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Ⅰ 

は
じ
め
に

過
去
三
年
あ
ま
り
、
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
山
村
ト
ン
プ
で
映
像
記
録

作
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
日
本
の
映
像
記
録
関
係
者
、
中
ス
ラ

ウ
ェ
シ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
若
者
た
ち
、
ト
ン
プ
の
村
人
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
地
域
研
究
者
ら
が
共
同
し
、
ト
ン
プ
の
暮
ら

し
と
慣
習
を
映
像
で
記
録
し
、学
び
あ
う
試
み
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

こ
の
試
み
を
「
つ
な
ぐ
（
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
）」
と
い
う
視
点
か

ら
検
討
し
、
そ
の
意
義
と
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

本
題
に
入
る
前
に
、
二
〇
〇
四
年
以
来
、
取
り
組
ん
で
き
た
「
い

り
あ
い
交
流
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
と
り

あ
げ
る
映
像
記
録
作
業
は
、こ
の
「
い
り
あ
い
交
流
」
―
―
「
入
会
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
日
本
の
山
村
を
つ
な
ぐ
共
同

調
査
・
経
験
交
流
―
―
を
通
じ
た
学
び
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基
盤
と

し
た
取
り
組
み
だ
か
ら
で
あ
る
。

１ 「
い
り
あ
い
交
流
」
と
い
う
試
み

「
日
本
の
入
会
の
経
験
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
伝
え
て
ほ
し
い
！
」

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
は
、
二
〇
〇
三
年
夏
、
短
期
来
日
し
て
い
た

友
人
ヘ
ダ
ー
ル
・
ラ
ウ
ジ
ェ
ン
（H

edar Laudjeng

）
さ
ん
の
こ
の

言
葉
だ
っ
た
。
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
は
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
を
中
心
に
森
と
土

学
び
あ
い
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
映
像
記
録

―
―
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
山
村
ト
ン
プ
に
お
け
る
実
践
か
ら

島
上
宗
子

 
特
集
―

２ 

メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
地
域
研
究

地
を
め
ぐ
る
紛
争
解
決
に
携
わ
っ
て
き
た
弁
護
士
で
あ
り
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ

実
践
家
で
も
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
法
律
家
の
役
割
に
関
す

る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席
の
た
め
、
初
来
日
し
た
の
を
機
に
、
日

本
の
山
村
を
共
に
訪
ね
る
機
会
を
も
う
け
た
。

日
本
の
山
村
を
歩
く
中
で
、
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
は
、
日
本
に
山
の
神

が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
入
会
と
よ
ば
れ
る
自
然
資
源
の

共
同
管
理
の
慣
行
が
村
々
に
存
在
す
る
こ
と
に
強
い
関
心
を
示
し

た
。
と
く
に
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
を
惹
き
つ
け
た
の
は
、
日
本
も
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
と
ま
さ
に
時
期
の
重
な
る
一
八
七
〇
年
代
、
所
有
権
が
確

認
さ
れ
な
い
林
野
を
国
有
化
す
る
政
策
（
官
民
有
区
分
事
業
）
が
開

始
さ
れ
、
入
会
林
野
の
多
く
が
国
有
化
さ
れ
た
こ
と＊

１

、
し
か
し
そ
の

後
、日
本
で
は
、入
会
林
野
の
近
代
化（
国
有
化
・
公
有
化
・
私
有
化
）

が
進
め
ら
れ
る
一
方
で
、
入
会
権
を
実
質
的
に
認
め
る
多
様
な
法
制

度
が
創
り
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
に
あ
る＊

２

。
こ
う
し
た
日
本
の
入
会

の
経
験
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
山
村
が
直
面
す
る
課
題
を
解
決
す
る

う
え
で
貴
重
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
と
な
る
、
と
直
感
し
た

の
だ
と
い
う
（Laudjeng 2008

）。

ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
の
こ
の
直
感
は
、
私
に
と
っ
て
も
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
と
い
う
レ
ン
ズ
を
通
し
て
、
日
本
の
入
会
、
そ
し
て
、
日
本
社
会

を
見
つ
め
な
お
す
契
機
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
私
が
調
査
を
通
じ
て

一
〇
年
あ
ま
り
関
わ
り
を
持
っ
て
き
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
生
ま
れ

育
っ
た
日
本
、
そ
し
て
、
つ
な
が
る
よ
う
で
な
か
な
か
つ
な
が
ら
な

か
っ
た
研
究
と
実
践
が
磁
気
を
帯
び
て
つ
な
が
り
だ
す
感
覚
で
も

あ
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
に
は
、
国
際
協
力
の
現
場
に
関
わ
っ
て
き
た

Ｎ
Ｇ
Ｏ
実
践
家
、
東
南
ア
ジ
ア
や
日
本
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
地
域

研
究
者
ら
と
と
も
に
「
い
り
あ
い
・
よ
り
あ
い
・
ま
な
び
あ
い
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」（
現
「
一
般
社
団
法
人
あ
い
あ
い
ネ
ッ
ト
」）
を
立
ち
上

げ
る
に
い
た
っ
た
。

「
い
り
あ
い
交
流
」
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
私
た
ち
は
次
の
二

点
を
重
視
し
た
。
第
一
に
、
日
本
の
入
会
を
、
客
観
的
な
研
究
成
果

と
い
う
よ
り
も
、
山
村
に
生
き
て
き
た
村
人
の
経
験
と
し
て
つ
な

ぎ
、
当
事
者
間
の
交
流
を
促
す
こ
と
、
第
二
に
、
調
査
・
交
流
の
プ

ロ
セ
ス
で
、
研
究
者
、
実
践
家
、
政
府
職
員
、
村
人
な
ど
、
立
場
の

異
な
る
人
々
を
つ
な
ぎ
、
多
方
向
の
学
び
あ
い
の
関
係
を
創
り
出
す

こ
と
で
あ
る
（
図
１
）。
こ
う
し
た
交
流
と
関
係
づ
く
り
の
中
か
ら
、

将
来
に
つ
な
が
る
主
体
的
な
実
践
や
協
働
が
う
ま
れ
う
る
、
と
考
え

た
か
ら
だ
。

二
〇
〇
五
年
に
は
、
滋
賀
県
の
山
村
に
暮
ら
す
実
践
家
・
今
北
哲

也
さ
ん
、
日
本
の
農
山
漁
村
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
環
境
社
会
学
・
村
落

社
会
学
を
専
門
と
す
る
家
中
茂
さ
ん
ら
と
と
も
に
、
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん

が
活
動
の
拠
点
と
す
る
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
を
訪
れ
、
山
村
マ
レ
ナ
と
ト

ン
プ
を
訪
ね
た
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
の
他
、
中
ス

ラ
ウ
ェ
シ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
若
者
、
地
元
大
学
研
究
者
、
地
元
県
政
府
村

落
行
政
課
課
長
、
そ
し
て
、
山
村
マ
レ
ナ
と
ト
ン
プ
の
村
の
代
表
、

計
六
名
を
日
本
に
招
き
、
福
島
、
山
形
、
滋
賀
の
山
村
を
共
に
訪
ね

歩
い
た
。
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「
い
り
あ
い
交
流
」
の
試
み
は
、
私
た
ち
の
予
想
以
上
に
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
と
日
本
の
同
時
代
性
と
共
通
点
を
意
識
さ
せ
る
も
の
と

な
っ
た
（
島
上 

二
〇
〇
七
）。
浮
き
ぼ
り
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
両

地
域
の
社
会
経
済
状
況
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
山
村
が
直
面
す
る
課

題
の
核
心
は
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る＊
３

。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
映
像
記
録
の
試
み
は
、
そ
う
し
た
学
び
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
根
底
に
あ
る
。

２  

自
然
は
管
理
す
る
も
の
か
？

「
い
り
あ
い
交
流
」
を
構
想
し
た
当
初
、
私
た
ち
の
関
心
の
焦
点

は
、
森
や
土
地
に
対
す
る
村
の
慣
習
的
な
権
利
の
問
題
、
そ
し
て
慣

習
的
な
資
源
利
用
・
管
理
の
あ
り
方
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
調
査
・

交
流
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
村
の
人
と
自
然
の
関
わ
り
は
、「（
人

が
自
然
を
）
所
有
す
る
、
管
理
す
る
」
と
い
う
枠
組
み
で
は
表
せ
な

い
拡
が
り
と
厚
み
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
て
き
た
。

二
〇
〇
五
年
九
月
、「
い
り
あ
い
交
流
」
の
一
環
で
山
村
ト
ン
プ

を
私
た
ち
が
初
め
て
訪
ね
た
夜
、
中
心
集
落
で
あ
る
カ
リ
ン
ジ
ュ
の

集
会
所
に
村
の
男
女
三
〇
名
あ
ま
り
が
集
ま
り
、
歓
迎
の
夕
べ
を

開
い
て
く
れ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
あ
い
さ
つ
な
ど
が
交
わ
さ

れ
、
夜
も
更
け
始
め
た
頃
、
村
の
長
老
（totua

）
の
一
人
で
あ
る

パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
が
、
ト
ン
プ
の
言
葉
で
あ
る
カ
イ
リ
・
レ
ド
（K

aili 
Ledo

）
語
で
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
る
、
と
語
り
だ
し
た＊

４

。
同
行
し

て
く
れ
た
地
元
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ス
タ
ッ
フ
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
訳
し
て

く
れ
る
の
を
日
本
語
に
訳
し
、
共
に
ト
ン
プ
を
訪
ね
て
い
た
今
北
さ

ん
、
家
中
さ
ん
ら
に
伝
え
た
。

「
こ
の
世
は
、
ト
ゥ
プ
（tupu 

神
）
が
カ
リ
ン
ジ
ュ
に
、
一
羽

の
白
い
雄
鶏
と
と
も
に
、
一
掴
み
の
土
を
降
ろ
し
た
こ
と
に
は
じ

ま
る
。
そ
の
と
き
世
界
は
、
鶏
の
卵
ほ
ど
の
大
き
さ
だ
っ
た
。
雄

鶏
が
そ
の
一
掴
み
の
土
を
掻
き
回
し
た
。
土
が
散
ら
ば
り
、
世
界

が
拡
が
っ
た
。
カ
リ
ン
ジ
ュ
の
土
か
ら
こ
の
世
に
初
め
て
の
人
間

が
出
て
き
た
。
人
間
に
は
は
じ
め
頭
が
な
か
っ
た
。
ト
ゥ
プ
が
ブ

リ
リ
の
山
の
頂
か
ら
土
を
と
り
、
頭
を
作
っ
た
。
…
…
」

ト
ン
プ
に
伝
わ
る
創
世
神
話
だ
っ
た
。
カ
リ
ン
ジ
ュ
も
ブ
リ
リ
も

ト
ン
プ
に
あ
る
地
名
で
あ
る
。
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
は
さ
ら
に
、
鶏
と
人

間
の
関
係
、
稲
は
人
間
の
化
身
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
語
り
続
け
た
。

こ
の
と
き
の
私
に
は
、
な
ぜ
、
村
人
が
こ
う
し
た
話
を
私
た
ち
に
語

る
の
か
、
今
ひ
と
つ
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
今
か
ら
思
え
ば
、

ト
ン
プ
の
人
々
に
と
っ
て
、
ト
ン
プ
の
土
地
（
土
）
や
自
然
と
自
分

た
ち
の
関
係
を
語
る
に
は
、創
世
神
話
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

創
世
神
話
は
、
ト
ン
プ
の
人
々
に
と
っ
て
自
己
を
語
る
際
に
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
基
盤
で
あ
り
、
ト
ン
プ
の
人
間
と
し
て
の
誇
り
で

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
一
九
九
八
年
の
独
裁
的
な
ス
ハ
ル
ト
政
権

の
退
陣
を
契
機
に
民
主
化
が
進
展
し
、
慣
習
（adat
）
の
存
在
を
盾

と
し
て
、
村
人
が
森
や
土
地
に
対
す
る
権
利
の
認
知
・
回
復
を
求
め

る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
。
自
然
資
源
管
理
に
お
け
る
先
住
民

の
権
利
や
土
着
の
知
恵
を
重
視
す
る
国
際
的
な
趨
勢
の
後
押
し
も

受
け
、
慣
習
の
掘
り
起
こ
し
と
復
興
（revitalisasi adat

）
が
国
際

援
助
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
支
援
に
よ
り
各
地
で
進
め
ら
れ
た
。
具

体
的
に
は
、
慣
習
に
も
と
づ
く
資
源
管
理
の
領
域
や
区
分
を
地
図
化

し
、資
源
管
理
を
め
ぐ
る
ル
ー
ル
を
文
書
化
す
る
試
み
な
ど
で
あ
る
。

ト
ン
プ
で
も
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
地
図
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
た
。

口
承
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
慣
習
を
地
図
化
し
、
文
書
化
し
、
外
部

者
に
も
見
え
、
理
解
で
き
る
形
に
表
し
て
い
く
試
み
は
、
村
の
慣
習

的
な
権
利
を
主
張
し
、
既
存
の
法
制
度
の
中
で
認
知
を
得
て
い
く
う

え
で
不
可
欠
な
作
業
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ

が
伝
え
よ
う
と
し
た
ト
ン
プ
の
人
と
自
然
の
多
様
な
関
わ
り
は
、
地

図
化
し
、
文
書
化
し
、
所
有
や
資
源
管
理
の
枠
組
み
に
あ
て
は
め
よ

う
と
し
た
段
階
で
、
ど
こ
か
で
何
か
が
ズ
レ
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う

に
思
え
た＊

５

。

こ
う
し
た
ズ
レ
は
、
人
と
自
然
を
切
り
離
し
、
自
然
を
人
間
の
た

め
の
資
源
と
見
な
す
「
近
代
的
自
然
観
」
と
、
人
を
自
然
（
お
よ
び

カ
ミ
や
精
霊
な
ど
）
の
一
部
と
み
な
し
、
両
者
間
の
交
感
や
相
互
交

渉
を
認
め
る
「
民
族
誌
的
自
然
観
」（
寺
嶋 

二
〇
〇
七
：
三
―
五
）

な
ど
と
の
違
い
と
し
て
、
人
類
学
や
民
俗
学
で
数
多
く
議
論
さ
れ
て

き
た
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
オ
ラ
ン
ダ

図 1 　「いりあい交流」がめざした関係づくり

●

中スラウェシの山村
（マレナとトンプ）

●
日本の山村

●
NGO

地元政府
職員
●

地元大学
研究者
●

●
国際協力
NGO

●

大学研究者
●

国内の森林・山村
関連NPO

関係づくり

経験交流・共同調査

関係づくり

インドネシア

日本

ａ．主として創り出そう
としたつながり

ｂ．ａを創り出すために
生まれたつながり



142143 学びあいのメディアとしての映像記録

の
慣
習
法
学
者
が
体
系
化
し
て
い
っ
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
慣
習

法
研
究
に
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
の
人
と
自
然
（
お
よ
び
カ
ミ
や

精
霊
）
の
多
様
な
つ
な
が
り
を
法
概
念
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
営

為
が
読
み
取
れ
る＊

６

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
人
類
学
の
成
果
や
慣
習
法

学
者
ら
に
よ
る
議
論
の
蓄
積
―
―
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
含
め
て
―
―

が
、
現
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
で
展
開
し
て
い
る
慣
習
復
興
の
実
践

に
十
分
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

日
本
を
前
提
と
し
た
議
論
で
は
あ
る
が
、
鳥
越
の
以
下
の
指
摘

は
、
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
も
当
て
は
ま
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ

う
か
。「（

私
た
ち
の
国
の
自
然
に
係
わ
る
政
策
論
）
は
、
現
実
以
上
に

現
実
的
と
も
い
う
べ
き
、
そ
の
地
域
（local

）
の
歴
史
的
深
み
の

中
の
日
常
的
な
論
理
の
体
系
を
生
か
し
た
政
策
論
で
あ
る
べ
き
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
か
な
ら
ず
し
も
現
在
の
合
理
的
な
暮
ら
し
か

ら
の
政
策
論
で
は
な
く
、
も
う
少
し
な
じ
み
の
あ
る
住
み
こ
な
さ

れ
た
世
界
―
―
―
そ
れ
は
し
ば
し
ば
合
理
的
で
な
い
も
の
を
含
ん

で
い
る
―
―
―
か
ら
の
政
策
論
を
立
て
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
は

な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
」（
鳥
越 

二
〇
〇
一
：
二
〇
）＊

７。

３ 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
日
本
を
つ
な
ぎ
、

　

 

ム
ラ
と
マ
チ
を
つ
な
ぐ

地
域
の
「
も
う
少
し
な
じ
み
の
あ
る
住
み
こ
な
さ
れ
た
世
界
か
ら

の
政
策
論
」
へ
の
方
向
性
を
視
野
に
い
れ
つ
つ
、
ま
ず
は
、
外
部
者

の
枠
組
み
や
言
葉
で
は
な
く
、
ト
ン
プ
の
村
人
自
身
が
語
り
実
践
す

る
慣
習
と
そ
の
根
幹
に
あ
る
自
然
観
を
理
解
す
る
努
力
か
ら
始
め
た

い
と
考
え
た
。
そ
し
て
現
在
、
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
村
々
で
慣
習
の
掘

り
起
こ
し
を
支
援
し
て
い
る
地
元
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
若
者
た
ち
と
、
映
像
記

録
作
業
を
主
な
手
段
と
し
て
、
取
り
組
む
構
想
を
立
て
た
。

映
像
記
録
と
い
う
方
法
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

が
、「
つ
な
ぐ
」
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
図
２
に
よ
う
に
整
理

で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
山
村
に
関
わ
り
を
持
つ
映
像

関
係
者
、
地
域
研
究
者
、
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
州
都
パ
ル
市
を
拠
点
に

活
動
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
そ
し
て
、
山
村
ト
ン
プ
の
村
人
を
つ
な
ぎ
、
映

像
記
録
作
業
を
軸
に
多
方
向
の
学
び
あ
い
を
進
め
る
試
み
で
あ
る
。

「
学
び
あ
い
」
と
し
た
の
は
、「
撮
る
‐
撮
ら
れ
る
」「
調
べ
る
‐
調

べ
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
一
方
向
の
関
係
で
は
な
く
、
映
像
記
録
と

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
過
程
で
関
係
者
間
で
多
方
向
に
生
ま
れ
る
だ

ろ
う
気
づ
き
や
内
省
、
変
化
を
重
視
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
だ
。
大

雑
把
な
図
式
化
と
な
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
日
本
、
ム
ラ
と
マ
チ

を
相
互
に
つ
な
ぐ
試
み
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
以
上
を
背
景
と
し
て
、
私
た
ち
が
進
め
て
き
た
映
像
記

録
作
業
の
実
践
報
告
で
あ
る
。
現
在
な
お
進
行
形
の
実
践
で
あ
り
、

消
化
不
良
な
部
分
は
多
い
。
し
か
し
、
相
互
に
学
び
あ
う
つ
な
が
り

を
考
え
る
う
え
で
重
要
だ
と
感
じ
た
い
く
つ
か
の
場
面
を
描
き
だ
す

こ
と
で
、
こ
の
記
録
作
業
が
持
つ
可
能
性
と
意
義
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

以
下
で
は
ま
ず
、ト
ン
プ
を
め
ぐ
る
状
況
の
紹
介
か
ら
始
め
よ
う
。

　

Ⅱ 

山
村
ト
ン
プ

１ 

ト
ン
プ

中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
州
都
パ
ル
市
の
東
、
標
高
八
〇
〇
～
一
〇
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
尾
根
筋
に
ト
ン
プ
の
集
落
は
点
在
し
て
い
る
。
中
心
集

落
で
あ
る
カ
リ
ン
ジ
ュ
は
パ
ル
市
の
中
心
部
か
ら
約
一
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
位
置
す
る
が
、
ア
ク
セ
ス
は
悪
く
、
麓
か
ら
は
バ
イ
ク
が
よ

う
や
く
一
台
通
れ
る
幅
の
山
道
と
な
る
。
歩
け
ば
、
村
人
の
足
で
約

一
時
間
、慣
れ
な
い
私
の
足
で
は
二
時
間
半
あ
ま
り
の
山
道
で
あ
る
。

ト
ン
プ
は
、
パ
ル
市
、
ド
ン
ガ
ラ
県
お
よ
び
シ
ギ
県
で
多
数
を
し

め
る
カ
イ
リ
族
（Suku K

aili

）
の
村
で
あ
る
。
カ
イ
リ
族
は
、
方

言
の
違
い
か
ら
い
く
つ
か
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
、
ト
ン

プ
は
な
か
で
も
最
も
人
口
の
多
い
カ
イ
リ
・
レ
ド
の
村
で
あ
る＊

８

。
カ

図 2 　映像記録作業を通じた関係づくり

インドネシア

パル市のＮＧＯ
の若者たち

山村トンプ

ムラ

映像記録作業を軸とした学びあい

マチ

地域研究者
映像関係者など

国内の森林・山村
関連ＮＧＯなど

日本の山村

日本

ａ．主として創り出そう
としたつながり

ｂ．ａを創り出すための
基盤となったつながり
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イ
リ
・
レ
ド
の
間
で
は
、
ト
ン
プ
は
、
創
世
神
話
を
持
つ
歴
史
の
古

い
村
と
し
て
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
村
人
は
、焼
畑
で
陸
稲
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ア
ワ
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
、
キ
ャ
ッ
サ
バ
な
ど
を
栽
培

す
る
他
、
原
生
林
や
二
次
林
で
の
ダ
マ
ー
ル
（
樹
脂
）
や
ラ
タ
ン
の

採
取
、
サ
ト
ウ
ヤ
シ
の
花
序
液
か
ら
の
ヤ
シ
酒
づ
く
り
、
焼
畑
跡
地

で
の
ク
ミ
リ
（A

leurites m
oluccana

）
や
コ
ー
ヒ
ー
の
栽
培
な
ど

で
暮
ら
し
を
た
て
て
き
た
。
吹
き
矢
や
仕
掛
け
罠
を
使
っ
て
の
狩
猟

（
イ
ノ
シ
シ
、
野
鶏
、
野
牛
、
鳥
な
ど
）
も
行
わ
れ
る
が
、
頻
繁
で
は

な
い
。
近
年
は
現
金
需
要
の
高
ま
り
と
と
も
に
カ
カ
オ
の
栽
培
が
拡

が
り
つ
つ
あ
る
。

ト
ン
プ
の
人
々
に
と
っ
て
陸
稲
は
、
な
か
で
も
と
く
に
重
要
な
存

在
で
あ
る
。
陸
稲
は
人
間
の
化
身
だ
と
の
言
い
伝
え
が
あ
り＊

９

、
人
々

は
陸
稲
を
ま
る
で
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う＊＊

＊

。
陸
稲
栽
培
を
め

ぐ
っ
て
は
無
数
の
タ
ブ
ー
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
が
行
わ
れ

る
。
か
つ
て
は
百
種
以
上
の
陸
稲
が
ト
ン
プ
に
存
在
し
た
と
い
い
、

村
の
年
配
者
は
、五
五
種
の
名
前
を
今
も
記
憶
し
て
い
る
（Ladjupa 

2009

）。
し
か
し
、
現
在
ト
ン
プ
で
植
え
ら
れ
て
い
る
の
は
一
〇
種

あ
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。

ト
ン
プ
は
現
在
、
行
政
上
、
分
断
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
が
、
ト
ン

プ
の
村
の
領
域
は
「
あ
の
尾
根
を
越
え
れ
ば
ト
ン
プ
」
と
い
っ
た
形

で
、
今
も
近
隣
の
村
々
か
ら
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
村
人
と
と
も
に
作
成
し
た
地
図
に
よ
れ
ば
、
ト
ン
プ
の
領

域
は
約
六
二
〇
〇
へ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
領
域
の
ほ
と
ん
ど
は
、
原

生
林
お
よ
び
原
生
林
に
近
い
二
次
林
で
占
め
ら
れ
、
尾
根
上
に
点
在

す
る
集
落
か
ら
歩
い
て
一
時
間
あ
ま
り
の
範
囲
に
、
焼
畑
地
、
コ
ー

ヒ
ー
、カ
カ
オ
な
ど
の
有
用
樹
園
、そ
し
て
焼
畑
の
二
次
林
が
拡
が
っ

て
い
る
。

２ 

国
の
政
策
と
ト
ン
プ

歴
史
の
古
い
村
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
九
六
七
年
森

林
基
本
法
の
制
定
後
、
ト
ン
プ
の
全
域
が
、
政
府
の
許
可
の
な
い
居

住
・
耕
作
を
禁
じ
た
森
林
区
域
に
指
定
さ
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
後

半
に
は
、
政
府
に
よ
る
植
林
事
業
が
開
始
さ
れ
、
続
い
て
、
区
域
外

へ
の
移
住
政
策
「
孤
立
し
た
社
会
の
再
定
住
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が

実
施
さ
れ
た
（Saleh 2009

）＊＊
＊

。
一
部
の
家
屋
が
焼
か
れ
、
村
人
が

銃
で
威
嚇
さ
れ
る
な
ど
、
強
圧
的
な
手
段
が
と
ら
れ
た
と
い
う
。
移

住
を
拒
ん
で
秘
か
に
住
み
続
け
た
数
世
帯
を
の
ぞ
き
、
当
時
ト
ン
プ

に
暮
ら
し
て
い
た
数
百
と
も
い
わ
れ
る
世
帯
が
、
パ
ル
市
郊
外
の
平

野
部
に
移
住
と
な
っ
た
。
一
九
九
五
年
に
は
、
ト
ン
プ
を
含
む
周
辺

一
帯
は
、
州
政
府
が
管
理
す
る
自
然
保
護
区
域
「
大
森
林
公
園
」
に

指
定
さ
れ
た
。

山
間
部
に
生
き
て
き
た
ト
ン
プ
の
人
々
が
平
野
部
で
暮
ら
す
こ
と

は
、
私
た
ち
の
想
像
以
上
に
困
難
な
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ト

ン
プ
で
は
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
マ
ラ
リ
ヤ
の
発
症
や
洪
水
を

理
由
に
移
住
先
を
離
れ
、
新
た
に
山
間
部
へ
と
土
地
を
求
め
て
移
動

し
た
り
、
ト
ン
プ
に
秘
か
に
戻
っ
た
世
帯
も
あ
る
。

一
九
九
八
年
以
降
の
急
速
な
民
主
化
に
よ
り
、
各
地
で
森
や
土
地

に
対
す
る
権
利
回
復
を
求
め
る
動
き
が
活
発
化
す
る
中
、
ト
ン
プ
に

よ
り
多
く
の
人
々
が
戻
り
始
め
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
五
〇
世
帯
あ

ま
り
が
暮
ら
し
始
め
、
二
〇
〇
一
年
に
は
、
政
府
に
よ
り
、
公
立
小

学
校
が
ト
ン
プ
内
に
設
置
さ
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
四
月
に
私
た
ち

が
実
施
し
た
悉
皆
調
査
で
は
、
ト
ン
プ
に
暮
ら
す
世
帯
は
七
二
世
帯

（
三
一
五
人
）
で
あ
る
。

人
々
は
、
竹
、
木
、
ラ
タ
ン
な
ど
を
使
っ
た
シ
ン
プ
ル
な
高
床
式

の
家
屋
に
暮
ら
す
。
電
気
は
き
て
お
ら
ず
、
教
会
を
は
じ
め
数
ヵ
所

で
発
電
機
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
小
学
校
は
、
強
制
移
住
以
前
に
も

移
住
先
に
も
あ
っ
た
が
、
村
人
の
就
学
率
は
低
い
。
二
〇
〇
八
年
四

月
現
在
、
ト
ン
プ
に
暮
ら
す
村
人
の
約
四
割
弱
が
学
校
に
い
っ
た
経

験
が
な
く
（
未
就
学
幼
児
を
除
く
）、
約
五
割
が
小
学
校
卒
業
者
お

よ
び
小
学
生
で
あ
る
。
中
学
校
卒
業
者
お
よ
び
中
学
生
は
八
名
、
高

校
卒
業
者
は
一
名
に
す
ぎ
な
い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
浸
透
度
も
低

く
、
と
く
に
四
〇
代
以
上
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
の
会
話
は
難

し
い
人
が
多
い
。

ト
ン
プ
に
は
現
在
、
教
会
が
ひ
と
つ
、
イ
ス
ラ
ム
の
礼
拝
所
が
二

つ
あ
る
。
教
会
は
、
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
に
拡
が
り
を
持
つ
「
救
世
軍
」

（Bala K
eselam

atan

）
の
教
会
で
、
強
制
移
住
以
前
に
す
で
に
ト

ン
プ
に
存
在
し
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
礼
拝
所
が
作
ら
れ
た
の
は
強

制
移
住
後
の
こ
と
だ
と
い
う
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、「
唯
一
神
へ

の
信
仰
」
が
建
国
五
原
則
（Pancasila

）
の
第
一
原
則
に
掲
げ
ら
れ
、

世
界
宗
教
以
外
は
「
宗
教
」（agam

a

）
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な

い＊＊
＊

。
国
民
は
い
ず
れ
か
の
宗
教
を
住
民
登
録
の
際
に
記
入
す
る
必
要

が
あ
り
、
ト
ン
プ
で
は
村
人
の
約
半
数
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
残
り
の

約
半
数
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
し
て
登
録
し
て
い
る
が
、
暮
ら
し
の
中

で
よ
り
重
き
を
な
し
て
い
る
の
は
村
の
慣
習
、
そ
し
て
そ
の
基
底
に

あ
る
ト
ゥ
プ
（
神
）
や
ア
ニ
ト
ゥ
（anitu 

精
霊
、
祖
霊
）
へ
の
信

仰
だ
と
い
え
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
土
着
的

な
信
仰
は
、
慣
習
・
文
化
と
い
う
側
面
か
ら
光
を
あ
て
れ
ば
、（
少

な
く
と
も
建
前
上
は
）
尊
重
し
な
れ
ば
な
ら
な
い
価
値
と
み
な
さ
れ

る
が
、
宗
教
・
信
仰
と
し
て
光
を
あ
て
る
と
、「
宗
教
を
い
ま
だ
持

た
な
い
（
唯
一
神
を
信
仰
し
て
い
な
い
）」
人
間
で
あ
る
証
左
と
し
て

蔑
視
さ
れ
、
開
発
・
育
成
の
対
象
と
な
る
か
、
異
端
セ
ク
ト
（aliran 

sesat

）
と
し
て
危
険
視
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

森
林
法
上
、
居
住
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
ト
ン
プ
の
行
政
上
の
位

置
づ
け
は
複
雑
で
あ
る
。
強
制
移
住
前
は
、
ト
ン
プ
は
ト
ン
プ
村
と

し
て
行
政
機
構
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
強
制
移
住

後
、
ト
ン
プ
村
は
解
散
さ
れ
、
そ
の
領
域
は
、
麓
の
ン
ガ
タ
・
バ
ル

村
の
一
部
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
。
ト
ン
プ
に
戻
っ
て
き
た
世
帯
は

ま
ず
、
ン
ガ
タ
・
バ
ル
村
に
住
民
登
録
を
申
し
出
た
が
、
当
時
の
ン

ガ
タ
・
バ
ル
村
村
長
に
断
ら
れ
、
南
隣
の
ロ
ル
村
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ン
ガ
タ
・
バ
ル
村
で
も
住
民
登
録
が

受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ト
ン
プ
は
現
在
、
領
域
的
に
は
ン



146147 学びあいのメディアとしての映像記録

ガ
タ
・
バ
ル
村
に
含
ま
れ
る
が
、
住
民
登
録
上
は
ン
ガ
タ
・
バ
ル
村

と
ロ
ル
村
に
分
断
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
属
す
る
集
落
長
が
ト
ン

プ
内
に
二
人
い
る
状
況
に
あ
る
。

ト
ン
プ
の
人
々
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
ひ
と
つ
の
村
と
し
て
、
森

林
法
上
、
そ
し
て
行
政
上
も
そ
の
存
在
を
認
知
さ
れ
た
い
、
と
県
政

府
と
交
渉
を
始
め
て
い
る
。
縦
割
り
行
政
が
な
せ
る
業
か
、
私
た
ち

が
ト
ン
プ
に
通
い
始
め
た
五
年
の
間
に
も
、
森
林
法
上
、
居
住
が
認

め
ら
れ
て
い
な
い
ト
ン
プ
で
い
く
つ
か
の
政
府
の
開
発
事
業
が
実
施

さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
に
は
、
県
政
府
が
公
立
中
学
校
を
建
設
し
た

他
、
州
政
府
予
算
で
中
腹
の
集
落
ま
で
山
道
の
拡
幅
工
事
が
な
さ
れ

た
。
ま
た
、
映
像
記
録
作
業
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
持
っ
た

県
政
府
（
観
光
文
化
局
）
が
ト
ン
プ
を
訪
れ
、
ト
ン
プ
を
歴
史
観
光

名
所
に
し
よ
う
と
村
人
に
持
ち
か
け
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
対
照

的
に
、
森
林
局
の
職
員
が
ト
ン
プ
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
話
は
一
度

も
耳
に
し
な
か
っ
た
。
州
政
府
で
の
聞
き
取
り
で
は
、
大
森
林
公
園

の
管
理
の
た
め
の
予
算
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
実
質
的

な
管
理
は
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
再
び
ト

ン
プ
の
人
々
が
移
住
政
策
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
消
え
た
わ
け
で

は
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
状
況
は
、
ト
ン
プ
に
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。

二
〇
〇
八
年
の
森
林
統
計
に
よ
れ
ば
、
政
府
が
人
々
の
居
住
・
耕
作

を
原
則
と
し
て
禁
じ
た
森
林
区
域
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
全
国
土
面

積
の
約
七
割
を
占
め
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
無
数
の
村
々
が
区
域

内
に
存
在
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
法
令
は
、
慣
習
的
な
権
利

の
尊
重
を
定
め
る
条
項
が
存
在
す
る
一
方
で＊＊

＊

、
慣
習
的
な
権
利
や
土

着
的
な
信
仰
を
実
質
上
認
め
な
い
法
令
・
政
策
も
存
在
す
る
。
こ
う

し
た
法
と
現
実
の
ズ
レ
、
法
令
間
の
矛
盾
は
、
各
地
で
対
立
、
紛
争

を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
。

慣
習
の
存
在
を
盾
と
し
て
村
の
権
利
を
主
張
し
、
存
在
の
認
知
を

求
め
る
動
き
は
、
こ
う
し
た
ズ
レ
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み

の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
私
た
ち
が
取
り
組
ん
だ
「
い
り
あ
い
交
流
」、

そ
し
て
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
映
像
記
録
の
試
み
は
、
そ
う
し
た
社
会

状
況
下
で
の
実
践
で
あ
る
。

　

Ⅲ 

映
像
記
録
作
業
を
通
じ
た
学
び
あ
い

１ 

な
ぜ
、
映
像
か

映
像
記
録
の
技
術
も
経
験
も
持
た
な
い
私
が
、
ト
ン
プ
の
慣
習

を
、
映
像
を
軸
に
記
録
し
、
掘
り
下
げ
よ
う
と
考
え
た
理
由
は
い
く

つ
か
あ
る
。

第
一
に
、
当
事
者
同
士
の
経
験
を
つ
な
ぐ
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
映

像
の
可
能
性
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
、「
い
り
あ
い
交
流
」
の
一
環

で
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
山
村
マ
レ
ナ
と
ト
ン
プ
を
訪
ね
た
際
、
日
本
の

焼
畑
の
村
の
暮
ら
し
を
描
い
た
ビ
デ
オ
『
椿
山
（
つ
ば
や
ま
）
―
― 

焼
畑
に
生
き
る
』（
民
族
文
化
映
像
研
究
所
、
一
九
七
七
年
制
作
、

二
〇
〇
三
年
Ｖ
Ｈ
Ｓ
化
）
を
持
参
し
、
村
の
集
会
所
で
上
映
し
た
。

焼
畑
の
村
を
訪
ね
る
と
知
っ
た
今
北
さ
ん
の
提
案
だ
っ
た
。
冒
頭
で

椿
山
地
方
の
民
謡
が
流
れ
始
め
た
段
階
で
、「
お
ぉ
」
と
声
が
あ
が
っ

た
。「
う
ち
と
一
緒
だ
」「
う
ち
で
は
こ
う
す
る
な
ぁ
」
と
い
っ
た
声

が
あ
ち
こ
ち
で
囁
か
れ
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に

し
て
準
備
し
て
い
た
が
、
説
明
は
ほ
と
ん
ど
必
要
な
か
っ
た
。
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
動
作
、
風
景
、
音
、
そ
し
て
、
表
情
が
、
言
葉
を
介
す

こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
や
経
験
を
呼
び
さ
ま
し
て
い
く
か
の

よ
う
だ
っ
た
。
今
北
さ
ん
は
こ
れ
を
「
経
験
し
て
き
た
者
同
士
の
共

振
や
ね
」
と
表
現
し
た
（
い
り
あ
い
・
よ
り
あ
い
・
ま
な
び
あ
い
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク 

二
〇
〇
七
：
九
〇
）。

第
二
に
、
ト
ン
プ
の
歌
、
芸
能
の
豊
か
さ
で
あ
る
。
ト
ン
プ
で
は

人
が
集
ま
る
と
、
し
ば
し
ば
歌
垣
や
即
興
詩
の
掛
け
合
い
に
な
る
。

そ
れ
は
私
た
ち
訪
問
者
が
寝
つ
い
た
後
も
続
き
、
明
け
方
に
及
ぶ
こ

と
も
あ
る
。
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
思
い
や
感
情
を
短

い
言
葉
で
リ
ズ
ム
に
の
せ
、
い
か
に
ウ
ィ
ッ
ト
を
効
か
せ
な
が
ら
表

現
で
き
る
か
が
試
さ
れ
る
と
い
う
。
か
つ
て
、
強
制
移
住
時
の
経
験

に
つ
い
て
歌
垣
を
通
し
て
投
げ
か
け
た
と
こ
ろ
、
村
人
の
感
情
が
あ

ふ
れ
、
涙
を
流
し
な
が
ら
掛
け
合
い
が
進
ん
だ
こ
と
が
あ
る
、
と
い

う
。
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
山
村
の
多
く
に
こ
う
し
た
歌
や
詩
が
あ
る

が
、
即
興
で
で
き
る
人
た
ち
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
地
元
の

大
学
研
究
者
は
、
こ
う
し
た
地
元
の
山
村
に
伝
わ
る
歌
や
芸
能
に
は

目
を
向
け
な
い
、
山
村
は
「
遅
れ
て
い
る
、
何
も
な
い
」
と
の
見
方

が
強
い
か
ら
だ
、
と
も
い
う
。

歌
は
、
人
と
人
だ
け
で
は
な
く
、
人
と
自
然
、
人
と
カ
ミ
や
精
霊

を
つ
な
ぐ
手
段
で
も
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
の
は
、
陸
稲
の
穂
刈
歌

を
歌
っ
て
も
ら
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
。
最
近
は
歌
わ
れ
な
く
な
っ
た

が
、
ト
ン
プ
に
穂
刈
歌
が
あ
る
と
聞
き
、
ぜ
ひ
歌
っ
て
ほ
し
い
と
頼

ん
だ
。
は
じ
め
は
渋
っ
て
い
た
マ
マ
・
ジ
ャ
ニ
が
歌
い
だ
し
た
。
優

し
く
、
ど
こ
か
物
悲
し
い
子
守
唄
の
よ
う
だ
っ
た
。「
こ
れ
か
ら
刈

り
取
る
か
ら
ね
。
驚
い
て
は
い
け
な
い
よ
。
刈
り
残
し
て
し
ま
っ
た

稲
よ
。
必
ず
迎
え
に
く
る
か
ら
、
寂
し
が
っ
て
は
い
け
な
い
よ
。」

そ
ん
な
内
容
が
カ
イ
リ
・
レ
ド
の
古
語
で
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

「
あ
ぁ
、
鳥
肌
が
た
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
。」
歌
い
終
わ
っ
た
マ
マ
・

ジ
ャ
ニ
が
つ
ぶ
や
い
た
。
穂
刈
で
も
な
い
の
に
歌
っ
て
は
な
ら
な
い

歌
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
雨
が
降
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
。
時

と
場
所
を
間
違
え
れ
ば
、
雨
が
降
る
。
禍
が
来
る
。
だ
か
ら
、
鳥
肌

が
立
つ
。

歌
っ
て
ほ
し
い
と
繰
り
返
し
頼
ん
だ
こ
と
を
申
し
訳
な
く
感
じ
る

と
と
も
に
、「
鳥
肌
が
た
つ
」
と
感
じ
る
マ
マ
・
ジ
ャ
ニ
の
身
体
感

覚
の
中
に
、ト
ン
プ
の
慣
習
を
慣
習
と
し
て
息
づ
か
せ
て
い
る「
根
」

と
も
い
う
べ
き
基
盤
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
穂
刈
歌
が
歌
え
る
人

は
ト
ン
プ
で
も
今
で
は
数
名
だ
と
い
う
。
消
え
て
し
ま
う
前
に
声
色

や
表
情
が
伝
わ
る
映
像
の
形
で
記
録
し
て
お
き
た
い
、
と
思
っ
た
。

そ
し
て
、
人
と
人
、
人
と
自
然
（
カ
ミ
や
精
霊
）
を
つ
な
ぎ
、
身
体



148149 学びあいのメディアとしての映像記録

に
刻
ま
れ
る
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
豊
か
な
歌
や
芸
能
が
山
村

に
あ
る
こ
と
に
―
―
少
な
く
と
も
慣
習
・
文
化
と
い
う
側
面
か
ら
―
―

も
っ
と
光
が
あ
て
ら
れ
な
い
も
の
か
、
と
考
え
た
。

第
三
に
、
映
像
記
録
に
関
心
を
持
つ
パ
ル
の
若
者
た
ち
と
の
出
会

い
で
あ
る
。
近
年
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

が
急
速
に
普
及
し
、
映
像
記
録
が
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
。
パ
ル
で

も
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
自
主
映
画
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｊ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
）」

と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
活
動
し
て
い
る
若
者
た
ち
が
い
た
。
そ

の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
ダ
フ
ィ
ッ
ト
（D

avid Lam
anyuki

）

が
、
ト
ン
プ
を
紹
介
す
る
短
い
ビ
デ
オ
を
作
り
た
い
と
、
山
村
の
状

況
や
文
化
に
く
わ
し
い
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
に
相
談
し
に
き
て
い
た
。

ダ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
パ
ル
市
近
郊
の
カ
イ
リ
族
（
カ
イ
リ
・
ラ
イ
）

の
村
に
生
ま
れ
、
パ
ル
市
内
の
大
学
卒
業
後
、
国
際
的
自
然
保
護
団

体（T
he N

ature Conservancy

）の
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
で
の
仕
事
や
、

公
共
事
業
の
請
負
仕
事
な
ど
を
し
て
い
た
が
、
現
在
は
、
多
様
な
ア

ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
る
。

映
像
を
専
門
的
に
勉
強
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
映
像
を

扱
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
興
味
を
持
ち
、
独
学
で
習
得
し
て
い
っ

た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
に
作
っ
た
と
い
う
映
像
を
い
く
つ
か
見

せ
て
も
ら
っ
た
。
美
し
い
風
景
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
が
つ
な
げ
ら
れ
た
も

の
、
農
村
の
社
会
問
題
を
批
判
的
に
扱
っ
た
も
の
な
ど
が
あ
っ
た
。

ダ
フ
ィ
ッ
ト
の
嗜
好
や
主
張
は
伝
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
の
土
地
の
暮

ら
し
の
あ
り
よ
う
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ

で
も
、
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
村
の
暮
ら
し
や
慣
習
に
関
心
を
持
っ
て
い

る
よ
う
だ
っ
た
。

ト
ン
プ
の
慣
習
を
、
映
像
記
録
を
軸
と
し
て
一
緒
に
学
び
あ
え
な

い
か
。
そ
ん
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
、
ダ
フ
ィ
ッ
ト
を
は

じ
め
と
す
る
パ
ル
の
若
者
た
ち
、
そ
し
て
ト
ン
プ
の
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ

に
投
げ
か
け
て
み
た
。
日
本
で
山
の
神
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
以

来
、
日
本
で
も
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
で
も
、
森
林
管
理
に
は
土
着
的
な
信

仰
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
の
意
を
強
く
し
て
い
た
ヘ

ダ
ー
ル
さ
ん
は
強
い
興
味
を
示
し
、
若
者
た
ち
も
関
心
を
持
っ
た
。

パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
も
す
ん
な
り
賛
同
し
て
く
れ
た
。
日
本
側
で
は
、「
い

り
あ
い
交
流
」
に
も
協
力
し
て
く
れ
た
吉
野
奈
保
子
さ
ん
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

共
存
の
森
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
紹
介
で
、
映
像
カ
メ
ラ
マ
ン
の
澤
幡

正
範
さ
ん
が
協
力
を
快
諾
し
て
く
れ
た
。
澤
幡
さ
ん
は
、
一
九
七
〇

年
代
か
ら
日
本
の
農
山
漁
村
の
暮
ら
し
を
撮
り
続
け
、
前
述
の
『
椿

山
』
の
撮
影
に
も
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

ト
ヨ
タ
財
団
の
助
成
が
得
ら
れ
、
二
年
間
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
、
山
の
民
の
生
活
世
界
―
―
映
像
記
録
の
共

同
制
作
を
軸
と
し
た
山
村
文
化
の
再
評
価
と
学
び
あ
い
」（
二
〇
〇
七

年
一
一
月
～
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）
と
し
て
動
き
出
す
こ
と
な
っ
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
澤
幡
さ
ん
の
ほ
か
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
人

類
学
的
調
査
を
実
施
し
、「
い
り
あ
い
交
流
」
に
も
関
わ
っ
て
き
た

増
田
和
也
さ
ん
、
日
本
の
若
者
と
日
本
の
山
村
を
つ
な
ぐ
活
動
を
進

め
て
い
る
吉
野
奈
保
子
さ
ん
、（
株
）
さ
さ
ら
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の

由
井
英
さ
ん
、
そ
し
て
「
い
り
あ
い
交
流
」
で
ト
ン
プ
を
共
に
訪
ね

た
今
北
哲
也
さ
ん
が
参
画
し
て
く
れ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
終
盤
で

は
、絵
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
、日
本
の
村
々
の
生
活
文
化
に
学
び
、

記
録
す
る
活
動
・
仕
事
を
し
て
い
る
岩
井
友
子
さ
ん
も
加
わ
っ
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
で
は
、
ダ
フ
ィ
ッ
ト
の
他
、
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
を

中
心
に
緩
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
つ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
中
心
に
二
〇
代

か
ら
三
〇
代
の
若
者
た
ち
一
〇
名
あ
ま
り
が
加
わ
っ
た
。
メ
ン
バ
ー

を
は
じ
め
か
ら
限
定
せ
ず
、
活
動
に
関
心
を
持
つ
者
は
誰
で
も
参
加

で
き
る
体
制
を
と
っ
た
。
ト
ン
プ
で
は
、
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
が
窓
口
と

な
り
、村
人
と
私
た
ち
外
部
者
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
た
。

パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
は
ト
ン
プ
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
が
で
き
る
長
老
の

一
人
で
、「
い
り
あ
い
交
流
」
で
は
ト
ン
プ
を
代
表
し
て
来
日
し
た

人
物
で
あ
る
。
妻
の
マ
マ
・
ジ
ャ
ニ
は
、
移
住
政
策
に
よ
り
ト
ン
プ

村
が
解
散
さ
れ
る
ま
で
の
約
六
〇
年
間
、
ト
ン
プ
の
村
長
を
つ
と
め

た
男
性
の
娘
に
あ
た
る
。
マ
マ
・
ジ
ャ
ニ
も
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
に
ほ
ぼ

常
に
同
行
し
、
プ
ロ
セ
ス
に
積
極
的
に
関
与
し
て
く
れ
た
。

記
録
作
業
は
、
基
本
的
に
パ
ル
の
若
者
た
ち
が
ト
ン
プ
の
村
人
と

と
も
に
す
す
め
、
日
本
人
が
随
時
加
わ
り
、
協
働
し
た＊＊

＊

。
私
の
役
割

は
、
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
や
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
ら
と
連
携
し
な
が
ら
、
日
本

の
映
像
記
録
関
係
者
と
パ
ル
の
若
者
た
ち
、
そ
し
て
ト
ン
プ
の
人
々

を
つ
な
ぎ
、
少
し
で
も
意
味
の
あ
る
記
録
づ
く
り
と
そ
の
プ
ロ
セ
ス

で
の
学
び
あ
い
を
進
め
る
こ
と
に
あ
る
、
と
考
え
た
。

２ 

何
の
た
め
の
記
録
か
、
何
を
記
録
す
る
の
か

活
動
の
趣
旨
に
関
心
を
持
つ
者
が
集
ま
っ
て
き
た
も
の
の
、
二
年

間
か
け
て
ト
ン
プ
の
暮
ら
し
を
記
録
す
る
と
い
う
計
画
は
、
パ
ル
の

若
者
た
ち
に
と
っ
て
理
解
し
が
た
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ト
ン
プ

の
よ
う
な
村
は
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
に
は
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
、
三
ヵ

月
あ
れ
ば
、
ト
ン
プ
で
の
記
録
は
ま
と
め
ら
れ
る
か
ら
、
他
の
村
で

も
や
ろ
う
、
と
の
声
が
あ
が
っ
た
。
私
自
身
は
、
ト
ン
プ
の
慣
習
を

掘
り
下
げ
る
に
は
、
二
年
あ
っ
て
も
足
り
な
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
て

い
た
が
、
そ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
一
緒
に
作
業

し
て
い
く
過
程
で
接
点
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
、
と
考
え
た
。

何
の
た
め
に
記
録
す
る
の
か
、
と
く
に
、
ト
ン
プ
の
人
々
に
と
っ

て
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
は
パ
ル
の
メ
ン
バ
ー
の
間

で
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
た
。
現
在
も
議
論
し
続
け
て
い
る
問
い
で
は

あ
る
が
、
開
始
時
の
話
し
合
い
で
は
、
記
録
作
業
が
「
ト
ン
プ
の

人
々
の
存
在
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
一
手
段
」
と
な
る
こ
と
を
目

指
す
こ
と
と
な
っ
た
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
ト
ン
プ
は
森
林
法
上
、

存
在
が
認
め
ら
れ
ず
、
行
政
上
は
村
が
分
断
さ
れ
、
宗
教
的
・
社
会

的
に
は
蔑
視
さ
れ
が
ち
な
状
況
に
あ
る
。
そ
ん
な
ト
ン
プ
で
、
儀
礼

や
芸
能
を
手
が
か
り
に
、
人
々
が
受
け
継
い
で
き
た
慣
習
を
共
に
記

録
し
、
描
き
だ
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
私
た
ち
外
部
者
が
村
の
慣
習
に

対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
ト
ン
プ
の
人
々
自
身
が
慣
習
を
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見
つ
め
直
し
、
法
的
権
利
の
認
知
を
得
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
い

く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
映
像
記
録
と
い
う
試
み
に
つ
い
て
村
の
人

た
ち
と
話
し
合
お
う
と
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
と
と
も
に
ト
ン
プ
を
訪
ね

た
。
カ
イ
リ
・
ド
イ
の
村
の
出
身
だ
が
、
カ
イ
リ
・
レ
ド
語
も
堪
能

な
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
が
カ
イ
リ
・
レ
ド
語
で
冗
談
を
交
え
な
が
ら
、
話

し
あ
い
を
進
め
て
い
っ
た
。
村
の
人
た
ち
が
と
く
に
頷
い
て
い
る
よ

う
に
見
え
た
の
は
、
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
が
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
と
き

だ
。「

ト
ン
プ
に
は
根
っ
こ
が
あ
る
こ
と
を
記
録
し
よ
う
。
ど
ん
な

根
っ
こ
な
の
か
、
余
所
者
に
す
べ
て
を
教
え
な
く
た
っ
て
い
い
。
こ

ん
な
に
深
く
て
、
そ
う
簡
単
に
引
っ
こ
抜
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
示
そ
う
。」

「
根
っ
こ
」
と
い
う
譬
え
で
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
が
表
現
し
た
の
は
、

ト
ン
プ
の
慣
習
で
あ
り
、
ト
ン
プ
の
村
人
と
土
地
の
つ
な
が
り
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
が
「
慣
習
に
は
余
所

者
に
話
し
て
よ
い
も
の
、
話
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
子
ど
も
に
対

し
て
伝
え
る
に
も
時
が
あ
る
も
の
が
あ
る
」
と
話
し
て
い
た
こ
と
を

思
い
出
し
た
。「
余
所
者
に
す
べ
て
を
教
え
な
く
て
も
い
い
」
と
は

そ
れ
を
考
慮
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

何
を
記
録
す
る
の
が
よ
い
と
思
う
か
、
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
が
問
い
か

け
た
。
村
の
人
た
ち
か
ら
は
次
の
よ
う
な
側
面
が
あ
げ
ら
れ
た
。
す

な
わ
ち
、陸
稲
の
収
穫
・
儀
礼
、開
墾
予
定
地
に
印
を
つ
け
る
作
業
・

儀
礼
、
火
入
れ
、
病
の
治
癒
儀
礼
、
そ
し
て
、
ヴ
ン
ジ
ャ
（vunja

）

で
あ
る
。

ヴ
ン
ジ
ャ
は
、
収
穫
後
に
行
う
儀
礼
で
あ
る
。
毎
年
行
わ
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
村
で
病
が
出
る
、
病
害
が
増
え
る
な
ど
、
何
か
異
変

が
起
こ
っ
た
際
に
の
み
行
わ
れ
る
。
最
近
行
わ
れ
た
の
は
一
〇
年
ほ

ど
前
の
こ
と
で
、
今
年
は
こ
れ
ま
で
に
見
た
こ
と
の
な
い
鳥
が
現

れ
、
稲
を
よ
く
食
べ
る
の
で
、
ヴ
ン
ジ
ャ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
。
こ
う
し
た
異
変
は
、
人
間
と
ア
ニ
ト
ゥ
と
の
関
係
が
崩
れ

た
こ
と
を
意
味
し
、
ヴ
ン
ジ
ャ
は
そ
の
関
係
を
結
び
な
お
す
た
め
の

も
の
な
の
だ
と
い
う
。
村
の
人
の
話
を
元
に
し
た
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
の

説
明
に
よ
れ
ば
、
ア
ニ
ト
ゥ
と
は
、
土
や
木
に
棲
む
精
霊
で
あ
り
、

祖
霊
で
も
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。

ヴ
ン
ジ
ャ
を
行
う
に
は
、
ヴ
ン
ジ
ャ
を
行
う
た
め
の
焼
畑
予
定
地

を
決
め
、
伐
開
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伐
開

予
定
地
は
人
間
同
士
の
話
し
合
い
で
決
め
る
の
で
は
な
く
、
鶏
の
卵

を
茹
で
、
そ
の
茹
り
具
合
な
ど
で
占
う
。
そ
し
て
、
伐
開
の
時
期
を

決
め
る
に
は
基
本
的
に
夜
空
の
月
を
読
む
。
ま
た
、
ヴ
ン
ジ
ャ
を
す

る
、
と
い
っ
た
ん
口
に
し
た
ら
、
必
ず
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
ニ
ト
ゥ
が
す
で
に
耳
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

ヴ
ン
ジ
ャ
を
め
ぐ
っ
て
は
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
決
ま
り
事
が
あ
る

よ
う
だ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
約
一
〇
年
ぶ
り
に
行
わ
れ
る
と

い
う
ヴ
ン
ジ
ャ
は
、
今
回
の
記
録
作
業
の
柱
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
思

わ
れ
た
。

Ⅳ 

記
録
作
業
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら

１ 

澤
幡
さ
ん
と
パ
ル
の
若
者
た
ち

映
像
記
録
を
軸
と
し
た
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
澤
幡
さ
ん

と
パ
ル
の
若
者
た
ち
が
う
ま
く
噛
み
合
う
か
ど
う
か
が
成
否
を
分
け

る
カ
ギ
の
ひ
と
つ
と
な
る
と
考
え
て
い
た
。

澤
幡
さ
ん
の
第
一
回
目
の
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
訪
問
が
実
現
し
た
の

は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
は
じ
ま
っ
て
約
半
年
後
、
二
〇
〇
八
年
五
月

の
こ
と
だ
っ
た
。
実
質
八
日
間
の
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
滞
在
中
、
何
を
す

る
か
。
大
枠
の
予
定
は
組
ん
だ
が
、
詳
細
は
流
れ
を
見
な
が
ら
そ
の

時
々
に
決
め
て
い
く
、
と
い
う
形
を
と
っ
た
。

若
者
た
ち
の
要
望
で
、
撮
影
の
基
本
に
つ
い
て
ま
ず
澤
幡
さ
ん
が

話
す
こ
と
に
な
っ
た
。
や
や
緊
張
し
た
面
持
ち
で
始
ま
っ
た
が
、
夕

食
の
頃
に
は
打
ち
解
け
、
若
者
た
ち
が
澤
幡
さ
ん
の
人
生
・
経
験
に

つ
い
て
尋
ね
始
め
た
。「
は
じ
め
は
報
道
カ
メ
ラ
マ
ン
に
な
ろ
う
と

考
え
て
い
た
ん
だ
。
民
族
文
化
の
映
像
記
録
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
偶
然
だ
っ
た
。
椿
山
に
は
三
年
通
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
イ

ヌ
の
村
に
は
三
年
住
み
な
が
ら
撮
っ
た
。」
椿
山
で
の
撮
影
時
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
、
村
人
と
の
関
係
、
村
の
暮
ら
し
を
記
録
す
る
意
味
、
映

像
記
録
に
携
わ
る
者
と
し
て
肝
に
銘
じ
て
お
く
べ
き
こ
と
な
ど
、
議

論
は
深
夜
ま
で
続
い
た
。

翌
日
、
二
泊
三
日
の
予
定
で
ト
ン
プ
へ
登
っ
た
。
二
日
目
の
午
前

中
、焼
畑
地
を
歩
い
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
澤
幡
さ
ん
、ダ
フ
ィ
ッ

ト
他
、
数
名
の
若
者
た
ち
が
歩
き
始
め
た
。
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
と
パ

パ
・
ラ
コ
が
同
行
し
て
く
れ
た
。
お
そ
ら
く
種
ま
き
が
終
わ
っ
た
ば

か
り
と
思
わ
れ
る
焼
畑
地
の
横
を
通
り
す
ぎ
よ
う
と
し
た
と
き
、
澤

幡
さ
ん
が
「
撮
っ
て
み
よ
う
か
」
と
立
ち
止
ま
っ
た
（
写
真
１
）。

見
晴
ら
し
の
よ
い
位
置
に
あ
っ
た
が
、
誰
か
が
作
業
を
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
何
か
特
別
、
撮
る
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に

も
見
え
な
か
っ
た
。
す
で
に
幾
度
と
な
く
ト
ン
プ
に
通
い
、
焼
畑
地

を
撮
影
し
て
い
る
ダ
フ
ィ
ッ
ト
も
そ
う
感
じ
て
い
た
と
思
う
。

澤
幡
さ
ん
は
、
全
体
を
見
渡
せ
る
位
置
か
ら
カ
メ
ラ
を
回
し
た

後
、「
こ
れ
は
何
？
」
と
、
焼
畑
地
を
囲
み
、
そ
の
中
を
区
切
る
よ

う
に
置
か
れ
て
い
る
細
木
に
つ

い
て
尋
ね
た
。
こ
の
細
木
を
ト

ン
プ
で
は
「
ヴ
ァ
テ
（vate

）」

と
呼
び
、
焼
畑
地
の
内
部
も
区

切
る
こ
と
で
異
な
る
種
類
の
陸

稲
を
植
え
る
の
だ
と
い
う
。
こ

の
焼
畑
地
は
三
つ
に
区
切
ら
れ

て
い
た
。

焼
畑
地
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中

に
、
さ
ら
に
仕
切
ら
れ
た
小
さ

写真 1　焼畑地を撮る
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な
空
間
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
澤
幡
さ
ん
が
カ
メ
ラ
を
向
け
た
。

縦
四
〇
セ
ン
チ
、
横
三
〇
セ
ン
チ
程
度
だ
ろ
う
か
。
焼
け
残
っ
た
株

や
生
え
始
め
た
草
な
ど
に
埋
も
れ
て
、
見
過
ご
し
て
し
ま
い
そ
う
な

小
さ
な
空
間
だ
。
そ
の
小
さ
な
仕
切
り
の
中
に
は
半
分
に
割
っ
た
ヤ

シ
殻
が
置
か
れ
、
横
に
小
さ
な
錆
び
た
ナ
イ
フ
が
刺
し
て
あ
っ
た
。

ま
た
、
小
さ
な
苗
が
数
株
育
ち
始
め
て
い
た
。
仕
切
り
近
く
に
は
、

植
え
ら
れ
た
思
わ
れ
る
幾
種
類
か
の
草
が
あ
っ
た
（
写
真
２
）。

「
パ
パ
・
ラ
コ
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
何
か
、聞
い
て
み
て
く
れ
る
？
」

澤
幡
さ
ん
の
言
葉
に
促
さ
れ
、
パ
パ
・
ラ
コ
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
尋

ね
て
い
っ
た
。
カ
メ
ラ
を
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
か
、
パ
パ
・
ラ
コ

が
ど
こ
か
誇
ら
し
げ
に
説
明
し
て
く
れ
た
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
意
味

が
あ
っ
た
。

こ
の
小
さ
な
空
間
は
「
ポ
ヴ
ィ
ネ
（povine

）」
と
呼
ば
れ
、
焼

畑
地
を
開
き
、
陸
稲
を
植
え
る
際
に
は
必
ず
作
ら
れ
る
も
の
だ
と
い

う
。「
マ
ヤ
・
ン
パ
エ（m

aya m
pae 

稲
魂
）」が
宿
る
場
所
で
あ
る
。

稲
は
ま
ず
ポ
ヴ
ィ
ネ
の
小
さ
な
空
間
に
植
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
周
り

に
は
カ
イ
リ
・
レ
ド
語
で
シ
ラ
ニ
ン
デ
ィ
、ク
ラ
ロ
、ト
ゥ
ン
バ
ヴ
ァ

ニ
、
サ
レ
ン
バ
ン
グ
、
ポ
パ
ヌ
と
呼
ば
れ
る
草
が
植
え
ら
れ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
、豊
穣
、成
長
な
ど
を
象
徴
す
る
草
で
あ
る
。
ナ
イ
フ
は
鉄
、

強
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。

ヤ
シ
殻
の
中
に
は
、
サ
レ
ン
バ
ン
グ
を
植
え
る
と
い
う
。
ヤ
シ
殻

を
か
ぶ
せ
て
三
晩
た
っ
た
ら
、
焼
畑
地
全
体
の
種
ま
き
が
始
め
ら
れ

る
。
三
晩
過
ぎ
る
ま
で
は
ヤ
シ
殻
は
あ
け
て
は
い
け
な
い
。
妊
婦
の

三
ヵ
月
目
と
同
じ
こ
と
。だ
か
ら
ポ
ヴ
ィ
ネ
は
「
胎
盤
」
で
も
あ
る
。

焼
畑
地
の
四
隅
に
も
、
シ
ラ
ニ
ン
デ
ィ
な
ど
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。

焼
畑
地
は
、
四
隅
が
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
。
稲
魂
が
余
所
に

い
か
な
い
よ
う
四
隅
を
作
り
、
そ
の
う
ち
の
一
ヵ
所
で
祈
り
を
あ
げ

る
と
い
う
。

焼
畑
地
の
周
り
に
は
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
キ
ャ
ッ
サ

バ
、
さ
さ
げ
な
ど
が
き
れ
い
に
列
を
な
し
て
植
え
ら
れ
て
い
た
。
澤

幡
さ
ん
は
、「
こ
う
い
う
植
え
方
に
も
ト
ン
プ
の
暮
ら
し
の
知
恵
が

詰
ま
っ
て
い
る
よ
ね
」
と
い
い
な
が
ら
、カ
メ
ラ
に
収
め
て
い
っ
た
。

ダ
フ
ィ
ッ
ト
は
そ
う
し
た
澤
幡
さ
ん
の
動
き
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
真
剣

に
追
い
か
け
て
い
た
。

２ 
伐
開
の
儀
礼
を
撮
る

澤
幡
さ
ん
と
の
出
会
い
を
通
じ
、
少
な
く
と
も
ダ
フ
ィ
ッ
ト
は
手

ご
た
え
を
掴
み
始
め
た
よ
う
だ
っ
た
。
村
人
に
「
ダ
フ
ィ
ッ
ト
は
熱

心
だ
。
真
剣
す
ぎ
る
」
と
か
ら
か
わ
れ
る
ほ
ど
、
ト
ン
プ
で
何
か
作

業
や
儀
礼
が
あ
る
と
知
る
と
、
深
夜
で
も
雨
の
中
で
も
一
人
で
も
パ

ル
か
ら
登
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

澤
幡
さ
ん
の
第
一
回
目
の
訪
問
か
ら
ま
も
な
い
二
〇
〇
八
年
六

月
、
パ
ル
に
滞
在
し
て
い
た
私
の
携
帯
電
話
に
「
明
後
日
の
土
曜
、

伐
開
す
る
」
と
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
か
ら
連
絡
が
入
っ
た
。
村
人
が
記
録

し
た
ほ
う
が
よ
い
と
あ
げ
て
い
た
ヴ
ン
ジ
ャ
の
た
め
の
伐
開
の
儀
礼

で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
の
中
で
唯
一
都
合
が
つ
い
た
ダ
フ
ィ
ッ
ト
と
二

人
、
翌
日
、
ト
ン
プ
へ
向
か
っ
た
。

ト
ン
プ
で
は
、
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
が
儀
礼
用
の
鶏
を
親
戚
か
ら
確
保

し
て
き
た
以
外
、
こ
れ
と
い
っ
た
準
備
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
ど
ん

な
儀
礼
が
行
わ
れ
る
の
か
、
夜
、
ダ
フ
ィ
ッ
ト
が
話
を
聞
い
て
い
っ

た
。
儀
礼
は
ま
ず
集
会
所
横
で
行
い
、
そ
の
後
、
伐
開
予
定
地
に
移

る
こ
と
、
今
回
の
ヴ
ン
ジ
ャ
は
パ
パ
・
フ
ェ
リ
と
パ
パ
・
ア
グ
が
主

催
す
る
こ
と
、
ま
た
、
儀
礼
に
は
「
サ
ン
ド
（sando

）」
と
呼
ば
れ

る
呪
術
師
が
必
要
で
あ
り
、
今
回
は
麓
に
暮
ら
す
パ
パ
・
ジ
ョ
シ
が

つ
と
め
る
こ
と
、
な
ど
が
話
さ
れ
た
。

朝
に
な
る
と
、
パ
パ
・
フ
ェ
リ
、
パ
パ
・
ア
グ
を
は
じ
め
一
〇
名

弱
の
男
女
が
村
の
集
会
所
に
集
ま
り
、
儀
礼
用
の
噛
タ
バ
コ
な
ど
が

準
備
さ
れ
た
。
一
〇
時
近
く
に
な
っ
て
よ
う
や
く
パ
パ
・
ジ
ョ
シ
が

到
着
し
た
が
、
雑
談
め
い
た
話
し
合
い
が
続
く
ば
か
り
で
、
儀
礼
は

な
か
な
か
始
ま
ら
な
か
っ
た
。
小
一
時
間
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
頃
、

パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
が
私
に
向
か
っ
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
こ
う
告
げ

た
。「

今
日
は
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
次
の
火
曜
日
に
す
る
。
ま
た

来
れ
る
か
。」

カ
メ
ラ
を
回
し
な
が
ら
、
話
を
聞
い
て
い
た
ダ
フ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ

ば
、
パ
パ
・
ジ
ョ
シ
が
悪
い
予
兆
を
感
じ
取
っ
た
た
め
だ
と
い
う
。

「
今
日
は
少
な
く
と
も
陽
が
落
ち
る
ま
で
は
日
が
よ
く
な
い
。
儀
礼

を
実
施
し
て
稲
は
実
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
怪
我
人
や
、
病
気
に
な

る
村
人
が
で
る
。
ど
う
し
て
も
今
日
す
る
の
な
ら
、
他
の
サ
ン
ド
に

頼
ん
で
ほ
し
い
。」
と
い
う
の
が
パ
パ
・
ジ
ョ
シ
の
説
明
だ
っ
た
と

い
う
。「
陽
が
少
し
落
ち
て
か
ら
で
よ
い
か
ら
、今
日
で
き
な
い
か
」

と
の
交
渉
が
パ
パ
・
フ
ェ
リ
か
ら
な
さ
れ
た
そ
う
だ
が
、
最
終
的
に

火
曜
日
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

人
間
の
都
合
だ
け
で
物
事
は
決
め
ら
れ
な
い
。
記
録
作
業
の
プ
ロ

セ
ス
で
幾
度
と
な
く
感
じ
た
こ
と
だ
。
天
候
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
の

さ
ま
ざ
ま
な
予
兆
を
読
む
。
そ
れ
は
祖
先
と
の
交
信
を
も
意
味
す

る
。伐

開
が
延
期
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
い
っ
た
ん
ト
ン
プ

を
お
り
、
月
曜
日
、
再
び
ト
ン
プ
へ
と
向
か
っ
た
。
予
定
さ
れ
た
火

曜
日
、
伐
開
の
儀
礼
は
無
事
行
わ
れ
た
。

儀
礼
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
細
か
い
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
か
ら
成
り
立
っ

て
い
た
（
表
１
左
欄
）。
午
前
中
は
主
に
、
集
会
所
横
で
「
ペ
ブ
イ

（pebui

）」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
棚
（
図
３
）
を
男
性
た
ち
が
作
る
作

写真 2　ポヴィネ
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業
と
、
女
性
た
ち
を
中
心
に
集
会
所
で
供
え
物
を
準
備
す
る
作
業
が

同
時
並
行
で
進
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
パ
パ
・
ジ
ョ
シ
が
儀
礼
棚
脇
で

祈
り
を
あ
げ
た
。
午
後
に
は
、
伐
開
予
定
地
に
移
り
、
儀
礼
の
後
、

伐
開
作
業
が
行
わ
れ
た
。

竹
、
木
、
米
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
椰
子
酒
、
鶏
な
ど
、
儀
礼
に
使

わ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
ト
ン
プ
の
暮
ら
し
に
身
近
な
材
料
だ
っ
た
。

煌
び
や
か
さ
は
ひ
と
つ
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
業
に
す
べ
て
意
味
が
あ
っ
た
。
一
人
一
人
が
各

段
階
で
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
了
解
し
て
い
る
こ
と
が

当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、儀
礼
は
手
際
よ
く
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

ダ
フ
ィ
ッ
ト
は
儀
礼
の
進
行
を
邪
魔
せ
ず
、
か
つ
、
ひ
と
つ
で
も
作

業
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
、
機
敏
に
動
き
、
カ
メ
ラ
を
回
し
続
け
た
。

３ 

見
え
る
も
の
か
ら
見
え
な
い
も
の
へ

映
像
記
録
を
軸
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
あ
る
が
、
映
像
で
と

ら
え
き
れ
な
い
意
味
や
背
景
は
、
聞
き
取
り
で
掘
り
下
げ
、
文
章
に

し
て
い
こ
う
と
計
画
し
た
。
パ
ル
の
若
者
た
ち
の
数
名
が
そ
う
し
た

作
業
を
担
っ
た
。「
い
り
あ
い
交
流
」
で
来
日
し
た
メ
ン
バ
ー
の
一

人
で
あ
る
シ
ャ
ハ
ル
ン
（Syahrun Ladjupa 

通
称
ル
ン
）
は
、
そ

の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
。

　

ル
ン
は
、
パ
ル
市
に
生
ま
れ
育
っ
た
カ
イ
リ
・
レ
ド
族
で
、
高
校

卒
業
後
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ア
ワ
ム
・
グ
リ
ー
ン
で
活
動
し
て
い
る
。
「
い
り

あ
い
交
流
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
交
流
の
拠
点
と
な
っ
た
山
村
マ
レ
ナ

と
は
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
関
わ
り
を
持
ち
、
村
人
と
と
も
に
、
慣

習
に
も
と
づ
く
土
地
利
用
区
分
を
示
し
た
地
図
の
作
成
や
、
マ
レ
ナ

の
自
然
資
源
管
理
と
所
有
体
系
に
関
す
る
冊
子
の
作
成
に
関
与
し
て

き
た
（Lem

baga M
asyarakat A

dat Boya M
arena 2005

）
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
て
か
ら
半
年
あ
ま
り
た
っ
た
頃
、
こ
れ

ま
で
聞
き
取
っ
た
内
容
を
各
自
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
ま
と
め
て
み
る

こ
と
に
な
っ
た
。
ル
ン
は
最
も
熱
心
に
ま
と
め
た
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た

が
、「
自
然
資
源
管
理
」
や
「
神
」
と
い
っ
た
言
葉
が
不
用
意
に
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
た
。

「
ト
ン
プ
の
人
た
ち
は
『
自
然
資
源
管
理
』
っ
て
こ
と
ば
、つ
か
っ

て
た
？
」「『
神
』
っ
て
カ
イ
リ
の
言
葉
で
は
ア
ニ
ト
ゥ
？　

ト
ゥ

図３　ペブイ（儀礼棚）
（注）�ジャック（Abdulrazaq）ら

による作画。

表 1 　伐開の儀礼のプロセス

主な作業 パパ・ジャニらの説明

集会所周辺での儀礼・作業（儀礼棚を作る）

集会所横の藪からランペウジュの木を伐り出す。 ランペウジュは世の中に最初に生えた木と信じられている。
長寿を象徴。儀礼棚の柱の ＊ 本は必ずランペウジュを使う。

＊ 本の柱を立て、横木を渡し、 ＊ 本の柱をロタンで固定し、
竹を並べて棚を作る。

＊ 本柱の儀礼棚を作る場合もある。通常は ＊ 本柱。 ＊ は世
界を表す。

木を削り、コマを ＊ つ作り、ロタンで儀礼棚の四隅にぶら下
げる。

コマは豊穣を表す。収穫後のヴンジャ儀礼で、収穫物を捧げ
ることをアニトゥに約束するもの。

山刀 ＊ 本、小刀 ＊ 本の模型を作る。それぞれ、ウコンの一
種でオレンジ色、炭で黒色の線をつける。山刀と小刀は一組
ずつ、棚の上と地面に置く。

山刀は山仕事、小刀は家内仕事を意味する。オレンジは仲介、
黒は黒雲を象徴。棚の上は空のアニトゥ、地面の上は大地と
木のアニトゥへの捧げもの。

階段をつける。 アニトゥが昇降する道であり、大地と空のつながりを表す。
東向きに奇数段でなければならない。

＊ 本の槍を木と細竹で作り、儀礼棚の四隅に立てる。槍先に
は山刀同様、黒、オレンジ、さらに消石灰で白の線をつける。

槍先は、東風と西風に起因する病をそれが出てきた方向に戻
すという意味。細竹で作るのは、細竹が繁茂するようにアニ
トゥが多いことを意味する。黒は黒雲、オレンジは仲介、白
は潔白な心を象徴。

椰子酒を入れた竹筒を棚にぶら下げる。椰子酒を入れた竹筒
を階段に立てかける。

椰子酒はアニトゥが好む飲み物。

米、トウモロコシの粉をマヤポの葉に包み、卵 ＊ つと共に茹
でる。

米とトウモロコシがないと、アニトゥは怒り、病（嘔吐、血
便、おできなど）がもたらされる。マヤポの葉は祖先の器。米、
とうもろこし、卵の茹り具合で占う。

鶏 ＊ 羽にサンドが息を吹きかけながら、語りかける。 鶏の様子で吉凶を占う。

鶏の首を切り、血を採り、放つ。 鶏が頭を東の方向を向けて息途絶えれば吉。

鶏を儀礼棚の脇で焼く。 鶏を焼く煙が儀礼棚にかかるようにする。アニトゥに供え物で
あることを知らせるため。

バナナの葉の上に、米、トウモロコシ、卵、鶏の肝の焼いた
ものを 5 ヵ所（四隅とその中央に ＊ ヵ所）に取り分け、食
べ物として供える（ノンパカンデ）。

5 ヵ所に取り分けるのは、焼畑の四隅と中央のポヴィネを表す。

噛みタバコの一式（サンブルガナ）を供える。

菩提樹の樹皮で作った布（ヌヌ）からできた小さな袋に米、
トウモロコシを入れ、儀礼棚の四隅に掛ける。

袋に入れるのは、慣習は目に見えないものであることを意味
する。

ヌヌを竹に挟み、旗を作る。旗を儀礼棚に立てる。 旗は、ここに供え物があることをアニトゥに知らせるため。

焼いた鶏、ノ・パカンデ、椰子殻に入れた水と鶏の血を儀礼
棚の上と下に供える。

サンドが儀礼棚脇で祈りを唱える。 サンドによるアニトゥおよび祖先との交信。

伐開地での儀礼・作業

儀礼棚に備えた供え物の一部をもって伐開地へと向かう。

一番初めに伐採する木を選ぶ。木の少し上の部分を伐採でき
るように三脚状の足場を木に組む。

東向きに倒すことができそうな木を選ぶ。足場を組むのは東
に倒すため。

足場の下に供え物（ノンパカンデとサンブルガナ）を置く。

木の根元で祈る。 「私たちはまだ子どもで、あなた方すべての名前をあげること
ができません。それでもどうか私たちをお守りください」と
いった内容が唱えられる。

幹をコツコツと斧の背で叩きながら、木のまわりを ＊ 回、時
計と逆回りに回る。

これから伐採することを告げる。

鶏の血を幹の一部にすりつける。 木のアニトゥは鶏の血を好む。

斧を入れる。最初に落ちた木片をひろう。 木片が落ちた向きなどで吉凶を占う。

＊ 本目が東向きに倒れたら、次々と他の木を伐採していく。 ＊ 本目は東向きに倒さなければならない。他の木はどの方向
でもよい。

（注）観察と Lamanyuki（＊＊＊9b）をもとにした聞きとりから筆者作成。
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プ
？　

そ
れ
と
も
何
？
」
疑
問
に
思
っ
た
点
を
ル
ン
に
投
げ
か
け
て

み
た＊5

＊

。
「
ト
ン
プ
の
人
た
ち
は
そ
う
は
言
っ
て
い
な
い
。
見
方
、
考
え
方

が
き
っ
と
違
う
。
そ
れ
は
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
ど
う
し
て
も

自
分
の
枠
組
み
で
書
い
て
し
ま
う
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
表
現
で
き

な
い
も
の
が
す
ご
く
多
い
。」

話
し
合
っ
た
末
、
大
切
だ
と
思
っ
た
話
は
、
カ
イ
リ
・
レ
ド
語
で

ま
ず
す
べ
て
テ
ー
プ
起
こ
し
を
し
、
そ
れ
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
訳

し
て
い
こ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
訳
し
て
い
く
段
階
で
悩
ん

だ
ら
、
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
を
は
じ
め
、
皆
で
検
討
す
れ
ば
い
い
。
そ
の

後
、
ル
ン
は
大
部
の
テ
ー
プ
起
こ
し
を
進
め
、
次
の
よ
う
な
メ
ー
ル

と
と
も
に
そ
の
成
果
を
メ
ン
バ
ー
に
送
っ
て
き
た
。
長
く
な
る
が
、

一
部
を
引
用
し
た
い
。
ル
ン
の
実
感
と
と
も
に
、
パ
ル
の
若
者
と
ト

ン
プ
を
つ
な
ぐ
意
味
も
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
か
ら
だ
。

「
み
ん
な
へ
。
ト
ン
プ
で
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
カ
イ
リ
語
か
ら

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
し
た
も
の
を
送
り
ま
す
。
こ
れ
は
ほ
ん
と
に

大
変
な
作
業
だ
っ
た
。
訳
を
間
違
え
ば
別
の
意
味
に
な
る
し
、
わ

け
が
わ
か
ら
な
く
も
な
る
。
ト
ン
プ
の
人
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

ぼ
や
か
し
て
し
ま
っ
た
ら
大
変
だ
し
ね
。

こ
れ
が
、
今
の
時
代
を
生
き
る
カ
イ
リ
の
難
し
さ
、
っ
て
と
こ

ろ
だ
よ
ね
。
自
分
た
ち
の
母
語
か
ら
た
く
さ
ん
の
語
彙
が
消
え
て

い
っ
て
し
ま
っ
て
る
ん
だ
。
こ
れ
ま
で
僕
が
使
っ
て
き
た
カ
イ
リ

語
は
、
と
て
も
薄
っ
ぺ
ら
い
日
常
生
活
語
だ
っ
て
こ
と
が
よ
く
わ

か
っ
た
（
都
会
の
カ
イ
リ
語
っ
て
こ
と
）。

ト
ン
プ
の
人
た
ち
が
表
現
す
る
い
く
つ
か
の
言
葉
が
わ
か
ら
な

く
て
、
ラ
ッ
プ
ト
ッ
プ
の
前
で
一
人
笑
い
だ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
。
カ
イ
リ
語
を
ど
う
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
し

た
ら
い
い
の
か
、
悩
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
。
こ
れ
は
チ
ャ
レ
ン
ジ

だ
っ
た
。（
後
略
）」（
二
〇
〇
九
年
九
月
一
〇
日
）。

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
テ
ー
プ
だ
け
で
は
な
く
、
ダ
フ
ィ
ッ
ト
が
撮
っ

た
映
像
も
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
業
や
儀
礼
の
意
味
を
確
認
す
る
う

え
で
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
一
月
、
澤
幡
さ
ん

の
二
回
目
の
訪
問
時
の
こ
と
だ
。
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
ら
数
名
の
村
人
が

パ
ル
ま
で
降
り
て
き
て
、
パ
ル
で
の
話
し
合
い
に
も
参
加
し
て
く
れ

た
。
よ
い
機
会
だ
と
、
ダ
フ
ィ
ッ
ト
が
撮
影
し
た
伐
開
の
儀
礼
の
映

像
を
見
な
が
ら
、
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

映
像
に
ポ
ー
ズ
を
か
け
な
が
ら
、
撮
影
時
に
は
聞
け
な
か
っ
た
こ

と
、
気
が
つ
か
な
か
っ
た
点
な
ど
を
尋
ね
て
い
っ
た
。
映
像
に
映
っ

て
い
る
物
や
行
為
を
具
体
的
に
指
し
な
が
ら
話
が
で
き
る
の
で
、
議

論
を
共
有
し
や
す
い
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
意
味
と
つ
な
が
り
が
あ
る

こ
と
が
見
え
て
き
た
（
表
１
右
欄
）。
人
、
木
、
鶏
、
星
、
月
、
稲
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、卵
、血
、方
角
、祖
先
、名
前
、ア
ニ
ト
ゥ
、ト
ゥ
プ
、

す
べ
て
が
つ
な
が
り
、
壮
大
な
体
系
を
な
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

議
論
は
四
時
間
を
超
え
た
。
そ
れ
で
も
皆
、
集
中
し
て
い
た
。
何

か
が
見
え
始
め
、
共
有
さ
れ
て
い
く
実
感
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
た
ち
は
辛
抱
強
く
質
問
に
答
え
て
く
れ
た
。
と
い
う

よ
り
も
、
ど
こ
か
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
さ
え

見
え
た
。
澤
幡
さ
ん
か
ら
は
日
本
の
村
と
の
共
通
点
・
相
違
点
な
ど

が
話
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
作
業
・
議
論
は
そ
の
後
、
幾
度
と
な
く
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

４ 

若
者
た
ち
の
変
化
、
村
人
の
変
化

当
初
、
ト
ン
プ
だ
け
な
ら
三
ヵ
月
あ
れ
ば
ま
と
め
ら
れ
る
、
と
話

し
て
い
た
パ
ル
の
メ
ン
バ
ー
は
、
最
終
的
に
は
二
年
間
、
ト
ン
プ
に

通
い
続
け
た
。
ダ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
大
量
に
た
ま
っ
て
い
く
テ
ー
プ

に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
映
像
で
語
る

記
録
を
作
る
」
こ
と
を
目
標
に
編
集
を
進
め
た
。
澤
幡
さ
ん
と
の
話

し
合
い
で
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
音
楽
（
ト
ン
プ
で
録
っ
た
歌
以
外
）

は
挿
入
せ
ず
、
必
要
最
小
限
の
説
明
を
テ
ロ
ッ
プ
で
入
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ダ
フ
ィ
ッ
ト
は
澤
幡
さ
ん
と
と
も
に
深
夜
ま
で
編
集
作
業

を
続
け
、
三
本
の
映
像
資
料
、
す
な
わ
ち
、
①
伐
開
の
儀
礼
（
三
八

分
）、
②
陸
稲
の
種
ま
き
（
二
二
分
）、
③
陸
稲
の
収
穫
（
二
五
分
）、

を
ま
と
め
た
。
ル
ン
は
、大
部
の
メ
モ
と
テ
ー
プ
起
こ
し
を
も
と
に
、

「
ト
ン
プ
の
人
々
の
世
界
」
と
題
し
た
、一
万
三
千
語
あ
ま
り
の
ノ
ー

ト
を
ま
と
め
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
後
半
に
入
っ
て
始
め
る
こ
と
に

な
っ
た
絵
に
よ
る
記
録
で
は
、
岩
井
さ
ん
の
助
言
を
う
け
な
が
ら
、

カ
イ
リ
の
村
出
身
の
大
学
生
ジ
ャ
ッ
ク
ら
三
名
が
、儀
礼
棚（
図
３
）

を
は
じ
め
、
数
枚
の
絵
を
描
き
あ
げ
た
。
い
ず
れ
も
、
現
在
再
編
集

の
段
階
に
あ
る
が
、
二
年
間
の
活
動
の
成
果
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
の

何
人
か
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
一
区
切
り
し
た
今
も
、
ト
ン
プ
に
自
費

で
通
い
続
け
て
い
る
と
い
う
。
何
が
彼
ら
を
ト
ン
プ
に
向
か
わ
せ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
当
初
、
パ
ル
の
メ
ン
バ
ー
の
間
で
は
、
記
録

す
る
意
味
、
と
く
に
、
ト
ン
プ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
の
意
味
が
繰
り

返
し
議
論
さ
れ
た
。
記
録
作
業
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
そ
う
し
た

議
論
の
力
点
が
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
よ
う
に
思
え
た
。
ル
ン
が

試
行
錯
誤
し
た
よ
う
に
、
ト
ン
プ
の
暮
ら
し
や
慣
習
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
枠
組
み
を
一
度
は
ず
し
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
パ
ル
で
の
議
論
は
し
ば
し
ば
、
宗
教
と
は
何

か
、
芸
能
と
は
何
か
、
所
有
と
は
何
か
、
人
と
自
然
の
つ
な
が
り
と

は
何
か
、
カ
イ
リ
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
問
い
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
も

あ
っ
た
。

「
聖
地
は
メ
ッ
カ
だ
け
じ
ゃ
な
く
、あ
ち
こ
ち
に
あ
る
ん
だ
。」「
芸

能
は
、
単
に
観
る
、
観
せ
る
た
め
の
も
の
じ
ゃ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
。」「
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
世
の
中
で
、
カ
イ
リ
に
生
ま

れ
た
者
と
し
て
カ
イ
リ
の
根
っ
こ
を
知
り
た
い
。」「
僕
ら
は
、
フ
ィ

ル
ム
は
作
れ
た
と
し
て
も
、
焼
畑
や
自
然
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の

は
村
の
人
た
ち
。
だ
か
ら
、
理
屈
に
合
わ
な
い
と
思
う
こ
と
が
あ
っ

て
も
、
ま
ず
村
の
人
に
し
た
が
っ
て
み
る
。
自
分
の
左
脳
は
ち
ょ
っ
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と
横
に
置
い
て
お
い
て
、
飛
び
こ
ん
で
み
る
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
か

と
思
っ
た
。」
そ
ん
な
議
論
が
な
さ
れ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
さ
ま

ざ
ま
な
根
源
的
な
問
い
に
向
き
合
い
、
自
分
の
枠
組
み
を
見
つ
め
な

お
す
鏡
と
し
て
ト
ン
プ
が
見
え
て
き
た
、
そ
し
て
、
ト
ン
プ
の
人
々

が
直
面
す
る
課
題
は
単
に
ト
ン
プ
の
人
々
だ
け
の
課
題
で
は
な
く
、

今
と
い
う
時
代
を
生
き
る
自
分
自
身
に
も
つ
な
が
る
課
題
と
し
て
意

識
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
私
た
ち
日
本

人
参
加
者
に
も
共
通
す
る
感
覚
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
若
者
た
ち
、
そ
し
て
日
本
人
が
や
っ
て
く
る
こ
と
を
、

ト
ン
プ
の
村
の
人
た
ち
は
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
私
た
ち
の
活
動
は
ど
ん
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
す
ぐ

に
答
え
が
で
る
問
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
私
た
ち

が
ト
ン
プ
を
訪
ね
た
際
に
集
ま
っ
て
き
た
村
の
人
た
ち
は
、
こ
の
プ

ロ
セ
ス
を
積
極
的
に
受
け
と
め
て
く
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

映
像
と
い
う
手
段
を
用
い
た
こ
と
で
、
私
た
ち
外
部
者
が
何
を
ト

ン
プ
に
見
た
の
か
、
何
を
ど
う
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
村

の
人
々
と
共
有
し
や
す
か
っ
た
。
映
像
に
映
っ
た
内
容
や
意
味
を
繰

り
返
し
再
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
ト
ン
プ
で
は
夜
に
な
る
と
、

村
の
集
会
所
で
発
電
機
を
回
し
、白
い
布
を
は
り
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

を
使
っ
て
こ
れ
ま
で
撮
っ
た
映
像
の
上
映
会
と
な
っ
た
。
話
し
合
い

だ
と
い
う
と
遠
慮
す
る
よ
う
な
人
た
ち
も
、
映
像
上
映
だ
と
い
う
と

集
ま
っ
て
き
た
。
毎
回
、
子
ど
も
を
含
め
た
老
若
男
女
二
〇
～
四
〇

人
が
集
ま
っ
た
。

パ
ル
で
の
編
集
作
業
に
、
村
の
人
が
加
わ
っ
て
く
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
こ
ち
ら
か
ら
頼
む
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
行
か
な
く
て
よ
い

の
か
、
と
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
か
ら
の
提
案
で
、
数
名
が
降
り
て
き
て
く

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
わ
か
ら
な
い
点
を
再
度
議
論
し
あ
う
だ
け
で

は
な
く
、
編
集
作
業
に
対
し
、
あ
の
作
業
が
撮
れ
て
い
な
い
、
穂
刈

歌
の
歌
詞
は
本
当
は
こ
う
だ
、
こ
の
歌
詞
で
は
ト
ン
プ
の
心
が
伝
わ

ら
な
い
か
ら
使
っ
て
ほ
し
く
な
い
、
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
も
出
た
。

私
た
ち
の
問
い
が
、
ト
ン
プ
の
人
々
の
間
で
慣
習
の
意
味
に
つ
い
て

議
論
し
あ
う
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
は

「
遠
く
の
日
本
人
が
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
慣
習
を
、
カ
イ
リ
の
人
間

自
身
が
知
ら
な
く
て
ど
う
す
る
」
と
し
ば
し
ば
語
っ
た
。
故
郷
か
ら

離
れ
て
暮
ら
す
ト
ン
プ
の
人
々
や
県
政
府
と
の
や
り
と
り
の
な
か
で

も
、
私
た
ち
と
の
記
録
作
業
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
、
慣
習
に
学
ぶ
重

要
性
が
語
ら
れ
た
。

私
た
ち
日
本
人
が
ト
ン
プ
を
訪
問
す
る
と
、
日
本
の
村
の
話
を
し

て
ほ
し
い
、
と
い
わ
れ
た
。
し
ば
し
ば
、
澤
幡
さ
ん
が
関
わ
っ
た
日

本
の
村
の
映
像
記
録
を
上
映
し
、村
々
で
の
経
験
や
見
聞
を
話
し
た
。

な
ぜ
、
日
本
の
村
か
ら
若
者
が
出
て
行
っ
た
の
か
。
道
路
が
で
き
る

と
何
が
起
こ
る
か
。
日
本
の
森
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
深
夜
ま

で
ト
ン
プ
の
ヤ
シ
酒
と
お
土
産
の
日
本
酒
を
交
わ
し
な
が
ら
、
語
り

合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
映
像
上
映
が
長
引
き
、
そ
う
し
た
時
間
を
持

て
な
か
っ
た
際
に
は
、
せ
っ
か
く
集
ま
っ
た
の
に
話
が
で
き
な
か
っ

た
、と
怒
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。「
政
府
は
子
ど
も
の
学
校
を
持
っ

て
く
る
。
モ
ト
コ
た
ち
は
大
人
の
学
校
を
持
っ
て
く
る
。」
マ
マ
・

ジ
ャ
ニ
は
そ
う
表
現
し
て
い
た
と
後
で
耳
に
し
た
。

　

Ⅴ 

お
わ
り
に
―
―
つ
な
ぐ
私
、つ
な
が
れ
る
私

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ト
ン
プ
で
の
二
年
間
の
記
録
作
業
は
、
研

究
と
い
う
意
味
で
も
、
実
践
と
い
う
意
味
で
も
、
不
十
分
だ
っ
た
点

は
多
い
。
研
究
と
し
て
、
ト
ン
プ
の
人
々
と
自
然
の
つ
な
が
り
を
明

ら
か
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
厚
み
の
あ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
こ
れ
ま
で
の
学
問
蓄
積
を
も
っ
と
活
用

す
べ
き
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
実
践
と
い
う
意
味
で
い
え
ば
、
ト
ン
プ
の

人
々
が
も
っ
と
主
体
と
な
る
よ
う
な
活
動
や
仕
掛
け
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
二
年
間
の
試
み
に
、

こ
れ
ま
で
経
験
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
共
同
調
査
で
は
得
ら
れ

な
か
っ
た
、
あ
る
種
の
手
ご
た
え
を
感
じ
た
こ
と
も
確
か
だ
。
そ
の

手
ご
た
え
と
今
後
に
む
け
た
可
能
性
と
課
題
を
「
つ
な
ぐ
」
と
い
う

視
点
か
ら
整
理
し
、
お
わ
り
に
か
え
た
い
。

１ 

プ
ル
ト
ゥ
マ
ナ
ン
・
ト
ゥ
ル
ス

ト
ン
プ
で
の
記
録
作
業
は
ど
ん
な
意
義
が
あ
っ
た
と
思
う
か
、
ヘ

ダ
ー
ル
さ
ん
に
尋
ね
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
パ
ル
の
メ
ン
バ
ー
で
話

し
合
っ
た
と
い
っ
て
戻
っ
て
き
た
の
が
「
プ
ル
ト
ゥ
マ
ナ
ン
・
ト
ゥ

ル
ス
」
と
い
う
返
事
だ
っ
た
。「
意
義
」
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
一
言
で
表
現
す
れ
ば
、
こ
う
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

プ
ル
ト
ゥ
マ
ナ
ン（pertem

anan

）は
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
ト
ゥ

マ
ン
（tem

an 

友
、寄
り
添
う
者
）
を
語
幹
と
す
る
抽
象
名
詞
で
「
友

情
」
を
意
味
し
、ト
ゥ
ル
ス
（tulus

）
は
「
偽
り
の
な
い
、真
摯
な
」

と
い
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
。「
偽
り
の
な
い
友
情
」。
確
か
に
研
究

あ
る
い
は
実
践
の
意
義
・
成
果
と
は
い
い
に
く
い
が
、
私
が
ぼ
ん
や

り
と
感
じ
て
い
た
手
ご
た
え
に
ど
こ
か
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
手
ご
た
え
を
あ
え
て
言
葉
に
す
る
と
す
れ
ば
、
と
く
に
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
中
盤
あ
た
り
か
ら
実
感
さ
れ
た
関
係
者
間
の
「
対
等

感
、
同
等
感
」
で
あ
る
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
映
像
記
録
者
、
村
人
、
日
本
人
、

カ
イ
リ
の
人
、
若
者
、
男
、
女
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
や
経
験
は

異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
で
き
る
こ

と
、
持
っ
て
い
る
も
の
を
出
し
合
う
、
そ
の
意
味
で
誰
も
が
対
等
、

同
等
で
あ
り
、
優
劣
も
主
従
も
な
い
、「
撮
る
‐
撮
ら
れ
る
」「
調
査

す
る
‐
調
査
さ
れ
る
」「
支
援
す
る
‐
支
援
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
一

方
向
の
関
係
で
も
な
い
、
そ
ん
な
感
覚
で
あ
る
。

「
ト
ン
プ
に
来
る
と
き
は
、肩
書
き
は
は
ず
し
て
友
人
と
し
て
来
る
。」

ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
過
程
で
し
ば
し
ば
そ
う
語
っ

て
い
た
。
立
場
に
違
い
は
あ
っ
た
と
し
て
も
友
人
と
し
て
同
等
、
と

い
う
意
味
と
も
と
れ
る
だ
ろ
う
し
、肩
書
き
に
逃
げ
こ
め
な
い
、（
生

き
方
を
問
わ
れ
る
）
一
人
の
人
間
と
し
て
来
る
と
い
う
意
味
と
も
と
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れ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、そ
う
し
た
関
係
を
日
本
人
と
も
、

ト
ン
プ
の
村
人
と
も
築
け
た
（
と
少
な
く
と
も
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
た
ち

は
感
じ
た
）
こ
と
が
、
プ
ル
ト
ゥ
マ
ナ
ン
・
ト
ゥ
ル
ス
と
い
う
言
葉

に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う＊＊

＊

。

こ
れ
を
「
つ
な
ぐ
」
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
ど
う
な
る
だ
ろ

う
か
。
私
自
身
の
立
ち
位
置
か
ら
み
れ
ば
、
つ
な
ぐ
私
も
つ
な
が
れ

て
い
っ
た
、
と
で
も
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
感
覚
的
な
議
論
と
な

る
が
、
地
域
と
地
域
、
あ
る
い
は
、
人
と
人
を
つ
な
ぐ
私
と
し
て
、

対
象
や
課
題
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
私
が
い
る
、
の
で
は
な

く
、
ト
ン
プ
と
い
う
場
に
私
自
身
も
つ
な
が
れ
て
い
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
ト
ン
プ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
私
が
生
き
る
社
会

や
時
代
、
そ
し
て
私
の
生
き
方
を
見
つ
め
な
お
す
こ
と
で
も
あ
り
、

そ
の
意
味
で
ト
ン
プ
の
課
題
は
私
の
課
題
で
も
あ
る
、
と
い
っ
た
感

覚
で
あ
る
。
プ
ル
ト
ゥ
マ
ナ
ン
・
ト
ゥ
ル
ス
と
い
う
意
識
が
記
録
作

業
に
関
わ
っ
た
メ
ン
バ
ー
の
間
に
生
ま
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
、
こ
う
し
た
感
覚
が
メ
ン
バ
ー
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

映
像
は
、
た
と
え
一
面
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
ト
ン
プ
に
あ
る
も
の
を
映
し
出
し
、
言
葉
、
文
化
、
経
験
の
異

な
る
者
同
士
が
何
を
見
、
何
を
思
い
、
何
を
考
え
た
の
か
を
議
論
し

や
す
か
っ
た
。
映
像
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
そ
う
し
た
や
り
と
り
が

繰
り
返
し
で
き
た
こ
と
も
、
異
な
る
け
れ
ど
、
異
な
る
か
ら
こ
そ
、

学
び
あ
え
る
、
と
い
う
関
係
を
生
み
出
し
や
す
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
（
図
４
）。

２ 「
写
し
鏡
」
と
し
て
の
映
像
記
録
、 

　

 

そ
し
て
地
域
研
究

ト
ン
プ
に
私
た
ち
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
、
ト
ン
プ
が

い
く
つ
も
の
根
源
的
な
問
い
―
―
人
は
自
然
と
ど
う
関
わ
っ
て
き
た

の
か
、関
わ
っ
て
い
け
る
の
か
、宗
教
と
は
何
か
、芸
能
と
は
何
か
、

所
有
と
は
何
か
、
カ
イ
リ
と
は
何
か
―
―
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
場
で

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ト
ン
プ
で
の
記
録
作
業
の
成
果
は
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
ト
ン
プ

の
存
在
、
そ
し
て
ト
ン
プ
が
投
げ
か
け
る
問
い
を
発
信
す
る
メ
デ
ィ

ア
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

森
林
、
宗
教
、
開
発
、
教
育
・
文
化
政
策
の
下
で
は
、
発
信
や
提
示

の
あ
り
方
を
十
分
話
し
合
い
、工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
は
、
入
会
や
山
の
神
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
山
村

の
経
験
と
現
状
を
重
ね
合
わ
せ
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
ト
ン
プ
で
の

成
果
を
議
論
し
よ
う
と
提
案
し
て
い
る
。
日
本
の
経
験
を
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
ト
ン
プ
、
広
義
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
山
村
が
持
つ

価
値
や
直
面
し
て
い
る
課
題
に
、
よ
り
よ
い
形
で
光
が
あ
て
ら
れ
る

か
ら
だ
と
い
う
。

外
に
向
け
て
の
発
信
と
と
も
に
、
ト
ン
プ
で
、
よ
り
多
く
の
村
人

と
記
録
作
業
の
成
果
を
共
有
し
、
議
論
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
だ
ろ

う
。
ト
ン
プ
も
大
き
な
変
化
の
中
に
あ
る
。
本
稿
で
は
十
分
議
論
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
ト
ン
プ
で
実
施
し
た
全
戸
調
査
で

は
、
焼
畑
の
陸
稲
で
は
自
給
を
も
満
た
せ
て
い
な
い
世
帯
が
多
い
こ

と
が
見
え
て
き
た
。
パ
パ
・
ジ
ャ
ニ
が
、
陸
稲
が
い
か
に
ト
ン
プ
の

人
間
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
か
語
ろ
う
と
も
、
現
実
に
は
、
カ
カ
オ

な
ど
外
来
の
換
金
作
物
を
植
え
、
米
を
購
入
す
る
世
帯
が
増
え
つ
つ

あ
る
。
若
い
世
代
か
ら
は
、
焼
畑
の
作
業
は
大
変
だ
、
と
の
声
が
聞

か
れ
た
。
焼
畑
で
は
今
の
生
活
の
需
要
を
満
た
す
に
十
分
な
現
金
収

入
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
移
住
政
策
で
ト
ン
プ
を
三
〇
年
近

く
離
れ
、
若
い
世
代
が
焼
畑
を
あ
ま
り
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
も
背

景
に
あ
る
だ
ろ
う
。「
カ
カ
オ
に
は
ア
ニ
ト
ゥ
は
い
な
い
」と
パ
パ
・

ジ
ャ
ニ
は
い
う
。
ト
ン
プ
で
カ
カ
オ
を
広
範
囲
に
植
え
て
い
る
男
性

は
、
農
薬
な
し
に
は
や
っ
て
い
け
な
い
、
と
い
う
。
ト
ン
プ
の
慣
習

の
基
盤
と
な
る
、
人
と
自
然
（
土
）
の
つ
な
が
り
は
大
き
く
変
わ
り

つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

そ
れ
が
現
実
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ト
ン
プ
の
人
々
が
自
ら
を
見
つ

め
な
お
し
、
将
来
を
議
論
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
映
像
記
録
が
活
か
せ
な
い
も
の
か
と
思
う
。
そ
ん
な
議
論
の
輪

の
中
に
、
共
に
未
来
の
生
き
方
を
考
え
あ
う
「
友
」
と
し
て
、
パ
ル

の
若
者
や
日
本
人
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
研
究
者
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
け
な
い

だ
ろ
う
か
。
他
者
の
経
験
や
存
在
が
自
ら
を
見
つ
め
な
お
す
、
よ
き

「
写
し
鏡
」
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
地
域
研
究
が
果
た
せ

る
役
割
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
地
域
が
将
来
に
向
か
う
た
め
の
、
よ
り
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よ
き
「
写
し
鏡
」
を
提
供
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
友
」
を
つ
な
い
で

い
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

◉
注

＊
１　

オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
支
配
下
に
あ
っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、

一
八
七
〇
年
、植
民
地
政
府
に
よ
り
、「
他
の
者
に
よ
る
所
有
権
（eigen-

dom

）
が
立
証
さ
れ
ざ
る
土
地
は
す
べ
て
国
有
地
と
み
な
す
」
こ
と
を

主
眼
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
国
有
地
宣
言
」（dom

einverklaring

）

が
公
布
さ
れ
た
。
ジ
ャ
ワ
お
よ
び
マ
ド
ゥ
ラ
島
で
は
こ
の
国
有
地
宣
言

が
適
用
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
島
々
の
大
部
分
で
は
適
用
は
す
す
ま

な
か
っ
た
（D

epartem
en K

ehutanan 1986: 84-88;

ラ
ウ
ジ
ェ
ン 

二
〇
〇
四
：
二
四
四
）。
し
か
し
、
独
立
後
に
制
定
さ
れ
た
一
九
六
七
年

森
林
基
本
法
は
、
実
質
的
に
こ
の
国
有
地
宣
言
の
考
え
方
を
全
国
に
適

用
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

＊
２　

日
本
の
入
会
林
野
を
め
ぐ
る
政
策
の
大
き
な
流
れ
は
室
田
・
三
俣

（
二
〇
〇
四
：
一
―
二
九
）
が
わ
か
り
や
す
い
。
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
の
訪
日

中
に
、
著
者
の
一
人
で
あ
る
三
俣
氏
と
議
論
し
た
こ
と
が
、
本
節
冒
頭

の
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
の
言
葉
に
つ
な
が
っ
た
。

＊
３　

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
課
題
と
し
て
、「
ム
ラ
の
権
利
や
慣
習
を
尊

重
し
た
法
制
度
・
政
策
（
の
模
索
）」、「
山
（
森
）
の
多
様
な
恵
み
を
活

か
し
た
生
業
づ
く
り
」、「
山
村
文
化
の
見
直
し
と
継
承
」な
ど
が
あ
る（
い

り
あ
い
・
よ
り
あ
い
・
ま
な
び
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

二
〇
〇
七
：
七
二

―
七
三
）。

＊
４　

ス
ラ
ウ
ェ
シ
の
山
間
部
で
は
、
第
一
子
が
生
ま
れ
る
と
そ
の
子
ど

も
の
性
別
を
問
わ
ず
、
親
は
本
名
で
は
な
く
、
第
一
子
の
名
前
の
前
に

そ
れ
ぞ
れ
「
パ
パ
」「
マ
マ
」（
カ
イ
リ
語
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ト
ゥ
ア
マ
・

イ
」「
テ
ィ
ナ
・
イ
」）を
つ
け
て
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
パ
パ
・
ジ
ャ

ニ
」
は
「
ジ
ャ
ニ
の
父
さ
ん
」
と
い
っ
た
意
味
と
な
る
。
本
名
よ
り
も

こ
の
形
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
こ

う
し
た
呼
称
を
つ
か
っ
た
。

＊
５　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
外
部
と
の
関
わ
り
、
文
書
化
・
地
図
化
の

プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
村
人
が
慣
習
を
再
構
築
し
、
内
的
な
自
治
力
と

外
的
な
交
渉
力
を
強
化
し
て
い
く
場
合
も
あ
る
（Shim

agam
i 2009

）。

ま
た
、
一
部
の
慣
習
リ
ー
ダ
ー
や
地
方
の
リ
ー
ダ
ー
ら
が
自
己
の
権
益

の
た
め
に
活
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
慣
習
は
、
か
つ
て
存
在
し
た
金
科

玉
条
の
決
ま
り
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
「
外
」
と
「
内
」
の
力
学
の
中

で
変
化
し
て
い
く
も
の
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
（
島
上 

二
〇
〇
三;

増
田 

二
〇
一
〇
）。
杉
島
（
一
九
九
九
）
は
、
地
域
社
会
の
土
地
制
度
と
近
代

的
な
土
地
所
有
制
度
が
せ
め
ぎ
あ
い
、
か
ら
み
あ
う
こ
と
で
、
そ
の
い

ず
れ
に
も
還
元
し
た
り
、
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
が
う
み

だ
さ
れ
る
過
程
（「
歴
史
的
も
つ
れ
あ
い
」）
に
注
目
す
る
重
要
性
を
指

摘
し
て
い
る
。

＊
６　

た
と
え
ば
、
テ
ル
・
ハ
ー
ル
に
よ
る
土
地
権
の
記
述
は
次
の
よ
う

な
文
章
か
ら
始
ま
る
。「
土
（soil

）
と
共
同
体
的
集
団
は
互
い
に
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
。
集
団
は
土
か
ら
養
分
を
引
き
出
す
。
土
は
屍

を
受
け
取
る
。
土
は
他
界
し
た
先
祖
の
霊
と
集
団
の
守
護
霊
の
住
処
と

な
る
。
土
に
は
生
命
が
依
拠
す
る
精
神
的
、
共
同
体
的
結
び
つ
き
が
浸

透
し
て
い
る
。
こ
の
精
神
的
複
合
体
は
、
共
同
体
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

根
ざ
し
、
社
会
・
宗
教
的
位
相
と
と
も
に
法
的
側
面
を
も
つ
」（H
aar 

1962
（1939

）: 89

）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
記
述
が
、
現
在
の
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
村
落
社
会
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
慣
習
法
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
慣
習
法
学
者
ら
に
よ
っ
て

再
構
築
さ
れ
た
西
洋
近
代
の
産
物
、「
神
話
」
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る

（Burnes 1999

）。
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
慣
習
法
学
者
ら
が
注
目

し
た
、
人
間
と
土
と
の
「
精
神
的
、
共
同
体
的
結
び
つ
き
」
や
「
社
会
・

宗
教
的
位
相
」
が
色
濃
い
社
会
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
オ

ラ
ン
ダ
の
慣
習
法
学
者
ら
に
よ
る
慣
習
法
概
念
は
、
独
立
後
の
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
法
概
念
に
影
響
を
与
え
た
が
、
彼
ら
が
視
野
に
入
れ
よ
う
と

し
た
、
そ
う
し
た
側
面
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

＊
７　

鳥
越
は
、
こ
う
し
た
地
域
か
ら
の
政
策
論
を
絶
対
視
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
引
用
箇
所
は
以
下
に
よ
う
に
続
く
。「
そ
し
て
こ
の
政
策

論
を
立
て
た
後
に
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
大
変
現
代
的

で
合
理
的
な
政
策
論
、そ
れ
か
ら
遠
い
場
所
で
作
成
さ
れ
た
政
策
論
（
一

般
性
と
い
う
プ
ラ
ス
の
側
面
も
も
っ
て
い
る
）
の
二
つ
を
重
ね
合
わ
せ

れ
ば
、
実
効
性
の
あ
る
政
策
論
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
鳥
越 

二
〇
〇
一
：
二
〇
）。
注
目
し
た
い
の
は
、
地
域
の
住
み
こ
な
さ
れ
た
世

界
か
ら
の
政
策
論
を
軸
と
す
る
、
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

＊
８　

二
〇
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
カ
イ
リ
・
レ
ド
語
＝
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

語
＝
英
語
辞
書
に
よ
れ
ば
、
カ
イ
リ
・
レ
ド
の
他
、
カ
イ
リ
・
ラ
イ

（Rai

）、
カ
イ
リ
・
ド
イ
（D

oi

）、
カ
イ
リ
・
タ
ラ
（T

ara

）、
カ
イ
リ
・

イ
ジ
ャ
（Ija

）、
カ
イ
リ
・
タ
ア
（T

aa

）、
カ
イ
リ
・
エ
ド
（Edo

）、

カ
イ
リ
・
ア
ド
（A

do

）、
カ
イ
リ
・
イ
ン
デ
（Inde

）、
カ
イ
リ
・
ウ

ン
デ
（U

nde

）、
カ
イ
リ
・
ダ
ア
（D

a ’a

）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
カ
イ
リ
族
は
約
三
五
万
人
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
五
万
人

が
カ
イ
リ
・
レ
ド
語
を
話
す
と
い
う
（T

im
 Penyusun K

am
us Ba-

hasa K
aili-Ledo 2003

）。
方
言
が
異
な
っ
て
も
だ
い
た
い
の
意
思
疎

通
は
で
き
る
と
カ
イ
リ
語
話
者
は
い
う
。

＊
９　

死
体
化
生
型
の
作
物
起
源
神
話
は
、
日
本
、
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア

と
中
国
南
部
の
焼
畑
耕
作
民
の
間
で
広
く
見
ら
れ
る
と
い
う
（
大
林 

一
九
七
三
：
五
―
一
四
）。
ト
ン
プ
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
伝
え
ら
れ

て
い
た
。「
か
つ
て
一
組
の
夫
婦
が
い
た
。
夫
婦
に
は
息
子
と
娘
が
い

た
。
あ
る
日
、
子
ど
も
が
お
腹
を
す
か
せ
て
泣
く
の
で
、
妻
は
ト
ゥ
プ

（
神
）
に
米
を
も
ら
い
に
い
っ
た
。
も
ら
っ
た
米
は
お
粥
に
し
て
子
ど
も

た
ち
に
食
べ
さ
せ
た
。
翌
日
ま
た
子
ど
も
た
ち
が
食
べ
物
を
せ
が
ん
で

泣
い
た
。
夫
は
妻
に
ト
ゥ
プ
に
も
ら
い
に
い
く
よ
う
に
言
っ
た
。
ま
た

米
は
お
粥
に
し
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
翌
日
、
妻
は
再
び
ト
ゥ
プ
に
も

ら
い
に
い
く
の
が
恥
ず
か
し
く
て
困
っ
て
い
た
。
そ
の
様
子
を
見
た
夫

は
、
自
分
が
行
く
と
告
げ
た
。
た
だ
し
、
も
し
一
週
間
過
ぎ
て
も
自
分

が
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
ら
、
探
す
必
要
は
な
い
。
拓
い
た
ば
か
り
の
焼

畑
地
に
行
け
ば
そ
こ
に
い
る
。
焼
畑
地
に
光
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
そ

れ
が
私
だ
。
そ
う
言
い
残
し
て
夫
は
出
か
け
た
。
一
週
間
た
っ
て
も
、

夫
が
戻
っ
て
こ
な
い
の
で
、
妻
は
焼
畑
地
を
見
に
い
っ
た
。
そ
こ
に
は

光
る
も
の
が
あ
っ
た
。
夫
だ
、と
妻
は
心
の
中
で
思
っ
た
。
近
づ
く
と
、

四
種
の
稲
が
育
っ
て
い
た
。
妻
は
子
ど
も
た
ち
に
、
稲
に
な
っ
た
の
は

お
父
さ
ん
で
、
赤
い
モ
チ
米
は
赤
い
血
、
白
い
モ
チ
米
は
脳
み
そ
、
黒

い
モ
チ
米
は
黒
い
血
、
白
い
普
通
の
米
は
髪
の
毛
、
皮
膚
、
筋
肉
、
骨

だ
よ
、
と
告
げ
た
。
夫
が
稲
に
な
っ
て
ま
も
な
く
、
妻
も
空
へ
と
昇
っ

て
い
っ
た
。
二
人
の
子
ど
も
た
ち
は
ロ
ン
ガ
と
呼
ば
れ
る
、
牙
の
長
い

生
き
物
に
連
れ
て
い
か
れ
た
。
ロ
ン
ガ
が
子
ど
も
た
ち
を
食
べ
よ
う
と

し
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
逃
げ
て
木
に
登
り
、
母
を
追
う
よ
う
に
空

へ
と
昇
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
息
子
は
太
陽
に
な
り
、
娘
は
月
に
な
っ

た
」（Ladjupa 2009

）。

＊
10　

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
村
人
は
語
る
。「
刈
り
取
っ
た
ば
か
り

の
陸
稲
は
赤
子
の
よ
う
な
も
の
。
寂
し
が
ら
な
い
よ
う
に
、
家
の
中
で
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保
管
し
て
、
す
べ
て
刈
り
取
っ
た
後
、
米
倉
に
移
す
」「
家
に
陸
稲
が

あ
る
間
は
、
陸
稲
が
驚
か
な
い
よ
う
に
、
声
を
荒
げ
て
喧
嘩
な
ど
し
て

は
な
ら
な
い
」
な
ど
。
ま
た
、
後
述
す
る
陸
稲
の
穂
刈
歌
は
、
共
に
穂

刈
り
を
す
る
仲
間
を
鼓
舞
す
る
内
容
と
と
も
に
、
陸
稲
の
気
持
ち
を
慰

め
る
内
容
が
歌
わ
れ
、
刈
り
取
り
束
ね
た
陸
稲
は
子
ど
も
を
抱
く
か

の
よ
う
に
運
ば
れ
る
（Lam

anyuki 2009a

）。
田
中
（
二
〇
〇
三
：

二
二
九
―
二
四
六
）
は
、
作
物
を
擬
人
化
し
、「
個
体
＝
子
ど
も
」
を

育
て
る
か
の
よ
う
に
養
育
す
る
農
法
が
、東
・
東
南
ア
ジ
ア
の
稲
作
（
水

田
・
焼
畑
）
に
み
ら
れ
る
と
し
、
西
欧
の
ム
ギ
農
耕
に
代
表
さ
れ
る
群

落
農
耕
と
対
象
的
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
個
体
識
別
し
な
が
ら
栽
培
す
る

イ
モ
（
根
栽
）
農
耕
文
化
に
そ
の
起
源
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘

し
て
い
る
。

＊
11　

社
会
省
は
一
九
五
一
年
か
ら
「
孤
立
し
た
社
会
の
育
成
」
を
進

め
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
「
孤
立
し
た
社
会
の
再
定
住
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
が
全
国
各
地
で
実
施
さ
れ
た
（D

epartem
en Sosial 1975: iv

）。

対
象
と
な
っ
た
の
は
、
森
林
、
奥
地
、
海
岸
部
に
暮
ら
し
、
外
部
世
界

か
ら
孤
立
し
、
自
然
に
依
存
し
、
祖
先
か
ら
の
教
え
に
従
い
、
保
守
的

で
停
滞
し
、
文
字
を
知
ら
ず
、
精
神
・
社
会
的
に
遅
れ
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム

的
信
仰
を
持
つ
、
な
ど
の
特
徴
を
持
つ
と
み
な
さ
れ
た
人
々
で
あ
る

（D
epartem

en Sosial 1975: 4-7

）。

＊
12　

ス
カ
ル
ノ
時
代
に
出
さ
れ
た
一
九
六
五
年
大
統
領
決
定
第
一
一
号

に
よ
り
、イ
ス
ラ
ム
、カ
ト
リ
ッ
ク
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー
、

仏
教
、
儒
教
の
六
つ
が
公
認
宗
教
と
さ
れ
た
が
、
一
九
六
五
年
の
「
九

月
三
〇
日
事
件
」（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
産
党
が
主
謀
し
た
と
さ
れ
る
ク
ー

デ
タ
ー
未
遂
事
件
）
後
、
共
産
主
義
国
中
国
よ
り
伝
播
し
た
宗
教
と
み

な
さ
れ
た
儒
教
は
除
外
さ
れ
、
五
つ
と
な
っ
た
（
永
渕 

二
〇
一
〇
：

四
八
―
四
九
）。
ス
ハ
ル
ト
退
陣
後
、
儒
教
が
再
び
宗
教
と
し
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
公
認
宗
教
は
六
つ
と
な
っ
た
。
現
在
、
公
認
宗

教
に
含
ま
れ
な
い
「
信
仰
」（kepercayaan

）
は
、
宗
教
で
は
な
く
文

化
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
観
光
文
化
省
の
文
化
的
価
値
・
芸
能
・
映

像
総
局
唯
一
神
へ
の
信
仰
局
が
管
轄
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合

も
「
唯
一
神
へ
の
信
仰
団
体
」
と
し
て
政
府
に
登
録
し
、
認
可
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（D

epartem
en K

ebudayaan dan Pariw
isata 

2005

）。

＊
13　

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。「
国
家
に
よ
る
森
林
統

治
は
、
慣
習
法
社
会
が
現
実
と
し
て
現
存
し
、
そ
の
存
在
が
認
知
さ

れ
、
国
益
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
権
利
に
配
慮
す
る
」

（
一
九
九
九
年
森
林
法
第
四
条
三
項
）、「
以
下
デ
サ
と
言
及
す
る
、
デ
サ

も
し
く
は
他
名
称
で
よ
ば
れ
る
村
落
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
統
一

国
家
行
政
シ
ス
テ
ム
の
中
で
認
知
さ
れ
尊
重
さ
れ
る
固
有
性
と
慣
習
に

も
と
づ
き
、
境
界
を
持
ち
、
当
該
地
の
住
民
の
権
益
を
統
治
し
処
理
す

る
権
限
を
持
つ
法
共
同
体
で
あ
る
」（
二
〇
〇
四
年
地
方
行
政
法
第
一

条
一
二
項
）
な
ど
。「
慣
習
法
社
会
」
や
「
法
共
同
体
」
は
オ
ラ
ン
ダ

の
慣
習
法
学
者
ら
が
体
系
化
し
た
法
概
念
を
起
源
と
し
て
い
る
（
島
上 

二
〇
〇
三
：
一
六
一
―
一
七
七
）。

＊
14　

二
年
間
に
日
本
か
ら
は
計
五
回
（
計
約
二
ヵ
月
）、
メ
ン
バ
ー
が

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
訪
問
し
た
。
①
活
動
計
画
づ
く
り
と
調
査
・
交
流

（
二
〇
〇
八
年
一
月
一
九
～
二
九
日
、
増
田
・
島
上
）、
②
映
像
記
録
と

調
査
・
交
流
（
二
〇
〇
八
年
五
月
二
〇
～
三
一
日
、
澤
幡
・
増
田
・
島

上
）、
③
映
像
記
録
と
調
査
・
交
流
（
二
〇
〇
九
年
一
月
二
三
日
～
二
月

四
日
、
澤
幡
・
増
田
・
島
上
）、
④
映
像
記
録
・
編
集
、
絵
に
よ
る
記
録
、

調
査
・
交
流
（
二
〇
〇
九
年
五
月
一
五
～
二
七
日
、
澤
幡
・
岩
井
・
増

田
・
島
上
）、⑤
編
集
と
ま
と
め
（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
二
～
二
六
日
、

澤
幡
・
岩
井
・
増
田
・
島
上
）。
渡
航
し
て
い
な
い
日
本
の
メ
ン
バ
ー
と

は
、メ
ー
ル
や
会
議
を
通
し
て
情
報
共
有
し
、意
見
・
助
言
を
も
ら
っ
た
。

以
上
の
他
に
、
島
上
は
日
本
財
団
Ａ
Ｐ
Ｉ
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
助
成
に
よ

る
活
動
や
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｂ
「
熱
帯
里
山
ガ
バ
ナ
ン
ス

を
め
ぐ
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
に
み
る
利
害
関
係
と
そ
の
背
景
」（
研

究
代
表
者
・
市
川
昌
広
）
の
調
査
の
た
め
、
計
二
ヵ
月
あ
ま
り
中
ス
ラ

ウ
ェ
シ
に
滞
在
し
、
ト
ン
プ
で
の
調
査
や
連
絡
調
整
を
行
っ
た
。

＊
15　

本
稿
で
は
、
ト
ゥ
プ
を
神
、
ア
ニ
ト
ゥ
を
精
霊
、
祖
霊
と
と
り
あ

え
ず
訳
し
た
が
、
ト
ゥ
プ
と
ア
ニ
ト
ゥ
が
同
義
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
場

合
も
あ
っ
た
。
ヘ
ダ
ー
ル
さ
ん
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
プ
は
、「
神
」

の
他
、「
祖
父
母
・
孫
」「
所
有
者
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」
の
カ
イ
リ
語
訳
に
は
ト
ゥ
プ
が
使
わ
れ
て
い
る
。

＊
16　

プ
ル
ト
ゥ
マ
ナ
ン
・
ト
ゥ
ル
ス
は
、
立
本
（
二
〇
〇
一
：
四
一
―

四
六
）
が
「
ば
ら
ば
ら
で
一
緒
」「
異
質
な
も
の
が
同
じ
場
で
関
係
を
結

べ
る
と
い
う
同
質
性
の
確
認
」
と
い
う
形
で
描
い
た
ヌ
サ
ン
タ
ラ
世
界

の
「
付
き
合
い
」
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

◉
参
考
文
献

い
り
あ
い
・
よ
り
あ
い
・
ま
な
び
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
二
〇
〇
七
）『
経

験
を
つ
な
ぐ
―
―
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
『
い
り
あ
い
交
流
』
二
年
間

の
記
録
二
〇
〇
四
・
一
一
～
二
〇
〇
六
・
一
一
』い
り
あ
い
・
よ
り
あ
い
・

ま
な
び
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。

大
林
太
良
（
一
九
七
三
）『
稲
作
の
神
話
』
弘
文
堂
。

杉
島
敬
志
（
一
九
九
九
）「
土
地
・
身
体
・
文
化
の
所
有
」
杉
島
敬
志
編
『
土

地
所
有
の
政
治
史
―
―
人
類
学
的
視
点
』
風
響
社
、
一
一
―
五
二
頁
。

島
上
宗
子（
二
〇
〇
三
）「
地
方
分
権
化
と
村
落
自
治
―
―
タ
ナ
・
ト
ラ
ジ
ャ

県
に
お
け
る
慣
習
復
興
の
動
き
を
中
心
と
し
て
」
松
井
和
久
編
『
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
地
方
分
権
化
―
―
分
権
化
を
め
ぐ
る
中
央
・
地
方
の
ダ
イ

ナ
ミ
ク
ス
と
リ
ア
リ
テ
ィ
』ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、一
五
九
―
二
二
五
頁
。

島
上
宗
子
（
二
〇
〇
七
）「『
い
り
あ
い
交
流
』
が
つ
な
ぐ
日
本
と
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
―
―
山
村
の
知
恵
と
経
験
に
学
ぶ
」
加
藤
剛
編
『
国
境
を
越
え

た
村
お
こ
し
―
―
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
を
つ
な
ぐ
』
三
一
―
六
一
頁
。

立
本
成
文
（
二
〇
〇
一
）『
共
生
の
シ
ス
テ
ム
を
求
め
て
―
―
ヌ
サ
ン
タ
ラ

世
界
か
ら
の
提
言
』
弘
文
堂
。

田
中
耕
司
（
二
〇
〇
三
）「
根
栽
農
耕
と
稲
作
―
―
『
個
体
』
の
農
法
の
視

点
か
ら
」
吉
田
集
而
・
堀
田
満
・
印
東
道
子
編
『
イ
モ
と
ヒ
ト
―
―
人

類
の
生
存
を
支
え
た
根
栽
農
耕
』
平
凡
社
、
二
二
九
―
二
四
六
頁
。

寺
嶋
秀
明
（
二
〇
〇
七
）「
鳥
の
お
告
げ
と
獣
の
問
い
か
け
―
―
人
と
自
然

の
相
互
交
渉
」
河
合
香
吏
『
生
き
る
場
の
人
類
学
―
―
土
地
と
自
然
の

認
識
・
実
践
・
表
象
過
程
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
三
―
二
四
頁

鳥
越
皓
之
（
二
〇
〇
一
）「
人
間
の
と
っ
て
の
自
然
―
―
自
然
保
護
論
の
再

検
討
」
鳥
越
皓
之
編
『
講
座
環
境
社
会
学　

第
三
巻　

自
然
環
境
と
環

境
文
化
』
有
斐
閣
、
一
―
二
三
頁
。

永
渕
康
之
（
二
〇
一
〇
）「
精
神
の
開
発
―
―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
開

発
計
画
と
宗
教
言
説
」
長
津
一
史
・
加
藤
剛
編
『
開
発
の
社
会
史
―
―

東
南
ア
ジ
ア
に
み
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
境
域
の
動
態
』

風
響
社
、
三
五
―
六
六
頁
。

増
田
和
也
（
二
〇
一
〇
）「
森
林
開
発
の
な
か
で
立
ち
現
れ
る
ア
ダ
ッ
ト
―

―
ス
マ
ト
ラ
、
プ
タ
ラ
ン
ガ
ン
社
会
の
事
例
か
ら
」
長
津
一
史
・
加
藤

剛
編
『
開
発
の
社
会
史
―
―
東
南
ア
ジ
ア
に
み
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
・
境
域
の
動
態
』
風
響
社
、
二
七
三
―
三
一
三
頁
。



166167

室
田
武
・
三
俣
学
（
二
〇
〇
四
）『
入
会
林
野
と
コ
モ
ン
ズ
―
―
持
続
可
能

な
共
有
の
森
』
日
本
評
論
社
。

ラ
ウ
ジ
ェ
ン
、
ヘ
ダ
ー
ル
（
二
〇
〇
四
）「
独
立
国
家
の
『
植
民
地
法
』」

阿
部
昌
樹
他
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
法
と
法
律
家
』
日
本
評
論
社
、

二
四
〇
二
―
二
五
三
頁
。

Burnes, Peter J.
（1999

）T
he Leiden Legacy: Concepts of Law

 
in Indonesia. Jakarta: Pt. Pradnya Param

ita
D

epartem
en K

ebudayaan dan Pariw
isata

（2005

）P
edom

an 
T

eknis Pem
berdayaan Penghayat K

epercayaan terhadap T
u-

han yang M
aha E

sa. Jakarta: D
epartem

en K
ebudayaan dan 

Pariw
isata.

D
epartem

en K
ehutanan

（1986

）Sejarah K
ehutanan Indonesia. 

Jakarta: D
epartem

ent K
ehutanan.

D
epartem

en Sosial R. I.

（1975

）Program
 O

perasionil Pem
bi-

naan M
asyarakat T

erasing.
H

aar, B. ter

（1962

）A
dat Law

 in Indonesia.

（translated from
 

the D
utch, Beginselen en Stelsel van het A

datrecht
）, D

jakar-
ta: Bhratara.

Ladjupa, Syahrun

（2009

）D
unia O

rang T
om

pu. m
im

eo.
Laudjeng, H

edar

（2008

）“Pengelolaan H
utan Berbasis M

a-
syarakat: M

enuju Pem
berdayaan M

asyarakat D
esa ” m

im
eo.

Lem
baga M

asyarakat A
dat Boya M

arena

（2005

）P
ola In-

teraksi Pengelolaan Sum
ber D

aya A
lam

 dan Pem
ilikannya 

D
alam

 K
earifan M

asyarakat A
dat Boya M

arena. m
im

eo.
Saleh, Rahm

at

（2009

）Portlet K
ehidupan K

om
unitas T

om
pu. 

m
im

eo.

Shim
agam

i, M
otoko

（2009

）“Reclaim
ing Custom

ary Forest 
Rights: Forest Policy and M

asyarakat A
dat in Post-Suharto 

Indonesia ”, in T
suyoshi K

ato and A
ysun U

yar,

（eds.

）, T
he 

Q
uestion of Poverty and D

evelopm
ent in Conflict and Conflict 

R
esolution, Proceedings of the Fourth A

frasian International 
Sym

posium
 15-16 N

ovem
ber 2008, A

frasian Centre for 
Peace and D

evelopm
ent Studies, Ryukoku U

niversity, 2009.
T

im
 Penyusunan K

am
us Bahasa K

aili-Ledo

（2003

） “Prekata ”. 
In D

onna Evans 

（ed.

）, K
am

us K
aili-Ledo - Indonesia - Ing-

gris E
disi Pertam

a. D
inas K

ebudayaan dan Pariw
isata, Pe-

m
erintah D

aerah Propinsi Sulaw
esi Selatan

［ix

］.

（
映
像
資
料
）

民
族
文
化
映
像
研
究
所
（
二
〇
〇
三
）『
日
本
の
姿　

第
三
巻　

椿
山
―
―

焼
畑
に
生
き
る
』
紀
伊
國
屋
書
店
。

Lam
anyuki, D

avid

（2009a

）N
okato, 

一
般
社
団
法
人
あ
い
あ
い
ネ
ッ
ト

Lam
anyuki, D

avid

（2009b

）M
ebui, 

一
般
社
団
法
人
あ
い
あ
い
ネ
ッ
ト

（
し
ま
が
み
・
も
と
こ
／
一
般
社
団
法
人
あ
い
あ
い
ネ
ッ
ト
・ 

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
）

Ⅰ 

は
じ
め
に

都
市
‐
農
村
交
流
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
都
市
‐
農

村
交
流
と
い
っ
て
も
、
市
町
村
の
姉
妹
提
携
、
農
産
物
の
産
直
、
山

村
留
学
を
は
じ
め
と
し
た
多
彩
な
形
を
と
る
。
い
ま
注
目
を
集
め
て

い
る
形
態
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ

る
農
村
滞
在
ス
タ
イ
ル
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
都
市

生
活
者
が
ゆ
と
り
あ
る
余
暇
の
過
ご
し
方
を
求
め
て
、
緑
ゆ
た
か
で

個
性
的
な
地
域
文
化
に
囲
ま
れ
た
美
し
い
農
村
に
滞
在
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
旅
行
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
（
井
上
他 

一
九
九
六
：

ⅰ
）、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
お
け
る
都
市
‐
農
村
交
流
と
い

う
概
念
は
、
農
村
住
民
が
都
市
へ
行
く
こ
と
で
は
な
く
、
都
市
民
が

農
村
を
訪
れ
る
こ
と
を
指
す
。
そ
の
背
景
に
は
ス
ロ
ー
・
フ
ー
ド
、

ス
ロ
ー
・
ラ
イ
フ
（
辻 

二
〇
〇
一
）
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
農

村
的
価
値
観
に
対
す
る
都
市
民
の
渇
望
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
他
方
、
都
市
民
を
受
け
入
れ
る
側
の
農
村
、
山
村
、
漁
村
を

抱
え
る
地
域
で
は
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
地
域
活
性
化
の
処

方
箋
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
基
本
理
念
の
特
徴
は
、
農
村
文
化
、

農
村
的
時
間
・
空
間
の
切
り
売
り
で
は
な
く
、
都
市
‐
農
村
間
の
交

流
に
重
点
を
置
く
点
に
あ
る
。
一
時
的
な
訪
問
者
で
は
な
く
、
リ

「
Ｉ
タ
ー
ン
」
生
活
か
ら
考
え
る

都
市-

農
村
交
流
と
農
村
調
査

石
山　

俊

 

特
集
―
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メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
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域
研
究


