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ァ
イ
ン
ダ
ー
を
と
お
し
て
昆
虫
た
ち

と
こ
れ
ま
で
四
〇
年
以
上
も
付
き

合
っ
て
き
た
が
、
あ
る
と
き
そ
の

フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
の
中
の
昆
虫
と
対
峙
し
な
が
ら
、

い
つ
も
自
分
は
一
方
的
に
彼
ら
の
姿
を
追
っ
て

い
る
だ
け
だ
が
、
昆
虫
た
ち
の
方
は
い
っ
た
い

ど
う
ゆ
う
ふ
う
に
こ
っ
ち
を
見
て
い
る
の
だ
ろ

う
、
彼
ら
の
目
に
は
周
り
の
景
色
が
ど
ん
な
ふ

う
に
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
う
だ
、

虫
た
ち
が
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
写
真

を
な
ん
と
か
撮
っ
て
み
た
い
、
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の

写
真
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
牛
や
馬
の
よ
う
な
大
き
さ
の
も
の

を
撮
影
す
る
場
合
、
ワ
イ
ド
レ
ン
ズ
を
使
え
ば
、

ね
ら
っ
た
被
写
体
以
外
の
遠
く
の
景
色
な
ど
も

は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
に
写
る
。
こ
れ
と
同
様

に
、
昆
虫
の
よ
う
な
小
さ
な
被
写
体
を
写
し
て

も
周
り
の
景
色
が
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
な
撮

り
方
が
で
き
れ
ば
、
虫
の
目
線
で
撮
っ
た
写
真

と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
思
い
は

し
だ
い
に
膨
ら
ん
で
い
き
つ
つ
も
、
既
存
の
レ

ン
ズ
で
は
む
ろ
ん
そ
ん
な
表
現
は
不
可
能
だ
。

カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
と
い
う
の
は
、
微
小
物
体
を

撮
影
す
る
と
、
ど
ん
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
駆
使
し

て
も
、
そ
の
物
体
の
前
後
は
ぼ
や
け
て
し
ま
う

の
が
常
識
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

今
ま
で
世
の
中
に
存
在
し
な
い
の
な
ら
、
私

が
そ
ん
な
レ
ン
ズ
作
り
に
挑
戦
し
て
み
よ
う
と

い
う
気
持
ち
が
沸
き
上
が
り
、
そ
れ
か
ら
と
い

う
も
の
、
折
に
ふ
れ
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
光
学
機

器
、
た
と
え
ば
カ
メ
ラ
だ
け
で
な
く
顕
微
鏡
や

望
遠
鏡
を
分
解
し
て
レ
ン
ズ
を
取
り
出
し
、
そ

れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
と
い
う
実
験
を
繰

り
返
し
て
き
た
。
し
か
し
、
と
き
に
は
イ
メ
ー

ジ
に
近
い
像
が
得
ら
れ
る
も
の
の
、
と
て
も
実

用
に
は
な
ら
な
い
。
挑
戦
し
て
は
失
敗
す
る
と

い
う
繰
り
返
し
を
何
年
も
続
け
る
う
ち
に
、
こ

こ
近
年
進
歩
著
し
い
監
視
用
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の

超
小
型
レ
ン
ズ
を
応
用
し
て
み
る
こ
と
を
思
い

つ
い
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
そ
れ
ま
で
世
界
中

の
だ
れ
も
が
表
現
し
得
な
か
っ
た
写
真
撮
影
を

可
能
に
す
る
レ
ン
ズ
が
で
き
あ
が
っ
た
。

　

現
在
こ
の
レ
ン
ズ
は
、
栗
林
が
作
っ
た
レ
ン

ズ
と
い
う
意
味
で
ク
リ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
呼
ば
れ

た
り
、
虫
の
目
レ
ン
ズ
と
言
わ
れ
た
り
し
て
い

る
が
、
こ
の
レ
ン
ズ
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
虫

た
ち
は
、
そ
の
効
果
に
よ
っ
て
微
小
な
生
き
物

と
は
思
え
な
い
迫
力
で
迫
っ
て
く
る
。
そ
の
た

め
、
そ
の
写
真
や
ビ
デ
オ
は
特
に
子
供
た
ち
に

と
っ
て
大
人
気
で
あ
る
。
先
日
も
、
子
供
た
ち

を
集
め
た
会
で
見
せ
た
と
こ
ろ
、
虫
た
ち
は
な

に
を
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
と
か
、
な
に
を

見
て
い
る
の
で
し
ょ
う
と
い
っ
た
意
見
が
出
た
。

人
々
が
こ
れ
ま
で
の
昆
虫
に
向
け
て
い
た
気
持

ち
が
、
わ
た
し
の
写
真
に
よ
っ
て
少
し
変
わ
っ

た
よ
う
な
気
が
し
て
、
な
ん
と
も
嬉
し
い
思
い

が
込
み
上
げ
て
き
た
。

1939年生まれ。1969年よりフリーの生物生態写真家として活動を開始。2000年度科学
技術映像祭で内閣総理大臣賞を受賞。2006年、科学写真の実績に贈られるレナート・ニ
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中
国
人
の
人
生
観
は
現
世
利
益
の
追
求

に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
、
出
世
、
長

生
き
、
子
孫
繁
栄
、
社
会
的
地
位
と
富
の

獲
得
に
関
心
が
強
い
。
こ
れ
ら
の
利
益
が

ど
れ
ぐ
ら
い
獲
得
で
き
る
か
は
、
天
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
宿
命
と
、
人
間
自
身

の
努
力
、
そ
し
て
人
間
を
取
り
囲
む
自
然

環
境
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
さ
れ
る
。

　

中
国
人
が
結
婚
相
手
、
進
学
、
昇
進
の

難
航
、
住
宅
・
墓
場
の
立
地
を
考
え
る
際
、

占
う
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
宣
告
さ
れ

た
運
命
を
、
決
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
身
的

に
待
つ
の
で
は
な
く
、
あ
の
手
や
こ
の
手

を
使
い
マ
イ
ナ
ス
の
運
を
避
け
、
プ
ラ
ス

の
方
向
に
も
っ
て
い
こ
う
と
す
る
、
前
向

き
な
生
き
ざ
ま
が
そ
こ
に
見
え
る
。

◉
王
氏
の
銅
銭
占
い

　

中
国
の
占
い
方
法
は
亀
の
甲
羅
を
炙あ
ぶ

っ

て
そ
の
ひ
び
割
れ
で
予
測
す
る
夏
・
商
の

時
代
の
「
卜ぼ
く

」
、
耆き

草
を
用
い
て
占
う
周

解
放
軍
に
入
隊
し
、
三
年
後
に
復
員
し
て

宿
州
市
中
国
銀
行
に
就
職
し
た
が
、
三
回

昇
進
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
結
局
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

　

納
得
が
い
か
な
か
っ
た
彼
に
、
あ
る
年

よ
り
の
同
僚
が
『
易
経
』
と
い
う
本
は
人

び
と
の
運
命
を
予
測
し
、
幸
せ
に
し
て
く

れ
る
と
勧
め
て
く
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
三

五
年
間
、
王
氏
は
、
占
い
の
道
に
専
念
し
、

運
を
予
測
し
、
不
利
な
時
空
を
避
け
、
自

分
に
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
に
働
き
か
け
、

人
生
を
切
り
開
い
た
。

　

現
在
、
北
京
、
上
海
な
ど
の
大
都
会
か

ら
も
公
務
員
、
軍
人
、
医
者
、
共
産
党
幹

部
、
商
人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
依
頼
者
が
彼

の
も
と
に
殺
到
し
て
い
る
。

　

成
事
在
天
、
謀
事
在
人
―
―
事
を
成
功

さ
せ
る
の
は
天
で
あ
る
が
、
や
る
か
ど
う

か
は
あ
な
た
自
身
で
。
こ
の
中
国
の
こ
と

わ
ざ
が
い
う
よ
う
に
、
人
間
は
、
与
え
ら

れ
た
天
命
を
左
右
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
が
、
自
分
た
ち
の
工
夫
や
、
置
か
れ

て
い
る
環
境
に
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
運
命
を
プ
ラ
ス
の
方
向
に
転
換
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
中
国
庶
民
の
生

き
る
力
だ
ろ
う
。

　

王
氏
は
六
回
の
記
録
を
見
て
、
占
い
の

依
頼
者
と
占
わ
れ
て
い
る
当
事
者
な
ど
の

関
係
を
明
ら
か
に
し
、
総
合
的
に
判
断
し
、

結
論
を
出
す
。

　

占
い
の
結
果
に
応
じ
て
、
依
頼
者
の
自

宅
に
符
な
ど
を
飾
り
、
依
頼
者
の
置
か
れ

て
い
る
凶
方
位
の
凶
作
用
を
吉
作
用
に
変

え
て
い
く
対
策
を
と
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　

そ
の
際
に
王
氏
が
よ
く
つ
か
う
の
は

「
姜
ジ
ャ
ン
タ
イ
ク
ォ
ン
バ
グ
ァ
ジ
ェ
ン
ザ
イ
フ

太
公
八
卦
鎮
宅
符
」
で
あ
る
。
姜
太

公
と
は
商
朝
末
期
の
政
治
家
の
姜
子
牙
の

こ
と
で
あ
り
、
災
を
払
い
、
邪
気
を
鎮
め

る
神
と
さ
れ
て
い
る
。

◉
成
事
在
天
、
謀
事
在
人

　

今
年
六
二
歳
の
王
氏
は
、
一
九
七
四
年

か
ら
な
ん
と
独
学
で
『
易
経
』
を
勉
強
し

は
じ
め
た
。
彼
は
一
九
四
七
年
に
安
徽
省

北
部
の
農
村
に
生
ま
れ
、
一
五
歳
の
と
き

大
飢
饉
が
あ
り
、
父
が
彼
の
足
も
と
で
餓

死
し
た
。
貧
し
か
っ
た
が
勉
強
が
よ
く
で

き
た
彼
は
特
待
生
と
し
て
宿
州
師
範
大
学

に
入
っ
て
数
学
を
勉
強
し
た
。
卒
業
後
、

韓か
ん　

敏び
ん

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

専
攻
は
文
化
人
類
学
。
二
〇
世
紀
の
中
国
革
命
を
歴

史
過
程
と
し
て
、
ま
た
文
化
シ
ス
テ
ム
と
し
て
研
究

し
て
い
る
。
近
刊
に
『
革
命
の
実
践
と
表
象
─
─
現

代
中
国
へ
の
人
類
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
編
著
書
・
風

響
社
）
が
あ
る
。

年
の
暮
れ
は
、一
年
の
出
来
事
を
振
り
返
る
一
方
で
、来
年
の
運
勢
が
気
に
な
る
時
期
。日
々
の
行

動
か
ら
人
生
の
節
目
の
重
大
な
選
択
に
い
た
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、幸
せ
を
探
求
す
る

手
段
と
し
て
、人
は
占
い
に
頼
る
。占
い
を
担
う
人
び
と
、占
い
の
道
具
、占
い
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は

千
差
万
別
で
も
、占
い
に
託
す
思
い
、そ
れ
を
信
じ
る
心
は
人
類
に
共
通
す
る
の
か
も
し
れ
な
い

銅銭を投げる前の依頼者〈撮影・謝景彩〉

の
時
代
「
筮ぜ
い

」
が
有
名
だ
っ
た
が
、
現
在
、

庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
の
は
、
銅
銭
、

人
相
、
生
年
月
日
、
羅
針
盤
に
よ
る
占
い

法
で
あ
る
。

　

安ア
ン
フ
ィ
シ
ョ
ン
ス
ゥ
ジ
ュ
シ

徽
省
宿
州
市
に
住
む
王ワ
ン
ウ
イ
ロ
ン

維
隆
氏
は
庶

民
的
な
占
い
法
に
精
通
す
る
占
い
師
の
一

人
で
あ
る
。
王
氏
に
実
際
に
見
せ
て
も

ら
っ
た
銅
銭
に
よ
る
占
い
を
紹
介
す
る
。

　

依
頼
者
は
、
ま
ず
三
枚
の
銅
銭
を
手
に

混
ぜ
て
、
机
に
六
回
投
げ
る
。
花
模
様
の

あ
る
の
は
裏
と
い
い
、
陽
を
表
し
、
文
字

の
あ
る
面
は
表
と
い
い
、
陰
を
表
す
。
占

い
師
は
下
か
ら
上
へ
六
回
の
陰
の
数
を
記

録
す
る
。
文
字
模
様
が
一
枚
出
た
場
合
、

「
、」
と
書
き
、
少
陰
と
さ
れ
、
二
枚
の
場

合
「�

」
と
書
い
て
少
陽
と
い
う
。
三
枚

の
「
陰
」
が
出
た
場
合
、「
×
」
と
書
い

て
老
陰
と
い
う
が
、
こ
れ
は
陽
に
転
じ
る
。

依頼者の投げた銅銭の陰陽回数を記録す
る王維隆氏

桃の木と鶏の血でできた
姜太公八卦鎮宅符

占鈴が埋納されている鈴塚（蜂田神社）
〈撮影・近藤雅樹〉

グアテマラの呪術師の持ち物。袋の中には占
いにつかう豆が入っている〈撮影・羽幹昌弘〉

「文昌陣」で学問の気運を強める
（中国）〈撮影・韓敏〉

イラン、テヘラン州シャフレ･レイ郡の聖廟
〈撮影・清水直美〉

晴れて呪術師となり
免状を渡す（グアテマ
ラ）〈撮影・羽幹昌弘〉

中
国
の
あ
る
人
気
占
い
師
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二
〇
世
紀
初
頭
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本

の
各
国
探
検
隊
が
敦
煌
な
ど
か
ら
将
来
し

た
古
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
中
に
は
、
占
い
の

文
書
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
代
表
的
な

も
の
と
し
て
、
サ
イ
コ
ロ
占
い
、
銅
銭
占

い
、
烏
の
声
に
よ
る
占
い
、
羊
骨
占
い
、

夢
占
い
、
日
時
に
関
す
る
占
い
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
に
共
通
し
て
言
え
る
こ

と
は
、
文
書
中
に
、
誰
が
、
い
つ
、
ど
の

よ
う
に
占
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
客
観
的

な
情
報
が
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
占
い
文
書
の
前
文

や
奥
書
、
同
時
代
の
木
簡
か
ら
の
情
報
、

さ
ら
に
周
辺
地
域
の
占
い
と
の
比
較
を
と

お
し
て
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
を
い
く
つ
か

紹
介
し
た
い
。

◉
サ
イ
コ
ロ
占
い

　

ま
ず
、
も
っ
と
も
出
土
点
数
の
多
い
サ

イ
コ
ロ
占
い
文
書
に
つ
い
て
。
こ
の
占
い

に
関
す
る
文
書
は
、
敦
煌
か
ら
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
他
の
チ
ベ
ッ
ト
支
配
地
域

（
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
、
マ
ザ
ル
ダ
ー
グ
）
な
ど

か
ら
も
発
見
さ
れ
て
お
り
、
九
、
一
〇
世

紀
の
チ
ベ
ッ
ト
社
会
で
広
く
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
占
い
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
占

い
に
は
、
主
に
象
牙
製
の
細
長
い
棒
状
の

サ
イ
コ
ロ
（
四
つ
目
）
を
用
い
、
そ
れ
を

三
回
ふ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
・
一
・
一
〜

四
・
四
・
四
ま
で
の
六
四
通
り
の
結
果
を

導
き
だ
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

サ
イ
コ
ロ
占
い
文
書
の
内
容
を
み
て
み

る
と
、
ま
ず
は
サ
イ
コ
ロ
の
目
の
数

（
二
・
三
・
三
な
ど
）
が
記
さ
れ
、
そ
れ

に
続
い
て
神
格
名
ま
た
は
韻
文
が
占
い
の

出
所
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
神
格
に
は
明

ら
か
に
チ
ベ
ッ
ト
固
有
の
神
々
と
考
え
ら

れ
る
も
の
か
ら
イ
ン
ド
系
の
神
々
ま
で

種
々
多
様
な
名
前
が
登
場
す
る
。
そ
の
後
、

病
気
、
結
婚
、
家
運
、
生
命
運
な
ど
に
つ

い
て
の
個
別
の
結
果
が
述
べ
ら
れ
、
最
後

に
は
大
吉
か
ら
大
凶
ま
で
の
総
合
判
断
が

下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
で
は
、
和
歌
や
格
言
に
続
い
て
、

個
別
の
吉
凶
、
総
合
的
な
吉
凶
の
記
さ
れ

た
日
本
の
お
み
く
じ
と
似
て
お
り
、
親
近

感
を
覚
え
る
占
い
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た

占
い
と
し
て
、
一
二
枚
の
銅
銭
を
用
い
て

お
こ
な
う
銅
銭
占
い
も
あ
る
。

◉
羊
骨
占
い

　

こ
の
占
い
は
、
チ
ベ
ッ
ト
だ
け
で
は
な

く
世
界
中
で
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
占
い
の
一
種
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
で
は
、

西
域
南
道
の
ミ
ー
ラ
ー
ン
地
域
か
ら
占
い

に
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
羊
の
肩
甲
骨
が

多
数
出
土
し
て
い
る
。
時
代
的
に
は
七
九

〇
〜
八
五
〇
年
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ほ
と
ん
ど
が
無
地
の
卜ぼ
っ
こ
つ骨
だ
が
、一
点
だ

け
文
字
が
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
お
そ

ら
く
占
い
の
効
果
、
呪
を
強
め
る
た
め
に

記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

卜
骨
の
中
心
部
は
欠
損
し
て
い
る
が
、

他
の
箇
所
に
灼
け
跡
な
ど
は
見
当
た
ら
な

い
。
お
そ
ら
く
熱
し
た
道
具
を
骨
の
中
心

部
に
当
て
、そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
亀
裂
の

入
り
方
か
ら
吉
凶
を
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。

西に
し
だ田�

愛あ
い　
　

神
戸
市
外
国
語
大
学
大
学
院 
博
士
課
程

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
図
書
館
な
ど
に
所
蔵

さ
れ
る
古
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
の
解
読
・
研
究
を
し
て

い
る
。
古
文
書
の
語
る
古
代
の
占
い
と
、
現
代
チ

ベ
ッ
ト
世
界
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
占
い
・
儀
式
と

の
複
合
的
な
研
究
を
目
指
す
。

　

か
つ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
治
下
に
あ
っ
た

東
地
中
海
世
界
に
お
い
て
、
コ
ー
ヒ
ー
と

い
え
ば
そ
れ
は
ト
ル
コ
・
コ
ー
ヒ
ー
。
つ

ま
り
細
か
く
挽
い
た
コ
ー
ヒ
ー
を
カ
ル
ダ

モ
ン
と
と
も
に
水
で
煮
出
し
、
そ
の
上
澄

み
を
小
さ
な
カ
ッ
プ
で
ゆ
っ
く
り
味
わ
う

も
の
と
決
ま
っ
て
い
る
。
ア
ラ
ブ
諸
国
で

は
ア
ラ
ブ
・コ
ー
ヒ
ー
、ギ
リ
シ
ャ
や
キ
プ

ロ
ス
で
は
ギ
リ
シ
ャ
・
コ
ー
ヒ
ー
と
呼
ば

れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
だ
。

　

朝
、
眠
い
目
を
こ
じ
開
け
る
た
め
の
起

き
抜
け
の
一
杯
。
午
後
、
ひ
と
仕
事
終
え

た
後
の
一
服
。
親
し
い
友
を
歓
待
す
る
に

も
、
望
ま
ぬ
客
を
早
々
と
追
い
出
す
に
も
、

コ
ー
ヒ
ー
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
ん
な
ア
ラ

ブ
人
の
生
活
に
密
着
し
た
コ
ー
ヒ
ー
は
、

古
来
占
い
の
道
具
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て

き
た
。

◉
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
滓か
す

が
つ
く
る
模
様

　

飲
み
終
え
た
カ
ッ
プ
を
盆
の
上
に
伏
せ

て
、
し
ば
ら
く
放
置
す
る
と
、
乾
い
た

コ
ー
ヒ
ー
豆
の
滓
が
カ
ッ
プ
の
内
側
に
さ

ま
ざ
ま
な
模
様
を
描
き
だ
す
。
そ
の
模
様

を
絵
解
き
し
て
、
そ
の
日
の
運
勢
を
占
う

菅す
が
せ瀬�

晶あ
き
こ子　
　

総
合
研
究
大
学
院
大
学
葉
山
高
等
研
究
セ
ン
タ
ー

上
級
研
究
員

最
近
は
パ
レ
ス
チ
ナ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
間
信
仰
や
、

ヨ
ル
ダ
ン
の
科
学
施
設
を
調
査
中
。
著
書
に
『
イ
ス
ラ

エ
ル
の
ア
ラ
ブ
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
』（
溪
水
社
）
な
ど
。

烏の声占いの文書〈IDPデータベース利用〉

◉
烏
の
声
に
よ
る
占
い

　

こ
の
占
い
は
方
角
を
九
に
、
時
間
帯
を

一
〇
に
区
分
し
、
ど
の
方
角
で
ど
の
時
刻

に
烏
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
か
に
よ
っ
て
、

な
に
が
起
こ
る
か
を
予
言
し
た
も
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
夜
明
け
に
南
で
声
を
聞

け
ば
、
馬
一
頭
が
手
に
入
る
、
と
い
っ
た

具
合
で
あ
る
。

　

ほ
か
に
、
各
方
角
で
不
吉
な
鳴
き
声
を

聞
い
た
場
合
の
供
養
に
つ
い
て
も
記
さ
れ

て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

＊

　

こ
こ
で
挙
げ
た
古
代
チ
ベ
ッ
ト
の
占
い

は
す
べ
て
、
個
人
が
先
天
的
に
生
ま
れ

持
っ
た
性
質
に
よ
る
占
い
（
四
柱
推
命
や

占
星
術
な
ど
）
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の

事
象
に
対
処
す
る
比
較
的
素
朴
な
占
い
で

あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
チ
ベ
ッ
ト
人
の
気

質
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
。

の
で
あ
る
。

　

カ
ッ
プ
の
ふ
ち
に
向
か
っ
て
滓
の
線
が

の
び
て
、
そ
の
先
が
末
広
が
り
に
な
っ
て

い
た
ら
、「
道
が
開
け
る
」
。
滓
が
入
道

雲
の
よ
う
な
輪
郭
を
描
い
て
い
た
ら
、

「
お
金
が
入
る
」
。
幾
度
も
解
説
し
て
も

ら
っ
た
の
だ
が
、
い
ま
ひ
と
つ
よ
く
わ
か

ら
な
い
。

　

そ
ん
な
な
か
で
、
筆
者
に
も
は
っ
き
り

と
判
別
で
き
る
の
が
、
他
人
か
ら
嫉
妬
を

買
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
「
邪
視
」
の
サ

イ
ン
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
の
底
に

カ
ル
ダ
モ
ン
の
粒
が
張
り
つ
い
て
、
そ
の

ま
わ
り
を
コ
ー
ヒ
ー
滓
が
黒
く
ふ
ち
ど
っ

て
い
る
の
を
見
い
だ
す
と
、
彼
ら
は
「
神

様
、
ど
う
か
ご
加
護
を
」
と
、
神
妙
な
顔

で
呟
く
の
だ
。

◉
遊
び
な
ら
許
さ
れ
て
も
…
…

　

も
っ
と
も
、
一
般
の
ア
ラ
ブ
人
が
お
こ

な
う
コ
ー
ヒ
ー
占
い
は
、
新
聞
の
星
占
い

と
同
じ
く
、
運
試
し
程
度
の
も
の
で
し
か

な
い
。
プ
ロ
の
占
い
師
も
い
る
ら
し
い
の

だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
っ
て
鑑
定

し
て
も
ら
お
う
と
い
う
気
は
な
い
よ
う
だ
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
敬
虔
な
一
神
教
徒
、

つ
ま
り
ム
ス
リ
ム
か
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ

る
彼
ら
は
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
本
格
的

な
占
い
を
敬
遠
し
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
に
、
占
い
師
か
ら
絵
解
き
を

習
っ
た
り
す
る
の
か
と
尋
ね
る
と
、
彼
ら

は
一
様
に
顔
を
こ
わ
ば
ら
せ
、
決
ま
っ
て

こ
う
答
え
る
。「
カ
イ
ロ
と
か
に
は
い
る

よ
。
で
も
、
こ
の
あ
た
り
で
は
知
ら
な
い

ね
。
そ
れ
に
、
こ
う
し
て
遊
び
半
分
に

や
っ
て
い
る
ぶ
ん
に
は
構
わ
な
い
け
れ
ど
、

占
い
な
ん
て
ほ
ん
と
う
は
、
神
の
教
え
に

そ
む
く
こ
と
だ
か
ら
ね
！
」

◉
ほ
ん
と
う
に
怖
い
存
在
は

　

彼
ら
が
占
い
を
恐
れ
る
理
由
は
、
コ
ー

ヒ
ー
カ
ッ
プ
の
底
か
ら
こ
ち
ら
を
じ
っ
と

睨
む
、
カ
ル
ダ
モ
ン
の
粒
と
無
関
係
で
は

な
い
。
嫉
妬
の
ま
な
ざ
し
が
災
い
を
呼
ぶ

と
い
う
邪
視
に
ま
つ
わ
る
俗
信
は
地
中
海

沿
岸
全
域
で
み
ら
れ
、

た
い
て
い
ど
こ
に
で
も

「
邪
視
を
発
す
る
」
と

い
う
評
判
の
悪
い
人
物

が
い
る
が
、
な
か
で
も

占
い
師
の
邪
視
は
強
力

だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

占
い
師
は
客
の
注
文
に

応
じ
て
、
呪じ
ゅ
そ詛
も
お
こ
な
う
と
い
う
の
だ
。

折
り
合
い
の
悪
か
っ
た
姑
の
死
後
、
そ
の

部
屋
で
寝
起
き
す
る
よ
う
に
な
っ
た
娘
が

体
調
を
崩
し
、
思
い
切
っ
て
部
屋
を
調
べ

た
ら
、
占
い
師
が
作
っ
た
呪
符
が
ベ
ッ
ド

の
下
か
ら
出
て
き
た
と
、
ま
こ
と
し
や
か

に
語
る
者
も
い
る
。

　

こ
の
地
に
お
け
る
一
神
教
の
影
響
力
は

絶
大
だ
が
、
そ
の
隙
間
に
は
一
神
教
以
前

の
要
素
も
い
ま
だ
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
。

コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
の
底
の
眼
は
、
そ
の
こ

と
を
示
す
事
例
の
一
端
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

コーヒーをわかす小さな手鍋と、コーヒーカップ

銅銭占い文書〈国際敦煌プロジェ
クト（IDP）データベース利用〉

羊骨占いに使用された羊の肩甲骨
〈『シルクロード 絹と黄金の道』展
図録より転載〉

今日の運勢は？

コーヒーを飲み終えて、しばらく伏せておくと、このよ
うな模様がカップの内側に浮かび上がる。「邪視」がい
くつも浮き出ているのが、おわかりだろうか

古
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
の
解
読

東
地
中
海
ア
ラ
ブ
社
会
の
占
い
と
邪
視
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な
に
か
新
し
い
こ
と
を
は
じ
め
る
と
き
、

進
路
に
迷
う
と
き
、
未
来
を
知
り
た
い
と

思
う
と
き
。「
人
を
超
え
た
も
の
」
に
答

え
を
求
め
よ
う
と
す
る
行
為
に
洋
の
東
西

は
な
く
、
イ
ラ
ン
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
イ
ラ
ン
各
地
に

見
ら
れ
る
人
を
超
え
た
も
の
に
触
れ
、
祈

る
場
で
あ
る
「
聖
所
」
に
関
連
し
た
占
い

を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
た
い
。

◉
聖
な
る
場
の
特
別
な
力

　
「
聖
所
」
と
は
イ
ラ
ン
各
地
に
見
ら
れ
、

人
を
超
え
た
存
在
に
関
連
し
た
神
聖
な
場

所
で
あ
り
、
そ
う
し
た
存
在
に
対
す
る
訴

え
か
け
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
。

病
気
を
治
し
て
ほ
し
い
、
失
せ
も
の
を
見

つ
け
て
ほ
し
い
な
ど
の
願
掛
け
の
場
で
も

あ
る
聖
所
で
は
、
占
い
を
お
こ
な
う
人
び

と
の
姿
も
見
ら
れ
る
。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
、
願
い
事
を
思
い
な
が
ら

聖
所
の
壁
面
に
コ
イ
ン
や
モ
フ
ル
（
シ
ー

ア
派
信
徒
が
礼
拝
に
用
い
る
土
製
の
小
さ

な
ブ
ロ
ッ
ク
で
、
跪
拝
の
際
に
額
が
当
た

る
よ
う
に
床
に
置
か
れ
る
）
、
小
石
な
ど

を
こ
す
り
つ
け
、
指
を
離
し
て
も
そ
れ
ら

が
壁
か
ら
落
ち
な
か
っ
た
ら
願
い
事
が
叶

う
、
と
い
う
も
の
。
各
地
で
見
ら
れ
る
こ

の
占
い
、
と
く
に
決
ま
っ
た
呼
び
名
は
な

い
ら
し
い
。

◉
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
こ
め
て

　

人
は
結
婚
し
、
子
ど
も
を
も
っ
て
一
人

前
、
と
さ
れ
る
イ
ラ
ン
で
は
、
結
婚
し
て

も
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
い
こ
と
は
女
性
に

と
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
女

性
た
ち
は
い
つ
子
ど
も
が
授
か
る
か
を
知

ろ
う
と
聖
所
へ
赴
き
、
敷
地
内
の
木
々
に

清し
み
ず水�

直な
お
み美　
　

テ
ヘ
ラ
ン
大
学
外
国
語
学
部
講
師

イ
ラ
ン
文
学
に
見
ら
れ
る
倫
理
観
が
本
来
の
研
究

テ
ー
マ
。
こ
の
数
年
は
、
聖
所
信
仰
に
関
心
を
も
ち
、

調
査
し
て
い
る
。

ゆ
り
か
ご
の
形
に
布
の
四

隅
を
結
び
つ
け
、
そ
の
中

に
短
い
木
の
棒
や
小
石
を

入
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
落

ち
た
と
き
に
子
ど
も
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

コ
ル
デ
ス
タ
ー
ン
州

ウ
ー
ラ
ー
マ
ー
ネ
・
タ
フ

ト
の
ピ
ー
ル
･
シ
ャ
ー
リ
ヤ
ー
ル
廟
の
入

り
口
脇
に
あ
る
石
の
上
に
は
、
い
く
つ
も

の
小
石
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ざ
っ

と
手
に
取
り
、
数
え
て
み
る
。
手
に
取
っ

た
小
石
の
数
が
偶
数
か
奇
数
か
で
望
み
が

叶
う
か
ど
う
か
わ
か
る
と
い
う
。

　

占
い
に
使
わ
れ
る
小
石
に
し
て
も
小
枝

に
し
て
も
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
占
い

自
体
に
名
前
も
な
い
。
ど
こ
に
で
も
あ
る

も
の
を
、
人
知
を
超
え
た
存
在
と
の
交
信

の
場
で
あ
る
聖
所
で
使
用
す
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
ら
し
い
。

◉
宗
教
的
な
規
制
と
相
剋

　

し
か
し
聖
所
信
仰
と
い
う
、
人
び
と
の

生
活
に
密
接
な
場
所
で
お
こ
な
わ
れ
て
き

精
神
世
界
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、

な
ん
と
、
そ
の
写
真
師
が
呪
術
師
だ
っ
た
。

誕
生
日
の
儀
式
に
参
加
し
て
、
興
味
を
い

だ
い
た
私
は
、
今
後
も
儀
式
に
参
加
さ
せ

て
く
れ
る
よ
う
お
願
い
し
、
マ
ヤ
の
占
い

に
出
合
う
の
で
あ
る
。

◉
神
話
に
も
あ
る
古
来
の
占
い

　

グ
ア
テ
マ
ラ
の
占
い
に
は
、
ツ
ォ
ル
キ

ン
と
い
う
神
聖
暦
（
一
三
の
数
と
、
雨
・

イ
ヌ
・
サ
ル
と
い
っ
た
名
前
の
つ
い
た
二

〇
の
日
を
組
合
せ
、
二
六
〇
日
を
一
周
期

と
す
る
暦
）
に
従
っ
た
出
生
日
に
よ
っ
て
、

持
っ
て
生
ま
れ
た
性
格
と
一
生
の
運
勢
・

宿
命
を
判
断
す
る
も
の
と
、
チ
ッ
テ
ー
豆

を
使
用
し
、
近
未
来
の
金
運
・
恋
愛
運
・

家
庭
運
な
ど
を
占
う
も
の
が
あ
る
。

　

他
に
水
晶
占
い
も
あ
る
。
こ
れ
は
水
晶

の
割
れ
目
の
色
を
見
て
、
緑
色
に
見
え
た

時
は
物
事
が
成
就
し
な
い
、
紫
色
に
見
え

た
な
ら
ば
家
・
土
地
・
金
・
仕
事
が
良
い

方
向
に
向
か
う
、
灰
色
に
見
え
た
ら
死
・

敵
と
出
会
う
だ
ろ
う
、
な
ど
と
占
う
。

　

私
が
手て
ほ
ど解
き
を
受
け
た
チ
ッ
テ
ー
豆
占

い
は
、
マ
ヤ
キ
チ
ェ
族
の
神
話
「
ポ
ッ
プ
・

ウ
ー
フ
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
古
来
の
も
の

で
あ
る
。
こ
の
占
い
は
、
呪
術
師
に
よ
っ

て
占
い
方
の
違
い
は
あ
る
が
、
基
本
的
に

は
、
神
聖
暦
ツ
ォ
ル
キ
ン
を
使
用
し
吉
凶

羽う
も
と幹�

昌ま
さ
ひ
ろ弘

写
真
家

写
真
展
「
大
地
礼
讃
」、「
あ
る
古
都
の
一
世
紀
」、

「
マ
リ
ア
・
マ
リ
ア
」、「
神
の
庭
」な
ど
を
開
催
。

二
〇
一
二
年
一
二
月
二
二
日
、
マ
ヤ
の
長
期
暦
が
終

わ
る
。
次
は
ど
の
よ
う
な
時
代
が
く
る
の
か
に
関
心

が
あ
る
。

の
徴
候
を
読
み
と
り
、
未
来
を
占
う
。

　

テ
ー
ブ
ル
に
広
げ
た
布
の
上
で
二
六
〇

個
の
豆
を
左
回
し
に
か
き
ま
ぜ
な
が
ら
、

マ
ヤ
の
神
々
の
名
を
称
え
チ
ッ
テ
ー
豆
の

精
霊
に
正
確
な
占
い
が
で
き
る
よ
う
お
願

い
し
、
豆
を
一
掴
み
握
り
二
つ
に
分
け
る
。

握
っ
た
ほ
う
の
豆
を
四
粒
を
一
組
と
し
、

右
に
横
一
列
に
並
べ
八
組
作
る
。
二
列
目

も
同
じ
よ
う
に
し
、
お
お
む
ね
三
列
で
き

る
。
最
後
の
組
の
豆
の
数
は
四
粒
ま
た
は

三
・
二
・
一
粒
と
な
る
が
、
こ
の
最
後
の

豆
の
組
が
最
も
重
要
な
サ
イ
ン
で
、
豆
が

偶
数
で
あ
れ
ば
吉
。
奇
数
な
ら
ば
凶
と
判

断
す
る
。

◉
占
い
の
結
果
が
最
悪
で
あ
れ
ば

　

占
い
を
す
る
当
日
が
神
聖
暦
の
何
の
日

に
あ
た
る
か
を
ま
ず

調
べ
、
第
一
列
目
の

最
初
の
組
に
そ
の
日

を
あ
て
は
め
る
。

　

例
え
ば
当
日
が
、

「
一
の
雨
」
な
ら
ば
、

右
へ
順
に
「
二
の
イ

ヌ
」「
三
の
サ
ル
」

と
あ
て
は
め
て
い
き
、

図
の
よ
う
に
、
二
列

目
は
右
か
ら
左
に
、

三
列
目
は
左
か
ら
右

に
す
す
み
、
各
列
の

端
の
組
に
あ
た
っ
た

神
聖
暦
の
日
の
意
味
を
読
む
。

　

こ
の
読
み
方
は
〈
〉
の
形
と
な
り
蛇

を
表
す
。
マ
ヤ
の
神
ク
ク
ル
カ
ン
（
羽
毛

の
蛇
）
の
こ
と
だ
ろ
う
か
？

　

占
い
の
結
果
が
最
悪
な
場
合
は
、
依
頼

者
が
必
要
と
思
え
ば
、
呪
術
師
に
儀
式
を

お
願
い
し
、
良
い
方
向
へ
導
か
れ
る
よ
う

祈
る
。

ハンモック状に結ばれた布の中に小枝や小石が置かれて
いる。これが落ちたときに子どもが授かるとされている（コ
ルデスターン州セイエド･エブラーヒーム廟）

た
占
い
は
、
一
九
七
九
年
の
革
命
後
の
イ

ス
ラ
ー
ム
教
育
の
な
か
で
「
ク
ル
ア
ー
ン

（
コ
ー
ラ
ン
）
の
な
か
で
禁
じ
ら
れ
て
い

る
か
ら
」
、「
非
科
学
的
な
行
為
で
あ
る

か
ら
」
と
、
聖
所
の
管
理
者
ら
に
よ
っ
て

禁
止
さ
れ
た
り
、
自
然
と
お
こ
な
わ
れ
な

く
な
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向

は
都
市
部
や
そ
の
周
辺
部
で
顕
著
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
テ
ヘ
ラ
ン
市
北
西
部
の
山

中
に
あ
る
エ
マ
ー
ム
ザ
ー
デ
･
ダ
ー
ヴ
ー

ド
で
は
、
参
詣
者
が
コ
イ
ン
に
よ
る
占
い

を
盛
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
五
、

六
年
前
に
廟
の
管
理
事
務
所
に
よ
り
占
い

が
禁
止
さ
れ
、
そ
の
後
、
廟
内
の
拡
張
を

口
実
に
、
占
い
に
使
わ
れ
て
い
た
壁
も
撤

去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

一
種
の
イ
ス
ラ
ー
ム
･
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
と
も
言
え
る
が
、
不
安
を
解
消
す
る
た

め
の
人
び
と
の
さ
さ
や
か
な
行
為
を
規
制

す
る
動
き
は
少
々
寂
し
く
も
感
じ
ら
れ
る
。

チッテー豆占いをしているところ。豆の数、並べ方など、
その方法は占い師によってさまざまだ

　

そ
れ
は
一
枚
の
印
刷
物
が
は
じ
ま
り

だ
っ
た
。
あ
る
町
で
街
頭
写
真
師
と
話
し

込
ん
で
い
た
時
に
渡
さ
れ
た
も
の
は
、
マ

ヤ
の
神
聖
暦
ツ
ォ
ル
キ
ン
に
応
じ
た
誕
生

日
を
祝
う
儀
式
へ
の
招
待
状
だ
っ
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
カ
ル
ロ
ス
・
カ

ス
タ
ネ
ダ
（
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
人
び
と
に

多
大
な
影
響
を
与
え
た
ア
メ
リ
カ
の
文
化

人
類
学
者
）
の
著
作
に
接
し
、
呪
術
師
の

1 2 3 4 5 6 7 8

16 15 14 13 12 11 10 9

17 18 19 20 21 22

納富さまへ
この図にはキャプションが入ります。
そのスペースを空けてレイアウトしてください。
Ｐ７の４色ページの予定です。豆の色は写真をみてつけました。
あと、ドロップシャドウなどは僕が勝手につけているだけですので、
良きように変えてください。
矢印の具合もこれでいいのかどうか全体を見ないとわからないので変えてください。
　大豊

追伸
念のため仮のキャプションを入れておきます。（でも、レイアウトには入れないでください。）
スペースを見ることと何の図かわからないとレイアウトできないと思いますので、、、。

Ａ→Ｆに向かって順に２６０あう神聖暦のシンボルを当てはめ、それぞれの
列の端の組が示すサインを読む。Ｆが最も重要な役割を担い、その豆の数
で全体的な吉凶を判断する。

岩窟には願い事を叶える力をもつと
される人物の墓とそれを覆うケース
が置かれている。その奥の壁面で占
いがおこなわれていた（セイエド･モ
ハンマド廟）

岩窟の壁面での占いの跡。小石やモフルが多数貼りつ
けられている（ファールス州セイエド･モハンマド廟）

神聖暦の日のあてはめ方例

呪術師のイニシエーションの祈り

呪術師による水晶占い



五さ
お
と
め

月
女 

賢け
ん
じ司

民
博 

機
関
研
究
員

専
門
は
博
物
館
学
。
特
に
、
博
物
館
に
お
け
る
展
示
や
教
育
活

動
の
あ
り
方
や
、
地
域
に
お
け
る
博
物
館
の
あ
り
方
に
つ
い
て

関
心
が
あ
る
。
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二
〇
〇
九
年
春
、
貸
出
用
の
学
習
キ
ッ

ト
「
み
ん
ぱ
っ
く
」
に
「
ア
イ
ヌ
文
化
に

で
あ
う
」
が
仲
間
入
り
し
た
。
そ
の
な
か

に
は
、
北
海
道
や
樺
太
な
ど
で
暮
ら
す
ア

イ
ヌ
の
人
び
と
の
伝
統
文
化
に
関
す
る
、

織
り
、
編
み
、
彫
り
、
楽
器
、
言
葉
、
食

事
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
選
ば
れ

た
モ
ノ
が
入
っ
て
い
る
。
衣
装
や
木
彫
品

を
手
に
と
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、

サ
ケ
、
ヒ
グ
マ
、
エ
ゾ
シ
カ
の
肉
や
皮
が

食
料
や
衣
装
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
楽
し
み
な
が
ら
理
解
で
き
る
ク
イ
ズ

ボ
ー
ド
や
一
筆
書
き
で
つ
な
が
る
美
し
い

文
様
な
ど
に
触
れ
、
日
本
文
化
と
の
違
い

を
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
イ
ヌ
文
化
に
直
接
触
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
大
自
然
の
な
か
で
神
カ
ム
イと

と
も
に
生
き
て
き
た
ア
イ
ヌ
の
知
恵
や
伝

統
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
パ
ッ
ク
は
、
民
博
の
佐
々
木
利
和

教
授
と
情
報
管
理
施
設
の
棚
橋
緑
さ
ん
が

中
心
と
な
っ
て
製
作
し
た
。
製
作
の
前
に

は
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
研
究
や
振
興
な
ど
を

担
う
諸
機
関
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
や
体

験
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
調
査
を
お
こ
な
っ

た
。
北
海
道
ウ
タ
リ
協
会
（
現
・
北
海
道

ア
イ
ヌ
協
会
）
白
老
支
部
主
催
の
「
平
成

二
〇
年
度
イ
オ
ル
再
生
事
業
体
験
交
流
事

業
」
に
も
参
加
し
、
ア
イ
ヌ
の
伝
承
地
で

あ
る
ウ
ヨ
ロ
川
河
川
敷
で
伝
統
的
な
マ
レ
ク

漁
や
投
網
漁
な
ど
の
サ
ケ
漁
、
ク
チ
ャ

（
仮
小
屋
）
製
作
、
伝
統
食
材
の
試
食
な

ど
を
体
験
し
た
。

　

棚
橋
さ
ん
は
「
命
を
い
た
だ
く
」
こ
と

へ
の
感
謝
の
気
持
ち
や
、
自
然
と
一
体
と

な
っ
て
生
活
し
て
い
た
ア
イ
ヌ
文
化
を
よ

り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
語
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
地
体
験
か
ら
得

た
感
動
が
、
こ
の
パ
ッ
ク
の
製
作
に
も
生

か
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ア
イ
ヌ
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
き
と
し
て

は
、
二
〇
〇
七
年
九
月
の
国
連
総
会
で

「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合

宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。

こ
れ
を
受
け
、
翌
年
六
月
に
は
衆
参
両
院

本
会
議
が
全
会
一
致
で
ア
イ
ヌ
を
日
本
の

先
住
民
族
と
認
め
る
決
議
を
採
択
、
政
府

は
こ
の
決
議
に
も
と
づ
い
て
ア
イ
ヌ
有
識

者
懇
談
会
を
設
置
し
た
。

　

こ
の
懇
談
会
は
二
〇
〇
九
年
七
月
に
ま

と
め
た
報
告
書
で
、
ア
イ
ヌ
の
歴
史
や
文

化
に
つ
い
て
の
教
育
が
義
務
教
育
段
階
に

お
い
て
も
十
分
実
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
築
い
て
き
た
こ
と
な
ど
、
ア
イ
ヌ
に
関

す
る
基
本
を
学
ん
だ
。
次
に
、
衣
装
の
試

着
を
す
る
な
ど
、
実
際
に
モ
ノ
に
触
れ
、

そ
の
感
触
や
重
量
感
、
匂
い
や
着
心
地
な

ど
を
確
か
め
た
。
最
後
に
は
、「
ふ
り
か

え
り
」
や
発
表
を
お
こ
な
い
、と
て
も
充

実
し
た
体
験
学
習
で
あ
っ
た
。

　

授
業
開
始
時
、「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
言

葉
を
知
っ
て
い
る
児
童
は
ク
ラ
ス
に
二
人

ほ
ど
だ
け
だ
っ
た
が
、
授
業
の
終
わ
り
に

は
半
数
以
上
が
ア
イ
ヌ
文
化
の
こ
と
が
わ

か
っ
た
と
挙
手
し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
一
時
間
と
い
う
短
時

間
で
も
ア
イ
ヌ
文
化
に
関
す
る
話
を
聞
き
、

モ
ノ
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
る
学
習
効
果
が

あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

児
童
達
は
衣
装
を
試
着
し
た
別
の
児
童

に
「
似
合
う
！
」、「
か
っ
こ
い
い
！
」
と

興
奮
気
味
に
声
を
か
け
た
り
、
最
後
に
は

「
同
じ
日
本
の
な
か
な
の
に
、
文
化
が
た

く
さ
ん
あ
っ
て
不
思
議
」
と
話
し
た
り
す

る
な
ど
、
こ
の
パ
ッ
ク
を
活
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
文
化
へ
の
理
解
が
深

ま
っ
た
よ
う
だ
。

　

小
学
校
で
は
二
〇
一
一
年
度
か
ら
、
中

学
校
で
は
そ
の
翌
年
度
か
ら
完
全
実
施
さ

れ
る
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
総
合
的

学
習
の
時
間
」
の
授
業
時
数
が
大
幅
に
削

減
さ
れ
て
い
る
。

　

今
年
度
か
ら
は
新
学
習
指
導
要
領
へ
の

移
行
が
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
小

中
学
校
が
総
合
学
習
の
枠
で
民
博
や
民

博
の
資
源
を
活
用
す
る
こ
と
は
少
な
く

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
総
合
学

習
か
ら
削
減
さ
れ
た
時
間
が
各
教
科
に

戻
り
、
小
学
五
・
六
年
生
に
は
外
国
語

活
動
が
あ
ら
た
に
加
わ
る
な
か
で
、「
ア

イ
ヌ
文
化
に
で
あ
う
」
な
ど
の「
み
ん

ぱ
っ
く
」
の
活
用
の
さ
れ
方
も
今
後
あ
ら

た
な
展
開
を
み
せ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

異
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性

が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
き
て
い
る
い
ま
、

新
し
い
授
業
の
枠
組
み
に
お
い
て
も
児

童
生
徒
に
よ
り
よ
い
学
び
が
も
た
ら
さ

れ
る
よ
う
、
学
校
の
民
博
利
用
に
関
す

る
研
究
を
さ
ら
に
進
め
て
い
き
た
い
。

モ
ノ
・
グ
ラ
フ

な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

指
導
方
法
に
つ
い
て
の
研
究
と
そ
の
研
究

成
果
の
教
育
現
場
へ
の
還
元
、
次
回
の
学

習
指
導
要
領
の
改
訂
、
短
期
的
に
は
教
職

員
な
ど
へ
の
研
修
の
充
実
と
体
験
学
習
等

の
積
極
的
な
取
組
の
促
進
な
ど
、
幅
広
い

対
応
を
求
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
唯
一
の

国
立
の
民
族
学
博
物
館
で
あ
る
民
博
の
果

た
す
役
割
は
大
き
い
。「
ア
イ
ヌ
文
化
に

で
あ
う
」
は
運
用
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
、

す
で
に
多
く
の
小
中
学
校
で
活
用
い
た
だ

い
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
校
、
豊
中

市
立
大
池
小
学
校
で
活
用
方
法
に
関
す
る

調
査
を
お
こ
な
っ
た
。

　

同
校
で
は
、
異
文
化
に
触
れ
自
分
た
ち

の
文
化
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
る
た
め

に
、
四
年
生
三
ク
ラ
ス
一
一
七
人
が
各
一

時
間
で
「
ア
イ
ヌ
文
化
に
で
あ
う
」
を
活

用
し
た
。
ま
ず
、
北
海
道
に
は
ア
イ
ヌ
語

の
地
名
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
、
ア
イ
ヌ

は
昔
か
ら
北
海
道
に
住
み
、
独
自
の
文
化

 
「
み
ん
ぱ
っ
く
」で

 

アイ
ヌ
文
化
理
解
を
よ
り
深
く

製
作
ス
タ
ッ
フ
の
感
動
を
包
み
こ
ん
で

一
時
間
の
体
験
で
も
学
習
効
果
が

ア
イ
ヌ
は
日
本
の
先
住
民
族

「
み
ん
ぱ
っ
く
」の
あ
ら
た
な
可
能
性

北海道でのマレク漁の体験学習の様子

クイズボード「なんの動物かな？」

◉「アイヌ文化にであう」勢揃い
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イ
ン
ド
の
博
物
館
は
国
立
や
公
立
の
も

の
よ
り
私
的
な
財
団
が
設
立
・
運
営
し
て

い
る
も
の
の
ほ
う
が
断
然
個
性
的
で
興
味

深
い
。
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
郊
外
に
ひ
っ
そ

り
と
建
つ
サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
博
物
館
群
も

そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
博
物
館
群
は
、

公
益
法
人
「
サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
財
団
」
の

本
拠
で
あ
る
緑
豊
か
な
セ
ン
タ
ー
の
中
に

あ
る
。

「
サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
」
は
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語

で
一
般
に
文
化
を
意
味
す
る
。
財
団
は
イ

ン
ド
の
伝
統
的
な
手
工
芸
文
化
の
保
護
や

振
興
を
目
的
に
多
彩
な
活
動
を
続
け
て
お

り
、
博
物
館
群
は
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
に

「
土
器
」、「
日
用
工
芸
品
」、「
織
物
」
の

三
つ
の
博
物
館
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

一
つ
一
つ
の
博
物
館
は
さ
ほ
ど
大
き
く

な
い
が
、
生
活
に
根
ざ
し
た
技
と
美
が
わ

か
る
品
々
を
シ
ン
プ
ル
に
展
示
し
て
お
り
、

訪
れ
た
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
。

　

そ
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
日

用
工
芸
品
博
物
館
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
家

庭
の
祭
壇
に
祭
る
神
像
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

筆
記
用
具
、
煙
草
を
吸
う
道
具
、
台
所
用

品
、
壺
類
、
ク
シ
と
化
粧
道
具
、
玩
具
な

ど
全
部
で
一
七
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い

る
。
多
様
な
日
用
品
の
展
示
を
と
お
し
て
、

イ
ン
ド
の
人
び
と
の
日
常
の
暮
ら
し
を
伝

え
て
い
る
。

　

各
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

か
ら
集
め
ら
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
展
示

さ
れ
て
い
る
の
で
、
類
似
の
日
用
品
の
地

域
差
も
わ
か
る
仕
組
み
で
あ
る
。
人
び
と

の
日
用
品
へ
の
愛
着
や
職
人
の
丹
念
な
仕

事
ぶ
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
日
用
品
だ
け

を
こ
れ
ほ
ど
多
数
展
示
し
て
い
る
博
物
館

は
、
イ
ン
ド
で
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
博
物
館
の
展
示
品
は
、
も
と
は
デ

リ
ー
在
住
の
あ
る
裕
福
な
商
人
の
個
人
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
彼
は
若
い
こ
ろ
か

ら
イ
ン
ド
の
工
芸
品
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら

れ
、
商
用
で
訪
れ
る
先
々
で
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
進
め
て
き
た
と
い
う
。

　

や
が
て
彼
の
熱
意
と
優
れ
た
鑑
賞
眼
は

他
の
コ
レ
ク
タ
ー
や
研
究
者
の
知
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
周
囲
の
す
す

め
も
あ
っ
て
彼
は
今
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
前

に
私
財
を
投
じ
て
財
団
を
つ
く
り
、
博
物

館
を
設
立
し
た
。
開
館
や
館
の
運
営
に
は

こ
れ
ら
の
研
究
者
や
友
人
た
ち
も
積
極
的

に
協
力
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
イ
ン
ド
で
は
珍
し
い
総
合
的

な
工
芸
博
物
館
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
財
団
は
、
工
芸
の
担

い
手
の
保
護
や
育
成
に
も
熱
心
だ
。
毎
年

各
分
野
の
優
れ
た
職
人
に
奨
励
賞
を
授
与

す
る
ほ
か
、
イ
ン
ド
内
外
か
ら
職
人
や

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
招
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
き
、
技
術
の
国
際
交
流
も
お
こ

な
っ
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る

瀟し
ょ
う
し
ゃ
洒
な
コ
テ
ー
ジ
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

コレクターの熱意の賜物
「土器」、「日用工芸品」、「織物」の三つの博物館からなる

総合的な工芸博物館は、
インド各地の日常の暮らしを伝えつつ、衰退する伝統工芸の継承を目指す

地球ミュージアム紀行  　　
サンスクリティ博物館群／インド・ニューデリー

三み

お尾　

稔み
の
る 　
　

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

イ
ン
ド
西
部
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
、
宗
教
と

文
化
の
動
態
を
テ
ー
マ
に
研
究
し
て
い
る
。
最
近
は

民
衆
文
化
と
信
仰
の
関
係
や
、
そ
の
継
承
と
変
化
に

関
心
が
あ
る
。

日
用
品
の
技
と
美

　

こ
れ
ら
一
二
個
は
、蜂
田
神
社（
大

阪
府
堺
市
）
か
ら
授
与
さ
れ
る
土
鈴

の
か
ず
か
ず
。
式
内
社
で
あ
る
同
社

に
は
、
古
来
、
鈴
占
神
事
と
い
う
秘

儀
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
節
分
の
未

明
、
冷
気
の
中
に
響
く
鈴
音
が
神
秘

的
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
三
世

紀
前
半
に
活
躍
し
た
呉
王
孫
権
の

末
裔
と
称
す
る
蜂
田
連
が
製
し
奉

納
す
る
土
鈴
一
二
個
の
音
色
に
よ

っ
て
、
年
中
の
吉
凶
を
占
う
神
事
で

あ
る
。
神
事
の
後
、
鈴
は
木
槌
で
砕

か
れ
て
境
内
の
鈴
塚
に
埋
納
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
四
年
以
来
、

当
日
の
参
拝
者
た
ち
に
籤く
じ

を
引
か

せ
て
授
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
社

伝
に
は
、
そ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
別

に
開
運
厄
除
け
の
土
鈴
も
授
け
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

音
に
よ
る
占
い
と
し
て
は
、
岡
山

市
吉き

び

つ
備
津
に
鎮
座
す
る
吉
備
津
神
社

「
鳴な
る
か
ま釜

神
事
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
、
古
代
の
王
権
に
よ

る
統
治
が
整
備
さ
れ
る
以
前
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
呪
術
の
名
残
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
鈴
扇
舞
」
と
い
う
巫
女
舞
が
あ

る
。
拝
殿
の
賽
銭
箱
と
太
綱
に
取
り

つ
け
ら
れ
た
大
き
な
鈴
は
、
神
社
に

必
須
の
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。
鈴
や
太

鼓
は
、
神
と
の
交
信
に
不
可
欠
な
道

具
。
だ
か
ら
、
鈴
音
の
響
き
に
神
意

を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
。

　

と
は
い
え
、
な
ぜ
か
、
鈴
占
を
お

こ
な
う
神
社
は
珍
し
い
。
一
年
の
吉

凶
・
豊
凶
を
占
う
神
事
と
し
て
も
っ

と
も
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
粥
占

で
あ
る
。
竹
管
内
の
白
粥
ま
た
は
小

豆
粥
の
量
と
、
姿
に
よ
っ
て
、
種
々

の
農
作
物
や
漁
獲
を
占
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
粥
占
も
ま
た
、
未
明

に
お
こ
な
わ
れ
る
秘
儀
で
あ
る
。

　

新
春
の
神
事
に
小
豆
は
欠
か
せ

な
い
。
蜂
田
神
社
の
鈴
占
神
事
に
際

し
て
も
、
参
拝
者
た
ち
に
温
か
い
善

哉
が
振
る
ま
わ
れ
る
。
そ
の
本
来
の

目
的
は
、
寒
気
を
し
の
ぐ
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
。
粥
占
に
と
も
な

い
奉
納
さ
れ
た
脇
役
の
鈴
に
ば
か

り
気
を
う
ば
わ
れ
て
、
い
つ
し
か
主

副
が
転
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
神
社
名
も
「
泉
州
鈴

の
宮
」
と
い
う
俗
称
の
ほ
う
が
知
れ

わ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
。

占鈴
地域：日本　大阪

1985年受入（津村重一土鈴コレクションの一部）
標本番号Ｈ0142428 〜 0142439

◉
近
こ ん ど う ま さ き

藤雅樹
民博 民族文化研究部

専門は、民俗学・民具研究。現在は、渋沢敬三の業績と、
彼が開設したアチック・ミューゼアムの活動を中心に調査中。

表紙モノ語り

プ
参
加
者
が
寝
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
交

流
で
き
る
場
で
も
あ
る
。

　

財
団
は
最
近
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育

に
も
力
を
入
れ
、
伝
統
工
芸
へ
の
理
解
を

広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
カ
ー
ス
ト
間
で

異
な
る
職
業
の
技
に
は
互
い
に
無
関
心

だ
っ
た
う
え
、
祭
司
や
武
人
、
農
民
に
比

べ
る
と
手
工
芸
職
人
の
地
位
が
低
か
っ
た

イ
ン
ド
で
は
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
と
て

も
新
し
い
。

　

一
コ
レ
ク
タ
ー
の
熱
意
か
ら
は
じ
ま
っ

た
博
物
館
は
、
経
済
発
展
の
か
げ
で
衰
退

が
目
立
つ
伝
統
工
芸
を
あ
ら
た
な
か
た
ち

で
継
承
さ
せ
る
拠
点
に
も
な
っ
て
い
る
。

個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
博
物
館

イ　ン　ド

パキスタン 中 国

アフガニ
スタン

ネパールニューデリー

アーメダバード

ムンバイ

ハイデラーバード

チェンナイバンガロール

コルカタ

博物館群の入口。素焼の馬がお出迎え

コテージと野外劇場。芸能公演も可能

伝
統
工
芸
の
新
た
な
継
承
へ

土器博物館。州ごとの特徴がわかる

女性用のクシと髪飾りの展示
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な
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が
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。

　

こ
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イ
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珍
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い
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な
工
芸
博
物
館
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
財
団
は
、
工
芸
の
担

い
手
の
保
護
や
育
成
に
も
熱
心
だ
。
毎
年

各
分
野
の
優
れ
た
職
人
に
奨
励
賞
を
授
与

す
る
ほ
か
、
イ
ン
ド
内
外
か
ら
職
人
や

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
招
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
き
、
技
術
の
国
際
交
流
も
お
こ

な
っ
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る

瀟し
ょ
う
し
ゃ
洒
な
コ
テ
ー
ジ
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

コレクターの熱意の賜物
「土器」、「日用工芸品」、「織物」の三つの博物館からなる

総合的な工芸博物館は、
インド各地の日常の暮らしを伝えつつ、衰退する伝統工芸の継承を目指す

地球ミュージアム紀行  　　
サンスクリティ博物館群／インド・ニューデリー

三み

お尾　

稔み
の
る 　
　

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

イ
ン
ド
西
部
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
、
宗
教
と

文
化
の
動
態
を
テ
ー
マ
に
研
究
し
て
い
る
。
最
近
は

民
衆
文
化
と
信
仰
の
関
係
や
、
そ
の
継
承
と
変
化
に

関
心
が
あ
る
。

日
用
品
の
技
と
美

　

こ
れ
ら
一
二
個
は
、蜂
田
神
社（
大

阪
府
堺
市
）
か
ら
授
与
さ
れ
る
土
鈴

の
か
ず
か
ず
。
式
内
社
で
あ
る
同
社

に
は
、
古
来
、
鈴
占
神
事
と
い
う
秘

儀
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
節
分
の
未

明
、
冷
気
の
中
に
響
く
鈴
音
が
神
秘

的
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
三
世

紀
前
半
に
活
躍
し
た
呉
王
孫
権
の

末
裔
と
称
す
る
蜂
田
連
が
製
し
奉

納
す
る
土
鈴
一
二
個
の
音
色
に
よ

っ
て
、
年
中
の
吉
凶
を
占
う
神
事
で

あ
る
。
神
事
の
後
、
鈴
は
木
槌
で
砕

か
れ
て
境
内
の
鈴
塚
に
埋
納
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
四
年
以
来
、

当
日
の
参
拝
者
た
ち
に
籤く
じ

を
引
か

せ
て
授
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
社

伝
に
は
、
そ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
別

に
開
運
厄
除
け
の
土
鈴
も
授
け
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

音
に
よ
る
占
い
と
し
て
は
、
岡
山

市
吉き

び

つ
備
津
に
鎮
座
す
る
吉
備
津
神
社

「
鳴な
る
か
ま釜

神
事
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
、
古
代
の
王
権
に
よ

る
統
治
が
整
備
さ
れ
る
以
前
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
呪
術
の
名
残
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
鈴
扇
舞
」
と
い
う
巫
女
舞
が
あ

る
。
拝
殿
の
賽
銭
箱
と
太
綱
に
取
り

つ
け
ら
れ
た
大
き
な
鈴
は
、
神
社
に

必
須
の
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。
鈴
や
太

鼓
は
、
神
と
の
交
信
に
不
可
欠
な
道

具
。
だ
か
ら
、
鈴
音
の
響
き
に
神
意

を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
。

　

と
は
い
え
、
な
ぜ
か
、
鈴
占
を
お

こ
な
う
神
社
は
珍
し
い
。
一
年
の
吉

凶
・
豊
凶
を
占
う
神
事
と
し
て
も
っ

と
も
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
粥
占

で
あ
る
。
竹
管
内
の
白
粥
ま
た
は
小

豆
粥
の
量
と
、
姿
に
よ
っ
て
、
種
々

の
農
作
物
や
漁
獲
を
占
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
粥
占
も
ま
た
、
未
明

に
お
こ
な
わ
れ
る
秘
儀
で
あ
る
。

　

新
春
の
神
事
に
小
豆
は
欠
か
せ

な
い
。
蜂
田
神
社
の
鈴
占
神
事
に
際

し
て
も
、
参
拝
者
た
ち
に
温
か
い
善

哉
が
振
る
ま
わ
れ
る
。
そ
の
本
来
の

目
的
は
、
寒
気
を
し
の
ぐ
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
。
粥
占
に
と
も
な

い
奉
納
さ
れ
た
脇
役
の
鈴
に
ば
か

り
気
を
う
ば
わ
れ
て
、
い
つ
し
か
主

副
が
転
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
神
社
名
も
「
泉
州
鈴

の
宮
」
と
い
う
俗
称
の
ほ
う
が
知
れ

わ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
。

占鈴
地域：日本　大阪

1985年受入（津村重一土鈴コレクションの一部）
標本番号Ｈ0142428 〜 0142439

◉
近
こ ん ど う ま さ き

藤雅樹
民博 民族文化研究部

専門は、民俗学・民具研究。現在は、渋沢敬三の業績と、
彼が開設したアチック・ミューゼアムの活動を中心に調査中。

表紙モノ語り

プ
参
加
者
が
寝
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
交

流
で
き
る
場
で
も
あ
る
。

　

財
団
は
最
近
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育

に
も
力
を
入
れ
、
伝
統
工
芸
へ
の
理
解
を

広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
カ
ー
ス
ト
間
で

異
な
る
職
業
の
技
に
は
互
い
に
無
関
心

だ
っ
た
う
え
、
祭
司
や
武
人
、
農
民
に
比

べ
る
と
手
工
芸
職
人
の
地
位
が
低
か
っ
た

イ
ン
ド
で
は
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
と
て

も
新
し
い
。

　

一
コ
レ
ク
タ
ー
の
熱
意
か
ら
は
じ
ま
っ

た
博
物
館
は
、
経
済
発
展
の
か
げ
で
衰
退

が
目
立
つ
伝
統
工
芸
を
あ
ら
た
な
か
た
ち

で
継
承
さ
せ
る
拠
点
に
も
な
っ
て
い
る
。

個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
博
物
館

イ　ン　ド

パキスタン 中 国

アフガニ
スタン

ネパールニューデリー

アーメダバード

ムンバイ

ハイデラーバード

チェンナイバンガロール

コルカタ

博物館群の入口。素焼の馬がお出迎え

コテージと野外劇場。芸能公演も可能

伝
統
工
芸
の
新
た
な
継
承
へ

土器博物館。州ごとの特徴がわかる

女性用のクシと髪飾りの展示

〈訂正〉11月号「表紙モノ語り」で「代親布」の標本番号と掲載データベース名に誤りが
ありました。正しい標本番号は「H0161405」で、資料名「コマケンドョー」が掲載されて
いるデータベースは、標本資料詳細情報データベースです。訂正してお詫びいたします。



サンタクロースのオーナメント（945円～）、
ケーラー社「ツリーを持つサンタ」（5,534円～）

アレクサンドロス象牙彫刻
タジキスタン国立博物館所蔵　大村次郷撮影

� 月刊 　2009 年 12 月号  12 13  月刊 　2009 年 12 月号

「
自
然
の
こ
え 

命
の
か
た
ち

―
カ
ナ
ダ
先
住
民
の
生
み

だ
す
美
」

会
期　
一
二
月
八
日（
火
）ま
で

会
場　
特
別
展
示
場

※
研
究
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト

ー
ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時　
一
二
月
五
日（
土
）

時
間　
一
三
時
三
〇
分
～
一
四
時

　
　
　
一
五
時
～
一
五
時
三
〇
分

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト

「
と
ら
」

み
ん
ぱ
く
収
蔵
の
資
料
や
世
界
各

地
の
「
と
ら
」
に
関
す
る
情
報
を
映

像
・
パ
ネ
ル
な
ど
を
使
っ
て
ご
紹

介
し
ま
す
。

会
期　
一
二
月
一
七
日
（
木
）
～
二

月
二
日（
火
）

場
所　
常
設
展
示
場
内

春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム

二
〇
一
〇
年　
西
ア
ジ
ア

再
発
見
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
大
村
次
郷
写
真
展「
西
ア
ジ
ア
、祈

り
の
風
景
」

会
期　

一
月
八
日
（
金
）
～
三
月

三
〇
日（
火
）

場
所　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

◆「
じ
ゅ
う
た
ん
を
つ
く
ろ
う
！
」

み
ん
な
で
一
枚
の
じ
ゅ
う
た
ん
を

つ
く
り
ま
す
。織
機
を
つ
く
る
と
こ

ろ
か
ら
仕
上
げ
ま
で
、
す
べ
て
の
工

程
を
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
お

こ
な
い
ま
す
。

①「
織
機
を
つ
く
ろ
う
！
」

実
施
日　
一
月
一
七
日（
日
）

時
間　
一
〇
時
三
〇
分
～

会
場　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

定
員　
一
五
名（
事
前
申
込
制
）

実
費　
五
〇
円

※
対
象
は
小
学
一
年
生
か
ら
で
す
。

②「
じ
ゅ
う
た
ん
を
織
ろ
う
！
」

実
施
日　
一
月
一
九
日
（
火
）
～
三

月
二
七
日（
土
）ま
で
の
火
・
木
・
土
・

日
・
祝
日

時
間　
一
一
時
～
一
二
時
と
、
一
三

時
～
一
六
時
の
間
、随
時

会
場　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

※
申
込
不
要
。参
加
は
無
料
で
す
。

お
申
し
込
み
・
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
映
画
会

特
別
展
関
連「
極
北
の
怪
異（
極
北

の
ナ
ヌ
ー
ク
」

実
施
日　
一
二
月
六
日（
日
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
～
一
五
時

三
〇
分（
開
場
一
三
時
）

会
場　
講
堂

定
員　
四
五
〇
名（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

お
問
い
合
わ
せ　

広
報
企
画
室
企
画
連
携
係

電
話　
〇
六
―
六
八
七
八
―
八
二
一
〇

（
平
日
九
時
～
一
七
時
）

●
音
楽
展
示
・
言
語
展
示
を
改
修
の

た
め
閉
鎖
し
て
い
ま
す

期
間　
三
月
一
六
日（
火
）ま
で（
予
定
）

●
休
館
日
・
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

　
年
末
年
始
は
一
二
月
二
八
日（
月
）か

ら
一
月
四
日（
月
）ま
で
休
館
し
ま
す
。

　
一
月
一一
日（
月
・
祝
）成
人
の
日
は
、

常
設
展
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま

す
。た
だ
し
、
自
然
文
化
園
を
通
行
さ

れ
る
場
合
は
、入
園
料
が
必
要
で
す
。

＊
詳
細
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379回　12月19日（土）
被災地が育む新たな絆
講師　太田敏一（神戸とニューオリンズの
ジャズ交流実行委員会事務局／神戸市職員）、
林 勲男（民族社会研究部准教授）
兵庫県南部地震（1995年1月）と新
潟県中越地震（2004年10月）のそ
れぞれの被災地では、被災という経験
からの教訓の発信に留まらず、新たな
地域間交流が生まれています。被災地
の復興、被災者の生活再建にとって、
こうした地域間交流のもつ意味につ
いて考えます。

第380回　2010年1月16日（土）
対談 アレクサンドロスの道を撮る
―写真家、大村次郷×山中由里子
講師　大村次郷（写真家）、
　　　山中由里子（民族文化研究部准教授）
アジア各地を隈なく写真に撮り続け
る大村次郷氏との対談。大村氏のライ
フワークの一つはアレクサンドロス
大王の足跡を追い、写真に撮ることで
す。大王の東方遠征の行程を写真で辿
りながら、大村氏が現地での体験を語
り、アレクサンドロス伝説を研究する
当館准教授・山中由里子が各地にま
つわる逸話や伝承などを紹介します。

12月、ミュージアム・ショップでは恒例
クリスマス・フェアを開催しております。

「おもちゃの里」として名高いドイツ
山間の村、ザイフェンより、温かみあ
ふれる木工品の数々が、ショップに届

きました。
クリスマスをモチーフにした木製の
オーナメントや、伝統的な技術を用い
てマイスターが生みだす、木目の美し
い「ツリーを持つサンタ」など、個性溢
れるサンタクロースがみなさんのご
来店をお待ちしております。

みんぱくゼミナール

ミュージアム・ショップ

刊行物紹介

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

特
別
展

ユーモア溢れるサンタクロース

■小長谷有紀　責任編集　
『民博通信』2009 No.125
特集　経験された社会主義 
■梅棹忠夫・及川昭史・松原正毅　編

『梅棹忠夫著作目録
（1934-2008）』
（国立民族博物館調査報告No.86）

ビデオテーク新番組表（７月23日よりビデオテークに新番組がくわわりました）

友の会会員のみなさま、
今年一年の感謝をこめて、

12月25日まで20％割引を
おこなっております。

（ご来店時のみ。書籍など
一部は対象外）

番組番号 番組タイトル 再生時間 監修者 地域 番組の種類

1688 南インド　ヒンドゥーの結婚式 29分 寺田吉孝 南アジア 短編番組
1689 バタックのタイコとリズム　インドネシア・スマトラ島 19分 福岡正太 東南アジア 短編番組
1690 バレンシアの聖母マリア誕生祭と管楽器ドゥルサイナ 22分 寺田吉孝、笹原亮二、ロベルト・ガルフィアス ヨーロッパ 短編番組
1691 トルコのお菓子ヘルヴァ 15分 寺田吉孝 西アジア 短編番組
1692 トルコの管楽器ズルナ 33分 寺田吉孝 西アジア 短編番組
1693 北タイの精霊ダンス　ピー・メン 26分 田辺繁治 東南アジア 短編番組
1694 クリンタン　フィリピン・ミンダナオ島のゴング音楽 22分 寺田吉孝 東南アジア 短編番組
1695 トンパ文字　中国雲南省ナシ族の文字 20分 横山廣子 中国地域 短編番組
1696 雲南省ナシ族の農民画家　張春亭 24分 横山廣子 中国地域 短編番組
1697 こんぶ漁　北海道・えりも町目黒の日高昆布 20分 飯田卓 日本 短編番組
3686 Basavanna　The Folk Cow Theater of South India 34分 Yoshitaka Terada 南アジア 短編・英語番組
7206 祖霊になる　北タイの「ピー・メン」ダンス 39分 田辺繁治 東南アジア 長編番組
7209 ぺー族の葬送儀礼 62分 横山廣子 中国地域 長編番組
7210 ナシ族の宗教的職能者　トンパ 54分 横山廣子 中国地域 長編番組
7211 こんぶ漁　北海道・えりも町目黒の日高昆布 57分 飯田卓 日本 長編番組
7212 Ｓａｍｉｒ Ｋｕｒｔｏｖ　Ａ Ｚｕｒｎａ Ｐｌａｙｅｒ fｒｏｍ Ｂｕｌｇａｒｉａ 38分 Yoshitaka Terada ヨーロッパ 長編・英語番組
7213 Виртуозът на зурната　българинът Самир Куртев 39分 寺田吉孝 ヨーロッパ 長編・ブルガリア語番組

友の会

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

■園田直子　編
『紙と本の保存科学』
岩田書院
定価：2,940円（税込）
本書は、紙や本をより良く
理解し、その保存に役立て
てもらうことを目的にし
ています。図書館や文書館
等で紙資料の保存に携わる人が必要とする情
報をまとめた書として、司書をめざす学生の
基礎読本として、そのいずれににも対応でき
るよう書かれています。

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）

第３７9回　2010年1月9日（土）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
アラブからみたヨーロッパ
講師  西尾哲夫（民族文化研究部教授）
ヨーロッパの人びとが「オリエント」を
どのように見ているかという視点につ
いてはこれまでも語られてきましたが、
その逆の立場から語られることはあま
りありませんでした。アラブ、イスラム
世界からヨーロッパはどのように見え
ているのかについてお話しします。

第３80回　2010年2月6日（土）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
ガンディーの大英帝国
講師  杉本良男（民族社会研究部教授）

東京講演会
会場●JICA地球ひろばセミナールーム202
定員●40名（事前申込要）

第90回　2010年1月17日（日）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
先住民の現在を読み解く（１）
アフリカの狩猟採集民の事例から
講師  池谷和信（民族社会研究部教授）
国際的に先住民としての「権利」が認め
られる潮流の中で、比較的穏やかに「権
利」を獲得していく場合と国際政治を
も揺るがすような問題にまで発展する
場合とがあります。各民族の生業形態
や社会システムに着目して考えます。

第91回　2010年2月28日（日）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
先住民の現在を読み解く（2）
先住民としての「権利」獲得とその後
講師  松山利夫（民族文化研究部教授）
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和
田
祐
一 

民
博
名
誉
教
授
を
偲
ぶ　
二
〇
〇
九
年
三
月
二
〇
日
ご
逝
去　

享
年
八
二
歳

　

和わ

だ田
祐ゆ
う
い
ち一

先
生
は
、
一
九
七
四
年
、
民
博

創
設
と
同
時
に
着
任
さ
れ
、
言
語
展
示
の
企
画

と
設
計
の
責
任
者
と
し
て
大
き
な
仕
事
を
さ
れ

た
。
文
字
な
ら
分
か
り
や
す
い
が
、
言
葉
を
い

か
に
「
展
示
」
す
る
か
、
先
生
の
考
案
さ
れ
た

言
語
装
置
は
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
来
館
者
の
注
目

を
集
め
て
き
た
。
事
実
、
世
界
の
「
民
族
博
物

館
」
で
言
語
地
図
や
文
字
な
ら
と
も
か
く
、

民
博
の
よ
う
な
言
語
展
示
が
あ
る
の
を
私
は

知
ら
な
い
。

　

開
館
当
初
の
語
順
装
置
は
、
最
近
ま
で
駅
や

空
港
で
行
き
先
や
時
刻
の
案
内
に
使
わ
れ
て
い

た
表
示
板
式
で
あ
っ
た
。
一
九
あ
る
ど
れ
か
ひ

と
つ
の
言
語
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、「
少
年
は

父
に
手
紙
を
出
し
た
」
と
い
う
文
の
四
要
素
の

書
か
れ
た
板
が
パ
タ
パ
タ
と
め
く
れ
て
所
定
の

位
置
で
止
ま
る
。
た
だ
し
、
こ
の
装
置
は
十
数

年
後
に
改
修
さ
れ
四
要
素
の
書
か
れ
た
箱
が
コ

ト
コ
ト
と
導
線
を
並
行
移
動
す
る
も
の
に
な
り
、

言
語
数
も
三
一
と
増
え
た
。

　

現
在
は
撤
去
さ
れ
た
発
音
装
置
に
は
唇
、
舌
、

喉
ひ
こ
を
動
か
す
た
め
の
巧
妙
な
仕
掛
け
が
工

夫
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
装
置
は
、
大
変
機
械

好
き
で
あ
っ
た
先
生
の
ア
イ
デ
ア
か
ら
生
ま
れ

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
カ
ル
な
装
置

は
頻
繁
な
ア
ク
セ
ス
で
故
障
が
多
か
っ
た
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
、
先
生
の
ご
退

官
後
、
第
七
展
示
棟
増
設
の
折
に
言
語
チ
ー
ム

も
言
語
展
示
を
見
直
し
、
語
順
装
置
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
制
御
に
よ
る
大
型
の
電
光
パ
ネ
ル
に

変
え
た
。
文
例
も
「
お
ば
あ
さ
ん
は
子
ど
も
に

昔
話
を
語
っ
た
」
に
改
め
、
言
語
数
は
一
挙
に

九
六
に
増
や
し
た
。

　

一
九
九
六
年
、
新
展
示
棟
の
竣
工
式
に
出
席

さ
れ
た
先
生
が
新
装
置
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
き
、

私
は
文
例
を
変
え
た
こ
と
を
気
に
し
て
い
た
の

だ
が
、
最
初
に
口
に
さ
れ
た
の
は
、「
語
順
が

現
れ
る
の
が
パ
ッ
パ
ッ
と
速
す
ぎ
自
分
で
考
え

て
い
る
間
が
な
い
」
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
パ

タ
パ
タ
、
コ
ト
コ
ト
式
よ
り
瞬
間
的
に
語
順
が

表
示
さ
れ
る
。
私
は
返
す
言
葉
が
な
か
っ
た
。

先
生
は
、
博
物
館
は
モ
ノ
を
見
て
考
え
る
と
こ

ろ
、
と
い
う
立
場
に
徹
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

和
田
先
生
の
ご
出
身
は
言
語
学
で
は
な
く
フ

ラ
ン
ス
文
学
で
あ
っ
た
が
、
京
都
人
類
学
研
究

会
（
通
称
、
近
衛
ロ
ン
ド
）
で
人
類
学
的
分
析

に
基
づ
く
言
語
研
究
の
方
法
を
究
め
ら
れ
た
ご

経
験
が
長
い
。
先
生
は
い
つ
も
物
静
か
で
若
造

の
話
に
も
批
判
め
い
た
こ
と
は
言
わ
れ
な
か
っ

た
が
、
独
特
の
苦
笑
い
は
「
そ
れ
は
困
る
な
」

と
い
う
リ
ス
ポ
ン
ス
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
一
度
、
民
博
の
特
別
研
究
「
日
本
民
族

文
化
の
源
流
の
比
較
研
究
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、

一
九
八
六
年
、
私
が
受
け
持
っ
た
「
日
本
語
の

形
成
」
に
先
生
の
ご
参
加
も
お
願
い
し
た
と
こ

ろ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
自
分
が
去
っ
て
か
ら

に
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
に
べ
も
な
い
お

返
事
で
あ
っ
た
。
日
本
語
系
統
論
者
に
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
デ
ス
マ
ッ
チ
に
関
わ
る
こ
と
を
警

戒
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
。
私
は
国
内
外
か
ら
の

参
加
者
や
発
表
内
容
を
説
明
し
、
よ
う
や
く
納

得
さ
れ
座
長
も
承
諾
し
て

く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
は
成
功
裡
に
終

了
し
、
報
告
書
も
刊
行
さ

れ
て
い
る
。

　

ご
自
身
に
よ
る
蝶
の
採

集
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
趣
味

と
い
う
よ
り
プ
ロ
級
で
あ
っ

た
よ
う
だ
。
時
ど
き
、
ど
こ

そ
こ
で
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が
あ

る
、
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
。

　

先
生
は
本
年
三
月
、
享
年
八
二
歳
で
鬼
籍
に

入
ら
れ
た
が
、
梅
棹
忠
夫
顧
問
に
知
ら
さ
れ
た

の
は
五
月
に
な
っ
て
か
ら
で
、
わ
れ
わ
れ
が
訃

報
に
接
し
た
の
は
さ
ら
に
そ
の
後
で
あ
る
。
ま

こ
と
に
静
か
な
逝
か
れ
か
た
で
あ
っ
た
。
今
は

胡
蝶
と
な
り
栩く
く
ぜ
ん

栩
然
（
楽
し
く
）
と
天
を
飛
ん

で
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
し
ま
す
。

　

本
年
（
二
〇
〇
九
年
）
九
月
二
、
三
の
両
日
、

名
古
屋
の
南
山
大
学
に
お
い
て
「
日
本
ペ
ル
ー

民
族
学
研
究
五
〇
周
年
記
念
事
業
：
日
本
と
ペ

ル
ー
の
媒
介
者
た
ち
」
と
い
う
研
究
集
会
が
お

こ
な
わ
れ
た
。
昨
年
は
、
第
一
次
の
東
京
大
学

ア
ン
デ
ス
地
帯
学
術
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
か

ら
五
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
東
京
や
ペ
ル
ー
の

リ
マ
で
大
規
模
な
催
し
物
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

さ
ら
に
今
年
は
、
一
九
五
九
年
に
当
時
東
京

大
学
文
化
人
類
学
教
室
の
大
学
院
生
で
あ
っ
た

佐
藤
（
当
時
は
三
浦
）
信
行
氏
が
、
ク
ス
コ
近

郊
の
チ
ン
チ
ェ
ロ
で
住
み
込
み
調
査
を
さ
れ
て

か
ら
五
〇
年
に
あ
た
る
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
催

し
の
発
案
者
が
友と
も
え
だ枝
啓ひ
ろ
や
す泰
さ
ん
で
あ
っ
た
が
、

残
念
な
が
ら
彼
の
姿
は
そ
こ
に
な
か
っ
た
。

　

集
会
は
二
人
の
ペ
ル
ー
人
（
歴
史
学
者
と
画

家
）
と
約
二
〇
名
の
日
本
人
の
民
族
学
研
究
者

が
集
ま
る
と
い
う
、
か
つ
て
な
い
規
模
の
も
の

で
あ
っ
た
。
加
え
て
会
場
の
壁
面
に
は
、
友
枝

さ
ん
の
、
四
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
た
ペ
ル
ー
で

の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
写
真
が
展
示
さ
れ
た
。
東
大

大
学
院
の
木
村
秀
雄
さ
ん
に
よ
る
基
調
講
演

「
日
本
に
お
け
る
民
族
学
五
〇
年
」
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
他
の
報
告
の
随
所
に
、
友
枝
さ
ん
の

思
い
出
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
期
せ
ず
し
て
友
枝

さ
ん
を
し
の
ぶ
会
の
様
相
を
示
す
こ
と
に
な
っ

た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

思
い
起
こ
せ
ば
、
友
枝
さ
ん
と
は
長
い
お
付

き
合
い
で
あ
っ
た
。
一
九
六
六
年
、
横
浜
か
ら

ペ
ル
ー
の
首
都
リ
マ
の
外
港
カ
リ
ャ
オ
へ
の
長

い
航
海
の
後
、
埠
頭
で
出
迎
え
て
い
た
だ
い
た

の
が
最
初
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
四
〇
年
以
上

に
な
る
。

　

そ
の
後
の
三
カ
月
に
わ
た
る
ワ
ヌ
コ
で
の
発

掘
生
活
が
終
わ
り
、
友
枝
さ
ん
は
石
田
英
一
郎

教
授
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
埼
玉
大
学
の
文
化
人

類
学
教
室
に
赴
任
さ
れ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く

は
、
友
枝
さ
ん
の
関
心
が
ア
ン
デ
ス
か
ら
ア
マ

ゾ
ン
に
移
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
お
目
に
か

か
る
機
会
も
な
か
っ
た
。

　

一
九
七
四
年
に
民
博
が
創
設
さ
れ
、
わ
た
し

も
第
四
研
究
部（
担
当
ア
メ
リ
カ
地
域
）の
一
員

と
し
て
新
規
に
採
用
さ
れ
た
。
数
年
後
─
─
た

ぶ
ん
一
九
七
六
年
だ
っ
た
と
思
う
が
、
友
枝
さ

ん
が
民
博
に
こ
ら
れ
る
と
聞
い
た
と
き
は
、
展

示
場
の
一
般
公
開
を
控
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

大
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
だ
す
。

　

そ
れ
以
来
、
展
示
の
み
な
ら
ず
、
共
同
研
究
、

現
地
調
査
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
、

友
枝
さ
ん
に
は
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

　

友
枝
さ
ん
の
思
い
出
は
限
り
な
い
が
、
い
ち

ば
ん
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
蝶
の
採
集
で
あ

る
。
い
つ
の
調
査
の
と
き
で
あ
っ
た
か
は
っ
き

り
と
覚
え
て
は
い
な
い
が
、
当
時
民
博
で
蝶
の

収
集
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
和
田
祐
一
さ
ん

の
教
え
を
請
い
、
採
集
用
具
一
式
を
も
っ
て
ア

ン
デ
ス
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
な
ぜ
蝶

を
？
」
と
伺
う
と
、「
ア
ン
デ
ス
の
高
山
蝶
は

け
っ
こ
う
良
い
値
段
が
す
る
の
で
、
高
地
の
農

民
に
蝶
を
と
ら
せ
れ
ば
彼
ら
の
収
入
に
な
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
一
時
が
万
事
。
友
枝
さ
ん

に
と
っ
て
の
中
央
ア
ン
デ
ス
は
、
単
な
る

フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
自
分
の
親

戚
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

友
枝
さ
ん
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て

優
れ
た
才
能
を
発
揮
さ
れ
た
の
は
ご
承
知
の
と

お
り
で
あ
る
が
、
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
の
腕
も

な
か
な
か
の
も
の
で
あ
っ
た
。
数
年
前
、
広
島

市
立
大
学
を
お
辞
め
に
な
っ
た
の
を
機
会
に
、

四
万
枚
以
上
の
ス
ラ
イ
ド
を
南
山
大
学
の
人
類

学
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。
現
在
ま
で
に
半
分

近
く
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
お
り
、
近
い
将
来

の
公
開
が
期
待
さ
れ
る
。

　

ア
ン
デ
ス
高
地
の
牧
民
が
、
リ
ャ
マ
の
キ
ャ

ラ
バ
ン
に
よ
る
交
易
の
旅
を
す
る
と
き
、
一
頭

の
雄
の
リ
ャ
マ
が
先
導
す
る
。
美
し
い
刺
繍
が

施
さ
れ
た
飾
り
布
を
つ
け
、
胸
に
鐘
を
つ
け
た

こ
の
リ
ャ
マ
は
「
デ
ラ
ン
テ
ロ
（
先
達
）」
と

よ
ば
れ
る
。
我
々
は
、
長
い
あ
い
だ
ア
ン
デ
ス

の
民
族
学
研
究
の
デ
ラ
ン
テ
ロ
で
あ
っ
た
友
枝

さ
ん
を
失
っ
た
が
、
南
山
大
学
で
の
友
枝
さ
ん

追
悼
集
会
に
参
加
し
た
全
員
が
、
こ
れ
か
ら
も

い
っ
そ
う
調
査
・
研
究
に
励
む
こ
と
を
お
誓
い

し
た
の
で
あ
っ
た
。

崎さ
き
や
ま山 

理お
さ
む　

民
博�

名
誉
教
授

友
枝
啓
泰 

民
博
名
誉
教
授
を
偲
ぶ　
二
〇
〇
九
年
八
月
二
七
日
ご
逝
去　

享
年
七
三
歳

藤ふ
じ
い井 

龍た
つ
ひ
こ彦　

民
博�

名
誉
教
授

新着図書を前にした和田祐一先生ペルー研究者ルイス・ミリョネス氏を民博
に迎えて記念写真におさまる友枝啓泰先生
（右端）と筆者（左端）〈提供・加藤隆浩〉 追悼
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藤ふ
じ
い井 

幸こ
う
の
す
け

之
助　
　

神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

専
門
は
、
在
日
朝
鮮
人
論
・
民
族
ま
つ
り
／
マ
ダ
ン

研
究
。
日
朝
関
係
史
を
若
い
世
代
に
伝
え
る
た
め
に
、

今
年
一
〇
月
に
『
あ
る
在
日
コ
リ
ア
ン
家
族
の
物
語

─
─
つ
な
い
で
、
手
と
心
と
思
い
─
─
絵
と
物
語
で

読
む
在
日
1
0
0
年
史
』（
共
編・ア
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
）

を
刊
行
し
た
。

　

日
本
の
入
国
管
理
局
が
み
と
め
る
外
国

人
の
在
留
資
格
は
二
七
に
細
か
く
分
か
れ

て
い
る
が
、
非
熟
練
労
働
者
の
入
国
を
認

め
て
い
な
い
。
移
民
送
り
出
し
と
受
け
入

れ
の
歴
史
は
長
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明

確
な
移
民
政
策
は
な
く
、
外
国
人
受
け
入

れ
政
策
も
場
当
た
り
的
で
あ
っ
た
。

　

現
在
、
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
事
務
局
長
を
務
め
る

早
崎
直
美
さ
ん
は
三
代
目
だ
。
毎
週
水
曜

日
に
事
務
所
に
出
る
。
予
算
が
な
い
の
で

専
従
で
は
な
い
。

　

直
美
さ
ん
は
一
九
五
一
年
に
岐
阜
で
生

ま
れ
た
。
戦
前
期
、
近
く
で
石
灰
の
採
掘

に
多
く
の
朝
鮮
人
が
従
事
し
て
い
た
よ
う

だ
。
そ
の
た
め
か
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら

地
域
に
暮
ら
す
外
国
人
が
な
ん
と
な
く
気

に
な
っ
て
い
た
。
同
級
生
に
朝
鮮
人
の
親

友
が
い
た
の
が
そ
の
一
因
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

　

京
都
の
大
学
に
進
学
し
た
が
、
専
攻
の

文
学
よ
り
、
外
国
人
の
入
管
問
題
に
関
心

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
当
時
の

華
青
闘
（
華
僑
青
年
闘
争
委
員
会
）
の
人

た
ち
か
ら
影
響
を
受
け
て
二
年
で
中
退
し

た
あ
と
就
職
し
、
労
働
組
合
で
十
数
年
活

動
し
た
。
し
か
し
外
国
人
問
題
は
念
頭
か

ら
は
な
れ
ず
、
そ
れ
な
ら
中
国
語
を
勉
強

し
よ
う
と
、
仕
事
を
辞
め
一
九
九
〇
年
に

二
人
の
子
ど
も
を
連
れ
て
台
湾
の
台
北
に

一
年
間
留
学
し
た
。

　

帰
国
後
、
と
り
あ
え
ず
パ
ー
ト
の
仕
事

を
は
じ
め
た
が
、
外
国
人
関
連
の
支
援
活

動
へ
の
興
味
は
ず
っ
と
あ
っ
た
。
ち
ょ
う

ど
そ
ん
な
と
き
、
縁
が
あ
っ
て
R
I
N
K

と
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
で
に
一

九
八
〇
年
代
、
カ
ラ
バ
オ
の
会
（
横
浜
）、

一
六
回
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
ス
タ
ッ
フ
の

減
少
、
マ
ン
ネ
リ
化
、
か
さ
ん
だ
赤
字
の

た
め
、
二
〇
〇
八
年
は
中
止
と
な
っ
た
。

　

今
年
も
再
開
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

に
代
わ
る
も
の
が
現
れ
た
。「
異
文
化
交

流
F
E
S
T
A 

in 

天
保
山
」
だ
。
在
日

ブ
ラ
ジ
ル
人
が
中
心
に
な
っ
て
企
画
・
運

営
し
て
、
今
年
一
〇
月
二
五
日
に
開
か
れ

た
。
夜
通
し
で
や
り
た
い
と
い
う
ブ
ラ
ジ

ル
人
た
ち
に
、
ま
ず
は
昼
間
だ
け
や
っ
て

み
よ
う
と
セ
ー
ブ
を
か
け
た
。
他
の
協
力

団
体
と
と
も
に
今
回
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
側

に
回
る
。

　

こ
の
夏
、「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
」
、「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基

づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出

入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
」
、「
住
民

基
本
台
帳
法
」
の
改
定
案
が
衆
・
参
両
院

で
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
七
月

一
五
日
の
公
布
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
外

国
人
登
録
制
度
に
代
わ
る
「
新
た
な
在
留

管
理
制
度
」
、「
外
国
人
住
民
票
制
度
」

が
実
施
さ
れ
る
。
当
事
者
の
事
情
よ
り
、

日
本
社
会
に
と
っ
て
有
益
な
外
国
人
だ
け

を
選
別
す
る
制
度
に
な
り
そ
う
な
気
配
だ
。

「
ま
る
で
外
国
人
は
『
害
国
人
』
の
よ
う

な
扱
い
。
こ
ん
な
意
識
の
問
題
点
を
理
解

し
て
も
ら
う
の
が
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
大
変

な
の
か
。
外
国
人
と
対
等
な
関
係
を
ど
う

す
れ
ば
つ
く
れ
る
の
か
？　

日
々
の
業
務

の
な
か
で
つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
」
。

　

問
題
は
多
様
化
・
複
雑
化
し
て
い
て
、

国
際
人
権
規
約
な
ど
の
国
際
的
な
人
権
基

準
を
こ
の
日
本
で
当
た
り
前
に
す
る
こ
と

が
当
面
の
目
標
だ
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募

集
は
随
時
お
こ
な
っ
て
い
る
。
通
訳
、
翻

訳
な
ど
の
言
語
能
力
や
相
談
の
さ
い
に
専

門
知
識
の
必
要
な
仕
事
の
ほ
か
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
仕
事
が
あ
る
。

「
一
緒
に
や
っ
て
い
く
と
い
う
発
想
が
あ

れ
ば
誰
に
で
も
で
き
ま
す
。
若
い
人
も
若

く
な
い
人
も
、
あ
な
た
の
力
を
貸
し
て
く

だ
さ
い
」
と
よ
び
か
け
る
直
美
さ
ん
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
重
み
が
あ
っ
た
。

日
本
を
差
別
の
な
い
、

多
民
族・多
文
化
共
生
社
会
に
！

「
外
国
人
労
働
者
」と
い
う
こ
と
ば
に
は
、日
本
人
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
喜
怒
哀
楽
を
も
っ
た

生
活
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。日
本
人
と
外
国
人
と
が
ど
う
協
力
し
あ
っ
て
生
き
る
か
を
さ
ぐ
る

R
I
N
K
を
訪
ね
た

と
が
、
民
族
・
国
籍
の
垣
根
を
越
え
て
、

日
本
人
労
働
者
に
も
非
正
規
雇
用
の
増
加
、

派
遣
切
り
の
よ
う
な
か
た
ち
で
ど
ん
ど
ん

起
こ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
普
通
に
考
え
て

お
か
し
い
こ
と
は
ほ
っ
と
け
ま
せ
ん
」
。

　

知
ら
な
い
う
ち
に
本
人
の
携
帯
番
号
が

口
コ
ミ
で
外
国
人
の
あ
い
だ
に
広
ま
っ
て
、

時
間
外
に
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
多
い
。

「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
終
わ
ら
な
い

相
談
を
心
が
け
て
、
最
後
ま
で
お
付
き
合

い
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
解
決
の
プ

ロ
セ
ス
の
な
か
で
こ
ち
ら
が
学
ぶ
こ
と
が

い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
」
。

「
差
別
な
く
共
に
生
き
る
た
め
の
異
文
化

交
流
」
を
テ
ー
マ
に
、
R
I
N
K
発
足
の

一
九
九
一
年
か
ら
「
マ
イ
・
マ
イ
・
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
」（　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

）
を
開
い
て
き
た
。
外

国
人
労
働
者
の
存
在
と
課
題
に
つ
い
て
、

文
化
を
通
し
て
知
る
場
と
し
て
、
画
期
的

な
取
り
組
み
だ
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
ま
で

問
題
が
あ
る
の
に「
ほ
っ
と
け
な
い
」

多
文
化
を

さ
さ
え
る

人
び
と

二
人
の
子
連
れ
で
台
湾
に
語
学
留
学

労働者送り出し国の在大阪領事館との懇談会も積極的におこ
なっている。写真は在大阪タイ王国総領事館での話し合い

〈提供・RINK〉

日
本
人
主
導
か
ら
当
事
者
本
位
に

連合大阪主催「外国人労働者なんでも相談ダイヤル」
〈提供・RINK〉

大阪国際交流センターでのイベン
トにブースを出展〈提供・RINK〉

あ
な
た
の
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
い

RINKは、Rights of Immigrants 
Network in Kansai の略。日本
語の発音が同じ英語のlink「つなが
り」の意味もかけている。
「差別のない、多民族・多文化共生
社会の実現を！」をキャッチフレー
ズに、外国人の人権に関心をもつ市
民団体や弁護士、労働組合、医療関
係者、民族団体などが共通の課題に
協力して取り組むことや情報交流を
目的とするネットワーク組織で、
1991年12月に結成された。現在
の会員は約150人の個人と30団体
で、会費と寄付金で運営されている。
　RINKの活動は次の3点が柱となっ
ている。
①外国人（労働者）問題に取り組む

個人と諸団体の経験交流・情報
交換と研究活動。

②RINKを構成する個人・諸団体が
おこなっている具体的な人権活
動への共同支援。

③行政機関や企業団体への、外国人
の人権保障に向けた各種制度の
改革要求や提言。

http://www.geocities.co.jp/
kansai_immigrant_rights/

RINK
すべての外国人労働者と
その家族の人権を守る
関西ネットワーク

「マイ・マイ・フェスティバル」（2006年10月）でもちつきをする参加者

ア
ジ
ア
ン
フ
レ
ン
ド
（
大
阪
）
な
ど
各
地

で
外
国
人
支
援
の
活
動
が
増
え
は
じ
め
て

お
り
、
R
I
N
K
も
一
九
九
〇
年
代
に

入
っ
て
結
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　

早
崎
さ
ん
は
毎
年
、
連
合
大
阪
主
催
の

「
外
国
人
労
働
者
な
ん
で
も
相
談
ダ
イ
ヤ

ル
」
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
い
る
。
今

年
は
六
四
件
の
相
談
（
労
働
・
社
会
保

障
・
在
留
資
格
・
家
族
の
順
で
多
い
）
が

寄
せ
ら
れ
た
。
大
阪
を
中
心
に
、
東
北
、

関
東
、
中
部
、
東
海
、
近
畿
、
四
国
、
九

州
の
一
五
都
府
県
に
わ
た
っ
た
。

　

日
本
人
の
心
の
な
か
に
は
「
外
国
人
は

別
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
よ
う
だ
。
な

に
か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
り
、
外
国
人
が

権
利
を
主
張
す
る
と
排
除
し
よ
う
と
し
た

り
す
る
。
だ
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
相
談
は
深

刻
で
、
決
し
て
楽
し
い
も
の
で
は
な
い
。

　

早
崎
さ
ん
は
い
う
。「
し
か
し
、
少
し

前
に
外
国
人
労
働
者
に
起
こ
っ
て
い
た
こ

RINK事務所で電話相談を受ける
早崎直美さん

　
　

　
　

　
　

 M
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岸き
し
が
み上 

伸の
ぶ
ひ
ろ啓　
　

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

カ
ナ
ダ・イ
ヌ
イ
ッ
ト
を
中
心
に
北
方
先
住
民
文
化
の

研
究
を
は
じ
め
て
二
五
年
。現
在
は
ア
ラ
ス
カ
の
イ
ヌ
ピ

ア
ッ
ク
の
捕
鯨
文
化
を
研
究
中
。著
書
に『
イ
ヌ
イ
ッ
ト
』

（
中
公
新
書
）な
ど
が
あ
る
。

地球温暖化の影響をもっともうけているのが北極海に
棲む動物たちかもしれない。体を休め、繁殖する場を失っ
たのでは、アザラシもイヌイットもともに救われない

生きもの博物誌

イヌイットの
暮らしを支える

〈ワモンアザラシ〉

　

現
在
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
文
化
は
、
紀
元
後

一
〇
〇
〇
年
ご
ろ
に
ア
ラ
ス
カ
の
沿
岸
で

発
生
し
、
極
北
地
域
全
域
に
ひ
ろ
が
っ
た

捕
鯨
を
経
済
基
盤
と
す
る
チ
ュ
ー
レ
文
化

に
由
来
す
る
。

　

一
七
世
紀
ご
ろ
に
寒
冷
化
が
ピ
ー
ク
に

達
し
、
ホ
ッ
キ
ョ
ク
ク
ジ
ラ
の
数
が
少
な

く
な
る
と
、
人
び
と
は
地
元
の
陸
獣
や
小

型
の
海
獣
を
食
料
資
源
と
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
っ
た
。
ほ
ぼ
一
年
中
、
捕
獲
で
き
る

ワ
モ
ン
ア
ザ
ラ
シ
（
以
下
、
ア
ザ
ラ
シ
と

略
称
）
は
、
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要

な
食
料
資
源
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

　

現
在
の
ア
ザ
ラ
シ
猟
に
は
、
夏
か
ら
秋

に
か
け
て
の
海
上
で
ボ
ー
ト
を
利
用
し
た

捕
獲
や
冬
の
海
氷
上
に
形
成
さ
れ
た
呼
吸

穴
を
利
用
し
た
捕
獲
、
春
の
海
氷
上
で
う

た
た
寝
を
し
て
い
る
ア
ザ
ラ
シ
の
捕
獲
な

ど
が
あ
る
。
春
や
夏
の
狩
猟
は
比
較
的
容

易
だ
が
、
零
下
三
〇
度
以
下
に
な
る
冬
に

呼
吸
穴
に
や
っ
て
く
る
ア
ザ
ラ
シ
を
何
時

間
も
じ
っ
と
待
ち
続
け
る
狩
猟
は
、
忍
耐

を
必
要
と
す
る
。

　

ア
ザ
ラ
シ
の
肉
と
脂
肪
は
イ
ヌ
イ
ッ

ト
の
中
心
的
な
食
料
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
の
毛
皮
は
靴
や
手
袋
の
素
材
と
な
る
。

　

ア
ザ
ラ
シ
は
み
ず
か
ら
の
意
思
で
捕

獲
さ
れ
る
た
め
、
獲
物
を
無
駄
に
す
る

こ
と
な
く
、
ほ
か
の
人
び
と
と
分
か
ち

合
い
な
が
ら
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
イ
ヌ
イ
ッ
ト
は
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
捕
獲
し
た
の
ち
に
ア
ザ
ラ
シ
に

真
水
を
飲
ま
せ
る
な
ど
儀
礼
を
し
て
、

そ
の
魂
を
カ
ミ
の
世
界
に
送
り
か
え
せ
ば
、

そ
の
魂
は
ア
ザ
ラ
シ
の
姿
を
と
っ
て
同
じ

ハ
ン
タ
ー
の
も
と
に
戻
っ
て
く
る
、
と
信

じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ヌ
イ
ッ
ト
は
ア
ザ
ラ

シ
を
捕
殺
し
、
食
べ
る
が
、
そ
の
ア
ザ
ラ

シ
を
儀
礼
に
よ
っ
て
再
生
さ
せ
る
た
め
、

両
者
は
互
恵
的
な
関
係
に
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
ご
ろ
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
毛

皮
の
あ
ら
た
な
加
工
技
術
が
開
発
さ
れ
た

の
で
、
ア
ザ
ラ
シ
の
毛
皮
は
高
級
毛
皮
服

の
素
材
と
し
て
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
定
住
生
活
を
は
じ
め
、
現
金
を
必
要

と
し
て
い
た
当
時
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
に
と
っ

て
、
石
製
彫
刻
や
版
画
製
作
と
と
も
に
、

ア
ザ
ラ
シ
の
毛
皮
の
取
引
は
貴
重
な
収
入

源
と
な
っ
た
。

　

と
く
に
ア
ザ
ラ
シ
の
肉
と
脂
肪
は
分
配

し
な
が
ら
食
べ
、
毛
皮
を
売
り
、
現
金
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
現
金
で
ガ
ソ

リ
ン
や
ラ
イ
フ
ル
の
銃
弾
を
購
入
し
、
ア

ザ
ラ
シ
猟
を
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
三
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
共
同
体
が
、
動
物
愛
護
運
動
の
影
響
を

受
け
て
、
ア
ザ
ラ
シ
の
輸
出
入
を
禁
止
し

た
た
め
に
、
毛
皮
市
場
は
崩
壊
し
て
し

ま
っ
た
。
イ
ヌ
イ
ッ
ト
は
ア
ザ
ラ
シ
の
毛

皮
の
取
引
か
ら
現
金
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
、
ハ
ン
タ
ー
は
、
か
つ
て
の
よ

う
に
は
狩
猟
に
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
食

料
不
足
に
陥
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
か
ら
温
暖
化
の

た
め
に
ア
ザ
ラ
シ
の
生
息
域
が
狭
く
な
っ

て
、
総
数
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
、

イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
若
者
の
な
か
に
は
、
村
外

か
ら
輸
送
さ
れ
て
く
る
加
工
食
品
を
好
ん

で
食
べ
、
狩
猟
に
あ
ま
り
従
事
し
な
い
者

も
出
現
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
ザ
ラ

シ
を
め
ぐ
る
状
況
は
、

こ
の
五
〇
年
間
で
お
お

き
く
変
わ
っ
た
。
今
や
、

ア
ザ
ラ
シ
に
多
面
的
に

依
存
し
て
い
た
イ
ヌ

イ
ッ
ト
の
生
活
は
、
急

激
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

ア 

ザ
ラ
シ
の
捕
獲
と
利
用

世 
界
観
に
お
け
る
ア
ザ
ラ
シ
と

　
　

 

イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
関
係

現 

金
収
入
源
と
し
て
の

　
　

 

毛
皮
の
取
引

グリーンランド

ハドソン湾

太平洋

北極海

ボーフォート海
アムンゼン湾

アラスカ州
（アメリカ）

ユーコン準州

北西準州 ヌナヴト準州
クガールク

ケベック州

アクリヴィク村

イカルイト

カ ナ ダ

アラスカ湾

ベーリング海

バフィン島

ラブラドル半島

納富さま

４色ページなので色を付けました。
生きものは背景に画像が入るので、それによって色を調整してください。

大豊

ア 

ザ
ラ
シ
を
め
ぐ
る
変
化

ワモンアザラシ
   英名  

新生児は白い産毛に覆われて真っ白だが、成長する
と濃い灰色の背中に明るい色の丸い模様をもつ。別
名、フイリアザラシ。
　北極海やベーリング海、オホーツク海に生息する
哺乳類で、ホッキョクタラや甲殻類をおもな食料とし
ている。オスは体長約125～150㎝、体重65～95㎏
で、メスは体長約115～140㎝、体重40~80㎏。生
息数は600万頭と推定。海洋汚染や温暖化の影響で
その総数は減少しつつある。

アザラシを食べる人びと。近所の人たちが集まり、捕獲したアザラシを食べているところ

冬のアザラシ猟。海氷上に形成された呼吸穴にやってくるアザラシを待つハンター。数時間待っ
ても１頭も出現しないことがある

アザラシを分配するハンター

捕獲したワモンアザラシ〈写真はすべてケベック州アクリヴィク村〉

アザラシの解体
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綿畑の草取りと湯泉
真夏のオーストラリアから

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
南
東
部
、
シ
ド

ニ
ー
か
ら
大
分
水
嶺
山
脈
を
西
に
越
え
た

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
の
北
西
部

に
は
広
大
な
平
原
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

北
西
平
原
と
よ
ば
れ
る
そ
の
土
地
は
、
ア

ボ
リ
ジ
ナ
ル
の
ひ
と
つ
の
集
団
ガ
ミ
ラ
ロ

イ
の
領
域
で
あ
っ
た
。

　

森
に
お
お
わ
れ
て
い
た
こ
の
平
原
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
植
民
さ
れ
た
の

は
、
ボ
タ
ニ
ー
湾
に
移
民
第
一
次
船
団
が

到
着
し
た
一
七
八
八
年
か
ら
数
え
て
わ
ず

か
五
〇
年
ほ
ど
後
の
、
一
八
三
〇
年
代
末

の
こ
と
だ
っ
た
。

　

入
植
者
は
森
を
き
り
ひ
ら
き
、
ま
ず
牧

牛
を
林
間
に
放
牧
し
つ
つ
さ
ら
に
開
墾
を

す
す
め
て
い
っ
た
。
牧
草
地
が
ひ
ろ
が
る

と
羊
を
導
入
し
て
牧
場
の
経
営
を
展
開
し

て
い
く
。
そ
の
間
に
狩
猟
採
集
の
場
を

失
っ
た
ガ
ミ
ラ
ロ
イ
は
生
活
に
困
窮
し
病

を
患
い
、
人
口
を
減
少
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

　

い
ま
、
こ
の
平
原
に
は
農
牧
業
生
産
品

の
集
散
地
で
あ
る
地
方
町
モ
リ
ー
が
位
置

す
る
。
人
口
一
万
ほ
ど
の
小
さ
な
町
が
取

り
扱
う
出
荷
量
は
、
年
額
で
二
億
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
ド
ル
に
達
し
て
い
る
。

　

そ
の
中
心
を
な
す
の
が
、
い
ま
や
小
麦

と
綿
花
で
あ
る
。
と
く
に
一
九
六
〇
年
代

に
な
っ
て
か
ら
、
牧
草
地
や
小
麦
畑
の
再

開
墾
に
よ
っ
て
生
産
量
を
急
増
さ
せ
て
き

た
の
が
綿
花
で
あ
る
。
繊
維
が
長
く
て
良

21

穫
に
備
え
る
。
鍬
を
用
い
て
手
作
業
で
お

こ
な
う
綿
畑
の
除
草
は
、
完
全
な
季
節
労

働
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
夏
の
作
業
で

あ
る
。

　

北
西
平
原
は
い
ま
夏
を
む
か
え
た
。
痛

い
ほ
ど
暑
い
真
夏
の
太
陽
の
も
と
、
さ
え

ぎ
る
も
の
の
な
い
綿
畑
で
今
日
も
除
草
作

業
が
つ
づ
い
て
い
る
。

　

こ
の
過
酷
な
労
働
に
従
事
す
る
の
は
、

モ
リ
ー
の
街
区
か
ら
数
百
メ
ー
ト
ル
離
れ

て
設
け
ら
れ
た
集
住
地
に
暮
ら
す
ガ
ミ
ラ

ロ
イ
の
子
孫
た
ち
以
外
に
は
い
な
い
。

「
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
だ
か
ら
で
き
る
仕
事
」

と
彼
ら
は
自
嘲
的
に
い
う
。

　

作
業
は
早
朝
の
五
時
三
〇
分
に
は
じ
ま

る
。
た
と
え
ば
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の

畑
で
二
回
目
の
夏
の
除
草
の
場
合
、
男
女

あ
わ
せ
て
九
人
が
一
一
時
ま
で
休
み
な
く

作
業
を
継
続
す
る
。
畦
に
生
え
た
雑
草
だ

け
を
、
綿
を
傷
め
ず
に
鍬
で
取
り
除
き
畦

の
あ
い
だ
の
溝
に
落
と
し
て
い
く
。
そ
れ

か
ら
軽
い
昼
食
と
休
憩
を
三
〇
分
ば
か
り

と
り
、
再
び
二
時
近
く
ま
で
作
業
を
つ
づ

け
て
い
た
。
こ
の
時
刻
に
な
る
と
取
り
除

い
た
草
を
集
め
て
処
分
し
除
草
を
お
え
る
。

こ
れ
以
降
は
暑
く
な
り
す
ぎ
て
作
業
が
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
日
は
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の
畑

を
時
間
内
に
終
了
で
き
た
。
労
賃
は
一
人

一
日
あ
た
り
七
〇
〜
九
〇
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
ド
ル
（
約
七
〇
〇
〇
〜
一
〇
〇
〇
〇
円

未
満
）
に
す
ぎ
な
い
。
労
働
の
割
に
は
安

い
賃
金
だ
が
、
モ
リ
ー
の
町
に
住
む
ガ
ミ

ラ
ロ
イ
た
ち
に
は
、
綿
畑
の
除
草
の
ほ
か

に
は
こ
れ
と
い
っ
て
実
入
り
の
い
い
仕
事

は
な
い
。

　

除
草
チ
ー
ム
は
年
長
者
が
組
織
し
同
時

に
作
業
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
。
メ
ン
バ
ー

の
ほ
と
ん
ど
は
親
族
や
近
隣
の
住
人
で
あ

る
。
リ
ー
ダ
ー
は
特
定
の
農
場
と
の
つ
な

が
り
を
も
と
に
仕
事
を
も
ら
い
、
作
業
に

あ
た
る
。
季
節
が
限
ら
れ
た
こ
の
仕
事
を

と
る
に
は
、
他
の
チ
ー
ム
と
の
競
争
に
勝

た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

仕
事
を
終
え
る
と
午
睡
を
楽
し
み
、
と

き
に
街
区
の
東
南
部
に
あ
る
町
営
の
温
泉

森
を
失
う
こ
と
で
得
た
仕
事

で
疲
れ
を
癒
す
。
こ
の
温
泉
は
、
北
西
平

原
の
開
拓
が
軌
道
に
の
り
は
じ
め
た
一
九

世
紀
末
に
、
牧
草
地
と
小
麦
畑
の
灌
漑
用

に
つ
く
ら
れ
た
深
さ
八
五
〇
メ
ー
ト
ル
の

掘
り
抜
き
井
戸
か
ら
湧
出
し
た
。
三
本
の

パ
イ
プ
か
ら
プ
ー
ル
に
と
う
と
う
と
注
が

れ
る
水
温
四
〇
度
ほ
ど
の
文
字
ど
お
り
の

掛
け
流
し
の
温
泉
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
の

季
節
労
働
者
を
は
じ
め
と
す
る
低
所
得
者

層
の
憩
い
の
場
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
が
ガ
ミ
ラ
ロ
イ
た
ち
に

解
放
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
五
年
以
後
の

こ
と
だ
っ
た
。当
時
、シ
ド
ニ
ー
大
学
の
ア

ボ
リ
ジ
ナ
ル
学
生
だ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

パ
ー
キ
ン
ス
は
、
北
西
平
原
に
点
在
す
る

地
方
町
を
順
に
訪
問
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町

で
の
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
差
別
を
告
発
す
る
学

生
の
運
動
を
組
織
し
た
。
モ
リ
ー
の
町
に

や
っ
て
き
た
彼
ら
は
温
泉
プ
ー
ル
を
め
ぐ

る
差
別
に
抗
議
し
て
ピ
ケ
を
張
る
な
ど
し
、

警
察
の
排
除
に
抵
抗
し
て
、
ガ
ミ
ラ
ロ
イ

た
ち
の
利
用
を
町
当
局
に
認
め
さ
せ
た
の

だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
も
つ
こ
の
温
泉
プ
ー

ル
は
、
北
西
平
原
に
暮
ら
す
ガ
ミ
ラ
ロ
イ

に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在

で
あ
り
、
同
時
に
綿
花
畑
の
過
酷
な
労
働

の
疲
れ
を
癒
し
て
く
れ
る
憩
い
の
場
で
も

あ
る
。
そ
の
プ
ー
ル
も
季
節
労
働
も
、
こ

の
平
原
を
流
れ
た
二
〇
〇
年
を
超
え
る
時

の
産
物
な
の
で
あ
る
。

　

今
年
も
ま
た
北
西
平
原
に
は
草
取
り
の

季
節
が
や
っ
て
き
た
。

除草作業をするガミラロイの人たち。話好きの彼らも、このときばかりは黙 と々作業に励んでいた

日本で冬将軍の足音が聞こえてくるころ、南半球のオーストラリアは夏
真っ盛り。この時期、朝早くから広大な綿花畑の雑草取りに励むのは
先住民ガミラロイの子孫たち。狩猟採集をしていた先祖と違い、森を

失った彼らは季節労働者。歴史
は流れるが、夏は毎年やってくる

疲
れ
を
癒
す
掛
け
流
し
の
温
泉

ウエスタン
オーストラリア州

ノーザン
テリトリー

クインズランド州

サウス
オーストラリア州

タスマニア州

オーストラリア
大
分
水
嶺
山
脈ニューサウス

ウェールズ州

ビクトリア州

シドニー
ボタニー湾

北西平原
モリー

キャンベラ

質
だ
と
い

う
そ
の
栽
培

に
は
、
機
械
化
さ

れ
た
小
麦
な
ど
と
は

違
っ
て
多
く
の
労
働
量

が
投
下
さ
れ
る
。
綿
花
栽
培
も
種
ま
き
と

綿（
種
実
）の
収
穫
は
機
械
化
さ
れ
て
い
る

が
、
除
草
は
人
手
だ
け
が
頼
り
で
あ
る
。

　

か
つ
て
除
草
剤
を
用
い
た
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
空
気
や
河
川
の
水
な
ど
の
汚
染
が

ひ
ど
く
て
と
り
や
め
に
な
っ
た
。
そ
れ
に

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
は
、
製
品

と
な
っ
た
コ
ッ
ト
ン
に
付
加
価
値
を

も
た
ら
す
か
ら
で
も
あ
る
。

　

九
月
の
終
わ
り
か
ら
一
〇

月
に
か
け
て
播
い
た
種
が
発
芽

し
成
長
し
は
じ
め
る
一
一
月
は
、
第
一

回
目
の
除
草
の
時
期
で
あ
る
。
つ
い
で
一

二
月
に
は
夏
の
乾
燥
に
備
え
て
灌
漑
を
お

こ
な
う
た
め
に
、
綿
畑
に
は
再
び
雑
草
が

生
い
茂
る
。
そ
れ
は
綿
を
の
み
こ
む
ほ
ど

の
勢
い
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
状
況
に
よ
っ

て
は
も
う
い
ち
ど
除
草
を
し
て
三
月
の
収

松ま
つ
や
ま山 

利と
し
お夫

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

専
門
は
文
化
人
類
学
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
研

究
。
近
著
に
『
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ウ
ェ
イ　
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
の
選
択
』（
御
茶

の
水
書
房
）
が
あ
る
。

働
く
の
は
五
時
半
か
ら

二
時
ま
で
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肩
か
ら
斜
め
掛
け
に
し
た
長
い
縞し
ま
ぬ
の布
で

竹
籠
を
背
負
っ
て
、
行
商
を
す
る
女
た
ち

が
い
る
。
右
手
に
は
、
水
の
入
っ
た
小
さ

な
バ
ケ
ツ
を
提
げ
る
。
ク
バ
ヤ
（
ジ
ャ
ワ

の
伝
統
的
上
衣
）
に
サ
ロ
ン
（
腰
巻
き

布
）
の
装
い
の
こ
と
も
多
い
。

　

彼
女
た
ち
の
竹
籠
に
は
、
ミ
ネ
ラ
ル

ウ
ォ
ー
タ
ー
や
サ
ラ
ダ
オ
イ
ル
の
プ
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
容
器
に
黄
色
、
白
色
、
緑
色
、

黒
色
な
ど
の
液
体
を
詰
め
た
も
の
が
一
〇

本
ほ
ど
入
っ
て
い
る
。
容
器
の
液
体
は
、

ジ
ャ
ム
ー
。
そ
の
主
原
料
は
、
ウ
コ
ン

（
ク
ニ
ル
）、
バ

ン
ウ
コ
ン
（
ク

ン
チ
ュ
ル
）、

ク
ス
リ
ウ
コ
ン

（
ト
ゥ
ム
・
ラ

ワ
ッ
）、
オ
オ

バ
ン
ガ
ジ
ュ
ツ

（
ク
ン
チ
）
な

ど
の
シ
ョ
ウ
ガ

科
植
物
、
キ
ン

マ
の
葉
、
タ
マ

リ
ン
ド
（
ア
サ

ム
）
な
ど
で
あ

る
。
オ
レ
ン
ジ

が
か
っ
た
黄
色

は
ク
ニ
ル
・
ア

サ
ム
、白
色
は
ブ
ラ
ス・ク
ン
チ
ュ
ル
、
緑

色
は
ク
ン
チ
・
ソ
ロ
な
ど
、
色
の
違
い
は

材
料
の
違
い
で
あ
り
、
味
や
効
能
も
違
う
。

　

竹
籠
を
背
に
、
女
た
ち
は
軽
や
か
に
、

滑
る
よ
う
に
優
雅
に
歩
く
。
籠
の
中
身
が

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
る
と
は
、
想
像
し

に
く
い
。

　

ス
キ
さ
ん
の
行
商
に
同
行
す
る
に
際
し
、

わ
た
し
も
竹
籠
を
背
負
っ
て
み
よ
う
と
し

た
が
、
籠
は
背
中
ま
で
持
ち
上
が
ら
な
い
。

彼
女
の
助
け
を
借
り
、
な
ん
と
か
背
中
に

籠
を
く
く
り
つ
け
て
も
、
そ
の
ま
ま
後
ろ

に
ひ
っ
く
り
返
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ス
キ
さ
ん
が
右
手
の
小
さ
な
バ
ケ
ツ
と
と

も
に
、
い
つ
も
左
手
に
提
げ
て
い
る
黄
色

の
籠
を
、
わ
た
し
が
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
籠
の
中
身
は
、
業
務
用
サ
ラ
ダ
オ

イ
ル
の
五
リ
ッ
ト
ル
容
器
に
詰
め
ら
れ
た

ク
ニ
ル
・
ア
サ
ム
と
、
小
さ
め
の
ミ
ネ
ラ

ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
容
器
数
本
に
詰
め
ら
れ

た
ブ
ラ
ス
・
ク
ン
チ
ュ
ル
で
あ
る
。
黄
色

の
籠
を
右
手
に
提
げ
た
わ
た
し
は
、
容
器

の
中
で
ジ
ャ
ム
ー
が
た
ぷ
た
ぷ
と
音
を
立

て
る
の
を
聞
き
な
が
ら
、
ヨ
タ
ヨ
タ
と
ス

キ
さ
ん
の
後
ろ
を
歩
く
。

　

わ
た
し
が
提
げ
る
籠
の
重
さ
は
、
ス
キ

さ
ん
が
背
負
う
籠
の
四
分
の
一
ほ
ど
だ
が
、

ず
っ
し
り
と
腕
に
堪
え
、
歩
く
姿
は
、
滑

る
よ
う
な
優
雅
さ
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。

　

ジ
ャ
ム
ー
売
り
と
い
う
商
売
を
知
り
た

く
て
、
黄
色
の
籠
を
持
つ
手
を
右
に
左
に

何
度
も
変
え
な
が
ら
、
路
地
裏
を
行
商
中

の
ス
キ
さ
ん
に
話
し
か
け
る
。
朝
六
時
か

ら
正
午
ま
で
の
た
っ
ぷ
り
六
時
間
、
道
々

の
お
し
ゃ
べ
り
は
止
ま
ら
な
い
。

　

一
〇
時
を
過
ぎ
、
お
互
い
の
籠
が
軽
く

な
っ
て
く
る
と
、
ま
す
ま
す
舌
は
滑
ら
か

に
な
る
。
何
種
類
の
ジ
ャ
ム
ー
を
売
る
か
、

ど
の
よ
う
に
ジ
ャ
ム
ー
を
作
る
か
、
一
日

何
リ
ッ
ト
ル
の
ジ
ャ
ム
ー
を
売
っ
て
、
ど

の
く
ら
い
の
売
り
上
げ
に
な
る
か
。
ス
キ

さ
ん
は
、「
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
け
ど
」、「
だ
い
た
い
よ
」
と
言
い
足
し

な
が
ら
、
と
く
に
隠
し
立
て
も
せ
ず
に
答

え
る
。

　

他
方
、
一
日
の
客
数
、
仕
入
れ
の
量
と

額
、
信
用
売
り
を
し
た
客
数
、
ど
の
地
点

で
何
時
間
商
売
す
る
か
、
客
と
の
関
係
性

な
ど
に
つ
い
て
は
、「
そ
ん
な
こ
と
、
よ

く
知
ら
な
い
」
と
素
っ
気
な
い
。
確
か
に
、

何
リ
ッ
ト
ル
の
ジ
ャ
ム
ー
が
売
れ
た
か
は

ボ
ト
ル
の
数
か
ら
わ
か
っ
て
も
、
そ
れ
を

何
人
に
売
っ
た
か
は
、
ス
キ
さ
ん
は
数
え

な
い
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
。

　

わ
た
し
は
、
そ
れ
を
数
え
た
。
信
用
売

り
を
し
た
客
数
や
、
ど
こ
で
何
分
立
ち
止

ま
っ
て
商
売
し
た
か
な
ど
を
数
え
た
り
、

記
録
し
た
り
し
た
。

　

ス
キ
さ
ん
と
の
行
商
を
は
じ
め
た
最
初

の
三
日
間
、
彼
女
の
顧
客
は
全
員
、
バ
ケ

ツ
に
入
れ
た
コ
ッ
プ
で
ジ
ャ
ム
ー
を
飲
み

な
が
ら
、「
こ
の
子
だ
れ
？
」
と
わ
た
し

の
こ
と
を
尋
ね
た
。
内
心
、
な
ぜ
わ
た
し

に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
の
か
自
分
も
納
得
し

て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、「
日
本
人

で
、
ジ
ャ
ム
ー
売
り
が
好
き
な
の
よ
」
と
、

ス
キ
さ
ん
は
あ
ち
こ
ち

で
繰
り
返
し
説
明
し
た
。

「
ジ
ャ
ム
ー
売
り
が
好

き
だ
か
ら
、
い
っ
し
ょ

に
行
商
を
す
る
」
と
い

う
論
理
が
ど
の
よ
う
に

路
地
裏
で
理
解
さ
れ
た

の
か
わ
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
パ
ン
ダ
も
三
回

見
れ
ば
珍
し
く
な
く
な

る
の
と
同
様
、
四
日
目

か
ら
わ
た
し
を
不
思
議
そ
う
に
眺
め
る
人

は
格
段
に
減
っ
た
。
一
週
間
後
の
路
地
裏

に
お
い
て
、
わ
た
し
は
完
全
に
ス
キ
さ
ん

の
補
助
役
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

す
る
と
今
度
は
、
わ
た
し
と
の
距
離
を

考
え
て
き
た
は
ず
の
ス
キ
さ
ん
自
身
に
、

よ
り
積
極
的
に
わ
た
し
を
受
容
し
よ
う
と

す
る
変
化
が
生
じ
た
。

「
そ
の
黄
色
の
籠
、
重
い
よ
。
あ
ん
た
は
、

バ
ケ
ツ
を
持
て
ば
い
い
」、「
ス
イ
カ
を
二

切
れ
買
っ
た
の
。
食
べ
た
ら
？
」
と
、
行

商
中
、
ス
キ
さ
ん
は
つ
ね
に
わ
た
し
を
気

遣
う
。
籠
が
重
く
て
た
い
へ
ん
な
の
は
彼

女
の
ほ
う
で
あ
る
し
、
商
売
の
邪
魔
で
し

か
な
い
わ
た
し
は
、
途
中
、
彼
女
に
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
で
も
ご
馳
走
す
る
の
が
、
し

か
る
べ
き
態
度
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
り
げ
な
い
優
し
さ
と
、「
答
え
た
く
な

い
か
ら
答
え
な
い
」
こ
と
は
あ
ま
り
な
い

が
、「
答
え
ら
れ
な
い
か
ら
答
え
な
い
」

と
き
は
往
々
に
あ
る
と
い
う
率
直
さ
と
が
、

い
つ
も
ス
キ
さ
ん
の
全
身
か
ら
漂
っ
て
い
た
。

「
見
え
る
？　

大
通
り
の
向
こ
う
側
か
ら

歩
い
て
く
る
ジ
ャ
ム
ー
売
り
、
あ
れ
は
わ

た
し
の
従
姉
妹
」、「
市
場
の
前
に
出
て
い

る
鶏
そ
ば
屋
台
は
、
わ
た
し
の
義
弟
」、

「
わ
た
し
の
出
身
地
、
ソ
ロ
地
方
か
ら
は
、

た
く
さ
ん
出
か
せ
ぎ
が
出
る
の
」。
ジ
ャ

ム
ー
を
売
り
歩
き
な
が
ら
ス
キ
さ
ん
か
ら

聞
い
た
話
の
一
つ
ひ
と
つ
が
、
わ
た
し
の

研
究
の
糸
口
に
な
っ
た
。

＊

　

彼
女
を
起
点
に
ジ
ャ
ム
ー
売
り
を
中
心

と
す
る
出
か
せ
ぎ
モ
ノ
売
り
集
団
を
追
い

か
け
て
、
約
八
年
。
そ
の
集
団
の
規
模
、

地
域
的
広
が
り
、
出
か
せ
ぎ
史
な
ど
が
具

体
的
に
わ
か
っ
て
き
た
ほ
か
、
集
団
全
体

に
彼
女
と
同
じ
空
気
が
そ
こ
は
か
と
な
く

漂
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

そ
の
空
気
の
心
地
よ
さ
に
、
わ
た
し
は

彼
ら
の
そ
ば
を
離
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
か

ら
も
彼
ら
に
観
察
さ
れ
な
が
ら
、
わ
た
し

は
彼
ら
を
観
察
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

間ま

せ瀬 

朋と
も
こ子

上
智
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
客
員
所
員

ジ
ャ
ワ
特
定
地
方
か
ら
の
出
か
せ
ぎ
モ
ノ
売
り
を

調
査
中
。
社
会
変
化
の
大
波
小
波
に
翻
弄
さ
れ
る

弱
い
存
在
で
は
な
く
、
た
く
ま
し
く
、
た
お
や
か

に
生
き
て
い
る
の
が
モ
ノ
売
り
の
大
半
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

滑
る
よ
う
に
は
、歩
け
な
い
！

ジ
ャ
ム
ー
は
ジ
ャ
ワ
島
で
民
間
伝
承
さ
れ
て
き
た
天
然
生
薬
系
の
健
康
増
進
ド
リ
ン
ク
。

東
ジ
ャ
ワ
州
マ
ラ
ン
県
で
商
売
を
す
る
ジ
ャ
ム
ー
売
り
の
ス
キ
さ
ん
に
頼
み
込
ん
で
、

い
っ
し
ょ
に
行
商
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。二
カ
月
間
ジ
ャ
ム
ー
売
り
に
な
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た

フィールドで
考える

そ
ん
な
こ
と
、よ
く
知
ら
な
い
！

ス
キ
さ
ん
の
後
ろ
を

ヨ
タ 

ヨ
タ
と

ス
キ
さ
ん
と
わ
た
し
の

心
の
距
離

ジャムー売り

商売をするスキさん

赤道

カリマンタン島

マラン

ジャワ島

バリ島

スマトラ島

ジャカルタ

ジョグジャカルタ

ソロ
スラバヤ

インドネシア

スキさんの出身村〈撮影・ギト・ニルボヨ〉

ジャムー売りのレリーフ

ジャムー売りのスキさん



次号の予告
 特集 トラ

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

　私はインターネットや雑誌の星座占いにときた
ま目を通すくらいで、本格的な占い師のお世話
になったことはない。信じないというわけではな
く、そういう場所にわざわざ出かけて行く手間
が面倒なのだと思う。
　ただ、一度だけ、学生時代に韓国旅行をした
際に、好奇心からシャーマンに手相をみてもらっ
たことがある。将来は、「美術関係」か「先生」
だと言われた。いまや博物館で働き、「先生」と
呼ばれる身分になった。あたらずといえども遠
からず。
「息子が二人生まれて、彼らは有名になる」とも言
われたが、いまや娘一人、息子一人がいる。有名に
なろうが、なるまいが、占いの言葉にすがらず、運
命は自分の手で切り開く大人になってほしい。
　ところで、今号の編集会議当日、朝刊でレヴィ=
ストロースの訃報を読んだ。101歳の誕生日を目
前にしての大往生である。昨年11月号に、その偉
業と民博とのつながりをふりかえった特集を小誌
でも組んだが、生きながらにして、すでに運勢な
ど超越してしまった聖域に達しておられる観が
あった。巨星墜つ。（山中由里子）
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●予定時間　14 時 30 分から15 時 30 分（予定）。
　★ 12 月 6 日（日）は、11 時から 12 時（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。

12月の開催

１2月6日（日）
　★この日のみ 11 時から 12 時（予定）
話者：中牧弘允（民族文化研究部教授）
話題：カレンダーをめぐり、めくるツアー
場所：アメリカ展示

１2月13日（日）
話者：福岡正太（文化資源研究センター准教授）
話題：世界の太鼓─音楽展示新構築に向けて
場所：展示場内休憩所

12 月20日（日）
話者：鈴木七美（先端人類科学研究部教授）

話題：アメリカの〈懐かしの味〉の物語
場所：常設展示場内

12 月27日（日）
話者：岩佐光広（研究戦略センター機関研究員）

話題：老×老：ラオス低地農村部で「老いる」こと
場所：展示場内休憩所

特典◆常設展の無料入館◆特別展の観覧料割引
　　　◆みんぱくミュージアム・ショップとレストランの10％割引

　　　◆万博記念公園内および周辺施設での利用割引　など。
詳細については、財団法人千里文化財団までお問い合わせください。

（電話06－6877－8893／平日９：00～17：00）

１年間みんぱくに何度でも入館できる
「みんぱくフリーパス（3,000円）」をご利用ください。
常設展は何度でも無料で入館できます。他にも、みんぱくを楽しむための特典が
いっぱいです。

アンデスの暦。12か月の行事を紹介
するもので日付を知るものではない

� 月刊 　2009 年 12月号� 24




