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《
個
別
報
告
一
》
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
開
発
に
伴
う
民
族
間
関
係
の
変
化

　
　
　
　
　
　

―
中
国
雲
南
省
に
お
け
る
回
族
社
会
の
事
例
か
ら
―

奈　

良　

雅　

史　
　

　
　
　
　
モ
ス
ク
に
お
け
る
非
ム
ス
リ
ム
へ
の
対
応

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
北
海
道
大
学
の
奈
良
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。
テ
ー
マ
は
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
開
発
に
伴
う
民
族
間
関
係
の
変

化
―
中
国
雲
南
省
に
お
け
る
回
族
社
会
の
事
例
か
ら
―
」
と
い
う
こ
と
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

私
が
中
国
の
雲
南
省
の
モ
ス
ク
に
行
き
、
調
査
を
し
始
め
た
頃
、
モ
ス
ク
に
行
く
と
よ
く
言

わ
れ
て
い
た
の
は
「
お
前
は
、何
族
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
例
え
ば
私
が
「
日
本
人
だ
」

と
言
っ
て
も
「
だ
か
ら
回
族
な
の
か
、
漢
族
な
の
か
」
と
さ
ら
に
聞
か
れ
、「
こ
こ
は
回
族
の
イ

ス
ラ
ー
ム
系
少
数
民
族
の
人
た
ち
の
場
所
で
あ
る
か
ら
帰
れ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
わ

れ
ま
し
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
私
が
経
験
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
モ
ス
ク
と
い
う
場
は
観
光
客
の
来
訪
を
あ
ま
り
歓
迎
し
な
い
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
事
例
と
し
て
、
立
て
看
板
の
「
観
光
客
立
入
禁
止
」
で
す
と
か
、「
写
真
撮
影
禁
止
」
と
い
っ
た
注
意
書
き
か
ら
も
ム
ス

リ
ム
の
人
た
ち
が
非
ム
ス
リ
ム
、
あ
る
い
は
他
の
民
族
に
対
し
て
、
排
他
的
で
あ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、
非
ム
ス
リ
ム
の
人
た
ち
、
主
に
漢
族
の
人
た
ち
は
、
モ
ス
ク
や
ム
ス
リ
ム
の
人
た
ち
が
集
ま
る
地
域
に
あ
ま
り
近
付
か
な
い
傾

向
が
あ
り
ま
す
。

　

モ
ス
ク
の
礼
拝
で
は
、
金
曜
日
が
男
性
の
礼
拝
日
な
の
で
、
男
性
が
沢
山
モ
ス
ク
へ
礼
拝
に
来
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
は
ム
ス
リ
ム
が
集

ま
る
場
所
の
た
め
、
ム
ス
リ
ム
で
は
な
い
人
が
来
る
と
、「
帰
る
よ
う
に
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
中
国
に
お

い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
は
一
四
〇
〇
年
ほ
ど
あ
り
ま
し
て
、
伝
統
的
な
モ
ス
ク
は
一
見
す
る
と
、
仏
教
寺
院
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
建

築
様
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
相
互
に
近
付
か
ず
、
排
他
的
で
あ
る
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
た
の
で
す
が
、
近
年
に
な
っ
て
く
る
と
、
回
族
の
人
た
ち

の
中
に
観
光
客
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
傾
向
と
い
う
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
今
日
取
り
上
げ
る
事
例
で
い
い
ま
す
と
、
モ
ス
ク
の
中
に
観
光
客
を
案
内
す
る
案
内
係
を
設
置
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
見
ら

れ
ま
す
。
さ
ら
に
非
ム
ス
リ
ム
の
側
と
し
て
も
ム
ス
リ
ム
の
集
ま
る
地
域
に
観
光
に
来
る
よ
う
に
な
り
、
モ
ス
ク
の
見
学
が
ツ
ア
ー
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
双
方
に
排
他
的
で
あ
っ
た
状
況
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
相
互
に
近
付
い
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
変

化
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
を
今
日
は
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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問
題
の
所
在

　

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
観
光
の
関
係
は
先
行
研
究
に
お
い
て
、
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
特
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

を
主
体
と
し
た
民
族
観
光
は
、
国
民
形
成
の
装
置
と
し
て
働
い
て
き
た
（［e.g.�Bruner�

二
〇
〇
一;�Stronza�

二
〇
〇
一
］）
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、
観
光
の
場
で
民
族
を
い
か
に
表
象
す
る
か
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
い
か
に
民
族
文
化
の
真
正
性
と
い
う
の
を
位
置
付
け
て

い
く
か
と
い
う
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
生
じ
方
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
民
族
観
光
と
い
う
の
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や

民
俗
文
化
の
再
構
築
を
促
す
も
の
で
あ
る
（［e.g.�

太
田�

一
九
九
三;�H

oskins�

二
〇
〇
二
］）
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
わ

け
で
す
。

　

中
国
に
お
け
る
民
族
観
光
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
民
族
観
光
と
い
う
の
は
民
族
文
化
を
め
ぐ

る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
ア
リ
ー
ナ
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
主
に
参
加
す
る
ホ
ス
ト
た
ち
は
リ
ベ
ラ
ル
な
「
抵
抗
」
の
主
体
で
あ

る
と
い
う
前
提
で
議
論
さ
れ
て
き
た
（［e.g.�D

oorne�et�al.�

二
〇
〇
三;�K

om
losy�

二
〇
〇
四
：
彭�

二
〇
〇
四
：
曽�

二
〇
〇
一
：Sun�

&
�Zhang�

二
〇
一
四
］）
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
果
た
し
て
、そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
、今
日
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
民
族
間
関
係
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
て
み
ま
す
と
、
民
族
観
光
開
発
が
民
族
間
関
係
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き

た
（［e.g.�Gam

per�

一
九
八
一;�Jam

ison�

一
九
九
九
］）
と
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
国
民
形
成
と
い
う
点
で
い
い
方
向
に
働
く
と
い
う
こ
と
の
一
つ
に
民
族
間
関
係
が
民
族
観
光
に
伴
い
、
民
族
間
の
接
触
が
増
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
協
働
す
る
機
会
が
生
ま
れ
、
よ
り
大
き
な
レ
ベ
ル
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
の
構
築
が
な
さ
れ
、
民
族
間
対

立
が
緩
和
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
観
光
資
源
を
め
ぐ
る
競
合
に
よ
っ
て
、
民
族
間
対
立
（［e.g.�Jam

ison�
一
九
九
九
］）
と
も
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
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こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
観
光
開
発
に
伴
う
民
族
間
関
係
の
変
化
を
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
観
光
の
み
に
還
元
し
て
理
解
す
る
傾
向

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

以
上
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
今
日
の
報
告
の
目
的
と
致
し
ま
し
て
は
、
前
述
の
回
族
社
会
に
お
け
る
観
光
に
み
ら
れ
る
民
族
間
関
係
の
変

化
に
つ
い
て
、
民
族
文
化
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
お
よ
び
民
族
観
光
開
発
に
よ
る
影
響
の
所
産
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
可
能
性
と
そ
の

限
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
調
査
地
の
概
要
（
紅
河
州
箇
旧
市
沙
甸
区
）

　

雲
南
省
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
接
し
て
い
る
中
国
西
南
部
に
あ
り
ま
す
。
紅
河
州
の
中

に
箇
旧
市
が
あ
り
ま
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
あ
る
沙
甸
（
サ
デ
ン
）
区
と
い
う
地
区
の
事
例
を
今
日
は
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

沙
甸
区
は
、
総
人
口
約
一
万
三
千
五
百
人
の
小
さ
な
町
で
、
そ
の
内
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
が
回
族
と
呼
ば
れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
系
少
数
民

族
の
人
々
で
す
。
こ
の
地
域
の
人
口
は
多
く
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
歴
史
的
に
は
多
く
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
を
輩
出
し
て
い
る
地
域

で
す
。
例
え
ば
現
在
、
中
国
の
中
で
最
も
普
及
し
て
い
る
中
国
語
の
コ
ー
ラ
ン
を
訳
し
た
馬
堅
（
ウ
ラ
マ
ー
）
先
生
は
沙
甸
の
出
身
で
後

に
北
京
大
学
の
教
授
に
も
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
有
名
な
学
者
を
輩
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
沙
甸
区
は
歴
史
的
に
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
心
の
一
つ
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
今
日
、
沙
甸
区
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
八
月
に
沙
甸
大
モ
ス

ク
（
雲
南
沙
甸
大
清
真
寺
）
と
い
う
、
中
国
で
一
番
大
き
な
も
の
の
一
つ
と
言
わ
れ
る
モ
ス
ク
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
そ
の
建
築
費
は
、

一
億
一
千
万
元
な
の
で
、
日
本
円
に
す
る
と
、
十
六
、十
七
億
円
ほ
ど
の
巨
額
の
資
金
を
費
や
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
一
万
人
が
同

時
に
礼
拝
を
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
沙
甸
に
暮
ら
し
て
い
る
ほ
ぼ
全
て
の
ム
ス
リ
ム
が
モ
ス
ク
に
集
ま
っ
て
礼
拝
が
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で
き
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
モ
ス
ク
周
辺
を
ア
ラ
ビ
ア
風
の
景
観
に
造
成
し
た
結
果
と
し
て
、
観
光

地
の
一
つ
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
日
は
そ
の
地
域
を
事
例
と
し
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
回
族
と
は

　

回
族
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
主
に
唐
の
時
代
か
ら
元
の
時
代
に
か
け
て
中
国
に
移
動
し
て
き
た
外
来
の
ム

ス
リ
ム
の
人
た
ち
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
現
地
の
主
に
漢
民
族
、
漢
人
の
人
た
ち
と
通
婚
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
民
族
集
団
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
人
口
は
約
一
千
五
十
万
人
程
で
、
中
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
と
ウ
イ
グ
ル
族
の
方
が
日
本
で
は
馴
染
み
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
が
、
ウ
イ
グ
ル
の
人
々
よ
り
も
人
口
が
多
く
、
中
国
最
大
の
ム
ス
リ
ム
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
彼
ら
は
長
い
年
月
を
中
国
で
暮
ら
し
て
き
た
た
め
に
、
母
語
と
し
て
漢
語
を
話
す
人
た
ち
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
は
、
こ
れ
も
歴
史
的
な
原
因
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
回
族
は
中
国
全
土
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
で
す
の

で
、
北
京
に
行
っ
て
も
、
ム
ス
リ
ム
、
回
族
の
人
た
ち
は
い
ま
す
し
、
広
州
や
上
海
に
も
居
住
し
て
い
ま
す
。

　

回
族
の
特
徴
は
、
全
国
各
地
で
漢
族
を
中
心
と
す
る
他
民
族
と
隣
り
合
っ
て
生
活
し
て
き
た
点
に
あ
り
、
彼
ら
は
そ
の
中
で
モ
ス
ク
を

中
心
と
し
た
小
規
模
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
り
、
モ
ス
ク
を
中
心
に
集
住
し
て
き
ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
回
族
の
人
た
ち
の
特
徴
を
挙
げ

て
お
き
ま
す
と
、
彼
ら
が
か
な
り
政
治
的
に
創
ら
れ
た
民
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
中
国
、
中
華
人
民
共
和
国
の
中
で

回
族
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
た
ち
は
、
台
湾
に
行
く
と
漢
族
の
ム
ス
リ
ム
と
言
わ
れ
、
少
数
民
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
の
中
で
、
民
族

と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
国
共
産
党
に
よ
る
民
族
識
別
工
作
に
よ
っ
て
民
族
と
認
め
ら
れ
た
人
た
ち
で
す
。
そ
の
民
族
識
別
工

作
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
民
族
定
義
四
原
則
（
①
言
語
、
②
地
域
、
③
経
済
、
④
文
化
〔
心
理
状
態
〕）
が
用
い
ら
れ
、
特
定
の
同
一
の
言
語
、

特
定
の
集
住
地
域
、
そ
の
民
族
に
特
徴
的
な
経
済
活
動
、
文
化
が
基
準
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
も
、
当
時
の
歴
史
的
な
背
景
が
あ
る
の
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で
す
が
、
今
日
は
時
間
の
関
係
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
来
は
全
て
の
基
準
を
満
た
す
社
会
集
団
が
民
族
と
し
て
認
定
さ
れ
る

の
で
す
が
、回
族
の
人
た
ち
は
、④
文
化
〔
心
理
状
態
〕）
に
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
が
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
民
族
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
民
族
観
光
の
展
開

　

で
は
、
今
日
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
民
族
観
光
で
す
け
れ
ど
も
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
改
革
開
放
が
始
ま
っ
て
以
降
展

開
し
て
き
ま
し
た
。
中
国
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
、
中
国
人
旅
行
客
が
今
で
も
沢
山
来
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
八
十
年
代
に
中
国
国
内
旅
行

が
大
き
く
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年
に
は
、
中
国
国
内
旅
行
者
数
が
八
億
人
を
超
え
、
世
界
最
大
の

国
内
旅
行
市
場
が
形
成
さ
れ
た
と
認
知
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
過
程
に
伴
い
ま
し
て
、
民
族
観
光
も
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
八
十
年

代
半
ば
以
降
、
国
家
主
導
で
各
地
に
民
族
テ
ー
マ
パ
ー
ク
が
開
園
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
少
数
民
族
地
域
の
観
光
開
発
で
あ
っ
て
、

特
に
沿
岸
部
と
内
陸
部
の
間
の
経
済
格
差
の
縮
小
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
少
数
民
族
を
中
華
人
民
に
し
て
い
く
と
い
う
国
民
形
成
の
促
進

と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。　

　

雲
南
省
に
暮
ら
す
少
数
民
族
に
は
、
例
え
ば
ナ
シ
族
と
か
、
ペ
ー
族
と
か
他
に
も
少
数
民
族
が
い
ま
す
。
観
光
資
源
が
そ
れ
ほ
ど
あ
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
系
少
数
民
族
の
地
域
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
観
光
開
発
の
対
象
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

雲
南
省
の
中
心
で
あ
る
昆
明
市
の
中
に
あ
る
雲
南
民
族
村
と
い
う
民
族
テ
ー
マ
パ
ー
ク
で
は
、
雲
南
に
暮
ら
す
二
十
六
の
民
族
の
生
活
に

関
す
る
資
料
を
集
め
て
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
展
示
の
中
に
も
回
族
の
人
た
ち
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に

特
化
し
た
も
の
と
し
て
は
、
今
日
取
り
上
げ
る
事
例
の
場
所
と
は
違
い
ま
す
が
、
雲
南
省
東
北
部
の
昭
通
と
い
う
地
域
で
は
、
回
族
が
暮

ら
す
比
較
的
大
き
な
街
の
中
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
テ
ー
マ
に
し
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
よ
う
な
も
の
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
完
成
し
た
様

子
は
ま
だ
見
に
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
農
村
の
中
に
テ
ー
マ
パ
ー
ク
が
建
て
ら
れ
て
い
る
写
真
を
ネ
ッ
ト
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
、
回
族
と
い
う
ム
ス
リ
ム
の
人
た
ち
が
集
住
し
て
い
る
地
域
の
観
光
化
も
活
発
化
し
て
き
て
お
り
、
特
に
二
〇
〇
〇
年
代

以
降
、
そ
れ
が
顕
著
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
胡
錦
濤
政
権
の
中
で
、「
和
諧
社
会
」、
調
和
の
と
れ
た
社
会
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
ま
で
、
非
ム
ス
リ
ム
・
他
民
族
に
排
他
的
な
傾
向
に
あ
っ
た
回
族
集
住
地
域
に
観
光
客
も

少
し
ず
つ
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
モ
ス
ク
に
観
光
客
対
応
の
部
門
を
設
置
し
、
観
光
客
の
受
け
入
れ
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
一
見
す
る
と
民
族
観
光
開
発
に
伴
い
、
民
族
間
、
そ
れ
ま
で
、
あ
る
種

没
交
渉
で
あ
っ
た
民
族
間
関
係
が
好
転
し
て
き
た
と
い
う
ふ
う
に
み
な
せ
る
面
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
中
国
全
般
の
少
し
広
い
お
話
で
し
た
け
れ
ど
も
、
今
日
取
り
上
げ
る
沙
甸
と
い
う
地
域
に
関
し
て
、
も
う
少
し
具
体
的

に
見
て
い
き
ま
す
と
、
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
に
大
モ
ス
ク
と
い
う
の
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
ま
し
て
、
政
府
の
方

で
は
こ
の
地
域
を
観
光
地
と
し
て
認
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た（「
中
国
・
沙
甸
回
族
文
化
旅
游
小
鎮
」箇
旧
市
年
鑑
編
輯
組
編『
箇

旧
年
鑑
二
〇
一
三
』
雲
南
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）。

　

そ
し
て
、
観
光
散
策
路
な
ど
の
整
備
が
行
わ
れ
て
、
当
時
、
政
府
は
二
十
九
億
元
を
投
資
す
る
予
定
だ
っ
た
と
、
公
文
書
に
は
書
か
れ

て
い
ま
す
。
二
十
九
億
元
で
す
の
で
、
一
元
が
十
五
円
位
と
す
る
と
、
何
百
億
円
に
な
り
ま
す
ね
。
か
な
り
の
額
で
し
た
。
平
成
二
十
五

（
二
〇
一
三
）
年
時
点
で
も
既
に
五
億
元
以
上
が
投
資
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
に
は
中
国
で
は

観
光
地
を
国
家
Ａ
五
級
と
か
、
Ａ
三
級
と
か
ラ
ン
ク
付
け
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
沙
甸
と
い
う
地
域
は
国
家
Ａ
四
級
の
景
区
、
観

光
地
と
い
う
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
、
写
真
で
お
見
せ
し
た
雲
南
省
の
民
族
系
の
パ
ー
ク
も
で
す
。
で
す
の
で
、
一
万
三
千
人
ほ

ど
し
か
暮
ら
し
て
い
な
い
小
さ
な
村
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
か
な
り
の
観
光
地
と
し
て
政
府
の
お
墨
付
き
を
得
た
と
い
う
状
況
で
す
ね
。
そ

う
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
翌
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年
に
は
観
光
客
数
が
十
五
万
人
を
超
え
、
観
光
収
入
も
二
百
万
元
以
上
に
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な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
平
成
二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年
に
大
モ
ス
ク
で
は

観
光
客
対
応
の
案
内
係
を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
か
ら
、
沿
岸
部
、
例
え
ば
上
海

な
ど
か
ら
来
る
観
光
客
の
ツ
ア
ー
が
大
型
バ
ス
で
雲
南
地
域
を
回
る
ツ
ア
ー
の
中
に
沙

甸
と
い
う
地
域
も
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
写
真
を
お
見
せ
す

る
と
、
大
モ
ス
ク
と
い
う
の
は
、【
写
真
1
】
の
よ
う
に
、
大
変
大
き
な
モ
ス
ク
で
、
夜

に
な
る
と
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
て
、
綺
麗
な
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
ア
ラ
ブ
風
の
景
観
づ
く
り
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
し
た
が
、
道
路
標
識
が

漢
字
、
英
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
回
族
の
人
た
ち
の
母
語
は
ア
ラ

ビ
ア
語
で
は
な
い
の
で
、
彼
ら
が
ア
ラ
ビ
ア
語
を
公
式
な
標
識
に
使
う
と
い
う
の
は
、

か
な
り
特
殊
な
状
況
で
、
あ
ま
り
他
で
は
な
い
状
況
で
す
。

　

そ
し
て
、
モ
ス
ク
の
前
に
ド
ー
ム
屋
根
を
あ
し
ら
っ
た
文
化
芸
術
館
と
い
う
施
設
が

造
ら
れ
、
地
域
の
イ
ス
ラ
ー
ム
書
道
の
作
品
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
建
物
の
反
対
側
に
も
同
じ
く
ド
ー
ム
屋
根
が
あ
し
ら
わ

れ
た
建
物
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
モ
ス
ク
に
お
い
て
観
光
客
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
事
例
を
少
し
具
体
的
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
平
成
二
十
六

（
二
〇
一
四
）
年
に
大
モ
ス
ク
で
は
中
国
だ
と
「
接
待
部
」
と
い
う
案
内
、
ガ
イ
ド
係
の
よ
う
な
係
を
設
置
し
ま
し
て
、
か
つ
、
モ
ス

ク
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
、
観
光
客
に
対
し
て
ガ
イ
ド
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
八

（
二
〇
一
六
）
年
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
十
代
か
ら
二
十
代
の
回
族
を
中
心
に
三
十
四
名
の
人
た
ち
が
携
わ
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。 【写真 1】　沙甸大清真寺（モスク）（報告者撮影）
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で
す
の
で
、
先
ほ
ど
、
冒
頭
で
も
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
回
族
の
人
た
ち
非
ム
ス
リ
ム
が
モ
ス
ク
を
訪
問
す
る
こ
と
を

嫌
う
傾
向
に
あ
り
、「
こ
の
場
所
は
回
族
の
場
所
だ
か
ら
、
回
族
で
な
い
の
な
ら
帰
れ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
よ
う
な
感
じ
で
し

た
が
、
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
、
な
ぜ
沙
甸
で
こ
の
よ
う
な
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
観
光
客
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
ガ
イ
ド
の
責
任
者
は
、イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
を
専
門
的
に
受
け
て
、宗
教
指
導
者
の
資
格
を
持
っ

て
い
る
人
で
、
主
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
タ
イ
ム
シ
フ
ト
を
作
り
、
組
織
し
て
、
観
光
客
の
案
内
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、
夏
に
は
、

水
を
無
料
で
提
供
し
た
り
、
地
元
の
お
菓
子
を
無
料
で
振
舞
っ
た
り
な
ど
し
て
観
光
客
に
手
厚
く
対
応
し
て
い
ま
し
た
。

　

上
海
か
ら
き
た
大
型
バ
ス
の
ツ
ア
ー
客
が
来
た
際
に
は
、
例
え
ば
、
ガ
イ
ド
責
任
者
が
観
光
客
を
案
内
し
て
い
ま
し
た
。
モ
ス
ク
の
中

に
は
非
ム
ス
リ
ム
は
基
本
的
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
ガ
イ
ド
責
任
者
が
礼
拝
し
て
い
る
状
況
を
観
光
客
に
見
せ
て
説
明
し

て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
観
光
客
だ
け
で
は
な
く
、
色
々
な
人
が
来
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
中
国
で
は
結
婚
す
る
と
き
に
写
真
集
の
よ
う
な
も
の
を
作

り
ま
す
が
、
そ
の
撮
影
に
来
て
い
る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
は
、
回
族
の
人
た
ち
が
撮
影
で
来
て
い
ま
し
た
が
、
回
族
に
限
ら
ず

漢
族
の
人
た
ち
も
撮
影
に
来
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
雲
南
省
は
少
数
民
族
が
比
較
的
多
い
の
で
す
が
、
近
く
に
住
ん
で
い
る

少
数
民
族
の
人
た
ち
も
、
何
を
す
る
こ
と
も
な
く
遊
び
に
来
て
い
ま
し
た
。
礼
拝
を
す
る
時
間
に
な
っ
た
と
き
に
女
性
た
ち
が
腕
と
か
足

と
か
を
露
出
し
て
い
る
の
は
宜
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
が
女
性
た
ち
に
「
今
か
ら
礼
拝
で
人
が
来
る
か
ら
、
そ

う
し
た
格
好
で
い
ら
れ
る
と
困
り
ま
す
」
と
注
意
し
て
い
ま
し
た
。

　

夜
に
な
る
と
、
先
ほ
ど
、
写
真
で
お
見
せ
し
た
よ
う
に
、
モ
ス
ク
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
、
綺
麗
な
の
で
写
真
を
撮
影
し
て
帰
る
よ

う
な
状
況
が
大
変
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
現
地
の
人
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、「
沙
甸
は
無
料
の
観
光
地
な
ん
だ
よ
」
と
い
っ
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た
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
こ
こ
に
入
る
に
あ
た
り
、
特
に
お
金
を
支
払
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

観
光
客
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
回
族
や
モ
ス
ク
に
関
し
て
説
明
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
見
て
み
る
と
、
一
つ
は
政
府
の
民
族
に
関
す
る
言
説
に
則
っ
た
説
明
を
し
て

い
ま
す
。
自
分
た
ち
回
族
が
、
多
様
な
中
華
民
族
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主

張
し
ま
す
。

　

あ
る
ガ
イ
ド
が
漢
族
の
観
光
客
に
対
し
て
話
し
て
い
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、「
わ

れ
わ
れ
中
華
民
族
に
と
っ
て
ま
ず
重
要
な
の
は
『
愛
国
』
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
回
族

は
そ
の
う
え
で
ア
ッ
ラ
ー
を
信
じ
、『
愛
教
』
を
し
て
い
ま
す
」
と
説
明
し
て
い
ま

し
た
。「
愛
国
愛
教
」
と
い
う
政
府
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
使
っ

て
観
光
客
に
自
分
た
ち
の
信
仰
の
あ
り
方
を
説
明
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
モ
ス
ク
の
前
が
広
場
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
を
モ
ス
ク
の
人
た
ち
は

和
諧
広
場
と
言
い
、
先
ほ
ど
、
胡
錦
濤
政
権
で
「
調
和
の
と
れ
た
社
会
」
と
い
う
の
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
な
っ
て
い
た
と
申
し
上
げ
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
取
り
、「
和
諧
広
場
」
と
名
付
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
説
明
す
る
際
に
「
わ
れ
わ
れ
の
モ
ス
ク
に

は
壁
が
な
く
、誰
も
が
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」、「
こ
こ
か
ら
み
え
る
広
場
は
『
和
諧
広
場
』
と
い
っ
て
、民
族
団
結
の
場
で
す
」
と
い
っ

た
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
一
見
す
る
と
、
回
族
の
人
た
ち
は
国
家
主
導
の
国
民
形
成
な
ど
を
目
指
す
、
民
族
観
光
開
発
に
則
っ

て
、
観
光
客
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

【写真 2】　モスクにやって来る観光客たち

（報告者撮影）
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あ
る
ガ
イ
ド
の
一
人
の
語
り
を
見
て
み
る
と
、「
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
の
影
響
で
ム
ス
リ
ム
は
み
な
テ
ロ
リ
ス
ト
だ
と
思
わ
れ
た
り
し
て
い
ま

す
。
わ
れ
わ
れ
は
相
互
交
流
し
、お
互
い
の
理
解
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
平
和
の
宗
教
な
の
で
す
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
観
光
客
の
沙
甸
訪
問
に
関
す
る
語
り
を
聞
い
て
み
ま
す
と
、「
こ
れ
ま
で
回
族
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、沙
甸
に
は
中
国
で
一
番
大
き
い
モ
ス
ク
が
あ
る
と
聞
い
た
か
ら
見
に
来
て
み
ま
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
観
光
開
発
に
伴
い
ま
し
て
、
民
族
間
で
の
接
触
が
促
進
さ
れ
、
そ
こ
で
の
相
互
理
解
と
い
う
も
の
が
期
待
さ
れ
て
い

る
状
況
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、回
族
に
と
っ
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ム
ス
リ
ム
イ
メ
ー
ジ
に
対
抗
す
る
た
め
の
自
己
表
象
の
場
と
し
て
民
族
観
光
が
機
能
し
て
い
る
、

あ
る
い
は
民
族
観
光
開
発
に
伴
っ
て
民
族
間
の
接
触
の
機
会
が
増
加
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
理
解
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

結
果
と
し
て
、
相
互
に
排
他
的
な
傾
向
に
あ
っ
た
回
族
と
非
ム
ス
リ
ム
の
他
民
族
と
の
関
係
が
好
転
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、

民
族
観
光
が
新
た
な
民
族
間
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ

れ
で
良
い
の
か
と
い
う
話
で
す
。
し
か
し
、
今
日
、
取
り
上
げ
て
い
る
沙
甸
と
い
う
回
族
集
住
地
域
で
は
、
民
族
観
光
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム

復
興
と
か
な
り
密
接
に
関
係
し
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
と
回
族
の
民
族
・
宗
教
性
の
変
化

　

中
国
で
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、文
化
大
革
命
が
終
わ
り
、改
革
開
放
政
策
が
取
ら
れ
て
以
降
は
宗
教
政
策
の
緩
和
に
伴
い
、イ
ス
ラ
ー

ム
に
限
ら
ず
、
宗
教
が
急
激
に
復
興
し
て
き
た
状
況
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の
地
域
で
は
、
伝
統
的
な
モ
ス
ク
は
中
国
風

な
建
築
様
式
で
す
が
、
そ
れ
が
ア
ラ
ブ
風
な
も
の
に
建
て
替
え
ら
れ
て
い
く
と
か
、
ド
ー
ム
屋
根
を
あ
し
ら
っ
た
家
屋
を
造
る
と
か
い
っ

た
よ
う
な
こ
と
が
活
発
化
し
て
き
ま
し
た
。
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ま
た
特
に
、
こ
の
沙
甸
と
い
う
地
域
で
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
販
売
を
な
く
そ
う
と
い
う
運
動
も
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
景
観

の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
化
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
の
流
れ
の
中
で
も
捉
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は
ム
ス
リ
ム
集
住
地
域
の
民
族
観
光
開
発
と
同
時
に
進
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

　

特
に
ア
ル
コ
ー
ル
排
斥
運
動
に
つ
い
て
み
て
見
ま
す
と
、
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
か
ら
沙
甸
区
で
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
販
売
が
禁

止
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
法
的
な
拘
束
力
は
な
い
の
で
す
が
、
モ
ス
ク
の
人
た
ち
が
「
販
売
を
禁
止
す
る
」
と
言
っ
て
回
り
ま
し
た
。
宗
教

指
導
者
や
一
般
の
信
徒
の
有
志
が
そ
れ
を
始
め
て
、
週
に
二
回
ほ
ど
町
の
中
を
見
回
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
没
収
し
て

廃
棄
し
ま
し
た
。
町
中
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
販
売
や
飲
酒
の
禁
止
を
訴
え
る
ポ
ス
タ
ー
も
掲
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
観
光
開
発
が
起
こ
る
前
に
お
い
て
沙
甸
区
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム

が
公
共
の
場
に
拡
が
り
、
町
全
体
を
秩
序
化
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ
た
と

言
え
ま
す
。

　

例
え
ば
、
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
当
時
だ
と
、【
写
真
3
】
の
よ
う
な
「
酒

は
理
性
を
酔
わ
せ
る
毒
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
ポ
ス
タ
ー
が
い

た
る
と
こ
ろ
に
貼
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
と
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
景
観
が

造
ら
れ
て
い
く
、
あ
る
い
は
大
き
な
モ
ス
ク
が
で
き
て
、
そ
こ
が
観
光
地
に
な
っ
て

い
く
こ
と
が
パ
ラ
レ
ル
に
起
き
て
き
た
と
み
な
せ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
う
え
、
こ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
の
中
で
、
回
族
の
民
族
的
な
あ
り
か
た
、

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
で
す
と
か
、
宗
教
性
と
い
う
も
の
が
変
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
も

無
視
で
き
な
い
事
象
に
な
っ
て
い
ま
す
。
モ
ス
ク
が
建
て
直
さ
れ
る
こ
と
や
ア
ル

【写真 3】　�アルコールの販売や飲酒の禁止を

訴えるポスター（報告者撮影）
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コ
ー
ル
を
販
売
禁
止
に
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
現
れ
ま
す
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
活
動
が
活
発

化
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昆
明
市
で
い
う
と
、
メ
ッ
カ
巡
礼
者
数
が
昭
和
六
十
四
（
一
九
八
九
）
年
で
は
二
名
だ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
二
十
年
後
に
は

百
十
三
名
と
急
激
に
増
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
活
動
の
活
発
化
に
伴
っ
て
、
回
族
の
中

に
敬
虔
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
人
た
ち
が
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
中
東
へ
の
留
学
経
験
者
で
す
と
か
、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
関
す
る
漢
語
訳
の
書
籍
の
流
通
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
系
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
の
拡
大
に
よ
り
ま
し
て
、
厳
格
な
イ
ス
ラ
ー
ム
言
説
の
影
響
力
が
増
し
て
き
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
厳
格
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
実

践
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
広
が
っ
て
い
き
、
そ
こ
で
「
中
国
的
」
な
要
素
は
ど
ん
ど
ん
排
除
し
て
い
こ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

中
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
で
は
、
中
国
に
渡
っ
て
き
た
ム
ス
リ
ム
の
中
国
で
の
暮
ら
し
が
何
百
年
に
も
及
び
、
ア
ラ
ビ
ア
語

が
既
に
母
語
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
礼
拝
を
す
る
た
め
に
ア
ラ
ビ
ア
語
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
際
に
、
漢
字
の
読
み
仮
名
を
振
っ
て
、
ア
ラ
ビ
ア
語
を
読
む
と
い
っ
た
よ
う
な
学
習
方
法
が
作
ら
れ
て
き
た
た
め
に
、
標
準
の
ア
ラ
ビ

ア
語
か
ら
す
る
と
、か
な
り
訛
っ
た
ア
ラ
ビ
ア
語
が
多
く
の
回
族
社
会
の
中
で
礼
拝
な
ど
の
際
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、

結
果
と
し
て
、
回
族
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
そ
の
民
族
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
ム
ス
リ
ム
と
い
う
宗
教
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
分
け
て
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
回
族
で
あ
る
と
い
う
血
縁
と
か
、
あ
る
い
は
中
国
の
制
度
、
民
族
制
度
に
よ
っ
て
決
ま

る
属
性
と
し
て
の
「
回
族
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
分
な
も
の
と
し
て
、
特
に
そ
れ
を
分
け
て

考
え
る
と
い
う
概
念
が
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
厳
格
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
実
践
す
る
こ
と
が
、
重
視
さ
れ
て
い
く
中
で
、

ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
条
件
が
厳
格
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
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の
た
め
、
血
縁
や
制
度
に
よ
っ
て
決
ま
る
属
性
と
し
て
の
「
回
族
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
宗
教
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
ム
ス
リ

ム
で
あ
る
こ
と
」
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
回
族
＝
ム
ス
リ
ム
と
い
う
民
族
・
宗
教
性
と
い
う
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
宗
教
性
が
一
体
に
な
っ
て
い
た
も
の
か
ら
「
ム
ス
リ
ム

で
あ
る
こ
と
」
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
切
り
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
の
冒
頭
で
例
え
ば
、
私
が
モ
ス
ク
に
行
く
と
「
お
前
は
何
族
か
」

と
よ
く
聞
か
れ
た
と
い
う
お
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
「
お
前
は
何
族
か
」
と
聞
く
人
が
他
の
回
族
か
ら
「
ム
ス
リ
ム
と
言

わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
よ
」
と
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
日
本
人
に
回
族
は
い
な
い
し
、
回
族
と
い
う
の
は
中
国
の
少
数
民
族

だ
か
ら
」、
と
い
っ
た
話
に
な
り
ま
し
て
、
こ
う
い
う
時
は
「
ム
ス
リ
ム
か
」
と
聞
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
、
と
い
う
意
識
が
生
ま

れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
　
　
　
民
族
観
光
の
諸
相

　

結
果
と
し
て
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
回
族
に
限
ら
ず
、
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
る
属

性
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
う
る
も
の
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
非
ム
ス
リ
ム
の
他
民
族
が
、
例
え
ば
私

と
か
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
潜
在
的
に
は
ム
ス
リ
ム
だ
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
今
日
の
冒
頭
で
お
話
し
ま
し

た
よ
う
に
、
回
族
で
は
な
い
人
が
モ
ス
ク
に
行
く
と
、「
お
前
ら
の
場
所
で
は
な
い
か
ら
帰
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
が
、
今
で
す
と
、

回
族
で
は
な
い
け
ど
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
心
が
あ
っ
て
、
こ
の
人
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
期
待

が
も
た
れ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
変
化
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
民
族
観
光
の
場
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
ま
た
違
う
様
相
が
見
え
て
き
ま
す
。
彼
ら
の
話
を
よ
く
よ

く
聞
い
て
い
く
と
、
観
光
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
を
伝
え
る
場
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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例
え
ば
、
ア
ッ
ラ
ー
や
ム
ハ
ン
マ
ド
、
ク
ル
ア
ー
ン
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
の
位
置
づ
け
、
礼
拝
の
仕
方
な
ど
を
彼
ら
が
ガ
イ

ド
す
る
際
に
観
光
客
に
伝
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
彼
ら
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宣
教
と
み
な
し
て
い
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
を
行
っ
て
い
る
あ
る
男
性
は
、「
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
や
回
族
の
祖
先
が
中
国
に
来
て
ば
か
り
の
頃
は
、
自
分
た
ち
か
ら
宣
教

に
外
へ
ど
ん
ど
ん
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
は
黙
っ
て
い
て
も
観
光
客
が
来
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
と
っ
て
も
幸
せ
な

こ
と
な
ん
だ
」
と
観
光
客
の
増
加
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。
ま
た
先
ほ
ど
、
結
婚
用
の
写
真
を
撮
り
に
来
る
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
お
話

を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
関
し
て
話
し
て
い
る
と
き
に
彼
は
「
最
近
は
毎
日
一
組
以
上
は
、
結
婚
写
真
を
撮
り
に
モ
ス
ク
に
来
る

人
た
ち
が
い
る
。
そ
の
中
に
は
ム
ス
リ
ム
じ
ゃ
な
い
人
た
ち
も
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
っ
て
、
彼
ら
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
触
れ
る
良
い
機

会
だ
と
思
う
ん
だ
よ
」
と
語
り
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
ガ
イ
ド
の
設
置
に
関
し
て
も
「
沢
山
来
て

く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
観
光
客
に
も
っ
と
う
ま
く
イ
ス
ラ
ー
ム
の
こ
と
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
モ
ス
ク
の
案
内
係
の
育
成
に
力
を
入
れ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
に
携
わ
る
四
十
代
男
性
が
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
ホ
ス
ト
で
あ
る
回
族
の
側
と
し
て
は
、
観
光
が
イ
ス
ラ
ー
ム
を
伝
え
る
、
宣
教
す
る
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、

観
光
客
の
人
々
も
大
き
な
モ
ス
ク
を
見
た
い
な
ど
と
い
っ
た
異
文
化
に
対
す
る
興
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
観
光
に
来

る
大
き
な
要
因
と
し
て
、
沙
甸
が
近
年
テ
ロ
リ
ス
ト
の
巣
窟
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

平
成
二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年
三
月
一
日
に
、
雲
南
省
の
政
治
経
済
の
中
心
で
あ
る
昆
明
市
の
昆
明
駅
で
百
七
十
人
以
上
の
死
傷
者
を

出
す
テ
ロ
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
事
件
は
ウ
イ
グ
ル
人
過
激
派
の
人
た
ち
が
行
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
全
土
に

お
い
て
も
衝
撃
的
な
事
件
で
し
た
が
、
そ
の
犯
人
グ
ル
ー
プ
が
犯
行
の
計
画
を
立
て
て
、
訓
練
し
て
い
た
の
が
沙
甸
だ
と
報
道
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
に
注
目
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、ア
ル
コ
ー
ル
排
斥
運
動
も
注
目
さ
れ
ま
し
て
、例
え
ば
ネ
ッ
ト
上
の
反
イ
ス
ラ
ー

ム
主
義
者
か
ら
の
大
き
な
反
発
を
招
く
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。
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た
だ
、
そ
れ
で
単
に
「
沙
甸
は
危
な
い
と
こ
ろ
だ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
だ
け
か
と
思
い
き
や
、
事
件
後
、
観
光
客
が
一
層
増
え
て
き

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
件
の
話
を
す
る
と
ガ
イ
ド
の
人
た
ち
は
、「
非
ム
ス
リ
ム
の
観
光
客
は
そ
の
事
件
が
あ
っ
て
も
減
っ
て

い
な
い
、
む
し
ろ
増
え
て
い
る
ん
だ
」、「
テ
ロ
リ
ス
ト
が
集
ま
る
沙
甸
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
、
興
味
本
位
で
見
に
来
て
い
る
ん
だ
」
と
語

り
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
事
件
に
よ
っ
て
中
国
最
大
の
モ
ス
ク
の
一
つ
が
あ
る
沙
甸
と
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
景
観
を
備
え
た
沙
甸
を
知
る
人
が
増
加
し
、

結
果
と
し
て
よ
り
多
く
の
観
光
客
が
沙
甸
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
事
件
の
あ
っ
た
翌
年
の
旧
正
月
の
頃
に
は
、

一
日
で
二
千
人
以
上
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
し
、
周
辺
の
少
数
民
族
も
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
民
族
観
光
と
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
の
も
つ
れ

　

そ
ろ
そ
ろ
ま
と
め
に
入
っ
て
い
き
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
民
族
観
光
と
い
う
も
の
が
こ
の
沙
甸
と
い
う
地
域
に
お
い
て

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
と
か
な
り
深
く
相
互
に
関
係
し
な
が
ら
展
開
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

回
族
に
と
っ
て
の
民
族
観
光
は
、
ム
ス
リ
ム
の
表
象
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
場
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
観
光
客
の
受
け
入
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
と
い
う
文
脈
と
大
き
く
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
と

い
う
の
も
、
よ
り
「
純
粋
」
な
、
こ
こ
で
い
う
「
純
粋
な
」
と
い
う
の
は
、
中
国
的
な
要
素
を
排
除
し
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
へ
の
志
向
と
い

う
、
一
見
排
他
的
な
回
族
の
民
族
、
宗
教
的
な
あ
り
方
の
変
化
が
、
あ
る
種
逆
説
的
に
、
回
族
が
他
民
族
を
受
け
入
れ
る
余
地
を
拡
げ
て

き
た
た
め
で
す
。

　

で
す
の
で
、
政
府
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
き
た
民
族
観
光
開
発
を
通
じ
て
「
私
た
ち
は
み
な
中
華
民
族
だ
」
と
い
っ
た
国
民
意
識
が
醸

成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
民
族
的
ア
ン
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
後
景
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
間
関
係
が
変
化
し
て
き
て
い
る
、
と
だ
け
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言
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
え
ま
す
。

　

回
族
に
と
っ
て
、
民
族
観
光
は
、
む
し
ろ
イ
ス
ラ
ー
ム
を
宣
教
す
る
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
彼
ら
の
、
民
族
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
う
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
自
己
表
象
を
ど
う
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
問
題
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
と
い
え
ま
す
。

　

国
民
形
成
が
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
で
、
沙
甸
の
回
族
あ
る
い
は
回
族
の
人
た
ち
と
非
ム
ス
リ
ム
の
他
民
族
と
の
民
族
間
関
係
が
好
転
し

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
の
で
、
異
な
る
意
図
を
持
っ
た
ア
ク
タ
ー
が
こ
こ
で
は
、
共
存
し
て

い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
共
在
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
、
回
族
を
他
者
化
し
よ
う
と
す
る
ゲ
ス
ト
と
彼

ら
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
伝
え
よ
う
と
す
る
ホ
ス
ト
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
が
ズ
レ
な
が
ら
彼
ら
が
出
会
う
場
が
生
ま
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

そ
れ
を
生
み
出
し
て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
は
観
光
開
発
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、
回
族
の
人
た
ち
も
非
ム
ス

リ
ム
の
人
た
ち
を
積
極
的
に
は
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
し
、
漢
族
を
中
心
と
し
た
非
ム
ス
リ
ム
の
他
民
族
の
人
た
ち

も
あ
え
て
回
族
が
集
住
し
て
い
る
地
域
に
訪
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、観
光
開
発
に
伴
い
、こ
う
し
た
異
な
る
意
図
を
持
っ

た
ア
ク
タ
ー
が
出
会
う
場
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
漢
族
と
回
族
が
出
会
う
よ
う
な
場
が
政
治
的
に
制
限
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
宣
教
活
動
み
た
い
な
も
の
は
政
府
か
ら
非
合
法
な
活
動
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
回
族
が
回
族
で
は
な
い
人
た
ち
に
イ
ス
ラ
ー

ム
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
場
が
、
そ
も
そ
も
設
け
に
く
い
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
観
光
開
発
が
そ
う
し
た
場
を
生
み
出
し
て
し

ま
う
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
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総
括

　

政
府
主
導
の
民
族
観
光
開
発
が
民
族
間
関
係
を
政
府
が
意
図
し
た
も
の
と
は
違
う
形
で
開
か
れ
た
も
の
に
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
の
発
表
の
結
論
と
な
り
ま
す
が
、
最
後
に
少
し
最
近
の
調
査
結
果
を
皆
さ
ん
に
シ
ェ
ア
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、政
府
の
規
制
が
一
層
厳
し
く
な
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
そ
の
点
も
踏
ま
え
て
、

皆
さ
ん
と
議
論
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、【
写
真
4
】
の
こ
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
行
く
と
、
先
ほ
ど
お
見
せ
し
た
モ
ス
ク

に
着
き
ま
す
。
こ
の
手
前
が
、
街
道
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
こ
が
沙
甸
に
入
る
大
き

な
入
口
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
大
き
く
政
府
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
自
体
は
あ
ま
り
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
で
す
が
、
昨
年
ま
で
は
こ
の
町
の
入
り
口
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
は
大
体
的
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
し
て
先
ほ
ど
、
こ
の
地
域
の
中
で
は
、
漢
語
と
英
語
と
ア
ラ
ビ
ア
語
で
道
路
標
識

が
表
記
さ
れ
て
い
る
と
お
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
現
在
は
英
語
と
漢
語
（
漢
字
）
だ

け
の
標
識
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
街
道
か
ら
モ
ス
ク
に
至
る
通
り
沿
い
の
全
て
の
街
灯

に
小
さ
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
出
来
た
国
旗
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
が
夜
に
な
る
と
電
飾
で

赤
く
光
り
ま
す
。

【写真 4】　�沙甸大清真寺へ向かう道路に掲げら

れる政治スローガン（報告者撮影）
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ま
た
、
モ
ス
ク
の
入
口
前
に
六
つ
の
丸
い
電
飾
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
中
国
的
な
特
色
の
あ
る
社
会
主
義
の
革
新
的
な
価
値
観

を
表
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
地
域
の
観
光
地
化
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
景
観
の
形
成
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
中
国
的
で
は
な
い

こ
と
が
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
現
地
で
は
今
、
や
や
文
革
に
近
い
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
危
惧
を
す
る
声
も
生
ま
れ
て
き
て
お
り
、
今
日
、
お
話
し
た
よ
う
な
状
況
に
も
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
こ
の
モ
ス
ク
の
前
に
派
出
所
が
あ
り
ま
す
が
、
現
地
の
ム
ス
リ
ム
と
観
光
客
が
あ
ま
り
に
長
々
と
話
し
て
い
る
と
制
止
さ
れ

て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
、
モ
ス
ク
の
人
た
ち
と
観
光
客
の
接
す
る
場
を
制
限
す
る
よ
う
な
状
況
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
政
治
的
に
厳
し
い
状
況
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
は
お
り
ま
す
が
、
今
日
お
話
し
た
よ
う
に
回
族
が
政
府
の
政
策

を
う
ま
く
か
わ
し
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
本
日
の
発
表
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。


