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は
じ
め
に

　
土
族

(ト
ゥ
ー
族
)
は
中
国
青
海
省
に
農
耕
を
主
生
業
と
し
、

定

住
生
活
を
営

む
小

数
民
族

で
、
国

際
的

に
は

モ

ン
グ
オ

ル

竃
o
コ
αq
=
o
「
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

モ
ン
グ

ル
ζ
8
ひqひqゴ
巳
あ

る

い
は

ツ
ィ
ガ
ー

ン

(臼
)
・モ
ン
グ
ル
と

い
う
自
称
が
示
す
と
お

り
、
系
統
的
に
は
モ
ン
ゴ
ル
系

の
民
族
で
あ
る
。
彼
ら
の
土
族
語

は

一
般
に

モ
ン
ゴ

ル
語
と

い
わ
れ
る
内
蒙
古

の
代
表
的
な
チ

ャ
ハ

ル
語
や
オ

ル
ド
ス
語
な
ど
と
は
か
な
り
隔
た
り
、
こ
れ
ら
と
の
意

志
の
疎
通
は
困
難
で
あ
る
が
、
比
較
言
語
学
に
よ
り
疑
問
の
余
地

の
な

い
モ

ン
ゴ

ル
語
系
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て

い
る

(注

1
)。
そ
の
ほ
か

一
部
に
残
る
酪
農
技
術
や
馬
・
ラ
バ
を
食
べ
ぬ
習

慣
、
さ
ら
に
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
信
仰
、
東
ア
ジ
ア
遊
牧
民
の
間
に
伝

わ
る
ゲ
ゼ
ル
物
語
の
伝
承
な
ど
、
彼
ら
が
か
つ
て
は
遊
牧
生
活
を

行
な

っ
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
系
民
族
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
痕

跡
は
少
な
く
な

い
。

　
し
か
し
彼
ら
を
日
常

の
生
活
か
ら
判
断
す
る
な
ら
現
在
は
農
民

と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
そ
れ
も
漢
族
農
民
と
極
め
て
近
い
の

で
あ
る
。
農
耕
、
村
落
形
態
、
四
合
院
を
基
本
と
す
る
住
居
な
ど

青
海
に
居
住
す
る
漢
人
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
要
素
を
持

つ
も

の
が
多

い
。
歴
史
的
に
明
代
に

「西
寧
土
人
」
と
し
て

『洪
武
実

録
』
に
現
わ
れ
て
以
来
、
中
国
王
朝
と
は
深

い
関
係
に
あ

っ
た
ほ

か
、
現
在
も
漢
族
と
の
距
離
は
近
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
土

族
は
民
族
集
団
と
し
て
存
続
し
、
特
に
言
葉
と
民
族
衣
装
に
お

い

て
は
漢
族
と
は
異
な
る
独
自
の
も

の
を
保
有
し
て
き
た

(注
2
)
。

著
者
は
近
年
、
少
数
民
族
に
お
け
る
言
語
保
持
の
状
況
と
そ
の
要

因
に
つ
い
て
土
族
を
対
象
に
青
海
省
で
調
査
を
行

っ
て
き
た
が
、

こ
こ
で
は
同
様
の
観
点
か
ら
民
族
衣
装
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

に
し
た

(注
3
)
。

土
族

　
土
族

の
人
口
は

一
九
八
〇
年
代
半
ば
で
約
16
万
人
あ
り
、
そ

の

う
ち
約
14
万
人
余
り
が
青
海
に
居
住
す
る
。
青
海
で
は
土
族
は
互
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助
土
族
自
治
県
、
民
和
回
族
土
族
自
治
県
、
大
通
回
族
土
族
自
治

県
の
3
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
県
に
お
け
る
土
族

人
口
と
県
人
口
全
体

に
し
め
る
土
族
の
割
A口
は
順
に
、
約
5
万
1

千
人

(15
%
)
、
3
万
2
千
人

(10
%
)、

3
万
人

(12
%
)
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
自
治
県
と
は
い
え
、
土
族
は
漢
族
に
比
べ
て
少
数

で
あ
る
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
数
値
は
平

均
値
で
あ

っ
て
、
県
を
構
成
す
る
郷
、
さ
ら
に
そ
れ
を
構
成
す
る

村
単
位
で
は
土
族
が
多
数
派
を
占
め
る
と
こ
ろ
も
存
在
す
る
。

つ

ま
り
あ
る
程
度
の
住
み
分
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
著
者
が
調
査
し
た
互
助
県
は
唯

一
の
土
族
自
治
県
で
、
青
海
省

の
首
都
西
寧
市
ま

で
わ
ず
か
30
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
。
祁
連
山

南
麓
に
位
置
し
平
均
海
抜
2
7
0
0
メ
ー
ト
ル
で
大
陸
性
気
候

の

た
め
、
冬
期
の
寒
さ
は
厳
し
い
が
、
夏

の
温
暖
な
気
候
を
利
用
し

山
間
河
川

の
低
地
で
の

ハ
ダ
カ
ム
ギ
、
小
麦
な
ど
の
栽
培
を
中
心

と
す
る
農
耕
を
営
ん
で
い
る
。
県
人
口
に
し
め
る
漢
族
の
割
合
は

多
い
が
、
絶
対
人

口
、
土
族
人
口
の
割
合
、
土
族
村

の
多
さ
か
ら

い
っ
て
互
助
県
は
土
族

の
中
心
地
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
の
ほ
か
、

言
語
の
保
存
度
、
民
族
文
化
政
策
に
お
い
て
も
そ
う
よ
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
条
件
が
揃

っ
て
い
る
。
以
下
、

こ
の
互
助
県
を
中
心
に
土

族
の
特
徴
を
も

っ
と
も
よ
く
表
わ
し
て
き
た
女
性

の
衣
装
に
つ
い

て
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。

伝
統
的
民
族
衣
装

　
ま
ず
現
状
と
比
較
す
る
必
要
か
ら
、
文
献
の
語
る
社
会
主
義
革

命
以
前

の
伝
統
的
装
身
法
に
つ
い
て
概
観
す
る

(注
4
)。
年
齢

・

地
域

・
財
力
に
よ
り
異
な

っ
て
い
た
が
、
互
助
県
、
大
通
県
で
の

代
表
的
な
女
性

の
衣
装
は
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
最
も
基
本

的
な
も
の
は
た
て
襟

つ
き

の
長
衣
ス
ン
ベ
ー
ル
(長
抱
)
で
、
前

の

大
き
な
袷

(あ
わ
せ
V
の
部
分
は
右
脇
下
ま
で
あ
る
が
、
上
部
は

襟
元
の
ボ
タ

ン

(紐
子
)
で
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
膝
近
く
ま

で
と
ど
く
両
袖
筒
に
は
赤
、
黄
、
緑
N
紫
、
藍
の
幅
広

い
布
が
巻

く
よ
う

に
縫

い
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
こ
れ
ち
は
重
ね
着

し
た
着
物
の
袖
口
が
ず
れ
た
よ
う
に
取
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
ら
し

い
(注
5
)。
長
衣
の
上
に
は
腰
ま
で
の
丈

で
赤
、
紫
あ
る

い
は
青

の
無
地
の
袖
な
し
短
衣
グ
ア
ツ
ィ
を
着
る
。
さ
ら
に
古
い
時
代
に

は
ダ
ブ
と

い
う
、
向
か

い
襟
、
膝
ま
で
の
長
さ
の
袖
な
し
ジ
ャ
ケ

ッ
ト
が
用

い
ら
れ
た
が
、
こ
の
前
の
裾
に
は
錫
箔
を
巻
き
、
黄
房

飾
を

つ
け
た
小
さ
い
紙

の
筒
が
無
数
に
つ
る
さ
れ
て
い
た
。
帯
プ

セ
ー
は
広
く
長
い
布
で
、
幾
重
に
も
腰
に
巻
き

つ
け
る
。
帯

の
両

端
に
は
刺
繍

の
施
さ
れ
た
幅
20
セ
ン
チ
ほ
ど
の
飾
り
布
が
2
、
3

枚
取
り

つ
け
ら
れ
、
そ
の
部
分
を
前
後
、
あ
る
い
は

一
方
に
垂
ら

す
。
ま
た
帯
に
は
銅
銭

の
束
や
香
袋
、
針
鞘
な
ど
が

つ
る
さ
れ
た
。
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筒

の
広
い
ズ
ボ
ン
に
は
膝
下
部
分
に
取
り
は
ず
し
可
能
の
飾
り
布

が
縫
い
つ
け
ら
れ
、
こ
の
色
が
既
婚
、
未
婚
の
標
識
で
あ

っ
た
。

　
土
族
の
女
性
に
と

っ
て
刺
繍

の
腕
は
昔
か
ら
は
最
も
重
要
な
器

量
と
さ
れ
た
。
帯

の
他
、
襟
、
靴
、
短
衣
、
長
衣

の
袷
の
部
分
な

ど
に
、
花
、
蝶
、
鳥
や
長
寿
、
幸
福
を
示
す
図
案
模
様
が
鮮
や
か

な
糸
で
施
さ
れ
た
。
女
性
が
集
ま
る
と
互

い
に
帯

の
刺
繍

の
品
評

を
始
め
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
今
も
変
わ
ら
な

い
。

こ

の
よ
う
に
衣
装
を
華
麗
な
装
飾
で
飾
り
立
て
る
の
は
成
年
既
婚
女

性

の
特
権

で
あ

っ
た
。
未
成
年
の
も
の
は
簡
素
で
、
40
歳
を
過
ぎ

た
女
性

の
衣
装
も
華
や
か
な
色
は
抑
さ
え
ら
れ
、
刺
繍
も
外
さ
れ

た
。

　
か
つ
て
既
婚
女
性

に
と

っ
て
衣
服
以
上
に
重
要
で
あ

っ
た
の
は

頭
飾
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
は
地
域
に
よ
り
9
種
も
あ

っ
た
と

い
わ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
材
質
、
形
状
や
髪
型
に
お
い
て
異
な

っ
て

い
た
が
、

い
ず
れ
も
付
属

の
装
飾
を

い
れ
る
と
極
度
に
大
き
く
複

雑
で
非
活
動
的
な
も

の
と
な

っ
て
い
た
。
中
で
も
シ
ゲ

・
ニ
ウ
ダ

ル
と
よ
ば
れ
て
い
た
も
の
は
巨
大
で
3
キ

ロ
ほ
ど
も
あ

っ
た
と
い

う
。
こ
れ
は
頭
上
に
上
向
き
に

つ
け
ら
れ
た
箕
形
の
台
が
あ
り
、

赤

い
房
で
縁
飾
が
施
さ
れ
、
左
右
の
両
面
に
は
胸
元
に
ま
で
至
る

房
飾
が
つ
る
さ
れ
る
。
冠

の
前
面
に
は
ガ
ラ
ス
や
陶
器
の
飾
り
や

珊
瑚

・
貝
を
連
ね
た
紐
飾
り
が
あ
り
、
後
部
に
は
八
枚
の
銅
版
が

扇
状
に
取
り
つ
け
ら
れ
、
こ
の
中
央
の
盾
と
槍
を
か
た
ど

っ
た
か

ん
ざ
し
か
ら
房
飾
が

つ
る
さ
れ
た
。
未
婚

の
女
性
は
紅
紐
で
後
頭

中
央
に
大
き
な
弁
髪
を
結

い
、
両
讐
か
ら
の
二

つ
の
弁
髪
と
先

の

ほ
う
で
ひ
と

つ
に
ま
と
め
た
。
こ
の
他
、
首
飾
り
と
し
て
、
布
製

の
円
環
に
28
枚
も
の
貝
殻
を
張
り

つ
け
た
も
の
や
、
大
き
な
房
付

き

の
銀
製
耳
飾
り
な
ど
も
重
要
な
装
飾
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
女
性
の
民
族
衣
装
は
重
く
窮
屈
そ
う
で
機
能
的
と

は

い
え
な
か

っ
た
が
、
本
人
た
ち
に
と

っ
て
特
に
苦
に
な
る
も

の

で
は
あ

っ
た
と
は
い
い
き
れ
な

い
。

一
九

一
〇
年
代
10
年
以
上
土

族

の
も
と

で
調
査
を
行
な

っ
た
シ

ュ
ラ
ム
ω
ゴ
轟
§

は
祭
な
ど
で

女
性
た
ち
が
い
か
に
も
誇
ら
し
げ
に
着
物
を
ま
と

い
歩
き
回

っ
て

い
た
様
子
を
描

い
て
い
る
(注
6
)。
絹
布
や
帯
を
な
び
か
せ
、
腰

に
つ
る
し
た
銅
銭
の
音
を
響
か
せ
な
が
ら
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ

て
歩
く
様
は
、
あ
た
か
も
幸
福
と
美
の
頂
点
に
あ
る
か
の
よ
う
で

あ

っ
た
と

い
う
。
次
に
述

べ
る
よ
う
に
衣
装
自
体
は
現
在
幾
分
変

わ

っ
て
は

い
る
が
、
町
や
祭
で
見
か
け
る
女
性
た
ち
の
民
族
衣
装

に
対
す
る
誇
り
は
衰
え
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

現
在
の
民
族
衣
装

　
現
在
成
人
女
性
の
民
族
衣
装
は
、
か
つ
て
の
多
様
性
に
比
し
て

均

一
化
と
簡
素
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う

で
あ
る
。
筆
者
が
訪
れ
た
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1　 互助 県威遠鎮古城村　婦人の晴れ着

互
助
県
の
い
く

つ
か
の
郷
で
は
、
女
性

の
長
衣
は
す

べ
て
鮮
や
か

な
五
色

の
袖
を
特
徴
と
し
て
残
し
て
い
た
。
さ
ら
に
両
肩
に
は
胸

か
ら
背
中
に
か
け
て
幅
十
セ
ン
チ
ほ
ど

の
黄
色
の
布
片
が
縫

い
付

け
ら
れ
、
紺
、
黒
な
ど
暗

い
地
布
と
の
鮮
や
か
な
対
象
を
な
し
て

い
る
。
そ
の
上
に
袖
な
し

の
短
衣
を
着
な

い
場
合
は
、
立
て
襟
を

背
広

の
襟
の
よ
う
に
折
返
し
青
い
裏
地
を
表
に
だ
す
。
刺
繍
を
施

し
た
帯
端
は
上
で
述
べ
た
よ
う
に
垂
ら
す
場
合
も
あ
る
が
、
互
助

の
首
府
威
遠
鎮
付
近
で
は

一
方

の
帯
の
装
飾
部
を
ま
わ
し
の
よ
う

に
前
身
に
巻
き

つ
け
る
こ
と
も
多

い
。

　
日
常
使
わ
れ
る
長
衣
は
、
色
褪

せ
た
晴
れ
着
や
装
飾
部
を
抑
え

た
も

の
だ
が
、

一
般

に
袖

の
五
色
は
保
持
し
て
い
る
。
ま
た
長
衣

を
着
な

い
で
、
市
販
さ
れ
て
い
る
長
袖
シ
ャ
ツ
の
上
に
袖
な
し
短

衣
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
珍
し
く
な

い
。
長
衣
、
短
衣
と
も
市
販

の
シ
ャ
ツ
の
上
に
着
る
こ
と
が

一
般
化
し
て
い
る
た
め
か
襟
を
付

け
ず
、
シ
ャ
ツ
の
襟
を
出
す
こ
と
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ

の
場
合
も
帯
は
用
い
ら
れ
る
が
、
刺
繍

の
な
い
暗
色
系
の
も
の
で

あ
る
。
文
献
に
は
か

つ
て
長
衣
の
下
に
赤
い
襞
付

ス
カ
ー
ト

(裾

裾
)
や
、
ゆ

っ
た
り
し
た
ズ
ボ
ン
も
用
い
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
現

在
で
は
も

っ
ぱ
ら
市
販
の
細
い
脚
筒

の
ズ
ボ
ン
に
置
き
か
わ

っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
ズ
ボ
ン
と
短
衣

の
組
み
合
わ
せ
は
日
常
作
業

に
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
短
衣
の
袷
部
分
に
刺
繍
の
縁
取
り
や
図
案
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2　 互助県東溝郷大庄村　孫 を背 おう老女3　 民和県三川地方の伝統的衣装

模
様
を
施
し
子
供
や
青
年
男
子
の
晴
れ
着
と
し
て
用
い
て
い
る
。

　
頭
飾

の
変
化
は
著
し

い
。
か
つ
て
地
方
ご
と
に
異
な

っ
て
い
た

荘
重
な
も
の
は
見
ら
れ
な

い
。
現
在
の
文
献
は
総
じ
て

一
九
三
八

年
以
降
、
青
海
を
支
配
し
て
い
た
軍
閥
に
よ
り
強
制
的
に
廃
止
さ

れ
た
と
し
て
い
る
(注
7
)。
し
か
し
新
政
権
も
非
実
用
的
か
つ
封

建
社
会

の
遺
習
と
み
な
し
、

こ
れ
ら
の
復
活
を
奨
励
し
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。

　
現
在
互
助
県

の
成
人
既
婚
女
性
は
周
囲
の
つ
ば
が
均

一
に
反
り

上
が

っ
た
大
き
な
フ
ェ
ル
ト
帽
を
か
ぶ
る
。

つ
ば

の
外
側
、

つ
ま

り
見
え
る
部
分
に
は
地
方
ご
と
に
独
特

の
金
色
綿
や
刺
繍
の
緑
取

り
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ア
ル
花
爾
と
い
わ
れ
る
歌
会

で
は
つ
ば

の
平
ら
な
フ

ェ
ル
ト
帽

(礼
帽
)
を
造
花
で
飾

っ
た
も
の
も
見
ら

れ
る
。
頭
髪
は
後
ろ
で

一
つ
に
束
ね
た
り
、
三

つ
の
弁
髪
の
二
つ

を
肩
か
ら
前
に
垂
ら
し
た
り
、
後
で
真
ん
中
の

一
つ
と
合
わ
せ
る

な
ど
様

々
で
あ
る
が
、
村
ご
と
に

一
定

の
傾
向
は
あ
る
よ
う
で
あ

る
。

い
ず
れ

の
場
合
も
老
女
を
除
き
、
弁
髪
は
ビ
ー
ズ
、
珊
瑚
、

貝
な
ど
を
連
ね
た
紐
で
飾
る
。
し
か
し
、
未
婚
女
性
は
帽
子
は
か

ぶ
ら
ず
、
黄
色
、
赤
な
ど

の
頭
巾
や
ス
カ
ー

フ
で
髪
を
覆
う
程
度

で
あ
る
。
身
を
最
高
に
飾
り
た
て
る
の
は
成
人
女
性
で
あ
る
と
い

う
点

に
お

い
て
、
現
在
も
過
去
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
民
和
県
南
部
も
三
川
地
方

の
状
況
を
若
干
述

べ
て
お
く
が
、
互

50



助
県
と
は

い
く
ぶ
ん
異
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
か
つ
て
、
紅
、

緑
の
シ
ャ
ツ
に
、
世
代

に
よ
り
異
な
る
色

の
襞
入
り
ス
カ
ー
ト
を

は

い
た
。

そ
の
う
え
に
前
で
と
め
る
長
衣
を
は
お

っ
た
。
こ
れ
ら

も
礼
服
で
は
襟
、
肩
に
刺
繍
を
施
し
、
袖
は
五
色

の
絹
布
を
綴

っ

た
と
あ
る
。
髪
は
弁
髪
に
せ
ず
髪
や
後
頭
部
に
ま
と
め
て
留
め
る
。

そ
の
上
に
珊
瑚
と
房

で
飾

っ
た
枠
を
か
ぶ
る
が
、
こ
れ
は
頭
頂
部

に
金
糸
、
銀
糸
、
真
珠
で
翼
を
広
げ
た
飛
鳳
を
か
た
ど

っ
た
飾
り

を
備
え
て

い
た
。

　
し
か
し
現
在
こ
の
よ
う
な
土
族
の
民
族
衣
装
と

い
わ
れ
る
も

の

は
、
日
常

は
お
ろ
か
晴
れ
着
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
な
く

、
男
女
を
問
わ
ず
漢
族
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

一

九
五
〇
年
代
末
、
階
級
社
会

の
遺
物
と
し
て
民
族
衣
装

一
掃
が
計

ら
れ
、
以
降
復
活
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と

い
わ
れ
る
。
し
か
し
、

纏
足
や
た

て
衿

・
右
袷
の
上
衣

(襖
)
と
ゆ

っ
た
り
し
た
ズ
ボ
ン

だ
け
の
組

み
合
わ
せ
な
ど
、
老
女
に
漢
族
の
伝
統
的
装
身
習
慣
が

残

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
も
民
和

の
装
身
文
化
は
か

な
り
の
漢
化
は
進
ん
で
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

民
族
衣
装
に
対
す
る
人
々
の
意
識
と
使
用
の
現
状

以
上
の
よ
う
に
現
代

の
衣
装
は
伝
統
的
な
も

の
と
は
、
か
な
り

の
変
化
を

と
げ
て
い
る
。
し
か
し
互
助
県

の
土
族
の
場
合
必
ず
し

も
漢
族

へ
の
同
化
と
い
う
方
向

へ
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な

い
。

前
段
で
も
指
摘
し
た
が
、
か
つ
て
地
方
、
年
齢
、
財
力
な
ど
に
よ

り
多
様

で
あ

っ
た
土
族
の
衣
装

の
変
化
に
お
い
て
、
二
つ
の
傾
向

が
指
摘

で
き
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
均

一
化
で
あ
る
。
か
つ
て
は
多

く
の
種
類
が
あ

っ
た
と

い
う
民
族
衣
装
は
少
数
の
タ
イ
プ
に
収
敏

し

つ
つ
あ
る
ら
し
い
。
装
飾

の
色
や
柄
、
着
付
け
な
ど
で
地
域
が

特
定
で
き
る
と
い
う
が
、
全
体
と
し
て
は
、
以
下
に
あ
げ
る
土
族

の
民
族
衣
装
の
特
徴
と

い
う

べ
き
条
件

の
範
囲
内
に
お
さ
ま

っ
て

い
る
。

　
第
二
の
傾
向
は
衣
装
の
構
成
の
単
純
化

・
明
晰
化

で
あ
る
。
こ

れ
は
衣
装
自
体
が
単
純
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

複
雑
、
場
A
口
に
よ

っ
て
は
煩
雑
で
も
あ

っ
た
衣
装
構
成
か
ら

「土

族
的
」
と
も

い
え
る

い
く

つ
か
の
特
徴
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
を
強

調
す
る
傾
向
で
あ
る
と
も

い
え
る
。

　
こ
の
結
果
、
現
在
土
族
の
女
性
の
衣
装
の
特
徴
と
み
な
さ
れ
る

も

の
は
、
そ
の
装
飾
、
特
に
帯
に
施
さ
れ
る
手

の
こ
ん
だ
刺
繍
と

図
案

の
豊
富
さ
、
袖
筒
が
多
色
の
布
に
よ

っ
て
飾
ら
れ
た
長
衣
、

緑

の
反
り
上
が

っ
た

フ
ェ
ル
ト
帽
な
ど
に
し
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
刺
繍
と
五
色
の
使
用
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
土
族
紹

介

の
文
献
に
お
い
て
必
ず
強
調
さ
れ
る
他
、
こ
れ
ら
の
由
縁
を
語

る
伝
説
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
推
察
で
き

る
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5

互
助
県
威
遠
鎮
　
県
政
府
の
あ
る
町

へ
や

っ
て
き
た
婦

人

4　 民和県三川地方納頓祭 りに集 まった

　 老女　衣装は漢族 とかわ らない

(注
8
)。
土
族
に
と

っ
て
刺
繍

の
持

つ
重
要
性
は
、
世

界
で
唯

一

と

い
う
特
殊
な
刺
繍
技
法
、
「盤
繍
」
が
特
徴
と
し
て
常

に
強
調
さ

れ
る
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る

(注
9
)
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
多
少

の
バ
リ
ア
ン
ト
は
温
存

し
な
が
ら

も
大
勢
と
し
て
は
、
土
族
性
と

い
わ
れ
る
も

の
が
抽
出

さ
れ
、
そ

れ
を
中
心
に
意
識
的
に
土
族
の
民
族
衣
装
の
再
編

へ
と
向
か

っ
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
特
に
漢
族
と

の
対
比
に
お
い
て
顕

著

で
、
漢
族
と
の
混
住
地
域
で
は
民
族
の
表
象
性
と

い
う
点

で
は

十
分
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
調
査
で
は

い
く

つ
か
の
村
で
土
族

や
漢
族
に
土
族
の

一
番

の
特
徴
と
い
う
も
の
を
尋
ね
た

が
、
最
も

多
く
あ
げ
ら
れ
た
の
が
言
語
と
民
族
衣
装
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
民

族
衣
装
を
ほ
と
ん
ど
用
い
な

い
村
に
お

い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。

　

使
用
に
関
し
て
い
え
ば
、
現
在
、
互
助
県
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
な
民
族
衣
装
は
各
地
の
廟
祭
な
ど
宗
教
行
事
や
歌
会

で
あ
る
花

爾

、
家
族

の
祝

い
な
ど
に
用

い
ら
れ
る
が
、
日
常

に
お

い
て
も
女

性

の
問
で
は
ま
だ
か
な
り
の
人
が
着
用
し
て
い
る
。
特

に
農
村
部

で
は
既
婚
女
性
以
上

の
使
用
度
が
高

い
。
彼
ら
と
漢
族
社
会
と
の

密

接
な
関
係
、
そ
し
て
百
万
都
市
で
あ
る
西
寧
と
の
隣
接
性
を
考

慮

し
た
際
、

一
見
意
外
に
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ど
の
地
域
に
お

い
て
も

一
様
に
保
存
さ
れ

て
い
る
わ

け

で
は
な

い
。
互
助
県
の
西
に
隣
接
す
る
大
通
県
で
は

日
常
は
お
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6　 互助県東溝郷姚 馬村　畑へむか う婦人

う
か
花
爾
の
お
い
て
も
民
族
衣
装
を
見
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。

互
助
県
に
お

い
て
も
村
の
ほ
と
ん
ど
の
女
性
が
野
良
作
業
に
お
い

て
さ
え
使
用
し
て
い
る
地
域
も
あ
れ
ば
、
中
に
は
日
常

の
使
用
か

ら
ほ
と
ん
ど
消
え
去

っ
た
地
域
も
あ
る
。
や
は
り
最
近
の
傾
向
と

し
て
は
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
使
用
は
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
事

実
ら
し
い
。
こ
と
に
威
遠
鎮
な
ど
町
で
は
、
周
辺
の
村
落
か
ら
訪

れ
る
女
性
以
外
に
民
族
衣
装
を
見
る
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
、
町

か
ら
わ
ず
か
3
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
姚
馬
村
で
は
既
婚
女
性
の

ほ
と
ん
ど
は
民
族
衣
装
を
使
用
し
て
い
る
。
保
存
度
を
左
右
す
る

要
因
を
探
ろ
う
と
し
た
が
、
必
ず
し
も
土
族
村
と
町

(漢
族
社
会
)

と
の
距
離
、
村
人
口
に
し
め
る
土
族

・
漢
族
の
割
合
だ
け
が
決
定

し
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
前
段
で
は
漢
族
社
会
と
の
隣
接
に
も
関
わ
ら
ず
土
族
に
お

い
て

は
全
体
と
し
て
民
族
衣
装
が
極
め
て
よ
く
保
存

・
使
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
変
化
を
し
な
が
ら
も
、
漢
族

と
の
弁
別
性
の
標
識
と

い
う
点

で
は
十
分
役
立

っ
て
い
る
。
し
か

し

一
方

で
は
、
保
存
の
度
合

い
は
現
実

の
漢
族
と

の
距
離
と
は
必

ず
し
も
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
初
め
の
事
実
に
関
し
て

は
、
漢
族
と
隣
接
し
、
ま
た
生
業

・
居
住
形
態
が
類
似
す
る
た
め
、
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漢
族

へ
の
同
化

・
吸
収
に
対
す
る
危
機
感
が
、
民
族
衣
装
に
そ
の

よ
う
な
機
能
を
強
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、

村

の
土
族

の
人
口
、
財
力
、
民
族
意
識
、
他
の
民
族
伝
統
な
ど
複

合
的
な
要
素
、

い
わ
ば
民
族
度
が
関
与
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
ま
だ
推
測
の
域
を
で
ず
、
民
族
衣
装
の
変
化
、

使
用
の
実
態

の
詳
細
な
調
査
と
な
ら
び
、
民
族
関
係
な
ど
土
族
社

会

の
総
合
的
な
研
究
に
よ
る
実
証
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(国
立
民
族
学
博
物
館
助
教
授
)

(注

1
)
言

語
学
的
に
土
族

の
起

源
に

つ
い
て
論
じ
た
優

れ
た
論

文
に
次

が
あ

る
。

　
李
克
郁

「蒙

古
爾

(土
族
)
和
蒙
古

語
」
『西
北

民
族
研
究
』
第

一
期
　

一
九
八
八

年
(注

2
)

土
族

の
歴
史
、
宗
教
、
習
俗
な

ど
全
般

に
わ
た

る
概
説

に
は
次
が
あ

る
。

　

《土
族
簡
史
》

編
写
組
『
土
族
簡
史
』青
海

人
民
出
版
社
　

一
九

八
二
年
、
郭
環

『土

族
』
民
族
出
版
社
　

一
九
九
二
年

(注
3
)
こ
の
小

論
は
、
青
海
土
族

の
言
語
保
持
に

つ
い
て

の
調
査
を
主

た
る
個
人
的

課
題

と
し
て
加
わ

っ
た
文
部

省
科
学
研
究
費
助
成
調
査

「
ア

ル
タ
イ
・
天
山
地
域
に
お

け
る
遊
牧

の
歴
史
民
族
学
的

研
究
」

(代

表
　
松
原
正
毅
)

の
成
果

の

一
部

で
あ
る
。

調
査

メ

ン
バ
ー
、
青
海
民

族
学
院

民
族
研
究
所

の
頁
晴
儒
所

長
、
李

克
郁
副
所
長
、
秦

永
章

研
究
員

、
互
助
土

族
自
治
県
政
府
民
族
宗
教
委
員
会

お
よ
び
、
多
く

の
土
族

の
友

人

に
は
調
査
や
滞
在

で
さ

ま
ざ
ま
な
便
宜
を
は

か

っ
て

い
た
だ

い
た
。
記
し
て
感
謝
す

る
。(注

4
)
伝
統
衣
装

に
つ
い
て
は
次

の
文
献
を
用

い
た
。

　
郭
環
前

掲
書
　

PP
48
1

51
、
李
存
福

「
七
彩
粉

呈
的

土
族
婦
女
服
飾
」
『中
国

土
族
』

一
九
九

二
年
　
創
刊
号
　

即
68
-
72
、
索
文
清

・李
春
生

「
土
族
婦
女
的
服
装
与
頭
飾

」

『中
央
民
族
学
院
学

報
』
一
九
九
〇
年
4
号
内
表
紙
、
　

ζ
こ

●
Qり
汀

9。
β

↓
7
①
ζ
o
コ
・

σq
β
o
房

o
h
葺
①

囚
四器

ロ
ー
目
9

け鋤
ロ

閃
「o
昌
二
Φ
「.
日
冨
一「
○
ユ
ひq
ぎ
鴇
=
圏ω8
蔓

矯
⇔
旨
伍

ω
o
o一巴

O
『αq
四
三
N彗
δ
ロ
.
勺
匡
一9
α
Φ一づ
ゴ
9・
レ

㊤
望

(注

5
)
ω
耳
9
ヨ

前

掲
書

℃
』
・。9

(注

6
)
G。
耳
鋤
ヨ

前

掲
書

勺
●旨
ω
噛

(注

7
)
前

掲

『土
族
簡
史
』
P
一〇
卜⊃

(注

8
)
uD
耳
p
ヨ

前

掲
書

署

・一
H。。
-P

李
存

福
　
前
掲
書

戸
↓
P

(注

9
)
昨
年

(
一
九
九
三
年
)
秋
、
互
助
県
威
遠
鎮

に
お

い
て
、

こ
の
よ
う
な
刺
繍

を
重
要

な
民
族
文
化
と
し

て
保
存
・
開
発

し
、

さ
ら
に
刺
繍
を
中

心
に
手
芸
を
県

の
事

業

と
し
て
振
興
す
る
た
め

土
族
刺
繍

工
芸
開
発
公
司

が
設
立

さ
れ
た
。役
員

に
は
県
政

府

の
民

族
担
当
幹
部
や
文
化
館
員

な
ど
が
加
わ

っ
て
お

り
、
特
定

の
刺
繍
を

土
族

の
伝

統
技
術

と
し
て
保
護

・
管

理
す

る
た
め

に
商
標
な
ど
も
考
案
中

で
あ

っ
た
。
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