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は
じ
め
に

近
年
、
モ
ン
ゴ
ル
国
に
お
け
る
土
地
の
私
有
化
、
と
り
わ
け
現
在
ま
で
私
有
の
認
め
ら
れ
て
い
な
い
牧
地
、
つ
ま
り
草
原
を
私
有
化
す

る
議
論
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
お
け
る
土
地
利
用
に
対
す
る
学
術
的
関
心
が
分
野
を
問
わ
ず
高
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

２
０
０
８
年
３
月
に
は
東
京
で
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
・
国
連
大
学
共
催
の
「
社
会･

環
境
条
件
の
変
動
下
に
お

け
る
モ
ン
ゴ
ル
国
の
牧
畜
業
の
現
状
と
発
展
方
向
」
と
題
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る
議
論
の
多
く
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原
地
域
の
地
域
的
多
様
性
を
捨
象
し
た
、
と
り
わ
け
制
度
と
現
実
を
同
一
視
す
る

論
調
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
草
原
の
私
有
化
が
制
度
的
に
完
了
し
た
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
は
季
節
移
動
の
消
滅
に
伴
う
環
境

悪
化
の
典
型
地
域
と
し
て
の
み
表
象
さ
れ
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
地
域
的
多
様
性
は
、
一
方
の
モ
ン
ゴ
ル
国
に
お
け
る
現
状
の
多
様
性
と
同
様
、

省
み
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、内
モ
ン
ゴ
ル
や
モ
ン
ゴ
ル
国
を
含
む
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
お
け
る
、現
状
の
地
域
的
多
様
性
を
取
り
扱
っ
た
研
究
が
存
在
し
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
既
存
の
研
究
に
お
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
地
域
に
お
け
る
地
域
的
多
様
性
と
い
え
ば
、
自
然
環
境
面
に
お
け
る
多
様
性
や
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文
化
的
多
様
性
、
あ
る
い
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
か
ら
の
距
離
に
起
因
す
る
経
済
状
況
に
お
け
る
多
様
性
が
検
討
の
枠
内
に
入
っ
て
い
た
。
現
に
、
筆

者
自
身
、
環
境
や
文
化
に
関
す
る
多
様
性
は
尾
崎
（
２
０
０
８
）
で
、
経
済
状
況
と
牧
民
の
経
営
戦
略
に
関
す
る
多
様
性
は
森
永
・
尾
崎
・
柿

沼
（
２
０
１
０
）
で
す
で
に
指
摘
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
事
例
研
究
も
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
振
り
返
っ
て
、
法
律
を
は
じ
め
と
す
る
国
家
レ
ベ
ル
で
の
制
度
と
地
域
社
会
と
の
関
連
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
往
々
に
し
て
、
制

度
を
論
じ
る
立
場
の
研
究
者
は
、
制
度
こ
そ
が
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
依
拠
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
、
上
記
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

に
お
け
る
制
度
研
究
者
の
言
説
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
論
、制
度
が
同
一
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、上
に
挙
げ
た
環
境
・
文
化
・

経
済
状
況
に
起
因
す
る
地
域
的
多
様
性
が
発
生
す
る
可
能
性
は
、
制
度
研
究
者
と
て
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
制
度

を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、近
代
国
家
で
は
制
度
が
全
国
一
律
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
だ
、あ
る
い
は
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
類
の
「
信
念
」
は
、

そ
れ
が
研
究
者
と
し
て
の
レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
と
深
く
関
連
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
容
易
に
相
対
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で

あ
ろ
う
。

一
方
、
逆
に
筆
者
の
よ
う
な
、
現
地
の
事
例
デ
ー
タ
に
依
拠
し
て
論
を
進
め
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
に
お
い
て
は
、
第
一
義
的
な
関
心
は

現
地
社
会
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
現
代
の
調
査
を
す
る
以
上
、
調
査
社
会
に
近
代
国
家
の
施
行
す
る
制
度
が
影
響
を

与
え
て
い
な
い
と
考
え
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
は
皆
無
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
の
制
度
は
現
場
で
実
際
に
働
い
て

い
る
力
学
の
一
つ
と
い
う
位
置
づ
け
で
し
か
な
く
、
そ
れ
が
国
家
レ
ベ
ル
で
の
「
本
来
の
」
制
度
の
趣
旨
や
規
定
内
容
と
乖
離
し
て
い
た
と
し

て
も
、
現
地
社
会
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
動
機
か
ら
は
「
こ
こ
で
は
そ
う
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
以
上
の
説
明
の
必
要
性
は
生
じ
な

い
。
つ
ま
り
、
国
家
の
制
度
が
い
か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
も
と
で
再
解
釈
さ
れ
実
行
（
も
し
く
は
不
実
行
）
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
他

地
域
と
比
較
し
た
場
合
に
い
か
な
る
多
様
性
を
示
す
の
か
、
と
い
う
視
角
を
も
た
ら
す
動
機
に
は
乏
し
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
制
度
と
現
場
の
実
態
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
現
状
理
解
の
促
進
に
と
っ
て
決
し
て
望
ま
し
い
状
況
と
は
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い
え
な
い
だ
ろ
う
。
国
家
レ
ベ
ル
で
の
制
度
と
フ
ィ
ー
ル
ド
の
実
態
は
、
ど
ん
な
に
乖
離
し
て
い
よ
う
と
も
、
何
ら
か
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ

て
関
連
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
何
ら
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
、
現
場
レ
ベ
ル
で
の
制
度
実
践
の
多
様
性
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
本
論
の
目
的
は
、
こ
の
、
今
ま
で
制
度
研
究
者
か
ら
も
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
か
ら
も
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
光
を

当
て
、
両
者
の
橋
渡
し
を
期
待
し
て
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
な
事
例
と
し
て
は
、
筆
者
が
２
０
０
９
年
２
月
に
内
モ
ン
ゴ
ル

自
治
区
四
子
王
旗
で
行
っ
た
現
地
調
査
（
一
）
の
デ
ー
タ
を
主
と
し
て
利
用
し
、
現
地
の
土
地
制
度
お
よ
び
政
策
の
実
践
と
牧
畜
民
の
関
係
か
ら
、

制
度
実
践
の
多
様
性
を
も
た
ら
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
端
を
提
示
し
た
い
。

　
　

内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
牧
畜
を
め
ぐ
る
諸
制
度
と
先
行
研
究

本
論
で
取
り
上
げ
る
事
例
は
、
次
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
四
子
王
旗
の
中
心
地
か
ら

S101
（
省
道
101
号
線
）（
二
）
沿
い
に
20 

km
ほ
ど
北
上
し
、
南

に
広
が
る
農
耕
地
域
と
北
に
広
が
る
牧
畜
地
域
の
境
界
線
か
ら
ほ
ん
の
わ
ず
か
牧
畜
地
域
側
に
入
っ
た
、
ま
さ
に
農
牧
境
界
地
域
と
表
現
す
る

の
が
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
居
住
す
る
牧
畜
民
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、内
モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
を
め
ぐ
る
諸
制
度
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
中
心
と
な
る
諸
制
度
は
、
中
国
の
土
地
と
環
境
を
め
ぐ
る
基
本
的
ス
タ
ン
ス
か
ら
牧
畜
地
域
向
け
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と

概
括
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
土
地
は
国
有
も
し
く
は
集
団
所
有
の
公
有
制
で
あ
る
。
無
論
、
そ
れ
は
利
用
目
的
が
牧
畜
で
あ
る
草
原
に
お
い
て
も
例
外
で
は

な
い
こ
と
は
、
２
０
０
２
年
改
定
の
「
中
華
人
民
共
和
国
草
原
法
」
第
９
条
で
「
草
原
は
法
律
の
規
定
で
集
団
所
有
に
属
す
る
も
の
を
除
い
て

国
家
所
有
に
属
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
同
11
条
に
「
集
団
所
有
の
草
原
は
、
県
級
人
民
政
府
が
登

記
す
る
」
と
の
規
定
が
あ
り
、
本
論
で
議
論
の
対
象
と
な
る
牧
畜
民
が
利
用
す
る
草
原
は
、
実
際
に
は
旗
県
レ
ベ
ル
の
政
府
が
管
理
主
体
と
な
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る
こ
と
が
わ
か
る
（
農
業
部
草
原
監
理
中
心
（
編
）　

２
０
０
７
：
250
）。

そ
し
て
、
草
原
の
公
有
原
則
の
一
方
で
、「
経
営
」
つ
ま
り
草
原
の
利
用
に
関
し
て
は
世
帯
レ
ベ
ル
が
請
負
っ
て
お
り
、
草
原
を
牧
地
と
し

て
認
識
す
る
限
り
、
短
期
的
に
は
限
り
な
く
世
帯
を
単
位
と
す
る
私
有
牧
地
に
近
い
様
相
を
呈
す
る
。
こ
う
し
た
土
地
政
策
は
１
９
８
０
年
代

前
半
の
人
民
公
社
の
解
体
お
よ
び
生
産
責
任
制
の
導
入
に
伴
い
、
中
国
全
土
の
農
地
に
対
し
て
行
わ
れ
た
請
負
政
策
の
一
環
と
し
て
内
モ
ン
ゴ

ル
の
牧
地
に
も
適
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
自
ら
に
分
配
さ
れ
た
牧
地
の
排
他
的
利
用
の
た
め
に
牧
民
が
有
刺
鉄
線
の
柵
を
牧
地
の
周

囲
に
巡
ら
す
に
至
っ
て
、
今
日
の
内
モ
ン
ゴ
ル
に
特
徴
的
な
「
有
刺
鉄
線
で
区
切
ら
れ
た
草
原
」
と
い
う
景
観
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
（
三
）。

し
か
し
こ
の
一
見「
私
有
牧
地
風
」の
草
原
も
、究
極
的
な
所
有
権
は
個
人
に
属
さ
ず
、保
有
権
・
利
用
権
の
み
の
有
期
更
新
制
で
あ
る
こ
と
や
、

地
方
政
府
の
判
断
に
よ
る
転
用
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
後
述
の
よ
う
に
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
環
境
保
護
政
策
が
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
で
、
牧
畜
民
に
と
っ
て
は
様
々
な
利
用
制
限
、
あ
る
い
は
牧
地
や
住
地
の
喪
失
と
い
う
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ

の
中
で
、
現
在
内
モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
民
に
と
り
最
も
身
近
な
も
の
の
代
表
格
が
、「
禁
牧
」
つ
ま
り
野
外
で
の
放
牧
に
対
す
る
制
限
政
策
と
「
生

態
移
民
」
つ
ま
り
環
境
保
護
を
目
的
と
す
る
移
住
振
興
政
策
で
あ
る
。

な
お
、
放
牧
の
制
限
に
関
す
る
政
府
側
の
公
式
的
な
用
語
の
レ
ベ
ル
で
は
、
毎
年
冬
季
の
み
な
ど
季
節
的
に
放
牧
を
禁
止
す
る
こ
と
を
「
休

牧
」、１
年
を
単
位
と
し
て
季
節
を
問
わ
ず
常
時
放
牧
を
禁
止
す
る
こ
と
を
「
禁
牧
」
と
区
別
し
て
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
（
ネ
メ
フ
ジ
ャ

ル
ガ
ル　

２
０
０
６
：
33
―
34
）、
筆
者
の
調
査
事
例
で
は
現
地
の
人
々
は
い
ず
れ
を
も
「
禁
牧
」
と
呼
ん
で
お
り
（
四
）、
ま
た
草
野
と
チ
ョ
ク

ト
（
草
野
・
朝
克
図　

２
０
０
７
：
18
―
19
）
に
も
同
様
の
事
実
を
示
唆
す
る
記
述
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
こ
れ
ら
を
一
括
し
て

「
禁
牧
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
政
策
が
大
々
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
21
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
２
０
０
３
年
よ
り
中

国
は
「
西
部
大
開
発
」
の
一
環
で
、
国
家
政
策
と
し
て
「
退
牧
還
草
」
事
業
、
つ
ま
り
家
畜
の
放
牧
を
中
止
し
、
放
牧
地
の
植
生
を
回
復
す
る
事
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業
に
大
々
的
に
着
手
す
る
（
シ
ン
ジ
ル
ト　

２
０
０
５
：
12
―
14
）。
本
事
業
の
中
核
と
な
る
の
が
「
禁
牧
」
で
あ
る
が
（
五
）、
こ
れ
を
住
民
が
現

地
に
居
住
し
、
か
つ
畜
群
を
保
持
し
た
ま
ま
実
現
す
る
に
は
天
然
草
原
以
外
に
由
来
す
る
飼
料
の
確
保
、
つ
ま
り
飼
料
作
物
や
牧
草
の
現
地
栽
培

な
い
し
外
部
か
ら
の
輸
送
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。
逆
に
こ
れ
を
、
現
地
か
ら
の
人
の
移
動
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必

然
的
に
「
生
態
移
民
」
と
結
び
つ
く
。
こ
れ
が
環
境
保
護
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
た
場
合
の
「
禁
牧
」
と
「
生
態
移
民
」
の
関
係
性
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
生
態
移
民
」
に
は
、
貧
困
緩
和
政
策
と
い
う
別
の
性
格
も
存
在
す
る
。
そ
も
そ
も
中
国
で
環
境
問
題
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ

る
は
る
か
以
前
の
１
９
８
２
年
、中
国
初
の「
生
態
移
民
」が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
寧
夏
回
族
自
治
区
の
南
部
山
岳
地
域
で
は「
特
別
貧
困
地
区
」

の
貧
困
撲
滅
を
目
標
と
し
て
移
民
が
実
施
さ
れ
た
し
、「
生
態
移
民
」
を
実
施
す
る
県
レ
ベ
ル
の
地
方
政
府
が
生
態
移
民
の
必
要
性
を
説
く
際

に「
生
活
レ
ベ
ル
の
向
上
」を
挙
げ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い（
シ
ン
ジ
ル
ト　

２
０
０
５
：
11
―
12
、中
村　

２
０
０
５
：
281
）。
ま
た
そ
も
そ
も
、

シ
ン
ジ
ル
ト
が
中
国
を
「
移
民
国
家
」（
シ
ン
ジ
ル
ト　

２
０
０
５
：
４
）
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
政
策
的
な
も
の
で
あ
れ
自
然
発
生
的
な

も
の
で
あ
れ
、
移
民
自
体
は
歴
史
的
に
見
て
も
珍
し
い
現
象
で
は
な
い
。

だ
が
移
民
政
策
は
、
そ
れ
が
政
府
の
強
制
に
よ
る
か
住
民
の
自
発
性
に
基
づ
く
か
に
関
わ
ら
ず
、
住
民
側
が
「
立
ち
退
き
」
と
い
う
明
ら
か

に
大
き
な
リ
ス
ク
を
背
負
う
。
ゆ
え
に
「
生
態
移
民
」
は
そ
れ
が
大
々
的
に
開
始
さ
れ
た
直
後
の
２
０
０
０
年
代
前
半
よ
り
研
究
者
の
注
目
を

集
め
て
お
り
、す
で
に
「
生
態
移
民
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
書
籍
な
ど
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、そ
う
し
た
書
籍
の
中
で
中
尾
は
、「
生
態
移
民
」

と
い
う
言
葉
の
適
用
範
囲
が
極
端
に
拡
大
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
極
め
て
多
様
な
現
実
に
「
生
態
移
民
」
な
る
単
一
の
ラ
ベ
ル
を

貼
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
す
で
に
学
問
レ
ベ
ル
で
の
議
論
が
か
み
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
に
懸
念
を
表
明
し
て
い
る

（
中
尾　

２
０
０
５
：
297
―
300
）。

そ
れ
に
対
し
「
禁
牧
」
は
、
移
住
が
伴
わ
な
い
点
や
、
そ
も
そ
も
政
策
レ
ベ
ル
に
お
い
て
全
面
的
な
放
牧
禁
止
で
は
な
い
ケ
ー
ス
が
存
在
す

る
上
に
、
実
態
レ
ベ
ル
で
の
遵
守
率
の
多
様
性
（
つ
ま
り
命
令
違
反
の
存
在
）
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
後
述
の
よ
う
に
先
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行
研
究
も
多
く
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
禁
牧
」
は
現
在
ま
で
「
生
態
移
民
」
ほ
ど
の
注
目
を
集
め
て
は
い
な
い
、
あ
る
い
は
問
題
視
さ
れ
て

い
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
両
者
は
い
ず
れ
も
牧
畜
民
に
よ
る
放
牧
を
禁
止
し
て
い
る
点
で
、
従
来
存
在
し
た
牧
畜
社
会
お
よ
び
彼
ら
の
文

化
を
根
本
的
に
改
変
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
大
差
は
な
い
。
む
し
ろ
、
住
民
が
元
々
の
住
地
に
い
な
が
ら
生
業
面
で
の
改
変
を
迫
る
「
禁

牧
」
の
方
が
、
代
替
の
居
住
地
や
農
地
な
ど
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
生
態
移
民
」
よ
り
も
明
ら
か
に
広
範
囲
に
適
用
可
能
で
あ
る
と

い
う
点
に
お
い
て
、
長
期
的
に
は
よ
り
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
次
に
こ
う
し
た
「
禁
牧
」
に
関
す
る
先
行
研
究
を
い
く
つ
か
検
討
し
て
み
た
い
。
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
「
禁
牧
」
を
め
ぐ
る
問
題

群
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
報
告
と
し
て
ネ
メ
フ
ジ
ャ
ル
ガ
ル
（
２
０
０
６
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
報
告
で
は
、「
禁
牧
」
の
直
接
的
原

因
と
な
る
草
原
退
化
の
要
因
と
そ
の
防
止
政
策
に
つ
い
て
言
及
し
た
後
、「
禁
牧
」
政
策
の
諸
問
題
に
つ
い
て
列
挙
し
て
い
る
。

な
お
ネ
メ
フ
ジ
ャ
ル
ガ
ル
の
言
う
「
禁
牧
」
は
本
論
の
定
義
と
は
異
な
り
、
通
年
の
放
牧
禁
止
の
み
を
指
し
て
い
る
が
、「
禁
牧
」
が
本
来

の
目
的
で
あ
っ
た
牧
草
の
回
復
に
役
立
た
な
い
ば
か
り
か
（
中
国
・
モ
ン
ゴ
ル
国
境
地
帯
）、
開
墾
を
増
大
さ
せ
（
バ
ー
リ
ン
右
旗
）
周
辺
地

域
の
放
牧
圧
を
高
め
て
お
り
（
四
子
王
旗
）、牧
畜
民
は
土
地
使
用
権
の
喪
失
に
瀕
し
、さ
ら
に
経
済
面
に
お
い
て
も
コ
ス
ト
の
上
昇
（
赤
峰
市
）

や
売
価
の
低
下
、
繁
殖
率
の
低
下
（
バ
ー
リ
ン
右
旗
）
な
ど
様
々
な
弊
害
が
発
生
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
本
文
中
の
カ
ッ
コ
は

事
例
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
地
域
名
で
あ
り
、
カ
ッ
コ
が
付
さ
れ
て
い
な
い
現
象
に
つ
い
て
は
特
定
の
地
名
へ
の
言
及
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ネ
メ
フ
ジ
ャ
ル
ガ
ル
の
指
摘
は
内
モ
ン
ゴ
ル
各
地
で
発
生
し
た
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
の
部
分
の
み
に
注
目
し
、

そ
れ
ら
を
論
拠
と
し
て
導
か
れ
た
結
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
モ
ン
ゴ
ル
各
地
の
状
況
に
多
様
性
が
存
在
し
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
、
ど
こ
の
地

域
で
も
発
生
し
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
問
題
を
列
挙
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
網
羅
的
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
各
地
の

多
様
性
を
議
論
す
る
立
場
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
あ
る
地
域
で
問
題
が
発
生
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
背
景
の
も
と
に
い
か
な
る

プ
ロ
セ
ス
を
経
て
発
生
し
た
か
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
デ
ー
タ
的
に
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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一
方
、
特
定
地
域
の
「
禁
牧
」
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
は
、
草
野
と
チ
ョ
ク
ト
（
草
野
・
朝
克
図　

２
０
０
７
）
や
ソ
ド
ス
チ
ン
ら
（
蘇

徳
斯
琴
・
小
金
澤
・
関
根
・
佐
々
木　

２
０
０
５
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

草
野
と
チ
ョ
ク
ト
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
南
部
の
オ
ル
ド
ス
市
で
の
調
査
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
主
に
牧
畜
経
営
と
い
う
側
面
か
ら
議
論
を

行
っ
て
い
る
（
草
野
・
朝
克
図　

２
０
０
７
）。
調
査
地
域
は
モ
ー
ウ
ス
沙
漠
に
隣
接
す
る
２
つ
の
ガ
チ
ャ
（
村
）
で
、
世
帯
あ
た
り
の
平
均

草
地
面
積
は
そ
れ
ぞ
れ
26.7 

ha
と

225.7 

ha
、
前
者
で
は
通
年
の
、
後
者
で
は
春
季
２
ヶ
月
の
禁
牧
が
２
０
０
０
年
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
２
つ
の
ガ
チ
ャ
が
同
一
の
ソ
ム
に
属
す
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
上
記
の
草
地
面
積
（
ム
ー
換
算
で
約
４
０
０
ム
ー
お
よ
び
３
４
０
０
ム
ー
）
を
筆
者
が
現
地
調
査
を
行
っ
た
シ
リ
ン
ホ
ト
市
近
辺
の

事
例
と
比
較
す
る
と
、
前
者
は
極
め
て
狭
く
、
後
者
も
狭
い
と
呼
び
う
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
（
尾
崎　

２
０
０
４
：
89
―
90
）（
六
）。
こ
の
よ
う
な
、

狭
小
な
草
地
し
か
持
た
な
い
調
査
地
域
に
お
い
て
、「
禁
牧
」
は
実
際
に
は
厳
守
さ
れ
な
い
上
、
所
得
向
上
の
制
約
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
旗
政
府
が
目
指
す
画
一
的
な
舎
飼
い
の
推
進
と
放
牧
の
禁
止
と
い
っ
た
、
従
来
の
生
産
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
な
変
更
は
困
難
で
あ
ろ

う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
筆
者
と
同
じ
く
四
子
王
旗
で
現
地
調
査
を
行
っ
た
ソ
ド
ス
チ
ン
ら
は
、
現
地
の
農
牧
業
の
変
容
と
環
境
保
全
政
策
と
の
関
連
を
議
論

す
る
中
で
、現
地
で
の
「
禁
牧
」
政
策
に
言
及
し
て
い
る
（
蘇
徳
斯
琴
・
小
金
澤
・
関
根
・
佐
々
木　

２
０
０
５
：
75
，85
―
88
）。
そ
こ
で
は
「
禁

牧
」
の
補
償
と
し
て
十
分
な
補
助
金
を
得
ら
れ
た
た
め
に
、
外
部
か
ら
飼
料
を
購
入
し
て
「
禁
牧
」
以
前
の
家
畜
頭
数
を
維
持
し
て
い
る
事
例

や
、「
禁
牧
」
エ
リ
ア
外
の
牧
畜
民
に
家
畜
を
預
託
し
て
い
る
事
例
な
ど
、
牧
畜
民
の
目
線
で
見
れ
ば
し
た
た
か
に
生
活
防
衛
を
し
て
い
る
が
、

環
境
保
護
の
側
面
か
ら
は
「
禁
牧
」
の
効
果
に
疑
問
を
呈
す
る
よ
う
な
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、四
子
王
旗
は
南
部
が
農
業
地
域
、中
部
か
ら
北
部
が
牧
畜
地
域
と
な
っ
て
い
る
。そ
の
た
め
、ソ
ド
ス
チ
ン
ら
の
調
査
対
象
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
は
、
南
か
ら
王
府
集
村
（
チ
ャ
ガ
ー
ン
ボ
ラ
グ
＝
ソ
ム
中
心
地
）
の
農
耕
民
13
世
帯
、「
近
郊
地
域
」
チ
ャ
ガ
ー
ン
ボ
ラ
グ
＝
ソ
ム
の
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牧
畜
民
３
世
帯
、「
中
間
地
域
」
チ
ャ
ガ
ー
ン
オ
ボ
ー
＝
ソ
ム
の
牧
畜
民
３
世
帯
、「
周
辺
地
域
」
ノ
ム
ゴ
ン
＝
ソ
ム
の
牧
畜
民
３
世
帯
と
な
っ

て
い
る
（
蘇
徳
斯
琴
・
小
金
澤
・
関
根
・
佐
々
木　

２
０
０
５
：
85
）。
無
論
、
こ
れ
ら
４
地
域
に
は
農
地
お
よ
び
牧
地
の
有
無
お
よ
び
面
積
、

「
禁
牧
」
の
度
合
い
、
現
金
収
入
を
得
る
手
段
な
ど
に
お
い
て
差
異
が
存
在
す
る
。

そ
の
中
で
興
味
深
い
事
実
は
、
牧
地
の
面
積
が
「
中
間
地
域
（
５
０
０
０
ム
ー
以
下
）＜

近
郊
地
域
（
５
０
０
０
～
１
０
０
０
０
ム
ー
）＜

周
辺
地
域
（
１
０
０
０
０
ム
ー
以
上
）」
と
な
っ
て
お
り
、必
ず
し
も
旗
中
心
地
か
ら
の
距
離
と
牧
地
面
積
が
比
例
関
係
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
中
間
地
域
」
で
は
「
禁
牧
」
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、「
近
郊
地
域
」
に
は
「
禁
牧
」
補
助
金
に
加
え
観
光
ゲ
ル
を
建
て
ツ
ー

リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
（
七
）
と
し
て
現
金
収
入
を
得
て
い
る
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、「
禁
牧
」
は
少
な
く
と
も
ソ
ム
単
位
で
の
多
様
性
が
想
像
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ソ
ム
の
お
か
れ
た
条
件

に
よ
っ
て
各
ソ
ム
内
で
実
施
さ
れ
る
「
禁
牧
」
の
動
機
や
実
態
、
牧
畜
民
の
対
応
戦
略
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
環
境
政
策
と
し
て
の
実
効
性
に
多

様
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
一
ソ
ム
内
に
お
い
て
も
、
そ
の
政
策
実
行
は
時
間
の
経
過
に
よ
り
変
化
が
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
筆
者
は
２
０
０
９
年
２
月
に
四
子
王
旗
チ
ャ
ガ
ー
ン
ボ
ラ
グ
＝
ソ
ム
で
現
地
調
査
を
行
っ
た
が
、
そ
こ
で
ソ
ド
ス
チ
ン
ら
が
報

告
し
て
い
る
２
０
０
４
～
２
０
０
５
年
の
状
況
よ
り
も
「
禁
牧
」
が
強
化
さ
れ
て
い
る
事
例
を
見
出
し
て
い
る
（
蘇
徳
斯
琴
・
小
金
澤
・
関
根
・

佐
々
木　

２
０
０
５
：
85
―
87
）。

具
体
的
に
は
、
四
子
王
旗
政
府
が
２
０
０
８
年
よ
り
季
節
的
な
「
禁
牧
」
か
ら
通
年
の
「
禁
牧
」
に
切
り
替
え
を
推
進
し
て
い
た
の
だ
が
、

現
地
の
人
々
は
そ
れ
に
「
絶
牧
」
と
い
う
名
称
を
与
え
て
い
た
。
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
会
話
で
も
「
チ
ュ
エ
ム
ー
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、「
放

牧
の
絶
滅
」
つ
ま
り
恒
久
的
な
放
牧
の
禁
止
、
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
、
ど
ぎ
つ
い
表
現
で
あ
る
。
現
地
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
も
、
こ
れ

は
政
府
の
正
式
な
用
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
認
識
し
つ
つ
も
、
調
査
当
時
、
一
般
的
な
用
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
筆
者
自
身
の
調
査
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
２
０
０
９
年
２
月
時
点
の
「
禁
牧
」
政
策
を
め
ぐ
る
現
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
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特
に
地
方
政
府
の
政
策
実
行
と
牧
畜
民
の
対
応
、
お
よ
び
そ
の
背
景
と
な
る
現
地
社
会
の
特
徴
に
焦
点
を
当
て
、
分
析
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

調
査
デ
ー
タ
の
分
析

筆
者
は
２
０
０
９
年
２
月
に
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
区
都
フ
フ
ホ
ト
市
か
ら
北
に
約
100 

km
、
四
子
王
旗
の
中
心
地
ウ
ラ
ー
ン
ホ
ア
鎮
か
ら
約
20 

km

離
れ
た
、
ゲ
ゲ
ー
ン
タ
ラ
の
大
規
模
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
の
南
北
に
広
が
る
牧
畜
地
域
に
お
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
（
地
図
参
照
）。

筆
者
の
目
視
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
当
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
に
は
40
ほ
ど
の
観
光
用
ゲ
ル
が
立
ち
並
ん
で
い
た
。
な
お
、
観
光
用
ゲ

ル
は
、ゲ
ゲ
ー
ン
タ
ラ
の
大
規
模
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
で
は
通
常
の
居
住
用
ゲ
ル
の
1.5
倍
ほ
ど
の
大
き
さ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
あ
っ
た
が
、

周
囲
に
存
在
す
る
ゲ
ル
数
５
～
10
程
度
の
小
規
模
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
で
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
と
鉄
製
の
骨
組
み
に
ゲ
ル
風
の
覆
い
を
か

ぶ
せ
る
タ
イ
プ
の
２
種
類
が
確
認
で
き
た
。
た
だ
し
後
者
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
調
査
時
期
が
冬
季
で
あ
っ
た
た
め
、
覆
い
の
材
質
等
に
つ
い

て
は
実
見
で
き
な
か
っ
た
。

地
図
で
は
解
像
度
が
低
い
た
め
若
干
判
り
づ
ら
い
が
、
調
査
地
域
の
西
側
か
ら
南
側
に
か
け
て
は
通
常
の
畑
と
思
わ
れ
る
農
耕
地
が
延
々
と

広
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
所
々
に
見
え
る
円
形
の
緑
地
は
セ
ン
タ
ー
ピ
ボ
ッ
ト
灌
漑
の
農
耕
地
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
調
査
地
点
が
農
耕

地
域
と
牧
畜
地
域
の
境
界
エ
リ
ア
に
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

行
政
単
位
と
し
て
は
、
調
査
地
域
は
四
子
王
旗
チ
ャ
ガ
ー
ン
ボ
ラ
グ
＝
ソ
ム
、
ゲ
レ
ル
ト
ヤ
ー
＝
ガ
チ
ャ
に
属
す
る
。
な
お
、
調
査
地
点
の

近
く
を
通
っ
て
い
る

S101
は
２
車
線
の
舗
装
道
路
で
あ
り
、
フ
フ
ホ
ト
市
か
ら
車
で
２
時
間
、
旗
中
心
地
ウ
ラ
ー
ン
ホ
ア
鎮
か
ら
は
20
分
ほ
ど
の

所
要
時
間
で
あ
る
。
地
図
上
に
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
チ
ャ
ガ
ー
ン
ボ
ラ
グ
＝
ソ
ム
の
中
心
地
は
ソ
ム
の
南
端
、
ち
ょ
う
ど

S101
号
線
と
農
牧

境
界
線
の
交
点
に
位
置
す
る
。
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今
回
の
調
査
で
は
、
５
箇
所
で
短
時
間
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

各
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
基
本
状
況
は
、
表
１
お
よ
び
表
２
の
と
お
り
で

あ
る
。
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
表
で
示
す
事
項
は
基
本
状
況
の
み
に
限
定

し
て
お
り
、
全
て
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
共
通
す
る
事
項
お
よ
び
、
特

に
詳
細
な
説
明
を
必
要
と
す
る
事
項
に
関
し
て
は
、
本
文
で
記
述
し
て
い

く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
住
居
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
が
レ
ン
ガ
造
り
の
固
定
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
。
な
お

Inf.1
に
よ
れ

ば
、
夏
営
地
の
住
居
が
ゲ
ル
か
ら
固
定
家
屋
に
移
行
し
た
の
は
１
９
８
０

年
以
降
で
あ
る
が
、
冬
営
地
の
住
居
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
前
か
ら
固
定
家

屋
が
存
在
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
彼
ら
の
民
族
籍
と
調
査
言
語
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
い
。

調
査
言
語
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
調
査
の
最
初
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に

選
択
し
て
も
ら
っ
た
結
果
で
あ
り
、
必
ず
し
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
モ

ノ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
ほ

と
ん
ど
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
漢
語
と
モ
ン
ゴ
ル
語
の
双
方
を
、
多
少

な
り
と
も
理
解
す
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
差
し
置
い
て
も
、

調
査
地
が
内
モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
地
域
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
民
族

籍
と
調
査
言
語
に
関
し
て
目
立
つ
事
例
は

Inf.1
と

Inf.5
で
あ
ろ
う
。

表1：インフォーマントの基本状況（その1）
Inf. 民族 調査言語 在住地 草原面積 牧畜労働者 牧地貸借
1 漢 漢　　語 夏営地 2000ムー（133ha） なし 貸（通年）
2 モンゴル モンゴル語 冬営地 4800ムー（320ha） 漢 借（夏季）
3 モンゴル モンゴル語 夏営地 6000ムー（400ha） 漢 借（夏季）
4 モンゴル モンゴル語 ウラーンホア キャンプと住居等のみ モンゴル 借（通年）
5 モンゴル 漢　　語 冬営地 4000ムー（267ha） モンゴル 借（夏季）

表2：インフォーマントの基本状況（その2）

Inf. 所有家畜 観光用
ゲ　ル 飼　料　畑 備　　　　考

（出生地、給与所得等）

1 ウシ1、ウマ2、ブタ18 あり 200ムー（販売用） チョグウンドゥル
（朝克文都）郷

2 ヒツジ・ヤギ440、ウシ10 あり 100ムー（自給用） ソム幹部
3 ヒツジ・ヤギ390、ウシ4 あり 255ムー（自給用） ソム幹部

4 ウシ17 あり なし 旗幹部、牧畜労働者
より聞き取り

5 ヒツジ・ヤギ240、ウシ10 なし なし トゥメト左旗
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Inf.1
の
祖
父
は
山
西
省
の
出
身
で
、
祖
父
の
代
に
内
モ
ン
ゴ
ル
へ
移
住
し
て
き
た
と
い
う
来
歴
を
持
つ
。

Inf.1
自
身
は
四
子
王
旗
の
農
耕
地
域
で

あ
る
チ
ョ
グ
ウ
ン
ド
ゥ
ル
郷
で
出
生
し
、
１
９
５
４
年
に
調
査
地
へ
移
住
し
て
い
る
。
一
方
、

Inf.5
は
フ
フ
ホ
ト
市
の
西
に
位
置
す
る
ト
ゥ
メ
ト

左
旗
で
出
生
し
て
お
り
、
ト
ゥ
メ
ト
左
旗
で
は
農
耕
民
だ
っ
た
が
１
９
５
０
年
に
調
査
地
へ
移
住
し
た
と
い
う
。
な
お
、
２
人
と
も
、
調
査
地

へ
の
移
住
後
は
牧
畜
民
と
な
っ
て
現
在
ま
で
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
も
、
フ
フ
ホ
ト
市
か
ら
遠
く
な
い
農
耕
地
域
は
、
民
族
籍
を

問
わ
ず
漢
語
が
卓
越
す
る
空
間
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
彼
ら
は
人
民
公
社
時
代
に
も
現
地
で
牧
畜
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
改
革

開
放
以
後
に
現
地
の
草
原
を
請
負
う
権
利
を
得
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
つ
い
て
も
草
原
を
請
負
う
に
至
る

事
情
は
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
彼
ら
の
経
済
生
活
の
現
況
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

彼
ら
の
主
た
る
収
入
源
の
う
ち
、
誰
に
で
も
ア
ク
セ
ス
可
能
な
も
の
は
牧
畜
に
関
連
す
る
家
畜
の
生
体
や
カ
シ
ミ
ア
の
売
却
、
ツ
ー
リ
ス
ト

キ
ャ
ン
プ
経
営
に
よ
る
観
光
収
入
（
宿
泊
代
、
飲
食
代
、
乗
馬
代
な
ど
）
で
あ
る
。
今
回
の
５
事
例
で
も
、
関
わ
り
方
は
多
様
で
あ
る
が
、
牧

畜
と
観
光
の
い
ず
れ
に
も
関
わ
ら
な
い
牧
畜
民
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
ソ
ム
幹
部

な
ど
公
務
員
で
あ
れ
ば
給
与
所
得
が
、
牧
地
の
賃
貸
し
が
可
能
な
程
度
に
畜
群
の
規
模
を
縮
小
す
れ
ば
牧
地
の
賃
料
が
、
そ
し
て
「
禁
牧
」
政

策
に
同
意
し
て
ソ
ム
政
府
と
契
約
を
交
わ
せ
ば
補
助
金
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

上
記
収
入
源
の
う
ち
、
彼
ら
の
牧
畜
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
草
原
保
有
に
関
す
る
特
異
な
現
状
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
表
１
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
と
お
り
、
今
回
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
有
し
て
い
る
草
原
の
面
積
は
、
ソ
ド
ス
チ
ン
ら
が
報
告
し
た
同

ソ
ム
の
事
例
と
比
較
し
て
小
さ
い
（
蘇
徳
斯
琴
・
小
金
澤
・
関
根
・
佐
々
木　

２
０
０
５
：
86
）。
こ
の
背
景
に
は
、
彼
ら
の
居
住
地
が
農
牧

境
界
線
上
に
位
置
す
る
が
ゆ
え
、
人
口
密
度
が
相
対
的
に
高
く
、
元
々
分
配
さ
れ
た
面
積
が
小
さ
い
と
い
う
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
も

う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
彼
ら
の
牧
地
が
そ
れ
と
は
別
の
事
情
で
狭
小
化
し
て
い
る
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
表
１
の
「
在
住
地
」
欄
に
対
応
す
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
彼
ら
が
草
原
を
分
配
さ
れ
た
当
時
（
１
９
８
０
年
代
前
半
）
は
、
各
世
帯
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が
夏
営
地
と
冬
営
地
の
２
箇
所
、
同
面
積
の
草
原
を
季
節
牧
地
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
家
族
構
造
の
変
動
に
対

応
し
て
牧
地
の
調
整
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
故
に
、
２
つ
の
牧
地
を
家
族
内
の
複
数
世
帯
で
分
割
し
て
利
用
す
る
ケ
ー
ス
が
頻
発
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
現
に
、
今
回
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
５
事
例
中
４
事
例
で
そ
の
事
実
が
確
認
で
き
た
。

た
と
え
ば

Inf.1
で
あ
れ
ば
、
旧
夏
営
地
（
現
住
地
）
の
北
15 

km
の
地
点
に
２
０
０
０
ム
ー
の
旧
冬
営
地
が
存
在
し
た
が
、
２
０
０
２
年
か
ら
そ

こ
は
娘
夫
婦
が
居
住
し
て
い
る
た
め
、

Inf.1
が
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た

Inf.3
の
場
合
は
、
旧
夏
営
地
（
現
住
地
）
の
北
東

25 

km
の
地
点
に
６
０
０
０
ム
ー
の
旧
冬
営
地
が
存
在
し
た
が
、
結
婚
し
た
弟
２
人
が
そ
ち
ら
で
放
牧
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
１
９
９
２
年

頃
か
ら
は
現
住
地
の
み
を
通
年
牧
地
と
し
て
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
他
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
関
し
て
も
、
夏
冬
い
ず
れ

か
の
牧
地
を
自
ら
が
利
用
し
、
残
り
の
牧
地
は
息
子
（

Inf.5
）
や
兄
弟
（

Inf.2
）
な
ど
、
近
親
者
に
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

一
方
、

Inf.4
の
事
例
は
特
殊
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ウ
ラ
ー
ン
ホ
ア
在
住
の
公
務
員
で
あ
る
Ｘ
氏
（
モ
ン
ゴ
ル
族
）
が
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
を

経
営
す
る
た
め
、
元
々
現
地
で
牧
畜
を
行
っ
て
い
た
Ｂ
氏
（
モ
ン
ゴ
ル
族
）
と
い
う
人
物
か
ら
土
地
と
建
物
（
住
居
お
よ
び
家
畜
囲
い
）
を
借

り
、
牧
畜
労
働
者
を
そ
こ
に
住
ま
わ
せ
て
家
畜
の
世
話
を
さ
せ
て
い
る
。
Ｂ
氏
は
調
査
当
時
、
ウ
ラ
ー
ン
ホ
ア
鎮
で
食
堂
を
経
営
し
て
い
た
の

で
、
彼
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
自
分
が
使
用
し
な
く
な
っ
た
空
き
家
と
草
原
を
Ｘ
氏
に
貸
し
出
す
こ
と
で
有
効
活
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
今
回
の
調
査
で
は
Ｂ
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
は
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
こ
が
旧
冬
営
地
な
の
か
旧
夏
営
地
な
の
か
、
そ
し
て
調
査
の
際

に
訪
れ
て
い
な
い
側
の
営
地
を
現
在
誰
が
利
用
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
事
実
関
係
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

な
お
「
禁
牧
」
に
関
し
て
は
、
調
査
当
時
、
現
地
は
通
年
の
「
禁
牧
」、
つ
ま
り
「
絶
牧
」
の
対
象
地
で
あ
っ
た
。
現
地
に
お
け
る
「
禁
牧
」

は
、２
０
０
２
年
か
ら
夏
季
の
み
半
年
間
を
対
象
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、２
０
０
８
年
よ
り
「
絶
牧
」
に
切
り
替
え
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

た
だ
し
、
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
絶
牧
」
の
実
施
と
同
時
に
補
助
金
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、「
禁

牧
」
の
補
填
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
２
０
０
８
年
ま
で
の
補
助
金
と
比
べ
て
金
額
が
上
が
ら
な
い
こ
と
に
対
し
、
一
部
の
住
民
が
反
発
し
て
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い
る
た
め
で
あ
る
（
八
）。
補
助
金
の
金
額
に
つ
い
て
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
間
に
多
少
の
見
解
の
不
一
致
が
見
ら
れ
た
が
、
ソ
ム
幹
部
で
あ
り

信
頼
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る

Inf.2
の
語
っ
た
内
容
を
紹
介
す
る
と
、
２
０
０
８
年
ま
で
の
補
助
金
は
毎
年
「
4.95
元
／
ム
ー
」
で
あ
っ
た
が
、
現
在

は
毎
年
「
4.2
元
／
ム
ー
＋
１
０
０
０
元
×
世
帯
人
数
」
で
あ
る
と
い
う
（
九
）。

こ
の
数
値
を
仮
に
世
帯
人
数
４
名
の

Inf.1
と
５
名
の

Inf.3
に
適
用
し
て
試
算
す
る
と
、

Inf.1
の
場
合
は
２
０
０
７
年
ま
で
が
９
９
０
０
元
で
あ
っ
た

の
に
対
し
２
０
０
８
年
以
降
は
１
２
４
０
０
元
、

Inf.3
の
場
合
は
２
０
０
７
年
ま
で
が
２
９
７
０
０
元
で
あ
っ
た
の
に
対
し
２
０
０
８
年
以
降
は

３
０
２
０
０
元
と
な
る
。
つ
ま
り
、
放
牧
禁
止
期
間
が
２
倍
に
増
え
た
こ
と
に
見
合
う
補
助
金
の
増
加
は
見
ら
れ
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

実
際
、

Inf.1
は
昨
年
か
ら
の
「
絶
牧
」
の
契
約
を
ソ
ム
政
府
と
締
結
し
て
い
な
い
と
回
答
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
に
よ
り
、
政
府
か
ら
の

補
助
金
は
な
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
、
２
０
０
８
年
よ
り
牧
地
を
ム
ー
あ
た
り
１
元
／
半
年
で
他
人
に
貸

し
出
し
て
い
る
。
ま
た
、

Inf.5
に
お
い
て
は
回
答
者
が
78
歳
の
高
齢
で
、
現
在
牧
畜
労
働
に
関
わ
っ
て
い
な
い
た
め
詳
細
な
事
情
は
不
明
で
あ
る

が
、「
絶
牧
」
対
象
地
と
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
営
地
近
く
の
草
原
で
、
牧
畜
労
働
者
が
家
畜
の
放
牧
を
行
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た

政
策
に
対
す
る
牧
畜
民
側
の
「
遅
延
行
為
」
が
い
つ
ま
で
も
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
可
能
で
あ

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

一
方
、「
禁
牧
」
や
「
絶
牧
」
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
現
地
で
の
生
活
を
確
保
す
る
た
め
の
牧
畜
民
側
の
対
応
の
一
つ
が
、
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ

ン
プ
経
営
で
あ
る
（
一
〇
）。

た
と
え
ば

Inf.1
は
、「
禁
牧
」
と
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
経
営
の
開
始
に
明
確
な
関
連
性
を
意
識
し
て
い
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
２
０
０
２
年
、
夏
季
の
「
禁
牧
」
が
実
施
さ
れ
る
と
彼
ら
は
ヒ
ツ
ジ
を
売
却
し
、
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
を
始
め
た
と
い
う
。
な
お
彼

ら
が
現
在
所
有
し
て
い
る
ウ
シ
は
搾
乳
用
で
、
モ
ン
ゴ
ル
式
の
乳
茶
（
ス
ー
テ
ー
チ
ャ
イ
）
を
供
す
る
た
め
に
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
マ

は
乗
馬
用
で
あ
り
、

Inf.1
に
よ
る
と
、
乗
馬
代
は
１
回
50
元
が
現
地
の
相
場
で
あ
る
と
い
う
。
な
お

Inf.2
の
よ
う
に
ウ
マ
を
持
た
な
い
牧
畜
民
が
経
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四

営
す
る
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
の
場
合
は
、
別
の
牧
畜
民
が
ウ
マ
を
連
れ
て
く
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
っ
て
回
答
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
１
シ
ー
ズ
ン
（
３
ヶ
月
ほ
ど
）

で
２
万
～
10
万
元
ほ
ど
の
収
入
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
現
地
へ
同
行
し
た
運
転
手
（
モ
ン
ゴ
ル
族
、
フ
フ
ホ
ト
在
住
）
に
よ
れ
ば
、
調

査
地
近
辺
で
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
を
経
営
し
て
い
な
い
世
帯
が
む
し
ろ
珍
し
い
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

逆
に
、「
禁
牧
」「
絶
牧
」
の
も
と
で
牧
畜
を
続
け
て
い
く
た
め
の
対
応
策
が
、
飼
料
畑
の
開
墾
お
よ
び
利
用
と
牧
地
の
賃
借
で
あ
る
。
前
者

に
つ
い
て
は
、
ア
ワ
（
谷
草
）
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
（
玉
米
）
な
ど
を
栽
培
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、

Inf.3
に
よ
れ
ば
一
部
灌
漑
地
も
存
在
す
る

と
い
う
。

Inf.2
に
よ
れ
ば
、
２
０
０
８
年
は
８
万
斤
（
40
ト
ン
）
弱
の
収
穫
が
あ
っ
た
の
で
飼
料
を
購
入
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
収
穫
の
悪

い
年
だ
と
追
加
で
飼
料
購
入
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。

一
方
、牧
地
の
賃
借
に
つ
い
て
は
、す
で
に
「
禁
牧
」
政
策
の
問
題
点
を
論
じ
た
先
行
研
究
で
も
言
及
が
あ
る
よ
う
に
、現
地
で
は
「
禁
牧
」「
絶

牧
」
が
局
地
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

Inf.2
に
よ
れ
ば
ソ
ム
西
部
の
、

S101
を
は
じ
め
と
す
る
道
路
の
近
く
だ
け
が

「
禁
牧
」「
絶
牧
」
の
対
象
地
で
あ
り
、
た
と
え
ば
東
部
は
道
路
沿
い
で
あ
っ
て
も
「
禁
牧
」
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
近

く
は
ソ
ム
内
の
「
禁
牧
」
非
適
用
地
、
遠
く
は
近
隣
の
ソ
ム
で
牧
地
を
賃
借
し
、
そ
こ
に
畜
群
と
牧
畜
労
働
者
を
送
り
込
ん
で
夏
季
の
半
年
間

そ
ち
ら
で
放
牧
さ
せ
る
、
と
い
う
牧
畜
の
ス
タ
イ
ル
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
だ
。

賃
借
す
る
牧
地
も
、
当
然
な
が
ら
無
主
の
草
原
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
土
地
は
す
で
に
四
子
王
旗
に
は
存
在
し
な
い
。
比

較
的
広
め
の
草
原
を
持
っ
て
は
い
る
が
家
畜
の
少
な
い
、
す
な
わ
ち
裕
福
で
な
い
世
帯
や
、

Inf.4
の
貸
主
Ｂ
氏
の
よ
う
に
、
別
の
場
所
で
生
活

し
て
い
る
た
め
に
草
原
を
利
用
し
な
い
世
帯
が
貸
主
の
候
補
者
と
な
る
。
た
と
え
ば

Inf.3
は
、
賃
借
す
る
世
帯
の
条
件
と
し
て
、
６
０
０
０
～

７
０
０
０
ム
ー
の
草
原
を
持
っ
て
い
て
、
家
畜
数
は
200
～
300
頭
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

賃
借
料
に
つ
い
て
は
、
上
述
し
た

Inf.1
の
事
例
は
格
安
に
属
す
る
よ
う
で
あ
り
、

Inf.2
は
２
０
０
９
年
夏
に
、
現
住
地
か
ら
５ 

km
ほ
ど
離
れ
た
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非
「
禁
牧
」
の
草
原
４
０
０
０
ム
ー
ほ
ど
を
、
ム
ー
あ
た
り
１
シ
ー
ズ
ン
1.5
～
２
元
で
借
り
る
予
定
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、

Inf.2

は
２
０
０
８
年
の
夏
、
チ
ャ
ガ
ー
ン
ボ
ラ
グ
＝
ソ
ム
の
北
東
に
隣
接
す
る
バ
ヤ
ン
チ
ョ
ク
ト
＝
ソ
ム
の
エ
ヒ
ー
ン
オ
ス
＝
ガ
チ
ャ
（
調
査
地
か

ら
50 

km
ほ
ど
の
地
点
）
に
牧
地
を
借
り
た
と
語
っ
て
お
り
、
賃
借
す
る
草
原
は
年
々
一
定
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
現
実
に

対
し
て

Inf.2
の
牧
畜
労
働
者
は
、「
今
年
の
夏
は
借
り
る
土
地
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
評
価
し
て
い
た
点
を
勘
案
す
る
と
、
賃
借
す
る
牧
地

の
変
動
は
借
り
手
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
対
応
と
も
解
釈
で
き
る
一
方
、
む
し
ろ
毎
年
「
綱
渡
り
」
的
に
牧
地
を
確
保
し
て
い
る
要
素
も
大
き
い

と
も
解
釈
し
う
る
だ
ろ
う
。

ま
た
牧
地
の
賃
借
方
式
に
つ
い
て
は
、

Inf.3
は
「
６
月
か
ら
11
月
の
間
の
５
～
６
ヶ
月
、
ヒ
ツ
ジ
１
頭
に
つ
き
毎
月
５
元
支
払
う
」（
一
一
）
と
語
っ

て
い
た
た
め
、
土
地
の
広
さ
で
計
算
す
る
方
法
と
家
畜
頭
数
で
計
算
す
る
方
法
の
２
種
類
が
並
存
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
賃
借
料
に
つ
い
て
も
、
上
述
の

Inf.2
や

Inf.3
の
事
例
が
現
地
の
相
場
に
近
い
価
格
と
は
思
わ
れ
る
が
、
チ
ャ
ガ
ー
ン
ボ
ラ
グ
＝
ソ
ム
北
端

の
バ
ヤ
ン
ボ
ラ
グ
＝
ガ
チ
ャ
に
２
０
０
８
年
ま
で
住
ん
で
お
り
、
現
地
に
草
原
も
保
有
し
て
い
る

Inf.2
の
牧
畜
労
働
者
は
、
そ
の
草
原
の
半
分
を

無
料
で
使
わ
せ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。
た
だ
し
バ
ヤ
ン
ボ
ラ
グ
＝
ガ
チ
ャ
は
、ソ
ム
南
端
に
位
置
す
る
調
査
地
と
は
立
地
条
件
が
異
な
る
上
、

今
回
の
調
査
で
は
草
原
の
現
状
や
面
積
、
使
わ
せ
て
い
る
相
手
と
の
関
係
性
な
ど
も
確
認
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
分
析
は
不
可
能
で

あ
る
が
、
牧
地
の
賃
貸
借
に
お
い
て
は
様
々
な
条
件
に
応
じ
て
、
多
様
な
対
価
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

本
節
の
最
後
に
、
表
１
に
も
示
し
て
お
り
、
す
で
に
部
分
的
な
言
及
も
あ
る
牧
畜
労
働
者
に
つ
い
て
、
補
足
的
な
説
明
を
行
い
た
い
。
表
１

を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
調
査
地
の
牧
畜
民
で
、
牧
畜
労
働
者
を
雇
用
し
な
い
事
例
は
少
数
派
に
属
す
る
。
特
に
ヒ
ツ
ジ
・
ヤ
ギ
と
い
う
、

日
々
の
放
牧
に
お
い
て
人
間
の
監
視
が
必
要
な
畜
種
を
保
有
す
る
人
々
に
関
し
て
は
、
今
回
の
調
査
で
は
全
事
例
に
お
い
て
牧
畜
労
働
者
を
雇

用
し
て
い
た
。
な
お
、
牧
畜
労
働
者
は
２
名
が
漢
族
、
２
名
が
モ
ン
ゴ
ル
族
で
あ
っ
た
が
、
全
て
の
牧
畜
労
働
者
が
モ
ン
ゴ
ル
語
で
の
会
話
が

可
能
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
民
族
籍
を
問
わ
ず
、
長
年
牧
畜
地
域
で
の
生
活
歴
の
あ
る
人
々
で
あ
る
が
、
出
生
地
を
確
認
で
き
た
事
例
に
つ
い
て



尾　
　

崎　
　

孝　
　

宏

一
六

は
、

Inf.2
が
武
川
県
（
フ
フ
ホ
ト
市
）、

Inf.4
が
ホ
ル
チ
ン
左
翼
後
旗
（
通
遼
市
）、

Inf.5
が
チ
ャ
ハ
ル
右
翼
後
旗
（
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ブ
盟
）
と
、
全
て

四
子
王
旗
以
外
の
出
身
で
あ
っ
た
。
な
お
、
彼
ら
は
全
て
、
雇
用
者
の
提
供
す
る
固
定
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
（
一
二
）。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
事
実
は
単
純
に
調
査
地
の
「
条
件
の
よ
さ
」、
つ
ま
り
現
地
の
牧
畜
民
全
般
が
比
較
的
恵
ま
れ
た
経
済
条
件
に
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に

Inf.2
や

Inf.5
の
牧
畜
労
働
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
立
し
た
牧
畜
民
と
し
て
生
活
で
き

な
い
人
々
は
、
他
所
へ
移
住
し
て
牧
畜
労
働
者
と
な
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
都
市
へ
出
稼
ぎ
に
出
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば

Inf.5
の
牧
畜
労
働
者
は
、
故
郷
の
牧
地
は
「
禁
牧
」
対
象
で
は
な
い
が
１
０
０
０
ム
ー
し
か
な
い
た
め
、
２
０
０
２
年
に
牧
地
を
母

方
オ
ジ
へ
10
年
間
６
０
０
０
元
で
賃
貸
し
し
、
自
ら
は
フ
フ
ホ
ト
で
出
稼
ぎ
を
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
人
づ
て
の
紹
介
で
２
０
０
８
年
11
月
よ

り
半
年
契
約
の
牧
畜
労
働
者
と
な
っ
た
、
と
い
う
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
選
択
を
行
う
牧
畜
民
が
、
四
子
王
旗
の
調

査
地
に
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

無
論
、
フ
フ
ホ
ト
市
な
ど
の
都
市
と
は
異
な
り
四
子
王
旗
中
心
地
へ
の
移
住
で
あ
れ
ば
戸
籍
に
起
因
す
る
不
利
益
も
発
生
し
な
い
た
め
、
移

住
先
に
よ
っ
て
は
困
窮
だ
け
が
原
因
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
筆
者
が
２
０
０
９
年
３
月
に
調
査
し
た
シ
リ
ン
ゴ
ル

盟
東
ス
ニ
ト
旗
（
一
三
）
で
も
草
原
に
は
生
活
困
窮
者
の
「
空
き
家
」
が
目
立
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
判
断
し
て
も
、
現
状
と
し
て
は
、
自
立
し
た

牧
畜
民
と
し
て
生
活
し
続
け
ら
れ
る
だ
け
の
経
済
的
余
裕
を
持
つ
者
だ
け
が
、
地
方
政
府
か
ら
請
け
負
っ
た
草
原
を
保
持
で
き
て
い
る
と
解
釈

し
て
お
く
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
経
済
的
余
裕
の
源
泉
は
狭
義
の
牧
畜
に
よ
る
収
入
だ
け
で
な
く
、
公
務
員
と
し
て
の
給
与
や
ツ
ー

リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
経
営
の
収
益
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
実
際
の
牧
畜
労
働
に
関
し
て
は
多
く
が
、
牧
畜

労
働
者
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

前
節
ま
で
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
調
査
地
の
現
状
は
、「
草
原
法
」
や
「
西
部
大
開
発
」
な
ど
国
家
レ
ベ
ル
の
制
度
・
政
策
下
で
策
定
さ
れ

て
い
る
四
子
王
旗
の
政
策
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
絶
牧
」
が
目
指
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
放
牧
も
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
文
字
通
り
「
絶
牧
」
に
従
っ
た
と
し
て
も
、
現
状
と
し
て
は
、
移
住
は
強
制
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
最
悪
で
も
放
牧
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
な
ど
を
経
営
し
て
現
地
に
住
む
の
は
自
由
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、現
地
の
牧
畜
民
た
ち
は
、放
牧
を
完
全
に
禁
止
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
な
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、今
の
と
こ
ろ
、

し
た
た
か
に
生
存
し
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
時
に
は
放
牧
を
も
、
彼
ら
の
生
存
手
段
と
し
て
活
用
し
続
け
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
本
論

で
は
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
制
度
と
地
域
社
会
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
調
査
地
の
社
会
的
文
脈
に
即
し
て
実
証
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
あ
る
程

度
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
筆
者
は
、
本
論
で
は
調
査
地
の
過
去
、
現
状
、
そ
し
て
将
来
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
十
分
に
議
論
し
き
れ
な
か
っ
た
点
が
一
つ
ず
つ
存

在
す
る
と
認
識
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
に
関
し
て
は
牧
地
の
狭
小
化
の
プ
ロ
セ
ス
、
現
状
に
関
し
て
は
「
絶
牧
」
の
地
域
選
定
の
理
由
、

そ
し
て
将
来
に
つ
い
て
は
、
現
地
の
牧
畜
の
継
続
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
牧
地
の
狭
小
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
が
、
本
論
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
近
い
過
去
の
現
象
面
を
見
れ
ば
、
個
々
の
牧
民
世
帯
の
保
有
す

る
草
原
が
「
冬
営
地
＋
夏
営
地
」
の
２
箇
所
か
ら
、「
旧
冬
営
地
ま
た
は
旧
夏
営
地
」
の
１
箇
所
に
減
少
し
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
チ
ャ
ガ
ー
ン
ボ
ラ
グ
＝
ソ
ム
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
牧
地
不
足
が
発
生
し
た
の
か
、
と
い
う
背
景
に
つ
い
て
は
、

Inf.2
が
述
べ
た
「
人
が

多
く
な
っ
た
の
で
仕
方
な
い
」
と
い
う
以
上
の
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

確
か
に
、
１
９
８
０
年
に
一
人
っ
子
政
策
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
、
現
地
に
お
け
る
子
供
の
数
は
多
か
っ
た
と
ソ
ド
ス
チ
ン
ら
も
報
告
し
て
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い
る
（
蘇
徳
斯
琴
・
小
金
澤
・
関
根
・
佐
々
木　

２
０
０
５
：
85
）。
一
人
っ
子
政
策
が
実
施
さ
れ
る
直
前
の
子
供
が
20
歳
前
後
に
な
る
の
は

１
９
９
０
年
代
末
頃
で
あ
り
、
ま
た
牧
地
に
対
す
る
権
利
が
１
９
８
０
年
代
以
降
固
定
化
し
、
新
規
に
分
配
す
る
草
原
が
存
在
し
な
か
っ
た
、

と
い
う
理
由
で
昨
今
の
牧
地
の
狭
小
化
は
一
応
の
説
明
が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、

Inf.1
や

Inf.5
の
よ
う
に
、
か
つ
て
移
住
者
が
調
査
地
に
定
着
す
る
こ
と
で
人
口
増
加
が
発
生
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

ま
た
、
文
革
期
を
中
心
に
、
調
査
地
の
周
囲
で
農
地
の
開
墾
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
か
つ
て
開
墾
さ
れ
た
農
地
の

一
部
は
、
例
え
ば
衛
星
写
真
か
ら
見
え
る
セ
ン
タ
ー
ピ
ボ
ッ
ト
灌
漑
地
の
よ
う
に
、
現
在
も
な
お
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
牧
地
の
狭
小
化
の
い
わ
ば
「
遠
因
」
が
、
現
状
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
の
検
討
は
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
近
年
の
牧
畜
労
働
者
の
移
動
に
よ
る
人
口
増
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
草
原
を
保
有
し
て
独
立
化
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
問
題

の
枠
外
で
あ
る
。
一
方

Inf.4
の
よ
う
な
不
在
者
は
、
現
地
で
の
牧
地
不
足
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
現
地
の
草
原
面
積
の

う
ち
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
ど
の
程
度
を
占
め
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
、
量
的
把
握
を
試
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

次
に
現
状
に
関
し
て
は
、「
絶
牧
」
が
も
っ
ぱ
ら
道
路
沿
い
の
草
原
を
対
象
に
展
開
し
て
い
る
ら
し
い
理
由
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
で
き
て

い
な
い
点
が
課
題
で
あ
る
。
草
原
の
保
有
が
地
方
政
府
に
よ
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
に
お
け

る
よ
う
に
、
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
よ
さ
を
理
由
と
し
て
都
市
空
間
の
近
辺
や
幹
線
道
路
沿
い
に
牧
畜
民
が
無
秩
序
に
集
中
す
る
と
い
う
現
象

は
発
生
し
づ
ら
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
道
路
沿
い
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
過
度
の
集
中
に
よ
る
環
境
破
壊
が
特
別
に
発
生
し
や
す
い
社

会
状
況
で
は
な
い
。

ま
た
、
道
路
の
拡
張
や
増
加
の
た
め
に
草
原
が
減
少
な
い
し
荒
廃
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、

S101
は
高
速
道
路
で
は
な
い
た
め

道
路
幅
と
い
っ
て
も
20
ｍ
に
も
達
し
な
い
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
草
原
を
車
輌
が
勝
手
に
走
り
回
っ
て
道
路
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
な
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一
九

ら
、
有
刺
鉄
線
に
よ
る
囲
い
込
み
で
十
分
に
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
後
検
討
す
べ
き
は
開
発
な
ど
の
経
済
面
や
景
観
面
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
本
論
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
調
査
地
の

「
絶
牧
」
政
策
は
、
現
地
で
の
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
経
営
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
事
実
、「
西
部
大
開
発
」
は
、
環
境
保
護
と
経
済
発
展

の
一
石
二
鳥
を
狙
う
開
発
政
策
と
し
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
中
で
観
光
開
発
は
重
点
政
策
の
一
つ
に
含
ま
れ
て
い
る
（
大
西　

２
０
０
４
：
49
）。

こ
の
点
を
勘
案
す
れ
ば
「
絶
牧
」
も
、
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
振
興
の
一
貫
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

ま
た
、
筆
者
が
か
つ
て
、
甘
粛
省
に
お
け
る
「
西
部
大
開
発
」
関
連
の
植
林
事
業
で
地
方
幹
部
か
ら
耳
に
し
た
話
で
あ
る
が
、
植
林
の
場
合
、

上
級
政
府
の
幹
部
視
察
な
ど
で
目
立
つ
幹
線
道
路
沿
い
に
力
点
が
置
か
れ
て
実
施
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
目
立
た
な
い
地
域

の
植
林
事
業
は
現
地
の
事
情
に
応
じ
、
徹
底
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
地
の
地
方
幹
部
の
本
音
は
、
上

級
政
府
の
政
策
と
場
合
に
よ
っ
て
は
矛
盾
す
る
が
故
に
確
認
し
づ
ら
い
事
項
で
は
あ
る
が
、「
絶
牧
」
対
象
地
の
選
択
に
同
様
の
力
学
が
働
い

て
い
る
可
能
性
も
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
検
討
す
る
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
最
後
に
、
調
査
地
に
お
け
る
牧
畜
の
将
来
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
現
状
と
し
て
は
、
上
述
の
観
光
開
発
と
密
接
に
関
連

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

Inf.1
・

Inf.2
・

Inf.3
に
よ
る
と
、
四
子
王
旗
政
府
は
、
２
０
０
７
年
に
「
生
態
移
民
」
を
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

彼
ら
の
話
を
総
合
す
る
と
、
四
子
王
旗
は
本
来
「
生
態
移
民
」
の
対
象
地
域
で
は
な
か
っ
た
が
、
旗
中
心
地
ウ
ラ
ー
ン
ホ
ア
鎮
の
外
れ
に
「
生

態
移
民
」
向
け
の
住
宅
を
建
設
し
、
移
住
す
る
牧
畜
民
を
募
っ
た
と
い
う
。

こ
の
住
宅
は
一
戸
建
て
で
、
牧
畜
民
が
「
生
態
移
民
」
と
し
て
移
住
す
る
場
合
、
価
格
の
50
％
を
政
府
が
補
助
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

平
屋
で
あ
れ
ば
1.8
万
元
で
購
入
で
き
る
と
い
う
。

Inf.2
に
よ
れ
ば
、
こ
の
価
格
は
ウ
ラ
ー
ン
ホ
ア
鎮
の
中
に
住
宅
を
買
う
よ
り
は
安
い
が
、
牧
畜

民
の
感
覚
と
し
て
は
高
価
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
一
般
の
牧
畜
民
が
町
に
移
住
し
て
も
生
計
の
手
段
が
な
い
た
め
、
結
局
牧
畜
民
を

や
め
て
こ
の
住
宅
へ
移
住
し
た
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
旗
政
府
は
こ
の
住
宅
を
、
ウ
ラ
ー
ン
ホ
ア
鎮
で
商
売
な
ど
を
営
ん
で
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い
る
人
に
安
く
売
却
し
た
り
、
貸
し
た
り
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
「
生
態
移
民
」
計
画
に
対
し
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
一
人
は
、
旗
政
府
は
当
時
、「
生
態
移
民
」
に
よ
っ
て
牧

畜
民
が
放
棄
し
た
草
原
を
ま
と
め
て
大
規
模
な
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
を
計
画
し
、
企
業
な
ど
に
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
で
収
入
を
得
よ
う
と
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
た
。
現
状
と
し
て
は
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
、
筆
者
に
は
確
認
の
手
立
て
は
な
い
が
、
少
な
く

と
も
現
地
の
牧
畜
民
が
旗
政
府
の
政
策
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
を
示
す
一
例
と
し
て
は
興
味
深
い
。

ま
た
、
別
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
、
旗
レ
ベ
ル
の
政
府
か
ら
牧
畜
民
へ
の
草
原
の
請
負
期
間
が
30
年
な
ど
、
有
期
で
あ
る
こ
と
に
懸
念
を

表
明
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
請
負
期
間
が
満
了
し
た
際
に
更
新
さ
れ
ず
、
保
有
権
・
利
用
権
が
政
府
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

と
牧
畜
民
は
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、「
内
蒙
古
自
治
区
草
原
管
理
条
例
実
施
細
則
」な
ど
の
文
章
化
さ
れ
た
法
令
に
目
を
通
し
て
も
、

請
負
更
新
時
の
取
り
扱
い
に
対
す
る
言
及
は
な
く
、
請
負
者
の
権
利
が
継
続
的
に
保
障
さ
れ
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。

な
お
、
現
在
内
モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
民
が
保
有
・
利
用
し
て
い
る
草
原
に
関
し
て
、
ど
の
時
点
か
ら
請
負
期
間
が
開
始
し
、
期
間
の
長
さ
が
何

年
で
あ
る
か
は
、
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
た
だ
し
一
般
論
の
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
場
所
に
よ
っ
て
は
80
年
代
前

半
か
ら
の
30
年
契
約
と
い
う
地
域
も
存
在
す
る
と
い
う
（
一
四
）。
そ
の
場
合
、
請
負
期
間
の
満
了
時
期
は
「
遠
い
未
来
」
の
話
ど
こ
ろ
か
、
つ
い

数
年
先
の
、
牧
畜
民
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
身
近
な
問
題
で
あ
る
。

だ
が
今
回
の
調
査
で
は
、
個
別
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
請
負
期
間
が
い
つ
満
了
す
る
か
に
つ
い
て
の
確
認
は
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
発
言
に
お
い
て
も
、
ま
た
筆
者
の
認
識
に
お
い
て
も
、
地
方
政
府
が
「
そ
の
気
」
に
な
れ
ば
請
負
期
間
と
は
無
関
係
に
権

利
の
回
収
が
行
わ
れ
う
る
、
と
い
う
制
度
運
用
の
恣
意
性
を
過
大
視
す
る
あ
ま
り
、
ご
く
普
通
に
制
度
が
運
用
さ
れ
た
場
合
で
も
発
生
し
う
る

問
題
に
注
意
が
向
き
に
く
か
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
制
度
と
現
実
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
不
十
分
で
あ
っ
た

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
内
モ
ン
ゴ
ル
の
現
地
調
査
に
お
い
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
請
負
満
了
時
期
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
を
め
ぐ
り
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牧
畜
民
と
地
方
政
府
と
の
間
に
何
ら
か
の
相
互
作
用
が
す
で
に
発
生
し
て
い
る
か
否
か
を
具
体
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
、
次
回
以
降
の
課
題
と

し
た
い
。

　
　
　

注

（
一
） 

現
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
大
学
経
済
管
理
学
院
の
バ
ト
博
士
に
車
輌
の
調
達
や
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
選
定
な
ど
、
多
大
な
る
便

宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
二
） 

S101
は
フ
フ
ホ
ト
市
か
ら
四
子
王
旗
、
西
ス
ニ
ト
旗
、
シ
リ
ン
ホ
ト
市
な
ど
を
経
由
し
、
ホ
リ
ン
ゴ
ル
市
ま
で
通
じ
て
い
る
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区

を
東
西
に
横
断
す
る
主
要
道
路
で
あ
る
。

（
三
） 

た
と
え
ば
筆
者
が
現
地
調
査
を
行
っ
た
シ
リ
ン
ゴ
ル
盟
北
部
に
お
い
て
は
、
有
刺
鉄
線
に
よ
る
牧
地
の
囲
い
込
み
は
１
９
９
０
年
代
に
出
現
し
た

現
象
で
あ
る
（
尾
崎　

２
０
０
４
：
92
―
93
）。

（
四
） 

モ
ン
ゴ
ル
語
の
会
話
に
お
い
て
も
、
漢
語
の
ま
ま
「
チ
ン
ム
ー
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。

（
五
） 

内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
前
に
も
「
禁
牧
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
地
域
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
ナ
イ
マ
ン
旗
や
イ
フ
ジ
ョ
ー
盟
の

一
部
地
域
で
は
２
０
０
０
年
か
ら
「
禁
牧
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
（
石
・
張　

２
０
０
４
：
58
、
草
野
・
朝
克
図

　

２
０
０
７
：
18
）。
こ
の
「
禁
牧
」
の
実
施
根
拠
と
な
っ
た
規
定
は
２
０
０
０
年
６
月
に
自
治
区
政
府
が
発
令
し
た
「
内
蒙
古
自
治
区
草
畜
平

衡
暫
行
規
定
」
で
あ
り
、そ
れ
を
引
き
継
い
だ
２
０
０
６
年
５
月
改
定
の
「
内
蒙
古
自
治
区
草
原
管
理
条
例
実
施
細
則
」
40
条
を
見
る
限
り
、「
禁
牧
」

は
旗
県
レ
ベ
ル
の
政
府
が
実
行
主
体
と
な
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
（
農
業
部
草
原
監
理
中
心
（
編
）　

２
０
０
７
：
364
）。
た
だ
し
、
そ
れ
が
い
か

な
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
具
体
的
な
「
禁
牧
」
地
域
の
設
定
や
実
施
内
容
な
ど
、
下
位
（
ソ
ム
・
ガ
チ
ャ
、
あ
る
い
は
個
別
の
牧
畜
民
世
帯
）
レ
ベ

ル
で
の
政
策
実
行
へ
と
つ
な
が
る
の
か
に
つ
い
て
は
、事
例
研
究
が
不
足
し
て
い
る
現
状
で
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
な
お
、「
西
部
大
開
発
」
や
「
生

態
移
民
」
へ
の
言
及
も
あ
る
早
期
の
「
禁
牧
」
規
定
と
し
て
は
、
２
０
０
２
年
３
月
18
日
に
西
ス
ニ
ト
旗
で
公
布
さ
れ
た
「
蘇
尼
特
右
旗
人
民
政

府
禁
牧
令
」
が
あ
り
（
張
立
中
（
主
編
）　

２
０
０
４
：
40
）、
こ
う
し
た
事
業
が
パ
イ
ロ
ッ
ト
ケ
ー
ス
と
な
り
、
２
０
０
３
年
以
降
「
禁
牧
」
が
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全
国
展
開
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

（
六
） 
シ
リ
ン
ホ
ト
市
近
辺
の
牧
畜
民
の
感
覚
で
は
、お
お
よ
そ
１
０
０
０
ム
ー
（
67 

ha
）
以
下
で
「
極
め
て
狭
い
」、５
０
０
０
ム
ー
（
333 

ha
）
以
下
で
「
狭

い
」、
１
０
０
０
０
ム
ー
（
667 

ha
）
以
上
で
「
広
い
」
と
呼
び
う
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

（
七
） 

チ
ャ
ガ
ー
ン
ボ
ラ
グ
＝
ソ
ム
内
に
は
「
ゲ
ゲ
ー
ン
タ
ラ
」（
格
根
塔
拉
）
と
い
う
大
規
模
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
が
存
在
し
、
そ
の
周
囲
に
個
人

経
営
の
小
規
模
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
が
散
在
し
て
い
る
。
な
お
、
ゲ
ゲ
ー
ン
タ
ラ
は
フ
フ
ホ
ト
市
郊
外
に
お
け
る
有
名
な
草
原
ツ
ア
ー
観
光
地

の
一
つ
で
あ
り
、
た
と
え
ば
日
本
の
観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
地
球
の
歩
き
方　

中
国
』（
２
０
０
９
―
２
０
１
０
年
版
、
200
―
201
ペ
ー
ジ
）
で
も
、

当
地
が
代
表
的
な
草
原
観
光
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
八
） 

補
助
金
額
に
つ
い
て
は
、
ソ
ド
ス
チ
ン
ら
も
２
０
０
８
年
に
改
定
が
行
わ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
蘇
徳
斯
琴
・
小
金
澤
・
関
根
・
佐
々

木　

２
０
０
５
：
86
）。
そ
の
た
め
旗
政
府
が
、既
定
の
事
項
で
あ
っ
た
補
助
金
改
定
の
実
施
に
あ
わ
せ
て
「
絶
牧
」
を
導
入
し
た
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
も
考
え
ら
れ
る
。

（
九
） 

補
助
金
に
関
す
る
見
解
の
不
一
致
が
生
じ
る
原
因
と
し
て
、「
禁
牧
」
の
契
約
に
お
い
て
書
面
の
契
約
書
を
伴
わ
な
い
ケ
ー
ス
の
存
在
を
指
摘
し

う
る
。
た
と
え
ば

Inf.1
は
、
２
０
０
２
年
か
ら
２
０
０
８
年
ま
で
の
「
禁
牧
」
に
関
し
て
、
書
面
の
契
約
書
を
見
た
こ
と
は
な
い
と
回
答
し
て
い
た
。

（
一
〇
） 

ソ
ド
ス
チ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、
四
子
王
旗
政
府
は
ツ
ー
リ
ス
ト
キ
ャ
ン
プ
の
登
録
・
許
可
制
度
を
取
っ
て
い
る
が
、
営
業
に
関
す
る
指
導
は
衛
生
面

に
関
し
て
の
み
で
、
営
業
場
所
な
ど
に
対
す
る
規
制
な
ど
は
存
在
し
な
い
と
い
う
（
蘇
徳
斯
琴
・
小
金
澤
・
関
根
・
佐
々
木　

２
０
０
５
：
87
）。

（
一
一
） 

た
だ
し
、Inf.3
の
言
う
「
ヒ
ツ
ジ
」
が
厳
密
に
「
ヒ
ツ
ジ
単
位
」
を
指
し
て
い
る
の
か
、「
小
家
畜
１
頭
」
程
度
の
意
味
で
あ
る
か
は
未
確
認
で
あ
る
。

（
一
二
） 

牧
畜
労
働
者
の
居
住
す
る
固
定
家
屋
は
、家
畜
囲
い
の
一
部
を
改
造
し
た
も
の（

Inf.2
・

Inf.3
）、イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
旧
住
居
と
思
わ
れ
る
も
の（

Inf.5
）、

家
屋
ご
と
借
り
上
げ
て
い
る
も
の
（

Inf.4
）
な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
た
。
な
お

Inf.1
の
ケ
ー
ス
で
は
、
牧
畜
労
働
者
で
は
な
い
が
、
牧
地

の
借
主
が

Inf.1
の
住
居
に
隣
接
す
る
固
定
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
。

（
一
三
） 

東
ス
ニ
ト
旗
に
お
け
る
調
査
事
例
の
分
析
は
別
稿
に
て
改
め
て
行
う
予
定
で
あ
る
が
、
調
査
地
は

S101
か
ら
近
く
、
都
市
や
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
の

よ
さ
と
い
う
点
で
は
四
子
王
旗
の
調
査
地
と
同
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
可
能
な
牧
畜
地
域
で
あ
る
。

（
一
四
） 

内
モ
ン
ゴ
ル
大
学
経
済
管
理
学
院
の
バ
ト
博
士
の
個
人
的
教
示
に
よ
る
。
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蒙
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―
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土
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る
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地図：本論で言及するインフォーマントおよび主要地点の分布

※この地図はGoogle Earth™ 地図サービスを利用し、2010年10月15日に作成した


