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『
中
国
の
民
主
化
・
民
族
運
動
の
現
在
』は
、

海
外
に
お
け
る
中
国
民
主
化
運
動
や
チ
ベ
ッ

ト
・
ウ
イ
グ
ル
両
民
族
運
動
、
並
び
に
そ
れ
ら

の
主
だ
っ
た
支
援
団
体
で
あ
る
米
国
民
主
主
義

基
金
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。
本
書
は
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
援
助
を
受
け
て
い
る

組
織
と
そ
の
代
表
的
人
物
を
対
象
と
し
つ
つ
、

そ
れ
以
外
の
組
織
等
に
つ
い
て
も
目
配
り
を
し

て
、
亡
命
者
に
よ
る
様
々
な
民
主
化
・
民
族
運

動
の
全
体
像
を
描
き
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
。

筆
者
は
本
書
執
筆
に
先
立
ち
二
〇
一
〇
年
か
ら

一
年
間
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
研
究
生
活
を
送
っ

て
お
り
、
そ
の
成
果
が
本
書
の
内
容
に
い
か
ん

な
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
内
容
構
成
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
え
が
き

　

第
一
章　

米
国
民
主
主
義
基
金
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）

の
対
中
国
活
動

　

第
二
章　

海
外
中
国
民
主
化
運
動
の
思
想

│
│
胡
平
を
中
心
に

　

第
三
章　

米
国
に
お
け
る
中
国
民
主
化
運
動

の
組
織
の
実
態
│
│
分
裂
と
緩
や
か
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
模
索
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第
四
章　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、
チ
ベ
ッ
ト
亡
命

政
府
（
Ｃ
Ｔ
Ａ
）
と
チ
ベ
ッ
ト
青
年
会
議

（
Ｔ
Ｙ
Ｃ
）

　

第
五
章　

世
界
ウ
イ
グ
ル
会
議
（
Ｗ
Ｕ
Ｃ
）

／
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
共
和
国
亡
命
政
府

（
Ｅ
Ｔ
Ｇ
Ｉ
Ｅ
）
／
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
・

イ
ス
ラ
ム
運
動
（
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｍ
）

　

資
料

　

あ
と
が
き

　

索
引
（
人
名
／
事
項
）

　

各
章
は
冒
頭
に
序
、
末
尾
に
小
結
が
置
か

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
問
題
設
定
と
総
括
が
容

易
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
資

料
」
で
は
本
書
で
取
り
上
げ
た
中
国
民
主
化
・

民
族
運
動
諸
団
体
の
綱
領
的
文
件
が
収
録
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
付
記
と
し
て
「
日
本
に
お
け
る

モ
ン
ゴ
ル
民
族
運
動
」
と
題
し
て
日
本
を
拠
点

と
す
る
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
党
と
モ
ン
ゴ
ル
自
由

連
盟
党
の
活
動
状
況
と
そ
の
綱
領
的
文
件
を
紹

介
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
を

扱
っ
た
第
一
章
は
そ
れ
以
降
の
各
章
と
密
接
な

関
係
を
持
っ
て
お
り
、
本
書
全
体
を
結
ぶ
要
と

な
っ
て
い
る
。
米
国
を
拠
点
と
す
る
中
国
民
主

化
運
動
を
扱
う
第
二
・
三
章
は
内
容
的
に
連
続

し
て
い
る
が
、
第
二
章
は
胡
平
に
焦
点
を
当
て

て
民
主
化
運
動
の
思
想
的
側
面
を
、
第
三
章
は

民
主
化
諸
団
体
の
組
織
化
の
側
面
に
重
点
を
置

い
て
い
る
ほ
か
、
第
三
章
の
末
尾
に
民
族
運
動

団
体
と
の
連
携
に
言
及
す
る
こ
と
で
第
四
・
五

章
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
。
本
書
に
は

内
容
全
体
を
総
括
す
る
終
章
の
よ
う
な
も
の
は

設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
第
一
章
を
基
軸
と
し

て
全
体
が
緩
や
か
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
著
者
は
「
ま
え
が
き
」
に
お
い
て
、

日
本
の
学
界
に
お
け
る
中
国
の
体
制
変
革
に
関

す
る
研
究
に
つ
い
て
、
特
に
民
主
化
の
推
進
に

関
し
て
は
従
来
体
制
内
、
す
な
わ
ち
中
国
当
局

に
よ
る
上
か
ら
の
漸
進
的
政
治
・
経
済
改
革
に

焦
点
を
当
て
て
き
た
が
、
二
〇
〇
八
年
末
の
劉

暁
波
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
を
契
機
に
体
制
の
外

部
か
ら
民
主
化
を
求
め
る
動
き
に
つ
い
て
も
議

論
が
本
格
化
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上

で
中
国
の
近
代
史
に
お
い
て
も
中
国
国
内
と
海

外
の
革
命
運
動
の
有
機
的
連
繋
が
辛
亥
革
命
を

成
就
さ
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
中
国
の
未
来
の

民
主
化
に
お
い
て
は
海
外
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

も
重
要
な
役
割
を
担
う
と
強
調
す
る
。
ま
た
少

数
民
族
に
よ
る
中
国
政
府
に
対
す
る
異
議
の
表

出
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
お
よ
び
翌
年
の
チ

ベ
ッ
ト
人
と
ウ
イ
グ
ル
人
に
よ
る
デ
モ
と
暴
動

が
両
民
族
運
動
へ
の
関
心
を
高
め
る
一
方
で
、

亡
命
者
に
よ
る
民
族
運
動
の
実
態
解
明
に
つ
い

て
は
、
未
だ
に
全
体
像
が
曖
昧
な
こ
と
、
中
国

当
局
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
起
因
す
る
先
入
観
の

広
が
り
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
昨
今
の
旧
共
産

圏
諸
国
や
中
東
に
お
け
る
民
主
化
運
動
の
展
開

に
際
し
て
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
財

団
に
よ
る
大
規
模
援
助
の
存
在
を
指
摘
し
、
中

国
の
民
主
化
・
民
族
運
動
に
お
け
る
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の

関
与
に
言
及
す
る
必
要
性
を
強
調
す
る
。

　

本
書
は
著
者
の
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ

き
書
か
れ
て
い
る
が
、
特
筆
す
べ
き
は
や
は
り

第
一
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
対

中
活
動
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
ろ
う
。
Ｎ
Ｅ
Ｄ

は
一
九
八
三
年
に
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
設
立
さ

れ
た
半
官
半
民
の
財
団
で
あ
り
、
世
界
各
国
の

民
主
化
を
支
援
す
る
た
め
に
資
金
援
助
な
ど
を

通
じ
て
影
響
力
を
与
え
て
い
る
。
Ｃ
Ｉ
Ａ
等
を

介
し
た
非
公
然
手
段
を
通
じ
て
の
秘
密
工
作
が

冷
戦
崩
壊
後
に
暴
露
さ
れ
、
米
国
は
中
国
に
対
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す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
政
治
関
与
を
行
う
こ
と
が

難
し
く
な
っ
た
。
そ
し
て
中
国
と
の
経
済
・
安

全
保
障
分
野
で
の
協
調
関
係
構
築
の
必
要
性
か

ら
米
国
政
府
の
対
中
国
人
権
改
善
要
求
が
ト
ー

ン
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ

は
米
国
政
府
の
責
任
を
回
避
し
、
米
中
協
調
を

損
な
わ
な
い
た
め
に
、
民
間
の
名
の
下
に
活
動

を
展
開
す
る
こ
と
で
、
米
国
の
対
中
国
人
権
外

交
を
補
完
し
て
き
た
と
す
る
。
ま
た
著
者
は
設

立
以
来
Ｎ
Ｅ
Ｄ
会
長
を
つ
と
め
る
ガ
ー
シ
ュ
マ

ン
が
、
民
主
主
義
の
世
界
的
推
進
を
提
唱
し
、

独
裁
国
家
の
民
主
的
変
革
を
外
交
政
策
の
目
標

と
し
て
い
る
ネ
オ
コ
ン
・
グ
ル
ー
プ
と
き
わ
め

て
近
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま

り
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
活
動
は
米
国
の
対
中
国
人
権
外
交

の
延
長
線
上
に
あ
り
、
そ
れ
を
明
示
し
た
と

い
う
点
は
本
書
の
白
眉
で
あ
ろ
う
。
著
者
は

Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
中
国
内
外
の
民
主
化
運
動
へ
の
支
援

の
実
態
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
Ｎ
Ｅ

Ｄ
が
チ
ベ
ッ
ト
、
新
疆
、
香
港
、
台
湾
と
い
っ

た
中
国
周
辺
諸
地
域
の
分
離
傾
向
を
抑
制
し
、

中
国
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
促
し
つ
つ
、

こ
れ
ら
周
辺
地
域
社
会
を
巻
き
込
ん
で
中
国
の

民
主
化
を
促
進
し
よ
う
と
構
想
し
て
お
り
、
そ

れ
が
Ｎ
Ｅ
Ｄ
に
よ
る
周
辺
諸
地
域
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
加
え
て
著
者
は
中
国
政
府
側
が
Ｎ
Ｅ
Ｄ
関

連
団
体
に
よ
る
中
国
内
外
の
民
主
化
促
進
グ

ル
ー
プ
に
対
す
る
支
援
活
動
に
対
し
て
は
事
実

上
黙
認
に
近
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
が
、
チ

ベ
ッ
ト
や
ウ
イ
グ
ル
な
ど
少
数
民
族
運
動
に
対

す
る
支
援
に
つ
い
て
は
事
実
を
ね
じ
曲
げ
て
ま

で
強
い
非
難
を
行
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

第
二
章
以
降
の
内
容
は
、
言
わ
ば
中
国
の
民

主
化
運
動
や
民
族
運
動
に
携
わ
る
諸
団
体
が
、

Ｎ
Ｅ
Ｄ
を
介
し
た
米
国
の
対
中
国
民
主
化
支
援

と
そ
れ
に
対
す
る
中
国
政
府
側
の
反
応
の
間
で

揺
れ
動
く
様
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
中
国
民
主
化
運
動
を
扱
っ
た
第
二
・
三
章

に
お
い
て
、
著
者
は
ま
ず
「
海
外
の
民
主
化
理

論
家
の
第
一
人
者
」
で
あ
る
胡
平
を
取
り
上

げ
、
民
主
化
運
動
の
思
想
を
論
じ
て
い
る
が
、

大
衆
の
政
治
参
加
へ
の
是
非
を
除
け
ば
、
彼
の

民
主
主
義
論
は
中
国
政
府
に
存
在
を
黙
認
さ
れ

て
い
る
国
内
の
「
自
由
主
義
」
知
識
人
の
主
張

と
重
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
ま
た
中
国
民
主

団
結
聯
盟
（
民
聯
）
と
中
国
民
主
党
と
い
う
二

つ
の
在
外
民
主
運
動
組
織
に
お
け
る
分
裂
の
実

態
を
取
り
上
げ
、
そ
の
要
因
に
中
国
当
局
の
硬

軟
取
り
混
ぜ
た
攻
撃
の
ほ
か
、
運
動
の
主
導
権

を
め
ぐ
る
リ
ー
ダ
ー
間
の
確
執
や
メ
ン
バ
ー
の

政
治
難
民
申
請
に
ま
つ
わ
る
利
権
争
い
と
い
っ

た
、
中
国
民
主
化
運
動
の
宿
痾
と
も
言
う
べ
き

派
閥
争
い
の
深
刻
化
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た

状
況
は
中
国
当
局
に
と
っ
て
脅
威
で
は
な
く
、

嘲
笑
の
的
で
さ
え
あ
る
が
、
他
方
で
海
外
民
主

化
運
動
活
動
家
と
チ
ベ
ッ
ト
・
ウ
イ
グ
ル
両
民

族
運
動
の
間
に
連
携
の
動
き
が
起
こ
り
、
こ
れ

を
Ｎ
Ｅ
Ｄ
が
後
押
し
し
て
い
る
こ
と
は
中
国
政

府
当
局
の
警
戒
心
や
危
機
感
を
招
い
て
い
る
と

す
る
。

　

第
四
・
五
章
は
そ
れ
ぞ
れ
チ
ベ
ッ
ト
と
ウ
イ

グ
ル
の
民
族
運
動
を
扱
っ
て
い
る
が
、
両
者
の

状
況
は
か
な
り
異
な
る
。
チ
ベ
ッ
ト
に
関
し

て
著
者
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
お
よ
び
Ｃ
Ｔ
Ａ
と

Ｔ
Ｙ
Ｃ
等
の
急
進
派
と
を
比
較
し
、
チ
ベ
ッ
ト

亡
命
社
会
独
自
の
選
挙
制
度
の
可
否
、
政
教
分

離
と
「
平
和
と
非
暴
力
」
の
原
則
、
そ
し
て
チ

ベ
ッ
ト
の
高
度
自
治
か
独
立
か
と
い
っ
た
争
点

を
め
ぐ
る
双
方
の
異
同
を
分
析
し
て
い
る
。
そ

し
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
や
Ｃ
Ｔ
Ａ
が
チ
ベ
ッ
ト
内

外
の
独
立
支
持
の
世
論
に
敢
え
て
背
を
向
け
、



204

欧
米
を
中
心
と
す
る
国
際
世
論
の
支
持
を
背
景

に
中
国
に
交
渉
へ
の
圧
力
を
か
け
、
高
度
自
治

の
実
現
を
め
ざ
す
の
に
対
し
、
中
国
政
府
と
の

交
渉
に
否
定
的
な
Ｔ
Ｙ
Ｃ
等
の
急
進
派
は
国
際

社
会
に
対
し
て
も
中
国
政
府
と
の
対
決
姿
勢
を

求
め
、
中
国
国
内
の
チ
ベ
ッ
ト
民
衆
に
よ
る
デ

モ
や
暴
動
と
い
っ
た
直
接
行
動
に
無
条
件
で
依

拠
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
先
行
研
究
で
は
前
者
が
非
暴
力
を
実
践
し
、

後
者
が
暴
力
を
手
段
と
し
て
い
る
と
す
る
の
に

対
し
、
著
者
は
Ｔ
Ｙ
Ｃ
も
一
九
七
〇
年
代
後
半

以
降
は
事
実
上
非
暴
力
路
線
を
歩
ん
で
き
て
い

る
と
し
、
一
見
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

両
者
が
効
果
的
に
任
務
を
分
担
し
合
っ
て
い
る

状
況
が
見
て
取
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
他
方

で
亡
命
ウ
イ
グ
ル
人
の
三
つ
の
団
体
に
つ
い
て

は
、
目
標
の
相
違
、
手
段
の
異
同
、
歴
史
的
連

続
性
の
有
無
と
い
う
三
つ
の
座
標
軸
を
設
け
て

そ
の
位
相
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で

Ｗ
Ｕ
Ｃ
が
独
立
要
求
を
放
棄
し
て
自
治
の
実
質

化
を
追
求
し
て
い
る
点
と
非
暴
力
の
徹
底
と
い

う
二
つ
の
画
期
性
に
よ
り
欧
米
社
会
か
ら
の
手

厚
い
支
援
を
獲
得
す
る
一
方
、
ウ
イ
グ
ル
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
傾
斜
し
て
い
る
Ｅ
Ｔ
Ｇ
Ｉ
Ｅ

は
事
実
上
活
動
を
停
止
し
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主

義
に
基
づ
く
政
教
一
致
体
制
を
目
指
す
Ｅ
Ｔ
Ｉ

Ｍ
は
中
国
だ
け
で
な
く
、
西
側
諸
国
や
中
央
ア

ジ
ア
諸
国
か
ら
も
取
締
り
の
対
象
と
な
り
、
活

動
空
間
が
狭
ま
る
と
い
う
停
滞
状
況
に
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
・
ウ
イ
グ
ル
両
民

族
運
動
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
非
暴
力
を
徹
底

し
中
国
当
局
に
自
治
の
履
行
を
求
め
る
勢
力
が

Ｎ
Ｅ
Ｄ
等
の
支
援
を
受
け
て
活
性
化
し
て
い
る

状
況
が
共
通
し
て
お
り
、
相
互
間
お
よ
び
海
外

中
国
民
主
化
運
動
と
の
連
携
を
深
め
つ
つ
あ
る

が
、
そ
の
こ
と
が
中
国
政
府
に
と
っ
て
は
脅
威

で
あ
り
、
彼
ら
を
分
裂
勢
力
や
過
激
勢
力
と
同

一
視
し
て
対
話
を
拒
絶
し
、
彼
ら
の
対
話
路
線

が
先
行
き
不
明
の
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
本
書
で
は
中
国
政
府

当
局
の
海
外
民
主
化
・
民
族
運
動
へ
の
対
応
に

つ
い
て
も
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
戦
略
が
存
在

す
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　

一
九
八
九
年
の
チ
ベ
ッ
ト
暴
動
と
天
安
門
事

件
に
よ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
中
国
の
民
主
化

問
題
や
民
族
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
が
非
常
に

高
ま
っ
た
。
し
か
し
九
〇
年
代
以
降
の
中
国
が

市
場
経
済
に
転
換
し
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
参
画

す
る
と
と
も
に
、
西
側
諸
国
の
対
中
戦
略
が
変

化
し
、
海
外
民
主
化
・
民
族
運
動
諸
団
体
の
活

動
も
低
調
に
な
っ
た
こ
と
で
、
民
主
化
・
民
族

運
動
に
つ
い
て
も
中
国
国
内
の
動
静
観
察
に
長

ら
く
と
ど
ま
っ
て
い
た
感
が
あ
る
。
本
書
は
前

述
の
よ
う
に
Ｎ
Ｅ
Ｄ
を
介
し
た
米
国
の
対
中
人

権
外
交
を
軸
に
海
外
の
民
主
化
運
動
、
民
族
運

動
諸
団
体
の
動
向
を
追
っ
て
い
る
。
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の

行
動
指
針
や
構
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

民
主
化
・
民
族
運
動
諸
団
体
の
置
か
れ
て
い
る

現
状
が
明
確
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
の
民

主
化
・
民
族
主
義
運
動
の
現
状
を
理
解
す
る
上

で
重
要
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
本
書
で
あ

る
が
、
問
題
や
不
満
に
感
じ
る
点
も
い
く
つ
か

存
在
す
る
。

　

第
一
に
、
記
述
の
重
点
が
一
九
九
〇
年
代
以

降
に
置
か
れ
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は

背
景
や
前
史
と
し
て
記
述
が
簡
素
に
な
っ
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
書
が
冷
戦
終
結
後

の
民
主
化
・
民
族
運
動
諸
団
体
の
状
況
を
、

Ｎ
Ｅ
Ｄ
を
介
し
た
米
国
の
人
権
外
交
と
の
関
連

で
叙
述
す
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と

が
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
方
針
は
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一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
を
一
つ
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
い
る
民
主
化
団
体
の
動
向
分
析

に
は
う
ま
く
合
致
し
て
い
る
が
、
民
族
運
動
の

分
析
に
お
い
て
は
若
干
の
齟
齬
を
来
し
て
い

る
。
そ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
や
ウ
イ
グ
ル
の
民
族
運

動
は
中
華
民
国
時
代
に
不
完
全
・
一
時
的
で

あ
っ
た
に
せ
よ
中
国
か
ら
の
政
治
的
独
立
を
成

功
さ
せ
た
経
験
に
源
流
を
持
つ
こ
と
、
運
動
の

転
機
が
一
九
七
〇
年
代
の
米
中
国
交
樹
立
と
中

国
の
国
連
加
盟
を
契
機
と
す
る
欧
米
諸
国
の
独

立
へ
の
支
援
途
絶
に
あ
る
こ
と
に
関
係
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
を
引
用
す

る
こ
と
で
あ
る
程
度
言
及
し
て
は
い
る
が
、
分

析
を
深
化
さ
せ
る
た
め
に
冷
戦
期
の
状
況
に
つ

い
て
も
も
う
少
し
詳
細
に
言
及
し
て
も
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
な
ど
米
国
の
中
国
民
主

化
・
民
族
運
動
へ
の
関
わ
り
に
重
点
が
置
か

れ
る
一
方
で
、
欧
州
諸
国
や
香
港
、
台
湾
と

い
っ
た
そ
れ
以
外
の
国
・
地
域
と
の
関
連
に
つ

い
て
、
具
体
的
な
記
述
や
分
析
が
少
な
い
点
で

あ
る
。
中
国
か
ら
亡
命
し
た
民
主
活
動
家
や
チ

ベ
ッ
ト
人
、
ウ
イ
グ
ル
人
が
向
か
っ
た
先
は
米

国
だ
け
で
は
な
く
、
香
港
、
台
湾
、
イ
ン
ド
、

ト
ル
コ
、
欧
州
各
国
と
様
々
で
あ
る
。
亡
命
者

の
活
動
は
受
け
入
れ
国
の
国
内
事
情
や
対
中
戦

略
に
左
右
さ
れ
る
。
本
書
に
お
い
て
も
民
主
化

運
動
と
の
関
連
で
、
台
湾
が
李
登
輝
政
権
期
に

大
陸
反
攻
政
策
を
停
止
し
た
の
に
合
わ
せ
て
民

主
化
団
体
へ
の
資
金
援
助
を
停
止
し
た
こ
と
へ

の
言
及
が
あ
り
、
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
関
連
で
台
湾

当
局
の
関
与
が
チ
ベ
ッ
ト
亡
命
社
会
に
深
刻
な

影
響
を
与
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本

書
で
は
こ
う
し
た
台
湾
当
局
の
動
向
を
民
主

化
・
民
族
運
動
諸
団
体
の
立
場
か
ら
断
片
的
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し

台
湾
当
局
の
大
陸
政
策
お
よ
び
そ
の
変
遷
を
系

統
的
に
整
理
し
、
そ
れ
と
関
連
づ
け
た
記
述
に

し
た
方
が
問
題
の
理
解
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
他
の
国
・
地
域
に
関
し

て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

　

第
三
に
、
巻
末
資
料
の
扱
い
に
つ
い
て
で
あ

る
。
本
書
は
各
団
体
の
理
念
や
原
則
に
あ
ま
り

踏
み
込
ま
な
い
記
述
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
収

録
さ
れ
て
い
る
綱
領
的
文
件
は
本
文
の
内
容
と

あ
ま
り
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
こ

と
も
あ
っ
て
特
に
民
族
運
動
関
連
団
体
の
文
件

に
つ
い
て
は
そ
の
歴
史
的
背
景
を
知
ら
な
い
と

理
解
で
き
な
い
文
言
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
も
必
要
最
小
限
の
解
説
や
補
足
が

あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
本
書
全
体
を
通
し
て
の
総
括
が
な

い
点
で
あ
る
。
各
章
の
小
結
が
う
ま
く
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
全
体
総
括
は

内
容
が
重
複
し
て
蛇
足
の
印
象
を
与
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
「
ま
え
が
き
」
や
「
あ
と

が
き
」
で
著
者
が
示
す
本
書
執
筆
へ
の
並
々
な

ら
ぬ
意
欲
を
み
る
に
、
著
者
と
し
て
の
全
体
的

分
析
・
総
括
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
最
後
に
明
示
し

て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
指
摘
し
た
点
は
、
さ
ほ
ど
本

書
の
価
値
を
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
Ｎ
Ｅ
Ｄ

の
活
動
分
析
を
通
じ
て
米
国
の
中
国
に
対
す
る

民
主
化
支
援
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
功
績
は

大
で
あ
り
、
民
主
化
・
民
族
運
動
諸
団
体
に
つ

い
て
の
記
述
も
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
お
よ
び
米
国
と
の
関

係
に
重
点
を
置
き
、
敢
え
て
過
去
の
経
緯
や
他

国
・
地
域
の
支
援
状
況
に
つ
い
て
の
記
述
を
切

り
詰
め
る
方
向
に
割
り
切
っ
た
こ
と
で
、
論
点

の
拡
散
を
避
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

本
書
が
二
〇
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
後
も
中

国
の
民
主
化
・
民
族
運
動
に
関
し
て
は
様
々
な
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動
静
が
伝
え
ら
れ
る
。
盲
目
の
民
主
活
動
家
・

陳
光
誠
氏
の
身
柄
拘
束
か
ら
渡
米
に
至
る
事

件
、
チ
ベ
ッ
ト
お
よ
び
隣
接
す
る
青
海
・
甘

粛
・
四
川
・
雲
南
各
省
の
チ
ベ
ッ
ト
人
居
住
地

区
で
散
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
人
青

年
や
僧
侶
の
焼
身
抗
議
行
動
、
そ
し
て
新
疆
中

部
の
鄯
善
で
起
き
た
民
族
的
対
立
を
背
景
と
す

る
抗
議
活
動
の
暴
徒
化
と
当
局
の
武
力
鎮
圧
と

い
っ
た
諸
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
を
め

ぐ
っ
て
は
、
陳
氏
の
身
柄
釈
放
に
際
し
て
の
ア

メ
リ
カ
の
関
与
、
陳
氏
が
示
し
た
と
さ
れ
る
在

米
民
主
化
運
動
団
体
に
対
す
る
不
信
感
に
起
因

す
る
渡
米
直
前
の
曲
折
、
チ
ベ
ッ
ト
人
焼
身
行

動
に
対
し
て
中
国
当
局
が
示
し
た
チ
ベ
ッ
ト
青

年
会
議
の
関
与
お
よ
び
新
疆
の
事
件
に
対
し
て

当
局
が
示
す
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｍ
の
関
与
、
そ
し
て
そ
れ

を
理
由
と
し
た
中
国
当
局
の
「
支
援
組
織
」
へ

の
批
判
と
断
固
鎮
圧
の
姿
勢
が
み
ら
れ
た
。
中

国
当
局
の
指
導
部
が
胡
錦
濤
体
制
か
ら
習
近
平

体
制
へ
と
移
行
し
て
も
な
お
、
中
国
の
民
主
化

運
動
お
よ
び
民
族
運
動
を
め
ぐ
る
状
況
に
大
き

な
変
化
が
起
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
著
者
が
本
書

で
展
開
し
た
分
析
が
今
日
も
な
お
有
効
で
あ

り
、
本
書
が
中
国
の
人
権
問
題
や
民
族
問
題
を

理
解
す
る
上
で
有
用
性
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ

と
を
証
明
し
て
い
る
。

　

他
方
で
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
時
点
で
期
待
さ

れ
た
中
東
諸
国
の
民
主
化
運
動
は
そ
の
後
多
く

が
停
滞
や
後
退
の
状
況
に
あ
り
、
欧
米
諸
国
が

寄
せ
て
い
た
期
待
は
失
望
や
困
惑
に
変
わ
っ
て

い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
中
国
の
人
権
・
民
族

問
題
の
根
源
を
中
国
共
産
党
の
一
党
独
裁
と
い

う
体
制
の
問
題
に
帰
す
る
言
説
が
見
ら
れ
る

が
、
中
国
の
政
治
体
制
に
大
き
な
変
動
が
起
き

て
も
、
社
会
全
体
が
問
題
を
民
主
的
に
解
決
し

秩
序
の
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
、
中
東
、
中
東
諸
国
と
同
様
の
状
況
が
起
こ

る
で
あ
ろ
う
。
海
外
の
中
国
民
主
化
・
民
族
運

動
団
体
の
現
状
は
、
中
国
に
お
い
て
も
人
権
問

題
や
民
族
問
題
の
解
決
に
は
多
く
の
困
難
が
存

在
し
、
な
お
一
層
の
時
間
と
紆
余
曲
折
を
要
す

る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
う
し
た
点
を
理
解
す

る
上
で
も
本
書
の
内
容
は
意
義
深
い
。


