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序

ア
ジ
ア
の
社
会
に
関
心
を
持
ち
始
め
て
か
ら
、
早
十
年
以
上
の
年
月
が
過
ぎ
去
っ
た
。
こ
の
間
に
、
地
理
的
に
も
学
問
的
に
も
い 

ろ
い
ろ
と
さ
ま
よ
っ
て
歩
い
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
曲
り
な
り
に
も
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、 

京
都
大
学
に
お
け
る
数
多
く
の
先
生
、
先
輩
、
友
人
な
ど
の
御
指
導
や
御
鞭
撻
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
り
わ
け
、
本
研
究
を 

可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
奥
田
東
、
岩
村
忍
、
相
良
惟
一
前
所
長
、
猪
木
正
道(
現
防
衛
大
学
校
校 

長)
、
本
岡
武
、
石
井
米
雄
教
授
の
御
高
導
と
御
助
力
の
賜
物
で
あ
る
。
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
第
一
次
五
カ
年
調 

査
研
究
計
画
で
、
苦
楽
を
と
も
に
し
た
鳥
取
大
学
渡
部
忠
世
教
授
、
広
島
大
学
矢
野
暢
助
教
授
、
京
都
大
学
水
野
浩
一
、
坪
内
良
博 

助
教
授
、
前
田
成
文
助
手
な
ど
の
皆
さ
ん
の
御
助
言
や
御
協
力
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
か
で
も
、
石
井
米
雄
教
授
と
坪
内 

良
博
助
教
授
に
は
拙
稿
に
御
批
評
を
い
た
だ
き
、
御
啓
発
い
た
だ
く
こ
と
大
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
拙
稿
が
こ
の
よ
う
な
形
で
活
字
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
市
村
真
一
所
長
の
御
配
慮 

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
六
八
年
末
か
ら
一
九
七
〇
年
初
頭
に
か
け
て
の
苦
悩
に
満
ち
た
大
学
紛
争
の
な
か
で
、
と
に
か
く
本
書
の
原
稿
を
完
成
す
る 

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
当
時
農
学
部
長
事
務
取
扱
の
激
務
に
服
さ
れ
て
い
た
、
柏
祐
賢
京
都
大
学
名
誉
教
授
の
御
指
導
や
御
激
励
が 

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
研
究
室
に
い
た
竹
士
伊
助
講
師
や
祖
田
修
助
手
の
御
厚
意
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

さ
ら
に
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
お
け
る
社
会
人
類
学
研
究
班
の
研
究
会
で
、
筆
者
を
い
ろ
い
ろ
と
啓
発
し
、
学
問
的
刺
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激
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
梅
棹
忠
夫
京
都
大
学
教
授
、
岩
田
慶
治
大
阪
市
立
大
学
教
授
、
川
喜
田
二
郎
前
東
京
工
業
大
学
教
授
、
米 

山
俊
直
京
都
大
学
助
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
、
何
人
か
の
方
々
に
も
負
う
と
こ
ろ
が
お
お
き
い
。 

ま
た
、
タ
イ
国
側
と
の
パ
イ
プ
役
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
伊
藤
良
二
事
務
総
長
、
相
良
憲
昭
氏
に
も
、
ひ 

と
か
た
な
ら
な
い
御
助
力
を
賜
わ
っ
た
。

さ
ら
に
、
調
査
を
お
こ
な
っ
た
タ
イ
国
に
お
い
て
は
、
国
家
研
究
会
議
、
内
務
省
公
共
福
祉
局
、
文
部
省
教
育
技
術
局
、chieng,  

m
ai  

大
学
、
タ
イ
国
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
な
ど
の
皆
さ
ん
に
、
い
ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
、General  Netr  

Khem
ayodhm

》D
r  

Prase  
コ Nanagas  M

essrs-  Charoon  vongsayanF

 Prasif  DhltsavaFVichit  phlyarom
”  

W
anaf  phruksasn

〉Chart  Kalayam
lfra》Ranjuan  Im

arakham
haeng》Kiat  Kosam

sunforp  D
r  •

ひanoh  Dhram
,  

grorgar-m
a

の
皆
さ
ん
に
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

調
査
地
の
あ
っ
たM

ae  Hongson
県M

ae  Sarieng

郡
とLam

phun

県

Ban  Hong

郡
に
お
い
て
は
、
郡
役
場
の
方 

方
、
町
の
人
た
ち
、
調
査
村
で
あ
るH-i  TO

PF  Hti  Kani,  Ban  Hue  Dok  
の
カ
レ
ン
族
の
皆
さ
ん
の
友
情
や
厚
意
な
し
に 

は
調
査
研
究
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
筆
者
の
単
調
で
、
〃
し
っ
こ
い
〃
質
問
の
繰
り
返
し
に
、
き
わ
め
て
忍
耐
強
く
答
え 

て
く
れ
た
村
の
人
た
ち
に
対
し
て
は
、
感
謝
の
言
葉
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
素
朴
な
友
人
た
ち
と
の
心
暖
ま
る
交
流
の
数
々
は
、
と
も 

に
杯
を
く
み
か
わ
し
た
楽
し
い
酒
宴
と
と
も
に
、
今
日
で
も
な
お
、
筆
者
の
脳
裏
か
ら
は
去
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
調
査
の
過
程
で
は
、M

r  
か 

M
rs・

 Tongkham

 songsaeng》
M

essrs,  Supam
it  AriwongspYongyouth  

Radchasantiku  
一,
そ
し
て
、
不
幸
交
通
事
故
で
こ
の
世
を
去
っ
た 

M
r・

cham
ra-s  Sivichai  

に
も
た
い
へ
ん
に
お
世
話
に
な 

っ
た
。

ま
た
、
原
稿
を
ま
と
め
校
正
を
す
る
段
階
で
は
、
現
在
の
勤
務
先
で
あ
る
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
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所
の
岡
正
雄
所
長
と 
ロ
ン
ド
ン
大
学 School  of  orien-al

ROAf rican  Sfudies  
の Chris  
一 oph  von  Furer,Haim

endorf  

教
授
な
ら
び
に
先
輩
や
同
僚
の
皆
さ
ん
が
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
自
由
な
研
究
時
間
が
な
け
れ
ば
、
作
業
は
も
っ
と
困
難
で
あ
っ
た
と 

思
わ
れ
る
。

本
書
の
出
版
に
当
た
っ
て
は
、
創
文
社
社
長
久
保
井
理
津
男
氏
の
御
厚
意
が
な
け
れ
ば
、
海
外
出
張
中
に
お
引
き
受
け
い
た
だ
け 

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
校
正
そ
の
他
出
版
関
係
に
つ
い
て
は
同
社
の
出
版
部
の
皆
さ
ん
な
ら
び
に
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン 

タ
ー
の
水
野
浩
一
助
教
授
、
橋
本
由
生
枝
さ
ん
な
ど
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

ま
た
、
本
研
究
の
現
地
調
査
な
ら
び
に
文
献
調
査
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
フ
ォ
ー 

ド
財
団
、
ア
ジ
ア
財
団
、
な
ら
び
に
関
西
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
の
御
援
助
の
賜
物
で
あ
る
。

最
後
に
、
私
情
を
述
べ
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
ま
れ
て
間
も
な
い
娘
を
ー
年
間
も
の
間
、
快
く
あ
ず
か
っ
て
く
れ
た
両 

親
、
現
地
で
苦
労
を
共
に
し
て
く
れ
た
妻
の
昌
子
、
内
地
で
辛
抱
強
く
待
っ
て
く
れ
た
娘
の
由
佳
な
ど
の
犠
牲
や
協
力
を
忘
れ
る
こ 

と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
関
係
者
や
諸
機
関
の
ほ
か
に
も
、
本
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
の
お
名
前
は
数
多
く
、
書
き
尽
く 

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
す
べ
て
の
方
々
に
対
し
て
、
拙
著
の
出
版
に
当
た
り
心
か
ら
な
る
感
謝
の
気
持
を
表
わ
し
た
い
と
思 

う
。

一
九
七
ー
年
六
月 

ロ
ン
ド
ン
に
て

飯
島 

茂
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カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容

—
I

タ
イ
国
に
お
け
る
国
民
形
成
の
底
辺!
—



はじめに

は
じ
め
に

1

研
究
課
題

現
在
、
世
界
の
各
地
で
国
民
国
家
の
形
成
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン•
ア
メ
リ
カ 

な
ど
の
新
興
諸
国
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
国
民
形
成(na-ion,bR

一ding)

の
努
力
が
か
さ
ね
ら
れ
て
、
そ
の
傾
向
が
促
進
さ
れ 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会•
政
治
現
象
に
対
し
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ
社
会
科
学
者
、
と
く
に
政
治
学
者
が
中
心
に
な
っ
て
研
究
が

(1)

お
こ
な
わ
れ
、
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
労
作
を
生
み
出
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
現
在
ま
で
の
政
治
学
者
に
よ
る
接
近
は
、
お
も
に
、
中
央
政
府
を
中
心
と
す
る
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
が 

多
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
逆
の
視
野
か
ら
、
国
民
国
家
が
形
成
さ
れ
よ
う
と 

し
て
い
る
場
合
、
村
落
レ
ベ
ル
の
よ
う
な
国
家
の
底
辺
で
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
し
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ 

っ
て
、
そ
れ
が
進
行
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
記
述
分
析
を
お
こ
な
っ
て
み
よ
う
。 

国
民
国
家
の
形
成
と
い
う
社
会•
文
化
変
容
の
過
程
に
は
、
大
別
し
て
、
〃
自
然
〃
で
〃
自
生
的
〃
な
変
化
と
〃
人
工
的
〃
で 

〃
他
生
的
〃
な
変
化
と
の
二
つ
の
側
面
が
存
在
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
研
究
に
お
い
て
は
、
タ
イ
国
西
北
部
のM

ae  Hongson
県M

ae  Sarieng

郡
に
住
ん
で
い
る
カ
レ
ン
族
を
中
心 

に
し
て
、
そ
の
社
会•
文
化
変
容
の
過
程
を
追
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
タ
イ
国
に
お
け
る
国
民
国
家
の
形
成
や
国
民



形
成
の
底
辺
に
横
た
わ
っ
て
い
る
現
実
を
知
る
と
と
も
に
、
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
っ
も
り
で
あ
る
。 

こ
の
社
会
・
文
化
変
容
を
別
の
言
葉
で
表
現
す
る
と
、
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
〃
自
己
完
結
性
〃
の
高
い
〃
部
族
的
〃(tribal)

な 

社
会
や
文
化
が
、
ど
の
よ
う
に
変
容
を
と
げ
な
が
ら
、
都
市
や
国
家
な
ど
の
〃
外
界
〃
と
、
し
だ
い
に
か
か
わ
り
あ
い
を
持
つ
よ
う 

に
な
り
、
〃
農
民
的
〃(peasant)

な
社
会
や
文
化
に
再
編
成
さ
れ
て
い
く
か
を
知
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
過
程
は
、 

一
面
、
カ
レ
ン
族
の
〃
農
民
化
〃(peasam

ization)

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
、
カ
レ
ン
族
と
い
う
山
地
民 

系
の
民
族
集
団
の
〃
平
地
民
化
〃(plains  em

ulation)

と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
本
書
の
構
成
で
あ
る
が
、
第
一
章
は
導
入
部
分
で
あ
り
、
第
二
章
は
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
に
共
通
し
て
い
る 

社
会
組
織
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
、
カ
レ
ン
族
の
〃
自
生
的
〃
変
化
に
つ
い
て
記
述
し
、
第
六
章
に
お 

い
て
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
国
民
形
成
の
努
力
を
中
心
に
し
た
、
〃
他
生
的
〃
か
つ
〃
指
導
さ
れ
た
変
容
〃(directed  change)

変 

化
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
第
七
章
に
お
い
て
は
、
国
民
形
成
の
指
標
と
し
て
、
言
語
問
題
に
接
近
を
こ
こ
ろ
み
る 

こ
と
に
す
る
。

(
1
)

例
え
ば
、Deutsch  (一

963 ) iA selec-ion  of  Recent  W
orks  on  Nationauilding:  pp・

一
32150  

参
照0

2

研
究
方
法

あ
る
民
族
集
団
や
地
域
社
会
の
社
会
・
文
化
変
容
の
過
程
を
研
究
す
る
場
合
に
、
お
よ
そ
三
種
類
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な 

わ
ち
、
そ
の
第
一
は
、
あ
る
一
定
の
民
族
集
団
や
地
域
社
会
を
選
定
し
て
、
そ
れ
ら
を
か
な
り
長
期
間
に
わ
た
っ
て
追
跡
調
査
し
て
、 

通
時
的(diachronic)

な
観
察
を
お
こ
な
う
方
法
で
あ
る
。
第
二
は
、
ま
ず
現
在
の
社
会
や
文
化
を
直
接
観
察
に
よ
り
研
究
を
お
こ 

な
い
、
つ
い
で
年
寄
り
の
記
憶
や
古
い
資
料
な
ど
を
た
ど
り
な
が
ら
昔
の
生
活
様
式
を
調
べ
、
両
者
を
比
較
研
究
す
る
方
法
で
あ
る
。

4



はじめに

第
三
は
、
地
理
的
に
異
な
る
立
地
を
し
て
い
る
、
相
対
的
に
〃
発
展
〃
し
た
社
会
や
文
化
と
相
対
的
に
〃
発
展
の
遅
れ
た
〃
社
会
と 

文
化
を
比
較
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
連
の
社
会
・
文
化
変
容
の
過
程
を
知
る
方
法
で
あ
る
。

筆
者
は
本
稿
に
お
い
て
は
、
第
二
の
方
法
に
第
三
の
方
法
を
加
味
し
て
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
の
過
程
を
た
ど
り
、
そ

調査村
鉄道

4

国北部

Hongson

Ban

T N D

HtiKani

メ. X Hti Topa
Mae ban eng

タイ国北部

の
展
開
の
メ
カ
二
ズ
厶
を
解
明
し
よ
う 

と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
山
地
カ
レ
ン
族

Chiengrai

0

Chiengmai

Lamphun

の
村HHTopa

に
お
い
て
、
第
二
の 

方
法
に
よ
り
、
か
れ
ら
の
社
会•
文
化 

変
容
の
流
れ
を
知
り
、
つ
ぎ
に
平
地
力 

レ
ン
族
の
村Hti  Kani

に
お
い
て
も 

同
様
な
方
法
を
用
い
て
、
か
れ
ら
の
社

タ
会•
文
化
変
容
の
文
脈
を
と
ら
え
た
。

1

そ
し
て
、
最
後
に
は
第
三
の
方
法
に
ょ 

図

っ
て
両
者
の
比
較
を
お
こ
な
っ
て
、
カ 

レ
ン
族
の
社
会
・文
化
変
容
に
接
近
し
、 

そ
の
全
貌
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
で 

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
に
よ
っ
て
は
、 

こ
の
地
方
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
歴
史



が
完
全
に
再
構
成
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
タ
イ
国
の
カ
レ
ン
族
に
関
し
て
は
、
こ
の
国
が
独
立
国
で
あ
っ
た
関
係
で
、 

ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
場
合
と
は
異
な
り
、
植
民
地
官
吏
や
宣
教
師
が
残
し
た
資
料
が
十
分
に
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
た 

め
に
、
カ
レ
ン
族
の
歴
史
が
資
料
的
に
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
筆
者
が
用 

い
て
い
る
研
究
方
法
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
が
、
あ
る
社
会
・
文
化
類
型
か
ら
他
の
社
会•
文
化
類
型
へ
変
化
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ 

ム
は
あ
る
程
度
解
明
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
主
旨
の
も
と
に
、
筆
が
進
め
ら
れ
る
。 

な
お
、
こ
の
論
文
の
基
礎
に
な
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
は
一
九
六
三
年
三
月
か
ら
一
九
六
四
年
四
月
、
さ
ら
に
一
九
六
四
年 

一
一
月
か
ら
一
九
六
五
年
七
月
に
か
け
て
、
合
計
ニ
ー
カ
月
間
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
対
象
に
な
っ
た
村 

は
、M

ae  Sarieng

の
町
の
東
方
約
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
所
に
あ
る
山
地
村 Hfi  Topa

と
、M

ae  Sarieng

の
町
の 

西
北
郊
外
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
所
に
あ
る
平
地
村
のHti  Kani

で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
村
は
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族 (the  sgaw,  

Karens)  
の
村
落
で
あ
る
。

な
お
、
補
足
的
に
は
一
九
七
〇
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
ニ
カ
月
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
現
地
調
査
の
資
料
も
使
用
し
た
。
そ 

の
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
の
はBan  Hue  D

ok
と
い
い
、Chiengm

ai

南
方
約
八
四
キ
ロ 
メ
ー
ト
ル
の
ハ
イ
ウ
エ
ー
沿
い
に
あ 

る
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族 (
一 he  p.wo  Karens)  
の
村
落
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
力
村
と
も
、
村
人
た
ち
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を 

守
る
た
め
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
す
べ
て
仮
名
を
使
用
し
た
。



第
一
章
概 

況

第
一
節
東
南
ア
ジ
ア
の
山
と
平
野

A

東
南
ア
ジ
ア
の
自
然
と
文
化

東
南
ア
ジ
ア
は
自
然
的
に
も
文
化
的
に
も
き
わ
め
て
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
。
ビ
ル
マ
の
北
端
に
は
東
南
ア
ジ
ア
最
高
峯
で
、
東 

ヒ
マ
ー
ラ
ヤ
山
脈
に
属
し
て
い
る
カ
カ
ル
ポ
ラ
ジ
の
雪
山
が
あ
る
。
ま
た
、
中
国
の
雲
南
省
に
発
す
る
山
並
み
は
ビ
ル
マ
の
シ
ャ
ン 

高
原
、
ラ
オ
ス
北
部
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
山
岳
地
帯
へ
と
続
き
、
そ
こ
で
は
亜
熱
帯
的
大
陸
性
気
候
の
も
と
に
、
照
葉
樹
林
帯
が
発
達 

し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
も
っ
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
の
自
然
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。 

ま
た
、
そ
れ
と
き
わ
め
て
対
照
的
な
自
然
的
景
観
は
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
か
け
て
の
海
岸
地
方 

や
島
喊
で
あ
る
。
十
分
、
か
つ
較
差
の
少
な
い
気
温
と
恵
ま
れ
た
降
雨
の
お
か
げ
で
、
熱
帯
的
海
洋
性
気
候
の
も
と
に
熱
帯
性
降
雨 

況 
林
が
卓
越
し
、
わ
れ
わ
れ
の
東
南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
心
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。 

概 

以
上
の
よ
う
な
地
理
的
多
様
性
と
同
時
に
、
こ
の
地
方
は
文
化
的
多
様
性
の
面
で
も
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
組
織 

章 
宗
教
の
面
か
ら
み
る
と
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
大
乗
仏
教
、
ビ
ル
マ
、
タ
イ
国
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ャ
、
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
小
乗
仏 

一第 
教
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
教
、
さ
ら
に
は
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
と
枚
挙
に
い
と
ま
が
な



ま
た
、
言
語
に
つ
い
て
も
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
言
語
を
大
摑
み
に
分
類
す
る
と
、
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
系 

(sino’Tibetan)、

モ
ン
・
ク
メ
ー
ル
語
系 (M

onKhm
er)

ま
た
は
オ
ス
ト
ロ
ア
ジ
ア
語
系 (Ausfroasiatic)、

そ
し
て
マ
ラ 

ョ
・
ポ
リ
ネ
ジ
ア
語
系 (M

alayo,polynesian)

ま
た
は
オ
ス
ト
ロ
ネ
ジ
ア
語
系 (Austronesian)  
の
三
大
語
族
か
ら
な
っ
て 

い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
タ
イ
語
族 

(
T
R
)

と
し
て
、
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
系
に
分
類
さ
れ
て
い
た
語
族
は
、
近 

年
の
研
究
に
よ
る
と
、
別
個
の
集
団
と
し
て
分
類
し
な
お
さ
れ
て
、
タ
イ
・
カ
ダ
イ
語
系(TarKadai)

と
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う 

に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
最
近
の
出
版
物
に
お
い
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
言
語
を
四
集
団
に
大
分
類
す
る
も
の
が
現
わ
れ
て
き
て
い 

(2)る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
諸
語
族
を
さ
ら
に
詳
細
に
分
類
し
て
い
く
と
、
そ
の
や
り
方
に
よ
っ
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
言
語
は 

数
十
、
あ
る
い
は
数
百
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
的
諸
要
素
を
分
析
し
て
い
く
と
、
わ
れ
わ
れ
の
目
に
つ
く
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の 

地
方
に
お
け
る
文
化
的
多
様
性
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
実
は
果
た
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
、
多
様
性
だ
け
を
強
調
す
る
の
は
事
実
の
一
面
し
か
物
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え

(3)

ば
、
〃
家
族
構
造
、
女
性
の
地
位
の
高
さ
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
生
産
技
術
の
性
質"

な
ど
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
共
通
点
と
し
て
、
文 

化
的
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者 Robbins  Burling

教
授
が
き
わ
め
て
明 

確
か
つ
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「こ
の
よ
う
に
共
通
の
特
徴
が
ひ
ろ
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
多
様
性
の
底
に
、
統
一
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と 

い
う
印
象
を
与
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
逆
説
的
に
い
う
と
、
こ
の
地
域
の
多
様
性
こ
そ
が
決
定
的
な
統
一
性
を
も
た
ら
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。
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第一章概 況

東
南
ア
ジ
ア
の
い
ず
れ
の
国
に
も
山
地
民
と
平
地
民
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
様
式
の
差
異I

!
時
に
は
抗
争!
I
が
わ
れ
わ 

れ
の
こ
の
地
域
に
た
い
す
る
理
解
の
整
理
を
助
け
る
鍵
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
い
か
な
る
国
家
を
と 

っ
て
み
て
も
、
相
対
的
に
同
質
的
で
、
多
数
の
人
口
か
ら
な
っ
て
い
る
平
地
民
が
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
平
地
民
は 

単
一
の
主
要
な
言
語
を
話
し
、
世
界
宗
教
の
一
つ
に
帰
依
し
て
い
て
、
集
約
的
な
水
田
稲
作
に
生
活
は
依
存
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、 

い
ず
れ
の
国
も
山
地
民
と
い
う
少
数
民
族
を
か
か
え
て
い
て
、
か
れ
ら
は
き
わ
め
て
異
質
的
な
の
で
あ
る
。
山
地
民
は
雑
多
な
言
語 

を
話
し
、
か
れ
ら
自
身
の
政
治
的
統
一
性
は
な
い
。
そ
れ
に
、
近
年
に
至
る
ま
で
は
、
平
野
部
と
は
ほ
そ
ぼ
そ
と
し
た
政
治
的
紐
帯 

以
上
の
も
の
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
山
地
民
は
通
常
焼
畑
農
業
を
お
こ
な
っ
て
い
て
、
平
地
民
に
比
べ
る
と
、
仏
教
徒
、
ヒ
ン
ド

(4)

ウ
ー
教
徒
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
な
る
速
度
が
き
わ
め
て
緩
慢
で
あ
る
。」

(
1
)

Benedict  (一
942 )

(2
)
 

LeBar  e
、  

良

(1964)

(
3
)
 

Burling

 

(一965)  p.2

(
4
)
 

Burling

 (一
965)  p.4

B 
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
山
と
平
野
の
住
民

と
こ
ろ
で
、
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
山
地
民
の
文
化
と
平
地
民
の
文
化
に
つ
い
て
は
、
岩
田
慶
治
教
授
が
た
い
へ
ん
に
示 

唆
に
富
み
、
要
領
を
え
た
説
明
を
展
開
し
て
い
る
。
山
地
民
に
お
け
る
「閉
じ
た
文
化
」
と
平
地
部
に
住
ん
で
い
る
大
民
族
の
「開 

い
た
文
化
」
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
は
ま
さ
に
本
論
文
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
タ
イ 

国
、
と
り
わ
け
そ
の
北
部
地
方
の
状
態
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

「文
化
の
山
地
型
、
つ
ま
り
〈閉
じ
た
文
化
〉
に
お
い
て
は
、
文
化
の
諸
要
素
が
互
い
に
求
心
的
に
関
連
し
あ
い
、
積
分
的
に
相
互



依
存
を
高
め
な
が
ら
全
体
と
し
て
の
緊
密
さ
を
ま
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
は
、①
文
化
は
高
度
に
様
式
化
し
ひ
と
つ
の
型
を
つ
く
り
あ 

げ
る
。
伝
統
を
重
ん
じ
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
尊
び
、
独
特
の
文
化
を
築
き
あ
げ
て
ゆ
く
。②
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
文
化
の
特
異
性 

が
強
調
さ
れ
、
と
く
に
他
の
民
族
文
化
と
の
差
別
意
識
が
つ
よ
い
。
民
族
固
有
の
服
装
を
尊
び
、
民
族
と
し
て
の
制
服
愛
好
者
で
あ 

る
。
し
か
も
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
き
わ
め
て
複
雑
で
、
時
と
し
て
装
飾
過
剰
に
お
ち
い
り
、
文
様
の
固
定
化
、
ぎ
ご
ち
な
さ
が
み
ら 

れ
る
。③
保
守
的
で
現
状
維
持
の
態
度
が
つ
よ
く
、
そ
の
文
化
は
過
去
に
指
向
性
を
も
つ
。
価
値
基
準
は
あ
く
ま
で
過
去
の
栄
光
の 

時
代
に
お
か
れ
て
い
る
。④
か
く
し
て
当
然
な
が
ら
、
彼
ら
の
文
化
内
容
は
一
方
に
お
い
て
、
一
様
化
、
規
格
化
へ
の
傾
向
が
つ
よ 

く
、
他
方
、
相
互
の
差
別
感
が
つ
よ
い
。
ま
た
、
政
治
的
に
は
統
制
の
原
理
が
優
越
し
て
い
る
。⑤
心
理
的
に
、
ま
た
宗
教
的
に
は 

非
寛
容
、
排
他
的
で
、
他
の
信
仰
な
い
し
ひ
ろ
く
生
活
様
式
を
う
け
入
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
う
け
入
れ
る
な
ら 

ば
従
来
の
宗
教
を
す
て
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
平
地
型
な
い
し
〈開
い
た
文
化
〉
に
お
け
る
文
化
統
合
は
、①
様
式
化
へ
の
傾
向
は
よ
わ
く
、
む
し
ろ
文
化
の
機 

能
的
展
開
を
特
色
と
し
て
お
り
、
そ
の
場
、
そ
の
状
況
に
応
じ
て
文
化
の
組
成
を
機
能
的
に
調
整
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
は
有
用
性
、 

効
用
が
尊
重
さ
れ
、
便
宜
主
義
が
力
を
え
て
い
る
。②
文
化
の
特
異
性
な
い
し
独
自
性
は
た
い
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
伝 

統
的
な
服
装
は
何
の
抵
抗
も
な
し
に
シ
ャ
ツ
と
ズ
ボ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ス
と
ス
カ
ー
ト
に
か
え
ら
れ
、
古
風
な
民
家
は
た
ち
ま
ち
に
ト
タ 

ン
屋
根
に
ふ
き
替
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
文
化
は
こ
こ
で
は
伝
統
の
旗
じ
る
し
の
ま
わ
り
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
は
な
く
、
有
効
性
の
尺 

度
に
よ
っ
て
何
度
も
測
り
直
さ
れ
、
組
み
替
え
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。③
伝
統
主
義
、
保
守
主
義
は
こ
こ
で
は
現
実
主
義
に 

と
っ
て
か
え
ら
れ
、
調
和
、
均
衡
の
原
理
、
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
の
原
理
が
支
配
し
て
い
る
。
ま
た
、
系
譜
に
も
と
づ
く
夕 

テ
の
つ
な
が
り
に
対
し
て
、
同
世
代
感
覚
に
も
と
づ
く
ヨ
コ
の
連
繫
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
孤
高
を
持
す
る
こ
と
は
愚
か
な
こ
と
で 

あ
り
、
力
関
係
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
が
最
上
の
保
身
延
命
の
策
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
商
業
、
と
く
に
仲
介
商
業
は
彼
ら
に
と
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第一章概 况

っ
て
き
わ
め
て
魅
力
あ
る
生
活
手
段
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
す
る
彼
ら
の
才
能
も
並
々
で
は
な
い
。④

彼
ら
の
文
化
は
か
く 

し
て
一
様
性
、
規
格
性
に
欠
け
、
そ
の
場
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
異
を
し
め
すQ

同
一
村
内
の
一
方
に
カ
ヤ
葺
き
の
豪
壮
な
家
が 

あ
る
か
と
思
え
ば
、
他
方
に
は
総
竹
づ
く
り
の
鳥
小
屋
の
よ
う
な
家
も
あ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
時
と
し
て
彼
ら
の
文
化
は
開 

拓
期
の
様
相
を
し
め
す
こ
と
が
あ
る
。⑤

宗
教
的
に
は
彼
ら
は
寛
容
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
と
同
じ
く
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
を
そ

(1)

の
重
要
な
特
質
と
し
て
い
る
。」

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「閉
じ
た
文
化
」
を
持
っ
た
山
地
民
と
「開
い
た
文
化
」
を
持
っ
た
平
地
民
は
本
稿
が
取
り
扱
お
う
と
す
る 

タ
イ
国
北
部
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
分
布
し
、
ま
た
共
生
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
こ
れ
を
具
体
的
に
見
る 

こ
と
に
し
よ
う
。

(
1
)

岩
田(一

967 )
p
p

410  〜
ー
ー

C
 

タ
イ
国
北
部
地
方
に
お
け
る
山
地
民
と
平
地
民

i

山
地
民 

Bangkok

のDon  M
Uang

空
港
を
発
っ
て
、
は
じ
め
て
タ
イ
国
北
部
の
都 

Chiengm
ai  

に
向
か
う
者
に 

と
っ
て
、
ま
ず
驚
く
こ
と
は
中
部
タ
イ
平
原
が
平
坦
な
ま
ま
果
て
し
な
く
続
く
こ
と
で
あ
る
。
飛
行
機
の
窓
か
ら
見
え
る
も
の
は
水 

田
、
ま
た
水
田
の
連
続
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
間
を
へ
び
の
よ
う
に
く
ね
り
な
が
ら
、
か
つ
色
の
水
を
ゆ
う
ゆ
う
と
た
た
え
て
い
る 

川
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
山
地
民
の
す
み
か
に
な
り
そ
う
な
丘
陵
の
影
す
ら
も
な
い
。 

Bangkok

出
発
後
一
時
間
余
り
し
て
、
や
が
てLam

pang
に
着
こ
う
と
す
る
寸
前
か
ら
、
待
望
の
山
が
わ
が
眼
下
に
現
わ
れ 

だ
す
。
ふ
と
気
が
つ
く
と
、M

aenam

 Chao  Phraya

の
広
大
な
沖
積
平
野
に
見
ら
れ
た
、
川
の
流
れ
に
そ
っ
た
散
村
的
な
人
家 

は
も
は
や
そ
こ
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
目
に
つ
く
の
は
、
山
間
の
平
坦
部
に
寄
り
添
う
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
集
村
的
な
平
地
民
の
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村
落
で
あ
る
。
ま
た
、
時
に
は
み
ど
り
一
色
の
山
岳
地
帯
に
は
げ
の
よ
う
な
焼
畑
の
跡
が
目
に
入
る
と
、
そ
の
付
近
に
は
必
ず
と
い 

っ
て
よ
い
ほ
ど
、
山
地
民
の
家
屋
が
ま
ば
ら
に
ち
ら
ば
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
タ
イ
国
に
お
け
る
山
地
民
の
世
界
が
開
け 

て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
タ
イ
国
北
部
地
方
一
帯
は
伝
統
的
に
はLannafhai

と
呼
ば
れ
、
自
然
的
に
も
文
化
的
に
も
中
部
タ
イ
平
原
か
ら
は
は
つ 

き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、CM

engm
ai

を
中
心
と
す
る
い
く
つ
か
の
王
朝
が
さ
か
え
、
独
特
な
文
化
と
伝
統
を
誇 

っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
〇
二
年
にChiengm

ai

王
朝
がBangkok

の
中
央
政
府
に
合
併
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
タ
イ 

国
領
土
の
一
部
と
し
て
編
入
さ
れ
、
現
在
で
は
十
四
の
県
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
北
部
地
方
に
は
南
北
の
方
向
に
山
脈
が
走
っ
て 

い
て
、
そ
の
高
さ
は
ニ
〇
〇
〇
〜
二
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
。
最
高
峰
はChiengm

ai

西
南
方
数
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所
に 

あ
るD

oilm
hanon

で
、
海
抜
二
五
一
六
メ
ー
ト
ル
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
地
民
の
す
み
か
は
お
も
に
海
抜
ー 

〇
〇
〇
〜
ー
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
原
地
帯
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
、
こ
の
よ
う
な
山
岳
地
帯
の
間
に
は
南
北
方
角
に
盆
地
状
の
平
坦
部
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
お
も
な
も
の
と
し
て
、
北 

か
ら
あ
げ
る
と
、chiengrai》chiengdaochiengm

aL

 Na?Lam
gpang》Prae

な
ど
の
盆
地
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら 

の
盆
地
は
北
方
の
山
岳
地
帯
に
源
流
を
発
し
て
い
るM

ae  ping・

 M
ae  W

ang》M
ae  Yom

"  M
ae  Nan

の
流
域
に
発
達
し
た 

も
の
で
、
そ
こ
で
は
か
っ
て
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
王
朝
の
盛
衰
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
山
地
に
住
む
住
民
に
つ
い
て
は
、
平
坦
部
住
民
に
比
べ
て
、
交
通
が
不
便
だ
っ
た
り
、
定
着
性
が
ひ
く
か
っ
た
り
す 

る
た
め
に
、
な
か
な
か
実
態
は
把
握
し
に
く
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
多
少
断
片
的
な
記
述
や
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
に
過
ぎ 

な
い
。
た
だ
、
一
応
総
括
的
に
タ
イ
国
北
部
に
お
け
る
山
地
民
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、Gordon  Young

氏
に
よ
る7

才工
z7

Z  

Tribe  of  Noahern  Thailand

の
初
版
が
一
九
六
一
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
の
記
述
の
一
部
に
は
い
さ
さ
か
問
題
を

12
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感
じ
な
い
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
前
述
の
ご
と
く
、
タ
イ
国
北
部
に
お
け
る
山
地
民
を
総
合
的
に
把
握
し
て
い
る
唯
一
の
文
献
な

(2)

の
で
、
こ
れ
を
典
拠
と
し
て
要
約
し
な
が
ら
筆
を
進
め
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

a 
Ya。

族 

雲
南
か
ら
ラ
オ
ス
北
部
の
山
岳
地
帯
に
か
け
て
ひ
ろ
く
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
南
端
は
タ
イ
国
北
部
に
も
及 

び
、ChiengraL  Na?CM

engm
ai

県
に
少
数
が
到
達
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
け
し
栽
培
を
含
む
焼
畑
に
よ
る
山
地
農
業
に
従
事 

し
て
い
て
、
そ
の
ほ
か
豚
や
牛
な
ど
の
家
畜
の
飼
育
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

b
 

M
e。

族 

Ya。
族
と
分
布
の
範
囲
は
ほ
ぼ
お
な
じ
で
あ
る
が
、
タ
イ
国
に
お
い
て
はM

e。

族
の
ほ
う
が
や
や
数
が
お
お 

い
。
亜
族
と
し
て
は 

Blue  M
e。

族
、W

hife  M
e。

族
、Gua  M

》ba  M
e。

族
が
い
る
が
、
そ
れ
ら
はNap  chiengrai

〉  

Chiengm
aL  T

a
F

Prae
・
を
中
心
にPe  
一 chaboon

やPKSanuok

の
諸
県
に
至
っ
て
い
る
。

ラ
オ
ス
国
境
寄
り
の
人
里
離
れ
た
山
岳
地
帯
に
住
ん
で
い
るM

e。

族
は
、Ya。

族
と
同
様
に
け
し
栽
培
を
中
心
に
、
じ
ゃ
が 

い
も
な
ど
を
作
り
な
が
ら
、
豚
の
飼
育
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
タ
イ
国
領
内
で
も
南
方
に
進
出
し
て
、
比
較
的
タ
イ
系
平
地 

民
と
の
接
触
を
お
お
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
るM

e。

族
は
、
官
憲
の
目
を
恐
れ
て
、
け
し
栽
培
は
お
こ
な
わ
な
い
。
そ
の
代
り
、 

豚
の
飼
育
な
ど
を
中
心
に
、
比
較
的
発
達
し
て
い
る
か
れ
ら
の
山
地
農
業
の
技
術
を
利
用
し
て
、
と
う
が
ら
し
と
か
野
菜
な
ど
の 

〃
園
芸
的"
農
業
に
従
事
し
て
い
る
。

c 

Lisu

族 

分
布
の
中
心
は
中
国
の
雲
南
省
か
ら
北
ビ
ル
マ
のKachin

州
に
か
け
て
の
山
地
に
ひ
ろ
く
住
ん
で
い
る
。 

タ
イ
国
に
お
い
て
は
、chiengm

ai〉M
ae  Hongsop  chiengrai〉Tak

な
ど
の
諸
県
に
分
布
し
て
い
る
。Lisu

族
は
お
も
に 

け
し
栽
培
に
従
事
し
、
同
時
に
豚
や
牛
な
ど
の
飼
育
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

d
 

Lahu

族 

ビ
ル
マ
のShan

州
の
山
岳
地
帯
に
も
っ
と
も
お
お
く
住
み
、
一
部
は
雲
南
省
に
も
分
布
し
て
い
る
。
タ
イ 

国
に
お
い
て
は
、chiengm

ai》M
ae  HongsoF  chiengrai》Tak

に
分
布
し
、Lisu

族
と
同
様
に
け
し
栽
培
と
牛
豚
な
ど
の

16
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家
畜
の
飼
育
を
し
て
生
計
を
た
て
て
い
る
。

e 

Akha

族 

ビ
ル
マ
の Shan

州
か
ら
西
北
ラ
オ
ス
の
山
地
に
分
布
し
て
い
る
が
、
タ
イ
国
に
お
い
て
はChiengrai  

県
の
国
境
地
帯
の
高
地
に
住
み
着
い
て
い
る
。
か
れ
ら
の
経
済
は
け
し
栽
培
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
の
チ
ベ
ッ 

卜
・
ビ
ル
マ
語
系
諸
族
よ
り
も
採
取
民
的
性
格
が
つ
よ
く
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
動
物
を
捕
っ
た
り
、
植
物
性
の
食
物
を
採
取
し
て
生
活 

し
て
い
る
。

f 

Karen
族 

Karen

族
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
に
、
本
章
第
二
節
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
る 

の
で
、
こ
こ
で
は
記
述
を
割
愛
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

g 

Austroasia
語
系
山
地
民 

Kha  H-in》
Kha  Haw

”  Kha  M
u

な
ど
の
諸
族
は
タ
イ
国
北
部
の
ラ
オ
ス
寄
り
の
山 

岳
地
帯
や
僻
地
に
住
ん
で
い
て
、
陸
稲
、
け
し
、
茶
、
野
菜
な
ど
の
栽
培
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
ラ
オ
ス
北
部
か
ら
タ 

イ
国
北
部
に
か
け
て
はLawa
族
が
ひ
ろ
く
分
布
し
て
い
る
が
、
か
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
一
般
の
山
地
民
と
は
お
も
む
き
を
こ
と
に 

し
、
か
な
り
昔
か
ら
平
野
部
に
進
出
し
て
い
る
。
一
説
に
は
北
タ
イ
族 (Tai  Yuan〉

い
わ
ゆ
るKhon  M

uang)

がchieng,  

m
ai

やLam
phun

に
王
朝
を
き
ず
く
以
前
に
は
、
そ
の
あ
た
り
にLawa

族
の
王
朝
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。 

か
れ
ら
は
現
在
で
は
お
も
にChiengm

ai
やM

ae  Hongson

県
に
分
布
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
か
な
り
の
人
数
の
者
は
タ
イ
化 

し
て
平
地
民
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

Austroasia

語
族
の
一
派
と
信
じ
ら
れ
て
い
るYum

bri
族
は
、
別
名Ph2  Tong  Luang

す
な
わ
ち
〃
黄
色 
い
葉
の
精 

霊
〃
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
タ
イ
国
と
ラ
オ
ス
の
国
境
沿
い
のNan

県
を
中
心
にChiengrai

県
の
一
部
に
わ
た 

る
山
岳
地
帯
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
、
狩
猟
採
取
的
な
漂
泊
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
こ
の
あ
た
り
で
は
い
ち
ば
ん
原
始
的
な 

生
活
様
式
を
い
ま
な
お
い
と
な
ん
で
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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以
上
、
タ
イ
国
北
部
の
山
岳
地
帯
に
住
ん
で
い
る
山
地
民
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
か
れ
ら
の
水
平
的
分
布
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。 

一
般
的
に
い
っ
て
、
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
山
地
民
の
故
郷
が
雲
南
、
北
ビ
ル
マ
、
北
ラ
オ
ス
と
い
っ
た
よ
う
な
北
方 

に
集
中
し
て
い
る
の
と
、
地
形
的
に
山
岳
地
帯
が
支
配
的
な
の
で
、
「北
部
に
お
い
て
は
、
…
山
地
民
族
の
分
布
は
濃
密
で
あ
り
、 

南
下
す
る
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
粗
と
な
る
。
山
岳
民
族
、
山
腹♦
山
麓
民
族
、
平
地
民
族
の
雑
居
す
る
北
部
と
、
平
地
民
族
の
み 

の
占
拠
す
る
南
部
、
こ
う
し
た
地
域
的
性
格
が
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
山
地
民
族
の
種
族
的
系
統
は
地
域
的
に
そ

(3)

れ
ぞ
れ
相
違
し
て
い
る
。」

山
地
民
は
上
述
の
よ
う
な
水
平
分
布
の
差
異
の
ほ
か
に
、
高
度
に
よ
る
垂
直
分
布
の
相
違
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
族
集 

団
に
よ
る
垂
直
分
布
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
か
っ
て
お
こ
な
っ
た
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ー
ラ
ヤ
に
お
い
て
は
、
諸
要
因
の
き
わ
め
て
顕 

著
な
相
関
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
標
高
に
よ
る
気
候
区
分
リ
自
然
的
環
境
と
農
牧
を
中
心
と
す
る
基
礎
経
済
、
そ
の
ほ
か
の 

生
活
様
式
、
宗
教
の
分
布
、
従
っ
て
ま
た
、
民
族
集
団
の
分
布
が
驚
く
ほ
ど
一
致
し
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
ヒ
マ
ー
ラ
ヤ
地
方
で 

筆
者
が
見
出
し
た
事
実
は
、
土
地
利
用
形
態
と
民
族
分
布
と
が
き
わ
め
て
深
い
相
関
関
係
を
も
っ
て
、
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
タ
イ
国
北
部
に
お
い
て
は
、
山
地
民
の
垂
直
分
布
の
法
則
性
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
あ
ま
り
明
確
な
事
実
は 

十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
全
体
と
し
て
は
、
図5
の
よ
う
に
一
定
の
分
布
の
し
か
た
を
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
ご
く
大
摑
み
に
言
っ
て
、
タ
イ
国
北
部
に
お
け
る
主
要
な
山
地
民
の
垂
直
分
布
を
見
る
と
、
海
抜
約
一
六
〇
〇
メ
ー
ト 

ル
以
上
に
住
ん
で
い
るLisu

族
やM

eo

族
、
一
三
〇
〇 
メ
ー
ト
ル
前
後
に
い
るAkha

族
、
約
ー
〇
〇
〇
〜
ー
五
〇
〇
メ
ー 

ト
ル
付
近
に
分
布
す
るLahu

族
を
最
高
地
に
住
む
民
族
集
団
と
す
る
と
、
中
位
の
高
度
に
い
る
も
の
と
し
て
は
、
約
ー
〇
〇
〇 

〜
ー
ニ〇

〇
メ
ー
ト
ル
に
か
け
てYa。

族
とLawa

族
が
い
る
。
そ
の
ほ
か
い
ち
ば
ん
標
高
の
ひ
く
い
所
に
定
着
し
て
い
る
山
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地
民
と
し
て
は
、Kha  M

U(Kham
u)，Kha  H_in(KhahHn)》Kha  Kaw

 (Khakaw)  
な
ど
の
オ
ス
ト
ロ
ア
ジ
ア
語
系
の 

諸
族
の
ほ
か
に
、
本
稿
で
こ
れ
か
ら
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
るKaren

族
な
ど
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
民
族
集
団
は
海
抜
六
〇
〇
〜

図5 タイ国北部とラオスにおける山地民の分布概念図 19。〜20。
Nにおける状況
岩田(1966) P. 361(一部の用語を修正)

ー
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
に
分
布
し
て
い
る
。 

n

平
地
民 

タ
イ
国
に
お
け
る
中
央
平
原
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
北
部
地 

方
の
山
岳
に
囲
ま
れ
た
平
坦
部
の
大
部
分
は
タ
イ
族(
全
体
的
に
はT

R

も
し

(5) 

く
は
中
部
タ
イ
人
に
対
し
て
は
と
く
にThai

を
用
い
る)

に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ 

て
い
る
。
タ
イ
語
族
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最 

大
の
民
族
集
団
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
総
数
は
じ
つ
に
三
〇
〇
〇
万
人 

に
も
及
ぶ
と
い
う
。
分
布
の
範
囲
は
北
緯
七
度
か
ら
二
六
度
、
東
経
九
四
度
か
ら

(6)

ー
ー
〇
度
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
現
実
の
地
理
的
空
間
に
置
き
換
え
る
と
、
北 

は
中
国
の
雲
南
省
か
ら
廣
西
省
チ
ュ
ワ
ン
族
自
治
区
、
海
南
島
、
西
は
イ
ン
ド
領 

ア
ッ
サ
ム
州
、
ビ
ル
マ
の
カ
チ
ン
州
か
ら
シ
ャ
ン
州
に
か
け
て
、
さ
ら
に
北
ヴ
ェ 

ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
国
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

タ
イ
語
族
は
い
ろ
い
ろ
な
亜
族
に
分
類
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
全
体
的
に
み 

て
、
そ
の
言
語
的
同
質
性
は
き
わ
だ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
タ
イ
国
は
そ
の
国
名
ム
ア
ン
・
タ
イM

dang  Thai,

す
な
わ
ち 

〃
タ
イ
人
の
国
〃
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
タ
イ
族
が
中
心
に
な
っ
て
、
国
家
形 

成
が
お
こ
な
わ
れ
た
国
で
あ
る
。
そ
の
主
導
権
を
握
っ
た
民
族
集
団
は
、
い
わ
ゆ
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る
タ
イ
人(
以
前
は
シ
ャ
ム
人
と
呼
ば
れ
た)
、
す
な
わ
ち
、
コ
ン
・
タ
イKhon  Thai

で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
本
論
文
の
文
脈 

の
主
要
な
部
分
と
関
係
の
あ
る
北
部
地
方
の
平
地
民
の
中
核
で
あ
る
北
タ
イ
人
の
コ
ン
・
ム
ア
ンKhon  M

Uang  (
文
字
通
り
に 

は
〃
町
の
人
〃)

と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

北
タ
イ
人
は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
、
中
部
タ
イ
人
と
は
文
化
的
差
異
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
も
ち
米
を
食
べ
る
習
慣
、 

言
語
、
仏
教
の
様
式
、
歴
史
的
伝
統
な
ど
の
相
違
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
北
タ
イ
人
と
は
ど
の
よ
う
な
民
族
集
団
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
形
成
さ
れ
て
き
た
か
と 

い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ふ
た
た
び
岩
田
教
授
の
示
唆
に
富
ん
だ
分
析
と
そ
れ
に
と
も
な
う
仮
説
を
引
用
し
て
み
よ
う
。 

タ
イ
語
族
全
体
と
し
て
の
社
会•
文
化
発
展
の
な
か
で
、
コ
ン•
ム
ア
ン
と
い
う
北
タ
イ
人
の
位
置
づ
け
が
、
き
わ
め
て
明
確
に 

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
山
地
民
と
平
地
民
と
の
関
係
を
知
る
う
え
で
も
興
味
深
い
の
で
あ
る
。 

「北
部
タ
イ
の
古
都
チ
ェ
ン
マ
イChiengm

ai,

ラ
ン
プ
ー
ン Lam

phup

ラ
ン
パ 
ン 

Lam
pang》

チ
ェ
ン
ラ
イChiengrai  

な
ど
を
中
心
と
す
る
地
域
の
住
民
は
一
般
に
コ
ン
・
ム
ア
ンKon  M

uang  (Khon  M
uang)

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
北
部
タ
イ
の 

地
方
人
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
コ
ン
・
ム
ア
ン
の
な
か
に
は
北
方
か
ら
部
族
的
な
タ
イ
族
が
南
下
混
入
し
て
ゆ
く
。 

タ
イ
・
ヤ
ー
イ
族Thai  Yai  (TarYai) -
-
正
し
く
は
タ
イ
・
ヤ
ー
イ
族
の
な
か
の
ニ
ョ
ー
族N

O--

、
タ
イ
・
ル
ー
族 

Thai  Lu  (Tairu)

な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
か
れ
ら
の
社
会
に
は
北
方
の
故
郷
、
す
な
わ
ち
シ
ャ
ン
高
原
と
雲
貴
高
原
に
お
け 

る
部
族
的
な
伝
統
が
い
ま
だ
に
脈
々
と
流
れ
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
タ
イ
国
に
お
い
て
も
北
か
ら
南
に
部
族
的
夕 

イ
、
地
方
的
タ
イ
、
国
民
的
タ
イ
が
ほ
ぼ
帯
状
に
配
列
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

以
上
の
ご
と
き
部
族
、
民
族
の
地
域
的
配
置
を
さ
ら
に
動
的
に
、
い
わ
ば
歴
史
的
展
開
の
様
相
を
し
め
す
も
の
と
し
て
み
た
も
の 

が
図6
で
あ
る
。
こ
こ
で
第
ー
の
ス
テ
ー
ジ
は
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
北
部
お
よ
び
雲
貴
高
原
に
お
け
る
状
況
を
し
め
す
。
こ
こ
で
は
タ
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イ
諸
部
族
、
例
え
ば
黒
タ
イ
族
、
赤
タ
イ
族
、
白
タ
イ
族
、
ル
ー
族
、
タ
イ
・
ヤ
ー
イ
族
な
ど
が
周
辺
山
地
の
非
タ
イ
系
民
族
、
例
え

(7)

ば
苗
族M

eo》

揺
族 Yao"

リ
ス
族LisF  
ロ 
ロ
族LO

5

カ
レ
ン
族Kare

デ
ラ
フ
族LahF

ホ
ー
族H6

な
ど
と
対
抗
し
、 

あ
る
い
は
共
存
し
な
が
ら
地
方
的
な
ー
種
の
多
民
族
社
会
を
構
成
し
て
い
た
と
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
周
辺
諸
族
に
た
い
す
る
タ
イ 

族
の
政
治
的
・
経
済
的
優
位
は
未
だ
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
か
れ
ら
は
時
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
系 

民
族
の
支
配
下
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
第
二
の
ス
テ
ー
ジ
は
タ
イ
族
の
う
ち
若
干
の
種
族
、
例
え
ば
夕 

ィ
国
の
タ
イ
・
ヤ
ー
イ
族
、
タ
イ
・
ル
ー
族
…
…
な
ど
が
河
谷
ぞ
い
に
南
下
し
、
互
い
に
交
錯
し
、
一
種
の
混
合
文
化
を
形
成
し
な 

が
ら
、
地
方
的
な
社
会
・
経
済
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。
タ
イ
族
の
平
野
展
開
に
と
も
な
っ
て
従
前
の
部
族
的
社 

会
体
制
か
ら
の
脱
却
と
タ
イ
族
を
中
心
と
し
て
周
辺
異
民
族
を
統
合
し
た
一
種
の
種
族
階
層
的
な
社
会
体
制
が
形
成
さ
れ
る
。
山
麓 

や
平
野
の
要
衝
に
地
方
町
、
地
方
都
市
を
建
設
し!
I

い
わ
ゆ
る
チ
ェ
ンCF.e/zg  (
町)
の
建
設!
I

、
こ
れ
ら
交
易
セ
ン
タ
ー
を 

育
成
し
な
が
ら
地
方
の
統
一
を
は
か
り
、
時
に
は
土
侯
国
の
成
立
を
み
た
こ
と
も
あ
る
。
北
部
タ
イ
の
コ
ン
・
ム
ア
ン
社
会
は
以
上 

の
ご
と
き
経
過
を
へ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
部
族
的
統
一
に
か
わ
る
地
方
的
統
一
の
時
期
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ 

ろ
う
。
次
に
第
三
の
ス
テ
ー
ジ
は
中
央
か
ら
の
強
い
政
治
的•
経
済
的
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
地
方
的
差
異
が
稀
薄
化
し
、
統
一
さ
れ 

て
ゆ
く
過
程
、
地
方
人
に
か
わ
っ
て
国
民
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。
…
…
タ
イ
国
に
お
い
て
は
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ー
ン
帝
に 

よ
る
政
治•
経
済•
社
会•
教
育
に
お
け
る
革
新
的
な
企
て
の
も
と
に
大
い
に
近
代
化
が
促
進
さ
れ
、
国
民
感
情
、
国
民
意
識
の
高 

揚
を
み
た
。
問
題
は
タ
イ
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
バ
ン
コ
ク
を
中
心
と
す
る
タ

(8) 

イ
人
、
タ
イ
語
、
タ
イ
文
化
が
標
準
的
な
も
の
、
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
て
国
の
隅
々
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
…
。」
以
上
の
よ
う
に
、 

岩
田
教
授
に
よ
る
と
、
北
タ
イ
人
、
す
な
わ
ち
コ
ン
・
ム
ア
ン
の
タ
イ
国
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
き
わ
め
て
明
確
に
お
こ
な
わ
れ
て 

い
る
。
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図6 タイ国における社会発展
注岩田(1964) P.6より ただし,民族集団の呼称は本稿の用語にあわせる

図7 タイ国における社会発展
注岩田(1964) P.6第2図Aを筆者が修正する

そ
こ
で
、
筆
者
が
こ
の
論
旨
に
付
け
加
え
、
タ
イ 

族
の
歴
史
的
発
展
の
概
念
図6
を
修
正
す
る
と
、
図 

7
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す
な
わ 

ち
、
コ
ン
・
ム
ア
ン
と
い
う
〃
地
方
的
タ
イ
族
〃
の 

母
体
に
つ
い
て
は
、
同
教
授
の
説
明
で
は
触
れ
ら
れ 

て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
タ
イ
・
ユ
ア 

ン
族Tai  Yuan

が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た 

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

タ
イ
・
ユ
ア
ン
族
は
古
く
か
らChiengm

ai

を 

中
心
に
タ
イ
国
北
部
地
方
一
帯
に
分
布
し
て
い
て
、 

言
語
的
に
は
タ
イ
・
ル
ー
族
や
タ
イ•
クI

ン
族 

Tai  KhUn

と
近
縁
の
関
係
に
あ
り
、M

ae  Khong  

川
以
南
の
リ
ン
ガ
フ
ラ
ン
カ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い 

る
。
岩
田
理
論
に
従
っ
て
理
解
す
る
と
、
か
れ
ら
は 

元
来
タ
イ
・
ル
ー
族
や
タ
イ
・
ヤ
ー
イ
族
の
よ
う 

に
、
多
分
に
部
族
的
性
格
の
っ
よ
い
民
族
集
団
で
あ 

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら 

は
か
な
り
は
や
く
か
ら
現
在
タ
イ
国
の
北
部
に
な
っ
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て
い
る
地
方
の
平
坦
部
に
進
出
し
、
地
方
的
タ
イ
族
と
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
タ
イ
・
ユ
ア
ン
族
は
み
ず
か
ら
メ
タ
モ 

ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
お
こ
な
っ
て
、
他
の
部
族
的
タ
イ
族
に
さ
き
が
け
て
、
コ
ン•
ム
ア
ン
の
母
体
と
な
り
、
い
わ
ば
タ
イ
族
の
歴
史
的 

発
展
の
こ
の
段
階
に
お
け
る
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・ポ
ッ
ト
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(9) 

以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
北
タ
イ
人
はE

・R

・Leach

博
士
が
ビ
ル
マ
北
部
の
シ
ャ
ン
人Shan

を
え
が
い
た
の
と
、
ま
っ
た 

く
パ
ラ
レ
ル
な
状
態
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、Leach

博
士
は
シ
ャ
ン
人
を
い
わ
ゆ
る
形
質
人
類
学
的
な
意
味
で
の
〃
人 

種"
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
し
り
ぞ
け
、
平
垣
部
で
水
田
稲
作
に
従
事
し
、
仏
教
を
信
仰
す
る
生
活
様
式
を
い
と
な
み
、
シ
ャ
ン 

語
を
話
す
者
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
故
、
シ
ャ
ン
人
の
社
会
を
成
立
さ
せ
て
い
る
最
大
の
要
素
は
環
境
で
あ
る
と
も
述
べ
て 

い
る
。

:
(

10)

い
ず
れ
に
せ
よ
、
シ
ャ
ン
人
と
同
様
に
北
タ
イ
人
は
タ
イ
国
北
部
の
平
坦
地
で
、
も
ち
米
を
中
心
に
水
稲
栽
培
を
お
こ
な
っ
て
い 

る
仏
教
徒
で
あ
り
、
北
タ
イ
語
を
は
な
し
て
い
る
者
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
。
か
れ
ら
は
焼
畑
農
業
を
中
心
と
し
て
ア
ニ
ミ
ズ 

ム
を
信
仰
し
、
種
々
な
言
語
を
話
し
て
い
る
山
地
民
の
〃
部
族
的
〃
社
会
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
な
生
活
様
式
を
い
と
な
ん
で
い
る 

の
で
あ
る
。

(
1
)

chiengral"  M
ae  Hongsopchlengm

ai”  N
a
pLam

phup  Lam
pang"  prae-  utfaradit

”  Loef  T
a
rsukhofal  pi-sanuor 

petchaboopKam
phangpetch

(2
)
 

Young  (1961)

(
3
)

岩
田(1966)  

p
・ 361

(
4
)

飯
島(1961)pp

・一〇1113

(
5
)
 

タ
イ
国
北
部
に
お
け
る
タ
イ
族
に
つ
い
て
は
、Tai

を
用
い
る
こ
と
が
お
お
い
。
し
か
し
、
慣
例
に
従
い
、
中
部
タ
イ
人
の
場
合
に
は 

Thai

を
使
用
す
る
。

(
6
)
 

LeBar  (一
964 ) p

 187
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(7) 

チ
ベ
ッ
ト•
ビ
ル
マ
語
族
に
属
し
、
中
国
の
雲
南
省
を
中
心
に
、
そ
の
分
派
は
ビ
ル
マ
北
部
、
ラ
オ
ス
北
部
に
か
け
て
分
布
し
て
い
る
。 

(
8
)

岩
田(1964)  

pp・  5—
7

(9) 
Leach  (一

964)  

PP.  29—
41

(
10) 

ラ
オ
ス
と
同
様
に
、
タ
イ
国
北
部
は
も
ち
米
地
帯
で
、
北
タ
イ
人
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
れ
を
常
食
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、M

ae  Sarieng  

の
谷
間
に
住
ん
で
い
る
タ
イ•
ユ
ア
ン
系
北
タ
イ
人
は
〃
例
外
的
に
〃
う
る
ち
米
を
常
食
に
し
て
い
る
。

D 
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
山
と
平
野
に
お
け
る
住
民
の
き
わ
め
て
対
照
的
な
生
活
様
式
と
い
う
も
の
は
、
ミ
ク
ロ
な
立
場
か
ら 

み
る
と
、
本
稿
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
る
カ
レ
ン
族
自
体
の
な
か
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
詳
細
な
記
述
に
先
立
ち
、 

山
地
に
住
む
カ
レ
ン
族
と
平
地
に
定
着
し
て
い
る
カ
レ
ン
族
の
文
化
の
微
妙
な
差
異
に
つ
い
て
イ
ン
プ
レ
シ
ョ
ニ
ス
テ
ッ
ク
な
見
方 

を
お
こ
な
い
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
論
を
進
め
よ
う
と
思
う
。

で
は
こ
こ
で
、
比
較
的
中
立
の
立
場
に
あ
る
教
育
を
受
け
た
カ
レ
ン
族
の
壮
年
の
人
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
目 

立
っ
た
相
違
に
つ
い
て
述
べ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

⑴
 
山
地
カ
レ
ン
族
は
大
声
で
話
を
し
、
歩
き
方
は
、
は
や
く
動
作
は
あ
ら
つ
ぼ
い
。

⑵
 
山
地
カ
レ
ン
族
は
食
事
を
指
で
食
べ
な
が
ら
、
あ
ま
り
口
を
き
か
な
い
。
し
か
し
、
平
地
に
住
む
連
中
は
食
事
に
は
ス
プ
ー 

ン
を
使
い
、
よ
く
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
食
事
を
す
る
。

⑶
 
山
地
カ
レ
ン
族
の
娘
は
知
ら
な
い
人
と
は
あ
ま
り
長
話
を
し
な
い
け
れ
ど
も
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
娘
は
だ
れ
と
で
も
平
気
で 

長
話
を
す
る
。

そ
の
た
め
、
山
地
カ
レ
ン
族
は
平
地
カ
レ
ン
族
を
〃
道
徳
的
〃
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
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⑷
 
山
地
カ
レ
ン
族
は
自
分
の
食
糧
が
十
分
に
な
い
場
合
で
も
、
客
に
は
食
事
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
平
地 

の
連
中
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
は
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
山
地
カ
レ
ン
族
の
義
理
が
た
さ
が
、
か
れ
ら
の
貧
困
の
原
因
の
ー 

つ
で
あ
る
と
さ
え
い
う
人
も
あ
る
。

⑸
 
平
地
カ
レ
ン
族
は
タ
イ
系
の
平
地
民
と
同
様
に
、
人
か
ら
品
物
を
も
ら
っ
て
も
謝
意
を
表
わ
さ
な
い
。
そ
れ
に
、
山
地
カ
レ 

ン
族
ほ
ど
お
礼
の
こ
と
も
考
え
な
い
。

⑹
 
平
地
カ
レ
ン
族
は
〃
独
立
性
〃
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
山
地
カ
レ
ン
族
は
相
互
依
存
的
で
あ
る
。

⑺
 
山
地
カ
レ
ン
族
は
元
来
う
る
ち
米
を
常
食
に
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
平
地
に
移
住
す
る
と
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
北
タ
イ
人 

の
よ
う
に
、
も
ち
米
を
食
べ
る
よ
う
に
な
る
。

⑻
 
平
地
カ
レ
ン
族
は
周
囲
に
住
ん
で
い
る
平
地
民
と
お
な
じ
よ
う
に
、
ば
く
ち
を
す
る
者
が
お
お
い
。

⑼
 
平
地
カ
レ
ン
族
は
、
周
囲
に
警
察
の
目
が
光
っ
て
い
る
た
め
に
、
儀
礼
の
よ
う
な
だ
い
じ
な
時
で
す
ら
、
酒
を
自
分
で
醸
造 

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
宗
教
儀
礼
を
お
こ
な
う
の
に
も
、
購
入
し
た
酒
を
そ
の
目
的
に
使
用
し
て
、
伝
統 

的
信
仰
生
活
を
そ
こ
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
を
ご
く
表
面
的
に
観
察
し
て
み
て
も
、
両
者
の
間
に
は
き
わ
め
て
顕
著
な
差 

異
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
集
団
の
相
違
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
れ
と
も
、
か
れ
ら
の
〃
固
有
〃
の
差
異
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
を
比
較
し
て
み
る
と
、
い
ち
ば
ん
明
白
に
分
か
る
こ
と
は
、
「閉
じ
た
社
会
」
か
ら
「開
い
た 

社
会
」
へ
の
展
開
で
あ
り
、
ま
た
換
言
す
る
と
、
「部
族
」
か
ら
「農
民
」
へ
の
社
会•
文
化
変
容
の
姿
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て 

は
、
さ
ら
に
こ
の
点
を
詳
細
に
、
ま
た
具
体
的
に
掘
り
下
げ
て
み
ょ
う
と
思
う
。
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写真1山地カレン族の少女

第
二
節
カ
レ
ン
族
と
そ
の
分
布

A

カ
レ
ン
族
に
つ
い
て

カ
レ
ン
族
の
分
布
し
て
い
る
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
、
す
な
わ
ち
イ 

ン
ド
シ
ナ
半
島
の
諸
民
族
の
歴
史
は
北
か
ら
南
に
向
け
て
の
民
族
の 

移
動
の
歴
史
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
ド
イ 

ッ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
系
の
〃
文
化
圏
学
説
〃
の
学
者
に
よ
っ
て
、
な 

が
く
と
な
え
ら
れ
て
き
て
、
今
日
で
も
そ
の
系
譜
に
あ
る
学
者
は
、

あ
る
者
は
公
然
と
、
あ
る
者
は
潜
在
的
に
こ
の
説
を
認
め
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
筆
者
自
身
は
〃
文
化
圏
学
説
〃
を
踏
襲
す
る
者
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
大
摑
み
に
い
っ
て
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
に
お 

け
る
民
族
移
動
の
主
流
が
北
か
ら
南
の
方
向
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
る
事
実
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

本
論
文
が
取
り
扱
お
う
と
す
る
カ
レ
ン
族
も
そ
の
範
疇
の
そ
と
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。
カ
レ
ン
族
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、 

か
れ
ら
も
大
昔
に
北
方
か
ら
現
在
住
ん
で
い
る
土
地
に
移
っ
て
来
た
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「カ
レ
ン
族
の
口
伝
は
あ
き
ら
か
に 

か
れ
ら
が
か
な
ら
ず
し
も
現
在
住
ん
で
い
る
場
所
に
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
目
に
つ
く
物
語
は 

カ
レ
ン
族
の
伝
説
的
な
始
祖
で
あ
る
スHtaw

 M
eh  P%

に
つ
い
て
で
あ
る
。
か
れ
は
北
方
に
あ
る
未
知
の
国
に
お
お
く
の
家
族
の 

者
と
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
は
畑
が
大
き
い
い
の
し
し
に
荒
ら
さ
れ
た
。
そ
の
家
父
長 (Hfaw  M

eh  pa)  
は
そ
と
に
出
て
、
い 

の
し
し
を
殺
し
た
。
し
か
し
、
息
子
た
ち
が
そ
の
死
体
を
運
び
に
行
っ
た
時
に
、
片
方
の
き
ば
が
お
れ
て
、
す
り
き
れ
て
い
た
の
で
、
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一
本
し
か
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
老
人(Htaw

 M
eh  pa)

は
い
の
し
し
の
き
ば
で
く
し
を
作
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、 

そ
れ
を
使
っ
た
者
は
す
べ
て
不
老
の
力
を
得
た
の
で
、
一
同
が
び
っ
く
り
し
た
。
間
も
な
く
、
こ
の
地
方
は
人
口
が
過
剰
に
な
り
、 

一
行
は
あ
た
ら
し
く
、
ゆ
た
か
な
土
地
を
探
し
に
出
か
け
て
行
っ
た
。
か
れ
ら
は
カ
レ
ン
語
で
スH-i  Seh  M

eh  YW
%

と
呼
ば 

れ
る
川
に
来
る
ま
で
は
い
っ
し
ょ
に
旅
を
し
た
。
こ
こ
で
、
老
人
は
一
族
の
者
が
貝
を
料
理
す
る
の
に
長
時
間
か
け
て
い
る
の
が
我 

慢
で
き
ず
に
、
か
れ
ら
が
つ
い
て
来
ら
れ
る
よ
う
に
道
し
る
べ
を
つ
け
る
と
約
束
し
て
、
ひ
と
り
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
通
っ
て
先
に
進
ん 

で
行
っ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
中
国
人
が
や
っ
て
来
て
、
か
れ
ら
に
貝
の
肉
を
取
り
出
す
開
け
方
を
教
え
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、 

食
べ
終
わ
る
と
、
か
れ
ら
は
老
人
の
あ
と
を
追
っ
た
が
、
か
れ (Hfw

 M
eh  pa)  

の
切
り
開
い
た
野
生
の
バ
ナ
ナ
の
幹
が
た
い 

へ
ん
た
か
く
芽
を
ふ
い
て
い
た
の
を
見
出
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
れ
に
追
い
付
く
こ
と
は
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。 

そ
れ
故
、
か
れ
ら
は
そ
の
周
辺
に
定
着
し
た
。
家
父
長
は
魔
力
の
あ
る
く
し
を
持
っ
て
旅
を
続
け
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
く
し
は
今
日 

に
到
る
ま
で
ふ
た
た
び
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。」
さ
ら
に
、
カ
レ
ン
族
の
間
に
代
々
歌
い
つ
が
れ
て
き
て
い
る
伝
統
的
な
詩 (H-a)  

に
よ
る
と
、
カ
レ
ン
族
の
祖
先
は
前
述
のHti  Seh  M

eh  Ywa

を
南
下
し
て
、
三
つ
の
大
河
の
み
な
も
と
に
到
達
し
た
と
い
う
。 

そ
れ
に
よ
る
と
、
「昔
カ
レ
ン
族
は
三
派
に
分
か
れ
て
、LO

oKoarrawaddy)  
川
、Xo  Loko(Salween)  
川
そ
し
て 

Pwo  K
o

(M
ae  Khong)  

川
の
三 
つ
の
谷
を
く
だ
っ
て
行
っ
た
。
か
れ
ら
は
ち
り
ぢ
り
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
い
つ
の
日
に
か 

再
会
す
る
こ
と
も
あ
ら
ん
」
と
伝
え
ら
れ
て 
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
も
他
の
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
住
民
と
同
様
に
、
伝
説
や
伝
統
的
資
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
、
こ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
民
族
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
北
方
に
そ
の
起
源
を
持
つ
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
し
か

(4)

し
な
が
ら
、Leach

博
士
や
そ
の
説
を
踏
襲
し
て
い
るF
・K
・ Lehm

an
教
授
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
の 

住
民
の
祖
先
が
そ
の
ま
ま
中
国
の
一
部
か
ら
移
っ
て
来
た
と
い
う
仮
説
は
神
話
で
あ
ろ
う
。
山
地
民
と
平
地
民
は
現
在
住
ん
で
い
る
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場
所
に
お
け
る
相
互
作
用
に
よ
っ
て
輪
郭
が
つ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
歴
史
、
言
語
学
、
考
古
学
や
民
族
学
関
係
の
研
究
は
こ 

れ
ら
雑
多
な
住
民
が
、
た
し
か
に
北
方
か
ら
や
っ
て
来
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る 

社
会
的
文
化
的
単
位
と
し
て
や
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
今
日
あ
る
特
定
の
集
団
と
一
致
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と 

い
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
常
識
論
は
べ
っ
と
し
て
も
、
カ
レ
ン
族
の
祖
先
や
故
郷
に
つ
い
て
は
科
学
的
に
は
た
ど
る
す
べ
も
な 

い
の
で
、
本
節
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
か
れ
ら
の
分
布
に
限
っ
て
記
述
し
、
そ
の
後
に
述
べ
る
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容
の
理 

解
を
助
け
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

(
1
)

カ
レ
ン
語
で
中
国
人
を
意
味
す
るS一

と
思
わ
れ
る
。

(2) 

M
arshall  (1922)  

P.  5

(3
しu-a

の
こ
と
。

(4) 

Leach  (一
9541  Lehm

an  (1963)  p
・
ー
ー

B

分
布

カ
レ
ン
族 (ihe  Karens)

と
い
う
呼
称
の
起
源
は
ビ
ル
マ
人
が
か
れ
ら
をKayin

と
呼
ん
で
い
た
言
葉
が
英
語
風
に
な
ま
っ 

た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ビ
ル
マ
や
タ
イ
国
に
お
い
て
も
、
カ
レ
ン
族
の
呼
称
は
い
く
つ
か
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
レ
ン 

族
は
み
ず
か
ら
は
さ
マ
よ〇

ま
た
はK4NW

と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
山
地
民
と
同
様
に
自
分
た
ち
の
民
族
集
団
を
「人 

間
」
と
呼
び
、
他
の
民
族
集
団
と
区
別
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
レ
ン
族
の
こ
と
を
北
タ
イ
人
は Yang

と
か 

4ng •
中
部 

タ
イ
人
は Ka   ヽ

LahF  Lis?  Akha  
は 

M
eo  

は 
Y
a
aKham

u  
と Lawa  
は Ya   ゝ

M
on  

は Ka'eang  
と 

呼
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
カ
レ
ン
族
の
自
称
で
あ
る
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
用
語
は
同
系
列
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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カ
レ
ン
族
は
通
常
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
族 (sino,Tibe-an)  
の
一
分
派
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
言
語
学
上
の
位 

置
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
。
近
年
シ
ナ•
チ
ベ
ッ
ト
語
の
分
類
に
関
し
て
は
、Robert  Shafer

博
士
が
カ
レ
ン
族
を
主
要
言
語 

区
分
のKarenic

と
し
、
別
の
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
族
に
お
そ
ら
く
属
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。Jm

gpaw"  chin
》 M

O
S

.P 

そ
し
て
ま
た
、Lisu

の
よ
う
に
だ
い
た
い
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
族
に
分
類
さ
れ
て
い
る
諸
言
語
に
は
む
し
ろ
疎
遠
な
関
係
に
あ 

る
と
し
て
い
る
。
他
の
学
者
で
、G
・H
・Luce

師
の
よ
う
な
人
は
、
明
ら
か
に
カ
レ
ン
語
と
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
族
と
の
間
に

(2)

密
接
な
関
係
を
見
出
し
て
い
る
。

カ
レ
ン
族
は
ビ
ル
マ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
現
在
の
コ
ー
ト
レ
ー
州 (Kaw-hule)  
で
あ
る
旧
サ
ル
イ
ン(Salween)  
地
区
す 

な
わ
ち
旧
カ
レ
ン
州
を
中
心
に
、
タ
イ
国
、
さ
ら
に
ラ
オ
ス
の
一
部
に
か
け
て
分
布
し
て
い
る
。
ビ
ル
マ
に
お
い
て
は
、
少
数
民
族 

中
最
大
の
人
口
を
持
つ
民
族
集
団
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
説
に
は
、
ビ
ル
マ
連
邦
の
総
人
口
約
二
七
〇
〇
万
人
の
ほ
ぼ
一
割
弱
を
占 

め
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
説
で
は
、
カ
レ
ン
族
の
全
人
口
は
約
一
五
〇
万
人
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な 

が
ら
、
カ
レ
ン
族
の
総
人
口
は
、
ビ
ル
マ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〃
仏
教
徒
〃
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
集
団
を
含
む
か
否
か
に
よ
つ 

て
、
か
な
り
の
変
動
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
カ
レ
ン
族
の
分
布
地
域
で
あ
る
が
、
ビ
ル
マ
に
お
い
て
は
、prom

pHenzada"  M
yaungm

yp  Basse

p-Toun,  

go9  shwegi?  pegu.Yom
a

”  salweeF  T
h
a
s
pTavoy

”  M
ergui”  M

ou  
一 mein  
な
ど
の
諸
地
方
に
及
ん
で
い
る
。 

タ
イ
国
に
お
い
て
は
、
西
北
地
方
のM

ae  Hongson
県
を
中
心
に
、
北
方
や
東
方
へ
はChiengrai

県
、Chiengm

ai

県
、 

を
は
じ
めLam

phun

県
やLam

pang

県
に
も
お
よ
び
、
そ
れ
にPrae

県
とNan

県
に
す
こ
し
、
泰
緬
国
境
沿
い
に
南
方 

に
向
か
っ
てTak

県
を
通
っ
て
、Bangkok

西
方
のKanchanaburi  
県
に
至
る
地
域
に
帯
状
に
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か 

Chonburi  Chom
pon

に
も
若
干
定
着
し
て
い
る
と
い
う
。



カ
レ
ン
族
は
、
タ
イ
国
北
部
に
お
い
て
、
非
タ
イ
系
住
民
と
し
て
は
華
僑
に
つ
い
で
第
二
位
の
人
口
を
よ
う
し
て
い
る
。
と
い
っ 

て
も
、
国
民
総
人
口
三
〇
〇
〇
万
人
中
わ
ず
か
に
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
約
十
五
万
人
前
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ビ 

ル
マ
と
同
様
、
タ
イ
国
に
お
い
て
も
、
平
地
に
住
ん
で
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
カ
レ
ン
族
は
、
た
い
て
い
の
場
合
タ
イ
人
と
し
て
登 

録
さ
れ
る
の
で
、
実
際
の
こ
の
数
字
は
も
っ
と
増
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
タ
イ
国
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
重
要
性
は
、
経
済

(4) 

的
に
も
社
会
的
に
も
、
そ
し
て
ま
た
政
治
的
に
も
ビ
ル
マ
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。 

さ
ら
に
、
ラ
オ
ス
に
お
い
て
も
、
カ
レ
ン
族
は
メ
コ
ン
川
水
系
の
北
側
に
若
干
分
布
し
て
い
る
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど 

も
、
そ
の
数
は
寥
寥
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
現
在
で
も
カ
レ
ン
族
問
題
で
は
権
威
と
さ
れ
て
い
るHarry  L  

師
は
、
か
っ
て
カ
レ
ン
族
が
カ
ン
ボ
ジ
ャ
に
も
分
布
し
て
い
る
と
い
っ
た
が
、
こ
の
情
報
は
未
確
認
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
ひ
と
く
ち
に
カ
レ
ン
族
と
い
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
単
一
の
民
族
集
団
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
い
ろ
い
ろ
な
同
系
の

(7) 

言
語
グ
ル
ー
プ
の
集
ま
り
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
白
カ
レ
ン
族
と
、
赤
カ
レ
ン
族
の
二
種
類
に
大
別
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の 

区
別
は
衣
服
の
色
か
ら
き
た
も
の
で
、
あ
ま
り
正
確
な
民
族
集
団
の
分
類
方
法
で
は
な
い
。
前
者
に
属
す
る
カ
レ
ン
族
と
し
て
は
ス 

ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族 (the  Sgaw-Karens)  
と
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族 (fhe  p

》wo,Karens)  
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
カ
レ
ン
族
の
な
か

(8)

で
圧
倒
的
に
多
く
、
あ
る
学
者
は
カ
レ
ン
族
全
体
の
人
口
の
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
と
推
定
し
て
い
る
。
筆
者
が
本
稿 

で
中
心
的
に
扱
う
民
族
集
団
は
こ
の
う
ち
の
主
要
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族
で
あ
る
。 

後
者
の
赤
カ
レ
ン
族
はKaya

と
か 

Karenni  
時
に
は Bwm
と
か Bghai

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
そ
の
な
か
に
は
、Brp  

padaung-  Yinbaw
》Zayein

な
ど
の
諸
族
が
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
南
シ
ャ
ン
州
南
部
の
山
岳
地
帯
に
はTaungthu

と
い
う
特 

別
の
一
族
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

(
1
)

Shafer  (一
955)  

pp・

 941111
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(2
)
 

LeBar  e
、  

邑•

(1964)  
p
・ 58

(3
)
 

LeBar  e~ al.  (1964)  p.  58

(4) 

ビ
ル
マ
の
カ
レ
ン
族
に
つ
い
て
は
、
付
録
「ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
小
史
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(5
)
 

Saw
hoo  Shw

e  (1950)  p

 138
(6) 

M
arshaH

 (一
945)  

p
・ 3

(7
)
 

こ
の
よ
う
な
分
類
は
、
お
も
に
タ
イ
族
な
ど
の
他
の
民
族
集
団
に
よ
っ
て
、
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(8
)
 

Brifanica  (一
968)  

p
・ 235

第
三
節 

M
ae  Sarieng

地
方
に
つ
い
て

A

自
然
条
件

調
査
村
が
あ
るM

ae  Sarieng
郡
は
、
〃
タ
イ
国
の
シ
ベ
リ
ア
〃
と
い
わ
れ
て
い
るM

ae  Hongson

県
の
南
部
に
位
置
し
て 

(1)

い
る
。
そ
の
中
心
地
で
、
郡
役
場
の
あ
る
町
は
郡
の
名
前
と
同
様
にM

ae  Sarieng

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

M
ae  Sarieng

の
町
は
北
緯
一
八
度
ー
〇
分
、
東
経
九
七
度
五
〇
分
に
位
置
し
て
い
る
。
町
の
標
高
は
海
抜
約
三
〇
〇
メ
ー
ト 

ル
余
り
で
、
盆
地
の
中
心
に
あ
り
、
周
囲
は
比
較
的
な
だ
ら
か
な
丘
凌
地
帯
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
谷
を
南
北
に 

つ
ら
ぬ
い
てM

ae  Yuam

川
が
流
れ
て
い
る
の
で
、
盆
地
は
南
北
の
方
向
に
開
け
て
い
る
。
こ
のM

ae  Yuam

川
の
流
れ
は 

し
ば
ら
く
南
下
し
て
、
西
に
曲
が
り
、
そ
の
ま
ま
ビ
ル
マ
と
の
国
境
を
流
れ
るSa  
一 ween

川
に
流
入
し
て
い
る
。 

気
温
は
表1

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
な
り
の
温
度
較
差
が
あ
り
、
一
般
的
に
は
熱
帯
大
陸
性
盆
地
気
候
と
分
類
さ
れ
よ
う
。
一 

日
の
温
度
較
差
は
と
り
わ
け
冬
期
に
ひ
ど
く
、
た
と
え
ば
、
一
月
に
お
け
る
よ
う
に
、
最
高
気
温
は
摂
氏
三
六
・
四
度
で
あ
る
に
も
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表1 Mae Sariengにおける年間気象条件
月別

1 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 II 年間

気 平 均 22.0 23.4 26.6 '30.3 29.8 27.7
'27.0

26.8 27.4 27.4 25.9 22.7 26.4

最 高 36.4 36.9 40.0 44.1 41.0 38.6 36.1 36.4 37 4 36.0 36.4 36.0 44.1

温 最 低 5.8 7.0 8.7 14.0 20.2 20.5 21.0 21.5 20.6 18.3 8.6 6.5 5.8

雨
降水量 14.5 9.1 10.0 41.6 150.5 217.9 177.2 270.1 194.5 101.0 33.0 6.0 1225.4

降雨日数 0.8 1-0 0.8 3.8 14.3 20.0 23.0 23.9 19.5 9.1 2.8 1.2 1 120.2

注)Thailand (1964) p. 5

か
か
わ
ら
ず
、
最
低
気
温
は
実
に
五
・
八
度
ま
で
低
下
し
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て 

は
き
わ
め
て
し
の
ぎ
に
く
い
気
候
で
あ
る
。

一
方
、
年
間
降
水
量
は
平
均
ー
、ニ
二
五
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
約
九 

ー
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
ー
、
ー
ー
ニ
ニ
ー
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
雨
量
は
五
月
か
ら
ー
〇
月
に 

わ
た
る
約
半
年
間
に
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
か
ら
ビ
ル
マ
を
通
っ
て
吹
き
寄
せ
る
モ
ン
ス
ー
ン
が
こ 

の
地
方
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
めM

ae  Sarieng

地
方
に
か
ぎ
ら
ず
、
こ
の 

あ
た
り
の
泰
緬
国
境
一
帯
に
お
い
て
は
、
生
態
型
と
し
て
は
熱
帯
降
雨
林
が
形
成
さ
れ
て
い 

る
。
こ
の
点
はM

ae  Hongson

県
の
南
のTak

県
の
中
心
部
で
は
八
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト 

ル
台
の
降
雨
し
か
な
く
、
熱
帯
林
に
覆
わ
れ
て
い
る
平
坦
地
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、M

ae  Sarieng

地
方
の
気
候
は
半
年
に
わ
た
る
な
が
い
雨
季
と
こ
れ
に
続 

く
み
じ
か
い
冬
、
そ
れ
に
摂
氏
四
四
度
余
り
に
も
上
昇
す
る
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
猛 

署
の
夏
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

M
ae  Sarieng

の
町
の
す
ぐ
郊
外
に
あ
る
調
査
村 Hti  Kani

の
気
候
は
こ
れ
ま
で
述 

べ
た
よ
う
な 

M
ae  Sarieng

の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
山
地
に
あ
る
調
査
村
の 

HH

 

Topa

村
の
気
候
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
正
確
な
統
計
資
料
が
な
い
の
で
、
は
つ 

き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
筆
者
の
経
験
か
ら
類
推
し
て
み
よ
う
。H-i  Topa

村
は 

H_i  Kani

村
か
ら
は
直
線
距
離
で
わ
ず
か
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
し
か
は
な
れ
て
い
な 

い
け
れ
ど
も
、
標
高
は
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高
く
、
海
抜
約
ー
〇
五
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
。
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第一章概 況

そ
の
た
め
、
平
均
気
温
で
は
す
く
な
く
と
も
摂
氏
二
〜
三
度
ひ
く
め
で
、
夏
期
は
こ
の
地
方
と
し
て
は
比
較
的
し
の
ぎ
よ
い
。
し
か 

し
な
が
ら
、
冬
期
に
は
夜
分
の
気
温
は
低
く
、
時
に
は
摂
氏
二
〜
三
度
に
ま
で
低
下
す
る
こ
と
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
基
本
的
に
は 

熱
帯
性
の
気
候
で
あ
る
た
め
に
、
冬
で
も
日
中
は
温
暖
で
、
摂
氏
二
三
〜
二
五
度
ぐ
ら
い
の
き
わ
め
て
快
適
な
気
候
で
あ
る
。 

Hti  Topa

村
付
近
の
雨
量
はM

ae  Sarieng

地
方
の
平
坦
部
と
あ
ま
り
差
異
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
よ 

り
も
多
少
お
お
く
、
年
間
降
水
量
で
、
約
ー
、三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
台
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

(
1
)Am

phoe
の
役
場
の
こ
と
。

B

社
会
的
条
件

M
ae  Sarieng

地
方
は
、
一
九
六
四
年
タ
イ
国
北
部
の
中
心
的
〃
都
市"

で
あ
るczengm

ai

か
らHod

経
由
で
、
約
ニ
〇 

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
〃
ハ
イ
ウ
ェ
ー
〃
が
完
成
す
る
ま
で
は
、
こ
の
国
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
孤
立
し
て
い
る
地
方
で
あ 

っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
地
方
に
唯
一
の
飛
行
場
がM

ae  Sarieng
の
町
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
規
模
や
整
備
が
貧
弱
な
た
め
に
、
タ
イ
国
国
内 

航
空
の
〃
新
鋭
機
〃
で
あ
る
英
国
製
の
タ
ー
ボ•
ジ
ェ
ッ
ト
機Avr。

は
就
航
せ
ず
、
時
代
物
の
ダ
グ
ラ
スD

C  3

型
旅
客
機
が 

週
に
二
回
だ
け
、
や
っ
て
来
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、M

ae  Sarieng

郡
の
あ
るM

ae  Hongson
県
は
、
全
体
と
し
て
、
タ
イ
国
の
ほ
か
の
地
方
か
ら
は
か
な
り
孤 

立
し
て
い
て
、
こ
の
国
の
人
が
い
み
じ
く
も
い
う
よ
う
に
、
〃
タ
イ
国
の
シ
ベ
リ
ヤ
〃
と
い
う
の
も
、
あ
な
が
ち
誇
張
と
は
考
え
ら 

れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
タ
イ
国
に
お
い
て
は
、
自
然
的
に
も
、
文
化
的
に
も
、
孤
立
し
て
い
たM

ae  Hongson

県
も
、
ビ
ル
マ
側
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と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
昔
か
ら
往
復
が
は
げ
し
か
っ
た
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と 

し
て
、
流
通
し
て
い
た
貨
幣
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
は
、
イ
ン
ド
・
ル
ピ
ー
が
ビ
ル
マ
国
内
と
同
様
に 

一
般
に
通
用
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
当
地
方
の
特
殊
事
情
を
知
る
た
め
に
、M

ae  Sarieng

の
町
を
中 

心
に
、M

ae  Hongson

県
南
部
の
歴
史
を
こ
こ
で
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

M
ae  Sarieng

地
方
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
方
の
研
究
に
従
事
し
て
い
るPeter  Kunsfad-er

博
士
も
認
め
て
い
る

(2)

よ
う
に
、
「こ
の
地
方
に
お
け
る
正
確
な
歴
史
資
料
は
驚
く
ほ
ど
欠
如
し
て
い
る
…
…
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
タ
イ 

国
側
の
歴
史
的
資
料
は
き
わ
め
て
寥
寥
た
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
手
も
と
に
あ
る
欧
文
の
資
料
を
使
用
し
て
、
往
年
のM

ae  

Sarieng

の
姿
を
で
き
る
だ
け
再
現
す
る
こ
と
に
つ
と
め
よ
う
。

ち
な
み
に
、
付
け
加
え
る
と
、M

ae  Sarieng

地
方
は
、
昔
か
ら
シ
ャ
ム
政
府
やChiengm

ai

王
朝
の
政
治
的
影
響
下
に
あ
っ 

た
と
は
い
っ
て
も
、
経
済
的
に
も
、
社
会
・
文
化
的
に
も
、
き
わ
め
て
ビ
ル
マ
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、 

将
来
ビ
ル
マ
側
の
資
料
を
使
用
し
て
の
研
究
が
進
展
し
て
、M

ae  Hongson

県
、
従
っ
て
ま
た
、M

ae  Sarieng

地
方
の
歴
史 

が
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

i
 

一
九
世
紀
以
前
の
状
態 

M
ae  Sarieng  

の
町
と
そ
の
周
辺
の
地
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
名
称
が
与
え 

ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
北
タ
イ
語
で
は 

M
Hang  Yuam

と
か 

M
ae  Yuam

と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
カ
レ
ン
族
や
ビ
ル 

マ
人
はM

ain  Loongyee

と
も
い
っ
て
い
た
。
こ
の
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
地
方
は
こ
れ
ま
で
種
々
な
文
化
が
錯
綜
し
、
歴 

史
の
な
か
で
主
役
を
演
じ
て
き
た
民
族
集
団
も
何
回
か
交
代
し
て
き
た
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、M

ae  Sarieng  
一
帯
の
歴
史
資
料
は
き
わ
め
て
貧
弱
で
あ
り
、
昔
の
姿
を
知
る
の
に
は
た
い
へ
ん
に
不
便 

を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
に
な
っ
て
、
タ
イ
国
の
人
文•
社
会
関
係
の
研
究
も
し
だ
い
に
発
展
を
し
て
、
こ
の
よ
う
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第一章概 況

な
僻
地
の
研
究
も
本
格
的
に
着
手
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、Kunstadfer

博
士
と
お
な
じ
研
究
計
画
に
従
事
し
て
い 

る
若
手
の
文
化
人
類
学
者Char  
一 es  F
・Keyes

博
士
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は 

M
aeSarieng

地
方
の
貧
弱
な
歴
史
資
料
を
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
に
よ
る
直
接
観
察
に
も
と
づ
く
資
料
で
補
足
し
な
が
ら
、
伝
統 

的
な
タ
イ
族
と
諸
部
族
間
の
関
係
を
論
じ
、
そ
の
な
か
で
こ
の
地
方
の
歴
史
的
な
推
移
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

(3)

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
要
約
し
て
、
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

M
ae  Sarieng

地
方
に
、
大
昔
ど
の
よ
う
な
人
間
が
住
ん
で
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
は
分
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
お 

そ
ら
く
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
は
、
今
日
の
ラ
ワ
族
の
祖
先
が
住
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。Lam

phun

に
ラ
ワ
族
の
王
朝
が
あ 

っ
た
時
に
、M

ae  Sarieng
が
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
の
も
そ
の
証
拠
の
一
っ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
確
な
歴 

史
に
関
す
る
資
料
は
、M

ae  Sarieng

に
タ
イ
語
族
が
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

一
三
世
紀
の
後
半
に
は
、
ユ
ア
ン
族(the  Yuans」

北
タ
イ
人
の
こ
と)
が
か
れ
ら
の
根
城
と
し
て
い
た
タ
イ
国
北
西
部
か
ら 

移
動
を
始
め
、
各
地
を
占
拠
し
た
。
か
れ
ら
がM

ae  Sarieng

に
い
つ
到
着
し
た
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
西
暦 

一
四
四
二
年
に
お
い
て
は
、M

ae  Sarieng
がLannathai

の
ユ
ア
ン
王
国
の
行
政
単
位
で
あ
っ
た
。 

西
暦
一
五
五
八
年
か
ら
一
七
七
五
年
ま
で
の
大
部
分
の
期
間
は
、
タ
イ
国
北
部
の
ほ
と
ん
ど
は
ビ
ル
マ
の
支
配
も
し
く
は
影
響
下 

に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、Lannathai

王
国
が
一
九
〇
二
年
にBangkok

に
あ
る
タ
イ
国
政
府
に
合
併
さ
れ
る
ま
で
は
、
北 

部
地
方
は
い
ぜ
ん
と
し
てLannathai

王
国
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

chulaongkon

大
帝(
一
八
六
ハ
—
一
九
ー
〇
年)
の
支
配
し
て
い
た
王
朝
は
、
当
時
東
南
ア
ジ
ア
に
進
出
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
や 

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
主
義
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
中
央
集
権
化
を
は
か
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、M

ae  Sarieng

地
方
の
役
人 

は
、
そ
れ
ま
でChiengm

ai

王
朝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、Bangkok  
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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か
く
し
て
、
一
九
〇
二
年
に
はM

ae  Hongson

県
が
タ
イ
国
の
行
政
下
に
入
っ
た
。
そ
の
当
時
は
、M

ae  Sarieng

が
県
庁
の 

所
在
地
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
や
が
てM

ae  Hongson

に
そ
れ
が
移
っ
た
。

chulaongkon

時
代
に
な
る
と
、M

ae  Sarieng

地
方
を
め
ぐ
る
歴
史
の
資
料
も
あ
る
程
度
は
存
在
し
て
い
る
。
ま
え
に
も
述 

べ
た
よ
う
に
、
将
来
、
ビ
ル
マ
側
の
資
料
を
利
用
し
て
研
究
が
進
む
と
、
さ
ら
に
昔
のM

ae  Sarieng

の
姿
が
は
っ
き
り
え
が
き 

出
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
現
在
筆
者
の
手
も
と
に
あ
る
西
欧
人
に
よ
る
記
録
に
も
と
づ
い
て
も
、
当
時
のM

ae  Sarieng

の
様 

子
を
あ
る
程
度
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
時
代
は
本
稿
で
取
り
扱
っ
て
い
るHti  Topa

村
の
山
地
カ

(4)

レ
ン
族
が
ま
だ
ーong house

に
住
ん
で
、
焼
畑
農
業
に
従
事
し
て
い
た
時
で
も
あ
る
し
、
ま
た
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
で
あ
る 

Hti  Kani

村
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
あ
っ
た
頃
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
頃
のM

ae  Sarieng  
一
帯
の
環
境
が
ど
の
よ
う
な
も 

の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
の
過
程
に
接
近
す
る
た
め
に
は
重
要
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。 

: n 

chu

srlongkon

時
代
前
後
の
状
態 

M
ae  Sarieng  

の
町
は
、
も
と
も
と
は
古
代
の
王
国 Yim

zaleen

の
跡
に
建
て
ら 

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
のYunzaleen
の
史
跡
が 

M
ae  Sarieng

の
町
の
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、 

い
ろ
い
ろ
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
大
体
二
説
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。cooquhoum

氏
は
「約
四
分
の
三
時
間
ほ
ど
北
西 

の
距
離
に
」
あ
る
と
い
い
、
ま
た
、Ha

二et

氏
は
「町
の
南
東
約
ー
マ
イ
ル
の
所
に
位
置
し
て
い
る
」
と
い
う
。 

一
説
に
よ
る
と
、「Yunzaleen

は
旧Pegu

王
朝
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
と
お
い
昔
にTalain  (M

on)  
の
王
女
がZim

m

办 

(chiengm
ai)

の
王
に
持
参
金
と
し
て
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
一
方
、Lam

phun

の
年
代
記
に
よ
る
と
、YunzaL  

een  
は
「四
〇
〇
人
の Talaings  (M

on)

と Peguans  (M
on)

と
と
も
に
、Pegu  
の
王 Thoolthe  Thom

a  
が
、
ー
ニ

(5)

八
九
年
に
娘
がLam

poon  (Lam
phun)  

の
王
に
と
つ
ぐ
時
、
持
参
金
と
し
て
与
え
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
遺
跡
はcooquhoum

氏
に
よ
る
と
、
「そ
こ
は
い
ま
や
大
木
に
お
お
わ
れ
て
い
る
。
か
な
り
の
規
模
の
あ
る
壁
や
堀
割
の
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(6)

名
残
り
は
容
易
に
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、cooquhoum

氏
に
や
や
遅
れ
て
こ
の
地
を
訪
問 

し
たHa

二et

氏
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
古
代
都
市YRn  Sa  Lin

は
「堀
や
溝
で
そ
れ
ぞ
れ
囲
ま
れ 

た
り
、
分
割
さ
れ
て
い
た
。
今
日
で
は
大
木
の
林
に
お
お
わ
れ
て
い
る
そ
の
領
域
は 

M
ain  Loongyee

の
も
の
よ
り
も
お
お
き 

い
け
れ
ど
も
、
目
に
見
え
る
古
代
の
遺
跡
は
な
か
っ
た
。
ち
い
さ
な
仏
塔
と
こ
わ
れ
た
寺
院
は
あ
た
ら
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
地 

域
の
一
部
を
占
居
し
て
、
耕
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
村
人
が
近
年
建
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
都
市
は
段
丘
に
位
置
し
て
い
て
、

(8)

西
側
の
壁
は
川
の
浸
食
に
よ
っ
て
、
流
失
し
て
い
る
。」

M
ain  Loongyee

地
方
は
「ビ
ル
マ
か
らchiengm

ai、

シ
ャ
ム
へ
の
戦
争
通
路
が
横
切
っ
て
い
て
、
侵
略
者
の
大
群
が
通
り 

(9) 

(
10) 

ぬ
け
て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
独
立
国Karenni  
か
ら
来
る
人
さ
ら
い
の
通
路
に
も
し
ば
し
ば
な
っ
て
い
た
。」 

そ
の
た
め
、 

国
土
の
荒
廃
が
目
立
ち
、
人
口
が
き
わ
わ
て
希
薄
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「イ
ギ
リ
ス
がM

aulm
ain(M

oulm
ein)  

を
併
合
後 

三
年
た
っ
た
一
八
二
九
年
に
、Richardson

博
士
がM

ain  Loongyee

を
お
と
ず
れ
た
時
に
は
、
町
は
ま
っ
た
く
荒
れ
果
て
て 

い
た
。
山
地
民
の
ほ
か
に
は
、
八
力
村
に
わ
ず
か
二
百
戸
の
家
屋
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
町
自
体
の
跡
に
は
わ
ず
か
ー
〇
戸
か

(
11) 

(
12)

ら
ー
二
戸
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。」
そ
の
後
、
「
一
八
三
六
年
に
は
、Hm

ine  Long,gyee

の
町
に
は
二
〇
戸
の
家
が
あ
っ
た
け

(3) 

れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ(cooquhoum

氏
た
ち)

が
訪
問
し
た
時
に
は(
一
八
七
六
年?

)
、
二
百
戸
に
増
加
し
て
い
た
。」 

と
こ
ろ
でM

ain  Loongyee

の
町
を
中
心
と
し
た
一
帯
の
村
落
数
や
人
口
に
つ
い
て
触
れ
て
み
る
と
、Ha

二et

氏
が
森
林
業

(4)

者
た
ち
か
ら
聞
い
た
情
報
に
よ
る
と
、「M

eh  Nhim
川
と
そ
の
支
流
の
流
域
に
お
い
て
、
町
を
含
め
る
と
、
三
三
の
ラ
ワ
族
の 

村
、
四
六
の
カ
レ
ン
族
定
着
村
、
ー
一
の
シ
ャ
ン
人
の
村
の
名
前
が
得
ら
れ
た
。
ラ
ワ
族
の
村
の
平
均
は
四
二
戸
あ
り
、
シ
ャ
ン
人 

の
村
は
三
六
戸
の
家
屋
が
あ
る
。
森
林
業
者
の
誰
も
が 

M
eh  Ngor

の
谷
で
働
い
て
い
な
い
の
で
、
そ
こ
に
あ
る
定
着
村
は
除 

(
15)

か
れ
て
い
る
。」
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そ
こ
で
、Hallet

氏
が
推
定
す
る
の
に
は
、
二
戸
に
住
ん
で
い
る
人
間
の
平
均
数
は
七
人
で
、
自
分
の
リ
ス
ト
に
あ
る
定
着
村 

に
つ
い
て
は
一
万
三
千
人
以
上
い
て
、
そ
れ
以
上
の
野
性
カ
レ
ン
族
が
い
る
と
確
信
し
て
い
る
。
わ
た
し
の
リ
ス
ト
に
な
い
定
着
村

(6)

を
数
に
入
れ
る
と
、M

eh  Nium

の
谷
の
全
人
口
は
三
万
人
を
お
お
き
く
割
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。

Hallet
氏
が
役
人
に
尋
ね
て
み
る
と
、
「シ
ャ
ム
人
の(
首
席)

代
理
の
い
う
の
に
は
、
村
々
の
リ
ス
ト
や
人
口
の
セ
ン
サ
ス
は 

な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
地
方
に
は
少
な
く
と
も
三
千
人
の
チ
ェ
ン
マ
イ•
シ
ャ
ン
人
、
四
千
人
の
ラ
ワ
族
、
ス
ゴ
ー
、
ポ
ー
、
シ
ョ 

— (sho)  
の
部
族
か
ら
な
る
五
千
人
の
定
着
カ
レ
ン
族
が
い
る
と
い
う
。
代
理
はKaren  Yain  (
野
性
の
カ
レ
ン
族)

の
数
に 

つ
い
て
は
推
定
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
か
れ
ら
は
き
わ
め
て
多
数
で
あ
る
。
代
理
の
推
察
で
は
シ
ャ
ン
人
や
定
着
カ
レ
ン
族
に 

関
し
て
は
、(
前
述
の)

森
林
業
者
の
説
明
と
ぴ
た
り
と
符
合
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ラ
ワ
族
は
代
理
の
考
え
て
い
る
よ
り
は
二
倍 

も
多
く
い
た
。」

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
み
て
、M

ae  Sarieng

地
方
一
帯
に
お
い
て
、
現
在
か
ら
一
世
紀
ほ
ど
昔
に
は
、
定 

着
し
て
い
る
平
地
カ
レ
ン
族
の
ほ
か
に
、
周
囲
の
山
岳
地
帯
に
は
、
漂
泊
的
生
活
様
式
を
維
持
し
て
い
る
山
地
カ
レ
ン
族
が
か
な
り 

の
数
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
本
研
究
に
お
い
て
調
査
対
象
と
な
っ
た 
H± Topa

村
の
山
地
カ
レ
ン
族
も
こ 

の
範
疇
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、Hti  Kani

村
は
山
地
か
ら
平
地
に
移
住
し
て
き
た
カ
レ
ン
族
に
よ
っ
て
、
形
成
の
途
上
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
ま
え
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
地
方
は
タ
イ
国
側
と
ビ
ル
マ
側
の
政
治
的
な
ら
び
に
民
族
的
な
葛
藤
に
巻
き
込
ま 

れ
た
た
め
に
、
し
ば
し
ば
社
会
的
不
安
定
に
お
ち
い
っ
た
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、HaUet

氏
の
い
う
に
は
、
「
一
八 

七
〇
年
にCushing

博
士
が
こ
の
町
を
通
り
ぬ
け
た
時
に
、
ビ
ル
マ
の
シ
ャ
ン
人 
す
な
わ
ち
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
領
の
シ
ャ
ン
人 

や
カ
レ
ニ
ー
族
た
ち
が
、
こ
の
地
方
に
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
る
よ
う
に
希
望
し
て
い
た
。
ま
た
、
シ
ャ
ム
の
シ
ャ
ン
人
や
わ
が
森
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林
業
者
た
ち
は
六
力
月
間
も
町
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
、
自
衛
可
能
な
大
集
団
の
時
以
外
は
そ
と
に
出
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
九 

年
か
ら
ー
〇
年
間
も
続
い
た
こ
の
よ
う
な
敵
対
意
識
は
、
わ
た
く
し(Ha

二e
【

氏)

が
行
く
四
年
前
に
停
止
し
、
そ
の
地
方
は
回
復

(9)

の
き
ざ
し
が
見
え
て
い
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
後
間
も
な
く M

ae  Sarieng

を
訪
問
し
たG

・J
・Younghusband

氏
は
当
時
の
町
の
模
様
を
つ
ぎ
の
よ
う
に 

述
べ
て
い
る
。
「町
の
大
部
分
は
長
さ
約
七
〇
〇
歩
、
幅
約
四
〇
〇
歩
ほ
ど
の
だ
円
形
の
垣
根
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
。
す
こ
し 

ば
か
り
軍
事
評
論
家
風
を
吹
か
し
て
い
る
わ
た
し
の
兵
卒
は
、
こ
の
種
の
築
城
を
侮
蔑
し
き
っ
て
い
た
。
住
民
の
鶏
が
さ
ま
よ
い
歩 

く
の
を
さ
ま
た
げ
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
の
が
唯
一
の
効
用
で
あ
る
と
、
か
れ
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
断
に
は
た
し
か
に 

若
干
の
正
当
性
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
垣
根
は 
ニ
ー
フ
ィ
ー
ト
も
高
く
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、
守
備
隊
は
垣
根
越
し
も
し

(
20)

く
は
そ
れ
を
通
し
て
銃
を
う
つ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。」

さ
ら
に
、
当
時
のM

ae  Sarieng
の
町
の
様
子
に
つ
い
て
は
、cooquhoum

氏
が
や
や
立
ち
入
っ
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
を 

し
て
い
る
。
「町
の
通
り
は
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
か
ら
揚
水
し
た
水
で
、
清
潔
に
保
た
れ
て
い
る
。
家
々
は
居
心
地
が
よ
い
。
し
か
し
な 

が
ら
、
軒
先
は
す
べ
て
地
上
数
フ
ィ
ー
ト
に
達
す
る
ほ
ど
深
い
屋
根
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
室
内
は
暗
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ 

の
地
域
の
降
雨
が
ひ
ど
い
か
ら
必
要
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、(
こ
こ
は)

西
方
の
地
方 

よ
り
も
降
雨
が
少
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
家
の
端
に
は
ベ
ラ
ン
ダ
に
な
っ
て
い
る
入
口
が
あ
る
。
入
口
の
ま
え
に 

況 

は
装
飾
用
で
あ
り
、
か
つ
人
目
を
避
け
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
花
の
鉢
が
置
か
れ
て
い
る
。」
さ
ら
に
ま
た
、Hallet

氏
は 

M
ae  

概

Sarieng

の
町
の
様
子
を
、
多
少
異
な
っ
た
角
度
か
ら
描
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「町
は
ほ
ぼ
整
形
を
し
て
い
る
平
行
四
辺
形
で
、

(
22)

章 

南
北
一
七
四
〇
フ
ィ
ー
ト
、
東
西
ー
〇
五
〇
フ
ィ
ー
ト
に
わ
た
り
、
四
面
全
部
が
柵
で
囲
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
はHlineboay

か 

一第 

ら
九
二
マ
イ
ル
離
れ
て
お
り
、
海
抜
六
三
五
フ
ィ
ー
ト
、
平
野
か
ら
の
高
さ
一
五
フ
ィ
ー
ト
の
段
丘
の
上
に
あ
る
。
北
の
方
はM

eh
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Sa  
一 in  (M

ae  sarieng)  
川
とM

eh  Nium

 (M
ae  Yuam

)  
川
の
合
流
点
に
な
っ
て
い
る
。

(
そ
こ
に
は)

お
も
に
、
チ
ェ
ン
マ
イ
・
シ
ャ
ン
人
が
住
ん
で
い
て
、
二
つ
の
僧
院
が
あ
る
。
他
の
チ
ェ
ン
マ
イ
・
シ
ャ
ン
人
の
町 

の
す
べ
て
と
同
様
に
、
秩
序
が
あ
り
、
こ
ざ
っ
ぱ
り
と
し
た
独
特
の
雰
囲
気
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
シ
ャ
ン
人
の
家
は
一
様
に 

南
北
に
面
し
て
い
て
、
木
の
葉
や
草
で
屋
根
が
ふ
い
て
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
は
し
は
き
れ
い
に
そ
ろ
え
ら
れ
て
い
る
。
道
は
う
ま 

く
作
ら
れ
て
い
て
、
両
側
に
溝
が
あ
り
、
よ
く
手
入
れ
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
る
。
町
の
責
任
者
の
規
律
は
き
び
し
く
、
家
屋
や
柵
を 

め
ぐ
ら
し
て
あ
る
庭
の
そ
と
に
物
を
積
み
あ
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
水
道
はM

eh  sa-in

川
の
上
流
か
ら
ひ
か
れ
て
、 

町
中
に
分
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ャ
ン
人
の
国
に
お
け
る
農
業
の
大
部
分
は
灌
漑
溝
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
町 

の
周
辺
に
お
い
て
は
、
米
の
二
期
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

郊
外(
の
集
落)

は
町
の
北
西
に
位
置
し
て
い
て
、
柵
の
そ
と
に
ー
〇
四
戸
の
家
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
立
派
な
建
物
で
、 

チ
ー
ク
材
で
作
ら
れ
て
い
て
、
お
も
に
森
林
業
者
や
英
領
の
シ
ャ
ン
商
人
が
住
ん
で
い
る
。
ビ
ル
マ
人
の
森
林
業
者
のThitgoungs

、  

す
な
わ
ち
親
分
が
北
方
郊
外
に
建
て
た
三
軒
の
ビ
ル
マ
風
の
僧
院
と
一
つ
の
仏
塔
が
あ
り
、
い
ま
一
つ
の
僧
院
が
建
設
中
で
あ
っ 

(
23)た

。」僧
院
に
つ
い
て
、cooquhoum

氏
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「町
の
な
か
に
は
一
つ
だ
け
僧
院(K

』o$g)

が
あ 

る
。
し
か
し
、
郊
外
に
は
仏
塔
を
か
こ
ん
で
、
僧
院
の
大
集
落
が
あ
る
。
町
の
な
か
の(
僧
院)
に
入
る
と
、
壁
に
は
あ
ら
つ
ぼ
い
絵 

画
が
え
が
か
れ
、
デ
ィ
ザ
イ
ン
は
大
胆
で
あ
っ
て
、
風
格
は
な
く
は
な
か
っ
た
。
僧
院
の
い
く
つ
か
は
一
人
の
老
僧 

(PO
O

、層ee)  

が
管
理
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
か
れ
の
道
徳
は
た
か
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
…
…
。

こ
こ
の
僧
侶
た
ち
は
北
部
ビ
ル
マ
の
住
民
と
は
こ
と
な
り
、
入
信
の
時
に
は
お
な
じ
よ
う
な
誓
い
を
た
て
な
が
ら
も
、
仏
陀
の
熱 

心
な
信
者
で
は
な
い
。
か
れ
ら
の
行
状
は
…
…
昔
の
僧
侶
の
そ
れ
よ
り
も
ル
ー
ズ
で
さ
え
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
見
た
と
こ
ろ
、
あ
ら
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ゆ
る
男
の
道
楽
に
関
係
し
て
い
て
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
飲
み
、
打
つ
、
買
う
を
破
廉
恥
に
お
こ
な
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
住
民
を

(
24)

掌
握
し
て
い
な
い
し
、
全
般
的
に
は
町
の
人
に
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
。」

と
こ
ろ
で
、
こ
の
地
方
は
タ
イ
国
に
お
い
て
は
、
僻
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
昔
の
シ
ャ
ム
時
代
か
ら
、
ゆ
る
い
形 

体
で
は
あ
る
が
、
あ
る
種
の
行
政
がBangkok

か
ら
及
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
、Ha

二ef

氏
は
泰
緬
国
境
に
す
で
に
五
む
ね
か
ら 

な
る
検
問
所
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
か
れ
は
シ
ャ
ム
政
府
の
影
響
力
が
こ
の
地
に
及
ん
で
い
る
証
拠
と
し
て
、 

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
も
残
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「待
ち
く
た
び
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
派
の 

David  W
ebster

師 

は
小
役
人
が
手
を
貸
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
か
わ
り
に
、
カ
レ
ン
族
か
ら
直
接
に
象
を
雇
お
う
と
し
た
。
し
か
し
、
カ
レ
ン

(
26)

族
は
圧
政
者
の
怒
り
を
買
う
の
を
恐
れ
、
ま
た
手
を
貸
す
の
を
恐
れ
て
、
雇
わ
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。」
こ
の
当
時
に
お
け
る 

「首
長
は 

M
yoCsa  (swn’eafer)  

の
称
号
を
持
っ
て
い
て
、
管
轄
区
域
はM

entum

 (M
ae  

Yuam
)  

川
の
谷
全
域
に
及
ん

(
27)

で
い
た
。」
こ
のM

yoCsa  (
も
し
く
はM

gol

は
ビ
ル
マ
語
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
タ
イ
語
のK
3-
意4

ヽg  (
文
字
通 

り
、
国
を
食
べ
る
者
の
意)

と
い
う
地
方
長
官
をcooquhoum

氏
の
ビ
ル
マ
人
従
者
か
、
土
地
の
人
が
ビ
ル
マ
風
に
説
明
し
た 

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
付
け
加
わ
え
る
と
、
そ
の
地
方
長
官
の
性
格
は
ダ
ム
ロ
ン
親
王
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述 

に
よ
く
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「私
が
北
部
地
方
を
視
察
し
た
と
き
に
出
会
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
国
のCFO

ミ
や
、g  (
国 

主H
地
方
長
官)

は
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
家
柄
の
正
し
い
者
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
大
半
が
そ
の
国
の
出
身
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。 

(
中
略)

バ
ン
コ
ク
に
住
む
役
人
に
は
、
地
方
勤
務
を
望
む
者
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
前
述
し
た
よ
う
な(
中
央
政
府
が

(99)

地
方
の
行
政
費
を
い
っ
さ
い
負
担
し
な
い
「食
邑 (K
・
メ
室
ズ)
」)
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
、(
赴
任
者
は)
な
に
よ
り
も
ま
ず
自 

分
の
生
活
の
確
立
に
心
労
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
所
か
ら
赴
任
し
た
役
人
は
、
自
ら
必
要
な
資
金
を
調
達
し 

て
持
参
す
る
か
、
あ
る
い
は
赴
任
先
の
有
力
者
の
婿
に
で
も
な
ら
ぬ
か
ぎ
り
生
き
て
行
く
こ
と
さ
え
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
。
ま
し
て
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Chao  m
iiang

を
補
佐
す
るK

ゝ
〇
ミr
h

以
下
の
属
吏
に
い
た
っ
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
先
々
のKhahabodi  (
名 

(
29)

望
家)

の
中
か
ら
選
任
す
る
以
外
に
は
手
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
地
方
長
官
は
中
央
政
府
よ
り
ま
っ
た
く
地
方
行
政
費
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
か
れ
に
付
与
さ 

れ
た
徴
税
権
な
ど
を
活
用
し
て
、
歳
出
を
ま
か
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
地
方
機
関
の
規
律
は
か
な
ら
ず
し 

も
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、cooquhoum

氏
は
警
察
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

「こ
の
町
に
は
約
五
〇
人
の
巡
査
が
駐
在
し
て
い
て
、
地
区
の
治
安
維
持
に
当
た
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
の
お
も
な
仕
事
は
見
た
と
こ 

ろ
で
は
ベ
テ
ル
ナ
ッ
ツ
を
か
ん
だ
り
、
タ
バ
コ
を
す
っ
た
り
、
寝
て
い
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
以
上
規
律
の
な
い 

部
隊
は
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
訓
練
の
た
め
に
、
ラ
ッ
パ
代
り
に
か
ね
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。」
こ
の
よ
う
に
、
官
憲
の
側
に
秩 

序
や
規
律
が
欠
如
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「住
民
の
態
度
は
通
常
温
和
で
、
秩
序
が
あ
り
、
官
憲
と
ほ
と
ん
ど
紛
争
を
お
こ
し 

た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
背
景
と
し
て
筆
者
の
直
接
観
察
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
現
在
で
もM

aeSarieng  

の
住
民
の
中
心
で
あ
る
北
タ
イ
人
、
シ
ャ
ン
人
、
カ
レ
ン
族
、
ラ
ワ
族
の
よ
う
な
諸
民
族
集
団
は
き
わ
め
て
温
和
か
つ
平
和
的
な
人 

た
ち
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
のM

am
Loongyee

に
お
け
る
経
済
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
灌
漑
に
よ
る
水
田
稲
作
農
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い 

た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「大
部
分
の
人
が
林
業
労
働
に
従
事
し
て
い
る
た
め
に
、
住
民
の
需
要
を
ま
か
な
う
農
業
が
十
分
で
は
な 

い
。
そ
の
た
め
に
、
米
をchiengm

R

か
ら
輸
入
し
て
い
る
」
と
伝
え
ら
れ
る
。

一
八
二
九
年
に
、Richardson

博
士
がM

ain  Loongyee

に
や
っ
て
来
た
頃
に
は
、
「当
時
は
チ
ー
ク
材
に
手
が
つ
け
ら
れ 

て
い
な
か
っ
た
。
主
要
な
輸
出
品
と
し
て
、
毎
年
二
千
か
ら
八
千
頭
の
黒
牛
が
、
馬
や
す
ず
、
棒
状
ラ
ッ
ク
と
交
換
す
る
た
め
に
、 

Karennee

国
に
送
ら
れ
て
い
た
。
七
頭
の
牡
牛
は
若
い
男
一
人
、
ハ
——
ー 〇

頭
の
牡
牛
は
若
い
女
一
人
と
交
換
さ
れ
た
。
ま
た
、
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(
31)

最
高
級
の
牡
牛
は
五
シ
リ
ン
グ
し
た
。」
と
い
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、M

ain  Loongyee  
一
帯
に
お 

け
る
チ
ー
ク
材
の
伐
採
は
一
九
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て
は
ま
だ
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
後
半
に 

は
い
る
と
、Ha

二et

氏
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、「M

ain  Loongyee

の
人
た
ち
は
チ
ー
ク
材
で
食
べ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
チ
ー

(
32)

ク
の
商
業
が
か
れ
ら
の
生
計
を
さ
さ
え
て
い
た
」
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
氏
は
続
け
て
、
「泰
緬
国
境
に
あ
るThoungyeen

の 

谷
の
森
林
か
ら
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
、
多
量
の
チ
ー
ク
材
が
運
び
出
さ
れ
て
き
た
。
シ
ャ
ム
人
は
材
木
一
本
に
つ
き
五
ル
ピ
ー
の 

税
金
を
六
ル
ピ
ー
に
あ
げ
た
。
そ
の
た
め
、
一
八
八
四
年
に
お
け
る
こ
の
財
源
か
ら
の
歳
入
は
二
〇
万
ル
ピ
ー
に
も
の
ぼ
っ
た
。
シ 

ャ
ム
、Karenee
や Shan

州
に
お
け
る
ほ
か
の
森
林
の
よ
う
に
、
わ
が
モ
ー
ル
メ
ン
・
ビ
ル
マ
林
業
会
社
に
よ
っ
て
二
六
〇
頭

(
33)

も
の
象
が
森
林
で
働
か
さ
れ
て
い
た
。」

以
上
の
よ
う
な
、
簡
単
な
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
の 

M
ainLoongyee

で
は
チ
ー
ク
材
の
伐
採
を
中 

心
に
、
か
な
り
の
規
模
で
林
業
が
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
そ
の
た
め
に
、
こ
の
地
方
で
は
農
業
生
産
が
順
調 

に
の
び
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、Hallef

氏
は 

M
ain  Loongyee

に
ビ
ル
マ
側
か
ら
到
達 

し
た
時
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。
「…
…
す
べ
て
の
物
はM

aulm
ain(M

O
U

一mein)  
の
価
格
の
二
倍
も
し
く
は 

そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
食
べ
ら
れ
そ
う
な
物
は
な
に
も
手
に
入
ら
な
か
っ
た
。
牛
を
屠
殺
し
な
い
の
で
、
牛
肉
は
入
手
で
き 

な
い
。
露
店
で
は
鶏
も
あ
ひ
る
も
売
ら
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
カ
レ
ン
族
が
も
た
ら
し
た
鶏
や
あ
ひ
る
が
家
々
で
飛
び
ま
わ
っ 

て
い
た
。
玉
ね
ぎ
、
豆
、
か
ら
し
菜
、
か
ぼ
ち
ゃ
だ
け
が
買
う
こ
と
の
で
き
る
野
菜
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら(
使
い
の
者) 

は
卵
と
干
し
魚
と
う
す
つ
・
へ
ら
い
パ
ン
を
持
っ
て
帰
っ
て
来
た
。」
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
地
方
で
は
食
糧
が
十
分
に
な
く
、
そ
の
価 

格
も
か
な
り
た
か
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、M

ae  Yuam

川
の
流
域
の
山
岳
地
帯
の
奥
に
は
、
か
な
り
の
山
地
カ
レ
ン
族
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る

4s



が
、
そ
れ
に
つ
い
て
はHa=et

氏
は

「Thoungyeen

を
離
れ
て
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
若
干
の
カ
レ
ン
族
の
グ
ル
ー
プ
に
会
っ
た 

け
れ
ど
も
、
村
落
は
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
か
れ
ら
が
主
道
か
ら
離
れ
た
所
に
家
を
建
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ 

て
い
る
。
さ
ら
に
、「Karen  YRn

——

野
性
で
お
く
び
ょ
う
な
カ
レ
ン
族
——

は
他
の
村(
定
着
村)

を
あ
わ
せ
た
の
と
お
な 

じ
ぐ
ら
い
の
数
の
住
民
は
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
村
落
は
暫
定
的
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
、
同
じ
所
に
一
〜
二
年
留
ま
る
だ
け 

な
の
で
、
正
確
な
数
字
は
え
ら
れ
な
か
っ
た
。」
と
し
て
い
る
。

な
お
、
定
着
し
て
い
る
カ
レ
ン
族
の
間
に
は
、
す
で
に
こ
の
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
の
布
教
活
動
が
開
始
さ
れ
て
い
た
と
伝 

え
ら
れ
、M

ae  Sarieng
の
「外
側
に
横
た
わ
る
ち
い
さ
な
村
は
白
カ
レ
ン
族
の
村
で
、
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
の
活
躍
に
よ
っ
て
、

(
36)

急
速
に
キ
リ
ス
ト
教
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
現
在
のBan  Pon

村
の
こ
と
に
つ
い
て 

述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
今
日
に
な
っ
て
み
る
と
、
宣
教
師
の
活
動
に
比
べ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
ビ 

ル
マ
の
よ
う
な
植
民
地
状
態
の
国
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
あ
ま
り
普
及
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
最
後
に
、
当
時
のM

ae  Sarieng  
一
帯
に
お
け
る
自
然
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
山
地
カ
レ
ン 

族
の
村H-i  Topa

が
あ
るM

ae  Sarieng
の
「谷
の
東
側
の
岳
陵
地
帯
に
は
虎
、
象
、
大
鹿
、
鹿
、
野
牛
、
猪
が
た
く
さ
ん
い 

る
。
さ
い
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
ひ
く
い
草
地
に
い
る
。
一
方
で
は
猿
、
き
じ
、
野
鶏
も
お
お
か
っ
た
。
丘
陵
地
帯
は
熱
帯
松
、
ぼ
の
い 

樹
や
ビ
ル
マ
人
の
森
林
業
者
が
ま
だ
伐
採
す
る
価
値
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
ち
い
さ
い
チ
ー
ク
で
お
お
わ
れ
て
い
た
。
山
脈
の 

高
い
所
や
そ
の
崖
は
す
ば
ら
し
い
松
林
で
お
お
わ
れ
て
い
る
。

Hm
ine  Long’gee  (M

ain  

Loongyee)  
の
川
は
雨
季
に
は
三
〇
〜
四
〇
フ
ィ
ー
ト
に
達
し
、
町
の
近
隣
の
低
地
で
は
大
部

(
37) 

分
が
浸
水
す
る
。
数
力
村
が
平
野
に
散
在
し
て
い
て
、
水
田
や
畑
地
を
除
く
と
、
全
地
域
は
牛
の
広
大
な
飼
育
地
で
あ
る
」
と
述
べ 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
のM

ae  Sadeng

の
自
然
に
は
、
人
為
的
な
香
り
は
い
ま
だ
あ
ま
り
つ
よ
く
な
く
、
山
地
に
は
野
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性
動
物
が
群
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、M

ae  Sarieng

の
谷
間
の
平
坦
地
も
、
大
部
分
は
草
地
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の 

一
部
を
除
い
て
は
、
水
田
化
が
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
況
は
、
こ
の
あ
た
り
の
当
時
の 

社
会
環
境
と
と
も
に
、
調
査
村
のHti  Topa

や

H-i  Kani  
の
過
去
を
考
え
る
う
え
で
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
な
点 

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

iii
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
状
態 

M
ae  Hongson

地
方
で
、
県
庁
所
在
地
が M

ae  Sarieng

よ
りM

ae  Hongson

の 

町
へ
と
移
転
し
、
同
時
に
こ
の
地
方
が
タ
イ
国
の
正
式
の
県
と
し
て
編
入
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に 

し
て
、M

ae  Sarieng
は
タ
イ
国
の
一
つ 
の
郡
と
し
て
発
足
し
、
タ
イ
国
内
務
省
が
郡
長 (Nai  Am

phoe)  
を
任
命 

し
、
中
央
か
ら
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
タ
イ
国
政
府
は
山
地
民
の
問
題
に
は
あ
ま
り
深
入
り
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「戦
前
に 

お
い
て
は
、
タ
イ
国
政
府
が
、
広
義
で
は
お
な
じ
タ
イ
族
の
成
員
に
属
し
な
が
ら
も
、
中
部
タ
イ
人
と
こ
と
な
っ
た
伝
統
を
踏
襲
し

(
38) 

て
い
る
平
地
民
に
対
す
る
支
配
を
ま
だ
確
立
す
る
過
程
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」 

と
こ
ろ
で
、
タ
イ
国
北
部
がLannathai
王
朝
の
手
か
らBangkok

の
タ
イ
国
政
府
の
手
に
移
っ
た
頃
か
ら
、M

ae  Sarieng  

地
方
が
ビ
ル
マ
と
の
経
済
関
係
を
ふ
か
め
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
方
の
チ
ー
ク
の
森
林
は
、Bom

bay,  

Burm
ah  Corporation

と
い
う
会
社
に
よ
っ
て
伐
採
が
お
こ
な
わ
れ
、M

ae  Yuam

川
な
ど
を
使
っ
て
、
主
流
のSalween

川 

な
ど
に
搬
出
し
て
、
ビ
ル
マ
の 

M
aulm

ein  

(M
O

U

一mein)  
港
に
送
ら
れ
た
。
そ
の
量
は
き
わ
め
て
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と 

は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
か
く
し
て
、M

ae  Sarieng
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
・
ル
ピ
ー
が
日
常
の
貨
幣
と
し
て
流
通
し
、 

今
日
で
も
な
お
そ
の
残
り
の
銀
貨
が
山
地
民
の
装
飾
品
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
言
語
の
点
で
も
、
こ
の
地
方
の
ユ
ア
ン
語(
北
タ 

ィ
語)

と
並
ん
で
、
多
少
ビ
ル
マ
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。
現
在
で
は
、
そ
の
後
の
国
際
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
、M

ae  Sarieng

の
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町
で
は
、
ビ
ル
マ
語
を
お
お
や
け
に
使
用
す
る
こ
と
を
は
ば
か
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
支
配
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
土
地
の
人
は
夜
に 

な
る
と
、
ラ
ジ
オ
を
ひ
ね
り
、
こ
の
あ
た
り
で
い
ち
ば
ん
よ
く
聞
こ
え
る
ラ
ン
グ
ー
ン
放
送
を
聞
き
な
が
ら
、
笑
い
声
を
た
て
て
い 

る
の
之
一
度
な
ら
ず
目
撃
し
た
。

こ
の
よ
う
なM

ae  Sarieng

の
経
済
的•
文
化
的
背
景
の
も
と
に
、
町
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
カ
レ
ン
族
は
ど
の
よ
う
な
立
場 

に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。Keyes

博
士
に
よ
る
と
、「M

ae  Sarieng

に
お
け
るBom

baywurm
ah  Corporation

の
労
働
力
の 

中
核
を
形
成
し
て
い
る
カ
レ
ン
族
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ビ
ル
マ
系
と
モ
ン
系
、
あ
る
時
は
ビ
ル
マ
系
も
し
く
は
モ
ン
系
の
諸
文
化 

を
代
表
し
て
い
る
者
と
直
接
的
に
接
触
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
文
化
を
持
っ
た
人
た
ち
が
か
れ
ら
の
支
配 

人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
六
十
年
ば
か
り
昔
に
、M

ae  Sarieng

に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
平
地
村
で
建
立
さ
れ
た 

最
初
の
仏
教
寺
院
は
ビ
ル
マ
風
に
作
ら
れ
、
か
つ
最
初
の
住
職
と
し
て
ビ
ル
マ
人
の
僧
侶
を
え
た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
ー
040
」 

「チ
—
ク
産
業
の
形
態
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
初
期
に
、Bom

baywurm
ah  Corpora

二on

が
去
っ
て
か
ら
も
あ
ま
り
は
っ
き
り 

と
し
た
変
化
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
。Bom

bay’Burm
ah

の
も
と
で
、以
前
支
配
人
を
し
て
い
た
ビ
ル
マ
人
や
モ
ン
人(
そ
し
て
、
す 

く
な
く
と
も
一
人
の
ス
ゴ
ー •
カ
レ
ン
族)

は
独
立
し
た
代
理
人
と
し
て
仕
事
を
続
け
た
。
チ
ー
ク
は
い
ぜ
ん
と
し
てRangoon  

に
送
ら
れ
、
支
配
人
は
ビ
ル
マ
語
を
話
し
、
労
働
力
は
な
お
カ
レ
ン
族
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
態
は
、
こ
の
地
方
で
チ
ー
ク
の 

商
業
が
停
止
す
る
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
続
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
〇
年
代
末
期
に
タ
イ
の
会
社
が
森
林
で
仕
事
を
す
る
独
占
権

(
41)

を
獲
得
す
る
ま
で
、
再
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。」

IV
戦
後
の
概
況 

や
が
て
、Lam

pang

市
に
本
店
を
置
い
て
い
るPhanasi一

木
材
会
社
がM

ae  Sarieng  
一
帯
の
チ
ー 

ク
材
の
伐
採
に
当
た
り
だ
し
た
。
そ
の
当
初
は
ビ
ル
マ
側
に
出
荷
し
て
い
た
が
、
諸
般
の
事
情
で
、
し
だ
い
に
タ
イ
国
側
に
チ
ー
ク 

材
を
搬
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
必
要
か
ら
、Hod

か
らBoluang

高
原
を
ぬ
っ
てM

ae  Sarieng

ま
で
の
百
キ
ロ 
メ
ー
ト
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ル
以
上
に
わ
た
り
、
道
路
が
建
設
さ
れ
て
、Hod

とCM
engm

ai

間
の
道
と
連
結
さ
れ
た
。
こ
の
道
路
の
本
来
の
目
的
は
、
い
ま 

述
べ
た
よ
う
に
、
チ
ー
ク
材
の
搬
出
が
主
目
的
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、M

aeSarieng

に
与
え
た
そ
の
派
生
的
効
果
は
き
わ
だ
っ
て 

い
た
。
道
路
が
存
在
し
な
か
っ
た
以
前
に
は
、M

ae  Sarieng

の
町
一
帯
の
住
民
は
、
す
こ
し
ま
と
ま
っ
た
品
物
を
購
入
す
る
場 

合
に
は
、
ビ
ル
マ
領
のPapun

に
ま
で
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
徒
歩
でHod

ま
で
六
日
前
後
も
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
考 

え
る
と
、Papun

へ
の
道
は
〃
わ
ず
か
〃
二
泊
三
日
の
距
離
に
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
今
日
で
はChiengm

ai

ま
で
約
二
百
キ
ロ 

メ
ー
ト
ル
の
道
程
を
、
約
四
〜
五
時
間
ほ
ど
で
、
土
地
の
人
が
バ
ス
と
呼
ん
で
い
る
ト
ラ
ッ
ク
便
が
一
日
に
何
本
か
往
復
し
て
い
る
。 

そ
の
た
め
、M

aeSarieng

の
事
情
に
か
な
り
の
変
化
が
現
わ
れ
だ
し
た
。
相
当
な
規
模
の 

市
場
の
あ
る
〃
都
会
〃
と
接
触
を
持
っ
て
い
て
も
、
人
間
が
そ
の
間
を
徒
歩
に
た
よ
っ
て
連 

絡
す
る
か
、
せ
い
ぜ
い
象
や
馬
を
輸
送
の
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
る
う
ち
は
、
地
域
社
会 

る
に
与
え
る
都
市
や
市
場
経
済
の
影
響
は
、
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
道
路
が 

歯
完
成
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、
地
域
に
よ
る
商
品
価
格
の
格
差
は
表2
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、 

調会 
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
、
ビ
ル
マ
側
へ
の
国
境
が
開
か
れ
て
い
た
時
で
も
、
タ 

年曲
イ
国
側
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ビ
ル
マ
側
も
道
路
ら
し
い
道
路
が
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
当 

時
に
お
い
て
は
、
こ
の
地
方
の
住
民
が
一
部
の
農
産
物
を
除
い
た
ほ
と
ん
ど
の
消
費
物
資
の 

<£

物
価
高
に
い
か
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
か
が
十
分
に
想
像
で
き
る
。

罕
64
し
か
る
に
、
最
近
のM

ae  Sarieng

の
よ
う
に
、Chiengm

ai

か
ら
消
費
物
資
を
積
み
、 

196
ま
た
、M

aeSarieng

か
ら
農
産
物
を
積
み
出
す
ト
ラ
ッ
ク
便
が
毎
日
何
本
も
発
着
し
始
め 

注
る
と
、
物
価
に
変
動
が
現
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
手
も
と
に
は
表2
の
よ
う
に
、
消
費
物

表2 地方別による商品の価格差
商 品 名 単位 Chiengmai 

の価格
Mae Sarieng 

の価格
|山村での
! 価格

ズ ボ ン 1本
バーツ 

9
パーツ

15
I バーツ

15
シ ャ ツ 1枚 8.5 15 15

スポーツシャツ 1枚 13 15 25

ネ ツクレス 10本 4 — 9

ネ ッカチーフ 1枚 5.8 7 9

薬 
白

(Yak-pun)
糸 10本

0.5

40

1

50

1

60

赤 糸・黒糸 10本 40 50 60
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資
の
地
域
格
差
を
示
す
資
料
が
な
い
の
で
、
道
路
の
開
通
に
よ
り
、
そ
の
格
差
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を 

全
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
最
近
の
物
価
の
変
動
に
つ
い
て
、二
、三
の
例
を
あ
げ
て
、
そ
の
傾
向
を
示
す
こ
と
に 

し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
民
衆
の
日
常
生
活
に
不
可
欠
な
塩
は
、
か
っ
て
は
大
皿
い
っ
ぱ
い
が
ニ
ハ
ー
ツ(
約
一
ハ
円)

で
あ
っ
た
。 

だ
が
、
ト
ラ
ッ
ク
便
が
定
期
的
に
通
う
よ
う
に
な
る
と
、
価
格
は
半
減
し
て
、
五
〇
サ
タ
ン(
約
九
円)

に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、 

そ
の
ほ
か
か
ん
ず
め
な
ど
の
消
費
物
資
の
価
格
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、M

ae  Sarieng

周
辺
で
生
産
さ
れ
て
い
る
米 

は
、
も
み
が
石
油
か
ん
い
っ
ぱ
い
で
ー
〇
バ
ー
ツ(
一
八
〇
円)

だ
っ
た
も
の
が
、
今
日
で
は
三
五
バ
ー
ツ(
六
三
〇
円)

に
上
昇 

し
、
と
う
が
ら
し
で
も
ー
キ
ロ
グ
ラ
ム
が
五
バ
ー
ツ(
九
〇
円)

だ
っ
た
も
の
が
、
ー
〇
バ
ー
ツ(
一
八
〇
円)

と
倍
増
し
た
。
そ 

の
ほ
か
の
商
品
も
全
体
と
し
て
販
路
が
開
け
た
農
作
物
は
騰
貴
し
、Chiengm

ai

か
ら
流
入
す
る
工
業
製
品
を
中
心
に
し
た
日
用
品 

は
供
給
が
安
定
し
て
、
価
格
は
低
下
し
つ
つ
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
道
路
自
体
がM

ae  Sarieng

と
そ
の
周
辺
部
の
住
民
に
与
え
た
影
響
の
ほ
か
に
、
道
路
建
設
が
も
た
ら
し
た
波 

紋
も
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
道
路
工
事
に
は
か
な
り
の
数
の
周
囲
の
住
民
が
働
い
た
。
と
り
わ 

け
、Bocang

高
原
の
西
端
のM

ae  H。

一
帯
に
は
、
お
お
く
の
カ
レ
ン
族
が
住
ん
で
い
る
の
で
、
か
れ
ら
が
道
路
建
設
に
果
た 

し
た
役
割
は
す
く
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
「地
方
事
務
所
に
あ
る
数
字
に
よ
る
と
、
一
九
六
七
年
に
は
、
四
三
六
頭
の
象
が
こ
の 

地
方
に
い
た
。
そ
の
地
方
の
数
字
とPhanasit

会
社
で
働
い
て
い
る
象
の
数(
一
七
九
頭)

と
比
較
す
る
と
、
一
九
六
七
年
に
お 

い
て
はM

aeSarieng

の
象
全
体
の
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
会
社
で
働
い
て
い
た
。
全
部
で
は
な
い
に
し
て
も
、Phanasit

会
社
で 

働
い
て
い
た
象
の
ほ
と
ん
ど
は
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族
の
所
有
に
な
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
親
方
や
象
使
い
は
す
べ 

て
ス
ゴ
ー
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
数
字
か
ら
、
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
村
の
相
当
数
がphanasi一

会
社
と
な
ん
ら
か
の
か
か
わ 

り
あ
い
を
持
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。」
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こ
の
ほ
か
、Keyes

博
士
に
よ
る
と
、Phanasit

木
材
会
社
の
果
た
し
た
積
極
的
役
割
と
し
て
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
間
な
ど 

に
、
仏
教
儀
礼
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
や
、
家
父
長
的
経
営
に
よ
り
、
米
の
廉
売
と
か
前
払
い
な
ど
を
し
た
こ
と
、
時
に
は
タ
イ
人
の 

管
理
職
の
者
が
か
れ
ら
の
税
金
や
選
挙
に
関
す
る
相
談
に
も
の
っ
た
り
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
か
つ
て
の
チ
ー
ク
産 

業
で
用
い
ら
れ
て
い
た
ビ
ル
マ
語
も
し
く
は
北
タ
イ
語
を
タ
イ
語
に
置
き
換
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、Phanasit

木
材
会
社
は
、
タ 

イ
国
の
国
民
形
成
を
考
え
る
う
え
で
、
か
な
り
プ
ラ
ス
の
役
割
を
果
た
し
、
山
地
民
に
対
し
て
、
平
地
民
も
し
く
は
平
地
文
化
に
つ 

い
て
目
を
開
か
せ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
タ
イ
人
も
し
く
は
北
タ
イ
人
労
働
者
が
道
路 

建
設
の
過
程
で
、
多
量
にBo-uang

高
原
に
流
入
し
た
た
め
に
、
い
さ
さ
か
マ
イ
ナ
ス
の
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ 

た
。
た
と
え
ば
、
道
路
付
近
の
カ
レ
ン
族
の
村
人
が
い
う
の
に
は
、
道
路
建
設
の
た
め
に
、
水
田
が
無
通
告
の
ま
ま
突
然
破
壊
さ 

れ
、
ひ
ど
い
時
に
は
田
植
が
終
了
し
た
時
に
や
ら
れ
た
者
も
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
に
対
す
る
補
償
は
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ
れ
な
か 

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
水
牛
の
盗
難
増
加
も
最
近
の
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
来
は
、M

ae  H。

一
帯
で
も
、
年
間 

せ
い
ぜ
い
二
、
三
頭
前
後
の
水
牛
が
盗
ま
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
付
近
に
よ
そ
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
犯
人
は
す
ぐ
に 

あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
六
三
—
六
四
年
に
か
け
て
の
約
ー
年
間
に
は
、Hti  Topa

村
の
よ
う
に
、
道
路
工
事
現
場 

か
ら
は
な
れ
た
所
に
位
置
し
て
い
る
村
落
で
も
、
四
頭
の
水
牛
を
失
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
周
囲
の
五
力
村
で
は
、
一
年
間 

に
ー
〇
頭
ほ
ど
も
盗
ま
れ
た
と
こ
ぼ
し
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
水
路
が
破
壊
さ
れ
た
り
、
婦
女
子
の
一
人
歩
き
が
で
き
な
い
な
ど
と 

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
、
カ
レ
ン
族
に
か
な
り
平
地
民
に
対
す
る
不
信
感
を
つ
の
ら
せ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
道
路
建
設
の
功
罪
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
経
済
的
、
社
会
的
効
果
は
時
の
経
過
と
と 

も
に
、
残
さ
れ
た
禍
根
を
す
こ
し
ず
つ 
い
や
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
最
後
にM

ae  Sarieng

の
現
状
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
節
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
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V

現
状 

全
人
口
は
一
九
六
六
年
一
二
月
現
在
で
三
八
、
四
四
〇
人
で
、
そ
の
う
ち
男
性
は
一
九
、
一
九
二
人
、
女
性
は
ー 

九
、
二
四
八
人
で
あ
る
。
総
戸
数
は
七
、
二
三
三
戸
あ
る
の
で
、
二
尸
当
た
り
の
平
均
人
数
は
約
五•
二
人
で
あ
る
。 

総
人
口
の
う
ち
山
地
民
の
占
め
る
割
合
は
き
わ
め
て
た
か
く
、
カ
レ
ン
族
は
二
三
、
六
一
九
人
で
比
率
に
し
て
六
一 
•
四
パ
ー
セ 

ン
ト
、
ラ
ワ
族
は
二
、
四
一
二
人
で
六•
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
。
こ
の
よ
う
に
、M

ae  Sarieng

郡
の
総
人
口
三
八
、四
四
〇 

人
中
じ
つ
に
六
七•
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
二
六
、
〇
三
一
人
が
山
地
民
系
の
住
民
で
あ
る
こ
と
は
、
タ
イ
国
の
な
か
で
も
こ
の 

地
方
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

全
人
口
の
三
二•
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
六
、
四
〇
九
人
の
そ
の
ほ
か
の
住
民
、
す
な
わ
ち
平
地
民
の
大
部
分
は
、
シ
ャ
ン
系 

の
北
タ
イ
人
、
コ
ン
・
ム
ア
ン
の
中
核
に
な
っ
て
い
る
タ
イ
・
ユ
ア
ン
人
そ
れ
に
ト
ン
ス
ー •
カ
レ
ン
族
、
ビ
ル
マ
人
に
な
っ
て
い 

る
。一

九
世
紀
にcooquhoum

氏
やHallef  
氏
が
え
が
い
たM

ae  Sarieng  
地
方
と
は
こ
と
な
り
、
こ
の
地
方
は
す
で
に
チ 

—
ク
産
業
が
峠
を
越
え
、
住
民
の
大
半
は
水
田
農
業
と
畑
作
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。M

ae  sarieng》
Ban  Kat,  M

ae  

Lanoi

な
ど
の
村
の
よ
う
な
平
坦
な
所
で
、
灌
漑
可
能
な
所
で
は
一
部
で
二
期
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
水
田
の
総
面
積
は
一
五
、 

四
三
〇
ラ
イ(
二
四
、
六
八
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

と
い
わ
れ
、
そ
の
約
ー
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
の
面
積
で
二
期
作
が
お
こ
な
わ 

れ
て
い
る
と
い
う
。

畑
作
物
と
し
て
は
、
コ
コ
ナ
ツ
、
ピ
ー
ナ
ツ
、
ね
ぎ
、
に
ん
に
く
な
ど
が
あ
る
が
、
一
般
に
種
類
が
あ
ま
り
ゆ
た
か
で
は
な
い
。 

そ
の
ほ
か
の
産
物
は
あ
ま
り
な
い
た
め
に
、
住
民
の
所
得
は
タ
イ
国
に
お
い
て
、
比
較
的
所
得
の
ひ
く
い
北
部
地
方
の
な
か
で
も
、 

い
ち
だ
ん
と
低
所
得
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
人
当
た
り
月
収
は
約
ー
五
〇
バ
ー
ツ(
約
二
、
七
〇
〇
円)

以
下
で
あ
る
と 

い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
所
得
水
準
は
こ
れ
よ
り
も
ひ
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第一章概 況

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、M

ae  Sarieng

地
方
は
地
理
的
に"
タ
イ
国
の
シ
ベ
リ
ア
〃
で
あ
る
だ
け
で
は 

な
く
、
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
〃
タ
イ
国
の
シ
ベ
リ
ア
〃
と
し
て
の
性
格
が
つ
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
ま
え
に
も 

触
れ
た
よ
う
に
、
道
路
の
完
成
に
よ
り
現
在
お
こ
り
つ
つ
あ
る
変
化
は
急
激
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
こ
の
地
方
に
住
む
カ 

レ
ン
族
の
今
後
の
社
会
・文
化
変
容
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)

人
口
は
わ
ず
か
七
万
余
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、Chiengm

ai

はBangkok

に
つ
い
で
、
タ
イ
国
第
二
の
都
市
で
あ
る
。

(2) 

Kunsfadfer  (1967)  

P.  640

(3) 

Keyes  (一
968)  

pp・  9
〜
一
〇

(4) 

詳
細
に
は
第
三
章
第
一
節B

に
述
べ
て
い
る
。

(5) 

cooquhoum

 (一
885)  p

・ 34

(6) 

cooquhoum

 (1885)  p
・ 34

(7) 

Yunzaleen  
と
お
な
じ〇

(8) 

Hallef  (一
890)  p

 35

(9) 

現
在
の
ビ
ル
マ
連
邦
共
和
国Kaya
州(
旧Karenni

州)
。
ビ
ル
マ
が
英
領
に
な
っ
て
か
ら
も
、
な
が
く
独
立
国
の
地
位
に
と
ど
ま
つ 

て
い
た
。

(
10) 

Hallet  (一
890)  

P.  30

(
11) 

Ha=et  (一
890)  p

 30

(
12) 

M
ain  Loongyee  
の
こ
と
。

(
13) 

cooquhoum

 (一
885 ) p

 39

(
14) 

M
ae  Yuam

 
川
の
こ
と
。

(
15) 

Hal-et  (1890)  p.  36

(
16) 

Hane-(一
890)  p

・ 37

(
17) 

北
タ
イ
人
も
し
く
は
タ
イ
・
ユ
ア
ン
人
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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(
18) 

Ha=ec  (1890)  p
・ 37

(
19) 

HaUet  (一
890)  

p
・ 31

(
20) 

Younghusband  

(一888)  p
・17

(
21) 

cooquhoum

 (一
885)  pp  41142

(
22) 

石
井
米
雄
教
授
に
よ
る
と
、
タ
イ
国
に
お
け
る
町
は
、
四
方
が
堀
も
し
く
は
柵
で
囲
ま
れ
て
い
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
い
う
。

(
23) 

Halle-(一
89 0) 

P.  32

(
24) 

cooquhoum

 (1885)?
42

(
25) 

Hallet  (一
890)  

P.  20

(
26) 

Ha=et  (1890)  p.  20

(
27) 

cooquhoum

 

(一885)  p

 35

(
28) 

タ
イ
語
で
、K

守
rnHang

と
は
、"
町
を
食
べ
る
〃
の
意
味
。

(
29)

石
井(一

968)  PP
・
一62

—63

(
30) 

cooquhoum

 (一
885 ) p

・ 43

(
31) 

Ha  
二 et  (一

890)  P
P

30
—31

(
32) 

Ha  
二et  (1890)  p.  32

(
33) 

Ha

二et  (一
890)  p.  21

(
34) 

Ha  
二 et  (一

890)  p
・ 34

(
35) 

HaUet  (1890)  pp.  36
—37

(
36) 

cooquhoum

 (一
885 ) pp  33135

(
37) 

cooquhoum

 (一
885)  pp  39140

(
38) 

Keyes  (1969)  p.  21

(
39) 

Keyes  (一
969)  P

P

22  
〜23

(
40) 

Keyes  (1969)  

p.  24

(
41) 

Keyes  (1969)  pp  24125

(
42) 

Keyes  (1969)  pp.  29130

(
43) 

こ
の
項
目
の
記
述
に
当
た
っ
て
は
、
石
井
米
雄
教
授
と
の
討
論
に
お
う
と
こ
ろ
が
お
お
き
か
っ
た
。

52



第一章概 況

要
約
——
一

東
南
ア
ジ
ア
の
自
然
と
文
化
は
多
様
性
に
み
ち
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
底
流
に
は
一
つ
の
共
通
の
分
母
が
存
在
し
て
い 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
、
山
と
平
野
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
平
野
に
お
い
て
は
相
対
的
に
同
質
的 

で
、
多
数
の
人
口
か
ら
な
っ
て
い
る
平
地
民
が
い
て
、
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
集
約
的
水 

稲
作
に
よ
っ
て
生
活
を
さ
さ
え
、
主
要
な
言
語
を
話
す
と
と
も
に
、
世
界
宗
教
の
一
つ
に
帰
依
し
て
い
る
。
一
方
、
ど
の
国
も
山
地 

民
と
い
う
少
数
民
族
を
か
か
え
て
い
る
。
か
れ
ら
は
通
常
焼
畑
農
業
を
お
こ
な
っ
て
い
て
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
信
仰
し
、
雑
多
な
言
語 

を
話
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
山
地
民
の
間
の
政
治
的
統
一
性
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
と
の
政
治
的
紐
帯
も
伝
統
的
に 

は
ほ
そ
ぼ
そ
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
山
地
と
平
野
部
に
住
ん
で
い
る
原
住
民
の
生
活
様
式
の
差
異
は
、
東
南
ア
ジ
ア
全
般
に
わ
た
っ
て
い
え
る
だ
け
で 

は
な
い
。
タ
イ
国
に
お
い
て
も
、
ま
た
ミ
ク
ロ
な
見
方
を
す
れ
ば
、
平
地
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
と
山
地
に
住
ん
で
い
る
カ
レ
ン
族
に 

お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
レ
ン
族
に
つ
い
て
は
、
ビ
ル
マ
の
カ
レ
ン
族
ほ
ど
多
数
で
は
な
い
に
し
ろ
、
タ
イ
国
で
も
一
説
に
は
十
数
万
人
余
り
の
人
口
を 

か
か
え
て
い
る
と
い
う
。
タ
イ
国
に
は
約
ー
二
〇
年
ほ
ど
昔
に
ビ
ル
マ
側
か
ら
移
っ
て
来
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
分
布
は
お
も
に 

筆
者
が
調
査
を
お
こ
な
っ
た
西
北
部
地
方
のM

aeHongson

県
を
中
心
に
、
タ
イ
国
北
部
の
西
半
分
に
お
お
く
分
布
し
て
い
る
。 

な
お
、
西
側
の
泰
緬
国
境
沿
い
に
は
、
ベ
ル
ト
状
に
、Bangkok

西
方
のKanchanaburi

の
南
方
に
ま
で
分
布
し
て
い
る
。 

な
お
、
本
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
た
、M

ae  Hongson

県

M
ae  Sarieng

郡
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
〃
タ
イ
国
の
シ
ベ
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リ
ア
〃
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
こ
れ
ま
で
自
然
的
に
も
文
化
的
に
も
タ
イ
国
の
な
か
で
は
孤
立
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
と
り
わ 

け
、
そ
の
傾
向
は
、
数
年
前
にM

ae  Sarieng

の
町
と
古
都Chiengm

ai

を
つ
な
ぐ
道
路
が
完
成
す
る
ま
で
は
、
き
わ
め
て
顕
著 

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、M

ae  Sarieng

自
体
は
経
済
的
に
は
、
ビ
ル
マ
領
のSalween

川
流
域
の
方
向
を
向
い
て
い
た
の
で
あ 

る
。
し
か
る
に
、
こ
こ
十
数
年
間
は
、Bangkok

の
中
央
政
府
に
お
け
る
国
民
形
成
の
努
力
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
タ
イ
国
領
と 

し
て
、
面
目
を
一
新
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
なM

ae  Sarieng  
一
帯
の
変
化
は
、
こ
の
付
近
に
住
む
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化 

変
容
に
影
響
を
も
た
ら
さ
な
い
は
ず
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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第二章カレン族の家族と親族

第
二
章
カ
レ
ン
族
の
家
族
と
親
族

あ
る
人
類
学
者
の
研
究
に
よ
る
と
、
カ
レ
ン
族
の
村
落
を
形
成
す
る
基
礎
的
社
会
組
織
と
し
て
、
母
方
居
住
的
・母
系
制
拡
張
家

(1)

族(m
atriocal  m

atrilineal  exfended  fam
ily)

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
の
社
会
組
織
の
実
態
は
現
実
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
に
お
い
て
は
、
山
村HtiTo-  

pa

と
平
地
村Hti  Kani
村
に
お
け
る
調
査
資
料
を
踏
ま
え
て
、
論
じ
て
み
よ
う
。

イ
ン
ド
のAssam

地
方
に
お
い
て
、
ガ
ロ
族 (the  Gar。)  
の
調
査
研
究
に
従
事
し
たRobbins  Burling

教
授
は
「特
殊 

化
し
た
政
治
的
・
経
済
的
諸
制
度
が
未
発
達
な
社
会
に
お
い
て
は
、
他
の
社
会
で
は
も
っ
と
精
緻
化
さ
れ
た
機
構
が
独
占
し
て
い
る

(2)

統
治
、
生
産
、
交
換
な
ど
の
機
能
の
か
な
り
の
部
分
を
親
族
集
団
が
担
当
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
な
に
も 

ガ
ロ
族
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
論
文
が
扱
っ
て
い
る
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
妥
当
す 

る
よ
う
に
思
え
る
。
カ
レ
ン
族
の
社
会
組
織
に
お
い
て
も
、
家
族
を
核
と
す
る
親
族
集
団
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
経 

済
的
に
も
、
社
会
的
に
も
、
宗
教
的
に
も
、
重
大
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
氏
族
や
半
族 (m

oiety)
な
ど
の
発
達
が
十
分
に
見
ら
れ
な
い
た
め
に
、
家
族
は
最
小
の

(3)

社
会
単
位
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
最
大
の
自
律
集
団(corpom

-e  group)

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
組
織
を 

知
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
か
れ
ら
の
家
族
を
中
心
に
説
明
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
親
族
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
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と
思
う
。

第
一
節
家
族

カ
レ
ン
族
は
、Hti  Topa

の
よ
う
な
山
村
に
お
い
て
も
、H_i  Kani

の
よ
う
な
平
地
の
村
に
お
い
て
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
、 

家
族
が
居
住
形
態
、
社
会
、
宗
教
、
経
済
な
ど
に
関
す
る
基
本
的
な
単
位
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
家
族
は
、
理
想
的
に
は
、
母
方
居
住 

的
夫
婦
家
族 (m

atriocal  nuclear  fam
ily)

と
い
わ
れ
て
い
る
。
普
通
は
妻
と
そ
の
夫
と
未
婚
の
子
供
た
ち
が
構
成
員
の
根
幹 

を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
に
は
、
娘
の
一
人
が
結
婚
後
も
彼
女
の
両
親
の
家
に
留
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ 

う
な
居
住
形
態
の
変
型
と
し
て
、
両
親
の
家
の
す
ぐ
そ
ば
に
家
を
新
築
し
て
、
新
生
活
を
開
始
す
る
こ
と
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ 

の
よ
う
な
基
本
的
成
員
の
ほ
か
に
、
一
部
の
家
族
に
お
い
て
は
、
母
方
の
親
族
が
同
居
す
る
場
合
も
あ
る
。 

山
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
に
は
、か

っ
て

一
onghouse

を
持
っ
て
い
た
の
で
、
各
家
族
はong house

の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
状 

の
部
屋
部
屋
の
各
一
室
を
占
居
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
、
山
村
に
お
い
て
も
、
各
家
族
は
一
戸
の
独
立 

家
屋
を
所
有
し
て
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
。

一
方
、
平
地
村
の
場
合
に
は
、
村
が
設
立
さ
れ
て
以
来ong house

と
い
う
村
落
形
態
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
今
日 

で
は
も
ち
ろ
ん
、
独
立
し
た
家
屋
に
一
世
帯
ず
つ
の
家
族
が
住
ん
で
い
る
。

そ
れ
で
は
、
つ
ぎ
にHti  Topa

村
とHti  Kani

村
に
お
け
る
家
族
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
資
料
に
当
た
っ
て
み
よ
う
。 

表3
に
見
る
よ
う
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村Hti  Topa

に
お
い
て
は
、
全
戸
数
二
五
戸
の
う
ち
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る 

一
七
戸
の
家
族
は
核
家
族
で
あ
る
。
残
り
の
家
族
の
う
ち
、
全
戸
数
の
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
六
戸
が
い
わ
ゆ
る
最
小
拡
張
家
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族 (m
inim

al  exfended  fam

二y)  
で
あ
る
。
こ
の
最
小
核
家
族
の
大
部
分
は
、
拡
張
家
族 (exfended  fam

ily)  
が
分
解
し
て
、 

形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
逆
に
、
も
と
も
と
夫
婦
家
族
で
あ
っ
た
所
に
、
お
も
に
、
妻
側
の
両
親
の
い
ず
れ
か
が
死
亡 

し
た
場
合
、
残
っ
た
者
が
単
独
に
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
、
結
婚
し
た
娘
の
家
に
同
居
す
る
の
で
あ
る
。 

従
っ
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
家
族
形
態
は
、
夫
婦
家
族
が
全
体
の
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
こ
の
最
小
拡
張
家
族
二
四
パ
ー
セ 

ン
ト
を
加
え
る
と
、
合
計
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
家
族
は
、
圧
倒
的
に
、
夫
婦
家
族 

型
の
も
の
が
多
く
、
拡
張
家
族
を
形
成
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。

一
方
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村Hti  Kani

の
場
合
を
表4
で
見
る
と
、
村
の
全
戸
数
四
七
戸
の
う
ち
、
三
二
戸
が
夫
婦
家
族
で
あ 

る
。
そ
れ
は
じ
つ
に
六
八•
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。
そ
れ
に
、
全
戸
数
の
ニ
ー 
•
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
最
小
拡
張
家
族

第二章カレン族の家族と親族

表3 Hti Topa村の家族形態

注表2の注と同じ

N F 17尸 68.0%

Extended Family

A) Minimal Extended Family

N F+Wi Mo 5 20.0

N F+Wi Fa 1 4.0

B) Extend Family

N F+Wi Mo+Wi Fa 1 4.0

N F+Wi Fa+Wi Br+他人 1 4.0

25戸 100.0%

表4 Hti Kani村の家族形態

注表2の注と同じNF :核家族

N F 32尸 68.2%

Extended Family

A) Minimal Extended Family (10) (21.3)

N F+Wi Mo 2 4.3

N F+Wi Fa 1 2.1

N F+Da So 1 2.1

N F+Da Da 2 4.3

(N F+Wi BrDa Da) 1 2.1

N F+Hu Mo So 2 4.3

N F+Si So 1 2.1

B) Extended Family (5) (10.5)

N F+Wi Mo+Wi Fa 1 2.1

N F+Wi Mo+Wi Fa + WiBr 1 2.1

N F+Wi Br+Wi Si 1 2.1

N F+Wi Mo+Wi Br 1 2.1

N F+Wi Br 1 2.1

47尸 100.0%
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を
除
い
た
、
〃
本
来
の
〃
拡
張
家
族
は
全
体
の
ー
〇•
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
も
、
山
地 

カ
レ
ン
族
と
同
様
、
夫
婦
型
の
家
族
形
態
が
支
配
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
家
族
構
成
の
面
か
ら
見
て
も
、
山
地
カ
レ
ン
族
は
二
尸
当
た
り
平
均
四
・
四
人
で
あ
り
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
二
尸
当
た
り 

平
均
四•
七
人
と
あ
ま
り
大
差
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
家
族
の
形
態
や
構
成
か
ら
見
て
も
、
山
地
に
あ
るHti  Topa

村
と
平
地
に
あ
るHti  Kani

村
と
は
、
基 

本
的
に
差
異
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(4)

い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
家
族
は
、
西
ボ
ル
ネ
オ
のIban

族
の
場
合
と
同
様
に
、
永
続
的
なcorpora-ionaggrp  

gate

で
あ
り
、
出
生
、
養
子
縁
組
、
結
婚
、
死
亡
な
ど
に
よ
っ
て
、
成
員
の
構
成
に
変
化
が
あ
る
と
し
て
も
、
不
動
産
や
動
産
な 

ど
の
財
産
を
共
同
に
占
有
も
し
く
は
所
有
し
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と
そ
れ
ら
を
伝
え
て
ゆ
く
社
会
組
織
で
あ
る
。 

ま
た
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
組
織
の
い
ま
一
つ
の
特
徴
と
し
て
は
、
個
人
は
あ
る
特
定
の
家
族
の
成
員
と
し
て
生
ま
れ
、
同
時
に
ー 

つ
以
上
の
家
族
に
属
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 
あ
る
個
人
は
、 
自
分
の
属
し
て
い
る
家
族
に
だ
け
、
ほ
ぼ
均
分
相
続
的
原 

理
に
も
と
づ
い
て
、
財
産
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
の
生
ま
れ
た
家
の
財
産
に
対
し
て
は
、
養
子
に
行
く
か
、
死
亡
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
利
を
喪
失
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
あ
る
男
子
が
結
婚
す
る
相
手
の
女
性
が
土
地
な
ど
の
不
動
産
を
持
つ 

て
い
る
の
で
、
彼
女
の
村
へ
婚
出
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
男
性
は
財
産
に
対
す
る
権
利
を
喪
失
す
る
。 

在
村
の
子
供
た
ち
は
、
既
婚
、
未
婚
を
問
わ
ず
、
両
親
も
し
く
は
片
親
が
死
亡
す
る
か
引
退
し
た
後
に
、
均
分
的
な
財
産
相
続
を 

受
け
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
カ
レ
ン
族
の
家
族
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
で
、
次
に
結
婚
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
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(
1
)

Kunstad-er  (1966)  P.650

(2) 

Burling  (1963)  

P.  71

(3) 

蒲
生
正
男
氏
と
村
武
精
一
氏
に
よ
る
訳
語
を
使
用
す
る
。
ビ
ア
ッ
テ
ィ
ー(1968)  
参
照
。

(4) 

Freem
an  (1960)  

P.  

67
(5) 

両
親
の
家
に
残
り
、
老
後
の
世
話
を
す
る
子
供
—
多
く
の
場
合
に
は
末
娘
—
は
他
の
兄
弟
姉
妹
よ
り
も
、多
少
余
分
の
財
産
相
続
を
受
け
る 

第
二
節
結
婚

こ
こ
で
は
、
家
族
の
形
態
を
規
定
す
る
結
婚
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

カ
レ
ン
族
の
結
婚
適
齢
期
は
、
山
地
民
と
し
て
は
、
比
較
的
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
伝
統
的
に
は
、
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
年
令 

を
数
え
る
習
慣
が
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
カ
レ
ン
族
に
は
元
来
〃
年
が
な
い
〃
の
で
、
各
人
の
年
齢
は
正
確
に
知
る
こ 

と
が
で
き
な
い
場
合
が
お
お
い
。
通
常
、
男
性
は
一
八
歳
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
結
婚
の
相
手
を
物
色
し
始
め
る
。
女
性
も
テ
ィ
ー 

ン
・
エ
ー
ジ
ャ
ー
の
終
り
に
な
る
と
、
自
分
の
豚
の
飼
育
を
始
め
る
。
や
が
て
、
そ
の
豚
を
売
却
し
て
、
結
婚
資
金
の
一
部
に
当
て 

る
。
そ
の
た
め
、
女
の
子
が
、
年
頃
に
な
っ
て
、
豚
の
飼
育
を
始
め
る
と
、
村
人
た
ち
は
、
彼
女
に
向
か
っ
て
、
「い
よ
い
よ
、
お 

む
こ
さ
ん
が
欲
し
く
な
っ
た
ね
…
」
な
ど
と
い
っ
て
、
か
ら
か
う
の
を
常
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
求
愛
の
方
法
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
若
い
男
が
こ
れ
と
思
う
女
性
を
見
つ
け
る
と
、 

か
れ
は
毎
夜
の
よ
う
に
、
彼
女
の
村
な
い
し
は
家
に
出
む
く
。
そ
し
て
、
家
の
近
く
で
、
弦
楽
器
な
ど
を
使
っ
て
、
一
種
の
セ
レ
ナ 

—
デ
を
か
な
で
、
心
の
う
ち
を
伝
え
よ
う
と
努
力
す
る
。
勇
気
が
あ
る
か
機
会
に
恵
ま
れ
る
と
、
男
は
女
の
家
を
訪
問
す
る
。
若
い 

女
性
は
、
夜
分
は
原
則
と
し
て
、
あ
ま
り
出
歩
か
ず
、
家
の
ベ
ラ
ン
ダ
の
所
に
出
向
く
だ
け
で
あ
る
。
男
が
や
っ
て
来
る
と
、
最
初



写真2カレン族の結婚式・村人が、家神、に祈りをあげ,新郎新婦は合掌する

は
、
女
の
親
や
兄
弟
姉
妹
な
ど
も
、
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
お
し
や
べ 

り
を
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
か
れ
ら
は
通
常
気
を
き
か
せ
て
、
若
い
二
人
を
ヴ
ェ 

ラ
ン
ダ
に
残
し
て
、
早
目
に
屋
内
に
引
き
取
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も 

な
い
。

若
い
二
人
の
会
話
は
、
文
明
社
会
に
お
け
る
時
計
の
よ
う
な
わ
ず 

ら
わ
し
い
も
の
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
夜
半
ま
で
、
楽
し 

く
続
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
未
婚
の
男
女
の
関
係
は
、
伝
統
的
に
は
、 

こ
れ
以
上
に
は
進
展
を
し
な
い
。
そ
れ
は
、
カ
レ
ン
族
が
性
的
な
放 

埒
さ
は
〃
家
神
〃
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
の
怒
り
を
か
い
、
そ
れ
ら 

の
ば
ち
が
当
た
る
の
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宣
教 

師
的
表
現
に
よ
れ
ば
、
カ
レ
ン
族
は
も
っ
と
も
〃
道
徳
的
な
〃
民
族 

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
レ
ン
族
の
こ
の
よ
う
な
伝
統
も
、 

山
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
は
妥
当
す
る
け
れ
ど
も
、
平
地
カ
レ
ン
族
に 

お
い
て
は
、
か
な
り
の
〃
乱
れ
〃
が
観
察
さ
れ
る
。
山
地
カ
レ
ン
族 

に
よ
る
と
、
平
地
カ
レ
ン
族
は
「コ
ン
・
ム
ア
ン(
北
タ
イ
人)

の 

よ
う
に
、
性
的
に
は
ふ
し
だ
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。 

話
を
も
と
の
求
愛
に
も
ど
す
と
、
男
は
女
の
所
に
数
力
月
な
い
し
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一
年
間
ほ
ど
か
よ
い
つ
め
、
同
意
が
得
ら
れ
る
と
、
結
婚
の
運
び
に
な
る
。

男
性
が
相
手
の
女
性
を
見
つ
け
る
方
法
は
、
普
通
、
家
か
ら
離
れ
て
、
働
き
に
行
っ
た
先
で
、
直
接
自
分
自
身
で
見
つ
け
る
場
合 

も
あ
る
け
れ
ど
も
、
時
に
は
兄
弟
姉
妹
や
親
戚
の
者
が
見
つ
け
て
、
推
薦
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
男
の
兄
が
他
村
に 

む
こ
入
り
を
し
て
い
る
時
に
、
そ
の
村
で
良
い
娘
を
見
つ
け
る
と
、
弟
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
わ
が 

国
に
お
け
る
〃
見
合
い
〃
な
ど
と
は
、
い
さ
さ
か
お
も
む
き
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
だ
。
基
本
的
に
は
、
本
人
同
士
の
自
由
意
志
に 

よ
っ
て
、
結
婚
す
る
か
ど
う
か
が
決
定
さ
れ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
一
人
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
若
い
二
人
の
結
婚
に
対
す 

る
希
望
や
意
志
は
、
通
常
両
親
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
は
ば
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
万
一
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
時
に
は
、 

二
人
は
駆
落
ち
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

男
性
が
女
性
の
意
中
を
確
認
す
る
と
、
た
い
て
い
、
両
親
と
か
兄
弟
、
あ
る
い
は
親
類
の
者
を
立
て
て
、
い
っ
し
ょ
に
女
の
両
親

(1) 

の
所
に
結
婚
を
申
し
込
み
に
行
く
。
女
側
が
簡
単
に
承
諾
を
与
え
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
男
側
は
村
のsgg

ゆ
や
長
老
を
通
じ 

て
、
ふ
た
た
び
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
お
こ
な
う
。
こ
の
際
、H

L
 Topa

の
山
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
、
と
く
に
金
を
持
参
す
る
必
要
は 

な
い
。
し
か
し
、Hti  Kani

村
の
平
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
に
は
、
時
と
し
て
、
千
バ
ー
ツ
か
ら
二
千
バ
ー
ツ
に
お
よ
ぶ
、
か
れ
ら 

に
と
っ
て
は
巨
額
の
金
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

山
地
カ
レ
ン
族
の
結
婚
に
当
た
っ
て
は
、
女
側
か
ら
も
男
側
か
ら
も
、
結
納
金
や
持
参
金
に
当
た
る
よ
う
な
金
や
物
品
の
授
受
は 

見
ら
れ
な
い
。
一
般
的
に
は
、
一
種
の
招
婿
婚
に
近
い
形
態
を
と
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
男
が
せ
い
ぜ
い
、-
〜
二
頭
の
豚
と
数
羽 

の
鶏
を
用
意
し
て
、
結
婚
式
に
望
む
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
一
頭
の
豚
と
若
干
の
鶏
は
、
結
婚
式
が
最
初
に
お
こ
な
わ
れ
る
女
側
の
家 

に
持
参
さ
れ
、
式
と
そ
の
宴
会
の
た
め
に
使
わ
れ
る
。

結
婚
式
を
と
り
お
こ
な
う
日
時
に
つ
い
て
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
た
ち
は
、
当
人
の
便
宜
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
平
地
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カ
レ
ン
族
の
場
合
に
は
、S

穹
展
の
う
ら
な
い
に
よ
っ
て
、
吉
日
が
決
定
さ
れ
、
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
〃
大
き
な
伝
統
〃 

倒 

で
あ
る
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
タ
イ
系
平
地
民
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。

ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族
の
結
婚
式
は
、
普
通
、
二
日
か
ら
三
日
に
わ
た
っ
て
、
お
こ
な
わ
れ
る
。
第
一
日
目
は
、
男
性
側
が
女
性
側 

の
家
に
や
っ
て
来
て
、
〃
盛
大
な
〃
結
婚
式
を
あ
げ
る
。
そ
の
夜
、
新
郎
は
新
婦
の
家
で
過
ご
し
、
次
の
日
は
新
婦
側
の
一
族
と
と 

も
に
生
家
に
も
ど
っ
て
、
ふ
た
た
び
〃
式
〃
を
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
の
式
に
当
た
っ
て
は
、
新
郎
が
用
意
を
し
て
お
い
た
豚
一
頭
と
若 

干
の
鶏
を
提
供
し
、
宴
会
の
料
理
の
材
料
に
当
て
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
連
の
結
婚
式
が
終
わ
る
と
、
新
婚
の
夫
婦
は
、
伝
統
的
に
は
、
女
の
家
に
約
三
年
間
、
男
の
家
に
約
三
年 

間
ず
つ
滞
在
し
て
、
双
方
の
両
親
と
生
活
を
共
に
し
て
、
手
助
け
を
お
こ
な
う
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
も
今 

日
に
な
る
と
き
わ
め
て
〃
俗
化
〃
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
日
だ
け
泊
っ
て
、
象
徴
的
に
、
米
つ
き
や
野
良
仕
事
の
手
伝
い
を
お
こ
な
う
。 

こ
の
後
に
、
新
婚
夫
婦
は
妻
側
の
親
と
同
居
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
、
新
居
を
も
う
け
る
こ
と
も
自
由
に
な
る
。 

カ
レ
ン
族
の
結
婚
直
後
に
お
け
る
、
両
親
の
家
に
滞
在
す
る
習
慣
は
、
か
れ
ら
の
説
明
に
よ
る
と
、
「双
方
の
両
親
が
新
郎
新
婦 

を
こ
れ
ま
で
養
育
し
て
く
れ
た
こ
と
に
対
す
る
返
礼
の
た
め
」
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
述
べ
た
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
伝
統
的
な
結
婚
後
の
基
本
的
居
住
形
態
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
結
婚
後
の
基
本
的
居
住
形
態
は
、
平
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
も
、
山
地
カ
レ
ン
族
と
同
様
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
し 

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
新
婚
夫
婦
の
生
家
に
お
け
る
〃
慣
行
的
〃
滞
在
義
務
は
、
急
速
に
形
骸
化
し
て
し
ま 

っ
た
。
か
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
家
に
約
三
年
ず
つ
滞
在
し
、
両
親
の
手
助
け
を
し
た
の
に
、
今
日
で
は
ま
っ
た
く
形
式
的
に
一
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日
ず
つ
だ
け
滞
在
す
る
場
合
が
お
お
い
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
伝
統
的
習
慣
の
〃
俗
化
〃
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
カ
レ
ン 

族
の
成
員
の
〃
個
人
化
〃
の
現
わ
れ
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
カ
レ
ン
族
の
結
婚
後
の
居
住
形
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
一
般
論
を
述
べ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
具
体
例
に 

触
れ
て
み
よ
う
。

H-i  Topa

村
の
山
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
に
は
、
例
に
も
れ
ず
、
男
が
妻
方
の
村
に
行
く
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
表5
に
見 

ら
れ
る
よ
う
に
、
村
全
体
の
三
一
組
の
夫
婦
の
う
ち
、
六
七
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
ニ
ー
組
の
夫
婦
の
夫
が
、
結
婚
後
、
他
村 

か
ら
こ
の
村
に
移
っ
て
来
て
い
る
。
妻
が
村
外
か
ら
来
て
、
夫
の
村
で
あ
るHti  Topa

に
住
ん
で
い
る
の
は
、
わ
ず
か
四
例
で
、 

全
体
の
夫
婦
数
の
ー
ニ
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に 

過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
二
人
の
女 

性
の
出
身
地
は
、Hti  Topa

村
か
ら
、
わ 

ず
か
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い 

な
いM

ae  Ho

村
の
出
身
で
あ
る
。

一
方
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村Hti  Kani  

に
お
い
て
は
、
表6
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、 

全
体
で
五
五
組
の
夫
婦
の
う
ち
で
、
四
九
パ 

—
セ
ン
ト
に
当
た
る
ニ
七
組
の
夫
婦
が
妻
の 

出
身
地
で
あ
るHti  Kani  
村
に
住
ん
で 
い 

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
夫
が
こ
の
村
出
身
で

夫と妻の出身地
表5 山地カレン族の村Hti Topaにおける

(A) 妻がこの村出身の場合,
Mae Li

Hue Panya

Hue Dio

Popaki

Mae Ho

Mae Lai

Chepalebo

Pachi

Hanumai

村外からきた夫の出身地
1

2

5

1

4

4

1

2

1

21 (67.7%)

(B) 夫がこの村出身の場合, 村外からきた妻の出身地
Hoe Ku 1
Chepalebo 1
Mae Ho 2

4 (12.9%)

(C) 夫も妻もこの村出身
4 (12.9%)

(D) 夫の出身地不明
2 (6.5%)

31

注表2の注と同じ
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表6 平地カレン族の村 Hti Kaniにおける 
夫と妻の出身地

(A) 妻がこの村出身の場合, 村外からきた夫の出身地
Kon Yuam 1
Ke KG 1
Mae Salu 1
Ban Sawek 1

Mae Eピ ki 3

Ban Pon 2

Mung Pai 1

Mae Sapu 1
Mae Puki 1

Mae Han 3

Mae Sama 1

Mae Papai 1
Mae Pan 1

Wan Kam 1
Umen 1
Mae Poki 1
Upoki 1
Mae Hongson 1
Mae Top 1

Papun 1
Huepe 1
Laos 1

27 (49%)

(B) 夫がこの村出身の場合, 村外からきた妻の出身地
Ta Kam(N. Thai) 1
Kapa ( 〃 ) 1
Mae Pan 1

Mae Lang 1

4 (7.2%)

(C) 夫も妻もこの村出身
22 (40%)

(D) 夫も妻も村外
夫 Mae Chan
妻 Mae Poki 1

夫 Ban Pamak 1

妻 Mae Et* Ki 丄

2 (3.8%)

55

注表2の注と同じ

妻
が
他
村
出
身
で
あ
る
事
例
は
、
わ
ず
か
に
四
組
で
、
全
体
の
七•
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
山
村
のHtiTopa

村 

と
き
わ
め
て
対
照
的
な
の
は
、
平
地
のHti  Kani
村
に
お
い
て
は
、
村
内
の
内
婚
が
全
体
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
ニ
ニ
組
に
及
ん

(2)

で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く Hti  Kani

村
の
特
殊
性
、
な
ら
び
に
村
の
規
模
が
山
村
よ
り
も
比
較
的
大
き
い
こ
と
も 

関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ま
た
、
カ
レ
ン
族
が
平
坦
部
で
は
〃
多
数
派
〃
で
な
い
た
め
に
、
近
隣
の
村
か
ら
、
カ
レ
ン
族
の 

適
当
な
配
偶
者
が
得
に
く
い
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
山
村
のH-i  Topa

と
平
地
村
のHti  Kani

に
お
け
る
、
結
婚
後
の
居
住
形
態
の
静
態
的
な
数
字
を
と
っ
て 

み
て
も
、
そ
の
推
移
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
摑
み
に
い
う
と
、
山
地
カ
レ
ン
族
も
平
地
カ
レ
ン
族
も
、
静
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態
的
に
は
、
母
方
居
住
的
結
婚
形
態
が
支
配
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
カ
レ
ン
族
の
距
離
的
に
見
た
通
婚
圏
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
表7
に
あ
る
よ
う
に
、
通
婚
圏
の
範
囲
は
山
地
カ
レ
ン
族 

と
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
か
な
り
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
山
村
のH-i  Topa

で
は
、
村
内
が
全
体
の
一
四
パ
ー
セ
ン 

卜
、
歩
い
て
二
分
の
一
日
行
程
以
内
の
村
が
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
分
の
一
日
か
ら
一
日
以
内
が
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、
全
体
の
夫
婦
の
う
ち
の
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
配
偶
者
を
一
日
行
程
以
内
の
比
較
的
近
隣
の
カ
レ
ン
村
か
ら
得
て
い
る 

の
で
あ
る
。

他
方
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落HtiKani

に
お
い
て
は
、
村
内
婚
が
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
り
、
そ
の
割
合
は
き
わ
め
て
多 

い
。
さ
ら
に
、
通
婚
圏
が
二
分
の
一
日
行
程
以
内
は
ニ
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
分
の
一
日
か
ら
一
日
行
程
以
内
は
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
に 

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
お
い
て
も
、
た
し
か
に
、
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
よ
ぶ
結
婚
に
お
い
て
、
配 

偶
者
が
一
日
行
程
以
内
の
村
か
ら
や
っ
て
来
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
り
の
ニ
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
の
婚
姻
の
場
合
は
、
配
偶
者
が 

二
日
以
上
じ
つ
に
ー
〇
日
行
程
に
お
よ
ぶ
遠
方
か
ら
、
こ
の
村
に
婚
入
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
例
外
的
に
は
、
一
人
の
男
が
ラ
オ 

ス
か
らHtiKani

村
の
女
性
の
所
に
婚
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
さ
ら
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
本
論
文
の
他
所
で
も 

論
じ
た
よ
う
に
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
は
、
他
民
族
集
団
と
の
通
婚
も
ま
れ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点 

は
山
地
カ
レ
ン
族
と
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
通
婚
圏
や
結
婚
の
性
質
に
お
け
る
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
差
異
は
、
い
ろ
い
ろ
と
原
因
が
考
え
ら 

れ
よ
う
。
そ
の
基
本
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
両
者
が
接
し
て
い
る
外
界
の
規
模 (scale)  
の
大
き
さ
と
相
関
関
係 

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
根
底
に
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
差
異
、 

た
と
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
便
利
の
良
し
悪
し
も
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
立
地
の
差
異
に
と
も
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表7 カレン族の山村と平地村 
における通婚圏

注1）表2の注と同じ
2）カレン族の1日行程とは,午 

前8時から午後4時の約8時 
間くらい.また,休息時間を 
考慮にいれて,山道で1時間 
平均4 kmぐらい歩く.

村名 
通婚圏、

山 村
Hti Topa

平地村 
Hti Kani

村 内 4 
（14%）

22 
（41%）

1/2日 8 
（28%）

7
（13%）

1 15 
（52%）

13 
（24%）

2 0 3 
（6%）

3 2 
（6%）

1 
（2%）

4 0 2 
（4%）

5 0 1 
（2%）

6 0 0

7 0 1 
（2%）

8 0 1 
（2%）

9 0 0

10 0 1 
（2%）

ラオス 0 1 
（2%）

な
う
両
者
の
情
況
の
違
い
が
、
や
が
て
は
社
会
的
流
動
性
の
相
違
を
も
た
ら
し
、
つ
い
に
は
〃
閉
じ
た
社
会
〃
と
〃
開
か
れ
た
社
会
〃 

の
差
異
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
1
)

H

涂
。
と
も
い
い
、
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
〃
司
祭
者
〃
を
指
す
。

(2) 

未
確
認
情
報
で
あ
る
が
、
こ
の
村
の
村
民
はTaju  7aBze

と
い
う
、
カ
レ
ン
族
社
会
に
お
け
る
一
種
の
ア
ウ
ト
・
カ
ー
ス
ト
的
集
団
に 

属
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
然
痘
な
ど
の
悪
疫
に
か
か
っ
た
者
、
未
亡
人
が
母
村
か
ら
追
放
さ
れ
て
で
き
た
集
団
で
あ
る 

と
い
う
。

第
三
節
親
族

タ
イ
国
北
部
のChiengm

ai

県
のHod  
郡
に
お
い
て
、
ポ
ー •
カ
レ
ン
族
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た 

Jam
es  w

・Ham

二ton  

博
士
は
、
か
れ
ら
の
社
会
組
織
に
お
い
て
は
、
家
族
の
つ
ぎ
に
大
き
な
社
会
的
単
位
と
し
て
は
母
系
親
族
集
団(m

atr

二ineage)

(1)

を
あ
げ
て
い
る
。
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ま
た
、
ま
え
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、M

ae  Sarieng

郡
に
お
い
て
、
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族
の
調
査
に
長
年
従
事
し
て
い
るKun,

(2) 

s-adfer

博
士
は
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
は
母
系
的 (m

atrilineal)

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
筆
者
がM

ae  Sarieng

郡
の
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族
の
調
査
を
お
こ
な
う
と
、
山
村
のHti  Topa

に
お 

い
て
も
、
平
地
村
のHtiKani

で
も
、
か
れ
ら
の
親
族
組
織
の
成
り
立
ち
方
は
、
こ
の
二
人
の
ア
メ
リ
カ
人
人
類
学
者
の
研
究
結 

果
と
多
少
異
な
っ
た
事
実
が
判
明
し
た
。

す
な
わ
ち
、
図8

の
示
す
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
親
族
呼
称
を
見
る
と
、Eg。

を
中
心
と
し
て
、
兄
弟
と
姉
妹
、
な
ら
び
に
か 

れ
ら
の
配
偶
者
に
つ
い
て
は
、
違
っ
た
呼
称
を
使
用
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
の
成
員
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
左
右
対
称 

的
な
親
族
呼
称
を
持
っ
て
い
て
、
母
方
の
場
合
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
親
族
呼
称
は
基
本
的
に
は
エ
ス
キ
モ

(3) 

—
型
で
、M

urdock

教
授
の
分
類
に
よ
る
と
、cognatic

型
の
う
ち
で
も
双
系
的
な
範
疇
に
属
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。 

筆
者
自
身
の
観
察
と
分
析
の
ほ
か
に
、O

regon

大
学
の 

Theodore  Sfem

教
授
や 

1

三nois

大
学
の 

Frederic

 
K

・ 

Lehm
an

教
授
は
カ
レ
ン
族
が
双
系
的
傾
向
の
社
会
組
織
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
親
族
呼
称
に
加
え
て
、
か
れ
ら
の
間
の
権
利
、
義
務
に
つ
い
て
観
察
し
て
み
る
と
、
親
族
組
織
の
本
質 

が
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
家
で
、
父
親
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
全
財
産
は
母
親
に
帰
属
す
る
。
ま
た
、
逆
に
、
母
親
が
死
ん
だ
場
合
に
は
、
家
屋
を 

除
い
た
全
財
産
が
父
親
の
物
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
家
屋
に
つ
い
て
は
、
そ
の
家
の
主
婦
が
死
亡
す
る
と
と
も
に
、
完
全
に
破
壊
す 

る
の
が
伝
統
的
な
慣
習
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
慣
習
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ 

う
に
主
婦
の
死
亡
と
と
も
に
、
家
屋
を
解
体
し
て
し
ま
う
理
由
は
、
カ
レ
ン
族
の
説
明
に
よ
る
と
、
か
れ
ら
の
信
仰
の
う
え
で
は
、 

そ
の
家
に
お
け
る
最
年
長
の
女
性
と
〃
家
神
〃Bgha

と
き
わ
め
て
深
い
か
か
わ
り
あ
い
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
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第二章カレン族の家族と親族

話
を
こ
こ
で
本
筋
に
も
ど
す
と
、
両
親
の
死
後
は
、
全
財
産
は
す
べ
て
子
供
た
ち
の
間
で
均
分
的
に
分
配
さ
れ
、
相
続
が
お
こ
な 

わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て
、
両
親
の
い
ず
れ
か
が
死
亡
後
、
残
さ
れ
た
親
が
老
齢
の
た
め
働
く
こ
と
が
で
き
ず
、
一人 

で
生
活
が
で
き
な
く
な
る
と
、
末
子
、
と
り
わ
け
末
娘
が
そ
の
親
の
面
倒
を
み
る
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
考 

慮
に
い
れ
て
、
財
産
相
続
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
末
子
が
他
の
子
供
た
ち
の
相
続
分
の
〃
倍
の
額
を
取
る
〃
と
い
う
イ
ン
フ 

オ
ー
マ
ン
ト
も
い
た
。
も
っ
と
も
、
カ
レ
ン
族
の
村
人
が
い
う
〃
倍
の
額
〃
と
い
う
数
字
に
は
あ
ま
り
正
確
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で 

は
な
い
。
た
だ
、
末
子
は
他
の
子
供
た
ち
よ
り
、
比
較
的
多
く
の
財
産
相
続
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
程
度
に
理
解
し
た 

方
が
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
財
産
相
続
に
関
す
る
一
般
論
を
、
さ
ら
に
具
体
的
に
認
識
す
る
た
め
に
、
実
例
を
一
つ
示
す
こ
と
に 

し
よ
う
。

カ
レ
ン
族
は
、
家
の
財
産
を
内
部
財
産Taga  -a 80 Rd4po

と
外
部
財
産 Tai。

taklelesukuk6  
に
大
分
別
す
る
。
内
部 

財
産
は
家
の
な
か
に
あ
る
〃
動
産
〃
が
中
心
で
、
ケ
ー
ス•
ボ
ッ
ク
ス
、
皿
、
つ
ぼ
、
布
類
、
弓
矢
、
火
縄
銃
な
ど
で
あ
る
。
こ
の 

う
ち
慣
習
的
に
、
男
子
が
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
弓
矢
と
か
火
縄
銃
な
ど
を
除
く
と
、
ほ
と
ん
ど
大
部
分
の
内
部
財
産
は
、 

そ
の
家
に
残
る
末
子
、
と
り
わ
け
末
娘
が
相
続
を
受
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
畑
、
水
牛
や
象
な
ど
の
大
型
家
畜
を
含
む
外
部
財 

産
は
、
子
供
た
ち
の
間
に
均
分
相
続
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
に
は
、
焼
畑
に
当
て
る
森
林
な
ど
は 

伝
統
的
に
は
〃
相
続
す
る
〃
必
要
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
も
最
近
に
な
っ
て
、
占
有
権
が
強
化
さ
れ
て
く
る
と
、 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
占
有
権
の
〃
相
続
〃
と
い
う
問
題
が
お
こ
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
も
、
焼
畑
候
補
地
が
不
足
し
は
じ
め
て
い 

る
昨
今
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
全
体
的
傾
向
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

ま
た
、
ま
え
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
家
畜
の
な
か
で
も
、
象
の
よ
う
に
き
わ
め
て
長
寿
な
う
え
、
そ
の
価
格
が
高
価
で
あ
る
場
合



に
は
、
簡
単
に
頭
数
を
そ
ろ
え
て
、
均
分
相
続
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
時
に
よ
っ
て
は
象
の
用
役
権
だ
け
を
平 

等
に 

6

配
〃
し
、
世
話
は
用
役
権
の
所
有
者
が
順
番
で
お
こ
な
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
用
役
権
を
分
け
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の 

象
の
用
役
に
よ
っ
て
、
得
ら
れ
た
金
を
、
相
続
を
受
け
た
全
員
が
平
等
に
分
配
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。

最
後
に
、
カ
レ
ン
族
の
親
族
の
範
囲
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
親
族
を
一
等
親
、
二
等
親
、
三
等
親
…
…
な
ど
と
分
類
し
、
相
互
に
お
け
る
権
利
・
義
務
関
係
の
指
標
に
し 

て
い
る
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
親
族
を
分
類
す
る
方
法
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、D

apuda

きeh)  

Dotkiva》
7  404  

ぎ?

kedaklvF  shadakLVF  LulaakwpXedakuoa.  xuaakwa》NuulaklvF  KoaaklvF  Ku.dakwa
”  

な
ど
と
、
各
用
語
の
か
し
ら
に
カ
レ
ン
語
の
数
字
を
付
け
加
え
て
、
言
葉
の
う
え
で
は
親
族
の
傘
を
無
限
に
拡
げ
て 

ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
カ
レ
ン
族
の
よ
う
に
、
双
系
的
な
社
会
組
織
を
持
っ
て
い
る
民
族
集
団
に
お
い
て
は
、
放
置
し
て
お
く
と
、
こ 

の
よ
う
な
親
族
組
織
の
傘
が
無
限
に
拡
散
し
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
、
こ
の
ま
ま
で
は
親
族
集
団
と
し
て
の
社
会
的
・
文
化
的
意
味
が 

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
説
明
に
よ
る
と
、
親
族
と
し
て
、
社
会•
文
化
的
に
意
味
が
あ
る
の
は
、
三
等
親
、 

す
な
わ
ち7

冬
皆4

以
内
の
成
員
だ
け
で
、
そ
の
集
団
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
内
婚
が
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、 

shadakcva.  Luidaklvf  Y&aklva

以
上
の
分
類
上
の
親
族
は
、
一
応
、
〃
理
念
と
し
て
〃
、
親
族
に
留
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

(
1
)

Ham
iKon  (一

963 ) 

P.  210

(
2
)
 

Kuns-adter  

(1966)  
p
・ 650

(
3
)
 

M
urdock  (1960)  

p
・14  

な
お
カ
レ
ン
族
は
双
系
社
会
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
双
系
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
。

(4
)
 

Lehm
an  (1967)  

p
・ー

ー5
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第二章カレン族の家族と親族

要
約
—
二

以
上
、
カ
レ
ン
族
の
家
族
、
結
婚
、
親
族
に
つ
い
て
記
述
を
お
こ
な
っ
て
き
た
の
で
、
最
後
に
こ
れ
を
総
括
し
て
、
要
約
す
る
こ 

と
に
し
よ
う
。
な
お
、
本
章
の
記
述
に
包
含
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
補
足
す
る
こ
と
に
す
る
。 

⑴

核
家
族
や
最
小
拡
張
家
族
が
支
配
的
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
、
末
子(
娘)
相
続
的
傾
向
が
つ
よ
く
、
ま
た
、
結
婚
後
は
妻 

方
の
村
に
居
住
す
る
場
合
が
多
い
。

⑵

各
家
族
と
も
、
た
い
て
い
の
場
合
、
独
立
し
た
経
済
単
位
で
あ
る
。
そ
の
単
位
を
基
礎
と
し
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て 

は
陸
稲
卓
越
型
の
焼
畑
農
業
に
従
事
し
、
平
地
カ
レ
ン
族
は
水
田
稲
作
農
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
各
家
族
と
も
、
山
村
に

(1)

お
い
て
は
焼
畑
の
対
象
と
な
る
山
林
の
一
定
面
積
を
〃
占
有
〃
し
、
平
地
村
に
お
い
て
は
、
水
田
を
所
有
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
〃
不
動
産
〃
の
ほ
か
に
、
カ
レ
ン
族
は
、
山
村
に
お
い
て
も
平
地
村
に
お
い
て
も
、
若
干
の
水
牛
、
豚
、
鶏
な 

ど
を
所
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
加
え
て
象
を
所
有
し
て
い
る
者
も
い
る
。
だ
が
、 

象
は
、
長
寿
で
あ
る
の
と
高
価
で
あ
る
た
め
に
、
親
族
な
ど
何
人
か
で
共
有
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。 

⑶
 
家
族
は
宗
教
儀
礼
の
単
位
で
も
あ
る
。
伝
統
的
に
は
、
農
耕
儀
礼
を
は
じ
め
と
す
る
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
儀
礼
が
家
族
を
中 

心
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

⑷
 

カ
レ
ン
族
は
親
族
呼
称
の
面
か
ら
見
る
と
、
基
本
的
に
は
エ
ス
キ
モ
ー
型
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
ら
の
社
会
・
経
済
生
活
け 

な
か
で
は
、
き
わ
め
て
双
系
的
な
権
利
・
義
務
の
授
受
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
全
体
的
に
見
る
と
、 

カ
レ
ン
族
の
親
族
組
織
は
双
系
的
傾
向
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
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⑸

第
四
章
第
二
節
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
宗
教
生
活
の
な
か
で
は
、
こ
の
よ
う
な
双
系
的
原
理
が
あ
ま
り
機 

能
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
母
系
的
な
傾
向
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
〃家 

神
〃Bgha

に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
〃
家
族
儀
礼
〃O

Ne

に
お
い
て
は
、
母
系
親
族
集
団
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割 

を
果
た
し
て
い
る
。o&e

儀
礼
に
お
い
て
は
、
あ
る
女
性
を
中
心
に
、
母
系
の
系
譜
上
に
あ
る
成
員
は D

opzm
w!

と
呼 

ば
れ
、
い
か
な
る
遠
方
に
居
住
し
て
い
よ
う
と
、
い
か
な
る
事
情
が
あ
ろ
う
と
儀
礼
に
出
席
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。 

こ
のD

O
PZ/ae6

は
第
四
章
第
二
節
の
図
18
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
あ
る
家
で
老
夫
婦
が
生
存
し
て
い
る
場
合
に
は
、
た
と 

え
若
夫
婦
が
家
族
の
経
済
を
担
う
中
核
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
て
も
、
か
れ
ら
の
う
ち
で
も
夫
の
方
は
〇
、
儀
礼
に 

出
席
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
儀
礼
に
出
席
を
許
さ
れ
る
の
は
、
老
婆
が
死
亡
し
、
若
夫
婦
の
夫
が
そ
の 

ヨ
ゆ
ふ 

の
正
式
な
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、0118 house

時
代
に
あ
っ
て
は
、D

o、

鸵ぜeh

と
い
う
母
系 

親
族
集
団
か
ら
は
み
だ
し
た
家
族
の
成
員
の
た
め
に
、E

ぶ
と
呼
ば
れ
る
〃
共
同
の
間
〃
が
存
在
し
、

儀
礼
の
際
に 

そ
こ
で
儀
礼
の
終
る
の
を
待
っ
た
と
い
う
。

⑹
 

以
上
と
同
じ
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
あ
る
家
の
主
婦
が
死
亡
し 

た
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
家
を
、
伝
統
的
慣
習
に
従
っ
て
、
破
壊
し
て
、
別
の
家
を
新
築
す
る
こ
と
に
な
っ
て 

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
の
な
か
に
は
、
〃
家
神
〃
と
家
と
主
婦
を
結
ぶ
目
に
見
え
な
い
紐
帯
が
存 

在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
組
織
は
双
系
的
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、 

そ
の
底
流
に
母
系
的
な
要
素
が
あ
る
こ
と
も
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
1
)

こ
の
よ
う
な
土
地
に
つ
い
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
は
相
続
権
は
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
村
の
成
員
以
外
に
対
し
て
、
処
分
権
を
持
っ
て
い 

な
い
。
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第三章カレン族の村落構造

第
三
章
カ
レ
ン
族
の
村
落
構
造

第
一
節H-i  Topa——

山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落

A

焼
畑
農
業
と
自
給
経
済

•
—
焼
畑
農
業
の
類
型
と
分
布 

焼
畑
農
業
は
東
南
ア
ジ
ア
の
原
住
民
に
と
っ
て
、
重
要
な
生
業
の
一
つ
で
あ
る
。
焼
畑
は
国
 々

に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
お
い
て
はKq
s-g
s-g
、
ビ
ル
マ
で
はTaung

(1)

ga

ま
た
は
、Y4、

マ
レ
ー
で
は1
良4ng、

中
部
タ
イ
国
で
はTham

 r
s.
、
北
部
タ
イ
国
で
はYa  Aaz •
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
筆
者
が
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
ざ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

タ
イ
国
北
部
の
山
岳
地
帯
で
は
、
カ
レ
ン
族
の
ほ
か
に
、
ア
カ
族
、
ラ
フ
族
、
リ
ス
族
、
ミ
ャ
オ
族
、
ヤ
オ
族
な
ど
の
山
地
民
と 

一
部
の
周
辺
部
に
住
ん
で
い
る
北
タ
イ
人
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
範
囲
に
わ
た
っ
て
焼
畑
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
焼
畑
農
業
の
研
究
に
長
年
従
事
し
て
い
る
地
理
学
者
の
佐
々
木
高
明
博
士
に
よ
る
と
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ら
び
に
そ
の 

周
辺
部
に
分
布
し
て
い
る
焼
畑
農
業
を
分
類
す
る
と
、
三
つ
の
基
本
的
類
型
と
二
つ
の
複
合
類
型
の
五
っ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る 

と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
図9
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
第-
に
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
な
ど
の
南
太
平
洋
島
嶼
部
に
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写真3 山地カレン

族の村Hti Topa の

全景. Mae Sarieng 

の谷の向うに見える

山並みはピルマ国楼

へとつらなる ．

', 7!, 

※本ページの写真は上から順に左から右への一続きの情景を示すものである。



第三章カレン族の村落構造

写真4 山地カレン族の家屋

写真5.播種直前の焼畑
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写真6 伐採した山腹に,火を放つ山地力
レン族の若者

写真7 火縄銃の火薬を調合しているカレ 
ン族の壮年

お
け
る
、
熱
帯
降
雨
林
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
根
菜
型
焼
畑
で
あ
る
。
第
二
の
類
型
は
、
ヒ
マ
ー
ラ
ヤ
、
ア
ッ
サ
ム
の
山
岳
地
帯
か 

ら
北
ビ
ル
マ
、中
国
南
部
、日
本
に
か
け
て
の
東
南
ア
ジ
ア
北
部
周
辺
部
山
地
に
お
け
る
照
葉
樹
林
帯
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
雑
穀
卓 

越
型
で
あ
る
。
第
三
は
、
雲
南
省
か
ら
台
湾
に
か
け
て
の
大
陸
部
亜
熱
帯
、
暖
帯
の
森
林
地
帯(
温
量
が
低
い
と
雑
穀
卓
越
型
に
な 

る)
に
お
け
る
陸
稲
・
雑
穀
型
で
あ
る
。
第
四
は
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
島
嶼
部
に
お
け
る
熱
帯
降
雨
林
の
陸
稲
・ 

根
栽
型
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
五
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
山
岳
地
帯
か
ら
マ
レ
ー
シ
ア
の
島
嶼
部
に
か
け
て
の
亜
熱
帯
林
も
し
く 

は
熱
帯
林
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
陸
稲
卓
越
型
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
と
そ
の
周
辺
部
の
焼
畑
農
業
を
類
型
に
分
類
し
て
み
る
と
、
カ
レ
ン
族
が
タ
イ
国
西
北
地
方
で
お
こ 

な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
第
五
の
類
型
に
属
し
て
い
る
陸
稲
卓
越
型
焼
畑
農
業
で
あ
る
。
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写真8 焼畑に使われている掘り棒•昔は竹槍
状の物を使用していた.

写真9 山地カレン族 
の焼畑におけ 
る陸稲の収穫, 
黒い上衣は既 
婚の女.
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写真10 伝統的には,カレン族の生活と象とは不可分のものである.

図9東南アジアの作物構成の基本的類型 
注 川喜田ほか（1967） p. 405の佐々木の図より
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: U

カ
レ
ン
族
の
焼
畑
農
業 

そ
こ
で
つ
ぎ
にH-i  Topa

村
の
カ
レ
ン
族
が
、
焼
畑
農
業
を
現
実
に
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
っ
て 

い
る
か
述
べ
て
み
よ
う
。

村
人
た
ち
は
、
カ
レ
ン
暦
のTeku  (
一
月
中
旬
〜
二
月
中
旬)

の
末
に
山
に
入
り
、
こ
の
年
に
焼
畑
を
す
る
候
補
地
を
物
色
す 

る
。
カ
レ
ン
族
は
、
長
年
の
経
験
で
二
次
林
・
三
次
林
の
再
生
の
ぐ
あ
い
を
み
て
、
土
壌
の
肥
沃
度
が
ど
の
く
ら
い
回
復
し
た
の
か 

を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
焼
畑
候
補
地
を
決
定
し
、Tepe  (
二
月
中
旬
〜
三
月
中
旬)

か
らLasa (
一
一
月
中
旬
〜 

四
月
中
旬)

の
約
ニ
カ
月
間
に
わ
た
っ
て
、
そ
こ
の
雑
木
や
下
草
の
伐
採
に
当
た
る
。
そ
の
際
、
大
木
は
切
り
倒
す
こ
と
な
く
、
小 

枝
と
中
枝
ぐ
ら
い
を
落
と
す
だ
け
で
あ
る
。
小
さ
い
木
は
も
ち
ろ
ん
切
り
倒
す
。
そ
の
頃
は
乾
季
で
あ
る
う
え
に
、
夏
季
に
当
た
り
、 

気
温
が
き
わ
め
て
高
い
た
め
に
、
伐
採
さ
れ
た
草
木
は
比
較
的
短
期
間
に
乾
燥
し
て
し
ま
う
。
カ
レ
ン
暦
のD

enya  
(
四
月
中
旬 

〜
五
月
中
旬)

に
な
る
と
、
村
人
は
伐
採
し
た
山
腹
の
森
林
に
火
を
放
ち
、
山
焼
き
を
お
こ
な
う
。
そ
の
際
に
、
カ
レ
ン
族
は
口
笛 

を
吹
き
な
が
ら
、
枯
れ
た
草
木
に
火
を
つ
け
て
ゆ
く
。
口
笛
を
吹
く
の
は
風
を
呼
ぶ
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
頃
に
な
る
と
北
部 

タ
イ
国
の
風
景
は
壮
観
で
あ
る
。
平
坦
部
を
囲
む
山
岳
地
帯
は
山
焼
き
の
煙
で
霞
が
か
か
っ
た
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
夜
に
な
る
と
、 

山
々
で
野
火
が
輝
き
、
そ
の
か
も
し
出
す
あ
や
し
い
雰
囲
気
は
「焼
畑
に
よ
り
山
の
神
の
魂
を
慰
め
る
」
と
い
う
カ
レ
ン
族
の
言
葉 

が
実
感
と
な
る
。
山
焼
き
を
す
る
場
合
、
火
が
隣
接
し
て
い
る
乾
燥
し
た
森
林
に
燃
え
拡
が
ら
な
い
よ
う
に
、
十
分
な
注
意
が
払
わ 

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
レ
ン
族
の
こ
の
よ
う
な
努
力
が
徒
労
に
帰
す
る
こ
と
も
ま
れ
な
こ
と
で
は
な
い
。
広
大
な
地
域
が
、
し

(4)

ば
し
ば
、
雨
に
よ
っ
て
火
が
消
さ
れ
る
ま
で
、
何
日
も
燃
え
続
け
る
こ
と
も
あ
る
。

山
焼
き
の
目
的
は
、
雑
草
や
下
草
を
焼
却
す
る
こ
と
に
よ
り
、
山
腹
を
耕
し
や
す
く
す
る
こ
と
が
第
ー
の
目
的
で
あ
る
。
だ
が
、 

同
時
に
、
山
焼
き
の
灰
は
肥
料
と
し
て
作
物
の
成
育
に
役
立
つ
し
、
ま
た
、
一
時
的
に
せ
よ
、
雑
草
や
そ
の
種
子
、
作
物
の
病
虫
害 

を
除
去
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
。
な
お
、-
回
だ
け
の
山
焼
き
で
不
十
分
な
場
合
に
は
、
焼
け
残
り
の
木
や
根
を
集
め
て
、
再
焼
却
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を
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
焼
畑
の
準
備
が
終
わ
る
と
、
そ
の
一
隅
に
竹
造
り
の
簡
単
な
出
作
り
小
屋
が
建
て
ら
れ
る
。Lanwe  (
五
月 

(5)

中
旬
〜
六
月
中
旬)

の
月
に
入
る
と
、
初
旬
に
陸
稲
の
播
種
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
男
た
ち
が
、
畑
に
掘
り
棒
で
、
約
三
〇
セ
ン
チ
メ 

—
ト
ル
間
隔
に
浅
い
穴
を
あ
け
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
穴
に
は
、
女
や
子
供
た
ち
に
よ
っ
て
、
数
粒
ず
つ
の
陸
稲
の
種
子
が
播
か
れ
て
、 

覆
土
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
焼
畑
に
施
肥
は
ま
っ
た
く
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
こ
の
村
の
焼
畑
に
使
用
さ
れ
て
い
る
陸
稲
の
品
種
は
、
カ 

レ
ン
語
でBum

p6
と
い
う
黒
色
種
、B

史
ミ
と
い
う
赤
色
種
、Bum

bo

と
い
う
黄
色
種
の
三
種
で
あ
る
と
い
う
。 

Hti  Topa

村
の
慣
習
と
し
て
、Sapp

で
あ
る
長
老
のR

は
、
焼
畑
に
お
け
る
播
種
に
さ
き
だ
ち
、
み
ず
か
ら
そ
の
年
に
お
け 

る
第
一
番
目
の
穴
を
掘
る
。
こ
れ
は
焼
畑
農
業
が
山
地
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
は
、
経
済
活
動
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
生
活
の
ー 

部
に
さ
え
な
っ
て
い
る
ほ
ど
文
化
の
核
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

焼
畑
に
お
い
て
は
、
陸
稲
の
播
種
に
当
た
っ
て
、
村
人
の
共
同
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
村
人
が
総
出
し
て
、
ー
枚
の
畑
の
播
種 

が
終
わ
る
と
、
つ
ぎ
の
畑
、
さ
ら
に
そ
の
つ
ぎ
の
畑
と
共
同
で
作
業
を
続
け
て
い
く
。

Laxo  (
六
月
中
旬
〜
七
月
中
旬)

の
月
に
な
り
、
陸
稲
の
草
た
け
が
ー
ニ
〜
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
達
す
る
と
、
第
ー 

回
目
の
除
草
が
あ
る
。
つ
ぎ
の
月Laku  
(
七
月
中
旬
〜
八
月
中
旬)

に
な
り
、
草
た
け
が
豚
の
高
さ
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
第
二
回 

目
の
除
草
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
後
、
陸
稲
の
成
育
期
間
中
に
さ
ら
に
二
回
、
合
計
四
回
の
除
草
を
お
こ
な
う
。
こ
の
際
に
は
通
常 

村
の
女
性
に
よ
る
共
同
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
焼
畑
農
業
に
お
け
る
農
作
業
の
あ
り
方
は
、
か
な
り
共
同
作
業
に 

依
存
す
る
度
合
が
大
き
く
、
こ
の
点
で
は
あ
と
に
述
べ
る
水
田
稲
作
に
お
け
る
農
作
業
の
相
対
的
に
〃
個
人
主
義
的
〃
傾
向
と
き
わ

(6)

め
て
対
照
的
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
陸
稲
の
種
類
に
よ
り
、
出
穂
の
は
や
い
、
お
そ
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、CM

cha  (
九
月
中
旬
〜
ー
〇
月
中
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表8 山村Hti Topaの月別農作業と農耕儀礼
、、ー農業・儀礼 
暦

焼 畑 関 係 水 田 関 係

西洋暦 カレン暦 農 作 業 農耕儀礼 農作業 農耕儀礼

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tale

Teku
焼畑地を探す

Tepe
森林伐採 
男女による共同作 
業

Lasa
森林伏採 
男女による共同作 
業

Denya

伐採地点に火を放つ
男子による共同作 
業

Faナ〇力e、o（播種） 
儀礼 
瓦a加（稲神）儀 
礼

陸苗代に播種

Lanwe

陸稲の播種
村落全体の共同作 
業野菜•とうもろ 
こしの播種

代かき,田植え

Laxo
除草（近隣集団に 
よる共同作業）

Laku
除草（近隣集団に 
よる共同作業）

5也皿（稲神）儀 
礼

Chimu
除草（近隣集団に 
よる共同作業）

Chicha
除草（近隣集団に 
よる共同作業） 
野菜・とうもろこ 
しの収穫

田の草取り

Lano
陸稲の収穫
（個別経営による 
作業）

Pachota-Pobu 
（収穫）儀礼 
脱穀前

水稲の収穫

Laplu

Obuko （稲魂） 
儀礼
脱穀後Sepoko 
（穀倉）儀礼

注表2の注と同じ
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旬)
の
月
に
な
る
と
、
穂
が
出
始
め
る
。
そ
の
頃
に
な
る
と
、
陸
稲
の
間
作
と
し
て
栽
培
し
て
い
た
と
う
も
ろ
こ
し
ゃ
き
ゅ
う
り
な 

ど
が
実
り
、
や
が
て
そ
れ
ら
の
収
穫
が
お
こ
な
わ
れ
る
。Lan。

(
ー
〇
月
中
旬
〜
一
一
月
中
旬)

の
月
に
陸
稲
は
熟
し
、
収
穫
が 

お
こ
な
わ
れ
る
。

筆
者
が
第
ー
回
目
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
、
一
九
六
四
年
の
例
だ
と
、Hti  Topa

村
で
は
陸
稲
の
収
穫
は
わ
れ
わ
れ
の
使
っ
て 

い
る
グ
レ
ゴ
リ
ー
暦
の
一
〇
月
二
〇
日
す
ぎ
か
ら
開
始
さ
れ
、
ー
ー
月
八
日
ぐ
ら
い
ま
で
続
い
た
。 

収
穫
に
さ
き
だ
ち
、
村
人
た
ち
は
村
か
ら
数
キ
ロ 
メ
ー
ト
ル
か
ら
ー
〇
キ
ロ 
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
離
れ
た
焼
畑
に
建
て
た
出
作
り
小 

屋
に
移
住
し
て
、
農
作
業
に
当
た
る
。
こ
の
間
、
手
間
の
少
な
い
家
で
は
、
本
村
の
家
を
閉
め
て
、
一
家
で
出
作
り
小
屋
に
移
る
。 

だ
が
、
家
に
よ
っ
て
は
、
人
手
が
十
分
に
あ
る
と
、
老
人
や
子
供
が
村
に
残
り
、
家
畜
な
ど
の
世
話
や
留
守
番
に
当
た
る
。
そ
の
よ 

う
な
場
合
に
は
、
か
れ
ら
は
留
守
に
し
て
い
る
家
が
飼
っ
て
い
る
家
畜
の
面
倒
も
み
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に 

お
い
て
は
、
農
業
労
働
に
お
け
る
相
互
依
存
、
な
い
し
共
同
作
業
は
き
わ
め
て
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
焼
畑
農
業
に
お
け
る
収
穫
に
関
し
て
は
、
一
般
的
に
、
共
同
作
業
は
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、 

カ
レ
ン
族
の
農
耕
儀
礼
に
お
け
る
焼
畑
の
収
穫
儀
礼
が
、
共
同
作
業
を
き
わ
め
て
お
こ
な
い
に
く
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ 

に
つ
い
て
は
、
第
四
章
第
一
節A
で
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
近
親
者
の
間
で
は
、 

手
伝
っ
た
り
、
手
伝
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
近
親
者
の
間
で
は
、
早
目
に
収
穫
が
終
わ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
自
発
的
に
、
農
作 

業
が
遅
れ
て
い
る
者
の
所
に
行
っ
て
手
伝
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
農
繁
期
は
、
い
ず
こ
も
同
じ
で
、
手
助
け
に
行
っ
て
、
〃
借
金
〃
を
返
済
す
る
時
期
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
前
年
度
に
米
が 

不
足
し
て
、
ほ
か
の
村
人
か
ら
米
を
借
り
て
糊
口
し
て
い
た
者
は
、
焼
畑
の
収
穫
期
の
よ
う
な
農
繁
期
に
、
そ
の
米
の
〃
代
金
〃
を 

労
働
で
支
払
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
そ
の
レ
ー
ト
は
、
借
り
た
も
み
の
石
油
カ
ン
一
っ
に
つ
き
二
日
の
労
働
で
あ
り
、
ま
た
、
草
む
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し
り
の
時
に
は
三
日
の
労
働
で
支
払
い
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

iii
焼
畑
農
業
の
衰
退
と
水
田
稲
作
の
導
入 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
焼
畑
農
業
も
、Hti  Topa

村
の
カ
レ
ン
族
の
説
明
に
ょ 

る
と
、
こ
こ
数
十
年
間
に
か
な
り
衰
退
し
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

焼
畑
農
業
が
衰
微
し
た
原
因
は
、
根
本
的
に
は
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
人
口
増
加
と
そ
れ
に
よ
る
土
地
不
足
の
た
め
に
、
過
度
に 

焼
畑
が
く
り
返
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
森
林
は
荒
廃
し
、
地
力
が
低
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
と

、
、 

(7)

同
時
に
、
陸
稲
に
よ
る
い
や
地
現
象
な
ど
も
原
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

焼
畑
農
業
が
こ
の
よ
う
な
す
う
勢
に
あ
っ
た
こ
ろ
、
五
〇
〜
六
〇
年
昔
に
山
村Hti  Topa

村
のSiki

と
い
う
男
が
、M

ae  

Sarieng

の
谷
に
住
ん
で
い
る
ラ
ワ
族
や
タ
イ
・
ユ
ワ
ン
人
か
ら
、
水
田
稲
作
の
技
術
を
ま
な
ん
で
き
て
、
村
に
導
入
し
た
。
当
初 

は
こ
の
よ
う
な
先
駆
者
を
中
心
に
、
何
回
か
の
試
行
錯
誤
が
重
ね
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
い
ち
ば
ん
初
期
に
は
土
地
を
簡
単
に 

耕
し
て
、
あ
ぜ
を
作
っ
た
だ
け
で
灌
漑
水
を
入
れ
た
。
だ
が
、
水
は
一
晩
で
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
あ
わ
て
た 

Hti  Topa

村
の
カ
レ
ン
族
は
、M

aeSarieng

の
谷
に
ま
た
人
を
送
り
、
タ
イ
系
や
ラ
ワ
系
の
水
田
農
耕
民
か
ら
、
あ
ら
た
め
て 

水
田
の
床
固
め
の
技
術
を
ま
な
び
、
水
田
を
造
成
し
な
お
し
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
の 

農
業
に
移
植
さ
れ
た
水
田
稲
作
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、Hti  Topa

村
の
二
五
戸
中
、
わ
ず
か
六
戸
に
し
か
定
着
し
て
い
な
い
。
こ 

れ
は
全
戸
数
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
か
相
当
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、Hfi  Topa

村
に
お
け
る
水
田
耕
作
は
量
的
に
は
村 

全
体
で
も
寥
寥
た
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
質
的
に
は
、
か
れ
ら
の
農
業
の
あ
り
方
に
か
な
り
の
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
大
摑 

み
に
い
う
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(8)

⑴
 

山
地
カ
レ
ン
族
の
低
い
水
田
稲
作
技
術
で
は
、
土
地
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
す
く
な
く
と 

も
焼
畑
に
よ
る
陸
稲
栽
培
よ
り
も
、
農
業
生
産
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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⑵
 

水
稲
は
た
と
え
無
肥
料
で
栽
培
が
お
こ
な
わ
れ
て
も
、
焼
畑
に
よ
る
陸
稲
栽
培
の
よ
う
に
毎
年
栽
培
す
る
場
所
を
移
動
さ
せ 

る
必
要
は
相
対
的
に
す
く
な
い
。
そ
れ
は
灌
漑
水
に
よ
っ
て
、
カ
リ
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ 

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
水
田
化
に
よ
っ
て
起
こ
る
湛
水
現
象
に
よ
っ
て
、
空
気
中
の
窒
素
が
固
定
さ
れ
た
り
、
土
壌
有
機 

物
が
分
解
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
稲
に
窒
素
が
供
給
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
水
田
に
お
け
る
湛
水
と

(9)

乾
燥
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ン
分
の
有
効
化
も
促
進
さ
れ
る
。

ま
た
、
水
田
に
お
け
る
灌
漑
水
は
稲
の
い
や
地
現
象
を
除
去
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
の
で
、
水
稲
は
陸
稲
と
は
異
な
り
、 

連
作
が
可
能
で
あ
る
。

⑶
 

焼
畑
農
業
は
、
水
田
農
業
と
は
異
な
り
、
す
き
に
よ
る
耕
作
は
不
必
要
で
、
た
だ
掘
り
棒
に
よ
る
農
耕
が
お
こ
な
わ
れ
て
い 

る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
焼
畑
農
業
に
水
田
稲
作
が
導
入
さ
れ
る
と
、
田
お
こ
し
や
代
か
き
を
は
じ
め
と
し
て
、
水 

牛
を
用
い
た
耕
種
方
式
が
不
可
欠
と
な
る
。

焼
畑
農
業
に
対
す
る
水
田
稲
作
導
入
と
い
っ
た
よ
う
な
農
業
に
お
け
る
変
化
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
的
側
面
に
も
、 

変
化
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
の
第
一
節
で
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

IV
経
済
生
活 

HtiTopa

村
に
お
け
る
山
地
カ
レ
ン
族
の
経
済
生
活
の
基
礎
は
、
陸
稲
栽
培
を
中
心
に
し
た
焼
畑
農
業
で
あ 

る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
数
十
年
間
に
、
一
部
で
は
水
田
稲
作
農
業
が
副
次
的
に
導
入
さ
れ
た
。
水
田 

稲
作
の
導
入
がHti  Topa

村
の
経
済
に
与
え
た
影
響
は
か
な
ら
ず
し
も
大
き
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
山
地 

カ
レ
ン
族
の
社
会
や
文
化
に
与
え
た
衝
撃
は
き
わ
め
て
甚
大
な
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
水
田
稲
作
を
お
こ
な
っ 

て
い
る
家
は
、
村
の
全
戸
数
二
五
戸
中
七
戸
で
あ
っ
た
が
、
最
近
数
年
間
にHod
の
町
とM

ae  Sarieng

の
間
に
建
設
さ
れ
た
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"
ハ
イ
ウ
ェ
ー
〃
が
通
っ
た
た
め
に
、
そ
の
付
近
に
あ
っ
た
一
軒
の
家
の
水
田
が
破
壊
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
今
日
で
は
わ
ず
か 

に
六
戸
の
家
が
水
田
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
水
田
稲
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
六
軒
に
つ
い
て
見
る
と
、
面
積
に
つ
い
て
は
実
測
を
し
て
い
な
い
の
で
、
正
確
に
は 

分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
昨
年
度
の
収
穫
量
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
総
収
量
は 
二
尸
当
た
り
約
四
〇
〜
一
五
〇
カ
ン 

(
10) 

、
、 

、
、 

(
罐)
ほ
ど
の
も
み
が
収
穫
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
平
均
と
し
て
は
ほ
ぼ
ー
〇
〇
カ
ン
ほ
ど
の
も
み
が
と
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き 

る
。一

方
、
焼
畑
農
業
に
つ
い
て
は
、
水
田
耕
作
の
場
合
と
同
様
に
、
全
戸
数
二
五
戸
の
家
の
な
か
で
、
戸
主
も
し
く
は
戸
主
の
夫
婦 

が
老
齢
の
た
め
に
す
で
に
引
退
し
て
、
土
地
の
〃
相
続
〃
が
終
わ
っ
て
い
る
三
戸
を
除
く
と
、
ニ
二
戸
の
家
で
は
お
し
な
べ
て
焼
畑 

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

水
稲
の
場
合
と
同
様
に
、
焼
畑
農
業
に
お
け
る
生
産
力
を
一
戸
当
た
り
に
収
穫
さ
れ
た
陸
稲
の
も
み
の
量
に
よ
っ
て
推
定
し
て
み 

よ
う
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
陸
稲
の
収
穫
の
も
っ
と
も
す
く
な
い
家
で
約
二
〇
カ
ン
、
最
高
で
一
五
〇
カ
ン
ほ
ど
に
な
っ
て
い
て
、
平
均
約 

六
ハ
カ
ン
の
も
み
を
あ
げ
て
い
る
。

以
上
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
農
業
に
お
け
る
主
要
な
作
物
で
あ
る
陸
稲
と
水
稲
の
総
収
量
を
見
る
と
、
か
な
り
家
計
別
の
差
異
が
あ 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、L

家
の
約
二
〇
カ
ン
を
最
低
と
し
て
、K

家
の
三
〇
〇
カ
ン
ま
で
、
じ
つ
に
一
五
倍
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
。 

ま
た
、
大
家
畜
に
つ
い
て
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
象
を
所
有
す
る
の
が
好
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
象
の
価
格
は 

成
象
一
頭
が
、
七
千
〜
一
万
四
千
バ
ー
ツ
と
き
わ
め
て
高
価
で
あ
る
た
め
に
、
一
軒
で
一
頭
を
所
有
し
て
い
る
例
はHHTopa

村
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に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
二
五
戸
中
一
一
軒
の
家
で
象
を
〃
所
有
〃
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
が
親
族
や
友
人
と
の
共
有
で 

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
所
有
形
態
が
存
在
す
る
理
由
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
、
象
は 

平
均
寿
命
が
か
な
り
長
い
。
そ
の
た
め
、
遺
産
相
続
に
よ
っ
て
、
一
頭
の
象
の
持
分
が
、
時
代
と
と
も
に
、
ど
ん
ど
ん
分
割
さ
れ
て 

い
く
。
と
り
わ
け
、
カ
レ
ン
族
の
相
続
制
度
は
均
分
的
な
の
で
、
こ
の
傾
向
は
顕
著
に
現
わ
れ
る
。
い
ま
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え 

ら
れ
る
の
は
、
象
の
価
格
は
、
こ
の
あ
た
り
の
カ
レ
ン
族
個
人
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て
高
価
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
象
が
必
要 

な
場
合
で
も
、
個
人
の
手
に
余
る
時
に
は
、
親
族
と
か
友
人
が
何
人
か
集
ま
り
、
金
を
出
し
あ
っ
て
、
共
同
購
入
す
る
。 

な
お
、
象
関
係
で
付
け
加
え
る
と
、
象
は
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
は
、
い
ぜ
ん
と
し
てpres-ige  sym

bol  
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、 

す
で
に
、
そ
の
経
済
的
地
位
は
急
速
に
低
下
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
チ
ー
ク
材
が
タ
イ
国
の
輸
出
品
で
、
か
つ 

て
は
第
ー
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
が
、
第
七
位
に
転
落
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
内 

外
の
資
本
が
、
立
地
の
良
い
チ
ー
ク
林
を
過
伐
し
た
た
め
に
、
チ
ー
ク
産
業
自
体
が
斜
陽
化
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
も
、
近
年
に
な
る
と
、
中
央
政
府
や
民
間
企
業
の
努
力
に
よ
っ
て
、
道
路
網
が
し
だ
い
に
整
備
さ
れ
、
そ
れ
が
僻
地
に
も
及 

ん
で
き
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
ト
ラ
ッ
ク
便
が
急
速
に
発
達
し
、
象
の
活
躍
す
る
余
地
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
し
だ
い
に
す 

く
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
貧
し
い
経
済
生
活
に
お
い
て
は
、
現
在
で
も
な
お
、
象
は
重
要
な 

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

な
お
、
こ
の
村
で
象
以
外
に
飼
育
さ
れ
て
い
る
大
家
畜
と
し
て
は
、
水
牛
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
牛
は
、
二
五
戸
の
う
ち 

一
八
戸
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
。
飼
育
頭
数
は
、
一
戸
当
た
り
最
低
一
頭
か
ら
、
最
高
一
〇
頭
に
及
ん
で
い
て
、
一
戸
当
た
り
の
平
均 

は
約
三
・
六
頭
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
水
牛
は
、
お
も
に
、M

ae  Sarieng
の
谷
に
住
ん
で
い
る
、
タ
イ
系
平
地
民
に
売
ら
れ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
水
牛
が
現
在
山
地
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
現
金
収
入
源
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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山
地
カ
レ
ン
族
は
、
こ
の
ほ
か
、
小
家
畜•
小
家
き
ん
を
飼
育
し
て
い
る
。
そ
れ
は
豚
と
鶏
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
経
済
生
活
の
み 

な
ら
ず
、
伝
統
的
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
儀
牲
動
物
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 

豚
は
か
な
り
経
済
性
の
高
い
家
畜
で
、
現
金
収
入
源
と
し
て
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
鶏
や
そ
の
卵
は
、
ほ
と
ん 

ど
儀
礼
用
も
し
く
は
自
家
消
費
用
で
あ
る
。

豚
は
、
全
戸
数
二
五
戸
中
一
四
戸
で
飼
育
し
て
い
る
。
ま
た
、
鶏
は
九
戸
で
飼
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
動
物
の 

飼
育
戸
数
や
飼
育
頭
数
・
羽
数
な
ど
は
、
大
家
畜
の
場
合
と
違
っ
て
、
静
態
的
に
も
、
き
わ
め
て
把
握
し
に
く
い
。 

な
お
、
以
上
述
べ
て
き
た
家
畜
以
外
の
動
物
と
し
て
、
四
頭
ほ
ど
の
や
ぎ
がHti  Topa

村
で
飼
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ 

れ
に
は
ほ
と
ん
ど
経
済
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
乳
の
利
用
も
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、S

电
名
が
悪
霊
よ
け
の
た
め
に
飼
育
し
て
い
る 

と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
個
別
の
家
計
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
の
も
の
か
考
え
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
が
国
の
よ
う
な
か
な
り
進
ん
だ
農 

村
に
お
い
て
さ
え
、
簿
記
で
も
つ
け
て
い
な
い
限
り
、
個
別
農
家
の
経
営
実
態
は
き
わ
め
て
把
握
し
に
く
い
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い 

ろ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
税
金
を
恐
れ
て
、
農
家
が
正
確
な
数
字
を
提
出
し
な
い
の
と
、
生
産
と
消
費
が
未
分
化
で
あ
る
の
が
主
因
で 

あ
ろ
う
。
前
者
の
理
由
は
と
に
か
く
と
し
て
も
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
後
者
の
理
由
は
日
本
の
農
村
以
上
に
決
定
的
で 

あ
る
。
ま
た
、
文
字
の
無
い
世
界
に
は
、
蓄
積
さ
れ
た
資
料
や
数
字
は
、
口
碑
口
伝
以
外
に
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ 

る
。し

か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
フ
ィ
ー
ル
ド•
ノ
ー
ト
に
あ
る
僅
か
ば
か
り
の
数
字
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
と
に
か
く Hti  Topa

村 

の
〃
平
均
的
〃
も
し
く
は
〃
標
準
的
〃
な
二
尸
の
家
計
を
推
定
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
こ
の
種
の
作
業
は
、HL Topa

村
の
山
地 

カ
レ
ン
族
の
よ
う
に
あ
る
程
度
〃
同
質
的
〃
な
場
合
に
は
、
〃
異
質
化
〃
の
進
ん
だHti  Kani

村
の
平
地
カ
レ
ン
族
よ
り
も
や
り
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易
い
し
、
そ
の
結
果
も
あ
ま
り
現
実
の
姿
と
は
か
け
離
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
平
均
的
な
数
字
を
も
と
に
し
て
、Hti  Topa

村
の
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
一
軒
の
家
計
を
推
定
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ 

ち
、
こ
の
家
で
は
稲
作
の
部
門
で
六
五
カ
ン
の
も
み
を
収
穫
す
る
と
考
え
る
と
、
六
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
稲
も
み
を
入
手
す
る
こ
と 

が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
二
尸
当
た
り
の
人
口
を
大
人
二
人
と
子
供
三
人
か
ら
な
る
と
仮
定
し
よ
う
。
か
れ
ら
の
う
ち
、 

大
人
の
一
人
当
た
り
年
間
消
費
量
を
一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
子
供
を
ー
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
と
、
販
売
で
き
る
米
の
量
は
も
み 

に
し
て
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
す
な
わ
ち
、
五
カ
ン
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
ー
カ
ン
の
も
み
が
ー
〇
パ
ー
ツ
と
い
う
、
こ
の
あ
た
り 

の
庭
先
価
格
で
換
算
す
る
と
、
わ
ず
か
に
五
〇
バ
ー
ツ
に
過
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
、
水
牛
を
年
に
〇
・
五
頭
と
豚
を
二
頭
売
る
と
す
る
と
、
水
牛
で
三
五
〇
バ
ー
ツ
、
豚
で
三
〇
〇
バ
ー
ツ
の
収
入
に
な
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
稲
作
部
門
と
養
畜
部
門
で
、
山
地
カ
レ
ン
族
は
七
〇
〇
バ
ー
ツ
の
年
間
農
業
粗
所
得
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
に
な 

る
。
そ
の
ほ
か
、
年
間
二
、〇
〇
〇
バ
ー
ツ
余
り
を
か
せ
い
で
い
る
象
を
三
分
の
一
頭
分
〃
所
有
〃
し
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
れ
で 

約
七
〇
〇
バ
ー
ツ
の
収
入
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
年
間
現
金
総
所
得
の
合
計
は
わ
ず
か
に
ー
、四
〇
〇
バ
ー
ツ
に
過
ぎ 

ず
、
邦
貨
で
約
二
五
、ニ
〇
〇
円
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ほ
か
に
、
狩
猟
で
入
手
で
き
る
獲
物
や
山
菜
な
ど
の
採
取
に
よ
る
、
〃
自
然
の
恵
み
〃
の
価
値
に
つ
い
て
は
、 

推
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
考
慮
に
入
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
を
加
え
た
と
こ
ろ
で
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
〃
生 

産
性
〃
は
あ
ま
り
高
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
か
れ
ら
の
技
術
水
準
の
低
さ
が
も
た
ら
す
低
生
産
性
と
生
産
の
不
安 

定
性
は
、
経
済
に
お
け
る
自
給
的
性
格
を
維
持
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。

次
に
、
賃
金
労
働
に
つ
い
て
は
、H-i  Topa

村
か
ら
は
、
二
人
の
男
が
道
路
工
事
に
人
夫
と
し
て
働
き
に
出
て
い
る
。
か
れ
ら 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
給
で
ー
〇
バ
ー
ツ
ず
つ
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
二
人
を
除
く
と
、
他
の
村
人
た
ち
は
、
平
地
民
と
密
接
に
接
触
す
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る
の
を
極
度
に
恐
れ
、
か
つ
嫌
っ
て
、
出
稼
ぎ
に
行
こ
う
と
は
し
な
い
。
従
っ
て
、
村
落
経
済
全
体
か
ら
み
る
と
、
労
働
力
の
商
品 

化
は
ほ
と
ん
ど
進
行
し
て
い
な
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

さ
ら
に
、
市
場
経
済
の
影
響
も
、M

ae  Sarieng

の
町
自
体
の
経
済
規
模
に
限
度
が
あ
る
上
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
生
産
活
動 

に
お
け
る
剰
余
が
少
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
顕
著
な
も
の
で
は
な
い
。Hti  Topa

村
とM

ae  Sarieng

の
距
離
は
わ 

ず
か
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
で
あ
り
、
足
の
達
者
な
山
地
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
は
、
た
だ
の
半
日
行
程
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な 

が
ら
、
筆
者
が
こ
の
村
の
調
査
に
従
事
し
て
い
た
一
九
六
四
年
当
時
に
は
、
道
路
条
件
は
劣
悪
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
部
の
生 

活
必
需
品
を
除
い
て
は
、M

ae  Sarieng

の
町
か
らHti  Topa

村
に
向
か
っ
て
の
商
品
流
入
は
、
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
も
の
が 

な
か
っ
た
。

こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
数
量
的
に
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
印
象
に
残
っ
た
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
示
す
こ
と 

に
し
よ
う
。
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
に
お
け
る
単
調
な
生
活
に
、
な
ん
と
か
う
る
お
い
を
与
え
よ
う
と
、
筆
者
は
、
あ
る
日M

ae  Sa.  

rieng

に
買
物
に
出
か
け
た
。
山
村
で
は
、
あ
ま
り
野
菜
が
入
手
で
き
な
い
の
で
、
タ
ラ
ー
ッ
ト(
市
場)
で
野
菜
を
買
お
う
と
思
っ 

た
。
だ
が
、M

ae  Sarieng

地
方
に
は
、
中
国
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
た
め
に
、
あ
ま
り
良
い
野
菜
が
無
い
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
か 

な
り
多
量
の
柑
橘
類
を
買
っ
て
、Hti  Topa
村
に
持
っ
て
帰
る
。
そ
う
す
る
と
、
い
つ
も
は
き
わ
め
て
遠
慮
深
く
、
〃
礼
儀
正
し 

い
〃
カ
レ
ン
族
た
ち
が
、
一
人
な
ら
ず
、
筆
者
の
小
屋
に
や
っ
て
来
て
、
異
口
同
音
に
、
「い
ま
ま
で
食
べ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、 

一
つ
売
っ
て
く
れ
な
い
か
…
…
」
と
い
う
の
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ー
ラ
ヤ
に
お
け
る
商
業

(1) 

民
の
タ
カ
リ
ー
族 (the  ThakaH)  
や
ボ
テ
族 (the  Bho-e)  
な
ど
の
農
牧
民
と
比
べ
る
と
、
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
か
れ 

ら
の
生
活
空
間
は
約
百
か
ら
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ん
で
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
比
較
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、Hti  Topa

村
の
山
地
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
経
済
は
、
市
場
経
済
や
貨
幣
経
済
と
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の
か
か
わ
り
あ
い
も
少
な
く
、
か
な
り
自
給
自
足
的
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

(
1
)

pendle-on  (1962)  P.157
(
2
)

佐
々
木(1966)  PP

・
一63

—89

(
3
)

上
山(一969)

(4) 

M
arshall  (1945)  

P.  7

(5) 

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
掘
り
棒
は
、
木
の
棒
の
先
に
鉄
片
が
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
前
は
、
竹
の
棒
先
を
と
が
ら
せ
た
物
を 

使
っ
て
い
た
。cm Hugh  (
——)

p

 8

(
6
)

も
ち
ろ
ん
、
水
田
稲
作
に
お
け
る
小
規
模
な
共
同
作
業
の
存
在
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
差
異
で
あ
る
。

(7) 

せ
ん
虫
が
陸
稲
の
根
に
は
び
こ
っ
た
り
、
ま
た
、
陸
稲
の
根
か
ら
あ
る
種
の
化
学
物
質
が
分
泌
す
る
の
も
、
い
や
地
の
原
因
に
な
る
と
い
う
。 

(
8
)

筆
者
の
概
算
に
よ
る
と
、
こ
の
あ
た
り
の
山
地
カ
レ
ン
族
の
お
こ
な
っ
て
い
る
農
業
に
お
い
て
は
、
水
稲
も
焼
畑
に
よ
る
陸
稲
も
反
収
に
関 

し
て
は
大
差
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(9) 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
農
学
部
農
芸
化
学
教
室
福
井
徒
郎
氏
に
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

(
10) 

ー
カ
ン
と
は
石
油
罐
い
っ
ぱ
い
を
指
し
、
現
地
に
お
け
る
計
量
単
位
で
あ
る7aご

と
ほ
ぼ
同
量
で
あ
る
。

(
11) 

Iijim
a  (1964a)1Em

a  (1964b)
参
照
。

B

社
会
組
織

i

〃
血
〃
の
原
理

a 

山
地
カ
レ
ン
族
の
】ong house  

一 説
に
よ
る
と
、M

ae  Sarieng

地
方
に
お
け
る
、
「ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族
は
、
約
ー 

二
〇
年
ほ
ど
昔
に
、
西
方
か
ら
や
っ
て
来
て
、
か
つ
て
ラ
ワ
族
が
圧
倒
的
に
支
配
し
て
い
た
地
域
に
移
動
し
始
め
た
。
か
れ
ら
が
、

(1)

最
初
に
村
を
つ
く
り
つ
つ
あ
っ
た
時
に
、
ラ
ワ
族
が
放
棄
し
た
地
域
の
山
頂
だ
け
に
定
着
し
た
。」
と
い
う
。
な
お
、
タ
イ
語
の
資

(2)

料
に
よ
る
と
、
今
か
ら
約
ー
四
〇
年
前
に
、
す
で
に
現
在
のM

ae  Hongson
の
町
の
周
辺
に
、
カ
レ
ン
族
が
定
着
し
て
い
た
こ
と 

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
研
究
が
扱
っ
て
い
る
地
方
に
お
い
て
は
、
一
世
紀
以
上
前
に
、
カ
レ
ン
族
が
住
み
始
め
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て
い
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。

こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
山
地
カ
レ
ン
族
の
村 

H-i  Topa

も
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
時
代
に
、
前
述
の
よ
う
な
過
程
を
た 

ど
っ
て
、
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

Hti  Topa

村
に
つ
い
て
は
、
こ
の
あ
た
り
の
カ
レ
ン
族
の
村
落
の
例
に
も
れ
ず
、
文
字
に
残
さ
れ
た
記
録
や
資
料
は
、
ま
っ
た 

く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、Hti  Topa

村
の
正
確
な
歴
史
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、 

村
の
古
老
の
話
を
総
合
す
る
と
、
現
在 

Hti  Topa

村
が
あ
る
周
辺
に
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
、
村
落
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
だ 

け
は
間
違
い
な
い
。

(3)

Hti  Topa

村
の
最
長
老
で
あ
り
、
宗
教
儀
礼
の
司
祭
役
を
勤
め
るSapga

のR
老
人
に
よ
れ
ば
、
「か
れ
の
幼
少
の
頃(
す
な 

わ
ち
、
今
か
ら
七
〇
年
余
り
昔
の
一
九
世
紀
の
末
期
ま
で
は)
、
こ
の
付
近
の
山
岳
地
帯
で
は
、
焼
畑
農
業
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
村 

は
ー

onghouse  (H,  
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
こ
の
集
会
場(
邑6 ) 
で
、
み
ん
な
と
食
事
を
い
っ
し
ょ
に
し
た
時
の
こ
と
を 

覚
え
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
こ
と
は
、
自
分
も
小
さ
か
っ
た
の
で
、
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。
た
だ
、
今
日
に
な
る
と
、
す
べ
て 

が
夢
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
…
…
」
と
い
う
。

そ
の
当
時
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
た
ニ
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
、
タ
イ
国
北
部
地
方
の
カ
レ
ン
族
の
村
落
の
情
況
に
つ
い
て
は
、 

J
・p
・Andersen

氏
は
、
一
九
二
三
年
に
出
し
た
論
文
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
レ
ン
族
の
「村
落
の
大 

部
分
が
山
腹
の
高
い
所
に
作
ら
れ
て
い
た
。
家
は
竹
ば
か
り
で
建
て
ら
れ
て
い
て
、
屋
根
は
木
の
葉
で
ふ
か
れ
て
い
た
。
通
常
、
各 

家
族
は
め
い
め
い
の
家
を
持
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
普
通
は
一
部
屋
だ
け
し
か
な
く
、
中
央
に
は
泥
で
で
き
た
大
型
の
四
角
な
炉
が 

切
っ
て
あ
っ
て
、
煙
は
出
る
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
に
ニ
カ
村
で
、
家
屋
が
長
い
建
物
に
な
っ
て
い
た

(4) 

の
を
目
撃
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
は
数
室
か
ら
な
っ
て
い
て
、
お
た
が
い
に
親
戚
関
係
に
あ
る
数
家
族
が
住
ん
で
い
た
。」
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Hti  Topa

村
の
昔
話
で
も
、Andersen

氏
の
記
述
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
期
か
ら
ニ
〇
世
紀
初
頭
の
頃 

に
な
っ
て
も
、
タ
イ
国
北
部
地
方
に
お
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
の
ーong house

が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
間
も
な
く
、 

山
地
カ
レ
ン
族
は
漂
泊
的
な
生
活
様
式
に
見
切
り
を
つ
け
て
、
定
着
化
の
方
向
に
向
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
頃
のM

ae  

Sarieng  

地
方
に
は
ま
だ
、
半
定
着
化
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
か
ろ
う
じ
て
漂
泊
的
生
活
様
式
を
維
持
し
て
い
た
〃
野
性
の
〃
カ
レ
ン
族 

が
か
な
り
住
ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
世
紀
の
終
り
に
、
こ
の
地
を
旅
行
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
のHa

二et  

氏
は
、
〃
野
性
の (wi  
一 d)
〃
カ
レ
ン
族
の
「数
に
つ
い
て
は
推
定
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
か
れ
ら
は
き
わ
め
て
多
数
い
る
」
と 

述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「定
着
村
に
住
ん
で
い
る
人
間
が
一
万
三
千
人
以
上
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
多
数
の
人
間
が
野
性
の

(5)

カ
レ
ン
族
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。

な
お
、
岩
田
教
授
の
話
に
よ
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
の
末
期
に
お
い
て
も
、M

ae  Hongson

県
北
東
部
に
あ
るM

Uang  Pai  

地
方
に
お
け
る
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
一
部
で
は
、
す
で
にong house

は
崩
壊
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
村
落
自
体
に
そ
の
お
も
か 

 ヽ

(6) 

げ
を
残
し
て
い
る
所
が
あ
る
と
い
う
。

Hti  Topa

村
のong house

に
つ
い
て
は
、
古
老
の
口
伝
以
外
に
は
、
詳
細
に
知
る
す
べ
も
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通 

り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
レ
ン
族
のong house
に
つ
い
て
は
、Harry  L  M

arshall

師
が
一
九
二
ニ
年
に
出
版
し
た 

7

沪Ka

ヽen  
F
O
ミe

1
8

ミ
ミ 
に
か
な
り
く
わ
し
く
報
告
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
要
約
し
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。H

ー ー  

Topa

村
付
近
に
あ
っ
たong house

の
内
容
も
、
本
質
的
に
は
こ
れ
と
あ
ま
り
大
差
が
な
か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。 

今
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て
、
ビ
ル
マ
平
垣
部
に
い
た
カ
レ
ン
族
は
、
す
で
に
ビ
ル
マ
風
の
独
立
家
屋
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
し 

か
し
な
が
ら
、Pegu

地
区
の
山
岳
地
帯
に
住
ん
で
い
た
カ
レ
ン
族
は
、ong house

を
作
っ
て
、
村
落
を
形
成
し
て
い
た
と
述
べ 

て
い
る
。
そ
のong house

と
は
「二
〇
か
ら
三
〇
家
族
を
収
容
す
る
高
床
の
竹
で
で
き
た
ア
パ
ー
ト
状
の
家
屋
と
い
っ
た
ら
よ
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い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
つ
の
床
の
上
に
拡
が
っ
て
い
て
、
一
つ
の
家
族
が
そ
の
ア
パ
ー
ト
全
体
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
アパ

(7)

—
卜
を
縦
断
し
て
い
る
通
廊
に
面
し
て
い
る
、
カ
レ
ン
語
で
スD

e

ミ
・
と
い
う
一
つ
一
つ
の
部
屋
を
占
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

「カ
レ
ン
族
のv

三age  house

は
せ
い
ぜ
い
ー
〜
二
年
間
住
む
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
豊
富
に
あ
る
材
料
で
、
こ 

の
小
地
域
社
会
の
成
員
の
努
力
の
結
果
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
み
や
か
に
移
動
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た 

め
、
隣
接
家
族
に
疾
病
が
ま
ん
え
ん
し
始
め
る
と
、
か
れ
ら
は
い
ち
ば
ん
必
要
な
財
産
を
持
っ
て
、
四
散
し
て
し
ま
う
。
ま
も
な
く
、 

か
れ
ら
は
集
合
し
て
、
あ
た
ら
し
い
場
所
に
、
い
ま
一
つ
の
村
落
を
再
建
す
る
。
そ
し
て
、
ふ
る
い
汚
れ
た
家
屋
か
ら
残
り
の
財
産

(8)

を
取
り
出
し
て
き
て
、
そ
の
建
物
は
荒
廃
に
任
せ
ら
れ
る
か
、
火
を
つ
け
ら
れ
る
。」

ビ
ル
マ
の
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
、マ?7f

心4 a
し
と
い
う
そ
の
種
の
村
落
は
通
常
毎
年
新
し
い
場
所
に
再
建
さ
れ
た
。
村
の
首
長
が 

夏
の
間
に
長
老
た
ち
と
相
談
を
し
て
お
い
て
、
収
穫
が
終
わ
る
と
新
し
い
場
所
が
決
定
さ
れ
る
。
首
長
の
選
定
す
る
場
所
は
、
あ
る 

程
度
平
坦
で
、
つ
ぎ
の
年
に
切
り
開
く
畑
地
に
近
く
、
か
つ
暑
熱
期
に
干
あ
が
る
こ
と
の
な
い
泉
か
小
川
の
付
近
で
あ
る
。
昔
は
そ 

れ
に
加
え
て
、
高
所
に
あ
り
、
襲
撃
に
対
す
る
防
御
に
便
利
な
場
所
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
場
所
の
決
定
が
最
終
的
に
お
こ

、
、
、
、(
10)

な
わ
れ
る
以
前
に
、
首
長
は
鶏
の
骨
の
う
ら
な
い
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
こ
れ
が
吉
と
で
て
、
笑
い
鳥(
隠
ミ
ミS)

(U) 

が
ヾ
沪z  cr
や
と
鳴
か
な
い
な
ら
ば
、
人
々
は
竹
を
切
り
始
め
、
そ
れ
で
村
を
作
る
の
で
あ
る
。」 

ong house

に
つ
い
て
、M

arshall

師
は
「〃
家
庭 (hom

e)"

と
呼
ば
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
カ
レ
ン
語
に
は
〃
家
庭
〃
に 

相
当
す
る
言
葉
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、(long)  house

は
そ
の
村
の
諸
家
族
の
食
事
や
寝
る
場
所
以
上
の
な
に

(2) 

も
の
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
家
族
生
活
と
信
仰
の
中
心
で
あ
り
、
あ
る
種
の
聖
域
で
あ
る
か
ら
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
。 

以
上
、M

arshall

師
が
記
述
し
た
ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
のong house

の
あ
り
方
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
問
題
に 

し
て
い
るHti  Topa

村
のong house

の
社
会
構
造
が
あ
る
程
度
類
推
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
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現
在
のHti  Topa

村
の
住
民
の
系
譜
を
調
べ
て
み
る
と
、
図
13(
巻
末
の
綴
じ
込
み)

の
よ
う
に
、
村
人
は
〃
共
通
の
祖
先
〃 

を
持
っ
た
血
縁
集
団
が
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
婚
姻
関
係
の
あ
る
者
、
も
し
く
は
、
そ
れ
ら
の
子
孫
た
ち
か
ら 

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
血
縁
集
団
を
カ
レ
ン
族
は7M

技ペ0
と
呼
び
、個
人
を
中
心
に
広
が
る
親
族
の
網
目
に
お
い
て
、
あ
る 

種
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
集
団
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「発
達
し
た
個
人
的
意
識
を
媒
介
に
し
て
結
び
合
っ
て
で
き
た
共
同
体

5

• Legend- 
Fireplace 

Hso Hko " for recai ving guests
Sleeping Room 
Back Veranda 
Paddy Bins 
A Widow's Room' Smaller than the others) 

A Detached Family Room

• Plan-of •

• Shat aw Village • 
•TharrawaddyDistrict •

• Burma-
-March •1916

図11 カレン族の 10ng house
注 Marshall(1922) p. 59
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で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『個
』
人
が
い
ま
だ
分
化
し
て
出
て
来
な
い
以
前
の
未
分
化
状
態
に
あ
る
集
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ 

は
多
数
の
『個
』
人
の
集
り
で
あ
る
と
考
え
る
よ
り
も
、
肉
体
的
に
は
個
々
に
分
か
れ
て
い
て
も
、
意
識
的
に
は
、
い
ま
だ
『個
』
人 

と
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
結
合
体
で
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
肉
体
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
血
の
っ 

な
が
っ
て
い
る
も
の
は
、
意
識
的
に
は
、
ま
だ
個
々
に
断
ち
切
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
一
体
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い

(3)

う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。」

(4)

筆
者
の
印
象
で
は
、J
・D
・Freem

an

博
士
の
描
く
西
ボ
ル
ネ
オ
の
イ
バ
ン
族 (the  Ibans)  
の
〇
品house

が
カ
レ
ン
族 

の
そ
れ
に
外
観
、
内
容
と
も
に
酷
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
カ
レ
ン
族
の
も
の
は
イ
バ
ン
族
の
も
の
よ
り
も
、
い
ま 

す
こ
し
社
会
的
統
合
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
バ
ン
族
に
お
け
るong house

は
家
族
の
集
合
体
と
し
て
、
地
域 

社
会
を
形
成
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
の01̂

ゴ0
纭6
と
同
じ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
成
員
の 

流
動
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
イ
バ
ン
族
の
場
合
に
は
、
自
由
な
参
加•
脱
退
の
可
能
な
非
閉
鎖
的
な
集
団
で
あ
る
。
だ
が
、
カ 

レ
ン
族
のong house

の
場
合
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
血
縁
集
団
が
基
礎
に
な
り
、
そ
の
姻
戚
関
係
に
あ
る
者
、
も
し
く
は
、 

せ
い
ぜ
い
そ
れ
ら
の
子
孫
が
そ
の
構
成
員
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
レ
ン
族
のonghouse

の
方
が
よ
り
閉
鎖
的
な
集
団
と
い
え
よ
う
。 

ong house

が
現
在
の 

Hti  Topa

村
の
あ
る
付
近
に
存
在
し
て
い
た
頃
に
は
、Bangkok  
に
あ
る
タ
イ
国
中
央
政
府
は
も 

と
よ
り
の
こ
と
、
当
時Chiengm

ai  
に
存
在
し
て
い
たLannafhai

王
朝
の
紙
上
行
政 (paper  adm

inisfration)  
す
ら
、
あ 

ま
り
こ
の
地
方
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
外
部
権
力
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
村
長
は
、
こ
の
村
に
存
在
し
て
い
な
か
つ 

た
。
せ
い
ぜ
い
、
年
に
ー
回
、
そ
の
当
時
こ
の
地
方
を
支
配
し
て
い
た Chiengm

ai  
(
も
し
く
はLam

phun)  
の
王 (C

ナ
。) 

に
手
織
り
の
大
幅
布 (Y

氐
。3

を
二
枚
ず
つ
入
貢
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
頃
のong house

に
は
、 

pom
ohe

と
い
う
村
自
体
の
指
導
者
が
い
た
。
か
れ
は
現
在
のSega
で
あ
るR
老
人
の
二
代
前
で
あ
り
、
そ
の
お
い
で
、
現
在



図12 カレン族の10ng houseにおける 
家族が占居している部屋

の
〃
官
選
〃
村
長K

氏
の
三
代
前
の
〃
祖
先
〃
に
当
た
る
。Pom

ohe

は
現
在
で
も 

村
人
の
語
り
草
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
有
能
な
村
の
聖
俗
両
面
に
わ
た 

る
指
導
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
す
で
に
崩
壊
過
程
に
あ
っ
たong house  

62ひ
と
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
部
落
連
合
の
解
体
を
か
ろ
う
じ
て
食
い 

(192
止
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、Pom

ohe

の
死
去
を
契
機
と
し
て
、 

rshaong house

も
部
落
連
合
も
解
体
し
て
し
ま
っ
た
。M

arsha  
ーー 
師
も
い
う
よ
う
に
、 

aM

カ
レ
ン
族
は
村
落
レ
ベ
ル
以
上
の
政
治
組
織
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
、
一
般
的
に
困 

注
難
で
あ
る
。
か
り
に
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
強
力
な
指
導
者 

(5)

の
死
去
と
と
も
に
消
滅
す
る
こ
と
が
多
い
。

一
九
世
紀
の
中
期
ま
で
は
、
こ
の
周
辺
の
人
口
圧
力
は
低
か
っ
た
の
で
、
森
林
も
今
か
ら
比
べ
る
と
か
な
り
豊
富
に
存
在
し
て
い 

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
焼
畑
農
業
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー
も
ま
だ
山
奥
の
処
女
林
に
向
か
っ
て
拡
大
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

カ
レ
ン
族
は
焼
畑
に
よ
っ
て
、ong house
の
周
囲
に
あ
る
森
林
を
消
耗
し
つ
く
す
と
、
遠
方
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
奥
深
く
、
村
を
あ 

げ
て
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

現
在
で
は
す
で
に
こ
の
周
辺
に
は
、
カ
レ
ン
族
のong house
は
存
在
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、M

ae  Sarieng

の
町
の
西
方 

に
あ
る
ビ
ル
マ
国
境
の
よ
う
に
、
森
林
資
源
が
ま
だ
豊
富
に
あ
る
一
帯
で
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
伝
統
で
あ
る
漂
泊
的
な
生
活
様
式 

が
、
い
ま
な
お
、
あ
る
程
度
保
存
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、M

ae  sakF  M
ae  Kongk

尸M
ae  T

p

M
ae  Ge

の
よ
う
な
カ 

レ
ン
族
の
部
落
で
は
、
焼
細
農
業
の
必
要
か
ら
、
約
三
年
に
ー
度
ず
つ
、
村
を
あ
げ
て
別
の
場
所
に
移
動
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い 

る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
村
々
に
お
い
て
も
、
す
で
にong house

は
存
在
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
岩
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田
教
授
の
目
撃
し
た
、M

Uang  Pai

地
方
の
カ
レ
ン
族
の
よ
う
に
、
村
落
の
た
た
ず
ま
い
に
、
か
っ
て
存
在
し
て
い
たong 

house

の
名
残
り
を
い
く
ら
か
留
め
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
般
的
に
述
べ
る
と
、
過
去
に
お
い
て
は
、ong house

は
カ
レ
ン
族
に
血
縁
集
団
の
凝
集
に
場
を
与
え
、 

そ
の
社
会
集
団
は
焼
畑
農
業
に
適
し
た
、
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
、ong house

は
、
村
落
の
成
員
全
体
が
焼
畑
農
業
の
必
要
か
ら
、
一
時
に
移
動
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
漂
泊
的
生
活
様
式 

を
前
提
と
し
て
、
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
た
め
に
、
後
述
す
る
よ
う
な
理
由
で
、
焼
畑
農
業
が
停
滞
し
、
移
動
性
が
低
下
す
る
と
、ong house

は
主
要
な
存
在
理 

由
を
失
い
、
崩
壊
の
方
向
に
向
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
のong house

に
つ
い
て
も
、M

arsha  
ーー 
師
の
後
任
の
宣
教
師
と
し
て
、
か
れ
の
す
ぐ 

あ
と
に
、Tharrawaddy

地
区
に
赴
任
し
た Jam

es  

Lewis

師
は
、
今
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
以
前
に
お
け
る
、
ーong  house  

の
衰
退
ぶ
り
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

「家
を
研
究
し
て
い
る
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
レ
ン
族
が
、
古
風
な
村
落
生
活
を
保
存
し
た
竹
の
高
床
の
う
え
に
あ
る
、
不
規
則 

に
建
て
ら
れ
た
大
型
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
状
の
家
屋
を
、
す
で
に
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
そ
こ
で
は
、
お
な
じ 

竹
製
の
家
屋
の
な
か
に
、
約
二
〇
か
ら
三
〇
家
族
、
す
な
わ
ち
、
約
二
百
か
ら
三
百
人
ぐ
ら
い
が
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
一
家
族 

当
た
り
、
一
部
屋
あ
り
、
大
き
い
部
屋
は
首
長
の
家
族
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
客
室
も
存
在
し
て
い
た
。
一
つ
の
家
屋 

に
、
二
五
戸
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
家
族
が
住
ん
で
い
た
。
山
岳
地
帯
で
も
、
こ
れ
ら
の
古
風
な
カ
レ
ン
族
の
家
は
、
ビ
ル
マ
風
の 

一
家
族
用
の
家
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
筆
者
の
任
地
の
東
側
に
あ
る
丘
陵
地
帯
を
旅
行
し
て
い
る
時
で
も
、
数
日
の
間 

に
、
カ
レ
ン
族
の
大
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
状
家
屋
と
同
様
に
他
の
山
村
に
お
い
て
は
い
く
つ
か
の 
二
厂
建
て
家
屋
に
宿
泊
し
た
こ
と
が
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あ
る
。Tharrawaddy

地
区
に
お
け
る
筆
者
の
前
任
者
で
あ
るM

arshall

師
は
、
一
九
〇
三
年
以
来
、
数
力
村
が
兵
舎
風
家
屋

(
16) 

の
古
風
な
カ
レ
ン
様
式
を
捨
て
て
、
一
家
族
当
た
り
二
尸
の
ビ
ル
マ
様
式
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。」 

い
ず
れ
に
せ
よ
、Lewis

師
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
〃
外
敵
〃
に
よ
っ
て
お
び
や
か
さ
れ
な
い
限
り
、
ビ
ル
マ
に
お
い
て
も
、 

ong house
は
す
で
に
半
世
紀
以
上
前
に
崩
壊
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、Hti  Topa

村
の
前
身
で
も
あ
る
、
こ
れ
ま
で
記
述
し
て
き
た
よ
う
なong house

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
数 

十
年
も
昔
に
、
解
体
し
て
し
ま
っ
た
。Hti  Topa

村
に
お
い
て
は
、
今
日
で
は
、
普
通
の
形
態
の
独
立
家
屋
を
基
礎
と
す
る
村
落 

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
岳
地
方
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
村
落
の
例
に
も
れ
ず
、
独
立
家
屋
と
は
い
っ
て
も
、
外 

見
内
容
と
も
に
き
わ
め
て
粗
末
な
も
の
で
あ
る
。
平
坦
部
に
あ
る
、
タ
イ
系
平
地
民
の
定
着
し
て
い
る
村
落
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、 

平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
け
る
家
屋
に
比
べ
て
さ
え
、
か
な
り
簡
単
な
様
式
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
も
、
山
地
力 

レ
ン
族
が
い
ま
な
お
漂
泊
的
生
活
様
式
の
名
残
り
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

な
お
、
図
13(
巻
末
の
綴
じ
込
み)

の 

Hti  Topa
村
に
お
け
る
系
譜
図
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
村
の
社
会
組
織
の 

前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
血
縁
組
織
を
中
心
と
し
た
社
会
集
団
で
あ
る
。
従
っ
て
、Hti  Topa

村
の
成
員
に
な
る
た
め
に
は
、 

第
ー
の
条
件
と
し
て
、
カ
レ
ン
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
上
、
こ
の
村
出
身
の
両
親
か
、
す
く
な
く
と
も
、
ど
ち
ら 

か
の
親
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
者
が
村
人
に
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
村
出
身
の
男
性
も
し
く
は
女
性 

を
配
偶
者
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
則
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
さ
な
い
者
は 

Hti  Topa
村
の
領
域
に
、
田
畑
を
所
有
も
し
く
は
占
有
す
る
こ
と 

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
片
の
土
地
を
も
入
手
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、 

個
人
と
村
人
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
カ
レ
ン
族
で
あ
る
こ
と
が
、
未
分
化
の
ま
ま
、
渾
然
一
体
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
村
の
領
域
で
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あ
る
大
自
然
と
も
、
明
確
な
分
岐
線
が
あ
た
か
も
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

近 

政
治
的
リ
—
ダ
—
シ
ッ
プ 

ま
ず
、
村
落
レ
ベ
ル
の
問
題
か
ら
話
を
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。Hti  Topa

村
で
は
、
山
地 

カ
レ
ン
族
の
漂
泊
的
生
活
様
式
が
卓
越
し
て
い
て
、
ー。品

house

が
な
お
健
在
で
あ
っ
た
頃
に
は
、
現
在
知
り
う
る
限
り
で
は
、 

外
部
か
ら
任
命
さ
れ
た
村
長
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
現
在
、
村
でSapga

ま
た
はHik。

と
呼
ば
れ
、 

も
っ
ぱ
ら
宗
教
的
指
導
者
も
し
く
は
司
祭
者
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
者
は
、
以
前
に
は
俗
界
の
指
導
者
的
役
割
を
も
兼
ね
て
い
た 

と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
山
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
か
れ
ら
の
社
会•
文
化
は
現
在
以
上
に
〃
祭
政
一
致
〃
を
し 

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
聖
俗
の
指
導
者
的
機
能
を
分
離
さ
せ
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

カ
レ
ン
族
の
社
会
組
織
に
つ
い
て
述
べ
た
時
に
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
か
れ
ら
の
社
会
は
双
系
的
傾
向
が
つ
よ
い
た
め
に
、 

た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
系
譜
が
父
系
社
会
や
母
系
社
会
の
よ
う
な
単
系
的
社
会
と
は
異
な
り
、
あ
ま
り
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
で
き
な 

い
。
そ
の
た
め
、Hti  Topa
村
に
お
い
て
も
、
現
在
た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
聖
俗
の
機
能
を
兼
ね
た
村
の
指
導
者
の
最
後
の
者
は 

Pom
ohe

で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
か
れ
は
現
在
のSapga

の
二
代
前
に
当
た
り
、
現
村
長
の
三
代
前
に
当
た
る
。
こ
の
よ
う 

に
、
現
在
のSapga

と
村
長
は
お
じ
・
お
い
の
関
係
に
あ
る
。

当
時
、Pom

ohe

は
自
分
の
所
属
し
て
い
る0!181101186
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
付
近
に
あ
る
い
く
つ
か
の
部
落 (H, 
に
も 

影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。pomohe
は
お
そ
ら
く
有
能
な
指
導
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。ong house

は
す
で
に
内
部
の
矛
盾
が 

か
な
り
激
化
し
、
そ
の
解
体
の
危
機
に
ひ
ん
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
に
、Pom

ohe

は 1ong  house

自
体
の
崩
壊
を
食
い
止
め
、 

さ
ら
に
は
配
下
の
〃
部
落
連
合
〃
の
分
解
を
も
押
し
止
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、Pom

ohe

の
死
後
間
も
な
く 

long  house

は
解
体
し
、
〃
部
落
連
合
〃
も
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
現
在
のsaega

のR
老
に
よ
る
と
、「pom

ohe

の
死
後
、
人 

人
は
自
分
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
、
子
供
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ー
か
ら
だ
と
い
う
。



H-i  Topa

村
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
に
関
す
るM

arsha

二 
師
の
記
述
と
完
全
に
符
合 

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「カ
レ
ン
族
は
村
落
生
活
の
機
構
を
越
え
る
い
か
な
る
恒
常
的
政
治
組
織
を
も
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き 

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
時
に
よ
っ
て
は
、
強
力
な
男
が
出
現
し
、
お
お
く
の
村
々
に
権
力
を
振
い
、
そ
れ
ら
を
か
れ
個
人
の
も
と 

に
結
合
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
常
は
一
人
一
人
の
個
人
的
独
立
の
感
情
が
現
わ
れ
て
、
そ
の
組
織
者
の
死
と
と
も

(7) 

に
、
か
れ
の
地
位
を
継
承
す
る
者
が
い
な
い
と
、
数
力
村
は
そ
れ
ぞ
れ
の
首
長
の
も
と
に
独
立
し
て
行
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と 

述
べ
て
い
る
。

山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
社
会
が
こ
の
よ
う
に
変
動
し
て
い
た
時
に
、
こ
の
あ
た
り
を
め
ぐ
っ
て
外
界
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
保 

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
のM
ae  Sarieng

地
方
一
帯
の
情
況
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
第
三
節
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で 

は
重
複
を
避
け
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

H_i  Topa

村
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
の
例
に
も
れ
ず
、
歴
史
を
し
る
し
て
い
る
資
料
や
記
録
が
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
た
め 

に
、
〇
品house

が
こ
の
あ
た
り
に
存
在
し
て
い
た
頃
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
一
九
世 

紀
の
中
葉
頃
ま
で
はChiengm

ai

の
王
、
も
し
く
はLam

phun

の
王
が
こ
の
あ
た
り
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と 

こ
ろ
が
、
一
八
七
七
年
に
な
る
と
、Bangkok

に
本
拠
を
置
く
シ
ャ
ム
政
府
を
ひ
き
い
るRam

a

五
世
がChiengm

ai

にph,  

yatep  W
orchun

と
い
う
常
駐
高
等
弁
務
官 (Resident  com

m
issioner)  

を
送
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
頃
を
境
と
し
て
、 

タ
イ
国
北
部
一
帯
は
し
だ
い
に
シ
ャ
ム
政
府
の
影
響
化
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
のBangkok

政
府
と 

北
部
地
方
と
の
関
係
は
、
近
代
国
家
に
お
け
る
中
央
政
府
と
属
領
と
い
う
関
係
か
ら
見
る
と
、
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
っ 

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
初
は
年
に
ー
度
ぐ
ら
い
、
入
貢
す
る
程
度
の
政
治
的
関
係
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状 

態
は
、
一
九
一
〇
年
代
の
は
じ
め
の
頃
ま
で
続
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
、Hti  Topa
村
の
山
地
カ
レ
ン
族
た
ち
は
上
部
の
政
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治
的
変
化
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
、
前
述
の
よ
う
にchiengm

ai、

も
し
く
はLam

phim

の
王
に
手
織
り
の
大
幅
布(Y

氐
。S 

を
毎
年
二
枚
ず
つ
入
貢
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、Hti  Topa

村
の
山
地
カ
レ
ン
族
の
説
明
に
よ
る
と
、
入
貢
先
の 

王
朝
は
、
村
か
ら
数
日
歩
い
てHod

に
行
き
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
数
日
東
北
に
行
っ
た 
W
守
ヽg  (
都
市)

と
い
う
だ
け
で
、
正 

確
に
はChiengm

ai

かLam
phun

か
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

今
世
紀
に
入
り
、Chiengm

ai

や Lam
phun

を
初
め
と
し
て
、
タ
イ
国
北
部
がBangkok

の
中
央
政
府
の
も
と
に
完
全
に
政 

治
的
統
合
が
お
こ
な
わ
れ
る
に
従
っ
て
、Hti  Topa

村
の
よ
う
な
山
岳
地
帯
に
あ
る
僻
村
に
も
か
な
り
の
変
化
が
現
わ
れ
て
き
た
。 

こ
の
村
に
お
い
て
は
、
そ
の
頃
ま
で
は
聖
俗
の
指
導
者
で
あ
っ
た S

冬gu

に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
し
だ 

い
に
中
央
政
府
はM

ae  Sarieng  
一
帯
に
影
響
力
を
つ
よ
め
、M

ae  Sarieng

の
町
に
あ
る
政
府
の
出
先
機
関
がTopa

村 

の
村
長 (Ka) 
を
任
命
す
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
し
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
社
会
に
お
い
て
は
、
聖
俗
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
形 

式
的
に
は
分
離
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
政
府
の
山
岳
地
帯
に
お
け
る
行
政
は
、
い
わ
ゆ
る
紙
上
行
政
の
域
を
出
ず
、
た 

い
て
の
場
合
に
は
、
村
人
た
ち
の
推
し
た
有
力
者
を
、
政
府
の
地
方
出
先
機
関
が
自
動
的
に
任
命
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ 

る
。Hti  Topa

村
も
こ
の
範
疇
の
外
に
は
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
付
け
加
え
る
と
、Hti  Topa
村
で
、
現
在
、
す
で
に
引
退
し
て
い
るP
老
人
は
、
政
府
の
〃
任
命
〃
に
よ
る
第
一
代 

の
村
長
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
現
在
の
村
長K
氏
の
実
父
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
村
のS

窓B

と
し
て
、
村
人
の
精
神
界
に 

”君
臨
〃
し
て
い
るR
老
人
の
実
弟
に
当
た
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
こ
数
十
年
間
に
は
、Hti  Topa
村
の
よ
う
な
山
奥
の
村
に
お
い
て
も
、
形
式
的
に
は
か
な
り
の
政
治
的 

変
化
が
存
在
し
た
。
だ
が
、
そ
の
過
程
を
注
意
し
て
吟
味
し
て
み
る
と
、
こ
の
村
を
め
ぐ
る
社
会
的
統
制
は
、
実
質
的
に
は
あ
ま
り 

変
化
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
っ
て
の
〃
大
指
導
者
〃pom

ohe

に
端
を
発
し
て
、ssqa

の
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K

老
、
前
村
長
のP

老
人
、
そ
れ
に
現
村
長
のK

氏
と
続
く
こ
の
〃
一
族
〃
が
、H_i  Topa

村
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
〃
独
占
〃 

し
、I
。晶house

以
来
の
〃
祭
政
一
致
〃
的
な
社
会
的
統
制
を
ひ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
社
会
的
統
制
も
、
い
ま
や
変
化
の
き
ざ
し
を
見
せ
始
め
て
い
る
。
政
府
は
こ
れ
ま
でH_i  

Topa
村
の
よ
う
な
山
地
民
の
住
ん
で
い
る
僻
村
に
対
し
て
は
、
村
長
を
形
式
的
に
〃
任
命
〃
す
る
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
、
ま 

っ
た
く
自
由
放
任
的
な
態
度
を
と
り
続
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
数
年
間
に
、
村
長
の
扱
い
に
微
妙
な
変
化
が
現
わ
れ
始
め
た
。 

そ
れ
と
い
う
の
は
政
府
が
山
地
民
村
落
に
お
け
る
村
長
を
任
命
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
数
十
年
た
っ
て
初
め
て
、Hti  Topa  

村
の
よ
う
な
山
地
民
村
落
の
村
長
に
、
名
目
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
〃
月
給
〃
を
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、HfiTopa  

村
の
村
長
のK

氏
は
、
平
均
し
て
月
に
ー
度
、
村
か
ら
二
十
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
山
道
を
歩
い
て
、M

aeSarieng

の
町
に
あ
る
郡

(8)
役
場(4

きh
o
e

に
、
会
議
の
た
め
出
か
け
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
時
に
は
、
郡
役
場
の
方
か
ら
、
反
対
に
、
北
タ
イ
人
の
地 

区
長 (Kam

)  
をHti  Topa

の
よ
う
な
山
村
・
僻
村
に
派
遣
し
、
現
住
民
に
接
触
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

こ
れ
ら
一
連
の
変
化
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
、
国
民
形
成
の
努
力
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
が
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
社
会 

統
制
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
る
変
化
と
評
価
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
税
制
に
も
現
わ
れ
始
め
、 

以
前
か
け
ら
れ
て
い
た
人
頭
税
も
、
タ
イ
系
平
地
民
に
準
じ
て
、
地
税
や
家
畜
税
な
ど
不
動
産
税
や
物
品
税
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ 

と
も
指
摘
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
1
)

Kunstadter  (1967)  p  641

尸2
 j  

Phuu  w^a  raatchakaan  naD
wat  

一叱 Khana"  Kam
m

akaan  caDW
M

一 m
m

e  Hets 8

n  
ヘ1957)

(3) 

山
地
カ
レ
ン
族
に
は
、
伝
統
的
に
は
年
齢
を
数
え
る
習
慣
は
な
い
。
従
っ
て
、R

老
人
の
年
齢
は
正
確
に
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
約
ハ 

十
歳
と
推
定
さ
れ
る
。

(4) 

Andersen  (一
923 ) P

P

54155
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(5) 

Ha

ーーet  (1890)  p
・ 37

(6) 

岩
田
教
授
と
の
会
話
に
よ
る
。

(7) 

M
arsha

ーー(1922)  p

 56

(8) 

M
arsha  

ーー(一
922) P

63
(9) 

カ
レ
ン
語
で
は
村
と
言
う
意
味
。

(
10)

「う
ら
な
い
の
諸
形
態
の
な
か
で
、

鶏骨によるうらない
注 Marshall(1922) p. 283

読
む
時
に
は
、

も
っ
と
も
一
般
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
鶏
骨
を
調
べ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
機 

会
に
利
用
さ
れ
る
。
か
れ
ら(
カ
レ
ン
族)

に
と
っ
て
、
そ
の
結
果
が
重
要
で
な
く
て
も
、 

ま
た
重
要
で
あ
っ
て
も
、
通
常
、
鶏
骨
を
調
べ
て
、
吉
兆
を
得
る
と
い
っ
た
よ
う
に
う
ら
な 

い
な
し
で
は
、
迷
信
に
固
執
し
て
い
る
者
は
な
に
ご
と
も
し
ょ
う
と
は
し
な
い
。」

〔M
al-  

Sha  
ーー (1922)  pp  280

—82〕

こ
の
う
ら
な
い
の
方
法
に
は
何
種
類
も
あ
る
よ
う
だ
が
、M

ar.  

sha

ー
ー
に
よ
る
と
、
ビ
ル
マ
のTharrawaddy

地
区
で
は
、
次
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い 

る
と
い
う
。
「こ
の
方
法
に
よ
る
と
、
左
足
の
も
も
の
骨(C
ミ
セ)

は
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
現
わ
し 

て
い
る
。
も
し
、
こ
の
骨
が
右
の
も
も
の
骨
よ
り
も
た
く
さ
ん
の
穴
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
特

図10

別
な
並
び
方
を
し
て
い
る
と
、
縁
起
が
良
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
生
命
の
源
泉
で
あ
る
よ7R. 

が
こ
の
前
兆
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
、
関
係
の
あ
る
人
間
の
体
か
ら
離
れ
る
の 

で
、
病
気
や
死
を
招
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
に
か
企
て
に
対
し
て
、
骨
を
う
ら
な
う
と
、

上
述
の
よ
う
な
結
果
は
、
吉
兆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
、
そ
れ
を
延
期
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
右
の
も
も
の
骨Q

h
s
a
u

は
家
を
示
す
。
そ
れ
が
吉
兆 

を
示
す
時
は
、
す
べ
て
の
計
画
は
う
ま
く
ゆ
き
、
関
係
者
は
好
調
で
あ
る
。(
う
ら
な
い
を)

骨
を
さ
か
さ
ま
に
す
る
。
上
部
は
つhkE
 (
文
字
通
り
で
は
頭)

と
い
う
。
右
Q

オ
包)

と
左
《
ミ
セ)

は
う
ら
な
い

を
す
る
人
の
右
左
と
は
ぎ
ゃ
く
で
あ
る
。」

〔M
arsha

ー
ー(1922)  p

 282〕

な
お
、M

arsha

ーー 
は
う
ら
な
い
を
読
み
取
る
場
合
の
、
六
種

類
の
穴
の
並
び
方
に
つ
い
て
図
10
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

⑴

こ
の
並
び
方
は
悪
運
か
病
気
の
前
兆
で
あ
る
。 

⑵

こ
れ
は⑴

の
反
対
で
好
運
の
前
兆
で
あ
る
。 

⑶

こ
れ
は
吉
兆
で
あ
る
。

⑷
 

こ
れ
は
、
う
ら
な
い
と
し
て
は
普
通
で
あ
る
。
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⑸

こ
れ
は⑷

の
普
通
よ
り
も
少
し
悪
い
。

⑹

こ
れ
は
大
凶
の
前
兆
で
あ
る
。

(
11) 

M
arshaD

 (1922)  
p
・ 56

(
12) 

M
arshall  (1922)  p.  64

(
13)

柏
(一968)  

p
・153

(
14) 

Freem
an  

の
描
く
イ
バ
ン
族
の-o
n
g
h
o
u
s
e
の
特
徴
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
 

イ.
ハ
ン
族
の
最
小
か
つ
基
本
的
な
社
会
集
団
で
あ
る
家
族(
？7

黑fam
ily)

が
四
な
い
し
五
〇
戸
ぐ
ら
い
集
ま
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。 

⑵
 

long  house  
以
外
に
は
地
域
社
会
は
存
在
し
な
い
〇-ong house

が
村
落
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、0=8 house

は
独
立
的 

な
自
治
体
で
、
外
部
か
ら
法
的
、
政
治
的
、
社
会
的
制
約
は
受
け
な
い
。

闭
個

々
の

ー
onghouse

は
そ
れ
ぞ
れ
が
占
有
し
て
い
る
土
地
を
明
確
に
、
〃
領
有"
し
て
い
て
、
そ
の
領
界
は
流
れ
や
崖
の
よ
う
な
自
然 

的
地
形
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
。

⑷
 

イ
バ
ン
族
の
社
会
は
双
系
的(am

b

二inea
】)

な
の
で
、
親
族
と
言
え
ど
も
、
組
織
さ
れ
た
集
団
で
は
な
い
。
家
族
が
最
大
の
自
律
集
団 

(corpora  
一 e  group)  
で
あ
る
。
親
族
は
た
だ0118
ゴ0
匚8
6

と
い
う
地
域
社
会
の
形
成
に
、
ひ
と
つ
の
枠
組
を
与
え
て
い
る
だ
け
で 

あ
る
。

⑸
 

long  house

内
に
お
け
る
通
婚
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
家
族
が
唯
一
の
族
外
婚
を
す
る
単
位
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
大 

き
い
族
外
婚
を
す
る
集
団
は
存
在
し
な
い
。

⑹
 

双
系
的
親
族
組
織
を
基
礎
と
し
たong house
は
、
そ
れ
ぞ
れ
核
集
団(core  group)  
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
はong house

の 

創
始
者
を
中
心
と
す
る
親
族
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

⑺

ong house

の
な
か
の
家
族
は
た
が
い
に
親
族
関
係
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ong house

全
体
が
完
全
に
相
互
依 

存
的
で
あ
る
と
か
、
階
層
化
し
た
集
団
で
は
な
い
。
そ
れ
は
家
族
が
自
立
的•
独
立
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
、
他
の01̂
1101186 

に
移
動
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、ong house

は
双
系
的
親
族
組
織
を
基
礎
と
す
る
、
自
治
的
家
族
の
地 

域
を
限
定
し
た
連
邦
で
あ
る
。

⑻

ong house

の
家
族
は
た
が
い
に
親
族
関
係
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ong house

の
共
有
財
産
も
農
耕
地
の
共
有
の
み
な 

ら
ず
共
同
利
用
も
な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
を
母
体
と
す
る
共
同
的
経
済
行
動
も
な
い
。

⑼

ong house

は
共
同
生
活
の
舞
台
と
し
て
は
、
か
な
り
意
義
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
成
員
は
農
耕
儀
礼
に
対
し
て
は
権
利•
義
務
を
保 

有
し
、ong house

の
宗
教
的
行
事
に
か
か
わ
り
あ
い
を
持
っ
て
い
る
。
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M
o
n
g
 house

に
は
二
種
類
の
役
職
者
が
い
る
。
そ
の
一
人
は
聖
職
者
で
、
他
は
世
俗
的
秩
序
維
持
を
担
当
す
る
者
で
あ
る
。 

M
o
n
g
 house

に
お
け
る
家
族
に
は
、
能
力
の
差
異
に
よ
り
貧
富
の
差
が
存
在
す
る
し
、
ま
たpres-ige

を
得
る
者
も
い
る
。
し
か
し 

な
が
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
よ
る
支
配•
服
従
の
関
係
は
成
立
し
な
い
。
す
な
わ
ち
地
位
も
名
誉
も
子
孫
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
い 

階
級
な
き
平
等
の
社
会
で
あ
る
。〔Freem

an  (1955)  P
P

8110

参
照
〕

(
15) 

M
arshall  (1945)  

p.  29
(

16) 
Lew

is  (1924)  P
P

40141

(
17) 

M
arshall  (1945)  p.  29

(
18) 

県 
なhanggt)  
の
次
の
行
政
単
位
で
、Aミ

ミoe

と
い
う
。
し
か
し
、
地
方
の
用
語
と
し
て
は
郡
役
場
自
体
も4

ヨ、Aoe

と
俗
称
す 

る
。

第
二
節 

H_i  Kani

村!
I

平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落

A 
水
田
農
業
の
エ
コ
ロ
ジ
—
と
経
済
生
活

i
水
田
農
業
の
エ
コ
ロ
ジ
— 

本
節
で
お
も
に
取
り
扱
う
平
地
カ
レ
ン
族
の
村Hfi  Kani  
は
、
現
在
生
き
て
い
る
古
老
か
ら 

数
え
て
、
三
代
ほ
ど
昔
に
設
立
さ
れ
た
と
い
う
。
当
時
、
北
方
のM

ae  Top

村
か
ら
、pabo

と
い
う
男
が
や
っ
て
来
て
、
こ 

の
村
を
開
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
は
、
第
一
章
第
三
節
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、M

ae  Sarieng

を
中
心
と
す
る 

谷
間
の
平
坦
部
は
、
か
な
り
背
の
高
い
草
に
お
お
わ
れ
て
い
て
、
原
野
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
。
村
の
古
老 

の
話
に
よ
る
と
、
村
が
で
き
始
め
た
頃
は
、
家
も
ま
ば
ら
で
、
こ
ち
ら
に
一
軒
、
あ
ち
ら
に
一
軒
と
い
う
状
態
で
、
〃
散
村
〃
的
様 

相
を
呈
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
へ
、
さ
ら
にHue  Pu
と
かM

ae  Ef  Ki

と
い
う
よ
う
な
山
岳
地
帯
に
あ
る
村
々
か
ら
、
カ 

レ
ン
族
が
移
住
し
て
来
て
、
し
だ
い
に
今
日
の
よ
う
な
集
村
型
の
村
落
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
る
。 

Hti  Kani

村
の
形
成
さ
れ
始
め
た
当
初
に
お
い
て
は
、
第
一
章
第
三
節
に
も
述
べ
て
あ
る
よ
う
に
、
人
口
に
比
べ
て
、
ま
だ
土
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地
が
十
分
に
あ
っ
た
の
と
、
村
人
の
文
化
の
な
か
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
的
生
活
様
式
が
濃
厚
に
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
、
か
れ
ら
は 

村
の
周
辺
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
さ
か
ん
に
焼
畑
農
業
を
行
な
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

そ
こ
へ
、
当
時M

RnLoongyee

と
呼
ば
れ
て
い
たM

ae  Sarieng

の
町
に
住
ん
で
い
た
〃
イ
ン
ド
人
〃(
現
在
の
パ
ー
キ
ス 

タ
ー
ン
人)

商
人
のSutek

やAHm
of

が
、
カ
レ
ン
族
や
北
タ
イ
人
の
労
働
者
を
使
っ
て
、
現
在
のHti  Kani

村
の
周
辺
に
、 

水
田
を
造
成
し
始
め
た
。
隣
国
の
ビ
ル
マ
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
悪
名
が
高
く
、
狡
猾
な
イ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ー
ン
人
の
商
人
だ 

け
に
、
カ
レ
ン
族
に
い
わ
せ
る
と
、
か
れ
ら
は
ず
い
ぶ
ん
え
げ
つ
な
い
商
売
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
草
原
を
伐
採
し
、
水
路
を 

つ
け
た
だ
け
の
〃
水
田
〃
を
造
成
し
、
カ
レ
ン
族
な
ど
に
売
り
つ
け
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
未
完
成
の
〃
水
田
〃
を
購
入
し
た
カ
レ
ン
族
は
、
水
田
耕
作
に
不
慣
れ
で
、
そ
の
技
術
も
未
熟
で
あ
っ
た
た
め
に
、 

Hti  Topa

村
の
山
地
カ
レ
ン
族
と
同
様
に
、
水
田
稲
作
を
開
始
し
始
め
た
当
初
は
、
た
い
へ
ん
に
苦
労
を
重
ね
た
よ
う
で
あ
る
。 

何
回
か
の
試
行
錯
誤
を
し
た
り
、M

ae  Sarieng
の
盆
地
に
、
す
で
に
定
着
し
て
い
た
北
タ
イ
人
、
シ
ャ
ン
人
、
ラ
ワ
族
な
ど
か
ら
、 

水
田
農
業
の
技
術
を
ま
な
ん
だ
り
し
て
、
し
だ
い
に
水
田
農
耕
民
に
な
っ
て
い
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
主
要
農
産
物
の
な
か
で
、
い
ち
ば
ん
重
要
な
物
は
米
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
支
配 

的
な
生
産
様
式
は
水
田
稲
作
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
般
的
に
い
う
と
、
東
南
ア
ジ
ア
の
平
坦
部
の
生
活
様
式
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で 

あ
る
。
土
地
が
平
坦
で
、
降
水
量
が
十
分
に
あ
る
所
か
水
利
の
便
の
よ
い
場
所
で
は
、
水
田
農
業
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
発
達
を
と
げ 

て
き
た
の
で
あ
る
。
「ほ
か
の
農
耕
形
態
と
同
様
に
、
水
田
農
業
の
伝
統
的
技
術
は
、
気
候
と
地
形
の
地
方
的
特
有
な
条
件
に
対
し 

て
の
長
期
に
わ
た
る
苦
難
に
満
ち
た
適
応
の
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
焼
畑
農
業
よ
り
も
は
る
か
に
集
約
的
な
土
地
利
用
形
態
な
の
で
、 

そ
れ
が
発
達
し
た
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

田
の
面
を
水
平
に
す
る
こ
と
、
あ
ぜ
を
作
る
こ
と
、
そ
れ
に
、
必
要
に
応
じ
て
階
段
状
の
水
田
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
壌
浸
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写真11 Mae Sariengの谷にあるHti Kani村の全景

写真13 平地カレン族の村Hti Kani 写真12 平地カレン族の田植
から Mae Sariengの町に行 
商に出かけて行く.
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写真14機織りをする平地カレン族の娘

写真15 平地カレン族の食事. Sabiというカレン式の食台
は用いず,北タイ式の食卓を使う.
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第三章カレン族の村落構造

食
の
た
え
ざ
る
脅
威
に
対
す
る
効
果
的
な
保
護
と
、
さ
ら
に
は
何
千
年
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
何
百
年
間
も
土
壌
の
肥
沃
度
を
失 

う
こ
と
な
し
に
、
大
部
分
の
地
方
で
耕
作
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
灌
漑
水
や
大
水
が
運
ん
で
く
る
肥
料
分
に
よ
っ
て
、
水
田

(1)

土
壌
の
肥
沃
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

そ
れ
で
は
、
次
にH-i  Kani

村
の
平
地
カ
レ
ン
族
は
ど
の
よ
う
な
水
田
農
業
を
行
な
っ
て
い
る
か
、
一
瞥
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

表9

に
見
る
よ
う
に
、Hfi  Kani

村
に
お
い
て
は
カ
レ
ン
暦
のD

enya  (
四
月
中
旬
〜
五
月
中
旬)

の
中
葉
を
過
ぎ
る
と
、
通 

常
六
力
月
に
わ
た
る
雨
の
季
節
が
始
ま
る
。
前
年
の
十
月
の
終
り
頃
か
ら
約
半
年
間
に
わ
た
っ
た
乾
季
の
た
め
に
、
ぱ
さ
ぱ
さ
に
乾 

燥
し
き
っ
た
大
地
が
ほ
ど
よ
く
し
め
り
気
を
持
ち
、
河
川
も
増
水
を
始
め
るLanwe  
(
五
月
中
旬
〜
六
月
中
旬)

に
入
る
と
、
平 

地
カ
レ
ン
族
た
ち
は
田
に
灌
漑
水
の
導
入
を
開
始
す
る
。Lax。

(
六
月
中
旬
〜
七
月
中
旬)

に
入
る
と
、
苗
代
の
準
備
が
な
さ
れ
、

表9 平地カレン族の月別農作業と農耕儀礼

、、農業と儀礼

暦、、
水 田 関 係

西洋暦 カレン暦 農作業 農耕儀礼

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Teku

Teku

水稲の収 
穫 
米を穀倉 
に入れる

Boa Bu 
（地神）儀礼 
Tale Koti 
（水と大地神淮礼一 
Sebuko穀倉儀礼

Tepe

Lasa

Denya

Lanwe
灌漑水を 
導入する

Lutiboko 
灌漑溝の儀礼 
Puchoda
水田儀礼（耕す前）

Laxo
苗代作り 
播種

Laku
代かき Boachi

（地神）儀礼

Chimu
水田整備 
田植え

Boachi 
（地神）儀礼

Chicha
Boachi 
（地神）儀礼

Lano
除草 〇加ル （稲魂）儀エ

Kwe Buk'la
脱穀儀礼
PobukUa脱穀儀礼

Laplu

水稲収穫 
開始

注表2の注と同じ
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そ
こ
に
稲
も
み
の
播
種
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、Laku  
(
七
月
中
旬
〜
八
月
中
旬)

に
は
代
か
き
が
お
こ
な
わ
れ
、Chim

u  

(
八
月
中
旬
〜
九
月
中
旬)

に
か
け
て
、
水
田
の
整
備
が
続
け
ら
れ
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
田
植
え
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
頃 

に
な
る
と
、
雨
季
に
入
っ
て
す
で
に
四
力
月
ほ
ど
た
っ
て
い
る
の
で
、
河
川
も
か
な
り
増
水
し
て
、
こ
の
あ
た
り
一
帯
の
水
田
に
十 

分
灌
漑
水
が
ゆ
き
わ
た
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
後
は
、
平
地
カ
レ
ン
族
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
施
肥
を
し
た
り
、
除
草
を
し
た
り
せ
ず
、
水
田
に
手
を
か
け
る
こ
と
は
し
な
い
。 

せ
い
ぜ
い
、Lan。
(
十
月
中
旬
〜
十
一
月
上
旬)

の
間
に
一
回
除
草
を
お
こ
な
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
水
稲
の
成
育
の
妨
げ
に 

な
っ
て
い
る
雑
草
を
除
去
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
間
も
な
く
お
と
ず
れ
る
収
穫
の
際
に
刈
り
取
り
や
稲
の
整
理
が
し
や
す
い 

よ
う
に
す
る
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
焼
畑
に
つ
い
て
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
き
わ
め
て
粗
放
的
農
耕
方
式
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
何 

回
か
除
草
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
に
、
水
田
農
業
で
は
除
草
回
数
が
す
く
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、 

灌
漑
水
が
水
田
に
お
け
る
雑
草
の
発
生
を
か
な
り
抑
制
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

Laplu  (
十
一
月
中
旬
〜
十
二
月
中
旬)

に
入
る
と
、
水
稲
の
収
穫
が
始
ま
る
が
、
そ
れ
はTale  (
十
二
月
中
旬
〜
一
月
中
旬) 

の
前
半
ま
で
続
く
。
か
く
し
て
、H_i  Kani

村
に
お
け
る
水
田
農
業
を
中
心
に
し
た
一
農
業
年
が
終
了
す
る
。 

こ
こ
で
、H-i  Topa

村
に
お
け
る
山
地
カ
レ
ン
族
の
焼
畑
農
業
とH-iKani

村
に
お
け
る
平
地
カ
レ
ン
族
の
水
田
農
業
と
を 

比
較
す
る
と
、
き
わ
め
て
対
照
的
な
の
は
、
共
同
作
業
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
焼
畑
農
業
に
お
い
て
は
、
焼
畑
の
候
補 

地
の
決
定
に
始
ま
り
、
伐
採
、
播
種
、
何
回
か
に
わ
た
る
除
草
作
業
な
ど
と
、
収
穫
に
と
も
な
う
仕
事
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
農 

作
業
の
体
系
が
、
地
域
社
会
全
体
も
し
く
は
そ
の
一
部
を
包
含
す
る
共
同
作
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と 

に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
、
わ
ず
か
ば
か
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
水
田
稲
作
の
場
合
に
も
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に 

見
ら
れ
る
、
個
別
経
営
間
の
共
同
作
業
よ
り
も
、
か
な
り
広
範
な
共
同
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
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一
方
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
は
、
灌
漑
や
田
植
え
と
か
、
収
穫•
脱
穀
調
整
の
時
に
は
、
一
部
で
ゆ
い(
結)

の
よ 

う
な
形
式
に
よ
る
小
規
模
の
共
同
作
業
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
水
田
稲
作
農
業
に
お
け
る
作
業
の
基
本
的
形
態
は
、
個
 々

の
経
営
単
位
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
〃
家
族
労
作
型
〃
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
わ
れ
わ
れ
が
山
地
カ
レ
ン 

族
の
村
落
構
造
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
構
造
を
比
較
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
るQ 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、H-i  Kani

村
の
農
業
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
疑
い
も
な
く
、
水
田
稲
作
で
あ
る
。
し 

か
し
な
が
ら
、
調
査
を
し
て
み
る
と
水
田
を
自
分
自
身
で
所
有
し
て
い
る
家
族
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
全
戸
数
の
四
八 

戸
中
で
、
水
田
を
所
有
し
て
い
る
経
営
は
、
わ
ず
か
に
九
戸(
一
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト)

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
に
ー 

三
戸(
二
七
・
ー
パ
ー
セ
ン
ト)

の
家
が
水
田
の
小
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

水
田
所
有
面
積
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
面
積
を
把
握
す
る
の
が
、
き
わ
め
て
困
難
な
の
で
、
米
の
収
穫
量
で
考
え
て
み
よ
う
。
村 

の
総
代
を
し
て
い
るM
老
の
家
で
は
、
調
査
を
お
こ
な
っ
た
一
九
六
五
年
に
は
、
作
柄
不
良
で
あ
っ
た
た
め
に
、
も
み
に
し
て
約
四 

百
カ
ン
の
収
穫
し
か
な
か
っ
た(
平
年
作
は
約
五
百
〜
六
百
カ
ン)
。
そ
のM
家
の
収
穫
を
最
高
に
し
て
、
数
字
を
示
す
こ
と
が
で 

き
な
い
ほ
ど
〃
少
し
し
か
収
穫
で
き
な
か
っ
た
〃
と
答
え
たT
家
を
最
低
に
、
か
な
り
の
階
層
分
化
の
き
ざ
し
が
観
察
さ
れ
る
。
村 

の
平
均
は
一
戸
当
た
り
、
お
そ
ら
く
、
不
作
な
年
で
も
み
約
百
カ
ン
前
後
、
豊
作
の
時
に
は
約
ー
五
〇
カ
ン
前
後
の
収
穫
が
あ
る
と 

推
定
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、Hti  Kani

村
の
平
地
カ
レ
ン
族
た
ち
の
水
田
所
有
面
積
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
は
、
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
。
そ 

の
理
由
と
し
て
は
、
山
地
に
あ
るHti  Topa

村
の
場
合
と
は
異
な
り
、Hti  Kani

村
は
市
場
経
済
の
波
に
直
接
洗
わ
れ
て
い
る 

か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
土
地
自
体
が
、
す
で
に
貨
幣
の
媒
介
に
よ
っ
て
商
品
化
し
、
離
合
集
散
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
はHti  Topa

村
の
山
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
土
地
の
占
取
も
し
く
は
取
得
が
、
〃血の 

原
理
〃
も
し
く
は
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
社
会
と
は
、
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
よ
う
な
水
田
の
ほ
か
に
、Hti  Kani

村
の
カ
レ
ン
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
、
周
囲
に
若
干
の
〃
畑
地
〃(s 5
 n)
を
持
つ 

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
畑
地
は
家
の
敷
地
や
や
ぶ
と
の
境
界
線
が
不
明
確
で
、
水
田
以
上
に
面
積
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
。
だ 

い
た
い
、
一
戸
当
た
り
、
四
分
の-
か
ら
四
ラ
イ
ぐ
ら
い
の
畑
地
を
所
有
し
、
平
均
約-
•
五
ラ
イ
ぐ
ら
い
と
推
定
さ
れ
る
。 

そ
の
う
え
、Hti  Kani
村
の
平
地
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
畑
地
の
耕
作
技
術
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
粗
放
的
な
焼
畑
農
業
と
、
基 

本
的
に
は
あ
ま
り
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
高
度
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
商
品
作
物
を
生
産
す
る
余 

地
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
畑
作
物
の
生
産
の
目
的
は
、
自
家
消
費
を
中
心
と
し
て
お
こ
な 

わ
れ
て
い
る
。
わ
ず
か
ば
か
り
の
剰
余
は
、
女
た
ち
が
天
び
ん
棒
で
か
つ
い
で
、
村
の
近
く
のM

ae  Sarieng

やBan  Pon

に 

行
商
と
し
て
売
り
に
行
く
。

畑
作
物
の
種
類
は
雑
多
を
き
わ
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
バ
ナ
ナ
、
コ
コ
ナ
ツ
、
こ
し
ょ
う
、
ピ
ー
ナ
ツ
、
大
豆
、
い
ん
げ
ん
豆
、 

さ
つ
ま
い
も
、
砂
糖
き
び
、
タ
バ
コ
、
マ
ン
ゴ
ー
、
パ
パ
イ
ア
、
そ
れ
に
若
干
の
野
菜
や
陸
稲
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
種
類
の
統 

ー
が
な
く
、
し
か
も
そ
の
生
産
量
が
僅
少
で
あ
る
た
め
に
、Hti  Kani  
村
の
畑
作
物
の
商
品
価
値
は
き
わ
め
て
低
い
と
い
え
よ
う
。 

次
に
家
畜
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
水
牛
は
、
全
戸
数
四
八
戸
の
う
ち
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
ー
五
戸
で
飼
育
し
て
い
る
。
ー 

戸
当
た
り
、
最
低
一
頭
か
ら
最
高
七
頭
ま
で
飼
っ
て
い
る
が
、
二
尸
当
た
り
の
平
均
は
二•
九
頭
で
あ
る
。
な
お
、
全
村
合
計
で
は
、 

四
三
頭
い
る
。

豚
に
つ
い
て
は
、
四
八
戸
中
三
七•
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
ー
八
戸
で
飼
育
し
て
い
る
。
二
尸
当
た
り
で
は
、
最
低
が
一
頭
、
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最
高
で
一
六
頭
、
平
均
二•
二
頭
を
飼
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
平
地
に
あ
るHti  Kani

村
に
お
い
て
は
、
豚
が
儀
礼 

用
で
あ
る
と
同
時
に
、
商
品
と
し
て
の
性
質
が
濃
厚
な
の
で
、
山
村
の 

Hti  Topa

村
に
お
け
る
よ
り
も
、
や
や
実
数
が
把
握
し 

や
す
か
っ
た
。

一
方
、
豚
と
と
も
に
カ
レ
ン
族
の
宗
教
儀
礼
に
不
可
欠
で
あ
る
鶏
に
つ
い
て
は
、H-i  Topa

村
と
同
様
に
、Hti  Kani

村
に 

お
い
て
さ
え
、
な
か
な
か
飼
育
羽
数
の
実
態
は
摑
み
に
く
か
っ
た
。
飼
育
戸
数
は
、
全
戸
数
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
余
り
に
当
た
る
三 

四
戸
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
か
ら
得
ら
れ
た
飼
育
羽
数
か
ら
類
推
す
る
と
、
一
戸
当
た
り
で
は
、
約
四
羽
ほ
ど
の
鶏
を
飼
っ
て 

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
章
第
一
節A
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
統
的
に
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
、
象
は
重
要
な
経
済 

的
動
物
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
地
位
の
象
徴 (s-aES  

sym
bol)

と
し
て
も
、
た
い
へ
ん
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、 

象
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
カ
レ
ン
族
の
一
員
と
し
て
の
一
種
の
パ
ス
ポ
ー
ト
で
さ
え
あ
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
平
地
カ
レ 

ン
族
の
村HtiKani

に
お
い
て
は
、
誰
一
人
と
し
て
象
を
持
っ
て
い
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
か
れ
ら
の
社
会
・
文
化
的
性
格
を
知 

る
う
え
で
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
な
か
ろ
う
か
。

:

”
市
場
経
済
の
影
響 

き
わ
め
て
自
己
完
結
性
の
強
い
経
済
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
る
山
地
カ
レ
ン
族
に
対
し
て
、
平
坦
部
の 

HtiKani

村
の
カ
レ
ン
族
も
、
市
場
経
済
の
な
か
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
、
自
給
自
足
経
済
の
域 

を
脱
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
か
れ
ら
の
農
業
生
産
力
が
き
わ
め
て
低
い
た
め
に
、
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
剰
余
が
少
な
い
か 

ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
八
五
〇
年
頃
か
ら
、M

ae  Sarieng

地
方
一
帯
に
は
チ
ー
ク
を
求
め
て
、Bom

baywurm
ah  Corporation
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な
ど
の
会
社
が
進
出
し
た
。
ま
た
、M

ae  Sarieng

の
町
自
体
も
、
そ
の
よ
う
な
刺
激
を
受
け
て
、
あ
る
程
度
市
場
と
し
て
も
、 

〃
発
達
〃
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、M

ae  Sarieng

の
町
の
近
郊
に
位
置
し
て
い
るHti  Kani

村
に
対
し
て
も
、
市
場 

経
済
の
圧
力
が
か
な
り
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
き
わ
め
て
緩
慢
で
は
あ
っ
た
が
、
水
田
や
畑
の
よ 

う
な
不
動
産
は
も
と
よ
り
、
動
産
も
、
さ
ら
に
労
働
力
で
さ
え
、
貨
幣
を
媒
介
と
し
た
商
品
流
通
の
流
れ
の
な
か
に
、
巻
き
込
ま
れ 

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、Hti  Kani
村
の
カ
レ
ン
族
た
ち
は
、
タ
イ
系
平
地
民
が
支
配
的
なM

ae  Sarieng

の
谷
の
よ
う
な
地
域
に
、
比 

較
的
遅
れ
て
定
着
し
た
た
め
に
、
十
分
な
土
地
を
占
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
ー
度
手
に
入
れ
た
土
地
で
も
、
商 

品
経
済
に
不
慣
れ
で
、
〃
ナ
イ
ー
ブ
〃
な
カ
レ
ン
族
た
ち
は
、
す
ぐ
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
被
害
は
自
分
の
土
地
を
失 

う
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
〃
は
げ
た
か"

の
よ
う
な
イ
ン
ド
商
人
た
ち
は
、Hti  Kani

村
の
入
口
に
あ
る
土
地
を
手
に
入
れ
る
と
、 

村
人
を
日
雇
い
に
使
っ
て
、
そ
の
拡
張
を
始
め
た
。
毎
年
毎
年
、
じ
り
じ
り
と
、
畑
地
の
周
囲
を
拡
張
し
、
つ
い
に
は
道
幅
を
つ
め 

過
ぎ
て
、
牛
車
が
通
過
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
レ
ン
族
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
土
地
を
失
い
、
生 

産
手
段
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、Hti  Kani

村
の
平
地
カ
レ
ン
族
の
か
な
り
の
者
が
、
村
外
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
い
る
。
村
の
全
戸
数
の
過
半
数
で 

あ
る
約
三
〇
戸
前
後
の
家
か
ら
、
毎
日
、
一
戸
当
た
り
一
人
か
ら
三
人
ぐ
ら
い
の
者
がM

ae  Sarieng

の
町
と
かBan  Pon

な 

ど
の
タ
イ
系
平
地
民
の
も
と
に
働
き
に
出
る
。
大
部
分
の
者
が
、
目
に
一
丁
字
も
な
い
の
で
、
職
種
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
使
い
走 

り
、
庭
作
り
、
木
こ
り
、
溝
掘
り
、
土
方
仕
事
な
ど
、
下
級
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
る
。
一
日
の
収
入
は
、
約
五
バ
ー
ツ
か
ら
三 

〇
バ
ー
ツ(
約
九
〇
円
か
ら
五
四
〇
円)
と
い
わ
れ
、
平
均
の
相
場
は
、
日
本
円
に
す
る
と
、
わ
ず
か
に
百
円
前
後
が
相
場
だ
と
い 

わ
れ
て
い
る
。
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こ
の
ほ
か
、
山
地
カ
レ
ン
族
のHti  Topa

村
で
は
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
現
象
と
し
て
、
家
庭
の
主
婦
に
よ
る
行
商 

が
あ
る
。
女
性
に
よ
る
行
商
は
、
伝
統
的
に
は
カ
レ
ン
族
の
習
慣
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
周
囲
の
タ
イ
系
平
地 

民
か
ら
ま
な
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。Hti  Kani

村
の
主
婦
は
、
毎
朝
、
天
び
ん
棒
の
両
側
に
か
ご
を
さ
げ
、
農
作
物
を
持
っ
て
、 

M
ae  Sarieng

の
町
に
あ
る
市
場 (74

、ミ)

に
売
り
に
行
く
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
平
地
カ
レ
ン
族
に
よ
る
商
業
活
動
は
、
商
品 

の
絶
対
数
や
絶
対
量
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
自
体
で
は
、
か
れ
ら
の
村
落
経
済
に
決
定
的
な
衝
撃
を
与
え
る 

と
は
思
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
労
働
力
の
商
品
化
な
ど
の
他
の
諸
要
因
と
の
総
和
を
考
え
る
と
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
経
済
は
、 

自
ら
が
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
商
品
経
済
化
の
方
向
に
押
し
や
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。 

平
地
カ
レ
ン
族
の
村 

Hti  Kani  
に
お
い
て
は
、
貨
幣
が
、
慣
行
に
よ
る
集
中
と
再
分
配
の
循
環
か
ら
は
ず
さ
れ
て
、
個
人
の 

所
有
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
額
が
当
初
に
お
い
て
は
僅
少
で
あ
っ
て
も
、
や
が
て
伝
統
的
経
済
組
織
を
突
き
崩
し
、 

つ
い
に
は
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
の
再
編
成
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
1
)

Fisher  (1964)  p
・ 75

B

社
会
組
織

i 
〃
土
地
〃
の
原
理 

M
ae  

の
谷
間
の
平
坦
部
に
位
置
し
て
い
るHti  Kani

村
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、 

村
落
の
編
成
原
理
が
、
山
村
のHti  Topa

村
と
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
地
村
のHti  Kani  

村
に
お
い
て
は
、
血
縁
的
編
成
原
理
と
同
時
に
、
地
縁
性
が
前
面
に
出
て
く
る
よ
う
だ
。H-i  Kani

村
か
ら
他
の
町
村
、
他
の
所 

か
らHti  Kani

村
と
、
人
の
流
出
流
入
が
た
い
へ
ん
に
多
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村Hti  Topa

と
き
わ
め 

て
対
照
的
な
の
は
、Hti  Kani

村
へ
の
流
入
は
、
カ
レ
ン
族
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
図
14(
巻
末
の
綴
じ
込
み)
に
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写真16 平地カレン族の家屋, 
すら始めている.

家の周囲には、囲い込み、

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
調
べ
う
る
限
り
で
は
、
開
村
以
来
こ
れ
ま 

で
に
、
北
タ
イ
人
、
ラ
オ
人
、
ラ
ワ
族
、
カ
ム
ー
族
、
ビ
ル
マ
人
、 

カ
ン
ボ
ジ
ャ
人
な
ど
の
非
力
レ
ン
系
民
族
集
団
も
、Hti  Kani  

村
の
カ
レ
ン
族
と
結
婚
し
て
、
定
着
し
て
い
る
。 

現
在
で
も
、
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族
男
性
一
人
、
ラ
ワ
族
の
男
女
各 

一
人
、
北
タ
イ
人
の
男
性
三
人
、
女
性
二
人
、
カ
レ
ン
族
と
カ
ム 

—
族
の
混
血
の
女
性
一
人
が
、
婚
姻
関
係
を
通
し
て
、
こ
こ
の
村 

人
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
他
の
民
族
集
団
の
成
員
が
カ
レ
ン
族
の
な
か
に 

比
較
的
容
易
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
の
は
、
平
地
の
村
で
顕
著
な
傾 

向
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
現
象
は
、
山
村
に
お 

い
て
は
き
わ
め
て
ま
れ
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。Hti  Topa

村 

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
一
例
も
な
い
の
み
か
、
調 

査
で
得
ら
れ
た
三
〜
四
代
の
系
譜
の
な
か
で
も
皆
無
で
あ
る
。
し 

か
も
、
平
坦
部
の
村
で
、
こ
の
よ
う
に
他
の
民
族
集
団
の
成
員
が 

カ
レ
ン
族
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
の
は
、
婚
姻
と
い
う
よ
う 

な
社
会
的
な
障
壁
を
の
り
越
え
た
者
だ
け
で
は
な
い
。
筆
者
も 

Hti  Kani

村
に
調
査
の
た
め
、
か
な
り
長
期
間
滞
在
し
た
け
れ
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第三章カレン族の村落構造

ど
も
、
そ
の
間
に-
度
な
ら
ず
〃
カ
レ
ン
族
に
な
る
〃
こ
と
を
村
人
か
ら
つ
よ
く
勧
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
、
村
人
の
何
人
か
に
カ
レ

(1) 

、
、
、
、 

ン
族
に
な
る
方
法
を
尋
ね
て
み
る
と
、
〃
村
で
お
こ
な
う7

 a

き-
冬
ず0

陵
儀
礼
に
毎
年
連
続
参
加
し
、
豚
や
に
わ
と
り
を
そ
の
た 

び
ご
と
に
您
、~
・KW

w

 Ko

 
K
C

ナ
の
神
に
犠
牲
と
し
て
供
す
れ
ば
、
カ
レ
ン
族
の
一
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
〃
と
い
う
。
も
つ 

と
も
、
後
述
の
〃
家
族
儀
礼
〃
の
対
象
に
な
る
〃
家
神
〃Eg

ナ
を
獲
得
す
る
の
は
、
両
親
の
い
ず
れ
か
が
、6

g

さ
を
持
つ
か
、
あ 

る
い
は
カ
レ
ン
族
と
結
婚
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
、
上
述
の
方
法
で
は
他
の
民
族
集
団
に
属
し
て
い
る
者
が
、 

ー
世
代
の
間
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
完
全
な
カ
レ
ン
族
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
平
地
の
村
落
で
は
、 

原
則
と
し
て
、
他
の
民
族
集
団
の
者
が
、
カ
レ
ン
族
に
な
る
道
が
ふ
さ
が
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
山
村
と
平
地
村
の
社
会•
文
化
的 

性
格
を
考
え
る
う
え
で
、
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
平
地
村
に
お
け
る
、
異
質
的
要
素
を
も
吸
収
す
る
〃
開
放
性
〃
と
、
山
村
の
血
縁
的
結
合
を
基
礎
に
し 

た
〃
封
鎖
性
〃
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
発
達
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、 

そ
の
根
本
的
な
も
の
の
一
っ
と
し
て
、
山
岳
地
帯
と
平
坦
部
に
お
け
る
社
会
・
文
化
に
対
す
る
、
カ
レ
ン
族
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
適 

応
の
差
異
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、Hti  Topa

村
の
よ
う
な
山
岳
地
帯
に
お
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
が 

他
の
民
族
集
団
に
比
べ
て
〃
多
数
派
〃
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
は
い
か
な
る
情
況
の
も
と
に
お
い
て
も
、
周
囲
に 

住
ん
で
い
る
他
の
民
族
集
団
に
吸
収
さ
れ
、
消
滅
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
逆
の
可 

能
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
に
あ
る
山
地
カ
レ
ン
族
は
、
〃
排
他
的
〃
に
血
の
〃
純
潔
〃
を
保
持
す
る
こ
と 

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
平
坦
部
に
あ
るH_i  Kani  
村
の
平
地
カ
レ
ン
族
の
情
況
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
。
谷
間
に 

お
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
は
も
は
や
〃
多
数
派
〃
で
は
な
く
、
タ
イ
系
の
住
民
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
歩
あ
や

117



ま
る
と
、
カ
レ
ン
族
は
み
ず
か
ら
の
本
質
を
失
い
、
他
の
民
族
集
団
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う 

な
状
態
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
カ
レ
ン
族
は
〃
少
数
派
〃
と
し
て
、"
血
の
純
潔
〃
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
、
カ
レ
ン
族
と
い
う
文 

化
集
団
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
民
族
集
団
を
維
持
し
、
生
存
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
れ
と
の
平
行
現
象
をvon  Furer’Haim

endorf  
教
授
が
ネ
パ
ー
ル
に
お
け
るChefri

カ
ー
ス
ト
と
イ
ン
ド
に
お
け
る
再 

生
カ
ー
ス
ト(twicpbom

 cas  
一e)

と
の
比
較
に
よ
り
、
報
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「わ
れ
わ
れ
はChefri

と
そ 

れ
に
比
す
べ
き
イ
ン
ド
の
再
生
カ
ー
ス
ト
と
の
顕
著
な
差
異
に
つ
い
て
、
確
信
を
持
っ
て
説
明
し
う
る
ネ
パ
ー
ル
の
社
会
史
に
つ
い 

て
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
知
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
カ
ー
ス
ト
の
枠
組
の
中
に
お
け
る 

Chefri

の
異
な
っ
た
カ
ー
ス
ト
間
の
性
的
関
係
に
対
す
る
寛
容
さ
と
か
、
そ
れ
に
と
も
な
う
子
供
の
承
認
は
、
他
の
お
お
く
の
民
族 

集
団
の
な
か
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
地
位
が
原
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
仮
説
を
こ
こ
ろ
み
に
発
表
し
よ
う
と 

思
う
。
そ
れ
は
、
分
裂
的
傾
向
に
抵
抗
す
る
こ
と
や
、
ま
たChetri

の
血
の
純
潔
を
薄
め
て
ま
で
も
数
の
う
え
で
の
優
勢
を
保
つ 

こ
と
は
、
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
共
通
の
生
命
線
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
か
れ
ら
の
利
益
で
あ
っ
た
し
、
ま 

た
利
益
で
も
あ
る
の
だ
。
雑
婚
に
よ
る
後
裔
た
ち
と
分
割
さ
れ
な
い
カ
ー
ス
ト
と
を
か
れ
ら
の
父
親
の
氏
族 (clan)  
の
成
員
と
し 

て
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、Chetri

は
こ
れ
ら
〃
半chetris〃
 
の
忠
誠
を
獲
得
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、 

地
位
の
低
い
カ
ー
ス
ト
の
分
派
は 

Newark  Gurungs

やM
agars

の
よ
う
な
土
着
の
民
族
集
団
と
同
盟
を
む
す
ぶ
結
果
に
な 

っ
た
で
あ
ろ
う
。Rana

氏
族
が
支
配
の
末
期
に
権
力
を
過
信
し
て
、
非Chetri

の
母
か
ら
生
ま
れ
た
息
子
た
ち
に
対
し
て
、
儀 

礼
上
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
に
も
差
別
を
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
種
のC
ク
ラ
ス
のRana

がRana

家
の
支
配
を
転
覆 

す
る
の
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
っ
た
。che-ri

の
地
位
に
相
当
す
る
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
は
大
部
分
の
場
所
で
支
配
的
地 

位
が
確
立
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
混
血
の
人
間
を
ひ
く
い
亜
カ
ー
ス
ト
に
追
い
や
る
よ
う
に
規
定
し
て
、
数
に
よ
る
実
力
を
弱
体
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化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
だ
れ
も
が
認
め
て
い
る
カ
ト
ス
ト
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
ピ 

ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
上
付
近
に
、
か
れ
ら
が
位
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、Che

一ri

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
ネ
パ
ー
ル 

の
非
ヒ
ン
ド
ウ
ー
系
住
民
の
態
度
は
、
そ
の
種
の
考
慮
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、Chetri

の
団
結

(2)

と
か
数
の
上
の
優
越
性
と
か
が
政
治
権
力
に
な
る
の
で
あ
る
。」

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
社
会
・
文
化
現
象
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
山
村
と
平
坦
部
に
あ
る
村
落
の
間 

に
も
観
察
で
き
る
。
こ
れ
は
今
後
の
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
の
方
向
を
知
る
う
え
で
、
注
目
に
値
す
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。 

近 

政
治
的
リ
—
ダ
—
シ
ッ
プ 

筆
者
が
山
村Hti  Topa

村
に
お
け
る
調
査
を
終
了
後
、M

ae  Sarieng

の
盆
地
に
行
っ
て
、 

Hti  Kani

村
を
調
査
地
と
し
て
選
定
し
た
時
、
調
査
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
、
ま
ず
村
長
が
誰
で
あ
る
か
を
尋
ね
た
。
そ
う
す
る
と
、 

そ
ば
に
居
合
わ
せ
たH-iKani
村
の
村
人
た
ち
が
異
口
同
音
に
村
の
長
老M
氏
を
名
指
し
た
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
さ
っ
そ
くM
老 

宅
に
お
も
む
き
、
挨
拶
と
自
己
紹
介
を
お
こ
な
っ
た
。
同
氏
は
き
わ
め
て
友
好
的
な
態
度
で
筆
者
を
迎
え
入
れ
、
も
しHti  Kani  

村
に
住
み
た
い
な
ら
ば
、
い
つ
で
も
来
て
住
ん
で
よ
い
と
い
っ
た
。
し
か
も
、
小
屋
を
建
て
る
の
な
ら
ば
、
自
分
の
長
男E
の
水
田 

の
一
隅
を
貸
し
て
も
よ
い
と
も
い
っ
た
。
か
く
し
て
、
筆
者
の
調
査
は
和
気
あ
い
あ
い
の
う
ち
に
順
調
に
す
べ
り
出
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
、
他
村
の
北
タ
イ
人
の
一
人
が
、
筆
者
に
、
〃Hti  Kani

村
で
調
査
を
す
る
以
上
、
村
長(Kae  

8

劇)

に
挨
拶
に
行
っ
た
方
が
よ
い
…
〃
と
注
意
を
し
て
く
れ
た
。
そ
の
言
葉
に
筆
者
は
飛
び
上
が
る
ほ
ど
驚
い
た
。
そ
れ
と
い
う 

の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
調
査
を
開
始
す
る
に
当
た
っ
て
、H_i  Kani

村
の
〃
村
長
〃
と
い
わ
れ
るM
老
の
と
こ
ろ
に
、 

手
み
や
げ
ま
で
持
参
し
て
挨
拶
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、H-i  Kani

村
の
村
人
に
尋
ね
な
お
す
と
、M
老
は
「村
長(Kae  Ban)

の
よ
う
な
者
」
す
な
わ
ち
総
代
に
過
ぎ
な 

い
と
い
う
。
〃
本
当
の
村
長
〃(Ka Ban  Drae’dtae)  
は
、
村
の
東
側
を
流
れ
て
い
るM

ae  Yuam

川
の
対
岸
に
家
を
持
つ
、
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タ
イ
人
のK
氏
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
村
が
選
出
し
た
者
を
政
府
が
〃
自
動
的
に
〃
村
長
と
し
て
〃
任
命
〃
し
て
い
る
、 

山
地
カ
レ
ン
族
の
村H-i  Topa

と
は
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
平
地
に
あ
るHti  Kani

村
に
お
い
て
は
、
村
内
の
〃
自
治
〃
は
多
少
ゆ
ら
ぎ
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。
な
に
か
村
内
に
重 

要
な
事
件
が
お
こ
る
と
、
村
人
はBan  Pon

村
に
出
向
い
て
、
タ
イ
人
の
村
長
の
裁
定
を
あ
お
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
平
地
カ
レ
ン
族
は
、
す
で
に
、
タ
イ
国
政
府
の
行
政
の
末
端
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、Hti  Kani  
村
自
体
の
問
題
の
か
な
り
の
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
か
れ
ら
の
〃
自
治
〃
に
任
さ
れ
て
い
る
。 

村
落
内
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
村
の
三
人
の
長
老
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
精
神
界
の
指
導 

者
で
あ
るSapga

は
、
カ
レ
ン
語
でKoe  (
北
タ
イ
語
で
い
うrwrhoaKeN)

と
呼
ば
れ
る
首
席
補
佐
員
、
ま
た
、
次
期
の 

SAPga

候
補
と
し
て
、
呼
び
声
の
高
いN
老
人
は
、Taple  (pucho 2

ijong)

と
い
わ
れ
る
次
席
補
佐
員
、
さ
ら
に
、
村
人
か
ら 

当
初
〃
村
長
〃
と
呼
ば
れ
て
い
たM
老
は 
レ
ミe  (
ヨ舟hoe

史,g
w
)

と
い
う
三
席
補
佐
員
で
あ
る
。 

こ
の
ト
リ
オ
は
、Hti  Kani

村
の
俗
事
を
と
り
し
き
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
社
会
で
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る 

と
思
わ
れ
る
村
落
儀
礼
のTalutaphadu

に
お
い
て
も
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

元
来
は
、
村
会
に
相
当
す
る
会
合
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
在
に
お
い
て
は
、

を
中
心
と
し
た

(3)

ト
リ
オ
の
指
導
の
も
と
に
、
村
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
各
戸
か
ら
一
名
の
人
間
が
出
席
し
て
、
村
内
の
問
題
の
討
議
や 

決
定
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
前
ま
で
は
、
村
に
は
が
い
た
だ
け
で
、
か
れ
が
聖
俗
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
柄
の
決
定
を
お
こ
な 

い
、Hti  Kani

村
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

H-i  Kani

村
を
め
ぐ
る
社
会
的
統
制
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
、
そ
の
推
移
を
知
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
は
、
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そ
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
断
片
的
な
村
人
の
記
憶
を
た
ど
っ
て
総
合
し
て
み
る
と
、
日
本
軍 

が
や
っ
て
来
て
、
こ
の
付
近
で
道
路
を
建
設
し
て
い
た
頃(
一
九
四
二
年
頃?

)
は
、H_i  Kani

村
はSega

に
よ
っ
て
、
〃治 

め
〃
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
だ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
了
し
た
頃(
一
九
四
五
年
前
後)

に
は
、
村
の
政
治
の
実
権
は
、s

e
,
 

ga
か
ら
、
村
外
に
住
ん
で
い
る
タ
イ
系
の
村
長
や
地
区
長 (Kawナ
、)  
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
徴
税
組
織
に
な
る
と
、
平
地
カ
レ
ン
族
は
、
北
タ
イ
系
や
シ
ャ
ン
系
の
平
地
民
と
ま
っ
た
く
同
様
の
扱
い
を
受
け
て 

い
る
。
す
で
に
、
僻
地
に
住
ん
で
い
る
山
地
カ
レ
ン
族
の
受
け
て
い
る
よ
う
な
特
別
の
扱
い
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
平 

地
カ
レ
ン
族
の
場
合
だ
と
、
酒
を
自
分
の
家
で
醸
造
す
る
こ
と
は
厳
禁
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
対
し
て
は
、
交 

通
が
不
便
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
て
、
年
間
ー
ー
バ
ー
ツ(
約
一
九
八
円)

の
自
家
醸
造
税
を
政
府
に
支
払
う
こ
と
に
よ 

っ
て
、
自
家
製
の
酒
を
つ
く
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
。

cl) TalEhadu

儀
礼
は
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
だ
け
で
お
こ
な
う
儀
礼
で
あ
る
。
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
儀
礼
の
お
も
な
社
会
・ 

文
化
的
機
能
は
村
落
の
地
縁
性
の
強
化
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
第
二
節B

で
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

(2) 

von  Furer.Haim
endorf  (1960)  

PP.  23124

(3) 

カ
レ
ン
語
に
は
村
会
を
示
す
用
語
は
な
い
。
こ
の
会
合
を
北
タ
イ
語
で
は
、P

ド
ミ目6as4

と
呼
ん
で
い
る
。

要
約
—
三

i

エ
コ
ロ
ジ
— 

山
地
カ
レ
ン
族
の
村Hti  Topa

に
お
い
て
、
伝
統
的
に
は
、
陸
稲
栽
培
を
中
心
と
す
る
焼
畑
が
お
こ
な 

わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
焼
畑
農
業
は
そ
の
後
停
滞
の
き
ざ
し
を
現
わ
し
始
め
る
。
そ
の
理
由
は
、
人
口
増
加
の
た
め
に
、
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土
地
が
不
足
し
て
、
過
度
に
焼
畑
が
く
り
返
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
す
う
勢
に
対
し
て
、Hti  Topa

村
のSiki

と
い
う
男
は
、M

ae  Sarieng

の
谷
間
に
行
き
、
北
タ
イ
人
や
ラ
ワ 

族
か
ら
、
水
田
稲
作
の
耕
作
技
術
を
ま
な
ん
で
来
る
。
だ
が
、
不
慣
れ
な
山
地
カ
レ
ン
族
が
、
水
田
農
業
を
か
れ
ら
の
文
化
に
定
着 

さ
せ
る
ま
で
に
は
、
何
回
か
の
試
行
錯
誤
が
必
要
で
あ
っ
た
。

や
が
て
、
水
田
稲
作
が
山
地
カ
レ
ン
族
の
文
化
の
な
か
に
定
着
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
波
及
効
果
が
現
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
農 

業
生
産
力
が
増
大
し
な
い
ま
で
も
安
定
性
が
増
し
た
り
、
農
耕
に
水
牛
が
不
可
欠
に
な
っ
た
り
す
る
。 

と
こ
ろ
で
、Hti  Kani
村
の
平
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
に
は
、
現
在
の
古
老
た
ち
か
ら
数
え
て
三
代
前
に
、pabo

と
い
う
男
が 

M
ae  Top

村
か
ら
や
っ
て
来
て
、
村
の
建
設
を
始
め
た
。
そ
の
頃
に
は
、M

ae  Sarieng

の
谷
間
に
も
人
口
が
少
な
く
、
草
地
が 

十
分
に
あ
っ
た
の
で
、Hti  Kani
村
の
村
人
の
祖
先
た
ち
は
、
焼
畑
農
業
に
従
事
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
か
れ
ら
は
し 

だ
い
に
周
囲
の
タ
イ
系
や
ラ
ワ
系
の
平
地
民
か
ら
、
水
田
稲
作
の
技
術
を
ま
な
ん
だ
。
そ
の
際
に
も
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
と
同 

様
に
、
何
回
か
の
試
行
錯
誤
が
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

焼
畑
を
す
る
山
地
カ
レ
ン
族
と
水
田
稲
作
に
従
事
し
て
い
る
平
地
カ
レ
ン
族
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
落
に
お
け
る
共
同 

作
業
に
、
き
わ
め
て
顕
著
な
差
異
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
い
て
は
、
共
同
作
業
が
全
地
域
社
会
を
包
含
す
る
の
に 

対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
、
家
族
間
の
き
わ
め
て
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
家
畜
に
つ
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
象
が
、
平
地
村
で
欠
け
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。 

近 

経
済
生
活 

山
地
カ
レ
ン
族
の
村Hfi  Topa

と
平
地
カ
レ
ン
族
の
村Hti  Kani  
の
経
済
生
活
を
比
較
す
る
と
、
き
わ 

め
て
対
照
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
い
て
は
、
自
給
自
足
的
性
格
が
顕
著
で
あ
り
、
市
場
経
済
の
影
響
が
い
ま
な
お
寥 

寥
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
す
で
に
市
場
経
済
の
波
に
洗
わ
れ
、
自
己
完
結
性
の
強
い
経
済
生
活
の
基
礎
が
ゆ
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ら
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

山
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
お
い
て
は
、
元
来
、
市
場
に
相
当
す
る
も
の
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、Bohannan

教
授 

の
い
う
よ
う
な
〃
末
梢
的
市
場
〃
す
ら
、
通
常
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
ず
か
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
商
取
り
引
き
は
、
ほ 

と
ん
ど
が
バ
ー
タ
—
を
中
心
に
、
村
人
同
志
と
か
近
隣
の
村
の
人
た
ち
の
間
か
、
せ
い
ぜ
い
、
村
に
や
っ
て
来
る
行
商
人
と
の
間
で
、 

ほ
そ
ぼ
そ
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
農
民
社
会
や
都
市
社
会
の
市
場
に
お
け
る
よ
う
な
、 

労
働
力
を
は
じ
め
と
す
る
生
産
手
段
と
い
っ
た
よ
う
な
生
産
要
素
が
取
り
引
き
の
対
象
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
食
糧
と
か
衣
料
な
ど 

を
中
心
に
し
た
、
日
常
使
わ
れ
て
い
る
生
活
必
需
品
の
売
買
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
済
組
織
の
あ
り 

方
と
生
産
面
に
お
け
る
単
純
再
生
産
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
微
少
な
剰
余
し
か
も
た
ら
さ
ず
、
か
れ
ら
の
社
会
・
文
化
を
内
部
か
ら 

揺
り
動
か
す
の
に
は
、
十
分
な
潜
在
力
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
平
坦
部
に
あ
るH-iKani

村
も
、
農
業
生
産
性
が
き
わ
め
て
低
い
た
め
に
、
基
本
的
に
は
自
給
自
足
的
経
済 

の
域
を
あ
ま
り
出
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、M

aeSarieng

の
町
を
中
心
に
〃
発
達
〃
し
た
市
場
経
済
の
圧
力
を
受
け
て
、
不 

動
産
や
動
産
は
も
と
よ
り
、
労
働
力
で
さ
え
も
、
貨
幣
を
媒
介
に
し
た
商
品
流
通
の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。 

平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
、
貨
幣
が
慣
行
的
集
中
や
再
分
配
の
循
環
か
ら
は
ず
さ
れ
て
、
個
人
所
有
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
い
う
こ 

と
は
、
現
在
は
そ
の
額
が
僅
少
で
あ
っ
て
も
、
や
が
て
は
伝
統
的
経
済
組
織
を
突
き
崩
し
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
や
文
化
を
再
編
成
す 

る
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

iii
社
会
組
織 

タ
イ
国
北
部
に
お
け
る
山
地
カ
レ
ン
族
の
例
に
も
れ
ず
、Hti  Topa

村
の
カ
レ
ン
族
た
ち
も
、
七
〜
ハ
〇
年 

昔
ま
で
は
、
一。晶house

に
住
ん
で
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
が
漂
泊
的
生
活
様
式
を
し
だ
い
に
放
棄
し
、
定
着
化
の
方 

向
を
た
ど
っ
て
い
る
時
に
、
大
首
長Pom

ohe

の
死
を
契
機
と
し
て
、
〇
益house

が
解
体
し
て
し
ま
っ
た
。
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そ
の
後
、
半
漂
泊
的
な
生
活
様
式
を
続
け
て
い
た
カ
レ
ン
族
が
、
水
田
稲
作
を
導
入
す
る
に
お
よ
ん
で
、
定
着
化
は
か
な
り
決
定 

的
な
も
の
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
現
在
で
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
は
半
定
着
的
な
独
立
家
屋
か
ら
な
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
外
見
上
で
は
き
わ
め
て
変
化
を
示
し
た
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落HtiTopa

に
お
い
て
も
、
社
会
組
織 

の
上
で
は
、
系
譜
図
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
〃
血
〃
の
原
理
が
卓
越
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
未
分
化
の
状 

態
に
あ
る
。
自
然
、
個
人
、
村
落
が
渾
然
一
体
で
あ
り
、
個
人
は
カ
レ
ン
族
で
あ
る
と
同
時
に
村
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
資
格 

に
よ
っ
て
、
村
の
領
域
の
土
地
利
用
の
権
利
を
保
有
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落Hti  Kani

に
な
る
と
、
村
落
の
編
成
原
理
に
、
血
縁
と
と
も
に
地
縁
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す 

よ
う
に
な
る
。
山
村
で
は
、
村
人
に
な
る
前
提
と
し
て
、
カ
レ
ン
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
地
村 

H_i  Kani

に
お
い
て
は
、
他
の
民
族
集
団
に
属
す
る
者
で
も
、
村
人
と
婚
姻
関
係
を
む
す
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
村
に
住
み
着
く
と
、 

〃
カ
レ
ン
族
に
な
る
〃
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

iv
政
治
的
リ
—
ダ
ー
シ
ッ
プ 

山
村
のHti  Topa  
村
が
ーong house

で
あ
っ
た
頃
、
村
に
はPom

ohe

の
よ
う
な
聖
俗 

を
つ
か
さ
ど
る
首
長
が
い
た
。
や
が
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
お
け
る
聖
と
俗
は
分
離
さ
れ
た
。
当
時
は
、
こ
の
地
方
へ
は
政
府
の 

紙
上
行
政
し
か
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
、
村
の
選
出
し
た
首
長
を
そ
の
ま
ま
〃
村
長
〃
と
し
て
〃
任
命
〃
し
た
。
現
在
で
も
、
こ 

の
形
式
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
今
日
で
は
、
村
長
は
名
目
的
な
手
当
を
も
ら
い
、
月
に
ー
度M

ae  Sarieng

の
郡
役
場
に 

会
議
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
平
地
カ
レ
ン
族
のHL Kani

村
に
な
る
と
、
社
会
的
統
制
の
段
階
は
、Hti  Topa

村
に
比
べ
る
と
、
さ
ら
に
ー
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段
階
進
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、Hti  Kani

村
に
お
い
て
は
、
正
式
の
村
長
は
常
住
し
て
い
な
い
。
村
に
は
、
長
老
のM

氏
が
総 

代
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
村
長
は
、
隣
村
のBan  Pon

に
住
ん
で
い
る
タ
イ
人
のK

氏
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
地
カ
レ 

ン
族
に
お
い
て
は
、
行
政
的
に
も
、
自
己
完
結
性
が
低
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
1
)

Bohannan  (一
963 ) 

P.  241
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第
四
章
伝
統
的
宗
教
と
儀
礼

東
南
ア
ジ
ア
に
は
、
欧
米
の
学
者
が
、
一
般
的
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
呼
ん
で
い
る
、
自
然
信
仰
が
ひ
ろ
く
分
布
し
て
い
る
。
ア
ニ
ミ 

ズ
ム
に
お
い
て
は
、
山
川
草
木
を
は
じ
め
と
す
る
森
羅
万
象
に
精
霊
が
宿
り
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
間
の
い
と
な
み
の
あ
ら
ゆ
る 

側
面
を
支
配
し
、
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。(1)

こ
の
種
の
自
然
信
仰
は
、
岩
田
教
授
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
精
霊
信
仰
と
い
う
よ
う
な
、
欧
米
か 

ら
輸
入
さ
れ
た
概
念
を
持
ち
出
す
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
日
本
人
古
来
の
神
に
対
す
る
考
え
方
が
、
は
る
か
に
東
南
ア
ジ
ア
の
人
た
ち 

の
神
に
対
す
る
概
念
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
、
白
然
信
仰
を
総
括
し
て 

呼
ぶ
適
当
な
名
称
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
カ
レ
ン
族
の
伝
統
的
宗
教
を
総
括
し
て
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
う
用
語
を
使
っ 

て
お
こ
う
。

こ
の
よ
う
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
諸
民
族
の
社
会
や
文
化
に
、
き
わ
め
て
深
く
根
差
し
て
い
る
。
そ
の
た
め 

に
、
仏
教
の
よ
う
に
寛
容
な
組
織
宗
教
は
も
と
よ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
〃
排
他
的
〃
一
神
教
が
入
っ
て
来
た

(2)

時
で
さ
え
、
東
南
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
か
ら
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
払
拭
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
、
タ
イ
国
に
お
け
る 

信
仰
と
ビ
ル
マ
に
お
け
るN
ヌ
信
仰
は
有
名
で
あ
る
。
カ
レ
ン
族
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
も
、
基
本
的
に
は
、
よ~,
信
仰
や N
ミ
信
仰 

と
近
縁
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
か
れ
ら
の
宗
教
生
活
に
は
、
仏
教
の
よ
う
な
組
織
宗
教
が
十
分
に
定
着
し
て
い
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第四章伝統的宗教と儀礼

写真17焼畑における陸稲の脱穀•ここは、聖域' であり,
よそ者の出入りは許されない.

な
い
の
で
、
土
俗
信
仰
に
お
け
る
神
々
は
、
か
れ
ら
の
心
の
な
か
で
、 

生
き
生
き
と
活
躍
を
続
け
て
い
るQ

と
こ
ろ
で
、
本
節
に
お
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
な
か 

で
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
を
持
ち
、
し
か
も
、
か
れ
ら
の
社
会
・ 

文
化
変
容
の
な
か
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、 

農
耕
儀
礼
と
、
基
礎
集
団
の
秩
序
に
関
係
の
あ
る
宗
教
儀
礼
に
焦
点
を 

当
て
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

Leach

博
士
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
宗 

教
儀
礼
は
参
加
し
て
い
る
集
団
の
団
結 (solidarity)

の
表
現
で
あ
る 

と
い
う
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
派
の
見
解
を
踏
襲
す
る
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ 

は
、
そ
の
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
時
だ
け
、
団
結
が
存
在
す
る
必 

要
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
儀 

礼
が
終
了
し
た
後
に
も
、
潜
在
的
に
存
続
し
て
い
る
団
結
を
想
像
す
る

(3)

こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
い
う
考
え
も
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
同 

博
士
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「社
会
構
造 (social  

structure)  
は 

儀
礼
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
…
」
と
い
う
見
解
も
事
実
で
あ
る
。 

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
山
地
カ
レ
ン
族 

と
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
け
る
宗
教
儀
礼
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
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に
し
よ
う
。

(
1
)

岩
田(一966)

参
照
。

(2) 

ビ
ル
マ
の
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
い
ち
じ
る
し
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
付
録
ー
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(3) 

Leach  (1964)  

P.  281

(4) 

Leach  (1964)  p

 264

第
一
節
農
耕
儀
礼

す
で
に
、
第
三
章
の
第
一
節A

と
第
二
節A

に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
文
化
で
は
、
焼
畑
農
業
を
基
礎
に
し 

た
経
済
生
活
が
い
と
な
ま
れ
、
ま
た
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
文
化
で
は
、
水
田
農
業
を
基
礎
と
し
た
経
済
生
活
が
い
と
な
ま
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
、
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
文
化
の
核 (Cui-Ural  core)

の
状
態
は
、
き
わ
め
て
敏
感
に
、
農
耕
儀
礼
の 

あ
り
方
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
農
耕
儀
礼
は
も
っ
ぱ
ら
焼
畑
農
業
に
だ
け
発
達
し
て
い 

る
。
し
か
る
に
、
導
入
後
、
わ
ず
か
数
十
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
水
田
稲
作
農
業
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
見
る
べ
き 

農
耕
儀
礼
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
。
一
方
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
に
は
、H_i  Kani

村
が
創
設
さ
れ
て
い
た
一
世
紀
以 

上
昔
に
お
い
て
は
、
焼
畑
農
業
が
か
れ
ら
の
生
活
の
基
盤
で
あ
っ
た
た
め
に
、
お
そ
ら
く
、
農
耕
儀
礼
は
焼
畑
を
中
心
に
発
達
し
て 

い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
だ
が
、
平
地
カ
レ
ン
族
が
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
適
応
を
お
こ
な
う
過
程
で
、
焼
畑
農
業
を
捨
て
、
水
田
稲 

作
農
業
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
農
耕
儀
礼
の
内
容
は
一
変
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
今
日
で
は
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間 

で
は
、
焼
畑
農
業
に
関
す
る
農
耕
儀
礼
は
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
、
タ
イ
系
平
地
民
の
お
こ
な
っ
て
い
る
、
水
田
稲
作
を
中
心
に
発 

達
し
た
農
耕
儀
礼
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
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第四章伝統的宗教と儀礼

そ
れ
で
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
宗
教
儀
礼
に
つ
い
て
、
農
耕
シ
ー
ズ
ン
の
順
序
に
従
っ
て
、
具
体
的
に
記
述
す
る 

こ
と
に
し
よ
う
。

(
1
)

Sfew
ard  (1957)  

P.  37
A 
山
地
カ
レ
ン
族
の
焼
畑
農
業
に
関
す
る
儀
礼

FaAm
ek。

儀
礼 

D
enya

月
(
四
月
中
旬
〜
五
月
中
旬)

に
な
り
、
山
地
カ
レ
ン
族
が
村
の
周
囲
の
山
焼
き
を
お
え
て
、
焼 

畑
に
陸
稲
の
種
子
を
ま
く
時
お
こ
な
う
儀
礼
で
あ
る
。̂
>
1
0

儀
礼
は
、
カ
レ
ン
族
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
重

(1)

要
な
神
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
工-~ K.cha  Ko  K

n
h
a

に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。Hfi  K

》cha  Ko  K
》cha

の
神
は
、 

山
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
あ
っ
て
は
、
自
然
界
に
あ
ま
ね
く
君
臨
し
て
い
て
、
水
と
大
地
を
つ
か
さ
ど
る
大
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。 

従
っ
て
、
こ
の
神
は
農
業
と
は
、
い
ち
ば
ん
か
か
わ
り
あ
い
の
あ
る
神
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
昔
は
、
岂
ゴ 

1
0

儀
礼
を
か
な
り
手
の
こ
ん
だ
方
法
で
お
こ
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
、
〃
俗
化
〃
さ
れ
て
、 

き
わ
め
て
簡
素
な
儀
礼
に
な
っ
て
い
る
。

F

マ
ミ?>
。
儀
礼
は
各
戸
別
々
に
、
焼
畑
の
ま
ん
な
か
に
あ
る
木
の
切
株
の
所
で
お
こ
な
う
。
木
の
切
株
の
う
え
に
は
、
御
飯
と 

地
酒
を
捧
げ
る
。
御
飯
の
う
え
に
は
豚
の
カ
レ
ー
汁
を
か
け
、
そ
れ
に
酒
を
そ
そ
い
で
、
エH  K.C

ずKo  K.cぎ

の
神
に
捧
げ
、 

祈
り
を
あ
げ
る
。

AoaH=

儀
礼 

D
enya

月
に
、
陸
稲
の
播
種
が
終
わ
り
、
や
が
て
発
芽
す
る
と
、604 Z
ヨ
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
儀 

礼
は
、
陸
稲
の
成
育
を
祈
っ
て
、
稲
魂6

武KVa

に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
儀
礼
は
、
稲
の
成
育
期 

間
で
あ
る
【え
鸵
月(
七
月
中
旬
〜
八
月
中
旬)

に
な
る
と
、
ふ
た
た
び
お
こ
な
わ
れ
る
。
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そ
し
て
、
口
ば
し
、
つ
め
、
羽
根
の
先
端
、
心
臓
、 

ら
れ
る
。

Boaau

儀
礼
は
、
焼
畑
に
建
て
た
出
作
り
小
屋
と
そ
の
付 

近
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
出
作
り
小
屋
の
ま
え
に
は
、7

心4
S-J
 

ト
米
ミ(747

ヨTne)、7

氐4m
o

、Tas」

と
い
う
四
種
類
の
儀 

礼
用
祭
壇
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
壇
の
所
で
は
、
次
の 

よ
う
な
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

⑴
 

Tapacho

儀
礼 

こ
の
儀
礼
は
、
大
地
を
所
有
す 

る
と
い
わ
れ
て
い
るTapacho

の
神
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で 

あ
る
。
出
作
り
小
屋
の
そ
ば
に
、
図
15
の
よ
う
な
儀
礼
用
の
祭 

壇
が
作
ら
れ
る
。

ま
ず
、7424 S
。
の
神
に
対
し
て
、
鶏
二
羽
が
犠
牲
に
供
さ 

れ
る
。
鶏
は
す
ぐ
に
解
体
さ
れ
て
、
カ
レ
ー
料
理
が
作
ら
れ
る
。 

尾
の
部
分
の
先
端
な
ど
を
切
り
取
っ
て
、
酒
や
御
飯
と
と
も
に
、
祭
壇
に
捧
げ

図15 Tapacho儀礼の祭壇

⑵
 

Lum
e

儀
礼 

こ
の
儀
礼
は
、
火
の
神Lum

e
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。ベ

米
您
s-.Bo K
0
儀
礼
の
よ 

う
に
、
屋
根
の
つ
い
た
高
床
の
祭
壇(
写
真
20)
が
作
ら
れ
る
。
祭
壇
に
は
、
ま
ず
、
生
き
た
鶏
が
一
羽
そ
な
え
ら
れ
、
祈
禱
が
お 

こ
な
わ
れ
る
。
鶏
は
犠
牲
に
供
さ
れ
て
、
血
は
祭
壇
に
ぬ
り
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
鶏
は
解
体
さ
れ
て
、
カ
レ
ー
料
理
が
作
ら
れ 

る
。Tapacho

儀
礼
の
場
合
と
同
様
に
、
鶏
の
口
ば
し
、
つ
め
、
羽
根
の
先
端
、
心
臓
、
尾
の
部
分
の
先
端
な
ど
が
切
り
取
ら
れ
、 

バ
ナ
ナ
の
葉
の
皿
に
盛
っ
た
御
飯
に
そ
れ
ら
を
の
せ
て
、
祭
壇
に
捧
げ
ら
れ
る
。
酒
の
び
ん
が
一
本
、
祭
壇
の
下
に
置
か
れ
る
が
、
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第四章伝統的宗教と儀礼

一
部
は
竹
筒
に
入
れ
て
、
祭
壇
の
な
か
に
捧
げ
ら
れ
る
。

⑶
 

Tatam
o

儀
礼 

Tam
m

。

儀
礼
は
、Lum

e

儀
礼
と
同
様
に
、
火
の
神Lum

e

に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
祭
壇 

の
形
態
は
、
図
16
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
儀
礼
自
体
は Lum

e

儀
礼
と
ほ
と
ん
ど
類
似
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
犠
牲
に
し
た
鶏 

の
血
は
祭
壇
に
ぬ
り
つ
け
ら
れ
ず
、
付
近
の
陸
稲
の
葉
に
そ
そ
が
れ
る
。
鶏
の
ほ
か
に
は
、
酒
が
一
本
捧
げ
ら
れ
る
。 

⑷
 

儀
礼 

こ
の
儀
礼
は
、
天
の
神
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
祭
壇
は
、
写
真
18
の
よ
う
な
も 

の
が
作
ら
れ
、
鶏
一
羽
を
犠
牲
に
供
し
、
酒
を
捧
げ
て
儀
礼
を
お
こ
な
う
。

ヽ

干

Fob=
儀
礼 

村
人
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
儀
礼
は
水
と
大
地
の
神
ト-
K
ペずKo  K・

cさ

に
捧
げ
ら
れ
た 

も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
種
の
収
穫
儀
礼
で
、Lano

月
(
ー
〇
月
中
旬
〜
ー
一
月
中
旬)

に
脱
穀
を
開
始
す
る 

以
前
に
お
こ
な
わ
れ
る
。

写真18 Boaxu儀礼に使われた 
Taseという祭壇
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焼
畑
に
お
け
る
陸
稲
の
収
穫
が
終
わ
り
、
稲
束
が
し
ば
ら
く
圃
場
に
放
置
さ
れ
て
、
乾
燥
が
十
分
に
な
る
と
、
や
が
て
脱
穀
作
業 

が
開
始
さ
れ
る
。
脱
穀
作
業
に
さ
き
だ
ち
、
焼
畑
の
一
隅
に
あ
る
出
作
り
小
屋
の
な
か
に
、
図
15
の
よ
う
な7

心
ヨ
さ
と
い
う
祭 

壇
を
作
る
。
そ
の
祭
壇
に
は
、
焼
畑
で
と
れ
た
陸
稲
の
初
穂
を
木
の
葉
に
盛
っ
て
、
そ
の
う
え
に
、
犠
牲
に
さ
れ
た
二
羽
の
鶏
の
カ 

レ
ー
汁
を
か
け
て
、
そ
な
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
そ
な
え
物
の
う
え
か
ら
酒
が
そ
そ
が
れ
、HtiICcha  Ko  

K.cha  

の
神
に
祈
り
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
こ
の
儀
礼
に
出
席
し
た
者
は
全
員
で
食
事
を
す
る
け
れ
ど
も
、
当
日
収
穫
し
た
ば
か
り
の
新
米
を
、
そ
の
日
の
食
卓
に 

の
せ
る
こ
と
は
な
い
。

黑 
达
ナF06

よ
儀
礼
の
出
席
者
は
、
通
常
、
家
族
の
成
員
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
〃
養
子
〃
な
ど
が
参
加 

す
る
場
合
に
は
、
か
れ
は
、
焼
畑
に
お
け
る
陸
稲
栽
培
の
播
種
の
頃
か
ら
、
一
連
の
農
作
業
を
手
伝
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の 

で
あ
る
。
そ
う
し
な
い
者
は
誰
で
も
、
儀
礼
の
当
日
に
、
畑
に
行
く
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
従
っ
て
、
脱
穀
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き 

な
い
。
儀
礼
を
お
こ
な
っ
た
日
は
、
い
か
に
少
量
の
陸
稲
で
も
、
脱
穀
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

otk
。

儀
礼 

こ
の
儀
礼
は
、Laph1

月
(
一
一
月
中
旬
〜
一
二
月
中
旬)

に
、
脱
穀
が
終
了
し
た
次
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
。 

o
f
 
儀
礼
は
、
そ
の
年
の
収
穫
を
稲
魂
の6

ヨK7a
に
感
謝
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
。 

こ
の
儀
礼
の
た
め
に
、
新
米
の
御
飯
が
た
か
れ
、
同
時
に
、
キ
ン
マ
ー
本
、
か
え
る
一
匹
、
か
に
一
匹
、
魚
一
匹
で
カ
レ
ー
が
作 

ら
れ
る
。
こ
の
食
物
は
稲
魂
に
捧
げ
ら
れ
、
祈
り
が
と
な
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、obuk。

儀
礼
で
食
物
や
飲
物
を
稲
魂K

堂KVa
に
捧
げ
、
実
り
の
秋
に
感
謝
す
る
の
で
あ
る
が
、
供
物
の
な
か 

に
、
魚
と
か
に
が
含
ま
れ
て
い
る
事
情
を
、
カ
レ
ン
族
の
説
話
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昔
あ
る
時
、
稲
が
カ
レ 

ン
族
の
所
か
ら
逃
げ
出
し
、
か
に
の
穴
の
な
か
に
逃
げ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
カ
レ
ン
族
が
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
稲
を
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探
し
て
い
る
と
、
魚
が
や
っ
て
来
て
、
稲
が
か
に
の
穴
に
姿
を
か
く
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
、
カ
レ
ン
族
が
か 

に
の
穴
に
い
る
稲
に
向
か
っ
て
、
出
て
来
る
よ
う
に
頼
む
と
、
稲
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「カ
レ
ン
族
が
わ
た
く
し
た
ち
米
を
食 

ベ
る
時
に
は
、
か
に
と
魚
を
い
っ
し
ょ
に
食
べ
て
く
れ
る
こ
と
を
約
束
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
は
出
て
行
き
ま
す
…
」
と
い
う
の 

で
、
カ
レ
ン
族
は
稲
の
希
望
を
い
れ
る
こ
と
に
し
て
、
穴
か
ら
出
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

用
意
さ
れ
た
新
米
の
御
飯
と
か
に
と
魚
の
カ
レ
ー
は
、
木
の
葉
に
く
る
ん
で
、
五
個
の
包
み
が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
四
個

図17山地カレン族の農耕儀礼〇加え〇の時の囲炉裏端

の
包
み
は
、
図
17
の
よ
う
に
、
家
の
な
か
に
あ
る
炉
の
四
ヵ
所
に
置
く
。
残
り 

の
一
包
み
は
、
そ
の
年
に
焼
畑
の
稲
に
は
じ
め
て
か
ま
を
入
れ
た
家
族
の
成
員 

が
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

か
く
し
て
、06

鼠
。
儀
礼
が
終
了
す
る
と
、
家
族
全
員
が
そ
ろ
っ
て
食
事 

を
す
る
。

こ
の
儀
礼
に
際
し
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
は
、
い
ち
ば
ん
大
切
な
家 

財
道
具
で
あ
る
食
台 (§6~)
、
と
う
が
ら
し
を
砕
く
石
の
乳
鉢
、
米
を
入
れ 

る
籠
な
ど
に
、
あ
る
種
の
草
を
む
す
び
つ
け
る
。
ま
た
、
こ
の
時
に
、
食
台
を 

前
日
の
食
事
に
使
っ
た
ま
ま
、
洗
う
こ
と
な
く
儀
礼
に
使
用
す
る
の
は
興
味
深 

い
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、0
1
?

儀
礼
を
お
こ
な
う
以
前
に
、
前
年
度
の
陸
稲
の
収
穫
が
不 

足
し
て
、
ど
う
し
て
も
そ
の
年
の
新
米
に
手
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合 

に
は
、
肉
と
と
う
が
ら
し
し
か
副
食
品
と
し
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

1S3



っ
た
、
一
種
の
タ
ブ
ー
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

儀
礼 

こ
の
儀
礼
は
脱
穀
が
終
了
し
て
、
も
み
を
自
分
の
家
の
穀
倉
に
搬
入
す
る
前
に
、
戸
別
に
お
こ
な
う
儀
礼
で
あ 

っ
て
、
豊
穰
を
約
束
す
る
女
神R6

ヨ〇

に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

sepok。
儀
礼
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
村
人
は
、Boaxu

儀
礼
の
際
に
作
っ
た
よ
う
なTa

翁(
写
真
18)
と
呼
ば
れ
る
祭
壇
を
用 

意
す
る
。7a
爲
の
な
か
に
は
、
新
米
を
入
れ
、
犠
牲
に
し
た
鶏
の
血
を
ふ
り
そ
そ
ぐ
。
鶏
の
血
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、Tas』

の
周 

囲
に
も
ぬ
り
、
そ
の
羽
毛
を
は
り
つ
け
る
。

犠
牲
に
供
し
た
鶏
は
料
理
し
て
、
例
に
よ
り
、
口
ば
し
、
羽
根
の
先
端
の
肉
、
つ
め
、
尾
の
先
端
の
肉
な
ど
を
取
っ
て
、
木
の
葉 

の
皿
に
盛
っ
た
御
飯
と
と
も
に
、T4&

に
捧
げ
る
。
さ
ら
に
、
酒
を
祭
壇
の
う
え
か
ら
そ
そ
ぎ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
祈
り
を
あ 

げ
る
。「こ

の
食
物
を
ゆ
っ
く
り
と
食
べ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
食
物
も
は
や
く
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
食
物
を
付
近
の 

魚
や
か
に
な
ど
の
客
と
い
っ
し
ょ
に
食
べ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
米
は
来
年
の
良
い
種
に
な
り
、
永
遠
に
つ
づ
か
ん
こ
と
を
…
…
」
と 

い
う
。

(
1
)

こ
の
発
音
は
こ
の
付
近
の
山
地
カ
レ
ン
族
の
も
の
で
あ
る
。
平
地
カ
レ
ン
族
で
は®
~
 K
s
 Ko  

と
い
い
、HI  M

arsha一
一

は 

Hr-  

Kaiv  K
S

と
書
い
て
い
る
。

(2) 

seuwpo

儀
礼
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

B

平
地
カ
レ
ン
族
の
水
田
農
業
に
関
す
る
儀
礼

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村Hti  Topa

に
お
い
て
も
、
水
田
稲
作
が
す
で
に
数
十
年
間
も
お
こ
な
わ
れ
て 

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
岳
地
帯
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
限
界
が
存
在
し
て
い
る
た
め
に
、
水
田
面
積
が
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
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加
え
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
は
孤
立
し
た
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
る
た
め
に
、
北
タ
イ
人
や
シ
ャ
ン
人
の
よ
う
な
タ
イ
系
平
地
民
と
の 

接
触
も
す
く
な
い
の
で
、
水
田
稲
作
に
関
す
る
農
耕
儀
礼
の
発
達
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
平
地
カ
レ
ン
族
のHti  Kani

村
に
お
い
て
は
、
水
田
稲
作
に
は
き
わ
め
て
手
の
こ
ん
だ
農
耕
儀
礼
が
発
達
し
て
い 

る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
村
に
お
け
る
水
田
稲
作
の
歴
史
は
、H_i  Topa

村
に
お
け
る
も
の
よ
り
も
、
や
や
ふ
る
い
と
は 

い
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
は
三
〇
〜
四
〇
年
ほ
ど
ふ
る
い
だ
け
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
村
に
お
け
る
き
わ 

だ
っ
た
農
耕
儀
礼
の
差
異
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
適
応
の
差
異
を
知
る
う
え
で
、
特
に
注
目
す 

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
平
地
カ
レ
ン
族
に
あ
っ
て
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
と
は
こ
と
な
り
、
た
え
ず
北
タ
イ
系
も
し
く
は
シ 

ャ
ン
系
の
平
地
民
文
化
と
の
接
触
を
持
ち
、
し
か
も
、
水
田
稲
作
文
化
と
の
か
か
わ
り
あ
い
が
か
な
り
ふ
か
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ 

け
、
同
じ
水
田
稲
作
を
お
こ
な
っ
て
い
て
も
、
山
村
のHti  Topa

と
平
地
村
のHti  Kani

と
は
水
田
の
性
質
が
こ
と
な
っ
て 

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
山
村
のHti  Topa

は
山
間
の
湧
水
を
基
礎
と
し
た
小
川
に
水
源
を
頼
っ
て 

い
る
が
、
平
地
村Hti  Kani
の
場
合
に
は
、
村
の
東
側
を
流
れ
て
い
る
〃
大
川
〃
のM

ae  Yuam

か
ら
灌
漑
水
を
引
い
て
こ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
灌
漑
を
お
こ
な
う
場
合
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
無
定
見
に
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、
な
ん 

ら
か
の
地
域
社
会
間
の
調
整
が
不
可
欠
で
あ
る
の
だ
。
従
っ
て
、
平
地
村Hti  Kani

に
お
け
る
水
田
稲
作
は
、
山
村Hti  Topa  

に
お
け
る
〃
天
水
田
〃
的
な
水
稲
農
業
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
差
異
は
、
明
確
に
、
農
耕
儀
礼
の
あ
り
方
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
あ
っ
て
は
、
水
田
耕
作
の
歴
史
が
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
見 

る
べ
き
農
耕
儀
礼
を
発
達
さ
せ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
、
平
地
カ
レ
ン
族
に
あ
っ
て
は
、
水
田
稲
作
に
関
す
る
農
耕
儀
礼
を
、
相
当 

な
規
模
に
ま
で
発
達
さ
せ
て
い
る
。
な
お
、Hti  Kani

村
が
で
き
始
め
た
頃
に
は
、M

ae  Sarieng

の
谷
間
に
は
人
口
が
少
な
く
、
135



草
原
が
田
畑
に
よ
っ
て
蚕
食
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
カ
レ
ン
族
も
焼
畑
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
。
だ
が
、
こ
の
一
世
紀
ほ 

ど
の
間
に
、
未
開
墾
地
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
焼
畑
は
ご
く
一
部
の
村
人
に
よ
っ
て
、
限
界
地
に
お
い 

て
、
ほ
そ
ぼ
そ
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
焼
畑
農
業
が
平
地
カ
レ
ン
族
の
経
済
生
活 

の
な
か
で
、
重
要
性
を
失
っ
て
し
ま
う
と
、
農
耕
儀
礼
の
方
も
た
い
へ
ん
に
お
ろ
そ
か
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と 

い
え
よ
う
。

Lu  Hti  

さ
儀
礼 

こ
の
儀
礼
は Lanwe

月
(
五
月
中
旬
〜
六
月
中
旬)

の
初
旬
に
、
水
田
に
川
か
ら
灌
漑
水
を
導
入 

す
る
際
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
カ
レ
ン
族
の
解
釈
に
よ
る
と
、
水
神
で
あ
る
エ
S-.K.cha

に
捧
げ
ら
れ
る
儀
礼
で
あ
る
と
い
わ
れ
て 

い
る
け
れ
ど
も
、
内
容
的
に
見
る
と
、
こ
の
あ
た
り
の
北
タ
イ
人
が
お
こ
な
っ
て
い
る
灌
漑
溝
の
神
と
堤
の
神
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る 

L&ng  Phi  M
M

g  PhT

ぎ
ー
と
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
儀
礼
に
使
用
す
る
祭
壇
の
作
り
方
が
北
タ
イ
人
の
も 

の
と
カ
レ
ン
族
の
も
の
と
は
若
干
の
差
異
が
認
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
儀
礼
の
や
り
方
も
目
的
も
基
本
的
に
は
ほ
ぼ
お
な
じ
で 

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

Lu  H-i  £
0

儀
礼
は
、
あ
る
特
定
の
灌
漑
水
路
を
水
田
耕
作
に
利
用
す
る
者
だ
け
が
集
合
し
て
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
従 

っ
て
、
そ
れ
以
外
の
村
人
は
儀
礼
に
原
則
的
に
参
加
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
性
に
は
関
係
な
く
出
席
で
き
る
。
司
祭
は
カ
レ
ン
語 

でSapga  Hti  Boko

と
い
い
、
北
タ
イ
語
で
はKae  M

Aawg  Kae  Pa

宀
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
役
職
は
世
襲
で
は
な
く
、 

村
の
有
力
者
で
そ
の
灌
漑
水
路
を
利
用
し
て
い
る
者
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ
る
。Hti  Kani

村
に
お
い
て
は
、
任
期
の
か
な
り
な 

が
い
輪
番
制
で
、
一
九
六
四
年
に
は
長
老
のN
氏
か
ら
中
年
の
村
人
で
あ
るT
氏
に
役
目
が
交
代
さ
れ
た
。 

儀
礼
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
か
ら
鶏
一
羽
や
若
干
の
御
飯
を
用
意
す
る
。
そ
の
ほ
か 
二
尸
当
た
り
五
バ
ー
ツ(
約
九
〇
円)

ほ
ど
の 

金
を
出
し
あ
っ
て
、
酒
や
豚
を
購
入
す
る
。
も
っ
と
も
、
豚
の
よ
う
な
〃
高
価
な
〃
家
畜
は
毎
年
の
よ
う
に
犠
牲
に
供
す
る
の
で
は
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第四章伝統的宗教と儀礼

写真20 Lu Hti Boko儀礼の祭壇 
に鶏を捧げる平地カレン族 
の男・

写真19平地カレン族の灌漑溝 
儀礼 L” Hti Boko,隣 
り村の北タイ人といつ 
しょにおこなう.

な
く
て
、
三
年
に
ー
度
だ
け
そ
れ
を
使
用
す
る 

の
で
あ
る
。
他
の
年
は
た
ん
に
鶏
を
犠
牲
に
供 

す
る
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
平
地
カ
レ
ン
族
は 

行
政
機
関
の
目
を
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い 

の
で
、
豚
の
よ
う
な
中
型
以
上
の
家
畜
は
密
殺 

す
る
こ
と
な
く
、
郡
役
場
に
〃
大
枚
〃
二
〇
バ 

—
ッ(
三
六
〇
円
弱)

の
税
金
を
支
払
っ
て
、 

屠
殺
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

Lu  Hti  Boko

儀
礼
の
た
め
に
、
川
か
ら 

灌
漑
溝
に
水
を
導
入
す
る
入
口
に
写
真
20
の
よ 

う
な
祭
壇
を
作
る
。
そ
の
ほ
か
図
18
の
よ
う
に 

川
の
せ
き
に
ニ
カ
所
と
水
の
取
り
入
れ
口
の
三 

力
所
に
く
い
を
打
ち
、
そ
の
う
え
に
物
を
置
け 

る
よ
う
に
板
を
打
ち
つ
け
て
お
く
。 

こ
の
よ
う
な
準
備
が
完
了
す
る
と
、Sapga  

Hti  Bok。

が
、
あ
る
特
別
な
宗
教
的
意
義
の

(2)

あ
るA
p
r

と
呼
ば
れ
る
鶏
二
羽
を
犠
牲
に
す 

る
。
そ
の
ほ
か
め
い
め
い
の
参
加
者
が
持
参
し
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平地カレン族がおこなうLu Hti Boko儀礼の祭壇の位置

食
物
を
捧
げ
る

て
き
た
鶏
に
つ
い
て
は
、
だ
れ
が
殺
し
て
も
か 

ま
わ
な
い
。

Sapga  Hti  Boko

の
犠
牲
に
し
た
鶏
の
血 

は
祭
壇
に
ぬ
り
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
鶏
を
も
と 

に
し
て
、
と
う
が
ら
し
、
そ
れ
にK4ざ

と
い 

う
魚
や
か
に
で
作
っ
た
味
噌
状
の
調
味
料
で
味 

を
つ
け
た
カ
レ
ー
料
理
が
作
ら
れ
る
。
そ
の
際
、 

鶏
の
足
や
羽
根
は
、
組
み
合
わ
せ
て
か
ら
料
理 

す
る
。

カ
レ
ー
料
理
が
で
き
る
と
、
家
か
ら
持
参
し 

て
来
た
御
飯
を
木
の
葉
の
皿
の
う
え
に
盛
り
、 

鶏
を
二
羽
ず
つ
の
せ
て
、
川
辺
の
く
い
や
祭
壇 

の
所
に
持
っ
て
行
く
。
そ
の
時
に
は
、
酒
一
本
、 

00

【
と
い
う
葉
の
た
ば
一
つ
、
ろ
う
そ
く 

一
本
を
そ
え
て
、
水
神H

、i  K.cha

に
灌
漑 

図 
溝
や
堤
の
保
護
を
祈
禱
す
る
。
そ
れ
が
終
わ
る 

と
、
水
神
に
そ
な
え
た
食
物
は
一
力
所
に
集
め 

ら
れ
て
、
出
席
者
一
同
で
会
食
が
お
こ
な
わ
れ
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第四章伝統的宗教と儀礼

る
。
出
席
者
は
、
あ
と
で
述
・
ベ
るTalutshadu

儀
礼
の
場
合
と
は
異
な
り
、
い
つ
で
も
儀
礼
か
ら
離
れ
て
、
帰
宅
す
る
こ
と
が 

許
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
儀
礼
の
性
格
を
知
る
の
に
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
灌
漑
溝
を
共
同
に
利
用
し
て
い
る
北
タ 

イ
人
のTong  
一 em

村
か
ら
も
出
席
者
を
迎
え
て
い
る
。
そ
の
数
は
一
九
六
五
年
に
五
軒
の
北
タ
イ
人
農
家
か
ら
参
加
者
が
あ
っ
た 

と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、Hti  Kani

村
の
灌
漑
は
〃
大
川
〃
か
ら
の
水
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
山
地
カ
レ
ン 

族
に
お
け
る
水
田
耕
作
と
は
こ
と
な
り
、
自
己
完
結
的
な
生
産
活
動
や
そ
れ
に
と
も
な
う
生
活
空
間
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
他
村
と
の 

関
係
、
す
ぐ
れ
て
他
民
族
集
団
と
の
関
係
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
契
機
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ヽ
旨
儀
礼 

こ
の
儀
礼
は
前
述
の 
ト
袅Hzf  6

。さ

 
儀
礼
と
同
様
に
カ
レ
ン
暦
の Lanwe

月
(
五
月
中
旬
〜
六
月
中 

旬)

に
お
こ
な
わ
れ
る
。
儀
礼
の
目
的
は
、
水
田
の
神TO

KQ
F  D

e  K.cha

に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
水
田
で
働
く
人
間
と
水 

牛
の
平
安
を
祈
り
、
同
時
に
十
分
に
水
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
祈
禱
す
る
の
で
あ
る
。

FizcAoaa

儀
礼
そ
の
も
の
は
き
わ
め
て
簡
単
な
儀
礼
で
あ
る
。
図
15
の
よ
う
な74 P4
B-0
と
呼
ば
れ
る
祭
壇
を
作
り
、
各
戸
別 

に
儀
礼
を
お
こ
な
う
。
儀
礼
の
た
め
に
は
二
羽
の
鶏
が
犠
牲
に
供
さ
れ
、
そ
の
血
は
祭
壇
の
柱
に
ぬ
り
つ
け
ら
れ
、
羽
毛
を
は
り
っ 

け
る
。
そ
の
後
、
鶏
で
カ
レ
ー
料
理
を
作
っ
て
、
家
か
ら
持
参
し
た
御
飯
の
う
え
に
の
せ
て
、Tapach。

に
そ
な
え
、
同
時
に
ー 

家
の
成
員
が
会
食
に
参
加
す
る
。
か
く
し
て
、
水
牛
に
よ
り
水
田
の
代
か
き
が
開
始
さ
れ
る
。

Boachi

儀
礼 

こ
の
儀
礼
は 
ト
求Hei  Boko

やPuchoda
の
儀
礼
に
続
い
て
、Laku  (
七
月
中
旬
〜
八
月
中
旬)
と 

Chim
u  (

八
月
中
旬
〜
九
月
中
旬)

に
お
こ
な
わ
れ
る
。
時
期
と
し
て
は
、
田
植
え
が
お
こ
な
わ
れ
る
ま
え
と
、
そ
の
あ
と
に
お
こ 

な
う
儀
礼
で
あ
り
、
地
の
神Ho  Ko  K"cha

に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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写真21 田植の時期におこなうBoachi 
儀礼の祭壇

Boachi

儀
礼
の
う
ち
で
、
田
植
え
の
ま
え
に
お
こ
な 

う
も
の
は
、
水
田
の
一
隅
に
四
本
の
ち
い
さ
い
柱
を
た
て 

て
、
そ
の
う
え
に
ち
い
さ
い
竹
の
マ
ッ
ト
状
の
台
を
つ
け 

て
、
御
飯
と
ろ
う
そ
く
を
そ
な
え
る
。

ま
た
、
水
稲
の
移
植
後
約
ー
力
月
た
っ
た
頃
、
鶏
二
羽 

を
犠
牲
に
供
し
、
ま
た
酒
一
本
を
捧
げ
て
儀
礼
を
お
こ
な 

う
。
こ
のBo4cm •
儀
礼
は
各
戸
で
お
こ
な
わ
れ
、
両
親 

が
い
る
場
合
に
は
、
別
居
を
し
て
い
て
も
、
招
待
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
儀
礼
の
最
後
に
は
主
婦
の
父
親

も
し
く
は
年
長
者
が
出
席
者
の
手
首
に
ひ
も
を
ゆ
わ
え
る
を
も
っ
て
儀
礼
を
終
わ
る
。

こ
のB04
S-Z•
儀
礼
は
水
稲
の
成
熟
期
に
当
た
る
カ
レ
ン
暦
のChicha

月
(
九
月
中
旬
〜
ー
〇
月
中
旬)

に
ふ
た
た
び
お
こ
な 

わ
れ
る
。

obllk。

儀
礼 

こ
の
儀
礼
は
水
稲
の
刈
り
取
り
を
開
始
す
る
寸
前
に
、
稲
魂Bu  KVa

に
捧
げ
ら
れ
る
儀
礼
で
、
通
常
カ
レ
ン 

暦
のLano

月 (
ー 
〇
月
中
旬
〜
ー
ー
月
中
旬)

に
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
山
地
カ
レ
ン
族
に
お
け
る06

ミr

儀
礼
と
主
旨
も 

や
り
方
も
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
平
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
そ
の
存
在
理
由
は
ゆ
ら
い
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
村 

の
長
老N
氏
に
よ
る
と
、O

buko

儀
礼
は
、Hti  Kani

村
に
お
い
て
は
、
も
は
や
誰
に
と
っ
て
も
、
必
要
不
可
欠
な
儀
礼
で
は
な 

い
と
い
う
。
そ
し
て
水
稲
の
平
均
収
穫
量
が
、
す
く
な
く
と
も
五
〇
カ
ン
以
上
の
者
だ
け
が
お
こ
な
え
ば
よ
い
儀
礼
で
あ
る
と
し
て
、 

具
体
的
に
十
数
名
の
村
人
の
名
前
を
あ
げ
た
。N
老
は
さ
ら
に
続
け
て
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
村
人
た
ち
も
、
か
な
ら
ず
し
も
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第四章 伝統的宗教と儀礼

儀
礼
を
毎
年
の
よ
う
に
す
る
必
要
は
な
い
と
付
け
加
え
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
六
五
〜
六
六
年
に
は
、
こ
の
あ
た
り
の
水 

稲
作
が
平
均
作
以
下
だ
っ
た
の
で
、〇

ぎr

儀
礼
を
お
こ
な
っ
た
家
は
、
わ
ず
か
に
ー
ニ
尸
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。 

Kse  Ah  KVa

儀
礼 

こ
の
儀
礼
も
稲
魂Bt K

 •一a

に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
、Lano

月
(
ー
〇
月
中
旬
〜
ー
ー
月
中
旬)

に 

お
こ
な
わ
れ
る
。Kwe  Bu  K

・
一a

儀
礼
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
が
陸
稲
を
脱
穀
す
る
直
前
に
お
こ
な
っ
て
い
るpachos,pobu

儀 

礼
と
同
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
脱
穀
場
を
選
定
す
る
と
、
そ
こ
を
使
用
す
る
家
の
女
の
一
人
が
、
司
祭
役
と
し
て
籠
か
皿
に
二
羽
の
鶏
、
御
飯
、
新
米
、

(4)

そ
れ
に
女
性
用
の
カ
レ
ン
服
を
入
れ
て
、
そ
の
田
を
一
巡
す
る
。
そ
の
時
、
初
穂
が
田
に
落
ち
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
拾
っ
て
籠

写真22平地カレン族の収穫祭Pobu K'la

も
し
く
は
皿
に
い
れ
る
。
田
を
一
巡
し
な
が
ら
、 

女
は
祈
り
を
あ
げ
る
。
女
が
脱
穀
場
に
も
ど
っ
て 

来
る
と
、
そ
こ
に
あ
る
竹
の
敷
物
を
御
飯
用
の
し 

や
も
じ
で
た
た
き
な
が
ら
祈
禱
を
す
る
。
そ
し
て
、 

二
羽
の
鶏
を
犠
牲
に
し
て
、
血
を
敷
物
に
ぬ
り
っ 

け
る
。
家
か
ら
持
参
し
て
来
た
御
飯
と
料
理
を
し 

た
鶏
を
少
し
バ
ナ
ナ
の
葉
の
皿
に
盛
り
、
竹
の
敷 

物
の
う
え
に
置
い
て
、
稲
魂Bu  Ky

ミ
に
捧
げ 

る
。
こ
の
竹
製
の
敷
物
は
、
脱
穀
の
際
に
、
穂
を 

た
た
き
つ
け
る
棒
の
し
た
に
置
き
、
も
み
受
け
と 

す
る
。
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儀
礼
が
終
了
す
る
と
、
ま
ず
司
祭
役
の
女
性
が
食
事
を
し
、
一
同
は
そ
れ
に
続
い
て
、
稲
魂
と
共
餐
し
、
か
つ
酒
を
く
み
交
す
。 

脱
穀
場
の
入
口
に
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
が74Ho

儀
礼
に
使
っ
て
い
る
よ
う
な
祭
壇(
図
16)

を
作
る
。 

Fo
皆KVa

儀
礼 

こ
の
儀
礼
はK

心e  Bu  KVa

儀
礼
と
同
様
に
、Lano

月
に
お
こ
な
い
、
脱
穀
の
時
に
す
る
儀
礼
で
あ 

る
。北

タ
イ
人
も
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
儀
礼
を
お
こ
な
う
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
細
か
い
点
で
は
、
多
少
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
た 

と
え
ば
、
写
真
22
の
よ
う
な
祭
壇
は
カ
レ
ン
族
の
場
合
に
は
、
男
性
が
作
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
北
タ
イ
人
の
場
合
に
は
女
性
が 

そ
れ
を
作
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
儀
礼
の
大
筋
に
つ
い
て
は
、
両
民
族
集
団
の
間
に
は
大
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

さ
て
、
祭
壇Tan
 Pobu  Kra

儀
礼
が
開
始
さ
れ
る
前
夜
に
作
ら
れ
、
つ
ぎ
の
朝
か
ら
儀
礼
自
体
が
開
始
さ
れ
る
。
ま
ず
、 

用
意
さ
れ
て
い
た
鶏
三
羽
を
犠
牲
に
供
し
、
祭
壇
の
三
カ
所
に
そ
の
血
を
ぬ
り
つ
け
る
。
祭
壇
に
は
竹
の
ふ
し
で
作
っ
た
コ
ッ
プ
に 

水
と
酒
を
い
れ
て
捧
げ
、
そ
の
ほ
か
バ
ナ
ナ
も
し
く
は
砂
糖
き
び
と
べ
テ
ル
ニ
個
、
タ
バ
コ
ニ
個
を
そ
な
え
る
。 

鶏
は
カ
レ
ー
料
理
に
し
て
、
羽
根
の
先
端
、
つ
め
、
口
ば
し
、
尾
の
先
端
の
肉
な
ど
を
取
っ
て
、
御
飯
と
い
っ
し
ょ
に
バ
ナ
ナ
の 

葉
の
皿
に
の
せ
て
、
祭
壇
に
捧
げ
る
。
ま
た
、
脱
穀
場
に
当
て
る
田
畑
の
四
す
み
に
、
御
飯
を
一
皿
ず
つ
置
く
。
い
ま
一
皿
の
御
飯 

を
用
意
し
て
、
そ
の
頃
の
空
を
飛
ぶ
わ
し
に
も
そ
な
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
地
の
神
で
あ
るHO

KO
K

》cha

に
祈 

り
を
あ
げ
る
と
、
一
同
は
出
作
り
小
屋
に
引
き
あ
げ
て
、osr
ヨ
大〇

と
呼
ば
れ
る
会
食
を
お
こ
な
う
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
儀
礼
は
カ
レ
ン
族
の
〃
伝
統
的"
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
儀
礼
を
捧
げ
る
神 

は
、
一
応Ho  Ko  Kkha

と
い
う
地
の
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
北
タ
イ
人
や
シ
ャ 

ン
人
と
共
通
のChaodin

の
カ
レ
ン
的
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、H-i  Kani

村
の
大
部
分
の
村
人
に
聞
く
と
、 

Pobu  K

 "一a

儀
礼
を
す
る
神
に
つ
い
て
の
説
明
は
支
離
滅
裂
で
あ
る
。
あ
る
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
い
い
、

142



第四章 伝統的宗教と儀礼
あ
る
者
は
女
性
の
神
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
お
こ
な
え
る
が
、
名
前
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
述
べ
た
。
こ
の
儀
礼
の
対
象
に
な
つ 

て
い
る
神
の
名
前
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
村
人
で
も
、
せ
い
ぜ
い
、D

am

ヨ84
と
い
う
神
も
し
く
は
悪
霊
の
一
般
的
呼
称
を
使
う
か
、 

水
と
大
地
の
神 
エ
二
・K.cha  Ko  K.cha

と
い
う
包
括
的
な
超
自
然
の
神
の
名
前
を
あ
げ
る
の
が
や
っ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な 

事
実
か
ら
考
え
る
と
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
文
化
に
、

儀
礼
が
導
入
さ
れ
た
歴
史
が
あ
ま
り
古
く
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
推
測
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
レ
ン
族
の
文
化
に
ふ
か
く
根
差
し 

て
い
る
〃
家
族
儀
礼
”o&e

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
お
い
て
さ
え
、
カ
レ
ン
語
を
儀
礼
に
使
用
す
る
こ
と 

が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
こ
で
扱
っ
て
い
るPO

TK74

の
儀
礼
に
お
い
て
は
、
北
タ
イ
語
で
も
、
シ
ャ
ン
語
で
も
、 

カ
レ
ン
語
で
も
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、Pol  KVa

儀
礼
は
非
力
レ
ン
的
性
格
が
す
く
な
く
な
い
と
考
え
て
よ
か 

ろ
う
。

Boas

儀
礼 

こ
の
儀
礼
は
、
北
タ
イ
人
は
【
守
、g  Kao

儀
礼
と
い
い
、
水
稲
の
脱
穀
が
終
わ
っ
た
時
に
お
こ
な
う
も
の
で
、 

カ
レ
ン
族
の
伝
統
的
な
も
の
で
は
な
い
。
脱
穀
場
に
使
用
し
た
水
田
の
祭
壇74

ミ4

三
に
、
ベ
テ
ル•
ナ
ッ
ツ
、
タ
バ
コ
、
ろ
う 

そ
く
、S

ミ
‘•
港
と
い
う
葉
を
二
た
ば
、
砂
糖
き
び
な
ど
を
捧
げ
、
地
の
神Ho  Ko  K.cha

に
実
り
の
秋
を
感
謝
す
る
と
い
う
。 

7az0  K
。

エ
儀
礼 

こ
の
儀
礼
は
カ
レ
ン
族
〃
固
有
の
〃
も
の
で
、
カ
レ
ン
暦
のTalm

月
(
二
一
月
中
旬
〜
一
月
中
旬)

に 

お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
調
査
を
お
こ
な
っ
た
一
九
六
六
年
に
は
、
一
月
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
脱
穀
を
完
全
に
終 

了
し
て
、
水
稲
の
も
み
を
穀
倉
に
入
れ
た
直
後
に
お
こ
な
う
。
も
み
を
穀
倉
に
入
れ
た
時
に
、
ご
く
少
量
を
家
に
持
ち
帰
り
、
そ
れ 

を
つ
い
て
白
米
に
し
て
、
酒
に
入
れ
る
。
そ
の
酒
で
、K

心
•
と
い
う
儀
礼
を
す
る
。
こ
の
儀
礼
は
水
と
大
地
の
神R

Z
・K

べ
ナ 

Ko  K
》cha

に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

s&I/ko

儀
礼 

水
稲
の
も
み
を
穀
倉
に
入
れ
て
か
ら
、
ー
力
月
間
は
そ
れ
を
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
儀
礼
は
、
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図19 Sebuko儀礼におけ

新
米
の
も
み
を
穀
倉
に
入
れ
て
か
ら
、
ー
力
月
目
に
そ
れ
を
穀
倉
か
ら
取
り
出
す
時
の
儀 

口
小
礼
で
あ
る
。

用代 

儀
礼
に
際
し
て
は
、
写
真
18
の
祭
壇72
爲
を
穀
倉
の
な
か
に
た
て
る
。鶏
一
羽
を
犠 

の
牲
に
供
し
、
血
を
祭
壇
の
柱
に
ぬ
っ
て
、
そ
の
羽
毛
を
つ
け
る
。
鶏
の
カ
レ
ー
を
御
飯
と 

壇祭
い
っ
し
ょ
に
、744

の
な
か
に
入
れ
て
、
稲
魂8

でK
.
T
に
祈
り
を
あ
げ
る
。
祈
禱 

の
内
容
は
、
「米
の
世
話
を
お
願
い
申
す
。
穀
倉
が
急
速
に
か
ら
に
な
ら
な
い
よ
う
に
… 

…
」
と
祈
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も74

爲
の
よ
う
な
祭
壇
の
代
り
に
、
竹
の
ふ
し
を
切

っ
て
コ
ッ
プ
を
作
り
、
そ
れ
に
タ
バ
コ
を
図
19
の
よ
う
に
ゆ
わ
え
て
お
く
場
合
も
あ
る
。

こ
の
儀
礼
の
出
席
者
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
のSep

。

ぎ
儀
礼
の
場
合
と
同
様
に
、
家
族
だ
け
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
出
席 

者
ー
同
は
新
米
を
鶏
の
カ
レ
ー
と
と
も
に
食
べ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
に
は
他
人
に
は
そ
れ
を
与
え
な
い
と
い
う
。 

な
お
、
昔
は
、
こ
の
儀
礼
が
、Hti  Kani
村
の
全
戸
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今
日
で
は
そ
れ 

も
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
村
人
の
貧
富
の
差
が
お
お
き
く
な
り
、
穀
倉
が
満
た
な
い
者
も
い
る
か
ら
で
あ
る 

と
い
う
。
こ
の
あ
た
り
に
も
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
の
特
質
が
首
を
も
た
げ
て
い
る
。

(
1
)

成
年
男
子
の
三
〜
四
日
分
の
労
働
賃
金
に
相
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
髙
額
の
税
金
を
支
払
っ
て
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
い
る
あ
た
り
に
、
平 

地
カ
レ
ン
族
の
社
会
的
性
格
が
特
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

(2) 

こ
の
鶏
はsaega  Hti  Boko

のT

氏
が
持
参
し
た
も
の
で
、
か
れ
が
儀
礼
用
に
飼
育
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

(3) 

一
説
に
は
、
水
と
大
地
を
つ
か
さ
ど
る
神Hti  K.cha  Ko  K

“cha
と
お
な
じ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

(4) 

当
該
の
家
に
女
性
が
い
な
け
れ
ば
、
他
の
家
の
女
性
に
こ
の
役
を
依
頼
す
る
。

(5) 

カ
レ
ン
語
でLeo

と
い
う
。
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第四章伝統的宗教と儀礼

第
二
節
集
団
の
秩
序
に
関
す
る
儀
礼

す
で
に
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
の
編
成
原
理
は
き
わ
め
て
双
系
的
傾
向
が
強
い
。
そ
の
た
め
、
家
族
よ
り 

大
き
い
社
会
集
団
が
ほ
と
ん
ど
発
達
せ
ず
、
家
族
が
最
小
の
自
律
集
団
で
あ
る
と
同
時
に
、
最
大
の
自
律
集
団
で
も
あ
る
。
こ
の
点 

に
つ
い
て
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
社
会
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
山 

地
に
住
ん
で
い
て
も
、
平
野
部
に
定
着
し
て
い
て
も
、
家
族
と
い
う
社
会
組
織
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
平
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
水
田
稲
作
農
業
を
中
心
に
生
活
す
る
と
い
う
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
変
化
の
た
め
に
、
社
会
生 

活
の
う
え
で
村
落
の
機
能
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
家
族
と
村
落
と
い
う
社
会
的
基
礎
集
団
の
秩
序
維
持
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
神
々
が
か
か
わ
り
あ
い
を 

持
ち
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

A
 

〃
家
神
〃Bgha

と
〃
家
族
儀
礼"

oxe
M

ae  Sarieng

地
方
で
、
目
下
カ
レ
ン
族
と
ラ
ワ
族
の
比
較
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
人
の
人
類
学
者Kunssdter  

博
士
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「カ
レ
ン
族
のse-Hdenti-y  
の
〃
本
質
〃
が
な
に
か
ら
で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
瞭
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、 

大
部
分
の
カ
レ
ン
族
は
、
山
村
に
住
ん
で
い
よ
う
が
、
谷
間
の
村
に
住
ん
で
い
よ
う
が
、
か
れ
ら
は
カ
レ
ン
族
と
し
て
のidentity

(1) 

を
維
持
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
カ
レ
ン
族
の identify
を
守
り
ぬ
く
べ
き
何
物
か
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。」
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写真23 0Mo儀礼には不可欠のカレン服も平 
地カレン族にあっては女性でも日常 
生活には着用しないことも多い.

そ
れ
で
は
カ
レ
ン
族
のself’idenfity

の
本
質 

を
支
え
て
い
る
も
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者 

は
、
カ
レ
ン
族
が
形
成
す
る
基
礎
集
団
の
う
ち
で
、 

も
っ
と
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
恒
久
的
な
最 

小
の
単
位
で
あ
る
家
族
の
な
か
に
そ
れ
を
求
め
た 

い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
家
族
と
い
う
社
会
組
織 

の
社
会
的
統
合
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
か
れ 

ら
の
行
動
に
き
わ
め
て
重
大
な
枠
組
を
与
え
て
い 

る
〃
家
神
〃Bgha

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ 

こ
で
、
つ
ぎ
に
〃
家
神
〃6gAa

に
つ
い
て
述
べ 

る
と
と
も
に
、
そ
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
分
析

す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

〃
家
神
〃6

の
信
仰
とoxe

儀
礼 

カ
レ
ン
族
の
社
会
は
双
系
的
傾
向
が
き
わ
め
て
つ
よ
い
。
そ
の
た
め
、
単
系
的
社
会
組 

織
を
持
っ
て
い
る
民
族
集
団
の
よ
う
に
、
氏
族
や
部
族
な
ど
の
社
会
集
団
を
ま
っ
た
く
発
達
さ
せ
て
い
な
い
。
前
述
の
イ
バ
ン
族
の 

場
合
と
同
様
に
、
双
系
社
会
に
お
い
て
は
、
親
族
と
い
え
ど
も
組
織
さ
れ
た
集
団
で
は
な
い
。
家
族
が
最
小
か
つ
最
大
の
自
律
集
団

(2)

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
組
織
の
な
か
で
、
〃
家
族
〃
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い 

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
カ
レ
ン
族
社
会
の
あ
り
方
が
、
か
れ
ら
の
伝
統
的
宗
教
文
化
の
あ
り
方
に
も
反
映
し
て 

い
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
レ
ン
族
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〃
家
族
〃
が
持
っ
て
い
る
母
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系
の
祖
霊
で
あ
る
〃
家
神
〃Kg

ぎ
の
果
た
し
て
い
る
機
能
は
、
か
れ
ら
の
行
動
様
式
に
影
響
を
与
え
て
い
る
点
で
、
神
々
の
な
か 

で
は
い
ち
ば
ん
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
〃
家
神
〃
tug
七
は
い
わ
ば
、
カ
レ
ン
族
の
行
動
様
式
を
律
す
る
倫
理
規
律
の
源
泉
で 

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
日
常
生
活
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
性
関
係
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
、
万
一
不
品
行
な
行
為 

が
あ
っ
た
時
に
は
ひ
ど
い
た
た
り
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
エ•
カ
レ
ン
族 

」heBW
PKarens)  

に
お
い
て 

は
、
旱
越
と
不
作
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
、
そ
の
た
め
、
性
的
に
不
品
行
な
行
為
が
あ
る
と
、
村
の
長
老
に
よ
っ
て
厳
罰
が 

科
せ
ら
れ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
〃
家
族
〃
の
成
員
は
そ
の
〃
家
〃
のBgナ

に
家
畜
や
家
禽
を
犠
牲
に
し
て
捧
げ
、
祈
り 

を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
護
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
万
一
、8

g

さ 

に
対
し
て
儀
礼
を
お
こ
た
り
、
怒
り 

に
触
れ
る
と
、
災
難
は
個
人
の
み
な
ら
ず
〃
一
家
〃
に
も
及
ぶ
と
い
う
。

そ
こ
で
、
〃
家
神
〃Kg  
ず 

に
対
し
て
は
、
〃
家
族
〃
の
成
員
の
誰
か
が
病
気
や
災
害
に
あ
っ
た
時
だ
け
で
な
く
、
何
事
が
な
く
て 

も
、
最
低
、
年
に
一
度
ぐ
ら
い
は
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
、
そ
の
〃
ご
き
げ
ん
を
う
か
が
う
〃
と
い
う
。
ま
た
こ
の
儀
礼
を
お
こ
た
る 

と
、
そ
の
家
族
が
食
糧
不
足
に
見
舞
わ
れ
る
と
も
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
〃
家
族
儀
礼
〃
を
カ
レ
ン
族
は0、

と
呼
ん
で
い
て
、 

山
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
も
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
も
普
遍
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
取
り
扱
っ
て
い
る
ス
ゴ
ー
・ 

カ
レ
ン
族
だ
け
で
な
く
、
方
言
を
異
に
す
る
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
もO

He

儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、 

.
〃
家
神
〃BgF

に
対
す
る
信
仰
は
、
カ
レ
ン
族
の
文
化
の
深
層
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。 

〃
家
族
儀
礼
〃
の
方
式
を
大
別
す
る
と
、
ス
ゴ
ー •
カ
レ
ン
方
式
のO

He  Chuko

と
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
方
式
のoae  Pgo

と
が 

あ
る
。
両
儀
礼
と
も
た
い
へ
ん
類
似
し
て
い
て
、
両
者
と
も
ス
ゴ
ー •
カ
レ
ン
族
と
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
て 

い
る
。
と
り
わ
け
、O

He  Chuko

とO
se

、
〉go

が
類
似
し
て
い
る
傾
向
は
ビ
ル
マ
よ
り
も
タ
イ
国
で
顕
著
で
あ
る
と
い
わ
れ
て 

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、0

葛

Chuk。

と
ose p.g。

の
間
に
は
微
妙
な
儀
礼
上
の
差
異
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
カ
レ
ン
族
の
社
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会
・
文
化
変
容
の
過
程
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
儀
礼
の
相
違
点 

を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
本
節
で
はO

He  Chuk。

と08e  pg。

の
儀
礼
の
や
り
方
に
つ
い
て
、
や
や
立
ち
入
っ
て
述
べ
る
こ 

と
に
し
よ
う
。
な
お
、O

He

儀
礼
は
地
域
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が
あ
る
と
同
時
に
、
ビ
ル
マ
の
カ
レ
ン
族
の
あ
い
だ
に
は
、
三

(4)

種
類
の8 g
ミ

に
対
す
る
儀
礼
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
目
的
は
、
カ
レ
ン
族
の
総
括
的
な
民
族
誌
の
作 

成
で
は
な
い
の
で
、M

ae  Sarieng

地
方
に
住
ん
で
い
る
カ
レ
ン
族
の
〃
家
族
儀
礼
〃
に
限
定
し
て
記
述
す
る
こ
と
に
す
る
。 

⑴
 

oxe  d
o

の
儀
礼
に
つ
い
て 

o&e  Chuko

は0、
pg。

の
儀
礼
の
場
合
と
同
様
に
、
あ
る
家
族
の
成
員
の
だ 

れ
か
が
病
気
に
な
っ
た
時
に
お
こ
な
う
儀
礼
で
あ
る
。
ま
た
、
病
気
の
よ
う
な
〃
災
害
〃
が
そ
の
家
の
者
に
ふ
り
か
か
ら
な
く
て
も
、 

年
に
ー
度
ぐ
ら
い
は
、O

se
儀
礼
を
そ
の
〃
予
防
〃
の
た
め
に
お
こ
な
う
。
こ
れ
は
〃
家
神
〃
ま
さ
を
慰
め
、
災
害
や
事
故
な
ど 

を
未
然
に
防
ご
う
と
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

o' Chuko

が
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
ま
ず
〃
一
家
〃
の
全
員
が
呼
び
集
め
ら
れ
る
。
儀
礼
を
す
る
こ
と
が
、
第
三
章
で 

述
べ
た
鶏
の
骨
に
よ
る
う
ら
な
い
で
決
定
さ
れ
る
と
、O

He

儀
礼
に
出
席
す
る
成
員
の
一
人
が
使
い
に
行
き
、
出
席
予
定
者
に
〃
何 

月
の
何
日
に O

He

儀
礼
を
す
る
〃
と
告
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
通
知
を
受
け
る
と
、
召
集
を
か
け
ら
れ
た
者
は
た
と
え
ど
の
よ
う
な 

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
万
難
を
排
し
てO

He

儀
礼
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、

CA規
。

の
儀
礼
集
団
の
場
合 

は
成
員
が
死
亡
す
る
か
、
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
す
る
か
、
そ
れ
と
も
あ
と
で
述
べ
るChakasi

に
な
っ
て
、
〃
家
神
〃Bgha

と
絶 

縁
す
る
以
外
に
は
、
い
か
な
る
事
情
が
あ
っ
て
も
、
儀
礼
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
こ
の
儀
礼
集
団
の
成
員
で
一
人 

で
も
欠
員
が
で
き
る
と
、O

se  Chuko

の
儀
礼
は
成
立
し
な
い
。
成
員
に
出
席
で
き
な
い
者
が
い
る
場
合
に
は
、
た
と
え
儀
礼
を 

お
こ
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
効
果
が
ま
っ
た
く
な
い
の
み
か
、
害
が
あ
る
と
さ
え
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、08e  Chuko  

を
お
こ
な
っ
て
い
る
家
で
は
、
儀
礼
に
欠
席
者
が
い
る
と
、
そ
れ
を
お
こ
な
う
の
を
中
止
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
をM

arshall

148



第四章伝統的宗教と儀礼

師
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
「皆7
^

の
儀
礼
に
付
随
す
る
若
干
の
習
慣
や
タ
ブ
ー
に
つ
い
て
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

そ
の
儀
礼
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
者
を
除
い
て
は
、
家
族
の
全
成
員
が
そ
の
種
の
儀
礼
に
出
席
し
な
い
な
ら
ば
、
儀
礼
自
体
が
tog, 

>の
に
対
し
て
た
て
を
つ
い
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
あ
る
人
が
、
病
気
の
親
類
の
者
の
回
復
を
う
な
が
す
た
め 

に
お
こ
な
わ
れ
る
儀
礼
に
欠
席
す
る
と
、
か
れ
は
病
気
が
永
続
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
り
、
病
人
が
死
ぬ
の
を
望
ん
で
い
る
と
疑
わ
れ 

る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
か
れ
の
欠
席
は
そ
の
家
族
の
誰
か
に
災
難
が
ふ
り
か
か
る
べ
く
努
力
を
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
か
も
知
れ 

な
い
。
こ
の
よ
う
な
非
難
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
て
、
こ
の
儀
礼
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
家
族
の
成
員
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る 

の
で
あ
る
。
他
の
者
は
か
れ
が
親
族
の
者
に
も
は
や
愛
情
は
な
く
、
欠
席
す
る
こ
と
に
よ
っ
て6g

ナ
を
怒
ら
せ
て
、
か
れ
ら
に
す

(5)

す
ん
で
病
気
や
災
害
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。」

と
こ
ろ
で
、
こ
のO

ze
を
お
こ
な
う
儀
礼
集
団
は
母
系
親
族
集
団 (m

atr

二ineal  group)  
を
基
礎
に
形
成
さ
れ
た
社
会
集
団 

で
、
カ
レ
ン
族
の
間
で
はD

息
米
虺
号
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
社
会
集
団
は
時
に
は
夫
婦
家
族
、
ま
た
あ
る
時
に
は
あ
る
種
の
拡 

張
家
族
と
偶
然
一
致
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
社
会
学
で
い
う
家
族
を
形
成
す
る
原
理
と
は
、
多
少
異
な
っ
た
原
理
を
も 

つ
母
系
的
社
会
集
団
で
あ
る
。

で
は
図
20
に
し
た
が
っ
て
、D

Bヌ

型
S-
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
し
よ
う
。D

o2

メぎ
S-
の
中
心
に
な
る
人
物
は
そ
の
集
団
の
最 

年
長
の
女
性
で
、
通
常
は
祖
母
も
し
く
は
主
婦
で
あ
り
、
こ
の
図
で
い
う
とM

に
あ
た
る
。
必
の
母
親
が
死
亡
し
た
後
に
は
、M

の 

夫
で
あ
るX
も
こ
の
儀
礼
集
団
に
入
る
。
こ
のX
とM

の
あ
い
だ
に
で
き
た
子
供
で
あ
るM

と
Mo^
と
日
は
、
両
親
も
し
く
は
母
親
の 

属
し
て
い
る
儀
礼
集
団
の
成
員
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
息
子
m2
が
結
婚
後
に
妻
の
母
親
が
死
ん
で
し
ま
う
と
、
自
動
的
に
妻
が
属
し
て 

い
る
他
の
ヨ
金
マ
に
移
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
m2
の
子
供
は
m2
自
身
の
住
居
が
い
ず
こ
に
あ
っ
て
も
m2
の
妻
、
す
な
わ
ち
か
れ 

ら
の
母
親
の
儀
礼
集
団
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
母
系
の
孫
で
あ
る
M3
も
ユ
も
こ
のD

o5

米ぎeA

に
属
し
て
い
る
が
、
m3
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はm
の
場
合
と
同
様
に
、
条
件
が
整
え
ば
か
れ
の
妻
のD

O
、

おき
S-
の 

成
員
に
な
っ
て
し
ま
う
。M
や
さ
ら
にM
の
配
偶
者
は
そ
れ
ぞ
れM
や 

M
の
母
親
が
死
亡
し
た
時
に
は
、こ
のDa
米
き
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
。 

O
He  Chuko

儀
礼
の
司
祭
役
に
あ
た
る
者
は
、
後
述
のO

He  Pgo  

儀
礼
の
場
合
と
は
多
少
異
な
り
、母
系
の
原
理
が
完
全
に
貫
か
れ
て
、M 

IMIM
……と
継
承
さ
れ
て
い
く
。な
お
、ち
な
み
に
付
け
加
え
る
と
、 

M
の
姉
妹M (
多
く
の
場
合
に
は
姉)
が
こ
のD

O
E

きeA

よ
り
婚
出
し
、 

夫
と
と
も
に
別
の
家
屋
に
住
む
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
新
居
に 

は
、
簡
単
な
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
、8 g
さ
を
招
致
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

で
は
、
こ
こ
で
〃
家
族
〃
儀
礼
が
ど
の
よ
う
な
形
で
お
こ
な
わ
れ
る 

か
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

o&e

儀
礼
に
招
集
さ
れ
て
来
た
者
は
、
村
内
か
ら
来
た
者
で
も
村 

外
か
ら
来
た
者
で
あ
っ
て
も
、
儀
礼
の
前
夜
は
儀
礼
を
お
こ
な
う
家
で 

宿
泊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

翌
日
、O

re
儀
礼
が
始
ま
る
に
当
た
り
、
儀
礼
の
司
祭
役
に
当
た 

る

Dop

界
ぎ
の
最
年
長
の
女
性 (xe?)  
が
出
席
者
全
員
に
屋
内 

に
入
る
こ
と
を
命
ず
る
。
そ
の
際
に
は
、
出
席
者
は
す
べ
て
カ
レ
ン
服 

を
着
用
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
一
同
が
室
内
に
集
合
す
る
と
司
祭
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者
は
儀
礼
に
使
用
す
る
土
な
べ
を
洗
い
始
め
る
。
こ
れ
か
ら
後
は
、
参
加
者
が
静
粛
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
も
し
、
ど
う
し
て 

も
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
標
準
タ
イ
語
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
北
部
地
方
の
リ
ン
ガ
フ
ラ
ン
カ
で
あ
る
北
タ
イ
語 

(Kr M

旨
、g)

も
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
、
か
れ
ら
の
母
語
で
あ
る
カ
レ
ン
語
の
使
用
が
許
さ
れ
て
い
る
だ
け

第四章伝統的宗教と儀礼

で
あ
る
。

司
祭
役
の
女
性
は
室
内
で
土
な
べ
に
入
れ
た 

米
を
と
い
で
、
囲
炉
裏
に
か
け
て
た
き
始
め
る
。 

O
He  Chuko

の
場
合
に
は
、
儀
礼
用
に
こ
れ 

で
一
種
の
お
じ
ゃ
を
作
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時 

は
出
席
者
が
室
外
に
出
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
け 

れ
ど
も
、
は
し
ご
を
お
り
て
屋
外
に
出
る
こ
と 

は
で
き
な
い
。
か
れ
ら
は
つ
ぎ
に
司
祭
者
が
ー 

人
で
鶏
を
床
下
に
取
り
に
行
っ
て
戻
る
ま
で
に 

は
、
室
内
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

司
祭
者
が
部
屋
に
入
る
と
、
鶏
の
口
ば
し
を 

つ
ま
む
動
作
を
始
め
る
。
こ
れ
を
カ
レ
ン
語
で 

Chopino

と
い
う
。
そ
の
後
、
こ
のD

opuiveh  

の
最
年
長
の
男
性(
多
く
の
場
合
、
司
祭
役 

Xeko

の
夫)
がChopino

を
お
こ
な
っ
て
、
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娘
と
も
し
彼
女
が
既
婚
で
子
供
が
い
れ
ば
そ
の
子
供
た
ち
、
妹
娘
、
兄
息
子
、
弟
息
子
…
な
ど
が
そ
れ
に
続
い
てCAOP

ナ
。
を
お 

こ
な
う
。Chopino

を
お
こ
な
う
順
序
は 

D
o2

米
ぎ
の
成
員
の
構
成
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
組
み
合
せ
が
あ
る
が
、
原
則
と 

し
て
い
え
る
こ
と
は
、
全
体
と
し
て
母
系
原
理
が
優
先
し
て
い
る
が
、
同
時
に
同
性
の
な
か
で
は
年
長
者
優
先
の
原
理
が
卓
越
し
て 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Chopin。

が
終
わ
る
と
、
〃
家
神
〃Bgha

に
対
し
て
、
祈
禱(7

鼠
、袅)
が
捧
げ
ら
れ
る
。
そ
の
主
旨
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ 

る
。
〃
こ
れ
は
大
き
い
鶏
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
み
も
と
に
捧
げ
し
故
に
、

よ!
、
ど
う
か
わ
れ
ら
を
病
気
や
災
害
か
ら
守 

り
た
ま
え
。〃
祈
禱
が
終
わ
る
と
、
犠
牲
用
の
鶏
は
首
を
ひ
ね
っ
て
殺
さ
れ
る
。
そ
の
鶏
の
羽
根
は
手
で
む
し
り
取
ら
れ
、
残
さ
れ 

た
こ
ま
か
い
羽
毛
は
火
に
か
ざ
し
て
燃
や
し
て
し
ま
う
。
鶏
を
解
体
す
る
場
合
に
は
、
肝
臓
を
破
損
し
な
い
よ
う
に
、
十
分
注
意
を 

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
解
体
さ
れ
た
鶏
に
よ
っ
て
、
前
述
の
米
と
と
も
に
、
一
種
の
お
じ
ゃ
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

一
方
、
占
い
で
、
豚
が
犠
牲
に
供
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

司
祭
役
の
女
性
の
ほ
か
に
、
二
〜
三
人
の
男
が
屋
外
に
出
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
男
た
ち
は
ま
っ
す
ぐ
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
行
き
、
竹 

ひ
も
と
竹
コ
ッ
プ
を
作
る
た
め
に
、
若
干
の
竹
材
を
切
っ
て
来
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
野
性
も
し
く
は
栽
培
種
の
バ
ナ
ナ
の
葉
も
取 

っ
て
来
る
。

竹
材
か
ら
竹
ひ
も
が
作
ら
れ
る
と
、
男
た
ち
は
犠
牲
用
の
豚
を
つ
か
ま
え
て
、
脚
や
鼻
を
ゆ
わ
え
る
。
豚
は
男
た
ち
の
左
肩
に
の 

せ
ら
れ
て
、
家
に
運
び
込
ま
れ
る
。
こ
の
時
に
、
豚
を
左
肩
に
の
せ
る
理
由
は
、
カ
レ
ン
族
が
左
側
を
悪
霊D

A三

送
に
対
し
て
、 

〃
強
力
に
作
用
す
る
〃
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
室
内
に
運
び
込
ま
れ
た
豚
は
、
稲
も
み
を
風
選
す
る
時
に
使
用
す
る
み(
箕) 

の
上
に
安
置
さ
れ
る
。

み
の
上
に
は
、
旗
を
の
せ
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
五
枚
な
い
し
七
枚
の
野
性
も
し
く
は
栽
培
種
の
バ
ナ
ナ
の
葉
を
置
い
て
お
く
。
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こ
の
よ
う
な
儀
礼
の
準
備
が
と
と
の
う
と
、
み
の
す
み
に
は
炉
か
ら
取
っ
て
き
た
灰
が
置
か
れ
、
そ
の
灰
を
出
席
者
が
め
い
め
い
の 

手
に
つ
け
て
、
豚
の
体
に
押
し
つ
け
て
ゆ
く
。
こ
の
順
序
は
前
述
のChopin。

と
同
様
に
、
司
祭
役
の
女
性
のxem。

か
ら
始
ま 

っ
て
、
母
系
原
理
と
年
長
者
優
先
の
原
理
に
よ
っ
て
、D

o2

 ヨ

心
ふ 
の
成
員
全
員
が
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
出
席
者
一
同 

は
酒
を
小
さ
な
竹
の
容
器
に
と
っ
て
、
ス
ト
ロ
ー
状
の
細
い
竹
の
棒
を
入
れ
て
回
し
飲
み
に
す
る
。

や
が
て
、
司
祭
役
のXe

か。
は
刃
物
を
取
っ
て
、
犠
牲
用
の
豚
に
突
き
さ
す
。
も
し
、x

e
r

が
女
性
の
た
め
に
、
そ
れ
が
十
分 

に
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
出
席
者
の
男
性
の
助
け
を
借
り
て
、
こ
の
行
為
を
象
徴
的
に
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
使
わ 

れ
る
刃
物
はXem

axe  (xe  :
刃
物
、M

a  .•
お
こ
な
う
、Xe  :  O

8e

の
こ
と)
と
い
う
祖
先
伝
来
の
特
別
の
物
を
使
用
す
る
こ 

と
も
あ
る
。
こ
れ
はXeA
ゴa  (xe  .•
刃
物
、K
〉na

【
子
孫)
と
も
呼
ば
れ
、O

8e

儀
礼
の
司
祭
を
す
るx

e
r

の
役
職
と
と
も 

に
母
親
か
ら
娘
へ
と
伝
え
ら
れ
る
。
な
お
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
普
通
の
刃
物
を
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

そ
の
後
、
出
席
者
全
員
が
刃
物
で
豚
の
体
に
浅
い
傷
を
つ
け
る
。
す
る
と
、
通
常
豚
は
大
あ
ば
れ
を
す
る
の
で
、
い
そ
い
で
豚
の 

鼻
を
押
え
る
か
、
ぬ
れ
た
布
で
鼻
を
ふ
さ
い
で
窒
息
さ
せ
る
か
、
頸
動
脈
を
切
る
な
ど
し
て
殺
す
の
で
あ
る
。 

儀
牲
に
供
さ
れ
た
豚
に
は
、
口
か
ら
肛
門
に
竹
の
棒
を
通
し
て
火
に
か
ざ
し
、
体
毛
を
焼
く
。
か
く
し
て
後
、
豚
の
解
体
が
開
始 

さ
れ
る
。
そ
の
際
に
出
る
血
は
容
器
に
と
っ
て
お
き
、
米
の
粉
と
と
も
に
竹
筒
に
入
れ
て
料
理
を
す
る
。

、
、
、 

(6)

鶏
も
し
く
は
鶏
と
豚
を
米
に
加
え
た
お
じ
ゃ
料
理
が
で
き
あ
が
る
と
、
参
加
者
一
同
は
ふ
た
た
び
部
屋
の
中
に
呼
び
入
れ
ら
れ
る
。 

バ
ナ
ナ
の
葉
に
食
物
が
盛
ら
れ
、
床
の
う
え
に
置
か
れ
る
。
年
長
の
男
性
は
〃
家
神
〃Bgha

に
対
し
て
、
〃8

9

ナ
よ!

わ
れ
ら 

は
す
で
に
十
分
な
糧
を
み
も
と
に
捧
げ
し
故
に
、
手
も
と
に
食
物
な
し
。
そ
の
た
め
、
ふ
た
た
び
わ
が
家
に
戻
り
賜
わ
ぬ
こ
と
を
願 

う
〃
と
と
な
え
る
。
こ
の
よ
う
に"
ー
族
〃
の
平
安
加
護
を
祈
る
と
、
男
は
竹
張
り
の
高
床
の
す
き
間
か
ら
、
バ
ナ
ナ
の
葉
に
盛
っ 

て
あ
る
食
物
を
地
面
に
落
と
し
て
、
こ
の
祈
禱
を
終
了
す
る
。
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以
上
の
過
程
が
終
わ
る
と
、
儀
礼
の
一
環
と
し
て
、D

opuweh

の
成
員
全
員
と
〃
家
神
〃Bgha

と
の
共
餐
が
お
こ
な
わ
れ
る
。 

そ
の
際
、
豚
を
犠
牲
に
し
た
場
合
だ
と
、
あ
ば
ら
の
肉
を
三
な
い
し
五
個
の
奇
数
だ
け
取
っ
て
、
皿
の
料
理
や
御
飯
と
と
も
に
、
出 

席
者
ー
同
が
食
べ
回
す
。
こ
の
時
は
各
人
が
食
物
を
象
徴
的
に
一
口
だ
け
と
る
だ
け
で
あ
る
。
食
べ
る
順
序
は
、
男
の
年
長
者
、
女 

の
年
長
者
、
長
男
、
長
女
、
次
女
…
…
と
い
う
、
性
別
で
は
男
性
か
ら
女
性
、
年
齢
順
で
は
年
齢
の
高
い
者
か
ら
低
い
者
で
あ
る
。 

そ
の
後
、
司
祭
役
のxeさ

は
、
儀
礼
用
に
作
っ
た
竹
籠
に
、
食
べ
残
し
た
豚
の
あ
ば
ら
骨
、
豚
の
口
や
脚
を
ゆ
わ
え
る
の
に
使 

っ
た
竹
ひ
も
、
竹
筒
に
残
っ
た
血
な
ど
を
入
れ
る
。x
e
r

は
こ
の
ほ
か
豚
の
口
か
ら
肛
門
に
と
お
し
た
竹
の
棒
を
持
っ
て
、
村
は 

ず
れ
に
あ
る
大
き
な
木
株
き)
の
所
に
行
き
、
竹
籠
を
ぶ
ら
さ
げ
る
。
大
き
な
木
株
は
ど
れ
で
も
よ
い
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど 

も
、
村
に
よ
っ
て
は
特
定
の
木
株
に
竹
籠
を
持
っ
て
行
く
場
合
も
あ
る
。
木
株
に
か
け
ら
れ
た
竹
籠
は
、
前
述
の
竹
の
棒
で
地
面
に 

突
き
落
と
さ
れ
る
。

村
は
ず
れ
か
らxe・

が
家
に
帰
っ
て
来
る
と
、
儀
礼
に
使
わ
な
か
っ
た
肉
や
内
臓
を
料
理
し
て
、
出
席
者
全
員
で
会
食
を
す
る
。 

こ
の
時
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、
一
同
は
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
そ
れ
で
も
豚
や
鶏
の
肉
が
消
費
し
き
れ
な
い
時
に
は
、
二
〜
三
回
に
分
け
て
食
べ
て
も
よ
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
翌
日 

と
か
翌
々
日
にD
W
セきe
レ
以
外
の
村
人
を
招
い
て
食
べ
て
も
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、O

se

儀
礼
で
犠
牲
に
さ
れ
た
動
物
の
肉 

は
そ
の
家
か
ら
持
ち
出
す
こ
と
が
タ
ブ
ー
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
か
な
ら
ず
、
人
を
招
い
て
食
べ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
食
事
が
終
わ
る
と
、
か
く
し
て
儀
礼
の
全
過
程
が
終
わ
り
、
長
子
か
ら
順
々
に
屋
外
に
出
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。 

以
上
、O

8e  Chuko

儀
礼
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
儀
礼
で
あ
る 

Chuk。O
sa

に
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
豚
を
屋
外
で
殺
す
な
ど
〃
略
式
〃
の
〃
家
族
儀
礼
〃
はChuk。

Gom
a  

と
呼
ば
れ
て
い
る
。C
F
m
o

と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族
の
〃
ス
ゴ
ー
〃
の
こ
と
で
あ
り
、G0A4

と
は
〃
中
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道
〃
と
か
〃
中
間
〃
の
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
意
訳
を
お
こ
な
う
と
、Chuk。

Gom

と
は
〃
緩
和
さ
れ
た
方
式
〃
のO

8e  

A

鼠
〇
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
こ
れ
か
ら
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る08er.  go

儀
礼
の
場
合
に
も
、
相
対
的
に
〃
オ
—
ソ
ド
ッ 

ク
ス
〃
なP

占。08a

と
〃
略
式
〃
のべ

so  Gom
a

の
二
種
類
の
〃
家
族
儀
礼
〃
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
こ 

と
に
し
ょ
う
。

⑵
 

oxe  p
》go

儀
礼
に
つ
い
て 

〃
家
族
儀
礼
〃
の08e  C

F
ざ
も0

・ヽgo

も
そ
の
目
的
、
機
能
、
実
施
方
法
に
関 

し
て
、
大
筋
を
一
見
す
る
と
、
あ
ま
り
大
差
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
種
類
の
〃
家
族
儀
礼
〃
を
詳
細 

に
吟
味
す
る
と
、
き
わ
め
て
微
細
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
重
大
な
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文 

化
変
容
を
考
え
る
う
え
で
注
目
す
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

⑴
 08e

儀
礼
に
出
席
す
る
者
は
カ
レ
ン
服
を
着
用
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
を
守
ら
な
い
と
、Bgha  
0 (
〃家神〃 

に
食
べ
ら
れ
る
こ
と)
に
な
り
、
つ
い
に
は
発
狂
し
て
し
ま
う
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、O

He  0
^
0

儀
礼
に
お
い
て 

は
、
こ
の
禁
忌
は
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、O

8e  pg。

儀
礼
に
お
い
て
は
、0
5
 C
ド§
 
儀
礼
に
お
け
る
よ 

う
に
、
カ
レ
ン
服
の
上
下
を
着
用
し
て
正
装
す
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。
と
り
わ
け
、
男
性
な
ど
は
、
カ
レ
ン
風 

の
ロ
ン
ジ
ー(
ビ
ル
マ
風
の
サ
ロ
ン)
を
着
用
す
る
だ
け
の
〃
略
装
〃
で
も0
与
儀
礼
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑵
 O

re

儀
礼
の
前
夜
は
、
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
家
でD

o』

ヨゆマ 
全
員
が
宿
泊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

け
れ
ど
も
、O

se

儀
礼
の
場
合
に
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
だ
け
で
、
不
可
欠
の
条
件
と
は
考
え
ら
れ
て
い 

な
い
。

⑶
 

o&e  Chuk。

の
儀
礼
集
団
に
お
い
て
は
、
母
系
親
族
集
団D

opwweh

の
な
か
で
、
生
存
し
て
い
る
最
年
長
の
女
性
が 

Xe

年
と
呼
ば
れ
る
司
祭
役
に
当
た
り
、
男
性
は
そ
の
役
に
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
るD

O
PU

息h

で
こ
れ
に
該
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当
す
る
女
性
が
い
な
い
時
に
は
、o&e  C
F
r
儀
礼
は
成
立
し
な
い
。
従
っ
て
、
他
の
方
法
に
よ
る
儀
礼
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。一

方
、O

8e  Pgo

儀
礼
を
お
こ
な
う
場
合
に
も
、
女
性
が
司
祭
役xe・

に
な
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど 

も
、事
情
に
よ
っ
て
は
、
男
性
で
も
こ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
儀
礼
集
団
で
主
婦
が
死
亡
し
、
し
か
も 

娘
が
い
な
い
時
に
は
、
夫
が
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
極
端
な
場
合
に
は
、
年
長
の
女
性
の
成
員
が
い
て 

も
、
都
合
に
よ
り
、O

8e  Pgo

儀
礼
に
出
席
で
き
な
い
時
に
は
、
そ
の
娘
がXeko

の
役
を
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

⑷
 
08

e  

Chuk。
儀
礼
の
場
合
に
は
、D

O
PU

息h

全
員
の
出
席
が
儀
礼
成
立
の
前
提
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、O

He  

pg。

儀
礼
に
お
い
て
は
、D

opm
veh

の
成
員
の
誰
か
がChiengm

ai

の
よ
う
な
遠
方
の
都
市
に
行
っ
て
消
息
不
明
に
な
っ
た 

時
に
で
も
、
欠
員
が
あ
っ
た
ま
ま
、
儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
に
は
、O

Ne

儀
礼
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
食
物 

を
乾
燥
し
て
保
存
し
て
お
く
。
そ
し
て
、
欠
席
者
が
〃
家
〃
に
戻
っ
て
来
た
時
に
、
そ
の
食
物
を
与
え
、
儀
礼
を
完
結
さ
せ
る
の
で 

あ
る
。

⑸

鶏
を
犠
牲
に
供
す
る
に
当
た
っ
て
、Cho、  
土 〇
と
い
っ
て
、
鶏
の
口
ば
し
を
出
席
者
全
員
が
順
番
に
つ
ま
む
過
程
が
あ
る
。 

0

沁e  Chuk。

儀
礼
の
場
合
に
は
、Chopin。

を
す
る
順
序
は
母
系
的
原
理
と
老
齢
尊
重
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、 

O
He  pg。

儀
礼
の
場
合
に
は
、
そ
の
順
序
は
あ
ま
り
き
び
し
く
決
め
ら
れ
て
い
な
い
。

鶏
を
犠
牲
に
供
す
方
法
は
、ONe  CFm
。
儀
礼
の
時
に
は
、
か
な
ら
ず
首
を
ひ
ね
っ
て
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、 

oae  pg。

儀
礼
を
お
こ
な
う
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
殺
し
方
を
し
て
も
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鶏
を
犠
牲
に
し
た
後
は
、 

o&e  0
^
0

儀
礼
で
は
羽
根
を
手
で
む
し
り
取
っ
て
、
残
っ
た
羽
毛
は
火
に
か
ざ
し
て
焼
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
際
に
は
、
付
近 

の
人
た
ち
は
こ
の
悪
臭
に
悩
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、O

He

「
く。
儀
礼
の
時
に
は
、
鶏
を
湯
に
浸
し
て
、
簡
単
に
羽
根
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や
羽
毛
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

鶏
の
解
体
に
つ
い
て
は
、Ore  C
ド
ぎ
儀
礼
の
場
合
に
は
、
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
過
程
で
、
肝
臓 

を
傷
つ
け
る
と
、
こ
の
犠
牲
は
無
効
に
な
り
、
改
め
て
、
別
の
鶏
を
犠
牲
に
し
て
、
や
り
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、O

ze  PSO

儀
礼
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
心
配
は
い
っ
さ
い
必
要
な
い
。

⑹

豚
を
犠
牲
に
す
る
際
に
は
、
正
式
のO

'
C
ぎ
ぎ
儀
礼
で
あ
るChuko  0
g

に
お
い
て
は
、
そ
の
や
り
方
は
き
わ
め
て 

面
倒
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
豚
を
薄
暗
く
、
狭
い
部
屋
に
運
び
入
れ
て
、
出
席
者
一
同
が
豚
の
体
に
刃
物
で
傷
を
つ
け
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
こ
の
時
に
は
、
豚
は
鳴
き
叫
び
、
お
お
あ
ば
れ
を
す
る
し
、
室
内
に
血
が
飛
び
散
っ
て
、
き
わ
め
て
不
快
で
あ
る
と
い
う
。 

し
か
る
に
、o&e  FSO
儀
礼
の
場
合
に
は
、Pgo  

の
よ
う
に
正
式
に
儀
礼
を
お
こ
な
う
場
合
で
も
、
豚
は
屋
外
で
殺
す
こ
と 

が
で
き
る
。
し
か
も
、
殺
し
方
は
自
由
で
、
絞
殺
を
し
て
も
、
口
か
ら
水
を
流
し
込
ん
で
溺
死
さ
せ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。 

⑺
 

o&e  

儀
礼
に
お
い
て
は
、
う
ら
な
い
に
よ
っ
て
は
、
豚
や
鶏
の
よ
う
な
〃
高
価
〃
な
家
畜
や
家
禽
を
使
用
せ
ず
、
付 

近
の
河
川
で
捕
え
た
魚
を
〃
犠
牲
〃
に
供
す
る
だ
け
で
済
ま
す
場
合
も
あ
る
。
山
地
カ
レ
ン
族
のHti  Topa

村
に
は
こ
の
例
は 

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
平
地
カ
レ
ン
族
のH-i  Kani

村
に
お
い
て
、
一
例
を
採
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
はP
と
い
う
老
人 

の
場
合
で
、
か
れ
はChiengm

ai

県Hod

郡M
ae  Papai

村
出
身
の
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族
で
あ
る
。P
老
人
の
話
に
よ
る
と
、
ポ 

— 
・
カ
レ
ン
族
の
村
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
〃
本
物
の
〃o&e  Pgo

儀
礼
は
、Hti  Kani  
村
の
よ
う
な
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
族
の 

村
落
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
るO

Repco

儀
礼
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
ポ
ー •
カ
レ
ン
族
の
村
に
お
い
て 

は
、
時
と
し
て
、
う
ら
な
い
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
魚
をo&e
儀
礼
に
使
用
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
儀
礼
用
の
魚
は
、za,po,  

$4

と
い
っ
て
、
う
ろ
こ
が
あ
る
魚
で
、M

ae  Papai

村
で
は
、
二
本
の
指
幅
大
の
魚
を
ニ
匹
だ
け
使
う
と
い
う
。
そ
の
際
に
、 

二
匹
以
上
の
魚
が
と
れ
る
と
、
川
へ
ふ
た
た
び
逃
が
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、Lam

phun

県 

Ban  Hong

郡
の
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Ban  Hue  D
ok

村
の
ポ
ー 
・カ
レ
ン
族
は
二
匹
以
上
の
魚
を
儀
礼
に
使
用
す
る
と
い
う
。

な
お
、08e  Pgo

儀
礼
で
魚
を
〃
家
神
〃Bgさ

 
に
捧
げ
て
も
、
あ
ま
り
効
果
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
改
め
て
、 

豚
や
鶏
な
ど
を
使
っ
た0

与
儀
礼
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、O

He  pg。

儀
礼
はO

He  Chuk。

儀
礼
よ
り
も
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
〃
カ
レ
ン
色
〃 

が
少
な
く
な
り
、
儀
礼
と
し
て
は
俗
化
さ
れ
、
ま
た
簡
易
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。 

最
後
に
、o&e

儀
礼
の
様
式
を
子
供
が
親
か
ら
受
け
継
ぐ
時
の
方
法
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。 

一
般
的
に
い
っ
て
、
こ
の
法
則
に
お
い
て
は
、
母
系
の
原
理
が
優
先
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、HH  Topa

村 

に
お
い
て
は
、
全
戸
数
二
五
戸
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
ー
五
戸
が
、0、

儀
礼
の
様
式
を
母
方
か
ら
継
承
し
て
い
る
。
し 

か
も
、
全
戸
数
か
ら
、Chakasi

の
家
三
戸
、
カ
ト
リ
ッ
ク
ニ
尸
、
を
除
く
と
、
母
方
か
ら
確
実
に0、

儀
礼
を
継
承
し
て
い
る 

家
の
割
合
は
七
ー
パ
ー
セ
ン
ト
強
に
な
る
。

ま
た
、Hti  Kani

村
に
お
い
て
は
、
全
戸
数
四
八
戸
の
う
ち
、
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
三
一
戸
の
家
が
、O

He

儀
礼
を
母 

系
原
理
に
従
っ
て
継
承
し
て
い
る
。
し
か
も
、CF*SZ
・の
家
五
戸
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
一
戸
を
除
く
と
、
そ
の
割
合
は
じ
つ
に
七 

三
パ
ー
セ
ン
ト
強
に
達
す
る
。

だ
が
、
こ
の
法
則
も
時
代
の
波
を
受
け
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
か
な
り
弾
力
的
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
母
系
に
よ
る
継
承
の 

原
理
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
両
親
の0氏

儀
礼
の
様
式
の
う
ち
で
、
容
易
な
方
を
踏
襲
す
る
の
を
好
む
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。
ま
た
、 

伝
統
的
に
は
、
男
子
は
結
婚
後
妻
の
母
親
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
妻
の0だ
儀
礼
様
式
に
従
う
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
も 

今
日
で
は
決
定
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
妻
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な0ヨ
儀
礼
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
に
閉
口
し
て
い
る
場
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合
に
は
、
時
と
し
て
、
夫
のO

Ne

儀
礼
様
式
に
従
う
こ
と
も
あ
る
。

(
1
)

Kuns-ad-er  (1968)  

P.  

3

(2) 

実
際
は
、
家
族
と
は
多
少
編
成
の
原
理
を
異
に
す
る
社
会
集
団
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
〃
家
族
〃
と
述
べ
て
お
こ
う
。 

詳
細
は
す
ぐ
あ
と
で
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

(3) 
M

arshall(一
945 ) P.13

(4) 
M

arshall(一
922 ) PP.  2481257

”
 Tongkham

 (1964)  P.15

(5) 

M
arshall  (1922) P

257

(6) HI  M
arsha

ー
ー
師
に
よ
る
と
、
ビ
ル
マ 
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
塩
と
と
う
が
ら
し
で
味
付
け
を
す
る 

だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
今
日
のM

ae  Sarieng  
地
方
で
は
ス
パ
イ
ス
も
使
っ
て
、
日
常
と
同
じ
味
付
け
を
す
る
。
こ
れ
も 

宗
教
儀
礼
の
俗
化
と
い
え
よ
う
。

(7) 

第
五
章
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、Chakas.

儀
礼
に
よ
っ
て
、D

opuweh

の
成
員
と
〃
家
神
〃Bgha

と
の
関
係
を
断
絶
し
た
者
。

B
 
He K

ざha

 Ko  Koha 
の
神
と Tahdaphadu  
儀
礼

カ
レ
ン
族
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
〃
家
神
〃Kgキ

と
並
ん
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し 

て
い
る
の
は
、
伝
統
的
に
は
〃
超
自
然
の
神
〃
と
信
じ
ら
れ
て
き
たHti  K

》cha  Ko  K
》cha

の
神
で
あ
ろ
う
。Kanchanaburi  

県
で
、
ポ
ー
・
カ
レ
ン
族
を
調
査
し
た
、Theodore  Stem

教
授
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「信
仰
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は 

土
地
神/heocal  Lord)  
は
祖
霊(
母
系
の
家
神)

と
と
も
に
、
倫
理
的
秩
序
を
守
る
た
め
に
役
立
っ
て
い
る
。
過
失
者
を 

罰
す
る
た
め
に
は
、
両
者
と
も
、
い
ろ
い
ろ
な
程
度
の
連
帯
責
任
の
原
理
を
用
い
て
い
る
。
祖
先(
の
霊)

は
、
以
前
は
母
系
親
族 

集
団
の
成
員
を
罰
し
て
い
た
の
が
、
い
ま
で
は
母
方
居
住
的
家
族
の
成
員
に
天
罰
を
限
定
し
て
い
る
。
一
方
、
土
地
神
は
地
域
社
会 

' 

(1) 

(com
m

unity)

内
の
信
者
た
ち
の
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
、
天
罰
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。」 

い
ま
引
用
し
た
ポ
ー •
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
祖
霊
も
し
く
は
祖
先
は
、
筆
者
が
本
稿
で
述
べ
て
い
る6gミ

で
、
土
地
神
と
い
う
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写真24 平地カレン族の村落儀礼 T alutaphadu
祠に向かって村人は 、仏式、に合掌をしている.

の
は
、
お
そ
ら
く
は
、H-f  K

》cha  Ko  K
3  cha

の
こ
と
で
あ
ろ
う 

ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
、
る
一・闪
ぐ
ナKo  KW

a

が
す
で
に
地 

縁
的
性
格
の
強
い 
〃
土
地
神
〃
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、 

こ
の
点
は
平
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
と
の
平
行
現
象(parallel)

と
思
わ 

れ
る
。
す
な
わ
ち
、Ht~  K.cha  Ko  KW

ui

の
神
は
、
元
来
、
原
義 

が
示
す
よ
う
に
、
〃
水
と
大
地
の
主
〃
と
し
て
、
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
に
あ 

ま
ね
く
全
自
然
界
に
存
在
し
、
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
“ 

現
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
あ
っ
て
は
、H

竟K
ぐま

Ko  K-cha  

の
神
は
特
定
の
場
所
と
か
村
落
に
は
付
着
し
て
い
な
い
。
山
地
カ
レ
ン 

族
の Hti  Topa

村
に
お
い
て
は
、H-f  K;

 KO K
n
h
a

の
神
が 

か
れ
ら
の
精
神
生
活
の
な
か
で
、
か
な
り
の
比
重
を
持
っ
て
存
在
し
て 

い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
村
に
は
そ
の
神
を
祭
る 

祠
は
な
く
、
あ
た
か
も
大
気
の
な
か
に
た
だ
よ
う
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
な 

存
在
と
し
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
を
取
り
巻
く
大
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
側
面 

を
支
配
し
、
そ
れ
に
か
か
わ
り
あ
い
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
お
い
て
、s-ern

教
授
の 

述
べ
て
い
る
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族
と
同
様
に
、Hei  K.cha  Ko  K

》cha  

の
神
は
そ
の
超
自
然
的
性
格
を
弱
め
、
か
な
り
村
神
的
性
格
が
目
立
つ
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よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
平
地
村
の 

Hti  Kani  
村
に
お
い
て
は
、

K.cha  K
。K.cha

の
神
は 

ほこら 

(2) 

〃
常
設
〃
の
祠
を
持
ち
、
そ
こ
で
村
人
こ
ぞ
っ
て
年
に
一
度
盛
大
なTalusphadu

の
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。 

74
ミ
ミP

畐
よ
の
儀
礼
は
山
地
カ
レ
ン
族
よ
り
も
、
平
坦
部
に
住
ん
で
い
る
カ
レ
ン
族
の
よ
う
に
、
北
タ
イ
系
や
シ
ャ
ン
系
の 

住
民
と
接
触
し
て
い
る
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
カ
レ
ン
族
の
伝
統
的
な74

ミG
o

の
儀
礼
が
タ
イ
系 

文
化
の
影
響
で
、
儀
礼
のreinterprefat

o-n

が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
儀
礼
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も 

の
が
、
北
タ
イ
人
や
シ
ャ
ン
人
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。M

ae  Sarieng

の
谷
に
お
い
て
は
、
北
タ
イ
人
が
カ
レ
ン
族
の7?

 

?

米
儀
礼
と
同
じ
日
に
、
そ
の
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。(3)

そ
れ
を
北
タ
イ
語
で 
L

s-ng Phi  ChaoH

 Chaodin  Chaom
Hang

と
い
う
。
お
そ
ら
く
は
、
カ
レ
ン
族
が
平
地
民
の
い
く
つ 

か
の
儀
礼
の
な
か
か
ら
、
こ
の
儀
礼
を
選
択
的
に
採
用
し
た
も
の
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

そ
れ
で
は
、Talufaphadu
の
儀
礼
に
つ
い
て
、
概
要
を
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

筆
者
が
観
察
し
たTaluraehadll
儀
礼
は
、
一
九
六
六
年
に
は
、
五
月
二
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
早
朝
、
村
の
各
家
か
ら
女 

か
子
供
が
の
家
に

s

、
人
。> 
と
い
う
木
の
葉
の
束
を
二
つ
、
鶏
を
一
羽
、
蜜
ろ
う
製
ろ
う
そ
く
二
本
、
そ
れ
に
一
皿
の
ポ 

ッ
プ
・
・
コ
ー
ン
状
の
米
を
持
っ
て
や
っ
て
く
る
。

の
家
と
し
て
は
、
鶏
を
用
意
す
る
。
そ
れ
に
酒
は
村
人
が
出
し
あ
っ
た
金 

で
合
計-

一
本
準
備
さ
れ
る
。
か
つ
て
は
自
家
製
の
酒
を
持
ち
寄
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
原
則
と
し
て
、
酒
を
個
人
が
勝 

手
に
醸
造
す
る
こ
と
を
政
府
が
禁
じ
て
い
る
の
で
、
市
販
の
酒
を
利
用
し
て
い
る
。
九
時
頃
に
な
る
と
、
村
の
は
ず
れ
に
あ
る
仏
塔

(4)

(
c
r

尽
ま
た
は
7

ミ)

の
丘
の
ふ
も
と
に
、
村
の
男
た
ち
が
水
を
持
っ
て
ぞ
く
ぞ
く
と
集
ま
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
は
竹
で
作
っ
た 

粗
末
な
祠(Talu

ヌphadulDa)

が
あ
る
。
出
席
者
は
儀
礼
が
終
わ
る
ま
で
は
家
に
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
村
人
た
ち
は
付
近 

で
竹
を
切
っ
た
り
、
子
供
た
ち
は
お
お
き
い
木
の
葉
を
集
め
て
、
坐
る
場
所
や
雨
や
ど
り
す
る
場
所
を
つ
く
る
。
ま
た
、
祠
の
修
復
、
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囲
い
作
り
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
間
に
、
石
油
カ
ン
で
二
本
の
湯
が
わ
か
さ
れ
る
。
こ
の
日
は
犠
牲
に
す
る
家
畜
以
外
の
殺
生
を 

厳
禁
し
て
い
る
の
で
、
周
囲
に
む
ら
が
る
毒
の
あ
る
赤
蟻
を
殺
す
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。

準
備
が
終
了
す
る
と
、
儀
礼
が
開
始
さ
れ
る
。sggq

は
四
散
し
て
い
た
村
人
を
祠
の
ま
え
に
呼
び
集
め
、
合
掌
す
る
両
手
の
間 

に
の
葉
を
は
さ
み
な
が
ら
、
カ
レ
ン
語
で
祈
り
を
あ
げ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
ず
、
祠
の
左
側
に
あ
る
簡
単
な
祭
壇
で
祈
り 

を
あ
げ
て
、
さ
ら
に
祠
に
四
本
の
酒
と
そ
の
祭
壇
に
三
本
の
酒
を
捧
げ
る
。
ふ
た
た
び
、
祠
の
前
で
祈
り
を
始
め
る
。
そ
の
な
か
に 

は
当
日
欠
席
し
た
九
人
の
村
人
の
名
前
をSega

が
加
え
て
、
あ
わ
せ
て
神
の
加
護
を
祈
る
。
そ
の
後
、
村
の
総
代
で
あ
り
、
犠 

牲
執
行
役(D

O
S

き
)

のM
老
が
鶏
の
頭
を
棒
で
た
た
い
て
殺
し
始
め
る
と
、
他
の
村
人
も
そ
れ
に
な
ら
い
、
鶏
を
殺
す
。
次
に
、 

M
老
は
豚
の
頭
を
大
き
い
竹
の
切
端
で
一
撃
す
る
。
豚
が
脳
震
盪
を
お
こ
す
と
、
村
人
の
一
人
が
す
る
ど
い
刃
物
で
豚
の
の
ど
を
刺 

す
。
し
た
た
る
血
は
容
器
に
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
豚
が
完
全
に
死
な
な
い
の
で
、
村
人
が
二
人
が
か
り
で
、
豚
の
の
ど 

を
太
い
竹
の
棒
で
押
し
つ
け
て
、
と
ど
め
を
さ
す
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
村
人
は
殺
し
た
鶏
を
湯
に
つ
け
て
、
羽
根
を
む
し
り
だ
す
。 

SAPgの

の
提
供
し
た
鶏
は
宗
教
的
に
特
別
の
意
味
が
あ
る
の
で
、
ほ
か
の
鶏
と
は
別
に
解
体
を
始
め
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ほ
か
の 

鶏
と
は
別
に
神
に
捧
げ
ら
れ
る
。
豚
も
水
洗
い
が
終
わ
る
と
、
湯
を
か
け
て
表
皮
を
は
が
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
腹
を
切
り
開
き
、
頭
と 

脚
を
ば
ら
す
。
か
く
し
て
、
豚
の
解
体
が
終
わ
る
と
、
村
の
副
総
代
に
あ
た
るN
老
が
料
理
の
指
導
役 (Aloch

才0 )
と
し
て
、
食 

事
の
準
備
が
な
さ
れ
る
。

こ
の
こ
ろ
、saga

は
祠
と
そ
の
左
側
に
あ
る
祭
壇
に
捧
げ
て
あ
っ
た
洗
面
器
い
っ
ぱ
い
のsupdok

の
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
け 

て
、
洗
面
器
を
垣
根
の
そ
と
に
い
る
村
人
に
手
渡
す
。Sega

は
村
人
に
命
じ
て
、
各
自
が
家
か
ら
持
参
し
て
き
た
少
量
の
御
飯
を 

一
つ
の
洗
面
器
に
集
め
さ
せ
る
。
い
ま
一
つ
の
洗
面
器
に
は
村
人
が
手
伝
っ
て
、
豚
や
鶏
で
作
っ
た
カ
レ
ー
を
盛
る
。
ま
た
、
ほ
か 

の
洗
面
器
二
つ
に
鶏
と
豚
の
肉
を
盛
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
う
え
に
御
飯
と
肉
の
は
い
っ
た
バ
ナ
ナ
皿
二
っ
と
、
水
と
酒
の
は
い
つ
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た
二
本
の
竹
筒
を
の
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
祠
と
祭
壇
に
捧
げ
る
。
そ
の
時
、szu

の
息
子A

がsue’dok

の
葉
を
垣
根
の
左 

手
に
植
え
る
と
、Sapp

は
祈
り
を
あ
げ
る
。sapgp

は
、
村
人
がs

'
&
o

ナ
に
つ
け
て
持
参
し
た
ろ
う
そ
く
を
数
本
ず
つ
い
っ 

し
ょ
に
ね
じ
っ
て
一
本
の
太
い
ろ
う
そ
く
に
仕
立
て
て
、
火
を
つ
け
る
。
太
い
ろ
う
そ
く
に
火
を
つ
け
て
か
ら
、S

尊ga

は
祠
に
祈 

り
を
あ
げ
て
、
そ
な
え
て
あ
る
ポ
ッ
プ
・
コ
ー
ン
状
の
米
を
つ
ま
み
あ
げ
る
。
そ
の
数
が
偶
数
だ
と
、Hti  K

ベha  K
。K

》cha

の 

神
が
こ
の
祠
に
や
っ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
神
の
住
ん
で
い
る
所
は
、
北
タ
イ
人
の
伝
説
に
も
で
て
く
る
、
は
る
か

(5)

東
方
に
存
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
るDoi  Kham

•
す
な
わ
ち
〃
金
の
山
〃
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
祈
り
が
終
わ
る
と
、 

Sega

は
酒
を
祠
に
あ
る
バ
ナ
ナ
皿
の
食
物
の
う
え
に
か
け
、
ま
た
祠
の
入
口
に
つ
け
て
あ
る
竹
ば
し
ご
に
も
振
り
か
け
る
。
そ
の 

後
、
左
側
に
あ
る
祭
壇
で
も
同
様
の
動
作
が
く
り
返
さ
れ
る
。
祠
や
祭
壇
に
バ
ナ
ナ
皿
の
食
物
だ
け
を
残
し
て
、
肉
の
入
っ
た
二
っ 

の
洗
面
器
は
、
垣
根
の
な
か
か
ら
、
皆
が
控
え
て
い
る
広
場
に
持
ち
出
す
。

か
く
し
て
の
ち
、S

冬ga
と
犠
牲
を
担
当
し
たM

老
、
そ
れ
に
料
理
の
指
揮
を
と
っ
たN

老
の
三
人
が
ま
ず
食
事
を
す
る
。
か
れ 

ら
の
食
事
が
終
了
す
る
と
、
他
の
村
人
た
ち
は
い
っ
せ
い
に
食
事
を
開
始
す
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、H

はK
》cha  Ko  

K・
cha

の
神
と
村
人
の
共
餐
で
あ
る
。

出
席
者
全
員
の
食
事
が
終
了
す
る
と
、
前
述
の
〃
役
員
を
し
て
い
る
〃M

老
人
とN

老
人
の
二
人
が
、
出
席
者
に
老
若
に
か
か
わ 

ら
ず
、
酒
を
配
っ
て
歩
く
。
そ
の
時
は
、
ー
〇
歳
ほ
ど
の
男
の
子
に
も
酒
が
与
え
ら
れ
る
。
一
同
に
酒
が
ま
わ
り
出
す
と
、U

K
 

(
E
B
)

と
い
う
単
調
な
し
ら
べ
の
合
唱
が
あ
く
こ
と
な
く
く
り
返
さ
れ
る
。
や
が
て
、Sega

が
最
後
の
祈
り
を
あ
げ
、
そ
れ
が

(6)

終
了
す
る
と
、
皆
が
〃S
J?'
と
唱
和
し
て
、
儀
礼
を
終
了
す
る
。

そ
の
後
、
村
人
た
ち
は
三
三
五
五
と
村
に
帰
り
、

の
家
に
集
合
し
て
、
ふ
た
た
び
酒
宴
を
は
る
。

(
1
)

Stern

 (一
968)  

P.  4
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(2) 

第
ー
回
目
の
調
査
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
拙
稿
〔飯
島(1967)  pp・

9
—10〕

に
よ
る
と
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
も70

儀 

礼
を
お
こ
な
う
と
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
回
目
の
調
査
で
集
め
た
資
料
や
情
報
を
総
合
す
る
と
、
こ
の
記
述
は
正
確
で
は
な
い 

こ
と
が
分
か
っ
た
。
ど
う
や
ら
、Hti  Topa

村
に
お
け
る
古
老
のR

氏
やT

氏
の
〃
古
き
よ
き
時
代
〃
の
幻
想
を
う
の
み
に
し
た
筆
者 

の
誤
り
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

(3) 
L

E-wg p/Iニ

儀
礼
を
す
る
。croEf:

す
み
か
の
神
、d

o4

»•:
大
地
の
神
、CAuo己

空ng  :

村
や
町
の
神
。

(4) 

M
ae  Han

村
の
よ
う
に
、
女
性
が
、Talutaphadu,

儀
礼
に
参
加
で
き
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、H-i  Kani  
村
で
は
女
性
の
参
加 

は
許
さ
れ
な
い
。

(5) 

タ
イ
国
北
部
の
人
々
に
よ
る
と
、D

oi  Kham

に
は
、Phi  Chaoti  Chaodin  Chaom

Hang

の
神
が
い
る
と
い
う
。
平
地
の
カ
レ
ン 

族
の
文
化
変
容
は
進
み
、
北
タ
イ
人
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
考
え
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、Hti  Kani

村
で
は
、Hti

不cha  

Ko  K.cha

の
神
は
、
す
で
に
超
自
然
の
神
と
し
て
の
性
格
を
弱
め
て
い
る
よ
う
だ
。

(6) 

は
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
に
あ
る
〃
ア
ー 
メ
ン
〃
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
。

要
約
——
四

こ
の
章
に
お
い
て
は
、
山
地
と
平
野
部
に
住
ん
で
い
る
カ
レ
ン
族
の
エ
コ
ロ
ジI
の
差
異
に
も
と
づ
く
、
農
耕
儀
礼
の
相
違
と
か 

れ
ら
の
基
礎
集
団
の
秩
序
に
関
係
す
る
宗
教
儀
礼
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
記
述
し
た
。

農
耕
儀
礼
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
明
確
に
判
明
し
た
事
実
と
し
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落Hti  Topa

に
お
い
て
は
、
焼
畑
農 

業
に
は
き
わ
め
て
手
の
こ
ん
だ
儀
礼
が
発
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
水
田
稲
作
農
業
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん 

ど
見
る
べ
き
農
耕
儀
礼
は
発
達
し
て
い
な
い
。

一
方
、
平
地
カ
レ
ン
族
のHti  Kani

村
に
お
い
て
は
、
水
田
文
化
の
影
響
も
強
く
、
水
田
農
耕
儀
礼
は
タ
イ
系
の
平
地
民
な
み 

に
発
達
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
水
田
の
灌
漑
の
た
め
に
、
あ
る
種
の
地
縁
組
織
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
条
件
に
よ
り
促
進
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第四章伝統的宗教と儀礼

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
次
に
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
基
礎
集
団
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
役
立
っ
て
い
る
儀
礼
に
つ
い
て
要
約
し
て
み
よ
う
。 

双
系
的
傾
向
の
強
い
カ
レ
ン
族
の
社
会
に
お
い
て
は
、
家
族
は
最
小
か
つ
最
大
の
自
律
集
団
で
あ
る
。
従
っ
て
、
家
族
の
社
会
・ 

文
化
に
お
け
る
比
重
は
重
い
と
い
え
よ
う
。
そ
の
家
族
の
秩
序
を
維
持
し
て
い
る
も
の
は
、
〃
家
神
〃Bgま

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ 

の
〃
家
神
〃Egド
は
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
有
益
で
は
あ
る
が
、
手
間
の
か
か
る
存
在
で
あ
る
。
〃
家
族
儀
礼
〃0ミ

を 

と
ど
こ
お
り
な
く
や
れ
ば
、6
は
そ
の
家
族
の
成
員
の
〃
百
万
の
味
方
〃
と
し
て
、
保
護
に
当
た
っ
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
そ 

う
で
な
い
場
合
に
は
、
か
れ
ら
に
病
気
や
災
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
。

〃
家
族
儀
礼
〃o&e

は
大
別
し
て
二
種
類
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
なO

He  Chuk。

方
式
と
比
較
的
弾
力
的
な 

O
re

、
ー。
方
式
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
儀
礼
に
は
母
系
集
団
を
基
礎
と
し
た
家
族
の
成
員
は
、
い
か
な
る
事
情
が
あ
っ
て 

も
、
す
べ
て
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。o&e  pg。

儀
礼
に
お
い
て
も
、
全
員
出
席
は
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
種
の
便
法 

に
よ
っ
て
、
欠
席
者
の
い
る
ま
ま
で
も
、
儀
礼
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、O

He

儀
礼
は 

カ
レ
ン
族
の
社
会
の
凝
集
力
と
し
て
機
能
し
、
か
れ
ら
のー

den

三y

の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。 

一
方
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
で
、
家
族
に
次
い
で
重
要
な
基
礎
集
団
で
あ
る
村
落
に
関
す
る
宗
教
儀
礼
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し 

よ
う
。
〃
家
神
〃Bgナ

は
母
系
的
集
団
の
成
員
に
罰
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
倫
理
的
秩
序
を
維
持
す
る
の
に
役 

立
っ
て
い
る
が
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
〃
村
神
〃
と
し
て
君
臨
し
て
い
るHii  K

〉cha  K
。

K
》cha

の
神
は
、
地
域
社
会
の
成 

員
に
天
罰
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
倫
理
的
秩
序
の
維
持
に
貢
献
し
て
い
る
。

HH

 K.cha  K
。K

》cha

の
神
は
、
元
来
、
超
自
然
の
神
と
し
て
、
あ
ま
ね
く
自
然
界
を
支
配
し
て
い
た
。
現
在
で
も
、
山
地
力
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レ
ン
族
の
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
あ
っ
て
は
、 

Hfi  K
》cha  Ko  K

ヾha

の
神
は
自
然
界
を
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
に
た
だ
よ
っ
て
い
て
、
水
や
大
地
を
支
配
し
て
い
る
超
自
然
の
神
の 

座
を
お
り
て
、
村
神
的
性
格
を
強
く
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
、
地
縁
的
性
格
の
比
較
的
卓
越
し
た
平
地
カ
レ
ン
族
の
社
会
組
織 

が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
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第五章 村落構造と宗教における変容

第
五
章 
村
落
構
造
と
宗
教
に
お
け
る
変
容

第
一
節
村
落
構
造
の
変
化

す
で
に
第
三
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落H-i  Topa

に
お
い
て
は
、
村
落
編
成
の
原
理
は
〃
血
〃 

の
原
理
に
基
づ
い
て
い
た
。
伝
統
的
な
ーong house

は
す
で
に
数
十
年
昔
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
在
に
到
る 

ま
で
、
こ
の
〃
血
〃
に
基
づ
く
原
理
は
根
本
的
に
は
ゆ
ら
い
で
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
焼
畑
農
業
を
基
礎 

と
す
る
経
済
に
、
水
田
稲
作
と
い
う
異
質
的
な
生
産
様
式
が
導
入
さ
れ
る
と
、Hti  Topa

村
の
社
会
的•
文
化
的
側
面
に
い
ろ
い 

ろ
な
変
化
を
も
た
ら
さ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
山
岳
地
帯
に
住
ん
で
い
る
大
部
分
の
カ
レ
ン
族
が
こ
れ
ま
で
お
こ
な
っ
て
き
た
〃
無
畜
〃
農
業
と
は
異
な
り
、
代
か 

き
そ
の
他
の
農
耕
に
役
畜
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、H-i  Topa

村
で
は
水
田
稲
作
が
導
入
さ
れ
た
の
と
軌
を
一
に
し 

て
、
平
坦
部
か
ら
水
牛
も
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
そ
の
後
の
山
地
カ
レ
ン
族
の
文
化
変
容
に
か
な
り
の
影
響
を
与
え
た
。
そ 

れ
を
要
約
す
る
と
次
の
三
点
に
な
る
。

⑴
 
水
稲
栽
培
を
山
地
カ
レ
ン
族
の
文
化
の
中
に
根
を
ふ
か
く
お
ろ
さ
せ
た
。
そ
れ
は
水
牛
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
田
耕 

作
を
き
わ
め
て
容
易
に
し
た
。
さ
ら
に
、
水
牛
の
よ
う
な
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
〃
高
価
な
〃
家
畜
が
ひ
と
た
び
導
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入
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
ふ
た
た
び
簡
単
に
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
後
は
水
田
稲
作
を
放
擲
し
に 

く
く
な
る
。

⑵
 
水
田
農
業
を
開
始
し
た
当
初
に
、
水
牛
が
平
坦
部
よ
り
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
水
田
稲
作
を
お
こ
な
っ
て 

い
な
い
山
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
お
い
て
で
さ
え
、
か
な
り
飼
育
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
で
は
、
村 

全
体
と
し
て
、
か
な
り
の
数
の
水
牛
が
飼
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
水
牛
を
販
売
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
焼
畑 

農
業
に
お
け
る
土
地
生
産
性
の
低
下
、
従
っ
て
ま
た
、
農
業
所
得
の
低
下
を
あ
る
程
度
お
ぎ
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な 

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
山
地
カ
レ
ン
族
は
村
落
の
周
囲
に
あ
る
二
次
林
を
利
用
し
て
、
水
牛
を
育
成
し
、
そ
れ
を
平
地
の
農
民 

に
売
っ
て
、
あ
る
程
度
現
金
収
入
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑶
 
水
牛
の
数
が
し
だ
い
に
増
加
し
て
ゆ
く
と
、
山
地
に
放
牧
に
行
く
な
ど
飼
育
に
い
ろ
い
ろ
と
手
間
が
か
か
り
、
そ
の
た
め
に 

社
会
・
文
化
変
容
に
、
あ
る
種
の
方
向
づ
け
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
村
に
水
牛
を
導
入
し
た 

頃
を
境
に
し
て
、
カ
レ
ン
族
特
有
の
す
ぐ
れ
た
竹
の
工
芸
品
や
織
物
が
減
少
し
始
め
た
こ
と
も
、
か
な
ら
ず
し
も
偶
然
の
ー 

致
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
今
日
で
は
村
の
周
辺
に
数
多
く
の
水
牛
が
放
牧
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
植
林
と
か
果
樹 

園
芸
が
お
こ
な
い
に
く
く
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
焼
畑
農
業
に
対
す
る
水
田
稲
作
導
入
に
と
も
な
う
〃
物
的
〃
な
変
化
よ
り
も
、
山
地
カ
レ
ン
族
の 

社
会
や
文
化
に
与
え
た
重
要
な
変
化
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
の
定
着
化
で
あ
ろ
う
。
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
水
田
稲
作
は
焼
畑
に
よ
る
陸 

稲
栽
培
と
は
異
な
り
、
ー
カ
所
で
連
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
水
田
の
開
拓
は
相
当
な
労
力
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、-
度 

そ
れ
を
開
始
す
る
と
、
途
中
で
中
止
し
て
、
村
落
の
位
置
を
動
か
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
、Hti  Topa

村
の
場
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合
は
、
病
気
が
発
生
し
た
の
と
、
水
場
か
ら
の
距
離
が
か
な
り
あ
っ
た
た
め
に
、
十
年
ほ
ど
前
に
、
東
側
の
山
の
裏
側
か
ら
現
在
村 

の
あ
る
位
置
に
村
落
を
移
し
た
の
が
〃
最
後
の
〃
移
動
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
元
来
は
、
悪
疫
が
蔓
延
し
た
り
、 

生
活
が
不
便
で
あ
る
場
合
以
外
で
も
、S

冬ga

が
死
ん
だ
時
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
鶏
骨
に
よ
る
う
ら
な
い
を
し
て
、
〃
場
所
の
良 

い
所
〃
に
村
を
移
す
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。

第
二
に
、
水
田
造
成
の
た
め
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
が
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
過
分
な
労
働
力
を
、
あ
る
特
定
の 

土
地
に
投
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
か
れ
ら
は
土
地
に
対
す
る
考
え
を
し
だ
い
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な 

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
水
田
稲
作
を
導
入
す
る
以
前
の
山
地
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
は
、
山
地
に
関
す
る
所
有
の
観
念
は
実
際
上
ほ
と
ん 

ど
欠
如
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。M

arsha

ー
ー
師
に
よ
れ
ば
、
「土
地
は
た
だ
で
あ
り
、
地
域
社
会
に
属
し
て
い
た
。
誰
も
が
伐
採

(1)

で
き
る
だ
け
の
山
腹
の
欲
し
い
だ
け
の
面
積
を
利
用
す
る
の
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
。」
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
は
、
「土
地
は
私 

有
で
な
か
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
共
有
の
事
実
も
、
ま
た
観
念
も
存
在
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で 

は
、
い
ま
だ
公
私
の
区
別
も
生
じ
な
け
れ
ば
、
個
と
個
と
の
分
離
対
立
も
で
て
き
て
は
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
水 

田
農
業
導
入
を
契
機
と
し
て
、
土
地
を
〃
私
有
〃
も
し
く
は
、
少
な
く
と
も
〃
私
的
に
占
取
〃
す
る
と
い
う
考
え
方
が
し
だ
い
に
芽 

ば
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「本
来
、
異
質
の
営
み
で
あ
る
『土
地
へ
の
労
働
投
下
』
と
い
う
こ
と
が
お
こ
な
わ 

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
異
物
の
内
含
包
摂
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
土
地
に
対
し
て
労
働
投
下
を
な
せ
ば
、
た
と 

え
ば
排
水
の
施
設
を
す
る
と
か
、
灌
漑
の
た
め
の
溝
を
作
る
と
か
、
あ
る
い
は
通
路
を
整
え
る
と
か
、
さ
ら
に
肥
料
を
入
れ
る
と
か 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
そ
の
土
地
の
価
値
は
高
ま
っ
て
く
る
。
い
わ
ば
土
地
へ
の
投
下
労
働
の
財
価
値
と
し
て
の
凝
結
化 

が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
土
地
の
財
価
値
が
高
ま
っ
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。
い
ま
ま
で
は
単
な
る
自
然
空
間
に
す
ぎ
な

(3)

か
っ
た
土
地
が
、
こ
う
し
て
物
化
し
、
財
価
値
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」
も
っ
と
も
、
現
在
で
も
固
人
も
し
く
は
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家
族
に
よ
る
、
自
由
な
土
地
の
処
分
権
は
持
っ
て
い
な
い
。
〃
自
分
の
〃
水
田
で
あ
っ
て
も
、
相
続
以
外
で
は
勝
手
に
他
人
の
手
に 

渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「土
地
の
財
と
し
て
の
確
認
と
そ
の
所
有
主
体
の
確
認
と
い
う
こ
と
は
、
あ 

ら
た
な
段
階
へ
の
発
展
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。」

こ
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
で
は
、
焼
畑
農
業
に
利
用
さ
れ
て
い
る
森
林•
山
腹
な
ど
に
対
し
て
、
占
有
権
が
確
立
さ
れ
て
い
く
過 

程
も
観
察
で
き
る
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
伝
統
的
に
は
、
い
ま
も
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
が
焼
畑
農
業
に
使
用
し
て
い
る
山
林 

は
〃
村
の
も
の
〃
で
あ
っ
て
、
村
落
の
成
員
は
、
必
要
な
者
が
必
要
な
時
に
必
要
な
だ
け
、
伐
採
を
し
て
、
焼
畑
に
利
用
す
る
だ
け 

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
時
が
た
っ
に
つ
れ
て
、
家
族
を
単
位
と
す
る
占
有
的
土
地
利
用
に
変
化
し
た
。
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
が 

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
現
在
で
は
、
焼
畑
農
業
の
形
態
は
七
圃
式
の
農
業
に
転
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ 

ち
、Hd  Topa

村
で
は
村
人
が
通
常
一
戸
当
た
り
、
焼
畑
用
の
土
地
を
七
枚
占
有
し
て
い
て
、
そ
れ
を
年
ご
と
に
ー
枚
ず
つ
耕
作 

し
て
い
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
、M

arshall  
師
は
ビ
ル
マ
の
例
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

焼
畑
を
す
る
に
は
、
「そ
の
土
地
を
伐
採
し
て
、
二
回
目
の
播
種
を
お
こ
な
う
の
に
、
す
く
な
く
と
も
七
年
の
期
間
を
か
け
な
け

(6) 

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
期
間
で
さ
え
最
高
の
収
穫
を
得
る
の
に
は
短
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。」 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
焼
畑
用
の
林
野
に
つ
い
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
考
え
方
が
近
年
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
を
見
る 

こ
と
に
し
ょ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、Hti  Topa

村
の
七
〇
代
の
長
老P

氏
に
た
ず
ね
て
み
る
と
、
「山
と
い
う
も
の
は
、
村
人 

な
ら
ば
誰
で
も
が
、
ど
こ
で
で
も
耕
す
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
の
耕
し
て
い
た
土
地
は
、
か
な
ら
ず
し
も
子
供
が
相
続
し
な
く
て
も 

よ
い
。」
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、P

老
人
の
子
供
た
ち
は
、
以
前P

老
人
が
引
退
前
に
耕
し
て
い
た
土
地
を
、"
自
分
た
ち 

の
〃
畑
地
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、P

老
人
の
息
子
に
あ
た
る
四
〇
歳
に
近
い
現
村
長
のK

氏
に
聞
い
て
み
る
。
「自
分 

の
畑
は
、
田
と
同
じ
よ
う
に
、
親
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
自
分
も
年
老
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
ま
ま
子
供
に
そ
の
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土
地
を
渡
す
で
あ
ろ
う
…
。」
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
ー
世
代
の
間
で
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
焼
畑
用
の
土
地
に
関
す
る
考
え
方
が
ま
っ 

た
く
違
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
い
や
、P
老
人
で
す
ら
、
す
で
に
時
代
の
変
化
は
十
分
に
分
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、 

〃
良
き
時
代
〃
に
育
っ
た
〃
良
き
〃
カ
レ
ン
族
と
し
て
は
、
「土
地
が
自
分
た
ち
の
も
の
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
〃
せ
ち
が
ら
い
〃
こ 

と
は
、
人
前
で
い
い
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
よ
う
にH-iTopa

村
に
水
田
稲
作
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
伝
統
的
農
業
に
従
事
し
て
い
る
村 

人
の
間
に
も
動
揺
が
お
こ
っ
た
。
ひ
き
続
い
て
、
焼
畑
農
業
ま
で
も
が
個
別
の
家
族
経
営
的
傾
向
強
化
へ
の
一
途
を
た
ど
っ
た
の
で 

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
焼
畑
農
業
に
い
そ
し
ん
で
い
る
村
落
の
成
員
の
間
に
、
水
田
農
業
の
方
に
顔
を
向
け
だ
し
た
者
が
出
現
し
始 

め
た
時
、
カ
レ
ン
族
の
山
村
に
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
き
た
社
会
秩
序
の
基
本
に
崩
壊
の
き
ざ
し
が
現
わ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
谷
間
の
平
坦
部
に
移
住
し
て
、
水
田
稲
作
農
業
を
開
始
し
て
久
し
い
平
地
カ
レ
ン
族
に
な
る
と
、
事
態
は
さ
ら
に
進
ん 

で
い
る
。
血
縁
を
基
礎
に
結
合
し
て
い
た
村
落
の
社
会
組
織
は
あ
る
種
の
傾
斜
を
示
し
だ
す
。
天
水
も
し
く
は
涌
き
水
に
依
存
し
て 

い
る
山
村
の
水
田
稲
作
と
は
異
な
り
、
平
地
に
お
け
る
水
田
農
業
で
は
、
河
川
を
利
用
し
た
灌
漑•
治
水
な
ど
を
通
し
て
、
村
内
の 

み
な
ら
ず
隣
接
村
落
に
対
し
て
も
、
地
縁
的
な
か
か
わ
り
あ
い
を
持
た
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

ま
た
、
平
地
村HtiKani

に
お
い
て
は
、
立
地
の
関
係
も
あ
っ
て
、
異
な
っ
た
民
族
集
団
の
者
ま
で
も
が
、
婚
姻
を
通
じ
て
、 

正
式
な
村
の
成
員
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
〃
カ
レ
ン
族
に
な
る
〃
ほ
ど
の
変
化
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
山
村
のHti  

Topa

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
ま
っ
た
く
発
生
し
て
い
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
を
比
較
す
る
と
、
前
者
よ
り
後
者
に
お
け
る
村
落
の
封
鎖
性
は
し
だ 

い
に
薄
れ
て
い
る
。
平
地
カ
レ
ン
族
は
、
村
落
の
境
界
を
越
え
て
、
よ
り
広
い
世
界
と
の
接
触
を
持
つ
機
会
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
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い
わ
ば
、
平
坦
部
に
お
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
社
会
の
規
模
が
拡
大
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
レ
ン
族
の
社
会
や
文
化
は
、
他
の
〃
未
開
民
族
〃
の
場
合
と
同
様
に
、
諸
要
素
間
の
緊
密
な
相
互
依
存
関
係
を
特
徴
と
し
て
い 

る
の
で
、
水
田
稲
作
の
導
入
と
い
う
よ
う
な
文
化
の
一
部
に
生
じ
た
変
動
は
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
文
化
要
素
を
は
じ
め
と
し 

て
、
ひ
い
て
は
文
化
や
社
会
全
体
に
変
化
を
も
た
ら
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
が
、
こ
の 

問
題
に
関
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
にHtiTopa

村
の
山
地
カ
レ
ン
族
が
、
伝
統
的
な
焼
畑
文
化
に
、
量
的
に
は
き
わ
め
て
僅
か
で
は
あ
る
が
、
水
田 

稲
作
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
質
的
に
は
、
き
わ
め
て
ド
ラ
マ
テ
ッ
ク
な
変
化
が
発
生
し
た
。
さ
ら
に
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
よ
う 

に
、
水
田
農
耕
文
化
と
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
密
接
な
か
か
わ
り
あ
い
を
持
っ
て
い
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、Hti  Kani  

村
の
社
会
や
文
化
の
あ
り
方
に
構
造
的
な
変
化
が
現
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
水
田
農
業
と
個
別
の
農
家
が
密
着
し
て
く
る
と
、 

山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
の
場
合
と
は
異
な
り
、
水
田
稲
作
に
も
農
耕
儀
礼
が
付
着
し
て
く
る
。 

こ
の
よ
う
な
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
山
地
と
平
野
部
に
お
け
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
差
異
に
よ
る
宗
教
儀
礼
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
次
の 

節
で
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

(
1
)

M
arshall  (1922).  P.129

(
2
)

柏(1968)  p  

155

(
3
)

柏

(一
968)  p  163

(
4
)

柏

(一
968)

P

158

(5
)
 

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
ビ
ル
マ
に
お
い
て
は
か
な
り
昔
か
ら
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。Hugh

氏
は
す
で
に
今
世
紀
初
頭
に
こ 

の
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

(6) 

M
arshall(一

922)  p

 75

(
7
)

姫
岡(1967)  pp・

一94
—95  

参
照
。
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第
二
節 

伝
統
的
宗
教
の
変
化

第
四
章
の
伝
統
的
宗
教
と
儀
礼
を
扱
っ
た
所
で
は
、
カ
レ
ン
族
の
農
耕
儀
礼
と
基
礎
集
団
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
儀
礼
に
つ 

い
て
述
べ
た
。

農
耕
儀
礼
に
関
す
る
山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
差
異
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
両
者
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
適
応
の
相
違 

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
焼
畑
農
業
を
基
礎
経
済
と
し
て
い
る
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
は
、
農
耕
儀
礼
は 

焼
畑
に
集
中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
水
田
稲
作
文
化
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
は
、
農
耕
儀
礼
は 

圧
倒
的
に
水
田
農
業
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
農
耕
儀
礼
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
原
因
も
結
果
も
き
わ
め
て
明
瞭
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し 

か
し
な
が
ら
、
基
礎
集
団
の
秩
序
維
持
に
関
係
し
て
い
る
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
変
化
の
原
因
も
結
果
も
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い
な
い
。 

し
か
もLucy  M

air

教
授
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「小
規
模
な
社
会
の
構
造
に
関
す
る
基
本
的
原
理
は
二
つ
で
、
親
族
組
織
と 

地
縁
集
団
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
」
が
、
カ
レ
ン
族
の
場
合
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
ふ
た
た
び
家
族 

や
親
族
組
織
に
か
か
わ
り
あ
い
を
持
つ0、

儀
礼
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
儀
礼7

良S
忠
ナd
鸵
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
変
化 

を
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容
の
全
体
像
の
な
か
で
と
ら
え
て
み
よ
う
。
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A

〃
家
族
儀
礼
〃oxe

の
変
化

i

〃
仏
壇"D

ap。

の
導
入 

第
四
章
第
二
節A
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
事
実
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、O

He  pg。

儀
礼
を
お 

こ
な
う
儀
礼
集
団
の
成
員
の
ほ
う
がO

He  C
F

こ
の
儀
礼
集
団
の
成
員
よ
り
も
、
〃家神〃 
f

 
に
よ
る
社
会
的
制
約
が
少
な 

い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、oxe  Chuko

儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
い
る
家
族
よ
り
は
、08e  pdo

儀
礼
を
す 

る
家
族
の
ほ
う
が
よ
り
〃
平
地
民
化
〃
も
し
く
は
農
民
化
が
進
ん
で
い
る
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
カ
レ
ン
族
の
〃
平
地
民
化
〃
も
し
く
は
農
民
化
と
い
う
一
種
の
社
会
・
文
化
変
容
を
考
え
る
う
え
で
、
た
い
へ
ん
に 

重
要
な
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
たo&e

儀
礼
の
中
で
、
豚
に
関
す
る
犠
牲
の
や
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
よ 

り
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
なO

He  Chuko
儀
礼
に
お
い
て
は
、
豚
の
犠
牲
を
お
こ
な
う
場
所
は
屋
内
に
限
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、O

He  

p.go

儀
礼
を
お
こ
な
う
場
合
に
は
、
豚
を
屋
外
で
殺
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
上
の
差
異
は 

ど
の
よ
う
に
カ
レ
ン
族
の
農
民
化
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
の
説
明
に
よ
る
と
、
家
の
な
か
で
四
つ
足
の
動
物
を 

犠
牲
に
し
て
、
血
を
流
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
〃
完
全
な
〃
仏
教
徒
に
な
り
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
場
合
、 

家
屋
の
な
か
に
お
い
て
、
犠
牲
の
た
め
に
流
す
豚
の
血
は
、
お
そ
ら
く
仏
教
の
殺
生
戒
と
抵
触
す
る
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
山
地
力 

レ
ン
族
に
仏
教
が
順
調
に
入
っ
て
ゆ
か
な
い
理
由
は
、
仏
教
寺
院
が
あ
り
僧
侶
が
住
ん
で
い
る
町
か
ら
遠
方
僻
地
の
山
岳
地
帯
に
分 

布
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
狩
獵
と
無
関
係
に
は
存
在
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
焼
畑
農
業
を
前
提
に
し 

た
生
活
様
式
が
、
殺
生
戒
と
競
合
し
て
い
る
こ
と
も
十
分
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
平
地
カ
レ
ン
族
は
こ
こ
ー
世
紀
ほ
ど
の
間
、
タ
イ
系
平
地
民
文
化
と
き
わ
め
て
密
接
に
接
触
し
て
い
た
割
に
は
、
仏 

教
文
化
の
影
響
は
表
面
的
で
、
そ
の
文
化
の
深
層
に
は
及
ん
で
い
な
い
よ
う
だ
。
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た
と
え
ば
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
家
に
あ
るD

eo  (
原
義
は
〃
花
を
置
く
場
所
〃)
と
い
う
〃
仏
壇
〃
が
あ
る
が
、
山
地
カ
レ
ン 

族
の
物
に
比
べ
る
と
、
き
わ
め
て
立
派
な
も
の
が
作
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
北
タ
イ
人
や
シ
ャ
ン
人
が
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、

第五章 村落構造と宗教における変容

写真25 山地カレン族のDapo仏壇のt原型?:

写真27ヌイ系平地民の仏壇・仏像も安置してある.
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ブ
ロ
ン
ズ
や
焼
物
の
仏
像
を
安
置
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
北
タ
イ
人
や
シ
ャ
ン
人
の
よ
う
な
平
地
民
は
、
平
地
カ
レ 

ン
族
で
す
ら
、
〃
本
物
の
〃
仏
教
徒
と
は
考
え
て
い
な
い
し
、
平
地
カ
レ
ン
族
自
身
も
、
本
格
的
な
仏
教
的
宗
教
生
活
を
送
っ
て
い 

る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
〃
本
物
の
〃
仏
教
徒
に
な
る
た
め
に
は
、
カ
レ
ン
族
が
、
タ
イ
系
平
地
民
の
行
者
が
お
こ
な
っ
て
い
る 

e

マ
扌sf
と
い
う
儀
礼
に
よ
っ
て
、D

opwtveh

の
成
員
と
〃
家
神
〃Bgha

と
の
関
係
を
断
絶
し
て
、08e

儀
礼
を
中
止
す
る
こ 

と
が
、
一
つ
の
前
提
条
件
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
カ
レ
ン
族
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
〃
家
神
〃Bgha

と
の
関
係
を
遮
断
し
、O

He

儀
礼
か
ら 

解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は
カ
レ
ン
族
が
ふ
た
た
び
仏
教
化
さ
れ
る
道
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
、 

こ
の
国
の
国
民
形
成
の
本
筋
か
ら
は
逸
脱
し
て
し
ま
う
。
か
れ
ら
は
、
単
に
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
カ
レ
ン
と
い
う
特
殊
な
社
会
集
団 

を
形
成
し
、
さ
ら
に
、
別
の
意
味
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
化
の
問
題 

は
、
本
稿
の
主
題
か
ら
か
な
り
は
ず
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
。 

と
こ
ろ
で
、

•
儀
礼
に
つ
い
て
述
べ
る
の
に
先
立
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
農
民
化
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き
〃
仏
壇
〃
の
導
入 

に
つ
い
て
ま
ず
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

カ
レ
ン
族
の
間
で
は
、
仏
教
文
化
の
影
響
の
強
い
平
地
の
村
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
山
村 

に
お
い
て
も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
る
が
、
す
で
に
仏
壇
の
原
型
と
思
わ
れ
る
棚
状
の
祭
壇
が
家
屋
の
入
口
に
存
在
し
て
い
る
。
祭
壇 

が
カ
レ
ン
族
の
家
々
に
導
入
さ
れ
た
の
と
、

の
影
響
が
あ
っ
た
の
と
期
を
一
に
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
仏
壇
状
の
祭

(2)

壇
の
導
入
は
カ
レ
ン
族
の
文
化
と
〃
大
き
な
伝
統
〃
と
の
接
触
を
象
徴
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
え
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
山
か 

ら
降
り
て
き
た
カ
レ
ン
族
に
よ
っ
て
、
平
地
の
村Hti  Kani

が
設
立
さ
れ
た
の
は
す
で
に
三
〜
四
世
代
む
か
し
の
こ
と
で
あ
る
。 

そ
の
た
め
、
こ
の
村
の
カ
レ
ン
族
は
す
く
な
く
と
も
数
十
年
か
ら
百
年
余
り
の
あ
い
だ
、
周
囲
の
シ
ャ
ン
系
も
し
く
は
北
タ
イ
系
仏
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教
文
化
に
直
接
的
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、Hti  Kani

村
の
カ
レ
ン
族
に 
CYFSZ
・
の
影
響
が
か
な
り
は
っ
き 

り
と
現
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
一
説
に
は
数
十
年
む
か
し
と
も
い
わ
れ
、
一
説
に
は
三
〇
年
ほ
ど
ま
え(
戦
争
の
す
こ
し
ま
え)

と 

も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
当
時
、
こ
の
村
に
、
シ
ャ
ン
系
と
思
わ
れ
る
行
者
が
現
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
村
人
は
か
れ
を
カ

(3) 

レ
ン
族
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
神
の
一
つ
で
あ
るHii  K

n
m
 K

。K.cha

の
化
身 

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
、
た
い
へ
ん
丁
重
に
迎
え
た
。

(4)

当
の
行
者
は
、
村
の
家
々
に
仏
壇
状
の
祭
壇D

电
。
を
作
ら
せ
、
毎
日
御
飯
、
花
、
水
な
ど
を
供
え
る
こ
と
を
す
す
め
た
。
初
期 

に
お
い
て
は
現
在
の
山
地
カ
レ
ン
族
の
家
に
あ
るD

冬0

の
よ
う
に
礼
拝
対
象
物
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
だ 

が
、
今
日
のHti  Kani
村
で
は
、
高
僧
の
写
真
や
仏
陀
の
絵
画
がDeo

に
張
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
に
は
シ 

ャ
ン
人
の
仏
壇(Kesa) 
や
北
タ
イ
人
の
仏
壇(Keng  F
 C2O) 
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の 

事
実
はo&e

儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
と
ふ
か
い
か
か
わ
り
が
あ
る
。
カ
レ
ン
族
の
説
明
を
総
合
す
る
と
、
そ
れ
は
、
屋
内
に
お
け

(5)

る
豚
の
犠
牲
と
そ
れ
に
伴
う
血
が
、
カ
レ
ン
族
の
家
々
に
仏
像
を
持
ち
込
む
こ
と
を
さ
ま
た
げ
、
す
ぐ
れ
て
〃
本
物
〃
の
仏
教
徒
に 

な
る
た
め
に
は
、
や
は
り
、
あ
と
で
説
明
を
す
るcm

*え

に
な
る
こ
と
が
前
提
の
よ
う
だ
。

一
方
、
山
村
のHti  Topa

にD
ap。

が
導
入
さ
れ
た
歴
史
は
、Hti  Kani

村
に
比
べ
る
と
か
な
り
新
し
い
事
で
あ
る
。
ま
え 

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、H_i  Topa

村
の
村
人
に
よ
る
と
、
約
十
年
前
に
シ
ャ
ン
人
の
行
者
が
、Chakasi

を
広
め
る
た
め
に
こ
の 

村
に
や
っ
て
来
た
時
に
、
家
々
にdapo

を
作
る
こ
と
を
す
す
め
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
行
者
はHti  Kani

村
の
場
合
と
同
様 

に
、D

冬
〇
に
対
し
て
花
や
水
や
御
飯
を
毎
日
捧
げ
る
よ
う
に
教
え
た
。
だ
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、Hti  Topa

村
のD

ap
。  

に
は
仏
像
は
お
ろ
か
、Hti  Kani

村
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
仏
陀
の
絵
や
高
僧
の
写
真
す
ら
飾
ら
れ
て
い
な
い
。Hti  Topa

村
の
山 

地
カ
レ
ン
族
は
、D
尊
。
に
供
え
物
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
世
的
御
利
益
を
期
待
す
る
か
、
せ
い
ぜ
い
カ
レ
ン
族
に
〃
固
有
〃
な
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(6)

ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
祭
壇D

eo

に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
地
力 

レ
ン
族
は
山
地
カ
レ
ン
族
に
比
べ
る
と
、
タ
イ
系
平
地
民
の
文
化
に
対
す
る
傾
斜
の
度
合
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

近
宗4
*

2.
儀
礼
に
つ
い
て 

次
に
、
カ
レ
ン
族
が
〃
完
全
な
〃
仏
教
徒
に
な
る
た
め
に
、
一
つ
の
重
要
な
き
っ
か
け
を
与
え 

る
と
考
え
ら
れ
て
い
るC/uzAasf  
儀
礼
、
も
し
く
はsars•

儀
礼
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

こ
れ
ま
で
く
り
返
し
説
明
し
た
よ
う
に
、Chakas

宀
儀
礼
は
カ
レ
ン
族
の
〃
家
族
〃
の
成
員
を
〃
家
神
〃f

 
の
支
配
か
ら
解 

放
し
、O

ze

儀
礼
の
桎
梏
を
放
棄
す
る
の
に
重
用
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Chakasi

儀
礼
は
ビ
ル
マ
で
発
生
し
た
と
い
わ
れ
る
仏
教
系
宗
教
儀
礼
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。Salween

川
西
方
の
ビ
ル
マ 

領
で
は
、
ビ
ル
マ
人
が 

と
呼
び
、
カ
レ
ン
族
は
こ
れ
を c
r
c
r

と
も
い
う
。

(7) 

平
地
カ
レ
ン
族
のHti  Kani
村
に
は
、
同
じM

ae  Sarieng

郡
の
北
部
に
あ
るM

ae  La

村
か
ら
、
シ
ャ
ン
人
の
行
者
が 

や
っ
て
き
て
、Chakasi

の
儀
礼
を
お
こ
な
う
。
な
お
、
こ
の
付
近
のM

ae  T
ル 
村
や So

日
村
に
も
カ
レ
ン
族
出
身
の
行
者
が 

い
て
、
こ
れ
と
同
様
の
儀
礼
を
お
こ
な
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

•
儀
礼
は
行
者
の
側
か
ら
見
る
と
、
単
な
る
金
儲
け
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
は
、 

母
系
親
族
集
団Dopuxveh

の
複
数
の
成
員
も
し
く
は
一
人
が
、
〃
家
神
〃Bgha

と
の
関
係
を
断
絶
し
、O

8e

儀
礼
に
と
も
な
う 

煩
わ
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
や
*
s
ー
の
儀
礼
自
体
は
き
わ
め
て
簡
単
な
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
カ 

レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
儀
礼
は
だ 

い
た
い
次
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
る
。

ま
ず
そ
の
〃
家
〃
で
栽
培
し
て
い
る
と
う
が
ら
し
、
稲
、
い
ん
げ
ん
豆
、
大
豆
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
き
ゆ
う
り
、
ご
ま
な
ど
の
種 

子
を
黒
焦
げ
に
な
る
ほ
ど
火
で
あ
ぶ
り
、
種
子
の
発
芽
力
を
止
め
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
儀
礼
用
に
殺
し
た
鶏
で
カ
レ
ー
汁
を
作
り
、
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御
飯
や
干
し
魚
と
と
も
に
村
は
ず
れ
の
特
定
の
枯
木
の
所
に
持
っ
て
行
く
。
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
神
々
や
精
霊
が
住
ん
で
い
る
と 

信
じ
ら
れ
て
い
る
。
枯
木
の
前
で
は
、
行
者
が
食
物
を
供
え
て
、
〃
こ
こ
に
あ
る
種
子
と
こ
の
枯
木
か
ら
芽
が
出
て
、
花
咲
か
ぬ
か 

ぎ
り
、Bgha

よ
、
ど
う
か
こ
の
家
に
ふ
た
た
び
も
ど
り
給
う
な
〃
と
祈
り
を
あ
げ
る
。
こ
の
時
に
用
い
る
〃
経
典"
は
、Chakasi  

儀
礼
の
た
め
に
だ
け
書
か
れ
た
も
の
で
な
く
、
ビ
ル
マ
語
の
仏
教
教
義
書
で
あ
る
。
ま
た
、
時
に
は
、
こ
れ
が
シ
ャ
ン
語
に
よ
っ
て 

書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
、CFrsz•
儀
礼
が
山
地
民
を
平
地
民
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
暗 

黙
の
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。crrsf
儀
礼
は
、
出
席
者
の
両
手
首
に
糸
を
巻
く 

KZ.CA

式(
も
し
く
は
、Kisu)  
を
も
っ
て
終 

わ
る
が
、
時
に
は
、
両
手
の
親
指
と
人
差
し
指
の
付
け
根
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ー
ヵ
所
だ
け
小
さ
な
入
れ
墨
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

Chakasi

儀
礼
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
あ
るD

o'?Z

きeA  
の
成
員
が
〃
家
神
〃Bgha

と
の
関
係
を 

断
絶
す
る
た
め
に
お
こ
な
う
儀
礼
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
断
絶
は
、C

ナ
扌sz •
儀
礼
に
よ
り
、
一
瞬
の
う
ち
に
実
現
す
る 

も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。
何
年
か
の
年
月
の
う
ち
に
、
じ
ょ
じ
ょ
に
断
絶
さ
れ
て
ゆ
く
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、 

儀
礼
を
受
け
た
者
で
も
、
そ
の
後
二
代
目
ま
で
の
者
は
年
に
二
回
ほ
ど
行
者
に
来
て
も
ら
っ
て
、K.
5-
求
に
よ
る
簡
単
な
儀
礼
を
し 

て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
際
に
は
、

儀
礼
と
は
異
な
り
、D

opuweh

の
全
員
が
家
に
集
合
す
る
義
務 

は
な
い
し
、
豚
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
多
額
の
出
費
も
と
も
な
わ
な
い
。
さ
ら
に
、
三
代
目
の
成
員
か
ら
は
完
全
に
〃
家
神
〃f

 

か
ら
解
放
さ
れ
、
こ
の
種
の
儀
礼
を
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。

な
お
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村H-iTopa

で
も
、
十
年
ほ
ど
ま
え
か
ら
、
シ
ャ
ン
人
の
行
者
が
や
っ
て
来
て
、crAS
メ
の
儀
礼 

を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
儀
礼
に
よ
り
、
何
人
か
の
村
人
は
〃
家
神
〃?

か
ら
は
解
放
さ
れ
て
、

儀
礼
を
中
止 

し
た
。
調
べ
て
み
る
と
、Chakasi

儀
礼
の
〃
洗
礼
〃
を
受
け
た
第
一
号
は
、
驚
く
な
か
れ
、H-i  Topa

村
の
伝
統
的
宗
教
指
導 

者
と
し
て
、

の
称
号
を
持
っ
て
い
るR
老
人
で
あ
る
。
か
れ
は
あ
る
日
、
筆
者
に
こ
っ
そ
り
と
、
〃0、

儀
礼
を
や
め
て
、
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ほ
ん
と
う
に
ほ
っ
と
し
た
〃
と
告
白
し
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
こ
のR
老
の
言
葉
か
ら
も
、
〃
家
神
〃Bgha

に
対
す
るO

He  

儀
礼
が
い
か
に
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
、
煩
わ
し
く
、
ま
た
重
荷
に
な
っ
て
い
る
か
を
知
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
、Chakasi

に
な
っ
た
者
は
、
〃
家
神
〃Bg

ナ
と
の
関
係
を
断
絶
し
て
、
も
は
や 

0
与
儀
礼
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
必
要
が
な
く
な
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
当
人
た
ち
だ
け
が
自
由
を
享
受
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、 

ほ
か
の
村
人
た
ち
や
他
の
民
族
集
団
に
属
す
る
者
ま
で
も
が
あ
る
種
の
煩
わ
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、O

He  

儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
そ
の
家
にDe
爰きeh

の
成
員
以
外
は
出
入
り
で
き
な
い
と
か
、
外
部
の
者
と
商
取
引
き 

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、
村
に
お
け
る
日
常
生
活
に
い
ろ
い
ろ
と
障
害
が
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
はO

He

儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
北
タ
イ
風
も
し
く
は
シ
ャ
ン
風
の
風
俗
に
完 

全
に
同
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
か
れ
ら
が
儀
礼
用
に
つ
ね
に
カ
レ
ン
族
の
伝
統
的
服
装
を
用
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な 

い
か
ら
で
あ
る
。
通
常
、
カ
レ
ン
族
の
女
性
は
平
坦
部
に
住
ん
で
い
て
も
、
か
な
り
の
数
の
者
が
、
未
婚
者
は
貫
頭
衣
風
の
白
い
無 

地
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
、
既
婚
者
は
刺
繡
を
し
た
黒
の
上
衣
に
、
横
縞
の
ス
カ
ー
ト
を
着
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
男
性
の
場
合
に
は
、
黒 

色
か
濃
紺
の
シ
ャ
ツ
と
半
ズ
ボ
ン
姿
の
北
タ
イ
風
か
シ
ャ
ン
風
の
平
地
民
的
服
装
を
し
て
い
る
こ
と
が
お
お
い
。
と
り
わ
け
、
平
地 

カ
レ
ン
族
の
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
女
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、 

男
性
と
い
え
ど
も
、O

ze

儀
礼
を
お
こ
な
う
際
に
は
、
ど
う
し
て
も
カ
レ
ン
服
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、 

こ
れ
と
平
行
現
象
が
言
語
に
つ
い
て
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、o&e
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
カ
レ
ン
族
が
他
の
い
か 

な
る
民
族
集
団
と
混
住
し
、
い
か
な
る
言
語
を
日
常
の
生
活
に
用
い
て
い
て
も
、
カ
レ
ン
語
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ 

る
。
そ
れ
は
カ
レ
ン
語
が00e

儀
礼
に
不
可
欠
で
、
こ
れ
以
外
の
い
か
な
る
言
語
も
儀
礼
中
は
使
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点 

に
な
る
と
、
お
な
じ
重
要
な
儀
礼
で
も
、74

ミ-B
畐
矣
儀
礼
の
よ
う
に
〃
二
次
的
〃
に
発
生
し
た
儀
礼
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
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で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、Bg

ナ 
信
仰
や O

He

儀
礼
に
ま
つ
わ
る
慣
習
と
し
て
は
、
こ
れ
以
外
に
、
食
物
に
関
す
る
タ
ブ
ー
が
存
在
し
て
い 

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。C
F
*

S.
儀
礼
に
よ
っ
た
り
、
時
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
あ 

る
者
がo&e

儀
礼
集
団
か
ら
脱
退
し
た
場
合
に
は
、
親
子
兄
弟
と
い
え
ど
も
、
そ
の
後
永
久
に
豚
や
鶏
を
含
む
食
物
を
す
べ
て
共 

餐
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、Egビ

と
い
う
〃
家
神
〃
に
対
す
る
信
仰
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
、
カ
レ
ン
族
の
行
動
に
関
す
る
倫
理
規
律
の 

源
泉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
従
っ
て
、
カ
レ
ン
族
は
、 

伝
統
的
に
は
き
わ
め
て
〃
道
徳
的
な
〃
民
族
集
団
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
。
以
前
、
タ
イ
国
の
警
察
に
長
年
勤
務
し
た
こ
と
の
あ 

る
デ
ン
マ
ー
ク
人
のSeidenfaden

氏
は
、
「カ
レ
ン
族
は
性
関
係
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
道
徳
的
な
人
々
で
あ
る
し
、
か
れ
ら

(9)

の
間
で
は
ど
の
よ
う
な
犯
罪
も
ま
れ
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
一
例
と
し
て
、
カ
レ
ン
族
の
性
道
徳
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
カ
レ
ン
族
は
、
伝
統
的
に
は
姦
通
を
い
み
嫌
っ
て 

い
る
。
そ
れ
は
〃
家
神
〃Bgha

に
対
す
る
重
大
な
犯
罪
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ばM

arshall

師
に
よ 

る
と
、
「そ
の
よ
う
な
不
道
徳
な
行
為
はf
 
を
刺
激
し
て
大
地
に
の
ろ
い
が
か
か
り
、
作
物
を
枯
ら
し
、
か
つ
人
々
の
間
に
疾 

病
を
は
や
ら
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
万
一
発
生
す
る
と
、
〃6g

ナ
〃
は
虎
や
へ
び
の
姿
を
し
て
、
そ
の
罪
を
犯
し
た
者
や
部
落

(
〇)

の
他
の
住
民
の
〃K
R
〃 
を
破
壊
す
る
た
め
に
、
〃Egナ

〃
は
え
じ
き
を
待
ち
受
け
る
の
で
あ
る
。
不
順
な
季
節
や
凶
作
の
場
合
に
は
、 

長
老
た
ち
は
疑
い
ぶ
か
く
な
り
、
時
に
は
若
者
た
ち
を
お
ど
か
し
つ
づ
け
て
、
か
れ
ら
の
秘
密
に
し
て
い
る
罪
を
告
白
さ
せ
て
し
ま 

う
。
怒
れ
る(
神)

を
慰
め
る
の
に
通
常
必
要
と
さ
れ
て
い
る
捧
げ
物
は
、
手
も
と
に
あ
る
リ
ス
ト
に
よ
る
と
、
第
ー
に
水
牛
、
っ 

ぎ
に
牛
、
最
後
に
鶏
と
豚
な
ど
で
あ
る
。
家
族
全
員
が
熱
心
に
祈
り
な
が
ら
一
堂
に
会
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
供
物
は 〃

Kg

ナ
〃
が
受
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理
し
、
か
れ
ら
を
今
後
の
災
害
か
ら
救
う
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、
ふ
し 

だ
ら
な
行
為
は
、
昔
は
き
わ
め
て
き
び
し
く
罰
せ
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。Andersen

氏
の
記
述
す
る
タ
イ
国
北
部
の
カ
レ 

ン
族
の
例
で
は
、
「不
正
規
な
恋
愛
関
係
に
た
い
し
て
、
カ
レ
ン
族
は
独
特
で
、
む
し
ろ
思
い
き
っ
た
罰
則
を
保
有
す
る
の
を
つ
ね 

と
し
て
い
た
。
そ
の
関
係
が
明
る
み
に
出
る
と
、
男
も
女
も
村
長
の
前
に
引
き
出
さ
れ
る
。
か
れ
ら
の
前
に
は
ま
っ
た
く
同
様
な
小 

型
の
丸
薬
が
三
個
置
か
れ
、
め
い
め
い
が
一
個
飲
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
丸
薬
の
う
ち
二
個
は
劇
薬
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
他
の 

一
個
は
無
害
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
二
人
は
い
っ
し
ょ
に
ジ
ャ
ン
グ
ル
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
し
ば
ら 

く
す
る
と
、
村
の
村
長
や
他
の
者
は
ど
う
な
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
、
か
れ
ら
の
あ
と
を
追
う
。
時
に
は
死
体
が
二
つ
発
見
さ
れ
る
。 

し
か
し
、
も
し
一
人
が
幸
運
に
も
無
害
な
丸
薬
を
選
ん
だ
と
す
る
と
、
か
れ
も
し
く
は
か
の
女
は
村
に
帰
り
、
事
件
は
解
決
し
た
こ

(2) 

と
に
な
る
。
こ
れ
は
信
頼
す
べ
き
筋
よ
り
、
一
九
一
二
年
に
あ
っ
た
例
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
…
。」 

こ
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
伝
統
社
会
に
お
い
て
は
、
〃
家
神
〃Egナ

を
倫
理
規
律
の
源
泉
と
し
て
、
日
常
生
活
が
い
と
な
ま
れ 

て
い
た
し
、
現
在
で
も
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
カ
レ
ン
族
は
宣
教
師
か
ら
は
た
び
た
び
〃
た
か 

い
倫
理
性
〃
を
評
価
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
今
日
で
も
山
地
カ
レ
ン
族
に
は
あ
る
程
度
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ま 

で
は
姦
通
な
ど
を
死
罪
を
も
っ
て
の
ぞ
む
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
い
わ
ん
や
、
平
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、 

性
関
係
な
ど
は
か
な
り
乱
れ
始
め
て
い
る
。
平
地
カ
レ
ン
族
の
古
老
た
ち
に
よ
る
と
、
か
れ
ら
の
若
い
頃
に
は
、
姦
通
の
罪
を
犯
し 

た
者
に
対
し
て
は
、
〃
家
神
〃Bgナ

の
た
た
り
を
恐
れ
て
、
村
人
た
ち
は
井
戸
の
水
を
共
用
す
る
こ
と
を
断
わ
っ
た
と
い
う
。
し
か 

し
な
が
ら
、
今
日
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
古
老
た
ち
は
村
の
若
い
連
中
を
評
し
て
、 

「平
地
民
の
よ
う
に
だ
ら
し
な
く
な
っ
た
」
と
つ
ぶ
や
く
の
が
常
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
レ
ン
族
が
〃
家
神
〃Bgマ

を
信
仰
し
、O

He

儀
礼
を
続
け
る
か
ぎ
り
は
、
か
れ
ら
の
行
動
は
外
面
的
に
も
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内
面
的
に
も
あ
ら
ゆ
る
面
で
い
ろ
い
ろ
と
枠
が
は
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
傾
向
は08e  Chuko

を
お
こ
な 

う
儀
礼
集
団
に
お
い
て
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
山
村
のH-i  Topa

と
平
地
村
のHfi  Kani

に
お
け
る
各
儀
礼
集
団
の
実
態
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で 

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
表
10
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ち
ば
ん
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
儀
礼
で
あ
るO

He  Chuko  

の
儀
礼
集
団
に
関
係
し
て
い
る
家
族
は
、
山
村
よ
り
も
平
地
村
の
ほ
う
が
九
パ
ー
セ
ン
ト
も
お
お
く
、
全
体
の
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
に 

も
及
ん
で
い
る
。
し
か
も
、o&e  FSO

の
儀
礼
集
団
は
、
山
村
で
は
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
地
村
に
お
い
て
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト 

と
あ
ま
り
差
異
は
な
い
。
両
村
の
ハ
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
〃
家
族
〃
は
い
ぜ
ん
と
し
て
、
〃
家
神
〃6

g
キ
と
の
関
係
を
断
絶
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。c
ナ
ミsz・

儀
礼
を
す
で
に
お
こ
な
っ
て
、
〃
家
神
〃Bg  
寸 
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
家
族
は
山
村
で 

は
ニ
ー
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
地
村
で
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
調
査
村
の
カ
レ
ン
族
の
大
部
分
は
、 

現
在
で
も
な
お
〃
家
神
〃f

 

の
支
配
を
受
け
て
い
て
、
社
会•
文
化
面
に
お
け
る
農
民
化
も
い
ま
だ
し
の
感
が
深
い
。
い
ず
れ 

に
せ
よ
、
カ
レ
ン
族
の
あ
い
だ
で
は
、
〃
家
神
〃f

 
が
社
会
的
凝
集
力
の
核
と
し
て
の
中
心
的
機
能
を
持
ち
、o&e

儀
礼
は
そ 

の
強
力
な
文
化
的
支
柱
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
か
ら
い
っ
て
、
〃
家
神
〃?

 
し
た
が
っ
て
ま
た0与

儀

(3) 

礼
は
、
カ
レ
ン
族
の
農
民
化
と
い
う
社
会•
文
化
変
容
の
決
定
的
な
阻
止
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。 

こ
の
よ
う
なO
He

儀
礼
も
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
て
い
た
の
は
、0
品
さ
医6

が
カ
レ
ン
族
の
間
に
存
在
し
て
い
た
頃
で 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、0!
^
さ
最6

の
あ
る
家
で
、
〃
家
神
〃Bgha

に
対
す
る
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
場
合
、
家 

族
員
で
そ
の
儀
礼
集
団
に
入
っ
て
い
な
い
む
こ
な
ど
が
待
っ
た
り
、
客
人
が
待
っ
た
り
す
る
の
に
、
ー。118 house

の
客
間 (B~aw  

.
•
!
 
が
役
立
っ
て
い
た
〇
し
か
る
に
、
ーong house

の
解
体
の
後
は
、
村
落
に
こ
の
よ
う
な
〃
設
備
〃
が
な
い
た
め
に
、
長
時 

間
に
わ
た
るO

se

儀
礼
の
間
は
待
っ
て
い
る
者
に
は
き
わ
め
て
不
便
に
な
っ
て
い
る
。
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〇
村名1

儀礼のタイブ
Hti Topa （山村） Hti Kani （平地村）

Oxe Chuko 6 戸（24%） 16戸（33%）

Oxe P'go 14戸（56%） 24戸（50%）

Chakasi 3 戸（12%） 7 戸（15%）

その他 2 戸（8%） 1戸（2%）

さ
ら
に
、
カ
レ
ン
族
も
ほ
か
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
山
地
民
系
の
住
民
と 

触
戰•
同
様
に
、
近
年
と
み
に
外
部
か
ら
の
衝
撃
を
つ
よ
く
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

ル
で
そ
の
た
め
、
カ
レ
ン
族
の
農
民
化
が
促
進
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

2

M

リ
問
題
を
、
現
在
取
り
扱
っ
て
い
る
〃
家
族
儀
礼
〃
のO

ze

に
限
定
し
て
も
、
カ
レ 

梓
陰
セ 
ン
族
に
対
す
る
外
界
か
ら
の
影
響
が
つ
よ
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
儀
礼
自
体
に
多 

主
ッ
合

即
卜ゆ

少
の
変
化
が
現
わ
れ
だ
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
と
り
わ
け
平
地
に
住
ん
で
い
る
カ
レ 

合
力
村
海
日
alii
ン
族
の
間
で
顕
著
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
は
夜
分
に
お 

村1
K

opag

Hti
こ
な
わ
れ
る
こ
と
の
お
お
か
っ
た08e

儀
礼
が
、
最
近
で
は
早
朝
に
お
こ
な
わ
れ 

IT
r,
た

二
飲
腐
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
外
部
の
者
、
と
り
わ
け
官
憲
の
目
を
避
け
る
た
め
だ
と 

IHIL
よ
持
ヽ

n

fijl
れ 
如 
い
わ
れ
る
。
昔
は
豚
の
よ
う
な
家
畜
を
自
分
の
家
で
屠
殺
す
る
時
に
は
、
税
金
を
役 

能
黑

?2
泾
い
七
所
に
支
払
う
必
要
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
近
年
に
な
っ
て
、
屠
殺
税 

表 

はお

1
2
 

が
設
け
ら
れ
て
、
豚
を
屠
殺
す
る
際
に
は
、
一
頭
に
つ
き
二
〇
バ
ー
ツ(
約
三
六
〇 

注

円)
も
郡
役
場
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
、SarK

時
代(
一
九

五
八
〜
六
三
年)
以
降
は
、
中
央
政
府
の
国
民
形
成
に
対
す
る
努
力
が
あ
る
程
度
実
を
結
び
始
め
、
以
前
に
も
増
し
て
、
司
法
や
行 

政
機
構
が
、M

ae  Sarieng

地
方
と
い
う
よ
う
な
末
端
の
地
方
で
も
し
だ
い
に
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、M

ae  

Sarieng

の
町
の
周
辺
に
散
在
し
て
い
る
村
々
に
も
、
警
察
の
目
が
以
前
よ
り
住
民
の
日
常
生
活
に
も
届
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ 

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
前
よ
り
は
官
憲
の
目
が
い
さ
さ
か
け
む
た
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と 

い
う
。
そ
の
た
め
、
豚
を
犠
牲
に
必
要
と
し
て
い
る0、

儀
礼
を
、
人
目
に
つ
か
な
い
早
朝
に
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
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当
然
と
い
え
よ
う
。

筆
者
が
調
査
し
た
平
地
カ
レ
ン
族
のHfi  Kani

村
で
は
、
こ
れ
ま
で
にO
He

儀
礼
の
た
め
に
家
畜
を
密
殺
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
、
警
察
に
検
挙
さ
れ
た
り
、
郡
役
場
に
罰
金
を
支
払
わ
さ
れ
た
り
し
た
例
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、M

ae  Sarieng

の
町 

か
ら
半
日
〜
一
日
行
程
の
所
に
あ
るM

ae  Han

や M
ae  Top

と
い
う
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
村
々
で
も
、
す
で
に
こ
の
件
で
二 

〜
三
人
の
逮
捕
者
が
で
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
蛇
足
で
は
あ
る
が
、
カ
レ
ン
族
の
一
人
に
、o&e

儀
礼
を
お
こ
な
う
際 

に
、
な
ぜ
警
察
の
許
可
を
と
ら
な
い
の
か
尋
ね
て
み
た
。
か
れ
の
答
え
を
要
約
す
る
と
、
だ
い
た
い
次
の
ニ
点
に
な
る
。
そ
の
第
ー 

は
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
二
〇
バ
ー
ツ
の
屠
殺
税
は
大
金
で
あ
る
。
こ
の
金
額
は
一
人
前
の
男
子
の
三
〜
四
日 

分
の
日
当
に
あ
た
る
の
で
、
支
払
う
の
が
つ
ら
い
。
第
二
の
理
由
は
宗
教
的
な
も
の 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、0
、
儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
が
他
に
も
れ
る
と
、
儀
礼
の
効 

果
が
減
少
し
て
し
ま
う
か
、
ま
た
は
そ
れ
が
皆
無
に
な
る
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、0、

儀
礼
は
カ
レ
ン
族
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
地
域
と
か
、
外 

界
か
ら
〃
孤
立
〃
し
た
環
境
の
も
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
儀
礼
で
あ
る
。
そ
の
よ
う 

な
所
で
は
、?

 
信
仰
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
文
化
や
社
会
に
お
け 

る
有
力
な
凝
集
力
の
中
心
と
し
て
機
能
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
坦
部
に
あ
る 

HtiKani
村
の
よ
う
に
、
タ
イ
系
の
よ
う
な
他
の
民
族
集
団
の
ま
っ
た
だ
な
か
に 

あ
り
、
そ
の
う
え
政
府
の
出
先
機
関
の
か
な
り
強
い
影
響
下
に
あ
る
社
会
環
境
の
場 

合
に
は
、
か
れ
ら
の
伝
統
的
社
会
・
文
化
の
あ
り
方
が
す
で
に
周
囲
の
環
境
に
不
適

(5)

合
を
お
こ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
社
会
を
取
り
巻
く
客
観
情
勢
は
、

第五章 村落構造と宗教における変容

図22家族儀礼変容の方向
注矢印の方向は文化変容の方向を示す.また矢印の太さは 

変容の相対的容易さを示す.
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か
れ
ら
の
社
会
や
文
化
を
少
し
ず
つ
農
民
社
会
の
方
向
に
押
し
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
〃
家
族
儀 

(6)

礼
〃O

re

な
ど
の
俗
化
は
お
そ
ら
く
不
可
避
な
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
社
会
・
文
化
変
容
の
一
種
の
歯
止
め
役
と
し
て
の
機 

能
も
低
下
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、O

8e

儀
礼
に
お
け
るo&e  Chuk?  O

He  F

式〇、
そ
し
て
さ
ら
に 

を
比
較
分
析
し
て
み
る
と
、 

内
容
的
に
は
図
22
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
社
会•
文
化
変
容
の
流
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
模
式 

図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、O

re  chuF

 Oze  pg*  
C
F
F
S
•

と
い
う
矢
印
の
方
向
に
向
か
っ
て
、
〃
自
由
な
行
為
と
選
択
の
拡

(7)

大"
、
〃
親
族
組
織
の
弱
体
化
へ
〃
宗
教
的
行
事
の
減
少
と
世
俗
化
〃
が
進
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、RedHe-d

教
授
の
言
う 

〃
部
族
〃
か
ら
〃
農
民
〃
へ
と
、
社
会
・
文
化
的
座
標
の
移
動
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
〃
家
神
〃89
さ
は
カ
レ
ン
族
社
会
に
お
け
る
凝
集
力
の
核
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
、
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文 

化
変
容
の
あ
る
種
の
阻
止
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
儀
礼
自
体
も
し
だ
い
に
、
メ
タ
モ
ル
ホ
ー
ゼ
し 

て
、
社
会
・
文
化
変
容
の
流
れ
に
あ
る
種
の
適
応
を
お
こ
な
い
つ
つ
あ
る
の
を
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

(
1
)

M
air  (1963)  

p
・ 23

(
2
)

「大
き
な
伝
統
は
学
校
や
寺
院
で
培
養
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
小
さ
な
伝
統
は
そ
れ
自
体
で
機
能
し
、
村
落
社
会
の
文
字
な
き
者
の
生
活
の 

な
か
に
息
づ
き
続
け
て
い
る
。
哲
学
者
、
神
学
者
、
そ
し
て
文
化
の
伝
統
は
意
識
的
に
培
養
さ
れ
、
ま
た
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
小
さ
な
伝 

統
と
い
う
も
の
は
大
部
分
が
与
件
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
た
い
し
た
詮
索
を
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
ま
か
い
手
入
れ
も
改
良
も
さ
れ
る
こ
と 

は
な
い
。」

〔Redfield  

(一956)  
P
P

41142
〕

し
か
し
な
が
ら
、
「小
さ
な
伝
統
の
一
部
は
、
大
き
な
伝
統
と
お
な
じ
よ
う
に
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、 

疑
い
な
く
、
文
字
に
書
か
れ
た
伝
統
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
人
数
の
人
間
に
よ
っ
て
知
り
尽
く
さ
れ
、
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

〃
小
さ
い
伝
統
〃
と
〃
地
方
的
な"
伝
統
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
〃
小
さ
い
伝
統
〃
は
し
ば
し
ば
全
国
的
に
分
布
し 

て
い
る
の
で
あ
る0」

〔Berrem
an  (1961) p

・339.〕

(3
)
 

こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の Adwq

、
か
ら
由
来
し
た
も
の
で
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
こ
の
発
想
自
体
が
た
い 
へ 
ん
仏
教
的
で
あ
る
と
い
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え
よ
う
。

(4) 

花
の
家
の
意
味
、
別
名
をM

eteko

と
言
い
、
こ
れ
は
葉
の
あ
る
所
と
い
う
意
味
。

(5) 

お
そ
ら
く
仏
教
に
お
け
る
殺
生
戒
の
一
種
のparochializa-ion

と
思
わ
れ
る
。

(
6
)

飯
島(一

965)  p  14
(7) 

pusal

DI・

ま
た
は
カ
レ
ン
風
の
な
ま
り
で
は P

ミS&S4
と
言
う
。

(8) 

儀
礼
の
名
前
も
、
そ
の
儀
礼
に
よ
っ
て
〃
洗
礼
〃
を
受
け
た
者
も
同
じ
呼
称
を
用
い
て
い
る
。

(9) 

Seidenfaden  (1963) P

ー
ー9

(
10) 

〃
生
命
体
〃
を
指
す
。

(
11) 

M
arshall  (1922)  P.  238

(
12) 

Andersen  (一
923 ) P

P

56157

(
13)

飯
島(1967)  p
・ 91
参
照
。

(
14) 

M
arshall  (1922)  

P.  258

(
15)

飯
島(一967)  p  90

(
16) 

Redfield  (1941)pp  338
—39  

参
照
。

(
17) 

Red  
圭 d  (1934)  P

P

57
—59》

RedHeld  (一
941)pp.  338

—339

B
 

H

才Ksha  Ko  Ksha

の
神
に
お
け
る
社
会
・
文
化
的
性
格
の
変
化
と
村
落
儀
礼Talutaphadu

の
発
生 

こ
こ
で
は
、
カ
レ
ン
族
の
伝
統
的
信
仰
に
お
け
る
、
も
っ
と
も
重
要
な
神
で
あ
るHei  K.cha  Ko  K

n
h
a

が
、
か
れ
ら
の
社 

会•
文
化
変
容
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
性
格
を
変
え
、
ま
た
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
村
落
儀
礼Talu

ヌphadu

が
ど
の
よ
う 

な
情
況
の
も
と
に
発
生
す
る
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

こ
の
問
題
を
解
く
か
ぎ
と
し
て
は
、74ミ

达p

專
米
儀
礼
が
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、よ
り
〃
平
地
民
化
〃 

も
し
く
は
農
民
化
の
進
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
々
で
一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
事
実
に
注
目
し
た
い
。 

こ
の
儀
礼
を
、
た
ん
に
、
北
タ
イ
人
や
シ
ャ
ン
人
の
よ
う
な
タ
イ
系
平
地
民
が
お
こ
な
っ
て
い
るLiang  Phi  Chaoti  Chaodin
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Chaom
ilang

の
儀
礼
を
た
だ
模
倣
し
た
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
カ
レ
ン
族
が
北 

タ
イ
人
や
シ
ャ
ン
人
の
宗
教
儀
礼
の
な
か
で
、
物
心
と
も
に
か
な
り
の
負
担
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
く
に
こ
の
儀
礼
を
選
択 

的
に
摂
取
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ta-U
ヌphadu
儀
礼
は
、
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
〃
部
族
的,
社
会
編
成
が
解
体
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
段
階
で
登
場
し
て
き
た 

も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
水
田
農
業
導
入
以
来
カ
レ
ン
族
の
〃
部
族
的
〃 

な
社
会
や
文
化
に
急
速
に
現
わ
れ
だ
し
た
組
織
破
壊
の
き
ざ
し
を
〃
村
神
〃
と
し
て
のHei  K

バha  Ko  K.cha

に
対
し
て
お
こ
な 

う

74 rs
、責
鸵
儀
礼
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
そ
れ
を
文
化
的
な
た
が
と
し
て
、
か
れ
ら
の
統
一
主
体
と
し
て
の
村
落
社
会
を
地
縁 

集
団
と
し
て
再
編
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
占
い
、
平
地
民
の
北
タ
イ
人
や
シ
ャ
ン
人
の
場
合
は
、
儀
礼
の
性
格
が 

〃
一
歩
進
ん
で
〃
も
っ
と
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
の
村
に
お
い
て
は
、
北
タ
イ
人
のChaoCi  Chaodin  chaom

nang
》  

シ
ャ
ン
人
のS4O

2-.S4O

尽、  S407n

旨、g
は
は
っ
き
り
と
し
た
神
像
を
持
ち
、
か
つ
、
木
造
の
し
っ
か
り
し
た
祠
す
ら
そ
な
え
て
い 

る
。
村
落
の
移
動
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
〃
村
神
〃
の
神
像
は
運
び
出
さ
れ
、
新
し
い
村
に
移
さ
れ
て
、
安
置
さ
れ
る
と
い
う
。 

さ
て
、
話
を
本
稿
の
主
題
で
あ
る
カ
レ
ン
族
に
戻
す
と
、74

过
片
』f
ぎ
儀
礼
が
自
己
完
結
性
の
高
く
、
同
質
的
な
山
地
カ
レ 

ン
族
の
村
落
に
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
と
対
照
的
な
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
発
生
し
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
推 

量
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、74び

达2

盧
亚
儀
礼
は
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
、
通
婚
圏
の
拡
大
、
な
ら
び
に
他
の
民
族
集 

団
と
の
通
婚
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
〃
異
質
的
要
素
〃
を
、
か
れ
ら
の
社
会
や
文
化
に
包
摂
し
、
融
合
し
、
み
ず
か
ら
の
社 

会
や
文
化
の
変
容
を
支
え
る
て
こ
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
平
地
村H-iKani

に
お
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
以
外
の 

民
族
集
団
に
属
す
る
者
で
も
、
こ
の
儀
礼
に
毎
年
連
続
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〃
カ
レ
ン
族
に
な
る
〃
こ
と
も
不
可
能
で 

は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、Talutaphadu

儀
礼
は
、
カ
レ
ン
族
が
か
れ
ら
の
社
会
に
〃
異
物
〃
を
内
含
す
る
こ
と
に
よ
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っ
て
、
新
し
い
社
会
的
編
成
を
お
こ
な
う
場
合
、
き
わ
め
て
重
要
、
か
つ
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
は
、
年
に
ー
度
、
水
田
の
耕
作
を
開
始
す
る
に
当
た
っ
て
、
村
の
男
性
全
員 

が
、
す
で
に
〃
村
神"
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
るH

二•K.ct KO
KO

片

の
神
の
祠
の
前
に
集 

合
し
、
祈
禱
を
お
こ
な
い
、
村
人
の
加
護
を
祈
る
。
そ
の
際
に
は
、
村
人
はK

バha  K
。K・

cha

の
神
と
共
餐
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
、
村
の
成
員
間
の
連
帯
性
を
確
認
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
紐
帯
を
強
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
〃
努
力
〃 

を
お
こ
た
れ
ば
、
異
質
性
の
増
大
し
た
平
地
カ
レ
ン
族
の
社
会
は
、
事
実
上
〃
空
中
分
解
”
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
は
な 

か
ろ
う
か
。
ス
ゴ
ー •
カ
レ
ン
族
よ
り
も
平
地
文
化
に
親
和
力
を
持
つ
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
、74

ミ
哥
共
儀
礼
が
発 

達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
上
述
の
推
論
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
訳
で
、74 R
ふ、
畐
よ
儀
礼
は
、
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容
の
な
か
で
、
か
れ
ら
の
社
会
・
文
化
的
組
織
を 

〃
部
族
的
〃
な
も
の
か
ら
〃
農
民
的
〃
な
も
の
へ
と
再
編
成
し
て
ゆ
く
媒
介
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ 

と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
は
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
血
縁
を
基
礎
と
す
る
伝
統
的
村
落 

結
合
の
社
会
的
性
格
を
一
歩
進
め
て
、74
ミ
ミ2
哥
米
儀
礼
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
れ
て
、
別
の
種
類
の
よ
り
広 

い
地
域
組
織
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
、
い
わ
ば
足
な
ら
し
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う 

な
社
会
・
文
化
変
容
の
底
流
は
、
果
た
し
て
、
平
坦
部
に
お
け
る
河
川
の
水
を
利
用
し
た
、
広
範
囲
に
わ
た
る
灌
漑
、
従
っ
て
ま
た
、 

治
水
の
問
題
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
ろ
う
か
。

C
 

〇ド0
儀
礼
と74
£-0§>4
へ
岌
儀
礼
の
関
係

前
述
の
ご
と
く
、
〃
家
族
儀
礼
〃
の0
ミ
は
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
の
な
か
で
、
〃
量
的
〃
に
は
急
激
な
衰
退
は
見
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ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
を
比
較
し
た
場
合
、O

Ne  Chuk。

儀
礼
、O

8e

ヽgo  

儀
礼
、
そ
れ
にC
ミ
室sz •
儀
礼
な
ど
の
儀
礼
集
団
の
割
合
は
あ
ま
り
差
異
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
〃
質
的
〃
な 

面
か
ら
見
る
と
、
前
者
と
後
者
のo&e

儀
礼
の
あ
り
方
に
相
違
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
平
地
村
の
場
合 

に
は
、
同
じ
〃
家
族
儀
礼
〃
のO

ze  Chuko

を
お
こ
な
う
時
に
で
も
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
なch*  0084

を
す
る
よ
り
も
、
比 

較
的
簡
略
化
し
たChuko  Go
ヌ
の
儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
を
全
体
的
に
眺
め
る
と
、

儀
礼
の
導
入
と
か
キ
リ
ス
ト
教
化
、
さ
ら
に 

今
日
で
は
仏
教
化
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
、o&e

儀
礼
の
俗
化
も
し
く
は
衰
退
現
象
が
観
察
さ
れ
よ
う
。 

こ
の
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
の
流
れ
の
な
か
で
、o&e

儀
礼
の
衰
退
・
俗
化
傾
向
と
丁
度
対
照
的
に
、
平
地
カ
レ
ン 

族
の
村
落
に
お
い
て
は
、
村
落
儀
礼
が
〃
発
生
〃
し
、
発
達
し
て
き
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。 

ま
え
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、Talutaphadu
儀
礼
が
対
象
に
し
て
い
る
神Hr

宀K.CF Ko  K.cha

は
、
筆
者
の
印
象
で
は
、 

山
地
カ
レ
ン
族
と
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
、
か
な
り
、
社
会
・
文
化
的
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
山
地
カ
レ
ン
族 

の
間
に
お
い
て
は
、Hfi  K.cha  K

。
K・

cha

の
神
は
、
ほ
と
ん
ど
〃
村
神
〃
と
し
て
の
性
格
は
所
有
し
て
い
な
い
よ
う
に
考
え
ら 

れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
神
は
あ
ま
ね
く
自
然
界
に
存
在
し
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
超
自
然
神
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

し
か
る
に
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
、H辻

火"
さKo  K
ヾ
ド 
の
神
は
、
自
然
界
を
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
に
た
だ
よ
っ
て
い
る 

と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
神
は
、
北
タ
イ
人
の
伝
説
に
も
あ
る
〃
金
の
山
〃Doi  Kham

に
い
つ
も
住
ん
で
い
て
、
必
要
に 

応
じ
て
、
村
に
あ
る
祠 qalusphadu’D

ラ 
を
お
と
ず
れ
て
、
村
や
村
人
の
加
護
に
当
た
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
い
て
は
、
今
日
に
お
い
て
さ
え
、
エ
ミ
・ KW

uz  Ko  K
N
ナ
の
神
が
〃
非
常
勤
〃
の 

〃
村
神
〃
に
過
ぎ
ず
、
一
種
の
過
渡
的
現
象
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
が
進
む
と
、
こ
の
〃
非
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常
勤
〃
の
〃
村
神
〃
は
、
や
が
て
、
北
タ
イ
人
のChaoH

 Chadin  chaom
Aang  

や
シ
ャ
ン
人
の 

SaoCi  Saodin  Saom
ilang  

の
よ
う
な
村
神
に
〃
昇
格
〃
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
は
、
わ
が
国
の
い
ろ
い
ろ
な
地
方
で
見
出
さ
れ
る
「祖
霊
の
後
退
と
勧
請
神
の
進
出
」
と
類
似
の
現
象
で
は
な 

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
先
祖
霊
の
よ
う
に
家
神
的
性
格
の
強
い
神
が
後
退
す
る
と
、
よ
り
個
性
的
、
外
来
的
、
公
的 

な
る
神
霊
が
表
面
に
強
く
出
て
、
や
が
て
そ
れ
が
独
占
の
形
を
取
っ
て
し
だ
い
に
祖
霊
祭
的
感
覚
を
失
う
に
至
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。 

村
氏
神
の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
変
化
の
過
程
を
た
ど
っ
て
神
社
化
し
た
も
の
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

わ
が
国
の
農
村
は
、
す
で
に
古
く
か
ら
都
市
と
な
ん
ら
か
の
関
係
を
持
つ
農
民
社
会
で
あ
っ
た
の
で
、
筆
者
が
本
書
で
問
題
と
し 

て
い
る
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
〃
部
族
社
会
〃
と
は
差
異
が
あ
る
。
従
っ
て
、
宗
教
の
性
格
に
お
い
て
も
、
〃
発
展
段
階
〃
が
異
な
っ 

て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
な
信
仰
上
の
変
化
は
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
〃
家
神.
〃
の
後
退
傾
向
と 

〃
村
神
〃
の
進
出
と
い
う
現
象
を
知
る
う
え
で
き
わ
め
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
堀
一
郎
教
授
の
分
析
を 

引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
各
地
で
採
集
さ
れ
た
諸
例
は
、
「各
種
の
変
容
の
諸
段
階
に
お
い
て
採
集
さ
れ
た 

も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
中
核
を
な
す
同
族
的
信
仰
は
、
わ
が
国
の
農
村
社
会
の
基
盤
構
造
に
相
応
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
信 

仰
の
中
心
に
、
先
祖
、
あ
る
い
は
祖
霊
、
死
者
あ
る
い
は
死
霊
、
祖
先
と
の
関
わ
り
合
い
に
お
け
る
神
霊
等
を
奉
祀
し
て
来
て
い
る 

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
未
分
化
な
漠
然
と
し
た
霊
魂
か
ら
、
次
第
に
そ
の
祭
祀
対
象
が
明
確
化
し
、
神
霊
化
す
る
と
共 

に
複
合
化
し
つ
つ
存
在
し
て
来
た
幾
つ
か
の
段
階
が
示
さ
れ
て
い
る
。
農
村
社
会
の
信
仰
が
そ
の
基
盤
社
会
と
し
て
の
同
族
集
団
に 

依
存
し
つ
つ
、
そ
の
経
済
文
化
な
い
し
生
活
の
向
上
発
展
に
よ
る
同
族
的
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
の
崩
壊
に
伴
っ
て
、
そ
の
信
仰
を
外
方
に 

拡
大
し
つ
つ
も
、
な
お
そ
の
旧
態
を
種
々
な
形
で
歪
曲
複
合
し
つ
つ
保
存
せ
し
め
て
来
て
い
る
こ
と
は
、
農
村
が
な
お
そ
れ
自
身
ー 

つ
の
生
活
的
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
機
能
を
存
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
そ
の
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
が
内
部
的
の
み
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な
ら
ず
外
方
的
に
脅
か
さ
れ
て
来
る
と
、
そ
こ
に
外
部
か
ら
の
新
文
化
、
新
宗
教
の
伝
播
浸
潤
を
促
し
、
外
来
者
の
来
訪
移
住
に
つ 

れ
て
次
第
に
外
部
を
自
己
の
信
仰
に
習
合
し
、
漠
然
た
る
類
型
的
霊
質
が
個
別
化
さ
れ
、
解
説
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
分
化
過
程
を
た
ど 

る
と
と
も
に
、
部
族
神
は
他
姓
他
族
を
含
む
部
落
神
地
域
神
へ
と
移
行
し
、
重
層
的
な
信
仰
圏
を
形
成
し
て
行
っ
た
。
そ
の
各
種
段 

階
に
お
け
る
同
族
信
仰
変
化
の
諸
形
態
が
今
日
雑
然
と
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
素
朴
な
る
同
族
霊
が
同
族
祖
神
と
な
り
、 

さ
ら
に
個
性
の
強
い
御
霊
や
外
部
神
と
習
合
し
、
そ
れ
ら
の
影
響
下
に
自
ら
を
個
別
化
し
て
、
今
日
の
村
の
神
社
の
前
段
階
を
な
し 

て
来
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
他
面
、
部
族
神
が
高
く
清
ま
っ
て
部
落
神
と
な
り
、
一
郷
の
産
土
神
と
な
っ
た
場
合
、 

そ
の
か
つ
て
の
プ
ロ
パ
ー
で
あ
っ
た
同
族
が
、
か
え
っ
て
神
と
の
神
縁
関
係
の
意
識
を
稀
薄
化
し
て
、
別
に
同
族
だ
け
の
祠
を
設
け 

祭
祀
を
行
な
っ
て
い
る
事
実
は
、
同
族
信
仰
の
機
能
と
そ
の
限
界
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
信
仰
が
そ
の
信
仰
者
の
生
活
形
態
と
生

(2) 

活
基
盤
に
深
く
か
か
わ
り
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。」 

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
同
族
神
が
同
族
祖
神
に
変
化
し
、
さ
ら
に
個
性
の
つ
よ
い
御
霊
や
外
部
神
と
習
合
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
村
神
へ
と
〃
昇
格
〃
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
カ
レ
ン
族
の
場
合
は
、
ま
え
に
も
触
れ
た
よ 

う
に
、
双
系
的
社
会
組
織
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
同
族
と
か
氏
族
の
発
達
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
当
然
の
こ
と 

な
が
ら
、
同
族
神
や
氏
神
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
に
お
い
て
は
、
家
族
が
最
小
か
つ
最
大
の
自 

律
集
団
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
重
要
な
社
会
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
〃
家
神
〃6

g

ド
は
、
わ
が
国
に
お
け 

る
同
族
神
や
氏
神
と
は
、
社
会
学
的
に
〃
相
同"
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
、
〃
家
神
〃Bgド

信
仰
の
停
滞
や
俗
化
の
傾
向
と
エ--

K
.

S-4
K
0
K
.
C
 
土
の
神 

の
村
神
的
性
格
へ
の
変
化
は
、
機
能
的
に
見
る
と
、
わ
が
国
に
お
け
る
氏
神
や
同
族
神
の
村
神
へ
の
〃
昇
格
〃
の
過
程
と
平
行
現
象 

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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こ
れ
ら
諸
神
の
属
性
の
変
化
の
背
景
に
は
、
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
け
る
社
会
的
性
格
の
変
化
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

す
な
わ
ち
、
カ
レ
ン
族
の
山
村
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
い
う
と
、HtiTopa

村
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
編
成
の
原
理
に
〃
血
縁
〃 

が
優
先
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村Hti  Kani

に
お
け
る
よ
う
に
、
〃
血
縁
原
理
〃
は
し
だ
い
に
〃
地
縁
原
理
〃 

に
よ
っ
て
蚕
食
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

(
1
)

堀
(一

968)  pp
・
一43  

〜44

(2) 

堀
(一

968)  pp
・
一64

〜65

〔文
脈
を
変
え
な
い
程
度
に
、
で
き
る
だ
け
当
用
漢
字
と
新
か
な
使
い
に
近
づ
け
た
。〕

第
三
節
〃
大
き
い
伝
統
〃
と
の
接
触

〃
大
き
な
伝
統
〃
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
寺
院
や
学
校
な
ど
で
、
〃
人
工
的
〃
に
培
養
さ
れ
、
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
、
〃
小
さ 

い
伝
統
〃
の
よ
う
に
、
村
落
社
会
に
お
い
て
昔
か
ら
引
き
つ
が
れ
て
き
た
文
字
に
書
か
れ
て
い
な
い
伝
統
と
き
わ
め
て
対
照
的
な
も 

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
は
、
平
地
に
住
ん
で
い
る
タ
イ
系
住
民
が
信
仰
し
て
い
る
小
乗
仏
教
が
、
ま
さ
に 

〃
大
き
な
伝
統
〃
の
代
表
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
に
記
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
宗
教
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
と 

こ
ろ
が
、
ま
え
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
近
年
カ
レ
ン
族
の
間
に
は
、
小
乗
仏
教
に
代
表
さ
れ
て
い
る
〃
大
き
な
伝
統
〃
の
影
響
が
ひ 

た
ひ
た
と
う
ち
寄
せ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、HtiTopa
村
の
よ
う
な
山
岳
地
帯
に
あ
る
僻
村
に
ま
で
、
前
述
のヨ

S4S4  (
あ 

る
い
はpukacs

と
呼
ば
れ
る
平
地
民
系
の
行
者
が
や
っ
て
来
て
、C

ミ
ミsz

・
の
よ
う
な
儀
礼
を
お
こ
な
う
だ
け
で
な
く
、
時
に 

は
、
村
人
の
一
部
を
積
極
的
にD

oi  Khun

と
い
う
所
に
あ
る
仏
教
寺
院
に
連
れ
て
行
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
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た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
期sag

の
直
接
的
意
図
は
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
う
や
らD

oi  Khun

に
仏
塔
を
作
る
運
動 

の
一
環
の
よ
う
で
あ
っ
た
。D

oi  Khun

に
行
っ
た 

Hti  Topa

村
の
カ
レ
ン
族
た
ち
は
な
に
が
し
か
の
金
を
出
し
あ
っ
て
、
花 

や
ろ
う
そ
く
を
買
い
、
寺
院
に
捧
げ
て
き
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
間
に
も
じ
わ
じ
わ
と
仏
教
の
影
響
が
お
よ
び
、D

冬〇

と
呼
ば
れ
る
〃
仏
壇
〃
の
原
型
が
導
入 

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
種
の
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
仏
教
化
の
傾
向
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
平
地
文
化
か
ら
〃
隔
絶
〃 

さ
れ
て
い
る
山
地
カ
レ
ン
族
よ
り
も
、
そ
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
生
活
し
て
い
る
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、 

そ
の
進
ん
だ
例
と
し
て
は
、
一
部
の
ポ
ー
・
カ
レ
ン
族
の
よ
う
に
平
地
民
と
混
住
し
て
、
あ
る
程
度
〃
仏
教
徒"

に
な
り
き
っ
て
い 

る
も
の
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
ま
で
極
端
で
は
な
い
に
せ
よ
、Hti  Kani

村
や
そ
の
西
隣
り
に
あ
るM

ae  Salap

の
よ
う
に
、 

仏
塔
の
あ
る
カ
レ
ン
族
の
村
落
も
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
にHti  Kani

村
か
ら
半
日
ほ
ど
北
に
行
っ
た 

M
ae  Han

村
の
よ
う 

に
、
寺
院 (0-)  
す
ら
持
っ
て
い
る
カ
レ
ン
族
の
村
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、Hti  Kani  
村
の
カ
レ
ン
族
の
信
仰
生
活
に
焦
点
を 

あ
て
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
化
の
過
程
を
追
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

す
で
に
触
れ
た
よ
う
にHti  Kani

村
の
平
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
、
す
で
に
約
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
シ
ャ
ン
系
も
し
く
は
北
タ
イ 

系
の
仏
教
徒
の
な
か
で
暮
ら
し
て
き
た
。
し
か
し
〃
家
神
〃?

 
の
信
仰
な
ど
も
あ
っ
て
、
〃
本
当
の"
仏
教
徒
に
な
る
こ
と
が
で 

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
平
地
カ
レ
ン
族
が
タ
イ
系
の
平
地
文
化
と
の
接
触
を
通
し
て
、
あ
る
程
度
仏
教
化
し
た
こ
と
も
事 

実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
が
〃
大
き
い
儀
礼
〃
と
い
うKa
宅
ド
、協(
入
安
居)

と
か0€F
ミ爲(
出
安
居)
、
さ
ら
に
は 

Songkr471  (
灌
水
祭)

や
?
 Kraton

の
よ
う
な
仏
教
な
ら
び
に
そ
れ
に
か
か
わ
り
あ
い
の
あ
る
重
要
儀
礼
の
時
に
は
、
平
地 

民
の
よ
う
に
寺
院
に
お
も
む
き
、
仏
教
儀
礼
に
も
参
加
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
地
カ
レ
ン
族
と
て
も
、
〃
仏
教
徒
〃
と
し
て
の 

限
界
は
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
平
地
民
の
〃
小
さ
な
仏
教
儀
礼
〃
の
場
合
に
は
、
シ
ャ
ン
人
や
北
タ
イ
人
の
よ
う
に
仏
教
寺
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院
に
行
っ
て
礼
拝
し
た
り
、
ま
た
自
分
の
家
で
祭
り
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

平
地
カ
レ
ン
族
が
お
こ
な
う
仏
教
系
の
重
要
儀
礼
の
う
ち
、
筆
者
が
直
接
観
察
で
き
た
の
は
、

ヌ
ゝ
祭
り
、
俗
に
い
う 

〃
水
祭
り
〃
で
あ
る
。
平
地
カ
レ
ン
族
の
宗
教
生
活
の
一
側
面
を
知
る
た
め
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
す
こ
し
立
ち
入
っ
て
述
べ
る
こ 

と
に
し
ょ
う
。

タ
イ
国
に
お
い
て
は
、
乾
季
が
終
り
を
告
げ
よ
う
と
す
る
頃
に
な
る
と
、
毎
年Sm

g

ギ4

、
の
祭
り
が
や
っ
て
く
る
。
な
か
で
も
、 

と
り
わ
け
北
部
地
方
に
お
い
て
は
、
四
月
中
旬
に
こ
の
水
祭
り
を
盛
大
に
祝
う
の
で
あ
る
。

Songkrdn
の
祭
り
は
、
元
来
仏
教
徒
が
春
分
を
祝
う
タ
イ
国
の
旧
正
月
で
あ
り
、
ビ
ル
マ
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
有 

名
な
水
祭
り
と
同
系
統
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
、
仏
像
、
僧
侶
、
両
親
、
長
老
な
ど
に
、
敬
意
と
祝
福
の
し 

る
し
と
し
て
、
水
を
か
け
る
し
き
た
り
が
あ
る
。
タ
イ
国
で
は
、
国
王
も
宮
中
で
み
そ
ぎ
を
受
け
ら
れ
、
民
衆
は
町
に
出
て
水
を
か

第五章 村落構造と宗教における変容

写真28 平地カレン族は主要な仏教 
儀礼には積極的に参加する

け
あ
う
と
い
う
習
慣
が
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。 

し
か
し
、
ひ
と
頃Bangkok

で
は
そ
の
慣
行
が
過
熱
し 

す
ぎ
て
、
首
府
と
し
て
の
機
能
が
停
滞
し
た
り
、
ま
た
多 

数
の
居
留
外
国
人
に
も
迷
惑
を
か
け
る
と
い
う
理
由
で
、 

現
在
は
禁
止
さ
れ
、
あ
ま
り
派
手
に
は
お
こ
な
わ
れ
て
い 

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
部
地
方
に
お
い
て
は
、
こ
の 

伝
統
は
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
そ
の
地
方
の
中
心
で
あ
る 

古
都Chiengm

ai

に
お
い
て
は
、
い
ま
な
お
き
わ
め
て 

さ
か
ん
で
あ
る
。
だ
がChiengm

ai  
に
お
け
るsong.
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写真30 平地カレン族による水祭りの儀礼・隣 
村の寺院から僧侶を招いておこなう

写真31 平地カレン族の水祭り.水をかけあう 
、無礼講、 は果てしなく続く
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第五章 村落構造と宗教における変容
¥

』n

は
、
近
年
に
な
っ
て
、
観
光
化
し
て
し
ま
い
、
多
分
に
民
衆
の
祭
り
と
は
質
を
異
に
し
て
し
ま
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
、
多
分
に
シ
ョ
ー
化
し
て
し
ま
っ
たChiengm

ai

に
お
け
るsongk'dn

に
く
ら
べ
て
、
田
舎
の
水
祭
り
は
、
寺
院 

や
道
端
で
素
朴
な
が
ら
な
か
な
か
熱
狂
的
に
祝
わ
れ
る
。
今
日
のChiengm

ai

で
は
、
水
祭
り
の
期
間
を
四
月
ニ
二
日
か
ら
一
五 

日
の
三
日
間
に
限
定
す
る
と
か
、
日
没
後
の
水
の
か
け
あ
い
は
禁
止
す
る
と
か
、
人
々
が
ほ
ど
ほ
ど
にSongkrdn

を
〃
楽
し
む
〃 

よ
う
に
企
画
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、Redfield

教
授
が
述
べ 
て
い
る
よ
う
に
、
〃
聖
日
か
ら
休
日"

(from

 holy  

day  
-O 

(2)

ho

一iday)  
へ
と
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
一
歩
農
村
地
帯
に
入
る
と
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
な
い
本
来
の 

sggAミ

、
が
残 

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
祭
り
の
期
間
は
、
天
下
晴
れ
て
の
無
礼
講
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。 

M
ae  Sarieng

の
谷
で
は
、Chiengm

ai

のsongm

ヽ、

、
に
先
立
つ
数
日
前
の
四
月
ー
〇
日
頃
に
な
る
と
、
田
舎
の
子
供
た
ち 

は
も
う
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
。
バ
ケ
ツ
に
水
を
入
れ
た
り
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
水
を
い
っ
ぱ
い
つ
め
て
、
道
路
わ
き
に
身
を
ひ
そ 

め
る
。
そ
こ
に
や
っ
て
来
る
も
の
は
、
人
と
い
わ
ず
車
と
い
わ
ず
、
道
路
を
通
り
ぬ
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
か
れ
ら
の
え
じ
き
に
な 

っ
て
、
し
こ
た
ま
水
を
あ
び
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
や
が
て
四
月
の
中
旬
に
な
る
と
、
大
人
も
参
加
し
て
、
祭
り
の
楽
し
い
混
乱
が
続 

く
。
農
村
の
水
祭
り
はChiengm

ai

と
は
異
な
り
、
早
朝
か
ら
夜
半
に
及
ぶ
。

と
こ
ろ
が
、
北
タ
イ
系
の
住
民
のs

o
'
g
m

ヨ
、
に
輪
を
か
け
た
の
が
、Hti  Kani

村
の
平
地
カ
レ
ン
族
の
水
祭
り
で
あ
る
。
前 

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
は
伝
統
的
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
信
仰
し
て
い
る
。
仏
教
の
影
響
の
ほ
と
ん
ど
な
い
山
地
カ
レ
ン
族 

の
村
落
に
お
い
て
は
、Hti  Topa

村
を
は
じ
め
と
し
て
、M

ae  Ho

や M
ae  Ef  Ki  

村
の
よ
う
に 

Song  kr』 n 
を
ま
っ
た
く 

お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
、
シ
ャ
ン
系
や
タ
イ
系
の
平
地
民
の
間
以
上
に
派
手
な
水
祭
り
が
見
ら 

れ
る
。
も
っ
と
も
、
平
地
カ
レ
ン
族
と
い
っ
て
も
、
た
い
て
い
の
場
合
に
は
〃
本
当
の
〃
仏
教
徒
も
し
く
は
平
地
民
に
な
り
き
っ
て 

い
な
い
の
で
、
か
れ
ら
のSo

府
年!

N

に
対
す
る
考
え
方
に
は
い
さ
さ
か
頼
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
水
祭
り
の
三
日
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ま
え
に
な
っ
て
も
、Hti  Kani

村
の
ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
正
確
に
い
っ
か
らsowgA己

ご
が
始
ま
る
か
知
ら
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ 

ん
、
祭
り
の
宗
教
的
意
義
を
ほ
ん
と
う
に
知
る
村
人
は
ま
っ
た
く
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
呑
気
な
村
人
た
ち
も
四
月
ー
ニ
〜 

三
日
に
な
る
と
、Songkrdn

の
中
心
に
な
る
儀
式
の
た
め
に
、
準
備
を
開
始
す
る
。
た
と
え
ば
、Hti  Kani

村
の
裏
山
に
あ
る 

仏
塔
を
飾
る
の
ぼ
り
な
ど
が
準
備
さ
れ
る
。

周
囲
に
住
ん
で
い
る
北
タ
イ
人
や
シ
ャ
ン
人
が
祝
うsgg

キ4

、
の
祭
り
に
遅
れ
る
こ
と
三
日
目
の
四
月
一
六
日
に
、
待
ち
に
待 

っ
た
水
祭
り
が
や
っ
て
来
る
。
も
っ
と
も
、
子
供
た
ち
は
〃
本
当
の
〃Songk

ミn

の
祭
り
が
待
ち
き
れ
ず
に
、
す
で
に
数
日
前
か 

ら
、
村
に
来
る
人
に
片
っ
ぱ
し
か
ら
水
を
あ
び
せ
て
喜
ん
で
い
た
。

四
月
一
六
日
の
午
後
、
村
人
は
い
っ
せ
い
に
部
落
を
出
発
し
て
、
西
側
の
村
は
ず
れ
ー
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
小
高
い
丘
に 

あ
る
仏
塔
に
向
か
う
。
老
若
男
女
は
そ
こ
に
到
着
す
る
と
、
仏
塔
に
向
か
っ
て
、
ひ
ざ
ま
ず
き
、
タ
イ
風
に
三
拝
し
て
礼
拝
を
す
る
。 

さ
ら
に
、
一
行
は
め
い
め
い
玉
串
状
に
な
っ
たS

ミ
と
い
う
木
の
葉
を
仏
塔
に
捧
げ
る
。
や
が
て
太
鼓
や
か
ね
を
打
ち
鳴
ら 

し
な
が
ら
、
若
い
男
の
一
団
が
や
っ
て
来
る
と
、
村
人
は
そ
の
あ
と
に
つ
づ
い
て
、
仏
教
賛
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
仏
塔
の
ま
わ
り
を 

何
回
と
な
く
回
わ
る
。

Hti  Kani

村
に
は
お
寺
が
な
い
の
で
、
村
自
体
の
僧
侶£uchao)  
や
寺
の
世
話
役(4C

ま
、)

が
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
南 

隣
の
北
タ
イ
人
の
村Tonglem

か
ら
、
か
れ
ら
を
招
く
。
カ
レ
ン
族
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
タ
イ
系
の
平
地
民
の
つ
く
っ
て
い
る 

地
域
組
織
に
く
り
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
太
陽
が
ビ
ル
マ
国
境
の
山
並
に
傾
い
た
頃
、
僧
侶
た
ち
の
一
行
はHti  Kani  

村
の
仏
塔
の
所
に
到
着
す
る
。
そ
の
頃
に
な
る
と
、
村
人
の
カ
レ
ン
族
は
、
仏
塔
の
ま
わ
り
に
ろ
う
そ
く
を
た
て
、
火
を
つ
け
る
。 

僧
侶
は
仏
塔
の
北
側
に
ご
ざ
を
ひ
き
、
枕
に
も
た
れ
か
か
っ
て
座
る
。
そ
う
す
る
と
、
村
人
は
仏
塔
の
ま
わ
り
に
置
い
て
あ
っ
た
捧 

げ
物
を
僧
侶
の
前
に
供
え
、
礼
拝
を
す
る
。
か
く
し
て
、
寺
の
世
話
役
に
よ
り
読
経
の
口
火
が
切
ら
れ
る
。
つ
づ
い
て
、
僧
侶
も
そ
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れ
に
唱
和
し
、
読
経
が
二
〜
三
回
く
り
か
え
さ
れ
る
。
や
が
て
、
僧
侶
は
立
ち
上
が
り
、
仏
塔
に
向
か
っ
て
聖
水
を
か
け
、
続
い
て
、 

村
人
た
ち
も
そ
れ
に
な
ら
う
。
そ
れ
か
ら
、
仏
塔
に
は
村
人
が
作
っ
て
き
た
の
ぼ
り
を
立
て
、
出
席
者
一
同
は
仏
塔
に
水
を
か
け
、 

口
々
に
は
や
し
た
て
る
。
か
く
し
て
、
儀
礼
は
終
わ
り
、
村
人
は
家
路
に
つ
く
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
仏
塔
の
丘
に
お
け
る
仏
教
儀
礼
が
終
わ
る
と
、
カ
レ
ン
族
に
も
本
格
的
な
水
祭
り
が
や
っ
て
く
る
。
誰
か
ま 

わ
ず
、
人
か
ま
わ
ず
の
水
か
け
の
無
礼
講
が
数
日
続
く
。
か
く
し
て
、songk'dn

の
祭
り
が
終
わ
る
と
、
こ
の
あ
た
り
の
住
民
は 

雨
季
の
到
来
と
農
繁
期
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
祭
り
が
進
行
し
て
い
る
最
中
に
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
を
考
え
る
上
で
、
き
わ
め
て
注
目
す 

べ
き
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
は
カ
レ
ン
語
で
はpug-  K

o
と
い
い
、
一
般
的
に
は
北
タ
イ
語
で
、D

号Hua

と
い
う
行 

事
で
あ
る
。
こ
れ
はHti  Kani
村
の
若
者
全
員
が
他
村
に
出
向
き
、
そ
こ
の
寺
院
や
男
女
の
老
人
た
ち
に
コ
コ
ナ
ツ
や
バ
ナ
ナ
を 

捧
げ
、
敬
意
を
表
す
る
な
ら
わ
し
で
あ
る
。
ま
た
、
他
村
の
若
者
も
こ
ぞ
っ
てHfi  Kani

村
にD

am

 ユ

米a

に
や
っ
て
く
る
。 

D
am

 H

鸵a

を
交
換
し
あ
う
村
々
が
い
ろ
い
ろ
な
民
族
集
団
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
カ
レ
ン
族
の
村
の 

Hfi  Kani”  M
ae  H

3
 M

ae  salapBan  pam
af》Ban  Luang、

そ
れ
に
北
タ
イ
人
の
村 Tonglem

》Takam
》

SUD
han

、  

カ
レ
ン
族
と
北
タ
イ
人
が
混
住
し
て
い
るBan  Pon
な
ど
の
諸
村
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
はSong

ギm

ご
と
い
う
よ
う
な
仏
教
的
儀
礼
と
そ
れ
に
と
も
な
う
慣
行
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

仏
教
と
い
う
〃
大
き
な
伝
統
〃
に
接
触
し
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
や
文
化
を
よ
り
農
民
型
の
類
型
に
押
し
や
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 

る
。ま

た
、
こ
の
水
祭
り
に
と
も
な
うD

aよ

き4
と
い
う
慣
行
は
、HH
 Kani

村
の
カ
レ
ン
族
を
村
落
と
い
う
限
定
さ
れ
た
血
縁

(3)

組
織
や
地
縁
組
織
の
壁
を
乗
り
越
え
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。M

arsha

二
師
も
指
摘
し
、
筆
者
自
身
も
確
認
し
て
い
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る
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
は
、
元
来
村
落
以
上
の
社
会
的
凝
集
力
を
持
ち
合
わ
せ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
意
味
で
、 

H
ミ
に
よ
っ
て
、H-i  Kani

村
の
村
人
た
ち
の
形
成
し
て
い
る
社
会
集
団
が
、
よ
り
広
い
地
域
社
会
に
く
り
込
ま
れ
始
め
て
い
る 

こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
れ
の
み
か
、
す
ぐ
れ
て
、
カ
レ
ン
族
と
い
う
民
族
集
団
の
壁
す
ら
も
乗
り
越
え
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て 

は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
カ
レ
ン
族
は
仏
教
文
明
を
摂
取
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
そ
の
変
化
を
宗
教
上
に
と
ど
め
る
だ
け
で 

は
な
く
、
地
域
組
織
の
う
え
か
ら
も
、
農
民
的
類
型
へ
向
か
っ
て
、
社
会•
文
化
的
座
標
を
移
動
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み 

に
付
け
加
え
る
と
、M

orris  opor
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「農
民
は
都
市
に
だ
け
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他 

の
農
民
の
村
に
も
同
様
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
、
宗
教
的
、
経
済
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
か
れ
ら
は
近
隣
の
村 

落
の
人
々
に
密
接
な
関
係
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
個
々
の
農
民
の
村
は
事
実
上
よ
り
広
い
農
村
の
統
一
体
の
一
部

(4)

な
の
で
あ
る
。」

と
こ
ろ
で
、
カ
レ
ン
族
の
仏
教
と
い
う
〃
大
き
な
伝
統
〃
に
対
す
る
理
解
の
程
度
、
す
な
わ
ち
換
言
す
る
と
、
そ
の
吸
収•
摂
取 

の
程
度
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、

Kani

村
の
平
地
カ
レ
ン
族
に
、
仏
陀
を
示
す
北
タ
イ
語 

の
釈 C
ミ
。
は
な
ん
で
あ
る
か
と
尋
ね
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
、
村
の
青
年
、
壮
年
、
老
年
の
男
女
の
ほ
と
ん
ど
全
員
が
た
め
ら
い 

も
な
く
、
「ぎ

と

は
 Y

ヨぎa

の
神
の
こ
と
で
あ
る
」
と
答
え
た
。Y

纪き4

の
神
と
は
カ
レ
ン
族
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
な
か
の 

最
高
神
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
〃
大
き
な
伝
統
〃
の
摂
取•
吸
収
の
程
度
は
き
わ
め
て
表
面
的
で
、
ま
だ
か
れ 

ら
の
文
化
の
構
造
的
変
化
に
及
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
字
を
媒
介
と
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
本
格
的
に 

〃
大
き
な
伝
統
〃
を
吸
収
し
た
こ
と
の
な
い
カ
レ
ン
族
の
仏
教
に
対
す
る
理
解
の
水
準
は
き
わ
め
て
低
く
、
か
れ
ら
が
オ
ー
ソ
ド
ッ 

ク
ス
な
仏
教
徒
に
な
り
、
外
界
と
の
接
触
を
よ
り
緊
密
に
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
〃
タ
イ
人
に
な
る(pen  Khon  S
-

た
め
に 

は
お
お
く
の
年
月
が
必
要
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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な
お
、
仏
教
が
、
村
落
生
活
を
ひ
ろ
く
外
界
と
結
合
す
る
う
え
で
重
要
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
農
民
社
会
に 

お
い
て
は
顕
著
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
仏
教
徒
で
あ
り
、
ま
た
〃
農
民
〃
で
あ
る
タ
イ
国
東
北
部
の
ラ
オ 

人(the  Lao)  
の
村
に
つ
い
て
、s
・J
・Tam

biah

博
士
が
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
ち
な
み
に
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ 

ち
「あ
る
特
定
の
地
域
の
諸
村
落
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
結
婚
と
か
親
族
の
拡
が
り
な
ど
で
計
ら 

れ
る
よ
う
に
、
相
互
の
社
会
的
接
触
は
半
径
十
余
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
村
落
外
と
の
通
婚
は
き
わ
め
て
少 

な
い
。
接
触
が
も
っ
と
も
広
範
囲
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
は
宗
教
的
な
も
の
で
、
近
隣
の
村
落
は
そ
れ
に
参
加
し
た
り
、
ま
た
村 

の
寺
院
で
お
こ
な
わ
れ
た
仏
教
の
儀
礼
や
祭
り
に
お
た
が
い
に
出
席
し
て
い
た
。
仏
教
が
社
会
的
相
互
関
係
の
も
っ
と
も
広
範
囲
な 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
地
域
文
化
の
認
識
の
焦
点
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
文
字
を
使
う
伝
統
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
と
っ
て
、 

き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
あ
り
ふ
れ
た
大
き
さ
の
村
落
に
お
い
て
も
寺
は
存
在
し
て
い
る
。
す

(5)

な
わ
ち
、
そ
れ
は
宗
教
的
に
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
的
に
も
必
要
で
あ
る
か
ら
だ
。」
〃
農
民
〃
村
落
に
関
す
る
こ
の
よ
う 

な
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
〃
大
き
な
伝
統"
が
〃
部
族
的
〃
社
会
や
文
化
の
農
民
化
に
果
た
す
役
割
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ 

る
。
こ
れ
と
関
連
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
と
第
七
章
で
さ
ら
に
触
れ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

(
1
)
D

2.
と
は
北
タ
イ
語
で
山
と
い
う
意
味
。

(2) 

Redfield  (1941)pp  270
—302

(3) 

M
arshall  (1922)  p

・
一27

(4) 

Po  
ーー er  eZ ^

md 

(1967)  p
・13

(5) 

Tam
biah  (一

968)  p

 87
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要
約
—
五

伝
統
的
に
は
〃
部
族
的
〃
文
化
を
保
持
し
て
き
た
カ
レ
ン
族
の
社
会
も
、
タ
イ
系
平
地
民
が
信
仰
し
て
い
る
小
乗
仏
教
に
代
表
さ 

れ
て
い
る
〃
大
き
な
伝
統
〃
の
洗
礼
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
平
地
民
系
行
者
が
カ
レ
ン
族
の
間
で
お
こ
な
っ
て
い
るC

ミ
ナ 

儀
礼
な
ど
は
、
そ
の
露
払
い
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
化
の
傾
向
は
、
平
地
民
文
化
と
〃
隔
絶
〃
さ
れ
て
い
る
山
地
カ
レ
ン
族
よ
り
も
、
平
地
力 

レ
ン
族
の
間
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、HH

 Kani

村
の
平
地
カ
レ
ン
族
に
あ
っ
て
も
、
〃
完
全
な
〃
仏
教
徒
に
な
り
き 

っ
た
訳
で
は
な
い
。
こ
の
地
方
で
、
〃
大
き
い
儀
礼
〃
と
呼
ば
れ
る
仏
教
の
重
要
儀
礼
に
は
出
席
す
る
け
れ
ど
も
、
小
さ
な
仏
教
儀 

礼
は
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。

平
地
カ
レ
ン
族
の
仏
教
化
の
実
態
を
知
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
直
接
観
察
す
る
こ
と
の
で
き
た
水
祭
り(so府

牛4

と 
に 

つ
い
て
要
約
す
る
。

水
祭
り
は
、
タ
イ
系
平
地
民
と
は
日
付
け
こ
そ
は
若
干
ず
れ
た
け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
同
様
に
祝
わ
れ
る
。
祭
り
の
当
日
は
、 

Hti  Kani

村
の
裏
山
に
あ
る
仏
塔
に
集
合
し
て
、
盛
大
な
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
村
に
は
僧
坊
や
寺
院
が
な
い
の
で
、
隣
の
北 

タ
イ
人
村Tong

一em

か
ら
、
北
タ
イ
人
の
僧
侶
や
寺
の
世
話
役
な
ど
が
招
か
れ
る
。

仏
塔
に
お
け
る
宗
教
儀
礼
が
終
了
す
る
と
、
タ
イ
系
平
地
民
と
同
様
に
、
お
た
が
い
に
水
を
か
け
あ
う
水
祭
り
が
数
日
続
く
。
こ 

の
過
程
で
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
は
カ
レ
ン
語
で 

Pugi  Ko

と
い
い
、
北
タ
イ
語
で
はDam

 Hua

と
い
う
。
こ
れ
は
、Hti  Kani
村
を
含
む
近
隣
の
カ
レ
ン
族
の
村
落
五
力
村
、
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北
タ
イ
人
の
村
三
力
村
、
両
者
が
混
住
し
て
い
る
村
一
力
村
の
間
で
、
若
者
同
志
が
他
村
に
お
も
む
き
、
老
人
た
ち
に
手
み
や
げ
を 

持
っ
て
、
敬
意
を
表
す
る
の
で
あ
る
。

カ
レ
ン
族
は
伝
統
的
に
は
村
落
以
上
の
社
会
的
凝
集
力
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
が
、

さ
に
よ
っ
て
、
村
人
の
形
成 

し
て
い
る
社
会
集
団
が
、
よ
り
広
い
地
域
社
会
に
く
り
込
ま
れ
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
か
、
す
ぐ
れ
て
、
民
族
集
団
の 

壁
す
ら
も
乗
り
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
と
、
か
れ
ら
は
「近
隣
の
村
落
の
人
々
に
密
接
な
関
係
を
維
持
し
て
い
る
」 

農
民
的
特
徴
す
ら
持
づ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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第
六
章 
国
民
形
成
に
よ
る
社
会
・
文
化
変
容
の
促
進

——
教
育
と
行
政
の
影
響I

第
五
章
に
お
い
て
は
、
お
も
に
カ
レ
ン
族
の
〃
自
生
的
〃
な
ら
び
に 
〃
土
着
的
〃
な
社
会•
文
化
変
容
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。 

従
っ
て
、
本
章
に
お
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
や
文
化
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
〃
指
導
さ
れ
た
〃
社
会:
乂
化
変
容(direc,  

ted  socio’cultura

一 change)  
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

第
一
節 
内
務
省
に
よ
るTribal  Research  cen-re

の
設
立
と

山
地
民
に
対
す
る
仏
教
の
布
教
活
動

A 

Tribal  Research  Centre  
の
設
立

こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
周
辺
に
見
ら
れ
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
変
化
、
市
場
経
済
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

の
発
達
は
、
か
れ
ら
の
伝
統
社
会
や
文
化
を
い
ま
や
根
本
か
ら
揺
り
動
か
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
の
面
か
ら
見 

る
と
、
カ
レ
ン
族
は
あ
ま
り
こ
の
よ
う
な
急
激
な
変
化
の
経
験
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
の
み
か
、
カ
レ
ン
族
自
身
も 

積
極
的
に
外
界
と
の
交
渉
を
持
と
う
と
し
な
か
っ
た
。

Bangkok

の
タ
イ
国
中
央
政
府
と
い
え
ど
も
、
つ
い
最
近
ま
で
は
、
カ
レ
ン
族
の
み
な
ら
ず
、
山
地
民
全
体
に
組
織
的
な
接
触 

工
作
を
お
こ
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
つ
い
て
、
タ
イ
国
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
研
究
を
お
こ
な
っ
た
こ
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と
の
あ
るTrux-on

氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
タ
イ
国
政
府
の
「〃山 

地
民
と
し
て
の
ル
カ
レ
ン
族
に
対
す
る
行
政
の
伝
統
的
〃
政
策
〃
は
こ
れ
ま
で
で 

き
る
だ
け
僅
少
に
し
、
か
れ
ら
に
対
し
て
な
る
べ
く
責
任
を
お
わ
ず
に
接
触
し
た 

り
、
働
き
か
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
般
的
に
、
タ
イ
国
政
府
の
、
そ
の
よ
う
な 

非
タ
イ
系
民
族
集
団
に
関
す
る
主
要
な
関
心
は
、
か
れ
ら
に
価
値
あ
る
国
民
と
し 

て
興
味
を
持
つ
よ
り
も
、
あ
る
一
定
の
領
域
に
対
す
る
、
従
っ
て
ま
た
、
潜
在
的 

自
然
資
源
に
対
す
る
、
多
年
に
わ
た
る
権
利
の
正
統
性
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

た
し
か
に
、
こ
れ
ま
で
は
支
配
す
る
こ
と
と
介
入
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
わ
ず 

か
に
最
小
限
の
こ
こ
ろ
み
が
な
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。 

タ
イ
人
の
行
政
官
た
ち
は
か
れ
ら
自
身
で
、
カ
レ
ン
族
地
帯
を
お
と
ず
れ
る
こ 

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
、
村
側
と
郡 

役
場
支
所
の
役
人
の
側
で
相
互
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
あ
い
ま
い
な
方
法
で
任
命
さ 

れ
た
カ
レ
ン
族
の
首
長
に
ほ
と
ん
ど
完
全
に
頼
り
き
っ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
首
長
は
行
政
の
地
方
に
お
け
る
中
心
地
に
出
向
く
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、 

せ
い
ぜ
い
そ
の
支
所
か
地
方
役
場
ま
で
行
っ
て
、
報
告
し
た
り
、
納
税
の
支
払
い 

を
し
た
り
、
苦
情
や
争
い
ご
と
を
申
し
立
て
て
行
政
的
考
慮
を
あ
お
い
だ
り
す
る 

程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
的
決
定
な
ど
を
村
に
持
ち
帰
っ
た
り
す
る
。」 

一
方
、
タ
イ
国
に
お
け
る
山
地
民
の
大
部
分
の
者
と
同
様
に
、
「カ
レ
ン
族
の
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写真33仏門に入ったカレン族の少年 
の着付けを手伝うタイ人の僧
侶

写真34平地カレン族の村Hti 
Kaniの小学校•字を習う 
ことはむずかしいことだ./

多
く
は
、
も
し
政
府
が
放
置
し
て
お
い
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
き
わ
め 

て
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
、 

た
し
か
に
過
大
な
行
政
的
支
配
を
要
求
し
な
い
し
、
ま
た
、
初
等
教 

育
、
医
療
、
通
信
、
警
察
に
よ
る
保
護
と
い
う
よ
う
な
、
タ
イ
国
に 

お
け
る
近
代
国
家
の
政
府
に
よ
る
、
明
確
な
社
会
的
利
益
さ
え
も
強

(2)

く
望
ん
で
は
い
な
い
。」

と
こ
ろ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸 

国
に
お
い
て
は
、
住
民
の
間
で
国
民
的
自
覚
が
う
な
が
さ
れ
、
ナ
シ 

ヨ
ナ
リ
ズ
ム
が
急
速
に
台
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
う 

各
国
政
府
の
国
民
形
成
に
関
す
る
努
力
を
過
小
評
価
す
る
わ
け
に
は 

ゆ
か
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
タ
イ
国
の
山
地
民
対
策
も 

そ
の
例
外
で
は
な
い
。

タ
イ
国
の
場
合
は
、
本
格
的
な
山
地
民
対
策
の
手
初
め
と
し
て
、 

一
九
五
八
年
一
二
月
一
九
日
に
政
令
第
三
七
号
が
発
布
さ
れ
た
。
そ 

れ
に
よ
り
、
麻
薬
の
原
料
に
な
る
け
し
栽
培
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ 

る
と
と
も
に
、
山
地
民
問
題
解
決
は
緊
急
を
要
す
る
こ
と
が
強
調
さ 

れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
五
九
年
は
公
共
福
祉
局
が
国
内
植
民
計
画
を 

山
地
民
地
域
に
ま
で
拡
張
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、Chiengm

ai
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県
、Chiengrai

県
、phe-chabun

県
、Tak

県
、
な
ど
に
ー
カ
所
ず
つ
、
計
四
力
所
に
山
地
民
の
福
祉
施
設
と
し
て
之
涂?

ミ 

が
設
立
さ
れ
た
。

一
九
六
四
年
に
は
、
内
務
省
公
共
福
祉
局
植
民
部 (Land  Settlem

ent:  Bureau
”  Departm

ent  0f  Public  welfare》M
in,  

i*ry  of  Interior)

に
山
地
民
課(H

三

Tribe  D
ivision)

が
新
設
さ
れ
た
。
初
代
の
課
長
に
は
、com

e二

大
学
で
農
村
社 

会
学
を
専
攻
し
たPrasK

 D
hitsavath

氏
が
就
任
し
た
。

こ
の
山
地
民
対
策
の
主
眼
は
次
の
ニ
点
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

⑴
 

分
散
し
て
住
ん
で
い
る
山
地
民
を
説
得
し
て
、
計
画
地
域
に
移
住
さ
せ
て
、
定
着
化
を
計
る
。

⑵
 

家
畜
の
改
良
、
多
年
性
作
物
の
栽
培
、
な
ら
び
に
家
内
工
業
の
育
成
を
計
る
と
と
も
に
、
山
地
民
に
対
す
る
流
通
機
構
の
組 

織
化
、
さ
ら
に
は
計
画
地
域
に
移
住
し
て
き
た
者
の
健
康
と
教
育
の
増
進
を
計
る
。

(4)

以
上
の
よ
う
な
目
的
で
発
足
し
たN
涂/KW

Z

も
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
族
集
団
の
資
質
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
相
違
な
ど
に
よ
っ
て
、 

そ
の
性
質
に
多
少
の
差
異
が
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、Chiengm

ai

県
のDoi  chiengda。

の Nikhom

は
ラ
フ
族
や
ミ
ャ
オ 

族
に
茶
栽
培
の
普
及
を
し
た
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
そ
の
土
地
に
以
前
か
ら
、
茶
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
茶
工
場
が
あ
っ
た
か
ら 

で
あ
る
。Chiengrai

県
のM

on  Saenjai

地
方
に
お
い
て
は
、
ヤ
オ
族
や
ア
カ
族
に
対
し
て
、
陸
稲
な
ど
の
裏
作
に
小
麦
を
導 

入
す
る
試
み
が
お
こ
な
わ
れ
た
。Tak

県
のD

oi  M
ussur

地
方
で
は
、
ラ
フ
族
や
若
干
の
ミ
ャ
オ
族
に
対
し
て
、
育
牛
を
中
心 

に
し
た
畜
産
の
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
た
、Phetchabim
県
のp

u
o
m
o
o
地
方
で
は
、
ミ
ャ
オ
族
に
対
し
て
、
多
年
性
の 

作
物
を
中
心
に
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、M

・票oき

の
性
質
の
地
域
差
は
お
お
き
い
け
れ
ど
も
、
共
通
し
た
問
題
の
解
決
に
も
努
力
が
払
わ
れ
た
。
た
と
え
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ば
、N

涂>0

ヨ
ま
で
は
平
野
部
か
ら
道
路
が
建
設
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
い
、
学
校
や
売
店
も
設
立
さ
れ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
計
画
の
難
点
は
、
な
に
よ
り
も
財
政
的
困
難
さ
と
社
会
的
困
難
さ
が
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指 

摘
し
て
お
こ
う
。
国
連
調
査
団
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「財
政
上
の
困
難
さ
は
、
山
岳
地
帯
の
広
範
な
地
域
に
わ
た
っ
て
道
路
を
建
設
す
る
多
額
の
出
費
に
あ
る
。
地
形
は
け
わ
し
く
、
ー 

部
で
は
絶
壁
を
な
し
て
い
る
。
も
し
、
道
路
が
未
舗
装
で
あ
る
な
ら
ば
、
乾
季
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
維
持
に
は
多
量
の
労
働
を
必 

要
と
し
て
い
る
し
、
ま
た
雨
季
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
通
行
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
道
路
も
今
日
で
は
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
あ
る 

地
域
に
い
る
山
地
民
に
は
、
あ
ま
り
経
済
的
価
値
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
れ
ら
自
身
は
車
の
付
い
た
輸
送
手 

段
も
な
い
し
私
営
の
バ
ス
や
ト
ラ
ッ
ク
は
通
常
そ
の
よ
う
な
地
域
に
は
や
っ
て
こ
な
い
。
し
か
も
、
役
所
の
車
両
の
数
に
は
限
界
が 

あ
り
、
し
ば
し
ば
少
数
の
人
の
た
め
に
い
つ
も
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

事
実
、
山
岳
地
帯
に
お
け
る
大
規
模
な
い
か
な
る
未
舗
装
道
路
の
建
設
も
、
積
極
的
な
効
果
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
エ
ロ
ー
ジ 

ョ
ン
を
誘
発
す
る
た
め
に
、
害
す
ら
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
道
路
の
建
設
と
維
持
は
、
予
算
と
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
要
員
の
人
間
的
エ 

ネ
ル
ギ
ー
の
か
な
り
の
部
分
を
消
費
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
道
路
が
経
済
的
施
設
と
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
な
は
だ

(5)

疑
わ
し
い
。」

一
方
、
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
遭
遇
し
て
い
る
社
会
的
困
難
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「こ
れ 

ま
でLand  Set

二em
ent

計
画
の
経
験
を
し
て
き
た
社
会
学
的
困
難
さ
は
、
計
画
地
域
に
人
々
が
移
住
す
る
の
を
い
や
が
っ
て
き 

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
理
由
が
存
在
し
て
い
る
。
第
ー
の
疑
惑
は
長
い
独
立
の
歴
史
を
持
っ
た
人
々
が
文 

化
の
異
な
っ
た
、
よ
り
強
力
な
官
吏
と
接
触
す
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。
ま
た
、
定
着
生
活
と
対
照
的
な
山
地
民
の
あ
る
者
の
半 

漂
泊
的
性
質
、
さ
ら
に
、
か
れ
ら
に
与
え
ら
れ
た
新
し
い
機
会
そ
の
他
の
不
確
定
さ
も
そ
の
理
由
で
あ
る
。
大
規
模
な
生
活
様
式
の
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(6) 

変
化
を
数
年
間
で
お
こ
な
お
う
と
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
楽
観
的
の
よ
う
で
あ
っ
た
。」 

こ
の
よ
う
な
山
地
民
対
策
に
と
も
な
う
初
期
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、N

涂
す
き
は
若
干
の
組
織
変
え
を
お
こ
な
っ
た
。
た
と
え 

ば
、Tak

県
のM

qom

は
山
地
民
担
当
の
改
良
普
及
員
の
訓
練
セ
ン
タ
ー
に
改
組
さ
れ
る
と
と
も
に
、M

ae  Hongson

県
の 

M
ae  Sarieng

郡
の
山
地
に
、
新
た
に
開
発
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
そ
の
よ
う
な
セ
ン
タ
ー
と
かNikhom

 

か
ら
、
公
衆
衛
生
、
社
会
福
祉
、
農
業
な
ど
の
担
当
官
が
山
地
民
の
村
々
に
お
も
む
き
、
生
活
改
善
や
農
業
改
良
普
及
に
当
た
っ
て 

い
る
。

内
務
省
公
共
福
祉
局
に
山
地
民
課
が
新
設
さ
れ
る
に
先
だ
ち
、
政
府
は
山
地
民
問
題
の
全
貌
を
と
ら
え
、
問
題
点
を
把
握
す
る
た 

め
に
、
公
共
福
祉
局
に
命
じ
て
、
山
地
民
の
社
会
・
経
済
調
査
を
お
こ
な
わ
せ
た
。 

一
九
六
一
年
九
月
か
ら
ー
〇
月
に
か
け
て
は
、
ま
ず
政
府
の
各
機
関
か
ら
出
向
し
て
き
た
調
査
員
の
訓
練
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
山 

地
民
の
実
態
調
査
は
、
同
年
の
ー
〇
月
か
ら
翌
年
の
二
月
に
か
け
て
の
乾
季
に
実
施
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
一
九
六
二
年
九
月
に
は
、 

公
共
福
祉
局
か
ら Reporf  on  fhe  socio.  Econom

ic  Survey  of  fhe  Hill  Tribes  in  Northern  T

 hairnd  
と
い
う
英 

文
報
告
書
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
は
一
ー
ニ
ペ
ー
ジ
の
タ
イ
プ
印
刷
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
タ
イ
語
の
も
の
と
合
本
さ
れ
て
、 

出
版
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
報
告
書
は
第
一
部
と
第
二
部
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
で
は
山
地
民
の
現
状
に
関
す
る
総
括
的
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
、 

第
二
部
は
そ
れ
に
も
と
づ
く
勧
告
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
勧
告
は
政
治
、
行
政
、
福
祉
の
各
方
面
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い 

て
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
タ
イ
国
北
部
地
方
に
、Tribal  Research  Centre

を
設
立
す
る
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
。 

こ
の
勧
告
に
も
と
づ
き
、
一
九
六
五
年
一
〇
月
ニ
ー
日
に
、
内
務
省
公
共
福
祉
局
がChiengm

ai

大
学
の
協
力
を
え
て
、
同
大 

学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
一
隅
に 

Tribal  Research  Centre

を
設
立
し
た
。
政
府
は
こ
れ
に
た
い
し
て
、
本
館
建
設
に 
三
〇
万
バ
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!

ッ
(
約
五
四
〇
万
円)
、
官
舎
建
設
に
ニ
ー
万
バ
ー
ツ(
ニ
ー
六
万
円)

を
支
出
し
た
。

本
館
の
ー
階
は
図
書
室
、
陳
列
室
、
教
室
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
。
図
書
室
は
開
所
間
も
な
く
な
の
で
、
ま
だ
書
籍
や
参
考
文
献
な 

ど
ほ
と
ん
ど
そ
ろ
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
将
来
は
タ
イ
国
を
中
心
と
す
る
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
研
究
資
料
が
拡
充
さ
れ
る 

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
人
類
学
、
社
会
学
、
山
地
農
業
を
中
心
に
文
献
収
集
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
教 

室
は
政
府
機
関
の
山
地
民
担
当
官
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

本
館
の
二
階
は
所
長
室
、
事
務
室
、
外
国
人
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
や
山
地
民
担
当
官
の
研
究
室
、
写
真
用
暗
室
、
エ
ア
ー 
・
コ
ン
デ 

イ
シ
ョ
ン
付
き
の
貯
蔵
室
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
本
館
の
周
囲
に
は
、
近
い
将
来
に
、
山
地
民
の
家
屋
の
見
本
を
各
民
族
集
団
ご
と
に
、
何
種
類
か
建
設
す
る
こ
と
が
計
画
さ 

れ
て
い
る
。

こ
のTribal  Research  Centre
に
た
い
し
て
は
外
国
政
府
も
関
心
を
示
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は 

S
E
A
T
O
の
関
係
も
あ
っ
て
力
を
入
れ
、
す
で
に
ジ
ー
プ
ニ
ー
台
、
ト
ラ
ッ
ク
一
台
、
そ
れ
に
第
一
線
の
社
会
人
類
学
者
で 

New

 Guinea

研
究
で
有
名
なW

illiam

 R
・Geddes
教
授(
現Sydney

大
学
人
類
学
部
長)

を
同
セ
ン
タ
ー
に
送
っ
た
。 

Geddes

教
授
は
ー
カ
年
半
タ
イ
国
北
部
に
滞
在
し
、
山
地
民
調
査
の
技
術
を
タ
イ
国
側
の
担
当
官
に
指
導
し
た
。
同
教
授
は
一
九 

六
五
年
帰
国
し
、
後
任
に
は
門
下
の 

Peter  Hinfon
氏
(
現Sydney

大
学
講
師)

ほ
か
一
名
が
き
て
、Tribal  Research  

Centre

の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
と
し
て
働
い
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
外
国
か
ら
援
助
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
は
書
籍
、
テ
ー
プ
・
レ
コ 

—
ダ
ー
、
ム
ー
ビ
ー 
・
カ
メ
ラ
な
ど
を
寄
付
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、Tribal  Research  Centre

は
発
足
し
た
て
な
の
で
、
い
ろ
い
ろ
と
設
備
が
不
備
の
よ
う
で
あ
る
が
、
所
長
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のW
anat  

Phruksasri  
氏
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
も
と
に
、
着
実
に
活
動
が
開
始
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
一
九
六 

六
年
に
は
、
第-
回
の
山
地
民
担
当
官
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
ー
ス
も
お
こ
な
わ
れ
、
国
境
警
察
、
公
衆
衛
生
局
、
初
等
教
育
局
、 

畜
産
局
、
米
穀
局
、
農
業
局
、
土
地
局
、
国
防
省
、
国
家
安
全
中
央
司
令
部
な
ど
か
ら
三
〇
名
も
の
受
講
者
を
集
め
た
。 

ま
た
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
のHim

on

氏
の
発
案
で
第
ー
回
山
地
民
研
究
者
セ
ミ
ナ
ー
が
一
九
六
六
年
三
月
一
八
日
に
開
か
れ
、
内 

外
の
人
類
学
者
、
言
語
学
者
、
農
村
社
会
学
者
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
専
門
家
が
一
堂
に
会
し
て
、
熱
心
な
研
究
討
議
が
お
こ 

な
わ
れ
た
。
そ
の
後
も
、
同
様
な
公
式
、
非
公
式
の
研
究
会
や
セ
ミ
ナ
ー
が
し
ば
し
ば
開
催
さ
れ
て
、
一
九
六
九
年
に
は
、Hinton  

氏
の
編
集
で
、7yfrsw
ヽa

、迎peasants  in  No

、！:hern  ThaiLand

と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム
の
成
果
が Tribal  Research  

Centre

よ
り
出
版
さ
れ
た
。

Tribal  Research  Centre
は
、
当
初
、
ミ
ャ
オ
、
ヤ
オ
、
ア
カ
、
リ
ス
、
ラ
フ
、
カ
レ
ン
な
ど
の
諸
民
族
集
団
の
研
究
に
焦 

点
を
当
て
て
き
た
。
通
常
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
人
類
学
者
に
、
タ
イ
人
の
助
手
が
つ
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ 

—
ク
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
、
タ
イ
人
の
助
手
に
対
し
て
外
国
人
専
門
家
に
よ
っ
て
、
人
類
学
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
お
こ 

な
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
可
能
な
時
に
は
、
そ
の
な
か
の
何
人
か
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
、
人
類
学 

の
勉
強
を
続
け
、
将
来
の
セ
ン
タ
ー
要
員
と
し
て
働
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

も
ち
ろ
ん
、Tribal  Research  Centre

の
本
来
の
目
的
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
人
類
学
的
基
礎
研
究
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、 

将
来
は
農
業
を
初
め
、
人
口
統
計
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
応
用
社
会
科
学
の
面
を
も
包
含
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
五 

月
に
、
筆
者
が
セ
ン
タ
ー
を
た
ず
ね
た
時
に
は
、
責
任
者
の
口
か
ら
、
〃
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
基
礎
調
査
の
段
階
か
ら
、
一
歩
前
進 

し
よ
う
と
し
て
い
る
…
〃
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、Tribal  Research  cen:e

は
、
山
地
民
関
係
の
研
究
と
訓
練
の
統
合
機
関
と
し
て
、
あ
る
種
の
機
能
を
発 

『



揮
し
始
め
た
。
山
地
民
問
題
は
い
ろ
い
ろ
な
難
題
が
山
積
し
て
い
る
し
、Tribal  Reseach  Centre

自
体
も
行
政
的
に
も
研
究
上 

に
も
い
く
つ
か
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
は
、
ひ
と
え
に
、Tribal  Research  Cenfre

が
、 

よ
り
強
力
な
財
政
的
裏
付
け
の
も
と
に
、
研
究
成
果
を
蓄
積
し
、
か
つ
人
材
を
育
成
し
な
が
ら
、
発
展
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
タ
イ
国
政
府
は
内
務
省
の
公
共
福
祉
局
を
そ
の
軸
と
し
て
、
カ
レ
ン
族
を
含
め
た
山
地
民
の
問
題
に
つ
い
て
対 

策
を
立
て
、
そ
れ
に
必
要
な
行
政
的
措
置
を
と
り
始
め
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
初
期
の
段
階
な
の
で
、
そ
の
成
果
を
問
う
の
に
は
時
機 

尚
早
で
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
な
か
で
も
、
若
干
の
注
目
す
べ
き
動
き
が
現
わ
れ
だ
し
た
の
で
、
次
に
指
摘
す
る
こ 

と
に
し
ょ
う
。

(
1
)

Trux  
一 on  (一

958)  P
P

69
—70

(2) 

Truxton  (一
958)  p

・ 71

(3) 

UN

 (一967)  p
・ 74

(4) 

セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
こ
と〇

(5) 

UN

 (一
967)  p

・ 75

(6) 

UN

 

(一967)  p
・ 75

B

仏
教
の
布
教
活
動

歴
史
的
に
見
る
と
、
タ
イ
国
に
お
い
て
は
僧
団
が
原
始
民
族
や
山
地
民
な
ど
の
非
仏
教
系
住
民
に
対
し
て
、
大
規
模
な
組
織
的
布 

教
活
動
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
ま
れ
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
タ
イ
国
の
仏
教
界
は
、
内
務
省
公
共
福
祉
局
の
要
請
に
応
じ
て
、
一
九
六
五
年
よ
り
、
タ
イ
国
北
部
地
方
を
中
心
に
、 

山
地
民
の
村
々
に
布
教
団
を
送
っ
て
、
か
れ
ら
の
間
に
広
範
な
布
教
活
動
を
開
始
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
運
動
が
展
開
さ
れ
よ
う
と
す
る
背
景
に
あ
る
消
極
的
な
理
由
と
し
て
は
、
タ
イ
国
が
ビ
ル
マ
の
轍
を
踏
ん
で
、
外
国 

の
宣
教
師
に
よ
っ
て
、
国
内
に
国
境
が
つ
く
ら
れ
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
積
極
的
に
は
、
国
民
形
成
を
お
こ 

な
っ
て
、
近
代
的
な
国
民
国
家
を
建
設
す
る
た
め
で
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
運
動
の
成
否
は
と
に
か
く
と
し
て
も
、
カ
レ
ン
族 

を
含
む
こ
の
国
の
山
地
民
の
社
会
・
文
化
変
容
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
る
。

(1) 

こ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
正
式
名
称
は
仏
法
移
動
布
教
団 
巨ham
m

a  Charik  .•
文
字
通
り
に
訳
す
る
と
〃
法
の
巡
歴
〃)
と
呼
ば
れ 

る
。
そ
の
こ
と
の
起
り
は
、
内
務
省
公
共
福
祉
局
山
地
民
課
の
現
課
長PrasitD

hifsawath

氏
が
、
一
九
六
四
年
に
三
力
月
間
得 

度
し
て
、Bencham

abophit

寺
院
に
滞
在
し
た
時
か
ら
始
ま
る
。PrasH

 
氏
は
僧
院
生
活
の
後
に
、
そ
の
寺
の
大
僧
正
で
あ
る 

Phra  

Dharm
m

akittisophon

師
と
相
談
し
、
同
意
を
得
た
。
そ
の
後
、
公
共
福
祉
局
の
認
可
を
受
け
て
、
仏
法
移
動
布
教
団
は 

発
足
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
費
用
の
主
要
な
部
分
は
公
共
福
祉
局
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
て
い
る
。
計
画
の
お
も
な
意
図
は
、
標
準
タ
イ
語
の
普
及
と
識
字 

運
動
を
軸
と
し
て
、
仏
法
を
山
地
民
の
間
に
布
教
し
、
あ
わ
せ
て
か
れ
ら
の
間
で
福
祉
事
業
を
お
こ
な
う
こ
と
に
あ
っ
た
。 

こ
の
計
画
に
お
い
て
は
、
山
地
民
の
村
落
に
派
遣
さ
れ
る
僧
侶
の
チ
ー
ム
は
理
想
的
に
は
五
人
一
組
で
あ
る
。
そ
の
五
名
の
内
訳 

は
中
部
タ
イ
出
身
者
二
名
と
北
部
地
方
出
身
者
三
名
で
、
も
し
で
き
れ
ば
、
山
地
民
出
身
の
僧
侶
も
し
く
は
少
年
僧
の
参
加
が
希
望 

さ
れ
て
い
る
。

第
ー
年
度
と
し
て
は
、M

ae  Hongson

県
に
一
五
名
、Tak
県
に
一
九
名
、Chiengm

ai  
県
に
九
名
、Chiengrai  
県
に
ー 

八
名
、Phetchabim

県
に
七
名
の
合
計
六
八
名
の
僧
侶
が
配
置
さ
れ
た
。
僧
侶
た
ち
は
ー
年
の
半
分
を
占
め
る
雨
季
に
は
、
交
通 

事
情
が
き
わ
め
て
悪
い
た
め
に
、
山
岳
地
方
に
お
け
る
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
ー
二
月
か
ら
翌
年
の
四
月 

頃
に
か
け
て
の
乾
季
を
中
心
に
仏
法
移
動
布
教
団
は
山
地
民
の
村
々
を
お
と
ず
れ
た
。
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こ
れ
ら
の
僧
侶
の
活
動
は
タ
イ
国
の
国
是
で
あ
る
「仏
教
、
国
王
、
民
族
」
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
良
き
タ
イ
国
国
民
を
つ
く
り

あ
げ
る
こ
と
を
最
終
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
ん
な
る
布
教
活
動
の
域
を
越
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、 

当
面
は
あ
く
ま
で
も
布
教
活
動
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
第
ー
年
度
は
山
地
民
に
対
す
る
医
療
活
動
を
通
し
て
、
か
れ
ら
に
接
近 

を
こ
こ
ろ
み
な
が
ら
、
政
府
や
サ
ン
ガ
の
意
図
を
説
明
し
た
。
ま
た
、
言
語
や
風
俗•
習
慣
な
ど
の"
基
礎
調
査
〃
も
お
こ
な
い
、

こ
れ
をBangkok
の
本
部
に
報
告
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
地
方
に
僧
侶
が
托
鉢
に
来
た
こ
と
が
あ
る
か
、
仏
教
に
興
味
の 

あ
る
人
が
い
る
か
な
ど
と
い
う
宗
教
に
関
す
る
初
歩
的
調
査
も
並
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
を
糸
口
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
方

法
で
布
教
を
お
こ
な
っ
た
。

ま
ず
、
仏
教
に
関
心
を
示
し
た
村
人
を
集
め
、
仏
教
に
つ
い
て
話
を
し
て
、
さ
ら
に
、
必
要
な
ら
ば
積
極
的
に
そ
れ
を
教
え
も
す 

る
。
そ
の
後
も
、
さ
ら
に
興
味
を
示
す
者
に
は
入
信
を
す
す
め
、
帰
依
し
た
者
に
は
仏
陀
や
高
僧
の
像
の
つ
い
た
メ
ダ
ル
を
与
え
、 

信
仰
の
あ
か
し
と
す
る
。
か
れ
ら
の
誓
い
の
言
葉
を
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
で
録
音
す
る
と
と
も
に
、
写
真
も
と
っ
て
お
く
。
ま
た
、 

仏
教
の
祭
日
に
は
か
れ
ら
を
招
い
て
、
仏
に
祈
り
を
捧
げ
、
説
教
を
聞
か
せ
る
。
そ
の
間
、
山
地
民
の
な
か
で
比
較
的
タ
イ
語
を
よ 

く
理
解
す
る
者
を
世
話
役(
怜
と
)ゝ

と
し
て
選
ぶ
。
か
れ
が
有
能
で
よ
く
働
い
た
場
合
に
は
、
金
か
物
品
で
謝
礼
を
お
こ
な
う
。 

な
お
、
事
情
が
許
せ
ば
、
講
堂(
北
タ
イ
語
でSala、
タ
イ
語
でR

o
s
 T
r
m
)

を
建
て
、
井
戸
や
便
所
も
設
備
す
る
が
、
費
用 

は
い
っ
さ
いBangkok

の
本
部
が
み
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
六
五
年
度
内
に
は
、
こ
の
仏
法
移
動
布
教
団
が
送
り
込
ま
れ
たT

a
r

M
ae  Hongso?  Chiengm

aL  

pheshabun

な
ど
の
諸
県
に
お
い
て
、
公
称
約
五
千
人
の
山
地
民
が
仏
法
に
接
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
約
八
百 

人
の
者
が
仏
教
徒
に
な
る
誓
い
を
た
て
、
な
か
で
も
何
人
か
の
者
は
身
内
の
者
を
僧
院
に
送
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
数
は
一
二
名
に 

達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
六
六
年
度
に
お
い
て
も
、
前
年
度
と
ほ
ぼ
同
様
の
人
数
の
者
が
仏
法
と
接
触
す
る
機
会
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を
持
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
二
年
間
に
そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
山
地
民
は
約
ー
万
人
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、 

石
井
教
授
に
よ
る
と
、
「
一
九
六
五
年•
六
年
に
二
〇
人
、
六
七
年
に
は
四
七
人
、
六
八
年
に
は
一
一
人
が
、
タ
ン
マ
ー •
チ
ャ
ー

(2)

リ
ク
の
影
響
で
ビ
ク(
僧
侶)

あ
る
い
は
サ
マ
ー
ネ
ン(
少
年
僧)

と
し
て
の
得
度
を
受
け
て
い
る
」
と
い
う
。

こ
の
仏
教
普
及
計
画
に
お
い
て
は
、
政
府
も
教
団
も
き
わ
め
て
弾
力
的
な
接
近
方
法
で
山
地
民
に
の
ぞ
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、 

僧
侶
に
な
る
場
合
で
も
、
山
地
に
お
け
る
タ
イ
語
の
普
及
度
を
考
慮
に
い
れ
て
、
そ
の
条
件
を
緩
和
し
て
、
タ
イ
語
の
知
識
を
必
須 

と
は
し
て
い
な
い
。
公
費
で
、Bangkok

のBencham
abophit

寺
院
で
タ
イ
語
の
勉
強
を
し
な
が
ら
、
仏
教
の
教
義
を
身
に
つ 

け
れ
ば
い
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
少
年
僧
を
こ
こ
ろ
ざ
す
者
は
か
な
ら
ず
し
も
遠
方
の
仏
教
寺
院
に
ゆ
く
必
要
は
な
く
、 

そ
の
人
の
出
身
地
に
い
ち
ば
ん
近
い
寺
院
で
仏
教
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
第-
年
度
に
お
け
る
仏
法
移
動
布
教
団
の
事
業
に
お
け
る
成
果
を
踏
ま
え
て
、
第
二
年
度
の 

一
九
六
六
年
度
に
は
以
下
の
よ
う
な
計
画
で
事
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
項
目
を
列
挙
し
、
そ
の
動
向
を
知
る
こ
と 

に
し
よ
う
。

①

僧
侶
の
労
働
に
対
す
る
報
酬
の
増
加
。

②
 

僧
侶
に
現
地
語
を
習
得
さ
せ
て
、
仏
教
教
義
書
の
翻
訳
に
当
た
ら
せ
る
。

③
 

学
校
の
建
設
と
タ
イ
語
教
育
、
な
ら
び
に
教
師
の
候
補
者
の
発
見
。

④

山
地
民
の
健
康
管
理
。

⑤

布
、
薬
、
菓
子
な
ど
の
準
備
。

⑥

タ
イ
語
が
で
き
て
、
仏
教
の
道
を
進
む
者
をBangkok
の
本
部
に
送
る
。

⑦

山
地
民
の
村
落
の
付
近
に
僧
坊
を
建
て
て
、
僧
侶
が
住
み
込
み
、
村
人
と
の
接
触
を
密
に
す
る
。
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⑧

村
長
の
仏
教
的
教
化
に
力
を
い
れ
る
。

⑨
 
剃
髪
道
具
、
カ
メ
ラ
、
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
、
ラ
ジ
オ
な
ど
を
用
意
し
、
村
に
持
っ
て
ゆ
く
。

⑩
 

本
年
度
中
に
、
特
別
列
車
、
飛
行
機
、
自
動
車
な
ど
を
用
意
す
る
。

当
初
に
お
い
て
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
き
わ
め
て
盛
り
沢
山
の
山
地
民
の
仏
教
化
計
画
が
企
画
さ
れ
た
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
仏
法
移
動
布
教
団
の
活
動
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
自
身
が
フ
ィ
ー
ル
ド 

を
去
っ
て
間
も
な
く
、M

aeSarieng

地
方
の
調
査
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
たKeyes

博
士
は
、
そ
の
後
の
事
情
を
つ
ぎ
の
よ
う
に 

書
い
て
い
る
。
「
一
九
六
八
年
に
は
、
タ
イ
国
北
部
の
各
地
に
お
け
る
ミ
ャ
オ
族
、
ア
カ
族
、
リ
ス
族
、
ヤ
オ
族
、
カ
レ
ン
族
な
ど 

の
村
々
に
、
仏
法
移
動
布
教
団
の
根
拠
地
ニ
〇
カ
所
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
地
に
は
、
通
常
四
人
の
僧
侶
と
一
人
の
少
年
僧 

の
五
人
の
聖
職
者
が
い
た
。
理
論
的
に
は
、
各
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
は
部
族
出
身
の
僧
侶
か
少
年
僧
を
一
人
含
む
べ
き
で
あ
る
と
し 

た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
い
く
十
分
な
人
数
の
部
族
出
身
の
僧
や
少
年
僧
が
い
な
か
っ
た
。 

一
九
六
八
年
のM
ae  Sarieng

に
関
し
て
は
、
一
八
名
の
僧
侶
と
二
人
の
少
年
僧
が
ス
ゴ
ー
ニ
カ
村
、
ポ
ー
ニ
カ
村
、
計
四
カ 

村
の
カ
レ
ン
村
に
派
遣
さ
れ
た
。
僧
侶
の
う
ち
八
名
はBangkok

とThonburi

地
方
の
出
身
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
と
ー 

〇
名
は
、M

ae  Hongson

県
出
身
で
あ
っ
た
。
二
人
の
少
年
僧
は
、
両
者
と
も
前
年
度
の
計
画
で
選
抜
さ
れ
て
、Bangkok

の 

寺
へ
勉
強
す
る
た
め
に
送
ら
れ
た
ミ
ャ
オ
族
で
あ
る
。
地
方
出
身
の
一
人
の
僧
侶
は
か
れ
自
身
ポ
ー 
・
カ
レ
ン
族
で
あ
り
、
一
方
、 

他
の
二
人
は
若
干
の
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
。

大
部
分
の
僧
侶
は
、
計
画
が
遂
行
さ
れ
た
後
に
、
あ
ま
り
成
功
し
た
と
は
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。
有
効
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
僧
侶
は
ほ
と
ん
ど
力
レ
ン
語
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
カ
レ
ン
族
の
大
部
分
は
ユ
ア 

ン
語(
北
タ
イ
語)
が
で
き
た
と
し
て
も
、
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
し
、
ま
た
、
一
人
も
タ
イ
語
の
読
み
書
き
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
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で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
、
僧
侶
は
、
聖
職
者
の
行
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
見
方
と
、
サ
ン
ガ
は
尊
敬
す
べ
き
も
の
で 

あ
る
と
い
う
考
え
を
残
し
た
に
過
ぎ
な
い
。」

こ
の
よ
う
に
、
筆
者
自
身
が
経
験
し
、
見
て
き
た
仏
法
移
動
布
教
団
と
そ
の
後
の
展
開
過
程
を
見
る
と
、
数
年
間
、
か
な
ら
ず
し 

も
当
初
企
画
し
た
と
お
り
の
順
調
な
発
展
を
と
げ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
言
語
の
問
題
と
か
、
山
地
民
の
間
に
根
強
く
残
存
し
て
い

(4)

る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
の
抵
触
の
問
題
と
か
、
ま
た
、
山
地
民
は
経
済
的
余
剰
が
き
わ
め
て
少
な
い
た
め
に
、
日
常
生
活
が
た
い
へ
ん
多 

忙
で
あ
る
と
か
、
さ
ら
に
は
、
平
地
民
に
対
す
る
不
信
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
原
因
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
石
井
教
授
は 

仏
法
移
動
布
教
団
の
不
振
で
あ
る
原
因
と
し
て
、
僧
侶
の
主
体
的
条
件
を
あ
げ
て
い
る
の
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
教
授
は
東 

北
地
方
で
お
も
に
お
こ
な
わ
れ
た
タ
ン
マ
ト
ウ
ト
計
画 aham

m
a  

TUデ
、

す
な
わ
ち
、
「法
の
使
節
」
の
あ
り
方
と
対
比
さ
せ 

な
が
ら
、
仏
法
移
動
布
教
団
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

「タ
ン
マ
ト
ウ
ト
と
、
タ
ン
マ
・
チ
ャ
ー
リ
ッ
ク
と
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
の
動
機
と
方
向
に
お
い
て
重
要
な
ち
が
い
が
あ
る
。
そ
れ 

は
、
前
者
が
も
っ
ぱ
ら
地
域
社
会
の
開
発
に
力
を
そ
そ
ぎ
、
そ
の
な
か
で
、
僧
侶
の
社
会
に
対
す
る
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
確 

立
を
模
索
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
ビ
ク
が
、
古
い
サ
ン
ガ
観
、
仏
教
観
を
も
っ
た
ま
ま
で
、
政
治
権
力
の
現
実
主
義
的
な 

要
求
に
押
さ
れ
て
、
た
だ
仏
教
的
秩
序
を
、
山
地
民
と
い
う
異
民
族
の
世
界
に
『輸
出
』
す
る
手
伝
い
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と 

い
う
点
で
あ
る
。
ビ
ク
の
側
に
、
変
革
に
対
決
す
る
と
い
う
精
神
の
緊
張
が
欠
如
し
て
い
る
。
こ
れ
は
時
代
の
挑
戦
に
対
す
る
主
体 

的
な
応
戦
で
は
な
く
し
て
、
い
わ
ば
、
生
き
長
ら
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
体
制
に
順
応
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ 

は
、
あ
く
ま
で
体
制
に
よ
る
体
制
の
利
益
の
た
め
の
サ
ン
ガ
の
利
用
で
あ
る
。
…
…
『法
の
巡
歴
』
を
主
体
性
の
な
い
『順
応
型
』

(6)

の
応
戦
と
よ
ぶ
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
教
団
の
主
体
性
は
欠
如
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
た
、
た
と
え
天
降
り
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
試
行
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錯
誤
が
積
み
か
さ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
を
含
む
山
地
民
の
社
会•
文
化
変
容
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
な
い
で 

は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
不
備
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
よ
う
に
外
国
人
の
宣
教
師
に
よ 

っ
て
で
は
な
く
、
自
国
の
国
教
で
あ
る
仏
教
の
教
団
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
本
格
的
に
〃
文
字
〃
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
、
〃
大
き 

な
伝
統"
が
か
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
持
ち
込
ま
れ
る
き
ざ
し
が
現
わ
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
タ
イ
国
に
住
ん 

で
い
る
カ
レ
ン
族
の
場
合
で
も
、
一
部
の
者
が
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
と
接
触
を
持
つ
以
外
に
は
、
ま
っ
た
く
経
験
し
な
か
っ
た
こ 

と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
タ
ン
マ
・
チ
ャ
ー
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
、
と
り
わ
け
山
地
カ
レ
ン
族
が
〃
大
き
な
伝
統
〃 

と
接
触
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
か
れ
ら
の
農
民
化
、
す
な
わ
ち
タ
イ
化
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重 

要
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

(
1
)

石
井(1969)?225

(2) 

石
井(1969)  p
・227

な
お
、
僧
侶
は
ニ
ニ
七
戒
の
戒
律
を
守
る
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
、
少
年
僧
は
一
〇
戒
の
戒
律
を
守
る
だ
け
で
よ 

(3) 

Keyes  (一
969)  pp  40

—41

(4) 

仏
教
は
他
の
宗
教
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
寛
大
な
の
で
、
一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
ほ
ど
に
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
深
刻
な
不
適
合
は
お 

こ
し
て
い
な
い
。

(5) 

サ
ン
ガ
と
は
仏
教
教
団
の
こ
と
。

(
6
)

石
井(一

969)  P
P

227
—28

第
二
節
初
等
教
育
の
導
入 

A

国
境
警
察
な
ど
に
よ
る
僻
地
の
学
校
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本
章
第
一
節A

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
タ
イ
人
の
山
地
民
に
対
す
る
伝
統
的
態
度
は
、
良
き
に
つ
け
、
悪
し
き
に
つ
け
、
自
由
放 

任
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
山
地
民
が
平
地
民
の
問
題
に
影
響
を
与
え
な
い
限
り
、
中
央
政
府
は
山
地
民
の
問
題
に
ほ
と
ん
ど
介
入
す 

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

タ
イ
国
は
ビ
ル
マ
と
の
間
に
締
結
し
た
国
境
協
定
に
よ
っ
て
、
泰
緬
国
境
の
両
側
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
域
に
は
正 

規
の
軍
隊
を
駐
屯
さ
せ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
一
九
五
五
年
に
は
国
境
警
察 (Border  Patrol  police)

を
設
立
し
た
。
そ

、
、
、
、
、
、 

(1)

の
後
は
六
千
人
に
の
ぼ
る
国
境
警
察
の
隊
員
が
、
山
地
民
と
か
か
わ
り
あ
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
か
れ 

(2)

ら
が
山
地
民
の
約
四
分
の
ー
の
人
口
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

国
境
警
察
の
設
立
の
目
的
を
大
別
す
る
と
、
第
ー
は
国
境
周
辺
部
に
お
け
る
治
安
の
維
持
で
あ
る
。
第
二
の
目
的
は
、
そ
の
治
安 

対
策
の
支
柱
と
し
て
、
僻
地
に
住
ん
で
い
る
山
地
民
や
少
数
民
族
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
山
地
民
や
少
数
民
族
の
福
祉
に
つ
い
て
は
農
業
指
導
、
医
療
、
日
常
品
の
供
給
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
形
で
お
こ
な
わ
れ 

て
い
る
け
れ
ど
も
、
カ
レ
ン
族
を
含
む
山
地
民
な
ど
の
社
会
・
文
化
変
容
を
考
え
る
う
え
で
、
初
等
教
育
の
導
入
を
も
っ
と
も
注
目 

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

国
境
警
察
は
管
轄
下
に
あ
る
地
域
に
、
一
九
五
三
年
以
来
ー
〇
五
の
学
校
を
開
設
し
た
け
れ
ど
も
、
現
在
で
は
そ
の
一
部
を
文
部 

(3)

省
の
管
轄
に
移
し
た
。
ま
た
、
他
の
資
料
に
よ
る
と
、
国
境
警
察
は
こ
れ
ま
で
に
一
四
四
校
の
小
学
校
を
設
立
し
、
約
六
千
人
ほ
ど 

の
生
徒
を
収
容
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
学
校
で
は
、
山
地
民
の
子
供
た
ち
に
対
し
て
、
タ
イ
人
の
子
供
と
同
様
に
、
四
年
制
の
初
等
教
育
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て 

い
る
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
タ
イ
人
と
同
じ
も
の
を
使
い
、
標
準
タ
イ
語
の
読
み
書
き•
話
す
の
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
教
育 

を
担
当
す
る
教
師
は
国
境
警
察
の
隊
員
が
当
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
、
非
タ
イ
系
山
地
民
の
標
準
タ
イ
語
の
習
得
に
関
す
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る
困
難
さ
、
教
師
の
未
熟
さ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
、
教
育
に
専
念
で
き
る
時
間
的
余
裕
な
ど
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
吟
味
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
国
境
警
察
の
隊
員
は
選
抜
が
き
わ
め
て
厳
格 

で
あ
る
た
め
に
、
隊
員
の
質
は
か
な
り
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
計
画
に
お
け
る
教
育
技
術
的
な
問
題
な
ど
を
解
決
す
る
こ 

と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
機
が
熟
せ
ば
、
カ
レ
ン
族
の
よ
う
な
山
地
民
出
身
者
を
隊
員
と
し
て
起
用
す
る
こ
と 

な
ど
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
発
展
が
期
待
さ
れ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
一
九
五
九
年
に
な
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
内
務
省
公
共
福
祉
局
に
山
地
民
課
が
新
設
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、 

北
部
地
方
の
何
力
所
か
に
山
地
民
対
策
の
前
線
基
地
で
あ
るN

涂ン
。

ヨ
が
設
置
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
山
地
民
の
教
育
問
題
が
し
だ 

い
に
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
内
務
省
は
文
部
省
の
協
力
を
あ
お
い
で
、N

涂ho
を
周
辺
や
そ
の
ほ
か
比
較
的
交
通
の
便
が 

悪
く
な
い
山
地
民
の
村
々
に
、
小
学
校
を
設
立
し
た
。
た
と
え
ば
、ChiengraL  chiengda

。》Tak

な
ど
に
小
学
校
が
作
ら
れ
た
。 

(
1
)

UN

 (1967)  p
・ 73

(2) 

UN

 (1967)  p.  74

(3) 

UN

 (1967)  p
・ 73

(4) 

Kuns-ad

一er  (1967)  p.  383

B

文
部
省
に
よ
る
カ
レ
ン
村
の
初
等
教
育

こ
れ
ま
で
は
、
お
も
に
、
カ
レ
ン
族
を
含
む
山
地
民
に
対
す
る
タ
イ
国
政
府
内
務
省
、
国
境
警
察
な
ら
び
に
仏
教
教
団
に
よ
る 

〃
指
導
さ
れ
た
社
会,
文
化
変
容 (directed  socio’cul

一 ural  change)"
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。 

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
文
部
省
に
よ
る
山
地
民
に
対
す
る
一
般
初
等
教
育
普
及
の
一
環
で
あ
る
、
カ
レ
ン
族
に
対
す
る
初
等
教
育
の 

導
入
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
か
れ
ら
の
社
会
・
文
化
変
容
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
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近
年
、
文
部
省
も
山
間
僻
地
の
教
育
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
述
の
国
境
警
察
が
開
い
て
い
た
学
校
の
か
な
り
の
数 

も
、
今
日
で
は
文
部
省
の
管
轄
に
移
り
、
そ
の
ほ
か
の
学
校
も
新
設
さ
れ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
僻
地
や
山
地
民
の
村
落
か
ら
教
師 

を
育
成
す
る
た
め
に
、
奨
学
金
制
度
も
で
き
て
、
あ
る
程
度
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
師
の
数
は 

ま
だ
満
足
す
べ
き
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
一
般
論
は
と
に
か
く
と
し
て
、
話
を
本
筋
に
も
ど
す
と
、
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
け
る
教
育
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て 

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
も
、
山
地
カ
レ
ン
族
の 

Hti  Topa

村
に
お
い
て
は
、
山
村
の
例
に
も
れ
ず
、
こ
こ
当
分
は
学
校
が
開 

設
さ
れ
る
可
能
性
は
大
き
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、
平
地
に
住
ん
で
い
る
カ
レ
ン
族
の
村
々
に
は
、
す
で
に
か
な
り
の
数
の
小
学
校
が

(1)

開
設
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、M

ae  Sarieng

郡
に
は
、
小
学
校
が
三
二
校
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
、HU

 Kani

村
を
は 

じ
め
、Ban  P9 M

ae  Han,  M
ae  Tia"  M

ae  L
e
pSa。

Hip  Hue  PUF  M
ae  Top

”  M
ae  Kong  pp M

ae  TalU  

の-
〇
力
村
の
カ
レ
ン
村
に
小
学
校
が
あ
り
、
学
童
を
集
め
て
い
る
。

Hti  Kani

村
の
小
学
校
に
つ
い
て
触
れ
る
と
、
こ
れ
は
一
九
五
九
年
に
タ
イ
国
政
府
の
文
部
省
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
こ
の 

小
学
校
は
僻
地
に
あ
る
た
め
に
、
設
備
の
点
に
つ
い
て
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
一
九
六
四
年
の
調
査
当
時
は
、
村
の
は
ず
れ
に
あ 

る
木
の
葉
で
ふ
い
た
粗
末
な
竹
の
小
屋
が
校
舎
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
校
舎
だ
け
は
改
築
さ
れ
て
、
現
在
で
は
立
派 

な
木
造
に
変
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
小
学
校
は
、
ほ
か
の
タ
イ
人
小
学
校
と
同
じ
よ
う
に
四
年
制
で
、
一
二
名
の
男
生
徒
と
ー
〇
名
の
女
生
徒
は
、
上
級
と
下
級 

の
ニ
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
、
教
育
を
受
け
て
い
た
。
二
人
の
先
生
の
う
ち
、
校
長
先
生
格
のS
教
師
は
、
ス
ゴ
ー •
カ
レ
ン
族
出
身 

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、
若
い
ほ
う
の
先
生
は
ト
ン
ス
ー 
・
カ
レ
ン
族 (fhe  Taungthu’Karens)

と
北
タ
イ
人
の
混
血 
で
あ
る
と
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い
う
。

こ
の
小
学
校
の
教
育
課
程
は
、
一
般
の
タ
イ
人
小
学
校
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、 

一
週
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
表n
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
間
割
か
ら
み
て
も
、
政
府
が
標
準
タ
イ
語
の
普
及
に
か
な
り
カ
を 

配
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

タ
イ
国
に
限
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
僻
地
に
お
い
て
は
、
末
端
に
あ
り
が
ち
な
教
育 

の
非
能
率
さ
や
、
ま
た
そ
の
質
や
水
準
に
は
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
学
校
教
育
に 

と
も
な
う
カ
レ
ン
族
文
化
の
〃
指
導
さ
れ
た
変
容
〃
に
は
、
あ
る
程
度
の
成
果
が
見 

ら
れ
る
。
学
校
教
育
を
受
け
た
カ
レ
ン
族
の
子
供
た
ち
は
、M

ae  Sarieng

地
方
一
帯
で
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
北
タ
イ
語
を
飛 

び
越
え
て
、
い
ま
やBangkok

の
標
準
タ
イ
語
を
、
日
常
に
も
用
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
正
規
の
学
校
教
育
に
と
も
な
う
カ
レ
ン
族
の
文
化
変
容
の
促
進
の
ほ
か
に
、
村
に
小
学
校
が
開
設
さ
れ
て
、
先
生
の 

よ
う
な
〃
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
〃
が
定
期
的
に
村
に
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
か
れ
ら
の
〃
タ
イ
化
〃
の
い
ま
一
つ
の 

促
進
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
先
生
た
ち
は
外
部
の
ニ
ュ
ー
ス
を
村
に
も
た
ら
す
ほ
か
に
も
、
〃
大
き
な
伝
統
〃
の
媒
体
と
な
っ
て
い 

る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
カ
レ
ン
族
に
創
氏
改
名
の
き
っ
か
け
を
も
た
ら
し
、
カ
レ
ン
族
の
文
化
に
あ
る
種
の
刺
激
を
与
え
て
い
る
。 

カ
レ
ン
族
は
伝
統
的
に
は
タ
イ
人
と
同
様
に
、
自
分
個
人
の
名
前
し
か
も
た
ず
、
姓
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
タ
イ 

人
の
場
合
は
、
い
ま
か
ら
数
十
年
前
か
ら
、
法
令
に
よ
っ
て
姓
と
名
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
姓
の
実
際
的
な
普
及
は 

容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
今
日
で
も
農
村
は
も
と
よ
り
、
都
市
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
、
隣
人
の
姓
を
知
ら
な
い
で
過
ご
し
て
い
る 

場
合
が
お
お
い
。
す
で
に
近
代
国
家
を
建
設
し
つ
つ
あ
る
タ
イ
人
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
の
で
、
一
般
の
カ
レ
ン
族

表11 Hti Kani村の小学校の 
カリキュラム

課 目 時間数 授業回数

タイ語 9 6

社会ー倫理 6 3

算 数 3 3
理 科 3 3
職 業 3 3

体 操 ・上 3

ヤ
27 1 21

注1963-64年ならびに1964-65年の現地調査による
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第六章 国民形成による社会・文化変容の促進

の
間
に
お
い
て
は
、
姓
が
近
年
に
至
る
ま
で
ま
っ
た
く
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
も
、
山
村 

の
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
姓
は
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
い
。

一
方
、Hti  Kani

村
の
カ
レ
ン
族
は
、
村
が
平
坦
部
に
あ
り
、
以
前
か
ら
北
タ
イ
文
化
や
シ
ャ
ン
文
化
と
の
接
触
が
か
な
り
あ 

っ
た
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
も
個
人
の
名
前
は
、
北
タ
イ
風
の
も
の
や
シ
ャ
ン
風
の
も
の
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
た
。
時
に
は
カ
レ 

ン
風
の
名
前
と
北
タ
イ
風
、
も
し
く
は
、
シ
ャ
ン
風
の
名
前
と
二
つ
持
っ
て
い
る
者
も
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
個
人
の
名
前
に
限
ら 

れ
て
い
た
。
村
に
小
学
校
が
設
立
さ
れ
、
外
部
か
ら
先
生
が
毎
日
通
勤
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
創
氏
改
名
は
急
速
に
促
進
さ
れ
る
。 

こ
の
数
年
の
間
にHti  Kani

村
の
小
学
校
の
先
生
は
、
カ
レ
ン
族
の
村
人
た
ち
に
本
格
的
な
創
氏
改
名
を
お
こ
な
い
だ
し
た
の
で 

あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
で
は 

Hti  Kani

村
の
大
部
分
の
家
で
は
タ
イ
系
の
姓
名
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
多
く 

の
子
供
た
ち
は
、
カ
レ
ン
名
と
同
時
に
タ
イ
系
の
個
人
名
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
カ
レ
ン
風
の
名
前
を
持 

た
ず
、
タ
イ
風
の
名
前
だ
け
を
持
っ
て
い
る
子
供
が
い
る
よ
う
な
極
端
な
例
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
創
氏
改
名
に
よ
る
タ
イ
風
の
姓
名
に
つ
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
け
る
日
常
生
活
で
は
、
あ
ま
り
重
要
で
は 

な
く
、
実
用
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
傾
向
は
国
民
形
成
に
努
力
を
か
さ
ね
て
い
る
タ
イ 

国
政
府
の
政
治
的
要
請
と
も
、
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
平
地
カ
レ
ン
族
の
村Hti  Kani
に
お
け
る
小
学
校
の
開
設
は
、
か
れ
ら
に
文
字
や
教
育
と
い
う
文
化
的
媒
介 

を
通
し
て
、
国
家
的
規
模
の
〃
大
き
な
伝
統"
を
持
ち
込
み
、
そ
の
地
域
社
会
の
外
界
に
対
す
る
依
存
度
を
大
き
く
す
る
契
機
を
与 

え
始
め
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

(
1
)

こ
の
ほ
か
中
学
校
がM

ae  Sarieng

の
町
に
一
校
あ
る
。

(2) 

村
の
小
学
校
に
あ
る
唯
一
の
〃
財
産
〃
で
あ
る
ポ
ー
タ
ブ
ル
・
ラ
ジ
オ
は
、
才
—
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
援
助
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
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に
よ
り
、
カ
レ
ン
族
の
子
供
た
ち
は
チ
ェ
ン
マ
イ
か
ら
の
放
送
を
聞
き
、
タ
イ
語
の
勉
強
の
一
環
と
し
て
い
る
。

要
約
—
六

第
五
章
ま
で
は
、
お
も
に
カ
レ
ン
族
の
〃
自
主
的
〃
な
社
会
・
文
化
変
容
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
章
に
お
い
て
は
、 

〃
指
導
さ
れ
た
〃
変
化
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
。

伝
統
的
に
は
、
タ
イ
国
中
央
政
府
は
、
実
害
が
な
い
限
り
、
山
地
民
問
題
に
は
自
由
放
任
的
態
度
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が 

ら
、
近
年
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
し
、
近
代
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
国
民
形
成
の
努
力
が
か
さ
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
事 

情
は
一
変
す
る
。

た
と
え
ば
、
内
務
省
に
は
山
地
民
課
が
新
設
さ
れ
て
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
、
山
地
民
対
策
が
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。chieng,  

m
ai

大
学
に
あ
るTribal  Research  Centre
の
設
立
や
、
山
地
民
に
対
す
る
仏
法
移
動
布
教
団
の
派
遣
な
ど
も
そ
の
一
環
で 

あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
文
部
省
や
国
境
警
察
に
よ
る
、
山
地
民
の
村
落
に
お
け
る
小
学
校
の
新
設
も
注
目
に
値
す
る
。

こ
れ
ら
計
画
の
一
つ
一
つ
を
吟
味
す
る
と
、
実
施
の
段
階
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
山
積
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
農
業
改
良
普
及
活 

動
、
仏
教
の
布
教
、
文
字
の
あ
る
標
準
語
の
導
入
、
な
ら
び
に
教
師
な
ど
の
定
着
等
々
に
よ
っ
て
、
自
己
完
結
的
な
山
地
民
の
社
会 

や
文
化
の
壁
は
侵
食
さ
れ
て
、
外
界
を
支
配
し
て
い
る
〃
大
き
な
伝
統
〃
と
の
接
触
を
余
儀
な
く
し
て
い
る
。

224



語結

結 

語

以
上
、
本
稿
で
は
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
の
流
れ
を
た
ど
り
な
が
ら
、
か
れ
ら
の
社
会
や
文
化
が
〃
部
族
的"

な
編
成
を 

解
体
し
て
、
〃
農
民
型
〃
に
再
編
成
を
お
こ
な
っ
て
い
る
過
程
に
つ
い
て
接
近
を
試
み
て
き
た
。
そ
こ
で
、
最
後
に
い
ま
い
ち
ど
こ 

れ
ま
で
の
文
脈
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
そ
の
社
会
科
学
的
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

社
会
発
展
と
か
文
化
変
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
生
産
力
の
発
展
に 

よ
り
生
産
関
係
が
変
化
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
はKarl  M

arx

で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
系
譜
上
に
あ
り
、 

生
産
力
の
か
わ
り
に
技
術
の
発
展
を
軸
に
考
え
たGordon  Ch

二dp
ま
た
そ
れ
を
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
に
置
き
換
え
る
こ
と
に 

よ
っ
て
分
析
し
よ
う
と
し
たLeslie  W

hite

教
授
な
ど
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
系
列
の
学
者
を
単
線
的
発
展
論
者
と
い
っ
て
、
そ 

れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
は
微
妙
な
差
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
特
定
の
社
会
は
他
の
社
会
と
同
様
に
同
一
の
タ
イ
プ
の
発
展
段
階 

を
と
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、Julian  H
・Steward

教
授
に
代
表
さ
れ
る
多
線
的
発
展
論
者
は
、
与
え
ら
れ
た 

条
件
に
よ
っ
て
、
社
会
・
文
化
の
発
展
は
い
く
つ
か
の
方
向
が
あ
り
う
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
方
向
は
何
種
類
か
の
パ
タ
ー
ン 

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。Karl >• W

htfogel  
教
授
も
、
大
摑
み
に
分
類
す
る
と
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属 

す
る
学
者
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
発
展
論
者
の
ほ
か
に
、
社
会
の
発
展
を
二
分
法
的
発
想
で
考
え
よ
う
と
す
る
社 

会
学
的
志
向
を
持
っ
た
学
者
が
い
る
。
そ
れ
は
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、Henry  Sum

ner  M
aine

”  Em
ile  Durkheim

”  

そ
し
てFerdinand  Tonnies

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
学
者
は
社
会
発
展
を
分
析
す
る
に
当
た
っ
て
、
二
つ
の
理
想
型
と
い
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う
極
限
概
念
を
導
入
し
、
一
連
の
社
会
発
展
の
過
程
で
、
あ
る
理
想
型
か
ら
別
の
理
想
型
へ
と
変
化
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
す 

(1)

な
わ
ち
、M

aine

に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
が
家
族
関
係
に
集
約
さ
れ
て
い
る
社
会
状
態
、
ま
た
個
人
が
親
族
集
団
の 

成
員
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
社
会
関
係
を
、
〃
身
分 (sstus)〃

 
が
支
配
的
な
社
会
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
〃
契
約 

(contract)"
社
会
で
は
、
個
人
の
自
由
の
同
意
に
よ
っ
て
個
人
の
義
務
が
遂
行
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
上
に 

立
っ
て
、
社
会
発
展
の
方
向
は
〃
身
分
よ
り
契
約
へ 

(from

 sfatus  fo  con-racf)

〃
と
推
移
す
る
と
い
う
有
名
な
命
題
を
う
ん 

だ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、Durkheim
は
、
社
会
発
展
の
方
向
を
、
第
ー
の
集
団
類
型
で
あ
る
〃
環
節
社
会 (SO

CM
es  segm

em
aires)

〃 
が

(2)

〃
組
織
社
会(soci

策s  organis
力S)
〃
に
変
化
し
て
ゆ
く
と
論
じ
て
い
る
。
前
者
の
類
型
は
集
合
的
類
型(一e  type  collects  

で
あ
り
、
分
業
が
未
発
達
な
、
類
似
性
に
基
づ
く
機
械
的
連
帯
に
基
礎
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
後
者
の
類
型
は
〃
個
人
的
類
型 

(
一e  typeindividue

一)
〃 
と
呼
ば
れ
、
分
業
や
仕
事
の
専
門
化
、
さ
ら
に
個
人
的
人
格
が
、
集
合
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
た
有
機
的
連 

帯
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。

一 方
、Tdnnies

は
社
会
の
発
展
を
〃
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト(Gem

einschaft)

〃 
か
ら
〃
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト(Gesenschah)"  

(3)

へ
向
か
う
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
か
れ
に
よ
る
と
、
〃
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
〃
と
は
「持
続
的
な
真
実
の
共
同
体
」
で
あ
り
、 

ま
た
「生
け
る
有
機
体
」
で
あ
る
と
も
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
「経
過
的
な
外
見
上
の
共
同
生
活
」
に
基
づ 

く
「機
械
的
な
集
合
体
で
人
工
物
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
なM

aine
”  D

urkheim
”  T6nnies

に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
社
会
発
展
の
方
式
は
、M

ax  W
eber  

の
理
想
型
に
関
す
る
理
論
と
と
も
に
、Robert  Redfield

に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
さ
ら
にD

urkheim

の
流
れ
を
く
む Alfred  

R
・RadcliHewrown

の
機
能
主
義
と
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
構
成
さ
れ
たRedfield

理
論
は
実
態
調
査
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語結

に
応
用
さ
れ
、
磨
き
が
か
け
ら
れ
て
、
面
目
を
一
新
し
た
。

Redfield

に
よ
る
と
、
「第
一
類
型
の
特
徴
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
孤
立
性
、 

文
化
的
同
質
性
、
〃
相
互
に
関
係
し
て
い
る
意
味
づ
け
の
単
一
の
あ
や"
に
集
約
さ
れ
る
伝
統
的
理
解
の
機
構
、
地
方
の
環
境
に
対
す 

る
適
応
、
諸
関
係
が
圧
倒
的
に
人
格
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
家
族
制
度
の
相
対
的
重
要
性
、
世
俗
的
制
裁
に
比
べ
て
聖
的
制 

裁
の
相
対
的
重
要
性
、
信
仰
や
姿
勢
に
関
す
る
儀
礼
的
表
現
の
展
開
、
個
人
的
行
動
の
か
な
り
の
部
分
が
家
族
ま
た
は
地
方
集
団
に

(4)

包
含
さ
れ
て
い
る
傾
向
な
ど
で
あ
る
。」
こ
の
第
ー
の
タ
イ
プ
に
該
当
す
る
社
会
類
型
を
、RedHeld

は
民
俗
社
会(folk  socip  

ty)

と
呼
び
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
〃
部
族
社
会"

と
〃
農
民
社
会
〃
と
に
区
別
し
て
理
解
し
て
い
る
ニ
つ
の
社
会
類
型
を
包
含
し
て 

い
る
。
か
れ
に
よ
る
と
、
民
俗
社
会
は
都
市
文
明
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
一
方
に
存
在
す
る
〃
都
市
〃
と
い
う
対
照
的 

な
社
会
類
型
に
移
行
し
て
ゆ
く
と
考
え
た
。

こ
の
よ
う
なRedfield  
の
理
論
を
現
実
の
分
析
に
適
用
し
た
の
が
、
有
名
な
メ
キ
シ
コ
に
お
け
るYucatan

半
島
の
首
都 

(5)

M
erida

を
中
心
と
し
た
地
域
社
会
の
比
較
研
究
で
あ
る
。RedHe

一d

を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、Yucatan

半
島
の 

イ
ン
デ
ィ
オ
の
村
落Tusik、

メ
ソ
テ
ィ
ー
サ
の
村
落Chan  Kom、

鉄
道
沿
線
の
田
舎
町Dzitas、

そ
れ
に
こ
の
辺
で
は
唯
一 

の
都
市
で
あ
るM

erida

を
比
較
社
会
学
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
円
の
地
域
社
会
に
対
し
て
、
共
時
的(synchronic)  

な
ら
び
に
通
時
的(diachronic)

な
接
近
を
こ
こ
ろ
み
た
。
そ
の
結
果
、
か
れ
の
い
う
第
一
の
類
型
で
あ
る
民
俗
社
会
の
極
限
概
念 

に
も
っ
と
も
近
似
し
て
い
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
イ
ン
デ
ィ
オ
の
村
落
社
会
が
、
都
市
か
ら
の
文
明
の
影
響
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に 

い
ま
一
つ
の
社
会
類
型
で
あ
る
都
市
社
会
の
方
向
に
向
か
っ
て
変
化
し
て
ゆ
く
社
会
・
文
化
変
容
の
過
程
を
現
実
に
把
握
し
、
分
析 

し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
〃
部
族
〃1
〃農
民
〃1
〃町
〃
—
〃
都
市"

と
い
う
文
化
と
社
会
の
座
標
の
変
化
を
研
究
し
たRedHeld

(6) 

は
そ
の
過
程
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。

纟59



⑴

孤
立
性
の
弱
体
化

⑵

異
質
化

⑶

複
雑
な
分
業

⑷
 

高
度
に
発
達
し
た
貨
幣
経
済
化

⑸

職
業
に
お
け
る
専
業
者
の
出
現

⑹

親
族
組
織
の
弱
体
化

⑺

非
人
格
的
制
度
に
よ
る
統
制
へ
の
依
存

⑻

宗
教
的
行
事
の
減
少
と
世
俗
化

⑼

病
気
の
原
因
を
〃
た
た
り
〃
に
求
め
る
こ
と
の
減
少

(10)
自
由
な
行
為
と
選
択
の
拡
大

以
上
の
よ
う
なRedfield

に
よ
るYucafan
半
島
に
お
け
る
地
域
社
会
の
社
会
・
文
化
変
容
に
関
す
る
ー
〇
項
目
に
わ
た
る 

特
徴
づ
け
は
、
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
整
理
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、 

か
な
り
一
般
的
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
は
筆
者
が
本
稿
で
取
り
扱
っ
て
い
る
カ
レ
ン
族
に
お
け 

る
社
会
・
文
化
変
容
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
有
効
に
援
用
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(7)

Redfield

の
古
典
的
農
民
社
会
の
理
論
の
後
を
受
け
て
、
そ
の
後
、M

cim

 M
aKrriott

教
授
やGeorge  Foster

教
授
な
ど 

の
諸
学
者
に
よ
っ
て
、
農
民
社
会
の
実
証
的
研
究
が
進
み
、
そ
の
理
論
は
精
緻
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
な
お
、O

scar  Lewis

教
授

(8)

の
よ
う
に
、Redfield

に
お
け
る
農
民
理
論
の
概
念
規
定
に
か
な
り
批
判
的
な
立
場
を
と
る
学
者
の
場
合
で
も
、
農
民
と
い
う
社 

会
的
、
文
化
的
類
型
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
な
い
。
か
く
し
て
、
今
日
で
は
多
く
の
社
会
科
学
者
た
ち
が
、
地
域
社
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語結

会
の
発
展
に
お
い
て
、
一
般
的
に
は
〃
部
族
〃1
〃農
民"1
〃都
市
〃
と
い
う
社
会
・
文
化
類
型
を
経
過
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

さ
て
、
話
をRedfield  
理
論
に
対
す
る
疑
問
点
に
移
す
こ
と
に
し
よ
う
。
か
れ
は
社
会•
文
化
変
容
の
過
程
を
分
析
す
る
に
当 

た
っ
て
、
全
体
と
し
て
主
体
的
発
展
の
条
件
よ
り
も
む
し
ろ
客
体
的
条
件
に
力
点
を
置
き
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な 

わ
ち
、
か
れ
は
部
族
社
会
が
農
民
社
会
、
さ
ら
に
は
都
市
社
会
に
進
化
し
て
ゆ
く
原
動
力
を
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
客
体
的
条
件
で
あ
る 

都
市
文
明
の
影
響
に
よ
る
と
い
う
視
点
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、Redfield

自
身
の
一
般
理
論
で
は
、
主
体
的
条
件 

を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
い
さ
さ
か
な
お
ざ
り
に
し
た
こ
と
は
、The  Folk  Culture  of  Yuca-  

-an

に
お
け
る
分
析
の
決
定
的
な
弱
点
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
「結
語
」
に
お
い
て
は
、
以
上
述
べ
ら
れ
て
き
たRedfield

の
理
論
の
長
短
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
書
が
主
題 

と
し
て
い
る
、
タ
イ
国
北
部
に
住
ん
で
い
る
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容
の
過
程
を
全
体
的
に
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
記
述
は
い 

さ
さ
か
重
複
気
味
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
は
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

す
で
に
第
一
章
か
ら
第
六
章
に
わ
た
っ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
は
、
緩
急
は
と
に
か
く
と
し
て
も
、
社
会
・
文
化
変
容
が 

目
下
進
行
中
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、M

ae  Sarieng

地
方
の
山
岳
地
帯
で
は
、
カ
レ
ン
族
が
い
ま
か
ら
数
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、 

焼
畑
農
業
を
き
わ
め
て
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
は
処
女
林
が
た
い
へ
ん
に
豊
富
で
あ
っ
た
た
め
に
、
現
在 

こ
の
地
方
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
半
定
着
的
な
焼
畑
農
業
よ
り
も
、
よ
り
〃
本
格
的
〃
で
、
し
か
も
、
よ
り
漂
泊
的
な
焼
畑
農
業
が
お 

こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
に
お
い
て
は
、
当
時
生
産
を
担
っ
て
い
た
中
心
的
社
会
組
織
は
い 

う
ま

で
も

な
く

ー
onghouse

で
あ
っ
た
。
こ
の
発
展
段
階
に
お
い
て
、
カ
レ
ン
族
社
会
は
、
共
同
作
業
を
基
礎
と
す
る
労
働
過
程 

に
よ
っ
て
、
個
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
族
さ
え
も
がー

ong  house
と
い
う
〃
共
同
組
織
〃
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
た
も
の
と 

考
え
ら
れ
る
。
ま
え
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
に
お
い
て
は
、
「『個
』
が
い
ま
だ
分
化
し
て
出
て
来
な
い
以 

細



前
の
未
分
化
状
態
に
あ
る
集
ま
り
で
あ
る
」
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
は
「土
地
は
、
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
よ
う
な
意 

味
で
は
、
所
有
の
対
象
物
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
や
が
て
そ
こ
に
は
縄
張
り
観
が
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
次
第
に 

そ
れ
が
共
同
体
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
カ
レ
ン
族
の
伝
統
的
な
焼
畑
農
業
が
停
滞
し
て
、
水
田
稲
作
農
業
が
導
入
さ
れ
る
と
、
か
れ
ら
の
社
会
組
織
に
き
わ
め 

て
重
大
な
変
化
が
現
わ
れ
る
。
〇
晶house

が
崩
壊
し
て
、
各
戸
ご
と
に
個
別
化
が
進
み
始
め
て
い
た
カ
レ
ン
族
の
社
会
に
拍
車 

を
か
け
て
、
か
れ
ら
の
村
落
と
い
う
家
族
の
〃
む
れ
〃
か
ら
、
個
別
の
家
族
を
遊
離
さ
せ
、
水
田
稲
作
農
業
を
担
う
主
体
と
な
ら
し 

め
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
水
田
農
業
で
は
、
「本
来
、
異
質
の
営
み
で
あ
る
『土
地
へ
の
労
働
投
下
』
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く 

る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
い
わ
ば
異
物
の
内
含
包
摂
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
土
地
に
対
し
て
労
働
投
下
を
な
せ
ば
、
た
と
え
ば
排
水
の
施 

設
を
設
け
る
と
か
、
灌
漑
の
た
め
の
溝
を
作
る
と
か
、
あ
る
い
は
通
路
を
整
え
る
と
か
…
…
を
す
れ
ば
、
そ
の
土
地
の
価
値
は
高
ま 

っ
て
く
る
。
い
わ
ば
、
土
地
へ
の
投
下
労
働
の
財
価
値
と
し
て
の
凝
結
化
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
土
地
の
財
価
値
が 

高
ま
っ
て
く
る
。
い
ま
ま
で
は
単
な
る
自
然
空
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
土
地
が
、
こ
う
し
て
物
化
し
、
財
価
値
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に

(
〇)

な
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
、
水
田
農
業
の
よ
う
な
カ
レ
ン
族
に
と
っ
て
本
来
異
質
的
な
生
産
様
式
が
、
伝
統
的
な
焼
畑 

農
業
に
導
入
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
か
れ
ら
の
土
地
所
有
に
関
す
る
未
分
化
な
考
え
方
が
一
歩
進
ん
で
、
占
有
や
私
有
の
方
向 

に
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
カ
レ
ン
族
の
焼
畑
を
中
心
に
し
た
伝
統
的
農
業
に
水
田
稲
作
農
業
が
導
入
さ
れ
る
と
、
村
落
の
性
格
は
一
変
す
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
済
的
、
な
ら
び
に
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
ま
と 

め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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⑴
 
水
稲
栽
培
を
開
始
し
た
家
は
そ
う
で
な
い
家
よ
り
も
、
よ
り
定
着
的
に
な
り
、
村
落
社
会
に
亀
裂
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、 

村
落
が
漂
泊
的
な
も
の
か
ら
定
着
的
に
な
り
、
周
囲
の
焼
畑
用
の
森
林
が
枯
渇
し
始
め
て
も
、
水
田
を
持
っ
て
い
る
家
は
移 

動
し
た
が
ら
な
い
。
一
方
、
水
田
を
持
っ
て
い
な
い
家
は
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
奥
深
く
、
土
地
を
求
め
て
移
動
す
る
こ
と
を
希 

望
し
、
村
を
離
れ
て
娘
村
を
形
成
す
る
。

⑵
 
焼
畑
経
済
の
も
と
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
じ
条
件
の
畑
地
を
、
ほ
ぼ
同
じ
面
積
だ
け
耕
作
し
て
き
た
。
た
と
え
多
少
の
耕
作 

面
積
に
つ
い
て
の
差
異
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
農
業
技
術
の
水
準
が
低
い
た
め
に
、
家
ご
と
の
収
穫
量
の
差
異
は
決
定
的
な 

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
村
落
内
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
階
層
分
化
の
発
生
す
る
余
地
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い 

な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
落
に
お
け
る
〃
平
等
な"
村
落
構
成
単
位
の
一
部
に
、
水
田
耕
作
と
い
う
異
質
の 

経
済
行
為
が
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〃
平
等
な
〃
社
会
関
係
が
不
平
等
な
も
の
に
転
化
す
る
き
ざ
し
が
現
わ
れ
始
め
た
。 

実
際
に
は
、
山
岳
地
帯
に
お
け
る
適
地
の
不
足
の
た
め
に
、
水
田
面
積
に
限
度
が
あ
る
か
ら
、
急
激
な
階
層
分
化
が
出
現
し 

て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
業
生
産
に
存
在
し
て
い
る
、
僅
か
ば
か
り
の
量
的
差
異
も
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
と
、
や
が
て 

社
会
の
質
的
な
差
異
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容
の
過
程
の
根
底
に
は
、
か
れ
ら
の
お
こ
な
っ
て
い
た
焼
畑
農
業
に
対
す
る
水
田 

稲
作
の
導
入
が
お
お
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
異
物
を
内
含
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族 

の
伝
統
的
社
会
や
文
化
の
形
態
は
変
化
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
外
見
的
に
は
、
カ
レ
ン
族
は
、
す
で
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
水
田
農 

業
に
従
事
し
て
き
た
タ
イ
系
の
隣
接
諸
民
族
集
団
の
社
会•
文
化
の
形
態
を
一
応
模
倣
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ 

の
事
は
い
ま
も
述
べ
た
よ
う
に
、
水
田
農
業
と
い
う
異
物
を
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
が
み
ず
か
ら
の
社
会
と
そ
の
文
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化
を
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
し
て
、
あ
た
ら
し
い
秩
序
を
編
成
し
つ
つ
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
、
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
個
人
が
ま
だ
集
団
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
る
社
会
組
織
の
あ
り
方 

は
、
一
方
で
は
か
れ
ら
の
文
化
の
あ
り
方
に
も
反
映
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
文
化
諸
要
素
の
な
か
で
も
、
そ
の
上
澄
み
と
も
い
う 

べ
き
宗
教
的
側
面
に
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
四
章
第
二
節A
で
扱
っ
た
よ
う
に
、
〃
家
神
〃Egナ

に
対
す
る
信
仰 

は
、
伝
統
的
に
は
カ
レ
ン
族
の
行
動
様
式
に
顕
著
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
そ
の
社
会•
文
化
的
枠
と
し
て
か
れ
ら
の
行
動
に
制
約
を 

も
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
の
よ
う
な
双
系
的
社
会
組
織
を
持
っ
て
い
る
民
族
集
団
に
お
い
て
は
、
父
系
親
族
集
団
も
母 

系
親
族
集
団
も
十
分
発
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
カ
レ
ン
族
に
あ
っ
て
は
、
家
族
が
自
律
集
団
の
最
小
の
単
位
で
あ
る
と
と
も
に
、
最 

大
の
単
位
で
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
〃
家
族
〃(
D
a

アぜeh)

の
凝
集
力
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
成
員
の
倫
理 

的
秩
序
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
〃
家
神
〃Bgha

は
、
す
ぐ
れ
て
カ
レ
ン
族
のidentity

の
源
泉
で
も
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
〃
家
神
〃f

 
に
対
す
る
〃
家
族
儀
礼
〃0、

を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
個
人
は
物
理
的
に
も
、 

精
神
的
に
も
〃
家
族
〃
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
〃
家
神
〃8 g
ミ
は
カ
レ
ン
族
の
成
員
の
個
人
的
行
動
を
制
約
し
、 

足
枷
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
と
に
こ
の
傾
向
は
、0与

儀
礼
を
も
っ
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
で
お
こ
な 

っ
て
い
る
儀
礼
集
団08e  Chuko

に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
平
地
民
の
間
か
ら
発
生
し
た 

C
ナ
ナ
え 
儀
礼
が
カ
レ
ン
族
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
そ 

れ
に
よ
っ
て
、
一
部
の
〃
家
族
〃
に
お
い
て
は
、
〃
家
神
〃
と
そ
の
成
員
と
の
宗
教
的
紐
帯
、
従
っ
て
ま
た
、
社
会
的
紐
帯
を 

断
絶
し
た
り
、
少
な
く
と
も
断
絶
し
つ
つ
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
個
人
は
、
〃
家
族
〃
と
い
う
血
縁
共
同
体
か
ら
相
対
的 

な
行
動
の
自
由
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
社
会
・
文
化
変
容
の
ー
側
面
は
、
か
れ
ら
の
村
落
に
市
場
経
済
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が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
現
実
と
見
事
に
照
応
し
て
い
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

と
こ
ろ
で
、
カ
レ
ン
族
の
〃
家
神
〃Egさ

の
社
会
・
文
化
的
機
能
を
客
観
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
す
で
に
〃
農
民
〃
に
な
っ 

て
い
る
北
タ
イ
人
の
〃
家
神
〃Phi  pilny

pl
と
〃
家
族
儀
礼
〃Liang  Phi  p
slny
pl
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

北
タ
イ
人
の
〃
家
族
儀
礼
〃
マ・

4ng  

は
、
カ
レ
ン
族
の
〃
家
族
儀
礼
〃O

Ne

に
ま
つ
わ
る
よ
う
な
煩
雑
さ
は
付
随 

し
て
い
な
い
。
一
般
的
に
は
、
せ
い
ぜ
い
、
結
婚
し
た
時
に
、
〃
家
神
〃Phi  p
う

に
報
告
を
す
る
こ
と
が
〃
義
務
〃
づ
け
ら
れ 

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
家
族
の
成
員
が
疾
病
に
か
か
っ
た
時
な
ど
に
は
、
家
の
そ
ば
に
祭
壇
を
も
う
け
て
、
鶏
の
カ
レ 

1
と
御
飯
を
用
意
し
て
、
簡
単
な
〃
家
族
儀
礼
〃
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
北
タ
イ
人
の
〃
家
族
儀
礼
〃Liang  Phd  pangm

に
お
い
て
は
、
カ
レ
ン
族
の
〃
家
族
儀
礼
〃0

H
e

の
よ
う
に
、 

他
人
の
人
目
を
避
け
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
儀
礼
集
団
の
成
員
が
全
員
出
席
し
な
け
れ
ば
儀
礼
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も 

な
い
。
北
タ
イ
人
の
〃
家
族
儀
礼
〃
に
は
、
も
は
や
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
よ
う
な
普
遍
性
の
な
い
〃
部
族
的
〃
社
会•
文
化
の
側
面 

は
存
在
し
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
カ
レ
ン
族
の
よ
う
に
、
農
業
技
術
の
水
準
が
低
く
、
低
生
産
性
に
あ
え
い
で
い
る
間
は
、
毎
日
の
生
活
を
維 

持
し
、
単
純
再
生
産
を
繰
り
返
す
の
が
精
い
っ
ぱ
い
で
あ
るQ

従
っ
て
、
農
業
生
産
物
の
余
剰
は
少
な
く
、
農
産
物
の
商
品
化
の
可 

能
性
は
僅
少
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
に
な
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
網
が
発
達
し
て
、
社
会
環
境
が
僅
か
な
が
ら
も 

変
化
し
始
め
る
と
、
労
働
力
が
商
品
化
す
る
き
ざ
し
が
現
わ
れ
始
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
や
文
化
に
な
ん
ら
か
の 

影
響
が
現
わ
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
村
で
も
、
村
外
の
道
路
工
事
な
ど
に
働
き
に
出
て
、
日
銭
を
か 

せ
ぎ
出
し
た
村
人
は
、
焼
畑
農
業
に
関
す
る
伝
統
的
な
共
同
作
業
を
妻
に
任
せ
き
り
に
な
っ
た
り
、
ま
た
、
農
耕
儀
礼
を
も
な
お
ざ 

り
に
し
勝
ち
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
村
人
は
「あ
い
つ
は
非
協
力
的
で
、
悪
い
奴
だ
」
と
爪
は
じ
き
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
さ
に
、
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一d

も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「農
業
以
外
の
方
法
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
が
現
わ
れ
る
と
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ 

テ
ィ
ー
の
若
干
の
人
間
は
農
業
を
放
棄
す
る
た
め
に
、
農
耕
儀
礼
に
参
加
し
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
人
た
ち
は
、
た

(1) 

と
え
ば
、
農
耕
儀
礼
や
疾
病
の
関
係
の
儀
礼
に
、
参
加
し
た
者
相
互
の
了
解
事
項
を
分
か
ち
あ
う
こ
と
を
中
止
す
る
」
と
い
う
よ
う 

な
現
象
が
発
生
す
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
過
程
を
へ
て
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
で
は
、
個
人
は
家
族
か
ら
、
ま
た
家
族
は
村
落
か
ら
と
、
し
だ 

い
に
「自
由
な
行
為
と
選
択
の
拡
大
」
を
達
成
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
農
業
様
式
の
よ
う
な
技
術
的
秩
序 

(Technical  order)  
の
変
化
が
回
り
回
っ
て
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
倫
理
的
秩
序 (m

oral  order)  
の
変
化
を
招
来
さ
せ
る
よ
う

(2)

な
契
機
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
技
術
的
秩
序
の
変
化
は
、
一
般
的
に
は
、
倫
理
的
秩
序
の
変
化
に
は
直
結
せ
ず
、
両
者
の
間
に
は
多
少
の
ラ
グ 

が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
成
員
が
相
対
的
な
〃
自
由
〃
を
獲
得
す
る 

と
と
も
に
、
ア
ノ
ミ
ッ
ク
な
状
態
に
陥
り
、
社
会
・
文
化
の
組
織
破
壊
が
お
こ
る
恐
れ
が
生
じ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
に
お
い
て
、
社
会
や
文
化
の
組
織
破
壊
と
表
裏
一
体
的
に
出
現
す
る
の
は
、
社
会
や
文
化 

の
再
編
成(reorganization)

の
動
き
で
あ
る
。
カ
レ
ン
族
の
場
合
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
カ
レ
ン
族
の
社
会
と
そ
の
文
化
が
、 

〃
家
神"Agha

に
対
す
る
信
仰
が
後
退
す
る
こ
と
を
軸
と
し
て
、
ア
ノ
ミ
ー
と
化
し
て
ゆ
く
方
向
を
た
ど
っ
た
時
に
登
場
し
た
の
が 

村
落
儀
礼
のTalutaphadu

で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
も
と
も
と
は
カ
レ
ン
族
の
も
の
で
は 

な
く
、
北
タ
イ
人
や
シ
ャ
ン
人
の
よ
う
な
タ
イ
系
平
地
民
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
村
落
儀
礼Liang  

CFO
Ci  chaodin  

C
F
O
ミ
や、g

で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
レ
ン
族
は
こ
の
儀
礼
を
タ
イ
系
平
地
民
か
ら
た
ん
に
模
倣
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ 

れ
を
み
ず
か
ら
の
文
化
の
な
か
に
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
血
縁
関
係
を
基
礎
に
し
て
成
立
し
て
い
る
〃
部
族
的
〃
秩
序
が
解
体
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し
て
ゆ
く
方
向
に
あ
る
の
を
再
編
成
し
て
、
文
化
的
な
た
が
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の 

よ
う
に
し
て
、
山
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
、
血
縁
を
村
落
編
成
原
理
の
核
と
し
て
い
た
社
会
組
織
は
、
平
地
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
は
、 

し
だ
い
に
地
縁
を
基
礎
に
し
た
社
会
組
織
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会•
文
化
変
容
の
誘
因
は
、
第
ー
に
は
伝
統
的
な
カ
レ
ン
族
の
文
化
の
な
か
に
、
水
田
稲
作
農
業
の
よ
う
な
異
質 

的
な
生
産
様
式
が
内
含
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
的
な
社
会•
文
化
の
発
展
が
見
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
二
の
誘 

因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
山
村
と
平
地
村
に
お
け
る
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
条
件
の
差
異
に
も
と
づ
く
平
地
文
化
の
影
響
も
か
な
り 

の
圧
力
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
論
の
な
か
で
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
あ
る
カ
レ
ン
族
の
社
会
や
文
化
を
よ
り
広
い
世
界
と
い
っ
そ
う
緊
密
に
結
び
つ
け
る
可
能
性
を 

与
え
た
も
の
は
、
〃
大
き
な
伝
統
〃
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
は
仏
教
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
カ
レ
ン
族
が
焼
畑
農 

業
に
従
事
し
て
い
る
段
階
に
あ
っ
て
は
、
村
落
自
体
の
漂
泊
的
な
属
性
が
つ
よ
い
た
め
に
、
平
地
に
定
着
し
て
い
る
カ
レ
ン
族
の
よ 

う
に
、
寺
院
を
核
と
し
た
仏
教
文
明
と
直
接
的
に
接
触
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
山
岳
の
森
林
地
帯
を
漂
泊
し
な
が 

ら
、
い
と
な
ん
で
い
た
カ
レ
ン
族
の
焼
畑
農
業
を
中
心
に
し
た
経
済
は
、
狩
猟
の
よ
う
な
殺
生
を
と
も
な
う
生
業
と
は
関
係
の
ふ
か 

い
も
の
で
あ
っ
た
。
い
や
、
む
し
ろ
、
発
生
論
的
に
考
え
る
と
、
焼
畑
農
業
が
一
般
的
に
は
狩
猟
経
済
に
付
随
し
て
発
生
し
た
と
さ

(3)

え
推
定
す
る
学
者
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
従
っ
て
、
焼
畑
農
業
の
停
滞
、
さ
ら
に
は
そ
れ
と
の
訣
別
は
、
あ
る
意
味
で
狩
猟
生
活
か 

ら
の
離
脱
を
も
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
狩
獵
生
活
に
と
も
な
う
殺
生
を
日
常
定
期
的
に
お
か
す
必
要
が
な
く 

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
カ
レ
ン
族
に
対
す
る
仏
教
の
導
入
が
あ
る
程
度
容
易
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な 

事
実
と
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
い
ま
ひ
と
つ
の
仏
教
導
入
の
糸
口
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
儀
礼
の
影
響
は
、
た
が
い
に 

直
接
的
に
は
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
文
化
の
底
辺
の
ど
こ
か
で
は
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
あ
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
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い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
レ
ン
族
自
身
と
し
て
は
、
積
極
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
消
極
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
仏
教
を
導
入
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
近
隣
に
定
着
し
て
い
て
、
「物
質
文
明
を
誇
っ
て
い
る
」
タ
イ
系
平
地
民
と
「同
じ
よ
う
に
な
る
」 

た
め
に
、
一
部
で
は
仏
教
徒
に
な
る
方
向
を
た
ど
り
始
め
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
カ
レ
ン
族
が
仏
教
文
明
と
接 

す
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
教
寺
院
を
核
と
す
る
平
地
民
の
生
活
空
間
の
な
か
に
社
会
的
に
も
文
化
的
に
も
繰
り
込
ま
れ
、
や
が
て
タ
イ 

国
に
お
け
る
国
家
レ
ベ
ル
の
文
明
へ
と
歯
車
を
嚙
み
合
わ
せ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
〃
主
体
的
〃
、
か
つ
〃
自
生
的
〃
色
彩
の
強
い
社
会•
文
化
変
容
の
ほ
か
に
、
〃
客
体
的
〃 

な
ら
び
に
〃
他
生
的
〃
な
変
化
の
条
件
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
は
平
地
カ
レ
ン
族
に
対
す
る 

初
等
教
育
の
普
及
な
ど
に
よ
る
、
タ
イ
国
政
府
の
働
き
か
け
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
多
少
の
紆
余
曲
折
は
あ
っ
て
も
、
近 

年
に
お
け
る
内
務
省
と
仏
教
界
の
協
力
に
よ
る
仏
教
普
及
活
動
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
な
〃
指
導
さ
れ
た
変
容 

(directed  

change』

に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
や
文
化
は
、
全
体
と
し
て
じ
ょ
じ
ょ
に
変
化
す
る
き
ざ
し
を
現
わ
し
始
め
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容
の
流
れ
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
〃
部 

族
的
〃
要
素
を
よ
り
多
く
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
大
摑
み
に
い
っ
て
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
の
山
地
民
に
共
通
し
た
現
象
で
あ
る 

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
、
〃
部
族
的
〃
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ビ
ル
マ
に
お
い
て 

チ
ン
族 (the  chins)  
の
研
究
を
お
こ
な
っ
たF
・K
・Lehm

an
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「そ
れ
は
周
囲
の
平 

野
や
谷
間
の
文
化
的
伝
統
か
ら
、
き
わ
だ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
文
化
的
伝
統
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
な
り
孤
立 

し
て
い
て
、
文
明
化
の
進
ん
だ
国
の
社
会
的•
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
通
常
は
包
含
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
し
、
ま
た
、
自 

分
た
ち
自
身
は
そ
の
よ
う
な
諸
制
度
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
は
お
も
に
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ク
で
、
言
語
は
文
字

(5)

に
し
る
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
ー
と
い
う
。
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こ
の Lehm

an

教
授
に
よ
る
チ
ン
族
に
関
す
る
特
徴
づ
け
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
、
タ
イ
国
北
部
に
お
け
る
山
地
カ
レ
ン
族 

に
適
用
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
地
カ
レ
ン
族
に
な
る
と
、
そ
の
お
も
む
き
は
多
少
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
山
地
カ
レ
ン
族 

と
平
地
カ
レ
ン
族
の
根
底
に
あ
る
社
会
・
文
化
的
伝
統
と
は
基
本
的
に
相
同
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
微
妙
な
差
異
が
現
わ
れ
て 

い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
平
地
カ
レ
ン
族
は
山
地
カ
レ
ン
族
ほ
ど
地
理
的
に
は
あ
ま
り
孤
立
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
タ
イ
国
の 

社
会
的
な
ら
び
に
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
十
分
に
嚙
み
合
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
地
カ
レ
ン
族
自
身
の 

社
会
制
度
が
成
熟
し
な
い
ま
ま
に
、
全
体
と
し
て
し
だ
い
に
中
央
政
府
の
傘
下
に
お
さ
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
に
つ
い 

て
も
、
基
本
的
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
根
差
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
平
地
カ
レ
ン
族
の
文
化
の
な
か
に
は
、
仏
教
文
明
の
香
り 

が
そ
こ
は
か
と
な
く
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
言
語
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
の
活
動
を
通
じ
て
、
前
世
紀
に
ビ
ル
マ
で
作 

り
出
さ
れ
た
カ
レ
ン
文
字
が
平
地
カ
レ
ン
族
の
一
部
に
あ
る
程
度
導
入
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
そ
れ
が
一
般
の
者
に
普
及
す
る
以
前 

に
、
タ
イ
国
政
府
に
よ
る
義
務
教
育
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
数
年
の
間
に
標
準
タ
イ
語
が
文
字
と
と
も
に
平
地
カ
レ 

ン
族
の
間
に
入
り
始
め
た
。
平
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
、
母
語
の
カ
レ
ン
語
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
タ
イ
国
北
部
全
体
の
リ
ン
ガ
フ 

ラ
ン
力
で
あ
る
北
タ
イ
語
も
、
文
字
に
書
か
れ
た
言
語
と
し
て
一
般
に
活
用
さ
れ
る
以
前
に
、
標
準
タ
イ
語
の
時
代
が
到
来
し
よ
う 

と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。

(
16) 

「文
字
の
使
用
に
限
度
が
あ
る
時
に
は
、
村
落
に
お
け
る
地
方
性(localism

)

と
か
、
伝
統
に
は
た
い
し
た
影
響
を
与
え
な
い
」 

と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
標
準
タ
イ
語
と
そ
の
文
字
と
い
う
よ
う
な
文
明
の
種
子
が
カ
レ
ン
族
の
文
化
の
な
か
に
播
か
れ
た
以 

上
は
、
タ
イ
国
に
お
け
る
最
近
の
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
〃
発
達
〃
な
ど
に
よ
っ
て
、
や
が
て
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変 

容
は
あ
る
程
度
促
進
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
最
後
に
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
変
容
の
過
程
を
一
般
化
し
て
考
察
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
、
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、Redfield

は
メ
キ
シ
コ
のYuca-an

半
島
の
首
都M

erida

を
中
心
に
、
周
囲
の
イ
ン
デ
ィ
オ
の
村
、 

メ
ソ
テ
ィ
ー
サ
の
村
、
鉄
道
沿
線
の
町
の
比
較
社
会
学
的
研
究
を
お
こ
な
っ
て
、
〃
部
族
〃1
〃農
民
〃1
〃都
市
〃
と
い
う
方
向
づ
け 

を
さ
れ
た
社
会
・
文
化
変
容
を
分
析
し
て
十
項
目
に
わ
た
る
詳
細
な
特
徴
づ
け
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
諸
特
徴
を
総
括
し
て
、 

か
れ
は
、
〃
部
族
〃
か
ら
〃
都
市
〃
へ
と
い
う
理
想
型
の
推
移
に
と
も
な
う
社
会•
文
化
変
容
の
過
程
で
、
社
会
は
孤
立
性
と
同
質 

性
を
減
少
す
る
と
と
も
に
、"
文
化
の
組
織
破
壊 (disorganization  of  the  culfure)

〃、
〃
俗
化 (seculariza  
一ion)"、

〃
個
人 

化 (individua  
一 ization)〃
 
が
結
果
す
る
と
い
う
一
般
的
特
徴
づ
け
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
なRedfield
に
よ
る
社
会
・
文
化
変
容
に
関
す
る
見
解
は
、
大
筋
と
し
て
筆
者
が
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
カ
レ
ン
族 

の
〃
部
族
的
〃
類
型
か
ら
〃
農
民
的
〃
類
型
へ
と
推
移
す
る
社
会
・
文
化
変
容
に
お
け
る
一
般
的
な
特
徴
と
大
差
は
な
い
。
た
と
え 

ば
、
カ
レ
ン
族
の
〃
家
神
〃Bg  
七
に
対
す
る
信
仰
に
つ
い
て
見
て
も
、
宗
教
儀
礼
は
社
会•
文
化
変
容
の
過
程
で
、
〃
俗
化
〃
の
方 

向
に
あ
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
るQ
ま
た
、

•
儀
礼
な
ど
に
よ
っ
て
、
〃
家
族
儀
礼
〃
が
衰
退
し
た
り
、
中
止
さ
れ
る 

と
、
〃
家
族
〃
の
成
員
間
の
紐
帯
が
ゆ
る
み
、
〃
個
人
化
〃
も
同
時
に
促
進
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
〃
文
化
の
組
織
破
壊
〃
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
筆
者
はRedHe-d

の
こ
の
件
に
関
す
る
一
般
理
論
に
つ
い
て
、
い 

さ
さ
か
疑
問
を
感
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
も
カ
レ
ン
族
の
社
会
・
文
化
変
容
の
過
程
に
接
近
を
試
み
な
が
ら
、
〃
文
化
の
組 

織
破
壊
〃
の
現
象
が
ま
っ
た
く
観
察
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
訳
で
は
な
い
。
文
化
の
み
な
ら
ず
、
社
会
に
お
い
て
も
、
カ
レ
ン
族
の 

〃
部
族
的
〃
要
素
が
一
面
で
〃
組
織
破
壊
〃
を
お
こ
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
過
程
を
〃
部 

族
的
〃
社
会•
文
化
の
崩
壊
と
い
う
角
度
か
ら
だ
け
と
ら
え
る
の
は
正
し
く
な
い
よ
う
に
思
う
。
カ
レ
ン
族
は
、
拱
手
し
た
ま
ま
そ 

の
崩
壊
の
危
機
を
迎
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
あ
る
段
階
の

270



語結

カ
レ
ン
族
は
伝
統
の
な
か
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
たTalutaphadu

の
よ
う
な
村
落
儀
礼
を
包
摂
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
ょ 

っ
て
、
主
体
的
に
か
れ
ら
の
社
会•
文
化
秩
序
の
再
編
成 

(reorganization)  
す
る
努
力
を
も
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 

る
。
こ
の
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
自
己
形
成
の
過
程
の
な
か
に
、
〃
部
族
的
〃
類
型
が
〃
農
民
的
〃
類
型
に
変
化
し
て
ゆ
く
姿
を
見
出 

す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
視
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
カ
レ
ン
族
の
共
時
的
な
観
察
を
お
こ
な
う
と
、
ま
え
に
も
述
べ
た 

よ
う
に
、
山
地
に
住
ん
で
い
る
カ
レ
ン
族
は①

定
着
性
が
相
対
的
に
弱
い
、②

社
会
的
自
己
完
結
性
が
強
い
、③

宗
教
的
に
も
自
足 

的
で
あ
る
、④

市
場
経
済
に
卷
き
込
ま
れ
て
い
な
い
…
…
な
ど
の
理
由
で
、
社
会
・
文
化
的
に
は
よ
り
〃
部
族
的
〃
性
格
が
つ
よ
い. 

一
方
、 
平
地
に
住
ん
で
い
る
カ
レ
ン
族
は
い
ま
記
述
し
た
よ
う
な
〃
部
族
的
〃
諸
特
徴
を
急
速
に
消
失
し
つ
つ
あ
り
、
か
つ
てEm

,  

bree

教
授
が
述
べ
た
〃
農
民
〃
に
対
す
る
古
典
的
な
特
徴
づ
け
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「農
民
的
地 

域
社
会
は
文
献
の
な
い
社
会
の
お
お
く
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
緊
密
な
地
域
集
団
、
強
固
な
親
族
的
紐
帯
、
環
境
の 

あ
る
神
格
化
し
た
側
面
に
敬
意
を
表
し
て
開
か
れ
る
定
期
会
合
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
方
、
そ
れ
は
単
純
な
社
会
と
は
種
々
な
る 

差
異
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
農
民
集
団
は
経
済
生
活
を
支
配
し
、
法
律
を
施
行
し
、
さ
ら
に
近
年
に
お
い
て 

は
国
民
学
校
で
の
教
育
を
要
求
す
る
、
よ
り
お
お
き
な
国
家
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
生
活
の
経
済
的
基
盤
は
地
方
的
要
求
に
よ
っ
て 

の
み
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
…
…
。
農
民
の
作
っ
た
農
作
物
は
国
家
的
要
求
に
応
じ
て
い
る
。
宗
教
や
儀
礼
に
お
い
て
は
、
儀
礼 

と
社
会
的
価
値
観
、
祭
り
と
農
業
の
季
節
の
単
純
な
相
関
関
係
を
複
雑
に
す
る
い
ろ
い
ろ
な
外
部
的
影
響
が
存
在
し
て
い
る
。
種
 々

な
る
偏
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
儀
礼
や
祭
り
は
地
域
社
会
に
固
有
な
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
地
域
社
会
は
精
神
的
に
自
足
的

(8)

で
は
な
い
。」
平
地
カ
レ
ン
族
の
社
会•
文
化
的
特
徴
は
い
ま
引
用
し
た
よ
う
なEm

bree

教
授
が
え
が
き
だ
し
た
〃
農
民
〃
の
姿 

と
、
か
な
り
共
通
し
た
基
盤
を
も
ち
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
山
地
と
平
地
と
い
っ
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
た
所
に
す
ん
で
い
る
二
つ
の
集
団 

を
共
時
的
に
観
察
し
、
分
析
し
た
結
果
を
発
展
さ
せ
る
と
、
歴
史
的
と
ま
で
は
い
わ
な
い
に
し
て
も
、
カ
レ
ン
族
の
こ
れ
ま
で
た
ど 

っ
て
き
た
社
会•
文
化
変
容
に
関
し
て
、
筆
者
な
り
の
推
論
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
結
論
だ
け
を
端
的
に
い
う 

と
、
カ
レ
ン
族
の
大
部
分
は
、
じ
ょ
じ
ょ
に
で
は
あ
る
が
、
〃
部
族
的
〃
状
態
を
離
脱
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー 

ゼ
を
お
こ
な
っ
て
、
〃
農
民
的
〃
類
型
に
向
か
っ
て
、
一
歩
一
歩
あ
る
き
だ
し
た
〃
初
源
的
農
民 (em

ergent  peasam
ry)〃

 
と
呼 

ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

今
日
、
カ
レ
ン
族
が
ゆ
る
や
か
に
〃
農
民
化
〃
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
そ
の
地
域
社
会
に
対
す
る
都
市
の
直
接
的 

影
響
が
、
も
っ
ぱ
らM

ae  Sarieng
を
は
じ
め
と
し
て
、M

ae  Hongson

やChiengm
ai

の
よ
う
な
〃
前
産
業
型
都
市
〃(pre,  

indus

エal  CKy)  
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
所
は
、
タ
イ
系
の
言
語
で
、W

E-'
ヽg

と
呼
ば
れ
、
商
業
や
手 

工
業
の
セ
ン
タ
ー
と
エ
リ
ー
ト
階
級
の
居
住
地
と
し
て
の
機
能
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
タ
イ
国
に
お
け
る
近
代
化 

が
進
み
、chiengm

ai》M
ae  HongsopM

ae  Sarieng

の
よ
う
な
〃
前
産
業
型
〃
都
市
も
し
く
は
町
で
、
や
が
て
近
代
産
業
が 

勃
興
し
て
く
る
と
、
事
情
は
一
変
す
る
で
あ
ろ
う
。
カ
レ
ン
族
に
お
け
る
社
会
・
文
化
変
容
の
方
向
は
、
こ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た 

道
を
大
き
く
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
情
況
が
到
来
す
る
と
、
カ
レ
ン
族
の
農
業
と
か
労
働
力
は
今
日
よ
り
さ
ら
に
緊
密
な
形
で
市
場
経
済
の
渦
中
に
巻
き 

込
ま
れ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
世
界
各
地
の
諸
部
族
や
原
始
民
が
現
在
経
験
し
て
い
る
よ
う
に
、
〃
農
民
化
〃 

の
進
ん
だ
カ
レ
ン
族
の
あ
る
者
は
急
速
に
〃
後
期
農
民
〃(post,peasantry)〃
 
や
一
部
で
は
〃
企
業
的
農
民 (farm

er)

〃
に
転
化 

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
大
部
分
の
〃
部
族
的
〃
色
彩
を
つ
よ
く
残
し
て
い
る
カ
レ
ン
族
は
、
お
そ
ら
く
〃
農
民
化
〃 

の
段
階
を
飛
び
越
え
て
、
〃
企
業
的
農
民
〃
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
〃
後
期
農
民
〃
に
な
る
い
と
ま
も
な
く
、
属
し
て
い
る
村
落
の
立
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れ
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。
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付
録
ー
ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
小
史

タ
イ
国
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
歴
史
は
、
地
方
史
の
一
部
に
出
て
く
る
断
片
的
な
資
料
を
除
い
て
、
組
織
的
に
書
か
れ
た
も
の
は 

少
な
い
。
従
っ
て
、
筆
者
も
本
論
の
な
か
で
、
残
念
な
が
ら
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
、
タ
イ
国
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
歴
史
資
料
の
欠
如
に
対
し
て
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
情
況
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る 

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
カ
レ
ン
族
は
本
論
第
一
章
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ビ
ル
マ
に
お
い
て
は 

数
も
多
く
、
し
か
も
、
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
き
わ
め
て
独
特
な
役
割
を
果
た
し
た
か
ら
で
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
、TrF  

xton

氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「ビ
ル
マ
の
カ
レ
ン
族
は
、
イ
ン
ド
や
ビ
ル
マ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
支
配
の
初
期 

か
ら
、
か
な
り
興
味
の
対
象
に
な
り
、
ま
た
西
欧
の
観
察
者
に
と
っ
て
立
派
な
研
究
対
象
に
な
っ
て
き
た(
そ
の
な
か
に
は
少
数
の 

学
者
や
多
数
の
行
政
官
、
さ
ら
に
、
多
く
の
宣
教
師
も
含
ま
れ
て
い
た)
。
し
か
る
に
、
隣
接
し
て
い
る
タ
イ
国
の
カ
レ
ン
族
に
つ

(1) 

い
て
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ほ
ど
興
味
が
示
さ
れ
ず
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。」
こ
の 

理
由
と
し
て
、Truxton

氏
は
第
ー
に
は
、
西
欧
式
の
行
政
が
独
立
国
の
タ
イ
国
で
は
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。 

第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
タ
イ
国
に
お
け
る
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
の
特
殊
条
件
を
あ
げ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
な
訳
で
、
タ
イ
国
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
歴
史
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
ろ
う
。
今
後
、 

わ
ず
か
に
期
待
で
き
る
の
は
、M

ae  Hongson

県
を
中
心
に
、
泰
緬
国
境
に
お
け
る
地
方
史
が
、
北
タ
イ
語
や
ビ
ル
マ
語
の
資
料
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付録ービルマにおけるカレン族小史

な
ど
に
よ
っ
て
、
解
明
さ
れ
、
カ
レ
ン
族
の
歴
史
が
多
少
明
瞭
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
歴
史
は
、
欧
文
、
と
り
わ
け
英
文
資
料
の
な
か
に
、
か
な
り
豊
富
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

た
と
え
ば
、
巻
末
に
か
か
げ
た
文
献
目
録
の
「欧
文
に
よ
る
カ
レ
ン
族
関
係
の
文
献
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
資
料 

を
使
っ
て
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
歴
史
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
本
書
に
お
い
て
は
、
タ
イ
国
に
お
け
る
カ
レ
ン
族 

が
主
題
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
カ
レ
ン
族
の
主
流
で
あ
る
ビ
ル
マ
の
カ
レ
ン
族
の
歴
史
の
概
要
を
知
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無 

駄
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

Truxton  (一
958) P

38

1
 

英
領
時
代
以
前
の
カ
レ
ン
族
と
ビ
ル
マ
人
の
関
係

カ
レ
ン
族
と
ビ
ル
マ
人
の
関
係
は
ビ
ル
マ
に
お
け
る
歴
代
の
王
た
ち
の
年
代
記M

ahayazawin

に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は 

全
体
と
し
て
、
ビ
ル
マ
人
中
心
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
正
確
な
歴
史
と
い
う
よ
り
は
ビ
ル
マ
民
族
の
叙
事
詩
と
し
て
の
性
格
が 

っ
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
年
代
記
で
は
カ
レ
ン
族
と
ビ
ル
マ
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
正
確
に
知
る
こ
と 

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
欧
米
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
献
資
料
に
よ
る
と
、
こ
の
一
世
紀
ば
か
り
の
両
民
族
集
団
の 

関
係
は
き
わ
め
て
不
幸
な
も
の
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
研
究
の
第
一
人 

者
で
あ
るHarry  L  M

arshaH

師
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 

「定
着
し
た
国
の
支
配
民
族
に
政
治
的
に
従
属
し
て
い
る
カ
レ
ン
族
は
圧
制
と
搾
取
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
。
か
れ
ら
の
で
き
る
こ 

と
は
た
だ
憤
る
か
時
に
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
や
人
里
離
れ
た
所
で
捕
え
た
迷
い
子
の
敵
を
殺
害
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
状 

態
が
も
た
ら
す
不
可
避
な
結
果
は
相
互
の
憎
悪
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
さ
ら
に
ビ
ル
マ
人
側
の
被
支
配
民
族
に
対
す
る
侮
蔑
の
感
情
に
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よ
っ
て
強
化
さ
れ
、
一
方
カ
レ
ン
族
の
こ
ち
こ
ち
に
固
ま
っ
た
排
他
性
は
〃
黄
金
時
代
〃
が
過
去
に
あ
っ
た
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て 

心
の
支
え
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
時
代
の
輝
け
る
伝
来
の
慣
習
や
伝
統
は
変
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。
カ
レ
ン
族
に 

ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
な
ビ
ル
マ
人
の
宗
教
や
生
活
は
な
に
も
な
く
…
…
、
カ
レ
ン
族
の
現
状
を
改
善
す
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
も
の

(2)

は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。」
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
見
解
は
な
に
もM

arshaU

師
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
初
代
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の
宣
教
師 

Adoniram

 Judson
師
以
来
代
々
の
宣
教
師
や
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
官
吏
に
よ
っ
て
と
ら
れ
て
き
た
見
解
で
あ
る
。
こ
の
点
、
た 

し
か
に
英
緬
戦
争
の
前
夜
に
は
、
カ
レ
ン
族
と
ビ
ル
マ
人
の
間
に
不
幸
な
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、 

そ
れ
を
も
っ
て
カ
レ
ン
族
と
ビ
ル
マ
人
と
の
関
係
が
歴
史
的
に
不
俱
戴
天
の
敵
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
欧
米
人
の
記
述
は 

正
し
く
な
い
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
人
の
間
で
も
、
同
じ
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
に
苦
し
ん
だ
イ
ン
ド
人
の 

D
esai  

氏
ま
で
が
疑
い 

も
せ
ず
に
、
こ
の
欧
米
人
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
の
は
噴
飯
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
外
国
人
で
こ
の
点
を
比

(4)

較
的
正
当
に
評
価
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
のCady

教
授
だ
け
で
あ
る
。

カ
レ
ン
族
と
ビ
ル
マ
人
の
よ
う
な
山
地
民
対
平
地
民
の
関
係
は
、
タ
イ
国
そ
の
他
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
歴
史
か
ら
類
推 

す
る
と
、
伝
統
的
に
は
一
部
で
敵
対
感
情
が
存
在
し
て
い
た
に
せ
よ
、
全
体
と
し
て
は
、
お
互
い
に
〃
無
関
心
〃
な
関
係
に
あ
っ
た 

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
げ
ん
に
、Alaungpaya

王
朝(
一
七
五
五
—-
ハ
ハ
五)
の
も
と
で
は
、
ビ
ル
マ
人
は
山
地
カ
レ
ン 

族
を
支
配
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
平
地
カ
レ
ン
族
で
さ
え
正
規
の
州
の
官
吏
や
町
役
人
の
も
と
に
統
合
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
さ

(5)

え
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
師
や
植
民
地
官
吏
に
よ
っ
て
、
熱
心
に
く
り
返
し
強
調
さ
れ
て
き 

た
ビ
ル
マ
人
に
よ
る
カ
レ
ン
族
に
対
す
る
〃
無
慈
悲
〃
な
支
配
と
い
う
見
解
は
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
う
の
み
に
す
る
こ
と
は
で 

き
な
い
。
第
三
者
の
目
か
ら
み
る
と
、
宣
教
師
は
そ
れ
を
布
教
の
口
実
に
使
い
、
イ
ギ
リ
ス
は
分
割
統
治
の
道
具
に
用
い
た
の
で
は
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な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
レ
ン
族
が
社
会
組
織
の
性
質
上
、
村
落
以
上
の
政
治
集
団
を
つ
く
る
こ
と
が 

(6) 

ふくしゆう

で
き
ず
、
い
た
ず
ら
に
ア
ナ
ー
キ
ー
な
復
讎
を
お
た
が
い
の
間
で
く
り
返
し
て
い
た
た
め
に
、
ビ
ル
マ
人
の
支
配
を
容
易
に
許
し
て 

い
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。

(
1
)

Shaw
ay  Yoe  (1963)  

p
・ 435

(2
)
 

M
arsha  

ーー(1922)?304

(3
)
 

Desai  (一
950)

(
4) 

Cady  (1956)

(5
)
 

Cady  

(一956)  p
 832

(6) 

M
arshall  (1945)  p

 29

2

イ
ギ
リ
ス
支
配
と
宣
教
師
と
の
接
触

カ
レ
ン
族
は
一
九
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
は
、
農
業
の
ほ
か
に
狩
猟
、
漁
業
、
機
織
り
、
竹
細
工
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
だ
け
で
、 

経
済
的
に
は
後
進
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
政
治
的
に
も
、
文
化
的
に
も
さ
し
て
重
要
な
民
族
集
団
で
は
な
か
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
一
八 
ニ
二
年
に
前
述
のAdonim

m
 Judson

師
が
妻
と
と
も
に
ビ
ル
マ
に
渡
来
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
カ
レ
ン
族 

の
歴
史
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
布
教
活
動
を
始
め
たJudson

夫
婦
は
一
八
二
八
年
に
ビ
ル
マ
人
の
債
務
奴
隸
に
な
っ
て
い 

た
カ
レ
ン
族
のKo  Tha  Byu

氏
を
買
い
取
り
、
解
放
し
た
。
そ
の
後
、Ko  Tha  Byu

氏
を
教
化
し
、
か
れ
を
使
っ
て
、
カ 

レ
ン
族
の
間
に
布
教
活
動
を
開
始
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
布
教
方
法
は
天
才
的
と
い
え
る
ほ
ど
巧
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、 

欧
米
の
宣
教
師
や
植
民
地
官
吏
の
説
明
に
よ
る
と
カ
レ
ン
族
の
伝
説
で
は
、
か
つ
て
〃
失
わ
れ
た
本
〃
が
存
在
し
、
そ
れ
が
将
来
白 

い
兄
弟
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
た
ち
に
再
び
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
伝
説
をJudson

師
は

£77



自
分
た
ち
の
意
図
に
結
び
つ
け
、
カ
レ
ン
族
に
〃
失
わ
れ
た
本
〃(
バ
イ
ブ
ル)

が
今
や
白
い
兄
弟(
ア
メ
リ
カ
人)

に
よ
っ
て
、 

復
活
さ
れ
た
と
強
調
し
た
。
そ
の
た
め
にKo  Tha  Byu

氏
が
バ
イ
ブ
ル
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
カ
レ
ン
族
の
山
村
に
お
と
ず
れ 

た
時
に
は
、
〃
失
わ
れ
た
本
〃
の
復
活
に
〃
感
動
〃
し
た
カ
レ
ン
族
は
涙
を
流
し
、
バ
イ
ブ
ル
に
口
づ
け
を
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と 

い
わ
れ
る
。
欧
米
人
に
よ
る
と
、
こ
の
〃
失
わ
れ
た
本
〃
の
物
語
は
け
っ
し
て
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
に
よ
る
創
作
で
は
な
い
と
い
わ
れ

、
、 

(1) 

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
公
平
なCady

教
授
で
さ
え
、
こ
の
伝
説
は
宣
教
師
に
よ
る
ね
つ
造
で
は
な
い
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
。
だ 

が
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
、
こ
の
物
語
は
す
こ
し
で
き
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
し
布
教
用
の
ね
つ
造
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま 

こ
と
に
神
を
も
恐
れ
ぬ
行
為
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
宣
教
師
の
カ
レ
ン
族
開
化
に
対
す
る
貢
献
も
大
き
か
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
布
教
の
目
的
が
お
も
で
は 

あ
っ
た
が
、Jona-han  W

ade
師
が
ビ
ル
マ
文
字
を
改
良
し
て
、
カ
レ
ン
語
に
文
字
を
作
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
の
分 

野
に
お
け
る
貢
献
も
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
お
か
げ
で
、
か
な
り
の
数
の
カ
レ
ン
族
は
教
育
を
受
け
、
文
盲
状
態
か
ら 

脱
し
、
英
領
時
代
に
は
陸
軍
軍
人
を
は
じ
め
、
警
察
官
、
鉄
道
員
、
官
吏
、
看
護
婦
な
ど
と
し
て
、
各
方
面
で
活
躍
し
た
。
か
く
し 

て
、
伝
統
的
に
カ
レ
ン
族
が
持
っ
て
い
た
ビ
ル
マ
人
に
対
す
る
劣
等
感
を
し
だ
い
に
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
過
程
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
カ
レ
ン
族
は
ア
メ
リ
カ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
し
て
、
だ
ん
だ
ん
依
存
心
を
つ
よ 

く
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
は
い
つ
の
間
に
か
〃
洋
魂
洋
才
〃
に
な
っ
て
し
ま
い
、
現
在
で
は
ビ
ル
マ
人
か
ら 

〃
Am

erican  Karen〃

 
と
か 

〃
Bri  

一 ish  Karen

〃
と
呼
ば
れ
る
層
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
は
し
り
は
一
八
二
四
—
二
六
年 

に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
、
英
緬
戦
争
で
見
ら
れ
た
。
カ
レ
ン
族
はSnodgrass

少
佐
の
ひ
き
い
る
英
軍
を
支
持
し
、
ビ
ル
マ
人 

と
対
決
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ビ
ル
マ
人
は
英
国
軍
に
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
カ
レ
ン
族
に
復
讎
を
お
こ
な
い
、
低
地
ビ
ル
マ 

で
は
血
を
血
で
洗
う
闘
争
が
く
り
返
さ
れ
た
。
平
地
カ
レ
ン
族
の
村
々
は
ビ
ル
マ
人
の
襲
撃
に
さ
ら
さ
れ
、
大
部
分
の
村
が
荒
廃
に
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帰
し
た
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
カ
レ
ン
族
の
ビ
ル
マ
人
に
対
す
る
暴
力 

も
か
な
り
振
る
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
に
、
低
地
ビ
ル
マ
の
穀
倉
地
帯
の
農
業
は
荒
れ
果
て
、
し
ば
し
ば
飢
饉
に
も 

見
舞
わ
れ
、
人
口
の
減
少
が
顕
著
に
な
っ
た
。
首
府
のRangoon

で
さ
え
虎
が
出
没
し
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。 

当
時
、
カ
レ
ン
族
は
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
援
助
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
の
夢
は
破
れ
た
。
そ
の
た
め
、
か
れ 

ら
は
ア
メ
リ
カ
の
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
派
の
宣
教
師
た
ち
へ
の
依
存
度
を
増
し
て
い
っ
た
。
宣
教
師
た
ち
は
前
に
述
べ
たKoThaByu  

氏
を
使
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
が
及
ん
で
い
る
農
山
村
を
中
心
に
活
発
な
布
教
活
動
を
お
こ
な
い
、
カ
レ
ン
族
の
間
に
お
け
る
バ 

プ
テ
ィ
ス
ト
の
影
響
力
を
し
だ
い
に
強
化
し
て
い
っ
た
。

一
八
三
四
年
に
はJustus  H
・Vinfon

師
が
妻
のCalista

と
と
も
にM

oulm
ein

に
到
着
し
た
。
か
れ
ら
は
カ
レ
ン
語
を 

マ
ス
タ
ー
し
た
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
派
宣
教
師
の
第
一
号
と
し
て
、M

oulm
ein

か
らTavoy

に
か
け
て
活
躍
し
た
。vinsn

師
が 

一
八
四
五
年
にM

oulm
ein

に
設
立
し
た
神
学
校
は
、
そ
の
後
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
キ
リ
ス
ト
教
化
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
。 

ま
た
、
一
八
五
三
年
に
は
同
派
のM

ason
師
は
聖
書
を
カ
レ
ン
語
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
重
要
な
ス
ゴ
ー 
・
カ
レ
ン
の
言
葉 (sgaw

 

Karen)  
に
翻
訳
し
、
さ
ら
に
一
八
八-
年
に
はBrayion

師
が
ポ
ー •
カ
レ
ン
語(pw。

Karen)  
に
訳
し
、
布
教
活
動
に
新 

し
い
局
面
を
展
開
し
た
。
こ
の
よ
う
な
宣
教
師
の
努
力
に
よ
っ
て
、
一
八
四
〇
年
に1rm

waddy

デ
ル
タ
地
方
とAm

berst

地 

方
で
開
始
さ
れ
た
布
教
活
動
は
、
一
八
五
二
年
に
な
る
と
、Rangoon

だ
け
で
も
一
七
の
教
会
を
数
え
る
ほ
ど
に
成
長
し
た
。
な 

お
、
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
は
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
に
一
歩
遅
れ
て
布
教
活
動
に
入
り
、Bigandef

神
父
に
よ
り
、
一
九
四
〇
年
に 

デ
ル
タ
西
部
のM

yaungm
ya

とBassein

で
布
教
が
開
始
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
カ
レ
ン
族
の
キ
リ
ス
ト
教
化
は
ま
っ
た
く
無
抵
抗
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
た
と
え 

カ
レ
ン
族
を
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
さ
せ
て
も
、
簡
単
に
か
れ
ら
の
精
霊
信
仰
を
終
止
さ
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
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う
の
は
、
カ
レ
ン
族
に
は
、
た
ん
に
、
〃
迷
信
深
い
〃
と
い
っ
て
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
文
化
組
織
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
カ
レ
ン
族
の
あ
る
家
で
、
だ
れ
か
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
て
、
〃
家
神
〃
に
対
す
る
儀
礼
か
ら
離
脱
す
る
と
、
他
の 

家
族
の
成
員
と
は
鶏
や
豚
を
い
っ
し
ょ
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
カ
レ
ン
族
に
お
い
て
、
鶏
と
豚
は
不
可
欠
の
食
糧
で
あ 

る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
化
す
る
こ
と
は
親
子
の
間
の
共
餐
の
機
会
を
永
久
に
閉
ざ
す
結
果
に
す
ら
な
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
精
霊
を
深
く
信
仰
し
て
い
る
山
地
カ
レ
ン
族
は
宣
教
師
に
つ
よ
く
反
発
し
た
。
さ
ら
に
、
仏
教
徒
に
な
っ 

て
い
る
ポ
ー
・
カ
レ
ン
族
は
ビ
ル
マ
人
と
と
も
に
抵
抗
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
、
ビ
ル
マ
人
の
宮
廷
も
外
国
人
宣
教
師
が
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
〃
イ
ギ
リ
ス
人
が
ビ
ル
マ
に
ま
た
も 

ど
っ
て
来
る
…
〃
な
ど
と
扇
動
す
る
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
ビ
ル
マ
人
の
根
拠
の
な
い
被
害
妄
想
で
は
な
か 

っ
た
。
宣
教
師
の
な
か
で
も
、
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
派
の
布
教
活
動
は
か
な
り
政
治
色
を
お
び
て
い
た
。
た
と
え
ば
、Vinton

夫
妻
に 

い
た
っ
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
が
ふ
た
た
び
ビ
ル
マ
に
よ
み
が
え
る
こ
と
を
自
分
た
ち
で
神
に
祈
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
ほ
か
の
宣 

教
師
や
現
地
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
同
様
な
祈
禱
を
す
る
こ
と
を
つ
よ
く
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
一
八 

五
二
年
第
二
次
英
緬
戦
争
の
た
め
にRangoo!

一
港
に
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
が
も
ど
っ
て
く
る
と
、
宣
教
師
だ
け
で
は
な
く
、
カ
レ
ン
族

(2)

も
〃
民
族
の
祈
り
〃
が
か
な
え
ら
れ
た
と
し
て
狂
喜
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
次
英
緬
戦
争
で
は
、
一
部
の
カ
レ
ン
族
は
ビ
ル
マ
人
の
た
め
に
働
か
さ
れ
て
い
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
被
害
を
受
け
た
。 

だ
が
、
大
部
分
の
カ
レ
ン
族
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
な
ど
に
逃
げ
込
ん
で
、
ビ
ル
マ
軍
に
対
し
て
ゲ
リ
ラ
活
動
を
し
た
り
、
イ
ギ
リ
ス
軍
に 

直
接
協
力
し
た
。
こ
の
よ
う
に
育
成
さ
れ
て
い
っ
た
両
民
族
集
団
の
敵
対
感
情
を
イ
ギ
リ
ス
人
は
た
く
み
に
利
用
し
、
分
割
統
治
の 

具
に
供
し
た
。
そ
れ
の
み
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
に
忠
実
に
協
力
す
る
カ
レ
ン
族
を
手
厚
く
保
護
し
、
モ
ン
人
や
ビ
ル
マ
人 

に
よ
っ
て
〃
奪
わ
れ
た
〃
カ
レ
ン
族
の
土
地
を
〃
復
活
す
る
〃
た
め
に
、11rawaddy
デ
ル
タ
や Tenasserim

地
方
で
は
カ
レ
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ン
族
の
低
地
に
対
す
る
入
植
が
広
範
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ビ
ル
マ
人
は
カ
レ
ン
族
を
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
走
狗
と
考
え
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
敗
退
し 

た
暁
に
報
復
す
る
こ
と
を
公
言
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
次
英
緬
戦
争
も
ビ
ル
マ
側
の
惨
敗
に
終
わ
る
と
、
ビ
ル
マ
人
は
そ
の 

責
任
の
す
べ
て
を
親
英
的
な
カ
レ
ン
族
に
な
す
り
つ
け
た
。
狂
気
の
よ
う
に
な
っ
た
ビ
ル
マ
人
は
第
ー
次
英
緬
戦
争
の
後
と
同
様
に
、 

Rangoon
周
辺
半
径
数
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
カ
レ
ン
族
の
村
を
す
べ
て
襲
撃
し
た
。
家
を
焼
き
つ
く
し
、
住
民
を
殺
傷
し
、 

あ
ら
ゆ
る
物
を
破
壊
し
た
。

Rangoon
を
中
心
に
荒
廃
し
た
低
地
ビ
ル
マ
に
お
い
て
、Vinton

師
夫
妻
を
中
心
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
救
済
活
動
に
は
目
覚 

し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
忠
実
な
カ
レ
ン
族
で
あ
っ
た
が
、
一
八
五
二
—
五
三
年
に
か
け
て
は
、 

実
に
五
千
人
に
も
の
ぼ
る
カ
レ
ン
族
に
衣
食
住
の
援
助
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
何
千
人
も
の
入
信
者
を
獲
得
し
た 

Vinton

夫
妻
は
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
金
字
塔
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、Vinton

夫
妻
の
活
動
は
こ
の
頃
に
な
る
と
、
外
国
に
お
け
る
宣
教
師
の
活
動
の
域
を
逸
脱
し
て
、
カ
レ
ン
族 

の
間
の
紛
争
な
ど
の
〃
裁
判
〃
を
も
お
こ
な
い
か
ね
な
か
っ
た
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
宣
教
師
の
自
主
的
判
断
を
尊
重
す
る
バ
プ
テ 

イ
ス
ト
派
の
ボ
ス
ト
ン
本
部
も
黙
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、vinsr!

夫
妻
の
布
教
活
動
に
対
す
る
支
持
を
中
止
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
行
過
ぎ
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
宣
教
師
の
功
績
も
認
め
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
す
な
わ 

ち
、
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ン
族
は
あ
る
種
の
活
力
を
得
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
化 

さ
れ
る
以
前
の
カ
レ
ン
族
は
た
え
ず
〃
悪
霊
〃
に
お
び
や
か
さ
れ
て
い
た
の
で
、
自
由
な
活
動
は
お
お
い
に
制
約
を
受
け
て
い
た
。 

と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
れ
ら
は
〃
悪
霊
〃
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
。 

ま
た
、
カ
レ
ン
族
の
社
会
に
欠
如
し
て
い
た
村
落
レ
ベ
ル
以
上
の
社
会
的
統
合
を
キ
リ
ス
ト
教
が
や
っ
て
の
け
た
こ
と
は
注
目
に
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値
す
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
西
欧
風
の
近
代
教
育
を
か
れ
ら
の
間
に
導
入
し
た
こ
と
も
、
カ
レ
ン
族
の
そ
の
後
の
経
済
発
展
の
道
を 

開
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
発
展
は
、
劣
等
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
カ
レ
ン
族
に
自
信
を
与
え
た
。
か
く
し
て
、
カ 

レ
ン
族
の
間
で
は
、
多
く
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
指
導
者
と
し
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
ふ
る
っ
た
の
で
あ
る
。 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
化
に
よ
る
プ
ラ
ス
面
と
同
時
に
、
マ
イ
ナ
ス
面
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く 

必
要
が
あ
ろ
う
。
仏
教
徒
の
お
お
く
い
る
ポ
ー
・
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
あ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け 

れ
ど
も
、
ス
ゴ
ー •
カ
レ
ン
族
の
間
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
か
な
り
の
勢
い
で
浸
透
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト 

教
は
、
単
純
な
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
欧
米
以
上
に
強
力
な
排
他
性
を
発
揮
し
、
仏
教
化
へ
の
道
、
さ
ら
に
は
ビ
ル
マ
化
へ
の
可
能
性 

を
完
全
に
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
い
き
が
か
り
上
、
カ
レ
ン
族
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ビ
ル
マ
人
に
ふ
た
た
び
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
極
度
に
恐
れ 

て
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
を
公
然
と
支
持
し
、
そ
の
存
続
を
願
っ
た
。
こ
の
結
果
、
ビ
ル
マ
人
は
カ
レ
ン
族
と
宣
教
師
は 

結
託
し
て
、
ビ
ル
マ
の
分
裂
を
計
っ
て
い
る
と
非
難
し
た
。
か
く
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
よ
っ
て
、
仏
教
国
ビ
ル
マ
は
将
来 

長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
抜
き
さ
し
な
ら
な
い
禍
根
を
の
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

Cady  (1956)  p
・ 845

(2) 

Cady  

(一956)  p

 854

3

カ
レ
ン
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

前
述
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族
は
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
落
を
越
え
る
レ
ベ
ル
で
の
社
会
的
統
合
、
従
っ
て
ま 

た
政
治
的
統
合
も
進
ん
だ
。
そ
れ
に
加
え
て
、
教
育
の
発
展
な
ど
に
よ
り
、
し
だ
い
に
カ
レ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
目
覚
め
て
い
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付録ービルマにおけるカレン族小史

っ
た
。
一
八
八
一
年
に
は
民
族
カ
レ
ン
協
会 (Na-ional  Karen  Associa-ion)  
が
結
成
さ
れ
、
三
人
の
ス
ゴ
ー
・
カ
レ
ン
族
と 

二
人
の
ポ
ー
・
カ
レ
ン
族
が
そ
の
指
導
に
当
た
っ
た
。
か
れ
ら
は
カ
レ
ン
族
全
体
に
、
言
語
や
宗
教
の
差
異
に
よ
っ
て
分
裂
せ
ず
、 

つ
ね
に
団
結
す
る
よ
う
に
訴
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
協
会
の
主
目
的
の
裏
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

ビ
ル
マ
人
を
牽
制
す
る
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

低
地
ビ
ル
マ
を
征
服
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
一
八
八
六
年
にM

andalay

王
朝
を
完
全
に
従
属
さ
せ
て
、
ビ
ル
マ
全
土
を
イ
ギ
リ
ス
の 

植
民
地
と
し
た
。
ビ
ル
マ
人
は
こ
の
歴
史
的
事
実
を
単
な
る
政
治
的
危
機
と
だ
け
受
け
止
め
ず
に
、
ビ
ル
マ
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
の 

運
命
に
も
か
か
わ
る
重
大
事
件
で
あ
る
と
感
じ
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
ゲ
リ
ラ
活
動
を
執
よ
う
に
続
け
、
レ
ジ
ス 

タ
ン
ス
運
動
は
ビ
ル
マ
平
定
後
四
年
間
に
も
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
間
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
中
心
に
、
カ
レ
ン
族
は
積
極
的 

に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
者
に
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
れ
ら
は
ビ
ル
マ
人
か
ら
〃
民
族
の
敵
〃
と
し
て
、
く 

り
返
し
襲
撃
さ
れ
た
。
ま
た
、
カ
レ
ン
族
も
そ
の
よ
う
な
攻
撃
に
対
し
て
、
は
げ
し
く
応
戦
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
高
等
弁
務
官Bernard

氏
は
こ
の
二
民
族
間
の
争
い
を
た
く
み
に
利
用
し
、
分
割
統
治
の
実
を
あ
げ
た
。 

か
れ
は
カ
レ
ン
族
に
武
器
を
与
え
て
、
補
助
警
察
官
と
し
て
ビ
ル
マ
人
の
反
乱
の
鎮
圧
に
当
た
ら
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
族 

は
イ
ギ
リ
ス
人
の
援
助
の
も
と
に
、
ビ
ル
マ
人
に
報
復
を
試
み
、
カ
レ
ン
族
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
こ
の
国
か
ら
仏
教
を
亡
ぼ
す
チ
ャ 

ン
ス
と
さ
え
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
ビ
ル
マ
平
定
の
翌
年
、
植
民
地
官
吏Sm

eaton
氏
は
有
名
な7

沪Loyal  Karen  0f

 B

ミ
と
い
う
本
を
出 

版
し
た
。
こ
の
な
か
で
、
か
れ
は
「イ
ギ
リ
ス
政
府
が
カ
レ
ン
族
の
民
族
性
を
奪
う
こ
と
な
く
、
文
明
化
し
た
り
、
水
準
を
高
め
る 

実
験
を
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
、
カ
レ
ン
族
が
起
源
、
風
俗
、
宗
教
、
伝
統
に
お
い
て
も
、
ビ
ル
マ
人
と
異
な
っ
た
民
族
で
あ
る
こ
と 

を
認
め
る
こ
と
…
…
」
を
強
調
し
た
。
こ
の
よ
う
な
主
旨
の
本
書
は
、
そ
の
後
カ
レ
ン
族
の
独
立
や
自
治
要
求
の
金
科
玉
条
と
し
て
、
283



く
り
返
し
引
用
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
英
領
ビ
ル
マ
時
代
の
カ
レ
ン
族
は
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
の
援
助
と
イ
ギ
リ 

ス
人
の
保
護
の
た
め
に
、
あ
る
意
味
で
〃
黄
金
時
代
〃
を
迎
え
た
と
い
え
よ
う
。

一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
二
〇
年
に
か
け
て
は
、
カ
レ
ン
族
の
教
育
が
た
い
へ
ん
に
普
及
し
た
。
こ
の
頃
に
は
高
等
学
校
の
レ
ベ
ル 

に
ま
で
教
育
が
発
展
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
当
時
に
は
実
に
三
万
五
千
人
ほ
ど
の
カ
レ
ン
族
が
小
・
中
・
高
い
ず
れ
か
の
学
校
に 

入
学
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
の
山
地
民
の
水
準
か
ら
い
う
と
、
ま
こ
と
に
目
覚
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う 

に
教
育
を
受
け
た
カ
レ
ン
族
は
教
育
者
、
官
吏
、
軍
人
と
し
て
、
植
民
政
府
に
忠
実
に
仕
え
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
教
育
を
受
け 

たSan  c
・P。

博
士
は
立
法
院
の
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
時
に
は
、
カ
レ
ン
族
の
お
お
く
が
軍
隊
に
志
願
し
た
が
、
実
際
に
は
一
部
隊
が
イ
ギ
リ
ス
軍
の
一
翼
と
し
て
、 

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
従
軍
し
た
だ
け
で
あ
る
。N
K
A

の
指
導
者
た
ち
も
、
カ
レ
ン
族
の
こ
の
よ
う
な
行
動
を
支
持
し
、
イ
ギ
リ
ス
政 

府
へ
の
忠
誠
を
表
明
し
た
。

こ
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
に
、
一
九
一
二
年
に
は
カ
レ
ン
族
の
側
か
ら
、
か
れ
ら
の
自
治
に
関
す
る
試
案
が
提
出
さ
れ
た
。
当
時 

の
カ
レ
ン
族
の
見
解
を
代
表
し
て
、P。

博
士
が
ビ
ル
マ
南
部
のTenasserim

地
区
に
〃
カ
レ
ン
独
立
州
〃
を
設
立
す
る
こ
と
を 

提
案
し
た
。
そ
の
構
想
に
よ
る
と
、
〃
カ
レ
ン
独
立
州
〃
は
カ
レ
ン
族
の
手
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
行
政
官
の
指
導 

も
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
と
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
〃
ビ
ル
マ
連
邦
〃(
も
ち
ろ
ん
、
英
領
の)

に
止
ま
る
こ
と
を
約
束
し
た
。 

P。

博
士
に
よ
る
こ
の
提
案
は
、
ビ
ル
マ
人
か
ら
は
裏
切
り
行
為
と
み
な
さ
れ
て
、
強
い
非
難
を
受
け
た
だ
け
で
は
な
く
、
頼
り 

に
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら
も
一
瞥
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
失
敗
の
原
因
はTenasserim

地
区
で
カ
レ
ン
族
が
必
ず
し
も 

多
数
を
占
め
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
基
本
的
な
提
案
の
弱
点
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
致
命
的
だ
っ
た
こ
と
は
カ
レ
ン
族
が
イ 

ギ
リ
ス
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
本
質
を
見
抜
け
な
か
っ
た
甘
さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
〃
カ
レ
ン
独
立
州
〃
の
提
案
は
、
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そ
の
後Sim

on

調
査
団
が
来
緬
し
た
際
に
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
一
九
三
一
年
か
ら
三
二
年
に
か
け
て
、
ロ
ン
ド
ン
で 

開
催
さ
れ
た
円
卓
会
議
で
、
カ
レ
ン
族
側
か
ら
〃
独
立
州
案"
が
再
提
案
さ
れ
た
が
、
ビ
ル
マ
人
の
強
力
な
反
対
と
イ
ギ
リ
ス
側
の 

不
熱
心
さ
の
た
め
に
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
。
こ
の
運
動
は
一
九
三
七
年
に
ビ
ル
マ
が
英
領
イ
ン
ド
か
ら
分
離
す
る
時
に
、
国
民
会 

議
の
二
三
一
議
席
中
一
二
と
い
う
少
数
民
族
最
大
の
議
席
を
獲
得
す
る
の
に
Ik
ま
っ
た
。

(
1
)

Sm
eafon  (1887)  p

・ 227

4

第
二
次
世
界
大
戦
な
ら
び
に
ビ
ル
マ
独
立
と
カ
レ
ン
族

第
二
次
世
界
大
戦
が
ぼ
つ
発
し
て
、
間
も
な
く
、
日
本
軍
が
ビ
ル
マ
に
進
行
し
て
く
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
—
ビ
ル
マ
人
—
カ
レ
ン 

族
の
関
係
に
潜
在
し
て
い
た
矛
盾
が
つ
い
に
爆
発
し
た
。
従
来
、
親
米
・
親
英
的
で
あ
っ
た
カ
レ
ン
族
は
た
だ
ち
に
連
合
国
側
に
投 

じ
、
抗
日
活
動
に
従
事
し
た
。
一
方
、
ビ
ル
マ
人
は
こ
れ
ま
で
も
反
英
感
情
が
強
い
の
と
、
戦
争
の
初
期
に
は
日
本
に
よ
る
早
期
独 

立
を
期
待
し
て
、
対
日
協
力
に
踏
み
切
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
に
、
一
九
四
二
年
に
は
ビ
ル
マ
独
立
軍 (
B
I
A
)
 
に
ょ 

る
カ
レ
ン
族
の
虐
殺
事
件
が
あ
り
、
ビ
ル
マ
人
と
カ
レ
ン
族
と
の
間
に
不
信
感
を
い
っ
そ
う
っ
の
ら
せ
た
。
そ
の
後
も
両
民
族
集
団 

は
激
し
く
衝
突
し
、
流
血
惨
事
を
見
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
内
乱
は
都
市
だ
け
で
は
な
く
、
農
村
部
に
も
波
及
し
た
の
で
、
当
初
は 

事
態
を
静
観
し
て
い
た
日
本
軍
も
つ
い
に
鎮
圧
の
た
め
に
出
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

日
本
の
占
領
下
に
お
い
て
も
、
カ
レ
ン
族
の
お
お
く
は
地
下
活
動
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
協
力
し
、
何
人
か
は
そ 

の
た
め
に
処
刑
さ
れ
た
。
な
か
で
もSalween

地
区
に
潜
入
し
た
イ
ギ
リ
ス
軍
の 
H
・p
・Seagrim

少
佐
が
カ
レ
ン
族
の
ゲ
リ 

ラ
部
隊
を
組
織
し
、
反
日
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
秘
話
と
し
て
も
有
名
な
物
語
で
あ
る
。 

い
つ
ぼ
う
、Aung  San

とThakin  Than  Tun

両
氏
を
中
心
に
、
悪
化
し
た
ビ
ル
マ
人
と
カ
レ
ン
族
と
の
関
係
を
改
善
す
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る
た
め
に
、
努
力
が
傾
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
か
れ
ら
は
そ
れ
と
同
時
に
日
本
軍
対
策
に
も
心
を
く
だ
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の 

努
力
も
部
分
的
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
あ
ま
り
見
る
べ
き
成
果
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、 

一
九
四
五
年
四
月
、
敗
色
濃
厚
な
日
本
軍
が1rrawaddy

デ
ル
タ
地
方
か
ら
撤
退
す
る
と
、
ふ
た
た
び
そ
の
地
方
で
カ
レ
ン
族
と 

ビ
ル
マ
人
と
の
間
に
混
乱
が
発
生
し
た
。
同
年
の
夏
に
イ
ギ
リ
ス
が
ビ
ル
マ
に
復
帰
し
た
後
も
、
事
態
が
あ
ま
り
に
も
険
悪
な
た
め 

に
、
軍
政
を
し
い
て
治
安
確
保
に
当
た
っ
た
。
独
立
の
政
治
過
程
を
中
心
的
に
担
っ
た
の
は
、
全
国
的
基
盤
の
上
に
形
成
さ
れ
た
民 

族
統
一
戦
線
で
あ
る
。
〃
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
人
民
自
由
連
盟 

(
A
F
P
F
L
)
"

で
あ
っ
た
。
連
盟
は
、
一
九
四
四
年
八
月
に
結
成
を
見 

て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
以
後
の
独
立
運
動
の
主
導
権
を
独
占
し
、
一
九
四
八
年
一
月
の
ビ
ル
マ
連
邦
独
立
以
後
は
、
国
家
権
力
を
排

(1)

他
的
に
占
有
す
る
。

こ
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
人
民
自
由
連
盟
は
少
数
民
族
問
題
、
と
り
わ
け
カ
レ
ン
族
問
題
で
は
十
分
な
配
慮
を
払
っ
た
と
は
思
え
な
い
。 

連
盟
自
体
は
け
っ
し
て
反
カ
レ
ン
族
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
事
前
に
カ
レ
ン
族
の
急
激
な
政
治
化
を
予
想
で
き
ず
、
か
れ 

ら
を
不
当
に
刺
激
し
て
し
ま
っ
た
。
最
大
の
失
敗
は
、
連
邦
化
の
構
想
の
な
か
で
、
カ
レ
ン
族
に
独
立
州
を
認
め
る
よ
り
も
、
む
し 

ろ
か
れ
ら
を
独
立
ビ
ル
マ
に
同
化
す
る
政
策
を
強
く
打
ち
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

カ
レ
ン
族
の
過
激
派
は
急
速
に
反A
F
P
F
L

化
し
、
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
の
直
接
統
合
の
継
続
を
要
求
、
あ
る
い
は
〃
ラ
オ
ス

(2)

の
如
き
〃
独
立
を
要
求
し
、
ビ
ル
マ
連
邦
加
盟
を
き
っ
ぱ
り
拒
ん
だ
。
こ
れ
は
、
と
り
わ
けIrrawaddy

デ
ル
タ
地
方
に
住
ん
で 

い
る
カ
レ
ン
族
が
ビ
ル
マ
人
と
の
間
に
持
っ
た
過
去
の
に
が
い
経
験
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
将
来
に
不
安
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。 

反
フ
ァ
シ
ズ
ム
人
民
自
由
連
盟
は
カ
レ
ン
族
が
こ
の
よ
う
に
不
穏
な
動
き
を
示
し
た
後
で
も
、
カ
レ
ン
族
に
対
す
る
偏
見
と
無
理 

解
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
両
者
の
関
係
は
い
た
ず
ら
に
悪
化
し
、
カ
レ
ン
族
の
軍
事
組
織
〃
カ
レ
ン
民
族
防
衛
軍 

(
K
N
D

(3)

〇)
〃 
は
反
乱
に
備
え
は
じ
め
る
。
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付録ー ビルマにおけるカレン族小史

独
立
ビ
ル
マ
は
、
一
九
四
八
年
一 
〇
月
に
当
時
の
司
法
官
のBau

氏
を
議
長
と
し
て
、
地
方
自
治
諮
問
委
員
会
を
組
織
し
た
。 

こ
こ
で
は
モ
ン
、
カ
チ
ン
、
チ
ン
、
ア
ラ
カ
ン
、
カ
レ
ン
な
ど
の
少
数
民
族
の
利
害
の
調
整
が
お
こ
な
わ
れ
た
。 

こ
の
期
に
及
ん
で
、U

 Nu

首
相
ら
は
中
央
政
府
と
カ
レ
ン
族
の
意
見
の
対
立
を
認
め
な
が
ら
も
、
で
き
る
だ
け
の
融
和
策
を 

提
出
し
て
、
こ
の
難
局
を
打
開
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
年
一
一
月
に
カ
レ
ン
族
がTem

asserim

ユ
ニawaddy  

の
ほ
か
三
地
区
を
含
む
カ
レ
ン
州
の
独
立
を
要
求
す
る
最
後
通
告
を
中
央
政
府
に
送
る
に
及
ん
で
、
交
渉
は
決
裂
し
た
。
そ
し
て
、 

地
方
自
治
諮
問
委
員
会
が
一
九
四
九
年
二
月
にSalween

地
区
と
そ
の
周
辺
部
を
カ
レ
ン
州
と
し
て
独
立
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る 

最
終
答
申
案
が
出
さ
れ
る
の
を
待
た
ず
、
カ
レ
ン
民
族
防
衛
軍
の
武
装
蜂
起
が
お
こ
な
わ
れ
た
。 

反
フ
ァ
シ
ズ
ム
人
民
自
由
連
盟
は
カ
レ
ン
民
族
防
衛
軍
を
非
合
法
化
し
、
迎
撃
体
制
を
整
え
るQ

と
こ
ろ
が
、
政
府
軍
の
相
当
部 

分
を
構
成
し
て
い
た
の
が
植
民
統
治
時
代
以
来
の
カ
レ
ン
兵
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
が
か
な
り
政
府
軍
か
ら
離
脱
し
た
り
、
あ
る
い
は
、 

カ
レ
ン
軍
の
軍
事
技
術
が
新
造
の
政
府
軍
よ
り
上
で
あ
っ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
、
政
府
軍
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、 

イ
ギ
リ
ス
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
や
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
に
よ
っ
て
、
過
剰
保
護
的
に
育
成
さ
れ
た
カ
レ
ン
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は 

こ
の
期
に
及
ん
で
も
、
か
れ
ら
の
依
頼
心
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
単
独
抵
抗
を
試
み
る
こ
と
な
く
、
チ
ン
族
や
カ
チ
ン 

族
が
カ
レ
ン
族
側
に
立
っ
て
、
ビ
ル
マ
人
と
の
戦
い
に
参
加
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
だ
が
、
現
実
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。 

一
九
五
一
年
、
ビ
ル
マ
政
府
が
地
方
自
治
諮
問
委
員
会
の
答
申
に
従
っ
て
正
式
に
カ
レ
ン
州
を
認
め
た
り
、
ま
た
、
同
州
が
一
九 

五
四
年
に
発
足
す
る
と
と
も
に
、
保
守
派
の
カ
レ
ン
族
指
導
者
が
要
職
に
迎
え
ら
れ
る
と
、
カ
レ
ン
族
の
反
乱
は
一
応
平
穏
化
す
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
中
央
政
府
の
融
和
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
レ
ン
民
族
防
衛
軍
は
共
産
党
と
共
同
戦
線
を
張
っ
て
、 

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
を
続
け
る
。
そ
の
頃
の
反
政
府
活
動
の
ほ
ぼ
四
分
の
三
は
か
れ
ら
の
手
に
よ
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

中
央
政
府
の
ク
ー
デ
タ
ー
後
に
革
命
評
議
会
議
長
に
就
任
し
たNe  W

in
将
軍
も
カ
レ
ン
族
と
の
和
平
に
努
力
し
た
。
一
九
六
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三
年
に
は
カ
レ
ン
民
族
防
衛
軍
と
の
間
に
協
定
を
む
す
び
、
そ
の
協
定
は
翌
六
四
年
に
批
准
さ
れ
た
。
だ
が
、
カ
レ
ン
族
に
根
深
く 

お
ろ
さ
れ
た
反
ビ
ル
マ
的
性
格
は
そ
の
後
も
存
続
し
、
現
在
で
も
反
乱
が
続
い
て
い
る
。
い
ま
も
、Salween

川
を
越
え
て
タ
イ
国 

側
に
亡
命
す
る
カ
レ
ン
族
は
後
を
断
た
な
い
。

(
1
)

矢
野(1964)  p  68

(
2
)

矢
野(1964)  p  78

(
3
)

矢
野(一

964 ) p
・ 78

(
4
)

矢
野(一

964 ) p  78

お
わ
り
に

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ビ
ル
マ
の
カ
レ
ン
族
の
例
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
民
形
成
と
少
数
民
族
問
題
の
な
か
で
も
も
っ 

と
も
不
幸
な
事
例
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

初
期
の
宣
教
師
は
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
と
山
地
民
の
開
化
以
外
に
は
、
ほ
と
ん
ど
他
意
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

(1)

M
ason

夫
人
の
著
作
の
題
で
あ
るcidiliNing  M

ountain

尽
ご 
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
か
れ
ら
の
布
教
に
対
す
る
純
粋
さ 

や
熱
意
は
疑
う
余
地
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
ビ
ル
マ
に
お
け
る
カ
レ
ン
族
の
政
治
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
宣
教
師
が 

意
図
し
た
か
意
図
し
な
い
か
は
別
と
し
て
、
国
境
内
に
別
の
国
境
線
を
引
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
結
果
に
お

(2)

い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
「直
接
的
、
間
接
的
に
分
派
主
義
を
刺
激
す
る
」
政
策
に
貢
献
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況

(3)

の
も
と
で
、
「カ
レ
ン
族
が
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
を
〃
母
〃
と
呼
び
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
を
〃
父
〃
と
呼
ぶ
」
よ
う
に
な
る
。
こ
の
言 

葉
ほ
ど
ビ
ル
マ
の
カ
レ
ン
の
実
態
を
よ
く
表
わ
し
て
、
ま
た
か
れ
ら
の
悲
劇
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。 

一
九
四
八
年
、
ビ
ル
マ
は
独
立
し
、
ま
た
、
一
九
六
五
年
に
は
、
中
央
政
府
の
手
に
よ
り
、
全
外
国
人
宣
教
師
が
ビ
ル
マ
か
ら
追
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付録ービルマにおけるカレン族小史

放
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
歴
史
的
事
実
は
ビ
ル
マ
と
カ
レ
ン
族
の
将
来
を
考
え
る
う
え
で
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
大
事
件
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

(
1
)

M
ason

 (1862)
(
2
)
 

Furnival  (一
960)  

p
・ 22

(
3
)
 

M
orrison

 (1946)  
p
・ 30
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付
録
二
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
焼
畑
農
業

は
じ
め
に

東
南
ア
ジ
ア
は
北
部
山
岳
地
帯
の
亜
熱
帯
大
陸
性
景
観
か
ら
、
南
部
の
海
岸
や
島
嶼
に
お
け
る
熱
帯
海
洋
性
景
観
に
至
る
ま
で
、 

地
理
的
に
は
た
い
へ
ん
に
複
雑
な
景
観
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
ま
た
人
類
の
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
地
帯
で 

あ
っ
た
の
で
、
ー
〜
二
の
例
外
を
除
く
と
、
巨
大
な
帝
国
の
建
設
を
見
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
中
近
東
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
圏
、 

ま
た
西
欧
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
圏
が
経
験
し
た
よ
う
な
歴
史
的
〃
地
な
ら
し
〃
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
文
化
的
に
は 

ひ
じ
ょ
う
に
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
を
貫
く
共
通
性
も
ま
た
見
逃
す
訳
に
は
ゆ
か
な 

い
。
な
か
で
も
、
〃
山
地
〃
と
〃
平
野
〃
の
問
題
は
そ
の
重
要
な
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

東
南
ア
ジ
ア
の
ど
の
国
で
も
、
相
対
的
に
同
質
的
な
多
数
の
住
民
は
平
野
部
に
住
み
、
国
家
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、 

仏
教(
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ャ
、
タ
イ
国
、
ビ
ル
マ)
、
イ
ス
ラ
ム
教(
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア)
、
キ
リ
ス
ト 

教
(
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン)
な
ど
の
世
界
宗
教
を
信
仰
し
、
か
れ
ら
が
こ
れ
ら
の
国
と
世
界
文
化
と
の
接
点
に
な
っ
て
い
る
。 

一
方
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
山
地
を
中
心
に
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
少
数
民
族
が
住
ん
で
い
る
。
か
れ
ら
は
雑
多
な
言
語
を
話 

す
な
ど
、
文
化
的
統
一
性
は
な
く
、
そ
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
に
対
し
て
政
治
的
に
は
完
全
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。 

と
こ
ろ
で
、
〃
山
地
〃
と
〃
平
野
〃
と
い
う
自
然
的
景
観
の
差
異
は
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
の
基
礎
で
あ
る
農
業
の
あ
り
方
を
規
定
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付録二 東南アジアにおける焼畑農業

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
山
地
に
お
け
る
焼
畑
農
業
と
平
野
に
お
け
る
水
田
稲
作
農
業
と
に
分
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ 

れ
は
平
野
部
の
限
界
地
で
焼
畑
が
お
こ
な
わ
れ
た
り
、
山
地
の
谷
間
で
水
稲
栽
培
が
わ
ず
か
な
が
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
事
実
を
否 

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

で
は
、
本
稿
で
扱
お
う
と
す
る
焼
畑
農
業
が
こ
の
地
域
で
い
か
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
調
べ
て
み
よ
う
。

1

焼
畑
農
業
の
類
型

東
南
ア
ジ
ア
お
よ
び
そ
の
周
辺
部
に
お
け
る
焼
畑
農
業
の
基
本
形
態
は
、
雑
穀
型
、
陸
稲
型
、
根
栽
型
の
三
つ
の
類
型
に
分
類
さ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
こ
れ
ら
の
基
本
形
態
の
ほ
か
に
、
混
合
型
の
焼
畑
農
業
が
存
在
し
、
分
布
し
て
い
る
。
焼
畑
農 

(2) 

業
の
研
究
に
長
年
従
事
し
て
い
る
地
理
学
者
佐
々
木
高
明
博
士
の
研
究
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

陸
稲
卓
越
型 

イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
山
岳
地
帯
か
ら
マ
レ
ー
シ
ア
の
島
嶼
部
に
か
け
て
の
亜
熱
帯•
熱
帯
林
。

⑵

陸
稲
・
根
栽
型 

フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
島
嶼
部
の
熱
帯
降
雨
林
。

⑶
 
陸
稲
・
雑
穀
型 

雲
南
か
ら
台
湾
に
か
け
て
の
大
陸
亜
熱
帯
・
暖
帯
の
森
林
地
帯(
温
量
が
低
い
と
雑
穀
卓
越
型
に
な
る)
。

⑷
 
雑
穀
卓
越
型 

ヒ
マ
ー
ラ
ヤ
、
ア
ッ
サ
ム
山
地
か
ら
北
ビ
ル
マ
、
中
国
南
部
、
日
本
に
か
け
て
の
東
南
ア
ジ
ア
周
辺
部

の
照
葉
樹
林
帯
。

⑸

根
栽
型 

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
な
ど
の
南
太
平
洋
島
嶼
部
に
お
け
る
熱
帯
降
雨
林
。

こ
こ
に
見
る
焼
畑
農
業
の
五
類
型
の
う
ち
、
東
南
ア
ジ
ア
・
プ
ロ
パ
ー
で
は
陸
稲
卓
越
型
と
陸
稲
・
根
栽
型
が
支
配
的
で
あ
る
。 

ま
た
こ
れ
ら
の
分
類
と
は
多
少
系
列
を
異
に
す
る
が
、
大
陸
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
け
し
栽
培
が
広
範
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
た
い
へ
ん
に
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
次
節
で
多
少
立
ち
入
っ
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
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(
1
)

た
と
え
ば
タ
イ
国
の
例
で
は Nan

と
か Kanchanaburi  
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る〇  cf・

Judd  (一
964 )

ヽSfern  (一 96 5)
ヽKunstadter  

(一967)、

飯
島(1965)

(2) 

佐
々
木(一966)

2

焼
畑
農
業
の
問
題
点

今
日
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
府
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
焼
畑
の
問
題
に
頭
を
痛
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
重
要
な
問
題
は
次
の 

五
点
に
要
約
で
き
よ
う
。

1

森
林
の
荒
廃 

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
一
般
的
に
焼
畑
農
業
は
経
済
性
の
あ
る
森
林
の
外
部
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
て
い
る
の 

で
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
森
林
資
源
に
対
し
て
実
害
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
専
門
家
が
フ
ィ
リ 

ッ
ピ
ン
の
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
の
例
を
あ
げ
て
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
部
で
は
森
林
資
源
に
被
害
が
す
で
に
現
わ
れ
始
め
て
い
る
。
た
と 

え
、
熱
帯
降
雨
林
の
よ
う
に
、
植
生
に
と
っ
て
〃
天
国
〃
の
よ
う
な
所
で
す
ら
、
森
林
資
源
は
無
限
に
存
在
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。 

さ
い
わ
い
、
各
国
政
府
も
焼
畑
に
よ
る
森
林
の
荒
廃
に
は
注
意
を
払
い
始
め
た
の
で
、
今
後
さ
ら
に
抜
本
的
対
策
が
立
て
ら
れ
る
こ 

と
が
望
ま
れ
る
。
こ
れ
は
水
資
源
の
保
護
の
た
め
に
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
森
林
地
帯
の
〃
先
住
民
族
〃
で
あ
る 

山
地
民
の
利
益
が
十
分
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

2

エ
ロ
—
ジ
ョ
ン
と
サ
バ
ン
ナ
化 

焼
畑
農
業
は
一
般
的
に
山
岳
地
帯
の
傾
斜
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、 

雨
量
の
多
い
地
域
で
は
エ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
が
烈
し
い
。
さ
も
な
け
れ
ばIm

perata
属
の
草
本
が
は
び
こ
っ
て
、
二
次
林
が
形
成
さ
れ 

て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
ー
カ
所
で
の
焼
畑
期
間
が
長
期
に
渡
っ
た
り
、
耕
作
頻
度
が
高
い
場
合
に
は
土
壌
の
劣
悪
化
も
進
む
。
か
く 

し
て
、
焼
畑
の
跡
地
は
し
ば
し
ば
農
業
用
に
再
使
用
し
に
く
く
な
る
。
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ビ
ル
マ
北
部
の
一
部
、
タ
イ
国
中
東
部
か
ら
東
ラ
オ
ス
に
か
け
て
の
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
の
比
較
的
雨
量
が
少
な
く
、
乾
燥
し
た 

地
帯
で
は
、
焼
畑
の
跡
地
は
サ
バ
ン
ナ
化
し
て
、
こ
れ
ま
た
農
業
に
再
利
用
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
て
ゆ
くQ 

3

低
経
済
性
と
生
産
の
不
安
定
性 

陸
稲
が
焼
畑
で
栽
培
さ
れ
る
と
、
反
当
り
収
量
を
玄
米
に
換
算
す
る
と
、
平
均
し
て
四
〜 

八
斗
ぐ
ら
い
し
か
収
穫
で
き
な
い
。
こ
れ
は
日
本
の
普
通
の
畑
に
お
け
る
陸
稲
生
産
の
平
均
反
収
一
石
二
斗
の
三
分
の
一
〜
三
分
の 

二
に
し
か
当
た
ら
な
い
。
佐
々
木
博
士
の
算
定
に
よ
る
と
、
一
戸
当
た
り
の
耕
作
面
積
は
、
現
技
術
水
準
を
前
提
と
す
る
と
、
一 ・四 

〜一 
・
ハ
ヘ
ク
タ
ー
ル
ぐ
ら
い
の
で
、
人
口
支
持
力
は
一
平
方
キ
口
当
り
二
五
〜
三
〇
人
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
。
し
か
も
、
焼 

畑
農
業
に
限
ら
ず
、
水
稲
に
比
べ
る
と
陸
稲
は
旱
越
に
き
わ
め
て
弱
い
の
で
、
生
産
の
不
安
定
性
は
か
な
り
お
お
き
い
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、
焼
畑
の
可
能
な
森
林
が
近
年
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
た
め
に
、
ー
カ
所
で
の
連
作
回
数
が
増
え
た
り
、
焼
畑
の
跡
地
に
戻 

っ
て
く
る
年
数
が
短
縮
さ
れ
た
り
す
る
所
も
少
な
く
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
焼
畑
の
土
地
生
産
性
は
各
地
で
低
下 

の
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
タ
イ
国
北
部
の
山
地
カ
レ
ン
族
の
間
で
は
、
こ
こ
数
十
年
の
間
に
、
陸
稲
の
反
当
り
収
量

”" 

(2) 

、
、

が
じ
つ
に
三
分
の
一
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
肥
沃
度
の
枯
渇
の
み
な
ら
ず
せ
ん
虫
な
ど
に
よ
る
虫
害
、
い
や
地
な
ど
三
つ
の 

原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
真
相
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
農
業
の
専
門
家
に
よ
る
本
格
的
な
研
究
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
諸
条
件
の
た
め
に
、
近
き
将
来
東
南
ア
ジ
ア
の
山
岳
地
帯
で
は
、
平
野
部
以
上
に
急
速
な
る 

食
糧
不
足
、
従
っ
て
ま
た
、
人
口
過
剰
に
お
ち
い
り
、
重
大
な
社
会
問
題
や
政
治
問
題
が
発
生
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
。 

4

け
し
の
栽
培 

け
し
は
あ
る
程
度
冷
凉
な
気
候
が
必
要
な
た
め
に
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
お
も
に
大
陸
部
の
山
岳
地
帯
で
栽 

培
さ
れ
て
い
る
。
国
民
の
保
健
上
の
理
由
と
、
け
し
が
も
た
ら
す
高
収
益
に
と
も
な
う
国
際
勢
力
介
入
を
防
止
す
る
た
め
に
、
各
国 

政
府
も
最
近
で
は
そ
の
対
策
に
苦
労
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
タ
イ
国
に
お
い
て
は
、SarK

首
相
時
代
の
一
九
五
九
年
に
け
し 

栽
培
禁
止
令
が
布
告
さ
れ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
山
地
民
に
高
収
益
を
も
た
ら
し
て
い
た
け
し
栽
培
を
禁
止
し
た
場
合
に
、
い
っ
た 

い
ど
の
よ
う
な
代
替
作
物
を
か
れ
ら
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
府
の 

苦
慮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
け
し
栽
培
が
山
地
民
に
ど
の
程
度
の
収
益
を
も
た
ら
す
か
、
タ
イ
国
政
府
内
務
省
公
共
福

(3)

祉
局
の
調
査
に
基
づ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

タ
イ
国
北
部
の
山
地
民
は
、
だ
い
た
い
一
人
当
り
二
分
の
一
〜
ー
ラ
イ(
〇
・
ハ
〜
ー•
六
反)
ぐ
ら
い
け
し
栽
培
す
る
こ
と
が 

可
能
で
あ
る
。
二
分
の
ー
ラ
イ
し
か
栽
培
し
な
い
場
合
に
は
か
な
り
集
約
的
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ー
ラ
イ
栽
培
す
る
場
合
に 

は
、
相
当
に
粗
放
的
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
栽
培
法
に
よ
る
収
量
に
は
あ
ま
り
差
異
が
な
い
と
言
わ
れ
る
。
年
平
均
は
、 

生
ア
ヘ
ン
に
し
て
一
人
約
ー
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
収
穫
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
一
九
五
八
年
前
後
に
は
、
生
ア
ヘ
ン
が
ー
キ
ロ
グ
ラ
ム
当 

り
だ
い
た
い
八
百
〜
千
バ
ー
ツ(
ー
バ
ー
ツ
は
一
八
円
弱)
し
て
い
た
の
で
、
中
間
を
と
っ
て
九
百
バ
ー
ツ
と
す
る
と
、
邦
貨
に
し 

て
キ
ロ
当
り
約
一
六
、ニ
〇
〇
円
に
な
る
。
従
っ
て
、
山
地
民
の
一
家
の
労
働
人
口
を
四
人
平
均
と
す
る
と
、
年
収
が
三
、六
〇
〇
バ 

—
ツ
、
こ
れ
を
円
に
換
算
す
る
と
、
六
二
、ハ
〇
〇
円
に
な
る
。
こ
の
所
得
を
日
本
の
水
準
に
比
べ
る
と
、
あ
ま
り
高
収
益
の
作
物 

で
な
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
地
の
経
済
事
情
の
も
と
で
は
、
き
わ
め
て
収
益
率
の
高
い
農
産
物
と
い
え
よ 

う
。
タ
イ
国
北
部
で
は
、
谷
間
に
あ
る
市
場
町
で
さ
え
、
労
賃
は
低
く
日
当
に
し
て
九
〇
〜
一
八
〇
円
く
ら
い
、
女
中
の
賃
金
は
三 

食
付
き
で
月
に
約
千
〜
千
百
円
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
け
し
栽
培
に
よ
る
山
地
民
の
収
入
が
現
地
の
水
準
か
ら
言
っ
て
い
か
に
高
い 

も
の
で
あ
る
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
た
め
、
タ
イ
国
政
府
で
は
熱
心
に
け
し
に
代
わ
る
代
替
作
物
を
探
し
求
め
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
見
合
っ
た
適
当
な
作
物 

は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

け
し
の
代
替
作
物
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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⑴

け
し
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
高
い
経
済
性
を
持
つ
作
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵
 
山
地
民
の
技
術
に
よ
る
粗
放
栽
培
が
可
能
な
こ
と
。

⑶
 
作
物
の
脱
穀
と
か
調
整
が
比
較
的
容
易
で
、
そ
れ
に
特
別
高
度
の
知
識
や
農
具
な
ど
が
不
必
要
な
こ
と
。

⑷
 
道
路
な
ど
の
交
通
事
情
が
悪
く
、
市
場
ま
で
の
距
離
が
遠
い
の
で
、
そ
の
農
産
物
が
い
た
み
に
く
く
、
容
積
も
重
量
も
あ
ま 

り
大
き
く
な
い
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
け
し
の
代
替
作
物
を
開
発
す
る
の
は
、
競
合
す
る
条
件
が
少
な
く
な
い
た
め
に
、
き
わ
め
て
困
難
な
仕
事
で 

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
岳
地
帯
の
冷
凉
な
気
候
を
十
分
に
活
用
で
き
る
よ
う
な
亜
熱
帯
系
や
温
帯
系
の
作
物
や
果
樹
の
導
入
に 

努
力
が
傾
け
ら
れ
れ
ば
、
あ
る
い
は
活
路
が
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

5

政
治
問
題
—
国
民
形
成
と
国
境
問
題
— 

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
っ
て
、
山
地
民
な
ど
の
少
数
民
族
を
国
民
国
家
の
ネ
ッ
ト
ワ 

—
ク
の
中
に
吸
収
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
近
代
国
家
建
設
の
た
め
に
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
焼
畑
農
業
に
従
事
し 

て
い
る
山
地
民
は
移
動
性
が
高
く
、
人
口
す
ら
正
確
に
把
握
で
き
な
い
の
で
、
中
央
政
府
に
と
っ
て
も
は
な
は
だ
対
策
が
立
て
に
く 

い
。
ま
た
、
か
れ
ら
に
は
領
土
国
家
と
か
国
民
国
家
と
い
う
感
覚
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
行
政
上
の
問
題
や
国
境
問 

題
を
ひ
き
お
こ
し
、
政
府
は
手
を
焼
く
場
合
が
多
い
。
従
っ
て
、
長
期
的
に
は
な
ん
ら
か
の
形
で
、
山
地
民
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が 

必
要
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
焼
畑
農
業
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
五
項
目
に
分
け
て
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
、
最
後
の
政
治
問
題
を
除
く 

と
、
す
べ
て
は
広
義
の
農
学
に
関
係
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
、
従
来
は
外
国
人
は
も
と
よ
り
、
現
地
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も 

あ
ま
り
目
立
た
な
い
問
題
だ
っ
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
対
策
が
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
安
定
を
考
え
る
時 

に
は
、
焼
畑
農
業
に
従
事
す
る
山
地
民
の
問
題
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
ら
に
農
業
技
術
援
助
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
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る
こ
と
が
つ
よ
く
望
ま
れ
る
。

(
1
)

Thailand  

(一966)  p

 3L
(
2
)

渡
部
忠
世
教
授
の
御
示
唆
に
よ
る
。

(3) 

Tha
二and  (一

966)  

pp・  34135

(4) 

ち
な
み
に
付
け
加
え
る
と
、
熱
帯
の
人
の
温
帯
系
の
果
実
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
は
想
像
以
上
に
大
き
い
。
た
と
え
ば
、Chiengm

ai

の
よ 

う
な
町
で
は
日
本
の
山
積
み
り
ん
ご
が
一
個
一
五
〇
円
ぐ
ら
い
も
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
買
う
人
が
あ
る
。

3

焼
畑
民
の
定
着
化
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
述
べ
た
〃
焼
畑
農
業
の
問
題
点
〃
の
解
決
に
つ
い
て
は
、
各
国
政
府
と
も
頭
を
痛
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
ん 

と
い
っ
て
も
そ
の
第
一
歩
は
焼
畑
民
の
定
着
を
促
進
さ
せ
て
、
安
定
し
た
農
業
を
い
と
な
ま
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
に
つ
い
て
、
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
焼
畑
農
業
は
山
地
民
の
統
合
さ
れ
た
文
化
体
系
の
一
部
で
あ
る
と
い
う 

こ
と
だ
。
従
っ
て
、
山
地
民
を
た
ん
に
物
理
的
に
移
動
を
中
止
さ
せ
、
定
着
さ
せ
る
だ
け
で
は
十
分
な
施
策
と
は
い
え
な
い
の
で
あ 

る
。た

と
え
ば
、
筆
者
が
調
査
し
た
山
地
カ
レ
ン
族
の
場
合
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
す
れ
ば
、
本
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
次
の
よ 

う
な
事
情
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
山
地
カ
レ
ン
族
は
約
半
世
紀
ほ
ど
前
か
ら
〃
自
発
的
〃
に
定
着
化
の
方
向
に
向
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
二
、
三
考
え
ら
れ
る 

が
、
森
林
の
相
対
的
不
足
が
お
も
な
原
因
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
定
着
化
に
向
か
っ
た
山
地
カ
レ
ン
族
は
農
業
生
産
を
維 

持
す
る
た
め
に
、
生
産
の
比
較
的
安
定
し
て
い
る
水
田
稲
作
の
技
術
を
平
地
に
住
ん
で
い
る
タ
イ
系
の
住
民
か
ら
学
ん
だ
。
そ
う
す 

る
と
、
移
動
困
難
な
水
田
の
属
性
に
よ
り
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
定
着
化
は
決
定
的
な
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
元
来
土
地
所
有
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付録二 東南アジアにおける焼畑農業

観
念
の
な
か
っ
た
か
れ
ら
に
土
地
所
有
観
念
を
植
え
つ
け
る
契
機
を
与
え
、
焼
畑
用
の
森
林
に
す
ら
占
有
権
を
発
生
さ
せ
る
き
っ
か 

け
を
も
つ
く
る
。

ま
た
、
焼
畑
農
業
に
よ
る
移
動
性
が
停
滞
す
る
と
、
〇
晶house

は
解
体
に
向
か
う
。
村
全
体
が
移
動
し
て
歩
く
必
要
が
減
少 

す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
山
地
カ
レ
ン
族
は
粗
末
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
北
タ
イ
人
と
基
本
的
に
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
タ
イ
プ 

の
村
落
を
形
成
し
て
い
る
。

か
く
の
ご
と
く
、
山
地
カ
レ
ン
族
の
文
化
に
お
い
て
は
、
焼
畑
農
業
の
よ
う
な
文
化
の
一
部
分
に
変
化
が
起
こ
る
と
、
文
化
全
体 

に
深
刻
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
あ
る
か
ら
、
将
来
わ
れ
わ
れ
が
も
し
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
焼
畑
農 

業
の
問
題
解
決
に
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
る
場
合
に
は
、
農
業
の
技
術
問
題
と
だ
け
割
切
る
こ
と
な
く
、
社
会
科
学
者
と
の
協
力
が 

っ
よ
く
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
カ
レ
ン
族
の
よ
う
な
山
地
民
の
農
業
問
題
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
東 

南
ア
ジ
ア
の
よ
う
な
低
開
発
国
の
農
民
の
間
で
は
、
経
済
、
社
会
、
宗
教
な
ど
が
未
分
化
で
あ
る
た
め
に
、
開
発
計
画
の
実
施
に
当 

た
っ
て
は
、
自
然
科
学
者
や
技
術
者
と
社
会
科
学
者
の
密
接
な
る
協
力
が
不
可
欠
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

4
 

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
焼
畑
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
研
究
が
い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
、
ほ
と
ん
ど
社
会
科
学
者
、 

と
り
わ
け
人
類
学
者
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
るcondo,  

m
inas

教
授
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
のConklin

教
授
、
ボ
ル
ネ
オ
のFreem

an

博
士
に
し
ろ
、
現
地
調
査
に
よ
っ
て
名
著
を
残
し
た 

学
者
は
す
べ
て
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
後
タ
イ
国
で
仕
事
を
お
こ
な
っ
た Judd

博
士
も
農
学
の
素
養
は
あ
る
け 

れ
ど
も
、
本
来
は
社
会
学
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
仕
事
の
う
ち
に
は
質
的
に
た
い
へ
ん
に
高
く
、
人
類
学
者
の
間
で
は
〃
古
典
的
〃
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な
本
と
し
て
の
評
価
を
受
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
社
会
科
学
者
の
お
こ
な
っ
た
農
業
研
究
と
し
て
は
、
考
え
う
る
最
高 

の
で
き
ば
え
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
著
者
た
ち
が
農
学
畑
出
身
で
な
い
た
め
に
、
部
分
的
に
は
画
竜
点
睛
を
欠
く
き
ら
い 

が
な
い
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
今
後
は
農
業
専
門
家
の
協
力
に
よ
る
焼
畑
農
業
の
本
格
的
調
査
研
究
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
基
づ
い
た 

対
策
の
立
案
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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平地文化................................................194
平地民...........9,19, 53,176,182〜183,194

——化...................4,174,179,187, 255
-----系の仃者...................................193
-----族.................................................... 18
——との密接な接触........................... 88
——の生活空間............................... 268
——文化....................................135, 202

変化のラグ............................................266

ホ
ボー

-----・カレン語................................. 279
-----・カレン族(P'wo Karen)…6, 30,

38, 66,116,147, 157,159〜160,189, 
194, 226, 280, 282

防御(long house の) ........................93
豊穰を約束する女神Pibiyo...............134
ホー族(H6)........................................... 21

母系
——原理...................149,153,156,158
——原理の優先................................152
——社会................................................99
-----集団............................................ 165
-----親族集団(matrilineage: Do-

puweK)……66, 70, 72,149〜150,153 

155,159,176
-----的(matrilineal)....................67, 72

母語........................................................255
―の学習過程.............................. 253
準——....................................... 232, 253

祠(Talutaphadu Da)……161〜163,190
木造のしっかりした——................188

補助警察官........................................... 283
ボテ族(Bhote)........................................89
掘り棒........................................... 77, 80, 84
本格的行政........................................... 226
本物の仏教徒...............176〜177,194,197

マ

マイノリティー(少数派)....................176
町............................................................259
末子(娘)相続的傾向 ................... 69,71

末梢的市場............................................123
麻薬........................................................206
マラヨ・ポリネジア語系....................... 8
マンダレー王朝................................... 283

未婚の男女................................................60
水神 Kcha...........................136,138
水と大地の神Hti K'cha Ko K'cha

•••117,129,131〜132,142〜143,159— 
160,163, 165—166, 177, 187,189〜 
190

水祭り(SongkrUn)--195,197,199, 202
身分(status) .......................................258

——より契約へ.............................. 258
ミャオ族(苗族:Meo)...........16,18, 21, 

28, 73

民族
-----移動.............................................26
-----カレン協会(National Karen

Association) .............................. 283

——集団 …19〜20,116〜117,171,199 
〜200

-----的な葛藤........................................38
-----の地域的配置................................ 20
-----の敵............................................ 283
-----分布................................................ 18

民俗社会(folk society) ................... 259

厶

むこ........................................................183
娘村....................................................... 263
無畜農業................................................167
無肥料栽培............................................... 84
村

——氏神............................................191
——の社会組織....................................98
-----の成員間の連帯性.................... 189
——の選出した首長........................124
——の総代............................... 119,162
——の長老.......................61,91,93,147
-----のリーダーシップ.................... 102

-----人の母語....................................252
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——的文化........................................202
——的編成........................................257
——的要素........................................268
——的類型........................................270

豚...............................71,87,112 〜113,181
——の犠牲 ……157,174,177,179,184
——の飼育........................................... 59

物価の変動...................................... 47〜48 
仏教…23, 62,126,174,194,199, 201, 214,

218, 267, 283
——化. 176,190,194, 282
-----界............................................... 212, 268
——教育............................................215
——教義............................................215
——教義書........................................215
——教団........................... 215, 217, 220
——儀礼.49,194,199, 201
—系宗教儀礼................................178
----- , 国王,民族............................214
------国ビノレマ....................................................282

——賛歌............................................198
——寺院..............46,174,193, 215, 268
—的宗教生活................................176
——的秩序........................................217
——徒 …9, 29,174, 194, 200, 214, 268, 

280, 282
-----の運命........................................ 283
——の影響........................................... 30
——の祭日....................................... 214
-----の導入........................................267
——の布教 .......................204, 212, 224
—普及活動................................... 268
——普及計画................................... 215
——文化 ...................................174,176
——文明...........................200,267〜269
仏像........................................................176
仏陀................................................... 40, 200

——の絵............................................177
仏壇........................................175 〜176,194

——状の祭壇Dapo ........................177
-----Dapoの導入............................174
仏塔（Chediまたはア砒）…40,161,194, 

198〜199, 202

物品税................................................... 102
仏法....................................................... 214

-----移動布教団(JThamma Charik)
................................213, 215, 217, 224

-----布教............................................ 213
不動産............................... 58, 71,114,123

-----税................................................ 102
部落神...................................................192

-----地域神........................................ 192
部落連合................................................... 99

―の解体と消滅....................... 96, 99
フランスとイギリスの植民地主義……35
プロレタリアート.............................. 273
分割統治 ...............................276, 280, 283
文化圏学説............................................... 26
文化

-----的多様性...................................7〜8
-----的なたが.................................267
——的媒介.......................................223

——の構造的変化............................200
-----の山地型........................................ 9
——の深層........................................147
-----の組織破壊(disorganization

of the culture) ........................... 270

——変容............................................257
分派主義................................................288

平行現象...............................................192
閉鎖的集団.............................................95
平地カレン族…4〜5, 24〜25, 38, 71,115, 

117,122 〜124,128,134〜136,144〜 
145,147, 157,160〜161, 166,171〜 
172,174,176,182,187, 226, 232, 253,
255, 268〜269, 276

-----における言語............................229
——の一戸当たり平均人口............... 58
-----の家屋........................................116
——の社会組織................................166
——の水田農業................................110
——の村落...................................65,105

平地の村................................................116
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バプティスト....................................41,276
——派の宣教師............................... 279
----- ・ミッション............................. 281

ヒ

比較社会学的研究............................... 259
非カレン系民族集団............................116
非カレン的性格....................................143
ビク（僧侶）............................................215
被支配民族............................................275
非常勤の村神............................... 190〜191
ヲ日スゴー •カレン族............................226
非タイ系山地民....................................219
非タイ系住民...................................30, 226
非タイ系少数民族 ................................254
非タイ系民族（集団）................... 21,205
火の神（Lume）............................130〜131
非閉鎖的集団............................................95
病気...................................... 147 〜149,169
標準タイ語 ....... 213, 219, 222, 226, 231~

232, 244, 269

病虫害........................................................79
漂泊的生活様式..........38, 92, 96〜99,123
漂泊的焼畑農業....................................261
肥沃度....................................................293
開かれた社会....................................25, 66
開かれた文化...................................9〜11
月巴料...............................................................79
ビルマ...................147,195, 213, 268, 274

——化....................................................29
——化を閉ざしてしまう............... 282
-----側に出荷（チーク材の）............46
-----側の資料........................................34
——軍に対するゲリラ活動 ........... 280
——独立 .................................. 285, 288
-----独立軍（BIA） ............................285
——のカレン族……5, 93,147,159, 274
——のシャン人................................... 38
——の分裂........................................282
-----年代記 Mahayazawin ............275
——風の寺院........................................46
—風の僧院........................................40
-----文化の衰退傾向........................231

ビルマ語.......... 45〜46, 226, 230, 244, 255
-----とカムー語................................233
-----とカムー語の相関関係 ............234
——と北タイ語の相関関係...........237
——の仏教教義書...........................179

ビルマ人……28, 46, 50,116, 225, 276, 280
-----とカレン族との間の不信感•• *285
-----とカレン族の矛盾爆発............ 285
——に対する劣等感（カレン族）…278
——の支配........................................277
——の襲撃........................................278
——の無慈悲な支配....................... 276
——を牽制........................................283

ビルマ連邦............................................284
—加盟............................................286
-----共和国............................................ 29

広い世界との接触................................171
広い地域組織........................................189
貧富の差................................................144

フ

フィールド............................................221
----- ・ワーク.............................6, 35, 211

封鎖性（山村の）................................117
夫婦家族...........................................57,149
夫婦型の家族形態................................... 58
プエ・カレン族（Bwe-Karen）........... 147

福祉事業................................................213
父系社会....................................................99
部族（tribe） ........... 20, 25,146,186, 259,

261,270
——社会........................................... 259
——神................................................192
——的........................................... 4,189
—的社会............................................23
—的社会体制....................................21
——的社会編成の解体....................188
——的状態........................................272
——的性格................................... 22, 271
——的タイ族................................20, 23
——的秩序........................................266
-----的伝統............................................20
-----的統一............................................21
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—公共福祉局植民部.................. 207 I
——公共福祉局山地民課.............. 220

ナショナリズム.......................21,206, 224

二次林の形成........................................292
日常生活................................................146
日常品...............................................48, 219
二等親............................................................ 70 j
日本軍............................................121,285
入貢....................................................95,100

——先................................................101
二ヨ一族(Njo)........................................20
鶏.......................................71,87,113,181

-----の骨によるうらない................ 148

ネ

熱帯(性)降雨林....................... 7, 76, 291|
熱帯大陸性盆地気候..............................31i
熱帯林............................................... 32, 76
年間現金総所得........................................88
年間降水量........................................32〜33
年間農業粗所得........................................88
年長者優先の原理........................152〜153

ノ

農業....................................................... 272
——改良普及活動........................... 224
-----技術............................................265
——指導........................................... 219
-----所得の低下................................ 168
——生産物........................................265
——生産力............................... 113,122
-----の技術問題................................ 297
——労働................................................82 

農耕
——儀礼...........71,81,104,128〜144,

164, 265〜266

——形態............................................106
-----シーズン.....................................129

農作業...............................................81,132
農作物....................................................115

——の騰貴............................................48

農産物........................................................47
-----の商品化.................................... 265

農繁期.............................................. 82,199
農民(peasantry) .......25,186, 200〜201,

259,261,270〜271
——化...........4,174,176,184,187, 272
——型に再編成...............................257
——社会...........123,185, 201,259〜260
-----的...........................................4,189
—的特徴........................................203
——的類型...................... 200, 270〜272

のろい....................................................181

ハ

ハイウエー ...................................... 33, 85
排他的....................................................117
ばくち........................................................25
畑作.................................................. 50, 80

——物...........................................50,112
畑地(S〃a〃)........................................112
発展段階 ...................................... 257, 261
初穂........................................................141
母方居住的............................................232

——家族............................................159
—結婚形態........................................65
-----夫婦家族(matrilocal nuclear

family) ............................................56

-----母系制拡張家族(matrilocal 
matrilineal family)................... 55

ノくランス・オブ・ ノくワー........................10

反英感情................................................285
犯罪........................................................181
反政府活動............................................287
半族(moiety) ....................................... 55
パーター................................................123

--------神教.........................................126
半定着的独立家屋................................124
半定着的焼畑農業............................... 261
反日活動................................................285
半漂泊的生活様式................................124
半漂泊的性質........................................208
反ファシズム人民自由連盟(AFPFL) 

............................................... 286〜287
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通時的観察................................................4

定着........................................................224
——化...............................123, 207, 296
-----カレン族........................................ 38
——性................................................271
——生活............................................208
-----村....................................... 38, 44, 92

手織りの大幅布（Yadoti） ...........95,101
出稼ぎ............................................89,114
出作り小屋....................................82,130 !

寺の世話役（ん山助）..................... 198
天水田 ........................................... 135,171
伝統............................................................ 10

——社会と文化.......................182, 204
-----主義................................................ 10
——的慣習............................................67
ーー的慣習の俗化................................. 63 ।
——的経済組織.........................115 |
-----的宗教................................. 126 !
——的宗教の変化.....................173
—的信仰生活....................................25
——的政策.................................206

天の神（Tas菊 ...........130,131,134,143
天罰.................................................159
Hti Kani 村 ...........64,105〜121,134—

144, 233 

-----の気候............................................ 32
-----の住民の系譜............................ 225
-----をめぐる諸言語........................ 226

Hti Topa 村・••32, 64, 73〜102,129〜134
-----の気候.................................................32 ；

卜
投下労働................................................262
統合された文化体系............................296
統治...........................................................55 I
動産................................... 58, 69,114,123 '

同質的村落............................................188 !
同族（祖）神........................................192 |
“道徳的な”民族（集団）...............60,181I
道路建設...................................47~48, 208 |

-----の功罪............................................ 49
道路工事.......................................... 88, 265
道路の完成........................................48,51
道路網........................................................86
東南アジア

-----の言語............................................ 8
— の作物構成の基本的類型........... 78
—の自然と文化の多様性............... 53
-----の多様性と統一性 ........................ 8
得度................................................... 215
独立家屋...................................... 56, 92, 98
独立国............................................... 274
独立ビルマ............................................287

——に同化する政策...................286
土候国........................................................21
屠殺税........................................... 184〜185
都市....................33, 47, 259, 261, 270, 273

——社会....................................... 123
——文明....................................... 259

閉じた社会....................................... 25, 66
閉じた文化...................................... 9,11
土壌浸食........................................... 106
土壌の肥沃度................................79,109
土壌有機物が分解....................................84
土俗信仰........................................... 127
土地

-----神（the Local Lords）…159〜160
-----所有............................................ 262
—生産性............................................83
——生産性の低下............................168
-----の原理....................................115
——の処分権...............................170
-----の私有................................... 169
—利用形態........................................18

トラック便 ...............................47〜48, 86
トンスー・カレン族（Taungthu Karen） 

...........................................30, 50

ナ
内婚........................................................... 70
内部財産(Taxo taxo ladapo) ...........69
内務省............................204, 220, 224, 268

——公共福祉局 ……206, 209, 212, 213
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多年性作物の栽培................................207
タブー................................................70,148
田畑............................................................69

——の所有,占有................................98
卵................................................................87
多民族社会................................................21
多民族集団....................................124,139
多民族との通婚............................... 65,188
タラーット(市場)................................89
単系的社会................................................99

-----組織............................................ 149
単純再生産....................................123, 265
湛水現象....................................................84
単線的発展論者....................................257 
タンマ・チャーリック(法の巡歴)…218

チ
治安維持............................................ 42, 219
地位の象徴(status symbol) ............113
地域社会 ...........................47, 95,159,165
地域による商品価格の格差................... 47
地域組織........................................ 198, 200
小さな伝統...................................186,193
地縁................................................ 124, 267

——原理............................................193
——集団...................................173,188
——性................................................115
——組織 ...................................164,199
——的................................................171
-----的性格........................................166

チェンマイ・シャン人...................38, 40
チーク....................................... 44~45,113
チーク材........................................40, 43, 86

-----の伐採....................................46, 236
——の搬出............................................47

チーク産業....................................... 46, 50
地区長 QKamnan)........................ 102
治水................................................ 189
地税................................................ 102
地の神(H> Ko Kcha) ...........139,142

血の原理...........................90,112,124,167
血の純潔................................ 117〜118
チベット・ビルマ系民族........................21

チベット・ビルマ語族...................17, 29
地方
—機関...............................................42
——的差異...........................................21
-----的タイ............................................ 20
-----的タイ族................................22〜23
-----的統一............................................ 21
—一的な社会・経済体制................... 21
——都市................................................21
-----の行政費........................................ 41
——町....................................................21
——役場............................................205

茶................................................................17
—栽培............................................207

仲介商業....................................................10
中国人................................................27, 89
中央集権化................................................35
中央政府 ……3,12, 41,54, 86,101-102,

184, 219, 269, 295
-----と属領................................... 100

沖積平野....................................................11
中部タイ人....................... 19〜20, 28, 225
チュラロンコーン大帝................21,35

-----時代................................................ 36
調査村 .......................................31,32,183 
超自然（の）神 Hti K'cha Ko K'cha

•••117,129,132,142〜143,159〜160, 
163,165〜166,177,187,189〜190

-----の神における社会•文化的性
格の変化................................160,187

-----の神の村神的性格への変化・--192

-----の神の常設の祠.................... 161
徴税権........................................................42
徴税組織................................................121
直接観察....................................................35
地力の低下................................................83
賃金労働....................................................88
チン族(Chin) ...................29,298〜269

ツ
妻方(居住)............................................63
通婚........................................................104

-----圏............................................ 65,188
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村落儀礼 虹alutaphadu : Liang Phi
Chaoti Chaodin Chaomuang).......117,

120,159,161,173,180,189, 266, 271
——の発生................................187

村落経済........................................ 115
村落形態....................................................56
村落社会 .......................................186,188

——の変動................................100
村落レべノレ................................................99

——以上の社会的統合.........281〜282
——以上の政治組織(集団)…96,100,

277

夕

タイ化(Thaiization) .......222, 254〜255
——したカレン族............................248

タイ・カダイ語系(Tai-Kadai) ........... 8
大家畜...............................................85〜86
大規模な生活様式の変化..................... 208
タイ系

-----言帝................................... 231,255
—言語の相関関係....................... 254
-----の住氏........................................117
——の姓名........................................223
——平地民…62, 98,102,114,128, 164, 

187, 202, 266
-----平地民文化...............................174
-----民族集団...................................249

タイ国 …45, 53,147, 206, 212〜213, 253, 
268

——側の歴史的資料............................34
——国民...........................................214
——(中央)政府…204〜205,212,221, 

223〜224
-----政府の行政................................ 120
-----政府の社会的政治的ネットワ
ーク................................................269

-----西北 地方........................................76
-----とビルマとの間に締結した国
境協定............................................219

-----内務省............................................ 45
-----におけるシベリア……33, 247, 253
——のカレン族……5, 29〜30,182, 274

-----の国是........................................ 214
——の人文•社会関係の研究...........34 
-----のなかでは孤立(Mae Hongson
県)....................................................54

-----の輸出品........................................ 86 
——北部............................... 12,123, 216
——北部の山岳地帯........................... 73

タイ語.......21,215, 225, 232〜233, 245〜 
253, 255

——教育............................................215
——族..................... 8,19〜20,35
-----と北タイ語の相関関係........ 242〜 

243,251
-- の影響力.................................... 254 

大首長....................................................123
タイ人 .............................. 20〜21,49, 222

——小学校....................................... 222
-----になる(Pen Khon Tai)..... 200
-----の村長........................................ 120

タイ族................................................19〜22
-----の歴史的発展................................ 23

タイ・クーン族(Tai Khiin)................22

タイ・ヤーイ族(Tai Yai)........... 20〜22
タイ・ユアン族(Tai Yuan)…17, 22〜

23, 50, 83
タイ・ルー族(Tai-Lu) ...............20〜22
第二次英緬戦争...........................280〜281
第二次世界大戦 ............... 34, 45,121,285
タイ風の名前........................................223
タイ文化....................................................21
泰緬国境............................................... 219

——における地方史....................... 274
田植え...................................110,139〜140
田おこし....................................................84
タカリー族(Thakali)............................89
竹の工芸品............................................168
多数派(民族集団)........................64,117
他姓他族................................................192
他生的かつ指導された変容 ............... 3,4
多線的発展論者....................................257
脱穀...............................131,134,140,143

——作業............................................132
——場........................................141,143
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政治
——的危機........................................283
—的・経済的諸制度....................... 55
—的・経済的優位........................... 21
——的紐帯..............................................9
—的統一性..........................................9
-----的統合........................................101
——的変化........................................101
——的要請....................................... 223
——的リーダー ・シップ…99,119,124 ；

——問題 ..................................293, 295 ；
聖日から休日へ（from holy day to 

holiday）........................................197

聖書のカレン語訳............................... 279
精神界の指導者....................................120
精神生活................................................160
税制........................................................102
聖俗の指導者...................................96,101
—的機能を分離............................... 99

聖俗のリーダーシップ....................... 101

生態型（森林の）................................... 32
性道徳...........................................147,181
政府...................... 206, 214〜215, 225, 255

——軍............................................... 287
—の（地方）出先機関 ……101,185
姓名........................................................222
精霊........................................................179

——信仰...................................126, 279
世界宗教............................................... 9,53
殺生........................................................267

——戒........................................174,186
施肥....................................................80,110
全外国人宣教師のビルマからの追放・--288
前産業型都市（preindustrial city）…272
先祖霊...................................................191i

占有（土地の）........................................71
——権...........................................69,170

ソ
象.......................43〜44, 48, 69, 71,85,113

——使い................................................48
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....や馬を輸送に利用........................47 
僧院----------------------------------- 40, 214
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双系社会......................................... 146
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——傾向.71,99,144,146,165
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—親族組織............................. 104
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218 
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俗界の指導者的役割................................99
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祖霊（母系の家神）................................159
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124〜125,182, 216
村内婚................................................64〜65
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——外との通婚................................201
——における社会的性格の変化…193
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村落構造............................................73,167
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146,165,192, 264
白い兄弟................................................278
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人頭税............................................ 102
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森林の荒廃.......................................83, 292
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水田............................................... 106,136
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——の灌漑.......................................164
-----の総面積........................................ 50
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-----の刈り取り................................ 140
-----の平均収穫量............................ 140
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38,279
-----語................................................225
——語の読み書き........................... 225
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生活必需品........................................... 123
生活様式.......................................9,18, 53
性関係...........................................146,181
税金...........................................43,184, 205
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——関係............................................257
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-----の促進........................................ 204
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集約的な土地利用形態........................106
主体的発展............................................261
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主婦の死亡........................................67, 72
狩猟...........................................88,174, 267

——経済............................................267
——採取的な漂泊生活........................17
—生活............................................267

小家きん....................................................87
小家畜........................................................87
奨学金制度............................................221
小学校……220〜221,223〜224, 226, 248, 

253
商業............................................................10

——活動............................................115
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小乗仏教...................................7,193, 202
少数民族...................................... 9, 29, 295

——の利害........................................287
——問題............................................288

招婿婚........................................................61
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商品................................................113,115

-----化................................................ 111
——経済............................................114
——経済化........................................115
——作物............................................112
-----の価格差........................................ 47
——流通....................................114,123

上部の政治的変化................................100
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食台(Sabi)............................................133

植民地支配者への協力....................... 283
食物に関するタブー............................181
食邑(K加 Muang)................................41
食糧........................................................123

——不足 .................................. 147, 293
諸言語の相関関係 ......................226, 233
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——の焼畑農業................................110
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——課...................................... 207, 224
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-----の垂直分布.................................... 18
----- の 水平 分布.................................... 18
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-----族.........................................18, 256
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自家醸造税............................................121
識字運動................................................213
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自給自足的................................................90

——経済........................113,123
——性格............................................122

自己完結性 ……4,113,122,125,188, 224
自己完結的な生産活動........................139
死罪........................................................182
司祭役...............................91,141,149,151

——の Xeko ...................153,154,156
持参金........................................................61

市場.......................................114 〜115,123
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123, 204, 264, 272—273
紙上行政(paper administration)…95, 
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自然的•文化的孤立............................... 33
氏族(clan) ...........................55,118,146
自治................................................... 120
七圃式(農業)...............................170
疾病............................................................93
私的占有(土地の).......................169
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222, 224, 268
シナ・チベット語系..........................8, 29
司法•行政機構....................................184
社会........................................................258

-----構造(social structure)........... 127
-----集団................................................ 97
——組織...............55,58, 90,115,123〜 

124,114, 267
——秩序............................................171
——発展 ...........................22,257〜258
——問題............................................293

社会的
——移動性........................................236
-----基礎集団の秩序........................145
——凝集力............................... 183, 200
——自己完結性............................... 271
-----政治的ネットワーク................268
——制約............................................174
——接触............................................201
——相互関係....................................201
——統合........................................95,146
——統制....... 101—102,120,124
——流動性............................................66

社会•文化
-----秩序の再編成(reorganization) 

------------------------------------- 271
——的環境...................................... 255
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行動様式................................................146
国王........................................................195
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コロニアリズムの走狗....................... 281
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採取民的性格............................................17
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祭壇(Talu)............................................142
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差別意識....................................................10
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月収........................................................... 50
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カレン暦........................................... 79,109
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オストロアジア語族................................17
オストロネジア(Austronesia)語系…8

親子の間の共餐....................................280
織物........................................................168
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家計............................................................87
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