
月刊 　2010 年 3 月号  22 23  月刊 　2010 年 3 月号

　

雨
季
の
あ
い
ま
の
透
き
通
っ
た
空
。

青
々
と
稲
が
茂
る
水
田
。

　

ラ
オ
ス
の
中
南
部
、
サ
ワ
ン
ナ
ケ
ー
ト

県
の
低
地
農
村
部
で
わ
た
し
は
二
年
ほ
ど

調
査
を
し
て
い
た
。
空
の
青
と
水
田
の
緑

と
の
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
深
く

印
象
に
残
る
ラ
オ
ス
の
風
景
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。

　

ラ
オ
ス
低
地
農
村
部
の
生
活
の
中
心
に

は
水
田
稲
作
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が

水
田
稲
作
を
営
ん
で
い
る
。
こ
の
水
田
で

育
て
ら
れ
る
の
は
、
ウ
ル
チ
米
で
は
な
く
、

モ
チ
米
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
ら
の
主
食
と

な
る
。

　

ラ
オ
ス
は
、
雨
季
と
乾
季
と
が
は
っ
き

り
と
分
か
れ
る
熱
帯
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
に

属
す
る
。
山
地
で
は
焼
畑
耕
作
も
み
ら
れ

る
が
、
わ
た
し
が
調
査
を
し
て
い
た
低
地

農
村
部
で
は
、
雨
季
の
天
水
を
用
い
た
水

田
稲
作
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

雨
季
の
訪
れ
る
五
月
前
後
か
ら
田
起
こ

し
や
苗
床
作
り
を
は
じ
め
、
雨
が
十
分
に

降
っ
て
田
ん
ぼ
に
水
が
た
ま
れ
ば
田
植
え

を
す
る
。
除
草
な
ど
を
し
な
が
ら
稲
の
成

長
を
見
守
り
、
一
一
月
頃
、
雨
季
が
終
わ

り
を
告
げ
る
と
実
り
の
季
節
を
迎
え
、
稲

刈
り
を
す
る
。
近
年
に
な
り
灌
漑
が
整
備

さ
れ
、
乾
季
で
も
稲
作
を
お
こ
な
う
こ
と

も
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
雨
季
の
天
水
を

利
用
し
た
稲
作
が
中
心
で
あ
る
。

　

水
田
は
、
主
食
と
な
る
モ
チ
米
を
育
て

る
重
要
な
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

か
ら
得
ら
れ
る
の
は
米
だ
け
で
は
な
い
。

ラ
オ
ス
の
水
田
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
樹

木
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
果
実

が
な
り
、
木
の
上
に
は
鳥
が
巣
を
つ
く
り
、

そ
の
根
元
に
は
コ
オ
ロ
ギ
な
ど
の
昆
虫
が

棲
み
つ
く
。
畦
に
は
食
用
・
薬
用
の
さ
ま

ざ
ま
な
草
が
競
う
よ
う
に
生
い
茂
り
、
ヘ

ビ
や
ト
カ
ゲ
、
ネ
ズ
ミ
な
ど
が
棲
ん
で
い

る
。
水
を
張
っ
た
水
田
や
水
路
に
は
、
ナ

マ
ズ
や
ウ
ナ
ギ
な
ど
の
魚
、
カ
エ
ル
、
カ

ニ
、
水
棲
の
昆
虫
が
生
息
す
る
。

　

ラ
オ
ス
に
お
い
て
水
田
と
は
稲
作
だ
け

で
な
く
、漁
撈
を
は
じ
め
、草
木
や
果
実
の

採
集
、昆
虫
の
採
集
、野
鳥
な
ど
の
狩
猟

の
場
と
も
な
る
。
主
食
と
な
る
モ
チ
米
の

ほ
か
に
、漁
撈
や
狩
猟
採
集
を
通
じ
て
え

ら
れ
る
動
植
物
が
副
食
と
し
て
日
々
の
食

卓
を
彩
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
い
の
ち
が
育
ま

れ
、そ
れ
ら
が
日
々
の
糧
と
な
り
、人
び

と
の
い
の
ち
を
育
む
。
ラ
オ
ス
の
水
田
は
、

い
の
ち
の
豊
か
さ
を
湛た
た

え
る
場
所
な
の
だ
。

　

ラ
オ
ス
低
地
農
村
部
に
暮
ら
し
、
そ
の

水
田
の
豊
か
さ
に
感
銘
を
受
け
た
わ
た
し

は
、
そ
の
こ
と
を
誰
か
に
話
し
た
く
て

し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、

村
の
男
衆
の
酒
盛
り
に
誘
わ
れ
た
。
チ
ャ

ン
ス
到
来
で
あ
る
。

　

ラ
オ
・
ラ
ー
オ
と
よ
ば
れ
る
モ
チ
米
の

焼
酎
を
飲
み
な
が
ら
、
ほ
ど
よ
く
酔
い
の

ま
わ
っ
た
わ
た
し
は
、
ラ
オ
ス
の
水
田
が

ど
れ
だ
け
豊
か
な
い
の
ち
を
育
み
、
そ
れ

が
ま
た
日
々
の
糧
に
な
っ
て
い
る
か
に
つ

い
て
話
し
た
。
周
り
の
男
衆
は
、
彼
ら
に

と
っ
て
は
当
た
り
前
で
あ
ろ
う
話
に
気
持

ち
よ
く
相
槌
を
打
っ
て
く
れ
る
。

「
そ
う
だ
そ
う
だ
、
俺
た
ち
は
そ
う
や
っ

て
生
き
て
い
る
ん
だ
！
」

　

気
分
よ
く
一
通
り
話
を
終
え
た
と
こ
ろ

で
、
一
人
の
男
が
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
、

含
み
を
も
た
せ
な
が
ら
こ
う
言
っ
た
。

「
も
う
ひ
と
つ
、
育
ん
で
い
る
『
い
の

ち
』
が
あ
る
ぞ
、
わ
か
る
か
イ
ワ
シ
ャ

（
岩
佐
）？
」

　

周
り
の
男
衆
は
「
ま
っ
て
ま
し
た
！
」

と
ば
か
り
に
盛
り
上
が
る
。
あ
れ
こ
れ
と

答
え
て
み
た
が
、「
違
う
」
と
一
蹴
さ
れ
る
。

見
当
も
つ
か
ず
考
え
込

ん
で
い
る
と
、
別
の
男

が
説
明
を
は
じ
め
た
。

　

ラ
オ
ス
低
地
農
村
部

で
は
一
般
的
に
、
新
婚

夫
婦
は
し
ば
ら
く
親
の

家
に
同
居
し
、
そ
の
後

新
居
を
建
て
て
独
立
す

る
と
い
う
手
続
き
を
ふ

む
。
同
居
す
る
の
は
妻

方
の
生
家
の
場
合
が
多

い
が
、
夫
方
の
生
家
と

な
る
こ
と
も
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
子
ど
も
夫
婦
と
同
居
す
る
こ

と
に
な
っ
た
親
は
、
自
宅
に
彼
ら
の
寝
室

を
し
つ
ら
え
る
。
裕
福
な
家
で
あ
れ
ば
個

室
を
用
意
す
る
が
、
多
く
の
場
合
は
、
家

族
共
有
の
寝
室
の
一
画
を
板
や
布
な
ど
で

仕
切
る
だ
け
で
あ
る
。

　

新
郎
新
婦
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
少
々

困
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
、「
夜
の
営

み
」
に
差
し
支
え
が
あ
る
の
だ
。
も
ち
ろ

ん
寝
室
の
一
画
で
も
営
め
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
や
は
り
家
族
の
目
（
耳
？
）
が

気
に
な
る
と
い
う
。
で
は
、
ど
う
す
る
の

か
。
こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
水
田
の
近

く
に
建
て
ら
れ
た
作
業
小
屋
（
テ
ィ
ア

ン
・
ナ
ー
）
で
あ
る
。

　

多
く
の
世
帯
が
、
自
宅
か
ら
一
、
二
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
水
田
を

有
し
て
い
る
。
農
繁
期
に
は
、
農
作
業
を

リ
タ
イ
ア
し
た
年
配
の
者
や
学
校
に
通
う

子
ど
も
を
残
し
、
働
き
手
と
な
る
家
族
が

総
出
で
作
業
に
あ
た
る
。

毎
日
水
田
ま
で
通
う
の

は
た
い
へ
ん
な
の
で
、

水
田
の
近
く
に
作
業
小

屋
を
建
て
、
そ
こ
に
住

み
込
ん
で
農
作
業
を
す

る
。
だ
が
、
田
植
え
や

稲
刈
り
な
ど
の
人
手
が

必
要
な
時
期
以
外
は
、

そ
れ
ほ
ど
人
手
を
必
要

と
し
な
い
。
そ
の
た
め
、

家
族
の
中
心
的
な
働
き

手
以
外
の
者
は
、
必
要

岩い
わ
さ佐 

光み
つ
ひ
ろ広
　
　

民
博 

機
関
研
究
員

専
門
は
医
療
人
類
学
、
生
命
倫
理
学
。
高
齢
者
ケ
ア

や
終
末
期
ケ
ア
に
関
心
が
あ
る
。
ラ
オ
ス
で
の
調
査

を
継
続
し
つ
つ
、
現
在
は
日
本
に
定
住
す
る
ラ
オ
ス

難
民
の
調
査
も
進
め
て
い
る
。

「
い
の
ち
」が
育
ま
れ
る
場
所

ラ
オ
ス
低
地
農
村
部
の
水
田
。

人
び
と
の
主
食
で
あ
る
モ
チ
米
を
育
て
、そ
こ
に
育
つ
動
植
物
が
日
々
の
食
卓
を
彩
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
い
の
ち
が
育
ま
れ
、そ
れ
ら
が
糧
と
な
り
人
び
と
の
い
の
ち
を
育
む
。

だ
が
、も
う
ひ
と
つ
育
ま
れ
る「
い
の
ち
」が
あ
る
と
い
う

フィールドで
考える

に
応
じ
て
自
宅
か
ら
水
田
に
通
う
。
家
族

で
一
番
の
働
き
手
は
誰
か
と
い
え
ば
、
世

代
で
い
え
ば
二
〇
代
か
ら
三
〇
代
で
あ
る
。

そ
う
、
作
業
小
屋
に
残
る
者
と
し
て
若
い

夫
婦
は
ぴ
っ
た
り
な
の
だ
。

　

こ
こ
ま
で
一
気
に
話
し
終
え
、
男
は
話

を
止
め
た
。
男
衆
は
意
味
あ
り
げ
な
顔
で

わ
た
し
を
見
な
が
ら
、
笑
い
だ
し
た
。
し

ば
ら
く
し
て
、
わ
た
し
も
思
わ
ず
笑
い
だ

し
て
し
ま
っ
た
。
な
る
ほ
ど
な
る
ほ
ど
、

そ
う
い
う
こ
と
か
。
雨
季
の
作
業
小
屋
は
、

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
時
間
と
場
所
を
確
保
す

る
の
に
も
っ
て
こ
い
と
い
う
こ
と
か
。
稲

を
育
て
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
動

植
物
が
育
つ
だ
け
で
も
な
く
、
人
の
生
命

が
育
ま
れ
る
場
所
で
も
あ
る
の
だ
。

　

ラ
オ
ス
の
水
田
は
、
わ
た
し
が
思
っ
て

い
た
以
上
に
、
い
の
ち
の
豊
か
さ
を
湛
え

た
場
所
で
あ
っ
た
。
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乾季の水田でカエルをとる子どもたち。乾季の水田でも狩猟
や採集活動がおこなわれる

結婚式の風景。家族や親族を中心に多くの人びとが祝福に訪れる

田植えをする若い夫婦

ラオス低地農村部の水田。田んぼのあいまに樹木が立っている
作業小屋、ティアン・ナー




