
世

界

史

を

告

発

す

る

民

族

問

題

一
、
『
民
族
の
復
讐
」

私
は
昨
秋
か
ら一
0ヵ
月
間の
予
定
で 、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学

サ
ン
デ
ィ

エ
ゴ
校
大
学
院
に
教
鞭
を
とっ
てい
る 。
こ
う
し
て
ア
メ

リ
カ
社
会
を
内
側
か
ら
眺
め
る
良い
機
会
を
得
てい
る
の
だ
が 、
つ

い
に
ソ
連
と
の
長い
冷
戦
に
勝
利
し
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
な
の
に 、

ク
リ
ン
トン

政
権
下
で
も
経
済
は一
向
に
改
善
さ
れ
ず 、
犯
罪
は
急

増
し 、
人
種
問
題
や
英
語
を
話
さ
ない
ア
メ
リ
カ
人
の
増
加
な
ど 、

マ
ル
テ
ィ・

エ
スニ
ッ
ク
な
移
民
国
家
と
し
て
の
脆
弱
性
が
顕
著
に

な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る 。
そ
れ
だ
け
に 、
い
ま
世
界
で

吹
き
荒
れ
てい
る
民
族
紛
争
に
対
し
て
は 、
き
わ
め
て
高い
関
心
が

寄
せ
ら
れ
てい
る 。
C
N
N
のヘ
ッ
ド・
ラ
イン・
ニ
ュ
ー

ズ
を
は

2 

中
嶋

嶺
雄

じ
め
と
し
て 、
ア
メ
リ
カ
の
マ
ス・
メ
デ
ィ

ア
は
連
日 、
ポ
スニ
ア・

ヘ
ル
ツェ
ゴ
ヴ
ィ

ナ
で
の
憎
悪
と
怨
恨
に
充
ち
た
果
て
し
な
き
民
族

問
殺
裁
合
戦の
詳
細
を
精
力
的
に
報
じ
てい
る 。

も
う二
O
年
以
上
も
以
前
に
な
る
け
れ
ど 、
私
も
か
つ
て
旧ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
各
地
を
旅
し
た
こ
と
が
あ
る 。
特に 、
ア
ド
リ
ア
海

に
面
し
た
モ
ン
テ
ネ
グロ
の
中
世
城
壁
都
市・
ドゥ

プ
ロ
l

ヴニ
ク

の
美
観
は 、
い
ま
も
忘
れ
難い 。
当
時の
ユ
lゴ

ス
ラ
ヴ
ィ

ア
は 、

東
欧の
な
か
で
も
最
も
西
側
に
近い
固
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
の
評
判

も
大
変
に
良
く 、
ドゥ

ブ
ロ
l

ヴニ
ク
に
は
ア
メ
リ
カ
人
観
光
客
が

大
勢
来
てい
た 。
その
ドゥ

プ
ロ
l

ヴニ
ク
も 、
昨
年
来の
内
戦
で

セル
ビ
ア
側
に
砲
撃
さ
れ 、
破
壊
さ
れ
た
とい
う 。

よ
く

知
ら
れ
てい
る
よ
う
に 、
旧ユ
lゴ

ス
ラ
ヴ
ィ

ア
は 、
民
族

の
モ
ザ
イ
ク
と
も
世
界の
火
薬
庫
と
もい
わ
れ
るバ
ル
カン
半
島の
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世

界

史

を

告

発

す

る

民

族

問

題

一
、
「
民
族
の
復
讐』

私
は
昨
秋
か
ら一
0ヵ
月
間の
予
定
で 、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学

サ
ン
デ
ィ

エ
ゴ
校
大
学
院
に
教
鞭
を
とっ
てい
る 。
こ
う
し
て
ア
メ

リ
カ
社
会
を
内
側
か
ら
眺
め
る
良い
機
会
を
得
てい
る
の
だ
が 、
つ

い
に
ソ
連
と
の
長い
冷
戦
に
勝
利
し
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
なの
に 、

ク
リ
ン
トン

政
権
下
で
も
経
済
は一
向
に
改
善
さ
れ
ず 、
犯
罪
は
急

増
し 、
人
種
問
題
や
英
語
を
話
き
ない
ア
メ
リ
カ
人
の
増
加
な
ど 、

マ
ル
テ
ィ・

エ
スニ
ッ
ク
な
移
民
国
家
と
し
て
の
脆
弱
性
が
顕
著
に

な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る 。
そ
れ
だ
け
に 、
い
ま
世
界
で

吹
き
荒
れ
てい
る
民
族
紛
争
に
対
し
て
は 、
き
わ
め
て
高い
関
心
が

寄
せ
ら
れ
てい
る 。
C
N
N
のヘ
ッ
ド・
ラ
イン・
ニ
ュ
ーズ

を
は

2 

中
嶋

嶺
雄

じ
め
と
し
て 、
ア
メ
リ
カ
の
マ
ス・
メ
デ
ィ

ア
は
連
日 、
ポ
スニ
ア・

ヘ
ル
ツェ
ゴ
ヴ
ィ

ナ
で
の
憎
悪
と
怨
恨
に
充
ち
た
果
て
し
な
き
民
族

問
殺
毅
合
戦の
詳
細
を
精
力
的
に
報
じ
てい
る 。

も
う二
O
年
以
上
も
以
前
に
な
る
け
れ
ど 、
私
も
か
つ
て
旧ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
各
地
を
旅
し
た
こ
と
が
あ
る 。
特
に 、
ア
ド
リ
ア
海

に
面
し
た
モ
ン
テ
ネ
グロ
の
中
世
城
壁
都
市・
ドゥ

プ
ロ
l

ヴニ
ク

の
美
観
は 、
い
ま
も
忘
れ
難い 。
当
時の
ユ
ーゴ

ス
ラ
ヴ
ィ

ア
は 、

東
欧の
な
か
で
も
最
も
西
側
に
近い
固
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
の
評
判

も
大
変
に
良
く 、
ドゥ

ブ
ロ
｜

ヴニ
ク
に
は
ア
メ
リ
カ
人
観
光
客
が

大
勢
来
てい
た 。
そ
の
ドゥ

プ
ロ
！

ヴニ
ク
も 、
昨
年
来の
内
戦
で

セル
ピ
ア
側
に
砲
撃
さ
れ 、
破
壊
さ
れ
た
とい
う 。

よ
く

知
ら
れ
てい
る
よ
う
に 、
旧
ユ
！ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ

ア
は 、
民
族

の
モ
ザ
イ
ク
と
も
世
界の
火
薬
庫
と
もい
わ
れ
るバ
ル
カン
半
島の
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中
心
に
位
置
し
な
が
ら 、
ニ
O
世
紀の
巨
星
チ
ト
l（一

八九二l一
九

八O）
が
率い
た
対
独パ
ル
チ
ザ
ン
闘
争の
勝
利
を
経
て
独
自の
社

会
主
義
国
家
を
自
力
で
樹
立
し 、
現
代
史
に
数々
の
問
題
を
提
起
し

て
き
た 。
今日
血
み
ど
ろ
の
戦
乱の
巷
と
化
し
て
い
る
ポ
スニ
ア・

ヘ
ル
ツェ
ゴ
ヴ
ィ

ナ
の
首
都サ
ラ
イエ
ポ
は 、
第一
次
世
界
大
戦の

発
火
点
で
は
あっ
た
が 、
一
九
八
四
年
に
は 、
冬
季
オ
リン
ピッ
ク

を
見
事に
開
催
し
て
世
界
に
賞
賛
さ
れ
た
民
族
文
化
都
市
で
あ
る 。

そ
れ
なの
に 、
こ
れ
ら
の
彩
リ
も
鮮
や
か
な
過
去
が 、
な
ぜ
今
日
の

よ
う
な
悲
劇に
よっ
て
照（あがな）
わ
れ
ね
ば
な
ら
ない
の
か 。

多
民
族
国
家ユ
ーゴ

建
国の
父
で
あ
り 、

統
合の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

っ
た
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
チ
ト
l

亡
き
あ
と
の
宿
命
的
帰
結
で
あ
る

と
か 、
脱
冷
戦
と
脱
社
会
主
義
とい
う
今日
の
世
界
史
的
潮
流の
な

か
で
民
族
的
統
合の
枠
組
や
土
台
が
崩
れ
て
し
まっ
た
か
ら
だ
とい

う
説
明
だ
け
で
は 、
今日
の
あ
ま
り
に
も
酷い
事
態の
解
明
に
は
な

ら
ない 。
少
な
く
と
も
チ
ト
l

亡
き
あ
と
もユ
lゴ

は 、
十
余
年
に

わ
たっ
て
な
お
連
邦
国
家た
り

得
た
し 、
冷
戦
と
旧
ソ
連
型の
社
会

主
義
か
ら
も
か
な
り
遠
ざ
かっ
てい
た
国
で
あっ
た 。

し
か
もユ
ーゴ
とい
え
ば 、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
な
ソ
連
支
配の

社
会
主
義
世
界
体
制
に
挑
戦
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
き
た
ば
か
り

か 、
戦
後の
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
新
興
独
立
諸
国の
ナ
ショ
ナ
リ
ズ

ム
の
方
向
を
大
き
く

規
定
し
た
非
同
盟
主
義の
提
唱
者
で
も
あ
り 、

ま
た
最
近の
チ
ト
l

後の
時
代に
おい
て
さ
え
も 、
ユ
ーゴ

型の
い

わ
ゆ
る
自
主
管
理
社
会
主
義
を
標
楊
し
て
国
際
的
に
注
目
を
集
め
て

L
たし

か
し 、
反
ス
タ
ー
リ
ン
主
義 、
非
同
盟 、
そ
し
て
自
主
管
理
社

会
主
義
といっ
た
高
遁
な
原
理 、
つ
ま
り
民
族
集
団
や
国
民
国
家の

ナ
ショ
ナ
ル
な
枠
組
を
越
え
る
イン
タ
ー

ナ
ショ
ナ
ル
な
価
値
た
り

得
た
理
想
主
義
も 、
民
族
や
宗
教の
き
わ
め
て
プ
リ
ミ
テ
ィ

ヴ
（
原

初
的）
な
異
端
者
同
士
的
対
立
が
ひ
と
た
び
沸
勝
点
に
達
し
て
爆
発

し
た
と
き
に
は 、
憎
悪
と
怨
恨の
悪
循
環
を
何
ら
抑
止
で
き
ない
こ

と
が
証
明
さ
れ
て
し
まっ
た 。
二
O
世
紀
的
理
想
と
思
わ
れ
た
そ
れ

らの
イン
タ
ー

ナ
ショ
ナ
ル
な
原
理
が 、
対
内
的
な
紛
争
処
理
の
手

段
と
メ
カニ
ズ
ム
に
は
まっ
た
く

結
び
つ
か
ない
幻
影
で
し
か
な
か

っ
た
空
し
さ
が
赤
裸々
に
露
呈
し
た
の
で
あ
る 。

戦
争
と
革
命の
世
紀
と
し
て
の
こ
O
世
紀
も
間
も
な
く
終
わ
ろ
う

と
し
てい
る
と
き 、
世
界
史の
教
訓
歩ニ
切
拒
否
し
て
生
じ
てい
る

ポ
スニ
ア・
ヘ
ル
ツェ
ゴ
ヴ
ィ

ナ
の
今
日
の
悲
劇が 、
一
七
世
紀
初

頭
の
三
十
年
戦
争の
そ
れ
を
上
回
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない
理
由

は 、
こ
の
点
に
こ
そ
あ
る
とい
え
よ
う 。

で
は 、
三
十
年
戦
争の
死
闘
が
や
が
て
ヨ
ーロ
ッ

パ
の
国
民
国
家

体
系
（何
日ou
gロωg
g
a位。ヨ） 、
つ
ま
り
ウ
エ
ス
トフ
ア
リ
ア

体
制
を
生
み
出
し
た
よ
う
に 、
人
類
は
こ
の
世
紀
末の
「

民
族の
復

響」
（アラン・
マン
ク）
を
乗
り
越
え
て 、
や
が
て一
二
世
紀
に
は 、

民
族
間
協
調の
明
るい
未
来
を
構
築
し
得
る
の
だ
ろ
う
か 。

世界史を告発する民践問題3 



二
、

社
会
主
義
と
民
族
問
題

そ
れ
に
し
て
も 、
ポ
スニ
ア・
ヘ
ル
ツェ
ゴ
ヴ
ィ

ナ
の
事
態
は 、

特
殊
な
多
民
族
国
家の
特
別の
例
外
で
あ
る
の
か 。
そ
れ
と
も 、
世

界の
ほ
と
ん
どの
国
家がマ
ル
テ
ィ・

ナ
ショ
ナ
ル
ない
し
はマ
ル

ティ・
エ
スニ
ッ
ク
な
状
態
に
あ
る
だ
け
に 、
国
民
国
家が
こ
れ
か

ら
次々
に
辿
るべ
き一
つ
の
先
例
なの
だ
ろ
う
か 。

こ
う
し
た
問
題
意
識の
も
と
で 、
こ
こ
で
は
ま
ず 、
社
会
主
義
と

民
族
問
題
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う 。
よ
く

知
ら
れ
てい
る
よ
う

に 、
社
会
主
義
を
追
求
す
る
立
場
か
ら
は 、
社
会
主
義
国
家に
おい

て
こ
そ
民
族
問
題
は
解
決
さ
れ
る 、
と
こ
れ
ま
で
強
調
さ
れつ
づ
け

て
き
た 。
搾
取の
ない
社
会
主
義
社
会
で
は
誰
も
が
平
等
に
な
り 、

経
済
が
解
放
さ
れ 、
人
聞
が
「

自
己
疎
外」
の
純（くびき）
か
ら
抜

け
出
て
真
に
自
由に
な
る
か
ら
だ 、
とい
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る 。

だ
が
現
実
は
こ
れ
と
は
正
反
対
で
あっ
た 。
ま
た 、
「

万
国の
労
働
者

団
結
せ
よr・」
の
ス
ロー
ガ
ン
が
示
す
よ
う
に 、
社
会
主
義
は
国
境

の
ない
イン
タ
ー

ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
に
立
脚
す
る
と
い
わ
れ
な
が

ら 、
中ソ
国
境
紛
争
や
中
越
国
境
衝
突
が
証
明
し
た
よ
う
に 、
こ
こ

で
も
現
実
は
まっ
た
く

逆
で
あっ
た 。

「
勝
利
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

は
国
境
に
こ
だ
わ
ら
ない」 。
こ

れ
はレ
！ニ

ン
が
提
起
し
た
テ
！

ゼ
で
あっ
た
が 、
そ
れ
は
社
会
主

義
体
制
下
で
は 、
ゆ
く
ゆ
く
は
国
境
も
そ
の
基
礎
を
成
す
国
家
も
消

え
て
ゆ
く 、
とい
うレ
！ニ

ン
国
家
論の
「

国
家の
死
滅」
とい
う

か
美
し
き
論
理。
に
基
づ
く
もの
で
あっ
た 。

だ
が
実
際
に
は 、
社
会
主
義
に
なっ
て
か
ら 、
国
家
は
死
滅
す
る

ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ 、
国
家
とい
う
巨
大
な
怪
物
が
大
き

な
醜い
顔
を
し
て 、
民
衆の
生
活
ば
か
り
か
精
神
を
も
支
配
し
て
き

た
の
で
あ
る 。
社
会
主
義の
生
産
関
係
や
統
治の
シ
ス
テ
ム
が
発
展

し
確
立
さ
れ
る
に
従っ
て 、
国
家の
抑
圧
機
能
が
弱
ま
り 、
国
家の

暴
力
装
置
と
し
て
の
側
面
も
消
え
て 、
や
が
て
国
家
は
死
滅
す
る
と

い
うレ
｜ニ

ン
の
想
定
と
は
逆
に 、
国
家が
ま
す
ま
す
魁
り 、
民
族

は
社
会
主
義
国
家に
よっ
て
解
放
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か 、
た
え
ず
抑
圧

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る 。

特
に
多
民
族
国
家
内
部の
少
数
民
族
に
対
し
て 、
そ
の
抑
圧
は
苛

酷
で
あっ
た 。
旧
ソ
連
に
おい
て
も 、
中
国
に
おい
て
も 、
そ
う
で

あっ
た 。
そ
れ
は 、
革
命の
勝
利
とい
う
抗
し
が
た
い
論
理
の
も
と

に 、
ロ
シ
ア
民
族
や
漢
民
族
とい
う
支
配
民
族
中
心
の
社
会
主
義
革

命
国
家が
形
成
さ
れ 、
解
放
とい
う
美
名
で
周
辺
の
少
数
民
族
国
家

を
強
制
的
に
その
版
図
に
加
え
て
い
っ
た
こ
と
に
よっ
て
も
た
ら
さ

れ
た
結
果
で
も
あっ
た 。
旧
ソ
連
に
お
け
るバ
ル
ト

三
国
や
中
央
ア

ジ
ア 、
ザ
カ
フ
カ
｜

ズ
の
イス
ラ
ム
諸
民
族
が
そ
う
で
あっ
た
し 、

中
国
に
おい
て
は
チベ
ッ
ト

が
その
典
型
で
あ
る 。
し
か
も
こ
れ
ら

の
少
数
民
族
に
よ
る
共
和
国（旧ソ
連）
や
自
治
区（
中国）
を
中
央
が

4 



コ
ン
トロ
ール

す
る
た
め
に 、
そ
れ
ら
地
域
の
最
高
指
導
者
は
つ
ね

に
モ
ス
クワ
や
北
京の
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
党
第一
書
記
も
し
く

は
中
央
に
忠
誠
をつ
く
す
惚
儲
と
し
て
の
少
数
民
族
出
身
者
で
あ

っ
た 。し

た
がっ
て 、
社
会
主
義
国
家に
お
け
る
少
数
民
族の
自
治の
尊

重
とい
う
タ
テマ
エ
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
そ
れ
は
実
際
に
は

。
民
族

の
牢
獄。
だっ
た
の
で
あ
り 、
こ
の
牢
獄
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
す
る

い
か
な
る
動
き
に
対
し
て
も 、
「

分
裂
主
義」
とい
う
断
罪
が
お
こ
な

わ
れ
た 。
中
国の
新
組ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
け
る
「

東
トル
キス

タン
共
和
国」
樹
立
の
動
きへ
の
中
国
当
局の
対
応
に
も 、
そ
れ
は

現
れ
てい
る 。

民
族
問
題
が
民
族の
レ
ヴェ
ル
で
は
解
決
さ
れ
ない
とい
う
こ
の

よ
う
な
対
内
態
度
は 、
必
然
的
に
社
会
主
義
国
家の
対
外
態
度
に
反

映
す
る 。
中ソ
問 、
中
越
聞の
織
烈
な
国
境
衝
突
に
見
ら
れ
た
よ
う

に 、
そ
こ
に
は
国
家
権
力
と
結
び
つ
い
た
む
き
出
しの
民
族
排
外
主

義
が
表
出
す
る
の
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
な
国
家
と
その
権
力が
存
在
す
る
限
り 、
民
族
問
題
は

解
決
さ
れ
得
ない 。
し
か
も 、
民
族の
自
治
と
か
自
決
とい
う
課
題

は 、
社
会
主
義
に
とっ
て
決
し
て
新
しい
問
題
で
は
な
かっ
た 。
レ

lニ
ン
の
著
作
集
を
読
む
と 、
そ
の
大
部
分
のペ
ー

ジ
が
民
族
問
題

に
費
や
さ
れ
てい
る
といっ
て
も
過
言
で
は
ない 。
そ
し
て
レ
lニ

ン
は 、
社
会
主
義
革
命の一
つ
の
大
き
な
目
的
が 、
非
抑
圧
民
族の

解
放
で
あ
り 、
民
族
的
差
異
や 、
や
が
て
は
民
族
語
さ
え
も
な
く
な

る
とい
う
諸
民
族の
融
合
で
あ
る
こ
と
を
し
き
り
に
説い
てい
た 。

レ
lニ

ン
は
ま
た 、
一
九一
六
年
の
有
名
な
テ
l

ゼ
「

社
会
主
義
革

命
と
民
族
自
決
権」
の
な
か
で 、
諸
民
族
の
融
合
が
将
来
実
現
す
る

た
め
に
も 、
そ
の
前
段
階
と
し
て
の
民
族の
分
離の
自
由が
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し 、「
民
族の
分
離の
自
由が
お
こ
な
わ
れ
る
過

渡
期
を
通
し
て
は
じ
め
て
諸
民
族の
不
可
避
的
な
融
合
に
到
着
で
き

る
の
で
あ
る」
と
述べ
てい
た 。
ま
た 、
ス
タ
ー
リン
の
有
名
な
論

文『マ
ル
クス
主
義
と
民
族
問
題』
（一
九一
三年）
が
示
す
よ
う
に 、

民
族
問
題
とマ
ル
ク
ス
主
義
と
の
関
係
も
大い
に
論
じ
ら
れ 、
ス
タ

ー
リ
ン
が
そ
こ
で
「

民
族」
の
成
立
要
件
と
し
て 、
言
語 、
地
域 、

経
済
生
活
お
よ
び
文
化
とい
う
四
つ
の
要
素の
共
通
性
とい
う
定
義

を
お
こ
なっ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
てい
る 。

こ
の
よ
う
に
レ
lニ

ン
も 、
そ
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
も 、
ソ
連
が
多

民
族
国
家
で
あっ
た
だ
け
に 、
民
族
問
題
に
は
多
く

の
意
を
用い
て

き
た
の
で
あっ
た 。
そ
も
そ
も
「

ソ
ヴェ
｜
ト

社
会
主
義
共
和
国
連

邦」
とい
う
国
名
に
はい
か
な
る
民
族
名
も
地
域
名
も
冠
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
も 、
そ
れ
は
反
映
し
てい
た 。
約二
億
九
0
0
0
万
の

人
口
を
もっ
旧
ソ
連
は 、
約一
億
近
く
が
非ス
ラ
プ
系
の
民
族
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
てい
る
だ
け
に 、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
ザ
カ
フ
カ
lズ

に
至
る
「

柔
ら
かい
下
腹
部」
とい
わ
れ
た
地
域
は 、
ロ
シ
ア
民
族

中
心
の一
元
的
体
制 、
つ
ま
りロ
シ
ア
帝
国
な
ら
ぬ
「

ソ
連
帝
国」

世界史を告発する民族問題ラ



に
な
じ
ま
ない
広
領
域
と
し
て 、
旧
ソ
連の
国
家
的
統
合
をつ
ね
に

脅か
し
て
き
た
の
で
あっ
た 。
こ
の
よ
う
な
ソ
連
国
家の
脆
弱
な
体

質
をい
ち
は
や
く

指
摘
し 、
ソ
連
に
とっ
て
の
危
機
的
な
民
族
問
題

を
鋭
く

予
測
し
てい
た
の
は 、
フ
ラン
ス
の
文
化
人
類
学
者エ
レ
l

ヌ・
カ
レ
ール
日
ダ
ン
コ
l

ス
女
史
で
あっ
た 。

こ
れ
に
対
し
て
中
国の
場
合
は 、
約一
二
億
の
人
口
の
九
Oパ
ー

セ
ン
ト

以
上
が
漢
民
族
で
あ
り 、
少
数
民
族の
居
住
地
域
は
面
積
で

は
国土
の
五
O
i

六
Oパ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
る
もの
の 、
そ
れ
ら
の

五
十
余
に
及
ぶ
民
族
は
漢
民
族の
強い
同
化
力
に
よっ
て
つ
ね
に
脅

か
さ
れ
て
き
てい
る 。
中
国
が
旧
ソ
連
と
異
なっ
て 、
社
会
主
義
国

家の
国
名に
き
わ
め
てエ
ス
ノ・
セ
ン
ト
リッ
ク
な
地
域
名
「

中
華」

を
掲
げ
てい
る
こ
と
の
意
味
は 、
決
し
て
小
き
く
は
ない
の
で
あ
る 。

こ
の
こ
と
は 、
旧
ソ
連
と
は
異
な
る
中
国
社
会の
共
同
性・
一
元
性

とい
う
問
題
に
も
繋
がっ
てい
る 。
だ
が 、
そ
う
し
た
中
国の
歴
史

と
伝
統
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
そ
こ
に
存
在
す
る
国
家が
永
久
不
変
だ

と
は
決
し
てい
え
ない 。
中
華人
民
共
和
国
は
その
形
成
以
来
ま
だ

半
世
紀
も
経
てい
ない
の
で
あっ
て 、
し
か
も
こ
の
間 、
中
国
で
は

共
産
党
権
力
が
つ
ね
に
強
権
を
発
動
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

民
族の
反
乱
と
抵
抗
は
チベ
ッ
ト 、

新
彊ウ
イ
グ
ル 、
内
モ
ン
ゴ
ル

な
ど
の
自
治
区
で
連
綿
と
続い
てい
る 。

こ
う
し
て
旧
ソ
速
や
東
欧
に
おい
て
も 、
ま
た
中
国
に
おい
て
も

示
さ
れ
てい
る
よ
う
に 、
社
会
主
義
は
民
族
問
題
を
結
局
は
何一
つ

解
決
で
き
な
かっ
た
の
で
あ
る 。
こ
こ
に
社
会
主
義の
背
理
と
そ
の

敗
北
の
重
要
な
原
因
の一
つ
が
あ
る
こ
と
はい
う
ま
で
も
ない 。

6 

、

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
せ
め
ぎ
合
い

社
会
主
義
が
民
族
問
題
を
何
ら
解
決
し
得
な
かっ
た
こ
と
は 、
い

ま
や
明
ら
か
に
なっ
た
け
れ
ど
も 、
そ
れ
で
は 、
社
会
主
義
以
外の

枠
組
な
ら
ば 、
問
題
の
解
決
は
容
易
な
の
だ
ろ
う
か 。
決
し
て
そ
う

で
は
ない
と
こ
ろ
に 、
今
日
の
民
族
問
題
の
困
難
さ
が
あ
る
とい
え

トぞっ 。そ
の
よ
う
な
今
日
の
民
族
問
題
を
論
ず
る
に
当
たっ
て 、
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ

（O
PE巳
弓）
とい
う
用
語
が
最
近
で
は
し
ば
し
ば
用い
ら

れ
る
よ
う
に
なっ
て
き
てい
る 。
そ
し
てエ
スニ
シ
テ
ィ

は 、「
民
族」

「
種
族」
お
よ
び「
人
種」
の
い
ず
れ
に
も
関
わ
る
今
日
的
な
民
族
問

題
を
表
現
す
る
新
しい
概
念
だ
とい
え
よ
う 。
そ
こ
でエ
ス
子ン
テ

ィ
を
私
な
り
に
定
義
し
て
み
る
と 、
ま
ず
第一
に 、
さ
ま
ざ
ま
な
人

間
集
団の
な
か
で
他の
集
団
と
自
ら
の
集
団
を
区
別
し
よ
う
と
す
る

意
識 、
つ
ま
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ（

E
gz
c可）
が
当
然の
前
提
に

な
る 。
こ
の
場
合の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
は 、
一
種の
仲
間
意
識 、

自
分
が
ど
の
集
団
に
属
し
てい
る
の
か
とい
う
帰
属
意
識
だ
と
考
え

て
よい
で
あ
ろ
う 。
そ
う
し
て
見
て
み
る
と 、
旧
ソ
速の
国
民
はロ

シ
ア
人 、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人 、
あ
るい
は
ア
ル
メ
ニ
ア
人 、
ウ
ズ
ベ
ッ



ク
人
そ
し
てバ
ル
ト

三
国
で
はエ
ス
トニ

ア
人 、
リ
ト
ワ
ニ
ア
人
な

どの
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

は
そ
れ
ぞ
れ
が
強
烈
に
保
持
し
てい
る
の

に 、
ど
の
民
族の
住
民
もソ
連
人
とい
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

は
ほ

と
ん
ど
稀
薄
で
あ
る
か 、
まっ
た
く

保
持
し
てい
な
かっ
た
とい
え

ト晶、ヲ 。旧
ソ
速の
場
合 、
ロ
シ
ア
革
命
後の
ソ
連
邦
形
成
以
来 、
対
内
的

に
も
対
外
的
に
も 、
あ
れ
ほ
ど
強
力に
「ソ

連（Cωω同
ご
を
主
張

し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
肝
心の
ロ
シ
ア
民
族
を
含
め
て 、
「

ソ

連
人」
とい
う
ア
イ
デン
テ
ィ

テ
ィ

は
結
局
根づ
か
な
かっ
た
の
で

あ
り 、
こ
こ
に
ソ
連
邦
が一
九
九一
年
末 、
一
夜
に
し
て
解
体
し
た

大
き
な
原
因
が
あっ
た
とい
え
よ
う 。
そ
し
て
脱
冷
戦
と
脱
社
会
主

義
とい
う
世
界
史の
転
換
期に
あっ
て 、
本
源
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

へ
の
回
帰が
各
民
族
共
和
国
内
部
に一
斉
に
起
こっ
た
の
で
あ

っ
た 。も

と
よ
り 、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

を
核
と
し
た
新
しい
民
族
問
題

は 、
旧
ソ
連
や
東
欧
ば
か
り
で
は
な
く 、

現
在 、
全
世
界
的
に
起
こ

っ
てい
る 。
た
と
え
ば 、
こ
れ
か
ら
その
存
在
や
帰
趨
が
ま
す
ま
す

重
要に
な
る
と
思
わ
れ
る
台
湾の
場
合 、
中
国人
とい
う
意
識
よ
り

も 、
自
分
た
ち
は
台
湾人
（吋包毛
包括ωO）
な
の
だ
とい
う
新
しい

ア
イ
デン
テ
ィ

テ
ィ

を
台
湾の
人
び
と
は
最
近
強
く
も
ち
は
じ
め
て

い
る 。
台
湾
は
経
済
的・
社
会
的
に
も
非
常に
成
功
し
て
お
り 、

政

治
改
革
も
著
し
く

進
捗
し
てい
て 、
国
際
社
会
で
の
評
価
も
日
増
し

に
高
まっ
てい
る 。
そ
う
な
れ
ば
な
る
ほ
ど 、
自
分
た
ち
は
中
国
と

は一
緒
で
は
ない
とい
う
意
識
が
育っ
て
く
る
の
で
あ
る 。
し
た
が

っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

は 、
歴
史
的
な
本
源へ
回
帰
し
よ
う
と
す

る
振
り
子
と
と
も
に 、
新
しい
社
会・
経
済
の
状
況
の
な
か
で 、
自

ら
を
新
し
く
形
成
し
よ
う
と
す
る
も
う一
つ
の
振
り
子
を
動
か
そ
う

と
す
る 。

シ
ン
ガ
ポ
ール

は 、
よ
り
明
白
に
後
者の
よ
う
な
状
況
だ
とい
え

よ
う 。
シ
ン
ガ
ポ
ール

は 、
人
種
的
に
は
大
部
分
が
漢
民
族 、
つ
ま

り
中
国
人
に
よっ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が 、
こ
の
国
の
国
民
形
成

（
gzoロσEEZm）
の
成
功
も
あっ
て 、
住
民の
多
く
は
今
日 、
シ

ン
ガ
ポ
ール

人
（ω
宮間mwuoュ
g）
と
し
て
の
意
識
を
もっ
て
いる 。

同
じ
中
国
入
社
会
で
も 、
香
港
は
大
部
分
が
広
東
人
で
あ
る
が 、
そ

の
経
済
的
活
力
や
社
会の
発
展 、
そ
し
て
何
よ
り
も一
九
九
七
年の

香
港
返
還
を
目
前
に
し
た
緊
迫
感
も
あっ
て 、
彼
ら
は
自
分
た
ち
を

香
港
人
（
出。ロmwoロm
R）
だ
と
主
張
し
は
じ
め
てい
る 。

こ
の
よ
う
に
新
しい
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

の
追
求へ
の
動
き
が
全

世
界
的
に
表
出
し
てい
る
の
で
あ
り 、
そ
れ
は
従
来の
概
念
で
は
と

ら
え
ら
れ
ない
展
開
を
示
し
てい
る 。
こ
こ
にエ
ス
ニ
シ
テ
ィ
とい

う
用
語
が
登
場
し
た
理
由が
あ
る
と
もい
え
よ
う 。

第二
に 、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

を
考
え
る
場
合の
今
日
的
な
条
件
と
し

て 、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
特
定の
テ
リ
ト
リ
l（

gqxo
ミ） 、
つ
ま

り
領
土
も
し
く
は
領
域
に
立
脚
し
てい
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も

世界史を告発する民族問題7 



っ
てい
る 。
ま
た
同
時
に
こ
の
事
実
が 、
エ
スニ
シ
テ
ィ

の
せ
め
ぎ

合い
と
し
て
の
今日
の
民
族
紛
争
を 、
容
易
に
和
解
ない
し
は
調
停

し
が
たい
もの
に
し
てい
る
とい
え
よ
う 。

た
と
え
ば
よ
くユ
ダ
ヤ
人
問
題
とい
わ
れ
る
よ
う
に 、
ユ
ダ
ヤ
人

に
はユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
ア
イ
デン
ティ
テ
ィ

が
強い 。
け
れ
ど
も

ユ
ダ
ヤ
人
は
イス
ラエ
ル
以
外
に
も
全
世
界
に
散
在
し
てい
る
の
で

あ
り 、
し
た
がっ
てユ
ダ
ヤ
人
問
題
は 、
エ
スニ
シ
テ
ィ

の
問
題
と

は一
般
に
はい
わ
ない 。

こ
れ
に
対
し
て 、
旧
ソ
速
や
東
欧の
民
族
問
題 、
た
と
え
ば
ア
ゼ

ルパ
イ
ジ
ャ
ン
と
ア
ル
メニ
ア
の
民
族
紛
争
や
ボ
スニ
ア・
ヘ
ル
ツ

ェ
ゴ
ヴ
ィ

ナ
の
今日
の
民
族
問
内
戦の
場
合 、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
リ
ト

リ
ー

に
立
脚
し
た
民
族
集
団の
居
住
空
間
が
存
在
し 、
も
し
く
は
複

雑
に
交
錯
し
てい
る 。
そ
し
て
民
族
集
団の
棲
み
分
け
（
招
開店問中

巴Oロ）
に
関
す
る
暗
黙の
合
意
が
崩
れ 、
摩
擦
が
生
じ 、
エ
スニ
シ
テ

ィ
の
せ
め
ぎ
合い
が
始
ま
るの
だ
とい
え
よ
う 。

し
た
がっ
て
マ
ル
テ
ィ・

エ
スニ
ッ
ク・
ソ
サ
イエ
テ
ィ
とい
わ

れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国の
場
合
に
は 、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人（
黒

人）
や
ネ
イ
テ
ィ

ヴ・
ア
メ
リ
カン（インディアン）
そ
れ
に
最
近
急

増
し
つ
つ
あ
る
メ
キ
シコ
な
ど
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人

（ラティノlス） 、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人（エ
イジアン）
な
ど
が
さ
ま

ざ
ま
な
社
会
問
題
を
提
起
し
てい
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
こ
れ
らの

エ
スニ
ッ
ク
集
団
は
特
定の
テ
リ
ト
リ
l

に
立
脚
せ
ず 、
あ
ち
こ
ち

の
州
に
散
在
し
てい
る
た
め
に 、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
エ
スニ
シ

テ
ィ

の
問
題
は 、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
は 、
旧
ソ
連
や
東
欧
諸
国 、

そ
れ
に
中
固
な
ど
の
民
族
問
題
と
は
区
別
さ
れ
て
き
てい
た 。
合
衆

国の
住
民
は
等
し
く
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

を

保
持
し 、
共
通の
言
語
と
し
て
の
英
語
を
話
す
とい
うこ
と
に
おい

て
も 、
ア
メ
リ
カ
圏
内
に
お
け
る
民
族
問
題
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
な

かっ
た
とい
っ
て
よい
で
あ
ろ
う 。
そ
れ
が
理
念
の
共
和
国
と
し
て

の
移
民
国
家・
ア
メ
リ
カ
の
特
質で
あっ
た 。
し
か
し 、
こ
の
よ
う

な
ア
メ
リ
カ
像
が
最
近
大
き
く

揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
こ
と
も
否
め
な

い 。
ラ
テ
ィ
ノ
l

ス
を
主
と
し
て 、
英
語
を
話
さ
ない
ア
メ
リ
カ
人

も
増
加
しつ
つ
あ
り 、
英
語
を
読
め
な
い
書
け
ない
（ロ－一
Z
SZ）

ア
メ
リ
カ
人
も
増
えつ
つ
あ
る
とい
う 。

そ
う
し
た
な
か
で 、
一
九
九
二
年
四
月の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
暴
動
に

示
さ
れ
た
よ
う
に 、
ま
た
こ
の
暴
動の
きっ
か
け
と
なっ
た
黒
人
青

年
殴
打
事
件
に
対
す
る
本
年
四
月の
連
邦
地
裁
に
よ
る
有
罪
評
決
が

あっ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
黒
人
問
題
は

ま
す
ま
す
深
刻
化
しつ
つ
あ
る
の
が
現
実
で
あ
り 、
社
会の
正
論
な

い
し
は
公
論
と
し
て
は 、
い
ま
や
人
種
差
別が
世
を
挙
げ
て
排
斥
さ

れ
てい
る
の
に 、
大
都
市
を
中
心
に
し
て
黒
人
層の
棲
み
分
け
が
よ

り一
層
進
ん
でい
る 。
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
社
会
に
おい
て
も 、
テ
リ

ト
リ
l

に
立
脚
し
たエ
スニ
シ
テ
ィ

の
問
題
が
登
場
しつ
つ
あ
る
の

だ
とい
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
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そ
し
てエ
スニ
シ
テ
ィ

に
関
す
る
第
三
の
条
件
と
し
て
は 、
政
治

的
抑
圧
の
減
少 、
経
済
生
活の
向
上 、
情
報
空
間の
拡
大
に
伴
う
社

会
的
枠
組
の
ソ
フ
ト

化
に
よっ
て 、
広
い
意
味
で
の
民
主
化

（
含50
Qω民一N
見宮口）
が
全
世
界
的
に
不
可
避
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ

と
が
挙げ
ら
れ
よ
う 。
こ
の
場
合の
民
主
化
は
し
ば
し
ば
政
治
的・

社
会
的
な
混
乱
や
不
安
定
を
伴
う
け
れ
ど 、
歴
史の
進
歩の
た
め
に 、

そ
れ
は
も
は
や
避
け
ら
れ
ない
道
程
だ
とい
わ
ね
ば
な
る
まい 。
私

た
ち
が
現
在
目
撃
し
てい
る
の
は 、
ま
さ
し
くこ
う
し
た
歴
史
的
過

程
なの
だ
と
もい
え
よ
う 。

園、

民
族
を
超
え
て

と
こ
ろ
で 、
エ
ス
子ン
テ
ィ
とい
う
表
現
は 、
も
と
も
と
ネ
イ
シ

ョ
ン
と
し
て
の
民
族
で
は
な
く 、
よ
り
人
類
学
的・
民
族
学
的
な
意

味
で
の
民
族
に
関
わっ
てい
る 。
そ
し
て
その
よ
う
な
学
問
上の
分

類
か
ら
す
れ
ば 、
世
界
に
は
三
千
数
百の
エ
スニ
ッ
ク・
グ
ル
ー

プ

が
存
在
す
る
とい
う 。
その
三
千
数
百の
集
団
に
対
し
て 、
全
世
界

の
主
権
国
家
も
し
く
は
主
権
地
域
は
約一
八
O
前
後
し
か
存
在
し
て

い
ない 。
こ
こ
に
現
代
世
界の
大
き
な
矛
盾
が
あ
る
の
で
あ
る 。
近

現
代の
戦
争
や
革
命の
結
果 、
特
に
第一
次
世
界
大
戦
と
第
二
次
世

界
大
戦
お
よ
び
今
世
紀
初
頭
以
来の
社
会
主
義
革
命の
結
果 、
今
日

の
国
境
線
が
線
引
き
さ
れ
た
の
が
現
代
世
界の
区
画
で
あ
り 、
日
本

な
ど
を
特
殊
な
例
外
と
し
て 、
そ
の
線
引
き
はい
わ
ゆ
る
国
民
国
家

（ロ
RZロωg
g）
の
枠
組
と
異
なっ
て 、
し
ば
し
ば
民
族
が
は
み
出

し
た
り 、
強
引
に
吸
収
さ
れ
た
り
し
てい
る 。
こ
う
し
て
三
千
数
百

の
民
族
を
あ
え
て
百
数
十
の
枠
組
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
し
たこ
と
の

無
理
が 、
今
日
間
わ
れ
てい
る
の
だ
と
もい
え
よ
う 。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
問
題
の
解
決こ
そ 、
二一
世
紀
に
向
け
て
の
人
類の
最
重
要
課

題
に
な
ら
ね
ば
な
る
まい 。

そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
方
向
が
模
索
さ
れ
るべ
き
で
あ
ろ
う

か 。
あ
るい
は
こ
れ
以
上の
悲
劇
を
招
来
す
る
こ
と
の
ない
よ
う 、

絶
対
に
避
け
るべ
き
方
途
はい
ず
れ
で
あ
ろ
う
か 。

す
で
に
見
た
よ
う
に 、
ア
メ
リ
カ
が
力
を
喪
失
し
て
移
民
国
家
と

し
て
の
脆
さ
に
悩
み 、
旧
ソ
連
が
ブ
ラッ
ク・
ホ
！

ル
と
化
し 、
イ

ス
ラ
ム
原
理
主
義
が
各
地
に
興
隆
し 、
貧
しい
諸
国の
排
外
主
義
が

強
ま
り
つ
つ
あ
る
とい
う
今日
の
混
沌の
な
か
で 、
「

民
族の
復
讐」

を
予
測
し
た
フ
ラン
ス
の
若
き
知
識
人
ア
ラン・
マ
ン
ク
は 、
民
族

主
義
が
時
流の
環
境
保
諮
主
義
や
ポ
ピュ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
「エ

コ
ロ・
ナ
シ
オ
ナロ・
ポ
ピュ
リ
ズ
ム」
に
注
意
を
喚
起
し 、
こ
の

よ
う
な
潮
流
が
ナ
チ
ズ
ム
の
再
来
に
繋
が
り
か
ね
ない
危
険
性
に
強

い
警
告
を
発
し
てい
る 。

マ
ン
クの
問
題
提
起
は一
見
突
拍
子
も
ない
よ
う
に
思
わ
れ
な
が

ら 、
そ
れ
が
き
わ
め
て
リ
ア
ル
な
認
識
で
あ
る
こ
と
を 、
最
近の
日

本の
あ
る
新
聞
記
事が
示
唆
し
てい
た 。

i吐界史を告発する民族問題9 



『
朝日
新
聞』
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と 、
去
る
三
月
下
旬
に

東
京
都
内
や
埼
玉
県一
円
に
不
法
残
留
外
国
人
の
国
外
追
放
を
訴
え

る
ポ
ス
タ
ー

が
張
り
出
さ
れ
た
とい
う
が 、
そ
れ
は
ネ
オ・
ナ
チ
運

動
を
進
め
てい
る
「

国
家
社
会
主
義
者
同
盟」
を
名の
る
団
体
に
よ

る
もの
で
あ
る
とい
う 。
そ
し
て
その
ポ
ス
タ
ー

の
写
真
に
は
「

自

然
環
境
保
護」
「

生
態
系
を
守
れ」
と
脅
か
れ
てい
る
の
が
私
に
は
衝

撃
的
だっ
た 。
こ
こ
に
は
極
端
な
排
外
的
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
が
ゆ
く

ゆ
く
は
「

優
越
民
族」
「

種
の
保
存」
といっ
た

か
ウ
ル
ト
ラ・
エ
コ

ロ
ジ
ズ
ム。
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
てい
る 。

ア
ラン・
マ
ン
ク
は一
方
で 、
日
独
両
経
済
超
大
国
が
再
び
世
界

を
支
配
す
る
の
で
は
ない
か
と
危
ぶ
み 、
特
に
日
本
に
対
し
て
は 、

「
帝
国
主
義
的
寡
占
体
制」
の
再
来だ
と
厳
しい 。
こ
の
日
本
観
は
あ

ま
り
に
も
極
端
だ
とい
わ
ね
ば
な
る
まい
が 、
国
際
社
会
に
お
け
る

市
場
経
済の
拡
大
や
文
化の
領
域
で
の
相
互
の
交
流
と
浸
透
が
「

民

族の
復
響」
を
受
容
す
る
方
向
に
世
界
は
向
か
うべ
き
だ
と
の
見
解

は 、
や
は
り
重
要
だ
とい
え
よ
う 。

現
代の
世
界
は 、
民
族
反
乱
や
民
族
問
紛
争の
頻
発
に
見
ら
れ
る

よ
う
に 、
国
際
社
会の
分
裂
や
本
源
回
帰の
潮
流
が
強
ま
る
半
面
で 、

国
際
的
ない
し
は
民
際
的
な
相
互
依
存
の
潮
流
も
き
わ
め
て
大
き

い 。
そ
う
し
た
な
か
で 、
市
場
経
済
や
文
化
と
く
に
ビ
ジ
ネ
ス・
カ

ル
チャ
ー

の
脱
国
境
的
な
拡
大
と
浸
透
は
不
可
避
的
な
方
向
に
な
り

つ
つ
あ
る 。
民
族
の
復
讐
や
反
逆
は 、
こ
う
し
た
潮
流の
な
か
で
徐々

に
協
調
と
相
互
認
識
の
方
向
に
導か
れ
て
ゆ
くべ
き
で
は
な
か
ろ
う

カ
その
場
合
に
欠
く
こ
と
の
で
き
ない
の
は 、
基
本
的
人
権
と
民
意

の
尊
重
とい
う
絶
対
条
件
で
あ
る 。
そ
れ
を
広い
意
味
で
の
民
主
化

と
言い
換
え
て
も
よい
で
あ
ろ
う 。
そ
し
て
市
場
経
済
と
民
主
化
は 、

国
家
主
権の
壁
や
園
内
政
治の
拘
束
を
乗
り
越
え
た
人
類の
普
遍
的

原
理
で
あ
り 、

義
務
で
あ
る
とい
う
認
識
が
全
人
類
的
に
共
有
さ
れ

た
と
き 、
民
族
問
題
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
自
身
に
よっ
て
初
め

て
理
性
的
な
措
置
に
委
ね
ら
れ 、
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー

ス・
ス
タ
デ
ィ

を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よっ
て
次
第
に
克
服
さ
れ
て
ゆ
く
に
違い
な

（なかじまみ
ねお・
カリフォルニ
ア
大学サンディエゴ
校国際関係・
太平洋研究

大学院客日教授）

IO 

－注
（1）
「勝利したプロレ

タリア
ートは

国境にこだわ
らない」とい
う表現自体

は 、
筆者に
よる要約であ
るが 、
レ
ーニ

ン
はこの
ような
見解をしばしば

表明してい
た c
たとえば 、「デニ
キン
に
対する勝利に際してウクラ
イナ

での
労働者と農民におくる手紙ヘ
大円件店版『レ
lニ
ン
全集』
第三O

巻 、
一
九五八
年 、
九四四ペ
ージ 。

（2）
「

国家の
死滅」
に
関しては 、
拙稿「国家の
死滅は可能かへ
中鳴嶺雄

著『中国像の
検証』（中公叢書） 、
中央公論社 、
一
九
七二
年 、
所収 、
参

照 。

（3）

山門昌之・
加々
美光行・
後藤晃（山鹿説会）
寸民峡問聞の

現在
｜｜旧ソ

述・
イスラム・
中国
｜｜」 、
『神奈川大学評論』

第一
四号（一
九九三
年

三
月三O日）
参照 。
なお 、
山内発言を基調としたこの
座談会は 、
今日

の
世界の
民族問題に
関して 、
きわめて深い
調
察に
富んでい
る。
フ
ラン



ス
前中命の
市民的価値が民峡的なカテゴ
リ
ーを超えたもの

であり
ながら

国民国家の
形成へ
と収倣し得たの
に
対し 、
社会主
義 、
イスラム 、
儒教

は
民侠的カテゴ
リ
ー

を超える価値であり
ながら国民国家には
収徴して

ゆかない 、
との
主旨の
加々
美発言も注目に値する。

また 、
今日の
時代の
ナショ
十リズムに
閲する国際的な討論としては 、

大限大学人間科学部・
昨木保教授主宰の
同際シンポジウ
ム
「

今日の
十

ショ
ナリズム
｜文化・

地域・
情報」
を中心に編集された
『思

想』（第

八二三号 、
一
九九三
年一
月）
の
特集「ナショ
ナリズム」
が
有益である。

（4）
中準人
民共和国内モンゴル
自治区の
指
導指ウランウ
（ ・応
国務院副総

理）
は 、
その
典型だっ
たとい
えよう 。

（5）
この
名称は 、
第二
次大戦巾・に 、
当時新顔を支配した軍閥・
盛世才が

ソ
速を後ろ盾にして「東トル
キスタン
共和国」
を樹立しようとしたこ

とに由来する。
建国後の
中華人
民共和国におい
ても 、
一
九五八
年六
月

に起こっ
たウ
イグル
族の
反乱に
対し 、
中関当局は ‘「地方
民族主
義分子し

が「京トル
キスタン
共和国」
建設
を企図
したと非錐してい
た 。
以
来こ

の
名称はほとんど忘れられてい
たが 、
一
九九O年四月初旬に新組ウ
イ

グル
自治区で起こっ
た反乱につい
て 、
同四月二三日
付『新組日
報』
は 、

「東トル
キスタン
共和同
を再興しようとした
蜂起であ
る」
と
報じ
てい

た 。
この
反政府運動はトルコ
に亡命中の
古Hのカリスマ
的指
導者ア
イ

サらの
東トル
キスタン
党に
率い
られてい
るともい
う c

（6）
大月書店版『レ
lニ

ン
全集』
第二二
巻 、
一
九五七年 、
二ハ九ペ
ージ 。

（7）
「

民峡」に
閲
するスターリンの
この
定義は 、
当時 、
決定的な意味をも

っ
てい
た 。
この
定義によれば 、
ユ
ダヤ
人は地地や経済生活（
国内市場）

の
共通性
をもたないの
で「民族」
ではない
として ‘
ユ
ダヤ
人出待の
理

論的根拠にされた
ともい
われたけれど 、
「民族」に閲するスタ
ーリンの

定義に関しては 、
「スターリン

批判」以後も十分に論議されてい
ないの

で 、
改めて再検討する必要があろう 。

（8）
この
点につい
ての
有益な論考として 、
下斗米伸夫「『ネイション』
へ

の
長い
道
｜｜民族にとっ

てソ
連邦とは
何であっ
たか
ーーへ『国際交流』

第六一
号
二
九九三
年四月三O日て
参照 。

（9）
白色
g巾
門担『『巾『巾
色 ・開2
2ロE0・
F ・同ヨ12
2zz…
Fω
『
雪。－宮
内凶g

E伸一。5
2
cmm悶・
司RF
Eωヨω『ユ02・
5吋∞・邦訳 、
『刷損した

帝悶｜

｜ソ
連におけ
る諸民族の
反乱
｜｜』

高橋武智訳 、
新評論 、
一
九八一
年 d

（叩）
この
ような中悶民族の
属性と中岡におけ
る同家的再嗣の
問胞につい

ては 、
中嶋制維著『中国
歴
史・
社会・
国際関係』（中公
新書）
第一
章

『
中国社会の
特質」（
中央公論社 、
一
九八二
年）
および悶『国際関係論』

（
中公
新書）
第六
章「社会主
義と
民旋紛争」（中央公論社 、
一
九九二
年て

それぞれ
参照 。

（日）
＝F。∞〉ZO開戸開印日目的

吾作
Auq
E〉口問。一－goo－ロm
g
Ez－－ ・
4－冨開・

〉
三一－u・
38・

z周知803
nmヨ
宮凹・ ＝
c・m・2
23
hw
巧O『E
河
80『丹・

〉胃一－
z・
58・それぞれ
参照 。

（ロ）
この
点につい
てはさしあたり 、
綾部恒雄「『民族』
問題とエ
スニ
シテ

ィ」 、
『朝日新聞』

一
九九一
年
七月一
五日
付夕刊 、
参照 。

（日）
〉－白山口
冨吉PFm〈
gmgコn巾色町田口問巴Oロm－
P凶『
F
開
門書古口聞
の『凶器旦

hw
gz
Ez－－20・
邦訳 、
『

民族の
復讐

｜｜新しい
世界観の
構想
ll』

山本一
郎訳 、
新評論 、
一
九九三
年 、
第一
章「回帰」
ほか 、
参照 。

（は）
『朝日

新聞』
一
九九三
年四月四日
付朝刊 。

（日）
『民棋の

復讐
｜｜新しい

世界観の
構想
｜｜』 、

前掲書 、
第八
景「政治

の
復活」 、
参照 。

しかし 、
文化の
接触や
交流が 、
民族聞の
摩擦を強め 、作文化が戦争
を

起
すe
ことも否定し得ない 。
この
点につい
ては
前掲拙著『国際関係論』

第一
章
お
よ
び印刷凶ヨza
句・
zzzzmgロ
＼ ・叶
z
noヨ一口m
o
g－d
。『

nzENEZロ
l

O『・
吾巾
垣市肺門
〉関山凶山口開門
吾O
同EF －－
→yo
Z94
JヘO『W

叶一ヨmm－』Z20。・
5B・それぞれ参照 。

UI：界史を告発する民族問題I I 
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1 2  

ヘ

ル

シ

ン

キ

体

制

を

揺

る

が

す
ユ

ー

ゴ

ス

ラ

ビ

ア

紛

争

は
じ
め
に

世
界
的
規
模の
戦
争
は
必
然
的
に
国
際
秩
序の
大
変
動
を
も
た
ら

す 。
そ
れ
ま
で
世
界
を
支
配
し
てい
た
旧
体
制
が
戦
争
でエ
ネ
ル
マ

ー
を
使い
果
た
し
て
衰
亡
し 、
新
しい
勢
力
に
よっ
て
力の
空
白
が

埋
め
ら
れ
る 。
歴
史の
舞
台
で
は
そ
う
し
た
覇
権
交
代が
つ
ね
に
繰

り
返
さ
れ
て
き
た 。

二
O
世
紀
だ
け
を
み
て
も
第一
次
世
界
大
戦
でロ
シ
ア 、
オ
ー

ス

ト
リ
ア
Hハ
ン
ガ
リ
ー 、

オ
ス
マ
ン
トル
コ 、
ド
イツ
の
四
つ
の
帝

国が
倒
れ 、
第二
次
世
界
大
戦
は
列
強の
植
民
地
支
配
に
終
止
符
を

打っ
た 。
その
直
後
に
始
まっ
た
東
西
冷
戦
は
東
西
両
陣
営の
聞
で

戦
火の
応
酬
こ
そ
な
かっ
た
もの
の 、
二
つ
の
世
界
大
戦
に
ま
さ
る

西
岡

1守

と
も
劣
も
ぬ
大
変
動
を
引
き
起
こ
し
た 。
米
国
と
覇
を
競っ
た
超
大

国
ソ速
が
経
済
に
破
綻
を
き
た
し
て
崩
壊
し 、
そ
の
あ
と
に一
五
の

独立
国
家が
誕
生
し
た
の
で
あ
る 。

＼ ＼
冷
戦
終
結の
余
波
は
世
界
各
地
に
及
ぴ 、
欧
州
で
はユ
lゴ

ス
ラ

ビ
ア
と
チェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
二
つ
の
連
邦
国
家が
分
裂
し
た 。
ユ

ーゴ
ス
ラ
ビ
ア
も
チェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
も
第一
次
大
戦
後
に
生
ま
れ

た
国
で
あ
る 。
そ
れ
が
解
体
し
た
とい
う
こ
と
は 、
ソ
速の
崩
壊
を

も
含
め
て
第一
次
大
戦
以
後の
欧
州の
秩
序が
清
算
さ
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る 。

こ
の
よ
う
な
急
激
な
変
動
は
大
き
な
混
乱
を
生
み
出
さ
ず
に
は
お

か
ない 。
チェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
よ
う
に
二
つ
の
民
族
が
穏
や
か
に

「
協
議
離
婚」
す
る
例
は
む
し
ろ
ま
れ
で
あ
る 。
チェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア

で
は
暴
力
的
な
手
段
を
好
ま
ない
国
民
性
に
加
え 、
パ
ツ
ラ
フ・
ハ


