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は
じ
め
に

　

ラ
フ
族
と
い
う
の
は
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
系
の
言
語
を
話
す

民
族
で
、
中
国
で
は
雲
南
省
の
西
南
部
に
集
中
的
に
居
住
し
て
い

る
。
た
だ
し
こ
の
地
区
の
他
の
民
族
の
例
に
も
れ
ず
、
そ
の
同
胞
は

国
境
を
越
え
て
ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
等
に
居

住
し
て
い
る
。
中
国
国
内
に
は
四
四
万
七
六
三
一
人
が
居
住
し
、
そ

の
う
ち
最
大
の
ラ
フ
族
人
口
を
擁
す
る
の
が
瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県

（
一
九
万
五
七
九
六
人
）
で
あ
〉
1
〈

る
。
そ
の
ほ
か
タ
イ
国
に
は
約
一
二

万
人
、
ビ
ル
マ
に
は
一
〇
万
人
強
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
に
は
そ
れ

ぞ
れ
四
千
人
、
五
千
人
が
居
住
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
〉
2
〈

る
。

　

ラ
フ
族
を
は
じ
め
、
雲
南
西
南
の
諸
民
族
は
、
い
わ
ゆ
る
「
跨
境

民
族
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
〉
3
〈

る
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
含
意
が
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
中
国
と
そ
の
隣
接
諸
国
に
ま
た
が
っ
て
住
ん
で
い

る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
う
し

た
諸
民
族
が
、
現
在
ま
で
絶
え
ざ
る
移
住
を
繰
り
返
し
て
き
て
お

り
、
時
と
し
て
国
境
線
を
跨
い
だ
往
来
も
継
続
し
て
い
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
跨
境
民
族
」
な
る
も
の
が
成
立
す

る
た
め
に
は
、
国
境
線
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
近
代
国
家
の
成
立
以
前
は
必
ず
し
も
自
明
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。
あ
る
民
族
の
分
布
域
が
国
境
線
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
て

し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
国
境
線
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を

意
識
的
に
越
え
て
き
た
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
あ
る
い
は
両
方
の
過

程
を
通
じ
、「
跨
境
民
族
」
は
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
「
跨
境
民
族
」
と
い
う
の
は
、
決
し
て
自
然
の
あ
る
が
ま
ま
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に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
諸
民
族
の
あ
り
か
た

は
、
国
境
線
を
引
い
た
り
跨
い
だ
り
と
い
う
、
近
代
国
家
の
成
立
に

直
接
関
わ
る
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
映
し
出
す
鏡
な
の
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
ラ
フ
族
の
事
例
か
ら
、
彼
ら
が
い
か
に
し
て
跨
境
民
族

と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
複
数
国
に
ま
た
が
る
生
活
世
界

を
ど
の
よ
う
に
作
り
あ
げ
て
き
た
の
か
を
見
る
こ
と
で
、
中
国
と
東

南
ア
ジ
ア
に
ま
た
が
る
民
族
の
動
態
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　「
跨
境
民
族
」
と
し
て
の
歴
史

㈠
　
ラ
フ
族
の
生
業

　

そ
も
そ
も
ラ
フ
族
の
伝
統
的
生
業
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
一
般
に

は
そ
れ
は
「
刀
耕
火
種
」
す
な
わ
ち
焼
畑
農
耕
だ
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
新
規
開
墾
に
よ
る
焼
畑
を
繰
り
返
し
つ
つ
移
住
を

行
っ
て
き
た
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

人
々
が
国
家
権
力
と
無
関
係
に
山
野
を
自
由
に
放
浪
し
て
い
る
う
ち

に
い
つ
の
間
に
か
国
境
を
越
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
牧
歌
的
な
図
式

を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
近
代
国
家
形
成
に
先
立
つ
一

八
〜
一
九
世
紀
の
ラ
フ
族
地
区
は
政
治
、
経
済
両
面
で
の
激
動
に
さ

ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
な
か
で
生
業
の
転
換
や
移
住
が
行
わ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
フ
族
が
中
国
の
史
書
に
頻
繁
に
登
場
し
始
め
る
の
は
、
清
朝
中

期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
乾
隆
『
雲
南
通
志
』
で
は
ラ
フ
族
の
生

業
に
つ
い
て
、
稗
を
主
食
と
し
、
そ
の
ほ
か
野
草
や
樹
皮
、
藤
蔓
、

小
動
物
の
採
取
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
説
明
し
て
い
〉
4
〈

る
。

焼
畑
農
業
を
行
う
一
方
、
狩
猟
採
集
の
比
重
も
相
当
に
高
か
っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
雲
州
（
現
雲
県
）
で
の
資
料
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
が
、
雲
州
は
ラ
フ
族
の
集
住
地
区
か
ら
遠
く
北
に
隔

た
っ
て
い
る
た
め
、
乾
隆
期
（
一
七
三
五
〜
九
五
年
）
よ
り
も
だ
い

ぶ
以
前
の
情
報
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
八
世
紀
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に
は
い
る
と
、
周
囲
か
ら
隔
絶
し
た
か
の
よ
う
な
低
水
準
の
自
給
自

足
的
生
活
は
大
き
な
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
く
。

　

武
内
は
、
こ
の
時
期
の
ラ
フ
山
地
に
お
い
て
、
漢
人
移
民
の
流
入

と
貨
幣
経
済
、
商
品
作
物
の
導
入
が
急
速
に
進
展
し
た
こ
と
が
、
政

治
面
、
経
済
面
の
双
方
で
混
乱
を
も
た
ら
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
〉
5
〈

る
。
雍
正
期
（
一
七
二
二
〜
三
五
年
）
か
ら
嘉
慶
期
（
一
七
九

六
〜
一
八
二
〇
年
）
に
か
け
て
は
、
瀾
滄
江
（
メ
コ
ン
川
）
の
両
岸

で
、
ラ
フ
族
の
略
奪
団
の
活
動
が
頻
繁
に
記
録
さ
れ
て
お
〉
6
〈

り
、
そ
こ

で
は
し
ば
し
ば
、
こ
れ
ら
ラ
フ
族
は
農
業
に
従
事
せ
ず
略
奪
に
よ
っ

て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
略
奪
が
主
生

業
で
あ
っ
た
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
時
期
の
ラ
フ
族
の
食
糧
生
産
が

著
し
く
不
安
定
化
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
が

隣
接
民
族
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
背
景
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
一
面
、
同
時
期
に
は
少
な
く
と
も
一
部
で
、
定
住
的
な
稲
作

農
業
が
普
及
し
始
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
人
々
の
伝
承
に
よ
れ

ば
、
か
つ
て
ム
メ
ミ
メ
（
旧
猛
緬
、
現
臨
滄
）
で
は
漢
人
か
ら
鉄
器

の
使
用
と
水
稲
耕
作
を
学
ん
だ
が
後
に
漢
人
に
征
服
さ
れ
土
地
を
奪

わ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
漢
人
に
よ
る
征
服
と
い
う
の
が
旧

猛
緬
の
「
改
土
帰
流
」（
土
司
の
廃
絶
と
清
朝
に
よ
る
直
接
統
治
の

導
入
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
乾
隆
一
一

年
（
一
七
四
六
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
に
述
べ
た
経
済
的
混
乱

と
相
前
後
し
て
水
稲
耕
作
が
一
部
に
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
は
、
漢
人
の

流
入
、
換
金
作
物
や
水
稲
耕
作
の
導
入
、
一
部
焼
畑
民
の
略
奪
団
へ

の
転
落
な
ど
の
変
動
が
同
時
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
〉
7
〈

た
。
こ
の
こ
と
が

雲
南
西
南
部
に
お
け
る
民
族
間
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
に
も
変
動
を
も
た

ら
し
、
そ
れ
が
さ
ら
な
る
人
々
の
移
住
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
前
述
の
伝
承
で
は
、
旧
猛
緬
に
開
い
た
水
田
を
漢
人
に
奪
わ

れ
た
の
ち
、
ラ
フ
族
の
一
部
は
南
下
移
住
に
追
い
立
て
ら
れ
て
西
盟

に
至
り
刀
耕
火
種
を
行
っ
〉
8
〈

た
、
あ
る
い
は
、
旧
猛
緬
で
敗
れ
た
ラ
フ

族
は
ビ
ル
マ
領
の
ム
ン
サ
ー
ト
に
逃
れ
た
一
団
と
、
雲
南
西
南
の
タ

イ
系
土
司
領
で
あ
る
孟
連
の
山
地
に
逃
れ
た
一
団
と
に
分
か
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
〉
9
〈
る
。

㈡
　
中
国
国
家
へ
の
編
入

　

近
代
国
家
成
立
以
前
の
雲
南
西
南
部
に
お
い
て
は
、
山
間
盆
地
を

タ
イ
系
民
族
（
現
在
の
中
国
で
は
タ
イ
族
、
ビ
ル
マ
側
で
は
シ
ャ
ン

族
等
と
呼
ば
れ
る
）
の
王
侯
が
支
配
し
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
山
地
の

首
長
が
こ
れ
ら
王
侯
に
服
属
す
る
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
た
。

盆
地
の
王
侯
は
自
ら
王
を
称
し
つ
つ
も
中
華
帝
国
に
名
目
上
臣
属
し

て
土
司
の
官
職
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
一
方
で
は
ビ
ル
マ
王
朝
に
も
臣

属
す
る
と
い
う
複
雑
な
国
際
関
係
の
中
に
あ
り
、
ラ
フ
を
は
じ
め
と

す
る
山
地
民
の
首
長
は
そ
の
国
際
関
係
の
末
端
を
構
成
し
て
い
た
。

こ
の
民
族
間
の
主
従
関
係
は
、
一
八
世
紀
以
降
に
急
速
に
流
動
化
し

て
い
く
。
そ
こ
で
は
タ
イ
系
盆
地
国
家
の
国
力
の
下
落
、
漢
人
勢
力

の
増
大
、
そ
し
て
そ
の
間
隙
を
縫
っ
て
進
め
ら
れ
た
山
地
民
の
自
立
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化
な
ど
が
相
乗
効
果
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

瀾
滄
江
東
岸
で
は
一
八
世
紀
前
半
に
清
朝
に
よ
る
改
土
帰
流
が
強

行
さ
れ
た
際
に
、
ラ
フ
を
は
じ
め
と
す
る
諸
民
族
の
反
乱
が
発
生
し

て
い
る
が
、
中
緬
両
属
の
土
司
領
が
残
さ
れ
て
い
た
瀾
滄
江
西
岸
で

も
、
一
八
世
紀
末
か
ら
ラ
フ
族
の
土
司
（
タ
イ
系
王
侯
）
へ
の
反
抗

が
本
格
化
す
る
。
嘉
慶
期
に
は
猛
猛
（
現
双
江
）
で
は
ラ
フ
族
ら
に

よ
る
土
司
の
追
放
、
孟
連
で
は
ラ
フ
族
に
よ
る
土
司
へ
の
納
税
拒
否

と
い
っ
た
事
件
が
相
次
い
で
発
生
す
る
。
こ
の
一
連
の
過
程
で
指
導

的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
内
地
か
ら
流
入
し
た
漢
人
僧
で
あ
る
。

こ
の
僧
侶
は
数
十
か
村
に
の
ぼ
る
ラ
フ
住
民
の
崇
拝
を
背
景
に
土
司

に
対
抗
し
、
雲
南
辺
境
の
政
治
的
混
乱
を
も
て
余
し
た
清
朝
政
府
か

ら
下
級
土
司
へ
の
任
官
を
勝
ち
取
っ
て
い
〉
10
〈

る
。
彼
は
ほ
ど
な
く
し

て
、
そ
の
増
長
ぶ
り
を
座
視
し
き
れ
な
く
な
っ
た
清
朝
の
軍
事
介
入

を
受
け
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
れ
以
後
ラ
フ
族
地
区
の
各

地
に
「
五
仏
」「
三
六
尊
仏
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
仏
房
連
合
体
が
成

立
し
、
タ
イ
系
土
司
の
支
配
か
ら
離
脱
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
仏
房
勢
力
以
外
に
も
ラ
フ
族
の
在
地

領
主
が
各
地
で
台
頭
し
、
タ
イ
系
土
司
の
山
地
へ
の
支
配
権
は
さ
ら

に
有
名
無
実
化
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
隣
国
ビ
ル
マ
が
英

国
に
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
（
一
八
八
五
年
）
は
、
清
朝
政
府
に
雲
南
防

衛
と
英
領
ビ
ル
マ
と
の
国
境
線
画
定
と
い
う
課
題
を
に
わ
か
に
突
き

つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
タ
イ
系
土
司

の
中
緬
両
属
状
態
と
周
辺
山
地
民
の
土
司
か
ら
の
離
反
で
あ
る
。
こ

の
状
態
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
英
国
に
干
渉
の
口
実
を
与
え
か
ね
な

い
た
め
、
清
朝
は
先
手
を
打
っ
て
ラ
フ
族
地
区
に
介
入
す
る
こ
と
で

領
有
権
の
既
成
事
実
化
を
企
て
る
。
ま
ず
行
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
ラ

フ
の
半
独
立
勢
力
の
う
ち
比
較
的
清
朝
に
協
力
的
な
者
の
土
司
へ
の

任
官
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
新
設
土
司
は
総
称
し
て
一
八
土
司
と
呼
ば

れ
〉
11
〈

る
。
一
八
土
司
の
領
地
は
元
来
タ
イ
系
盆
地
国
家
で
あ
る
孟
連
土

司
領
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
清
朝
は
土
司
の
当
事
者
能
力
の

欠
如
に
見
切
り
を
つ
け
、
孟
連
土
司
の
頭
越
し
に
領
域
支
配
を
確
保

し
始
め
た
わ
け
で
あ
〉
12
〈

る
。
そ
の
上
で
な
お
も
残
る
ラ
フ
族
の
反
清
勢

力
に
対
し
、
清
朝
軍
は
光
緒
一
三
年
（
一
八
八
七
）
に
大
規
模
な
武

力
討
伐
を
行
い
、
占
領
地
を
一
八
土
司
領
と
あ
わ
せ
て
孟
連
領
か
ら

切
り
離
し
て
鎮
辺
直
隷
庁
を
設
置
し
、
清
朝
の
直
接
支
配
下
に
組
み

込
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
た
清
朝
の
強
引
な
軍
事
干
渉
に
抵
抗
し
た

仏
房
勢
力
も
、
光
緒
一
七
年
（
一
八
九
一
）
の
武
装
蜂
起
が
鎮
圧
さ

れ
た
こ
と
で
、
旧
「
五
仏
」
の
流
れ
を
汲
む
李
通
明
が
最
終
的
に
清

朝
に
降
伏
し
、
雲
南
地
区
に
お
け
る
ラ
フ
族
の
半
独
立
勢
力
は
す
べ

て
清
朝
の
支
配
下
に
編
入
さ
れ
た
。

　

同
時
期
に
英
国
は
旧
王
朝
ビ
ル
マ
の
領
域
画
定
の
た
め
の
調
査
団

を
各
地
に
派
遣
し
、
ビ
ル
マ
へ
の
服
属
国
を
次
々
と
英
国
の
保
護
下

に
収
め
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
当
然
、
中
緬
両
属
状
態
に
あ
っ
た
孟

連
、
お
よ
び
名
目
上
は
そ
の
属
領
で
あ
っ
た
ラ
フ
山
地
の
領
有
も
検

討
さ
れ
た
が
、
鎮
辺
直
隷
庁
で
の
清
朝
に
よ
る
実
効
支
配
の
既
成
事

実
化
を
前
に
孟
連
領
と
そ
の
周
辺
山
地
の
領
有
を
断
念
し
、
一
八
九
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四
年
に
清
朝
と
英
国
の
あ
い
だ
で
雲
南
国
境
の
画
定
が
合
意
さ
れ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
瀾
滄
江
西
岸
の
中
緬
両
属
地
区
が

排
他
的
に
中
国
の
領
土
と
し
て
国
際
的
に
認
知
さ
れ
、
瀾
滄
江
西
岸

の
ラ
フ
族
が
「
中
国
少
数
民
族
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
で
ラ
フ
族
地
区
に
お
け
る
問
題
が
収
束
し
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
仏
房
が
清
朝
支
配
へ
の
抵
抗
拠
点
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
認
識
し
た
清
朝
政
府
は
、「
仏
房
を
見
れ
ば
す
な
わ
ち
焼

き
、
仏
爺
を
見
れ
ば
す
な
わ
ち
殺
す
」
と
い
う
過
酷
な
方
針
を
も
っ

て
仏
教
勢
力
の
物
理
的
根
絶
を
め
ざ
し
て
い
〉
13
〈

た
。
一
方
の
ラ
フ
族
の

側
に
は
、
自
分
た
ち
が
仏
房
と
仏
爺
の
支
配
下
に
独
立
王
国
を
も
っ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
清
朝
に
よ
っ
て
不
当
に
滅
ぼ
さ

れ
た
と
い
う
意
識
が
あ
〉
14
〈

り
、
清
朝
政
府
に
よ
る
仏
教
教
団
の
強
引
な

解
体
は
か
え
っ
て
土
着
主
義
的
な
千
年
王
国
主
義
運
動
を
続
発
さ
せ

る
結
果
を
招
い
た
。
ラ
フ
族
に
よ
る
反
乱
は
大
き
な
も
の
だ
け
で
も

光
緒
二
一
年
（
一
八
九
五
）、
光
緒
二
九
年
（
一
九
〇
三
）、
さ
ら
に

辛
亥
革
命
後
の
一
九
一
八
年
に
も
発
生
し
、
そ
の
た
び
に
神
の
再
臨

が
予
言
者
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
反
乱
は
、

二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
千
年
王
国
主
義
と
結
び
つ
い
た
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
改
宗
運
動
に
も
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

政
府
が
雲
南
ラ
フ
族
地
区
の
掌
握
に
手
を
焼
い
た
の
は
、
雲
南
西

南
端
に
あ
た
る
こ
の
地
域
が
、
政
府
の
統
治
が
お
よ
び
に
く
く
、
か

つ
ま
た
内
地
の
不
満
分
子
が
流
入
し
や
す
い
と
い
う
立
地
条
件
の
た

め
で
も
あ
っ
た
。
内
地
漢
人
の
流
入
が
経
済
の
混
乱
や
治
安
の
悪
化

を
も
た
ら
す
、
あ
る
い
は
流
入
し
た
内
地
漢
人
が
ラ
フ
族
と
連
合
し

て
土
司
権
力
や
清
朝
政
府
に
敵
対
す
る
、
と
い
う
の
は
清
朝
中
期
よ

り
何
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
鎮
辺
直
隷
庁
（
民
国
期
に

瀾
滄
県
に
改
称
）
の
設
置
や
中
華
民
国
へ
の
体
制
移
行
に
よ
っ
て
も

そ
の
基
本
的
な
構
図
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
一
九
三
五
年

に
瀾
滄
県
の
辺
防
状
況
を
調
査
し
た
周
光
倬
は
、
瀾
滄
県
の
岩
帥
地

区
で
は
一
九
二
六
年
に
辺
防
軍
が
撤
退
し
た
あ
と
は
当
地
の
少
数
民

族
が
政
府
の
無
力
を
侮
り
、
内
地
の
匪
賊
と
連
合
し
て
「
公
然
結
党

横
行
」
と
い
う
無
政
府
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
西
盟

地
区
で
は
一
九
一
八
年
の
ラ
フ
族
反
乱
以
降
は
県
佐
（
県
知
事
に
次

ぐ
職
位
）
が
任
地
か
ら
引
き
上
げ
て
し
ま
い
や
は
り
無
政
府
状
態
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
鎮
辺
庁
の
設
立
以
来
治
安
状
況
に
は

「
毫
も
進
歩
な
し
と
言
う
べ
し
」
と
断
じ
、「
清
末
制
度
を
恢
復
し
、

軍
事
を
も
っ
て
政
治
推
進
の
先
鋒
と
な
す
べ
し
」
と
述
べ
、
民
国
期

に
は
清
末
の
武
断
統
治
よ
り
も
政
府
の
当
事
者
能
力
が
低
下
し
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
〉
15
〈
る
。
そ
も
そ
も
中
小
土
司
（
一
八
土
司
）
の

新
設
と
鎮
辺
庁
（
＝
瀾
滄
県
）
の
設
置
と
が
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た

ラ
フ
族
地
区
の
統
治
は
、
純
然
た
る
直
接
統
治
で
は
な
く
「
流
土

兼
〉
16
〈

治
」（
流
官
と
土
官
＝
土
司
の
双
方
に
よ
る
統
治
）
と
で
も
い
う

べ
き
折
衷
的
な
形
態
で
あ
り
、
県
行
政
の
ル
ー
ト
と
土
司
支
配
の

ル
ー
ト
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
、
政
府
に
よ
る
ラ
フ
山
地
の
効
率

的
な
掌
握
を
妨
げ
て
も
い
〉
17
〈

た
。

　

二
〇
世
紀
の
雲
南
ラ
フ
族
地
区
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
浸
透
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は
、
隣
国
ビ
ル
マ
で
の
改
宗
運
動
と
連
動
し
て
進
め
ら
れ
た
。
そ
の

た
め
雲
南
で
も
ラ
フ
族
地
区
の
教
会
は
英
領
ビ
ル
マ
の
ケ
ン
ト
ゥ
ン

に
本
拠
地
を
置
く
ラ
フ
教
会
の
傘
下
に
組
み
込
ま
れ
、
教
会
の
建
て

た
学
校
で
は
ビ
ル
マ
で
宣
教
師
が
考
案
し
た
ラ
フ
語
ロ
ー
マ
字
に
よ

る
教
科
書
が
用
い
ら
れ
て
い
〉
18
〈
た
。
前
述
の
周
光
倬
も
ま
た
、
一
九
三

〇
年
代
の
瀾
滄
県
山
地
で
は
ラ
フ
族
の
あ
い
だ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
牧

師
が
絶
大
な
権
威
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
中
国
政

府
の
支
配
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
及
ば
な
い
宗
教
勢
力
に
よ
る
山
地
で
の

権
威
の
確
立
、
と
い
う
意
味
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
か
つ
て
の
仏
教

の
地
位
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
も
い
え
る
。

㈢
　
社
会
主
義
化
と
移
住

　

一
九
四
九
年
に
成
立
し
た
中
華
人
民
共
和
国
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ

う
な
状
況
下
で
ラ
フ
族
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
当

時
の
ラ
フ
族
が
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
共
産
党
政
権
成
立
直
後
に
行
わ
れ
た
調
査
報
告
か
ら
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
「
解
放
」
直
後
の
中
央
訪
問
団
に
よ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
瀾
滄
県

の
ラ
フ
族
の
大
部
分
は
焼
畑
を
営
み
、
換
金
作
物
と
し
て
は
ケ
シ
を

栽
培
し
、
ケ
シ
か
ら
と
れ
る
ア
ヘ
ン
を
税
と
し
て
大
山
土
司
（
一
八

土
司
の
一
つ
）
の
石
炳
麟
に
納
め
て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
こ
う
し
た
人
々
の
多
く
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
牧
師
の
指
導
に
信

服
し
て
い
た
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
〉
19
〈

る
。

　

た
だ
し
焼
畑
へ
の
依
存
度
に
は
地
域
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

別
の
資
料
で
は
、
瀾
滄
県
東
北
部
の
ほ
か
双
江
県
、
景
谷
県
、
鎮
沅

県
の
ラ
フ
族
は
「
封
建
地
主
経
済
」
段
階
と
規
定
さ
れ
、
比
較
的
農

業
が
発
展
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
〉
20
〈

る
。
や
は
り
「
解
放
」
直
後

に
行
わ
れ
た
調
査
報
告
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
拠
点
が
置

か
れ
た
瀾
滄
県
糯
福
区
の
場
合
、
水
田
を
中
心
と
し
そ
の
周
囲
の
山

地
を
順
繰
り
に
焼
く
と
い
う
定
住
度
の
高
い
農
業
が
、
一
九
世
紀
末

に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
〉
21
〈

る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
定
住

度
の
高
い
地
域
で
は
国
境
を
跨
い
だ
移
動
が
発
生
し
な
い
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
政
治
的
な
理
由
か

ら
の
越
境
移
動
も
ま
た
多
い
た
め
で
あ
る
。

　

ラ
フ
族
の
宗
教
運
動
が
中
央
政
府
と
の
摩
擦
を
た
び
た
び
引
き
起

こ
し
て
き
た
こ
と
に
は
す
で
に
ふ
れ
た
が
、「
解
放
」
初
期
に
は
、

千
年
王
国
主
義
の
イ
デ
ィ
オ
ム
を
用
い
た
共
産
党
政
権
の
正
当
化
も

行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
共
産
党
の
教
え
は
、
人
々
の
団
結
と

助
け
合
い
を
説
き
、
ア
ヘ
ン
や
賭
博
や
泥
棒
を
禁
じ
、
諸
民
族
が
一

つ
の
信
仰
と
一
つ
の
心
を
も
つ
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
ラ
フ
族
の

崇
拝
す
る
至
高
神
グ
シ
ャ
の
教
え
と
同
じ
で
あ
り
、
毛
沢
東
こ
そ
が

グ
シ
ャ
で
あ
り
、
グ
シ
ャ
は
今
や
地
上
に
再
臨
し
た
の
だ
、
と
い
う

説
明
な
ど
が
そ
れ
で
あ
〉
22
〈

る
。

　

そ
の
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
新
た
に
成

立
し
た
共
産
党
政
権
と
の
反
目
に
陥
っ
て
い
く
。「
解
放
」
時
の
ラ

フ
族
の
あ
い
だ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
か
な
り
浸
透
し
て
い



瀾滄県にあるラフ族のキリスト教会
（2010年１月筆者撮影）

231──跨境民・ラフ族

た
よ
う
で
あ
る
。
瀾
滄
県
内
で
は
地
区
に
よ
り
、
ラ
フ
族
住
民
の
二

〇
か
ら
九
〇
％
が
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
て
い
た
と
報
告
さ
れ
て

い
〉
23
〈

る
。
ラ
フ
族
の
あ
い
だ
に
広
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
、
そ
の

最
大
勢
力
は
バ
プ
テ
ス
ト
派
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
雲
南
ラ
フ
族

の
信
者
は
ビ
ル
マ
領
の
ケ
ン
ト
ゥ
ン
を
本
拠
地
と
す
る
ラ
フ
教
会
の

傘
下
に
属
し
、
ケ
ン
ト
ゥ
ン
か
ら
糯
福
に
赴
任
し
た
米
国
人
宣
教
師

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヤ
ン
グ
と
そ
の
息
子
ビ
ン
セ
ン
ト
・
ヤ
ン
グ
の
指
導

下
に
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
指
導
部
は
、
第
二
次
大
戦
か
ら
国

共
内
戦
に
か
け
て

は
、
親
英
米
の
立

場
か
ら
ビ
ン
セ
ン

ト
や
石
炳
麟
と
と

も
に
国
民
党
を
支

持
し
、
彼
ら
の
一

部
は
一
九
四
九
年

に
共
産
党
軍
が
瀾

滄
に
入
る
や
一
斉

反
共
蜂
起
を
企
て

て
い
〉
24
〈

る
。
他
方
共

産
党
の
側
は
瀾
滄

県
の
権
力
を
掌
握

す
る
や
、
キ
リ
ス

ト
教
の
牧
師
や
信

者
た
ち
を
集
め
、「
帝
国
主
義
が
宗
教
を
利
用
し
て
侵
略
活
動
の
陰

謀
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
暴
露
」
す
る
「
反
帝
愛
国
教
育
」
を
開
始

す
〉
25
〈

る
。
こ
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
対
立
の
過
程
で
糯
福
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
リ
ー
ダ
ー
や
一
部
の
信
者
た
ち
は
瀾
滄
か
ら
逃
亡
し
、
国
境
の
ビ

ル
マ
側
で
国
民
党
軍
残
党
が
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
援
助
を
得
て
組
織
し
た
「
雲

南
反
共
救
国
軍
」
に
参
加
し
、
さ
ら
に
そ
の
蜂
起
に
敗
れ
ビ
ル
マ
、

タ
イ
へ
と
去
っ
て
行
っ
た
。

　

瀾
滄
県
で
人
口
の
大
量
流
出
が
発
生
し
た
第
二
の
契
機
が
、
一
九

五
八
年
よ
り
始
ま
る
大
躍
進
政
策
で
あ
る
。
こ
の
急
速
な
集
団
化

は
、
当
地
の
経
済
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え

ば
一
九
六
〇
年
の
農
業
生
産
を
一
九
五
八
年
と
比
較
す
る
と
、
穀
類

の
収
穫
は
一
九
五
八
年
の
七
七
・
六
％
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
〉
26
〈

る
。

こ
う
し
た
経
済
の
落
ち
込
み
に
伴
い
、
県
人
口
も
激
減
し
て
い
る
。

一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
〇
年
に
か
け
、
人
口
が
一
六
・
二
％
も
減

少
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
後
に
は
平
均
し
て
一
〇
〜
二
〇
％
の
人
口

増
加
率
を
示
し
て
い
る
か
ら
こ
れ
は
明
ら
か
に
異
常
な
人
口
減
で

あ
〉
27
〈
り
、
単
な
る
自
然
減
と
は
考
え
に
く
い
。
筆
者
が
タ
イ
側
に
あ
る

中
国
出
身
ラ
フ
族
の
調
査
村
で
移
住
史
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
中
国
を

脱
出
し
た
時
期
は
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
直
後
と
大
躍
進
期
に
集

中
し
て
い
〉
28
〈

た
。
瀾
滄
県
を
去
っ
た
人
口
の
多
く
は
隣
国
に
逃
亡
し
て

い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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二
　
隣
国
の
同
胞
た
ち

㈠
　
ビ
ル
マ
、
タ
イ
へ
の
初
期
の
移
住

　

焼
畑
に
伴
う
移
住
や
政
治
の
激
動
の
中
で
、
ラ
フ
族
は
雲
南
か
ら

周
辺
諸
国
山
地
へ
と
そ
の
居
住
範
囲
を
広
げ
て
き
た
。
次
に
彼
ら
の

東
南
ア
ジ
ア
側
へ
の
移
住
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

一
八
世
紀
以
降
の
雲
南
山
地
で
は
ラ
フ
族
な
ど
山
地
民
と
盆
地
の

タ
イ
系
土
司
、
お
よ
び
漢
人
（
あ
る
い
は
清
朝
）
と
の
民
族
間
関
係

の
流
動
化
に
伴
い
、
紛
争
が
多
発
す
る
中
で
ラ
フ
族
の
移
住
が
行
わ

れ
て
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
一
九
世

紀
初
頭
に
は
、
チ
ェ
ン
マ
イ
王
国
（
現
タ
イ
領
）
の
軍
が
雲
南
タ
イ

族
地
区
へ
の
侵
攻
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
タ
イ
側
の
年
代
記
に
よ
れ

ば
、
そ
の
際
（
一
八
〇
三
年
、
一
八
二
八
年
）
に
ラ
フ
族
（
カ
ー
・

ク
イ
と
呼
ば
れ
る
）
の
一
部
も
戦
争
捕
虜
と
し
て
チ
ェ
ン
マ
イ
に
連

行
さ
れ
て
い
〉
29
〈
る
。
ま
た
一
八
三
二
年
に
は
孟
連
領
内
で
仏
僧
に
よ
る

反
乱
が
起
こ
り
、
そ
こ
に
は
ビ
ル
マ
側
の
ケ
ン
ト
ゥ
ン
、
ム
ン
ヤ
ン

か
ら
ラ
フ
族
が
兵
士
と
し
て
参
加
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
〉
30
〈

る
。

下
ビ
ル
マ
の
英
国
人
行
政
官
マ
ク
レ
オ
ド
が
一
八
三
七
年
に
上
ビ
ル

マ
の
ケ
ン
ト
ゥ
ン
に
赴
い
た
際
の
日
記
に
は
、
カ
ー
・
ク
イK

a 
K

ui

（
ラ
フ
族
の
う
ち
ラ
フ
シ
支
系
の
他
称
）
が
ケ
ン
ト
ゥ
ン
周
辺

山
地
で
数
年
ご
と
の
移
動
を
繰
り
返
し
な
が
ら
農
業
を
行
い
、
穀

物
、
煙
草
、
唐
辛
子
、
綿
花
を
栽
培
し
て
い
た
こ
と
、
彼
ら
は
首
長

に
対
し
て
は
税
の
代
わ
り
に
茣
蓙
や
衣
服
を
貢
納
し
て
い
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ム
ソ
ーM

utsa

（
ラ
フ
族
ラ
フ
ナ
支
系
の

他
称
）
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
、
カ
ー
・
ク
イ
、
ム

ソ
ー
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
最
高
存
在
や
来
世
の
観
念
を
知
ら
ず

ナ
ッ
ト
（
精
霊
の
ビ
ル
マ
語
）
を
崇
拝
す
る
、
あ
る
い
は
精
霊
中
毒

者
で
ナ
ッ
ト
を
崇
拝
す
る
と
言
及
さ
れ
て
お
り
、
の
ち
に
ラ
フ
族
の

特
徴
と
な
る
至
高
神
崇
拝
の
突
出
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
の
ケ

ン
ト
ゥ
ン
で
は
い
ま
だ
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
〉
31
〈

る
。

　

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
西
洋
人
に
よ
る
東
南
ア

ジ
ア
側
で
の
記
録
に
ラ
フ
族
が
さ
ら
に
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に
な

る
。
英
領
ビ
ル
マ
で
一
九
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
上
ビ
ル
マ
・

シ
ャ
ン
州
地
名
録
』
に
は
「
ラ
フ
部
族T

he Lahu Tribe

」
と
い
う

項
目
が
立
て
ら
れ
、
大
仏
爺
が
支
配
す
る
ラ
フ
族
の
独
立
王
国
が
一

九
世
紀
末
に
清
朝
軍
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
際
に
多
く
の
ラ
フ
族
が

ビ
ル
マ
側
に
逃
亡
し
た
こ
と
、
ま
た
ラ
フ
族
の
南
下
移
住
は
現
在
も

継
続
中
で
あ
り
、
彼
ら
は
遊
動
的
で
そ
の
移
住
の
最
南
端
は
チ
ェ
ン

マ
イ
に
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
生
業
と

し
て
は
、
南
部
（
タ
イ
国
境
近
く
）
で
は
稲
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
が

北
部
（
中
国
国
境
近
く
）
で
は
ケ
シ
の
ほ
か
ラ
イ
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
が
主
作
物
で
稲
は
栽
培
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
土

地
が
あ
れ
ば
水
田
耕
作
を
試
み
る
場
合
が
あ
る
が
そ
う
し
た
機
会
は

非
常
に
ま
れ
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
〉
32
〈

る
。
一
八
七
六
年
に
シ
ャ
ム

（
現
タ
イ
）
領
内
で
鉄
道
建
設
調
査
を
行
っ
た
ハ
レ
ッ
ト
の
紀
行
文
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に
も
ラ
フ
族
が
登
場
す
る
。
彼
ら
が
チ
ェ
ン
ラ
イ
で
接
触
し
た
ラ
フ

族
は
、
糯
米
、
煙
草
、
綿
、
唐
辛
子
な
ど
を
栽
培
し
て
お
り
、
西
盟

の
首
長
に
忠
誠
を
誓
っ
て
い
た
と
い
〉
33
〈

う
。
シ
ャ
ム
領
の
測
量
を
行
っ

た
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
一
八
九
一
年
に
シ
ャ
ム
領
北
端
の
ム
ア
ン
・

フ
ァ
ー
ン
で
ラ
フ
族
と
接
触
し
、
彼
ら
が
つ
い
近
年
の
中
国
で
の
戦

い
に
敗
れ
て
移
住
し
た
こ
と
、
現
在
は
焼
畑
移
動
耕
作
を
行
い
な
が

ら
綿
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
麻
、
稲
を
栽
培
し
、
ム
ア
ン
・
フ
ァ
ー
ン

の
領
主
に
蜜
蝋
を
貢
納
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
〉
34
〈

る
。

　

二
〇
世
紀
初
頭
に
発
生
し
た
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
集
団
改
宗
運
動
も

ま
た
、
人
々
の
移
動
を
伴
っ
て
い
る
。
一
九
〇
四
年
よ
り
ビ
ル
マ
領

の
ケ
ン
ト
ゥ
ン
で
ラ
フ
族
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
集
団
改
宗
が
発

生
す
る
の
だ
が
、
そ
の
噂
は
瞬
時
に
国
境
の
中
国
側
に
ま
で
伝
え
ら

れ
、
最
初
の
洗
礼
が
行
わ
れ
た
直
後
か
ら
宣
教
師
は
、
中
国
側
か
ら

彼
を
訪
ね
て
く
る
お
び
た
だ
し
い
数
の
入
信
希
望
者
の
対
応
に
忙
殺

さ
れ
る
こ
と
に
な
〉
35
〈
る
。
中
国
側
の
ラ
フ
族
に
お
け
る
最
初
の
キ
リ
ス

ト
教
徒
は
双
江
の
李
老
大
、
李
老
二
と
い
う
人
物
で
、
彼
ら
は
光
緒

二
九
年
（
一
九
〇
三
）
の
双
江
で
の
反
乱
に
敗
れ
ケ
ン
ト
ゥ
ン
へ
と

逃
亡
し
て
い
た
。
そ
し
て
逃
亡
先
の
ケ
ン
ト
ゥ
ン
で
宣
教
師
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ヤ
ン
グ
の
教
え
に
ふ
れ
入
信
し
た
の
ち
に
中
国
側
に
戻
っ
て

布
教
を
行
い
、
の
ち
一
九
二
〇
年
に
ヤ
ン
グ
が
中
国
側
に
本
格
進
出

し
糯
福
に
布
教
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
ら

李
氏
一
族
が
ヤ
ン
グ
を
支
え
糯
福
教
会
お
よ
び
同
地
区
の
中
核
的

リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
い
〉
36
〈

く
。
の
ち
に
こ
の
李
氏
一
族
は
ラ
フ
族
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
ビ
ル
マ
、
タ
イ
へ
の
移
住
に
中
核
的
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
「
跨
境
民
族
」
と
し
て
の
ラ
フ

族
の
移
住
は
大
き
く
言
え
ば
北
か
ら
南
へ
、
と
い
う
流
れ
の
中
に
あ

る
と
は
い
え
、
個
々
の
局
面
に
お
い
て
は
極
め
て
複
雑
な
南
下
、
北

上
双
方
の
ベ
ク
ト
ル
の
交
錯
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
現
代
史
の
中
の
移
住

　

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
後
に
雲
南
の

ラ
フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
一
部
は
、
共
産
党
政
権
と
対
立
し
、
ビ
ル

マ
へ
と
去
っ
て
行
っ
た
。
当
時
糯
福
で
郷
長
を
務
め
、
ラ
フ
族
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
政
治
面
で
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
い
た
の
は
前
記
李
老

大
の
息
子
の
李
崇
仁
で
あ
る
。
彼
は
共
産
党
政
権
成
立
時
に
再
教
育

施
設
に
送
ら
れ
た
後
、
瀾
滄
で
前
記
ビ
ン
セ
ン
ト
・
ヤ
ン
グ
ら
の
反

共
蜂
起
に
参
加
し
て
そ
の
ま
ま
ビ
ル
マ
側
に
逃
亡
し
て
し
ま
〉
37
〈
う
。
そ

の
後
彼
は
ビ
ル
マ
に
逃
れ
た
国
民
党
軍
に
よ
る
「
雲
南
反
共
救
国

軍
」
と
と
も
に
一
九
五
一
年
の
孟
連
再
侵
攻
に
も
参
加
し
て
い
る

が
、
敗
れ
て
再
び
ビ
ル
マ
に
逃
亡
し
て
い
〉
38
〈
る
。
こ
れ
以
後
、
中
国
か

ら
逃
亡
し
た
ラ
フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
、
中
国
国
民
党
や

Ｃ
Ｉ
Ａ
と
と
も
に
冷
戦
期
に
お
け
る
反
共
陣
営
の
最
前
線
を
担
う
こ

と
に
な
る
。

　

ラ
フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
タ
イ
領
へ
の
移
住
は
、
一
九
五
〇
年
代

よ
り
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
を
な
す
の
が
、
当
時
の
Ｃ
Ｉ
Ａ
に
よ

る
対
中
諜
報
工
作
で
あ
る
。
当
時
の
チ
ェ
ン
マ
イ
で
は
ビ
ン
セ
ン



234

ト
・
ヤ
ン
グ
の
兄
ハ
ロ
ル
ド
が
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
依
頼
を
受
け
、
ラ
フ
族
キ

リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
諜
報
部
隊
を
組
織
し
、
ビ
ル
マ
領
の
中
国
国
境

に
派
遣
す
る
と
い
う
活
動
を
行
っ
て
い
〉
39
〈

た
。
同
時
期
に
は
ハ
ロ
ル
ド

の
仲
介
に
よ
り
、
タ
イ
国
で
の
定
住
を
前
提
と
す
る
ラ
フ
族
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
移
住
も
開
始
さ
れ
る
。
彼
ら
は
チ
ェ
ン
マ
イ
県
山
地
の
茶

園
労
働
力
と
し
て
入
植
し
、
そ
の
一
部
は
移
住
後
も
国
民
党
軍
に
参

加
し
て
い
〉
40
〈

る
。

　

一
九
六
〇
年
前
後
に
は
ビ
ル
マ
・
シ
ャ
ン
州
（
中
国
、
タ
イ
の
双

方
と
隣
接
す
る
）
山
地
の
政
情
も
ま
た
混
乱
の
度
を
強
め
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
に
は
中
国
国
境
よ
り
侵
入
し
て
山
地
を
占
拠
し
て
い
た

国
民
党
軍
が
ビ
ル
マ
領
内
か
ら
駆
逐
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
に
先
立
っ

て
国
民
党
軍
対
策
の
名
目
で
シ
ャ
ン
州
に
進
駐
し
た
ビ
ル
マ
連
邦
軍

が
シ
ャ
ン
民
族
主
義
者
の
取
り
締
ま
り
を
開
始
し
た
た
め
、
シ
ャ
ン

分
離
主
義
者
ゲ
リ
ラ
と
の
内
戦
に
陥
っ
て
い
〉
41
〈

く
。
こ
れ
は
中
国
で
の

大
躍
進
政
策
に
よ
り
、
瀾
滄
県
ラ
フ
族
の
集
団
逃
亡
が
発
生
し
た
の

と
同
時
期
に
あ
た
る
。
そ
う
し
た
混
乱
の
中
で
、
一
部
の
ラ
フ
族
キ

リ
ス
ト
教
徒
は
、
李
崇
仁
の
指
導
下
に
国
民
党
軍
と
と
も
に
タ
イ
側

に
移
住
し
て
い
っ
た
。
李
崇
仁
ら
は
一
九
六
二
年
に
国
民
党
軍
と
と

も
に
タ
イ
領
最
北
端
の
山
で
あ
る
ド
イ
ト
ゥ
ン
に
移
住
し
、
ド
イ

ト
ゥ
ン
を
帰
休
基
地
に
ラ
オ
ス
で
の
Ｃ
Ｉ
Ａ
諜
報
活
動
に
従
事

す
〉
42
〈

る
。
こ
の
作
戦
が
一
九
七
二
年
に
終
了
す
る
と
、
李
崇
仁
は
ド
イ

ト
ゥ
ン
山
頂
付
近
に
新
た
な
村
を
建
設
し
同
胞
を
ビ
ル
マ
か
ら
招
い

て
い
る
。
当
時
の
ビ
ル
マ
で
は
共
産
党
軍
の
攻
勢
が
激
化
し
、
シ
ャ

ン
州
で
の
政
情
は
さ
ら
な
る
混
乱
に
陥
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
勢

の
悪
化
の
な
か
で
、
一
部
の
ラ
フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
移
住
に
応

じ
、
一
九
七
三
年
一
二
月
に
二
千
人
が
徒
歩
で
タ
イ
領
ド
イ
ト
ゥ
ン

に
入
国
し
、
の
ち
に
タ
イ
国
内
各
地
に
再
移
住
し
て
い
っ
た
。
こ
の

事
件
は
タ
イ
側
に
住
む
ラ
フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
あ
い
だ
で
は
、
現

在
で
も
「
大
移
住
」
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
〉
43
〈

る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
は
、
タ
イ
側
で
の
ラ
フ
族
人
口
の
激
増
に
反
映
さ

れ
て
い
る
。
タ
イ
政
府
に
よ
る
山
地
民
の
掌
握
努
力
が
開
始
さ
れ
た

一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
は
ラ
フ
族
人
口
は
お
よ
そ
一
万
五
千
人
と
推

定
さ
れ
て
い
た
の
が
、
一
九
九
七
年
に
は
八
万
五
八
四
五
人
に
ま
で

増
加
し
て
い
〉
44
〈

る
。
そ
し
て
五
年
後
の
二
〇
〇
二
年
に
は
一
二
万
人
を

突
破
す
る
。
こ
う
し
た
極
端
な
人
口
の
伸
び
は
、
単
な
る
自
然
増
で

は
な
く
隣
国
か
ら
の
人
口
流
入
が
一
貫
し
て
続
い
て
い
る
こ
と
に
よ

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
こ
の
時
期
に
は
逆
向
き
の
運
動
も
存
在
し
た
。「
大
移

住
」
の
参
加
者
も
、
そ
の
一
部
は
移
住
後
の
土
地
不
足
な
ど
を
理
由

に
数
年
後
に
は
再
び
ビ
ル
マ
に
戻
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
独
立
後

の
ビ
ル
マ
に
お
い
て
、
特
に
一
九
六
〇
年
前
後
か
ら
シ
ャ
ン
州
の
政

情
が
悪
化
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
な
か
で
ラ
フ
族
の

一
部
（
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
も
ま
た
、
宗
教
指
導
者
に
率
い
ら
れ
た

独
自
の
軍
隊
を
擁
し
て
ビ
ル
マ
政
府
と
対
峙
し
て
い
た
。
こ
の
宗
教

指
導
者
は
モ
ナ
グ
シ
ャ
、
モ
ナ
ト
ボ
、
モ
ナ
ポ
ク
、
ポ
ク
・
ロ
ン
、

プ
チ
ョ
ン
・
ロ
ン
な
ど
の
名
で
呼
ば
れ
る
予
言
者
で
あ
り
、
そ
の
名
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の
通
り
自
ら
至
高
神
グ
シ
ャ
の
化
身
を
名
乗
り
、
ラ
フ
族
の
教
団
国

家
の
再
興
を
め
ざ
し
た
運
動
を
展
開
し
た
。
彼
は
一
九
五
八
年
に

は
、
す
べ
て
の
ラ
フ
同
胞
は
ム
ア
ン
・
フ
ァ
ー
ン
（
タ
イ
領
の
最
北

端
に
近
い
町
。
前
述
）
よ
り
南
に
住
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
指
令

を
発
し
、
タ
イ
側
に
住
む
ラ
フ
族
の
信
者
の
多
く
は
そ
の
指
令
を
受

け
て
ビ
ル
マ
に
赴
き
、
モ
ナ
グ
シ
ャ
の
運
動
に
参
加
し
た
と
い
〉
45
〈

う
。

　

ゲ
リ
ラ
兵
士
を
率
い
て
タ
イ
、
ビ
ル
マ
国
境
を
往
来
す
る
現
代
の

指
導
者
に
サ
ラ
・
イ
セ
と
い
う
人
物
が
い
る
。
彼
は
ビ
ル
マ
の
ケ
ン

ト
ゥ
ン
近
郊
の
村
で
高
名
な
牧
師
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
、
一
九
八

〇
年
に
は
当
時
国
境
の
タ
イ
側
の
町
を
占
拠
し
基
地
を
設
け
て
い
た

麻
薬
王
ク
ン
サ
が
率
い
る
シ
ャ
ン
軍
に
参
加
し
、
ク
ン
サ
軍
が
解
散

し
た
一
九
九
六
年
に
は
自
ら
の
私
兵
集
団
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。
彼

は
タ
イ
・
ビ
ル
マ
国
境
の
ビ
ル
マ
側
に
覚
醒
剤
工
場
を
設
け
、
タ
イ

側
の
旧
ク
ン
サ
軍
の
根
拠
地
近
く
に
私
邸
を
構
え
、
国
境
の
両
側
で

活
動
し
て
い
た
が
、
一
九
九
九
年
に
は
こ
れ
ま
で
黙
認
し
て
き
た
タ

イ
政
府
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
私
兵
と
と
も
に
国
境
の
ビ
ル
マ
側
へ

と
本
拠
地
を
再
度
移
転
し
て
い
〉
46
〈
る
。

　

サ
ラ
・
イ
セ
の
場
合
は
私
兵
を
率
い
て
い
た
の
で
事
例
と
し
て
目

立
つ
が
、
彼
に
限
ら
ず
、
タ
イ
側
で
何
ら
か
の
不
都
合
が
生
じ
る
と

ビ
ル
マ
側
に
移
り
、
ビ
ル
マ
側
で
不
都
合
が
生
じ
る
と
タ
イ
側
に
移

る
、
と
い
う
行
動
は
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い

る
。
卑
近
な
例
で
い
え
ば
、
タ
イ
側
か
ら
ビ
ル
マ
側
の
ラ
フ
の
神
学

校
に
留
学
し
て
い
た
学
生
が
留
学
先
の
学
校
で
女
教
師
と
恋
に
落
ち

て
し
ま
い
、
社
会
的
非
難
を
恐
れ
て
タ
イ
側
の
実
家
に
駆
け
落
ち
し

た
と
い
う
例
も
あ
る
。
ま
た
、
新
年
祭
等
で
の
国
境
を
挟
ん
だ
相
互

訪
問
も
珍
し
く
な
く
、
若
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
配
偶
者
探
し
を
兼

ね
る
こ
と
か
ら
、
国
境
の
向
こ
う
側
に
伴
侶
を
見
つ
け
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
。
ラ
フ
族
の
慣
習
に
よ
れ
ば
、
新
婚
カ
ッ
プ
ル
は
三
年
ご

と
に
妻
方
居
住
、
夫
方
居
住
を
繰
り
返
し
て
最
終
的
に
独
立
し
て
い

く
の
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
規
定
を
厳
密
に
実
行
す
る

者
は
小
刻
み
に
国
境
を
跨
い
だ
転
居
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

三
　
跨
境
民
の
現
在

㈠
　
改
革
・
解
放
と
対
外
交
流
の
拡
大

　

冷
戦
構
造
の
終
結
は
、
ラ
フ
族
が
居
住
す
る
地
域
の
状
況
を
一
変

さ
せ
た
。
そ
れ
は
社
会
主
義
圏
に
お
け
る
経
済
自
由
化
と
、
国
家
間

の
往
来
の
活
発
化
と
し
て
要
約
で
き
る
。
う
ん
と
簡
単
に
い
え
ば
、

雲
南
西
南
辺
境
は
、
冷
戦
期
に
お
け
る
対
立
の
最
前
線
か
ら
、
ポ
ス

ト
冷
戦
期
に
お
け
る
国
家
間
交
流
の
最
前
線
へ
と
劇
的
に
そ
の
位
置

づ
け
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
が
跨
境
民
族
と
し
て

の
ラ
フ
族
に
与
え
た
影
響
は
、
次
の
二
つ
の
脈
絡
で
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
ひ
と
つ
は
メ
コ
ン
流
域
圏
開
発
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は

中
国
の
西
部
大
開
発
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
現
代
の
雲

南
辺
境
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
政
策
課
題
が
交
錯
す
る
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場
所
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

文
革
中
に
は
雲
南
西
南
部
と
隣
国
と
の
往
来
は
途
絶
し
て
い
た

が
、
中
国
政
府
が
対
外
開
放
に
舵
を
切
っ
て
後
は
、
瀾
滄
県
は
再
び

隣
国
ビ
ル
マ
と
の
交
易
窓
口
と
な
っ
て
い
く
。
ま
ず
一
九
八
四
年
に

は
瀾
滄
県
糯
福
郷
の
阿
里
に
お
い
て
対
外
交
易
が
再
開
さ
れ
、
そ
こ

で
の
交
易
条
件
（
限
度
額
等
）
も
徐
々
に
緩
和
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら

に
二
〇
〇
〇
年
に
は
県
内
の
対
外
交
易
拠
点
は
阿
里
を
含
め
三
か
所

に
拡
大
さ
れ
て
い
〉
47
〈

る
。
二
〇
〇
一
年
に
は
国
家
レ
ベ
ル
で
の
西
部
大

開
発
の
開
始
を
受
け
、
雲
南
省
お
よ
び
瀾
滄
県
で
も
貿
易
や
国
外
か

ら
の
投
資
の
拡
大
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
交
流
拡

大
政
策
は
効
果
を
あ
げ
、
二
〇
〇
四
年
に
は
瀾
滄
県
か
ら
の
対
外
貿

易
は
輸
入
額
に
お
い
て
一
九
九
〇
年
の
三
〇
倍
、
輸
出
額
に
お
い
て

一
〇
倍
に
の
ぼ
っ
て
い
〉
48
〈
る
。

　

と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
、
ビ
ル
マ
を
脱
出
し
て
タ
イ
側

に
移
住
し
た
ラ
フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
冷
戦
期
に
は
中
華
人
民
共

和
国
と
敵
対
す
る
反
共
陣
営
の
最
前
線
を
構
成
し
て
い
た
。
し
か
し

中
国
側
が
開
放
に
転
じ
た
こ
と
に
伴
い
、
タ
イ
側
に
住
む
ラ
フ
族
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
中
国
へ
の
姿
勢
も
大
き
く
転
換
す
る
。
タ
イ
国
の
ラ

フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
主
力
団
体
で
あ
る
タ
イ
国
ラ
フ
・
バ
プ
テ
ス

ト
連
盟
（
Ｔ
Ｌ
Ｂ
Ｃ
）
は
、
一
九
九
一
年
以
来
、
ほ
ぼ
毎
年
定
期
的

に
雲
南
の
同
胞
へ
の
訪
問
を
開
始
し
て
い
る
。
Ｔ
Ｌ
Ｂ
Ｃ
は
一
九
九

八
年
に
機
関
誌
（H

TAI-LIM
 Li Satan

）
を
創
刊
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
創
刊
号
の
表
紙
は
瀾
滄
県
の
ラ
フ
族
の
写
真
で
あ
り
、
ま

た
巻
頭
言
で
は
そ
の
三
分
の
一
が
中
国
側
の
ラ
フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒

同
胞
に
関
す
る
記
述
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
人
数
、
牧
師
の
人
数
、
神

学
校
の
設
立
計
画
、
彼
ら
を
援
助
す
る
必
要
性
な
ど
）
に
割
か
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
〉
49
〈

に
、
中
国
へ
の
関
心
の
高
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
中

国
側
で
は
現
在
で
も
外
国
人
に
よ
る
宗
教
の
布
教
は
認
め
ら
れ
て
い

な
い
が
、
跨
境
民
族
の
同
胞
訪
問
と
い
う
形
式
で
あ
れ
ば
教
会
関
係

者
の
交
流
は
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
、
タ
イ
側
の
教
会
関
係
者
た
ち

の
中
国
訪
問
熱
を
支
え
て
い
る
と
い
え
る
。

　

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
中
国
側
の
ラ
フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
つ
い

て
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
瀾
滄
県
の
あ
る
牧
師
は
、
二
〇
〇
九
年
に

タ
イ
国
を
訪
問
し
、
各
地
の
同
胞
を
訪
ね
説
教
・
伝
道
を
行
っ
て
い

る
。
こ
の
場
合
も
探
親
ビ
ザ
に
よ
る
入
国
で
あ
り
、
跨
境
民
族
の
宗
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教
活
動
に
お
い
て
は
、
探
親
と
布
教
と
の
線
引
き
が
実
際
に
は
非
常

に
難
し
い
。
な
お
こ
の
牧
師
は
母
が
一
九
五
八
年
に
中
国
か
ら
ビ
ル

マ
に
脱
出
し
た
後
に
ビ
ル
マ
で
生
ま
れ
、
前
期
「
大
移
住
」（
一
九

七
三
年
）
に
参
加
し
て
タ
イ
国
に
移
住
し
、
さ
ら
に
一
九
七
八
年
に

ビ
ル
マ
に
戻
り
、
一
九
八
二
年
に
中
国
（
瀾
滄
県
）
に
移
住
し
た
と

い
う
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
タ
イ
国
内
に
知

己
が
多
い
こ
と
が
彼
の
活
動
を
容
易
に
し
て
い
る
。

㈡
　
観
光
開
発
と
新
た
な
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
の
形
成

　

右
に
見
た
よ
う
な
雲
南
辺
境
の
開
放
は
、
観
光
の
振
興
を
も
伴
っ

て
い
る
。
西
部
大
開
発
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
沿
海
部
の
所
得
を
内

陸
部
に
移
転
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
有
力
な
選
択
肢
が
観
光
で
あ

り
、
ま
た
メ
コ
ン
流
域
圏
開
発
に
お
い
て
も
、
観
光
は
近
隣
諸
国
か

ら
人
を
呼
び
込
む
契
機
と
し
て
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
は
瀾
滄
県
に
お

い
て
は
当
然
な
が
ら
、
ラ
フ
族
文
化
を
観
光
資
源
と
し
て
内
外
に
売

り
出
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

瀾
滄
県
で
は
対
外
貿
易
の
再
開
か
ら
数
年
遅
れ
た
一
九
九
二
年
に

県
旅
游
局
が
設
立
さ
〉
50
〈
れ
、
二
〇
〇
三
年
に
は
中
共
瀾
滄
県
委
第
九
次

党
代
会
に
て
「
ラ
フ
文
化
興
県
」
が
提
議
さ
れ
て
い
〉
51
〈

る
。
こ
の
「
ラ

フ
文
化
興
県
」
を
実
現
す
る
に
あ
た
り
、
瀾
滄
県
の
石
春
雲
県
長

は
、
⑴
ラ
フ
族
の
優
秀
な
伝
統
文
化
資
源
の
発
掘
・
保
護
を
強
化
す

る
こ
と
、
⑵
ラ
フ
文
化
を
堅
持
、
発
展
、
創
新
し
豊
か
に
す
る
こ

と
、
⑶
ラ
フ
文
化
産
業
を
積
極
的
に
育
成
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
⑷

葫
蘆
節
（
後
述
）
を
発
展
・
強
化
し
経
済
効
果
を
呼
び
込
む
こ
と
、

と
い
う
戦
略
的
対
策
を
掲
げ
て
い
〉
52
〈

る
。
ま
た
同
時
期
に
は
、
雲
南
省

科
技
庁
が
主
催
し
省
内
の
政
府
、
学
術
機
関
な
ど
が
共
同
で
作
成
し

た
政
策
提
言
「
雲
南
省
参
与
瀾
滄
江
―
湄
公
河
次
区
域
合
作
二
〇
〇

三
－

二
〇
一
五
年
企
画
研
究
」
に
お
い
て
、
メ
コ
ン
流
域
圏
共
同
開

発
の
う
ち
観
光
業
に
お
け
る
重
点
合
作
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、「
旅
游
景
区
景
点
開
発
」
の
一
七
の
目
標
の
う
ち
に

「
瀾
滄
ラ
フ
民
族
文
化
旅
游
項
目
」
が
、「
旅
游
資
源
と
生
態
環
境
保

護
」
の
六
つ
の
目
標
の
う
ち
に
「
思
茅
ラ
フ
民
族
文
化
保
護
」（
瀾

滄
県
は
行
政
上
は
思
茅
市
に
属
す
）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
〉
53
〈
る
。

　

こ
の
よ
う
に
改
革
・
開
放
以
来
、
ラ
フ
族
文
化
を
観
光
資
源
と
し

て
内
外
に
売
り
出
す
必
要
が
急
速
に
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
受
け

て
登
場
し
た
の
が
「
葫
蘆
文
化
」
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
ラ
フ
族
文
化

の
特
徴
を
葫
蘆
す
な
わ
ち
ひ
ょ
う
た
ん
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
に
収
斂
さ

せ
て
宣
伝
す
る
も
の
で
、
そ
の
根
拠
は
ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
人
々
が
生

ま
れ
た
と
い
う
ラ
フ
族
の
創
世
神
話
や
、
ラ
フ
族
の
伝
統
的
音
楽
や

舞
踊
で
用
い
ら
れ
る
ひ
ょ
う
た
ん
笛
に
依
拠
し
て
い
る
。

　
「
葫
蘆
文
化
」
と
い
う
用
語
法
の
登
場
は
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り

で
は
二
〇
〇
二
年
が
最
初
で
あ
〉
54
〈

る
。
そ
こ
で
は
「
葫
蘆
文
化
」
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
葫
蘆
文
化
と
は
ラ
フ
族
の

自
然
界
や
社
会
矛
盾
と
の
不
断
の
闘
争
の
産
物
で
あ
り
、
ラ
フ
民
族

の
自
然
の
征
服
、
自
然
の
改
造
、
新
生
活
の
創
造
の
歴
程
を
体
現

し
、
ま
た
葫
蘆
笙
と
葫
蘆
舞
に
代
表
さ
れ
る
文
化
精
華
を
形
成
し
て
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い
る
。（
中
略
）
葫
蘆
文
化
と
は
ラ
フ
族
伝
統
文
化
の
重
要
組
成
部

分
で
あ
り
、
単
に
ラ
フ
族
の
よ
り
よ
い
生
活
へ
の
希
求
を
反
映
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
ラ
フ
族
の
集
体
主
義
精
神
と
民
族
凝
集
力
を
も
体

現
し
て
い
〉
55
〈

る
」。

　

ひ
ょ
う
た
ん
を
ラ
フ
族
文
化
の
中
心
的
モ
チ
ー
フ
と
す
る
宣
伝

は
、
そ
れ
に
先
立
ち
「
葫
蘆
節
」
と
い
う
新
た
な
民
族
節
日
の
制
定

と
し
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
一
年
一
一
月
に
瀾
滄
で
行
わ
れ

た
『
ラ
フ
族
史
』
検
討
会
（『
ラ
フ
族
史
』
出
版
の
た
め
の
準
備
委

員
会
）
に
お
い
て
、
創
世
史
詩
「
ム
パ
ミ
パ
」（
天
地
創
造
の
意
）

に
よ
れ
ば
ラ
フ
族
は
ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
生
ま
れ
た
と
あ
る
こ
と
を
根

拠
に
、
毎
年
農
暦
一
〇
月
一
五
日
を
ラ
フ
族
先
民
の
誕
生
日
と
し
、

こ
れ
を
民
族
の
統
一
節
日
に
す
る
こ
と
を
民
族
幹
部
が
決
定
し
て
い

る
。
そ
し
て
一
九
九
二
年
八
月
に
は
、
瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
が
、
毎
年
農
暦
一
〇
月
一
五
〜
一
七
日
を
ラ
フ

族
の
「
阿
朋
阿
龍
尼
」（
葫
蘆
節
）
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
同
年

よ
り
実
施
が
始
ま
る
。
そ
の
内
容
は
民
族
歌
舞
、
文
体
活
動
、
科
技

お
よ
び
商
業
物
資
交
流
活
動
な
ど
で
あ
〉
56
〈

る
。
こ
こ
で
い
う
ラ
フ
族
先

民
と
い
う
の
は
、
よ
う
す
る
に
人
類
始
祖
チ
ャ
テ
ィ
、
ナ
テ
ィ
の
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
の
誕
生
日
を
農
暦
一
〇
月
一
五
日
と
し
た
理
由

は
、『
拉
祜
族
文
化
史
』
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
〉
57
〈

る
。「
ラ

フ
族
口
碑
史
詩
『
ム
パ
ミ
パ
』
中
の
神
話
伝
説
に
よ
れ
ば
、
造
物
主

グ
シ
ャ
は
天
地
と
日
月
星
辰
を
創
造
し
た
後
、
日
月
星
辰
に
名
前
を

与
え
た
最
初
の
日
を
亥
の
日
、
最
初
の
月
を
農
暦
一
〇
月
と
し
た
。

グ
シ
ャ
は
天
地
を
造
り
、
葫
蘆
を
植
え
て
人
を
造
っ
た
。
葫
蘆
は
一

〇
月
に
成
熟
し
一
五
日
ご
ろ
実
を
結
び
、
人
類
始
祖
チ
ャ
テ
ィ
、
ナ

テ
ィ
が
葫
蘆
か
ら
出
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
農
暦
一
〇
月
一
五
日

が
ラ
フ
族
の
伝
説
上
の
祖
先
の
誕
生
日
と
な
る
」。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
葫
蘆
節
の
日
程
は
の
ち
に
あ
っ
さ
り
と
変
更

さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
、
前
述
の
「
ラ
フ
文
化
興
県
」
政
策
が

大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
文
化
興
県
の
課
題
の
一
つ
と
し
て

「
葫
蘆
節
を
発
展
・
強
化
し
経
済
効
果
を
呼
び
込
む
こ
と
」
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
の
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
目
標
に
従
っ

て
、
二
〇
〇
五
年
に
葫
蘆
節
の
日
程
変
更
が
県
長
よ
り
提
案
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

　

⑴　

葫
蘆
節
は
民
族
伝
統
節
日
で
は
な
く
、
年
中
行
事
と
し
て
ま

だ
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
人
々
の
生
産
活
動
や

生
活
習
慣
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
日
程
を
調
整
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
、

　

⑵　

四
月
七
日
が
瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県
の
設
立
記
念
日
で
あ
る
た

め
、
葫
蘆
節
を
同
時
期
に
行
え
ば
瀾
滄
県
や
ラ
フ
族
文
化
の
宣

伝
に
有
利
と
な
る
ほ
か
、
対
外
経
済
文
化
交
流
を
活
性
化
し
、

葫
蘆
節
を
県
内
各
民
族
共
同
の
節
日
と
し
て
各
民
族
の
団
結
と

進
歩
に
寄
与
し
う
る
こ
と
、

　

⑶　

毎
年
四
月
に
は
省
都
の
昆
明
で
国
際
文
化
旅
游
節
が
ひ
ら
か

れ
、
ま
た
普
洱
茶
葉
節
や
隣
接
す
る
孟
連
県
で
の
潑
水
神
魚
節

（
タ
イ
族
）、
西
盟
県
で
の
木
鼓
節
（
ワ
族
）
が
四
月
に
行
わ
れ
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る
の
で
、
こ
の
時
期
に
葫
蘆
節
を
実
施
す
れ
ば
経
済
面
で
の
相

乗
効
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
、

で
あ
〉
58
〈

る
。
こ
れ
を
受
け
、
葫
蘆
節
は
二
〇
〇
六
年
よ
り
四
月
八
〜
一

〇
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
日
程
変
更
の
理
由
が
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
葫
蘆

文
化
の
宣
伝
に
お
い
て
は
観
光
振
興
や
そ
の
経
済
的
効
果
へ
の
考
慮

が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
ご
都
合
主
義
が
ラ
フ
族
の

伝
統
文
化
に
背
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
葫
蘆
節
自
体

が
そ
も
そ
も
、

一
九
九
二
年
に

県
政
府
に
よ
っ

て
発
明
さ
れ

た
、
伝
統
的
儀

礼
と
は
何
の
関

係
も
な
い
民
族

節
日
だ
か
ら
で

あ
る
。

 

こ
の
日
程
変

更
は
、
跨
境
民

族
の
相
互
往
来

と
い
う
点
か
ら

は
あ
る
程
度
成

功
を
収
め
て
い

る
と
い
え
る
。
葫
蘆
節
が
陽
暦
四
月
上
旬
に
固
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
前
述
の
Ｔ
Ｌ
Ｂ
Ｃ
訪
問
団
も
現
在
は
こ
の
時
期
に
あ
わ
せ
て
定

期
的
に
中
国
側
の
同
胞
を
訪
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
タ
イ
側
の
ラ
フ
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
現
在
の
葫
蘆
節

は
、
節
日
観
光
の
機
会
で
あ
る
と
と
も
に
探
親
の
機
会
で
も
あ
り
、

か
つ
ま
た
同
胞
へ
の
布
教
の
機
会
と
も
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
ラ
フ

族
が
一
堂
に
集
ま
る
日
程
を
固
定
し
た
こ
と
は
、
南
に
去
っ
た
同
胞

に
も
中
国
を
訪
問
す
る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

ラ
フ
族
を
事
例
に
本
稿
で
示
し
て
き
た
の
は
、
跨
境
民
族
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
で
あ
る
。
跨
境
民
族
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
単
に

各
国
に
同
一
民
族
が
拡
散
し
て
い
る
と
い
う
平
板
な
事
実
に
言
及
す

る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
は
跨
境
民
族
と
し
て
の
ラ
フ
族

に
は
、
中
国
と
ビ
ル
マ
と
い
う
二
つ
の
大
国
の
は
ざ
ま
に
独
自
の
生

活
空
間
を
展
開
し
、
そ
れ
が
近
代
国
家
の
国
境
画
定
作
業
の
中
で
複

数
国
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
で
結
果
的
に
跨
境
民
族
と
な
っ
て
き
た
と

い
う
経
緯
が
あ
る
。
そ
し
て
国
境
線
に
よ
る
分
割
そ
れ
自
体
が
、
後

の
時
代
に
は
越
境
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
構
成
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
人
々
は
歴
史
の
あ
る
時
期
に
跨
境
民
族
と
な
り
、
そ
し
て
跨
境

民
族
で
あ
る
が
ゆ
え
に
さ
ら
な
る
越
境
が
そ
れ
に
続
い
て
き
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
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ま
た
人
々
の
移
動
は
単
に
中
国
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ
、
と
い
う
一

方
的
な
南
下
移
動
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
は
南
下
の
要
素

が
卓
越
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
常
に
逆
方
向
へ
の
力
学
も
存
在

し
、
一
人
ひ
と
り
の
越
境
者
は
こ
の
複
雑
な
力
学
の
中
で
身
を
処
し

な
が
ら
越
境
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
越
境
を
も
た
ら
し
た

要
因
と
い
う
の
も
、
単
に
焼
畑
適
地
を
求
め
て
の
移
動
と
い
う
だ
け

で
は
な
い
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
焼
畑
を
繰
り
返
し
つ
つ
雲
南

か
ら
ビ
ル
マ
、
タ
イ
へ
と
移
っ
て
い
く
者
、
異
民
族
や
国
家
権
力
と

の
衝
突
に
敗
れ
、
水
田
を
捨
て
て
去
っ
て
い
く
者
、
そ
の
過
程
で
再

び
焼
畑
民
に
戻
っ
て
い
っ
た
者
、
あ
る
い
は
移
住
先
で
再
び
定
住
度

の
高
い
生
活
を
送
る
者
な
ど
、
多
面
的
な
跨
境
民
族
の
姿
で
あ
っ

た
。

　

最
後
に
ひ
と
つ
考
え
た
い
の
は
、
跨
境
民
族
と
中
華
民
族
と
の
関

連
で
あ
る
。
中
華
民
族
論
と
い
う
の
は
簡
単
に
い
え
ば
、
漢
民
族
と

と
も
に
中
国
を
構
成
す
る
諸
民
族
は
、
歴
史
の
初
め
か
ら
一
貫
し
て

「
中
国
少
数
民
族
」
だ
っ
た
と
主
張
す
る
議
論
で
あ
り
、
多
民
族
国

家
と
し
て
の
中
国
を
束
ね
る
中
心
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
あ
〉
59
〈

る
。

そ
れ
に
対
し
跨
境
民
族
論
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
ラ
フ
族
の
分
布

範
囲
の
う
ち
で
「
中
国
少
数
民
族
」
は
あ
く
ま
で
そ
の
一
部
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
当
然
の
事
実
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
跨

境
民
族
論
と
中
華
民
族
論
と
は
原
理
的
に
相
容
れ
な
い
部
分
が
あ

る
。
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
現
在
は
メ
コ
ン
流
域
圏
諸
国
の
開
放
政

策
や
往
来
の
自
由
化
に
よ
り
、
ラ
フ
族
の
住
む
地
域
に
再
び
越
境
の

時
代
が
訪
れ
つ
つ
あ
る
か
に
見
え
る
。
で
は
こ
の
越
境
の
時
代
の
先

に
あ
る
の
は
、
跨
境
民
族
論
と
中
華
民
族
論
と
の
矛
盾
が
さ
ら
に
露

呈
し
て
い
く
過
程
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
跨
境
民
族
の
世
界
が
中

華
民
族
論
に
事
実
上
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
に
な
る
の
か
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
今
後
の
展
開
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注〈
1
〉 

政
協
瀾
滄
拉
族
自
治
県
委
員
会
『
拉
祜
族
史
』
雲
南
民
族
出
版

社
、
二
〇
〇
三
年
、
四
八
七
頁
。

〈
2
〉 

王
正
華
・
和
少
英
『
拉
祜
族
文
化
史
』
雲
南
民
族
出
版
社
、
一

九
九
九
年
な
ど
。

〈
3
〉 

申
旭
・
劉
稚
『
中
国
西
南
与
東
南
亜
的
跨
境
民
族
』
雲
南
民
族

出
版
社
、
一
九
八
八
年
。

〈
4
〉 

乾
隆
『
雲
南
通
志
』
巻
二
四
。

〈
5
〉 

武
内
房
司
「
一
九
世
紀
前
半
、
雲
南
南
部
地
域
に
お
け
る
漢
族

移
住
の
展
開
と
山
地
民
社
会
の
変
容
」
塚
田
誠
之
編
『
中
国
国
境
地

域
の
移
動
と
交
流
│
│
近
現
代
中
国
の
南
と
北
』
有
志
舎
、
二
〇
一

〇
年
。

〈
6
〉 

た
と
え
ば
『
清
仁
宗
実
録
』
巻
九
七
、
一
〇
〇
、
一
〇
三
、
一

二
一
、
一
五
八
、
一
六
〇
な
ど
に
そ
う
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。

〈
7
〉 
片
岡
樹
「
山
地
か
ら
み
た
中
緬
辺
疆
政
治
史
│
│
一
八

－

一
九

世
紀
雲
南
西
南
部
に
お
け
る
山
地
民
ラ
フ
の
事
例
か
ら
」『
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
七
三
号
、
二
〇
〇
七
年
。
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〈
8
〉 

《
民
族
問
題
五
種
叢
書
》
雲
南
省
編
輯
委
員
会
編
『
拉
祜
族
社

会
歴
史
調
査
㈠
』
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
五
〇
頁
。

〈
9
〉 
同
書
、
七
二
頁
。

〈
10
〉 
片
岡
前
掲
論
文
、
武
内
前
掲
論
文
。

〈
11
〉 

一
八
土
司
に
つ
い
て
は
方
国
瑜
『
中
国
西
南
歴
史
地
理
考
釈

（
下
冊
）』
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
、
八
八
二
頁
な
ど
を
参
照
。

〈
12
〉 

片
岡
前
掲
論
文
。

〈
13
〉 

芮
逸
夫
『
中
国
文
化
及
其
文
化
論
考
』
芸
文
印
書
館
、
一
九
七

二
年
、
三
八
五
頁
。

〈
14
〉 J. G

eorge Scott, G
azetteer of U

pper Burm
a and the Shan 

States . Part 1 , Vol. 1 . R
angoon: G

overnm
ent Printing, 1900 , pp. 

576 ‒587 .

〈
15
〉 

周
光
倬
『
滇
緬
南
段
未
定
界
調
査
報
告
』
成
文
出
版
社
、
一
九

六
七
年
（
中
国
方
志
叢
書
）。

〈
16
〉 

雲
南
省
瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県
志
編
纂
委
員
会
編
『
瀾
滄
拉
祜
族

自
治
県
志
』
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
四
六
〇
頁
。

〈
17
〉 

周
光
倬
前
掲
書
。

〈
18
〉 

雲
南
省
編
輯
組
『
中
央
訪
問
団
第
二
分
団
雲
南
民
族
情
況
匯
集

（
下
）』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
六
頁
。

〈
19
〉 

同
書
、
一
五
二

－

一
五
三
頁
。

〈
20
〉 

《
拉
祜
族
簡
史
》
編
写
組
編
『
拉
祜
族
簡
史
』
民
族
出
版
社
、

二
〇
〇
八
年
、
五
〇

－

五
一
頁
。

〈
21
〉 

片
岡
樹
「
ア
ジ
ア
周
縁
社
会
に
お
け
る
移
住
と
国
家
権
力
│
│

華
南
・
東
南
ア
ジ
ア
山
地
民
ラ
フ
の
事
例
か
ら
」
塚
田
誠
之
編
『
中

国
国
境
地
域
の
移
動
と
交
流
│
│
近
現
代
中
国
の
南
と
北
』
有
志

舎
、
二
〇
一
〇
年
、
二
七
四
頁
。

〈
22
〉 

雲
南
省
編
輯
組
前
掲
書
、
一
五
七
頁
。
こ
れ
は
ラ
フ
族
の
村
人

が
中
央
訪
問
団
の
来
訪
に
接
し
て
述
べ
た
言
葉
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
23
〉 

同
書
、
一
七
四
頁
。

〈
24
〉 

同
書
、
一
七
七

－

一
七
八
頁
。

〈
25
〉 

雲
南
省
瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県
志
編
纂
委
員
会
編
前
掲
書
、
一
五

四
頁
。

〈
26
〉 

同
書
、
二
一
六
頁
。

〈
27
〉 

同
書
、
一
〇
二
頁
。

〈
28
〉 

片
岡
樹
『
タ
イ
山
地
一
神
教
徒
の
民
族
誌
│
│
キ
リ
ス
ト
教
徒

ラ
フ
の
国
家
・
民
族
・
文
化
』
風
響
社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
三

－

六

六
頁
。

〈
29
〉 Phongsaw

adan Yonok.  N
ational Library E

dition, 1961 , pp. 
501 , 523 .

〈
30
〉 

孟
連
傣
族
拉
祜
族
佤
族
自
治
県
志
編
纂
委
員
会
編
『
孟
連
傣
族

拉
祜
族
佤
族
自
治
県
志
』
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
二
二

五
頁
。

〈
31
〉 Volker G

rabowsky and A
ndrew Turton, The G

old and Silver 
R

oad of Trade and Friendship: The M
cLeod and R

ichardson 
D

iplom
atic M

issions to Tai States in 1837 . C
hiang M

ai: Silkworm
 

Books, 2003 , pp. 348 ‒349 .
〈
32
〉 J. G

eorge Scott, op. cit., pp. 576 ‒587 .
〈
33
〉 H

olt S. H
allett, A Thousand M

iles on an Elephant in the Shan 
States . Bangkok: W

hite Lotus, 1988 , pp. 174 ‒175 .

〈
34
〉 Jam

es 
M

cC
arthy, 

Surveying 
and 

Exploring 
in 

Siam
. 



242

Bangkok: W
hite Lotus, 1994 , pp. 130 ‒131 , 142 .

〈
35
〉 

片
岡
樹
「
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
失
わ
れ
た
本
』
伝
説
と
キ

リ
ス
ト
教
へ
の
集
団
改
宗
│
│
上
ビ
ル
マ
の
ラ
フ
布
教
の
事
例
を
中

心
に
」『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
五
六
号
、
一
九
九

八
年
。

〈
36
〉 

雲
南
省
編
輯
組
前
掲
書
、
一
七
二

－

一
七
三
頁
。
双
江
拉
祜
族

佤
族
布
朗
族
傣
族
自
治
県
民
族
事
務
委
員
会
編
『
双
江
拉
祜
族
佤
族

布
朗
族
傣
族
自
治
県
志
』
雲
南
民
族
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
二
六

六
頁
。

〈
37
〉 

雲
南
省
編
輯
組
前
掲
書
、
一
八
二
頁
。

〈
38
〉 

孟
連
傣
族
拉
祜
族
佤
族
自
治
県
志
編
纂
委
員
会
編
前
掲
書
、
三

三
八
頁
。

〈
39
〉 A

lfred W
. M

cC
oy, The Politics of H

eroin in Southeast Asia . 
Singapore: H

arper &
 R

ow, Publishers, pp. 304 ‒305 .

〈
40
〉 

片
岡
『
タ
イ
山
地
一
神
教
徒
の
民
族
誌
』
七
三

－

七
四
頁
。

〈
41
〉 Bertil Lintner, “ T

he Shans and the Shan States in Burm
a.”  

Contem
porary Southeast Asi a Vol. 4 , N

o. 5 , 1984 , pp. 411 ‒416 .

〈
42
〉 Jane R

. H
anks and Lucien M

. H
anks, Tribes of the N

orth 
Thailand Frontier . N

ew H
aven: Yale U

niversity Southeast A
sia 

Studies, 2001 , p. 223 .

〈
43
〉 

片
岡
前
掲
書
、
七
四

－

七
五
頁
。

〈
44
〉 

同
書
、
三
四

－

三
五
頁
。

〈
45
〉 Paul W

. Lewis, Introducing the H
ill Tribes of Thailand . 

C
hiang M

ai: Faculty of Social Sciences, C
hiang M

ai U
niversity, 

1970 , p. 88 .

〈
46
〉 Bertil Lintner and M

ichael Black, M
erchants of M

adness: 
The M

etham
phetam

ine Explosion in the G
olden Triangle . C

hiang 
M

ai: Silkworm
 Books, 2009 , pp. 88 ‒89

な
ど
を
参
照
。

〈
47
〉 

《
瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県
概
況
》
編
写
組
『
瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県

概
況
』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
九
頁
。

〈
48
〉 

同
書
、
二
一
八

－

二
一
九
頁
。

〈
49
〉 H

TAI-LIM
 Li Satan  Vol. 1 , M

arch 1998 , pp. 1 ‒2 .

〈
50
〉 

中
国
社
会
科
学
院
民
族
研
究
所
編
『
中
国
少
数
民
族
現
状
与
発

展
調
査
研
究
叢
書 

瀾
滄
県
拉
祜
族
巻
』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
二

年
、
一
〇
三
頁
。

〈
51
〉 

瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県
民
族
宗
教
事
務
局
編
『
従
葫
蘆
裡
出
来
的

民
族
│
│
拉
祜
族
』
雲
南
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
頁
。

〈
52
〉 

同
書
、
一
〇
四

－

一
〇
八
頁
。

〈
53
〉 

李
義
敢
・
唐
新
文
・
楊
継
康
・
趙
世
坤
等
編
『
雲
南
省
参
与
瀾

滄
江
―
湄
公
河
次
区
域
合
作
二
〇
〇
三

－

二
〇
一
五
年
企
画
研
究
』

雲
南
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
九

－

二
〇
、
二
九
四

－

二
九

六
頁
。

〈
54
〉 

李
進
参
『
拉
祜
族
』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

〈
55
〉 

同
書
、
二
九
頁
。

〈
56
〉 

政
協
瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県
委
員
会
前
掲
書
、
三
八
九
頁
。

〈
57
〉 

王
正
華
、
和
少
英
前
掲
書
、
二
四
四
頁
。

〈
58
〉 

瀾
滄
拉
祜
族
自
治
県
民
族
宗
教
事
務
局
編
前
掲
書
、一
〇
八
頁
。

〈
59
〉 
た
と
え
ば
費
孝
通
編
『
中
華
民
族
の
多
元
一
体
構
造
』（
西

澤
・
塚
田
・
曽
・
菊
池
・
吉
開
訳
）
風
響
社
、
二
〇
〇
八
年
な
ど
。


