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わ
が
美
し
き
故
郷
を
漢
人
の
犂
が
破
壊
し

わ
が
馬
の
群
れ
と
家
畜
た
ち
は
草
原
か
ら
消
え
去
っ
た

わ
が
身
が
白
骨
と
化
し
て
沙
に
埋
も
れ
た
と
き
に

漢
人
の
犂
を
壊
す
存
在
と
な
ろ
う

�

─
─
モ
ン
ゴ
ル
の
民
謡
［Sirabjam

su
� 2006

:�� 4

］

　
「
西
部
大
開
発
」
を
中
国
の
漢
人
た
ち
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
往

時
の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
に
な
ぞ
ら
え
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
語
る
。

豊
か
さ
を
夢
み
、
国
家
の
繁
栄
を
希
求
す
る
民
な
ら
で
は
の
愛
国
心

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
、
建
国
以
来
ず
っ
と
解
決

の
見
通
し
が
た
た
な
い
チ
ベ
ッ
ト
人
と
ウ
イ
グ
ル
人
、
そ
れ
に
モ
ン

ゴ
ル
人
側
か
ら
の
政
治
的
な
抵
抗
を
民
族
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
漢

人
た
ち
は
、「
西
部
大
開
発
」
で
い
わ
ゆ
る
地
域
間
格
差
と
民
族
間

格
差
を
是
正
し
よ
う
と
模
索
し
て
い
る
。
豊
か
に
な
れ
ば
、「
野
蛮

人
」
た
ち
も
固
有
の
宗
教
文
化
と
伝
統
的
な
遊
牧
経
済
を
放
棄
し

て
、
民
族
問
題
の
武
器
を
も
捨
て
て
中
華
の
天
蓋
に
帰
順
す
る
に
ち

が
い
な
い
、
と
漢
人
た
ち
は
思
い
え
が
い
て
い
る
。
開
発
と
発
展

は
、
は
た
し
て
民
族
問
題
を
根
本
か
ら
解
決
す
る
良
薬
と
な
り
う
る

の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
開
発
さ
れ
る
側
、
す
な
わ
ち
西
部
に

居
住
す
る
少
数
民
族
の
人
た
ち
は
逆
に
い
ま
ま
で
以
上
に
同
化
さ
れ

る
危
険
性
を
危
惧
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

中
国
の
民
族
学
者
た
ち
は
政
府
が
す
す
め
る
西
部
大
開
発
に
い
ま

ど
の
よ
う
に
協
力
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
う
ち
だ
し
た
理

論
の
究
極
的
な
目
的
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
近
年

の
中
国
で
大
き
な
議
論
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
代
表
的
な
「
民
族
学

的
な
理
論
」
と
そ
れ
ら
へ
の
少
数
民
族
側
か
ら
の
反
響
を
紹
介
し
、

西
部
大
開
発
と 

文
化
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
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西
部
大
開
発
と
連
動
す
る
理
論
界
の
動
向
に
注
目
し
た
い
。
そ
し

て
、
西
部
に
含
ま
れ
る
住
民
の
一
員
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
の
知
識
人
た

ち
が
開
発
と
民
族
問
題
の
関
係
を
い
か
に
認
識
し
て
い
る
か
を
分
析

す
る
。
政
府
側
の
民
族
学
者
た
ち
と
少
数
民
族
サ
イ
ド
の
研
究
者
た

ち
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
対
話
の
状
況
を
整
理
し
て
お
き

た
い
。一

　
静
か
な
翻
訳
改
変
と
「
脱
政
治
化
」

　

お
よ
そ
一
九
九
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
共
産
主
義
思
想
の
桎
梏
か
ら
少

し
解
放
さ
れ
て
、
学
会
に
復
帰
し
た
ば
か
り
の
中
国
の
民
族
学
者
た

ち
と
民
族
理
論
の
制
定
者
た
ち
は
な
ん
ら
表
立
っ
た
説
明
も
せ
ず

に
、
民
族
と
い
う
こ
と
ば
の
英
語
訳
を
、
静
か
に
し
か
し
着
実
に
変

え
は
じ
め
た
。
政
権
獲
得
以
来
長
く
民
族
をnation
と
理
解
し
、

China D
aily

を
は
じ
め
と
す
る
政
府
系
の
英
字
誌（
紙
）
も
そ
れ
を

守
っ
て
き
た
が
、
突
如
と
し
てethnic group

（
族
群
）
を
愛
用
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。M

ongol nation

やT
ibetan nation

と
い
う
表

現
は
消
え
、
代
わ
り
にethnic M

ongol

とethnic T
ibetan

が
に
ぎ

や
か
に
登
場
し
た
﹇N

aran Bilik 2007 : 3 0

﹈。
中
国
以
外
に
も
モ
ン

ゴ
ル
国
と
い
う
国
家
を
有
し
、
か
の
地
に
住
む
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
を

同
胞
だ
と
認
識
す
る
私
た
ち
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た

ち
は
民
族
自
決
権
を
擁
す
るnation

の
地
位
か
ら
漢
人
が
支
配
す

る
国
家
の
二
等
市
民
、
あ
る
い
は
奴
〉
1
〈

隷
た
るethnic M

ongol

に
堕

ち
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
中
国
の
民
族
学
者
た
ち
は
「
族
群
」
と
い
う
概
念
を
最

初
は
忌
み
嫌
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
漢
語
圏
で
最
初
にethnic 

group

を
族
群
と
置
き
換
え
て
用
い
だ
し
た
の
は
「
台
湾
の
反
動

派
」
た
ち
で
あ
る
か
ら
だ
。「
一
九
七
〇
年
代
以
降
は
台
湾
独
立
勢

力
に
愛
用
さ
れ
た
政
治
的
な
概
念
」
だ
と
認
識
し
﹇
郝
時
遠2004 : 

123 ‒136

﹈、
共
産
中
国
へ
の
上
陸
を
強
く
警
戒
し
て
い
た
。
台
湾
問

題
を
「
国
家
の
核
心
的
利
益
」
と
み
る
中
国
に
お
い
て
、
民
族
と
い

う
こ
と
ば
の
翻
訳
上
の
改
変
は
決
し
て
語
彙
の
面
で
の
小
細
工
で
は

な
い
。
中
国
の
学
者
た
ち
が
族
群
を
愛
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、「
台
湾
独
立
勢
力
の
主
張
」
を
容
認
し
た
の
で
は
な
い
。

nation

をethnic group

に
改
変
し
な
い
か
ぎ
り
、
も
っ
と
深
刻
な

国
家
分
裂
の
危
機
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
責
任
感
か
ら

奔
走
し
た
民
族
学
者
が
い
た
か
ら
だ
。
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、

ethnicity

に
つ
い
て
学
ん
だ
馬
戎
で
あ
る
。nation

は
ひ
と
つ
だ

け
、「
中
華
民
族
」
を
指
す
と
き
に
の
みthe C

hinese nation

と
し

て
用
い
、
五
五
の
少
数
「
民
族
」
を
あ
ら
わ
す
と
き
に
はethnic 

m
inorities

を
つ
か
う
べ
き
だ
、
と
馬
戎
は
よ
び
か
け
た
。
彼
は
自

ら
の
根
拠
を
三
つ
提
示
し
た
﹇
馬
戎2004 : 123

﹈。

　
　
　

第
一
に
、「
中
国
の
少
数
民
族
」
は
社
会
的
に
も
文
化
的
に

も
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
少
数
種
族
、
族
群
」（racial and 

ethnic m
inorities

）
と
同
じ
で
、ethnic group

に
変
え
た
ほ

う
が
「
わ
が
国
の
民
族
の
構
成
の
実
情
」
に
合
致
す
る
。
第
二
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に
、「
中
華
民
族
」
と
い
う
上
位
概
念
と
そ
れ
に
属
す
る
下
位

の
諸
民
族
が
同
じ
「
民
族
」
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
う
こ
と
で

生
じ
る
無
駄
な
混
乱
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、

英
語
のnationality

やnationalism

を
用
い
れ
ば
、「
国
外
の

読
者
」
た
ち
は
こ
う
し
た
表
現
に
付
随
す
る
「
民
族
の
自
決

権
」
を
連
想
し
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
の
建
設
と
い
っ
た

分
裂
主
義
運
動
に
加
わ
る
危
険
性
が
あ
る
。

　

孫
文
を
支
持
し
て
清
朝
を
倒
そ
う
と
す
る
志
士
や
、
あ
る
い
は
満

蒙
独
立
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
満
洲
馬
賊
」
の
よ
う
な
「
国
外

の
読
者
」
は
今
日
の
日
本
に
は
た
し
て
何
人
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
国
外
の
読
者
」
の
存
在
を
杞
憂
す
る
の
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
、

「
国
内
の
少
数
民
族
の
読
者
」
た
ち
の
動
向
を
事
前
に
封
殺
し
よ
う

と
す
る
の
が
愛
国
者
馬
戎
の
真
意
で
あ
ろ
う
。
馬
戎
は
さ
ら
に
共
産

党
と
中
央
政
府
に
提
案
す
る
。ethnic group

は
あ
く
ま
で
も
一
定

の
文
化
と
歴
史
を
受
け
つ
ぐ
団
体
で
、
固
有
の
領
土
と
結
び
つ
く

nation

＝
民
族
ほ
ど
危
険
で
は
な
い
、
と
忠
言
を
呈
し
て
い
る
﹇
同

123

﹈。
国
家
分
裂
の
危
険
性
を
帯
び
た
こ
と
ば
の
翻
訳
的
改
変
を
、

馬
戎
は
「
少
数
族
群
の
問
題
を
解
決
す
る
際
の
脱
政
治
化
（de-

politicalization

）」
と
呼
ん
で
い
る
﹇
同123

﹈。

　

馬
戎
は
ま
た
「
歴
史
」
を
振
り
返
り
な
が
ら
自
説
を
補
強
す
る
。

漢
文
の
記
録
を
証
拠
と
す
れ
ば
、
華
夏
＝
漢
人
は
蛮
夷
狄
戎
よ
り
も

「
発
展
が
早
く
」、「
文
明
の
水
準
も
高
い
」
と
い
う
。
だ
か
ら
こ

そ
、
漢
人
は
夷
狄
の
「
文
明
化
＝
華
夏
化
」
に
熱
心
で
、
夷
狄
側
も

積
極
的
に
華
夏
文
明
を
学
習
し
た
﹇
同124

﹈。

　

か
く
主
張
す
る
馬
戎
の
目
的
は
単
純
明
快
で
あ
る
。「
発
展
が
遅

く
、
文
明
度
の
低
い
」
蛮
夷
狄
戎
が
華
夏
文
明
を
学
ぶ
「
文
明
化
」

の
プ
ロ
セ
ス
は
ま
さ
に
「
発
展
」
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
、

「
先
進
的
な
漢
人
」
が
「
立
ち
遅
れ
た
少
数
族
群
」
を
「
助
け
」、
彼

ら
の
故
郷
「
辺
境
」
を
「
開
発
」
す
る
の
も
絶
対
的
な
善
良
な
行
為

だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
の
知
識
人
は
馬
戎
説
の
性
質

を
、「
少
数
族
群
の
問
題
」
に
お
け
る
民
族
自
決
の
原
理
を
去
勢
す

る
の
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
政
治
化
の
言
説
」
だ
と
理
解
し
て
い
る

﹇
郝
維
民2005 : 410

﹈。
自
ら
を
「
長
い
歴
史
を
有
す
る
国
」
と
み

な
す
中
国
は
「
古
く
か
ら
」
や
「
固
有
の
」
と
い
っ
た
形
容
詞
を
愛

用
す
る
。
中
国
は
「
古
く
か
ら
多
民
族
国
家
」
だ
と
夢
想
す
る
知
識

人
﹇
王2005

﹈
も
所
詮
は
現
在
の
独
裁
政
権
に
よ
る
少
数
民
族
支

配
を
側
面
か
ら
援
護
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

二
　
ジ
ョ
イ
ン
ト
ノ
ミ
ー 

─
─
も
は
や
有
名
無
実
の「
自
治
」も
不
要
─
─

　

馬
戎
の
説
を
支
持
し
、
呼
応
し
た
の
は
中
国
社
会
科
学
院
の
朱
倫

で
あ
る
。
彼
は
自
治
（autonom

y

）
よ
り
も
共
治
（jointnom

y

）

こ
そ
、
中
国
を
は
じ
め
、
現
代
世
界
に
お
け
る
民
族
間
関
係
を
処
理

す
る
有
効
な
実
践
で
﹇
朱2002 : 1 ‒9

﹈、「
民
族
政
治
理
論
の
新
思

考
」
だ
と
主
張
し
て
い
る
﹇
朱2003 : 1 ‒18

﹈。
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朱
倫
は
い
う
。
そ
も
そ
も
中
国
の
民
族
区
域
自
治
は
「
民
族
固
有

の
領
土
」
を
単
位
と
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、「
単
独
の
民
族
社

会
」
を
基
本
と
す
る
も
の
で
も
な
く
、
集
中
居
住
す
る
区
域
に
お
け

る
自
治
だ
と
し
て
い
る
﹇
朱2002 :  3

﹈。
朱
の
強
引
な
立
論
は
頭
か

ら
一
九
四
九
年
以
前
の
チ
ベ
ッ
ト
や
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
（
新
疆
）、

そ
れ
に
内
モ
ン
ゴ
ル
の
実
情
を
否
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的

に
こ
れ
ら
の
地
域
は
そ
れ
ぞ
れ
チ
ベ
ッ
ト
人
や
ト
ル
コ
系
の
人
々
、

そ
れ
に
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
の
領
土
で
、
漢
人
以
外
の
住
民
た
ち
が
中

華
と
ま
っ
た
く
無
関
係
の
歴
史
と
文
明
を
創
造
し
、
異
な
る
歴
史
観

を
い
だ
い
て
き
た
事
実
を
根
底
か
ら
否
認
し
て
い
〉
2
〈

る
。
朱
の
目
的
は

明
確
だ
。「
自
治
だ
け
が
現
代
の
多
民
族
国
家
に
お
け
る
政
治
生
活

の
す
べ
て
で
は
な
い
。
共
治
こ
そ
重
要
だ
」。「
自
治
は
そ
の
自
治
を

お
こ
な
う
自
治
者
自
ら
を
政
治
的
に
周
縁
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る

し
、
分
裂
主
義
を
助
長
す
る
危
険
性
す
ら
有
し
て
い
る
」
と
危
惧
し

て
い
る
﹇
朱2002 :  4

﹈。
要
す
る
に
、
中
国
政
府
が
心
配
す
る
「
分

裂
主
義
」
を
く
い
と
め
る
の
に
、
い
ま
ま
で
に
実
施
し
て
き
た
有
名

無
実
な
区
域
自
治
を
中
止
し
て
、
漢
人
と
の
共
治
、
換
言
す
れ
ば
実

質
上
は
漢
人
統
治
の
強
化
を
提
案
し
た
政
策
論
で
あ
る
。

　

朱
倫
は
共
治
を
す
す
め
る
必
然
性
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
。

　

ま
ず
、「
民
族
分
裂
主
義
」
は
主
権
国
家
に
反
対
さ
れ
て
お
り
、

国
際
社
会
の
承
認
を
得
に
く
く
、
多
民
族
が
ひ
と
つ
の
国
家
を
構
成

し
て
い
る
以
上
、
共
治
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
現
代
社
会

は
「
公
民
の
自
由
な
移
動
」
を
み
と
め
て
お
り
、
民
族
区
域
自
治
区

も
漢
人
の
流
入
で
も
は
や
単
一
民
族
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い

る
。
最
後
に
、
民
族
問
題
は
異
な
る
民
族
集
団
間
に
生
じ
る
こ
と

で
、
共
治
で
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
﹇
朱2002 : 4 ‒5

﹈。
朱
は
別

稿
で
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
や
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
の
「
失
敗
し
た

民
族
自
決
の
理
論
と
政
〉
3
〈
策
」
を
傍
証
に
し
て
、「
成
功
し
た
中
国
の

区
域
自
治
政
策
」
を
一
層
強
化
す
る
道
は
共
治
で
し
か
な
い
、
と
い

う
﹇
朱2003 : 1 ‒18

﹈。

　

国
際
社
会
が
旧
ソ
連
や
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
か
ら
分
裂
し
た

諸
国
家
を
承
認
し
な
い
、
と
の
朱
倫
の
発
言
は
、
馬
戎
が
い
う
と
こ

ろ
の
「
国
外
の
読
者
」
云
々
と
同
じ
よ
う
に
、
実
際
は
「
国
内
の
読

者
」
た
る
少
数
民
族
を
欺
く
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
朱
が
主
張
す
る

と
こ
ろ
の
「
公
民
の
自
由
な
移
動
」
も
農
村
戸
籍
と
都
市
戸
籍
を
厳

格
に
定
め
る
中
国
の
法
律
と
抵
触
す
る
空
論
で
し
か
な
い
。
た
だ
、

こ
と
に
少
数
民
族
地
域
に
対
し
て
は
、
一
九
四
九
年
か
ら
ず
っ
と
漢

人
の
殖
民
と
屯
田
を
推
進
し
て
き
た
中
国
の
政
策
を
指
す
な
ら
ば
、

そ
れ
な
り
に
正
鵠
を
射
た
説
と
も
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
他
民

族
と
の
関
係
で
生
起
す
る
民
族
問
題
の
解
決
策
と
し
て
共
治
を
も
た

ら
す
の
は
、
多
数
者
側
か
ら
の
傲
慢
な
態
度
だ
と
し
か
い
い
よ
う
が

な
い
。三

　
名
存
実
亡
者
側
か
ら
の
反
論

　

馬
戎
と
朱
倫
が
政
客
よ
り
も
過
激
な
言
説
を
学
術
と
い
う
名
の
も
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と
で
世
に
公
開
し
て
以
来
、
少
数
民
族
側
か
ら
強
烈
な
反
論
が
あ
い

つ
い
で
湧
き
起
こ
っ
た
。

　

内
モ
ン
ゴ
ル
大
学
の
歴
史
学
者
郝
維
民
（
モ
ン
ゴ
ル
名
：
オ
ド
ン

ビ
リ
ク
）
は
「
西
部
大
開
発
と
モ
ン
ゴ
ル
族
の
発
展
│
│
い
わ
ゆ
る

〈
少
数
族
群
の
脱
政
治
化
〉
と
〈
民
族
の
共
治
〉
を
評
す
」
と
い
う

長
大
な
論
文
を
書
き
、
逐
一
、
馬
戎
と
朱
倫
ら
の
立
論
に
反
撃
を
く

わ
え
た
﹇
郝
維
民2005 : 384 ‒420

﹈。

　

郝
維
民
は
ま
ず
、
モ
ン
ゴ
ル
族
は
現
代
中
国
と
い
う
一
国
家
の
枠

組
み
に
の
み
お
さ
ま
る
民
族
で
は
な
く
、「
世
界
史
を
創
造
し
た

人
々
」
だ
と
位
置
付
け
て
い
る
。
中
国
が
誇
り
と
す
る
巨
大
な
版
図

も
モ
ン
ゴ
ル
人
の
大
元
帝
国
が
そ
の
基
礎
を
固
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
モ
ン
ゴ
ル
族
を
単
な
る
「
文
化
的
な
族
群
」
と
す
る
馬

戎
の
観
点
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
民
族
問
題
の
最
高
原
則
、

す
な
わ
ち
民
族
間
平
等
の
原
則
に
反
す
る
も
の
だ
」、
と
批
判
し
て

い
る
﹇
同384 ‒385 , 411

﹈。
民
族
区
域
自
治
の
制
度
と
民
族
政
策

の
存
在
を
「
民
族
問
題
」
に
置
き
換
え
て
そ
の
「
脱
政
治
化
」
を
う

な
が
す
の
は
、
少
数
民
族
の
生
来
の
自
治
権
を
剥
奪
し
よ
う
と
す
る

政
治
的
な
行
為
で
、
一
九
六
〇
年
代
の
文
化
大
革
命
中
に
横
行
し
た

極
左
思
想
と
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
、
と
論
破
す
る
﹇
同410

﹈。

　

で
は
、
郝
維
民
が
指
摘
す
る
極
左
思
想
が
横
行
し
て
い
た
時
代

に
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
暮
ら
す
中
国
の
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
で
何
が
起

こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
一
九
五
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
反
右

派
闘
争
」
の
形
で
展
開
さ
れ
た
「
大
漢
族
主
義
と
地
方
民
族
主
義
の

双
方
に
反
対
す
る
運
動
」
の
な
か
で
、
実
際
に
粛
清
さ
れ
た
の
は
モ

ン
ゴ
ル
人
ば
か
り
〉
4
〈

で
、
毛
沢
東
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
大
漢
族
主
義

者
」
は
一
人
だ
に
批
判
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
郝
維
民
は
論
じ
て
い
る

﹇
同394 ‒395

﹈。
郝
維
民
の
主
張
に
沿
っ
て
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、

中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
以
降
に
無
数
の
「
少
数
民
族
分
裂
主
義

者
」
が
逮
捕
、
処
刑
さ
れ
て
き
た
が
、
大
漢
族
主
義
者
が
裁
か
れ
た

と
い
う
事
実
を
私
は
知
ら
な
い
。

　

郝
維
民
は
さ
ら
に
述
べ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
人
の
指
導
者
で
、
自
治
区

の
最
高
責
任
者
の
ウ
ラ
ー
ン
フ
ー
は
漢
人
が
最
高
の
文
明
と
す
る
農

耕
よ
り
も
自
然
環
境
と
社
会
の
実
態
に
合
致
し
た
牧
畜
業
を
優
先
す

る
政
策
を
す
す
め
た
こ
と
で
、「
民
族
分
裂
主
義
」
の
レ
ッ
テ
ル
を

貼
ら
れ
、
文
化
大
革
命
開
始
前
に
失
脚
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
内

モ
ン
ゴ
ル
に
は
「
ウ
ラ
ー
ン
フ
ー
を
ボ
ス
と
す
る
大
規
模
な
民
族
分

裂
主
義
者
集
団
と
そ
の
社
会
的
な
基
盤
が
存
在
す
る
」
と
断
罪
さ
れ

た
。
さ
ら
に
中
国
共
産
党
は
、
一
九
四
〇
年
代
に
民
族
の
自
決
を
決

行
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
を
「
祖
国
の
分
裂
を
図
っ
た
反
革

命
集
団
」
だ
と
認
定
し
、「
建
国
後
も
地
下
に
潜
伏
し
て
分
裂
活
動

を
つ
づ
け
て
き
た
」
と
み
て
、
文
化
大
革
命
期
に
大
量
虐
殺
が
断
行

さ
れ
た
。
人
口
わ
ず
か
一
五
〇
万
人
の
モ
ン
ゴ
ル
族
を
対
象
に
、
三

四
万
六
千
人
が
逮
捕
さ
れ
、
一
万
六
千
人
が
殺
害
さ
〉
5
〈

れ
、
一
二
万
人

に
障
害
が
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
九
年
に
は
自
治
区
東
部
の

ホ
ル
ン
ボ
イ
ル
盟
と
ジ
ェ
リ
ム
盟
、
そ
れ
に
ジ
ョ
ー
ウ
ダ
盟
が
、
そ

れ
ぞ
れ
黒
龍
江
省
と
吉
林
省
、
お
よ
び
遼
寧
省
に
分
割
さ
れ
た
。
さ
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ら
に
西
部
の
エ
チ
ナ
旗
と
ア
ラ
シ
ャ
ン
右
旗
を
甘
粛
省
に
、
ア
ラ

シ
ャ
ン
左
旗
を
寧
夏
回
族
自
治
区
に
与
え
て
、「
分
け
て
統
治
す

る
」
政
策
が
導
入
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
自
治
区
は
名
存
実
亡
し
た

﹇
同399 ‒400
﹈。
実
際
、
漢
人
た
ち
は
当
時
の
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区

の
名
を
変
え
て
「
中
国
共
産
党
反
修
省
」
と
呼
ん
で
い
た
﹇
特
古
斯

1993 :  53

﹈。「
修
」
と
は
「
修
正
主
義
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
」

を
指
す
。
こ
の
よ
う
に
モ
ン
ゴ
ル
人
同
士
を
離
間
さ
せ
て
侮
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が
中
国
で
い
か
な
る
「
自
治
」
を
経
験
し
て
き

た
か
に
つ
い
て
、
ウ
ラ
ー
ン
フ
ー
と
い
う
指
導
者
の
浮
沈
を
通
し
て

み
て
み
よ
う
、
と
郝
維
民
は
述
べ
て
い
る
。
少
数
民
族
出
身
者
が
自

治
区
政
府
機
関
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
ポ
ス
ト
を
占
め
る
か
は
、
真

の
意
味
で
の
主
人
で
あ
る
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
基
準
の
ひ
と
つ

だ
っ
た
。
一
九
六
六
年
八
月
ま
で
の
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
に
お
け
る

モ
ン
ゴ
ル
人
と
漢
人
と
の
比
率
は
一
：
七
だ
っ
た
が
、
自
治
区
政
府

内
の
モ
ン
ゴ
ル
人
主
席
と
副
主
席
の
割
合
は
五
〇
％
に
達
し
て
い

た
。
何
よ
り
も
自
治
区
の
党
委
員
会
書
記
も
モ
ン
ゴ
ル
人
の
ウ
ラ
ー

ン
フ
ー
で
、
彼
は
ま
た
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
政
府
主
席
と
内
モ
ン
ゴ

ル
軍
区
司
令
官
兼
政
治
委
員
の
要
職
を
か
ね
て
い
た
。
ウ
ラ
ー
ン

フ
ー
は
名
実
と
も
に
中
国
に
お
け
る
民
族
区
域
自
治
の
シ
ン
ボ
ル

だ
っ
た
の
で
あ
る
﹇
郝
維
民2005 : 402 ‒403

﹈。

　

し
か
し
、
ウ
ラ
ー
ン
フ
ー
は
中
央
政
府
が
す
す
め
る
草
原
開
墾
や

民
族
融
合
と
い
っ
た
大
漢
族
主
義
的
な
政
策
に
抵
抗
し
た
た
め
に
失

脚
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
自
治
区
の
実
権
を
握
る
党
書
記

の
ポ
ス
ト
は
ず
っ
と
漢
人
に
握
ら
れ
て
き
た
。
郝
維
民
は
ま
た
自
ら

の
経
験
を
紹
介
し
て
い
る
。
近
年
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
族
自
治
県
を
訪
問

し
た
際
に
、
自
治
法
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル

人
を
県
長
（
書
記
で
は
な
い
）
に
任
命
す
る
く
ら
い
で
、
ほ
か
に
特

に
配
慮
し
な
い
、
と
漢
人
幹
部
た
ち
は
躊
躇
せ
ず
に
応
じ
た
と
い

う
。
ま
た
、
西
部
大
開
発
に
と
も
な
い
、
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が
自
分

の
故
郷
で
ど
の
よ
う
な
利
益
を
享
受
し
て
い
る
の
か
、
と
の
問
い
に

対
し
て
も
、「
事
実
上
何
も
な
い
」
と
漢
人
た
ち
が
素
直
に
返
事
し

た
と
い
う
﹇
同403 , 414

﹈。

　
「
中
華
民
族
は
民
族
学
の
概
念
で
は
な
く
、
特
殊
な
歴
史
的
条
件

の
も
と
で
生
ま
れ
た
中
国
の
各
民
族
に
対
す
る
総
称
に
す
ぎ
な
い
」。

少
数
民
族
に
対
し
て
「
中
華
民
族
意
識
」
を
強
化
す
る
よ
う
な
性
急

な
民
族
融
合
政
策
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
と
郝
維
民
は
結
論
し
て

い
る
﹇
同420

﹈。
郝
維
民
は
自
他
と
も
に
み
と
め
る
「
愛
国
主
義
者

に
し
て
社
会
主
義
歴
史
学
者
」
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
か
ら
の
反
論
に

馬
戎
と
朱
倫
ら
が
い
か
に
自
衛
し
た
か
は
、私
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
　
農
耕
化
と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
発
動
は 

「
民
族
問
題
」
を
解
消
す

　

文
化
大
革
命
直
前
に
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
に
生
ま
れ
、
郝
維
民
ら

が
指
摘
す
る
政
府
と
漢
人
た
ち
に
よ
る
モ
ン
ゴ
ル
人
の
大
量
虐
殺
を
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幸
運
に
も
少
年
期
に
目
撃
し
た
私
も
西
部
大
開
発
の
進
行
に
注
目
せ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

日
本
の
殖
民
地
だ
っ
た
内
モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
一
九

四
五
年
秋
に
独
立
な
い
し
は
同
胞
た
ち
の
国
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和

国
と
の
統
一
を
切
望
し
て
い
た
。
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
指
導
者

た
ち
も
内
モ
ン
ゴ
ル
の
同
胞
た
ち
を
「
日
本
と
漢
人
の
殖
民
地
支
配

か
ら
解
放
し
よ
う
」
と
決
心
し
て
い
た
﹇
楊2009 a: 13 ‒14 ; 2010 : 

520 ‒523

﹈。
し
か
し
、
大
国
同
士
で
勝
手
に
交
わ
し
た
「
ヤ
ル
タ
協

定
」
は
弱
小
民
族
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
な
か
っ

た
。
そ
の
結
果
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
故
郷
の
一
部
が
漢
人
た
ち
の
国
家

に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

中
国
の
漢
人
た
ち
は
内
モ
ン
ゴ
ル
を
一
九
四
九
年
に
「
解
放
」
し

た
と
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
が
、
誰
の
、
ど
ん
な
圧
政
と
搾
取
か

ら
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
に
新
た
な
「
自
由
」と
「
発
展
」を
与
え
た
の
だ

ろ
う
か
。
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が
口
を
そ
ろ
え
て
証
言
し
て
い
る
の
は

政
治
的
な
抑
圧
と
経
済
的
な
破
壊
で
し
か
な
い
と
い
う
事
実
は
、
漢

人
た
ち
の
主
張
と
は
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
有
名
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
シ
ャ
ラ
ブ

ジ
ャ
ム
ソ
は
政
府
か
ら
発
行
禁
止
を
命
じ
ら
れ
た
「
犂
の
下
の
内
モ

ン
ゴ
ル
」（Anjisun Q

osighun D
ouraki Ö

bür M
onghol

）と
い
う
論
文

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
﹇Sirabjam

su 2006 : 1 ‒62

﹈。

　

内
モ
ン
ゴ
ル
を
自
国
に
併
合
し
た
中
国
は
“
摻
沙
子
”（
沙
を
混

ぜ
る
）
と
称
し
て
、
漢
人
殖
民
を
組
織
的
に
す
す
め
て
き
た
。
一
九

四
九
年
に
五
百
万
人
い
た
漢
人
は
い
ま
や
三
千
万
人
に
達
し
、「
主

体
」
と
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
人
の
七
倍
と
な
っ
た
。
漢
人
た
ち
は
ど
こ

に
移
り
住
も
う
と
、
現
地
の
自
然
環
境
に
一
切
構
わ
ず
犂
を
入
れ
て

種
子
を
播
き
、
収
穫
し
て
は
じ
め
て
そ
の
地
を
占
領
し
た
と
実
感
す

る
。
そ
の
結
果
、
沙
漠
化
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
弊
害
を
も
た
ら
し
て

い
る
こ
と
は
世
界
的
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
府
も
み
と

め
る
事
実
だ
が
、
一
九
八
九
年
の
時
点
で
、
ウ
ラ
ー
ン
ハ
ダ
こ
と
赤

峰
市
の
草
原
の
八
三
・
八
四
％
、
オ
ル
ド
ス
市
こ
と
旧
イ
ケ
ジ
ョ
ー

盟
の
草
原
の
七
三
・
八
五
％
が
劣
化
し
、
黄
色
い
砂
地
と
化
し
た

﹇ibid. 10 ‒11 ,  16

﹈。

　
「
解
放
」
後
の
中
国
は
前
後
五
回
に
わ
た
っ
て
、
大
規
模
な
草
原

開
墾
を
実
施
し
て
、
環
境
を
破
壊
し
た
﹇ibid. 36 ‒37

﹈。

　

第
一
回
： 

一
九
五
八
〜
一
九
五
九
年
に
「
食
糧
生
産
を
綱
要
と
す

る
運
動
」
期

　

第
二
回
：
一
九
六
〇
〜
一
九
六
二
年
の
公
有
化
政
策
の
強
化
時
期

　

第
三
回
：
一
九
六
六
〜
一
九
七
六
年
の
文
化
大
革
命
期

　

第
四
回
： 

一
九
七
六
〜
一
九
八
〇
年
の「
農
業
大
寨
に
学
ぶ
」時
期

　

第
五
回
： 

一
九
八
〇
年
〜
現
在
ま
で
の「
草
原
の
開
発
利
用
」政
策

期

　

五
回
に
わ
た
る
大
規
模
な
草
原
開
墾
に
と
も
な
い
、
一
九
五
〇
年

代
の
大
躍
進
期
か
ら
文
化
大
革
命
ま
で
の
あ
い
だ
に
約
一
千
万
人
も

の
漢
人
農
民
が
侵
入
し
て
き
た
。
こ
の
間
の
開
墾
面
積
の
正
確
な

デ
ー
タ
を
政
府
は
秘
匿
し
て
公
開
し
な
い
が
、
過
去
二
千
年
の
あ
い
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だ
の
累
積
よ
り
も
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

「
開
発
」
と
称
し
た
略
奪
で
あ
り
、
内
モ
ン
ゴ
ル
を
殖
民
地
と
し
か

み
て
い
な
い
政
策
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
、
と
シ
ャ
ラ
ブ
ジ
ャ
ム
ソ
は

指
摘
し
て
い
る
﹇ibid. 10 ‒18

﹈。

　

そ
も
そ
も
モ
ン
ゴ
ル
人
と
漢
人
は
歴
史
が
始
ま
っ
て
以
来
ず
っ
と

対
立
し
、
異
な
る
文
明
を
営
ん
で
き
た
、
と
モ
ン
ゴ
ル
の
知
識
人
た

ち
は
理
解
し
て
い
る
。
ま
っ
た
く
異
な
る
文
明
を
も
つ
人
々
を
脅
威

と
み
な
し
て
、
中
国
に
同
化
さ
せ
る
た
め
に
軽
牧
重
農
の
政
策
が

「
解
放
」
後
に
強
制
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
モ
ン

ゴ
ル
人
の
経
済
的
基
盤
を
壊
滅
さ
せ
て
か
ら
文
化
と
政
治
の
面
で
の

同
質
化
を
は
か
る
戦
略
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
た

だ
単
に
経
済
の
面
か
ら
遊
牧
文
明
を
改
造
す
る
に
は
時
間
が
か
か
り

す
ぎ
る
し
、
と
き
に
は
大
胆
な
、
効
率
の
よ
い
同
化
政
策
を
推
し
す

す
め
る
必
要
が
あ
る
と
み
た
漢
人
た
ち
は
、
大
量
虐
殺
す
な
わ
ち

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
発
動
し
た
の
で
あ
る
﹇ibid. 11 ,  32
﹈。

　

モ
ン
ゴ
ル
の
知
識
人
た
ち
は
例
外
な
く
文
化
大
革
命
中
の
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
を
清
朝
末
期
に
発
生
し
た
「
金
丹
道
に
よ
る
大
量
虐
殺
事

件
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
﹇
阿
拉
騰
徳
力
海1999

、
ア
ル
タ
ン

デ
レ
ヘ
イ2008

、Sirabjam
su 2006 ; 

楊2009 a, 2009 b

﹈。
一
八
九

一
年
旧
暦
一
〇
月
一
〇
日
か
ら
一
一
月
二
七
日
ま
で
に
、
紅
い
帽
子

を
か
ぶ
っ
た
漢
人
た
ち
は
ジ
ョ
ー
ウ
ダ
盟
と
ジ
ョ
ソ
ト
盟
、
そ
れ
に

ジ
ェ
リ
ム
盟
に
乱
入
し
、「
平
清
掃
胡
」
す
な
わ
ち
「
清
朝
を
倒
し

て
、
モ
ン
ゴ
ル
人
を
一
掃
す
る
」、「
モ
ン
ゴ
ル
人
に
逢
え
ば
、
訳
を

き
か
ず
に
殺
せ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
各
地
で
虐
殺
を
は

た
ら
い
た
﹇
ボ
ル
ジ
ギ
ン2003 : 188 ‒189

﹈。
モ
ン
ゴ
ル
人
の
犠
牲

者
は
三
〇
万
人
に
達
し
、「
殺
人
奪
地
」、
つ
ま
り
「
モ
ン
ゴ
ル
人
を

殺
し
て
草
原
を
奪
う
」
と
い
う
漢
人
の
目
的
は
み
ご
と
に
達
成
さ
れ

た
﹇Sirabjam

su 2006 :  43

﹈。
中
国
は
い
ま
で
も
「
金
丹
道
」
を

「
農
民
起
義
」
だ
と
高
く
評
価
し
、「
満
洲
清
朝
の
官
吏
と
モ
ン
ゴ
ル

人
の
封
建
的
な
王
公
に
打
撃
を
与
え
た
」
と
政
府
が
発
行
す
る
『
初

級
中
学
課
本
試
用
本
│
│
内
蒙
古
歴
史
』
は
教
え
て
い
る
﹇1988 : 

176 ‒177

﹈。
当
時
の
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
に
三
〇
万
人
も
の
「
封
建
的

な
王
公
」
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

文
化
大
革
命
中
に
も
同
様
な
歴
史
が
再
現
さ
れ
た
。
三
〇
万
人
も

の
モ
ン
ゴ
ル
人
が
殺
害
さ
れ
、
広
大
な
草
原
に
殺
人
者
の
漢
人
た
ち

が
住
み
つ
い
た
﹇Sirabjam

su 2006 :  44

﹈。
シ
ャ
ラ
ブ
ジ
ャ
ム
ソ
が

挙
げ
る
犠
牲
者
の
数
は
政
府
が
公
開
し
た
デ
ー
タ
と
食
い
違
っ
て
い

る
が
、
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
の
支
持
を
得
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て

お
き
た
い
。
漢
人
の
指
導
者
た
ち
は
「
モ
ン
ゴ
ル
人
を
殺
す
の
は
怖

く
な
い
。
一
人
を
殺
せ
ば
り
っ
ぱ
な
男
で
、十
人
殺
せ
た
ら
英
雄
だ
」

と
奨
励
し
て
い
た
﹇
楊2009c :  24

﹈。
シ
リ
ー
ン
ゴ
ル
盟
に
駐
屯
す

る
解
放
軍
の
司
令
官
趙
徳
栄
は
「
お
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
人
を
見
た
だ
け

で
気
分
が
悪
く
な
る
。
シ
リ
ー
ン
ゴ
ル
盟
の
全
モ
ン
ゴ
ル
人
を
え
ぐ

り
出
し
て
粛
清
し
て
も
、全
国
か
ら
見
れ
ば
ご
く
わ
ず
か
だ
」と
発

言
し
て
い
た
。別
の
解
放
軍
幹
部
も
「
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が
全
員
死

ん
で
も
大
し
た
問
題
は
な
い
。
我
が
国
の
南
方
に
は
た
く
さ
ん
人
間
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が
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
の
生
皮
を
剥
ご
う
」
と
話
し
て
虐
殺
を

推
進
し
た
﹇
ア
ル
タ
ン
デ
レ
ヘ
イ2008 : 19 ‒21

﹈。

　

モ
ン
ゴ
ル
の
知
識
人
た
ち
は
百
年
の
あ
い
だ
に
二
度
に
わ
た
っ
て

発
生
し
た
大
量
虐
殺
事
件
を
冷
静
に
分
析
し
て
い
る
。
二
つ
の
事
件

の
異
同
を
以
下
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
二
つ
の
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
に
共
通
す
る
側
面
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
﹇Sirabjam

su 2006 : 
44 ‒49

﹈。

　

⑴　

い
ず
れ
も
集
中
的
組
織
的
に
モ
ン
ゴ
ル
人
を
殺
害
し
て
草
原

を
占
領
す
る
た
め
の
集
団
的
な
暴
力
で
あ
る
。
金
丹
道
は
白
蓮

教
と
い
う
邪
教
を
信
じ
、
文
化
大
革
命
中
の
漢
人
た
ち
は
「
革

命
」
や
「
社
会
主
義
」
と
い
う
新
宗
教
を
狂
信
し
た
。

　

⑵　

民
族
文
化
を
根
底
か
ら
破
壊
し
た
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
金

丹
道
は
著
名
な
作
家
で
、
一
八
七
一
年
に
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン

の
伝
記
を
小
説
風
に
書
き
あ
げ
た
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
シ
の
無
数
の

蔵
書
を
焚
し
た
こ
と
で
も
悪
名
高
い
。
中
国
共
産
党
が
モ
ン
ゴ

ル
人
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
財
を
「
四
旧
」
と
し
て
破
壊
し
た

事
実
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

⑶　

略
奪
と
侮
辱
の
性
質
が
同
じ
で
あ
る
。
金
丹
道
は
モ
ン
ゴ
ル

人
の
天
幕
に
入
っ
て
は
女
性
た
ち
を
凌
辱
し
た
。
文
化
大
革
命

中
も
「
人
民
の
子
弟
」
と
自
称
す
る
「
人
民
解
放
軍
」
の
兵
士

た
ち
が
モ
ン
ゴ
ル
人
の
女
性
た
ち
を
そ
の
家
族
の
前
で
レ
イ
プ

し
た
事
例
が
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
略
奪
も
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。
例
え
ば
、
一
九
六
九
年
に
シ
リ
ー
ン
ゴ
ル
盟
の
ス

ニ
ト
左
旗
バ
ヤ
ン
ウ
ー
ラ
と
い
う
牧
場
か
ら
一
度
に
八
〇
八
八

頭
も
の
ウ
マ
を
略
奪
し
た
（
ウ
マ
は
モ
ン
ゴ
ル
人
に
と
っ
て

も
っ
と
も
神
聖
な
財
産
で
あ
る
＝
引
用
者
）。

　

⑷　

虐
殺
の
善
後
処
理
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
点
も
同
様
で
あ

る
。
金
丹
道
の
場
合
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
被
害
者
た
ち
が
朝
廷
に

上
奏
し
よ
う
と
し
て
も
、
漢
人
官
吏
た
ち
に
無
視
さ
れ
た
。
文

化
大
革
命
の
と
き
、
虐
殺
を
指
揮
し
た
漢
人
高
官
ら
と
実
際
に

殺
戮
に
加
わ
っ
た
漢
人
た
ち
も
例
外
な
く
他
の
省
へ
栄
転
し
て

い
っ
た
。

　

⑸　

漢
人
た
ち
の
組
織
的
か
つ
大
規
模
な
殺
戮
に
対
し
、
モ
ン
ゴ

ル
人
は
終
始
無
防
備
で
、「
羊
の
よ
う
に
無
抵
抗
」
だ
っ
た
。

暴
力
を
は
た
ら
け
ば
モ
ン
ゴ
ル
人
は
い
い
な
り
に
な
る
と
の
イ

メ
ー
ジ
が
定
着
し
、
い
つ
ま
た
大
量
殺
戮
に
巻
き
込
ま
れ
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
危
険
性
を
生
ん
だ
。

　

二
つ
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
は
ま
た
異
な
る
点
も
み
と
め
ら
れ
よ
う

﹇Sirabjam
su 2006 : 49 ‒56

﹈。

　

⑴　

発
生
し
た
時
代
が
違
う
。
金
丹
道
に
よ
る
殺
戮
は
封
建
社
会

の
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
専
制
的
な
支
配
の
下
で
起
こ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
一
方
、
文
化
大
革
命
期
の
虐
殺
は
二
〇
世
紀
の
共
産

党
が
断
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
共
産
党
自
身
が
主
張

す
る
と
こ
ろ
の
「
野
蛮
」
と
「
文
明
」
の
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
展

開
さ
れ
た
、漢
人
た
ち
に
よ
る
少
数
民
族
の
殺
害
行
為
で
あ
る
。

　

⑵　

方
針
が
異
な
る
。
金
丹
道
は
「
モ
ン
ゴ
ル
人
に
逢
え
ば
有
無



126

を
い
わ
ず
に
殺
せ
」
と
無
差
別
な
暴
力
を
繰
り
返
し
た
の
に
対

し
、
文
化
大
革
命
期
の
漢
人
た
ち
は
専
ら
モ
ン
ゴ
ル
の
知
識
人

や
各
界
の
有
力
な
指
導
者
ら
エ
リ
ー
ト
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し

た
。
文
化
大
革
命
を
経
て
、
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
民
族
の
精
鋭

集
団
を
完
全
に
失
っ
た
。

　

⑶　

規
模
が
違
う
。
金
丹
道
は
内
モ
ン
ゴ
ル
の
東
部
を
襲
っ
た
の

に
対
し
、
文
化
大
革
命
期
の
殺
戮
は
中
国
全
土
に
住
む
モ
ン
ゴ

ル
人
社
会
に
及
ん
だ
。
国
家
に
よ
る
組
織
的
な
殺
戮
の
発
動
に

モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
に
逃
げ
る
余
地
は
ま
っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。

　

シ
ャ
ラ
ブ
ジ
ャ
ム
ソ
は
最
後
に
強
調
す
る
。
中
国
は
旧
日
本
軍
が

南
京
を
占
領
し
た
際
に
市
民
側
に
三
〇
万
人
の
犠
牲
者
が
出
た
と
主

張
す
る
。
百
歩
譲
っ
て
仮
に
そ
の
数
字
が
ひ
と
つ
の
見
解
だ
と
し
て

も
、
四
億
人
の
漢
人
全
体
に
占
め
る
割
合
は
〇
・
七
五
％
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
に
対
し
、
金
丹
道
と
文
化
大
革
命
は
実
に
モ
ン
ゴ
ル
人
人

口
の
一
五
％
の
命
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
割
合
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

の
民
族
に
与
え
た
打
撃
の
大
き
さ
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

四
〇
年
前
の
文
化
大
革
命
中
に
空
前
絶
後
の
虐
殺
を
経
験
し
た
モ

ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
い
ま
で
も
「
心
が
殺
さ
れ
た
」、「
魂
胆
が
殺
さ
れ

た
」と
表
現
す
る
。そ
れ
は
、中
国
が
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
で
い
か
な

る
圧
政
を
敷
い
て
も
、
も
は
や
抵
抗
で
き
る
人
物
が
完
全
に
い
な
く

な
っ
た
現
実
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
今
日
の
チ
ベ
ッ
ト
や

新
疆
の
住
民
た
ち
の
よ
う
に
果
敢
に
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る﹇
楊2009 a: 220

﹈。
そ
う
い
う
意
味
で
、
農
耕
化

と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
発
動
は
民
族
問
題
を
解
消
す
る
の
に
有
効
だ
っ

た
、
と
中
国
政
府
と
漢
人
た
ち
の
営
為
を
評
価
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

五
　
環
境
保
護
と
い
う
大
義
名
分
が 

草
原
を
破
壊
す

　

政
府
と
漢
人
が
主
導
す
る
虐
殺
は
一
九
六
七
年
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
、
一
九
七
〇
年
に
少
し
ず
つ
鎮
静
化
し
た
、
と
中
国
の
政
府
系
研

究
者
た
ち
は
い
う
。
し
か
し
実
際
は
、
都
市
部
か
ら
離
れ
た
草
原
の

奥
地
で
は
文
化
大
革
命
が
完
全
に
終
息
す
る
一
九
七
六
年
ま
で
死
者

が
続
出
し
て
い
た
の
を
私
た
ち
モ
ン
ゴ
ル
人
は
目
撃
し
、
ま
た
経
験

し
て
き
た
﹇
楊2009 a: 71 ‒78

﹈。

　

繰
り
返
し
い
う
が
、
一
五
〇
万
人
前
後
の
モ
ン
ゴ
ル
人
社
会
か
ら

三
四
万
人
が
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
数
字
は
、
平
均
し
て
ひ
と
つ
の
家

庭
か
ら
少
な
く
と
も
一
人
が
「
反
革
命
分
子
」
か
「
民
族
分
裂
主
義

者
」
と
し
て
連
行
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
我
が

家
の
場
合
は
父
親
が
逮
捕
を
恐
れ
て
逃
亡
し
、
高
齢
の
祖
母
は
漢
人

た
ち
が
主
催
す
る
批
判
闘
争
大
会
で
毎
日
の
よ
う
に
つ
る
し
あ
げ
ら

れ
、
労
働
改
造
を
受
け
て
い
た
。
母
と
私
は
家
か
ら
追
い
だ
さ
れ
て

掘
立
小
屋
に
住
み
、
一
時
は
家
畜
の
放
牧
権
も
剥
奪
さ
れ
、
生
き
る

す
べ
も
な
く
な
っ
て
い
た
﹇
同57 ‒71

﹈。

　

そ
う
し
た
な
か
、
一
九
七
〇
年
五
月
か
ら
政
府
と
漢
人
た
ち
は
我



写真１　 草原をブルドーザーで
切り開く地質調査隊
（1991年７月筆者撮影）

写真２　 地質調査隊員（前列）と彼らの草原
開墾を阻止しようとするモンゴル
人たち（1991年７月筆者撮影）
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が
家
の
周
辺
の
草
原
に
犂
を
入
れ
開
墾
を
始
め
た
。「
立
ち
遅
れ
た

放
牧
で
は
な
く
、
文
明
人
の
生
活
を
導
入
」
す
る
た
め
だ
っ
た
﹇
同

 64

﹈。
草
原
の
脆
弱
な
生
態
を
把
握
し
て
い
た
自
治
区
の
最
高
指
導

者
の
ウ
ラ
ー
ン
フ
ー
は
、
建
国
後
も
ず
っ
と
中
央
政
府
が
推
進
す
る

開
墾
に
抵
抗
し
つ
づ
け
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
文
化
大
革
命
開
始
直

前
に
打
倒
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
農
耕
化
に
反
対
す
る
ウ
ラ
ー
ン

フ
ー
に
目
を
付
け
て
粛
清
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
周
到
な
準
備
は
遅

く
と
も
一
九
六
四
年
か
ら
推
進
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
、
モ
ン

ゴ
ル
人
た
ち
は
文
化
大
革
命
が
終
わ
っ
て
か
ら
気
が
つ
く
﹇
同17 ‒

35

﹈。
我
が
家
周
辺
の
草
原
開
墾
も
そ
う
し
た
文
明
間
の
衝
突
と
い

う
背
景
の
下
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
文
明
人
＝
漢
人
」

の
生
活
が
導
入
さ
れ
た
最
初
の
年
は
収
穫
が
あ
っ
た
が
、
二
年
目
に

は
播
い
た
種
子
の
分
も
回
収
で
き
な
く
な
り
、
三
年
目
か
ら
あ
た
り

一
面
に
黄
色
い
沙
漠
が
広
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
激
変
を

オ
ル
ド
ス
に
下
放
さ
れ
て
い
た
南
京
か
ら
の
漢
人
知
識
青
年
た
ち
も

目
撃
し
て
い
た
﹇
志1993 : 309

﹈。

　

沙
漠
に
は
四
、五
年
後
に
家
畜
が
食
べ
ら
れ
な
い
毒
草
が
ち
ら
ほ

ら
と
生
い
茂
る
よ
う
に
な
る
。
二
〇
年
後
の
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ

て
よ
う
や
く
普
通
の
牧
草
が
少
し
ず
つ
回
復
し
て
き
た
が
、
地
形
は

す
で
に
平
ら
な
草
原
か
ら
凸
凹
の
激
し
い
丘
陵
に
変
わ
っ
て
い
た
。

貧
弱
な
植
皮
の
一
寸
下
は
沙
漠
だ
。
い
つ
で
も
沙
丘
と
化
す
環
境
が

整
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か
ろ
う
じ
て
部
分
的
に
緑
が
戻
っ
た
草
原
に
一
九
九
一
年
か
ら
地



写真３　 オルドス高原西部にある筆者
の草原にそそり立つガス開発
機器（2008年9月筆者撮影）

写真４　 内モンゴル自治区中央ケシク
テン草原における開発の風景
（2009年８月筆者撮影）
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質
調
査
隊
が
出
没
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
写
真
１
、
２
）。
彼
ら
は

草
原
を
幅
約
四
メ
ー
ト
ル
の
帯
状
に
切
り
開
き
、
五
〇
メ
ー
ト
ル
間

隔
で
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
地
下
に
埋
め
込
ん
で
は
爆
発
さ
せ
る
。
そ
の

地
震
波
で
地
下
資
源
の
有
無
を
探
知
す
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
〇

年
代
末
期
か
ら
オ
ル
ド
ス
高
原
に
は
世
界
有
数
の
地
下
天
然
ガ
ス
の

存
在
が
確
認
さ
れ
、
開
発
が
始
ま
っ
た
。
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開

催
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年
の
秋
に
は
つ
い
に
我
が
家
の
草
原
に
も
ガ
ス

田
が
あ
る
と
判
明
し
、
削
掘
の
機
械
が
建
て
ら
れ
た
（
写
真
３
）。

一
二
月
、
家
畜
を
す
べ
て
売
り
払
い
、
先
祖
代
々
放
牧
し
て
き
た
草

原
か
ら
町
へ
の
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

ガ
ス
田
の
開
発
（
写
真
4
）
が
な
く
て
も
、
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は

い
ま
や
町
へ
の
集
中
移
住
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
中
国
北

部
の
自
然
環
境
が
悪
化
し
、
砂
嵐
が
漢
人
の
都
北
京
を
飛
び
越
え
て

日
本
や
北
米
に
も
飛
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
た

ち
に
よ
る
「
過
放
牧
」
が
原
因
だ
と
政
府
が
認
識
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
オ
ル
ド
ス
で
は
す
で
に
一
戸
に
つ
き
わ
ず
か
二
百
頭
く
ら
い

し
か
い
な
い
が
（
こ
の
頭
数
で
は
普
通
の
生
活
は
到
底
ま
か
な
え
な

い
）、
家
畜
を
一
年
中
柵
の
な
か
に
入
れ
て
飼
育
す
る
よ
う
命
令
さ

れ
、
草
原
で
放
牧
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
政
策
が
敷
か
れ
て
い

る
。「
大
地
に
落
ち
た
草
の
種
子
を
家
畜
の
蹄
が
踏
ん
で
地
中
に
入

れ
て
や
ら
な
い
と
次
の
春
に
新
し
い
草
は
芽
生
え
な
い
」、「
あ
る
程

度
育
っ
た
草
を
家
畜
が
刈
っ
て
食
べ
な
い
と
高
く
生
長
し
な
い
」
と

い
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
知
恵
を
漢
人
た
ち
は
無
視
し
て
い
る
。
家
畜
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の
放
牧
は
草
原
の
劣
化
を
防
止
し
、
沙
漠
化
は
漢
人
農
民
が
も
た
ら

し
た
結
果
だ
と
い
う
こ
と
を
文
明
人
の
政
府
は
絶
対
に
み
と
め
よ
う

と
し
な
い
。

　

砂
嵐
の
原
因
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
を
町
に
収
容

し
た
直
後
か
ら
、
家
畜
と
牧
畜
民
が
い
な
く
な
っ
た
草
原
に
開
発
業

者
が
進
出
し
て
く
る
。
例
外
な
く
漢
人
た
ち
で
あ
る
。
我
が
家
の
周

辺
に
も
陝
西
省
や
甘
粛
省
、
さ
ら
に
は
北
京
や
上
海
か
ら
の
漢
人
た

ち
が
移
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
草
原
を
平
ら
に
し
て

か
ら
種
子
を
播
い
た
。
巨
大
な
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
が
旋
回
し
て
何
億

年
も
の
前
の
地
質
時
代
に
形
成
さ
れ
た
地
下
水
を
吸
い
上
げ
て
振
り

ま
く
。
次
の
年
に
は
最
後
ま
で
残
っ
て
抵
抗
し
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
人

の
井
戸
も
つ
い
に
干
上
が
り
、
町
へ
の
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

西
部
大
開
発
が
進
む
オ
ル
ド
ス
高
原
の
今
日
の
実
態
で
あ
る
。

　

モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
遊
牧
こ
そ
が
草
原
の
良
好
な
生
態
を
守
る
唯

一
の
有
効
な
手
段
だ
と
考
え
る
﹇
海2008 : 146 ‒156
﹈。
こ
れ
と
正

反
対
に
農
耕
を
至
上
の
文
明
と
み
な
す
漢
人
た
ち
は
牧
畜
と
遊
牧
を

環
境
破
壊
の
元
凶
だ
と
認
定
し
て
か
ら
、
環
境
保
護
と
い
う
大
義
名

分
で
草
原
を
畑
に
変
え
て
い
く
。
牧
畜
と
い
う
経
済
的
な
基
盤
を

失
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
文
化
を
も
喪
失
し
て
都
市
部
で
漢
化
の

道
を
歩
み
、
貧
困
の
一
途
を
た
ど
る
。「
家
畜
か
ら
離
れ
た
者
は
モ

ン
ゴ
ル
人
で
は
な
い
」
と
み
る
モ
ン
ゴ
ル
人
に
残
さ
れ
た
道
は
文
化

的
な
安
楽
死
の
み
で
あ
る
、
と
現
在
の
当
事
者
た
ち
は
自
己
認
識
し

て
い
る
。
も
は
や
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
を
肉
体
的
に
再
び
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
の
ギ
ロ
チ
ン
台
に
追
い
上
げ
る
必
要
も
な
い
。
自
治
ど
こ
ろ
か
、

「
脱
政
治
化
」
の
「
共
治
」
と
い
う
美
名
を
掲
げ
る
必
要
も
な
い
。

と
っ
く
に
漢
人
統
治
が
隅
々
に
ま
で
確
立
さ
れ
た
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治

区
に
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
の
声
は
歴
史
の
彼
方
の
遠
吠
え
と
化
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
我
が
家
の
変
遷
が
物
語
っ
て
い
る
。

六
　
文
化
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
は 

区
域
自
治
を
通
し
て
実
現
す

　

周
知
の
よ
う
に
、
毛
沢
東
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
共
産
党
は
か
つ

て
諸
民
族
に
対
し
て
そ
の
自
決
権
の
行
使
を
み
と
め
、
連
邦
制
の
確

立
を
約
束
し
て
い
た
。
政
権
獲
得
後
に
は
「
帝
国
主
義
が
民
族
問
題

を
利
用
し
て
中
国
の
統
一
を
離
間
し
よ
う
と
す
る
の
を
ど
う
し
て
も

防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
理
由
で
、
自
決
権
と
連
邦
制
は
い

と
も
簡
単
に
一
方
的
に
棄
却
さ
れ
た
﹇
毛
里1998 :  42

﹈。
モ
ン
ゴ

ル
の
有
識
者
た
ち
は
中
国
共
産
党
に
騙
さ
れ
た
と
認
識
し
て
い
る

﹇
特
木
其
格
其2005 :  10

﹈。
冷
静
に
近
現
代
史
を
振
り
返
っ
て
み
れ

ば
、
少
数
民
族
の
敵
と
さ
れ
る
「
帝
国
主
義
」
は
一
度
も
虐
殺
を
は

た
ら
い
た
こ
と
も
な
い
し
、
開
発
と
い
う
名
の
も
と
で
蛮
夷
の
地
の

環
境
を
破
壊
し
た
事
実
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
、
諸
民
族
を

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
よ
り
も
暗
黒
な
奴
隷
制
度
か
ら
解
放
し
た
」

と
自
称
す
る
中
国
共
産
党
は
一
九
五
八
年
に
は
チ
ベ
ッ
ト
人
に
対
し

て
大
量
虐
殺
を
発
動
し
﹇
阿
部2006 : 333 ‒338

、
マ
イ
ケ
ル
・
ダ
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ナ
ム2006 : 117 ‒140

、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ほ
か2006 : 207 ‒212

﹈、
一
九

六
〇
年
代
に
は
さ
ら
に
モ
ン
ゴ
ル
人
を
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
対
象
に
し

﹇
楊2009 a; 2009 b; 2009 c; 2010

﹈、
一
九
七
五
年
に
は
ま
た
雲
南

省
沙
甸
村
の
ム
ス
リ
ム
を
集
団
虐
殺
し
た
﹇
馬
萍2006 : 259 ‒

366

﹈。
少
数
民
族
側
か
ら
す
れ
ば
、
中
国
に
よ
る
「
解
放
」
こ
そ
、

大
量
殺
戮
と
環
境
破
壊
を
も
た
ら
し
た
唯
一
の
原
因
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
大
量
虐
殺
と
環
境
破
壊
が
実
施
さ
れ
て
き
た
少
数
民
族
地

域
に
お
け
る
現
状
を
、
制
度
的
に
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け

て
今
後
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
長
い
歴
史
を
有
す
る
中
国
の

研
究
者
は
現
在
、「
紀
元
前
の
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
か
ら
諸
民
族
に

対
し
て
自
治
政
策
を
推
進
し
て
き
た
」
と
宣
言
し
て
い
る
﹇
劉

2009

﹈。
で
は
、
そ
の
「
二
千
年
の
伝
統
を
持
つ
自
治
制
度
＝
区
域
自

治
」の
本
質
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
か
ら
も
し
急
激
に
「
有
史
以

来
ず
っ
と
堅
持
し
て
き
た
」
自
治
を
「
脱
政
治
化
」
し
て
「
共
治
」
に

舵
を
切
る
な
ら
ば
、
区
域
制
度
が
私
た
ち
蛮
夷
狄
戎
に
も
た
ら
し
た

進
歩
と
利
益
を
再
清
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

私
は
最
後
に
内
モ
ン
ゴ
ル
出
身
の
二
人
の
文
化
人
類
学
者
の
見
解
を

紹
介
す
る
こ
と
で
ひ
と
つ
の
理
解
の
回
路
を
整
理
し
て
み
た
い
。

　

中
国
国
内
の
大
学
に
勤
め
る
ナ
ラ
ン
ビ
リ
ク
は
「
脱
政
治
化
」
を

謀
ろ
う
と
す
る
馬
戎
と
「
共
治
」
を
夢
見
る
朱
倫
ら
に
向
か
っ
て
正

面
か
ら
論
陣
を
張
っ
た
。
ナ
ラ
ン
ビ
リ
ク
は
論
じ
る
。
端
的
に
い
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
中
華
と
は
漢
で
し
か
な
い
。
五
五
の
少
数
民
族
を
も

中
華
の
範
疇
に
組
み
込
も
う
と
す
る
の
も
漢
化
を
政
治
的
に
一
層
促

進
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
少
数
民
族
問
題
を
考
え
る
上
で

脱
政
治
化
の
ポ
ー
ズ
を
馬
戎
と
朱
倫
が
掲
げ
る
最
大
の
狙
い
は
、
諸

民
族
本
来
の
特
徴
を
抹
殺
し
て
同
化
＝
漢
化
＝
中
華
化
を
理
論
的
に

も
政
策
的
に
も
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
な
企
て
で
あ
る

﹇N
aran Bilik 2007 : 23 ‒24

﹈。

　

想
像
の
共
同
体
た
る
中
国
に
お
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
そ
の

母
国
か
ら
む
り
や
り
に
分
割
さ
れ
て
漢
人
の
国
の
一
部
に
さ
れ
て
し

ま
い
、
不
本
意
な
が
ら
も
「
族
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
生
き
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
﹇ibid.  28

﹈。
中
国
は
、
他
国
に
も
同
胞

た
ち
が
暮
ら
す
民
族
を
意
図
的
に
そ
の
同
一
民
族
同
士
の
仲
間
意
識

か
ら
切
断
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
な
細
工
を
施
し
て
き

た
。
例
え
ば
、
キ
ル
ギ
ス
（
ク
ル
グ
ス
）
人
の
場
合
だ
と
、
新
疆
ウ

イ
グ
ル
自
治
区
に
住
む
彼
ら
を
柯
爾
克
孜
（K

e’ erkezi

）
と
表
現

し
、
国
境
の
向
こ
う
側
の
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
共
和
国
の
住
民
を
吉
爾
吉

斯
（Ji’ erjisi

）
と
呼
ぶ
。
あ
た
か
も
「
柯
爾
克
孜
」
と
「
吉
爾
吉

斯
」
は
ま
っ
た
く
別
々
の
民
族
の
よ
う
に
故
意
に
あ
つ
か
っ
て
、
分

裂
を
促
そ
う
と
す
る
﹇ibid. 28 ‒29

﹈。
国
内
外
を
峻
別
し
て
い
る
と

い
う
議
論
も
あ
ろ
う
が
、「
華
人
」
を
指
す
と
き
に
国
内
の
漢
人
を

華
人
と
し
、
国
外
居
住
者
を
「
花
人
」
と
す
る
よ
う
な
努
力
は
し
て

い
な
い
。
ナ
ラ
ン
ビ
リ
ク
の
分
析
に
よ
る
と
、
馬
戎
と
朱
倫
の
政
治

的
な
企
図
は
少
数
民
族
の
存
在
を
物
理
的
に
も
抹
消
し
て
、
新
た
に

ひ
と
つ
の
民
族
、
漢
化
し
た
中
国
国
民
＝
中
華
民
族
を
創
出
し
よ
う

と
し
た
、
歴
史
の
書
き
換
え
運
動
で
あ
る
﹇ibid.  31

﹈。
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も
う
一
人
は
現
在
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
教
鞭
を
と
る
ウ
ラ
デ
ィ

ン
・
ボ
ラ
ク
の
観
点
で
あ
る
。
ボ
ラ
ク
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
中

国
か
ら
脱
出
し
た
モ
ン
ゴ
ル
人
や
チ
ベ
ッ
ト
人
、
そ
れ
に
ウ
イ
グ
ル

人
た
ち
は
口
を
そ
ろ
え
て
北
京
当
局
は
い
ま
少
数
民
族
地
域
で
肉
体

的
・
文
化
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
推
進
し
て
い
る
、
と
証
言
す
る
。
自

ら
の
故
郷
に
お
い
て
、
あ
と
か
ら
入
っ
て
き
た
漢
人
た
ち
に
虐
殺
さ

れ
、
そ
し
て
文
化
的
な
同
化
政
策
が
強
制
さ
れ
て
い
る
、
と
彼
ら
は

主
張
す
る
。
二
〇
〇
六
年
に
チ
ベ
ッ
ト
鉄
道
が
開
通
し
て
か
ら
文
化

的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
が
一
層
す
す
ん
で
い
る
と
、
イ
ン
ド
に
亡
命
し
て

い
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
も
国
際
社
会
に
訴
え
て
い
る
事
実
は
広
く

注
目
さ
れ
て
い
る
﹇Bulag 2010 : 426 ‒427
﹈。

　

中
国
に
よ
っ
て
「
解
放
」
さ
れ
、「
幸
せ
な
大
家
庭
」
に
暮
ら
し

て
い
る
は
ず
の
諸
民
族
が
な
ぜ
、
北
京
当
局
の
政
策
を
文
化
的
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
と
評
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
の
主
張
を
客
観
的
に
理

解
す
る
の
に
は
、
漢
人
政
府
が
謳
歌
す
る
民
族
区
域
自
治
政
策
を
分

析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
民
族
区
域
自
治
政
策

で
も
っ
て
同
化
＝
文
化
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
」

と
少
数
民
族
側
が
強
く
訴
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
﹇ibid. 437

﹈。
例

え
ば
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
テ
ム
チ
グ
チ
と
い
う
人
物
は
中
国
政

府
が
二
〇
〇
五
年
に
公
表
し
た
『
中
国
的
民
族
区
域
自
治
白
皮
書
』

を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。「
中
国
は
少
数
民
族
の
自
治
権
を

ま
っ
た
く
尊
重
し
て
お
ら
ず
、
諸
民
族
間
の
平
等
性
を
否
定
し
て
い

る
。（
中
略
）
モ
ン
ゴ
ル
人
に
対
し
て
は
ま
ず
自
決
権
と
連
邦
制
を

み
と
め
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
撤
回
さ
れ
た
事
実
か
ら
、
モ
ン
ゴ
ル

人
は
騙
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
﹇
特
木
其
格
其

2005 : 1 ‒21

﹈。

　

ボ
ラ
ク
の
見
解
で
は
、
区
域
自
治
政
策
の
最
大
の
特
徴
は
連
邦
制

の
否
定
に
あ
る
。
ま
ず
、
民
族
区
域
自
治
政
策
は
少
数
民
族
側
が
自

発
的
に
え
ら
ん
だ
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
民
主
集
中
制
」
に
も

と
づ
い
て
中
央
政
府
か
ら
強
制
さ
れ
た
制
度
で
、
そ
の
実
権
は
漢
人

の
書
記
の
手
中
に
あ
る
。
次
に
、
民
族
区
域
自
治
は
民
族
自
治
と
地

域
（
区
域
）
自
治
と
の
結
合
体
で
、「
区
域
」
で
も
っ
て
「
民
族
」

を
制
御
し
て
い
る
。
少
数
民
族
側
が
「
大
分
散
、
小
集
中
」
の
状
態

に
あ
る
と
事
実
に
反
し
た
定
義
を
し
て
、
少
数
民
族
を
意
図
的
に
分

散
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
国
防
上
の
理
由
か
ら
一
貫
し
て
殖
民

を
推
進
し
、
漢
人
が
他
人
の
故
郷
を
占
領
し
、
他
人
の
領
土
で
多
数

派
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
漢
人
が
圧
倒
的
に
多
数
派
を
占

め
る
と
い
う
力
関
係
の
逆
転
に
よ
り
、
一
九
六
〇
年
代
の
文
化
大
革

命
中
に
モ
ン
ゴ
ル
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
が
発
生
し
た
。
第
三

に
、
民
族
区
域
自
治
区
で
も
社
会
主
義
近
代
化
が
導
入
さ
れ
て
き
た

と
い
う
が
、
実
態
は
少
数
民
族
が
単
な
る
労
働
力
に
転
落
し
、
社
会

の
底
辺
で
漢
人
に
酷
使
さ
れ
る
に
至
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
今
日
に
お

い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
西
部
大
開
発
は
資
源
獲
得
に
重
点
が
お
か
れ
て

お
り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
立
場
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
﹇Bulag 

2010 : 437 ‒441
﹈。

　
「
開
発
」
と
「
発
展
」
に
よ
り
、
少
数
民
族
自
治
区
域
は
漢
人
た
ち
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の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
例
え
ば
、

内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
で
は
「
撤
盟
設
市
」
政
策
、
つ
ま
り
、
清
朝
時

代
か
ら
つ
づ
い
て
き
た
盟
（ayim

agh

）
や
旗
（qoshighuu

）
と

い
っ
た
伝
統
的
な
行
政
組
織
を
廃
止
し
て
、
進
歩
的
と
さ
れ
る
市
制

度
が
新
た
に
導
入
さ
れ
た
。
一
九
八
一
年
に
は
ジ
ョ
ー
ウ
ダ
盟
が
廃

止
さ
れ
て
赤
峰
市
に
変
身
し
、
一
九
九
九
年
に
は
ジ
ェ
リ
ム
盟
が
消

さ
れ
て
代
わ
り
に
通
遼
市
が
誕
生
し
た
﹇ibid. 441 ‒442

﹈。
発
展
の

シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
る
市
が
確
立
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
モ
ン
ゴ
ル
語

の
地
名
（
市
名
）
は
漢
人
の
書
記
た
ち
に
否
定
さ
れ
た
。
赤
峰
の
モ

ン
ゴ
ル
語
名
を
用
い
た
「
ウ
ラ
ー
ン
ハ
ダ
市
」
や
「
ジ
ェ
リ
ム
市
」

は
成
立
せ
ず
に
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
故
郷
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
モ
ン
ゴ

ル
語
の
固
有
名
詞
は
「
進
歩
的
で
、
文
明
人
の
漢
語
」
の
地
名
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
そ
の
地
の
先
住
民
の
色
彩
が
消
さ
れ
て
い
っ
た

﹇Bulag 2006 : 56 ‒81

﹈。

　

モ
ン
ゴ
ル
人
の
人
類
学
者
た
ち
に
い
わ
せ
る
と
、
要
す
る
に
中
国

はnation

やnationality

を
政
治
的
、
領
土
的
な
概
念
が
付
随
す
る

用
語
と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め
に
「
脱
政
治
化
」
の

「
共
治
」
理
念
で
漢
人
の
殖
民
を
以
前
よ
り
も
増
加
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
。
政
府
の
目
論
見
も
み
ご
と
に
成
功
し
、
中
華
の
殖
民
地
に

転
落
し
た
民
族
自
治
区
域
に
定
着
し
た
漢
人
た
ち
も
い
ま
や
「
西
蔵

人
」
や
「
新
疆
人
」、
あ
る
い
は
「
内
蒙
人
」
と
自
称
す
る
よ
う
に

変
わ
っ
た
。
あ
た
か
も
漢
人
た
ち
も
少
数
民
族
地
域
の
「
土
着
」

（indigenous

）
の
住
民
の
よ
う
な
顔
を
公
然
と
す
る
よ
う
に
変
化
し

て
き
て
い
る
﹇ibid. 442 ‒442

﹈。

　

少
数
民
族
側
か
ら
み
れ
ば
、
民
族
区
域
自
治
と
い
う
漢
化
＝
同
化

政
策
の
本
質
は
文
化
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
で
あ
る
。
歴
史
的
に
つ
づ
い

て
き
た
中
華
化
と
い
う
文
化
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど

に
成
功
し
、
中
国
は
少
数
民
族
の
あ
ら
ゆ
る
自
立
の
可
能
性
、
あ
る

い
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
す
ら
も
完
全
に
否
定
し
た
﹇ibid. 

443

﹈。

　

公
平
の
た
め
に
最
後
に
は
漢
族
の
文
人
ら
の
言
い
分
に
も
耳
を
傾

け
よ
う
。
二
〇
〇
九
年
七
月
に
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
「
騒
乱
」

が
発
生
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
南
京
大
学
の
名
誉
教
授
に
し
て
マ
カ

オ
大
学
教
授
の
汪
応
果
は
「
中
国
に
は
ひ
と
つ
の
民
族
し
か
な
い
。

そ
れ
は
中
華
民
族
の
み
で
あ
る
。（
中
略
）
各
級
の
民
族
自
治
政
府

を
す
べ
て
撤
廃
し
て
、
真
の
族
群
間
の
平
等
を
実
現
さ
せ
、
分
裂
の

芽
を
事
前
に
摘
も
う
」
と
主
張
す
る
﹇
汪2009 : 397 ‒400

﹈。
資
本

主
義
の
香
港
に
お
い
て
「
言
論
の
自
由
」
を
守
る
た
め
に
明
鏡
出
版

社
を
創
設
し
た
何
頻
の
主
張
も
明
快
で
あ
る
。
中
国
共
産
党
は
故
意

に
多
数
の
民
族
を
創
造
し
、
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
に
「
民
族
衣
装
」

を
着
せ
て
、「
民
族
の
舞
踊
」
を
踊
ら
せ
た
の
も
所
詮
は
「
五
十
六

の
民
族
は
五
十
六
輪
の
花
」
が
挿
さ
れ
た
花
瓶
の
よ
う
に
国
家
を
装

飾
す
る
た
め
だ
っ
た
。「
花
瓶
政
策
」＝
自
治
区
域
政
策
は
失
敗
で
、

一
日
も
早
く
廃
止
し
な
け
れ
ば
民
族
問
題
は
解
決
し
な
い
、
と
批
判

す
る
﹇
焦2009 : 533 ‒536

﹈。

　

こ
の
よ
う
に
、
少
数
民
族
側
は
区
域
自
治
政
策
を
同
化
＝
文
化
的
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ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
実
施
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
に
対
し
、
漢
族
の
知

識
人
た
ち
も
民
族
問
題
と
分
裂
主
義
を
創
出
し
て
い
る
有
名
無
実
の

区
域
自
治
政
策
の
廃
止
を
求
め
て
い
る
。
民
族
自
治
政
策
の
廃
止
こ

そ
民
族
間
平
等
の
実
現
だ
と
の
論
理
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
「
平

等
」
の
実
現
は
諸
民
族
が
完
全
に
漢
化
＝
中
華
化
し
た
あ
か
つ
き
の

姿
勢
を
夢
想
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現

在
、
開
発
と
発
展
と
い
う
圧
倒
的
な
力
で
最
後
の
完
成
、
す
な
わ
ち

あ
ら
ゆ
る
民
族
の
中
華
化
＝
文
化
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
完
成
に
む
け

て
中
国
は
突
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注〈
1
〉 

内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
自
ら
を
中
国
の

「
奴
隷
に
す
ぎ
な
い
」
と
み
る
﹇
楊2009 a: 188
﹈。
二
等
市
民
と
は

私
な
り
に
中
国
を
正
当
評
価
し
た
表
現
で
あ
る
。

〈
2
〉 

中
華
の
周
辺
の
諸
民
族
が
漢
人
た
ち
と
ま
っ
た
く
異
な
る
歴
史

観
を
有
し
て
い
る
と
い
う
研
究
と
し
て
、
岡
田
﹇1992

﹈
と
梅
棹

﹇1967

﹈
を
参
照
し
た
。

〈
3
〉 

中
国
の
民
族
政
策
研
究
者
た
ち
は
真
剣
に
旧
ソ
連
の
民
族
政
策

を
検
討
し
、
自
国
へ
の
波
及
を
心
配
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
熊

﹇2010

﹈
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

〈
4
〉 

内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
で
は
計
三
九
三
四
人
が
右
派
と
さ
れ
、
粛

清
さ
れ
た
﹇
楊2009 a:  81

﹈。

〈
5
〉 

後
述
す
る
よ
う
に
、
殺
害
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
数
に
つ
い
て

は
別
の
説
が
あ
る
。
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