
文
化
的
な
差
異

多
民
族
国
家
中
国
で
は
五
五
の
少
数
民
族
が

公
認
さ
れ
て
い
る
。
総
人
口
約
二
二
億
人
の
ハ

パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
が
l
偉
人
を
超

え
る
。
う
ち
チ
ワ
ン
（
壮
）
族
は
人
口
が
も
っ
と

も
多
く
〓
ハ
一
ハ
万
人
を
擁
す
る
（
二
〇
〇
〇

年
）
。
少
数
民
族
の
う
ち
三
〇
以
上
も
の
民
族

が
広
西
、
雲
南
、
員
州
、
四
川
、
チ
ベ
ッ
ト
東
部

な
ど
の
西
南
中
国
を
主
要
居
住
地
と
し
て
い
る
。

少
数
民
族
に
は
下
位
集
団
が
存
在
す
る
場
合
が

多
い
。
ヤ
オ
（
璃
）
族
の
場
合
、
：
二
言
和
上
は
三
つ

の
ク
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
が
、
広
西
の
金
秀

ヤ
オ
族
自
治
県
で
は
文
化
的
に
差
異
の
あ
る
五

つ
の
下
位
集
団
が
共
住
し
て
い
る
。
民
族
は
決

し
て
一
枚
岩
的
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

少
数
民
族
の
文
化
は
多
彩
で
あ
る
。
一
層
に

家
畜
を
飼
養
し
二
層
に
人
が
住
む
高
床
式
住

居
、
銀
を
好
み
女
性
の
装
身
具
に
用
い
る
習
俗
、

漆
器
や
竹
木
製
の
道
具
、
藍
空
や
嗣
鼓
の
楽
器

な
ど
、
ど
れ
も
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
年
中
行
事

に
つ
い
て
、
多
く
の
非
漢
族
が
漢
族
同
様
、
春

節
（
旧
暦
正
月
）
を
歳
首
と
す
る
が
、
タ
イ
（
倭
）

族
は
仏
暦
に
よ
っ
て
四
月
を
歳
首
と
す
る
。
イ

（
葬
）
族
や
ぺ
－
（
白
）
族
の
た
い
ま
つ
祭
り
や

チ
ワ
ン
族
の
歌
掛
け
な
ど
独
自
の
行
事
も
あ

る
。
少
数
民
族
の
う
ち
〓
一
が
伝
統
的
な
文
字

を
も
つ
が
、
西
南
中
国
で
は
イ
族
や
タ
イ
族
の

文
字
、
ナ
シ
（
納
西
）
族
の
ト
ン
バ
文
字
に
特

徴
が
見
ら
れ
る
。

漢
族
と
非
漢
族

中
国
の
歴
史
は
一
面
で
は
漢
族
の
勢
力
拡

大
の
過
程
で
あ
る
。
古
代
に
は
四
川
や
雲
南
な

ど
で
独
自
の
言
銅
器
文
化
が
発
達
し
た
が
、
の

ち
に
漢
族
の
勢
力
が
お
よ
ん
だ
。
漢
族
が
非
漢

族
と
接
触
し
た
際
に
は
図
説
を
含
む
記
録
が

漢
族
の
側
か
ら
書
か
れ
た
。
漢
族
の
進
出
は
非

漢
族
の
「
漢
化
」
現
象
を
と
も
な
っ
た
。
た
と
え

ば
、
チ
ワ
ン
族
の
高
床
式
住
居
は
一
見
、
非
漢

族
に
独
自
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
漢
族
の
影
響
が

随
所
に
見
ら
れ
る
。
家
の
前
門
か
ら
祭
壇
を
結

ぶ
中
心
の
ラ
イ
ン
の
重
視
、
門
に
門
神
を
貼
り
、

柱
に
縁
起
の
よ
い
詩
句
を
書
い
た
「
対
聯
」
を

貼
る
こ
と
、
鉄
製
の
農
具
や
鍋
、
カ
マ
ド
で
の

調
理
、
イ
ス
二
丁
－
ブ
ル
な
ど
家
具
、
建
築
の
際

に
風
水
を
見
る
こ
と
、
柱
を
昌
で
結
合
し
た
「
穿

開
式
」
構
造
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
チ
ワ
ン
族
は
、

春
節
や
三
月
の
墓
参
・
中
元
節
・
中
秋
節
な
ど
の

年
中
行
事
の
過
ご
し
方
に
漢
文
化
を
受
容
し
た
。

し
か
し
、
他
方
で
、
歌
掛
け
や
行
事
食
品
と
し
て

モ
チ
米
製
品
を
用
い
る
点
に
独
自
性
が
見
ら
れ

る
。
な
お
、
ぺ
－
族
の
木
彫
技
術
の
よ
う
に
、
漢

族
か
ら
受
容
し
た
文
化
が
独
自
に
発
展
し
た
り
、

非
漢
族
の
あ
い
だ
で
も
地
域
社
会
で
の
力
関
係

に
と
も
な
う
影
響
の
授
受
が
あ
り
、
漢
族
・
非
漢

族
の
二
分
法
だ
け
で
は
語
れ
な
い
。
そ
の
こ
と

は
ト
ン
（
個
）
族
の
こ
と
ば
の
多
義
性
に
も
垣
間

見
ら
れ
る
。
漢
族
自
身
に
も
文
化
変
容
が
あ
る

し
「
近
代
化
」
に
よ
る
影
響
も
あ
る
が
、
歴
史
の

潮
流
と
し
て
、
非
漢
族
の
文
化
は
漢
族
を
は
じ

め
と
す
る
外
部
と
の
交
流
を
経
て
形
成
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

近
年
、
ク
ロ
ー
パ
ル
化
の
進
展
の
下
、
観
光

業
が
発
展
し
、
文
化
の
商
品
化
・
産
業
化
が
進
み
、

農
村
が
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
る
な
ど
あ
ら
た

な
局
面
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
動
き
は
雲
南
の

タ
イ
族
の
村
な
ど
各
地
で
生
じ
て
い
る
。
あ
ら

た
な
文
化
形
成
の
動
き
は
現
在
も
進
行
中
で

あ
る
。
少
数
民
族
の
多
彩
な
文
化
を
知
り
、
そ

の
現
在
の
動
向
を
注
視
す
る
こ
と
は
中
国
文

化
の
も
つ
奥
深
さ
を
理
解
す
る
う
え
で
意
味

の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

五色に染めたオコワ。チワン族の3月3日の祭りの行事食
（広西チワン族自治区）

除夜の日に門神、対聯の貼り換えをするところ

（広西チワン族自治区）
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王朝から見た
異人たち

武内房司
（たけうちふさじ）

学習院大学教授

少
数
民
族
の
姿
と
習
俗

中
国
の
歴
代
の
王
朝
に
は
、
今
日
で
言
え
ば

国
内
の
少
数
民
族
を
含
め
て
朝
貢
に
や
っ
て

く
る
国
々
や
民
族
地
区
の
人
び
と
を
絵
画
に

描
く
な
ら
わ
し
が
あ
っ
た
。
世
界
の
さ
ま
ざ
ま

な
国
や
民
族
の
使
者
が
中
国
に
や
っ
て
く
る

の
は
中
国
の
文
化
や
支
配
者
の
徳
の
た
か
さ

を
示
す
も
の
だ
と
す
る
考
え
方
に
基
づ
く
も

の
だ
っ
た
。
自
分
の
文
化
や
徳
を
誇
示
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
描
か
れ
た
こ
う
し
た
資
料

を
『
職
責
図
』
と
よ
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
、
歴

代
王
朝
の
な
か
で
最
大
版
図
を
獲
得
し
た
清

の
乾
隆
帝
が
一
八
世
紀
半
ば
に
製
作
を
命
じ

た
『
皇
清
職
責
図
』
は
有
名
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

朝
鮮
の
官
僚
を
描
い
た
「
朝
鮮
国
夷
官
」
か
ら

は
じ
ま
り
、
男
女
一
対
か
ら
な
る
一
二
〇
〇
以
上

も
の
民
族
の
図
像
が
収
め
ら
れ
た
。

こ
の
『
皇
清
職
責
図
』
の
編
纂
は
王
朝
の
権

威
を
誇
示
す
る
た
め
の
公
的
な
編
纂
事
業
だ

っ
た
が
、
こ
れ
に
刺
激
を
受
け
て
か
、
一
八
世

紀
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
に
か
け
て
、
民
間
で
も

．
中
国
各
地
に
住
む
民
族
の
姿
や
風
俗
が
盛
ん

に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
各

民
族
の
姿
が
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
に
描
き
出
さ
れ

る
と
と
も
に
、
各
民
族
の
め
ず
ら
し
い
習
俗
が

文
章
で
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
た
。
い
わ
ば
絵
画
と

説
明
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

し
ば
し
ば
『
○
○
図
説
』
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル

が
つ
け
ら
れ
た
。

責
重
な
資
料
と
し
て

こ
れ
ら
の
『
図
説
』
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
た

の
は
、
多
く
の
非
漢
族
が
住
む
こ
と
で
知
ら
れ

る
責
州
や
雲
南
と
い
っ
た
中
国
の
西
南
地
域

に
赴
任
し
た
地
方
官
た
ち
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

『
図
説
』
が
製
作
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
一
ハ
世

紀
以
降
、
西
南
諸
地
域
で
許
さ
れ
て
い
た
少
数

民
族
の
首
長
（
「
土
司
」
）
に
よ
る
間
接
統
治
が

廃
止
さ
れ
、
中
央
派
遣
官
僚
（
「
流
官
」
）
に
よ

る
直
接
統
治
へ
と
き
り
か
え
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ

る
「
改
土
帰
流
」
政
策
が
採
用
さ
れ
た
時
期
に

も
あ
た
っ
て
い
る
。
言
語
や
文
化
の
異
な
る
地

域
に
送
り
込
ま
れ
た
漢
族
出
身
の
地
方
官
は
、

今
ま
で
触
れ
た
こ
と
の
な
い
民
族
の
習
俗
に

好
奇
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
画
家
た
ち
に
そ
の

姿
や
習
俗
を
描
写
す
る
よ
う
命
じ
た
の
だ
っ

た
。
序
文
な
ど
を
読
む
と
、
し
ば
し
ば
、
決
し

て
も
の
め
ず
ら
し
さ
か
ら
編
纂
し
た
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
統
治
に
役
立
て
る
た
め
で

あ
る
、
な
ど
と
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
が
書

い
て
あ
る
。
し
か
し
、
古
代
日
本
の
歌
垣
に
も

似
た
祭
り
を
つ
う
じ
て
婚
姻
対
象
を
選
ぶ
な

ど
、
形
骸
化
し
た
儒
教
の
規
範
に
縛
ら
れ
る

こ
と
な
い
責
州
の
少
数
民
族
の
姿
が
地
方
官

や
儒
教
知
識
人
た
ち
に
清
新
な
印
象
を
与
え

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
う
し
た
異

文
化
へ
の
強
い
関
心
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、

編
纂
さ
れ
た
『
民
族
図
説
』
は
、
そ
の
大
き
く

変
容
を
遂
げ
た
西
南
中
国
の
少
数
民
族
社
会

を
知
る
う
え
で
も
責
重
な
資
料
と
い
え
る
。
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ぺ一族の木の匠

横山贋子
（よこやまひろこ）

本館民族社会研究部

中
国
木
彫
の
郷

世
界
遺
産
登
録
さ
れ
た
雲
南
省
麗
江
の
町
の

魅
力
の
ひ
と
つ
は
、
古
い
家
並
み
で
あ
る
。
高

台
に
立
つ
と
、
黒
み
を
帯
び
た
葦
の
見
事
な
連

な
り
が
望
め
る
。
そ
の
多
く
の
家
屋
は
お
も
な

住
人
で
あ
る
ナ
シ
族
で
は
な
く
、
麗
江
の
南
隣

り
に
位
置
す
る
剣
川
県
の
ぺ
1
族
の
大
工
の
手

で
建
て
ら
れ
た
。
一
九
四
〇
年
代
に
麗
江
に
滞

在
し
、
『
忘
れ
ら
れ
た
王
国
』
を
著
し
た
ク
ー
ラ

ー
ト
は
、
ぺ
1
族
の
大
工
の
卓
越
し
た
腕
前
を

讃
え
、
昆
明
や
そ
の
ほ
か
雲
南
の
主
要
都
市
の

金
持
ち
は
彼
ら
を
招
い
て
屋
敷
を
建
造
す
る
と

記
し
て
い
る
。

剣
川
の
大
工
が
建
て
る
木
造
建
築
の
す
ぼ

ら
し
さ
は
、
太
い
柱
を
組
ん
で
姿
美
し
く
頑
丈

に
つ
く
ら
れ
る
構
造
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
扉

や
窓
、
梁
の
装
飾
な
ど
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
精
緻

な
木
彫
に
あ
る
。
花
や
鳥
、
動
物
な
ど
を
配
置

し
た
木
彫
が
は
め
込
ま
れ
た
扉
は
「
格
子
門
」

と
い
い
、
ぺ
－
族
の
家
な
ら
そ
れ
が
あ
っ
て
当

た
り
前
で
あ
る
。
余
裕
の
あ
る
家
や
寺
院
な
ど

の
扉
の
幾
重
に
も
重
な
っ
た
透
か
し
彫
り
は
、

息
を
の
む
で
き
ば
え
で
あ
る
。
繊
細
な
木
彫
を

仕
上
げ
る
た
め
、
一
人
で
四
〇
本
以
上
の
ノ
ミ

を
使
う
者
も
い
る
。
彫
る
対
象
に
よ
っ
て
、
鳥

の
眼
、
羽
、
石
、
枝
葉
、
花
び
ら
、
花
心
、
さ
ら
に

は
松
葉
、
梅
の
花
、
蓮
の
花
、
蓮
の
葉
な
ど
異

な
る
ノ
ミ
を
使
い
わ
け
る
。
大
工
は
中
国
語
で

「
木
匠
」
と
い
う
が
、
彼
ら
は
ま
さ
に
「
木
の
匠
」

と
よ
ぷ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
木
彫
技
術
は
、

文
化
大
革
命
を
乗
り
越
え
て
現
代
ま
で
継
承

さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
六
年
に
中
国
政
府
文
化

部
は
、
剣
川
県
に
「
中
国
木
彫
の
郷
」
の
称
号

を
与
え
た
。

漢
族
を
し
の
ぐ
水
準

こ
の
木
の
匠
の
技
の
歴
史
は
す
べ
て
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
漢
族

の
仏
教
建
築
技
術
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
は
定

説
に
な
っ
て
お
り
、
端
緒
は
唐
代
に
さ
か
の
ぼ

る
と
言
わ
れ
る
。
当
時
、
大
理
を
中
心
に
西
南
中

国
を
支
配
し
た
南
詔
国
は
、
四
川
な
ど
に
攻
め

入
っ
て
技
術
者
を
連
れ
帰
っ
た
。
『
蛮
書
』
は
南

詔
の
支
配
者
の
築
い
た
御
殿
の
雄
壮
さ
を
記
録

し
て
い
る
。
南
詔
末
期
に
大
理
盆
地
に
創
建
さ

れ
た
崇
聖
寺
仏
塔
は
、
唐
の
都
、
長
安
の
大
雁
塔

に
よ
く
似
て
い
る
。
剣
川
県
石
鐘
山
石
窟
の
石

彫
は
仏
教
の
隆
盛
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
、
南
詔

か
ら
大
理
時
代
（
宋
代
）
に
刻
ま
れ
た
。

中
国
西
南
部
の
少
数
民
族
の
あ
い
だ
で
は
、

こ
の
よ
う
に
、
元
来
、
漢
族
か
ら
流
入
し
た
技

術
が
独
特
に
洗
練
さ
れ
、
地
域
内
の
漢
族
を
し

の
ぐ
水
準
に
ま
で
到
達
し
た
も
の
が
少
な
く

な
い
。
そ
れ
は
西
南
部
少
数
民
族
の
工
芸
の
ひ

と
つ
の
あ
り
方
で
あ
る
。
あ
る
地
区
の
あ
る
人

び
と
に
特
定
の
技
術
が
発
達
し
、
専
門
化
し
、

他
の
民
族
に
そ
の
技
術
を
提
供
す
る
。
多
民
族

が
錯
綜
し
て
居
住
す
る
中
国
西
南
部
に
は
比

較
的
多
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

戸
撒
地
区
の
ア
チ
ャ
ン
（
阿
昌
）
族
は
刀
鍛
冶

に
優
れ
、
二
戸
撒
刀
」
の
名
は
雲
南
中
に
響
き
わ

た
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
国
境
を
越
え
て
ミ
ャ
ン

マ
ー
な
ど
へ
も
出
向
き
、
人
び
と
か
ら
あ
り
が

た
が
ら
れ
て
い
た
。
剣
川
は
比
較
的
標
高
が
高

く
、
他
の
ぺ
－
族
地
域
に
比
べ
て
稲
作
が
難
し

い
地
域
で
あ
る
。
そ
の
技
を
磨
い
た
木
の
匠
た

ち
も
国
境
地
域
ま
で
足
を
伸
ば
し
て
稼
ぎ
、
活

躍
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

卜

注

目

古い家並みが連なる貫江の町。世界遺棄聾詳前
（1996年）

梢
渡
川
ん
り
1
　
ノ

花鳥を彫った錮川の木彫。壁かけ織部
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わたしが世話になっている家の孫娘。2歳になるまではわたしを恐れていなかった

わ
た
し
は
一
九
九
〇
年
か
ら
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
の

三
江
ト
ン
族
自
治
県
北
部
の
、
と
あ
る
ト
ン
族
の
村
に
通
っ

て
い
る
。
現
地
の
ト
ン
語
で
漢
族
の
こ
と
を
「
チ
ャ
ー
」
と
い

う
。
漢
族
の
サ
ブ
・
ク
ル
ー
プ
で
あ
る
六
甲
人
は
「
チ
ャ
ー
・

ケ
」
と
い
う
。
ケ
と
は
客
。
す
な
わ
ち
「
外
来
の
漢
族
」
と
い
う

意
で
あ
る
。

観光商品としての
水かけ祭り

長谷川清
（はせがわきよし）

文教大学教授

雲
両
省
に
は
異
な
っ
た
言
語
系
統
に
属
す
る
多
様
な
少
数

民
族
が
居
住
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
急
速
に
進

展
し
て
き
た
民
族
観
光
や
民
族
文
化
の
産
業
化
は
、
長
ら
く

伝
統
と
し
て
保
持
さ
れ
て
き
た
彼
ら
の
生
業
様
式
、
風
俗
習

慣
、
宗
教
信
仰
な
ど
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

西
双
版
納
タ
イ
族
自
治
州
に
お
い
て
、
タ
イ
族
を
中
心
に
お

こ
な
わ
れ
る
水
か
け
祭
り
（
流
水
節
）
の
事
例
は
、
こ
う
し
た

問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

水
か
け
祭
り
は
、
タ
イ
の
ソ
ン
ク
ラ
ー
ン
、
ラ
オ
ス
の
ピ
ー

マ
イ
と
同
様
の
起
源
を
も
つ
、
タ
イ
族
の
新
年
行
事
で
あ
る
。

一
九
ハ
三
年
、
タ
イ
族
の
民
族
行
事
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
行

事
が
開
催
さ
れ
る
四
月
に
は
、
毎
年
多
く
の
観
光
客
が
シ
ー
サ

ン
パ
ン
ナ
を
訪
れ
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
正
式
の
新
年
行
事

以
外
の
機
会
や
場
に
お
い
て
、
観
光
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

観
光
化
の
な
か
で
、
周
遊
ル
ー
ト
に
沿
っ
た
タ
イ
族
村
落
で

は
タ
イ
族
文
化
を
テ
ー
マ
と
す
る
観
光
開
発
が
進
ん
だ
。
そ
の

典
型
が
瀾
清
江
（
メ
コ
ン
川
）
沿
い
の
ム
ン
ハ
ム
地
区
に
あ
る

タ
イ
族
園
で
あ
る
。
一
九
九
ハ
年
、
マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
弊
害

を
防
ぎ
、
タ
イ
族
の
生
活
環
境
を
ま
る
ご
と
保
存
し
っ
つ
、
観

エスニックマーカー

としての道教宗派

吉野晃
（よしのあきら）

東京学芸大学教授

月刊噛3月号200806

広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
の
金
秀
ヤ
オ
族
自
治
県
は
、
一
大

山
塊
が
そ
の
ま
ま
県
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
山
の
な
か
に
は
、

少
数
民
族
の
ヤ
オ
族
が
集
居
し
て
い
る
。
ヤ
オ
族
と
い
っ
て

も
均
一
で
は
な
い
。
金
秀
の
ヤ
オ
族
は
五
つ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク

ク
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
て
お
り
、
漢
族
か
ら
は
兼
山
ヤ
オ
、
花
藍

ヤ
オ
、
拗
ヤ
オ
、
山
子
ヤ
オ
、
盤
ヤ
オ
と
よ
ば
れ
て
き
た
。
こ
れ

ら
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
言
語
も
慣
習
、
衣
服
も
異
な
る
。

そ
う
し
た
言
語
と
文
化
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
意

識
し
て
い
る
。
言
語
の
違
い
は
明
ら
か
だ
し
、
衣
服
も
特
に
女

性
の
衣
服
は
際
だ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
他
の
エ
ス
二盤ヤオの祭司が経典を説明しているところ

（広西チワン族自治区会秀大塔山）

し
か
し
、
必
ず
し
も
チ
ャ
ー
＝
漢
族
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
人
で
あ
る
わ
た
し
も
現
地
で
チ
ャ
ー

と
よ
ば
れ
る
か
ら
だ
。
当
初
は
わ
た
し
が
漢
族
と
間
違
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
人
び
と

は
日
本
人
と
承
知
の
う
え
で
、
わ
た
し
の
こ
と
を
「
チ
ャ
ー
・

イ
ツ
ペ
ン
」
と
よ
ぶ
。
イ
ツ
ペ
ン
と
は
日
本
の
意
味
。
つ
ま
り

わ
た
し
は
「
日
本
の
チ
ヤ
1
」
な
の
で
あ
る
。
あ
る
と
き
村
に

金
髪
碧
眼
の
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
が
や
っ
て
き
た
。
驚
い
た
こ

と
に
、
彼
女
に
対
し
て
も
チ
ャ
ー
と
い
う
呼
称
が
使
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
チ
ワ
ン
族
は
「
チ
ャ
ー
・
シ
ヨ
ン
」
、
ヤ
オ
族
は
「
チ

ャ
ー
・
ユ
ー
」
、
ミ
ヤ
オ
族
は
「
チ
ャ
ー
二
、
、
ユ
ー
」
と
も
よ
ば

れ
る
。
ト
ン
族
に
と
っ
て
チ
ャ
ー
と
は
異
民
族
一
般
を
包
括

し
う
る
概
念
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

さ
ら
に
別
の
含
意
も
あ
る
。
人
民
解
放
軍
に
入
隊
す
る
こ

と
を
「
チ
ャ
ー
に
な
る
」
と
い
う
。
警
察
官
も
チ
ャ
ー
と
よ
ば

れ
る
。
ト
ン
族
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
兵
士
や
警
察
官
は

チ
ャ
ー
な
の
で
あ
る
。
ま
た
公
務
員
に
な
っ
て
、
お
上
か
ら

給
料
を
も
ら
っ
て
生
活
す
る
こ
と
を
、
「
チ
ャ
ー
の
飯
を
食

う
」
と
い
う
。
チ
ャ
ー
は
官
憲
や
公
権
力
の
類
を
連
想
さ
せ

る
こ
と
ば
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

わ
た
し
は
チ
ヤ
1
と
よ
ば
れ
る
の
は
嫌
い
だ
。
幼
い
子
と

も
た
ち
に
と
っ
て
チ
ャ
ー
は
恐
怖
の
対
象
で
も
あ
る
か
ら

だ
。
大
人
た
ち
は
「
チ
ャ
ー
が
お
ま
え
を
袋
に
い
れ
て
連
れ

去
る
ぞ
」
と
か
「
チ
ャ
ー
が
お
ま
え
の
腸
を
え
ぐ
り
だ
す
ぞ
」

と
い
う
紋
切
り
型
の
表
現
で
、
し
ば
し
ば
幼
い
子
ど
も
を
怖

が
ら
せ
て
い
る
。
わ
た
し
が
世
話
に
な
っ
て
い
る
家
の
二
歳

の
孫
娘
が
、
急
に
わ
た
し
に
寄
り
つ
か
な
く
な
っ
た
。
大
人

か
ら
さ
ん
ざ
ん
チ
ャ
ー
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
か
ら
に
ち
が

い
な
い
、
と
そ
の
子
の
祖
父
は
わ
た
し
に
解
説
し
た
。

チ
ャ
ー
と
い
う
こ
と
ば
が
多
様
な
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
を

担
う
の
は
何
故
な
の
か
。
そ
れ
が
今
後
の
検
討
課
題
だ
。

各益紬k攣鋒寧勧銀敏
■こ　　　　　　　　l　　　　＼　＼

観光スポットである「溌水節・印象」の水かけ祭りの石橋。
観光客は大勢のタイ族女性から歓迎される

光
収
益
を
上
げ
る
目
的
で
設
立
さ
れ
た
。
五
つ
の
タ
イ
族
集
落

か
ら
な
り
、
亜
熱
帯
の
植
物
や
自
然
環
境
、
タ
イ
族
の
高
床
式

住
居
な
ど
か
ら
な
る
集
落
景
観
が
郷
愁
を
誘
う
。
経
営
主
体
は
、

同
地
区
の
国
営
農
場
の
経
営
者
を
中
核
に
組
織
さ
れ
た
「
西
双

版
納
倭
族
園
有
限
公
司
」
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ス
ポ
ッ
ト
を
訪
ね
て
み
れ
ば
、
す
ぐ
に
気
つ
く
こ

と
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
タ
イ
族
の
風
俗
習
慣
や
宗
教
儀
礼
が
観

光
商
品
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
。
最
近
、
同
公
司
は
タ
イ
族

の
水
か
け
祭
り
を
ま
る
ご
と
体
験
で
き
る
「
流
水
節
・
印
象
」
と

い
う
ス
ポ
ッ
ト
を
、
タ
イ
族
園
と
同
じ
周
遊
ル
ー
ト
沿
い
に
建

設
し
た
。
入
場
券
を
買
っ
て
公
園
に
入
る
と
、
カ
ラ
フ
ル
な
民

族
衣
装
を
身
に
つ
け
た
大
勢
の
タ
イ
族
の
娘
た
ち
に
よ
る
出

迎
え
を
受
け
、
水
か
け
祭
り
を
時
期
を
問
わ
ず
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
体
験
で
き
る
。
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
演
出
さ
れ

た
民
族
文
化
は
、
村
民
の
生
活
を
維
持
す
る
う
え
で
も
は
や
不

可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ッ
ク
グ
ル
ー
プ
に
対
比
し
て
自
ら
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
ク
ル
ー
プ

の
特
徴
を
示
す
も
の
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
マ
ー
カ
ー
と
い
う
。

彼
ら
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
マ
ー
カ
ー
は
言
語
や
衣
服
だ
け
で
は
な

い
。
金
秀
の
盤
ヤ
オ
の
祭
司
に
儀
礼
の
話
を
聞
い
て
い
た
と
き
に
、

他
の
ヤ
オ
と
の
儀
礼
の
違
い
に
話
が
お
よ
ぷ
と
、
彼
ら
は
事
細
か

に
エ
ス
ニ
ッ
ク
ク
ル
ー
プ
問
の
儀
礼
の
違
い
を
説
明
し
て
く
れ

る
。
ヤ
オ
族
の
宗
教
は
道
教
の
影
響
が
強
く
、
異
な
る
エ
ス
ニ
ッ

ク
グ
ル
ー
プ
の
あ
い
だ
で
も
同
じ
よ
う
な
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
が
、
似
た
儀
礼
で
も
、
そ
の
儀
礼
次
第
や
、
参
加
者
の
規
定

な
ど
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
ク
ル
ー
プ
ご
と
に
か
な
り
違
っ
て
い
た
。

そ
の
と
き
に
、
盤
ヤ
オ
は
、
太
上
老
君
（
老
子
）
を
奉
ず
る
梅
山

教
で
あ
り
、
他
の
ヤ
オ
や
漢
族
は
茅
山
教
や
閣
山
教
と
い
う
道

教
の
別
派
で
あ
る
と
聞
い
た
。
あ
る
祭
司
は
、
盤
ヤ
オ
は
梅
山
教
、

山
子
ヤ
オ
は
茅
山
教
、
漢
族
は
開
山
教
で
あ
る
と
言
い
、
も
う
一

人
の
祭
司
は
、
盤
ヤ
オ
は
梅
山
教
で
、
山
子
ヤ
オ
・
拗
ヤ
オ
・
花
藍

ヤ
オ
は
茅
山
教
で
あ
り
、
漢
族
は
茅
山
教
だ
ろ
う
と
語
っ
た
。

祭
司
た
ち
の
言
は
、
盤
ヤ
オ
が
梅
山
教
で
あ
る
こ
と
で
は
お

お
よ
そ
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
、
漢
族
を
含
む
エ
ス
ニ
ッ

ク
ク
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
諸
説
が
交
じ
っ
て
い
る
。
興
味
深
い

の
は
、
道
教
の
基
盤
を
と
も
に
し
て
い
る
と
認
識
し
た
う
え
で
、

そ
の
宗
派
の
違
い
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
問
の

差
異
と
し
て
、
明
言
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
異
な
る

エ
ス
ニ
ッ
ク
ク
ル
ー
プ
の
と
こ
ろ
で
盤
ヤ
オ
の
祭

司
が
頼
ま
れ
て
儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
り
、

相
互
に
交
流
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
や
衣

服
な
ど
の
違
い
と
は
異
な
り
、
漢
族
も
含
め
た
道

教
の
共
通
の
基
盤
の
う
え
に
さ
ら
に
細
か
い
差
異

を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
金
秀
の
ヤ
オ
族

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
問
の
違
い
の
認
識
は
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
マ
ー
カ
ー
の
複
雑
な
設
定
の
う
え
に

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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