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ネルー政権のチベット政策と対中関係

195

ネ
ル
ー
政
権
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
と
対
中
関
係

藤　
　

岡　
　

友　
　

理

序　

論

一　

チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
歴
史
的
経
緯

二　

チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
転
換

三　

チ
ベ
ッ
ト
動
乱
へ
の
対
応

結　

論序　

論

　

イ
ン
ド
北
部
の
ダ
ラ
ム
サ
ラ
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
亡
命
政
府
（
中
央
チ
ベ
ッ
ト
亡
命
政
権
、CT

A

：Central T
ibetan A

dm
inistration

）
が
あ

る
。
一
九
五
九
年
三
月
、
ラ
サ
に
お
い
て
起
こ
っ
た
動
乱
に
よ
る
混
乱
か
ら
逃
れ
て
き
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
一
行
が
、
イ
ン
ド
政

府
に
よ
っ
て
庇
護
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
印
中
間
に
は
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
確
執
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
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ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ー
ル
・
ネ
ル
ー
（Jaw

aharlal N
ehru

）
を
首
相
と
す
る
当
時
の
イ
ン
ド
政
府
は
、
対
中
友
好
関
係
重
視
の
方
針
を
維
持

し
て
い
た
。
共
産
党
政
権
の
中
国
が
誕
生
し
て
以
来
、
国
境
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
の
表
面
化
を
避
け
る
こ
と
を
第
一
優
先
と
し
、
対
中
宥

和
と
も
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
な
政
策
を
展
開
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
一
九
五
四
年
の
「
平
和
共
存
五
原
則
」
の
提
唱
、
五
五
年

の
バ
ン
ド
ン
会
議
へ
の
北
京
政
府
の
招
聘
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
対
中
友
好
方
針
の
追
求
の
た
め
に
、
英
領
時
代
か
ら
歴

史
的
紐
帯
を
持
つ
チ
ベ
ッ
ト
を
軽
視
し
て
い
た
。
一
九
五
四
年
、
平
和
共
存
五
原
則
を
謳
っ
た
印
中
協
定
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
引

き
継
い
だ
チ
ベ
ッ
ト
権
益
を
放
棄
し
、
中
国
の
対
蔵
主
権
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
九
五
九
年
、
ネ
ル
ー
政
権
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
受
け
入
れ
に
踏
み
切
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
印
中
関
係
は
急
速

に
悪
化
し
て
い
っ
た
。
受
け
入
れ
を
行
っ
た
同
年
に
国
境
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
が
深
刻
化
し
、
一
九
六
二
年
に
は
印
中
国
境
紛
争
が
発
生

す
る
に
至
っ
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
受
け
入
れ
は
同
紛
争
の
遠
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
印
中
関
係
の
悪
化
を

招
き
か
ね
な
い
こ
と
は
十
分
に
推
測
で
き
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ネ
ル
ー
政
権
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の

亡
命
を
受
け
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

当
該
期
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
に
関
し
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
印
中
国
境
紛
争
に
関
す
る
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
１
）。
た
だ
し
、

チ
ベ
ッ
ト
問
題
は
国
境
紛
争
の
直
接
的
原
因
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
概
ね
二
次
的
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
一
九
五
四
年
の
印
中
協
定

以
降
に
つ
い
て
は
詳
細
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
同
じ
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
リ
ウ
の
研
究
も
印
中
の
関
係
悪
化
の
局
面
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
を
め

ぐ
る
両
者
の
相
剋
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
受
け
入
れ
の
時
期
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
チ
ベ

ッ
ト
反
乱
支
援
に
よ
る
印
中
関
係
悪
化
と
冷
戦
構
造
の
関
連
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
イ
ン
ド
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
は
十
分
に
考
察
し

て
い
な
い
（
２
）。

印
中
間
の
対
立
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
ノ
ル
ブ
の
研
究
も
、
当
該
期
の
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策

に
関
し
て
は
、
印
中
協
定
ま
で
の
文
脈
を
重
点
的
に
扱
っ
て
お
り
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
ま
で
は
考
察
が
及
ん

で
い
な
い
（
３
）。
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イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
よ
り
焦
点
を
当
て
て
い
る
研
究
に
お
い
て
多
分
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ク
ナ
ウ
ス

に
よ
る
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
チ
ベ
ッ
ト
反
乱
へ
の
関
与
に
つ
い
て
扱
う
研
究
や
（
４
）、
シ
ャ
ー
キ
ャ
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
史
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
（
５
）。
前
者

は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
受
け
入
れ
に
関
し
て
は
無
条
件
の
対
応
で
あ
っ
た
と
記
述
し
、
ま
た
ネ
ル
ー
の
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
同
情

心
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
（
６
）。
後
者
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
ネ
ル
ー
政
権
が
対
中
関
係
を
重
視
し
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、
前
者
と
同
様
に
躊
躇
な
し
に
亡
命
を
受
け
入
れ
た
と
の
言
及
を
し
て
お
り
、
ネ
ル
ー

政
権
に
は
政
治
的
庇
護
の
付
与
に
関
し
て
は
中
国
政
府
の
了
承
を
得
ら
れ
る
は
ず
と
の
観
測
が
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
（
７
）。

た
だ

し
、
い
ず
れ
も
、
ネ
ル
ー
政
権
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
が
検
討
対
象
で
は
な
い
た
め
、
受
け
入
れ
の
動
機
に
つ
い
て
は
深
く
検
討
し
て
い
な
い
。

　

よ
り
限
定
的
に
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
も
の
と
し
て
落
合
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
（
８
）。
同
研
究
は
、
イ
ン
ド
の

チ
ベ
ッ
ト
政
策
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
か
ら
扱
い
、
複
数
の
協
定
や
条
約
に
お
け
る
印
中
間
の
交
渉
の
過
程
、
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ

る
国
内
の
世
論
や
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
亡
命
後
の
印
中
関
係
の
変
容
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
当
時
に
お
い
て
は
、
ネ
ル
ー
が
依
然
と

し
て
対
中
関
係
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
に
つ
い
て
冷
淡
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
た
点
、
そ
れ

に
対
し
て
亡
命
受
け
入
れ
前
後
に
お
い
て
イ
ン
ド
の
国
内
世
論
が
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
に
同
情
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
ネ
ル
ー
政
権
の
チ
ベ

ッ
ト
政
策
に
批
判
的
で
あ
っ
た
点
を
強
調
し
て
い
る
（
９
）。
し
か
し
、
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
に
つ
い
て
体
系
的
に
論
じ
て
お
ら
ず
、
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
受
け
入
れ
動
機
に
関
す
る
分
析
は
十
分
で
な
い
。

　

以
上
に
挙
げ
た
先
行
研
究
で
概
ね
一
致
し
て
い
る
の
は
、
ネ
ル
ー
政
権
が
対
中
友
好
方
針
の
た
め
に
チ
ベ
ッ
ト
を
軽
視
し
て
き
た
一
方

で
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
対
中
友
好
を
一
時
的
に
度
外
視
し
て
対
応
し
た
よ
う
に
描
い
て
い
る
点
で
あ

る
。
し
か
し
、
な
ぜ
重
視
し
て
き
た
対
中
関
係
に
お
け
る
リ
ス
ク
を
背
負
っ
て
ま
で
、
亡
命
受
け
入
れ
に
踏
み
切
る
に
至
っ
た
の
か
は
明

ら
か
で
な
い
。
同
時
期
に
、
国
境
問
題
を
め
ぐ
る
印
中
対
立
が
深
刻
化
し
始
め
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

本
論
文
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
ネ
ル
ー
政
権
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
を
歴
史
的
に
考
察
し
、
そ
の
際
に
、
同
政
権
の
チ
ベ
ッ
ト
観
に
注
目
し
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な
が
ら
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
論
考
を
進
め
る
。

　

第
一
章
で
は
、
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
歴
史
的
経
緯
を
扱
う
。
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
政
策
、
新
生
イ
ン
ド
に

よ
る
チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
継
承
に
つ
い
て
論
じ
、
伝
統
的
な
印
蔵
関
係
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
で
は
、
ネ
ル

ー
政
権
の
対
中
政
策
に
つ
い
て
踏
ま
え
た
上
で
、
同
政
権
が
従
来
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
方
針
を
転
換
し
た
経
緯
に
関
し
て
論
じ
、
そ
の
文

脈
に
お
い
て
ネ
ル
ー
が
チ
ベ
ッ
ト
自
治
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
以
降
の
ネ
ル
ー
政

権
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
を
中
心
的
に
論
じ
る
。
ネ
ル
ー
が
チ
ベ
ッ
ト
人
に
よ
る
自
治
擁
護
を
求
め
る
声
に
対
し
て
い
か
な
る
対
応
を
と
っ
た

の
か
論
じ
た
上
で
、
一
九
五
九
年
の
ラ
サ
蜂
起
以
降
の
文
脈
に
つ
い
て
扱
い
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
を
め
ぐ
る
ネ
ル
ー
政
権
の

意
向
に
関
し
て
考
察
す
る
。

一　

チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
歴
史
的
経
緯

㈠　

イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策

　

イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
起
源
は
英
領
時
代
に
遡
る
。
東
イ
ン
ド
会
社
が
ベ
ン
ガ
ル
一
帯
を
支
配
下
に
置
い
た
一
八
世
紀
後
半
、
イ

ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
と
の
貿
易
関
係
の
構
築
の
た
め
使
節
団
を
派
遣
し
、
清
を
介
す
る
チ
ベ
ッ
ト）（1
（

と
の
交
流
を
開
始
し
た）（（
（

。
以
降
、
イ
ギ

リ
ス
は
通
商
路
の
拡
大
を
追
求
し
て
約
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
交
渉
を
清
と
行
う
。
一
八
七
六
年
に
締
結
さ
れ
た

芝
罘
条
約
（
チ
ー
フ
ー
条
約
）
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
清
を
介
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
使
節
団
を
送
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
、

一
八
九
〇
年
に
「
シ
ッ
キ
ム
及
び
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
英
中
間
の
条
約
」、
九
三
年
に
「
シ
ッ
キ
ム
及
び
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
一
八
九
〇

年
の
英
中
間
の
条
約
に
増
補
さ
る
べ
き
貿
易
と
公
的
通
信
と
遊
牧
に
関
す
る
条
約
」
と
い
っ
た
商
業
的
機
会
に
関
す
る
諸
条
約
を
次
々
と
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締
結
し
て
い
っ
た）（1
（

。

　

チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
交
渉
は
清
と
行
う
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
〇
〇
年
代
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
は
清
を
介
さ
ず
、
チ
ベ
ッ

ト
に
対
し
て
直
接
交
渉
を
持
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
清
の
制
御
能
力
に
対
す
る
信
頼
性
の

低
下
と
英
領
イ
ン
ド
の
安
全
保
障
上
の
懸
念
で
あ
る
。
一
九
〇
二
年
、
前
述
し
た
一
八
九
三
年
に
締
結
さ
れ
た
条
約
の
取
り
決
め
を
破
り
、

チ
ベ
ッ
ト
商
人
が
イ
ギ
リ
ス
の
保
護
国
シ
ッ
キ
ム
の
土
地
に
侵
入
す
る
事
件
が
発
生
し
、
清
が
条
約
履
行
に
つ
い
て
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る

監
督
的
役
割
を
果
た
せ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た）（1
（

。
ま
た
同
時
期
に
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
三
世
が
ロ
シ
ア
と
秘
密
裏
に
軍
事
協
定
を

締
結
し
た
と
い
う
噂
が
流
布
し
た）（1
（

。
当
時
ロ
シ
ア
と
中
央
ア
ジ
ア
の
覇
権
を
め
ぐ
る
「
グ
レ
ー
ト
・
ゲ
ー
ム
」
を
展
開
し
て
い
た
イ
ギ
リ

ス
は
、
ロ
シ
ア
の
南
下
に
対
す
る
警
戒
か
ら
、
イ
ン
ド
北
西
に
つ
い
て
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
一
八
七
九
年
に
併
合
す
る
一
方
、
イ
ン
ド

北
東
の
チ
ベ
ッ
ト
に
関
し
て
は
コ
ス
ト
の
観
点
か
ら
保
護
国
化
せ
ず
、
清
の
制
御
能
力
に
期
待
し
て
い
た
が
、
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
の
対
露
接

近
の
噂
に
よ
り
、
英
領
イ
ン
ド
へ
の
ロ
シ
ア
勢
力
の
伸
長
が
一
層
危
惧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
そ
れ
を
脅
威
と
み
な
し

た
の
は
、
現
地
の
イ
ン
ド
政
庁
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
総
督
カ
ー
ゾ
ン
卿
（Lord Curzon

）
を
筆
頭
と
し
た
イ
ン
ド
政
庁
は
、
チ
ベ
ッ
ト

に
対
す
る
政
治
的
影
響
力
の
拡
大
を
試
み
た
。

　

か
く
し
て
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
使
節
団
が
組
織
さ
れ
、
一
九
〇
三
年
六
月
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
遠
征
が
開
始
さ
れ
た
。
護
衛
団
を
伴
う
軍
隊

的
な
様
相
を
帯
び
た
同
使
節
団
は
、
チ
ベ
ッ
ト
軍
の
抵
抗
を
受
け
な
が
ら
内
地
を
前
進
し
て
ラ
サ
入
城
を
果
た
し
、
翌
年
九
月
に
チ
ベ
ッ

ト
政
府
代
表
と
の
間
に
イ
ギ
リ
ス
・
チ
ベ
ッ
ト
協
定
（
ラ
サ
協
定
）
を
締
結
し
た
。
こ
の
協
定
に
お
い
て
、
英
清
間
の
一
八
九
〇
年
条
約

の
遵
守
、
一
八
九
三
年
条
約
の
修
正
に
関
す
る
交
渉
を
約
し
た
ほ
か
、
チ
ベ
ッ
ト
の
ヤ
ー
ト
ン
、
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
、
ガ
ル
ト
ク
各
地
に
お
い

て
通
商
機
関
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
使
節
団
が
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
に
関
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
に
賠
償
金

の
支
払
い
を
求
め
、
チ
ュ
ン
ビ
渓
谷
の
占
領
を
そ
の
支
払
い
の
担
保
と
し
た）（1
（

。

　

同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
の
協
定
に
対
す
る
清
の
賛
同
を
求
め
る
た
め
の
条
約
を
準
備
し
、
清
に
批
准
を
依
頼
し
た
。
し
か
し
、
清
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は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
問
題
だ
っ
た
の
は
、
同
協
定
第
九
条
に
記
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
同
意
な
し
で
チ
ベ
ッ
ト
の
領
土
を
割
譲
す
る
こ
と

を
禁
止
し
た
規
定
に
お
い
て
、
割
譲
禁
止
の
対
象
を
「
い
か
な
る
外
国
」
と
表
現
し
、
こ
の
表
現
に
清
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た

こ
と
で
あ
っ
た）（1
（

。
英
清
間
で
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
結
果
、
一
九
〇
六
年
に
締
結
さ
れ
た
「
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
英
中
協
定
」
で
は
、「
い

か
な
る
外
国
」
の
対
象
か
ら
の
清
の
除
外
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
に
課
し
た
賠
償
金
を
清
が
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
で
妥
結
し
た）（1
（

。

　

こ
の
交
渉
の
際
に
、
議
論
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
問
題
が
、
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
法
的
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
主
張
に
つ
い

て
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
中
国
で
差
異
が
あ
り
、
前
者
は
「
宗
主
権
（suzerainty

）」、
後
者
は
「
主
権
（sovereignty

）」
と
論
じ
た
。
そ
も
そ

も
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
一
八
七
六
年
の
芝
罘
条
約
締
結
以
降
交
わ
さ
れ
た
英
清
間
の
公
式
書
簡
に
お
い
て
も
、
明
確
な
定
義
が
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た）（1
（

。
た
だ
し
、
一
九
〇
四
年
の
ラ
サ
協
定
に
お
い
て
、
清
は
調
印
者
が
チ
ベ
ッ
ト
政
府
で
あ
っ
た
こ
と
を
重
大
な
問
題
と
し

て
捉
え
た）（1
（

。
そ
こ
で
清
は
、「
主
権
」
と
い
う
語
を
用
い
、
そ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
権
利
と
し
て
公
式
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る

主
張
を
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
展
開
し
始
め
た
。
そ
れ
ま
で
曖
昧
に
さ
れ
て
い
た
チ
ベ
ッ
ト
の
法
的
地
位
の
問
題
が
明
る
み
に
出
た
の
で
あ

る
。

　

イ
ギ
リ
ス
側
が
用
い
た
「
宗
主
権）11
（

」
と
い
う
言
葉
は
、
定
義
し
が
た
い
曖
昧
な
概
念
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
チ
ベ
ッ
ト
を
独
立
さ
せ

る
意
思
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
チ
ベ
ッ
ト
に
条
約
を
守
ら
せ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
中
国
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
の
内
政
干
渉
を
阻
止
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
た）1（
（

。
そ
こ
で
、「
宗
主
権
」
と
い
う
「
実
体
の
な
い
こ
と
ば
」
を
用
い
て
、
中
蔵
の
関
係
性
を
曖
昧
な
も
の
と
し
て
言
い

表
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る）11
（

。
そ
れ
に
対
し
て
清
が
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
主
権
」
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
使
う
「
宗
主
権
」
に
対
抗
し
、

チ
ベ
ッ
ト
が
他
国
の
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
、
省
と
同
等
の
も
の
に
す
る
と
し
た
内
容
だ
っ
た）11
（

。
一
九
〇
七
年
、「
グ
レ
ー
ト
・
ゲ
ー

ム
」
の
終
焉
を
象
徴
し
た
英
露
協
商
に
お
い
て
、
英
露
両
国
の
チ
ベ
ッ
ト
内
政
へ
の
不
干
渉
が
約
束
さ
れ
、
中
国
の
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る

「
宗
主
権
」
が
初
め
て
公
式
文
書
の
中
で
明
記
さ
れ
た
が）11
（

、
英
清
間
で
は
、
こ
の
問
題
は
棚
上
げ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
議
論
が
再
び
行
わ
れ
た
の
は
、
一
九
一
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
シ
ム
ラ
会
議
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
間
、
末
期
に
あ
っ
た
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清
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
支
配
の
強
化
を
試
み
て
い
た
。
四
川
南
辺
務
大
臣
の
趙
爾
豊
が
チ
ベ
ッ
ト
社
会
の
近
代
化
を
標
榜
し
て
一
九

〇
八
年
以
降
チ
ベ
ッ
ト
に
侵
攻
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
三
世
が
イ
ン
ド
北
東
の
ダ
ー
ジ
リ
ン
へ
亡
命
す
る
事
態
に
至
っ
た）11
（

。

し
か
し
、
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
形
勢
が
変
わ
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
軍
が
武
力
闘
争
を
開
始
し
、
中
国
軍
に
対
し
て
優
勢
と
な

っ
た
。
一
九
一
三
年
に
は
、
時
機
を
み
て
ラ
サ
に
帰
還
し
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
三
世
が
「
五
箇
条
宣
言
」
に
お
い
て
チ
ベ
ッ
ト
の
独
立
を

宣
言
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
チ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
独
立
闘
争
が
活
発
化
し
た）11
（

。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
こ
の
事
態
に
対
し
、
一
九
一
二
年
に
北
京

駐
在
公
使
の
ジ
ョ
ン
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
（Sir John Jordan

）
を
通
じ
て
中
華
民
国
政
府
に
覚
書
五
項
目
を
つ
き
つ
け
、
中
国
の
チ
ベ
ッ
ト
に

対
す
る
内
政
不
干
渉
を
要
求
し
て
い
た）11
（

。
同
時
期
に
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
軍
を
引
き
揚
げ
た
中
華
民
国
政
府
は
、
こ
の
内
政
不
干
渉
の
要
求
に

反
発
し
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
の
解
決
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
会
議
の
開
催
を
提
案
し
た
。

　

こ
う
し
て
一
九
一
三
年
一
一
月
か
ら
開
か
れ
た
シ
ム
ラ
会
議
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
関
す
る
議
論
、
英
領
イ
ン
ド
と
チ
ベ
ッ
ト
間
の

国
境
確
定
を
目
的
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
、
中
国
、
チ
ベ
ッ
ト
の
三
者
の
構
成
で
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
主
権
の
行
使
や

行
政
管
理
を
主
張
し
た
中
国
と
、
主
権
を
認
め
ず
チ
ベ
ッ
ト
の
完
全
な
自
治
を
求
め
た
イ
ギ
リ
ス
の
間
で
議
論
は
終
始
縺
れ
、
最
後
に
イ

ギ
リ
ス
が
提
案
し
た
一
一
か
条
の
シ
ム
ラ
条
約
草
案
は
仮
調
印
さ
れ
た
も
の
の
、
中
国
が
規
定
内
容
を
不
服
と
し
、
承
認
を
拒
否
す
る
結

果
と
な
っ
た）11
（

。
そ
の
た
め
、
一
九
一
四
年
七
月
三
日
、
イ
ギ
リ
ス
と
チ
ベ
ッ
ト
の
二
者
間
の
み
で
、
の
ち
に
イ
ン
ド
が
東
部
国
境
に
関
し

て
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
の
正
当
性
を
主
張
す
る
根
拠
と
な
る
シ
ム
ラ
条
約
が
調
印
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
の
第
二
条
で
は
、
中
国
の
チ
ベ

ッ
ト
に
対
す
る
「
宗
主
権
」
を
承
認
し
、
外
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
自
治
権
を
容
認
す
る
と
さ
れ
た
ほ
か
、
チ
ベ
ッ
ト
は
中
国
の
省
に
な
ら

な
い
こ
と
が
記
さ
れ
た）11
（

。

　

中
国
が
承
認
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
条
約
の
効
力
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
直
接
統
治
の
期
間
に
、
中
国
の
対

蔵
主
権
を
認
め
な
い
と
す
る
姿
勢
を
変
化
さ
せ
な
か
っ
た
。
一
九
四
三
年
に
中
華
民
国
政
府
の
外
交
部
長
の
宋
子
文
の
訪
英
に
備
え
て
準

備
さ
れ
た
覚
書
で
は
、
シ
ム
ラ
条
約
は
批
准
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
「
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
は
賛
同
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で
き
な
い
」
と
し
、
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
は
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
実
質
的
に
独
立
的
地
位
を
享
有
し
て
い
る
と
い
う
認
識
、
そ
れ
が
引

き
続
き
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
点
に
つ
い
て
触
れ
た
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
中
国
の
侵
略
に
対
し
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
を
支
援
す
る
と

い
う
趣
旨
の
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
た）11
（

。
一
九
五
〇
年
六
月
の
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
い
て
、
実
際
に
宋
子
文
に
手
渡
さ
れ
た
覚
書

に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
中
国
の
対
蔵
宗
主
権
を
承
認
す
る
に
は
、
前
提
と
し
て
、
中
国
が
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
を
認
め
る
必
要
が
あ
る

と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る）1（
（

。

　

以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
中
国
の
影
響
力
を
排
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
中
国
の
対
蔵
主
権
を
否
定
し
、

チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
を
擁
護
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
た
。

㈡　

チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
継
承

　

一
九
四
七
年
八
月
一
五
日
、
イ
ギ
リ
ス
統
治
の
終
焉
に
伴
い
、
ネ
ル
ー
を
首
相
と
し
た
国
民
会
議
派
の
政
権
に
よ
る
新
生
イ
ン
ド
が
誕

生
し
た
。
同
政
権
は
イ
ギ
リ
ス
の
対
チ
ベ
ッ
ト
権
益
を
継
承
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
の
三
箇
所
に
設
置
さ
れ
た
通
商
機
関
を
引
き
継
ぎ
、
ラ
サ

に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
代
表
部
を
改
名
し
た
イ
ン
ド
政
治
代
表
部
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
諸
機
関
の
防
衛
の
た
め
の
軍
隊
を
チ
ベ
ッ
ト

現
地
に
駐
留
さ
せ
た
ほ
か
、
施
設
間
の
郵
便
や
電
信
業
務
を
管
理
す
る
レ
ス
ト
・
ハ
ウ
ス
を
新
た
に
設
置
し
、
英
領
時
代
の
遺
産
を
引
き

継
い
だ
。
ま
た
、
権
益
だ
け
で
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
方
針
を
も
継
承
し
て
い
く
。
そ
の
姿
勢
を
象
徴
し
た
の
が
、
一
九
五
〇
年
初
頭

ま
で
ラ
サ
に
お
け
る
代
表
部
の
責
任
者
と
し
て
、
イ
ン
ド
人
で
は
な
く
、
英
領
時
代
か
ら
引
き
続
き
イ
ギ
リ
ス
人
の
Ｈ
・
Ｅ
・
リ
チ
ャ
ー

ド
ソ
ン
（H
. E. Richardson

）
を
起
用
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
サ
の
代
表
部
に
お
け
る
他
の
役
人
も
そ
の
ま
ま
継
続
的
に
任
用
さ
れ
た）11
（

。

英
領
時
代
と
変
わ
ら
な
い
顔
ぶ
れ
に
よ
っ
て
初
期
の
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
は
方
向
付
け
ら
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
を
独
立
的
実
体
と
し
て
扱

う
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
の
方
針
が
継
続
さ
れ
た
。

　

こ
の
方
針
が
初
め
に
如
実
に
現
れ
た
の
が
、
一
九
四
七
年
四
月
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
ア
ジ
ア
関
係
会
議
で
あ
っ
た
。
こ
の
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際
イ
ン
ド
暫
定
政
府
は
、
中
国
と
は
別
に
チ
ベ
ッ
ト
独
自
の
代
表
団
を
招
待
し
、
中
国
か
ら
の
批
判
を
招
い
た
。
ま
た
、
同
年
ラ
サ
の
チ

ベ
ッ
ト
政
府
に
対
し
、
そ
れ
ま
で
英
蔵
間
で
締
結
さ
れ
て
き
た
諸
条
約
の
継
続
的
な
尊
重
を
保
障
し
、
二
年
後
に
は
チ
ベ
ッ
ト
の
軍
事
援

助
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
に
イ
ン
ド
陸
軍
将
校
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）11
（

。
さ
ら
に
、
国
民
党
政
権
か
ら
一
九
〇
八
年
に
締
結
さ
れ

た
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
通
商
規
制
に
関
す
る
英
清
条
約
の
停
止
を
要
請
さ
れ
た
際
、
ネ
ル
ー
は
、
イ
ン
ド
と
チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
は
、
シ
ム

ラ
条
約
、
及
び
同
じ
く
一
九
一
四
年
に
締
結
さ
れ
た
英
蔵
通
商
章
程
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
し
、
交
渉
に
応
じ
な
い
姿
勢
を
と
っ

た
）
11
（

。
一
九
四
九
年
六
月
に
は
ラ
サ
に
あ
っ
た
中
華
民
国
政
府
の
代
表
部
が
チ
ベ
ッ
ト
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
、
イ
ン
ド
は
チ
ベ
ッ
ト
に
政
治

代
表
部
を
設
け
る
唯
一
の
国
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
独
立
イ
ン
ド
も
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
中
国
の
影
響
力
を
排
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か）11
（

。
独
立
イ
ン
ド
は
、
国
境
地

帯
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
諸
国
家
に
対
す
る
影
響
力
の
確
保
を
試
み
、
シ
ッ
キ
ム
や
ブ
ー
タ
ン
と
そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
ド
・
シ
ッ
キ
ム
条
約
（
一
九
五
〇

年
一
二
月
）、
イ
ン
ド
・
ブ
ー
タ
ン
条
約
（
一
九
四
九
年
八
月
）
を
結
ぶ
こ
と
で
イ
ン
ド
に
よ
る
外
交
指
導
を
認
め
さ
せ
た
ほ
か
、
ネ
パ
ー
ル

に
対
し
て
も
、
平
和
友
好
条
約
お
よ
び
通
商
条
約
（
一
九
五
〇
年
七
月
）
を
締
結
し
、
密
接
な
関
係
を
構
築
し
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
共

産
党
政
権
の
中
国
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
へ
の
動
き
に
呼
応
し
て
と
ら
れ
た
戦
略
的
措
置
だ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る）11
（

。
こ
の
よ
う
な
反
応

か
ら
、
人
民
解
放
軍
の
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
前
の
独
立
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
中
国
の
影
響
力
を
遠
ざ
け
る
と
い
う

戦
略
的
動
機
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
当
時
の
イ
ン
ド
は
対
外
政
策
の
形
成
期
に
あ
り
、
経
済
政
策
を
中
心
と
す
る
国
内
問
題
や
隣
国
パ
キ
ス
タ
ン
と
の
間
に
勃
発

し
た
カ
シ
ミ
ー
ル
紛
争）11
（

へ
の
対
処
に
追
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
を
継
承
し
つ
つ
も
、
対
蔵
関

係
を
十
分
に
再
検
討
す
る
余
裕
は
無
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
現
に
ネ
ル
ー
は
、
一
九
五
九
年
四
月
の
ロ
ー
ク
・
サ
バ
ー
（
下
院
）
に
お

い
て
、
独
立
当
初
の
と
き
に
は
、
ま
だ
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
確
た
る
方
針
を
固
め
て
お
ら
ず
、
ラ
サ
の
代
表
部
の
責
任
者
と
し
て
、
ふ
さ

わ
し
い
人
物
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
英
国
人
の
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
を
起
用
し
た
と
振
り
返
っ
て
い
る）11
（

。
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こ
う
し
て
曖
昧
な
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
対
蔵
関
係
は
、
中
国
共
産
党
の
台
頭
に
と
も
な
っ
て
再
考
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二　

チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
転
換

㈠　

対
中
友
好
方
針
と
チ
ベ
ッ
ト
自
治
擁
護
の
困
難
性

　

イ
ン
ド
の
対
外
政
策
の
策
定
に
つ
い
て
は
首
相
兼
外
相
の
地
位
に
つ
い
た
ネ
ル
ー
に
一
任
さ
れ
た
。
ネ
ル
ー
は
、
独
立
イ
ン
ド
の
外
交

方
針
に
つ
い
て
、
暫
定
政
府
時
代
に
次
の
よ
う
に
表
明
し
た
。「
我
々
は
可
能
な
限
り
、
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
互
い
に
い
が
み
合
う
パ

ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
か
ら
距
離
を
取
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
に
世
界
大
戦
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な
っ
た
の
だ
。
お
そ
ら
く

今
度
は
よ
り
一
層
大
規
模
な
災
難
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う）11
（

」。
こ
れ
が
、
俗
に
「
非
同
盟
（non-alignm

ent

）」
と
呼
ば
れ
る
当
該
期
の
イ
ン

ド
外
交
の
方
針
の
原
型
と
な
る
初
め
の
声
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
際
秩
序
の
二
極
化
が
進
む
な
か
、
東
西
陣
営
の
い
ず
れ
に
も
加
担
せ

ず
「
可
能
な
限
り
全
て
の
国
と
友
好
関
係
を
結
ぶ
」
方
針
で
あ
っ
た）11
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
相
容
れ
な
い
共
産
主
義
諸

国
を
敬
遠
せ
ず
、
む
し
ろ
ア
ジ
ア
地
域
に
関
し
て
は
共
産
主
義
勢
力
に
よ
る
独
立
闘
争
を
支
持
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
。
例
え
ば
、
イ
ン
ド

シ
ナ
の
独
立
闘
争
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
批
判
し
て
お
り
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
に
対
す
る
支
持
を
表
明
し
て
い
た）1（
（

。
こ
う
し
た
中
立
政
策

は
、
親
共
産
主
義
的
と
し
て
西
側
陣
営
諸
国
か
ら
懐
疑
的
な
目
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
冷
戦
の
文
脈
に
お
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
よ
っ
て
対
外
政
策
が
拘
束
さ
れ
る
の
を
回
避
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
に
応
じ
て
独
自
に
対
外
行
動
を
選
択
す
る
余
地
を
残
す
こ
と
が

意
図
さ
れ
て
い
た）11
（

。

　

イ
ン
ド
独
立
か
ら
約
二
年
後
の
一
九
四
九
年
一
〇
月
一
日
、
毛
沢
東
率
い
る
中
国
共
産
党
が
中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
を
宣
言
し
、
隣

国
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
イ
ン
ド
と
相
容
れ
な
い
共
産
主
義
の
政
権
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
ネ
ル
ー
は
、
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早
期
に
政
府
承
認
を
行
う
意
向
を
固
め
て
い
た
。
同
年
一
一
月
二
〇
日
に
お
け
る
覚
書
に
お
い
て
は
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
承
認
は

共
産
主
義
者
に
対
す
る
支
持
の
表
明
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
共
産
党
政
府
が
中
国
の
中
央
政
府
に
な
る
と
い
う
「
政
治
的

及
び
歴
史
的
事
実
の
承
認
に
す
ぎ
な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た）11
（

。
そ
の
政
府
承
認
を
め
ぐ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
英
連
邦
諸
国

の
一
体
性
維
持
の
た
め
承
認
の
時
期
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
望
み
、
翌
年
一
月
の
英
連
邦
諸
国
間
会
議
後
に
承
認
を
行
う
よ
う
イ
ン
ド
に
要

請
し
た
。
し
か
し
、
ネ
ル
ー
政
権
は
、
会
議
後
に
承
認
を
す
る
と
い
う
行
為
は
、「
我
々
が
独
自
の
方
針
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
他
国
の
指

図
に
追
従
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
の
見
方）11
（

か
ら
、
よ
り
早
期
に
お
け
る
独
自
の
承
認
に
踏
み
切
っ
た
。
こ
う
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
先

ん
じ
て
、
同
年
一
二
月
三
〇
日
に
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
政
府
承
認
を
行
っ
た
。
承
認
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
中
立
国
の
中
で
二
番
目
の
早

さ
で
あ
っ
た
。

　

以
降
、
イ
ン
ド
は
北
京
政
府）11
（

と
の
友
好
関
係
の
構
築
を
試
み
、
対
中
宥
和
的
と
も
受
け
取
ら
れ
る
対
外
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
独

立
直
後
で
の
顕
著
な
例
は
、
朝
鮮
戦
争
期
に
お
け
る
調
停
活
動
だ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
六
月
に
同
戦
争
が
始
ま
っ
た
際
、
ネ
ル
ー
政
権
は

東
西
陣
営
の
い
ず
れ
に
も
加
担
し
な
い
中
立
の
立
場
か
ら
調
停
役
を
積
極
的
に
買
っ
て
出
た
が
、
そ
の
調
停
案
は
、
西
側
陣
営
の
ア
メ
リ

カ
、
イ
ギ
リ
ス
の
両
政
府
に
働
き
か
け
、
北
京
政
府
の
国
連
代
表
権）11
（

を
実
現
し
、
東
側
と
西
側
陣
営
間
の
対
話
を
促
す
と
い
う
内
容
だ
っ

た
。
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
こ
の
取
り
組
み
は
案
の
定
挫
折
に
終
わ
っ
た
が
、
同
年
九
月
に
開
か
れ
た
第
五
回
国
連
総
会
に
お
い

て
、
北
京
政
府
の
国
連
代
表
権
の
資
格
付
与
を
求
め
る
決
議
案
を
提
出
し
た
。
ま
た
、
国
連
総
会
に
お
け
る
北
京
政
府
を
「
侵
略
者
」
と

し
て
非
難
す
る
決
議
が
検
討
さ
れ
た
際
に
も
、
決
議
案
が
採
択
さ
れ
な
い
よ
う
西
側
諸
国
の
説
得
に
邁
進
し
た）11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
続
い
て
ネ
ル
ー
政
権
は
、
一
九
五
四
年
に
お
い
て
北
京
政
府
と
平
和
共
存
五
原
則
を
確
認
し
、
五
五
年
の
バ

ン
ド
ン
会
議
開
催
に
際
し
て
同
政
府
の
代
表
団
を
招
聘
す
る
な
ど
、
表
向
き
に
は
中
国
と
の
蜜
月
関
係
を
築
い
て
い
っ
た
。
ネ
ル
ー
に
と

っ
て
対
中
友
好
は
、
彼
の
ア
ジ
ア
秩
序
観
に
お
い
て
重
要
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
。
ネ
ル
ー
政
権
は
一
九
四
六
年
の
ア
ジ
ア
関
係
会

議
、
四
八
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
支
配
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
会
議
な
ど
、
数
々
の
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
な
る
会
議
を
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開
催
し
、
冷
戦
文
脈
に
お
け
る
ア
ジ
ア
の
旧
植
民
地
諸
国
の
連
帯
の
必
要
性
を
謳
っ
て
き
た
が
、
ネ
ル
ー
は
、
中
国
と
イ
ン
ド
の
友
好

に
「
ア
ジ
ア
の
未
来
、
そ
し
て
世
界
の
命
運
も
あ
る
程
度
か
か
っ
て
い
る
」
と
し
、
印
中
の
友
好
を
ア
ジ
ア
の
平
和
の
前
提
と
す
る
考

え
を
明
ら
か
に
し
て
い
た）11
（

。

　

こ
う
し
た
対
中
友
好
政
策
は
、
ゴ
パ
ー
ル
や
広
瀬
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
友
好
に
よ
る
封
じ
込
め
（a containm

ent through 

friendship

）」
と
形
容
さ
れ
る
ネ
ル
ー
政
権
の
戦
略
で
あ
っ
た
と
い
う）11
（

。
そ
れ
は
、
表
向
き
に
印
中
の
友
好
関
係
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ

り
、
中
国
が
イ
ン
ド
に
対
し
て
敵
対
的
姿
勢
を
と
る
こ
と
を
難
し
く
す
る
狙
い
だ
っ
た）11
（

。
印
中
間
の
対
立
の
種
は
、
国
民
党
政
権
時
代

か
ら
既
に
論
争
と
な
っ
て
い
た
国
境
問
題
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
北
方
の
国
境
線
は
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
に
イ
ン
ド
北
西
の
ア
ク
サ

イ
チ
ン
地
域
の
帰
属
、
北
東
の
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
の
正
当
性
に
つ
い
て
印
中
両
者
の
意
見
は
二
分
し
て
い
た
。
こ
れ
に
関
し
、
ネ

ル
ー
政
権
は
妥
協
し
な
い
と
い
う
強
固
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
。
実
際
に
、
ネ
ル
ー
は
駐
北
京
大
使
に
対
し
て
、
対
中
政
策
に
つ
い
て

は
「『
友
好
（friendliness

）』
と
『
断
固
さ
（firm

ness

）』
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
る）1（
（

。
こ
の
よ
う
に
、

ネ
ル
ー
政
権
は
、
対
中
政
策
に
お
い
て
、
表
面
的
な
対
立
を
避
け
る
た
め
に
「
友
好
」
の
効
力
を
信
頼
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

新
た
に
誕
生
し
た
共
産
党
政
権
は
、
一
九
五
〇
年
一
月
一
日
に
、
同
年
中
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
解
放
を
人
民
解
放
軍
の
基
本
的
課
題

と
す
る
声
明
を
発
表
し
た）11
（

。
ネ
ル
ー
政
権
は
、
遠
く
な
い
将
来
に
中
国
が
チ
ベ
ッ
ト
に
勢
力
を
広
げ
る
こ
と
を
見
通
し
て
い
た
。
一
九

四
九
年
一
二
月
、
ネ
ル
ー
は
政
府
高
官
宛
の
書
簡
で
、「
チ
ベ
ッ
ト
が
自
律
的
で
あ
り
続
け
、
引
き
続
き
我
々
と
の
直
接
交
渉
を
行
う

こ
と
を
強
く
求
め
て
い
る
」
と
論
じ
る
一
方
で
、「
我
々
は
決
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
の
趨
勢
を
変
容
さ
せ
る
ほ
ど
の
実
際
的
な
影
響
力
を

も
た
ら
し
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
手
段
を
と
る
際
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
我
々
の
能
力
を
上
回
る
よ
う
な
計
画
に
足
を
突
っ
込

む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
及
し
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
へ
の
関

与
に
つ
い
て
は
消
極
的
姿
勢
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
た）11
（

。
先
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
イ
ン
ド
は
カ

シ
ミ
ー
ル
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
パ
キ
ス
タ
ン
と
対
立
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
軍
事
力
を
チ
ベ
ッ
ト
の
た
め
に
割
く
こ
と
は
現
実
的
に
困
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難
で
あ
っ
た）11
（

。

　

そ
こ
で
、
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
間
に
よ
る
平
和
的
和
解
を
望
み
、
双
方
に
働
き
か
け
た
。
中
国
政
府
に
対
し
て
は
、
駐
北
京
イ
ン
ド
大
使

の
Ｋ
・
Ｍ
・
パ
ニ
ッ
カ
ル
（K

avalam
 M

adhava Panikkar

）
に
対
し
、
中
国
に
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
伝
え
る
こ
と

を
促
し
て
い
た）11
（

。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
に
も
中
国
政
府
と
の
対
話
を
促
し
た
。
一
九
五
〇
年
九
月
に
チ
ベ
ッ
ト
政
府
か
ら
ツ
ェ
ポ
ン
・

シ
ャ
カ
ッ
パ
（T

sepon W
. D

. Shakabpa

）
を
代
表
と
す
る
使
節
団）11
（

が
ネ
ル
ー
の
も
と
を
訪
れ
た
。
そ
の
際
、
使
節
団
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の

宗
教
生
活
と
独
立
的
地
位
の
維
持
に
関
し
て
イ
ン
ド
政
府
の
支
援
を
要
求
し
、
中
国
政
府
に
よ
る
一
方
的
な
議
論
を
避
け
る
た
め
に
同
政

府
と
の
話
し
合
い
を
北
京
で
は
な
く
デ
リ
ー
で
開
催
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
ネ
ル
ー
は
、
イ
ン
ド
は
中
国
政
府
へ
の

友
好
的
な
助
言
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
中
蔵
関
係
に
介
入
で
き
る
立
場
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
、
デ
リ
ー
で
の
開
催
案
を
逆

に
中
国
側
が
拒
否
し
た
な
ら
ば
、
平
和
的
和
解
の
機
会
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
諭
し
、
チ
ベ
ッ
ト
代
表
団
に
北
京
へ
向
か
い

中
国
政
府
と
対
話
す
る
よ
う
助
言
し
た）11
（

。

　

そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
も
虚
し
く
、
一
九
五
〇
年
一
〇
月
七
日
、
人
民
解
放
軍
が
「
チ
ベ
ッ
ト
平
和
解
放
（Peaceful liberation of 

T
ibet

）」
を
標
榜
し
、
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
侵
攻
を
開
始
し
た
。
イ
ン
ド
政
府
は
こ
の
情
報
を
察
知
し
て
か
ら
複
数
回
に
わ
た
っ
て
中
国
政
府

に
対
し
抗
議
し
た
。
正
確
に
人
民
解
放
軍
の
目
的
に
つ
い
て
把
握
し
た
同
月
二
五
日）11
（

に
は
、
中
国
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
は
「
中
国
の
た

め
に
も
平
和
の
た
め
に
も
な
ら
な
い
」
と
深
い
遺
憾
の
念
を
示
し
、
中
蔵
間
問
題
の
解
決
は
、「
平
和
的
手
段
」
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
と
落
胆
を
表
し
た
が）11
（

、
非
妥
協
的
な
中
国
政
府
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

こ
の
事
態
に
際
し
て
、
イ
ン
ド
政
府
内
で
も
対
中
友
好
路
線
の
変
更
を
訴
え
る
声
が
上
が
っ
た
。
そ
の
主
唱
者
は
、
内
務
大
臣
兼
副
首

相
の
ヴ
ァ
ッ
ラ
ブ
バ
ー
イ
ー
・
パ
テ
ー
ル
（Sardar V

allabhbhai Patel
）
で
あ
っ
た
。
パ
テ
ー
ル
は
、
一
一
月
七
日
に
ネ
ル
ー
に
宛
て
た

書
簡
に
お
い
て
、「
こ
の
事
態
に
お
け
る
悲
劇
は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
が
我
々
を
信
用
し
、
我
々
に
導
か
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
我
々
が
彼
ら
を
中
国
の
外
交
や
悪
意
の
網
目
か
ら
解
放
で
き
な
か
っ
た
こ
と
だ
」
と
論
じ
た）11
（

。
そ
の
上
で
、
共
産
主
義
者
は
帝
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国
主
義
者
と
変
わ
ら
な
く
、「
前
者
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
仮
面
を
持
つ
点
で
後
者
よ
り
十
倍
以
上
危
険
で
あ
る
」
と
の
対
中
脅
威
の

見
方
を
示
し）1（
（

、
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
を
受
け
て
新
局
面
を
迎
え
た
イ
ン
ド
の
北
方
の
防
衛
体
制
の
強
化
、
当
時
展
開
し
て
い
た
北
京
政
府
の
国

連
参
加
支
持
の
取
り
組
み
に
関
す
る
再
考
を
促
し
た）11
（

。

　

し
か
し
ネ
ル
ー
政
権
は
、
対
中
強
硬
路
線
に
傾
か
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
駐
印
大
使
で
あ
っ
た
ロ
イ
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
（Loy W

esley 

H
enderson

）
が
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
イ
ン
ド
が
求
め
る
最
大
の
支
援
を
行
い
得
る
と
仄
め
か
し
た
が
、
外
務
省
総

務
次
官
の
ギ
リ
ジ
ャ
・
バ
ジ
パ
イ
（Girija Shankar Bajpai

）
は
、
ア
メ
リ
カ
が
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
に
大
幅
に
関
与
す
れ
ば
、
大
国
が
チ
ベ

ッ
ト
を
狙
っ
て
い
る
と
の
非
難
を
中
国
政
府
か
ら
浴
び
る
こ
と
に
な
る
と
の
見
解
に
よ
り
、
支
援
を
依
頼
し
な
か
っ
た）11
（

。
ま
た
、
同
年
一

一
月
に
チ
ベ
ッ
ト
政
府
が
国
連
に
対
し
て
中
国
に
よ
る
侵
攻
を
訴
え
独
立
的
地
位
を
唱
え
た
際
に
、
こ
れ
を
支
持
し
な
か
っ
た
。
一
一
月

二
四
日
に
チ
ベ
ッ
ト
政
府
が
国
連
事
務
総
長
宛
の
請
願
電
報
を
送
っ
た
こ
と
を
受
け
、
総
会
の
一
般
委
員
会
に
お
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題

を
総
会
の
議
題
に
追
加
す
る
か
否
か
議
論
が
な
さ
れ
た
が）11
（

、
イ
ギ
リ
ス
代
表
が
中
蔵
間
で
の
平
和
的
解
決
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
議
題
の

審
議
を
延
期
す
る
案
を
出
し
た
際
、
イ
ン
ド
も
こ
れ
に
賛
成
を
示
し
た）11
（

。
こ
の
問
題
が
浮
上
し
た
当
初
は
、
政
権
内
で
も
、
印
中
関
係
へ

の
影
響
を
度
外
視
し
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
意
見
が
優
勢
で
あ
っ
た
が）11
（

、
同
時
期
の
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
中
国

と
西
側
諸
国
間
の
調
停
活
動
が
優
先
事
項
と
な
り
、
そ
の
挫
折
を
回
避
す
る
た
め
中
国
政
府
の
神
経
を
逆
撫
で
す
る
よ
う
な
行
動
を
と
る

べ
き
で
は
な
い
と
の
考
え
が
強
く
な
っ
た
の
で
あ
る）11
（

。
結
果
的
に
、
イ
ギ
リ
ス
案
が
全
会
一
致
で
可
決
し
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
の
審
議
は
延

期
と
な
っ
た
。

　

一
九
五
一
年
五
月
、
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
間
で
十
七
か
条
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
に
編
入
さ

れ
る
と
さ
れ
た
ほ
か
、
チ
ベ
ッ
ト
の
外
交
、
政
治
、
軍
事
的
権
限
が
接
収
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
現
地
に
人
民
解
放
軍
が
進
駐
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
協
定
の
締
結
が
印
蔵
関
係
に
お
け
る
画
期
と
も
な
っ
た
。
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㈡　

チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
転
換

　

十
七
か
条
協
定
が
締
結
さ
れ
た
直
後
、
外
務
省
総
務
次
官
の
バ
ジ
パ
イ
は
駐
印
ア
メ
リ
カ
大
使
の
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
対
し
、
イ
ン
ド
は

「
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
を
継
承
し
た
が
チ
ベ
ッ
ト
を
ロ
シ
ア
や
中
国
に
対
す
る
緩
衝
地
帯
と
す
る
気
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
」
と
し
、「
現
在

の
中
国
政
府
が
チ
ベ
ッ
ト
を
掌
握
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
対
し
イ
ン
ド
政
府
が
で
き
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
語
っ

た
と
い
う）11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ネ
ル
ー
政
権
は
十
七
か
条
協
定
に
対
し
て
反
論
し
な
い
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

中
蔵
関
係
の
変
容
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
は
チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
再
考
を
迫
ら
れ
た
。
政
治
性
の
高
か
っ
た
ラ
サ
の
イ
ン
ド
代
表
部
は
、
そ

れ
ま
で
中
国
と
切
り
離
さ
れ
て
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
二
年
九
月
に
「
総
領
事
館
」
と
し
て
北
京
駐
在
の
イ
ン
ド
大
使
館
の
管
理

下
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）11
（

。

　

ネ
ル
ー
政
権
は
通
商
機
関
等
の
権
益
に
つ
い
て
は
早
々
に
諦
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
周
恩
来
か
ら
イ
ン
ド
政
府
の
有
す

る
チ
ベ
ッ
ト
権
益
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
産
物
で
あ
る
た
め
、
新
し
い
中
国
と
新
し
い
イ
ン
ド
と
の
間
で
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
関
係
性

を
再
構
築
す
る
必
要
性
を
訴
え
ら
れ
た
と
い
う）11
（

。
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
後
、
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
護
衛
隊
の
新
規
派
遣
に

反
対
す
る
な
ど
、
態
度
を
ま
す
ま
す
硬
化
さ
せ
、
さ
ら
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
西
部
を
移
動
し
て
い
た
イ
ン
ド
の
貿
易
代
理
人
を
拘
束
し
、
無

線
電
子
機
の
セ
ッ
ト
を
没
収
す
る
と
い
う
事
件
ま
で
起
こ
し
た）1（
（

。
こ
れ
を
機
に
ネ
ル
ー
政
権
は
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
権
益
と
イ
ン
ド
と
チ

ベ
ッ
ト
間
の
境
界
の
問
題
に
関
す
る
交
渉
を
中
国
政
府
に
対
し
て
持
ち
か
け
た
。
そ
こ
で
、
一
九
五
三
年
一
二
月
か
ら
、
印
中
間
の
交
渉

が
開
始
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
一
九
五
四
年
四
月
に
「
中
国
の
チ
ベ
ッ
ト
地
方
と
イ
ン
ド
貿
易
と
交
通
に
関
す
る
中
国
・
イ
ン
ド
協
定
」（
以
下
、
平
和
共
存

五
原
則
協
定
）
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
協
定
に
お
い
て
イ
ン
ド
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
駐
在
さ
せ
て
い
た
護
衛
隊
の
完
全
撤
退
や
レ
ス
ト
・
ハ

ウ
ス
の
引
き
渡
し
等
に
合
意
し
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
継
承
し
た
チ
ベ
ッ
ト
権
益
を
放
棄
し
た
。
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特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
協
定
が
ネ
ル
ー
政
権
に
よ
っ
て
国
境
確
定
協
定
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ネ
ル
ー
政
権
は
パ
ニ
ッ
カ

ル
の
意
見
を
採
用
し
、
印
中
間
の
交
渉
に
お
い
て
国
境
線
の
問
題
を
一
切
持
ち
出
さ
な
い
方
針
を
と
っ
た）11
（

。
そ
し
て
、
実
際
に
、
交
渉
で

は
印
中
国
境
の
議
論
は
行
わ
れ
な
い
ま
ま
終
了
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ネ
ル
ー
政
権
は
、
中
国
側
が
イ
ン
ド
と
の
国
境
を
黙
認
し
た
と
捉

え
た）11
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
ネ
ル
ー
政
権
に
と
っ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
権
益
の
放
棄
と
は
、
中
国
か
ら
の
国
境
確
定
の
承
認
を
得
る
た
め
の
譲
歩

だ
っ
た
の
で
あ
る）11
（

。

　

一
九
五
二
年
に
お
け
る
ネ
ル
ー
の
チ
ベ
ッ
ト
方
針
に
関
す
る
言
及
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
利
益
に
関
す
る
ネ
ル
ー
政
権

の
考
え
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
、
ネ
ル
ー
は
、
チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
方
針
と
は
、「
中
国
の
宗
主
権
下
に
チ
ベ
ッ
ト
を
認
め
、

そ
れ
を
条
件
に
、
我
々
自
身
の
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
利
益
を
守
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
一
方
で
、
チ
ベ
ッ
ト
の
内
事
の
問
題
や

中
蔵
関
係
へ
の
不
干
渉
の
姿
勢
を
示
し
て
い
た）11
（

。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
中
で
触
れ
ら
れ
た
守
る
べ
き
「
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
の

利
益
」
と
は
「
限
定
的
で
あ
り
、
主
に
チ
ベ
ッ
ト
と
イ
ン
ド
間
の
国
境
の
こ
と
で
あ
る
」
と
の
文
言
で
あ
る）11
（

。
つ
ま
り
、
チ
ベ
ッ
ト
に
関

し
て
は
、
印
中
間
で
論
争
に
な
っ
て
い
た
東
部
国
境
（
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
）
を
守
る
こ
と
こ
そ
が
、
当
時
の
ネ
ル
ー
政
権
の
主
要
な
関

心
だ
っ
た
の
だ
。

　

国
境
線
の
承
認
を
優
先
と
す
る
姿
勢
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
問
題
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
当
初
ネ
ル
ー
政
権

は
「
主
権
」
を
認
め
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
を
独
立
的
実
体
と
し
て
扱
う
イ
ギ
リ
ス
の
方
針
を
維
持
し
て
い
た
が）11
（

、
中
国
政
府
か
ら
「
主
権
」
の

承
認
を
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
も
、
譲
歩
の
一
環
と
し
て
応
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ネ
ル
ー
政
権
は
チ
ベ
ッ
ト
を
「
中
国

の
チ
ベ
ッ
ト
地
方
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
中
国
の
対
蔵
「
主
権
」
を
明
確
に
認
め
て
し
ま
っ
た
。

　

ネ
ル
ー
は
議
会
で
の
演
説
に
お
い
て
、
中
国
の
対
蔵
主
権
の
容
認
に
つ
い
て
、
過
去
を
再
解
釈
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　

私
の
認
識
で
は
、
過
去
の
数
百
年
の
間
に
、
中
国
の
主
権
が
―
―
も
し
く
は
宗
主
権
と
言
う
方
が
好
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
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―
、
他
国
に
よ
る
挑
戦
を
受
け
た
時
な
ど
無
い
。
時
の
中
国
政
府
が
弱
か
ろ
う
が
強
か
ろ
う
が
、
い
か
な
る
時
も
中
国
は
こ
の
対

蔵
主
権
を
維
持
し
続
け
て
い
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
主
権
は
、
中
国
政
府
が
弱
い
時
に
は
大
い
に
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
中

国
政
府
が
強
い
時
に
は
行
使
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
常
に
チ
ベ
ッ
ト
に
は
大
幅
な
自
治
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
側
か

ら
す
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
対
す
る
理
論
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
大
き
な
変
更
は
な
い
の
だ
。
二
〇
〇
年
あ
る
い
は
三
〇
〇

年
の
間
、
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
と
よ
り
密
接
な
関
係
を
築
い
て
い
た
唯
一
の
国
が
イ
ン
ド
、
い
わ
ゆ
る
当
時
の
英
領

イ
ン
ド
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
方
針
は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
い
く
ら
か
影
響
力
を
も
つ
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
当
時
で
さ
え
、
彼

ら
は
、
中
国
の
対
蔵
主
権
を
否
定
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。［
…
］
だ
か
ら
、
我
々
が
こ
の
協
定
で
成
し
た
こ
と
は
、
全
く
も
っ
て

新
し
い
こ
と
の
承
認
で
は
な
い
。
単
に
、
我
々
が
以
前
か
ら
言
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
今
日
に
お
い
て
、
歴
史
的
事
情
、
実
質
的

状
況
の
双
方
か
ら
必
然
的
に
得
ら
れ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ）11
（

。

　

こ
の
内
容
に
基
づ
け
ば
、（
一
）「
宗
主
権
」
と
「
主
権
」
の
用
語
に
差
異
は
な
い
、（
二
）
常
に
中
国
の
対
蔵
主
権
は
存
在
し
て
い
た
、

（
三
）
共
産
党
政
権
は
「
強
い
」
中
国
政
府
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
当
時
は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
「
主
権
」
が
明
確
に
行
使
さ
れ
て
い
る

状
態
に
あ
た
る
、
と
い
う
の
が
ネ
ル
ー
政
権
の
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
を
独
立
的
実
体
と
し
て
扱
う
こ
と
で
そ
の
自
律

性
を
擁
護
し
て
き
た
従
来
の
方
針
は
葬
り
去
ら
れ
た
。
ネ
ル
ー
政
権
は
チ
ベ
ッ
ト
の
自
律
性
の
程
度
よ
り
も
自
国
の
主
張
す
る
国
境
線
の

承
認
を
優
先
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
協
定
の
前
文
に
は
、
平
和
共
存
五
原
則
（
一
、
領
土
保
全
と
主
権
の
相
互
尊
重
、
二
、
相
互
不
可
侵
、
三
、
相
互
内
政
不
干
渉
、
四
、
平

等
・
互
恵
、
五
、
平
和
共
存
）
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
く
印
中
友
好
関
係
の
維
持
が
二
国
の
共
通
利
益
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

対
中
友
好
方
針
が
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、
ネ
ル
ー
政
権
は
端
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
自
治
を
全
く
無
視
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
〇
年
一
一
月
に
ネ
ル
ー
は
パ
ニ
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ッ
カ
ル
に
対
し
、「『
主
権
』
と
『
宗
主
権
』
と
い
う
語
の
使
用
に
関
す
る
問
題
は
や
や
理
論
的
で
あ
る
。［
…
］
言
葉
は
重
要
で
な
い
。

我
々
が
重
要
視
す
る
の
は
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
で
あ
る
」
と
述
べ
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
に
重
き
を
置
く
意
向
を
示
し
て
い
た）11
（

。
同
様
に
、
同
年

一
二
月
七
日
の
ロ
ー
ク
・
サ
バ
ー
で
は
、
中
国
政
府
が
「
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
宗
主
権
を
持
っ
て
い
よ
う
と
、
主
権
を
持
っ
て
い
よ
う
と
、

［
…
］
チ
ベ
ッ
ト
の
処
遇
を
最
後
に
決
め
る
の
は
チ
ベ
ッ
ト
人
の
声
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る）11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
文
言
や
発
言
か
ら
、「
チ
ベ
ッ
ト
自
治
は
守
ら
れ
る
べ
き
」
と
す
る
ネ
ル
ー
の
信
念
が
窺
え
る
。
ま
た
、
ネ
ル
ー
は
本
心

に
お
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
の
自
律
性
が
中
国
政
府
に
よ
る
強
大
な
影
響
力
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
危
惧
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
上
記
の
ロ
ー
ク
・
サ
バ
ー
の
議
論
で
、
チ
ベ
ッ
ト
が
「
我
が
国
と
中
国
の
緩
衝
国
家
で
あ
る
べ
き
」
で
あ
り
、「
中
国
の
支
配
下
に

置
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
議
員
が
主
張
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ネ
ル
ー
は
、「
そ
れ
は
彼
の
望
み
で
あ
り
、
私
の
望
み
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
」
と
い
う
よ
う
に
言
葉
を
つ
ま
ら
せ
る
場
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
る）1（
（

。
こ
こ
に
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と

に
対
す
る
ネ
ル
ー
の
懸
念
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
に
よ
っ
て
十
七
か
条
協
定
が
調
印
さ
れ
た
以

上
、
チ
ベ
ッ
ト
の
処
遇
は
同
協
定
、
ま
た
中
国
政
府
に
委
ね
ら
れ
る
他
な
い
と
割
り
切
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

ネ
ル
ー
は
十
七
か
条
協
定
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
自
治
が
保
証
さ
れ
る
と
の
信
条
を
も
っ
て
い
た
。
一
九
五
九
年
三
月
の
ロ
ー
ク
・
サ
バ

ー
に
お
い
て
ネ
ル
ー
は
、「
十
七
か
条
協
定
は
基
本
的
に
、
中
国
の
広
い
傘
の
も
と
で
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
、
宗
教
や
慣
例
等
の
維
持
を
保

障
す
る
た
め
の
協
定
で
あ
る
」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る）11
（

。
実
際
、
同
協
定
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
中
央
に
対
し
政
治
制
度
の
変
更
を
加
え

な
い
と
さ
れ
た
ほ
か
、
宗
教
や
風
俗
慣
習
、
仏
教
寺
院
の
保
護
が
明
記
さ
れ
て
い
た）11
（

。
こ
う
し
た
条
文
が
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
の
維
持
を
約

束
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
チ
ベ
ッ
ト
自
治
の
保
障
を
め
ぐ
る
認
識
は
周
恩
来
と
の
会
談
に
よ
っ

て
強
化
さ
れ
た
。
一
九
五
七
年
一
月
に
訪
印
し
て
い
た
周
恩
来
は
、
ネ
ル
ー
に
対
し
、「
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
事
実

だ
が
、
中
国
の
省
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
た
め
、
自
律
的
な
特
性
を
保
っ
た
」
と
の
認
識
を
示
し
た）11
（

。
こ
の
周
恩
来
に
よ
る
言
質
は
一
九

五
九
年
三
月
の
ネ
ル
ー
か
ら
政
府
高
官
に
宛
て
た
書
簡
に
記
さ
れ
て
お
り）11
（

、
ネ
ル
ー
が
そ
れ
を
信
頼
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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以
上
の
考
察
か
ら
、
ネ
ル
ー
政
権
に
と
っ
て
の
真
の
理
想
と
は
、
安
全
保
障
の
た
め
に
印
中
が
友
好
的
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
一
方

で
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
一
定
程
度
の
自
治
が
あ
る
と
い
う
状
態
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
十
七
か
条
協
定
に
よ
り
チ
ベ
ッ
ト
自
治
が
保
障
さ

れ
る
と
の
認
識
や
中
国
政
府
の
言
質
へ
の
信
頼
に
よ
り
、
対
中
友
好
方
針
の
追
求
と
チ
ベ
ッ
ト
自
治
へ
の
一
定
程
度
の
関
心
と
い
う
二
つ

の
要
素
を
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

三　

チ
ベ
ッ
ト
動
乱
へ
の
対
応

㈠　

チ
ベ
ッ
ト
自
治
擁
護
の
声
と
ネ
ル
ー
の
静
観

　

人
民
解
放
軍
の
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
後
、
中
国
支
配
を
恐
れ
た
元
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
要
人
ら
が
カ
リ
ン
ポ
ン
を
中
心
と
す
る
イ
ン
ド
の
北
東

部
に
多
数
逃
れ
て
き
て
い
た
。
ギ
ャ
ロ
・
ト
ン
ド
ゥ
プ
（Gyalo T

hondup

）
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
兄
で
あ
る
ト
ン
ド

ゥ
プ
は
人
民
解
放
軍
の
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
以
前
、
南
京
へ
留
学
し
た
後
、
イ
ン
ド
に
赴
い
て
イ
ン
ド
政
府
や
ア
メ
リ
カ
政
府
と
チ
ベ
ッ
ト
政

府
の
仲
介
を
試
み
て
お
り
、
ネ
ル
ー
や
パ
ニ
ッ
カ
ル
と
接
触
し
て
い
た）11
（

。
十
七
か
条
協
定
締
結
後
、
中
国
政
府
の
傀
儡
に
な
る
こ
と
を
回

避
し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
や
チ
ベ
ッ
ト
人
の
助
け
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
九
五
二
年
に
再
度
イ
ン
ド
へ
渡
っ
た
。
そ
こ
で
、

チ
ベ
ッ
ト
か
ら
の
撤
退
に
つ
い
て
中
国
を
説
得
し
て
も
ら
う
よ
う
要
請
す
る
た
め
に
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
や
、
台
湾
の
国
民
党
政
府
の

蔣
介
石
宛
に
書
簡
を
認
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
活
動
は
イ
ン
ド
政
府
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
シ
ッ
キ
ム
政
務
官
を
通
し
て
ネ
ル
ー
か
ら

政
治
活
動
の
禁
止
を
言
い
渡
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
一
九
五
三
年
四
月
、
ネ
ル
ー
は
ト
ン
ド
ゥ
プ
に
対
し
て
イ
ン
ド
の
情
報
局
と
密
接
に
接
触
し
続
け
る
こ
と
を
条
件
に
、
政
治

活
動
の
禁
止
令
を
解
い
た
。
こ
れ
を
機
に
ト
ン
ド
ゥ
プ
は
、
同
様
に
イ
ン
ド
へ
逃
れ
、
北
東
部
の
カ
リ
ン
ポ
ン
に
い
た
チ
ベ
ッ
ト
人
の
シ
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ャ
カ
ッ
パ）11
（

、
ケ
ン
チ
ュ
ン
・
ロ
ブ
サ
ン
・
ギ
ャ
ル
ツ
ェ
ン
（K

henchung Lobsang Gyalsten

）
11
（

）
と
と
も
に
対
中
抵
抗
計
画
に
つ
い
て
思
案

し
始
め
た
。
当
時
、
イ
ン
ド
の
北
東
部
の
ダ
ー
ジ
リ
ン
や
カ
リ
ン
ポ
ン
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
の
難
民
が
多
く
住
み
、
チ
ベ
ッ
ト
人
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
を
中
心
と
し
た
上
記
の
三
人
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
統
率
す
る
立
場
と
な
っ

た
。

　

こ
の
時
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
に
政
治
活
動
解
禁
の
旨
を
伝
え
た
イ
ン
ド
情
報
局
長
Ｂ
・
Ｎ
・
マ
リ
ク
（Bhola N

ath M
ullik

）
は
、
ト
ン
ド
ゥ

プ
が
マ
リ
ク
と
会
い
た
が
っ
て
い
る
旨
を
察
知
し
、
ネ
ル
ー
に
会
う
べ
き
か
尋
ね
た
際
、「
ネ
ル
ー
首
相
は
す
ぐ
に
許
可
し
た
」
と
回
顧

録
で
述
べ
て
い
る）11
（

。
ま
た
、
ネ
ル
ー
は
、「
過
去
一
〇
〇
年
間
、
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト
人
を
軍
事
的
圧
力
の
下
に
従
え
た
機
会
は
数
多
く
あ

っ
た
が
、
真
に
チ
ベ
ッ
ト
を
征
服
で
き
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
中
国
の
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
立
場
に
つ
い
て
懐
疑
的

で
あ
っ
た
と
い
う）11
（

。
そ
の
た
め
、「
チ
ベ
ッ
ト
人
の
士
気
を
高
く
保
ち
続
け
る
こ
と
を
熱
望
」
し
て
お
り
、
マ
リ
ク
に
対
し
て
「
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
の
兄
や
他
の
チ
ベ
ッ
ト
難
民
と
の
接
触
を
保
ち
、
可
能
な
限
り
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
彼
ら
を
支
援
す
る
よ
う
指
示
を
与
え
た
」
と

い
う
の
で
あ
る）1（
（

。
マ
リ
ク
に
よ
れ
ば
、
接
触
を
図
る
こ
と
に
は
チ
ベ
ッ
ト
難
民
に
対
す
る
監
督
的
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
が
、
当
時
ネ
ル

ー
は
中
国
政
府
が
イ
ン
ド
と
の
友
好
関
係
を
悪
用
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
警
戒
し
て
い
た
と
さ
れ
る）11
（

。

　

し
か
し
、
一
九
五
四
年
以
降
、
ネ
ル
ー
は
こ
う
し
た
チ
ベ
ッ
ト
自
治
の
支
援
に
後
ろ
向
き
に
な
っ
て
い
っ
た
。
同
年
五
月
に
イ
ン
ド
北

東
部
を
訪
れ
た
マ
リ
ク
は
、
イ
ン
ド
の
平
和
共
存
五
原
則
協
定
調
印
を
嘆
く
チ
ベ
ッ
ト
難
民
の
イ
ン
ド
政
府
へ
の
要
望
の
声
を
拾
い
、
ま

と
め
た
提
言
を
ネ
ル
ー
に
示
し
た）11
（

。
ネ
ル
ー
は
こ
れ
に
関
し
て
、
イ
ン
ド
政
府
は
チ
ベ
ッ
ト
難
民
が
チ
ベ
ッ
ト
本
土
を
支
援
す
る
こ
と
は

気
に
か
け
な
い
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
明
る
み
に
出
て
し
ま
っ
た
際
に
中
国
か
ら
抗
議
を
受
け
る
可
能
性
に
懸
念
を
示
し
て
い
た
と
い
う）11
（

。

ま
た
、
同
年
一
〇
月
に
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
の
一
行
が
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
を
訪
れ
、
ネ
ル
ー
を
含
む
イ
ン
ド
政
府
要
人
や
国
会
議
員
に
対
し
て
中

国
支
配
下
の
チ
ベ
ッ
ト
の
惨
状
に
つ
い
て
訴
え
、
中
蔵
間
の
問
題
に
関
す
る
介
入
を
期
待
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
賛
同
は
得
ら
れ
な
か
っ
た

と
さ
れ
る）11
（

。
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一
九
五
五
年
、
中
国
政
府
が
十
七
か
条
協
定
に
お
い
て
「
改
革
を
強
要
し
な
い
」
と
す
る
地
域
か
ら
除
外
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
東
部
に
位

置
す
る
ア
ム
ド
地
方
、
カ
ム
地
方
の
東
部
に
お
い
て
「
民
主
改
革
」
に
着
手
す
る
と
、
そ
れ
に
反
発
し
た
チ
ベ
ッ
ト
人
が
武
装
蜂
起
し
た
。

い
わ
ゆ
る
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
の
開
始
で
あ
る
。
同
年
に
ア
ム
ド
地
方
南
部
で
人
民
解
放
軍
駐
屯
兵
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
始
ま
る
と
、
翌
年

に
カ
ム
地
方
で
も
武
装
蜂
起
が
起
き
、
暴
動
が
各
地
に
広
が
っ
た
。
こ
の
武
力
闘
争
に
よ
っ
て
修
道
院
の
破
壊
や
僧
の
殺
害
が
起
こ
り
、

チ
ベ
ッ
ト
の
情
勢
は
次
第
に
混
乱
に
陥
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
う
し
た
情
勢
の
中
、
イ
ン
ド
の
仏
教
組
織
マ
ハ
ボ
テ
ィ
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
（M

ahabodhi Society of India

）
11
（

）
が
釈
尊
の
生
誕
二
五
〇
〇

年
を
祝
う
ブ
ッ
ダ
・
ジ
ャ
ヤ
ン
テ
ィ
（Buddha Jayanti

）
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
を
招
待
し
た
こ
と
で
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
訪

印
が
決
定
さ
れ
た）11
（

。
ト
ン
ド
ゥ
プ
ら
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
側
近
に
働
き
か
け
た
こ
と
も
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
は
、
イ
ン
ド
政
府
に
対

し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
政
治
亡
命
受
け
入
れ
を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
と
、
チ
ベ
ッ
ト
に
進
駐
し
て
い
る
中
国
軍
の
引
き
揚
げ
も
し

く
は
削
減
を
中
国
に
求
め
る
よ
う
依
頼
す
る
こ
と
を
訪
印
の
目
標
と
し
て
据
え
る
こ
と
に
し
た）11
（

。
一
方
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
も
、
チ

ベ
ッ
ト
情
勢
を
憂
慮
し
て
お
り
、
ネ
ル
ー
を
は
じ
め
と
し
た
イ
ン
ド
の
民
主
的
指
導
者
か
ら
の
同
情
的
な
助
言
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、

イ
ン
ド
独
立
以
降
薄
れ
た
印
蔵
関
係
の
再
強
化
を
図
り
た
い
と
の
期
待
を
抱
き）11
（

、
一
一
月
末
に
イ
ン
ド
に
赴
い
た
。
一
二
月
の
ネ
ル
ー
と

の
会
談
に
お
い
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
は
チ
ベ
ッ
ト
の
窮
状
を
訴
え
、
現
地
の
情
勢
が
落
ち
着
く
ま
で
の
間
イ
ン
ド
に
滞
在
し
続
け

た
い
旨
を
伝
え
た）（11
（

。

　

ネ
ル
ー
は
そ
の
よ
う
な
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
に
対
し
、
十
七
か
条
協
定
に
調
印
し
た
限
り
、
そ
れ
を
破
る
の
は
難
し
く
、
も
し
そ
の

よ
う
に
図
れ
ば
「
大
き
な
紛
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
が
た
い
へ
ん
な
困
窮
に
陥
る
結
果
と
な
る
」
た
め
、
チ
ベ
ッ
ト
に
と
っ
て

の
最
善
の
策
は
、
中
国
の
「
主
権
を
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
内
政
に
お
い
て
完
全
な
自
治
権
を
主
張
す
る
こ
と
だ
」
と
諭
し
た）（1（
（

。
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
一
四
世
を
継
続
的
に
イ
ン
ド
に
滞
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
側
の
意
向
に
つ
い
て
は
「
愚
の
骨
頂
」
と
捉
え
、
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
一
四
世
に
ラ
サ
に
帰
還
し
チ
ベ
ッ
ト
人
を
導
く
よ
う
説
得
し
た）（10
（

。
ま
た
、
ネ
ル
ー
は
こ
う
し
た
や
り
と
り
を
、
同
時
期
に
訪
印
し
て
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い
た
周
恩
来
に
報
告
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
一
二
月
に
イ
ン
ド
の
中
国
大
使
館
に
お
い
て
周
恩
来
と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
会

談
が
行
わ
れ
、
周
恩
来
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
に
チ
ベ
ッ
ト
本
土
に
お
け
る
諸
問
題
は
現
地
の
役
人
の
失
策
で
あ
る
と
言
い
聞
か
せ
、

チ
ベ
ッ
ト
側
の
懸
念
を
毛
沢
東
に
報
告
す
る
と
伝
え
た
。
翌
年
二
月
二
七
日
、
国
務
院
の
拡
大
会
議
で
の
演
説
に
お
い
て
第
二
次
、
第
三

次
五
カ
年
計
画
の
下
で
は
改
革
を
実
施
し
な
い
と
の
毛
沢
東
に
よ
る
発
表
を
受
け
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
は
ラ
サ
に
帰
還
し
た）（10
（

。

　

ネ
ル
ー
は
、
武
力
に
よ
る
対
中
抵
抗
闘
争
に
つ
い
て
は
批
判
的
見
方
を
し
て
い
た
。
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
イ
ン
ド
に
逃
れ
て
き
た
難
民
の
入

国
を
受
け
入
れ
て
い
た
が
、
カ
ム
地
方
の
反
逆
者
に
つ
い
て
は
入
国
拒
否
も
し
く
は
武
装
解
除
と
い
っ
た
措
置
を
と
る
よ
う
命
じ
て
い
た）（10
（

。

ま
た
、
一
九
五
八
年
一
一
月
、
人
民
解
放
軍
侵
攻
前
の
チ
ベ
ッ
ト
の
元
首
相
ル
カ
ン
グ
ヮ
・
ツ
ェ
ワ
ン
・
ラ
ブ
テ
ン
（Lukhangw

a 

T
sew

ang Rabten

）
が
ネ
ル
ー
の
元
を
訪
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
独
立
の
た
め
に
イ
ン
ド
の
支
援
を
要
求
し
た
際
、
ネ
ル
ー
は
「
武
力
を
よ
っ
て

中
国
を
打
倒
し
よ
う
と
考
え
る
こ
と
は
浅
は
か
だ
」
と
し
て
退
け
た）（10
（

。
ま
た
こ
の
時
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
民
主
改
革
に
つ
い
て
も
、

「
チ
ベ
ッ
ト
が
後
進
的
な
た
め
、
変
革
は
避
け
ら
れ
な
い
」
と
の
見
方
を
示
し
、「
チ
ベ
ッ
ト
人
が
自
ら
変
革
し
な
け
れ
ば
、
外
部
か
ら
変

革
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
苦
言
を
呈
し
た）（10
（

。
そ
の
上
で
、「
中
国
の
主
権
に
対
抗
す
べ
き
で
は
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
人
が
自
治
を
標
榜
し
結

束
す
れ
ば
、
従
来
か
ら
の
生
活
様
式
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
改
革
も
導
入
す
べ
き
だ
」
と
の
助
言
を
与
え
た
と
い
う）（10
（

。

　

こ
の
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
の
発
生
に
際
し
て
も
、
ネ
ル
ー
政
権
は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
積
極
的
な
支
援
に
は
乗
り
出
さ
な
か
っ
た
。

中
国
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
自
治
が
制
約
を
受
け
て
も
、
チ
ベ
ッ
ト
は
そ
う
し
た
状
況
を
受
け
入
れ
て
自
治
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
他
な
い

と
し
て
、
中
蔵
関
係
に
対
す
る
態
度
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

㈡　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
受
け
入
れ

　

一
九
五
九
年
、
中
国
政
府
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
を
中
国
舞
踊
団
の
観
劇
に
招
待
し
た
。
そ
の
噂
は
ラ
サ
で
広
ま
り
、
こ
の
招
待
の

目
的
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
誘
拐
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
ラ
サ
市
民
の
間
で
高
ま
っ
た
。
こ
の
懐
疑
心
か
ら
、
三
月
一
〇
日
に
、
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ラ
サ
市
民
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
い
る
ノ
ル
ブ
リ
ン
カ
宮
殿
に
集
結
し
大
規
模
な
デ
モ
を
開
始
し
た
。
ラ
サ
に
お
け
る
情
勢
は
急

速
に
悪
化
し
、
同
月
二
〇
日
に
は
人
民
解
放
軍
と
の
武
力
衝
突
に
発
展
し
た
。
こ
の
事
態
に
際
し
て
チ
ベ
ッ
ト
地
方
政
府
の
行
政
指
導
母

体
カ
シ
ャ
ッ
ク
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
を
企
図
し
た
。
こ
う
し
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
一
行
は
、
三
月
一
七
日
に
ラ
サ

を
脱
し
た
。
当
初
の
計
画
で
は
、
一
行
は
チ
ベ
ッ
ト
南
部
の
ル
ン
ツ
ェ
・
ゾ
ン
に
留
ま
り
、
人
民
解
放
軍
と
の
交
渉
を
試
み
る
予
定
で
あ

っ
た
が）（10
（

、
同
地
に
到
着
し
た
際
に
亡
命
後
に
起
こ
っ
た
ラ
サ
に
お
け
る
人
民
解
放
軍
に
よ
る
攻
撃
と
ラ
サ
市
民
の
惨
状
に
つ
い
て
把
握
し
、

交
渉
は
不
可
能
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
中
国
政
府
が
チ
ベ
ッ
ト
地
方
政
府
の
解
散
を
発
表
し
た
こ
と
を
受
け
、
三
月
末
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

一
四
世
の
一
行
は
同
地
に
お
い
て
臨
時
政
府
を
樹
立
し
た
。
そ
こ
で
、
イ
ン
ド
政
府
に
亡
命
を
要
請
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
国
内
で
も
三
月
下
旬
以
降
、
こ
の
よ
う
な
ラ
サ
の
情
勢
に
つ
い
て
情
報
が
広
ま
り
つ
つ
あ
り
、
ロ
ー
ク
・
サ
バ
ー
に
お
い
て
議

論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ネ
ル
ー
は
三
月
一
七
日
の
段
階
で
は
チ
ベ
ッ
ト
の
事
態
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
現
段
階
に
お
い
て
、
肉

体
、
も
し
く
は
軍
隊
の
衝
突
と
い
う
よ
り
も
、
意
志
の
衝
突
に
す
ぎ
な
い
」
と
慎
重
な
表
現
を
用
い
て
説
明
し
た）（10
（

。
そ
の
後
、
イ
ン
ド
領

事
館
か
ら
ラ
サ
現
地
の
状
況
に
関
す
る
信
頼
性
の
高
い
情
報
が
入
る
よ
う
に
な
り）（（1
（

、
三
月
二
三
日
の
ロ
ー
ク
・
サ
バ
ー
で
は
、
そ
こ
か
ら

報
告
さ
れ
た
人
民
解
放
軍
と
チ
ベ
ッ
ト
人
の
間
に
お
け
る
武
力
衝
突
発
生
の
経
緯
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
際
に
も
ネ

ル
ー
は
「
友
好
関
係
に
あ
る
中
国
の
国
内
事
情
に
介
入
す
る
気
は
な
い
」
と
し
、
一
九
五
四
年
の
印
中
協
定
で
「
パ
ン
チ
シ
ー
ル）（（（
（

の
原
則

が
公
言
さ
れ
た
の
だ
」
と
述
べ）（（0
（

、
改
め
て
平
和
共
存
五
原
則
の
重
要
性
を
強
調
し
て
そ
れ
以
上
の
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
関
す
る
議
論
を
抑
制

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ネ
ル
ー
の
答
弁
で
は
、
中
国
に
対
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
ネ
ル
ー
の
心
情
は
複
雑
で
あ
っ
た
。
ネ
ル
ー
自
身
に
も
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
同
情
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
ネ
ル

ー
は
、
こ
の
ラ
サ
の
動
乱
に
よ
っ
て
中
蔵
間
の
十
七
か
条
協
定
が
崩
壊
し
た
こ
と
を
憂
い
て
い
た
。
第
二
章
で
言
及
し
た
が
、
ネ
ル
ー
は
、

同
協
定
に
よ
っ
て
中
国
の
主
権
下
で
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
が
守
ら
れ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ネ
ル
ー
に
と
っ
て
こ
の
事
実
は
、

チ
ベ
ッ
ト
自
治
の
保
障
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
。
三
月
二
五
日
の
政
府
高
官
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
ネ
ル
ー
は
、
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「
チ
ベ
ッ
ト
人
は
中
国
が
十
七
か
条
協
定
を
破
っ
た
と
主
張
し
て
お
り
、
一
方
で
中
国
人
は
チ
ベ
ッ
ト
人
が
同
協
定
を
破
っ
た
と
論
じ
て

い
る
」
た
め
、「
十
七
か
条
協
定
の
崩
壊
は
双
方
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
状
況
を
説
明
し
た
上
で
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
処
遇
に
関

す
る
憂
慮
の
意
を
示
し
、「
当
然
我
々
は
様
々
な
理
由
か
ら
こ
の
状
況
と
未
来
に
つ
い
て
懸
念
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た）（（0
（

。
ま
た
、
妹

の
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
・
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
・
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
（V

ijaya Lakshm
i Pandit

）
宛
の
電
報
に
お
い
て
も
、
十
七
か
条
協
定
の
崩
壊
に
つ

い
て
踏
ま
え
た
上
で
、「
未
来
は
不
確
実
だ
が
、
私
は
チ
ベ
ッ
ト
人
が
中
国
人
に
よ
っ
て
苛
酷
な
処
遇
を
う
け
る
運
命
に
あ
る
だ
ろ
う
と

恐
れ
て
い
る
」
と
心
境
を
明
か
し
て
い
た）（（0
（

。
ラ
サ
の
動
乱
に
よ
る
中
蔵
関
係
の
変
容
は
、
ネ
ル
ー
に
と
っ
て
も
看
過
で
き
な
い
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
ネ
ル
ー
は
国
内
世
論
を
気
に
か
け
て
い
た
。
ネ
ル
ー
は
先
述
し
た
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
宛
の
書
簡
に
お
い
て
「
イ
ン
ド
国
内
で
は
、

チ
ベ
ッ
ト
情
勢
全
般
に
対
す
る
大
き
な
懸
念
と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
や
チ
ベ
ッ
ト
人
へ
の
同
情
が
あ
る
」
と
し
、「
我
々
は
困
難
な
状
況
に
直

面
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
た）（（0
（

。
こ
こ
に
イ
ン
ド
政
府
の
対
応
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
ネ
ル
ー
が
思
い
悩
ん
で
い
る
様
子
が
表
れ
て
い
る
。

イ
ン
ド
国
内
で
は
、
か
つ
て
独
立
運
動
に
貢
献
し
た
活
動
家
の
Ｊ
・
Ｐ
・
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
（Lok N

ayak Jaya Prakash N
arayan

）
が
、

チ
ベ
ッ
ト
擁
護
の
主
唱
者
と
し
て
名
乗
り
出
て
い
た
。
三
月
二
七
日
の
ビ
ハ
ー
ル
州
で
の
演
説
に
お
い
て
、
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
は
、
チ
ベ
ッ

ト
の
事
態
を
「
全
ア
ジ
ア
人
に
と
っ
て
の
重
大
懸
念
」
と
表
現
し
た
上
で
、
印
中
の
友
好
関
係
に
つ
い
て
、「
友
好
の
代
償
が
欺
瞞
と
過

ち
の
容
赦
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
の
代
償
を
拒
絶
す
る
勇
気
と
誠
実
さ
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
論
じ
た）（（0
（

。
こ
う
し
た
対
中
批
判
・

チ
ベ
ッ
ト
擁
護
の
声
は
勢
い
よ
く
広
ま
り
、
野
党
の
プ
ラ
ジ
ャ
社
会
党
が
三
月
二
九
日
を
「
チ
ベ
ッ
ト
の
日
」
と
し
て
宣
言
し
連
帯
を
呼

び
か
け
た
他
、
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
マ
ハ
ー
サ
バ
ー
と
い
っ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
右
派
政
党
が
イ
ン
ド
諸
都
市
に
お
い
て
抗
議
デ

モ
を
起
こ
し
始
め
て
い
た）（（0
（

。

　

こ
の
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
へ
の
同
情
と
過
熱
し
た
国
内
世
論
へ
の
配
慮
を
背
景
に
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
を
擁
護
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ

て
い
っ
た
。
ネ
ル
ー
政
権
は
そ
れ
と
対
中
友
好
方
針
と
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
九
五
〇
年
代
後
半
、
印
中
関
係
は
徐
々
に
悪
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
中
国
政
府
は
一
九
五
七
年
三
月
に
イ
ン
ド
が
自
国
領
土
と
し
て
主

張
し
て
い
た
西
部
国
境
地
区
の
ア
ク
サ
イ
チ
ン
を
跨
ぐ
チ
ベ
ッ
ト
・
新
疆
間
の
道
路
を
完
成
さ
せ
て
い
た）（（0
（

。
こ
の
完
成
に
つ
い
て
ネ
ル
ー

政
権
は
一
九
五
八
年
に
入
っ
て
か
ら
報
告
を
受
け
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
期
に
、
ア
ク
サ
イ
チ
ン
に
お
け
る
中
国
の
調
査
隊
の
痕
跡
に

つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
た
ほ
か
、
同
年
秋
、
八
月
末
か
ら
連
絡
が
途
絶
え
て
い
た
イ
ン
ド
偵
察
隊
が
中
国
政
府
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
カ

ラ
コ
ル
ム
峠
に
送
り
返
さ
れ
る
と
い
う
事
件
ま
で
発
生
し
て
い
た）（（0
（

。

　

ネ
ル
ー
政
権
が
最
も
深
刻
と
み
な
し
た
の
は
、
中
国
政
府
に
よ
る
公
式
地
図
の
書
き
換
え
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
中
国
領
土
に
関
す
る

地
図
は
多
数
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
包
含
す
る
地
域
は
様
々
だ
っ
た
が
、
一
九
五
八
年
七
月
に
人
民
画
報
に
掲
載
さ
れ
中
国
政
府
の
公
式
見

解
と
し
て
示
さ
れ
た
中
国
領
土
の
地
図
は
、
ア
ク
サ
イ
チ
ン
に
加
え
て
、
東
部
国
境
と
し
て
イ
ン
ド
が
主
張
し
た
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン

付
近
の
北
東
辺
境
管
区
（N

orth East Frontier A
gency: N

EFA

）、
ブ
ー
タ
ン
東
部
を
部
分
的
に
包
含
す
る
も
の
で
、
イ
ン
ド
が
自
国
領

土
と
見
做
し
て
い
た
お
よ
そ
五
万
二
千
平
方
マ
イ
ル
分
を
中
国
領
と
し
て
描
い
て
い
た）（01
（

。
ネ
ル
ー
政
権
は
一
二
月
一
四
日
に
周
恩
来
に
対

し
て
抗
議
し
た
。
そ
の
際
、
一
九
五
四
年
の
平
和
共
存
五
原
則
協
定
に
お
い
て
国
境
問
題
は
解
決
し
た
と
い
う
認
識
や
五
六
年
の
周
恩
来

訪
印
時
に
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
を
承
認
す
る
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
印
中
間
の
誤
解
の
解
消
を
求
め
た）（0（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
過
程
か
ら
、
一
九
五
八
年
以
降
、
ネ
ル
ー
政
権
の
対
中
政
策
に
批
判
の
声
が
上
が
り
、
八
月
二
〇
日
の
ロ
ー
ク
・
サ
バ
ー

で
は
、
プ
ラ
ジ
ャ
社
会
党
の
Ｊ
・
Ｂ
・
ク
リ
パ
ラ
ニ
（Jivatram

 Bhagw
andas K

ripalani

）
が
平
和
共
存
五
原
則
を
「
罪
と
共
に
生
ま
れ

た
も
の
」
と
表
現
し
非
難
し
て
い
た）（00
（

。
ネ
ル
ー
は
三
月
二
二
日
に
も
、
周
恩
来
に
対
し
て
平
和
共
存
五
原
則
に
基
づ
き
早
期
に
お
け
る
和

解
を
求
め
た
が）（00
（

、
半
年
返
答
が
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
国
と
の
対
立
が
あ
っ
て
も
な
お
、
ネ
ル
ー
は
対
中
強
硬
姿
勢
を
と
ら
ず
、
チ

ベ
ッ
ト
情
勢
に
関
す
る
議
論
を
避
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
抑
え
ら
れ
て
い
た
議
論
は
、
三
月
二
八
日
に
新
華
社
通
信
に
よ
っ
て
中
国
政
府
の
公
式
声
明
が
報
じ
ら
れ
た
こ
と

を
契
機
に
活
性
化
し
た
。
そ
の
公
式
声
明
で
は
、
二
三
日
の
ネ
ル
ー
に
よ
る
声
明
へ
の
歓
迎
の
意
が
示
さ
れ
た
ほ
か
、
中
国
が
イ
ン
ド
の
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国
内
問
題
に
一
切
干
渉
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、
印
中
関
係
が
持
続
的
に
平
和
共
存
五
原
則
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張

等
が
公
表
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
イ
ン
ド
の
カ
リ
ン
ポ
ン
が
チ
ベ
ッ
ト
の
反
逆
勢
力
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る）（00
（

。

　

後
者
の
点
に
つ
い
て
、
ネ
ル
ー
政
権
は
か
ね
て
か
ら
中
国
政
府
に
よ
り
指
摘
を
受
け
て
い
た
。
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
に
お
い
て
は
、
一
九
五

六
年
以
降
、
チ
ベ
ッ
ト
の
対
中
抵
抗
勢
力
が
Ｃ
Ｉ
Ａ
と
の
協
働
に
よ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
本
土
の
反
中
抵
抗
闘
争
の
支
援
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

台
湾
の
国
民
党
政
府
と
と
も
に
カ
ム
地
方
の
チ
ベ
ッ
ト
人
を
招
集
し
て
訓
練
し
、
空
中
投
下
さ
せ
て
い
た）（00
（

。
イ
ン
ド
は
こ
の
ア
メ
リ
カ
の

計
画
に
加
担
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
対
中
反
乱
軍
兵
士
は
イ
ン
ド
の
カ
リ
ン
ポ
ン
で
招
集
さ
れ
て
お
り
、
一
九
五
八
年

七
月
に
中
国
政
府
か
ら
同
地
域
が
チ
ベ
ッ
ト
分
離
画
策
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
て
い
た）（00
（

。
そ
の
た
め
、
こ
の
声
明
は
ネ

ル
ー
政
権
の
対
応
を
不
十
分
だ
と
指
摘
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

三
月
三
〇
日
の
ロ
ー
ク
・
サ
バ
ー
で
は
、
明
る
み
に
な
っ
た
カ
リ
ン
ポ
ン
に
関
す
る
中
国
政
府
の
指
摘
に
つ
い
て
政
府
に
釈
明
を
求
め

る
声
が
上
が
り
、
そ
れ
と
同
時
に
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
つ
い
て
議
会
に
お
い
て
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
の
意
見
が
叫
ば
れ
た）（00
（

。
こ

う
し
た
空
気
に
乗
じ
て
対
中
政
策
の
再
考
に
関
す
る
声
が
上
が
っ
た
。
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
の
ア
タ
ル
・
ビ
ハ
リ
・
バ
ジ
パ
イ
（A

tal Bihari 

V
ajpayee

）
は
、「
中
国
政
府
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
軍
の
駐
留
や
軍
用
飛
行
場
の
建
設
は
、
イ
ン
ド
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
直
接

的
な
脅
威
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
「
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
中
国
の
ふ
る
ま
い
を
イ
ン
ド
に
対
し
て
友
好
的
と
み
な
す
こ
と
は
困
難

で
あ
る
」
と
の
見
解
を
述
べ
、
中
国
の
声
明
発
表
を
機
に
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
悲
劇
に
つ
い
て
「
イ
ン
ド
が
も
は
や
静
観
し
続
け
ら
れ

な
い
」
こ
と
を
中
国
政
府
に
知
ら
し
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た）（00
（

。

　

ネ
ル
ー
は
、
カ
リ
ン
ポ
ン
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
人
に
対
し
て
は
、「
我
々
の
友
好
国
の
政
府
に
対
す
る
転
覆
活
動
や
攻
撃
的
な
宣
伝
工

作
の
た
め
に
イ
ン
ド
の
土
地
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
言
い
聞
か
せ
、
適
切
な
対
処
を
と
っ
て
き
た
と
説
明
し）（00
（

、
カ
リ
ン

ポ
ン
が
対
中
反
乱
の
指
揮
中
枢
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
中
国
の
声
明
内
容
を
否
定
し
た）（01
（

。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
擁
護
の
声
に
関
し
、
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「
我
々
は
チ
ベ
ッ
ト
人
と
の
友
好
的
関
係
の
維
持
を
望
み
、
彼
ら
の
自
由
な
発
展
、
そ
の
他
諸
々
を
願
っ
て
い
る
」
と
同
情
心
を
表
し
た

が
、
そ
こ
で
「
同
時
に
重
要
な
の
は
、
中
国
と
い
う
大
国
と
の
友
好
関
係
の
維
持
で
あ
る
」
と
語
り
、
そ
の
よ
う
な
大
国
と
相
対
す
る
際

に
は
、「
困
難
な
状
況
に
お
い
て
も
自
制
と
賢
明
さ
に
拠
っ
て
対
処
す
る
べ
き
で
あ
り
、
気
が
立
っ
た
時
に
対
処
を
誤
り
、
我
が
国
を
難

局
に
追
い
や
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
対
中
関
係
へ
の
配
慮
の
必
要
性
を
説
い
た）（0（
（

。

　

同
日
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
庇
護
に
関
す
る
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
ネ
ル
ー
は
政
治
的
庇
護
を
求
め
る
人
々
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
明
言
を
避
け
る
べ
き
と
の
態
度
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
ネ
ル
ー
が
何
か
発
言
す
る
こ
と
で
、
庇
護
を
求
め
よ
う
と
す
る
人
々

を
よ
り
困
難
な
状
況
に
陥
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
の
懸
念
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た）（00
（

。
難
民
全
般
の
受
け
入
れ
の
可
否
に
関
す
る
質

問
も
上
が
り
、
無
所
属
議
員
の
Ｍ
・
Ｒ
・
マ
サ
ニ
（M

. R. M
asani

）
は
、
一
九
五
六
年
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
の
際
に
中
立
国
で
同
国
と
外
交

関
係
を
持
っ
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
難
民
受
け
入
れ
に
踏
み
切
っ
た
事
例
を
持
ち
出
し
、
ラ
サ
の
事
態
に
際
し
た
イ
ン
ド
の
対
応
に
つ

い
て
問
う
た）（00
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
も
ネ
ル
ー
は
「
ま
ず
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
な
い
上
に
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
て
い
な

い
」
と
答
え
、
回
答
を
避
け
て
い
た）（00
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
三
月
末
ま
で
ネ
ル
ー
は
、
議
会
で
対
中
批
判
の
声
が
上
が
ろ
う
と
も
そ
れ
を
制
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

議
会
で
の
議
論
の
加
熱
が
み
ら
れ
る
な
か
、
四
月
三
日
の
ロ
ー
ク
・
サ
バ
ー
に
お
い
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
受
け
入
れ
が
ネ

ル
ー
に
よ
り
突
然
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　

四
月
一
日
［
…
］、
我
々
は
シ
ロ
ン）（00
（

を
経
由
し
て
三
月
三
一
日
午
後
と
日
時
が
入
れ
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
信
し
た
。
そ
れ
は
、

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
か
ら
の
伝
言
を
預
か
っ
た
使
者
が
北
東
辺
境
管
区
に
お
け
る
チ
ュ
タ
ン
グ
ム
の
国
境
哨
所
に
到
着
し
て
い
る
こ
と
を

伝
え
る
も
の
だ
っ
た
。
彼
は
、
三
月
二
九
日
に
そ
こ
に
到
着
し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
我
々
に
政
治
的
庇
護
を
要
請
し
て
お
り
、
彼
の

す
ぐ
後
、
三
月
三
〇
日
に
国
境
に
到
着
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
述
べ
た
。
我
々
は
一
日
に
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
た
が
、
同
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日
午
後
に
［
…
］、
再
び
シ
ロ
ン
経
由
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
り
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
含
む
八
人
の
小
さ
な
一
団
が
、
三
月
三
一

日
の
午
後
に
我
が
国
の
領
土
に
入
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
予
測
し
て
、
我
々
は
事
前
に
そ
の
付
近
の
複
数
の
哨

所
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
指
示
し
て
い
た
た
め
、
彼
が
我
が
国
の
領
土
に
入
っ
た
際
に
は
、
北
東
辺
境
管
区
の
カ
メ
ン
に
あ
る
タ

ワ
ン
地
区
の
副
政
務
官
が
向
か
い
入
れ
た）（00
（

。

　

こ
の
説
明
か
ら
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
が
突
然
イ
ン
ド
に
来
た
た
め
、
ネ
ル
ー
政
権
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ

う
な
様
子
が
汲
み
取
ら
れ
る
。
た
だ
、
説
明
の
中
に
あ
る
通
り
、
ネ
ル
ー
政
権
は
事
前
に
そ
の
事
態
を
予
測
し
亡
命
受
け
入
れ
の
用
意
を

し
て
い
た
。
ま
た
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
は
ネ
ル
ー
に
対
し
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
一
行
の
亡
命
受
け
入
れ
に
つ
い
て
直
接
依
頼
し
た
と
回
顧

し
て
い
る
。
そ
の
際
、
ネ
ル
ー
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
身
の
安
全
に
つ
い
て
憂
慮
し
て
い
る
様
子
で
あ
り
、
亡
命
受
け
入
れ
に
つ

い
て
そ
の
場
で
迷
い
な
く
「
勿
論
だ
」
と
即
答
し
た
と
い
う）（00
（

。
こ
う
し
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
一
行
は
タ
ワ
ン
地
区
に
到
着
し
た

後
、
イ
ン
ド
政
府
の
取
り
計
ら
い
に
よ
っ
て
、
四
月
二
〇
日
以
降
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
か
ら
離
れ
た
イ
ン
ド
北
部
の
ウ
ッ
タ
ラ
ー
カ
ン
ト
州
の

ム
ス
ー
リ
ー
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
政
治
亡
命
の
受
け
入
れ
は
ネ
ル
ー
政
権
に
と
っ
て
特
別
な
措
置
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ネ
ル
ー
政
権

は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
一
行
の
受
け
入
れ
の
理
由
に
つ
い
て
、
拉
致
説
を
否
定
し
、「
た
だ
、
我
々
は
彼
が
イ
ン
ド
に
庇
護
を
求

め
る
可
能
性
に
つ
い
て
か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
要
請
が
来
た
際
に
、
迷
う
こ
と
な
く
許
可
し
た
の
だ
」
と
説
明
し

た
）
（00
（

。
時
は
遡
る
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
庇
護
に
つ
い
て
は
、
人
民
解
放
軍
の
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
後
の
一
九
五
一
年
に
も
類
似
の
事
例

が
あ
っ
た
。
同
年
一
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
チ
ベ
ッ
ト
南
部
の
ヤ
ー
ト
ン
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
が
逃
れ
て
き
て
お
り
、
イ
ン
ド
に
亡

命
を
求
め
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
た
。
結
局
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
は
ラ
サ
に
帰
還
し
た
が
、
同
年
七
月
に
お
い
て
ネ
ル
ー
政
権
は
ア

メ
リ
カ
政
府
に
対
し
、「
チ
ベ
ッ
ト
人
が
自
ら
イ
ン
ド
政
府
に
接
近
す
る
な
ら
ば
」、
即
座
に
受
け
入
れ
る
と
の
意
向
を
示
し
て
い
た）（00
（

。
一
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九
五
九
年
に
実
際
に
亡
命
を
受
け
入
れ
た
際
に
は
、
中
国
政
府
に
対
し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
政
治
亡
命
を
許
可
し
た
の
は
「
国
際

的
慣
例
に
沿
っ
た
」
対
応
だ
と
い
う
点
を
伝
え
て
お
り
、
中
国
政
府
側
も
こ
う
し
た
点
に
加
え
、
イ
ン
ド
政
府
か
ら
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四

世
に
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
政
治
活
動
を
さ
せ
な
い
と
の
保
障
を
伝
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
政
府
に
よ
る
庇
護
と
い
う
行
為
そ
れ
自

体
を
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
な
か
っ
た）（01
（

。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
受
け
入
れ
後
、
世
論
の
チ
ベ
ッ
ト
擁
護
・
対
中
批
判
の
声
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
た
。
国
内
で
は
、

四
月
二
〇
日
に
、
社
会
党
ボ
ン
ベ
イ
支
部
に
よ
る
中
国
領
事
館
に
対
す
る
デ
モ
が
発
生
し
、
そ
の
際
に
毛
沢
東
の
肖
像
画
に
ト
マ
ト
と
卵

が
投
げ
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
た）（0（
（

。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
は
国
際
的
な
注
目
を
集
め
て
お
り
、
高
等
弁
務
官
の
パ
ン
デ
ィ

ッ
ト
は
ネ
ル
ー
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
と
結
び
付
け
ら
れ
、
イ
ン
ド
政
府
の
そ
れ

ま
で
の
チ
ベ
ッ
ト
政
策
に
対
す
る
反
発
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
た）（00
（

。

　

ネ
ル
ー
政
権
は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
同
情
心
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
。
四
月
二
七
日
の
ロ
ー
ク
・
サ
バ
ー
に
お
い
て
、
ネ
ル
ー
は
イ
ン

ド
の
方
針
を
支
配
す
る
要
素
と
し
て
、「（
一
）
イ
ン
ド
の
安
全
と
統
一
性
の
保
全
、（
二
）
中
国
と
の
友
好
関
係
維
持
へ
の
熱
望
、（
三
）

チ
ベ
ッ
ト
人
へ
の
深
い
同
情
」
と
い
う
三
項
目
を
挙
げ
た）（00
（

。
こ
の
言
及
に
、
ネ
ル
ー
の
ジ
レ
ン
マ
が
み
て
と
れ
る
。
ネ
ル
ー
は
、「
我
々

は
チ
ベ
ッ
ト
に
介
入
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
印
中
友
好
関
係
の
維
持
を
何
よ
り
も
望
ん
で
い
る
が
、
同
時
に
チ
ベ
ッ
ト
の
人
々
に
対
す

る
強
い
同
情
心
を
抱
い
て
お
り
、
彼
ら
の
不
運
な
状
況
に
対
し
悲
嘆
し
て
い
る
」
と
同
情
心
に
つ
い
て
論
じ
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
イ
ン

ド
の
国
民
感
情
に
つ
い
て
は
、「
お
そ
ら
く
こ
の
反
応
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
他
の
仏
教
国
で
も
共
有
さ
れ
る
も
の
だ
」
と
語
っ
た）（00
（

。
そ
の

一
方
で
、
反
逆
勢
力
へ
の
肩
入
れ
を
否
定
し
、
イ
ン
ド
が
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
政
治
的
野
心
を
有
し
て
い
な
い
点
を
述
べ
、
ア
ジ
ア
と
世

界
の
平
和
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
印
中
友
好
の
維
持
に
共
に
努
め
る
よ
う
中
国
政
府
に
求
め
た）（00
（

。
こ
の
よ
う
に
ネ
ル
ー
政
権
は
対
中
友
好

を
語
り
な
が
ら
、
一
方
で
チ
ベ
ッ
ト
擁
護
の
姿
勢
を
示
す
と
い
う
方
針
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
中
国
政
府
の
不
興
を
買
っ
て
し
ま
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
に
よ
る
演
説
で
あ
っ
た
。
ダ
ラ
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イ
・
ラ
マ
一
四
世
は
、
四
月
一
八
日
、
ア
ッ
サ
ム
州
テ
ズ
プ
ー
ル
に
お
い
て
、「
中
国
は
宗
主
権
を
行
使
す
る
と
き
も
あ
っ
た
が
、
そ
う

で
な
い
時
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
独
立
国
家
と
し
て
機
能
し
て
」
お
り
、「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
か
な
る
と
き
も
、
中
国
が
宗
主
権
を
行
使
す

る
と
き
で
さ
え
、
チ
ベ
ッ
ト
は
国
内
で
自
治
を
保
っ
て
き
た
」
と
論
じ
、
十
七
か
条
協
定
を
中
国
の
圧
力
に
よ
り
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
点
、
ま
た
、
十
七
か
条
協
定
で
約
束
さ
れ
た
完
全
な
自
治
は
享
受
で
き
な
か
っ
た
点
を
訴
え
た）（00
（

。

　

中
国
政
府
は
、
こ
の
声
明
に
使
わ
れ
た
「
独
立
国
家
」
等
の
表
現
に
つ
い
て
反
発
し）（00
（

、
こ
れ
が
真
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
疑
念
を
抱
い
た
の
で
あ
る）（00
（

。
そ
れ
に
加
え
、
そ
の
声
明
を
イ
ン
ド
外
務
省
が
配
布
し
た
上
に
、
声
明
内
容
が
イ

ン
ド
大
使
館
の
公
報
に
よ
っ
て
海
外
に
発
信
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
イ
ン
ド
政
府
の
行
為
に
中
国
政
府
は
猜
疑
心
を

募
ら
せ
、
イ
ン
ド
政
府
は
チ
ベ
ッ
ト
の
反
逆
勢
力
を
支
援
し
て
い
る
と
し
て
非
難
し
た）（00
（

。

　

ネ
ル
ー
政
権
は
、
声
明
文
は
あ
く
ま
で
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
名
義
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
中
国
政
府
に
主
張
し
て

い
た）（01
（

。
ま
た
、
ラ
ー
ジ
ャ
・
サ
バ
ー
（
上
院
）
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
演
説
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
政
府
は
「
表
現
の
自
由
」
の
観
点
か

ら
阻
止
し
な
か
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た）（0（
（

。
声
明
文
の
起
草
に
イ
ン
ド
政
府
が
関
与
し
た
か
否
か
は
不
鮮
明
で
あ
る
が
、
声
明
文
の
配
布
は
、

国
内
外
の
関
心
に
応
え
る
た
め
の
行
い
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
中
国
政
府
の
気
を
逆
撫
で
す
る
意
味
合
い
は
特
段
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
現
に
、
四
月
二
四
日
に
ネ
ル
ー
が
ム
ス
ー
リ
ー
に
お
い
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
と
会
談
し
た
際
に
は
、
声
明
文
が
中
国
政
府
の

疑
念
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
以
上
長
い
声
明
を
発
表
し
な
い
よ
う
勧
告
し
て
お
り
、
も
し
発
表
す
る
と
し
て

も
、
戦
闘
の
停
止
に
つ
い
て
訴
え
る
こ
と
に
力
点
を
置
き
、
元
々
中
国
と
の
間
に
論
争
は
存
在
し
な
い
と
の
見
解
を
示
す
よ
う
に
伝
え
て

い
た）（00
（

。
ま
た
、
五
月
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
か
ら
イ
ン
ド
政
府
の
援
助
を
求
め
る
書
簡）（00
（

を
受
け
取
っ
た
際
に
は
、「
こ
れ
以
上
の
行
動

は
印
中
関
係
を
破
壊
し
か
ね
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
要
求
を
退
け
て
い
た）（00
（

。

　

し
か
し
、
ネ
ル
ー
政
権
は
中
国
の
猜
疑
心
を
晴
ら
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
五
九
年
九
月
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
は
ネ
ル
ー

に
よ
る
政
治
活
動
を
し
な
い
と
い
う
指
示
に
抗
い
、
ダ
グ
・
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
（D

ag H
am

m
arskjöld

）
国
連
事
務
総
長
に
チ
ベ
ッ
ト
問
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題
に
対
す
る
介
入
を
要
請
す
る
書
簡
を
送
っ
た
。
こ
れ
が
第
一
四
回
国
連
総
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
し
て
も
ネ
ル
ー

政
権
は
中
国
政
府
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
政
治
活
動
を
黙
認
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
、
中
国
政
府
の
対
印
不
信
感
を
さ
ら
に
増
大
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
イ
ン
ド
亡
命
を
契
機
に
、
印
中
間
の
対
立
が
明
確
と
な
っ
た
。
一
九
五
九
年
八
月
に
は
、
東
部
国

境
付
近
の
ロ
ン
ジ
ュ
、
一
〇
月
に
は
西
部
国
境
付
近
の
コ
ン
カ
峠
に
お
い
て
印
中
間
の
軍
事
衝
突
が
発
生
し
た
。
一
九
六
〇
年
で
の
頂
上

会
談
に
お
け
る
交
渉
決
裂
の
あ
と
、
両
国
は
六
二
年
の
印
中
国
境
紛
争
へ
の
道
を
辿
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

結　

論

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
ネ
ル
ー
政
権
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、（
一
）
ネ
ル
ー
の
心
理
、（
二
）
イ

ン
ド
国
内
の
世
論
の
台
頭
、
と
い
う
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ネ
ル
ー
の
主
要
な
関
心
は
、
中
国
の
対
蔵
主
権
の
承
認
の
際
に
顕
著
だ
っ
た
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
の
自
律
性
の
程
度
よ
り
も
、
中
国
と

の
国
境
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
蔵
間
の
十
七
か
条
協
定
の
締
結
、
印
蔵
間
の
平
和
共
存
五
原
則
協
定
の
締
結
と
い
う
段
階
を
経

て
、
ネ
ル
ー
政
権
に
と
っ
て
の
チ
ベ
ッ
ト
の
重
要
性
は
低
下
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ネ
ル
ー
は
、
共
産
党
政
権
の
中
国
は
「
強

い
中
国
」
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
歴
史
的
に
必
然
な
こ
と
と
し
て
捉
え
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
中
蔵
関
係
に
イ
ン
ド
が
及
ぼ
し
う
る
影
響
力
に
つ
い
て
は
諦
観
を
抱
い
た
。
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
降
、
中
国
と
の
国
境
問
題
に
お

け
る
対
立
は
深
刻
化
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
亡
命
受
け
入
れ
の
直
前
に
も
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
に
関
す
る
議
論
を
抑
制
し
、

対
中
関
係
へ
の
配
慮
を
徹
底
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ネ
ル
ー
は
対
中
関
係
の
維
持
を
最
優
先
事
項
と
し
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
を
積
極

的
に
擁
護
す
る
こ
と
に
特
別
に
メ
リ
ッ
ト
を
見
出
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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と
は
い
え
、
ネ
ル
ー
は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
十
七
か
条
協
定
の
文
言
や
「
中
国
政
府
が

チ
ベ
ッ
ト
の
自
律
的
特
性
に
関
し
て
理
解
し
て
い
る
」
と
い
う
周
恩
来
か
ら
与
え
ら
れ
た
言
質
に
対
し
て
信
頼
を
示
し
て
い
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
ネ
ル
ー
は
一
定
程
度
の
チ
ベ
ッ
ト
自
治
が
保
た
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
一
九
五
九
年
三
月
以

降
の
中
蔵
関
係
の
変
容
に
際
し
て
は
、
書
簡
の
文
言
に
表
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ネ
ル
ー
の
心
理
に
多
少
な
り
動
揺
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
国
に
対
す
る
信
頼
の
動
揺
に
加
え
て
、
イ
ン
ド
国
内
で
は
、
対
中
批
判
・
チ
ベ
ッ
ト
自
治
擁
護
の
世
論
が
台
頭
し
て
い

た
。
同
時
期
に
お
け
る
国
境
問
題
を
め
ぐ
る
対
中
猜
疑
心
の
高
ま
り
も
相
ま
っ
て
、
印
中
友
好
の
重
要
性
を
謳
い
、
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る

議
論
を
極
力
避
け
る
ネ
ル
ー
の
方
針
は
批
判
の
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
国
境
付
近
に
迫

っ
て
き
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
一
行
を
追
い
返
す
と
い
う
よ
う
な
強
硬
な
措
置
は
と
り
え
な
か
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
亡
命
受
け
入
れ
は
、
国
境
問
題
を
め
ぐ
る
中
国
へ
の
対
抗
的
な
措
置
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
の
積
極

的
擁
護
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
を
有
し
た
計
算
さ
れ
た
対
中
外
交
の
産
物
で
は
な
く
、
ネ
ル
ー
の
心
理
と
国
内
世
論
の
加
熱
が
複
合
的

に
作
用
し
た
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
九
五
九
年
の
出
来
事
は
、
ネ
ル
ー
外
交
の
失
速
の
一
コ
マ
、
そ
し
て
印
中
が
対
立
に
向
か
う
画
期
と
い
え
よ
う
。
非
同
盟
の
盟

主
と
し
て
知
ら
れ
た
当
時
の
イ
ン
ド
外
交
は
、
ネ
ル
ー
の
首
相
兼
外
相
と
し
て
の
主
導
力
と
対
中
関
係
の
維
持
を
基
盤
と
し
て
い
た
が
、

チ
ベ
ッ
ト
情
勢
へ
の
対
応
に
よ
っ
て
そ
の
双
方
が
崩
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
以
降
ネ
ル
ー
政
権
は
、
国
内
世
論
へ
の
配
慮
の
必
要
性

か
ら
、
一
方
で
対
中
友
好
を
説
き
、
一
方
で
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
に
同
情
心
を
表
す
と
い
っ
た
綱
渡
り
的
な
方
針
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

当
然
な
が
ら
そ
う
し
た
方
針
は
、
中
国
政
府
の
対
印
不
信
感
を
増
大
さ
せ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
二
年
の
印
中
国
境
紛
争

の
発
生
に
よ
る
長
い
印
中
対
立
期
へ
の
突
入
に
と
も
な
っ
て
こ
の
綱
渡
り
的
な
方
針
は
破
綻
し
、
イ
ン
ド
に
と
っ
て
の
チ
ベ
ッ
ト
問
題
や

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
存
在
の
意
味
は
変
容
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
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（
１
）  

ネ
ヴ
ィ
ル
・
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
『
中
印
国
境
紛
争
―
―
そ
の
背
景
と
今
後
』
前
田
寿
夫
訳
（
時
事
通
信
社
、
一
九
七
二
年
）。

（
２
）  X

uecheng Liu, T
he Sino-Indian D

ispute and Sino-Indian R
elations （U

niversity Press of A
m

erica, 1994

）.
（
３
）  D

aw
a N

orbu, “T
ibet in Sino-Indian Relations: T

he Centrality and M
arginality”, A

sian Survey 37 （11

） （1997

）: 1078-1095.
（
４
）  John K

enneth K
naus, O

rphans of the C
old W

ar: A
m

erica and the T
ibetan Struggle for Survival （Public A

ffairs, 1999

）.

（
５
）  T

sering Shakya, T
he D

ragon in the Land of Snow
s: A

 H
istory of M

odern T
ibet Since 1947 （Colum

bia U
niversity Press, 1999

）.

（
６
）  K

naus, O
rphans of the C

old W
ar, p. 169.

（
７
）  Shakya, T

he D
ragon in the Land of Snow

s, p. 213.

（
８
）  

落
合
淳
隆
『
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
・
イ
ン
ド
・
国
連
』（
敬
文
堂
、
一
九
九
四
年
）。

（
９
）  

こ
れ
に
関
連
し
て
、
元
イ
ン
ド
外
務
省
外
務
次
官
の
ラ
ジ
ブ
・
シ
ク
リ
は
、
こ
う
し
た
世
論
に
よ
っ
て
ネ
ル
ー
政
権
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世

に
政
治
的
庇
護
を
与
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。Rajiv Sikri, “T

he T
ibet Factor in India-China Relations”, 

Journal of International A
ffairs 64 （2

） （2011

）, p. 61.

（
10
）  

チ
ベ
ッ
ト
は
清
朝
の
「
藩
部
」
と
さ
れ
、
清
の
直
接
の
施
政
下
に
は
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
最
上
位
と
さ
れ
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
よ
る
行
政

が
保
た
れ
て
い
た
。

（
11
）  

平
野
聡
『
清
帝
国
と
チ
ベ
ッ
ト
問
題
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）、
二
二
七
頁
。

（
12
）  

田
﨑
國
彦
「
チ
ベ
ッ
ト
は
な
ぜ
国
家
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
の
か

―
チ
ベ
ッ
ト
問
題
の
淵
源
：
英
国
の
チ
ベ
ッ
ト
緩
衝
地
帯
観
」『
実
践
女
子
大

学
人
間
社
会
学
部
紀
要
』
第
七
集
（
二
〇
一
一
年
）、
九
五
頁
。

（
13
）  W

endy Palace, T
he B

ritish E
m

pire and T
ibet, 1900-1922 （RouteledgeCurzon, 2005

）, p. 3.

（
14
）  

Ibid., p. 2.

（
15
）  

小
林
隆
夫
「
イ
ギ
リ
ス
・
チ
ベ
ッ
ト
協
定
（
一
九
〇
四
年
）
と
英
中
関
係
⑴
」『
愛
知
学
院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
八
号
（
二
〇
一
三

年
）、
二
九
四
頁
。

（
16
）  

同
右
、
二
九
四
頁
。

（
17
）  

正
木
晃
『
裸
形
の
チ
ベ
ッ
ト
―
―
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教
・
政
治
・
外
交
の
歴
史
』（
サ
ン
ガ
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）、
二
四
二
頁
。

（
18
）  Palace, T

he B
ritish E

m
pire and T

ibet, pp. 27-28.

（
19
）  

岡
本
隆
司
「『
主
権
』
の
生
成
と
『
宗
主
権
』
―
―
二
〇
世
紀
初
頭
の
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
」
石
川
禎
浩
・
狹
間
直
樹
編
『
近
代
東
ア
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ジ
ア
に
お
け
る
翻
訳
概
念
の
展
開
』（
京
都
大
学
人
文
学
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
）、
二
〇
二
頁
。

（
20
）  

こ
の
概
念
が
使
わ
れ
た
背
景
に
は
、
そ
も
そ
も
、
西
洋
の
主
権
国
家
体
系
が
、
主
権
と
い
う
観
念
が
存
在
し
な
い
多
元
的
な
清
朝
の
秩
序
と
本

質
的
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
岡
本
に
よ
れ
ば
、「
宗
主
権
」
と
は
、
西
洋
が
「
主
権
国
家
体
系
・
帝
国
主
義
の
立
場
か
ら
、
オ
ス

マ
ン
帝
国
や
清
朝
の
も
つ
秩
序
体
系
を
表
現
し
、
か
つ
変
容
さ
せ
て
ゆ
く
の
に
、
最
も
適
し
た
述
語
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
岡
本
隆
司
編

『
宗
主
権
の
世
界
史
―
―
東
西
ア
ジ
ア
の
近
代
と
翻
訳
概
念
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）、
一
七
頁
。

（
21
）  

岡
本
「『
主
権
』
の
生
成
と
『
宗
主
権
』」、
一
九
四
―
一
九
五
頁
。

（
22
）  

同
右
、
二
〇
二
頁
。

（
23
）  

同
右
、
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
。

（
24
）  D

ibyesh A
nand, “Strategic H

ypocrisy: T
he British Im

perial Scripting of T
ibet’s Geopolitical Identity”, T

he Journal of A
sia 

Studies 68 （1

） （2009
）, p. 239.

（
25
）  

こ
の
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
亡
命
を
図
っ
た
事
例
は
一
九
五
九
年
が
初
め
て
で
は
な
い
。
な
お
、
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド

使
節
団
が
ラ
サ
に
迫
っ
た
際
に
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
三
世
は
ラ
サ
を
脱
し
、
ロ
シ
ア
の
援
助
を
求
め
モ
ン
ゴ
ル
に
滞
在
し
て
い
た
。
和
田
大
知

「
一
九
〇
四
年
〜
一
九
〇
六
年
の
移
動
期
に
お
け
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
三
世
の
主
体
的
外
交
に
つ
い
て
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀

要
・
別
冊
』
二
六
巻
二
号
（
二
〇
一
九
年
）、
一
三
―
一
五
頁
。

（
26
）  

正
木
『
裸
形
の
チ
ベ
ッ
ト
』、
二
四
四
―
二
四
五
頁
。

（
27
）  

入
江
啓
四
郎
『
支
那
邊
疆
と
英
露
の
角
逐
』（
ナ
ウ
カ
社
、
一
九
三
五
年
）、
五
八
一
頁
。

（
28
）  

落
合
『
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
・
イ
ン
ド
・
国
連
』、
三
四
頁
。

（
29
）  

岡
本
「『
主
権
』
の
生
成
と
『
宗
主
権
』」、
一
八
六
頁
。

（
30
）  ‘M

em
oranda prepared for T

. V
. Soong’s visit to London’, A

pril 1943, FO
371/35856, T

he N
ational A

rchives of the U
nited 

K
ingdom

, K
ew

.

（
31
）  
Parliam

entary D
ebates [H

ansard], H
ouse of Com

m
ons, 21 June 1950, vol. 476, c1267.

（
32
）  Liu, T

he Sino-Indian B
order D

ispute, p. 80.

（
33
）  N

orbu, “T
ibet in Sino-Indian Relations”, p. 1079.

（
34
）  Liu, T

he Sino-Indian B
order D

ispute, pp. 84-85.
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（
35
）  

印
中
国
境
紛
争
に
つ
い
て
研
究
し
た
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
は
、
独
立
イ
ン
ド
に
と
っ
て
も
「
ひ
き
つ
づ
き
中
国
の
権
威
を
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
締
め
出

し
て
お
く
方
が
、
イ
ン
ド
の
利
益
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
『
中
印
国
境
紛
争
』、
七
五
頁
。

（
36
）  N

orbu, “T
ibet in Sino-Indian Relations”, p. 1080. 

（
37
）  
カ
シ
ミ
ー
ル
と
は
、
英
領
時
代
に
お
い
て
一
定
の
自
治
を
認
め
ら
れ
て
い
た
藩
王
国
で
あ
り
、
藩
王
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る
一
方
、
国
民

の
六
割
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
い
う
「
ね
じ
れ
」
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
イ
ン
ド
、
パ
キ
ン
ス
タ
ン
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ず
に
い
た
地
方
で
あ

る
。
そ
こ
に
お
い
て
一
九
四
七
年
夏
か
ら
内
乱
が
発
生
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
同
年
一
〇
月
に
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
に
よ
る
軍
事
衝
突
が

発
生
し
た
。
当
時
、
国
連
が
調
停
案
を
提
示
す
る
も
イ
ン
ド
が
同
意
せ
ず
、
解
決
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

（
38
）  Statem

ent M
ade by Prim

e M
inister Jaw

aharlal N
ehru in the Lok Sabha on the Situation in T

ibet on 27 A
pril 1959, T

ibet 

D
ocum

ents （D
. P. Sinha for Com

m
unist Party of India, 1959

）, p. 5.

（
39
）  Broadcast from

 N
ew

 D
elhi, 7 Septem

ber 1948, Jaw
aharlal N

ehru, Jaw
aharlal N

ehru’s Speeches, V
ol. I 

（Publication D
ivision, 

M
inistry of Inform

ation and Broadcasting, Governm
ent of India, 1958

）, p. 2.

（
40
）  Letter to Chief M

inisters 
―29, 1 Septem

ber 1948, G. Parthasarathi, Jaw
aharlal N

ehru: Letters to C
hief M

inisters, 1947-1964, 
V

ol. I, 1947-1949 （Jaw
aharlal N

ehru M
em

orial Fund, 1989

）, p. 163.

（
41
）  Benjam

in Zachariah, N
ehru （Routledge, 2004

）, p. 158.

（
42
）  T

. N
. K

aul, D
iplom

acy in Peace and W
ar: R

ecollections and R
eflections （V

ikas, 1979

）, pp. 5-6.

（
43
）  Recognition of N
ew

 Regim
e in China, N

ote sent to the Governm
ents of Britain, A

ustralia, Canada, Sri Lanka, 20 N
ovem

ber 
1949, Sarvepalli Gopal, general ed, Selected W

orks of Jaw
aharlal N

ehru, Second Series 

［
以
下SW

JN
/SS/

巻
数
と
略
記
］, V

ol. 14, 
Part I （Jaw

aharlal N
ehru M

em
orial Fund, 1992

）, p. 513. 

（
44
）  T

o V
allabhbhai Patel, 9 D

ecem
ber 1949, SW

JN
/SS/14/Part I, p. 516. 

（
45
）  

第
二
章
以
降
、
北
京
政
府
と
中
国
を
同
義
と
し
て
扱
う
。

（
46
）  

当
時
ソ
連
は
北
京
政
府
の
国
連
代
表
権
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
国
連
安
保
理
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
て
い
た
。

（
47
）  

朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
調
停
活
動
に
つ
い
て
は
、A

nita Inder Singh, T
he Lim

its of B
ritish Influence: South A

sia and the A
nglo-

A
m

erican R
elationship, 1947-56 （St. M

artin’s Press, 1993

）, pp. 72-110.

（
48
）  T

o K
. M

. Panikkar, 2 Septem
ber 1950, SW

JN
/SS/15/Part I, p. 433.
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（
49
）  

広
瀬
崇
子
「
中
印
国
境
問
題
を
め
ぐ
る
ネ
ル
ー
外
交
の
論
理
―
―
一
九
五
〇
年
代
イ
ン
ド
非
同
盟
外
交
に
関
す
る
一
考
察
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
二

二
巻
二
号
（
一
九
八
一
年
）、
五
八
頁
。Sarvepalli Gopal, Jaw

aharlal N
ehru: A

 B
iography, V

olum
e II: 1947-1956 （H

arvard U
niversity 

Press, 1984

）, p. 195.
（
50
）  Gopal, Jaw

aharlal N
ehru: A

 B
iography, V

olum
e II, p. 195.

（
51
）  Cable to N

. Raghavan, 10 D
ecem

ber 1952, SW
JN

/SS/20, p. 488.

（
52
）  

落
合
淳
隆
『
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
・
イ
ン
ド
・
国
連
』、
七
〇
頁
。

（
53
）  Letters to Chief M

inisters

―I, 1 D
ecem

ber 1949, SW
JN

/SS/14/Part I, p. 367.

（
54
）  Liu, T

he Sino-Indian B
order D

ispute, p. 89. 

ち
な
み
に
イ
ン
ド
は
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
国
連
軍
招
集
の
際
に
も
派
兵
し
な
か
っ
た
。

（
55
）  Cable to Panikkar, 19 A

ugust 1950, SW
JN

/SS/15/Part I, p. 431.

（
56
）  

七
人
で
構
成
さ
れ
た
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
代
表
団
は
、
一
九
五
〇
年
四
月
に
イ
ン
ド
に
到
着
し
、
中
国
政
府
の
代
表
と
事
前
に
接
触
し
た
上
で
、
六

月
に
香
港
に
お
い
て
中
国
政
府
と
の
交
渉
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ビ
ザ
が
お
り
ず
そ
の
ま
ま
イ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
た
。

（
57
）  Conversation w

ith the T
ibetan delegation, 8 Septem

ber 1950, SW
JN

/SS/15/Part I, pp. 434-436.

（
58
）  

ネ
ル
ー
政
権
が
中
国
政
府
の
人
民
解
放
軍
へ
の
司
令
内
容
を
正
確
に
把
握
し
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
一
〇
月
二
五
日
だ
っ
た
。
パ
ニ
ッ
カ
ル
が
、

こ
の
介
入
の
報
告
に
つ
い
て
早
期
に
お
け
る
報
告
を
怠
り
、
そ
の
全
容
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
高
等
弁
務
官
か
ら
伝
え
ら
れ
て
知
る
こ
と
と
な

っ
た
。Cable to K

. M
. Panikkar, 27 O

ctober 1950, SW
JN

/SS/15/Part II, pp. 332-333.

（
59
）  M

essage to Chou En-lai, 26 O
ctober 1950, Ibid., p. 332. 

（
60
）  Sardar V

allabhbhai Patel, the first D
eputy Prim

e M
inister of India, on T

ibet, H
is letter to Pandit Jaw

aharlal N
ehru, 7 

N
ovem

ber, 1950, Indian L
eaders on T

ibet 

（D
epartm

ent of Inform
ation and International Relations, C

entral T
ibetan 

A
dm

inistration, 1998

）, pp. 5-6. 

（
61
）  

Ibid., p. 7.

（
62
）  
Ibid., p. 10. 

パ
テ
ー
ル
は
こ
の
時
期
か
ら
一
か
月
後
に
死
去
し
、
ネ
ル
ー
政
権
内
に
お
け
る
対
中
強
硬
論
は
下
火
に
な
っ
た
。

（
63
）  T

he A
m

bassador in India 

（H
enderson

） to the Secretary of State, 31 O
ctober 1950, Foreign R

elations of the U
nited States, 

1950, E
ast A

sia and the Pacific, V
olum

e V
I, D

oc. 334.

（
64
）  

エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ァ
ト
ル
代
表
が
、
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
政
府
か
ら
の
電
報
を
取
り
上
げ
、
国
連
総
会
議
長
に
審
議
項
目
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
問
題
を
追
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加
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

（
65
）  Shakya, T

he D
ragon in the Land of Snow

s, p. 57.
（
66
）  T

he A
m

bassador in India （H
enderson

） to the Secretary of State, 20 N
ovem

ber 1950, Foreign R
elations of the U

nited States, 

1950, E
ast A

sia and the Pacific, V
olum

e V
I, D

oc. 350.

（
67
）  T

he A
m

bassador in India 

（H
enderson

） to the Secretary of State, 18 D
ecem

ber 1950, Foreign R
elations of the U

nited States, 

1950, E
ast A

sia and the Pacific, V
olum

e V
I, D

oc. 369.

（
68
）  T

he A
m

bassador in India （H
enderson

） to the Secretary of State, 31 M
ay 1951, Foreign R

elations of the U
nited States, 1951, 

K
orea and C

hina, V
olum

e V
II, Part II, D

oc. 98.

（
69
）  

落
合
『
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
・
イ
ン
ド
・
国
連
』、
一
三
一
頁
。

（
70
）  B. N

. M
ullik, M

y Years w
ith N

ehru: T
he C

hinese B
etrayal （A

llied Publishers Pvt. Ltd., 1971

）, p. 148.

（
71
）  M

essage to Chou Enlai, 1 Septem
ber 1953, SW

JN
/SS/23, pp. 485-486.

（
72
）  Border Issue w

ith China, N
ote to Foreign Secretary to K

. M
. Panikkar, 29 July 1952, SW

JN
/SS/19, p. 651.

（
73
）  

吉
田
修
「
イ
ン
ド
の
対
中
関
係
と
国
境
問
題
」『
境
界
研
究
』
創
刊
号
（
二
〇
一
〇
年
）、
六
〇
―
六
四
頁
。

（
74
）  

こ
の
認
識
に
基
づ
き
、
イ
ン
ド
は
公
式
地
図
を
書
き
換
え
、
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
を
完
全
な
国
境
と
し
て
描
き
、
西
部
に
つ
い
て
は
ア
ク
サ

イ
チ
ン
を
イ
ン
ド
領
内
と
し
た
。

（
75
）  Cable to Indian M

ission, Lhasa, 6 Septem
ber 1952, SW

JN
/SS/19, pp. 651-652.

（
76
）  

Ibid., p. 652.

（
77
）  

ネ
ル
ー
は
人
民
解
放
軍
侵
攻
時
に
中
国
に
対
し
て
送
っ
た
覚
書
に
お
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
権
が
中
国
の
「
宗
主
権
」
の
枠
組
み
内
に
あ
る

と
の
認
識
を
示
し
て
い
た
と
い
う
。M

ullik, T
he C

hinese B
etrayal, p. 65.

（
78
）  India and International Situation, Statem

ent in the Parliam
ent, 15 M

ay 1954, SW
JN

/SS/25, p. 399.

（
79
）  N

ehru to Panikkar, 20 N
ovem

ber 1950, SW
JN

/SS/15/Part II, p. 350.

（
80
）  T

PPRC, Indian Parliam
ent on the Issue of T

ibet, Lok Sabha D
ebates, 1952-2005 

（T
ibetan Parliam

entary and Policy Research 
Centre, 2006

）, p. 9.

（
81
）  

Ibid., pp. 8-9.
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（
82
）  In the Lok Sabha,17 M

arch 1959, SW
JN

/SS/47, p. 442.

（
83
）  

落
合
『
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
・
イ
ン
ド
・
国
連
』、
一
〇
四
頁
。

（
84
）  T

alk w
ith Chou En-lai

―I, 31 D
ecem

ber 1956 and 1 January 1957, SW
JN

/SS/36, p. 598.
（
85
）  T

o Chief M
inisters, 25 M

arch 1959, SW
JN

/SS/47, p. 8.

（
86
）  
こ
の
時
、
パ
ニ
ッ
カ
ル
を
通
じ
て
ネ
ル
ー
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
政
府
へ
の
援
助
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
チ
ベ
ッ
ト
政
府
に

伝
達
し
て
も
全
く
応
答
が
得
ら
れ
ず
、
早
期
に
お
け
る
支
援
の
要
請
に
失
敗
し
た
。
ト
ン
ド
ゥ
プ
は
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
対
応
の
遅
れ
を
批
判

し
て
い
る
。Gyalo T

hondup et al, T
he N

oodle M
aker of K

alim
pong （Public A

ffairs, 2015

）, pp. 89-93.

（
87
）  

チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
元
蔵
相
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
〇
年
か
ら
イ
ン
ド
の
カ
リ
ン
ポ
ン
に
移
っ
て
い
た
。Ibid., pp. 148-149.

（
88
）  

カ
リ
ン
ポ
ン
に
い
た
チ
ベ
ッ
ト
の
政
府
高
官
で
あ
り
、
当
時
シ
ッ
キ
ム
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
た
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
金
塊
の
管
理
の
業
務
を

担
っ
て
い
た
。Ibid., p. 149.

（
89
）  M

ullik, T
he C

hinese B
etrayal, p. 180.

（
90
）  

Ibid., p. 180.

（
91
）  

Ibid., pp. 180-181.

（
92
）  

Ibid., p. 181.

（
93
）  

一
点
目
に
、
チ
ベ
ッ
ト
難
民
が
イ
ン
ド
に
自
由
に
入
国
す
る
こ
と
の
許
可
、
二
点
目
に
、
所
得
税
等
の
免
除
、
財
産
の
イ
ン
ド
へ
の
移
動
の
許

可
、
三
点
目
に
、
印
蔵
間
の
紐
帯
の
永
続
の
言
明
、
四
点
目
に
、
中
国
に
よ
る
十
七
か
条
協
定
の
侵
害
に
対
す
る
公
で
の
批
判
、
五
点
目
に
、
カ

リ
ン
ポ
ン
に
お
け
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
買
付
使
節
団
に
対
す
る
中
国
の
貿
易
代
理
と
の
同
等
の
地
位
の
承
認
、
以
上
の
五
点
で
あ
っ
た
。

Ibid., pp. 181-182.

（
94
）  

Ibid., p. 183.

（
95
）  T

hondup, T
he N

oodle M
aker, p. 151.

（
96
）  

釈
尊
の
教
え
を
広
め
巡
礼
や
霊
廟
の
世
話
を
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
仏
教
組
織
。

（
97
）  

シ
ャ
ー
キ
ャ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
訪
印
は
マ
ハ
ボ
テ
ィ
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
か
ら
の
招
待
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
中
国
政
府
は
チ
ベ
ッ
ト
人
の
反
中
感

情
の
扇
動
を
回
避
す
る
た
め
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
に
招
待
を
断
る
よ
う
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。Shakya, T

he 

D
ragon in the Land of Snow

s, p. 149.
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（
98
）  T

hondup, T
he N

oodle M
aker, pp. 157-158. 

な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
イ
ン
ド
側
の
承
諾
を
事
前
に
得
て
い
た
と
い
う
が
、
シ
ッ
キ
ム

政
務
官
の
ア
パ
・
パ
ン
ト
（A

pa Pant

）
が
承
認
し
た
の
み
で
、
事
前
に
ネ
ル
ー
政
権
の
承
認
を
得
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
99
）  

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
『
チ
ベ
ッ
ト
わ
が
祖
国
―
―
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
自
叙
伝
』
木
村
肥
佐
生
訳
（
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
、
一
九
八
六
年
）、
一
六

四
頁
。

（
100
）  
同
右
、
一
七
三
頁
。

（
101
）  T

alks w
ith Chou En-lai

―IV
, 1 January 1957, SW

JN
/SS/36, p. 618.

（
102
）  

Ibid., p. 619.

（
103
）  Shakya, T

he D
ragon in the Land of Snow

s, pp. 155-159.

（
104
）  Entry of K

ham
pa Rebels into India,5 O

ctober 1958, SW
JN

/SS/44, pp. 570-571. 

な
お
、
ネ
ル
ー
政
権
は
ブ
ー
タ
ン
政
府
に
対
し
て
も

同
様
の
措
置
を
と
る
よ
う
助
言
し
て
い
た
。

（
105
）  N

ote to S. D
utt, 13 January 1958, SW

JN
/SS/41, p. 671.

（
106
）  

Ibid., p. 671.

（
107
）  

Ibid., p. 671.

（
108
）  

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、『
チ
ベ
ッ
ト
わ
が
祖
国
』、
二
三
四
頁
。

（
109
）  In the Lok Sabha, 17 M

arch 1959, SW
JN

/SS/47, p. 442.

（
110
）  

一
九
五
九
年
三
月
一
九
日
、
イ
ン
ド
領
事
館
に
約
五
〇
〇
〇
人
の
チ
ベ
ッ
ト
人
女
性
が
押
し
寄
せ
、
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
、
ブ
ー
タ
ン
、
ラ
ダ

ッ
ク
地
方
の
諸
政
府
に
対
し
、
中
国
の
司
令
部
に
向
か
う
の
に
同
行
す
る
よ
う
依
頼
し
た
。
領
事
館
に
い
た
Ｓ
・
Ｌ
・
チ
ッ
バ
ア
（S. L. 

Chibber

）
は
こ
れ
を
退
け
た
が
、
イ
ン
ド
政
府
に
対
し
て
ラ
サ
の
現
状
の
報
告
を
す
る
よ
う
懇
願
さ
れ
て
い
た
。Editorial note, SW

JN
/SS/47, 

p. 11.

（
111
）  

平
和
共
存
五
原
則
を
指
す
。

（
112
）  In the Lok Sabha: T

he Situation in T
ibet, 23 M

arch 1959, SW
JN

/SS/47, p. 458. 

こ
の
よ
う
に
ネ
ル
ー
が
発
言
し
た
後
「
そ
し
て
そ
れ

は
破
ら
れ
た
の
だ
」
と
の
野
次
が
飛
ん
で
い
る
。

（
113
）  T

o Chief M
inisters, 25 M

arch 1959, SW
JN

/SS/47, p. 11.

（
114
）  T

o V
ijaya Lakshm

i Pandit: T
he Situation in T

ibet, 26 M
arch 1959, SW

JN
/SS/47, p. 459.
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（
115
）  

Ibid., p. 459.

（
116
）  Lok N

ayak Jaya Prakash N
arayan on T

ibet, Statem
ent from

 Patna, 27 M
arch 1959, Indian Leaders on T

ibet, pp. 18-19.
（
117
）  Shakya, T

he D
ragon in the Land of Snow

s, p. 214.
（
118
）  
こ
の
道
路
の
建
設
は
一
九
五
一
年
か
ら
着
手
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
軍
司
令
部
お
よ
び
外
務
省
は
情
報
局
の
報
告
を
通
じ
て
把
握
し
て
い
た
も

の
の
、
そ
の
戦
略
的
含
意
を
汲
み
取
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
中
国
政
府
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
ま
で
静
観
し
て
い
た
。M

ullik, T
he C

hinese 

B
etrayal, p. 199.

（
119
）  Editorial note, SW

JN
/SS/45, p. 697.

（
120
）  M

ullik, T
he C

hinese B
etrayal, pp. 234-235.

（
121
）  T

o Chou En-lai, 14 D
ecem

ber 1958, SW
JN

/SS/45, pp. 702-706. 

（
122
）  International Situation
―II, Extracts from

 a speech in the Lok Sabha, 20 A
ugust 1958, SW

JN
/SS/43, p. 440.

（
123
）  T

o Chou En-lai: Indo-T
ibetan Border, 22 M

arch 1959, SW
JN

/SS/47, pp. 451-454.

（
124
）  Editorial note, Ibid., p. 470.

（
125
）  

チ
ベ
ッ
ト
反
乱
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
関
与
に
つ
い
て
は
、John K

enneth K
naus, O

rphans of the C
old W

ar: A
m

erica and the T
ibetan 

Struggle for Survival （Public A
ffairs, 1999

）.

（
126
）  Foreign O

ffice China to Counsellor, India, 10 July 1958, SW
JN

/SS/48, pp. 562-564.

（
127
）  A

djournm
ent M

otions, 30 M
arch 1959, T

PPRC, Indian Parliam
ent on the Issue of T

ibet, Lok Sabha D
ebates, 1952-2005, pp. 20-

21.

（
128
）  A

djournm
ent M

otions, 30 M
arch 1959, Ibid., p. 21.

（
129
）  

Ibid., p. 25

（
130
）  

Ibid., p. 26.

（
131
）  
Ibid., p. 24.

（
132
）  

Ibid., p. 23.

（
133
）  Refugees from

 T
ibet, 30 M

arch 1959, Ibid., p. 27.

（
134
）  

Ibid., p. 28.
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（
135
）  

イ
ン
ド
北
東
に
位
置
す
る
メ
ー
ガ
ー
ラ
ヤ
州
の
州
都
。

（
136
）  Statem

ent Re: T
he D

alai Lam
a, 3 A

pril 1959, T
PPRC, Indian Parliam

ent on the Issue of T
ibet, Lok Sabha D

ebates, 1952-2005, 
p. 45.

（
137
）  T

hondup, T
he N

oodle M
aker, p. 187.

（
138
）  Statem

ent M
ade by Prim

e M
inister Jaw

aharlal N
ehru in the Lok Sabha on the Situation in T

ibet on 27 A
pril 1959, T

ibet 

D
ocum

ents, p. 2.

（
139
）  T

he Chargé in India （Steere

） to the Secretary of State, 10 July 1951, Foreign R
elations of the U

nited States, 1951, K
orea and 

C
hina, V

olum
e V

II, Part II, D
oc. 134.

（
140
）  Statem

ent m
ade by the Chinese A

m
bassador to the Foreign Secretary, 16 M

ay 1959, N
otes M

em
oranda and Letters 

E
xchanged and A

greem
ents Signed betw

een the G
overnm

ents of India and C
hina, 1954-1959, 

（External Publicity D
ivisions, 

M
inistry of External A

ffairs, 1959

）, p. 74.

（
141
）  GO

I Regrets D
iscourtesy to M

ao’s Portrait, N
ote of the Governm

ent of India, 30 A
pril 1959, SW

JN
/SS/48, pp. 596-598.

（
142
）  V

ijaya Lakshm
i Pandit to N

ehru, 9 A
pril 1959, SW

JN
/SS/48, pp. 587-588.

（
143
）  Statem

ent M
ade by Prim

e M
inister Jaw

aharlal N
ehru in the Lok Sabha on the Situation in T

ibet on 27 A
pril 1959, T

ibet 

D
ocum

ents, p. 5.

（
144
）  

Ibid., p. 8.

（
145
）  

Ibid., pp. 5-6.

（
146
）  “T

he D
alai Lam

a’s Press Statem
ents, Statem

ent Issued at T
ezpur, 18 A

pril 1959”. 

こ
の
史
料
の
全
文
は
、
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
者
ク

ロ
ー
ド
・
ア
ル
ピ
（Claude A

rpi

）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能
。<http://w

w
w

.archieve.claudearpi.net/m
aintenance/uploaded_

pics/590418_T
ezpur_Statem

ent.pdf >

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
一
年
一
月
一
日
）。

（
147
）  Statem

ent m
ade by the Chinese A

m
bassador to the Foreign Secretary, 16 M

ay 1959, N
otes M

em
oranda and Letters 

E
xchanged and A

greem
ents Signed betw

een the G
overnm

ents of India and C
hina, 1954-1959, p. 74.

（
148
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
。
声
明
の
中
で
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
が
イ
ン
ド
に
入
っ
た
地
点
に
関
し
て
、

東
部
国
境
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
の
北
方
に
位
置
す
る
キ
ン
ゼ
マ
ニ
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
地
点
に
つ
い
て
は
、
印
中
間
に
お
い
て
だ
け
で
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な
く
、
印
蔵
間
で
も
領
有
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
が
自
ら
の
起
草
に
よ
っ
て

こ
の
よ
う
な
言
及
を
す
る
と
は
考
え
難
い
と
疑
義
を
唱
え
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
『
中
印
国
境
紛
争
』、
一
二
八
―
一
二
九
頁
。

（
149
）  Statem

ent m
ade by the Chinese A

m
bassador to the Foreign Secretary, 16 M

ay 1959, N
otes M

em
oranda and Letters 

E
xchanged and A

greem
ents Signed betw

een the G
overnm

ents of India and C
hina, 1954-1959, p. 74.

（
150
）  

Ibid., p. 74.

（
151
）  In the Rajya Sabha: T

he D
alai Lam

a, 20 A
pril 1959, SW

JN
/SS/48, p. 461.

（
152
）  T

alk w
ith the D

alai Lam
a, 24 A

pril 1959, Ibid., p. 478.

（
153
）  

五
月
七
日
の
書
簡
に
お
い
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
は
ネ
ル
ー
政
権
に
中
国
に
対
し
て
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
の
人
民
解
放
軍
の
完
全
撤
退
を
求
め

る
よ
う
依
頼
し
て
い
た
。D

alai Lam
a to N

ehru, 7 M
ay 1959, SW

JN
/SS/49, p. 664.

（
154
）  N

ote to the Foreign Secretary, 9 M
ay 1959, Ibid., p. 569.

 

藤
岡
　
友
理�
（
ふ
じ
お
か　

ゆ
り
）

　

所　
　

属　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
二
年

　

専
攻
領
域　

国
際
関
係
史
、
イ
ン
ド
外
交
史
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