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ベ
ト
ナ
ム

　
　

―
多
様
な
暮
ら
し
と
時
代
の
流
れ
―

寺
本 

実

現
地

リポ ート
二
〇
一
三
年
後
半
、
福
祉
関
係
の
調

査
で
少
数
民
族
の
人
達
を
少
し
だ
け
訪

ね
る
機
会
が
あ
っ
た
。
筆
者
は
民
族

研
究
を
専
門
と
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
調
査
地
方
に
よ
っ
て
は
少
数
民
族

の
人
達
が
多
く
暮
ら
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
工
業
化
・
近
代
化
を
推
し
進

め
、
二
〇
二
〇
年
に
は
工
業
国
と
な
る

こ
と
を
目
指
す
ベ
ト
ナ
ム
は
、
多
民
族

国
家
で
あ
り
、
五
四
民
族
が
暮
ら
す
と

さ
れ
る
。
な
か
で
も
キ
ン
族
が
人
口
の

八
五
％
超
を
占
め
る
。
残
る
人
達
が
少

数
民
族
の
人
々
で
あ
る
。
日
本
の
面
積

の
三
分
の
二
ほ
ど
の
国
土
に
多
様
な
文

化
、
暮
ら
し
が
広
が
っ
て
い
る
。
ベ
ト

ナ
ム
の
大
き
な
魅
力
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。筆

者
が
訪
問
し
た
の
は
、
北
部
東
方

地
方
、
北
部
西
方
地
方
に
暮
ら
す
ム
オ

ン
族
、
ヌ
ン
族
、
タ
イ
族
、
タ
ー
イ
族

の
人
達
で
あ
る
。

●
か
た
ち

こ
れ
ら
の
人
々
の
住
居
様
式
に
は
、

い
く
つ
か
の
類
型
が
み
ら
れ
た
。
⑴
民

族
文
化
に
し
た
が
っ
た
家
屋
様
式
、
⑵

民
族
文
化
に
し
た
が
っ
た
家
屋
様
式
を

ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
、
⑶
民
族
文
化
に

し
た
が
っ
た
家
屋
様
式
と
キ
ン
族
の
住

む
地
域
で
よ
く
み
ら
れ
る
家
屋
様
式
の

併
設
、
⑷
キ
ン
族
の
地
域
で
よ
く
み
ら

れ
る
家
屋
様
式
、
で
あ
る
。
⑴
は
、
当

該
民
族
が
継
承
し
て
き
た
伝
統
的
家
屋

様
式
で
あ
る
。
⑵
は
、
長
く
建
築
資
材

と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
木
材
で
は
な

く
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
、
屋

根
を
ス
レ
ー
ト
屋
根
に
す
る
な
ど
の
ア

レ
ン
ジ
を
伝
統
的
家
屋
様
式
に
加
え
た

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
木
造
で
は

な
く
コ
ン
ク
リ
ー
ト
作
り
の
高
床
式
住

居
が
み
ら
れ
た
。
⑶
は
、
伝
統
的
な
家

屋
の
隣
に
、
キ
ン
族
の
居
住
地
域
で
み

ら
れ
る
、
煉
瓦
を
積
み
上
げ
て
作
る
形

式
の
家
屋
を
併
設
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑷
は
、伝
統
的
な
家
屋
様
式
を
放
棄
し
、

上
記
の
キ
ン
族
居
住
地
域
で
よ
く
み
ら

れ
る
建
築
様
式
を
選
択
し
た
も
の
で
あ

る
。筆

者
が
個
人
的
に
最
も
印
象
に
残
っ

た
の
は
、
ム
オ
ン
族
の
人
達
の
高
床
式

住
居
で
あ
っ
た
。
訪
問
し
た
地
域
内
で

は
最
も
古
い
と
い
う
高
床
式
住
居
を
訪

ね
る
機
会
が
あ
っ
た
。
ど
こ
か
包
容
力

が
感
じ
ら
れ
る
、
存
在
感
の
あ
る
重
厚

な
木
造
家
屋
で
あ
っ
た
（
＝
写
真
）。

ム
オ
ン
族
の
人
達
が
高
床
式
住
居
に

暮
ら
す
理
由
と
し
て
は
、
以
下
の
理
由

が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
⑴
蛇
な
ど
の

人
間
の
生
活
に
と
っ
て
の
害
獣
が
家
に

入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
⑵

涼
し
い
こ
と
、
⑶
周
囲
の
見
通
し
が
き

く
こ
と
、
で
あ
る
。

生
活
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
の
問

題
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も

い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
た
。
⑴ 

自
身
の
民
族
言
語
を
話
し
、
ベ
ト
ナ
ム

語
を
あ
ま
り
理
解
し
な
い
人
、
⑵
自
身

の
民
族
言
語
も
ベ
ト
ナ
ム
語
も
理
解
す

る
人
、
⑶
ベ
ト
ナ
ム
語
を
主
に
話
し
、

自
身
の
民
族
言
語
を
ベ
ト
ナ
ム
語
の
よ

う
に
は
理
解
で
き
な
い
人
、
で
あ
る
。

⑴
の
タ
イ
プ
は
自
身
が
暮
ら
す
家
庭
、

地
域
か
ら
出
る
こ
と
の
少
な
い
古
い
世

代
の
方
に
多
い
。
⑵
、⑶
の
タ
イ
プ
は
、

生
活
上
、
自
身
が
暮
ら
す
地
域
と
外
と

の
往
来
の
あ
る
人
に
多
か
っ
た
。

民
族
衣
装
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て

も
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
た
。

訪
問
時
に
、
⑴
民
族
衣
装
を
着
て
い
た

人
、
⑵
民
族
衣
装
を
着
て
い
な
か
っ
た

人
、
⑶
民
族
衣
装
を
着
て
い
な
か
っ
た

が
、
写
真
を
撮
ら
せ
て
ほ
し
い
と
お
願

い
す
る
と
、
民
族
衣
装
に
着
替
え
た

人
、
⑷
民
族
衣
装
を
着
て
お
ら
ず
、
写

真
を
撮
ら
せ
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
た

際
も
、
衣
服
を
着
替
え
な
か
っ
た
人
、
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活
水
な
ど
の
生
活
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、

医
療
保
険
の
支
給
な
ど
の
生
活
向
上
、

改
善
の
た
め
の
支
援
策
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。

民
族
の
伝
統
を
「
原
型
」
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
国
際
的
、

国
内
的
潮
流
、
生
活
環
境
の
変
容
に
対

す
る
、
個
々
が
持
つ
条
件
に
基
づ
い
た

人
々
の
対
処
、
対
応
、
適
応
の
結
果
が
、

先
に
記
し
た
少
数
民
族
の
人
達
の
生
活

上
の
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
（
図
１
参
照
）。
ど
の

よ
う
な
時
代
潮
流
下
、
生
活
環
境
の
変

容
下
に
あ
ろ
う
と
も
、
断
固
と
し
て
そ

の
「
原
型
」
を
守
ろ
う
と
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
「
原
型
」
を
捨
て
去
っ
て
完

全
に
適
応
を
は
か
ろ
う
と
す
る
の
か
。

こ
の
両
極
端
の
選
択
肢
の
間
の
ど
こ
か

の
地
点
に
、
少
数
民
族
の
人
々
の
実
際

の
選
択
肢
が
存
在
し
て
い
る
（
図
２
参

照
）。工

業
化
・
近
代
化
を
推
し
進
め
、
二

〇
二
〇
年
に
は
工
業
国
と
な
る
こ
と
を

目
指
す
ベ
ト
ナ
ム
は
、
変
化
の
た
だ
な

か
に
あ
る
。
こ
の
方
向
性
は
世
界
の
趨

勢
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈

に
お
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
は
益
々
成
長
し

て
い
く
に
違
い
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
の
人

達
は
、
取
り
巻
く
環
境
を
含
む
自
身
が

持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
基
づ
き
、
取

り
巻
く
潮
流
下
、
変
わ
り
ゆ
く
生
活
環

境
下
に
お
い
て
、
自
ら
の
生
活
の
形
を

「
選
択
」
し
て
い
る
。
会
う
機
会
を
得

た
少
数
民
族
の
人
達
か
ら
、
そ
れ
を
目

に
み
え
る
形
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

「
何
か
を
得
れ
ば
何
か
を
失
う
」
と

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
時
に
従
軍
記
者
と
し
て

活
動
し
た
開
高
健
さ
ん
が
述
べ
て
い
た

こ
と
を
、
筆
者
は
よ
く
思
い
出
す
。
た

と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
ベ
ト
ナ
ム
の

人
達
に
は
積
極
的
な
意
味
で
、
自
身
に

と
っ
て
大
切
な
も
の
、
失
い
た
く
な
い

も
の
を
守
り
な
が
ら
、
未
来
を
切
り
開

い
て
ほ
し
い
。

（
て
ら
も
と　

み
の
る
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所 

ホ
ー
チ
ミ
ン
海
外
研
究
員
）

【
付
記
】

本
稿
は
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
海
外
研
究
員
リ

ポ
ー
ト
（
二
〇
一
四
年
四
月
）
に
若
干

の
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

本
誌
へ
の
掲
載
を
ご
提
案
下
さ
っ
た
真

田
孝
之
氏
に
対
し
、
記
し
て
感
謝
申
し

上
げ
る
。

で
あ
る
。
人
数
的
に
は
、
⑴
と
⑶
よ
り

も
⑵
と
⑷
の
タ
イ
プ
が
か
な
り
多
か
っ

た
。
⑶
に
該
当
す
る
妙
齢
の
ヌ
ン
族
女

性
。
そ
の
表
情
の
変
化
か
ら
、
民
族
衣

装
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
内
に
秘
め

た
民
族
の
プ
ラ
イ
ド
を
形
と
し
て
外
に

示
す
こ
と
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

●
選
択

い
つ
の
時
、
ど
の
場
に
お
け
る
生
活

で
も
、
大
き
な
時
代
の
潮
流
が
人
々
の

生
活
の
底
流
、
傍
ら
を
流
れ
て
い
る
。

ま
た
、
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
人
格

と
生
活
的
、
経
済
的
、
文
化
的
、
教
育

的
な
条
件
を
持
つ
。
自
身
を
取
り
巻
く

環
境
の
変
容
、
自
身
が
生
き
る
時
代
の

潮
流
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
判
断
し
、

そ
れ
に
ど
う
対
処
、
対
応
、
適
応
を
し

て
い
く
か
に
よ
っ
て
、
人
々
の
人
生
、

生
活
の
形
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
憲
法
は
、
ベ
ト
ナ
ム
公

民
は
自
身
の
民
族
を
決
め
、
母
語
を
使

用
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
用
い

る
言
語
を
選
択
す
る
権
利
を
持
つ
と
定

め
て
い
る
（
憲
法
四
二
条
）。
少
数
民

族
の
生
活
保
障
の
問
題
は
取
り
組
む
べ

き
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
継
続
的
に

重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
民
族
委
員
会

と
い
う
専
門
機
関
が
存
在
し
、
関
連
す

る
各
機
関
と
協
力
し
つ
つ
、
土
地
・
生

国際的な潮流

ベトナム国内
の潮流

少数民族の
人々の暮らし

図1　取り巻く潮流と少数民族の人々の暮らし 

（出所）筆者作成。

図 2　時代潮流への適応 

（出所）筆者作成。 




