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チベット･ヤンバチエン高原の遊牧民　(撮影　山崎佐善治)

岳
人
の
国
際
友
好
協
定

本
年
四
月
二
十
九
日
､
中
国
西
蔵
自
治
区
(
チ
ベ

ッ
ト
)
の
ラ
サ
市
に
於
て
'
長
野
県
山
岳
協
会
と
､

西
蔵
登
山
協
会
と
が
友
好
兄
弟
山
岳
協
会
の
調
印
を

行
い
､
友
好
結
成
を
し
た
｡
友
好
姉
妹
都
市
と
い
う

の
は
よ
く
耳
な
れ
て
い
で
も
'
岳
人
の
友
好
協
定
と

い
う
の
は
あ
ま
り
例
の
を
い
事
だ
け
に
､
珍
し
さ
も

議
悠
露
諾
背
黒
磐
詰
る
国
に

し
て
'
そ
び
ゆ
る
山
は
い
や
高
-
'
流
る
る
川
は
い

や
還
し
｣
｡
日
本
の
屋
根
長
野
県
に
住
み
､
愛
し
､

よ
り
厳
し
い
登
山
に
憧
れ
る
長
野
県
の
岳
人
｡
｢
こ

こ
ぞ
高
さ
雪
山
の
中
心
､
世
界
の
大
河
の
源
泉
な
り
､

わ
が
西
蔵
は
ひ
と
き
は
高
-
　
こ
の
世
の
清
浄
の
地

を
り
｣
｡
世
界
の
屋
根
西
蔵
に
住
み
､
相
国
を
愛
し
'

地
上
の
最
高
峰
に
挑
む
西
蔵
の
岳
人
｡
双
方
の
岳
人

は
､
日
本
･
中
国
合
同
の
登
山
技
術
研
修
に
会
し
'

共
に
日
本
･
中
国
の
岩
山
を
撃
じ
氷
雪
の
山
に
挑
み
'

登
山
史
上
に
輝
く
友
誼
を
昇
華
さ
せ
た
｡
両
国
の
登

山
協
会
の
助
力
と
交
流
は
さ
ら
に
高
ま
り
､
日
･
中

両
国
宮
人
の
こ
の
仕
事
は
世
界
の
登
山
文
化
向
上
に

限
り
を
い
貢
献
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
長
野
県
の

岳
人
と
西
蔵
の
岳
人
の
友
誼
は
永
遠
の
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
-
と
｡

私
も
こ
の
度
の
調
印
国
の
一
員
と
し
て
同
行
し
'

チ
ベ
ッ
ト
の
岳
人
た
ち
と
親
し
く
語
り
あ
う
横
会
を

得
た
｡
多
く
の
先
輩
た
ち
が
積
み
上
げ
た
数
々
の
友

好
と
､
岳
人
と
し
て
の
登
山
技
術
研
修
の
交
流
が
実

を
結
ん
で
の
総
仕
上
げ
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
が
､

実
際
現
地
を
訪
れ
て
見
て
'
こ
れ
が
ま
た
新
た
な
出

発
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
を
い
と
痛
感
し
た
｡

そ
れ
は
単
に
山
男
同
士
の
感
傷
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

で
i
l
_
な
く
､
山
を
離
れ
て
更
に
多
-
の
人
と
人
と
の

交
わ
り
､
文
化
や
芸
術
'
教
育
や
精
神
の
諸
々
の
問

題
を
通
じ
て
学
び
あ
う
交
流
の
証
で
を
-
で
は
な
ら

を
い
と
思
え
た
か
ら
で
あ
る
｡

山
を
通
じ
て
得
た
吾
人
の
友
好
が
世
界
を
め
ぐ
り
､

永
遠
の
平
和
の
絆
が
幾
重
に
も
結
ば
れ
て
､
国
境
の

な
い
　
｢
人
類
皆
家
族
｣
の
日
々
が
早
-
来
る
事
を
祈

る
も
の
だ
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
嘱
託
員
　
山
崎
佐
喜
治
)
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ポタラ宮殿(歴代ダライ･ラマの居城であった)

鰭物博と山

秘
境
･
チ
ベ
ッ
ト
紀
行

-
私
の
見
た
高
地
民
族
-

は
じ
め
に

チ
ベ
ッ
ト
と
言
え
ば
一
般
的
に
は
中
国
西
蔵
自
治

区
(
中
国
の
中
の
一
つ
の
省
に
当
た
る
)
を
指
す
よ

う
だ
が
､
チ
ベ
ッ
ト
人
と
そ
の
文
化
と
い
う
こ
と
に

在
れ
ば
ア
ジ
ア
の
か
な
り
広
い
地
域
に
分
布
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
｡
私
は
そ
の
中
の
首
都
ラ
サ
市
と
そ

の
周
辺
の
高
原
を
か
い
ま
見
た
に
過
ぎ
な
い
が
､
話

の
都
合
で
全
体
に
つ
い
て
も
ふ
れ
た
い
の
で
お
許
し

を
得
た
い
｡

現
在
西
蔵
自
治
区
全
体
の
人
口
は
約
二
百
万
人
で

中
国
全
体
の
〇
二
八
%
だ
が
､
面
積
は
中
国
全
土

の
二
一
%
に
当
た
る
｡
人
種
ぼ
チ
ベ
ッ
ト
人
の
他
ネ

パ
ー
ル
人
'
モ
ウ
コ
人
､
漠
族
等
が
入
っ
て
文
化
の

山

　

崎

　

佐

吉

治

る
つ
は

珊
禍
に
も
在
っ
て
い
る
｡

ラ
サ
(
拉
薩
)
市
は
人
口
約
二
〇
万
､
中
央
チ
ベ

ッ
ト
に
あ
る
首
都
で
行
政
･
文
化
･
経
済
の
中
心
｡

西
蔵
自
治
区
人
民
政
府
が
お
か
れ
て
い
る
｡
海
抜
三

千
七
百
米
､
ラ
サ
川
の
中
流
の
南
北
五
キ
ロ
､
東
西
十

キ
ロ
位
の
横
に
長
い
盆
地
の
中
央
に
あ
り
､
冬
で
も

雪
は
そ
ん
を
に
は
積
出
養
い
と
い
う
｡
商
業
は
盛

ん
で
あ
る
が
､
工
業
は
絨
綬
･
食
品
･
木
工
品
･
自

動
車
機
械
類
修
理
等
で
､
製
造
･
化
学
工
業
等
は
少

な
く
'
寺
と
そ
の
門
前
町
と
い
っ
た
消
費
型
の
都
市

で
あ
る
｡

歴
史
的
に
は
七
世
紀
初
頭
､
諾
族
を
統
一
し
'
後

の
吐
蕃
国
の
基
礎
を
成
し
た
ソ
ン
ツ
エ
ン
･
ガ
ン
ボ

が
∵
ネ
パ
ー
ル
王
息
女
テ
ィ
ツ
ン
や
唐
･
太
宗
の
息

女
文
成
公
主
を
謀
り
,
チ
ベ
ッ
ト
文
字
を
制
定
し
た

り
､
仏
教
式
の
法
律
を
定
め
る
な
ど
法
王
と
し
て
君

臨
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
人
民
も
そ
れ
を
今

も
誇
り
に
し
て
い
る
よ
う
だ
｡
以
後
歴
代
ダ
ラ
イ
･

ラ
マ
の
鎖
国
統
治
す
る
秘
境
と
在
り
'
一
九
六
五
年

チ
ベ
ッ
ト
自
治
地
区
発
足
ま
で
続
い
た
｡
現
代
ダ
ラ

イ
･
ラ
マ
一
四
世
は
イ
ン
ド
に
亡
命
中
で
宮
殿
は
人

民
に
解
放
さ
れ
て
い
る
｡

第
億
と
風
土

年
間
日
照
時
間
は
三
千
時
間
と
い
わ
れ
　
『
太
陽
の

町
｣
の
異
称
が
あ
る
位
だ
が
寒
暖
の
日
較
差
の
激
し

い
所
だ
｡
五
月
初
め
で
も
前
の
山
が
雪
で
白
く
な
っ

た
か
と
思
え
ば
､
翌
日
は
全
部
融
け
て
赤
茶
色
の
岩

山
に
成
っ
て
お
り
､
車
で
走
っ
て
も
晴
れ
て
い
る
か

ひ
~
う

と
思
え
ば
雪
や
種
に
在
り
'
盆
地
か
ら
見
る
谷
も
或

る
谷
は
晴
れ
そ
の
横
は
雪
と
言
っ
た
具
合
で
､
気
象

変
化
も
ま
た
激
し
い
所
だ
｡

緯
度
は
沖
縄
と
同
じ
だ
か
ら
日
も
長
く
日
照
も
強

い
は
ず
だ
が
､
三
千
七
百
米
に
あ
っ
軽
焼
地
の
為
､

酸
素
は
薄
く
周
囲
の
山
は
何
も
無
い
禿
山
で
､
平
地

も
四
月
に
芽
吹
く
柳
の
頬
の
他
常
緑
樹
は
全
く
無
い
｡

冬
は
白
い
雪
と
灰
色
の
み
の
世
界
だ
｡
そ
の
雪
が
ゆ

う
ろ
お

っ
く
り
融
け
て
下
流
の
地
域
を
ま
た
潤
す
の
た
｡

た
だ
空
気
が
乾
燥
し
公
害
も
無
い
の
で
､
空
は
底

抜
け
に
明
る
く
深
い
青
で
あ
る
｡
ラ
サ
地
方
で
は
七

～
九
月
に
千
ミ
リ
程
の
降
雨
が
あ
り
へ
比
較
的
豊
か

な
耕
地
が
発
達
し
て
い
る
｡
し
か
し
北
西
部
に
向
か

う
程
雨
も
少
な
く
高
地
化
し
'
牧
草
も
減
っ
て
小
動

物
さ
え
激
減
す
る
｡
植
物
が
少
な
い
た
め
へ
雨
列
や

山
陵
か
ら
の
崩
落
が
荒
々
し
く
､
地
表
を
覆
う
も
の

の
無
い
痛
ま
し
さ
を
呈
す
る
｡
川
の
水
は
澄
み
､
人

々
は
谷
の
入
り
口
の
清
水
の
得
ら
れ
る
所
に
平
屋
建

の
集
落
を
つ
く
り
寄
り
添
っ
て
暮
ら
す
｡
遊
牧
民
の

ヤ
ク
の
毛
で
織
っ
た
黒
い
テ
ン
ト
は
川
の
縁
に
見
ら

れ
る
｡平

地
の
向
こ
う
に
す
ぐ
急
峻
を
山
が
迫
り
､
そ
の

中
腹
に
は
直
登
し
た
踏
み
跡
が
み
ら
れ
､
遊
牧
民
の

足
の
強
さ
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
｡
山
肌
は
茶
褐
色
を

い
し
黄
土
色
で
'
革
も
殆
ど
無
い
ま
ま
頂
き
に
雪
を

置
く
も
の
も
多
い
｡
そ
の
奥
に
は
六
千
米
級
の
山
の

氷
河
が
見
え
隠
れ
す
る
｡
そ
の
雪
解
け
水
で
谷
が
潤

い
川
が
で
き
､
僅
か
を
草
原
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で

あ
る
｡

宗
教
と
文
化

チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
と
文
化
は
仏
教
と
切
り
稚
せ
な

い
｡
歴
代
ダ
ラ
イ
･
ラ
マ
は
､
政
治
の
王
で
あ
り
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
の
生
き
仏
と
し
て
最
高
の
位
置
に
あ
っ

た
｡
従
っ
て
中
国
政
府
に
よ
る
解
放
の
折
り
も
､
王

と
生
き
仏
を
抜
き
に
し
た
人
民
政
府
な
ど
考
え
ら
れ

を
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

町
で
も
村
で
も
､
民
家
の
屋
根
と
い
う
屋
根
に
は

タ
ル
チ
ョ
と
呼
ぶ
赤
･
黄
･
務
祈
り
の
旗
が
た
を

び
き
､
橋
や
丘
の
頂
き
ま
で
翻
っ
て
い
る
｡
仏
教
は

完
全
に
生
活
の
一
部
を
の
で
あ
る
｡

か
つ
て
ラ
マ
教
と
か
チ
ベ
ッ
ト
密
教
と
か
呼
ば
れ

て
い
た
も
の
を
統
一
し
て
今
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
呼

ぶ
よ
う
だ
が
'
日
本
の
仏
教
よ
り
色
彩
が
明
る
く

艶
や
か
で
､
よ
り
イ
ン
ド
仏
教
に
近
い
と
い
う
が
､

中
国
を
経
て
来
た
時
､
中
国
人
の
好
み
で
切
り
捨

て
ら
れ
た
部
分
が
あ
る
の
だ
ろ
う
｡

チ
ョ
カ
ン
　
(
大
昭
寺
)
は
ラ
サ
の
街
の
中
央
に
あ

っ
て
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
中
心
的
存
在
だ
が
､
入
口
で

五
体
投
地
し
て
祈
る
巡
礼
の
姿
に
は
圧
倒
さ
れ
る
｡

こ
の
寺
を
目
指
し
て
恐
ろ
し
い
数
の
巡
礼
が
集
ま
っ

て
来
る
｡
長
旅
の
者
は
数
ヶ
月
を
か
け
､
引
き
連
れ

た
羊
を
途
中
で
売
っ
て
は
宿
代
に
し
て
来
る
の
だ
と

い
う
｡
彼
等
に
と
っ
て
聖
地
ラ
サ
参
り
は
極
楽
浄
土
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へ
の
旅
か
も
し
れ
な
い
｡

チ
ョ
カ
ン
の
周
囲
ぼ
八
角
衝
と
呼
ば
れ
､
パ
ル
コ

ル
と
い
う
街
路
が
寺
を
一
周
し
､
そ
の
両
側
は
毎
日

バ
ザ
ー
ル
で
大
盛
況
｡
あ
ら
ゆ
る
生
活
用
品
や
土
産

物
が
売
ら
れ
､
国
際
見
本
市
の
様
相
だ
｡
ラ
サ
滞
在

中
毎
日
の
よ
う
に
訪
れ
た
が
､
退
屈
し
な
か
っ
た
｡

肉
を
裂
い
て
売
っ
て
い
る
か
と
思
え
ば
椋
で
う
す
や

さ
の
よ
う
な
パ
ン
を
売
り
へ
そ
の
様
で
チ
ベ
ッ
タ
ン

シ
ュ
ー
ズ
や
絨
級
を
売
り
､
ま
た
そ
の
様
で
高
価
を

水
差
し
ゃ
洒
落
た
ラ
ッ
パ
を
売
っ
て
い
る
｡
す
べ
て

が
珍
し
か
っ
た
｡

寺
は
市
の
北
の
岩
山
の
下
に
セ
ラ
寺
､
西
外
れ
に

デ
ブ
ン
寺
'
そ
し
て
今
は
な
き
ガ
ン
デ
ン
寺
､
文
革

で
破
壊
さ
れ
た
ラ
モ
チ
エ
寺
な
ど
数
多
-
､
巨
大
を

僧
院
で
も
あ
っ
て
､
ラ
サ
は
か
つ
て
は
仏
教
文
化
の

一
大
教
育
都
市
で
も
あ
っ
た
の
だ
｡

市
の
中
央
や
や
西
に
赤
山
と
呼
ば
れ
る
丘
が
あ
り
､

そ
の
上
に
ど
っ
か
り
と
ラ
サ
の
顔
･
ポ
ダ
ラ
宮
殿
が

需
給
:
I
:
L
I
 
"
.
謙
語
鰊
評

で
お
り
､
九
百
九
十
の
部
屋
が
あ
る
と
い
う
広
大
を

ビ
ル
の
塊
の
よ
う
な
建
物
だ
が
､
何
処
か
ら
見
て
も

絵
に
な
る
美
し
い
造
り
だ
｡
空
気
の
薄
い
ラ
サ
で
は

高
所
障
害
が
出
や
す
い
の
で
､
ポ
ダ
ラ
見
学
は
と
り

わ
け
後
に
ま
わ
さ
れ
る
所
だ
｡
城
壁
の
坂
を
登
り
､

回
廊
詑
㌢
ぐ
る
回
り
'
金
色
の
仏
で
充
た
さ
れ
バ

タ
ー
蛾
燭
の
臭
い
に
む
せ
か
え
る
暗
い
小
部
屋
を
巡

っ
て
屋
上
に
立
つ
と
'
金
色
の
尖
塔
が
澄
み
切
っ
た

こ
人
ペ
さ

紺
碧
の
空
に
ま
ぶ
し
い
｡

こ
こ
か
ら
見
る
白
峰
に
囲
ま
れ
た
ラ
サ
盆
地
は
正

に
地
上
の
楽
園
だ
｡
世
界
の
雑
踏
か
ら
全
-
隔
離
さ

れ
た
別
天
地
･
撞
楽
浄
土
だ
と
田
3
.
t
t
で
き
た
｡
戎
都

を
発
っ
て
空
蹄
を
西
へ
取
る
と
､
雪
ま
た
雪
の
山
｡

ど
こ
に
落
ち
で
も
､
も
う
助
か
ら
な
い
と
思
っ
た
そ

の
末
に
辿
り
着
い
た
ラ
サ
｡
そ
し
て
そ
の
西
に
は
ま

た
延
々
と
コ
ン
ロ
ン
の
向
こ
う
ま
で
チ
ャ
ン
タ
ン
高

原
が
広
が
っ
て
い
て
､
お
よ
そ
人
の
住
む
所
で
は
な

い
の
で
あ
る
｡
こ
ん
を
地
で
､
神
･
仏
を
信
じ
を
い

で
何
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
生
き
る
の
か
｡
文
化
も
全
て

そ
こ
か
ら
発
し
て
当
然
の
よ
う
に
思
え
て
き
た
｡

教

　

育

ラ
サ
市
内
に
は
小
･
中
学
校
が
そ
れ
ぞ
れ
数
枚
あ

り
､
ラ
サ
ホ
テ
ル
の
前
に
も
第
七
中
学
が
鉄
筋
で
建

設
中
だ
っ
た
｡
そ
の
他
市
内
に
は
師
範
学
校
と
医
科

大
学
が
一
つ
ず
つ
あ
る
よ
う
だ
｡

四
月
の
末
の
午
後
､
ラ
サ
第
一
中
学
を
見
学
に
行

っ
た
｡
門
を
く
ぐ
っ
た
が
生
徒
が
い
左
い
｡
職
員
室

に
行
く
と
午
後
四
時
半
に
来
る
よ
う
に
言
わ
れ
出
直

す
｡
五
時
過
ぎ
､
高
一
ク
ラ
ス
の
化
学
と
高
二
の
チ

ベ
ッ
ト
語
の
授
業
を
参
観
｡
中
学
は
日
本
の
中
･
高

校
を
一
緒
に
し
た
学
齢
で
､
内
容
も
意
外
と
高
度
で

感
心
さ
せ
ら
れ
た
｡
午
前
中
三
時
間
､
そ
の
後
家
に

帰
り
四
時
過
ぎ
再
登
校
し
て
午
後
三
時
間
'
四
十
五

分
授
業
で
行
っ
て
い
る
｡
(
北
京
標
準
時
で
､
日
没

は
十
時
近
く
日
は
長
い
の
で
昼
渡
を
さ
せ
る
の
か
と

も
田
3
う
｡
)
暗
い
教
室
で
正
面
に
黒
板
だ
け
が
あ
り
､

木
の
古
い
机
で
生
徒
た
ち
は
真
剣
に
ノ
ー
ト
を
と
っ

て
い
た
｡

休
み
時
間
に
は
､
女
の
子
た
ち
は
校
庭
の
木
陰
で

ゴ
ム
飛
び
を
し
て
遊
ん
だ
り
､
卓
球
台
で
ピ
ン
ポ
ン

を
し
て
い
た
｡
近
く
の
庭
に
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
コ
ー

ト
が
何
面
も
あ
っ
た
｡
生
徒
た
ち
は
我
々
の
突
然
の

訪
問
に
も
笑
顔
で
迎
え
､
別
れ
に
は
手
を
振
っ
て
別

れ
を
惜
し
ん
で
-
れ
る
人
な
つ
こ
い
子
供
た
ち
で
あ

っ
た
o
帰
り
に
街
の
本
屋
で
物
理
の
参
考
書
を
八
十

円
程
で
買
っ
た
｡
北
京
で
発
行
さ
れ
た
中
国
語
の
も

の
で
'
日
本
の
戦
後
問
も
左
い
時
の
も
の
に
似
て
い

た
｡

後
日
､
放
牧
民
の
部
落
に
向
う
途
中
　
田
舎
の
集

落
の
け
ず
れ
に
分
教
場
が
あ
り
､
そ
こ
に
も
一
対
の

バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
が
あ
っ
た
｡
貧
し
く
で
も
教
育

熱
心
を
国
民
で
あ
る
｡

ラ
サ
ホ
テ
ル
の
前
に
は
立
派
を
文
化
ホ
ー
ル
へ
西

蔵
区
劇
場
)
が
あ
り
'
時
々
催
し
物
が
あ
る
よ
う
だ
｡

市
の
南
部
ラ
サ
川
の
近
-
に
西
蔵
自
治
区
体
育
館
と

い
う
こ
れ
も
立
派
を
大
体
育
館
が
あ
り
'
そ
の
奥
の

シ
ャ
ン
デ
リ
ア
と
豪
華
を
壁
画
の
あ
る
一
室
で
我
々

は
調
印
式
を
行
っ
た
o
中
国
へ
の
解
放
の
折
り
､
文

化
面
で
一
大
躍
進
を
は
か
っ
た
よ
う
だ
｡

農
業
と
放
牧

ラ
サ
か
ら
北
西
に
百
数
十
キ
ロ
､
ヤ
ン
バ
チ
エ
ン

高
原
を
北
上
し
て
､
秀
峰
二
ン
チ
エ
ン
･
タ
ン
ガ

(
七
〇
八
八
米
)
の
麓
ま
で
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
し
て

み
た
｡
国
道
と
思
え
る
主
要
道
で
あ
っ
た
が
､
す
れ

違
う
の
は
国
防
色
の
軍
の
車
と
輸
送
用
の
ト
ラ
ッ
ク

た
け
た
っ
た
｡
農
民
で
事
を
持
っ
て
い
る
者
は
少
を

l

 

O

L
1

農
家
の
造
り
は
'
白
い
シ
ッ
ク
イ
で
固
め
た
土
造

り
の
平
屋
建
｡
一
人
当
た
り
一
l
盲
程
度
の
広
さ

で
土
間
で
あ
る
｡
木
の
戸
を
あ
け
て
入
る
と
､
中
央

に
長
四
角
の
か
ま
ど
が
あ
り
'
煙
突
が
つ
い
て
い
て

暖
房
も
兼
ね
て
い
る
よ
う
だ
｡
ヤ
ク
の
蛍
を
乾
燥
さ

せ
た
も
の
が
燃
料
だ
｡
家
の
周
囲
に
高
さ
二
米
位
の

白
い
土
塀
の
囲
い
が
あ
り
､
そ
の
中
で
家
畜
の
山
羊

や
羊
､
ヤ
ク
等
飼
っ
て
い
る
｡
日
本
の
よ
う
に
湿
度

の
高
い
国
で
は
家
の
土
台
を
高
く
し
て
通
気
を
良
く

し
て
い
る
が
､
乾
燥
し
寒
暖
の
激
し
い
チ
ベ
ッ
ト
で

は
大
地
に
追
い
つ
-
ぼ
る
よ
う
に
し
て
住
む
方
が
住

み
や
す
い
の
で
あ
ろ
う
｡

街
道
沿
い
の
家
に
豊
嶋
気
が
引
か
れ
て
い
る
が
､

少
し
谷
を
入
る
部
落
で
は
ヤ
ク
の
油
で
作
っ
た
バ
タ

ー
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯
し
て
い
る
｡

主
食
は
青
麦
を
翻
っ
て
粉
に
し
た
も
の
を
､
バ
ク
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-
茶
で
溶
い
て
丸
め
た
ツ
ア
ン
パ
と
言
う
だ
ん
ご
の

よ
う
を
も
の
｡
バ
タ
ー
茶
は
直
径
二
〇
億
位
の
木
の

筒
に
お
茶
､
塩
､
バ
タ
ー
を
加
え
揖
拝
し
て
作
る
｡

乾
燥
し
て
い
る
か
ら
日
に
何
度
と
を
く
よ
-
飲
む
｡

ま
た
吾
妻
か
ら
造
っ
た
チ
ャ
ン
と
い
う
酒
も
よ
く
飲

ま
れ
る
｡
蒋
黄
緑
色
で
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
日
本
酒
で
と

い
た
感
じ
で
実
に
口
あ
た
り
の
い
い
も
の
だ
｡
ポ
リ

タ
ン
に
入
れ
ど
こ
に
で
も
持
ち
歩
い
て
い
る
｡

麦
は
冬
蒔
き
と
春
時
が
あ
り
､
五
月
初
め
､
赤
-

美
し
く
締
っ
た
二
頭
立
て
の
ヤ
ク
に
す
ぎ
を
着
け
'

女
た
ち
も
着
飾
っ
て
､
口
笛
を
吹
き
歌
を
唄
っ
て
晴

れ
が
ま
し
く
麦
蒔
き
を
し
て
い
た
｡
ま
る
で
田
植
え

祭
り
の
よ
う
だ
｡
豊
作
祈
願
で
も
あ
ろ
う
か
｡

違
い
地
に
来
て
､
山
の
雪
解
け
や
農
耕
の
様
を
見

て
は
､
少
し
昔
の
白
馬
山
麓
の
村
々
を
な
つ
か
し
く

思
い
浮
か
べ
て
い
た
｡
人
間
が
厳
し
い
条
件
の
中
で

生
き
る
智
恵
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

と
も
か
く
愛
す
べ
き
人
た
ち
で
あ
っ
た
｡

〔
羅
擬
態
弊
貝
長
〕

飛
騨
の
国
の
白
い
コ
ウ
モ
リ
㈲

宮
尾
嶽
雄

と
よ
ぶ
み

尾
張
藩
士
'
水
谷
豊
文
(
一
七
七
九
　
-
一
八
三

≡
)
は
､
小
野
蘭
山
(
京
都
)
に
本
草
学
を
学
び
､

野
村
立
栄
(
名
古
屋
)
に
つ
い
て
蘭
学
を
も
修
め
て

い
る
｡
文
政
九
年
(
一
八
二
六
)
に
は
､
江
戸
参
府

途
上
の
シ
ー
ボ
ル
ト
を
､
伊
藤
圭
介
二
八
〇
三
-

一
九
〇
一
)
ら
と
共
に
熱
田
に
迎
え
'
植
物
標
本
を

ど
を
見
せ
て
シ
ー
ボ
ル
ト
を
驚
か
せ
る
ほ
ど
の
逸
材

で
あ
っ
た
｡
彼
の
代
表
的
な
著
作
｢
物
品
識
名
｣
は
､

動
植
物
､
鉱
物
の
和
漢
名
を
集
め
た
事
典
と
で
も
い

う
べ
き
も
の
で
､
文
化
六
年
(
一
八
〇
九
)
に
名
古

屋
の
永
楽
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
露
草

｢
カ
ウ
モ
リ
'
カ
ク
と
ド
リ
､
伏
翼
へ
尿
を
夜
明
砂

と
云
｣
と
記
載
し
て
い
る
｡
｢
夜
明
砂
｣
と
あ
る
の

は
､
コ
ウ
モ
リ
の
糞
で
､
『
神
農
本
草
経
｣
で
は

て

ん

そ

し

｢
天
鼠
尿
｣
と
在
っ
て
い
る
｡
｢
本
草
綱
目
｣
で
は

｢
鼠
法
､
石
肝
､
夜
明
砂
､
黒
砂
星
｣
な
ど
の
名
称
も

挙
げ
､
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
｢
こ
れ
を
採

ゆ

取
し
た
を
ら
ば
､
水
で
灰
土
､
悪
気
を
淘
り
去
り
､

綱
砂
を
取
っ
て
晒
し
乾
し
て
焙
じ
て
用
い
る
｡
そ
の

砂
は
す
な
わ
ち
政
明
の
眼
で
あ
る
｣
こ
れ
の
処
法
や

効
能
に
つ
い
て
も
多
く
の
記
述
が
あ
る
｡

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
､
水
谷
重
文
ほ
ど
の

学
者
に
し
て
尚
且
つ
､
コ
ウ
モ
リ
を
｢
禽
｣
の
部
に

分
類
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
寺
島
良
安
の
　
｢
和
漢
三

才
図
会
｣
　
(
一
七
二
二
)
で
も
同
様
で
あ
る
｡

〔三〕

中
国
､
明
代
末
の
本
草
家
､
李
時
珍
(
一
五
二
三

頃
　
-
一
五
九
六
頃
)
に
よ
る
｢
本
草
綱
目
｣
　
(
一

五
九
六
年
刊
行
と
い
う
)
は
､
一
六
〇
六
年
に
は
わ

が
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
･
で
あ
る
｡
こ
の
書

物
は
､
わ
が
国
の
本
草
学
に
著
し
い
影
響
を
与
え
'

以
後
わ
が
国
の
本
草
書
は
､
殆
ど
全
-
､
｢
本
草
綱

目
｣
の
引
き
写
し
で
あ
っ
た
と
い
う
方
が
正
し
い
で

あ
ろ
う
｡

中
国
で
は
､
五
〇
〇
年
頃
に
は
集
大
成
さ
れ
て
い

た
と
い
わ
れ
る
『
神
農
本
軍
籍
｣
以
来
､
コ
ウ
モ
リ

は
｢
禽
｣
の
部
で
扱
わ
れ
て
お
り
､
｢
本
草
綱
目
｣

で
も
ま
た
､
ム
サ
サ
ビ
頬
と
共
に
禽
の
部
に
入
れ
ら

れ
て
い
る
｡

李
時
珍
は
､
コ
ウ
モ
リ
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に

解
説
し
て
い
る
｡
｢
伏
翼
は
形
が
鼠
に
似
て
灰
黒
色

だ
｡
薄
い
肉
麹
が
あ
り
､
四
足
及
び
尾
を
適
合
し
て

一
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
夏
は
出
て
冬
は
致
し
､

日
中
は
伏
し
て
夜
間
に
飛
び
､
蚊
､
蛸
を
食
物
と
し
､

自
ら
能
-
発
生
し
成
育
す
る
｡
或
は
劫
を
経
た
武
が

変
化
し
て
嬉
と
な
り
､
鼠
も
化
し
て
塙
と
な
り
､
蝿

か
い
こ
う

が
ま
た
化
し
て
魁
蛤
(
大
き
を
ハ
マ
ク
リ
)
と
在
る

と
い
う
が
､
恐
ら
-
そ
う
で
は
を
い
｣

先
に
引
用
し
た
朝
日
重
章
は
､
｢
鼠
の
在
り
た
る

に
や
｣
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
が
､
こ
れ
を
ど
も
彼
の

素
直
を
感
想
で
は
凄
く
､
当
時
の
本
草
書
に
毒
さ
れ

た
知
識
の
ひ
け
ら
か
し
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て

な

ら

な

い

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

-

お

わ

り

-

(
愛
知
学
院
大
学
歯
学
部
教
授
)

博
物
館
だ
よ
り

友
の
会
の
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

山
岳
博
物
館
友
の
会
は
自
然
と
親
し
み
自
然
を
味

わ
う
人
の
集
ま
り
で
,
会
員
は
現
在
2
0
0
名
で
す
｡

次
の
事
業
を
行
い
ま
す

針
ノ
木
自
然
観
察
会
(
6
月
)
･
手
作
り
お
も
ち
ゃ

と
夏
休
み
準
備
教
室
(
1
月
)
･
高
瀬
渓
谷
自
然
観

察
(
8
月
)
･
キ
ノ
コ
学
習
会
(
9
月
)
･
黒
部
渓

谷
探
勝
会
(
l
o
居
)
･
郷
土
料
理
講
習
会
(
日
月
)

歩
く
ス
キ
ー
の
会
(
2
月
)

次
の
特
典
が
あ
り
ま
す

●
山
岳
博
物
館
へ
無
料
で
入
館
で
き
ま
す
●
　
｢
山
と

博
物
館
｣
､
会
の
不
定
朗
報
｢
ゆ
き
つ
ば
さ
通
信
し
､

年
報
｢
ゆ
き
つ
ば
さ
｣
が
配
布
さ
れ
ま
す
●
博
物
館

の
施
設
･
資
料
が
利
用
で
き
ま
す
｡

入
会
金
は
い
り
ま
せ
ん

年
会
費
と
し
て
､
お
一
人
の
場
合
3
千
5
百
円
､
ご

家
族
の
場
合
一
家
族
で
4
千
円
が
必
要
で
す
｡

詳
し
-
は
山
岳
博
物
館
内
友
の
会
事
務
局
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
｡
要
項
を
お
送
り
し
ま
す
｡

山
と
博
物
館
第
3
2
巻
第
5
号

一
九
八
七
年
五
目
二
十
五
日
発
行
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替
口
座
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