


エッセイ　世界へ◉世界から

日本の食を訪ねて
久
く ぼ

保 修
しゅう

　　

か
ら
取
材
旅
行
に
で
か
け
る
た
び
、

そ
の
土
地
の
市
場
へ
は
時
間
の
許

す
か
ぎ
り
な
る
べ
く
行
く
よ
う
に

し
て
い
る
。
そ
の
場
所
で
と
れ
る
魚
介
類
や

野
菜
、
肉
類
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

の
か
知
り
、
地
元
の
人
と
話
し
て
、
僕
が
ま

だ
知
ら
な
い
食
材
や
そ
の
調
理
法
を
教
え
て

も
ら
う
。
話
に
花
が
咲
く
と
、
お
も
む
ろ
に

ど
こ
か
ら
か
タ
ッ
パ
ー
ウ
ェ
ア
を
取
り
出
し

て
「
こ
れ
食
べ
て
み
な
」
と
言
っ
て
く
れ
る

人
も
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
ど
こ
の
店
に

入
っ
て
も
注
文
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
地
元

の
料
理
だ
。
郷
土
料
理
よ
り
は
華
々
し
く
は

な
い
が
、
し
っ
か
り
と
そ
の
土
地
に
根
付
い

て
き
た
味
。
つ
つ
ま
し
く
て
骨
太
の
日
本
人

の
生
活
の
味
が
す
る
。
和
食
の
原
点
は
こ
ん

な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ

せ
る
、
強
さ
と
う
ま
さ
が
そ
こ
に
は
つ
ま
っ

て
い
る
。

　

僕
は
市
場
で
食
材
を
目
で
味
わ
い
、
ま
た

舌
で
味
わ
い
、
そ
の
感
動
を
少
し
で
も
多
く

作
品
の
上
で
表
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
僕
は
こ
こ
数
年
「
紙
の
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
」
を
テ
ー
マ
に
日
本
と
い
う
国
を
、

文
化
を
見
つ
め
な
が
ら
作
品
を
作
っ
て
い
る

か
ら
だ
。
市
場
へ
行
く
の
も
、
た
だ
お
い
し

い
食
材
に
出
会
い
た
い
か
ら
行
く
の
で
は
な

く
て
、
作
品
の
テ
ー
マ
を
探
す
の
が
本
来
の

目
的
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
日
本
と

い
う
国
を
も
っ
と
知
り
た
い
、
と
い
う
気
持

ち
が
僕
を
旅
へ
と
誘
う
。
そ
れ
は
何
も
日
本

で
の
み
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

海
外
に
行
っ
た
時
も
同
じ
で
あ
る
。
僕
は
海

外
へ
行
っ
て
も
日
本
に
出
会
っ
て
し
ま
う
。

　

二
〇
〇
八
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
個
展
を
開

い
た
際
、
数
週
間
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
た
。

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の

だ
け
れ
ど
、
ど
こ
で
も
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン

の
多
さ
に
驚
く
。
和
食
は
ヘ
ル
シ
ー
食
、
長

寿
食
と
し
て
海
外
で
も
人
気
が
高
い
。
た
だ

し
そ
こ
で
出
さ
れ
る
料
理
は
こ
れ
が
和
食
？

と
首
を
ひ
ね
っ
て
し
ま
う
の
も
少
な
く
は
な

い
。
そ
れ
ら
は
和
食
で
は
な
く
、
ジ
ャ
パ

ニ
ー
ズ
フ
ー
ド
と
い
う
名
の
全
く
新
し
い
料

理
法
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
僕
は
こ
ん
な

と
こ
ろ
で
日
本
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な

気
持
ち
に
な
っ
た
。
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
進
化
し

た
日
本
。
異
文
化
交
流
を
通
じ
て
自
国
を
知

る
、
と
い
う
の
は
ま
さ
に
こ
う
い
う
こ
と
か

と
思
っ
た
瞬
間
だ
っ
た
。

　

二
〇
一
〇
年
一
月
か
ら
約
三
ヶ
月
、
文
化

庁
よ
り
文
化
交
流
使
と
し
て
再
び
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
地
を
踏
む
。
こ
こ
で
僕
は
日
本
の

文
化
を
切
り
絵
を
通
し
て
人
々
に
伝
え
つ
つ
、

ま
た
違
っ
た
角
度
か
ら
日
本
を
発
見
す
る
だ

ろ
う
。

切り絵画家。大学建築科在学中に出会った切り絵に、パステル、アクリル絵の具、砂、
布、和紙などテーマに応じ様々な材料を取り入れて独自の世界を開く。1999年東京
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絶
滅
の
危
機
か
ら
保
護
へ

　

二
〇
世
紀
の
一
〇
〇
年
は
ア
ム
ー
ル
ト

ラ
に
と
っ
て
は
受
難
の
時
代
だ
っ
た
。
森

林
開
発
に
よ
っ
て
生
息
域
は
狭
め
ら
れ
、

餌
と
な
る
シ
カ
類
も
減
少
し
た
。
さ
ら
に
、

薬
と
さ
れ
る
骨
や
内
臓
、
あ
る
い
は
美
し

い
毛
皮
を
ね
ら
う
人
間
た
ち
に
よ
っ
て

殺さ
つ
り
く戮

さ
れ
、
ト
ラ
は
急
速
に
数
を
減
ら
し
、

絶
滅
の
危
機
に
陥
っ
た
。

　

こ
と
に
、
ソ
連
崩
壊
直
後
の
経
済
混
乱

の
な
か
で
密
猟
が
横
行
し
た
。
そ
の
た
め

に
人
と
の
関
係
も
悪
化
し
、
一
九
九
〇
年

代
に
は
ト
ラ
が
幹
線
道
路
沿
い
や
集
落
近

く
に
ま
で
出
没
し
、
家
畜
だ
け
で
な
く
、

人
ま
で
が
襲
わ
れ
る
よ
う
な
事
件
が
し
ば

し
ば
聞
か
れ
た
。

　

二
〇
世
紀
末
以
来
の
保
護
政
策
に
よ
っ

て
よ
う
や
く
数
に
回
復
傾
向
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
現
在
四
五
〇
～
五
〇
〇
頭

ほ
ど
が
極
東
ロ
シ
ア
の
森
に
生
息
す
る
と

い
わ
れ
る
。し
か
し
、な
お
木
材
資
源
開
発

と
ト
ラ
の
保
護
と
の
両
立
は
多
く
の
問
題

を
抱
え
て
い
る
。
ア
ム
ー
ル
ト
ラ
に
は
ま

だ
ま
だ
困
難
な
時
代
が
続
き
そ
う
で
あ
る
。

先
住
民
族
の
ウ
デ
ヘ
や
ナ
ー
ナ
イ
の
あ
い

だ
で
は
、
ト
ラ
は
森
の
動
物
の
な
か
で
も

も
っ
と
も
畏
敬
す
べ
き
存
在
だ
っ
た
。

　

V
・
K
・
ア
ル
セ
ー
ニ
エ
フ
の
『
デ
ル

ス
・
ウ
ザ
ー
ラ
』（
一
九
七
五
年
に
黒
澤

明
の
監
督
で
映
画
化
さ
れ
た
）
で
、
主
人

公
の
デ
ル
ス
が
ト
ラ
を
「
ア
ン
バ
」
と
よ

ぶ
が
、
ア
ン
バ
と
は
ウ
デ
ヘ
語
や
ナ
ー
ナ

イ
語
で
極
度
に
畏
怖
す
べ
き
も
の
を
意
味

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ト
ラ
に
銃

を
向
け
る
こ
と
は
絶
対
的
な
タ
ブ
ー
だ
っ

た
。
映
画
で
は
デ
ル
ス
が
一
度
そ
れ
を
破

り
、
以
後
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い

く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

ト
ラ
は
、
猟
師
た
ち
に
と
っ
て
は
猟
運

を
も
た
ら
す
動
物
で
も
あ
る
。
ウ
デ
ヘ
の

民
話
に
は
、
ク
マ
に
組
み
伏
せ
ら
れ
て
い

た
ト
ラ
を
助
け
た
猟
師
が
そ
の
後
急
に
猟

運
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話

が
あ
る
。
私
た
ち
の
調
査
に
協
力
し
て
く

れ
た
村
一
番
の
腕
を
も
つ
と
い
わ
れ
た
ウ

デ
ヘ
の
老
猟
師
も
同
様
の
経
験
を
し
た
。

　

彼
は
あ
る
と
き
、
ト
ラ
と
至
近
距
離
で

出
会
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
の
恐
怖

は
た
と
え
よ
う
も
な
か
っ
た
と
い
う
が
、

ト
ラ
は
静
か
に
引
き
下
が
っ
て
く
れ
た
と

い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
彼
に
は
猟
運
が

つ
い
て
き
た
。
ト
ラ
と
出
会
っ
た
場
所
で

何
度
か
シ
カ
を
仕
留
め
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
ト
ラ
は
恐
ろ
し
い
存
在
だ
が
、

人
び
と
は
そ
の
よ
う
な
動
物
に
敬
意
を
払

い
、
そ
の
領
域
を
侵
さ
な
い
よ
う
に
し
つ

つ
、
共
存
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

佐さ

さ

き々木�

史し
ろ
う郎
　

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

ロ
シ
ア
極
東
地
域
と
シ
ベ
リ
ア
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し

て
、
先
住
民
族
の
近
現
代
史
を
主
な
研
究
テ
ー
マ
に

し
て
い
る
。
近
年
は
森
林
開
発
と
先
住
民
の
伝
統
文

化
振
興
活
動
と
の
関
係
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

干
支
は
、十
干
と
十
二
支
を
組
み
合
わ
せ
て
六
〇
年
で
還
暦
と
な
る
紀
年
法
。十
干
が
徐
々
に
廃

れ
た
の
に
対
し
、十
二
支
は
動
物
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
た
め
今
で
も
身
近
な
存
在
だ
。

そ
の
寅
年
に
あ
た
る
年
初
の
特
集
と
し
て
、ト
ラ
を
取
り
上
げ
る
。現
在
で
は
生
息
す
る
地
域
が
ご

く
限
ら
れ
て
い
な
が
ら
、毛
皮
の
美
し
さ
や
強
さ
、勢
い
の
良
さ
な
ど
か
ら
多
く
の
地
域
で
様
々
な

イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
ら
れ
表
現
さ
れ
る
ト
ラ
。本
号
で
は
、イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
ト
ラ
も
含
め
、様
々
な

角
度
か
ら
ト
ラ
を
捉
え
る
。年
末
年
始
恒
例
の
展
示
イ
ベ
ン
ト
も
あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

子どものトラの足跡。幼獣でも足跡はゆうに20センチメート
ルを超える〈2003年ロシア連邦沿海地方ビキン川流域〉

　

ア
ム
ー
ル
ト
ラ
（
シ
ベ
リ
ア
ト
ラ
と
も

よ
ば
れ
る
）
は
そ
の
大
き
さ
と
い
い
、
風

格
と
い
い
、
ま
さ
に
北
の
森
の
王
者
で
あ

る
。
体
格
は
ト
ラ
の
仲
間
の
な
か
で
も
最

大
級
で
、
オ
ス
は
平
均
で
も
体
長
が
一
九

〇
～
二
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
体
重
は

一
八
〇
～
二
七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
な
る
。

ノ
ロ
ジ
カ
、ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
の
ほ
か
、
大

型
の
ア
カ
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
を
餌
と
す
る
。

茂
み
に
身
を
潜
ま
せ
な
が
ら
獲
物
に
接
近

し
、
一
気
に
飛
び
か
か
っ
て
仕
留
め
る
。

そ
の
と
き
の
跳
躍
は
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
、

距
離
一
〇
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。

神
聖
な
森
の
王
者

　

ア
ム
ー
ル
ト
ラ
は
二
〇
世
紀
初
め
ま
で

は
極
東
ロ
シ
ア
南
部
か
ら
中
国
東
北
地
方
、

朝
鮮
半
島
に
広
く

分
布
し
て
い
た
。

そ
し
て
そ
の
地
域

で
は
森
の
王
者
、

あ
る
い
は
特
別
に

神
聖
な
動
物
と
し

て
崇
敬
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
現
在

の
ロ
シ
ア
沿
海
地

方
と
ハ
バ
ロ
フ
ス

ク
地
方
に
暮
ら
す

アムールトラ〈提供・札幌市円山動物園〉

煙草を吸う虎の絵画（韓国）

寅の絵馬（日本　青森）

ト
ラ

十二支、寅の土鈴（日本　大阪）

大トラにのる猿の兵の影絵人形（カンボジア）

北
の
森
の
王
者

ア
ム
ー
ル
ト
ラ

トラの姿をした精霊
（セウェン）「ムハ」
（個人蔵）。胃痛、腹痛時
にこの精霊の像に供物を捧げて祈る。
ナーナイのあいだでは腹痛、胃痛はこの精霊の尾
の先の球が胃壁にぶつかることで起こると信じら
れていた

精霊像
（ミャンマー）

虎とコブラの格闘の人形（インド）

虎の張子
（日本　岡山）

上の７点は民博が収蔵する資料。うち数点は年末年始展示イベント「とら」にも出演中です。
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シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
マ
ー
ラ
イ
オ
ン
は
、

上
半
身
が
ラ
イ
オ
ン（
獅
子
）、
下
半
身
が

魚
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
国
の
名
前
が
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ラ
イ
オ
ン
の

島
」
に
由
来
す
る
か
ら
だ
。
一
方
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
は
、
虎
と
も
ゆ
か
り
が
あ
る
。
タ

イ
ガ
ー
ビ
ー
ル
、
タ
イ
ガ
ー
バ
ー
ム
・

ガ
ー
デ
ン
、
西
洋
道
中
膝
栗
毛
の
三
種
類

の
タ
イ
ガ
ー
を
紹
介
し
よ
う
。

タ
イ
ガ
ー
ビ
ー
ル

　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
第
一
の
虎
は
、
タ
イ

ガ
ー
ビ
ー
ル
で
あ
る
。
ア
ン
カ
ー
ビ
ー
ル

と
並
び
、
こ
の
国
を
代
表
す
る
銘
柄
で
、

島
内
各
所
で
盛
ん
に
飲
ま
れ
て
い
る
。
歴

史
は
古
く
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
販
売
さ

れ
続
け
て
い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
作
家
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
バ
ー

ジ
ェ
ス
は
、
タ
イ
ガ
ー
ビ
ー
ル
の
広
告
文

句
「
タ
イ
ム
・
フ
ォ
ー
・
タ
イ
ガ
ー
」
を

使
っ
て
、
小
説
『
タ
イ
ム
・
フ
ォ
ー
・

ア
・
タ
イ
ガ
ー
』
を
書
い
て
い
る
。
バ
ー

ジ
ェ
ス
は
英
領
マ
ラ
ヤ
で
仕
事
を
し
て
い

た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
体
験
に
基
づ
い
て

マ
レ
ー
半
島
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
い
く

つ
か
書
い
た
。

タ
イ
ガ
ー
バ
ー
ム・ガ
ー
デ
ン

　

タ
イ
ガ
ー
と
い
え
ば
、
か
つ
て
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
は
、
タ
イ
ガ
ー
バ
ー
ム
・
ガ
ー

デ
ン
と
い
う
テ
ー
マ
パ
ー
ク
が
あ
っ
た
。

現
在
は
ハ
ウ
・
パ
ー
・
ヴ
ィ
ラ
（
虎
豹
別

墅
）
と
名
前
が
変
わ
っ
て
い
る
が
、
日
本

人
に
は
旧
称
の
タ
イ
ガ
ー
バ
ー
ム
・
ガ
ー

デ
ン
の
ほ
う
が
馴
染
み
深
い
。
タ
イ
ガ
ー

バ
ー
ム
は
、
虎
標
万
金
油
と
い
う
軟
膏
の

英
語
名
で
、
む
か
し
私
も
ひ
と
つ
買
っ
て

使
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
傷
口
に
塗
る

と
ず
い
ぶ
ん
治
り
が
速
か
っ
た
。

　

こ
の
軟
膏
で
大
も
う
け
し
た
胡
文
虎

（
一
八
八
二
～
一
九
五
四
）
と
胡
文
豹

（
一
八
八
四
～
一
九
四
四
）
の
兄
弟
が
、

ま
ず
香
港
に
タ
イ
ガ
ー
バ
ー
ム
・
ガ
ー
デ

ン
を
開
設
、
次
い
で
一
九
三
七
（
昭
和
一

二
）
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
も
オ
ー
プ
ン

さ
せ
た
。
香
港
の
ほ
う
は
す
で
に
閉
園
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
現
在
は
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
だ
け
残
っ
て
い
る
。

　

ハ
ウ
・
パ
ー
・
ヴ
ィ
ラ
を
訪
れ
た
日
本

人
の
口
か
ら
は
、
キ
ッ
チ
ュ
、
グ
ロ
テ
ス

ク
、
け
ば
け
ば
し
い
、
と
い
っ
た
日
本
語

が
自
然
と
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
安
っ
ぽ
い

作
り
の
人
形
に
、
派
手
な
原
色
の
ペ
ン
キ

が
塗
ら
れ
、
作
り
は
大
雑
把
だ
。
さ
ら
に

お
も
し
ろ
い
の
は
、
彫
刻
が
中
国
の
道
徳

や
歴
史
を
安
直
に
訴
え
か
け
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。
な
に
か
悪
い
夢
で
も
見
た
よ
う

な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
。

西に
し
は
ら原�

大だ
い
す
け輔
　
　

広
島
大
学
大
学
院 

准
教
授

比
較
文
学
者
。
日
本
人
文
学
者
や
画
家
ら
が
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
き
た
の
か
を
研
究

し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
よ
り
季
刊
誌
『
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
』
に
連
載
中
。

　

新
日
本
プ
ロ
レ
ス
の
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク

の
登
場
は
、
鮮
烈
だ
っ
た
。

　

四
次
元
殺
法
と
は
よ
く
も
名
付
け
た
も

の
で
あ
る
。
リ
ン
グ
は
、
も
は
や
レ
ス

ラ
ー
た
ち
を
閉
じ
込
め
る
、
た
だ
の
四
角

い
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
は
な
か
っ
た
。
タ
イ

ガ
ー
マ
ス
ク
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
ロ
ー
プ

も
、
ポ
ー
ル
も
、
相
手
レ
ス
ラ
ー
の
肉
体

さ
え
も
が
、
め
く
る
め
く
大
胆
な
空
中
技

を
繰
り
出
す
た
め
の
道
具
と
化
し
た
。
そ

れ
ま
で
に
な
い
ス
ピ
ー
ド
に
大
興
奮
さ
せ

ら
れ
た
私
な
ど
は
「
さ
す
が
四
次
元
！
」

と
、
意
味
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
む

や
み
に
納
得
さ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

力
、
技
、
反
則
の
ス
ポ
ー
ツ

　

佐
山
サ
ト
ル
が
扮
す
る
タ
イ
ガ
ー
マ
ス

ク
は
、
フ
ェ
ア
な
フ
ァ
イ
ト
が
売
り
の

ヒ
ー
ロ
ー
だ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
原
作
の

漫
画
の
ほ
う
で
は
、
最
初
、
極
悪
覆
面
レ

ス
ラ
ー
の
養
成
所
「
虎
の
穴
」
で
過
酷
な

訓
練
を
受
け
た
、
ヒ
ー
ル
（
悪
玉
）
の
な

か
の
ヒ
ー
ル
。「
黄
色
い
悪
魔
」
と
さ
え

よ
ば
れ
た
。
そ
う
い
う
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク

が
、
正
義
に
目
覚
め
、「
み
な
し
ご
ラ
ン

ド
」
を
富
士
山
麓
に
作
る
た
め
、
虎
の
穴

に
反
逆
し
、
フ
ェ
ア
な
生
き
ざ
ま
、
フ
ェ

ア
な
プ
ロ
レ
ス
に
命
を
か
け
る
。
む

ろ
ん
、
フ
ェ
ア
が
ト
ラ
の
イ
メ
ー
ジ

で
は
な
い
。
真
の
プ
ロ
レ
ス
で
も
な

い
。
プ
ロ
レ
ス
に
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン

シ
ッ
プ
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
だ
。

心
・
技
・
体
で
は
な
く
、
力

（
体
）・
技
・
反
則
を
そ
な
え
て
こ
そ
、

至
高
の
レ
ス
ラ
ー
だ
。
タ
イ
ガ
ー
マ

ス
ク
は
、
虎
の
穴
と
の
死
闘
を
通
じ

て
、
力
強
く
気
高
い
美
し
さ
、
残
忍

な
ど
う
猛
さ
を
ま
と
っ
た
「
本
物
の

ト
ラ
」
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
つ
い

樫か
し
な
が永�

真ま

さ

お
佐
夫
　
　

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

ベ
ト
ナ
ム
西
北
部
の
黒
タ
イ
を
対
象
に
、
民
族
学
的

な
調
査
を
し
て
き
た
。
研
究
の
基
本
は
、
じ
っ
く
り

参
与
、
観
察
し
、
書
く
こ
と
だ
と
、
自
省
す
る
今
日

こ
の
ご
ろ
。
ボ
ク
シ
ン
グ
愛
好
家
で
も
あ
る
。

虎
に
襲
わ
れ
た

弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん

　

さ
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
第
三
の
虎
は
、

近
代
日
本
文
学
の
な
か
に
あ
る
。
明
治
の

初
め
の
戯
作
に
、
仮
名
垣
魯
文
の
『
西
洋

道
中
膝
栗
毛
』
と
い
う
本
が
あ
る
。『
東

海
道
中
膝
栗
毛
』
で
お
馴
染
み
の
弥
次
さ

ん
喜
多
さ
ん
の
孫
が
、
西
洋
見
物
の
た
め

に
欧
州
航
路
を
旅
し
て
ゆ
く
滑
稽
な
お
話

だ
。
た
だ
し
、
江
戸
っ
子
の
弥
次
喜
多
両

人
は
英
語
が
で
き
な
い
の
で
、
通
訳
の
通

次
郎
と
い
う
第
三
の
人
物
が
登
場
す
る
。

　

弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん
は
、
困
っ
た
こ
と

に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
ス
イ
カ
泥
棒
を
働
く
。

す
ぐ
に
捕
ま
っ
て
杭
に
縛
り
あ
げ
ら
れ
た

二
人
の
前
に
、突
然
虎
が
現
れ
た
。絶
体
絶

命
に
陥
り
気
を
失
う
が
、
目
を
覚
ま
し
て

み
る
と
、
虎
だ
と
思
っ
た
の
は
船
員
の
モ

テ
ル
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
笑
い
話
で
あ
る
。

に
プ
ロ
レ
ス
界
の
頂
点
に
立
つ
の
か
と
い

う
ラ
ス
ト
、
と
つ
ぜ
ん
姿
を
消
し
て
し
ま

う
。
ト
ラ
は
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
で
も
あ
る
。

凶
暴
な
ト
ラ

　

私
の
思
い
込
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
古

来
、
東
洋
の
物
語
は
、
ト
ラ
の
凶
暴
さ
を

こ
と
さ
ら
強
調
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、

住
民
た
ち
の
恐
れ

よ
う
と
い
っ
た
ら

な
か
っ
た
が
、
美

し
い
か
ら
皮
を

ひ
っ
ぱ
が
す
の
で

は
、悪
党
に
な
り

さ
が
る
。例
外
な

く
勇
者
は
、
ト
ラ

が
悪
い
か
ら
退
治

し
た
。

　

ベ
ト
ナ
ム
の
山

間
盆
地
に
住
む
黒

タ
イ
に
は
、
戦
を

意
味
す
る
ソ
ッ

ク
・
ス
ア
と
い
う

熟
語
が
あ
る
。

ソ
ッ
ク
だ
け
で
も
戦
、
ス
ア
は
ト
ラ
の
こ

と
で
あ
る
。
お
び
た
だ
し
い
血
と
生
肉
の

に
お
い
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
ト
ラ
も
ま
た
、

戦
場
を
荒
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
敵
は
、
人

間
だ
け
で
な
か
っ
た
の
だ
。

やっ
ち
ま
え
！　
タ
イ
ガ
ー

　

お
も
い
お
こ
せ
ば
、
南
シ
ナ
海
孤
島
の

政
治
囚
収
容
所
「
虎
の
檻
」
が
、
非
情
な

拷
問
で
人
び
と
を
凍
り
つ
か
せ
て
い
た
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
期
、
ア
ル
プ
ス
山
中
の
「
虎

の
穴
」
で
は
、
地
獄
の
ス
パ
ル
タ
訓
練
が
、

続
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
タ

イ
ガ
ー
マ
ス
ク
が
現
実
の
リ
ン
グ
に
登
場

し
た
一
九
八
〇
年
代
、
ト
ラ
は
絶
滅
の
危

機
に
追
い
こ
ま
れ
、
威
光
を
失
い
つ
つ

あ
っ
た
。

　

二
一
世
紀
、
四
代

目
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク

は
、「
黄
色
い
悪
魔
」

に
戻
っ
た
。
だ
が
、

ト
ラ
の
冷
酷
非
道
は
、

も
は
や
レ
ト
ロ
な
イ

メ
ー
ジ
。
虎
の
檻
も
、

ベ
ト
ナ
ム
の
史
跡
認

定
を
受
け
た
。
ア
メ

リ
カ
で
は
、
虎
の
穴

と
対
極
的
な
「
み
な

し
ご
ラ
ン
ド
」
と
コ

ン
セ
プ
ト
が
近
い

「
ネ
バ
ー
ラ
ン
ド
」

さ
え
、
主
を
失
っ
た
。

ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
大

国
日
本
の
「
と
ら
の
あ
な
」
に
は
、
萌
え

る
ア
イ
テ
ム
が
勢
ぞ
ろ
い
。

　

そ
れ
で
も
、
黒
タ
イ
の
村
ま
で
は
る
ば

る
来
る
と
、
か
ろ
う
じ
て
、
ま
だ
ト
ラ
の

威
だ
け
は
借
り
ら
れ
て
い
る
。
生
意
気
な

ブ
タ
に
業
を
煮
や
し
て
、
村
人
が
罵
る
。

「
ト
ラ
に
食
わ
れ
ち
ま
え
！
」

　

な
ら
、
私
も
。「
や
っ
ち
ま
え
、
タ
イ

ガ
ー
！
」

ハウ・パー・ヴィラ、旧称タイガーバーム・ガーデン
〈Photo by Eugene Tang/Singaporesights.com〉

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

三つの
タ
イ
ガ
ー

スイカ泥棒をして捕まる弥次さん喜多さん〈出典・興津要 編
 『明治文学全集１ 明治開化期文学集（１）』筑摩書房〉

「
虎
の
穴
」
を
ぬ
け
で
て
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入れて飲む人が多い
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新
大
陸
に
は
ト
ラ
は
い
な
い
が
、
ト
ラ

に
よ
く
似
た
ジ
ャ
ガ
ー
が
い
る
。
と
は
い

え
、
ト
ラ
は
縞
模
様
で
あ
る
の
に
対
し
、

ジ
ャ
ガ
ー
は
梅
花
紋
で
中
に
黒
点
が
あ
る

と
こ
ろ
が
違
う
。
伝
説
に
よ
る
と
、
梅
花

紋
は
太
陽
に
な
ろ
う
と
し
て
自
ら
火
に
身

を
投
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
と

い
う
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
ネ
コ
科
の
ヒ
ョ

ウ
属
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
新
大
陸
に
や
っ

て
き
た
ス
ペ
イ
ン
人
が
、
旧
大
陸
に
い
な

か
っ
た
ジ
ャ
ガ
ー
を
見
て
、
ト
ラ
と
い
っ

た
の
も
当
然
の
こ
と
と
頷
け
る
。

　

ト
ラ
は
ス
ペ
イ
ン
語
で
テ
ィ
グ
レ
と
い

う
。
英
語
の
タ
イ
ガ
ー
と
同
じ
語
源
で
あ

る
。
一
六
世
紀
以
降
作
ら
れ
て
き
た
中
米

の
い
ろ
い
ろ
な
現
地
語
の
辞
書
で
、
ジ
ャ

ガ
ー
に
あ
た
る
語
を
引
く
と
、
い
ず
れ
も

テ
ィ
グ
レ
と
訳
が
つ
い
て
い
る
。
す
な
わ

ち
ト
ラ
で
あ
る
。
だ
か
ら
ジ
ャ
ガ
ー
の
仮

面
は
ト
ラ
仮
面
と
称
さ
れ
、
ト
ラ
仮
面
を

つ
け
て
現
在
で
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
踊
り

は
ト
ラ
ダ
ン
ス
と
い
わ
れ
て
い
る
。

地
下
世
界
と
王
の
権
威
を
象
徴

　

ト
マ
ト
と
か
チ
レ
な
ど
、
ス
ペ
イ
ン
人

が
初
め
て
目
に
し
た
も
の
の
多
く
は
、
ア

ス
テ
カ
文
明
の
言
語
で
あ
る
ナ
ワ
ト
ル
語

か
ら
借
用
さ
れ
た
が
、
ジ
ャ
ガ
ー
は
オ
セ

ロ
ト
ル
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
ス
ペ
イ
ン
人

に
よ
り
テ
ィ
グ
レ
と
よ
ば
れ
た
た
め
、
オ

セ
ロ
ト
ル
は
ジ
ャ
ガ
ー
の
語
源
と
は
な
ら

ず
、
オ
セ
ロ
ッ
ト
の
語
源
と
な
っ
た
。
オ

八や
す
ぎ杉�

佳よ
し
ほ穂
　
　

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

昨
春
に
催
さ
れ
た
特
別
展
「
千
家
十
職
×
み
ん
ぱ
く

─
─
茶
の
湯
の
も
の
づ
く
り
と
世
界
の
わ
ざ
」
に
三

年
を
か
け
た
。
横
道
に
そ
れ
た
が
、
今
は
マ
ヤ
の
研

究
に
戻
っ
て
い
る
。

セ
ロ
ッ
ト
も
ネ
コ
科
で
あ
る
が
、
オ
セ

ロ
ッ
ト
属
で
、
大
き
さ
は
ジ
ャ
ガ
ー
の
半

分
く
ら
い
で
、
体
重
は
七
分
の
一
く
ら
い

し
か
な
い
。
ち
な
み
に
ジ
ャ
ガ
ー
と
い
う

語
は
南
米
の
ト
ゥ
ピ
＝
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
が

語
源
で
あ
る
。

　

ジ
ャ
ガ
ー
は
、
な
ん
と

い
っ
て
も
中
米
最
大
の
猛

獣
で
、
強
い
。
だ
か
ら
王

権
に
関
係
し
た
。
マ
ヤ
の

王
様
の
名
前
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
り
、
ジ
ャ
ガ
ー
の

皮
を
か
け
た
玉
座
や
王
を

守
る
た
め
の
ジ
ャ
ガ
ー
が

石
碑
な
ど
に
描
か
れ
て
い

る
。
ジ
ャ
ガ
ー
は
夜
行
性

で
、
水
辺
を
好
む
た
め
、

水
底
に
あ
る
と
い
う
冥
界

の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
る
。

ス
イ
レ
ン
を
飾
り
ネ
ッ
カ

チ
ー
フ
を
つ
け
た
ジ
ャ

ガ
ー
は
、
首
切
り
や
腹
裂

き
な
ど
の
犠
牲
儀
式
の
執
行
者
と
し
て
出

て
く
る
。
図
像
学
的
に
は
、
太
陽
、
夜
、

星
、
雷
、
雨
、
水
、
洞
窟
、
冥
界
、
死
、

再
生
な
ど
と
関
係
し
、
地
下
世
界
の
恐
ろ

し
き
存
在
と
権
威
を
象
徴
す
る
動
物
と

な
っ
て
い
る
。

ジ
ャ
ガ
ー
の
日
に
生
ま
れ
た
人

　

中
米
に
は
、
一
三
の
数
字
と
二
〇
の
日

を
組
み
合
わ
せ
た
二
六
〇
日
暦
が
あ
る
。

二
〇
の
日
の
一
つ
に
オ
セ
ロ
ト
ル
が
あ
る
。

な
ど
が
背
景
に
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
、
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
と
、
そ

の
チ
ー
ム
名
の
本
家
と
い
え
る
Ｍ
Ｌ
Ｂ
の

デ
ト
ロ
イ
ト
・
タ
イ
ガ
ー
ス
を
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
。

本
家
デ
ト
ロ
イ
ト・タ
イ
ガ
ー
ス

　

デ
ト
ロ
イ
ト
・
タ
イ
ガ
ー
ス
は
、
一
九

世
紀
末
か
ら
あ
る
古
い
球
団
だ
が
、
一
八

九
五
年
監
督
に
な
っ
た
Ｇ
・
ス
タ
ー
リ
ン

グ
が
、
黒
と
黄
色
か
か
っ
た
茶
色
の
タ
テ

縞
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
を
採
用
し
た
。
こ
れ

が
虎
の
縞
模
様
に
似
て
い
る
と
若
い
記
者

ら
が
指
摘
し
、
ま
も
な
く
球
団
の
ニ
ッ
ク

ネ
ー
ム
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
一
九

八
六
年
に
初
め
て
Ｍ
Ｌ
Ｂ
観
戦
を
し
た
の

が
タ
イ
ガ
ー
・
ス
タ
ジ
ア
ム
で
あ
っ
た
。

杉す
ぎ
も
と本�

尚ひ
さ
つ
ぐ次

民
博 

名
誉
教
授
、総
合
研
究
大
学
院
大
学 

名
誉
教
授

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
修
了
、
文
学
博
士
。
国
立
民

族
学
博
物
館
教
授
、
関
西
学
院
大
学
教
授
を
経
て
現

在
、
民
博
・
総
研
大
名
誉
教
授
。
文
化
財
の
保
存
・

再
生
・
活
用
と
日
米
野
球
比
較
文
化
論
。

虎
の
マ
ー
ク
い
り
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
、
虎
の
ぬ

い
ぐ
る
み
も
売
っ
て
い
る
し
、
虎
印
の
つ

い
た
鉛
筆
で
ス
コ
ア
カ
ー
ド
を
つ
け
て
い

る
と
、
ま
る
で
甲
子
園
球
場
に
い
る
よ
う

な
気
分
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
現

在
は
都
心
再
開
発
地
に
竣
工
（
二
〇
〇
〇

年
）
し
た
コ
メ
リ
カ
・
パ
ー
ク
に
移
っ
て

い
る
。
古
き
よ
き
時
代
を
と
り
い
れ
た
新

古
典
様
式
の
新
球
場
に
も
、
い
た
る
と
こ

ろ
に
虎
の
像
が
あ
り
、
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
上

に
も
巨
大
な
虎
が
ふ
た
つ
。
こ
の
像
は
タ

イ
ガ
ー
ス
の
選
手
が
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
つ

と
虎
の
目
が
緑
色
に
光
る
な
ど
、
甲
子
園

よ
り
一
層
虎
の
威
力
を
誇
示
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
Ｄ
・
タ
イ
ガ
ー
ス
は
〇
六

年
に
ワ
イ
ル
ド
カ
ー
ド
か
ら
リ
ー
グ
優
勝

を
果
た
し
た
が
、
低
迷
期
間
が
長
い
の
も

特
徴
で
、
久
し
ぶ
り
の
優
勝
に
町
ぐ
る
み

で
熱
狂
す
る
と
こ
ろ
な
ど
、
ど
こ
か
阪
神

タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
と
似
て
い
る
。
デ
ト

ロ
イ
ト
は
世
界
不
況
も
あ
っ
て
自
動
車

メ
ー
カ
ー
ビ
ッ
グ
３
の
経
営
難
と
連
動
す

る
か
の
よ
う
に
都
市
人
口
の
減
少
が
続
い

て
い
る
。
Ｄ
・
タ
イ
ガ
ー
ス
の
躍
進
で
活

気
を
取
り
戻
し
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

リ
ニュー
ア
ル
甲
子
園
球
場

―
ト
ラ
年
を
迎
え
て

　

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
は
球
団
結
成
時
の
一

九
三
五
年
頃
、
阪
神
工
業
地
帯
が
日
本
最

大
の
工
業
生
産
を
誇
っ
て
い
た
か
ら
、
ア

メ
リ
カ
重
工
業
の
核
心
、
自
動
車
の
町
デ

ト
ロ
イ
ト
に
本
拠
地
を
お
く
チ
ー
ム
の
名

を
つ
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
本
拠
地
甲
子
園
球

場
は
、
日
本
最
古
（
一
九
二
四
年
）
の
大

型
ス
タ
ジ
ア
ム
で
、
今
年
完
成
す
る
大
改

修
工
事
の
軸
に
な
っ
た
の
は
、
安
全
性
と

快
適
性
の
向
上
、
そ
し
て
歴
史
と
伝
統
の

継
承
で
あ
る
。「
ト
ラ
」
年
に
ち
な
ん
で

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
奮
闘
あ
っ
て
こ
そ
、

都
市
や
地
域
の
活
性
化
に
結
び
つ
く
の
だ
。

ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
と
し
て
の

タ
イ
ガ
ー
ス

　

「
ト
ラ
」
と
い
え
ば
「
阪
神
タ
イ
ガ
ー

ス
」
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
こ
二
年
は
不
振

だ
っ
た
か
ら
、
干
支
「
寅
」
に
合
わ
せ
て

大
奮
起
を
願
い
た
い
と
こ
ろ
だ
。

　

野
球
で
は
、
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
・
ベ
ー

ス
ボ
ー
ル（
Ｍ
Ｌ
Ｂ
）の
デ
ト
ロ
イ
ト
・
タ

イ
ガ
ー
ス
を
は
じ
め
、
韓
国
プ
ロ
野
球
の

起
亜
タ
イ
ガ
ー
ス
、
中
国
の
北
京
猛
虎
、

台
湾
の
三
商
タ
イ
ガ
ー
ス
。
最
近
の
Ｍ
Ｌ

Ｂ
多
国
籍
野
球
時
代
を
担
う
中
南
米
の
ド

ミ
ニ
カ
、ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、キ
ュ
ー
バ
、メ
キ

シ
コ
の
野
球
チ
ー
ム
名
に
も
タ
イ
ガ
ー
ス

を
冠
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
野
球
以
外

で
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
プ
ロ
ラ
グ
ビ
ー

チ
ー
ム
の
レ
ス
タ
ー・タ
イ
ガ
ー
ス
、オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

の
メ
ル
ボ
ル
ン
・
タ
イ
ガ
ー
ス
等
々
、
さ

ら
に
ア
メ
リ
カ
の
大
学
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム

ま
で
含
め
る
と
、
タ
イ
ガ
ー
ス
は
大
人
気

だ
。
虎
の
力
強
さ
、
迫
力
、
神
秘
的
な
力

メキシコ ゲレロ州の
トラ仮面（アメリカ展示）

甲子園球場売店のトラ〈撮影・久保正敏〉

中
米
の
ト
ラ

日
米
ふ
た
つの
タ
イ
ガ
ー
ス

名物風船あげ（2005年6月25日、巨人－阪神戦）

マ
ヤ
で
は
イ
シ
ュ
の
日
に
当
た
る
。
中

米
に
は
生
ま
れ
た
日
に
よ
っ
て
そ
の
人

の
性
格
や
将
来
を
占
う
習
慣
が
あ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
寅
年
の
人
が
、
ト
ラ
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
よ
う
な
積
極
果
敢
で
強
引

な
性
格
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の

日
に
生
ま
れ
た
男
性
は
、
勇
気
が
あ
っ

て
、
恐
れ
を
知
ら
ず
、
気
前
が
良
く
て
、

威
厳
が
あ
る
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
面
と

と
も
に
、
傲
慢
で
う
ぬ
ぼ
れ
が
強
く
、

戦
い
好
き
と
い
っ
た
負
の
面
を
も
つ
。

い
っ
ぽ
う
女
性
は
、
独
立
心
が
強
く
、

寛
大
で
あ
る
半
面
、
傲
慢
で
人
を
ば
か

に
す
る
と
い
っ
た
性
格
が
付
与
さ
れ
て

い
る
。

　

私
も
馬
齢
を
重
ね
還
暦
と
な
っ
た
。

ジ
ャ
ガ
ー
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
変
身
と
も

い
う
が
、
新
し
い
人
格
に
変
身
で
き
る

と
し
た
ら
、
強
く
て
人
を
守
る
プ
ラ
ス

の
面
を
も
っ
た
ト
ラ
と
な
り
た
い
も
の

で
あ
る
。

メキシコのショチストラワカ村のトラダンス
（ビデオテークより）

目が緑色に光るコメリカパークのトラ〈提供・ミシガンカフェ〉



笹さ
さ
は
ら原 

亮り
ょ
う
じ二

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

専
門
は
、
民
俗
学
、
民
俗
芸
能
研
究
。
最
近
は
九
州
各
地
の

島
々
を
巡
り
歩
き
、
祭
り
や
芸
能
の
伝
播
や
定
着
に
つ
い
て
考

え
て
い
る
。
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江
戸
時
代
、
見
世
物
の
興
行
は
、
江

戸・京・大
坂
を
は
じ
め
各
地
で
盛
ん
に
お

こ
な
わ
れ
、
人
び
と
に
と
っ
て
身
近
な
娯

楽
と
し
て
楽
し
ま
れ
て
い
た
。
川
添
裕
氏

に
よ
れ
ば
、
江
戸
後
期
の
見
世
物
は
、
ほ

ぼ
半
分
近
く
を
籠
や
乾
物
な
ど
の
意
外
な

素
材
で
歴
史
や
伝
説
の
名
場
面
を
作
っ
て

見
せ
る
細
工
見
世
物
が
占
め
、
つ
い
で
軽

業
・
曲
芸
、
動
物
見
世
物
と
続
き
、
こ
れ

ら
で
全
体
の
九
割
を
越
え
て
い
た
と
い
う

（
川
添
裕
『
江
戸
の
大
衆
芸
能 

歌
舞
伎
・

見
世
物
・
落
語
』）。
普
段
見
慣
れ
な
い
動

物
も
、
人
び
と
の
好
奇
心
を
大
い
に
か
き

立
て
る
題
材
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

当
時
の
動
物
見
世
物
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
朝
倉
無
声
が
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る

（
朝
倉
無
声
『
見
世
物
研
究
』）。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
文
化
文
政
期
（
一
八
〇
四
〜
三

〇
）
だ
け
で
も
四
〇
種
以
上
の
動
物
が
見

世
物
に
登
場
し
た
と
い
う
。
そ
の
な
か
に

は
、｢

山
ぶ
た｣

（
イ
ノ
シ
シ
）・
ツ
ル
・
オ

オ
カ
ミ
・
カ
ワ
ウ
ソ
・
ク
ジ
ラ
・｢

水
豹｣

（
ア
ザ
ラ
シ
・
ア
シ
カ
）・
マ
ン
ボ
ウ
な
ど

の
国
内
産
で
も
め
っ
た
に
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
動
物
、｢

二フ
タ
ナ
リ形
犬｣

・
六
足
の
ウ

マ
・
三
本
足
の
ニ
ワ
ト
リ
な
ど
の
突
然
変

異
の
奇
形
動
物
の
ほ
か
、ヒ
ツ
ジ
に
絵
の
具

で
彩
色
し
た｢

ラ
シ
ャ
メ
ン｣

、｢

管ク
ダ
ギ
ツ
ネ狐｣

と
い
う
触
れ
込
み
の
単
な
る
子
ギ
ツ
ネ
、

猫
を
染
め
た
ト
ラ
と
い
っ
た｢

イ
カ
物｣

も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
動
物
見
世

物
の
盛せ
い
こ
う行
は
、
民
博
が
所
蔵
す
る
錦
絵
や

辻
ビ
ラ
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

当
時
、
動
物
見
世
物
で
大
い
に
人
気
を

博
し
た
の
が
、
異
国
渡
来
の
動
物
で
あ
っ

た
。
比
較
的
早
い
の
は
鳥
類
で
、
寛
永
期

（
一
六
二
四
〜
四
四
）
に
は
ク
ジ
ャ
ク
が

見
世
物
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
ク

ジ
ャ
ク
の
見
世
物
は
た
び
た
び
お
こ
な
わ

れ
た
が
、
そ
の
ほ
か
、｢

唐
鳥｣

や｢

和オ
ラ
ン
ダ蘭
渡
り｣

の｢

名
鳥｣

（
オ
ウ
ム
・
イ

ン
コ
）、｢

阿お
ら
ん
だ
せ
ん

蘭
陀
舩｣

が
舶は
く
さ
い載
し
た｢

駝

鳥｣

（
ヒ
ク
イ
ド
リ
）
な
ど
も
見
世
物
に

登
場
し
た
。
舶
来
の
鳥
の
飼
育
が
富
裕
層

に
広
ま
っ
た
後
も
、
鳥
の
見
世
物
は
、
一

般
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
の
人
気
は
衰
え

ず
、
幕
末
ま
で
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

舶
来
の
動
物
見
世
物
で
最
大
の
人
気
を

博
し
た
の
は
ラ
ク
ダ
で
あ
る
。
文
政
四
年

（
一
八
二
一
）
に
長
崎
に
も
た
ら
さ
れ
た

つ
が
い
の
ヒ
ト
コ
ブ
ラ
ク
ダ
は
、
大
坂
・

人｣

に
扮
し
た
者
が
ラ
ッ
パ
な
ど
の
異
国

の
楽
器
を
奏
す
る
囃
子
で
ラ
ク
ダ
が
登
場

し
、
異
国
渡
り
が
強
調
さ
れ
た
。
ラ
ク
ダ

は
単
に
異
国
渡
来
の
珍
し
さ
に
止
ま
ら
ず
、

尿
か
ら
霊
薬
が
で
き
る
、
疱
瘡
除
け
・
魔

除
け
・
雷
除
け
な
ど
の
ご
利
益
や
、
つ
が

い
で
い
る
こ
と
か
ら
夫
婦
和
合
の
効
能
が

説
か
れ
、
人
気
に
一
層
拍
車
が
か
か
っ
た
。

ラ
ク
ダ
は
そ
の
後
、
一
〇
年
に
渡
っ
て
名

古
屋
・
伊
勢
な
ど
各
地
を
回
り
、
前
出
の

川
添
裕
氏
に
よ
れ
ば
、
三
〇
カ
所
以
上
で

興
行
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。

　

幕
末
の
開
国
以
降
、
今
度
は
横
浜
経
由

で
異
国
の
動
物
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）横
浜
に

オ
ラ
ン
ダ
船
が
舶
載
し
た
ヒ
ョ
ウ
は
、
両

国
で
ト
ラ
と
い
う
触
れ
込
み
で
見
世
物
と

な
っ
た
。
ヒ
ョ
ウ
は
、
天
保
元
年
（
一
八

三
〇
）
既
に
名
古
屋
で
見
世
物
興
行
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
で
は
初
め
て

と
い
う
こ
と
で
、
大
勢
の
見
物
人
が
や
っ

て
来
た
。
そ
し
て
、
翌
文
久
元
年
（
一
八

六
一
）
に
は
正
真
正
銘
の
ト
ラ
が
登
場
し

た
。
横
浜
に
オ
ラ
ン
ダ
船
が
舶
載
し
た
も

の
で
、
江
戸
の
各
地
で
見
世
物
興
行
が
お

こ
な
わ
れ
る
と
、
市
中
に
止
ま
ら
ず
近
郊

近
国
か
ら
も
見
物
人
が
大
勢
集
ま
り
、
そ

う
し
た
人
び
と
で
方
々
の
旅
館
が
満
杯
に

モ
ノ
・
グ
ラ
フ

京
で
の
興
行
を
経
て
三
年
後
に
江
戸
に
至

る
と
、
早
速
両
国
で
興
行
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
興
行
は
大
当
た
り
で
、
歌
舞
伎
に
仕

組
ま
れ
た
り
、｢

ラ
ク
ダ
節｣

が
流
行
っ

た
り
、
ラ
ク
ダ
に
因
ん
だ
戯
作
・
錦
絵
・

玩
具
が
作
ら
れ
た
り
、
一
大
ブ
ー
ム
の
様

相
を
呈
し
た
。
見
世
物
小
屋
で
は
、｢

唐

生
き
て
い
る
異
国
へ
の
眼
差
し

│
江
戸
〜
明
治
の
動
物
見
世
物
の
消
息
│

「新渡舶来之大象」（文久2年 1862）

ト
ラ
見
物
客
で
旅
館
も
満
杯

見世物 辻ビラ「虎の見世物」（万延元年 1860）

「駱駝之図」（文政期 1818-30）

舶
来
動
物
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
は
ラ
ク
ダ

猫
を
色
染
め
し
た
ト
ラ
の
登
場

な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
期

に
は
、
ほ
か
に
も
フ
タ
コ
ブ
ラ
ク
ダ
や
ゾ

ウ
も
見
世
物
と
な
っ
て
い
る
。
文
久
二
年

に
ア
メ
リ
カ
船
が
舶
載
し
た
ゾ
ウ
は
、
翌

年
両
国
で
見
世
物
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
、

見
れ
ば
七
難
を
滅
し
七
福
を
生
じ
る
ご
利

益
も
説
か
れ
て
大
当
た
り
と
な
っ
た
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
動
物
、

い
わ
ば
「
生
き
て
い
る
異
国
」
へ
の
人
び

と
の
眼
差
し
は
大
き
な
変
化
を
迎
え
る
。

異
国
か
ら
や
っ
て
来
た｢

曲
馬｣

（
サ
ー

カ
ス
）
興
行
の
際
に
、
従
来
同
様
の
珍
奇

を
愛
で
ご
利
益
を
期
待
す
る
娯
楽
と
し
て

の
展
覧
も
あ
い
か
わ
ら
ず
お
こ
な
わ
れ
た
。

そ
の
一
方
で
、
異
国
の
情
報
を
正
確
か
つ

系
統
的
に
提
供
す
る｢

教
育｣

を
堂
々
と

掲
げ
た
博
物
学
的
な
動
物
の
展
覧
が
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
動

向
は
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
の
上

野
動
物
園
の
開
園
と
軌
を
一
に
す
る
。
そ

し
て
、
現
在
多
く
の
動
物
園
や
水
族
館
が

法
律
上
は
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、

そ
う
し
た
動
向
は
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は

な
い
。

　

と
は
い
え
、
そ
れ
で
、
我
々
の
生
き
て

い
る
異
国
へ
の
眼
差
し
が
ま
っ
た
く
教
育

的
・
科
学
的
な
か
た
ち
に
編
成
し
直
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
昨
今
の
動
物

園
の
人
気
や
、
ト
ラ
を
見
る
と｢

今
年
は

寅
年
だ
か
ら
…｣

と
つ
い
考
え
て
し
ま
う

我
々
の
姿
勢
が
よ
く
示
し
て
い
る
。

博
物
館
へ
の
系
譜



月刊 　2010 年 1 月号  10 11  月刊 　2010 年 1 月号

   

　

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
ラ
ゴ
ス
と
い
え
ば
、

な
ん
と
い
っ
て
も
治
安
の
悪
い
こ
と
で
有

名
だ
。
そ
の
ラ
ゴ
ス
を
、
九
月
の
は
じ
め

に
訪
ね
る
機
会
が
あ
っ
た
。

　

今
回
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
二
〇
〇
七

年
の
一
二
月
に
新
し
く
で
き
た
民
間
の
小

さ
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
ラ
ゴ
ス
現
代
美
術
セ

ン
タ
ー
」
を
訪
問
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に

よ
く
あ
る
N
P
O
が
運
営
す
る
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
あ
り
、
展
覧
会
や
講
演
会
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
頻
繁
に
企
画
し
て
い
る
。

主
宰
し
て
い
る
の
は
ビ
シ
・
シ
ル
ヴ
ァ
と

い
う
、
こ
の
数
年
来
、
ラ
ゴ
ス
を
ベ
ー
ス

に
現
代
美
術
の
評
論
を
積
極
的
に
手
が
け

て
い
る
気
鋭
の
美
術
批
評
家
で
あ
る
。
大

学
で
美
術
を
学
ぶ
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
に

渡
っ
た
あ
と
、
し
ば
ら
く
同
地
に
留
ま
っ

て
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
彼
女
は
、
母
国
の

現
代
美
術
を
後
押
し
す
る
た
め
に
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
に
戻
り
、
や
が
て
こ
の
施
設
を

立
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

正
面
の
入
口
を
ポ
ル
テ
ィ
コ
（
柱
廊
）

で
構
成
し
た
三
階
建
の
鉄
筋
の
き
れ
い
な

ビ
ル
は
、
ワ
ン
フ
ロ
ア
の
面
積
が
二
〇
〇

平
米
ほ
ど
。
そ
の
二
階
が
展
示
室
で
、
三

階
は
現
代
美
術
関
係
の
書
籍
や
雑
誌
を
集

め
た
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
な
っ
て
い
る
。

　

展
示
室
は
、
現
代
美
術
の
展
示
に
ふ
さ

わ
し
く
白
い
壁
と
床
で
覆
わ
れ
て
い
て
、

一
方
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
黄
色
を
基
調
と

小
柄
だ
が
、
見
る
か
ら
に
精
力
的
な
彼
女

は
、
人
な
つ
こ
い
笑
顔
が
印
象
的
な
女
性

で
あ
っ
た
。

　

南
ア
フ
リ
カ
を
除
く
ア
フ
リ
カ
諸
国
で

は
、
い
わ
ゆ
る
博
物
館
を
別
に
す
れ
ば
、

美
術
館
を
も
つ
国
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

ま
し
て
近
代
美
術
館
や
現
代
美
術
館
を
も

つ
国
と
な
る
と
数
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ナ

イ
ジ
ェ
リ
ア
は
そ
の
数
少
な
い
例
外
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。

　

も
う
だ
い
ぶ
前
か
ら
、
ラ
ゴ
ス
に
は
国

立
の
近
代
美
術
館
が
あ
っ
た
し
、
民
間
の

小
規
模
な
美
術
館
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

新
し
く
で
き
た
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
施
設

の
面
で
も
出
版
広
報
も
含
め
た
活
動
の
面

で
も
、
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
ナ
イ
ジ
ェ
リ

ア
の
ど
の
美
術
館
と
も
違
う
。
ビ
シ
・
シ

ル
ヴ
ァ
の
意
気
込
み
そ
の
ま
ま
に
ア
ク

テ
ィ
ブ
な
の
だ
。
ラ
ゴ
ス
の
、
そ
し
て
ナ

イ
ジ
ェ
リ
ア
の
美
術
界
は
、
い
ま
確
実
に

変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ラ
ゴ
ス
現
代

美
術
セ
ン
タ
ー
が
投
じ
た
一
石
が
、
今

後
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
と
ア
フ
リ
カ
の
美
術

界
に
ど
の
よ
う
な
波
紋
を
広
げ
て
い
く
の

か
、
注
意
深
く
見
守
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

ナイジェリアの新しい風

現代美術の振興と若手作家の育成を目標にギャラリー活動を展開するのは、
気鋭の女性美術批評家。

地球ミュージアム紀行  　　
ラゴス現代美術センター　Centre for Contemporary Art, Lagos

川か
わ
ぐ
ち口 

幸ゆ
き
や也　
　

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

専
門
は
ア
フ
リ
カ
同
時
代
美
術
、
展
示
表
象
論
。
美

術
を
通
し
て
、
ア
フ
リ
カ
の
内
と
外
で
ア
フ
リ
カ
が

ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
テ
ー
マ
と
し
て

い
る
。

講演会に集まった関係者
　

中
国
で
は
虎
は
百
獣
の
王
で
、
悪
鬼
を
鎮
圧

す
る
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
寺
廟
や

建
築
物
の
壁
に
虎
や
龍
の
絵
が
画
か
れ
た
り
、

虎
が
月
に
吠
え
て
い
る
絵
が
賞
美
さ
れ
て
き
た
。

　

虎
の
威
力
を
借
り
て
悪
魔
を
払
う
目
的
で
、

つ
ま
先
に
虎
頭
の
飾
り
が
つ
い
て
い
る
靴
を
子

ど
も
に
履
か
せ
る
。
こ
れ
が
虎フ
ー
ト
ウ
シ
エ

頭
鞋
で
あ
る
。

子
ど
も
の
言
葉
で
虎
を
「
猫マ
オ

猫マ
オ

」
と
よ
ぶ
こ
と

か
ら
「
猫
頭
鞋
」
と
も
よ
ば
れ
る
。
子
ど
も
が

一
歳
を
過
ぎ
て
歩
行
が
自
由
に
な
っ
た
こ
ろ
に

履
か
せ
る
。

　

ふ
る
く
北
京
で
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と

親
戚
・
友
人
が
ま
ず
こ
の
靴
を
贈
っ
た
。
ま
た

山
西
省
で
は
、
女
た
ち
が
、
五
月
の
端
午
節
に

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
作
っ
た
。
靴
に
眼
が
つ

い
て
い
る
の
は
、
子
ど
も
が
歩
行
す
る
際
に
、

道
が
よ
く
見
え
て
、
つ
ま
づ
い
た
り
、
汚
物
を

踏
ま
な
い
よ
う
注
意
力
が
身
に
つ
く
と
考
え
ら

れ
て
き
た
か
ら
だ
。

　

靴
の
後
ろ
に
し
っ
ぽ
が
つ
い
て
い
る
も
の
も

あ
る
が
、
こ
れ
は
手
に
下
げ
て
も
ち
運
ぶ
た
め

で
あ
る
。
靴
の
ほ
か
、
虎
の
皮
の
斑
紋
模
様
を

染
め
た
衣
服
「
虎
衣
」
を
着
る
か
、
虎
の
頭
の

形
を
し
た
帽
子
を
被
る
か
し
て
も
魔
除
け
に
効

果
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　

河
北
省
で
は
、
虎
以
外
に
、
豹
、
龍
、
獅
子

な
ど
の
強
悍
な
猛
獣
、
あ
る
い
は
牛
、
羊
、
犬

な
ど
の
家
畜
を
か
た
ど
っ
た
靴
を
は
か
せ
る
。

家
畜
の
よ
う
に
す
こ
や
か
に
育
ち
、
ま
た
猛
獣

の
よ
う
に
生
気
に
満
ち
活
力
に
あ
ふ
れ
る
よ
う

に
と
願
っ
て
の
こ
と
だ
と
い
う
。

　

野
生
の
虎
は
、
か
つ
て
は
『
水
滸
伝
』
に
武

松
の
虎
退
治
が
登
場
す
る
な
ど
人
間
世
界
に
身

近
な
動
物
だ
っ
た
が
、
現
在
で
は
東
北
部
に
わ

ず
か
数
十
頭
残
る
だ
け
と
い
わ
れ
て
い
る
。

虎頭鞋（フートウシエ）

民族：壮（チワン）　国名：中国
1998年収集

標本番号：Ｈ0215323
　◉

塚
つ か だ

田 誠
しげゆき

之
民博 先端人類科学研究部

中国南部諸民族の歴史民族学的研究、とくに壮（チワン）族の
社会・文化の研究に従事。著書に『壮族文化史研究』（第一書房）他。

表紙モノ語り

し
て
い
る
。
決
し
て
広
い
と
は
い
え
な
い

が
、
そ
れ
で
も
ロ
ン
ド
ン
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
あ
た
り
に
あ
る
民
間
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に

ま
っ
た
く
引
け
を
取
ら
な
い
空
間
だ
。

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る
の
は
、
ビ
デ
オ

や
写
真
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
作
品

を
発
表
し
て
い
る
若
手
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

な
の
だ
と
い
う
。
私
が
行
っ
た
と
き
は
、

ち
ょ
う
ど
開
設
以
来
の
二
年
間
を
振
り
返

る
展
示
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

　

ビ
シ
・
シ
ル
ヴ
ァ
が
書
い
た
文
章
は
何

度
も
目
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
彼
女

と
会
う
の
は
今
度
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

ギャラリー代表のビシ・シルヴァ氏

ラゴス現代美術センターの外観

現
代
美
術
を
後
押
し
す
る

一
人
の
女
性

カメルーン

ニジェール

ベナン

ガボン
コンゴ赤道ギニア

ナイジェリア

アブジャ

ラゴス

ベニン湾

チャド湖

主
宰
者
の
意
気
込
み
そ
の
ま
ま
に

自転車をかたどった作品（手前）

奴隷運搬船をモチーフに
した作品
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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
「
ト
ラ
」
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　
二
月
二
日（
火
）ま
で

会
場　
常
設
展
示
場
内

◆
研
究
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

実
施
日　
一
月
一
一
日（
月
・
祝
）

時
間　
一
一
時
〜
一
一
時
三
〇
分

　
　
　
一
四
時
〜
一
四
時
三
〇
分

◆「
と
ら
を
追
っ
て
世
界
一
周
！
」

実
施
日　
一
月
一
一
日（
月
・
祝
）

時
間　
一〇
時
三
〇
分
〜
一六
時

会
場　

本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
・

常
設
展
示
場

参
加
費　
無
料

◆
M
M
P
企
画
「
お
り
が
み
で
遊
ぼ

う
！
　
干
支
シ
リ
ー
ズ『
寅
』」

実
施
日　
一
月
一
一
日（
月
・
祝
）

時
間　
一
〇
時
三
〇
分
〜
一
五
時

一
〇
分
の
間
、七
回
実
施（
各
回
三
〇

分
ず
つ
）

会
場　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

定
員　
各
回一〇
名
程
度（
当
日
受
付
）

参
加
費　
無
料

※
対
象
は
小
学
一
年
生
か
ら
で
す
。

お
問
い
合
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
）

春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
　

二
〇
一
〇
年「
西
ア
ジ
ア
再
発
見
」

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
）

会
場　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

観
覧
料　
無
料

じ
ゅ
う
た
ん
を
つ
く
ろ
う
！

　

み
ん
な
で
一
枚
の
大
き
な
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
〜
一
六
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・抽
選
）

実
費　
五
〇
円

申
込
締
切
日　
一
月
六
日（
水
）

参
加
申
込
方
法

参
加
人
数
・
参
加
者
氏
名
・
年
齢
・

代
表
者
の
郵
便
番
号
と
住
所
・
電

話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
を
書
い
て

左
記「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ（
じ
ゅ
う
た

ん
）
係
」
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。対
象
は
小
学
一
年
生
か
ら
で
す
。

E
-m
ail: w

o
rksh

o
p
@
id
c.

m
inpaku.ac.jp

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
六
―
六
八
七
八
―
七
五
二
三

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
。

絵
本
読
み
聞
か
せ「
絵
本
で
旅
す
る
、

詩
の
国
イ
ラ
ン
」

実
施
日　
二
月
七
日（
日
）

会
場　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

※
申
込
不
要
。参
加
は
無
料
で
す
。

以
上
の
イ
ベ
ン
ト
の
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
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
オ
フ
サ
イ
ド
・
ガ
ー
ル
ズ
」

実
施
日　
一
月
三
〇
日（
土
）

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（
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

＊
当
日
一
〇
時
よ
り
会
場
入
口
に

て
整
理
券
配
付
。

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
二
三
日（
火
）ま
で（
予
定
）

●
休
館
日
・
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

　

年
始
は
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380回　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。

第381回　2月20日（土）
あたらしいアフリカ展示のメッセージ
講師　竹沢尚一郎（民族文化研究部教授）ほか
30年前に誕生した民博のアフリカ展
示が、2009年３月、はじめて全面的
に改修されました。アフリカを知らな
い人が見ても、アフリカ理解の手がか
りを得られる、そんな展示にしたい。
アフリカ展示チームは、そのような思
いで展示作りに励んできました。「展
示ができるまで」の熱い議論を、少し
だけ紹介します。

昼夜、寒暖の差がはげしい、中央アジ
アの砂漠地帯。そこで生活をいとなむ
遊牧民達が愛用している「キリム」は、
羊やラクダの毛を使い、母から娘へと

受け継がれる個性的な模様を織り込
んだ、伝統的かつ実用的な毛織物です。
　まだまだ寒い日の続く初春。長年
現地で使用されてきた「キリム」を再
利用し、素材としてとりいれた様々な
商品をミュージアム・ショップでも
紹介しております。目に美しく、触れ
てあたたかな「キリム」。是非手にとっ
てご覧ください。

友の会 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 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

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

春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
　

二
〇
一
〇
年「
西
ア
ジ
ア
再
発
見
」

■Hidefuji Someda /Yuji Seki (editors)
『Miradas al Tahuantinsuyo: 
aproximaciones de peruanistas 
japoneses al imperio de los 
Incas』
FONDO EDITORIAL　価格：1,500円（税込）
〈スペイン語〉
近世ヨーロッパ史
観のもとで誕生し
た南米インカ帝国
に対するイメージ
について、錯綜す
る生成・流用の過
程および実態を分
析する。日本人研
究者がスペイン語
で執筆し、現地ペ
ルーの学界に挑んだ意欲的な論集。

第３80回　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）
長くイギリスの植民地であったイン
ドの人びとは、イギリスをどのように
とらえているのでしょうか。必ずしも
支配された者としての被害者意識だ
けではないようです。言語や生活文
化、宗教など大きな影響をうけている
部分もあります。インド独立の父とも
称されるガンディーに注目して考え
ます。
第３81回　3月6日（土）

時間●14：00～15：30 （13：30開場）
アジアにとってのアジア
講師  田村克己（民族社会研究部教授）

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）

遊牧民の伝統的な毛織物
「キリム」

■塚田誠之・何明　編
『中国辺境民族的遷徙流動与文化動態』
雲南人民出版社、非売品〈中国語〉
中国で開催した国
際シンポジウムの
成果で、日中の研究
者24名が、中国の
国境地域に暮らす
諸民族を対象とし、
移動と交流に焦点
を当て、また最新の
民族文化の動態を
幅広く論じている。

■池谷和信　編著
『地球環境史からの問い　ヒトと自然の
共生とは何か』
岩波書店　定価：2,730円（税込）
いま環境問題が人
類への急務の課題
となっている。そ
の一方で一面的な
エコポリティクス
（自然保護政策）の
ため、古くから自
然と共生してきた
人々が排除され、各
地で論争や紛争ま
で引き起こしてい
る。本書はヒトと自然＝地球の生態との歴史
的な関わりを学際的に明らかにし、「ヒトと
自然の共生」とは何かを問いなおす。

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（要申込、メールかFAX

で下記へお申込みください）
第90回　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）

第91回　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）
世界に先駆けて先住民の同化政策か
ら共生政策への転換をおこなったオ
ーストラリアですが、再び大きな転換
点を迎えています。アボリジナルの社
会システムや家族関係の視点から、そ
の政策の裏側にある事情を読み解き
ます。
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南
部
ア
フ
リ
カ
の
国
ジ
ン
バ
ブ
エ
の
首

都
ハ
ラ
レ
で
調
査
を
し
て
い
た
二
〇
〇
八

年
一
一
月
。
真
夜
中
に
友
人
か
ら
携
帯
電

話
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
た
。
緊
急
の
用

事
で
も
な
く
、
た
わ
い
の
な
い
内
容
だ
っ

た
。
こ
ん
な
夜
遅
く
に
何
を
し
て
い
る
の

か
と
彼
に
聞
い
て
み
る
と
、
一
人
で
パ
ン

を
焼
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

●
ま
あ
、な
ん
と
か

　

次
の
日
、
パ
ン
の
出
来
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
た
ず
ね
る
と
、
こ
ん
な
返
事
が
返
っ

て
き
た
。 

N
dezvekungokiya-kiya sinz 
ndisina stove ine oven.

（
よ
く
は
な
い
け
ど
、ま
ぁ
、な
ん
と

か
。
オ
ー
ブ
ン
つ
き
の
コ
ン
ロ
が

な
い
か
ら
ね
）

　

kiya-kiya 

キ
ヤ
キ
ヤ
と
は
、
現
地
語

シ
ョ
ナ
語
の
ス
ラ
ン
グ
（
俗
語
）
で
、
理

想
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
け
れ
ど
、

ま
あ
な
ん
と
か
し
の
げ
る
と

い
う
よ
う
な
程
度
や
具
合
を

表
す
。
オ
ー
ブ
ン
も
な
い
台

所
で
、
電
気
コ
ン
ロ
と
鍋
を

使
っ
て
焼
い
た
彼
の
パ
ン
は
、

決
し
て
お
い
し
く
は
な
い
け

れ
ど
、
ま
あ
、
な
ん
と
か
、

ぎ
り
ぎ
り
食
べ
ら
れ
る
と
い

っ
た
出
来
だ
っ
た
ら
し
い
。

●
「
キ
ヤ
キ
ヤ
」
の
日
常

　

ジ
ン
バ
ブ
エ
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
政
府

が
白
人
農
地
を
強
制
接
収
し
て
以
来
、
欧

米
諸
国
と
の
対
立
が
硬
直
化
し
、
二
〇
〇

八
年
に
は
年
間
イ
ン
フ
レ
率
が
二
億
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
る
ほ
ど
、
著
し
く
経
済
が

悪
化
し
た
。
一
般
の
人
び
と
に
と
っ
て
は

毎
日
パ
ン
を
買
う
の
は
贅ぜ
い
た
く沢
な
う
え
、
物

資
不
足
で
店
頭
に
パ
ン
が
並
ば
な
い
こ
と

も
多
か
っ
た
。

　

さ
き
ほ
ど
の
友
人
は
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

ま
で
行
っ
て
小
麦
粉
二
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

二
五
ア
メ
リ
カ
・
ド
ル
で
調
達
し
て
き
た
。

料
理
も
あ
ま
り
で
き
な
い
若
い
男
性
が
、

オ
ー
ブ
ン
も
使
わ
ず
に
一
人
で
パ
ン
を
焼

く
の
は
、
な
か
な
か
た
い
へ
ん
そ
う
だ
。

そ
れ
で
も
、
彼
は
小
麦
粉
を
入
手
で
き
た

だ
け
、
ま
し
な
の
だ
。

●
そ
の
時
そ
の
時
で
き
る
こ
と

　

 

現
地
語
シ
ョ
ナ
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
あ
い

さ
つ
で
あ
る
。「
お
元
気
で
す
か
？
」「
あ

な
た
が
元
気
な
ら
、
わ
た
し
も
元
気
で

す
」「
わ
た
し
は
元
気
で
す
。
お
家
の
方

は
ど
う
で
す
か
？
」。

　

あ
い
さ
つ
で
は
、
相
手
の
健
康
や
仕
事
、

家
庭
、
人
生
に
つ
い
て
質
問
し
あ
う
や
り

と
り
が
え
ん
え
ん
と
続
く
。
ジ
ン
バ
ブ
エ

で
の
暮
ら
し
は
日
々
苦
し
く
な
る
一
方
だ

が
、
こ
う
し
た
あ
い
さ
つ
が
変
わ
る
こ
と

は
な
い
。
水
道
か
ら
水
が
出
な
く
て
も
、

何
日
も
電
気
が
止
ま
っ
て
い
て
も
、「
元

気
で
す
よ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
で
す
よ
」
と

お
決
ま
り
の
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
親
し
い
若
者
た
ち
の
あ
い

だ
で
は
、
あ
い
さ
つ
に
「
キ
ヤ
キ
ヤ
」
が

使
わ
れ
た
り
す
る
。

N
diri kungoita kiya-kiya.

（
よ
く
は
な
い
け
ど
、ま
あ
、な
ん
と

か
や
っ
て
る
よ
）

　

こ
ん
な
あ
い
さ
つ
を
交
わ
す
と
き
、
彼
ら

は
必
ず
し
も
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。む
し
ろ
、親
し
い
友
人
同
士
の
ふ

ざ
け
あ
い
で
、
明
る
い
笑
い
す
ら
お
こ
る
。

　

混
沌
と
し
た
現
在
の
ジ
ン
バ
ブ
エ
で
は
、

大
学
を
出
て
ま
と
も
な
職
に
就
き
良
い
暮

ら
し
を
す
る
と
い
う
常
識
は
通
用
し
な
い
。

そ
の
時
そ
の
時
で
き
る
こ
と
を
し
、
一
日

一
日
を
回
し
て
い
く
。
そ
の
現
実
は
厳
し

く
理
想
と
は
ほ
ど
遠
い
が
、
そ
れ
を
語
る

若
者
や
人
び
と
の
よ
う
す
は
、
思
い
の
ほ

か
明
る
い
。

人生は 決まり文句で

早は
や
か
わ川 

真ま

ゆ悠

大
阪
大
学
大
学
院 

博
士
後
期
課
程
、

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｇ

Ｃ
Ｏ
Ｅ

専
門
は
文
化
人
類
学
。
ジ
ン
バ
ブ
エ

の
首
都
ハ
ラ
レ
に
お
い
て
長
期
調
査
を

お
こ
な
い
、
都
市
住
民
の
生
活
苦
と

経
済
活
動
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。

「
ま
あ
、な
ん
と
か
」

道端に捨てられたジンバブエドル。現在は廃止され、
外貨が使用されている

　

一
九
九
八
年
、
大
モ
ン
ゴ
ル
展
を
実
施

し
た
際
に
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
モ
ン

ゴ
ル
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
を
開

催
し
た
。
そ
の
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
か
ら
や
っ
て
き
た
ブ
ル
ヒ

ー
ノ
フ
氏
は
、
私
が
初
め
て
出
会
っ
た
カ

ル
ム
ィ
ク
人
だ
っ
た
。
彼
は
カ

ス
ピ
海
の
西
側
に
あ
る
故
郷
に

つ
い
て
、
市
場
経
済
へ
の
移
行

が
ま
ま
な
ら
ぬ
難
し
さ
を
熱
く

語
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
私
は
ぜ

ひ
い
つ
か
カ
ル
ム
ィ
ク
人
た
ち

の
故
郷
に
行
っ
て
み
た
い
と
願

っ
て
き
た
。
願
っ
て
い
れ
ば
き

っ
と
い
つ
か
行
け
る
に
ち
が
い

な
い
と
も
信
じ
て
い
た
…
…
。

●
カ
ス
ピ
海
の
向
こ
う
側

　

カ
ル
ム
ィ
ク
共
和
国
（
正
式
名
称
は
カ

ル
ム
キ
ヤ
＝
ハ
リ
ム
グ
・
タ
ン
グ
チ
共
和

国
）
は
ボ
ル
ガ
河
の
流
れ
る
ス
テ
ッ
プ
に

位
置
し
て
い
る
。
一
六
三
〇
年
、
ジ
ュ
ン

ガ
リ
ア
地
方
の
内な
い
こ
う訌
を
避
け
て
西
に
移
動

す
る
う
ち
に
と
う
と
う
カ
ス
ピ
海
ま
で
到

着
し
た
モ
ン
ゴ
ル
系
遊
牧
民
の
、
末
裔
た

ち
の
国
で
あ
る
。
一
七
七
一
年
、
お
よ
そ

九
万
人
が
新
疆
へ
帰
還
し
た
け
れ
ど
も
、

ボ
ル
ガ
河
の
右
岸
な
い
し
カ
ス
ピ
海
の
西

側
に
居
た
お
よ
そ
三
万
人
は
こ
こ
に
と
ど

ま
っ
た
。

　

カ
ル
ム
ィ
ク
と
は
、
ト
ル
コ
語
で
「
居

残
る
」
を
指
す
言
葉
か
ら
の
命
名
だ
と
す

る
説
が
い
ま
の
と
こ
ろ
有
力
で
あ
る
。
彼

ら
が
居
残
っ
た
の
は
、
ボ
ル
ガ
河
の
氷
が

解
け
て
渡
れ
な
く
な
っ
た
た
め
だ
、
と
言

わ
れ
て
い
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
迎
え
撃
つ

ロ
シ
ア
軍
の
な
か
に
は
、
こ
の
カ
ル
ム
ィ

ク
人
た
ち
も
参
加
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

●
広
域
共
通
語
と
し
て
の
モ
ン
ゴ
ル
語

　

首
都
の
エ
リ
ス
タ
ま
で
モ
ス
ク
ワ
か
ら

飛
行
機
で
約
二
時
間
。
二
〇
〇
九
年
九
月
、

こ
こ
で
カ
ル
ム
ィ
ク
の
ロ
シ
ア
統
合
四
〇

〇
周
年
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
る
国
際
学

術
会
議
に
出
席
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
。

事
前
に
登
録
さ
れ
た
論
文
は
一
五
〇
本
余

に
の
ぼ
る
。
実
際
に
は
約
一
〇
〇
名
の
研

究
者
が
も
っ
ぱ
ら
ロ
シ
ア
各
地
か
ら
集
結

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
主
要
言
語
は
ロ

シ
ア
語
で
あ
る
も
の
の
、
モ
ン
ゴ
ル
語
も

か
な
り
多
く
の
人
の
あ
い
だ
で
共
通
語
と

し
て
使
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

モ
ン
ゴ
ル
国
人
や
中
国
か
ら
来
た
蒙
古

族
は
も
と
よ
り
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
・
モ
ン
ゴ

ル
人
が
モ
ン
ゴ
ル
系
言
語
を
母
語
と
し
て

い
る
ほ
か
、
ト
ゥ
バ
人
の
な
か
に
も
モ
ン

ゴ
ル
国
に
留
学
し
て
モ
ン
ゴ
ル
語
を
上
手

に
話
す
人
び
と
も
い
た
。
地
元
の
カ
ル
ム

ィ
ク
語
は
、
古
式
ゆ
か
し
い
モ
ン
ゴ
ル
語

と
で
も
言
っ
て
お
こ
う
。

●
文
化
的
要
塞
と
し
て
の
カ
ル
ム
ィ
ク

　

海
外
か
ら
参
加
し
た
研
究
者
は
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
っ
か

り
と
組
織
さ
れ
た
会
議
で
あ
っ
た
。
ロ
シ

ア
へ
の
統
合
の
歴
史
を
強
調
す
る
と
い
う

政
治
的
目
標
が
明
瞭
に
貫
徹
さ
れ
て
い
た
。

　

チ
ェ
チ
ェ
ン
や
グ
ル
ジ
ア
な
ど
容
易
に

解
決
で
き
な
い
民
族
問
題
を
は
ら
ん
だ
カ

フ
カ
ス
地
方
は
す
ぐ
南
に
あ
る
。
ロ
シ
ア

に
と
っ
て
カ
ル
ム
ィ
ク
と
の
平
和
的
な
関

係
は
、
戦
略
的
に
た
い
へ
ん
重
要
で
あ
る

こ
と
が
お
の
ず
と
知
れ
る
。
地
元
の
カ
ル

ム
ィ
ク
人
た
ち
は
、
ロ
シ
ア
本
体
に
そ
の

よ
う
に
接
合
さ
れ
る
こ
と
を
進
ん
で
選
ん

で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ

を
責
め
よ
う
も
の
な
ら
、
他
に
ど
ん
な
選

択
肢
が
あ
る
と
い
う
の
か
、
と
き
っ
と
反は
ん

駁ば
く
す
る
だ
ろ
う
。

　

中
国
で
も
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に

住
む
オ
イ
ラ
ー
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
た
ち
は
優

等
生
の
道
を
選
ん
で
い
る
ら
し
い
。
ロ
シ

ア
と
中
国
と
い
う
巨
大
な
国
に
そ
れ
ぞ
れ

接
合
さ
れ
て
少
数
民
族
と
な
っ
た
彼
ら
は
、

集
団
と
し
て
生
き
別
れ
て
か
ら
数
世
紀
を

経
て
カ
ス
ピ
海
の
西
側
で
再
会
し
、
互
い

の
境
遇
が
案
外
似
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
言
う
。
も
し
ロ
シ

ア
と
中
国
の
関
係
が
冷
え
た
な
ら
、
ま
た

何
年
も
会
え
な
く
な
り
ま
す
ね
、
と
。

小こ

な

が

や

長
谷 

有ゆ

き紀

民
博　
民
族
社
会
研
究
部

モ
ン
ゴ
ル
お
よ
び
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け

る
遊
牧
民
を
対
象
と
す
る
文
化
人
類

学
的
研
究
に
従
事
。
近
年
は
、
社
会

主
義
の
も
と
で
近
代
化
を
推
進
し
て

き
た
人
び
と
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
こ

な
い
、
現
代
史
に
関
す
る
口
述
資
料

を
作
成
し
て
い
る
。

カルムィクの金閣寺。ヨー
ロッパ最大の仏教寺院と
言われている

ナ
ポ
レ
オ
ン
と
戦
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
の
末
裔
と
出
会
う
の
記

万国 津 浦々々

会議参加者を出迎えるカルムィクの娘たち

カザフスタン

トルクメニスタン

アフガニスタン

タジキスタン
キルギスタン

ウズベキスタン

イラン

トルコ

ウクライナ

イラク

中華人民共和国

モンゴル

ロシア連邦

モスクワ

カルムィク共和国

エリスタ

ボルカ河

カ
ス
ピ
海

エリスタエリスタエリスタエリスタエリスタエリスタ

ボルカ河ボルカ河

カ
ス
ピ
海

カフカス地方

ススタンタンタン

ジュンガリア地方

ジンバブエ

南アフリカ共和国

ボツワナ

モザンビーク

モザンビーク

ザンビア

ハラレ

Kiya-kiya
キヤキヤ

パンを路上で売る人たち。値段は高め
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寺て
ら
お尾 

智さ
と
し史　
　

神
戸
大
学
大
学
院 

助
教

神
戸
市
生
ま
れ
。
留
学
生
の
研
究
指
導
を
担
当
。
少

数
言
語
の
保
全
運
動
史
に
つ
い
て
研
究
。
共
著
に『
ア

ク
シ
ョ
ン
別
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
入
門
』（
世
界
思
想

社
、
二
〇
〇
八
年
）、『
芸
術
は
何
を
超
え
て
い
く
の

か
？
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
九
年
）。
ポ
ル
ト
ガ
ル
北

東
部
の
少
数
言
語
ミ
ラ
ン
ダ
語
保
全
を
扱
っ
た
ポ
ル

ト
ガ
ル
映
画
「
日
本
か
ら
ミ
ラ
ン
ダ
の
大
地
へ
」
に

主
演
。

　

一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
未
明
、
神
戸

市
西
部
、
凍い

て
つ
く
長
田
の
町
が
激
し
く

揺
れ
た
。
木
造
住
宅
密
集
地
域
で
あ
っ
た

長
田
で
は
、
多
く
の
家
屋
が
倒
壊
し
、
ま

も
な
く
猛
火
が
町
じ
ゅ
う
を
襲
っ
た
。
多

く
の
死
者
、
そ
し
て
救
援
を
待
つ
人
の
な

か
に
は
、
た
く
さ
ん
の
外
国
人
が
い
た
。

　

長
田
に
集
住
し
て
い
た
在
日
コ
リ
ア
ン
、

ベ
ト
ナ
ム
人
の
多
く
も
、
寒
空
の
も
と
身

を
寄
せ
あ
い
避
難
生
活
を
お
く
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
日
本
語
が
わ

か
ら
な
い
被
災
者
は
、
必
要
最
小
限
の
情

報
さ
え
得
ら
れ
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の

デ
マ
も
混
ざ
っ
た
う
わ
さ
を
頼
り
に
手
探

り
で
命
を
つ
な
ぐ
と
い
う
、
闇
の
な
か
も

同
然
の
状
態
に
放
り
こ
ま
れ
た
。 

　

当
時
、
大
阪
市
生
野
区
に
は
在
日
コ
リ

ア
ン
た
ち
が
運
営
す
る
ミ
ニ
F
M
局

「
F
M
サ
ラ
ン
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
ス

タ
ッ
フ
は
寸
断
さ
れ
た
道
路
を
た
ど
り
、

重
い
送
信
機
を
担
い
で
長
田
の
町
に
乗
り

込
ん
だ
。
関
東
大
震
災
の
悪
夢
の
再
来
を

お
び
え
る
被
災
地
の
在
日
コ
リ
ア
ン
が
き

が
か
り
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
震
災
二
週

間
後
の
一
月
三
〇
日
、
韓
国
・
朝
鮮
語
お

よ
び
日
本
語
に
よ
る
震
災
情
報
を
放
送
す

る
ミ
ニ
F
M
局
「
F
M
ヨ
ボ
セ
ヨ
」
が
発

足
し
た
。

　

一
方
で
、
日
本
語
能
力
の
十
分
で
な
い

ベ
ト
ナ
ム
人
被
災
者
は
、
さ
ら
に
大
き
な

不
安
を
抱
え
な
が
ら
く
ら
し
て
い
た
が
、

震
災
三
カ
月
後
の
四
月
一
六
日
、
被
災
ベ

ト
ナ
ム
人
救
援
連
絡
会
が
中
心
と
な
り
、

ミ
ニ
F
M
局
「
F
M
ユ
ー
メ
ン
」
が
発
足

し
た
。こ
の
F
M
局
は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
だ

け
で
な
く
、フ
ィ
リ
ピ
ン
人
へ
の
タ
ガ
ロ

グ
語
・
英
語
、
南
米
出
身
者
へ
の
ス
ペ
イ

ン
語
、
そ
し
て
地
域
住
民
に
向
け
て
の
日

本
語
で
の
放
送
も
は
じ
め
た
。
カ
ト
リ
ッ

ク
鷹
取
教
会
（
現
・
カ
ト
リ
ッ
ク
た
か
と

り
教
会
）
内
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
救
援
基
地

に
生
ま
れ
た
こ
の
小
さ
な
放
送
局
に
F
M

ヨ
ボ
セ
ヨ
と
F
M
サ
ラ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
は

支
援
を
お
し
ま
ず
、
自
然
と
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ど
う
し
の
共
助
・
協
働
が
成
立
し
て

い
っ
た
。こ
れ
こ
そ
が
、F
M
わ
ぃ
わ
ぃ
の

生
み
の
親
と
な
っ
た
の
だ
。

　

震
災
半
年
後
の
七
月
一
七
日
、
F
M
ヨ

ボ
セ
ヨ
と
F
M
ユ
ー
メ
ン
が
統
合
し
て
ミ

た
。
そ
の
な
か
で
、
身
近
に
あ
る
「
声
な

き
声
」
を
伝
え
て
き
た
か
ど
う
か
が
大
き

な
課
題
と
な
っ
た
。
情
報
弱
者
と
な
っ
て

い
る
当
の
外
国
人
と
地
元
の
声
に
積
極
的

に
は
耳
を
傾
け
ず
、
結
局
、「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
F
M
」
を
支
え
る
は
ず
の
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
か
ら
離
れ
て
し

ま
っ
て
い
た
の
だ
。

　

新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
な
っ

た
二
〇
〇
四
年
、「
F
M
わ
ぃ
わ
ぃ
番
組

放
送
基
準
」
を
作
成
し
、
地
元
に
住
む
外

国
人
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
発
信
主
体
と
な

る
番
組
、
外
国
語
や
や
さ
し
い
日
本
語
に

よ
る
情
報
提
供
・
人
権
擁
護
・
多
文
化
を

伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
番
組
に
つ
い

て
は
、
放
送
枠
を
優
先
的
に
提
供
し
、
草

の
根
の
声
を
発
信
す
る
こ
と
に
重
点
を
お

い
た
。
ま
た
、
地
域
住
民
を
短
絡
的
に

「
外
国
人
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
」
と
「
日
本
人

ホ
ス
ト
社
会
」
に
切
り
分
け
る
の
で
は
な

く
、
地
域
社
会
の
な
か
で
多
様
な
人
た
ち

そ
れ
ぞ
れ
が
認
め
あ
い
、
助
け
あ
い
、
そ

し
て
関
わ
り
あ
う
、
ま
ち
づ
く
り
の
起
点

と
し
て
の
放
送
を
目
標
に
し
た
。

　

現
在
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
長
田
区
を

は
じ
め
阪
神
間
に
多
い
沖
縄
・
奄
美
出
身

者
を
意
識
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
「
南
の

風
」
や
、
ア
ト
ピ
ー
患
者
と
医
師
が
対
話

し
て
病
気
へ
の
理
解
を
深
め
る
「
ア
ト

ピ
ー
の
リ
ズ
ム
」
、
障
が
い
者
の
語
り
場

と
な
っ
て
い
る
「
ふ
れ
て
あ
れ
こ
れ
好
奇

心
ア
イ 

t
o 

ア
イ
ズ
」
と
い
っ
た
番
組

声
な
き
声
を
電
波
に
の
せ
る

に
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
震
災
の
経
験
を
「
語
り
草
」
に

お
わ
ら
せ
ず
、
い
ま
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

に
ど
う
生
か
す
か
に
も
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
四
年
一

〇
月
に
起
こ
っ
た
新
潟
県
中
越
地
震
の
時

に
は
、
こ
と
ば
の
壁
で
情
報
を
得
ら
れ
な

い
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
な
ど

の
外
国
人
被
災
者
に
長
岡
市
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
放
送
局
「
F
M
な
が
お
か
」
と
十
日

町
市
（
現
・
長
岡
市
）
の
臨
時
F
M
放
送

局
に
五
言
語
の
震
災
情
報
を
提
供
し
た
。

　

地じ
み
ち道
に
「
草
の
根
メ
デ
ィ
ア
」
の
歩
み

を
進
め
る
よ
う
に
な
り
、
F
M
わ
ぃ
わ
ぃ

に
は
新
た
な
地
平
が
見
え
て
き
た
。
そ
れ

が
世
界
に
散
ら
ば
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ラ
ジ

オ
局
と
の
連
携
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
か

ら
は
北
海
道
二に
ぶ
た
に
風
谷
に
あ
る
ア
イ
ヌ
の
文

化
を
紹
介
す
る
ミ
ニ
F
M
局
「
F
M
ピ
パ

ウ
シ
」
の
番
組
を
生
中
継
し
て
い
る
ほ
か
、

国
際
N
G
O
「
世
界
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ラ
ジ

オ
放
送
連
盟
」
の
一
つ
の
核
と
し
て
、
世

界
各
地
の
市
民
参
加
型
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ラ
ジ
オ
局
と
歩
み
を
と
も
に
し
て
い
る
。

声
な
き
声
に
結
び
つ
き
、
し
っ
か
り
と
地

域
に
根
を
お
ろ
す
こ
と
で
、
震
災
時
の
緊

急
放
送
だ
け
で
な
く
、「
ふ
だ
ん
着
の
多

文
化
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
姿
を
身
に
つ
け
、

そ
の
存
在
意
義
を
確
か
な
も
の
と
し
よ
う

と
し
て
い
る
。

外
国
人
が
直
面
し
た
大
震
災
と
い
う
試
練
。そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
サ
バ
イ
バ
ル
・
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
Ｆ
Ｍ
わ
ぃ
わ
ぃ
は
産う

ぶ
ご
え声

を
あ
げ
た
。そ
し
て
い
ま
、ふ
だ
ん
着
の
多
文
化
メ
デ
ィ
ア
と
し

て
、地
域
に
密
着
し
つ
つ
世
界
に
は
ば
た
こ
う
と
し
て
い
る

み
立
て
た
、
質
素
な
木
造
の
ス
タ
ジ
オ

だ
っ
た
。

　

そ
の
後
一
九
九
六
年
四
月
に
は
放
送
言

語
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
が
加
わ
り
、
F
M

わ
ぃ
わ
ぃ
は
順
調
に
推
移
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
た
。
マ
ス
コ
ミ
や
官
公
庁
か
ら

は
取
材
や
視
察
が
殺
到
し
、
世
間
の
関
心

の
的
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
三

年
八
月
、
事
実
上
の
経
営
破
綻
に
追
い
込

ま
れ
る
。
外
部
か
ら
の
注
目
と
、
そ
の
内

実
に
大
き
な
隔へ
だ

た
り
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

F
M
わ
ぃ
わ
ぃ
再
建
を
目
指
し
て
、
運

営
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

も
交
じ
え
、
何
度
も
話
し
あ
い
が
も
た
れ

F
M
わ
ぃ
わ
ぃ
の
ス
タ
ー
ト
と
挫
折

多
文
化
を

さ
さ
え
る

人
び
と

特別展「多みんぞくニホン―在日外国人のくらし」会場から、12回に
わたり多言語で実況放送した（2004年4-6月）〈提供・庄司博史〉

多
文
化・多
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
局 

F
M
わ
ぃ
わ
ぃ

地
域
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
再
生

FMわぃわぃスタジオ
での収録風景（2009
年11月）

FMわぃわぃで毎月お
こなわれる「ラジオワ
ークショップ」の様子
（番組「南の風」の回
2009年10月）

世
界
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ラ
ジ
オ

と
の
連
帯

FMわぃわぃ旧スタジオ（1996年撮影）〈提供・FMわぃわぃ〉

ニ
F
M
局
「
F
M
わ
ぃ
わ
ぃ
」
が
発
足
し
、

計
七
言
語
で
震
災
情
報
を
流
し
は
じ
め
た
。

そ
し
て
震
災
一
周
年
を
迎
え
た
翌
一
九
九

六
年
一
月
、
郵
政
省
（
現
在
の
総
務
省
）

の
認
可
を
受
け
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送

局
・
F
M
わ
ぃ
わ
ぃ
が
正
式
に
開
局
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
放
送
局
は
二
〇
〇
七
年

の
建
て
替
え
ま
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
組

＊�インターネットラジオでFMわぃわぃを聞く方法：
　�http://www.tcc117.org/fmyy/internet/index.html

現在のFMわぃわぃス
タジオ（カトリックたか
とり教会内）

阪
神・淡
路
大
震
災
で

取
り
残
さ
れ
た
人
た
ち
へ
の
声
と
し
て
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岩い
わ
さ
き崎
・
グッ
ド
マン 

ま
さ
み

北
海
学
園
大
学 

教
授

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
す
で
に
二
〇
年
以
上
も
の
間
、

捕
鯨
問
題
に
係
わ
る
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。フ
ィ
ー

ル
ド
は
日
本
、ノ
ル
ウ
ェ
ー
、ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
捕
鯨
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
、さ
ら
に
国
際
捕
鯨
委
員
会
。最
近
は
先
住
民

族
に
よ
る
捕
鯨
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

北緯62度西経7度の北大西洋に浮かぶフェロー諸島は、バイキングの末
裔たちが暮らすデンマーク領。サケなど魚介類の多くは日本に輸出される。

じつはこの島、島をあげての鯨漁で知られる。人口約５万のこの小さな島に、世界の捕鯨関係者が集った

生きもの博物誌

捕鯨者たちの大宴会
〈ゴンドウクジラ〉

　

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
か
ら

飛
行
機
で
わ
ず
か
二
時
間

半
で
、フ
ェ
ロ
ー
島
ヴ
ォ
ー

ア
ル
空
港
に
降
り
立
っ
た
。

フ
ェ
ロ
ー
諸
島
自
治
政
府

の
首
都
ト
ー
ス
ハ
ウ
ン
市

で
開
催
さ
れ
る
「
世
界
捕

鯨
者
会
議
」
に
出
席
す
る

カ
ナ
ダ
や
日
本
を
始
め
と

す
る
九
カ
国
か
ら
や
っ
て

き
た
捕
鯨
者
や
そ
の
関
係

者
た
ち
総
勢
五
〇
人
程
の

一
行
は
空
港
か
ら
バ
ス
に

乗
り
、
目
的
地
へ
向
か
っ

た
。
行
き
着
い
た
先
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と

も
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
も
異
な
る
雰
囲
気
の
清

潔
に
整
っ
た
町
並
み
で
あ
り
、
あ
た
り
一

帯
に
樹
木
の
な
い
な
だ
ら
か
な
丘
が
広
が

る
景
色
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
不

思
議
な
景
色
で
あ
っ
た
。

　

フ
ェ
ロ
ー
諸
島
は
地
図
の
上
で
は
ノ
ル

ウ
ェ
ー
と
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
中
間
地
点
に

あ
る
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
友
人
た
ち
は
、

「
フ
ェ
ロ
ー
島
民
の
先
祖
は
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
を
船
で
出
発
し
た
バ
イ
キ
ン
グ

た
ち
の
う
ち
、
途
中
で
船
酔
い
を
し
て

船
を
降
り
て
住
み
着
い
た
者
た
ち
だ
」

と
い
う
冗
談
話
を
披
露
し
て
、
私
た
ち

を
笑
わ
せ
て
く
れ
た
。

　

世
界
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
捕
鯨
者
た

ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根
付
い
た

捕
鯨
文
化
の
一
端
を
報
告
し
あ
う
会
議

の
合
間
に
、
フ
ェ
ロ
ー
島
民
た
ち
は
自

分
た
ち
の
捕
鯨
文
化
に
つ
い
て
熱
く

語
っ
て
く
れ
た
。

　

一
八
の
小
さ
な
島
か
ら
な
る
フ
ェ

ロ
ー
諸
島
は
そ
の
地
理
的
条
件
か
ら
漁

業
資
源
を
基
盤
と
し
た
生
業
を
発
展
さ

せ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
も
ゴ
ン
ド
ウ

ク
ジ
ラ
の
追
い
込
み
漁
は
古
い
歴
史
が

あ
り
、
捕
獲
量
や
そ
の
産
物
の
分
配
な

ど
に
関
す
る
捕
鯨
の
詳
細
な
デ
ー
タ
は
、

フ
ェ
ロ
ー
政
府
の
管
理
の
も
と
、
一
五

〇
〇
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
厳
密

に
記
録
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　

現
在
、
ゴ
ン
ド
ウ
ク
ジ
ラ
漁
が
お
こ
な

わ
れ
る
場
所
（
湾
）
は
二
二
カ
所
あ
る
。

捕
獲
か
ら
分
配
に
至
る
ま
で
政
府
が
管
理

し
、
ま
さ
に
老
若
男
女
を
問
わ
ず
島
民
た

ち
が
一
体
と
な
っ
て
漁
を
お
こ
な
う
。
沖

に
ク
ジ
ラ
の
群
れ
が
確
認
さ
れ
る
と
、
サ

イ
レ
ン
が
町
中
に
響
き
渡
り
、
人
び
と
は

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
べ
く
漁
の
準

備
を
は
じ
め
る
。
男
た
ち
は
船
に
乗
り
海

へ
繰
り
出
し
、
ク
ジ
ラ
の
群
れ
を
湾
へ
と

追
い
込
む
。
残
る
人
た
ち
は
湾
に
追
い
込

ま
れ
て
く
る
ゴ
ン
ド
ウ
ク
ジ
ラ
を
解
体
す

る
準
備
に
取
り
か
か
る
。

　

解
体
さ
れ
た
ク
ジ
ラ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部

位
に
分
け
ら
れ
、
分
配
を
担
当
す
る
役
人

の
采
配
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
へ
配
給
さ

れ
る
。
新
鮮
な
肉
は
、
茹
で
る
か
、
脂
肪

と
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
添
え
た
ス
テ
ー
キ
と
し

て
食
卓
に
上
る
。
肉
と
脂
肪
は
冷
凍
庫
に

保
存
す
る
ほ
か
、
伝
統
的
な
塩
漬
け
に
し

て
屋
外
で
乾
し
た
り
す
る
。
フ
ェ
ロ
ー
島

民
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
料
理
こ
そ
が
昔

か
ら
食
べ
て
き
た
家
庭
の
味
で
あ
る
。

　　

ゴ
ン
ド
ウ
ク
ジ
ラ
漁
が
す
で
に
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
秋
に
や
っ
て
き
た
友
人
た
ち

に
、
フ
ェ
ロ
ー
島
民
た
ち
は
捕
鯨
を
再
現

し
、
ク
ジ
ラ
の
解
体
を
見
せ
て
く
れ
た
。

大
人
た
ち
が
解
体
作
業
を
進
め
る
そ
ば
で
、

大
人
と
同
じ
服
装
で
現
れ
た
子
ど
も
た
ち

が
小
さ
な
ナ
イ
フ
を
手
に
、
装
飾
品
と
し

て
用
い
ら
れ
る
ク
ジ
ラ
の
歯
を
取
り
出
す

作
業
を
す
る
姿
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。

　

世
界
捕
鯨
者
会
議
の
締
め
く
く
り
は
盛

大
な
ク
ジ
ラ
料
理
の
饗
宴
だ
っ
た
。「
ク

ジ
ラ
汁
」、「
ク
ジ
ラ
の
竜
田
揚
げ
」、「
ク

ジ
ラ
刺
身
」
な
ど
の
定
番
の
日
本
の
ク
ジ

ラ
料
理
に
加
え
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
セ

ン
ト
ル
シ
ア
、フ
ェ
ロ
ー
諸
島
、ア
イ
ス
ラ

ン
ド
の
ク
ジ
ラ
料
理
が
と
こ
ろ
狭
し
と
並

べ
ら
れ
た
。
地
元
の
人
た
ち
を
含
め
て
一

〇
〇
人
を
超
す
参
加
者
た
ち
は
世
界
各
地

に
根
ざ
し
た
ク
ジ
ラ
食
文
化
を
体
感
し
た
。

　

大
宴
会
の
最
後
に
は
フ
ェ
ロ
ー
島
に
古

く
か
ら
伝
わ
る
チ
ェ
ー
ン
ダ
ン
ス
が
披
露

さ
れ
、
そ
の
ダ
ン
ス
の
列
に
参
加
者
全
員

が
連
な
り
、
延
々
と
長
い
チ
ェ
ー
ン
ダ
ン

ス
は
終
わ
る
こ
と
な
く
続
い
た
。
そ
の
熱

気
は
世
界
的
な
反
捕
鯨
の
う
ね
り
に
逆
ら

い
、
細
々
と
し
か
し
赤
々
と
燃
え
続
け
る

捕
鯨
の
炎
の
よ
う
に
見
え
た
。

ゴ 

ン
ド
ウ
ク
ジ
ラ
の

　
　 

追
い
込
み
漁
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ゴンドウクジラ

ゴンドウクジラ属にはヒレナガゴンドウと
コビレゴンドウがいる。北西大西洋に見
られるのはヒレナガゴンドウで、南北両
半球において、気温が穏やかで極に近
い水域に広く分布している。ヒレナガゴ
ンドウは数頭から1,000頭以上までの
群れをなして回遊する。雄は体重が1.7
トン程度で体長は5.5メートルほどで
あり、雌は体重が0.9トン程度で体長は
4.3メートル程度である。

ゴンドウクジラの追い込み漁を再現してくれたフェロー漁師とこどもたち

クジラの歯を捕るのは子どもの仕事

クジラの解体を再現してくれるフェロー島民

クジラ料理を味わうひとたち

日本のクジラ料理の定番、刺身と竜田揚げフェロー島とアイスランドのクジラ料理クジラとブルーベリーの料理クジラのパイ包み

鯨 

肉
が
つ
く
る
家
庭
の
味

世 

界
各
地
の
ク
ジ
ラ
食
文
化
を

　
　 

体
感
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太平洋

パプア
ニューギニア

ヴァヌアツ

ニューカレドニア
オーストラリア

ニュージーランド

フィジー

ソロモン
諸島

赤道
パラオ 太平洋

パプア
ニューギニア

ヴァヌアツ

ニューカレドニア
オーストラリア

ニュージーランド

フィジー

ソロモン
諸島

赤道
パラオ

ヴァカタワセ
フィジーの年末の喧騒と

新年祭

　

季
節
の
移
り
変
わ
り
が
比
較
的
は
っ
き

り
し
た
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
に
と
っ

て
、
フ
ィ
ジ
ー
は
季
節
の
変
化
が
ず
い
ぶ

ん
乏
し
く
思
わ
れ
る
。
雨
季
乾
季
、
あ
る

い
は
「
暑
い
」
時
期
と
「
暖
か
い
」
時
期

の
差
こ
そ
あ
れ
、
い
わ
ゆ
る
季
節
の
移
ろ

い
と
い
う
感
じ
は
な
い
。
た
だ
し
、
な
に

か
の
指
標
に
基
づ
い
て
時
間
を
区
分
す
る

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
暦
に
類
す
る
時
間
の

観
念
が
、
フ
ィ
ジ
ー
に
存
在
し
て
い
な
い

わ
け
で
は
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
諸
社
会
で

見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヤ
ム
イ
モ
の
成

長
は
時
を
表
す
指
標
で
あ
る
。
ヤ
ム
イ
モ

の
熟
す
西
暦
の
四
月
ご
ろ
は
、
特
別
に

「
ウ
ヴ
ィ
の
月
」（
ウ
ヴ
ィ
は
ヤ
ム
イ
モ
の

意
味
）
と
し
て
知
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
到

来
以
前
は
土
着
の
聖
職
者
や
首
長
に
ヤ
ム

イ
モ
を
献
上
す
る
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
。
現
在
で
も
村
の
教
会
に
収
穫
し
た

ヤ
ム
イ
モ
を
納
め
る
行
事
と
し
て
残
っ
て

い
る
。

　

農
耕
の
サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
て
季
節
を

区
分
す
る
や
り
方
の
ほ
か
に
も
、
西
暦
の

一
一
月
あ
た
り
を
「
バ
ロ
ロ
の
月
」
と
よ

ぶ
よ
う
に
、
そ
の
時
期
に
と
れ
る
魚
介
類

に
ち
な
ん
で
命
名
す
る
な
ら
わ
し
も
あ
る
。

バ
ロ
ロ
と
は
ミ
ミ
ズ
の
よ
う
な
形
態
を
し

た
海
の
生
物
で
年
末
の
一
時
期
だ
け
捕
獲

で
き
る
。
し
か
も
フ
ィ
ジ
ー
の
一
部
の
地

域
で
し
か

捕
れ
な
い

珍
味
で
あ
る
。
私
自
身
、
年
末
に
離
島
に

滞
在
し
て
本
島
に
戻
っ
て
く
る
や
い
な
や
、

そ
の
離
島
で
バ
ロ
ロ
が
捕
れ
た
と
の
ロ
ー

カ
ル
・
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
、

歯
が
み
を
し
た
お
ぼ
え
が
あ
る
。
以
降
、

現
在
に
至
る
も
こ
の
南
洋
の
珍
味
を
味
わ

う
機
会
を
得
て
い
な
い
。

　

現
在
の
フ
ィ
ジ
ー
人
の
暦
感
覚
は
、
こ

丹に

わ羽 

典の
り
お生

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

専
攻
は
社
会
人
類
学
、
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
研
究
。
オ

セ
ア
ニ
ア
に
お
け
る
紛
争
や
、
フ
ィ
ジ
ー
の
先
住
民

を
対
象
と
す
る
社
会
運
動
、
開
発
と
伝
統
文
化
の
問

題
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。

22

う
し
た
動
植
物
の
成
長

と
季
節
の
移
ろ
い
に
基

づ
く
伝
統
的
な
時
間
感

覚
を
基
層
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
上
に
、
植
民
地
時
代
に
持
ち

込
ま
れ
た
西
暦
の
時
間
感
覚
が
重
ね
ら
れ
、

さ
ら
に
移
民
労
働
者
と
し
て
一
九
世
紀
後

半
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
イ
ン
ド
人
の
祝
祭

日
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
、
形
成
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
多
民
族
的
か
つ
重
層
的
時

間
感
覚
で
形
成
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
ジ
ー
の

一
年
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
盛
り
上
が
る

季
節
は
年
の
暮
れ
と
年
始
め
に
か
け
て
で

あ
る
。一
〇
月
か
ら
の
デ
ィ
ワ
リ
、一
二
月

に
は
ク
リ
ス
マ
ス
な
ど
の
行
事
が
目
白
押

し
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
伴
う
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
・
セ
ー
ル
も
盛
ん
で
あ
る
。
デ
ィ
ワ
リ

と
は
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
の
大
祭
で
あ
る
。

フ
ィ
ジ
ー
人
の
大
多
数
が
キ
リ
ス
ト
教
徒

で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
海

外
移
住
し
て
い
る
家
族
も
集
ま
る
好
機
と

し
て
多
く
の
人
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
の
が
、

フ
ィ
ジ
ー
語
で
ヴ
ァ
カ
タ
ワ
セ
（
直
訳
す

る
と
、
な
に
か
を
分
け
る
と
い
う
意
味
）

と
よ
ば
れ
る
、
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
の
行
事

で
あ
る
。
一
二
月
三
一
日
の
深
夜
を
過
ぎ

一
月
一
日
が
始
ま
る
と
開
催
さ
れ
、
子
ど

も
で
あ
っ
て
も
夜
遅
く
ま
で
起
き
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
深
夜
の
村
の
中
を
ぶ
ら
ぶ

ら
と
ふ
ら
つ
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
彼
ら

は
、
日
頃
か
ら
の
友
人
た
ち
と
つ
れ
だ
っ

て
大
声
で
叫
び
声
を
あ
げ
な
が
ら
村
中
を

と
び
は
ね
、
遊
び
ま
わ
る
。
も
う
少
し
年

嵩
の
男
子
で
あ
れ
ば
、
女
子
を
連
れ
出
す

絶
好
の
機
会
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

あ
る
子
は
ト
タ
ン
や
太
鼓
を
た
た
い
て
、

わ
ざ
わ
ざ
騒
音
を
起
こ
し
て
騒
ぎ
に
加
わ

り
、
別
の
子
は
バ
ケ
ツ
に
水
を
汲
ん
で
待

ち
か
ま
え
、
通
り
が
か
り
の
人
に
ぶ
っ
か

け
る
。
村
に
よ
っ
て
は
、
大
人
た
ち
は
カ

ヴ
ァ
と
よ
ば
れ
る
伝
統
的
飲
料
を
囲
む
席

を
設
け
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ダ
ン

ス
な
ど
の
社
交
の
場
を
つ
く
る
な
ど
楽
し

い
行
事
と
な
っ
て
い
る
。

　

普
段
で
あ
れ
ば
許
さ
れ
な
い
こ
う
し
た

行
為
に
特
別
な
意
味
が
付
せ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
よ
り
は
、
カ
ー
ニ
バ
ル
研
究
に
お

い
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
「
日
常
の
秩

序
の
転
倒
」
と
い
っ
た
側
面
に
力
点
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
カ
タ
ワ
セ
が
お
こ
な
わ
れ
る
時
期

は
、
西
暦
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
の
、
活

動
自
体
は
キ
リ
ス
ト
教
到
来
以
前
か
ら
存

在
し
て
い
た
土
着
の
信
仰
の
体
系
と
結
び

つ
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
傍
証
す

る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
カ
タ
ワ
セ
が
終
わ
る
時

期
は
フ
ィ
ジ
ー
の
各
地
で
異
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
と
に
興
味
深
い
の
は
、

新
年
の
時
期
の
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
水
を
掛
け
あ
う
騒
ぎ
は
、
近
年
、

フ
ィ
ジ
ー
で
生
活
し
て
い
る
ほ
か
の
民
族

の
あ
い
だ
に
も
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
先
住

系
フ
ィ
ジ
ー
人
と
の
あ
い
だ
の
確
執
が
取

り
沙
汰
さ
れ
る
イ
ン
ド
人
も
楽
し
ん
で
参

加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
都
市
部
で
は
、

フ
ィ
ジ
ー
人
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
人
、

ポ
リ
ネ
シ
ア
系
の
少
数
民
族
で
あ
る
ロ

ト
ゥ
マ
人
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
民
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
民
族
が
楽
し
げ
に
水
を
掛
け
あ
っ

て
い
る
姿
が
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
、
定
例

の
年
中
行
事
ニ
ュ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。

　

独
立
以
降
、
近
代
の
フ
ィ
ジ
ー
の
歴
史

は
、
民
族
間
、
こ
と
に
先
住
系
フ
ィ
ジ
ー

人
と
植
民
地
経
営
の
た
め
に
英
国
に
よ
っ

て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
イ
ン
ド
人
の
あ
い
だ

の
政
治
的
確
執
で
彩
ら
れ
て
い
る
。
一
九

五
〇
年
代
を
境
に
、
総
人
口
の
半
分
前
後

を
占
め
る
イ
ン
ド
人
の
存
在
は
、
先
住
系

フ
ィ
ジ
ー
人
の
政
治
的
支
配
を
脅
か
す
も

の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、

た
び
か
さ
な
る
ク
ー
デ
タ
ー
を
は
じ
め
と

す
る
政
治
的
問
題
の
遠
因
の
ひ
と
つ
と

フ
ィ
ジ
ー
の
暦

な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
民
族
間
関
係
に
お
い
て
不
安

定
さ
を
抱
え
る
フ
ィ
ジ
ー
で
あ
る
が
、
一

〇
〇
年
以
上
に
及
び
生
活
を
と
も
に
す
る

こ
と
で
培
わ
れ
た
歴
史
的
重
み
は
、
移
民

集
団
の
身
体
に
も
確
実
に
刻
み
込
ま
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
ヴ
ァ
カ
タ
ワ
セ
の
行

事
は
そ
の
こ
と
を
例
証
し
て
い
る
。

ほ
か
の
民
族
に
広
が
る

ヴ
ァ
カ
タ
ワ
セ

ヴ
ァ
カ
タ
ワ
セ
と

年
末
年
始
の
喧
騒

サトウキビのプランテーションのためにイギリス
が多くの労働者をインドから移住させて以来ほ
ぼ130年が経過したフィジー諸島共和国。い
までもインド系国民が40パーセント弱を占める。
2000年には、インド系首相をフィジー系がクー
デターで解任するなど、政治的にも対立する。
とはいえ、そういう対立とは無関係に、それぞ
れの民族に由来する文化の融合も進む

ヴァカタワセの宴席でカヴァを混ぜる木鉢を囲む人びと
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ダ
ダ
ー
ブ
難
民
キ
ャ
ン
プ
は
、
ケ
ニ
ア

共
和
国
・
ガ
リ
ッ
サ
県
に
位
置
す
る
世
界

最
大
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
あ
る
。

　

一
九
九
二
年
、
ケ
ニ
ア
の
遊
牧
民
ソ
マ

リ
族
の
人
び
と
が
暮
ら
す
小
さ
な
町
・
ダ

ダ
ー
ブ
に
難
民
キ
ャ
ン
プ
が
建
設
さ
れ
た
。

そ
の
後
キ
ャ
ン
プ
の
難
民
人
口
は
拡
大
を

続
け
、
と
く
に
二
〇
〇
七
年
の
隣
国
ソ
マ

リ
ア
で
の
紛
争
の
激
化
以
降
は
、
ソ
マ
リ

ア
難
民
の
大
量
流
入
に
よ
る
人
口
過
密
が

深
刻
化
し
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
七
月
の

難
民
キ
ャ
ン
プ
の
総
人
口
は
、
約
二
九
万

人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
約
九
五
パ
ー
セ

ン
ト
が
ソ
マ
リ
ア
難
民
で
あ
る
（U

N
H

CR 
Sub-O

ffice D
adaab

調
べ
）。
こ
れ
は

キ
ャ
ン
プ
が
位
置
す
る
ガ
リ
ッ
サ
県
の
総

人
口
約
二
八
万
に
匹
敵
す
る
。

　

難
民
キ
ャ
ン
プ
は
水
源
・
水
道
網
、

小
・
中
学
校
、
診
療
所
・
病
院
、
集
会
所
、

市
場
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
設
備
を
備
え
て
い

る
。
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、

柵
で
囲
わ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
ケ
ニ
ア
政
府
は
、
難
民
の
ケ
ニ
ア
国
内

の
自
由
な
移
動
を
禁
止
し
て
い
る
。
キ
ャ

ン
プ
の
内
と
外
は
「
見
え
な
い
柵
」
で
隔

て
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
早
く
来
た
人

び
と
は
、
も
う
一
七
年
間
も
の
長
き
に
わ

た
っ
て
「
柵
」
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
る
。

　

ア
フ
リ
カ
難
民
問
題
の
課
題
は
、
人
び

と
が
難
民
と
し
て
暮
ら
す
状
態
が
長
期
に

お
よ
ぶ
状
況
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば

よ
い
か
、
明
確
な
答
え
が
出
て
い
な
い
点

に
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
紛
争
の
多
く
が
長

期
化
し
、
多
数
の
難
民
を
生
み
出
し
て
い

る
。
だ
が
難
民
が
逃
げ
こ
む
隣
接
国
は
、

多
数
の
難
民
の
受
け
入
れ
に
は
消
極
的
で

あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
な
ど
の
先
進
国
が

難
民
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
そ
の
数
は

あ
ま
り
に
少
な
い
。
難
民
た
ち
は
帰
国
す

る
こ
と
も
、
別
の
国
に
移
住
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
ま
ま
に
、
先
の
見
え
な
い
暮
ら

し
を
続
け
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で

「
難
民
と
は
一
時
的
な
状
態
」
と
し
て
考

え
ら
れ
て
き
た
た
め
、「
長
期
的
な
視
野

に
立
っ
た
開
発
」
の
対
象
に
な
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
近
年
、
難
民
と
難
民
を

受
け
入
れ
る
地
域
社
会
の
双
方
を
支
援
の

対
象
と
す
る
「
難
民
の
地
域
統
合
」
と
い

う
考
え
方
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
開
発
援
助
が
必
要
と
さ
れ
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
試
行
錯
誤
が
続

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
フ
リ
カ
難
民

を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、

「
難
民
と
し
て
長
期
間
生
き
る
経
験
」
が

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
生
活
の
現
場

か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

ダ
ダ
ー
ブ
難
民
キ
ャ
ン
プ
の
人
び
と
は
、

ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て
き
た
の
だ
ろ

う
か
？ 

一
九
九
二
年
か
ら
の
一
七
年
の

間
に
創
ら
れ
た
「
難
民
文
化
」
が
い
か
な

る
も
の
か
理
解
す
る
た
め
に
、
わ
た
し
は

二
〇
〇
九
年
八
月
に
ダ
ダ
ー
ブ
で
の
最
初

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
開
始
し
た
。

　

キ
ャ
ン
プ
で
知
り
合
い
に
な
っ
た
青

年
・
モ
ハ
メ
ド
が
暮
ら
す
居
住
区
を
訪
ね

て
み
る
と
、
意
外
な
ほ
ど
掃
き
清
め
ら
れ

た
中
庭
を
中
心
に
母
屋
、
台
所
小
屋
と
は0

な
れ
0

0

が
囲
む
屋
敷
で
、
彼
の
家
族
が
迎
え

て
く
れ
た
。

　

こ
の
と
き
は
ラ
マ
ダ
ン
（
イ
ス
ラ
ム
教

の
断
食
月
）
だ
っ
た
の
で
、
残
念
な
が
ら

お
昼
が
出
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

し
か
し
午
後
遅
く
に
な
る
と
、
モ
ハ
メ
ド

の
母
親
や
姉
妹
ら
が
台
所
小
屋
で
夕
食
の

準
備
を
は
じ
め
て
い
た
。
今
日
の
晩
ご
飯

は
な
に
か
な
？
と
小
屋
を
覗
い
て
み
る
と
、

野
菜
類
、
ラ
ク
ダ
肉
、
パ
ス
タ
や
香
辛
料

な
ど
の
豊
富
な
食
材
を
も
ち
い
た
お
い
し

そ
う
な
料
理
を
作
っ
て
い
た
。

　

難
民
は
援
助
機
関
か
ら
小
麦
・
豆
・
食

用
油
・
メ
イ
ズ
・
砂
糖
・
塩
・
粉
ミ
ル
ク

な
ど
の
配
給
を
受
け
て
い
る
が
、
配
給
食

の
み
に
頼
っ
た
食
生
活
を
す
ご
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
難
民
の
食

を
さ
さ
え
る
キ
ャ
ン
プ
の
市
場
に
は
食
材

が
あ
ふ
れ
、
活
気
に
満
ち
て
い
た
。
だ
が

降
水
量
が
少
な
い
ダ
ダ
ー
ブ
で
は
野
菜
を

生
産
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
パ

ス
タ
や
香
辛
料
の
一
部
は
ケ
ニ
ア
製
で
は

な
い
よ
う
だ
。
市
場
に
並
ぶ
あ
ふ
れ
ん
ば

か
り
の
品
物
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
？

　

モ
ハ
メ
ド
の
母
親
は
市
場
で
商
店
を
営

ん
で
い
る
。
市
場
で
食
材
を
売
っ
て
い
る

の
は
お
も
に
難
民
の
女
性
で
あ
る
。
彼
女

ら
は
ガ
リ
ッ
サ
で
野
菜
を
商
う
ケ
ニ
ア
人

に
携
帯
電
話
で
連
絡
し
て
、
野
菜
を
送
っ

て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
パ
ス
タ
や
香
辛

料
と
い
っ
た
商
品
の
一
部
は
、
深
夜
ひ
そ

か
に
ソ
マ
リ
ア
か
ら
や
っ
て
く
る
。
彼
女

た
ち
は
ケ
ニ
ア
や
ソ
マ
リ
ア
の
人
び
と
と

の
つ
な
が
り
を
利
用
し
て
得
た
商
品
を
販

売
す
る
こ
と
で
現
金
を
得
て
い
た
。

　

一
方
、
男
性
た
ち
の
多
く
は
、
手
製
の

三
輪
車
や
ロ
バ
車
に
よ
る
荷
運
び
な
ど
の

肉
体
労
働
で
現
金
を
得
て
い
た
。
で
は
売

る
モ
ノ
が
な
に
も
な
い
人
び
と
は
、
ど
う

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　

あ
る
日
モ
ハ

メ
ド
は
、
私
を
食
糧
配
給
所
の
前
に
連
れ

て
い
き
、
そ
の
前
に
立
ち
並
ぶ
臨
時
の
露

店
を
見
て
言
っ
た
。「
あ
れ
は
『
配
給
買

い
取
り
屋
』
さ
」。
買
い
取
ら
れ
た
配
給

食
は
、
ケ
ニ
ア
人
に
安
価
で
転
売
さ
れ
る
。

　

難
民
キ
ャ
ン
プ
は
「
見
え
な
い
柵
」
で

隔
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
人
び
と
の
暮

ら
し
は
、
柵
の
隙
間
を
ぬ
っ
て
張
り
巡
ら

さ
れ
た
難
民
と
ケ
ニ
ア
の
地
域
住
民
、
ソ

マ
リ
ア
に
残
る
人
び
と
た
ち
か
ら
な
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
決
し
て
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
面
だ
け
で
は
な
い
。
配
給
食
す

ら
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
び
と
が

い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

一
部
で
は
難
民
と
ケ
ニ
ア
の
地
域
住
民

と
の
間
に
土
地
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
も
発

生
し
て
い
る
と
も
聞
く
。
生
活
を
再
構
築

す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
難
民
だ
け
で
は

な
い
。
県
の
総
人
口
に
匹
敵
す
る
数
の
難

民
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
陥
っ

た
ケ
ニ
ア
の
地
域
住
民
も
同
様
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
難
民
と
ケ
ニ
ア
の
地
域
住

民
は
新
た
な
つ
な
が
り
を
創
り
出
し
、
生

活
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
今
後

は
、
こ
の
よ
う
な
難
民
と
地
域
社
会
の
人

び
と
双
方
に
よ
る
生
活
の
再
構
築
に
む
け

た
試
み
や
創
意
工
夫
を
見
つ
つ
、「
難
民

の
地
域
統
合
」
の
可
能
性
を
検
討
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

内な
い
と
う藤 

直な
お
き樹
　
　

民
博 

機
関
研
究
員

専
門
は
生
態
人
類
学
、
地
域
研
究
。
東
ア
フ
リ
カ
牧

畜
社
会
の
制
度
・
組
織
の
可
変
性
・
流
動
性
、
貧
困

と
開
発
、
紛
争
・
難
民
問
題
な
ど
に
関
心
が
あ
る
。

著
書
に
『
遊
牧
民
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど

が
あ
る
。

難
民
キ
ャ
ン
プ
の
市
場
か
ら

紛
争
の
長
期
化
に
と
も
な
っ
て
、

い
っ
た
ん
生
ま
れ
た
難
民
状
態
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

そ
う
し
た
人
び
と
が
暮
ら
す
難
民
キ
ャ
ン
プ
と
は
な
に
か
、一律
に
定
義
す
る
こ
と
も
難
し
い
。

そ
う
い
う
キ
ャ
ン
プ
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
の
内
容
や
地
域
の
特
性
、

難
民
と
地
域
住
民
と
の
関
係
を
背
景
に
、「
難
民
文
化
」と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
誕
生
し
て
い
る

フィールドで
考える

難
民
キ
ャ
ン
プ
で
の
暮
ら
し

フェデレーション（federation）という料理

難
民
が
つ
く
る
新
た
な
暮
ら
し

と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ガリッサ ○

ダダーブ ●

◎

エチオピア
スーダン

ケニア

タンザニア

ソ
マ
リ
ア

ウ
ガ
ン
ダ

ナイロビ

ヴィクトリア湖

インド洋

世
界
最
大
の
難
民
キ
ャ
ン
プ

ア
フ
リ
カ
難
民
問
題
の
課
題

難民が生活する屋敷

ハガデラ市場のメイン
ストリート

野菜と雑貨を売る女性（ダガハレイ市場）

携帯は難民生活の必需品（充電屋にて）



次号の予告

 特集 総研大20周年記念座談会

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

　4、5年前から始まり、もう恒例になっているよ
うだが、『月刊みんぱく』2010年1月号は干支に
ちなんでトラ特集号である。トラといえば、民博
のある関西には、トラをシンボルとする野球チー
ム阪神タイガースがあり、館員にもことのほか阪
神に思い入れの強い人がおおい。2003年、阪神
が18年ぶりかにリーグ優勝した時は大騒ぎで、
その際有志が買ったいくつものスポーツ紙がい
まだに休憩室のマガジンラックに色あせたまま
おかれているほどだ。
　ところでトラは、ヨーロッパや中近東のライオ
ンに対し、アジアでは信仰や寓話にはよく登場
する。その影響か、トラのいない日本でも、古く
から玩具や絵画のモチーフとして親しまれてき
た。民博では、年明けに干支にちなんだ展示イ
ベントが企画されているが、今年は例年以上に
盛り上がりそうである。民博には他球団ファンと
ともに、私のようにタイガースはおろか、野球自
体にも関心の薄い館員も少数ながらいて、普段
は息をひそめているが、イベントにはそれを跳
ね返す意気込みで全館あげて取り組んでいる。
乞うご期待。（庄司博史）
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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。

1月の開催

１月10日（日）
話者：内藤直樹（研究戦略センター機関研究員）
話題：難民キャンプでみる長い夢：
        アフリカ難民の暮らしと文化
場所：展示場内休憩所

１月17日（日）
話者：杉村棟（本館名誉教授）
話題：遊牧民・村人の絨毯と都市の絨毯──技法とデザイン
場所：西アジア展示

1月24日（日）
話者：平井京之介（民族文化研究部准教授）

話題：地域をつくる博物館──タイと水俣の事例から
場所：展示場内休憩所

1月31日（日）
話者：佐藤浩司（民族社会研究部准教授）

話題：建築空間をいかにして伝える？
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。

別の難民キャンプに移動するソマ
リア難民
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