
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
地
区
に
お
け
る
ラ
マ
教
の
影
響
と
改
革

劉

景

嵐

本
論
で
述
べ
る
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
地
区
と
は
、
現
在
の
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
の
四
盟
市
す
な
わ
ち
通
遼
市
、
赤
峰
市
、
興
安
盟
、
ホ
ロ
ン
ボ

イ
ル
盟
と
、
東
三
省
す
な
わ
ち
吉
林
省
・
遼
寧
省
・
黒
竜
江
省
の
西
部
地
区
を
含
み
、
元
代
か
ら
途
絶
え
る
こ
と
な
く
モ
ン
ゴ
ル
族
が
集
団

で
暮
ら
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
。
こ
の
地
域
へ
の
ラ
マ
教
（
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
）
の
伝
来
は
元
代
に
始
ま
り
、
清
代
に
最
盛
期
を
迎

え
、
民
国
年
間
に
衰
え
を
見
せ
始
め
る
。
や
が
て
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
は
、
政
府
が
宗
教
の
自
由
を
政
策
と
し
、
あ
わ
せ
て
ラ
マ
教
に

対
し
て
民
主
的
な
改
革
を
行
い
、
現
在
で
は
わ
ず
か
に
一
部
の
モ
ン
ゴ
ル
人
が
ラ
マ
教
を
信
仰
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ラ
マ
教
が
内
モ
ン

ゴ
ル
の
東
部
地
区
に
伝
播
し
流
行
し
た
元
代
か
ら
民
国
ま
で
は
、
七
〇
〇
年
近
く
の
長
き
に
及
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
七
〇
〇
年
間
、
ラ
マ
教
は

モ
ン
ゴ
ル
の
社
会
、
政
治
、
経
済
、
思
想
、
文
化
の
各
領
域
に
お
い
て
、
等
し
く
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

一

内
モ
ン
ゴ
ル
の
東
部
地
区
に
対
す
る
ラ
マ
教
の
政
治
的
影
響

モ
ン
ゴ
ル
の
封
建
領
主
が
ラ
マ
教
を
統
治
の
道
具
と
し
、
思
想
的
な
武
器
に
し
た
こ
と
で
、
彼
ら
が
ラ
マ
寺
廟
の
地
位
を
強
固
に
す
る
こ

と
に
努
め
、
高
級
ラ
マ
僧
の
権
威
を
高
め
、
各
種
の
特
権
を
ラ
マ
僧
に
付
与
し
た
こ
と
は
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。
一
五
七
八
年（
万
暦
六
年
）

の
仰
華
寺
の
法
会
は
、
各
級
の
僧
徒
の
政
治
的
地
位
を
規
定
し
た
が
、
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
の
封
建
政
治
制
度
の
転
換
点
で
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル

の
僧
俗
の
封
建
領
主
が
共
同
し
て
統
治
を
行
う
制
度
が
確
立
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
の
僧
俗
の
封
建
領
主
が
連
合
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
モ



ン
ゴ
ル
・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典

と

ハ
ル
ハ
法
典

は
、
各
級
の
ラ
マ
僧
に
お
け
る
種
々
の
政
治
的
特
権
を
詳
細
に
規
定
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
寺
院
と
ラ
マ
僧
は
、
社
会
に
お
い
て
強
大
な
政
治
勢
力
と
な
り
、
し
だ
い
に
政
治
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

清
朝
は
中
原
を
平
定
し
た
後
、
モ
ン
ゴ
ル
族
が
最
大
の
脅
威
で
あ
る
と
は
っ
き
り
と
認
識
し
た
た
め
、
モ
ン
ゴ
ル
族
に
対
し
て
は
極
力
懐

柔
政
策
を
取
っ
た
。
例
え
ば
、
一
方
で
は

北
不
断
親

の
政
策
、
す
な
わ
ち
清
朝
の
公
主
を
モ
ン
ゴ
ル
の
王
公
に
降
嫁
さ
せ
、
或
い
は
モ

ン
ゴ
ル
の
王
公
の
娘
を
娶
っ
て
清
の
皇
室
に
入
れ
る
な
ど
し
、
懐
柔
し
な
が
ら
監
視
を
行
っ
た
。
ま
た
一
方
で
は
、
民
族
の
軟
化
政
策
を
実

行
し
、
極
力
ラ
マ
教
の
普
及
に
努
め
た
。
北
京
の
雍
和
宮
の
昭
泰
門
内
に
は
二
つ
の
八
角
亭
碑
が
あ
る
が
、
こ
の
碑
文
は
上
述
の
政
策
を
最

も
よ
く
伝
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
碑
の
両
面
に
は
、
漢
、
満
洲
、
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
の
四
種
の
文
字
で
次
の
よ
う
な
碑
文
が
刻
ま
れ

て
い
る
。

蓋
し
、
蒙
古
は
仏
を
奉
じ
、
最
も
喇

教
を
信
ず
る
に
因
り
、
こ
れ
を
保
護
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
以
て
懐
柔
の
道
と
為
さ
ん

と
。
清
朝
の
統
治
者
は
、
ラ
マ
教
の
保
護
を
国
策
と
定
め
、

廟
一
座
を
修
め
る
は
、
十
万
の
兵
を
用
い
る
に
勝
る

と
し
、
ラ
マ
僧
を
厚
遇

し
た
ば
か
り
か
、
国
庫
の
中
か
ら
寺
廟
の
建
築
費
ま
で
も
支
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
清
朝
で
は
、

ラ
マ
の
衆
を
轄
す
る
は
、
そ
の
治
事

を
札
薩
克
の
如
く
せ
し
む

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
権
力
の
あ
っ
た
ラ
マ
僧
に
は
旗
長
と
同
等
の
権
利
と
待
遇
が
与
え
ら
れ
、
清
朝
政
府
の

有
能
な
助
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

清
末
政
府
、
そ
し
て
民
国
時
期
の
北
京
政
府
と
国
民
政
府
も
、
ラ
マ
教
の
上
層
僧
侶
に
対
し
て
は
や
は
り
特
殊
な
政
策
を
と
っ
た
。
清
末

政
府
は
モ
ン
ゴ
ル
に
対
す
る
政
策
を
変
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
マ
教
の
上
層
僧
侶
に
対
し
て
は
、
依
然
と
し
て
篭
絡
と
利
用
と
い
っ
た

元
来
の
政
策
を
基
本
的
に
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
中
華
民
国
が
成
立
し
た
当
初
は
、
迅
速
に
モ
ン
ゴ
ル
地
区
の
政
局
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、

モ
ン
ゴ
ル
の
ラ
マ
教
の
上
層
僧
侶
を
積
極
的
に
篭
絡
す
る
政
策
が
と
ら
れ
、
民
国
政
府
が
一
九
一
二
年
八
月
に
公
布
し
た

蒙
古
待
遇
条
例

の
中
で

モ
ン
ゴ
ル
各
地
の
呼
図
克
図
、
ラ
マ
等
の
原
有
の
封
号
は
、
概
ね
全
て
元
の
ま
ま
と
す
る

と
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
ま
た
一
連

の
優
待
条
例
が
発
布
さ
れ
、
と
く
に
最
初
に
帰
順
し
た
ラ
マ
僧
に
は
更
な
る
優
遇
が
加
え
ら
れ
た
。

歴
代
の
政
府
が
ラ
マ
教
を
奨
励
し
尊
崇
し
た
た
め
、
ラ
マ
教
は
モ
ン
ゴ
ル
人
が
信
仰
す
る
宗
教
と
し
て
王
公
貴
族
か
ら
一
般
民
衆
に
到
る

内モンゴル東部地区におけるラマ教の影響と改革



ま
で
、
生
活
の
中
の
禍
福
、
得
失
、
疾
病
、
婚
姻
、
葬
祭
な
ど
は
、
全
て
ラ
マ
僧
の

え
に
依
拠
し
た
。
と
く
に
活
仏
は
精
神
的
に
王
公
の

思
想
を
支
配
し
、
政
治
を
支
配
し
て
い
っ
た
。
活
仏
以
下
の
大
ラ
マ
僧
の
言
葉
は
、

片
言
で
さ
え
、
王
公
と
言
え
ど
も
敢
え
て
逆
ら
う
こ
と

な
し

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
ラ
マ
教
の
上
層
僧
侶
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
信
仰
を
支
配
し
た
だ
け
で
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
地
区
の
政
治
に
干
渉

関
与
し
、
さ
ら
に
は
支
配
す
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
っ
た
。
近
代
以
来
、
モ
ン
ゴ
ル
地
区
で
発
生
し
た
一
連
の
重
大
な
歴
史
的
事
件
で
は
、

往
々
に
し
て
ラ
マ
教
の
上
層
僧
侶
が
関
与
し
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
上
層
僧
侶
が
直
接
モ
ン
ゴ
ル
地
区
の
行
政
権
を
掌

握
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
ま
さ
に
ラ
マ
教
が
モ
ン
ゴ
ル
地
区
の
政
治
や
生
活
の
中
で
非
常
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て

い
た
こ
と
を
説
明
す
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
。

二

内
モ
ン
ゴ
ル
の
東
部
地
区
に
対
す
る
ラ
マ
教
の
経
済
的
影
響

こ
の
地
区
の
経
済
に
対
す
る
ラ
マ
教
の
影
響
は
、
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
一
つ
は
、
ラ
マ
教
が
殺
生
の
禁
止
を
戒
律
と
し
、
元
来
シ
ャ
マ

ン
教
が
行
っ
て
い
た
家
畜
を
殺
す
祭
祀
や
家
畜
の
殉
葬
と
い
っ
た
遅
れ
た
習
俗
を
改
め
た
こ
と
で
、
牧
業
経
済
の
発
展
に
と
っ
て
有
益
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ
マ
教
が
モ
ン
ゴ
ル
に
伝
播
す
る
以
前
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
は
シ
ャ
マ
ン
教
を
信
仰
し

て
お
り
、
常
に
家
畜
を
殺
し
て
祭
祀
に
用
い
て
い
た
。
し
か
し
ラ
マ
教
は
、
封
建
主
た
ち
に

生
き
物
を
愛
し
、
殺
生
を
戒
め
る

こ
と
を

説
き
、
家
畜
の
殉
葬
や
多
殺
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
下
層
の
民
衆
の
好
感
を
得
た
。
そ
れ
に
加
え
て
ラ
マ
の
伝
教
者
は
比
較
的
温
厚

で
あ
り
、
単
に
僧
侶
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
医
師
、
天
文
家
、
占
い
師
を
兼
ね
て
い
た
た
め
、
人
々
は
一
層
容
易
に
ラ
マ
教
の
柔
和
な
教
義

を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
シ
ャ
マ
ン
教
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
モ
ン
ゴ
ル
の
民
衆
が

ラ
マ
教
を
信
奉
し
、
殺
生
禁
止
の
戒
律
を
実
行
し
た
こ
と
は
、
モ
ン
ゴ
ル
地
区
の
牧
業
経
済
の
発
展
に
貢
献
し
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
一
方
で
は
、
ラ
マ
教
の
寺
院
が
ま
す
ま
す
経
済
の
発
展
を
阻
害
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
モ
ン
ゴ
ル
の
封
建
領
主
た
ち

が
ラ
マ
教
へ
の
敬
虔
さ
を
示
す
た
め
に
、
互
い
に
競
っ
て
自
己
の
土
地
、
牲
畜
、
金
銀
財
宝
、
ア
ル
バ
ト
ゥ
（
属
民
）
を
寺
院
に
施

し
た
た
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め
、
ラ
マ
教
寺
院
は
ま
す
ま
す
多
く
土
地
、
家
畜
、
属
民
を
占
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
し
だ
い
に
一
種
の
新
し
い
封
建
領
地
が
出
来
上
が
り
、

モ
ン
ゴ
ル
経
済
の
中
で
大
き
な
実
力
を
保
持
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
例
え
ば
、
遼
西
ハ
ラ
チ
ン
左
旗
地
区
で
は
、
清
代

の
ラ
マ
教
の
最
盛
期
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
集
落
に
は
二
〇
世
帯
か
ら
一
〇
〇
世
帯
が
暮
ら
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
大
き
な
寺
院
が
一
つ
あ
り
、

そ
れ
が
東
北
地
区
の
各
地
に
あ
ま
ね
く
及
ん
で
い
た
。
ま
た
、
わ
ず
か
南
公
営
子
の
王
府
の
所
在
地
だ
け
で
も
、
普
佑
寺（
楼
子
廟
）
、
仁
降
寺

（

子
廟
）
、
普
雲
寺
（

廟
）
、
元
隆
寺
（
金
頂
廟
）
、
金
安
寺
（
仏
堂
廟
）
な
ど
五
つ
以
上
の
寺
院
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
普
佑
寺
に
は
、
一

八
棟
も
の
堂
宇
楼
閣
、
二
〇
〇
余
の
住
居
が
あ
り
、
三
〇
畝
近
く
の
土
地
を
占
有
し
て
お
り
、
最
盛
期
に
は
八
〇
〇
畝
以
上
の
土
地
を
所
有

し
て
い
た
。
ま
た
普
雲
寺
に
は
一
一
〇
余
の
堂
宇
楼
閣
が
あ
り
、
九
〇
〇
余
畝
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
。
清
朝
末
期
ま
で
に
、
ハ
ラ
チ
ン

左
旗
地
区
の
ラ
マ
寺
院
は
九
〇
以
上
に
ま
で
達
し
て
お
り
、
乾
隆
、
嘉
慶
の
二
朝
の
最
盛
期
に
は
、
ハ
ラ
チ
ン
左
旗
に
は
四
、
〇
〇
〇
人
以

上
の
ラ
マ
僧
が
い
た
。
さ
ら
に
ラ
マ
教
を
優
遇
す
る
た
め
、
寺
院
や
ラ
マ
僧
は
賦
役
、

役
、
兵
役
の
免
除
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て

賞
賜
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
、
人
々
が
ラ
マ
教
を
信
仰
し
て
僧
侶
に
な
る
こ
と
を
奨
励
し
た
た
め
、
社
会
に
は
生
産
に
従
事
し
な
い
ラ
マ
僧

階
級
が
生
ま
れ
、
し
か
も
ラ
マ
教
の
隆
盛
に
伴
い
、
そ
う
し
た
生
産
に
従
事
し
な
い
人
口
が
益
々
多
く
な
り
、
労
働
力
が
激
減
し
、
生
産
経

済
の
発
展
が
損
な
わ
れ
て
い
っ
た
。
全
て
の
モ
ン
ゴ
ル
族
の
人
口
中
に
占
め
る
ラ
マ
僧
の
割
合
は
非
常
に
高
く
、
わ
ず
か
に
東
部
内
モ
ン
ゴ

ル
を
例
と
し
た
だ
け
で
も
、
二
〇
世
紀
の
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
調
査
統
計
に
よ
れ
ば
、
満
洲
国
に
併
合
さ
れ
た
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
の
ジ
リ
ム

盟
、
ジ
ョ
ー
オ
ダ
盟
、
ジ
ョ
ス
ト
ゥ
盟
と
ホ
ロ
ン
ボ
イ
ル
、
西
プ
ト
ゥ
ハ
、
及
び
イ
フ
ミ
ン
ガ
ン
旗
の
モ
ン
ゴ
ル
族
（
ダ
グ
ー
ル
、
エ
ヴ
ェ
ン

キ
、
オ
ロ
チ
ョ
ン
等
の
民
族
を
含
む
）
の
人
口
は
一
、
〇
八
一
、
六
三
四
人
で
、
そ
の
他
に
ラ
マ
僧
が
二
七
、
八
四
八
人
、
ラ
マ
教
寺
院
が
九
九

四
あ
っ
た
。
ま
た
内
モ
ン
ゴ
ル
西
部
の
シ
リ
ン
ゴ
ル
盟
、
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ブ
盟
、
イ
フ
ジ
ョ
ー
盟
、
ハ
ル
ハ
旗
四
牧
群
、
ト
ゥ
メ
ド
旗
、
ア

ル
シ
ャ
ー
旗
、
エ
ズ
ネ
ー
旗
の
モ
ン
ゴ
ル
族
の
人
口
は
三
〇
六
、
六
三
七
人
で
、
そ
の
他
に
ラ
マ
僧
が
五
三
、
六
一
五
人
、
ラ
マ
教
寺
院
が

六
三
六
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
モ
ン
ゴ
ル
族
を
合
計
す
る
と
、
総
人
口
は
一
、
三
八
八
、
二
七
一
人
、
ラ
マ
僧
が
八
一
、
四
六
三
人
、
寺
院

が
一
、
六
三
〇
で
、
ラ
マ
僧
が
モ
ン
ゴ
ル
族
の
総
人
口
の
五
・
八
七
％
を
占
め
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
男
性
人
口
の
約
一
一
・
七
四
％
に
達
し
て

内モンゴル東部地区におけるラマ教の影響と改革



い
る
。
こ
の
数
字
は
、
人
口
に
占
め
る
僧
侶
の
比
率
が
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
ラ
マ
僧
の

数
の
多
さ
に
加
え
、
ラ
マ
僧
の
戒
律
で
は
結
婚
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
モ
ン
ゴ
ル
の
人
口
総
数
は
年
々
減
少
し
て
い
き
、
モ
ン

ゴ
ル
経
済
の
発
展
に
と
っ
て
極
め
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三

内
モ
ン
ゴ
ル
の
東
部
地
区
に
対
す
る
ラ
マ
教
の
思
想
文
化
的
影
響

ラ
マ
教
は
、
支
配
階
級
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
説
い
た
。
全
て
の
ハ
ー
ン
、
ジ
ノ
ン
、
タ
イ
ジ
、
及
び
裕
福
な
高
位
高
官
の
身
分
に
あ
る

人
々
は
、
そ
の
現
世
の
栄
誉
や
地
位
は
い
ず
れ
も
本
人
が
前
世
に
て
行
っ
た

善
果

で
あ
る
。
彼
ら
は
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
伝
説
の
大

皇
帝
と
元
の
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
全
モ
ン
ゴ
ル
を
統
治
す
る
権
利
が
あ
る
の
だ
と
。
ま
た
下

層
の
民
衆
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
た
。
彼
ら
が
権
利
や
地
位
も
な
く
苦
難
に
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
前
世
的

罪
業

の
結
果
で

あ
り
、
ま
さ
に
自
業
自
得
で
あ
る
。
一
切
を
天
に
任
せ
、
闘
争
を
放
棄
し
、
封
建
領
主
に
従
順
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
現
世
の
苦
難

か
ら
逃
れ
、
来
世
の
幸
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
。
こ
の
よ
う
な
教
義
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
封
建
領
主
が
人
民
を
統
治
す
る
上
で
大
変

都
合
が
よ
く
、
そ
の
た
め
ラ
マ
教
は
モ
ン
ゴ
ル
の
封
建
領
主
の
強
力
な
庇
護
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
ラ
マ
教
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の

封
建
領
主
の
積
極
的
な
後
押
し
に
よ
っ
て
、
迅
速
に
モ
ン
ゴ
ル
地
区
に
伝
播
し
、
統
治
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

ラ
マ
教
が
伝
わ
る
と
、
ま
ず
貴
族
が
次
々
と
虚
幻
の
世
界
に
耽
溺
し
、
無
為
に
日
を
過
ご
し
た
。
そ
し
て
貴
族
の
首
唱
の
も
と
で
、
下
層

の
民
衆
も
ま
た
次
々
と
信
仰
す
る
よ
う
に
な
り
、
仏
を
崇
め
、
僧
を
敬
う
こ
と
が
社
会
生
活
で
の
不
可
欠
な
要
素
と
な
っ
た
。
民
衆
は
、
次

の
よ
う
に

え
た
。
世
界
の
一
切
が
運
命
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、
統
治
者
は
前
世
に
積
ん
だ
善
行
の
お
陰
で
、
現
世
で
の
幸
福
を
得

て
い
る
。
自
分
の
現
在
の
苦
し
み
は
、
す
な
わ
ち
前
世
に
犯
し
た
罪
の
報
い
な
の
で
あ
り
、
全
て
が
運
命
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
情
理
に
か

な
っ
て
い
る
の
だ
と
。
ラ
マ
僧
は
人
々
に
忍
耐
や
従
順
を
説
き
、
人
生
は
す
な
わ
ち

苦
し
み

で
あ
り
、
た
だ
成
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み

輪
廻

の
苦
し
み
か
ら
脱
却
で
き
、
現
実
を
捨
て
て
、
精
神
の
解
脱
を
追
求
す
る
よ
う
教
え
た
。
そ
の
た
め
信
徒
は
、
し
だ
い
に
幸
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福
な
生
活
へ
の
希
望
を
来
世
に
託
す
よ
う
に
な
り
、
不
満
や
反
抗
意
識
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
統
治
者
や
不
合
理
な
制
度
に
対

し
て
も
、
自
然
と
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ラ
マ
教
は
モ
ン
ゴ
ル
地
区
に
伝
播
し
、
拡
大
し
て
い
き
、
そ
し
て
最
後
に
は
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
主
要
な
宗
教
に
ま
で
発
展
し
た
。
ほ
ぼ
全

て
の
民
族
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
ラ
マ
教
は
、
一
時
は

モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
心
の
中
の
、
消
え
る
こ
と
の
な
い
明
灯

に
ま
で
な
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の

消
え
る
こ
と
の
な
い
明
灯

は
、
世
界
の
民
族
史
上
、
屈
強
で
勇
猛
と
称
え
ら
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
民
族
を
弱
体
化
さ
せ
、
勇
猛
な

馬
上
の
民
族

を
ほ
と
ん
ど

天
国
の
奴
隷

に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
族
の
史
学
家
で
あ
る
ボ
イ
ン
フ
ー
氏
は
、
ラ
マ

教
は
モ
ン
ゴ
ル
社
会
の
腐
食
剤
と
し
て
封
建
領
主
を
含
む
全
て
の
モ
ン
ゴ
ル
民
族
を
腐
食
さ
せ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
腐
食
作

用
の
際
立
っ
た
現
象
が
全
民
族
の
軟
化
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

文
化
の
伝
播
に
関
し
て
言
え
ば
、
ラ
マ
教
は
モ
ン
ゴ
ル
の
民
衆
中
に
漢
文
化
が
伝
播
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
ラ
マ
僧
は
主
に
チ
ベ
ッ
ト

文
の
仏
典
を
学
び
、
合
わ
せ
て
モ
ン
ゴ
ル
文
と
満
洲
文
も
学
ん
だ
が
、
漢
文
に
つ
い
て
は
、
ご
く
少
数
の
ラ
マ
僧
の
み
が
翻
訳
の
必
要
か
ら

学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
あ
る
。
ラ
マ
僧
は
自
ら
漢
文
を
学
ば
な
い
だ
け
で
な
く
、
民
衆
が
学
ぶ
こ
と
に
も
反
対
し
た
。
教
育
は
寺
院
で

の
宗
教
教
育
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
寺
院
以
外
の
世
俗
の
学
校
は
ご
く
少
数
で
、
学
堂
も
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
モ
ン
ゴ
ル
の
民
衆
が
漢
文

化
に
接
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
異
な
っ
た
思
想
は
抑
圧
さ
れ
て
い
っ
た
。
や
が
て
二
〇
世
紀
初
め
に
な
る
と
、
幾
人
か
の
進
歩
的
な

モ
ン
ゴ
ル
の
王
公
に
よ
っ
て
新
式
の
学
校
の
設
立
が
始
ま
り
、
例
え
ば
ク
ン
サ
ン
ノ
ル
ブ
王
の
ハ
ラ
チ
ン
旗
で
の
貢
献
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
民
族
の
先
進
的
な
科
学
文
化
が
モ
ン
ゴ
ル
地
区
に
伝
播
す
る
ま
で
に
は
、
相
当
長
い
停
滞
期
間
が
あ
り
、
そ
れ
を
経

て
よ
う
や
く
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
中
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
伝
播
の
遅
れ
が
、
モ
ン
ゴ
ル
地
区
の
文
化
が
か
つ
て
衰
退
し
た
重
要

な
原
因
の
一
つ
と
も
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ラ
マ
教
は
モ
ン
ゴ
ル
民
族
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
一
方
で
は
モ
ン
ゴ
ル
文
化
の
発
展
を
刺
激
す
る
上
で
一
定
の
効
果
が
あ

っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
文
が
広
範
囲
に
伝
播
し
た
以
外
に
も
、
モ
ン
ゴ
ル
文
も
ま
た
大
き
な
発
展
を
遂
げ
、
幾
人
か
の
モ
ン
ゴ
ル
族
の
知
識
人
を
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生
み
出
し
た
。
そ
の
中
の
一
部
の
者
は
漢
文
化
を
学
び
、
さ
ら
に
は
外
国
文
化
さ
え
も
学
ん
で
、
近
代
的
な
知
識
を
有
し
た
高
級
知
識
人
に

成
長
し
て
い
っ
た
。
ラ
マ
教
が
モ
ン
ゴ
ル
民
族
に
も
た
ら
し
た
最
大
の
利
点
は
、
医
学
と
薬
学
で
あ
ろ
う
。
ラ
マ
教
の
医
学
と
薬
学
は
、
モ

ン
ゴ
ル
民
族
の
特
徴
と
結
合
し
て
絶
え
間
な
く
発
展
し
、
モ
ン
ゴ
ル
の
医
学
と
薬
学
に
な
り
、
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
地
区
の
人
民
の
健
康
増
進

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

四

ラ
マ
教
に
対
す
る
一
九
四
九
年
以
降
の
改
革

ウ
ラ
ー
ン
フ
ー
を
中
心
と
し
た
共
産
党
の
人
々
は
、
全
モ
ン
ゴ
ル
民
の
信
教
が
も
た
ら
す
数
多
く
の
社
会
問
題
に
つ
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
民

族
の
歴
史
や
特
徴
か
ら
出
発
し
た
創
造
的
な
宗
教
改
革
を
進
め
て
い
っ
た
。
宗
教
の
自
由
政
策
を
正
確
に
徹
底
的
に
執
行
す
る
上
で
の
問
題

に
関
し
て
、
ウ
ラ
ー
ン
フ
ー
は
多
く
の
演
説
や
報
告
の
中
で
系
統
的
に
論
述
し
て
い
る
。
一
九
四
六
年
七
月
、
ウ
ラ
ー
ン
フ
ー
は

モ
ン
ゴ

ル
地
区
工
作
に
お
け
る
幾
つ
か
の
問
題
に
関
し
て

の
演
説
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

王
公
、
ラ
マ
を
打
倒
す
る
の
で
は
な

く
、
王
公
、
ラ
マ
と
団
結
し
て
自
治
解
放
を
推
し
進
め
る

連
合
統
一
戦
線
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
王
公
、
ラ
マ
も
み
な
含
ま
れ
る
。

ラ
マ
、
王
公
等
の
階
層
も
ま
た
、
政
府
に
中
に
一
定
の
地
位
を
確
保
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
我
々
は
、
自
治
政
府
を
全
民
族
の
各

階
層
が
団
結
し
て
一
緒
に
な
っ
た
政
府
に
作
り
上
げ
る
の
だ

。
彼
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

今
後
、
民
族
や
宗
教
に
お
け

る
上
層
人
士
と
そ
の
他
の
方
面
と
の
統
一
戦
線
の
任
務
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
必
ず
継
続
し
て
徹
底
的
に

包
下
来
、
包
到
底
、
安
排
使
用
、

教
育
改
造
（
取
り
込
ん
で
、
一
人
残
ら
ず
取
り
囲
み
、
仕
事
を
振
り
分
け
、
改
造
教
育
を
行
う
）

の
方
針
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
実

情
に
応
じ
て
適
切
な
仕
事
を
あ
て
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
そ
れ
ら
の
人
士
の
中
の
、
多
く
の
人
は
民
族
や
地
方
の
歴
史
故
事
に
詳
し

い
の
で
、
彼
ら
を
組
織
し
て
歴
史
資
料
の
編
纂
に
当
た
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
ラ
マ
教
の
哲
学
、
医
学
に
関
し
て
も
、
彼
ら
を
組
織
し
て
整

理
に
当
た
ら
せ
、
彼
ら
の
生
活
に
つ
い
て
は
必
要
な
配
慮
を
行
い
、
彼
ら
の
学
習
を
適
切
に
組
織
し
、
彼
ら
が
思
想
上
、
政
治
上
、
絶
え
間

な
く
進
歩
す
る
よ
う
手
助
け
し
、
彼
ら
を
社
会
主
義
の
労
働
者
に
改
造
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
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一
九
五
七
年
に
な
る
と
、
ウ
ラ
ー
ン
フ
ー
は
、
ラ
マ
教
の
改
革
に
つ
い
て
か
な
り
成
熟
し
た
全
体
構
想
を
作
り
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
時
、

国
内
と
区
内
の
情
勢
も
ま
た
、
ラ
マ
教
の
改
革
を
進
め
る
上
で
必
要
な
経
済
的
基
盤
と
政
治
的
条
件
が
整
っ
て
い
た
。

内
モ
ン
ゴ
ル
の
宗
教
改
革
は
、
主
に
三
つ
の
方
面
に
重
点
が
お
か
れ
た
。

一
、
ラ
マ
教
寺
院
の
財
産
と
上
層
ラ
マ
僧
の
生
産
手
段
に
つ
い
て
、
社
会
主
義
改
造
が
行
わ
れ
た
。
寺
院
の
土
地
剝
奪
制
度
が
廃
止
さ
れ
、

寺
院
の
土
地
、
家
畜
に
つ
い
て
は
買
い
取
り
方
式
に
よ
っ
て
、
人
民
公
社
と
公
私
合
営
牧
場
に
納
め
さ
せ
た
。
寺
院
に
支
払
う
地
租
、
鉱
租

を
廃
止
し
、
寺
院
に
働
き
か
け
、
余
っ
た
資
金
を
実
業
、
或
い
は
工
業
、
農
業
、
牧
業
の
基
本
産
業
を
興
す
た
め
に
投
資
さ
れ
た
。
上
層
ラ

マ
僧
の
生
産
手
段
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
を
説
得
し
て
人
民
公
社
や
公
私
合
営
牧
場
に
加
わ
ら
せ
た
。
一
九
五
八
年
、
内
モ
ン
ゴ
ル
地
区
の
寺

院
の
家
畜
は
約
六
〇
万
頭
で
あ
っ
た
が
、
全
て
合
作
社
、
人
民
公
社
、
公
私
合
営
農
牧
場
な
ど
に
加
わ
る
方
法
に
よ
っ
て
改
造
が
進
め
ら
れ

た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
寺
院
も
ま
た
鉄
工
所
、
製
紙
工
場
、
皮
革
工
場
、
た
ば
こ
工
場
等
、
多
く
の
小
型
企
業
、
工
業
な
ど
を
設
立
し
た
。

一
九
六
一
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
当
時
各
種
の
労
働
に
参
加
し
た
ラ
マ
僧
は
一
一
、
五
九
四
人
で
あ
り
、
農
区
、
牧
区
の
生
産
の
発
展
に
と

っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

二
、
ラ
マ
僧
に
、
広
く
労
働
の
喜
び
を
教
え
る
思
想
教
育
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
ラ
マ
僧
の
就
職
を
奨
励
し
、
学
問
や
知
識
を
学
ば
せ
、

生
産
労
働
に
参
加
さ
せ
、
徐
々
に
自
活
で
き
る
労
働
者
へ
と
変
え
て
い
っ
た
。
解
放
当
時
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
ラ
マ
僧
は
約
六
万
余
人
で
、
モ

ン
ゴ
ル
族
の
人
口
の
約
八
％
を
占
め
、
男
性
人
口
の
約
二
〇
〜
三
〇
％
を
占
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
モ
ン
ゴ
ル
地
区
の
経
済
や
文

化
の
発
展
に
と
っ
て
深
刻
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
大
寺
院
に
ラ
マ
文
化
学
校
の
設
立
を
働
き
か
け
、
少
年
、
青
壮
年
の
ラ
マ
僧

を
集
め
て
民
族
の
言
語
や
文
字
を
学
ば
せ
、
学
問
や
知
識
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
行
っ
た
。
一
九
五
一
年
か
ら
一
九
五
八
年
に
か
け
て
、
全
区

五
〇
〇
以
上
の
寺
院
中
、
一
〇
〇
以
上
の
寺
院
に
ラ
マ
文
化
学
校
が
設
立
さ
れ
、
こ
こ
で
学
ん
だ
ラ
マ
僧
は
一
万
人
以
上
に
達
し
、
五
〇
歳

以
下
の
ラ
マ
僧
中
、
約
八
〇
％
が
文
盲
で
は
な
く
な
り
、
そ
の
中
の
半
数
以
上
が
中
学
校
の
学
習
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し
た
。
と
く
に
何
人
か

の
少
年
ラ
マ
僧
は
公
立
の
学
校
に
派
遣
さ
れ
て
学
び
、
そ
の
中
の
数
名
は
大
学
に
進
学
し
、
海
外
に
留
学
し
た
者
さ
え
い
る
。
そ
し
て
大
学
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教
授
や
著
名
な
医
師
、
科
学
技
術
の
専
門
家
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
で
重
要
な
役
割
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
以
前
、
ラ

マ
僧
は
生
産
労
働
に
加
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
四
九
年
以
降
、
民
族
の
経
済
発
展
や
人
民
の
生
活
改
善
の
た
め
、
政
府
の
呼
び
か
け

の
も
と
で
各
地
の
ラ
マ
僧
が
し
だ
い
に
生
産
労
働
や
そ
の
他
の
仕
事
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
と
く
に
一
九
五
八
年
の
人
民
公
社

化
以
降
、
全
区
の
七
〇
〜
八
〇
％
の
ラ
マ
僧
が
生
産
労
働
に
加
わ
り
、
青
壮
年
ラ
マ
僧
の
九
八
％
が
農
村
、
牧
区
人
民
公
社
、
工
場
、
鉱
山

企
業
、
及
び
そ
の
他
の
生
産
労
働
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
ラ
マ
寺
院
に
お
け
る
不
合
理
な
制
度
に
つ
い
て
も
、
ま
た
改
造
が
行
わ
れ
た
。
多
く
の
寺
院
で
は
民
主
管
理
が
実
施
さ
れ
、
宗
教
活

動
の
規
模
や
浪
費
が
年
々
減
少
し
て
い
っ
た
。
以
前
、
大
寺
院
で
は
一
年
間
の
法
要
日
数
が
二
、
三
百
日
に
も
及
び
、
一
〇
万
元
近
く
が
浪

費
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
社
会
主
義
の
改
造
を
経
て
、
毎
年
の
法
要
日
数
は
二
、
三
十
日
に
減
少
し
、
経
費
も
数
百
元
に
抑
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
上
層
ラ
マ
僧
が
下
層
ラ
マ
僧
を
殴
っ
た
り
罵
っ
た
り
す
る
こ
と
や
、
還
俗
や
結
婚
の
制
限
も
基
本
的
に
な
く
な
っ
た
。

還
俗
し
た
ラ
マ
僧
の
社
会
化
は
、
社
会
の
生
産
力
を
改
革
し
解
放
し
た
。
宗
教
改
革
の
実
施
以
降
、
青
壮
年
ラ
マ
僧
は
し
だ
い
に
還
俗
し

て
故
郷
に
帰
り
、
各
種
の
生
産
活
動
に
加
わ
り
、
結
婚
し
て
子
供
を
作
っ
た
。
そ
の
た
め
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
人
口
が
大
幅
に
増
加
し
た
と
同

時
に
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
女
性
の
生
産
や
生
活
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
日
増
し
に
妥
当
な
人
口
構
成
と
な
っ
て
い
っ
た
。
宗
教
改
革
は
多
く
の

ラ
マ
僧
を
自
活
で
き
る
労
働
者
に
し
、
生
産
力
を
解
放
し
た
。
宗
教
改
革
は
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
人
民
を
宗
教
的
思
想
の
束
縛
か
ら
抜
け
出
さ

せ
、
新
た
な
気
持
ち
と
活
力
に
よ
っ
て
社
会
の
建
設
に
加
わ
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
を
通
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
民
族
が
千
百
年
来
に
わ

た
っ
て
築
き
上
げ
て
き
た
游
牧
文
明
と
仏
教
文
化
の
精
髄
を
選
び
取
り
、
そ
の
糟
粕
を
捨
て
去
っ
て
、
優
秀
な
伝
統
文
化
を
発
揚
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
族
の
伝
統
文
化
の
伝
承
を
推
し
進
め
る
上
で
、
大
い
に
役
立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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