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ダ
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宗
教
性
と
社
会
慣
習
が
分
離
し
て
い
な

い
こ
の
バ
リ
社
会
に
あ

っ
て
、
神
と

人
間
そ
の
両
者
を
含
み
込
ん
だ
社
会
行
為
全
体
の
枠
組
と
な

っ
て
い
る
の
が
ア

ダ
ッ
ト
で
あ
る
。
世
界
経
済
あ
る
い
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
家
と
い
っ
た
様

々
な

諸
力
に
さ
ら
さ
れ
て
、
不
可
避
的
に

い
く

つ
も
の
社
会
変
化
を
経
験
し
つ
つ
あ

る
現
代

の
バ
リ
社
会
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
な
枠
組
で
あ
る
こ
の
ア
ダ
ッ
ト
は

そ
の
価
値
を
失

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
姿
の
ま
ま
で
ア
ダ

ッ
ト
が

生
き
続
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実

際
に
そ
の
細
部
を
見
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た

状
況
と
対
話
し

つ
つ
移
り
ゆ
く
現
代

の
ア
ダ

ッ
ト
の
姿
が
観
察
で
き
る
。
バ
リ

社
会
に
お
い
て
お
そ
ら
く
最
も
伝
統

的
な
シ

ス
テ
ム
の
ひ
と

つ
で
あ
る
ア
ダ

ッ

ト
も
、
現
代
に
生
き
て
い
る
以
上
そ
の
姿
は
疑

い
な
く
現
代
的
な
も
の
な
の
で

あ
る
。

そ
の
よ
う
に
現
代
的
な
も
の
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
、
バ
リ
研

究
に
お
い
て
は
、
現
代

の
文
脈
に
お
け
る
ア
ダ
ッ
ト
、
特
に

一
九
亠ハ
五
年
以
後

の
ア
ダ
ッ
ト
の
実
際
を
伝
え
る
記
述

は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ

の
小
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
資
料
の
欠
如
を
埋
め
る
べ
く
、
実
際
に
実
地
調
査

を
行

っ
た
村
落
を
例
に
と
り
な
が
ら
、

ア
ダ

ッ
ト
の
現
時
点
で
の
姿
を
明
ら

か
に
し
て
み
た
い
。
実
際
の
記
述
に
際
し
て
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
現
代
の
ア

ダ

ッ
ト
の
特
質
を
確
認
し
て
お
く
た

め
に
、
独
立
、

一
九
六
五
年
と
い
っ
た
歴

史
的
な
転
換
点
を
経
過
し
て
以
後
の
現
代
と

い
う
文
脈
に
お

い
て
、
対
象
と

な

っ
た
村
落

の
ア
ダ

ッ
ト
に
特
に
認

め
ら
れ
る
い
く

つ
か
の
特
徴
を
列
挙
し
て

お
き
、
そ
の
後
に
、

ア
ダ

ッ
ト
の
実
際
を
具
体
的
に
記
述
し
て
い
き
た

い
。
そ

の
記
述
を
と
お
し
て
、
状
況
と
対
話
し
続
け
て
い
る
ア
ダ

ッ
ト
の
現
代
が
浮
か

び
あ
が
れ
ば
、
と
考
え

て
い
る
。

対
象
地
域
は
、
バ
リ
、
タ
バ
ナ
ン

(目
菩
碧
碧
)
県
最
北
都
の
デ
サ

・
ウ
ォ

ン
ガ

ユ
・
グ
デ

(∪
溌
ゆ
亳
o
ロ
σq
畠
9
Ω
鑑
伽
)
で
あ

る
。
亠ハ
個
の
集
落
か
ら
な

る
こ
の

一
行
政
区
画

の
う
ち
、
最
大
か

つ
中
心
的
な
集
落
で
あ
る
ウ
ォ
ン
ガ
ユ

・
グ
デ
に
お
い
て
、
筆
者
は

一
九
八
五
年
八
月
か
ら

一
九
八
六
年
十

一
月
に
か

け
て
実
地
調
査
を
行

っ
た
(,
)(
以
下
村
落
な

い
し
ウ
ォ
ン
ガ

ユ
・グ
デ
村
と
言

う
場
合
、
こ
の
集
落
を
指
す
も
の
と
す
る
)
。
六
個
の
集
落
は
、
現
在
の
行
政
区

画
か
ら
見
れ
ば
ひ
と

つ
の
単
位
と
な
る
が
、
ア
ダ

ッ
ト
か
ら
見
れ
ば
そ
の
お
の

お
の
は
現
在

の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
独
立
し
て
い
る
。
今
回
扱
う
の
は
主
に
ウ
ォ

ン
ガ

ユ
・
グ
デ
村
の
ア
ダ
ッ
ト
で
あ
る
。
.

戸
数
四
五
六
個
、
稲
作
を
中
心
に
し
て
そ
の
他

コ
ー
ヒ
ー
、
丁
子
、
バ
ニ
ラ

と

い
っ
た
換
金
作
物
を
栽
培
す
る
農
業
村
で
あ
る
こ
の
ウ
ォ
ン
ガ

ユ

・
グ
デ
村

に
関
し
て
、
そ
の
ア
ダ

ッ
ト
に
つ
い
て
見
る
時
、
・少
な
く
と
も
次
の
点
だ
け
は

あ
ら
か
じ
め
ぜ
ひ
と
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の

村
は
バ
リ
亠ハ
大
寺
院
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
こ
の
タ
バ
ナ
ン
県
に
お

い
て
は
最
も

、

崇
拝
を
集
め
て
い
る
ル
フ
ー
ル
寺
院
(
℃
鬘
9
尸
島
ξ

口σ
畧
島
碧

)を
管
理
運
営

し
て

い
る

の
で
あ
る
。
現
在

の
タ
バ
ナ
ン
県
が
ひ
と

つ
の
王
国

で
あ

っ
た
時

代
、
ル
フ
ー
ル
寺
院
は
こ
の
王
国
の
中
心
寺
院
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
神
々
が
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す
む
聖
山
バ
ト
カ
ウ
山
に
最
も
近
い
と

い
う
意
味
で
宇
宙
論
的
中
心
で
あ
り
、

し
か
も
タ
バ
ナ
ン
王
国
全
土
の
灌
漑

用
水

の
源
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
農
業

面
で
分
中
心
で
も
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
(・
)。
ル
フ
ー
ル
寺
院
に
た

い
す
る
こ

の
よ
う
な
位
置
付
け
は
、
現
在
に
お

い
て
も
そ
れ
ほ
ど
変
化
し
た
と
は
思
え
な

い
。
こ
の
寺
院
は
、
こ
う
し
た
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
王
国

が
滅
び
る
以
前
は
王
国
に
、
独
立
以
後
は
そ
の
王
国
の
領
域
を
受
け
継
い
だ
地

方
政
府
に
属
し
て
は

い
る
が
、
し
か

し
、
歴
史
的
記
憶
の
及
ぶ
限
り
そ
の
管
理

運
営

(
関
連
す
る
儀
礼
の
執
行
)
を
任
さ
れ
て
い
た
の
は
こ
の
ウ
ォ
ン
ガ

ユ
・

グ
デ
村
に
他
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
宀
こ
の
村
の
ア
ダ

ッ
ト
の
活
動
に
は
、

後
.に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
寺
院
に
関
わ
る
部
分
が
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
。

一
、
ウ
ォ
ン
ガ

ユ

・
グ
デ
村
に
お
け
る
ア
ダ

ッ
ト
の
現
代
的
特
徴

バ
リ
に
お
け
る
ア
ダ

ッ
ト
は
、

一
般
的
に
は
こ
う
理
解
さ
れ
て
き
た
。
バ
リ

.

に
あ
っ
て
土
地
と
は
、,
他
の
す

べ
て

の
も
の
と
同
様
に
神
に
属
し
て
い
る
。
神

の
も
の
で
あ
る
地
上

の
表
面
は
デ

サ

(ま
。n
帥
)
と
呼
ば
れ
る

=
疋
範
囲
に
分

か
れ
て
お
り
(
こ
の
範
囲
は
ひ
と

つ
の
集
落
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
い
く

つ
か

の
集
落
が
通
常
そ
こ

に
含
ま
れ
て
い
る
)
、
デ
サ
ご
と
に
神
か

ら
授
け
ら
れ
た
道
徳
H
法

(
そ
こ
に

は
礼
儀
作
法
の
問
題
か
ら
土
地
相
続
権
や

婚
姻
と
い
っ
た
問
題
ま
で
含
ま
れ

て
い
る
)
を
守
り
、
そ
れ
と
同
時
に
神

へ
の

崇
拝
を
行
う

の
が
ア
ダ

ッ
ト
な

の
で
あ
る
。
そ

の
た
め

一
般
的
に
言
え
ば
、
・

一
、
道
徳
11
法

の
管
理
、
二
、
ア
ダ

ッ
ト
に
属
す
る
儀
礼

の
運
営
、
こ
の
二
っ

の
側
面
が
ア
ダ

ッ
ト
の
基
本
的
役
割

で
あ
る
ど
理
解
さ
れ
て
き
た

(
叡

つ
と
も

こ
の
二
つ
の
側
面
を
分
割
し
て
考
え
る
の
は
部
外
者
の
視
点
で
あ
り
、
バ
リ
人

に
と

っ
て
こ
の
二
つ
の
側
面
が
お
の
お
の
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
〉
。

旦
ハ体
的
に
言
え
ば
、
神

へ
の
崇
拝
は
、
カ
ヤ
ン
ガ
ン

・
テ
ィ
ガ

(冨
髱
昌αq
き

二
αq
餌
)
と
総
称
さ
れ
る
三

つ
の
寺
院

(
薯
蕁

薯
絃
買

髱
霽

亀
巴
①
目
り.
げ
巴
叺

9αq茸
σq
)
で
儀
礼
を
行
う
こ
と
で
表
現
さ
れ
、
道
徳
11
法
は
、
儀
礼

の
運
営
方

、法
も
含
め
て
、
遵
守
さ
れ
る
べ
き
道
徳
11
法
を
書
き
記
し
た
文
書
(暫≦
　σq
19鬢
一㈹
)

に
照
ら
し
あ
わ
せ
た
う
え
で
管
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
ダ

ッ
ト

と
は
、
社
会
的
シ
ス
デ
ム
と
い
う
よ
り
は
聖
な
る
土
地
の

一
区
画
に
人
間
が
住

む
上
で
の
与
件
な
の
で
あ
り
、

一
方
そ
れ
に
た
い
し
て
、
実
際
の
村
落
の
運
営

な

い
し
行
政

(道
路
の
草
刈
り
や
清
掃
と

い
っ
た
仕
事
に
至
る
ま
で
そ
の
範
囲

は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
中
心
的
な
仕
事
は
埋
葬
儀
礼
の
実
行
で
あ
る
)は
、
通
常

ア
ダ

ッ
ト
と
は
別
個

の
組
織
で
あ
る
バ
ン
ジ

ャ
ー
ル
が
営
む
の
で
あ

っ
た
(3
)。

現
代
ウ
ォ
ン
ガ
ユ

・
グ
デ
村

の
ア
ダ

ッ
ト
を
見
た
場
合
、
道
徳
1ー
法
の
管
理

と
儀
礼

の
運
営
と

い
う
二

つ
の
側
面
が
、
ア
ダ

ッ
ト
の
中
心
的
役
割
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
こ
の
よ
う
な

一
般
的
理
解
と

は
別
に
、
明
ら
か
に
現
代
的
と
言
え
る
い
く

つ
か
の
特
徴
も
ま
た
発
見
で
き

る
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
目
を
ひ
く
も
の
だ
け
で
も
以
下
の
よ
う
な
点
が
指
摘

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第

一
に
、
ま
ず
ウ
ォ
ン
ガ
ユ
・グ
デ
村

の
ア
ダ

ッ
ト
に
限

ら
ず
、
現
代
バ
リ
の
ア
ダ

ッ
ト
す

べ
て
に
あ
て
は
ま
る
特
徴
と
し
て
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
国
家
の
行
政
単
位
と
ア
ダ

ッ
ト
が
両
立
す
る
二
重
体
制
が
生
ま
れ
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
家
が
成
立
し
て
以
来
、
元
来
ア
ダ

ッ
ト

の
範
囲
を
意
味
す
る
は
ず
の
デ
サ
の
名
で
、
行
政
単
位
と
し
て
の
村
落
区
画
が

新
た
に
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
従
来
ま
で
の
ア
ダ

ッ
ト
の
範
囲
は
行
政
単

一124一



位
と
し
て
の
デ
サ
か
ら
区
別
さ
れ

て
デ
サ

・
ア
ダ
.ッ
ト
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に

な

っ
た
。
こ
う
し
て
国
家
と
ア
ダ
ッ
ト
と
い
う
二
つ
の
体
制
が
出
現
し
た
わ
け

だ
が
、
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
の
二

つ
の
体
制
は
ほ
と
ん
ど
相
互
に
干
渉
し
あ

う
こ
と
な
く
独
立
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
う
の
も
、
国
家
"
政

府
関
係

の
職
務
を
担
当
す
る
責
任
者
は
ア
ダ

ッ
ト
の
長
と
は
別
に
任
命
さ
れ
、

そ
の
上
で
デ
サ
と
デ
サ

・
ア
ダ
ッ
ト

の
活
動
領
域
が
お
の
お
の
明
確
に
限
定
さ

れ
た
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
頭
立
て
の
責
任
体
制
の
も
と
、
相
互
不
可
侵

の
両
立
体
制
が
可
能
と
な

っ
た
の
で
あ

っ
た
(、
)。
そ
の
点
で
ア
ダ

ッ
ト
は
、

体
制
と

い
う
点
で
は
国
家
の
影
響
を
そ
れ
程
こ
う
む

つ
て
い
な
い
と
言
え
る
。

第
二
に
、
こ
の
村
落
に
あ

っ
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
ル
フ
ー
ル
寺
院
の
儀
礼

を
除
い
て
、
ア
ダ

ッ
ト
の
範

囲
は
村
落
の
範
囲
と
重
な
り
あ

っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
に
両
者

の
範
囲
が
重
な
り
あ
う

の
は
、
あ
く
ま
で
も
現
在
に

限

っ
た
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
の
時
期
は
特
定
で
き
な
い
が
、
か

っ
て
は
現
在
の

デ
サ

・
ウ
ォ
ン
ガ
ユ

・
グ
デ
と
呼
ば
れ
る
行
政
区
画
を
越
え
る
範
囲
に
こ
の
ア

ダ

ッ
ト
は
及
ん
で
い
た
。
あ
く
ま
で
も
現
在
の
こ
の
ウ
ォ
ン
ガ
ユ

・
グ
デ
村
に

限

っ
た
場
合
に
の
み
、
初
め
て

一
村
落
に
お
け
る
ア
ダ

ッ
ト
を
問
題
に
で
き
る

の
で
あ
る
。

第
三
に
、
こ
の
村
落

の
ア
ダ

ッ
ト
の
帥
惹
σq
邑
≦
黄
は
、

オ
ラ
ン
ダ
統
治
時

代
に
没
収
さ
れ
、
現
在
で
は
そ
の

一
部
が
オ
ラ
ン
ダ
側
の
文
書
に
よ
っ
て
残
る

の
み
で
あ
る
(5
)。
し
か
し
、
ア
ダ

ッ
ト
の
道
徳
11
法
が
忘
れ
さ
ら
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
現
在
に
あ

っ
て
そ
れ
は
老
人
や
役
職
者
の
常
識
と
し
て
理
解
さ
れ

て
、後
述
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
社
会
行
為
を
判
断
す
る
規
準
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
後
に
詳
述
す
る
と
お
り
、
通
念
的
理
解
と
は
逆
に
、
カ
ヤ
ン
ガ

ン

・
テ
ィ
ガ
の
三
つ
の
寺
院
に
お
け
る
儀
礼
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
つ

い
最
近

の
こ
と
で
あ
り
、
元
来
こ
の
ウ
ォ
ン
ガ
ユ

・
グ
デ
村

の
ア
ダ

ッ
ト
に
は

カ
ヤ
ン
ガ
ン

・
テ
ィ
ガ
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
カ

ヤ
ン
ガ
ン

・
テ
ィ
ガ
を
バ
リ
の
ア
ダ

ッ
ト
の
基
本
的
特
徴
と
考
え
る
従
来
の
理

解
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
村
の
ア
ダ

ッ
ト
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

第
五
に
、
こ
の
点
は
こ
の
村
の
ア
ダ

ッ
ト
の
現
代
を
知
る
上
で
特
に
重
要
な

の
だ
が
、

一
九
六
〇
年
代
初
期
を
は
さ
ん
で
こ
の
村

の
ア
ダ
ッ
ト
は
変
質
し
て

お
り
、
そ
の
変
質
を
経
て
初
め
て

一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
側
面
に

ア
ダ

ッ
ト
の
役
割
が
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

一
九
六
〇
年
代
以
前

ま
で
は
上
記
の
二
つ
の
側
面
以
上
の
役
割
を
こ
の
村

の
ア
ダ

ッ
ト
は
果
た
し
て

い
た

の
で
あ

っ
た
。
現
在
こ

の
村
に
お

い
て
は
、
埋
葬
を
代
表
と
す
る
バ
ン

ジ
ャ
ー
ル
の
役
割
を
、
ル
グ
と
呼
ば
れ
る
組
織
が
、
バ
ン
ジ

㍗
ー
ル
に
た
い
す

る
通
念
的
理
解
と
は
ま

っ
た
く
か
け
離
れ
た
方
法
で
と
り
行

っ
て
い
る
が
、
し

か
し
こ
の
ル
グ
組
織
が
見
出
さ
れ
た
の
は

一
九
六
〇
年
代
初
期

の
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
ま
で
は
ア
ダ

ッ
ト
が
こ
の
バ
ン
ジ
ャ
ー
ル
の
役
割
も
兼
ね
備
え

て
い

た
の
で
あ
る
。そ
の
点
で
、少
な
く
と
も

一
回
は
不
連
続
な
断
層
を
こ
の
村
の
ア

ダ

ッ
ト
は
経
験
し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
変
質
が
起

こ
っ
た
直
接
の
き

っ
か
け
は
政
党
勢
力

の
浸
透
に
あ
り
、
そ

の
事
情
を
簡
単
に
見
て
お
け
ば
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
六
〇
年
代
当
時
政

党

の
勢
力
が
こ
の
地
域
で
も
拡
大
し
、
ウ
ォ
ン
ガ

ユ
・
グ
デ
村
に
あ

っ
て
は
二

つ
の
政
党
が
各
自
独
立
し
た
集
団
を
作
り
、
党
派
的
に
対
立
し
た
。
そ
の
際
、
そ

れ
ま
で
ア
ダ

ッ
ト
の
主
要
事
業

の
ひ
と

つ
で
あ

っ
た
埋
葬
が
こ
の
政
党
集
団
の

仕
事
と
し
て
吸
収
さ
れ
、
ア
ダ

ッ
ト
に
属
す
る
寺
院

の
儀
礼
で
さ
え
こ
の
二

つ
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の
政
党
集
罰
が

一
回
ご
と
に
交
代

で
行

い
、
そ
れ
が
た
め
に
こ
の
村

の
ア
ダ

ッ
ト
は

一
時
機
能
停
止
に
陥

っ
た
。
事
実
上
ア
ダ

ッ
ト
は
こ
の
時

一
度
死
ん
だ

の
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
政
党
時

代
が
終
わ

っ
た
後
、

ア
ダ

ッ
ト
は
再
生
さ

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
は
埋
葬

は
別
に
新
し
く
組
織
さ
れ
た
ル
グ
組
織

に

代
行
さ
れ
、
す
べ
て
で
は
な
い
に
し

も
社
会
運
営
の
重
要
な
側
面
が
当
の
ア
ダ

ッ
ト
か
ら
抜
き
去
ら
れ
た
(、
)。
こ
う

し
て
ア
ダ

ッ
ト
は
よ
み
が
え

っ
た
が
、
し

か
し
そ
の
活
動
領
域
は
先

の
二

つ
の

一
般
的
側
面
に
限
定
さ
れ
て
し
ま

っ
た

わ

け
で
あ
る
。

現
時
点
で
の
こ
の
村
の
ア
ダ

ッ
ト
に
見
ら
れ
る
主
な
特
徴
は
以
上
の
よ
う
な

も

の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
伝
統
的
枠
組
で
あ
る
ア
ダ

ッ
ト
に

も
既
に
決
定
的
な
変
化
が
し
る
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
変

化
は
、
伝
統
が
崩
さ
れ
る
と
い
っ
た
か
た
ち
で
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
村
落
が
置
か
れ
た
状
況
と
ア
ダ

ッ
ト
の
伝
統
と
の
問
の
相
互
作
用

的
な
関
係
の
上
で
生
じ
た
結
果
と
し

て
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
相
互
作
用
的
な

関
係
を
こ
こ
で
対
話
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
ア
ダ

ッ
ト
は
状
況
と
の
対
話
を
積
み

重
ね

つ
つ
変
化
し
て
き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ア
ダ

ッ
ト
の
現
代
的
特

徴
と
は
そ
う
い
っ
た
対
話
・の
結
果
な

の
で
あ

っ
た
。
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
い

た
上
で
、次
に
現
代
の
こ
の
ア
ダ

ッ
下
の
具
体
的
な
姿
を
、
組
織
形
態
、実
際
の

活
動
、
経
済
的
側
面
に
わ
た

っ
て
見

て
み
た

い
。

一
一、

組
織

形

態

ニ
ー

(
a
)
成
長
権
と
ア
ダ

ッ
ト
組
織
の
下
位
単
位
と
し
て
の
セ
カ
ッ
ト

こ
の
村
落
に
家
(
扈白
9
げ
)を
持
ち
、
結
婚
し
清
浄
儀
礼
を
行

い
、
婚
姻
の
事

実
を
ア
ダ

ッ
ト
に
書
面
に
お
い
て
届
け
出
て
、
ア
ダ

ッ
ト
が
そ
れ
を
承
認
す
れ

ば
、
そ
の
男
女
は
ア
ダ

ッ
ト
の
成
員
と
な
り
、
ア
ダ

ッ
ト

の
労
働
を
行
う
義
務

(畠
聾
)を
負
う

(
男
性
が
病
気
そ
の
他
で
労
働
義
務
を
実
行
不
可
能
に
な
っ
た

場
合
、
そ
の
男
子
に
よ
る
代
行

[
ξ

伽三
碧
帥
5
αq
昌
帥三

が
可
能
で
あ
る
)。
ア

ダ

ッ
ト
の
成
員
権
は
、
こ
の
よ
う
に
婚
姻
を
契
機
に
し
て
人
間
に
た
い
し
て
直

接
問
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
ル
グ
組
織

(他

の
村
落

で
は
バ
ン
ジ
ャ
ー
ル
)
の
よ

う
に
台
所
(唱
印O昌
)を
単
位
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ダ
ッ

ト
は
婚
姻
に
た

い
す
る
承
認
権
を
持

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、少
な
く
と
も
こ
の

村

の
人

々
の
記
憶
に
残
る
限
り
、
ア
ダ

ッ
ト
が
婚
姻
を
認
め
な
か

っ
た
例
は
な

い
。
た
だ
し
、
父
系

で
あ
る
こ
の
社
会
に
お
け
る
通
常
の
婚
姻
形
態
、
す
な
わ

ち
女
性
が
そ
れ
ま
で
所
属
し
て
い
た
家
か
ら
離
れ
男
性
の
家
に
入
る
場
合
は
、

ア
ダ

ッ
ト
は
婚
姻
当
事
者
両
人
の
届
け
出
の
み
で
そ
の
婚
姻
を
認
め
る
の
だ

が
、
そ

の
反
対

の
場
合
、
す
な
わ
ち
女
性
が
自
分
の
生
家

の
相
続
権
を
守
り

(
目
①睾

算

目
。
碧
一も
蓄

厂
11
身
体
ゴ

。
碧
一11
男
性
、
男
性

の
身
体
を
持

つ
こ

と
、

つ
ま
り
女
性
が
権
利
上
男
性
と
な
る
こ
と
)
、
男
性
の
方
が
女
性
側
の
家

に
入
る
時

(
昌
ま
暮
帥蠧

あ

る
・い
は

身
筈
弩
ぎ

、
こ

の
両
者

は
性

格
が
異
な

る
)に
は
、
ア
ダ
ッ
ト
は
男
性
女
性
両
者
の
親
族
(5
矯
9目
9
)を
す

べ
て
集
め
、
そ

の
面
前

で
ア
ダ

ッ
ト
の
役
職
者
に
よ

る
確
認
(舞
匹
巳
尸
9訂
一11
目
、
見
る
)を

行
う
。
こ
の
確
認
作
業
は
、
こ
う
し
た
婚
姻
形
態
を
制
限
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で

は
な
く
、
こ

の
婚
姻
形
態
に
お
い
て
は
後

に
遺
産
相
続
に
関
す
る
問
題
が
起

こ
り
や
す

い
た
め
に
、
ひ
と

つ
の
予
防
策
と
し
て
男
女
両
方

の
親
族
に
注
意

を
呼
び
か
け
て
お
く
と
と
も
に
、
問
題
が
起
こ

っ
た
場
合

に
そ
な
え
て
、
婚
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姻
時
に
は
両
方

の
親
族

が
と
も

に
こ

の
婚
姻
形
態
を
と
る
こ
と
を
了
承
し
た

と

い
う
事
実
を
関
係
者

一
呵
が
確
認

し
て
お
く
の
が
そ
の
狙

い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

一
般
的
成
員
権
資
格

の
他

に
、
ル
フ
ー
ル
寺
院
に
関
し
て
は

も
う
ひ
と

つ
特
別
な
規
定
が
存
在
す

る
。
結
婚
し
た
男
女
は
、
既
に
ア
ダ

ッ
ト

の
成
員
と
な

っ
て
は
い
て
も
、

こ
の
寺
院
で
の
二
百
十
日
ご
と
の
儀
礼

(
オ

ダ
ラ
ン

[
後
出

]
)
の
際
に
行
わ

れ
る
特
定

の
儀
礼
行
為

(ヨ
Φ
器
げ
鼻

巳
鋳

)

を
す
ま
せ
な
け
れ
ば
、

儀
礼

に
は

参
加

で
き

る
が
、

こ
の
寺

院
の

ぴ
巴
か

9
αq巷
σΩ

(
村
落

の

ぴ
巴
伽
9σq彰
αq
と

は
別

で
あ

る
)
に
あ
が

る
こ
と

は
許
さ

れ
な

い
。

バ
リ
に
お

い
て
寺

院
は

通
常

、
神

の
場

所

で
あ

る

一窪
。
詈

と

へ

人

間

の

場

所

で

あ

る

、
宣
訂

碧

に

分

割

さ

れ

て

お

り

、

び
曁
①
9
σq
篝

σq

と

は

こ

の

人

間

の

場

所

に

お

け

る

一
種

の

集

会

所

で

あ

る

。
こ

こ

に

あ

が

る

こ

と

が

で
き

な

い

と

い
う

こ

と

は

、
宗

教

的

な

意

味

で

ア

ダ

ッ
ト

の

正

式

な

成

員

と

は

な

っ

て

い
な

い

こ

と

を

意

味

す

る

(
事

実

ヨ
穹
①
げ
鼻

巳
鉾

と

い
う

語

は

、

現

代

バ

リ

語

で

は

な

い
が

、
ヨ
鶏

①
夏

11

下

る

こ

と

、

そ

う

成

る

こ

と

、

犀
巳
葬

11
す

巳
9
11

人

民

、

デ

サ

[
こ

の

場

合

は

ア

ダ

ッ

ト

の

範

囲

]

の

成

員

、

を

表

わ

し

、

つ
ま

り

は

ア

ダ

ッ
ト

成

員

に

成

る

こ

と

を

意

味

す

る

。

ま

た

こ

の

儀

礼

行

為

は

、

ヨ
。
=

8

σq
算

[
ヨ
①
一一
11

買

う

、

3
σq
舞

11

場

所

]

と

も

通

称

さ

れ

て

い

る

。

こ

の
儀

礼

行

為

を

行

う

男

女

が

用

意

し

な

け

れ

ば

い

け

な

い

供

物

[
o。
o
胃
o
『
穹

]

の

中

に

は

、

通

常

の
内

容

物

の

他

に

貨

幣

を

入

れ

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

ず

[
貨

幣

の

金

額

は

称

号

に

よ

っ

て

異

な

る

]

、

こ

の

貨

幣

は

ぴ
巴

伽

帥
σq
薹

αq
の

場

所

を

買

う

た

め

の

も

の

で

あ

る

と

僧

侶

た

ち

は

説

明

す

る

の

で

あ

る

。

お

金

を

払

っ

て

冨

㌫

缶
σq
茸

σq
の

場

所

を

買

い
、
そ

れ

に

よ

っ
て

ア
ダ

ッ
ト

の

成

員

に

な

る

と

い
う

の
が

こ

の
儀

礼

行

為

の
意
味
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な

理
解
は
あ
く
ま
で
も
僧
侶
な
ど
宗
教
面
の
専
門
家
に
よ
る
解
釈
で
あ
り
、

一
般

の
人
々
は
こ
う
し
た
語
源
的
意
味
を
知
ら
な
い
)
。
こ
の
儀
礼
行
為
は
称
号
集

団
蠶
。。穿
が
と
り
し
き
り

(支
払
わ
れ
た
貨
幣
も
、
ア
ダ

ッ
ト
で
は
な
く
こ
の

」

称
号
集
団
が
受
け
と
る
)
、
宣
げ
m碧
北
側
に
あ
る
こ
の
称
号
集
団
が
所
有
す
る

聖
壇
(需
=
ロ
σq
αq
汐

累
冨
αq
σq
ぎ
"
居
る
、座
る
と

い
う
意
味
の
敬
語
、
神
が
座
る
と

こ
ろ
と

い
う
意
味
)に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
。

成
員
権
を
得
た
男
女
は
、
し
か
し
、
ア
ダ

ッ
ト
組
織

に
直
接
加
入
す
る
の

で
は
な
く
、
セ
カ

ッ
ト
(ω
寧
畧

)と
呼
ば
れ
る
下
位
単
位

に
属
し
、
そ

の
下

位
単
位
ご
と
に
実
際

の
・活
動
は
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

ア
ダ

ッ
ト
全
体

は
東
西
南
北
の
四
方
向

に
領
域
的
11
地
縁
的

に
分
割
さ
れ

て
お
り
、
分
割

さ
れ
た

一
区
画

が
セ
カ

ッ
ト
と
よ
ば
れ
る
下
位
単
位
な

の
で
あ
り
、
各

セ

カ

ッ
ト
に
は
長

(
貯
=
餌
5

Qo
叺
貯
⇔
け
)が

一
人
ず

つ
決
め
ら
れ
て
い
る
。
セ
カ

ッ

ト
と

は
五
十
を
意
味
し
、
独
立
以
前
、
こ
の
村
落

の
全
体

の
戸
数
が
二
百

で

あ

っ
だ
当
時
、
ア
ダ

ッ
ト
全
体
と
し

て
個
別
活
動
に
あ
た
る
に
は
人
数
が
多

過
ぎ

る
と
判
断
さ
れ
、
五
十
戸
ず

つ
、

つ
ま
り

セ
カ

ッ
ト
ず

つ
に
ア
ダ

ッ

ト
が
分
割
さ
れ
た

の
で
あ

る
。
現
代

で
は
こ

の
ひ
と

つ
の
セ
カ

ッ
ト
が
既

に
百
前
後

の
戸
数
を
含
ん
で
お
り

(
こ
の
裏
に
は
、
独
立
前
後
期
に
お
け

る
人

口
増
加
と

い
う

重
要
な
問
題
が

ひ
そ
ん
で

い
る
)
、

セ
カ

ッ
ト
と
呼

ば
れ
る
に
は
も
は
や
ふ
さ
わ

し
く
な

い
が
、
し
か
し
こ
の
呼
称
は
現
代
で

も
生
き

て
お
り
、
ア
ダ

ッ
ト

の
下
位
単
位
と

い
う
機
能
も
当
時

の
ま
ま
で

あ
る
。
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二
ー

(
b
)

役

職

役

職

は

現

在

次

の

よ

う

に

定

め

ら

れ

て

い

る

三

。

げ
①
区

際

9

巴

象

冂

ア

ダ

ッ
ト

の

長

、

鬢
肆

一一
巴

象

"
げ
①
乱

伽
。。
鋤

9
畠

け
の
代

理

、

浩

す

龠
霞

一。。

巴

畧

"

書

記

係

(
二
名

)

、

び
①
民

等

穹

導

巴

象
11
出

納

係

、
暮

ヨ
げ
碧

ε

巴

9
11

助

手

(
こ
れ

ら

の
役

職

名

に

は

、

バ

リ

語

と

イ

ン

ド

ネ

シ

ア
語

が

と

も

に

用

い
ら

れ

て

い

る

)
。

げ
①
冨
鼠

器

巴

畧

以

外

の
役

職

に

は

、

先

述

し

た

蚕

碧

。。
艶

象

・(
全

部

で

四

名

)

が

一
名

ず

つ
あ

た

り

、

ω
鮮

み

9
二
。。

巴

畧

に

は

、

窰

き

の

他

に

、

冨

昌
髱

一一臣

昌

と

呼

ば

れ

る

称

号

集

団

か

ら

選

出

さ

れ

た

者

が

一
名

あ

た

る

(
後

出

)

。

そ

の
他

、

セ

カ

ッ
ト

内

の
伝

達

係

と

し

て
一
霞

口
彎

導

(
各

セ

カ

ッ
ト

に

一
名

ず

つ
、

お

の

お

の

の

セ

カ

ッ
ト

内

か

ら

選

抜

さ

れ

る

)

が

い

る

。ア
ダ

ッ
ト

の

役

職

は

以

上

だ

が

、
先

述

し

た

よ

う

に

、
現

代

で

は

げ
。
邑

恥

招

巴

畧

と

は

別

に

、

げ
Φ
巳

謝

餌

象

冨
器

が

並

立

し

て

い

る

。

島
舞

ω

は

「
公

的

な

仕

事

」

を

意

味

し

て

お

り

、

イ

ン
ド

ネ

シ

ア

国

家

に

関

わ

る
活

動

(
政

策

の
伝

達

、

運

営

、

証

明

書

の

発

行

、

な

ど

)

を

統

括

し

て

い

る

の

が

こ

の

げ
雪

ま

。。
僧

ユ
ぎ
器

で

あ

る

。

現

時

点

に

お

い

て

ア

ダ

ッ

ト

に

含

ま

れ

る

範

.囲

は

、

こ

の

ウ

ォ

ン
ガ

ユ

・
グ

デ

村

の

み

で

あ

る

が

、

げ
①
巳

か
器

象
⇒
霧

が

統

括

す

る

範

囲

は

、

こ

の

集

落

ば

か

り

で

な

く

、

他

に

五

つ

の

集

落

を

含

め

た

ひ

と

つ

の
行

政

単

位

で

あ

る

デ

サ

・
ウ

ォ

ン

ガ

ユ

・
グ

デ

す

べ

て

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

げ
窪

象

超

巴

篝

と

げ
雪

ま

鶏

脳
ぎ
窃

は

、
そ

の

仕

事

が

異

な

る

ば

か

り

で

な

く

、

責

任

を

も

つ

範

囲

も

ま

た

違

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

今

度

は

ウ

ォ

ン

ガ

ユ

・
グ

デ
村

の
内

部

だ

け

で

見

て

み

る

と

、

蔦

穹

。・
穿

象

お

よ

び

言
=

母

聾

は
、

ア
ダ

ッ
ト

の
仕
事

と
と

も
に

、
こ

の

ぴ
①
巳

か
ω
9

ユ
ぎ
9
ω
の
も
と

で
公
的
な
仕
事
も
行

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
村
落
単
位

で
は
巴
馨

と
臼
舜
ω
は
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
問
に
よ
る
分
業
体
制
が
成
立
し
て

い
る
が
、
セ
カ
ッ
ト
に
お

い
て
は
そ
の
よ
う
な
体
制
は
認
め
ら
れ
ず
、
蔦
睾
と

甘
毎

霞
導
が
両
方
面
の
仕
事
を
兼
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
(8
)。

三
-
実
際
の
活
動

三
ー

(
a
)
法
的
側
面
の
管
理

現
在

ア
ダ

ッ
ト
の
法
的
側
面

の
個
.別
内
容
全
体
を
記
述
す
る
の
は
、
ま
っ
た

く
と
は
言
わ
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
観
察
者
ば
か
り

で
な
く
、
こ
の
村
の
人
々
に
と

っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
・本
来
な
ら
ば
そ

の
法
的
側
面
が
す
べ
て
書
き
記
さ
れ
て
い
た
は
ず

の
9
惹

σqβ
惹
σq
が
、
先
述

し
た
理
由
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
な

い
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は

法
的
側
面

の
個
別
内
容

に
は
触
れ
ず

、

9三
αq虚
三

αq
な
き
後
、
こ
の
村
の
人

々
が
ど
の
よ
う
に
ア
ダ

ッ
ト
の
法
的
側
面
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
処
し
て
い
る
か

を
見
て
み
た
い
。

従
来
ア
ダ

ッ
ト
の
法
的
管
理
は
男
性
成
員
全
員
参
加
に
よ
る
集
会
で
の
討
論

に
お
い
て
進
め
ら
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
こ
の
村
に
お

い

て
は
、
ア
ダ

ッ
ト
に
関
す
る
集
会
は
実
に
少
な
い
。
集
会
が
開
か
れ
、
活
発
な

討
論
が
展
開
さ
れ
る
機
会
は
多

い
の
だ
が
、
そ
の
テ
ー
マ
は
バ
ニ
ラ
泥
棒
に
た

い
す
る
自
衛

や
教
育
と
い
っ
た
問
題
で
あ
り
、

ア
ダ

ッ
ト
の
問
題
に
関
し
て

で
は
な
い
。
確
か
に
げ
窪
ま
塁

象
昌
器
は
政
府
か
ら
の
伝
達
事
項
が
あ

っ
た

場
合
、
そ
れ
老
集
会

に
お

い
て
伝
え
る
が
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
伝
達
に
終
わ
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る
こ
と
が
多
く
、
討
論
に
ま
で
発
展
す
る
ケ
ー
ス
は
少
な

い
。
と
は

い
っ
て

も
、
法
的
側
面
に
お

い
て
ア
ダ

ッ
ト
に
関
わ
る
問
題
が
少
な

い
わ
け
で
は
決

し
て
な
く
、
特
に
離
婚
と
土
地
相
続
を
め
ぐ

っ
て
は
頻
繁
に
問
題
が
起
こ

っ

て
い
る
。
現
在
こ
う
し
た
問
題
に
た

い
し
て
は
、
公
的
な
集
会
に
お

い
て
で

は
な
く
、
そ
の
問
題
の
当
事
者
と
ア
ダ

ッ
ト
の
役
職
者
だ
け
が
集
ま
り
、
私

的

に
解
決
を
図
る
と

い
う
方
法
が

と
ら
れ

て
い
る
。
そ

こ
で
解
決
で
き

な

か

っ
た
場
合
、
直
接
、
県
あ
る
い
は
中
央

の
裁
判
所
で
戦
う
と
い
う
の
が
普

通

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
こ
う
し
た
私
的
な
問
題
解
決
過

程
に
お
い
て
は
、
現
在

で
は
役
職
者

の
常
識
と

し
て
断
片
的
に
記
憶
さ
れ
て

い
る

9三
αq
6
三
σq
が

持
ち
出
さ
れ
、

そ

れ
に
基

づ

い
て
解
決
法
が
探
ら

れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
り
に
こ

の
よ
う
な
常
識
が
役
職
者
の
間
で
揺
ら

い
だ
場
合

(
役
職
者
の
そ
れ
ま

で
の
経
験

の
な
か
で
は
登
場
し
た
こ
と
が
な

い
事
態
が
起

こ
っ
た
時
)
、
は
じ
め

て
公
的
な
集
会
を
開
き
、
記
憶
の
は

っ

き
り
し
た
老
人
を
招

い
て
昔

そ
の
よ
う
な
例
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
を
問
い
正

し
、
そ
の
上
で
ア
ダ

ッ
ト
と
し
て
の
解
決
を
ど

の
よ
う
に
下
す
か
が
検
討
さ

れ
る

(
調
査
期
間
中
土
地
問
題
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が

一
例
だ
け

見
ら
れ
た
)。

一
般
的
に
言

っ
て
現
状

に
お

い
て
は
、
法
的
問
題
は
個
別
事

例
に
た
い
す

る
役
職
者
の
局
所
的
対

応
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ

て
い
る
と
言

っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三
1

(b
)
儀
礼
の
運
営

三
1

(
b
)
1

(1
)
ア
ダ

ッ
ト

が
運
営
す
る
儀
礼
の
種
類

バ
リ
に
あ

っ
て
は
寺
院
に
お
い
て
儀
礼
を
行
う
こ
と
を
カ
ル
ヨ
ー

(訂
『冒

11
労
働
、
働
く
こ
と
を
意
味
す
る
敬
語
)
と
呼
ぶ
。
表
1
は
現
在
こ
の
村
の
ア

ダ

ッ
ト
が
実
際
に
カ
ル
ヨ
ー
を
行
う
儀
礼

(
聖
壇
)
の
名
称
と
、
そ
の
儀
礼
の

種
類
、
聖
壇
を
管
理
す
る
僧
侶
(
需
ヨ
碧
σqざ

[後
出
]
)が
属
す
る
称
号
集
団

を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
儀
礼

の
種
類
に
お

い
て
ア
チ
(9
0一)、
オ
ダ
ラ
ン

(o
ユ
巴
碧
)
の
二
種
類
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
違

い
は
こ
う
で
あ
る
。
バ
リ
で
は

表1:ア ダ ッ トが 管 理 運 営 す る儀 礼(1986年.p駸aWongaya.Gede)

No: 儀礼(聖 壇)の 名称 儀礼の種類 プマ ン クの 称 号 集 団2}

1
,J
eroan odalan kebayan

2
'

J駻oBangbang odalan kebayan

3 Jabaan(JabaTengah) odalan
'

pas駝

4
ノ

B駛i odalan guru

5 Telaga odalan

6 Taksu odalan kebayan

7 BatuPenyawangan odalan kebayan

8 PuraDalemKayangan aci

9 PuraTalugtug aci
'

pas駝

10
'

UlunD駸a aci kebayan

11
'

Bal顴gung odalan

12 PuraNyangaluh odalan

13 Mapag(neduh)Angin aci

14 Nyepi(前 日) aci

(1)No13,14は 特 定 の 聖壇 を持 た な い。

(2)ブ マ ンクの称 号 集 団 は 、歴 史 的 に見 て特 定 され て い る(そ の称 号 集 団

に属 す る人 間 だ けが その 聖壇 の プマ ンク とな るべ きで あ る と決め られ

て い る)場 合 のみ 記 した 。
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二

つ
の
暦
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ひ
と

つ
は
二
百
十
日
を

一
サ
イ
ク
ル
と
す
る

暦
(鼻
⊆
)
で
あ
り
、
も
う
ひ
と

つ
は
日
本
で
言
う
太
陰
暦
に
あ
た
る
暦

(ω葬
斜

.

新
月
か
ら
次

の
新
月
ま
で
を

一
ケ
月

[ω窃
子
]
と
定
め
、
十
ニ
ケ
月
で

一
年

と
な
る
)
で
あ
る
。
ア
チ
と
オ
ダ
ラ
ン
の
違

い
は
、
儀
礼
を
実
行
す
る
日
取
り

が
こ
の
ど
ち
ら

の
暦
に
従

っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
に
よ

っ
て
決
ま
り
、
前

者
の
暦
に
従
う
の
が
オ
ダ
ラ
ン
で
あ

り
、
後
者

の
暦
に
従
う
の
が

ア
チ
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
オ
ダ
ラ
ン
は
二
百
十
日
に

一
回
行
わ
れ
、
ア
チ
は
太
陰
暦
の

一

年
に

一
.回
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と

つ
こ
の
表
に
お

い
て
注
意

し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
通
常
ア
ダ

ッ
ト
に
属
す
る
寺
院
と
理
解

さ
れ

て
い
る

薯
蕁

署
の豊

が
儀
礼

の
項
に
は
な
い
点

で
あ
る
。
と

い
う

の

ノ

も
、
こ
の
村
に
お
い
て
は
、
ア
ダ

ッ
ト
と
は
完
全
に
独
立
し
た
集
団
が
こ
の
寺

院
を
運
営
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
な
る
の
は
、
端
的
に
言

っ
て
こ
の
村
落

に
は
二

つ
の
薯
蕁

窟
ψ
寧

が
存
在

す
る
た
め

で
あ
り
、
こ

の
両
者
は
そ
れ

ぞ
れ
独
自
に
自
ら
の
寺
院
の
儀
礼
に
参
加
す
る

(ξ
茸

αqω
琶
σq
11
供
物
な
ど
を

頭
に
の
せ
て
運
ん
で
い
く
こ
と
)
人
々
を
組
織
し
ひ
と
つ
の
集
団

(。p
鮮
魯

窰
轟

署
ψ
鐙

)
一を
形
成

し
、

こ
の
集

団

が
お

の
お

の
の

麗
蕁

簷
ω曾

の
儀
礼
を

運
営
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

の
表

に
お
い
て
、
Z
。
」
か
ら
Z
o
.刈
ま
で
の
儀
礼

は
寺

院
複
合
体

で
あ

る
ル
フ
ー
ル
寺
院
に
属
す
る
聖
壇
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
聖
壇

の
オ
ダ

ラ
ン
は

同
じ
日
に
行
わ
れ
、
ひ
と

つ
の
カ
ル

ヨ
ー
と
捉
え
て
も
間
違

い
で
は
な
い
し
、

少
な
く
と
も
こ
の
村

の
人

々
は
そ
う
考
え

て
い
る
。

Z
ρ
。。
の
唱
霞
9
窪巴
①ヨ

歹
網
穹
αq
き

だ
け
は
同
じ
寺
院
複
合
体
に
属
し

て
は
い
る
が
、
オ
ダ
ラ
ン
で

は
な
く

ア
チ
に
な

っ
て
お
り
、
こ
の
複
合
体
に
属
す
る
他

の
聖
壇
と
は
ま

っ

た

く

別

の

日

に

儀

礼

が

行

わ

れ

る

。

Z
ρ

⑩
の

薯

轟

琶

⊆
αq
9
αq
は

、

村

の

南

側

、
墓

場

の

す

ぐ

北

側

に

あ

り

、

現

在

、

例

え

ば

若

い
世

代

あ

る

い

は

地

方

政

府

へ

の

報

告

書

に

お

い

て

は

琵

蕁

畠

♂
ヨ

と

称

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

の
呼

称

は

、

パ

リ

サ

ダ

(
冨

該
ω
巴

9
)
と

呼

ば

れ

る

バ

リ

宗

教

の
統

一

化

を

目

指

す

団

体

の

指

導

に

よ

っ

て

、
ご

く

最

近

用

い
ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

に

す

ぎ

な

い

。

事

実

上

、
こ

の

ウ

ォ

ン

ガ

ユ

・
グ

デ

村

に

は
要

蕁

山
巴
①
ー

ヨ

は

存

在

し

な

い
。

ま

た

、

そ

れ

と

同

じ

よ

う

な

パ

リ

サ

ダ

の

影

響

は

、

Z

。
.
=

の

げ
巴
価
帥
σq
篝

σq
に

も

観

察

で

き

る

。

一
九

七

九

年

の

バ

リ

最

大

の

寺

院

ブ

サ

キ

寺

院

で

の

大

祭

国
訂

∪
器

9
閑
&

蠧

(
バ

リ

暦

に

基

づ

い

た

百

年

に

一
度

の

大

祭

、

し

か

し

十

六

年

前

の

一
九

六

三

年

に

も

開

か

れ

て

い

る

(
9
)
)

の
折

、

パ

リ

サ

ダ

は

こ

の

げ
包

伽

9
αq
篝

αq
に

聖

壇

の
設

置

を

行

い

、

そ

れ

以

来

は

じ

め

て

こ

の

ぴ
巴
か
鋤
αq
§

αq
で

オ

ダ

ラ

ン

を

行

う

よ

う

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

つ
ま

り

、

伝

統

的

に

は

こ

の

ウ

ォ

ン

ガ

ユ

・
グ

デ

村

に

は

げ
巴
伽

9
αq
茸

σq
で

の
儀

礼

は

な

か

っ
た

の

で

あ

る

。

2
0
」

O
の
三
鬘

象

舞

の

三

目
と

は

、

頭

、

上

流

な

ど

を

意

味

す

る

単

語

で

あ

り

、

文

字

ど

お

り

村

の
頭

(
北

側

)

に

位

置

し

て

い
る

。

(
た

だ

し

、
村

落

の

形

態

を

身

体

の

投

影

と

し

て

見

る

よ

う

な
象

徴

的

理
解

は

、

少

な

く

と

も

現

在

に

お

い

て

は
確

認

で

き

な

い
。

)
最

後

に

、

Z
。
・
匿

の

崔

騫

ξ

碧

α。
巴
島

は

、

こ

の
村

の

東

北

に
向

け

て
山

の
中

を

歩

い

て

一
時

間

程

の
森

の
な

か

に

あ

り

、

そ

の

由

来

に

つ

い

て

は

い
く

つ
か

の
言

い
伝

え

が

あ

る

が

、

こ

の
村

の

人

々
に

と

っ
て

も

こ

の

寺

の
性

格

は

不

明

で
あ

る

。

し

か

し

こ

の
村

の

ア
ダ

ッ
ト

が

昔

か

ら

こ

の
寺

院

で

の
儀

礼

を

管

理

し

て

き

た

こ
と

は

、

現

代

の

と

こ

ろ
疑

い
よ

う

が

な

い
。

以

上

の

よ

う

に

ア

ダ

ッ
ト

が

管

理

す

る
聖

壇

を

見

た

が

、
.先

に

述

べ

た

よ

う
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に
、
元
来
こ
の
村

の
ア
ダ

ッ
ト
に
は

カ
ヤ
ン
ガ
ン

・
テ
ィ
ガ
と
い
う
考
え
方
は

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
パ
リ
サ
ダ
に
よ

っ
て
最
近
に
な

っ
て
初
め
て
こ
の
考
え

方
が
植
え
付
け
ら
れ
た
と
い
う
点
は

こ
れ
で
明
ら
か
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。

ア
ダ

ッ
ト
が
運
営
す
る
儀
礼
は
、
聖
壇
で
の
儀
礼
ば
か
り
で
は
な

い
。
そ
の

他
に
次
の
二
つ
の
儀
礼
が
、
ア
ダ

ッ
ト
の
名
に
お

い
て
執
行
さ
れ
る
。
ひ
と

つ

は
日
弓
鋤
σq
碧
αqぎ

(昌
①畠
島

窪
αQ一昌
)
、も
う
ひ
と
つ
は
ξ
①
它
で
あ
る
。
目
暑
mσq

嘗
αq
ぎ
は
、
こ
の
地
方
独
特
の
儀
礼

で
あ
る
。
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
の
数
週

間
、
こ
の
地
方
で
は
激
し
い
風
が
吹
き
荒
れ
る
。
風
が
ピ
ー
ク
に
達
す
る
の
は

一
週
間
程
の
間
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
に
は
家
、
特
に
高
床
式
で
あ
る
穀
倉
が

倒
れ
、

コ
ー
ヒ
ー
な
ど

の
木
々
の
葉

が
落
ち
、
時
に
は
根
こ
そ
ぎ
ね
じ
倒
さ
れ

る
程

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
風
の
季
節
が
近
づ
く
と
、
人
々
は
、
家
や

穀
倉
に
縄
を
か
け
て
地
面
に

つ
な
ぎ

、補
強
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

風

の
季
節
が
始
ま
る
直
前
、
風
が
あ
ま
り
強
く
な
ら
な
い
こ
と
を
祈

っ
て
行
わ

れ
る
の
が

こ
の
ヨ
碧
9αq
き
αqぎ
な

い
し
冨
巴
島

畧
αq
ぎ
と
呼
ば

れ
る
儀
礼
で
あ

る

(詈
σq
ぎ
軽
風
、
ヨ
署
9αq
11
迎
え

る
、
昌巴
島

11
静
め
る
)
。
こ
の
儀
礼
は
、

三
篝

ま
鶏

の
前

の
通
り
で
行
わ
れ

、
小
さ
な
ブ
タ
が
生
き
た
ま
ま
犠
牲

に

捧
げ
ら

れ
る
。
そ
れ
に
た

い
し

て

ξ
①且

は
、
唯

一
バ
リ
全
島

に
お

い
て

共
有
さ
れ

て
い
る
祝

日
で
あ
り
。

こ

の
日
は
火
を
用

い
る
こ
と
が
禁

止
さ

れ
、
人

々
は
で
き
る
だ
け
じ

っ
と

し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
日
の
前
日
に
は
、
悪
霊
を
追

い
出
す
た
め
の
儀
礼
が
こ
の
村

の
中

央

の
四
つ
角

に
お
い
て
行
わ
れ
、

こ
の
儀
礼
を
執
行
す
る
の
が
ア
ダ

ッ
ト
な

の
で
あ
る
。

三
1

(
b
)
ー

(
H
)
儀
礼
の
実
行
方
法

ア
ダ

ッ
ト
が
運
営
す
る
個

々
の
儀
礼

の
実
行
方
法
は
同
じ
で
は
な
く
、
個

々
の
儀
礼
に
よ

っ
て
異
な

っ
て
い
る
。
儀
礼
の
過
程
そ
れ
自
体
は
、
ア
ダ

ッ

ト
が
規
定
し
て
い
る
対
象
で
は
な
く
、

一
般
的
宗
教
観
と
こ
の
地
域
で
の
習

慣
に
従

っ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。
実
行

方
法
と
し
て
こ
こ
で
問
題
に
す

る
の
は
、
儀
礼
の
執
行
に
必
要
な
労
働
力
が

実
際
ど
の
よ
う
に
動
員
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
労
働
力
全
体

は
要
求
さ
れ
る
労

働

に
み
あ

っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ

の
全

体

の
労
働

は

動
員
さ
れ
た
人
間
全
員

に
均
等

に
分
配
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
儀
礼

の
執
行

(
カ
ル
ヨ
i
1ー
労
働
)
を
め
ぐ

っ
て
は
、
こ
う
し
た
労
働

の
実
践
論

と
で
も
呼
び
う
る
も
の
が
最
も
繊
細
な
注
意
と
と
も
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
の
が
他
な
ら
ぬ
ア
ダ

ッ
ト
な

の
で
あ
る
。

こ
の
村
に
お

い
て
儀
礼

に
動
員
さ
れ
る
労
働
力
は
、
労
働
主
体
と

い
う
点

か
ら
見
れ
ば
次

の
五
つ

の
範
疇
に
大
別
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

僧
侶

(プ

マ
ン

ク

[
窓
ヨ
畧
αqざ
]
)
、

ア
ダ

ッ
ト
側

の
責
任
者

(
げ
窪
ま
霽

巴
彗

あ

る
い

は
貯
一一き

。。
穿
畧
)
、
専
属
の
補
助
労
働
者
(
ア
ン
チ

ャ
ガ

ン

[き
8

σq
穹
]
)
、

供
物
製
作
責
任
者
(
ス
ラ
テ
ィ

[
。・㊦
蕁
三

)
、

労
働
義
務
(畠
魯
)
を
行
う

一

般

の
ア
ダ

ッ
ト
成
員
。
プ

マ
ン
ク
と

ア
ダ

ッ
ト
側
の
責
任
者
は
、
ひ
と

つ
の
カ

ル
ヨ
ー
が
と
ど
こ
お
り
な
く
流
れ
る
よ
う
に
管
理
し
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
管

理
者
と

い
う
性
格
は
こ
の
両
者
で
同
じ
で
は
あ
る
が
、
管
理
す
る
範
囲
は
相
互

に
異
な

っ
て
い
る
。
ア
ダ

ッ
ト
側
の
責
任
者
は
、
儀
礼
の
準
備
段
階
に
お

い
て

は
、
労
働
義
務
を
行
う

ア
ダ

ッ
ト
成
員
に
た
い
し
て
、
各
自
が
公
平
な
労
働
量

に
な
る
よ
う
に
労
働
を
分
配
し
て
必
要
な
仕
事
を
終
わ
ら
せ
、
儀
礼
当

日
に
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は
、
そ
の
儀
礼
に
参
加
す
る
人
々
に
た
い
し
て
ホ
ス
ト
側
代
表
と
し
て
対
応
す

る

(受
け
入
れ
、
あ
る

い
は
問
題

の
解
決
)
。

彼
等
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
宗
教
的
側
面
に
は
直
接
に
は
関
与

せ
ず
、
世
俗
的
な

一
般
管
理
事
務
を
行
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
プ

マ
ン
ク
は
、
宗
教
面
で
の
管
理
を
行

い
、

儀
礼
の
具
体
的
な
進
行
遊
儖
視
す
る
。
プ
マ
ン
汐
と
は
、・
ひ
と

つ
の
聖
壇
な
い
し
は

寺
院
に
.一
人
専
属
に
定
め
ら
れ
た
僧

侶
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
そ
の
聖
壇

で

の
儀
礼
は
彼
の
権
限
に
お
い
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て

い
る

(実
際
に
は
、
プ

マ
ン
ク
が

一
人
だ

け
で
儀
礼
に
あ
た
る
と

い
う
之
と
は
決
し

て
な

い
。
先
述
し
た

奥
巴
巳
冨
走

い
う
考
流
方

に
従

っ
て
、
ひ
と

つ
の
儀
礼

段
階
は
複
数
の
プ

マ
ン
ク
に
よ

っ
て
監
視
き
れ
な
け
れ
ば

」な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
あ
る
聖
壇
に
お
け
る
儀
礼
が
専
属
の
プ
マ
ン
ク
に
よ

っ

て
実
際
に
執
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な

い
。
プ

マ
ン
ク
の
祝
詞
に
た
い
す
る
知
識

.

と
物
理
的
な
体
力
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個

人
差
が
あ
る
た
め
に
、
専
属
の
プ

マ
ン
ク
.

が
執
行
不
可
能
な
場
合
に
は
他
の
プ

マ
ン
ク
が
代
行
す
ゐ
の
で
あ
る
)
。、
バ
リ

に
お
け
る
儀
礼
は
、

一
般
的
に
言

っ
て
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
.
つ
ま

り
、ま
ず
儀
礼
全
体
が
い
く

つ
か
の
段
階
に
分
割
さ
れ
て
お
り
、各
段
階
に
お
い

て
鳳
、」

聖
壇

に
供
物
が
用
意
さ
れ

、
そ
れ
を
前

に
し
て
プ

マ
ン
ク
が
各
種

の

祝
詞

(娼
ε
譜

℃
ご
巳
尸

両
者

の
性

格
は
異
な
る
)
を
あ
ザ
、.

そ
の
後
聖
壇
に

置
か
れ
て
あ

っ
た
聖
水
(
二
詳
7
斜

概
念
上
は
、
水
が
用
意

さ
れ
て
お
り
、
儀

礼

を

経

て
そ

の
水

が
聖

水

と

し

て
生

成

す

る
と

考

え

ら

れ

て

い
る
)

が
参
加
者
に
与
え
ら
れ
て

一
回

の
段
階
が
終
わ

る
。
こ
の
よ
う
な
進
行
に
お

い
て
、
プ

マ
ン
ク
は
、
供
物
の
製

作
に
も
そ
の
他
の
労
働
に
も

一
切
関
わ
る

こ
と
は
な
く
、
彼
等

の
直
接
的
な
仕
事

は
祝
詞
を
あ
げ
る
こ
と
の
み
で
あ

る
。

こ
の
仕
事
は
、
聖
な
る
言
葉
の
所
有
者
で
あ
る
聖
職
者
プ

マ
ン
ク
固
有

の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
聖
職
者
プ

マ
ン
ク
が
管
理
者
と
し
て
の
側
面

を
現
わ
す

の
は
、
主
に
各
段
階
を

い
つ
行
う
か
を
決
め
、
最
終
的
に
供
物
が
す

べ
て
そ
ろ
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
時
で
あ
る
。
各
段
階
が
開
始
さ
れ
る
時

間
は
原
理
上
宗
教
観
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
供
物
や
そ
れ
に
必
要

な
肉
類

(
激

Y

の
作
製
状
況
を
見
き
わ
め
た
上
で
儀
礼
開
始
を
実
際
に
決

定
す
る
の
は
プ

マ
ン
ク
に
任
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
作
業
の
進
行
状
況
を

常
に
監
視
七
、
そ
の
全
体

の
流
れ
の
な
か
で
実
際
に
儀
礼
を
進
め
て
・い
く

の

が
管
理
者
と
し
て
の
プ

マ
ン
ク
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。

プ

マ
ン
ク
と

ア
ダ

ッ
ト
側

の
責
任
者
が
儀
礼
を
管
理
す
る
人
々
で
あ

っ
.た

と
す
れ
ば
、

ア
ン
チ

ャ
ガ
ン
《

ス
ラ
テ
ィ
、

一
般
の
ア
ダ

ツ
ト
成
員
は
、
彼

等
管
理
者

の
指
揮

に
従

っ
て
具
体
的
な
労
働
を
行
う
人
間
で
あ

る
。

ス
ラ

テ
ィ
は
、
プ

マ
ン
ク
の
指
揮
を
受
け
て
供
物
製
作
を
之
り
し
き
る
供
物
の
専

門
家
で
あ
る
。
供
物
製
作
は
女
性

の
仕
事
で
あ
り
、
そ
の
た
め
ス
ラ
テ
ィ
も

そ
の
す

べ
て
が
女
性
と
な
る
。
ひ
と

つ
の
カ
ル
ヨ
ー
に
た

い
す
る

ス
ラ
テ
ィ

は

一
人
で
は
な
く
複
数

で
あ
り

(
そ
の
数
は
決
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
)
、
通
常
は
彼
女
た
ち
が
協
力
し
て
供
物
製
作
を
行
う

の
だ
が
、
彼
女
た

ち
老
は
別
に
ア
ダ

ッ
小
女
性
成
員
の
労
働
力
が
供
物
製
作

の
た
め
に
動
員
さ
れ

た
場
合
忙
は
、
供
物
専
門
家
と
し
て
ス
ラ
テ
ィ
が
こ
の
女
性
成
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

ス
ラ
テ
ィ
が
女
性
で
あ
る
の
に
た

い
し
て
ア
ン
チ

ャ
ガ
ン
は
す

べ
て

男
性
で
あ
り
、
儀
礼
の
現
場
で
必
要
と
さ
れ
る
仕
事
を
専
属
で
行
う
。
儀
礼
の

運
営
に
あ
た
る
人
間

へ
の
食
事

の
用
意
、
完
成
し
た
供
物
や
肉
類
の
必
要
な
場

所

へ
の
運
搬
、
ア
ダ

ッ
ト
側
の
管
理
者
や
プ

マ
ン
ク
が
そ
の
時
々
に
発
す
る
指
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令

の
実
行

(
例
え
ば
、
足
り
な

い
も

の
の
調
達
な
ど

)
な
ど
が
ア
ン
チ
ャ
ガ

ン
の
実
際
の
仕
事
と
な
る
。
・ス
ラ

テ
ィ
と

ア
ン
チ
ャ
ガ

ン
が
、
恒
常
的
に
そ

の
役
割
が
定
め
ら
れ
た

一
種
の
固
定

職
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
厳
密
に
固
定

さ
れ
た
役
職
と
し
て
で
は
な
く
、
ア
ダ

ッ
ト
の
義
務
と
し
て
労
働
す
る
の
が

一

般

の
ア
ダ

ッ
ト
成
員
で
あ
る
。
彼
等

は
男
女
に
分
業
さ
れ
て
お
り
、
女
性
の
仕

事
は
、
ス
ラ
テ
ィ
の
指
揮
の
も
と
供
物
を
製
作
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
た

い
し
て
男
性
は
、
ア
ダ

ッ
ト
側
の
責
任
者

の
命
令
に
従

っ
て
、
聖
壇
あ
る
い
は

薯
霽

の
掃
除
と
供
物
な

い
し
は
食
事
に
用
い
ら
れ
る
動
物

(
豚
、
牛
)
の
解

体
作
業

(
ξ
伽
げ
雪
)
、
聖
壇

の
飾
り

付
け

(匿
霧
ぎ
)
、と

い

っ
た
仕
事
を
行

う
。ス

ラ
テ
ィ
、

ア
ン
チ

ャ
ガ

ン
、

一
般

の
ア
ダ

甥
ト
成
員
は
、
以
上

の
よ
う

な
仕
事
に
あ
た
る
わ
け
だ
が
、
こ
う

し
た
労
働
主
体
は
実
際
に
は
次

の
よ
う
に

定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず

一
般
の
ア
ダ

ッ
ト
成
員
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
す

べ
て

の
儀
礼
に
お

い
て
労
働
義
務
と
し
て
の
労
働
力
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。

ス
ラ
テ
ィ
、
ア
ン
チ
ャ
ガ
ン
以
上

の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
儀
礼
.は
限

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
ア
ダ

ッ
ト
に
属
す
る
儀
礼
の
な
か
で
は
、
ル
フ
ー
ル
寺
院

の
オ
ダ

ラ
ン
と

麗
蕁

冨
『
σqけ轟

の

ア
チ

の
み
で
あ

る
。
他
の
儀
礼
は
、
こ
の

両
者

の
寺
院
で
の
儀
礼
に
比
べ
て
規
模
が
小
さ

い
た
め
に
、
プ

マ
ン
ク
と
ア

ダ

ッ
ト
側

の
責
任
者
を
中
心
と
し
た

ス
ラ
テ
イ
と
ア
ン
チ
ャ
ガ
ン
だ
け
で
、
儀

礼
に
必
要
な
す

べ
て
の
労
働
力
が
供
給
可
能
な
の
で
あ
る
。
ル
フ
ー
ル
寺
院

と

唱琴
畧
帥
ご
σqε
σq
の
場
合
、
労
働

義

務
は
、
セ
カ

ッ
ト
を

単
位
と
し

て
、

.そ

の
も
ち
ま
わ
り

に
よ

っ
て
消
化

さ
れ

て
い
く

。
麗
轟

酔巴
口
讐
属
αq
め

ア
チ

で
は
、

一
回

の
儀
礼

に
た

い
し

て

一
.つ
の
セ
カ

ッ
ト
の
男
性
に
よ
る
労
働

(清
掃
、
「牛

の
解
体

の
た
め
).

だ
け
が
要
請
さ
れ
、

一
回
ご
と
に
こ
の
仕
事

に
あ
た
る
セ
カ

ッ
ト
が
か
え
ら
れ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
同

一
セ
カ

ッ
ト
で
は
、

四
回
.の
儀
礼
に

一
回
の
割
合
で
仕
事
が
ま
わ

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

比
べ
て
、

ル
フ
ー
ル
寺
院
で
の
オ
ダ
ラ
ン
は
そ
の
規
模
が
大
き
く
、

一
つ
の

セ
カ

ッ
ト
で
は
な
く
四

つ
の
セ
カ

ッ
ト
が
す

べ
て

一
回

の
儀
礼
時
に
動
員
さ

れ
る
。
そ
の
場
合
、
動
員
さ
れ
る
日
は
各

セ
カ

ッ
ト
に
よ

っ
て
異
な

っ
て
お

り
、

一
日
ず

つ
交
代
で

一
セ
カ

ッ
ト
ず

つ
労
働
義
務
を
は
た
し
、
し
か
も
男

性
も
女
性
も
等
し
く
そ
の
労
働
義
務
を
負
う
。

つ
ま
り
、

こ
の
寺
院
で
の
ア

ダ

ッ
ト
に
よ
る
義
務
的
労
働
は
、
全
体
で
四
日
間
続
く
の
で
あ
る
。

ス
ラ
テ
ィ
は
、
原
則
と
し
て
バ
リ
の
そ
の
他

の
地
域
と
同
様
に
プ

マ
ン
ク

と

の
関
連
に
お

い
て
決
ま

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
プ

マ
ン
ク
の
妻
を
中
心
と

し
て
、
そ
の
プ

マ
ン
ク
の
家
と
同
じ
住
居
列

(
こ
の
村

の
住
居
形
態
は
数
戸

か
ら
な
る
住
居
列
の
集
合
で
あ
り
、

一
般
的
に
言

っ
て
同
じ
親
族
集
団
に
所

属
す
る
人
間
が
同
じ
住
居
列
に
住
む
)
に
住
ん
で
い
る
女
性
が
集
ま

っ
て
ス

ラ
テ
ィ
と
な
る
の
で
あ
る
。

ア
ダ

ッ
ト
に
属
す
る
儀
礼

の
な
か
で
、
こ
の
よ

う
な

ス
ラ
テ
ィ
の
定
め
方
に
た

い
し
て
例
外
的
な
儀
礼
が
存
在
し

て
い
る
。

そ
れ
は

蔓
。
冨
前

日
の
儀
礼

で
あ

り
、

こ
の
儀
礼
は
村
中
央

の
四

つ
角

に

お

い
て
執
行
さ
れ
る
た
め
に
特
定
の
聖
壇
は
な
く
、
よ

っ
て
特
定
の
プ

マ
ン
ク

が

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
村
に
住
ん
で
い
る
プ

マ
ン
ク
全
員
に
よ

っ
て
執

行
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
儀
礼

の
場
合
、
プ

マ
ン
ク
に
よ

っ
て
ス
ラ
テ
ィ
を

定
め
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
か
わ

っ
て
現
在
で
は
、
称
号
集
団
需
〒
.

巻
一鱒
碧

に
属
す
惹
女
性
が
ス
ラ
テ
ィ
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ

の
村
落

の
現
代

の
理
解

に
従
え
ば
、

元
来

ア
ダ

ッ
ト
に
お

い
て
は
称
号
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集
団

冨
げ
翅
碧

に
属
す
る
女
性
が

こ
の
役
割
を
は
た
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
の
称
号
集
団
の
仕
事

が
多

い
の
で
、
冨
げ
麸
碧

側
が

で
穹
髱
〒

涛
碧

に
こ
の
儀
礼
で
の
ス
ラ
テ
ィ

の
代
行
を
依
頼
し
、
そ

の
結
果
現
代

の
よ

う
な
や
り
方
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
℃
同
じ
よ
う
に
特
定
の
聖
壇
が
あ
る
わ

け
で
は
な

い
ヨ
9
冨
σq
き
σq営

に
閾

し

て
は
、

冨
げ
超
き

が
そ

の
責
任
を
負
う

こ
と
が
ア
ダ

ッ
ト
に
お

い
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、

訂
げ
翅
睾

に
属
す

る
プ

マ

ン
ク
が
こ
の
儀
礼
の
執
行
に
あ
た
り
、

ス
ラ
テ
ィ
も

ぎ
ぴ醸
碧

称
号
集
団
の

の

中

心

と

な

る

住

居

列

の

女

性

が

な

る

こ
と

に

な

っ
て

い
る

。

ス

ラ

テ

ィ
が

、

原

則

的

に

は

こ

の
よ

う

に

プ

マ
ン

ク

と

の
関

連

に

よ

っ
て
自

動

的

に

決

ま

る

の

に

た

い

し

て

、

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン

は

、

ア
ダ

ッ
ト

が

定

め

る
方

式

に

そ

っ

て

決

定

さ

れ

て

い
る

。

ま

ず

、

薯

蕁

什
巴
⊆
αq
ε

αq
に

つ

い

て

は

、

こ

の
寺

院

に

面

し

た

住

居

列

の

男

性

が

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン

と

な

る

。
.窟

蕁

5
饗

〒

αQ
巴
島

に

は

、
独

自

の

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン
が

定

め

ら

れ

て

い

る

。
こ

の
寺

院

に

は

、

寺

院

の

所

有

と

さ

れ

る

森

林

(
ユ
≦
曾

娼
霞

ρ

山
≦
曾

H
所

有

と

い
う

意

の

敬

語

表

現

)
が

あ

り

、

二

人

の

人

間

が

こ

の
森

林

の

プ

タ

ン

ド

ゥ

(
娼
9

9
巳

ロ
)

と

な

っ

て

い

る
。

プ

タ

ン

ド

ゥ
と

は

一
種

の
小

作

人

の

制

度

で
あ

り

、

他

人

が
所

有

す

る

土

地

(
田

な

り

森

林

な

り

∀

で

働

き

、
.
そ

こ

で

の
収

穫

を

そ

の
土

地

の

所

有

者

と

五

十

%

ず

つ
分

け

あ

う

シ

ス

テ

ム

で
あ

る

(m
)。

土

地

の

所

有

者

が

寺

院

で

あ

る

場

合

、

収

穫

の
半

分

は

当

然

そ

の

寺

院

の
所

有

と

な

る

。

噂
〒

蕁

昌

碧

αq
巴
爵

の

場

合

、
そ

の

魁
≦
曾

窟

蕁

で

は

、

コ

ー

ヒ

ー

、
丁

子

と

い

っ
た

換

金

作

物

が

栽

培

さ

れ

、

そ

の

収

穫

の

五

十

%

が

換

金

さ

れ

て

こ

の

寺

院

に

収

め

ら

れ

る

。

そ

し

て

こ

の
寺

院

の

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン

に

は

、

こ

の

プ

タ

ン
ド

ゥ
が

あ

た

る

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

は

、

こ

の
寺

院

で

の

カ

ル

ヨ

ー

は

オ

ダ

ラ

ン

で

あ

り

、

そ

の
場

合

儀

礼

の
規

模

は

一
回

ご

と

に

か

わ

る

。

つ
ま

り

、

そ

の

カ

ル

ヨ

!

の

規

模

に

関

し

て

は

曁

け
(
小

)
と

帥
σq
昌

σq
(
大

)
の

区

別

が

あ

り

、
こ

の

両

者

が

一
回

ご

と

に

め

ぐ

っ

て

く

る
・の

で

あ

る

。

9
年

・
の

場

合

ア

ン

チ

ャ

ガ

ン

は

プ

タ

ン

ド

ゥ

と

な

っ

て

い

る

二

人

だ

け

で

よ

い

が

、

鋤
σq
蓴

σq

の

場

合

そ

の

二

人

に

加

え

て

新

た

に

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン

が

決

め

ら

れ

る

。

つ

ま

り

拶
σq
彰

σq

の

た

び

に

、
各

セ

カ

ッ
ト

か

ら

二

人

ず

つ
順

番

に

(
つ
ま

り

、

一
回

ご

と

に

彼

等

は

か

わ

っ
て

い

く

)

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン
が

選

ば

れ

る

の

で

あ

る

。

四

つ

の

セ

カ

ッ
ト

か

ら

そ

れ

ぞ

れ

二

人

ず

つ
計

八

人

、

そ

れ

に

先

の
プ

タ

ン

ド

ゥ

で
あ

る

正

規

の

ア

ン

チ

ャ

ガ

ン

ニ

人

が

加

わ

り

、

合

計

十

人

が

ゆ
σ。
琶

αq

時

の

ア

ン
チ

ャ

ガ

ン
と

な

る

わ

け

で

あ

る
。

こ

の

二

者

(
麗

蕁

け
巴
亘
σq
ε
σq
も

琴

p

鬘

僧
冨
σq
巴
島

)

以

外

の

ア

ダ

ッ

ト

に

属

す

る

儀

礼

(

霎

蕁

一
島

⊆
さ

娼
。
=
冨
σq
σq
浮

儒
「
篝

ま

ω
2

薯

螽

岱
巴

。
ヨ

歹

膨

冨
σq
穹

"

目
昌

o
αq

髫

σq
言

℃

ロ
岩

箕

げ
①
一伽

帥
σq
毒

σq

)
に

た

い

す

る

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン
は

、

ル

フ

」

ル
寺

院

の

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン
が

そ

の
仕

事

を

兼

任

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

箸

蕁

塁

碧
αq
巴
島

と

同

じ

く

ル

フ

ー

ル

寺

院

に

は

広

大

な

量

鋤

它

轟

が

あ

る

。
(
田

♪

謬

㎝
冨

、

田

以

外

の

土

地

b。
ρ

ミ

q
冨

)
。

こ

の
う

ち

プ

タ

ン

ド

ゥ

に

よ

る

生

産

活

動

が

行

わ

れ

て

い

る

の

は

由

の

み

で

あ

り

、

そ

の

数

は

一
、五

人

に

及

ぶ

。

し

か

し

、

こ

れ

ら

す

べ

て

の

人

間

が

ウ

ォ

ン
ガ

ユ

・
グ

デ
村

か

ら

選

ば

れ

る

わ

け

で

は

な

い
。

こ

の

村

か

ら

選

ば

れ

る

の
は

入

人

め

み

で
あ

り

、

他

の

七

人

は

七

つ
近

隣

の
集

落

か

ら

そ

れ

ぞ

れ

一

人

ず

つ
選

出

さ

れ

て

い

る

(
こ
れ

ら

近

隣

の
集

落

は

、

現

在

で

は

そ

れ

ぞ

れ

独

立

し

た

ア

ダ

ッ
ト

を

持

っ
て

い

る

が

、

か

っ
て

は

ウ

ォ

ン

ガ

ユ

・
グ

デ
村

の

ア

ダ

ッ
ト

に

属

し

て
、い
た

と

理

解

さ

れ

て

い

る

)

。

現

在

ウ

ォ

ン
ガ

ユ

・
グ

デ

村
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に
お

い
て

ル

フ

ー

ル
寺

院

の

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン
と

理

解

さ

れ

て

い
る

の
は

、

他

の

集

落

の

人

間

を

除

い
た

入

人

の
プ

タ

ン
ド

ゥ
だ

け

で

あ

る

(
ル

フ

ー

ル
寺

院

そ

の
も

の

の
オ

ダ

ラ

ン
に

た

い
し

て

は

、

一
五

人

の

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン
が

す

べ

て

動

員

さ

れ

る

)

。

こ

の

八

人

の
プ

タ

ン
ド

ゥ
は

次

の

よ

う

に
選

別

さ

れ

る

。

八

人

の

う

ち

四

人

は

、

ア

ダ

ツ

ト

の

役

職

で

あ

る

甘

歪

穹

夢

で

あ

る

。

言
2

霞
導

は

、

各

セ

カ

ッ
ト

か

ら

一
人

ず

つ
計

四

人

決

め

ら

れ

て

い

る

と

先

に

述

べ

た

。

こ

の

一鬘

口
穹
聾

と

い
う

役

職

に

つ

け

ば

、

自

動

的

に

ル

フ

ー

ル

寺

院

の

身

曾

筍

蕁

の

プ

タ

ン

ド

ゥ
と

な

り

、

ア

ン

チ

ャ
ガ

ン
と

な

る

の

で

あ

る
。

残

る

四
人

は

、

三

年

ご

と

に

こ

の
村

内

部

で

の
く

じ
引

き

に

よ

っ
て
決

め

ち

れ

る

。

プ

タ

ン

ド

ゥ

は

収

入

を

増

や

す

チ

ャ

ン

ス

で

あ

り

、
そ

の
た

め

候

補

者

が

多

く

、
公

平

を

期

す

た
.め

に

く

じ

引

き

と

い
う

方

法

を

と

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ル

フ
ー

ル
寺

院

の

穿

か
3
薯

蕁

か

ら

の

収

穫

は

、
も

ち

ろ

ん

そ

の

プ

プ

タ

ン
ド

ゥ
が

五

十

%

を

得

る

の
だ

が

、

残

る

五

十

%

は

「一
五

人

分

す

べ

て

が

ウ

ォ

ン

ガ

ユ

・
グ

デ
村

の
冨

示

餌
σq
轟

σΩ
に

あ

る
穀

倉

(
]
ぎ
①
冨
αQ
)

に

収

め

ら

れ

.

る
。四

、
経
済
的
側
面

現

在

こ

の

ウ

ォ

ン

ガ

ユ

・
グ

デ

村

の

ア

ダ

ッ
ト

の
場

合

、

収

入

は

ダ

ナ

・

プ

ニ

ョ

ー

(
匿

蠧

薯

三
帥
)
と

呼

ば

れ

る

財

源

に

よ

.っ

て

す

べ

て

ま

か

な

わ

れ

、

そ

れ

に

た

い
し

て

支

出

.は

ア
ダ

ッ
ト

に

属

す

る
儀

礼

を

運

営

す

る

た

め

の
経

費

の

み

で
あ

り

、

そ

れ

以

外

の

目

的

に

こ

の
財

源

が

用

い

ら

れ

る

こ

と

は

一
切

な

い
。

ダ

ナ

・
プ

ニ

ョ
ー

と

は

、

こ

の

村

の

最

も

南

側

に
あ

る

娼
〒

騫

け既
轟
ε
αq
に
お
い
て
、

こ
こ
を
通
過
す

る
人

々
が
通
過
す

る
た
び
に
安

全
を
祈
願
し
て
支
払
う
お
金
を
意
味
す
る
。
こ
の
村
は
北
側
が
山
で
さ
え
ぎ

ら
れ
て
お
り
、
交
通
は
常
に
南
側

へ
と
開
か
れ
て
い
る
。
南
に
向
か

っ
て
進

め
ば
、
最
も
近

い
地
方
都
市
タ
バ
ナ
ツ
と
バ
リ
の
首
都
デ
ン
パ
サ
ー
ル
へ
と

至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

こ
の
村

の
最
南
端

に
あ

る

薯
蕁

邑

轟
雫

轟

は
、
こ

の
村

の
戸

口
に
あ
た
る
と
言

っ
て
も
よ

い
。

こ
の
村

の
人

々

は
、
村
を
出

て
南

へ
向
か
う
た
び
に
、
こ
れ
か
ら
の
道
程

の
安
全
を
願

っ
て

こ
の
寺

院
で
お
祈
り
(
げ算
二
)
を
す
る
。

そ
の
お

祈
り

は
、
他

の
儀
礼

の

時

と
同
じ
よ
う

に
、
線
香
と

チ

ャ
ナ

ン

・
サ
リ
(
09
口
9謬σq
ω9
『一
)
と
呼
ば

れ
る
小
さ
な
供
物
を
額
に
か
ざ

す
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
チ

ャ
ナ

ン

・
サ
リ
の
中
に
少
額

の
貨
幣
が
入

っ
て
お
り
、
お
祈
り
が
す
む
と
こ
の
貨

幣
を
特
別
の
箱
の
中
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
箱

に
あ

つ
ま

っ
た
お
金
が
、

ダ
ナ

・
プ

ニ
ョ
ー
と
呼
ば
れ
る
ア
ダ

ッ
ト

の
財
源
で
あ
る
。
チ
ャ
ナ
ン
・
サ
リ

に
お
金
を
入
れ
る
の
は
、
お
祈
り
を
す
る
時
に
常

に
行
う
行
為
で
あ
り
、
こ

の
交
通
安
全
祈
願
に
お
い
て
の
み
特
.別
に
そ
の
よ
う
な
お
金
が
加
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
祈
願
を
し
て
い
る
人
々
は
、
そ
の
お
金
が
ア
ダ

ッ
ト
の

財
源
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
知

っ
、て
い
る
が
、
ア
ダ
ッ
ト
の
た
め
に
支

払

っ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
ま

っ
た
く
な
く
、
純
粋
に
交
通
安
全
た
め
に
こ
の

祈
願
を
行

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
つ
ま
り
こ
の
ウ
ォ
ン
ガ
ユ

・
グ
デ
村
に
お

い
て
は
、
義
務
に
よ
る
支
払
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
交
通
安
全
祈
願
.と

い
う

ア

ダ

ッ
ト
と
は
直
接
に
は
ま

っ
た
く
関
係
の
な

い
目
的
の
た
め
に
支
払
わ
れ
る
お

金
に
よ

っ
て
、
ア
ダ

ッ
ト
の
経
済
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
チ
ャ
ナ
ン

・
サ
リ
は
、
通
常

の
儀
礼
に
お
け
る
祈
り
の
際
に
も
用
い
ら
れ
、
祈
り
が
す
め

一135一



ば

地

面

叢
放

置

さ

れ

る

。

儀

礼

参

加

者

が

す

べ

て

こ

の
祈

り

を

行

う

た

め

に
、

儀

礼

が

終

了
す

れ

ば

か

な

り

の
額

の
金

額

が

寺

院

の
内

部

に

落

ち

て

い
る

こ
と

に

な

る

。

し

か

し

、

こ

の

お
金

に

ア
ダ

ッ
ト

は

関

与

し

な

い
。

集

め

ら

れ

た

お

金

は

四

つ
の

グ

ル

亭
プ

[
ス

ラ

テ

ィ
、

ア

ン
チ

ャ

ガ

ン
、

プ

マ
ン

ク

、

そ

の
他

の

僧

侶

]

に
均

等

分

配

さ

れ

る

の

で
あ

る

。

)

こ

の

ダ

ナ

・
プ

ニ

ョ
ー

は

、

月

に

三

回

げ
①
巳

畧

鎚

肄

を

中

心

と

し

て

ア

ダ

ッ
ト

の

長

と

各

セ

カ

ッ

ト

の

7
一腕章

に

よ

っ
て

開

け

ら

れ

、

彼

等

が

こ

の

財

源

の
管

理

に
あ

た

る

。

ダ

ナ

・

プ

ニ

ョ
コ

は

平

均

す

る

と

一
ケ

月

に
九

〇

、
○

○

○

～

一
〇

〇

、
○

○

○

男
賢
.
、

つ
ま

り
年

間

少

な

く

と

も

一
〇

八

○

、
○

○

○

閑
歹

集

ま

る

。

そ

れ

に

た

い
し

て

儀

礼

の
経

費

は

概

算

で

年

間

総

計

五

一
五

、
○

0

0

菊
歹

(
内

訳

で

は

、

堊

蕁

琶

轟

ε
αq
11

一
㎝
ρ

O
O
P

三
き

ま

。。
9
11

㎝
ρ

8

P

窟

轟

畠
巴
①
目

訂

鬘

冨
αΩ
髯

11

8

b

O
P

ヨ
⇔
冨

σq

碧

σq
ぎ

旺

①
O
噛
O
O
P

ξ

①
豆

11

0
ρ

O
O
ρ

げ
巴
か

9
αq
蓴

σq
H

一
〇
ρ

O
O
O

[
二
回

分

]

)

と

な

り

、

ダ

ナ

・
プ

ニ

ョ
ー

で

十

分

ま

か

な

え

る

金

額

に

な

っ

て

い

る

。

残

り

の
お

金

は

貯

蓄

さ

れ

て

い

る
。

.
蠶

蕁

塁

碧

σq
巴
島

と

ル

フ

ー

ル

寺

院

は

、

こ

の

よ

う

な

ア

ダ

ッ
ト

の

経

済

か

ら

は
独

立

し

て

い
る

。
つ
ま

り

こ

の

両
者

の

寺

院

の
儀

礼

に

た

い

し

て

ダ

ナ

・

プ

ニ

ョ

ー

が

用

い
ら

れ

る

こ

と

は

な

い

の

で

あ

る

。

も

⊆
蕁

ξ

9
5
σq
巴

島

は

、

先

述

し

た

よ

う

に

独

自

の

自
ま

昌
陰

蕁

を

所

有

し

て

い

る

た

め

に

、

そ

こ

か

ら

の

収

穫

を

換

金

し

た

お

金

で

儀

礼

は

運

営

さ

れ

て

い
る

。

ま

た

ル

フ

ー

ル
寺

院

は

、

タ

バ

ナ

ン
県

の
寺

院

と

理

解

さ

れ

て

い
.る

た

め

に

県

か

ら

援

助

金

(
年

虧
O
ρ

O
O
O
男
喝
.
)

が

出

て
お

り

、

オ

ダ

ラ

ン

の
経

費

は

こ

の
援

助

金

で

十

分

で

あ

る

。

先

述

し

た

よ

う

に

、

薯

霽

塁

き

σq
巴
島

と

同

様

ル

フ

ー

ル

寺

院

に

も

山
ま

昌
讐

蕁

が

あ

.り

、

こ

の

土

地

か

ら

の

収

穫

は

か

な

り

の
量
に
の
ぼ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
収
穫
は
ア
ダ

ッ
ト
に
関
し
て
ま

っ

た
く
使
用
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
称
号
集
団

ざ
ぴ
畠
彎

が
私
的
に
独
占

し
て
い

る

(
こ
う

し
た

私
的
独
占
体
制
を
続

け
る

冨
ぴ
竜
碧

に
た

い
し
て
、
量

窪

窰
蕁

は
公
的
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
判
断
か
ら
、潜
在
的
な
非
難
が
現
在
渦

巻

い
て
い
る
)
。

五
、
補
足
概
説
ー
ア
ダ

ッ
ト
と
親
族
称
号
集
団
と
の
関
連
性

バ
リ
社
会
に
お

い
て
は
、
父
系
祖
先
を
共
有
し
て
い
る
と

い
う
意
識
は
、
そ

の
祖
先
神
を
祭
る
聖
壇

(
。・き
σq
σq
m貫

こ
の
聖
壇

の
機
能
は
祖
先
神
に
関
す

る
も

の
ば
か
り
で
は
な
い
)
に
お
け
る
オ
ダ
ラ
ン
に
よ

っ
て
、
反
復
的
に
再

現
さ
れ
る
。
実
際
の
系
譜
関
係
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
祖
先
を
同

じ
く
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
、
こ
の
儀
礼
の
た
び
に
明
示
的
に
そ
の
参
加

者
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
不
断

に
反
復
確
認

さ
れ
る
父
系
祖
先
共
有
意
識
を
基
に
し
た
集
団
を
こ
こ
で
親
族
集
団
と
呼

ぶ

こ
と
に
す
る
。
こ
の
親
族
集
団
の
.な
か
で
も
、
父
系
相
続
さ
れ
る
称
号
を
特
に

保
持
し
て
い
る
の
が
親
族
称
号
集
団
で
あ
る

5̂
。
こ
の
ウ
ォ
ン
ガ

ユ
・
グ
デ
村

に
お
け
る
親
族
称
号
集
団
を
詳
述
す
る
の
は
こ
こ
で
は
不
可
能
だ
が
、
ア
ダ

ッ
ト

と
の
関
連
に
お

い
て
.次

の
点
だ
け
は
ぜ
ひ
と
も
確
認
し
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
そ
の
名
が
登
場
し
た

ぎ
げ
亀
導
"
眉
霧
か
厂

冨
弓
巴
一-

冨
昌
と

い
っ
た
称
号
集
団
は
、
か

っ
て
は
こ
の
ア
ダ

ッ
ト
を
運
営
す
る
役
職
で

あ

っ
た
と

い
う
点

で
あ
る
。

ざ
げ
畠
き

は
、
村
落

に
お
け
る
宗
教
的
活
動
の

執
行
ひ

い
て
は

ル
フ
ー
ル
寺

院

の
神

の
場
所

ぷ
き
碧

の
管
理
、
そ
れ
に
た
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い
し
て

饗
m穿

は
、

人
間
の
世
界

の
管

理
運
営

ひ
い
て
は
ル
フ
ー
ル
寺
院

の

人
澗
の
場
所

冒
訂
き

の
管
理
、

そ

し
て

冨
弓
巴
涛
碧

は

ア
ダ

ッ
ト
の

一
種

.
の
秘
書
係
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
ア
ダ

ッ
ト
運
営
を
め
ぐ
る
役
職
と
称
号
集
団

の
結
び

つ
き
は
、
現
在

の
と
こ
.う
そ

れ
程
強
く
は
な

い
が
、
冶
3
僧
11
冨
げ
㌣

岩
尸
膨
げ
四
碧
"
冨
ω寧
と

い
う
役
職
分
担
は
現
在

で
も
堅
持
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
他
に
、
需
冨
饗
一貯
寒
の
役
職

へ
の
参
加
、
あ
.る
い
は
ぴ
。巳
①
$

巴
畧
お
よ
が

げ
o
巳
溌
9
&
ロ
昜
に
選
出
さ
れ
る
の
は
ざ
σ
財
蹄
な

い
し
忌
ω欝
に
属
す
る
人
間

が
多
い
と
い
う
事
実
に
、
こ
の
役
職
11
称
号
集
団
と
い
う
考
え
方
の
残
滓
が
う

か
が
え
る
。
ア
ダ

ッ
ト
の
古

い
姿
を
歴
史
.的
に
遡
及
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
す

る
な
ら
、

帋
げ
亀
き

ど
い
う
称
号
集
団
が
全

バ
リ
に
お

い
、て
こ
の
村
落
に
し

か
存
在
し
な
い
と

い
う
事
実
と
も
あ
わ
せ
て
、
こ
の
称
号
集
団
と
ア
ダ

ッ
ト
と

の
関
連
性
に
は
慎
重
な
配
慮
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
ア

ダ
ッ
ト
の
役
職
」
称
号
集
個
と
.い
う

概
念
は
歴
史

の
古
炳
層
に
属
し
て
お
り
、
.

現
在
観
察
す
る
限
り
こ
の
概
念
の
影
響
は
か
な
り
薄
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
・け

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

以
上

の
よ
う

に
現
時
点
で
の
ア
ダ

ッ
ト
の
姿
を
.描

い
て
き
た
わ
け
だ
が
、

今
回
は
、
ア
ダ

ッ
ト
の
伝
統
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
変
化
を
ど
ケ
評
価
し
、
現

代

に
お
け
る
こ

の
伝
統

の
意
味
を

ど
う
捉
え
る
か
、
と

い
っ
た
問
題
は

一

切
問
わ
な
か

っ
た
。
.し
か
七
、
こ
う
・し
た

ア
ダ

ッ
ト
の
現
在
を
目
に
し
た

.

時
、
ア
ダ

ッ
ト
と

い
う
バ
リ
人
の
伝
統
と
特
に
独
立
以
.後
こ
の
村
落
が
置
か

れ
だ
状
況
乏

の
間
に
ば
微
妙
な
対
話
関
係
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
う

い
っ
た

対
話
を
積
み
重
ね

つ
つ
ア
ダ

ッ
ト
は
変
化
し
な
が
ら
生
き
続
け
て
い
る
ど

い

う
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
味
で
、
た
と
え

ア
ダ

ッ
ト
が
伝
統
的
枠

組
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
現
代
の
ア
ダ

ッ
ト
は
や
は
り
あ
く
ま
で
も
現
代
的
な

も
の
な
の
で
あ
る
。
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囚
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ぎ
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涛

①

H
磊

什
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琢

旨

O
筒

-
Q。
ω

'

一
り
①
野

同

、

一
り
Q。
ρ

o
戸

巳

け
こ

薯

.
ホ

ー
㎝
ω
・

O
①
①
弓
酔
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母

巴
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己

O
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自

o
こ

Ω
㊦
①
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芦
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唱
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国
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℃

日
冨

q
巳
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①
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凶
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①
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①
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メ

唱
緊

α
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ー
①
ω

●

(
4

)

自

律

性

を

組

織

原

理

と

す

る

バ

リ

の

よ

う

な

社

会

に

あ

っ

て

、

こ

う

し

た

両

立

体

制

が

可

能

と

な

る

の

は

ま

さ

に

そ

の

自

律

性

に

よ

っ

て

で

あ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

=
o
げ
①
詳

噂
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穹

剖
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O
弓
畧

o
房

穹

血
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℃
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冨
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①
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巳
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腎
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弓
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巴
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巴
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日
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ω

H
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一〇
刈
伊
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照
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(
5

)
〉
匿
ξ
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畠

号
薯

号

『

卍
同

図

く
=

噛

r
Φ
乙
①
尸

6

ω癖
も

歹

ω
雪

-
お

b。
.
こ

の
村

に

関

す

る

オ

ラ

ン
ダ

側

の
文

書

は

こ

れ
だ

け

で

は
な

い
。

(
6
)

こ

の

ル
グ

組

織

と

そ

の
生

成

を

め
ぐ

っ
て
観

察

さ

れ

る

村

落

の

再

編

成

に

関

し

て

は

、
拙

稿

「
見

出

さ
れ

た

相

互
扶

助

組

織
ー

バ

リ
島

、

ウ

ォ

ン
ガ

.ユ

・
グ

デ
村

に

お

け

る

ル

グ
組

織

に

つ
い
て

」

『
南

方

文
化

』

第

十

四
輯

、

一
九

八

七
年

、

参

照
。

(
7
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冖
・
目
謬

長

。
げ
舒

蚕

竃
・
馨

曇

箕

。
帆
器

≦
。
・
α・
馨

。
。
島

蘆

陪

(
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こ

の
よ

う

な
兼

任

形
態

は

、
局

所

的

な
目

的

に

た

い
し

て

個

別

に
組

織

を
形

成

し

て

い
く

バ

リ

社

会

に

お

い

て

は

か

な

り

珍

し

い
現

象

で

あ

る

。

事

実

、

謀

髻

と

言
2

穹
9
7
は
、
二

つ

の
仕

事

を

兼

任

す

る

こ

と

に

関

し

て

、

仕

事

が

多

過

ぎ

分

業

.

す

べ
き

で
あ

る
と

は

っ
き

り

不

満

を

述

べ

て

い
る
。

(
9

)

二
度

行

わ

れ

た
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情

に

つ

い

て

は
、
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。
き

O
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乙

』
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(
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)

バ

リ

社

会

に

お

い

て
小

作

の

方

式

は

9
冨
巳

百
ば

か

り

で

は

な

い
。

土

地

所

有

、
者

と

小

作

者

の
間

で
の
収

穫

分

配

方

式

は
、

五
十

%
ず

つ
で

は

な

い
方

式
も

存

在

し

て

い

る

(
Ω
。
。詳
N

"
一
㊤
O
♪

o歹

葺

こ

唱
歹

b。
?

N
8

)
。

し

か

し

、

こ

の

村

に

お

い

て

は

、

侮
亳
鋤

薯

蕁

に

と

ど

ま

ら

ず

一
般

的

に

言

っ

て

、

冨
富
昌
含

.以

外

の

方

式

は
知

ら

れ

て

い

る
が

、

実
際

に

は

一
例

も

行

わ

れ

て

い
な

い
。

(
11

)
特

に

バ

リ

の
親

族

に

関

し

て

は

、

次

の

二

つ

の
詳

細

な

研

究

が

あ

る
。
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9
け・
こ
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で
は
親

族
称
号
集

団
と

い
う
集

団
性

か
ら
見

て

い
る
た

め
に
、
後
者

の
研
究
に
よ
り
近

い
か
た
ち

で
ま
と

め
た
。

し
か
し
、

こ
の

村
落

の
親
族

関
係

は
、

こ
の
二

つ
の
研
究
と

は
ま
た

異
質

の
次
元
を

含
ん

で
お

り
、
し
か
も

一
九

六
〇
年

代
初
期
に
は
大
き
な
変
化

が
認
め
ら
れ
る
。
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