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ト
ル
コ
南
東
部
の
、
イ

ラ
ン
と
イ
ラ
ク
に
近
い
国

境
の
街
、
ハ
ッ
カ
リ
の
小

さ
な
本
屋
で
は
、
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
の
本
屋
と
は
違
っ

て
ク
ル
ド
人
作
家
の
本
が

書
架
を
占
領
し
て
い
た
。
地
元
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
製

作
し
た
可
愛
い
ら
し
い
人
形
や
女
心
を
く
す
ぐ
る
色
と

り
ど
り
の
雑
貨
類
が
所
狭
し
と
並
ぶ
小
さ
な
本
屋
で
出

会
っ
た
の
が
、
今
回
訳
出
し
た
、
メ
フ
メ
ッ
ド
・
ウ
ズ

ン
（M

ehm
ed U

zun, 

一
九
五
三 

ー 

二
〇
〇
七
年
）
に

よ
る
ト
ル
コ
語
エ
ッ
セ
イ
集
『
我
が
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
た

ち
（D

engbêjlerim

） 

』（
二
〇
〇
六
年
）
で
あ
る
。
本

書
は
、
ウ
ズ
ン
の
幼
少
時
代
、
さ
ら
に
は
作
家
人
生
に

多
大
な
影
響
を
与
え
た
、
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
た
ち
と
の
思

い
出
を
綴
っ
た
エ
ッ
セ
イ
集
で
、
訳
出
し
た
の
は
、
第

一
章
の
、
と
り
わ
け
思
い
出
深
い
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の
一

人
、
ア
ペ
・
カ
ド
に
つ
い
て
の
部
分
で
あ
る
。

　

ウ
ズ
ン
は
一
九
五
三
年
、
ト
ル
コ
南
東
部
、
ス
ィ

ヴ
ェ
レ
ッ
キ
（Siverek)

と
い
う
、
行
政
区
域
と
し
て

は
シ
ャ
ン
ル
ウ
ル
フ
ァ
県
に
属
す
る
町
で
生
ま
れ
た
ク

ル
ド
人
作
家
で
、
小
説
は
ク
ル
ド
語
で
書
い
た
。
本
作

品
は
エ
ッ
セ
イ
集
な
の
で
、
ト
ル
コ
語
で
書
か
れ
て
い

る
。
ウ
ズ
ン
の
作
品
は
こ
れ
ま
で
、『
中
東
現
代
文
学

選
２
０
１
２
』
で
虐
殺
を
逃
れ
た
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
靴

職
人
と
の
思
い
出
を
綴
っ
た
ト
ル
コ
語
エ
ッ
セ
イ
「
ざ

く
ろ
の
花
」
を
訳
出
し
た
の
で
今
回
が
二
作
品
目
と
な

る
が
、
筆
者
は
ク
ル
ド
語
を
解
さ
な
い
た
め
、
結
果
的

に
二
作
続
け
て
ト
ル
コ
語
で
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
の
紹

介
と
な
っ
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
ウ
ズ
ン
の
作
品
の
紹

介
は
ク
ル
ド
語
の
小
説
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
今
後
ク
ル
ド
語
に
精
通
し
た
誰
か
の
手
に
よ
り
、

ク
ル
ド
語
か
ら
日
本
語
へ
の
ウ
ズ
ン
作
品
の
紹
介
が
叶

う
日
が
来
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

　

エ
ッ
セ
イ
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
「
デ
ン
グ
ベ

ジ
ュ
」
と
い
う
語
は
ク
ル
ド
語
で
あ
り
、「
デ
ン
グ
」

は
「
声
」
に
あ
た
り
、「
ベ
ジ
ュ
」
は
「
歌
う
」「
語
る
」

「
言
葉
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
と
は
、

ク
ル
ド
語
で
「
ス
ト
ラ
ン
（
歌
）」
を
歌
う
、
吟
遊
詩

人
の
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ズ
ン
が
「
文
学
の
言
語
は
ク
ル

ド
語
で
」、
と
い
う
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
デ

ン
グ
ベ
ジ
ュ
が
ス
ト
ラ
ン
を
歌
う
と
き
も
ク
ル
ド
語
し

か
使
わ
な
い
。

　
「
ク
ル
ド
語
と
い
う
言
語
は
な
い
」
な
ど
と
い
う
考

え
を
強
固
に
持
ち
続
け
て
い
る
人
々
が
ト
ル
コ
に
は
一

定
数
い
る
。
ト
ル
コ
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
シ
リ
ア
に

ま
た
が
っ
て
居
住
す
る
ク
ル
ド
人
は
、「
国
な
き
世
界

最
大
の
民
」
と
呼
ば
れ
、
上
述
の
各
国
に
お
け
る
少
数

民
族
で
あ
り
、
世
界
各
地
に
散
ら
ば
る
離
散
の
民
で
も

あ
る
。宗
教
的
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
ほ
と
ん
ど
で
、

ク
ル
ド
語
を
母
語
と
す
る
が
、
地
方
に
よ
り
方
言
の
差

が
あ
る
。
ク
ル
ド
語
は
、
ト
ル
コ
語
と
は
言
語
グ
ル
ー

プ
が
異
な
り
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
イ
ラ
ン
語

族
に
属
す
る
言
語
で
あ
り
、
ペ
ル
シ
ア
語
に
近
い
言
語

で
あ
る
。
い
く
ら
共
通
の
語
彙
が
あ
る
に
し
て
も
、
ト

ル
コ
語
話
者
で
あ
る
者
が
聞
い
て
も
理
解
で
き
な
い
言

語
を
「
ト
ル
コ
語
で
あ
る
」
と
言
い
切
る
の
は
愚
か
と

し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
ウ
ズ
ン
も
「
ク
ル
ド
語
と
い

う
言
語
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
幾
度
と
な
く
聞
い
て

傷
つ
い
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
自
分
を
表
現
し
て
き
た

言
語
の
存
在
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
存

在
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
等
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。ク
ル
ド
人
は
存
在
す
る
。ク
ル
ド
語
も
存
在
す
る
。

デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ク
ル
ド

語
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
繰

り
返
す
が
、
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
は
、
ク
ル
ド
語
で
し
か
歌

わ
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
た
ち
に

託
さ
れ
た
ク
ル
ド
人
の
歴
史
は
、
今
も
人
々
の
記
憶
に

し
っ
か
り
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
ク
ル
ド
人
は
存
在
し
て

き
た
し
、
今
も
存
在
し
て
い
る
。

　
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の
伝
統
を
持
つ
ク
ル
ド
文
化
に
お
い

て
口
承
文
学
は
受
け
継
が
れ
て
い
た
が
、
書
か
れ
た
文

学
と
し
て
は
発
展
し
て
こ
な
か
っ
た
。
ウ
ズ
ン
は
ト
ル

コ
で
生
ま
れ
た
ク
ル
ド
人
だ
が
ト
ル
コ
語
に
よ
っ
て
教

解

説

磯
部 

加
代
子



237 我がデングベジュたち

育
を
受
け
、
の
ち
に
ク
ル
ド
語
を
習
得
し
な
お
し
た
。

そ
れ
は
、
文
学
を
志
す
ウ
ズ
ン
が
、
文
学
の
言
語
と
し

て
ク
ル
ド
語
を
確
立
さ
せ
る
と
い
う
決
意
を
持
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
ク
ル
ド
文
化
に
お
け
る
語
り
の
伝
統
を

書
か
れ
た
文
学
に
刻
み
込
む
こ
と
を
生
涯
の
仕
事
と

し
た
か
ら
だ
。
そ
ん
な
ク
ル
ド
人
作
家
は
ウ
ズ
ン
の

前
に
は
い
な
か
っ
た
。
ト
ル
コ
を
代
表
す
る
国
民
的

大
作
家
で
あ
り
、
ク
ル
ド
人
で
あ
る
ヤ
シ
ャ
ル
・
ケ

マ
ル
（
一
九
二
三 

ー
二
〇
一
五
年
）
で
す
ら
ト
ル
コ

語
で
書
い
た
（
※
１
）。
そ
こ
に
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の
語

り
の
伝
統
が
反
映
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
ヤ
シ
ャ

ル
・
ケ
マ
ル
が
選
ん
だ
言
語
は
ト
ル
コ
語
だ
っ
た
。
し

か
し
、
ウ
ズ
ン
は
違
っ
た
。
母
語
で
あ
る
ク
ル
ド
語

は
ト
ル
コ
で
は
長
ら
く
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
公
に
は

一
九
九
一
年
に
禁
止
は
解
か
れ
た
が
、
実
際
に
は
ク
ル

ド
語
は
二
〇
二
〇
年
の
今
日
に
あ
っ
て
も
い
ま
だ
差
別

と
禁
止
の
対
象
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
ク
ル
ド
語
で
執

筆
、
出
版
す
る
こ
と
は
分
離
主
義
活
動
と
み
な
さ
れ
、

ウ
ズ
ン
は
二
度
の
投
獄
を
経
験
し
て
か
ら
シ
リ
ア
経
由

で
一
九
九
七
年
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
亡
命
し
た
。
辿
り

着
い
た
北
の
地
で
、
瀕
死
の
言
語
と
い
っ
て
も
差
し
支

え
な
い
母
語
ク
ル
ド
語
で
小
説
を
執
筆
し
、
文
学
に
耐

え
う
る
ク
ル
ド
語
を
創
り
出
す
こ
と
に
誰
よ
り
も
情
熱

を
持
っ
て
取
り
組
ん
だ
の
が
ウ
ズ
ン
と
い
う
作
家
で
あ

る
。
彼
が
現
代
ク
ル
ド
文
学
の
創
始
者
と
呼
ば
れ
る
所

以
で
あ
る
。

　
そ
ん
な
ウ
ズ
ン
だ
か
ら
こ
そ
、
本
エ
ッ
セ
イ
で
も
、

な
ん
と
か
し
て
自
分
の
細
胞
に
染
み
付
い
た
デ
ン
グ
べ

ジ
ュ
の
歌
う
ク
ル
ド
語
の
声
の
記
憶
を
文
字
に
書
き
起

こ
そ
う
と
し
て
い
る
。
ク
ル
ド
人
の
歴
史
や
今
生
き
ら

れ
て
い
る
経
験
を
民
族
の
言
葉
で
あ
る
ク
ル
ド
語
を
通

し
て
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
を
生
業
と
す
る
、
同

じ
文
化
の
担
い
手
と
し
て
。
ト
ル
コ
共
和
国
の
国
語
で

あ
る
と
こ
ろ
の
ト
ル
コ
語
を
強
制
さ
れ
、
亡
命
先
の
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
外
国
人
と
し
て
過
ご
す
こ
と
に
よ
り
、

本
文
中
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
「
い
く
つ
も
の
外
国

語
の
言
葉
た
ち
」
が
彼
の
身
体
を
通
り
抜
け
て
い
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
な
お
、
母
語
の
音
の

記
憶
は
ウ
ズ
ン
の
身
体
に
と
ど
ま
り
続
け
た
。

　
禁
じ
ら
れ
、
教
育
の
言
語
か
ら
も
締
め
出
さ
れ
て
い

た
ク
ル
ド
語
に
よ
る
文
学
表
現
は
あ
ま
り
発
展
し
て
こ

な
か
っ
た
一
方
で
、
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
と
い
う
存
在
を
通

じ
て
口
承
文
学
と
し
て
の
確
固
た
る
伝
統
を
今
に
引
き

継
い
で
い
る
。
と
り
わ
け
ト
ル
コ
最
東
部
、
イ
ラ
ン
と

国
境
を
接
す
る
地
域
で
あ
る
セ
ル
ハ
ッ
ト
地
方
の
ヴ
ァ

ン
、
カ
ル
ス
、
エ
ル
ズ
ル
ム
、
ア
ー
ル
、
ム
シ
ュ
等
の

諸
都
市
で
は
今
も
盛
ん
だ
。
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
の
首
都

と
も
言
え
る
デ
ィ
ヤ
ル
バ
ク
ル
と
ヴ
ァ
ン
に
は
「
デ
ン

グ
ベ
ジ
ュ
の
家
」
と
呼
ば
れ
る
サ
ロ
ン
が
あ
り
、
人
々

は
こ
ぶ
し
の
き
い
た
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の
歌
声
に
耳
を
傾

け
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　

　
二
〇
二
〇
年
八
月
、
筆
者
は
、
ト
ル
コ
南
東
部
、
つ

ま
り
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
に
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
を
訪
ね
る
旅

に
で
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
ヴ
ァ
ン

の
「
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の
家
」
に
連
絡
す
る
と
、
わ
ざ
わ

ざ
遠
方
か
ら
の
旅
人
を
受
け
入
れ
、
歌
を
披
露
し
て
く

だ
さ
っ
た
。
ク
ル
ド
語
が
わ
か
ら
な
い
筆
者
に
向
か
っ

て
、
ク
ル
ド
語
の
豊
か
さ
と
奥
深
さ
に
つ
い
て
デ
ン
グ

ベ
ジ
ュ
は
熱
心
に
教
え
て
く
れ
た
。
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の

使
う
ク
ル
ド
語
は
翻
訳
の
し
よ
う
が
な
い
し
、
翻
訳

す
る
と
ほ
と
ん
ど
の
意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
、

と
。
そ
れ
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
、
歌
詞
の
意
味
だ
け

で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ス
ト
ラ
ン
の
持

つ
全
体
と
し
て
の
表
現
方
法
と
も
関
係
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
歌
を
聞
い
た
後
に
は

ト
ル
コ
語
で
説
明
を
受
け
、
そ
の
歌
詞
の
内
容
に
衝
撃

を
受
け
た
り
も
し
た
が
、
歌
を
聞
い
て
い
る
間
、
意
味

が
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
、
む
し
ろ
、
声
が
表
現
し
よ
う

と
し
て
い
る
感
情
の
方
に
集
中
で
き
る
こ
と
で
、
意
味

を
解
析
し
よ
う
と
す
る
思
考
が
止
ま
り
、
音
楽
の
振
動

を
直
接
感
じ
る
こ
と
の
心
地
良
さ
を
感
じ
た
。
ウ
ズ
ン

が
説
く
よ
う
に
、
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
と
聴
衆
は
直
接
関
係

を
結
ぶ
。
声
、音
、音
楽
を
通
し
て
。
し
か
し
こ
れ
は
、

筆
者
が
呑
気
な
第
三
者
で
あ
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。YouTube

の
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
関

連
動
画
で
見
か
け
た
コ
メ
ン
ト
で
「
ク
ル
ド
人
で
あ
る

の
に
、
こ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
る
歌
詞
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
皮
肉
で
あ
る
」
と
い
う
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
母
語
で
の
自
己
表
現
が
叶
わ

な
か
っ
た
ク
ル
ド
人
た
ち
か
ら
漏
れ
聞
く
類
の
ア
イ
ロ

ニ
ー
で
あ
る
。　
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デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の
歌
う
ス
ト
ラ
ン
は
、
主
に
恋
愛
、

英
雄
、歴
史
な
ど
の
分
野
に
分
類
さ
れ
る
。作
品
に
よ
っ

て
は
、
三
日
三
晩
続
く
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
ほ
ど

の
長
編
も
あ
る
と
い
う
。
一
体
そ
の
よ
う
な
長
い
歌
を

書
き
留
め
る
こ
と
な
く
ど
の
よ
う
に
記
憶
し
た
の
か
。

本
エ
ッ
セ
イ
に
登
場
す
る
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の
ア
ペ
・
カ

ド
も
例
に
漏
れ
ず
、
読
み
書
き
は
で
き
ず
、
全
て
の
歌

を
記
憶
し
て
い
た
よ
う
だ
。
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
に
は
何
か

別
の
記
憶
装
置
が
備
わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
結
論

づ
け
た
く
な
る
。
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
に
よ
っ
て
ア
レ
ン
ジ

は
異
な
る
が
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
ス
ト
ラ
ン
が
あ

る
一
方
で
、
依
頼
を
受
け
て
作
ら
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

ス
ト
ラ
ン
も
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
恋
人
と
の
仲
を

認
め
て
も
ら
え
ず
、
親
の
言
い
な
り
で
結
婚
し
た
女
性

が
、デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
に
胸
の
う
ち
を
打
ち
明
け
て
、「
ど

う
ぞ
私
の
こ
と
を
歌
に
し
て
く
だ
さ
い
、
た
だ
し
、
私

の
名
前
は
出
さ
な
い
で
」
と
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
る
の

だ
そ
う
だ
。
強
固
な
部
族
社
会
に
お
い
て
、
部
族
の
結

束
の
た
め
に
女
性
の
結
婚
が
利
用
さ
れ
る
と
い
う
の
は

今
も
生
き
残
っ
て
い
る
考
え
方
で
あ
り
、
様
々
な
悲
劇

を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
ア
ペ
・
カ
ド

も
ウ
ズ
ン
の
祖
父
の
も
と
を
訪
れ
る
と
き
は
、
新
作
の

歌
を
持
っ
て
き
た
、
と
い
う
か
ら
、
ど
こ
か
で
誰
か
か

ら
打
ち
明
け
話
で
も
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
と
は
、
打
ち
明
け
て
も

よ
い
と
思
え
る
だ
け
の
人
格
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

の
声
に
耳
を
傾
け
た
い
と
思
わ
せ
る
声
の
持
ち
主
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
エ
ッ
セ
イ
で
、
ウ
ズ
ン
は
「
人
間
に
と
っ
て
極
め

て
必
要
な
」
物
語
の
重
要
性
を
力
説
す
る
。
ク
ル
ド
人

の
現
実
は
今
現
在
に
至
る
ま
で
、
苦
し
み
に
満
ち
て
い

る
と
言
っ
て
良
い
。
国
を
持
た
ぬ
こ
と
の
悲
劇
を
体
験

し
続
け
て
い
る
人
々
の
苦
し
み
は
世
界
に
知
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
猫
が
空
中
で
寒
さ
の
あ
ま
り
凍
り
つ

く
物
語
は
客
観
的
な
事
実
の
叙
述
と
し
て
は
「
正
し

く
」
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
出
来
事
を
事

実
に
の
み
即
し
て
伝
え
る
た
め
に
物
語
は
あ
る
の
で
は

な
い
。
物
語
は
、
出
来
事
を
経
験
し
た
人
々
の
心
の
内

を
表
現
し
、
別
の
誰
か
の
心
に
届
け
る
手
紙
の
よ
う
な

も
の
だ
。
人
の
心
の
中
は
無
限
に
自
由
で
あ
り
、
想
像

／
創
造
の
源
は
そ
こ
に
こ
そ
あ
る
、
そ
の
こ
と
を
物
語

は
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

ウ
ズ
ン
は
五
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
の
だ
が
、
故
郷

デ
ィ
ヤ
ル
バ
ク
ル
の
病
院
に
入
院
中
、
病
院
前
の
広
場

に
は
、
ウ
ズ
ン
の
文
学
作
品
に
と
っ
て
最
重
要
の
創
作

の
源
で
あ
る
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
た
ち
が
、
闘
病
を
支
え
る

た
め
に
集
ま
り
歌
っ
た
の
だ
そ
う
だ
（
※
２
）。
ウ
ズ

ン
の
文
章
は
、
た
と
え
そ
れ
が
母
語
の
ク
ル
ド
語
で
は

な
く
ト
ル
コ
語
で
書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
作

家
の
文
章
に
比
べ
て
湿
度
の
高
さ
を
感
じ
る
。
そ
こ
に

は
、
ク
ル
ド
人
の
流
し
て
き
た
涙
や
血
と
い
っ
た
水
分

が
含
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
筆
者
に
は
そ
れ
が
、

時
と
し
て
非
常
に
重
た
く
感
じ
る
。
生
身
の
人
間
の
身

体
か
ら
発
せ
ら
れ
る
声
の
湿
度
が
、
そ
の
ま
ま
ウ
ズ
ン

の
言
葉
を
通
じ
て
紙
に
浸
潤
し
た
か
の
よ
う
に
。

　
ク
ル
ド
人
の
間
に
流
布
し
て
い
る
作
者
不
明
の
言
葉

で
、「
神
は
ク
ル
ド
人
に
苦
し
み
を
与
え
、
そ
の
苦
し

み
を
語
る
べ
く
声
を
与
え
た
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

こ
れ
は
ま
る
で
、
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の
存
在
そ
の
も
の
を

表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
声
の
記
憶
に
支
え
ら
れ

た
民
族
の
歴
史
は
、
デ
ン
グ
ベ
ジ
ュ
の
歌
に
耳
を
傾
け

る
聴
衆
が
い
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
禁
止
と
差
別
に
抗
っ

て
、
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

※
１　
ヤ
シ
ャ
ル
・
ケ
マ
ル
に
つ
い
て
は
、
中
東
現
代
文
学

　
　
　
リ
ブ
レ
ッ
ト
①
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ト
ル
コ
文
学
越

　
　
　
境
」』（
中
東
現
代
文
学
研
究
会
編
、
二
〇
一
七
年
）

　
　
　
第
二
部
「
文
豪
ヤ
シ
ャ
ル
・
ケ
マ
ル
を
偲
ぶ
」
参
照
。

※
２　
二
〇
〇
六
年
七
月
二
六
日
付
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
新
聞

　
　
　
「
エ
ヴ
レ
ン
セ
ル
」
よ
り　
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