
◎
論

説

モ
ン
ゴ
ル
は

い
ま

中

国

の
民

族

政

策

を

め

ぐ

る

新

思

考

"

「族

群

」
「自

治

と

共

治

」

内
蒙
古
自
治
区
を
中
心
に加

々
美
光
行

・
・
…

は
じ
め
に

近

年

、

中

国

の
民

族

学

学

界

で

は

「
民

族

H

§

ぎ

昌
」

概

念

の
再

検

討

が

急

激

に
進

み

つ

つ
あ

る

。

「民

族

」

を

「§
ぎ

三

の
訳

語

で

は
な

く

「e
th
n
o
s
」

の
訳

語

と

す

る

、

あ

る

い
は

ま

た

「葛

ぎ

ロ
」

概

念

自

体

を

用

い

る

こ
と

を

止

め

、

そ

れ

に

代

え

て

「e
th
n
ic
g
ro
u
p
」

概

念

を

用

い

る

こ

と

と

し

、

訳

語

と

し

て

は

「族

群

」

を

当

て

る

な

ハ
　

　

ど
の
議
論

が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
は
実
は
九
〇
年
代

に
入

っ
て
、
「階
級
」
概
念
に
代

わ

っ
て

「階
層
」
概
念
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「大
衆

(中
文

で
は
群
衆
)
」概
念
が
死
語
化
し
始
め
て
い
る
こ
と
と
符
節
を
合
わ
せ

る
現
象
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
あ
る
概
念

が
死
語
化
し
、
そ
れ
に

変
わ

っ
て
近
接
す
る
別
の
概
念
が
注
目
化
さ
れ
る
状
況
は
、
そ
の
背

後

に
時
代
状
況
の
変
化
、
と
り
わ
け
て
国
際
世

界
の
歴
史
を
画
す
る

大
き
な
状
況
変
化
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
多

い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
九
〇
年
代
は
第

二
次
大
戦
後
四
〇
年
間
余
に

わ
た

っ
て
世
界
を
支
配
し
続
け
た
米
ソ
東
西
冷

戦
体
制
が
崩
壊
す
る

人
類
史
を
画
す
る
巨
大
変
化

の
時
代

で
あ

っ
た
。
そ
の
変
化

は
当
然

に
も
社
会
主
義
中
国
の
政
治
経
済
状
況
に
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
す
こ

と
に
な

っ
た
。
上
述
の
概
念

の
変
化
は
そ
う
し
た
時
代
状
況
の
変
化

を
映
す
鏡
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
天
安
門
事
件
か
ら
二
年
半
後

の

一
九

九

二
年
初
春
、
鄙
小
平
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
南

方
視
察
講
話

は
、
そ

う
し
た
時
代
状
況
の
変
化
を
洞
察
し
て
提
起
さ
れ
た
最
初

の
戦
略
転
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換
を
示
す

も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
後

一
九
九
三
年
末
ま
で
に
郡
小
平

が
事
実
上
第

一
線
を
退
く
と
、
九
四
年
、
九
五
年
を
境
と
し
て
最
高

実
力
者
と
な

っ
た
江
沢
民
主
導

の
戦
略
が
多
く
提
起
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
あ
る
種
そ
れ

へ
の
反
応
と
し
て
上
述

の
よ
う
な
新
た
な
概
念

の
浮
上
が

一
定

の
政
治
的
含
意
を
伴

い
つ
つ
起
き
る
よ
う
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
概
念
上
の
変
化
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
時

代
変
化
と
政
治
的
含
意
を
伴

っ
て
い
た
か
?

近
代
国
家

の
成
立
と

「階
級
」
概
念
と
「民
族
」概
念

周
知
の
よ
う
に

「階
級
」
概
念
は

一
九
世
紀
以
来

マ
ル
ク
ス
主
義

に
よ

っ
て
国
家
的
支
配

・
被
支
配

の
政
治
的
関
係
を
表
す
概
念
と
し

て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
「大
衆
」
も
同
様
に

マ
ル
ク
ス
主
義
の
枠
内

で

「大
衆
路
線

(群
衆
路
線
)
」
の
名
に
よ

っ
て
国
家
政
治
支
配
の
主
体

と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
。

も

っ
と
も
現
実
の
働

き
と
し
て
は

「階
級
」
概
念
に
せ
よ

「大
衆
」

概
念

に
せ
よ
、
主
体
と
は
名
ば
か
り
で
、
政
権
党
と
し
て
の
共
産
党

ま
た
は
共
産
党
内
部

の
造
反
派
と
い
っ
た
国
家
ま
た
は
党
派
的
勢
力

に
よ
る

「政
治
的
動
員
」
の
枠
組
み
の
中
で
政
治
主
体

で
は
な
く
動

員
対
象
と

し
て
政
治
的
客
体
を
な
す
場
合
が
多
か
っ
た
。

そ
れ
で
は

「民
族
」
概
念
は
ど
う
か
?

「民
族

11
津
↓δ
且

概

念
は

一
七
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
に
か
け
て
の
資
本
主
義
近
代
の
時
代

に

「国
民
国
家

(n
atio
n
state
)J
6̀
誕
生
と
共

に
国
家
建
設

の
主
体

概
念
と
し
て
登
場
し
た
。
と
り
わ
け
第

一
次
世
界
大
戦
後
、
欧
州
世

界

で
ハ
プ

ス
ブ
ル
グ
王
家
、

ロ
マ
ノ
ブ
朝
、

オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
朝
、

ド
イ
ツ

・
プ

ロ
イ
セ
ン
帝
国
な
ど
の
旧
帝
国
支
配
が
最
終
的
に
瓦
解

し
た
の
を
受
け
て
、
一
九
八

一
年

一
月
米
国
大
統
領
の
ウ
ッ
ド

ロ
ー
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
提
起
し
た

「世
界
平
和

の
た
め

の
一
四
力
条
」
で

「民

族
自
決
」
が
強
調
さ
れ
る
や
、
「民
族
」
概
念

は
明
確

に
国
家

の
独

立

・
解
放

・
分
離
な
ど
の
政
治
支
配
に
か
か
わ

る
概
念
と
し
て
浮
上

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し

「民
族
」
概
念
も

「階
級
」
概
念
と
同
様
、
国
家
や
政
治

党
派
に
よ
る

「政
治
的
動
員
」
の
枠
組
み
の
中

で
動
員
対
象
と
し
て

政
治
的
客
体
を
な
す
場
合
が
多
か

っ
た
点
は
否

め
な
い
。
そ
の
客
体

性
は

「政
治
動
員
」
が
お
お
む
ね
理
性
的

で
あ

る
よ
り
は
圧
倒
的

に

「情
緒
」
的
な
意
識

の
働
き
、
し
た
が

っ
て
政
治
的
な

「幻
想
性
」
を

契
機
と
す
る
の
が
常
だ

っ
た
点

に
も
明
瞭

に
現
れ
る
。
そ
の
典
型
は

欧
州
で
は
ド
イ

ッ

・
プ

ロ
イ
セ
ン
帝
国
崩
壊

後

の
ナ
チ
ス
の
台
頭
、

ア
ジ
ア
で
は
日
本
天
皇
制
の
超
国
家
主
義

の
台
頭
に
見
る
こ
と
が
出

来
る
。

む
ろ
ん

「民
族
」
も

「階
級
」
も
国
家
的
抑
圧
、
政
治
的
抑
圧
か

ら
人
々
が
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
意
識
的
契
機
と
し
て
働
く
場
合

に

は
、
多
分
に
自
覚
的
意
志
を
伴
う
理
性
的
意
識

の
働
き
を
も

っ
て
登

場
す
る
。
「民
族
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世

紀
初
頭
に
か
け
て
ア
ジ
ア
各
地
に
列
強
宗
主
国

の
ア
ジ
ア
植
民
地
支
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配

に
対
す

る
抵
抗

・
解
放
運
動
と
し
て
台
頭
し
た

「民
族
」
運
動
は

明
ら
か
に
自
覚
的
な
主
体
的
意
識
が
働

い
て
い
た
。
そ
の
典
型

は
イ

ン
ド
の
マ

ハ
ト

マ

・
ガ
ン
ジ
ー

に
よ
る
ア
ヒ
ン
サ

(非
暴
力
抵
抗
運

バ　
　

動
)
に
見

る
こ
と
が
出
来
る
。

言
い
換

え
れ
ば
、
「民
族
」
に
せ
よ

「階
級
」
に
せ
よ
、
国
家
政
治

支
配
の
意

識
と
し
て
登
場
す
る
と
き
に
は

「幻
想
性
」
と
し
て
働
き
、

国
家
支
配

の
抑
圧
に
対
す
る
抵
抗

の
意
識
と
し
て
登
場
す
る
場
合

に

は

「実
体

的
」
な
主
体
意
識
と
し

て
登
場
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点

で
か

つ
て
高
島
善
哉
が

そ
の
著

『民
族
と
階
級
』
の
中

で
、

「民
族
母
体

、
階
級
主
体
」
と

い
う
枠
組

み
を
提
起

し
て
、
民
族
と
階

級

の
働
き
を
定
義
づ
け
た
こ
と
は
、
今
日
か
ら
見
る
と

「民
族
」
「階

級
」
概
念

の
働
き
の

「抵
抗
運
動
」

の
主
体
的

一
面

の
み
を
見
て
、

「政
治
的
動

員
」
の
客
体
と
し
て
の
働
き
を
看
過
し
て
い
た
感
を
免
れ

　ヨ
　

な
い
。

概
し
て

「階
級
」

「民
族
」

の
両
概
念

は
政
治
的

に
も
学
問
的

に

も
、
い
ず

れ

の
場
合
も
ブ

ル
ジ

ョ
ア
的
近
代
国
家
支
配
に
か
か
わ
る

政
治
概
念

と
し
て
長
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。

ス
タ
ー
リ
ン
が

一
九

一

三
年

一
月

の

「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
民
族
問
題
」
に
お
い
て
最
初
に

「民

族
」概
念
を
特
殊
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
歴
史
概
念
と
み
な
す
定
義
を
行

っ

た
の
も
、
「民
族
」
の
登
場
が

「階
級
」
と
し
て
の
ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー

ム
ぐ
　

の
登
場
と
同

一
過
程
を
な
す
と
見
る
観
点
に
拠

っ
て
い
る
。

二

冷
戦
体
制
崩
壊
と

「階
層
」
「族
群
」概
念

の
浮
上

冷
戦
体
制
も
ま
た
こ
の

「階
級
」
「民
族
」
の
両
概
念

に
支
え
ら
れ

た
近
代
国
家

(国
民
国
家
)
支
配
の
枠
組
み
を
前
提
に
登
場
し
た
国

際
政
治
秩
序
枠
組

み
と
し
て
働

い
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
冷

戦
体
制
秩
序

の
崩
壊
は
当
然
、
「階
級
」
「民
族
」
概
念

の
崩
壊

に
向

け
た
動
き
を
生

み
出
す
こ
と
に
な

っ
た
。

中
国
に
お
い
て

「階
級
」
概
念
に

「階
層
」
概
念
が
取

っ
て
代
わ

っ

た
象
徴
的
な
出
来
事
は
、
二
〇
〇
二
年
初
め
に
出
版
さ
れ
た

「当
代

中
国
の
社
会
階
層
に
関
す
る
研
究
報
告
」
が
中
国

の
学
術
界
に
も
た

ムら
　

ら
し
た
衝
撃
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
著
は
私
営
企
業
主
が
中
国
の
社

会
階
層
構
造

の
重
要
な
構
成
部
分
を
な
す
に
至

っ
て
い
る
事
実
を
指

摘
し
、
同
時
に
生
産
手
段
に
対
す
る
占
有
は
も

は
や
階
層
を
区
分
す

る
唯

一
の
基
準

で
は
な
く
な

っ
た
と
も
主
張
し
た

の
で
あ
る
。当
然
、

こ
こ
で
は
政
治
支
配

の
含
意
の
強
い

「階
級
」
概
念

の
使
用
を
意
図

的
に
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、私
営
企
業
主

の
大
々
的
な
台
頭
を
「ブ

ル
ジ

ョ
ア
階
級
」
の
政
治
的
登
場
と
は
異
な
る
新
た
な

「階
層
」

の

登
場
と
し
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
て
い
た
。
と
は
い
え

厳
密
に
は
こ
こ
で
の

「階
層
」
概
念
は
非
政
治
的
概
念
と
し
て
用

い

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「階
級
」
概
念
の
否
定
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
方
向
で
の
新
た
な
政
治
的
含
意
を
伴
う
概
念
と
し
て
提
起
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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「階
級
」
か
ら

「階
層
」
へ
の
概
念

の
転
換
は
、
冷
戦
崩
壊
と
共
に

中
国
政
治
指
導
部
に
社
会
主
義
と
資
本
主
義

の
体
制
間
対
立
が
和
解

可
能
な
矛
盾
に
変
化
し
た
と
の
認
識
が
現
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

両
体
制
間

の
矛
盾
を
和
解
可
能

な
も
の
と
見
な
す
認
識

の
登
場
は
、

一
九
九
七
年
九
月
開
催

の
第

一
五
回
中
国
共
産
党
大
会
の
江
沢
民
政

治
報
告
を
契
機
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
政
治
報
告

は

「中
国
の
特

色
を
有
す
る
社
会
主
義
経
済
」
を
、
「社
会
主
義
公
有
制
を
主
体
と
し

つ
つ
、
多
種
所
有
制
経
済
を

一
緒
に
発
展
さ
せ
る
」
と
し
、
か

つ
「非

公
有
制
経
済
は
わ
が
国

の
社
会
主
義
市
場
経
済

の
重
要
な
構
成
部
分

を
な
し
て

い
る
」
と
規
定
し
て
、
私
営
企
業

の
台
頭
を

「社
会
主
義

　も
　

市
場
経
済
」
の
枠
内
に
あ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
国
国

内
体
制
に

つ
い
て
の
新

た
な
認
識
は
、
そ
の
根
底
に
社
会
主
義
と
資

本
主
義
の
関
係
を

「ゼ

ロ
サ
ム
」
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
和

解
可
能
な

「プ
ラ
ス
サ
ム
」
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
な
お
す
も
の

と
し
て
生

じ
た
。
そ
れ
は
当
然

に
も
国
際
政
治

の
認
識
に
も
反
映
さ

れ
る
こ
と

に
な
る
。

国
際
政
治
に
つ
い
て
両
体
制
間
お
よ
び
国
家
間

の
関
係
を
和
解
可

能
な

「プ

ラ
ス
サ
ム
」
的
な
も
の
と
し
て
捕
ら
え
る
議
論
は
九
五
年

か
ら
九
六
年
に
か
け
て
国
際
政
治
学
者

の
王
逸
舟
や
愈
正
梁
に
よ

っ

ム
　
　

て
最
初
に
提
起
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
国
際
政
治
に
お
い
て
国
家
間
、

体
制
間

の
特
殊
利
害
に
よ
る
対
立
を

一
面
的
に
強
調
す
る
従
来

の
観

点
を
改
め

て
、
共
通
利
害

の
形
成
を
通
じ
て
和
解
的
な
契
機
が
働
き

得
る
こ
と
を
重
視
す
る
観
点
が
提
起
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

九
五
年
当
時
は
同
年
五
月
末
に
台
湾
の
李
登
輝
総
統
が
訪
米
し
た

こ
と
で
、
米
中
関
係
に
緊
張
が
走

っ
た
年
に
当
た

っ
て
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
中
国
指
導
部

の
対
米
協
調
路
線
は
堅
持
さ
れ
た
。
こ
の

点

に
関
連
し
て
中
国

の
対
米
外
交

の
政
策
ブ

レ
ー

ン
で
も
あ
る
陶
文

釧

は
、

一
九
九
九
年
に
私
と
行

っ
た
対
談
の
中

で
九
五
年
以
来
の
中

国
外
交

の
大
方
針
に
触
れ
て
、
「中
国
の
将
来
的

発
展
と
中
米
関
係
に

お
け
る
共
通
利
益

の
二
点

へ
の
考
慮
が
働
く
限

り
、
大
方
向
と
し
て

　
　
　

重
大
な
問
題

は
生
じ
な
い
」
と
言
明
し
た
。

一
方

「族
群
=
e
th
no
sJ
概
念

の
浮
上
も
、

ほ
ぼ
時
期
を
同

一
に

し
て
生
起
し
た
。
具
体
的

に
は

一
九
九
四
年

一
月
台
湾

の
中
央
研
究

院
近
代
史
研
究
所
が
主
催
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
国
家
」
に
お
い
て
、
王
明
珂
が
行

っ
た
報
告

「過
去
、
集
団

の
記
憶
と
族
群
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

"
台
湾

の
族
群
の
経
験
」
な

ど
が
も
た
ら
し
た
波
紋
が
、
台
湾
経
由
で
中
国
国
内

に
も
た
ら
さ
れ

　
　
　

た
変
化

で
あ

っ
た
。

台
湾
に
お
い
て

「族
群
」
概
念
が

「民
族
」
概
念

に
代
わ
る
も
の

と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
は
、
九
四
年
当
時
、
李
登
輝
政
権

の
下

で

「台

湾
人
」
概
念
が
政
治
的
意
味
合

い
を
も

っ
て
大

々
的
に
浮
上
す
る
状

況

の
な
か
で

「民
族
」
概
念
に
代
わ
る
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
概
念
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

「台
湾
人
」

を

「民
族
」
と
し
て
概
念
規
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
「漢
民
族
」
概
念

と

「台
湾
人
」
概
念
を
区
別
す
る
上
で
定
義
上

の
困
難
が
大
き
な
障

害
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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王
明
珂
論
文
は

一
定

の
集
団
が
特
定

の
地
理
的
空
間
に
お
い
て
歴

史
的
時
間

(過
去
)
を
経
験
と
し
て
共
有
す
る
場
合
、

こ
の
集
団
経

験
を
基
礎

と
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
こ
そ
が

「族
群
11

0串
5
8
」

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
基
礎
条
件
と
な
る
と
見
な
し
た
。

こ

う
す
る
こ
と
で
台
湾
島
と
い
う
地
理
的
空
間

で
歴
史
的
な
集
団
的
経

験
を
共
有

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
起
す
る

「台
湾
人
」
意
識

の
ア
イ

デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は

「民
族
」
意
識
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「族

群
」
意
識

と
し
て
再
規
定
し
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ

こ
で
は

「族
群
」

の
持

つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
国
家
形
成
意
識
に

結
び

つ
き
得
る
可
能
性
を
秘
め
た
。
し
か
し
そ
の
点
に
つ
い
て
な
お

両
義
的
解

釈
を
許
す
政
治
的
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
提
起
さ

れ
て
い
る
と
見

て
よ

い
。

中
国
国
内
に
台
湾

の
学
界
で
提
起
さ
れ
た

「族
群
」
概
念
が
導
入

さ
れ
た
背
景
に
は
、
「民
族
」
を
主
体
と
す
る
諸
権
利
要
求
が
、
中
華

人
民
共
和
国
成
立
後
も
し
ば
し
ば
政
治
的
分
離
主
義
と
し
て
抑
圧
を

受
け
て
き
た
歴
史
的
経
緯
が
働

い
て
い
る
。

つ
ま
り

「民
族
」
概
念

は
政
治
的

に
あ
ま
り

に
手
垢
が
付
き
す
ぎ

て
い
る
と

い
う
経
緯
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
漢
民
族
の
大
量
移
住
に
よ

っ
て
事
実

上
、
少
数
民
族

の
分
離
独
立
が
不
可
能
と
な

っ
て
い
る
内
蒙
古

の
よ

う
な
地
域

、
さ
ら
に
は
複
数
民
族
が
混
住
し
雑
居
す
る
地
域

で
は
、

少
数

「民
族
」
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
徐
々
に
希
薄
化
を
迫
ら
れ

る
状
況
が
あ
り
、
そ
の
分
、
従
来

の

「民
族
」
概
念
を
根
拠
と
し
た

諸
権
利
要
求

の
根
拠
が
弱
体
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
が
広
が
り

つ

つ
あ

っ
た
。

内
蒙
古
自
治
区
で
は
既
に
総
人
口
二
一二
四
五
万
人

(
一
九
九
八
年
)

の
う
ち
、
漢
人
人
口
が
約
八
〇
%
で

一
八
五

一
万
人
、
モ
ン
ゴ
ル
人

ムリ

人
口
は

一
六

・四
%
で
約
三
七

二
万
人
を
占
め
る
に
止
ま
る
。
こ
の
た

め
モ
ン
ゴ
ル
人
は

「民
族
」
主
体
と
し
て
は
経
済
的
な
自
立
性
を
ほ

ぼ
喪
失
し
、
漢
民
族
経
済

へ
の
依
存
性
を
高

め
る
結
果
に
な

っ
て
い

る
。
ま
た

「双
語
教
育
」
の
下
で
小
学
二
年

の
段
階
か
ら
漢
語
教
育

が
導
入
さ
れ
る
た
め
、
漢
語
を
事
実
上
の
母
語

と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
人

世
代
が
次
々
に
登
場
し
、
モ
ン
ゴ
ル
語
を
話

せ
な
い
人
口
も
相
当
数

ムユ

に
達
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
蒙
古
モ
ン
ゴ
ル
人

の

「民
族
」
主
体
と
し
て
の
弱
体
化

は
、
台
湾

人
以
上
に
そ
の

「民

族
」
と
し
て
の
根
拠
付
け
を
別
個

に
求
め
る
客

観
的
な
必
要
性
を
高

め
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
に
、
自
己

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
む

し
ろ

「民
族
」
概
念
か
ら
離
れ
て
、
過
去

の
集

団
経
験

の
記
憶
の
共

有
と
い
う

一
点
に
絞
り
込
ん
だ

「族
群
」
概
念

に
求
め
る
こ
と
は
極

め
て
合
理
的
な
転
換
と
言
え
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
間

の
経
緯
を
少
し
振
り
返

っ
て
み
よ
う
。

ポ
ス
ト
冷
戦
時
期
の
民
族
紛
争
の
激
化
と

「民
族
自
決
権
」
否
定
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発
表
の
悪

名
高

い
劉
春
論
文
に
よ

っ
て
提
起
さ
れ
た

「民
族
は
特
殊

ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
歴
史
概
念
で
あ
り
」
「民
族
問
題

の
実
質

は
階
級
問
題

で
あ
る
」
と
す
る
よ
う
な
ス
タ
ー
リ

ン
的
観
点
に
長
く
支
配
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
劉
春
論
文
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
お
よ
そ
民
族
集
団

に
よ

っ

て
な
さ
れ

る
諸
権
利
要
求
の
運
動
や
闘
争
は
、
実
質
上
こ
と
ご
と
く

ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級

の
利
益
追
求

の
政
治
行
動

に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の

　ほ
　

と
解
釈
さ
れ
る
。
社
会
主
義
体
制
下
に
は
そ
う
し
た
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的

権
利
要
求

は
、
当
然
反
革
命
的
な
も

の
と
評
価
さ
れ
、
こ
れ
を
弾
圧

す
る
こ
と

は
理

の
当
然
と
な
る
。

劉
の
テ
ー
ゼ
を
批
判
す
る
動
き
が
最
初
に
現
れ
た
の
は
改
革
開
放

の
幕
開
け
す
ぐ
の

一
九
七
九
年
五
月
に
天
津

で
開
催
さ
れ
た

「国
家

民
族
事
務

委
員
会
第

一
次
拡
大
会
議
」
だ

っ
た
。
同
会
議
を
契
機
と

し
て
翌
八
〇
年
夏
ま
で
に
は

「民
族
」
概
念
に
張
り
付

い
た

「階
級
」

概
念
を
剥
ぎ
取
る
作
業
が
定
着
し
た
。
す
な
わ
ち

「民
族
」
と

「階

級
」
は
各

々
別
個
の
発
生

・
発
展

・
消
滅

の
法
則
を
持

っ
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
階
級
矛
盾
が
消
滅
し
た
社
会
主
義
体
制
下
に
あ
っ
て
も
「労

ムほ
　

働
者
階
級

」内
部
に
「民
族
問
題
」
は
起
こ
り
得
る
と
し
た
の
だ

っ
た
。

こ
う
し
た
解
釈

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
九
八
四
年

に
公
布
さ
れ
た

「民
族
区
域
自
治
法
」

で
は
、

「民
族
」
主
体

の
分
離
独
立
権
を
認
め

る
概
念
で
あ
る

「民
族
自
決
権
」
を
依
然
受
容
せ
ず
、
あ
く
ま
で

「民

　け
　

族
区
域
自

治
」
権

の
み
を
付
与
す
る
民
族
政
策
を
固
守
し
た
。

そ
れ
で
も
改
革
開
放
後
七
九
年
か
ら
八
七
年

一
月
の
胡
耀
邦

の
失

脚
ま
で
、
中
国

の
指
導
部
は
漢
民
族
と
そ
の
他
民
族
と
の
間
に
存
在

し
て
き
た
経
済

・
文
化

・
思
想
な
ど
各
面
に
お
け
る
格
差
を

「事
実

上

の
不
平
等
」
と
し
て
認
め
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
過

　に
　

去

の
民
族
政
策

の
誤
り
を
正
す
方
向
を
採
る
に
至

っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
中
国
の
民
族
政
策
が
国
家
安
全
保
障
に
か
か
わ

る
危
機
的
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
よ
う
に
な

る
の
は
、
冷
戦
崩
壊
を

挟
ん
だ

一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
前
半
期

に
か
け
て
の
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
世
界
各
地
で
民
族
紛
争
が
激
発
し
た
が
、
と

り
わ
け
ソ
連
邦
内
の
各
民
族
共
和
国
で
分
離
要
求
が
強
ま

っ
た
結
果
、

ソ
連
邦
は
崩
壊
し
て
九

一
年

一
二
月
に
は
C

I
S

(独
立
国
家
共
同

体
)
が
成
立
し
た
。
あ
た
か
も
同
時
期

の
九

一
年

=

月
に
は
イ

ン

ド
ネ
シ
ア
の
東

テ
ィ
モ
ー
ル
で
も
、
分
離
独
立
を
要
求
す
る
運
動
が

激
化
し
、
百
人
以
上
の
死
者
を
生
む
惨
事
が
首
府
デ
ィ
リ
で
生
起
し

た
。
さ
ら
に
こ
れ
も
全
く
同
時
期
、
九

一
年

の
秋
に
ク

ロ
ア
チ
ア
内

部

で
セ
ル
ビ
ア
人
の
自
治
政
府
が
誕
生
し
て
民
族
紛
争
が
勃
発
し
、

こ
れ
が
九
二
年
以
後
、
ボ

ス
ニ
ア

・
ヘ
ル
ツ

ェ
ゴ
ビ
ナ
民
族
紛
争

へ

と
拡
大
し
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。

他
方

ロ
シ
ア
領
内
で
は
、
九
二
年
以
後
も
グ
ル
ジ
ア
、
タ
ジ
キ
ス

タ
ン
の
民
族
紛
争
を
は
じ
め
カ
フ
カ
ス
地
方

を
中
心
に
民
族
紛
争
が

相
次
ぎ
、
と
り
わ
け
ナ
ゴ
ル
ノ

・
カ
ラ
バ
フ
自

治
州

の
帰
属
を
巡
る

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
と
ア
ル
メ
ニ
ア
の
武
力

衝
突
は
極
め
て
深
刻
な

も

の
が
あ

っ
た
。
さ
ら
に
九
四
年
末
に
は
北

カ
フ
カ
ス
の
チ

ェ
チ

ェ

ン
共
和
国
の
ロ
シ
ア
か
ら
の
分
離
要
求
に
対

し
て
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
政

権
に
よ
る
武
力
侵
攻
が
開
始
さ
れ
、
紛
争
は

つ
い
に
泥
沼
の
様
相
を
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呈
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
ロ
シ
ア
お
よ
び
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
と
隣
接
し
て

国
境
を
有
す
る
中
国
に
と

っ
て
は
深
刻
な
脅
威
を
形
成
し
た
。
そ
の

結
果
、

一
九
八
七
年
ま
で
に
そ
れ
ま
で
の
民
族
政
策
の
反
省

に
立

っ

て
前
進
し

つ
つ
あ

っ
た
柔
軟
化
政
策
は
、
再
度
転
換
を
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。

中
国
政
府
は
世
界
各
地
に
多
発
す
る
民
族
紛
争
を
目
の
前

に
し
て
、

国
境
横
断
的
な

「地
域
主
義
」
に
依
拠
し
た
国
家
安
全
保
障
政
策
を

選
択
し
始

め
る
。
す
な
わ
ち
自
国
国
境
周
辺
の
民
族
問
題

の
激
発
が
、

国
境
外
部

の
民
族
勢
力
と
結
び

つ
い
て
自
国

の
国
家
安
全
保
障
を
脅

か
す
可
能
性
が
あ
る
と
見
た
た
め
で
あ
る
。

具
体
的

に
は

一
九
九
六
年
、
中
国
政
府
は
、

ロ
シ
ア
、
カ
ザ
フ
ス

タ
ン
、
キ

ル
ギ

ス
タ
ン
、
タ
ジ
キ
ス
タ

ン
と
の
間
で

「上
海
フ
ァ
イ

ブ
」
と
呼
ぼ
れ
る
地
域
協
力
機
構
を
設
立
し
た
。
同
機
構

は
二
〇
〇

一
年
六
月

、
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
九

・
=

テ
ロ
」
の
三
か
月
前
の
段
階

で
、
さ
ら

に
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
を
加
え
て
新
た
に

「上
海
協
力
機
構
」

と
し
て
再
発
足
し
て
い
る
。
こ
の

「上
海
協
力
機
構
」
は
九
・
=

テ

ロ
を
境
と
し
て
急
速
に
、

「反
テ

ロ
・グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
」
の
潮
流
に

組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
結
果
、
「民
族
」
概
念
は
既

に
中
国
国
内

で
は
改
革
開
放

の
本

格
化
と
と
も
に

「階
級
」
概
念
と
切
り
離
さ
れ
て
使
用
さ
れ
概
念

の

非
政
治
化

が
進
展
す
る
か
に
見
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の

時
期
を
境

に
依
然
国
家
支
配
に
か
か
わ
る
政
治
概
念
と
し
て
の
性
格

を
変
え
ぬ
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
そ
の
政
治
的
性
格
を
強
め
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「反
テ
ロ
・グ

ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
」
の
潮
流
に
中

国
が
加
わ

っ
た
こ
と

は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
対
米
関
係
を
い
っ
そ
う
改
善
さ
せ
、
既
述

の
よ
う
に

「体
制
間
対
立
」
を

「和
解
可
能

」
な

「ゼ
ロ
サ
ム
」
的

な
も
の
と
す
る
認
識
を
強
め
、
安
全
保
障
上

は
む
し
ろ
安
定
感
を
も

た
ら
す
結
果
に
さ
え
な

っ
た
。
た
と
え
ぼ
中

国
社
会
科
学
院

ア
メ
リ

カ
研
究
所
副
所
長
の
陶
文
釧
な
ど
は

「ア
メ
リ
カ

の
対
外
戦
略

の
ブ

ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
中
、
中
国

は
五
、
六
段
そ
の
ラ
ン
ク
が
下
が
っ
た
」

お
　

と
述

べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
中

国
領
内

の
民
族
問
題
が

国
境

の
外
部

の
民
族
紛
争
と
連
動
し
て
中
国

の
国
家
安
全
保
障
に
か

か
わ
る
事
態
を
招
く
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決

し
て

「和
解
不
能
」
な

体
制
間
対
立
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
と
見

な
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
中
国
領
内

の
民
族
問
題
は
、
体
制
的
要
因
で
あ
る
よ
り
国

境
横
断
的
、
地
域
横
断
的
な
宗
教
宗
派
的
な
要
因
に
起
因
す
る
と
の

ムリ
　

認
識
が
支
配
的
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
「民
族
自
決
」
概
念
を
め
ぐ

っ
て
新
た
な
解
釈
が
模
索

ハ　
　

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
も
そ
う
し
た
背
景

か
ら
で
あ
る
。
た
と
え

ぼ
陳
聯
壁
は
、
ソ
連
邦
に
つ
い
て
、
民
族
自
決
原
則
を
形
式
上
残
存

さ
せ
つ
つ
、
実
質
は
民
族
区
域
自
治
を
実
践

し
て
き
た
こ
と
が
連
邦

崩
壊
の
根
本
因
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「民
族
自
決
を
指
導
原
則
と
し
て
、民
族
を
連
邦

の
境
界
形
成

の
主

体
と
な
し
、
そ
の
上
で
様
々
な
レ
ベ
ル
の
民
族
区
域
自
治
の
実
体
を
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形
成
す
る

こ
と
を
も
っ
て
国
家

の
行
政
区
画
と
な
す
場
合
に
は
、
実

際
は
人
為

的
に
民
族
の
自
己
意
識
を
強
化
さ
せ
、
民
族
独
立

の
自
主

的
な
情
緒

を
激
発
さ
せ
る
作
用
を
引
き
起

こ
す
こ
と
に
な
り
、
複
雑

な
民
族
矛
盾

の
解
決
と
多
民
族
国
家

の
統

一
の
維
持
に
と

っ
て
不
利

な
結
果
を
招
く
」
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
民
族
自
決
は

「
一
民
族

一
国

家
」
あ
る

い
は
単

一
民
族
国
家
を
原
則
と
す
る
も
の
だ
が
、
現
実

に

は
今
日
、
国
家
主
権
を
有
す
る

一
八
〇
以
上
も
の
独
立
国
家

の
う
ち
、

そ
う
し
た
純
粋
な
単

一
民
族
国
家
は
存
在

せ
ず
、
た
だ

「多
民
族
国

家
」
の
み
が
存
在
し
て
い
る
と
し
、
そ
の
意
味
で
も

「民
族
自
決
権
」

は

一
つ
の
理
想
的
な
神
話
に
過
ぎ
な

い
と
し
た
の
で
あ
る
。

中
国
政
府

は
元
来
、
一
九
五
二
年
に

「民
族
区
域
自
治
実
施
要
綱
」

を
公
布

し
て
以
来
、
自

国
領
内
で
は

「民
族
自
決
権
」
を
実
質
否
定

し
て

「民
族
区
域
自
治
」

の
権
利
の
み
を
認
め
る

「民
族
政
策
」
を

実
施
し
て
き
た
。
し
か
し
自
国
領
内
を
越
え
る
世
界
規
模
の
範
囲

で

「民
族
自

決
権
」
を
普
遍
的
か

つ
原
理
的

に
否
定
す
る
議
論
を
展
開
す

る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
と
い
う
の
も

「民
族
区
域
自
治
」
政
策
は
あ

く
ま

で
中
国
特
有

の
国
情
に
基
づ
く
政
策

で
あ
る
と
し
て
い
た
か
ら

だ
。
ポ

ス
ト
冷
戦

の
現
時
点
で
中
国
政
府

は
従
来

の
こ
う
し
た
姿
勢

を
改
め
て
、
独
立
、
分
離
要
求
に
結
び

つ
く

「民
族
自
決
権
」
を
否

定
す
る
議
論
を
、
中
国
固
有

の
国
情
に
基
づ
く
と
い
う
規
定
を
越
え

て
、
普
遍
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
原
理
と
し
て
明
確
に
打
ち
出
す
に

至

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

台
湾

で
浮
上
し
た

「族
群
」
概
念
が
中
国
国
内

の
学
界
に
も
影
響

を

及

ぼ

し
始

め
た

の
は

、

た

の

で

あ

る

。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
期
に
当
た

っ
て
い

四

「民
族
自
治
」
か
ら

「民
族
共
治
」
へ

以
上
の
よ
う
な
状
況
下
に
な
さ
れ
た

「民
族
自
決
権
」

の
原
理
的

な
否
定
は
、
「民
族
」
の
主
体
的
な
働
き
と
し

て
、
単
独
自
立
的
な
方

向
を
目
指
す
こ
と
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
伴

っ
て
新

た
な
議
論
と
し
て

「民
族
自
治
」
の
概
念
自
体
に
も
そ
う
し
た
単
独

自
立
的
な
方
向
を
誘
発
す
る
要
因
が
働
く
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
に

至

っ
た
。
す
な
わ
ち

「民
族
区
域
自
治
」
権

が
複
数
民
族
の

「共
同

自
治
」
権
を
意
味
せ
ず
に
、
特
定

の
単

一
民
族
の

「単
独
自
治
」
権

と
し
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向
を
持
ち
、
こ
の

「単
独
自
治
」
権

へ
の
要

求
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
分
離
主
義
的
な

「民
族
自
決
」
権

へ
の
希

求
を
合
法
的
な
権
利
と
し
て
要
求
す
る
基
盤

を
な
し
て
い
る
と
す
る

認
識
が
強
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

元
来

「民
族
区
域
自
治
」
政
策
は
、
民
族

の
居
住
形
態

の
違

い
に

よ
っ
て
そ
の

「自
治
」
権
限
の
内
容
を
規
定

す
る
も

の
だ

っ
た
。
す

な
わ
ち

一
定
の
区
域
空
間
に

「集
居
」
し
て
暮
ら
す
民
族

に
つ
い
て

は
、
そ
の
人
口
規
模
と
居
住
空
間

の
大
小
に
よ

っ
て
自
治
県
、
自
治

州
、
自
治
区
な
ど
の

「区
域
」
を
単
位
と
し
た
空
間
的
統
治
を
保
障

す
る
自
治
権
を
付
与
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て

一
定

の
居
住
区
域
空
間

を
持
た
ず
、
散
居
あ
る
い
は
雑
居
し
て
他

の
諸
民
族
と
混
住
す
る
民

So



族
に

つ
い
て
は
、
民
族
区
域
自
治

と
い
う
形
式

の
自
治
権

は
与
え
ず
、

あ
く
ま
で
当
該
居
住
地
域

の
地

方
自
治
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
と
し

て
参
画
す

る
権
利
の
み
が
与
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
県
人
民
代
表
大

会
、
省
人
民
代
表
大
会
に

一
定
比
率
の
民
族
代
表
を
送
り
込
む
と
い
っ

た
権
利
が
与
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の

「民
族
区
域
自
治
」
の
名
称
と
し
て

「新
彊
ウ
イ

グ

ル
」
「
チ
ベ
ッ
ト
」
「広
西
チ

ュ
ア
ン
族
」
「寧
夏
回
族
」
の
各
自
治

区
は
、
い
ず
れ
も
特
定
民
族

の
名
称
を
冠
し
た

「自
治
区
」
に
な

っ

て
い
る
。
「内
蒙
古
」
自
治
区
だ
け
は
そ
の
名
称
が
地
域
名
な
の
か
民

族
名
な
の
か
と
い
う
論
議
が
あ

っ
て
、
他

の
自
治
区
と
異
な
る
性
格

　り
　

を
持

つ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

「民
族
区
域
自
治
」
と
は
、
原
則
的
理

解
と
し
て
は
空
間
的
統
治
を
民
族
が
主
体
に
な

っ
て
行
う
と
い
う
理

解
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
現
実
は
こ
の
原
則
的
理
解
と

ほ
ど
遠

い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら

「チ
ベ
ッ
ト
」
を
除
く

他

の
四
自
治
区
は
複
数

の
諸
民
族

の
居
住
地
域
を
な
し
て
お
り
、
と

り
わ
け
漢

民
族
移
民
の
人
口
比
率
が
極
め
て
高

い
状
況
を
な
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
「民
族
区
域
自
治
」
は
特
定
の

一
民
族

の
み
を
主

体
と
す
る
空
間
的
統
治
で
は
あ
り
得
ず
、
漢
民
族
を
含
む

諸
民
族

の
共
同
主
体
に
よ
る
統
治
た
ら
ざ
る
得
ぬ
も
の
と
し
て
進
め

ら
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
区
域
自
治
の
主
体
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
民
族

は
、
た
と

え
各
自
治
区
名
に
ウ
イ
グ
ル
、
チ

ペ
ッ
ト
、
チ

ュ
ア
ン
、

回
族
、
蒙

古
な
ど
の
民
族
名
が
掲
げ
ら
れ
よ
う
と
、
特
定

の

一
民
族

の
排
他
的
な
自
治
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
非
漢
民
族
の
少
数
民
族
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
「民
族
区
域
自

治
」
が
も
し
漢
民
族
を
含
む
諸
民
族
の
共
同
主
体
に
よ
る
空
間
統
治

に
過
ぎ
な

い
の
だ
と
す
れ
ば
、
自
民
族
を
主

体
と
す
る
固
有

の
権
益

は
い
か
に
守
ら
れ
る
か
と
い
う
疑
念
を
生
じ
さ
せ
ざ
る
を
得
な

い
こ

と
に
な
る
。
「民
族
共
治
」
の
理
論
を
展
開
す

る
朱
倫
や
杜
文
忠
ら
の

現
状
認
識
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
「民
族
自
治
区
」
で
は

自
民
族

の
居
住
区
域
空
間
に
対
す
る
内
向
き

で
排
他
的
な
自
主
統
治

を
希
求
す
る
傾
向
が
強
く
現
れ
、
ひ
い
て
は
諸
民
族
間
の
連
携
、
あ

る
い
は
特
定

の
民
族
区
域
自
治
空
間
を
越
え
た
他

の
民
族
地
域
と
の

連
携
に
よ
る
共
同
自
治
参
画

へ
の
意
欲
が
減
退
す
る
に
至

っ
て
い
る

と
し
た
。
さ
ら
に
現
実
政
治
の
ベ
ク
ト
ル
と

し
て
は
、
自
民
族

の
内

向
き
の
権
益
追
求
に
よ
る
中
央
政
府

へ
の
支
援
要
求
が
強
ま
る
結
果
、

中
央

へ
の
経
済
的
、
財
政
的
な
依
存
性
、
従
属
性

(中
文

で
は
依
附

性
)
が
顕
著
と
な
る
。
ま
た
そ
れ
に
あ
い
呼
応
し
て
国
政

へ
の
参
加

意
欲
が
減
退
す
る
結
果
に
な

っ
て
い
る
と
し

た
。

こ
う
し
た
傾
向
を
克
服
す
る
た
め
に
、
「ポ

ス
ト
自
治
」
の
方
向
は

「民
族
自
治
」
に
制
約
を
課
し
て
、
新
た
に

「
民
族
共
治
」
と
し
て
展

お
　

開
す
べ
し
と
す
る
議
論
が
登
場
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う

「民
族
共
治
」
の
概
念
定
義

を
そ
の
最
初

の
主
唱
者

朱
倫
に
従

っ
て
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

「民
族
共
治

の
根
源
は
各
民
族
が
共
生

・
共
存

の
関
係

の
な
か
に

あ

っ
て
、
自
身

の
個
別
利
益
と
各
民
族
間

の
共
同
利
益
の
対
立
と
統

一
を
図
る
法
則

の
な
か
に
存
在
す
る
」
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こ
の
よ
う
な
議
論
は
実

は
、
王
逸
舟
ら
の
ポ
ス
ト
冷
戦

の
国
際
情

勢
認
識
す
な
わ
ち
今
日

「諸
国
家
間
の
特
殊
利
益
の
対
立
と
同
時

に

諸
国
家
間

の
共
通
利
益
が
存
在
し
、
こ
の
共
通
利
益
の
増
進
を
通
じ

て
、
特
殊
利
益

の
対
立
も
平
和
的

に
解
決
し
う
る
」
と
す
る
認
識
と

軌
を

一
に
す
る
も
の
だ

っ
た
。

つ
ま
り
中
国
国
家
の
内
部

の
諸
民
族

間
に
も
特
殊
利
益
の
対
立
が
存
在
す
る
が
、
同
時
に
共
同
利
益
も
存

在
す
る
の
で
あ
り
、
「民
族
共
治
」
概
念
は
こ
の
共
通
利
益

の
助
長
を

図
る
こ
と
で
諸
民
族
間

の
対
立
を
和
解
せ
し
め

「共
生

・
共
存
」
を

可
能
に
す
る
も
の
だ
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

総
じ
て
言
え
ば
民
族

の
側
か
ら
、
「民
族
」
概
念
の
政
治
性
が
民
族

へ
の
政
治
的
抑
圧
を
生
む
現
実
を
克
服
す
る
た
め
、
そ
の
政
治
性
を

抜
き
取
る
こ
と
で
登
場

し
た

「族
群
」
概
念
は
、
そ
の
概
念
操
作

に

よ
っ
て
民
族

の
固
有
性
を
保
持
し
ひ
い
て
は
民
族
自
身

の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
民

族
政
策
の
観
点
か
ら
提
起
さ
れ
た

「自
治

に
か
わ
る
共
治
」
の
概
念

は
、
「民
族
」
概
念

の
政
治
性
を
保
持
し
た
ま
ま
、
む
し
ろ

「民
族
」

概
念
に
伴
う
内
向
性
、
排
他
性
を
否
定
し
、
外
向
性
、
共
同
性
を
基

調
と
す
る
新
た
な

「民
族
」

の
概
念
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
試
み
と

言
え
る
だ

ろ
う
。
両
者

の
概
念
転
換

の
試
み
は
、
そ
れ
自
体
が
民
族

を
め
ぐ
る
国
家
支
配
と
自
治

の
矛
盾
を
示
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

五

内
蒙
古
政
治
の
ゆ
く
え

内
モ
ン
ゴ
ル
研
究
者

の
フ
フ
バ
ー
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
清

朝
期
ま
で
の
モ
ン
ゴ
ル
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
自
身
の
意
識
と
し
て
は

内
外
蒙
古

の
区
別
が
な
く
、
ゴ
ビ
砂
漠
を
境

と
し
た

「漠
南
蒙
古
」

「漠
北
蒙
古
」
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
て
、
そ

こ
に
地
域
に
立
脚
す
る

モ
ン
ゴ
ル
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
存
在

し
て
い
な
か
っ
た
と
し

ム
ね
　

て
い
る
。
内
外
蒙
古
の
区
別

は
モ
ン
ゴ
ル
人

の
自
称
と
し
て
で
は
な

く
、
清
朝
が
行
政
上
の
概
念
と
し
て

「大
清
会
典
理
藩
則
例
」
に
お

い
て
使
用
し
た
も
の
で
、

モ
ン
ゴ
ル
人
に
と

っ
て
は
い
わ
ば
他
称
に

過
ぎ
な
い
も
の
だ

っ
た
。

こ
の
他
称
に
過
ぎ

な
い
概
念

が
モ
ン
ゴ
ル

人

の
意
識

の
中

で
変
化
を
遂
げ
た
の
は
、

一
九
二
四
年
の
モ
ン
ゴ
ル

人
民
共
和
国

(現
在
の
モ
ン
ゴ
ル
国
)

の
建
国
を
契
機
と
し
て
い
る

と
い
う
。
す
な
わ
ち
ま
ず

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
誕
生
に
よ

っ
て
、

他
称
と
し
て
の

「外
蒙
古
」
と
い
う
概
念
が
存
在
し
な
く
な

っ
た
。

つ
い

そ
れ
に
伴

っ
て
行
政
上

「外
蒙
古
」
と
対
を
な

す
概
念

で
あ

っ
た

「内

蒙
古
」
の
概
念
も
消
滅
す
る
は
ず
だ

っ
た
が
、
実
は
そ
う
は
な
ら
な

つ
い

か
っ
た
。
以
来
、
「内
蒙
古
」
は
内
外
の
対
的
概
念
で
あ
る
こ
と
を
止

め
、
「漠
南
蒙
古
」
に
居
住
す
る
モ
ン
ゴ
ル
人

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
し
て
働
き
始
め
、
よ
り
政
治
的

に
南
モ
ン
ゴ
ル
の
統

一
を
目
指
す

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
の
だ
。

元
来
、
モ
ン
ゴ
ル
人
は
多
様
な
部
族
か
ら
な
り
、
地
理
的
条
件
を
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ア
イ

マ
ク

加
味
し
な
が
ら
成
立
す
る
数
多
く

の

「部
」
は
、
部
族
を
単
位
と
す

る
共
同
体

を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

「漠
南
蒙
古
」
「内
蒙
古
」
に

限

っ
て
も

モ
ン
ゴ
ル
人

の
政
治
的
統

一
は
決
し
て
容
易
で
は
な
く
、

そ
こ
に
ま

た
地
域

に
立
脚
す

る
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
成
立
し
難

か

っ
た
理
由
も
あ

っ
た
。
し
か
し

「外
蒙
古
」
概
念

の
消
失
後
、
徐
々

つ
い

に

「内
蒙

古
」
を
対
的
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
自
立
し
た

「地
域
」

概
念
と
し

て
意
識
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
覚
醒
し
始
め
る
。

こ

の
時
、
「内
蒙
古
」
は
そ
れ
ま
で
の
他
称
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
こ
の

地
域
に
居
住
す
る
モ
ン
ゴ
ル
人

の
自
称

へ
と
変
化
し
た
。
「内
蒙
古
人

民
革
命
党
」
(
一
九
二
五
年
結
成
)
や

一
九
四
〇
年
代

の

「内
蒙
古
自

治
運
動
」
の
名
称
の
出
現
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す
事
例
だ
。
フ
フ
バ
ー

ト
ル
は
最
終
的

に

「内
蒙
古
」
を
地
域
的
に
統

一
し
、
そ
こ
に
自
称

と
し
て
の

「内
蒙
古
」
意
識
を
成
立
さ
せ
る
上
で
、
も

っ
と
も
大
き

な
貢
献
を
な
し
た

の
は
、

一
九
四
七
年
五
月
に
誕
生
し
た

「内

モ
ン

ゴ
ル
自
治
政
府
」

の
主
席
、
オ
ラ
ー

ン
フ
ー

(中
国
語
表
記
で
烏
蘭

夫
1ー
ウ
ラ

ン
フ
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
「内
蒙
古
」
が
モ

ン
ゴ
ル
人

の
自
称
と
な
り
、地
域
に
立
脚
す
る
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
形
成
す
る
よ
う
に
な

っ
た
時
、
当
然

に
も
こ
の
地
域
に
固
有

の
生
活
生

産
の
様
式
、
風
土
、
文
化
な
ど

へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

も
形
成
さ
れ
る
。

内
蒙
古

自
治
区

の
モ
ン
ゴ
ル
人
の
本
来

の
生
活
生
産
形
態
は
遊
牧

を
主
と
す

る
。

一
九
四
九
年

一
〇
月

の
人
民
共
和
国

の
成
立
後
、
と

り
わ
け
人
民
公
社
化
が
進
展
し
た

一
九
五
八
年
を
境
と
し
て
、
多
く

の
遊
牧
民
が
定
住
を
強

い
ら
れ
、
遊
牧
生
活

か
ら
離
れ
ね
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
が
、
こ
の
危
機

に
際
し
当
然

の
こ
と
に

「内
蒙
古
」

モ
ン

ゴ
ル
人
の
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強

ま
る
結
果
に
な

っ
た
。

そ
の
際
、
遊
牧
空
間

で
あ
る
広
大
な
草
原
地

の
一
部

は
生
産
建
設

兵
団
の
形
式
で
移
住
し
て
き
た
漢
民
族

の
入
植
地
と
な

っ
た
が
、
問

題
は
漢
民
族
が
農
耕
民
族

で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
牧
草
地

の
多
く

が
農
耕
地
に
変
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
あ

っ
た
。
内
蒙
古
地
域
は
乾

燥
化
が
激
し
く
、
草
原

の
耕
地
化
は
か
え

っ
て
こ
の
乾
燥
化
を
促
進

し
、
ひ
い
て
は
水
資
源
を
枯
渇
化
さ
せ
、

一
九

六
〇
年
代
に
は

「黄

沙
、
太
陽
を
覆
う
」
(黄
沙
蔽
日
)
な
ど

の
環
境
問
題
を
誘
発
し
、
今

日
ま
で
そ
の
度
合

い
を
激
化
さ
せ
て
き
た
。

こ
の
た
め
二
〇
〇
〇
年

を
区
切
り
と
し
て
、
内
蒙
古
自
治
区
で
は
耕

地
を
草
原
と
森
林

に
戻

す
政
策

(退
耕
還
草
還
林
)
が
実
施
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
三
月
ま
で

の
二
年
間
で
草
原
、
森
林
に
戻
さ
れ
た
面
積

は
自
治
区
全
体

で
三
六

　お
　

○
万
ム
ー
に
達
し
た
と
い
う
。

実
際
に
は
こ
の

「退
耕
還
草
還
林
」
政
策

は
、
草
原
森
林

の
休
養

を
行
う
と
の
名
目
で
、
依
然

モ
ン
ゴ
ル
人
が
そ
の
地
に
戻
る
こ
と
を

許
す
も
の
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
モ

ン
ゴ
ル
人
に
対
し
て
は

い
っ
そ
う
の
都
市
お
よ
び
都
市
周
辺
地
域

へ
の
囲

い
込
み
に
よ
る
定

住
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
モ
ン
ゴ
ル
人
独
自

の
遊
牧
を
主
と
し
た
生
活
生
産

様
式
が
急
速
に
影
を
潜
め
、
こ
の
地
域

の
風
土
に
根
ざ
し
た
民
族
独

自

の
自
立
的
な
経
済
を
営
め
な
く
な
る
こ
と

は
、

ひ
い
て
は
モ
ン
ゴ
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ル
の
伝
統
風
俗

・
儀
礼

・
文
化

・
言
語
な
ど
を
衰
弱
さ
せ
る
こ
と
に

直
結
し
て
ゆ
く
。
短
期
的

に
は
こ
の
変
化
が
モ
ン
ゴ
ル
人

の
危
機
意

識
を
高

め
る
と
し
て
も
、
長
期
的
に
見
れ
ば
そ
れ
は
当
然
に
も
モ
ン

ゴ
ル
人
と

し
て
の

「民
族
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
弱
体
化
さ
せ
ず

に
は
置
か
な

い
。

そ
れ
の
み
で
は
な

い
。
改
革
開
放
政
策
が
導
入
さ
れ
た

一
九
八
〇

年
代
以
後

、
民
族
社
会
の
外
部

へ
の
開
放
、
外
部
文
化
と

の
融
合
、

市
場
経
済

の
浸
透
が
加
速
化
し
た
こ
と
か
ら
、
民
族
社
会
内
部

に
圧

倒
的
多
数

民
族

で
あ
る
漢
族
社
会
と
の
大
幅
な
疎
通
、
交
流
を
求
め

る
内
的
な
需
要
が
高
ま

っ
た
こ
と
で
、
た
と
え
ば
自
民
族
言
語
以
外

に
漢
語
を
習
得
す
る
い
わ
ゆ
る
双
語
教
育

の
、
い
っ
そ
う
の
普
及
化

を
招
く

こ
と
に
な

っ
た
。
客
観
的
に
見
て
、
市
場
経
済

の
拡
大
、
と

り
わ
け
開

発
型
経
済
の
浸
透

に
よ

っ
て
、
沿
海

・
中
心
大
都
市

の
企

業
が
外
資
企
業
も
含
め
て
民
族
社
会
に
進
出
す
る
状
況
下
に
、
漢
語

の
利
便
性

は
急
速

に
高
ま
り
、
そ
の
通
用
範
囲
は
他
民
族
言
語

の
通

用
範
囲
を
遙
か
に
上
回
る
も
の
と
な

っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

経
済
収
入

の
増
加
、
事
業

の
新
た
な
展
開
、
自
身
の
社
会
的
地
位

の

上
昇
を
求

め
る
非
漢
民
族
は
、
当
然
に
も
漢
語
使
用

へ
の
傾
斜
を
急

激
に
強
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
条
件
下
で
は
双
語
教
育
と
い
っ

て
も
、
現
実

に
は
、
自
民
族
言
語
保
持

へ
の
意
欲
が
急
速

に
減
退
す

　ゐ
　

る
の
は
避

け
が
た

い
。
自
民
族
言
語
の
弱
体
化

は
む
ろ
ん
市
場
経
済

の
普
遍
的
拡
大

に
よ
る
民
族
固
有

の
生
活
生
産
様
式

の
衰
退
に
対
応

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
趨
勢
は
内
蒙
古
自
治
区
で
も
明
瞭

に
現
れ
て

お

り

、
モ

ン

ゴ

ル
人

と

り

わ

け

若

年

世

代

の
ダ

ブ

ル

・
ア

イ

デ

ン

テ

ィ

　
あ
　

テ
ィ
の
問
題
を
引
き
起

こ
し
つ
つ
あ
る
。

む
ろ
ん
か

つ
て

一
九
七
〇
年
代

の
初
め
に
在
日
朝
鮮
人
作
家

の

キ
ム
ソ
ク
ボ
ン

金
石
範
が

『言
葉

の
呪
縛
』
(河
出
書
房
新
社

)
の
中

で
説
い
た
よ
う

に
、
在
日
二
世

二
二
世

・
四
世
が
朝
鮮
語

・
韓
国
語
を
忘
れ
、
日
本

語
を
母
語
に
変
え
て
ゆ
く
中
で
、
な
お
日
本
人
の

「差
別
」
に
対
す

る
抵
抗
を
維
持
す
る
限
り
、
か
ろ
う
じ
て
そ

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
保

つ
こ
と
に
な
ろ
う
と
予
言
し
た
よ
う
に
、
内
蒙
古

モ
ン
ゴ
ル
人

も
ま
た
漢
民
族

の

「差
別
」

へ
の
抵
抗

の
中

で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
か
ろ
う
じ
て
保
持
し
続
け
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
危
機
状
況
に
中
国
政
府
が
提
起

し
始
め
て
い
る

「民
族

共
治
」
「民
族
的
共
生
・共
存
」
と
い
う
新
し

い
政
策
は
必
ず
し
も
有

効
な
も
の
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ

な
ら

「共
治
、
共
生

・

共
存
」

は
諸
民
族

の
固
有

の
生
活
生
産
、
文
化

・
風
俗

・
言
語

の
異

質
性
を
保
有
す
る
こ
と
を
前
提

に
し
て
、
初

め
て
成
立
す
る
の
で
あ

り
、
異
質
性
を
弱
体
化
さ
せ
た
均
質
的
な
諸
民
族

の
間
に
は
生
ま
れ

得
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

「民
族
」
概
念
に
代
わ

っ
て
地
理
的
な
歴
史
経
験

の
共
有
を
根
拠
と

す
る

「族
群
」
概
念

の
提
起
は
、
こ
の
意
味

で
は
内
蒙
古
モ
ン
ゴ
ル

人
固
有

の
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
を
求
め
る
試
み
と

し
て
、
そ
の
ゆ
く
え
が
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。
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注〈1
>

都
時
遠

「団
尊
5
霧

(民
族
)
和

E
thn
ic
gr
oup
(族
群
)
的
早
期

含
義
与
応
用
」
、
李
紅
恭

「論
民
族
概
念
的
政
治
属
性

杁
欧
洲
委

員
会
的
相
関
文
件
看
民
族
与
族
群
」
と
も
に

『民
族
研
究
』
二
〇
〇

二
年
第
四
期
。
納
日
碧
力
或

『現
代
背
景
下
的
族
群
建
構
』
雲
南
教

育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

〈2
>

加
々
美
光
行

『中
国
世
界
i

21
世
紀
の
世
界
政
治
3
』
筑
摩

書
房

、

一
九
九

九
年

、

一
四

六
、

二
五

六
、

二
七

六
頁

。

〈
3
>

高
島

善
哉

『民
族

と
階

級

現

代

ナ

シ

ョ
ナ

リ
ズ

ム
批
判

の

展
開
1

』
現
代
評
論
社
、

一
九
七
〇
年
。

〈4
>

ス
タ
ー
リ
ン
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
民
族
問
題
」
『
ス
タ
ー
リ
ン
全

集
』
第
二
巻
。

〈5
>

陸
学
芸
主
編

『当
代
中
国
社
会
階
層
研
究
報
告
』
社
会
科
学
文

献
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

〈
6
>

干
光
遠
は
こ
の
よ
う
に
第

一
五
回
党
大
会
の
歴
史
的
意
義
は
「非

公
有
制
経
済
」
に
制
度
的
保
障
を
与
え
た
点
に
こ
そ
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
干
光
遠

「
一
五
回
党
大
会
報
告
に
つ
い
て
の
問
答
」
愛
知

大
学
現
代
中
国
学
会
編

『中
国
21
』
臨
時
増
刊
号
、
風
媒
社
、

一
九

九
八
年
。

〈
7
>

王
逸
舟

『当
代
国
際
政
治
析
論
』
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
九

五
年
。
愈
正
梁

『当
代
国
際
関
係
学
導
論
』
復
但
大
学
出
版
社
、

一

九
九
六
年
。

〈8
>

陶
文
釧

・
張
琢

・
加
々
美
光
行

「日
米
中
三
国
国
際
関
係
の
ゆ

く
え
」
愛
知
大
学
現
代
中
国
学
会
編

『中
国
21
』
物
.8
、
風
媒
社
、

二
〇
〇
〇
年
。

〈9
>

王
明
珂

「過
去
、
集
髄
記
憶
與
族
群
認
同
"台
湾
的
族
群
纒
験
」

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編

『認
同
與
國
家

"
近
代
中
西
歴
史
的

比
較
』

一
九
九
四
年
。

〈10
>

都
維
民
主
編

『百
年
風
雲
内
蒙
古
』
内
蒙
古
教
育
出
版
社
、
二

〇
〇
〇
年
、
三
四
〇
頁
。

〈11
>

「少
数
民
族
語
言
文
字
政
策
」
張
有
篤
、
徐
木
{舜
主
編

『中
国
民

族
政
策
通
論
』
広
西
教
育
出
版
社
、

一
九
九
二
年
。

〈12
>

劉
春

「当
前
我
国
国
内
民
族
問
題
和
階
級
闘
争
」
『紅
旗
』
一
九

六
四
年
第

一
二
期
。

〈13
>

「確
定
新
時
期
民
族
工
作
的
任
務
」
『人
民
日
報
』

一
九
七
九
年

五
月
二
八
日
。
お
よ
び
本
報
特
約
評
論
員

「評
所
謂

"民
族
問
題
的

実
質
是
階
級
問
題
"」
『人
民
日
報
』

一
九
八
〇
年
七
月

一
五
日
。

〈14
>

史
篶

「関
干
中
華
人
民
共
和
国
民
族
区
域
自
治
法
」
『民
族
研

究
』

一
九
八
四
年
第
五
期
。

〈15
>

胡
耀
邦

「全
面
開
創
社
会
主
義
現
代
化
建
設
的
新
局
面
」
『中
国

共
産
党
第
十
二
次
全
国
代
表
大
会
文
件
』
睡
編
人
民
出
版
社
、

一
九

八
二
年
。
蔀
云
竜

「論
民
族
平
等
」
『民
族
問
題
理
論
論
文
集
』
青
海

人
民
出
版
社
、

一
九
八
七
年
。

〈16
>

陶
文
釧

「急
様
看
美
国
的
戦
略
模
式
」
『中
国
網
』
二
〇
〇
二
年

一
月
九
日
。

〈17
>

都
時
遠

「民
族
分
裂
主
義
与
恐
怖
主
義
」
『民
族
研
究
』
二
〇
〇

二
年
第

一
期
。

〈18
>

鹿
森

「関
干
民
族
自
決
権
的

一
些
思
考
」
『国
際
問
題
研
究
』
一

九
九
七
年
第
二
期
。
溜
志
平
主
編

『民
族
自
決
権
還
是
民
族
分
裂
』
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新
彊
人
民
出
版
社
、

一
九
九
九
年
。
陳
聯
壁

「民
族
自
決
権
新
議
」

『民
族
研
究
』
X10
0

1
年
第
六
期
。

〈19
>

フ
フ
バ
ー
ト
ル

「『内
蒙
古
』
と
い
う
概
念
の
政
治
性
」
『
こ
と

ば
と
社
会
』

一
号
、

一
九
九
九
年
五
月
。

〈20
>

朱
倫

「論
民
族
共
治
的
理
論
基
礎
与
基
本
原
理
」
『民
族
研
究
』

二
〇
〇
二
年
第
二
期
。
杜
文
忠

「自
治
与
共
治

　
対
西
方
古
典
民
族

政
治
理
論
的
究
政
反
思
」
『民
族
研
究
』
二
〇
〇
二
年
第
六
期
。
朱
倫

「自
治
与
共
治
　民
族
政
治
理
論
新
思
考
」
民
族
研
究
二
〇
〇
三
年
第

二
期
。

〈21
>

注
〈19
>
に
同
じ
。

〈22
>

「内
蒙
古
両
年
退
耕
還
林

(草
)
三
六
〇
多
万
畝
」
『人
民
日
報
』

二
〇
〇
二
年
三
月

一
九
日
。

〈23
>

徐
世
瑛

「語
言
瀕
危
原
因
探
析
-

兼
論
語
言
転
用
的
多
種
因

素

」

『
民
族
研
究

』

二
〇

〇

二
年

第

四
期

。

〈
24
>

こ
の
点

に

つ
い

て
は
本
特

集
座

談

「
「民

族
自
治

」
に
お

け

る
内

モ
ン
ゴ

ル
自
治

区

」

の
高

明
潔

の
発
言

お

よ
び
高

明
潔
論

文

「中
国

人

ム

ス
リ

ム
H
回

族

の
ダ

ブ

ル

・
ア

イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
」

『
文

明

21
』

第

九
号

、
二
〇

〇

二

年

一
〇

月
、
愛
知

大

学
国

際

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
学
会

を
参

照
。
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