


エッセイ　世界へ◉世界から

自由に作ると見えてくる～手作り木琴ワークショップ
通
つう

崎
ざき

 睦
むつ

美
み

マリンバ奏者。1967年京都市生まれ。1992年京都市立芸術大学大学院音楽研究科修了。
2005年、往年の名木琴奏者平岡養一氏（1907-1981）の愛器を譲り受け、木琴の新たな可
能性を探る活動を始める。CDに『M×ピアソラ』『1935』他。一方、アンティーク着物コレ
クターとして、ゆかたブランドのプロデュースやエッセイ執筆も手がける。
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数
年
前
か
ら
、
木
琴
作
り
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る
。

　
事
の
は
じ
ま
り
は
、
徳
島
県
阿
南

市
に
て
「
特
産
品
で
あ
る
竹
炭
を
使
っ
て
、
子
ど

も
た
ち
と
木
琴
を
作
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
持
ち

か
け
ら
れ
た
こ
と
だ
。

　
当
初
は
、
竹
炭
片
を
並
べ
て
叩
い
て
楽
し
む
な

ど
、
単
な
る
「
子
ど
も
だ
ま
し
」
で
は
な
い
か
、

と
気
乗
り
が
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
楽
器
と
し
て

成
立
さ
せ
る
過
程
を
模
索
す
る
う
ち
に
「
子
ど
も

泣
か
せ
」
の
部
分
を
含
ん
だ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
プ

ラ
ン
が
出
来
上
が
っ
た
。
そ
の
後
、
竹
炭
で
は
な

く
加
工
が
し
や
す
い
木
材
を
使
い
、
美
術
作
家
の

面
々
と
組
ん
で
、
か
な
り
本
格
的
な
も
の
を
作
っ

て
い
る
。

　
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
最
高
の
山
場
は
、
鍵
盤

の
製
作
、
す
な
わ
ち
「
調
律
」
で
あ
る
。

　
一
人
に
一
・
八
メ
ー
ト
ル
の
材
を
与
え
、
自
由

に
切
り
出
し
、
鍵
盤
を
作
っ
て
も
ら
う
。
説
明
は

「
短
く
す
る
と
音
が
高
く
な
り
ま
す
。
思
っ
た
よ

り
高
く
な
っ
た
場
合
、
裏
面
を
削
る
と
音
は
下

が
り
ま
す
」
そ
れ
だ
け
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
同

じ
長
さ
に
し
て
も
、
木
の
個
性
に
よ
っ
て
音
程

が
異
な
る
の
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
り
よ
う
も

な
い
の
だ
。
参
加
者
は
、
の
こ
ぎ
り
片
手
に
大

奮
闘
。
長
さ
が
一
セ
ン
チ
違
え
ば
音
は
大
幅
に

変
わ
る
。
ヤ
ス
リ
を
か
け
る
だ
け
で
も
音
程
が

変
化
す
る
。
な
か
な
か
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い

だ
け
に
、
み
ん
な
「
音
」
を
作
り
出
す
と
い
う

行
為
に
夢
中
に
な
る
。

　

こ
こ
で
は
、
各
自
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
音
階
を

作
る
こ
と
が
、
一
つ
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
世

界
各
地
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根
ざ
し
た
音

階
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
西
洋
音
楽
で
標
準
的
に

使
わ
れ
る
長
音
階
（
ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
）
に

こ
だ
わ
ら
ず
、
今
日
は
あ
な
た
自
身
が
気
に

入
っ
た
音
階
の
木
琴
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
ょ
う
、

と
い
う
わ
け
だ
。

　
最
初
に
、
五
音
階
（
ド
レ
フ
ァ
ソ
ラ
）
で
作
ら

れ
た
ア
フ
リ
カ
の
木
琴
・
バ
ラ
フ
ォ
ン
、
私
の

作
っ
た
琉
球
音
階
（
ド
ミ
フ
ァ
ソ
シ
）
ヨ
ナ
抜
き

音
階
（
ド
レ
ミ
ソ
ラ
）
そ
れ
ら
に
加
え
、
と
ん
ち

ん
か
ん
な
音
階
の
木
琴
な
ど
を
聴
き
比
べ
て
も
ら

う
。

　
こ
の
段
階
で
は
、
断
然
「
ア
フ
リ
カ
」
や
「
と

ん
ち
ん
か
ん
」
の
人
気
が
高
い
の
だ
が
、
い
ざ
自

分
が
作
る
と
な
る
と
、
多
く
の
人
が
「
長
音
階
」

に
取
り
か
か
る
の
は
、
お
も
し
ろ
い
。

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
最
後
は
、
完
成
品
の
お
披

露
目
を
し
、
合
奏
で
締
め
く
く
る
。
完
璧
に
調
律

さ
れ
た
「
長
音
階
」
に
は
皆
か
ら
感
嘆
の
声
が
あ

が
る
。
し
か
し
、
絶
妙
に
調
整
さ
れ
た
「
と
ん
ち

ん
か
ん
音
階
」
に
は
、
感
嘆
と
は
ひ
と
味
違
う
、

あ
る
種
の
羨
望
の
ま
な
ざ
し
が
集
ま
る
。
数
時
間

で
作
り
上
げ
る
手
作
り
木
琴
の
中
に
も
、
人
生
観

が
見
え
る
よ
う
で
、
お
も
し
ろ
い
。
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は
一
種
の
趣
味
で
、
そ
の
方
が
人
生
豊
か
に
な
る
と
ぼ
く

は
思
っ
て
い
ま
す
。

│
│
文
化
人
類
学
者
と
環
境
運
動
家
、
ふ
た
つ
の
立
場
を

お
も
ち
で
す
が
、
文
化
人
類
学
に
興
味
を
も
つ
き
っ
か
け

は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
大
学
で
は
哲
学
を
専
攻
し
た
ん
で
す
が
、
実
は
勉
強
す

る
た
め
と
い
う
よ
り
、
学
生
ビ
ザ
を
も
つ
暮
ら
し
を
維
持

し
た
い
と
い
う
の
が
本
音
だ
っ
た
ん
で
す
（
笑
）。
働
き

な
が
ら
学
び
遊
び
、
旅
を
す
る
と
い
う
の
が
や
め
ら
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
カ
ナ
ダ
の
マ
ッ
ギ
ル
大
学
に
い
る

と
き
、
客
員
と
し
て
来
て
い
た
哲
学
者
の
鶴
見
俊
輔
さ
ん

の
授
業
を
う
け
ま
し
た
。
こ
れ
が
大
き
か
っ
た
。
も
の
を

考
え
た
り
書
い
た
り
す
る
の
が
非
常
に
楽
し
く
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
で
大
学
院
へ
行
こ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
実

は
図
書
館
な
ん
か
に
じ
っ
と
こ
も
る
の
が
き
ら
い
な
ん

で
す
。
あ
あ
い
う
空
気
が
流
れ
な
い
場
所
が
あ
ん
ま
り
好

き
じ
ゃ
な
く
て
。
も
っ
と
外
に
居
ら
れ
る
も
の
が
や
り
た

い
、
自
分
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
方
が
性
に
合
っ
て
い

る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。
鶴
見
さ
ん
の
著
作
に
み
る

よ
う
な
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
丁
寧
な
聞
き
書
き
と
い
う
ん

で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
へ
の
あ
こ
が
れ
も
あ
り
ま
し
た
。

│
│
フ
ィ
ー
ル
ド
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
？

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
、
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
移

民
地
区
で
す
。
ぼ
く
は
住
ん
で
い
た
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の

街
が
大
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
は
フ
ラ
ン
ス
語
系

の
人
た
ち
が
住
む
東
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
と
、
英
語
系
が
強

い
西
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
と
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ
の
中
間

に
移
民
地
区
が
あ
る
。
Ｖ
・
タ
ー
ナ
ー
の
境
界
性
の
理
論

な
ど
が
念
頭
に
あ
っ
て
こ
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
面
白
い
と

思
え
ま
し
た
。

　
移
民
地
区
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
つ
く
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、

そ
し
て
彼
ら
が
出
て
行
っ
た
後
に
は
他
の
移
民
、
い
わ
ゆ

る
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
が
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
ホ
ス
ト
社

会
に
同
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
自
文
化
の
維
持
を
し
た
り

と
い
う
営
み
を
展
開
し
て
き
た
。
ぼ
く
は
、
カ
ナ
ダ
の
多

文
化
主
義
は
草
の
根
か
ら
育
っ
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
て
、

特
に
移
民
地
区
の
存
在
が
大
事
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん

で
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
な
ん
と
か
博
士
論
文
に
ま
と
め
ま

し
た
。
で
き
は
と
も
か
く
、
そ
こ
で
い
ろ
ん
な
人
と
議
論

し
な
が
ら
暮
ら
す
の
は
実
に
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。

│
│
環
境
運
動
に
か
か
わ
ら
れ
た
の
は
？

　
ぼ
く
は
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
音
楽
が
好
き
で
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
た
く
ら
い
で
、
黒
人
地
区
ハ
ー
レ
ム
の
調

査
を
し
た
り
、
日
系
人
の
歴
史
を
調
査
し
た
り
す
る
う
ち

に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
出
会
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら

だ
ん
だ
ん
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
こ
と
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
カ
ナ
ダ
で
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ス
ズ
キ
と

い
う
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
身
を
置

い
て
環
境
運
動
し
て
い
る
生
物
学
者
と
親
し
く
な
っ
た
こ

と
も
契
機
で
す
ね
。
彼
は
カ
ナ
ダ
で
は
英
雄
的
な
存
在
で
、

特
に
環
境
問
題
で
は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
彼
に
勧
め
ら
れ
て
カ
ナ
ダ
西
海
岸
の
先
住
民
族
を
訪
ね

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
親
し
く
な
っ
た
グ

ル
ー
プ
の
ひ
と
つ
に
、
ニ
ス
ガ
と
い
う
先
住
民
族
が
あ
り

ま
す
。
今
号
の
表
紙
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
民

博
の
ア
メ
リ
カ
展
示
に
あ
る
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
の
う
ち
一

本
を
つ
く
っ
た
ノ
ー
マ
ン
・
テ
イ
ト
は
そ
こ
の
人
で
す
。

ぼ
く
は
彼
の
弟
の
ア
ル
ビ
ン
・
テ
イ
ト
と
仲
良
く
し
て
い

て
、
二
人
を
日
本
に
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
屋
久
島

で
、
先
住
民
族
と
森
と
の
関
係
や
精
神
性
を
テ
ー
マ
に
し

た
集
い
が
あ
っ
て
、
屋
久
島
の
森
で
彼
ら
の
儀
礼
を
や
っ

て
も
ら
い
ま
し
た
。

ひ
と
つ
の
領
域
に

と
ど
ま
ら
な
い

　
環
境
運
動
家
と
文
化
人
類
学
者
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、

学
者
と
呼
ば
れ
る
の
は
今
で
も
面
は
ゆ
い
。
と
い
う
の
は
、

先
住
民
は
い
つ
も
問
題
を
抱
え
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、

環
境
問
題
に
し
て
も
社
会
問
題
に
し
て
も
。
研
究
す
る
つ

も
り
で
行
っ
て
も
、
そ
れ
が
他
人
事
で
な
く
な
り
、
す
ぐ

に
一
緒
に
運
動
し
て
い
る
自
分
が
い
る
。
む
し
ろ
運
動
の

方
に
重
心
を
置
き
つ
つ
、
大
学
で
教
え
た
り
文
章
を
書
い

「
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
の
思
想
」を
提
唱
す
る
辻
信一さ
ん
。

自
身
の
活
動
を
文
化
人
類
学
の
領
域
に
限
定
せ
ず
、

裾
野
を
大
き
く
広
げ
な
が
ら
、国
内
外
の
実
践
へ
と

つ
な
げ
て
い
る
。

文
化
人
類
学
が
実
社
会
と
関
係
し
て
い
く
う
ご
き
の

最
前
線
に
あ
る
存
在
と
し
て
注
目
の
人
物
だ

聞
き
手　

中な
か

牧ま
き 

弘ひ
ろ

允ち
か （

本
誌
編
集
委
員
）

辻つ
じ 

信し
ん

一い
ち

明
治
学
院
大
学
国
際
学
部 

教
授

文
化
人
類
学
者
、
環
境
運
動
家
、
ナ
マ
ケ
モ
ノ
倶
楽

部
世
話
人
、「
一
〇
〇
万
人
の
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
」

呼
び
か
け
人
代
表
。
数
々
の
環
境
文
化
運
動
や
、
環

境
共
生
型
ビ
ジ
ネ
ス
に
と
り
く
む
。
米
国
コ
ー
ネ
ル

大
学
で
P
h.
D.
取
得
。
著
書
に
『
ス
ロ
ー
・
イ
ズ
・

ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
』（
平
凡
社
）、『「
ゆ
っ
く
り
」
で

い
い
ん
だ
よ
』（
筑
摩
書
房
）、
訳
書
に
『
き
み
は
地

球
だ
』（
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ス
ズ
キ
著
、
大
月
書
店
）
ほ

か
多
数
。
最
新
刊
は
『
し
な
い
こ
と
』（
ポ
プ
ラ
社
）。

辻 
信
一

「
ゆっ
く
り
」生
き
る
こ
と

│
│
辻
信
一
と
い
う
の
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
だ
そ
う
で
す
が
、

そ
の
由
来
は
な
ん
で
す
か
。

　
若
い
頃
、
日
本
に
合
わ
な
く
て
流
れ
て
い
っ
た
先
の
ア

メ
リ
カ
で
、
働
き
な
が
ら
大
学
と
大
学
院
へ
行
き
ま
し
た
。

コ
ー
ネ
ル
大
の
大
学
院
に
い
た
と
き
、
日
本
の
雑
誌
な
ど

で
生
意
気
に
執
筆
活
動
を
始
め
た
ん
で
す
が
、
ぼ
く
が
尊

敬
す
る
鶴
見
俊
輔
さ
ん
が
気
を
き
か
せ
て
、
授
け
て
く
だ

さ
っ
た
名
前
で
す
。
他
に
も
い
く
つ
か
名
前
が
あ
り
ま
し

て
、
学
生
た
ち
は
「
あ
の
人
は
何
者
か
わ
か
ら
な
い
」
と

面
白
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
名
前
を
い
ろ
い
ろ
も
つ
の

辻ゼミの教科書でもある『ラダック─懐かしい未来』の著者で、環境活動家のヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ氏を囲む辻さん
（中段左端）とゼミ生〈提供・ナマケモノ倶楽部〉

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー



月刊 　2010 年 4月号  4 5  月刊 　2010 年 4月号

た
り
し
て
い
こ
う
、
い
わ
ゆ
る
学
者
の
枠
に
お
さ
ま
ら
な

い
の
が
一
人
く
ら
い
居
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
き
ま

し
た
。

　
そ
れ
と
、
ぼ
く
は
ビ
ジ
ネ
ス
も
大
好
き
な
ん
で
す
よ
。

ア
メ
リ
カ
で
は
Ｔ
シ
ャ
ツ
屋
も
や
っ
た
し
、
カ
ナ
ダ
で
は

ソ
バ
の
会
社
を
つ
く
り
ま
し
た
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
北
米

の
人
び
と
に
と
っ
て
循
環
器
系
の
病
気
が
大
き
な
問
題

で
す
。
ソ
バ
は
そ
れ
に
非
常
に
よ
い
効
果
が
あ
る
し
、
ケ

ベ
ッ
ク
州
で
は
良
質
の
ソ
バ
が
と
れ
る
。
そ
こ
に
目
を
つ

け
た
ビ
ジ
ネ
ス
だ
っ
た
ん
で
す
。
途
中
で
日
本
に
帰
る
の

で
手
を
引
き
ま
し
た
が
、
今
で
も
あ
れ
は
面
白
い
ビ
ジ
ネ

ス
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
経
済
活
動
、
知
的
で
ア
ー
テ
ィ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
営
み
、
社
会
変
革
の
た
め
の
運
動
。
ぼ
く
が

帰
国
す
る
前
か
ら
、
北
米
に
こ
の
三
つ
の
領
域
を
自
由
に

行
き
交
う
人
た
ち
が
活
躍
し
始
め
て
い
た
ん
で
す
。
例

え
ば
、
パ
ン
ク
の
格
好
を
し
て
い
る
若
者
が
Ｉ
Ｔ
企
業
で

活
躍
し
て
い
た
か
と
思
う
と
Ｗ
Ｗ
Ｆ
（
世
界
自
然
保
護
基

金
）
の
活
動
に
身
を
投
じ
た
り
す
る
。
株
で
稼
い
だ
お
金

で
、
チ
リ
の
自
然
保
護
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
立
ち
上
げ
る
と
い
う

よ
う
に
。

│
│
境
界
が
な
い
わ
け
で
す
ね
。

　
そ
う
な
ん
で
す
。
思
え
ば
ぼ
く
も
学
者
か
、
ビ
ジ
ネ
ス

マ
ン
か
、
運
動
家
か
、
と
い
う
ふ
う
に
選
ん
だ
こ
と
は
一

度
も
な
く
、
ぼ
く
の
人
生
に
は
い
つ
も
三
つ
の
要
素
が
絡

み
交
じ
り
合
っ
て
い
た
。
し
か
し
日
本
で
は
こ
れ
ら
三
領

域
の
間
に
高
い
壁
が
あ
り
ま
す
。
学
者
も
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

も
運
動
家
も
互
い
に
拒
否
感
を
も
ち
あ
っ
て
い
る
。
世
界

が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
昔
な
が
ら
の

テ
リ
ト
リ
ー
に
安
住
し
て
い
ら
れ
る
と
い
う
の
は
幻
想
で

す
。
ビ
ジ
ネ
ス
も
運
動
も
学
問
も
、
自
分
の
領
域
に
閉
じ

こ
も
っ
て
い
る
よ
う
で
は
将
来
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
ナ
マ
ケ
モ
ノ
倶
楽
部
と
い
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
つ
く
っ
て
代

表
を
つ
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
な
ぜ
「
ナ
マ
ケ
モ
ノ
」

だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

　
中
南
米
で
、
ナ
マ
ケ
モ
ノ
の
住
む
森
が
す
ご
い
勢
い
で

伐
採
さ
れ
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
ふ
つ

う
動
物
た
ち
は
森
か
ら
逃
げ
出
す
ん
で
す
が
、
ナ
マ
ケ
モ

ノ
は
の
ろ
く
て
逃
げ
ら
れ
な
い
。
人
間
に
つ
か
ま
っ
て
食

用
に
さ
れ
る
な
ど
残
酷
な
扱
い
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
を
ど
う
に
か
し
た
い
と
、
そ
の
生
態
に
つ
い
て
調
べ
て

い
る
う
ち
に
、
そ
の
魅
力
の
と
り
こ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

ん
で
す
。

　
一
般
に
流
布
し
て
い
る
俗
説
ダ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
い
う

か
、
い
わ
ゆ
る
弱
肉
強
食
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
ね
。
生

存
競
争
で
は
よ
り
速
く
よ
り
強
く
進
化
し
た
も
の
が
生
き

残
る
。
今
の
経
済
優
先
の
社
会
も
そ
れ
で
動
い
て
い
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
。
で
も
ナ
マ
ケ
モ
ノ
は
そ
れ

と
は
対
極
で
、
遅
い
方
へ
と
進
化
し
て
い
っ
た
結
果
ち
ゃ

ん
と
栄
え
て
い
る
。

「
よ
り
速
く
」の
生
き
方
を

変
え
る

　
一
九
九
九
年
、
ナ
マ
ケ
モ
ノ
倶
楽
部
の
発
足
に
あ
た
っ

て
こ
う
宣
言
し
ま
し
た
。「
ゾ
ウ
を
救
え
と
か
ト
ラ
を
救

え
と
い
う
運
動
が
よ
く
あ
る
が
、
我
々
の
は
そ
う
じ
ゃ
な

い
。
我
々
は
、
ナ
マ
ケ
モ
ノ
に
な
る
ん
だ
！
」
と
。
環
境

破
壊
の
ほ
と
ん
ど
は
先
進
国
に
住
む
我
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
せ
い
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
が
第
一
で

す
。
森
林
破
壊
に
つ
な
が
る
鉱
山
開
発
や
農
地
拡
大
な
ど

は
、
我
々
の
超
フ
ァ
ス
ト
な
、
か
つ
て
の
千
倍
と
か
万
倍

の
速
度
を
も
つ
生
活
を
支
え
る
た
め
。
だ
か
ら
こ
の
生
き

方
を
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
す
る
こ
と
な
し
に
、
環
境
保
全
や
自

然
保
護
な
ん
て
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
が
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
な

ん
で
す
。

│
│
実
際
の
活
動
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
。

　
ナ
マ
ケ
モ
ノ
倶
楽
部
で
は
、
最
初
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
と
知

的
探
求
と
運
動
と
の
融
合
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

海
外
で
の
森
林
保
護
運
動
な
ど
を
支
援
す
る
た
め
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
で
、
森
林
農
法
に
よ
る
有
機
コ
ー
ヒ
ー
の
卸
販

売
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
当
時
ま
だ
め
ず
ら
し
か
っ

た
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
コ
ー
ヒ
ー
を
広
め
る
た
め
に
、
カ

フ
ェ
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
出
て
、
二
〇
〇
一

年
に
東
京
国
分
寺
に
「
カ
フ
ェ
ス
ロ
ー
」
を
つ
く
り
ま
し

た
。
以
来
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
や
カ
フ
ェ
づ
く
り
で
若
者

が
起
業
し
運
動
に
取
り
組
み
な
が
ら
生
計
を
た
て
ら
れ
る

よ
う
に
と
、
全
国
あ
ち
こ
ち
に
い
わ
ゆ
る
「
ス
ロ
ー
ビ
ジ

ネ
ス
」
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
お
こ
し
ま
し
た
。
運
動
と
い
っ

た
っ
て
何
も
大
げ
さ
な
こ
と
で
は
な
く
、
ぼ
く
ら
が
生

き
て
い
る
世
の
中
を
ち
ょ
っ
と
で
も
マ
シ
な
場
所
に
し
て

い
こ
う
と
か
、
ぼ
く
ら
の
子
ど
も
世
代
が
生
き
て
い
く
た

め
の
よ
い
仕
組
み
を
つ
く
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。

そ
う
い
う
の
を
あ
き
ら
め
な
い
と
生
活
が
で
き
な
い
と
い

う
の
は
変
な
話
で
、
市
民
社
会
と
し
て
失
格
な
わ
け
で
す

よ
。

│
│
こ
う
い
う
運
動
に
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り
立
つ

た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
大
事
で
す
ね
。
一
方
、
ビ
ジ
ネ
ス
に

な
ら
な
い
運
動
も
さ
れ
て
ま
す
が
。

　
「
一
〇
〇
万
人
の
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
」
の
こ
と
で
す

ね
。
あ
れ
は
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
発
足
時
の
年
頭
教
書
を
聞
い

て
と
ん
で
も
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
経
済
成
長
路
線

で
ど
ん
ど
ん
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
と
い
う
話
で
し

た
か
ら
ね
。
そ
れ
に
非
暴
力
・
無
言
の
抵
抗
運
動
と
し

て
、
自
主
停
電
を
や
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
が
楽
し
か
っ
た

（
笑
）。
子
ど
も
の
頃
、
停
電
っ
て
わ
く
わ
く
し
た
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
初
め
は
抗
議
の
意
味
だ
っ
た
の
が
、
そ
れ
自

体
が
楽
し
く
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
広
ま
っ
た
。
こ
れ
ま

で
の
抵
抗
運
動
に
は
ど
こ
か
禁
欲
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

け
ど
、
自
分
が
面
白
く
な
い
運
動
は
、
や
は
り
他
の
人
に

も
広
ま
ら
な
い
。
自
主
停
電
で
は
仲
間
た
ち
と
「
こ
れ
が

世
界
中
に
広
ま
っ
て
み
ん
な
で
電
気
を
消
し
た
ら
、
地
球

の
上
に
暗
闇
の
ウ
ェ
ー
ブ
が
お
こ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
面
白
が
っ
て
い
た
ら
一
〇
〇
万
人
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
く
、

も
っ
と
デ
カ
い
話
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は

人
類
学
的
な
も
の
の
時
代

　
ぼ
く
は
、
経
済
成
長
主
義
は
一
種
の
狂
気
だ
と
思
っ
て

い
る
。
最
近
流
行
り
の
経
済
学
な
ど
、
実
に
単
純
で
幼
い

発
想
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
損
得
勘
定
で
動
き
、
無
限
の

欲
求
に
突
き
動
か
さ
れ
る
の
が
人
間
の
本
性
で
あ
る
と
か
、

自
由
な
市
場
が
最
善
を
生
む
と
か
。
そ
ん
な
お
そ
ま
つ

な
「
学
」
が
独
走
す
る
の
を
、
し
か
し
他
の
学
問
が
易
々

と
許
し
て
し
ま
っ
た
。
で
も
そ
ん
な
時
代
も
終
わ
り
で
す
。

ぼ
く
は
、
こ
れ
か
ら
は
人
類
学
的
な
も
の
が
戻
っ
て
く
る
、

と
信
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
経
済
史
家
ポ
ラ
ン
ニ
ー
を
は

じ
め
と
す
る
経
済
人
類
学
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
時
代

だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
こ
う
と
夜
を
照
ら
し
て
き
た
電
気
を
一
回
消
し
て

み
る
、
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
の
よ
う
な
行
動
が
、
人
び
と

の
な
か
に
あ
る
何
か
を
思
い
出
さ
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

経
済
優
先
の
こ
の
社
会
を
支
え
て
き
た
の
は
恐
怖
で
あ
り
、

現
在
の
便
利
な
生
活
を
捨
て
て
今
さ
ら
昔
の
暮
ら
し
が
で

き
る
わ
け
な
い
と
い
う
思
い
込
み
で
す
。
こ
の
、
一
歩
も

戻
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
の
元
に
は
、
遅
れ
た
、
未
開
の
、

野
蛮
な
る
自
己
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
っ
と

文
明
人
に
な
っ
た
と
い
う
「
自
己
否
定
」
の
ト
ラ
ウ
マ
が

あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

│
│
ア
マ
ゾ
ン
の
先
住
民
社
会
で
は
毎
晩
が
キ
ャ
ン
ド
ル

ナ
イ
ト
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
よ
。
電
気
が
な
く
っ
た
っ

て
、
ち
ゃ
ん
と
暮
ら
し
は
あ
る
と
い
う
気
づ
き
は
大
き
い

で
す
ね
。
昔
に
戻
る
の
で
は
な
く
今
の
生
活
が
あ
る
わ
け
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で
す
か
ら
。
最
新
刊
『
し
な
い
こ
と
│
│
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ

の
た
め
に
』
で
書
か
れ
た
こ
と
も
そ
れ
に
通
じ
ま
す
ね
。

　
「
し
な
い
こ
と
」
の
発
想
は
、
近
代
社
会
・
文
明
社
会

の
本
質
は
「
す
る
こ
と
」
の
過
剰
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
は
世
界
を
「
す

る
こ
と
」
で
覆
い
尽
く
す
こ
と
。
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
モ
ノ

が
満
ち
て
、
ゴ
ミ
も
Ｃ
Ｏ
２
も
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
し
ま
う
。

人
び
と
の
毎
日
も
「
す
る
こ
と
」
ば
か
り
で
忙
し
く
て
窒

息
し
そ
う
で
し
ょ
。
み
ん
な
「
す
る
こ
と
」
リ
ス
ト
に
追

わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
横
に
「
し
な
い
こ
と
」
リ

ス
ト
を
置
い
て
み
た
ら
ど
う
で
す
か
、
と
い
う
軽
い
提
案

だ
っ
た
。
で
も
や
っ
て
み
る
と
面
白
い
こ
と
が
見
え
て
く

る
ん
で
す
。「
す
る
」の
反
対
っ
て
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？

│
│
「
し
な
い
」
で
し
ょ
う
か
。

　
「
起
き
る
」
の
反
対
は
「
起
き
な
い
」
だ
と
思
い
が
ち

で
す
が
、
実
は
「
寝
て
い
る
」
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

「
す
る
」
の
反
対
は
「
居
る
」
だ
と
。
ド
ゥ
ー
イ
ン
グ
の

反
対
は
ビ
ー
イ
ン
グ
。
人
間
は
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ビ
ー
イ
ン

グ
だ
っ
た
筈
な
の
に
、
す
っ
か
り
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ド
ゥ
ー

イ
ン
グ
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
何
の
た
め
に
「
す
る
」
の

か
、
も
う
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
か
つ
て
は
「
居
る
」
た

め
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、今
や
「
す
る
」
た
め
に
「
す
る
」

た
め
に
「
す
る
」
…
…
。
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、「
居
る
」

時
間
が
な
い
。
こ
れ
を
ぼ
く
は
「
す
る
す
る
社
会
」
と
呼

ぶ
ん
で
す
。

　
「
す
る
」
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
休
ん
で
、
た
だ
居
て
み
る
。

普
段
見
て
い
な
か
っ
た
い
ろ
ん
な
も
の
が
見
え
て
き
ま
す

よ
。
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
は
実
は
ホ
ン
モ
ノ
の
豊
か
さ
へ
の
道

筋
な
ん
で
す
ね
。「
よ
り
速
く
、
よ
り
多
く
」
を
合
言
葉

に
効
率
ば
か
り
を
求
め
る
人
生
な
ん
て
ろ
く
な
モ
ン
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
。
自
分
の
過
去
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
脇

道
に
そ
れ
て
ば
か
り
で
、
道
に
迷
う
こ
と
も
多
々
あ
っ
た

け
ど
、
近
道
を
来
な
く
て
よ
か
っ
た
と
つ
く
づ
く
思
い
ま

す
。

│
│
寄
り
道
し
た
こ
と
で
、
辻
さ
ん
の
な
か
に
豊
か
な
発

想
が
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
著
書
に
ち
り
ば
め
ら

れ
た
言
葉
の
遊
び
感
覚
も
い
い
で
す
ね
。

　
言
葉
遊
び
と
い
え
ば
、
ぼ
く
は
、
片
倉
も
と
こ
先
生
の

「
ゆ
と
ろ
ぎ
」
が
好
き
で
す
。

│
│
「
ゆ
と
り
」
と
「
く
つ
ろ
ぎ
」
を
あ
わ
せ
、
真
ん
中

の
「
り
く
つ
」
を
抜
く
と
い
う
（
笑
）。
イ
ス
ラ
ム
の
考

え
か
ら
き
た
も
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
イ
ス
ラ
ム
の
ス
ロ
ー
思
想
、
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
を
見
事
に

言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
遊
び
心
、

い
い
で
す
ね
、「
文
明
の
衝
突
」
な
ん
て
い
う
乱
暴
な
発

想
が
ま
か
り
通
る
こ
ん
な
ご
時
世
に
読
む
と
ほ
っ
と
し
ま

す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
人
類
学
者
が
ち
ゃ
ん
と
居

る
っ
て
こ
と
を
広
め
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

│
│
も
う
ひ
と
つ
の
最
新
刊
『
ス
ロ
ー
メ
デ
ィ
ス
ン
』
で

対
談
さ
れ
た
上
野
圭
一
さ
ん
は
、
民
博
で
共
同
研
究
を
し

て
い
た
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。

　

彼
は
翻
訳
家
で
代
替
医
療
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
す

が
、
そ
の
仕
事
は
す
ぐ
れ
て
人
類
学
的
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
本
で
も
ふ
れ
て
い
ま
す
が
、
健
康
を
あ
ら
わ
す

「health

」、
癒
し
に
あ
た
る
「healing

」
は
、
も
と
は
全

体
を
あ
ら
わ
す
「w

hole

」
か
ら
き
て
い
る
言
葉
だ

そ
う
で
す
。
ヘ
ル
ス
に
し
て
も
ヒ
ー
リ
ン
グ
に
し

て
も
対
象
に
す
る
の
は
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
欠

け
た
状
態
で
あ
る
と
。
こ
の
考
え
方
は
、
お
そ
ら

く
ほ
と
ん
ど
の
文
化
の
根
底
に
あ
る
世
界
観
だ
と

思
い
ま
す
。

│
│
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
と
い
う
の
は
、
シ
ャ
ー
マ

ン
の
役
割
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
手
立
て
を
講
じ
て

は
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
た
人
間
関
係
を
取
り

戻
す
と
い
う
よ
う
に
。
辻
さ
ん
の
お
仕
事
も
、
バ

ラ
ン
ス
を
崩
し
た
社
会
に
対
す
る
シ
ャ
ー
マ
ン
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

ど
っ
ち
か
と
い
う
と
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
で
し
ょ

う
ね
（
笑
）。
海
外
か
ら
帰
っ
て
き
て
大
学
で
教

え
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
は
不
向
き
か
な
と
悩
み

ま
し
た
。
で
も
今
は
、
若
い
人
た
ち
と
一
緒
に
い

ろ
い
ろ
や
る
の
が
ま
す
ま
す
面
白
い
。
学
者
が
不

用
意
に
「
学
生
の
劣
化
」
な
ど
と
言
う
の
を
聞
く

と
憤
り
を
感
じ
ま
す
。
若
者
の
感
性
は
現
代
を
越

え
て
、
来
る
べ
き
社
会
を
先
取
り
し
始
め
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
世
界
が
そ
こ
ま
で
追
い
詰
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
反
動
で
も
あ
る
わ
け
で
す

が
。何

か
を
や
る
こ
と
で

見
え
て
く
る

　

ぼ
く
は
楽
観
的
な
人
間
で
は
な
い
で
す
。
環
境

運
動
を
や
っ
て
い
れ
ば
楽
観
的
に
は
な
れ
ま
せ
ん

よ
。
け
れ
ど
、
悲
観
し
て
も
し
ょ
う
が
な
い
で
す

か
ら
ね
。
あ
と
は
ど
ん
ど
ん
若
い
人
に
ま
か
せ
れ

ば
い
い
ん
で
す
よ
。
で
も
若
者
た
ち
に
し
て
み
れ

ば
、
新
し
い
時
代
を
つ
く
る
に
も
、
そ
の
材
料
の

も
ち
あ
わ
せ
が
少
な
い
ん
で
す
。
そ
こ
に
ぼ
く
た

ち
上
の
世
代
の
役
割
が
あ
る
。
過
去
を
ち
ょ
っ
と

振
り
返
れ
ば
い
ろ
ん
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
し
、
ま
し

て
や
、
人
類
学
は
、
新
し
い
社
会
づ
く
り
に
使
え

る
材
料
の
宝
庫
で
す
。

　

カ
フ
ェ
な
ん
か
も
、
と
り
あ
え
ず
若
者
を
手

伝
っ
て
一
緒
に
や
っ
て
み
る
こ
と
で
す
。
動
き
出

せ
ば
彼
ら
は
い
ろ
ん
な
こ
と
に
興
味
を
も
ち
ま

す
よ
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
「
顔
の
見
え
る
関
係
」

だ
と
な
れ
ば
、「
じ
ゃ
あ
会
い
に
行
っ
て
み
よ

う
か
」
と
な
る
。
ミ
ニ
人
類
学
が
始
ま
り
ま
す
。

「
フ
ェ
ア
」
と
い
う
言
葉
も
、
考
え
る
入
口
と
し

て
い
い
ん
で
す
。
昔
ぼ
く
ら
が
若
い
頃
に
使
っ
た

「
正
義
」
だ
と
、
す
ぐ
話
が
こ
じ
れ
る
ん
だ
け
ど
、

「
フ
ェ
ア
」
な
ら
、
文
化
相
対
主
義
と
い
う
言
葉

を
知
ら
な
く
た
っ
て
、
ど
う
い
う
関
係
が
フ
ェ

ア
な
ん
だ
ろ
う
、
こ
こ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
何
が

フ
ェ
ア
な
の
か
、
と
若
者
は
考
え
ま
す
か
ら
。

│
│
若
者
を
あ
し
ざ
ま
に
言
う
論
調
が
あ
り
ま
す

が
、
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。

　
う
ち
の
ゼ
ミ
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
田
ん
ぼ
や
畑

に
出
る
農
的
ゼ
ミ
で
す
。
地
下
足
袋
が
必
需
品
と

い
う
、
な
か
な
か
大
変
な
ゼ
ミ
な
ん
で
す
よ
。
そ

こ
で
彼
ら
の
な
か
に
何
が
起
こ
る
か
は
、
ぼ
く
に

も
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
あ
、
何
か
面
白
い

こ
と
は
起
こ
る
。
そ
れ
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
、
こ

れ
か
ら
の
生
き
る
力
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
ぁ
。

そ
の
点
、
ぼ
く
は
ひ
ど
く
楽
観
的
で
す
ね
。

│
│
以
前
と
ち
が
う
自
分
を
学
生
は
発
見
す
る
わ

け
で
す
か
。
見
え
な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
、
新

し
い
輝
き
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

本
日
は
広
が
り
の
あ
る
お
話
を
お
聞
か
せ
い
た
だ

き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最近のフィールドであるブータンにて。国王の提唱で、憲法に「ＧＮＰ（国民総生産）」ならぬ
「ＧＮＨ（国民総幸福）」という考え方が明記された〈提供・ナマケモノ倶楽部〉

辻さんのゼミでは、年間を通して農作業実習がおこなわれる〈提供・ナマケモノ倶楽部〉



吉よ
し

田だ 

裕ひ
ろ

彦ひ
こ

天
理
大
学
附
属
天
理
参
考
館 

学
芸
員

自
称
、
展
示
サ
ー
ビ
ス
業
。
近
年
、
文
化
人
類
学
ネ
タ
を
バ
ッ

ク
に
「
火
の
め
ぐ
み
」、「
モ
チ
ゴ
メ
の
国
ラ
オ
ス
」（
天
理
参

考
館
企
画
展
）、「
モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
の
竹
文
化
」（
天
理

ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
）
な
ど
を
共
同
企
画
、
開
催
す
る
。
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に
湧
水
が
出
る
。
そ
の
湧
水

は
人
び
と
の
飲
み
水
や
生
活

用
水
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、

年
に
幾
度
と
お
こ
な
わ
れ
る

儀
礼
の
聖
水
と
し
て
欠
か
す

こ
と
が
で
き
な
い
水
で
も
あ

る
。
聖
水
は
大
地
か
ら
湧
き

出
る
清
ら
か
な
水
で
な
い
と

い
け
な
い
。
儀
礼
は
日
本
で

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
若わ

か

水み
ず

汲く

み
と
同
様
に
、
こ
の
水
を
汲

み
に
行
く
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

汲
ま
れ
た
水
に
司
祭
プ
ダ
ン

ダ
が
呪
文
を
吹
き
込
む
こ
と

で
、
神
聖
な
水
ア
ム
ル
タ
と

な
る
。
プ
ダ
ン
ダ
は
こ
の
水

を
神
に
捧さ

さ

げ
、
一
人
一
人
の

頭
上
に
し
ぶ
き
を
飛
ば
し
て

儀
礼
に
参
加
し
た
人
び
と
の
邪
気
を
払
い
、

浄
化
す
る
。
な
か
に
は
そ
の
水
を
手
の
ひ

ら
に
受
け
て
口
に
含
ん
だ
り
す
る
人
も
い

る
。
こ
う
し
て
儀
礼
は
粛
々
と
進
め
ら
れ

る
。
バ
リ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
が
水
の
宗
教
と

も
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に

あ
る
。

　
バ
リ
島
の
人
び
と
に
よ
る
湧
水
と
の
接

し
方
を
見
て
い
る
と
、
異
界
と
生
活
世
界

と
が
混
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

水
源
と
な
る
湧
水
地
（
池
）
に
存
在
す
る

は
ず
の
異
界
の
出
入
り
口
で
取
水
し
た
水

に
聖
性
を
蓄
え
た
ま
ま
、
自
分
た
ち
の
生

活
世
界
に
も
ち
帰
り
、
異
界
の
パ
ワ
ー
を

　
こ
の
よ
う
に
水
源
地
を
介
し
、
生
活
世

界
と
異
界
と
の
交
流
を
実
践
す
る
社
会
の

一
例
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
バ
リ
島
の
人
び

と
の
信
仰
生
活
か
ら
か
い
ま
見
る
こ
と
と

す
る
。

　
バ
リ
島
は
、
美
し
い
棚
田
が
広
が
る
田

園
風
景
が
世
界
的
に
も
有
名
で
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
信
仰
が
今
も
息
づ
く
島
と
し

て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
急
斜
面
に
畦あ

ぜ

を
作
り
段
差
を
付
け
て
棚
田
と
す
る
こ
と

で
、
保
水
力
を
高
め
、
雨
水
が
一
気
に
流

れ
落
ち
ず
に
地
下
に
浸
透
し
な
が
ら
、
高

い
所
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
下
に
流
れ
る
よ
う

に
し
た
灌か

ん

漑が
い

技
術
は
お
見
事
と
い
う
他
は

な
い
。
水
が
ゆ
っ
く
り
と
地
下
に
浸
透
す

る
こ
と
で
、
地
割
れ
や
地
滑
り
を
防
ぐ
こ

と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
田
植
え
か
ら
収

穫
ま
で
稲
作
全
体
が
彼
ら
の
信
仰
体
系
に

組
み
込
ま
れ
、
水
が
じ
っ
く
り
と
浸
透
す

る
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
が
流
れ

て
い
る
。

　
バ
リ
島
の
地
面
に
吸
収
さ
れ
た
雨
水
は

地
下
水
と
し
て
脈
々
と
流
れ
、
島
の
随
所

取
り
込
も
う
と
す
る
信

仰
生
活
が
連
綿
と
息
づ

い
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
び

と
に
と
っ
て
か
け
が
え

の
な
い
水
が
え
ら
れ
る

場
と
な
る
水
源
地
を
異

界
へ
の
出
入
口
と
み
な

す
思
考
様
式
は
バ
リ
島

だ
け
で
な
く
、
世
界
各

地
に
見
ら
れ
る
よ
う
で

あ
る
。

　
三
月
二
五
日
（
木
）
よ
り
開
幕
し
た
民

博
の
企
画
展
「
水
の
器
―
手
の
ひ
ら
か
ら

地
球
ま
で
」（
〜
六
月
二
二
日
（
火
））
で

は
、
水
と
人
の
多
様
な
か
か
わ
り
が
四
つ

の
コ
ー
ナ
ー
を
つ
な
い
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
各
コ
ー
ナ
ー
は
「
一
．
生
活
世
界
の

身
近
な
器
」「
二
．
多
様
な
水
源
」「
三
．

水
の
器
・
地
球
」「
四
．
水
の
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
」
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
わ
た
し
は

お
も
に
二
番
目
の
「
多
様
な
水
源
」
コ
ー

ナ
ー
を
担
当
し
た
。

　
人
び
と
は
飲
み
水
を
ど
こ
か
ら
え
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？
こ
の
素
朴
な
疑
問
か
ら

水
源
を
求
め
る
作
業
は
始
ま
っ
た
。
日
本

で
は
ほ
と
ん
ど
の
人
は
水
道
栓
を
ひ
ね
れ

ば
、
飲
み
水
を
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
、

ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
で
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

の
水
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
人

に
と
っ
て
の
水
源
は
水
道
栓
で
あ
り
、
コ

ン
ビ
ニ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
コ
ー
ナ
ー
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
水
は

ど
こ
か
ら
生
活
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
て
く

る
の
だ
ろ
う
か
。
多
く
は
貯
水
池
、
ダ
ム

湖
、
井
戸
な
ど
の
大
規
模
な
水
の
器
に
溜た

め
ら
れ
た
地
下
水
や
雨
水
、
河
川
の
水
な

ど
に
た
ど
り
つ
く
。
湖
沼
の
水
や
泉
水
、

湧ゆ
う

水す
い

も
自
然
界
に
あ
る
貴
重
な
水
資
源

だ
っ
た
。

　
日
本
で
も
多
く
の
地
域
で
、
わ
ず
か
数

十
年
前
ま
で
は
飲
み
水
を
始
め
、
日
常
の

生
活
用
水
の
多
く
を
自
然
の
水
源
に
頼
っ

て
い
た
。
当
時
、
人
び
と
は
飲
み
水
を
供

給
す
る
水
源
ま
で
た
ど
り
つ
く
こ
と
し
か

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
先
（
奥
）
は
得
体

の
知
れ
な
い
不
明
の
異
界
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
、
人
び
と

は
、
水
の
恵
み
を
も
た
ら
す
水
源
に
畏い

敬け
い

を
抱
き
、
神
話
や
伝
承
、
儀
礼
を
発
達
さ

せ
て
き
た
。
水
源
は
人
間
に
と
っ
て
不
可

視
の
自
然
と
現
実
の
世
界
を
結
ぶ
接
点
と

な
っ
て
い
た
。
異
界
と
現
実
の
世
界
と
を

結
ぶ
接
点
と
な
る
場
所
が
、
人
び
と
が
水

を
獲
得
す
る
水
源
地
だ
っ
た
と
い
え
る
。

モ
ノ
・
グ
ラ
フ

水
源
を
訪
ね
、異
界
を
知
る

さ
ま
ざ
ま
な
水
源

異
界
と
つ
な
が
る
バ
リ
島
の
湧
水

コンビニのペットボトルコーナー

斜面に広がる棚田。インドネシア バリ島（1995年）

水道栓の水

民家の井戸端。橿原市北越智町（2009年）

湧水の取水場。バケツに水を受ける。インドネシア バリ島（1989年）

器に入った聖水「アムルタ」を指で弾いて神に捧げる。
インドネシア バリ島（1989年）
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愛
媛
県
西
条
市
は
、
古
く
か
ら
「
水
の

都
」
と
称
さ
れ
、
地
下
水
が
人
び
と
の
生

活
や
農
業
・
地
場
産
業
と
深
く
か
か
わ
り

あ
っ
て
き
た
。

　
こ
の
地
下
水
は
、
地
中
に
鉄
管
を
打
ち

込
め
ば
湧
き
出
る
こ
と
か
ら
「
う
ち
ぬ

き
」
と
い
わ
れ
、
各
世
帯
の
生
活
用
水
を

賄ま
か
なう
貴
重
な
水
源
と
し
て
市
民
に
親
し
ま

れ
る
と
と
も
に
、
市
民
共
有
の
財
産
と
し

て
守
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

西
条
市
が
進
め
る
独
自
の
ま
ち
づ
く
り
を

支
え
る
資
源
と
し
て
存
分
に
活
用
さ
れ
て

き
た
。
ま
さ
に
天
恵
の
資
源
で
あ
る
。

　
西
条
市
に
お
け
る
人
と
水
の
緊
密
な
関

係
に
つ
い
て
、
過
去
と
現
在
を
検
証
す
る

こ
と
に
よ
り
未
来
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

が
行
政
の
責
務
で
あ
る
と
認
識
し
、
人
と

水
と
の
総
合
的
な
研
究
の
場
と
し
て
バ
ー

チ
ャ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
「
水
の
歴
史
館
」

の
開
設
を
進
め
た
。

　
開
設
に
あ
た
っ
て
は
、
①
人
と
水
②
環

境
と
水
③
産
業
と
水
の
関
係
の
三
点
を
基

本
理
念
と
し
、
西
条
市
の
水
に
対
す
る
思

い
が
市
内
外
に
情
報
発
信
で
き
る
館
運
営

を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
予
算
の
裏
付
け
は
な
く
、
そ
の
分
知
恵

を
絞
っ
て
展
示
内
容
を
自
前
で
調
製
す
る

作
業
は
、
想
定
の
枠
を
は
る
か
に
超
え
る

難
事
業
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
作
業
に
よ
り
開
設
に
携

わ
っ
た
職
員
が
、
水
に
対
す
る
思
い
を
篤あ

つ

く
し
た
こ
と
は
想
定
外
の
副
産
物
で
あ
っ

た
。

　
お
も
な
展
示
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

・ 

水
の
歴
史
（
う
ち
ぬ
き
工
事
の
今
昔
／

井
戸
と
井
戸
掘
り
の
変
遷
／
川
の
歴
史

等
）

お
り
、
市
民
の
水
に
対
す
る

思
い
の
強
さ
を
今
更
な
が
ら

痛
感
し
て
い
る
。

　

現
在
西
条
市
は
、
大
学
や

専
門
機
関
と
連
携
し
て
、
市

内
全
域
に
お
け
る
地
下
水
の

調
査
解
析
を
お
こ
な
う
と
と

も
に
、
研
究
者
の
参
画
を
え

て
「
地
下
水
法
シ
ス
テ
ム
研

究
会
」
を
立
ち
上
げ
、
地
下

水
を
「
公
水
」
と
位
置
づ
け

た
保
全
策
の
立
案
・
研
究
を

実
施
し
て
い
る
。
お
り
し
も

人と水をつなぐバーチャルミュージアム
人びとの暮らしに深くかかわりをもってきた水。

古くから「水の都」と称されてきた愛媛県西条市では、行政が主体となり、
人と水の関係の過去と現在を検証し、未来を問い直すあらたな取組みが実施されている

地球ミュージアム紀行  　　
愛媛県西条市「水の歴史館」

佐さ

さ々

木き 

和た
か

乙つ
ぐ

西
条
市
役
所
生
活
環
境
部 

部
長

市
独
自
で
地
下
水
資
源
調
査
解
析
事
業
を
お
こ
な
い
、

地
下
水
を
「
公
水
」
と
し
て
位
置
づ
け
、「
水
は
売
ら

な
い
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
地
下
水
を
活
用

し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
ア
ラ
ス
カ
東
南
部
か
ら
ワ
シ

ン
ト
ン
州
に
か
け
て
の
太
平
洋
沿
岸
は
、
比

較
的
暖
か
く
多
雨
で
森
林
資
源
と
水
産
資
源

に
恵
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
住
人
は
北

か
ら
南
ま
で
文
化
が
似
て
い
る
た
め
北
西
海

岸
先
住
民
と
一
括
さ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は

言
語
を
異
に
す
る
ト
リ
ン
ギ
ッ
ト
や
ハ
イ
ダ
な

ど
二
〇
以
上
の
民
族
集
団
に
分
か
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
民
族
集
団
に
共
通
し
て
み
ら
れ

る
文
化
的
な
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
ト
ー
テ
ム

ポ
ー
ル
（
巨
木
柱
、
以
下
、
ポ
ー
ル
）
が
あ
る
。

ポ
ー
ル
の
素
材
は
レ
ッ
ド
・
シ
ダ
ー
で
、
ワ

タ
リ
ガ
ラ
ス
や
ワ
シ
な
ど
特
定
の
氏
族
に
関

係
す
る
動
物
が
、
氏
族
の
歴
史
と
し
て
独
特

の
形
態
で
彫
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
表
紙
の
ポ

ー
ル
は
ニ
ス
ガ
の
も
の
で
、
上
か
ら
巨
人
、

カ
エ
ル
、
ワ
タ
リ
ガ
ラ
ス
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
目
に
す
る
ポ
ー
ル
の
多
く
は

三
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
が
、
一
八
世
紀
に

こ
の
地
を
訪
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
小
さ
な

ポ
ー
ル
し
か
目
に
し
て
い
な
い
。
じ
つ
は
、

ポ
ー
ル
は
、
ラ
ッ
コ
の
毛
皮
交
易
の
結
果
、

巨
大
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
生
息

す
る
ラ
ッ
コ
の
毛
皮
が
、

一
七
七
九
年
に
中
国
の
広

東
に
お
い
て
お
ど
ろ
く
ほ

ど
の
高
値
で
売
れ
た
の
で
、

欧
米
人
は
そ
の
毛
皮
を
求

め
て
北
西
海
岸
に
や
っ
て

き
た
。
こ
の
毛
皮
交
易
は

北
西
海
岸
先
住
民
に
巨
万

の
富
を
も
た
ら
し
、
儀
礼
活
動
を
盛
ん
に
さ

せ
た
。
ま
た
、
外
来
の
鉄
器
の
利
用
に
よ
っ

て
巨
大
な
ポ
ー
ル
が
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
ま
す
ま
す
盛
大
に
な
る
非
キ

リ
ス
ト
教
的
な
儀
礼
活
動
を
社
会
悪
と
み
た

カ
ナ
ダ
政
府
は
、
そ
れ
を
一
八
八
四
年
か
ら

一
九
五
一
年
ま
で
禁
止
し
た
。
そ
の
期
間
、

儀
礼
は
表
立
っ
て
は
実
施
さ
れ
ず
、
ポ
ー
ル

作
り
も
低
迷
し
た
。
し
か
し
一
九
五
〇
年
代

か
ら
そ
の
製
作
が
、
儀
礼
と
と
も
に
復
活
し
、

今
で
も
祖
先
を
記
念
す
る
た
め
に
ポ
ー
ル
が

建
立
さ
れ
、
儀
礼
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ポ

ー
ル
に
は
先
住
民
の
思
い
が
彫
り
こ
ま
れ
て

い
る
。

先住民の思いを刻むトーテムポール
作者：ノーマン・テイト　民族：ニスガ

国名：カナダ　1977年受入
標本番号：H0009192

◉
岸
きし

上
がみ

 伸
のぶ

啓
ひろ

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25年。

現在は、アラスカのイヌピアックの捕鯨文化を研究中。

表紙モノ語り

国
に
お
い
て
は
「
水
循
環
基
本
法
」（
仮

称
）
の
制
定
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
と
き
を
同
じ
く
同
事
案
に
つ
い
て

政
策
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

不
思
議
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
も

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
情
報
発
信
を
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
な
お
、
展
示
の
一
部
は
、
民
博
で
開
催

中
の
企
画
展
「
水
の
器
」
で
ご
覧
い
た
だ

け
る
。
ウ
ェ
ブ
の
U
R
L
は
（http://

w
w
w
.city

.saijo.eh
im
e.jp

/
m
izunorekishikan/index.htm

）

・ 

西
条
市
水
の
資
料
館
（
地
下
水
の
自
噴

の
し
く
み
／
水
質
お
よ
び
水
位
調
査
の

結
果
等
）

・ 

水
辺
の
生
き
物
（
カ
ブ
ト
ガ
ニ
情
報

等
）

・ 

水
の
エ
ッ
セ
イ
（
西
条
の
水
に
ま
つ
わ

る
お
話
）

・
西
条
市
の
水
収
支

・
水
の
ふ
し
ぎ

・
そ
れ
ゆ
け
突
撃
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
入
館
者
、
す
な
わ
ち
こ
の
サ
イ
ト
に
ア

ク
セ
ス
し
た
人
数
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月

開
館
以
降
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
ま
で
で

約
二
万
九
〇
〇
〇
人
で
あ
る
。

　
現
在
は
、
展
示
内
容
（
デ
ー
タ
）
の
更

新
が
お
も
な
作
業
と
な
っ
て
い
る
が
、
市

外
の
方
か
ら
は
「
う
ち
ぬ
き
」
を
訪
ね
る

た
め
の
情
報
提
供
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
り
、
展
示
内
容
の
工
夫
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
市
民
か
ら
は
水
に
関
す
る
歴
史

に
つ
い
て
の
内
容
の
充
実
を
求
め
ら
れ
て

うちぬき広場

水と親しむ青空教室

「
水
の
歴
史
館
」を
開
設
す
る
ま
で

現
状
と
課
題

総合文化会館西側水汲み場



企画展解説書『水の器―手のひらから地球まで』
編集：田口理恵・久保正敏・秋道智彌
発行：大学共同利用機関法人 人間文化研究機構
定価：500円（友の会会員価格：450円）
発送手数料：400円

 月刊 　2010 年 4月号  12 13  月刊 　2010 年 4月号

企
画
展

「
水
の
器
│
手
の
ひ
ら
か
ら

地
球
ま
で
」

会
期　

六
月
二
二
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
展
示
内

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

「
水
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム〝
Ｗ
Ｅ
Ｔ
〞」

実
施
日　

①
五
月
三
日（
月
・
祝
）

　
　
　
　

②
五
月
四
日（
火
・
祝
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
〜
一
五
時

三
〇
分

会
場　

第
五
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

各
回
二
〇
組（
要
申
込
）

実
費　

五
〇
〇
円

参
加
申
し
込
み
方
法

タ
イ
ト
ル
・
実
施
日
・
参
加
人
数
・

参
加
者
氏
名
・
年
齢
・
住
所
・
代

表
者
の
電
話
番
号
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

を
書
い
て
左
記
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。対
象
は
小
学
生
で
す
。

申
し
込
み
締
め
切
り

四
月
二
三
日（
金
）

E
-m
a
il:w

o
rk
sh
o
p
@
id
c
.

m
inpaku.ac.jp

Ｆ
Ａ
Ｘ　
〇
六
│

六
八
七
八
│

七
五
二
三

関
連
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
）

「
伊
勢
の
染
型
紙
―
映
像
と

実
物
に
み
る
匠
の
技
―
」

会
期　

六
月
二
九
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
展
示
内

※
研
究
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト

ー
ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時　

四
月
六
日（
火
）

一
四
時
三
〇
分
〜
一
五
時
三
〇
分

◆
研
究
公
演

日
本
に
舞
う
中
国
の
龍
と
獅
子

―
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
に
見
る
文

化
の
継
承
と
伝
播

実
施
日　

四
月
一
八
日（
日
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
〜
一
五
時

三
〇
分

会
場　

本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
・

正
面
玄
関（
屋
外
）

※
参
加
無
料
・
申
込
不
要

◆
研
究
公
演

狂
言
を
知
る
―
観
る
楽
し
さ
と

演
じ
る
喜
び

実
施
日　

五
月
九
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

※
参
加
無
料
・
申
込
不
要

●
み
ん
ぱ
く
映
画
会

民
族
学
者
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
、南
極

①「
マ
ナ
ス
ル
に
立
つ
」

実
施
日　

四
月
二
四
日（
土
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
〜
一
六
時

（
開
場
一
三
時
）

②「
カ
ラ
コ
ル
ム
」

実
施
日　

五
月
一
日（
土
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
〜
一
五
時

五
〇
分（
開
場
一
三
時
）

③「
花
嫁
の
峰 

チ
ョ
ゴ
リ
ザ
」

実
施
日　

五
月
八
日（
土
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
〜
一
五
時

五
〇
分（
開
場
一
三
時
）

会
場　

講
堂

定
員　

四
五
〇
名

※
参
加
無
料
・
申
込
不
要

研
究
公
演
・
映
画
会
の
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
）

●
み
ん
ぱ
く
春
の
遠
足
・
校
外
学

習　
事
前
見
学
＆
ガ
イ
ダ
ン
ス

学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し

た
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。

実
施
日
①　

四
月
四
日（
日
）

時
間　

一
〇
時
三
〇
分
〜
一
七
時

（
受
付
一
六
時
三
〇
分
ま
で
）

実
施
日
②　

四
月
五
日（
月
）

時
間　

一
三
時
〜
一
七
時
（
受
付

一
六
時
三
〇
分
ま
で
）

会
場　

第
二
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

※
参
加
無
料
・
要
事
前
申
込

お
問
い
合
わ
せ

広
報
企
画
室
広
報
係

電
話　
〇
六
│

六
八
七
八
│

八
五
六
〇

（
平
日
九
時
〜
一
七
時
）

●
音
楽
展
示
・
言
語
展
示
が
あ
た

ら
し
く
な
り
ま
し
た
。

●
無
料
観
覧
日
・
休
館
日
変
更
の

お
知
ら
せ

　

五
月
五
日
（
水
・
祝
）
こ
ど
も
の

日
は
、
本
館
展
示
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
。

　

ま
た
、
五
月
五
日
（
水
・
祝
）
は
、

祝
日
の
た
め
開
館
し
、
翌
六
日（
木
）

を
休
館
し
ま
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383回　4月17日（土）
[新言語展示関連]
ことばの宇宙を届けたい
―新しい言語展示の表話・裏話
講師　菊澤律子（先端人類科学研究部准教授）
1人でも多くの人にことばの世界の
楽しさを伝えたい。できるだけ多くの
人に世界のことばのことを知って欲
しい。そんな民博の言語学者の想いが
2010年3月末、「言語展示」という
形になります。展示の設計のプロセス
や装置開発に関するエピソードを、展
示場に入りきらなかったことばのお
はなしと一緒にご紹介します。

第384回　5月15日（土）
[新言語展示関連]
世界のことば─語順と系統
講師　長野泰彦（民族文化研究部教授）
新しい言語展示では、3000とも
4000とも言われる世界の言語の多
様性を示すとともに、語順等に観察さ
れる普遍性を浮き彫りにします。また、
諸言語の歴史関係を大胆に鳥瞰でき
る図も作成しました。これらをどのよ
うに利用していただけるか、日本語は
世界の中でどういった位置づけにな
るのかにも触れます。

現在開催中の企画展にあわせ、ミュー
ジアム・ショップでは関連商品を取
りそろえております。生命の根源「水」
にまつわる企画展「水の器―手のひら
から地球まで」からは、展示をより一
層親しんでいただくための解説書を。

また、企画展「伊勢の染型紙―映像と
実物にみる匠の技―」からは、日本伝
統の技がいきる染型紙にちなんだ
数々の商品を準備し、皆様のご来店を
おまちしております。

友の会 みんぱくゼミナール

ミュージアム・ショップ

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

第３83回　5月1日（土）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
一つの列島、二つの国家、三つの文化
講師　佐々木利和
（北海道大学アイヌ・先住民研究センター教授）
日本は単一民族国家であるという認
識がひろくみられますが、本当にそう
でしょうか。歴史的に考えてみると琉
球、アイヌの人びとはそれぞれ 固有の
言語や文化、社会を維持してきました。
日本という国のなかで、琉球、アイヌ
の文化は今後、どうなってゆくのでし
ょうか。

第３84回　6月5日（土）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
文明の融合都市、イスタンブー
ルのゆくえ
講師　新免光比呂（民族文化研究部准教授）

友の会講演会（大阪）
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）

■林勲男　著
『自然災害と復興支援』 
みんぱく実践人類学シリーズ９
明石書店　定価：7,560円（税込）
2004年暮れに発
生し、人類史に残
る甚大な被害をも
たらしたインド洋
地震津波災害被災
地の復興支援につ
いて、スリランカ・
インド・タイ・イ
ンドネシアでの現
地調査に基づき分
析する。

■西尾哲夫・堀内正樹・水野信男　編著
『アラブの音文化 ─グローバル・コミュ
ニケーションへのいざない』
スタイルノート　定価：2,100円（税込）
音文化という考え
方によって、音が
作り出すコミュニ
ケーションを「音
楽」という狭い枠
から解放し、アラ
ブ世界の文化をグ
ローバル・コミュ
ニケーションとい
う独自の視点に立
って考察する。

■大貫良夫・加藤泰建・関雄二　編
『古代アンデス　神殿から始まる文明』
朝日新聞出版　定価：1,470円（税込）
日本のアンデス考
古学調査は、50年
以上にわたり継続
してきた。2008
年、東京で開催さ
れた50周年記念
シンポジウムをも
とに、調査の足跡
と、現在進行形の
発掘に関する最新
の成果が盛り込ま
れている。

東京講演会
会場●JICA地球ひろば
 セミナールーム301
定員●60名（申込制、下記「友の会」まで）

第92回　4月10日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
文化人類学に生きる
─館長就任1周年を迎えて─
講師　須藤健一（館長）

第93回　5月22日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
東北アジアのシルクロード
─人びとをつなぐ河の道
講師　佐々木史郎（研究戦略センター教授）
※ 3月号のタイトルが「東アジア」となっておりました。
訂正しおわびします。

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
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昨
年
末
、
初
め
て
ペ
ル
シ
ア
湾
の
南
側

の
国
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。

　
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
五
日
か
ら
一
七

日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ア
ブ
ダ
ビ
校
で

開
か
れ
た
国
際
会
議
「
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ

ト
│
│
文
学
と
芸
術
に
お
け
る
遭
遇
と

翻
訳
」
に
招
待
さ
れ
た
の
だ
。
大
阪
の
自

宅
か
ら
関
西
空
港
ま
で
の
車
の
手
配
あ
り
、

フ
ラ
イ
ト
は
ビ
ジ
ネ
ス
か
フ
ァ
ー
ス
ト
ク

ラ
ス
、
滞
在
は
四
つ
星
の
高
層
ホ
テ
ル
、

三
食
す
べ
て
主
催
者
も
ち
と
い
っ
た
要
人

待
遇
で
、
ま
る
で
「
空
飛
ぶ
赤
じ
ゅ
う
た

ん
」
が
お
迎
え
に
き
た
よ
う
だ
っ
た
。

　
し
か
し
何
も
わ
た
し
の
業
績
が
ノ
ー
ベ

ル
賞
級
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ

リ
カ
、
エ
ジ
プ
ト
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
イ
ン

ド
な
ど
か
ら
呼
ば
れ
た
四
〇
人
以
上
の
参

加
者
た
ち
が
、
み
な
同
じ
待
遇
で
招
待
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
顔
ぶ
れ
は
、

ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
界
の
大
御
所
か
ら
、

ま
だ
博
士
論
文
執

筆
中
と
い
う
若
手

の
ア
メ
リ
カ
人
大

学
院
生
ま
で
と
幅

広
く
、
ま
た
、
学

者
だ
け
で
な
く
、

作
家
、
演
出
家
、

映
画
監
督
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
と

い
っ
た
異
分
野
の
専
門
家
も
招
来
さ
れ
て

い
た
。

●
巨
額
の
国
家
予
算
と
文
化
政
策

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ア
ブ
ダ
ビ
校
は
、

二
〇
一
〇
年
秋
に
正
式
に
開
講
す
る
予
定

の
で
き
た
て
ほ
や
ほ
や
の
大
学
で
あ
る
。

国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大
学
を
目
指
す

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
と
米
国
式
の
研
究
教

育
機
関
を
地
元
に
望
む
ア
ブ
ダ
ビ
の
首
長

国
が
提
携
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
今

回
の
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
会
議
は
、
ダ
ウ

ン
タ
ウ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
で
初
め
て
開
か

れ
た
国
際
的
な
集
会
ら
し
い
。
二
〇
一
四

年
頃
に
は
、
ア
ブ
ダ
ビ
沖
合
に
建
設
中
の

サ
ア
デ
ィ
ヤ
ト
（
幸
福
）
島
に
メ
ー
ン

キ
ャ
ン
パ
ス
を
移
転
す
る
と
い
う
。

　
話
は
そ
れ
る
が
、
こ
の
サ
ア
デ
ィ
ヤ
ト

島
が
ま
た
、
巨
額
の
国
家
予
算
が
つ
ぎ
込

ま
れ
て
い
る
驚

き
ょ
う

愕が
く

の
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
あ
る
。
無
人
島
を
文
化
の
島
に
し
て
し

ま
お
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ー
ブ
ル
美
術

館
や
ア
メ
リ
カ
の
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
美
術

館
の
分
館
、
海
洋
博
物
館
、
歴
史
博
物
館
、

劇
場
な
ど
の
設
計
を
安
藤
忠
雄
を
含
め
た

世
界
中
の
著
名
な
建
築
家
に
依
頼
し
て
い

る
。
今
の
日
本
は
「
マ
ン
ガ
の
殿
堂
」
ひ

と
つ
建
て
る
こ
と
す
ら
か
な
わ
な
い
が
、

島
ご
と
文
化
施
設
に
し
て
し
ま
お
う
と
い

う
ア
ブ
ダ
ビ
で
は
、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
滝
の

ご
と
く
、
お
金
が
轟ご

う

音お
ん

を
た
て
て
流
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

●
国
際
会
議
で
の
発
表

　
「
わ
た
し
を
こ
の
壇
上
に
立
た
せ
る
た
め

に
投
入
さ
れ
た
費
用
が
お
よ
そ
…
…
、
そ

し
て
そ
れ
を
発
表
時
間
の
二
〇
分
で
割
る

と
一
分
あ
た
り
…
…
」
な
ど
と
コ
ス
ト
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
発

表
に
も
気
合
が
入
っ
た
。
わ
た
し
は
「
日

本
の
古
典
芸
能
に
な
っ
た
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ

イ
ト
」
と
い
う
発
表
で
、
狂
言
や
歌か

舞ぶ

伎き

に
翻
案
さ
れ
た
千
一
夜
の
話
や
、
二
〇
〇

四
年
の
特
別
展
「
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
大

博
覧
会
」
の
際
に
制
作
し
た
講
談
や
落
語

バ
ー
ジ
ョ
ン
の
語
り
の
映
像
を
紹
介
し
た
。

同
じ
く
民
博
か
ら
参
加
し
た
西
尾
哲
夫
教

授
は
同
じ
パ
ネ
ル
で
「
宝
塚
歌
劇
に
お
け

る
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
に
つ

い
て
発
表
さ
れ
た
。
極
東
の
日
本
の
舞
台

芸
術
に
お
け
る
千
一
夜
の
受
容
に
は
、
欧

米
・
ア
ラ
ブ
の
参
加
者
が
み
な
大
変
関
心

を
も
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
の
演
出
家
は
、「
ア
ラ
ビ

ア
ン
ナ
イ
ト
の
語
り
を
違
和
感

な
く
再
現
で
き
る
伝
統
的
な
話

芸
が
あ
る
こ
と
は
す
ば
ら
し

い
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。

「
ぜ
ひ
ま
た
呼
ん
で
ほ
し
い
」

と
言
い
残
し
、
空
と
ぶ
赤

じ
ゅ
う
た
ん
に
ま
た
乗
っ
て

帰
っ
て
き
た
。

万国 津 浦々々

山や
ま

中な
か 

由ゆ

里り

子こ

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

専
門
は
比
較
文
学
比
較
文
化
。
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
死
後
に
彼
に

ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
が
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
か
ら
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
へ
ど
の
よ
う
に
伝
わ

り
、
展
開
し
た
か
を
研
究
し
て
い
る
。

『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
変
相
―
古
代

か
ら
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
』（
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）

湾
岸
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド　
ア
ブ
ダ
ビ
の
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
国
際
会
議
に
参
加
し
て

● 

ム
ー
ビ
ン
グ
・
イ
メ
ー
ジ
に

囲
ま
れ
た
暮
ら
し

　
今
、
わ
た
し
た
ち
は
映
像
文
化
の
な
か

で
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
電
車
、
飛
行
機
、

街
頭
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
、
あ
る
い
は
、

家
庭
の
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
映
像
を
日
常
的
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
Y
o
u 

T
u
b
e
（
二
〇
〇
五
年
〜
）
、
ニ
コ
ニ

コ
動
画
（
二
〇
〇
七
年
〜
）
な
ど
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
動
画
共
有
サ
イ
ト
で
は
、

豊
富
な
映
像
コ
ン
テ
ン
ツ
を
視
聴
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
携
帯
電
話
や
デ

ジ
タ
ル
オ
ー
デ
ィ
オ
プ
レ
イ
ヤ
ー
な
ど
で

映
像
を
携
帯
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
内
容

の
質
は
と
も
か
く
と
し
て
、
映
像
そ
れ
自

体
の
量
は
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
視

聴
者
は
機
器
や
場
所
を
問
わ
ず
、
見
る
方

法
の
選
択
の
幅
も
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

写
真
な
ど
の
静
止
画
像
と
対
比
し
て
、

映
画
、
テ
レ
ビ
、
ビ
デ
オ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
上
で
の
動
画
像
な
ど
は
、
ム
ー
ビ
ン

グ
・
イ
メ
ー
ジ
と
総
称
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
ム
ー
ビ
ン

グ
・
イ
メ
ー
ジ
に
囲
ま
れ
、
そ
れ
ら
を
介

し
、
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
で
、
現
実

を
経
験
、
も
し
く
は
構
築
す
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

●
誰
の
視
線
に
よ
る
も
の
な
の
か
？

　
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
人
文
・
社
会

科
学
に
お
け
る
ム
ー
ビ
ン
グ
・
イ
メ
ー
ジ

の
利
用
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
盛
ん
に
な
っ

て
い
る
。
批
評
だ
け
で
な
く
、
撮
影
、
編

集
、
制
作
、
あ
る
い
は
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
構
築
な
ど
を
自
ら
お
こ
な
う

研
究
者
も
増
え
て
い
る
。

　
人
類
学
に
は
、
古
く
か
ら
他
者
の
生
活

や
活
動
を
映
像
で
記
録
し
、
表
象
の
可
能

性
を
さ
ぐ
る
研
究
領
域
が
あ
り
、
民
族
誌

映
画
が
制
作
さ
れ
て
き
た
。
現
在
、
研
究

者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
際
に
ビ
デ
オ

カ
メ
ラ
を
携
帯
し
て
、
研
究
の
た
め
の
調

査
資
料
の
収
集
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と

は
、
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
研

究
成
果
と
し
て
映
像
作
品
の
制
作
が
お
こ

な
わ
れ
、
近
年
で
は
、
学
会
な
ど
で
上
映

会
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
お
も
に
日
本
の
酒

蔵
に
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
展
開
し
て

き
た
。
最
近
、
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
行
く
際
に

は
、
小
型
の
デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を

携
帯
す
る
場
合
が
多
い
。
撮
影
し
た
酒
蔵

内
の
映
像
を
、
分
析
の
た
め
の
資
料
と
し

て
、
ま
た
、
編
集
し
、
授
業
の
教
材
と
し

て
活
用
す
る
が
、
撮
影
す
る
際
、
常
に
意

識
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、
撮
影
す
る

主
体
と
撮
影
さ
れ
る
主
体
と
の
関
係
で
あ

る
。

　
何
を
対
象
と
す
る
に
し
て
も
、
撮
影
対

象
は
単
純
に
客
観
的
な
対
象
で
は
あ
り
え

な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
映
像
が
誰

の
視
線
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
映
像
に
客
観
的
事
実

を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、

撮
る
主
体
と
撮
ら
れ
る
主
体
と

が
断
絶
し
た
表
現
が
好
ま
れ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

映
像
は
な
ん
ら
か
の
経
緯
を
経

て
、
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
制
作

の
意
図
や
プ
ロ
セ
ス
な
ど
を
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
映
像
の
な

か
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
ら
た
な
形
の
映
像
を
作
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ム
ー
ビ
ン
グ
・
イ
メ
ー

ジ
の
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る

も
の
は
そ
う
い
う
映
像
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

岩い
わ

谷た
に 

洋ひ
ろ

史ふ
み

民
博 

機
関
研
究
員

専
門
は
文
化
人
類
学
。
お
も
に
、
日

本
の
酒
蔵
（
清
酒
業
）
を
対
象
に

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
い
、

仕
事
場
で
働
く
人
た
ち
の
知
識
や
技

能
、
徒
弟
制
に
関
す
る
研
究
を
お
こ

な
っ
て
き
た
。
最
近
は
、
映
像
や
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
し
た
研
究
の
あ

り
方
に
も
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

ム
ー
ビ
ン
グ
・
イ
メ
ー
ジ
、

そ
れ
は
誰
の
視
線
に
よ
る
も
の
な
の
か
？

ペルシア湾ペルシア湾

アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦

アブダビアブダビ

ペルシア湾

アラブ首長国連邦

アブダビ

フィールド先である酒蔵
の全景（兵庫県明石市に
ある茨木酒造）

巨大なシャイフ・ザイヤド・モスク

アブダビのスカイライン
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宋ソ
ン 

実シ
ル

成ソ
ン

大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所 

客
員
研
究
員

一
九
七
六
年
生
ま
れ
。
専
門
は
朝
鮮
語
学
。
在
日
朝

鮮
人
の
朝
鮮
語
使
用
を
研
究
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で

お
こ
な
っ
て
き
た
研
究
と
関
連
し
て
、
最
近
、
植
民

地
時
代
の
朝
鮮
人
の
言
語
使
用
に
関
心
が
あ
る
。

　
朝
大
は
、
西
武
国
分
寺
線
「
鷹
の
台
」

駅
か
ら
徒
歩
一
五
分
、
玉
川
上
水
の
そ

ば
に
あ
る
。
北
隣
り
は
武
蔵
野
美
術
大

学
。
敷
地
面
積
二
万
坪
。
学
生
数
は
約

一
〇
〇
〇
名
。
政
治
経
済
学
部
、
文
学

歴
史
学
部
、
外
国
語
学
部
、
経
営
学
部
、

教
育
学
部
、
理
工
学
部
、
体
育
学
部
、

短
期
学
部
の
八
学
部
が
あ
り
、
そ
の
上

に
大
学
院
に
当
た
る
研
究
院
が
あ
る
。

　

朝
大
は
全
寮
制
で
構
内
あ
ち
こ
ち
に

学
生
寮
が
あ
る
。
ほ
か
に
、
授
業
を
お

こ
な
う
講
義
棟
、
講
堂
、
体
育
館
、
図

書
館
、
食
堂
、
広
場
、
購
買
部
、
コ
イ

ン
ラ
ン
ド
リ
ー
、
理
容
室
、
浴
場
、
コ

イ
ン
シ
ャ
ワ
ー
な
ど
も
あ
る
。

　

図
書
館
に
は
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年

代
の
朝
鮮
の
雑
誌
『
言
葉
と
文
字
』
や

『
朝
ソ
文
化
』
の
よ
う
な
め
ず
ら
し
い
本

も
あ
る
。
ま
た
、
構
内
に
は
「
広こ

う

開か
い

土ど

王お
う

（
好こ

う

太た
い

王お
う

）
碑
文
」
の
複
製
も
鎮
座

し
て
い
る
。

　

晴
れ
た
日
、
寮
の
屋
上
か
ら
見
え
た

富
士
山
の
美
し
き
こ
と
よ
！

　

午
前
七
時
一
〇
分
、
学
部
ご
と
に
集

ま
っ
て
の
体
操
で
一
日
が
は
じ
ま
る
。

そ
の
後
、
食
堂
に
て
朝
食
が
あ
り
、
学

部
の
学
科
ご
と
の
朝
の
集
い
が
続
く
。

八
時
五
〇
分
、
授
業
開
始
。
講
義
は
も

ち
ろ
ん
朝
鮮
語
で
あ
る
。
一
授
業
八
〇

分
で
休
み
時
間
は
一
〇
分
、
昼
食
は
め

い
め
い
授
業
の
合
間
に
行
く
。
ボ

リ
ュ
ー
ム
が
半
端
で
は
な
い
。
巨
大
な

ボ
ー
ル
に
入
っ
た
ご
飯
と
キ
ム
チ
と
納

豆
は
お
替
り
自
由
。
ホ
ル
モ
ン
煮
込
み

は
じ
つ
に
マ
シ
ッ
ソ
ヨ
（
お
い
し
い
）！

　

二
時
過
ぎ
か
ら
始
ま
る
午
後
の
授
業

は
睡
魔
と
の
戦
い
だ
。
授
業
が
終
わ
れ

ば
自
由
時
間
で
外
出
も
Ｏ
Ｋ
。
バ
イ
ト

に
行
く
者
、
遊
び
に
行
く
者
、
部
活
に

打
ち
込
む
者
、
フ
ッ
ト
サ
ル
に
興
じ
る

者
、
昼
寝
す
る
者
と
さ
ま
ざ
ま
だ
。
五

時
三
〇
分
か
ら
は
夕
食
で
、
ク
ッ
パ

（
汁
掛
け
ご
飯
）
が
う
ま
か
っ
た
。
外
食

も
可
能
だ
。
浴
場
は
一
カ
所
し
か
な
い

の
で
、
男
女
の
入
浴
日
は
そ
れ
ぞ
れ
一

日
お
き
だ
。
近
隣
の
銭
湯
に
行
く
者
も

い
れ
ば
、
寮
の
ト
イ
レ
で
水
浴
び
す
る

で
「
べ
ッ
シ
ナ
？
（
い
ま
何
時
？
）」
と

声
を
か
け
ら
れ
た
の
が
懐
か
し
い
。

　

朝
鮮
大
学
校
は
総
聯
傘
下
の
大
学
で

あ
る
。
朝
大
の
ほ
か
に
日
本
各
地
に
朝

鮮
学
校
が
あ
り
、
幼
稚
園
に
当
た
る
幼

稚
班
、
小
学
校
に
当
た
る
初
級
学
校
、

中
学
校
に
当
た
る
中
級
学
校
、
高
等
学

校
に
当
た
る
高
級
学
校
な
ど
、
六
九
校

に
も
上
る
。
そ
の
頂
点
に
あ
る
の
が
朝

鮮
大
学
校
だ
。

　

朝
大
は
一
九
五
六
年
四
月
に
設

立
さ
れ
、
朝
鮮
政
府
か
ら
の
教
育

援
助
費
を
も
と
に
教
職
員
・
学

生
・
朝
鮮
人
有
志
ら
が
工
具
を
手

に
朝
大
を
建
設
し
た
。
朝
大
の
教

員
ら
は
朝
鮮
国
家
科
学
院
な
ど
の

論
文
審
査
を
パ
ス
し
て
学
位
を

も
っ
て
お
り
、
朝
鮮
政
府
は
朝
大

を
朝
鮮
国
内
の
大
学
と
同
様
に

扱
っ
て
い
る
。

　
朝
大
は
教
育
目
標
と
し
て
、「
在

日
朝
鮮
人
の
生
活
と
権
利
を
守
る

と
と
も
に
、
分
断
さ
れ
た
祖
国
の

統
一
と
繁
栄
に
寄
与
す
る
人
材
を

育
成
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
て
お
り
、

卒
業
生
に
は
、
朝
鮮
学
校
の
教
員

や
総
聯
の
活
動
家
、
総
聯
系
商
工

団
体
の
職
員
や
朝
鮮
人
企
業
に
携

わ
る
人
も
多
い
。
近
年
は
、
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
の
高
賛
侑

（
コ
ー
・
チ
ャ
ニ
ュ
）
氏
や
映
画
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
の
李
鳳
宇
（
リ
・
ボ
ン
ウ
）

氏
、
Ｊ
リ
ー
ガ
ー
の
鄭
大
世
（
チ
ョ

ン
・
デ
セ
）
氏
を
は
じ
め
、
従
来
と
は

別
の
世
界
に
活
動
の
場
を
求
め
る
人
も

増
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
朝
大
が
直
面
し
て
い
る

問
題
に
学
生
数
の
減
少
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
わ
た
し
の
在
学
中
は
約
一
五
〇
〇

名
い
た
学
生
が
現
在
は
約
一
〇
〇
〇
名
。

少
子
化
、
日
本
の
大
学
へ
の
進
学
者
の

増
加
な
ど
が
背
景
に
あ
る
よ
う
だ
。
近

年
、
日
本
の
大
学
が
朝
鮮
高
校
卒
業
生

「
チ
ョー
デ
ー
」って
ど
ん
な
と
こ
?!

の
受
け
入
れ
要
件
を
緩
和
し
た
こ
と
も

影
響
し
て
い
る
。「
朝
鮮
人
だ
か
ら
」
と

い
う
義
務
感
か
ら
朝
大
を
選
ぶ
時
代
で

は
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
か

ら
は
、
朝
大
が
「
魅
力
あ
る
大
学
・
学

び
た
い
こ
と
が
学
べ
る
大
学
」
と
評
価

さ
れ
る
よ
う
な
、
特
色
を
生
か
し
た

「
ブ
ラ
ン
ド
作
り
」
が
必
要
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
朝
大
の
も
つ
人
材
と
資
源
を

活
用
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
朝
大
が
在
外

朝
鮮
人
研
究
の
世
界
的
な
拠
点
と
な
る

こ
と
も
夢
で
は
な
か
ろ
う
。「
在
日
同
胞

社
会
の
朝
大
」
か
ら
「
世
界
の
朝
大
」

へ
の
変
身
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

が
一
堂
に
会
し
て
の
学
術
大
会
で
あ
る
。

同
時
に
夜
を
徹
し
て
の
「
朝
ま
で
討
論

会
」
。
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
す
ぎ
て
寝
付

け
な
く
な
る
。
そ
し
て
冬
休
み
、
一
月

中
旬
に
成
人
式
、
二
月
に
後
期
試
験
が

あ
り
、
三
月
一
〇
日
の
卒
業
式
と
そ
の

後
の
終
業
式
で
一
年
が
終
わ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
朝
鮮
学
校
や
朝
鮮
新
報
社

を
初
め
と
し
た
在ざ

い

日に

本ほ
ん

朝ち
ょ
う

鮮せ
ん

人じ
ん

総そ
う

聯れ
ん

合ご
う

会か
い

（
略
称　
総
聯
）
傘
下
の
機
関
で
の
実

習
や
学
部
ご
と
の
研
修
、
そ
し
て
、
朝
鮮

民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
以
下　
朝
鮮
）

で
の
祖
国
研
修
も
あ
る
。
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
の

町
で
道
行
く
人
た
ち
か
ら
、
現
地
の
方
言

多
文
化
を

さ
さ
え
る

人
び
と

│
東
京
に
あ
る
朝
鮮
大
学
校
ス
ケ
ッ
チ
│

朝
大
、
ち
ょ
っ
と
硬
い
お
は
な
し

者
も
い
る
。
当
時
、
コ
イ
ン
シ
ャ
ワ
ー

は
女
子
専
用
、
羨う

ら
や

ま
し
か
っ
た
。

　
食
後
は
自
室
の
掃
除
。
わ
た
し
の
部
屋

は
二
段
ベ
ッ
ド
の
六
人
部
屋
だ
っ
た
。
そ

の
後
、
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
自
習
時
間
。

部
屋
に
沈
黙
が
流
れ
る
。
そ
れ
が
終
わ
る

と
一
日
の
し
め
の
集
い
が
あ
り
、
そ
の
後

は
自
由
時
間
で
あ
る
。
寝
よ
う
が
友
だ
ち

と
遊
ぼ
う
が
恋
人
と
会
お
う
が
個
人
の
勝

手
。
構
内
の
公
衆
電
話
に
毎
晩
長
蛇
の
列

を
な
し
て
い
た
の
も
今
は
む
か
し
。

　

入
学
式
・
始
業
式
は
毎
年
四
月
一
〇

日
で
あ
る
。
五
月
下
旬
に
体
育
祭
が
あ

り
、
目
玉
の
「
棒
倒
し
」
は
「
喧け

ん

嘩か

祭

り
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
夏
休
み
は
七

月
末
か
ら
九
月
初
め
ま
で
で
日
本
の
大

学
と
変
わ
ら
な
い
。
一
〇
月
に
前
期
試

験
と
学
園
祭
が
あ
り
、
一
一
月
末
に
は

学
科
別
研
究
討
論
会
が
あ
る
。
朝
大
生

と
日
本
の
大
学
に
通
う
朝
鮮
人
学
生
ら

朝
大
あ
れ
こ
れ

「
チ
ョ
ー
デ
ー
（
朝
大
）」と
聞
い
て
わ
か
る
人
は
ま
ず
い
ま
い
。東
京
都
小
平
市
に
あ
る
朝
鮮
大
学

校（
チ
ョ
ソ
ン
デ
ハ
ッ
キ
ョ
）の
略
称
で
あ
る
。こ
こ
で
は
、日
本
社
会
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

い
朝
鮮
大
学
校
と
そ
こ
に
暮
ら
す
学
生
た
ち
の
生
活
を
わ
た
し
自
身
の
体
験
を
も
と
に
簡
単
に

紹
介
し
た
い朝

大
生
の
一
日

朝
大
の
一
年

朝鮮語学のテキストのひとつ 『語文学資料集』

◎朝鮮大学校　http://www.korea-u.ac.jp/main.htm

正門から見える講義棟は1959年に建設

関東の大学では強豪として有名な朝鮮大学校サッカー部〈提供・陳天璽〉
祖国研修のとき、ピョンヤンの学生少年宮殿で見た朝鮮の子どもたちの公演

筆者が教育実習で担当した朝鮮学校の子どもたち
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佐さ

さ々

木き 

史し

郎ろ
う

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
お
も
な
研
究
テ
ー
マ
に
し
て

い
る
。近
年
は
森
林
開
発
と
先
住
民
族
の
伝
統
文
化
振

興
活
動
と
の
関
係
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

先住民族ニヴフの春はカルーガ漁で始まった。150年前までは
アムール川ではどこでも捕れる魚だったカルーガも、今は乱獲と環
境汚染で数を減らして、絶滅危惧種に指定されている。ニヴフの
名物料理だったカルーガの刺身も幻になりつつある

生きもの博物誌

春の訪れを告げる
はえ縄漁

〈カルーガ〉

　
四
月
に
入
る
と
さ
す
が
に
ア
ム
ー
ル
川

の
河
口
周
辺
に
も
春
が
訪
れ
る
。
川
面
に

張
っ
た
厚
い
氷
が
ゆ
る
み
、
水
面
が
顔
を

の
ぞ
か
せ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
川
の

氷
が
す
っ
か
り
姿
を
消
す
の
は
五
月
で
あ

る
。
水
が
温ぬ

る

み
、
天
井
が
な
く
な
っ
た
川

の
な
か
を
魚
た
ち
が
活
発
に
泳
ぎ
回
る
。

ニ
ヴ
フ
の
漁
師
た
ち
が
舟
に
乗
っ
て
本
格

的
な
川
漁
に
乗
り
出
す
の
は
そ
の
よ
う
な

季
節
で
あ
る
。

ア
ム
ー
ル
川
に
は
か
つ
て
大
型
の
チ
ョ
ウ

ザ
メ
が
多
数
生
息
し
て
い
た
。
カ
ル
ー
ガ

（
ダ
ウ
リ
ヤ
チ
ョ
ウ
ザ
メ
）
と
よ
ば
れ
る

種
類
で
あ
る
。
体
長
は
大
き
い
も
の
で
は

五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
。
一
九
世
紀
後
半

に
多
数
の
移
民
が
入
植
し
て
以
来
、
キ
ャ

ビ
ア
を
目
的
に
乱
獲
さ
れ
た
た
め
に
現
在

は
絶ぜ

つ

滅め
つ

危き

惧ぐ

の
状
態
に
あ
り
、
特
殊
な
免

許
を
取
得
し
な
い
と
合
法
的
に
は
捕
獲
で

き
な
い
。
ソ
連
時
代
に
は
先
住
民
族
の
ニ

ヴ
フ
た
ち
に
特
別
な
漁
獲
の
割
り
当
て
が

あ
っ
た
が
、
ソ
連
崩
壊
後
は
免
許
取
得
に

必
要
な
費
用
が
高
騰
し
て
、
彼
ら
の
多
く

は
事
実
上
捕
獲
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
地
に
ニ
ヴ
フ
し
か
住

ん
で
い
な
か
っ
た
一
五
〇
年
ほ
ど
前
ま
で

は
も
ち
ろ
ん
免
許
な
ど
必
要
な
く
、
自
由

に
捕
れ
た
。
ニ
ヴ
フ
の
漁
は
五
月
の
カ

ル
ー
ガ
漁
で
始
ま
っ
た
。

　
こ
の
大
型
の
魚
は
網
や
釣
り
で
は
捕
れ

な
い
。
ニ
ヴ
フ
た
ち
は
特
殊
な
は
え
縄
を

使
っ
た
。
長
い
丈
夫
な
縄
に
ひ
も
で
長
さ

一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
太
い
釣
り

針
を
何
本
も
結
び
つ
け
、
そ
の
釣
り
針
に

軽
い
木
で
作
っ
た
浮
き
を
つ
け
、
川
底
に

沈
め
る
。
川
底
近
く
で
は
浮
き
の
力
で
釣

り
針
が
も
ち
上
が
り
、
水
の
流
れ
に
乗
っ

て
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
る
。
カ
ル
ー
ガ
は
好

奇
心
が
強
い
魚
で
、
揺
れ
る
浮
き
に
気
づ

く
と
寄
っ
て
き
て
浮
き
と
戯た

わ
む

れ
る
と
い
う
。

そ
の
う
ち
に
針
が
胴
体
の
一
部
に
刺
さ
り
、

そ
の
場
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
る
。
漁
師

は
定
期
的
に
見
回
っ
て
き
て
、
針
が
刺

さ
っ
て
も
が
い
て
い
る
カ
ル
ー
ガ
を
見
つ

け
る
と
、
鉤か

ぎ

で
も
ち
上
げ
て
、
頭
を
棍こ

ん

棒ぼ
う

で
殴
っ
て
気
絶
さ
せ
て
捕
ら
え
た
。
ボ
ー

ト
の
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
な
い
よ
う
な
大

物
の
場
合
に
は
絶
命
さ
せ
ず
、
気
絶
さ
せ

た
ま
ま
、
ボ
ー
ト
の
側
舷
に
縛
り
付
け
て

村
ま
で
運
ん
だ
と
い
う
。
ま
る
で
ヘ
ミ
ン

グ
ウ
ェ
イ
の
『
老
人
と
海
』
の
よ
う
な
話

で
あ
る
。

　
ニ
ヴ
フ
に
と
っ
て
カ
ル
ー
ガ
の
肉
は
ご

ち
そ
う
で
あ
る
。
彼
ら
が
も
っ
と
も
好
む

食
べ
方
は
「
タ
ル
ク
」
と
よ
ば
れ
る
料
理

で
あ
る
。
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
生
の
肉
の
か
た

ま
り
を
と
に
か
く
細
く
千
切
り
に
す
る
。

そ
れ
を
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
や
ノ
ビ
ル

の
よ
う
な
香
り
の
強
い
野
草
を
刻
ん
だ
も

の
と
和あ

え
、
塩
と
コ
シ
ョ
ウ
あ
る
い
は
辛

み
の
あ
る
野
草
で
味
付
け
し
て
食
べ
る
。

つ
ま
り
日
本
の
ア
ジ
や
サ
ン
マ
の
た
た
き

と
同
じ
よ
う
な
料
理
だ
っ
た
。
今
で
も
カ

ル
ー
ガ
の
肉
が
手
に
入
る
と
こ
の
料
理
を

作
る
。
た
だ
し
、
和
え
る
野
菜
は
タ
マ
ネ

ギ
や
ニ
ン
ニ
ク
、
青
ネ
ギ
に
変
わ
っ
て
い

る
。
生
の
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
肉
は
基
本
的
に

白
身
魚
の
刺
身
と
同
じ
だ
が
、
噛
む
ほ
ど

に
味
が
し
み
出
て
く
る
。
ま
た
、
肉
の
あ

い
だ
に
挟
ま
る
軟
骨
が
こ
り
こ
り
と
し
て
、

ほ
ど
よ
い
歯
ご
た
え
が
あ
る
。
日
本
人
の

我
々
に
は
醤

し
ょ
う

油ゆ

と
わ
さ
び
が
ほ
し
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
料
理
は
い
つ
も
ウ
オ
ッ

カ
と
一
緒
に
出
さ
れ
る
。
両
者
が
じ
つ
に

よ
く
合
う
の
で
、
つ
い
つ
い
飲
み
過
ぎ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
今
や
こ
の
ニ
ヴ
フ
の

名
物
料
理
も
幻
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

カ 

ル
ー
ガ
の
は
え
縄
漁

カルーガ（ダウリヤチョウザメ）
Huso dauricus

アムール川に生息するチョウザメの一種で、この川に生息する魚のなかでは最大である。成長すると長さ3～5メート
ルに達し、体重も300キログラムにもなるが、漁獲されるのは100キログラムまでのものが多い。肉食で、幼魚のころ
は小魚を食するが、成長するとサケ・マスを好んで食べる。産卵は春が多く、産卵地はアムール川全域に広がる。カル
ーガからもキャビアは取れるが、アムール川の先住民たちはもっぱら肉と背中の軟骨を取るために捕獲した。現在は
絶滅危惧種としてレッドデータに登録されているが、長年の保護政策の結果、増加に転じているという説もある。

ウ 

オ
ッ
カ
に
よ
く
合
う

　
　

 

カ
ル
ー
ガ
料
理

カルーガの肉のかたまり

かつてカルーガ漁に使われて
いたはえ縄とその針

カルーガ〈提供・標津サーモン科学館〉

カルーガの千切り料理「タルク」

アムール川に沈む夕日

春 

を
告
げ
る
カ
ル
ー
ガ
漁

カルーガの肉を千切りにする
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セマーナ・サンタ
聖週間だ、盗掘へ行こう！

　
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要

な
祭
礼
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
復
活
を
祝
う
復
活
祭
（
イ
ー
ス

タ
ー
）
が
あ
る
。
そ
の
復
活
祭
直
前
の
一

週
間
を
聖
週
間
と
よ
び
、
キ
リ
ス
ト
教
圏

で
は
新
約
聖
書
の
福
音
書
に
し
る
さ
れ
た

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
エ
ル
サ
レ
ム
入
城

か
ら
最
期
の
晩ば

ん

餐さ
ん

を
経
て
、
磔た

っ

刑け
い

、
そ
し

て
三
日
目
の
復
活
ま
で
を
再
現
す
る
祭
り

が
執
り
お
こ
な
わ
れ
る
。
ま
た
聖
週
間
を

準
備
す
べ
く
、
復
活
祭
前
の
四
〇
日
間

（
四
旬
節
）
は
、
伝
統
的
に
食
事
の
節
制

と
祝
宴
が
自
粛
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

蓄
積
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
聖
週
間
や

復
活
祭
の
と
き
に
爆
発
し
、
華
麗
な
祭
礼

が
催
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
復
活
祭
は
、
春

分
の
後
の
最
初
の
満
月
が
出
現
す
る
日
の

次
の
日
曜
日
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
年
に

よ
っ
て
日
付
が
変
わ
る
。
ち
な
み
に
二
〇

一
〇
年
は
、
四
月
四
日
が
復
活
祭
の
日
に

あ
た
る
。

　
わ
た
し
が
長
年
、
考
古
学
や
文
化
人
類

学
の
調
査
を
し
て
き
た
南
米
ペ
ル
ー
で
も
、

一
六
世
紀
に
ス
ペ
イ
ン
に
征
服
さ
れ
て
以

来
、
四
六
〇
年
以
上
経
っ
た
現
在
で
は
、

す
っ
か
り
キ
リ
ス
ト
教
が
人
び
と
の
あ
い

だ
に
根
付
き
、
最
大
の
宗
教
的
勢
力
と

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
週
間
、

ス
ペ
イ
ン
語
で
い
う
セ
マ
ー
ナ
・
サ
ン
タ

の
祭
礼
も
盛
大
に
お
こ
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
ペ
ル
ー
で
は
華
麗
な
祭
礼
と

同
時
に
、
セ
マ
ー
ナ
・
サ
ン
タ
な
ら
で
は

の
習
慣
が
あ
る
。
盗
掘
で
あ
る
。
セ
マ
ー

ナ
・
サ
ン
タ
の
一
週
間
の
な
か
で
も
、
特

に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
難
の
日
に
あ

た
る
金
曜
日
（
ビ
エ
ル
ネ
ス
・
サ
ン
ト
）

に
、
人
び
と
は
近
所
の
遺
跡
に
出
か
け
て

い
き
、
ス
コ
ッ
プ
を
使
っ
て
せ
っ
せ
と
お

関せ
き 

雄ゆ
う

二じ

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

一
九
七
九
年
以
来
、
南
米
ペ
ル
ー
北
高
地
に
お
い
て
神

殿
の
発
掘
調
査
を
お
こ
な
い
、
ア
ン
デ
ス
文
明
の
成
立

と
変
容
の
解
明
に
取
り
組
む
。
ま
た
、
文
化
遺
産
を
め

ぐ
る
社
会
問
題
に
も
取
り
組
み
、
遺
跡
博
物
館
を
核

と
す
る
村
落
開
発
に
も
携
わ
る
。
昨
夏
、
現
地
の
大

学
と
共
同
で
調
査
を
進
め
る
パ
コ
パ
ン
パ
と
い
う
神

殿
遺
跡
で
黄
金
製
品
を
副
葬
し
た
墓
を
見
つ
け
、「
ア

ン
デ
ス
の
卑
弥
呼
」
と
し
て
日
本
で
報
道
さ
れ
た
。

宝
を
探
す
の
で
あ
る
。
ペ
ル
ー
は
、
古
代

ア
ン
デ
ス
文
明
の
成
立
し
た
場
所
で
あ
る

か
ら
、
遺
跡
な
ら
ば
い
く
ら
で
も
あ
る
。

　
今
か
ら
一
八
年
ほ
ど
前
、
実
際
に
聖
週

間
の
金
曜
日
に
盗
掘
の
実
態
調
査
を
ペ

ル
ー
北
海
岸
で
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る
。

ア
ン
デ
ス
文
明
と
聞
け
ば
イ
ン
カ
帝
国

や
マ
チ
ュ
・
ピ
チ
ュ
の
石
造
神
殿
が
思
い

起
こ
さ
れ
る
が
、
ペ
ル
ー
の
海
岸
地
帯

で
は
、
沖
合
を
流
れ
る
寒
流
の
影
響
で

雨
が
降
ら
な
い
た
め
、
砂
漠
が
広
が
り
、

そ
こ
に
、
焼
い
て
い
な
い
日
干
し
レ
ン
ガ

を
積
み
上
げ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
神
殿
や
都

市
が
築
か
れ
た
。
こ
う
し
た
遺
跡
に
眠
る

金
製
品
や
土
器
な
ど
を
ね
ら
っ
て
盗
掘
者

が
押
し
寄
せ
る
た
め
、
地
平
線
の
彼
方
ま

で
盗
掘
の
穴
が
連
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

少
な
く
な
い
。

　
調
査
を
実
施
し
た
ペ
ル
ー
北
海
岸
の
一

県
だ
け
で
も
、
文
化
庁
地
方
支
局
と
警
察

と
の
合
同
取
り
締
ま
り
に
よ
り
、
八
〇
名

の
盗
掘
者
が
逮
捕
さ
れ
た
。
あ
く
ま
で
氷

山
の
一
角
で
あ
る
。
一
般
に
盗
掘
に
よ
っ

て
何
か
を
見
つ
け
る
と
、
家
に
保
管
す
る

か
、
身
に
つ
け
る
と
い
う
。
災
禍
か
ら
免

れ
る
、
幸
運
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
現
在
で
は
盗
掘
は
違
法
だ
と
わ
か
っ
て

い
る
人
が
大
半
な
の
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
も
苦
労
し
た
。
わ
た
し
の
最
大
の
関
心

は
、
セ
マ
ー
ナ
・
サ
ン
タ
に
な
ぜ
盗
掘
を

お
こ
な
う
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

こ
れ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
死
に
際
し
、
遺

跡
な
ど
霊
的
存
在
が
宿
る
場
所
の
口
が
開

く
な
ど
し
て
埋
も
れ
た
宝
が
取
り
や
す
い

状
況
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
答
え
が
返
っ

て
き
た
。
と
く
に
北
海
岸
で
は
、
遺
跡
に

宿
る
霊
は
邪
悪
な
存
在
と
し
て
、
人
び
と

に
不
幸
や
病
気
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ

て
お
り
、
近
づ
く
こ
と
さ
え
い
や
が
る
人

も
い
る
。
霊
力
が
弱
く
な
れ
ば
、
盗
掘
も

し
や
す
く
な
る
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ

る
。

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
自
分
た
ち
の
祖
先
が

築
い
た
栄
光
の
文
明
の
証
で
あ
る
は
ず
の

遺
跡
に
対
す
る
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
過
程
で
、
征
服
前
の

宗
教
や
宗
教
施
設
を
異
教
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
徹
底
的
に
弾
圧
し
て
い
っ
た
こ
と
か

ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
征
服
後
、
四
六

〇
年
も
経
て
ば
、
善
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
と
邪
悪
な
遺
跡
の
霊
と
い
う
対
立
が

受
け
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は

な
い
。
だ
か
ら
否
定
的
な
意
味
が
付
与
さ

れ
た
対
象
を
壊
し
た
と
し
て
も
罪
悪
感
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
盗
掘
は
セ
マ
ー
ナ
・
サ
ン
タ

に
限
ら
な
い
。
遺
跡
の
霊
さ
え
押
さ
え
れ

ば
、
遺
跡
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
る
か
ら

だ
。
一
時
的
な
現
金
収
入
を
企
む
盗
掘
者

の
な
か
に
は
、
遺
跡
の
霊
を
操
る
こ
と
が

で
き
る
呪
術
者
に
邪
悪
な
霊
か
ら
身
を
守

る
儀
礼
を
依
頼
す
る
者
も
い
る
。
ま
た
見

つ
け
た
お
宝
の
う
ち
、
呪
術
師
に
は
呪
具

と
な
る
よ
う
な
も
の
を
渡
す
と
い
う
。
盗

掘
者
と
呪
術
師
と
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る

見
事
な
補
完
関
係
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
遺
跡
の
保
護
が
難

し
い
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス

ト
教
暦
と
結
び
つ
い
た
盗
掘
に
せ
よ
、
商

業
的
性
格
の
強
い
盗
掘
に
せ
よ
、
公
共
の

宝
の
破
壊
と
し
て
糾
弾
す
る
ペ
ル
ー
の
文

化
財
関
係
者
の
主
張
は
、
同
じ
よ
う
な
文

化
財
を
調
査
し
て
き
た
わ
た
し
と
て
十
分

に
理
解
で
き
る
し
、
共
感
も
す
る
。
し
か

し
こ
う
し
た
こ
と
ば
に
空
し
さ
を
感
じ
て

し
ま
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
文

化
財
や
文
化
遺
産
と
い
う
概
念
や
そ
の
保

護
政
策
は
、
近
代
西
洋
社
会
の
産
み
だ
し

た
産
物
で
あ
り
、
そ
の
当
の
近
代
西
洋
を

支
え
、
密
接
に
関
係
し
て
き
た
キ
リ
ス
ト

教
が
、
植
民
地
ペ
ル
ー
に
浸
透
し
、
土
着

の
信
仰
を
変
貌
さ
せ
、
や
が
て
皮
肉
な
こ

と
に
盗
掘
な
ど
の
遺
跡
破
壊
に
従
事
す
る

人
び
と
の
精
神
世
界
を
支
え
る
原
理
を
作

り
上
げ
る
こ
と
に
加
担
し
て
い
っ
た
の
だ

か
ら
。

盗
掘
な
ら
聖
週
間
で

南米ペルーでは、スペインに
よる征服以来、人びとの暮ら
しのなかにキリスト教が浸透
し、聖週間などの祝祭も華麗
におこなわれるようになった。
しかし、他のキリスト教国では
みかけられない、ペルーならで
はの光景が存在する。遺跡
の盗掘である。
聖なる日に、何故人びとは自
分たちの祖先が築いた栄光
の証であるはずの遺跡に盗
みにはいるのか。そこにはキ
リスト教の布教過程が大きな
影を落としている

クレーターのように大きく口の開いた盗掘坑の前に立つ考古学者（ペルー北海岸ピウラ地方）

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が

盗
掘
を
呼
び
起
こ
し
た

聖
週
間
と
は
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水
は
飲
み
水
と
し
て
、
ま
た
生
活
・
農

業
用
水
な
ど
と
し
て
、
人
び
と
の
日
常
生

活
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日

常
的
な
実
用
資
源
と
い
う
側
面
に
限
ら
ず
、

水
は
文
化
に
よ
っ
て
多
様
に
意
味
づ
け
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
に
源
を
発

し
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
広
く
伝で

ん

播ぱ

し
て
い
る

風
水
思
想
に
お
い
て
水
は
独
自
の
意
味
を

担
っ
て
い
る
。

　
わ
た
し
が
調
査
し
て
い
る
西
南
中
国
の

少
数
民
族
ト
ン
族
の
村
落
社
会
も
風
水
思

想
の
影
響
を
受
け
、
風
水
知
識
が
流
布
し
、

風
水
実
践
も
さ
か
ん
で
あ
る
。
ト
ン
族
は

貴
州
省
、
湖
南
省
、
広
西
壮チ

ワ
ン

族
自
治
区

の
境
界
地
域
や
湖
北
省
鄂オ

ー

西シ
ー

に
居
住
す
る

タ
イ
系
の
少
数
民
族
で
、
人
口
二
九
六
万

人
（
二
〇
〇
〇
年
の
統
計
）
で
あ
る
。

　
広
西
・
三
江
ト
ン
族
自
治
県
北
部
に
あ

る
わ
た
し
の
調
査
地
で
は
集
落
の
内
部
や

近
辺
を
流
れ
る
水
が
重
要
だ
。
な
ぜ
な
ら

水
流
は
住
民
に
吉
凶
禍
福
を
も
た
ら
し
う

る
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
凶

禍
を
避
け
た
り
、
吉
福
を
呼
び
込
ん
だ
り

す
る
た
め
に
、
地
元
民
は
さ
ま
ざ
ま
な
実

践
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
自
村
に

入
試
合
格
者
を
輩
出
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
風
水
実
践
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

　
わ
た
し
の
調
査
地
Ａ
村
に
は
集
落
の
中

心
部
に
建
設
年
代
不
詳
の
鼓
楼
が
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
一
九
九
二
年
か
ら
翌
年

に
か
け
て
新
鼓
楼
を
増
設
し
た
。
鼓
楼
と

は
ト
ン
族
の
集
落
に
建
て
ら
れ
る
、
塔
の

よ
う
な
形
状
の
木
造
公
共
建
築
物
で
、
お

も
に
村
人
の
集
会
所
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　
新
鼓
楼
の
建
設
地
点
は
集
落
の
は
ず
れ

の
渓
流
の
ほ
と
り
。
こ
の
渓
流
の
名
称
に

ち
な
ん
で
そ
れ
は
「
錦
渓
亭
」
と
命
名
さ

れ
た
。
調
査
地
近
辺
で
集
落
に
鼓
楼
が
増

設
さ
れ
る
の
は
、
村
落
共
同
体
内
部
が
分

化
し
た
場
合
が
一
般
的
だ
。
し
か
し
、
今

回
は
ど
う
み
て
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ

で
わ
た
し
は
錦
渓
亭
建
設
の
中
心
人
物
Ｙ

氏（
男
性
、
一
九
二
五
年
生
）を
訪
ね
、
建

設
目
的
に
つ
い
て
聞
き
取
る
こ
と
に
し
た
。

　
錦
渓
亭
建
設
の
目
的
は
、
集
落
内
に
公

共
の
場
所
、
娯
楽
･
納
涼
の
場
を
増
設
す

る
こ
と
、
村
を
美
し
く
し
、
外
国
人
向
け

の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
作
る
こ
と
。
以
上
が

彼
の
当
初
の
答
え
で
あ
っ
た
。
あ
と
で
わ

か
っ
た
こ
と
だ
が
、
彼
は
あ
く
ま
で
副
次

的
な
目
的
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
Ｙ
氏
が
新
鼓
楼
建
設
の
真
の
目
的
を
わ

た
し
に
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
聞
き
取
り

を
重
ね
て
の
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
答
え

は
集
落
の
風
水
の
改
善
で
あ
っ
た
。
当
初

彼
が
風
水
の
話
題
を
避
け
て
い
た
の
は
、

当
時
の
中
国
に
お
い
て
、
風
水
は
迷
信
と

し
て
政
府
か
ら
糾
弾
さ
れ
が
ち
な
日
陰
者

の
存
在
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　
Ｙ
氏
に
よ
る
と
、
以
前
、
川
向
こ
う
の

村
で
は
高
校
や
師
範
学
校
な
ど
に
毎
年
五

人
く
ら
い
の
合
格
者
を
輩
出
し
て
い
た
が
、

Ａ
村
で
は
誰
一
人
と
し
て
合
格
で
き
な

か
っ
た
。
シ
ャ
ー
マ
ン
に
見
て
も
ら
っ
た

と
こ
ろ
、
集
落
の
「
風
水
の
配
し
方
」
が

よ
く
な
い
こ
と
が
原
因
と
わ
か
っ
た
。

「
風
水
を
配
す
る
」
と
は
周
囲
の
自
然
環

境
が
風
水
理
論
に
照
ら
し
て
理
想
的
で
な

い
場
合
、
自
然
環
境
に
手
を
加
え
て
不
足

を
補
い
、
風
水
を
改
善
す
る
こ
と
を
い
う
。

集
落
の
風
水
を
改
善
す
れ
ば
村
の
子
ど
も

た
ち
を
上
の
学
校
に
送
り
こ
み
、
賢
く
て

高
級
な
人
材
を
育
成
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

高
等
教
育
機
関
に
進
ん
だ
村
の
子
弟
が
卒

業
後
、
官
僚
に
な
れ
ば
、
将
来
、
出
身
村

に
財
物
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で

き
る
の
だ
。

　
風
水
改
善
の
具
体
的
方
法
は
、
錦
渓
の

ほ
と
り
の
湾
曲
地
点
を
選
ん
で
鼓
楼
を
建

て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
な
ぜ
錦
渓
の
ほ
と
り
な
の
か
。
錦
渓
は

集
落
の
背
後
に
迫
る
、「
龍
脈
」
と
よ
ば

れ
る
山
並
み
に
由
来
す
る
。
龍
脈
の
末
端

部
分
の
一
カ
所
に
は
龍
脈
を
伝
わ
っ
て

や
っ
て
き
た
「
気
」
が
集
中
し
て
い
る
。

そ
の
地
下
に
は
水
路
が
あ
り
、
こ
れ
が
錦

流
と
な
っ
て
集
落
に
向
か
っ
て
流
れ
出
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
新
鼓
楼
に
期
待
さ
れ
る
役
割
は
何
な
の

か
。
そ
れ
は
錦
渓
の
流
れ
と
と
も
に
集
落

外
に
流
出
し
て
い
た
目
に
見
え
な
い
金
銭

や
食
糧
な
ど
の
財
物
を
せ
き
と
め
、
集
落

内
に
残
す
こ
と
だ
。
新
鼓
楼
の
建
設
に
あ

た
り
、
自
村
か
ら
の
官
僚
輩
出
を
願
っ
て
、

Ｙ
氏
は
そ
の
柱
の
長
さ
を
「
魯
班
尺
」
と

い
う
物
差
し
の
「
官
」
と
い
う
目
盛
り
に

あ
わ
せ
た
。
こ
れ
は
官
僚
輩
出
に
つ
な
が

る
吉
の
目
盛
り
で
あ
る
。

　
な
ぜ
湾
曲
地
点
な
の
か
。
渓
流
の
も
た

ら
す
財
物
を
せ
き
と
め
、
集
落
内
に
残
す

た
め
に
最
適
な
の
は
渓
流
の
湾
曲
地
点
で

あ
り
、
真
っ
す
ぐ
流
れ
て
い
る
地
点
は
よ

く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
建
設
後
、
効
果
は
す
ぐ
に
あ
ら
わ
れ
た
。

一
九
九
四
年
以
降
Ａ
村
か
ら
毎
年
少
な
く

と
も
一
、
二
人
は
高
校
や
中
等
専
門
学
校

に
受
か
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
Ｙ
氏
は
う

れ
し
そ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。

　
一
九
九
七
年
、
Ｙ
氏
の
娘
婿
が
「
錦
渓

亭
頌
」
と
題
す
る
、
錦
渓
亭
を
褒ほ

め
称た

た

え

る
詩
文
を
亭
内
に
掲
示
し
た
。
な
か
に

「
玉
柱
を
吉
地
に
建
て
、
財
源
が
永
久
に

（
集
落
外
に
）
漏
れ
な
い
よ
う
に
し
っ
か

り
と
保
つ
」（「
玉
柱
立
吉
地
、
保
住
財
源

永
不
漏
」）
と
い
う
一
節
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
た
。「
玉
柱
」
は
錦
渓
亭
、「
吉
地
」

は
錦
渓
の
湾
曲
地
点
、「
財
源
」
は
財
物

を
も
た
ら
す
錦
渓
の
水
流
を
さ
す
。
地
元

民
向
け
、
か
つ
詩
文
形
式
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
は
い
う
も
の
の
、
建
設
の
真
の
目
的
が

公
開
さ
れ
た
の
に
は
少
し
驚
い
た
。

　
わ
た
し
の
調
査
地
で
は
、
水
流
に
ま
つ

わ
る
風
水
知
識
や
実
践
に
か
か
わ
る
事
例

は
ほ
か
に
も
数
多
い
。
興
味
を
お
も
ち
の

方
は
『
人
と
水 

2　
水
と
生
活
』（
秋
道

智
彌
・
小
松
和
彦
・
中
村
康
夫
編
、
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
〇
年
刊
）
所
収
の
拙
稿
も

あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。 兼か

ね

重し
げ 

努つ
と
む

滋
賀
医
科
大
学
医
学
部 

准
教
授

専
門
は
文
化
人
類
学
、
地
域
研
究
。
今
後
は
中
国
に

お
け
る
中
央
と
地
方
、
漢
族
と
少
数
民
族
の
あ
い
だ

の
相
互
交
渉
の
研
究
、
な
ら
び
に
風
水
思
想
、
積
徳

行
、
運
命
観
や
公
共
観
念
を
対
象
と
し
た
通
文
化
的

比
較
研
究
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
。

入
試
合
格
者
を
輩
出
さ
せ
る
水
流

人
と
水
と
の
か
か
わ
り
方
は
世
界
各
地
で
多
様
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
に
流
布
す
る
風
水
思
想
に
お
い
て
は
、

水
は
人
び
と
に
吉
凶
禍
福
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

中
国
の
少
数
民
族
ト
ン
族
に
よ
る
風
水
実
践
の
事
例
か
ら
人
と
水
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る

フィールドで
考える

建
設
の
真
の
目
的

新
鼓
楼
の
建
設

風
水
改
善
の
具
体
的
方
法 0 40㎞3010 20

貴 州 省

トン族 居住地域

湖 南 省

広西壮族自治区

湖北省鄂西トン族居住地域

1貴州省
2湖南省
3広西壮族自治区
4湖北省

4

2

3
1

湖北省

四川省
湖南省

恩施市

三江トン族自治県三江トン族自治県三江トン族自治県

宣恩県

1990年において
トン族の人口が一
万人を超える県・
市のみ　　でしめ
した。

省境
県・市境

中国行政区分図

錦渓の湾曲地点に建つ新鼓楼

錦渓亭に集う地元の人びと

集落とその背後に迫る龍脈

新旧の鼓楼の位置関係



次号の予告
 特集

古代アンデス　黄金の墓を掘る

     

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月は、リフレッシュの季節、民博でも本館展示の
音楽展示と言語展示が新しい姿になった。本誌で
も今後、これにちなんだ特集を組んでいく予定であ
る。
　４月はまた、いろいろな考え方をリフレッシュする
機会でもある。世界の近代史を振り返り、これまでの
ライフスタイルについても、今一度、考え直すことも
必要ではないだろうか。その意味で、本号の特集で
伺った辻信一氏のお話は示唆に富んでいる。
　辻信一氏へのインタビューは長時間におよんだ
が、残念ながら誌面の制約から、ブータンに関する
お話を紹介できなかった。スローライフと幸せは何か
を追求する辻氏は、GNH（GNP=国民総生産ならぬ
国民総幸福）を国是とするブータンにも関心が深く、
何度も訪問されている。GNHは、2008年に制定され
た憲法第９条にも明記され、経済発展は環境保全や
文化的独自性と調和をとらねばならぬ、とするもの
だ。リーマンショックをもち出すまでもない、経済成
長が人びとを駆り立てた結果、世界中で何が起こっ
ているのか。わたしたちもGNHをヒントに、考え直す
時期に来ているようだ。（久保正敏）

月刊みんぱく
2010年 4月号　
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編集・発行 人間文化研究機構 国立民族学博物館
 〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1
 電話　06-6876-2151

発行人 西尾哲夫
編集委員 久保正敏（編集長）　佐々木史郎　庄司博史　 
 中牧弘允　信田敏宏　山中由里子
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＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館企画連携係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

●予定時間　14時30分から15時30分（予定）。
●本館展示観覧料が必要です。
＊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おります。

4月の開催

4月4日（日）
話者：陳天璽（民族社会研究部准教授）
話題：文化の越境を考える～チャイナタウンの獅子舞から～
場所：中国地域の文化展示

4月11日（日）
話者：飯田卓（文化資源研究センター准教授）
話題： 昭和30年代の

海外エクスペディション映画
場所：本館展示場内休憩所

4月25日（日）
話者：吉本忍（民族文化研究部教授）
話題：伊勢の染型紙
場所：企画展「伊勢の染型紙」会場

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。
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