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１
　
は
じ
め
に

　
人
間
の
身
体
の
表
面
に
存
在
す
る
皮
膚
は
、
自
己
と
そ
れ
以
外
の

も
の
を
隔
て
る
境
界
で
あ
り
、
自
分
自
身
を
意
味
づ
け
、
解
釈
す
る

た
め
の
境
界
で
も
あ
る
。
私
た
ち
は
、
他
者
に
眺
め
ら
れ
、
触
ら
れ

る
皮
膚
を
意
識
し
、
覆
う
、
塗
る
、
傷
つ
け
る
、
滑
ら
か
に
す
る
、

剃
る
、
彩
る
と
い
っ
た
様
々
な
加
工
を
皮
膚
に
施
し
、「
私
（
た
ち
）

と
は
何
者
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
対
す
る
答
え
を
表
現
し
よ
う
と

し
て
き
た
。『
社
会
的
皮
膚
』（The Social Skin

）を
執
筆
し
た
Ｔ
・

Ｓ
・
タ
ー
ナ
ー
は
、
人
間
の
皮
膚
を
、「
生
物
学
的
・
心
理
学
的
個

人
の
存
在
の
境
界
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、『
社
会
的
自
己
』
の
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア
」[Turner 2012, p. 486]

と
位
置
づ
け
た
。
つ
ま
り
、

私
た
ち
の
皮
膚
は
、
た
だ
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
、
社
会
の
中
で

意
味
づ
け
ら
れ
、
自
身
が
な
に
も
の
で
あ
る
か
を
語
り
、
他
者
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
し
ま
う
主
体
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
瘢
痕
文
身
や
入
れ
墨
、
タ
ト
ゥ
ー
、

ピ
ア
ッ
シ
ン
グ
や
化
粧
と
い
っ
た
皮
膚
の
加
工
は
世
界
各
地
で
行
わ

れ
て
き
た
。
皮
膚
に
施
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
や
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
の
人

物
の
社
会
的
地
位
や
所
属
す
る
集
団
の
記
号
と
な
っ
た
り
、
そ
の
人

個
人
の
「
魅
力
」
を
表
現
し
た
り
す
る
。
今
日
で
は
、
特
に
非
西
欧

社
会
に
お
け
る
「
伝
統
的
」
な
身
体
加
工
は
人
権
思
想
の
観
点
か
ら

規
制
さ
れ
た
り
、
社
会
変
容
に
伴
い
消
失
し
た
り
す
る
こ
と
が
珍
し

　
報
告
一

　「
本
物
の
男
」
と
「
複
写
男
」
の
あ
い
だ
で

　
　
：
南
ス
ー
ダ
ン
紛
争
後
社
会
に
お
け
る
瘢
痕
と
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
「
男
ら
し
さ
」

　

　
橋
　
本
　
栄
　
莉
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「
本
物
の
男
」
と
「
複
写
男
」
の
あ
い
だ
で
（
橋
本
）

く
な
い
。
こ
の
状
況
下
で
は
、
身
体
加
工
を
「
し
な
い
」
身
体
も
ま

た
、
世
界
と
交
渉
す
る
手
段
と
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
。
従
来
の

村
落
共
同
体
か
ら
離
れ
、
人
々
の
世
界
は
複
数
化
し
た
。
そ
れ
に
伴

い
、
身
体
加
工
そ
れ
自
体
の
持
つ
記
号
性
や
意
味
も
も
は
や
単
一
の

も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
若
者
た
ち
の
加
工
さ
れ
た
／
さ
れ
て
い
な

い
身
体
か
ら
は
、
そ
の
人
物
を
取
り
巻
く
秩
序
の
複
数
性
と
、
そ
の

あ
い
だ
の
相
克
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
論
の
目
的
は
、
南
ス
ー
ダ
ン
の
ナ
イ
ル
系
農
牧
民
ヌ
エ
ル

（N
uer

）
社
会
に
お
け
る
「
男
ら
し
さ
」
の
要
素
の
変
遷
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
二
〇
一
三
年
末
以
降
の
紛
争
後
社
会
に
お
い

て
、「
成
人
男
性
」
の
証
と
さ
れ
て
き
た
瘢
痕
を
め
ぐ
っ
て
い
か
な

る
問
題
が
生
起
し
て
い
る
の
か
を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
論
が

問
題
に
す
る
「
男
ら
し
さ
」
と
は
、ヌ
エ
ル
の
人
々
が
「
本
物
の
男
」

（w
uurni pany , sing. w

ut pany

）
ま
た
は
「
本
物
の
ヌ
エ
ル
の

男
」（w

uut N
uerä pany

）
と
表
現
す
る
人
物
が
持
つ
属
性
の
こ

と
を
指
す
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
若
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
「
社
会
的

自
己
」
を
構
築
し
、
複
数
の
社
会
空
間
や
秩
序
の
様
式
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
生
き
残
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
検
討

す
る
。

　
家
畜
で
あ
る
ウ
シ
に
至
上
の
価
値
を
置
く
ヌ
エ
ル
の
男
性
は
、
成

人
儀
礼
の
際
に
、
ヌ
エ
ル
語
で
ガ
ー
ル
（gaar

）
（
１
）
と
呼
ば
れ
る
五

本
ま
た
は
六
本
の
平
行
線
の
瘢
痕
を
額
に
施
さ
れ
る
。
二
〇
世
紀
初

頭
、激
し
い
痛
み
を
伴
う
ガ
ー
ル
の
施
術
に
よ
っ
て
、そ
れ
ま
で
「
男

児
」（dhɔali,  sing. dhɔal

）と
さ
れ
て
い
た
者
た
ち
は
、年
齢
組（ric

）

に
加
入
し
、「
大
人
の
男
」（w

uutni , sing. w
ut

）
に
な
る
と
さ

れ
て
い
た
。「
大
人
の
男
」
は
、
父
親
か
ら
財
産
で
あ
る
ウ
シ
を
受

け
継
ぐ
等
の
新
た
な
権
利
を
得
、
様
々
な
タ
ブ
ー
を
課
さ
れ
る
。
ガ

ー
ル
を
得
る
こ
と
は
、
ヌ
エ
ル
に
と
っ
て
「
大
人
の
男
」
だ
け
で
な

く
、「
本
物
の
男
」
の
条
件
で
も
あ
っ
た
。
ガ
ー
ル
の
施
術
と
そ
れ

に
付
随
す
る
「
男
ら
し
さ
」
の
概
念
は
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
二

つ
の
内
戦
や
、
二
〇
一
三
年
末
に
南
ス
ー
ダ
ン
で
生
じ
た
武
力
衝
突

以
後
、
激
し
く
変
動
す
る
こ
と
と
な
る
。
ガ
ー
ル
は
特
定
の
民
族
集

団
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
、
民
族
対
立
化
し
た
戦
闘
の

中
で
人
々
の
運
命
を
決
定
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ヌ
エ
ル
の
ガ
ー
ル
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
社
会
に
お
け
る
そ

の
機
能
や
年
齢
組
と
い
っ
た
社
会
構
造
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
［Seligm

an and Seligm
an 1932, 

エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ

リ
チ
ャ
ー
ド
　
一
九
七
八
］
と
、
内
戦
に
伴
う
移
動
や
社
会
変
容
の

文
脈
に
お
い
て
、
世
代
意
識
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
変
化
と
の
関
係
に

つ
い
て
報
告
す
る
も
の
が
あ
る[H

utchinson 1996, H
oltzm

an 
2000, Falge 2015, Shandy 2007, Feyissa 2011, G

rabska 
2014]

。
特
に
後
者
の
研
究
群
に
お
い
て
、
ガ
ー
ル
は
古
い
村
落
共

同
体
的
価
値
観
や
ヌ
エ
ル
の
旧
来
の
「
男
ら
し
さ
」
の
問
題
で
あ

り
、
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
者
た
ち
は
、
近
代
教
育
や
西
欧
風
の
暮
ら
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し
を
意
識
す
る
社
会
空
間
に
生
き
る
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
。
実
際
、
ガ
ー
ル
の
施
術
を
伴
う
通
過
儀
礼
は
各
地
で
行
わ

れ
な
く
な
り
、
ヌ
エ
ル
の
人
々
自
身
も
、
ガ
ー
ル
は
ヌ
エ
ル
の
「
伝

統
」
の
象
徴
で
あ
り
、
教
育
や
開
発
と
と
も
に
消
え
て
な
く
な
る
も

の
と
し
て
語
る
。
こ
の
側
面
を
鑑
み
れ
ば
、
確
か
に
ガ
ー
ル
を
消
滅

の
途
上
に
あ
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
の
は
無
理
も
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ
て
ガ
ー
ル
に
付
随
し
て
き
た
諸
観
念
、

た
と
え
ば
祖
先
や
神
性
、
共
同
体
や
年
齢
組
と
か
か
わ
る
時
空
間
の

概
念
も
ま
た
消
滅
の
過
程
に
あ
る
も
の
と
し
て
み
る
の
は
早
計
で
あ

る
。
既
存
の
研
究
に
お
い
て
、
ガ
ー
ル
の
存
在
を
め
ぐ
る
葛
藤
や
ガ

ー
ル
を
持
つ
こ
と
／
持
た
な
い
こ
と
に
よ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
描

写
は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
描
写
の
背
後
に
あ
る
ガ
ー
ル
に
付
随

す
る
価
値
の
移
植
の
プ
ロ
セ
ス
や
諸
観
念
間
の
創
発
性
や
交
渉
過
程

に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　
本
論
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
ガ
ー
ル
の
有
無
に
よ
っ
て
切
り
分
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
の
生
き
る
社
会
空
間
の
在
り
方
と
、
一
見

し
て
消
滅
で
あ
る
か
の
よ
う
な
現
象
が
内
包
す
る
価
値
の
残
存
や
エ

ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
問
題
、
そ
し
て
そ
の
都
度
解
釈
さ
れ
直
す
ガ
ー
ル

や
「
本
物
の
男
ら
し
さ
」
の
要
素
で
あ
る
。
ヌ
エ
ル
社
会
に
お
け

る
「
男
ら
し
さ
」
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
一
九
二
〇
―
三
〇
年

代
で
は
、
ウ
シ
、
槍
、
ガ
ー
ル
の
施
術
お
よ
び
年
齢
組
［
エ
ヴ
ァ
ン

ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
　
一
九
七
八
］、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
は
銃
、

紙
と
ペ
ン
に
象
徴
さ
れ
る
近
代
教
育
、
政
治
的
文
脈
に
お
け
る
言
語

能
力[H
utchinson 1996]

、
そ
し
て
一
九
九
〇
年
以
降
の
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
研
究
で
は
、
現
金
や
車
、
仕
事[e.g. H

olzm
an 2000]

な

ど
が
社
会
変
化
の
中
で
新
た
に
価
値
を
持
つ
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ

て
き
た
。
本
論
で
は
移
り
変
わ
る
「
男
ら
し
さ
」
の
媒
体
と
、
伸
縮

す
る
自
己
の
帰
属
す
る
共
同
体
概
念
に
着
目
し
、
紛
争
後
社
会
を
生

き
る
若
者
た
ち
が
直
面
す
る
重
層
的
社
会
秩
序
と
の
関
連
を
、
瘢
痕

を
め
ぐ
る
解
釈
か
ら
見
出
し
て
ゆ
く
。

　
以
下
、
第
二
節
・
第
三
節
で
は
、
瘢
痕
が
「
民
族
」
の
シ
ン
ボ
ル

と
な
っ
て
ゆ
く
ま
で
の
歴
史
的
過
程
と
、
ロ
ー
カ
ル
社
会
に
お
け
る

ガ
ー
ル
と
「
男
ら
し
さ
」
の
変
遷
を
既
存
の
民
族
誌
的
資
料
を
も
と

に
検
討
す
る
。
第
四
節
・
第
五
節
で
は
、
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
に
基
づ
き
、
二
〇
一
三
年
末
前
後
の
瘢
痕
の
在
り
方
と
人
々
の
対

話
を
取
り
上
げ
る
。
第
四
節
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
南
ス
ー

ダ
ン
に
お
け
る
施
術
経
験
の
多
様
性
を
描
く
こ
と
で
、
学
校
教
育
を

受
け
る
／
受
け
な
い
、
都
市
部
／
村
落
部
と
い
う
区
分
に
よ
っ
て
瘢

痕
の
有
無
は
決
定
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
五
節
で
は
、移
民
・

難
民
と
し
て
ウ
ガ
ン
ダ
に
暮
ら
す
若
者
た
ち
の
語
り
か
ら
、
紛
争
後

社
会
に
お
い
て
「
男
ら
し
さ
」
を
構
成
す
る
諸
要
素
と
瘢
痕
と
の
関

係
に
つ
い
て
分
析
す
る
（
２
）

。

　
筆
者
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
三
年
の
あ
い
だ
、
総
計
一
九
か

月
、
南
ス
ー
ダ
ン
の
ヌ
エ
ル
社
会
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
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「
本
物
の
男
」
と
「
複
写
男
」
の
あ
い
だ
で
（
橋
本
）

た
。
ヌ
エ
ル
は
ナ
イ
ル
川
流
域
を
中
心
に
居
住
す
る
西
ナ
イ
ル
系
の

農
牧
民
で
あ
る
。内
戦
を
経
て
、現
在
で
は
国
外
や
都
市
部
な
ど
様
々

な
地
域
に
ヌ
エ
ル
の
人
々
は
居
住
し
て
い
る
。
筆
者
は
ヌ
エ
ル
と
隣

接
す
る
民
族
集
団
デ
ィ
ン
カ
（D

inka

）
が
共
住
す
る
町
や
村
落
に

お
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ヌ
エ

ル
と
デ
ィ
ン
カ
は
二
〇
一
三
年
末
以
降
の
紛
争
に
お
い
て
対
立
す
る

民
族
集
団
同
士
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
南
ス
ー
ダ
ン
の
二
大
民

族
集
団
で
あ
る
。
ヌ
エ
ル
と
デ
ィ
ン
カ
は
も
と
も
と
南
ス
ー
ダ
ン
中

部
か
ら
北
東
部
の
ナ
イ
ル
川
流
域
に
居
住
し
て
お
り
、
家
畜
で
あ
る

ウ
シ
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
略
奪
や
戦
闘
を
行
っ
て
き
た
が
、
同
時

に
結
婚
を
介
し
た
姻
戚
関
係
の
形
成
や
ウ
シ
の
貸
し
借
り
を
通
じ
た

友
人
関
係
な
ど
も
多
く
見
ら
れ
る
（
３
）
。
両
集
団
の
境
界
地
域
に
は
、
ヌ

エ
ル
語
、
デ
ィ
ン
カ
語
双
方
の
こ
と
ば
を
話
し
、
両
方
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有
す
る
者
も
多
い
。

　
二
〇
一
三
年
末
に
紛
争
が
生
じ
て
か
ら
、
筆
者
は
ウ
ガ
ン
ダ
の

ヌ
エ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
た
。
本

稿
で
取
り
上
げ
る
デ
ー
タ
の
多
く
は
、
筆
者
が
二
〇
一
五
年
か
ら

二
〇
一
八
年
に
か
け
て
、
総
計
六
か
月
間
行
っ
た
ウ
ガ
ン
ダ
の
ヌ
エ

ル
の
移
民
・
難
民
（
４
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ

い
て
い
る
。
ヌ
エ
ル
は
大
別
し
て
、
西
ヌ
エ
ル
、
ラ
ッ
ク
・
ヌ
エ
ル
、

ロ
ウ
・
ヌ
エ
ル
、
東
ジ
カ
ニ
ィ
・
ヌ
エ
ル
と
い
う
四
つ
の
下
位
集
団

に
分
け
ら
れ
る
（
５
）
。
こ
れ
ら
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
で
は
、
共
有
し
て
い

る
言
語
や
文
化
的
規
範
が
若
干
異
な
る
（
６
）
。
過
去
の
内
戦
で
対
立
し
て

い
た
集
団
も
あ
り
、そ
の
政
治
的
立
場
は
多
様
で
あ
る
。「
民
族
対
立
」

化
し
た
紛
争
を
経
験
し
、
国
外
で
暮
ら
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
ヌ

エ
ル
は
一
枚
岩
で
は
な
い
（
７
）
。
様
々
な
背
景
を
持
つ
ヌ
エ
ル
の
人
々
が

と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
ウ
ガ
ン
ダ
の
ヌ
エ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
特
徴
で
も
あ
る
。

　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
主
に
英
語
、
部
分
的
に
ヌ
エ
ル
語
で
行
っ
た
。

簡
単
な
質
問
内
容
で
あ
れ
ば
ヌ
エ
ル
語
で
行
い
、
よ
り
込
み
入
っ
た

複
雑
な
経
験
に
つ
い
て
聞
く
と
き
は
、
通
訳
を
通
じ
て
英
語
で
行
っ

た
。

　
ガ
ー
ル
に
関
す
る
話
題
は
大
変
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
る
。

本
論
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
ヌ
エ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
も
、

ガ
ー
ル
を
持
つ
者
、
持
た
な
い
者
双
方
が
何
ら
か
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
を
抱
え
て
い
る
。
加
え
て
、
所
有
者
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
物
語
る

よ
う
に
な
っ
た
瘢
痕
は
、
昨
今
の
民
族
間
関
係
や
国
家
の
動
き
と
い

っ
た
政
治
的
な
話
題
と
深
く
関
係
す
る
た
め
、
瘢
痕
に
つ
い
て
部
外

者
で
あ
る
筆
者
が
積
極
的
に
話
題
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

筆
者
は
瘢
痕
に
つ
い
て
人
々
に
直
接
聞
く
こ
と
は
せ
ず
、
若
者
た
ち

が
語
る
自
身
の
未
来
や
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
、
そ
し
て
故
郷
の
話
や
内
戦

経
験
、
恋
人
と
の
関
係
な
ど
雑
多
な
話
題
の
中
に
織
り
込
ま
れ
た
ガ

ー
ル
の
解
釈
に
注
目
し
た
。
本
稿
で
提
示
す
る
デ
ー
タ
の
多
く
は
、

そ
の
な
か
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。



－  83  －

史
苑
（
第
八
二
巻
第
一
号
）

２
　
瘢
痕
と
ロ
ー
カ
ル
社
会

（
１
）
瘢
痕
の
機
能
と
意
味

　
ヌ
エ
ル
の
み
な
ら
ず
、
南
ス
ー
ダ
ン
の
他
の
ナ
イ
ル
系
民
族
集
団

も
成
人
儀
礼
の
際
に
額
に
瘢
痕
を
入
れ
る
慣
習
を
持
つ
。
瘢
痕
の
形

式
や
、
施
術
の
対
象
と
な
る
性
別
、
年
齢
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。
例
え
ば
同
じ
ナ
イ
ル
系
民
族
集
団
で
あ
る
デ
ィ
ン
カ
、
シ
ル

ッ
ク
（Shilluk

）、
マ
ン
ダ
リ
（M

andari

）
な
ど
も
額
に
瘢
痕
を

施
し
て
い
る
。
瘢
痕
の
形
状
は
、
必
ず
し
も
既
存
の
民
族
集
団
の
境

界
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
六
本
の
平
行

線
は
ヌ
エ
ル
だ
け
で
は
な
く
一
部
の
デ
ィ
ン
カ
に
も
み
ら
れ
る
瘢
痕

の
形
状
で
あ
る
。
現
在
で
も
ヌ
エ
ル
と
同
じ
形
状
を
持
つ
デ
ィ
ン
カ

は
存
在
す
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ン
カ
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
四
本
の
平

行
線
や
、
深
い
Ｖ
字
、
浅
い
Ｖ
字
な
ど
、
居
住
地
域
や
出
自
集
団
に

よ
っ
て
異
な
る
瘢
痕
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
瘢
痕
は
あ
る
民
族
集
団
の

出
身
で
あ
る
こ
と
を
部
分
的
に
示
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
し
も

そ
れ
は
人
々
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
一
致
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
多
様
性

は
従
来
の
集
団
関
係
が
柔
軟
で
あ
り
流
動
的
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
通
過
儀
礼
の
経
験
と
瘢
痕
の
有
無
は
、

ヌ
エ
ル
社
会
に
お
い
て
「
本
物
の
男
」
の
条
件
で
あ
っ
た
。
成
人
儀

礼
を
経
て
ガ
ー
ル
を
得
る
こ
と
は
、
男
性
の
人
生
を
大
き
く
変
え
る

出
来
事
で
あ
る
。
成
人
儀
礼
そ
の
も
の
も
、瘢
痕
と
同
様
ガ
ー
ル（
以

下
、
ガ
ー
ル
儀
礼
）
と
呼
ば
れ
る
（
８
）
。
ガ
ー
ル
儀
礼
に
お
い
て
、
施
術

者
は
剃
刀
で
男
児
の
額
に
深
い
傷
を
刻
ん
だ
の
ち
、
ウ
シ
の
糞
を
燃

や
し
た
灰
を
傷
口
に
塗
り
込
む
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
術
後
も
平
行
線

が
は
っ
き
り
と
浮
き
上
が
る
よ
う
に
す
る
。
な
か
に
は
頭
蓋
骨
に
ま

で
傷
が
達
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
儀
礼
を
経
て
、
彼
ら
は

「
男
児
」
や
「
女
性
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
女
子
ど
も
の
仕
事

と
さ
れ
る
搾
乳
の
禁
止
や
、
性
交
渉
に
か
ん
す
る
禁
忌
、
そ
し
て
食

事
の
作
法
や
肉
の
可
食
部
位
（
９
）
な
ど
新
た
な
規
範
の
中
に
身
を
置
く
こ

と
に
な
る
。

　
ガ
ー
ル
儀
礼
は
、
同
じ
年
頃
の
男
児
が
数
名
ま
と
ま
っ
て
行
う
。

最
低
で
も
二
人
以
上
は
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
人
で
こ
の

儀
礼
を
受
け
る
と
死
ん
で
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
同
時
に
施
術
を
受
け
た
男
児
た
ち
は
同
じ
年
齢
組）
（1
（

に
加
入
し
、

と
も
に
血
を
流
し
た
者
同
士
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
兄
弟
と
同
様
の
強

い
絆
で
結
ば
れ
る
。
こ
の
儀
礼
を
経
た
「
本
物
の
男
」
だ
け
が
、
ウ

シ
の
略
奪
や
報
復
と
い
っ
た
武
力
紛
争
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る）
（（
（

。
　
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
調
査
を
行
っ
た
エ
ヴ
ァ

ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
男
児
は
一
四
歳

か
ら
一
六
歳
の
う
ち
に
ガ
ー
ル
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
以
前

に
は
、
一
六
歳
か
ら
一
八
歳
ま
で
の
あ
い
だ
に
行
わ
れ
て
い
た
と
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「
本
物
の
男
」
と
「
複
写
男
」
の
あ
い
だ
で
（
橋
本
）

い
う
［
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
　
一
九
七
八
、三
七
七
頁
］。

一
九
八
〇
年
代
に
は
、
ガ
ー
ル
儀
礼
は
九
歳
か
ら
一
三
歳
ま
で
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り[Falge 2015, p.126]

、
施
術
の
対
象
は
低

年
齢
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
内
戦
に
よ

り
多
く
の
男
性
が
命
を
落
と
し
た
結
果
、
父
親
の
財
産
を
引
き
継
ぐ

「
大
人
」
の
男
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
や
、
戦
闘
に
参
加
す
る
一
つ

の
条
件
が
瘢
痕
を
有
す
る
「
大
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る  [H

utchinson 1996, p. 290]

。

（
２
）
ガ
ー
ル
と
共
同
体
の
時
間
意
識

　
ガ
ー
ル
儀
礼
は
、
父
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
人
物
の
指
示
あ
る
い

は
許
可
の
も
と
に
行
う
。
ガ
ー
ル
儀
礼
は
、
ガ
ー
ル
の
施
術
と
、
地

域
に
よ
っ
て
は
下
の
前
歯
四
本
の
抜
歯
を
伴
う
。
ガ
ー
ル
儀
礼
を

経
て
、「
大
人
」
と
な
っ
た
男
性
は
父
や
お
じ
か
ら
ウ
シ
や
、
ウ
シ

名）
（1
（

、
槍
名
の
継
承
が
可
能
に
な
る
。
ヌ
エ
ル
で
は
ク
ラ
ン
や
リ
ニ
ィ

ジ
に
槍
の
名
が
あ
り
、
儀
礼
の
際
に
そ
の
名
を
呼
ん
だ
り
、
尊
敬
の

念
を
込
め
て
そ
の
名
で
人
を
呼
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
槍
は
実

在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、「
祖
先
の
槍
」
と
い
う
観
念
自
体
に
価
値

が
置
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
「
槍
」
に
つ
い
て
語
る
時
、
心
に
思
い

描
か
れ
て
い
る
の
は
実
際
の
槍
の
形
状
で
な
く
、
ま
た
観
念
上
の
槍

で
す
ら
な
く
、
総
体
と
し
て
の
ク
ラ
ン
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
［
エ

ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
　
一
九
八
二
、
三
八
〇
頁
、
三
八
七
―

三
八
八
頁
］。
す
な
わ
ち
、
ガ
ー
ル
と
と
も
に
あ
る
祖
先
の
槍
名
は
、

人
々
が
い
う
と
こ
ろ
の
居
住
空
間
や
出
身
地
を
意
味
す
る
空
間
・
物

質
と
し
て
の
チ
エ
ン
（
家
）
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
中

で
共
有
さ
れ
る
ヌ
エ
ル
の
価
値
規
範
、
概
念
と
し
て
の
チ
エ
ン
（
文

化
・
や
り
方
）な
の
で
あ
る
。チ
エ
ン
の
概
念
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
年
齢
組
へ
の
加
入
が
特
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、
他
集
団
と
の
政

治
的
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
日
常
生
活
に
お
け
る
共
住
集
団
内

の
人
間
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
ガ
ー
ル
の
有
無
は
恋
人
関
係
や
結

婚
に
も
影
響
し
、
こ
の
点
は
現
在
で
も
若
者
た
ち
の
悩
み
の
種
と
な

っ
て
い
る
。
年
齢
組
体
系
内
の
関
係
は
、
家
族
関
係
と
か
か
わ
る
用

語
で
表
現
さ
れ
る
。
例
え
ば
自
分
の
父
の
年
齢
組
に
属
す
る
者
、
父

の
兄
弟
の
年
齢
組
に
属
す
る
者
た
ち
は
「
父
」
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
ら

の
「
父
」
の
妻
た
ち
は
「
母
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
息
子
の
年
齢

組
の
構
成
員
の
妻
た
ち
は
「
娘
」
と
呼
ば
れ
る
［
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ

リ
チ
ャ
ー
ド
　
一
九
七
八
、
三
九
三
頁
］。年
齢
組
上
の「
娘
」や「
母
」

た
ち
と
交
わ
る
こ
と
は
イ
ン
セ
ス
ト
（rual

）
に
位
置
付
け
ら
れ
、

厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
日
常
の
社
会
関
係
は
、
ヌ
エ
ル
社
会
全
体
に
お
け
る
社

会
構
造
お
よ
び
秩
序
の
形
式
と
深
く
関
係
す
る
。
ヌ
エ
ル
社
会
は
従

来
、
出
来
事
と
出
来
事
の
あ
い
だ
を
測
る
た
め
の
抽
象
的
な
時
間
の

観
念
は
持
た
な
か
っ
た
が
、
代
わ
り
に
発
達
し
て
い
た
の
は
、
集
団

と
集
団
と
の
構
造
的
距
離
に
よ
っ
て
「
歴
史
」
を
語
る
す
べ
で
あ
る
。
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高
度
に
分
節
化
さ
れ
た
系
譜
構
造
を
持
つ
ヌ
エ
ル
の
父
系
出
自
集
団

は
、
集
団
の
編
成
と
分
裂
と
い
う
流
動
性
を
生
み
出
す
基
盤
で
あ
る

［
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
　
一
九
七
八
］。
ヌ
エ
ル
出
身
の
父

親
を
持
つ
者
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
自
身
の
父
方
の
父
系
親
族
、
母
方

の
父
系
親
族
の
系
譜
、
つ
ま
り
祖
先
の
名
を
複
数
世
代
に
わ
た
っ
て

記
憶
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
社
会
変

容
や
国
家
を
超
え
た
移
動
を
行
う
現
在
で
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い

［
橋
本
　
二
〇
一
八
］。

　
こ
の
社
会
に
お
い
て
、
共
通
の
祖
先
名
に
言
及
し
、
過
去
に
共
有

し
た
時
間
を
語
る
こ
と
は
、
普
段
は
意
識
さ
れ
な
い
他
集
団
と
の
差

異
化
を
図
り
、
一
時
的
な
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
特
定
の
年
齢
組
間
の
距
離
に

言
及
す
る
こ
と
に
よ
り
出
来
事
間
の
時
間
を
測
り
、
共
有
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ガ
ー
ル
儀
礼
と
年
齢
組
へ
の
加
入
は
、

日
常
生
活
に
お
け
る
秩
序
を
生
み
出
す
と
と
も
に
、
社
会
全
体
が
共

有
す
る
歴
史
を
辿
り
、
時
間
意
識
の
共
有
と
と
も
に
集
団
を
生
み
出

す
手
段
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

３
　
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
身
体
と
「
男
ら
し
さ
」
の
変
遷

（
１
）「
民
族
化
」
す
る
身
体
と
瘢
痕

　
瘢
痕
が
特
定
の
民
族
集
団
の
象
徴
と
し
て
語
ら
れ
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

植
民
地
統
治
期
以
降
に
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
い
て
「
民
族
」
が
発
明
さ

れ
、
政
治
的
軍
事
的
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

一
九
世
紀
末
よ
り
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
に
あ
っ
た
ス
ー
ダ
ン
南
部
地
域

に
お
い
て
、
統
治
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
た
め
の
政
策
の
一
環
と
し

て
ヌ
エ
ル
と
デ
ィ
ン
カ
の
間
に
地
理
上
の
境
界
線
が
引
か
れ
、
両
民

族
集
団
に
は
強
制
移
住
と
定
住
化
が
促
さ
れ
た[Johnson 1982]

。

そ
の
後
、
ス
ー
ダ
ン
地
域
は
、
一
九
五
六
年
の
（
旧
）
ス
ー
ダ
ン
共

和
国
独
立
直
前
に
勃
発
し
た
第
一
次
ス
ー
ダ
ン
内
戦
（
一
九
五
五

―
一
九
七
二
）、
そ
し
て
第
二
次
ス
ー
ダ
ン
内
戦
（
一
九
八
三
―

二
〇
〇
五
）
の
内
戦
期
に
突
入
し
た
。
内
戦
は
北
部
勢
力
と
南
部
勢

力
の
間
で
勃
発
し
た
が
、
第
二
次
ス
ー
ダ
ン
内
戦
中
の
一
九
九
〇
年

代
、
南
部
勢
力
で
あ
る
ス
ー
ダ
ン
人
民
解
放
軍
（Sudan People’s 

Liberation Arm
y, 

以
下SPLA

）
内
で
党
派
対
立
が
顕
在
化
し

た
。
党
派
の
異
な
る
司
令
官
同
士
の
争
い
は
、
徐
々
に
司
令
官
の
出

身
民
族
集
団
の
軍
人
を
巻
き
込
む
か
た
ち
で
展
開
し
、
つ
い
に
は
デ

ィ
ン
カ
と
ヌ
エ
ル
の
間
の
凄
惨
な
民
族
対
立
と
化
し
た
。
こ
の
状
況

の
中
で
、
ヌ
エ
ル
と
デ
ィ
ン
カ
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
「
軍
事
化
」
さ
れ
、
多
く
の
市
民
が
戦
闘
へ
と
動

員
さ
れ
て
い
っ
た[Jok and H

utchinson 1999, H
utchinson 

2000]
。
こ
の
時
の
衝
突
は
、
南
ス
ー
ダ
ン
独
立
後
の
武
力
衝
突
の

「
民
族
紛
争
」
化
に
も
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
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「
本
物
の
男
」
と
「
複
写
男
」
の
あ
い
だ
で
（
橋
本
）

　
植
民
地
期
以
降
の
国
家
情
勢
は
、
従
来
の
ゆ
る
や
か
で
重
層
的
な

民
族
境
界
を
示
す
瘢
痕
を
、
確
固
た
る
民
族
境
界
に
基
づ
き
区
別
さ

れ
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
を
変
化
さ
せ
た
。

　
第
二
次
ス
ー
ダ
ン
内
戦
中
の
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
七
年
に

か
け
て
、
西
ヌ
エ
ル
の
地
域
に
お
い
て
ガ
ー
ル
の
施
術
はSPLA

の
司
令
官
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た[H

utchinson 1996, p. 296]

。

ま
た
学
校
教
育
を
受
け
た
者
の
な
か
か
ら
も
、後
述
の
「
種
牛
男
児
」

の
よ
う
に
施
術
を
拒
絶
す
る
者
が
現
れ
た
。
司
令
官
ら
が
ガ
ー
ル
廃

止
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
た
の
は
、
健
康
被
害
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
影
響
に
加
え
、
デ
ィ
ン
カ
が
す
で
に
瘢
痕
の
慣
習
を
廃
止
し
て
い

る
こ
と
で
あ
っ
た [H

utchinson 1996, p. 296]

。
当
時
、SPLA

の
司
令
官
た
ち
は
、
民
族
集
団
を
超
え
て
理
念
を
共
有
す
る
者
た
ち

の
集
合
で
あ
る
軍
隊
を
創
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
軍
隊
階
級
の
決

定
の
際
に
は
、同
じ
民
族
集
団
の
出
身
者
を
優
遇
す
る
の
で
は
な
く
、

出
身
民
族
に
と
ら
わ
れ
ず
に
階
級
を
決
定
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い

た
。
瘢
痕
の
施
術
禁
止
は
、
軍
事
訓
練
を
従
来
の
年
齢
組
に
取
っ
て

代
わ
る
成
人
儀
礼
と
し
て
新
た
に
位
置
付
け
る
た
め
の
も
の
で
も

あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る[H

utchinson 1996, pp. 270-298; 
G

rabska 2014, p. 52]

。

　
一
方
で
、「
デ
ィ
ン
カ
と
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
る
」
と
い
う
不

満
も
施
術
廃
止
に
反
対
す
る
ヌ
エ
ル
の
人
々
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い

た[H
utchinson 1996, p. 296]

。
デ
ィ
ン
カ
と
ヌ
エ
ル
の
間
の

対
立
に
加
え
、
ヌ
エ
ル
内
部
の
集
団
間
対
立
が
凄
惨
化
し
て
い
た

一
九
九
〇
年
代
に
は
、
ガ
ー
ル
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
ヌ
エ
ル

に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
低
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
信
じ
ら

れ
て
い
た [Falge 2015, p. 127]

。
瘢
痕
廃
止
の
推
進
派
と
反
対

派
の
い
ず
れ
の
意
見
も
、
政
治
的
立
場
を
示
す
も
の
と
し
て
の
「
民

族
」
な
い
し
瘢
痕
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　
そ
の
後
、
多
く
の
ヌ
エ
ル
の
人
々
が
国
外
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
や
第

三
国
定
住
、
都
市
で
の
生
活
を
経
験
し
た
。
ヌ
エ
ル
の
村
落
部
に
お

い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
化
や
学
校
教
育
が
進
ん
だ
。
こ
の
状
況
の
中

で
人
々
が
直
面
し
た
の
は
、
紙
と
ペ
ン
、
つ
ま
り
学
校
教
育
の
経
験

と
、
現
金
と
い
う
交
換
媒
体
を
中
心
に
回
る
世
界
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
中
で
、
ガ
ー
ル
の
施
術
は
必
ず
し
も
「
大
人
の
男
」
の
条
件

と
は
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
故
郷
を
離
れ
た
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
の
な
か
に
は
、「
南
ス
ー
ダ
ン
人
」
や
「
ヌ
エ
ル
」
と
い
う

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
強
く
持
つ
若
者
も
現
れ
た
。SPLA

の
司
令
官
に
よ
っ
て

禁
じ
ら
れ
た
ガ
ー
ル
を
施
術
す
る
た
め
に
、
施
術
者
の
い
る
ス
ー
ダ

ン
の
首
都
ハ
ル
ツ
ー
ム
の
難
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ま
で
赴
く
者
も
い
た

と
い
う[H

utchinson 1996, p. 297]

。

　
南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
は
、
二
〇
一
一
年
に
独
立
を
達
成
し
た
も
の

の
、
独
立
前
後
か
ら
国
内
で
武
力
衝
突
が
頻
発
し
て
い
た
。
内
戦
以
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降
の
政
治
軍
事
状
況
に
お
い
て
、
従
来
の
地
域
間
紛
争
で
あ
る
ウ
シ

の
略
奪
や
そ
の
報
復
も
「
民
族
対
立
」
の
様
相
を
帯
び
る
よ
う
に
な

っ
た
。
当
事
者
に
よ
る
平
和
構
築
機
能
や
規
範）
（1
（

は
破
綻
し
、
当
該
民

族
出
身
で
あ
る
だ
け
で
殺
害
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
村

落
部
に
暮
ら
す
ヌ
エ
ル
の
若
者
男
性
ら
は
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ア
ー
ミ
ー

（dec in bor

））
（1
（

と
呼
ば
れ
る
武
装
集
団
と
し
て
反
政
府
運
動
や
特
定

の
民
族
集
団
へ
の
報
復
行
動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し

た
戦
闘
行
為
へ
の
加
担
の
背
景
に
は
、
民
族
集
団
へ
の
敵
愾
心
以
外

に
も
、
新
国
家
や
国
連
機
関
へ
の
失
望
や
憤
り
と
い
っ
た
人
々
の
感

情
が
存
在
し
て
い
た
［
橋
本
　
二
〇
一
八
、
三
一
五
―
三
二
七
頁
］。

　
二
〇
一
三
年
末
、
南
ス
ー
ダ
ン
の
首
都
ジ
ュ
バ
に
て
大
規
模
な
武

力
衝
突
が
発
生
し
た
。
も
と
も
と
衝
突
は
、
軍
内
部
に
お
け
る
大
統

領
側
近
と
元
副
大
統
領
側
近
の
間
で
生
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
衝
突
は
徐
々
に
拡
大
し
、
政
府
内
部
の
大
統
領
派
と
元
副
大
統
領

派
を
巻
き
込
む
争
い
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
大
統
領
の
出
身
で
あ

る
デ
ィ
ン
カ
と
、
元
副
大
統
領
の
出
身
で
あ
る
ヌ
エ
ル
の
間
の
対
立

を
煽
る
こ
と
と
な
り
、
両
民
族
集
団
間
で
激
し
い
武
力
衝
突
や
、
一

方
的
な
虐
殺
が
展
開
し
た
。
元
副
大
統
領
派
は
、
の
ち
にSPLA

野
党
派
（SPLA-in-O

pposition, SPLA-IO

）
と
し
てSPLA

よ
り
分
離
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ヌ
エ
ル
はSPLA-IO

支
持
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実

際
に
はSPLA

支
持
者
も
存
在
し
、
民
族
集
団
に
よ
っ
て
政
治
的

立
場
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
二
〇
一
三
年
以
降

の
状
況
に
お
い
て
、
瘢
痕
は
自
身
の
出
身
民
族
集
団
を
示
す
エ
ス
ニ

ッ
ク
・
マ
ー
カ
ー
と
し
て
の
意
味
合
い
を
再
び
強
く
帯
び
る
よ
う
に

な
っ
た
。
瘢
痕
を
持
つ
者
は
、
実
際
の
出
身
民
族
集
団
や
政
治
的
立

場
に
関
わ
ら
ず
殺
害
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
植
民
地
期
以
降
の
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
、
瘢
痕

を
出
身
民
族
集
団
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
で

あ
る
と
す
る
考
え
が
前
景
化
し
て
き
た
。
現
代
の
南
ス
ー
ダ
ン
で

は
、
瘢
痕
を
持
つ
身
体
は
と
か
く
特
定
の
民
族
集
団
の
「
証
」
と
し

て
話
題
に
上
る
が
、
そ
れ
は
従
来
の
在
り
方
と
は
異
な
る
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
な
身
体
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
た
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
や
瘢
痕
の
価
値
は
、
次
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
ロ
ー

カ
ル
社
会
や
人
々
の
日
常
生
活
に
お
け
る
そ
れ
ら
と
同
一
で
は
な
か

っ
た
。

（
２
）
内
戦
期
以
降
の
「
男
ら
し
さ
」
の
変
遷

　
東
ア
フ
リ
カ
の
年
齢
組
体
系
は
、
西
欧
諸
国
に
よ
る
支
配
の
影
響

を
受
け
て
急
速
に
変
容
し
た
最
初
の
制
度
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

［
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
　
一
九
七
八
、
三
九
一
頁
］。
ヌ
エ

ル
の
場
合
も
、
植
民
地
統
治
や
そ
の
後
の
内
戦
、
社
会
変
容
の
文
脈

で
ガ
ー
ル
と
か
か
わ
る
「
本
物
の
男
ら
し
さ
」
の
条
件
は
徐
々
に
変
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化
し
て
い
っ
た
。

　
植
民
地
期
統
治
期
以
後
に
「
男
ら
し
さ
」
の
条
件
と
し
て
加
え

ら
れ
た
の
は
、
演
説
の
能
力
や
言
語
運
用
能
力
で
あ
っ
た
。
植
民

地
統
治
期
に
首
長
制
が
成
立
し
て
以
降
、
行
政
や
外
の
集
団
と
の

交
渉
力
を
持
つ
者
、
読
み
書
き
の
で
き
る
者
が
首
長
と
し
て
選
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
こ
の
背
景
に
あ
る
［H

utchinson 
1996, pp. 271-296

］。
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
内
戦
期
、
槍
に

代
わ
っ
て
新
た
な
「
男
ら
し
さ
」
の
要
素
と
さ
れ
た
の
が
銃
で
あ

り
、
そ
の
所
有
が
示
す
戦
闘
経
験
で
あ
っ
た
。
戦
闘
経
験
は
、
内

戦
期
の
南
ス
ー
ダ
ン
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
連
動
し
つ
つ
、
自
ら
の
属
す
る
家
族
や
村
落
共
同

体
を
自
衛
す
る
た
め
に
重
要
な
「
本
物
の
男
」
ら
し
さ
の
要
素
と

さ
れ
た
。

　
し
か
し
、「
男
ら
し
さ
」の
要
素
は
、ガ
ー
ル
・
年
齢
組
か
ら
銃
へ
、

銃
か
ら
近
代
教
育
へ
と
単
純
に
推
移
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

を
示
す
の
が
、
ロ
ー
カ
ル
社
会
が
男
性
に
与
え
た
様
々
な
名
称
で

あ
る
。
表
１
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
男
性
の
あ
り
か
た
を
象

徴
す
る
表
現
と
そ
の
意
味
合
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
地

域
の
女
性
や
年
配
者
ら
に
よ
る
蔑
称
で
あ
る
と
も
言
え
、
男
性
自

身
が
名
乗
る
も
の
で
は
な
い
。

名　称 名称の由来など 備　考

種牛男児
（tut dhoali）

身体的には成熟しているが、カ
テゴリーとしてはまだ「男児」
であるガールを持たない男。

一九八〇年代初頭～南部
スーダン

ガールの男
(wuutni gaari)

ガールの施術時の痛みに耐える
ことができた「だけ」で他の知
識を持たない男。

一九八〇年代後半～南部
スーダン

ドミノマン
（domino man）
酒狂い
（kuong yong）

戦闘経験しか持たない、近代的
な世界では役に立たない、ドミ
ノばかりしている、または酒ば
かり飲んでいる男。

一九九〇年代～二〇〇〇
年代ケニア・カクマ、
二〇〇〇年代南部スーダ
ン、ウガンダ

女性擁護風男性
（pro-women men）

「近代的」な男女平等意識を持つ
ことをアピールするものの、村
に帰ると家父長的的振る舞いを
する男。

一九九〇年代～二〇〇〇
年代、ケニア・カクマ

国連の「子ども」
（children of UN）

男が父からウシを得る（継承す
る）のは通常一度だけであるが、
国連からは恥ずかしげもなく何
回も物資を得る男。

一九九〇年代～二〇〇〇
年代、ケニア・カクマ

複写男
（photocopy man）

「オリジナルな男」に対する「偽物
の男」。ガールを持たない男。

一九九〇年代エチオピア、
二〇〇〇年代ウガンダ

*（　）内に示したのは名称のヌエル語または英語である。
　Hutchinson 1996, Grabska 2014および筆者の聞き取りに基づき作成

表１　男性に与えられた名称と由来
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一
九
八
〇
年
代
に
ヌ
エ
ル
社
会
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た

人
類
学
者
Ｓ
・
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
一
部
の
地

域
で
ガ
ー
ル
儀
礼
を
継
続
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
が
持
ち
上

が
っ
た[H

utchinson 1996, p. 296]

。
こ
の
背
景
に
は
、
前
述

し
た
ガ
ー
ル
施
術
の
違
法
化
や
キ
リ
ス
ト
教
や
近
代
教
育
の
普
及
と

い
う
新
た
な
展
開
が
あ
っ
た
。
教
会
に
通
い
、
学
校
に
通
う
よ
う
に

な
っ
た
若
者
た
ち
の
間
で
は
、
ガ
ー
ル
は
「
古
臭
い
文
化
」
の
象
徴

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
徐
々
に
ガ
ー
ル
儀
礼
は
拒
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ガ
ー
ル
儀
礼
を
拒
ん
だ
者
た
ち
を
、
人
々
は

「
身
体
は
成
熟
し
た
が
分
類
的
に
は
ま
だ
男
児
で
あ
る
」
と
い
う
意

味
合
い
の
「
種
牛
男
児
」（tut dhoali
）
と
呼
ん
だ[H

utchinson 
1996, p. 270]

。

　「
種
牛
男
児
」
の
登
場
は
、
旧
来
の
世
代
観
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に

混
乱
を
も
た
ら
し
た
。「
種
牛
男
児
」
ら
の
発
言
は
、「
本
物
の
男
」

の
も
の
と
比
べ
て
価
値
が
劣
る
の
だ
ろ
う
か
、
彼
ら
が
受
け
継
ぐ
べ

き
財
産
の
権
利
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
っ
た
様
々
な
議
論
が
ロ
ー
カ

ル
社
会
で
は
噴
出
し
た
。
特
に
男
児
を
持
つ
母
親
に
と
っ
て
、
息
子

が
ガ
ー
ル
を
持
つ
こ
と
は
一
種
の
「
昇
進
」
で
あ
っ
た
し
、
周
囲
の

年
配
者
や
宗
教
的
職
能
者
は
、
ガ
ー
ル
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖

先
や
人
間
の
究
極
的
な
祖
先
で
あ
り
、
至
高
の
霊
的
存
在
で
あ
る
ク

ウ
ォ
ス
に
よ
る
祝
福
が
受
け
ら
れ
ず
、
不
幸
や
災
難
が
起
こ
る
の
で

は
な
い
か
と
も
危
惧
し
て
い
た[H

utchinson 1996, p. 296]

。

　
し
か
し
、
近
代
教
育
を
受
け
た
若
者
た
ち
が
政
府
の
役
職
に
つ
い

た
り
多
く
の
現
金
を
稼
い
だ
り
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
々
は
以
前

の
よ
う
に
彼
ら
を
「
子
ど
も
」
扱
い
す
る
こ
と
に
戸
惑
い
を
覚
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
ガ
ー
ル
は
、
時
代
遅
れ
ま
た
は

「
無
知
さ
」
の
象
徴
と
し
て
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ガ
ー
ル

を
持
つ
男
は
、
侮
蔑
の
意
味
を
込
め
て
「
ガ
ー
ル
の
男
」（w

uutni 
gaari

）
と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
に
は
、
痛
み
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き

た
「
だ
け
」
の
男
で
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る

[H
utchinson 1996, p. 291]

。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ク
ウ
ォ
ス

や
祖
先
の
機
嫌
を
損
ね
不
幸
を
招
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
は

持
続
し
て
い
た[H

utchinson 1996, p. 271]

。
さ
ら
に
同
時
に

展
開
し
て
い
た
国
家
規
模
の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
ロ
ー
カ
ル

社
会
に
お
い
て
、
ガ
ー
ル
の
有
無
と
は
別
に
、
兵
士
と
し
て
銃
を
持

ち
戦
う
こ
と
が
「
成
人
男
性
」
と
し
て
の
義
務
で
あ
り
、
そ
う
で
な

い
者
は
「
女
性
」
と
み
な
さ
れ
る
風
潮
も
あ
っ
た[H

utchinson 
1996, p. 134]

。

　
第
二
次
ス
ー
ダ
ン
内
戦
の
さ
な
か
に
国
外
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
逃

れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
近
代
教
育
を

受
け
た
若
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
ま
た
、「
男
ら
し
さ
」
を
め
ぐ
る

議
論
は
活
発
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
男
性
た
ち
は
、
従
来
の
生

業
で
あ
る
牧
畜
を
営
む
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
戦
闘
に
参
加
す
る
こ

と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
キ
ャ
ン
プ
で
は
国
連
を
は
じ
め
と
す
る
国



－  90  －－  91  －

「
本
物
の
男
」
と
「
複
写
男
」
の
あ
い
だ
で
（
橋
本
）

際
機
関
に
全
面
的
に
生
活
物
資
を
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
若
者
や

子
ど
も
た
ち
は
学
校
や
教
会
に
通
う
中
で
よ
り
「
近
代
的
」
な
考
え

方
や
西
欧
風
の
生
活
ス
タ
イ
ル
に
あ
こ
が
れ
を
抱
く
よ
う
に
な
っ

た
。
年
長
者
た
ち
が
村
落
部
で
重
ん
じ
て
き
た
ヌ
エ
ル
の
価
値
観
は

軽
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
キ
ャ
ン
プ
で
は
世
代
間
の
断
絶
が
生

ま
れ
て
い
っ
た
。

　
二
〇
〇
〇
年
代
に
ケ
ニ
ア
の
カ
ク
マ
難
民
キ
ャ
ン
プ
と
、
そ
の
後

南
ス
ー
ダ
ン
の
村
落
部
に
帰
還
し
た
難
民
た
ち
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識

の
変
動
を
追
っ
た
グ
ラ
ブ
ス
カ
は
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
観
察
さ
れ
た

「
情
け
な
い
」
男
た
ち
に
関
す
る
語
り
を
報
告
し
て
い
る[G

rabska 
2014]

。
従
来
の
「
男
ら
し
さ
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ

た
男
た
ち
は
、「
種
牛
男
児
」
や
「
ガ
ー
ル
の
男
」
に
続
く
新
た
な

名
称
、
ま
た
は
蔑
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
男
性
た
ち

が
こ
の
よ
う
に
揶
揄
さ
れ
る
現
象
の
背
景
に
は
、
紛
争
下
で
深
刻
化

し
て
い
た
男
性
に
よ
る
家
庭
内
暴
力
や
性
的
虐
待
の
問
題
が
あ
っ
た

[H
utchinson 2000; G

rabska 2014, pp. 53-54, pp. 85-88]
。

難
民
キ
ャ
ン
プ
で
就
労
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
学
校
へ
通
う
こ
と

も
な
い
中
年
以
上
の
男
性
た
ち
は
、「
ド
ミ
ノ
マ
ン
」
や
「
酒
狂
い
」

と
呼
ば
れ
た[G

rabska 2014, pp. 81-85]

。
こ
の
名
称
の
由
来

は
、
彼
ら
が
日
が
な
木
の
下
に
集
ま
っ
て
ド
ミ
ノ
と
い
う
ボ
ー
ド
ゲ

ー
ム
に
興
じ
て
い
た
り
、
酒
浸
り
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
来
て

い
る
。
こ
の
光
景
は
難
民
キ
ャ
ン
プ
の
み
な
ら
ず
南
ス
ー
ダ
ン
国
内

で
も
見
ら
れ
、
こ
の
名
称
は
女
性
た
ち
や
年
配
者
の
嘆
息
や
愚
痴
と

と
も
に
登
場
す
る
。

　
し
か
し
、
学
校
に
通
い
「
近
代
的
」
に
生
き
よ
う
と
す
る
男
た
ち

に
対
し
て
も
人
々
は
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
た
。
カ
ク
マ
の
難
民
キ

ャ
ン
プ
で
は
、
自
ら
生
業
を
持
つ
こ
と
な
く
援
助
機
関
に
生
活
物
資

を
依
存
し
て
い
る
事
態
に
対
し
、
成
人
男
性
た
ち
は
「
国
連
の
子
ど

も
」で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
た[G

rabska 2014, p. 86]

。
通
常
、

男
性
が
保
護
者
で
あ
る
父
や
お
じ
か
ら
財
産
で
あ
る
ウ
シ
を
得
る
の

は
生
涯
一
度
だ
け
で
あ
る
が
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
は
、
彼
ら
は
何
度

も
国
際
機
関
か
ら
物
資
を
得
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
、
彼
ら
は
も
は

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
受
け
継
い
で
ゆ
く
「
大
人
の
男
」
で
は
な
く
、

単
に
国
連
の
「
子
ど
も
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
。

　
ま
た
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
新
し
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
を
学
び
、「
伝

統
」
か
ら
の
女
性
の
解
放
や
男
女
平
等
を
声
高
に
叫
ぶ
男
た
ち
に
も

注
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
現
代
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
敏

感
な
「
エ
リ
ー
ト
」
志
向
の
男
性
た
ち
は
、
ア
フ
リ
カ
の
家
父
長
的

規
範
か
ら
の
離
脱
や
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
の
重
要
性
を
主
張
す

る
。
し
か
し
彼
ら
の
言
動
の
背
後
に
は
、
国
連
か
ら
奨
学
金
な
ど
を

得
る
た
め
等
の
目
的
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
女
性
た
ち
は
知
っ
て
い

た
。
実
際
に
こ
の
よ
う
な
人
物
が
い
ざ
南
ス
ー
ダ
ン
に
帰
還
す
る
や

否
や
、
そ
れ
ま
で
否
定
し
て
い
た
は
ず
の
家
父
長
的
規
範
を
振
り
か

ざ
す
傾
向
に
あ
る
の
だ
と
い
う[G

rabska 2014, pp. 84-85]

。
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史
苑
（
第
八
二
巻
第
一
号
）

（
３
）「
本
物
ら
し
さ
」
へ
の
問
い

　
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
複
写
男
」

（photocopy-m
an

）
は
、
筆
者
が
ウ
ガ
ン
ダ
で
知
り
え
た
表
現
で

あ
る
。
先
述
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
在
ガ
ー
ル

を
持
た
な
い
男
性
は
、
ガ
ー
ル
を
持
つ
か
つ
て
の
「
本
物
の
男
」
と

差
の
な
い
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
、
エ

チ
オ
ピ
ア
の
ヌ
エ
ル
居
住
地
域
で
は
、
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
男
た
ち

は
「
複
写
男
」
と
し
て
主
に
女
性
た
ち
の
あ
い
だ
で
揶
揄
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。「
複
写
男
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
、
国
外
で
学

校
教
育
を
受
け
て
育
っ
た
男
が
、
か
な
り
の
年
齢
に
な
っ
て
か
ら
村

の
男
児
と
と
も
に
施
術
を
行
っ
た
こ
と
は
ウ
ガ
ン
ダ
で
も
話
題
に
な

っ
て
い
た
。

　
こ
の
語
は
、「
コ
ピ
ー
を
と
る
」
と
い
う
英
語
の
動
詞

photocopy

に
由
来
す
る
。
こ
の
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
理
解
す
る

に
は
複
写
機
を
想
像
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
複
写
機
か
ら
出
て
き
た

複
製
さ
れ
た
紙
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
コ
ピ

ー
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。「
複
写
男
」
と
い

う
語
は
、
こ
の
複
製
さ
れ
た
紙
に
対
す
る
「
本
物
ら
し
さ
」
へ
の
疑

念
と
不
安
が
体
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
複
製
さ
れ
た
紙
、
つ
ま
り

ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
男
た
ち
は
、
本
当
の
意
味
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
コ

ピ
ー
と
同
じ
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
が

こ
の
語
に
は
付
随
し
て
い
る
。
フ
ァ
ル
ゲ
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
〇
年

代
に
は
、ガ
ー
ル
儀
礼
の
経
験
者
は
身
体
の
み
な
ら
ず
「
心
の
瘢
痕
」

を
持
つ
と
さ
れ
、
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
男
性
と
比
べ
心
身
共
に
「
本

物
の
男
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
と
言
う[Falge 2015, p. 128]

。

　
こ
れ
ら
の
男
性
の
名
称
ま
た
は
蔑
称
の
変
遷
か
ら
わ
か
る
の
は
、

若
者
男
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
女
性
や
ロ
ー
カ
ル
社
会
の
期
待
と
失

望
で
あ
り
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
共
在
す
る
秩
序
の
複
数
性
と

流
動
性
で
あ
る
。「
男
ら
し
さ
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
存
在
せ
ず
、
異

性
や
共
同
体
の
視
点
や
文
脈
に
よ
っ
て
大
き
く
姿
を
変
え
る
。
ロ
ー

カ
ル
社
会
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
そ
の
中

で
醸
成
さ
れ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
影
響
を
受
け

な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
少
し
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
、
ロ
ー
カ
ル
社
会
の

「
男
ら
し
さ
」
は
変
遷
し
て
き
た
。
次
章
以
降
で
取
り
上
げ
る
事
例

か
ら
は
、「
本
物
の
男
」
と
は
何
か
と
言
う
問
い
に
複
数
の
秩
序
の

様
式
か
ら
答
え
よ
う
と
す
る
若
者
た
ち
の
姿
が
見
え
て
く
る
。

４
　
ガ
ー
ル
の
あ
る
身
体
と
な
い
身
体

（
１
）
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
ガ
ー
ル
の
施
術
経
験

　
ヌ
エ
ル
の
人
々
の
間
で
は
、
教
育
を
受
け
て
都
市
部
に
暮
ら
す
と

決
め
た
者
と
教
育
を
受
け
ず
に
村
落
社
会
に
残
る
と
決
め
た
者
と
の

あ
い
だ
で
ガ
ー
ル
の
有
無
が
分
か
れ
る
と
語
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
彼
ら
の
決
断
は
そ
う
単
純
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
筆
者
が
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「
本
物
の
男
」
と
「
複
写
男
」
の
あ
い
だ
で
（
橋
本
）

調
査
を
行
っ
て
い
た
二
〇
一
〇
年
代
、
首
都
や
州
都
で
も
、
ま
た
村

落
部
で
も
、
ガ
ー
ル
を
持
つ
者
と
持
た
な
い
者
は
共
存
し
て
い
た
。

若
者
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
年
長
者
で
あ
っ
て
も
ガ
ー
ル
を
持

た
な
い
者
も
多
く
い
た
。
ガ
ー
ル
儀
礼
の
違
法
化
が
一
九
八
〇
年
代

か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
世
代
の
差
に
よ
っ
て
ガ
ー
ル
の

有
無
を
判
断
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
一
方
で
、
都
市
部
に
お

い
て
も
一
二
～
三
歳
の
瘢
痕
を
持
つ
「
大
人
の
男
」
は
確
か
に
存

在
し
た
。
後
述
の
事
例
に
登
場
す
る
ガ
ー
ル
を
持
つ
男
性
た
ち
は
、

一
九
九
〇
年
代
に
施
術
を
経
験
し
て
お
り
、
違
法
化
後
も
細
々
と
儀

礼
は
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ヌ
エ
ル
の
人
々
は
、
瘢
痕
の
有
無
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
の
お
お
よ

そ
の
来
し
方
を
想
像
で
き
る
の
だ
と
語
る
。
南
ス
ー
ダ
ン
の
首
都
ジ

ュ
バ
や
ウ
ガ
ン
ダ
の
首
都
カ
ン
パ
ラ
と
い
っ
た
都
市
部
で
は
ガ
ー
ル

儀
礼
は
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
瘢
痕
を
持
つ
者
は
幼
少
期
に

村
落
部
で
過
ご
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
中
に
は
、
ガ
ー
ル
儀
礼

を
受
け
る
た
め
、
施
術
が
で
き
る
村
落
部
へ
と
一
時
的
に
移
動
す
る

者
も
い
る
。
以
下
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
同
じ
移
動
歴
を
持
ち
経

験
の
多
く
を
共
有
す
る
兄
弟
で
あ
っ
て
も
、
ガ
ー
ル
の
有
無
が
分
か

れ
て
い
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

〔
事
例
一
〕
兄
弟
に
よ
っ
て
異
な
る
ガ
ー
ル
の
有
無

　
三
〇
代
の
兄
弟
、
兄
ジ
ェ
ー
ム
ズ）
（1
（

と
弟
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
兄
が
ガ

ー
ル
を
持
た
な
い
の
に
対
し
、
弟
は
非
常
に
深
い
―
―
壮
絶
な
痛
み

を
伴
う
施
術
を
想
起
さ
せ
る
―
―
ガ
ー
ル
を
持
っ
て
い
た
。
第
二
次

ス
ー
ダ
ン
内
戦
の
さ
な
か
に
は
一
家
は
エ
チ
オ
ピ
ア
に
難
民
と
し
て

渡
っ
て
お
り
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
を
転
々
と
し
た
。
ジ
ェ
ー

ム
ズ
と
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
双
方
と
も
既
婚
で
あ
り
、
母
親
と
と
も
に
タ

ウ
ン
に
暮
ら
し
て
い
た
。
兄
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
国
際
機
関
で
働
く
た
め

に
就
職
活
動
中
、
弟
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
政
府
機
関
に
勤
め
て
い
た
。
両

方
と
も
、
年
少
の
頃
よ
り
学
校
に
通
い
高
等
教
育
を
受
け
た
「
エ
リ

ー
ト
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
村
落
部
に
い
た
時
、
兄
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
ガ
ー
ル
儀
礼
を
拒
否
し
て

い
た
。
学
校
教
育
を
受
け
て
い
つ
か
タ
ウ
ン
に
出
る
予
定
で
あ
っ
た

し
、
苦
痛
を
伴
う
施
術
を
行
う
こ
と
が
嫌
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
彼
の
母
親
を
は
じ
め
親
族
は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
ガ

ー
ル
の
施
術
は
最
後
ま
で
抵
抗
し
て
入
れ
る
の
を
免
れ
た
が
、
下
の

前
歯
四
本
に
つ
い
て
は
大
人
た
ち
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
抜
か
れ
て
し

ま
っ
た
。
一
方
、
弟
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
も
ま
た
、
将
来
は
タ
ウ
ン
で
働

く
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
学
校
に
通
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時

の
同
級
生
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
あ
り
ガ
ー
ル
を
入
れ
る
こ
と
を

決
意
し
た
。
兄
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
ガ
ー
ル
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度

を
と
る
一
方
で
、
弟
が
持
つ
深
い
ガ
ー
ル
に
つ
い
て
は
誇
り
に
思
っ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
兄
弟
間
で
あ
っ
て
も
、
個
別
の
環
境
や
信
念
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に
よ
り
ガ
ー
ル
儀
礼
の
経
験
や
ガ
ー
ル
に
つ
い
て
の
態
度
は
様
々
で

あ
る
。
祖
国
で
内
戦
が
展
開
し
て
い
る
、
つ
ま
り
自
分
の
親
き
ょ
う

だ
い
が
戦
闘
へ
と
参
加
す
る
な
か
で
、
学
校
へ
通
い
、
ガ
ー
ル
を
入

れ
る
こ
と
も
入
れ
な
い
こ
と
も
自
身
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
九
〇
年

代
は
、
ガ
ー
ル
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
、
本
人
の
選
択
と
親
族
を
は
じ
め

と
す
る
社
会
の
選
択
が
せ
め
ぎ
合
う
過
渡
期
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
次
の
ス
テ
フ
ァ
ン
の
事
例
か
ら
も
そ
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。

〔
事
例
二
〕
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
よ
る
圧
力
と
ガ
ー
ル
の
施
術

　
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
施
術
を
受
け
、
上
ナ
イ
ル
州
出
身
で
ガ
ー

ル
を
持
つ
三
一
歳
の
ス
テ
フ
ァ
ン
は
、
高
等
教
育
を
受
け
、
カ
ン
パ

ラ
で
就
職
活
動
中
で
あ
る
。
ス
テ
フ
ァ
ン
は
村
を
出
て
五
年
間
ス
ー

ダ
ン
の
首
都
ハ
ル
ツ
ー
ム
で
過
ご
し
、
そ
の
後
二
〇
一
〇
年
か
ら
カ

ン
パ
ラ
で
暮
ら
し
て
い
る
。
彼
は
ガ
ー
ル
儀
礼
を
受
け
た
経
緯
を
次

の
よ
う
に
語
っ
た
。

　「
村
に
暮
ら
し
て
い
た
と
き
、
施
術
を
受
け
る
こ
と
を
決
め
た
。

と
い
う
の
も
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
が
先
生
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
ガ

ー
ル
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
い
じ
め
て
く
る
か
ら
。
自
分
の
兄
弟

や
（
父
親
代
わ
り
の
）
お
じ
は
、
自
分
に
施
術
を
受
け
て
欲
し
く
な

か
っ
た
。
で
も
い
じ
め
に
耐
え
る
の
に
も
う
疲
れ
た
か
ら
入
れ
た
。

で
も
こ
の
選
択
に
は
満
足
し
て
い
る
。
肉
の
特
別
な
部
分
を
食
べ
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
戦
闘
に
も
参
加
で
き
る
か
ら
。
兄
弟
の
中
で
は

自
分
は
唯
一
ガ
ー
ル
を
持
っ
て
い
る
。
で
も
、
い
ま
だ
に
村
に
帰
る

と
年
齢
組
の
仲
間
に
は
い
じ
め
ら
れ
る
。
ガ
ー
ル
を
持
っ
て
い
る
か

ら
っ
て
偉
大
な
人
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の

に
、
自
分
の
兄
弟
に
も
い
じ
め
ら
れ
る
。）
（1
（

」

　
ス
テ
フ
ァ
ン
も
ま
た
、
学
校
で
の
経
験
、
同
級
生
か
ら
の
い
じ
め

や
圧
力
が
ガ
ー
ル
を
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
の
一
つ
の
基
準
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
決
断
に
お
い
て
、
彼
の
お
じ
や
兄
弟
が
ガ
ー
ル
の
施

術
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で

も
自
身
の
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
を
ス
テ
フ
ァ
ン
は
強
調
し
た
。

　
学
校
教
育
と
内
戦
、
ガ
ー
ル
儀
礼
の
関
係
に
つ
い
て
、
グ
ラ
ブ
ス

カ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「［
引
用
者
補
足
：
第
二
次
ス
ー

ダ
ン
内
戦
が
開
始
し
た
］
一
九
八
三
年
以
降
、
男
ら
し
さ
の
概
念
は

も
は
や
ガ
ー
ル
に
基
づ
い
て
は
お
ら
ず
、
解
放
闘
争
で
の
経
験
、
軍

事
生
活
の
共
有
、
銃
の
所
有
に
基
づ
い
て
い
た
（
…
中
略
…
）
軍
事

経
験
、
教
育
、
違
法
な
瘢
痕
の
施
術
、
そ
し
て
南
ス
ー
ダ
ン
人
と
し

て
の
新
し
い
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
広
が
り
は
、
新
し
い
個

人
的
、
そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
づ
く
る

の
に
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
」[G

rabska 2014, pp. 48-49]

。
加

え
て
グ
ラ
ブ
ス
カ
は
、ガ
ー
ル
や
年
齢
組
に
対
す
る
態
度
の
変
化
は
、

ハ
ウ
ス
メ
イ
ト
や
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
い
っ
た
関
係
を
構
築
す
る
の
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る[G

rabska 2014, p. 83]

。

し
か
し
な
が
ら
、
先
の
事
例
で
語
ら
れ
た
ガ
ー
ル
儀
礼
の
経
験
は
、
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「
本
物
の
男
」
と
「
複
写
男
」
の
あ
い
だ
で
（
橋
本
）

単
純
に
村
落
か
ら
都
市
へ
、
牛
囲
い
か
ら
軍
事
経
験
、
そ
し
て
学
校

教
育
や
西
欧
風
の
生
活
ス
タ
イ
ル
へ
と
い
う
単
線
的
な
変
化
に
よ
っ

て
は
説
明
で
き
な
い
。

　
ガ
ブ
リ
エ
ル
や
ス
テ
フ
ァ
ン
、
後
述
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
語
り
か
ら

は
、
学
校
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
存
在
が
ガ
ー
ル
施
術
に
影
響
を
与
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
々
に
と
っ
て
「
近
代
的
」
な
社
会
空
間

で
あ
っ
た
は
ず
の
学
校
教
育
の
現
場
は
、
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
獲
得
の
場
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に
ガ
ー
ル
に
付
随

す
る
、
痛
み
に
耐
え
、
戦
い
へ
と
参
加
す
る
資
格
を
持
つ
と
い
う
村

落
的
、
ま
た
は
内
戦
下
で
の
「
男
ら
し
さ
」
を
強
化
し
、
あ
る
い
は

そ
の
両
者
の
相
克
が
発
生
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
ガ
ー
ル
の
価
値
や
「
本
物
の
男
」
ら
し
さ
は
ど
の
よ
う
な

要
素
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ガ
ン
ダ
の
移
民
・
難

民
の
若
者
た
ち
の
社
会
関
係
と
、
ガ
ー
ル
の
解
釈
を
さ
ら
に
取
り
上

げ
よ
う
。

５
　「
本
物
の
男
」
と
は
何
か
？

（
１
）
ウ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
ヌ
エ
ル
の
社
会
関
係

　
ヌ
エ
ル
の
男
女
の
生
活
空
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
都
市
で
あ
れ
、
村
落
で
あ
れ
、
ヌ
エ
ル

社
会
に
お
い
て
男
女
関
係
や
そ
の
中
で
求
め
ら
れ
る
「
男
ら
し
さ
」

「
女
ら
し
さ
」
は
、
親
族
関
係
の
し
が
ら
み
の
な
か
で
展
開
す
る
。

ヌ
エ
ル
は
一
夫
多
妻
制
で
あ
る
が
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
が
普
及
し
た

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
一
夫
一
妻
制
を
望
む
者
も
多
く
存
在
し
て
い

る
。
婚
前
の
性
愛
関
係
は
比
較
的
自
由
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
男
女

の
生
活
区
分
は
分
か
れ
て
い
る
。「
近
代
的
」
な
暮
ら
し
が
営
ま
れ

る
都
市
に
お
い
て
も
、
ヌ
エ
ル
の
若
い
男
女
は
、
教
会
で
の
礼
拝
や

結
婚
式
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
、
学
生
組
合
の
活
動
以
外
で
行
動
を
共
に

す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
喫
茶
店
で
あ
っ
て
も
、
ヌ
エ
ル
の
男
性

が
よ
く
集
ま
る
と
こ
ろ
に
は
女
性
た
ち
は
顔
を
出
さ
な
い
よ
う
に
し

て
い
る
と
い
う
。
男
性
が
多
く
い
る
と
こ
ろ
に
頻
繁
に
出
入
り
す
る

女
性
は
多
淫
な「
悪
い
女
」（ciek m

i jiek

）で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　
二
〇
一
三
年
末
以
降
、
村
落
部
か
ら
難
民
と
し
て
多
く
の
者
が
カ

ン
パ
ラ
の
親
類
宅
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
ウ
ガ
ン
ダ
に
も
と
も
と
暮

ら
す
ヌ
エ
ル
の
若
者
は
、
高
等
教
育
を
受
け
る
た
め
に
滞
在
し
て
い

る
移
民
が
大
半
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
武
力
衝
突
に
よ
っ
て
故
郷
か

ら
の
支
援
が
途
絶
え
る
と
学
費
が
た
ち
ま
ち
払
え
な
く
な
り
、
そ
の

ま
ま
難
民
と
し
て
ウ
ガ
ン
ダ
の
難
民
定
住
区
に
行
く
か
、
特
に
ガ
ー

ル
を
持
た
な
い
者
は
南
ス
ー
ダ
ン
に
戻
っ
て
戦
闘
に
参
加
す
る
こ
と

も
新
た
な
選
択
肢
と
し
て
浮
上
す
る
。
ま
た
、
ひ
と
た
び
難
民
定
住

区
に
移
っ
て
も
、
就
労
の
機
会
を
求
め
て
再
び
都
市
へ
と
移
動
す
る

者
も
多
い
。
こ
の
状
況
の
中
で
、
ガ
ー
ル
と
か
か
わ
る
村
落
部
的
な

「
男
ら
し
さ
」
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
か
か
わ
る
「
男
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ら
し
さ
」、
教
育
や
就
労
を
中
心
と
し
た
新
た
な
規
範
と
い
う
様
々

な
秩
序
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
大
都
市
カ
ン
パ
ラ
に
お
い
て
も
、
男
性
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
で
ガ
ー
ル
が
話
題
に
上
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
た
ま
り
場
の

喫
茶
店
に
集
う
男
性
た
ち
は
、
よ
く
自
ら
の
恋
愛
経
験
に
つ
い
て
語

っ
て
く
れ
た
。
筆
者
が
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
者
に
話
を
振
っ
た
際
に

は
、「（
ガ
ー
ル
の
な
い
額
を
指
し
な
が
ら
）
ほ
ら
見
て
ご
ら
ん
、
こ

い
つ
は
女
の
こ
と
な
ん
て
知
ら
な
い
『
男
の
子
』（dhol

）
な
ん
だ

か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
聞
く
も
の
じ
ゃ
な
い
」
と
周
り
の
ガ
ー
ル
を

持
つ
者
た
ち
が
そ
の
男
性
を
茶
化
し
、
気
ま
ず
い
思
い
を
し
た
こ
と

も
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
男
性
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
見
ら

れ
る
ガ
ー
ル
の
価
値
は
、
必
ず
し
も
カ
ン
パ
ラ
に
暮
ら
す
ヌ
エ
ル
の

若
い
女
性
た
ち
が
求
め
る
も
の
と
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
都
市
的

生
活
に
慣
れ
親
し
ん
だ
女
性
た
ち
は
、
恋
人
や
結
婚
相
手
の
選
択
に

ガ
ー
ル
の
有
無
は
関
係
な
い
と
主
張
す
る
傾
向
に
あ
る
。
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
ガ
ー
ル
の
な
い
男
性
を
好
む
者
も
い
る
が
、
そ
の
男
性
本

人
に
「
魅
力
」
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ガ
ー
ル
の
有
無
自
体
が
恋
人

関
係
や
結
婚
相
手
の
選
択
に
お
い
て
決
定
的
と
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
彼
女
た
ち
の
い
う
「
魅
力
」
と
は
、
経
済
的
な
力
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、「
都
市
的
」
な
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
格
の
持
ち
主

で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
ウ
ガ
ン
ダ
で
教
育
を
受
け
、「
花
嫁
修
業
中
」
で
あ
っ
た
二
〇
代

の
女
性
ニ
ボ
ル
も
、当
時
の
恋
人
の
男
性
は
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
が
、

別
に
持
っ
て
い
て
も
気
に
し
な
い
と
言
っ
た
。
一
方
、
彼
女
が
結
婚

相
手
と
し
て
強
く
拒
絶
す
る
の
は
、
ガ
ー
ル
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

村
落
部
で
生
き
て
ゆ
く
と
決
め
た
男
性
で
あ
る
。
彼
女
は
村
落
部
に

生
ま
れ
育
っ
た
者
の
よ
う
に
、
女
性
に
期
待
さ
れ
る
料
理
や
家
事
、

日
々
の
ふ
る
ま
い
が
十
分
に
こ
な
せ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
ま
た

村
落
部
で
は
自
身
が
受
け
た
教
育
の
価
値
が
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
し
、「
村
落
風
の
暮
ら
し
」
―
―
ウ
シ
の
乳
を
搾
り
、
遠
い
井
戸

ま
で
水
を
汲
み
に
行
き
、
年
長
者
や
夫
、
夫
の
親
族
に
仕
え
、
か
い

が
い
し
く
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
―
―
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

だ
ろ
う
と
彼
女
は
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
村
落
部
で
理
想
と
さ
れ

る
女
性
像
を
押
し
付
け
る
の
は「
悪
い
男
」（w

uut m
i jiek

）で
あ
る
。

　
都
市
部
に
暮
ら
す
男
性
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
「
タ
ウ
ン
ガ
ー
ル

ズ
」
と
呼
ば
れ
る
高
学
歴
で
都
会
風
の
暮
ら
し
を
知
る
女
性
を
妻
に

す
る
こ
と
を
自
身
の
「
ス
テ
イ
タ
ス
」
と
感
じ
る
者
も
い
る
。
し
か

し
、
教
育
を
受
け
た
女
性
は
受
け
て
い
な
い
女
性
に
比
べ
て
、
婚
資

が
高
額
と
な
る
傾
向
に
あ
る
。
婚
資
の
ウ
シ
の
頭
数
が
そ
れ
ほ
ど
必

要
で
は
な
く
、
夫
に
従
順
で
家
事
育
児
に
専
念
す
る
村
落
部
の
女
性

を
結
婚
相
手
と
し
て
希
望
し
、
適
齢
期
に
な
る
と
「
花
嫁
探
し
」
に

村
落
部
に
戻
る
男
性
も
少
な
く
な
い
。
村
落
部
で
暮
ら
す
女
性
の
中

に
は
、
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
男
を
「
本
物
の
男
」
と
し
て
認
め
な
い
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者
も
い
る
。
都
市
に
暮
ら
す
若
い
男
性
た
ち
は
、
恋
人
の
希
望
や
結

婚
と
か
か
わ
る
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
、
自
身
が
受
け
継
ぐ
ウ
シ
の
頭
数
と

い
っ
た
経
済
的
事
情
に
応
じ
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
が
希
望
す
る「
魅

力
」
に
自
身
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
次
で
取
り
上
げ
る
事
例
か
ら

は
、
自
身
と
か
か
わ
る
様
々
な
位
相
の
共
同
体
が
想
定
す
る
秩
序
と

の
付
き
合
い
方
が
、
ガ
ー
ル
を
持
つ
／
持
た
な
い
身
体
の
解
釈
を
通

じ
て
み
え
て
く
る
。

（
２
）
ガ
ー
ル
を
持
つ
者
た
ち
の
語
り

　
ま
ず
は
ガ
ー
ル
を
持
つ
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
自
身
の
ガ
ー
ル
や

「
本
物
の
男
ら
し
さ
」
と
向
き
合
っ
て
い
る
か
を
紹
介
し
よ
う
。
ガ

ー
ル
儀
礼
の
経
験
譚
か
ら
は
、
ガ
ー
ル
の
施
術
に
よ
っ
て
彼
ら
が
得

よ
う
と
し
て
き
た
も
の
が
見
え
て
く
る
。

〔
事
例
三
〕
共
同
体
か
ら
の
尊
敬
を
得
る

　
ロ
ウ
・
ヌ
エ
ル
出
身
で
、
カ
ン
パ
ラ
に
暮
ら
す
三
四
歳
の
ジ
ョ

ー
ジ
は
一
九
九
七
年
に
ガ
ー
ル
儀
礼
を
受
け
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
は
村
落
で
生
ま
れ
育
ち
、
二
〇
〇
〇
年
に
エ
チ
オ
ピ
ア
、

二
〇
〇
六
年
に
カ
ン
パ
ラ
に
移
住
し
た
。
一
度
、
二
〇
〇
八
年
に
南

ス
ー
ダ
ン
に
帰
国
し
六
年
間
ほ
ど
過
ご
し
て
、
再
び
二
〇
一
四
年
に

カ
ン
パ
ラ
に
や
っ
て
き
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
ガ
ー
ル
儀
礼
の
経
験
と
そ

れ
を
受
け
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　「
地
域
の
人
に
尊
敬
さ
れ
た
い
し
、
彼
女
が
欲
し
か
っ
た
か
ら
、

女
性
と
区
別
さ
れ
た
か
っ
た
。
そ
れ
に
自
分
の
父
親
の
ウ
シ
を
ほ
か

の
兄
弟
に
取
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
。
あ
と
、
学
校
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト

が
（
ガ
ー
ル
が
な
い
こ
と
で
）
自
分
を
『
弱
虫
』
と
呼
ん
で
く
る
か

ら
、
そ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
あ
っ
た
。）
（1
（

」

　
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
か
ら
の
か
ら
か
い
に
加
え
、
ジ
ョ
ー
ジ
が
ガ
ー
ル

儀
礼
を
決
意
し
た
理
由
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
女
性
か
ら
の
区
別
、

財
産
や
恋
人
の
獲
得
な
ど
村
落
部
に
お
け
る
「
大
人
の
男
」
と
し
て

の
権
利
、
そ
し
て
共
同
体
か
ら
の
「
尊
敬
」
で
あ
っ
た
。
一
九
九
七

年
はSPLA

の
内
部
分
裂
が
名
目
上
の
終
結
で
あ
る
と
さ
れ
る

一
九
八
八
―
一
九
九
九
年
の
目
前
で
あ
る[Jok and H

utchinson 
1999]

。
彼
の
言
う
地
域
の
人
々
か
ら
の
尊
敬
は
、
ミ
ク
ロ
な
社
会

関
係
の
み
な
ら
ず
、ヌ
エ
ル
と
い
う
一
「
民
族
」
と
、戦
闘
可
能
な
「
大

人
」
に
な
る
こ
と
と
い
う
意
味
合
い
も
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

〔
事
例
四
〕「
家
族
の
背
景
」
の
尊
重

　
ラ
ッ
ク
・
ヌ
エ
ル
出
身
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
、
カ
ン
パ
ラ
在
住
の
ラ

ッ
ク
・
ヌ
エ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ま
と
め
て
い
る
三
二
歳
の
リ
ー

ダ
ー）
（1
（

で
あ
り
、
カ
ン
パ
ラ
の
ヌ
エ
ル
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
祭
司
で

も
あ
る
。
彼
は
村
落
部
で
一
九
九
七
年
に
ガ
ー
ル
儀
礼
を
経
験
し
、

そ
の
後
二
〇
〇
一
年
に
ハ
ル
ツ
ー
ム
、
二
〇
〇
三
年
に
ジ
ュ
バ
、
そ
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し
て
二
〇
一
一
年
に
カ
ン
パ
ラ
へ
と
移
動
し
た
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
ガ

ー
ル
儀
礼
を
受
け
た
理
由
に
つ
い
て
強
調
し
た
の
が
、「
家
族
の
背

景
」
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　「
家
族
の
背
景
を
粗
末
に
し
た
く
な
か
っ
た
。
他
の
仲
間
に
追
い

つ
き
た
か
っ
た
し
、
女
子
に
も
か
ら
か
わ
れ
た
か
ら
入
れ
る
こ
と
に

し
た
。）
（1
（

」 

と
彼
は
ガ
ー
ル
施
術
の
動
機
を
語
っ
た
。

　「
家
族
の
背
景
」
と
は
、
自
分
の
連
な
る
祖
先
を
含
む
父
系
リ
ネ

ー
ジ
あ
る
い
は
ク
ラ
ン
共
同
体
の
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
ヌ

エ
ル
の
社
会
構
造
は
分
節
化
さ
れ
た
父
系
リ
ネ
ー
ジ
か
ら
成
り
立

ち
、
こ
の
原
理
は
、
都
市
化
や
社
会
変
容
を
経
て
も
、
人
々
が
自
身

の
属
す
る
集
団
を
連
想
す
る
際
に
必
ず
想
起
さ
れ
る
。
ガ
ー
ル
を
持

ち
特
定
の
年
齢
組
に
加
入
す
る
こ
と
は
、
正
式
に
自
ら
の
祖
先
群
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
祖
先
へ
の
尊
敬
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ガ
ー
ル
儀
礼
が
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
年
齢
組
は
形
骸
化
し
、
公
的
な
年
齢
組
の
名
称）
11
（

は
、
現
在
あ
る
も
の
が
最
後
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、

人
々
は
自
ら
の
世
代
や
年
齢
を
年
齢
組
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

説
明
し
て
い
た
が
、
今
で
は
単
純
に
西
暦
で
表
現
さ
れ
る
。
年
齢
組

の
話
に
及
ぶ
と
、
都
市
部
で
は
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
者
で
あ
っ
て
も

自
分
も
そ
の
年
齢
組
の
一
員
だ
と
主
張
す
る
こ
と
が
あ
る
。し
か
し
、

そ
れ
と
同
時
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
年
齢
組
の
「
正
式
な
構
成
員
」

と
し
て
必
要
だ
と
さ
れ
る
ガ
ー
ル
の
存
在
で
あ
る
。
村
落
部
に
お
い

て
は
、
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
者
は
年
齢
組
の
一
員
を
名
乗
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ガ
ー
ル
を
有
す
る
者
が
主
張
し
た
の
は
、
祖
先
群
を
は
じ
め
と
す

る
ヌ
エ
ル
の
共
同
体
へ
の
所
属
や
尊
敬
の
念
と
ガ
ー
ル
と
の
つ
な
が

り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
に
見
て
ゆ
く
よ
う
に
、
共
同
体
へ
の
尊

敬
を
示
す
こ
と
は
、ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
男
性
た
ち
に
と
っ
て
も「
本

物
の
男
ら
し
さ
」
と
人
生
の
プ
ラ
ン
を
語
る
た
め
の
重
要
な
要
素
と

な
っ
て
い
た
。

（
３
）
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
者
た
ち
の
語
り

　
社
会
変
化
の
中
で
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
こ
と
を
選
ん
だ
者
た
ち

も
、
政
治
的
立
ち
位
置
の
表
明
―
―
政
府
側
か
、
反
政
府
側
か
―
―

や
故
郷
と
の
関
係
、
日
々
の
社
会
関
係
の
中
で
新
た
な
困
難
に
直
面

し
て
い
る
。
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
者
は
、
都
市
部
で
暮
ら
す
分
に
は

問
題
な
く
、
戦
闘
時
に
狙
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
い
が
、
村
落
部
に
戻

っ
た
と
き
に
は
「（
政
府
軍
、
ま
た
は
デ
ィ
ン
カ
の
）
ス
パ
イ
な
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
惑
の
目
が
向
け
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
。
ガ

ー
ル
を
持
た
な
い
者
の
悩
み
は
、
も
っ
ぱ
ら
村
落
部
や
そ
こ
で
展
開

す
る
戦
闘
と
の
関
係
に
あ
る
。

〔
事
例
五
〕
戦
闘
経
験
と
「
男
ら
し
さ
」

　
ロ
ウ
・
ヌ
エ
ル
出
身
、
三
〇
歳
の
ジ
ュ
マ
は
南
ス
ー
ダ
ン
の
村
落
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「
本
物
の
男
」
と
「
複
写
男
」
の
あ
い
だ
で
（
橋
本
）

部
に
生
ま
れ
た
が
人
生
の
多
く
を
難
民
と
し
て
南
ス
ー
ダ
ン
の
外
で

過
ご
し
た
。
ガ
ー
ル
儀
礼
は
経
験
し
て
い
な
い
も
の
の
、
調
査
当
時

は
カ
ン
パ
ラ
の
ロ
ウ
・
ヌ
エ
ル
を
ま
と
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ー

ダ
ー
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ー
ダ
ー
の
う
ち
、

唯
一
ガ
ー
ル
を
有
し
て
い
な
い
の
が
彼
で
あ
っ
た
。
ガ
ー
ル
が
な
い

こ
と
で
、「
女
を
知
ら
な
い
」
と
喫
茶
店
で
茶
化
さ
れ
て
い
た
前
述

の
男
性
も
ジ
ュ
マ
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ュ
マ
は
か
つ
て
ホ
ワ
イ
ト
・
ア
ー
ミ
ー
の
メ

ン
バ
ー
と
し
て
戦
い
に
参
加
し
た
こ
と
に
大
き
な
誇
り
を
持
っ
て
お

り
、
そ
の
経
験
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　「
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
間）
1（
（

、
自
分
の
ウ
シ
を
取
り
返

す
た
め
に
戦
い
に
参
加
し
た
の
が
初
め
て
の
戦
い
の
経
験
だ
っ
た
。

当
時
、
戦
い
方
も
わ
か
ら
ず
、
銃
の
使
い
方
も
十
分
に
学
ぶ
機
会
は

な
か
っ
た
が
、
自
分
の
性
格
の
お
か
げ
で
、
ガ
ー
ル
が
な
く
と
も
自

分
の
「
年
齢
組
仲
間
」
と
は
良
い
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

だ
か
ら
何
の
困
難
も
な
く
戦
い
に
参
加
で
き
た
。
実
際
に
、
よ
く
戦

う
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
タ
ウ
ン
で
は
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
に

入
っ
て
い
た
か
ら
。
つ
ま
り
足
腰
の
鍛
錬
を
し
て
い
た
か
ら
戦
闘
の

際
も
長
時
間
走
る
こ
と
が
で
き
た）
11
（

」。

　
武
器
を
取
っ
て
自
集
団
の
た
め
に
戦
う
こ
と
は
、
ガ
ー
ル
を
有
す

る
か
つ
て
の
「
本
物
の
男
」
に
の
み
許
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ュ

マ
は
、
銃
や
兵
士
で
あ
る
こ
と
が
ガ
ー
ル
や
年
齢
組
に
代
わ
る
「
男

ら
し
さ
」で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
。彼
は
戦
闘
経
験
と
そ
の「
性
格
」

の
た
め
に
自
分
自
身
を
「
年
齢
組
の
仲
間
」
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の

こ
と
は
、
ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
者
が
、
村
落
部
の
ガ
ー
ル
を
持
つ
年

齢
組
の
「
正
式
な
構
成
員
」
と
関
係
を
築
く
こ
と
が
容
易
で
は
な
い

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
で
の
練
習
が
戦
闘
に
活

か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
学
校
教
育
を
受
け
た
彼
ら
に
と
っ

て
も
、
戦
闘
が
日
常
と
地
続
き
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

〔
事
例
六
〕
二
種
類
の
「
銃
」

　
同
じ
く
、ガ
ー
ル
を
持
た
な
い
シ
ュ
デ
ィ
エ
ル
が
強
調
し
た
の
も
、

未
来
に
お
い
て
参
加
す
る
予
定
で
あ
る
戦
闘
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

シ
ュ
デ
ィ
エ
ル
は
東
ジ
カ
ニ
ィ
・
ヌ
エ
ル
出
身
の
三
〇
歳
で
、
人
生

の
多
く
を
エ
チ
オ
ピ
ア
で
過
ご
し
、
戦
闘
経
験
は
な
い
。
シ
ュ
デ
ィ

エ
ル
は
次
の
よ
う
に
自
身
の
将
来
を
語
っ
た
。

　「
い
ず
れ
地
元
に
帰
っ
て
戦
闘
に
参
加
す
る
予
定
。
か
つ
て
、
自

分
は
ペ
ン
と
紙 

［
筆
者
補
足
：
教
育
の
こ
と
］
が
こ
の
世
界
を
生
き

て
い
く
た
め
の
自
分
の
『
銃
』
だ
と
思
っ
て
い
た
。
だ
け
ど
、
こ
の

南
ス
ー
ダ
ン
の
状
況
を
み
る
と
、
ペ
ン
と
紙
で
は
不
十
分
だ
と
気
付

い
た
。
来
年
［
二
〇
一
七
年
］、
一
度
地
元
に
帰
る
。
き
っ
と
地
元

の
や
つ
ら
は
自
分
の
こ
と
を
笑
う
だ
ろ
う
。
自
分
は
ガ
ー
ル
も
な
い

し
、『
複
写
男
』
だ
と
言
っ
て
。
で
も
気
に
し
な
い
。
自
分
の
兄
弟

た
ち
が
銃
の
使
い
方
を
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
し
、
い
ざ
と
な
れ
ば
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自
分
に
は
ペ
ン
と
い
う
ほ
か
の
兄
弟
た
ち
が
も
っ
て
い
な
い
『
銃
』

を
持
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
。）
11
（

」 

　
こ
の
話
を
シ
ュ
デ
ィ
エ
ル
か
ら
聞
い
た
の
は
、
南
ス
ー
ダ
ン
で
再

び
政
情
不
安
へ
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
多
く

の
難
民
が
南
ス
ー
ダ
ン
か
ら
ウ
ガ
ン
ダ
か
ら
た
ど
り
着
き
、
故
郷
の

惨
状
を
語
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ヌ
エ
ル
の
村
落
部
で
の

暮
ら
し
を
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
者
た
ち
の
中
に
も
、
に
わ
か
に
戦

闘
へ
の
参
加
へ
の
意
志
を
見
せ
る
者
た
ち
も
い
た
。
し
か
し
、
実
際

に
彼
ら
が
戦
闘
に
参
加
す
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
ず
、
単
な
る
「
強

が
り
」
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
村
落
部
の
状
況
や
年

齢
組
の
構
成
員
と
の
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
参
加
し
な
い
可
能
性
も

十
分
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
彼
ら
が
主
張
す
る
の
は
、
単
な

る
ガ
ー
ル
の
有
無
や
銃
、
教
育
と
い
う
媒
体
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が

体
現
す
る
共
同
体
へ
の
所
属
や
自
治
の
意
識
、
共
同
体
へ
の
尊
敬
の

念
で
あ
っ
た
。

（
４
）〈
本
オ
リ
ジ
ナ
ル物

〉
と
〈
複コ
ピ
ー製

〉
の
間
の
駆
け
引
き

　
ジ
ュ
マ
や
シ
ュ
デ
ィ
エ
ル
の
発
言
か
ら
は
、
都
市
／
村
落
、
近
代

／
伝
統
、
個
人
／
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
平
穏
／
戦
闘
の
あ
い
だ
を
揺
れ

動
く
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
が
伺
え
る
。
彼
ら
の
ガ
ー
ル
を
め

ぐ
る
解
釈
は
、
自
身
の
所
属
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
の
共
同
体
と

ど
う
向
き
合
い
、「
適
切
」
な
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
問
題
意
識
と
か
か
わ
る
。
ヌ
エ
ル
社
会
に
お
い
て
、「
男
ら
し
さ
」

を
め
ぐ
る
〈
本
物
〉
と
〈
複
製
〉
の
関
係
は
常
に
不
安
定
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
三
年
末
以
降
に
限
ら
ず
、「
種
牛
男
児
」
の
拒
絶
か
ら
「
ガ

ー
ル
（
だ
け
）
の
男
」
の
揶
揄
と
い
う
転
換
が
見
ら
れ
た
一
九
八
〇

年
代
、
そ
し
て
「
ガ
ー
ル
的
」
価
値
規
範
が
あ
る
意
味
復
活
を
遂
げ

た
現
在
の
事
例
か
ら
も
、
両
者
の
要
素
は
常
に
確
定
せ
ず
に
文
脈
の

中
で
は
不
断
の
駆
け
引
き
が
生
じ
て
き
た
。

　
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヌ
エ
ル
に
と
っ
て
共
同
体
の
問
題
は
、

チ
エ
ン
と
い
う
共
同
体
概
念
と
不
可
分
に
存
在
す
る
。
チ
エ
ン
は
直

訳
す
る
と
「
家
」
を
指
し
、
日
常
的
に
「
家
に
帰
る
」
と
い
っ
た
表

現
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
文
脈
に
よ
り
、
自
身

の
出
身
地
や
出
身
ク
ラ
ン
の
名
前
を
指
す
。
チ
エ
ン
と
い
う
語
が
指

す
集
団
の
規
模
も
、
そ
の
時
の
状
況
に
よ
り
相
対
的
に
変
化
す
る
。

出
身
出
自
集
団
か
ら
、
村
、
民
族
集
団
、
そ
し
て
国
家
レ
ベ
ル
ま
で
、

自
身
が
所
属
す
る
「
家
」
の
範
囲
は
変
動
す
る
。
チ
エ
ン
は
、
ヌ
エ

ル
の
「
文
化
」
や
「
ヌ
エ
ル
の
や
り
方
」
な
ど
と
翻
訳
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、祖
先
の
生
き
た
時
間
や
場
所
の
名
称
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
こ
の
語
は
、過
去
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
ヌ
エ
ル
の
「
伝
統
」

を
指
す
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

　
チ
エ
ン
ま
た
は
そ
の
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
ヌ
エ
ル
の「
文
化
」

は
、
ウ
シ
や
槍
と
い
っ
た
旧
来
の
物
質
そ
れ
自
体
を
指
す
の
で
は
な

く
、
た
ま
た
ま
そ
の
物
質
が
媒
介
し
て
き
た
祖
先
や
ク
ウ
ォ
ス
の
意
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思
で
あ
っ
た
り
、
共
同
体
に
お
け
る
個
人
の
義
務
で
あ
っ
た
り
す
る

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
槍
名
を
唱
え
る
こ
と
が
、
槍
自
体
で
は
な

く
祖
先
へ
の
働
き
か
け
の
重
要
性
を
指
し
て
い
た
よ
う
に
、
人
々
の

関
心
は
物
象
化
さ
れ
た
も
の
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
も
の
が
抱

え
る
概
念
体
系
に
あ
る
。
南
ス
ー
ダ
ン
独
立
時
、
ヌ
エ
ル
の
人
々
が

チ
エ
ン
と
し
て
語
っ
て
い
た
の
は
、自
ら
の
投
票
に
よ
り
手
に
し
た
、

悲
願
の
「
自
ら
の
国
家
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
［
橋
本 

二
〇
一
八
］。

二
〇
一
三
年
末
以
降
、
人
々
の
期
待
を
裏
切
り
続
け
た
国
家
は
も
は

や
チ
エ
ン
と
は
呼
ば
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
自
ら
の
所
属
す
る

軍
事
勢
力
や
民
族
集
団
が
中
心
と
な
っ
て
作
る
国
家
を
新
た
な
チ
エ

ン
と
呼
ぶ
者
も
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
居
住
集
団
や
都

会
風
の
暮
ら
し
、
祖
先
と
と
も
に
あ
る
故
郷
の
村
も
依
然
と
し
て
チ

エ
ン
で
あ
る
。

　
社
会
変
化
の
中
で
、「
男
ら
し
さ
」
を
形
作
る
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体

は
変
化
を
遂
げ
た
か
に
見
え
る
。し
か
し
媒
体
が
な
ん
で
あ
れ
、人
々

が
「
男
ら
し
さ
」
を
語
り
、
変
化
の
局
面
に
際
し
注
意
を
払
っ
て
い

た
の
は
時
々
の
チ
エ
ン
に
対
す
る
義
務
で
あ
っ
た
。
若
者
た
ち
が
生

き
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
学
校
の
教
室
や
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
必
ず
し

も
「
近
代
的
」
な
自
己
の
形
成
の
支
え
に
な
ら
ず
、
サ
ッ
カ
ー
の
練

習
が
戦
闘
経
験
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
軍
事
、
教
育
、
父
系
リ
ネ

ー
ジ
と
い
っ
た
複
数
の
概
念
的
共
同
体
や
秩
序
が
同
時
に
存
在
し
、

そ
の
間
を
常
に
往
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
る
「
本
物
の
男

ら
し
さ
」
も
流
動
し
、
人
々
が
寄
り
添
お
う
と
す
る
「
ら
し
さ
」
も

ま
た
日
々
う
つ
ろ
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
単
純
に

一
方
向
へ
と
変
遷
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
今
日
は
カ
ン
パ
ラ
で
都
会
風
の
生
活
を
享
受
し
て
い
て
も
、
明
日

は
故
郷
で
銃
を
手
に
取
り
ブ
ッ
シ
ュ
に
行
く
、
つ
ま
り
戦
闘
に
参
加

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
社
会
空
間
、
秩
序
に

も
飛
び
込
む
の
を
躊
躇
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
同
時
に
生
き
よ
う

と
す
る
若
者
た
ち
は
、
自
身
の
身
体
の
持
つ
可
能
性
と
問
答
を
続
け

て
い
る
。
若
者
た
ち
の
移
動
す
る
視
点
は
、
そ
の
場
に
応
じ
て
〈
本

物
〉
的
ま
た
は
〈
複
写
〉
的
人
間
を
組
み
立
て
る
た
め
の
筋
道
を
見

出
そ
う
と
す
る
。
複
数
の
秩
序
を
生
き
る
若
者
た
ち
は
、
そ
れ
ら
に

同
時
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
「
男
ら
し
さ
」
や
「
社

会
的
自
己
」
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

６
　
お
わ
り
に
　

　
本
論
で
は
、
ヌ
エ
ル
社
会
の
「
男
ら
し
さ
」
を
象
徴
し
て
き
た
ガ

ー
ル
の
価
値
の
歴
史
的
変
遷
と
、
二
〇
一
三
年
末
以
降
の
ガ
ー
ル
を

め
ぐ
る
解
釈
か
ら
、
複
数
の
秩
序
に
対
応
で
き
る
よ
う
自
ら
の
額
の

皮
膚
の
形
式
を
解
釈
し
、
人
生
を
方
向
付
け
よ
う
と
す
る
若
者
た
ち

の
在
り
方
を
描
い
た
。
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既
存
の
研
究
に
お
い
て
、
村
落
／
伝
統
／
エ
ス
ノ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
関
連
付
け
ら
れ
て
き
た
ガ
ー
ル
は
、
二
〇
一
三
年
以
降
の
文

脈
に
お
い
て
、
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
た
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル

な
状
況
の
下
で
「
民
族
化
」
さ
れ
た
身
体
は
、
戦
禍
の
中
で
は
自
身

の
生
命
を
脅
か
す
も
の
で
し
か
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
移
民
・
難
民

た
ち
が
直
面
し
た
「
近
代
的
」
価
値
と
の
対
比
で
ガ
ー
ル
が
「
古
臭

い
も
の
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、確
か
に
「
伝
統
の
消
滅
」

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
エ

ス
ノ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
を
生
き
る
う
え
で
、
あ
る
い
は
そ

の
中
で
成
立
す
る
社
会
生
活
の
な
か
で
、
ガ
ー
ル
と
ガ
ー
ル
に
付
随

し
て
き
た
「
男
ら
し
さ
」
の
諸
要
素
は
、
若
い
男
性
の
生
き
方
と
社

会
関
係
に
葛
藤
を
引
き
起
こ
し
続
け
て
い
た
。

　
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
学
校
や
そ
の
な
か
で
施
さ
れ
る
近
代
教
育

は
、
ガ
ー
ル
を
廃
止
す
る
動
き
や
そ
れ
へ
の
共
感
を
生
み
出
し
も
し

た
が
、
同
時
に
ロ
ー
カ
ル
社
会
が
経
験
し
て
い
た
国
家
規
模
の
紛
争

は
、
学
校
へ
通
う
子
供
た
ち
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
治
の
意
識
と
ガ
ー

ル
の
施
術
を
煽
る
場
と
も
な
っ
た
。
こ
の
時
、
軍
事
訓
練
や
教
育
機

関
と
い
っ
た
国
家
的
、
国
際
的
な
「
通
過
儀
礼
」
の
場
と
、
ヌ
エ
ル

の
通
過
儀
礼
は
同
時
に
存
在
し
て
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
、
子

ど
も
た
ち
の
手
を
そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
へ
と
引
っ
張
り
合
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
状
況
の
中
で
か
つ
て
の
「
男
児
」
た
ち
が
得
た
／
得

な
か
っ
た
ガ
ー
ル
を
め
ぐ
る
解
釈
は
、
現
在
で
も
彼
ら
が
所
属
し
て

い
る
複
数
の
共
同
体
や
秩
序
に
お
け
る
生
き
方
を
映
し
出
す
。

　「
本
物
の
男
」、
あ
る
い
は
そ
れ
と
対
に
な
る
「
複
写
男
」
を
は
じ

め
と
す
る
「
理
想
的
で
な
い
」
と
さ
れ
る
「
男
ら
し
さ
」
は
、
常
に

文
脈
依
存
的
で
構
築
途
上
の
も
の
で
あ
り
、
ガ
ー
ル
以
外
に
も
様
々

な
要
素
が
「
ら
し
さ
」
を
支
え
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
ガ
ー
ル

に
せ
よ
、
銃
に
せ
よ
、
教
育
に
せ
よ
、
そ
の
時
自
身
が
所
属
す
る
・

し
た
い
と
思
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
―
―
チ
エ
ン
―
―
の
範
囲
に
よ
っ
て

要
素
は
変
化
す
る
。
こ
の
時
彼
ら
が
気
に
か
け
ま
た
固
執
す
る
チ
エ

ン
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
自
身
の
祖
先
や
子
孫
を
巻
き
込
ん
だ
出
自
集

団
、
故
郷
の
村
、
反
政
府
勢
力
と
し
て
の
ヌ
エ
ル
、
南
ス
ー
ダ
ン
と

い
う
国
家
と
様
々
に
伸
縮
す
る
。
彼
ら
の
ガ
ー
ル
の
解
釈
は
、
複
数

の
共
同
体
、複
数
の
秩
序
の
中
に
同
時
に
所
属
で
き
る
よ
う
に
備
え
、

場
合
に
よ
っ
て
は
す
ぐ
に
切
り
替
え
可
能
な
「
社
会
的
自
己
」
の
在

り
方
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
皮
膚
は
、
衣
服
と
違
っ
て
着
脱
不
可
能
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
固
定
さ
れ
た
記
号
＝
意
味
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
瘢
痕
の
あ

る
身
体
・
な
い
身
体
は
、
単
純
に
額
の
形
式
か
ら
特
定
の
意
味
領
域

へ
と
還
元
さ
れ
な
い
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
意
味
と
主
体
性
―
―
「
本

物
の
男
ら
し
さ
」
―
―
を
持
っ
て
い
た
。
他
者
が
瘢
痕
を
持
つ
皮
膚

に
対
し
て
見
出
す
意
味
は
、例
え
ば
「
民
族
」
で
あ
っ
た
り
「
伝
統
」

で
あ
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
皮
膚
を
有
す
る
当
事
者

は
、
常
に
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
組
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み
合
わ
せ
て
意
味
を
見
出
し
、
自
身
の
も
の
と
し
て
そ
の
身
体
を
再

び
取
り
戻
そ
う
と
試
み
て
い
た
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
「
男
ら
し
さ
」
は
、
異
性
や
年
配
者
、
そ
し

て
後
続
の
世
代
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を
強
く
受
け
、
さ
ら
に
変
質
し
て

ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
本
論
で
紹
介
し
た
ガ
ー
ル
の
解
釈
は
一
時
的
な

も
の
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
本
論
で
は
移
民
・
難
民
の
若
者

男
性
に
焦
点
を
当
て
た
が
、
そ
れ
以
外
の
周
囲
の
集
団
に
お
い
て
い

か
に
議
論
が
展
開
し
、
ど
の
よ
う
な
力
が
働
き
か
け
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
長
ら
く
続
く
紛
争
後
社
会
に
お
い
て
、
ガ
ー
ル
の
有
無
は
、
男
性

た
ち
が
選
択
し
て
き
た
、
あ
る
い
は
さ
せ
ら
れ
て
き
た
過
去
で
あ
る

と
同
時
に
、
自
ら
が
生
き
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
未
来
を
予
測
し
、
示

唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
瘢
痕
を
め
ぐ
る
解
釈
は
、
皮
膚
の
発
す
る

複
数
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
そ
れ
を
特
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け

取
る
多
種
多
様
な
共
同
体
と
の
不
断
の
交
渉
過
程
を
映
し
出
す
。
意

味
の
網
の
目
で
あ
る
社
会
を
生
き
る
以
上
、
人
間
は
そ
れ
ら
の
意
味

か
ら
逃
れ
て
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
様
々
な
意
味
・
秩
序
へ
の

意
思
が
凝
縮
す
る
若
者
の
身
体
の
解
釈
か
ら
は
、
諸
権
力
を
引
き
つ

け
つ
つ
も
、
そ
の
限
ら
れ
た
選
択
の
中
で
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
、

仮
に
で
も
「
主
体
的
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
間
の
悲
願
を
の
ぞ
く
こ

と
が
で
き
る
。
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註（1
）
本
論
文
中
の
カ
ッ
コ
内
に
イ
タ
リ
ッ
ク
で
示
し
て
い
る
語
句
は
ヌ

エ
ル
語
で
あ
る
。

（
２
）
本
論
の
第
四
章
お
よ
び
第
五
章
で
報
告
さ
れ
る
事
例
の
一
部
は
、

別
の
論
考[H

ashim
oto 2021]

と
重
複
し
て
い
る
。
本
論
は
そ
れ

ら
の
事
例
を
身
体
論
の
観
点
か
ら
再
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
ヌ
エ
ル
と
デ
ィ
ン
カ
は
、社
会
構
造
や
生
活
環
境
、言
語
学
的
特
性
、

宗
教
的
諸
概
念
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
類
似
点
が
存
在
す
る[N

ew
com

er 
1972, Southall 1976]

。
双
方
の
社
会
と
も
、
父
系
出
自
集
団
に

基
づ
く
分
節
リ
ネ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
［
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド

一
九
七
八
］
を
有
し
て
お
り
、
時
々
の
「
敵
」
の
範
疇
に
沿
っ
て
自

集
団
を
形
成
す
る
。

（
４
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
特
に
紛
争
後
社
会
に
お
い
て
移
民
と
難
民
の

定
義
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
難
民
が
移
民
へ
、
あ
る
い
は
移
民
が
難

民
へ
と
変
化
す
る
こ
と
は
頻
繁
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
で
は
移

民
と
難
民
を
区
別
し
な
い
。

（
５
）
ラ
ッ
ク
・
ヌ
エ
ル
と
ロ
ウ
・
ヌ
エ
ル
は
ま
と
め
て
中
央
ヌ
エ
ル
と

表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
６
）
成
人
儀
礼
に
つ
い
て
、
ガ
ー
ル
の
施
術
に
加
え
て
下
前
歯
の
抜
歯

を
行
う
地
域
も
あ
れ
ば
、
ガ
ー
ル
の
施
術
の
み
を
行
う
地
域
も
あ
る
。

「
男
ら
し
さ
」
の
要
素
の
変
化
の
過
程
も
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る[H

utchinson 1996, p. 297]

が
、
紙
幅

の
関
係
か
ら
こ
こ
で
は
議
論
の
対
象
外
と
す
る
。

（
７
）
一
枚
岩
で
は
な
い
ヌ
エ
ル
を
国
外
で
ま
と
め
上
げ
る
た
め
に
発
達

し
た
の
が
様
々
な
ヌ
エ
ル
の
自
治
組
織
で
あ
る
。
自
治
組
織
は
そ
れ

ぞ
れ
出
身
地
別
に
ま
と
ま
り
、
主
に
教
育
を
受
け
た
二
〇
代
～
三
〇

代
の
男
性
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
［
橋

本 

二
〇
一
九
］
を
参
照
。

（
８
）
ガ
ー
ル
儀
礼
は
通
常
、
施
術
を
受
け
る
本
人
が
父
親
の
同
意
を
得

て
行
う
。
多
く
は
食
物
が
豊
富
に
あ
る
雨
期
の
終
わ
り
頃
（
一
〇
～

一
一
月
）
に
行
わ
れ
る
。
執
刀
者
は
特
に
決
ま
っ
て
は
い
な
い
。
施

術
が
終
わ
る
と
少
年
た
ち
は
一
時
的
に
隔
離
さ
れ
、
様
々
な
タ
ブ
ー

を
課
せ
ら
れ
る
。
執
刀
の
当
日
と
隔
離
の
終
了
時
に
は
供
犠
が
行
わ

れ
、「
バ
カ
騒
ぎ
」
や
「
卑
猥
な
歌
」
が
歌
わ
れ
る
祝
宴
が
続
く
。
ま

た
ガ
ー
ル
儀
礼
の
最
中
に
は
、
例
え
ば
伝
統
的
知
識
の
教
授
と
い
っ

た
教
育
や
道
徳
的
修
練
の
よ
う
な
こ
と
は
行
わ
れ
な
い
［
エ
ヴ
ァ
ン

ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
一
九
七
八
、
三
七
七
―
三
八
五
頁
］。

（
９
）
ヌ
エ
ル
で
は
性
別
や
年
齢
、
出
自
集
団
な
ど
に
よ
っ
て
食
べ
る
こ

と
が
で
き
る
供
犠
獣
の
部
位
が
異
な
る
。

（
10
）
連
続
し
た
何
年
間
か
に
ガ
ー
ル
儀
礼
を
経
験
し
た
少
年
た
ち
は
全

員
同
じ
年
齢
組
に
所
属
す
る
。
年
齢
組
は
ヌ
エ
ル
全
体
で
統
一
さ
れ

て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
下
位
集
団
や
地
域
に
よ
っ
て
個
別
に
編
成

さ
れ
る
が
、
隣
接
し
た
集
団
の
年
齢
組
の
名
称
や
期
間
が
一
致
し
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
ほ
か
の
東
ア
フ
リ
カ
の
年
齢
組
体
系
と
は
異
な

り
、
年
齢
組
の
名
称
は
循
環
し
な
い
［
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー

ド 

一
九
七
八
、
三
八
一
―
三
八
二
頁
］。

（
11
）
た
だ
し
、
ヌ
エ
ル
に
お
い
て
年
齢
組
は
行
政
的
・
司
法
的
な
政

治
機
能
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
ま
た
戦
闘
時
に
お
け
る
軍
事
的

任
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
［
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド 

一
九
七
八
、
三
八
五
―
三
八
六
］。
戦
闘
時
は
特
定
の
年
齢
組
の
成
員

が
戦
い
に
赴
く
の
で
は
な
く
、
戦
闘
可
能
な
「
大
人
の
男
」
が
、
そ

の
都
度
地
域
的
・
親
族
的
紐
帯
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
る
。

（
12
）
ヌ
エ
ル
に
お
い
て
ウ
シ
は
、
性
別
、
成
長
段
階
、
色
や
配
色
、
角
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の
形
状
に
よ
っ
て
多
様
な
名
を
持
つ
。
男
性
は
自
分
の
所
有
し
て

い
る
雄
牛
の
う
ち
一
頭
の
名
前
を
借
り
て
自
分
の
名
前
の
一
つ
と

し
、
こ
の
名
前
で
呼
び
合
う
こ
と
や
そ
の
名
前
を
自
身
で
作
曲
す

る
歌
に
盛
り
込
ん
だ
り
す
る
［
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
　

一
九
七
八
、
六
三
―
六
九
頁
］。

（
13
）
例
え
ば
従
来
の
レ
イ
デ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
、
婦
女
子
や
老
人
、
逃

亡
者
は
殺
害
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

（
14
）
ホ
ワ
イ
ト
・
ア
ー
ミ
ー
と
は
第
二
次
ス
ー
ダ
ン
内
戦
期
に
編
成
さ

れ
た
武
器
を
持
つ
市
民
に
よ
る
ヌ
エ
ル
の
自
衛
集
団
で
あ
る
。
詳
し

く
は
以
下
を
参
照
［
橋
本
　
二
〇
一
八
、
二
九
二
―
二
九
七
頁
］。

（
15
）
本
稿
で
使
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
個
人
名
は
仮
名
で
あ
る
。

（
16
）
二
〇
一
六
年
九
月
、
カ
ン
パ
ラ
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
。

（
17
）
二
〇
一
六
年
九
月
、
カ
ン
パ
ラ
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
。

（
18
）
脚
注
７
を
参
照
。

（
19
）
二
〇
一
六
年
九
月
、
カ
ン
パ
ラ
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
。

（
20
）
公
的
な
年
齢
組
の
名
称
の
ほ
か
に
は
、
年
齢
組
の
「
愛
称
」
は
存

在
す
る
。
こ
れ
は
当
該
の
年
齢
組
の
成
員
の
性
格
や
成
員
が
誕
生
し

た
際
の
状
況
を
踏
ま
え
て
設
定
さ
れ
、
地
域
別
に
異
な
っ
て
い
る
。

（
21
）
当
時
、
家
畜
や
女
性
子
ど
も
の
誘
拐
を
伴
う
報
復
闘
争
が
、
ロ
ウ
・

ヌ
エ
ル
と
隣
接
す
る
ス
ル
マ
系
の
民
族
集
団
ム
ル
レ
（M

urle
）
と

の
間
で
激
化
し
て
い
た
。

（
22
）
二
〇
一
六
年
九
月
、
カ
ン
パ
ラ
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
。

（
23
）
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
カ
ン
パ
ラ
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
。

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
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Between “Real Man” and “Photocopy Man”: Hybrid Masculinities 
in the Post-conflict Society of South Sudan 

 
HASHIMOTO, Eri

 
This study aims to describe the dynamics of Nuer masculinity in the 

post-colonial context. It relates the markings on their foreheads, called 
gaar, and how young Nuer refugees and migrants have been attempting to 
survive post-conflict societies since 2013 through various interpretations of 
gaar and masculinity, with their bodies having or not having such mark-
ings. Gaar is received through an initiation ritual and was once recognized 
as a symbol of a “real man” by the local Nuer community. Previous studies 
on gaar have clarified its role as that of creating social relationships and 
making sense of time and history by sharing names of age-sets that are 
joined through initiation. In the context of social transformations such as 
the post-colonial situation, civil wars, and refugee crises, gaar signifies the 
“traditional” style of masculinity. My fieldwork in the refugee and migrant 
communities in Uganda reveals new dilemmas related to gaar on young 
men’s bodies, i.e. whether they have gaar, in the context of post-2013 ethnic 
violence. The reasons for gaar in the 1990s as well as current interpreta-
tions demonstrate how men try to achieve multiple forms of masculinities 
that the Nuer society has experienced. By using idioms of “real man” and 
“photocopy man” (meaning fake man), Nuer young people scrutinize how 
they can adopt several orders through gaar in different contexts such as 
the national situation of South Sudan, “modern” life in Uganda, and social 
relation with their lovers and families, mentioning their image of “commu-
nity” or “home,” called cieng in Nuer language. The skin of the human body 
is the border between self and others, showing what we are as a part of the 
“social self.” Gaar is not necessarily a symbol of single masculinity. Nuer 
men’s foreheads contain multiple relations and contexts, communicating 
with others through multiple “selves” or hybrid masculinities.


