
◎
論

説雲
貴
高
原
東
部
に
お
け
る
ミ
ャ
オ
族

の
生
業
形
態

貴
州
省

・黎
平
県
口
江
郷
棟
東
村
を
事
例
と
し
て

田

畑

久

夫

・
・
…

問
題
の
所
在
と
研
究
視
角

ミ
ャ
オ
族
は
、
西
南
中
国
を
代
表
す
る
高
原
で
あ
る
雲
貴
高
原
を

中
心
に
分
布

・
居
住
し
て
い
る
民
族
集
団
で
あ
る
。
同
高
原
に
は
、

こ
の
ミ

ャ
オ
族
を
筆
頭
に
、
シ

ュ
イ
族

・
ト
ン
族

・
ヤ
オ
族

・
イ
族

な
ど
多
数

の
民
族
集
団
が
所
狭
し
と
、
分
布

・
居
住
し
て
い
る
。
し

か
も
、
か
か
る
雲
貴
高
原
で
は
、
水
利
に
恵
ま
れ
た
土
地
条
件
の
良

好
な
平
坦
地
に
は
、
主
と
し
て
明
お
よ
び
清
王
朝
時
代
に
屯
田
兵
と

し
て
こ

の
地
に
移
住
し
た
漢
民
族

の
子
孫
が
占
有
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
ミ

ャ
オ
族
な
ど

の
民
族
集
団
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
の
影
響
を
強

く
受
け
、
土
地
条
件

の
劣
悪
な
山
間
部
を
主

体
に
居
住
す
る
こ
と
に

ム
　

　

な

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う

に
、
山
間
部
を
主
体

に
分
布

・
居
住
す
る
と

い
っ
て
も
、
か
か
る
民
族
集
団
は
、
同

一
集
落
内
で
雑
居
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
民
族
集
団
ご
と
に
海
抜
高
度
差

に
よ
る
住
み
分
け
を

行
な

っ
て
い
る
と

い
う
特
色
を
有
し
て
い
る
。
本
稿
の
対
象
地
域
で

あ
る
雲
貴
高
原
東
部
の
山
間
部
に
お
い
て
も

、
第

1
図
に
み
ら
れ
る

よ
う

に
、
住
み
分
け
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
。
か
か
る
住
み
分
け
が

行
な
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
の
は
、
上
述
の
漢
民
族
の
進
出
お
よ
び

ム
　

　

各
民
族
集
団
間

の
抗
争
な
ど
に
よ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

第
1
図
か
ら
も
判
明
す
る
よ
う
に
、
典
型
的
な
山
棲
み
の
民
族
集

雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態37



第1図 雲貴高原東部における山棲みの民族集団の住み分けモデル

出所:現 地での聞き取りなどより作成。

団
で
あ
る
ミ
ャ
オ
族
は
、
そ
の
分
布
範
囲
が
、
中
国
領
に
と
ど
ま
ら

ず
、
国
境
を
越
え
て
タ
イ

・
ラ
オ
ス

・
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
イ

ン
ド
シ
ナ

　
ヨ

　

半
島
北
部
の
山
岳
地
帯

に
ま
で
進
出
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
、
西
南

中
国
を
中
心
に
国
境
を
越
え
て
周
辺
地
域
に
ま
で
分
布

・
居
住
し
て

い
る
民
族
集
団
と
し
て
は
、
同
様

に
代
表
的

な
山
棲
み
の
民
族
集
団

　
る

　

で
あ
る
ヤ
オ
族
だ
け
で
あ
る
。

以
上
論
じ
た
よ
う

に
、
ミ
ャ
オ
族
の
分
布

・
居
住
範
囲
す
な
わ
ち

生
活
空
間
は
非
常
に
広
範
囲
に
わ
た

っ
て
い
る
と

い
え
る
。し
か
も
、

人
口
に
関
し
て
も
、
少
数
民
族
と
し
て
は
第

五
位
の
人
口

(約
七
四

バ
う

　

○
万
人
弱
)
を
擁
す
る
大
集
団

で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
ミ
ャ
オ
族

に

関
し
て
は
、
多
く

の
分
派
集
団

に
分
か
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
か
よ
う
な
ミ
ャ
オ
族

の
分
派
集
団
は
、
従
来
か
ら
主
と
し

　
　

　

て
女
性
が
着
用
し
て
い
る
民
族
衣
裳
の
色
彩

を
中
心
に
分
類
さ
れ
る

こ
と
が
多
か

っ
た
。
と

い
う

の
は
、
ミ
ャ
オ
族

の
場
合
、
ご
く
最
近

ま
で
女
性
が

「
ハ
レ
」
の
日
の
み
な
ら
ず
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も

民
族
衣
裳
を
常
用
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
視
覚
的
に
も
区
分
す
る
こ

ハ
ア

　

と
が
容
易
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う

な
理
由
か
ら
、
現
地
に

お
い
て
は
、
か
か
る
分
類
が
地
元
の
研
究
者

を
含
め
て

一
般
的
に
使

　
　

　

用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
よ
う

な
分
類
は
便
宜
的
な
区

分
に
す
ぎ
な

い
と
さ
れ
、
中
央

の
研
究
者
レ

ベ
ル
で
は
、
第

1
表

に

示
し
た
よ
う
に
方
言
を
主
体
と
す
る
言
語
系
統

に
よ
る
分
類
が
中
心

　
　

　

と

な

っ
て

い

る

。

こ

の
他

、

ミ

ャ

オ

族

に
関

す

る

分

類

と

し

て

、

ミ

ャ

オ
族

社

会

の

00M



第1表 言語からみたミャオ族の区分

区分の基準 名 称 主要分布地域 自 称 出 所

言語

(方言)

東部集団 A.貴 州東南方言地区

貴州省騎東南、湖南省(城 歩)

広西壮族 自治区(大 苗 山)

ム ウ

村 松 一 弥

(1973)

モ ー

B.湖 南西部方言地区

湖南省(湘 西)

貴州省東北端

湖北省(鶴 峰 ・宣恩など)

コ 。ソ ン

ソ

ク・ス ワ ン

西部集団 C.欝 南 ・川南 ・愼東方言地区

貴州省南部、雲南省(文 山 ・屏

辺)、 四川省(叙 永 ・秀 山など)

モ ン

D.騎 西北、愼東北方言地 区

貴 州省(威 寧)、 雲南省 北部山

岳地帯

ミ ヤオ

言語

(方言)

湖西方言 湖南省西部 、貴州省松桃、四川省秀

山、湖北省(来 鳳 ・鶴峰)
コ ・シ ョン

国家民族委員会

民族問題五種叢

書編輯委員会編

(1981)

騎東方言 貴州省(騎 東南 ・騎西)、広 西壮族

自治区(桂 北)
ム ー

川騎潰方言 四川省南部 、貴州省(騎 西 ・贈 中)、

雲南省 、広西壮族自治区(桂 西)
モ ン

出所:村 松一弥(1973)「 中国の少数民族一 その歴史 と文化 および現況J毎 日新聞社、

205-209頁 。国家民族委員会民族問題五種叢書編輯委員会編(1981)「 中国少数民族』 人民

出版社、446頁 。

伝
統
的
な
経
済
生
活

の
基

盤
と
で
も
称
す
べ
き
生

業
形
態
に
注
目
し
て
区
分
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ャ
オ
族
の
集
落
は
、
周
辺
に

分
布

・
居
住
す
る
シ
ュ
イ
族

・
ト
ン
族

・
ヤ
オ
族

な
ど
の
集
落
と
同
様
に
、
形
態
と
し
て
は
家
屋
が

一
ヶ
所
に
集
中
す
る
と
い
う
集
村
形
態
を
と
る
。

し
か
も
、
そ
の
戸
数
が
平
均
す
れ
ば

一
〇
〇
戸
か

ら

一
五
〇
戸
前
後
の
も

の
が
多

い
。
か
よ
う
な
外

見
上
の
特
色
が
み
ら
れ
る
ミ
ャ
オ
族
の
集
落

で
あ

る
が
、
そ
の
形
成
に
関
し

て
は
二
通
り

の
タ
イ
プ

が
存
在
す
る
。

バリ
　

第

一
の
タ
イ
プ
は
、
河
谷
や

「場
子
」
を
中
心

に
、
主
と
し
て
河
川
水
を
利
用
し
た
水
田
稲
作

に

従
事
す
る
集
団
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。
第
二
の
タ
イ
プ
は
、
主
と
し
て
山
腹
斜
面
や

あ
る

い
は
山
頂
近
く
に
ま

で
達
す
る
棚
田

・
段

々

畑
、
ま
た
は
集
落
周
辺
の
山
中
に
散
在
す
る
焼
畑

に
お

い
て
、
陸
稲
を
は
じ

め
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や

ア
ワ

・
ヒ
エ
な
ど
の
雑
穀
、
タ
ロ
イ
モ
な
ど
の
イ

モ
類
を
、
栽
培
し
て
い
る
集
団
で
あ
る
。
前
者
は
、

海
抜
高
度
五
〇
〇
～
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
比
較
的

低
所
に
生
活
空
間
の
基
盤
を
お
い
て
い
る
の
に
対

し
、
後
者
は
、
大
部
分
が
八
〇
〇
～

=

○
○
メ
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ー
ト
ル
の
よ
り
高
所
に
定
住
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
同
じ
ミ
ャ
オ
族

に
所
属
し
て
い
る
集
団
で
あ

っ
て
も
、
主
と
し
て
生
活
空
間

の
海
抜

高
度
が
異
な
る
た
め
、
生
業
形
態

に
代
表
さ
れ
る
生
活
様
式

(σq9
「Φ

de
vie)

も
微
妙
に
違

っ
て
い
る
。

か
か

る
理
由

に
よ

っ
て
、
前
述

の
第

一
の
タ
イ
プ
の
集
団
が
、
海

抜
高
度

の
比
較
的
低

い
河
谷

や

「塙
子
」
な
ど

の
小
規
模
な
平
坦
地

を
主
要
な
生
活
空
間
の
基
盤

に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
平
地
ミ
ャ
オ
」

族
、
第

二
の
タ
イ
プ
の
集
団
が
、
山
腹
斜
面
や
山
頂
部
周
辺
を
主
た

る
生
活
空
間

の
基
盤

に
し
て
い
る
の
で
、
「高
披

ミ
ャ
オ
」
族
と
現

ム
ロ

　

地
な
ど

で
は
称
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。

な
お
、
ミ
ャ
オ
族
の
女
性
が
着
用
し
て
い
る
民
族
衣
裳
に
関
し
て

も
、
右
述

の
二
区
分
が
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「平
地
ミ
ャ
オ
」

族

の
場
合
、
足
も
と
に
ま
で
達
す
る
丈

の
長

い
プ
リ
ー
ツ
ス
カ
ー
ト

を
は

い
て
い
る
の
に
対
し
、
「高
披
ミ
ャ
オ
」
族
は
、
丈

の
短

い
プ

リ
ー
ツ
ス
カ
ー
ト
を
着
用
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
外
見
上
か
ら
も

両
集
団

の
識
別
は
大
変
容
易

で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
両
集
団
の
女
性

が
常
用
し
て
い
る
ス
カ
ー
ト
が
著
し
く
異
な
る
形
式
を
採
用
し
て
い

る
の
は
、
「高
披
ミ
ャ
オ
」
族
の
場
合
、
伝
統
的
に
山
腹
斜
面
な
ど

で
の
山
仕
事
が
主
体

で
あ
る
た
め
、
丈

の
長

い
ス
カ
ー
ト
で
は
歩
き

に
く
い
う
え
に
作
業
を
実
施
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
両
集
団
間
で
は
、
通
婚
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い

他
、
以
前

で
は
、
「平
地
ミ
ャ
オ
」
族
が

「高
披
ミ
ャ
オ
」
を
蔑

ん

ハ
は

レ

だ

り

、

小

作

に
使

っ
て
支

配

し

て

い
た

と

い
う

。

'

棟東村では現在も民族衣裳は自給自足

本
稿
の
調
査
対
象
で
あ
る
黎
平
県
口
江
郷
棟
東
村

に
居
住
す
る
ミ

ャ
オ
族
は
、
第
1
表

の
区
分
で
い
え
ば
海
抜
高
度
は
高
く
な
い
が
密

ム
け

レ

 

東
方
言
に
所
属
す
る
、
「高
披

ミ
ャ
オ
」
族

で
あ
る
。
た
だ
し
、
「高

披
ミ
ャ
オ
」
族
で
あ
る
が
、
掠
東
村
に
集
落
を
形
成
し
て
か
ら
比
較

的
長
い
年
月
を
経
過
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
本
来

の

「高
披
ミ
ャ
オ
」

族
の
特
色
と
さ
れ
る
、
伝
統
的
な
生
業
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
焼
畑
農

業

や
狩
猟
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
山
腹
斜
面
な
ど
を
開
墾

し
、
棚
田
や
段
々
畑
を
造
成
し
、
天
水
利
用

に
よ
る
陸
稲

・
水
稲

の

稲
作
お
よ
び
畑
作
に
従
事
す
る
も

の
が
多

い
。

な
お
、
現
在

で
は
、
ミ
ャ
オ
族
研
究
は
、
民
族
衣
裳

の
色
彩
を
主

40



と
し
た
便
宜
的
な
分
類
方
法

に
基
づ
く
研
究
か
ら
、
方
言
を
中
心
と

し
た
研
究

や
、
筆
者
ら
が
実
施
し
て
い
る
原
初
的
な
生
業
形
態
を
メ

ム
お
　

ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
研
究

へ
と
大
き
な
転
換
期
を
む
か
え

て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
に
お

い
て
は
、
ミ
ャ
オ
族
の

社
会
全
体
を
分
析
視
野
に
入
れ
た
研
究
業
績
は
意
外
と
少
な
い
。
か

か
る
点
は
、
中
国
国
内
に
お
け
る
ミ
ャ
オ
族
研
究
者
が
非
常
に
限
ら

　
め
　

れ
て
い
る
こ
と
と
、
大

い
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

数
少
な

い
中
国
人
研
究
者
で
も
、
そ
の
多
く
が
、
ミ
ャ
オ
族
出
身

に

限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
者
た
ち
は
、
自
身

の
故
郷
の
研
究
に

専
念
し
、
他
地
域

の
ミ
ャ
オ
族
社
会
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
調
査

・

　レ
　

研
究
を
実
施
し
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
外
国
人
研
究
者
に
よ
る
ミ
ャ
オ
族
研
究
に
関
し
て
は
、
ど

の
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う

に
、

一
九
四
九
年
に
中

華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
、
社
会
主
義
国
家
体
制
が
採
用
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
、
外
国
人
研
究
者
は
勿
論

の
こ
と
、

一
般
の
観
光
客
で
も

自
由
に
国
内
を
調
査
し
た
り
、
参
観
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て

し
ま

っ
た
。
い
わ
ゆ
る
対
外

「未
開
放
地
区
」
が
設
定
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
雲
貴
高
原
を
中
心
と
す
る
ミ
ャ
オ
族
居
住
地
区
に
関
し
て
も

状
況
は
ま

っ
た
く
同

一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
部
の
観
光
目
的
の

た
め
に
特

別
に
参
加
を
許
可
さ
れ
た
集
落
を
除

い
て
は
、
対
外

「未

開
放
地
区
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
現
在

に
お
い
て
も

フ

　
　
　

イ
ー
ル
ド
サ
ー
ヴ

ェ
イ
を
実
施
す
る
こ
と
が
大
変
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
に
お
い
て
中
国
の
近
代
化
が
急
速
に
進
展

し
て
い
く
中
で
、
対
外

「未
開
放
地
区
」
も
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

雲
貴
高
原
に
関
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
県
が
対
外
開
放
さ
れ
た
。
た

だ
し
、
対
外
開
放
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
現
地
を
訪
問
し
て

み
る
と
、
県
人
民
政
府
が
設
置
さ
れ
て
い
る
県
城
、
お
よ
び
若
干
の

大
規
模
な
地
方
都
市

や
鎮
な
ど
と
称
さ
れ
る
地
方
中
心
集
落

に
開
放

が
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、

ミ
ャ
オ
族
な
ど
が
居
住

す
る
集
落

に
つ
い
て
は
、
県
城
周
辺
の
交
通

の
便

の
良
好
な

一
部
を

除

い
て
、
調
査
は
勿
論
の
こ
と
、
参
観
す
る

こ
と
す
ら
で
き
な
い
と

い
う
状
態
が
な
お
続

い
て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
中
央
お
よ
び

地
方
の
研
究
機
関
な
ど
の
協
力
が
得
ら
れ
れ
ば
、
徐

々
に
で
は
あ
る

が
少
数
民
族
居
住
地
区
内
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
ー
ヴ

ェ
イ
を
実
施
す

る
こ
と
も
可
能
と
な

っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル
ド

サ
ー
ヴ

ェ
イ
に
基
礎
を
お
い
た
報
告
書

・
著
作
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う

　ゆ

　

に
な

っ
た
。
ミ
ャ
オ
族
研
究
に
代
表
さ
れ
る
中
国
に
お
け
る
少
数
民

族
に
関
す
る
調
査

・
研
究
は
、
そ
の
端
緒
が
開
か
れ
た
ば
か
り
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

と
り
わ
け
、
ミ
ャ
オ
族

の
場
合
、
他

の
少
数
民
族
以
上
に
、
わ
が

国
の
研
究
者
が
と
く
に
強

い
関
心
を
有
し
て

い
た
と
い
う
特
徴
が
存

へ
れ
　

在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
理
由
を
補
足
す
れ
ば
、
日
本

の
伝
統

文
化
の
形
成
に
関
す
る
基
盤
あ
る

い
は
根
底
と
な

っ
た
と
看
倣
さ
れ

て
い
る
基
層
文
化

(じ口
90
0り凶c
C
u
ltu
re
)
の
源
流

の
有
力
地
域
の

一
つ

に
こ
れ
ら
の
民
族
集
団
が
居
住
し
て
い
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
ミ
ャ
オ
族
に
代
表
さ
れ
る
雲
貴
高
原

に
分
布

・
居
住
す
る
山
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棲
み
の
民
族
集
団
に
関
す
る
詳
細
な
文
化
や
経
済
に
関
す
る
現
状
分

　の
　

析
を
通

し
て
、
日
本
文
化

の
基
層
を
探
ろ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

本
稿
も

、
基
本
的
に
は
、
右
述
し
た
か
か
る
立
場
を
踏
襲
す
る
が
、

研
究
視
角

と
し
て
は
・
度

々
他

の
拙
講
な
ど
で
も
論
を
展
開
し
て
き

た
よ
う

に
、
文
化
地
理
学
的
手
法
を
用

い
て
分
析
し
て
い
こ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
の
唱
え
る
文
化
地
理
学
的
手
法

と
は
、

西
南
中
国
を
代
表
と
す
る
高
原
で
あ
る
雲
貴
高
原
と

い
う
自

然
環
境

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
空
間
に
お
い
て
生
計
を
立
て
て
い
る

ミ
ャ
オ
族

の

一
集
落
を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
、
主
と
し
て
、
住
民

の
生
活

の
経
済
的
基
盤
と
な

っ
て
い
る
生
業
形
態
に
注
目
し
、
そ
れ

に
、
論
点

を
し
ぼ
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
ー
ヴ

ェ
イ
で
入
手
し
た
資
料

を
中
心

に
具
体
的
に
検
討
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

村
の
概
況

調
査

対
象
掠
東
村
が
所
属
し
て
い
る
口
江
郷
は
、
黎
平
県

の
行
政

中
心
で
あ
る
黎
平

(徳
鳳
鎮
)
の
西
南
三
〇
公
里

(三
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
)
に
位
置
し
て
い
る
。
口
江
郷
は
九
行
政
府
か
ら
構
成
さ
れ
る

(第
2
表
)
。
郷

の
住
民
は
全
員
が
少
数
民
族
で
は
な
く
、
第
2
表

に

示
し
た
よ
う
に
、
漢
民
族
も
居
住
し
て
い
る
。
し
か
し
、
住
民
に
と

っ
て
は
基
本
的
な
生
活
空

間
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
、
村

の
下
位

(部
)
行

政
単
位

で
あ

る
棊

に
は
、
漢
民
族
と
少
数
民
族
、
あ
る

い

は
ト
ン
族

と
ミ
ャ
オ
族
と

い
う
よ
う
に
、
民
族
間

の
雑
居
は
ま

っ
た

く
認
め
ら
れ
な

い
。

口
江
郷

の
戸
数
は

一
五
六
〇
戸

(
一
九
九

五
年
統
計
)
、
人

口
は

八

一
八
〇
人
で
あ
る
。
ま
た
、
郷
内
に
お
い
て
、
海
抜
高
度
が
も

っ

と
も
高

い
地
点

に
位
置
し
て
い
る
集
落
は
、
藍
杁
村
零
明
纂
の
九
二

〇
メ
ー
ト
ル
で
、
ト
ン
族
が
居
住
し
て
い
る
。
逆
に
、
も

っ
と
も
低

い
地
点
に
あ
る
集
落
は
、
郷
人
民
政
府
が
設
置
さ
れ
て
い
る
口
江
村

口
江
秦
の
高
度
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、

こ
こ
に
も
ト
ン
族
が
居

住
し
て
い
る
。
な
お
、
口
江
村
ま
で
は
、
県
城
か
ら

一
日
に
数
回
定

期
路
線
バ
ス
が
運
行
さ
れ
て
い
る
。

掠
東
村
は
、
第
3
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
四
秦
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
別
の
戸
数

・
人
口
な
ど

の
項
目
に
関
し
て

第2表 口江郷の村落構成

村 名 棊の数 備 考

口江村 2 個 個

零肝村 4 苗 苗 個 個

掠東村 4 苗 苗 苗 漢

双渓村 3 苗 苗 漢
吟膀村 3 苗 苗 漢

得脳村 5 苗 苗 苗 苗 個

銀朝村 1 個

曹坪江村 5 苗 個 個 個 個

藍杁村 5 苗 個 個 個 個

注:個 は トン族の集落、苗は ミャオ族の集落、

漢は漢民族の集落。
出所:現 地 での聞 き取 りよ り作成。
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整
理
し
た
も

の
が
第
3
表

で
あ
る
。
村

の
成
立
は
、
村
内
に
は
文
献

史
料
が
残

っ
て
い
な

い
た
め
、
正
確

に
は
不
明

で
あ
る
。
し
か
し
、

古
老
た
ち

の
話
を
総
合
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
掠
東
村
に
居
住
す
る
ミ
ャ
オ
族

の
中
で
、
も

っ
と
も

多
く
の
人

口
を
占
め
る
呉
姓

に
関
し
て
は
、
元

々
祖
先
は
長
江
支
流

籟
江
上
流
吉
安

(江
西
省
)
に
居
住
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
湖
南

省
を
経
由

し
て
山
伝

い
に
西
進
し
、
貴
州
省
に
移
動
し
て
き
た
。
貴

州
省
で
は
、
最
初
に
欝
東
南
苗
族
個
族
自
治
州
天
柱
県
遠
口
に
定
着

し
た
。
遠

口
に
は
、
呉
家

の
祖
先
を
祭
る
祠
堂
が
あ
る
と
い
う
。
そ

こ
か
ら
黎

平
県
芽
貢
、
岩
洞
を
経
由
し
て
、
当
地
に
定
住
す
る
よ
う

に
な

っ
た
。
呉
姓
の
祖
先
た
ち
は
、
同
様
の
コ
ー
ス
を
通

っ
て
、
数

回
に
わ
た
り
当
地
に
移
動
し
て
き
た
よ
う
で
あ
り
、
古

い
も
の
で
当

地
に
定
着

し
て
か
ら
二
〇
代
余

(約
五
〇
〇
年
)
、
あ
る
い
は

一
二

代

(約
三
〇
〇
年
)
経
過
し
て
い
る
と
い
う
。
ミ
ャ
オ
族

の
他
姓
の

祖
先
も
、
ほ
ぼ
同
様

の
コ
ー
ス
で
移
動
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
一
方
、

当
地
域
に
居
住
す
る
漢
民
族

に
関
し
て
は
ミ
ャ
オ
族
と
は
異
な
り
、

振
剛
暴
で
最
多
を
占
め
る
張
姓
の
祖
先
は
明
代
洪
武
年
間

(
=
二
六

八
～

=

二
九
八
)
の

=
二
八
〇
年
に
河
北
省
か
ら
黎
平
県
県
城
に
移

り
、
清
朝
乾
隆
年
間

(
一
七
三
六
～

一
七
九
五
)

に
掠
東
村

に
移
動

し
て
き
た
と

い
う
伝
承
を
も

っ
て
い
る
。
当
地
に
定
着
し
て
か
ら

一

八
代
を
数
え
る
と
い
う
。

な
お
、

そ
の
他

の
姓
の
祖
先
、
例
え
ば
、
顧
姓

の
場
合
は
、
以
前

の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
住
地
は
黎
平
県
に
南
接
す
る
従
江
県

第3表 掠東村の概況(1995年)

棊名 戸数(nl 人 口(人) 海抜高度(。) 水 田(畝121 畑 地(畝) 山林(蜘 住民の姓

上掠東42

下棟東43

振剛"32

平吝40

210

250

155

220

550

550

680

500

220

210

137

138

35

40

40

40

goo

600

700

500

呉 ・漆

呉

張 ・顧 ・王 ・何 ・鄭 ・石

呉 ・楊

注:(1)住 民 は すべ て漢 民族 、他 の 集 落 はす べ て ミャ オ族 。

(2)1畝 は6.67ア ール。

出 所:掠 東 村 で の 聞 き取 り よ り作 成 。
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谷
洞
郷
よ
り
当
地
に
移
住
し
て
き
た
と

い
う
。
ま
た
、
王
姓

の
祖
先

は
、
北
西
に
隣
接
す
る
城
関
か
ら
商
売

(行
商
)

の
た
め
に
移

っ
て

き
た
と

い
う
よ
う
に
、
各
姓
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
住
地
先
が
異

へ
お

レ

な

っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
地
域
か
ら
漢
民
族

の
集
団
が
あ
え

て
山
間
部
に
位
置
す
る
当
地

に
定
着
し
た
の
は
、
耕
地
が
多
く
存
在

し
た
こ
と

や
、
製
炭
用

の
原
木
が
豊
富

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
と

、
.む
Q

　
　　フ

ィ
ー
ル
ド
サ
ー
ヴ

ェ
イ
に
選
定
し
た
の
は
、
棟
東
村
の
う
ち
、

上
棟
東
塞
と
下
棟
東
塞
で
あ
る
。
か
か
る
理
由
は
、
両
塞
と
も
ミ
ャ

オ
族
が
居
住
す
る
典
型
的
な
集
落
で
あ
る
こ
と
、
掠
東
村
の
ミ
ャ
オ

族
は
、
最
初
に
上
棟
東
塞
に
定
着
し
、
そ
の
後
人
口
増
加
の
理
由
な

ど
か
ら

一
部
が
下
棟
東
塞
に
新
し
く
集
落
を
建
設
し
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら

で
あ
る
。
最
初
に
、
両
塞
の
概
略
を
示
し
た
第
2
図
を
参
照

し
な
が
ら
、
両
集
落
の
特
徴
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

口
江
郷
の
中
心
口
江
村
か
ら
棟
東
村

の
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い

る
上
掠
東
塞
ま
で
は
約
五
公
里
で
あ
る
。
以
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
き

た
口
江
村
か
ら
の
道
路
は
狭
く
、
馬
車
が
通
行
す
る
の
に
も
苦
労
し

た
ほ
ど

の
悪
路
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

一
九
九
五
年
二
月
に
、
上
棟

東
暴

の
先
に
位
置
す
る
双
江
郷
蓋
堂
ま
で
の
新
道
が
開
通
し
た
。
こ

の
新
道

の
建
設
に
あ
た

っ
て
は
、
欝
東
南
苗
族
個
族
自
治
州
、
黎
平

県
、
口
江
郷
な
ど
の
人
民
政
府
が
出
資
し
、
上
棟
東
村
な
ど
の
住
民

が
労
働

力
を
提
供
し
た
。
未
舗
装
で
あ
る
が
道
幅
が
拡
大
さ
れ
た
新

道
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
周
辺

の
山
地
か
ら
伐
採
さ
れ
た
木

ダムから水を引く貯水槽



第2図 調査地域の概略図(部 分)
出所:現 地調査より作成。

注:・ 戸 数 と家屋数 は一致 してい

ない(1戸 に数世帯 が同居

す る事例 があ るため)。
・下掠 東 泰 の里 場 地 区 は離

れ ているので省略。
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材
を
運
搬
す
る
こ
と
が
大
変
容
易
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
新
道

は
、
木
材

の
運
搬
に
使
用
さ
れ
る
林
道
と
し
て
の
性
格
が
強
か

っ
た

が
、
住
民
が
背
負

っ
た
り
、
馬
車
に
積

ん
で
運
搬
し
て
い
た
振
剛
秦

の
特
産
物
で
あ
る
製
炭
も
、
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど

の
小
型
車
輌
や
ト
ラ

へ　
　

ッ
ク
な
ど
で
運
搬
可
能
と
な

っ
た
。
将
来
に
お
い
て
は
、
こ
の
新
道

路

の
開

通
に
よ
り
、
村
内
経
済

の
活
性
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。電

気

は

一
九
七
六
年
に
送
電
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
電

力
は
近
く
を
流
れ
て
い
る
小
河
川
で
発
電
し
た
も
の
を
利
用
し
て
い

た
。
そ

の
た
め
、
発
電
量
が
小
さ
い
こ
と
や
、
十
数
年
前
に
上
流
に

農
業
用
水
用

の
ダ
ム
を
建
設
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
河
川

の
水
量
が

減
少
し
、
停
電
し
が
ち
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
、

一
九
九
五
年
八
月
よ

り
、東
隣
り
の
双
江
郷
の
発
電
所
か
ら
電
力

の
供
給
を
受
け
て
い
る
。

そ
の
送
電
に
関
し
て
は
、
上
棟
東

・
下
棟
東
の
両
纂
の
住
民
よ
り

一

人
当
た
り

=

○
元
ず

つ
均
等
負
担
し
た
。

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
上
掠
東
お
よ
び
下
掠
東
の
両
秦
は
、
現

在
で
は
ま

っ
た
く
別
の
集
落
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
住

民
の
生
活
に
と

っ
て
必
需
で
あ
る
飲
料
水
を
供
給
す
る
井
戸
に
関
し

　　
　

て
は
、
小
規
模
な
も
の
は
両
塞
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
が
、
最
大
の

規
模

の
井
戸

(「
ワ
イ
タ
ン
ト
ン
」
と
呼
ば
れ
る
)
は
、
両
集
落

の

ち
ょ
う
ど
中
間
の
地
点
に
存
在
し
、
通
常
両
集
落

の
住
民
が
共
同
し

て
利
用
し
て
い
る
。
か
か
る
意
味
か
ら
も
、
両
暴
は
、
元
来

一
つ
の

集
落
で
あ

っ
た
、
と
推
察
で
き
る
。
か
よ
う
に
、
両
秦
に
は
井
戸
が

存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
井
戸
は

「
ワ
イ
タ

ン
ト
ン
」
を
含
め
て
、

水
量
が
多

い
と
は
い
え
な

い
。
そ
こ
で
、
上
掠
東
村
で
は
、
上
述
の

ダ
ム
か
ら

一
九
八
二
年
に
飲
料
水
を
摂
取
し
、
集
落
の
ほ
ぼ
中
央

の

貯
水
槽
に
た
め
て
利
用
し
て
い
る
。

ま
た
、
上
掠
東
塞
と
下
掠
東
暴
の
間
は
小
高

い
丘
陵
と
な

っ
て
い

る
。
そ
の
頂
上
付
近

に
円
形
を
し
た
広
場

(「
ダ
ン
シ

ュ
ワ
ン
」、

「草
坪
上
」
)
が
存
在
す
る
。
「
ダ
ン
シ
ュ
ワ

ン
」
は
、
日
常
的
に
は

洗
濯
物
を
干
し
た
り
、
藍
染
め
し
た
布
を
乾

燥
さ
せ
た
り
す
る
場
所

と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
ダ
ン
シ

ュ
ワ

ン
」
は
、
元
来
五
年
ご

へ
お
　

と
に
開
催
さ
れ
る
年
越
し
の
と
き

に
行
な

わ
れ
る
歌

や
藍
笙
舞

い

(「ヅ
オ
ク
ー
」
「
踪
歌
堂
」)

の
会
場
と
な
る

「聖
な
る
空
間
」
で
あ

る
。
「
ダ
ン
シ
ユ
ワ
ン
」
で
は
、
「ヅ
オ
ク
i
」
の
他
、
三
年

に

一
度

ハ
お
　

は
水
牛
を
闘
わ
せ
る
闘
牛
も
実
施
さ
れ
る
。

第
2
図
を
参
照
す
る
と
、
集
落
内
に
家
畜

小
屋
が
非
常

に
多

い
こ

と
に
気
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
、
両
集
落
と
も
家
畜
小
屋
が
目
立

つ
の

は
、
両
集
落

の
家
屋
形
態
と
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
地

域

の
ミ
ャ
オ
族

の
場
合
、
家
屋
は
、
木
造
二
階
建
て
の
高
床
式
住
居

で
、
そ
の

一
階
部
分
が
家
畜
小
屋
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
外
見

上
は
家
畜
小
屋
が
判
別
し
に
く
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
両
集
落
の
ミ

ャ
オ
族
の
家
屋
は
、
漢
民
族

の
農
村
部
で
卓

越
す
る
平
屋
の
土
間
形

式
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
戸
外

に
家
畜
小
屋
を
設
置
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
両
集
落
と
も
、
ほ
と
ん
ど
の
家
屋
が
家
畜

小
屋
を
所
有
し
、
牛

・

豚
な
ど
の
家
畜
お
よ
び
鶏

・
ア
ヒ
ル
な
ど

の
家
禽
を
飼
育
し
て
い

φ



ハぢ

る
。
そ

の
方
法
は
、
定
期
市
な
ど
で
子
牛
や
子
豚
を
購
入
し
、
飼
育

す
る
と

い
う
も
の
で
、
成
長
す
る
と
牛
の
場
合
役
牛
と
し
て
使
用
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
定
期
市
あ
る

い
は
集
落

に
や
っ
て
来
る
仲
介

人
に
売
却
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在

で
は
、
こ
の
家
畜
飼
育
が
住
民

の
最
大

の
現
金
収
入
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
他
、
眼
に
と
ま
る
の
は
、
ト
イ
レ
が
非
常

に
少
な
い
こ
と
で

あ
る
。
ミ

ャ
オ
族
は
、
本
来
ト
イ
レ
を
設
置
す
る
習
慣
を
ま

っ
た
く

も
た
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ほ
ぼ
同
地
域

に
居
住
す
る
ト
ン

族
の
場
合

、
各
戸
が
そ
れ
ぞ
れ
戸
外

に
ト
イ
レ
を
設
置
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
集
落
内
に
ト
イ
レ
が
設
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、
ト
ン
族

の

集
落
で
あ

る
と
外
見
か
ら
も
容
易
に
判
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ト
ン

族
の
慣
行

の
影
響
を
受
け
た
た
め
か
、
上
掠
東
塞

の

一
部
に
は
ト
イ

レ
が
存
在
す
る
。
な
お
、
下
掠
東
塞
に
は
、
「カ
ル
オ
ワ
ン
」
と
称

す
る
集
会
場
が
存
在
す
る
。
住
民
の
会
議
が
重
要
な
事
件
な
ど
が
発

ム
わ

り

生
す
れ
ば

、
こ
の

「カ
ル
オ
ワ
ン
」
で
行
な
わ
れ
る
と
い
う
。
上
掠

東
塞
に
は
、
「
カ
ル
オ
ワ
ン
」
は
存
在
し
な

い
。
小
学
校
が

「
カ
ル

オ
ワ
ン
」

の
代
わ
り
に
使
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と

い
う
。

学
校
は
、
上
棟
東
塞

・
振
剛
塞

・
平
吝
塞

の
三
ヶ
所
に
設
置
さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
振
剛
塞
お
よ
び
平
吝
塞

の
小
学
校
は
、
教
員
が

へお
　

各

々

一
名

で

「民
辮
教
師
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
第

一
学
年
と
第

二
学
年
の
み
の
教
育
を
行
な

っ
て
い
る
。
上
棟
東
塞
に
は
、
両
小
学

校
を
統
轄
す
る
校
長
が
お
り
、
他
の
二
名

の

「
民
辮
教
師
」
と
共
に
、

ハ
お
ソ

第
六
学
年
ま
で
の
生
徒
を
教
え
て
い
る
(第

4
表
)
。
第
3
表
で
特
徴
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的
な
こ
と
は
、
第

一
学
年

の
生
徒
数
が
他

の
学
年
に
比
べ
る
と
非
常

に
多

い
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
点
は
、
政
府
が

「
国
家
義
務
教
育
法
」

に
基
づ

い
て
、
七
歳
以
上
の
児
童
は
男
女
と
も
全
員
小
学
校

に
入
学

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う

「入
学
通
知
書
」
を
出
し
た
た
め

で
あ
り
、
そ
の
通
達
に
よ

っ
て
従
来
あ
ま
り
通
学
し
な
か

っ
た
女
子

も
入
学

す
る
こ
と
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第

一
学
年
二
七
名
の
う

ち
、

=
二
名
が
女
子

で
あ
る
。

掠
東

村
で
は
、
人
民
共
和
国
成
立
後

の

一
九
五
〇
年
に
学
校
教
育

が
開
始

さ
れ
た
。
し
か
し
当
時
は
、
校
舎
な
ど
の
建
物
が
な
く
、

一

般

の
民
家
あ
る
い
は
倉
庫
な
ど
を
借
り
て
、
そ
こ
で
授
業
が
行
な
わ

れ
て
い
た
。
現
在

の
上
掠
東
纂
に
あ
る

「掠
東
小
学
」
は
、

一
九
七

　あ
　

二
年
に
建
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
「掠
東
小
学
」
で
は
、
第

一
学

年

の
授

業
は
、
ミ
ャ
オ
語
と
中
国
語

(漢
語
)
の
両
方
を
用

い
て
行

な

っ
て
い
る
。
学
費
は
、

一
学
期

(年
二
学
期
制
)
で
十
数
元
、
そ

の
他
教
科
書
代
も
必
要

で
あ
る
。開
講
科
目
は
、

第4表 「上掠 東 小学 」の

生徒 数(1995年)

生徒 数(人)学年

27

10

13

13

11

7

1

9
9

3

4

ピ」

ρ0

出所:「 上 掠東小 学」 で

の聞 き取 りより作成 。

語
文

(国
語
)
・
数
学

・

思
想
品
徳

・
自
然
、
さ

ら
に
高
学
年

に
な
る
と

中
国
歴
史

・
地
理
情
況

が
教
え
ら
れ
る
。

「掠

東
小
学
」
を
卒

業
す
る
と
、

一
部
の
者

は
わ
が
国

の
中
学
校
に
相
当
す
る

「岩
洞
初
級
中
学
」
に
進
学
す
る

か
、
黎
平
に
あ
る

「黎
平
民
族
第

一
中
学
」

に
進
む
。
後
者
に
は
、

ミ
ャ
オ
族
の
た
め
の
二
つ
の

「民
族
班
」

(学
級
)
が
設
け
ら
れ
て

お
り
、
無
償

で
民
族
教
育
を
主
体
と
し
た
教
育
を
行
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
「岩
洞
初
級
中
学
」
で
は
、
寄
宿
舎
代
は
免
除
さ
れ
る
が
、

食
事
代

・
学
費
な
ど
は
有
償
で
、

一
学
期

に
六
〇
～

一
〇
〇
元
ほ
ど

必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
中
学
校
の
テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
中
国
語
で
書

か
れ
て
お
り
、
「岩
洞
初
級
中
学
」
で
は
英

語
の
授
業
も
あ
る
。
初

級
中
学
校
を
卒
業
す
れ
ば
、
中
等
師
範
学
校

・
中
等
専
門
学
校
な
ど

に
進
学
す
る
こ
と
が
多

い
。
ミ
ャ
オ
族
な
ど
少
数
民
族
が
こ
れ
ら
の

上
級
学
校

に
進
学
す
る
と
き
、
成
績
な
ど
に
関
し
て
は
優
先
的
に
考

慮
さ
れ
る
。

「掠
東
小
学
」

の
校
長

の
談

に
よ
れ
ば
、
掠
東
村
で
の
教
育
上

の

困
難
な
問
題
と
し
て
、

①

生
活
の
貧
困

②

当
村
に
お
け
る

「重
男
軽
女
」
(男
尊

女
卑
)
の
思
想
に
よ
り
、

多
く
の
家
庭
で
は
女
子
に
修
学

の
機
会
を
与
え
な
い
。

の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
勉
学
さ

せ
る
に
は
金
銭
が
必
要

な
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
が
、
経
済
的
に
ま

っ
た
く
負
担
で
き
な

い

額
で
は
な
く
、
問
題
は
②

の
思
想

の
遅
れ
が
原
因
で
あ
る
と

い
う
。

黎
平
県
で
は
、
他
の
近
隣
の
諸
県
と
同
様

に
、

一
九
九
二
年
よ
り
、

新
た
に

「教
育
税
」
を
従
来
の
税
金
と
は
別

に
全
戸
か
ら
徴
収
し
て

お
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
校
舎
な
ど

の
建
設
、
机

・
椅
子
な
ど
の
備
品

φ



第5表 棟東村の幹部

役職 姓(年 齢 ・男女別) 出身地 民族名

村長 呉(43・ 男) 同村上棟東纂 ミヤオ族

共産党支部書記 張(43・ 男) 同村振剛塞 漢民族

副村長 呉(43・ 男) 同村下掠東秦 ミ ヤオ族

民兵連長 呉(23・ 男) 同村上掠東秦 ミ ヤオ族

副村長兼会計 張(40・ 男) 同村振剛秦 漢民族

経済委員主任 呉(52・ 男) 同村平吝秦 ミ ャオ族

婦女主任 羅(40・ 女) 広西壮族自治区梅暴 トン族

出所:棟 東村での聞 き取 りより作成。

　め
　

を
整
え
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の

「教

育
税
」
は
、
住
民
に
と

っ
て
は
重

い
負
担

に
な

っ
て

い
る

よ
う

で
あ

る
。な

お
、
ミ
ャ
オ
族
の

他
の
集
落
で
は
、
集
落

の
出
入
口
に
門
を
設
け

夜
に
な
る
と
閉
じ
る
と

い
う
習
慣
が
残

っ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
が
、
上

掠
東

・
下
棟
東
の
両
集

落
と
も
、か
か
る
門
は
、

存
在
し
な
い
。
た
だ
、

第
2
図
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
下
棟
東
棊
の
入

口
に
該
当

す

る
場
所

に
、
大
き
な
樹
木
が
繁

っ
て
お
り
、
そ
こ
が
集

落

の
入
口
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

以
上
、
調
査
対
象
集

落
で
あ
る
上
棟
東
塞
お
よ
び
下
掠
東
塞
の
両
集
落
の
概
略
図
を
参
照

し
な
が
ら
、
外
見
上
と
く
に
眼

に
つ
い
た
特

色
を
列
挙
し
て
き
た
。

か
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
両
集
落

の
住
民
に
対
し
て
、
行
政
上
あ
る

い
は
治
安
上
な
ど
の
責
任
を
担

っ
て
い
る
の
が
、
村
長
以
下
の
村

の

幹
部
で
あ
る
。
村
の
幹
部
は
、
第

5
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
七
名
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
各
塞
か
ら
ほ
ぼ
均
等

に
選
出
さ
れ
て
い
る

と
い
う
特
色
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
村

長
は
村
民
全
員
の
中
か

ら
、
共
産
党
支
部
書
記
は
村
内

の
共
産
党
員

の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

選
挙
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
副
村
長
以
下
は
、
村
長
お

よ
び
共
産
党
支
部
書
記

の
推
薦
な
ど
に
よ

っ
て
任
命
さ
れ
る
。

,
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三

生
業
形
態
の
特
色

棟
東
村

の
ミ
ャ
オ
族
は
、
当
地
に
定
着
し
て
か
ら
比
較
的
長
い
年

月
が
経
過
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
集
落
周
辺
を
主
体
に
山
地
を
開
墾

し
、
水

田
や
畑
地
を
造
成
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
な
お

一
部
で
は

「高
披
ミ

ャ
オ
」
族
の
伝
統
的
な
生
業
形
態

で
あ
る
焼
畑
農
業
を
実

施
し
て

い
る
が
、
国
家
が
焼
畑
を
厳
禁
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
か

か
る
形
態

の
農
業
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な

い
。
以
下
で
は
、
上
掠
東
塞

お
よ
び
下
棟
東
暴

の
両
集
落
を
事
例
と
し
て
、
現
況
を
具
体
的
に
分

析
し
て

い
く
こ
と
に
す
る
。
最
初
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
近
年
に

お
け
る
土
地
制
度

の
変
遷
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

掠
東
村

で
は
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
直
後
の

一
九
五

一
年
よ
り
、

土
地
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
調
査
対
象
で
あ
る
上
掠
東
お
よ
び
下
掠

東
の
両
集
落
に
つ
い
て
も
、
翌
年

の

一
九
五
二
年
か
ら
土
地
改
革
が

着
手
さ
れ
た
。
そ
の
土
地
改
革
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
た
地

主
対

一
般
農
民

・
小
作
人
と

い
う
階
級
的
な
対
立
が
消
滅
し
た
。

つ

ま
り
、
伝
統
的
に
存
在
し
た
地
主
階
級
あ
る
い
は
富
農
階
級

・
中
農

階
級
な
ど
と

い
っ
た
農
民
の
階
級
的
な
区
分
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

両
集
落

の
古
老
数
人
か
ら
聞

い
た
土
地
改
革
以
前
の
状
況
を
示
す

と
第
6
表

の
よ
う
に
な
る
。
第
6
表
よ
り
判
明
す
る
よ
う
に
、
上
掠

東
秦
お
よ
び
下
棟
東
塞
と
も
、
大
規
模
土
地
所
有
者
で
あ
る
地
主
階

級
、
比
較
的
多
く
の
耕
地
を
所
有
し

経
済
的

に
安
定

し
て

い
る
富
農
階

級
、
耕
地
や
山
林
を
ま

っ
た
く
所
有

せ
ず
地
主
な
ど
の
小
作
人
と
な

っ
て

い
る
雇
農
階
級
の
三
階
級
に
分
類
さ

れ
た
農
民
は
存
在
し
な
か

っ
た
。
そ

れ
故
、
両
集
落

に
は
、
表
面
的
に
特

別
に
裕
福
な
者

や
貧
困
な
者
も
存
在

し
な
か

っ
た
よ
う

な
印
象
を
受
け

る
。し

か
し
な
が
ら
、
当
時
両
集
落
の

大
半
を
占
め
た
貧
農
階
級
に
区
分
さ

れ
る
農
民
は
、
年
間
に
主
食

で
あ
る

穀
物
が
冬
季
を
中
心
に

一
ヵ
月
か
ら

数
ヵ
月
間
不
足
す
る
と

い
う
状
態
で

あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
集
落
周
辺
の

山
腹
斜
面
を
焼
き
、
そ
の
後
に
ア
ワ

(36
>

や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
栽
培
し
た
り
、

山
地
に
成
育
す
る
ワ
ラ
ビ
の
根
を
掘

り
起
こ
し
、
そ
れ
を
砕

い
て
デ
ン
プ

ン
を
採
取
し
、
餅
に
し
て
食

べ
た
り

し
て
い
た
。
ま
た
、
近
く
の
ト
ン
族

な
ど
の
集
落
に
出
稼
ぎ
に
出
る
こ
と

第6表 土地改革直前の生活状態

秦名 地 主(人) 富 農(人) 中 農1(人) 貧 農21(人) 雇 農(人) 総戸数(戸) 総人口(人)

上掠東

下掠東

0

0

0

0

8

4

22

21

0

0

30

25

170--180

120--130

注:(1)自 給 可 能 。(2)年 間1～ 数 ヵ月分 食 糧 不足 。

出 所:現 地で の 聞 き取 りよ り作 成 。
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も
多
か

っ
た
。
出
稼
ぎ
先
は
、
同
郷

の
口
江
村

・
雰
肝
村
お
よ
び
岩

洞
郷
な
ど

で
あ
り
、
主
と
し
て
田
植
え

・
刈
り
入
れ
な
ど
農
作
業
の

　ゼ

手
伝

い
を
し
た
。
日
当
は
、
食
事
付
で
四
斤

(
一
斤
は
五
百
グ
ラ
ム
)

ムお
　

の
籾
を
も
ら

っ
た
。
か
よ
う
な
農
業
出
稼
ぎ
は
、
貧
農
階
級

の
農
民

に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
農
階
級
の
農
民
も
実
施
し
た
。

さ
ら
に
、
隣
接
す
る
従
江
県
県
城
従
江

(丙
梅
鎮
)
を
流
れ
る
都

柳
江
を
利
用
し
て
伐
採
し
た
木
材
を
流
す
筏
流
し
の
作
業
も
、
両
棊

の
住
民
に
と

っ
て
は
現
金
収
入
を
期
待

で
き
る
非
常

に
割
の
よ
い
出

稼
ぎ
で
あ

っ
た
。
筏
流
し
の
作
業
は
個
人
が
単
独
で
実
証
す
る
の
で

は
な
く
、
村
内
の
若
者
十
数
名
が
集
団
を
形
成
し
て
職
務
に
あ
た

っ

た
。
筏
流
し
の
元
締
め

(経
営
者
)
は
、
広
西
壮
族
自
治
区
三
江
伺

族
自
治
県
富
禄
の
漢
民
族

で
あ

っ
た
。
こ
の
元
締
め
の
依
頼
に
応
じ

て
、
伐
採

さ
れ
た
木
材
を
、
冬
季

(農
暦

一
〇
～

一
二
月
、
以
下
暦

は
す
べ
て
農
暦
)
お
よ
び
夏
季

(六
～
八
月
)
に
村
内
を
流
れ
て
い

る
都
柳
江

上
流
口
江
河
か
ら
、
本
流
の
都
柳
江
沿

い
に
富
禄
ま
で
流

し
た
。
富
禄
ま
で
は
、
雨
量

の
少
な

い
冬
季

で
は
三
〇
日
間
、
多

い

夏
季
で
は
二
〇
日
間
ほ
ど
か
か

っ
た
。
作
業
が
終
了
す
る
と
日
当
が

ま
と
め
て
支
給
さ
れ
た
。
日
当
は
食
事
付

で
、
二
銅
毫
か

一
銅
毫
で

あ

っ
た
。
当
時
は
、

一
銅
毫

で
塩
を

一
～
二
斤
購
入
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

土
地
改
革
以
前

に
お

い
て
は
、
水
田
に
は
モ
チ
種

の
米

の
み
が
栽

培
さ
れ
て

い
た
。
モ
チ
種
の
米

の
収
穫
に
は
、
鎌
で
は
な
く
現
地
で

「
ウ
ー
ム
」
と
称
さ
れ
て
い
る
半
円
形
を
し
た
穂
摘
み
具
が
用

い
ら

れ
、
根
刈
り
で
は
な
く
穂
刈
り
さ
れ
た
。
現
在

で
も
、

モ
チ
種

の
米

は
、
こ
の
よ
う
に
穂
刈
り
し
て
収
穫
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
秋
の
収

穫
後
、
現
在
の
よ
う

に
裏
作
と
し
て
ナ
タ
ネ

・
大
根
な
ど
を
植
え
ず
、

そ
の
ま
ま
休
閑
と
し
た
が
、
一
部
の
水
田
に
は
水
を
張
り

コ
イ

(「鯉

魚
」)
な
ど

の
養
殖
も
行
な

っ
て
い
た
。
定

着
後

に
よ
る
生
活

で
、

狩
猟
な
ど

の
機
会
が
少
な
く
な
り
、
動
物
性

タ
ン
パ
ク
源

の
補
給
を

ムむ
　

目
的
と
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

畑
地
に
は
、
綿
花

・
サ
ツ
マ
イ
モ

・
ア
ワ

・
コ
ウ
リ
ャ
ン
な
ど
を

主
と
し
て
栽
培
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
も

、
と
く
に
多
量

に
栽
培

し
て
い
た
の
が
綿
花
と
サ
ツ
マ
イ
モ
で
あ

っ
た
。
理
由
と
し
て
は
、

前
者

の
場
合
、
衣
服

の
布
地
の
材
料
と
し
て
、
後
者
は
主
食

で
あ
る

飯
米
を
補
完
す
る
た
め
に
、
必
要
と
さ
れ
た
た

め
で
あ

っ
た
。
な
お
、

土
地
改
革
以
前
、
税
金
と
し
て
、
収
穫
高
に
応
じ
て
米
を
上
納
す
る

以
外

に
、

一
つ
の
囲
炉
裏

に
対
し
て

一
ヵ
月

三
銅
毫
、
同
様
に
人
頭

税
と
し
て

一
人
に
た

い
し
て

一
〇
銅
毫
を
納
入
し
て
い
た
。

掠
東
村
で
は
、

一
九
五
八
年
に
人
民
公
社

が
成
立
し
た
。
人
民
公

社
に
な
る
と
耕
地
は
す
べ
て
集
団
化
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

一
九
八
〇

年
に
人
民
公
社
が
解
体
さ
れ
、
生
産
責
任
制

が
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ

を
受
け
て
、
棟
東
村
で
も
集
団
化
さ
れ
て
い
た
耕
地
お
よ
び
山
林
を

住
民
に
分
配
す
る
こ
と
に
し
た
。
水
田
は
、
男
女
に
関
係
な
く
、
そバ

ぜ

れ
そ
れ
の
家
族

の
人
数
に
均
等

に
分
配
し
た
。
し
か
し
、
老
人
や
子
供

に
対
し
て
は
、
成
人
男
女
よ
り
も
少
な
く
分
配
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

成
人

の
男
性
の

一
人
分
は
、
三
〇
把
の
籾
が
収
穫
で
き
る
水
田
で
あ
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　れ
　

っ
た
。

同
様

に
山
林
に
関
し
て
も
家
族
数
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
た
よ

う
で
あ

る
が
、
分
配
方
法
な
ど
が
多
少
複
雑
で
、
詳
細
に
関
し
て
は

把
握
で
き
な
か

っ
た
。
現
在

の
棟
東
村
の
土
地
利
用
を
示
し
た
の
が

前
出
の
第
3
表
で
あ
る
。

第
3
図
は
、
上
掠
東
暴
お
よ
び
下
掠
東
秦

の
両
集
落

の
農
業
カ
レ

ン
ダ
ー
と
農
耕
儀
礼
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。第
3
図
を
参
照
し
て
、

経
済
活
動

の
中
心
と
な

っ
て
い
る
農
業
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討

し
て
い
こ
う
。
両
集
落

の
農
業
を
左
右
す
る
自
然
条
件
と
し
て
は
、

気
候
と
降
水
量
が
重
要
な
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
気

候
に
関

し
て
は
、
両
集
落
が
比
較
的
海
抜
高
度

の
高

い
地
点
に
位
置

し
て
い
る
と
い
う
地
理
的
条
件

の
た
め
に
、
北
緯

二
六
度
付
近
と

い
　ぢ

う
低
緯
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夏
季
を
除
い
て
高
度

に
は
な
ら
な
い
。

後
者
の
降
水
量
に
関
し
て
は
、
降
水
量
が
少
な
い
乾
季

(三
月
お
よ

び
六
～
八
月
の
二
回
)
と
雨
天
が
多

い
雨
季

(四
～
五
月
)
と
が
明

確
に
分

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
秋
季

に
な
る
と
霜
が
降
り
る
こ
と
が

多
く
な
り
、
冬
季

に
は
積
雪
が
な

い
も

の
の
、
結
氷
す
る
。
そ
れ
故
、

農
作
業

も
か
か
る
自
然
条
件
に
適
応
す

る
形
式

で
実
施
さ
れ
て
い

る
。す

な

わ
ち
、
農
業

の
中
心
は
、
年
中
栽
培
可
能
な

ニ
ラ
、
水
田
の

裏
作
と

し
て
栽
培
さ
れ
る
ナ
タ
ネ

・
大
根

な
ど

一
部

の
作
物
を
除

き
、
夏
作
物
が
主
体
と
な
る
。
第
3
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
両
集
落

の
耕
地

の
多
く
は
水
田
で
あ
る
。
水
田
の
中
心
は
米
作
で
あ
る
が
、

前
述
し

た
よ
う
に
、
両
集
落
を
含
む
掠
東
村
で
は
周
辺

の
ミ
ャ
オ
族

居
住
地
区
と
同
様
に
、
伝
統
的
に
は
モ
チ
種

の
米
が
栽
培
さ
れ
て
き

た
。
土
地
改
革
以
前
に
も
ウ
ル
チ
種

の
米
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
非

常
に
少
な
か

っ
た
。
人
民
公
社

の
時
代
に
、

政
府

の
指
導
で
ウ
ル
チ

種
の
米
を
栽
培
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
た
。

理
由
は
、
ウ
ル
チ
種
が

モ
チ
種
よ
り
も
二
倍
以
上
の
収
穫
量
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
現
在
で
は
、
多
く
の
農
家
で
は
、

ウ
ル
チ
種
の
米

の
栽
培

が
九
〇
%
ほ
ど
に
達
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
、
現
在
で
は
ウ
ル
チ
米

の
栽
培
が
米
作
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
住
民
た
ち
の
話

を
総
合
す
る
と
、
や
は
り
モ
チ
種

の
米
の
方

が
腹
も
ち
が
良

い
、
美

味
で
あ
る
な
ど

の
点
か
ら
好
ま
れ
、
「
ハ
レ
」
の
日
に
は
餅
が

つ
か

れ
る
こ
と
が
多

い
。
た
だ
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
政
府

の
強
力
な

指
導
も
あ
り
、
ま
た
収
穫
量

の
差
が
大
き
い
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、

ウ
ル
チ
種
の
米
の
栽
培
が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
と

の
こ
と
で

あ
る
。

夏
作
物
の
播
種
お
よ
び
田
植
え
に
関
し
て
は
、
第
3
図
か
ら
も
判

明
す
る
よ
う
に
、
ウ
ル
チ
種

・
モ
チ
種
の
両
方

の
米
や
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
な
ど
の
雑
穀
、
ナ
ス

・
ト
マ
ト

・
ト
ウ
ガ
ラ
シ
な
ど
主
要
な
野
菜

類
が
典
型
的
な
の
で
あ
る
が
、
冬
季

の
結
氷

が
緩
み
出
す
三
月
か
ら

雨
季
が
は
じ
ま
る
四
月
初
旬
に
か
け
て
、

一
斉

に
開
始
さ
れ
る
。
主

食
と
な
る
米
の
場
合
、
ウ
ル
チ
種
お
よ
び
モ
チ
種
と
も
水
田
の

一
部

を
使

っ
て
行
な
わ
れ
る
苗
代
で
の
播
種
、
田
植
え
、
除
草
、
収
穫
と

い
う

一
連
の
農
作
業
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
実
施
さ
れ
る
。
か
か
る
点

は
、
周
辺
地
域
で
の
集
落
で
は
、

一
般
に
モ
チ
種

の
米
の
栽
培

の
方
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が
、
播
種
お
よ
び
田
植
え

の
期
間
が
ウ
ル
チ
種
の
米

の
場
合
よ
り
も

若
干
早
く
、
し
か
も
収
穫
ま

で
の
成
長
期
間
が
長

い
。
上
掠
東
暴
お

よ
び
下
掠
東
秦
に
お

い
て
は
、
現
在
、

モ
チ
種
の
米

の
栽
培
が
極
端

に
減
少

し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
本
来

で
あ
れ
ば
、
他
集
落
で
実
施

さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、

モ
チ
種

の
米

の
栽
培
に
関
し
て
は
、
播
種
、

田
植
え
を
早
く
行
な

い
、
成
長
期
間
を
充
分
に
と

っ
た
方
が
高
収
量

が
期
待

で
き
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
農
作
業
の
期
間
が

長
く
な

る
な
ど
作
業
が
煩
雑

に
な
る
た
め
か
、

モ
チ
種
の
米

の
栽
培

を
ウ
ル
チ
種

の
米
の
栽
培

に
合
わ
せ
て
い
る
。

水
田
で
の
播
種
、
田
植
え
、
収
穫
な
ど
主
要
な
農
作
業
は
、
従
来

通
り
人
力
が
農
業
の
中
心

で
あ
る
。
し
か
し
、
除
草
に
関
し
て
は
、

手

で
雑
草
を
除
去
す
る
の
で
は
な
く
、
十
年
ほ
ど
前
か
ら
農
薬
を
背

中
に
背
負

っ
た
散
布
器
か
ら
直
接
散
布
す
る
よ
う

に
な

っ
て
き
た
。

と
く
に
、
ウ
ル
チ
種
の
米
は
高
収
量
が
期
待
き
る
の
で
あ
る
が
、
雑

草
や
害
虫
に
弱
い
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
農
薬
が
使
用
さ
れ
は
じ

め
て
以
来
、
小
河
川
で
の
ド
ジ

ョ
ウ

・
エ
ビ
な
ど
の
川
魚

の
漁
獲
が

著
し
く
減
少
し
た
り
、
水
田
で
の
魚

の
養
殖
に
も
支
障
を
き
た
し
、

問
題
と

な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
河
川
で
捕
獲
し
た
魚
や
水
田
で

養
殖
し
た
魚
は
、
住
民
に
と

っ
て
貴
重
な
動
物
性
タ
ン
パ
ク
源
の
供

　ぢ

給
源
の

一
つ
と
な

っ
て
お
り
、

一
部
は

「騰
魚
」
と
し
て
保
存
さ
れ

「
ハ
レ
」

の
日
な
ど
の
御
馳
走
と
し
て
供
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ハ

レ
」
の
日
の
食
事
は
、

モ
チ
米
の
強
飯
と

「腕
魚
」
が
中
心
に
な
る

　　
　

こ
と
が
多

い
の
で
あ
る
。
な
お
、
両
集
落
の
水
田
の
特
色
は
、
山
腹

斜
面
に
造
成
さ
れ
た
天
水
利
用

の
棚
田
が
主
体

で
、

一
筆
ご
と
の
面

積
が
大
変
小
規
模
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故

、
個
々
の
農
業
に
お
い

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
田
の
筆
数
は
具
体
的

に
は
後
述
す
る
が
、
多

く
の
も
の
で
は
五
〇
筆
に
も
分
散
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
農
作
業

を
行
な
う
に
は
非
常
に
不
便
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
わ
が
国
に
お

い
て
か

つ
て

一
部

の
地
域
な
ど
で
は
盛
ん
に

行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
耕
地
の
割
替
え
あ
る
い
は
交
換
分
合
な

ど
は
実
施
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
水
田
の

一
部
に
は
、
裏
作
と
し

ムゼ

て
ナ
タ
ネ
を
ほ
と
ん
ど
の
農
家
で
は
栽
培
し

て
い
る
。
ナ
タ
ネ
は
種

子
か
ら
食
用
油
を
採
取
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
集
落
に
は

ナ
タ
ネ
の
種
子
を
絞
る
搾
油
機
が
な

い
た
め
、
口
江
村
に
持
参
し
、

バ
　
　

絞

っ
て
も
ら

っ
た
り
、
種
子
を
売
却
し
て
い
る
。

上
掠
東
纂
お
よ
び
下
棟
東
暴
の
両
集
落

の
畑
地
と
し
て
は
、
二
種

類
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
の
も

の
は
、
集
落
周
辺
に
小
規
模

に
点
散
す
る
畑
地
で
、
白
菜

・
青
菜
な
ど
の
葉
菜
類
、
大
根
、
ニ
ラ
、

ネ
ギ
、
キ
ュ
ウ
リ
、
カ
ボ
チ
ャ
お
よ
び
各
種

の
豆
類
な
ど
野
菜
が
中

心
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
畑
地
で
栽
培
さ
れ
る
作
物
は
量
的
に

も
大
変
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
す
べ
て
自
家
消
費
に
供
さ
れ
る
。
か

か
る
畑
地
は
、
人
民
公
社
時
代
の
自
留
地
を
継
承
し
た
も
の
と
推
察

で
き
、
両
集
落
と
も
全
戸
が
所
有
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
も
の
は
、
集
落
周
辺
の
山
地

(現
地
で

は

「山
林
地
」
と
呼
ん
で
い
る
)
の

一
部
分
を
、
各
戸
が
個
別
に
開

墾
し
て
開

い
た
急
斜
面
の
耕
地
で
、
段

々
畑
な
ど
に
も
な

っ
て
い
る

糾



も
の
も
あ

る
、

い
わ
ゆ
る
山
畑
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
第

一
の
タ
イ

プ
の
耕
地
と
は
異
な
り
、
多
少
面
積
が
広

い
こ
と
な
ど
か
ら
主
食
で

あ
る
飯
米
を
補
完
す
る
目
的
で
、
サ

ッ
マ
イ
モ

・
サ
ト
イ
モ
な
ど

の

イ
モ
類
、
量
的
に
は
少
な

い
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
現
在
で
は
ほ
と
ん

ど
栽
培
が
み
ら
れ
な
い
が
焼
畑
に
お
い
て
は
主
要
な
作
物

で
あ

っ
た

と
推
定

で
き
る
陸
稲
、
さ
ら
に
は
住
民
た
ち

の
数
少
な
い
嗜
好
品
と

な

っ
て

い
る
タ
バ
コ
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
タ
イ
プ

の
耕
地
面
積
は
、
各
家

の
家
族
数

の
食
糧
状
況
な
ど
に
よ

っ
て
相
当

　ゼ

の
開
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
畑
地
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
作
物
の
中

で
も
、
と
く
に
注
目

さ
れ
る

の
は
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ

・
シ
ョ
ウ
ガ

・
ニ
ン
ニ
ク
な
ど
の
調
味

料
の
原
料

と
な
る
作
物
が
ほ
ぼ
全
戸
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
理
由

は
、
両
集
落
が
大
陸
内
部
に
位
置
し
、
岩
塩
も
産
出
し
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
、
調
味
料
と
し
て
の
食
塩
を
補
う
目
的
が
あ
る
と

　
ぢ

推
定
で
き

る
。
か
よ
う
に
、
異
な
る
タ
イ
プ

の
畑
地
が
存
在
す
る
が
、

畑
地
全
体
を
概
観
す
る
と
、
野
菜
類
、
豆
類
、
イ

モ
類
な
ど
と
栽
培

さ
れ
て

い
る
作
物
の
種
類
が
非
常
に
豊
富

で
あ
る
。
か
か
る
点
は
、

両
集
落
の
農
業
が
自
給
自
足
が
主
体
で
あ
る
た
め
と
推
察

で
き
る
。

四

農
耕
儀
礼
の
特
色

　
ゆ
　

農
耕
儀
礼
は
、
農
耕
や
農
業
に
付
随
し
た
儀
礼
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
そ
れ
ら
の
生
産
物
に
応
じ
、
そ
の
開
始
か
ら
終
了
に
至
る
ま

　
ね
　

で
の
節
目
に
営
ま
れ
る
祭
事

で
あ
る
と
い
え

る
。
か
か
る
意
味
で
の

農
耕
儀
礼
に
は
、
大
き
く
分
け
て
稲
作
儀
礼
と
畑
作
儀
礼
と
が
認
め

ら
れ
る
。
対
象
集
落
で
あ
る
上
掠
東
秦
お
よ
び
下
掠
東
秦

の
両
集
落

を
含
む

ミ
ャ
オ
族
社
会

に
お

い
て
は
、
す

べ
て
が
米
作

に
関
す
る

前
者

の
稲
作
儀
礼

の
み
で
あ
る
。
か
か
る
理
由
は
、
ミ
ャ
オ
族

に
と

っ
て
米
作
が
も

っ
と
も
重
要
な
農
作
物
で
あ

る
た
め
と
推
察
さ
れ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
伝
統
的

に
は
ミ
ャ
オ
族

の
中

で
も

「高
披
ミ
ャ

オ
」
族
は
、
焼
畑
農
業
や
狩
猟
を
生
業

の
中
心
と
し
て
お
り
、

一
部

で
は
そ
の
焼
畑
に
陸
稲
を
栽
培
し
た
が
、
陸
稲
は
雲
貴
高
原
東
部
で

　ね
　

は
主
要
な
焼
畑
農
作
物
で
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
定
着
後
で
は
山
腹

斜
面
に
造
成
さ
れ
た
天
水
利
用
の
棚
田
や
河
川
水
を
使
用
し
た

「煽

子
」
に
お
い
て
は
、
水
田
稲
作
に
従
事
す
る

こ
と
が
多
く
な

っ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
水
田
稲
作
に
関
す
る
技
術
は
、
本
来

「高

披

ミ
ャ
オ
」
族
の
場
合
、
知
ら
な
か

っ
た
か
も
し
く
は
高
度
な
も

の

は
も

っ
て
い
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
彼
ら
は
、
定

着
先
の
周
辺
に
居
住
す
る
少
数
民
族
の
中
で
、
と
く
に
水
田
稲
作
に

関
す
る
高
度
な
技
術
を
所
有
し
て
い
た
ト
ン
族
や
漢
民
族

の
技
法
を

　お
　

習
得
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
故
、
農
耕
儀
礼
に
関
し
て
も
、
ミ
ャ
オ
族

独
自
と

い
え
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
多

く
は
ト
ン
族
や
漢
民
族

の
農
耕
儀
礼
と
類
似
し
た
も
の
を
行
な

っ
て

い
る
か
、
そ
れ
ら
を
簡

素
化
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

ミ
ャ
オ
族
の
年
中
行
事
で
伝
統
的
に
最
大

の
祭
事
と
看
倣
さ
れ
て
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き
た
の
は
、
秋
の
収
穫
後

に
実
施
さ
れ
る

「
ノ
ン

・
ラ
ン
」
(「苗
年
」
)

と
呼
ば

れ
て
い
る
ミ
ャ
オ
族
独
自

の
正
月
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ム
お
　

他
地
域

に
居
住
す
る
ミ
ャ
オ
族

の
集
落
と
は
異
な
り
、
上
掠
東
暴
お

よ
び
下
掠
東
暴
の
両
集
落

で
は
、
「
ノ
ン

・
ラ
ン
」
を
実
施
す

る
こ

と
は
す

る
が
、
正
月

の
行
事
と
し
て
は
漢
民
族

の
正
月
で
あ
る

「春

節
」

(当

地
で
は

「
ヌ
ー
ロ
ン
」
と
称

し
て

い
る
)
の
方
が
大
規
模

な
行
事

と
な

っ
て
い
る
。
「
ヌ
ー
ロ
ン
」
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

五
年
ご
と
に

「ヅ
オ
ク
ー
」
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
三
年

に

一
度
は
二

頭

の
水
牛
を
闘
わ
せ
る
闘
牛
も
行
な
わ
れ
る
。

農
耕

儀
礼
と
し
て
は
、
「
ノ
ン

・
ラ
ン
」
よ
り
も
重
要
な
祭
事
行

事
は
、
正
月

一
五
日
に
実
施
さ
れ
る

「ズ
ー
チ

ェ
イ
」
あ
る
い
は

「
ジ

ィ
ツ
ィ
ロ
ン
」

(「
元
宵
節
」
)
で
あ
る
。
当
日
は
、
「
ヌ
ー
ロ
ン
」
同

様
、
餅

を

つ
き
御
馳
走
を
食

べ
、
さ
ら
に
空
砲
を
撃

っ
た
り
し
て
楽

し
い

一
日
を
過
ご
す
し
、
今
年
度

の
農
作
物

の
豊
饒
を
祈
願
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
行
事
が
終
了
す
る
と
、
新
し

い
年
度

の
農
作
業
が
開

始
と
な

る
。

田
植
え
は
毎
年
四
月
に
実
施
す
る
。
そ
の
直
前

の

「
ウ
サ
ギ
」
の

　
ね
　

日
に

「
リ
ュ
バ
i
」
を
行
な
う
。
こ
の
行
事
は
、
漢
民
族
の
間
で
は

一
般

に

「開
秩
門
」
と
称
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る

「水
口
祭
り
」

に
該
当

す
る
祭
事

で
あ
る
。
当
日
、
各
家

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有

し
て
い
る
水
田
の
う
ち
、
適
当
な
水
田
を

一
筆
選
び
、
主
人
が

一
人

で
そ
こ
に
出
か
け
る
。
そ
し
て
、
水
田
の

一
角
に
小
規
模
な
祭
壇
を

設
け
て
、
供
物
、
酒
な
ど
を
供
え
、
稲

の
豊
作
を
祈
願
す
る
。
こ
の

儀
礼
が
終
了
す
る
と
、

一
斉
に
田
植
え
が
開
始
さ
れ
る
。

か
く
し
て
、
田
植
え
が
無
事
終
わ
り

一
段
落

つ
く
と
、
「
ヌ
ー
ル
ー

ト

ゥ
」
(「綜
杷
節
」
)
が
挙
行
さ
れ
る
。
当

日
は
、
チ

マ
キ
を
食

べ

た
り
、

ア
ヒ
ル
を

つ
ぶ
し
た
り
し
て
御
馳
走
を

つ
く
り
、
友
人
や
親

戚
の
家
な
ど
訪
問
し
合
い
、
楽
し
く
休
日
を
過
ご
す
。
上
掠
東
秦
お

よ
び
下
掠
東
秦
で
は
こ
の
行
事
を
六
月
六
日
に
実
施
し
て
い
る
。
し

か
し
、
本
来
、
「
ヌ
ー
ル
ー
ト
ゥ
」
は
漢
民
族
の
儀
礼
で
あ
り
、
わ

が
国
で
い
う

「端
午

の
節
句
」
に
相
当
す
る
祭
事

で
あ
る
。
そ
れ
故
、

虫
送
り
の
行
事
が
主
体
で
あ
る
六
月
六
日
の
儀
礼

(「六
月
六
」
)
と

は
ま

っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
両
集
落

で
は
実
施
す
る
季
節
が

近

い
た
め
か
、
二
つ
の
祭
事
を
同
時
に
行
な

っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
関
係
か
ら
、
「
ヌ
ー
ル
ー
ト
ゥ
」
を
行
な
う
目
的
は
何

で
あ
る
か

を
知

っ
て
い
る
も
の
が

い
な
い
と
い
う
状
態

で
、
現
在
で
は
、
右
述

し
た
よ
う
に
単
に
チ

マ
キ
な
ど
を
食
べ
て
身
体
を
休
息
さ
せ
る
日
と

な

っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
除
草
と

い
う
非
常

に
重
労
働

の
作
業
が
終
了
し
、
初
穂

が
出
る
季
節
に
な
る
と
、
「
ヌ
ー
ユ
エ
ヘ
ィ
」

(「
喫
新
節
」
)
が
行
な

わ
れ
る
。
こ
の
祭
事
は
、

一
種

の
初
穂
祭
り

で
、
初
穂
を
神
や
祖
先

に
捧
げ
る
と

い
う
儀
礼
で
あ
る
。
し
か
し
現
在

で
は
、
か
か
る
行
事

を
熟
心
に
実
施
し
て
い
る
家
は
少
な
く
、
当

日
は

「
ヌ
ー
ル
ー
ト
ゥ
」

同
様
、
御
馳
走
を
食
べ
て
休
息
す
る
日
と
な

っ
て
い
る
。

以
上
が
現
在
、
上
掠
東
秦
お
よ
び
下
掠
東

秦
の
両
集
落
で
実
施
さ

れ
て
い
る
農
耕
儀
礼
の
全
貌
で
あ
る
。
両
集
落

の
農
耕
儀
礼
の
特
色
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は
、
漢
民
族
や
ト
ン
族
な
ど
と
比
較

・
検
討
す
る
と
、
例
え
ば
、
収

穫
後
に
実
施
さ
れ
る
収
穫
祭
が
存
在
し
な
い
な
ど
、
そ
の
回
数
が
少

な

い
点

が
指
摘

で
き
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の

「
ヌ
ー
ル
ー
ト

ゥ
」
に

み
ら
れ

た
よ
う

に
、
住
民

の
大
半
は
、
そ
の
儀
礼
が
実
施
さ
れ
る
真

の
目
的
を
知
ら
ず
、
単
に
休
息
日
と
し
て
の
認
識
し
か
な

い
事
例
も

存
在
す

る
。
か
よ
う
に
、
農
耕
儀
礼
に
関
し
て
住
民
の
関
心
が
薄

い

よ
う
に
み
え
る
の
は
、
既
述
し
た
如
く
当
地
域
で
み
ら
れ
る
農
耕
儀

礼
は
、
基
本
的
に
は
、
水
田
稲
作
に
付
随
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
伝
統
的
に
、
水
田
稲
作
を
生
業
の
中
心
と
し
て
こ
な
か

っ
た
両

集
落

の
ミ
ャ
オ
族
を
筆
頭
に
、
「高
披
ミ
ャ
オ
」
族

に
と

っ
て
は
、

あ
く
ま

で
も
漢
民
族

や
ト
ン
族
な
ど
の
異
民
族
集
団
か
ら
の
影
響
に

よ

っ
て
実
施
す
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
推
定

で
き
る
。

こ
の
他
、
農
耕
儀
礼
と
直
接
深
く
関
係
し
て
い
な

い
が
、
両
集
落

の
ミ
ャ
オ
族
に
と

っ
て
は
最
大

の
祭
事
と
で
も
称
す
べ
き
儀
礼
が
存

在
す
る
。
か
か
る
行
事
は
、
「
ヌ
ー
ニ
ィ
」

(「喫
鼓
臓
」)
と
称
さ
れ

る

一
種

の
祖
先
祭
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
祭
事
は
、

ミ
ャ
オ
族
に
と

っ
て
は
欠
く
こ
と

の
で
き
な

い
儀
礼
な

の
で
あ
る

が
、
犠
牲
獣
と
し
て
水
牛
な
ど

の
牛
を
多
数

一
度

に
屠
り
、
神
に
捧

へ
お
　

げ
る
と

い
う
儀
式
が
伴
う
。
そ
の
た
め
、
人
民
共
和
国
成
立
後
、
あ

ま
り
に
も
残
酷
で
野
蛮

で
あ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
全
面
的
に
禁
止
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
集
落

の
住
民
の
強

い
要
望
も
あ
り
、

ま
た
、
ミ

ャ
オ
族
の
団
結
を
図
る
と
い
う
目
的
も
存
在
す
る
た
め
、

掠
東
村
で
は
、
生
産
責
任
制
が
導
入
さ
れ
た

一
九
八
〇
年
以
降
再
び

　め
　

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
当
集
落

の

「
ヌ
ー

ニ
ィ
」
の
目
的
は
、

祖
先
に
対
す
る
祭
祀
活
動
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の

「
ヌ
ー
ニ
ィ
」

を
取
り
仕
切
る
特
定
の
組
織
は
存
在
し
な

い
。
最
初
の
日
は
、
供
犠

と
し
て
屠

っ
た
牛
は
各
戸
で
食
卓
に
供
し
、

翌
日
は
近
く

の
親
戚
や

友
人
を
招

い
て
祝
宴
を
催
す
。

「
ヌ
ー

ニ
ィ
」
は
、
他

の
ミ
ャ
オ
族

の
集

落
で
は

=
二
年
あ
る

い

は
七
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
と

い
う
事
例
が
多

い
が
、
棟
東
村
で
は

人
民
共
和
国
成
立
以
前
か
ら
五
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
間

隔
が
短

い
と

い
う
こ
と
は
、
棟
東
村

の
ミ
ャ
オ
族

の
経
済
的
な
豊
か

さ

(相
対
的
で
は
あ
る
が
)
を
示
す
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と

い
え
る
か
も

知
れ
な
い
。
上
掠
東
暴
と
下
棟
東
暴

の
両
集
落
で
は
、
同
じ
日
に
こ

の
祭
事
を
共
同
で
行
な

っ
て
い
る
。
最
近

で
は
、

一
九
九

一
年
九
月

バめ
　

に
実
施
し
た
。
「
ヌ
ー
ニ
ィ
」
は
次

の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
。

「
ヌ
ー

ニ
ィ
」

の
と
き
の
犠
牲
獣
は
水
牛

が
使
用
さ
れ
る
の
が

一

般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
集
落
の

「
ヌ
ー

ニ
ィ
」

に
関
し
て
は
、

海
抜
高
度
な
ど

の
関
係
か
ら
水
牛
を
飼
育
す

る
こ
と
が
難
し

い
た

め
、
「黄
牛
」
も
使
用
さ
れ
た
。
か
よ
う

に
、
主
と
し
て
水
牛

が
犠

牲
獣
と
さ
れ
る
の
は
、
下
掠
東
暴
の
古
老
た
ち
の
話
に
よ
る
と
、
以

下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
元
々
当
地
の
ミ
ャ
オ
族
の
祖

先
は
非
常
に
貧
窮
し
た

生
活
を
送

っ
て
い
た
が
、
二
人

の
兄
弟
が
東

お
よ
び
西

の
方
に
別
々

に
出
か
け
た
。
す
る
と
、
兄
弟
が
ほ
ぼ
同
時

に
そ
れ
ぞ
れ
の
行
き
先

で
、人

々
が
牛
を
供
犠
し
て
祖
先
を
祭

っ
て
い
る
祭
礼

に
遭
遇
し
た
。
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か
か
る
祭
事
を
挙
行
し
て
い
る
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
兄
弟
に
告
げ

る
に
は
、
こ
の
祭
り
を
行
な
え
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て

豊
作
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
、

い
う
。
そ
し
て
、
人

々

は
兄
に

一
頭
の
水
牛
を
、
弟

の
方
に
も
同
様

に

一
頭

の
水
牛
を
贈

っ

た
。
二
人
の
兄
弟
は
、
そ
れ
ぞ
れ
も
ら

っ
た
水
牛
を
東
お
よ
び
西
か

ら
連
れ

て
集
落
に
帰

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
教
わ

っ
た
よ
う
に
祭
事

を
行
な

い
、
祖
先
を
祭

っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
年
度
は
非
常
な

豊
作
と
な

っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
か
る
習
慣
が
代

々
引
き

つ
が
れ
て

い
く
こ
、と
に
な

っ
た
。

以
上

の
よ
う
な
伝
承
を
も

つ
の
が
両
集
落
で
実
施
さ
れ

て
い
る

「
ヌ
ー

ニ
ィ
」

で
あ
る
が
、
古
老
た
ち

の
話
な
ど
を
参
照
す
る
と
、

「
ヌ
ー
ニ
ィ
」
の
活
動

の
中
心
は
祖
先
祭
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
ヌ
ー

ニ
ィ
」
は
祖
先
祭
り
と

い
え
る
。
し
か
も
、
そ
の

一
部
に
祭
り
を
行

な

っ
た
結
果
、
豊
作
に
な

っ
た
と

い
う
農
耕
儀
礼
的
な
側
面
も
有
し

バお
　

て
い
る
こ
と
が
特
色
と

い
え
よ
う
。

五

抽
出
農
家
の
経
済
構
造
の
特
色

前
章
ま
で
に
お

い
て
、
上
掠
東
纂
お
よ
び
下
掠
東
秦
の
両
集
落
の

中
心
と
な

っ
て
い
る
農
業

の
特
色
お
よ
び
、
そ
れ
に
付
随
す
る
農
業

儀
礼
に
関
し
て
、
分
析

・
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
分
析

・
検
討

を
受
け

て
、
両
集
落
か
ら
各

々
二
戸
ず

つ
典
型
的
と
看
倣
さ
れ
る
農

家
を
抽
出
し
、
生
業
の
中
心

で
あ
る
農
業
を
主
体

に
、
そ
の
他

の
経

済
活
動
を
も
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

生
活

の
基
盤
と
で
も
称
す
べ
き
両
集
落
の
経
済
構
造
に
関
し
て
、
詳

細
か
つ
具
体
的
に
把
握
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め

の
分
析

・
検
討
資
料
と
し
て
作
成
し
た
の
が
第

4
図
で
あ
る
。
以
下

こ
の
第

4
図
を
中
心
に
論
を
展
開
し
て
い
く
。

既
に
本
文
で
も
指
摘
し
た
が
、
第
4
図
か
ら
も
明
確
に
判
明
す
る

よ
う
に
、
農
家

の
中
心
は
水
田
稲
作
で
、
ウ

ル
チ
種
の
米

の
栽
培
が

圧
倒
的
に
多

い
。
か
か
る
点
は
、
抽
出
農
家

四
戸
に
お
い
て
も
す
べ

て
共
通
し
て
い
る
。
理
由
は
、
政
府
の
強
力

な
指
導
に
よ
る
こ
と
も

事
実

で
あ
る
が
、
多
収
量

の
収
穫
が
期
待

で
き
る
た
め
、
従
来
で
は

不
足
し
が
ち
で
あ

っ
た
飯
米
を
各
戸
で
自
給

で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
人
民
共
和
国
成
立
前
に

お
い
て
飯
米
を
補
完
す
る
目
的
で
ア
ワ
や
ヒ

エ

・
コ
ウ
リ
ャ
ン
な
ど

の
雑
穀
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
作
物
の
栽
培
は
ま

っ
た

く
み
ら
れ
な
く
な

っ
た
。

さ
ら
に
、
当
時
に
お
い
て
は
、
住
民
が
着
用
し
て
い
る
衣
服
は
す

べ
て
自
家
製
が
基
本
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
材
料

の
綿
糸
を
採
取

す
る
た
め
に
綿
花
を
栽
培
し
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
定
期

市
な
ど
で
綿
糸
な
ど
の
糸
類
の
購
入
が
容
易

に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の

農
家
で
綿
花
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
量
は
大
変
少
な
く

な

っ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
藍
染
め
の
材
料
で
あ
る
ア
イ
の
栽

培

に
関
し
て
も
該
当
す
る
。

つ
ま
り
、
か
つ
て
は
全
戸
で
実
施
さ
れ

て
い
た
藍
染
め
も
、
定
期
市

で
染
色
さ
れ
た
糸
や
布
地
さ
ら
に
は
既
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製
服
を
購

入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
必
要
が
著
し
く
減
少
し
た
。

か
よ
う

に
、
栽
培
さ
れ
る
農
作
物
に
関
し
て
は
、
そ
の
他
例
え
ば
、

野
菜
を

中
心

に
か

つ
て
多
種
類
の
作
物
が
栽
培
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と

な
ど
、

人
民
共
和
国
成
立
以
前
と
現
在

で
は
か
な
り
相
違
が
認
め
ら

れ
る
。

す
な
わ
ち
、
以
前
の
ほ
ぼ
自
給
的
か

つ
閉
鎖
的
な
生
活
か
ら
、
定

期
市
で

の
種

々
の
商
品

の
購
入
の
飛
躍
的
な
増
加

に
み
ら
れ
る
よ
う

な
貨
幣
経
済

の
浸
透
に
よ
る
開
放
的
な
生
活

へ
と
、
転
換
が
明
白
に

行
な
わ
れ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
転
換
を
可
能
に
し
た
理
由

の

一
つ
に
、
近
年
に
お
け
る
製
炭
で
の
収
入
が
あ
げ
ら
れ
る
。
か
か

る
点
が
、
両
集
落
の
経
済
上
の
特
色
と
も

い
え
る
。
次
に
、
個
々
の

農
家

の
事

例
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①

D

・
W
家
の
事
例

(第

4
図
抽
出
農
家
番
号
①
)

主
人

は
五

一
歳
で
暴
老
を
し
て
い
る
。
家
族
は
妻
と
分
家
し
て
い

な

い

一
人

っ
子
の
長
男
夫
婦
と
そ
の
子
供

(二
人
)
の
合
計
六
人
で

あ
る
。
水

田
は
四
畝
所
有
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
小
規
模
な
も
の
ば

か
り
で
合
計
す
る
と
五
〇
筆
に
も
分
散
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
数

筆

(合

計
○
・
五
畝
)
だ
け
、

モ
チ
種

の
米
を
栽
培

し
て

い
る
。
こ

の
品
種

を
栽
培
す
る
場
所
は
決
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場

所
と
は
、
比
較
的
高
所
に
位
置
し
、
日
当
り
が
よ
く
な

い
が
水
便
が

良
好
な
水

田
で
あ
る
。
裏
作
と
し
て
、
水
田
の

一
部

(
一
～
二
畝
ぐ

ら
い
)

に
ナ
タ
ネ
を
植
え
、
そ
の
種
子
を
収
穫
し
て
い
る
。
収
穫
し

た
種
子

の
約
半
分
は
食
用
油
に
搾
油
し
自
家
消
費

に
供
さ
れ
る
が
、

自家消費用の木炭を運ぶ娘達
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残
り
半

分
は
郷
人
民
政
府
食
糧
姑

(食
糧
部
)

に
も

っ
て
行
き
、

一

斤
当
た
り

一
・五
元
で
売
却
す

る
。
D

・
W
家
で
は
裏
作

に
ナ
タ
ネ

を
植
え

る
水
田
の

一
部

に
は
、
間
作
と
し
て
大
根
も
栽
培
し
て
い
る
。

同
家
で
は
大
根
も
す

べ
て
自
家
消
費
と
な
る
が
、
大
根

の
葉
を
中
心

に
豚
の
飼
料
と
し
て
い
る
農
家
も
存
在
す
る
。
他
の
水
田
に
は
、
こ

の
期
間
地
味
を
肥
や
す
目
的
で

「
緑
肥
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
植
物
を

栽
培
し
て
い
る
。
な
お
、
水
田
で
は
養
魚
も
行
な

っ
て
お
り
、
漁
獲

し
た
魚

の
半
分
近
く
は

「腕
魚
」
と
し
て
保
存
し
、
「
ハ
レ
」

の
日

ムお
　

に
客
人

が
来
た
と
き
な
ど
に
御
馳
走
と
し
て
食

べ
る
。

自
宅
近
く
に
所
有
し
て
い
る
菜
園
で
は
、
多
く
の
野
菜
類
な
ど
を

栽
培
し
て
い
る
。
し
か
し
、
菜
園
自
体

の
面
積
が
狭

い
こ
と
も
あ
り
、

す
べ
て
自
家
消
費
用

の
た
め
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
微

妙
で
は
あ
る
が
栽
培
作
物

に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
家
庭
の
好
み
が
み
ら
れ

る
。
山
林

に
は
、
杉
苗
を
五
〇
〇
株
ば
か
り
植
林
し
た
ば
か
り
で
あ

る
。
現
在

で
も
山
林

の

一
部
を
開
墾
し
、
山
畑
を
造
成
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
多
種

の
イ

モ
類
、
タ
バ
コ
な
ど
を
栽

培
し
て

い
る
。
ま
た
山
林
で
は
、
春
先
に
ワ
ラ
ビ
や
タ
ケ
ノ
コ
が
採

取
で
き

る
。
と
く
に
前
者
は
、
そ
の
ま
ま
食

べ
た
り
、
漬
物
と
し
て

保
存
さ
れ
、
長
期
間
主
要
な
副
食
と
な

っ
て
い
る
。

D

・
W
家
の
現
金
収
入
と
し
て
は
、
焼

い
た
木
炭
を
す
べ
て
自
家

消
費
に
使
用
し
て
し
ま
う
た
め
、
他
家
に
み
ら
れ
る
製
炭
に
よ
る
収

入
が
な

い
の
で
、
飼
育
し
た

「黄
牛
」
の
売
却
が
主
要
な
収
入
源
と

な

っ
て

い
る
。
当
家
で
は

「黄
牛
」
五
頭
を
飼
育
し
て
い
る
。
「黄
牛
」

は
成
牛
で
あ
れ
ば
、

一
頭
五
〇
〇
～
八
〇
〇
元
で
売
却
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
な
お
、
土
地
改
革
以
前
は
貧
農
階
級
に
分
類
さ
れ
、

食
糧
が
年
間
数

ヵ
月
分
不
足
を
し
た
が
、
現
在
で
は
主
食

で
あ
る
飯

米
に
関
し
て
は
充
分
足
り
て
い
る
。
税
金
と
し
て
は
、
供
出
米
を
年

間
に
籾
で

一
〇
〇
〇
斤
、
そ
の
他
全
戸
が
負

担
す
る
教
育
税

・
国
防

税
な
ど
と
し
て

一
〇
〇
元
納
め
て
い
る
。

②

X

・
G
家
の
事
例

(第
4
図
抽
出
農
家
番
号
②
)

主
人
は
五
六
歳
で
、
最
近
ま
で
二
十
数
年
間
掠
東
村
共
産
党
支
部

書
記
の
職
に
あ

っ
た
。
当
家
は
、
土
地
改
革

の
と
き
に
は
貧
農
に
分

類
さ
れ
て
い
た
。
現
在
家
族
は

一
四
人
も
お
り
、
多
人
数
で
あ
る
。

理
由
は
、第
5
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
四
人

の
子
供
す
べ
て
が
各
々

結
婚
し
、
孫
が
生
ま
れ
て
も
分
家
せ
ず
、
両
親
の
家
に
同
居
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
長
女
の
配
偶
者
は
、
事
例
①

の
D

・
W
の

甥
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
上
掠
東
暴
お
よ
び
下
掠
東
秦

の
両
集
落
で

は
通
婚
が
多
く
み
ら
れ
る
。

ム　
　

な
お
、
X

・
G
の
姓
は
漆
で
あ
る
。
漆
姓
を
名
乗
る
農
家
は
上
掠

東
秦
に

一
〇
戸
存
在
す
る
。
漆
姓

の
祖
先

に
関
し
て
は
、
上
掠
東
秦

で
多
数
派
を
占
め
る
呉
姓

の
祖
先
と
は
多
少

異
な
る
移
動
経
路
で
、

当
塞
に
や

っ
て
来
た
と

い
う
伝
承
を
有
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、
X

・

G
に
よ
れ
ば
、
本
来
の
発
祥
地
は
不
明

で
あ

る
が
、
呉
姓
の
祖
先
と

同
様
、
江
西
省
の
吉
安
か
ら
移
動
し
て
き
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
吉

安
か
ら
広
西
壮
族
自
治
区
に
入
り
、
そ
の
後

山
伝

い
に
、
当
秦
よ
り

一
〇
公
里
離
れ
た
高
開
に
移

っ
て
来
た
。
そ

の
後
、
当
棊
で
定
着
す
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る
よ
う

に
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
集
団
が
移
動
し
続
け
た
理
由
と

し
て
は
、
彼
ら
が
元
来
、
杓
子

・
盆

・
椀
な
ど
の
木
地
製
品
を
製
作

す
る
職
能
集
団
だ

っ
た
の
で
、
周
辺
の
山
林
に
材
料
と
な
る
広
葉
樹

の
原
木
が
枯
渇
す
る
と
新
し
い
場
所
を
求
め
て
移
動
す
る
と

い
う
、

わ
が
国

の
木
地
屋

(師
)

の
よ
う
な
集
団
で
あ

っ
た
。
現
在
、
X

・

G
は
こ
れ
ら
の
木
地
製
品

の
製
作
は
で
き
な

い
が
、
父
親
は
製
作
で

き
た
と

い
う
。

九
畝
を
所
有
す
る
水
田
は
、
D

・
W
家
ほ
ど
で
は
な

い
が
合
計
三

六
筆

に
分
散
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
九
割
に
ウ
ル
チ
種

の
米
、
残

り

一
割

に
モ
チ
種

の
米
を
栽
培
し
て
い
る
。
水
田
の
裏
作
と
し
て
、

　
ね
　

ナ
タ
ネ

・
大
根
お
よ
び

「緑
肥
」
を
植
え
て
い
る
点
は
、
D

・
W
家

と
同
様

で
あ
る
。
ま
た
、
水
田
の

一
部
に
は
、

コ
イ
の
養
殖
を
行
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
コ
イ
は
、
越
冬
さ
せ
た
親
魚
か
ら
艀
化
さ

せ
た
幼
魚
を
養
殖
し
て
い
る
。

菜
園

に
は
、
他
家
と
同
様

に
、
野
菜
類
を
主
体

に
多
種
類
の
作
物

が
栽
培

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
物
は
す

べ
て
自
家
消
費
用
で
あ

る
が
、

ウ
リ
類
と
し
て
は
キ

ュ
ウ
リ

・
ト
ウ
ガ
ン

・
ヘ
チ
マ
な
ど
、

ま
た
豆
類
と
し
て
は

エ
ン
ド
ウ
豆

・
大
豆

・
サ
サ
ゲ
な
ど
と
く
に
多

種
類
の
も
の
を
栽
培
し
て
い
る
こ
と
が
特
色
と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
藍
染
め
の
材
料
と
な
る
ア
イ
も
植
え
て
お
り
、
現
在
で
も
、
家

族

の
衣
服
の

一
部
は
自
家
製

の
綿
糸
を
藍
染
め
し
た
綿
布
か
ら

つ
く

ら
れ
て

い
る
。
山
畑
で
は
、
サ

ツ
マ
イ
モ

・
サ
ト
イ
モ
な
ど
の
イ
モ

類

の
栽

培
が
目
立

つ
。
そ
の
な
か
で
も
サ

ツ
マ
イ
モ
の
収
穫
量
が
多

く
、
主
食
で
あ
る
飯
米
を
補
完
す
る
食
糧
と

な

っ
て
い
る
。
ま
た
山

畑
で
は
、
チ
ャ
の
木
を
植
え
、
年
二
回
茶
摘

み
を
行
な

い
製
茶

に
し

て
い
る
。
製
茶
は
す
べ
て
自
家
消
費
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。

X

・
G
家

の
山
林
は
三
〇
〇
～
四
〇
〇
畝

に
達
し
て
い
る
。
こ
の

面
積
は
、
上
掠
東
秦
の
全
山
林
の
お
よ
そ
半

分
に
相
当
す
る
拡
大
な

　ぴ
　

も
の
で
あ
る
。
山
林
に
は

一
〇
〇
〇
本
ば
か
り
の
杉
が
植
林
さ
れ
て

い
る
。

一
九
九
四
年
に
は
、
そ
の
う
ち
樹
齢

十
数
年

(幹

の
直
径

一

〇
⊥

二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
の
も

の

一
四
〇
本
を
、
県
内
の
木
材

関
係
の
公
司

に
二
〇
〇
元
で
売
却
し
た
。ま

た
山
林
に
は
、
五
倍
子

・

天
麻
な
ど

の
薬
草
も
栽
培
し
て
い
る
。
前
者
は
乾
燥
し
た
も
の

一
斤

当
た
り
三
元
、
後
者
は

一
斤
当
た
り
二
〇
元

で
売
却
す
る
こ
と
が
で

　お
　

き
、
年
間
合
わ
せ
て
五
〇
〇
元
ぐ
ら
い
の
収
入
と
な

っ
て
い
る
。
そ

の
他
、木

ク
ラ
ゲ
の
栽
培
な
ど
も

一
九
八
九
年
よ
り
家
施
し
て
お
り
、

年
間
七
〇
〇
元
ぐ
ら
い
の
収
入
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
山
林
で
は
、

ワ
ラ
ビ

・
タ
ケ
ノ
コ
な
ど
も
採
取
す
る
が
、

い
ず
れ
も
自
家
消
費
用

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
薬
草

・
木
ク
ラ
ゲ
な
ど
の
売
却
に
よ
る

収
入
が
あ
る
た
め
か
、
!製
炭
も
行
な

っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
自
家
消

費

に
供
さ
れ
て
い
る
。

家
畜
と
し
て
は
、
「黄
牛
」
と
豚
が
飼
育

の
中
心
と
な

っ
て
い
る
。

一
九
九
五
年
度

で
は

「黄
牛
」
の
成
牛
を

一
頭
、
三
匹
の
子
豚
を
売

却
し
、
合
計
八
五
〇
元
ほ
ど
の
収
入
を
得
た
。
そ
の
他
、
狩
猟
や
漁

携
も
行
な

っ
て
い
る
。
前
者

の
狩
猟
に
関
し

て
は
、
狩
猟
具
と
し
て
、

鳥
打
ち
銃
三
丁

(
一
九
七
二
年
購
入
)
・
虎

バ
サ
ミ
三
個

(
一
九
七

6s
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△ 男

○ 女

占 兄弟姉妹関係

e婚 姻

/死 去

1…1同 居家族

o

拶

=ー

五

 バ
T
ー

ム

÷廊
第5図X・G家 の家 族構 成

出所:X・G家 での聞 き取 りよ り作成。

三
年
購
入
)
・
竹

バ
サ
・三
二
〇
～
四
〇
組

(自
家
製
)
を
所
有
し
て

い
る
。
鳥
打
ち
銃

で
は
、
年
間

一
〇
斤
ぐ
ら

い
の
ス
ズ
メ

・
山
バ
ト

な
ど

の
捕
獲
が
あ
る
。
虎
バ
サ
ミ
は
最
近
獲
物
で
あ
る
野
生
動
物
が

減
少
し
た
た
め
使
用
す
る
こ
と
が
少
な
く
な

っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
山

羊

・
ヤ

マ
ネ

コ
な
ど
を
捕
獲
し
た
こ
と
が
あ

る
。
竹
バ
サ
ミ
は
、
他

家
で
も
ほ
と
ん
ど
が
所
有
し
て
い
る
、
竹

の
バ
ネ
を
利
用
し
た
弓
状

の
も
の
で
、
ネ
ズ

ミ
の
捕
獲
専
用
で
あ
る
。
捕
獲
期
は
八
月
か
ら

一

二
月
に
か
け
て
で
、水
田
の
畦
や
家
屋
周
辺
な
ど
に
設
置
し
て
い
る
。

後
者
の
漁
携
に
関
し
て
は
、
七
張

の
漁
網

(そ

の
う
ち

一
張
は
投
網
)

を
所
有
し
、
年
間

一
〇
〇
斤
程
度
の
漁
獲
が
あ
る
。

租
税
と
し
て
は
、
年
間
に
籾

一
六
〇
〇
斤
を
上
納
す
る
他
、
教
育

税

・
国
防
税
そ
れ
に
幹
部
補
助
税
な
ど
合
計

五
〇
〇
元
納
め
て
い

る
。
ま
た
、
飯
米
に
関
し
て
は
充
足
し
て
お
り
、
年
間

一
斤
当
た
り

一
・七
元
で

一
〇
〇
〇
斤
ほ
ど
売
却
し
て
い
る
。

③

M

・
W
家
の
事
例

(第

4
図
抽
出
農
家
番
号
③
)

主
人
の
M

・
W
は
六
四
歳
で
あ
る
。
当
家

は
、
土
地
改
革
当
時
貧

農

に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
生
活

は
苦
し
く
、
主
食
で
あ

る
飯
米
が
年
間
数
ヵ
月
分
不
足
し
た
。
M

・
W
自
身
も

一
四
歳
の
と

き
か
ら
出
稼
ぎ
に
出
て
い
た
。
期
間
は
年
間

の
七
割
に
も
達
し
た
。

出
稼
ぎ
先
は
、
口
江
村

・
零
肝
村
お
よ
び
岩
洞

郷
な
ど
周
辺
の
農
家

　ぬ
　

(主
と
し
て
ト
ン
族
居
住
地
区
)
で
、
農
作
業

の
補
助
を
し
た
。
ま
た
、

土
地
改
革
以
前
で
は
、
近
く
の
山
腹
斜
面
で
焼
畑
を
行
な
い
、
ア
ワ

・

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
を
栽
培
し
、
食
糧

の
補
充

に
努
め
た
。
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水
田
は
三
〇
筆

に
分
か
れ
、
合
計
四
畝
所
有
し
て
い
る
。
当
家
で

も
、
水
田

に
は
ウ
ル
チ
種
の
米
を
主
体
に
栽
培
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

水
田
の
裏
作
と
し
て
、
ナ
タ
ネ

・
「緑
肥
」
を
植
え
、

一
部
に
は
養

殖
を
実
施
し
て
い
る
点
も
、
他
家
と
同
様

で
あ
る
。

○
・二
畝

の
面
積

の
畑
地
に
関
し
て
も
、
菜
園
と
山
畑

の
両
方
を

所
有
し

て
い
る
。
と
く
に
、
M

・
W
家
の
畑
地
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

従
来
か

ら
の
伝
統
を
守
り
、
陸
稲

(モ
チ
種
)
を
植
え
て
い
る
点
で

あ
る
。

し
か
し
、
水
稲
に
比
べ
て
生
産
性
が
低

い
た
め
、
近
年

で
は

量
的
に
は
多
く
栽
培
さ
れ
な
く
な

っ
た
。
ま
た
、
山
畑
で
主
と
し
て

栽
培
さ

れ
て
い
る
イ
モ
類

の
保
存
に
つ
い
て
は
、
畑
地
近
く
の
山
の

斜
面
に
、
イ
モ
穴
を
掘
り
貯
蔵
し
て
い
る
。
か
か
る
イ
モ
穴
は
、
か

つ
て
ほ
と
ん
ど
の
家
に
あ

っ
た
が
、
現
在
で
は
所
有
し
て
い
る
の
が

大
変
少
な
く
な

っ
た
。

山
林

に
は
、
主
と
し
て
杉
を
栽
培
し
て
い
る
。
杉
の
植
林
は
二
〇

年
ほ
ど
前
か
ら
は
じ
め
、
三
〇
〇
本
余
り
を
植
え
た
。
さ
ら
に
、
山

林
の

一
部

(〇
二

畝
)
に
は
四
〇
〇
本
ば
か
り

の
油
茶

(C
am
el-

lia
sem
iserra
ta)
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
油
茶
は
先
代

が
植
林

し

た
も
の
で
、
八
月
に
種
子
が
実
る
。
種
子
か
ら
は
食
用
油
が
搾
油
可

能
で
あ

る
。
種
子
を
年
間

一
〇
〇
斤
ほ
ど
収
穫
す
る
が
、
搾
油
し
た

油
は
す

べ
て
自
家
消
費
に
当
て
て
い
る
。

家
畜

も

「黄
牛
」
、
豚
を
飼
育
し

て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
は
売

却
し
た

こ
と
が
な
い
。
狩
猟
具
と
し
て
、
鳥
打
ち
銃

一
丁
、
竹
バ
サ

ミ
ニ
○
組
余
り
を
所
有
し
て
い
る
が
、
あ
ま
り
捕
獲
す
る
機
会
が
な

い
と

い
う
。
た
だ
し
、
囮
り
の
鳥
を
入
れ
た
鳥
籠

の
そ
ば
に
、
先
端

に
ト
リ
モ
チ
を
付
け
た
棒
を
数
本
立
て
、
小
島
を
捕
獲
し
て
い
る
。

当
家
で
は
、
現
在
主
要
な
現
金
収
入
と
し
て
は
冬
季
を
中
心
に
年
間

一
〇
〇
〇
斤
ほ
ど
焼

い
て
い
る
木
炭
で
あ
る
。
製
炭
は
口
江
村
に
運

び
、
そ
こ
で
売
却
し
て
い
る
。

租
税
と
し
て
は
、
年
間

一
〇

一
二
斤

の
籾
を
上
納
し
て
い
る
。
そ

の
他
の
税

に
関
し
て
は
収
入
が
ほ
と
ん
ど
な

い
た
め
納
入
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

④

K

・
W
家
の
事
例

(第

4
図
抽
出
農
家
番
号
④
)

主
人

の
K

・
W
は
六
〇
歳
で
あ
る
。
当
家

は
、
土
地
改
革
当
時
中

農
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。

一
九
八
八
年
に
次
男

・
三
男
が
相
次
ぎ
分

家
し
た
た
め
、
現
在
、
長
男
お
よ
び
四
男
夫
婦
と
そ
の
子
供
た
ち
と

共
に
住
ん
で
い
る
。
家
族
数
は
九
人

(第
6
図
)

で
あ
る
。
水
田
お

よ
び
畑
作

に
関
し
て
は
、
栽
培
し
て
い
る
作
物

の
品
種
は
ほ
と
ん
ど

他
家
と
共
通
し
て
い
る
。
当
家

の
特
色
と
し
て
は
、
主
人
の
K

・
W

が
狩
猟
お
よ
び
漁
携
を
行
な
う
こ
と
が
好
き

で
、
ま
た
得
意
と
し
て

い
る
。
狩
猟
に
関
し
て
は
、
鳥
打
ち
銃

一
丁
、
竹

バ
サ
ミ
四
〇
組
余

り
を
所
有
し
て
い
る
か
、
中
心
は
、
M

・
W
家
で
も
行
な

っ
て
い
る

ト
リ
モ
チ
に
よ
る
小
鳥

(現
地
で

「地
麻
鳥
」
と
呼

ん
で
い
る
鳥
な

ど
)
猟

で
、
年
間
三
〇
～
四
〇
斤

の
捕
獲
が
あ
る
。
漁
携
に
関
し
て

は
、
水
田
養
殖
の
他

に
、
年
中
近
く
の
河
川

で
漁
携
を
実
施
し
て
い

る
。
漁
獲
量
は
年
間

一
〇
〇
斤
余
り
で
あ
る
が
、
年

々
農
薬
な
ど
の

影
響
で
減
少
傾
向
に
あ
る
。
漁
網
は
大
小
合
わ
せ
て

=
二
張
も
所
有



〈凡 例〉

△ 男

○ 女

占 兄弟姉妹関係

1同 居家族

∠(=o

∠く=σ

漏 酌-
島

」

第6図K・W家 の 家族構 成

出所:K・W家 での聞 き取 りよ り作成。

し
て
い
る
。

K

・
W
家
で
も
製
炭
を
行
な

っ
て
い
る
。
期
間
は
冬
季

(
一
〇
～

一
二
月
)
で
、
四
回
ほ
ど
窯
入
れ
を
行
な
う
。
原
料

の
木
材
は
、

「青

桐
櫟
」

(C
y
clo6a
lan
psis
g
lau
ca
)

や

「麻
櫟

樹
」

(Q
u
ercu
s

a
cu
tissim
a)
な
ど

の
カ
シ
属
や
ク
リ
属
の
広
葉
樹
で
あ
る
。
炭
焼

き
は
、
以
下
の
順
序

で
行
な
わ
れ
る
。
最
初

に
三
～
四
日
か
け
て
材

料
の
木
材
を
切
り
出
し
、
適
当
な
長
さ
に
輪

切
す
る
。
そ
し
て
、
窯

の
中
に
入
れ
て

一
日
か
け
て
焼
き
あ
げ
る
。
焼
き
終
わ
る
と
半
日
か

ら

一
日
ほ
ど
窯
を
封
鎖
す
る
。
蒸
し
焼
き
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ

の
後
、
三
～
四
日
間
放
置
し
冷
却
し
た
後
窯

か
ら
取
り
出
す
。
年
間

一
〇
〇
〇
斤
ほ
ど
製
炭
を
つ
く
る
が
、
そ
の
う
ち
、
三
〇
〇
～
四
〇

〇
斤
を

一
斤
当
た
り
○
・〇
四
元
で
売
却
し

て

い
る
。
な
お
、
両
集

落
を
筆
頭
に
棟
東
村
で
は
、
製
炭
は
す
べ
て
冬
季

の
暖
房
用

の
み
に

用

い
ら
れ
て
い
る
。

家
畜
の
飼
育
も
行
な

っ
て
い
る
。

一
九
九

四
年
度

に
、
「黄
牛
」

三
頭
を
売
却
し
た
。
売
却
し
た

「黄
牛
」
は
三
頭
と
も
成
牛
で
体
重

が
重
か

っ
た
た
め
、

一
頭
当
た
り

=

○
○
元
の
値
段
が

つ
い
た
。

ま
た
、
豚
も
二
匹
売
却
し
た
。
籾
税
は
、
籾

一
二
七
〇
斤
上
納
し
た

他
、
一
九
九
四
年
度
は
家
畜
を
多
数
売
却
し
収

入
が
多
か

っ
た
た
め
、

八
〇
〇
～
九
〇
〇
元
納
め
た
。
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1
ノ、

社
会
構
造
の
特
色

結
び
に
代
え
て

前
章

ま
で
上
棟
東
秦
お
よ
び
下
掠
東
秦

の
両
集
落
を
事
例
と
し

て
、
「高
披
ミ
ャ
オ
」
族
社
会
の
農
業
を
主
体
と
す

る
生
業
形
態
を

中
心
に
、
論
を
展
開
し
て
き
た
。
本
来

で
あ
れ
ば
、
か
か
る
生
業
形

態
を
基
盤

に
成
立
し
て

い
る
両
集
落

の
社
会
構
造

に

つ
い
て
の
分

析

・
検
討
も
実
施
す
る
必
要
が
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
文

で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
比
較
的
小
規
模
な
社
会

で
あ
る
集
落
を
事

例
と
し

て
設
定
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
ー
ヴ

ェ
イ
を
行
な

っ
て
き
た
が
、

社
会
主
義
国
家
体
制
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
調
査
期

間

・
内
容
に
関
し
て
は
種

々
の
制
約
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。と
く
に
、

社
会
構
造

の
把
握
は
、
生
業
形
態
な
ど
を
中
心
と
す
る
経
済
構
造
の

調
査
以
上

に
時
間
を
要
す
る
。
そ
れ
故
、
制
限
さ
れ
た
条
件
内
で
は
、

社
会
構
造

に
つ
い
て
充
分
な
調
査
を
試
み
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ

ハお
　

っ
た
。

し
か
し
、
社
会
構
造

の

一
部
に
関
し
て
は
解
明
で
き
た
点
も
存
在

す
る
。
以
下
で
は
、
か
か
る
点
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
で
本
稿
の
結

び
に
代
え
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
両
集
落

の
社
会
構
造
の
基
礎

的
な
部
分

の
多
く
は
、
生
業
形
態
を
主
体
と
す
る
経
済
構
造
に
規
定

さ
れ
て

い
る
と
看
倣
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

人
民
共
和
国
成
立
前
か
ら
、
調
査
対
象
で
あ
る
上
掠
東
塞
お
よ
び

下
掠
東
塞
の
両
集
落
に
居
住
す
る
住
民
の
治
安

・
財
産
な
ど
を
伝
統

ム
　
　

的
に
守

っ
て
き
た
の
は
、
暴
老
と
呼
ば
れ
る
長
老
で
あ
る
。
暴
老
は
、

人
民
公
社
時
代

に
は

一
時
存
在
し
な
か

っ
た
が
、

一
九
八
〇
年
に
生

産
責
任
制
が
導
入
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
復
活
さ
れ
た
。
秦
老

に
な
る
に
は
男
性
に
限
定
さ
れ
る
が
、
住
民

の
選
挙

に
よ
り
選
ば
れ

る
。
選
定
に
際
し
て
は
、
威
信
が
あ
り
、
話
上
手

で
、
物
の
見
方
が

公
平
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
条
件
と
さ
れ
る
。

な
お
、
塞
老
に
な

っ
て

も
報
酬
は
な
い
。
現
在
、
上
掠
東
暴

・
下
棟
東
秦

に
各
々
二
名
ず

つ

秦
老
が
い
る
。
暴
老

の
主
要
な
任
務
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

㈲

他
集
落
の
も

の
が
暴
内
に
侵
入
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
。

㈲

秦
内

の
婚
姻
や
耕
地

・
山
林
に
お
け

る
紛
糾

や
も
め
ご
と
の

仲
裁
。

㈲

年
越
し
や
節
日
の
と
き

の
文
化
活
動
を
組
織
し
、
藍
笙
を
吹

い
た
り
、
「ダ
ツ
オ
i
」
を
指
揮
す
る
。

上
掠
東
棊
の
G

・
W

(六
二
歳
)
は

一
九
九

一
年
よ
り
秦
老
に
な

っ
た
。
G

・
W
が
暴
老
の
職
に
つ
い
て
か
ら
右

の
㈲
に
関
す
る
問
題

ムれ
　

(い
ず
れ
も
婚
姻
)
が
四
件
起
こ
り
、
そ
の
仲
裁
を
行
な

っ
た
。

婚
姻

に
関
す
る
事
件
の

一
つ
は
次
の
よ
う

な
内
容
で
あ

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
上
掠
東
塞

の
男
性
と
他
塞
の
女
性

が
婚
約
し
た
。
婚
約
が

成
立
す
る
と
、
男
女
が
互

い
に
贈
り
物
を
交
換
す
る
と

い
う
こ
と
が

習
慣
と
な

っ
て
い
た
。

一
般
に
は
、
男
性
は
女
性
に
銀
製

の
ブ
レ
ス

レ
ッ
ト
を
、
女
性
は
男
性
に

一
メ
ー
ト
ル
の
布
地
を
贈
る
。
こ
の
婚

約
後
、
女
性

の
方
が
何
ら
か
の
事
情
で
婚
約
を
破
棄
し
た
い
と
考
え
、

衡



そ
の
こ
と
を
男
性

に
伝
え
、
男
性
の
方
も
同
意
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
婚

約
は
解
消

で
き
る
。
し
か
し
、
男
性
が
婚
約

の
解
消
を
望
ま
な
け
れ

ば
、
二
名

の
暴
老
が
仲
裁
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
件

で
は
塞
老

の
仲
裁
が
成
功
し
、
無
事
に
婚
約
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
賠

償

の
条
件
と
は
、

一
匹
の
豚
を

つ
ぶ
し
、
そ
の
肉
を
男
性
側
に
贈
る

他

に
、

一
二
本
の
青
竹

の
筒
に
入
れ
た
酒

(コ

ニ
筒
酒
」
)
と
同
じ

　お
　

く

一
二
筒

に
入
れ
た
米

(「
一
二
筒
米
」
)
を
付
け
た
。
も
し
、
男
性

の
方
が
婚

約
を
破
棄
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
同
様

に
秦
老

の
仲
裁
が

(69
V

行
な
わ
れ
る
と

い
う
。

か
よ
う

に
、
秦
老
は
、
村
の
行
政

の
力
を
借
り
ず
に
伝
統
的
な
方

法
で
種

々
の
問
題
や
事
件
に
対
処
し
て
き
た
。
そ
の
規
範
と
し
た
の

が
上
掠
東
秦
お
よ
び
下
掠
東
塞
の
両
集
落

に
共
通
す
る
「村
民
規
約
」

で
あ
る
。

か
か
る
規
約
は
口
頭
で
決
め
ら
れ
た
も

の
で
、
成
文
化
さ

れ
て
い
な

か

っ
た
。
そ
の
主
要
な
内
容
は
次

の
四
項
目
で
あ

っ
た
。

①

風
水
樹

の
保
護
。

②

開
墾
地

の
保
護
。

③

婚
姻
に
関
係
し
た
も
の
。

④

窃
盗
に
関
係
し
た
も
の
。

こ
の
よ
う
な
規
約
は
、
人
民
公
社
時
代
に
は
破
棄
さ
れ
た
。
し
か

し
、

一
九
八
〇
年
に
従
来

の

「村
民
規
約
」
と
ほ
ぼ
同
じ
も

の
が
制

定
さ
れ
、

一
九
九
五
年
に
そ
の

一
部
が
修
正
さ
れ
た
。
修
正
さ
れ
た

「村
民
規

約
」
も
従
来
通
り
口
頭
に
よ
る
も

の
で
、
主
要
な
修
正
点

は
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

㈲

も
し
、

ア
ヒ
ル
で
も

っ
て
賠
償
す
る
と
き
に
は
、
六
筒

の
酒

(「六
筒
酒
」
)
と
六
筒
の
米

(「
六
筒
米
」
)
を
付
け
る
こ
と
。

ω

年
越
し
や
節
日
な
ど
の
行
事
に
、
他

の
集
落
の
客
人
が
参
加

す
る
と
き
に
は
、
塞
老

の
指
揮
に
従
う

こ
と
。

㈲

と
く
に
口
論

や
も
め
事

の
発
生
を
防
ぐ
こ
と
。

か
く
し
て
、
棊
老
を
中
心
に
両
集
落

の
住
民
の
生
活
は
、
円
滑
に

平
穏
無
事

に
送
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

っ
た
。
か
か
る
理
由

の

一

つ
は
、
農
業
を
中
心
と
し
た
生
業
が
伝
統
的

に
は
経
済
的
基
盤
と
な

っ
て
き
た
が
、
そ
の
経
済
的
な
基
盤
が
あ
ま
り
に
も
貧
弱
な
た
め
、

住
民
が
互
い
に
助
け
合

い
な
が
ら
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
住

民
た
ち

の
助
け
合

い
の

中
心
と
な
り
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
な

っ
た

の
が
塞
老
で
あ

っ
た
と
推

定

で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
抽
出
農
家
の
事
例
で
も

、
租
税
の
納
入
に
関
す

る
格
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
明
白

な
ご
と
く
、
現
在
に

お

い
て
は
、
各
戸
間
に
か
な
り
の
経
済
的
な
格
差
が
み
ら
れ
る
。
し

　め
　

か
も
、
そ
の
格
差
が
拡
大
す
る
よ
う
な
傾
向
が
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
、

一
九
九
五
年
に
新
道
が
開
通
し
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の

車
輌
が
両
集
落
ま
で
容
易
に
入
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
れ
ま
で
以
上

に
製
炭
や
木
材
の
伐
採
が
増
加
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

が
、
生
業
形
態
を
中
心
に
比
較
的
ほ
ぼ
自
給
的
な
生
活
を
送

っ
て
き

た
両
集
落

の
住
民
に
と

っ
て
、
貨
幣
経
済
の
よ
り
強
力
な
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
と
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き
に
、
伝
統
的
に
集
落

の
治
安
や
財
産
を
守

っ
て
き
た
秦
老
の
影
響

力
は
ど

こ
ま
で
行
使
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
。
疑
問
と

い
わ
ざ
る
を
得

な

い
。

上
掠
東
秦
お
よ
び
下
掠
東
暴
の
両
集
落
に
代
表
さ
れ
る

「高

披
ミ
ャ
オ
」
族
の
社
会
は
、
わ
が
国
の
農
山
村
以
上
に
、
経
済
的
、

社
会
的

に
も
大
き
な
転
換
期
に
差
し
か
か

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

注〈
1
>

と

い
っ
て
も
、

ブ

イ
族

や

シ

ュ
イ
族

の

一
部

の
よ
う

に
、
河
谷

な

ど

の
平

坦

地

を

中

心

に

分
布

・
居

住

す

る

民
族

集

団

も

存
在

す

る
。

し

か
し
、

土
地

条
件

の
良

好

な
地
域

に
は
漢

民
族

が
占

拠

し

て

い
る
場
合

が
多

い
。

な
お
、

明
王

朝
時

代

に
も
屯

田
兵

と

し

て
当

地

に
移

住

し
た
漢

民

族

の
直
接

の
子

孫
と

俗
称

さ

れ

て

い
る
老

漢

族

が
、
貴

州
省

の
省

都

貴
陽

市

西
部

に
位
置

す

る
安

順
市

近
郊

に
居

住

し

て

い
る
。

〈
2
>

そ

の
結

果
、

人

口
数

が
少

な

い
民

族
集

団

ほ
ど
土

地
条

件

の
劣

悪

な
海
抜

高
度

の
高

い
地
域

に
追

い
や
ら

れ

て
し
ま

っ
た

よ
う

に
思

え

る
。

〈
3
>

イ

ン
ド

シ

ナ
半

島

北
部

に
居

住

す

る
ミ

ャ
オ
族

は
、

一
般

に
は

メ
-k

(M
e
o
)
族

あ

る

い
は

モ

ン

(=
ヨ
8
αq
)
族

な

ど

と
称

さ

れ

て

い
る
。

か
か

る
民
族

集

団

に
関

し

て
は
、
第

二
次

世
界

大

戦
前

ま

で

は

フ
ラ

ン
ス
人
民

族
学

者

な
ど

に
よ

る
調
査

・
研
究

が
な

さ

れ
、
多

く

の
研

究
業

績

が
存

在

す

る
。
戦

後

に
お

い
て
も
、

以
下

の
よ
う

に

著
作

や
論
孜

が
存

在
す

る

。

L
em
o
in
e
,
J°

(1
9
7
2
)

≪
U
n

V
illa
g
e

H
m
o
n
g

V
e
r
t
d
u

H
a
u
t

L
a
o
s
・,,
E
d
i
ti
o
n
s

d
u

C
e
n
t
r
e

N
a
ti
o
n
a
le

d
e

la

R
e
c
h
e
r
c
h
e

S
c
i
e
n
-

t
i
f
iq
u
e
,
P
a
r
is
°

菊

池

一
雅

(
一
九

七
九

)

「ケ

シ
を

つ
く

る
人

々
」

三
省

堂

(三

省

堂

選
書
)

田

畑
久

夫

・
金

丸

良

子

(
一
九

九

七
)

「
ベ
ト

ナ

ム

の
山

岳

民
族

2
」

「地
理

」

四
ニ

ー
八
、

九
六

-

一

一
八
頁
な

ど
。

〈
4
>

同
様

に
、

四
川
省

と
雲

南
省

の
省

境

の
山
岳

地
帯

を
中

心

に
居

住
す

る

イ
族
も

、
国
境

を

越
え

て
南

下
し

、
イ

ン
ド

シ
ナ
半
島

北
部

に
分

布

・
居
住

し

て

い
る
。

し
か
し

、

こ
れ

ら
イ

ン
ド

シ
ナ
半

島

北

部

の
山
岳

地
帯

に
展

開
す

る
イ
族

は

、
例

え
ば

、

ベ
ト

ナ
ム
は

三
二

〇

〇
人

(
一
九

九

〇
年
統

計
)

と

い
う

よ
う

に
、

ミ

ャ
オ
族

(
五
五

万

八

〇
〇

〇
人

)
、

ヤ

オ
族

(
ダ

オ
族

と
呼

ば

れ

る
。

四
七

万

四
〇

〇

〇
人

)
と
比

較

す

る
と

非
常

に
少

な

い
。

L
　
S
　
G
iro

(1
9
9
5
)
"D
　
n
T
$
c
H
q
c
　
　
i
c
u
'd
n
g
"
N
h
　
X
u
$
t

B
i
n
G
ir
o
D
e
c
.,
p
p
.
1
2
9
-
1
3
4
°

〈
5
>

一
九
九

〇
年

度
人

ロ

セ

ン
サ

ス
の
結

果

で
あ

る
。
正
確

に
は
七

三
九
万

八

〇
三

五
人

で
、

チ

ワ
ン
族

・
回
族

・
ウ
イ
グ

ル
族

・
イ
族

に
次
ぐ

人

口
を
も

つ
。

な

お
、
中
華

人

民
共
和

国

に
お

い
て
は

、
領

土

内

に
居
住

す

る
非
漢

民
族

を
少
数

民

族
と

称

し
て

い
る
。

そ

の
認

定

は
、

国
家

民
族
事

務
委

員
会

が

政
府

の
指
導

の
下

で
決

定
す

る
。

現

在

で
は
、

五

五

の
民

族
集

団

が
少

数

民
族

と

し
て
識
別

さ

れ
て

い

る
。

そ
れ
以

外

に
、
貴

州
省

を
中

心

に
、
例

え
ば

、

シ
ー
族
、

グ
ジ

ャ
族

と
呼
ば

れ

て

い
る
民
族

集
団

な
ど

、
ま

だ
識

別
さ

れ

て

い
な

い

集

団

が
約

七
五
万

人
弱

存
在

す

る
。

〈
6
>

ミ

ャ
オ
族

の
伝
統

的
な

衣
裳

は
、

ト

ン
族

・
シ

ュ
イ
族

・
ヤ

オ

68



族

な
ど
周

辺

に
居
住

す

る
少
数

民
族

と

同
様

に
男

女
と

も
上

衣
と

ズ

ボ

ン
ま

た
は

ス

カ
ー
ト

(プ

リ

ー

ツ
ス
カ

ー
ト
)

と

い
う

ツ
ー
ピ

ー

ス
が
基
本

と

な

っ
て

い
る
。

す
な

わ
ち

、
男
性

の
場
合

は
上

衣
と

ズ

ボ

ン
、
女

性

の
場
合

は
上

衣

と

ス
カ

ー
ト
を
常

用

し

て

い
る
。

〈
7
>

例
え

ば

、
女
性

が
青

色
系

統

の
プ

リ

ー

ツ
ス
カ

ー
ト
を
着

用

し

て
お
れ
ば

「
青

ミ
ャ
オ
」

族

、
黒
色

お

よ
び
白

色
系

統

の
も

の
を

そ

れ

ぞ
れ
常

用

し

て
お
れ
ば

、
各

々

「
黒

ミ

ャ
オ
」
族

・
「
白

ミ

ャ
オ
」

族

と
称

さ
れ

た
。

さ
ら

に
、
花

模
様

の
刺

繍
を

ほ

ど

こ
し
た

プ

リ
ー

ツ

ス
カ

ー

ト
を

は

い

て

い
る
も

の
は

「
花

ミ

ャ
オ
」

族

と

呼

ば

れ

た

。な
お
、

ミ

ャ
オ
族

の
女

性

が
着

用

し

て

い
る

こ
れ
ら
プ

リ

ー

ツ
ス

カ

ー
ト

の
素

地

は
、
伝

統

的

に
は
自

ら

が
糸

(木
綿

)
を

つ
む

ぎ

、

染
色

(藍

染

め
)

を

行

な

っ
た

。

「黒

ミ

ャ
オ
」

族

の
プ

リ
ー

ツ
ス

カ

ー
ト

の
色

が
黒

色
を

呈

し

て

い
る

の
は
藍

染

め
を

何
回

と
な

く
繰

り
返

し
実
施

す

る
と

、
青
色

か

ら
黒
色

に
な
る

た
め

で
あ

る
。
ま
た

、

「
白

ミ

ャ
オ
」

族

の
女

性

は
、

プ

リ

ー

ツ

ス
カ

ー
ト

の
素

地

と

し

て

麻

を
用

い
て

い
る
。

そ

の
た
め
、

藍
染

め

が

で
き

ず

、
白

い
ま

ま

の

も

の
を

常
用

し

て

い
る
。

ミ
ャ
オ
族

が
当

地
域

で
行

な

っ
て

い
る

こ
れ

ら
藍
染

め

の
原
料

の

ア
イ

は
、
わ

が
国

で

一
般
的

に
用

い
ら
れ

て

い
る

タ
デ
科

の

「
タ

デ

ア
イ
」

(P
o
ly
g
on
u
m

ttin
ctriu
m
)

で

は
な
く

、

キ

ツ
ネ

ノ

マ
ゴ
科

の

「
リ

N
ウ
.t{-
H
ウ
ア
イ
」

(
S
trob
ita
n
th
u
s
cu
ria
)

で
あ

る
。

〈
8
>

わ

が

国

で

ミ

ャ
オ
族

を

最

初

に
調

査

・
研

究

し
た

鳥

居

龍

藏

も

、

ミ

ャ
オ
族

の
分

派
集

団

に
関

し

て
は
、
女

性

が
着

用

し

て

い
る

衣
裳

の
色

彩

な
ど

に
注

目
し

て
次
表

の
よ
う

な
区
分

を
行

な

っ
た

。

分
派
名

特

色

分

布

地

域

紅
ミ
ャ
オ

赤
色
の
衣
服を

着
用

湖南

省
に
接
す
る
貴
州
省
東部

青
ミ
ャ
オ

青
色
の
衣
服を

着
用

貴州

省
中
央
部

白
ミ

ャ

オ

白
色
の
衣
服を

着
用

貴州

省
中
央部

黒
ミ
ャ
オ

黒
色
の
衣
服を

着
用

貴州

省
東南

部

花
ミ
ャ
オ

蝋
纈
染
め
お
よ
び
縫

貴州

省
西
部
・

雲
南
省
・

広
西
省

取
り
し
た
衣
服
を
着

(
現
広
西
壮
族自

治
区)
、

イ
ン

ド

用

シ
ナ
半
島
北部

出
所

"
鳥
居
龍
藏

(
一
九
〇
七
)

「苗
族
調
査
報
告
」
東

京
帝

國
大
學
理

科
大
學
人
類
学
教
室
。
鳥
居
龍
藏

(
一
九
七
六
)

「鳥

居
龍
藏
全
集

第

一
一
巻
」
、
朝

日
新
聞
社
、
四
四
-
四
七
頁
よ
り
作
成
。

な
お
、
鳥
居
龍
藏
の
西
南
中
国
に
お
け
る
ミ
ャ
オ
族
調
査
に
関
し

て
は
、
以
下
の
拙
著
を
参
照
の
こ
と
。

田
畑
久
夫

(
一
九
九
七
)
「民
族
学
者

鳥
居
龍
藏

ア
ジ
ア
調
査

の
軌
跡
』
古
今
書
院
、
五
七
ー
八
二
頁
。

〈9
>

同
様
に
、
少
数
民
族
と
し
て
は
第

=
二
位
の
人
口

(約
一
=

三

万
人
強
)を
占
め
る
ヤ
オ
族
も
多
数
の
分
派
集
団
が
認
め
ら
れ
る
が
、

民
族
衣
裳
に
よ
る
便
宜
的
な
区
分
が
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
ヤ
オ

族
に
関
し
て
は
、
以
下
の
著
作
や
論
文
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

方
言
を
中
心
と
し
て
言
語
系
統
か
ら
の
分
類
が
主
体
で
あ
る
と
い
え
る
。

盤
朝
月

(
一
九
八
八
)
「瑞
族
支
系
及
其
分
布
浅
談
」
「貴
州
民
族

研
究
」
第
-
期
、
九

一
-
九
五
頁
。

柏
果
成

・
史
継
忠

・
石
海
波

(
一
九
九

〇
)
「貴
州
瑞
族
」
貴
州

民
族
出
版
社
な
ど
。

⑫ 一一雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態



と

こ

ろ
が
、

ヤ

オ
族

の
移
動

先

の
最
南

端

で
あ

る

ベ
ト
ナ

ム
北
部

の
山
岳

地

帯

に
お

い
て
は
、

ミ

ャ
オ
族
と

同
様

に
、
ヤ

オ
族

は
、
主

と

し
て
女

性

が
日
常

的

に
着

用

し

て

い
る
民
族

衣
裳

の
色

彩

な
ど

を

メ
ル
ク

マ
ー

ル
と

し

て
、
「
黒

ダ

オ
」
族

・
「白

ダ
オ
」
族

・
「
青

ダ

オ
」

族

・
「
赤

ダ
オ
」

族

な
ど
と

い
う

よ

う

に
、
区

分

さ
れ

て

い
る
。

前

掲

く
1
V
田
畑
久

夫

・
金

丸

良
子

(
一
九
九

七
)
、
九

五
頁

。

〈
10
>

雲
貴

高
原

の
山

間
部

に
形

成

さ
れ

た
小
盆

地

の
総
称

。

「
場
子

」

の
海
抜

高

度

は

一
定

し

て
お

ら
ず

、
例
え

ば

、
貴
州

省
東

部

に
位

置

す

る
椿
江

盆
地

の
海

抜
高

度

三
二

〇

メ
ー
ト

ル
か

ら
、

西
部

に
あ

る

威
寧

草
海

盆
地

の
海

抜
高

度

二

一
六
〇

メ
ー

ト

ル
ま

で
相
当

の
開

き

が
存
在

す

る
。

成
因

と

し

て
は
、
第

三
紀

以
降

の
ネ

オ

テ

ク
ト

ニ
ッ

ク
運

動

の
た

め
、
上

昇

し
た
軟

弱

な
基
盤

か

ら
構
成

さ

れ

て

い
る
雲

貴
高

原

が
、
高

原
上

を
流

れ

る
諸

河
川

の
浸

蝕
作

用
を
受

け

て
形
成

さ

れ
た

と

い
わ

れ

て

い
る
。

「
矯
子

」

の
規

模

も
、

其

の
内

部

に
県

城

が
形
成

さ

れ
る

ほ
ど
大

規
模

な
も

の
か
ら

、
ご

く
小
規

模

な
も

の

ま

で
種

々

の
形
態

が
み

ら
れ

る
。

貴

州

省
地

方

志

編
纂

委

員
会

編

(
一
九

八
八
)

「貴

州

省

志

地

理
志
』

下
冊

、
貴
州

人

民
出
版

社

、
七

二
五

-
七

二
六

頁
。

〈
11
>

「
平

地

ミ

ャ
オ

」
族

お
よ

び
、

「
高
披

ミ

ャ
オ

」
族

は
と

も

に
山

間
部

を
主

要
な

生
活

空
間

と

し
、
農

業
経

営

が
生
業

の
中
心

と
な

っ

て

い
る
と

い
う

共
通

点

が
み

ら
れ

る
。
し
か

し

、
原

初
形

態

(箕
。
8
・

ty
p
e
s)

に
お

い
て

は
、
前

者

が

水

田

稲
作

、

後

者

が
焼

畑

経

営

が

主
体

と

い
う

よ
う

に
、
農
業

形

態

が
著

し
く
異

な

っ
て

い
た

。
か

か

る
点

に
関

し

て
は
以

下

の
拙
論

な
ど

で
論

じ

た

こ
と

が

あ

る

の
で
、

参

照

さ
れ

た

い
。

田

畑

久

夫

(
一
九

九

四
)

「中

国

雲

貴

高

原

の
自

然

と

住

民

⑩

l
l
山
棲
み
の
少
数
民
族
を
事
例
と
し
て
ー

」
「學
苑
」
(昭
和
女

子
大

学
)

六

五
六
、

三
九

-

四
〇
頁

。

〈
12
>

そ

れ
故

、
「
平

地

ミ

ャ
オ
」
族

は
別
名

「
長
裾

ミ

ャ
オ
」
族

(長

い
ス
カ

ー
ト
を

は
く

ミ

ャ
オ
族

)
、
同
様

に

「
高
披

ミ

ャ
オ
」
族
は

「
短

裾

ミ

ャ
オ
」
族

(短

い
ス
カ

ー
ト
を

着
用

す

る
ミ

ャ
オ
族
)

と
称

さ

れ

る

こ
と

も
あ

る
。
後

者

の
集

団

の
中

で
も
、
貴

州
省

東
部

で
有

数

の
高

山

で
あ

る
雷
公

山

(二

一
九
七

メ
ー
ト

ル
)

の
山
中

に
居
住

す

る

ミ

ャ
オ
族

の
女
性

は
、

大
変

丈

の
短

い
ス
カ
ー
ト

を
常

用
し

て

い

る
。
そ

の
た
め
、
現
地

で
は

「超
短
裾

ミ

ャ
オ
」
族

と
呼

ば
れ
て

い
る
。

季

廷
貴

(
一
九
九

一
)

「雷

公
山

上
的
苗

家
』

貴
州

民
族

出
版

社
。

〈
13
V

鈴
木

正

崇

・
金

丸

良
子

(
一
九

八

五
)

「西

南

中
国

の
少

数

民

族
l

I
貴

州
省

苗
族

民
俗

誌

」

古
今

書
院

、

二
六
頁

。

〈
14
>

自

称

は

「
ダ

ム

--
J

(D
a
ssm
u
33)

と

い
う

。

な

お
、

掠

東

村

の
調

査

は
、

一
九
九

五
年

一
二
月

下
旬

か
ら

翌
年

一
月
上
旬

に
か
け

て
実

施

し
た
。

同
行

は
、

貴
州
省

欝

東
南

苗
族

個
族
自

治
州

黎
平

県

文
化

局
局

長
呉

定

国
先
生

、
麗

澤
大

学
外

国
語

学
部
金

丸
良

子
助

教

授

な
ど

で
あ

っ
た

。

〈
15
>

例

え
ば

、

田
畑

久

夫

(
一
九

九

五
)

「
中

国
雲
貴

高

原

の

「
高

披

ミ

ャ
オ
」
族

の
生

活

ω
1

ー
貴

州

省

・
従
江

県
加

勉
郷

別
鳩
村

の

場
合

」

『昭

和
女

子

大

学

国
際

文
化

研

究

所
紀

要
」

二
、
九

七

-

一
〇
七

頁
。

田
畑
久

夫

(
一
九

九

八
)

「
「
高
披

ミ
ャ
オ
」

族

の
生
業

形
態

貴
州

省

・
従

江

県
谷

坪

郷

山
凶岡
村

を
事

例

と

し

て

」

『東

ア
ジ

ァ
研

究
」

一
九

、

二

一
-
四
六

頁
な

ど
。

〈
16
>

筆
者

ら
も

、
以

下

に
み

ら
れ

る
よ
う

に
、

一
九

八
七
年

ま

で

の

中
国

国
内

に
お
け

る
ミ

ャ
オ
族

の
研

究
史

を
著
作

お

よ
び
報

告
書

な
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ど

の
単

行
本

に
限

っ
て
整

理

・
検

討

し
た

こ
と

が
あ

る
。

そ

の
後
、

中
国

国
内

に
お

け
る

ミ

ャ
オ
族
研

究

の
動
向

は

あ
ま

り
変
化

が
認

め

ら
れ

な

い
よ
う

に
思
わ

れ

る
。
と

い
う

の
は
、
近

年

、
地

元

に
設
置

さ
れ

て

い
る
各
省

の
民

族
研

究
所

お

よ
び

民
族
事

務
委

員
会

民

族
研

究
所

な
ど

の
研
究

機
関

で
は
、
予

算

の
減
少

に
伴

な

う
研
究

費

お

よ

び
研
究

員

の
削
減

が
行

な

わ
れ
、

特
記

で
き

る
よ
う

な
大

き
な

研
究

成

果

が
皆
無

で
あ
る
と

い
う

状
態

と

な

っ
て

い
る
。

田

畑
久

夫

・
金

丸
良

子

(
一
九

八

九
)

「中

国

雲
貴

高

原

の
少

数

民
族

ミ

ャ
オ
族

・
ト

ン
族
」
白

帝
社

、

一
二

八
1

=

二
一
頁

な
ど
。

〈
17
>

そ

の
理

由
と

し

て
は
、
例

え
ば

、
第

1
表

に

み
ら

れ
る

「
ム

ー
」

と

「
モ

ン
」

を
各

々
自

称

し

て

い
る
集

団

に
お

い
て
典
型
的

に
み

ら

れ
る

よ
う

に
、
同

じ

ミ

ャ
オ
族

で
あ
り

な

が
ら
分

派
集

団

が
異

な
れ

ば

、
互

い
に
言

葉

が
ま

っ
た

く
通

じ
な

い
こ
と
な

ど

が
考

え

ら

れ
る
。

〈
18
>

金
丸

良
子

(
一
九
九

七
)

「制

約

の
多

い
社
会

主
義

国

で

の
フ
ィ

ー
ル
ド
サ

ー
ヴ

ェ
イ

の
前

提
」

「地

理
」

四

二
ー
四
、
六

四
-
六
八
頁
。

〈
19
>

日
本

人

研
究
者

の
場
合

に
限
定

し
て
も

、
次

の
も

の
が
あ
げ

ら

れ
る
。

坪

井

洋

文

編

(
一
九

八

七

)

「華

南

畑

作

村

落

の
社

会

と

文

化

-

貴
州
省
西
北
地
区
の
少
数
民
族
を
訪
ね
て

』
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
。

前
掲
〈16
>
田
畑
久
夫

・
金
丸
良
子

(
一
九
八
九
)。

田
畑
久
夫

・
金
丸
良
子

(
一
九
九
五
)
「中
国
少
数
民
族
誌

雲

貴
高
原
の
ヤ
オ
族
』
ゆ
ま
に
書
房
。

福

田
ア
ジ
オ
編

(
一
九
九
六
)
「中
国
貴
州
苗
族
の
民
俗
文
化

ー

日
本
と
中
国
と
の
農
耕
文
化
の
比
較
研
究
-1
⊥

文
部
省
科
学

研
究
費
補
助
金

(海
外
学
術
研
究
)
研
究
成
果
報
告
書
な
ど
。

〈
20
>

例

え

ば

、

萩

原
秀

三

郎

(
一
九

八

七
)

『稲

を

伝

え

た

民

族

苗
族
と
江
南
の
民
族
社
会
ー

」
雄
山
閣
、

萩

原
秀

三
郎

(
一
九

九

六
)

「稲

と

鳥

と
太

陽

の
道

日
本

文

化

の
原
点

を
追

う

」

大
修

館

書
店

な

ど
。

〈
21
>

例
え

ば

、
照
葉

樹
林

文
化

論

と
称

さ

れ

て

い
る
作

業
仮

説

が
そ

の
代
表

と

い
え

る
。
な

お
、

照
葉

樹
林

文
化

論

に
関

し

て
は
拙
論

も

参

照

さ

れ
た

い
。

中

尾
佐

助

・
佐

々
木

高

明

(
一
九
九

二
)

「
フ

ィ
ー

ル
ド

ワ
ー

ク

の
記

録
③

照

葉
樹

林
文

化

と
日

本
」

く
も

ん
出

版

。

田
畑
久

夫

(
一
九

九

〇
)

「
照
葉

樹

林
文

化

論

と
雲

貴

高

原
東

部

の
少
数

民

族

の
生
業

形
態

」

「兵
庫

地

理
」

111五

'

●
111-
五
八

頁
。

田
畑

久

夫

(
一
九

九

一
～

一
九

九

三
)

「
照

葉
樹

林

文

化
論

の
背

景

と

そ

の
展

開

ω

～

㈹
」

「兵

庫

地
理

』

三

六
、

二

一
⊥

二
七
頁

、

同
三
七

、

二
八

-
四
二
頁

、
同

三

八
、

一
ニ

ー
二
九
頁

な
ど

。

〈
22
>

前

掲

〈
15
>
田
畑

久
夫

(
一
九
九

八

)

二

一
ー
二

二
頁
な

ど
。

〈
23
V

そ

の
他

、

と
く

に
注

目

さ
れ

る

の
は
、

石
姓

の
祖
先

で
あ

る
。

す

な
わ

ち

、
石
姓

の
祖

先

は
、

以
前

広

西
壮
族

自
治

区

か
ら
物

乞

い

を

し
な

が

ら
、
山

伝

い
に
当

地

に

や

っ
て
来
、

定
着

し

た
と

い
う

。

〈
24
>

他

の
理
由

と
し

て

は
、

ミ

ャ
オ
族

が
当
地

に
定

着

す

る
要
因

と

も

な

っ
て

い
る
が
、
水
利

に
比
較
的
恵

ま
れ

て

い
る
点

が
指
摘

で
き

る
。

す
な

わ
ち
、
棟
東

村
が
所
属

し

て
い
る
口
江
郷
は
、

県
城
黎
平
周

辺
を

東
流

し
、
東

シ
ナ
海

(東
海

)

に
流

れ
込

む
長
江
水
系

の
支
流

の
分
水

嶺
を
越
え

て
、
南

流
し
、
南

シ
ナ
海

(南
海

)

に
達
す

る
珠
江

の
最
大

支
流

西
江

上
流
都
柳

江
水
系

の
最
上
流
地
域

に
位
置

し
て

い
る
か

ら
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
周
辺

に
は
小
河
川

が
多

く
存
在

し
て

い
る

の
で
あ
る
。

〈
25
>

そ

れ
故

、
上
棟

東
秦

の
こ
と

を
老

棊
と

現

地

の
住

民

は
称

し

て

雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態7夏



い
る
。

な
お

、
同

村
内

に
存

在
す

る

ミ

ャ
オ
族

の
集
落

で
あ

る
平

吝

暴

は
、

上
棟
東

泰

の
ミ

ャ
オ
族
と

直
接

に
関
係

が
な

い
ミ

ャ
オ
族

の

集

落

で
あ

る
と

い
わ

れ

て

い
る

。

〈
26
>

掠
東

村

で

は
、
他

の
集

落

は
す

べ
て
ミ

ャ
オ
族

が
居
住

し

て

い

る
が
、
振

剛
暴

の
み

が
漢
民

族

が
居
住

し

て

い
る
。

そ

の
理
由

は
、

同

棊
周

辺

の
豊
富

な
広

葉
樹

を
利

用

し

て
製

炭

を
実
施

し
て

い
る

の

に
適

し

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

な

お
、

掠
東
村

の
ミ

ャ
オ
族

は
、
製

炭

の
技

術
を
伝
統
的

に
有

し
て

い
な
か

っ
た
。
そ

こ
で
現
在

で
は
、

一

部

の
ミ

ャ
オ
族

の
若

者

や
子
供

が
漢
民
族

の
指

導
を
受

け
、
製
炭

の
技

術

を
学

習
し
、
多

く

の
家

で
は
製
炭
を
出

荷
す

る
ま

で
に
な

っ
て

い
る
。

〈
27
>

上

掠
東

棊

に
は

「
グ

ル
」
・
「
ニ
ィ
ウ

ヤ
ン
」
と
各

々
称

さ

れ

て

い
る
井

戸
が

、

下
抹
東

秦

に
は

「
ワ
イ

ウ
ー
ジ

ィ

エ
ジ

ィ

ア
ン
」
と

呼

ば

れ

て

い
る
井

戸

が
存
在

す

る
。

〈
28
>

ミ

ャ
オ
族

の
正

月
は

、
秋

の
収
穫

が
終

了

し
た

こ

ろ
、

つ
ま
り

農

暦

の

一
〇
月

ご

ろ
で
あ

る
。
こ
の
正
月

を

「
ノ

ン

・
ラ

ン
」
(苗

年

)

と

い

い
、

ミ

ャ
オ
族

の
中
心

的

な
年

中
行
事

で
あ

る
。
年

越
し

は

そ

の
前

日

で
、

「
ヅ

オ

ク

i
」

な
ど

を
行

な

っ
た
後

、

人

々
は

親
戚

や

友

人
宅

を
互

い
に
訪

問
し

た
り

し

て
、
楽

し

い

一
時

を
過

ご
す

。
現

在

で
は
、

漢

民
族

の
習
慣

に
な

ら

っ
て
、

「
春
節

」

も

正
月

と

し

て

過

ご

し

て

い
る

。
な

お
、
年

越

し

の
行
事

は
、

上
棟

東
棊

・
下
掠

東

暴

の
両

集
落

が
合

同

で
行

な
う

。
最
近

で
は
、

一
九

九

二
年

の

「
春

節

」

の
三

日

・
五
日

・
七

日

・
九

日
に

「
ダ

ン
シ

ュ
ワ
ン
」

に
お

い

て

「
ヅ

オ

ク
ー
」

が
挙

行

さ
れ

た
。

〈
29
>

闘
牛

は

ト

ン
族

の
伝
統

的

な
習
慣

で
あ

る
。
近

く

に
ト

ン
族

が

居

住

し

て

い
る

た
め

、
か

か

る
行

事
も

実

施

さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た

も

の
と
推

定

さ
れ

る
。

な

お
、

上
掠
東

秦

お
よ

び

下
掠

東
棊

の
両
集

落
で
は
、
飼
育
す
る
た
め
の
豊
富
な
水
が
不
足
す
る
な
ど
の
理
由
か

ら
、
水
牛
は
あ
ま
り
飼
育
さ
れ
て
い
な
い
。

〈30
>

雲
貴
高
原
で
は
現
在
で
も
農
山
村
地
帯
の
少
数
民
族
居
住
地
区

を
中
心
に
、
常
設
の
市
場
が
な
く
、
月
に
六
回
開
催
さ
れ
る
六
斎
市

な
ど
の
定
期
市
が
存
在
す
る

(近
年
で
は
、
政
府
の
指
導
で
日
曜
日

ご
と
に
開
催
す
る
も
の
が
増
加
し
た
)。
こ
れ
ら
の
定
期
市
が
、
住

民
の
経
済
生
活
の
中
心
に
な
る
と
同
時
に
、
テ
レ
ビ

・
ラ
ジ
オ

・
新

聞
な
ど
の
普
及
が
み
ら
れ
な
い
住
民
に
と

っ
て
は
新
し
い
ニ
ュ
ー
ス

の
情
報
源
と
な
っ
て
い
る
。村
内
に
は
定
期
市
が
存
在
し
な
い
の
で
、

上
掠
東
秦
や
下
掠
東
秦
の
住
民
は
、生
活
用
品
に
関
し
て
は
口
江
(郷

人
民
政
府
所
在
地
)
や
陸
路
で
二
五
公
里

(水
路
で
は

一
〇
公
里
)

離
れ
た
双
江
な
ど
に
出
か
け
る
。

〈31
>

ト
ン
族
の
場
合
、
「鼓
楼
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
建
物
と
思
わ

れ
る
。
本
来
ミ
ャ
オ
族
は
、
こ
の
種
の
集
会
所
を
も
た
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「カ
ル
オ
ワ
ン
」
も
本
文
に
前
述
し
た
ト
イ

レ
な
ど
と
同
様
に
、ト
ン
族
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
推
察
さ
れ
る
。

〈32
>

小
学
校
の
教
員
は
、
国
家
が
給
与
の
全
額
を
負
担
す
る

「公
辮

教
師
」
と
、
給
与
の

一
部
を
国
家
が
負
担
し
、
残
り
の
給
与
や
穀
物

を
村
や
秦
が
負
担
す
る

「民
辮
教
師
」
に
区
分
で
き
る
。
前
者
の
場

合
、
月
給
が
約
三
二
〇
元
、
後
者
で
は
、

一
般
に
は
国
家
か
ら
月
に

三
八
元
と
村
よ
り
三
六
斤

(
一
斤
は
五
〇
〇
グ
ラ
ム
)
の
米
が
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
村
や
秦
の
財
政
事
情
な
ど
で
多
少

異
な
る
場
合
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
平
吝
棊
の
小
学
校
の

「民
辮

教
師
」
の
場
合
、
国
家
か
ら

一
ヵ
月
六
〇
元
余
り
の
給
与
と
、
村
か

ら
四
五
斤
の
米
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「民
辮
教
師
」
か
ら
「公
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辮
教
師
」
に
か
わ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
教
職
歴
十
年
以
上
の

他
に
、
次
の
よ
う
な
用
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

㈲

優
秀
な
教
員
で
あ
る
こ
と
。

㈲

中
等
師
範
卒
程
度
の
学
歴
を
有
す
る
こ
と

(通
信
教
育
で
資

格
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
)。

㈲

児
童
を
小
学
校
に
入
れ
る
入
学
率
。

ω

テ
ス
ト

(能
力

・
文
化
程
度
な
ど
)
に
パ
ス
す
る
こ
と
。

な
お
、
そ
の
他

「公
辮
教
師
」
に
な
る
と
、
戸
籍
も

「農
業
」
戸
籍

か
ら

「非
農
業
」
戸
籍
と
な
り
、
移
動
が
自
由
と
な
る
。
「振
剛
秦
小
学
」

で
は
、
教
員
が

一
九
九
五
年
か
ら

「公
辮
教
師
」
の
資
格
を
有
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
第
三
学
年
ま
で
の
指
導
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

〈33
>

校
長
は
、
振
剛
秦
出
身
の
漢
民
族
で
、
近
く
の
岩
洞
中
学
校
を

卒
業
後
、
振
剛
棊
の
小
学
校
な
ど
で
約
二
〇
年
間
教
え
、

一
九
八
九

年
に
現
在
の

「掠
東
小
学
」
に
移

っ
た
。

一
九
九

一
年
に

「民
辮
教

師
」
か
ら

「公
辮
教
師
」
に
か
わ

っ
た
。
二
名
の

「民
辮
教
師
」
は

共
に
ト
ン
族
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

一
名
は
岩
洞
郷
出
身
、
他
の
一
名

は
口
江
郷
出
身
者
で
あ
る
。
な
お
、
両
名
の

「民
辮
教
師
」
の
給
与

は
同
額
で
、
国
家
よ
り
月
給
と
し
て
五
〇
元
余
り
、
そ
の
他
村
よ
り

数
十
元
、
さ
ら
に
秦
か
ら
米
が
数
十
斤
支
給
さ
れ
て
い
る
。

〈34
>

「棟
東
小
学
」
の
分
校
的
性
格
を
有
す
る
振
剛
棊
お
よ
び
平
吝

秦
の
小
学
校
は
、
い
ず
れ
も

一
九
七
六
年
ご
ろ
に
設
立
さ
れ
た
。

〈35
>

か
よ
う
に
、
机
な
ど
の
備
品
の
整
備
と
共
に
、
教
員
の
給
与
体

系
の
見
直
し
も
行
な
わ
れ
、
教
員
の
待
遇
が
改
善
さ
れ
た
。
こ
の
点

は
、
「教
育
税
」を
徴
収
す
る
こ
と
で
住
民
に
負
担
を
か
け
て
い
る
が
、

政
府

の
方
も
教
育
問
題
を
重
視
し
て
い
る
結
果
と
も
い
え
よ
う
。
そ

の
た
め
、
「民
辮
教
師
」
の
希
望
者
が
と
く
に
近
年
で
は
多
く
な
り
、

現
在

で
は
大
部

分

を
女

性

が
占

め

て

い
る
。

〈
36
>

い
わ

ゆ
る
焼

畑
農

業

の

こ
と

を

さ
す

。
当

暴

の
焼

畑

は
、

本
文

で
示

し

た

よ
う

に
火
入

れ
を

実
施

し

た
翌
年

の
み

に
使

用

さ

れ
、
そ

の
後

は
放

棄

さ
れ

た
。

〈
37
>

こ
れ
ら
ト

ン
族

が
居
住

す
る
集
落

は
、
一
般
的

に
広

い
水

田
を
所

有

し
て

い
る
家

が
多

か

っ
た
。

し
か
も

、
ミ

ャ
オ
族

に
比

べ
る
と
海
抜

高

度

の
低

い
平
坦
地

に
水
田
を
所

有
し

て

い
る
た
め
、
比
較
的

高
地

に

居
住
す

る
両
棊

の
ミ

ャ
オ
族

の
水

田

の
田
植
え

お
よ
び
収
穫

の
時
期
が

若

干
異

な

っ
た
。
こ

の
期
間
な
ど

に
主
と

し
て
出
か
け

た

の
で
あ

っ
た
。

〈
38
>

年
間

に
す

れ

ば
、
出
稼
ぎ

は

一
〇
～

二
〇

日
間
だ

っ
た
。
な

お
、

日
当

と

し

て
は
、

籾

の
代

わ

り

に

○

・
五
斤

の
塩

、

二
銅

毫

(銅

貨

二
枚

)
、
布

地

三
尺

の
こ
と
も

あ

っ
た
。

〈
39
>

水

田

に
水

を
張

り
魚

を
養

殖

す

る
、

い
わ

ゆ
る
水

田
養
魚

も

伝

統

的

に
は

ミ

ャ
オ
族

の
習

慣

で
は

な
か

っ
た

。
定
着

後

、
周

辺

に
居

住

す

る
ト

ン
族

の
習
慣

を

学

ん
だ
も

の
と
思

わ
れ

る
。

〈
40
>

当

村

で
は

、
老

人
と

は
年

齢

五
〇
歳

以

上
、

子
供

と
は

一
六
歳

以

下

を
そ

れ
ぞ

れ
意
味

し

た
。

〈
41
>

か
よ
う

に
、
当
村

で
は
、

把
と

い
う

単
位

で
籾

の
収

穫
を

計
算

す

る
習

慣

が
あ

っ
た

。
現
在

で
は
、

主
と

し

て
単
位

と

し

て
は
斤

が

使

用

さ
れ

て

い
る
が

、

一
部

で
は
把

も
使

わ

れ

て

い
る

。
お

よ
そ

一

把

は

二
〇
斤

に
相

当

し
、
水

田
面

積

で

い
え

ば

○

・
五
畝

(
一
畝

は
六

・

六

七

ア
ー

ル
と

な
る
)
。

〈
42
>

掠
東

村

で

は
気

温

に
関

す

る

デ
ー

タ
が
存
在

し

な

い
が
、
黎

平

県

の
県

城

黎

平

で
は

、
年

間

の
平

均

気

温

が
摂

氏

一
五

・六

度

、
月

別
平

均
気

温

が
最
高

と

な

る
八
月

で
も

摂
氏

二
五

・
八
度

で
あ

る
。

前
掲

〈
10
>
貴
州
省
地
方
志
編

纂
委
員
会
編

(
一
九

八
四
)
七
七
九

頁
。
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〈
43
V

漁

獲

し
た

ば
か

り

の
生
魚

に
、
蒸

し
た

モ

チ
米

を

は
さ

み
、
桶

な
ど

に
重

ね

て
入
れ

て
塩

を

し
長
期

間
漬

け
込

み
乳
酸
発

酵

さ
せ

た

も

の
。

一
種

の
ナ

レ
ズ

シ

で
あ

る

。
調
味

料

と
し

て
ト

ウ
ガ

ラ

シ
を

加

え

る

こ
と

が
多

い
。

ト

ン
族

の
伝

統
的

な

民
族
料

理

と
さ

れ

て

い

る

の
で
、

ミ

ャ
オ
族

は
、

周

辺

に
居
住
す

る

ト

ン
族

か

ら
か

か

る
技

法

を

習
得

し

た
も

の
と
思

わ

れ
る

。
な

お
、

ト

ン
族

の

「
鷹

魚
」

と

の
相

違
は

、
調

味
料

と

し

て
使

用

す

る
ト

ウ
ガ

ラ
シ

の
量

の
差

で
、

ミ

ャ
オ
族

の
場

合
比

較
的

少

な

い
。
わ

が
国

の
琵

琶
湖

畔

で
み

ら
れ

る

フ
ナ
ズ

シ

は
、

そ

の
典

型
的

な
事

例

と

い
え

る
。
ま

た
、

捕
獲

し

た
小

鳥

の

一
部

も
同

様

の
方
法

で
漬

け
込

ま

れ

る
。
こ
れ
を

「
脆
肉

」

と
呼

ん

で

い
る
。

〈
44
>

そ

の
他

、

「
ハ
レ
」

の
日

に

は
、

ニ
ワ
ト

リ

・
豚

な

ど

の
肉

類

も
食
事

に
は
欠

か

せ
な

い
も

の
で
あ

る
。

〈
45
>

こ

の
他

、
両
集

落

で
は

、
冬
季

に
水

田

の

一
部

に
現
地

で

「
緑

肥
」
と
称

し

て

い
る
、
水

田

の
肥
料

と
す

る
植

物

を
栽
培

し

て

い
る
。

〈
46
>

土
地

改
革

以
前

に
お

い
て
、

両
集
落

で
は
裏

作
と

し

て

い
か
な

る
作

物
も

栽
培

し

な
か

っ
た

。
し

た

が

っ
て
、

そ

の
影

響
も

あ

る
と

思
わ

れ

る
が

、
両
集

落

の
ミ

ャ
オ

族

は
他

の
地
域

の
ミ

ャ
オ
族

と
同

様

に
、
漢

民
族

の
よ
う

に
食

用
油

を
多

量

に
消
費

し

な

い
。

〈
47
V

現
在

で
も

、

こ

の
タ
イ

プ

の
耕
地

は
開

墾
中

で
あ

る

こ
と

な
ど

か

ら
、
村

の
行

政
機

関

で
も

、

こ

の
タ
イ
プ

の
各

戸

の
畑
地

の
正
確

な
面

積

は
把
握

し

て

い
な

い
よ
う

で
あ

る
。

〈
48
>

一
般

に
、
雲
貴

高

原
東
部

に
居
住

す

る
ミ

ャ
オ
族

は

、
ほ

ぼ
同

地
域

に
分

布

・
居
住

す

る
ト

ン
族

は
ど

の
影

響
も

あ
り

、
調

味
料

の

中
心

は

ト
ウ

ガ

ラ
シ

で
、
辛

い
味

を
好

む
、

し

か
し
な

が

ら
、

上
掠

東

秦

お

よ
び

下
掠
東

の
両
集
落

の
場
合

、
ト

ウ

ガ

ラ
シ
が
調

味
料

の

主
体

と

な

っ
て

い
る
が

、
味
付

け

は
あ
ま

り
辛

く

な
く
、
広

西

壮
族

自
治
区

に
近

い
た
め
か
シ

ョ
ウ
ガ
を
調
味
料

と
し

て
よ
く
用

い
て

い
る
。

〈
49
>

農
耕

お

よ
び
農

業

は
基
本

的

に
は
耕

地

に
種
子

を
播
き

、
収

穫

物

を
得

る
と

い
う

一
連

の
同
様

の
過

程

を
と

る
が

、
前
者

の
方

が
使

用

す

る
農
具

や
技

術
な

ど
が
初

歩
的

あ

る

い
は
原
始

的

な
状
態

の
場

合

を

い
う
。
か
か

る
事

例

と

し

て
は
、
焼

畑
農
業

が
代
表

と
さ

れ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
農

耕
と
農

業

と
は
発

展
段

階

に
お

い
て
異

な

る
も

の

で
あ

る
と
認

識

さ
れ

て

い
る
。

し
か
し

、

一
般

に
農

耕
儀

礼
と

称

せ

ら
れ

る
祭
事

行
事

に
関

し

て
は
、
農

業

に
付

随

し
た
儀
礼

に

つ
い
て

も

、
農

耕
儀

礼
と

呼
ば

れ

て

い
る
。

な

お
、
周

知

の
よ
う

に
、

英
語

に
お

い
て
は
農
耕

と
農

業

の
区
別

は
な

く

共

に

"a
g
r
ic
u
ltu
re
"

(日
常

的

に

は

°fa
r
m
in
g
"
)

と
称

せ

ら
れ

て

い
る
。

〈
50
>

な

お

、
年

中

行
事

も
季

節

の
リ
ズ

ム
を

も

っ
て
展

開

さ
れ

る
点

に
お

い
て
、農

耕

儀
礼

と
同
内

容

の
祭
事

行
事

と
看

倣

さ
れ

や
す

い
。

し
か

し
、
年

中
行

事

は
、
基

本
的

に
は
農
耕

や
農
業

に
付
随
す

る
必

要

が

な

い
こ
と
、

厳
密

に
定

め

ら
れ

た
月

日
を
伴

う

こ
と

の
二
点

が

農

耕
儀

礼

と
区
別

さ

れ

て

い
る

。
た
だ

し

、
後
述

す

る
よ
う

に
、
農

耕

儀
礼

に
お

い
て
も
明
確

に
月

日
が
特
定

さ

れ

て

い
る
場
合
も

あ
る
。

〈
51
>

し
か

し
な

が
ら

、
例
え

ば

、

ベ
ト
ナ

ム
北
部

の
山
岳

地
帯

に
居

住

す

る

モ

ン

(H
o
m
gq
)

族

の
間

で
は
、

現

在

で
も

焼
畑

に
お

け

る

陸

稲
栽

培

が
ト

ウ

モ

ロ
コ
シ
栽
培

と
と

も

に
中
心

と
な

っ
て

い
る
。

〈
52
>

雲

貴
高

原
東

部

で
は
、

ミ
ャ
オ
族

よ
り

も
海

抜
高

度

の
高

い
地

点

を
生

活
空

間
と

し

て

い
る

「
白

樟

ヤ
オ
」

族

な
ど

の
場
合

、
伝
統

的

に
は
、
狩

猟

・
焼
畑

農
業

な
ど

を
行

な

い
な

が
ら
、

山
伝

い
を

移

動

す

る
生
活

を
送

っ
て
き

た

の
で
あ

る
が

、
近
年

、
政

府

の
指

導

の
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下

に
、
定

着

が
促
進

さ
れ

た
。
そ

の
定
着

に
関

し

て
は
、
水

田

や
焼

畑

の
耕
作

技

術

に
優
れ

て

い
る
ト

ン
族

や
ブ

イ
族

な
ど

の
家

族
を

、

=
戸
か

ら
数

戸
新

し
く

で
き

た
集

落
内

に
居

住

さ
せ

る

こ
と

で
、
彼

ら

に
農
業

技

術
を

マ
ス
タ

ー
さ
せ

よ
う

と

し

て

い
る
。

前

掲

〈
19
>
田
畑
久

夫

・
金
丸

良

子

(
一
九

九

五
)

一
八

ニ

ー

一
九

四
頁
。

〈
53
>

例

え
ば

、
同

じ

「高

披

ミ

ャ
オ
」
族

の
集
落

で
あ

る
従

江
県

谷

坪

郷
山

山岡
村

の
場

合

、

「
ノ

ン

・
ラ

ン
」

は
、

一
二

月

の

「
初

三
」

(三

日
)

と

決

ま

っ
て

い
る
。
当

日
は

、
収

穫

が
終

了

し

た
水

田

の

一
部

に
お

い
て
、
藍

笙

を
吹
き

、

そ
れ

に
合

わ

せ

て
全

住
民

が
踊

り

明

か
す

。
そ

し

て
、

こ

の
儀
礼

が
終

了

す

る
と
、
農

作

業

に
関

し

て

も

、
新
年

度

を
迎
え

る
こ
と

に
な

る
と

い
う

。

前

掲

〈
15
>
田
畑
久

夫

(
一
九

九

八
)

三
六

⊥

二
七

頁

。

〈
54
>

以
前

は

、
集
落

の
住

民

の
中

か
ら
選

ば

れ
た
秦

老

が
暦

を
参

照

し

な
が

ら
、

日
を
決

定

し

て

い
た

。

一
般

に
は
、

四
月

八

日

の
こ
と

が
多

か

っ
た
。

〈
55
>

上
掠

東
秦

お

よ
び

下
掠
東

暴

で
は
、

一
家

族
あ

る

い
は

二
家
族

で

一
頭

の
割

で
牛
を

供
犠

す

る

の
で
、
両

集
落

で
は
約

五
〇

頭

の
牛

が

一
度

に
屠

ら
れ

る

こ
と

に
な

る

。

〈
56
>

し

か
し
な

が

ら
、
住

民

の
大
変

強

い
希

望

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

ほ

と

ん
ど

の

ミ

ャ
オ
族

の
集

落

で
は

、
「
ヌ

ー

ニ
ィ
」

は

現
在

で
も

禁
止

さ

れ

て

い
る
。

ま

た
、
海
抜

高

度

が
高
く

水
牛

の
飼

育

が
困
難

な
地

域

や
貧
困

で
多

数

の
牛
を

こ

ろ
せ
な

い
地

域

の

ミ

ャ
オ
族

の
集

落

で
は

、牛

も
屠
る

が
豚
が
そ
れ

に
代

っ
て
い
る
と

こ

ろ
も
存
在

す
る
。

〈
57
>

次

回

は
、

一
九

九
六
年

九

月

一
九

日
に
挙

行
す

る

こ
と

に
な

っ

て

い
る
。

両
集
落

で

の

「
ヌ
ー

ニ
ィ
」
を
参

観

す

る
こ
と

が

で
き

な

か

っ
た
が

、

一
九

九

七
年

=

月
末

か
ら

一
二
月
上

旬

に
か
け

て
約

一
週
間

実
施

さ

れ
た

。
同

じ
従
江

県
加

勉

郷
別

鳩
村

で
行

な

っ
た
祭

事

に
関
し

て
は

、
儀
礼

の
全

日
程

で
は
な

い
が
直
接
参

観

す

る

こ
と

が

で
き

た

。
そ

の
儀
礼

に
関
し

て
は

、
以

下

に
み

ら
れ

る
よ
う

に
、

日
本
民

俗
学

会

で

口
頭
研
究

発
表

を
行

な

っ
た

。

金
丸

良
子

・
田
畑
久

夫

(
一
九

九

八
)

「
ミ

ャ
オ
族

の

「
鼓
社

節
」

l
l

貴

州
省

・
従

江
県

加
勉

郷

別
鳩
村

を
事

例

と

し

て

」

日
本

民

俗
学

会

五
〇
周

年
記

念

・
第

五
〇

回
年
会

(於
佛
教

大

学
、

一
〇

月

四

日
)
。

な

お
、

「
喫

鼓
臓

」

は

「
鼓

社

節
」

と
呼

ば

れ
る

こ

と
も

多

い
。

ま

た
、

別
鳩

村

で
は

「
鼓
社

節
」

の
こ
と

を

「
ナ

ウ

・
フ
ー

ナ
ウ
」

と

称

し

て

い
る
。

〈
58
>

漢

籍
史

料

や
他

の

ミ

ャ
オ
族

に
伝

わ

る

口
承

な

ど

で
は
、
長

江

中

流

が
ミ

ャ
オ
族

の
故

地

で
あ

る
と
す

る
も

の
が
多

い
の
で
、

そ

こ

で
水

田
稲
作

に
従
事

し

て

い
た
と

も
考

え

ら
れ

る
が

、
と

く

に

「
高

披

ミ

ャ
オ
」
族

の
場
合

、
伝

統
的

に
は
定
着

し

て
水

田
稲
作

を
行

な

う

、

い
わ

ゆ
る
農

民

で
は
な

か

っ
た
。

ま

た
、
彼

ら

は
水
牛

を
飼

育

す

る
よ
う

な
自

然
条

件

の
場

所

に
居
住

し

て

い
な
か

っ
た

。

こ
れ
ら

の
事

実

を
考
慮

す

る
と

、
両
集

落

の
ミ

ャ
オ
族

の
古
老

に
伝

わ

っ
て

い
る
伝
承

は

、
速

断
は
慎

ま

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
が
、

定
着

後

に

つ

く

ら
れ

た
比
較

的
新

し

い
も

の
で
あ

る
か
、

あ

る

い
は
他

の

「
平

地

ミ

ャ
オ

」
族

の
伝
承

を

そ

の
ま
ま

両
集

落

の
伝
承

と

し
た

の

で
は
な

い
か
、

と
考
え

ら

れ

る
。

〈
59
>

当
家

で
は
水

田
養
殖

の
他

に
、
漁

獲
用

の
網

を

二
張
所

有

し

て

い
る
。

近

く

の
河

川

で

コ
イ

・
「
鉛
魚

」
・
「
鯛

魚
」

な

ど

の
魚

を

捕

獲
す

る

。
漁
期

は

六
月

か
ら
七

月

が
中
心

で
、
年

間

四
～

五
斤

の
漁
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獲

が
あ

る
。

〈
60
>

周
知

の
よ
う

に
、
漆
姓

の

「
漆
」
と

い
う
漢
字

は

「ま
わ

る
」
と

か

「
こ
ろ
が

る
」
と

い
う
意
味
を

も

つ
。

こ
の

こ
と
か

ら
も
、
彼
ら

が

か

つ
て
移
動
生
活
を
行

な

っ
て
き
た
集
団

で
あ

る
こ
と

が
う

か
が
え

る
。

〈
61
>

当

家

お
よ
び

両
集

落

の
多

く

の
家

で
は
、
大

根
を

菜
園

に
お

い

て
も
栽

培

し

て

い
る
。

菜
園

で
の
大
根

は

八
月

に
播
種

し

、

一
一
月

ご

ろ
収

穫
す

る

が
、

ほ
と

ん
ど

が
豚

の
飼
料

と

な

る
。

〈
62
>

か

か

る
理
由

は
不

明

で
あ

る
。

X

・
G
が
長

期
間

村

の
共
産

党

支

部
書

記
を

歴
任

し

て

い
た

こ
と

と

関
係

が
あ

る
か
も

知

れ
な

い
。

〈
63
>

か
よ
う

に
薬

草

の
売
却

に
よ
る
収

入

は
大
き

い
が
、
手

入

れ
が

煩

雑
な

ど

の
理
由

か

ら
他
家

で
は
ほ
と

ん
ど

栽
培

が

み
ら

れ
な

い
。

〈
64
>

日
当

は
食
事

付
き

で
四
斤

の
籾

で
あ

っ
た

。

〈
65
>

か
か

る
関
係

か

ら
、
人

民
共

和

国
成
立

後

、
外

国
人

研
究
者

の

中
国
農

村
部

に
お
け

る
社
会

構
造

に
関
す

る
調
査

・
研

究

は
等

閉
視

さ
れ
続

け

て
き

た
。

し
か

し
、
第

二
次

世
界

大

戦
前
ま

で
は
、
次

の

「
平

野

・
戒

能

」
論

争

に
代

表

さ

れ

る

よ
う

に
、

伝
統

的

な

中

国

の

村

落
社

会

に

つ

い
て
、
そ

の
構
造

や
性

格

に
関

し

て
多

大

の
関

心
が

も
た

れ
、

一
定

の
成

果
が

み

ら
れ
た

。

平

野
義

太

郎

(
一
九

四

五
)

『大

ア

ジ

ア
主

義

の
歴
史

的

基

礎
』

河
出
書

房

。

戒
能

通
孝

(
一
九

四
三

)
「法

律
社

会

学

の
諸
問

題
』
有
斐

閣

な
ど
。

な

お
、
近

年

で
は

、
中

国
人

研
究
者

に
よ

る
社
会
構

造

を
中

心
と

す

る
社

会

調
査

も
増
加

す

る
傾
向

が

み

ら
れ

る
。
例

え
ば

、
棟

東
村

の
近

く

の
ト

ン
族

社
会

を

分
析

し
た

以

下

の
論

孜

な
ど
が

そ

の
典
型

的
な
も

の
で
あ

る
。

向

零

(
一
九

八
五

)

「従

江

県

九

洞
個

族

社
会

組

織
与

習

慣

法
」

貴
州
省
民
族
研
究
所
編

「貴
州
民
族
調
査
之
三
』
貴
州
省
民
族
研
究

所
、
二

一
一
-
二
四

一
頁
所
収
。

向
零
(
一
九
九
三
)「重
訪
九
洞
-

下
半
款
個
族
社
会
調
査

」

貴

州

省

民

族

研
究

所

・
貴

州

民

族

研

究

学
会

編

「
貴
州

民

族

調
査

之

十
』

貴
州

民
族

研
究
所

、

一
九

八

ー
二
〇
九

頁
所

収
。

〈
66
>

現

地
語

で
は

「
ウ

ヌ

ル
オ

・
ダ

ー

ホ

ワ
イ
」
と

い
う

。
し

か
し
、

現

在

で
は
、
中

国
語

で
あ

る

「
秦

老
」
と

称
す

る
場
合

が
多

い
の

で
、

本

稿

で
も
暴
老

と

称

し

て
き

た
。

な
お

、
暴
老

と

は

「
老

人
が
集

落

を
管

理

す

る
」
と

い
う
意

味

で
あ

る
。

か
か

る
制
度

は
、

ミ
ャ
オ
族

の
場
合

、
集
落

に

一
名

か
ら
数

名

し
か
存

在

し
な

い
な
ど

の
理
由

か

ら
、
近

く

に
居
住

す

る
ト

ン
族

な

ど

の
制

度

を
導
入

し

た

の
で
は
な

い
か
、

と
考

え

ら
れ

る
が
、

詳
細

は
不

明

で
あ

る
。

ま

た
、

ヤ
オ
族

の
集
落

に
は
、
同

様

の

「
瑞
老

」

あ

る

い
は

「
瑞
老

制
」

と
呼

ば
れ

て

い
る
制
度

が
存

在
す

る
。

〈
67
>

他

の
ミ

ャ
オ
族

の
集
落

で
は
山
林

に
関
す

る
事
件

が
度

々
発
生

し
、
泰
老
が
仲
裁

す
る

こ
と

が
多

い
。
し
か

し
、
上
掠

東
秦

に
関

し
て

は
、
山
林

の
分
配

が
明
確

で
あ
り
、
さ
ら

に

一
部

の
住
民
は
所
有
す

る

樹
木

に
名
前

や
記

号
を
付
け

て

い
る

の
で
、
事
件

は
生
じ
な
か

っ
た
。

〈
68
>

他

の
仲

裁

で
は

、
女
性

側

は
男
性

に
対

し

て
豚
肉

七
五
斤

か

ア

ヒ

ル

一
羽

と
野
生

の
山

羊
肉

一
五
斤

を

贈

る
こ
と

に
決
定

し

た
。

〈
69
>

男
性

が
他
人

の
妻

と
駈

落
ち

し
た

場
合

、

そ

の
妻

の
配
偶

者

に

一
九

〇
斤

の
豚
肉

を
贈

っ
て

つ
ぐ
な
わ

せ

た
。

〈
70
>

そ

の
理
由

の

一
つ
に
、
詳
細

は
不

明
で
あ
る
が
、
上
掠
東
秦

の
場

合

、
山
林

が
各

戸

に
均
等

に
分
配
さ
れ
な
か

っ
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

※
文
中
の
写
真
は
す
べ
て
、
金
丸
良
子
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。


