
アジ研ワールド・トレンドNo.�55（2008. 8）― �8

カ
レ
ン
の
二
〇
年
、民
族
の
一
世
紀

池
田
一
人

特 集特 集
　

一
九
八
八
年
の
民
主
化
運
動
鎮
圧
以
降
、
周
縁

国
境
部
を
拠
点
と
す
る
諸
民
族
勢
力
は
早
い
段
階

で
軍
政
側
と
停
戦
協
定
を
結
ん
だ
。
そ
の
数
、

一
七
に
上
る
と
さ
れ
る
。
の
ち
に
カ
レ
ン
ニ
ー
や

シ
ャ
ン
の
組
織
が
協
定
を
破
棄
し
た
が
、
カ
レ
ン

民
族
同
盟
（
Ｋ
Ｎ
Ｕ
）
だ
け
は
現
在
に
至
る
ま
で

反
政
府
武
装
闘
争
を
続
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
Ｋ

Ｎ
Ｕ
の
動
向
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
カ
レ
ン
の
民
族

問
題
を
今
ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た

角
度
か
ら
論
じ
て
み
た
い
。

●
国
境―

Ｋ
Ｎ
Ｕ
を
め
ぐ
る
状
況

　

一
九
八
八
年
の
後
半
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
＝
タ
イ
国

境
部
に
拠
点
を
置
く
Ｋ
Ｎ
Ｕ
の
周
辺
は
か
つ
て
な

い
活
気
に
満
ち
て
い
た
。
九
月
の
国
軍
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
、
民
主
化
運
動
の
活
動
家

た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
国
境
部
の
諸
民
族
拠
点
に
逃
れ

て
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
の
ち
、
Ｋ
Ｎ

Ｕ
は
国
軍
側
に
軍
事
的
に
押
さ
れ
て
支
配
地
域
の

縮
小
と
分
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
、
諸
勢
力
の
カ
レ
ン
戦

線
へ
の
結
集
を
怖
れ
て
か
、
毎
年
乾
季
に
な
る
と

国
軍
側
は
大
量
の
兵
力
を
投
入
し
て
大
き
な
攻
勢

を
続
け
た
。
対
す
る
Ｋ
Ｎ
Ｕ
も
国
内
に
浸
透
を
図

ろ
う
と
し
て
、
イ
ラ
ワ
ジ
・
デ
ル
タ
の
地
元
シ
ン

パ
に
武
器
供
与
を
し
た
。
一
九
九
一
年
、
先
の
サ

イ
ク
ロ
ン
で
最
も
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
ボ
ー
ガ

レ
ー
で
は
、
こ
の
た
め
国
軍
に
よ
り
数
百
と
も
数

千
と
も
い
わ
れ
る
カ
レ
ン
が
殺
さ
れ
た
と
い
う

（
ボ
ー
ガ
レ
ー
事
件
）。

　

一
九
九
四
年
末
に
は
Ｋ
Ｎ
Ｕ
議
長
ボ
ー
ミ
ャ
に

よ
る
支
配
体
制
に
不
満
を
持
っ
た
仏
教
徒
兵
士
ら

が
、
Ｋ
Ｎ
Ｕ
を
割
れ
出
て
国
軍
側
に
つ
い
た
。
彼

ら
は
民
主
カ
イ
ン
仏
教
徒
軍
（
Ｄ
Ｋ
Ｂ
Ａ
）
と
い

う
組
織
を
立
ち
上
げ
、
翌
年
一
月
の
マ
ナ
プ
ロ
ウ

陥
落
に
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
マ
ナ
プ
ロ

ウ
は
国
境
の
ム
ー
イ
（
モ
エ
イ
）
川
に
面
し
て

一
九
七
四
年
に
開
か
れ
た
軍
事
拠
点
で
、
他
民
族

や
民
主
化
勢
力
と
の
連
合
の
拠
点
と
も
な
っ
て
い

た
。
タ
イ
側
の
町
メ
ー
ソ
ッ
ト
に
近
い
コ
ー
ム

ラ
ー
（
ワ
ン
カ
）
の
砦
も
二
月
に
落
ち
た
。
Ｄ
Ｋ

Ｂ
Ａ
が
反
旗
を
翻
し
た
こ
と
で
、
一
七
と
「
一
／

二
」
の
反
政
府
武
装
組
織
が
政
府
と
和
平
協
定
を

結
ぶ
に
至
っ
た
と
揶
揄
さ
れ
、
残
る
「
一
／
二
」

の
Ｋ
Ｎ
Ｕ
は
と
う
と
う
、
こ
の
年
の
一
二
月
に
交

渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
た
。
し
か
し
ほ
ど
な
く
、

一
九
九
六
年
六
月
の
三
回
目
の
交
渉
以
降
は
停
滞

す
る
。

　

一
九
九
七
年
二
月
に
Ｋ
Ｎ
Ｕ
第
六
旅
団
の

三
〇
〇
人
が
投
降
し
た
後
、
軍
政
側
は
大
規
模
な

攻
勢
を
仕
掛
け
た
。
Ｋ
Ｎ
Ｕ
か
ら
の
離
反
は
こ
の

後
も
続
き
、
一
九
九
八
年
四
月
に
Ｋ
Ｎ
Ｕ
林
業
大

臣
の
パ
ド
ー
・
ア
ウ
ン
・
サ
ン
が
軍
政
側
に
帰
順

し
て
大
々
的
に
迎
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
国
連
難
民

高
等
弁
務
官
事
務
所
が
カ
レ
ン
難
民
に
正
式
に
関

与
す
る
こ
と
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
を
は

じ
め
各
国
が
彼
ら
の
受
け
入
れ
を
始
め
、
難
民
と

共
に
古
く
か
ら
の
Ｋ
Ｎ
Ｕ
幹
部
や
そ
れ
に
関
係
の

深
か
っ
た
人
々
も
国
境
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。

　

二
〇
〇
三
年
暮
れ
か
ら
和
平
交
渉
が
再
開
さ
れ
、

翌
一
月
に
は
ボ
ー
ミ
ャ
が
ヤ
ン
ゴ
ン
で
キ
ン
・

ニ
ュ
ン
首
相
と
会
談
を
も
っ
た
。
老
兵
ボ
ー
ミ
ャ

に
と
っ
て
、
ヤ
ン
ゴ
ン
訪
問
は
初
め
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
か
つ
て
な
い
和
戦
の
気
運
が
高
ま
っ
た

が
、
一
〇
月
に
Ｋ
Ｎ
Ｕ
幹
部
が
ヤ
ン
ゴ
ン
を
訪
れ

て
い
る
さ
な
か
キ
ン
・
ニ
ュ
ン
は
軍
部
の
ク
ー
デ

タ
ー
に
遭
っ
て
失
脚
し
、
ま
た
も
や
交
渉
は
頓
挫

し
て
し
ま
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
ボ
ー
ミ
ャ

の
盟
友
だ
っ
た
第
七
旅
団
の
テ
ィ
ン
マ
ウ
ン
将
軍

が
独
自
に
軍
政
側
と
和
平
交
渉
を
始
め
、
年
末
に

は
長
ら
く
議
長
と
し
て
君
臨
し
た
ボ
ー
ミ
ャ
が
死

去
し
た
。
彼
の
あ
と
の
二
人
の
議
長
も
、パ
ド
ー・
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マ
ン
・
シ
ャ
ー
は
今
年
二
月
に
暗
殺
さ
れ
、
パ

ド
ー
・
バ
セ
イ
ン
も
同
じ
く
こ
の
五
月
に
病
死
し

て
い
る
。
三
人
の
指
導
者
の
相
次
ぐ
死
は
、
ま
る

で
Ｋ
Ｎ
Ｕ
時
代
の
終
わ
り
を
画
し
て
い
る
か
の
よ

う
だ
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
独
立
以
来
の
政
治
問
題
と
し
て
の

カ
レ
ン
問
題
の
う
ち
、
最
も
先
鋭
的
な
部
分
が
Ｋ

Ｎ
Ｕ
を
取
り
囲
む
状
況
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
一

理
あ
る
。
だ
が
、
こ
と
が
Ｋ
Ｎ
Ｕ
を
め
ぐ
る
国
境

の
政
治
・
軍
事
展
開
と
内
紛
に
矮
小
化
さ
れ
る
と
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
族
問
題
と
い
う
広
が
り
が
見
え

て
こ
な
い
。
そ
の
点
、
国
境
の
カ
レ
ン
難
民
と
避

難
民
は
、
こ
の
問
題
の
も
っ
と
も
深
刻
な
局
面
の

証
言
者
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
初
め
に
五
万
人

ほ
ど
で
あ
っ
た
難
民
は
今
、
一
五
万
を
超
す
。
越

境
で
き
ず
に
国
境
近
く
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
と
ど
ま

る
避
難
民
の
数
は
三
〇
万
と
も
、
六
〇
万
と
も
い

わ
れ
る
。
カ
レ
ン
人
権
グ
ル
ー
プ
（
Ｋ
Ｈ
Ｒ
Ｇ
）

が
一
九
九
二
年
以
降
、
記
録
し
続
け
て
い
る
膨
大

な
報
告
書
が
ネ
ッ
ト
上
に
公
表
さ
れ
て
お
り

（http://w
w
w
.khrg.org/

）、
そ
こ
に
は
、
強

制
労
働
や
強
制
移
住
、
人
権
侵
害
な
ど
、
す
で
に

慣
れ
き
っ
て
し
ま
っ
た
言
葉
の
語
感
か
ら
こ
ぼ
れ

落
ち
て
い
る
凄
惨
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
少
々
の

誇
張
は
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
カ
レ
ン
に
対

す
る
民
族
的
差
別
と
迫
害
は
否
定
で
き
な
い
。

　

対
し
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
で
は
こ
の
よ
う
な

カ
レ
ン
の
状
況
が
ほ
と
ん
ど
見
え
て
こ
な
い
。

ボ
ー
ガ
レ
ー
事
件
は
一
時
、
路
傍
の
茶
屋
で
ひ
そ

ひ
そ
と
話
題
に
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
忘
れ
去
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。
筆
者
と
親
し
か
っ
た
、
カ
レ
ン
戦

線
に
送
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ビ
ル
マ
族
の
元

兵
士
は
、
そ
の
経
験
を
決
し
て
誰
に
も
語
ろ
う
と

し
な
い
。
国
内
で
の
カ
レ
ン
へ
の
圧
迫
は
可
視
的

で
も
あ
か
ら
さ
ま
で
も
な
い
と
し
て
も
、
お
そ
ら

く
そ
れ
に
相
即
し
て
い
る
カ
レ
ン
意
識
の
高
ま
り

は
、
顕
著
で
あ
る
。

●
国
内―

仏
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒

　

Ｋ
Ｎ
Ｕ
と
袂
を
分
か
っ
た
Ｄ
Ｋ
Ｂ
Ａ
に
は
、

ミ
ャ
イ
ン
ジ
ー
グ
ー
・
サ
ヤ
ー
ド
ー
（
僧
正
）

ト
ゥ
ー
ザ
ナ
師
と
い
う
精
神
的
主
柱
が
い
る
。
Ｋ

Ｎ
Ｕ
不
倶
戴
天
の
敵
に
見
え
る
仏
僧
で
あ
る
が
、

カ
レ
ン
州
で
は
至
る
と
こ
ろ
に
写
真
が
掲
げ
ら
れ

て
い
て
、
仏
教
徒
の
尊
敬
を
あ
つ
め
て
い
る
。
か

つ
て
カ
レ
ン
州
を
調
査
で
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
偶
然
、

国
軍
の
カ
レ
ン
将
校
宅
に
逗
留
中
の
僧
正
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
が
で
き
た
。
カ
レ
ン
の
歴
史
を
勉
強
し

て
い
る
な
ら
会
っ
て
く
れ
る
、
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
カ
レ
ン
州
内
の
道
路
を
総
延
長
何
キ
ロ
舗
装

し
た
と
か
、
車
を
ど
こ
そ
こ
に
何
台
寄
付
し
た
と

か
、
軍
政
側
と
の
結
び
つ
き
が
窺
わ
れ
た
が
、
な

に
よ
り
も
熱
心
に
語
っ
て
く
れ
た
の
が
、「
仏
教

ス
ゴ
ー
文
字
」
と
言
わ
れ
る
カ
レ
ン
文
字
で
の
仏

典
な
ど
の
出
版
活
動
で
あ
っ
た
。

　

カ
レ
ン
に
は
ポ
ー
と
ス
ゴ
ー
と
い
う
下
位
語
族

が
あ
り
、
ほ
ぼ
同
規
模
の
人
口
を
分
け
合
い
カ
レ

ン
語
系
話
者
人
口
の
七
割
以
上
を
占
め
る
。
ポ
ー

語
は
東
部
の
カ
レ
ン
州
と
西
部
デ
ル
タ
で
互
い
に

意
思
疎
通
が
困
難
な
ほ
ど
の
方
言
差
が
あ
り
、
東

部
で
は
一
八
世
紀
か
ら
の
「
仏
教
ポ
ー
文
字
」、

西
部
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
ポ
ー
文
字
」
が
優
勢
だ
。

ス
ゴ
ー
文
字
に
は
、
米
人
宣
教
師
に
よ
っ
て
創
案

さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
ス
ゴ
ー
文
字
」
が
あ
り
、

カ
レ
ン
語
出
版
物
の
流
通
量
で
は
ポ
ー
二
文
字
を

圧
倒
す
る
。
東
西
で
違
い
は
な
く
、
Ｋ
Ｎ
Ｕ
で
主

に
使
わ
れ
て
い
る
の
も
こ
の
文
字
だ
。

　

ト
ゥ
ー
ザ
ナ
師
は
一
九
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
起

源
の
文
字
で
は
な
く
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
作
ら

れ
た
と
思
し
き
「
仏
教
ス
ゴ
ー
文
字
」
の
普
及
活

動
に
こ
と
の
ほ
か
熱
心
な
の
だ
。
帰
り
際
に
持
ち

き
れ
な
い
ほ
ど
の
仏
教
ス
ゴ
ー
文
字
の
仏
典
や
説

法
集
な
ど
を
も
ら
っ
た
が
、
こ
の
中
に
側
近
の
ま

と
め
た
僧
正
の
伝
記
も
あ
り
、
マ
ナ
プ
ロ
ウ
陥
落

に
い
た
る
Ｋ
Ｎ
Ｕ
側
と
の
関
わ
り
も
こ
と
細
か
に

記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
伝
記
の
基
調
は
、
他
の

多
く
の
ビ
ル
マ
語
で
の
著
名
僧
侶
の
伝
記
と
同
様

に
、
僧
正
が
数
多
の
パ
ゴ
ダ
建
立
を
行
っ
て
き
た

積
徳
の
高
僧
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し

た
が
っ
て
Ｋ
Ｎ
Ｕ
批
判
も
、
一
九
八
〇
年
代
、
サ

ル
ウ
ィ
ン
川
と
ム
ー
イ
川
の
合
流
点
（
マ
ナ
プ
ロ

ウ
北
方
）
近
く
の
丘
に
建
て
た
パ
ゴ
ダ
に
、
ボ
ー

ミ
ャ
が
「
不
当
な
取
り
壊
し
要
求
」
を
突
き
つ
け

た
こ
と
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。

　

ト
ゥ
ー
ザ
ナ
師
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
東
部
の
カ
レ
ン

に
お
け
る
複
雑
な
宗
教
的
文
脈
に
置
い
て
み
れ
ば
、

カ
レ
ン
内
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
仏
教
徒
の
不
和
と

い
う
、
よ
く
な
さ
れ
が
ち
な
一
般
化
は
粗
雑
に
過

ぎ
る
こ
と
が
分
か
る
。
カ
レ
ン
系
の
パ
オ
出
身
で

あ
っ
た
も
の
の
全
国
区
の
人
気
を
博
し
た
故
タ
ー

マ
ニ
ャ
僧
正
の
周
囲
に
も
カ
レ
ン
の
信
者
が
集
い
、

州
都
パ
ア
ン
近
郊
の
タ
ウ
ン
ガ
レ
ー
僧
正
は
も
と

よ
り
、
カ
レ
ン
の
御
坊
と
し
て
自
覚
が
深
い
。
ほ

ミャンマー軍政の20年─何が変わり、何が変わらなかったのか
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か
に
も
カ
ル
ト
的
宗
教
集
団
レ
ー
ケ
ー
や
プ
ー
タ

ギ
ー
、
そ
し
て
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
や
英
国
聖
公
会
、

カ
ト
リ
ッ
ク
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

カ
レ
ン
も
、
質
と
強
弱
の
度
合
い
は
異
な
る
も
の

の
「
カ
レ
ン
」
へ
の
執
着
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
ト
ゥ
ー
ザ
ナ
師
も
同
じ
よ
う
に
「
カ
レ
ン
」
に

こ
だ
わ
り
つ
つ
宗
教
活
動
を
営
ん
で
い
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。

　

と
い
う
の
も
、
植
民
地
期
の
カ
レ
ン
を
研
究
対

象
に
し
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
、
と
く
に

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
宗
教
宗
派
を
問
わ
ず
カ
レ

ン
を
標
榜
し
た
動
向
が
と
く
に
顕
著
に
な
っ
て
き

て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
Ｋ
Ｎ
Ｕ

と
Ｄ
Ｋ
Ｂ
Ａ
の
間
で
現
わ
れ
る
カ
レ
ン
の
対
立
は

ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の
カ
レ
ン
か
ら
見
れ
ば
例
外
的

で
あ
る
。
カ
レ
ン
を
個
別
に
主
張
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
宗
教
宗
派
や
地
域
を
越
え
て
互
い
に
結
び

つ
こ
う
と
す
る
動
き
が
、
こ
の
二
〇
年
の
間
に
深

化
し
た
。

　

カ
レ
ン
正
月
に
は
、
各
地
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

仏
教
徒
が
合
同
で
祭
り
を
催
す
こ
と
も
一
般
的
に

な
っ
た
。
ヤ
ン
ゴ
ン
市
北
部
の
イ
ン
セ
イ
ン
地
区

で
は
毎
年
、
仏
寺
の
会
場
に
歴
史
展
示
コ
ー
ナ
ー

が
据
え
ら
れ
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
カ
レ
ン
偉
人
も
顕

彰
さ
れ
て
い
る
。
夜
を
徹
し
て
開
か
れ
る
ド
ー
ン

･

ダ
ン
ス
大
会
の
運
営
委
員
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒

が
含
ま
れ
、
一
昔
前
に
は
東
ポ
ー
の
独
壇
場
だ
っ

た
ド
ー
ン
の
踊
り
手
に
つ
い
て
は
、最
近
、西
ポ
ー

の
チ
ー
ム
の
技
術
の
高
さ
に
賛
辞
が
送
ら
れ
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
チ
ー
ム
す
ら
参
加
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
聞
く
。

　

イ
ン
セ
イ
ン
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
南
下
し
て
ヤ
ン

ゴ
ン
市
東
部
を
行
く
と
、
そ
こ
に
は
チ
ー
ミ
ン
ダ

イ
ン
や
ア
ー
ロ
ン
と
い
う
、
カ
レ
ン
人
が
濃
厚
な

地
区
が
連
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

で
成
功
し
た
ス
ゴ
ー
実
業
家
が
立
派
な
自
社
ビ
ル

を
持
っ
て
い
て
、
多
様
な
カ
レ
ン
が
集
ま
る
。
ス

ゴ
ー
語
辞
書
の
編
纂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
一
室
で
進

行
し
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
ス
ゴ
ー
も
東
西
ポ
ー

も
使
え
る
カ
レ
ン
共
通
の
文
字
を
創
案
し
よ
う
と

い
う
野
心
的
な
計
画
も
あ
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀

パ
ア
ン
地
方
で
編
ま
れ
た
い
く
つ
も
の
ポ
ー
語
仏

典
を
地
道
に
活
字
化
し
て
い
る
ポ
ー
僧
侶
も
、
資

金
援
助
を
受
け
て
出
入
り
し
て
い
る
。
デ
ル
タ
で

は
乾
季
の
間
、
一
般
の
学
校
で
は
許
さ
れ
て
い
な

い
西
ポ
ー
語
の
読
み
書
き
を
教
え
る
サ
マ
ー
・
ス

ク
ー
ル
が
開
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教

ポ
ー
文
字
が
、
な
ん
と
、
ポ
ー
仏
僧
に
よ
っ
て
教

え
ら
れ
て
い
る
。

　

バ
プ
テ
ィ
ス
ト
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
一
九
世

紀
か
ら
強
い
カ
レ
ン
意
識
を
標
榜
し
て
き
た
が
、

仏
教
徒
が
カ
レ
ン
と
い
う
自
己
主
張
に
急
き
立
て

ら
れ
、
し
か
も
宗
教
を
超
え
て
互
い
に
結
び
つ
こ

う
と
し
始
め
た
の
は
、
実
は
そ
ん
な
に
古
い
こ
と

で
は
な
い
。
こ
の
二
〇
年
間
の
傾
向
を
も
っ
と
長

期
の
、
カ
レ
ン
「
民
族
」
の
形
成
過
程
の
相
か
ら

捉
え
な
お
す
と
、
現
在
の
カ
レ
ン
民
族
問
題
へ
の

新
た
な
視
角
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

●
民
族
と
民
族
問
題

　

カ
レ
ン
と
い
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
と
い
う
一

般
に
流
布
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
た
し
か
に

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
七
割
近
く
が
カ

レ
ン
で
あ
り
、
欧
米
の
報
道
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
主

導
の
Ｋ
Ｎ
Ｕ
の
闘
争
を
同
情
的
に
伝
え
て
き
た
。

ま
た
、
カ
レ
ン
問
題
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
者
は
ま
ず
、
植
民
地
期
の
豊
富
な
バ
プ

テ
ィ
ス
ト
史
料
を
手
に
す
る
。

　

だ
が
、
植
民
地
期
末
期
で
カ
レ
ン
の
う
ち
キ
リ

ス
ト
教
徒
は
わ
ず
か
に
一
六
％
弱
、
大
多
数
の

七
六
％
が
仏
教
徒
で
あ
っ
た
。
で
は
、
か
よ
う
な

仏
教
徒
カ
レ
ン
を
主
張
す
る
史
料
が
、
こ
の
人
口

比
率
に
比
例
し
て
植
民
地
期
に
残
さ
れ
て
き
た
か

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
逆
で
「
仏
教
徒
カ
レ
ン
」
を

銘
打
っ
た
ポ
ー
、
ス
ゴ
ー
、
ビ
ル
マ
語
文
書
類
は

実
に
少
な
い
。
そ
れ
は
仏
教
徒
カ
レ
ン
が
外
か
ら

「
カ
レ
ン
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

当
人
ら
が
、
書
物
や
文
書
を
残
す
に
至
る
ほ
ど
、

「
カ
レ
ン
」
を
名
乗
る
必
要
や
動
機
、
そ
し
て
環

境
に
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

　

そ
も
そ
も
、
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
成

り
立
ち
は
重
層
的
だ
。
ひ
と
り
の
個
人
の
な
か
に
、

家
族
や
家
系
、
学
校
、
地
域
、
民
族
、
言
語
、
信

教
、
国
家
な
ど
、
様
々
な
要
素
に
根
ざ
し
た
自
己

規
定
が
並
存
す
る
。多
く
の
自
己
規
定
の
う
ち「
民

族
」
が
と
く
に
意
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
例
え
ば

そ
の
「
民
族
」
を
強
調
す
る
対
立
や
迫
害
、
非
難
、

教
育
な
ど
の
文
脈
が
前
提
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て

民
族
は
社
会
的
か
つ
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
意
識

の
過
程
だ
。
○
○
語
を
話
す
か
ら
○
○
族
だ
と
外

か
ら
同
定
さ
れ
て
も
、
当
人
ら
に
そ
の
よ
う
な
意

識
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
と
な
る
。

こ
の
意
味
で
、
仏
教
徒
カ
レ
ン
の
多
く
は
植
民
地
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民
族
問
題
は
、
戦
後
の
ビ
ル
マ
民
族
中
心
主
義
的

な
体
制
の
下
で
こ
そ
起
こ
っ
て
い
る
問
題
な
の
だ
。

「
分
割
統
治
」
言
説
は
、
ビ
ル
マ
民
族
主
義
者
や

軍
政
が
、
自
ら
の
民
族
関
係
運
営
の
失
敗
と
民
族

問
題
に
つ
い
て
の
瑕
疵
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
こ
と

あ
る
ご
と
に
使
わ
れ
て
き
た
。
他
方
で
、
諸
民
族

勢
力
の
ま
と
ま
り
を
断
ち
、
力
を
殺
ご
う
と
し
て

き
た
軍
政
側
の
政
治
的･

軍
事
的･

経
済
的･

心
理
的
な
努
力
と
政
策
は
、
そ
れ
こ
そ
「
分
割
統

治
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
実
を
持
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
軍
政
が
実
質
的
な
分
割
統
治

に
い
そ
し
め
ば
い
そ
し
む
ほ
ど
に
、
カ
レ
ン
の
心

に
自
ら
の
民
族
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
強
く
深
く

醸
成
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
二
〇
年
の
間
、
こ

の
こ
だ
わ
り
は
社
会
の
表
面
に
浮
上
し
て
、
規
制

の
強
い
政
治
局
面
で
は
な
く
言
語
や
文
化
活
動
の

領
域
で
、
宗
教
を
超
え
て
横
に
結
び
つ
こ
う
と
い

う
動
き
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。

●
民
主
化
の
あ
と
に

　

植
民
地
下
最
後
の
一
九
三
一
年
セ
ン
サ
ス
で
は
、

ビ
ル
マ
民
族
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
総
人
口
の
五
九
％
弱

を
占
め
て
い
た
。
そ
れ
が
一
九
八
三
年
に
取
ら
れ

た
最
後
の
公
式
セ
ン
サ
ス
に
な
る
と
六
九
％
と
な

る
。
前
者
に
は
民
族
分
類
に
原
理
的
な
問
題
が
含

ま
れ
る
が
、
後
者
に
は
そ
れ
に
加
え
て
民
族
的
宗

教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
人
口
を
低
く
見
積
も
ろ
う
と

い
う
、
あ
か
ら
さ
ま
な
政
治
的
意
図
が
介
在
し
て

い
る
。
推
論
の
根
拠
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
民
族
的
・
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

総
計
は
、
実
態
と
し
て
お
そ
ら
く
総
人
口
の
半
分

近
く
に
達
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
う
ち
で
も
、
カ
レ
ン
の
ビ
ル
マ
民

族
に
対
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
社
会
で
の
位
置
付
け
は

傑
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

現
在
、
世
界
の
耳
目
を
集
め
て
い
る
の
は
こ
の

国
の
「
民
主
化
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
の
と

こ
ろ
軍
政
か
ら
民
主
的
な
政
府
へ
の
体
制
移
行
の

問
題
で
あ
る
。
そ
の
後
に
「
民
主
主
義
」
の
定
着

と
い
う
課
題
が
く
る
。
民
主
主
義
は
理
念
的
に

言
っ
て
、
多
数
派
に
偏
在
し
が
ち
な
富
と
権
力
を

「
公
平
に
」
再
配
分
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ

の
限
り
で
多
数
派
と
異
な
っ
た
出
自
や
信
条
を
持

つ
他
者
と
の
共
存
の
思
想
で
も
あ
る
。
ミ
ャ
ン

マ
ー
に
お
け
る
多
数
派
は
ビ
ル
マ
民
族
・
仏
教
徒

で
あ
り
、「
他
者
」と
は
歴
史
的
に
言
っ
て
民
族
的・

宗
教
的
他
者
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
カ
レ
ン
は
ビ

ル
マ
民
族
に
対
し
て
最
大
か
つ
最
も
近
い
他
者
と

な
る
。
シ
ャ
ン
な
ど
め
ぼ
し
い
民
族
が
自
ら
の
歴

史
的
郷
土
に
集
住
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
カ
レ

ン
ほ
ど
ビ
ル
マ
民
族
と
分
か
ち
難
く
混
住
し
て
い

る
人
口
の
大
き
な
民
族
は
な
い
の
だ
。

　

民
族
は
創
ら
れ
た
も
の
だ
、
と
相
対
化
し
よ
う

と
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

で
も
「
民
族
」
は
、
そ
こ
に
お
い
て
人
々
が
生
き

て
き
た
（
あ
る
い
は
、
死
ん
で
き
た
）
と
い
う
一

世
紀
の
実
績
が
あ
る
。
こ
れ
を
認
め
れ
ば
こ
の
国

の
将
来
に
お
け
る
カ
レ
ン
＝
ビ
ル
マ
民
族
関
係
の

重
要
性
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
い
け
だ　

か
ず
と
／
東
京
大
学
東
洋
文
化

研
究
所
非
常
勤
講
師
）

期
、「
カ
レ
ン
」
に
は
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

　

仏
教
徒
の
カ
レ
ン
諸
語
話
者
の
大
き
な
部
分
が

カ
レ
ン
を
自
覚
し
始
め
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
代

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
占
領
期
冒
頭
の
ミ
ャ

ウ
ン
ミ
ャ
事
件
や
パ
プ
ン
事
件
と
い
う
カ
レ
ン
＝

ビ
ル
マ
民
族
間
の
史
上
初
め
て
の
大
規
模
な
民
族

衝
突
事
件
（
一
九
四
二
年
）、
そ
し
て
独
立
直
前

の
カ
レ
ン
問
題
を
最
大
の
要
諦
と
し
た
政
治
展
開

（
一
九
四
七
年
）、
一
九
四
七
年
憲
法
と
政
治
に
不

満
を
持
っ
た
諸
勢
力
が
次
々
と
武
装
闘
争
に
突
入

し
た
内
戦
過
程
（
一
九
四
〇
年
代
末
以
降
）
な
ど
、

カ
レ
ン
の
存
在
と
問
題
は
急
激
に
政
治
化
し
た
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
織
り
込
ま
れ
た
カ
レ
ン
対
ビ
ル

マ
と
い
う
対
立
構
図
を
と
お
し
て
カ
レ
ン
は
民
族

問
題
化
し
、
仏
教
徒
は
同
じ
信
仰
を
分
か
ち
も
つ

ビ
ル
マ
民
族
か
ら
、
思
い
も
よ
ら
ず
「
カ
レ
ン
」

と
し
て
謗
り
を
受
け
民
族
の
自
覚
を
得
て
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
同
族
意
識
を
分
有
し
て
い
っ
た
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
民
族
問
題
の
根
源
は
英

国
植
民
地
時
代
の
「
分
割
統
治
」
政
策
に
あ
る
、

と
い
う
半
ば
常
識
化
し
た
知
見
が
あ
る
。
そ
こ
に

含
ま
れ
る
「
英
国
は
統
治
を
容
易
に
さ
せ
る
た
め

に
各
民
族
を
互
い
に
反
目
さ
せ
た
」
と
か
、「
カ

レ
ン
を
と
く
に
優
遇
し
た
」
な
ど
の
誤
謬
を
逐
一

論
ず
る
紙
片
の
余
裕
は
な
い
が
、
一
点
の
み
指
摘

し
た
い
。
植
民
地
時
代
は
一
八
八
六
年
の
全
面
植

民
地
化
か
ら
六
〇
年
余
り
続
い
た
。
そ
し
て

一
九
四
八
年
の
独
立
か
ら
現
在
ま
で
に
ほ
ぼ
同
じ

時
間
が
経
過
し
、
カ
レ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
民
族

問
題
は
緩
和
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
激
化
し
固
着
し

膠
着
化
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の

特 集特 集
ミャンマー軍政の20年─何が変わり、何が変わらなかったのか


