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特
、
に
ヤ
オ
族
に
関
し
て

山
石

田

慶

ム
ロ
7

レ

～
【
鶉
“
輩
フ
ォ
ス
罐
フ
ォ
婆
は
じ
め
、
・
オ
（
蒋
）
塞
ヤ
オ
（
儀
）
峰
・
．
ム
旗
9
．
一
ア
ン
族
）
な
ど
多
数
の
援
選
れ
ぞ
港

　
立
地
を
異
に
し
な
が
ら
入
交
っ
て
分
布
し
て
い
る
。
そ
こ
は
種
族
構
成
の
複
雑
な
地
域
で
あ
り
、
文
化
的
に
き
わ
め
て
複
合
的
な
地
域
で
あ
る
。
筆
者
は
こ

　
こ
で
地
域
を
パ
・
タ
ソ
村
周
辺
に
限
定
し
、
主
と
し
て
ヤ
オ
族
を
壁
心
に
右
の
種
族
関
係
を
多
少
と
も
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
た
。
す
な
わ
ち
先
ず
カ
イ

　
ソ
…
村
の
ヤ
オ
族
に
関
し
て
、
そ
の
生
活
一
般
、
集
落
お
よ
び
家
屡
形
態
、
抵
会
組
織
、
宗
教
の
一
千
な
ど
に
つ
き
調
査
粗
資
料
の
若
干
を
提
供
し
、
つ
づ

　
い
て
彼
等
と
周
辺
諸
種
族
と
の
接
触
、
交
渉
の
様
相
を
示
す
。
ヤ
オ
族
を
単
な
る
少
数
民
族
と
し
て
で
は
な
く
、
北
部
ラ
オ
ス
に
お
け
る
地
域
文
化
の
一
部

　
を
担
う
も
の
と
し
て
彼
等
の
存
在
理
由
を
評
価
し
た
い
の
で
あ
る
。
パ
・
タ
ン
村
周
辺
地
域
に
つ
い
て
み
る
と
、
山
地
に
は
ヤ
オ
族
・
メ
オ
族
が
居
住
し
、

　
山
腹
・
山
麓
部
に
プ
・
テ
ン
族
、
河
谷
平
野
に
ラ
オ
族
が
居
住
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
諸
種
翠
玉
の
文
化
的
交
流
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
の
地
域
文
化
が
甲
乙

　
．
化
し
、
進
化
し
て
ゆ
く
。
ヤ
オ
族
が
欠
け
れ
ば
ラ
オ
族
は
単
な
る
谷
間
の
農
民
で
し
か
な
く
一
商
業
畏
族
と
し
て
の
才
能
が
開
花
せ
ぬ
一
、
ラ
オ
族
が

　
・
欠
け
れ
ば
ヤ
オ
族
は
山
頂
に
孤
立
し
、
そ
の
生
活
は
停
滞
す
る
。
ま
た
、
プ
・
テ
ン
族
が
欠
け
れ
ば
両
者
i
ラ
オ
と
メ
オ
・
ヤ
オ
ー
を
結
ぶ
仲
介
者
・

　
物
資
運
搬
考
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
個
々
の
種
族
文
化
の
現
状
を
究
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
構
成
す
る
地
域
文
化
の
秩
序
を
看
過
し
な
い

　
こ
と
で
あ
る
。
蟹
族
地
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
す
れ
ば
地
域
文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
の
種
族
生
活
を
変
容
せ
し
め
、
ひ
い
て
は
歴
史
を
動
か
す
主
体
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
調
査
晦
日
に
余
裕
が
な
く
、
従
っ
て
こ
こ
に
は
十
分
に
筆
潜
の
意
を
尽
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

は
じ
め
に

一
九
五
七
年
九
月
よ
り
翌
五
八
年
四
月
ま
で
筆
者
は
棄
南
ア
ジ
ア

稲
作
厩
族
文
化
綜
合
調
査
団
の
一
員
と
し
て
タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・

ラ
オ
ス
諸
国
を
旅
行
し
た
が
、
そ
の
う
ち
一
九
五
八
年
一
月
よ
り
同
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住
の
原
始
林
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
従
つ
で
図
上
に
色

わ
け
さ
れ
た
地
域
の
広
狭
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で

男
鎚
蓉
Φ
》
の
δ
所
収
の
図
が
カ
・
ム
ー
族
の
分
布
一
こ
こ
で
は

6
の
9
。
脱
げ
露
瓜
と
し
て
あ
る
ー
ー
を
著
し
く
散
在
的
に
取
扱
っ
て
い

る
の
は
よ
い
。
　
一
体
、
彼
等
は
何
処
か
ら
こ
の
地
域
に
移
住
し
て
き

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
か
ら
は
タ
イ
族
の
波
に
圧
さ
れ
、
西
か
ら

は
チ
ベ
ヅ
ト
。
ビ
ル
マ
族
　
の
波
に
一
比
さ
れ
て
、
鞘
八
手
は
こ
の
地
域
を

中
’
5
に
安
南
山
脈
ぞ
い
に
南
下
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
も
っ
と
多

く
、
あ
る
い
は
よ
り
広
域
に
強
度
に
散
布
し
て
い
た
に
違
い
・
な
い
。

し
か
し
今
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
将
来
に
希
望
の
な
い
落
ち
ぶ
れ
た
罠

族
で
あ
る
。
第
一
二
の
種
族
メ
オ
は
北
部
の
雲
南
国
境
か
ら
南
は
ヴ
ィ

エ
ソ
チ
㍗
ソ
北
方
の
山
地
i
l
…
勺
げ
O
ρ
函
げ
9
0
麟
げ
。
鉱
と
い
い
、
そ
こ

に
未
来
の
避
暑
地
沁
搾
鋤
く
厳
①
が
建
設
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
一
－

に
至
る
間
、
飛
び
飛
び
に
山
地
に
分
布
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
メ
オ

族
内
部
に
も
さ
ら
に
種
族
の
別
が
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

パ
・
タ
ン
村
付
近
で
は
メ
オ
・
カ
ー
ウ
　
（
白
蘭
諸
㊦
o
難
録
≦
）
、
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

オ
・
ラ
ー
イ
（
ζ
8
ピ
9
）
め
別
が
知
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
ヤ
オ
族

は
ト
ソ
キ
ソ
平
野
の
北
部
、
お
よ
び
西
部
山
地
に
多
い
が
、
ラ
オ
ス

で
は
サ
ム
・
ヌ
！
ア
南
部
、
ナ
ム
・
タ
ー
夕
冷
毒
6
げ
9
周
辺
、
ポ
ソ

サ
リ
ー
℃
げ
。
鵠
妙
尾
西
北
部
お
よ
び
ト
ゥ
ラ
コ
ム
8
0
貫
鋤
ぎ
露
西
方

に
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
最
後
の
場
合
は
或
い
は
誤

記
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
地
図
に
記
栽
さ
れ
て
い
な
い
ル

ア
ン
・
プ
ラ
バ
ソ
付
近
、
パ
・
タ
ソ
村
付
近
に
も
や
オ
族
の
村
が
あ

る
よ
う
に
、
他
に
も
記
載
も
れ
は
あ
る
こ
と
と
思
う
が
、
そ
れ
が
極

め
て
少
数
で
あ
ろ
う
こ
と
は
聞
違
い
な
い
。
ち
な
み
に
タ
イ
国
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
て
は
北
部
の
ナ
ー
ン
県
に
若
干
居
住
し
て
い
る
。
何
れ
に
し
ろ
ヤ

オ
族
に
お
け
る
生
活
空
間
の
拡
大
は
、
谷
問
の
ラ
オ
族
の
そ
れ
の
よ
・

う
に
一
歩
一
歩
着
実
に
前
進
し
て
ゆ
ぐ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ル
ア

ン
・
プ
ラ
バ
ソ
付
近
の
ヤ
オ
青
年
が
徒
歩
一
二
臼
が
か
り
で
、
し
か
も

気
軽
に
パ
・
タ
ソ
村
に
近
い
ヤ
オ
部
落
を
訪
問
し
て
帰
っ
て
ゆ
く
よ

う
に
、
た
ま
た
ま
筆
算
、
の
所
持
し
て
い
た
ト
ソ
キ
ン
高
地
の
同
族
の

写
真
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
眺
め
、
そ
の
住
地
を
手
帖
に
書
留
め
て
ゆ

く
よ
う
に
、
彼
等
に
は
彼
等
な
り
の
地
理
像
が
描
か
れ
て
を
り
、
そ

の
な
か
に
あ
っ
て
一
見
大
胆
と
も
み
え
る
移
動
を
行
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
著
し
く
散
在
的
な
分
布
の
背
景
を
な
す
少
く
と
も
一

つ
の
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
彼
等
の
そ
れ
と
条
件
を
等
し
く
す
る

生
活
の
崇
、
・
変
で
は
す
で
縫
勢
な
・
オ
族
に
よ
っ
て
占
拠
㈹

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
7
5



　
北
部
ラ
オ
ス
に
は
φ
な
お
他
に
［
も
少
数
民
族
が
み
ノ
き
り
あ
ル
ワ
Φ
が
差
当
り

本
稿
と
無
関
係
で
あ
る
か
ら
省
略
す
る
。

　
さ
て
、
問
題
を
ヤ
オ
族
に
限
定
し
て
さ
ら
に
視
野
を
拡
げ
、
南
シ

ナ
一
帯
に
お
け
る
分
布
を
展
望
し
て
み
よ
う
。
江
つ
と
も
、
そ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
＠

め
の
資
料
と
し
て
筆
者
の
手
許
に
は
じ
d
①
讐
鋤
憲
涛
、
蛍
。
冒
の
8
砦
な
ど

の
略
図
と
≦
δ
p
ω
の
そ
れ
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
に
よ
つ
て
知
の
得
る
こ
と
は
や
オ
族
が
今
日
な
お
広
東
・
広
西
・

湖
南
・
雲
南
な
ど
、
要
す
る
に
雲
南
山
地
に
ひ
ろ
く
分
布
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
芝
δ
ロ
ω
の
描
い
た
古
代
に
お
け
る
同
族
の

分
布
図
と
比
較
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
は
楊
子
江

以
南
の
南
シ
ナ
に
広
汎
に
散
布
し
て
い
た
も
の
が
、
徐
々
に
上
記
山

岳
地
帯
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
果
し
て
右
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
⑧

　
≦
－
δ
昌
ω
は
南
シ
ナ
に
お
け
る
諸
種
族
関
係
を
次
の
ご
と
く
要
約
し

て
い
る
。
q
ゆ
O
び
§
ゆ
σ
q
（
撞
）
族
、
あ
る
い
は
籍
せ
巴
族
は
河
谷
平
野

に
分
布
す
る
水
田
農
耕
民
で
あ
っ
て
、
多
数
の
母
権
的
要
素
を
ま
じ

え
た
父
権
綱
の
種
族
で
あ
る
。
こ
の
O
ぴ
舞
P
σ
q
文
化
の
中
心
地
は
広

西
に
あ
る
が
、
広
東
の
大
部
分
を
含
み
、
さ
ら
に
福
建
・
漸
江
・
江

蘇
・
湖
薦
・
貴
州
・
四
川
・
雲
南
・
江
西
に
も
及
ん
で
い
る
。
雲
南

で
は
少
数
民
族
と
し
て
比
較
的
孤
立
し
た
地
位
に
あ
る
が
、
東
方
で

は
古
代
越
文
化
の
成
立
に
大
い
に
質
馨
し
た
竜
の
で
あ
り
、
貴
州
・

四
川
で
は
局
地
交
化
と
な
っ
て
元
来
の
○
び
§
口
ひ
q
文
化
か
ら
変
化
し

て
い
っ
た
。
　
ω
ヤ
オ
（
催
）
お
よ
び
6
9
欝
（
蛋
）
は
共
に
℃
巴
Φ
o
－

》
易
鐸
。
⇔
①
。
。
賦
づ
で
、
山
地
に
お
け
る
焼
畑
耕
作
と
犬
神
話
（
た
と
え

ば
健
気
説
話
）
を
持
つ
点
に
特
色
が
あ
る
。
　
こ
の
種
族
群
の
一
派
は

水
上
生
活
に
習
熟
し
て
い
わ
ゆ
る
南
シ
ナ
げ
O
無
も
①
O
℃
｝
①
と
な
り
広

東
・
福
建
に
拡
が
っ
て
い
る
。
蛋
民
で
あ
る
。
一
方
、
古
代
の
越
文

化
は
》
野
点
。
器
ω
冨
ロ
の
創
っ
た
最
高
の
文
化
で
あ
る
が
、
そ
の
な

か
に
は
0
9
添
σ
q
な
い
し
6
、
鉱
文
化
の
影
響
を
う
け
た
ヤ
オ
文
化
が

保
存
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
越
の
崩
解
に
伴
っ
て
住
民
は
安
南
・

東
京
へ
移
住
し
、
あ
る
い
は
漢
文
化
と
混
号
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
・

の
後
に
再
び
ヤ
オ
あ
る
い
は
8
き
層
化
が
零
れ
て
く
る
。
す
な
わ

ち
当
時
、
　
そ
れ
ま
で
隠
れ
て
い
た
》
器
9
0
鋤
臨
9
鉱
。
の
基
層
交
々

（
の
鼠
ω
霞
p
脇
目
）
す
な
わ
ち
ピ
β
o
（
僚
）
文
化
が
、
そ
の
純
粋
型
と
し

て
で
は
な
く
、
○
げ
§
φ
α
q
あ
る
い
は
畷
鋤
。
文
化
と
し
て
顔
を
出
し

た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
方
に
は
チ
ベ
ッ
ト
文
化
の
影
響
を
も

見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
　
殊
に
勺
斜
O
ぴ
、
＝
鋤
ρ
鼠
㌶
ρ
ご
鋤
。

諸
族
に
お
け
る
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
…
か
く
し
て
南
シ
ナ
に
お

76　（76）
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け
る
種
族
・
文
化
構
成
は
極
め
て
複
雑
な
構
図
を
示
す
こ
と
に
な
る

が
、
　
要
す
る
に
一
　
0
9
鴛
σ
q
題
臼
、
鉱
文
化
、
2
　
尾
9
ρ
8
弩
を

代
表
と
す
る
》
易
瞠
§
Φ
ω
賦
づ
文
化
、
3
　
い
㌶
o
の
》
易
跨
。
霧
翼
ざ

基
層
文
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
以
上
の
謡
δ
湧
の
要
約
は
、
国
げ
①
魯
漢
9
疑
。
騨
曾
。
曾

徐
松
石
・
江
応
標
・
凌
再
審
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

勿
論
、
こ
れ
ら
諸
氏
の
研
究
成
果
が
す
．
へ
て
一
致
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
可
な
り
大
胆
な
仮
説
を
含
む
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
要
約
と
し
て
の
叙
上
の
考
え
方
竜
興
味
あ
る

も
の
で
は
あ
る
が
完
全
に
信
頼
し
得
る
も
の
と
は
い
い
難
い
。
例
え

ば
ヤ
オ
族
の
故
郷
、
罠
族
移
動
の
方
向
お
よ
び
経
路
、
隣
接
種
族
と

の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
少
か
ら
ぬ
見
解
の
相
違

が
あ
る
。

　
　
　
　
⑳

　
図
ざ
犀
警
①
鼻
は
ヤ
オ
族
の
故
郷
を
か
つ
て
の
好
戦
的
な
タ
イ
族
の

国
家
、
呉
・
越
の
南
方
に
求
め
、
そ
こ
で
ヤ
オ
族
固
有
文
化
が
誕
生

し
た
と
考
え
た
。
従
っ
て
、
ヤ
オ
族
の
今
日
の
分
布
一
広
冴
々
部
・

広
西
女
部
・
雲
南
東
部
・
貴
州
な
ど
一
が
示
す
よ
う
に
、
彼
等
は

そ
こ
か
わ
南
シ
ナ
一
帯
に
勢
力
を
扶
植
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、

福
建
の
　
属
ω
幣
謹
ぎ
雷
民
は
広
義
の
ヤ
優
等
で
あ
り
、
U
ω
o
げ
§
p
α
q

三
族
も
ま
た
著
し
く
タ
イ
化
し
た
ヤ
氏
族
、
な
い
し
く
。
学
曜
餌
。
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
ヤ
ナ
族
は
一
i
タ
イ
族
で
は
な
く
て
一
i

南
シ
ナ
海
岸
地
帯
の
最
古
の
住
罠
　
q
触
σ
Φ
名
。
げ
欝
①
触
で
あ
り
、
　
タ

イ
族
が
ー
ヤ
オ
族
で
は
な
く
て
…
一
こ
れ
に
つ
づ
く
民
族
の
波

な
の
で
あ
る
。
　
国
ぱ
犀
ω
8
臼
　
に
よ
る
と
や
オ
族
の
言
語
は
当
初
か

ら
モ
ン
・
ク
メ
ー
ル
語
族
旨
。
艮
ヨ
㊦
泣
ω
o
び
①
ω
℃
鎚
。
冨
　
に
属
す

る
。　

　
　
⑯

　
凌
双
声
の
意
見
は
次
の
ご
と
く
．
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
の
蟹

は
今
日
の
催
人
と
前
帯
で
あ
り
、
広
義
の
蟹
、
苗
は
同
族
で
あ
る
。

し
か
し
狭
義
の
蟹
は
繋
瓠
の
子
孫
の
み
を
指
す
の
で
あ
り
、
湘
・
轡
・

桂
・
演
四
省
に
い
る
も
の
が
信
人
・
閾
・
術
二
省
に
散
在
し
て
い
る

竜
の
が
番
民
、
安
寄
・
東
京
北
部
に
い
る
も
の
は
今
も
蟹
と
い
わ
れ

て
い
る
。
大
板
儀
の
自
称
が
鼠
鋤
づ
O
O
P
藍
龍
催
の
自
称
が
ζ
ρ
P

ピ
き
臼
δ
P
そ
あ
る
よ
う
に
璽
は
傷
の
自
称
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
螢

の
住
地
に
つ
い
て
み
る
と
、
三
代
以
前
に
は
河
南
西
南
部
に
を
り
、

三
代
に
は
江
漢
流
域
に
い
て
荊
攣
と
い
わ
れ
た
。
漢
代
に
は
武
陵
雲

が
を
り
、
唐
代
に
は
莫
催
と
い
う
名
が
み
え
る
。
累
代
に
は
蟹
僑
・

催
人
と
い
わ
れ
、
当
時
す
で
に
五
嶺
を
こ
え
て
南
下
し
金
轡
の
地
に

分
布
し
て
い
た
。
の
ち
二
派
に
わ
か
れ
、
東
派
は
輿
・
か
ら
閲
・
．
漸
に
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入
り
憂
事
と
な
り
、
西
派
は
桂
を
へ
て
漢
∴
越
辺
境
に
入
り
今
日
ま

で
蟹
と
い
わ
れ
て
い
る
。
湘
・
桂
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
が
直
人
で
あ

る
。　

　
⑯

徐
松
石
の
『
鰺
江
流
域
人
民
史
』
に
は
処
々
に
疑
問
の
箇
所
が
あ
る

が
、
全
体
と
し
て
筆
・
者
に
は
有
益
で
あ
り
興
味
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

彼
の
自
由
な
雷
語
学
酌
纂
訳
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
こ
ろ
で

彼
に
よ
る
と
催
族
の
故
郷
は
江
蘇
・
藤
江
・
江
西
・
福
建
の
諸
地
方

で
あ
り
、
こ
こ
を
根
拠
地
と
し
て
先
づ
催
が
興
り
、
次
い
で
太
湖
周

辺
を
本
拠
と
し
て
苗
が
、
西
爾
に
撞
が
興
つ
た
。
其
後
、
催
族
は
西

南
方
向
へ
の
語
族
移
動
を
行
っ
た
が
、
そ
の
証
拠
と
し
て
彼
は
、

1
、
盤
古
の
地
名
が
江
西
、
江
蘇
、
湖
南
よ
り
両
広
に
わ
た
っ
て
分

布
す
る
こ
と
、
2
、
広
西
板
僖
の
伝
承
に
江
西
・
福
建
の
出
自
を
伝

え
る
も
の
が
あ
り
、
あ
る
い
は
会
稽
よ
り
渡
海
し
て
楽
昌
に
至
っ
た

と
称
す
る
な
ど
、
上
記
の
移
動
を
裏
付
け
る
も
の
が
多
い
、
3
、
同

じ
く
江
西
出
自
を
伝
え
る
歌
辞
の
存
在
、
4
、
そ
の
他
の
言
語
分
布

上
の
事
実
を
あ
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
従
え
ば
催
族
は
先
ず
西

南
移
動
を
行
い
、
然
る
の
ち
西
方
移
動
を
行
っ
て
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島

に
分
布
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
俗
族
の
移
動
に
関
し
て
以
上
の
諸
説
は
何
れ
も
大
局
的
に
は
相
似

の
方
向
を
指
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
対
立
す
る
意
見
竜

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
窪
々
擬
の
意
見
が
そ
れ
で
、
彼
は
通
説
に
反

し
億
族
は
海
岸
沿
い
に
北
東
移
動
－
南
西
で
は
な
く
一
を
行
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
移
動
経
路
は
湖
南
か
ら
広
西
に

下
り
、
広
東
に
入
り
、
囚
篇
①
一
〇
げ
猷
お
を
経
由
し
国
ω
一
〇
注
碧
α
Q
か

ら
囚
簿
。
δ
げ
。
⊆
に
至
っ
た
。
明
代
に
は
彼
等
は
こ
の
地
に
優
出
し
て

繁
栄
し
た
が
、
同
中
期
以
後
漢
族
に
圧
迫
さ
れ
て
東
北
方
向
に
移
動

を
は
じ
め
た
。
す
な
わ
ち
O
げ
、
四
？
0
9
8
ω
冨
⇒
み
、
o
億
を
経
、
さ
ら

に
福
建
・
漸
江
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
春
鳥
は
番
民
と

呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
・
i
要
す
る
に
漢
族
移
動
の
足
取
り
は
必

ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
筆
者
の
意
図
は
南
シ
ナ
に
お
け
る
億
族
分
布
の
背
景
を
さ
ぐ
る
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
結
果
は
右
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
魚
族
の
故
郷
が

南
シ
ナ
東
部
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
諸
書
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
の
移
動
方
向
、
隣
接
諸
種
族
と
の
親
縁
古

点
に
つ
い
て
不
一
致
の
点
が
多
く
、
書
下
の
所
属
に
つ
い
て
竜
、
あ

る
い
は
蝉
⊆
ω
珂
O
鋤
ω
冨
口
O
と
い
い
、
あ
る
い
は
℃
H
O
8
－
》
瓢
ω
筒
O
欝
Φ
ω
冨
⇔

と
称
す
る
な
ど
未
詳
で
あ
る
。
最
近
、
　
切
①
づ
Φ
象
9
は
苗
・
語
語
を

タ
イ
、
ヵ
ダ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
モ
ン
・
ク
メ
ー
ル
、
安
南
諸
語
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と
と
も
に
原
オ
ー
ス
ト
リ
ッ
ク
質
0
8
・
》
環
ω
鍵
け
語
に
属
せ
し
め
た

が
、
こ
れ
と
て
も
一
般
に
承
認
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
物
・
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
中
国
墨
・
の
詳
細
な
検
討
が
必
要

か
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
書
は
そ
の
知
識
に
欠
け
て
い
る
。
し
か
も
そ

れ
ら
は
証
明
よ
り
穐
解
訳
に
重
点
が
あ
る
ら
し
く
、
甚
だ
取
扱
い
に

く
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
催
主
の
故
地
、
民
族
移
動
の
足
取
り
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
南
シ
ナ
に
お
け
る
民
族
学
．
考
古
学
的
調

査
の
進
展
と
、
例
え
ば
栽
培
植
物
系
統
論
の
ご
と
き
分
野
の
研
究
に

ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
1
、
栴
シ
ナ
に
お
け

る
億
族
の
分
布
は
北
方
か
ら
す
る
漢
族
の
圧
遮
に
よ
っ
て
嶺
南
山
地

一
帯
に
ひ
ろ
く
散
布
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
等
の
文
化
は
漢
族
と
の

長
期
の
接
触
・
抗
争
と
周
辺
諸
種
族
、
こ
と
に
タ
イ
．
苗
・
そ
の
他

と
の
交
流
の
結
果
、
著
し
く
複
合
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、

2
、
上
記
分
布
の
西
縁
が
北
部
ラ
オ
ス
に
あ
た
り
、
3
、
さ
ら
に
そ

の
南
端
が
バ
漕
タ
ソ
村
付
近
に
達
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

パ
・
タ
ソ
村
付
近
は
い
わ
ば
ヤ
オ
族
の
西
方
フ
ロ
ソ
テ
ィ
ア
ー
で
あ

る
。
従
っ
て
こ
こ
は
単
に
ヤ
オ
族
の
文
化
・
社
会
の
一
例
が
観
察
さ

れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
諸
種
族
と
の
間
に
絹
互
交
渉

を
た
竜
ち
、
文
化
的
複
合
関
係
を
組
成
し
て
い
る
点
で
北
部
イ
ン
ド

シ
ナ
か
ら
南
シ
ナ
に
連
な
る
ヤ
オ
族
地
域
文
化
の
一
標
本
で
も
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
ヤ
オ
族
の
分
布
は
彼
等
の
移
動
の
足
跡
で
あ
り
、
彼
等

の
移
動
は
そ
の
ま
ま
諸
種
族
交
渉
史
を
示
す
屯
の
に
外
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。ニ

　
ヤ
オ
族
の
文
化
と
社
会

　
今
旧
の
ヤ
オ
族
に
お
け
る
文
化
と
社
会
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
こ
そ
実
は
最
初
に
、
そ
し
て
綿
密
に
検
討
さ

る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
げ
Φ
同
冨
巳
は
次
の
ご
と
く
要
約
し
て
い

⑲
る
。　

経
済
一
焼
畑
農
業
に
依
存
す
る
由
地
居
住
、
従
っ
て
住
居
の
移
動
は
頻

繁
で
あ
る
。
狩
猟
と
採
集
を
行
い
、
塊
茎
植
物
の
栽
培
が
中
心
に
な
っ
て
い

る
。

　
社
会
組
織
－
支
配
階
級
も
部
族
組
織
も
と
も
に
未
発
達
、
強
力
な
父
権

的
氏
族
b
弩
響
。
冨
ζ
否
組
織
が
あ
る
。
族
外
婚
制
を
と
り
、
交
叉
イ

ト
コ
婚
も
少
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
　
歌
壌
の
風
習
を
も
ち
、
膚
由
婚
　
ヰ
Φ
甲

ヨ
論
旨
冨
ぴ
Q
Φ
、
　
正
式
の
結
婚
は
子
供
が
生
れ
て
か
ら
行
わ
れ
る
。
成
年
式
、

　
一
種
の
シ
ャ
ー
マ
一
一
ズ
ム
が
み
ら
れ
る
。

　
庸
ホ
甜
教
…
犬
神
、
盤
ハ
瓠
　
男
塘
飴
亭
び
瓢
　
思
ホ
拝
。
吃
驚
タ
ブ
…
お
よ
び
虎
紺
ホ
糠
一
と
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虎
タ
ブ
ー
が
行
わ
れ
て
い
る
。
歳
末
に
仮
面
儀
礼
Z
O
が
挙
行
さ
れ
る
。
祖

先
の
位
碑
を
も
ち
、
祖
先
崇
拝
（
先
祖
ま
つ
り
）
が
行
わ
れ
る
。
弦
巻
は
棺

に
入
れ
て
土
葬
さ
れ
る
。

　
物
質
文
化
　
　
テ
ラ
ス
を
持
た
な
い
土
闘
式
の
平
屋
に
住
む
。
土
間
の
中

央
に
顔
が
あ
り
、
周
囲
に
寝
所
が
あ
る
。
矩
形
の
問
取
り
の
一
隅
が
台
所
と

な
り
、
そ
こ
に
カ
マ
ド
が
あ
る
。
概
し
て
小
家
族
向
き
の
家
歴
で
あ
る
。
短

い
コ
ー
ト
を
羽
織
り
、
靴
は
は
か
な
い
。
髪
形
を
入
念
に
整
え
る
。
衣
服
は

し
ば
し
ば
部
族
の
説
話
と
関
係
が
あ
る
。
運
搬
用
の
バ
ン
ド
（
額
に
か
け
る
）

が
あ
る
。

以
上
は
ヤ
オ
族
一
般
に
つ
い
て
の
概
括
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し

て
北
部
ラ
か
ス
に
お
け
る
ヤ
オ
族
の
実
態
は
い
か
な
る
電
の
で
あ
ろ

う
魅
以
下
・
特
に
註
説
す
る
場
合
を
除
い
て
づ
・
カ
イ
￥

しd

ｫ
囚
鉱
の
。
緯
（
街
士
纂
あ
る
い
は
配
管
村
）
の
ヤ
オ
族
に
罰
す
る
観
察

を
記
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　
①
　
蜜
と
集
落
　
パ
・
タ
ソ
村
付
近
の
山
地
に
は
ヤ
オ
族
の
村
が
三

つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
イ
ソ
ー
村
、
パ
・
ル
ア
ン
℃
9
ピ
8
き
α
g
村
、

パ
・
ナ
ム
・
ピ
ソ
℃
げ
p
乞
鋤
ヨ
℃
ぎ
（
南
並
）
村
の
三
つ
で
、
何
れ

竜
標
高
一
、
○
○
○
米
な
い
し
一
、
七
〇
〇
米
の
山
地
に
位
置
し
て

い
る
。
北
隣
の
ム
オ
ソ
・
カ
ッ
シ
ー
鼠
零
露
σ
q
囚
霧
ω
矯
（
パ
・
タ
ン
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
ム
オ
ン
・
ヴ
ァ
ソ
ヴ
ィ
ア
ン
に
属
し
て
い
る
）
に
は
パ
・
テ
ィ
ヴ
℃
げ
鋤

↓
一
〇
環
　
村
と
い
、
う
や
・
は
夢
ヤ
オ
村
落
が
あ
の
⇔
伊
か
、
　
パ
　
・
タ
ソ
村
の
ラ

オ
人
と
交
渉
の
あ
る
の
は
前
記
三
村
の
み
で
あ
る
。
カ
イ
ソ
ー
村
は

戸
数
二
七
で
ヤ
オ
族
の
村
と
し
て
は
大
村
で
あ
る
が
、
他
の
二
村
は

ご
く
小
さ
く
パ
・
．
ル
ア
ン
村
五
～
六
戸
、
パ
・
ナ
ム
・
ピ
ソ
村
七

～
八
戸
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
ル
ア
ン
プ
ラ
バ
ン
近
傍
の
ヤ
オ
村
落
の
な

か
に
は
一
村
が
若
干
部
落
に
わ
か
れ
て
い
る
i
－
例
え
ば
パ
・
コ
ー

ム
勺
蕃
朔
8
疑
村
は
ニ
ャ
・
カ
ー
瓢
冨
囚
冨
部
落
（
二
五
戸
）
、

オ
ム
・
セ
○
導
ω
①
部
落
（
四
～
五
戸
）
、
タ
ム
・
㌻
ト
日
§
網
霧

部
落
（
十
戸
）
に
わ
か
れ
て
い
る
ー
ー
こ
と
が
あ
る
が
、
　
こ
の
付
近

の
村
は
何
れ
も
一
村
一
部
落
、
つ
ま
り
一
人
の
村
長
鴇
絃
ゆ
碧
P
が

一
部
落
を
支
配
し
て
い
る
。

　
パ
・
タ
ソ
村
か
ら
カ
イ
ソ
ー
村
へ
ゆ
く
に
は
徒
歩
ー
ー
時
に
ト
ラ

ッ
ク
を
利
用
し
得
る
ー
デ
ン
・
デ
ィ
ソ
　
U
Φ
欝
】
）
言
峠
に
い
た
り

（
約
四
蒔
間
）
、
右
折
し
て
森
林
地
帯
に
入
る
。
幅
約
三
米
の
小
川
に

渡
さ
れ
た
孟
宗
竹
の
一
本
橋
一
の
ち
改
修
さ
れ
た
一
を
渡
り
、

直
ち
に
山
腹
の
急
斜
面
を
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。
処
女
に
丸
太
を
組
ん
だ

休
息
所
ー
ヤ
オ
が
荷
物
運
搬
の
際
休
息
す
る
一
が
あ
り
、
雨
の

際
に
か
く
れ
る
巨
岩
の
洞
が
あ
る
。
　
一
時
間
回
診
で
尾
根
に
と
り
つ
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第2國カイソー村略図　（主屋のみを示す，数字は家族番号，1は村長の家）

き
、
そ
こ
か
ら
斜
面
を
横
切
っ
て
ゆ
く
。
し
ば
ら
く
す
る
と
竹
の
門

（「

秩
j
が
あ
り
、
　
こ
こ
が
カ
イ
ソ
！
村
の
入
口
と
思
わ
れ
る
が
既
に

竹
は
朽
ち
果
て
て
い
る
。
．
さ
ら
に
一
時
間
余
り
し
て
小
鞍
部
を
こ
え

る
と
突
然
視
野
が
ひ
ら
け
石
灰
岩
峯
に
か
こ
ま
れ
た
す
り
ば
ち
状
の

盆
地
に
ヤ
オ
族
の
村
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
ま
さ
に
鶴
然
開
朗
、
土

地
平
鑛
、
屋
舎
臓
然
…
…
難
犬
相
聞
、
其
中
往
来
種
作
、
男
女
野
砲
、

悉
如
外
人
…
…
と
い
っ
た
『
桃
花
源
記
』
の
文
章
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
村
は
パ
・
ト
ソ
チ
ソ
℃
げ
餌
日
O
口
α
q
O
ぼ
昌
ぴ
q
の
鋭
い
峯
女
に
と
塾

ま
か
れ
た
海
抜
九
八
○
米
の
盆
地
の
南
側
に
立
地
し
て
い
る
。
村
の

周
囲
は
石
灰
岩
の
露
出
し
た
植
生
の
ま
ば
ら
な
斜
面
、
あ
る
い
は
森

林
に
覆
わ
れ
、
盆
地
の
中
央
を
酬
っ
て
小
川
が
あ
る
が
、
乾
季
に
は

水
が
流
れ
て
い
な
い
。
村
の
家
々
は
カ
ギ
な
り
に
一
列
な
い
し
二
列

に
並
び
、
相
互
に
可
な
り
接
近
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
家
近
く
に
米
倉
・
豚
小
舎
・
馬
屋
・
難
奢
が
無
秩
序
に
建
て
パ
リ
れ
、

そ
れ
ら
を
包
括
し
て
屋
敷
の
境
界
を
示
す
柵
は
み
ら
れ
な
い
。
村
の

中
央
に
樹
叢
が
あ
り
、
棚
を
め
ぐ
ら
し
て
あ
る
。
染
料
摺
の
草
・
茶

樹
・
桃
な
ど
の
若
干
の
果
樹
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
他
は
未
詳
で
あ

⑳る
。
村
の
北
部
に
茶
園
、
そ
の
向
う
が
ケ
シ
畑
と
菜
園
に
な
っ
て
を

り
、
筆
者
が
一
月
末
に
訪
問
し
た
待
に
は
白
と
紫
の
ケ
シ
が
満
開
で
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あ
っ
た
。
電
つ
と
竜
ケ
シ
畑
と
菜
園
と
は
劃
然
と
区
分
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
・
な
く
、
ケ
シ
に
交
っ
て
ト
ー
モ
ロ
コ
シ
・
ト
ウ
ガ
ラ
シ
・

キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
が
混
栽
さ
れ
て
い
る
。
村
の
西
部
は
一
帯
に
灌
木
林

に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
が
切
開
か
れ
て
コ
ー
ヒ
ー
畑
に
な
っ

て
い
た
。
こ
れ
は
最
近
、
ラ
オ
人
を
通
じ
て
ボ
ロ
ヴ
ェ
ソ
切
O
ざ
く
Φ
霞

高
原
か
ら
将
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
成
育
状
況
は
恩
わ
し
く
な

い
と
い
う
。
村
の
南
部
に
は
深
い
樹
林
が
ひ
ろ
が
り
、
尾
根
筋
か
ら

山
頂
を
お
お
っ
て
い
る
。
ヤ
オ
村
落
は
あ
た
か
電
砂
漠
の
な
か
の
オ

ア
シ
ス
の
ご
と
く
、
高
綾
な
山
地
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
自
身

完
結
し
た
ひ
と
つ
の
世
界
を
区
切
り
と
っ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

そ
れ
は
確
か
に
〈
隠
れ
里
〉
に
似
て
い
る
。

　
カ
イ
ソ
！
村
を
携
成
す
る
家
々
は
そ
の
サ
イ
ズ
に
お
い
て
極
め
て

区
女
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ド
ピ
b
。
b
σ
℃
N
ρ
b
。
9
b
。
ρ
込
。
日
の
ご
と
き

極
め
て
小
さ
い
、
一
見
し
て
米
倉
か
物
蟹
き
と
誤
認
す
る
程
の
家
と
、

残
余
の
可
な
り
大
き
い
立
派
な
象
と
に
二
大
別
さ
れ
る
。
こ
れ
は
村

落
社
会
に
お
け
る
何
等
か
の
社
会
階
願
の
存
在
を
示
卜
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
が
未
調
査
で
あ
る
。
　
一
般
に
彼
等
の
家
の
特
徴
と
し
て
、

木
造
、
土
間
式
で
す
べ
て
切
妻
々
入
で
あ
る
が
、
屋
根
は
カ
ヤ
葺
き

と
木
羽
葺
き
と
が
あ
り
、
な
か
に
二
、
三
軒
は
片
側
の
み
波
形
ト
タ
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北部ラオスの少数民族（岩田）

ソ
（
日
本
製
）
を
用
い
て
い
る
。
屋
根
の
傾
斜
は
急
で
、
雨
水
は
竹
樋

に
よ
っ
て
傍
の
溜
井
戸
に
導
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
乾
季
に
は
井
戸

水
は
利
用
し
得
な
い
。
室
内
は
広
い
土
間
を
中
心
に
、
そ
の
一
側
に

寝
室
が
な
ら
び
、
他
側
に
客
用
の
寝
室
と
猪
舎
が
並
ぶ
。
土
間
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

イ
ロ
リ
と
カ
マ
ド
が
し
つ
ら
へ
ら
れ
、
一
方
の
側
に
祭
壇
が
あ
る
。

祭
壇
の
傍
に
「
直
上
清
風
生
羽
翼
」
と
い

っ
た
・
叉
字
を
書
い
た
紅
紙
の
聯
が
数
葉

貼
っ
て
あ
る
こ
と
電
あ
る
。
ま
た
入
口

上
方
の
妻
板
に
例
え
ば
「
乙
未
年
仲
冬

之
月
琴
参
日
建
築
」
な
ど
と
達
筆
に
墨

書
さ
れ
て
い
る
家
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

家
々
は
す
べ
て
斜
面
に
建
て
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
そ
の
一
部
は
自
ら
杭
上
に
建

て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
に
客

の
寝
室
と
猪
舎
の
部
分
が
そ
れ
に
あ
て

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
家
に
付
属
し
て

馬
屋
。
難
舎
が
あ
り
、
米
倉
が
あ
る
が
、

米
倉
は
必
ず
高
床
式
で
床
下
の
柱
に
ま

る
い
鼠
返
し
の
つ
い
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
た
σ
猪
舎
が
別
棟
の
場
合
も
あ
る
ひ

　
こ
れ
ら
ヤ
オ
村
落
の
歴
史
に
関
し
て
は
未
調
査
で
あ
る
が
、
カ
イ

ソ
ー
村
は
乙
酉
年
の
開
村
で
十
四
年
、
パ
・
ナ
ム
・
ピ
ソ
村
は
二
十

年
、
パ
・
ル
ア
ン
村
は
す
で
に
五
十
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。

驚ズ
1　’・　一t

驚””窒b普hptAij．

　　　　　　　　　　　　鎖
　　　　　　　　　　　　議
2．ヤオ族の穀物倉（カイソー村）

　
②
生
業
と
生
活
筆
者
は
ヤ
オ
村
落
が
そ

れ
自
身
完
結
し
た
生
活
体
と
し
て
の
印
象
を
あ

た
織
る
と
述
べ
た
が
、
他
方
、
彼
等
の
今
日
の

生
活
は
ひ
ろ
く
周
辺
山
地
の
資
源
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
成
立
し
て
い
る
。
彼
等
の
生
活

空
論
は
必
ず
し
も
狭
く
局
限
さ
れ
て
は
い
な
い
。

こ
れ
を
土
地
利
用
に
関
し
て
村
内
部
か
ら
外
部

に
む
か
っ
て
記
述
す
る
と
次
の
ご
と
く
に
な
る
。

す
な
わ
ち
　
ω
　
先
ず
村
域
内
に
お
い
て
は
熱

願
・
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
の
ほ
か
若
干
の
作
物
が
栽

培
さ
れ
、
馬
§
軽
骨
醤
喚
O
斜
　
豚
ミ
轟
鳩
難

題
§
犬
S
裳
が
飼
育
さ
れ
て
い
る
（
イ
タ
リ

ッ
ク
で
示
し
た
も
の
は
や
オ
語
、
以
上
同
様
）
。
水
牛

。。

戟
?
Ｕ
L
冒
葺
鷲
§
は
ヵ
イ
ソ
ー
村
に
は
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い
な
い
が
、
パ
・
コ
ー
ム
村
に
は
い
る
。
、
働
　
こ
の
外
側
が
ケ
シ
畑

と
菜
園
で
あ
り
、
⑧
　
村
を
遠
く
離
れ
て
焼
畑
が
開
か
れ
ケ
シ
・
陸

稲
・
サ
ト
ウ
キ
ビ
。
ト
！
モ
μ
コ
シ
・
サ
ツ
マ
イ
モ
・
バ
ナ
ナ
な
ど

が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
徒
歩
二
、
三
時
間
の
尾
根
と
そ
の
斜
面
に
開

か
れ
た
焼
畑
一
騎
稲
畑
で
あ
る
由
1
を
み
・
た
が
、
そ
こ
に
は
二

戸
・
三
戸
・
五
戸
と
三
群
の
出
小
歴
が
望
見
さ
れ
た
。
㈹
　
も
ち
ろ
ん

森
林
∴
竹
林
は
用
材
に
ま
た
紙
（
竹
｛
吊
）
の
原
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て

を
り
、
ヤ
雷
族
の
み
の
知
っ
て
い
る
ー
ー
ラ
ォ
族
は
知
ら
な
い
！
i

銀
・
鉛
鉱
も
あ
る
。
⑤
　
最
近
で
は
村
人
口
の
増
加
に
対
応
し
て
カ

イ
ソ
ー
村
の
焼
畑
が
デ
ソ
・
デ
ィ
ソ
峠
近
傍
に
ま
で
進
出
し
て
き
た

が
一
1
開
墾
中
で
出
小
屋
は
未
だ
な
い
ー
ー
こ
う
な
る
と
彼
等
を
一

概
に
山
地
居
住
民
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
平
地

進
出
に
関
し
て
ヤ
オ
族
は
可
な
り
意
欲
的
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
デ

ソ
・
デ
ィ
ソ
婦
は
標
高
六
七
五
米
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ヤ
オ
族
の
栽
培
作
物
の
う
ち
最
も
重
要
な
屯
の
は
ケ
シ
・

陸
稲
・
ト
！
モ
ロ
コ
シ
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
ケ
シ
§
（
種
畑
）
は

年
三
圓
ー
ー
七
月
播
種
～
九
月
収
穫
、
同
八
月
～
十
二
月
、
九
月
～

一
、
二
月
－
i
一
栽
培
煎
れ
、
種
子
か
ら
乳
液
を
集
め
ア
へ
，
ソ
を
粗
製

す
る
。
こ
れ
が
彼
等
の
主
要
な
現
金
取
入
源
で
あ
り
、
生
活
の
主
た

る
よ
砂
ど
こ
ろ
で
竜
あ
る
。
睦
稲
品
種
に
は
数
種
あ
る
が
筆
者
の
入

手
し
た
も
の
は
次
の
三
品
種
で
あ
る
。
1
、
ミ
。
ふ
§
含
画
（
稲
虫
赤
米
）
、

こ
れ
は
三
、
四
月
に
播
種
し
九
月
に
収
穫
す
る
。
2
、
ミ
？
§
ぎ
（
稲

禰
黒
米
）
、
同
じ
く
三
月
種
～
九
月
収
、
3
、
身
。
－
営
も
鴨
（
稲
細
米
白
）
、

同
じ
く
三
月
種
～
九
月
収
。
一
見
し
て
薄
墨
が
主
食
の
ご
と
く
で
あ

る
が
、
実
は
糎
米
を
常
食
し
て
い
る
。
ト
ー
モ
ロ
コ
シ
§
鳴
、
（
色
合
）

の
品
種
は
筆
鷺
に
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
多
く
家
畜
の
飼
料

に
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
馬
は
運
搬
用
の
小
馬
で
数
頭
、
牛
は
果
し
て

何
に
使
う
か
、
谷
筋
の
ラ
オ
部
落
で
は
牛
を
ヤ
オ
族
・
苗
族
の
村
か

ら
購
入
す
る
由
で
あ
っ
た
が
、
他
の
用
途
は
知
ら
な
い
。
動
物
蛋
白

源
と
し
て
魚
類
を
利
用
し
得
な
い
彼
等
に
と
っ
て
鳥
堅
肉
以
外
に
は

豚
・
難
が
最
も
重
要
で
あ
9
、
畜
産
の
重
点
も
こ
こ
に
置
か
れ
て
い

る
。　

次
に
彼
等
の
食
生
活
に
つ
い
て
筆
者
の
観
察
を
述
べ
て
お
こ
う
。

先
ず
食
習
慣
お
よ
び
食
事
作
法
に
つ
穿
て
み
る
と
、
1
、
食
事
時
間

と
記
数
に
つ
い
て
は
文
明
国
の
よ
う
に
一
日
三
回
、
朝
昼
晩
に
食
事

す
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
朝
食
が
十
一
時
頃
で
あ
っ
た
り
、

夜
食
を
つ
づ
け
ざ
ま
に
二
度
、
三
度
と
つ
た
り
す
る
。
　
一
般
に
二
食

が
原
駆
引
で
空
腹
に
・
な
っ
た
時
に
サ
ツ
マ
イ
モ
や
バ
ナ
ナ
を
焼
き
、
あ
r
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北部ラオスの少数畏族（岩鑓）

る
い
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
か
じ
る
様
で
あ
っ
た
ひ
こ
の
点
は
ラ
オ
族
の

村
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
2
、
食
事
は
普
通
ま
る
い
小
卓
を
か
こ
み

円
座
ー
ラ
オ
族
か
ら
の
借
用
か
。
ラ
オ
語
で
タ
ー
ン
臼
p
6
と
い

う
一
に
坐
し
て
、
あ
る
い
は
イ
ロ
リ
を
か
こ
ん
で
と
る
。
そ
の
際
、

決
し
て
男
女
同
席
し
な
い
。
家
族
人
数
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
先
ず
戸

主
と
年
長
の
男
子
が
と
り
、
次
に
残
余
の
男
子
・
最
後
に
女
子
が
カ

マ
ド
際
で
食
べ
る
ゐ
食
事
に
お
い
て
屯
性
別
、
年
齢
別
の
差
別
は
極

め
て
厳
重
で
あ
る
。
3
、
ヤ
オ
文
化
一
般
の
特
徴
ど
し
て
食
事
も
常

に
儀
礼
的
・
宗
教
的
雰
囲
気
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
日
常
の
食
事
に

際
し
て
も
先
づ
戸
主
が
坐
し
て
唱
え
言
を
つ
ぶ
や
き
、
そ
の
後
は
じ

め
て
食
物
を
た
べ
る
が
、
会
食
∵
宴
会
と
な
る
と
こ
の
手
続
き
は
一

層
複
雑
に
な
る
。
最
初
に
村
長
な
い
し
そ
の
席
の
1
客
側
の
i

最
長
老
が
低
声
に
な
が
な
が
と
唱
え
書
を
い
い
、
次
に
主
人
が
立
っ

て
一
人
一
人
の
客
に
酒
盃
を
わ
た
す
。
客
は
こ
れ
を
受
け
て
か
ら
主

人
に
返
す
。
一
巡
し
て
今
度
は
逆
に
客
の
一
人
一
人
が
酒
盃
を
主
人

に
お
く
る
。
終
っ
て
一
同
揃
っ
て
酒
盃
を
あ
げ
、
食
事
に
入
る
。
た

だ
し
食
事
の
終
り
に
は
特
別
の
儀
礼
は
な
い
。
4
、
宴
会
は
土
間
に

細
長
い
卓
を
置
き
、
そ
の
上
を
バ
ナ
ナ
の
葉
で
覆
い
食
車
と
す
る
が
、

参
会
者
が
多
く
一
度
に
着
席
し
得
な
け
れ
ば
二
回
、
三
図
に
わ
け
年

長
者
グ
ル
ー
プ
↓
そ
の
他
の
男
子
↓
主
催
者
側
男
子
（
結
婚
式
の
場

合
に
は
新
夫
婦
双
方
の
父
）
が
食
事
し
、
そ
の
後
章
た
ち
が
別
室
（
カ
マ

ド
際
）
で
た
べ
る
。
5
、
一
方
、
女
性
た
ち
の
仕
事
の
分
担
竜
明
瞭

で
炊
事
係
・
給
仕
係
（
若
い
未
婚
女
性
）
・
監
督
（
老
女
）
と
わ
か
れ
、

若
い
女
性
は
屡
々
老
女
に
叱
責
さ
れ
る
。

　
食
物
に
つ
い
て
み
る
と
主
食
は
糎
米
で
、
こ
れ
を
炊
き
茶
碗
に
盛

り
箸
で
た
べ
る
。
し
か
し
宴
会
そ
の
他
の
機
会
に
は
禰
柳
葉
用
い
、

赤
米
の
濡
を
蒸
し
、
バ
ナ
ナ
の
葉
に
盛
っ
て
出
す
こ
と
が
あ
る
。
ま

た
調
理
方
法
は
不
明
で
あ
る
が
濡
米
を
蒸
し
て
醗
酵
せ
し
め
た
ご
と

き
、
あ
る
い
は
飯
に
甘
酒
を
か
け
た
ご
と
き
も
の
も
あ
り
好
ん
で
食

べ
て
い
る
。
次
に
謝
食
物
に
は
豚
の
脂
肉
と
筍
の
ス
！
プ
ー
食
事

の
進
行
に
つ
れ
て
こ
の
中
へ
煮
た
野
菜
を
入
れ
る
i
、
豚
ひ
き
肉

の
煮
つ
け
、
茄
で
た
難
の
足
、
難
の
手
羽
1
こ
の
二
つ
が
彼
等
に

と
っ
て
最
上
の
珍
味
で
あ
り
、
筆
者
も
屡
々
す
す
め
ら
れ
て
食
べ
た

i
、
土
の
つ
い
た
ま
ま
の
生
キ
ャ
ベ
ツ
、
豚
焼
肉
、
そ
の
他
で
あ

り
、
免
に
角
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
豚
の
脂
臭
が
染
み
て
耐
え
難
い
も

の
で
あ
る
。
酒
は
米
か
ら
造
り
、
赤
白
二
種
が
あ
る
。
強
く
、
特
有

の
匂
い
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ヤ
ナ
の
老
人
の
な
か
に
は
ひ
そ
か

に
サ
ッ
カ
リ
ン
を
所
持
し
、
酒
盃
に
入
れ
て
飲
む
も
の
が
あ
っ
た
。
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彼
は
こ
れ
を
「
砂
糖
」
と
い
っ
て
い
た
。
食
事
が
す
す
む
と
洗
面
器

に
容
れ
、
ス
プ
ー
ン
を
そ
え
た
豚
の
血
漿
－
一
凝
固
し
た
プ
リ
ン
状

の
一
が
廻
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
刻
ん
だ
ネ
ギ
を
入
れ
た
も
の
も
あ

り
、
美
味
で
あ
っ
た
が
、
同
行
の
ラ
オ
人

は
こ
れ
を
敬
遠
し
て
い
た
。
ヤ
オ
族
の
好

物
か
つ
精
力
剤
で
あ
る
ら
し
い
。

　
嗜
好
品
に
茶
O
ぎ
と
阿
片
が
あ
り
、
茶

は
数
葉
を
火
に
か
ざ
し
て
焙
じ
、
熱
湯
に

入
れ
て
使
用
す
る
。
阿
片
は
壮
・
老
年
男

子
が
嗜
み
、
青
少
年
は
決
し
て
口
に
し
な

い
。
煙
草
も
同
様
で
、
こ
れ
ら
の
使
用
に

は
厳
格
な
年
齢
的
制
約
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
一
方
、
老
人
は
午
後
、
と
く
に
食
後

は
必
ず
阿
片
を
吸
飲
し
、
そ
の
た
め
青
く

騎
の
あ
る
顔
が
多
く
、
村
長
の
ご
と
き
は

ほ
と
ん
ど
一
日
中
毛
布
に
く
る
ま
っ
て
寝

て
い
る
有
様
で
あ
っ
た
。
阿
片
中
毒
で
も

あ
ろ
う
か
。

i
好
ん
で
コ
ー
ヒ
を
飲
む
。

　
最
後
に
服
装
に
つ
い
て
一
言
し
よ
う
。
ヤ
オ
族
は
何
よ
り
も
制
服

〈
愛
用
者
〉
　
で
あ
っ
て
、
常
に
、
　
日
常
労
働
に
も
祭
礼
そ
の
他
に

　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
ヤ
オ
は
好
奇
心
が
強
く
、
　
ラ
オ
村
落
か
ら

ネ
ス
カ
フ
ェ
ー
と
練
乳
を
求
め
て
を
り
i
富
裕
者
の
み
で
あ
る
が

3．溜井戸（カイソー村）

の
項
圏
き
早
ミ
匙
．
．
詰

も
同
一
の
服
装
を
改
め
る
こ
と
が
な
い
。
男

は
頭
に
帽
誉
も
§
を
か
ぶ
り
、
衣
N
ミ
と
徳

ま
§
を
つ
け
る
。
布
地
は
何
れ
も
粗
製
の
黒

木
綿
i
大
て
い
日
本
製
i
で
、
帽
子
は

中
央
に
赤
い
毛
糸
の
つ
ま
み
と
縁
に
赤
い
木

綿
を
編
ん
で
飾
り
に
す
る
。
衣
に
竜
同
様
な

飾
り
が
襟
と
袖
に
つ
け
ら
れ
て
を
り
、
銀
鉦

が
並
ぶ
。
棟
の
裾
に
も
飾
り
が
あ
る
。
　
一
般

に
下
着
は
つ
け
な
い
し
、
靴
は
穿
か
な
い
。

女
の
服
装
は
先
ず
頭
に
赤
い
小
布
評
§
N
§

を
置
い
て
か
ら
面
起
薦
§
も
ミ
を
巻
く
。

頭
抱
は
帯
と
同
様
の
布
で
あ
る
が
刺
繍
の
花

模
様
が
若
干
小
さ
い
。
耳
に
一
対
の
銀
の
耳

環
き
§
さ
慧
、
壽
を
さ
げ
、
首
に
一
つ
以
上

を
つ
け
る
。
こ
れ
も
銀
製
で
あ
る
。
衣
N
ミ

は
腰
の
あ
た
り
で
三
豊
に
わ
か
れ
一
種
の
ス
カ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。
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襟
に
は
赤
い
毛
布
の
房
飾
り
が
っ
き
、
短
形
の
銀
板
N
ミ
却
ミ
発
論
を

合
わ
せ
て
止
め
る
。
糠
潮
§
に
は
一
難
の
花
蕊
ぎ
の
刺
繍
が
あ
る
。

衣
・
擁
の
上
を
腰
帯
ミ
あ
§
で
巻
き
一
端
を
挾
ん
で
止
め
る
。
こ
れ

、
が
く
制
服
〉
で
あ
る
が
、
特
に
着
飾
っ
た
時
に
は
背
中
に
ソ
ソ
・
ブ

イ
冨
§
も
ミ
と
い
う
一
種
の
打
掛
け
を
か
け
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ

に
燦
然
と
輝
く
美
々
し
い
も
の
で
あ
る
。
女
は
肌
着
は
着
ず
、
水
浴

屯
し
な
い
。
従
っ
て
体
臭
養
女
で
あ
る
。
以
上
、
ヤ
オ
族
男
女
の
衣

服
は
す
べ
て
購
入
の
上
、
民
族
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
詳
．

　
　
　
　
⑳

説
を
避
け
る
。

　
③
　
教
養
と
生
活
　
初
め
て
ヤ
オ
族
の
村
を
訪
ね
、
　
ヤ
オ
と
そ
の

文
化
に
接
し
た
時
の
印
象
に
は
一
種
異
様
な
も
の
が
あ
っ
た
。
ラ
オ

の
村
で
は
か
っ
て
一
度
も
感
じ
た
こ
と
の
な
い
或
種
の
無
気
味
さ
、

或
種
の
圧
迫
感
を
感
じ
た
。
黒
服
を
身
に
ま
と
っ
た
阿
片
常
用
者
の

青
黄
色
い
顔
、
落
窪
ん
で
鋭
い
眼
、
調
査
者
が
か
え
っ
て
彼
等
に
調

査
さ
れ
注
視
さ
れ
て
い
て
、
次
に
は
ど
う
い
う
状
況
が
展
開
す
る
の

か
全
く
予
測
が
つ
か
な
い
。
軽
い
不
安
を
感
じ
た
。
こ
こ
に
幾
つ
か

の
問
題
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

　
1
、
ヤ
気
胸
の
生
活
の
な
か
に
は
き
び
し
い
社
会
的
訓
練
が
行
き

わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
山
地
思
住
に
お
け
る
生
活
の
き
び
し
さ
を

克
服
す
る
た
め
に
創
出
さ
れ
た
集
団
生
活
の
秩
序
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
こ
と
は
食
事
・
会
食
な
ど
の
際
に
み
ら
れ
る
性
別
・
年
齢
別
秩
序
、

座
順
な
ど
か
ら
明
瞭
に
ー
ル
ー
ズ
と
も
み
え
る
ラ
オ
族
の
そ
れ
と

比
較
す
れ
ば
一
層
あ
ざ
や
か
に
1
看
取
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
阿
片
に
し
ろ
タ
バ
コ
に
し
ろ
こ
れ
を
吸
飲
し
得
る
も
の
に
一
定

の
制
限
が
あ
る
こ
と
、
村
民
・
家
捲
ハ
と
家
族
員
の
間
に
み
ら
れ
る
権
威

と
服
従
の
関
係
な
ど
、
単
に
自
然
発
生
的
で
な
い
訓
練
、
〈
し
つ
け
V

の
存
在
を
思
わ
し
め
る
竜
の
で
あ
る
。
2
、
後
述
の
ご
と
き
ヤ
オ
族

の
文
化
に
お
け
る
高
度
に
儀
礼
的
な
性
格
、
3
、
前
記
、
訓
練
の
問

題
と
関
聯
し
て
彼
難
．
の
教
養
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
・
つ
ま

り
広
義
の
社
会
的
訓
練
の
ほ
か
に
、
狭
義
の
教
育
・
教
養
の
制
度
が

形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
漢
字
・

漢
文
の
教
養
と
結
び
つ
い
て
シ
ナ
文
化
の
色
彩
が
著
し
く
看
取
さ
れ

る
。
ヤ
オ
族
が
漢
字
を
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
ラ
オ
の
村

人
か
ら
聞
き
知
っ
て
い
た
が
、
彼
等
の
村
を
訪
ね
て
始
め
て
そ
の
実

態
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
家
屋
の
妻
板
に
記
さ
れ
た
建
築
年
代
、

祭
壇
の
傍
に
貼
ら
れ
た
聯
に
関
し
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
筆
者
の

宿
泊
し
た
家
の
板
壁
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

「
我
国
地
方
広
大
人
口
衆
多
、
全
国
原
有
二
十
八
省
、
抗
戦
勝
利
以
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二
黒
東
北
改
為
九
省
、
又
従
臼
本
手
中
子
回
台
湾
省
当
為
成
三
十
五

省
…
…
」
。
　
ま
た
こ
の
家
に
は
上
海
出
版
の
辞
書
が
あ
り
、
一
種
の

公
民
教
科
書
が
あ
っ
て
彼
等
は
そ
れ
を
日
常
利
用
し
て
い
る
。
確
認

し
て
は
い
な
い
が
阿
片
売
買
の
記
録
は
一
種
の
大
福
帳
に
毛
筆
で
記

入
し
て
い
る
ら
し
い
。
紙
は
彼
等
自
製
の
竹
縞
で
あ
る
。
単
に
記
録

だ
け
で
な
く
一
種
の
詩
を
つ
く
る
。
　
「
恩
間
は
竹
融
を
造
っ
て
以
て

業
と
な
し
」
云
々
と
い
っ
た
類
で
、
こ
れ
を
十
五
、
六
の
ヤ
オ
が
筆
・

者
の
目
前
に
書
く
の
で
あ
る
か
ら
全
く
驚
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

次
に
ヤ
オ
の
歌
若
干
を
し
め
す
。
　
（
何
れ
も
原
文
の
ま
x
）

1
、
有
元
千
里
来
梱
会
　
無
元
対
面
不
摺
逢

2
、
有
元
黒
作
親
兄
弟
同
如
天
賜
浅
寒
丹
（
苗
）

3
、
当
切
翁
爺
有
好
地
二
天
分
散
各
山
遊

4
、
可
惜
当
初
不
昭
定
　
正
来
発
出
上
山
遊

　
こ
れ
ら
は
あ
る
い
は
歌
謡
と
し
て
彼
等
に
伝
統
的
な
知
識
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
彼
等
は
現
実
に
漢
字
に
よ
っ

て
用
を
弁
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
は
筆
者
に
日
本
か
ら
香
炉
を

持
参
し
て
欲
し
い
旨
の
依
頼
で
あ
る
。
　
「
貴
官
員
、
．
請
禰
労
煩
千
急

傘
藤
野
我
小
脳
、
香
炉
・
水
墨
、
請
駅
亭
代
来
給
我
十
対
、
価
銭
多

少
不
説
」
。
　
も
っ
と
も
彼
等
の
地
理
像
で
は
日
本
は
ー
ー
辞
書
で
読

ん
で
い
る
の
だ
が
ー
ヴ
ィ
エ
ソ
チ
ャ
ソ
の
隣
夢
に
位
劃
し
て
い
る

の
だ
か
ら
事
は
厄
介
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
漢
字
・
漢
文
の
教
養
を
彼
等
は
い
か
に
し
て

身
に
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ホ
ー
人
の
先
生
が
教
え
る
の
で

あ
る
。
ホ
ー
鵠
。
”
（
ラ
ォ
族
も
ホ
ー
人
国
げ
自
出
。
…
と
呼
び
大
平
天
国
の
乱

に
の
が
れ
て
き
た
人
々
の
子
孫
だ
と
い
う
）
は
客
家
族
i
ヤ
オ
は
客
家

中
人
と
も
書
く
ー
ー
で
あ
り
、
そ
の
若
干
名
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ヤ
オ
部

落
に
住
み
込
み
ー
ホ
ー
人
に
は
ヤ
オ
語
を
解
す
る
も
の
と
、
解
し

な
い
も
の
と
が
あ
る
と
い
う
。
後
者
の
場
合
に
は
ラ
オ
語
を
解
す
る

の
で
あ
ろ
う
…
一
定
期
間
謝
礼
を
受
け
て
青
年
を
教
育
す
る
の
だ

と
い
う
。
ル
ア
ン
プ
ラ
バ
ン
近
郊
の
パ
・
コ
！
ム
村
に
は
可
な
り
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

数
の
ホ
！
人
が
雑
居
し
、
年
額
一
、
一
〇
〇
キ
ッ
プ
の
謝
礼
を
と
っ
て

中
国
語
を
教
授
す
る
と
い
う
。
カ
イ
ソ
！
村
に
屯
最
近
ま
で
一
五

年
前
死
亡
－
雲
脚
か
ら
移
住
し
た
ホ
ー
人
が
一
人
い
て
同
じ
く
青

年
を
指
導
し
た
由
、
こ
の
人
は
姓
を
高
、
名
を
金
才
と
い
っ
た
と
い

ら
。
た
だ
し
こ
の
ホ
i
人
は
す
べ
て
の
ヤ
オ
部
落
に
入
込
ん
で
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
パ
．
ル
ア
ン
、
パ
・
ナ
ム
・
ピ
ソ
両
部
落
に
は
現

在
は
い
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
部
落
の
青
年
は
漢
字
を
解
す
る
程
度

が
低
い
。
ま
た
、
一
般
に
女
性
は
漢
字
を
知
ら
な
い
。
4
、
系
統
的
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な
教
養
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
余
暇
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
余

暇
、
こ
と
に
青
年
期
に
勉
学
の
余
畷
を
生
み
出
す
ご
と
き
種
族
生
活

の
秩
序
化
は
い
か
に
し
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

か
ら
み
て
も
や
オ
族
は
、
少
数
民
族
で
は

あ
っ
て
竜
未
開
民
族
で
は
な
い
。
5
、
ヤ

オ
族
が
1
苗
族
も
そ
う
だ
が
1
他
種

族
に
比
し
て
著
し
く
好
奇
心
に
富
む
こ
と

は
誰
知
ら
ぬ
も
の
も
な
い
。
好
奇
心
は
環

境
に
対
し
、
ま
た
他
文
化
に
対
す
る
能
動

的
な
態
度
・
振
舞
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
裏
に
は
彼
等
の
文
化
的
伝
統

の
高
さ
を
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
何
と

な
れ
ば
、
理
解
と
共
感
と
は
二
つ
の
飯
豊

の
間
の
〈
対
応
〉
を
示
す
に
他
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
ラ
オ
の
村
へ
来
た

ヤ
オ
は
村
中
を
隅
か
ら
隅
ま
で
歩
き
ま
わ

り
、
寺
を
の
ぞ
き
、
大
工
作
業
に
注
目
し
、

商
店
の
品
物
を
一
々
手
に
と
っ
て
眺
め
る
。
小
川
の
魚
に
、
豚
・
難

の
飼
育
法
に
、
コ
ー
ヒ
ー
園
の
状
況
に
注
意
し
、
果
て
は
筆
者
の
鞄

を
開
け
て
一
女
検
査
し
は
じ
め
る
。
ー
プ
・
テ
ソ
族
は
決
し
て
こ

う
い
う
こ
と
を
し
な
い
1
一
方
、
ヤ
オ
の
村
カ
イ
ソ
ー
に
は
二
、
三

戸
で
は
あ
る
が
ラ
ジ
オ
（
も
ち
ろ
ん
電
池
式
）
を
持
っ
て
い
る
家
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
自
転
車
を
持
つ
家
が
一
戸
あ
る
。
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
ん
自
転
車
の
用
途
は
な
い
の
で
埃
を
か
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
石
油
ラ
ン
プ
を
持
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
も
あ
り
、
ラ
オ
族
に
倣
っ
て
屋
根
の
一
部

4．ヤオ族の民家（カイソー村）

を
ト
タ
ン
葺
き
に
す
る
こ
と
が
流
行
し
て
い

る
。
サ
ッ
カ
リ
ン
を
使
い
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲

む
だ
け
で
な
く
、
進
ん
で
コ
ー
ヒ
ー
を
栽
培

し
、
コ
コ
椰
子
・
楼
榔
の
移
植
を
試
み
た
が
、

こ
れ
に
は
失
敗
し
た
。
し
か
し
彼
等
の
未
来

へ
の
意
欲
は
つ
よ
く
、
谷
筋
に
近
く
焼
畑
を

開
き
、
出
来
る
な
ら
ば
そ
こ
に
拠
点
を
つ
く

り
自
動
車
を
購
入
し
て
都
市
（
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ

ン
）
と
の
連
絡
を
自
ら
つ
け
よ
う
と
企
て
て

い
る
。
従
来
、
阿
片
売
買
を
は
じ
め
必
需
品

の
購
入
に
際
し
て
ラ
オ
人
の
仲
買
人
に
中
間
搾
取
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

何
と
か
し
て
そ
の
重
圧
を
取
除
け
た
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
つ
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と
も
ヤ
オ
自
身
が
云
う
よ
う
に
「
自
動
車
を
買
う
金
は
あ
る
が
、
ま

だ
そ
こ
ま
で
は
踏
切
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
ヤ
オ
族
は
た
・
し
か
に
将

来
へ
の
企
画
性
に
長
じ
て
い
る
。
6
、
ヤ
オ
族
の
文
化
は
外
界
と
の

自
由
な
交
渉
に
欠
け
た
竜
の
で
あ
塾
、
い
わ
ば
〈
閉
じ
ら
れ
た
文
化
〉

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
種
族
文
化
の
機
能
的
構
築
に
竜
増
し
て
文
化
諸

部
分
の
形
態
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
竜
ち
う
ん
、
す
べ
て
の
く
文
化
〉

は
貯
p
o
訟
O
づ
と
h
O
H
旨
と
の
相
互
交
渉
の
上
に
成
立
し
、
運
転
し

て
ゆ
く
も
の
に
は
違
い
な
い
が
こ
こ
で
は
特
に
著
し
く
｛
o
戦
資
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
一
見
し
て
そ
れ
が
奇
形
的

に
一
種
の
〈
妖
怪
〉
と
し
て
映
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

㈲
家
族
と
村
落
北
部
ラ
オ
ス
の
ヤ
オ
族
に
＋
二
種
族
（
＋
二

姓
）
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
カ
イ
ソ
ー
．
村
は
ー
ー
パ
。
ル
ア
ン
村
、
パ
・

ナ
ム
・
ピ
ソ
村
も
同
様
！
…
そ
の
中
の
由
催
団
8
囚
隷
≦
に
属
す
る
。

　
村
は
二
七
家
族
よ
り
な
り
、
　
そ
れ
ぞ
れ
の
戸
主
名
・
家
族
員
数

（
カ
ヅ
コ
内
）
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

，
－

369

一
文
龍
一

三
進
陞
、
恐
龍
清
⑬

郡
貴
安
㈲

騰
貴
温
情

210　7 4

趙
龍
盛
⑧

蓋
明
奥
、
実
価
堂
㈲

郡
貴
富
㈲

郡
上
陸
劒

511　8

趙
進
卯
㈲

要
領
畠
⑥

差
金
冨
⑧

27　24　21　18　15　12

趙
砂
色
㈲

鄙
窟
鰍
⑨

趙
交
郷
⑥

趙
文
欝
⑥

趙
文
堂
⑱

趙
龍
福
㈲

25　22　19　16　13

野
萩
聰
¢
り

郡
交
思
⑤

趙
文
睦
⑩

趙
七
二
㈲

趙
進
寿
ω

26　23　20　17　14

趙
龍
思
ω
・

魚
文
坤
㈲

郡
貴
珠
ω

郡
費
聴
⑥

郡
財
清
㈲

　
も
ち
ろ
ん
ヤ
オ
は
○
げ
9
⊃
o
（
O
強
。
）
じ
6
§
β
ピ
§
詳
O
冨
。
目
。
⇔
盤
虚

日
鋤
ゆ
隅
ロ
①
℃
〇
二
…
…
と
発
音
し
て
を
夢
、
な
か
に
ヤ
オ
風
の
読
み

方
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
こ
こ
に
は
省
略
す
る
。
ま
た
二
戸
に
二
・

名
連
記
し
た
も
の
は
二
夫
婦
同
居
の
意
で
あ
る
が
、
果
し
て
厳
密
に

他
と
区
別
し
得
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
の
で
、
以
下
、
便
宜
上
そ

れ
ぞ
れ
一
象
族
と
し
て
取
扱
う
。
1
、
カ
イ
ソ
ー
村
は
全
二
七
戸
、

計
二
〇
九
人
よ
り
な
り
、
二
戸
平
均
七
・
七
四
人
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
中
に
は
家
族
員
三
、
四
人
の
小
家
族
か
ら
、
十
人
以
上
、
十

八
人
と
い
う
大
家
族
（
家
族
員
数
の
上
で
）
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
。
2
、

戸
主
名
の
う
ち
2
、
3
、
5
は
正
し
く
は
趙
龍
盛
坤
、
趙
進
陸
陞
、
趙

進
卯
明
と
い
い
、
こ
れ
ら
の
坤
、
明
は
そ
れ
ぞ
れ
父
の
名
を
と
っ
た

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
こ
の
三
名
以
外
に
も
見
ら
れ
る
筈

で
あ
る
が
未
調
査
で
あ
る
。
3
、
よ
り
詳
細
な
塚
族
乱
離
に
欄
し
て
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北部ラオスの少数民族（岩田）

表1第

家族番号 F1 F2 F3　、 F8　　　　　F17

戸主の繊生地 カイ　ソー パ・ルアン カイ　ソー パ・ナム・ピソ　カイ　ソー

妻の幽生地 パ・ルアン パ・ルアン パ。ルアン
　　　　1．パ・デパ・ルアン　　　　2．パ・ルアン

ソ

（F17の妻1は死亡）戸主とその妻の出生地
　　　F

も
調
査
を
企
て
た
が
甚
だ
し
く
困
難
で
あ
り
、

僅
一
か
五
家
族
（
内
一
家
族
は
部
分
的
に
の
み
）
に

つ
い
て
若
干
知
り
得
た
の
み
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
家
族
1
、
2
、
3
、
8
、
1
7
で
あ
る
。

こ
の
六
家
族
の
み
を
資
料
と
し
て
ヤ
オ
族
一

般
を
考
え
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
一
応

次
の
事
実
を
推
測
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
年
令
の
記
憶
は
自
己
お
よ
び
身
近
の
数

人
を
除
い
て
す
べ
て
干
支
に
よ
つ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
干
支
を
年
数
化
し
得
る
け
れ
ど
も

一
般
に
は
そ
の
必
要
を
感
じ
て
い
な
い
。
次

に
こ
の
五
家
族
に
関
す
る
限
り
家
族
は
系
譜

的
で
、
少
く
も
三
世
代
を
含
み
、
さ
ら
に
そ

の
内
に
二
な
い
し
三
夫
婦
を
含
ん
で
い
る
。

同
居
家
族
の
多
い
こ
と
は
山
地
居
住
の
一
特

質
で
あ
ろ
う
か
。
夫
婦
は
カ
イ
ソ
ー
村
に
関

し
て
は
1
二
七
家
族
と
も
－
一
単
婚
形
態

を
と
っ
て
い
る
が
、
パ
・
コ
ー
ム
村
の
ヤ
オ

村
の
ヤ
オ
に
は
一
夫
多
妻
が
あ
り
、
村
長
は

三
人
の
妻
を
持
ち
、
外
に
も
同
様
の
例
が
若
干
あ
る
と
い
う
。
次
に

婚
姻
に
つ
い
て
、
戸
主
と
そ
の
妻
の
出
生
地
を
み
る
と
（
第
1
蓑
）
、

そ
の
中
に
夫
婦
と
竜
他
部
落
出
身
潜
の
あ
る
こ
と
が
注
音
心
さ
れ
る

（
五
例
中
二
例
）
。
こ
れ
は
多
少
と
竜
彼
等
の
伝
統
的
移
動
生
活
の
名
残

り
、
す
な
わ
ち
村
は
一
時
的
・
寄
合
い
平
帯
的
で
あ
っ
て
種
族
統
合

の
原
理
が
単
に
緬
々
の
村
を
集
成
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
村
と
い
う
地
域
原
理
と
と
も
に
、
同
族
の

血
縁
原
理
が
な
お
強
く
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ

て
隔
絶
し
た
山
地
居
住
の
制
約
を
こ
え
て
彼
等
の
通
婚
は
ひ
ろ
く
拡

大
し
て
を
り
（
第
2
蓑
）
、
い
わ
ゆ
る
村
内
婚
の
比
重
は
小
さ
い
，
婚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

姻
は
す
べ
て
嫁
入
婚
で
あ
る
が
、
花
観
の
家
で
結
婚
式
を
す
ま
す
と

夫
婦
そ
ろ
っ
て
花
嫁
の
家
へ
戻
り
、

第2表
婚入名村婚出

7
パ・ル　ア　ソ0

10　｝パ・ナム・ピン

0
カイソー

1

0ノく・コ　v一．ム3

oパ・デ　判3
カイソー村女子の婚出入先

こ
こ
で
二
年
間
－
妻
の
実
家

が
遠
け
れ
ば
一
年
一
労
働
し
、

そ
の
後
再
び
夫
の
家
へ
戻
る
と

い
う
、
い
わ
ゆ
る
・
ヨ
鋤
瞠
憎
℃
四

球
雛
0
0
巴
同
①
ω
こ
①
9
Φ
，
な
い
し

億
麟
O
臨
唱
鋤
曙
躍
O
⇔
鉱
　
お
ω
鑓
Φ
づ
8

の
形
を
と
っ
て
い
る
。
例
へ
ば

家
族
3
趙
進
陞
の
一
家
に
現
在
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盤
国
盛
と
い
う
男
が
い
る
が
、
こ
れ
は
進
陞
の
孫
娘
の
夫
で
二
年
後

に
妻
を
伴
っ
て
故
郷
の
パ
・
コ
ー
ム
村
へ
帰
る
竜
の
で
あ
る
。
最
後
に

注
意
し
た
い
こ
と
は
や
オ
女
性
に
お
け
る
婚
前
性
交
渉
胃
Φ
鑓
9
D
葺
巴

ω
①
図
§
二
色
讐
δ
ロ
ω
の
自
由
さ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
附
近
の
ラ
オ
人
の

ひ
と
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
際
に
は
種
族
の
如

何
を
問
わ
な
い
と
い
う
。
こ
の
事
実
と
夫
婦
同
齢
な
い
し
姉
女
房
が

比
較
的
多
い
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
が
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
筆
者
の

実
見
し
た
結
婚
式
に
お
い
て
は
花
軍
一
七
歳
花
嫁
二
五
歳
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
前
寵
、
芦
主
名
一
覧
か
ら
容
易
に
知
り
う
る
ご
と
く
ヤ

オ
家
族
に
は
同
姓
が
多
く
、
カ
イ
ソ
i
村
は
趙
・
郡
・
李
三
姓
の
み

か
ら
な
る
。
す
な
わ
ち
同
姓
妹
§
⇔
§
｝
（
瓠
§
腎
暮
）
　
で
あ
る
。
し

か
し
同
姓
必
ず
し
も
祝
先
を
同
じ
く
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
後
者
を

同
祖
先
あ
る
い
は
供
祖
先
9
§
§
騎
§
袋
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。

カ
イ
ソ
ー
村
で
は
家
族
1
・
1
7
・
1
8
・
1
9
・
2
1
・
2
2
・
2
4
の
組
、
同

じ
く
2
・
3
・
4
・
5
・
1
2
・
1
4
・
2
5
・
2
7
の
組
、
6
・
7
・
8
・

、9

E
1
0
・
1
1
・
1
5
・
1
6
・
2
0
・
2
3
・
2
6
の
組
、
そ
れ
に
唯
二
戸
の
1
3

の
四
組
の
O
鳶
袋
貸
蕊
冴
§
袋
が
あ
る
。
q
ぎ
ミ
養
跨
§
ま
は
い
わ
ば
同
族

冨
p
＄
e
q
①
で
あ
っ
て
、
　
こ
の
中
で
の
通
婚
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ

ち
同
姓
聖
慮
、
供
祖
先
不
得
で
あ
る
。
た
だ
し
第
一
組
に
つ
い
て
一
・

17

E
P
・
2
1
は
簿
§
蕊
冴
§
ま
で
あ
る
が
、
1
8
・
2
2
・
2
4
は
二
戸
ず

つ
そ
れ
ぞ
れ
別
組
に
属
す
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
同
祖
先
ら
ぎ
§

激
織
§
を
彼
等
は
ラ
オ
語
で
ス
ア
・
デ
ィ
オ
・
カ
ソ
ω
§
篇
欝
≦
宍
曽
部

FaFa　’　on

MoFa　ontah
FaMo　kou
MoMo　matia

Fa　tia
Mo　ma：
FaBr　（e）　pe

FaBr　（y）　iyou－tia

MoBr　（e）　tom－nau

MoBr（y）　un－nau，　nau

FaSi　（e）　pechua

FaSi　（y）　moua－ma

Mosi　（e）　untui

MoSi　（y）　unzia

Br　（e）

Br　（y）

S三（e）

Si　（y）

FaBrSo

FaSiSo

MaBrSo
MaSiSo

FaBrDa
FaSiDa

MoBrDa
MoSiDa
So

Dlc

Child

SoSo

DaSo

SoDa

DaDa

gr　Child

sibling

ko：

IYO：

to：　n

mo：　a

funton　（pfunton）

　　lt　lt

　tt　lt
　It　tt
funsi：　a　（pfunsi：　a）

　　tt　tt
　　lt　ll
　　tt　lt
ton

si：　a

to：n

funton　（pfunton）

　tt　tt
funsi：　a　（pfunsi：　ac）

　　tt　11
fun　（pfun）

ko－iyou

ヤオ族の親族名称
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北部ラオスの少数疑族（岩田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
っ
て
い
る
が
両
者
の
正
確
な
対
応
に
つ
い
て
は
未
調
査
で
あ
る
。

　
な
お
や
オ
族
の
親
族
名
称
は
第
3
表
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

一
応
そ
れ
が
父
方
母
方
、
直
系
を
区
別
す
る
窯
貯
肖
讐
①
O
O
自
讐
①
同
声

型
に
属
し
、
イ
ト
コ
名
称
に
関
し
て
は
交
叉
イ
ト
翼
・
平
行
イ
ト
潔

の
区
別
の
な
い
い
わ
ゆ
る
国
の
ざ
臼
。
型
に
属
す
る
こ
と
を
述
べ
る
に

止
め
、
解
説
は
別
の
機
会
を
得
た
い
。

　
⑤
　
宗
教
の
一
特
質
　
ヤ
八
隅
の
宗
教
一
般
に
つ
い
て
知
る
こ
と

は
出
来
な
か
っ
た
が
、
た
ま
た
ま
第
二
回
調
査
の
際
に
彼
等
の
祭
を

観
察
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
報
告
す
る
。
そ
れ
は
二
月
十
四
日
、

ヤ
二
一
で
は
十
二
月
二
十
八
日
に
当
っ
て
い
た
。
祖
先
祭
、
零
智
黒
ミ

が
営
ま
れ
、
　
来
る
べ
き
新
年
の
吉
凶
が
占
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
ラ

オ
人
は
こ
の
祭
を
ラ
オ
語
で
ブ
ソ
・
ピ
ー
・
マ
イ
し
d
§
勺
ぼ
竃
鍮

　
（
新
年
祭
）
と
呼
ん
で
い
た
。
　
ヤ
オ
に
よ
る
新
年
祭
⑦
帖
§
9
＄
織
嵩

の
こ
閤
惑
は
正
月
一
7
6
日
に
行
う
と
の
こ
と
。
　
そ
う
す
る
と
ラ
オ
人

の
称
呼
は
誤
り
で
祖
先
祭
が
正
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
し

か
に
こ
の
祭
浮
犠
、
は
全
村
落
の
祭
で
は
な
く
、
　
趙
一
族
の
一
部

・
1
こ
れ
が
前
記
、
同
祖
先
グ
ル
ー
プ
第
二
組
の
さ
ら
に
一
部
分
に

あ
た
る
一
の
祭
で
あ
っ
た
。
以
下
、
幾
分
記
述
的
に
な
る
が
祭
の

様
相
を
伝
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ヤ
オ

　
ニ
月
十
四
日
午
後
三
時
墳
、
筆
者
は
カ
イ
ン
…
村
へ
着
い
た
ば
か
り
で
趙

ロ
ン
シ
ン

龍
清
の
家
に
い
た
。
突
然
、
村
中
央
あ
た
り
か
ら
ド
ド
ド
ン
　
ド
ド
ド
ソ
と

い
う
太
鼓
の
ひ
び
き
が
聞
え
て
き
た
。
ヤ
オ
青
年
に
さ
そ
わ
れ
て
そ
の
家
へ

行
っ
て
み
る
と
、
す
で
に
多
く
の
ヤ
オ
が
土
間
（
ニ
ワ
）
に
集
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ヤ
オ
ロ
ン
フ
ユ
イ

中
へ
入
る
と
右
手
の
小
部
屋
に
趙
龍
思
が
い
て
筆
者
を
呼
ん
だ
。
こ
こ
は

彼
の
家
、
彼
は
六
十
歳
ち
か
い
老
人
で
あ
る
。
ご
ろ
り
と
横
に
な
り
毛
布
を

か
ぶ
っ
て
阿
片
を
吸
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
そ
の
傍
に
坐
っ

た
。
太
鼓
き
鳶
の
音
、
二
種
の
カ
ネ
§
タ
Q
訟
§
↓
・
。
o
ミ
の
音
が
高
ま

り
（
ニ
ワ
の
一
隅
で
た
た
い
て
い
る
）
ヤ
オ
が
続
々
つ
め
か
け
て
き
た
。
約

二
間
四
方
の
ニ
ワ
が
直
言
さ
れ
、
祭
壇
鼠
δ
口
↓
冨
び
。
β
に
香
が
た
か
れ
、

ロ
ー
ソ
ク
の
灯
が
と
も
さ
れ
た
。
祭
壇
は
祖
先
を
麗
つ
た
も
の
と
い
う
が
、

粗
末
な
木
製
、
紙
貼
り
で
、
臼
・
月
・
星
の
模
様
が
象
ど
ら
れ
て
い
た
。
祭

堰
の
左
横
手
の
机
に
は
供
物
と
し
て
一
頭
の
豚
（
殺
し
て
皮
を
は
い
だ
も
の
）

が
横
た
え
ら
れ
、
そ
の
前
に
酒
盃
、
う
し
ろ
に
紙
（
白
）
の
三
角
旗
が
十
三

本
た
て
か
け
ら
れ
て
い
た
。
同
じ
く
祭
壇
の
右
手
前
に
木
製
の
床
机
が
澱
か

れ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
は
何
察
も
起
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
入
玉
（
正
掘
で

は
な
く
側
面
の
入
口
）
を
押
し
開
け
、
人
々
を
突
き
除
け
る
よ
う
に
し
て
一

人
の
ヤ
オ
が
転
が
り
込
ん
で
き
た
。
無
帳
で
髪
を
短
く
刈
り
、
後
頭
部
の
髪

だ
け
を
肩
に
垂
ら
し
い
た
。
彼
は
す
で
に
入
神
錯
乱
の
状
態
で
暴
れ
ま
わ
っ

た
が
、
や
が
て
そ
の
場
の
ヤ
オ
た
ち
に
取
抑
え
ら
れ
て
祭
壇
の
前
に
立
ち
、
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低
声
に
何
事
か
唱
え
ば
じ
め
た
。
時
々
、
パ
ッ
パ
ッ
と
何
か
を
撒
き
ち
ら
す
。

塩
で
あ
っ
た
。
今
度
は
祭
壇
の
下
か
ら
長
さ
十
糎
ほ
ど
の
丁
度
筍
を
縦
に
二

つ
捌
り
し
た
よ
う
な
も
の
（
竹
製
、
告
薯
§
と
い
う
）
を
取
出
し
、
右
手
に
握

っ
て
身
体
を
や
や
前
か
が
み
に
し
た
と
思
う
と
パ
ッ
と
ユ
ワ
に
落
し
た
。
彼

チ
ヤ
オ

は
告
の
は
じ
け
具
合
を
見
守
っ
て
い
る
。
二
回
、
三
態
し
て
か
ら
そ
の
男
は
祭

壇
を
背
に
こ
ち
ら
を
向
い
て
停
ち
首
を
垂
れ
た
。
顔
色
蒼
白
、
疲
労
勲
等
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ン
フ
ユ
イ

つ
た
息
づ
か
い
で
あ
る
。
突
然
、
筆
者
の
横
に
寝
て
い
た
龍
思
が
起
き
上
り
、

人
々
を
か
き
わ
け
て
床
机
に
腰
か
け
た
。
と
、
彼
は
左
右
の
足
を
交
互
に
震
わ

せ
ば
じ
め
た
。
二
十
秒
あ
る
い
は
三
十
秒
、
長
髪
を
振
乱
し
た
彼
は
っ
と
立

上
る
と
祭
壇
の
前
に
立
ち
唱
え
　
…
面
を
は
じ
め
た
。
パ
ッ
パ
ッ
と
今
度
は
白
米

を
投
げ
上
げ
る
。
次
に
ニ
ワ
を
め
ぐ
っ
て
舞
い
は
じ
め
た
。
腰
を
や
や
か
が

め
、
右
手
、
左
足
を
前
に
延
ば
し
、
左
手
で
頭
を
抱
え
、
ト
ン
ト
ン
ト
ン
と

廻
る
。
一
、
二
、
三
主
と
ま
わ
り
再
び
祭
壇
の
前
に
立
つ
た
。
チ
ャ
オ
を
取
上

げ
、
い
か
に
も
老
人
ら
し
い
物
馴
れ
た
態
度
で
ハ
ラ
リ
と
落
す
。
チ
ャ
ナ
の

二
黒
は
道
心
は
離
れ
或
時
は
重
な
る
。
終
っ
て
彼
は
第
一
の
男
の
傍
に
立
っ

て
頭
を
垂
れ
、
長
髪
を
左
手
で
つ
ま
ぐ
っ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
は
沈
黙
。
人
々

に
交
っ
て
い
た
一
人
の
ヤ
オ
が
媚
を
投
げ
棄
て
、
床
机
に
腰
か
け
る
と
直
ち

に
足
を
震
わ
せ
ば
じ
め
た
。
入
神
す
る
と
パ
ッ
と
躍
り
出
し
、
途
端
に
一
　
ワ

に
倒
れ
て
身
悶
え
す
る
。
二
、
三
人
の
ヤ
ず
が
扶
け
起
し
、
し
ば
ら
く
も
み

合
っ
た
末
、
祭
壌
に
お
し
や
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
計
七
人
、
祭
壇
の
前
に

こ
ち
ら
向
き
に
立
つ
た
。
侮
れ
も
髪
も
奇
妙
に
刈
り
込
ん
で
い
る
。
中
央
を

刈
っ
て
周
辺
を
残
し
た
も
の
、
片
側
の
み
刈
取
つ
た
も
の
、
あ
る
い
は
甚
し

い
長
髪
の
も
の
、
実
に
奇
怪
で
あ
っ
た
。
今
度
は
七
人
そ
ろ
っ
て
輪
舞
、
ト
ン

ト
ン
ト
ン
と
飛
ぶ
よ
う
に
廻
り
、
バ
ッ
ハ
ッ
と
気
合
を
か
け
る
と
反
対
に
廻

る
。
こ
れ
を
二
、
三
度
繰
返
し
て
次
に
祭
壇
に
飾
っ
た
旗
を
持
っ
て
踊
る
。

一
人
二
本
、
二
本
の
旗
を
頭
上
に
か
ざ
し
、
肩
に
か
か
げ
、
或
い
は
左
足
の

足
指
に
一
本
の
旗
を
挾
ん
で
踊
…
る
。
数
回
の
輪
舞
の
の
ち
旗
を
ニ
ワ
の
中
央

に
挿
し
、
七
人
集
っ
て
チ
ャ
オ
を
試
み
た
。
太
鼓
と
カ
ネ
の
音
は
相
変
ら
ず
は

げ
し
い
。
こ
の
間
に
他
の
男
が
大
皿
に
盛
っ
た
白
米
を
ニ
ワ
の
中
央
に
す
え
、

そ
の
ま
わ
り
に
旗
を
挿
し
替
え
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
盃
を
並
べ
て
酒
を
注

い
だ
。
そ
こ
へ
生
き
た
難
が
運
び
込
ま
れ
た
。
一
人
一
羽
、
た
だ
し
龍
思
の
み

霊
気
。
今
度
は
難
を
頭
上
に
か
か
げ
て
輪
舞
、
難
の
悲
鳴
と
羽
ば
た
き
が
す
さ

ま
じ
い
。
し
か
し
七
人
は
終
始
無
言
の
ま
ま
二
圃
、
三
囲
と
輪
舞
を
つ
づ
け
る
。

急
に
舞
の
輪
を
ち
ぢ
め
て
中
央
に
か
が
み
難
の
首
を
締
め
る
。
そ
こ
へ
傍
の

青
年
四
、
五
人
が
出
て
腰
の
山
刀
を
抜
い
て
難
の
脛
動
脈
を
断
つ
た
。
滴
る
血

潮
が
白
米
と
旗
に
注
が
れ
た
。
七
人
は
血
の
し
た
た
る
難
を
頭
上
に
掲
げ
て

舞
い
、
そ
の
ま
ま
か
が
み
込
ん
だ
と
思
う
と
難
を
後
に
投
げ
棄
て
た
。
そ
こ
へ

再
び
生
録
が
届
け
ら
れ
、
同
じ
こ
と
が
繰
返
さ
れ
た
。
も
う
一
度
、
今
度
は
立

　
　
　
　
　
　
　
ロ
ン
フ
ユ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ロ
ン
フ
ユ
イ

派
な
雄
難
が
一
羽
、
龍
思
に
手
渡
さ
れ
た
。
龍
思
は
し
ば
ら
く
こ
の
難
に
見
入

っ
て
い
た
。
特
に
鋭
い
畷
、
足
の
爪
に
注
評
し
て
い
た
。
や
が
て
彼
は
こ
の
難
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チ
ン
フ
ロ
イ

を
か
ざ
し
て
舞
う
。
難
は
羽
ば
た
き
、
彼
の
長
髪
は
乱
れ
、
春
思
は
も
は
や

こ
の
世
の
人
と
も
思
わ
れ
な
い
。
難
の
血
が
再
び
白
米
と
旗
を
色
ど
り
、
酒

．
盃
も
赤
く
染
ま
っ
た
。
こ
れ
が
す
む
と
七
人
は
祭
壇
の
前
で
鰻
後
の
チ
ャ
オ

を
試
み
た
。
玉
込
、
・
三
回
、
龍
思
の
手
か
ら
チ
ャ
オ
が
す
べ
る
よ
う
に
落
ち

す
べ
て
の
人
々
が
チ
ャ
オ
の
は
じ
け
方
に
注
爵
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
吉
か
凶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ン
フ
ユ
イ

か
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
龍
思
も
顔
色
ひ
と
つ
変
え
な
い
。
終
っ
て
七
人

　
は
祭
壇
を
背
に
し
て
列
び
、
頭
を
垂
れ
た
。
太
鼓
と
カ
ネ
の
音
も
た
え
、
群

衆
が
そ
れ
ぞ
れ
帰
っ
て
ゆ
く
。
祭
が
終
っ
た
の
で
あ
る
。
七
入
は
再
び
蘇
つ

　
て
生
気
を
と
り
も
ど
し
始
め
た
。
1
こ
の
夜
、
三
軒
の
家
で
宴
会
が
あ
り
、

　
村
長
を
は
じ
め
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
三
、
四
十
人
の
ヤ
オ
が
集
っ
た
。
最
初
は

ザ
ヤ
オ
ロ
ン
フ
ユ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ヤ
オ
ロ
ン
ヒ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ヤ
オ
ヅ
ア
ン
イ
エ
ン

趙
龍
思
の
家
、
次
に
趙
龍
集
の
家
、
最
後
が
謬
言
卯
の
家
で
あ
っ
た
。
会
衆

　
は
一
回
ご
と
に
入
替
る
の
で
は
な
く
、
王
回
通
じ
て
出
席
す
る
の
で
あ
る
。

　
食
物
と
宴
会
次
第
は
前
述
し
た
と
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
女
性
は
男
た
ち

　
の
会
食
が
終
っ
て
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
食
事
に
出
か
け
て
い
っ
た
。

　
ヤ
善
計
の
宗
教
は
一
般
に
祖
先
崇
拝
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
以
上
の
ご
と
く
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
も
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
　
一
、
最
初
に
祭
場
に
こ
ろ
が
り
込
ん
で
き
た
男
、

彼
が
こ
の
村
の
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
り
、
「
眺
ハ
家
人
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

彼
は
郡
講
話
で
あ
る
。
ラ
オ
人
は
彼
を
モ
ー
モ
i
鼠
ひ
竃
O
（
ラ
オ
語
、

呪
師
）
と
称
し
て
い
る
。
2
、
祭
壇
に
祀
ら
れ
て
い
る
竜
の
は
祖
先

の
霊
位
1
ー
ヤ
オ
は
法
位
と
屯
い
う
一
1
で
あ
る
が
ト
別
に
例
え
ば

村
長
の
と
こ
ろ
に
は
「
大
転
三
戸
大
道
神
金
依
」
が
紀
ら
れ
て
い
る
。

3
、
す
べ
て
の
ヤ
オ
は
青
年
時
代
か
ら
容
易
に
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
入

る
た
め
の
修
練
を
積
む
。
4
、
生
難
を
か
ざ
し
、
そ
の
飛
翔
σ
様
を

模
す
る
ご
と
き
舞
踊
。
5
、
太
鼓
の
使
用
な
ど
何
れ
竜
こ
れ
を
証
す

る
屯
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
祭
に
は
他
の
要
素
の
混
入
も
み
ら

れ
可
な
り
複
合
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な

お
カ
イ
ソ
！
村
の
ヤ
オ
は
こ
の
祭
を
外
来
者
に
見
せ
る
こ
と
を
好
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ン
キ
ン

ず
、
特
に
呪
師
に
つ
い
て
語
り
た
が
ら
な
い
。
筆
者
の
友
人
、
郡
金

シ
ャ
ン

昌
も
ノ
ー
ト
に
喚
家
人
と
書
い
て
く
れ
た
が
、
す
ぐ
消
し
て
し
ま
つ

⑧
た
。　

ヤ
オ
族
の
村
に
は
ラ
オ
族
の
そ
れ
の
ご
と
き
村
社
ー
ラ
オ
語
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ホ
ー
・
ピ
ー
出
。
”
剛
ぼ
（
ピ
ー
す
な
わ
ち
精
霊
の
家
）
i
は
な
い
。

　
⑥
　
ヤ
オ
語
の
所
属
は
な
お
未
決
定
の
よ
う
で
あ
る
。
最
近
、

切
Φ
p
Φ
蝕
9
は
こ
れ
を
原
オ
ー
ス
ト
リ
ッ
ク
語
に
属
せ
し
め
た
が
、
こ

れ
に
よ
る
と
や
顎
髭
は
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
族
よ
り
む
し
ろ
タ
イ
語
、

モ
ゾ
ク
メ
ー
ル
語
な
ど
に
近
縁
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
傭
れ
に
し
ろ

筆
者
は
門
外
漢
で
あ
る
が
、
参
考
ま
で
に
次
に
若
干
の
語
彙
を
示
す
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こ
と
に
す
る
．
（
第
4
表
）
。
そ
れ
に
し
て
も
や
夢
語
の
声
調
は
き
わ
め

て
複
雑
で
あ
る
た
め
弁
別
困
難
で
あ
っ
た
し
、
表
記
法
も
不
完
全
で

あ
る
。
比
較
の
端
緒
に
も
な
れ
ば
幸
で
あ
る
。

　
　
　
三
　
地
域
文
化
の
構
造

　
以
上
、
ヤ
オ
文
化
の
概
要
に
つ
い
て
報
告
し
た
が
、
筆
者
の
意
図

は
単
に
漢
民
族
文
化
に
よ
っ
て
圧
迫
、
駆
逐
さ
れ
た
文
化
の
残
存
形

態
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
追
わ
れ

追
わ
れ
た
末
に
た
ど
り
着
い
た
ラ
オ
ス
北
部
に
お
い
て
、
ヤ
オ
族
が
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
か
に
堅
地
の
地
域
文
化
の
な
か
に
組
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
。
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
6

に
地
域
文
化
の
形
成
に
貢
献
し
た
か
。
あ
る
い
は
そ
の
な
か
で
周
辺

諸
種
族
と
の
間
に
い
か
な
る
文
化
的
相
互
関
係
を
樹
立
し
て
い
る
か
。
“

要
す
る
に
北
部
ラ
オ
ス
に
お
け
る
地
域
文
化
の
実
態
、
そ
の
構
造
を

明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
に
あ
る
。

　
ω
　
ヤ
オ
族
の
分
布
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
分
布
は
決

し
て
単
な
る
く
拡
が
り
V
　
〈
ち
ら
ば
り
方
〉
で
は
な
く
、
そ
れ
は
種

ヤ　オ語の．語彙

YaoEnglishYao

da：　o

nan

Sレa且

1〈haw

tso－ei

sou
ba：　p

n－n］o　：　m

ta：　e

hop

nユan
hae

pu－at

pou

ta：e
tsi－ou

da：　e

ziu

ta－eh

pu：　a

pu：　n

hiw

bu：a
na：　e

na－nju：　n

pa－tao

mae
wa：
chun

pou－an
tsen－bo　：

glm

cho：　n

la－1〈hod

uan－ml：　n

long

short

new
old

論
臨
脇
識
跳
㎜
贈
諮
農
㎞
器
顧
伽
購
鼎
謙
㎞
羅

ko：　n

tswan

chu：

tou－ei

byac　：　o

no：

chao

da：t

e：

o；　chum

tam

群山am
1〈e　：m

da－o

lu－pieh

sa－tsioh

tao

bon－houe

h－la；

負：n

lu－muan

mao
tsu－byu：　n

tau

tou－sio

sa　：e

i：a

aw－boua

moe
エトchan－to：n

si：　a－to：　n

mien
boua

ho：

iaj

cho：　m

chtt－on

ga：e
do：　n

sua且
tcho：
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衷4第

猛鍛91ish Yao English

eye 　　　ひ氏|ts工：豆 root

nose b．tsO：且 see6

ear n幡no：m
do9

瓢outh zu：i tai1

tOng妖e
　■

ule龍 且sh

tooth 　　G刪黹Ra： bird

hair 　　　◎b潤|Ple eg9

head n－90餓 feather

neck cha：n meat

hand ba．tsa：11 grease

skin dOP 10use　　　l

foot zao－pen wateゴ

belly 　「

r1：a mOU鍛tain

bo且e bu：n earth

heart hiyo： stone

1iver k－fa：n，　t－fa：n sand

blood ●1辱za：瓢 road

one i；e sun

twO
i
： Inoon

three pou段
star

four 　■
ole： nigh七

ave pyah： cloud

　・rIX tshu：
　　．窒≠撃

seven
?ｉｇｈ?

　噸

rl：a
?１en

負re　　　　l
@　　　　　　　　ismQke

　．

視ﾊne doU寂 ashes

tea tsie飢 王

eleven 　●　　　　　　●
狽唐撃?－1e鍛 we

twelve 　●　　　　　　　　　　　　　　◎

狽唐撃?ｌｎ－m：・ thou

twe1｝ty ni：tsiem ma亘

t短rty fa：t－tsiem woman
mahy tsam person
all 　　・yO1．tsun nal且e　　　　1

red bOU．a big

black ki：a sma1玉

9「een me：且 warm
yellow iya：無　　　　　】 COld

white pe： dry

tree dy－an wet

bark dOm gocd

1eaf
no：m

bad

族
編
互
関
係
の
空
間
的
表
現
で
あ
る
。
北
部
ラ
オ
ス
に
は
多
数
の
少

…
数
民
族
が
割
拠
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ラ
オ
族
を
中
心
に
互
に
複
雑

な
利
害
関
係
の
絆
に
よ
っ
て
緊
密
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
等

少
数
民
族
の
村
落
が
地
理
的
に
他
と
隔
離
し
、
孤
立
的
な
生
活
を
営

ん
で
い
る
こ
と
は
一
つ
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
彼
等
が

互
に
密
接
な
相
互
交
渉
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
竜
ま
た
一
つ
の

事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
ラ
オ
ス
北
辺
の
町
ナ
ム
・
タ
ー
懸
絶
謹
臼
冨
で

は
ラ
オ
族
の
経
営
す
る
市
場
を
中
心
に
黒
タ
イ
6
げ
9
。
陣
O
憾
言
族
・
メ

オ
（
苗
）
塊
族
・
ヤ
オ
族
。
リ
ュ
！
ピ
⊆
族
。
カ
ム
ー
丙
げ
簿
羅
O
環
馬
糧
・
カ
コ

ー
国
げ
9
0
囚
げ
。
族
・
ラ
ソ
テ
ソ
ピ
ρ
導
①
β
族
・
お
よ
び
ヴ
ュ
ト
ナ
ム
人

・
パ
キ
ス
タ
ン
人
・
華
商
・
フ
ラ
ン
ス
人
・
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
が
出
入

し
、
常
時
、
絹
互
的
な
交
渉
を
た
亀
っ
て
い
る
。
　
一
方
、
パ
。
タ
ソ

村
附
近
で
は
、
同
村
を
中
心
に
カ
ム
ー
族
・
ヤ
オ
族
・
メ
オ
族
が
同

じ
く
接
触
し
交
渉
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
パ
・
タ
ソ
村
を
中
心
に
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

数
の
異
種
族
村
落
を
包
含
す
る
商
圏
が
講
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
種
族
分
獅
は
単
に
歴
史
的
な
種
族
移
動
史
の
現
状
を
示
す
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亀
、
の
で
も
な
く
、
ま
た
環
境
に
た
い
す
る
生
態
学
的
適
応
の
単
な
る

結
果
で
竜
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
文
化
の
地
域
的
体
制
の
な
か

に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
種
族
の
位
置
づ
け
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
竜

の
で
あ
ろ
う
。

　
②
　
筆
写
は
諸
種
族
間
に
お
け
る
い
わ
ば
〈
文
化
の
算
術
〉
を
試

み
た
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
文
化
諸
要
素
の
貸
借
一
覧

表
を
作
製
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
調
査
時
日
に
余
裕
が
な
く
論
及

ぼ
な
か
っ
た
。
し
か
し
思
い
出
に
任
せ
て
記
し
て
も
ラ
オ
族
の
村
に

は
プ
テ
ソ
族
の
作
っ
た
蒲
が
あ
り
、
ヤ
オ
族
の
背
負
い
籠
℃
①
”
Z
冒
⇔

勺
①
国
び
p
毒
プ
テ
ソ
族
の
籠
、
囚
。
昌
8
0
と
称
す
る
プ
ニ
7
ソ
族
の

雨
衣
、
ヤ
オ
族
の
子
供
用
帽
子
な
ど
が
屡
々
見
ら
れ
る
し
、
一
方
、

プ
・
テ
ソ
族
の
村
で
は
家
厳
様
式
に
お
け
る
全
般
的
な
ラ
オ
化
現
象

を
別
に
し
て
屯
、
伝
統
的
な
立
杵
と
臼
の
代
り
に
ラ
オ
族
の
唐
臼
が

用
い
ら
れ
始
め
て
い
詳
し
、
メ
オ
族
の
濫
費
、
ヤ
オ
族
の
腕
輪
、
ラ

オ
族
の
織
っ
た
布
地
・
ス
カ
ー
ト
・
頭
町
な
ど
が
広
く
用
い
ら
れ
て

い
る
。
ヤ
オ
族
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
文
化
酌
交
流
は
少
い
が
、
な

お
ラ
オ
族
の
座
椅
子
日
鋤
菖
が
広
く
用
い
ら
れ
、
水
汲
み
の
竹
筒

じd

髏
痰
X
D
日
は
ラ
ナ
族
伝
来
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ラ
オ
族
を
介

し
て
流
入
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
品
－
臼
本
製
、
香
港
製
の
も
の
を

含
め
て
一
1
は
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
竜
ち
う
ん
諸
種
族
に
わ
た
っ

て
共
通
す
る
器
具
竜
多
く
、
他
面
、
プ
・
テ
ソ
族
の
立
憲
と
臼
の
よ

う
に
亡
び
ゆ
く
交
響
要
素
も
み
ら
れ
る
。
当
然
と
は
い
い
な
が
ら
諸

種
族
文
化
は
互
に
交
流
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
交
流
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
地
域
文
化
は
そ
の
内
容
を
豊
富
に
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
種
族

生
活
を
向
上
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
③
　
こ
の
点
に
麗
し
て
さ
ら
に
二
、
三
の
現
象
に
注
目
し
た
い
。

す
な
わ
ち
種
族
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
！
シ
ョ
ソ
の
黒
馬
に
関
し
て
、
先
ず

｝
冒
証
㎎
に
・
お
い
て
は
ラ
オ
誠
阻
か
ヤ
オ
族
・
メ
オ
族
・
プ
テ
ソ
族
を
媒
介
刀

す
る
連
絡
語
の
役
割
を
果
し
て
を
り
、
こ
れ
ら
の
種
族
は
何
れ
も
極

め
て
流
暢
に
ラ
オ
語
を
話
す
。
逆
に
ラ
ォ
族
は
ラ
オ
語
以
外
の
言
語

の
知
識
を
欠
く
が
、
少
数
者
が
プ
テ
ン
語
々
彙
の
若
干
を
知
っ
て
を

り
、
更
に
小
数
の
も
の
が
ヤ
出
語
・
メ
難
語
を
僅
か
に
解
す
る
。
ラ

オ
族
と
周
辺
諸
種
族
と
の
関
係
は
決
し
て
最
近
の
も
の
で
は
な
く
歴

史
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
族
の
語
彙
の
う
ち
に
ラ

オ
語
か
ら
の
借
用
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
へ
ば
プ
テ
ソ
族

の
語
彙
の
う
ち
数
詞
は
完
全
に
ラ
オ
語
で
禮
換
さ
れ
て
を
り
、
外
に

〈
古
い
〉
屏
ρ
鐙
F
〈
噛
む
〉
惹
鼻
〈
円
い
＞
o
β
〈
胸
＞
o
α
q
な

ど
に
ラ
オ
語
を
使
用
し
、
　
時
に
は
否
定
詞
σ
O
の
使
用
も
み
ら
れ
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る
。
こ
の
点
で
間
じ
く
プ
テ
ソ
族
と
は
い
え
北
方
の
種
族
と
の
問
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
一
方
、
ヤ
報
謝
の
う
ち
に
竜
〈
死
ぬ
〉
㌶
ρ

〈
知
る
〉
巨
芝
お
よ
び
否
定
逸
玉
簿
⑦
の
ご
と
き
が
あ
っ
て
興
味
ふ

か
い
。
勿
論
、
共
通
起
源
と
い
う
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

潔
し
、
筆
者
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
論
義
の
資
格
を
欠
い
て
い
る
。

　
次
に
結
婚
を
契
機
と
す
る
人
の
交
流
に
つ
い
て
み
る
と
第
5
表
の

ご
と
く
で
あ
り
、
ヤ
オ
族
に
関
し
て
は
カ
イ
ソ
ー
村
に
プ
・
テ
ソ
族

を
夫
と
す
る
も
の
が
一
例
み
ら
れ
た
の
み
で
全
般
に
甚
し
く
種
族
内

婚
的
で
あ
る
。
し
か
し
ラ
オ
族
と
プ
テ
ソ
族
、
ラ
オ
族
と
メ
士
族
な

ど
何
れ
も
建
前
と
し
て
通
婚
は
し
な
い
筈
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
実

情
は
表
の
如
く
、
司
な
り
の
人
的
交
流
が
あ
っ
て
驚
か
さ
れ
る
。
異
種

族
間
の
物
的
交
流
が
人
的
交
流
を
促
す
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
で

あ
る
の
か
、
に
わ
か
に
断
定
し
得
な
い
が
、
交
流
の
事
実
そ
の
も
の

は
動
か
し
難
い
。

時事妻の種族夫の種族

Mu・蓼Kassi　ld例・
Vientianeに多し

MeoLao

Muong　Luong，　Xieng
K：houangに多し。
Vientiane　lこ若干。

LaoMeo

なしYaoLao

なし

Muong　K：assiに多し
王）ha　Tang村田こ1例

しaoYao

Phou　ThengLao

Muong　K：assiに多し，Lac　oPhou　Theng

なしMeoYao

なしYaoMeo

なしPhou　ThengMeo

なしMeoPhott　Thepg

なしPhou　ThengYao

KaisOU村に1例Yac　o？hou　Theng

多数LaoFren¢hinan

多数

多数
？董ユa　Tang　季寸1・こ1例

FrenchwomanLac　o

LaoVietnamian

多数VietnamianLao

PhaTang　村tこ＝L例
（二布に関して未詳）．

Laochinese

異種族間の通婚第5表

　
と
こ
ろ
で
以
上
の
ご
と
き
種

族
間
の
物
的
・
人
的
、
な
い
し

．
号
階
藏
叩
的
凱
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ

は
互
に
何
等
の
障
害
な
し
に
常

に
対
等
の
立
場
で
行
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

の
種
族
が
当
の
地
域
文
化
の
な

か
に
占
め
る
地
位
に
は
相
違
が

あ
る
。
し
か
も
そ
の
相
違
は
そ

れ
ぞ
れ
の
種
族
文
化
の
視
点
に

応
じ
て
同
一
で
は
な
い
。
ラ
オ

族
の
認
め
て
い
る
地
域
文
化
砂
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秩
序
と
ヤ
ガ
族
の
そ
れ
と
の
間
に
は
不
同
が
あ
り
、
出
入
が
あ
る
。

し
か
し
、
パ
タ
ン
村
周
辺
で
は
ラ
オ
文
化
が
最
も
ド
ミ
ナ
ソ
ト
な
、

強
い
影
響
力
を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ラ
オ
的
地
域
文
化
の
秩

序
が
地
域
の
隅
友
に
ま
で
滲
透
し
て
い
る
と
み
・
る
こ
と
も
出
来
る
。

そ
の
場
合
、
最
竜
明
瞭
な
上
一
下
関
係
は
ラ
オ
族
と
プ
・
テ
ソ
族
の

そ
れ
で
、
プ
テ
ソ
族
は
ラ
オ
族
に
対
し
て
極
め
て
安
価
に
労
力
奉
仕

を
行
い
、
従
者
と
し
て
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
る
。
プ
・
テ
ソ
族
は

ラ
オ
族
か
ら
み
て
賢
明
な
ら
ざ
る
、
貧
し
い
、
た
だ
し
最
屯
よ
く
働

く
種
族
な
の
で
あ
る
。
プ
・
テ
ソ
族
が
ラ
オ
族
の
前
で
い
か
に
も
自

己
抑
制
的
に
、
む
し
ろ
お
ど
お
ど
と
振
舞
う
こ
と
を
筆
考
は
傷
ま
し

く
感
じ
た
。
次
に
ラ
オ
族
と
や
オ
族
と
の
関
係
は
文
化
的
に
は
対
等

で
あ
り
、
ヤ
オ
族
の
う
ち
に
は
ラ
オ
文
化
を
低
く
見
て
い
る
亀
の
も

あ
る
。
し
か
し
、
ラ
オ
族
に
と
っ
て
ヤ
オ
族
は
借
地
人
で
あ
っ
て
、

そ
の
限
り
彼
等
か
ら
何
等
か
の
金
銭
的
利
益
を
引
出
す
こ
と
一
…
主

と
し
て
阿
片
の
仲
買
と
商
業
・
行
商
を
通
じ
て
一
を
至
極
当
然
と

心
得
て
い
る
。
　
〈
地
代
〉
さ
え
払
っ
て
貰
え
ば
よ
い
の
で
、
彼
等
と

政
治
的
・
社
会
的
関
係
を
持
つ
こ
と
を
進
ん
で
求
め
よ
う
と
は
し
な

い
。
　
ラ
オ
族
に
［
と
っ
て
ヤ
オ
族
は
㌔
よ
く
働
き
、
　
山
脚
圃
裕
∫
な
、
　
ラ
オ
族
に
｝

次
い
で
賢
明
な
種
族
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヤ
オ
族
の
な
か

に
は
、
少
く
も
谷
間
の
ラ
オ
村
落
を
訪
ね
る
時
に
は
ヤ
オ
の
服
を
脱

ぎ
毛
糸
の
セ
ー
タ
ー
を
着
込
ん
で
ラ
オ
　
歓
会
に
加
わ
り
、
ラ
オ
的
社

会
秩
序
の
一
端
に
場
を
占
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
春
が
あ
る
。
彼

等
は
ラ
オ
ス
王
の
政
治
的
支
睨
を
認
め
、
そ
の
下
に
従
属
す
る
こ
と

を
肯
定
し
な
が
ら
、
他
方
、
半
ば
観
念
的
な
ヤ
オ
国
王
の
存
在
を
忘

　
　
　
　
　
⑳

れ
て
は
い
な
い
。
ラ
オ
族
ー
当
期
族
関
係
は
、
少
く
竜
パ
タ
ン
附

近
で
は
や
オ
族
と
の
そ
れ
に
比
し
て
著
し
く
疎
縁
な
も
の
で
あ
る
。

村
数
竜
少
く
、
か
つ
遠
隔
地
に
あ
り
、
経
済
的
に
も
や
噴
砂
よ
り
竜

貧
し
い
た
め
彼
等
の
存
在
は
ラ
オ
的
世
界
の
周
縁
部
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
要
す
る
に
ラ
オ
族
を
中
心
と
す
る
地
域
文
化
の
な
か
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
族
の
文
化
的
地
位
が
指
定
さ
れ
、
割
当
て
ら
れ
て

い
る
。
　
従
っ
て
種
族
間
の
相
互
交
渉
は
右
の
ご
と
き
地
域
文
化
、

〈
場
〉
の
構
造
を
動
的
に
表
現
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

　
㈲
　
地
域
文
化
は
歴
史
的
に
、
生
態
学
的
に
著
し
く
複
含
的
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
複
雑
々
多
な
諸
文
化
の
寄
せ
集

め
で
は
な
く
統
一
的
な
、
秩
序
を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
秩

序
は
種
族
の
視
点
に
応
じ
て
多
様
に
、
幾
重
に
竜
桐
覆
う
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
ド
ミ
ナ
ン
ト
な
秩
序
が
あ
り
、
地
域
文
化

の
基
盤
を
い
わ
ば
支
持
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
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種
族
文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
に
単
位
文
化
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ

も
ま
た
一
つ
の
単
位
文
化
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
文
化

の
地
域
的
単
位
、
な
い
し
〈
場
〉
の
単
位
で
あ
る
。
こ
こ
．
で
、
文
化

を
動
か
す
主
体
を
種
族
な
い
．
し
人
間
集
騒
か
ら
〈
場
〉
に
転
換
し
て

考
え
て
み
よ
う
。
諸
種
族
文
化
の
〈
場
〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
族
文

化
を
配
置
し
、
秩
序
づ
け
、
交
流
せ
し
め
て
い
る
。
古
典
地
理
学
の

用
語
を
借
り
れ
ば
〈
場
〉
〈
地
域
〉
は
自
ら
を
充
填
①
ほ
鑓
δ
博
し
、

進
化
せ
し
め
る
。
ヤ
オ
族
は
北
部
ラ
オ
ス
、
パ
・
タ
ソ
村
を
中
心
と

す
る
地
域
文
化
の
一
隅
に
あ
っ
て
、
孤
立
的
に
し
て
同
時
に
種
族
的

文
化
交
流
の
一
環
を
担
っ
て
い
る
。
彼
等
は
決
し
て
単
に
大
畏
族
文

化
の
縁
辺
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
来
た
、
お
ち
ぶ
れ
果
て
た
未
開
人
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
唐
臼
の
地
域
文
化
の
秩
序
が
そ
の
ま
ま
で
十
全
な
竜

の
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
隔
日
、
ヤ
オ
族
の
青
年
、
鶴
泊
齪
畔

筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
に
次
の
ご
と
く
記
し
た
。

　
「
今
日
世
界
可
惜
多
、
不
雲
合
在
々
無
地
方
響
山
中
」
、
ま
た
「
得
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ン
シ
ヤ
ン

兄
来
聴
我
的
地
方
千
好
書
好
」
と
。
筆
者
は
金
贔
の
意
を
く
ん
で
右

の
報
告
を
記
し
た
次
第
で
あ
る
。

①
　
岩
曝
慶
治
　
「
北
ラ
オ
ス
の
谷
間
に
て
」
　
（
『
地
理
』
三
の
十
二
、
四
の

　
　
）
。
　
こ
れ
は
パ
・
～
タ
ン
村
生
活
記
の
ご
く
一
戸
分
で
あ
る
が
村
の
概
況

　
を
樹
う
こ
と
は
出
轍
木
る
か
も
知
れ
な
い
。

②
岩
田
門
Z
節
送
ω
o
P
α
q
層
Z
9
巨
ピ
節
流
域
に
お
け
る
諸
種
族
の
分
布
と
移

　
動
」
　
（
『
民
族
学
研
究
』
二
三
の
一
、
一
一
）
。

③
　
猟
げ
9
竃
O
償
と
は
同
族
の
自
称
、
鑑
。
β
は
ヒ
ト
の
義
か
、
囚
げ
黛
」
は
タ

　
イ
語
に
て
奴
　
隷
の
意
と
も
い
う
が
恐
ら
く
は
ヵ
ー
灘
㎎
、
未
詳
。
囚
げ
9
）
ζ
o
ロ

　
も
ヒ
ト
と
い
う
こ
と
。
彼
等
は
こ
の
名
称
の
使
用
を
甚
だ
好
ま
ず
、
従
っ

　
て
ラ
オ
ス
に
て
は
一
般
に
プ
・
テ
ソ
族
℃
ロ
O
信
↓
び
①
⇒
瞬
（
勺
ぴ
O
¢
蹉
ヒ
ト
、

　
的
げ
窪
σ
q
鋒
高
地
）
と
称
す
る
。

④
国
巡
⊃
首
2
p
同
．
冠
∴
渉
超
Φ
9
ω
9
＜
筥
簿
σ
Q
Φ
い
鵜
①
9
。
⇔
儀
○
巳
ε
3

　
0
ぽ
9
ユ
p
σ
Q
Φ
ヨ
い
鋤
。
ω
．
H
り
㎝
o
。
に
は
い
自
9
昌
σ
q
始
猿
げ
跨
昌
α
q
勺
戦
。
〈
ぼ
。
①
に
お
け

　
る
プ
画
質
O
欝
α
q
別
の
種
族
構
成
が
示
さ
れ
て
い
る
。

⑤
竹
村
卓
二
「
南
・
西
シ
ナ
非
漢
民
族
に
関
す
る
中
闘
民
族
学
の
貢
献
－

　
轟
又
献
要
㎞
鰍
目
」
（
『
社
△
砥
人
類
学
』
　
一
九
五
八
、
　
一
一
蟹
万
）
。

⑦
≦
．
9
践
器
ご
く
α
H
謡
物
。
ぼ
。
冥
§
σ
q
¢
⇔
α
く
α
弊
①
融
Φ
毛
①
α
q
自
⇒
頒
魯

　
一
占
象
群
富
興
Φ
昌
謁
ぎ
8
ユ
ロ
鳥
陣
。
ロ
φ
0
8
σ
q
鑓
駿
貯
9
降
謎
欝
9
）
δ
触
．

⑦
目
冨
｝
の
。
器
r
6
財
a
Z
窪
p
⊃
堕
↓
財
引
田
呂
p
詳
↓
げ
鉱
唱
雲
2
臼
匿
陣

　
O
①
⇒
σ
q
》
↓
ぼ
鉱
U
蝕
》
8
ぽ
鉱
Z
o
爆
9
P
　
日
げ
9
ゆ
一
勺
。
戦
。
瓢
σ
q
．
臼
げ
既
麟
F

　
目
げ
鴇
の
O
¢
P
↓
ロ
巴
ρ
8
び
思
ω
9
じ
d
勲
償
の
十
二
種
族
、
こ
れ
を
二
大

　
鴉
し
て
勺
財
O
償
↓
び
錬
（
6
び
巴
O
①
昌
σ
身
）
と
↓
げ
巴
い
簿
O
（
そ
の
他
の
十

　
一
毬
族
）
に
わ
け
る
こ
と
が
あ
る
。

⑨
ρ
器
だ
器
ω
ζ
ぎ
。
葺
伽
の
国
轡
び
巳
ρ
器
ω
創
偉
宏
。
箆
函
滋
。
二
一
p
ρ

　
（
切
懲
口
。
①
－
》
の
δ
℃
紹
あ
Q
O
“
一
〇
罐
曾
）
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⑨
こ
の
区
鋼
は
ラ
オ
入
に
よ
る
と
専
ら
衣
服
に
よ
る
と
い
う
。
男
の
上
衣

　
の
丈
、
女
の
ス
カ
ー
ト
な
ど
。
襲
の
あ
る
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て
い
る
の
が

　
メ
オ
・
ラ
ー
イ
で
あ
る
。

⑩
6
冨
貯
欝
ρ
　
（
口
・
押
》
男
O
o
毒
け
蔓
ω
長
く
2
ω
①
誌
㊦
ρ
お
㎝
δ

　
あ
る
い
は
臼
げ
鋤
出
p
昌
9
剣
鋤
段
効
昌
α
℃
目
①
の
ω
①
9
（
お
籍
）
。
蜜
た
炉
○
．

　
ω
⑩
σ
器
口
鋤
眞
　
↓
び
①
畷
”
o
　
（
↓
財
①
同
。
償
昌
黛
ゆ
一
〇
囲
夢
①
Q
り
冨
筥
ω
o
o
冨
曙
”

　
＜
O
轡
区
同
×
“
噂
簿
冨
悼
）
一
り
b
⊃
窃
に
や
や
詳
細
な
記
載
が
あ
る
。

＠
じ
6
Φ
釜
§
F
鵠
．
》
・
い
U
δ
Z
窪
㊦
ρ
o
ω
の
①
＜
α
涛
。
跨
毒
α
ρ
じ
d
α
．
戸

　
お
緯
．

＠
塑
。
冨
8
鼻
芦
く
。
三
野
ω
ω
①
づ
身
孤
雲
貯
く
霞
○
ω
鼠
路
p
6
避
・

⑬
妻
δ
拐
●
搾
H
∴
○
巨
降
鋤
．
ω
竃
錠
9
8
芝
p
⊃
a
9
④
感
3
営
o
ρ
6
鐙
．

　
本
書
全
般
の
招
介
と
し
て
『
社
会
人
類
学
』
～
九
五
八
、
箪
二
号
に
常
見

　
純
一
氏
の
「
書
評
」
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

⑭
韻
鼻
の
8
山
計
¢
＜
§
コ
口
無
．
ω
．
に
Q
。
占
2
．

⑮
．
凌
純
声
、
蒔
逸
夫
、
湘
西
茄
族
調
査
書
蕾
、
　
一
九
四
七
年
。

⑯
徐
松
石
「
勢
江
流
域
人
民
史
」
一
九
三
九
（
井
幽
季
和
太
訳
『
南
支
那

　
民
族
山
人
』
昭
十
－
六
鷹
十
）
。

⑰
ご
ロ
Φ
器
象
。
ダ
や
閤
∴
6
げ
8
開
巴
9
9
・
巳
H
践
呂
＄
紳
碧
”
鋤
器
脅

　
既
陣
σ
9
β
巳
①
暮
ぢ
ω
o
郎
夢
①
器
け
》
ω
鑓
　
（
》
営
．
》
㌶
び
戦
。
℃
9
£
6
強
く
。
一
・

　
魔
●
窺
。
。
軒
讐
．
ピ
H
Φ
爵
）
。
　
松
山
納
　
「
タ
イ
語
の
系
統
に
関
す
る
℃
．

　
凶
．
ヒ
d
①
購
①
感
9
の
異
説
に
つ
い
て
」
（
b
邑
Φ
負
）
簿
β
儀
0
鑑
騨
瓢
吐
Φ
ω
ε
経
Φ
の
ω
堕

　
お
㎝
ω
）
。

⑲
国
冨
昏
鴛
9
甫
∴
内
山
窪
聴
毎
回
α
醗
a
ぎ
彊
α
曾
幻
9
。
鼠
＆
涛
興

　
○
α
q
貯
簿
ω
博
H
り
僑
卜
）
●
（
た
だ
し
、
≦
δ
羅
ω
ψ
笹
嬢
の
づ
や
㎝
r
給
露
よ
り
引
用
）
。

⑲
ラ
オ
ス
国
内
に
お
け
る
ヤ
オ
族
調
査
報
告
に
卑
し
て
筆
嚢
に
は
未
詳
で

　
あ
る
。

⑳
　
ラ
オ
ス
の
行
政
組
織
は
ム
ラ
　
（
し
遡
9
ゆ
け
）
i
ム
ラ
グ
ミ
（
8
飴
ω
ω
Φ
拶
σ
q
）
、

　
五
、
六
ケ
村
一
…
十
ケ
村
を
合
し
た
も
の
ー
グ
ン
（
隔
壁
。
け
σ
q
）
ー
ー
県

　
（
囚
び
O
郎
①
⇔
σ
q
）
ー
ー
国
（
鎮
¢
9
ゆ
ロ
）
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
　

コ
コ
ヤ
シ
・
ビ
ン
ロ
ー
は
ヤ
オ
の
村
で
は
も
は
や
成
育
し
な
い
。
バ
ナ

　
ナ
・
サ
ト
ウ
キ
ビ
は
村
外
の
焼
畑
で
栽
培
し
て
い
る
。

⑳
イ
ロ
リ
は
土
着
の
一
隻
を
劉
っ
て
つ
く
っ
た
粗
宋
な
も
の
、
山
地
の
た

　
め
夜
闘
は
か
な
り
冷
え
込
み
、
こ
れ
に
薪
を
た
い
て
暖
を
と
る
。
も
ち
ろ

　
ん
、
湯
を
わ
か
し
た
り
、
煮
物
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
食
事
の
仕

　
度
は
カ
マ
ド
で
す
る
。

⑳
　
鉛
は
と
か
し
て
径
一
、
五
～
二
黒
位
の
女
η
竹
を
縦
に
剖
い
た
節
問
に
な

　
が
し
込
ん
で
画
く
。
こ
れ
が
買
売
の
単
位
で
あ
る
。

⑳
　
照
装
に
つ
い
て
布
地
は
す
べ
て
ラ
オ
商
人
よ
り
購
入
し
禽
製
し
な
い
。

　
そ
の
な
か
に
は
毛
糸
・
黒
布
な
ど
臼
本
論
最
も
多
い
。
潤
下
、
女
の
衣
服

　
に
っ
け
る
房
飾
り
の
ビ
ー
ズ
が
不
足
し
て
園
訂
し
て
い
た
。
耳
環
・
項
圏

　
な
ど
銀
製
品
は
自
製
で
あ
り
、
買
売
は
専
ら
そ
の
重
鍛
に
よ
る
。
彫
刻
の

　
良
否
は
問
わ
な
い
。
ま
た
、
擬
輪
を
つ
け
て
い
る
男
も
あ
る
。
因
に
ヤ
オ

　
族
の
家
々
に
は
フ
イ
ゴ
が
あ
り
簡
単
・
な
農
具
・
器
具
を
つ
く
る
。
フ
イ
ゴ

　
は
シ
ナ
式
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
際
、
鉄
は
主
に
バ
ン
コ
ッ
ク
製
の
地
金

　
を
購
入
し
て
い
る
。

⑳
　
　
公
定
レ
ー
ト
に
て
ー
ド
ル
％
キ
ッ
プ
。
　
侶
一
し
一
九
五
七
年
現
在
。

⑳
　
ヤ
オ
族
の
結
婚
式
は
次
の
次
一
第
で
行
わ
れ
た
。
－
、
花
嫁
が
花
婿
の
家

　
に
到
着
し
、
　
祖
霊
を
礼
拝
す
る
。
　
こ
の
時
、
花
嫁
の
父
、
周
村
の
娘
た
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ち
数
人
が
手
伝
い
の
た
め
同
行
す
る
。
2
、
結
嫌
式
を
行
う
。
花
婿
の
父

　
が
花
嫁
の
父
へ
銀
を
贈
る
。
筆
～
者
の
参
列
し
た
際
に
は
幅
二
、
五
糎
、
宵
園

　
さ
　
、
賀
糎
、
長
さ
十
一
糎
の
銀
塊
（
ラ
オ
語
で
Z
σ
q
償
ゆ
磯
①
o
、
ヤ
オ
の

　
銀
あ
る
い
は
オ
ヤ
の
貨
幣
と
い
う
）
一
つ
、
植
民
地
時
代
の
銀
貨
を
茶
碗

　
に
八
分
目
程
を
贈
っ
た
。
こ
の
際
、
双
方
の
父
、
村
長
及
び
有
力
者
数
名

　
が
参
加
し
共
食
す
る
。
3
、
村
人
へ
の
被
蓋
宴
を
行
う
。
4
、
結
婚
式
の

　
際
の
歌
の
一
節
は
次
の
ご
と
し
。
但
し
歌
と
い
っ
て
も
咳
く
よ
う
に
囑
え

　
る
「
菟
台
造
紙
行
嫁
蓑
、
留
伝
大
底
衆
人
知
、
当
初
盤
憂
欝
大
底
、
慨
立

　
天
底
万
民
修
　
至
成
女
人
嫁
出
外
　
麗
人
長
大
頂
香
炉
　
上
元
甲
子
一

　
千
八
百
六
十
歳
、
至
立
人
罵
天
底
國
」
　
（
以
下
未
詳
、
原
文
の
ま
ま
）

⑳
　
竹
村
卓
二
「
僑
族
の
社
会
組
織
に
関
す
る
二
、
三
の
特
徴
に
つ
い
て
」

　
（
『
社
会
人
類
学
』
～
九
五
九
年
、
第
二
巻
、
第
二
号
）
こ
こ
に
記
さ
れ
て

　
い
る
．
暁
O
謬
σ
Q
．
な
い
し
．
N
O
β
σ
q
匂
が
、
小
稿
の
O
買
β
効
昌
諺
跨
O
β
に
当
る

　
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
ラ
ナ
語
ω
ロ
曽
畠
猷
≦
瞠
鶉
揖
は
～
応
℃
鋤
面
一
〇
墨
引

　
と
考
え
う
る
が
、
り
N
け
ユ
珍
げ
と
云
っ
た
方
が
よ
い
顕
も
あ
る
。
崩
に
論

　
じ
た
い
と
思
う
。

⑳
　
宗
教
と
神
話
＝
蝦
に
つ
い
て
は
調
査
し
得
な
か
っ
た
。
但
し
い
わ
ゆ
る

　
難
字
説
話
に
関
し
て
は
少
く
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、
天
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森
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町
の
精
霊
を
配
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る
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お
け
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村
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ヤ
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に
よ
る
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彼
等
愚
身
の
ヤ
回
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あ
り
、
僑
王
は
九
江
地
方
に

　
居
る
由
で
あ
る
。
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monopolistic　capital’s　control　of　politics　is　given　，　up　by　the　city

capitalists　and　the　wotl〈ers　who　are　both　inclined　to　the　linterest

politics．　The　Boss　Ruef’s　administration　appears　a＄　a　mediator　of　the

struggle　in　these　three　groups，　dischargesits　function　of　public　welfare，

which　becanie　urgent　then，　by　xneans　of　priv－ate　interests，　bribery　or

buying－over，　and　is　an　illegal　form　of　politics　to　fi11　the　blank　without

coming　public　system　or　principle　which　operates　this　society，

The　Formation　of　the　Landlord　System　in

　　　　　　　　　Kokuga’s国衙Territory

　　　　　　by

　　　　　　　　ム

Ky6hei　Oyama

　　As　in　a　period　of　the　Kamakt｛rα鎖喪心era　in　the　Wahαsa、．若狭

countfy，　theκbんz49α’s国衙teffitofy　in　the　middle　ages　occupied

as　large　a　terfitory　ftc　s　the　manors　did。　This　large　Koleuga’s国衙

land　changed　largely　itself　by　the　dissolution　of‘G6’郷，　the　formef

tax－collection　afea，　and　by　the　newly　establisheing‘、Betsitmy6’別名

at　lafge　since　the　end　of　the　Heian　平安　era．　The・formation　of

Betsumpao”　fesulted　in　the　systematically　authorized　execution　of

Kaアzn6－ken勧農権，　of　f呈ght　for　promoting　agficulture，　by　its　lords

to　the　peasants　within　the　domains．　As’　time　went　on，　after　the

beginning　of　the　l〈amaleura鎌倉efa，　this　right　was　transformed

into　the　S臆αガーshinshileen　．下地血止権．　Then　the　fot’mation　of

Betszgnay6　means　the　concrete　birth　of　the　iandlord　system　itself，　and

it　motivated　the　inclination　for　systeniatically　feudalistic　constitution

by　the．　Koleuga’s　lac　nd，　as　a　result　of　each　raember　of　Kofeztga　dividing

the　former　G6　and　forming　many　Zaicho－6¢オs瑚η6在庁別名by
changing　the　Koleuga’s　system　according　to　each　charge　at　the　end　of

the　lleian　era．

The　Minor　Races　in　the　Northern　Laos

especially　on　the　Yao　f’X，it　race

by

Keiji　lwata

Each　race，　such　as　．乙αo，　Meo　炭『，　Yao　催・，　Gα一Mu　（Pu一　Ten）　and
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so　on，　in　tlie　northern　Laes　ranges　vafiedly　in　each　situation．・　’［1］’his

area　is　that　of　tlie　complicated　constitutiQn　of　races　and　the　very

compound　culture．

　　This　articl　e　tries　to　c］arify　ac　ny　racial　relation　around　the　Yao　race，

limiting　area　to　the　circumference　of　the　Pa－tan　country．　At　first

offering　the　reseanching　materials　on　the　Yao　race　in　the　Kaiso

coHntry，　especially　on　its　］ife，　its　settlement，　form　o£　i£s　houses，　its

social　construction，　and　its　religious　aspect，　its　contact　with　other

neighbouring　races　and．　its　relation　are　to　be　shown，　evaluatlng　its

reason　for　existence　not　as　a　minor　race　but　a　bearer　of　one　provincial

culture　in　the　northern　Laos．　Near　tlae　Pa－tan　country，　there　are　the

Yao　and　Meo　faces　in油e瓢ountains，　the　Pu一勧でace　in　the　moun－

tainside　of　撮ountai且foot，　and　the一白ao　race　in　the　val］ey，、cu】tufaI

intefcourse　of　these　races　enriches　and　develops　the　provinclal　culture

as　a　whole．　Without　the　Yao　race　the　Lao　ra’ce　should　be　only　a

farmer　in　the　valley　一　not　to　develop　its　abillty　as　a　commercial’

race，　without　the　Lao　race　the　Yao　race　be　isolated　and　retarded　on

the　top　of　the　mountains，’and　without　the　Pu－ten　race　no　bearer　and

mediator　between　the　two　一Lao　and　Yao一　be　found．　The　point

is　that　besides　tlie　examination　r．of　the　individual　racial　culttire　at

work　the　order　o£　the　pi’ovincial　culture　constituted　by　these　must

not　be　overlooked．　According　to　the　approach　in　the　tacial　geography，

the　provincial　culture　changes　each　racial　culture，　and　is　the　leading

factor　having　lnfiuence　on　history．

The　Political　Conditions　at　the　End　of　the　Ancient

　　　　Perio（］and　the　Contents　of　‘Gツ。々助y∂’三1三葉

by

Toshikatsu　Nakamura

　　Many　articles　on　the　political　history　ln　the　closing　period　of　the

ancient　times　which　understood　tlie　period　in　the　appearance　oE

vicissitudes　of　the　warring　Taira平cla且囎def　the　name　of　the

so－called　Rokuhara　六波氣窪　administration　not　always　clafify　con－

cretely　the　developing　substance　of　the　Taira’s　administration　and　the

principle　of　its　ups　and　downs，　whlch　seems　to　be　the　premise　of　its

transition　to　the　Middle　Ages　bue　ln　reallty　the　problem　to　be　evalu－

ated　and　understood　ln　the　complication　of　the　rule　of　the　cloisterd

Emperor　Shirakawa白河with　the　Sefelean摂関adm量nistてation。
　　This　article　tries　to　research　the　political　conditions　in　the　central
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