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ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
岳
民
族
―
―
。
そ
れ

を
聞
く
と
、「
秘
境
に
住
む
人
々
」

と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く

人
も
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
で
き
る
ほ
ど
発
展
し
て
い
る
村

も
あ
る
。

　

エ
ベ
レ
ス
ト
山
麓
の
ク
ン
ブ
ー
地
方
が
そ
の

顕
著
な
例
だ
。
私
は
、
エ
ベ
レ
ス
ト
清
掃
登
山

な
ど
で
こ
の
地
域
に
通
い
続
け
、
そ
の
発
展
を

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見
て
き
た
。

　

こ
の
発
展
の
影
に
は
、
エ
ベ
レ
ス
ト
に
初
登

頂
し
た
エ
ド
モ
ン
ド
・
ヒ
ラ
リ
ー
の
力
が
あ
る
。

彼
は「
ヒ
マ
ラ
ヤ
基
金
」を
作
り
、
麓
の
村
々
で

教
育
、
福
祉
、
環
境
保
全
活
動
を
行
っ
た
。
ま

た
橋
、
学
校
、
病
院
な
ど
の
設
備
を
整
え
る
一

方
で
、
自
然
環
境
の
大
切
さ
も
啓
蒙
し
て
き
た
。

　

そ
し
て
ヒ
ラ
リ
ー
卿
の
つ
く
っ
た
学
校
で
高

い
知
識
を
得
た
生
徒
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
、
医
者
、

看
護
師
、
教
師
な
ど
に
な
り
、
地
域
の
発
展
を

担
っ
て
き
た
。

　

三
年
前
の
二
〇
〇
六
年
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
日

本
の
関
係
に
お
い
て
節
目
の
年
だ
っ
た
。
五
〇

年
前
の
一
九
五
六
年
、
未
踏
の
八
〇
〇
〇
メ
ー

ト
ル
峰
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
マ
ナ
ス
ル
（
八

一
二
五
メ
ー
ト
ル
）
に
日
本
人
が
登
頂
し
た
か

ら
だ
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
新
し
い
国
を
作
り

始
め
た
日
本
人
の
勢
い
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
て

く
れ
た
と
い
う
。

　

そ
の
五
〇
周
年
の
年
に
、
私
は
マ
ナ
ス
ル
に

挑
戦
し
た
。
し
か
し
そ
の
麓
で
半
世
紀
の
「
空

白
」
を
感
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

山
麓
の
サ
マ
村
で
は
、
大
雪
も
強
い
ら
れ
る

厳
し
い
自
然
環
境
の
な
か
、
人
々
は
け
し
て
快

適
と
は
言
え
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
村
に

あ
る
学
校
に
は
、
電
気
が
き
て
お
ら
ず
、
子
ど

も
た
ち
は
、
暗
い
教
室
で
授
業
を
受
け
て
い
た
。

勉
強
を
し
て
い
る
子
に
「
将
来
の
夢
は
？
」
と

聞
い
て
も
返
事
が
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
は
、
将

来
何
に
な
り
た
い
と
い
う
選
択
肢
が
な
い
の
だ
。

　

こ
こ
に
は
ヒ
ラ
リ
ー
の
よ
う
に
献
身
的
な
援

助
を
お
こ
な
っ
た
日
本
人
は
誰
も
い
な
か
っ
た

の
だ
。

　

賛
否
両
論
あ
れ
、
私
は
「
即
決
即
行
」
タ
イ

プ
の
人
間
だ
。
彼
ら
に
手
を
差
し
伸
べ
な
い
わ

け
に
は
行
か
な
か
っ
た
。

　

ま
ず
私
は
、
こ
こ
で
も
「
ご
み
拾
い
」
か
ら

活
動
を
は
じ
め
た
。
サ
マ
村
が
今
後
ど
ん
な
歴

史
を
歩
む
に
せ
よ
「
環
境
意
識
」
は
必
ず
重
要

に
な
る
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
村
の
周
辺
に
散
乱

す
る
ご
み
を
五
ト
ン
ほ
ど
回
収
し
た
が
、
そ
の

時
は
「
ご
み
」
の
意
味
す
ら
も
わ
か
ら
な
い
村

人
も
多
か
っ
た
。

　

三
年
後
の
今
年
、
再
び
サ
マ
村
を
訪
れ
て
驚

い
た
。
村
が
前
回
よ
り
も
綺
麗
に
な
っ
て
い
る

の
だ
。
あ
の
後
、
村
で
は
定
期
的
に
ご
み
集
め

を
行
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

今
回
は
、
学
校
の
建
築
に
つ
い
て
人
々
と
協

議
を
深
め
た
。
こ
れ
か
ら
現
地
の
文
化
を
尊
重

し
な
が
ら
、
何
年
も
か
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

を
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
五
〇
年
前
、

マ
ナ
ス
ル
が
日
本
人
に
与
え
て
く
れ
た
以
上
の

「
夢
」
を
、
最
適
な
形
で
サ
マ
村
に
恩
返
し
し

た
い
。

アルピニスト。1973年生まれ。1999年、エベレストの登頂に成功し、7大陸最高峰世界最年少登頂
記録を25歳で樹立。2000年からはエベレストや富士山での清掃活動を開始。また「野口健・環境学校」
を開校するなど環境問題への取り組みを行う。06年、09年にはマナスルを清掃登山。現在、マナスル
山麓のサマ村に、学校建築のプロジェクトを進めている。
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上
橋

菜
穂
子 

現
代
の
語
り
部
上う

え
は
し橋 

菜な

ほ

こ
穂
子　
　

作
家
、
川
村
学
園
女
子
大
学
教
授

東
京
都
生
ま
れ
。
文
学
博
士
。
専
攻
は
文
化
人
類
学
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ボ
リ
ジ
ニ
研
究
な
ど
。『
精
霊

の
木
』
で
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
。「
守
り
人
シ
リ
ー

ズ
」は
全
一
〇
巻
、完
結
ま
で
一
二
年
に
お
よ
び
、数
々

の
賞
を
受
賞
し
た
。『
狐
笛
の
か
な
た
』
で
野
間
児
童

文
芸
賞
を
受
賞
。『
精
霊
の
守
り
人
』と『
獣
の
奏
者
』

〈
闘
蛇
編
〉〈
王
獣
編
〉
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
テ

レ
ビ
ア
ニ
メ
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。

中
に
生
ま
れ
た
瞬
間
に
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
「
守

り
人
シ
リ
ー
ズ
」
の
場
合
は
、
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
の
予
告

編
を
観
て
い
て
、
燃
え
る
バ
ス
の
な
か
か
ら
、
エ
キ
ス
ト

ラ
の
お
ば
さ
ん
が
男
の
子
の
手
を
引
い
て
慌
て
て
降
り
て

く
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
見
た
瞬
間
に
、
バ

ル
サ
と
い
う
女
性
の
姿
が
浮
か
ん
で
き
て
、
こ
の
人
が
、

小
さ
な
男
の
子
を
守
っ
て
旅
を
す
る
の
だ
と
思
っ
た
の
で

す
。
こ
れ
が
『
精
霊
の
守
り
人
』
の
主
人
公
バ
ル
サ
誕
生

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
物
語
に
な
ら
な
く
て
、

そ
れ
に
何
か
が
く
っ
つ
い
た
時
に
い
き
な
り
、
あ
ぁ
書
け

る
っ
て
思
う
の
で
す
。

　

自
分
が
見
て
い
る
世
界
を
文
章
で
写
生
し
て
い
る
よ
う

な
感
覚
で
書
い
て
い
ま
す
。
風
の
音
や
声
も
自
然
と
聞
こ

え
ま
す
。
作
家
が
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
な
い
も
の
は
、

読
者
に
も
見
え
な
い
と
思
う
の
で
す
。

語
り
部
の
誕
生

――

そ
う
い
う
才
能
に
、
ご
自
分
が
気
づ
か
れ
た
の
は
い
つ

ご
ろ
で
す
か
。

　

物
心
つ
い
た
時
に
は
、
物
語
を
書
く
人
に
な
る
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
作
家
と
い
う
言
葉
す
ら
知
ら
な
い
ほ
ん
と

に
小
さ
な
時
か
ら
、
物
語
中
毒
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の

で
す
。

　

あ
ま
り
身
体
が
強
く
な
く
て
、
風
邪
を
引
い
た
り
す
る

と
親
が
よ
く
本
読
ん
で
く
れ
て
い
た
こ
と
が
ひ
と
つ
と
、

も
う
ひ
と
つ
は
、
父
方
の
祖
母
の
影
響
で
し
た
。
明
治
の

生
ま
れ
の
、
武
家
の
血
筋
の
人
で
、
い
つ
も
き
ち
ん
と
正

座
を
し
て
い
ま
し
て
ね
、
た
く
さ
ん
昔
話
を
し
て
く
れ
ま

し
た
。
ま
さ
に
口
頭
伝
承
の
宝
庫
だ
っ
た
の
で
す
。
夢
中

に
な
っ
て
祖
母
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
文
字
が

読
め
る
よ
う
に
な
る
よ
り
ず
っ
と
前
に
、
物
語
に
慣
れ
親

し
ん
で
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
作
家
と
い
う
存
在
を
知
り
ま
し
た
が
、
漫
画

家
も
結
局
、
物
語
を
つ
く
る
人
な
の
で
、
興
味
を
も
つ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
父
は
洋
画
家
な
も
の
で
、
漫
画
は
大

嫌
い
で
、
漫
画
禁
止
令
が
で
る
ほ
ど
で
し
た
。
で
も
、
禁

じ
ら
れ
る
と
恋
は
燃
え
上
が
る
も
の
で
（
笑
）、
中
学
か

高
校
の
こ
ろ
は
漫
画
に
は
ま
っ
て
、
漫
画
家
に
な
り
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

で
も
、
一
方
で
、
歴
史
が
も
の
す
ご
く
好
き
だ
っ
た
ん

で
す
。
考
古
学
か
、
世
界
史
、
日
本
史
の
い
ず
れ
か
を
学

び
た
い
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
せ
学
ぶ
な
ら

博
士
課
程
ま
で
行
こ
う
、
第
一
線
で
活
躍
す
る
研
究
者
た

ち
と
同
じ
く
ら
い
の
知
識
を
も
っ
た
上
で
、
何
か
書
き
た

い
と
思
っ
た
の
で
す
。

文
化
人
類
学
と
の
出
会
い

――

文
化
人
類
学
を
専
門
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か

け
は
。

　

大
学
の
ゼ
ミ
で
、
山
口
昌
男
先
生
の
『
ア
フ
リ
カ
の
神

話
的
世
界
』
に
出
会
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
と
き
、
衝
撃

を
受
け
た
ん
で
す
。
私
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
や
北
欧
神
話

は
知
っ
て
い
て
も
、
ア
フ
リ
カ
に

神
話
が
あ
る
こ
と
さ
え
意
識
し
て

い
な
か
っ
た
。
遠
い
ロ
ー
マ
皇
帝

の
名
前
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
お

隣
の
朝
鮮
半
島
の
王
朝
の
王
様
の

名
前
は
知
ら
な
い
。
オ
セ
ア
ニ
ア

の
島
々
の
歴
史
も
私
は
知
ら
な
い
。

な
ん
と
私
の
知
識
は
偏
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。

　

文
化
人
類
学
は
、
そ
の
「
偏
っ

た
世
界
」
の
外
へ
と
目
を
向
け
さ

せ
て
く
れ
た
学
問
で
、
そ
こ
に
心

惹
か
れ
た
の
で
す
。

――

最
初
は
ど
の
よ
う
な
調
査
・
研

究
を
さ
れ
た
の
で
す
か
。

　

卒
論
と
修
論
は
、
日
本
に
お
け
る
産
育
習
俗
と
月
経
不

浄
観
が
テ
ー
マ
で
、
青
ヶ
島
と
宮
古
島
で
調
査
を
し
ま
し

た
。
当
時
は
、
男
女
の
社
会
・
文
化
的
な
地
位
の
問
題
や
、

リ
ミ
ナ
リ
テ
ィ
と
の
関
わ
り
な
ど
で
月
経
不
浄
観
に
つ
い

て
考
え
る
議
論
が
主
流
で
し
た
が
、
実
際
に
あ
る
習
俗
が

維
持
さ
れ
る
背
景
に
は
、
他
に
も
大
切
な
要
素
が
い
く
つ

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
な
か
、
博
士
課
程
に
進
む
時
に
、
オ
セ
ア
ニ
ア

研
究
が
ご
専
門
の
青
柳
真
智
子
先
生
か
ら
、
オ
ジ
ィ
・
オ

バ
ァ
に
可
愛
い
が
ら
れ
て
な
い
で
、
言
葉
が
通
じ
な
い
と

こ
ろ
で
、
も
う
少
し
大
き
な
テ
ー
マ
に
と
り
く
ん
で
は
ど

う
か
、
と
御
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
当
時
、
ア

ボ
リ
ジ
ニ
に
つ
い
て
、
文
献
で
し
か
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
文
献
を
読
ん
だ
印
象
で
は
、
ア
ボ
リ
ジ

ニ
社
会
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
ン
グ
ロ
・
ケ
ル
ト
系
の
社
会
の

あ
り
方
と
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
こ

ん
な
に
違
う
文
化
背
景
を
も
つ
人
び
と
が
、
ひ
と
つ
の
国

家
の
中
で
暮
ら
す
と
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
る
の
か
、
そ

の
実
態
を
知
り
た
い
と
考
え
る
よ
う
に

な
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
フ
ィ
ー
ル

ド
に
決
め
た
の
で
す
。

　

ア
ボ
リ
ジ
ニ
が
暮
ら
し
て
い
る

フ
ィ
ー
ル
ド
に
入
る
方
法
が
わ
か
ら
な

く
て
、
苦
肉
の
策
で
、
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
タ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う

の
に
応
募
し
た
ら
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
州
の
小
麦
ベ
ル
ト
に
あ
る
田
舎
町
の

小
学
校
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
員
と
し
て

採
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
ア
ボ
リ
ジ

ニ
研
究
の
第
一
歩
で
し
た
。

　

行
っ
て
み
る
と
文
献
で
知
っ
て
い
た

ア
ボ
リ
ジ
ニ
と
雰
囲
気
が
す
ご
く
違
う

文
化
人
類
学
・
民
族
学
の
考
え
方
は
、
研
究
の
世
界
だ
け
に
と
ど
ま
る
こ

と
は
な
い
。
そ
の
知
見
と
経
験
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域

で
活
躍
す
る
研
究
者
の
存
在
は
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
学
問
分
野
の
広
が
り

と
奥
行
き
を
示
す
。
文
化
人
類
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
際
的
に
活
躍

す
る
作
家
上
橋
菜
穂
子
さ
ん
に
聞
く
物
語
の
世
界

――

こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
作
品
を
分
類
す
る
と
い
く
つ
か

の
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
か
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
す
が
。

　

私
の
作
品
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
児
童
文
学
と
表
現
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
私
自
身
は
、
ジ
ャ
ン
ル
は

ま
っ
た
く
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
生
ま
れ
て
く
る

「
物
語
」
を
書
い
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
。

――

そ
う
す
る
と
、
最
初
に
何
か
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
み

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
成
立
史
の

研
究
な
ど
の
ほ
か
に
、
民
族
学
に
情
報
学
を
取
り
込

む
民
族
情
報
学
や
時
空
統
合
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
重
要

性
を
提
唱
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

た
い
な
も
の
が
、
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
で
す
ね
。い
き
な
り
生
ま
れ
る
の
で
す
。ど
う
し
て

そ
う
な
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
き
な
り
き
ま
す
。

 

『
獣
の
奏
者
』
も
「
守
り
人
シ
リ
ー
ズ
」
も
そ
う
で
す
。

物
語
を
書
き
進
め
る
う
ち
に
、
あ
、
こ
う
い
う
方
向
に

行
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
な
、
と
感
じ
る
と
き
が
あ
っ
た
り
し

て
、
頭
の
な
か
で
枝
道
が
い
っ
ぱ
い
分
か
れ
て
い
く
の
で

す
が
、
そ
の
多
く
が
消
え
て
い
っ
て
、
ひ
と
つ
の
方
向
に

動
い
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
気
が
つ
く
と
、

ラ
ス
ト
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
の
で
す
。

―
―

書
き
出
し
の
段
階
で
、
登
場
人
物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
決
め
た
り
、
名
前
を
つ
け
た
り
も
さ
れ
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。

　

登
場
人
物
の
名
前
は
、
た
い
が
い
、
そ
の
人
間
が
頭
の

聞
き
手　

久く

ぼ保 

正ま
さ
と
し敏

（
本
誌
編
集
長
）
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し
、
都
市
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
と
も
少
し
雰
囲
気
が
違
う
。そ

れ
が
す
ご
く
不
思
議
で
、こ
の
人
達
の
こ
と
を
も
っ
と
知

り
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
は
数
カ
月
く
ら
い
滞
在
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、

同
じ
と
こ
ろ
に
半
年
、
数
カ
月
と
入
っ
て
い
く
よ
う
に
し

て
、
一
九
九
〇
年
か
ら
現
在
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
年
、
同
じ
地

域
に
入
っ
て
い
ま
す
。

翻
訳
と
文
化
差

―
―

研
究
と
執
筆
を
両
立
さ
れ
る
の
は
大
変
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

も
う
、
死
に
そ
う
な
ほ
ど
大
変
で
す
（
笑
）。
今
年
は

『
獣
の
奏
者
』
が
ア
ニ
メ
「
獣
の
奏
者
エ
リ
ン
」
と
し
て
、

い
ま
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
土
曜
の
夕
方
六
時
二
五
分
か

ら
放
送
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
監
修
も
や
っ
て
い
ま
す
し
。

去
年
は
『
獣
の
奏
者
』の
新
刊〈
探
求
編
〉〈
完
結
編
〉の
執

筆
の
た
め
に
フ
ィ
ー
ル
ド
に
行
け
ま
せ
ん
で
し
た
。『
精

霊
の
守
り
人
』
が
ア
ニ
メ
に
な
っ
た
り
、
新
潮
文
庫
に

な
っ
た
り
し
て
か
ら
、
作
家
業
の
方
が
異
常
な
忙
し
さ
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
守
り
人
シ
リ
ー
ズ
」
は
、
ア

メ
リ
カ
で
も
出
版
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
度
に
ア
メ
リ
カ
で

出
版
さ
れ
た
翻
訳
の
児
童
文
学
の

最
高
賞
ミ
ル
ド
レ
ッ
ド
・
Ｌ
・
バ

チ
ェ
ル
ダ
ー
賞
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
の
賞
は
、
数
十
年
の
歴
史

が
あ
る
賞
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
ま

で
、
ほ
と
ん
ど
フ
ラ
ン
ス
と
か
ド

イ
ツ
の
方
が
と
ら
れ
て
い
る
賞
な

の
で
、
受
賞
の
知
ら
せ
を
聞
い
た

と
き
は
驚
き
ま
し
た
。
イ
タ
リ
ア

や
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
台
湾
で
も
出
版

が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。『
獣
の
奏

者
』
は
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
、
韓
国
、
タ
イ
で
翻
訳
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

英
語
版
で
は
翻
訳
者
と
カ
ン
ヅ
メ
に
な
っ
て
修
正
作
業

も
し
ま
し
て
、
翻
訳
と
い
う
の
は
「
文
化
の
翻
訳
」
な
の

だ
な
と
実
感
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
バ
ル
サ
が
気
合

い
を
発
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
英
語
で
は
う
ま

く
表
現
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
日
本
語
は

主
語
を
書
か
な
く
て
も
通
じ
る
け
れ
ど
、
英
語
で
は
主
語

を
き
ち
ん
と
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

雰
囲
気
が
か
な
り
変
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
ね
。
翻

訳
っ
て
お
も
し
ろ
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
大
変
で

し
た
。
神
経
を
使
う
作
業
で
す
し
、
相
当
時
間
が
か
か
り

ま
し
た
か
ら
、
正
直
、
疲
れ
果
て
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語

や
タ
イ
語
で
ど
う
な
っ
て
い
る
か
は
…
…
考
え
な
い
こ
と

に
し
て
い
ま
す
（
笑
）。

幅
ひ
ろ
い
層
へ
向
け
て
の
物
語

―
―

上
橋
さ
ん
の
作
品
が
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
の
は
何
故
で
し
ょ
う
。

　

最
初
に
児
童
文
学
と
し
て
作
品
を
出
し
た
の
は
、
な
ん

と
い
う
か
、
私
の
思
い
込
み
か
ら
だ
っ
た
ん
で
す
。
中
高

生
の
時
に
、J
・
R
・
R
・
ト
ー
ル
キ
ン
の
『
指
輪
物
語
』

や
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
・
サ
ト
ク
リ
フ
の

「
ロ
ー
マ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
」
シ
リ
ー
ズ

な
ど
に
ゾ
ッ
コ
ン
は
ま
っ
た
ん
で
す
。

サ
ト
ク
リ
フ
の
歴
史
物
語
は
、
児
童
文

学
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
実
に

容
赦
の
な
い
物
語
で
、
骨
太
で
リ
ア
ル

で
し
た
。
例
え
ば
『
と
も
し
び
を
か
か

げ
て
』
は
、
ロ
ー
マ
の
属
州
支
配
が
終

わ
り
を
告
げ
る
、
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
の

イ
ギ
リ
ス
を
描
い
て
い
る
の
で
す
が
、

ロ
ー
マ
と
い
う
「
想
定
上
の
故
郷
」
と

イ
ギ
リ
ス
と
い
う
現
実
の
故
郷
の
間
で

引
き
裂
か
れ
る
若
き
ロ
ー
マ
兵
が
、
ど
ん
ど
ん
流
入
し
て

く
る
サ
ク
ソ
ン
と
の
対
立
の
中
で
葛
藤
し
て
い
く
。
こ
の

サ
ト
ク
リ
フ
の
一
連
の
物
語
に
、
私
は
す
ご
く
惹
か
れ

ち
ゃ
っ
て
、
こ
れ
が
児
童
文
学
な
の
だ
と
思
い
こ
ん
だ
ん

で
す
。

　

私
に
は
、
人
間
の
ど
う
し
よ
う
も
な
さ
や
、
残
酷
や
悲

惨
、
恋
な
ど
、「
人
間
に
つ
い
て
」
描
く
の
が
文
学
で
あ

る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
私
に

と
っ
て
「
人
」
は
個
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、

つ
ね
に
「
世
界
の
中
に
在
る
」
存
在
と
し
て
感
じ
ら
れ
て

い
た
。「
人
間
」
と
い
う
よ
り
「
人
び
と
と
世
界
」
に
興

味
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
滔と
う
と
う々

と
流
れ
つ
づ
け
る
歴
史
と
、

そ
の
歴
史
の
果
て
に
あ
る
世
界
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
中
で

否
応
な
く
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
存
在
と
し
て
人
び

と
が
い
て
、
そ
の
人
び
と
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
悩
み
、
動

き
な
が
ら
、
巨
大
な
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
織
っ
て
い
く
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
が
私
の
中
に
は
あ
っ
た
。
も
っ
と
言
え
ば
、

森
羅
万
象
す
べ
て
が
生
々
流
転
し
て
い
く
世
界
が
心
の
中

に
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
「
全
体
」
を
描
こ
う

と
し
て
、
物
語
を
書
い
て
き
た
。
そ
れ
が
文
学
の
分
類
の

中
で
は
、
異
世
界
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
分
類
さ
れ
る
も
の

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
の
上
、
サ
ト
ク
リ
フ
の
作
品
が
児
童
文
学
で
あ
る
の

な
ら
、
私
の
書
い
た
も
の
も
そ
う
な
の
だ
ろ
う
、
ま
ぁ
絶

対
に
純
文
学
じ
ゃ
な
い
し
、
と
思
っ
て
児
童
文
学
の
出
版

社
に
持
ち
込
ん
だ
の
が
デ
ビ
ュ
ー
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
も

の
で
、
私
が
書
い
た
物
語
は
「
児
童
文
学
」
で
あ
る
と
思

わ
れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

　

ま
っ
た
く
「
子
ど
も
向
け
」
に
書
い
て
い
る
つ
も
り
は

な
い
の
で
す
が
、
も
と
も
と
必
要
以
上
に
難
し
い
言
葉
を

使
っ
た
り
、
文
を
飾
る
の
が
好
き
で
は
な
か
っ
た
か
ら
な

の
か
、
主
人
公
た
ち
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
に
出
会
い
な
が

ら
歴
史
の
中
で
生
き
て
い
く
、
昔
か
ら
あ
る
「
語
り
物
」

に
近
い
骨
格
を
持
っ
て
い
る
物
語

だ
か
ら
な
の
か
、
漢
字
さ
え
開
い

て
し
ま
え
ば
、
小
学
生
か
ら
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
で
す
。

　

た
だ
、
児
童
文
学
の
出
版
社
か

ら
出
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、「
大

人
の
恋
愛
」
を
描
く
場
合
は
、
大
人
に
は
わ
か
っ
て
も
、

子
ど
も
に
は
わ
か
ら
な
い
表
現
を
す
る
、
と
い
う
よ
う
な

気
遣
い
は
し
て
い
ま
す
（
笑
）。
大
人
の
方
々
も
楽
し
ん

で
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
ま
あ
、
う
ま
く
い
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

読
者
層
は
、
す
ご
く
多
様
で
、
小
学
生
か
ら
八
十
代
の

お
ば
あ
さ
ん
ま
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
も
と
も
と
二

十
～
四
十
代
の
女
性
読
者
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
ま

は
、
中
高
年
男
性
か
ら
も
、
よ
く
お
便
り
を
頂
戴
し
ま
す
。

多
様
な
世
界
を
描
き
た
い

　

私
は
、
多
様
な
文
化
が
混
在
し
、
多
様
な
立
場
で
生
き

る
人
間
が
交
差
す
る
世
界
を
描
き
た
い
の
で
す
。

　

例
え
ば
、『
精
霊
の
守
り
人
』
の
主
人
公
バ
ル
サ
は
、

流
れ
者
で
す
か
ら
ど
こ
に
で
も
行
け
る
け
れ
ど
、
ど
こ
に

も
根
付
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
村
落
社

会
に
根
付
い
て
生
き
る
人
び
と
も
い
る
。
チ
ャ
グ
ム
と
い

う
登
場
人
物
は
為
政
者
に
な
る
立
場
の
少
年
だ
か
ら
、
国

と
い
う
レ
ベ
ル
で
も
の
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
他

の
国
へ
行
っ
て
、
様
々
な
も
の
を
見
る
け
れ
ど
、
常
に
心

の
中
で
、
で
は
自
分
の
国
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う

と
考
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
、
バ
ル
サ
に
と
っ
て
は
、

ど
の
民
族
も
国
々
も
並
列
で
存
在
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ

し
て
、
バ
ル
サ
よ
り
、
さ
ら
に
枠
に
と
ら
わ
れ
て
な
い
の

が
、
呪
術
師
た
ち
で
す
。
彼
ら
は
、
こ
の
世
さ
え
も
相
対

化
し
て
し
ま
う
越
境
者
た
ち
な
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
多

様
な
立
場
の
人
び
と
が
動
き
ま
わ
る
事
に
よ
っ
て
、
物
語

は
進
ん
で
い
く
の
で
す
。

―
―

西
洋
の
作
品
と
の
違
い
は
ど
の
あ

た
り
で
す
か
。

　

キ
リ
ス
ト
教
が
背
景
に
あ
る
西
洋
の

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
光
と
影
、
絶
対
善

と
絶
対
悪
の
物
語
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま

す
が
、
私
が
書
く
の
は
、
善
悪
が
相
対
的
で
、
流
動
し
て

い
く
物
語
で
す
。

　

例
え
ば
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
に
対
す
る
テ
イ
ク 

ア
ウ
ェ
イ 

ポ
リ
シ
ー
（
子
ど
も
と
親
の
強
制
隔
離
政
策
）
を
行
な
っ

た
人
た
ち
の
中
に
は
、
本
当
に
、
そ
れ
が
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の

た
め
に
な
る
の
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
人
も
い
る
と
思
う

の
で
す
。
で
も
、
そ
の
「
善
意
」
が
、
別
な
面
か
ら
見
た

時
に
い
か
に
お
そ
ろ
し
い
か
、
相
対
的
な
視
点
が
な
い
と

わ
か
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
私
が
書
き
た
い
の
は
、
そ

う
い
う
事
な
の
で
す
。

―
―

物
語
が
人
間
の
世
界
で
終
始
し
な
い
で
異
次
元
の
世

界
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、ど
う
し
て
で
す
か

　

私
は
、「
す
べ
て
が
判
明
し
て
い
る
」
も
の
と
し
て
世

界
を
書
き
た
く
な
い
の
で
す
。
人
の
知
覚
・
理
解
に
は
、

ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
け
れ
ど
、「
限
界
が
あ
る
」

こ
と
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
無
限
と
い

う
も
の
を
想
像
す
る
こ
と
の
で
き
る
力
に
つ
な
が
る
と
思

う
の
で
す
。

　

私
が
描
く
異
界
は
死
後
の
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死

後
の
世
界
と
書
い
て
し
ま
え
ば
、
ひ
と
つ
の
意
味
に
固
定

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
異
界
な
ら
ば
「
わ
か
ら
な
い
」

ま
ま
在
る
。
人
び
と
は
必
死
に
、「
そ
こ
」
に
つ
い
て
知

ろ
う
と
し
た
り
解
釈
し
た
り
し
ま
す
が
、
常
に
そ
こ
は

「
わ
か
ら
な
い
」
ま
ま
残
さ
れ
る
。
様
々
な
人
び
と
に
よ

る
、
様
々
な
言
説
が
飛
び
交
う
、
そ
う
い
う
状
況
を
書
き

た
い
の
で
す
。

　

調
査
を
し
て
き
た
お
陰
で
、
日
常
生
活
の
中
で
、
実
際

に
異
界
と
関
わ
る
人
た
ち
が
、
ど
ん
な
苦
労
を
す
る
か
感

じ
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
を
書
く
上
で
、

あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。
異
界
と
関
わ
る
人
た
ち
に
は
、

癒
し
、
癒
さ
れ
る
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
苦
痛
や
恐

怖
を
味
わ
う
側
面
も
あ
る
。
私
が
調
査
で
出
会
っ
た
カ
ン

カ
カ
リ
ャ
ー
や
、
ミ
コ
さ
ん
た
ち
の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る

巫
病
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
に
か
か
っ
て
苦
し
ん
で
、

日
常
生
活
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
嫌
だ
と
思
い
な
が

ら
も
、
仕
方
な
く
カ
ミ
サ
マ
を
受
け
入
れ
た
、
と
い
う
方

も
お
ら
れ
た
。
現
実
の
中
の
、
あ
ち
ら
側
と
こ
ち
ら
側
の

付
き
合
い
み
た
い
も
の
を
、
実
際
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち

の
顔
を
見
な
が
ら
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
、
大

切
な
財
産
に
な
っ
て
い
ま
す
。

世
界
を
俯
瞰
し
た
い

―
―

作
品
を
読
ん
で
い
る
と
マ
レ
ー
シ
ア
や
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
海
の
漂
泊
民
と
も
い
わ
れ
る
パ
ジ
ャ
ウ
や
サ
マ
と
い
っ

た
、
舟
上
生
活
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
の
で
す
が
。

久保正敏編集長（左）と上橋菜穂子さん

『獣の奏者』
上橋菜穂子＝作　
浅野隆広＝絵
講談社

『精霊の守り人』
上橋菜穂子＝作　
二木真希子＝絵
偕成社
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は
い
、
そ
の
部
分
は
意
識
し
て
書
き
ま
し
た
。
越
境
と

い
う
こ
と
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
。
国
境
を
相
対
化
し
た

か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
現
実
の
あ
る
場
所
の
政

治
劇
と
し
て
書
い
て
し
ま
う
と
、
そ
の
地
域
に
詳
し
い
人

な
ど
が
、
現
実
と
作
品
を
比
べ
て
解
説
し
て
し
ま
い
、
読

者
は
、
そ
こ
に
意
識
を
集
中
し
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。

　

私
は
、
そ
れ
が
嫌
な
の
で
す
。
む
し
ろ
、
世
界
全
体
を

相
対
化
し
て
欲
し
い
ん
で
す
よ
。
で
も
そ
れ
は
、
現
実
世

界
を
舞
台
に
し
て
書
い
て
し
ま
う
と
、
難
し
い
と
思
う
ん

で
す
。
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
文
化
の
相
対
化
が
、
異
文

化
の
体
験
な
し
に
は
難
し
い
よ
う
に
。

　

私
は
、
世
界
を
丸
ご
と
俯
瞰
し
て
欲
し
い
ん
で
す
。
そ

う
い
う
視
野
が
生
じ
た
と
き
、
は
じ
め
て
、
た
と
え
ば
、

あ
あ
、
国
と
い
う
の
は
、
人
び
と
の
想
像
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
共
同
体
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
か
、
な
ぜ
、

権
威
が
生
ま
れ
、
そ
の
権
威
に
人
び
と
は
こ
れ
ほ
ど
強
く

囚
わ
れ
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
見
え
て

く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、
私
は
、
皇
族
な
ど
為
政
者
た
ち
を
、「
悪
い

人
間
」
に
描
き
た
く
な
い
の
で
す
。「
あ
の
人
が
悪
い
奴

だ
っ
た
か
ら
、
こ
う
い
う
問
題
が
起
き
た
の
だ
」
と
思
わ

れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
問
題
と

し
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
？　

で
も
、
実
際
に

は
、
ど
れ
ほ
ど
「
良
い
」「
賢
い
」
人
が
為
政
者
に
な
っ

た
と
し
て
も
、
様
々
な
問
題
は
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
す

よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
見
え
な
く
し
な
い
よ
う
に
、
と

い
う
こ
と
だ
け
は
、
い
つ
も
心
が
け
て
書
い
て
い
ま
す
。

「
魔
法
使
い
」で
は
な
く

「
呪
術
師
」
で
あ
る
訳

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
よ
く
「
魔
法
」
が
で

て
き
ま
す
が
、
私
に
は
、
辻
褄
が
合
わ
な
い
と
い
う
か
、

理
が
な
い
と
思
え
て
し
ま
う
魔
法
の
描
き
方
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
人
が
死
か
ら
さ
え
蘇
る
の
で
あ
れ
ば
、
世
の

哀
し
み
の
多
く
が
、
意
味
を
な
く
し
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
？　

物
語
の
性
質
に
も
よ
り
ま
す
が
、
私
が
書
い
て
い

る
よ
う
な
物
語
の
場
合
、
都
合
が
良
す
ぎ
る
魔
法
を
描
い

て
し
ま
う
と
、
大
切
な
も
の
を
無
に
し
て
し
ま
う
気
が
す

る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
ゲ
ド
戦
記
』
で
ル
＝
グ
ウ
ィ
ン
が

描
い
た
「
魔
法
」
は
、
い
か
に
も
彼
女
ら
し
い
な
、
と
い

う
気
が
し
ま
す
。
彼
女
の
父
は
文
化
人
類
学
者
の
ア
ル
フ

レ
ッ
ド
・
ク
ロ
ー
バ
ー
で
、
母
は
『
イ
シ 

二
つ
の
世
界

に
生
き
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
物
語
』
を
書
い
た
作
家
シ
オ

ド
ー
ラ
・
ク
ロ
ー
バ
ー
な
ん
で
す
よ
ね
。

 

『
ゲ
ド
戦
記
』
で
は
「
魔
法
」
は
、
世
界
の
法
則
の
ひ
と

つ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
読
み
な
が

ら
、
さ
て
自
分
が
書
け
る
の
は
何
だ
ろ
う
と
思
っ
た
時
に
、

魔
法
使
い
で
は
な
く
呪
術
師
な
ら
書
き
た
い
な
、
と
思
え

た
の
で
す
。
何
か
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
物
理
的
法
則

以
外
の
、
こ
の
世
に
隠
れ
て
い
る
別
の
法
則
を
探
そ
う
と

し
て
い
る
人
び
と
で
あ
れ
ば
、
私
に
は
と
て
も
リ
ア
ル
に

思
え
た
。
そ
う
い
う
視
点
を
も
つ
人
っ
て
、
社
会
か
ら
少

し
外
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
多
い
。
異
人
の
立
場
で

あ
っ
た
り
、
境
目
に
立
つ
境
界
の
人
で
あ
っ
た
り
、
マ
ー

ジ
ナ
ル
な
存
在
。
そ
う
い
う
人
の
目
と
い
う
の
が
欲
し
い

と
思
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
人
は
、
こ
の
世
の
権
威
で
あ
る
王
な
ど
に
対

し
て
、
他
の
人
び
と
が
も
つ
よ
う
な
常
識
的
な
感
覚
で
は

服
従
し
な
い
で
済
む
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う

存
在
な
ら
、
書
き
た
い
な
、
と
思
え
る
の
で
す
。

人
類
学
が
羅
針
盤

―
―

言
語
的
に
論
理
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
無
く
て
、
論

理
が
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
ん
で
す
ね
。

　

意
識
し
て
や
っ
て
い
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
が
、
人

類
学
を
学
ん
だ
こ
と
で
、
も
つ
こ
と
が
で
き
た
様
々
な
も

の
が
、
物
語
を
書
い
て
い
る
時
に
、「
待
て
こ
れ
は
違
う
」

と
か
、「
こ
う
な
っ
た
場
合
は
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
」
と

か
、
あ
る
方
向
に
動
か
し
て
い
く
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
羅
針
盤
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
う
や
っ
て
組
み
上
げ
て
い
っ
た
物
語
が
、

後
か
ら
見
る
と
、
ど
こ
か
人
類
学
的
な
匂
い
が
す
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

―
―

そ
う
す
る
と
、
今
は
人
類
学
の
方
か
ら
物
語
を
つ
く

り
あ
げ
る
、
紡
ぎ
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
反
対
に
物

語
世
界
が
、
た
と
え
ば
人
類
学
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

え
ー
と
、
人
類
学
の
方
か
ら
物
語
を
つ
く
る
、
と
い
う

と
語
弊
が
あ
る
か
も
。
例
え
ば
私
は
絶
対
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ

を
物
語
に
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
気
が
小
さ
い
の
か
も
し

れ
な
い
で
す
け
ど
、
い
ま
だ
に
私
は
「
書
く
」
こ
と
に
つ

い
て
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。
民
族
誌
に
し
ろ
何
に
し
ろ
、

主
観
に
よ
っ
て
切
り
取
っ
た
も
の
を
一
旦
表
現
し
て
し
ま

う
と
、
ひ
と
り
歩
き
す
る
こ
と
が
、
大
変
お
そ
ろ
し
い
。

し
か
も
、
私
の
場
合
は
人
類
学
者
で
あ
る
、
大
学
教
授
で

あ
る
い
う
肩
書
き
が
肩
に
の
っ
た
り
し
て
し
ま
う
。
読
者

の
多
く
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
が
暮
ら
し
て
い
る
所
に
行
っ
て

み
る
こ
と
も
出
来
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
検
証
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
う
い
う
世
界
を
物
語
と
し
て
書
い
て
し

ま
っ
た
時
に
一
種
の
権
威
に
な
っ
て
固
定
化
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
が
す
ご
く
怖
い
ん
で
す
。
そ
れ
に
、
私
は

ア
ボ
リ
ジ
ニ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
彼
ら
に
成
り
代

わ
っ
て
彼
ら
の
こ
と
を
物
語
る
と
い
う
の
は
、
し
て
は
い

け
な
い
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、「
物
語
る
」

「
表
現
す
る
」
と
い
う

こ
と
へ
の
感
受
性
や
こ

だ
わ
り
は
、
も
し
か
し

た
ら
、
自
分
の
研
究
に

影
響
を
及
ぼ
す
、
と
い

う
こ
と
は
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

人
類
学
の
す
す
め

――

そ
う
い
う
意
味
で
は
一
般
の
人
た
ち
に
も
、
も
っ
と
人

類
学
の
よ
う
な
相
対
化
の
視
点
を
持
っ
て
欲
し
い
と
。

　

何
か
ひ
と
つ
文
化
人
類
学
に
ご
恩
返
し
を
出
来
る
と
し

た
ら
、
一
般
の
人
た
ち
に
文
化
人
類
学
の
面
白
さ
を
伝
え

る
こ
と
か
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
学
一
年
生
に
「
文

化
人
類
学
っ
て
聞
い
た
こ
と
あ
る
？
」
と
聞
い
て
も
、
知

ら
な
い
学
生
が
多
い
ん
で
す
よ
。
高
校
ま
で
の
あ
い
だ
に
、

一
度
も
触
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
歴

史
学
は
よ
く
知
っ
て
る
。
地
理
学
も
知
っ
て
い
る
。
だ
け

ど
文
化
人
類
学
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

文
化
人
類
学
の
見
方
や
、
成
果
、
考
え
方
に
対
し
て
、

魅
力
的
な
学
問
か
も
知
れ
な
い
と
、
考
え
る
き
っ
か
け
に

な
っ
て
欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
す
ご
く
あ
り
ま
す
。

―
―

作
品
の
ベ
ー
ス
に
人
類
学
の
知
識
が
あ
る
と
い
う
こ

と
が
読
ん
だ
人
に
は
わ
か
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
出
て
い
る
、
私
の
作
品
に
つ

い
て
の
ほ
と
ん
ど
の
評
に
出
て
く
る
の
は
、
文
化
人
類
学

者
な
の
で
世
界
観
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
り
し
ま
す
。
さ
っ
き
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
物
語

は
い
き
な
り
頭
の
中
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
も
の
な
の
で
、

私
自
身
は
「
綿
密
な
世
界
観
」
を
設
定
と
し
て
つ
く
っ
て

い
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
が
、
読
者
は
、
こ
の
人
の

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
、
他
の
も
の
と
ど
こ
が
違
う
の
か
を
考

え
た
時
に
、
文
化
人
類
学
の
背
景
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
読

ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
な
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
た
ち
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
だ
か
ら
、

例
え
ば
、
カ
ン
ガ
ル
ー
の
内
臓
の
匂
い
な
ん
か
が
、
実
体

験
と
し
て
わ
か
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。
全
く
そ
う
い
う
経

験
を
し
た
こ
と
が
な
い
人
が
物
語
を
書
い
た
場
合
、
焚
き

火
の
匂
い
や
、
日
が
暮
れ
て
き
た
時
に
火
の
色
が
変
わ
っ

て
い
く
様
な
ど
の
表
現
に
違
い
が
で
て
く
る
か
も
し
れ
な

い
な
、
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

　

物
語
を
書
い
て
い
る
と
き
、
私
は
、
匂
い
や
手
触
り
、

光
の
当
た
り
具
合
ま
で
、
気
に
し
な
が
ら
書
い
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
表
現
で
き
て
は
じ
め
て
、
読
者
は
異
世

界
に
入
れ
る
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
異
世
界
を
描
い
て
い

て
も
、
読
者
が
そ
の
世
界
で
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ

て
欲
し
い
ん
で
す
。

―
―

み
ん
ぱ
く
で
な
に
か
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。

　

共
同
研
究
を
し
て
い
る
時
に
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
の

話
を
聞
き
、
議
論
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
そ
う

い
う
こ
と
が
、
本
当
に
大
き
な
財
産
に
な
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
物
語
は「
い
き
な
り
あ
ら
わ
れ
る
」わ
け
で
す
が
、

物
語
が
芽
吹
く
土
壌
を
、
こ
う
い
う
場
で
得
ら
れ
た
知
識

や
思
考
が
つ
く
っ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
や
は
り
展
示
場
が
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
ね
。

細
部
ま
で
見
ら
れ
る
の
が
あ
り
が
た
い
ん
で
す
。
た
と
え

ば
、
舟
の
細
部
な
ど
を
知
る
事
が
出
来
る
の
は
貴
重
で
す
。

物
語
を
書
い
て
い
て
一
番
こ
ま
る
と
こ
ろ
は
実
は
そ
う
い

う
細
部
な
ん
で
す
。
舟
を
書
く
場
合
に
は
、
そ
れ
が
ど
う

い
う
形
を
し
て
い
て
、
ど
こ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
見

え
な
い
と
、
書
け
な
い
。
そ
う
い
う
時
に
、
す
ご
く
大
き

な
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
ね
。
仮
面
な
ど
の
造
形
も
そ
う
で

す
よ
ね
。
こ
ん
な
造
形
を
人
間
は
な
ぜ
考
え
出
し
て
い
く

の
か
、
と
い
う
こ
と
や
、
多
様
性
な
ど
が
と
て
も
お
も
し

ろ
い
で
す
。

―
―

本
日
は
物
語
世
界
の
奥
深
さ
に
眼
を
開
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

2008年ベルリン国際文学祭では、ベルリンの子どもたちが
『精霊の守り人』を劇にして上演してくれた〈2008年9月〉
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受
け
、
同
氏
が
語
る
「
与
那
国
の
不
思
議
な
象
形
文

字
」
に
つ
い
て
深
く
研
究
す
る
。
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わ
た
し
は
民
博
の
収
蔵
庫
に
あ
っ
た
一

連
の
カ
イ
ダ
ー
字
を
見
る
機
会
を
得
た
。

そ
れ
は
標
本
番
号
が
K
2
8
0
8
、「
家

記
号
」、「
琉
球
与
那
国
」
と
記
さ
れ
た
紙

資
料
三
点
で
あ
る
。
折
り
紙
の
残
欠
二
枚

と
コ
ヨ
リ
仮
綴
じ
の
も
の
一
綴
で
あ
る
。

　

カ
イ
ダ
ー
字
と
は
、
八
重
山
の
島
民
が

大
昔
か
ら
あ
っ
た
バ
ラ
ザ
ン
（
藁
算
）
や

ス
ー
チ
ュ
ー
マ
（
蘇
州
碼
）
を
改
善
し
て

機
能
を
拡
大
さ
せ
、
色
々
な
内
容
を
表
す

こ
と
が
出
来
る
表
記
法
で
、
記
票
文
字
と

い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
六
〇
九
年
の
薩
摩
藩
の
琉
球
侵
攻
以

降
、
従
来
重
く
な
か
っ
た
人
頭
税
が
大
幅

に
増
加
し
、
琉
球
王
朝
を
通
し
て
八
重
山

の
一
五
歳
か
ら
五
〇
歳
ま
で
の
人
が
そ
の

対
象
と
な
り
、
ま
る
で
奴
隷
の
よ
う
な
生

活
を
お
く
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が

き
っ
か
け
で
、
島
民
が
人
頭
税
と
し
て
徴

収
さ
れ
た
も
の
を
表
す
の
に
カ
イ
ダ
ー
字

を
用
い
た
。
そ
の
目
的
は
食
料
や
動
物
と

数
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

一
八
七
九
年
、
明
治
政
府
に
よ
る
琉
球

処
分
の
あ
と
も
人
頭
税
は
一
九
〇
三
年
ま

で
続
い
た
。そ
れ
が
よ
う
や
く
廃
止
に
な
っ

て
か
ら
は
、
カ
イ
ダ
ー
字
を
使
う
機
会
が

急
速
に
減
り
、
表
記
法
も
廃
れ
始
め
た
。

　

一
九
一
〇
年
代
に
は
ま
だ
使
わ
れ
て
い

た
よ
う
だ
が
、
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と

研
究
者
の
説
明
が
「
過
去
形
」
に
変
わ
り
、

今
は
八
十
代
以
上
の
老
人
に
か
す
か
な
知

識
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

カ
イ
ダ
ー
字
の
種
類
は
、（
一
）
家
紋

の
よ
う
に
屋
号
を
示
す
ダ
ー
ハ
ン
（
家

判
）、（
二
）
ス
ー
チ
ュ
ー
マ
に
基
づ
い
た

数
量
を
示
す
文
字
、
そ
し
て
（
三
）
島
民

が
独
自
に
作
っ
た
象
形
文
字
で
あ
る
。

　

カ
イ
ダ
ー
字
で
書
い
て
あ
る
資
料
の
残

存
例
が
非
常
に
少
な
く
、
戦
前
に
発
見
さ

れ
た
も
の
の
コ
ピ
ー
を
含
め
て
も
数
十
件

に
も
な
ら
な
い
。
板
札
も
紙
切
れ
も
数
枚

ず
つ
し
か
な
く
、
葉
へ
記
載
さ
れ
た
資
料

は
一
切
現
存
し
て
い
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
民
博
に
お
け
る
発
見
は
、

カ
イ
ダ
ー
字
を
研
究
す
る
う
え
で
貴
重
な

テ
キ
ス
ト
資
料
と
な
る
。
ま
っ
た
く
新
し

い
発
見
で
あ
る
こ
れ
ら
資
料
に
つ
い
て
、

以
下
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　

第
一
の
資
料
（
図
１
）
に
は
、
ダ
ー
ハ

ン
は
一
切
現
れ
な
い
の
で
、
一
家
が
あ
る

年
の
五
月
二
九
日
に
保
有
し
て
い
た
も
の
、

ま
た
は
寄
付
し
た
も
の
の
記
録
か

と
思
わ
れ
る
。
今
ま
で
の
資
料
を

参
考
に
し
、
解
読
し
て
み
よ
う
。

　

五
行
目
の
「
酒
」
の
字
は
、
通

常
の
形
と
さ
れ
て
い
る　

 

で
は
な

く
、
ジ
グ
ザ
グ
線
の
み
と
い
う
省

略
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。『
琉
球
古

来
の
数
学
』
を
著
し
た
数
学
者
の
矢
袋
喜

一
氏
が
与
那
国
島
を
訪
ね
た
一
九
一
〇
年

代
の
資
料
に
は
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て

お
り
、
竹
富
島
の
言
い
伝
え
に
も
こ
の
よ

う
な
形
が
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、「
五
合
」
は
□
が
五
回
書
い
て

あ
る
で
も
な
く
、「
□
五
」
で
も
な
い
、

五
つ
の
四
角
が
く
っ
付
い
て
い
る
よ
う
な

簡
略
化
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

次
の
二
つ
は
、
複
数
の
家
族
（
屋
号
）

の
寄
付
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
全
員
が

与
那
国
島
の
北
に
あ
る
祖そ
な
い納
集
落
に
暮
ら

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

一
つ
は
複
数
の
ダ
ー
ハ
ン
が
現
れ
、
い

く
つ
か
の
家
族
の
寄
付
の
記
録
で
あ
る

（
図
２
）。
一
行
目
は
失
わ
れ
て
い
る
ペ
ー

ジ
の
続
き
だ
ろ
う
。

　

最
初
の
行
に
表
れ
る
「
九
つ
の
点
」
は
、

今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
「
字
」
で
今
の

と
こ
ろ
意
味
不
明
で
あ
り
、
四
行
目
の

ダ
ー
ハ
ン
は
「
大
浜
」
に
見
え
る
が
、
不

確
か
で
あ
る
。
こ
の
大
浜
家
は
石
垣
在
住

で
は
な
く
、
与
那
国
島
祖
納

の
一
家
で
あ
る
。

　

い
く
つ
か
の
字
の
右
側
に

傍
点
の
よ
う
に
「
量
り
」
の

字
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
字

の
存
在
は
過
去
の
資
料
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
か
な

り
崩
し
た
形
の
「
量
り
」
の

字
が
「
斤
」
を
表
す
こ
と
も

あ
る
の
で
、「
～
斤
」
を
示

す
可
能
性
が
高
い
。
た
だ

「
鶏
」
と
「
一
百
」
の
傍
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
場
合
は
「
量
っ
た
」
で
は
な
い
か
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
一
枚
は
次
の
「
コ
ヨ
リ
仮
綴
じ
の

も
の
一
綴
」
と
さ
ら
に
繋
が
っ
て
い
る
可

能
性
が
高
い
。
同
一
人
物
の
手
書
き
の
よ

う
で
あ
る
。

　

図
３
～
５
に
示
す
一
綴
の
資
料
（
コ
ヨ

リ
仮
綴
じ
、
表
紙
と
も
五
丁
、
縦
13
・
5
、

横
35
・
5
セ
ン
チ
、
本
紙
二
丁
は
折
り

紙
）
は
、
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
た
カ
イ

ダ
ー
字
を
含
む
資
料
の
な
か
で
は
一
番
長

い
例
で
あ
る
。
合
計
一
七
二
字
の
う
ち
、

日
付
、
ダ
ー
ハ
ン
、
ス
ー
チ
ュ
ー
マ
、
動

物
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
い
く
つ
か
の
ダ
ー
ハ
ン
に
丸
の

よ
う
な
記
号
が
付
い
て
い
る
。「
○
」
は

元
々
「
一
俵
」
と
い
う
意
味
で
、
何
を
示

す
か
が
は
っ
き
り
書
い
て
い
な
け
れ
ば
、

通
常
「
米
～
俵
」
を
示
す
。
こ
の
場
合
は
、

各
家
族
が
必
ず
米
を
納
め
て
い
な
い
の
で
、

書
き
手
が
チ
ェ
ッ
ク
と
し
て
付
け
た
か
も

し
れ
な
い
。

　

ダ
ー
ハ
ン
に
つ
い
て
は
与
那
国
教
育
委

員
会
の
資
料
を
参
考
に
し
た
が
、
未
解
読

の
も
の
は
「
d
XX
」
の
よ
う
な
記
号
を
付

け
た
。

　

日
付
は
第
一
の
資
料
に
あ
る
例
よ
り
ほ

ぼ
一
か
月
前
だ
が
、
同
一
人
物
の
手
書
き

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

図
４
の
右
か
ら
二
行
目
か
ら
八
行
目
に

は
二
、三
、六
、九
個
の
点
を
並
べ
た
未
解

読
の
字
が
見
ら
れ
る
。
鶏
の
数
の
直
後
に

見
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
米
の
何
俵
を
表

す
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
点
で

な
く
丸
の
は
ず
で
あ
り
、
九
つ
の
グ
ル
ー

プ（
一
石
一
俵
）は
現
れ
る
は
ず
が
な
い

（
図
３
の
二
及
び
八
行
の「
四
俵
」
の
合
体

を
参
照
）。丸
に
近
い
楕
円
の「
卵
」
の
字

も
あ
り
、
鶏
は
普
通
に
卵
を
産
む
の
を
考

慮
す
る
と
、
卵
を
示
す
こ
と
も
あ
り
得
る
。

　

こ
の
一
行
目
は
例
外
と
し
て
、「
量
り 

/ 

斤
」
の
字
が
鶏
と
数
量
の
右
側
に
書

い
て
あ
る
。
向
き
が
逆
に
な
っ
て
い
る
の

は
他
で
は
見
ら
れ
な
い
例
で
あ
る
。

　

民
博
に
あ
る
カ
イ
ダ
ー
字
の
資
料
の
う

ち
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
（
漢
字
と
カ
イ
ダ
ー

字
）
の
板
札
は
二
〇
〇
六
年
に
す
で
に
解

読
し
て
あ
る
が
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
紙
の
資
料
三
点
が
、「
読
め
る
人

を
待
っ
て
眠
っ
て
い
た
」
と
民
博
の
佐
々

木
利
和
教
授
は
言
う
。

　

カ
イ
ダ
ー
字
資
料
の
新
し
い
発
見
に
よ

り
、
八
重
山
の
人
び
と
の
知
恵
や
、
当
時

の
人
々
の
文
字
の
意
識
が
さ
ら
に
評
価
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

モ
ノ
・
グ
ラ
フ

残
存
資
料
は
わ
ず
か
数
十
点

図１  ある一家の「五月廿九日」の記録
（横、折り紙1枚、縦13.2、横37.5センチ）

複
数
家
族
の
寄
付
の
記
録

五
月
廿
九
日

鶏 

三 

俵
俵
俵

魚 

三 

菜
葉 

三

雄
馬 

山
羊 

山
羊 

斤 

三

酒  

一（
升
）酒 

五
合  

冬
瓜 

五

大
根 

二
斤

菜
葉 
二
斤

玉
城　
鶏　
一     

四
月
廿
八
日

入
与
那
国　
油
二　
俵　
七

大
浜（
？
）牛
蒡　
二　
俵　
五

  

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

五　
月　
三　
日

大
浜（
？
）俵　
五　
鶏　
一

五
月
三
日

大
浜（
？
）俵　
五　
鶏　
一　
百

（
取
消
）

五　
月　
四　
日

入
高
島　
米　
十
九　
鶏　
一
六

コ
ヨ
リ
仮
綴
じ
の
資
料

図３  複数の家族に関する記録  〈第一紙オモテ〉

図４  複数の家族に関する記録２　〈第一紙ウラ〉図５  複数の家族に関する記録3〈第二紙オモテ〉

松
村　
鶏　
一　
六　
俵
俵

前
花　
俵　
五

佐
久
本　
俵　
四

五　
月　
五　
日

古
見　
俵　
三

「
d
11
」　
俵　
九　
俵
俵
俵

五　
月　
六　
日

古
見　
鶏　
二 

「
d
12
」（
俵
？
） 

「
d
3
」　
俵
俵

図２  複数の家族
に関する記録
（横、折り紙1枚、
縦13.5、横35.5
センチ）

「
d
7
」鶏 

一　
百

吉
元　
鶏　
二
：

小
嶺　
俵
俵
俵　
「
d
8
」 

魚　
二

大
高　
鶏　
一　

 

東
迎（
？
）鶏　
二　

「
d
9
」鶏　
一　

四　
月　
廿　
八　
日

「
d
10
」 
鶏　
一　
百　
∴

佐
久
本　
板　
二

「
d
4
」 
牛
蒡　
二　

五　
月　
二　
日

東
小
浜　
俵　
五

五　
月　
四　
日

「
d
5
」 

俵
俵
俵 

「
d
7
」 

鶏　
一
百

四　
月　
廿　
五　
日

東
迎 

（
一
石
） 

大
高　
牛
蒡 

二 

「
d
1
」俵
俵
俵　
小
嶺　
俵

吉
元　
俵
十
九　
入
崎　
八

四　
月　
廿　
六　
日

小
嶺　
俵　
七

玉
城　
俵　
七　
（
取
消
）

「
d
2
」三　
鶏　
「
d
2
」俵
、石　
十

佐
久
本　
俵　
六　

大
浜（
？
）俵　
十　
五

四　
月　
廿　
七　
日

「
d
3
」 

俵　
七　
鶏　
一　
百 　

 

「
d
4
」 

俵　
四　
「
d
5
」　
俵　
六

「
d
6
」 

俵　
十　
前
花　
俵　
六

文
字
を
解
読
す
る
と
…
…
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ガ
ラ
ス
と
御
影
石
の
兵
庫
県
立
美
術
館

「
芸
術
の
館
」
を
、
す
で
に
ご
存
知
の
方

は
多
い
と
お
も
う
。
山
と
海
に
挟
ま
れ
た

神
戸
の
な
か
で
も
海
沿
い
に
建
つ
芸
術
の

館
は
、
シ
ン
プ
ル
な
外
観
と
は
ち
が
っ
て
、

内
部
の
空
間
は
な
か
な
か
複
雑
で
探
検
し

が
い
が
あ
る
。
こ
の
館
や
か
たは
、
安
藤
忠
雄
氏

の
設
計
で
、
建
築
物
と
し
て
の
見
所
が

い
っ
ぱ
い
だ
。

　

二
〇
〇
二
年
の
開
館
一
年
目
に
し
て
来

館
者
一
〇
〇
万
人
を
突
破
し
、
そ
ろ
そ
ろ

五
〇
〇
万
人
を
数
え
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　　

同
館
で
は
こ
の
四
月
か
ら
五
月
末
ま
で
、

「
20
世
紀
の
は
じ
ま
り 

ピ
カ
ソ
と
ク
レ
ー

の
生
き
た
時
代
展
」
を
開
催
し
て
い
た
。

　

ド
イ
ツ
の
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
あ
る

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
＝
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州

立
美
術
館
の
所
蔵
品
の
巡
回
展
で
、名
古
屋
、

東
京
を
経
て
神
戸
に
や
っ
て
き
た
。こ
の
州

立
美
術
館
の
所
蔵
品
は
、パ
ウ
ル
･
ク
レ
ー

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
じ
め
、
そ
の
質
の
高

さ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

今
回
、
こ
の
展
覧
会
を
通
し
て
、
館
長

補
佐
の
越
智
裕
二
郎
氏
に
、
美
術
館
の
展

覧
会
開
催
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
、
と
く

に
お
金
の
動
き
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
回
の
出
展
作
品
の
総
評
価
額
は
四
〇

〇
億
円
ま
で
と
し
て
交
渉
が
成
立
し
た
。

こ
の
評
価
額
が
保
険
金
算
出
の
元
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
ユ
ー
ロ
が
上
が
り
続
け
て
一

ユ
ー
ロ
が
一
七
〇
円
を
突
破
。
結
局
、
ピ

カ
ソ
の
一
点
を
あ
き
ら
め
て
、
海
を
渡
る

ピ
カ
ソ
は
六
点
と
な
っ
た
。

　

い
よ
い
よ
作
品
が
動
く
こ
と
に
な
っ
た

が
、
巡
回
地
が
か
わ
る
ご
と
に
付
き
添
い

の
学
芸
員
と
修
復
担
当
者
は
、
そ
の
都
度

日
本
に
や
っ
て
き
て
移
動
を
確
認
す
る
。

そ
の
費
用
も
も
ち
ろ
ん
必
要
経
費
と
し
て

計
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
回
の
必
要

経
費
は
二
億
円
。
開
催
館
三
館
で
二
〇
万

人
を
動
員
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

数
字
に
つ
な
が
る
ら
し
い
。
チ
ケ
ッ
ト
が

大
人
一
人
一
三
〇
〇
円
な
の
も
、
こ
れ
で

う
な
ず
け
る
。

　

私
の
大
好
き
な
ク
レ
ー
の
「
赤
と
白
の

丸
屋
根
」
も
来
て
い
た
。
は
じ
め
て
実
物

を
見
て
、
こ
ん
な
に
小
さ
な
作
品
だ
っ
た

の
か
、
と
気
づ
か
さ
れ
た
。
小
さ
な
面
積

に
ク
レ
ー
の
色
彩
感
覚
が
凝
縮
さ
れ
て
い

る
。
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
味

わ
え
な
い
感
覚
だ
。

　

最
後
に
越
智
氏
に
、
今
後
の
美
術
館
の

目
標
は
？　

と
伺
う
と
、
ち
ょ
っ
と
嬉
し

い
こ
た
え
が
返
っ
て
き
た
。
子
ど
も
た
ち

に
、
こ
の
世
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
価
値

観
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
教
育
で

き
る
美
術
館
、
な
ん
で
こ
の
人
は
こ
ん
な

不
思
議
な
絵
を
描
い
た
ん
だ
ろ
う
ね
と
、

そ
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
子
ど
も

た
ち
と
深
め
て
い
け
る
よ
う
な
美
術
館
に

し
た
い
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

港に臨む｢芸術の館｣
私のふるさと神戸で誇れるもののひとつが兵庫県立美術館、

HAT神戸の一角にたたずんでいる。「芸術の館」はその愛称。
多様な芸術活動をたゆまなく展開する

地球ミュージアム紀行  　　
兵庫県立美術館

高た
か
は
し橋 

晴は
る
こ子　
　

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学 

学
芸
学
部
教
授

専
門
は
、身
体
と
装
い
の
情
報
処
理
。民
博
の
ウ
ェ
ブ・

サ
イ
ト
か
ら
〈
服
装・身
装
文
化
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〉
を

公
開
し
て
い
る
。世
界
の
身
装
情
報
の
拠
点
づ
く
り
と

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
映
画
に
関
心
が
あ
る
。

大
き
な
お
金
が
動
く
展
覧
会

作
品
と
の
対
話

海に面した外観は実に無駄がない。帰りにハーバーウォークも楽しめる

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
中
央
砂
漠
地
域
の
ア

ボ
リ
ジ
ニ
の
人
た
ち
に
は
、
儀
礼
の
際
に

各
部
族
固
有
の
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
（
神
話
体

系
）
を
様
々
な
抽
象
紋
様
を
使
っ
て
砂
絵

や
ボ
デ
ィ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
し
て
描
く

伝
統
が
あ
っ
た
。
各
紋
様
は
文
脈
に
よ
り

意
味
が
異
な
る
。
民
博
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示

場
に
砂
絵
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
一
部
が
図
解

さ
れ
て
い
る
。
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
は
、
公
開

レ
ベ
ル
、
神
聖
レ
ベ
ル
、
秘
密
レ
ベ
ル
な

ど
多
層
の
意
味
を
持
つ
の
で
、
そ
の
表
現

に
多
義
的
な
紋
様
は
便
利
な
の
だ
。

　

一
九
七
一
年
、
中
央
砂
漠
の
パ
プ
ニ
ア

に
白
人
美
術
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
ジ
ェ

フ
リ
ー
・
バ
ー
ド
ン
は
、
生
徒
が
砂
に
描

い
て
い
た
紋
様
を
紙
に
描
く
よ
う
に
勧
め
、

そ
れ
に
大
人
た
ち
も
関
心
を
寄
せ
て
校
舎

の
壁
に
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
を
描
く
こ
と
に
な

っ
た
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
深
く
結
び
つ

く
本
地
域
の
抽
象
紋
様
が
西
欧
の
画
材
で

表
現
さ
れ
た
最
初
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ

の
際
に
描
か
れ
た
の
が
、
地
名
の
由
来
で

あ
る
ミ
ツ
ア
リ
の
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
だ
っ
た
。

　

や
が
て
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
た
ち
自
身
が
美

術
運
動
を
立
ち
上
げ
、
カ
ン
バ
ス
と
ア
ク

リ
ル
絵
の
具
を
使
い
、
砂
絵
の
紋
様
を
描

き
、
描
い
て
は
い
け
な
い
秘
密
の
部
分
を

点
描
で
埋
め
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
確

立
し
、
周
辺
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
広
ま

っ
た
。
バ
ー
ド
ン
の
努
力
に
よ
っ
て
美
術

界
に
販
路
も
確
立
、
モ
ダ
ン
な
印
象
の
点

描
画
が
好
ま
れ
た
の
か
八
〇
年
代
に
は
国

際
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
や
世

界
的
な
画
家
が
数
多
く
生
ま
れ
て
い
る
。

　

働
き
ア
リ
の
一
部
が
腹
に
蜜
を
貯
め
る

ミ
ツ
ア
リ
は
、
砂
漠
で
糖
分
を
得
る
貴
重

な
食
材
な
の
で
、
こ
の
地
域
の
部
族
グ
ル

ー
プ
の
多
く
が
ミ
ツ
ア
リ
の
ド
リ
ー
ミ
ン

グ
を
持
つ
。
ミ
ツ
ア
リ
は
深
い
地
中
に
空

洞
と
通
路
を
作
る
の
で
、
地
下
水
脈
や
泉

は
ミ
ツ
ア
リ
の
巣
か
ら
生
じ
る
と
信
じ

ら
れ
て
お
り
、
ミ
ツ
ア
リ
の
ド
リ
ー
ミ

ン
グ
の
多
く
が
泉
と
結
び
つ
く
。

　

こ
の
絵
で
も
、
旅
す
る
ミ
ツ
ア
リ
の

目
指
す
聖
地
の
巣
か
ら
生
じ
た
泉
が
中

央
に
描
か
れ
、
人
を
表
す
Ｕ
字
型
と
堀

り
棒
を
示
す
三
本
の
線
の
組
み
合
わ
せ

は
女
性
を
表
し
、
巣
を
掘
り
返
そ
う
と

周
り
に
座
っ
て
い
る
さ
ま
を
表
す
。
Ｕ

字
型
が
人
を
表
す
の
は
、
砂
上
に
残
る

尻
跡
の
形
か
ら
。
こ
の
よ
う
に
、
地
表
の

痕
跡
に
基
づ
く
紋
様
が
多
い
の
は
、
採
集

狩
猟
生
活
で
は
痕
跡
が
大
事
な
情
報
源
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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ガ
ラ
ス
と
御
影
石
の
兵
庫
県
立
美
術
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芸
術
の
館
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を
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す
で
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ご
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方
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お
も
う
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は
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て
、

内
部
の
空
間
は
な
か
な
か
複
雑
で
探
検
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。

　

二
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〇
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し
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ろ
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〇
〇
万
人
を
数
え
る
と
の
こ
と
で
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る
。
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紀
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催
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。

　

ド
イ
ツ
の
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
あ
る

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
＝
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州

立
美
術
館
の
所
蔵
品
の
巡
回
展
で
、名
古
屋
、

東
京
を
経
て
神
戸
に
や
っ
て
き
た
。こ
の
州

立
美
術
館
の
所
蔵
品
は
、パ
ウ
ル
･
ク
レ
ー

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
じ
め
、
そ
の
質
の
高

さ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

今
回
、
こ
の
展
覧
会
を
通
し
て
、
館
長

補
佐
の
越
智
裕
二
郎
氏
に
、
美
術
館
の
展

覧
会
開
催
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。
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。
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わ
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の
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芸
員
と
修
復
担
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者
は
、
そ
の
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度

日
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に
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て
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動
を
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る
。
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も
も
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必
要
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費
と
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て
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の
必
要
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は
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。
開
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三
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で
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を
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ば
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な
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と
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う

数
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に
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。
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が

大
人
一
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一
三
〇
〇
円
な
の
も
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の
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と
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も
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た
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を
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、
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に
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か
、
と
気
づ
か
さ
れ
た
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小
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な
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積

に
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ー
の
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感
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が
凝
縮
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れ
て
い

る
。
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
味

わ
え
な
い
感
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だ
。

　

最
後
に
越
智
氏
に
、
今
後
の
美
術
館
の

目
標
は
？　

と
伺
う
と
、
ち
ょ
っ
と
嬉
し

い
こ
た
え
が
返
っ
て
き
た
。
子
ど
も
た
ち

に
、
こ
の
世
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
価
値

観
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
教
育
で

き
る
美
術
館
、
な
ん
で
こ
の
人
は
こ
ん
な

不
思
議
な
絵
を
描
い
た
ん
だ
ろ
う
ね
と
、

そ
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
子
ど
も

た
ち
と
深
め
て
い
け
る
よ
う
な
美
術
館
に

し
た
い
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
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映
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に
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砂
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美
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が
砂
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に
大
人
た
ち
も
関
心
を
寄
せ
て
校
舎

の
壁
に
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
を
描
く
こ
と
に
な

っ
た
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
深
く
結
び
つ

く
本
地
域
の
抽
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の
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初
の
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の
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や
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リ
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運
動
を
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、
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バ
ス
と
ア
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ル
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を
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、
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と
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に
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に
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る
よ
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に
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、
今
や
世
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的
な
画
家
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数
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く
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る
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働
き
ア
リ
の
一
部
が
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に
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を
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め
る

ミ
ツ
ア
リ
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砂
漠
で
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分
を
得
る
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重

な
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な
の
で
、
こ
の
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域
の
部
族
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ル
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プ
の
多
く
が
ミ
ツ
ア
リ
の
ド
リ
ー
ミ
ン

グ
を
持
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。
ミ
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ア
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は
深
い
地
中
に
空

洞
と
通
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を
作
る
の
で
、
地
下
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脈
や
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は
ミ
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ア
リ
の
巣
か
ら
生
じ
る
と
信
じ

ら
れ
て
お
り
、
ミ
ツ
ア
リ
の
ド
リ
ー
ミ

ン
グ
の
多
く
が
泉
と
結
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く
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こ
の
絵
で
も
、
旅
す
る
ミ
ツ
ア
リ
の

目
指
す
聖
地
の
巣
か
ら
生
じ
た
泉
が
中

央
に
描
か
れ
、
人
を
表
す
Ｕ
字
型
と
堀

り
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を
示
す
三
本
の
線
の
組
み
合
わ
せ

は
女
性
を
表
し
、
巣
を
掘
り
返
そ
う
と

周
り
に
座
っ
て
い
る
さ
ま
を
表
す
。
Ｕ

字
型
が
人
を
表
す
の
は
、
砂
上
に
残
る

尻
跡
の
形
か
ら
。
こ
の
よ
う
に
、
地
表
の

痕
跡
に
基
づ
く
紋
様
が
多
い
の
は
、
採
集

狩
猟
生
活
で
は
痕
跡
が
大
事
な
情
報
源
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

オーストラリア・アボリジニのアクリル画
「ミツアリのドリーミング」

民族：ピチャンチャチャラ　国名：オーストラリア
作者：ジャネット・ハーバート　46×56cm

1987年収集、H0149428
◉

久保 正敏
民博　文化資源研究センター

表紙モノ語り

充実したミュージアム・ショップには魅力的なグッズ
がいっぱい

この円形テラスは、
おすすめスポット
のひとつ。ギャラリ
ー棟にもつながっ
ている

｢20世紀のはじまり　ピカソとクレーの生きた時代｣の展覧会
場風景

よく利用されている美術情報センターは入り口のすぐ
そばに。とても明るいセンターだ



みんぱく

I N F O R M A T I O N
インフォメーション 

友の会講演会　会場●国立民族学博物館　第５セミナー室
　　　　　　　定員●96名（当日先着順、会員証をご提示ください）

レグラー工房：くるみ割り人形（８，400円）、
クルーゲ工房：塩コショー入れ（３，675
円）、ゲルネグロース工房：くるみ細工（各
２，100円）、飾り台１０座（８，２９５円）
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企
画
展

「
チ
ベ
ッ
ト

　
ポ
ン
教
の
神
が
み
」

　

一
四
世
紀
以
降
に
確
立
し
た
ポ

ン
教
の
図
像
学
を
通
じ
て
ポ
ン
教

の
神
が
み
を
紹
介
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
と
は
や
や
異
な
る
世
界
を
ご
覧

い
た
だ
き
ま
す
。

会
期　
七
月
二
一
日（
火
）ま
で

会
場　
常
設
展
示
場
内

「
点
字
の
考
案
者
ル
イ
・
ブ

ラ
イ
ユ
生
誕
二
〇
〇
年
記

念　
…
点
天
展
…
」

　

六
個
の
点
の
組
み
合
わ
せ
で
仮

名
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
数
字
を

書
き
表
す
点
字
。こ
の
究
極
の
触
る

文
字
に
込
め
ら
れ
た
し
た
た
か
な

創
造
力
と
し
な
や
か
な
発
想
力
。本

展
で
は
多
様
な
展
示
物
を
通
じ
て

点
字
の
歴
史
を
紹
介
し
、〝
点
字
力
〟

の
今
日
的
意
義
を
考
え
ま
す
。

会
期　
八
月
一
三
日
（
木
）
～
一
一

月
二
四
日（
火
）

会
場　
常
設
展
示
場
内

博
学
連
携
教
員
研
修

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

二
〇
〇
九
in
み
ん
ぱ
く

　

民
博
を
利
用
し
た
実
践
事
例
の

紹
介
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
と
お

し
て
、
国
際
理
解
教
育
に
お
け
る
博

学
連
携
の
意
義
や
可
能
性
に
つ
い

て
考
え
ま
す
。

日
時　
八
月
四
日（
火
）一
〇
時
二
〇

分
～
一
六
時（
受
付
一
〇
時
～
）

〈
第
一
部
〉

講
演
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ツ
ア
ー

〈
第
二
部
〉

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
民
博

の
事
前
学
習
～
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

解
説
の
作
成
を
通
し
て
～

②
北
西
海
岸
先
住
民
の
木
箱
づ
く
り

③
仮
面
づ
く
り

④
モ
ノ
か
ら
ひ
ら
め
く
モ
ノ
コ
ー
ド

⑤
ひ
と
か
け
ら
の
チ
ョコ
レ
ー
ト
か
ら

⑥
鯨
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ（
持
続
的
発
展
教
育
）

⑦
ｔｏ 

私 

ｆ
ｒｏｍ 

私
―
標
本
資

料
の
ふ
る
さ
と
か
ら
の
便
り
―

会
場　

セ
ミ
ナ
ー
室
お
よ
び
常
設

展
示
場
な
ど

参
加
費　
無
料

参
加
申
し
込
み
方
法

所
属
・
参
加
者
名
・
参
加
希
望
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
明
記
の
う
え
、
左
記

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ　

情
報
企
画
課
情

報
企
画
係

フ
ァ
ッ
ク
ス　
〇
六
―
六
八
七
八
―

七
五
二
三

E
-m

a
il:h

a
k

u
g

a
k

u
@

id
c

.
m

inpaku.ac.jp

　　

羊
毛
と
石
を
使
っ
て
ペ
ー
パ
ー

ウ
ェ
イ
ト
を
つ
く
り
ま
す
。羊
毛
に

は
水
分
、
圧
力
、
熱
な
ど
を
加
え
る

と
、
線
維
同
士
が
絡
み
合
っ
て
布
状

（
フ
ェ
ル
ト
化
）
に
な
る
特
性
が
あ

り
ま
す
。フ
ェ
ル
ト
化
を
体
験
し
、

民
博
の
常
設
展
示
場
で
フ
ェ
ル
ト

に
よ
る
展
示
品
を
探
し
て
み
ま
し

ょ
う
。

実
施
日　
七
月
二
五
日（
土
）

時
間　
①
一
一
時
～
一
二
時

②
一
三
時
三
〇
分
～
一
四
時
三
〇
分

③
一
五
時
～
一
六
時

講
師　
上
羽
陽
子（
助
教
）

定
員　
各
回
一
五
名
（
当
日
受
付
先

着
順
）

参
加
費　
三
〇
〇
円

お
問
い
合
わ
せ　

情
報
企
画
課
情

報
企
画
係

電
話
〇
六
―
六
八
七
八
―
八
五
三
二

（
平
日
九
時
～
一
七
時
）

 「
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト

ナ
ー
ズ
」
に
よ
る
点
字
体
験
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。

　
し
お
り
、名
刺
、カ
ー
ド
、テ
ー
プ

に
、
名
前
、
好
き
な
言
葉
な
ど
を
点

字
で
打
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　
七
月
一
一
日（
土
）

一
二
時
～
一
五
時
三
〇
分 

会
場 

一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

参
加
費　
無
料

＊
詳
細
及
び
お
申
し
込
み
に
つ
い

て
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

会場　国立民族学博物館 講堂
時間  13:30～15:00（13:00開場)
定員 450名（当日先着順）
参加費　無料
展示場をご覧になる方は、観覧料が必
要です。

第374回　7月18日（土）
「グローカル化の中の漢族婚礼」
講師　韓敏（民族社会研究部准教授）

グローバリゼーションによって世界
が均一な文化に覆われているようで
ありながら、実際に人びとはローカル
な環境のなかでグローバルな文化を
再編成しつつ、自分らしさ、地域性、民
族性、ルーツと伝統などを再認識し、
再構築していこうとしています。多元
的に展開された漢族の婚礼を通して、
現代中国の庶民の生活と文化変容を
考えてみます。

第375回　８月15日（土）
「音盤に聴く東アジア近代音
楽史―日本コロムビア外地録音
資料」
講師　福岡正太（文化資源研究センター
准教授）

戦前、日本コロムビア社は、上海、台
湾、朝鮮等に向けてレコードを制作販
売していました。現在、民博はその原
盤を所蔵しています。東アジア近代音
楽史をその音溝に刻んだ外地録音資
料の概要をご紹介します。

第374回　8月1日（土）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
シリーズ「先住民のいま」②
ダレがダレを「先住民」とよぶ？
──東南アジアにて
講師  信田敏宏（研究戦略センター准教授）
古くから人の移動が激しかった東南
アジアでは、「先住」か「後」から の民
族かの区別は容易ではありません。近
年、国家や国際団体によって急に「先
住民」と呼ばれるようになった 人びと
と、そう呼ぶ側との意識のズレをお話
します。

ドイツの木の工房から

森の国とも呼ばれるドイツでは、木を
使った職人の手仕事が今も息づいて
います。そんなドイツの森に囲まれた

エルツ山地、ザイフェン村に点在する
工房から愛らしい木工細工が届きま
した。年と共に木目の味わいが増す

「くるみ割り人形」。殻の中に現地の
風物がおさまった「くるみ細工」。幸
運をもたらすといわれている「ブタの
調味料入れ」等。工房ごとに、順次ミニ
コーナーでご紹介してまいります。

友の会 みんぱくゼミナール

ミュージアム・ショップ

■庄司博史　P.バックハウス　F.クルマス
　編著

『日本の言語景観』
三元社　定価：２，205円（税込）
近年、鉄道駅の案内や街角の看板で、英語の
ほか、韓国語や中国語など外国語表示が目に
つくようになった。本書は、このような外国
語を用いた表示によ
る言語景観を社会の
動きとのかかわりの
中で考察する。

刊行物紹介

国立民族学博物館 友の会
電話  06 -6877-8893　

ファックス  06 -6878 -3716
電話でのお問い合わせは

月曜～金曜日午前９時から17時まで
にお願いします。

http://www.senri-f.or.jp/
E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

国立民族学博物館 ミュージアム・ショップ
電話  06 -6876 -3112

ファックス  06 -6876 -0875
水曜日定休

ウェブサイトもご覧ください。
オンラインショップ「World Wide Bazaar」
http://www.senri-f.or.jp/shop/

E-mail shop@senri-f.or.jp

東京講演会　7月25日（土）
アンデスの遺跡と
人びとの暮らし
講師  加藤泰建（埼玉大学副学長）
民族学研修の旅で訪問するペルーに
関連し、アンデスの遺跡と、それと隣
り合わせに、今を生きる人びととの関
わりについてお話いただきます。
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
会場●JICA地球ひろば
 セミナールーム202

■国立民族学博物館　監修・編集
『旅　いろいろ地球人』
淡交社　定価：1，260円（税込）

「毎日新聞（大阪本社版）」に連載中の、国立民
族学博物館（みんぱく）研究者が執筆する「異
文化を学ぶ」の３年間分（150篇）を単行本
化。一定の地域でしかなかった「文化」や「民
族」がひろがりをみせ、異文化とされていた
ものが身近になりつつある今、それを知り、
触れることでグローバル化する日本をより
理解し、どのように振
舞えばよいかを考え
る書。

■韓 敏　著
『革命の実践と表象　現代中国への
人類学的アプローチ』
風響社　定価：3,150円（税込）
革命は近代中国史を貫く核心的概念。17人
の中国研究者が、服飾・映画・アートの革命
表象、社会制度と文化
儀礼の再構築、グロー
バル時代の革命記憶
と構造転換、以上の３
点から革命を追う初
めての論集。

第375回　9月5日（土）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
シリーズ「先住民のいま」③
共生の道をさぐる「先住民」
──オーストラリアにて
講師  松山利夫（民族文化研究部教授）
昨年、ラッド首相が過去の先住民政策
について謝罪するなど、従来の施策が
見直されつつあります。先住民である
なしに限らず多様な人びとが社会を
構成することがさけられない現代。共
生社会への道程として、オーストラリ
アの事例を読みときます。

定員●40名（当日先着順、会員証を
ご提示ください）

夏
休
み
も
の
づ
く
り

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

羊
毛
で
つ
く
る
ペ
ー
パ
ー
ウ
ェ
イ
ト

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
に
よ
る
点

字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
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ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
、
話
し
言
葉
の
豊

か
な
場
所
で
あ
る
。
大
統
領
は
、
演
説
が

巧
み
で
あ
る
こ
と
が
当
然
と
さ
れ
、
ポ
ピ

ュ
リ
ズ
ム
（
大
衆
迎
合
主
義
）
政
治
を
支

え
る
要
因
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
し
、

地
方
の
小
さ
な
村
で
も
、
祝
宴
の
席
で
子

ど
も
が
、
身
振
り
を
交
え
て
詩
を
朗
読
す

る
こ
と
も
よ
く
目
に
す
る
。

●
笑
い
話
チ
ス
テ
は

ペ
ル
ー
大
衆
文
化
の
代
表
格

　

私
が
こ
こ
三
〇
年
、
発

掘
調
査
に
通
っ
て
い
る
ペ

ル
ー
も
例
外
で
は
な
い
。

公
用
語
と
し
て
流
通
す
る

ス
ペ
イ
ン
語
に
限
っ
て

も
、
ペ
ル
ー
独
自
の
意
味

や
表
現
を
指
す
ペ
ル
ア
ニ

ス
モ
や
、
そ
れ
に
含
ま
れ

も
し
よ
う
が
、
辞
書
的
な

意
味
か
ら
派
生
さ
せ
て
文

意
を
多
義
に
し
て
し
ま
う

ド
ブ
レ
・
セ
ン
テ
ィ
ー
ド

（
二
重
の
意
味
）
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
表
現
法
が
あ

り
、
ま
た
こ
れ
ら
を
駆
使

し
て
語
ら
れ
る
笑
い
話
チ

ス
テ
は
、
ペ
ル
ー
大
衆
文

化
の
代
表
格
で
あ
る
。

　

タ
ク
シ
ー
に
乗
れ
ば
、

運
転
手
は
ハ
ン
ド
ル
か
ら
手
を
離
す
ほ
ど

語
り
に
熱
中
し
、
友
人
の
集
ま
り
で
は
、

登
場
人
物
の
声
色
を
使
い
分
け
な
が
ら
、

競
い
合
う
よ
う
に
何
時
間
で
も
チ
ス
テ
を

披
露
し
あ
う
場
面
に
必
ず
や
出
会
う
。
顔

を
赤
ら
め
る
よ
う
な
テ
ー
マ
（
赤
い
チ
ス

テ
）
か
ら
政
治
的
話
題
ま
で
、
際
ど
さ
や

鋭
さ
が
目
立
つ
チ
ス
テ
は
、
わ
が
大
阪
を

凌
駕
す
る
ほ
ど
の
笑
い
の
宝
庫
で
あ
る
。

●
足
の
不
自
由
な
犬
は

信
じ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ

　

そ
ん
な
人
間
臭
い
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の

対
人
関
係
な
ら
ば
、
さ
ぞ
か
し
人
の
良
い

人
た
ち
ば
か
り
か
と
思
い
き
や
、
ど
っ
こ

い
、
だ
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
い
て

い
は
、
た
わ
い
の
な
い
こ
と
ば
か
り
で
な

の
だ
が
。

　

そ
ん
な
と
き
、「
だ
か
ら
よ
く
言
う
だ

ろ
う
」
と
諭
す
よ
う
に
始
ま
る
の
が
、
今

回
と
り
あ
げ
た
ス
ペ
イ
ン
語
の
言
い
回
し

だ
。
直
訳
す
れ
ば
、「
山
の
空
、
女
の
涙
、

足
の
不
自
由
な
犬
は
絶
対
に
信
じ
ち
ゃ
い

け
な
い
よ
」
と
な
る
。
女
性
を
怪
し
げ
な

存
在
と
見
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
男

性
側
に
立
つ
表
現
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
で
、
場
所
に
よ
っ
て
は
、「
運
転

手
の
言
葉
」
と
い
う
表
現
が
信
じ
ち
ゃ
い

け
な
い
も
の
に
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
長

距
離
ト
ラ
ッ
ク
か
バ
ス
の
運
転
手
の
こ
と

だ
ろ
う
。
到
着
ま
で
の
時
間
や
運
転
技
術

の
未
熟
さ
を
心
配
し
て
の
言
い
回
し
で
は

な
い
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
運
転
手
が
女
性

を
誘
う
代
表
的
職
業
と
見
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、女
性
側
に
立
っ
て
警

告
を
発
し
て
い
る
表
現
に
も
受
け
取
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
私
の
調
査
地
の
村
で
は
、

近
頃
、「
考
古
学
者
の
言
葉
」を
追
加
す
る

ケ
ー
ス
を
耳
に
し
た
。
襟
を
正
さ
ね
ば
。

●
だ
ま
す
こ
と
は

メ
ス
テ
ィ
ソ
の
生
存
戦
略
の
一
つ

　

さ
て
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
、
植
民
地

期
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
支
配
層
と
、
支

配
さ
れ
た
先
住
民
と
の
間
に
混
血
メ
ス
テ

ィ
ソ
が
生
ま
れ
、
場
所
に
も
よ
る
だ
ろ
う

が
、
今
や
人
口
の
大
半
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

メ
ス
テ
ィ
ソ
は
、
そ
の
社
会
的
に
曖
昧

な
位
置
づ
け
故
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

も
持
ち
得
ず
、
双
方
の
階
層
間
を
巧
み
な

身
の
処
し
方
で
媒
介
し
、
生
き
抜
い
て
き

た
歴
史
を
も
つ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
だ
ま
す

こ
と
も
、
メ
ス
テ
ィ
ソ
の
生
存
戦
略
の
一

つ
で
あ
り
、
言
葉
の
勝
負
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
足
を
引
き
ず
る
犬
ま

で
も
、
餌
を
も
ら
う
と
、
舌
を
出
し
て
立

ち
去
る
健ヽヽ
常ヽ
犬
と
し
て
ふ
る
ま
う
の
な
ら
、

ペ
ル
ー
の
犬
は
か
な
り
賢
い
！

人生は 決まり文句で

関せ
き 

雄ゆ
う
じ二

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

専
門
は
ア
ン
デ
ス
考
古
学
。ア
ン
デ
ス

山
中
に
眠
る
紀
元
前
の
古
代
神
殿
を

発
掘
し
始
め
て
今
年
で
三
〇
年
。
権

力
の
発
生
過
程
を
検
証
す
る
と
と
も

に
、
文
化
遺
産
を
核
と
す
る
住
民
参

加
型
開
発
を
模
索
中
。

信
じ
る
者
は
、救
わ
れ
な
い

アンデス地帯で家畜化された無毛犬

街角で売られるチステ集
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心
地
よ
い
生
は
ど
の
よ
う
な
要
素
か
ら

構
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を

馳
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け

は
、
子
ど
も
た
ち
が
昼
休
み
に
は
、
い
っ

た
ん
家
に
帰
っ
て
昼
食
を
と
る
習
慣
が
生

き
て
い
る
ス
イ
ス
の
ザ
ン
ク
ト
ガ
レ
ン
州

で
、
福
祉
施
設
で
用
意
さ
れ
た
弁
当
を
地

域
の
高
齢
者
へ
自
転
車
で
配
達
す
る
子
ど

も
た
ち
の
暮
ら
し
に
触
れ
た
時
で
あ
る
。

ス
イ
ス
に
は
自
宅
に
住
み
続
け
る
こ
と
を

望
む
高
齢
者
を
支
援
す
る
「
シ
ュ
ピ
テ
ッ

ク
ス
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
が
、
そ

れ
に
加
え
て
、
こ
こ
で
は
高
齢
者
と
子
ど

も
た
ち
が
ゆ
っ
た
り
と
時
を
共
有
で
き
る

工
夫
が
さ
れ
て
い
た
。

●
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
か
ら

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
へ
と
…
…

　

そ
の
後
、
多
文
化
主
義
を
掲
げ
る
カ
ナ

ダ
で
、
様
々
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や
宗
教
の

人
々
が
利
用
す
る
高
齢
者
用
住
居
・
施
設

に
お
い
て
、
多
様
な
要
望
に
応
え
る
た
め

の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

に
出
会
っ
た
。

　

外
部
や
他
の
世
代
の
人
間
も
参
加
し
て
、

民
族
文
化
を
表
現
す
る
活
動
や
食
事
メ
ニ

ュ
ー
な
ど
具
体
的
な
テ
ー
マ
が
議
論
さ
れ

る
。
参
加
す
る
者
す
べ
て
が
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に

開
か
れ
た
議
論
の
場
が
保
証
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
街
全
体
の
つ
く
り
に
も
反
映
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
試
み
は
、
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
と

呼
ば
れ
て
き
た
社
会
制
度
と
し
て
の
福
祉

の
み
な
ら
ず
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（
心

地
よ
い
生
・
幸
福
）
の
実
現
に
向
け
た
継

続
的
調
整
を
協
働
作
業
と
し
て
実
践
し
て

ゆ
く
こ
と
と
深
く
関
わ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
研
究

で
は
、
少
子
高
齢
社
会
に
お
け
る
問
題
へ

の
対
処
を
提
示
す
る
こ
と
に
は
留
ま
ら
な

い
。
す
べ
て
の
年
代
の
人
々
の
暮
ら
し
や

人
生
観
を
問
い
直
す
基
礎
的
研
究
と
現
場

の
実
践
に
関
す
る
応
用
的
研
究
と
を
並
行

さ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

●
新
た
な
対
話
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ

　

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
領
域
を
横
断
す
る

学
際
的
研
究
と
、
研
究
者
・
実
践
者
を
包

括
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
研
究
を
組
織
し

た
。
現
在
は
、
民
博
の
共
同
研
究
「
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（
福
祉
）
と
ラ
イ
フ
デ
ザ

イ
ン
」
と
科
学
研
究
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
少
子
高
齢
・
多
文
化
社
会
に
お
け
る
福

祉
・
教
育
空
間
の
多
機
能
化
に
関
す
る
歴

史
人
類
学
研
究
」
を
連
動
さ
せ
て
進
め
て

い
る
。

　

二
〇
〇
九
年
二
月
二
八
日
と
三
月
一
日

に
は
、
共
同
研
究
の
初
年
度
成
果
公
開
と

し
て
、
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
ラ
イ
フ

デ
ザ
イ
ン
と
福
祉
（W

ell-being

）の

人
類
学
」
を
立
命
館
大
学
で
開
催
し
た
。

こ
こ
で
は
、
高
齢
者
、
子
ど
も
た
ち
、
障

害
者
な
ど
の
利
用
に
適
し
た
施
設
・
空
間

の
多
機
能
化
と
そ
の
問
題
に
取
り
組
む
現

場
か
ら
の
報
告
が
あ
っ
た
。
施

設
の
機
能
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
は
み
で
る
部
分

を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

人
間
の
生
を
総
体
的
に
向
上
さ

せ
る
た
め
の
基
礎
的
知
見
と
現

場
で
の
応
用
可
能
な
情
報
を
提

示
し
た
。

　

一
般
市
民
も
含
め
て
約
一
四

〇
名
が
参
加
し
た
こ
の
二
日
間

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
通
し
て
、
次

世
代
を
見
据
え
、
専
門
分
野
や

特
定
地
域
を
横
断
す
る
新
た
な

対
話
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
醸
成

す
る
次
な
る
試
み
に
繋
げ
て
ゆ

け
た
ら
と
願
っ
て
い
る
。

鈴す
ず
き木 

七な
な
み美

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

専
門
は
歴
史
人
類
学
・
医
療
社
会
史
。

ユ
ー
ト
ピ
ア・コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ヴ
教
育・医
療
な
ど
、
ラ
イ

フ
デ
ザ
イ
ン
の
思
想
と
実
践
を
追
っ
て

い
る
。
著
書
に
、『
癒
し
の
歴
史
人
類

学
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
二
年
）、

『
出
産
の
歴
史
人
類
学
』（
新
曜
社
、

一
九
九
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

国際研究フォーラム
（第Ⅳセッション「技術
と障害者から始まるコ
ミュニティ・デザイン」）
　〈2009年3月1日〉

心
地
よ
い
生
を
も
と
め
て　
21
世
紀
の
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
へ

昼食に帰宅した男の子〈スイス、
グラッブス、1999年9月〉
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ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
、
話
し
言
葉
の
豊

か
な
場
所
で
あ
る
。
大
統
領
は
、
演
説
が

巧
み
で
あ
る
こ
と
が
当
然
と
さ
れ
、
ポ
ピ

ュ
リ
ズ
ム
（
大
衆
迎
合
主
義
）
政
治
を
支

え
る
要
因
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
し
、

地
方
の
小
さ
な
村
で
も
、
祝
宴
の
席
で
子

ど
も
が
、
身
振
り
を
交
え
て
詩
を
朗
読
す

る
こ
と
も
よ
く
目
に
す
る
。

●
笑
い
話
チ
ス
テ
は

ペ
ル
ー
大
衆
文
化
の
代
表
格

　

私
が
こ
こ
三
〇
年
、
発

掘
調
査
に
通
っ
て
い
る
ペ

ル
ー
も
例
外
で
は
な
い
。

公
用
語
と
し
て
流
通
す
る

ス
ペ
イ
ン
語
に
限
っ
て

も
、
ペ
ル
ー
独
自
の
意
味

や
表
現
を
指
す
ペ
ル
ア
ニ

ス
モ
や
、
そ
れ
に
含
ま
れ

も
し
よ
う
が
、
辞
書
的
な

意
味
か
ら
派
生
さ
せ
て
文

意
を
多
義
に
し
て
し
ま
う

ド
ブ
レ
・
セ
ン
テ
ィ
ー
ド

（
二
重
の
意
味
）
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
表
現
法
が
あ

り
、
ま
た
こ
れ
ら
を
駆
使

し
て
語
ら
れ
る
笑
い
話
チ

ス
テ
は
、
ペ
ル
ー
大
衆
文

化
の
代
表
格
で
あ
る
。

　

タ
ク
シ
ー
に
乗
れ
ば
、

運
転
手
は
ハ
ン
ド
ル
か
ら
手
を
離
す
ほ
ど

語
り
に
熱
中
し
、
友
人
の
集
ま
り
で
は
、

登
場
人
物
の
声
色
を
使
い
分
け
な
が
ら
、

競
い
合
う
よ
う
に
何
時
間
で
も
チ
ス
テ
を

披
露
し
あ
う
場
面
に
必
ず
や
出
会
う
。
顔

を
赤
ら
め
る
よ
う
な
テ
ー
マ
（
赤
い
チ
ス

テ
）
か
ら
政
治
的
話
題
ま
で
、
際
ど
さ
や

鋭
さ
が
目
立
つ
チ
ス
テ
は
、
わ
が
大
阪
を

凌
駕
す
る
ほ
ど
の
笑
い
の
宝
庫
で
あ
る
。

●
足
の
不
自
由
な
犬
は

信
じ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ

　

そ
ん
な
人
間
臭
い
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の

対
人
関
係
な
ら
ば
、
さ
ぞ
か
し
人
の
良
い

人
た
ち
ば
か
り
か
と
思
い
き
や
、
ど
っ
こ

い
、
だ
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
い
て

い
は
、
た
わ
い
の
な
い
こ
と
ば
か
り
で
な

の
だ
が
。

　

そ
ん
な
と
き
、「
だ
か
ら
よ
く
言
う
だ

ろ
う
」
と
諭
す
よ
う
に
始
ま
る
の
が
、
今

回
と
り
あ
げ
た
ス
ペ
イ
ン
語
の
言
い
回
し

だ
。
直
訳
す
れ
ば
、「
山
の
空
、
女
の
涙
、

足
の
不
自
由
な
犬
は
絶
対
に
信
じ
ち
ゃ
い

け
な
い
よ
」
と
な
る
。
女
性
を
怪
し
げ
な

存
在
と
見
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
男

性
側
に
立
つ
表
現
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
で
、
場
所
に
よ
っ
て
は
、「
運
転

手
の
言
葉
」
と
い
う
表
現
が
信
じ
ち
ゃ
い

け
な
い
も
の
に
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
長

距
離
ト
ラ
ッ
ク
か
バ
ス
の
運
転
手
の
こ
と

だ
ろ
う
。
到
着
ま
で
の
時
間
や
運
転
技
術

の
未
熟
さ
を
心
配
し
て
の
言
い
回
し
で
は

な
い
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
運
転
手
が
女
性

を
誘
う
代
表
的
職
業
と
見
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、女
性
側
に
立
っ
て
警

告
を
発
し
て
い
る
表
現
に
も
受
け
取
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
私
の
調
査
地
の
村
で
は
、

近
頃
、「
考
古
学
者
の
言
葉
」を
追
加
す
る

ケ
ー
ス
を
耳
に
し
た
。
襟
を
正
さ
ね
ば
。

●
だ
ま
す
こ
と
は

メ
ス
テ
ィ
ソ
の
生
存
戦
略
の
一
つ

　

さ
て
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
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で
は
、
植
民
地

期
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
支
配
層
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、
支

配
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た
先
住
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と
の
間
に
混
血
メ
ス
テ

ィ
ソ
が
生
ま
れ
、
場
所
に
も
よ
る
だ
ろ
う

が
、
今
や
人
口
の
大
半
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

メ
ス
テ
ィ
ソ
は
、
そ
の
社
会
的
に
曖
昧

な
位
置
づ
け
故
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

も
持
ち
得
ず
、
双
方
の
階
層
間
を
巧
み
な

身
の
処
し
方
で
媒
介
し
、
生
き
抜
い
て
き

た
歴
史
を
も
つ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
だ
ま
す

こ
と
も
、
メ
ス
テ
ィ
ソ
の
生
存
戦
略
の
一

つ
で
あ
り
、
言
葉
の
勝
負
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
足
を
引
き
ず
る
犬
ま

で
も
、
餌
を
も
ら
う
と
、
舌
を
出
し
て
立

ち
去
る
健ヽヽ
常ヽ
犬
と
し
て
ふ
る
ま
う
の
な
ら
、

ペ
ル
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の
犬
は
か
な
り
賢
い
！
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心
地
よ
い
生
は
ど
の
よ
う
な
要
素
か
ら

構
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を

馳
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け

は
、
子
ど
も
た
ち
が
昼
休
み
に
は
、
い
っ

た
ん
家
に
帰
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て
昼
食
を
と
る
習
慣
が
生

き
て
い
る
ス
イ
ス
の
ザ
ン
ク
ト
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レ
ン
州

で
、
福
祉
施
設
で
用
意
さ
れ
た
弁
当
を
地

域
の
高
齢
者
へ
自
転
車
で
配
達
す
る
子
ど

も
た
ち
の
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ら
し
に
触
れ
た
時
で
あ
る
。

ス
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ス
に
は
自
宅
に
住
み
続
け
る
こ
と
を

望
む
高
齢
者
を
支
援
す
る
「
シ
ュ
ピ
テ
ッ

ク
ス
」
と
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う
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
が
、
そ

れ
に
加
え
て
、
こ
こ
で
は
高
齢
者
と
子
ど

も
た
ち
が
ゆ
っ
た
り
と
時
を
共
有
で
き
る

工
夫
が
さ
れ
て
い
た
。

●
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フ
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ェ
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そ
の
後
、
多
文
化
主
義
を
掲
げ
る
カ
ナ

ダ
で
、
様
々
な
エ
ス
ニ
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テ
ィ
や
宗
教
の

人
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が
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す
る
高
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者
用
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・
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、
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な
要
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に
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え
る
た
め

の
ア
ウ
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ー
チ
や
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ン
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ア
活
動

に
出
会
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た
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外
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や
他
の
世
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の
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間
も
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加
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て
、
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文
化
を
表
現
す
る
活
動
や
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事
メ
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ー
な
ど
具
体
的
な
テ
ー
マ
が
議
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さ
れ

る
。
参
加
す
る
者
す
べ
て
が
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に

開
か
れ
た
議
論
の
場
が
保
証
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
街
全
体
の
つ
く
り
に
も
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さ
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て
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る
。

　

こ
れ
ら
の
試
み
は
、
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
と

呼
ば
れ
て
き
た
社
会
制
度
と
し
て
の
福
祉

の
み
な
ら
ず
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（
心

地
よ
い
生
・
幸
福
）
の
実
現
に
向
け
た
継

続
的
調
整
を
協
働
作
業
と
し
て
実
践
し
て

ゆ
く
こ
と
と
深
く
関
わ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
研
究

で
は
、
少
子
高
齢
社
会
に
お
け
る
問
題
へ

の
対
処
を
提
示
す
る
こ
と
に
は
留
ま
ら
な

い
。
す
べ
て
の
年
代
の
人
々
の
暮
ら
し
や

人
生
観
を
問
い
直
す
基
礎
的
研
究
と
現
場

の
実
践
に
関
す
る
応
用
的
研
究
と
を
並
行

さ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

●
新
た
な
対
話
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ

　

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
領
域
を
横
断
す
る

学
際
的
研
究
と
、
研
究
者
・
実
践
者
を
包

括
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
研
究
を
組
織
し

た
。
現
在
は
、
民
博
の
共
同
研
究
「
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（
福
祉
）
と
ラ
イ
フ
デ
ザ

イ
ン
」
と
科
学
研
究
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
少
子
高
齢
・
多
文
化
社
会
に
お
け
る
福

祉
・
教
育
空
間
の
多
機
能
化
に
関
す
る
歴

史
人
類
学
研
究
」
を
連
動
さ
せ
て
進
め
て

い
る
。

　

二
〇
〇
九
年
二
月
二
八
日
と
三
月
一
日

に
は
、
共
同
研
究
の
初
年
度
成
果
公
開
と

し
て
、
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
ラ
イ
フ

デ
ザ
イ
ン
と
福
祉
（W

ell-being

）の

人
類
学
」
を
立
命
館
大
学
で
開
催
し
た
。

こ
こ
で
は
、
高
齢
者
、
子
ど
も
た
ち
、
障

害
者
な
ど
の
利
用
に
適
し
た
施
設
・
空
間

の
多
機
能
化
と
そ
の
問
題
に
取
り
組
む
現

場
か
ら
の
報
告
が
あ
っ
た
。
施

設
の
機
能
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
は
み
で
る
部
分

を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

人
間
の
生
を
総
体
的
に
向
上
さ

せ
る
た
め
の
基
礎
的
知
見
と
現

場
で
の
応
用
可
能
な
情
報
を
提

示
し
た
。

　

一
般
市
民
も
含
め
て
約
一
四

〇
名
が
参
加
し
た
こ
の
二
日
間

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
通
し
て
、
次

世
代
を
見
据
え
、
専
門
分
野
や

特
定
地
域
を
横
断
す
る
新
た
な

対
話
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
醸
成

す
る
次
な
る
試
み
に
繋
げ
て
ゆ

け
た
ら
と
願
っ
て
い
る
。

鈴す
ず
き木 

七な
な
み美

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

専
門
は
歴
史
人
類
学
・
医
療
社
会
史
。

ユ
ー
ト
ピ
ア・コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ヴ
教
育・医
療
な
ど
、
ラ
イ

フ
デ
ザ
イ
ン
の
思
想
と
実
践
を
追
っ
て

い
る
。
著
書
に
、『
癒
し
の
歴
史
人
類

学
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
二
年
）、

『
出
産
の
歴
史
人
類
学
』（
新
曜
社
、

一
九
九
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

国際研究フォーラム
（第Ⅳセッション「技術
と障害者から始まるコ
ミュニティ・デザイン」）
　〈2009年3月1日〉

心
地
よ
い
生
を
も
と
め
て　
21
世
紀
の
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
へ

昼食に帰宅した男の子〈スイス、
グラッブス、1999年9月〉
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中な
か
の野 

克か
つ
ひ
こ彦　
　

立
命
館
大
学
非
常
勤
講
師

専
門
は
、
国
際
社
会
学
、
エ
ス
ニ
ッ
ク・メ
デ
ィ
ア
論
。

中
国
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
中
心
に
、
文
化
変
容
と
メ

デ
ィ
ア
の
関
係
に
つ
い
て
研
究
。
共
著
に
、『
移
動
す

る
人
び
と
、
変
容
す
る
文
化
』、『
事
典　
日
本
の
多

言
語
社
会
』
な
ど
が
あ
る
。

　

大
阪
城
に
近
い
瀟
洒
な
マ
ン
シ
ョ
ン
の

一
室
に
、「
関
西
華
文
時
報
」
の
編
集
部

は
あ
る
。
在
日
中
国
人
や
中
国
に
関
心
を

持
つ
日
本
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
新
聞

で
あ
る
。
同
紙
の
発
行
人
を
つ
と
め
る
の

は
黒
瀬
道
子
さ
ん
。
中
国
の
大
学
講
師
、

翻
訳
会
社
の
設
立
を
経
て
、
二
〇
〇
二
年

に
中
国
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
と
も
に
「
関

西
華
文
時
報
」
を
創
刊
し
た
。

「
東
京
発
信
型
の
メ
デ
ィ
ア
と
は
一
線
を

画
し
、
自
分
達
に
と
っ
て
身
近
な
ニ
ュ
ー

ス
を
取
り
上
げ
る
メ
デ
ィ
ア
を
つ
く
り
た

い
」
と
い
う
思
い
か
ら
だ
っ
た
。

　

在
日
中
国
人
の
外
国
人
登
録
者
数
は
、

在
日
コ
リ
ア
ン
を
抜
い
て
、
つ
い
に
六
〇

万
人
を
突
破
し
た
。
中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
情
報
面
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
に
、

数
多
く
の
中
国
語
新
聞
が
登
場
し
て
い
る
。

し
か
し
、
情
報
の
東
京
一
極
集
中
の
た
め

に
、
関
西
在
住
の
中
国
人
に
向
け
た
メ

デ
ィ
ア
は
少
な
い
。

　

公
称
発
行
部
数
は
月
三
万
部
。
毎

月
一
日
と
一
五
日
に
刊
行
さ
れ
る
。
発

行
エ
リ
ア
で
あ
る
関
西
・
東
海
地
域
の
中

国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
動
向
、
日
中
関
係

の
ニ
ュ
ー
ス
、
中
国
文
化
に
関
す
る
情
報

が
中
心
だ
。
地
元
の
中
国
料
理
店
や
中
国

語
の
通
じ
る
商
店
の
記
事
・
広
告
な
ど
、

生
活
情
報
も
豊
富
で
あ
る
。
通
信
社
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
を
転
載
す
る
中
国

語
新
聞
が
多
い
な
か
で
、
所
属
記
者
の
記

事
や
読
者
の
寄
稿
を
中
心
に
、
あ
く
ま
で

地
元
密
着
型
の
独
自
性
溢
れ
る
紙
面
づ
く

り
を
目
指
し
て
き
た
。

 

「
関
西
華
文
時
報
」
の
取
材
対
象
は
、
国

際
社
会
で
活
躍
す
る
大
物
か
ら
一
般
の
在

日
中
国
人
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
日
中

英
の
三
言
語
で
作
詞
・
作
曲
を
行
な
う
神

戸
華
僑
五
世
の
シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ン
グ
ラ
イ

タ
ー
、
地
元
の
ス
キ
ー
大
会
で
優
勝
し
た

神
戸
華
僑
四
世
…
…
。
興
味
深
い
の
は
、

地
元
の
中
国
人
を
伝
え
る
記
事
が
、
日
中

間
を
ゆ
る
が
す
重
大
事
件
を
抑
え
て
第
一

面
を
飾
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
こ
と
だ
。

　

一
般
の
人
び
と
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分

の
活
動
が
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

は
誇
り
で
あ
る
し
、
励
み
に
も
な
る
。
周

り
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
知
人
に
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
る
こ
と
で
話
題
の

輪
が
広
が
る
。
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

総
領
事
を
通
じ
励
ま
し
の
言
葉
と
慰
問
金

が
届
け
ら
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
在
日
中

国
人
か
ら
募
金
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。

 

「
関
西
華
文
時
報
」
の
も
う
一
つ
の
特
徴

は
、
中
国
語
と
日
本
語
の
紙
面
が
並
存
し

て
い
る
こ
と
だ
。「
在
日
中
国
人
と
日
本

人
が
仕
事
や
生
活
を
と
も
に
す
る
状
況
が

増
え
る
な
か
で
、
中
国
人
の
動
向
を
日
本

人
に
伝
え
た
か
っ
た
」こ
と
が
、日
本
語
紙

面
を
設
け
た
理
由
と
い
う
。逆
に
、
日
中

交
流
に
尽
力
し
て
い
る
日
本
人
の
コ
ラ
ム

を
掲
載
し
た
り
、
日
本
社
会
の
動
向
を
中

国
人
読
者
に
伝
え
る
工
夫
も
し
て
い
る
。

　

一
口
に
在
日
中
国
人
と
い
っ
て
も
、

ず
っ
と
日
本
に
住
ん
で
い
る
老
華
僑
、
最

近
来
日
し
た
新
華
僑
、
帰
国
者
、
大
陸
出

身
者
や
台
湾
出
身
者
な
ど
、
そ
の
背
景
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
価
値
観
も
異
な
る
。

　

そ
の
な
か
で
同
紙
は
、
立
場
が
異
な
る

読
者
が
本
音
を
出
し
あ
い
、
議
論
を
交
わ

せ
る
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
し
て
の
役
割
も

担
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
社
会
と

在
日
中
国
人
、
そ
し
て
中
国
人
社
会
内
の

意
思
疎
通
と
い
う
二
重
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
性
質
を
兼
ね
備
え
、

そ
の
活
動
の
幅
広
さ
は
画
期
的
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
母
語
に

よ
る
新
聞
発
行
と
い
う
事
業
が
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
サ
ポ
ー
ト
に
な
り
得
る
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
公
益
性
と
営
利
性

の
両
立
と
い
う
意
味
で
、「
関
西
華
文
時

報
」
は
ユ
ニ
ー
ク
な
可
能
性
を
体
現
し
て

い
る
と
い
え
る
。

　

と
は
い
え
一
般
的
に
中
国
語
新
聞
の
こ

れ
か
ら
を
考
え
た
場
合
、
民
間
企
業
で
あ

る
が
ゆ
え
に
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ハ
ー
ド
ル
も
あ
る
。

　

同
紙
が
創
刊
さ
れ
た
当
時
、
中
国
語
新

聞
の
起
業
は
ひ
と
つ
の
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た

が
、
現
在
は
不
況
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

生
き
残
っ
て
い
る
企
業
は
決
し
て
多
い
と

は
い
え
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
、
読
者
の

情
報
ニ
ー
ズ
を
い
か
に
発
掘
し
、
満
た
す

か
が
課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
「
他
紙

に
は
な
い
情
報
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
こ

だ
わ
っ
て
い
き
た
い
」
と
黒
瀬
さ
ん
は
語

る
。
今
後
も
新
聞
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
維
持

し
、
店
頭
販
売
と
と
も
に
、
自
主
記
事
の

多
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
と
い
う
。

　

地
域
に
根
差
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
重
視
す
る
「
関
西
華
文
時
報
」
の
取

り
組
み
に
、
わ
た
し
は
、
中
国
人
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
活
力
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の

多
文
化
社
会
を
さ
さ
え
る
ビ
ジ
ネ
ス
の
可

能
性
を
感
じ
て
い
る
。

中
国
人
コ
ミ
ュニ
ティ
と

日
本
社
会
を
つ
な
ぐ

「
関
西
華
文
時
報
」

関
西
地
域
の
中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
さ
さ
え
る「
関
西
華
文
時
報
」。東
京
発
信

型
の
メ
デ
ィ
ア
と
は
一
線
を
画
し
、関
西
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
溢
れ

る
報
道
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る

活
性
化
に
繋
が
る
と
い
う
。
時
に
地
元
の

中
国
人
を
伝
え
る
同
紙
の
ニ
ュ
ー
ス
が
、

中
国
の
通
信
社
を
経
て
全
世
界
に
配
信
さ

れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

「
読
者
と
の
距
離
の
近
さ
」
ゆ
え
に
、
編

集
部
に
は
一
般
読
者
か
ら
悩
み
の
声
や
相

談
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
日
本
で

生
活
す
る
う
え
で
抱
え
る
不
安
や
不
満
。

そ
ん
な「
読
者
の
本
音
」に
応
え
る
た
め
に
、

台
湾
人
牧
師
に
よ
る
「
人
生
相
談
コ
ー

ナ
ー
」
を
連
載
し
好
評
を
博
し
て
い
る
。

　

一
つ
の
記
事
が
思
わ
ぬ
影
響
力
を
発
揮

す
る
こ
と
も
あ
る
。
日
本
に
留
学
中
の
中

国
モ
ン
ゴ
ル
族
の
学
生
が
癌
を
患
い
苦
境

に
立
た
さ
れ
て
い
る
姿
を
報
道
し
た
と
こ

ろ
、
そ
れ
が
中
国
大
使
に
伝
わ
り
、
大
阪

紙
面
が
文
化
交
流
の
舞
台

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
の
た
め
に

多
文
化
を

さ
さ
え
る

人
び
と

関
西
在
住
中
国
人
に
向
け
て

情
報
提
供
と
い
う
「
サ
ポ
ー
ト
」

＊「関西華文時報」の紙面以外の写真はいずれも黒瀬道子さんの提供
「関西華文時報」発行人の黒瀬道子さん

「関西華文時報」の表紙

主要な書店でも店頭販売されている

中国映画界の巨匠陳凱歌（チェン・カイコー）監督が来日した際にインタビュー

◉「関西華文時報」  http://www.kansai-chinese.com
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市い
ち
か
わ川 

哲て
つ　

　

民
博  

外
来
研
究
員

立
教
大
学
観
光
学
部
プ
ロ
グ
ラ
ム・コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

専
攻
は
文
化
人
類
学
、ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
。

東
南
ア
ジ
ア
や
オ
セ
ア
ニ
ア
に
お
け
る
中
国
系
住
民
と

先
住
民
と
の
相
互
関
係
を
、人
口
移
動
や
資
源
開
発
と

い
っ
た
観
点
か
ら
研
究
し
て
い
る
。

ボルネオ島に居住する先住民の中には、夜、灯火に集まるセ
ミを捕まえ唐揚げにして食べる人びとがいる。セミを食べると
いうちょっと風変わりな食文化も、しばらく現地で暮らしている
といつの間にか慣れてしまうものである

生きもの博物誌

空気を食べる
きれいな食べ物

〈セミ〉

　

夏
の
風
物
詩
に
は
色
々
あ
る
が
、
セ
ミ

の
声
は
代
表
的
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

日
本
の
夏
の
よ
う
に
暑
い
日
々
が
一
年
中

続
く
マ
レ
ー
シ
ア
に
も
セ
ミ
が
た
く
さ
ん

い
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
の
国
土
は
マ
レ
ー
半

島
に
あ
る
西
マ
レ
ー
シ
ア
と
ボ
ル
ネ
オ
島

北
部
に
位
置
す
る
東
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
構

成
さ
れ
る
。
東
マ
レ
ー
シ
ア
の
サ
ラ
ワ
ク

州
に
は
広
大
な
熱
帯
雨
林
が
あ
り
、
セ
ミ

も
多
数
生
息
し
て
い
る
。

　

ボ
ル
ネ
オ
島
の
セ
ミ
は
夜
、
灯
火
に
集

ま
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
日
本
の
セ
ミ

も
よ
く
街
路
灯
の
近
く
に
集
ま
り
夜
通
し

鳴
い
て
い
る
が
、
ボ
ル
ネ
オ
の
セ
ミ
は
鳴

く
だ
け
で
な
く
、
家
の
光
め
が
け
て
飛
び

込
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
時
に
は
蛍
光
灯

の
周
り
を
何
匹
も
の
セ
ミ
が
ぶ
ん
ぶ
ん
飛

び
回
り
、
壁
や
天
井
に
一
〇
匹
近
く
が
張

り
付
い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

種
類
も
多
く
、
日
本
の
ク
マ
ゼ
ミ
や
ア

ブ
ラ
ゼ
ミ
に
似
た
セ
ミ
や
、
日
本
で
は
見

な
い
よ
う
な
緑
色
の
き
れ
い
な
セ
ミ
も
い

る
。
鳴
き
声
を
聞
い
て
い
る
分
に
は
楽
し

い
セ
ミ
だ
が
、
蛍
光
灯
を
割
る
の
で
は
な

い
か
と
思
え
る
ぐ
ら
い
の
勢
い
で
飛
び
ま

わ
る
の
を
見
て
い
る
と
、
ち
ょ
っ
と
冷
や

冷
や
さ
せ
ら
れ
る
。

　

サ
ラ
ワ
ク
州
に
住

む
カ
ヤ
ン
と
呼
ば
れ

る
人
び
と
は
、
こ
の

セ
ミ
を
食
べ
る
こ
と

が
あ
る
。
カ
ヤ
ン
の

中
に
は
ロ
ン
グ
ハ
ウ

ス
と
呼
ば
れ
る
伝
統

的
な
長
屋
形
式
の
家
屋
に
暮
ら
し
、
熱
帯

雨
林
の
中
で
焼
畑
農
耕
に
従
事
し
た
り
、

林
業
企
業
で
働
い
た
り
し
て
い
る
人
び
と

が
数
多
く
存
在
す
る
。
私
の
友
人
の
カ
ヤ

ン
の
家
庭
で
は
夜
、
自
宅
の
蛍
光
灯
の
周

り
に
集
ま
っ
て
く
る
セ
ミ
を
捕
ま
え
、
ビ

ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
集
め
て
お
く
。
多
い

時
に
は
一
晩
で
三
〇
匹
ぐ
ら
い
集
め
る
こ

と
も
あ
る
。
捕
ま
え
ら
れ
た
セ
ミ
た
ち
は

ビ
ニ
ー
ル
袋
の
中
で
ガ
サ
ガ
サ
と
動
き
な

が
ら
、
ジ
ー
ジ
ー
、
ミ
ン
ミ
ン
と
鳴
く
。

初
め
て
見
た
時
に
は
子
ど
も
た
ち
が
遊
ん

で
い
る
の
か
と
思
っ
た
が
、
大
人
た
ち
も

一
緒
に
な
っ
て
セ
ミ
を
集
め
て
い
る
た
め
、

い
っ
た
い
何
を
し
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か

ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
し
て

い
る
の
か
と
聞
い
て
み
る
と
、「
料
理
し

て
食
べ
る
の
だ
」
と
説
明
し
て
く
れ
た
。

　

集
め
た
セ
ミ
は
翅は
ね

や
足
を
取
っ
て
胴
体

だ
け
に
す
る
。
そ
し
て
油
で
揚
げ
て
食
べ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
セ
ミ
の
唐
揚
げ
は
お

か
ず
と
い
う
よ
り
は
、
手
軽
な
お
や
つ
の

よ
う
な
感
覚
で
食
べ
ら
れ
る
。
味
は
別
に

不ま

ず味
く
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
ほ

ど
美
味
し
く
も
な
い
。

　

セ
ミ
そ
の
も
の
に
は
そ
れ
ほ
ど
味
は
な

飛 

ん
で
火
に
入
る
夏
の
虫

セミ
　主に熱帯や亜熱帯の森林地帯に分布す
る。ヨーロッパのような亜寒帯の森林に
も分布するが、それほど一般的ではな
い。南欧以外のヨーロッパ人はセミを知
らないことが多い。イソップ童話の「ア
リとキリギリス」は、もともとは「アリ
とセミ」であったが、ヨーロッパ北部で
はセミが少ないため、キリギリスに変え
られたという説がある。セミのオスの成
虫の腹腔内部には音を出すための器官が
あり、鳴くことによってメスを引き付け
る。中国や東南アジア各地でセミを食べ
る習慣があるが、沖縄でもセミを食べる
ことがある。

翅と足を取られたセミ
カヤンのロングハウス

く
、
居
酒
屋
で
よ
く
売
っ
て
い
る
川
エ
ビ

の
唐
揚
げ
の
よ
う
な
パ
リ
パ
リ
と
し
た
食

感
で
あ
る
。
あ
ま
り
上
質
で
は
な
い
油
を

使
っ
て
揚
げ
て
あ
る
と
、
ギ
ト
ギ
ト
し
て

し
ま
い
、
正
直
そ
れ
ほ
ど
美
味
し
い
と
は

感
じ
な
い
。
だ
が
私
の
友
人
た
ち
は
、

「
セ
ミ
は
空
を
飛
び
回
っ
て
空
気
を
食
べ

て
い
る
だ
け
だ
か
ら
き
れ
い
な
食
べ
物
な

ん
だ
よ
」
と
言
っ
て
こ
の
セ
ミ
の
唐
揚
げ

を
喜
ん
で
食
べ
て
い
る
。

　

大
し
て
美
味
し
く
も
な
い
な
あ
と
思
っ

て
食
べ
て
い
る
と
、

「
小
ぶ
り
の
セ
ミ

よ
り
も
、
黒
く
て

大
型
の
セ
ミ
の
方

が
美
味
し
い
よ
」

と
友
人
が
教
え
て

く
れ
た
。
セ
ミ
な

ん
て
ど
れ
も
同
じ

じ
ゃ
な
い
の
か
、

揚
げ
た
油
の
味
し

か
し
な
い
だ
ろ
う
、

と
思
っ
た
が
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
確
か
に

黒
い
大
型
の
セ
ミ
の
方
が
美
味
し
い
。
何

回
も
食
べ
て
い
る
う
ち
に
、
セ
ミ
の
唐
揚

げ
の
山
の
中
か
ら
美
味
し
そ
う
な
も
の
を

よ
り
分
け
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
、

日
本
の
セ
ミ
も
油
で
揚
げ
た
ら
食
べ
ら
れ

る
の
か
な
、
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
や
ク
マ
ゼ
ミ
、

ミ
ン
ミ
ン
ゼ
ミ
や
ヒ
グ
ラ
シ
等
の
種
類
に

よ
っ
て
も
味
が
違
う
の
か
な
、
と
思
う
よ

う
に
も
な
っ
て
い
た
。

ボルネオ島

サラワク州
マレーシア

イ ン ド ネ シ ア

赤道

ジャワ島

スマトラ島

スラウェシ島

マレ
ー
半
島

翅 

と
足
を
取
り

　
　

胴
体
だ
け
を
油
で
揚
げ
る

食 

感
は
パ
リ
パ
リ

セミの翅と足を取っているところ

焼き畑に陸稲を植えているカヤンの人びと
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陰陽道で陽数とされる奇数が重なる１月１日のお正月、３月３日の桃の
節句、５月５日の端午の節句、そして７月７日は七夕、９月９日は重陽
の節句。旧暦の七夕の頃は、日暮れになると上弦の月が一等星ととも
に輝きはじめる。織姫と彦星は、舟にみたてた月に乗って天の川を渡
り、逢瀬を楽しむという

七夕
織姫の嘆き

　

五
節
句
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
七
夕

で
、
笹
竹
に
短
冊
を
飾
り
付
け
て
願
掛
け

を
す
る
風
習
は
、
日
本
の
夏
を
彩
る
風
物

詩
と
し
て
今
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

七
夕
は
新
暦
で
は
梅
雨
の
季
節
の
七
月
七

日
で
あ
る
が
、
旧
暦
で
は
今
年
は
八
月
二

六
日
と
な
り
、
日
本
各
地
で
は
お
お
む
ね

七
月
か
ら
八
月
の
あ
い
だ
に
催
さ
れ
る
行

事
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

　　

七
夕
と
い
え
ば
、
織
姫
（
織
女
星
、
こ

と
座
の
ベ
ガ
）
と
彦
星
（
牽
牛
星
、
わ
し

座
の
ア
ル
タ
イ
ル
）
の
伝
説
が
あ
ま
り
に

も
有
名
で
あ
る
。
以
下
は
、
そ
の
大
筋
で

あ
る
。

　

天
帝
の
娘
で
天
の
川
の
東
岸
に
住
ん
で

い
た
機
織
り
上
手
の
織
姫
が
、
対
岸
に
住

む
勤
勉
な
牛
飼
い
の
男
の
も
と
に
嫁
ぐ
こ

と
を
許
さ
れ
た
。
し
か
し
、
結
婚
し
た
の

ち
は
機
織
り
を
し
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら

天
帝
の
怒
り
に
ふ
れ
て
対
岸
か
ら
戻
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
機
織
り

を
続
け
る
な
ら
ば
一
年
に
一
度
の
七
夕
の

日
に
会
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
東
漢

（
後
漢
）
の
時
代
の
『
風
俗
通
』
に
記
さ

れ
た
牛
郎
織
女
伝
説
が
最
古
の
文
献
と
さ

れ
て
い
る
。

　　

七
夕
の
願
掛
け
の
風
習
は
、
本
来
は
機

織
り
技
術
の
上
達
を
祈
る
こ
と
か
ら
は
じ

ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
機
に
か
け
た
タ

テ
糸
の
あ
い
だ
に
ヨ
コ
糸
を
直
交
さ
せ
な

が
ら
織
物
を
織
る
と
い
う
機
織
り
技
術
は
、

世
界
の
広
範
な
地
域
に
普
遍
的
に
見
い
だ

さ
れ
る
主
要
な
生
活
技
術
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
古
く
に
は
機
織
り
技
術
を
習
得
す
る

こ
と
な
し
に
は
、
一
人
前
の
女
性
と
し
て

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
慣
わ
し
が
一
般
的

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
現
代
に
お
い
て
は
、
そ
う
し

吉よ
し
も
と本 

忍
し
の
ぶ

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

専
門
は
、
民
族
技
術
、
民
族
美
術
・
工
芸
。
世
界
の

機
織
り
技
術
の
通
文
化
的
研
究
な
ど
を
お
こ
な
う
。最

近
は
、企
画
中
の
世
界
の
織
機
と
織
物
に
関
す
る
展
覧

会
の
準
備
の
た
め
東
奔
西
走
し
て
い
る
。

16

た
慣
習
を
継
承
し
て
い
る
地
域
は
急
速
に

減
少
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
社
会
･
経

済
的
な
分
業
化
や
生
産
シ
ス
テ
ム
の
機
械

化
が
定
着
し
て
い
る
先
進
諸
国
に
あ
っ
て

は
、
機
織
り
が
で
き
る
人
の
数
が
減
少
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
機
織
り
の
現
場
を

見
た
こ
と
の
な
い
人
も
か
な
り
増
え
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
で
は
、
多
く
の

人
び
と
に
と
っ
て
機
織
り
技
術
は
、
ほ
と

ん
ど
縁
が
な
く
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

す
べ
て
の
人
が
そ
の
恩
恵
に
今
も
し
っ
か

り
と
あ
ず
か
っ
て
お
り
、
織
物
は
昔
も
今

も
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な

い
必
需
品
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

ま
た
、
一
八
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
は

じ
ま
っ
た
産
業
革
命
が
機
織
り
技
術
と
深

く
か
か
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
人
び
と
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

だ
が
、
機
織
り
技
術
が
古
代
か
ら
現
代
に

至
る
ま
で
人
類
史
の
中
枢
技
術
の
ひ
と
つ

と
し
て
君
臨
し
つ
づ
け
て
お
り
、
産
業
革

命
の
み
な
ら
ず
、
今
日
の
急
激
な
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
根
底
に
あ
る
Ｉ
Ｔ
革
命
も
ま
た
、

機
織
り
技
術
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

ち
な
み
に
、Ｉ
Ｔ
革
命
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
出
現
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。

そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
中
国
の
明
代
に

完
成
し
た
複
雑
な
紋
織
り
織
機
が
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
を
経
て
西
洋
に
伝
わ
り
、一九
世

紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
そ
の
織
機
か

ら
派
生
的
に
発
明
さ
れ
た
ジ
ャ
カ
ー
ド

織
機
の
紋
織
り
シ
ス
テ
ム
を
つ
か
さ
ど

る
パ
ン
チ
カ
ー
ド
を
も
と
に
誕
生
し
た
。

　　

さ
て
、
こ
う
し
た
機
織
り
技
術
の
歴
史

的
な
展
開
を
天
界
に
ま
た
た
く
織
姫
は
、

ど
の
よ
う
な
思
い
で
見
つ
め
つ
づ
け
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

織
姫
が
天
の
川
の
岸
辺
で
ど
の
よ
う
な

織
機
を
使
っ
て
機
織
り
を
続
け
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
な
い
が
、
伝
説

の
起
源
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
す
る
な
ら
ば
、

中
国
の
考
古
遺
物
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ

る
漢
代
画
像
石
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
足
踏
み

式
の
織
機
あ
た
り
が
も
っ
と
も
妥
当
な
も

の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
し
た

織
機
は
今
日
、
世
界
中
で
普
遍
的
に
使
用

さ
れ
て
い
る
足
踏
み
式
織
機
（
わ
が
国
で

は
一
般
に
高た
か
ば
た機
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
の
プ

ロ
ト
タ
イ
プ
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

織
姫
と
彦
星
伝
説
を
持
ち
出
す
ま
で
も

な
く
、
古
代
社
会
で
は
、
自
給
的
、
あ
る

機
織
り
を
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
し
て

制
裁
を
う
け
た
二
人

い
は
半
自
給
的
な
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、

織
物
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
必
需
品
を
、

需
要
に
応
じ
て
生
産
し
て
き
た
。
そ
れ
は

進
化
し
た
道
具
や
機
械
に
依
存
し
た
、
流

通
経
済
の
拡
大
に
と
も
な
う
大
量
生
産
と

は
違
い
、
い
わ
ゆ
る
手
仕
事
に
よ
る
少
量

生
産
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
基
本
的
に
は
、

あ
た
ら
し
い
日
本
語
と
し
て
農
業
関
係
者

の
あ
い
だ
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
農
産
物
を

そ
の
生
産
地
域
で
消
費
す
る
と
い
う
「
地

産
地
消
」
と
も
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

地
域
社
会
の
中
で
の
需
要
と
供
給
バ
ラ

ン
ス
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
き
た
手
仕
事

に
よ
る
少
量
生
産
シ
ス
テ
ム
で
は
、
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
身
体
能
力
を
駆
使
し
て
、
質

量
と
も
に
満
足
の
で
き
る
モ
ノ
つ
く
り
を

め
ざ
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
時
代
と
は
異
な
り
、

今
や
地
球
上
に
は
そ
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を

は
る
か
に
超
え
た
人
間
が
住
み
、
進
化
し

た
道
具
や
機
械
に
依
存
し
た
画
一
的
な
モ

ノ
つ
く
り
が
進
行
す
る
な
か
で
、
急
激
な

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
流
通
経
済
を
全
世
界
規

模
に
拡
大
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

産
地
偽
装
や
毒
入
り
食
品
な
ど
が
相
次
ぐ

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
。

　

機
織
り
を
し
な
く
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、

彦
星
と
の
仲
を
引
き
裂
か
れ
た
織
姫
は
、

手
仕
事
に
よ
る
自
給
的
、
半
自
給
的
な
モ

ノ
つ
く
り
を
ほ
と
ん
ど
放
棄
し
た
地
球
の

よ
う
す
に
、
自
ら
の
過
去
を
ふ
り
返
っ
て

嘆
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

中国、江蘇省銅山洪楼遺跡出土の漢代画像石にあらわされた機織り図（拓本）
〈出典・夏 鼐 著　「我国古代蚕、桑、絲、綢的歴史」『考古』第二期 1972〉

人
類
の
中
枢
技
術
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
機
織
り

織
姫
・
彦
星
と
同
じ
運
命
を

辿
る
か
も
し
れ
な
い
現
代
人

ベガ

こと座
白鳥座

わし座

アルタイル
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耕
作
に
適
し
た
土
地
の
狭
い
糸
満
で
は
、

琉
球
王
朝
の
時
代
か
ら
漁
撈
が
盛
ん
だっ
た
。

　

糸
満
で
は
魚
を
と
る
の
は
男
性
、
魚
を

売
る
の
は
女
性
の
役
目
だ
っ
た
。
ア
ン

マ
ー
と
は
「
お
母
さ
ん
」
と
い
う
意
味
の

方
言
だ
が
、「
糸
満
ア
ン
マ
ー
」
と
い
え

ば
魚
売
り
の
女
性
の
代
名
詞
で
も
あ
る
。

　

糸
満
ア
ン
マ
ー
は
、
魚
を
売
っ
た
代
金

の
一
部
を
魚
代
と
し
て
漁
師
に
支
払
い
、

残
り
を
自
分
の
貯
え
と
す
る
こ
と
で
知
ら

れ
て
き
た
。
男
性
が
危
険
な
海
の
仕
事
を

す
る
糸
満
で
は
、
女
性
が
経
済
力
を
持
た

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
結
婚
前
の
娘

で
さ
え
も
自
分
の
財
を
も
つ
こ
と
を
公
然

と
認
め
る
社
会
は
、
戦
前
の
日
本
で
は
珍

し
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

調
査
を
進
め
る
う
ち
、
私
は
何
人
も
の

魚
売
り
の
ア
ン
マ
ー
と
知
り
合
い
に
な
っ

た
。
若
い
人
で
一
九
九
六
年
当
時
四
十
歳

代
、
最
高
齢
の
人
は
、
私
の
調
査
中
に
八

八
歳
の
祝
い
を
迎
え
て
な
お
現
役
だ
っ
た
。

　

糸
満
漁
港
の
セ
リ
市
場
で
七
十
～
八
十

歳
代
の
ア
ン
マ
ー
た
ち
が
冗
談
を
言
っ
て

笑
い
合
う
さ
ま
は
ま
る
で
女
子
高
生
だ
。

あ
る
ア
ン
マ
ー
は
、「
セ
リ
は
学
校
」
と

言
っ
て
い
た
。
と
に
か
く
毎
朝
行
く
と
こ

ろ
、
と
い
う
意
味
だ
。

　

と
っ
く
に
引
退
し
て
も
い
い
は
ず
の
彼

女
た
ち
に
と
っ
て
、
魚
を
売
っ
て
稼
ぐ
こ

と
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

八
十
歳
代
の
ウ
ミ
ト
ゥ
お
ば
あ
は
、
ま

だ
若
い
頃
に
夫
と
死
に
別
れ
て
子
ど
も
も

な
か
っ
た
。
ま
た
、
も
と
も
と
糸
満
に
奉

公
人
と
し
て
来
た
人
な
の
で
、
親
戚
も
近

所
に
は
い
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
こ
の
お
ば
あ
に
孤
独
の
影
は
な

か
っ
た
。
手
ぬ
ぐ
い
を
首
に
か
け
て
、
市

場
に
構
え
た
店
に
立
ち
、
買
い
手
や
市
場

の
人
と
話
す
。
売
る
魚
は
も
っ
ぱ
ら
冷
凍

物
で
、
売
れ
残
る
リ
ス
ク
を
抑
え
て
い
た
。

ほ
と
ん
ど
稼
ぎ
の
な
い
日
も
あ
っ
た
が
、

お
ば
あ
は
た
い
し
て
気
に
留
め
て
い
な
い

よ
う
だ
っ
た
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
生
活
に
不
安
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
昔
前
、

お
ば
あ
は
銀
行
か
ら
借
金
を
し
て
土
地
と

家
を
買
っ
た
。
家
の
半
分
は
人
に
貸
し
、

残
り
の
半
分
に
自
分
が
住
ん
だ
。
お
ば
あ

は
体
が
丈
夫
だ
っ
た
が
、
も
し
も
の
時
は

家
を
借
り
て
い
る
人
た
ち
に
助
け
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

私
は
気
分
が
落
ち
込
ん
だ
と
き
、
こ
の

お
ば
あ
の
店
先
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
あ
っ

た
。
人
一
倍
苦
労
を
重
ね
て
き
た
お
ば
あ

は
、
芯
か
ら
や
さ
し
い
笑
顔
を
も
っ
て
い

た
か
ら
だ
。

　

お
土
産
を
持
っ
て
ゆ
く
と
、「
お
金
は

大
事
に
し
な
さ
い
」
と
叱
ら
れ
た
。
は
じ

め
て
の
調
査
を
終
え
る
と
き
、
お
ば
あ
が

餞
別
と
し
て
く
れ
た
五
千
円
を
私
は
ま
だ

大
事
に
持
っ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
は
お

守
り
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。

　

や
は
り
八
十
歳
代
の
ト
ゥ
ク
ヤ
ー
の
お

ば
あ
は
、
行
商
を
す
る
数
少
な
い
ア
ン

マ
ー
の
一
人
だ
っ
た
。
魚
の
入
っ
た
た
ら

い
を
他
の
人
の
力
を
借
り
て
頭
に
載
せ
る

と
、
細
い
体
で
上
手
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
り

な
が
ら
狭
い
路
地
を
縫
っ
て
ゆ
く
。

　

訪
問
先
の
家
々
で
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な

が
ら
魚
を
さ
ば
き
、
売
り
渡
す
。
お
ば
あ

は
、
こ
ん
な
商
い
を
も
う
何
十
年
と
続
け

て
き
た
。

　

お
ば
あ
は
夫
が
病
気
に
な
っ
た
た
め
、

自
分
の
働
き
で
子
ど
も
た
ち
を
育
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
魚
を
売
っ
て
そ
の

日
食
べ
る
も
の
を
手
に
入
れ
、
食
べ
た
ら

ま
た
次
に
売
る
魚
を
探
す
。
そ
の
よ
う
な

ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
だ
っ
た
と
い
う
。

　

お
ば
あ
は
、
久
し
ぶ
り
に
私
に
会
う
と
、

き
ま
っ
て
「
あ
ん
た
、
子
ど
も
は
ま
だ

か
？
」
と
聞
い
た
。「
ま
だ
だ
よ
」
と
言

う
と
、「
仕
事
は
赤
ん
坊
を
背
中
に
し
ば

り
つ
け
て
で
も
で
き
る
。
子
ど
も
を
作
り

な
さ
い
！
」
と
檄
を
飛
ば
さ
れ
た
。

「
親
の
苦
労
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
お
ば

あ
の
子
ど
も
に
ヤ
ナ
ー
（
悪
い
の
）
は
い

な
い
さ
」
と
、
お
ば
あ
は
ほ
こ
ら
し
げ
に

話
し
て
い
た
。

　

八
十
歳
を
す
ぎ
て
か
ら
は
さ
す
が
に
子

ど
も
た
ち
も
心
配
し
、「
魚
売
り
の
道
具

を
捨
て
て
し
ま
う
よ
」
と
脅
す
と
い
う
。

し
か
し
、
お
ば
あ
は
お
か
ま
い
な
し
だ
。

一
人
暮
ら
し
で
誰
に
も
見
張
ら
れ
て
い
な

い
の
を
い
い
こ
と
に
、
ま
な
板
と
包
丁
、

そ
し
て
魚
を
入
れ
る
た
ら
い
を
も
っ
て
、

い
そ
い
そ
と
セ
リ
に
出
か
け
て
い
た
。

　

糸
満
で
知
り
合
っ
た
ア
ン
マ
ー
た
ち
に

と
っ
て
、「
働
く
こ
と
」
は
「
生
き
る
こ

と
」
と
ほ
ぼ
同
義
だ
っ
た
。
人
そ
れ
ぞ
れ

の
人
生
を
送
っ
て
き
た
が
、
魚
売
り
は
彼

女
た
ち
が
生
活
を
切
り
開
く
術
で
あ
っ
た
。

　

老
年
に
達
し
、

必
ず
し
も
魚
を

売
ら
な
く
て
よ

い
境
遇
に
お
か

れ
て
も
、
彼
女

た
ち
は
魚
を
売

り
続
け
る
。
そ

れ
は
魚
を
売
る

こ
と
を
通
し
て

人
と
つ
な
が
る

こ
と
が
で
き
る

か
ら
だ
ろ
う
、

と
私
は
思
う
。

　

家
族
が
あ
ろ

う
と
な
か
ろ
う
と
、
一
人
暮
ら
し
で
あ
ろ

う
と
な
か
ろ
う
と
、
彼
女
た
ち
は
孤
独
で

は
な
い
。「
人
と
つ
な
が
り
を
も
ち
な
が

ら
生
き
る
」
と
い
う
根
源
的
な
欲
求
が
満

た
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
は
幸
福
で
あ

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

　

ほ
ん
の
時
々
、
こ
の
先
ど
う
や
っ
て
自

分
の
生
活
を
作
っ
て
ゆ
く
か
、
不
安
が
よ

ぎ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
私
の
心
に
は

ア
ン
マ
ー
た
ち
の
教
え
が
刻
み
込
ま
れ
て

い
て
、
そ
れ
は
私
に
こ
う
言
う
の
で
あ
る
。

「
働
け
ば
い
い
さ
あ
」
と
。

　

あ
っ
け
ら
か
ん
と
前
向
き
に
、
そ
し
て

力
強
く
、
糸
満
ア
ン
マ
ー
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
の
生
活
を
切
り
開
い
て
き
た
。

　

彼
女
た
ち
に
研
究
者
と
し
て
育
て
ら
れ

た
私
だ
。
糸
満
ア
ン
マ
ー
の
よ
う
に
前
向

き
に
、
研
究
者
と
し
て
生
き
て
ゆ
こ
う
で

は
な
い
か
。

三み

た田 

牧ま
き　
　

民
博 

機
関
研
究
員

大
学
院
で
は
沖
縄
県
糸
満
で「
海
を
読
む
」知
識
と「
魚

を
読
む
」知
識
を
も
と
に
海
と
人
と
の
関
わ
り
を
考
え

た
。
現
在
は
、か
つ
て
日
本
に
植
民
地
支
配
さ
れ
た
パ

ラ
オ
の
人
び
と
の
歴
史
語
り
を
研
究
し
て
い
る
。

魚
を
売
る
こ
と
、生
き
る
こ
と

沖
縄
県
糸
満
の
ア
ン
マ
ー
た
ち
に
学
ぶ

私
の
最
初
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
沖
縄
の
漁
師
町
、糸
満
だ
っ
た
。

大
学
院
の
修
士
課
程
に
在
籍
し
て
い
た一九
九
六
年
、調
査
の
イ
ロ
ハ
も
知
ら
ず
に
飛
び
込
ん
だ
の
だ
。

当
時
の
私
は
、市
場
に
生
き
る
沖
縄
の
生
活
文
化
を
、魚
を
手
が
か
り
に
探
ろ
う
と
し
て
い
た

フィールドで
考える

魚の仕入れ時、おしゃべりに興じるアンマーたち

糸満アンマーたちと筆者。中央
が筆者〈撮影・上原政幸〉

一人
で
も
立
派
に
生
き
る

女
が
経
済
的
に
自
立
し
て

あ
た
り
ま
え
の
社
会

おばあたちは今日も魚を売る

セリでカジキをみたてるアンマーたち

おじいのとった魚を道端で売るおばあ

子
ど
も
を
背
中
に
し
ば
り
つ
け

て
で
も
仕
事
は
で
き
る

人
と
つ
な
が
っ
て
生
き
る
こ
と

イカを頭にのせるウミトゥおばあ
＊現在糸満市といえば沖縄本島南部一帯を指すが、漁業で有
名なのは行政区分では糸満市糸満である。



次号の予告
特集 旅する神々

交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分
●阪急茨木市駅･ＪＲ茨木駅･北大阪急行千里中央駅からバスで「日本庭園前」下車、徒歩

約15分（茨木方面からは、もっとも近い「自然文化園･日本庭園中央」バス停で下車でき
るバスが1時間に1本程度あります。詳しくは阪急バスにお問い合わせください）。

●自家用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」
横にある民博専用通行口をお通りください。

●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

       みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

編集後記

　7月、日本では海開き・山開きなどアウトドア
の季節到来である。がその前に、「夏

な ご し

越の祓
はら

い」
を済まされた方もあるだろう。新暦や旧暦の6
月末に設定されているこの行事は、これまでの
半年の間に犯した罪や穢れを払い、暑さの夏を
迎えるにあたって疫病予防の意味もある。特に
今年は、新型インフルの今後もにらんで、身体
を鍛える夏としたいものだ。
　今号では、作家上橋菜穂子氏にインタビュー
させていただいた。世界は様々な要素からな
りたっていて相対的な視点なしには理解しえな
い、という骨太の世界観から物語が紡ぎ出され
るというお話を伺うことができた。その世界観
のベースの一つが文化人類学・民族学であると
いう氏の言葉は、その研究センター・資料情報
センターである民博にとって心強い。
　冒頭の「鍛える」に引き寄せれば、こうした、
研究の世界から異なる領域や市民社会への展
開は、文化人類学・民族学それ自体を鍛える
ことにつながる。今後も折に触れて、この研究
分野から様々な領域に広がる活躍をされている
方々へのインタビューを試みたい。（久保正敏）
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●予定時間　14 時 30 分から15 時 30 分（予定）。
●常設展示場観覧料が必要です。
＊都合により、予定を変更することもあります。

みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう

国立民族学博物館（みんぱく）の研究者が、来館された皆様の
前に登場します！

「研究について」「調査している地域（国）の最新情報」「展示
資料について」などなど、話題や内容は千差万別！
どんどん質問もおよせください。展示場でお待ちしています。

7月の開催

7月5日（日）
話者：飯田卓
　　（文化資源研究センター准教授）
話題：工芸品と美術品と民芸品
　　 ─マダガスカルの墓標彫刻アルアル
場所：アフリカ展示

7月12日（日）
話者：川口幸也
　  （文化資源研究センター准教授）
話題：アフリカの都市生活を
　    どう伝えるか
場所：アフリカ展示

7月19日（日）
話者：竹沢尚一郎
　  （民族文化研究部教授）
話題：アフリカの歴史を考える
場所：アフリカ展示

7月26日（日）
話者：五月女賢司
　  （文化資源研究センター機関研究員）
話題：アフリカ展示場をつかったワークショップのこころみ
場所：アフリカ展示

アフリカ展示
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