




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

庵酒南中国
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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
。

⇔西南中国
072008月刊因3開



民博オリジナル映像のネガフィルム原版が収められている、
12℃定温管理された映像舌苦資料収蔵庫

1994年制作「津軽のカミサマ」を撮影中の筆者

月刊因3開200808

民
博
の
お
宝
映
像
・

お
蔵
入
り
映
像

大
森
康
宏
（
お
お
も
り
や
す
ひ
ろ
）

本
館
名
誉
教
授

立
命
館
大
学
教
授

民
博
は
、
設
立
当
初
か
ら
民
族
誌
や
民
族
芸

術
に
か
か
わ
る
映
像
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
機
能

を
も
つ
こ
と
と
さ
れ
、
既
存
の
映
像
資
料
の
収

集
や
制
作
に
力
を
入
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

こ
の
三
〇
年
の
あ
い
だ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
で
収
集
や
制
作
さ
れ
た
映
像
が
数
多
く
保

管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
研
究
資
料
と
し
て

の
映
像
、
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
を
通
じ
た
館
内
で
の

一
般
公
開
用
映
像
、
研
究
成
果
と
し
て
の
映
像

作
品
、
な
ど
そ
の
日
的
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
。

収
集
に
関
し
て
見
れ
ば
、
一
九
七
五
年
以
降
、

積
極
的
に
映
像
の
購
入
に
努
め
、
ド
イ
ツ
科

学
映
画
研
究
所
の
映
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
工

ン
ツ
ア
イ
ク
ロ
ぺ
デ
イ
ア
・
チ
ネ
マ
ト
ク
ラ

フ
イ
カ
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
英
国
、

フ
ラ
ン
ス
な
ど
海
外
で
製
作
さ
れ
た
も
の
の

ほ
か
に
、
国
内
の
映
像
製
作
会
社
か
ら
も
、
多

く
の
映
像
を
購
入
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の

な
か
に
は
、
館
内
で
の
研
究
利
用
に
限
る
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
九
七
七
年
か
ら
の

日本展示場、秋山郷民家の移築作業

（著者が1977年に8mmカメラで記録した映像から）

1977年10月20日に民博を訪れた
レヴイ＝ストロース氏夫妻を囲む

パーティーの様子。
右端は初代館長梅樺忠夫

オセアニア展示場にて

チエチエメ二号の帆柱取り付け作業の様子

展
示
場
一
般
公
開
に
合
わ
せ
て
、
ビ
デ
オ
テ
ー

ク
番
組
を
充
実
す
る
た
め
に
、
既
存
映
像
の
購

入
、
あ
る
い
は
外
注
に
よ
る
映
像
制
作
が
積
極

的
に
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
番
組
の
劣
化
に

と
も
な
っ
て
複
製
を
作
る
に
は
、
著
作
権
上
多

額
の
費
用
が
発
生
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
外
部
委
託
制
作
し
た
場

合
に
、
研
究
資
料
と
し
て
記
録
す
べ
き
部
分
が

と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
学
術
的
な
裏

付
け
の
あ
る
情
報
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
な

と
、
研
究
者
が
映
像
制
作
に
ど
う
関
与
す
る

か
の
問
題
や
、
撮
影
と
い
う
行
為
が
現
地
に

与
え
る
影
響
な
ど
の
議
論
が
起
き
た
。
こ
れ

を
受
け
て
、
一
九
七
八
年
以
降
、
民
博
で
は
で

き
る
だ
け
映
像
の
自
主
制
作
を
目
指
す
よ
う

に
な
っ
た
。

こ
の
動
き
に
は
、
映
像
民
族
学
の
研
究
分

野
を
開
拓
す
る
と
い
う
民
博
設
立
当
初
か
ら

の
方
針
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
が
中

心
と
な
り
、
研
究
者
と
と
も
に
撮
影
ク
ル
ー

を
派
遣
し
て
自
主
制
作
す
る
体
制
が
整
え
ら

れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
映
像

の
な
か
に
は
、
今
や
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
現
地
の
儀
礼
や
習
慣
な
ど
を
記
録
し
た
虫
貝

重
な
も
の
も
多
く
、
と
き
に
は
こ
れ
ら
が
現

地
文
化
の
再
生
の
た
め
に
活
用
さ
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
民
博
の
役
割
の
ひ
と
つ
を
民
族
誌

映
像
が
担
っ
た
好
例
と
言
え
る
。

自
主
制
作
さ
れ
た
映
像
の
な
か
に
は
、
民

博
自
体
の
活
動
記
録
や
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な

理
由
で
編
集
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま

「
お
蔵
入
り
」
と
な
っ
て
い
る
映
像
も
あ
る
。

前
者
に
は
、
研
究
公
演
、
退
官
記
念
講
演
、

各
種
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講
演
会
の
記
録
、
広

報
事
業
や
特
別
展
の
展
示
記
録
が
あ
る
。
例

え
ば
、
わ
た
し
が
ハ
ミ
リ
フ
イ
ル
ム
で
撮
影

し
た
、
民
博
展
示
場
開
館
直
前
ま
で
の
活
動

を
記
録
し
た
映
像
が
あ
り
、
展
示
場
の
建
設

現
場
、
開
館
式
典
の
様
子
、
当
時
の
研
究
部
の

日
常
や
、
レ
ヴ
イ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
氏
が
民
博

を
訪
問
し
た
際
の
模
様
な
ど
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。
民
博
の
活
動
を
記
録
し
た
映
像
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
で
あ
り
、
お
宝
映
像
と
言
え
る
も
の
だ

が
、
未
整
理
・
未
編
集
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
著

作
権
な
ど
権
利
問
題
が
未
処
理
の
も
の
、
伝
統

技
術
の
記
録
映
像
を
撮
影
す
る
途
中
で
そ
の

技
術
保
持
者
が
亡
く
な
っ
た
た
め
に
中
断
し

た
も
の
、
民
博
を
訪
れ
た
海
外
研
究
者
に
よ
る

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
撮
影
し
た
が
許
可
を
え

て
い
な
い
の
で
編
集
が
で
き
な
い
も
の
な
ど
、

研
究
資
料
と
し
て
は
利
用
で
き
る
が
そ
の
ま

ま
で
は
公
開
で
き
な
い
映
像
も
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
映
像
は
、
そ
の
記
録
媒
体
の
劣
化
な

ど
の
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
あ
ら
た
め
て
整

理
・
編
集
し
、
メ
デ
ィ
ア
変
換
を
お
こ
な
う
な

ど
、
保
存
と
活
用
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
時
期
に

来
て
い
る
。
日
本
の
各
大
学
や
研
究
機
関
に
お

い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
記
録
映
像
が
作
ら

れ
た
も
の
の
、
そ
の
整
理
や
編
集
が
不
十
分
な

ま
ま
埋
も
れ
て
い
る
映
像
が
数
多
く
あ
る
と

聞
く
。
科
学
研
究
現
場
の
実
態
や
研
究
者
の
意

見
な
ど
を
広
く
市
民
に
公
開
し
市
民
と
の
対

話
を
深
め
よ
う
と
い
う
、
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
必
要
性
の
議
論
が
高
ま
っ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
も
、
研
究
所
の
活
動
記
録
か
ら
成

る
映
像
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
整
備
が
今
後
は
重

要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

整
理
や
著
作
権
関
係
の
処
理
を
進
め
て
お

蔵
入
り
映
像
を
お
宝
映
像
に
変
え
、
広
く
公
開

し
て
い
く
努
力
が
、
民
博
を
含
む
多
く
の
大
学
・

研
究
機
関
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
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僕のこと

ハンチエドン
大阪教育大学附属池田中学校

韓
国
人
と
し
て
生
ま
れ
て

僕
は
大
阪
府
に
住
ん
で
い
る
中
学
校
三
年
生

の
男
子
だ
。
生
ま
れ
も
育
ち
も
日
本
だ
か
ら
、
韓

国
の
文
化
や
習
慣
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
る
機
会

が
な
い
。
僕
の
両
親
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
韓
国

な
の
で
、
日
本
文
化
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
入
っ
た

僕
と
は
、
と
き
と
き
衝
突
す
る
。
例
え
ば
、
日
本

の
子
と
も
は
親
に
対
し
て
こ
と
ば
遣
い
に
あ
ま

り
気
を
つ
け
な
い
が
、
韓
国
は
儒
教
の
影
響
も

あ
っ
て
か
、
親
に
限
ら
ず
目
上
の
人
に
は
礼
儀

を
尽
く
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
で
親
は
僕

に
不
満
ら
し
い
。

話
は
か
わ
る
が
、
親
に
よ
く
「
大
人
に
な
っ

た
ら
ど
こ
に
住
む
つ
も
り
な
の
？
」
と
聞
か
れ

る
。
大
阪
か
東
京
か
、
と
い
う
狭
い
話
で
は
な

く
、
韓
国
か
日
本
か
、
と
い
う
国
際
的
な
話
で

あ
る
。
僕
は
「
日
本
に
住
む
」
と
い
つ
も
答
え
て

い
る
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
果

た
し
て
日
本
が
僕
の
よ
う
な
外
国
人
に
と
っ
て
、

本
当
に
住
み
や
す
い
国
な
の
か
、
ま
だ
疑
問
に

思
う
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
に
長
く
住

ん
で
い
て
も
外
国
人
に
は
選
挙
権
が
な
い
。
自

分
が
安
心
し
て
政
治
を
任
せ
ら
れ
る
人
を
自

分
の
意
志
で
選
ぶ
事
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
幸

い
と
思
う
。

そ
れ
で
も
僕
に
と
っ
て
日
本
は
と
て
も
住
み

や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
親
に
と
っ
て

は
あ
ま
り
そ
う
で
は
な
い
ら
し
く
、
ア
メ
リ
カ

に
住
む
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
る
ら
し
い
。

ア
メ
リ
カ
に
は
、
と
き
と
き
行
く
の
だ
が
、
正
直

言
っ
て
あ
れ
程
外
国
人
に
と
っ
て
も
住
み
や
す

い
国
は
な
い
と
思
う
。
何
で
も
自
由
に
で
き
そ

う
だ
。
実
際
、
僕
の
親
戚
は
た
く
さ
ん
ア
メ
リ
カ

に
住
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
見
て
い
る
と

僕
も
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
大
き
い
こ
と
を
や
っ

て
み
た
い
、
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に

限
ら
ず
、
僕
が
何
も
知
ら
な
い
場
所
に
行
っ
て

住
ん
で
み
た
い
。
日
本
や
ア
メ
リ
カ
は
医
療
や

技
術
が
発
達
し
て
い
る
が
、
貧
し
い
国
で
は
ど

う
な
の
か
、
何
故
紛
争
が
起
き
る
の
か
な
ど
も

知
り
た
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
僕
は
中
学
三
年
生

な
り
に
考
え
て
い
る
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
僕
に
は

日
本
が
い
ち
ば
ん
住
み
や
す
い
気
が
す
る
。
日

本
に
は
友
達
が
多
い
し
、
何
よ
り
日
本
に
住
み

慣
れ
た
の
が
そ
の
理
由
だ
。

韓
国
名
へ
の
こ
だ
わ
り

僕
は
将
来
、
日
本
国
籍
を
と
る
つ
も
り
だ
が
、

名
前
は
韓
国
名
の
ま
ま
に
す
る
つ
も
り
だ
。
そ

れ
は
、
僕
の
将
来
の
夢
が
検
事
に
な
る
こ
と
で
、

そ
の
ほ
か
に
も
い
ろ
ん
な
面
で
楽
で
あ
ろ
う
し
、

一
方
で
、
自
分
が
韓
国
人
で
あ
る
と
い
う
形
跡

を
残
し
て
お
き
た
い
の
が
理
由
だ
。

学
校
で
、
友
達
は
僕
に
普
通
に
接
し
て
く
れ

る
。
日
本
語
が
流
暢
だ
っ
た
た
め
な
の
か
、
韓

国
人
で
は
な
く
名
前
が
め
ず
ら
し
い
日
本
人

に
見
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
要
す
る
に

傍
ら
は
文
化
が
同
じ
だ
。
僕
が
韓
国
人
で
あ
る

こ
と
を
言
っ
て
も
特
に
友
達
の
様
子
に
変
わ

り
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
小
学
校
の
こ
ろ
自
分
が
韓
国
名

で
あ
る
こ
と
が
嫌
だ
っ
た
。
今
か
ら
考
え
て
み

る
と
、
低
学
年
の
こ
ろ
名
前
が
変
だ
と
い
う
理

由
で
し
つ
こ
く
か
ら
か
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

小
学
生
の
低
学
年
が
他
人
の
名
前
を
か
ら
か
う

こ
と
な
ん
て
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
る
が
、
僕
は
「
日

本
人
か
ら
見
れ
ば
僕
の
韓
国
の
名
前
が
変
だ
か

ら
か
ら
か
う
の
だ
」
と
解
釈
を
し
て
い
た
よ
う

だ
。
そ
の
せ
い
で
今
も
と
き
と
き
、
僕
の
名
前
を

紹
介
す
る
と
、
「
こ
の
人
は
自
分
と
対
等
に
つ
き

あ
っ
て
く
れ
な
い
の
で
は
？
」
と
思
う
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
が
災
い
し
て
か
、
体
は
大
き
い
く
せ

に
、
他
人
が
す
る
こ
と
を
人
影
に
隠
れ
て
ず
っ

と
見
て
い
た
。
小
学
校
の
卒
業
式
や
中
学
校
の

入
学
式
は
、
自
分
に
と
っ
て
は
嫌
な
行
事
だ
っ

た
。
僕
の
名
前
が
人
前
で
読
ま
れ
る
と
「
あ
い
つ

の
名
前
は
お
か
し
い
」
と
他
の
生
徒
の
失
笑
を

誘
う
の
で
は
な
い
か
？
と
、
び
く
び
く
し
て
い

た
。そ

ん
な
性
格
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
中

学
二
年
生
の
総
合
学
習
の
と
き
だ
っ
た
。
僕
の

中
学
校
は
、
国
際
教
育
に
と
て
も
熱
心
で
、
た

く
さ
ん
の
外
国
人
の
講
師
が
教
え
に
来
ら
れ
た
。

自
分
の
名
前
や
、
日
本
人
か
ら
す
れ
ば
一
見
お

か
し
く
見
え
る
母
国
の
習
慣
を
堂
々
と
胸
を

張
っ
て
説
明
す
る
講
師
の
方
々
を
見
る
と
、
僕

が
今
ま
で
自
分
の
名
前
に
抱
い
て
い
た
気
持

ち
が
馬
鹿
ら
し
く
思
え
て
き
た
。
お
か
げ
で
何

よ
り
も
中
学
校
の
卒
業
式
を
安
心
し
て
迎
え

ら
れ
そ
う
だ
。
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多い。でも、みんなアメリカを自分の国だと思っているらしい
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僕
に
と
っ
て
の
韓
国
語

韓
国
語
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
母
が
熱
心
に
教

え
て
く
れ
た
。
韓
国
語
が
僕
の
将
来
に
役
に
立

つ
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
家
で

は
家
族
で
韓
国
語
を
話
す
こ
と
が
多
い
。
あ
ま

り
外
で
韓
国
語
を
喋
る
機
会
が
な
い
が
、
友
達

に
韓
国
人
で
あ
る
こ
と
を
言
う
と
必
ず
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
聞
か
れ
る
こ
と
が
ふ
た
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
「
韓
国
語
を
喋
っ
て
く
れ
」
、
も
う
ひ

と
つ
は
「
幸
い
も
の
は
結
構
食
べ
ら
れ
る
の
か
？
」

で
あ
る
。
韓
国
語
を
喋
っ
て
、
と
頼
ま
れ
た
と
き

は
、
と
り
あ
え
ず
思
い
つ
い
た
こ
と
を
喋
る
と

喜
ん
で
く
れ
る
。
な
か
に
は
韓
国
語
の
悪
態
を

中
心
に
聞
い
て
く
る
友
達
も
い
る
。
ど
ち
ら
に

し
ろ
僕
に
と
っ
て
友
達
が
韓
国
の
言
語
や
文
化

に
熱
中
し
て
く
れ
る
こ
と
は
嬉
し
い
。
そ
ん
な

友
達
の
満
足
そ
う
な
顔
を
見
る
と
韓
国
の
文
化

を
教
え
る
職
に
つ
い
て
も
い
い
な
、
と
も
思
う
。

韓
国
語
と
日
本
語
が
話
せ
る
こ
と
は
僕
に
と
っ

て
は
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
他
の
人
か

ら
見
る
と
す
ご
い
こ
と
ら
し
い
。
僕
に
と
っ
て

韓
国
語
は
初
対
面
の
人
と
の
距
離
を
縮
め
て
く

れ
る
役
目
を
担
っ
て
い
る
。

最
後
に
僕
が
日
本
で
生
き
て
き
て
大
事
で

あ
る
と
思
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
。
ま
ず
、

他
人
と
違
っ
て
い
て
も
そ
の
な
か
で
そ
れ
ぞ

れ
の
価
値
観
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

そ
し
て
他
人
と
違
う
も
の
を
も
っ
て
い
て
も
、

そ
れ
を
自
分
な
り
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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支
流
の
人
び
と
の
舟

ナ
ー
ナ
イ
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
北
東

部
を
西
か
ら
乗
に
貫
い
て
流
れ
る
大
河
ア
ム

ー
ル
の
民
で
あ
る
。
ア
ム
ー
ル
川
は
水
産
資

源
に
恵
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
水
運
の

大
動
脈
で
も
あ
る
。
こ
の
川
は
北
東
ア
ジ
ア

の
森
や
海
の
世
界
を
中
国
の
農
耕
世
界
や
モ

ン
ゴ
ル
の
草
原
世
界
と
結
び
つ
け
る
働
き
を

し
て
き
た
が
、
網
の
目
の
よ
う
に
広
が
る
支

流
は
、
森
の
住
民
ど
う
し
を
結
ぶ
重
要
な
交

通
網
で
あ
っ
た
。
人
び
と
は
丸
木
や
白
樺
の

樹
皮
で
で
き
た
小
型
の
ポ
ー
ト
を
使
っ
て
支

流
奥
深
く
に
進
出
し
、
狩
や
漁
に
従
事
す
る

と
と
も
に
、
各
地
の
集
落
を
訪
ね
て
情
報
交

換
を
し
た
り
し
た
。
二
〇
〇
五
年
の
調
査
の

と
き
に
本
館
に
収
集
し
た
白
樺
樹
皮
製
の
ボ

ー
ト
も
、
支
流
域
で
狩
や
漁
に
活
躍
し
た
舟

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

こ
の
舟
を
収
集
し
た
コ
ン
ド
ン
村
は
、
行

政
的
に
は
ロ
シ
ア
連
邦
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方

ソ
ー
ル
ネ
チ
ユ
ヌ
イ
地
区
に
属
す
る
が
、
ア

ム
ー
ル
川
の
左
岸
に
注
ぐ
コ
リ
ン
川
と
い
う

支
流
の
流
域
に
位
置
す
る
、
ナ
ー
ナ
イ
の
村

落
で
あ
る
。
こ
こ
の
ナ
ー
ナ
イ
は
言
語
、
文
化

と
も
に
独
自
色
が
強
く
、
ア
ム
ー
ル
川
本
流

の
ナ
ー
ナ
イ
と
は
少
々
異
質
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
か
つ
て
「
サ
マ
ギ
ー
ル
」
と
い
う
独

自
の
民
族
と
み
な
さ
れ
た
時
代
も
あ
り
、
現

在
で
も
自
分
た
ち
を
本
流
の
人
び
と
と
区
別

し
て
い
る
。

白
樺
樹
皮
舟
は
ア
ム
ー
ル
川
流
域
の
先
住

民
族
に
共
通
に
見
ら
れ
る
小
型
の
舟
だ
が
、
本

流
域
の
沿
岸
に
暮
ら
す
人
び
と
の
あ
い
だ
で

は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。
こ
れ
は
支
流
域
に
暮

ら
す
人
び
と
の
舟
で
あ
る
。
軽
く
、
細
身
の
た

め
、
浅
く
て
流
れ
が
速
い
支
流
で
そ
の
特
徴
が

い
か
せ
る
の
で
あ
る
。
今
回
収
集
し
た
も
の
は

長
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
は
五
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
。
主
要
な
材
料
で
あ
る

白
樺
樹
皮
は
、
幅
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
直
径
が
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
大
木
か
ら
と
ら
れ
て
い
た
。
近
年
で
は

環
境
の
悪
化
の
た
め
か
、
こ
の
よ
う
な
白
樺
の

大
木
は
め
ず
ら
し
い
と
い
う
。

樹
皮
と
樅
の
反
発
力

そ
の
製
作
過
程
は
驚
き
の
連
続
だ
っ
た
。

骨
組
み
と
樹
皮
と
を
一
体
に
し
て
成
形
し
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
船
の
長
さ

の
分
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
樹
皮
の
上
に
縦
方

向
に
堅
い
唐
松
の
板
材
、
横
方
向
に
柔
軟
な

樅
の
板
材
を
並
べ
、
横
方
向
の
板
を
船
の
側

舷
に
当
た
る
部
分
で
押
さ
え
た
後
、
一
気
に

丸
め
て
、
基
本
的
な
構
造
を
作
り
上
げ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
触
先
を
ホ
ッ
ケ

ー
の
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
よ
う
な
か
た
ち
を
し
た
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棒
で
挟
み
込
ん
で
樹
皮
を
と
じ
合
わ
せ
る
。

嘘
も
同
じ
よ
う
に
成
形
す
る
。
白
樺
樹
皮
舟

の
姿
は
、
樹
皮
が
白
い
外
皮
を
内
側
に
し
て

丸
ま
ろ
う
と
す
る
力
と
、
弾
力
が
あ
る
樅
の

横
板
の
反
発
力
と
が
釣
り
合
っ
て
保
た
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

白
樺
は
常
温
で
は
堅
い
が
、
熱
す
る
と
柔
ら

白樺樹皮舟

（標本番号

H236600、

H236601）

か
く
な
り
、
成
形

し
や
す
い
。
そ
の

た
め
に
、
細
か
い

細
工
を
す
る
部
分

に
は
お
湯
を
か
け
た

り
、
火
で
あ
ぶ
っ
た

り
し
て
柔
ら
か
く
す
る
。

収
集
さ
れ
た
船
の
底
に

は
黒
く
焦
げ
た
部
分
が

目
立
つ
が
、
そ
れ
は
樹
皮

を
強
く
曲
げ
よ
う
と
し
て

松
明
で
あ
ぶ
っ
た
跡
な
の
で

あ
る
。
白
樺
の
樹
皮
は
縦
方
向

に
は
と
て
も
強
く
、
破
れ
に
く
い

が
、
横
方
向
に
は
裂
け
や
す
い
と
い

う
欠
点
を
も
っ
て
い
る
、
製
作
過
程
で

も
油
断
す
る
と
す
ぐ
に
裂
け
て
く
る
。
製

作
者
た
ち
は
そ
れ
に
対
処
す
る
方
法
も
知

っ
て
い
た
。
小
さ
な
裂
け
目
や
、
ち
ょ
っ
と
し

た
穴
は
松
脂
を
溶
か
し
た
タ
ー
ル
の
よ
う
な

も
の
で
ふ
さ
い
だ
り
、
つ
な
げ
た
り
す
る
。
そ

れ
で
も
対
処
で
き
な
い
よ
う
な
大
き
な
裂
け

目
や
穴
が
あ
い
た
と
き
に
は
、
樹
皮
の
ア
ッ

プ
リ
ケ
を
作
り
、
そ
れ
を
松
脂
で
す
き
ま
が

で
き
な
い
よ
う
に
は
り
つ
け
る
。
松
脂
は
防

水
性
が
高
い
た
め
に
、
あ
ち
こ
ち
の
補
修
に

使
わ
れ
る
。

船
は
で
き
あ
が
る
と
底
を
松
明
で
あ
ぶ
っ

て
清
め
、
進
水
す
る
。
進
水
で
は
漏
水
す
る
部

分
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
そ
の
部
分
を
補
修

し
て
完
成
で
あ
る
。

操
船
は
一
本
の
パ
ド
ル
で
、
カ
ヌ
ー
の
よ
う

に
漕
ぐ
の
が
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
川
面
か

ら
獲
物
に
静
か
に
近
づ
く
と
き
に
は
、
両
手
に

も
っ
た
二
本
の
棒
で
川
底
を
押
し
て
進
む
か
、

や
は
り
両
手
で
へ
ら
状
の
権
を
も
っ
て
音
を

立
て
な
い
よ
う
に
進
む
。
収
集
し
た
舟
は
大
型

な
の
で
、
も
ち
運
び
は
二
人
が
か
り
だ
っ
た
が
、

積
載
量
は
一
〇
〇
キ
ロ
ク
ラ
ム
を
担
え
る
。
猟

師
が
大
型
の
ヘ
ラ
ジ
カ
を
積
ん
で
も
沈
ま
な

い
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
樹
皮
舟
は
補
修
を
す
れ
ば
何
年
も
使

え
る
優
れ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
舶
先
も
櫨

も
尖
っ
て
い
る
た
め
に
、
船
外
機
を
つ
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
船
体
が
軽
い

た
め
に
、
脱
に
重
い
船
外
機
を
つ
け
る
と
バ

ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

舟
の
動
力
化
が
進
ん
だ
一
九
六
〇
年
代
以
降
、

急
速
に
す
た
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
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サ
ン
・
ぺ
ド
ロ
と
儀
礼

ペ
ル
ー
北
部
の
小
さ
な
村
。
満
天
の
星
と
月
明
か
り
の
下
に
響

く
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
歌
声
と
鈴
の
音
。
深
夜
の
儀
礼
で
使
わ
れ
る

メ
サ
と
よ
ば
れ
る
祭
壇
の
脇
に
、
た
っ
ぷ
り
と
用
意
さ
れ
て
い
る

液
体
の
正
体
が
サ
ン
・
ぺ
ド
ロ
と
い
う
サ
ボ
テ
ン
で
あ
る
。
こ
れ

だ
け
聞
く
と
か
な
り
怪
し
い
が
、
ペ
ル
ー
で
は
多
く
の
儀
礼
に
使

用
さ
れ
る
た
め
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
植
物
で
あ
り
、
市
場
な
ど
で
も

簡
単
に
手
に
入
る
。
ま
た
、
そ
の
歴
史
も
古
く
、
紀
元
前
の
遺
跡
の

石
彫
に
サ
ン
・
ぺ
ド
ロ
の
姿
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

儀
礼
の
た
め
の
準
備
は
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
、
水
に
サ
ン
・

ぺ
ド
ロ
を
入
れ
、
煮
出
す
だ
け
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
時
間
帯
で
、

サ
ン
・
ぺ
ド
ロ
が
開
花
す
る
と
い
わ
れ
る
夜
一
〇
時
に
は
全
て
を

終
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
面
白
い
こ
と
に
、
準
備
の
シ
ン

プ
ル
さ
に
反
し
て
、
で
き
あ
が
っ
た
サ
ン
・
ぺ
ド
ロ
の
味
は
、
そ
れ

を
作
る
シ
ャ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
個
人
差
が
あ
る
。
基
本
的
に
は
の

ど
ご
し
が
悪
い
う
え
、
苦
味
も
強
く
、
飲
む
と
吐
き
気
を
も
よ
お

す
と
も
い
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
シ
ャ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
清
め
」
に

な
る
の
で
嘔
吐
す
る
の
は
い
い
こ
と
ら
し
い
。
文
字
ど
お
り
体
の

な
か
を
き
れ
い
に
す
る
の
で
あ
る
。

シ
ャ
ー
マ
ン
の
儀
礼
の
効
果
は
、
基
本
的
に
「
癒
し
」
で
あ
る
。

シ
ャ
ー
マ
ン
の
も
と
に
は
、
人
間
関
係
、
恋
愛
、
病
気
や
商
売
に
悩

む
人
な
ど
が
訪
れ
る
。
そ
こ
で
、
シ
ャ
ー
マ
ン
は
儀
礼
を
通
じ
て
、

特
に
サ
ン
・
ぺ
ド
ロ
が
見
せ
る
幻
覚
作
用
の
内
容
に
つ
い
て
参
加

者
と
会
話
を
し
な
が
ら
、
問
題
の
解
決
を
図
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

わ
た
し
が
儀
礼
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
シ
ャ
ー
マ
ン
ら
に

よ
る
と
、
彼
ら
が
信
仰
す
る
の
は
山
や
湖
、
遺
跡
な
ど
で
、
儀
礼
の

際
に
は
そ
れ
ら
が
力
を
貸
し
て
く
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
彼
ら

は
敬
虚
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
個
人
差
も
大
き
い

が
、
儀
礼
に
使
用
さ
れ
る
祭
壇
に
は
、
十
字
架
や
キ
リ
ス
ト
教
の

聖
人
の
置
物
か
ら
刀
、
ラ
イ
フ
ル
、
形
状
や
色
彩
の
特
徴
的
な
石
、

遺
跡
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
石
器
な
ど
多
彩
な
も
の
が
並
ぶ
。

シ
ャ
ー
マ
ン
一
家
と
の
楽
し
み

こ
れ
ま
で
、
親
子
関
係
に
あ
る
、
こ
の
地
域
で
は
有
名
な
二
人

の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
儀
礼
に
参
加
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
と

こ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
一
家
と
の
つ
き
あ
い
は
か
れ
こ
れ
四
年
に
な

る
が
、
彼
ら
と
の
つ
き
あ
い
は
儀
礼
だ
け
に
は
と
と
ま
ら
な
い
。

村
で
は
一
緒
に
食
事
を
し
た
り
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
り
、
馬
鹿

話
を
す
る
仲
で
も
あ
る
。

以
前
、
発
掘
を
お
こ
な
う
遺
跡
で
、
調
査
の
無
事
を
祈
っ
て
儀

礼
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
わ
た
し
に
こ
れ
ま
で
サ
ン
・
ぺ
ド

ロ
に
よ
る
幻
覚
や
嘔
吐
の
経
験
が
な
い
こ
と
を
よ
く
知
る
二
代

目
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
、
に
や
に
や
し
な
が
ら
近
づ
い
て
き
て
、
あ

る
液
体
を
手
渡
し
た
。
特
殊
な
サ
ン
・
ぺ
ド
ロ
だ
と
い
う
が
、
明
ら

か
に
原
液
に
近
い
。
飲
ん
で
み
た
の
は
い
い
が
、
さ
す
が
に
こ
れ

に
は
耐
え
ら
れ
ず
、
苦
し
ん
で
い
る
わ
た
し
の
横
で
二
代
目
は
声

を
あ
げ
て
楽
し
そ
う
に
笑
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
儀
礼
に
は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
儀
礼
の
依
頼
者
の
ほ
か

に
ア
シ
ス
タ
ン
ト
も
参
加
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
儀
礼
の
準
備
か

ら
後
片
付
け
ま
で
を
シ
ャ
ー
マ
ン
と
と
も
に
し
、
と
き
に
は
シ
ャ

ー
マ
ン
に
代
わ
っ
て
、
参
加
者
に
儀
礼
手
順
の
説
明
を
し
た
り
す

る
な
ど
、
儀
礼
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
現
在
、

こ
の
儀
礼
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
二
代
目
の
子
ど
も
に
あ
た
る
若

者
が
お
こ
な
っ
て
い
る
。
小
さ
な
こ
ろ
か
ら
い
つ
も
儀
礼
に
参
加

し
て
い
た
そ
う
で
、
彼
は
既
に
儀
礼
を
熟
知
し
て
い
る
。
こ
う
や

っ
て
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
っ
て
い
く
の
か
と
も
思
っ
た
が
、
事
態
は

そ
う
簡
単
で
は
な
い
ら
し
い
。
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
る
に
は
き
ち
ん
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と
し
た
修
練
を
つ
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
何
よ
り
才
能
が
必

要
ら
し
い
。

あ
る
と
き
、
現
在
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
し
て
い
る
彼
に
、
今
後
シ

ヤ
ー
マ
ン
に
な
る
気
が
あ
る
の
か
ど
う
か
訊
ね
て
み
た
。
「
そ
の

と
き
に
な
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
よ
」
と
、
彼
は
わ
た
し
に

笑
い
な
が
ら
害
え
た
。
も
し
、
三
代
目
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
生
ま
れ

た
と
き
は
、
儀
礼
に
参
加
し
、
親
子
三
代
に
わ
た
る
サ
ン
・
ぺ
ド
ロ

の
飲
み
比
べ
で
も
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
楽
し

み
が
、
ま
た
ひ
と
つ
増
え
た
。

サン・ペドロ・サボテン（学名：乃蘭70Ce佗びpada〃0／）

メスカリンを含有し、個人差や服用時の精神状態、環境状況にも

よるが、服用すると幾何学模様などの幻覚作用をもたらすサボ

テン。ペルーなどアンデス地域では、広く、シャーマンの儀礼に
用いられる。名前のサン・ぺドロはスペイン語でキリスト十二使

徒の一人で、天国の鍵を与えられたという「聖ペテロ」を意味し

ている。これは同様に、サン・ぺドロが、その幻覚作用により、異

世界への道を拓くものとされているからである。
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怪
我
や
病
気
の
と
き
に
は

「
頭
が
痛
い
ん
だ
け
と
」
「
子
ど
も
が
病
気
な

の
」
「
サ
ソ
リ
に
刺
さ
れ
た
」
‥
・
。
怪
我
を
し
た

と
き
、
体
調
の
悪
い
と
き
、
町
の
人
び
と
は
リ

チ
ャ
ー
ド
の
店
に
や
っ
て
く
る
。
三
〇
歳
代
中

ご
ろ
の
彼
は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
頼
り
に
な

る
男
で
あ
る
。
下
痢
や
腹
痛
に
悩
ま
さ
れ
る
こ

と
の
多
か
っ
た
わ
た
し
も
、
い
つ
も
頼
り
に
し

て
い
た
。

ガ
ー
ナ
南
部
、
人
口
一
万
人
弱
の
小
さ
な
町

に
リ
チ
ャ
ー
ド
の
店
は
あ
る
。
六
畳
ほ
ど
の
店

内
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
薬
が
と
こ
ろ
狭

し
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
パ
ラ

セ
タ
モ
ー
ル
な
ど
の
鎮
痛
剤
か
ペ
ニ
シ
リ
ン
な

ど
の
抗
生
物
質
だ
。
「
ア
フ
リ
カ
の
薬
」
と
聞
く

と
、
薬
草
や
呪
薬
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
わ
た

し
の
調
査
し
た
二
〇
〇
五
年
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
、
ガ
ー
ナ
の
田
舎
町
に
暮
ら
す
人
び
と
が

も
っ
と
も
頻
繁
に
使
用
す
る
の
は
、
日
本
で
暮

ら
す
わ
た
し
た
ち
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
医
薬

品
で
あ
る
。

リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
医
師
や
看
護
師
、
薬
剤
師

が
大
学
で
受
け
る
よ
う
な
、
専
門
的
な
教
育
を

受
け
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
「
ケ
ミ
カ
ル
セ

ラ
ー
」
と
い
う
資
格
を
も
っ
て
い
る
。
ケ
ミ
カ

ル
セ
ラ
ー
に
は
、
鎮
痛
剤
や
抗
マ
ラ
リ
ア
薬
な

ど
三
〇
種
類
程
度
の
薬
の
販
売
が
許
可
さ
れ
て

い
る
。
ガ
ー
ナ
の
農
村
部
に
は
、
医
師
や
薬
剤

師
の
い
る
病
院
や
薬
局
が
近
く
に
無
い
と
こ
ろ

も
多
い
。
そ
の
た
め
、
ケ
ミ
カ
ル
セ
ラ
ー
は
、
農

村
部
で
暮
ら
す
人
び
と
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て

重
要
な
薬
の
入
手
先
と
な
っ
て
い
る
。
彼
も
、

そ
ん
な
ケ
ミ
カ
ル
セ
ラ
ー
の
一
人
で
あ
る
。

町
一
番
の
成
功
者

リ
チ
ャ
ー
ド
の
店
は
、
町
に
四
軒
あ
る
ケ
ミ

カ
ル
セ
ラ
ー
の
な
か
で
も
っ
と
も
繁
盛
し
て

い
る
。
実
際
、
さ
ほ
ど
人
口
の
多
く
な
い
こ
の

町
で
、
毎
日
一
五
〇
人
以
上
の
客
が
こ
の
店
で

薬
剤
を
買
っ
て
い
く
。
こ
の
数
は
、
町
の
一
八

歳
以
上
の
人
口
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
強
に
当
た
る
。

リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
こ
の
町
で
も
っ
と
も
成
功
し

て
い
る
人
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
る
。
店
の
な
か

に
は
、
薬
と
と
も
に
テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
が
置
か

れ
て
い
る
。
一
九
九
九
年
に
電
気
の
と
お
っ
た
ば

か
り
の
こ
の
町
で
は
、
テ
レ
ビ
を
も
っ
て
い
る
者

は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
サ
ッ
カ
ー
の

ガ
ー
ナ
代
表
が
試
合
を
す
る
と
も
な
る
と
、
店
は

即
席
の
観
戦
会
場
と
な
る
。
集
ま
っ
て
く
る
の
は
、

彼
が
ス
ポ
ン
サ
ー
の
一
翼
を
担
う
町
の
サ
ッ
カ

ー
チ
ー
ム
の
選
手
た
ち
だ
。
店
の
前
を
と
お
る
老

人
が
、
ま
だ
年
若
い
彼
に
深
々
と
お
辞
儀
を
す
る

こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。

い
っ
た
い
何
が
、
そ
ん
な
に
も
人
び
と
を
惹

き
つ
け
る
の
だ
ろ
う
。
店
で
の
や
り
と
り
を
つ

ぶ
さ
に
観
察
し
て
み
て
も
、
さ
ほ
ど
特
別
な
こ

と
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ち
ょ
っ
と
し

た
会
話
を
し
た
り
、
注
射
を
打
つ
こ
と
も
あ
る

も
の
の
、
多
く
の
客
は
単
純
に
薬
の
名
前
を
告

げ
て
買
っ
て
い
く
。

お
そ
ら
く
、
お
客
の
大
半
は
彼
の
治
療
者
と

し
て
の
腕
前
に
あ
ま
り
期
待
し
て
い
な
い
。
同

じ
町
の
な
か
で
は
、
信
頼
の
厚
い
看
護
師
が
診

断
や
治
療
を
お
こ
な
っ
て
い
る
し
、
近
く
の
町

の
病
院
に
は
医
師
も
い
る
。
す
ぐ
に
安
く
薬
を

買
え
る
こ
と
が
、
店
の
人
気
の
理
由
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
町
の
中
心
部
に
あ
る
バ
ス
停

に
隣
接
し
て
い
る
と
い
う
立
地
の
良
さ
も
あ

る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
わ
た
し
に
は
、
人
に
安
心
感

を
与
え
る
よ
う
な
彼
の
話
し
方
や
、
散
歩
好
き

な
他
の
ケ
ミ
カ
ル
セ
ラ
ー
た
ち
と
は
異
な
り
、

い
つ
も
店
に
い
る
こ
と
が
成
功
の
大
き
な
理

由
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

危
な
い
薬
も

ケ
ミ
カ
ル
セ
ラ
ー
は
、
ガ
ー
ナ
の
医
薬
品
流

通
シ
ス
テ
ム
が
抱
え
る
矛
盾
の
焦
点
と
な
っ

て
い
る
。
医
師
や
看
護
師
、
薬
剤
師
の
少
な
い

ガ
ー
ナ
で
は
、
ケ
ミ
カ
ル
セ
ラ
ー
が
い
な
け
れ

ば
、
農
村
部
に
薬
を
普
及
さ
せ
る
の
は
難
し
い
。

し
か
し
、
問
題
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
抗
生

物
質
や
注
射
な
ど
売
っ
て
は
い
け
な
い
は
ず

の
薬
も
日
常
的
に
販
売
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
の
な
か
に
は
、
慢
性
貧
血
と
い
う
深
刻
な
副

作
用
を
引
き
起
こ
す
危
な
い
薬
も
含
ま
れ
て

い
る
し
、
注
射
を
打
つ
と
き
に
必
ず
し
も
感
染

症
に
対
す
る
ケ
ア
が
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
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ケ
ミ
カ
ル
セ
ラ
ー
と
向
き
合
う
と
き
、
民
族
学

者
も
ま
た
葛
藤
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
目
の
前

で
お
こ
な
わ
れ
る
危
険
な
行
為
を
黙
っ
て
見
過

ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
一
人
の
ケ

ミ
カ
ル
セ
ラ
ー
の
違
法
行
為
を
非
難
し
た
と
こ

ろ
で
、
状
況
は
何
ひ
と
つ
変
わ
ら
な
い
。
か
と
い

っ
て
、
例
え
ば
、
注
射
の
と
り
扱
い
方
を
ア
ド
バ

イ
ス
す
る
こ
と
は
、
法
律
違
反
を
常
助
す
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。
今
、
こ
こ
で
何
を
ど
う
す
べ

き
な
の
か
。
正
し
い
害
え
も
、
究
極
的
な
解
決
も

見
つ
け
ら
れ
な
い
わ
た
し
は
、
常
に
ど
こ
か
間
違

っ
て
い
る
選
択
を
し
続
け
て
い
る
。

多くの疾病に効果のある
クロラムフェニコールは、

惰性貧血を引き起こす

店のなかのリチャード。
里には藁のポスターと

教会のカレンダーが
かかっている

夜は多くの顧害が集まるリチャードの店。

お使いの少女は痛み止めを貰っていった

この町は、カカオや
ヤシやオレンジの畑に

とり囲まれている
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