
カ
レ
ン
調
査
の
始
ま
り

は
じ
め
に
、
調
在
地
と
の
出
会
い
と
、
そ
の
後
の
現
地
の
変
化
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

調
究
に
入
る
た
め
に
ま
ず
、
一
九
八
七
年
一
二
月
か
ら
北
タ
イ
の
都
チ
ェ
ン
マ
イ
で
、
四
ヵ
月
ほ
ど
過
ご
し
た
。
当
時
チ

〈

l
〉

ェ
ン
マ
イ
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
っ
た
山
地
民
族
研
究
所
、
チ
ェ
ン
マ
イ
大
学
図
書
館
や
パ
ヤ
ッ
プ
大
学
古
文
書
館
で
資

料
を
収
集
す
る
か
た
わ
ら
、
カ
レ
ン
語
を
学
ん
だ
。
ス
ゴ
ー
・
カ
レ
ン
語
を
学
ぶ
に
は
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
官
教
師
に
よ
る

言
語
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
、
こ
れ
を
使
っ
て
、
先
生
に
つ
い
て
教
わ
っ
た
。
山
地
に
向
け
て
各
山
地
言
語
で
発
信
さ
れ
る
ラ

ジ
オ
放
送
の
ス
ゴ
ー
・
カ
レ
ン
語
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
ケ
ン
ゲ
さ
ん
に
お
願
い
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
お
り

に
ふ
れ
て
チ
ェ
ン
マ
イ
県
、
メ
ー
ホ
ン
ソ
ー
ン
県
、
チ
ェ
ン
ラ
ー
イ
県
の
山
地
の
カ
レ
ン
村
落
を
訪
ね
て
歩
い
た
。
そ
う

〈

2
〉

し
た
中
で
最
終
的
に
長
期
滞
在
調
査
の
対
象
に
選
ん
だ
の
が
、
セ
ニ
ャ
キ
と
い
う
ム
ラ
で
あ
る
。
こ
こ
を
調
究
地
と
し
て

第
＿
章

北
タ
イ
山
地
の
日
々
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選
ん
だ
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
セ
ニ
ャ
キ
が
属
す
る
行
政
村
に
は
、
当
初
私
自
身
の
最
大
の
関
心
で
あ
っ
た
キ
リ

ス
ト
教
と
仏
教
が
競
う
よ
う
に
一
九
―

1
0
年
代
頃
か
ら
入
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
村
内
の
拠
点
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し

て
、
セ
ニ
ャ
キ
で
は
そ
の
両
方
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
同
時
に
精
霊
祭
祀
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
要
因

だ
っ
た
。
高
原
の
美
し
さ
や
過
ご
し
や
す
さ
も
、
遠
い
道
の
り
を
覚
悟
し
て
で
も
こ
の
、
カ
レ
ン
語
で
ム
ス
ィ
キ
（
「
チ
ェ

ム
川
の
源
」
の
意
）
と
呼
ば
れ
る
地
域
を
調
在
地
と
し
て
選
ん
だ
大
き
な
理
由
だ
っ
た
。

ム
ス
ィ
キ
は
、
チ
ェ
ン
マ
イ
か
ら
北
西
に
道
な
り
に
一
六

0
キ
ロ
、
チ
ェ
ン
マ
イ
県
の
北
西
端
に
あ
り
メ
ー
ホ
ン
ソ
ー

ン
県
と
の
県
境
に
近
く
、
タ
イ
の
最
高
峰
ド
イ
・
イ
ン
タ
ノ
ン
の
北
側
に
広
が
る
海
抜
千
メ
ー
ト
ル
の
高
原
地
帯
で
あ
る
。

こ
の
高
原
地
帯
一
帯
の
人
口
の
大
多
数
は
ス
ゴ
ー
・
カ
レ
ン
語
話
者
で
あ
る
。
日
本
で
あ
れ
ば
さ
し
ず
め
、
高
原
リ
ゾ
ー

ト
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
そ
う
な
、
マ
ツ
と
落
葉
樹
の
混
合
樹
林
帯
を
縫
っ
て
村
々
が
点
在
す
る
冷
涼
な
土
地
で
あ
る
。

ム
ス
ィ
キ
は
メ
ー
チ
ェ
ム
郡
の
北
部
一
帯
を
成
す
の
だ
が
、
郡
庁
の
あ
る
メ
ー
チ
ェ
ム
に
至
る
に
は
、
ド
イ
・
イ
ン
タ
ノ

ン
の
南
側
へ
達
す
る
峠
越
え
が
厳
し
い
た
め
、
東
の
チ
ェ
ン
マ
イ
近
郊
を
経
由
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
面
積
の
広
い

メ
ー
チ
ェ
ム
郡
に
あ
っ
て
、
最
も
ア
ク
セ
ス
の
悪
い
地
域
だ
っ
た
（
図
1
|
1
)
。

村
へ
は
、
チ
ェ
ン
マ
イ
か
ら
公
共
交
通
の
乗
り
合
い
バ
ス
（
ソ
ン
テ
オ
と
呼
ば
れ
る
、
チ
ェ
ン
マ
イ
市
内
で
走
っ
て
い
る
乗
り

合
い
タ
ク
シ
ー
と
同
じ
ト
ラ
ッ
ク
型
の
も
の
）
で
行
く
。
乾
季
な
ら
五
時
間
ほ
ど
の
道
の
り
で
、
一
九
八
七
年
当
時
一

H
一
便

走
っ
て
い
た
。
こ
の
便
は
、
そ
の
後
山
地
と
チ
ェ
ン
マ
イ
の
往
来
者
が
増
え
、
九

0
年
代
に
は
二
便
に
増
や
さ
れ
た
。
バ

ス
は
、
チ
ェ
ン
マ
イ
北
部
近
郊
の
メ
ー
リ
ム
か
ら
西
の
山
へ
入
る
が
、
全
行
程
の
一
二
割
く
ら
い
の
と
こ
ろ
か
ら
、
景
観
は

〈

3
〉

山
ま
た
山
と
な
る
。
道
の
両
側
の
村
の
大
半
が
フ
モ
ン
や
カ
レ
ン
の
村
で
あ
る
。
こ
の
路
線
の
終
点
が
ム
ス
ィ
キ
の
中
心

地
で
あ
る
ワ
ッ
ジ
ャ
ン
（
ジ
ャ
ン
寺
）
と
い
う
村
で
あ
る
。
そ
の
名
の
通
り
、
寺
が
あ
る
。
こ
こ
は
二
十
枇
紀
初
頭
に
カ
レ

ン
が
移
住
し
て
き
た
頃
に
は
、
先
住
者
の
痕
跡
が
残
っ
て
お
り
、
仏
塔
や
古
い
仏
像
が
あ
っ
た
と
い
う
。
現
住
の
カ
レ
ン

35 第一章北タイ山地のH々



ミャンマー

メーチエム

イ

ム

マ

＼

；

」

ンp
¥
1
j
 

ーlJ
＼
ー
ー
＼
＼
リ
＼
ン
＼
ト

~
←
丘
I
Y
I
/

一

サ

ゾ

f
 ン

i
 

]
 

應

j

ノ

開
・
-
ン

年

｀

ム

勿

＼

タ

翌
サ
、
：
ジ
ン

ぃ
ワ
ィ

19
一

タ

[

＼

 

オ

、

‘
-
x
¥
―
・

ヶ
、
‘
‘
ー
9
1

、
)
＼
＼
メ
ィ

ボ

ヽ

ド、、
^
＾
＾
パ
バ

‘
 

＾ ^ ^ ＾ トン

Z
A

干
—

国道108号

図 1-1 北タイ北西部と調査地域

36 



チェンマイからセニャキヘ 1日2便の乗り合いバス

セニャキヘ向かう道から見る山の連なり

37 第一京北タイ山地の日々



に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
先
住
の
ラ
ワ
民
族
の
も
の
で
あ
り
、
二
十
世
紀
初
頭
に
各
地
か
ら
カ
レ
ン
が
こ
こ
に
移
住
し
始
め
た

頃
に
は
、
す
で
に
先
住
者
の
集
落
は
な
く
、
仏
像
な
ど
の
遺
跡
の
断
片
が
残
る
の
み
だ
っ
た
。
そ
の
後
一
九
二

0
年
代
に

北
タ
イ
全
域
で
山
地
・
低
地
を
問
わ
ず
崇
拝
さ
れ
た
高
僧
ク
ー
バ
・
ス
イ
ウ
ィ
チ
ャ
イ
が
こ
の
地
を
訪
れ
、
村
人
を
啓
発

し
、
寺
が
建
立
さ
れ
た
。
一
方
同
じ
頃
、
隣
村
の
テ
イ
メ
グ
ラ
に
は
、
チ
ェ
ン
ラ
ー
イ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
（
バ
プ
テ
ス
ト
）

の
カ
レ
ン
伝
道
師
が
訪
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
も
始
ま
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
地
域
ヘ
カ
レ
ン
が
定
住
し
、
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
が
競
う
よ
う
に
共
存
す
る
状
況
が
生
ま
れ
た
。

初
め
て
こ
の
地
を
訪
れ
た
と
き
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ム
ラ
、
テ
ィ
メ
グ
ラ
に
滞
在
し
た
。
当
村
出
身
の
小
学
校

の
教
師
に
案
内
し
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
西
の
方
の
山
並
み
を
指
差
し
て
「
あ
の
山
並
み
の
向
こ
う
に
も
カ
レ
ン
の
ム
ラ

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
ま
だ
、
精
霊
に
供
物
を
捧
げ
る
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
山
並
み
の
向
こ

う
の
ム
ラ
の
―
つ
で
、
中
で
も
定
住
の
歴
史
の
比
較
的
長
い
の
が
セ
ニ
ャ
キ
だ
っ
た
（
図
1
|
1
参
照
）
。
ワ
ッ
ジ
ャ
ン
か

ら
徒
歩
で
一
時
間
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
セ
ニ
ャ
キ
は
、
ワ
ッ
ジ
ャ
ン
の
仏
教
寺
と
、
テ
ィ
メ
グ
ラ
の
バ
プ
テ
ス
ト
地
区

本
部
と
の
両
方
の
影
響
を
受
け
て
い
た
が
、
同
時
に
、
上
述
の
教
師
の
口
調
か
ら
も
推
し
測
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
先

進
的
な
村
か
ら
み
れ
ば
「
い
ま
だ
に
」
精
霊
儀
礼
を
実
践
す
る
ム
ラ
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
を
調
査
地
と
し
て
選
ん
だ
の
で

あ
る
。

ム
ラ
の
生
活

セ
ニ
ャ
キ
は
―
つ
の
自
然
集
落
と
し
て
カ
レ
ン
語
で
は
「
ヒ
」
（
ム
ス
ィ
キ
方
言
で
は
ズ
ィ
、
タ
イ
語
の
ム
ー
テ
ィ
ー
に
あ
た

る
）
と
呼
ば
れ
、
こ
こ
で
は
「
ム
ラ
」
と
表
記
す
る
。
タ
イ
語
で
ム
ー
バ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
行
政
区
は
、
セ
ニ
ャ
キ
を
含
む
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六
つ
の
ム
ラ
か
ら
な
る
。
こ
の
行
政
区
（
ム
ー
バ
ー
ン
）
の
当
時
の
助
役
だ
っ
た
の
が
、
セ
ニ
ャ
キ
在
住
の
ポ
カ
だ
っ
た
。

私
は
、
セ
ニ
ャ
キ
で
の
調
査
が
決
ま
る
と
、
ま
ず
は
こ
の
ポ
カ
宅
に
居
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
助
役
で
あ
る
ポ
カ
の
と

こ
ろ
に
は
、
近
隣
の
ム
ラ
も
含
め
人
々
が
よ
く
出
入
り
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
を
本
拠
に
過
ご
し
た
数
週
の
間
に
出

会
う
こ
と
が
で
き
た
ム
ラ
の
女
性
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。
聞
け
ば
、
全
四
十
一
―
―
-P
中
の
十
七

世
帯
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
そ
れ
以
外
は
「
仏
教
徒
」
だ
と
言
う
。
仏
教
徒
と
は
、
調
究
開
始
当
時
ム
ラ
の
人
々
が
私
に
対

〈

6
〉

し
て
示
し
た
表
現
だ
っ
た
が
、
ム
ラ
に
あ
る
「
寺
」
の
行
事
に
も
参
加
し
な
が
ら
、
精
霊
儀
礼
を
続
け
る
人
た
ち
の
こ
と

だ
と
次
第
に
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
し
ず
つ
言
葉
に
も
慣
れ
、
ム
ラ
の
中
を
歩
き
回
る
よ
う
に
な
る
と
、
ど
う
や

ら
H
々
あ
ち
こ
ち
の
「
仏
教
徒
」
の
家
々
で
は
、
俄
礼
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
ポ
カ
の
家
に
滞
在
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
を

H
に
す
る
こ
と
は
難
し
そ
う
だ
っ
た
。

そ
こ
で
ポ
カ
夫
妻
と
も
相
談
の
上
、
し
ば
し
ば
彼
の
家
に
も
訪
れ
て
私
も
顔
を
見
知
っ
て
お
り
ム
ラ
内
外
で
信
頼
も
厚

く
、
年
頃
の
娘
も
い
る
チ
ュ
エ
ラ
パ
に
頼
み
、
彼
の
家
に
住
ま
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
チ
ュ
エ
ラ
パ

（
パ
は
父
で
、
チ
ュ
エ
ラ
の
父
の
意
。
こ
の
よ
う
に
、
子
を
持
つ
男
女
に
は
、
長
子
の
名
に
男
性
な
ら
「
パ
」
（
父
）
、
女
性
な
ら
「
モ
」

（
母
）
を
付
し
て
呼
ぶ
）
一
家
と
の
二
十
年
に
わ
た
る
親
交
が
始
ま
っ
た
。
チ
ュ
エ
ラ
パ
夫
妻
は
、
当
時
四
十
代
半
ば
の
働

き
盛
り
で
、
寺
の
委
員
も
務
め
、
か
つ
、
精
霊
祭
祀
も
怠
ら
ず
、
象
を
所
有
し
経
済
的
に
も
ム
ラ
で
は
ポ
カ
家
と
並
ん
で

あ
る
程
度
余
裕
の
あ
る
世
帯
だ
っ
た
。
子
供
は
二
十
一
歳
の
長
男
チ
ュ
エ
ラ
を
筆
頭
に
七
歳
の
末
娘
ノ
ム
ポ
ま
で
、
す
で

に
亡
く
な
っ
た
長
女
を
含
め
れ
ば
三
男
四
女
を
も
う
け
て
お
り
、
当
時
は
八
人
が
暮
ら
す
家
だ
っ
た
。
私
は
、
次
女
で
当

時
十
五
歳
だ
っ
た
ノ
ジ
ェ
ポ
（
女
性
の
名
の
前
に
「
ノ
」
を
つ
け
て
敬
称
と
す
る
）
と
寝
所
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ム
ラ
の
朝
は
早
い
。
未
明
に
ト
リ
が
一
羽
ま
た
一
羽
と
嗚
き
声
を
あ
げ
る
中
で
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
、

隣
で
眠
っ
て
い
た
ノ
ジ
ェ
ポ
は
い
な
く
な
っ
て
い
る
。
暗
い
中
で
「
バ
ッ
コ
ン
バ
ッ
コ
ン
」
と
床
下
か
ら
響
い
て
く
る
。
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足踏み式精米機で粒米する （「米を蹄む」）ムグノ

彼
女
が
足
踏
み
式
の
精
米
機
で
そ
の
日
一
日
の
消
費
分
の
米

を
掲
い
て
精
米
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を
カ
レ
ン
語
で
「
ゾ

プ」

（米
を
踏
む
）
と
言
う
。
少
し
明
る
さ
の
兆
し
が
見
え
る

頃
か
ら
「
ザ
ザ
ー
、
ザ
ザ
ー
」
と
、
今
度
は
、
揚
い
た
米
を

竹
の
箕
の
上
で
ふ
る
い
分
け
る
。
家
は
高
床
な
の
で
、
寝
て

い
る
と
家
の
周
囲
の
営
み
が
手
に
と
る
よ
う
に
音
と
な
っ
て

押
い
て
く
る
。
乾
季
で
あ
れ
ば
霜
が
降
り
る
寒
さ
で
、
朝
ま

だ
き
夫
婦
は
家
の
外
で
も
中
の
炉
で
も
火
を
焚
い
て
暖
を
と

り
な
が
ら
、
今
日

一
日
の
仕
事
の
段
取
り
を
相
談
し
合
う
。

精
米
を
終
え
、
娘
た
ち
が
家
の
梯
子
を
上
が
っ
て
く
る
と
、

米
を
炊
い
て
朝
食
の
準
備
が
始
ま
る
。
煮
炊
き
が
進
む
間
、

水
汲
み
、
プ
タ
の
餌
の
準
備
な
ど
家
中
が
動
い
て
い
る
。
ノ

ジ
ェ
ポ
の
家
で
は
、
煮
炊
き
は

一
番
の
料
理
上
手
の
父
チ
ュ

エ
ラ
パ
が
主
に
担
当
し
て
い
た
。
水
汲
み
は
ノ
ジ
ェ
ポ
を
鏑

頭
に
子
供
た
ち
が
、
そ
し
て
ブ
タ
の
餌
や
り
は
母
チ
ュ
エ
ラ

モ
と
ノ
ジ
ェ
ポ
の
仕
事
だ
っ
た
。
煮
炊
き
の
横
で
誰
か
が
家

の
中
を
掃
く
。
朝
食
が
終
わ
る
と
、
雨
季
で
あ
れ
ば
バ
ナ
ナ

の
葉
に
炊
い
た
米
を
包
ん
で
弁
当
用
に
カ
ゴ
に
入
れ
て
持
ち
、

こ
れ
を
竹
製
の
バ
ン
ド
で
額
に
か
け
て
背
負
い
、
皆
田
畑
ヘ
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と
出
か
け
て
い
く
。
家
々
に
は
乳
児
の
い
る
若
い
母
親
や
老
人
が
い
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
ら
も

一
日
の
ん
び
り
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
家
畜
の
餌
や
り
、
洗
濯
、
子
守
り
、
機
織
り
、
薪
集
め
、
夕
食
の
材
料
探
し
な
ど
を
し
て
過
ご
す
。
基

本
的
に
、
家
周
り
の
仕
事
で
、
決
ま
っ
て
誰
が
す
る
、
と
い
う
も
の
は
な
い
。
「
0
0は
誰
の
仕
事
？
」
と
聞
け
ば
、
「
誰

で
も
手
の
あ
い
て
い
る
者
が
す
る
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
精
米
と
ブ
タ
の
餌
や
り
を
男
性
が
す
る
の

は
、
妻
が
病
気
で
あ
っ
た
り
子
守
り
で
手

一
杯
の
と
き
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
牛
や
水
牛
、
象
な
ど
の
大
型
家
畜
の
世

話
は
男
性
が
す
る
。
洗
濯
も
、
男
性
が
す
る
と
こ
ろ
は
し
ば
し
ば
目
に
し
た
が
、
女
性
の
椰
楡
の
対
象
に
な
る
の
は
、
妻

の
ス
カ
ー
ト
を
洗
濯
す
る
男
性
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
赤
い
ス
カ
ー
ト
は
既
婚
女
性
が
穿
く
も
の
だ
が
、
庭
の
果

樹
の
幹
に
巻
き
付
け
て
、
実
が
な
る
よ
う
に
ま
じ
な
い
に
使
っ
た
り
、
家
族
の
成
員
の
魂
を
呼
ぶ
俵
礼
の
際
に
は
魂
が
最

も
寄
り
つ
き
や
す
い
も
の
と
し
て
呼
び
戻
す
道
具
に
さ
れ
る
。
こ
れ
は
平
地
タ
イ
人
と
も
共
通
す
る
が
、

一
旦
女
性
が
穿

い
た
も
の
は
、
洗
濯
し
て
干
す
と
き
に
は
決
し
て
人
の
頭
よ
り
上
に
干
し
て
は
い
け
な
い
、
男
性
は
家
の
中
に
赤
い
ス
カ

ー
ト
を
穿
い
た
女
性
が
い
る
と
き
に
、
家
の
下
を
通

っ
て
は
い
け
な
い
、
通
れ
ば
男
性
の
力
が
削
が
れ
る
、

と
言
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
女
性
の
ス
カ
ー

ト
を
夫
が
洗
濯
す
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
笑
え
る
こ
と

で
あ
る
ら
し
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
家
周
り
の
仕
事

の
ほ
と
ん
ど
は
、
た
し
か
に
「
手
の
あ
い
て
い
る
者

が
す
る
」
と
い
う
の
が
最
も
適
切
な
表
現
だ
っ
た
。

夕
方
に
な
る
と
、
田
畑
に
出
か
け
た
者
た
ち
が
、

カ
ゴ
に
田
畑
の
野
菜
や
、
タ
ケ
ノ
コ
、
キ
ノ
コ
、
水

水汲みから帰る少女 ものを運

ぶときは額にかけた竹製のバン

ドで背負う
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田
の
タ
ニ
シ
や
カ
ニ
な
ど
、
夕
食
の
お
か
ず
に
な
る
も
の
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
カ
レ
ン
語
で
食
事
の
準
備
は
、
「
ポ

オ
メ
、
ト
ム
サ
」
（
ご
飯
を
炊
き
、
唐
辛
子
を
掲
く
）
と
セ
ッ
ト
で
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
唐
辛
子
を
揚
く
こ
と
が
、
お
か
ず

を
作
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
な
の
で
あ
る
。
何
も
な
く
て
も
、
庭
の
野
菜
や
香
辛
料
を
と
っ
て
き
て
、
唐
辛
子
と
塩
と
一
緒

に
、
チ
ョ
ト
と
呼
ば
れ
る
木
の
臼
で
揚
い
て
、
炊
い
た
ご
飯
と
一
緒
に
食
べ
る
の
が
、
食
事
の
基
本
で
あ
る
。
夕
食
が
終

わ
る
と
、
炉
の
火
を
囲
ん
で
談
笑
す
る
。
村
内
で
お
互
い
に
訪
ね
合
う
の
も
こ
の
時
間
帯
で
あ
る
。
互
い
に
お
茶
を
沸
か

し
、
漆
や
銀
の
器
に
人
れ
た
嗜
好
品
の
キ
ン
マ
や
タ
バ
コ
を
出
し
て
も
て
な
す
。
若
い
男
性
（
未
婚
の
若
い
男
性
を
ポ
サ
ク

ワ
と
言
う
）
は
、
数
人
の
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
夜
半
ま
で
松
明
を
手
に
家
々
を
渡
り
歩
く
。
早
い
時
間
帯
に
は
ム
グ
ノ
（
適

齢
期
の
若
い
女
性
）
た
ち
を
訪
ね
、
時
間
が
遅
く
な
る
と
、
お
互
い
の
家
に
泊
ま
り
合
う
。

こ
う
し
た
日
常
の
他
、
乾
季
な
ら
ば
、
婚
礼
や
儀
礼
、
家
の
建
築
や
改
築
、
そ
し
て
機
織
り
に
忙
し
い
。
ま
た
、
こ
の

時
期
に
ム
ラ
の
周
囲
の
森
か
ら
薪
を
集
め
る
の
は
主
に
女
性
た
ち
の
仕
事
で
あ
る
。
男
た
ち
は
水
牛
の
世
話
や
日
扉
い
な

ど
で
出
歩
く
。

セ
ニ
ャ
キ
の
二
十
年

私
が
セ
ニ
ャ
キ
に
調
査
で
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
二
十
年
、
村
の
生
活
は
、

H
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ

た
。
初
め
て
訪
れ
た
一
九
八
七
年
四
月
、
徒
歩
で
ム
ラ
の
人
り
口
ま
で
行
き
着
く
と
、
そ
こ
か
ら
、
眼
下
の
谷
あ
い
に
、

四
十
三
戸
の
家
々
の
屋
根
が
点
在
す
る
形
で
、
斜
面
の
中
腹
ま
で
広
が
っ
て
い
た
。
山
地
カ
レ
ン
の
ム
ラ
と
し
て
は
比
較

的
規
模
の
大
き
い
方
だ
っ
た
。
入
り
口
付
近
に
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
が
建
ち
、
ち
ょ
う
ど
ム
ラ
を
は
さ
ん
で
点
対
称
の
位
置
、

南
西
の
斜
面
の
上
に
寺
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
家
々
は
、
簡
素
な
木
の
柱
に
竹
を
割
っ
た
壁
や
床
、
フ
タ
バ
ガ
キ
科
の
葉
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を
編
ん
だ
屋
根
で
で
き
た
も
の
が
三
分
の
二
、
残
る
三
分
の
一
は
、
周
辺
の
山
か
ら
材
木
を
切
り
出
し
て
建
て
た
木
造
の

家
で
、
そ
の
中
に
数
軒
、
当
時
流
行
だ
っ
た
ト
タ
ン
屋
根
の
家
が
あ
っ
た
（
表
1
|
1
)
。
居
住
環
境
と
し
て
、

H
中
は
照
り

返
し
が
強
い
山
の
上
で
ト
タ
ン
屋
根
の
家
は
暑
く
、
雨
季
の
豪
雨
に
は
屋
根
を
打
つ
雨
音
で
会
話
も
不
可
能
と
な
る
の
で
、

決
し
て
居
心
地
が
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
、
威
信
財
と
し
て
ト
タ
ン
屋
根
が
求
め
ら
れ
、
貴

重
な
水
牛
を
売
っ
て
ま
で
買
い
求
め
る
人
々
も
い
た
の
で
あ
る
。
二

0
0
0
年
以
降
は
、
よ
り
気
候
に
合
っ
た
合
成
樹
脂

の
屋
根
材
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

水
田
や
焼
畑
は
、
こ
の
谷
か
ら
四
方
に
広
が
っ
て
散
在
し
、
遠
い
と
こ
ろ
は
村
か
ら
歩
い
て
一
一
時
間
近
く
か
か
る
。
水

田
や
焼
畑
に
は
出
作
り
小
屋
を
建
て
、
農
繁
期
に
泊
ま
り
込
む
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
調
壺
開
始
当
時
は
焼
畑
へ
の
規
制

が
厳
し
く
な
り
始
め
る
直
前
で
、
水
田
で
は
自
給
に
不
足
す
る
分
を
、
小
規
模
な
が
ら
焼
畑
の
米
作
で
補
っ
て
い
る
世
帯

も
、
四
十
三
の
う
ち
二
十
一
世
帯
あ
っ
た
。
自
給
自
足
の
稲
作
は
、
長
粒
の
タ
イ
米
と
は
異
な
る
在
来
の
短
粒
の
ウ
ル
チ

米
を
主
と
し
て
、
モ
チ
米
も
少
々
作
っ
て
い
た
。
水
田
の
周
囲
や
焼
畑
、
家
々
の
固
り
の
菜
園
で
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、

カ
ボ
チ
ャ
、
ウ
リ
、
カ
ラ
シ
菜
、
ナ
ス
、
里
芋
、
茶
、
タ
バ
コ
、
唐
辛
子
、
タ
マ
ネ
ギ
、
ニ
ン
ニ
ク
、
果
物
を
作
り
、
そ

の
中
で
も
「
焼
畑
で
と
れ
る
米
や
野
菜
が
一
番
お
い
し
い
」
と
よ
く
耳
に
し
た
。
森
で
は
タ
ケ
ノ
コ
や
キ
ノ
コ
を
採
集
し
、

野
ブ
タ
や
小
型
の
シ
カ
な
ど
の
獲
物
を
狩
猟
し
て
い
た
（
六
十
代
の
古
老
た
ち
は
、
若
い
頃
に
は
ド
イ
・
イ
ン
タ
ノ
ン
の
森
で
虎
、

野
生
の
象
、
サ
ル
を
狩
っ
た
と
い
う
）
。
ま
た
自
給
農
業
で
得
ら
れ
な
い
現
金
収
入
は
、
近
隣
の
フ
モ
ン
や
北
タ
イ
人
の
ム
ラ

で
の

8
雇
い
農
業
労
働
、
あ
る
い
は
遠
隔
地
へ
の
森
林
伐
採
な
ど
の
季
節
労
働
で
得
て
い
た
。
家
畜
は
、
プ
タ
、
ト
リ
、

水
牛
、
牛
が
飼
わ
れ
て
お
り
、
臨
時
の
現
金
収
人
源
と
も
な
っ
て
い
た
。
一
九
八
七
年
当
時
、
象
を
飼
っ
て
い
る
家
も
二

戸
あ
っ
た
。
象
は
威
信
財
で
あ
る
と
同
時
に
村
の
内
外
で
は
焼
畑
の
整
備
や
材
木
運
び
、
村
外
で
は
材
木
会
社
の
切
り
出

し
作
業
、
観
光
客
向
け
の
象
の
キ
ャ
ン
プ
で
の
季
節
労
働
な
ど
に
よ
り
、
乾
季
に
は
大
き
な
収
人
源
と
も
な
っ
た
。
し
か
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27 t 18 3 3/0 

゜゚
木莱竹

28 t 26 5 0/10 

゜゚
木葉竹 妻公立中学

29t 40 4 0/12 

゜
2 葉竹

30t 66 2 0/5 2 1 木莱竹 長男 k

31 t 40 6 0/24 5 3 木卜竹莱 助役

32t 45 10 0/23 

゜
1 ウシ2 木卜竹菓 本人C. 長女K牧師

33 t 51 6 0/10 2 1 木卜葉

34 t 50 7 5/5 

゜
1 木竹

35 t 42 7 0/25 5 1 木卜竹葉 本人C 養殖池

36 t 32 5 0/6 1 

゜
ウシ2 木竹 本人教師養成 小学校教師

トラック l 月300B

37t 42 7 1/9 

゜
1 木 長女k 養殖池

38t 50 6 0/20 1 3 ウシ3 ゾウl木葉

39t 63 6 3/18 4 2 木

40t 45 10 1/15 2 2 木 長男k

41 t 21 3 0/6 

゜
l 耕うん機 l 木葉 本人K 小売

42t 69 8 6/25 

゜
l トラック l 木 本人ビルマ聖書

学校

43 t 34 7 0/21 3 1 木竹

注 1)＊は世帯主が寺の委員＊は世帯主と子の代 1人が寺の委員＊＊は委員長， tは

キリスト教徒。

2) 水田耕作では単位面積あたりの産高は毎年ほぼ一定である。水田の不足分を焼畑

で補うが，産高は不安定である。産高は借地の場合借地代分を菩し引いた値，貸し

主には貸し代分を加えた値。米の産高は収穫直後の籾米の体積で単位は「セ」。 1

セ＝約280リットル。 3セがおよそ大人 1人 1年食分。

3)伝統家屋は竹と葉という森の産物をそのまま使ったものであるが，木造とトタン

屋根は購人されるもので，非常に目につくステータスシンポルとなっている。通

気性をよくする意味でも，またオヘを行う家ではオヘ俵礼のために，炉の間のみ竹

と葉で作り，木造との折衷型としている家も少なくない。屋根は薬またはトタン

（卜）または木の板家の主要部分を木または竹， またはその両方を用いる。

4)教育に関しては最終学歴が中等教育以上の家族員について記した。 Cは，チェン

マイにあるカレン・バプテスト会議の指導者養成センター， Kはセニャキから徒歩

1時間のところにあるカレン・バプテスト会議が設立した公認の中学校に在学中

または卒業。

5)「その他」には，定期・不定期の収入源他世帯との共rnJや米の援助のある場合等を

記した。カッコ内は世帯番号。 B＝バーツ（当時 lバーツ＝約 3円）。
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表 1-1 セニャキ43世帯の生活指標 (1988年当時）

世帯 世帯主
人員

米の産高
水牛 ブタ

その他の大き
家屋 教育 その他

番号 年齢 畑／lE な家畜・機械

l* 47 8 0/18 3 2 ゾウ 05（他木葉 長男スイソダ寺

村の親戚と共

有）

耕うん機 l

2* 32 7 3/24 I 3 木竹

3 22 4 2/4 

゜
1 菓竹

4 48 7 6/10 3 1 葉竹

5女＊ 40 8 2/22 10 4 ウシ l 木竹 長男スイソダ寺 小売
脱穀機 l

6 49 6 2/4 1 1 木葉

7 56 3 

゜゚ ゜
木竹 松脂工場月

1700B 

8 29 3 3/10 

゜
5 菓竹， 60 5 2/15 4 2 菓竹

10 35 7 0/20 2 4 葉竹

11 45 5 2/15 2 2 葉竹

12* 47 10 2/24 12 3 木

13 60 3 0/16 2 3 葉竹

14 48 7 2/10 

゜
1 薬竹

15 70 ， 3/10 2 1 築竹

16 59 6 0/15 

゜
1 莱竹

17 52 2 1/0 

゜゚
葉竹 妻の妹 (1)

援助

18 70 2 

゜
0 0 莱竹 夫の甥 (40)

援助

19 57 7 2/16 

゜
1 葉竹

20 23 3 

゜゚ ゜
葉竹 妻の実家

(19)共同

21 29 3 

゜゚
1 葉竹 妻の実家

(39)共同

22 63 1 

゜
0 0 薬竹 息子 (2.26)

援助

23 69 2 

゜
3 2 葉竹 義兄 (22)援

助

24 50 3 6/10 1 3 葉竹

25 43 11 2/10 2 1 薬竹

26* 27 4 0/10 

゜
3 オートバイ 1木 本人スイソダ寺 松脂工場月

1700B 
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し
、
水
牛
や
象
な
ど
の
大
型
家
畜
の
飼
育
は
、
ム
ラ
の
周
辺
に
豊
か

な
森
や
休
閑
地
が
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
り
、
九

0
年
代
に
入
る
と
、

二
頭
の
象
は
飼
育
が
困
難
に
な
り
手
放
さ
れ
た
。

一
九
八
九
年
に
タ
イ
全
土
で
森
林
伐
採
禁
止
令
が
発
令
さ
れ
、
九

0
年
代
に
な
る
と
焼
畑
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
一
部
の
焼
畑
地
だ
っ

た
と
こ
ろ
は
常
畑
化
し
て
、
換
金
作
物
が
植
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
八
0
年
代
当
時
か
ら
ワ
ッ
ジ
ャ
ン
に
ベ
ー
ス
を
お
い
た
王

立
農
業
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
換
金
作
物
の
奨
励
を
始
め
て
い
た
が
、
あ

る
程
度
軌
道
に
乗
っ
た
の
は
九

0
年
代
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ

れ
も
毎
年
売
れ
筋
の
野
菜
が
変
わ
る
の
で
、
あ
る
年
誰
か
が
キ
ャ
ベ

ツ
で
当
て
る
と
翌
年
は
皆
が
キ
ャ
ベ
ツ
、
次
は
シ
ョ
ウ
ガ
、
と
い
う

よ
う
に
、
あ
ま
り
特
定
の
作
物
が
定
舒
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ム
ラ
の
内
外

の
土
地
が
換
金
作
物
の
畑
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
土
地
利
用
に
関
し
て
は
ム
ラ
の
近
辺
は
飽
和
状
態
に
な
り
つ
つ

あ
っ
た

（速
水
1
9
9
9
)

。

ワ
ッ
ジ
ャ
ン
を
中
心
と
す
る
こ
の
地
域
は
七

0
年
代
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
対
象
と
な
り
、
官

吏
や
国
境
警
察
、
軍
人
、
僧
侶
な
ど
の
出
入
り
が
激
し
く
な
っ
た
。
一

九
七
八
年
に
は
セ
ニ
ャ
キ
か
ら
徒
歩
で
二
十
分
の

隣
村
に
小
学
校
と
ク
リ
ニ

ッ
ク
が
で
き
、
私
が
調
査
を
始
め
た
八

0
年
代
に
は
、
ワ
ッ
ジ
ャ
ン
に
拠
点
を
お
い
た
さ
ま
ざ

ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
セ
ニ
ャ
キ
に
も
波
及
し
始
め
、
セ
ニ
ャ
キ
の
人
々
は
、
隣
村
に
あ
る
小
学
校
や
ク
リ
ニ

ッ
ク
を
利

用
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
セ
ニ
ャ
キ
を
含
む
同
じ
行
政
区
内
の
六
つ
の
ム
ラ
か
ら
、
こ
こ
の
小
学
校
に
子
供
た
ち
が

チュエラパの象
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通
っ
て
い
た
。
学
校
に
は
カ
レ
ン
の
教
師
二
名
を
含
む
四
名
の
教
員
が
お
り
、
一
名
は
セ
ニ
ャ
キ
の
人
で
チ
ェ
ン
マ
イ
の

師
範
学
校
の
出
身
だ
っ
た
。
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
保
健
師
は
、

三
ヵ
月
の
短
期
講
座
を
経
て
資
格
を
得
た
郡
内
の
別
村
出
身
の

女
性
が
務
め
て
い
た
。
当
初
、
行
政
区
内
で
公
立
医
療
施
設
は
こ
こ
だ
け
だ
っ
た
が
、
薬
が
高
い
、
必
要
な
薬
が
お
い
て

い
な
い
、
保
健
師
は
留
守
が
ち
で
あ
る
、
な
ど
の
理
由
で
あ
ま
り
評
判
が

よ
く
な
か

っ
た
。
そ
し
て
少
し
重
い
病
気
で
あ
れ
ば
、
テ
ィ
メ
グ
ラ
に
あ

る
バ
プ
テ
ス
ト
の
診
療
所
を
頼
る
か
、
隣
県
メ
ー
ホ
ン
ソ
ー
ン
県
パ
イ
郡

の
郡
庁
所
在
地
で
あ
る
パ
イ
の
町
の
病
院
ま
で
、
ム
ラ
に
二
台
あ
る
車
の

ど
ち
ら
か
を
頼
ん
で
五
時
間
ほ
ど
か
け
て
出
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
最
も
近
い
中
学
は
テ
ィ
メ
グ
ラ
に
あ
り
、
徒
歩

一
時
間
ほ
ど
か
か
る
。

は
じ
め
に
調
査
に
入
っ
た
頃
は
、
こ
の
中
学
に
通
っ
て
い
る
の
は
セ
ニ
ャ

キ
か
ら
は
二
人
の
み
で
、
い
ず
れ
も
テ
ィ
メ
グ
ラ
の
寮
や
親
戚
の
家
に
寝

泊
ま
り
し
、
週
末
の
み
セ
ニ
ャ
キ
に
帰
っ
て
き
て
い
た
。

九
0
年
代
後
半
に
ム
ラ
に
電
気
が
引
か
れ
、
生
活
の
リ
ズ
ム
も
変
化
し

つ
つ
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
二

0
0
1―一年
時
点
で
、
自
家
へ
電
気
を
引
く
こ

と
が
で
き
た
の
は
全
体
の
三
分
の
一
ほ
ど
の
家
だ
っ
た
。
ム
ラ
に
何
軒
か

テ
レ
ビ
を
お
く
家
が
あ
り
、
次
第
に
そ
こ
に
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

私
に
と
っ
て
は
炉
の
周
り
で
の
談
笑
が
格
好
の
情
報
収
集
の
場
で
あ
っ
た

の
で
、
こ
の
傾
向
は
調
査
に
は
は
な
は
だ
不
都
合
だ
っ
た
が
、
タ
イ
の
都

市
中
流
家
庭
な
ど
を
舞
台
に
し
た
ド
ラ
マ
を
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
る

1990年当時のパイの町
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田
畑

こ
の
よ

ム
ラ
の
人
々
の
顔
を
見
な
が
ら
、
加
速
す
る
生
活
の
変
化
を
実
感
し
た
。
同
じ
頃
、
よ
り
良
い
条
件
の
仕
事
に
就
く
に
は

教
育
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
高
ま
り
、
テ
ィ
メ
グ
ラ
の
み
な
ら
ず
、
遠
く
パ
イ
の
町
の
中
学
で
子
供
を
学
ば
せ
、

寄
宿
生
活
を
さ
せ
る
例
も
ぽ
つ
ぼ
つ
出
始
め
、
こ
の
頃
に
は
高
校
や
短
大
に
行
く
子
供
た
ち
も
増
え
て
い
た
。

電
気
が
入
る
の
と
前
後
し
て
、
ワ
ッ
ジ
ャ
ン
か
ら
セ
ニ
ャ
キ
ま
で
の
道
が
整
備
さ
れ
、
雨
季
で
も
車
の
往
来
が
容
易
に

な
っ
た
。
ム
ラ
に
は
常
時
二
、
三
台
の
ト
ラ
ッ
ク
が
あ
り
、
九

0
年
代
末
に
な
る
と
出
産
や
医
療
で
、
多
く
の
人
々
は
パ

イ
の
病
院
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
セ
ニ
ャ
キ
に
保
育
所
が
で
き
た
の
も
九

0
年
代
半
ば
で
あ
る
。
保
育
所
と
言
っ
て
も
小
さ
な
小
屋
で
、
そ
こ
に

二
歳
か
ら
学
齢
前
ま
で
の
子
供
た
ち
―
二
十
名
近
く
が
集
ま
っ
て
い
た
。
村
内
の
小
学
校
を
卒
業
し
た
女
性
二
人
が
保
育
士

を
務
め
、
朝
か
ら
夕
方
ま
で
子
供
た
ち
を
預
か
っ
て
い
た
。
少
し
年
長
の
子
供
た
ち
に
は
文
字
を
教
え
始
め
る
が
、
設
備

も
な
く
、
子
供
た
ち
が
所
在
な
げ
に
し
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
遡
っ
て
調
壺
開
始
当
時
の
八

0
年
代
、
小
さ

い
子
供
た
ち
は
あ
る
程
度
母
親
が
日
を
離
せ
る
よ
う
に
な
れ
ば
両
親
と
一
緒
に
田
畑
に
行
き
、
大
人
が
働
い
て
い
る
間
は
、

そ
の
周
り
で
遊
ん
で
い
た
。
こ
う
し
て
田
畑
の
仕
事
も
覚
え
て
い
た
も
の
が
、
保
育
所
の
小
さ
な
空
間
で
朝
か
ら
晩
ま
で

過
ご
し
、
学
齢
に
達
す
る
と
そ
の
ま
ま
小
学
校
に
通
う
よ
う
に
な
り
、
田
畑
の
仕
事
を
よ
く
知
ら
な
い
ま
ま
成
長
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
、
子
供
た
ち
が
少
し
で
も
早
く
教
室
の
雰
囲
気
に
慣
れ
、
字
も
足
見
え
ら
れ
る
上
に
、

で
足
手
ま
と
い
に
な
ら
な
い
の
で
、
保
育
所
に
進
ん
で
通
わ
せ
る
親
た
ち
が
多
か
っ
た
。
子
供
た
ち
の
生
活
も
、

う
に
二
十
年
間
で
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。
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ム
ラ
と
ム
ラ
の
外

人
々
に
と
っ
て
の
空
間
は
、
森
と
、
森
を
切
り
開
い
て
作
っ
た
ム
ラ
と
田
畑
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
森
は
霊
や
野

生
動
物
が
徘
徊
す
る
空
間
で
あ
り
、
女
性
や
子
供
が
用
も
な
く
一
人
で
歩
き
回
る
こ
と
は
危
険
視
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、

ム
ラ
は
、
最
初
に
拓
く
と
き
に
土
地
の
守
護
霊
（
水
と
大
地
の
主
）
の
許
可
を
得
て
森
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
秩
序
空
間
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
秩
序
を
乱
す
言
葉
を
発
し
た
り
（
強
い
呪
文
、
特
に
年
長
者
へ
の
悪
口
）
、
争
い
事
や
賭
け
事
を
行
う
こ
と
は
、

守
護
霊
に
約
束
さ
れ
た
秩
序
を
乱
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
と
き
私
が
非
儀
の
歌
を
録
音
す
る
と
、
ム
ラ
の
年

長
者
が
、
そ
れ
を
葬
儀
以
外
の
と
き
に
ム
ラ
の
中
で
決
し
て
聞
い
て
は
い
け
な
い
、
聞
く
な
ら
森
か
出
作
り
小
屋
に
行
く

よ
う
に
、
と
少
し
緊
張
し
た
面
持
ち
で
言
っ
た
。
ま
た
、
力
の
強
い
呪
文
の
伝
授
な
ど
も
決
し
て
ム
ラ
の
中
で
は
行
わ
れ

ず
、
森
や
出
作
り
小
屋
で
行
わ
れ
る
。
森
で
唱
え
て
も
秩
序
を
乱
す
心
配
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
葬
儀
の
歌
や

強
力
な
呪
文
が
、
葬
儀
や
病
気
も
な
い
の
に
ム
ラ
や
家
の
中
で
唱
え
ら
れ
れ
ば
、
子
供
や
女
性
が
病
気
に
な
っ
た
り
、
田

畑
の
作
物
に
悪
い
影
響
が
出
る
、
と
い
う
。
秩
序
空
間
と
し
て
の
ム
ラ
は
、
森
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ム
ラ
は
、
山
地
カ
レ
ン
社
会
を
み
る
限
り
少
な
く
と
も
二
十
世
紀
後
半
か
ら
現
在
ま
で
、
社
会
的
に
も
文
化
的
に
も
璽

要
な
単
位
で
あ
る
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
。
初
め
て
出
会
っ
た
者
同
士
は
、
ま
ず
出
身
の
ム
ラ
を
尋
ね
合
う
。
た
だ
し
、

成
員
は
流
動
的
で
あ
る
。
ム
ラ
か
ら
ム
ラ
ヘ
の
移
住
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ム
ラ
人
り
の
手
続
き
を
伴
い
、
ム
ラ
で
行
う
俵
礼

の
参
加
資
格
は
、
在
住
年
数
に
よ
り
限
定
さ
れ
る
。

ム
ラ
入
り
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
の
だ
と
、
長
老
か
ら
説
明
を
聞
い
た
。
通
常
、
親
戚
や
縁
戚
を

頼
っ
て
、
ム
ラ
入
り
を
申
し
出
る
。
新
た
に
ム
ラ
に
入
る
と
き
に
は
、
ヒ
コ
と
呼
ば
れ
る
ム
ラ
の
儀
礼
的
リ
ー
ダ
ー
に
申
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し
出
る
。

ヒ
コ
は
こ
れ
を
ム
ラ
の
合
議
に
か
け
る
。
こ
の
際
、
同
じ
年
に
同
じ
ム
ラ
か
ら
二
組
以
上
の
移
住
者
を
認
め
て

は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
受
け
入
れ
が
承
諾
さ
れ
る
と
、
乾
季
に
ま
ず
ム
ラ
か
ら
二
名
の
年
長
者
が
新
参
者

を
迎
え
に
行
く
。
簡
単
な
家
財
の
み
を
持
っ
て
、
男
性
が
ま
ず
一
度
ム
ラ
に
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
、
再
度
旧
村
に
戻

り
、
家
の
メ
ン
バ
ー
全
員
と
と
も
に
村
入
り
す
る
。
新
参
者
は
一
二
年
目
に
よ
う
や
く
ム
ラ
の
一
員
と
し
て
儀
礼
に
参
加
す

る
。
こ
の
よ
う
に
、
ム
ラ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
、
ヒ
コ
の
指
導
の
も
と
で
厳
密
に
統
制
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

道
路
の
改
善
、
教
育
と
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
に
よ
り
、
セ
ニ
ャ
キ
を
囲
む
世
界
に
対
す
る
空
間
認
識
も
大
き
く
変
化
し
て

い
る
。
同
じ
セ
ニ
ャ
キ
の
住
人
で
あ
っ
て
も
、
世
代
や
移
動
の
経
験
、
そ
し
て
教
育
レ
ベ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
、
周
囲
の
空

間
的
な
広
が
り
の
認
識
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
。
五
十
代
以
上
の
人
に
と
っ
て
は
、
南
の
首
都
バ
ン
コ
ク
よ
り
も
、
西

に
国
境
を
越
え
た
ビ
ル
マ
の
方
が
は
る
か
に
近
い
土
地
だ
っ
た
。
こ
の
ム
ラ
に
二
十
世
紀
初
頭
に
移
住
し
て
き
た
草
分
け

一
族
も
、
も
と
も
と
ビ
ル
マ
の
出
身
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
年
代
の
男
性
の
中
に
は
数
人
、
国
境
の
向
こ
う
側
、
ビ
ル
マ

の
シ
ャ
ン
州
や
メ
ー
ホ
ン
ソ
ー
ン
の
西
で
、
材
木
の
伐
採
を
し
て
働
い
た
経
験
を
持
つ
者
も
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人

に
よ
れ
ば
、
「
当
時
、
国
境
な
ど
な
い
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
っ
ち
に
い
る
の
か
、
あ
っ
ち
に
い
る
の
か
、
自
分
で
も
よ

く
わ
か
ら
な
い
。
今
で
は
、
幹
線
道
路
を
行
け
ば
、
国
境
の
検
問
所
を
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

一
九
五

0
年
代
ま
で
は
、
こ
の
よ
う
に
国
境
を
往
来
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
、
部
分
的
に
規
制
は
厳
し
く
な
っ
て
い

た
が
、
た
と
え
ば
象
を
所
有
し
て
い
た
チ
ュ
エ
ラ
パ
は
私
の
滞
在
中
も
材
木
積
み
の
仕
事
で
、
何
の
証
書
も
な
く
シ
ャ
ン

州
と
往
来
し
て
お
り
、
ま
さ
に
当
時
の
タ
イ
・
ビ
ル
マ
国
境
の
脆
弱
さ
が
う
か
が
わ
れ
る

(
R
a
j
a
h
1
9
9
0
)

。

学
校
教
育
以
前
の
世
代
の
地
理
的
な
概
念
化
は
、
河
川
の
流
れ
と
、
山
々
の
配
置
を
中
心
と
し
て
い
る
。
セ
ニ
ャ
キ
の

場
合
は
チ
ェ
ム
川
と
い
う
、
ピ
ン
川
の
支
流
の
水
源
地
域
を
成
す
山
や
丘
陵
一
帯
を
コ
・
ム
ス
ィ
キ
（
チ
ェ
ム
川
の
源
の
地
）

と
呼
び
、
こ
れ
を
―
つ
の
「
コ
」
（
「
く
に
」
と
い
う
言
葉
）
と
見
な
す
。
ち
な
み
に
、
タ
イ
は
コ
・
ジ
ョ
テ
、

H
本
は
コ
・
プ

so 



コ
で
あ
る
。
コ
・
ム
ス
ィ
キ
に
あ
る
ム
ラ
は
ほ
と
ん
ど
が
カ
レ
ン
の
集
落
で
あ
る
。
こ
の
カ
レ
ン
の
土
地
を
離
れ
て
、
北

ヘ
十
ニ
キ
ロ
行
く
と
、
セ
ニ
ャ
キ
の
人
々
も
よ
く
働
き
に
行
く
、
通
常
は
、
「
北
タ
イ
人
の
ム
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
ム
ア
ン
ペ

ン
（
七
章
参
照
）
と
、
そ
の
向
こ
う
に
北
タ
イ
と
シ
ャ
ン
の
混
住
す
る
パ
イ
の
町
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
隣
県
で
は
あ
る
が
、

セ
ニ
ャ
キ
の
人
々
の
医
療
や
教
育
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
東
の
チ
ェ
ン
マ
イ
ヘ
は
、
多
く
の
カ
レ
ン
や
フ
モ
ン

の
ム
ラ
の
点
在
す
る
一
六

0
キ
ロ
の
長
い
道
の
り
で
あ
る
（
図
1
|
l
)
。
そ
の
途
中
に
は
い
く
つ
か
ム
ス
ィ
キ
の
カ
レ
ン

が
交
易
の
旅
の
拠
点
と
し
て
き
た
カ
レ
ン
地
域
が
あ
る
。
ボ
ケ
オ
か
ら
チ
ェ
ン
マ
イ
ヘ
の
道
が
一
九
五
八
年
に
開
か
れ
る

ま
で
は
、
こ
の
途
中
か
ら
南
下
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
サ
ン
パ
ト
ン
の
町
が
交
易
地
で
あ
っ
た
。
ム
ス
ィ
キ
の
人
々
が
チ
ェ

ン
マ
イ
ヘ
し
ば
し
ば
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ボ
ケ
オ
か
ら
ム
ス
ィ
キ
ま
で
の
道
が
開
通
し
た
一
九
七
八
年
以
降
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
ム
ス
ィ
キ
か
ら
真
っ
直
ぐ
南
下
す
る
と
、
タ
イ
の
最
高
峰
ド
イ
・
イ
ン
タ
ノ
ン
に
至
る
。
ム
ス
ィ
キ
が
属

す
る
メ
ー
チ
ェ
ム
郡
の
郡
役
所
は
、
こ
の
山
の
南
側
に
あ
る
た
め
、
通
常
、
郡
役
所
ま
で
出
か
け
る
た
め
に
は
遠
回
り
し

て
チ
ェ
ン
マ
イ
ま
で
出
て
、
そ
こ
か
ら
西
の
郡
役
所
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ム
ラ
の
人
た
ち
は
一
九
八
七
年
当
時

は
乗
り
合
い
バ
ス
を
乗
り
継
い
で
往
復
で
四
日
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
ム
ス
ィ
キ
か
ら

南
、
ド
イ
・
イ
ン
タ
ノ
ン
周
辺
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
西
の
メ
ー
サ
リ
ア
ン
、
メ
ー
ホ
ン
ソ
ー
ン
に
至
る
一
帯
は
、
カ
レ
ン

人
口
の
非
常
に
多
い
地
域
で
あ
り
、
セ
ニ
ャ
キ
の
人
々
に
と
っ
て
お
お
よ
そ
徒
歩
で
何
日
、
何
時
間
、
と
い
う
遠
近
の
測

り
方
で
見
当
が
つ
く
範
囲
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
移
動
経
験
の
豊
か
な
年
長
者
で
あ
れ
ば
、
ビ
ル
マ
や
北
タ
イ
の
他
の
諸
地

域
に
つ
い
て
も
実
感
を
も
っ
て
語
る
。

し
か
し
多
く
の
セ
ニ
ャ
キ
の
年
長
者
に
と
っ
て
、
何
ら
か
の
実
感
を
も
っ
て
理
解
で
き
る
地
域
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

年
長
者
で
移
動
経
験
の
少
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
向
こ
う
に
広
が
る
タ
イ
の
他
の
諸
地
域
、
バ
ン
コ
ク
や
東
北
タ
イ
、

さ
ら
に
は
海
の
彼
方
の
日
本
、
と
な
る
と
、
遠
近
は
全
く
わ
か
ら
な
く
な
る
。
逆
に
、
若
い
人
で
ム
ラ
の
小
学
校
(
-
九
七

5I 第一章北タイ山地の日々



八
年
設
立
）
を
卒
業
し
て
い
れ
ば
、
セ
ニ
ャ
キ
の
位
置
を
地
図
で
概
念
化
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
れ
で
は
、
ビ
ル

マ
ま
で
ど
れ
く
ら
い
だ
、
と
聞
く
と
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
村
を
と
り
ま
く
世
界
と
そ
こ
で
の
自
分
の
ム
ラ
の
位
置
づ
け

の
感
覚
も
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
地
の
カ
レ
ン
社
会
も
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
大
き
な
地
域
や
タ
イ
と
い
う
国
の
変
遷
の
中
で
、
生
活
の
た
だ
中
か
ら
変

容
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
の
経
験
は
、
低
地
社
会
が
山
地
に
住
む
人
々
を
、
ど
の
よ
う
に
み
て
き
た
か
、
ど
の
よ
う
に
政
策

の
対
象
と
し
、
関
わ
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
大
き
な
構
図
と
無
縁
で
は
な
い
。
次
章
で
は
、
そ
う
し
た
よ
り
大
き
な
社
会

の
中
で
、
「
カ
レ
ン
」
で
あ
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
外
部
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
に
応
じ
て
自
ら
変
化
を

経
験
し
て
き
た
か
、
た
ど
っ
て
み
る
。
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