
山地居住カレンをめぐる生命のつながり

山
地
居
住
カ
レ
ン
を
め
ぐ
る
生
命
の
つ
な
が
り

東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
山
中
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
た
と
え
ば
コ
ン
ド
ミ
ナ
ス
の

『森
を
食
べ
る
人
々
』
(
-
九
九
三
）
や
、
岩

田
慶
治
の

『草
木
中
魚
の
人
類
学
』
(
-
九
九
一
）
な
ど
、
人
々
の
生
活
と
植
物
世
界
と
の
緊
密
な
関
係
を
め
ぐ
る
記
述
が
お
こ
な
わ

れ
て
き
た
。
私
自
身
は
、
一
九
八
七
年
か
ら
長
期
調
査
で
タ
イ
北
部
山
地
の
カ
レ
ン
の
人
々
の
村
落
に
滞
在
し
て
、
植
物
に
対
す
る

見
方
、
感
じ
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
人
々
は
濃
厚
な
植
物
の
気
配
の
な
か
で
生
活
し
、
植
物
と
生
命
を
交
感
さ
せ
る

よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
。
雨
季
の
植
物
の
成
長
の
著
し
い
時
期
に
、
カ
レ
ン
の
村
の
竹
材
と
葉
や
木
材
で
作
っ
た
家
の
な
か
に
い
る

と
、
家
を
、
村
を
、
取
り
囲
む
植
物
の
息
遣
い
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
年
の
う
ち
で
も
乾
き
き
っ
た
季
節
が

終
わ
り
、
雨
が
降
り
始
め
る
と
、
植
物
が
ま
る
で
息
を
吹
き
返
し
た
よ
う
に
青
々
と
し
、
音
を
立
て
る
よ
う
に
著
し
く
生
育
し
て
い

く
な
か
で
、
そ
の
生
命
力
に
圧
倒
さ
れ
た
。
近
年
で
は
、
吉
田
敏
浩
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
北
部
の
内
戦
地
帯
で
生
き
る
カ
チ
ン
の
人
々
に

つ
い
て
記
述
す
る
な
か
で
、
植
物
と
人
の
生
命
の
連
環
を
描
い
て
い
る
。
抜
粋
し
て
み
る
。

間
で
あ
り
、

焼
畑
を
中
心
と
す
る
山
村
の
自
給
自
足
の
生
活
は
、
森
か
ら
の
恵
み
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
人
々
の
世
界
観
や
死
生
観
も
森

と
の
関
わ
り
の
中
で
っ
ち
か
わ
れ
て
き
た
。
焼
畑
は
森
の
一
角
を
切
り
開
き
、
そ
こ
を
一
年
間
だ
け
農
作
物
を
育
て
る
場
と
し

て
使
う
。
…
…
自
然
に
対
し
て
人
の
手
を
加
え
て
つ
く
り
だ
す
焼
畑
と
い
う
場
は
、
い
わ
ば
森
か
ら
一
時
的
に
借
り
受
け
た
空

い
き
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
な
分
の
糧
を
得
た
ら
、
そ
の
場
所
は
閉
じ
て
森
に
返
す
、
と
い
う
節
度
に
基
づ
い
て
い

る
（
吉
田
二

0
0
0
:

I

一
四
ー
五
）
。

速

水

洋

子
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第 3部 植物と人との交感

焼
畑
で
は
、
村
人
は
木
や
草
を
伐
っ
て
焼
き
、
そ
の
灰
を
肥
や
し
に
し
て
作
物
を
育
て
る
。
火
入
れ
の
時
に
は
逃
げ
遅
れ
た

蛇
や
鳥
や
虫
な
ど
も
焼
け
死
に
、
や
は
り
肥
や
し
と
な
る
。
や
が
て
新
し
い
木
と
草
が
生
え
、
そ
こ
は
森
の
懐
に
戻
っ
て
ゆ
く
。

人
々
は
ま
た
、
森
に
分
け
入
っ
て
食
用
の
野
生
植
物
や
虫
を
採
集
す
る
し
、
狩
り
も
し
て
野
生
動
物
を
捕
食
す
る
。
し
か
し
か

れ
ら
も
、
熱
帯
・
亜
熱
帯
の
森
の
風
土
病
で
あ
る
マ
ラ
リ
ア
で
病
死
し
た
り
、
老
衰
や
け
が
や
水
の
事
故
で
死
ん
だ
り
、
毒
蛇

や
虎
や
イ
ノ
シ
シ
に
襲
わ
れ
て
死
ん
だ
り
す
れ
ば
、
村
は
ず
れ
の
林
に
土
葬
さ
れ
、
土
に
還
り
、
ほ
か
の
動
物
の
死
骸
と
同
じ

よ
う
に
植
物
の
養
分
と
化
す
（
吉
田
二

0
0
二

i-―九）。
写真 1 森に囲まれた村の景観 （チェンマイ

県、1987年11月）

写真 2 野辺送り

3月）

森に死者を送り出す（チェンマイ県、 1988年
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山地居住カレンをめぐる生命のつながり

こ
こ
に
は
、
古
く
か
ら
人
も
草
木
虫
魚
も
生
死
を
繰
り
返
し
て
き
た
自
然
の
食
物
連
鎖
、
生
命
連
鎖
、
物
質
循
環
が
感
得
さ
れ
て

い
る
。
吉
田
は
、
こ
の
こ
と
と
死
者
の
霊
が
祖
霊
の
地
で
あ
る
山
中
の
他
界
に
お
も
む
く
と
い
う
彼
ら
の
信
仰
と
を
結
び
つ
け
て
い

る
。
森
は
、
人
間
も
含
ん
で
地
に
帰
り
、
土
壌
に
と
け
こ
み
、
植
物
の
根
を
通
じ
て
そ
の
養
分
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
人
も
含
ん

だ
連
鎖
の
象
徴
で
あ
り
、
山
中
の
祖
霊
の
地
、
他
界
は
、
自
然
の
物
質
循
環
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
、
カ
チ
ン
の
人
々
と
戦

火
の
中
で
生
活
を
共
に
し
た
著
者
に
よ
る
だ
け
に
真
に
迫
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
植
物
と
人
の
生
命
の
交
感

に
つ
い
て
、
日
常
生
活
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

植
物
と
人
の
関
係

人
は
衣
食
住
な
ど
生
活
の
様
々
な
場
面
で
植
物
を
用
い
る
。
ま
た
、
植
物
を
素
材
や
原
料
に
モ
ノ
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
う
し
て
つ

く
り
だ
さ
れ
た
モ
ノ
に
価
値
を
見
出
す
。
し
か
し
、
人
が
植
物
に
単
に
そ
の
利
用
価
値
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
植
物
を

も
っ
て
何
か
を
観
念
的
に
な
ぞ
ら
え
る
の
で
も
な
く
、
ま
さ
に
植
物
の
生
命
と
自
ら
の
生
命
が
交
感
す
る
よ
う
な
相
互
関
係
性
は
、

こ
の
価
値
づ
け
の
行
為
の
出
発
点
に
あ
る
と
も
い
え
る
。

他
文
化
に
お
け
る
人
と
植
物
と
の
関
係
と
い
え
ば
、
文
化
人
類
学
で
は
主
に
二
つ
の
捉
え
方
が
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
第
一
は
、
合

目
的
的
な
い
わ
ゆ
る
「
植
物
利
用
」
で
あ
る
。
建
築
材
と
し
て
、
衣
料
や
食
料
と
し
て
、
あ
る
い
は
治
療
や
娯
楽
の
た
め
に
有
用
な

植
物
を
利
用
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
目
的
を
も
っ
て
植
物
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
植
物
の
分
布
や
性
質
に

関
す
る
知
識
を
豊
か
に
も
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
人
は
「
利
用

目
的
が
あ
る
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
「
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
利
用
目
的
が
あ
る
」
（
レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
一
九
七

六
i

―
二
）
の
で
あ
り
、
「
無
駄
な
も
の
で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
」
と
、
有
用
性
が
先
立
つ
人
の
植
物
認
識
・
知
識
の
有
り
方
を
否
定

し
て
い
る
。
そ
れ
は
有
用
性
以
前
、
目
的
性
以
前
に
あ
る
人
々
と
植
物
の
相
互
関
係
こ
そ
が
合
目
的
的
利
用
の
基
底
に
も
あ
る
こ
と
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第 3部 植物と人との交感

第
二
は
、
象
徴
的
な
利
用
で
あ
る
。
儀
礼
や
神
話
に
お
い
て
、
象
徴
や
隠
喩
と
し
て
植
物
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
植
物
の
も
つ

形
態
や
生
態
上
の
特
徴
か
ら
、
何
ら
か
の
意
味
世
界
の
な
か
に
こ
れ
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
植
物
を
用
い
て
何
か
の
関
係
や
過
程
を

「
な
ぞ
ら
え
る
」。
こ
の
よ
う
な
象
徴
作
用
に
お
け
る
植
物

利
用
も
植
物
の
形
状
や
性
質
に
基
づ
く
わ
け
で
、
や
は
り
そ
の
生
態
•
特

徴
に
つ
い
て
の
知
識
や
理
解
が
前
提
と
な
る
の
で
、
こ
こ
で
も
レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
の
議
論
が
あ
て
は
ま
る
。

観
察
者
・
分
析
者
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
植
物
の
捉
え
方
を
し
て
き
た
が
、
当
事
者
は
単
に
植
物
を
合
目
的
的
に
利
用
し
た
り
、

記
号
の
世
界
で
植
物
を
操
作
し
隠
喩
と
し
て
人
間
世
界
と
並
行
の
象
徴
世
界
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
植
物
を
用
い
て
何
か

を
「
な
ぞ
ら
え
る
」
の
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
と
植
物
の
相
互
作
用
と
共
存
の
関
係
性
の
中
に
お
く
、
と
い
う
第
三
の
関
わ
り

方
が
あ
る
。
合
目
的
的
利
用
も
象
徴
的
利
用
も
、
い
ず
れ
も
人
間
が
主
語
と
な
っ
て
植
物
を
対
象
化
し
た
場
合
の
植
物
の
理
解
で
あ

る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
実
利
的
あ
る
い
は
象
徴
的
利
用
対
象
を
こ
え
た
植
物
と
の
よ
り
直
接
的

・
実
存
的

な
か
か
わ
り
が
前
提
に
あ
る
。
こ
れ
が
第
三
の
関
わ
り
方
で
あ
る
。

｀

近
年
の
「
も
の
」
研
究
は
、
も
の
に
対
す
る
人
間
の
主
体
性
を
所
与
の
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
文
化
と
自
然
の
二
元

論
を
こ
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
植
物
に
つ
い
て
も
、
自
明
の
合
理
的
目
的
を
も
っ
た
「
有
用
植
物
」
の
植
物
利
用
や
、
人
間

文
化
の
意
味
作
用
の
な
か
で
文
脈
化
し
「
象
徴
化
」
す
る
と
き
に
、
い
ず
れ
も
人
が
主
体
と
な
り
、
植
物
を
客
体
と
す
る
よ
う
な
ニ

元
論
が
前
提
と
な
る
。
い
ず
れ
の
「
利
用
」
に
も
還
元
で
き
な
い
、
第
三
の
関
わ
り
方
に
こ
こ
で
は
注
目
す
る
。
そ
れ
は
、
直
接
植

物
の
生
命
と
人
間
の
生
命
と
が
交
差
し
、
交
錯
す
る
と
こ
ろ
で
展
開
す
る
、
実
践
的

・
実
存
的
な
関
わ
り
方
で
あ
る
。
人
間
で
あ
れ
、

植
物
で
あ
れ
、
生
命
の
力
、
再
生
産
力
の
直
接
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
は
、
両
者
は
共
通
で
あ
り
、
カ
レ
ン
の
人
々
は
植
物
の
生
命
の

カ
の
な
か
に
、
自
ら
の
生
と
の
連
続
性
を
見
出
し
、
そ
こ
に
人
間
の
社
会
関
係
を
重
ね
、
そ
の
相
互
作
用
の
中
に
身
を
お
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

を
示
唆
し
て
い
る
。
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山地居住カレンをめぐる生命のつながり

ま
ず
、
簡
略
な
が
ら
カ
レ
ン
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
カ
レ
ン
は
チ
ベ
ッ
ト

・
ビ
ル
マ
語
族
に
属
す
る
カ

レ
ン
系
諸
語
を
話
す
人
々
を
総
称
す
る
他
称
で
あ
る
。
カ
レ
ン
系
言
語
の
話
者
は
、
タ
イ
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
山
地
か
ら
河
川
域
の
平

地
に
広
く
分
布
す
る
。
タ
イ
北
部
の
カ
レ
ン
語
話
者
の
ほ
と
ん
ど
は
山
地
を
居
住
地
と
し
て
、
古
く
は
イ
ネ
を
中
心
と
す
る
焼
畑
耕

作
お
よ
び
、
現
在
で
は
主
流
と
な
っ
た
水
田
耕
作
を
生
業
と
し
て
き
た
。
本
稿
の
内
容
は
主
に
、
一
九
八
七
年
か
ら
チ
ェ
ン
マ
イ
県

北
西
部
、
標
高
一

0
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
高
原
地
帯
の
ス
ゴ
ー

・
カ
レ
ン
語
で
自
ら
パ
グ
ニ
ョ
と
称
す
る
カ
レ
ン
の
居
住
地
域
で

の
調
査
を
も
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
一
九
八
九
年
の
森
林
伐
採
禁
止
令
の
影
響
も
あ
り
、
一
九
九

0
年
代
半
ば
以
降
、

焼
畑
は
ほ
ぼ
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
調
査
当
初
、
同
地
域
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
、
仏
教
寺
院
に
通
い
つ
つ
精
霊
儀
礼
を
継
続

イ
ネ
と
カ
レ
ン

カ
レ
ン
の
主
食
は
米
で
あ
る
。
主
食
と
し
て
の
作
物
、
こ
と
に
イ
ネ
の
よ
う
な
穀
物
は
、
き
わ
め
て
「
機
能
」
的
で
あ
り
、
か
つ

生
活
に
密
接
し
て
い
る
と
同
時
に
様
々
な
儀
礼
の
対
象
と
も
な
る
。
人
間
と
自
然
の
関
係
の
長
い
時
間
軸
に
お
け
る
相
互
作
用
の
な

か
で
、
栽
培
化
（
ド
メ
ス
テ
イ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
極
め
た
関
係
と
も
い
え
、
そ
れ
故
に
、
第
一

•

第
二
の
人
の
植
物
と
の
関
わ
り
方
に

お
い
て
も
重
要
な
位
置
を
し
め
る
。
し
か
し
、
カ
レ
ン
の
米
と
の
か
か
わ
り
方
を
考
え
る
上
で
は
、
単
に
主
食
と
し
て
、
あ
る
い
は

豊
饒
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
世
界
で
の
関
わ
り
の
み
で
は
、
十
分
と
ら
え
ら
れ
な
い
。

タ
イ
北
部
の
カ
レ
ン
の
村
で
は
イ
ネ
（
カ
レ
ン
語
で
プ
）
に
は
人
と
同
じ
よ
う
に
魂
（
ク
ラ
）
が
宿
る
と
し
、
穂
が
実
り
は
じ
め
た

こ
ろ
か
ら
イ
ネ
に
対
す
る
扱
い
は
慎
重
と
な
る
。
収
穫
前
に
豊
穣
を
祈
願
し
て
行
わ
れ
る
初
穂
儀
礼
や
収
穫
後
の
儀
礼
は
念
入
り
に

行
わ
れ
、
イ
ネ
の
豊
饒
が
人
間
の
村
の
豊
か
さ
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
様
々
な
儀
礼
や
祈
り
が
行
わ
れ
、
イ
ネ
の
生
命
の
サ
イ
ク
ル

す
る
人
々
が
共
住
し
て
い
た
。

2
 
カ
レ
ン
と
植
物
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第 3部 植物と人との交感

田
に
あ
っ
て
美
し
く
、
イ
ネ
の
茎
が
美
し
く

と
人
間
の
生
命
の
サ
イ
ク
ル
が
様
々
な
場
面
で
交
差
す
る
。

以
下
は
初
穂
儀
礼
の
祈
り
で
あ
る
。

山
の
頂
の
主
よ
、
尾
根
の
主
よ
、
空
の
神
々
よ、

こ
こ
に
私
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
初
穂
を
飲
む
、
初
穂
の
米
で
つ
く
っ
た
酒
を
飲
む

今
日
、
太
陽
も
美
し
く
月
も
明
る
い

こ
の
日
に
、
初
穂
の
米
を
も
っ
て
き
た
、
初
穂
の
米
の
酒
を

田
を
植
え
、
田
を
米
で
満
た
し
た

米
で
満
た
し
、
飯
で
満
た
す

食
べ
る
に
十
分
、
飲
む
に
十
分
な
も
の
を
与
え
た
ま
え

す
べ
て
良
い
も
の
を
、
す
べ
て
清
い
も
の
を
与
え
た
ま
え

米
粒
が
美
し
か
れ
、
稲
穂
が
美
し
か
れ

村
中
美
し
く
、
上
か
ら
下
ま
で
美
し
か
れ

特
定
の
世
帯
の
ブ
ク
ラ
（
稲
魂
）
が
、
特
に
脱
穀
の
時
期
に
、
他
の
世
帯
の
ブ
ク
ラ
と
は
混
じ
ら
な
い
よ
う
に
人
々
は
細
心
の
注

意
を
払
う
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
日
に
ひ
と
り
の
人
が
、
二
つ
の
異
な
る
世
帯
の
田
畑
で
脱
穀
を
行
う
こ
と
は
タ
ブ
ー
な
の
で
あ
る
。

あ
る
世
帯
の
ブ
ク
ラ
と
別
の
世
帯
の
ブ
ク
ラ
が
混
同
し
な
い
よ
う
、
人
間
の
行
動
範
囲
が
規
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
中
央
部
の
バ
ゴ
ー
山
地
に
あ
る
カ
レ
ン
村
で
は
、
稲
籾
は
通
常
母
か
ら
子
へ
と
継
承
さ
れ
た
。
イ
ネ
が
ま
さ
に
人
間
の
生
命
の

継
承
と
同
じ
道
を
た
ど
り
、
人
間
の
再
生
産
と
イ
ネ
の
再
生
産
が
交
差
す
る
の
で
あ
る
。
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写真 3 初穂儀礼（チェンマイ県、 1987年10月）

写真 4 脱穀儀礼 イネを叩く作業は儀礼を重ねて慎重に行う

（チェンマイ県、 [987年12月）

写真 5 脱穀後の稲わらの山の上にはピプヨが訪れるとされる

（チェンマイ県、 1987年12月）

カ
レ
ン
の
口
頭
伝
承
に
は
、
豊
饒
の
女
神
ピ
ブ
ヨ
が
登
場
す
る
。
ピ
ブ
ヨ
は
、
貧
し
い
老
婆
に
な
っ
て
物
乞
い
に
回
っ
た
が
村
々

で
拒
否
さ
れ
る
。
た
だ
一
人
、
彼
女
に
親
切
に
し
た
の
が
孤
児
で
、
彼
女
は
お
返
し
に
米
の
作
り
方
を
教
え
る
。
三
粒
の
米
（
早
稲
、

晩
稲
と
も
ち
米
）
を
ハ
ト
の
腹
か
ら
取
り
出
し
て
な
た
と
と
も
に
孤
児
に
与
え
る
。
孤
児
は
な
た
で
焼
畑
を
切
り
開
く
。
家
に
一
緒

に
帰
り
、
な
べ
に
湯
を
沸
か
す
よ
う
に
教
え
る
。
そ
こ
ヘ
ピ
ブ
ヨ
は
指
先
か
ら
十
分
な
米
を
振
り
出
し
て
食
べ
さ
せ
る
。
孤
児
の
畑

は
誰
の
畑
よ
り
も
実
り
が
よ
く
、
嫉
妬
し
た
村
人
に
荒
ら
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
ピ
ブ
ヨ
が
も
と
に
戻
す
。
米
蔵
は
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、

村
人
が
米
を
盗
み
出
す
が
、
彼
女
が
中
で
踊
る
と
再
度
米
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
七
回
ぐ
る
ぐ
る
と
ま
わ
る
と
ス
カ
ー
ト
か
ら
米
が

い
く
ら
で
も
こ
ぼ
れ
で
る
。
彼
女
は
孤
児
と
何
年
も
暮
ら
し
続
け
る
。
孤
児
は
豊
か
に
な
り
結
婚
す
る
。
妻
が
ピ
ブ
ヨ
に
嫉
妬
し
、
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熟
れ
た
バ
ナ
ナ
に
よ
っ
て
美
味
し
く

サ
ト
ウ
キ
ビ
の
汁
に
よ
っ
て
甘
く

お
ま
え
の
父
に
よ
っ
て
甘
い
の
だ
ろ
う

タ
ケ
の
棒
で
叩
い
た
た
め
、
ピ
ブ
ヨ
は
バ
ッ
タ
に
な
っ
て
カ
ニ
の
穴
に
逃
げ
込
み
二
度
と
戻
ら
な
か
っ
た

(
M
a
rs
h
a
l
l
1
9
8
0
 
(
1
9
2
2
)
)

。

ピ
ブ
ヨ
は
収
穫
か
ら
脱
穀
に
至
る
、
最
も
危
険
に
満
ち
た
時
期
に
、
家
族
の
田
畑
に
と
ど
ま
っ
て
こ
れ
を
見
守
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
神
話
の
豊
饒
の
女
神
と
、
実
際
の
米
つ
く
り
の
過
程
、
そ
し
て
家
族
（
世
帯
）
と
が
重
ね
ら
れ
る
。

餅
麹
と
人
と
植
物
の
生
殖

イ
ネ
あ
る
い
は
米
と
そ
の
生
命
力
や
生
殖
力
と
、
人
間
の
生
命
力
と
生
殖
力
と
が
如
実
に
交
差
す
る
場
面
と
し
て
コ
ミ
（
餅
麹
）

と
酒
（
ス
イ
）
つ
く
り
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
簡
単
に
、
酒
の
作
り
方
を
餅
麹
づ
く
り
か
ら
紹
介
す
る
。

あ
る
日
、
私
の
滞
在
先
の

J
（
当
時
十
五
歳
）
は
、
母
に
言
わ
れ
て
コ
ミ
を
作
る
た
め
に
同
年
輩
の
友
人
二
名
に
声
を
か
け
た
。

コ
ミ
作
り
は
、
奇
数
人
数
の
未
婚
女
性
に
よ

っ
て
夜
、
暗
く
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
。
三
人
は
ま
ず
洗
っ
て
干
し
て
お
い
た
白
米
を

軒
下
の
臼
に
入
れ
、
杵
で
つ
い
て
粉
に
す
る
。
三
度
ふ
る
い
に
か
け
、
大
粒
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
箕
に
の
せ
て
家
の

中
へ
運
ぶ
。
家
の
奥
の
未
婚
女
性
の
寝
所
に
運
び
こ
む
。
粉
は
‘
―
つ
の
山
に
盛
り
上
げ
て
か
ら
、
そ
の
中
央
に
な
た
の
柄
を
つ
き

た
て
、
次
の
よ
う
な
祈
り
を
と
な
え
る
。

お
ま
え
の
心
（
実
）
を
美
味
し
く
し
て
お
く
れ

お
ま
え
の
母
に
よ
っ
て
お
い
し
い
の
だ
ろ
う
か

コ
ミ
よ
、
お
前
の
心
（
実
）
を
甘
く
し
て
お
く
れ
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写真6 コミをつくる少女たち（チェンマイ県、 1988年 3月）

な
た
を
抜
い
た
あ
と
の
穴
に
水
を
注
ぎ
、
全
体
を
団
子
状
に
こ
ね
上
げ
、
こ
れ
を
五
分
す
る
。
五
つ
の
団
子
か
ら
「
こ
い
つ
の
頭
を

と
る
の
よ
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
親
指
大
の
塊
を
と
り
、
こ
れ
を
一
っ
に
丸
め
て
か
ら
平
た
く
し
、
火
に
く
べ
る
。
こ
こ
ま
で
笑
い
を
か

み
し
め
て
い
た
少
女
た
ち
は
、
こ
の
頃
か
ら
笑
い
転
げ
な
が
ら
作
業
を
続
け
る
。
そ
し
て
、
五
つ
の
丸
め
ら
れ
た
団
子
本
体
の
う
ち
、

四
つ
は
丸
い
鰻
頭
型
（
直
径
八
セ
ン
チ
、
高
さ
四
・
五
セ
ン
チ
）
、
残
り
の
一
っ
は
長
い
棒
状
に
整
形
す
る
。
「
オ
ス
と
メ
ス
に
分
け
て

い
る
の
よ
」
中
央
に
オ
ス
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
メ
ス
を
並
べ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
中
央
に
指
で
凹
み
を
つ
け
、
そ
こ
へ
古
い
コ
ミ
の

か
け
ら
、
米
粉
、
炉
の
灰
、
先
ほ
ど
火
に
く
べ
て
お
い
た
団
子
の
一
部
、
米
ぬ
か
少
々
を
入
れ
、
平
ら
に
し
た
生
地
で
ふ
た
を
す
る
。

こ
れ
を
箕
に
乗
せ
て
炉
の
間
の
片
隅
の
棚
に
お
く
。
少
女
た
ち
は
、
炉
の
火
に
く
べ

て
お
い
た
コ
ミ
を
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
顔
を
隠
し
て
食
べ
、
一
本
の
煙
草
、
キ
ン
マ
で

包
ん
だ
ビ
ン
ロ
ウ
、

一
杯
の
茶
を
三
人
で
分
け
て
口
に
含
む
。
そ
し
て
解
散
す
る
。

一
週
間
後
、
母
娘
は
、
炉
の
横
に
寝
か
せ
て
い
た
コ
ミ
を
、
炊
い
た
米
に
混
ぜ
、
鍋

に
戻
し
て
さ
ら
に
二
、
三
日
お
く
。
そ
の
後
、
蒸
留
し
て
酒
が
完
成
す
る
。

こ
の
過
程
は
、
「
未
婚
の
女
性
が
や
ら
な
い
と
う
ま
く
発
酵
し
な
い
」
、
「
夜
中
に

作
る
の
は
、
男
性
に
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
る
と
発
酵
し
な
い
か
ら
」
な
ど

と
語
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
過
程
に
よ
る
酒
つ
く
り
は
、
必
ず
毎
回
行
わ
れ
る
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
特
に
娘
の
結
婚
式
や
そ
の
他
、
収
穫
前
に
行
う
豊
穣
を
祈

る
初
穂
儀
礼
な
ど
に
用
い
る
酒
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
手
順
で
コ
ミ
を
つ
く
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。

複
雑
な
象
徴
分
析
な
ど
を
し
な
く
て
も
、
こ
の
コ
ミ
作
り
の
過
程
が
生
殖
行
為
そ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
象
徴
行
為
と
い
う
よ

り
、
コ
ミ
の
生
殖
を
少
女
た
ち
が
成
就
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
つ
の
こ
ね
た
塊
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に
穴
を
あ
け
、
そ
こ
へ
注
入
し
た
の
は
、
前
回
コ
ミ
を
作
っ
た
時
の
オ
ス
の
コ
ミ
の
残
り
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
代
々
の
コ
ミ
が
オ

ス
の
コ
ミ
の
注
入
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
少
女
た
ち
が
携
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
未
だ
、
生
殖
に
携
わ
る
こ
と
の
な

い
女
性
た
ち
が
、
ま
さ
に
自
分
た
ち
が
こ
れ
か
ら
遂
げ
て
い
く
変
化
を
、
単
な
る
米
の
団
子
に
コ
ミ
を
注
入
し
発
酵
さ
せ
る
と
い
う

過
程
で
具
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
秘
密
裡
に
、
し
か
も
ム
グ
ノ
（
未
婚
女
性
）
た
ち
が
共
同
で
行
う
、
と
い
う
要
素
が

加
味
さ
れ
、
彼
女
た
ち
は
こ
の
経
験
を
楽
し
み
と
し
て
共
有
す
る
。
米
と
麹
が
醸
し
だ
す
過
程
は
ま
さ
に
次
世
代
を
生
み
出
し
て
い

く
生
殖
過
程
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
米
が
変
貌
を
遂
げ
る
の
は
、
人
間
の
生
命
と
生
殖
の
過
程
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
に
ム
グ
ノ
た

ち
が
関
わ
る
の
は
、
ま
さ
に
自
ら
の
生
の
過
程
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
イ
ネ
と
人
は
、
そ
の
生
命
を
通
じ
て
様
々
に
つ

な
が
り
、
イ
ネ
の
生
殖
と
人
間
の
生
殖
が
相
互
に
影
響
し
あ
う
の
と
同
時
に
、
コ
ミ
を
介
し
た
酒
つ
く
り
と
い
う
発
酵
過
程
も
ま
た
、

少
女
か
ら
大
人
へ
と
変
身
し
て
い
く
ム
グ
ノ
た
ち
の
生
と
交
錯
す
る
。

コ
ミ
の
製
造
過
程
に
こ
の
よ
う
な
、
単
な
る
物
質
の
操
作
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
過
程
が
加
わ
る
こ
と
は
、
他
文
化
に
お
い
て
も

珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
と
非
常
に
類
似
の
儀
礼
を
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
は
、
南
米
の

ア
ラ
ウ
ェ
テ
の
儀
礼
時
に
飲
む
ビ
ー
ル
の
製
造
過
程
に
見
出
し
て
い
る

(
V
i
v
e
i
r
o
s
d
e
 C
as
tro 
1
9
9
2
)

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ビ
ー
ル
を

つ
く
る
の
は
女
性
で
あ
り
、
発
酵
過
程
は
女
性
の
妊
娠
に
た
と
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も
が
女
性
が
関
わ
る
変
貌
過
程
、
つ
ま
り
ビ
ー
ル

の
製
造
過
程
で
発
酵
し
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
ア
ラ
ウ
エ
テ
の
女
性
性
の
発
現
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

ア
マ
ゾ
ン
を
研
究
す
る
人
類
学
者
に
よ
る
と
、
同
地
域
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
キ
ャ
ッ
サ
バ
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
よ
う
な
作
物
の

場
合
、
人
と
作
物
の
関
係
は
生
殖
と
養
育
に
も
か
か
わ
る
血
縁
、
特
に
親
子
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う

(Miller
2
0
1
1
)

。
こ

れ
は
野
生
動
物
と
人
と
の
関
係
が
、
捕
食
・
略
奪
的
要
素
の
ゆ
え
に
、
姻
戚
関
係
や
誘
惑
が
絡
む
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
と
対

照
的
で
あ
る
。
人
と
作
物
の
物
理
的
関
係
は
、
親
子
関
係
と
同
じ
に
理
解
さ
れ
、
畑
の
主
で
あ
る
夫
婦
が
赤
ん
坊
の
誕
生
時
と
同
じ

よ
う
に
、
収
穫
ま
で
特
定
の
食
物
タ
ブ
ー
を
守
る
な
ど
し
て
作
物
を
守
る
。
そ
の
他
、
儀
礼
の
執
行
や
監
視
な
ど
に
よ
り
、
親
と
し

て
子
で
あ
る
作
物
を
守
っ
た
り
、
あ
る
い
は
食
物
タ
ブ
ー
に
よ
っ
て
人
と
作
物
の
関
係
が
規
定
さ
れ
る
。
作
物
に
は
霊
魂
が
宿
り
、
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あ
る
い
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
人
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
た
め
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

南
米
各
地
か
ら
、
た
と
え
ば
、
キ
ャ
ッ
サ
バ
栽
培
が
生
殖
の
再
生
産
過
程
、
血
縁
や
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
と
連
結
し
、
キ
ャ
ッ
サ
バ

に
は
男
で
あ
れ
女
で
あ
れ
生
殖
の
潜
在
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
キ
ャ
ッ
サ
バ
の
芋
は
「
子
供
た
ち
」
で
あ
り
女
性
た
ち
が
そ

の
母
で
あ
り
、

畑
は
人
の
生
と
出
産
の
場
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
キ
ャ
ッ
サ
バ
の
栽
培
が
、
母
性
や
養
育
の
概
念
と
深

く
関
連
し
て
い
る
。

一
方
、
女
た
ち
に
よ
る
統
制
が
な
け
れ
ば
キ
ャ
ッ
サ
バ
は
子
供
た
ち
の
血
を
吸
い
、
危
害
を
加
え
る
と
同
時
に
、

こ
の
関
係
に
は
危
険
が
伴
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
危
険
も
含
め
て
、
栽
培
植
物
と
人
の
関
係
が
人
間
社
会
に
お
け
る
生
殖

と
再
生
産
の
関
係
と
同
じ
様
に
想
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

木
・

森

・
植
物
界
と
人

米
以
外
に
も
人
々
が
生
と
生
殖
の
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
植
物
界
と
交
錯
す
る
場
面
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
庭
の
パ
パ
イ
ヤ

の
木
の
幹
に
、
着
古
し
た
女
性
の
赤
い
ス
カ
ー
ト
が
巻
か
れ
て
い
る
の
を
時
々
目
に
す
る
。
私
の
調
査
地
の
カ
レ
ン
の
場
合
、
女
性

の
衣
装
は
、
未
婚
の
場
合
は
白
の
貫
頭
衣
型
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
、
既
婚
女
性
の
場
合
は
、
黒
い
貫
頭
衣
型
の
ブ
ラ
ウ
ス
に
赤
い
ス
カ
ー

ト
、
と
決
ま
っ
て
い
た
。
結
婚
式
の
晩
に
女
性
は
白
い
ワ
ン
ピ
ー
ス
か
ら
赤
い
ス
カ
ー
ト
に
穿
き
替
え
る
。
赤
い
ス
カ
ー
ト
は
生
殖
、

出
産
、
育
児
に
携
わ
る
女
性
の
着
衣
な
の
で
あ
る
。
女
性
の
ス
カ
ー
ト
は
、
様
々
な
語
り
や
儀
礼
の
対
象
に
な
る
。
調
査
当
時
、
未

婚
女
性
は
タ
イ
風
の
巻
き
ス
カ
ー
ト
や
ジ
ー
ン
ズ
を
穿
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
既
婚
女
性
の
場
合
は
赤
い
ス
カ
ー
ト
が
日
常
着

で
、
誰
も
が
穿
い
て
い
た
。
カ
レ
ン
の
ス
カ
ー
ト
は
横
に
縞
が
入
り
、
縞
の
部
分
は
絣
織
り
と
な
る
。
こ
の
部
分
は
、
カ
レ
ン
の
ロ

頭
伝
承
で
森
で
暮
ら
す
若
い
夫
婦
の
う
ち
、
妻
を
さ
ら
っ
た
白
蛇
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
ス
カ
ー
ト
の
柄
そ
の
も
の

が
、
女
性
の
森
、
す
な
わ
ち
無
秩
序
の
生
命
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
。
人
の
健
康
を
守
る
た
め
に
は
体
内
に
宿
る
と
さ
れ
る
三
十
三

の
魂
を
保
つ
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
離
散
し
が
ち
な
魂
を
と
ど
め
る
招
魂
儀
礼
を
し
ば
し
ば
行
う
。
こ
の
時
に
、
人
間

の
魂
を
呼
び
戻
し
と
ど
め
る
た
め
に
、
真
新
し
い
、
ま
だ
足
を
通
し
て
い
な
い
赤
い
ス
カ
ー
ト
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
を
尋
ね
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て
も
合
理
的
な
答
え
は
得
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
人
の
い
る
と
こ
ろ
の
目
印
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
一
方
で
、

い
っ
た
ん
既
婚
女
性
が
着
古
し
た
ス
カ
ー
ト
は
、
本
人
を
離
れ
る
と
、
特
に
男
性
に
と
っ
て
は
あ
る
種
の
危
険
を
と
も
な
う
。
す
な

わ
ち
、
男
性
の
生
殖
力
や
健
康
を
損
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。
そ
の
女
性
の
ス
カ
ー
ト
を
、
果
樹
の
幹
に
巻
き

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
が
豊
か
に
な
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

村
を
囲
む
森
は
植
物
を
含
む
生
命
の
場
で
あ
る
。
森
の
木
と
人
の
生
命
を
結
び
つ
け
る
顕
著
な
行
為
と
し
て
、
人
の
後
産
を
森
の

木
に
か
け
る
と
い
う
慣
習
が
あ
る
。
カ
レ
ン
の
村
で
、
赤
ん
坊
が
誕
生
す
る
と
き
に
は
、
村
の
産
婆
を
呼
び
、
母
や
姉
妹
な
ど
女
性

親
族
が
集
ま
り
、
夫
も
介
在
す
る
。
赤
ん
坊
が
誕
生
す
る
と
、
へ
そ
の
尾
を
竹
べ
ら
で
切
り
、
後
産
を
竹
筒
に
入
れ
、
竹
筒
に
は
ひ

も
を
通
し
て
こ
れ
を
夫
が
森
の
「
セ
ハ
」
と
い
う
木
に
か
け
る
。
こ
の
木
は
、
こ
の
赤
ん
坊
の
木
と
さ
れ
る
。
カ
レ
ン
の
死
生
観
で

は
、
人
は
あ
の
世
と
こ
の
世
の
あ
い
だ
を
往
来
す
る
。
あ
の
世
は
さ
か
さ
ま
の
世
界
で
あ
る
。
西
は
東
、
上
は
下
に
な
っ
て
い
る
。

こ
ち
ら
で
死
ん
だ
者
は
あ
ち
ら
で
生
ま
れ
、
あ
ち
ら
で
死
ん
で
こ
ち
ら
に
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
世
と
あ
の
世
を
つ
な
ぐ
の
が
こ

の
木
で
あ
る
と
信
じ
る
。
そ
し
て
、
赤
ん
坊
は
あ
の
世
で
生
活
し
、
あ
の
世
に
両
親
が
い
る
が
、
誕
生
と
同
時
に
こ
の
世
に
や

っ
て

く
る
。
し
か
し
、
あ
の
世
の
両
親
は
し
き
り
に
赤
ん
坊
を
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
の
で
、
赤
ん
坊
の
生
命
は
当
初
は
非
常
に
あ
や
う
い

も
の
と
さ
れ
る
。
生
ま
れ
て
し
ば
ら
く
は
名
前
も
つ
け
ず
、
こ
の
世
に
定
着
す
る
ま
で
見
守
る
の
で
あ
る
。
森
は
、
そ
の
人
が
生
ま

れ
落
ち
て
こ
の
世
に
や

っ
て
く
る
通
り
道
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
赤
ん
坊
の
後
産
を
か
け
た
セ
ハ
の
木
は
、
そ
の
子
の
あ

の
世
へ
の
通
り
道
で
あ
り
、
そ
の
子
の
木
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
た
と
え
ば
焼
畑
を
切
り
開
く
な
ど
の
理
由
で
誤

っ
て
切
り
倒
し
た
場

合
、
伐

っ
た
本
人
は
赤
ん
坊
に
弁
償
と
し
て
ニ
ワ
ト
リ
一
羽
を
支
払
う
と
い
う
。

カ
レ
ン
の
人
々
の
森
の
捉
え
方
は
多
様
で
あ
り
、
森
の
ど
の
部
分
か
に
よ

っ
て
も
、
個
人
に
よ

っ
て
も
異
な
る
。
生
命
の
通
り
道

で
も
あ
る
森
は
、
し
か
し
同
時
に
死
の
場
所
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
あ
の
世
の
入
り
口
な
の
だ
か
ら
。
特
に
子
ど
も
や
若
い
人
々
は
、

森
の
特
定
の
場
所
を
恐
れ
る
。
死
者
が
葬
ら
れ
る
の
も
森
の
特
定
の
場
所
で
あ
る
。
カ
レ
ン
は
時
と
場
合
に
よ
っ
て
火
葬
も
埋
葬
も

行
う
が
、
そ
の
弔
い
の
場
は
、
彼
ら
に
は
最
も
恐
ろ
し
い

「ダ
ム
ハ
」

（お
化
け
、

霊）

の
場
所
で
あ
る
。
女
や
子
ど
も
は
決
し
て

一
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人
で
森
へ
入
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
の
は
、
森
は
こ
う
し
た
ダ
ム
ハ
や
悪
霊
、
野
生
動
物
に
満
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
先

に
紹
介
し
た
白
蛇
伝
説
も
し
か
り
だ
が
、
森
は
、
人
の
生
活
世
界
と
対
比
さ
れ
る
無
秩
序
の
空
間
で
あ
り
、
特
に
女
性
は
そ
の
危
険

に
対
し
て
無
防
備
で
あ
る
。
野
生
動
物
と
と
も
に
、
平
地
か
ら
来
る
タ
イ
人
の
男
性
が
徘
徊
し
て
お
り
、
一
人
で
歩
き
ま
わ
る
女
性

は
そ
の
危
険
に
身
を
晒
す
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
森
の
無
秩
序
と
、
悪
霊
、
野
生
動
物
、
カ
レ
ン
で
な
い
男
性
が
し
ば
し
ば

同
列
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
レ
ン
の
人
里
の
秩
序
の
届
か
な
い
世
界
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
カ
レ
ン
は
し
ば
し
ば
森
の
奥
深
く
、
水
の
湧
く
と
こ
ろ
（
テ
ィ
ク
ワ
キ
）
は
涼
し
く
て
気
持
が
良
い
、

憩
い
の
場
で
あ
る
と
も
い
う
。
カ
レ
ン
の
村
は
、
ほ
ぼ
必
ず
森
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
村
と
い
う
人
間
の
社
会
秩
序
の
場
は
、
森
で
囲

ま
れ
る
こ
と
で
「
タ
ク
」
（
涼
し
く
）
に
保
た
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
森
が
あ
っ
て
初
め
て
村
が
成
り
立
つ
。
し
か
も
、
村
の
秩
序

が
正
し
く
保
た
れ
て
初
め
て
、
森
を
切
り
開
い
て
つ
く
っ
た
畑
の
植
物
が
豊
穣
を
得
る
。
村
の
秩
序
が
守
ら
れ
て
雨
が
降
り
、
水
と

土
が
豊
か
で
、
実
り
が
豊
か
で
あ
る
。
逆
に
、
村
の
社
会
秩
序
が
保
た
れ
な
い
場
合
、
詳
い
が
多
く
、
あ
る
い
は
口
汚
い
罵
り
合
い

や
、
賭
け
事
が
村
の
中
で
横
行
す
る
と
、
村
は
「
タ
ゴ
」
（
熱
い
）
の
状
態
と
な
り
、
周
囲
の
田
畑
は
荒
れ
、
水
は
乾
き
、
森
も
枯

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
世
界
と
周
囲
の
森
の
秩
序
、
畑
の
豊
穣
は
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
森
と
人
の
世
界
の
秩
序
と

共
鳴
の
関
係
を
守
る
の
が
「
水
と
大
地
の
主
」
と
呼
ば
れ
る
守
護
霊
で
あ
る
。

こ
う
し
て
森
の
世
界
と
人
の
世
界
は
人
の
生
死
を
通
じ
て
つ
な
が
る
。
ま
た
、
森
を
拓
い
て
村
を
つ
く
る
の
で
あ
り
、
森
の
世
界

は
、
人
の
世
界
に
と
っ
て
生
命
の
根
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
活
の
墓
盤
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
森
は
、
人
間
界
の
秩
序
と
は
異
な

る
空
間
、
恐
怖
や
憩
い
の
場
を
含
み
持
つ
空
間
で
も
あ
る
。
庭
の
果
樹
に
は
ス
カ
ー
ト
を
巻
い
て
あ
る
種
の
人
為
的
な
操
作
を
加
え

よ
う
と
す
る
が
、
森
の
植
物
に
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
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写真 7 水と大地の主への祈りに合わせ酒を傾け地に注ぐ（チェン

マイ県、 1988年 4月）

こ
こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
な
カ
レ
ン
と
森
と
の
共
生
は
、
少
な
く
と
も
私
が
調
査
を
開
始
し
た
一
九
八

0
年
代
後
半
に
は
、

カ
レ
ン
に
と
っ
て
特
に
語
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
日
常
に
埋
め
込
ま
れ
た
生
き
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
九

0
年
代
に
な
る
と

一
躍

注
目
を
浴
び
、
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
八
九
年
に
タ
イ
で
全
土
の
森
林
伐
採
禁
止
令
が
発
令
さ
れ
た
。
前
年
の
大
洪
水
で
被

害
に
遭
っ
た
首
都
圏
を
中
心
に
上
が
る
声
の
な
か
で
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
上
流
域
に
あ
る
山
地
諸
地
域
の
森
林
破
壊
が
問
題
と
さ

れ
た
た
め
で
あ
る
。
森
林
保
護
は
極
端
な
立
場
で
は
、
保
護
す
べ
き
森
林
域
に

人
が
居
住
す
べ
き
で
は
な
い
、
住
民
は
退
去
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論

に
い
た
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
長
く
森
林
と
共
生
し
て
き
た
人
々
は
、
こ
こ

で
初
め
て
「
森
と
共
生
し
て
き
た
」
と
、
自
ら
と
森
と
の
関
係
を
外
に
向
け
て

語
り
始
め
た
。
森
林
と
共
生
し
て
き
た
自
分
た
ち
の
生
活
を
守
る
べ
く
声
を
上

げ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
八

0
年
代
か
ら
自
然
保
護
区
や
国
立
公

園
の
囲
い
込
み
、
あ
る
い
は
ダ
ム
建
設
な
ど
の
た
め
の
住
民
退
去
に
対
す
る
反

対
運
動
な
ど
に
端
を
発
し
、
そ
の
後
九

0
年
代
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
フ
ォ

レ
ス
ト
法
案
に
向
け
た
運
動
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。
住
民
組
織
や

N
G
O
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
先
導
し
て
い
た
人
々
の
な
か
に
は
、
カ
レ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
も

含
ま
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
運
動
は
知
識
人
、
マ
ス
コ
ミ
、
僧
侶
や
人
気
バ
ン
ド

な
ど
も
動
員
し
、
大
き
な
広
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
（
速
水
一
九
九
九
、

須

永

二
0
―
二
）
。
一

九
九
七
年
の
経
済
危
機
の
後
、
タ
イ
で
は
「
足
る
を
知
る
経

済
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
、
王
室
や
一
部
僧
侶
を
中
心
に
、
消
費
文

3
メ
タ
物
語
と
し
て
の
カ
レ
ン
と
植
物
世
界
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写真 8 カレンの森への権利を主張する運

動の一環としてセデポが儀礼化される

（チェ ンマイ県、 2004年4月、 NathanBa-

denoch撮影）

筒
が
並
べ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
中
に
後
産
が
入
れ
ら
れ
て
い
る

化
を
見
直
そ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
り
、
「
森
の
カ
レ
ン
」
は
、
そ
う
し
た
な
か
で
一
部
の
人
々
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え

る
語
り
を
提
供
し
た
。
N
G
O
活
動
な
ど
で
広
く
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
幾
人
か
の
カ
レ
ン
の
長
老
た
ち
の
名
で
出
版
物
も

出
さ
れ
、
「
森
の
自
由
人
カ
レ
ン
」
と
し
て
森
に
生
き
る
知
恵
や
生
活
が
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
例
え
ば
B
e
u
P
b
a
u
 1
9
9
7
;
 K
a
n
 ,
 

m
k
a
r
 a
n
d
 B
e
n
c
h
a
 1
9
9
9
;
 
L
e
e
s
a
 1
9
9
1
;
 
P
h
a
u
 L
e
 P
a
 1
9
9
6
 -t6'.IJ)
。

こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
森
林
保
護
運
動
に
と
も
な
っ
て
、
い
く
つ
か
の
儀
礼
的
行
為
が
定
番
化
さ
れ
た
。
そ
の
一
っ
は
、
森

の
木
の
授
戒
で
あ
る
。
僧
侶
を
招
き
、
森
の
大
木
を
選
ん
で
、
授
戒
式
を
行
い
、
木
に
僧
侶
の
黄
衣
を
巻
き
つ
け
る
。
こ
う
し
て
僧

侶
に
み
た
て
て
黄
衣
を
纏

っ
た
木
は
、
も
は
や
伐
採
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
儀
礼
は
、
タ
イ
仏
教
徒
の
あ
い
だ
で
始
め
ら
れ

た
も
の
で
カ
レ
ン
地
域
を
含
む
タ
イ
全
土
で
広
く
行
わ
れ
た
が

(
D
a
r
l
i
n
g
to
n
1
9
9
8
)

、
先
に
紹
介
し
た
果
樹
に
ス
カ
ー
ト
を
巻
い
て

豊
穣
を
も
た
ら
す
カ
レ
ン
の
儀
礼
を
紡
彿
と
さ
せ
て
興
味
深
い
対
照
を
な
す
。

一
方
、
タ
イ
北
部
の
い
く
つ
か
の
カ
レ
ン
居
住
地
域
限
定
で
行
わ
れ
た
儀
礼
も
あ
る
。
上
記
の
、
赤
ん
坊
の
誕
生
直
後
に
、
後
産

を
竹
筒
に
入
れ
て
森
の
木
に
か
け
る
行
為
を
「
セ
デ
ポ
」
と
呼
ん
で
儀
礼
化
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
環
境
保
護
運
動
の
中
で
、
山
地

で
生
活
す
る
カ
レ
ン
の
権
利
を
守
る
運
動
の
一
環
と
し
て
行
わ

れ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
森
と
生
き
る
カ
レ
ン
を
具
体
化
し
た

自
己

P
R
と
も
い
え
る
も
の
で
、
人
称
化
さ
れ
た
、
一
人
ひ
と

り
の
命
が
、
森
の
木
と
つ
な
が
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
森
の
木
は

む
や
み
に
切
ら
な
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
お

り
、
カ
レ
ン
の
森
と
の
関
わ
り
方
を
そ
の
ま
ま
儀
礼
的
象
徴
行

為
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
儀
礼
が
森
林
保

護
の
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
何
百
と
い
う
竹
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そ
の
も
の
を
演
じ
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
象
徴
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
カ
レ
ン
に
お
け
る
人
と
植
物
の
関
係

こ
の
よ
う
に
カ
レ
ン
の
「
森
と
と
も
に
あ
る
生
き
方
」
そ
の
も
の
が
言
説
化
さ
れ
、
森
林
保
護
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
フ
ォ
レ
ス
ト

提
唱
運
動
の
な
か
で
流
布
さ
れ
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
儀
礼
的
行
為
と
し
て
の
後
産
の
儀
礼
が
考
案
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
彼
ら
の
「
森

の
知
恵
」
が
様
々
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
「
先
住
民
の
知
恵
」
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
一
九
九

0
年
代
か
ら
世

界
的
な
先
住
民
の
権
利
を
主
張
す
る
運
動
が
大
き
な
流
れ
を
作
り
、
カ
レ
ン
は
タ
イ
の
少
数
民
族
の
な
か
で
も
最
も
先
導
的
に
こ
の

運
動
に
参
加
し
た
。
同
じ
頃
か
ら
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
カ
レ
ン
の
生
活
そ
の
も

の
を
客
観
的
に
捉
え
直
し
、
他
者
の
目
に
さ
ら
す
べ
く
観
光
の
対
象
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
（
速
水
一
九
九
九
、
須
永
二

0
―二）。

一
方
、
都
市
部
の
業
者
な
ど
を
介
し
た
通
常
の
山
地
民
観
光
は
す
で
に
一
九
八

0
年
代
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
流
れ

の
中
で
山
地
の
民
芸
品
が
売
ら
れ
て
き
た
。
カ
レ
ン
の
場
合
、
織
物
や
ジ
ュ
ズ
ダ
マ
を
あ
し
ら
っ
た
手
芸
品
が
そ
の
主
流
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
九

0
年
代
に
は
こ
う
し
た
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
動
き
や
森
の
知
恵
が
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
特
に
彼
ら
の
赤
い
ス

カ
ー
ト
の
主
要
パ
タ
ー
ン
を
な
す
絣
織
を
草
木
染
で
製
作
し
た
も
の
に
人
気
が
集
ま
っ
た
。
ジ
ュ
ズ
ダ
マ
や
草
木
染
は
い
わ
ば
、
彼

ら
の
森
の
生
活
や
森
の
知
恵
を
表
現
す
る
商
品
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
前
節
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
な
、
カ
レ
ン
の
森
の
生
活
は
、
タ
イ
で
は
広
く
言
説
化
さ
れ
て
流
布
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
。
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
人
と
植
物
の
関
係
性
の
三
つ
の
在
り
方
、
中
で
も
特
に
第
三
の
関
係
の
カ
レ

ン
に
お
け
る
在
り
方
が
、
そ
れ
自
体
、
観
光
名
物
や
商
品
と
し
て
見
ら
れ
売
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
彼
ら

が
、
森
や
自
然
を
合
目
的
的
に
利
用
し
、
か
つ
森
に
な
ぞ
ら
え
て
物
事
を
理
解
し
、
そ
し
て
森
と
生
を
交
わ
ら
せ
、
だ
か
ら
こ
そ
森

の
知
恵
を
豊
か
に
保
っ
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
こ
う
し
た
運
動
に
お
い
て
は
新
し
い
儀
礼
と
い
う
形
で
公
然
と
演
じ
ら
れ
、

ェ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
、
草
木
染
の
優
し
い
風
合
い
の
織
物
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。

単
純
な
一
般
化
は
で
き
な
い
が
、
プ
ラ
ン
ト
マ
テ
リ
ア
ル
を
利
用
し
た
モ
ノ
た
ち
の
多
く
は
、
草
や
タ
ケ
や
木
で
作
ら
れ
る
こ
と
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4

生
命
の
つ
な
が
り

で
、
森
か
ら
は
遠
い
都
市
や
異
国
の
使
用
者
や
消
費
者
に
、
そ
の
手
触
り
や
風
合
い
と
と
も
に
自
然
と
交
わ
る
生
活
を
想
起
さ
せ
る

と
い
う
効
果
を
も
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
タ
イ
北
部
山
地
の
カ
レ
ン
に
お
い
て
は
、
植
物
を
隠
喩
的
に
人
間
界
と
な
ぞ
ら
え
て
関
係
づ
け
る

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
植
物
と
人
が
生
命
を
交
わ
す
よ
う
に
共
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
第

一
に
は
食
物
と
し
て
の
植
物
が
直
接
に

人
間
の
生
存
と
か
か
わ
り
、
相
互
に
食
物
連
鎖
に
連
な
る
と
い
う
側
面
、
そ
し
て
、
第
二
に
、
生
殖

・
再
生
産
を
続
け
る
も
の
と
し

て
、
生
命
を
共
有
す
る
存
在
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
生
命
の
世
界
と
植
物
の
生
命
の
世
界
を
、
そ
の
相
互
関

係
か
ら
考
察
す
る
姿
勢
が
見
い
だ
せ
る
。
亜
熱
帯
の
植
物
の
旺
盛
な
生
殖
を
目
の
当
た
り
に
し
、
自
ら
そ
の
恩
恵
に
浴
し
て
生
き
る

人
々
は
、
直
観
と
し
て
、
植
物
を
介
し
て
連
鎖
的
生
命
と
自
ら
の
か
か
わ
り
を
会
得
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

生
命
、
い
の
ち
、
と
い
う
言
葉
に
は
大
日
本
国
語
辞
典
に
よ
る
と
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
―
つ
は
、
「
生
物
を
連
続
さ
せ
て
い

く
も
と
に
な
る
力
」
と
い
う
親
子
代
々
の
連
続
も
含
む
い
の
ち
の
連
鎖
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
生
命
は
、

三
十
億
年
に
わ
た
る
絶

え
間
な
い
連
続
を
経
て
、
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
世
代
の
連
な
り
、
源
と
し
て
の
「
い
の
ち
」
、
連
鎖
的
生
命
で
あ
る
。
食
・
性
・

生
殖
を
介
し
て
連
鎖
す
る
生
命
は
、
「
個
体
の
枠
を
超
え
て
他
の
個
体
と
理
論
的
に
は
無
限
に
関
連
す
る
と
い
う
生
命
観
に
基
づ
く

も
の
で
、
開
か
れ
連
続
す
る
生
命
」
（
波
平

一
九
九
八
）
で
あ
る
。
個
々
の
個
体
の
生
命
が
生
死
を
く
り
か
え
し
て
も
、
「
生
命
そ
の

も
の
は
決
し
て
死
な
な
い
」
（
木
村

一
九
九
七
）
の
で
あ
る
。
山
で
生
活
す
る
カ
レ
ン
に
と
っ
て
森
と
は
ま
さ
に
こ
の
連
鎖
的
生
命
の

宿
る
場
で
あ
り
、
生
命
を
感
得
す
る
場
な
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う

一
っ
は
、
「
個
体
の
生
存
期
間
」
と
し
て
の
生
命
、
つ
ま
り
、
生
ま
れ
て
か
ら
息
を
引
き
取
る
ま
で
の
人
毎
に
長
短
さ
ま
ざ

ま
な
期
間
、
連
鎖
す
る
生
命
の
波
か
ら
切
離
さ
れ
た
個
々
の
波
の
長
さ
、
個
体
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
唯
一
無
二
で
不
連
続
の
個
々
の
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生
命
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
命
を
連
鎖
と
個
体
の
両
面
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
死
ぬ
の
は
個
々
の
生
き
物
だ
け
で
あ
り
、

個
々
の
生
き
物
が
、
生
殖
を
通
じ
て
子
孫
に
手
渡
し
て
ゆ
く

「生
命
の
基
本
的
な
現
実
」
と
し
て
個
を
越
え
た
生
命
が
あ
る
。
食
物

を
摂
取
し
て
大
き
く
な
り
、
と
き
が
来
れ
ば
や
が
て
子
種
を
落
と
し
て
自
ら
は
枯
れ
て
ゆ
く
。

人
間
は
自
分
の
意
識
を
中
心
に
自
然
の
動
植
物
を
眺
め
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
植
物
の
生
命
の
姿
に
気
づ
き
、
そ
こ
か
ら
あ
ら

た
め
て
動
植
物
を
眺
め
、
さ
ら
に
お
の
れ
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
景
色
が
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
も
の
に

な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
波
平
は
問
い
か
け
て
い
る
（
波
平

一
九
九
八
）
。
我
々
が
本
来
の
い
の
ち
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
る
の
は
、

こ
う
し
た
い
の
ち
の
つ
な
が
り
に
対
す
る
「
憧
れ
」
あ
る
い
は

「郷
愁
」
の
根
強
さ
に
よ
る
。
祖
先
を
敬
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
人

間
の
生
命
の
連
鎖
を
敬
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
生
命
そ
の
も
の
へ
の
気
づ
き
に
つ
な
が
る
（
波
平
一
九
九
八
）
。
生
命
の
宿
る
森
に

囲
ま
れ
て
暮
ら
す
カ
レ
ン
に
と
っ
て
、
先
述
の
、
森
と
人
の
秩
序
を
守
る
守
護
霊

「水
と
大
地
の
主
」
を
め
ぐ
っ
て
折
々
に
行
う
祈

り
の
儀
礼
は
、
不
思
議
や
神
秘
を
め
ぐ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
は
な
く
、
森
を
介
し
て
理
解
す
る
生
命
そ
の
も
の
と
関
わ
る
行
為
な
の
で

は
な
い
か
。

生
命
あ
る
個
体
は
、
他
の
生
命
あ
る
個
体
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
、
木
村
は
、
生
命
体
の

「主

体
」
と
は
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
境
世
界
と
の
接
触
現
象
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
（
木
村
一
九
九
七
）
。
つ
ま
り
、
あ
る
生
命
体
と

そ
の
環
境
と
の

「あ
い
だ
」
の
現
象
が
「
主
体
」
で
あ
り
、
そ
の
関
係
を
「
相
即
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
考
え
方
か
ら
い
く
と
、
主
体
と

し
て
の
生
命
体
は
、
環
境
世
界
と
の
相
即
が
保
た
れ
て
い
る
限
り
、
主
体
と
し
て
存
続
す
る
。
さ
ら
に
、
環
境
と
の
あ
い
だ
で
相
即

的
に
行
動
す
る
自
己
、
主
体
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
物
質
的
・
機
械
的
な
物
体
と
し
て
の
身
体
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
こ
こ
ろ
」
と
不

可
分
な
の
で
あ
る
。
心
身
二
元
論
と
は
異
な
り
、
唯
心
論
で
も
唯
物
論
で
も
な
い
、
主
体
的
身
体
と
し
て
我
は
、
我
と
そ
れ
を
と
り

ま
く
「
い
の
ち
」
を
含
む
環
境
と
の
関
係
を
と
ら
え
る
。
そ
れ
は
、
自
然
を
客
体
化
し
て
合
目
的
的
に
、
あ
る
い
は
象
徴
論
的
に
と

ら
え
る
の
と
は
全
く
異
な
る
関
係
で
あ
る
。

「
生
命
そ
の
も
の
」
、
連
鎖
的
生
命
は
、
私
た
ち
の
認
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
を
、
私
た
ち
は
、
理
性
の
対
象
と
し
て

328 



山地居住カレンをめぐる生命のつながり

知
覚
や
表
象
で
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
カ
レ
ン
の
人
々
が
森
を
通
じ
て
感
得
す
る
よ
う
に
、
よ
り
確
実
に
体
感
し
、
感
知
す
る
。

そ
れ
は
直
観
や
身
体
感
覚
と
し
て
捉
え
た
世
界
の
姿
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
我
々
自
身
の
「
生
」
と
「
生
命
」
に
直
結
す
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
、
人
は
「
生
命
そ
の
も
の
」
を
感
得
す
る
。
本
稿
で
み
て
き
た
カ
レ
ン
の
植
物
と
の
か
か
わ
り
、
交
わ
り
は
、
ま
さ
に

そ
う
し
た
「
生
命
そ
の
も
の
」
を
植
物
の
う
ち
に
も
、
そ
し
て
人
間
と
し
て
の
自
ら
の
う
ち
に
も
認
め
る
過
程
な
の
で
は
な
い
か
。
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