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中
国
は
広
大
な
国
土
と
多
様
な
風
土
、
そ
し
て

五
五
も
の
少
数
民
族
を
抱
え
る
大
国
で
あ
り
、
そ

の
食
文
化
は
非
常
に
多
彩
で
あ
る
。
そ
し
て

「
四
〇
〇
〇
年
の
歴
史
」
と
し
て
知
ら
れ
る
中
華

料
理
も
、
実
は
時
代
と
と
も
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

変
化
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

例
え
ば
、
北
京
料
理
の
代
表
と
し
て
知
ら
れ
る

北
京
ダ
ッ
ク
も
、
現
在
の
形
に
な
っ
た
の
は
わ
ず

か
一
〇
〇
年
あ
ま
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
七
世
紀

頃
に
中
国
へ
伝
わ
っ
た
唐
辛
子
が
庶
民
の
間
で
広

ま
っ
た
の
は
一
九
世
紀
頃
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

唐
辛
子
と
山
椒
を
効
か
せ
た
四
川
料
理
は
そ
れ
ま

で
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
近
年
、
中
国
全
土

で
流
行
し
て
い
る
フ
カ
ヒ
レ
や
ア
ワ
ビ
を
用
い
た

高
級
海
鮮
も
、
料
理
と
し
て
確
立
し
た
の
は
、
こ

こ
三
〇
〇
年
前
後
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
中
国
の
主
食
は
、
土
壌
条
件
や

気
候
に
よ
っ
て
栽
培
で
き
る
穀
物
が
限
定
さ
れ
て

い
た
う
え
、
輸
送
技
術
や
交
通
イ
ン
フ
ラ
も
十
分

に
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
地
域
特
有
の
穀

物
が
古
く
か
ら
庶
民
に
食
さ
れ
て
き
た
。

●
中
国
農
業
の
地
域
分
類

　

中
国
農
業
は
伝
統
的
に
、
①
華
北
・
東
北
畑
作

地
域
、
②
華
東
・
華
南
水
田
地
域
、
③
西
北
内
陸

農
業
地
域
、
④
青
蔵
高
原
地
域
と
い
う
四
つ
に
分

類
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
主
要
な
農
業
地
域
は
①

と
②
の
二
つ
で
あ
り
、
江
蘇
省
北
部
を
流
れ
る
淮

河
と
陝
西
省
西
安
市
の
南
部
に
あ
る
秦
嶺
山
脈
を

結
ん
だ
「
淮
河
＝
秦
嶺
ラ
イ
ン
」
が
両
地
域
の
境

界
線
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
華
北・東
北
畑
作
地
域
で
は
、
小
麦・

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
生
産
が
主
で
あ
る
の
に
対
し
、
華

東
・
華
南
水
田
地
域
は
水
稲
生
産
を
中
心
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
農
業
生
産
の
違
い
が
各
地
域

の
主
食
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。

●
北
方
地
域
の
粉
食

　

現
在
の
中
国
の
主
食
は
、
大
き
く
は
長
江
を
境

に
北
方
の
小
麦
と
南
方
の
米
に
分
類
さ
れ
る
。
ま

ず
北
方
地
域
で
は
、
漢
の
時
代
頃
ま
で
雑
穀
の
粒

食
が
主
食
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
後
漢
の
半

ば
頃
か
ら
小
麦
の
粉
食
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
定
着

し
た
の
は
三
国
時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
お

よ
そ
一
七
〇
〇
年
程
度
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
悠

久
の
歴
史
を
反
映
し
、
北
方
地
域
で
は
小
麦
粉
を

利
用
し
た
食
品
（「
面
食
」）
の
種
類
は
非
常
に
豊

富
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
小
麦
粉
を
こ
ね
て
平
た

く
焼
い
た
パ
ン
（「
餅ビ

ン

」）
や
蒸
し
パ
ン
は
北
方
の

主
食
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　

代
表
的
な
「
餅
」
と
し
て
は
、
ク
レ
ー
プ
状
に

焼
い
た
皮
に
具
材
を
巻
い
た
煎ジ

エ
ン

餅ビ
ン

、
油
を
練
り
込

ん
だ
生
地
を
パ
ン
ケ
ー
キ
の
よ
う
に
円
く
し
て
焼

い
た
烙ラ

オ

餅ビ
ン

、
み
じ
ん
切
り
に
し
た
長
ネ
ギ
を
生
地

に
敷
い
て
練
り
込
ん
で
焼
い
た
葱ツ

ォ
ン

花ホ
ワ

餅ビ
ン

、
挽
肉
を

練
り
込
ん
だ
肉ロ

ウ

餅ビ
ン

な
ど
、
そ
の
種
類
は
非
常
に
多

い
。
ま
た
東
北
地
方
や
山
西
省
で
は
、
小
麦
粉
で

は
な
く
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
コ
ー
リ
ャ
ン
の
粉
を
用

い
た
「
餅
」
も
一
般
的
で
あ
る
。

　

他
方
、
蒸
し
パ
ン
類
と
し
て
は
、
具
の
入
っ
て

い
な
い
発
酵
生
地
を
蒸
し
た
饅マ

ン

頭ト
ウ

と
、
あ
ん
こ
や

肉
、
野
菜
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
具
材
を
入
れ
た
中

華
ま
ん
じ
ゅ
う
で
あ
る
包バ

オ
ズ子

が
有
名
で
あ
る
。
ま

た
、
蒸
し
上
が
っ
た
形
が
花
を
巻
い
た
よ
う
に
み

え
る
花ホ

ア
ジ
ユ
エ
ン巻

、
花
巻
の
生
地
を
の
ば
し
、
塩
と
油

を
塗
り
込
ん
で
幾
層
に
も
折
り
た
た
ん
だ
後
に
蒸

し
、
菱
形
状
に
切
っ
た
千チ

ェ
ン
ツ
ォ
ン
ガ
オ

層
糕
な
ど
も
よ
く
食

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
麦
粉
で
こ
ね
た
生
地

を
油
で
揚
げ
た
パ
ン
も
種
類
が
多
く
、
麻マ

ー

花ホ
ア

や

油ヨ
ー
テ
ィ
ア
オ条

と
豆
乳
の
組
み
合
わ
せ
は
、
庶
民
の
朝
食

の
定
番
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
日
本
人
に
も
馴
染
み
が
深
い
小
麦
粉

特 集特 集

寳
劔
久
俊

小
麦
粉
と
米
が
彩
る
中
国
の
食
卓
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山西省名物の刀削麺。
３種類のタレからお好
みのものを麺にかけて
食べる

挽肉を生地に
練り込んで焼
いた肉餅
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料
理
と
し
て
ギ
ョ
ー
ザ
が
あ
る
。
た
だ
し
中
国
で

は
厚
め
の
皮
で
餡
を
包
み
込
ん
で
茹
で
た
水
餃
子

が
一
般
に
食
さ
れ
て
お
り
、
日
本
式
の
焼
き

ギ
ョ
ー
ザ
（「
鍋グ

ォ

貼テ
ィ
エ

」）
は
、
そ
れ
ほ
ど
普
及
し
て

い
な
い
。
中
国
で
は
ギ
ョ
ー
ザ
の
餡
に
利
用
さ
れ

る
具
材
の
種
類
が
多
く
、
定
番
の
ニ
ラ
や
豚
肉
か

ら
、
な
す
や
キ
ュ
ウ
リ
、
香
菜
や
羊
肉
、
さ
ら
に

は
ト
マ
ト
も
具
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
春

節
（
旧
正
月
）
に
親
族
や
友
人
が
集
ま
っ
た
際
、

み
ん
な
で
ギ
ョ
ー
ザ
を
作
っ
て
食
べ
る
の
は
、
い

か
に
も
中
国
人
ら
し
い
習
慣
で
あ
ろ
う
。

　

北
方
地
域
で
は
も
ち
ろ
ん
、
麺
食
も
広
く
普
及

し
て
い
る
。
甘
粛
省
や
寧
夏
回
族
自
治
区
な
ど
の

西
北
地
方
で
は
麺
食
が
特
に
好
ま
れ
、
街
の
至
る

所
に
ラ
ー
メ
ン
店
が
見
ら
れ
る
。
北
方
特
有
の
麺

類
と
し
て
は
、
棒
状
に
こ
ね
た
小
麦
粉
を
包
丁
で

削
っ
て
茹
で
て
食
べ
る
山
西
省
の
刀
削
麺
や
、
挽

肉
に
み
そ
を
加
え
て
炒
め
た
肉
み
そ
や
野
菜
に
冷

え
た
麺
を
か
ら
ま
せ
て
食
べ
る
北
京
の
炸
醤
面

（
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ン
麺
）
な
ど
が
あ
る
。

●
南
方
地
域
の
米
食

　

そ
れ
に
対
し
て
、
南
方
地
域
で
は
豊
富
な
水
資

源
と
温
暖
な
気
候
を
反
映
し
て
、
古
代
か
ら
稲
作

が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
日
本
の
よ
う
に
米
を
蒸
し
た

り
炊
い
た
り
し
て
食
べ
る
米
食
が
中
心
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
米
は
日
本
人
が
一
般
に
食
べ
る

ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
（
粘
り
気
の
あ
る
短
粒
種
）
で
は

な
く
、
多
く
は
イ
ン
デ
ィ
カ
米
（
粘
り
気
の
少
な

い
長
粒
種
）
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
米
粉
で
作
っ
た
麺
で
あ
る
米ミ

ー

線シ
ェ
ン

は
、
南

方
を
代
表
す
る
主
食
で
あ
る
。
米
線
は
ビ
ー
フ
ン

に
近
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
コ
シ
が
な
い
生
麺
で
、

そ
の
食
べ
方
と
し
て
は
、
碗
に
米
線
だ
け
入
れ
て

調
味
料
を
振
り
か
け
る
涼
米
線
、
沸
騰
し
た
ス
ー

プ
の
鍋
に
米
線
や
具
材
な
ど
を
入
れ
て
煮
込
む
小

鍋
米
線
、
ア
ツ
ア
ツ
の
油
で
作
ら
れ
た
ス
ー
プ
に

ス
ラ
イ
ス
さ
れ
た
豚
肉
や
魚
肉
、
野
菜
や
米
線
を

つ
け
て
食
べ
る
過
橋
米
線
な
ど
が
あ
る
。
米
線
は

雲
南
省
を
は
じ
め
、
福
建
省
、
広
西
壮
族
自
治
区
、

湖
南
省
、
広
東
省
、
貴
州
省
、
江
西
省
で
も
広
く

食
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
南
方
地
域
で
も
小
麦
で
つ
く
っ
た
麺
を

よ
く
食
す
る
の
は
四
川
省
で
あ
る
。
四
川
省
の
東

部
に
は
広
大
な
四
川
盆
地
が
広
が
る
一
方
、
西
部

に
は
「
蜀
の
桟
道
」
と
呼
ば
れ
る
険
し
い
山
岳
地

帯
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
小
麦
や
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
の
栽
培
も
広
く
行
わ
れ
、
小
麦
を
使
っ
た
麺

で
あ
る
担
担
面
（
タ
ン
タ
ン
麺
）
は
代
表
的
な
四

川
料
理
と
な
っ
て
い
る
。

●
主
食
の
分
布
地
図
の
変
容

　

黒
龍
江
省
を
中
心
と
し
た
東
北
地
方
で
は
、

一
九
九
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
の
一
大

基
地
と
な
り
、
コ
シ
ヒ
カ
リ
や
あ
き
た
こ
ま
ち
と

い
っ
た
食
味
の
優
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
米
も
盛
ん
に
栽

培
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
は
北
方
地
域

の
庶
民
の
間
で
も
米
は
普
通
に
食
さ
れ
、
東
北
地

方
の
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
は
南
方
地
域
の
人
々
に
も
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
豊
穣
な
南

方
地
域
の
穀
物
を
北
方
地
域
に
輸
送
す
る
「
南
糧

北
調
」が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、現
在
は
北
の
ジ
ャ

ポ
ニ
カ
米
が
南
に
輸
送
さ
れ
る
「
北
糧
南
調
」
へ

と
移
り
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
、
中
国
農
業
の
変

化
を
象
徴
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
生
活
水
準
向
上
と
輸
送
技
術
の
発
達
、

そ
し
て
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
に
よ
っ
て
、
中
国

の
食
文
化
に
も
急
速
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。

北
方
地
域
の
住
民
も
、
外
食
の
際
に
は
唐
辛
子
を

効
か
せ
た
四
川
料
理
や
海
産
物
を
贅
沢
に
利
用
し

た
広
東
料
理
や
上
海
料
理
を
ご
く
一
般
に
食
べ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
南
方
地
域
で
も
小
麦
粉
の

麺
類
は
も
と
よ
り
、
北
京
料
理
や
東
北
料
理
も
定

番
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
若
年
層
を
中

心
に
主
食
離
れ
も
進
ん
で
き
て
い
る
。

　

な
お
、
二
〇
〇
七
年
頃
か
ら
世
界
規
模
で
発
生

し
た
穀
物
価
格
の
高
騰
は
、
中
国
国
内
で
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
胡
錦
涛
政
権
に
よ
る
穀

物
増
産
へ
の
積
極
的
な
政
策
支
援
と
穀
物
輸
出
へ

の
厳
し
い
規
制
に
よ
っ
て
、
中
国
国
内
の
主
要
穀

物
の
価
格
は
安
定
し
た
水
準
を
保
つ
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

（
ほ
う
け
ん　

ひ
さ
と
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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