
中
国
青
海
省
黒
河
最
上
流
部
に
お
け
る
人
ロ
変
動
プ

ロ
セ
ス

尾

崎

孝

宏

問

題

意

識

本
論

は
、
中
国

の
代
表
的
な
内
陸
河
川

の

一
つ
で
あ

る
黒
河

の
最

上
流
部

、
現
在

の
行
政

区
画

で
は
青
海

省
祁
連
県
西
部

に
お

い
て
、

現
在

見
ら
れ

る
よ
う
な
住
民
構
成
が
形
成
さ
れ

て
き

た
プ

ロ
セ
ス
を
提
示
す

る

こ
と
を
目
的

と
す
る
。

本
論

は
、
総
合

地
球
環
境
学
研
究

所
が
行
う
研
究
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

「水
資
源
変
動
負
荷

に
対
す

る
オ

ア
シ
ス
地
域

の
適
応
力
評
価
と
そ

の
歴
史
的
変
遷
」

(
通
称
オ
ア
シ
ス

一
ユ

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
、
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
中
尾

正
義
)
の
成

果

の

一
部
と

し
て
公
表
さ
れ

る
も

の
で
あ

る
が
（
1
）

、
具
体
的
な
考
察
に
入
る

一

前
に
そ
も

そ
も
、
な
ぜ

「黒
河

の
最
上
流
部
」
と

い
う
地
域
設
定
が
必
要
な

の
か
と

い
う
点
と
、
本
論
が
扱

う
人

口
変

動
プ

ロ
セ

ス
の
解

明
が
研
究
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
内
部
で
持

つ
意
味
合

い
に

つ
い
て
述

べ
て
お
き
た

い
。

黒
河
は
、
ご

く
簡
単

に
述

べ
れ
ば
祁
連

山
脈

の
氷
河
を
源
流
と

し
、
祁
連
山
脈
北
麓
を
流
れ
下
り
、
張
掖

を
代
表
と
す
る
オ
ア
シ
ス
地

帯
を
抜
け
、
ゴ

ビ

の
湖

へ
と
流
れ
込
ん
で
消
滅
す

る
。
流
域

面
積

13
万
平
方

キ

ロ
メ
ー
ト

ル
を
有

し
、
中
国

の
内
陸
河
川
と
し
て
は
タ
リ

ム
河

に
次

ぐ
大
き
さ

で
あ
る
。

こ
う
し
た
黒
河

を
純
粋
に
自
然
科
学
的
な
観
点

か
ら
分
類
す
る
と
な

る
と
、
上
流

の
山
岳
地
域

.
中
流

の

扇
状
地
オ

ア
シ
ス
地
域

・
下
流

の
砂
漠
地
域

へ
と
三
分
す
る

の
が
妥
当

で
あ

ろ
う

し
、

オ
ア
シ
ス
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
内
部

で
の
地
域
区
分
も

こ
れ
を
踏
襲

し

て
い
る
。
さ
ら
に

こ
の
分
類
方

法

で
は
、
黒
河
本
流

に
関

し
て
は
内

モ
ン
ゴ

ル
自
治

区
と

の
境
界

で
あ

る
正
義
峡
以
遠

を

下
流
、
祁
連

山
脈
か
ら

の
出

口
で
あ
る
鶯
落
峡

以
遠
を
上
流

と
み
な
す

こ
と

に
な

る
。
数

回

の
現
地
調
査

を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
筆
者

の

印
象
と
し

て
は
、

こ
れ
は
張
抜
オ

ア
シ
ス
に
居
住
す
る
人

々
の

「黒
河
観
」

と
も

一
致

し
て

い
る
と
思
わ

れ
る
。



し
か

し
上
述

の
分
類
法

に
お
け
る
上
流
部

に
視
点
を
移
動
し
た
場
合
、

特
に
当
該

地
域
を
人
文
社
会

科
学
的
な
観
点
か
ら
分
析
し
よ
う

と
す
る
立
場
か
ら
は
、

こ
の

「上
流

部
」
な

る
分
類

の
中
に
、
実
際

に
は
明
確
に
差
異
を
認
識

し
う
る

2
種
類

の
地
域
が
存
在
す

る

こ
と

が
指
摘
し
う
る
。

こ
の
2
種
類

の
地
域

は
、
本
来

い
く

つ
か

の
差
異

の
重
ね

あ
わ
せ
と

し
て
析
出

し
た
も
の
で
あ

る

の
で
、
そ

の
差
異
を

生
じ
さ
せ
る
事
項
に

つ
い
て
以
下
に
指
摘

し
て
お
く
。

1
.
地
形
。

こ
れ
は
も
と
よ
り
人
文
社
会
的
事
象

で
は
な

い
が
、
牧

地

の
利

用
パ
タ
ー

ン
に
は
影
響

を
及
ぼ

し
う

る
。
祁
連

山
脈

以
北

の
黒
河

お
よ
び
そ

の
支
流

は
、

そ

の
ほ
と
ん
ど
が
山
か
ら

一
気

に
オ

ア
シ

ス
の
あ
る
低
平
地
ま

で
、
南

か
ら
北
に
流
れ
下

る
。

そ

の
た

め
、
河

の
両
岸

に
は
深

い
谷
が
刻

ま
れ
、
平
地
に
乏
し

い
。

こ
れ

に
対

し
祁
連
山
脈
以
南

に
お
い
て
は
、
黒
河
が
祁
連
山
脈

を
越
え

う
る
地
点

が

一
ヶ
所
だ
け

し
か
な

い
と

い
う
地
理
的
制

約

に
起
因

し
て
、
西
か
ら
は
黒
河
本
流
が
、
東

か
ら
は
支
流

の
八

宝
河
が

山
脈

の
走

向
と
平
行

し
て
長
距
離
を
流
れ
、

そ

の
結

果
と

し
て
こ
れ
ら

の
河

の
周
囲

に
は
広

々
と
し
た
河
谷
平
原
が
形
成

さ
れ

て

い
る
。

こ
れ
ら

の
平
原

は
無
論
、
標
高
と

い
う
点

で
は
祁

連
山
脈
以
北

の
谷
間
よ
り
高

い
の
だ
が
、

日
照
量

の
多
さ
と
相

一　

ま

っ
て

一
部
は
農
耕
地
と

し
て
利
用
さ

れ
て

い
る
。

}

2
.
行
政
。

現
在
、
黒
河
流
域

に
関
し

て
言
え
ば
祁
連
山
脈

の
主
脈
が
甘
粛
省
と
青
海
省

の
境
界

に
な

っ
て
い
る
。
後
述
す

る
よ
う

に
、

省
境
が

こ
の
よ
う
な
形

で
決
定
さ

れ
る
に
至

る
の
は

1
9
5
0
年

代
末

の
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
現
状
と
し
て
は
、

ほ
と
ん
ど

の

政
策
が
国
家

口
省

口
地
区

口
県
と

い
う
行
政

ラ
イ

ン
を

通
じ
て
下
達

さ
れ

て
く
る
た
め
、
所
属
す
る
省

の
違

い
は
実
行
さ
れ
る
政

策

に
お
い
て
も
、
ま
た
人

の
移
動

ル
ー

ト
に
お

い
て
も
極

め

て
大

き
な
制
限
要
因
と
し
て
…機
能

し
て
い
る
。
例
え
ば
甘
粛
省
に
お

け

る
黒
河
流
域

の
環
境
保
護
関
連

・
開
発
関
連

の
政
策

は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
対
象

と
な
る
地
理
的
範
囲

は
甘
粛
省
内

に
限
ら

れ

て
お
り
、
祁
連
山
脈

の
向

こ
う

の
青

海
省
も
、
正
義
峡

の
向

こ
う

の
内

モ
ン
ゴ

ル
自
治
区
も
基

本
的
に
考
慮

の
対
象
外
（
2
）
で
あ

る
。

3
.
民
族

と
移

民
。
黒
河

の
下
流
部

と
上
流
部

は
、

い
わ
ゆ
る
少
数

民
族
地
域
、

つ
ま
り
漢
族
以
外

の
民
族
籍
を
有
す
る
住
民
が
多
数

派
を
占
め

る
、
あ

る

い
は
か

つ
て
多
数
派
を
占
め

て
い
た
地
域

で
あ
る
。
中
国
国
内

の
こ
う
し
た
地
域

で
は
、
黒
河
下
流

の
内

モ

ン
ゴ

ル
自
治
区

エ
ゼ
ネ
旗

で
も
顕
著

に
見
出
せ
る
よ
う

に
、
往

々
に
し

て

「先
住
民
と
し
て

の
少
数
民
族
と

こ
こ
50
年
ほ
ど

の
間



に
移
入
が
著

し

い
漢
族
と

の
問

の

エ
ス

ニ
ッ
ク
＝

コ
ン
フ
リ
ク
ト
」

の
類
が

目
に
付
き
が
ち
で
あ

る
。

こ
と
に
、

「民
族
」
を
研

究
対
象

の
枠
組

み
と
し
て
設
定
す

る
こ
と

の
多

い
文
化
人
類
学
関
連

の
研
究

に
お

い
て
は
、

こ
の
傾

向
は
顕
著
な
も

の
と
な
る
（
3
）

。

し
か
し
後
述
す

る
よ
う
に
、
祁
連
県
内

の
黒
河
流
域

で
は
、
事
情

は
若

干
異
な
る
。
ま
ず
、
流

入
人

口
の
中
に
チ
ベ

ッ
ト
族
や
回

族
な
ど

の
少
数
民
族
が
多

い
こ
と

に
加
え
、

そ
も
そ
も
果
た
し

て

「先

住
民
」
と
呼
び
う

る
人

々
が
存
在
す
る

の
か
疑
わ
し

い
地

域
も
存
在
す

る
。

こ
の
点

に
お

い
て
、
祁
連

山
脈
北
麓

の
粛
南

ユ
グ

ー

ル
族
自

治
県
は
対
照
的

で
あ
り
、

こ
ち
ら
に
は

ユ
グ
ー

ル

族
、
場
所

に
よ

っ
て
は
チ
ベ

ッ
ト
族
が

「先
住

民
」
と

し
て
厳
然

と
存
在

し
、
民
族
関
係

の
構
造
は
下
流
部
と
類
似

し
た
も

の
と

な

っ
て

い
る
。

無
論
、

こ
の
1

か
ら

3
に
よ
る
地
域
分
類

の
線

は
、
完
全
に
重
な

り
合
う

も

の
で
は
な

い
。
例
え
ば
粛
南

ユ
グ
ー

ル
族
自
治
県

の
楊
哥

郷

で
は
、
黒
河
支

流

の
大
長
干
河

・
小
長
干
河
が
東
西
方
向
に
流

れ
て
お
り
、

ま
た
青
海
側

に
匹
敵
す

る
ほ
ど

の
標
高

の
高
さ
を
有
す
る

た
め
樹
木
も
生
育

せ
ず
、
比
較
的
小
規
模
な
が
ら
河
谷
平
原
を
見
る

こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
祁
連
県
東
部

の
八
宝
河
源
流
地
域
は
、
清
朝

中
期

以
降
は
安
定
的

に

モ
ン
ゴ

ル
族

王
侯
を
代
表
者
と
す

る
集
団

の
牧

地
と
な

っ
て
お
り
、

現
在

の
文
脈

で
は
彼
ら
を

「先
住
民
」
と
呼

び
う

る
状
況

に
あ

る
。

し
か
し
、

こ
う

し
た

「ず
れ
」

の
存
在

は
さ

て
お
き
、
本
論

で
言
及
し
よ
う
と

し
て
い
る
祁
連
県
西
部
地
域
は
、
上
述

の
1

か
ら

3
ま

で
の
全

て

の
事
項

に

つ
い
て
当

て
は
ま
る
と

い
う
意
味

で
、
広

い
意
味

で
の
上
流
部
と

は

一
線

を
画
す

る
最
上
流
部

の
中
心
地
域
と
み
な

し
て
差

し
支
え
な

い
だ

ろ
う
。
そ

の
上
、
祁
連

県
西
部
地
域

は
黒
河
本
流

の
源
流

で
も
あ

り
、
河
流
と

い
う
点

か
ら
も

「最
上
流
部
」
と

呼
ぶ

に
ふ
さ
わ

し

い
地
域

で
あ

る
。
要
す

る
に
本
論
は
、
地
図
上

に

「上
流
部
」
と

「最
上
流
部
」

の
境
界
線
を
引
く
と
な
れ
ば
依
然

と

し
て
検
討
す

べ
き
課
題
は
存
在
す

る
こ
と
を
認
め

つ

つ
も
、
少
な

く
と
も
本
論

で
言
及
す

る
地
域
は

「最

上
流
部
」
か
ら
外
れ
る
こ
と
は

な

い
、
と

い
う
認
識

の
上
に
立
脚

し
て
進
め
ら
れ

て

い
る

の
で
あ
る
。

さ

て
、

そ

の
中

で
人

口
変
動
プ

ロ
セ

ス
が

い
か
な
る
意
味
を
持

つ
か
で
あ

る
が
、
筆
者
が
所
属
す
る
文
化
人
類
学
者
を
中
心
と
す

る
プ

ロ

ジ

ェ
ク
ト
内
サ
ブ

グ

ル
ー
プ

で
は
、
過
去

50
-

1
0
0
年
間

の
生
産
様
式

・
水
利
用

の
変
遷
に

つ
い
て
明
ら

か
に
す

る
こ
と
を
当
座

の
目



的
と

し
て

い
る
。
既

に
触
れ
た
よ
う

に
、
最

上
流
域

は
過
去

1
0
0
年
間

の
タ
イ
ム

ス
パ

ン
で
見
れ
ば
、
人
が
ほ
と

ん
ど

い
な

い
状
態

か

ら
人

々
の
移

入
に
よ

っ
て
現
在

の
状
態
が
形
成

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
広
大
な
領
域
が
存
在
す

る
。

こ
う

し
た
地
域

に
お

い
て
、
生
産
様
式

.
水
利
用

の
変
化

に
も

つ
と
も
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す

フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
住
民

の
絶
対
数

の
変
化

で
あ

る
。
特

に
こ
の
変
化
が
大
き
け
れ

ば
大
き

い
ほ
ど
、
及
ぼ

す
影
響
も
大
き

い
。

し
か

し
、
当
地
域
は
後

で
述

べ
る
よ
う

に
甘
粛

・
青
海
両
省

の
省
境

に
関
す

る
紛
糾

の
舞
台

で
あ

っ
た
た
め
、
甘
粛
省
粛
南

ユ
グ
ー

ル

族
自

治
県
と
青

海
省
祁
連
県

の
関
与
が
複
雑

に
絡

み
合

い
、

さ
ら
に
以
前

に
遡
れ
ば

現
地
の
地
方
行

政
制
度
自
体

が
未
整
備
だ

っ
た

こ
と

も
あ
り
、
ど

こ
か

一
箇

所

の
地
方
政
府
か
ら
過
去

50
年

ほ
ど

の
人

口
統
計

を
入
手
し
て
示
せ
ば
事

足
り
る
と

い
う
状
況
と
は
程
遠

い
。

そ

も
そ
も
、
そ
う
し
た
手
軽

に
利
用

で
き
る
資
料
が

い
か
な

る
場

に
も
用
意

さ
れ

て
い
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
断
片
的
な
情
報
を
総

合
し

て
過
去

の
実
態
を
推
測
す
る

ほ
か
な
く
、
当
然
そ

の
よ
う
な
興
味
関

心
か
ら
行
わ
れ
た
先
行
研
究

も
存
在

し
な

い
の
が
現
状

で
あ
る
。

こ
の
点

に
お

い
て
本
論

の
よ
う
な
極

め
て
基
礎
的
な
研
究
が
意
味
を
持

つ
の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
筆
者
が

そ
も
そ
も
祁
連

県
西
部

の
人

々
の
来
歴

に

つ
い
て
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な

っ
た

の
は
、
現
地

で
2
0
0
4
年

に
行

っ
た
聞
き

取
り
調
査

の
過
程
に
お

い
て
で
あ
る
。
単

に
イ

ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト

の
民
族
構
成

が
多
様
だ

っ
た
だ
け

で
は
な
く
、
彼
ら
が
皆
過

去

2
-

3
世
代

以
内

の
移
住
者

で
あ

り
、

移
住

の
来
歴
を
多
少
な
り
と
も
記
憶

し
て
い
た

こ
と
、
ま
た
地
方
政
府

の
幹
部

で
す
ら
自
ら

の

行
政
単
位

の
過
去

に

つ
い
て
周
辺
地
域
と

比
較
す

れ
ば
驚
く

ほ
ど
疎
か

っ
た
、
と

い
う

の
が

「気
づ
き
」

の
発
端

で
あ

っ
た
。
さ
ら

に
後

述
す

る
よ
う

に
民
族
構
成

の
バ
ラ

ン
ス
が

取
れ

て
お
り
、
か

つ
郷
政
府

レ
ベ
ル
で
作
成
し
て
い
る

「簡
介
」

に
も

「主
要
民
族
」
と

い
う

よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
な

い
点
な
ど
（
4
）

、
中

国

の
少
数
民
族
地
域
を

フ
ィ
ー

ル
ド
と
し
て
い
る
者

に
は
却

っ
て
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
特
徴
が

散
見
さ
れ
た

こ
と
が
、
本
論

文

の
出
発
点
と
な

っ
て

い
る
。

な
お
、
本
論
を
構
成
す

る
デ
ー
タ

ソ
ー

ス
は
、
筆
者
自
身

が

2
0
0
2
年
夏

・
2
0
0
3
年
夏

・
2
0
0
4
年
夏

に
行

っ
た
短
期

の
現

地
調
査

で
の
聞
き
取
り
デ
ー

タ
、
地
方
政
府

に
お

い
て
収
集

し
た
統
計
や
資

料
類
、
そ
し
て
現
地

そ

の
他

の
場
所

で
購
入
し
た
出
版
物

で

あ
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ

ソ
ー

ス
の
特
徴
を
簡
単

に
指
摘

し
て
お
く
と
、

以
下
の
よ
う

に
な

る
。



1
.
住
民

・
非
住
民
を
問
わ
ず
、
聞
き
取
り
調
査

に
お

い
て
は
3
世
代
程
度

の
世
代
深
度
が
限
界

で
あ

る
。

2
.
地
方
政
府

の
統

計
な
ど
が
確
実

に
残
存

す
る

の
は
80
年
代
以
降

に
関
し
て

の
み
で
、
さ
ら

に
本
来

そ
う

し
た
資
料
が
作
成
さ
れ
た

目
的

か
ら
推
量

し
て
、
信
憑

性

の
問
題
を
考
慮

に
入
れ
る
必
要
が
あ

る
。

3
.
近
年

の
出
版
物

で
は
、
民
国
期
ま

で
に
関
し

て
は

「
民
族
」
ベ
ー

ス
の
言
説
が
主
体
と
な
り
（
5
）

他

の
集
団
も
含

め
た
空
間
的
配
置
が

把
握

し
に
く

い

一
方
、
中
華

人
民
共
和
国
が
成

立
し
た

1
9
4
9
年

以
降

に
関

し
て
は
行
政

区
画

で
区
切
ら
れ
た
空
間
で
完
結
す

る
言
説
が
主
体
と
な

る
。

た
だ
し
、
後
者

に

つ
い
て
は
、
出
版
時
期

以
前

の
行
政

区
画

の
変
更
な
ど

に
関
す

る
言
及
は
希
少
で
あ

る
。
ま
た
地
方
政
府

の
管
轄

対
象
外

で
あ

る
国
営
農
林
牧
場
な
ど

に

つ
い
て
は
、

そ
れ
が
占

め
る
空
間
範
囲
と

し
て
は
郷
と
構
造

的

に
同

レ
ベ

ル
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
言

及

の
坪
外
と
な

っ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
端
的

に
言
え
ば
個
別
的

に
は
齟
齬

・
空
白

の
あ

る
情

報
群

で
あ

る
が
、

以
下
で
は
こ
れ
ら
を

ク

ロ
ス
チ

ェ
ッ
ク

・
統
合
す
る

こ
と

で
、
黒
河
最

上
流
部

に
お
け

る
近
過
去

の
人

口
変
動
プ

ロ
セ

ス
に

つ
い
て
検
討

し
て
み
た
い
。

黒

河
最

上

流

部

の

現

況

本
論

で
言
及
す
る
黒
河
最

上
流
部

の
範
囲
は
既

に
説
明

し
た
が
、
面
的
範

囲
で

の
人

口
を
定
量
的
に
把
握
す

る
た
め
に
は
、
便
宜
的
と

は

い
え
現
行

の
行
政
単

位
と
リ

ン
ク
し
た
形

で
対
象

範
囲
を
確
定
す
る

こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。
そ

こ
で
、

中
国
の
行
政

ヒ

エ
ラ

ル
キ
ー

の
最
末
端
、
県

の
下
部
組
織

で
あ

る
郷

の
文
脈

で

「黒
河
最
上
流
部
」
と

い
う
範
囲
を
解

釈
す

る
と
、
野
牛

溝
郷

・
扎
麻

什
郷

の
全
域
が

そ
れ

に
相
当
す

る
こ
と
に
な

る
（
6
）

。
な
お
、
位
置
的

に
は
野
牛
溝
郷
が
西
に
位
置
し
黒
河
本
流

の
源
流
を
そ

の
領
域
内
に
含
ん

で
お
り
、
扎

麻

什
郷

は
そ
れ
よ
り
下
流
側
、

つ
ま
り
東
側
に
位
置
す

る

(地
図
参
照
)
。

生
業
面

で
は
、
前
者

は
純
牧
畜

地
域
、
後
者

は
農
業
主
体

の

農
牧
地
域
と
な

っ
て

い
る
。
両
郷

の
基
本
的
な
デ

ー

タ
を
表

に
、
最
新

の
人

口
関
連

の
デ

ー
タ
を
グ

ラ
フ
に
示
す
。



表=野 牛溝郷 ・扎麻什郷 の基本 的デー タ(1994年 現在)

野牛溝郷 扎麻什郷

政府所在地 黄草梁 鵠子洞

総面積 3480k㎡ 568k㎡

草原面積 252,975ha 37,625ha

喬木林面積 一 2,125ha

潅木林面積 20,484ha 6,425ha

耕地面積 一
806ha

海抜分布 3200・4800m 2371・4667m

(祁連 地 方誌編 纂委 員会(編)1996:91,101)よ り作成

グラフ:野 牛溝郷 ・扎麻什郷の人 口関連データ

(2003年 現在 、縦軸の単位 は人)

※現地調査で収集したデータにより作成



グ

ラ

フ
に
関

し

て
補

足

説

明

を
す

る
と

、

各

郷

の
民

族

別

人

口
比

率

は

以

下

の
よ

う

に
な

っ
て

い
る
。

野
牛

溝
郷

で

は
総

人

口
3
1

3

6

人

の
う
ち

、

チ

ベ

ッ
ト

族

49
%

・
モ

ン
ゴ

ル
族

27
%

・
回

族

22
%

・
ユ
グ

ー

ル
族

2
%

、
扎

麻

什

郷

で
は
総

人

口

4
8

4

6
人

の
う

ち
、

回

族

33
%

・
チ

ベ

ッ
ト

族

30
%

・
漢

族

27
%

・
そ

の
他

(大

多

数

は
土

族

)

10
%

で

あ

る
。

な

お
、

筆
者

が
な

ぜ

ユ
グ

ー

ル
族

と

い
う

現

状

に

お

い
て

は

「無

き

に
等

し

い
」

少
数

派

に

つ
い

て
言

及

し

て

い
る

か

と

い
う

理

由

は

後

で

詳
述

す

る

こ
と

に
な

る
が

、

簡

単

に
言

え

ば

彼

ら

が

黒
河

最

上

流

に

お
け

る
人

口
移

動

の
重

要

な

ア

ク

タ
ー

で
あ

っ
た

た

め

で

あ

る
。

だ

が

、

い
き

な

り

ユ
グ

ー

ル
族

の
問

題

に
入

る

よ

り

は
、

そ
も

そ
も

こ
れ

ら

の
郷

が
成

立

す

る

に
至

る
プ

ロ
セ

ス
を
先

に
検

討

す

る
方

が

問

題

の
本

質

を

よ

り
明

瞭

に
把

握

し

う

る
と

思

わ

れ

る

の
で
、

ま

ず

は

そ
ち

ら

か

ら

の
言

及

を

行

い
た

い
。

野

牛

溝

郷

・
扎

麻

什

郷

の

成

立

過

程

上
述

の
両

郷

が
、

郷

と

い
う
行

政

単

位

と

し

て

登
場

す

る

の
は
古

い
話

で

は
な

い
。

『
祁

連

県

誌
』

に

よ
れ

ば
、

祁

連

県

が
中

華

人

民

共

和

国

の
正

式

な

県

と

し

て
成

立

す

る

の
は

1

9

5

3
年

11
月

で
あ

る
が

、
扎

麻

什

郷

が

県

中

心

地

周

辺

の
八
宝

郷

と
と

も

に

「農

業

郷
」

と

し

て
出
現

す

る

の
は

1

9

5

1
年

9
月

の
こ
と

で
あ

る
。

野

牛

溝
郷

に

至

っ
て

は
、

1

9

5

3
年

3
月

に
扎

麻

什

郷

に
所

属
す

る

「純

牧

業

村
」

と

い
う

位

置

づ

け

の
行
政

村

と

し

て
初

め

て
出

現

し
、

野
牛

溝

郷

が

設
定

さ

れ

る

の
は

1
9

5

8
年

9
月

の

こ
と

で
あ

る

(祁

連

県

誌

編
纂

委

員

会

(編

)

1

9

9

3
：
19
-
25
,

50
-
51
)

。

そ
れ

で
は
、

1

9

5

0
年

代

よ

り
前

、

こ

の

一
帯

の
情

況

は

ど

の
よ
う

だ

っ
た

か
。

同

じ
く

『
祁

連

県

誌

』

お

よ
び

『
祁

連
資

源

誌
』

よ

り
関

連

す

る
情

報

を

ピ

ッ
ク

ア

ッ
プ

す

る
と

、

以

下

の
よ

う

に
な

る
。

な

お

、
情

報

は
時

間

を
さ

か

の
ぼ

る
形

で
提

示

し

て

い
る
。

1
.
解

放

初

期
、

馬
歩

芳

部

隊

の
残

党

3
百
余

名

が

武

装

し

て
深

山
密

林

に
潜

伏

し
抵

抗

を

続

け

た
。

1

9
5

1
年

3

月

に
彼

ら

の
3

回

目

の
侵

攻

が

失

敗

す

る
と
、

4
月

に

は

そ

の

一
部

が
物

資

弾

薬

を

携

帯

し

て
野

牛

溝

に
逃

げ

込
み

、
解

放

軍

部

隊

と

交
戦

し
殲

滅

さ

せ
ら

れ

た
。

匪
賊

(国

民
党

部

隊

の
残

党
：
引

用

者

注

)

と

の
戦

闘

は

53
年

ま

で

続

い
た

(祁
連

県
誌

編
纂

委

員

会

(編
)



1
9

9

3
：
4

1

1
,

5
5

0
)

2
.

1

9

4

5
年
、

民
族

紛

争

の
影
響

を
受

け

、

海

西

の

モ

ン
ゴ

ル
族

22
戸

60
人
が

野
牛

溝

へ
移

動

し
定

着

し

た

(祁

連
県

誌

編
纂

委

員

会

(編

)

1

9

9

3
：
5

0

3
)

3
.

1

9

3

7
年

、

ユ
グ

ー

ル
族

が
続

々
と

野
牛

溝

、
黄

蔵

寺

に
移

動

し

て

「駐

牧

」

し
た

(祁

連

県
誌

編

纂

委

員
会

(編

)

1

9

9

3
：
17
)

4
.

1

9

2

8
-

3

8
年

の
間

に
ペ

ス
ト

が

5
回

発

生

し

た
。

そ

の
う

ち

、

野
牛

溝

の
照

壁

山
（
7
）
で
は
牧

民

の
患

者

が
多

く

死
亡

し
、

少

数

の
生

存

者

は

別

の
場

所

に

移
動

し

た

(祁

連

県

誌

編
纂

委

員

会

(編

)

1
9

9

3
：
4

8

1
)

5
.

1

9

2

9
年

、
扎

麻

什

の
鴿

子

洞

・
河

東

・
河

西

に
サ

ラ

ー

ル
族

・
土

族

が
営

農

の
た

め

相

次

い
で
来
住

し

た

(祁
連

地

方
誌

編

纂

委

員

会

(編

)

1

9

9

9
：
3

3

6
)

6
.

1

9

2

9
年

、

ゴ

ミ

ツ

ェ
ガ

ン
率

い
る

共

和

県

の
チ

ベ

ッ
ト

族

40
余

戸

が
扎

麻

什

河

北
岸

に
移

住

し
、

ア
リ

ク
千

戸

(現
在

の
阿

柔
郷
：
引

用
者

注

)

の
許

可

を

得

て
定

住

放

牧

と

農

地

開
墾

を

行

っ
た

(祁

連

県

誌

編
纂

委

員

会

(編
)

1
9

9

3
：
4

9
9
)

7
.

1

9

2

8
年
、

ア

リ

ク
千

戸

の
チ

ベ

ッ
ト

族
数

戸

が
税

金

を

嫌

い

野
牛

溝

へ
逃

亡

し

た
が

、

馬

歩
芳

の
配

下

に
殺
さ

れ

る

(祁
連

県

誌

編
纂

委

員

会

(編

)

1

9

9

3
：
4

9

9
)

8
.

民
国

初

年
、

野
牛

溝

油
葫

芦

(現
在

の
野
牛

溝

郷
南

東

部
：
引

用
者

注

)

に

剛
察

県

の
チ

ベ

ッ
ト
族

が
仏

寺

を
建

て

る
が

、

民
国
期

の
民

族

紛

争

で
破

壊
さ

れ

る

(祁
連

県
誌

編
纂

委

員
会

(編

)

1

9

9

3
：
5

1

0
i

5

1

1
)

9
.

1
9

0

1
年

、

シ

ャ
タ

ン
ゴ

ン
ボ

率

い

る
青

海

東

部

の
チ

ベ

ッ
ト

族

20
余

戸

が
扎

麻

什

に
移
住

し
、

大

通

県
広

恵

寺

の

シ

ャ

ロ
活

仏

か

ら

居

住
権

を

得

る

(祁
連

県
誌

編

纂

委

員

会

(編

)

1

9

9

3
：
4

9

9
)

10
.

1

8

9

5
年

、

大

通

県

・
門

源

県
な

ど

か
ら

回

族

が

八
宝

地

区

(現

在

の
祁
連

県
中

心

地
：
引
用

者

注
)

に
流

入

し
始

め
る

(祁

連

県
誌

編

纂

委

員

会

(編

)

1

9

9

3
：
5

0

6
)

11
.

1

7

2

3
年

、

モ

ン
ゴ

ル
族

が

八
宝

に
仏

教

寺

院

を

2
座
創

建

す

る

(祁

連

県

誌
編

纂

委

員

会

(編

)

1

9
9

3
：
5

1
0
)



以
上

の
情
報
か
ら
知

り
う

る

こ
と

は
、
現
在

の
祁
連
県
中
心

地
で
あ

る
八
宝
地
区
以
西
に
現
在

の
よ
う
な
人

口
構
成
を
将
来
す
る
よ
う

な

人

口
流
入
が
開
始

し
た

の
は

こ
こ
1
0
0
年
程
度

の
こ
と

で
あ

る

こ
と
、
野
牛
溝

に
至

っ
て
は
敗
残
兵
や
逃

亡
者

の
逃
げ

込
む
よ
う
な

辺
地

で
あ

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

ま

た
祁
連

側

の
資
料

に
準
拠
す

る
限
り
、
祁
連
山
脈

の
北
麓

に
居
住
す

る

ユ
グ

ー

ル
族

が
南
麓

に
展
開

し
た

の
も
現
在

か
ら

70
年
遡
ら

な

い
近
過
去

で
あ

る
。
む
ろ

ん
、

こ
れ
は
祁
連
側

の
視

野
に
入
ら
な

か

っ
た
だ
け
と

い
う
可
能

性
は
否
定

で
き
な

い
が
、

そ

の
後

20
年
近

く

「郷
」
す
ら
設
定
さ
れ
な

い
と

い
う
事
実

は
、
少
な
く
と
も
祁
連
側

の
視
界
に
野
牛
溝
が

入

っ
て
以
降
、
政
治
組
織
を
形
成

し
う
る
だ

け

の
勢
力
が
当

地
に
存
在

し
な
か

っ
た
と
想
像

し
う

る
だ
け

の
傍

証
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

野
牛
溝
と

い
う
地
名
自
体
が
漢

語
由
来

で
あ

る
と

い
う
点

に
も
着
目
す

べ
き
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
と
は
対
照
的

に
、
祁
連
県
東

部

か
ら
南
部

の
地
名
に

つ
い
て
は

「オ
ボ

ー
」

「
ム

ル
ン
」
な
ど
相
対
的
に

「先
住

民
」

の
言
語
と
呼
び
う
る

モ
ン
ゴ

ル
語
が
散
見
さ
れ

る
。
ま
た
、

『
祁
連
県
誌
』

に
よ
れ
ば
、

野
牛
溝
と

い
う
地
名

は
現
地

に
野
生

の
ウ

シ
が
多

く
棲
息

し
て
い
た

こ
と
に
由
来
す

る
と

い
う
。

た
だ

し
、
野
生

の
ウ

シ
は
大
躍
進
以
後

の
食
糧
難

の
時
期

に
乱
獲
さ
れ

て
激
減

し
た
と

い
う
が

(祁
連
県
誌
編
纂
委
員
会

(編
)

1
9

9
3
：
61
)
、
逆
に
言
え
ば

そ
れ
ま
で
は
野
生

の
ウ

シ
が
棲
息

し
得

る
程
度

に
し
か
人
間
が
存
在

し
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
事
実
か
ら
想
像

し
う

る
こ
と
は
、
現
在

の
野
牛
溝
郷

に
相
当
す
る
地
域

は
、

少
な

く
と
も
1
0
0
年
少

々
以
前

で
は
地
域
的

な
権
力
す
ら
存
在

し
な

い
、
逆

に
当
局
か
ら
追
わ
れ
た
人

々
の
潜
伏

し
う

る

「化
外

の
地
」

で
あ
り
、

そ
の
後
漢
語
を
共
通
言
語
と
す
る

人

々
を
中
心
と
し
て
移
入
が
発
生

し
現
在

に
至
る
、
と

い
う

人

口
変
動

の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

ま
た
、
そ

の
東

に
隣
接
す

る
札
麻
什
も
、

こ

こ
70
-

80
年

の
問

に
農
業
開
発
が
行
わ
れ
現
在

の
よ
う
な
状

況
に
至

っ
て
い
る
と
想

像

で
き
る
し
、

そ
れ

以
前

の
状
況
も
弱
小
勢
力
と

し
か
思
え
な

い
移
住
者
が
定
着

し
う

る
ほ
ど

の
人

口
希
薄
な
土

地

で
あ

っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

以
上
、
祁
連

県
サ
イ
ド

か
ら

の
情
報
を
ま
と
め
て
こ

こ
1
0
0
年

の
人

口
変
動
に
関
す
る
概

況
を
抽

出
し
た
。

し
か
し
、

こ
こ
で
は
混

乱
を
避
け
る
た
め
敢
え

て
述

べ
な

か

っ
た
が
、
粛
南
県
サ

イ
ド

の
言
説

に
よ
れ
ば

祁
連
県
西
部
、

こ
と
に
野
牛
溝

に
関
し

て
は
、
や
や
デ

ィ
テ
ー

ル
の
異
な

っ
た

「過
去
」
が
そ

こ
に
表
象
さ

れ
て

い
る
。



ま
ず
粛
南
県
、

こ
と

に

ユ
グ
ー

ル
族
に
関
す

る
言
説

で
は
、

「
八
字
?

」

つ
ま
り

ユ
グ

ー

ル
側

の
野
牛
溝
近
辺

の
空
間
に
対
す
る
呼
称

は
特
殊
な
意
味
合

い
を
持

つ
。

ユ
グ
ー

ル
族

の
民
間
伝

承

で
は
、

「西
至
-
恰

至
」
と

い
う
伝

説

の
故
地
か
ら
東

遷
し
、
八
字
?

へ
や

っ

て
来
た
と
自
ら

の
来
歴
を
記
憶
し
て
い
る
と

い
う
（
8
）

。

そ

の
意
味
で
、
彼
ら
に
と

っ
て
八
字
?

は

「愛
す

べ
き
新

し

い
故
郷
」
と

し
て
認
識

さ
れ
る

(
甘
粛
省
編
輯
組

1
9
8
7
：
32
-

33
)
。

一
方
、
粛
南

ユ
グ
ー

ル
族
自
治
県
に
と

っ
て
も
、
自
治

県
成
立
後
し
ば

ら
く

の
間
は

「八
字
?

」

は
自
ら

の
領
域

と
し
て
認
識
さ
れ

て

い
た
土
地
で
あ

り
、

そ
う

し
た
記
述

は
粛
南
県
政
府

が
発
行
す

る
印
刷
物
に
も
散
見
し
う
る
。

こ
の
点

は
、
祁
連

県

の
印
刷
物
に
は
こ
の

事
実
に
関
す

る
言
及
が
皆
無

で
あ
る

こ
と
と
好
対
照
を
な
す
。

た
だ

し
、

そ
れ

で
は
八
字
敏

は

20
世
紀
前
半
に
お

い
て
、

い
か
な
る
意
味

で

「
ユ
グ
ー

ル
族

の
牧
地
」

で
あ

っ
た
か
。

『
裕
固
族
通
史
』

に
よ
る
と

ユ
グ
ー

ル
族

の
サ
ブ
グ

ル
ー
プ

の
う
ち
、
当
時
祁
連

山
脈
南

麓
を
牧

地
と
し

て
使
用
し
た
と
想
像
し
う
る

の
は

「楊
舟
家
」
お

よ
び

「曼
台
部
」

で
あ
る
。
た
だ
し
前
者

の
中
心
地
は
祁
連
山
脈
北
麓
で
あ
り
、

1
9
4
2
年
に
出
版
さ
れ
た

『
祁
連
山
北
麓
調
査
報
告
』

に
は

「う
ち

15
戸
が
現
在
青
海
八
宝

県

の
管
轄
を
受
け

て

い
る
」
と
あ
る

の
で
、

総
人

口
47
戸

2
2
9
人

の
う
ち
、

1
/

3
程
度

の
利
用

率

で
は
な

い
か
と
推
測

し
う

る
。
な
お
、

後
者

は

『
祁
連

山
北
麓
調
査
報
告
』

に
は
言
及
が
な
く
、
後

の
調
査
資
料

に
は
28
戸

2
百
余

人

と
報
告
さ

れ
て

い
る
と

い
う

(高
自

厚

・
賀
紅
梅

2
0
0
3

"
89
,

99
1

1
0

0
、
蒙
蔵
委
員
会

調
査
室

2
0
0
2
…
5
2
0
)
。

つ
ま
り
、

こ
れ
を
単
純

に
合
計
し
て
も

3
0
0
人
に
満

た
な

い
程
度

で
あ
り
、

現
在

の
野
牛
溝
郷

の
総
人

口
3
千

人
以
上
と
比
較
し
て

も

「極

め
て
少
な

い
」
と

み
な

し
う
る
数

で
あ

る
。

し
か
も
、

「曼
台
部
」

の
中

心
地
は
現
在

の
八
宝

郷
北
部
で
あ

り
、

は
る
か
西
に
あ

る
八
字
?

を
全

て

の
成
員
が
常
時
利
用
し
て

い
た
と
は
考

え
に
く

い

(甘
粛
省
編
輯

組

1
9
8
7
：
7
)
。
さ
ら
に
、
祁
連
県
だ
け

で
な

く
粛
南

ユ
グ
ー

ル
族
自
治
県
も

1
9
5
0
年
代
を
通

じ
て
郷

レ
ベ

ル
の
政
治

組
織

を
八
字
?

一
帯

に
設
置
し
て

い
な

い
点
も
、
か

の
地
が

人

口
稀
少
で
あ

っ
た

こ
と

の
傍
証
た
り
得
る
だ

ろ
う
。
さ
ら

に
、

「八
字
?

」
と

い
う
地
域

名
が

「野
牛
溝
」
と

い
う
地
域
名
に
置
き
換

え
ら
れ

て
い
く
プ

ロ
セ

ス
を
考
え

て
も
、

後
述
す

る
省
境

紛
争
が
尾
を
引

い
て
い
る
可
能

性
も
考
慮

し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
点
は
も
ち

ろ

ん
で
あ
る
が
、
住

民

の
民
族
的
属
性
が
変

化
し
て
も

地
名

は
変

化
し
な

い
事

例
は
中
国
各

地
に
散
見
さ
れ
る
。
と
す

る
と
、
や
は
り
八
字



?と

い
う
地
名
お
よ
び
そ

の
命
名
者
た
ち

で
あ
る

ユ
グ
ー

ル
族

の
、
当
時

の
現
地
社
会

に
お
け
る
プ

レ
ゼ

ン
ス
の
微
小
さ

を
も
反
映
し
て

い
る

の
で
は
な

い
か
と
想
像
さ
れ

る
。

1

9

5

0
年

代

の
省

境

を

巡

る

紛

糾

お

よ

び

大

規

模

人

口
移

動

さ

て
、
黒
河
最
上
流
地
域

の
人

口
変
動
プ

ロ
セ

ス
に
お

い
て
前

述

の
人

口
流

入
過
程

以
上

に
大
き
な
意
味
を
持

つ
の
が
、

1
9
5
0
年

代
を
通
じ

て
展
開
さ
れ
る
甘
粛

・
青

海
両
省

の
省
境

を
め
ぐ
る
紛
糾
と
、
そ
れ
に
付
随
す

る
大
規
模

人

口
移
動
で
あ
る
。

こ
れ

に
関
し
て

は
、
既
に
簡
単

に
触
れ
て

い
る
と
お
り
、
青
海
サ
イ
ド
に
属
す

る
祁
連
県
は
ほ
ぼ
何

の
言
及
も
な
く
、
甘
粛
サ
イ
ド
に
属
す

る
粛
南

ユ
グ

ー

ル
族
自
治
県

か
ら

の
情
報
が
大

半
と
な

る
。

こ
の
理
由
に
は
、
被

害
者
意
識
を
持

っ
て
い
る
粛
南

ユ
グ
ー

ル
族
自
治
県
が
多
く
を
語
り
、

逆

の
立

場
で
あ

る
祁
連
県

が
沈
黙

し
て

い
る
と

い
う
感
情
的
な
問

題
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
背
後
に
あ

る
公
式
見
解

も

少
な

か
ら
ぬ
意
味
を
持

っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

『
裕

固
族

通
史
』

は
、

そ
の

「前
史

」
と

し
て
の
青
海
省

の
設
置
に

つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
述

べ
る
。

1
9
2
9
年

に
甘
粛
と
青
海
が
分
離

し
、
祁
連
山
脈
を
境
界
と

し
た
。

こ
れ
が
有
史

以
来
、
初

め
て
出
現
し
た
省

の
境
界

で
あ
る

が
、
具
体
的
な
境
界
線

は
き
わ
め

て
不
明
確

で
あ

っ
た
。
当
時

の
地
連
山
脈
地
域

は
人
煙
稀

で
あ
り
、
甘
粛

・
青
海

い
ず

れ

の
省
も

実
効
支
配
を
行

っ
て
い
な

か

っ
た
。
遊
牧

民
族

は
い

つ
も

の
よ
う
に
祁
連

山
脈

の
南
北

で
遊
牧

を
行

っ
て
い
た
。

彼
ら
は
今
ま

で
ど

お
り
、
部
落
関
係

の
み
を
認
識
し

て
お
り
、
省

の
境
界
を
問
題
と

は
し
な
か

っ
た
。

特
に
新

中
国
成
立
前

の
十
数

年
、
馬
家
軍
閥
が

甘
粛

・
青
海

の
地
を
統

治

し
て
お
り
、
省

の
境
界

は
有

名
無
実

で
あ

っ
た

(高
自

厚

・
賀

紅
梅

2
0
0
3
：
1
5

6
)

と

こ
ろ
が
、
事

の
発
端

は
1
9
5
4
年

で
あ

っ
た
。

同
年
、

国
家

地
図
出
版
社

は

『
中
華

人
民
共
和
国
行
政
区
画
図
』
を
出
版

し
て
、

祁
連
山
脈

の
主
脈
を
甘
粛

・
青
海
両
省

の
境

界
と

し
て
記

し
た
。
な

お
、
同
出
版
社

の
地
図
は
法
的
な
効
力
を
有
す
る
と

い
う

(高
自
厚

・賀

紅
梅

2
0
0
3
：
1
5
0
,

1
5
7
)
。

こ
れ

に
よ

り
、
祁
連

山
脈

以
南

の
八
字
?

は
、
国
家

に
青
海
省

の
領
域
と

し
て
認
知
さ
れ



た

こ
と
に
な

る
。
そ

こ
で
国
家

の
法
的

承
認
を
得
た
青
海
サ

イ
ド
は
、
ち

ょ
う
ど
前

年
ま

で
に
国
民
党
残
存
勢
力

の
掃
討
を
終
え
、
同
時

に
扎
麻

什
郷

の
行
政
村

と
し

て
野
牛
溝
を
設
置
し
た
点
か
ら
判
断

し
て
、
牧

民

の
当

地

へ
の
浸
透
を
推
奨
な

い
し
黙

認
し
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

そ
れ
に

つ
い
て
は
、

『
裕

固
族
通
史
』

に
も

「
1
9
5
4
年
末

に
至

り
、
祁
連

山
脈
沿

い
に
草
山
の
紛
糾

は
突
如
と
し
て
緊
迫
し

た
」

(高
自
厚

.
賀
紅
梅

2
0
0
3
：
1
5
1
)
と

の
表
現

で
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
青
海

サ
イ
ド
が
省
境
問
題

に

つ
い
て

一
切
語
ら

な

い
の
も
、
要
す

る
に

1
9

2
9
年

の
青
海
省

設
立
時

よ
り
祁
連

山
脈
が
両
省

の
境

界

で
あ

り
、
そ
れ
は
1
9
5
4
年
に
追

認
さ
れ
た

の

だ

か
ら
省
境

の
問
題

は
そ
も

そ
も
存
在

し
な

い
、
と

い
う
原
則
に
基
づ

い
て
い
る
も

の
と
想
像
さ

れ
る
。

な
お
、

こ
の
時
点

の
省
境

に
関
す
る
紛
糾

は
、
翌

1
9
5

5
年

8
月
、

甘
粛

・
青
海

両
省
が
代
表
を
派
遣

し
境

界
問
題
を
協
議
す

る
こ

と

で

一
定

の
決
着
を
見

る
。
そ

こ
で
は

「黒
河
上
流

の
牧
地

に
対

し
て
は
、
さ

し
あ
た

り
祁
連

山
脈

の
主
脈

で
は
な

く
、
黒
河
を
境
界
と

し
て
確
定
す

る
」

(高
自
厚

.
賀
紅
梅

2
0
0
3
：
1
5
1
)

こ
と

に
な

る
。

つ
ま

り
、
祁
連

山
脈

の
主
脈
を
境

界
と
し
て
国
家

に
認
定

さ
れ
て

い
る
青

海
省

も
、

「牧

民
は
歴
史
的
な
遊
牧

の
伝
統

に
従

い
祁
連
山
脈

の
南

北

に
お

い
て
遊
牧

し
(中
略
)
祁
連
山
脈

の
西
部

で
は

甘
粛
省
側

の
人

々
が
祁
連

山
脈

の
主
脈
を
越
え
、
祁
連

山
脈
南
麓

の
優
良
な
牧
地
を
占
有

し
て

い
た
」

(高
自
厚

・
賀
紅
梅

2
0
0
3
：

1
5
7
)
と

い
う
現
実
を
主
張

の
根
拠
と
し
た
甘
粛
省

も
、

そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
に
お

い
て
妥
協

す
る
内
容
と
な

っ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。

し
か
し
、

1
9
5
8
年

に
至
り
、
祁
連

県
側

の
状
況
が

一
変
す

る
。
こ
の
年
、
南

隣

の
海
嬰
県

で

「国
防
関
係

の
工
場
建
設
」
（
9
）
の
た
め
、

3
9
7
戸

1
7
5
2
人
が
祁
連

の
野
牛
溝

・
多
隆
な
ど

の
土
地

へ
移
住
す
る

こ
と

に
な

る

(祁
連
県
誌
編
纂

委
員
会

(編
)

1
9
9
3

：

25
,
3
8
9
)
。
な
お
、

こ

の
件
に
関
す

る
記
述

は
粛
南

ユ
ー
グ
族
自
治
県
側

の
公
式
的
な
印
刷
物

に
は

一
切
出
現

し
な

い
。
た
だ

い
ず

れ

に
せ
よ
、

こ

の
移
民
数
は
、
当
時

の
野
牛
溝

の
人

口
数

・
構
成
を
激
変
さ

せ
る
大
事
件

で
あ

っ
た

こ
と
は
想
像

に
難
く
な

い
。

い
み
じ
く
も

1
9
5
8
年

10
月
、
祁
連
山
脈
南
麓

に
お

い
て

一
層
激

化
し
た
省
境
問
題

の
処

理
に
関
す
る
会
議
が
蘭
州

で
開
か
れ
る
が
、

そ

の
際

に
青
海
サ
イ
ド
は

1
9
5
5
年

に

「双
方

が
締
結

し
た
取
り
決

め
を
無
視

し
、
中
華
人
民
共
和
国
行
政
区
画
図
に
従

っ
て
境
界
を

画
定
す

る
こ
と
に
固
執

し
た
」

(高
自

厚

・
賀
紅
梅

2
0
0
3

"
1
5
1
)
と
評
さ
れ

て

い
る
。
法
的

に
は
有
利
な
立
場
に
立
ち
、

し
か

も
上
述

の
移
民
を
抱
え

る
青
海
サ
イ
ド
に
と

っ
て
牧
地

の
確

保
は
至
上
命
題

で
あ
り
、
も
は
や
譲
歩

の
余
地
は
乏
し
か

っ
た
も

の
と
推
測



さ

れ
る
。

一
方

の
甘
粛

サ
イ
ド
も
、

1
9
5
5
年

の
取
り
決

め
で
は
長

期
的

に
は
持
ち

こ
た
え
ら
れ
な

い
と
既

に
判
断
し
て
お
り
、

祁
連

山
脈
主

脈
以
南

か
ら
撤

退
す

る
計
画
を
企
画
し

て
い
た
と

『
裕
固
族
通
史

』

は
論
評
す
る
。

以
下
は
そ

の
顛
末

で
あ

る
。

か

つ
て

の
武
威

・
張
掖

・
酒
泉

の
三
地
区
が
合
併

し

て
形
成

さ
れ
た
張
腋
地
委
は

1
9
5
8
年

12
月

30
日
に
省
委

の
決
定
を
貫
徹

す
る
旨

の

「青
海
境
界
問
題

の
処
理
お
よ
び
関
連
す
る
問

題
を
解
決
す

る
た
め

の
伺

い
報
告
書
」
を
作
成
し
た
。

こ
れ
は

つ
ま
り
粛

南

・
粛
北

・
阿
克
塞

の
3
自

治
県
を
北
に
移
動
さ
せ
る
も

の
で
、
粛
北
と
阿
克
塞

の
2
自
治
県
を
合
併

し
て

「党
城

モ
ン
ゴ

ル
カ
ザ

フ
族
自
治
県
」
と

し
、
「

自
治
政
府
機
関
は
党
城
湾

に
置
く
」

こ
と
と

し
た
。
粛
南
県

は
皇
城
灘

に
移
動
し
、

「皇
城

ユ
グ
ー

ル
チ

ベ

ッ
ト
族
自
治

県
」
あ

る
い
は

「粛
南

ユ
グ

ー

ル
チ

ベ

ッ
ト
族
自
治

県
」

へ
と
改
称
す

る

こ
と

と
し
た
。
計
画
は

「
1
9
5
9
年
夏

に
は
基
本
的

に
撤
退
す

る
」
も

の
で
あ

っ
た
。

1
9
5
9
年

2
月
、
粛
南
県

は
省
委
決
定
と
張
掖

地
委

の

「報
告
書
」

に
基
づ
き
、
具
体
的

な
移
動
案
を
制
定
し
、

3
回
に
分
け

て
移
動
さ

せ
る

こ
と
と

し
た
。
第

1
回
は
2
月
に
開
始

し
、
第

2
回
は

5
月
下
旬
に
開
始

し
、
第

3
回
は
7
月
末
に
終

了
す

る
も

の

だ

っ
た
。

3
回

で
合
計

1
2
6
1
戸
、

6
5
6
8
人

の
群
衆

を
移
動
さ
せ
る
が
、

こ
れ
は
当
時

の
全
県
総
人

口
の
半
分
以
上
で
あ

っ

た
。
移
動
す

る
各
種
家
畜

は

24
万
頭

で
、
当
時

の
全
県
家
畜

総
数

の
80
%
を
占

め
て
い
た
。

(高
自

厚

.
賀
紅
梅

2
0
0
3
：
1
5

2

)

し
か
し
こ

の
大
移
動
計
画

は
、

1
9
5
9
年

6
月
に

こ
の
計
画
を
察
知

し
た
中
国
共
産
党
中

央
か
ら

の
命
令

に
よ

っ
て
中

止
さ

せ
ら
れ

る
。

そ

の
後
、
甘
粛

・
青
海

両
省

に
よ
り
事
後
処
理
が
検
討
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
が
、
本
論

の
言
及
範
囲

で
あ
る
黒
河
最

上
流
部

に
関
す

る
限
り
、

既
に
祁
連
山
脈
南
麓

に
居
住

し
て

い
た

ユ
グ
ー

ル
族

は
北
麓

に
移
動
し
て
お
り
、
ま
た
野
牛
溝

に
は
前
述
し
た
よ
う

に
別
地
域

か
ら

の
移
民
が
流

入
し
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
結

局

の
と

こ
ろ
祁
連
山
脈
主
脈
を
省
境
と
す

る

こ
と

で
最
終
的
な
決
着
を

見
る
こ
と
に
な

る
。こ

れ
以
後
、
当
地
で
は
基
本
的

に
省
境
を
巡
る
紛
糾

は
発
生

し
て

い
な

い
。
た
だ
し
、

野
牛
溝
郷

に
隣
接
す
る
粛
南

ユ
グ

ー

ル
族
自
治



県

の
複

数

の
郷

政

府

関

係
者

に

よ

る

と
、

現
在

も

省
境

近

辺

で

の
祁

連

県
側

か
ら

の
越

境

放

牧

が

し
ば

し
ば

問
題

に
な

る
そ

う

で
あ

る
。

そ

し

て
、

そ

の
原

因

と

し

て

50
年

代

末

に
甘

粛

・
青

海

そ

れ

ぞ

れ

で
発
生

し
た

大
規

模

な

人

口
移

動

の
結

果

と
し

て

の
黒

河
最

上

流
域

周

辺

の
人

口
増

加

が
指

摘

さ

れ

て

い
る
。

そ

の
後

の
人

口
変

動

に
関

し

て
は
、

1

9

8
0
年
代

以
前

の
郷

ベ
ー

ス

の
統

計
資

料

が

現

状

と

し

て
は
入
手

不

可
能

で
あ

る
た

め
（
1
0
）

具

体

的

な

数
字

で
跡

付

け

る

こ
と

は

で
き

な

い
が
、

祁

連

県

全

体

の
人

口
は
第

1
回
人
口

セ

ン
サ

ス

(
1

9

5
3
年
)

で

は

8

0
2

3
人
、

第

2
回

(
1

9

6
4
年

)

で

は

1

9

1

4

0
人
、

第

3
回

(
1

9

8

2
年
)

で
は

3
6

4
0

5
人

、

第

4
回

(
1

9
9

0
年

)

で
は

4
2

3

9

2
人

と
変

遷

し

て

い
る

(祁
連

県

誌
編

纂

委

員
会

(編
)

1

9

9
3
：
1

0
7
、

祁

連

地

方

誌

編
纂

委
員
会

(編

)

1
9

9

6
：
74
)
。

こ
れ

か

ら
年

平

均

の
人

口
増

加
率

を
算

出
す

る
と

、

1

9

5

3
～

6

4
年

は

8
.

25
%

、

1

9

6

4
～

8
2
年

は

3
.

64
%
、

1
9

8

2

～

9

0
年

は
1

.

92
%

と
な

る
。

一
方

、

中

国
全

土

の
人

口
増

加

率

は
、

大

躍
進

の
影

響

を

顕

著

に
受

け

増
加

率

が
極

端

に
低

い

1

9

5
8
-

6

1
年

ま

で
を

除

外
す

れ

ば

1
9

5

0
年
代

が

2
%

台

前

半

、

1
9

6

0
年

代

が

2
%

台

後

半

～

3
%
台

前

半

、

1

9

7

0
-

7

5
年

が

2
%

台

前

半

、

1

9
7

6

年

以
降

は
1
.
5%
未

満

で
あ

る

(国

家

統

計

局

(編

)

1

9

8

9
：
88
)

。

祁
連

県

が

「
一
人

っ
子
政

策

」

の
適

用
が

緩

や

か
な

少
数

民

族

地

域

に
位

置

し

て

い
る

こ
と

を

勘
案

す

れ
ば

、

第

3
回

人

ロ
セ

ン
サ

ス
以
降

の
人

口
変

動

は
自

然

増

の
み
で
も
説

明

可

能

で
あ

る

と
思
わ

れ

る
。

一
方

、

第

1
回

～

第

2
回
人
口

セ

ン
サ

ス
ま

で

の
人

口
変

動

は

猛

烈
な

社

会

増

の
影

響

を

受

け

、
第

2
回
～

第

3
回
人
口

セ

ン
サ

ス
ま

で

の
人

口
変

動

に

お

い

て
も
、

一
定

程

度

の
社
会

増

の
影

響

が

想
定

で
き

よ

う
。

な

お

野

牛

溝

郷

・
扎
麻

什

郷

の
状

況

も
、

基
本

的

に

は

こ
れ
と

同
様

の
プ

ロ
セ

ス
を
辿

っ
て

い
る
と

推
測

し

て

も
大

幅

な

誤
差

は
生

じ

な

い

で
あ

ろ

う
。

今

後

の
展

望

本

論

で

は
、

黒
河

最

上

流

域

を

議

論

の
対
象

と

し

て
切

り
取

っ
た

上

で
、

そ

こ

の
人

口
変

動

プ

ロ
セ

ス
を
多

様

な

、

か

つ
個

別
的

に

は



断
片

的

な
資

料

か

ら

再
構

成

し

て

示

し

た
。

今

後

の
課
題

は
、

こ

の
人

口
変

動

に

関
す

る
デ

ー

タ

を

生

産

様

式

.
水
利

用

の
変

遷

モ
デ

ル

の
中

に
如

何

に
組

み

込

ん

で

い
く

か

と

い
う

作
業

と
な

る
。

詳
細

に

つ
い

て

は
別

稿

に

て
事

例

を

挙

げ

つ

つ
示
す

こ
と

に

し
た

い
が
、

こ

の
地

域

に
お

い
て
は
、

生

業

の
違

い
は

民

族

的

な
線

と

一
致

し
な

い

こ
と

、

同

一
生

業
内

部

で

の
民
族

的

な

差

異

は
き
わ

め

て
小

さ

い
こ

と

が

指

摘

し
う

る
。

こ

の
点

は
、

他

の
黒

河

上

流

域
や

下
流

域

な

ど

と

比
較

し

て
も

そ

の
徹

底

性

と

い
う

面

で
際
立

っ
て

い
る
。

こ
う

し
た

特

徴

は

、

黒
河

最

上

流

域

が

比
較

的

近

年

の
移

民

に

よ

っ
て

構
成

さ

れ

て

い
る

こ
と

に
起

因
す

る
経
験

の
類
似

性

や

、
自

然

環

境

に

よ

る
制

約

か
ら

も

た
ら

さ

れ

て

い
る

も

の
と

想
像

さ

れ

る
が

、

こ
れ

は
当

地
域

の
水

利

用

の
変

遷

モ
デ

ル
を
作

成
す

る
際

に

メ
リ

ッ
ト

と

し

て
作

用
す

る
だ

ろ

う
。

な

お
、

現

地
調

査

で
収
集

し

た
個

別
事

例

な

ど

か

ら
生

業

・
水

利

用

の
実

態

の
詳
細

を

明

ら

か

に

し
た

上

で
、

そ

れ

を
定

量

的

な

表

現
形

式

へ
と
変

換

し

て

い
く

こ
と

が

当

面

の
解

決

す

べ
き

問
題

で
あ

る
。

本

研
究

は

総
合

地

球

環
境

学

研
究

所

が

行

う
研

究

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
「

水

資

源
変

動
負

荷

に
対

す

る
オ

ア

シ

ス
地
域

の
適

応

力

評
価

と

そ

の
歴
史

的
変

遷
」

(通

称

オ

ア

シ

ス
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

、

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

リ

ー
ダ

ー
中

尾

正
義

)

の
成

果

の

一
部

で
あ

る
。

注
（
1
）

オ
ア
シ
ス
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
詳
細
な
実
施
内
容
に
関
し
て
は
、
同
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
H
Pで
あ
る
「
O
a
s
i
s
 
P
r
o
j
e
c
t
 
h
o
m
e
p
a
g
e

」

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
h
i

k
y
u
.
a
c
.
j
p
/
o
a
s
i
s
/

)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
2
）

あ
る
程
度
考
慮
さ
れ
う

る
事
項
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
例
え
ば
年
間
で
黒
河
の
水
を
ど
れ
だ
け
内

モ
ン
ゴ

ル
自
治
区

へ
流
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
国
家
通
達

の
類
で
あ
る
。

（
3
）

筆
者
自
身
、

エ
ゼ
ネ
旗
で
現
地
調
査
を
行

っ
た
際
に
は
、
黒
河
下
流
部

は
そ
う

し
た
文
脈

で
理
解
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
感
じ
た

(C
f
.

尾
崎

・
中
村

2
0
0
2
)
。
な
お
、
か

つ
て

「
エ
チ
ナ
」
と
表
記
し
て
い
た
地
域
を
本
論
文
で

「
エ
ゼ
ネ
」
と
表
記
し
て
い
る
の
は
、
本
年
よ
り
オ
ア
シ
ス

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
内
部

で
定
め
ら
れ
た
地
名

・
民
族
名

の
カ
ナ
表
記
方
法

に
準
拠

し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た

「
ユ
ー
グ
族
」
と

「
ユ
グ
ー

ル
族
」
の
関
係



に

つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
た
だ
し
、
漢
語
で
書
か
れ
た
書
名

に
言
及
す
る
場
合
に
は
原
文
ど
お
り

「裕

固
」
と
表
記
し
た
。

（
4
）

祁
連
県
は
海
北
チ
ベ

ッ
ト
族
自
治
州
に
属
す
る
が
、
県
は
も
と
よ
り
郷
に
至
る
ま
で
民
族
名
が
冠
さ
れ
な

い
点
は
、
北
に
隣
接
す
る
甘
粛
省
粛
南

「
ユ

グ
ー

ル
族
」
自
治
県
や
、
そ
れ
に
内
包
さ
れ
る
い
く

つ
か
の

「チ
ベ

ッ
ト
族
」
郷

・

「
モ
ン
ゴ

ル
族
」
郷

の
存
在
と
は
鋭

い
対
照
を
な
し
て
い
る
。

（
5
）

た
だ
し
、

「民
族
」
と

い
う
制
度
自
体
が
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
後
に
整
備
さ
れ
た
点
を
想
起
す
れ
ば
、

こ
う
し
た
言
説
は
多
分
に

「後
付
け
」

の

感
が
否
め
な

い
。

（
6
）

な
お
、
八
宝
郷
の
北
西
部
も
黒
河
に
面
し
て
い
る
が
、
八
宝
郷

の
行
政
村

は
南
部

の
八
宝
河
流
域

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
上
述

の
黒
河
は
祁
連
山
脈

を
深
く
削
る
形
で
流
れ
て
お
り
、
本
論

で
想
定
す
る
最
上
流
部
よ
り
は
そ
れ
以
外

の
上
流
部
に
近

い
景
観
を
呈
す
る
た
め
、
本
論

の
考
察
範
囲
か
ら
は

除
外
し
て
あ
る
。

（
7
）

現
在

の
野
牛
溝
郷
東
部
、
辺
麻
村

で
あ
る

(祁
連
県
誌
編
纂
委
員
会

(編
)

1
9
9
3
：
52
)
。

（
8
）

『
裕
固
族
東
郷
族
保
安
族
社
会
歴
史
調
査
』
に
は
、

か

つ
て

ユ
グ
ー

ル
族

の

一
サ
ブ
グ

ル
ー
プ

で
あ

る
西
八
個
家
が
八
字
?

を
牧
地
と
し
て
い
た
が
・

1
8
8
0
-

9
0
年
ご
ろ
に
祁
連
山
脈
北
麓

へ
移
住
し
た
と

の
記
述
が
あ
る

(甘
粛
省
編
輯
組

1
9
8
7
：
4
)
。

（
9
）

現
在

で
は
、
そ
れ
が
核
実
験
施
設

で
あ

っ
た

こ
と
は
中
国
国
内
で
発
行
さ
れ

て
い
る
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
公
然

の
事
実
と
な

っ
て
お

り

(E

x
.
張
志
軍

(主
編
)

2
0
0
3
：
7
)
、
ま
た
現
地

に
は
観
光
資
源
と
し
て

「原
子
城
」
と

い
う
石
碑
す
ら
建
立
さ
れ

て
い
る
。

（
1
0
）

そ
も
そ
も
そ
う
し
た
統
計
資
料
が
現
存
し
な

い
、
と

い
う
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。
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。



地 図:祁 連 県 とそ の 周 辺

粛南ユグール族 自治県(紅 湾寺)

黒河(至 ・鶯落 峡)

甘粛省

天峻県 黄蔵等

祁連県(八 宝)

阿柔郷

剛察県 門源回族
自治県

※図 上 の 地 名 ・境 界 は1985年 現在 のもの に準 拠 した

海晏 県 大通県


