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年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
タ
イ
経
済
の
急
成
長
を
支
え
た

主
要
な
労
働
力
は
、
バ
ン
コ
ク
首
都
圏
を
中
心
に
労
働
集
約
的
な
多

国
籍
企
業
の
下
請
け
工
場
で
働
く
地
方
農
村
出
身
の
若
年
女
性
た

ち
で
あ
っ
た
（Paw

adee 1982; Suw
anlee 1984; H

eyzer 1986; 
M

ills 1999

）。

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
受
け
た
「
労
働
力
の
女
性
化
」「
移
動

の
女
性
化
」
と
い
う
現
象
は
、
タ
イ
だ
け
で
は
な
く
他
の
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
中
心
に
、
い
わ
ゆ
る
途
上
国
各

地
で
起
こ
っ
た
現
象
で
あ
る
。
近
年
で
は
家
事
労
働
者
や
ケ
ア
労
働

者
、
あ
る
い
は
国
際
結
婚
な
ど
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
移
動
を

す
る
女
性
た
ち
が
増
加
し
、
東
南
ア
ジ
ア
女
性
が
世
界
シ
ス
テ
ム

へ
と
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
や
構
造
、
国
境
を
越
え
て
も

な
お
維
持
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る

（Parreñas 2005; Patcharin et al. 2007

）。

た
だ
し
こ
う
し
た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
動
き
と
並
行
し
て
、

多
民
族
が
暮
ら
す
国
内
で
、
よ
り
よ
い
生
活
を
求
め
て
文
化
的
越
境

を
繰
り
返
す
女
性
た
ち
も
後
を
絶
た
な
い
。
タ
イ
で
は
地
方
農
村
か

ら
バ
ン
コ
ク
首
都
圏
を
中
心
と
す
る
都
市
へ
の
「
出
稼
ぎ
」
や
移
住

は
、
ま
す
ま
す
恒
常
化
し
た
現
象
と
な
っ
て
い
る
。
統
計
が
な
い
の

で
具
体
的
な
数
字
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
二
〇
〇
〇
年

の
人
口
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
く
首
都
バ
ン
コ
ク
と
東
北
タ
イ
の
人
口
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
を
比
べ
て
み
る
と
、
東
北
タ
イ
の
人
口
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は

二
〇
～
三
四
歳
ま
で
の
割
合
が
低
く
、
一
〇
～
一
九
歳
、
三
〇
～

四
〇
歳
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
バ
ン
コ
ク
の
人
口
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
は
、二
〇
～
三
四
歳
ま
で
の
割
合
が
高
い
（Sam

nakngan 
Sathiti haeng Chart 2000

）。
つ
ま
り
バ
ン
コ
ク
が
、
東
北
タ
イ

を
含
む
地
方
農
村
か
ら
若
年
者
を
吸
収
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
近
年
の
タ
イ
で
は
、
工
業
化
の
発
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家

族
形
態
が
先
進
国
と
は
逆
の
変
化
を
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
始

め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
核
家
族
化
が
進
む
の
で
は
な
く
、
タ
イ
全
土

に
お
い
て
よ
り
複
雑
な
親
族
成
員
を
含
む
複
合
家
族
の
形
態
が
増
加

し
て
い
る
。
人
口
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
い
て
東
北
地
域
と
バ
ン
コ
ク
首

都
圏
に
お
け
る
家
族
形
態
の
変
化
を
み
て
み
る
と
、
両
地
域
に
お
い

て
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
複
合
家
族
の
形
態
が
増
加
し
て
い

る
（
竹
内 2009: 184

）。
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
女
性
た
ち
が

結
婚
や
出
産
を
経
た
後
も
「
出
稼
ぎ
」
を
継
続
し
て
い
た
り
、
出
身

村
に
帰
省
し
て
出
産
し
た
後
、母
親
に
子
を
預
け
て
再
び
「
出
稼
ぎ
」

を
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
子
育
て
を
め
ぐ
っ
て
家
族
形
態
の
変

化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
（
木
曽 2007: 69-72

）。

し
か
し
タ
イ
女
性
の
「
出
稼
ぎ
」
や
都
市
へ
の
移
住
な
ど
移
動
労

働
を
扱
っ
た
こ
れ
ま
で
の
人
類
学
的
研
究
で
は
、
お
も
に
若
年
女
性

の
移
動
を
め
ぐ
る
葛
藤
や
移
動
先
で
の
生
活
に
重
点
が
置
か
れ
て
き

た
。
一
九
八
〇
年
代
の
東
北
タ
イ
農
村
出
身
の
若
年
女
性
労
働
者
の

調
査
か
ら
は
、
農
村
社
会
の
規
範
に
お
け
る
娘
と
し
て
の
義
務
と
都

市
生
活
を
享
受
す
る
自
律
的
な
近
代
的
自
己
イ
メ
ー
ジ
と
の
間
で
、

若
年
女
性
が
葛
藤
す
る
様
子
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（M

ills 1999

）。

は
じ
め
に

本
特
集
で
扱
う
「
ミ
ク
ロ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
は
、
あ
る
特
定
の
歴

史
文
化
的
状
況
の
な
か
で
移
動
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
移
動
を
支
え

る
仕
組
み
の
基
盤
と
な
る
家
族
の
構
造
を
共
有
す
る
場
と
し
て
定
義

す
る
こ
と
も
可
能
な
概
念
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
ミ
ク
ロ
・
リ
ー

ジ
ョ
ン
を
上
記
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
事
例
と
し
て
、
過
去
約
四
〇

年
に
わ
た
っ
て
労
働
者
を
送
り
出
し
続
け
て
き
た
東
北
タ
イ
農
村
に

お
け
る
女
性
の
「
出
稼
ぎ＊

１

」
を
検
討
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

恒
常
的
に
労
働
者
を
送
り
出
し
続
け
る
農
村
地
域
の
動
態
を
明
ら
か

に
し
、そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
家
族
の
実
態
を
通
し
て
、ミ
ク
ロ
・
リ
ー

ジ
ョ
ン
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
九
〇
年

前
後
以
降
の
既
婚
女
性
、お
よ
び
子
を
持
つ
女
性
の
「
出
稼
ぎ
」
が
、

彼
女
ら
の
労
働
経
験
の
上
に
選
択
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、

母
親
や
姉
妹
と
母
役
割
を
分
担
す
る
こ
と
で
移
動
が
支
え
ら
れ
続
け

て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

本
稿
で
対
象
と
す
る
今
日
の
東
北
タ
イ
農
村
は
、
国
内
外
へ
の
労

働
者
の
主
要
な
送
り
出
し
地
域
で
あ
る
。
第
一
次
ピ
ブ
ー
ン
政
権

（
一
九
三
八
～
四
二
年
）
に
よ
る
経
済
タ
イ
化
政
策
以
降
、
中
国
系

移
民
の
か
わ
り
に
バ
ン
コ
ク
首
都
圏
の
主
要
な
労
働
力
と
な
っ
た
の

は
、
東
北
タ
イ
農
村
を
中
心
と
す
る
地
方
農
村
出
身
男
性
で
あ
っ
た

（A
dul 1960; T

extor 1961; M
einkoth 1962

）。
ま
た
一
九
六
〇

東
北
タ
イ
農
村
に
お
け
る
女
性
の「
出
稼
ぎ
」と
母
役
割 

―
―
送
り
出
し
地
域
か
ら
み
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
移
動
の
動
態

木
曽
恵
子

  
特
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越
境
と
地
域
空
間
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ロ
・
リ
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ョ
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を
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ら
え
る
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１ 

開
拓
移
住
か
ら「
出
稼
ぎ
」
へ

東
北
タ
イ
は
メ
コ
ン
河
を
境
に
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
国

境
を
接
す
る
タ
イ
東
北
部
に
位
置
す
る
一
九
県
で
あ
る
（
図
１
）。

二
〇
〇
〇
年
の
人
口
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
域
に
は
タ
イ
全

体
の
人
口
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
二
千
万
人
以
上
の
人
々
が
暮
ら

し
て
お
り
（Sam

nakngan Sathiti haeng Chart 2000

）、
そ
の

最
大
の
言
語
集
団
は
タ
イ
語
族
の
ラ
オ
（Lao

）
で
あ
る＊

２

。
一
八
世

紀
頃
か
ら
入
植
し
始
め
た
と
い
わ
れ
る
後
続
の
移
住
者
で
あ
る
ラ
オ

の
人
々
は＊

３

、
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
か
ら
チ
ャ
ン
パ
ー
サ
ッ
ク
へ
南
下
し
、

チ
ー
川
沿
い
に
ウ
ボ
ン
ラ
ー
チ
ャ
タ
ニ
ー
、ロ
ー
イ
エ
ッ
ト
、マ
ハ
ー

サ
ラ
カ
ム
、
コ
ー
ン
ケ
ン
、
ウ
ド
ン
タ
ニ
、
ル
ー
イ
へ
と
北
西
へ
向

か
っ
て
水
稲
耕
作
に
従
事
し
な
が
ら
、
二
○
世
紀
前
半
ま
で
よ
り
よ

い
水
田
を
探
す
た
め
の
開
拓
移
住
を
繰
り
返
し
て
き
た
（
林 2000: 

86

）。
本
稿
が
対
象
と
す
る
の
は
ラ
オ
の
人
々
で
あ
り
、
調
査
地
で

あ
る
マ
ハ
ー
サ
ラ
カ
ム
県
ナ
ー
チ
ュ
ア
ッ
ク
郡
Ｃ
村
は
、
上
記
の
開

拓
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
て
い
る
。

開
拓
移
住
を
繰
り
返
し
て
形
成
さ
れ
た
ラ
オ
の
人
々
は
、
結
婚
後

少
な
く
と
も
数
年
間
は
妻
方
居
住
を
行
い
、
女
性
を
通
し
て
農
地
や

屋
敷
地
な
ど
の
土
地
を
継
承
し
て
い
く
と
い
う
慣
習
を
も
っ
て
集
落

に
定
着
し
て
き
た
（T

am
biah 1970: 12

）。
そ
の
結
果
、
以
下
の

よ
う
な
姉
妹
を
軸
に
し
た
家
族
周
期
が
理
念
型
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
る
。
夫
婦
は
ま
ず
妻
の
実
家
で
妻
の
両
親
や
キ
ョ
ウ
ダ
イ
と
同
居

し
、
米
の
生
産
と
消
費
を
共
同
す
る
。
し
か
し
子
の
誕
生
や
妹
の
結

婚
に
伴
う
新
夫
婦
の
同
居
を
契
機
に
、
先
に
結
婚
し
た
娘
夫
婦
は
同

屋
敷
地
内
に
別
棟
を
建
設
し
、
独
立
し
た
家
屋
を
築
く
。
こ
の
段
階

で
も
米
の
生
産
と
消
費
は
、
親
世
帯
と
共
同
し
た
ま
ま
の
こ
と
が
多

い
。
そ
し
て
最
後
に
残
っ
た
末
娘
夫
婦
が
両
親
と
同
居
を
続
け
、
姉

妹
で
分
配
す
る
両
親
の
土
地
の
多
く
を
受
け
継
ぎ
、
両
親
の
老
後
の

世
話
を
す
る
よ
う
に
期
待
さ
れ
る
。
一
九
六
四
年
に
日
本
人
と
し
て

初
め
て
東
北
タ
イ
農
村
で
調
査
を
実
施
し
た
水
野
は
、
こ
う
し
た
同

屋
敷
地
内
で
妻
方
居
住
を
す
る
親
子
世
帯
、
姉
妹
世
帯
が
、
親
の
所

有
す
る
農
地
で
の
米
の
生
産
と
消
費
の
共
同
を
行
っ
て
い
る
点
に

注
目
し
、
こ
れ
を
「
屋
敷
地
共
住
集
団
／
結
合
」（m

ultihousehold 
com

pounds

）
と
呼
ん
だ
（
水
野 1981: 109

）。

こ
の
よ
う
に
夫
婦
や
親
子
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
関
係
に
あ
る
者
が
中
心

に
同
居
す
る
家
屋
は
ヒ
ア
ン
（hian

）
と
呼
ば
れ
る
。
親
と
同
居
し

て
い
る
娘
夫
婦
と
そ
の
子
は
、
親
の
ヒ
ア
ン
の
成
員
で
あ
る
。
し
か

し
同
屋
敷
地
内
で
も
異
な
る
家
屋
に
住
む
夫
婦
は
、
独
立
し
た
ひ
と

つ
の
ヒ
ア
ン
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
ヒ
ア
ン
を
世
帯
と
呼
ぶ
。

世
帯
は
東
北
タ
イ
農
村
で
も
っ
と
も
基
本
的
な
経
済
単
位
で
あ
る
と

同
時
に
、
結
婚
式
や
葬
式
の
際
の
布
施
金
、
村
落
積
立
金
な
ど
の
収

集
単
位
で
も
あ
り
、
集
合
的
年
中
仏
教
儀
礼
の
際
に
は
こ
の
世
帯
単

位
で
代
表
者
（
お
も
に
年
配
女
性
）
が
儀
礼
に
参
加
す
る
。
ま
た
家

族
周
期
の
な
か
で
同
時
代
的
に
同
世
帯
に
居
住
す
る
人
々
は
、「
家

現
在
で
は
若
年
女
性
の
移
動
労
働
は
娘
と
し
て
の
規
範
自
体
が
揺
れ

動
い
て
は
い
る
も
の
の
、
彼
女
ら
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
な
か
に
組
み

込
ま
れ
た
行
為
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
子
を
持
つ
女
性
の
移
動

を
め
ぐ
る
問
題
は
、
政
策
面
で
移
動
者
と
子
育
て
の
問
題
が
重
要
な

論
点
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
江
藤 2009

）、
移
動
者
の

視
点
か
ら
具
体
的
な
事
例
に
基
づ
い
た
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
移
動
者
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
な
か
で
「
出
稼

ぎ
」
を
捉
え
、
移
動
者
自
身
が
家
族
と
の
関
係
の
な
か
で
移
動
を
選

択
し
、
実
践
す
る
移
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の

際
、
女
性
の
移
動
を
め
ぐ
る
行
為
や
経
験
を
一
元
化
せ
ず
に
描
く
こ

と
を
目
指
す
。
タ
イ
女
性
の
移
動
を
扱
っ
た
先
行
研
究
で
は
、
女
性

の
移
動
を
め
ぐ
る
行
為
や
経
験
を
上
座
仏
教
的
価
値
観
に
お
け
る
母

娘
役
割
を
遂
行
す
る
た
め
の
行
為
と
し
て
還
元
主
義
的
に
説
明
し
て

し
ま
う
こ
と
で
（Pasuk 1982; M

uecke1984; M
ills 1999

）、
上

座
仏
教
社
会
の
再
生
産
者
と
し
て
の
女
性
の
移
動
労
働
を
一
元
化
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
を
突
き
進
め
る
こ
と
は
、
異

な
る
時
代
、
地
域
に
お
け
る
「
女
性
労
働
」
を
一
元
化
し
、
過
去
約

四
〇
年
に
わ
た
っ
て
労
働
者
を
送
り
出
し
続
け
て
き
た
地
域
特
有
の

変
化
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
移
動
者
自
身
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
に
お
け
る
移
動
の
論
理
に
基
づ

く
地
域
の
生
成
を
ミ
ク
ロ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
捉
え
る
本
稿
の
視
点

は
、
労
働
者
の
送
り
出
し
地
域
と
し
て
静
的
な
東
北
タ
イ
農
村
を
描

い
て
し
ま
う
危
険
性
を
回
避
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

Ⅰ 

東
北
タ
イ
農
村
に
お
け
る
移
動
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

タ
イ
で
労
働
力
の
女
性
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
七
〇
年
前
後
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
政
府
が
第
一
次
経
済
開

発
計
画
（
一
九
六
一
～
六
六
年
）
に
よ
っ
て
工
業
化
を
本
格
的
に
開

始
し
、
バ
ン
コ
ク
首
都
圏
（
ノ
ン
タ
ブ
リ
ー
、
パ
ト
ム
タ
ー
ニ
ー
、

ナ
コ
ン
パ
ト
ム
、
ラ
ー
チ
ャ
ブ
リ
ー
、
チ
ョ
ン
ブ
リ
ー
、
サ
ム
ッ
ト
サ

コ
ン
、
サ
ム
ッ
ト
プ
ラ
カ
ー
ン
の
各
県
）
に
世
界
市
場
向
け
製
品
生

産
工
場
が
新
設
さ
れ
、
労
働
人
口
の
集
中
が
起
こ
っ
た
た
め
で
あ
る

（
渡
辺 1988: 36-40

）。
こ
の
よ
う
な
多
国
籍
企
業
主
導
の
労
働
市

場
で
求
め
ら
れ
た
労
働
力
の
多
く
が
、
手
先
が
器
用
と
さ
れ
、
夫
や

子
ど
も
に
対
す
る
責
任
や
制
約
も
ま
だ
な
い
未
婚
者
を
中
心
と
す
る

若
年
女
性
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
多
く
が
地
方
農
村
出
身
者
で
あ

り
、
低
学
歴
で
技
術
を
持
た
な
い
彼
女
ら
は
低
賃
金
で
雇
わ
れ
た
。

一
九
七
八
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
当
時
の
バ
ン
コ
ク
首
都
圏
に
お
け

る
製
造
業
と
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
す
る
女
性
の
数
は
、
男
性
の
二
倍

に
な
っ
て
お
り
、
女
性
の
半
数
以
上
が
東
北
タ
イ
農
村
出
身
者
で

あ
っ
た
と
い
う
報
告
も
な
さ
れ
て
い
る
（Paw

adee 1982: 305

）。

以
下
で
は
ま
ず
、
東
北
タ
イ
農
村
に
お
け
る
移
動
の
背
景
を
簡
単

に
説
明
す
る
。
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新
し
い
出
来
事
と
し
て
の
女
性
の「
出
稼
ぎ
」

開
拓
移
住
に
よ
っ
て
集
落
を
形
成
し
、
妻
方
居
住
と
女
性
を
通
し

た
土
地
の
継
承
と
い
う
慣
習
の
な
か
で
、
移
動
を
繰
り
返
す
の
は

も
っ
ぱ
ら
男
性
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
開
拓
移
住
以
外
に
も
日
常
実

践
の
な
か
で
人
々
が
村
を
越
え
て
移
動
す
る
と
い
う
行
為
は
よ
く
み

ら
れ
た
が＊

５

、
個
人
と
し
て
の
越
境
行
為
は
男
性
性
と
強
く
結
び
つ
い

た
文
化
的
行
為
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
妻
と
な
る
女
性
を
探
す
嫁
探

し
や
出
家
後
の
僧
侶
と
し
て
の
巡
歴
、
行
商
人
と
し
て
の
移
動
な
ど

が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
移
動
は
物
見
遊
山
的
な
行
為
で
あ
る
と
同
時

に
、
婚
出
や
出
家
に
よ
っ
て
近
親
者
や
俗
社
会
と
の
関
係
が
い
っ
た

ん
は
断
絶
さ
れ
る
行
為
で
も
あ
り
、
社
会
的
地
位
の
移
動
と
い
う
要

素
も
含
ん
で
い
た
（K

irsch 1966: 370-378

）。

一
九
五
〇
年
前
後
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
東
北
タ
イ
農
村

男
性
の
「
出
稼
ぎ
」
は
、
こ
う
し
た
慣
習
的
な
移
動
の
延
長
線
上
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
プ
ー
タ
イ
の
村
で
調
査
を
し
た
カ
ー
シ
ュ
に
よ

れ
ば
、
同
地
の
「
出
稼
ぎ
」
は
広
く
経
済
活
動
と
し
て
も
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
経
済
的
要
因
の
み
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
彼
ら
は
貧
困
に
よ
る
不
安
に
駆
ら
れ
て
の
み
村
を
離
れ
る
の
で

は
な
く
、
物
見
遊
山
的
な
要
素
か
ら
村
を
飛
び
出
し
、
移
動
の
経
験

を
通
し
て
社
会
的
地
位
を
獲
得
し
、
よ
り
広
い
社
会
関
係
を
結
ん

で
い
た
か
ら
で
あ
る
（K

irsch 1966: 377

）。
ま
た
林
は
男
性
の
移

動
を
、「
い
ず
れ
も
『
ど
こ
か
へ
で
か
け
る
（pai thiao

）』
と
い
う

日
常
語
で
表
現
さ
れ
る
、
い
く
ら
か
無
目
的
な
行
動
の
延
長
に
あ

る
」
と
し
、
ラ
オ
男
性
に
特
徴
的
な
行
動
と
し
て
い
る
（
林 2000: 

116

）。
そ
の
一
方
で
女
性
の
日
常
生
活
に
と
っ
て
も
移
動
が
慣
習
的
行
為

だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
女
性
は
村
近
隣

で
の
農
業
や
養
蚕
・
機
織
、
行
商
な
ど
の
経
済
活
動
を
基
盤
と
し
て

子
ど
も
や
両
親
の
世
話
、
家
計
の
管
理
、
あ
る
い
は
世
帯
の
代
表
者

と
し
て
の
寺
院
へ
の
布
施
、
仏
教
年
中
儀
礼
へ
参
加
し
、
各
世
帯
と

集
落
全
体
の
生
活
を
円
滑
に
つ
な
ぐ
役
割
を
担
う
存
在
で
あ
る
と
さ

れ
て
き
た
。
つ
ま
り
移
動
が
慣
習
化
し
て
い
た
男
性
に
対
し
て
、
女

性
が
単
身
で
村
外
に
出
て
行
く
こ
と
は
決
し
て
生
活
実
践
の
ひ
と
つ

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
女
性
に
は
、
村
内
で
さ
え
「
一

人
で
出
歩
く
べ
き
で
は
な
い
」と
い
う
行
動
規
制
が
働
い
て
い
た（
江

藤 1996: 158

）。
た
と
え
ば
カ
イ
ズ
は
、
女
性
を
「
移
動
し
な
い

人
々
」（im

m
obile villagers

）と
記
し
、一
九
六
三
年
当
時
の
マ
ハ
ー

サ
ラ
カ
ム
県
で
は
「
村
の
外
に
出
て
行
っ
た
こ
と
の
な
い
者
の
大
部

分
は
女
性
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（K

eyes 1966: 364

）。
筆
者

が
調
査
を
し
た
Ｃ
村
で
も
少
な
く
と
も
一
九
九
〇
年
代
前
半
頃
ま
で

は
、
依
然
と
し
て
「
出
稼
ぎ
」
以
外
の
場
面
で
は
女
性
の
移
動
へ
の

規
制
が
強
く
み
ら
れ
て
い
た
（
木
曽 2007: 68

）。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
行
動
規
制
が
あ
っ
た
な
か
で
、
実
際
に
は

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
東
北
タ
イ
農
村
か
ら
も
若
年
女
性
が
バ
ン
コ

屋
を
同
じ
く
」（hian diao kan

）
す
る
者
と
表
現
さ
れ
、

よ
り
親
密
な
関
係
に
あ
る
近
親
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
家
屋
を
同
じ
く
す
る
人
々
は
、
住
民
自
身
や
政

策
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
標
準
タ
イ
語
の
「
家
族
」（khrop 

khrua

）
に
も
置
き
換
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
ラ
オ
の
人
々
に
と
っ
て
生
活
実
践
の
一
部
で

あ
っ
た
開
拓
移
住
に
よ
る
移
動
は
、
徐
々
に
減
少
し
て

い
っ
た
。
人
口
増
加
と
と
も
に
稲
作
に
適
し
た
土
地
が
減

少
し
、
土
地
の
値
段
も
高
価
に
な
り
、
つ
い
に
は
開
墾

で
き
る
未
耕
地
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
（
林 

2000: 92

）。
ま
た
同
時
期
に
、
産
業
化
に
伴
い
首
都
バ

ン
コ
ク
周
辺
で
労
働
市
場
が
拡
大
し
た
結
果
、
東
北
タ
イ

農
村
か
ら
も
よ
り
多
く
の
人
々
が
、
現
金
獲
得
の
た
め
に

首
都
バ
ン
コ
ク
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た＊

４

。

東
北
タ
イ
農
村
、
と
く
に
ラ
オ
の
人
々
に
と
っ
て
「
出
稼
ぎ
」

は
、
か
つ
て
の
開
拓
移
住
の
延
長
線
上
に
あ
る
行
為
の
ひ
と
つ
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
レ
ベ
ル
で
よ
り
多
く
の

人
々
が
、
よ
り
多
層
な
社
会
関
係
や
差
異
と
交
錯
す
る
契
機
と
な
っ

た
重
要
な
出
来
事
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
マ
ハ
ー
サ
ラ

カ
ム
県
の
農
村
で
調
査
を
行
っ
た
カ
イ
ズ
は
、
一
九
六
〇
年
前
後
の

東
北
タ
イ
農
村
の
人
々
は
バ
ン
コ
ク
で
「
出
稼
ぎ
」
労
働
者
と
し
て

中
央
タ
イ
の
人
々
と
相
互
関
係
を
持
つ
こ
と
で
、
初
め
て
東
北
タ
イ

出
身
者
と
し
て
の
自
己
認
識
を
高
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い

る
。「
出
稼
ぎ
」
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
者
（
と
く
に
女
性
）
が
、

近
隣
村
の
些
細
な
方
言
や
慣
習
の
差
異
に
基
づ
い
て
自
ら
の
地
域

文
化
を
提
示
す
る
の
に
対
し
、「
出
稼
ぎ
」
経
験
者
は
中
央
タ
イ
の

人
々
と
の
交
渉
の
な
か
で
、
中
央
タ
イ
に
対
す
る
東
北
タ
イ
農
村
地

域
と
し
て
の
地
域
主
義
（localism

）
を
形
成
し
て
い
っ
た
（K

eyes 
1966: 364-366

）。
カ
イ
ズ
の
分
析
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

一
九
七
〇
年
代
前
後
ま
で
、
東
北
タ
イ
農
村
の
文
脈
で
は
、
女
性
が

村
を
離
れ
て
働
き
に
い
く
と
い
う
行
為
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ

た
。
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

図１ タイ全土と東北タイ地域における調査地
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た
の
か
を
み
て
み
た
い
。

事
例
１

世
帯
Ｌ
に
は
二
〇
〇
五
年
現
在
、
五
〇
代
の
Ｄ
と
三
女
夫
婦
、
三

女
の
長
男
と
長
女
、
Ｄ
の
四
男
の
長
女
の
六
人
が
暮
ら
し
て
い
る
。

Ｄ
は
母
親
か
ら
相
続
し
た
Ｃ
村
集
落
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
屋
敷

地
と
家
屋
に
、
か
つ
て
は
Ｃ
村
出
身
の
両
親
と
兄
と
四
人
で
暮
ら
し

て
い
た
が
、
兄
が
ウ
ド
ン
タ
ニ
県
に
婚
出
し
た
後
の
一
九
六
四
年
頃

に
Ｃ
村
出
身
の
男
性
と
結
婚
し
、
夫
が
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｄ
は
両
親
の
死
後
も
、
夫
と
八
人
の
子
と
世
帯
Ｌ
の
同
家
屋
で
暮
ら

し
続
け
た
。
た
だ
し
一
九
七
九
年
頃
に
最
初
の
夫
が
死
亡
し
、
翌

年
、
Ｃ
村
出
身
の
別
の
男
性
と
再
婚
し
た
。
そ
の
後
も
Ｄ
は
同
家
屋

で
暮
ら
し
、
一
九
八
三
年
に
二
番
目
の
夫
と
の
間
に
娘
を
一
人
も
う

け
た
。
現
在
は
Ｄ
が
母
親
か
ら
譲
り
受
け
た
土
地
で
自
給
用
の
モ
チ

米
と
ウ
ル
チ
米
を
生
産
す
る
ほ
か
、
畑
で
ユ
ー
カ
リ
を
栽
培
し
て
約

二
千
バ
ー
ツ
／
年
の
収
入
を
得
て
い
る＊

７

。
ま
た
三
女
の
夫
が
乗
り
合

い
バ
ス
で
毎
朝
夕
郡
都
ま
で
の
送
り
迎
え
を
行
っ
た
り
、
自
宅
で
自

転
車
や
バ
イ
ク
の
修
理
を
行
っ
た
り
し
て
、
約
六
千
～
一
万
バ
ー
ツ

／
月
の
現
金
収
入
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
四
男
夫
妻
か
ら
ミ
ル
ク
代

と
し
て
約
二
千
バ
ー
ツ
／
月
の
仕
送
り
と
、
不
定
期
で
は
あ
る
が
現

在
バ
ン
コ
ク
で
働
く
五
女
か
ら
の
仕
送
り
に
よ
る
収
入
が
あ
る
。

Ｄ
の
四
人
の
息
子
は
長
男
か
ら
順
に
移
出
、
婚
出
し
、
現
在
世
帯

Ｌ
で
暮
ら
し
て
い
る
者
は
い
な
い
。
長
男
は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
北
部

パ
ヤ
オ
県
の
近
親
者
へ
預
け
ら
れ
た
後
に
軍
人
と
な
り
、
現
在
は
結

婚
し
て
サ
ラ
ブ
リ
ー
県
で
暮
ら
し
て
い
る
。
次
男
は
中
学
卒
業
後
に

バ
ン
コ
ク
に
働
き
に
出
て
結
婚
し
、
現
在
は
コ
ー
ン
ケ
ン
県
の
妻
の

実
家
で
農
業
に
従
事
し
て
い
る
。
婚
出
し
た
長
男
と
次
男
は
年
末
年

始
や
四
月
の
タ
イ
正
月
に
妻
や
子
ど
も
た
ち
と
世
帯
Ｌ
を
訪
れ
る
程

度
で
、
日
常
的
に
送
金
な
ど
の
経
済
的
な
や
り
と
り
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
Ｄ
が
再
婚
し
て
長
男
と
次
男
も
村
を
出
た
後
の
一
九
八
〇
年
代

前
半
、
Ｄ
の
夫
が
マ
ン
ゴ
ー
栽
培
の
失
敗
か
ら
借
金
を
背
負
っ
た
。

そ
の
借
金
を
返
済
す
る
た
め
、
一
九
八
三
年
に
小
学
校
四
年
卒
の
長

女
が
バ
ン
コ
ク
西
部
の
ラ
ー
チ
ャ
ブ
リ
ー
県
の
縫
製
工
場
で
約
一
年

間
働
い
た
。
こ
の
長
女
の
「
出
稼
ぎ
」
に
よ
る
現
金
収
入
は
借
金
返

済
に
充
て
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
費
と
三
男
の
職
業
訓
練
学

校
の
資
金
、
家
屋
の
改
築
費
用
に
な
っ
た
。
三
男
は
小
学
校
卒
業

後
、
長
女
の
「
出
稼
ぎ
」
に
よ
る
資
金
を
も
と
に
バ
ン
コ
ク
の
職
業

訓
練
学
校
で
学
び
、
そ
の
後
バ
ン
コ
ク
の
宝
石
加
工
工
場
で
数
年
間

働
い
た
。
後
に
Ｃ
村
出
身
の
女
性
と
結
婚
し
、
同
村
内
の
妻
の
両
親

の
屋
敷
地
内
に
家
屋
を
構
え
た
。
四
男
は
小
学
校
を
卒
業
し
て
す
ぐ

に
見
習
僧
と
し
て
出
家
し
、
還
俗
し
た
後
、
バ
ン
コ
ク
へ
働
き
に
出

た
。
現
在
は
ウ
ボ
ン
ラ
ー
チ
ャ
タ
ニ
ー
県
出
身
の
女
性
と
結
婚
し
、

将
来
的
に
妻
の
実
家
に
構
え
る
予
定
の
家
屋
建
設
費
用
を
貯
蓄
す
る

た
め
、
長
女
を
世
帯
Ｌ
に
預
け
て
バ
ン
コ
ク
で
働
い
て
い
る
。

息
子
た
ち
が
次
々
に
移
出
し
て
い
く
の
に
対
し
、
世
帯
Ｌ
に
残
っ

た
の
は
、
幼
く
し
て
死
亡
し
た
次
女
を
除
く
娘
た
ち
で
あ
っ
た
。
長

ク
首
都
圏
へ
単
身
で
働
き
に
出
て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
女

性
の
行
動
規
制
の
根
拠
と
し
て
人
々
の
間
で
強
調
さ
れ
て
い
た
の

は
、「
僧
侶
と
な
る
息
子
を
育
て
る
」「
老
後
の
世
話
を
す
る
こ
と
で

両
親
に
対
し
て
功
徳
を
積
む
」
と
い
う
よ
う
な
、
仏
教
規
範
に
基
づ

く
娘
や
母
と
し
て
の
役
割
で
あ
っ
た
（K

eyes 1984: 229

）。
そ
れ

は
女
性
の
「
出
稼
ぎ
」
が
増
大
し
て
い
く
な
か
で
、
未
婚
女
性
の
セ

ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
守
る
た
め
の
行
動
規
制
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
と

同
時
に
、
村
を
離
れ
て
「
女
性
が
働
く
」
こ
と
を
正
当
化
す
る
理
由

に
も
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅱ 

Ｃ
村
に
お
け
る「
出
稼
ぎ
」
の
展
開

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
東
北
タ
イ
農
村
に
お
け
る
移
動
の
流
れ
を
ふ

ま
え
て
、
以
下
で
は
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
マ
ハ
ー
サ

ラ
カ
ム
県
ナ
ー
チ
ュ
ア
ッ
ク
郡
Ｃ
村
で
行
っ
た
定
着
調
査
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
世
帯
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
「
出
稼

ぎ
」
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
を
み
て
い
こ
う＊

６

。

マ
ハ
ー
サ
ラ
カ
ム
県
ナ
ー
チ
ュ
ア
ッ
ク
郡
Ｃ
村
へ
は
、
首
都
バ
ン

コ
ク
か
ら
東
北
へ
約
四
四
〇
㎞
、長
距
離
バ
ス
で
約
七
時
間
か
か
る
。

Ｃ
村
は
天
水
依
存
水
稲
耕
作
を
主
生
業
と
し
、
二
〇
〇
五
年
現
在
で

一
七
五
世
帯
、
人
口
五
九
七
人
で
、
東
北
タ
イ
中
央
部
か
ら
南
部
に

広
が
る
立
木
が
点
在
し
た
広
大
な
水
田
地
帯
に
位
置
す
る
ラ
オ
の
農

村
で
あ
る
。
し
か
し
ナ
ー
チ
ュ
ア
ッ
ク
郡
に
は
広
大
な
水
田
地
帯
を

も
た
ら
す
主
要
河
川
で
あ
る
チ
ー
川
や
ム
ー
ン
川
、
お
よ
び
そ
の
ど

ち
ら
の
支
流
も
流
れ
込
ん
で
お
ら
ず
、
周
辺
に
は
畦
を
高
く
盛
り
上

げ
た
天
水
田
が
広
が
っ
て
い
る
。
か
つ
て
Ｃ
村
の
生
業
は
、
自
給
自

足
的
な
天
水
田
稲
作
や
狩
猟
採
集
活
動
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し

市
場
経
済
化
が
顕
著
で
あ
る
他
の
東
北
タ
イ
農
村
と
同
様
に
、
Ｃ
村

の
生
業
形
態
も
変
化
し
て
き
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
現
在
、
稲
作
の

み
に
従
事
し
て
い
る
の
は
村
内
の
一
五
歳
以
上
の
非
就
学
者
の
約

一
五
％
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
多
く
の
人
々
が
農
産
物
の
換
金
活
動
や

そ
の
他
現
金
獲
得
活
動
に
も
従
事
し
て
い
る
。
た
だ
し
Ｃ
村
の
人
々

が
、
稲
作
を
放
棄
し
て
現
金
獲
得
活
動
に
従
事
し
て
い
る
わ
け
で
は

決
し
て
な
い
。
稲
作
を
主
軸
と
し
た
上
で
、
換
金
作
物
栽
培
や
絹
糸

生
産
な
ど
現
金
獲
得
活
動
に
従
事
す
る
者
は
、約
六
六
％
を
占
め
る
。

こ
れ
に
稲
作
を
主
軸
と
し
て
雇
用
労
働
に
従
事
し
て
い
る
者
も
加
え

る
と
、
約
八
六
％
の
人
々
が
何
ら
か
の
形
で
稲
作
に
従
事
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
現
在
の
Ｃ
村
で
は
、
稲
作
を
主
軸
と
し
た
上

で
農
作
物
の
換
金
活
動
が
主
流
化
し
、
そ
の
他
現
金
獲
得
活
動
を
希

望
す
る
人
々
が
増
え
て
い
る
。

１ 
家
族
周
期
に
み
る「
出
稼
ぎ
」

以
下
で
は
、
前
述
し
た
東
北
タ
イ
農
村
の
理
想
的
な
家
族
周
期
の

な
か
で
、
世
帯
員
の
「
出
稼
ぎ
」
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
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女
性
た
ち
の
多
く
が
村
に
戻
っ
て
結
婚
し
、
稲
作
に
従
事
し
な
が

ら
子
ど
も
や
両
親
の
世
話
、
あ
る
い
は
世
帯
の
代
表
者
と
し
て
寺

院
へ
の
布
施
や
仏
教
年
中
儀
礼
へ
参
加
す
る
な
ど
、
東
北
タ
イ
農

村
社
会
の
再
生
産
に
関
わ
る
行
為
に
変
わ
ら
ず
に
携
わ
っ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。

２ 

帰
郷
と
再「
出
稼
ぎ
」
の
選
択

そ
れ
で
は「
出
稼
ぎ
」を
し
た
人
々
の
う
ち
、ど
れ
く
ら
い
の
人
々

が
帰
郷
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
ま
ず
、
二
〇
〇
五
年

現
在
の
Ｃ
村
出
身
の
居
住
世
帯
主
夫
婦
、
お
よ
び
そ
の
キ
ョ
ウ
ダ

イ
、
子
を
対
象
と
し
た
全
戸
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も
と

に
Ｃ
村
出
身
者
の
帰
郷
状
況
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
一
九
六
〇

年
代
か
ら
現
在
ま
で
男
性
は
帰
郷
し
て
い
な
い
人
数
の
方
が
多
い

が
、
女
性
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
大
部
分
が
帰
郷
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、「
出
稼
ぎ
」
を
す
る
人
数
が
一

気
に
増
加
し
た
の
に
つ
れ
、
約
八
三
％
が
帰
郷
せ
ず
に
結
婚
後
も

移
動
先
で
暮
ら
し
続
け
た
り
、
あ
る
い
は
未
婚
の
ま
ま
働
き
続
け

た
り
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
女
性
の
再
「
出
稼
ぎ
」
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、

一
九
七
〇
年
代
に
「
出
稼
ぎ
」
を
し
て
現
在
は
Ｃ
村
に
居
住
す
る

八
人
全
員
が
結
婚
後
は
村
外
に
働
き
に
出
て
い
な
い
の
に
対
し
、

一
九
八
〇
年
代
で
は
約
四
八
％
、
一
九
九
〇
年
代
で
は
約
五
三
％

が
結
婚
後
も
村
外
で
働
い
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
二
〇
〇
五

年
現
在
は
女
性「
出
稼
ぎ
」者
の
約
八
〇
％
以
上
が
既
婚
者
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
約
八
〇
％
以
上
が
子
を
持
つ
女
性
と
な
っ
て
い
る
（
木

曽 2007: 63

）。

そ
れ
で
は
既
婚
女
性
や
子
を
持
つ
女
性
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
状

況
の
な
か
で
再
「
出
稼
ぎ
」
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。以
下
で
は
、

Ｃ
村
在
住
の
二
〇
～
五
〇
代
の
移
動
経
験
者
に
対
し
て
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
女
性
の
再
「
出

稼
ぎ
」
の
事
例
を
み
て
み
よ
う
。

事
例
２

Ｗ
は
四
人
キ
ョ
ウ
ダ
イ
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
、
現
在
は
父
親
が

所
有
す
る
土
地
で
両
親
と
と
も
に
自
給
用
の
稲
作
を
生
業
と
し
て
い

る
。
加
え
て
積
極
的
に
村
近
隣
で
の
キ
ャ
ッ
サ
バ
や
牧
草
の
収
穫
、

家
の
新
築
や
改
築
な
ど
の
日
雇
い
労
働
、
住
民
組
織
の
活
動
に
参
加

し
な
が
ら
、
両
親
の
屋
敷
地
内
に
家
屋
を
分
け
て
長
女
、
長
男
と
暮

ら
し
て
い
る
。
夫
は
現
在
、
台
湾
へ
二
度
目
の
「
出
稼
ぎ
」
に
行
っ

て
い
る
。
Ｗ
は
一
九
八
六
年
に
小
学
校
六
年
を
卒
業
後
す
ぐ
、
す
で

に
働
き
に
出
て
い
た
Ｃ
村
出
身
の
友
人
を
訪
ね
て
、
他
の
友
人
ら
と

バ
ス
に
乗
っ
て
バ
ン
コ
ク
へ
と
向
か
っ
た
。
バ
ン
コ
ク
で
暮
ら
し
始

め
た
当
初
は
友
人
に
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
縫
製
工
場
や
家
事
労
働
な

ど
の
職
を
転
々
と
し
た
。
年
に
二
回
の
帰
省
時
に
は
弟
妹
の
学
費
と

し
て
、
母
親
に
そ
の
つ
ど
数
千
バ
ー
ツ
を
手
渡
し
て
い
た
。
Ｗ
が
手

女
は
一
九
八
八
年
に
Ｃ
村
出
身
の
男
性
と
結
婚
し
、
夫
と
と
も
に
両

親
と
妹
た
ち
と
同
居
を
始
め
た
。
こ
の
時
期
に
小
学
校
六
年
卒
の
三

女
が
、
サ
ム
ッ
ト
プ
ラ
カ
ー
ン
県
へ
働
き
に
出
た
。
長
女
夫
婦
は
第

一
子
出
産
後
の
一
九
九
四
年
、
世
帯
Ｌ
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に

土
地
を
購
入
し
て
独
立
し
た
家
屋
を
構
え
た
。
そ
の
結
果
、
世
帯
Ｌ

に
は
Ｄ
夫
婦
、
四
女
、
五
女
の
四
人
が
残
っ
た
。
Ｄ
の
夫
が
病
気
で

死
亡
し
た
一
九
九
七
年
、
バ
ン
コ
ク
で
働
い
て
い
た
三
女
が
レ
イ
オ

フ
勧
告
を
受
け
て
Ｃ
村
に
帰
郷
し
た
。
同
年
、
三
女
の
仕
送
り
を
資

金
に
高
校
を
卒
業
し
た
四
女
が
、
サ
ラ
ブ
リ
ー
県
の
短
大
に
進
学
す

る
た
め
に
村
を
出
た
。
ま
た
三
女
、
お
よ
び
三
女
の
夫
の
仕
送
り
を

資
金
に
高
校
を
卒
業
し
た
五
女
も
、
二
○
○
一
年
に
大
学
進
学
の
た

め
村
を
出
て
、
世
帯
Ｌ
に
は
Ｄ
と
三
女
夫
妻
、
三
女
の
第
一
子
、
第

二
子
が
残
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
世
帯
Ｌ
の
事
例
か
ら
は
第
一
に
、
兄
弟
が
バ
ン
コ

ク
首
都
圏
で
働
い
て
い
る
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
姉

妹
の
「
出
稼
ぎ
」
の
時
期
は
重
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
長

女
が
「
出
稼
ぎ
」
を
し
て
い
る
間
は
妹
た
ち
が
、
三
女
が
「
出
稼

ぎ
」
を
し
て
い
る
間
は
長
女
と
四
女
、
五
女
が
残
っ
て
い
た
。
長
女

が
独
立
し
た
世
帯
を
構
え
た
後
も
、
三
女
が
村
に
戻
る
ま
で
四
女
か

五
女
の
ど
ち
ら
か
が
母
親
と
と
も
に
Ｃ
村
で
暮
ら
し
て
い
た
。
将
来

的
に
婚
出
す
る
立
場
で
あ
る
兄
弟
が
次
々
に
村
を
出
て
行
く
の
に
対

し
て
、
姉
妹
は
家
族
周
期
の
な
か
で
少
な
く
と
も
誰
か
一
人
以
上
が

母
親
と
同
居
し
て
い
る
状
態
が
常
に
保
た
れ
て
い
た
。

第
二
に
、
兄
弟
よ
り
も
姉
妹
の
方
に
仕
送
り
と
村
の
世
帯
で
暮
ら

す
こ
と
へ
の
期
待
が
な
さ
れ
て
い
た
。
聞
き
取
り
の
限
り
で
は
、
村

の
外
で
働
い
て
い
た
兄
弟
か
ら
は
、
と
く
に
自
主
的
な
仕
送
り
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
「
出
稼
ぎ
」
を
し
て
い
た
長
女
や
三
女
は

自
主
的
、
か
つ
定
期
的
に
仕
送
り
を
し
て
お
り
、
そ
の
現
金
は
父
の

借
金
返
済
や
家
屋
の
改
築
、
弟
妹
の
学
費
、
世
帯
員
の
生
活
費
、
農

業
関
連
費
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
た
。
多
く
の
先
行
研
究
で
も
論
じ
ら

れ
て
き
た
よ
う
に
、
男
性
よ
り
も
女
性
の
方
に
仕
送
り
の
期
待
が
な

さ
れ
て
い
た
（Pasuk 1982; M

ills 1999

）。

ま
た
土
地
の
分
配
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
Ｄ
は
子
ど
も
全
員
に

約
一
六
〇
〇
㎡
の
畑
を
一
区
画
ず
つ
、
娘
た
ち
に
は
同
様
に
水
田
を

四
区
画
ず
つ
分
配
し
た
。
実
際
に
分
配
さ
れ
た
土
地
を
使
用
し
て
い

る
の
は
、
現
在
は
独
立
し
た
世
帯
を
Ｃ
村
内
で
構
え
て
い
る
長
女
だ

け
あ
る
。
世
帯
Ｌ
で
は
分
配
し
た
土
地
以
外
に
Ｄ
が
約
三
二
〇
〇
㎡

の
畑
を
所
有
し
、
子
ど
も
た
ち
に
分
配
し
た
分
と
合
わ
せ
て
自
給
用

の
野
菜
栽
培
や
、牛
飼
育
を
し
て
い
る
。
ま
た
現
在
は
四
女
と
五
女
、

同
居
す
る
三
女
に
分
配
し
た
水
田
で
、
三
女
と
二
人
で
自
給
用
の
モ

チ
米
と
ウ
ル
チ
米
を
栽
培
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
か
つ
て
行
動
規
制
が
み
ら
れ
た
女
性
の
移
動
が
恒
常

化
し
て
い
る
現
在
で
も
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
の
状
況
を
基
に
概
念

化
さ
れ
た
稲
作
を
基
盤
に
し
た
家
族
周
期
モ
デ
ル
は
、
ひ
と
つ
の
理

念
型
と
し
て
Ｃ
村
内
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
「
出
稼
ぎ
」
を
し
た
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し
か
し
Ｓ
は
約
三
ヵ
月
後
に
、「
出
稼
ぎ
」
か
ら
帰
郷
し
た
。
Ｓ

自
身
も
当
時
三
歳
の
長
男
が
恋
し
か
っ
た
の
と
同
時
に
、
夫
が
一
人

で
子
ど
も
の
食
事
や
日
常
生
活
の
世
話
を
し
て
い
る
こ
と
が
不
安
で

た
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。「
あ
ん
な
に
心
配
に
な
る
な
ら
、
も
う

子
ど
も
を
置
い
て
働
き
に
行
く
の
は
懲
り
懲
り
」「
村
で
現
金
を
稼

ぐ
こ
と
が
で
き
る
仕
事
を
探
し
た
い
」
と
Ｓ
は
語
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
女
性
が
結
婚
や
出
産
後
に
再
「
出
稼
ぎ
」
を
す
る
場

合
、
夫
を
残
し
て
自
分
だ
け
が
「
出
稼
ぎ
」
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
事
例
２
の
Ｗ
の
よ
う
に
夫
と
「
出
稼
ぎ
」
を
す
る
か
、
夫

が
「
出
稼
ぎ
」
を
す
る
場
合
に
は
自
分
は
村
に
戻
っ
て
い
た
。
そ
の

上
で
子
を
預
け
て
再
「
出
稼
ぎ
」
を
す
る
場
合
、
女
性
た
ち
を
支
え

る
の
は
同
家
屋
内
に
住
む
母
親
で
あ
っ
た
。
協
力
で
き
る
母
親
が
い

な
い
場
合
は
、
事
例
３
の
Ｓ
の
よ
う
に
再
「
出
稼
ぎ
」
を
す
る
の
が

困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

Ⅲ 

女
性
の
再「
出
稼
ぎ
」
を
支
え
る
孫
育
て

以
下
で
は
、
Ｃ
村
に
在
住
す
る
両
親
に
子
ど
も
を
預
け
て
「
出

稼
ぎ
」
を
し
て
い
る
女
性
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
行
っ
た
聞
き
取

り
調
査
に
基
づ
き
、
東
北
タ
イ
農
村
に
お
け
る
「
孫
育
て
」（liang 

lan

）
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
移
動
す
る
女
性

た
ち
が
、
子
育
て
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
合
意
や
交
渉
を
行
っ
て

い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

孫
育
て
と
は
、「
出
稼
ぎ
」
を
す
る
女
性
に
代
わ
っ
て
両
親
が
村

で
孫
を
預
か
り
、
周
囲
の
人
々
と
協
力
し
な
が
ら
養
育
す
る
こ
と
で

あ
り
、
過
去
約
四
〇
年
に
及
ぶ
女
性
に
よ
る
「
出
稼
ぎ
」
が
東
北
タ

イ
農
村
に
も
た
ら
し
た
現
代
的
現
象
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

１ 

孫
育
て
の
条
件

二
〇
〇
五
年
の
Ｃ
村
の
世
帯
構
成
を
み
て
み
る
と
、
Ｃ
村
で
は
全

一
七
五
世
帯
中
、核
家
族
が
一
〇
二
世
帯
（
五
八
％
）
と
最
も
多
い
。

そ
れ
に
次
ぐ
の
が
二
世
代
同
居
家
族
で
二
七
世
帯（
一
五
％
）
あ
り
、

続
い
て
三
世
代
同
居
家
族
が
一
八
世
帯
（
一
〇
％
）、
隔
世
代
同
居

家
族
が
一
八
世
帯
（
一
〇
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
二
世

代
や
三
世
代
同
居
家
族
、
隔
世
代
同
居
家
族
の
各
世
帯
に
お
け
る
親

と
同
居
す
る
子
の
内
訳
を
み
て
み
る
と
、
娘
（
あ
る
い
は
娘
の
子
）

が
両
親
（
あ
る
い
は
祖
父
母
）
と
同
居
し
て
い
る
妻
方
居
住
の
例
が

七
六
％
と
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
隔
世
代
同
居
家
族
が
、
孫
育
て
世

帯
で
あ
る
。

事
例
４

現
在
二
九
歳
の
Ｋ
は
六
人
キ
ョ
ウ
ダ
イ
の
五
番
目
と
し
て
Ｃ
村
に

生
ま
れ
た
。
小
学
校
四
年
を
卒
業
後
、
二
人
の
姉
を
追
っ
て
友
人
と

渡
し
た
現
金
は
弟
妹
の
学
費
以
外
に
も
、
家
屋
の
新
築
や
改
築
費
用

の
一
部
に
加
え
て
、
実
家
の
テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
な
ど
の
耐

久
消
費
財
の
購
入
に
も
充
て
ら
れ
た
。
一
八
歳
の
と
き
、
Ｃ
村
出
身

の
二
〇
歳
の
男
性
と
の
間
に
第
一
子
を
妊
娠
し
、
結
婚
し
た
。
妊
娠

発
覚
後
も
縫
製
工
場
で
勤
め
続
け
、
第
一
子
出
産
の
た
め
に
一
時
的

に
村
に
帰
省
し
た
が
、
出
産
後
は
子
を
実
母
に
預
け
て
再
び
夫
が
働

く
バ
ン
コ
ク
へ
戻
っ
た
。
縫
製
工
場
で
働
き
な
が
ら
、
離
れ
て
暮
ら

す
実
子
の
粉
ミ
ル
ク
代
と
な
る
養
育
費
を
ほ
ぼ
毎
月
、
母
親
に
送
り

続
け
た
。
二
二
歳
の
と
き
、
第
二
子
を
妊
娠
。
第
一
子
出
産
時
と
同

様
、
出
産
の
た
め
に
村
に
帰
省
す
る
も
、
や
は
り
出
産
後
は
二
人
の

子
を
母
親
に
預
け
て
再
び
バ
ン
コ
ク
で
夫
と
働
い
て
養
育
費
を
送
り

続
け
た
。
し
か
し
二
九
歳
の
と
き
、
夫
が
台
湾
へ
「
出
稼
ぎ
」
を
し

た
の
を
契
機
に
、
Ｗ
は
村
へ
戻
っ
た
。「
も
う
バ
ン
コ
ク
に
働
き
に

行
く
気
は
な
い
の
か
」
と
い
う
筆
者
の
質
問
に
対
し
て
、
Ｗ
は
以
下

の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
バ
ン
コ
ク
で
働
く
の
は
疲
れ
る
か
ら
。
一
〇
年
以
上
も
夫
婦

で
一
緒
に
バ
ン
コ
ク
で
働
い
て
、自
分
た
ち
が
住
む
家
を
建
て
た
。

今
は
夫
が
稼
い
で
く
れ
る
か
ら
、
私
は
も
う
バ
ン
コ
ク
へ
働
き
に

行
く
必
要
が
な
い
。
で
も
、（
夫
が
台
湾
に
働
き
に
行
く
た
め
の
）

ま
だ
借
金
は
残
っ
て
い
る
か
ら
、お
金
は
稼
ぎ
た
い
」（
二
〇
〇
五

年
九
月
一
六
日
）。

事
例
３

現
在
Ｓ
は
夫
と
長
女
、
長
男
と
Ｃ
村
で
暮
ら
し
て
い
る
。
隣
村
出

身
の
Ｓ
は
、
第
一
子
の
出
産
ま
で
は
夫
と
と
も
に
実
家
で
暮
ら
し
て

い
た
が
、
出
産
を
契
機
に
夫
の
近
親
者
か
ら
Ｃ
村
に
あ
る
土
地
を
購

入
し
て
独
立
し
た
屋
敷
を
構
え
た
。
夫
が
水
田
を
相
続
し
て
い
な
い

た
め
に
、
Ｃ
村
に
移
住
後
も
実
母
の
水
田
で
自
給
用
の
稲
作
を
共
同

し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
村
近
隣
で
の
田
植
え
や
稲
刈
り
、
家
の

新
築
や
改
築
な
ど
の
日
雇
い
労
働
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。

Ｓ
は
小
学
校
四
年
卒
業
後
、
近
親
者
と
と
も
に
サ
ム
ッ
ト
プ
ラ
カ
ー

ン
県
の
食
品
工
場
に
働
き
に
行
っ
た
。
数
年
間
働
い
た
後
に
帰
郷

し
、
働
き
に
出
る
以
前
か
ら
顔
見
知
り
で
あ
っ
た
Ｃ
村
出
身
の
男
性

と
結
婚
し
た
。
第
二
子
出
産
後
、
Ｓ
は
夫
と
二
人
の
子
を
残
し
て
、

一
人
で
未
婚
時
代
に
働
い
て
い
た
サ
ム
ッ
ト
プ
ラ
カ
ー
ン
県
の
食
品

工
場
へ
再
び
働
き
に
行
っ
た
。
Ｓ
が
一
人
で
働
き
に
行
く
こ
と
に
関

し
て
、
夫
は
賛
成
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
反
対
も
し
な
か
っ
た
と

い
う
。
Ｓ
は
そ
の
理
由
を
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
売
れ
る
ほ
ど
の
米
が
毎
年
収
穫
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
し
、

夫
は
田
ん
ぼ
や
牛
追
い
は
よ
く
で
き
る
の
だ
け
ど
、
稼
ぐ
術
を
知

ら
な
い
。
私
た
ち
は
貧
乏
人
な
の
よ
。
子
ど
も
た
ち
が
大
き
く

な
っ
て
も
、
お
金
が
な
く
て
勉
強
さ
せ
ら
れ
な
い
。
私
た
ち
み
た

い
に
貧
乏
に
は
さ
せ
た
く
な
い
か
ら
、
勉
強
さ
せ
た
い
の
に
」

（
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
七
日
）。
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Ｎ
は
小
学
校
四
年
を
卒
業
後
、
す
ぐ
に
母
親
と
と
も
に
バ
ン
コ
ク

で
暮
ら
し
始
め
た
。
二
七
歳
の
と
き
に
結
婚
し
、
出
産
し
た
後
も
縫

製
工
場
で
働
き
続
け
、
現
在
は
約
八
千
バ
ー
ツ
／
月
の
収
入
を
得
て

い
る
。
当
初
、
Ｎ
は
母
親
を
バ
ン
コ
ク
に
呼
び
寄
せ
て
長
女
の
面
倒

を
み
て
も
ら
う
つ
も
り
で
い
た
。
し
か
し
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
母
親

が
難
色
を
示
し
た
め
、
代
わ
り
に
夫
が
Ｄ
に
バ
ン
コ
ク
で
の
同
居
を

打
診
し
た
。
し
か
し
Ｄ
は
バ
ン
コ
ク
で
の
生
活
に
不
安
を
抱
い
て
お

り
、
四
男
夫
婦
と
母
親
た
ち
の
四
者
に
よ
る
携
帯
電
話
を
通
じ
た
話

し
合
い
の
末
、
Ｎ
の
長
女
は
Ｃ
村
で
Ｄ
が
預
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
妻
方
で
あ
れ
夫
方
で
あ
れ
、
母
親
の
存
在
は
、
女
性

の
再
「
出
稼
ぎ
」
に
と
っ
て
重
要
な
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
幼
い

子
を
持
つ
女
性
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
代
わ
り
に
女
性
の
姉
妹
が

そ
の
子
を
引
き
取
る
と
い
う
行
為
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
母
親
と
同

居
し
て
い
な
い
姉
妹
が
、
甥
姪
を
預
か
る
と
い
う
事
例
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
あ
く
ま
で
孫
育
て
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
は
、
再
「
出
稼

ぎ
」
を
す
る
女
性
の
母
親
な
の
で
あ
る
。
孫
育
て
世
帯
で
は
、
訪
問

者
が
よ
く
冗
談
で
「
こ
の
子
は
ど
こ
の
子
？
」「
育
て
て
い
る
の
は

誰
？
」（phu dai phu liang

）
な
ど
と
声
を
か
け
る
。
こ
う
し
た
問

い
に
対
す
る
答
え
は
必
ず
、
預
け
ら
れ
る
子
に
と
っ
て
の
祖
母
で
あ

る
。２ 

孫
育
て
を
め
ぐ
る
母
役
割
の
両
義
性

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
母
親
が
い
な
い
女
性
が
子
を
村
に

残
し
て
「
出
稼
ぎ
」
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
孫
を

預
か
り
育
て
て
い
る
の
は
、
預
け
ら
れ
る
子
に
と
っ
て
の
祖
母
と
語

ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
日
常
生
活
に
お
い

て
、
祖
母
の
み
が
孫
育
て
に
携
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
事
例
１
と
５
で
取
り
上
げ
た
世
帯
Ｌ

を
例
に
あ
げ
て
み
て
み
よ
う
。

事
例
６

世
帯
Ｌ
で
は
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
か
ら
、
四
男
の
長
女
（
当
時
生

後
三
ヵ
月
）
を
預
か
っ
て
い
る
。
同
世
帯
に
暮
ら
す
者
は
直
接
的
で

写真 1 生後 3 か月の孫の世話をする祖母。乳
児の母親（娘）は、バンコクで工場労働者とし
て働いている

と
も
に
バ
ン
コ
ク
へ
向
か
っ
た
。
バ
ン
コ
ク
で
は
姉
と
暮
ら
し
な
が

ら
、
小
規
模
店
舗
の
店
員
や
工
場
労
働
な
ど
の
職
を
転
々
と
し
て
い

た
。
一
八
歳
の
と
き
に
バ
ン
コ
ク
で
出
会
っ
た
男
性
と
結
婚
し
て
三

人
の
娘
を
も
う
け
、
三
人
目
を
出
産
し
た
後
、
Ｃ
村
へ
帰
郷
し
た
。

し
か
し
帰
郷
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
バ
ン
コ
ク
で
建
設
作
業
員
と
し
て

働
い
て
い
た
夫
が
事
故
死
し
て
し
ま
っ
た
。
夫
の
死
後
、
Ｋ
は
母
親

に
三
人
の
娘
を
預
け
て
、
夫
が
務
め
て
い
た
建
設
会
社
で
事
務
員
と

し
て
働
き
始
め
た
。

「
村
で
暮
ら
し
続
け
て
も
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
、
子
ど
も
の
将
来
を
考
え
る
と
や
っ
ぱ
り
お
金
が
必
要
だ
と

思
っ
た
。
今
ま
で
は
夫
が
仕
送
り
し
て
く
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
こ

れ
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
一
人
ず
つ
高
校
や
大
学
に
行
く
た
び
に
、

（
婚
出
し
た
）
姉
や
弟
に
お
金
を
無
心
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

う
ち
に
は
私
し
か
お
金
を
稼
げ
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
の
。
う
ち

に
は
田
ん
ぼ
も
な
い
し
、
私
が
働
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の

よ
」（
二
〇
〇
五
年
七
月
八
日
）。

こ
の
よ
う
に
妻
型
居
住
を
理
想
と
す
る
東
北
タ
イ
農
村
に
お
い

て
、
母
方
祖
父
母
が
子
を
預
か
る
の
は
何
ら
特
異
な
現
象
で
は
な

い
。
女
性
が
結
婚
後
も
実
の
両
親
と
暮
ら
す
な
か
で
、「
出
稼
ぎ
」

に
行
か
な
く
と
も
母
方
祖
父
母
が
孫
と
同
居
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
社
会
構
造
的
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
労
働
力
の

女
性
化
が
進
む
タ
イ
に
お
い
て
、
事
例
２
や
事
例
４
の
よ
う
に
東
北

タ
イ
農
村
の
女
性
た
ち
は
実
の
両
親
に
子
を
預
け
て
「
出
稼
ぎ
」
を

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
事
例
４
の
Ｋ
の
よ

う
に
、
夫
と
死
別
、
あ
る
い
は
離
婚
し
、
老
親
と
娘
、
孫
の
み
の
世

帯
の
場
合
は
、
重
労
働
で
あ
る
稲
作
を
行
う
の
も
困
難
で
あ
り
、
娘

が
「
出
稼
ぎ
」
を
し
て
現
金
収
入
を
得
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
同

時
に
女
性
自
身
も
娘
、
あ
る
い
は
母
役
割
の
な
か
で
、
自
ら
を
稼
ぎ

手
と
し
て
強
く
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
隔
世
代
同
居
家
族
一
八
世
帯
の
う
ち
一
七
世
帯
が
娘
の
子
と

同
居
を
し
て
い
る
な
か
で
、
息
子
の
子
と
同
居
し
て
い
る
の
は
事
例

１
の
Ｄ
の
み
で
あ
る
。
Ｄ
は
そ
の
理
由
を
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す

る
。事

例
５「

本
当
は
Ｎ
（
四
男
の
妻
）
の
母
親
が
面
倒
を
み
る
べ
き
。
だ

け
ど
彼
女
の
母
親
は
若
い
こ
ろ
バ
ン
コ
ク
で
働
き
す
ぎ
て
足
を
悪

く
し
て
し
ま
っ
た
。
も
と
も
と
心
臓
も
悪
か
っ
た
。
妹
も
い
る
け

ど
ま
だ
中
学
生
だ
か
ら
。
あ
の
家
じ
ゃ
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
面

倒
を
み
き
れ
な
い
よ
。う
ち
に
は
ま
だ
小
さ
い
子（
三
女
の
長
女
、

当
時
一
歳
）
が
い
る
か
ら
ね
。
三
女
も
い
る
し
、
う
ち
に
来
た
方

が
よ
か
っ
た
の
だ
よ
」（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
七
日
）。
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す
家
を
建
て
る
お
金
を
は
や
く
貯
め
な
い
と
い
け
な
い
。
今
戻
っ

て
も
、
暮
ら
し
て
い
く
お
金
が
な
い
。
母
も
夫
も
身
体
が
強
く
な

い
し
、
私
一
人
で
田
ん
ぼ
も
で
き
な
い
。
彼
よ
り
私
の
給
料
の
方

が
多
い
か
ら
、今
の
う
ち
に
た
く
さ
ん
稼
い
で
お
か
な
い
と
。（
長

女
と
会
え
な
く
て
も
）
我
慢
す
る
わ
」（
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
）。

Ｎ
の
よ
う
に
、
子
の
生
活
費
や
学
費
を
稼
ぐ
た
め
に
母
で
あ
る
自

分
の
「
出
稼
ぎ
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
が
い
る
の
と
同

時
に
、
母
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
出
稼
ぎ
」
を
せ
ず
に
村
で
子
育
て
を

す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
義
理
の
妹
の
よ
う
な
人
々
も
い
る
。
前
者
は

移
動
す
る
「
出
稼
ぎ
」
者
自
身
、
あ
る
い
は
寡
婦
や
離
婚
者
を
「
出

稼
ぎ
」
へ
と
送
り
出
し
た
家
族
の
語
り
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
と
く

に
「
出
稼
ぎ
」
経
験
者
の
寡
婦
や
離
婚
者
へ
は
、
母
親
や
家
族
か
ら

世
帯
を
担
う
稼
ぎ
手
と
し
て
の
期
待
も
よ
せ
ら
れ
て
い
る
。
未
婚
者

に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
「
出
稼
ぎ
」
へ
の
期
待
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
い
こ
と
を
顧
み
る
と
、
子
育
て
の
領
域
を
含
み
な
が
ら
よ
り
よ
い

暮
ら
し
を
実
現
す
る
た
め
の
生
活
手
段
と
し
て
、「
出
稼
ぎ
」
は
既

婚
女
性
や
子
を
持
つ
女
性
の
選
択
肢
と
し
て
彼
女
ら
の
生
活
に
組
み

込
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
義
理
の
妹

の
よ
う
に
、
母
親
が
主
体
的
に
子
の
側
で
面
倒
を
み
る
責
任
を
負
う

べ
き
だ
と
い
う
意
識
を
明
確
に
表
す
人
々
も
い
る
。
こ
の
よ
う
に
子

の
面
倒
は
母
親
が
み
る
べ
き
だ
と
い
う
意
識
や
基
準
は
、
政
策
に
お

い
て
も
「
出
稼
ぎ
」
で
不
在
と
な
る
母
親
の
子
育
て
を
め
ぐ
る
問
題

と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
（
江
藤 2009: 119
）、
現
代
タ
イ
に

お
け
る
よ
り
大
き
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
動
き
と
も
対
応
し
て
い

る
。お

わ
り
に

最
後
に
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
、
本
稿
で
扱
う
と

こ
ろ
の
ミ
ク
ロ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
本
稿
の

目
的
は
、女
性
た
ち
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
な
か
で
「
移
動
」
を
捉
え
、

家
族
と
の
関
係
を
基
盤
に
し
た
移
動
者
自
身
の
持
つ
論
理
に
よ
っ
て

編
成
さ
れ
る
地
域
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
バ
ン
コ
ク
首
都
圏
に
お
け
る
労
働

市
場
の
拡
大
は
、
地
方
農
村
出
身
女
性
た
ち
を
動
員
し
て
タ
イ
に
お

け
る
労
働
力
の
女
性
化
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の
お
も
な
送
り
出
し

地
域
で
あ
る
東
北
タ
イ
農
村
で
は
、
そ
れ
ま
で
女
性
が
移
動
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
年
女
性
た
ち
が
バ

ン
コ
ク
首
都
圏
に
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
九
〇
年
前

後
以
降
は
既
婚
女
性
や
子
を
持
つ
女
性
が
、
そ
れ
ま
で
の
自
身
の
経

験
に
基
づ
い
て
「
稼
ぎ
手
」
と
し
て
主
体
的
に
「
出
稼
ぎ
」
を
選
択

す
る
と
い
う
価
値
観
の
転
換
が
起
こ
っ
て
き
た
。
た
だ
し
そ
の
場
合

に
は
、
労
働
の
場
で
あ
る
バ
ン
コ
ク
首
都
圏
に
は
連
れ
て
行
け
な
い

我
が
子
の
面
倒
を
、
村
で
み
て
く
れ
る
母
親
や
姉
妹
の
存
在
が
不
可

あ
れ
、
間
接
的
で
あ
れ
、
四
男
の
長
女
の
養
育
に
関
わ
っ
て
い
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
直
接
的
、
な
お
か
つ
日
常
的
に

赤
ん
坊
の
身
の
回
り
の
世
話
を
行
っ
て
い
た
人
々
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。
こ
こ
で
い
う
身
の
回
り
の
世
話
と
は
乳
幼
児
に
対
す
る
授

乳
や
食
事
、
排
泄
、
水
浴
び
、
午
睡
や
睡
眠
を
さ
せ
る
こ
と
、
お
よ

び
躾
や
教
育
で
あ
る
。

四
男
の
長
女
の
身
の
回
り
の
世
話
を
お
も
に
行
っ
て
い
た
の
は
、

祖
母
で
あ
る
Ｄ
と
同
世
帯
に
暮
ら
す
三
女
で
あ
る
。
と
く
に
農
繁
期

や
集
合
的
年
中
仏
教
儀
礼
、
安
居
期
の
持
戒
行
が
あ
る
際
に
は
、
田

植
え
や
稲
刈
り
な
ど
の
農
作
業
や
儀
礼
の
準
備
・
片
付
け
、
儀
礼
当

日
の
参
加
を
す
る
の
は
Ｄ
で
あ
り
、
Ｄ
が
い
な
い
間
は
三
女
が
四
男

の
長
女
の
身
の
回
り
の
世
話
全
般
を
行
っ
て
い
た
。
た
だ
し
睡
眠
時

は
必
ず
祖
母
で
あ
る
Ｄ
が
孫
と
添
い
寝
し
、
三
女
は
夫
と
自
分
の
子

ど
も
た
ち
と
別
の
寝
室
で
寝
て
い
た
。
ま
た
祖
母
Ｄ
と
三
女
以
外
に

身
の
回
り
の
世
話
を
行
っ
て
い
た
の
は
、
現
在
は
独
立
し
た
世
帯
を

構
え
て
い
る
長
女
で
あ
る
。
長
女
は
自
ら
の
世
帯
の
農
作
業
や
儀
礼

へ
の
参
加
、
住
民
組
織
の
作
業
な
ど
が
な
い
と
き
に
は
、
世
帯
Ｌ
で

姪
の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
世
帯
Ｌ
に
対
し
て
、
四
男
夫
婦
は
二
ヵ
月
に
一
度

の
割
合
で
約
二
千
バ
ー
ツ
を
仕
送
り
し
て
い
た
。
さ
ら
に
年
末
年
始

や
タ
イ
正
月
に
帰
省
し
た
際
に
は
、
洋
服
や
お
も
ち
ゃ
、
お
菓
子
な

ど
バ
ン
コ
ク
か
ら
大
量
の
手
土
産
を
た
ず
さ
え
て
く
る
。
た
と
え
ば

二
〇
〇
五
年
の
帰
省
時
に
は
、
Ｎ
は
手
土
産
の
他
に
、
四
千
バ
ー
ツ

を
Ｄ
に
、
長
女
に
は
五
〇
〇
バ
ー
ツ
を
渡
し
て
い
た
。
四
男
夫
婦
の

支
出
入
を
み
て
み
る
と
、
夫
婦
の
月
収
は
合
計
一
万
六
千
バ
ー
ツ
ほ

ど
で
、
帰
省
時
の
交
通
費
や
お
土
産
代
、
世
帯
Ｌ
や
長
女
に
手
渡
し

た
金
額
の
総
計
は
ほ
ぼ
一
ヵ
月
分
の
給
料
と
同
額
に
な
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
。

以
上
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
際
に
預
か
っ
た
子
の
世
話

を
し
て
い
る
の
は
、
村
に
残
る
「
出
稼
ぎ
」
者
の
母
親
と
姉
妹
で
あ

る
。
た
だ
し
姉
妹
は
あ
く
ま
で
協
力
者
で
あ
り
、
主
体
的
に
子
を
預

か
る
責
任
を
負
う
の
は
、先
に
述
べ
た
よ
う
に
あ
く
ま
で「
出
稼
ぎ
」

者
の
母
親
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
子
育
て
を
め
ぐ
る
拡
大
家
族
化
の
現
象
が
可
視
化
さ

れ
て
い
く
な
か
で
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
子
を
持
つ
女
性
の
再
「
出

稼
ぎ
」
は
、
女
性
た
ち
の
間
で
二
つ
の
異
な
る
方
向
へ
向
か
う
意
識

や
評
価
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
Ｎ
の
「
出
稼
ぎ
」
に
対

し
て
、
バ
ン
コ
ク
で
働
い
た
経
験
を
持
つ
義
理
の
妹
は
、
Ｎ
の
帰
省

時
に
以
下
の
よ
う
な
問
い
を
発
し
て
い
た
。

義
理
の
妹
「
こ
ん
な
に
お
土
産
な
ん
て
買
っ
て
こ
な
く
て
い
い

の
に
。お
金
が
も
っ
た
い
な
い
。こ
れ
ほ
ど
赤
ん
坊
（
Ｎ
の
長
女
）

と
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
ま
で
、
バ
ン
コ
ク
で
働
か
な
い
と
い
け
な

い
の
？
」

Ｎ
「
ウ
ボ
ン
（
ラ
ー
チ
ャ
タ
ニ
ー
県
）
に
帰
っ
て
三
人
で
暮
ら
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＊
２　

言
語
学
的
分
類
（
李
方
桂
の
三
分
法
）
に
よ
る
と
、ラ
オ
は
タ
イ
・

カ
ダ
イ
系
諸
語
カ
ム
・
タ
イ
語
群
チ
ュ
ワ
ン
・
タ
イ
語
群
の
な
か
の
、

南
西
タ
イ
諸
語
を
話
す
人
々
で
あ
る
（
三
谷 1984: 65-66

）。
現
在
ラ

オ
の
人
々
は
、
お
も
に
メ
コ
ン
中
流
か
ら
下
流
に
か
け
て
、
タ
イ
東
北

部
と
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
の
一
部
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
の
一
部
に

居
住
し
て
い
る
。

＊
３　

一
四
世
紀
に
ラ
オ
に
よ
っ
て
仏
教
王
権
国
家
ラ
ー
ン
サ
ー
ン
王
国

が
建
設
さ
れ
た
が
、
度
重
な
る
王
国
の
分
裂
な
ど
に
よ
る
内
紛
か
ら
逃

れ
た
人
々
が
、
同
地
に
徐
々
に
南
下
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
（T

oem
 1970

）。

＊
４　

東
北
タ
イ
農
村
か
ら
首
都
周
辺
へ
の
移
動
の
歴
史
は
、
ラ
ー
マ
五

世
時
代
（
一
八
六
八
～
一
九
一
〇
年
）
前
後
に
遡
る
。
ま
ず
ボ
ウ
リ
ン

グ
条
約
（
一
八
五
五
年
）
を
機
に
、
輸
出
米
生
産
地
と
し
て
開
拓
さ
れ

始
め
た
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
河
流
域
へ
開
拓
者
と
し
て
移
住
す
る
者
が
い

た
。
ま
た
鉄
道
路
線
の
開
設
を
背
景
に
、
コ
ラ
ー
ト
を
中
継
点
と
し
て

各
地
の
精
米
所
へ
働
き
に
出
た
り
、
牛
や
水
牛
販
売
を
目
的
と
し
た
行

商
人
が
、東
北
タ
イ
と
中
央
タ
イ
と
を
行
き
来
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
中
央
側
の
記
録
で
は
、
こ
う
し
た
人
々
は
ラ
オ
で
あ
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
（T

haw
isin 1982: 57-59

）。同
様
に
東
北
タ
イ
の
側
で
も
、

現
金
獲
得
の
た
め
の
移
住
や
移
動
を
積
極
的
に
行
う
の
は
ラ
オ
の
人
々

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
林
に
よ
る
と
、
同
地
の
非
ラ
オ
で
あ
る

先
住
者
は
、
ラ
オ
に
つ
い
て
移
動
を
好
み
、「
自
給
自
足
の
社
会
生
活
を

足
場
に
し
て
、
さ
ら
な
る
富
を
得
る
活
動
（
土
地
転
が
し
や
行
商
）
に

長
じ
よ
う
と
し
た
人
々
」
で
あ
る
、
と
捉
え
て
い
た
（
林 2000: 80

）。

＊
５　

た
と
え
ば
、
自
給
用
の
米
不
足
に
際
し
て
夫
婦
や
キ
ョ
ウ
ダ
イ
、

近
親
者
な
ど
で
米
を
求
め
て
村
々
を
渡
り
歩
く
行
為
な
ど
が
あ
る
（
林 

2000: 116

）。

＊
６　

定
着
調
査
で
は
、
お
も
に
Ｃ
村
の
世
帯
構
成
員
や
経
済
状
況
に
関

す
る
全
戸
調
査
、
農
村
社
会
の
一
般
的
情
報
に
関
す
る
参
与
観
察
や
聞

き
取
り
調
査
、
移
動
労
働
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。
調
査

は
、
筆
者
が
標
準
タ
イ
語
と
東
北
タ
イ
方
言
を
使
用
し
て
実
施
し
た
。

ま
た
本
調
査
は
、国
際
交
流
基
金
・
平
成
一
五
年
度
ア
ジ
ア
次
世
代
フ
ェ

ロ
ー
シ
ッ
プ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
支
援
を
得
て
可
能
と
な
っ
た
。

＊
７　

二
〇
〇
五
年
現
在
、
一
バ
ー
ツ
は
二
～
三
円
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

Ｃ
村
住
民
の
平
均
支
出
は
約
三
千
バ
ー
ツ
／
月
で
あ
っ
た
。
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。
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済
構
造
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
も
、
家
族
の
構

造
を
共
有
す
る
場
の
な
か
で
支
え
ら
れ
て
き
た
移
動
の
論
理
に
基
づ

い
て
日
常
的
な
行
為
を
通
し
た
関
係
性
の
再
編
成
を
行
っ
て
き
た
か

ら
こ
そ
、
東
北
タ
イ
農
村
で
は
約
四
〇
年
も
の
間
、
女
性
労
働
者
を

グ
ロ
ー
バ
ル
労
働
市
場
へ
送
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
え

よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
地
域
の
生
成
を
ミ
ク
ロ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
し

て
意
識
で
き
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
東
北
タ
イ
農
村
の
移
動
者
を
め
ぐ
る
ミ
ク
ロ
・
リ
ー

ジ
ョ
ン
は
、
今
後
大
き
く
再
編
さ
れ
続
け
て
い
く
だ
ろ
う
。
子
を
持

つ
女
性
の
再
「
出
稼
ぎ
」
を
支
え
て
き
た
妻
方
居
住
に
基
づ
く
家

族
形
態
は
、「
姉
妹
の
誰
か
が
村
の
世
帯
に
残
る
」
と
い
う
理
想
的

な
家
族
周
期
の
な
か
で
維
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
今

後
、
移
動
の
先
行
者
に
よ
る
恩
恵
を
受
け
、
先
行
者
よ
り
も
高
い
学

歴
を
得
て
、
よ
り
よ
い
仕
事
を
選
択
し
て
い
る
世
代
が
、
帰
郷
を
前

提
と
す
る
「
出
稼
ぎ
」
を
選
択
す
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
Ｃ
村
の
年
齢
別
人
口
構
成
を
み
て
み
る
と
、
現
在
二
〇
代

以
下
の
世
代
が
少
子
化
世
代
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
少
子
化
世

代
の
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
高
校
や
大
学
を
卒
業
し
、
都
市
部
で
働
き
始

め
る
よ
う
に
な
っ
た
今
、「
姉
妹
の
誰
か
が
村
に
残
る
」
と
い
う
こ

れ
ま
で
の
理
念
型
を
東
北
タ
イ
農
村
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
維
持
、

あ
る
い
は
変
化
さ
せ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
移
動
者
の
視

点
に
基
づ
い
た
ミ
ク
ロ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い

く
こ
と
こ
そ
が
、
地
域
研
究
に
求
め
ら
れ
る
視
座
で
あ
ろ
う
。

◉
注

＊
１　

本
稿
で
は
、「
一
定
期
間
、
村
を
離
れ
て
現
金
獲
得
活
動
を
行
っ
た

後
、
再
び
村
に
帰
郷
す
る
」
と
い
う
行
為
を
「
出
稼
ぎ
」
と
記
す
。
い

う
ま
で
も
な
く
出
稼
ぎ
は
、
昭
和
三
〇
年
代
の
東
日
本
の
農
村
の
状
況

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
分
析
概
念
で
あ
る
（
大
川 1979

）。
東
北
タ
イ
農

村
の
状
況
は
日
本
の
出
稼
ぎ
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
が
、
歴
史
文

化
的
文
脈
に
お
け
る
相
違
点
も
み
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
便

宜
的
に
「
出
稼
ぎ
」
と
記
す
。
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