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「
ミ
ャ
オ
」

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
位
相
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近
年
、
世
界
各
地
で
民
族
問
題
が
顕
在
化
す
る
な
か
で
、
文
化
人

類
学
や
社
会
学
の
領
域
で
は
、
民
族
集
団

(
e
t
h
n
i
c

g
r
o
u
p
)
や

工

ス
ニ
シ
テ
ィ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
状
況

は
、
現
象
的
に
は
第
二
次
大
戦
後
に
誕
生
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
志

向
の
新
興
国
家
が
そ
の
内
部
に
牢
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
民
族
集
団

同
士
の
軋
礫
へ
の
関
心
に
端
を
発
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
た
理
論

的
に
い
え
ば
「
未
開
」
社
会
そ
の
も
の
の
「
孤
立
」
性
の
否
定
に
始

ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

華
南
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
へ
と
い
た
る
地
域
に
お
い
て
も

多
数
の
民
族
集
団
が
、
多
様
な
生
態
系
の
も
と
で
錯
綜
し
た
民
族
間

関
係
を
演
じ
つ
づ
け
て
お
り
、
格
好
の
論
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
場

と
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
と
り
行
な
わ
れ
る
民
族
集
団
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
互
行
為
に
よ
っ
て
彼
ら
の
伝
統
や
世
界
観
は
変
化
す
る
が
、
彼

ら
が
そ
れ
を
後
世
に
伝
え
残
そ
う
と
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
我
々

谷

裕

久

口

は
社
会
や
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
分
析
を
す
す
め
る
こ
と
で
、
民
族

集
団
の
具
体
像
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
予
測
の
も
と
に
、
本
稿
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
間
関
係

・

社
会
関
係
の
中
で
生
き
つ
づ
け
て
き
た
民
族
集
団
で
あ
る
「
ミ
ャ
オ

族
（
苗
族

・
モ
ン
族
）
」
の
事
例
を
も
と
に
考
察
を
試
み
た
。

本
稿
で
の
筆
者
の
論
点
は
、
当
該
域
の
「
ミ
ャ
オ
族
」
の
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
「
国
家
」
を
工

ス
ニ
シ
テ
ィ
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
す
た
め
の
ひ
と
つ
の
視

座
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

本
稿
で
は
、
時
間
的

・
空
間
的
に
相
違
し
た
位
相
に
あ
る
集
団
を

分
析
の
対
象
と
す
る
た
め
、
呼
称
の
差
異
を
明
確
に
し
て
お
く
。
便

宜
的
に
「
ミ
ャ
オ
（
族
）
」
の
表
記
は
、
中
立
的
な
総
称
と
し
て
使

用
し
、
中
国
か
ら
の
記
述
の
場
合
に
は
苗
族
と
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら

の
視
点
で
言
及
す
る
と
き
に
は

モ
ン
族
と
記
述
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
区

別
す
る
こ
と
に
す
る
。



「ミャオ族」の分布と下位方言

「
ミ
ャ
オ
族
」
は
、
中
国
（
湖
南
省
•

四
川
省
・

貴
州
省
•

雲
南

省

・
広
西
壮
族
自
治
区
な
ど
に
一
九
九

0
年
統
計
で
は
、
計
約
七
三

九
万
八
、

0
0
0人
が
存
在
す
る
）
を
は
じ
め
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸

部
の
各
国
な
ど
に
広
範
に
分
布
す
る
少
数
民
族
で
あ
る
。
居
住
地
は

森
林
か
ら
構
成
さ
れ
る
山
地
や
山
間
盆
地
で
あ
る
。
生
業
は
居
住
地

に
よ
り
異
な
る
が
、
山
地
で
の
焼
畑
耕
作
か
、
あ
る
い
は
棚
田
で
の

水
稲
耕
作
が
そ
の
主
体
で
あ
る
。
方
言
差
や
生
業
形
態
の
相
違
か
ら
、

民
族
集
団
内
部
に
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
民
族
集
団
だ
が
、
同
一
な

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
感
覚
が
国
外
の
下
位
集
団
と
意
識
的
な
結
合
を
生

む
因
子
と
な
っ
て
い
る
。
言
語
的
に
は
ミ
ャ
オ
語
は
ダ
イ
ア
レ
ク
ト

・

コ
ン
テ
ィ
ニ
ア
ム
的
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
三
つ
の
方
言
系
統
に
大

別
さ
れ
て
い
る
（
付
図
）
。
言
語
区
分
と
自
称
は
居
住
す
る
領
域
と

ほ
ぼ
整
合
し
、
湖
南
省
西
部
湘
西
方
言
区
の
八
コ
ー

・
シ
ョ
ン

〔q::>
3¥
i
o
!) 

3s〕
＞
、
貴
州
省
東
南
部
齢
東
方
言
区
の
八
ム
ー
〔

m

完
こ
＞
、
四
川
省
か
ら
貴
州
省
西
部

・
雲
南
省
を
縦
断
し
東
南
ア

ジ
ア
大
陸
部
へ
と
い
た
る
川
齢
填
方
言
区
の
八
モ
ン
〔

wo!)
'3
>

ゃ

(1
)
 

八
マ
オ
〔
m
a
o
53
〕
＞
に
分
け
ら
れ
る
、
基
本
的
に
は
い
ず
れ
も

「
ヒ
ト
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。

付図 ；

問
題
の
所
在

華
南
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
に
広
く
分
布
す
る
「
ミ
ャ
オ
族
」

は
こ
れ
ま
で
「
焼
畑
耕
作
民
」
と
解
す
る
視
点
か
ら
主
に
研
究
が
す
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す
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
の
内
部
に
は
、
水
稲

耕
作
民
的
要
素
の
強
い
下
位
集
団
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

選
択
し
た
生
態
型
を
規
準
と
す
る
分
析
枠
組
で
は
必
ず
し
も
民
族
集

団
の
全
体
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
ミ
ャ
オ
族
」
の
ご
と
く
に
内
的
分
化
が
す
す
ん
だ
民
族
集
団
を

研
究
の
対
象
と
す
る
場
合
、
い
か
に
下
位
集
団
を
把
握
す
れ
ば
よ
い

の
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
あ
た
る
。

従
来
か
ら
の
古
典
的
な
民
族
誌
で
は
、
全
体
社
会
か
ら
ひ
と
つ
の

村
落
だ
け
を
切
り
取
り
、
そ
の
結
果
を
も
っ
て
民
族
集
団
を
位
置
づ

け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
切
り
出
さ
れ
た
も
の
は
民
族
的
小

宇
宙
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
民
族
集
団
全
体
を

論
じ
る
に
は
い
さ
さ
か
の
危
険
が
伴
う
。

こ
の
よ
う
な
陥
穿
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
は
、
民
族
集
団
に
よ

っ

て
生
起
す
る
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
い
う
全
体
性
の
中
で
、
下
位
集
団

が
ど
の
よ
う
な
実
体
を
表
出
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
重

要
な
検
討
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

実
体
を
把
握
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
ま
ず
国
家
の
民
族
の
認
識

に
あ
る
。
前
稿
で
検
討
し
た
漢
族
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
認
識
に
つ
い
て

(3
)
 

の
記
述
と
部
分
的
に
重
な
る
が
、
本
稿
で
は
、
民
族
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
成
立
に
つ
い
て
注
目
し
て
分
析
を
加
え
る
。
つ
づ
い
て
そ
の
下
位

集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
、
社
会
的
文
脈

の
な
か
で
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
く
。

「
猫
」
か
ら
「
苗
」

ー

中

国

・
ネ
イ
シ
ョ
ン
化
へ
の
歩
み

ヘ
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苗
（
族
）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
漢
族
か
ら
の
「
他
称
」
と
し
て
成
立

し
た
。
の
ち
に
こ

の
語
は

「総
称
」
と
な
る
が
、
「
総
称
」
が

「他

称
」
と

一
致
し
、
「
総
称
」
に
地
域
的

・
文
化
的
な
固
有
性
が
認
め

(
4
)
 

ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
そ
れ
が
い
か
に
生
ま
れ
、
使
用
さ
れ
て
き
た

の
か
、
そ
の
創
成
や
運
用
の
過
程
に

一
定
の
評
価
を
下
さ
な
け
れ
ば

そ
れ
は
静
的
か
つ
定
数
的
な
把
握
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で

は
苗
（
族
）
と
い
う
「
他
称
」
の
成
立
か
ら
、
そ
れ
が
「
総
称
」
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
て
運
用
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
概
観
し
な
が
ら

分
析
を
加
え
る
。
こ
こ
で
の
記
述
は
あ
る
意
味
で
は
政
治
過
程
の
論

議
に
も
な
る
こ
と
を
つ
け
く
わ
え
て
お
く
。

(5
)
 

ま
ず
、
援
用
し
て
お
き
た
い
の
は
、
内
堀
基
光
の
論
で
あ
る
。
彼

は
、
社
会
領
域
全
体
を
垂
直
的
な
階
梯
構
造
と
み
る
と
「
民
族
」
は
、

日
常
的
な
対
面
的
共
同
社
会
と
全
体
社
会
（
国
家
）
と
の
中
間
範
疇

と
し
て
存
在
し
、
全
体
社
会
か
ら
の
「
名
づ
け
」
と
自
ら
の
「
名
乗

り
」
の
行
為
に
よ
っ
て
水
平
的
に
分
化
す
る
と
し
、
「
名
」
の
疑
似

物
質
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
彼
の
こ
の
考
え
は
、
つ
ね
に
国
家
的

枠
組
に
と
り
こ
ま
れ
て
き
た
中
国
少
数
民
族
の
考
察
に
と
っ
て
も
示

唆
的
で
あ
る
。

苗
族
の
祖
先
に
対
す
る
全
体
社
会
（
漢
族
）
か
ら
の
「
名
づ
け
」

は
古
く
は
漢
代
か
ら
三
国
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
「
猫
蛮
」
や

「猫」

．



「
苗
」
の
記
述
は
宋
代
に
あ
ら
わ
れ
る
。
明
代
に
は
そ
れ
が
多
種
に

分
化
し
、
漢
族
に
よ
る
「
他
称
」
は
多
い
も
の
で
は
三

0
を
越
え
る

よ
う
に
な
る
。
漢
族
は
服
飾
や
生
業
、
慣
習
と
い
っ
た
文
化
的
指
標

に
よ
っ
て
苗
族
の
内
的
分
化
の
諸
相
や
サ
ブ

・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
確

認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
在
、
貴
州
省
東
南
部
に
住
む
苗
族
は
、
漢
族
が
「
黒
苗
」
と
呼

び
習
わ
し
て
き
た
集
団
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
が
黒
い
衣
服
に
身
を

包
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
こ
う
称
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
「
名
づ
け
」
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
特
徴

•

特
質
は
ご
く
一

面
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
漢
族
側
は
「
他
称
」
と
い
う
「
名
づ
け
」

の
行
為
を
通
し
て
は
、
完
全
に
は
彼
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
分
離
し

得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

一
九
―
一
年
の
辛
亥
革
命
の
の
ち
、
中
国
に
お
い
て
「
民
族
」
の

概
念
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
九
ニ

―
年
の
中
国
共
産
党
誕

生
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
決
議
に
謳
い

こ
ま
れ
た

「
苗
族
」
の
名
に
は
過

去
の
曖
昧
な
類
別

・
認
知
の
方
法
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
ま
ま
で
政

(
6
)
 

治
的
意
味
だ
け
が
付
加
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ケ
モ
ノ
偏
の
つ
い
た
蛮
族
蔑
視
調
の
「
猫
」
は
一
九
五
一
年
ま
で

使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
苗
（
族
）
」
が
政
務
院
公
認
の
「
民

族
」
の
呼
称
と
し
て
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
り
、
公
的
に
認
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
人
為
的
な
「
民
族
」
と
し
て
の
境
界
が
実
体
よ

り
先
に
画
定
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
彼
ら
の
民
族
名
は
ネ
イ

シ
ョ
ン
に
近
い
意
味
で
の
「
総
称
」
に
転
化
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

一
九
五
六
年
に
は
華
南
に
少
数
民
族
社
会
歴
史
調
査
組
が
派
遣
さ

れ
、
少
数
民
族
の
「
民
族
識
別
工
作
」
が
行
な
わ
れ
は
じ
め
た
。

「
民
族
識
別
工
作
」
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
「
民
族
」
の
定
義
に
し
た

か
い
、
調
査
者
か
ら
み
た
客
観
的
な
共
通
性
を
弁
別
の
規
準
に
民
族

画
定
が
行
な
わ
れ
た
作
業
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
苗
族
の

「
民
族
成
分
」
は
検
討
さ
れ
ず
未
整
理
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、

彼
ら
の
主
観
も
反
映
さ
れ
て
は
い
な
い
。
当
時
は
民
族
名
の
認
定
時

期
に
遅
れ
が
生
じ
た
り
し
た
た
め
、
現
•
海
南
省
の
苗
族
は
正
確
に

は
明
代
に
黎
族
討
伐
に
送
り
出
さ
れ
た
広
東
省
の
瑶
族
で
あ
る
と
い

う
見
識
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
ど
、
現
実
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
の
ズ

レ
も
散
見
で
き
る
。
貴
州
省

・
齢
東
南
苗
族
個
自
治
州
の
州
都

・
凱

里
市
の
近
郊
に
は
、
近
来
の
民
族
政
策
の
好
転
に
よ
る
民
族
意
識
の

覚
醒
に
よ
り
、
苗
族
か
ら
再
び
帰
属
の
変
更
を
は
か
り
、
民
族
名
を

未
だ
に
単
一
の
「
民
族
」
と
認
定
さ
れ
な
い
「

0
0人
」
に
戻
し
た

人
々
（
倖
家
人
な
ど
）
も
少
数
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
。

一
九
五
二
年
か
ら
は
民
族
問
の
不
平
等
を
解
決
す
る
手
段
で
あ
る

自
治
区

・
自
治
州

・
自
治
県
・
自
治
旗
レ
ベ
ル
の
「
民
族
区
域
自
治
」

が
実
行
に
う
つ
さ
れ
「
民
族
自
治
地
方
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
か
く
し
て
、
苗
族
が
構
成
主
体
と
な
る
民
族
自
治
地
方
は
、
別

表
の
海
南
黎
族
苗
族
自
治
州
の
成
立
を
か
わ
き
り
に
、
陸
続
と
誕
生

し
て
い
っ
た
。
そ
の
増
加
は
他
の
民
族
集
団
の
そ
れ
を
凌
ぐ
勢
い
で

あ
っ
た
（
付
表
）
。
一
九
八
四
年
五
月
に
は
民
族
区
域
自
治
法
が
制

定
さ
れ
、
少
数
民
族
の
自
治
は
法
制
の
面
で
も
整
備
さ
れ
る
が
、
結
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果として、苗族はこの政策で「民族自治地方」という「領

土」と不可分に結びつけられたし、民族政策が「民族自治

地方」別にすすめられたことで苗族文化の固定化や個別化

成立年 民族自治区域名 所 在

1952 海南苗族黎族自治州 広東省（現・海南省）

融水苗族自治県 広西省（現・広西壮族自治区）

54 威寧葬族回族苗族自治県 貴州省

56 齢東南苗族個族自治州 貴州省

齢南布依族苗族自治州 貴州省
城歩苗族自治県 湖南省
松桃苗族自治県 貴州省

57 湘西土家族苗族自治州 湖南省

58 文山壮族苗族自治州 雲南省

63 屏辺苗族自治県 雲南省
鎮寧布依族苗族自治県 貴州省

66 紫雲苗族布依族自治県 貴州省

81 関嶺布依族苗族自治県 貴州省

82 齢西南布依族苗族自治州 貴州省

83 秀山土家族苗族自治県 四川省

酋陽土家族苗族自治県 四川省

郭西土家族苗族自治州 四川省

84 影水苗族土家族自治県 四川省

齢江土家族苗族自治県 四川省

85 録勧葬族苗族自治県 雲南省

金平苗族瑶族除族自治県 雲南省

86 務川イ乞佗族苗族自治県 貴州省

道真イ乞佗族苗族自治県 貴州省

印江土家族苗族自治県 貴州省

87 靖州苗族伺族自治県 湖南省

(
9
)
 

は
進
行
し
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
が
苗
族
と
い
う

「
総
称
」
を
一
人
歩
き
さ
せ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
苗
族

と
い
う
民
族
集
団
自
身
が
、
そ
の
実
体
を
示
す
指
標
が
何
で
あ
る
の

か
を
意
識
し
得
な
い
ま
ま
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
近
似
す
る
意
味
の

集
合
を
あ
て
が
わ
れ
、
そ
れ
を
保
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

(10) 

ダ
イ
ア

モ
ン
ド
も
述
べ
た
よ
う
に
、
苗
族
と
い
う
範
疇
は

漢
族
と
の
相
互
行
為
の
中
で
作
り
出
さ
れ
た
範
疇
で
あ
る
。

苗
族
と
い
う
枠
組
が
漢
族
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ

て
は
じ
め
て

彼
ら
は
そ
の
文
化
的
価
値
を
呈
示
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ

と
い
え
よ
う
。
中
国
は
こ
れ
ま
で
、
国
境
を
相
挟
ん
だ
向
こ

う
側
に
い
る
同
一
の
民
族
集
団
の
有
機
的
な
関
連
性
や
共
通

性
に
つ
い
て
は
言
明
し
た
経
験
が
少
な
い
。
と
い
う
の
も
、

国
内
の
少
数
民
族
を
漢
族
と
同
等
の
経
済

・
文
化
的
水
準
に

ま
で
向
上
さ
せ
、

民
族
間
の
格
差
を
な
く
す
こ
と
こ
そ
が

「
民
族
」
が
繁
栄
発
展
す
る
道
な
の
で
あ
り
、
そ
の
主
体
性

は
「
先
進
民
族
」
で
あ
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

ー
の
漢
族
側
に
あ

る
、

つ
ま
り
社
会
主
義
建
設
の
無
二
の
盟
友
は
ま
ず
は
漢
族

な
の
で
あ
っ
て
国
外
の
同
一
の
民
族
集
団
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
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貴
州
省
東
南
部
苗
族
の
社
会
統
合
の
あ
り
さ
ま

前
節
で
確
認
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
上
で
の
変
移
の
中
で
、
実
際
の

「
ミ
ャ
オ
族
」
の
下
位
集
団
は
い
か
な
る
文
化
的
装
置
を
も

っ
て
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
し
て
き
た
の
か
、
貴
州
省
東
南
部
の
苗
族

を
例
と
し
て
、
つ
づ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

貴
州
省
東
南
部
に
居
住
す
る
苗
族
は
、
明

•

清
代
か
ら
反
乱
者
と

し
て
の
認
識
を
国
家
か
ら
受
け
て
き
た
。
と
く
に
一
八
五

0
年
代
か

ら
一
八
七

0
年
代
に
か
け
て
の
太
平
天
国
期
や
、
そ
の
の
ち
一

0
年

に
わ
た
る
反
乱
に
つ
い
て
は
多
く
の
記
述
が
あ
る
。

単
姓
か
ら
な
る
、
氏
族
的
紐
帯
が
き
わ
め
て
強
い
、
防
衛
的
機
能

を
も
兼
ね
備
え
た
彼
ら
の
集
居
村
落
が
、
こ
の
時
期
の
反
乱
の
組
織

(11) 

的
単
位
と
な
っ
た
点
や
、
盟
約
を
原
理
と
す
る
組
織
が
反
乱
の
温
床

(12
)
 

と
な
っ
て
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、

こ
う
し
た
記
述
か
ら
も
彼
ら
の
社
会
的
結
合
の
強
さ
が
読
み
取
れ
る
。

彼
ら
が
発
達
さ
せ
て
い
る
ふ
た
つ
の
社
会
組
織
と
は
、
ひ
と
つ
は

血
縁
原
理
に
よ
る
外
婚
的
父
系
氏
族
の
連
合
体
で
あ
る
「
鼓
社
」
で

あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
同
盟
原
理
に
よ
る
社
会
的
な
規
約
で
結
ば
れ

た
自
治
的
社
会
組
織
で
あ
る
「
議
榔
」
で
あ
る
。

「
鼓
社
」
と
は
、
同

一
ク
ラ
ン
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
複

数
村
落
の
成
員
の
組
織
で
あ
り
、
比
較
的
近
接
し
た
狭
い
範
囲
に
居

住
す
る
父
系
的
氏
族
集
団
を
統
合
す
る
役
目
を
も
っ
て
い
る
。
「
鼓

社
」
は
基
本
的
に
は
毎
―
―
一
年
周
期
で
、
「
鼓
社
節
」
と
呼
ば
れ
る

祖
先
祭
祀
を
挙
行
す
る
が
、
そ
の
由
来
讀
は
創
世
神
話
の
中
に
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
簡
述
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
フ
ウ
の

7
ー

デ

ィ

エ

マ

ー

マ

メ

イ

パ

ン

メ

イ

リ

ュ

ウ

樹
か
ら
出
生
し
た
蝶
の
姿
の
醐
蝶
娼
娼
（
ま
た
は
妹
榜
妹
留
）
が
一

チ
ャ
ン
ヤ
ン

二
個
の
卵
を
生
ん
だ
。
そ
の
ひ
と
つ
か
ら
人
類
の
祖
先
で
あ
る
姜
央

が
生
ま
れ
た
。
姜
央
は
雷
や
龍
、
虎
を
打
ち
負
か
し
て
天
下
を
取
り
、

土
地
を
開
墾
し
田
を
開
い
て
子
孫
を
繁
栄
さ
せ
て
い
た
。
あ
る
年
に

突
然
疫
病
が
流
行
し
、
多
く
の
人
々
が
死
に
い
た
っ
た
。
ま
た
あ
る

年
に
は
大
旱
魃
が
お
こ
り
、
作
物
は
全
く
収
穫
で
き
な
か
っ
た
。
姜

央
は
祖
先
を
祀
ら
な
か
っ
た
た
め
に
先
祖
が
怒
っ
て
災
害
を
も
た
ら

(13) 

し
た
と
考
え
、
瑚
蝶
娼
娼
を
祀
り
、

子
孫
の
幸
福
を
願
っ
た
と
い
う
。

グ
ー
ザ
ン
ト
ウ

「
鼓
社
節
」
で
は
氏
族
の
成
員
か
ら
選
出
さ
れ
た
「
鼓
臓
頭
」
が

絶
対
的
な
仲
介
者
と
し
て
存
在
し
、
祖
霊
と
直
接
に
接
触
す
る
。
祭

祀
の
お
り
に
用
い
ら
れ
る
木
鼓
に
は
瑚
蝶
婢
娼
の
霊
魂
が
宿
る
と
さ

れ
、
多
数
の
水
牛
や
豚
を
祖
霊
へ
の
供
犠
に
捧
げ
、
同

一
氏
族
の
成

員
と
共
食
す
る
。

「
鼓
社
節
」
は
齢
東
方
言
で
は
八
ヌ

・
チ

ャ
ン

・ニ

ョ
〔
n
e
u

t
i
;
i
a
 !) 

l
)
i
o

〕
＞
と
称
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
順
に
、

「
食
べ
る
」

．

「
氏
族
」

・
「
鼓
」
の
意
で
あ
り
、
語
義
か
ら
み
て
も

「
鼓
社
節
」

と
は
氏
族
レ
ベ
ル
で
の
共
食
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

ク
ラ
ン
の
始
祖
に
つ
な
が
る
こ
の
儀
礼
を
挙
行
す
る
こ
と
で
、
同
族

意
識
を
高
め
る
こ
と
で
、
そ
の
成
員
は
ク
ラ
ン

・
シ
ッ
プ
を

一
層
確

認
し
、
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
議
榔
」
に
は
、
近
隣
の
地
域
を
包
摂
す
る
大
規
模
な
も
の
か
ら
、

一
村
落
や
「
鼓
社
」
の
み
を
つ
か
さ
ど
る
レ
ベ
ル
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

形
態
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
慣
習
法
を
基
礎
に
形
成
さ
れ
た
社
会
組

織
で
あ
る
。
貴
州
省
東
南
部
の
苗
族
地
区
で
は
、
「
議
榔
」
が
通
常

決
定
す
る
事
項
は

一
村
の
範
囲
に
の
み
通
用
す
る
場
合
が
多
い
が
、

と
く
に
反
乱
に
際
し
て
は
規
模
を
地
域
的
な
大
規
模
な
も
の
に
昇
華

(
1
4
)
 

さ
せ
て
い
た
。

「
議
榔
」
が
決
定
す
る
内
容
は
、
例
え
ば
、
村
持
あ
る
い
は
「
鼓

社
」
所
有
の
公
的
な
山
林
を
育
成
す
る
た
め
の
「
封
山
育
林
」
の
取

り
決
め
で
あ
っ
た
り
、
村
落
内
部
で
の
略
奪
や
各
種
犯
罪
行
為
の
禁

止
で
あ
っ
た
り
す
る
。
村
落
に
お
け
る
民
主
性
は
こ
う
し
た
組
織
や

制
度
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

村
落
の
長
老
で
あ
る
「
理
老
」
は
、
決
定
事
項
に
違
反
し
た
場
合
、

裁
定
に
あ
た
り
、
違
反
者
に
は
厳
し
い
罰
を
下
し
、
刑
は
「
鼓
社
」

が
下
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
村
落
は
「
鼓
社
」

・
「
議
榔
」

・

「理

老
」
に
よ
っ
て
統
括
、
統
合
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
議
榔
」
は
ま
た
、
前
出
の
姜
央
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ

て
お
り
、
神
話
的
祖
先
か
ら
自
己
に
わ
た

っ
て
連
綿
と
連
な
る
意
識

が
彼
ら
の
世
界
観
の
根
本
に
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
当
該
域
の
苗
族
は
、
父
と
子
の
間
に

「し
り
と
り
式
」

の
特
有
の
祖
名
の
継
承
法
、
す
な
わ
ち
父
子
連
名
制
を
も
っ
て
お
り
、

こ
の
方
法
で
具
体
的
な
系
譜
上
の
記
憶
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼

ら
の
言
語
に
は
と
り
わ
け
親
子
関
係
を
強
調
し
た
り
、
個
別
に
表
し

た
り
す
る
言
葉
や
表
現
は
な
い
が
、
ク
ラ
ン
の
始
祖
に
収
敏
す
る
こ

の
父
子
連
名
制
に
よ
っ
て
彼
ら
は
系
譜
を
記
憶
を
と
ど
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
ク
ラ
ン
の
始
祖
に
つ
い
て
は
、
各
ク
ラ
ン
ご
と
に
地
名
を

読
み
込
ん
だ
、
具
体
的
な
移
動
伝
承
を
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ

こ
に
も
彼
ら
に
特
有
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
法
が

発
現
す
る
の
で
あ
る
。

＊
ア
ン
ニ

ャ
ン

ウ

当
該
域
の
苗
族
は
婚
姻
形
態
に
お
い
て
も
、

「
還
娘
頭
」
と
呼
ば

れ
る
規
定
交
叉
イ
ト
コ
婚
を
も
っ
て
い
る
。
母
方
オ
ジ
の
息
子
が
優

先
的
に
父
方
オ
バ
の
娘
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
方
法
が
そ
れ
で
あ
る
。

(16) 

母
方
オ
ジ
は
祭
祀
活
動
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
が
、
母
方

オ
ジ
の
息
子
が
こ
の
婚
姻
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
系
の
リ

ネ
ー
ジ
に

一
定
の
権
力
を
保
持
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
交
叉
イ

ト
コ

婚
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、
財
産
の
相
続
権
が
な
い
父
方
オ
バ
が
、

娘
の
夫
と
な
る
人
物
の
財
産
権
へ
の
介
入
を
期
待
す
る
か
ら
だ
と
す

(17
)
 

る
説
が
あ
る
が
、
親
族
の
互
恵
的
関
係
を
考
察
す
る
上
で
輿
味
深
い

例
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
筆
者
の
調
査
で
も
、
数
は

少
な
い
も
の
の
、
幾
例
か
の
こ
の
交
叉
イ
ト
コ
婚
を
確
認
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
貴
州
省
東
南
部
の
苗
族
の
社
会
的
な

結
束
性
は
す
こ
ぶ
る
高
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
彼
ら
は
こ
う
し
た

装
置
を
も

っ
て
社
会
的
統
合
を
培
い
、
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
保
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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四

モ
ン
族
の
社
会
統
合
の
あ
り
さ
ま

こ
れ
ま
で
「
ミ
ャ
オ
族
」
が
東
南
ア
ジ
ア
側
か
ら
称
さ
れ
る
際
に

は
「
メ
オ
」
と
い
う
他
称
を
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の

呼
称
は
、
ミ
ャ
オ
語
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
「
名
づ
け
」
側
の
言
語

観
に
由
来
す
る
と
も
い
わ
れ
る
。
だ
が
、
彼
ら
自
身
の
間
で
は
、

「
メ
オ
」
を
侮
蔑
的
な
呼
称
と
受
け
止
め
て
お
り
、
自
ら
は
自
称
の

「
モ
ン
（
族
）
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
呼
称
に
し
た

が
っ
て
記
述
し
て
お
く
。

彼
ら
は
主
に
、
焼
畑
耕
作
や
漢
族
の
政
治
的
・

経
済
的
圧
迫
の
影

響
で
約
一
八

0
年
前
頃
よ
り
華
南
か
ら
南
下
し
は
じ
め
、
東
南
ア
ジ

ア
の
大
陸
部
へ
と
移
動
し
た
。
分
布
の
今
日
的
な
数
字
を
あ
げ
れ
ば
、

ベ
ト
ナ
ム
に
約
三
四
万
九
、

0
0
0人
(
-
九
七
六
年
）
、
ラ
オ
ス

に
約
三
五
万
人
(
-
九
七
四
年
？
）

、
タ
イ
に
約
八
万
二
、

0
0
0

人
(
-
九
八
八
年
）

、
さ
ら
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
も
少
数
が
居
住
し
て

い
る
。
い
ず
れ
も
ク

ロ
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
マ
ー
ジ
ナ
ル

・
グ
ル

ー

プ
と
し
て
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。

モ
ン
族
は
、
P
e
H
m
o
o
b
 
〔窟
5
5ffi0!)55
〕
（
我
々
モ
ン
）
の
語
で

(19
)
 

下
位
集
団
全
体
の
強
い
所
属
意
識
を
あ
ら
わ
す
。
し
か
し
、
色
彩
的

形
容
を
後
置
し
て
弁
別
す
る
下
位
集
団
の
分
岐

(
H
m
o
o
b

D
a
w
b
 [
白
苗
]
や
H
m
o
o
b
N
t
s
u
a
b
 
[
緑
苗
]
な
ど
が
あ
る
。
）

を
意
味
づ
け
る
根
拠
は
希
薄
で
、
そ
の
起
源
も
明
白
で
は
な
く
、
彼

(20
)
 

ら
自
身
も
明
確
な
証
左
を
も
っ
て
い
な
い
。

「
貴
方
は
何
苗
か
？
」
と
の
質
問
に
対
し
て
は
「
自
分
は
H
m
o
o
b

Y
a
j

で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
又
、
L
i
s
,
T
h
o
j
,
 Vw

j
等
と
X
e
e
m

(clan 
n
a
m
e
)
を
答
え
、
直
ち
に
H
m
o
o
b
D
a
w
b
 C
白
苗
）
だ

と
か
、
H
m
o
o
b
N
t
u
a
b
(
緑
苗
）
だ
と
か
答
え
た
も
の
は
少
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
れ
で
は
と
突
っ
込
ん
で
質
問
を
く
り
返
す
と
、

今
度
は
確
か
に
色
に
よ
る
分
類
を
し
て
く
れ
た
。
」
と
い
う
。
こ
こ

か
ら
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
ま
ず
姓
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
出
自
を
確
認
す
る
こ
と
が
先
決
な
の
で
あ
り
、
色
に

よ
る
集
団
の
所
属
規
定
は
二
義
的
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
知
る
の
で

あ
る
。父

系
出
自
集
団
の
確
認
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手

段
と
な
る
の
は
、
厳
密
に
「
同
姓
不
婚
」
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
姓
が
明
確
な
外
婚
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も

容
易
に
予
測
で
き
る
が
、
し
か
し
、
彼
ら
は
リ
ネ

ー
ジ
の
長
以
上
の

レ
ベ
ル
で
は
政
治
的
な
リ
ー
ダ
ー
を
も
た
な
い
し
、
彼
ら
の
系
譜
上

の
記
憶
は
浅
く
、
そ

の
意
識
も
脆
弱
で
、
二
か
ら
四
世
代
を
遡
及
で

き
る
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
が
表
現
す
る
リ
ネ

ー
ジ
的
結
合
と
は
実
際
は

(23
)
 

単
に
大
規
模
な
拡
大
家
族
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

モ
ン
族
は
焼
畑
耕
作
に
依
存
し
た
た
め
に
移
住
を
く
り
返
さ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
移
動
性
が
高
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
彼
ら

の
村
落
は
可
塑
的
な
傾
向
を
示
し
、
分
散
的
な
形
態
を
み
せ
る
よ
う

（れ）

に
な
っ
て
、
半
ば
必
然
的
に
社
会
空
間
の
凝
集
性
は
低
く
な
る
。
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ゲ
デ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
彼
ら
の
移
住
と
は
、
①
現
在
の
居
住
地
に
近

接
し
た
テ
リ
ト
リ
ー
が
枯
渇
し
た
後
に
、
同

一
テ
リ
ト
リ
ー
内
の
遠

隔
地
に
耕
地
を
拡
大
す
る
の
に
伴
っ
て
多
数
の
家
族
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
大
規
模
な
近
距
離
移
住
、
②
テ
リ
ト
リ
ー
内
の
世
帯
か
そ
の

テ
リ
ト
リ
ー
に
よ
っ
て
は
生
計
を
立
て
ら
れ
な
く
な
っ
た
事
態
が
一

般
化
し
た
場
合
に
、
他
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
向
け
て
現
在
の
所
属
を
放

(25) 

棄
し
て
行
な
わ
れ
る
遠
距
離
移
住
と
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
が
、
興

味
深
い
の
は
移
住
が
彼
ら
に
も
た
ら
し
た
文
化
的
ァ
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
や
独
自
の
社
会
関
係
で
あ
る
。

ま
ず
、
モ
ン
族
に
は

「
ク
ラ
ン
」
と
「
リ
ネ
ー
ジ
」
の
中
間
的
集

(26) 

団
と
し
て
、

「
サ
ブ

・
ク
ラ
ン
」
が
存
在
す
る
。

「
サ
ブ

・
ク
ラ
ン
」

は
遂
行
さ
れ
る
儀
礼
行
為
に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
、
移
動
の
過
程
で

「
サ
ブ

・
ク
ラ
ン
」
の
分
離
や
統
合
が
行
な
わ
れ
る
。

「
鼓
社
」
の

ご
と
き
外
婚
的
父
系
氏
族
の
連
合
体
を
も
た
な
い
彼
ら
に
と
っ
て
は

同

一
ク
ラ
ン
の
成
員
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
サ
プ

・
ク
ラ
ン
の
成
員

(21) 

で
あ
る
か
否
か
の
確
認
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

移
住
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
社
会
関
係
に
、

「
ヤ
オ

・
チ
ュ
ア

(y
a
o
 
ju
a
)
関
係
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
婚
姻
後
の
男
性
が
、

妻
の
父
や
妻
の
兄
弟
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も

つ
よ
う
な
る
こ
と
を

意
味
し
て
お
り
、
互
い
の
リ
ネ
ー
ジ
が
も
つ
権
利
や
義
務
を
互
酬
す

る
。
こ
の
関
係
は
、
移
住
の
結
果
、
婚
姻
関
係
が
成
立
し
た
と
き
に

始
ま
り
、
死
後
に
ま
で
及
ぶ
と
い
い
、
妻
の
父
は
そ
の
孫
の
命
名
に

ま
で
関
与
す
る
ほ
ど
に
徹
底
し
て
い
る
。

モ
ン
族
は
こ
う
し
た
方
法
で
自
ら
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
、

集
団
の
再
編
を
通
じ
て
社
会
を
形
成
し
、
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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社
会
的
環
境
の
差
異

下
位
集
団
に
お
け
る
こ
う
し
た
文
化
的
か
つ
社
会
的
な
差
異
は
、

周
辺
社
会
と
の
交
流
の
あ
り
さ
ま
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
下
位
集
団
の
地
域
的
な
歴
史
的
文
脈
に
つ
い
て
簡
単

に
考
察
し
て
お
こ
う
。

一
般
に
非
漢
民
族
の
地
方
官
に
よ
る
間
接
統
治
で
あ
る
「
土
司
」

(29) 

制
度
は
苗
族
の
間
に
は
定
着
し
て
い
な
い
が
、
貴
州
省
東
南
部
の
場

合
、
苗
族
と
漢
族
と
の
交
流
は
古
く
、
清
代
前
期
に
は
、
貴
州
省
東

南
部
の
苗
族
村
落
に
四
川

・

広
東

•
江
西
•

湖
南
出
身
の
漢
族
が
す

で
に
居
住
し
て
お
り
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
政
治
的

に
は
こ
の
地
域
の
「
改
土
帰
流
（
「
土
司
」
を
廃
し
て
、
代
わ
り
に

漢
族
の
「
流
官
」
を
設
置
し
て
直
接
統
治
へ
と
転
ず
る
政
策
）
」
は

雅
正

―
二

(
-
七
三
四
）
年
に
完
成
す
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
太
平
天

国
期
ま
で
の
直
接
統
治
に
起
因
し
た
苗
族
反
乱
の
時
期
を
除
け
ば
、

漢
族
と
の
関
係
は
比
較
的
良
好
で
あ
り
、

一
九
世
紀
中
葉
に
は
商
業

流
通
が
展
開
し
、
貨
布
も
流
通
す
る
に
い
た

っ
て
お
り
、
苗
族
は
広

東
か
ら
塩
を
移
入
し
、
代
替
と
し
て
米

•

木
材
・

桐
油
•

藍
を
販
出

し
て
い
た
よ
う
に
相
互
交
流
の
あ
と
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
モ
ン
族
の
場
合
、
清
代
末
期
に
は
、

雲
南
省
南



部
元
江
流
域
の
金
平

・
屏
辺
地
区
で
捺
族
「
土
司
」
の
支
配
の
も
と

に
「
塞
老
（
一
族
の
長
）
」
を
た
て
土
司
の
領
地
の
耕
作
を
促
さ
れ

て
い
た
り
、
ま
た
漢
族
や
壮
族
の
個
人
地
主
の
も
と
で
他
の
少
数
民

(32) 

族
と
と
も
に
小
作
化
し
た
り
し
て
い
た
。
こ
の
地
域
の
「
改
土
帰
流
」

は
非
常
に
遅
れ
、
中
華
民
国
期
の
一
九
二
二
年
に
な
っ
て
や
っ
と
と

り
行
な
わ
れ
、
や
が
て
そ
れ
は
保
甲
制
に
変
わ
る
の
で
あ
る
が
、
彼

ら
は
保
甲
制
の
も
と
で
も
大
き
な
内
発
的
な
社
会
変
革
を
行
な
い
得

(33) 

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

移
動
先
と
な
っ
た
今
世
紀
前
半
の
旧
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
北
部
で
は
、

抗
戦
期
を
む
か
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
モ
ン
族
は
シ
ャ

ー
マ
ン

を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
戦
闘
的
集
団
を
結
成
し
、
反
官
僚
化
・

反
植
民

(34) 

地
化
運
動
を
展
開
し
た
た
め
民
族
間
関
係
が
尖
鋭
化
し
て
い
た
。
地

勢
上
の
孤
立
、
あ
る
い
は
彼
ら
自
身
の
怠
惰
に
起
因
す
る
モ
ン
族
本

来
か
ら
の
村
落
経
済
の
偏
狭
さ
が
生
活
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

(35) 

い
た
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
土
司
」
下
で
支
配
を
受

け
て
い
た
社
会
が
、
移
動
と
い
う
手
段
の
み
に
よ
っ
て
は
社
会
的
自

律
性
を
回
復
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
こ
に
モ
ン

族
社
会
の
脆
弱
さ
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
タ
イ
王
国
へ
の
移
住
は
、
早
く
て

一
九
三

0
年
代
に
始
ま

る
。
北
タ
イ
ヘ
移
遷
の
の
ち
、
こ
こ
で
も
土
地
を
め
ぐ
る
農
民
戦
争

を
平
地
の
タ
イ
族
を
相
手
に
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
や
が
て
共
産

(37) 

党
が
支
援
す
る
武
装
反
乱
と
な
っ
て
広
域
に
展
開
し
た
の
で
あ
る

し
か
し
、
こ
こ
三

0
年
の
間
に
は
、
工
業
化
や
仏
教
化
政
策
、
大

タ
イ
主
義
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
モ
ン
族
は
全
体
社
会
の
中
に
吸
収
さ

れ
つ
つ
あ
り
、
社
会
化

・
国
家
化
の
過
程
で
大
き
な
変
化
を
み
せ
て

い
る
。
と
く
に
一
九
六

0
年
前
後
か
ら
政
府
の
国
有
保
全
林
の
拡
大

や
森
林
管
理
の
強
化
に
伴
い
、
彼
ら
に
は
ケ
シ
栽
培
や
焼
畑
耕
作
に

よ
る
森
林
破
壊
の
主
体
で
あ
る
と
い
っ
た
負
の
価
値
を
伴
っ
た
イ
メ
ー

ジ
が
付
帯
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
”
ヒ

ル
・
ト
ラ
イ
ブ
“
と
し
て
の
モ
ン
族
像
は
今
で
も
固
定
的
な
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

北
部
の
い
く
つ
か
の
県
に
は
山
地
民
の
定
住
施
設
や
研
究
機
関
も

設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ご
く
一
部
の
モ
ン
族
を
除
い
て
は
タ
イ
国
の

法
的
権
利
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
モ
ン
族
を
含

め
た
山
地
民
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
化
に
関
し
て
は
、
今
後
の
政
府
側
の
熟

慮
が
待
た
れ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
モ
ン
族
は
本
来
の
生
業
形
態
で
あ
る
焼
畑
耕
作
か

ら
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
身
を
置
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ュ
ー
ミ
ェ

ン
・
ヤ
オ
族
と
違
い
、
具
体
的
な
信
仰
や
儀
礼
体
系
を
も
た
な
い
モ

ン
族
は
、
移
動
を
く
り
返
す
に
つ
れ
て
そ
の
社
会
そ
の
も
の
を
弱
体

化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
「
ミ
ャ
オ
族
」
を
対
象
に
、
外
在
的
側
面
と
内
在
的
側

面
の
ふ
た
つ
の
相
か
ら
下
位
集
団
に
つ
い
て
の
記
述
を
す
す
め
て
き
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こ
o

t
 「

ミ
ャ
オ
族
」
に
は
下
位
集
団
の
分
岐
ご
と
に
発
見
で
き
る
服
飾

な
ど
の
外
面
的
独
自
性
に
反
し
て
、
民
族
集
団
全
体
を
貫
く
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
が
存
在
す
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
下
位
集
団
同
士
で
は
具
体

的
な
情
報
を
も
た
ず
、
漠
然
と
し
た
民
族
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
感
じ
て
い
る
だ
け
で
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
上
で
の
有
機
的
な
紐
帯
は

認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
の
場
合
、
中
国
領

内
の

「
民
族
自
治
区
域
」
と
い
う
地
域
以
外
に
お
い
て
も
広
域
に
分

布
す
る
た
め
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
領
域
と
の
連
関
は
強
く
は
な
い
と

い
え
る
。

こ
こ
で
み
て
き
た
ふ
た
つ
の
下
位
集
団
に
お
い
て
は
、
言
語
的
指

標
や
祖
先
祭
祀
の
形
態
に
代
表
さ
れ
る
文
化
的
要
素
か
下
位
集
団
の

境
界
保
持
に
寄
与
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
以
外
に
社
会
的
環
境
、

換
言
す
れ
ば
歴
史
的
文
脈
も
集
団
形
成
に
菫
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
。
民
族
集
団
そ
れ
自
身
が
状
況
依
存
的
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

下
位
集
団
あ
る
い
は
そ
れ
が
分
化
す
る
集
団
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
甫
層
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き

な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

ク
ロ
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
生
き
る
民
族
集
団
は
「
国
民
国
家
」
と

(39) 

い
う
枠
組
で
は
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
つ
い
て
は
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
と
い
う
き
わ
め
て
今
日
的
な
テ
ー
マ
か
ら
分
析
が
加
え
ら
れ

(40) 

よ
う
と
し
て
い
る
。
ト
ラ
ン
ス

・
ナ

シ
ョ
ナ
ル
に
存
在
す
る
、
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
と
は
何
か
や
、
そ
れ
に
伴
う
歴
史
性
と
は
何
か
と
い
っ
た

問
題
を
追
究
す
る
こ
と
が
、
無
文
字
民
族
と
し
て
「
前
近
代
」
か
ら

「
近
代
」
へ
と
「
歴
史
」
の
回
廊
を
歩
ん
で
き
た
「
民
族
」
を
解
明

す
る
糸
口
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

現
在
で
は
す
べ
て
の
社
会
が
い
ず
こ
か
の
版
図
に
属
し
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
、
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
考
察
を
す
す
め
る
と
き
に
は
ま

(41
)
 

ず
国
家
が
研
究
の
対
象
と
な
る
と
い
う
論
も
十
分
に
説
得
力
を
も
つ
。

だ
が
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
ク
ロ
ス

・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
民
族
集
団
に

分
析
を
加
え
る
場
合
に
は
、
民
族
集
団
が
存
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
国

家
の
国
民
形
成
の
度
合
い
や
国
家
統
合
の
道
程
の
相
違
と
い
っ
た
種
々

の
問
題
が
個
別
に
検
討
さ
れ
た
上
で
、
ま
ず
は
国
家
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

の
定
義
づ
け
な
ら
び
に
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
民
族
の
名
に
国
家
の
名
を
冠
す
る
と
き
、
国
民
国
家
的

枠
組
か
ら
の
離
脱
は
不
可
能
と
な
る
。
批
判
な
し
に
国
民
国
家
の
成

立
を
想
定
す
る
思
考
法
で
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
少
数
民
族
の
現

状
に
は
言
及
で
き
て
も
、
国
境
を
越
え
て
生
き
る
マ
ー
ジ
ナ
ル

・
グ

ル
ー
プ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や
民
族
集
団
の
全
体
像
を
概
観
す
る
に
は

お
よ
ば
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
ミ
ャ

オ
族
」
は
中
国
に
お
い
て
も
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
諸
国

家
に
お
い
て
も
自
律
的
か
つ
自
治
的
地
位
を
享
受
し
て
い
る
よ
う
に

映
る
が
、
実
際
は
生
業
や
宗
教
・
信
仰
は
部
分
的
に
制
限
を
受
け
て

お
り
、
経
済
面
や
文
化
面
で
の
発
展
は
基
本
的
に
は
所
属
す
る
政
府

や
国
家
の
多
数
派
の
民
族
集
団
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

現
在
の
「
ミ
ャ
オ
族
」
の
土
着
的
な
民
族
文
化
は
あ
た
か
も
保
持
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さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
移
り
行
く
政

治
的
状
況
の
影
響
で
少
し
ず
つ
変
容
を
き
た
し
な
が
ら
、
つ
ね
に
政

治
的
な
再
評
価
を
受
け
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
逆

に
い
え
ば
、
「
ミ
ャ
オ
族
」
自
身
の
文
化
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
把

握
な
し
に
は
理
解
し
難
い
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
も
な
る
。
本
稿
の
「
ミ
ャ
オ
族
」
の
例
は
、
文
化
（
倫
理
）
的

多
元
主
義
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
た
め
の
階
と
な
る
可
能
性
を
我
々

に
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
1
)

〈苗
族
簡
史
〉
編
写
組

「苗
族
簡
史
」
貴
州
民
族
出
版
社
、

一
九

八
五
年
、
六
頁
。
ま
た
王
輔
世
主
編

「苗
語
簡
志
」
民
族
出
版
社
、

一
九
八
五
年
、

三
頁。

(
2
)

白
鳥
芳
郎

「華
南
少
数
民
族
の
生
業
形
態
の
分
析
と
類
型
」
、
白

鳥
芳
郎

「華
南
文
化
史
研
究
」
六
興
出
版
、

一
九
八
五
年
、

二
九
〇

＼
三
七

0
頁
。

(3
)

本
稿
は
、
筆
者
の
旧
稿
の

一
部
を
本
論
の
主
題
に
鑑
み
て
と
ら
え

な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
部
分
的
に
は
、
筆
者
の
前
稿

と
重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。
拙
稿

「
民
族
集
団
の
動
態
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

l

貴
州
省
東
南
部
ミ
ャ
オ

族
の
事
例
か
ら
ー

」

「

社
会
学
雑
誌
」
第
七
号
。

(4
)

ミ
ャ
オ
族
と
民
族
的
親
縁
関
係
が
あ
る
ヤ
オ
族
の
例
は
、
竹
村
卓

二
「
タ
イ
北
部
ヤ
オ
族
の
起
源
神
話
と
種
族
的
同
定
」
江
上
教
授
古

稀
記
念
事
業
会
（
編
）

『
江
上
教
授
古
稀
記
念
論
集
」
（
民
族

・
文

化
編
）
山
川
出
版
社
、

一
九
七
七
年
、

ニ―

五
＼
二
三
四
頁
、
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

内
堀
基
光
「
民
族
論
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
田
邊
繁
治
編

「
人
類
学
的

認
識
の
冒
険

l

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

」
同
文

館、

一
九
八
九
年
、

二
七

1
四
三
頁。

(
6
)

丙
逸
夫

「西
南
少
数
民
族
晶
獣
偏
労
命
名
考
略
」
『
中
央
研
究
院

歴
史
語
言
研
究
所
人
類
学
集
刊
」
第
二
巻、

一
九
四

一
（
民
国
二
O
)

年
。

(
7
)

一
九
三
八
年
の
中
共
第
六
期
中
央
委
拡
大
第
六
次
全
体
会
議
で
は

毛
沢
東
が
唱
え
た
い
わ
ゆ
る
「
新
段
階
論
」
で
は

「蒙

・
回

・
蔵

・

苗
・
瑶
の
各
民
族
に
漢
民
族
と
平
等
の
権
利
を
認
め
、
共
同
抗
日
の

原
則
の
も
と
で
彼
ら
が
自
治
権
を
も
ち
、
か
つ
漢
民
族
と
連
合
し
て

統

一
国
家
を
樹
立
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

」
と
報
告
し

て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

(
8
)

「民
族
自
治
地
方
」
の
範
悶
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
狭
い
領
域

の

「民
族
郷
」
は
苗
族
の
場
合
、

一
九
八
五
年
末
現
在
で

二
七
七
あ

る
。

(
9
)

「民
族
区
域
自
治
」
の
本
格
化
に
よ
る
利
点
は
、
苗
族
の
よ
う
な

無
文
字
民
族
に
は
文
字
の
創
製
に
よ
る
民
族
語
の
文
語
化
と
い
う

一

大
事
業
が
授
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
か
ら
文
盲
の
排
除
が
国

家
的
な
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
民
族
語
と
し
て
標
準
化

さ
れ
た
言
語
の
存
在
は
基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
り
、

無
文
字
状
態
を
ロ
ー
マ
字
に
よ
っ
て
表
音
文
字
化
し
た
そ
の
努
力
に

つ
い
て
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(10) 

D
i
a
m
o
n
d
,
 N
., 

"T
h
e
 M
i
a
o
 a
n
d
 P
o
i
s
o
n
;
l
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
 

o
n
 C
h
i
n
a
's
 S
o
u
t
h
w
est 
F
r
o
n
t
i
e
r
", 
E
t
h
n
o
l
o
g
y
,
 27

 ,l. 

p
p
.l
 ,
 
2
5
.
 

(11)

徐

慶

堅

「太
平
天
国
時
代
貴
州
苗
民
起
義
」

「史
学
月
刊
」
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(29)

大
林
太
良

「
中
国
辺
境
の
土
司
制
度
に
つ
い
て
の
民
族
学
的
考
察
」

「
民
族
学
研
究
』
第
三
五
巻

一
号
o

(30)

「
清
高
宗
実
録
』
巻
三
―
一

、
乾
隆

一
三
年
三
月
癸
丑
の
条
°

(31)

武
内
房
司

「清
末
苗
族
反
乱
と
青
蓮
教
」
「
海
南
史
学
」
第
二
六

号。

(32)

宋
恩
常
「
金
平
和
屏
辺
苗
族
化
封
建
化
的
特
点
」
宋

恩

常

「
雲
南
少
数
民
族
社
会
調
査
研
究
』
（
上
集
）
雲
南
人
民
出
版
社
、

一
九
八

0
年
、
二
四
八
ー
ニ
七
二
頁。

(33)

宋
恩
常
整
理

「
金
平
県
二
、
七
区
苗
族
社
会
調
査
」

〈
民
族
問

題
五
種
叢
書
》
雲
南
省
編
輯
委
員
会
編
「
雲
南
苗
族
瑶
族
社
会
歴
史

調
査
」
一

七
＼
三
五
頁
。

(34) 

G
u
n
n
,
 C
.
 G

e
o
f
f
r
e
y
,
 

"
S
h
a
m
m
a
n
s
 
a
n
d
 
R
e
b
e
l
s
:
 

T
h
 B
a
t
c
h
a
i
(
M
E
O
)
 
R
e
b
e
l
l
i
o
n
 
o
f
 N
o
r
t
h
e
r
n
 L
a
o
s
 a
n
d
 

N
o
r
t
h
-w
e
s
t
 
V
i
e
t
n
a
m
 (
1
9
1
8
'
1
9
2
1
)
 
", 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
t
h
e
 

S
i
a
m
 S
o
c
i
e
t
y
,
 V

o
l
.
7
4
,
 1

9
8
6
,
 p
p
.1
0
7
-121. 
自
〖
ばt的
5
t
J砕5

策
に
つ
い
て
は
、
菊
地

一
雅

r
ィ
ン
ド
シ
ナ
の
少
数
民
族
社
会
誌
」一

大
明
堂
、

一
九
八
九
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(35) 

Y
a
n
g
,
 D
., 

L
e
s
 
H
m
o
n
g
 
d
u
 
L
a
o
s
 
f
a
c
e
 
a
u
 

d
e
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
,
 E

d
i
t
i
o
n
 
S
i
a
o
s
a
v
a
t
h
,
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7
5
,
 p
p
.6
7
 ,
 
6
8
.
 

(36) 

G
r
a
n
d
s
t
a
f
f
,
 T
.B
., 

S
w
i
d
d
e
n
 
S
o
c
i
e
t
y
 
i
n
 
N
o
r
t
h
 

T
h
a
i
l
a
n
d
 

A
 
D
i
a
c
h
r
o
n
i
c
 
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
 
E
m
p
h
a
s
i
z
i
n
g
 

R
e
s
o
u
r
c
e
 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 

1
9
8
0
)
 

• 

(37)

ラ
ル
フ

・
サ
ク
ス
ト
ン

「
タ
イ
に
お
け
る
近
代
化
と
農
民
の
抵
抗
」

セ
ル
デ
ン

•

M
編

「
ア
ジ
ア
を
犯
す
ー
—

—

新
植
民
地
主
義
の
展
開
」

河
出
書
房
新
社
、

一
九
七
五
年
、

ニ
ニ
八
ー
ニ
七
二
頁。

(38) 

R
u
e
n
y
o
t
e
,
 S
.
 

"T
h
e
 
H
i
l
l
 
T
r
i
b
e
 
P
r
o
g
r
a
m
m
e
 
o
f
 

T
h
e
 
T
h
a
i
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
", 
H
i
n
t
o
n
,
 P
.
 

(
e
d
.)
,
 T

r
i
b
e
s
 ,
 

m
e
n
 a
n
d
 
P
e
a
s
a
n
t
s
 
i
n
 
N
o
r
t
h
e
r
n
 
T
h
a
i
l
a
n
d
,
 T

r
i
b
a
l
 

R
e
s
e
a
r
c
h
 
C
e
n
t
e
r
,
 19

6
9
,
 p
.1
3
.
 

(39)

綾
部
恒
雄
は
、
西
欧
起
源
で
あ
る
国
民
国
家
の
概
念
は
東
南
ア
ジ

ア
の
諸
国
家
に
お
い
て
は
擬
制
性
が
強
く
、
国
民
国
家
性
に
お
い
て

周
縁
的
性
格
を
持
つ
た
め
、
比
較
的
孤
立
し
た
少
数
民
族
や
山
地
民

に
つ
い
て
は
国
民
国
家
と
い
う
枠
組
で
は
論
じ
き
れ
な
い
と
記
し
て

い
る
（
綾
部
恒
雄
「
東
南
ア
ジ
ア
の
民
族
論
1

国
民
国
家
と
工

ス
ニ
シ
テ
ィ
の
力
学

」
川
田
順

三
•

福
井
勝
義
編

「
民
族
と

は
何
か
」
岩
波
書
店
、

一
九
八
八
年
、

U

一三

一
頁
]

ニ
―

五
ー
ニ

三
四
頁
）
。

(40) 

W
i
j
e
y
e
w
a
r
d
e
n
e
n
 G
.
 (

e
d
.)
,
 Et

h
n
i
c
 G
r
o
u
p
s
 a
c
r
o
s
s
 

N
a
t
i
o
n
a
l
 

B
o
u
n
d
a
r
i
e
s
 

i
n
 

M
a
i
n
l
a
n
d
 

S
o
u
t
h
e
a
s
t
 

A
s
i
a
,
 Institute 

o
f
 S
o
u
t
h
e
a
s
t
 A
s
i
a
n
 
S
t
u
d
i
e
s
,
 1

9
9
0
・中
＇

国
の
研
究
者
側
か
ら
も
「
跨
境
民
族
」
と
い
う
概
念
で
ク
ロ
ス

・
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
民
族
集
団
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
が
、
そ

の
語
自
体
が
結
果
的
に
近
視
眼
的
視
点
し
か
も
ち
得
て
い
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
国
家
に
よ
る
求
心
的
統
合
の
対
象
と
し
て
の
少

数
民
族
と
い
う
暗
黙
的
諒
解
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
（
申
旭
•
劉
稚

R
e
l
a
t
1
0
n
s
h
1
p
s
,
 

P
h
.D
.
 

D
1
s
s
e
r
t
a
t
1
0
n
,
 

o
f
 
H
a
w
a
i
i
,
 

1
9
7
6
 

(
m
i
c
r
o
f
i
l
m
e
d
 

rn 
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「
中
国
西
南
与
東
南
亜
的
跨
境
民
族
」
雲
南
人
民
出
版
社
、

八
年
）
。

(41)

内
堀
基
光
「
国
家
と
部
族
社
会

I

サ
ラ
ワ
ク

・
イ
バ
ン
の
経

験
|
↓
伊
藤
亜
人

•

関
本
照
夫
•

船
曳
建
夫
（
編
）
「
現
代
の
社

会
人
類
学
」
三

（
国
家
と
文
明
の
過
程
）

、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
七
年
、
五
七
＼
八
二
頁
。
ま
た
、
山
下
晋
司
「
儀
礼
の
政
冶

学

i

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

・
ト
ラ
ジ
ャ
の
動
態
的
民
族
誌
」
弘
文
堂
、

一
九
八
八
年
。

一
九
八

（
神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
）
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