」
し
よ
う
と
作
戦
を
指
揮
し
て
い
た

[
フ
ス
レ
　

ニ
○
〇
四
]。

　

ソ
蒙
連
合
軍
に
解
放
さ
れ
た
内

モ
ン
ゴ

ル
中
央
部

の
シ
リ
ン
ゴ
ル
草

原
に
は

「内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
臨
時
政
府
」

(写
真
1
、
2
)、
東
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写真2　 崩壊 した徳王 の宮殿内の梁 には、過去 の栄光 を語 る装

　　 　 飾 が残 る。一九 四〇年代 には多数の 日本 人がこ こを訪

　　 　 れ、モ ンゴル人 の独立 と自決 を支持 する、とい う甘い

　　 　 約束を交 わ していた。

の
満
洲
国
時
代

の
興
安
省

の
町
、
王
爺
廟

(現

ウ
ラ
ー
ン
ホ
ト
市
)
に

は

「東

モ
ン
ゴ
ル
人
民
自
治
政
府
」
が
あ

い
つ
い
で
現
れ
た
。
ど
ち
ら
も

復
活
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
員
た
ち
を
中
心
と
し
た
組
織
で
、

モ

ン
ゴ
ル
人
た
ち

の
絶
大
な
支
持
と
人
気
を
得
て
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国

と
の
統

]
を
切
望
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
内

モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党

の

東

モ
ン
ゴ
ル
本
部
は

「
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
解
放
宣

言
書
」
を
公
布
し
た
。

「内

モ
ン
ゴ

ル
は
こ
れ
か
ら

ソ
連
と

モ
ン
ゴ

ル
人
民
共
和
国

の
指
導

の
下

で
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の

一
部
と
な
る
」
、
と
内

モ
ン
ゴ

ル
人
民
革

命
党
は
高
ら
か
に
省
;
.口
し
て

い
た
。
彼
ら
は
ま
た
次

の
よ
う
な
書
簡
を

一
九
四
五
年
八
月

一
八
日
に
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国

の
指
導
者
チ
ョ
イ
バ

ル
サ
ン
元
帥
と

ツ
ェ
デ
ン
バ
ル
ら
に
提
出
し
た
。

内

モ
ン
ゴ
ル
の
人
民
は
長
年

に
わ
た

っ
て
漢
人

の
北
洋
軍
閥
や
日
本
帝
国

主
義
の
支
配
を
受
け
て
、
苦
し
ん
で
き
た
。
我
が
内

モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命

党
は
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
と

ソ
連
の
指
導
を
受
け

て
革
命
闘
争
を
今
日

　
　
ま
で
に
推
し
す
す
め
て
き
た
。
内

モ
ン
ゴ
ル
の
二
〇
〇
万
人

の
同
胞
た
ち
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
に
合
併

さ
れ
る
こ
と
を
強
く

　
　
要
望
し
て

い
る
。

い
ま
こ
そ
、

f
モ
ン
ゴ
ル
族
統

一
の
絶
好
の
機
会

で
あ
る

[内
蒙
古
専
鍬
恰
豊
阿
聯
絡
委
員

会

・
内
蒙
語
委
哲
学

　
　
社
会
科
学
研
究
所

『東
方
紅
』
、

]
九
六
七
。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
]。

　

一
方
、
内

モ
ン
ゴ
ル
中
西
部
シ
リ
ン
ゴ
ル
草
原
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が
中
心
と
な

っ
て
組
織
し
た

「内

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
臨
時
政

府
」

の

「独
立
宣
言
文
」
は
以
下
の
と
お
り
だ

っ
た

[田
淵
　
二
〇
〇
八
]
。
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全

世
界
の
国
家

・
民
族
に
宣
告
す
る
。

我

々
モ
ン
ゴ
ル
は
、
歴
史
上
に
あ
ら
わ
れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
ひ
ろ
き
土
地
と
お
お
く
の
民
を
有
す
る
、
完
全
な
る
自
由

の

国

で
あ

っ
た
が
、
十
七
世
紀
中
葉
に
な

つ
て
、
満
洲
民
族

の
大
清
国
と
の
友
好
を
重
ん
じ
、
同
じ
政
権
に
入

っ
た
。
…
…
そ
の
後
、

一
九

一
一
年
に
中
国
革
命
が
起
こ
り
政
権
が
交
代
し
、
中
華
民
国
が
樹
立
さ
れ
た
そ
の
時
ま
さ
に
、
我
々
全
モ
ン
ゴ
ル
の
従
来

の
同

　
　
盟
関
係
は
断
絶
す
る
べ
き
で
あ

っ
た
の
だ
が
、
中
国
は
、
我

々
内
モ
ン
ゴ
ル
を
北
モ
ン
ゴ
ル
よ
り
無
礼
に
も
　
奪

・
分
断
し
、
そ
の

　
　
属

下
に
入
れ
た
こ
と
か
ら
、
我

々

王
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
発
展
な
き
状
態
を
決
定
づ
け
た

(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)
。
…
…
我
々
人
民

　
　
を
解
放
し
て
く
れ
た
、
ソ
連
と
我

々
の
兄
弟
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
、
そ
し
て
我

々
と
隣
接
す
る
中
華
民
国
に
は
じ
ま
り
、
世
界
の

　
　
弱
小
民
族
に
自
由
を
与
え
た
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
等

の
民
主
主
義
国
家
が

一
斉
に
内

モ
ン
ゴ
ル
人
民
の
要
望
を
受
け
入
れ
、
独
立

　
　
を
承
認
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
る
。
…
…

　
以
上

で
紹
介
し
た
東
モ
ン
ゴ
ル
人
民
自
治
政
府
と

「内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
臨
時
政
府
」
の
宣
言
書
等
を
見
れ
ば
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の

モ
ン
ゴ

ル
人
た
ち
が
中
華
民
国
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
如
何
な
る
政
治
的
な
目
標
を
掲
げ
て
い
た
か
が
分
か
る
。
歴
史
家
に
よ
る
と
、

内
モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が

「独
立
の
承
認
」
を
希
求
し
て
い
る
動
き
を
察
知
し
た
ア
メ
リ
ヵ
政
府
は
ス
タ
ー

リ
ン
に
事

の
真
偽

を
正
し
た
と
い
う
。
も
し
内
外
モ
ン
ゴ
ル
が
統

一
さ
れ
た
ら
、
次
は
ソ
連
領
内
の
シ
ベ
リ
ア
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト

・
モ
ン
ゴ

ル
も
モ
ン
ゴ
ル
入

統

一
国
家
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
運
動
を
起
こ
す
可
能
性
が
出

て
く
る
。
「大

モ
ン
ゴ

ル
国
」

の
出
現
は
ソ
連
に
と

っ
て
決
し
て
好
ま
し

い

こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、

ス
タ
ー
リ
ン
は
は
じ
め
て

『ヤ
ル
タ
協
定
』

の
存
在
を
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
指
導
者
チ
ョ
イ
バ
ル

サ
ン
元
帥
に
伝
え
た
。
チ

ョ
イ
バ
ル
サ
ン
元
帥
は
不
本
意
な
が
ら
も
、

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
に
来
て
い
た
内

モ
ン
ゴ

ル
か
ら
の
代
表
団

に
向
か

っ
て
、
「内
外

モ
ン
ゴ
ル
の
合
併
は
困
難
で
あ
る
」
、
と
伝
え
る
し
か
な
か

っ
た

[
フ
ス
レ
　

ニ
○
〇
四
]
。
結

局
、
チ
ョ
イ
バ
ル

サ
ン
元
帥
は
同
胞
の

一
部
を
異
民
族
の
統
治
下
に
残
す
ほ
か
選
択
肢
は
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
と
い

っ
た
大
国
の
エ
ゴ

が
も
た
ら
し
た
弱
小
民
族
の
悲
劇

で
あ
る
。
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3

「
日
本
刀
を
ぶ
ら
さ
げ
た
」
モ
ン
ゴ
ル
人
に
対
す
る
歴
史
の
再
清
算

　
大

国
同
士
で
交
わ
し
た

「
ヤ
ル
タ
協
定
」
は
む
ざ
ん
に
も

「
兄
弟
」
を
引
き
裂

い
た
。
「内

モ
ン
ゴ
ル
は
現
状

維
持
」
と
の

一
言
で
、

モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
の

一
部
は

「中
国
人
民
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ァ
ヤ
ノト
　
タ

　
中
国
は

「
対
日
協
力

の
過
去
」
を
も

つ
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
を

「
日
本
刀
を
ぶ
ら
さ
げ
た
連
中
」
(袴
洋
刀
的
)
と
呼
ぶ
。
「
日
本
刀
」
は

日
本
型
殖
民
地
経
営
と
日
本
型
近
代
化
の
代
名
詞
で
あ
る
。
司
馬
遼
太
郎

の

『草
原
の
記
』
に
は

ツ
ェ
ベ
ク
マ
と

い
う
女
性
が
登
場
し
、

日
本
人
に
深
く
愛
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
シ
ベ
リ
ア
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト

・
モ
ン
ゴ
ル
人
だ
が
、
ソ
連
の
出
現
で
内
モ
ン
ゴ
ル
に
移
り
、
満
洲

国
で
日
本
語
を
ま
な
び
、
敗
戦
を
体
験
す
る
。
中
国
が
内
モ
ン
ゴ
ル
を
併
合
し
た
あ
と
、
粛
清
を
予
感
し
た
彼
女
は
娘
を

つ
れ
て
シ
ベ
リ

ア
経
由
で
ウ
ラ
ー
ン
バ
ー
ト
ル
に
脱
出
し
た
。
中
国
に
残
り
、
大
学
講
師
だ

っ
た

ツ
ェ
ベ
ク

マ
の
夫
ブ
レ
ン
サ
イ
ン
は

一
九
四
二
年
か
ら

二
年

間
東
京
高
等
師
範
学
校
に
留
学
し
た
経
歴
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
た
。
「
民
族
分
裂
主
義
者
」
や

「
日
本
の
ス
パ
イ
」
な
ど
の
レ

ッ
テ

ル
が
は
ら
れ
て
逮
捕
さ
れ
た
彼
は
、
「各
民
族

の
幸
せ
な
大
家
庭
」
が
設
け
た
刑
務
所
内
で

一
〇
年
間
を
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ

た
。

筆
舌
に
つ
く
せ
な
い
ほ
ど

の
苦
難
を
な
め
た
ブ
レ
ン
サ
イ
ン
は

一
九
八
五
年
に
ウ
ラ
ー
ン
バ
ー
ト
ル
で
妻
子
と
の
再
会
が
実
現
し
、

翌
年

に
か
の
地
で
永
眠
し
た
。
彼
は
最
後
ま
で
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
を
祖
国
と
み
な
し
て
い
た

[
フ
ス
レ
　

ニ
○

〇
八
]。

　

ツ

ェ
ベ
ク
マ
が
中
国
を
去
り
、
夫
が
故
郷
を
み
ま
も

っ
て
い
た
時
代
、
内
モ
ン
ゴ

ル
で
は

「民
族
分
裂
主
義
者

集
団

の
内
モ
ン
ゴ

ル

人
民
革
命
党
員
を
え
ぐ
り
出
し
て
粛
清
す
る
運
動
」
が

一
九
六
七
年
末
か
ら
展
開
さ
れ
た
。
控
え
め
な
中
国
の
公
式
見
解
に
よ
る
と
、

お
よ

そ
三
四
万
六
〇
〇
〇
人
が

「
反
党
叛
国
集
団
の
メ
ン
バ
ー
」
と
さ
れ
、
二
万
七
九
〇
〇
人
が
殺
害
さ
れ
た
。
拷
問
に
か
け
ら
れ
た

者
は

一
二
万
人
に
の
ぼ
る
。
当
時
、

一
五
〇
万
人
未
満
だ

っ
た
モ
ン
ゴ
ル
族
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
家
庭
か
ら
最
低

一
人
の

「
民
族

分
裂
主
義
者
」
を
輩
出
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
被
害
を

モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
ジ

ェ
ノ
サ
イ
ド
だ
と
理
解
し
て
い
る

[楊
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　 (52)解 放軍和民兵赴来了,胡 麻笄被捕了。原来迭家侠　
是介長幾潜伏的券修特勢,清臥這幼一来,他象堵在洞里的

　 悪狼,耕 命地往外鈷,妄 圏逃命。力 了順利倫越遊防銭,他　
箔断了屯銭,想切断公社和逸防哨牽的朕系。

図1　 「修正主義の国家ソ連」 に逃亡 しよ うと して国境地帯 で逮捕 されたカザ フ族の 「民族

　 　 分裂主義者」 を描いた絵本 内の一コマ。 中国の子供 たちはこのよ うな書物 を読 んで

　 　 育 ち、彼 らの少数民族 観が形成 される。 『草原紅哨』(一 九七六、上海人民出版社)

　 　 より。

二
〇
〇
八
、
二
〇
〇
九

a
、

二
〇
〇
九
b
]。

　
モ
ン
ゴ
ル
人
大
量
虐
殺
が

一
九
六
〇
年
代
か

ら
始
ま

る
以
前

か
ら
、
多

数

の
モ
ン
ゴ

ル
人

た
ち
が

「多
民
族
か
ら
な
る
幸
せ
な
家
庭
」
か

ら
離

れ
て
、

モ
ン
ゴ

ル
人
民
共
和
国
に
入

っ

て
い
っ
た
。
右
で
示
し
た
文

化
大
革
命
中
の
モ

ン
ゴ
ル
人
被
害
者

の
数
字
も
中
国
政
府

の
操

作
を
経

た
デ
ー
タ
で
あ

っ
て
、
地
域
ご
と
の

詳
細
な
情
報
は
伝
わ

っ
て

こ
な

い
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ル
ン
ボ
イ
ル

一
九
九

一
年

に
出
さ
れ
た

『呼
倫
貝
爾
盟
公

安
処
辺
防
志
略
』
と

い
う
政
府
側

の
資
料
に
は

文
化
大
革
命
中
に

「修
正
主
義
国
家
」

へ
逃
亡

し
た

(図
1
)
モ
ン
ゴ
ル
人

の
数
が
詳
し
く
示

さ
れ
て
い
る
。
最
も
東

に
位
置
す
る
フ
ル
ン
ボ

イ
ル
盟
だ
け
で
も
、
数
百
人
規
模
で
家
畜
を

つ

れ
て
逃
げ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
漢
族
や
人
民

解
放
軍
が
モ
ン
ゴ
ル
人
を
殺

し
て
か
ら
馬
に
乗

せ
、
北
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
方
面

へ
お
い

は
ら

っ
て
、
「逃
亡
」
を
演

出
さ
せ
る
事
件
も
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お
こ

っ
て
い
た
。
こ
れ
だ
け
の
大
量
虐
殺
と
迫
害
が
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
政
府
は

一
貫
し
て

「
モ
ン
ゴ

ル
人
た
ち
は
い
く
ら

傷

つ
け
ら
れ
て
も
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国

へ
逃
げ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

モ
ン
ゴ
ル
人
の
心
は
毛
主
席
と
北
京
に
向

い
て
い
る
」、
と

宣
伝

し
て
い
た

[楊
　
二
〇
〇
九

a
]
。
事
実
は
大
勢
が
司
馬
遼
太
郎
作
品
中
の
ツ
ェ
ベ
ク
マ
や
ブ
レ
ン
サ
イ
ン
の
よ
う

に
同
胞
の
国

へ

越
境

し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は

「
モ
ン
ゴ
ル
人
の
心
は
毛
主
席
と
北
京
に
向

い
て
い
る
」、
と
強
調
す

る
。
矛
盾
語
法
に
も

と
つ
く
対
少
数
民
族
政
策
で
あ
る
。

4

ゴ
ビ
草
原
の
越
境
者
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「
中

国
人
民
」
と

し
て
生
き

て
い
け
な
く
な
り
、
「
真

の
モ
ン
ゴ

ル
国
」
に
逃
亡

し
た
男

に
私

は
偶
然

で
あ

っ
た
こ
と

が
あ

る
。

一
九
九
七
年
七
月
二
七
日
、
私
は
モ
ン
ゴ
ル
国
南
西
部

の
ド
ン
ド
ゴ
ビ
県
の
コ
ビ
草
原
を

ロ
シ
ア
製
の
ジ
ー
プ
で
疾

駆
し
て
い
た
。
翌
年

に
国
立
民
族
学
博
物
館
で
ひ
ら
か
れ
る
予
定

の

「大
モ
ン
ゴ
ル
展
」

の
資
料
収
集

で
う
こ

い
て
い
た
。
瞬
間
豪
雨
に
襲
わ
れ
た
の
で
、
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゲ　
ル

庁
か
ら
北

へ

一
ニ
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た
サ
イ
ン
チ
ャ
ガ
ン
郡

の
あ
る
遊
牧
民
の
天
幕
に
入

っ
た
。
私
が
内
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
来
た
と
告

げ
る
と
、
家

の
主
人
サ
イ
シ
ン
ガ

(
一
九
九
七
当
時
七
五
歳
、
写
真
3
)
は

「
わ
し
も
じ

ゃ
。
今
日
は
よ
い
日
だ
。

め
ぐ
み
の
雨
が
同
郷

の
人
を
連
れ
て
き
た
」
、
と
よ
ろ
こ
ん
だ
。
夜
、
老
人
は
豪
華
な
料
理
を
用
意
し
、
タ
ン
ス
の
な
か
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

お
箸
を
出
し
て
く
れ

た
。

モ
ン
ゴ
ル
国
の
人
々
は
ソ
連
の
影
響
を
う
け
て
ス
プ
ー
ン
と

フ
ォ
ー
ク
を
常
用
す
る
が
、
お
箸
は
内

モ
ン
ゴ
ル
人
の
私
に
対
す
る
特

別
な
気
配
り
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
サ
イ
シ
ン
ガ
老
は
自
ら
の
生

い
立
ち
に
つ
い
て
、
静
か
に
語

っ
た
。

　
サ
イ
シ
ン
ガ
老
は
内
モ
ン
ゴ
ル
の
シ
リ
ン
ゴ
ル
盟
鑛
黄
旗
の
出
身
だ
。
父
親
は
徳
王
配
下
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
軍
人

で
、
日
本
軍
に
よ
る

訓
練
を
経
験
し
た

「
日
本
刀
を
ぶ
ら
さ
げ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
」
だ

っ
た
。
サ
イ
シ
ン
ガ
は
少
年
時
代
を
日
本
軍
支
配
下

の
フ
フ
ホ
ト
市
で
過

ご
し
、
ト
ゥ
メ
ト
新
民
学
校
と

い
う

エ
リ
ー
ト
校
に
か
よ

っ
た
。
父
親
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
と
日
本
軍
は
肩
を
並
べ
て
、
黄
河
沿
線
に
展
開
す



る
中
華

民
国
の
傅
作
儀
部
隊
と
何
回
も
戦

っ
た
。
傅
作
儀
は
モ
ン
ゴ
ル
族
全
体
を

「対
日
協
力
者
」
だ
と
み
な
し
て
、

モ
ン
ゴ

ル
人
を

つ

か
ま
え

て
は
銃
殺
に
処
す
る
大
漢
族
主
義
者
だ

っ
た
。

　
日
本

軍
が
敗
退
し
た
あ
と
、
徳
王

の
モ
ン
ゴ
ル
軍

の
主
力
は
ソ
連

・
モ
ン
ゴ
ル
連
合
軍
の
指
令

で
ウ
ラ
ー

ン
バ
ー
ト
ル
へ
動
か
さ

れ
、
か

の
地
で
再
教
育
を
う
け
た
。
徳
王
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
を

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
内
に
移
動
さ
せ
た
理
由
は
ま
だ
謎

に
包
ま
れ
て
い
る

が
、

こ
れ
も

「統

一
し
た
モ
ン
ゴ
ル
国

の
建
立
を
準
備
す
る
た
め
だ

っ
た
」
、
と
あ
る
当
事
者
は
私
に
語

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、

一
九
四
六
年
に
内

モ
ン
ゴ
ル
に
も
ど

っ
て
き
た
徳
王
の
元
軍
隊
に
青
年
サ
イ
シ
ン
ガ
も
加
わ

っ
た
。
二
歳
に
な
る
息
子
を
残
し
て
の
決
意

だ

っ
た
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
国
際
情
勢
も
変
わ
り
、
中
華
民
国
に
留
ま
る
こ
と
に
な

っ
た
徳
王
の
精
鋭
は
中
国
共
産
党
が
指
揮
す
る
騎

馬
部
隊

に
変
身
し
、
漢
人
同
士
が
戦
う
中
国
の
内
戦
に
動
員
さ
れ
た
。

　

一
九

四
九
年
秋
、
モ
ン
ゴ
ル
人
兵
士
た
ち
か
ら
な
る
サ
イ
シ
ン
ガ
の
部
隊
は
国
民
党
の
傅
作
儀

の
残
軍
を

一
掃
し

よ
う
と
し
て
黄
河

に
沿

っ
て
西
進
し
、
内

モ
ン
ゴ
ル
最
西
端

の
ア
ラ
シ
ャ
ン
沙
漠

に
は
い
っ
た
。
奇
し
く
も
徳
王
も
部
下
た
ち
を
ひ
き

い
て
ア
ラ
シ
ャ
ン

写真3　 「中 国人 民」 に な るの を止 め

　　 　 て、モ ンゴル人 と して生 きた

　　 　 男、サイシンガ。

に

一
九
四
九
年
四
月
到
着
し
て
、
「西

モ
ン
ゴ

ル
自
治
運
動
」
を
す
す
め

て
い
た
。
徳
王

の

忠
実
な
部
下
た
ち
も
、

い
ま
だ
共
産
党

に
帰
順
し
て
い
な
か

っ
た
軍
を

つ
れ
て
続

々
と
ア
ラ

シ
ャ
ン
に
あ

つ
ま

っ
た
。
し
か
し
、
中
国
共
産
党
は

「内

モ
ン
ゴ
ル
の
高
度

の
自
治
」
を
求

め
る
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち

の
主
張
を
う
け

い
れ
よ
う
と
し
な
か

っ
た
た
め
、
徳
王
も

一
九
四
九

年

一
二
月
末
に
ア
ラ
シ
ャ
ン
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
に
亡
命
し
た
。

　
ま
も
な
く
、
共
産
党
指
揮
下
に
あ

つ
た
サ
イ
シ
ン
ガ

の
部
隊
も
現
地
ア

ラ
シ
ャ
ン
で
解
散

を
命
じ
ら
れ
た
。
サ
イ
シ
ン
ガ
は
妻
子
が
待

つ
故
郷
の
シ
リ
ン
ゴ
ル
草
原
に
帰
る
勇
気
が
な

か

っ
た
。
す
で
に

「日
本
刀
を
ぶ
ら
さ
げ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
」
た
ち
に
対
す

る
共
産
党

の
過
酷

な
政
治
的
な
清
算
が
は
じ
ま

っ
て
い
た
か
ら
だ
。
故
郷
よ
り
も
、
知
り
合

い
の
い
な

い
ア
ラ
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シ
ャ

ン
に
お
ち

つ
け
ば
、
過
去
が
暴
か
れ
ず
に
す
む
、
と
思

っ
た
。
除
隊
し
た
サ
イ
シ
ン
ガ
は
ア
ラ
シ
ャ
ン
右
旗
タ

ム
ソ
ク

・
ブ
ラ
ク
郡

の
遊
牧

民
に
な

っ
た
。
こ
の
郡

の
モ
ン
ゴ
ル
人
の
多
く
は
、

一
九
三
九
年
に
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
が
ソ
連

の
意
向

で
宗
教
弾
圧
を
強
行

し
て

い
た
こ
ろ
に
、
中
華
民
国
側
の
領
土
に
移
動
し
て
き
た
人
々
で
あ
る
。

5

決
行
さ
れ
た
逃
亡

　
ア
ラ
シ
ャ
ン
も
安
住

の
地
で
は
な
か

っ
た
。
中
国
は

一
九
五
〇
年
代
か
ら
二
～
三
年
ご
と
に

「外
調
」
と

い
う
身
分
調
査
を
お
こ
な

っ

て
い
た
。
全
国
規
模

で
個
人
の
履
歴
を
徹
底
的
に
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
調
べ
て

「危
険
人
物
」
を
割
り
出
す
恐
怖
の
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
る
。

サ
イ
シ
ン
ガ
の
父
が

「対
日
協
力
者
」
だ

っ
た
こ
と
、
自
身
が
徳
王
の
元
部
隊
に
い
た
こ
と
な
ど
も
し
だ

い
に
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
何
回
も
取
り
調
べ
を
う
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

一
九
六
六
年
に
文
化
大
革
命
が
勃
発
し
、
二
年
後
に

「民
族
分
裂
主
義
者
集
団
の
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
員
を
え
ぐ
り
出
し
て
粛
清

す
る
」
運
動
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
、
ア
ラ
シ
ャ
ン
沙
漠

で
も
虐
殺
が
発
動
さ
れ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
人
幹
部
た
ち
は
次

々
と
粛
清
さ
れ
て
い
っ

た
。

ふ
つ
う

の
遊
牧
民
と
し
て
家
畜

の
世
話
を
し
て
い
た
サ
イ
シ
ン
ガ
も
人
民
公
社
の
本
部
に
拘
束
さ
れ
て

「批
判
闘
争
大
会
」
で
吊
る

し
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

サ
イ
シ
ン
ガ
は
つ
い
に
中
国
か
ら
脱
出
す
る
決
意
を
し
た
。

一
九
三
九
年

に
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
か
ら
逃
げ
て
き
た

モ
ン
ゴ
ル
人
た

ち
は

「修
正
主
義
国
家

の
ス
パ
イ
」
(図
2
)
だ
と
疑
わ
れ
、
北

へ
逃
亡
す
る
人
が
続
出
し
て
い
た
。
政
府
の
監
視
と
警
戒
も
強
ま

っ
て

い
た
。

　

一
九
六
九
年
早
春
、
春
節
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
、
「批
判
闘
争
大
会
」
も
数
日
間
や
す
む

こ
と
に
な

っ
た
。
サ
イ
シ
ン
ガ

は
こ

っ
そ
り
と
ラ
ク
ダ
を
二
頭
用
意
し
た
。
深
夜
、
彼
は
人
民
公
社
の
幹
部
た
ち
が
宴
会
に
興
じ
て
い
た
す
き
に
、

ラ
ク
ダ
に
跨

っ
て
北
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13　 大家 散 野臥形,包 抄這 来。㌧ 一閉火"囚 屯一般鉋 到那

家 伏眼前,紳 軸 長癒 下傘 介身予,象 老 鷹拠 小糊似的 把那

家 伏鍬 上偽背.一 一一放 儒 腎弾 的越境 分子就檎 ア。

図2　 「モ ンゴル修 正主義者国家」 から内モンゴル 自治区に侵入 した 「スパイ」 を国境 あた

　　　りで捕 まえたシーンを描写 した絵本 内の一幕。 『草原前哨』(一 九七七、人民美術 出

　　 版社)と いうこの絵本 は文化大革命終 了後 に出されてい る事実 から見ても、中国政

　　 府がモ ンゴル国と域内のモンゴル人 に不信 の視線 を向けていることが分 かる。

へ
疾
走
し
出
し
た
。
蒸
し
た
饅
頭
二
個
と
傳

茶
の
塊
を
非
常
食
と
し
て
携
帯
し
た
。
昼
は

沙
丘
の
く
ぼ
み
に
身
を
隠
し
、
夜
中
に
北
斗

星
を
目
指
す
。
饅
頭
が
切
れ
た
と
き
は
、
死

ん
だ
ヒ
ツ
ジ
の
死
骸
か
ら
肉
を
も
ぎ
と

っ
て

か
じ
り
、
傳
茶
の
葉
を
噛

ん
で
渇
き
を
し
の

い
だ
。
三
日
後
に
は
と
う
と
う

モ
ン
ゴ
ル
人

民
共
和
国
領
内
に
入
り
、

テ
メ
チ
ン

・
ア
ム

と

い
う
哨
戒
所
に
亡
命
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
人

民
共
和
国
の
兵
士
た
ち
も
旧
正
月
の

一
日
を

祝

っ
て
い
た
最
中
だ

っ
た
。

　
「
あ
の
と
き
、
極
寒

の
な
か
で
逃
げ

て
い

た
自
分
を
支
え

て
い
た

の
は
、
二
〇
年
前
に

同
じ
道
を
た
ど

っ
て
亡

命
し
た
徳
王
だ

っ

た
。
残
念
な
が
ら
徳
王

は
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共

和
国
に

一
年
間
弱
滞
在

し
、
ソ
連
の
命
令

で

中
国

へ
強
制
送
還
さ
れ

た
。
文
化
大
革
命

が
は
じ
ま

っ
た
直
後
に

フ
フ
ホ
ト
市
で
亡
く

な

っ
た
。
そ
の
ニ
ュ
ー

ス
を
聞

い
て
、
も
う
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中
国

で
生
き
て
い
く
元
気
を
完
全
に
う
し
な

っ
た
」

　
と

、
サ
イ
シ
ン
ガ
は
振
り
か
え
る
。

　
モ

ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
で
は
七
六
日
間
に
わ
た

っ
て
内
務
省
の
取
り
調
べ
を
う
け
、
ま
も
な
く
ド
ン
ド
ゴ
ビ
県
に
定
住
し
た
。
ま
わ
り

は

一
九
三
九
年
に
宗
教
弾
圧
を
き
ら

っ
て
い
っ
た
ん
は
内

モ
ン
ゴ
ル
へ
避
難
し
、
中
国
に
も
社
会
主
義
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
ふ
た
た
び

モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
も
ど

っ
た
人
々
ば
か
り
だ

っ
た
。
国
家
主
導
の
政
治
運
動
が
変
わ
る
た
び
に
、
人
々
も
ま
た
振
り
子
の
よ
う
に
う
こ
い

て
い
た
の
で
あ
る
。

354第皿部　移動と国家政策

 

6
　
振
り
子
は
動
く

　
サ
イ
シ
ン
ガ
は

一
九
七
二
年
に
亡
命
先
で
二
度
目
の
結
婚
を
し
、

一
女
を
も
う
け
た
。
そ
し
て
、

一
九
九
〇
年
に
や

っ
と
モ
ン
ゴ
ル
国

へ
の
帰
化
が
認
め
ら
れ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
国
で
民
主
化
が
実
現
さ
れ
た
あ
と

の
政
策
だ

っ
た
。

一
年
後

の
夏
に
、
ウ
ラ
ー
ン
バ
ー
ト
ル
の
街

を
あ

る
い
て
い
る
と
、
懐
か
し

い
シ
リ
ン
ゴ
ル
方
言
が
聞
こ
え

て
き
た
。
内

モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
と
の
行
き
来
も
少
し
ず

つ
再
開
さ
れ
た
あ

と
に
や

っ
て
き
た
故
郷
か
ら
の
旅
行
者
だ

っ
た
。
サ
イ
シ
ン
ガ
は
町
で
ば

っ
た
り
会

っ
た
人
物
に
息
子
の
生
存
を
確
か
め
る
よ
う
依
頼
し

た
。

　
「息

子
さ
ん
は
生
き
て
い
る
」

　
と

の
便
り
が
半
年
後
に
届
き
、
サ
イ
シ
ン
ガ
は

一
九
九
五
年
三
月
に
四
九
年
ぶ
り
に
故
郷
シ
リ
ン
ゴ
ル
の
土
を
踏

ん
だ
。

二
ヶ
月
間
息

子

の
家
で
過
ご
し
て
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
国

へ
戻
ろ
う
と
、
国
境
の
町

エ
レ
ン
ホ
ト
市
で
出
入
国
の
手
続
き
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
偶
然
に
も

ア
ラ
シ
ャ
ン
の
旧
知
に
も
再
会
し
た
。

　
「
お
前
が
逃
げ
た
あ
と
、
タ
ム
ソ
ク

・
ブ
ラ
ク
人
民
公
社

の
責
任
者
た
ち
は
全
員
、
三
ヶ
月
間
拘
置
さ
れ
た
」



　
と
、

い
わ
れ
た
。

　
「
北

ア
ジ
ア
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
歴
史
が
は
じ
ま

っ
て
以
来
、
ず

っ
と
自
由
に
行
き
来
し
て
き
た
。

モ
ン
ゴ

ル
人

は
心

の
自
由
を
尊

ぶ
民
族
だ
。
漢
人
が
長
城
を
超
え
て
草
原
に
入
り
、
ロ
シ
ア
人
が
シ
ベ
リ
ア
に
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
運
命
も
他
人

に
牛
耳
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
心
も
特
定
の
方
向
に
向
け
て
釘

で
打
た
れ
て
し
ま

っ
た
。
人
の
心
の
自
由
な
移
動
が
制
限
さ
れ
る
と
、
ま

た
戦
に
な
る
よ
」

　
と
サ
イ
シ
ン
ガ
は
語
る
。
ド
ン
ド
ゴ
ビ
草
原
の
夜
は
深
け
た
。
「
モ
ン
ゴ
ル
人
は
い
く
ら
被
害
を
う
け
て
も
心
は
毛
主
席
と
北
京

に
向

い
て
い
る
」、
と
い
う
中
国
共
産
党
の
教
え
が
む
な
し
く
聞
こ
え
て
く
る
。

　
翌
朝

、
サ
イ
シ
ン
ガ
老

に
別
れ
を
告
げ
よ
う
と
し
た
と
き
、
「
わ
し
の
本
当
の
名
は
サ
イ
シ
ン
ガ
で
は
な

い
。
ま
だ
、
話
し
て
い
な

い

秘
密
は
た
く
さ
ん
あ
る
」

　
と
、

に

っ
こ
り
す
る
。
「
大
モ
ン
ゴ

ル
展
」
の
任
務
さ
え
な
け
れ
ば
、
も

つ
と
ゆ

っ
く
り
と
彼
が
経
験
し
た
歴
史
が
知
り
た
か

っ
た
。

7

他
人
の
拳
と
同
胞

へ
の
気
配
り
の
問

　
第

二
次
世
界
大
戦
前
の
日
本
は
も

っ
ぱ
ら
内
モ
ン
ゴ
ル
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
の
に
対
し
、
現
在
で
は
モ
ン
ゴ

ル
国
の
最
大
の
援
助

国
に
変
身
し
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
国
か
ら
み
る
と
、
日
本
は
あ
り
が
た
い
ド
ル
箱
で
あ
る
が
、
安
全
保
障
な
ど
の
面

で
は
陸
続
き

の
中
国

と

の
関
係
構
築
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
中
国
も
日
本
に
負
け
ま
い
と
積
極
的
に
モ
ン
ゴ
ル
国
で
の
投
資
を
拡
大
し
て
い
る
。
あ
る
研
究

に
よ
る
と
、
二
〇
〇
二
年
、
モ
ン
ゴ
ル
国
の
対
外
輸
出
額
の
四
二
%
が
対
中
国
だ

っ
た
と

い
う
数
値
は
、
経
済
上

の
依
存
性
を
物
語

っ
て

い
る

[
ロ
ッ
サ
ビ
　
ニ
○
〇
八
]
。

　
現
在
、
内

モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
と
モ
ン
ゴ
ル
国
と
の
貿
易
は
さ
か
ん
で
、
人
的
移
動
も
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
九
九
三
年
九
月
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に

「
世
界
モ
ン
ゴ
ル
民
族
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
当
時
の
モ
ン
ゴ
ル
国
の
首
相
ビ
ャ
ム
バ
ス
レ
ン
の
後
援
で
ウ
ラ
ー
ン
バ
ー
ト
ル
に
て
開
催
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ン

れ
た
が
、
中
国
は
こ
れ
を

「
汎
モ
ン
ゴ
リ
ズ

ム
の
復
活
を
促
す
も
の
だ
」
と
し
て
、
批
判
を
強
め
て
い
た
。
モ
ン
ゴ

ル
国
と
の
交
流
を
中

国
は
自
ら
の
安
全
保
障
政
策

の

一
環
と
し
て
主
導
権
を
に
ぎ

っ
て
推
進
し
よ
う
と

い
う
狙
い
が
み
え
か
く
れ
し
て
い
る

の
に
対
し
、
モ
ン
ゴ

ル
国
も
中
ロ
と

い
う
二
大
国
に
挟
ま
れ
た
小
国
と
し
て
の
戦
略
を
ね

っ
て
い
る

[
ロ
ッ
サ
ビ
　

ニ
○
〇
七
]。
中
国
が
た
ち
あ
げ
た

「上

海
協
力
機
構
」
は
そ
も
そ
も
テ
ユ
ル
ク
系

の
カ
ザ

フ
ス
タ
ン
や
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
な
ど

の
拳
を
か
り
て
自
国
内

の
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

の
ウ
イ
グ
ル
人
の
分
離
独
立
運
動
を
た
た
き
こ
も
う
と
す
る
目
的
を
は
ら
ん
で
い
る
。

モ
ン
ゴ
ル
国
は
、
内
モ
ン
ゴ

ル
に
住
む
モ
ン
ゴ
ル

人
同
胞
た
ち
の
存
在
を
意
識
し
て
、
「
上
海
協
力
機
構
」
に
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
く
わ
わ
り
な
が
ら
距
離
を
お

い
て
い
る
。

モ
ン
ゴ

ル
国
と
の
問
の

「振
り
子
」
た
ち

の
動
向
か
ら
ま
す
ま
す
目
が
は
な
せ
な
く
な

っ
て
い
る
。
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8

「
民
族
分
裂
主
義
者
」
と
さ
れ
た
わ
け

　
中
国

の
文
化
大
革
命
中
に

「民
族
分
裂
主
義
政
党

の
内

モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党

の
ボ
ス
」
に
し
て
、
「
反
党
叛
国
集
団
の
黒
幕
」
に
さ

れ
て

い
た
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
ウ
ラ
ー
ン
フ

(
一
九
〇
六
-

一
九
八
八
)
だ

っ
た
。

一
九
二
五
年

一
〇
月
に
開
か
れ
た
内
モ
ン
ゴ
ル
人

民
革
命
党
の
成
立
大
会
に
も
彼
は
弱
冠

一
九
歳
で
参
加
し
、
直
後
に

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
示
を
受
け
て
モ
ス
ク
ワ
に
留
学
し
て
い
る
。

ソ

連
で
正
統
な
共
産
主
義
思
想
の
教
育
を
受
け
た
の
ち
に

一
九
二
九
年
に
中
華
民
国
に
も
ど
り
、
ひ
き
つ
づ
き
民
族
自
決
の
路
を
模
索
し
な

が
ら
、
共
産
党
の
割
拠
地
延
安
に
入

っ
て
い
っ
た
。
日
本
軍
の
敗
退
と
と
も
に
内
モ
ン
ゴ
ル
中
西
部
に
権
力

の
空
間

が
生
じ
る
と
、
中
国

共
産

党
は
ウ
ラ
ー
ン
フ
を
起
用
し
て
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち

の
独
立
運
動
を
抑
え
こ
ん
だ
。
先
に
述

べ
た
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
臨
時
政
府

と
東

モ
ン
ゴ
ル
人
民
自
治
政
府
は

い
ず
れ
も
共
産
党
の
軍
事
力
に
屈
服
し
、
中
国
領
内
に
留
ま
る
と
の
意
思
表
示
を
迫
ら
れ
た
。
そ
の
先

頭
に
立

っ
て
い
た
の
が
、
帰
国
後
に
中
国
共
産
党
寄
り
の
路
線
を
取

っ
た
ウ
ラ
ー
ン
フ
だ

っ
た
。



　
共
産

党
の

「忠
誠
な
戦
士
」
と
し
て
、
同
じ
モ
ン
ゴ
ル
族
の
仲
間
た
ち
の
独
立
と
自
決
の
運
動
を
力
で
封
じ
こ
ん
で
漢
人
た
ち
に
献
上

し
た
ウ

ラ
ー
ン
フ
で
あ
る
が
、
中
華
人
民
共
和
国
最
初
の

「少
数
民
族

の
自
治
区
」
に
な

っ
た
内
モ
ン
ゴ
ル
の
あ
ら
ゆ
る
権
力
は
当
然
彼

の

一
身

に
集
め
ら
れ
た
。
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
政
府
主
席
と
党
書
記
、
内

モ
ン
ゴ
ル
軍
区
の
司
令
官
兼
政
治
委
員
と
な

っ
た
ウ
ラ
ー
ン
フ

は
、
彼

な
り
に
モ
ン
ゴ
ル
人
の
自
治
権
を
絶
え
ず
毛
沢
東
と
共
産
党
中
央
に
対
し
て
求
め

つ
づ
け
た
。

一
九
六
二
年
に
中
央
政
府
が
内

モ

ン
ゴ
ル

の
草
原
を
開
墾
し
て
農
耕
化
を
す
す
め
よ
う
と
し
た
時
に
、
ウ
ラ
ー
ン
フ
は
反
対
し
、
政
府
が
目
ろ
む
大
量
の
漢
人
移
民
も
中
断

し
た

[趙
　

一
九
九
〇
]。
更
に
、
毛
沢
東
が
最
も
重
視
す
る

「階
級
闘
争
」
と

い
う
政
治
運
動

の
推
進
に
つ
い
て
も

、
ウ
ラ
ー
ン
フ
は

消
極
的
だ

っ
た

[塔
　
二
〇
〇

一
]。
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
ウ
ラ
ー
ン
フ
は
ま
た

「偽
満
洲
国
」
時
代
に
日
本
に
仕
え
、

の
ち
に
東

モ

ン
ゴ
ル
人
民
自
治
政
府
を
建
設
し
た

「
日
本
刀
を
ぶ
ら
下
げ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
」
た
ち
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
温
存
し
、
自
ら

の
陣
営
に
迎
え
入

れ
て
い
た
の
も
、
反
日
を
国
是
と
す
る
中
国
共
産
党
に
は
受
け
入
れ
が
た

い
政
治
的
な
態
度
だ

っ
た
。

　
国
際
情
勢

の
変
化
も
中
国
の
少
数
民
族
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。

一
九
六
〇
年
代
に
中
ソ
対
立
が
激
し
さ
を

増
す
に
つ
れ
、
中

国
は
本
気
で

「
ソ
連
と
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
修
正
主
義
軍
」
が
侵
攻
し
て
く
る
、
と
信
じ
て
い
た
。
対
日
協
力
の
歴
史
と
、
モ
ン
ゴ

ル
人
民
共
和
国
と

の
統

一
を
切
望
し
て

い
た

モ
ン
ゴ

ル
人
た
ち
が
、

い
ざ
、
「
修
正
主
義

の
軍
隊
」
が
攻
め
て
き
た
ら
ど
ち
ら
に
忠
誠
を

尽
く
す
か
不
安
だ

つ
た
。
事
前
の
大
粛
清

こ
そ
が
国
家
の
安
全
保
障
に
繋
が
る
と
判
断
し
た
中
国
政
府
は
つ
い
に
、
モ

ン
ゴ
ル
人
大
量
虐

殺
を
断
行
し
た
。
先
に
触
れ
た

「内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
を
え
ぐ
り
出
し
て
粛
清
す
る
運
動
」
で
あ
る

[楊
　
二
〇
〇
八
、
二
〇
〇
九

a
b
]
。

モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
に

「
祖
国
を
裏
切

っ
た
」
罪
を
擦
り
付
け
る
に
は
、
「民
族
自
治

の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
る
ウ

ラ
ー
ン
フ
か
ら
メ

ス
を
入

れ
る
必
要
が
あ
る
。
最
も
中
国
に
「忠
誠
な
態
度
」
を
取

っ
た
ウ
ラ
ー
ン
フ
が
倒
れ
れ
ば
、
「日
本
刀
を
ぶ
ら
下
げ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
」

と
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
と
の
統

一
を
目
指
し
た
人
た
ち
に
逃
げ
ら
れ
る
余
地
も
完
全
に
な
く
な
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
内

モ
ン
ゴ

ル
の
場
合
だ
と
、
「民
族
分
裂
主
義
者
」
は

「西
方
列
強
」
の

一
員
で
あ
る
日
本
に
協
力
し
た
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
と
、

民
族
の
自
決
を
獲

得
し
よ
う
と
し
て
戦

っ
た
人
々
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
費
孝
通
流

の
言
説
に
併
せ
て
分
析
す
る
な
ら
ば
、
「
兄
貴
た

る
漢
族
と
苦
楽
を
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共
に
し
て
西
方
列
強
に
抵
抗
」
し
な
か

っ
た
た
め
に
、
「民
族
分
裂
主
義
者
」
に
断
罪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

9

「多
民
族

の
大
家
庭
」
の
実
体
が
示
す
真
実

　
「
中
国
共
産
党
の
忠
誠
な
戦
士
」
か
ら

「民
族
分
裂
主
義
者

の
ボ
ス
」
に
転
落
し
た
ウ
ラ
ー
ン
フ
は
、
文
化
大
革
命
の
終
結
後
に
復
活

し
た
も
の
の
、
故
郷
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
に
も
ど
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
か

っ
た
。
彼
に
は
何
ら
実
権
の
な

い

「中
央
統

一
戦
線
部

長
」

の
ポ
ス
ト
が
与
え
ら
れ
た
。
中
国
の
対
少
数
民
族
政
策
に
精
通
し
て
い
る
と
の
こ
と
か
ら
、
彼
は

一
九
七
九
年

四
月
に
中
国
全
国
の

「
辺
境
防
衛
工
作
会
議
」
を
主
催
し
た
。
主
と
し
て
中
国
と

ソ
連
、

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
と

の
国
境
紛
争
と
日
ご
と
に
増
加
す
る
越
境

者
の
阻
止
を
議
題
と
し
た
会
議
で
あ

っ
た

[王
樹
盛
　
二
〇
〇
七
]。
全
国
会
議
が
始
ま
る
前
に
、
内

モ
ン
ゴ
ル
自
治
区

で
は

一
九
七
七

年
四
月
に

「自
治
区
辺
境
防
衛
会
議
」
が
開
催
さ
れ
た
。
私
自
身
が
収
集
し
た
二
冊
の

「
辺
境
防
衛
会
議
文
件
集
」
と
い
う
未
公
開
の
政

府
公
文
書
集
に
は
、
内

モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
か
ら

「
民
族
分
裂
主
義
者
」
と

「
叛
国
集
団
」
が
絶
え
ず

「逃
亡
」
し
て
い
た
事
件
が
詳
し
く

列
挙

さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
の
数
字
は
公
表
さ
れ
て
い
な

い
。

　
例
え
ば
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
を
軍
事
管
理
下
に
お
き
、
そ
の
実
権
を
握

っ
て
い
た
北
京
軍
区
副
司
令
官
の
劉
海
清
が

一
九
七
七
年
四

月

一
四
日
に
お
こ
な

っ
た
秘
密
報
告
に
よ
る
と
、

一
九
七

一
年
か
ら

一
九
七
七
年
ま
で
の
間
に
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自

治
区
の

「あ
る
地
域
」

で
は
実
に
三

一
四
人
が

「敵
側
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
に
逃
亡
し
た
」
、
と
認
め
て
い
る

[劉
　

一
九
七
七
]。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対

し
て
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
高
官
孟
碕
は
、
「内
モ
ン
ゴ
ル
の

一
六
〇
〇
キ
ロ
も
あ
る
国
境
線
沿

い
の
二
六
〇
箇
所
に
武
装
チ

ェ
ッ
ク

ポ
イ

ン
ト
を
設
置
し
、
二
〇
〇

の
武
装
治
安
委
員
会
を

つ
く

っ
て
辺
境
防
衛
を
強
化
し
た
」
、
と
の
防
御
措
置
が
取

ら
れ
た
と
述
べ
て
い

る

[孟
　

一
九
七
七
]。
中
国
政
府
の
公
文
書
は
、
「中
国
の
優
秀
な
少
数
民
族
自
治
区
」
か
ら
多
数
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が

「叛
国
」
し

て
い
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
司
馬
遼
太
郎
が
描
く

ツ
ェ
ベ
ク
マ
や
、
私
が
モ
ン
ゴ
ル
国
の
草
原

で
出
会

っ
た
サ
イ
シ
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ン
ガ
の
よ
う
な
大
勢
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
を
背
負

っ
て

「幸
せ
な
大
家
庭
」
を
去

っ
て
、
彼
ら
が
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
と

信
じ
る
土
地
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　
統

一
戦
線
部
長

の
ウ
ラ
ー
ン
フ
は

一
九
七
九
年
四
月
に
演
説
し
た
。
中
国
の
辺
境
防
衛
は
国
境
地
帯
に
住
む
少
数

民
族
の
動
向
に
か

か

っ
て

い
る
。
国
境
を
守
る
た
め
に
は
、
「各
民
族
間
の
平
等
」
と

「大
漢
族
主
義
に
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
、
と
彼
の
持
論
を
展

開
し
た

[王
樹
盛
　
二
〇
〇
七
]
。
し
か
し
、
「各
民
族
間

の
平
等
」
よ
り
も

「漢
族
を
中
心
と
し
た
諸
民
族
の
団
結
」
を
よ
り
重
視
す
る

郡
小
平

ら
共
産
党
指
導
者
た
ち
の
脳
裏

に
は
そ
も
そ
も

「
反
大
漢
族
主
義
」
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か

っ
た
。
郡
小
平
の
不
興
を
買

っ

た
ウ
ラ
ー
ン
フ
は
そ
の
後
、
少
数
民
族
政
策
に
関
わ
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
内

モ
ン
ゴ
ル
自

治
区
で
は
誰
も
が

知

っ
て

い
る
事
実
で
あ
る

[阿
拉
騰
徳
力
海
　

一
九
九
九
]。

　
費
孝

通
の

「中
華
民
族
多
元

一
体
構
造
」
も

「漢
族
が
核
心
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

[費
　
二
〇
〇
八
]
。
「核
心
た
る
漢
族

を
囲
ん

で
団
結
せ
よ
」
、
と

の
政
策
は
当
然
、
漢
族
の
利
益
を
優
先
し
て
い
る
。
平
等
を
求
め
る
諸
民
族
の
主
張
が
漢
族

の
利
益
と
抵
触

す
る
と

た
ち
ま
ち

「
民
族
分
裂
主
義
者
」
だ
と
批
判
さ
れ
て
し
ま
う
。
内

モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
指
導
者
だ

っ
た
こ
ろ

の
ウ
ラ
ー
ン
フ
も
中

国
領
内

に
留
ま

っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
の
限
ら
れ
た
権
益
、
す
な
わ
ち
草
原
の
生
態
保
護
と
伝
統
的
な
牧
畜
業
を
守

ろ
う
と
し
て
農
耕
化

推
進
政
策
に
慎
重
だ

っ
た
だ
け
で
、
「
反
党
叛
国
集
団
の
ボ
ス
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
圧
倒
的
な
多
数
派
を
占

め
る
漢
族
側
が
民

族
間

の
平
等
に
無
関
心

で
、
「多
民
族
か
ら
な
る
大
家
庭
」
内
に
は
漢
族
を
頂
点
と
し
た
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
型
の
支
配
体
制

が
構
築
さ
れ
て
い

る
真
実

を
物
語

っ
て
い
る
。

　
総
じ

て
い
え
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
族
は
近
代
に
入

っ
て
か
ら

一
度
も
漢
族
と

「共
同
で
苦
楽
を
共
に
し
て
西
方
列
強
に
抵
抗
し
た
」
歴
史
的

事
実
な
ど
存
在
は
し
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
中
国
と
は
ま

っ
た
く
別
の
国
民
国
家
、

つ
ま
り
モ
ン
ゴ
ル
人
の
み
か

ら
な
る
国
家
の
建

立
を
目
指
し
て
闘
争
し
て
い
た
の
が
、
歴
史
的
な
事
実
で
あ
る

[楊
　
二
〇
〇
八
]
。
最
終
的
に
は

「自
然
発
生
的
に
」
で
は
な
く
、
強

制
的
に

「多
民
族
の
大
家
庭
」
に
組
み
こ
ま
れ
た
後
も
、
「核
心
」
た
る
漢
族

の
支
配
下
で
大
量
虐
殺
の
対
象
と
さ
れ

る
な
ど
、
平
等
な
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自
治
権
が
下
賜
さ
れ
て
い
な

い
現
実
を
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち

の
生
き
方
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
「中
華
民
族
多
元

一
体
構
造
」
は
、
そ
の

根
拠
と
さ
れ
て
い
る

「歴
史
的
事
実
」
が
存
在
せ
ず
、
今
日
の
漢
族
が

一
方
的
に
構
築
し
た
空
想
で
あ
る
以
上
、
所

詮
は
政
策
論

の
域
を

出
る
も

の
で
は
な

い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

備

考

"
本

論

文

の

一
部

内

容

が
、

『
民
博

通

信
』

第

一
二
六

号

に
掲

載

さ

れ
た

「
『
モ

ン
ゴ

ル
人

の
心

は
北

京

と
毛

沢
東

に
向

い
て
き

た

』

の
か
」

と

重
な

っ
て

い
る
こ
と

を
断

っ
て
お
き

た

い
。
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