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これぞ永遠の悪循環
鹿
か

島
しま

 茂
しげる

フランス文学者。明治大学国際日本学部教授。
19世紀のフランス社会・文学を専門とし、当時の風俗を活写するエッセイの他、小説、
書評、翻訳など精力的に執筆活動を行っている。古書コレクターとしても知られる。
96年『子供より古書が大事と思いたい』で第１２回講談社エッセイ賞を受賞、99年『パ
リ風俗』で第５１回読売文学賞受賞。近著に『パリ、娼婦の館』（角川学芸出版）。

1

2

8

10

11

12
14

15

16

18

20

22

24

一
年
の
う
ち
に
二
度
引
っ
越
し
を
し

た
。
神
保
町
か
ら
高
輪
へ
、
高
輪

か
ら
西
麻
布
へ
。
こ
う
書
く
と

「
神
保
町
は
わ
か
る
と
し
て
も
、
高
輪
や
西
麻

布
と
い
う
《
お
し
ゃ
れ
な
街
》
は
似
合
わ
な

い
じ
ゃ
な
い
か
？
」「
意
外
と
金
も
っ
て
る
ん

だ
な
」
と
い
う
反
応
が
返
る
が
、
実
情
は

ま
っ
た
く
違
う
の
で
あ
る
。

　
勤
務
先
と
古
書
街
に
も
近
い
と
い
う
こ
と

で
、
神
保
町
に
八
坪
の
事
務
所
を
月
八
万
円

で
借
り
た
の
が
二
〇
〇
三
年
の
こ
と
。
当
時

は
景
気
の
ド
ン
底
で
、
商
業
地
区
の
古
い
貸

し
ビ
ル
は
坪
一
万
円
を
切
っ
て
い
た
の
だ
。

横
浜
の
家
に
溢
れ
た
本
を
収
容
で
き
る
ス

ペ
ー
ス
を
探
し
て
い
た
ら
、
灯
台
下
暗
し
で
、

勤
務
先
の
近
く
に
見
つ
か
っ
た
と
い
う
わ
け

だ
。
と
こ
ろ
が
八
坪
は
た
ち
ま
ち
手
狭
に

な
っ
た
。
毎
日
の
よ
う
に
古
書
を
買
っ
て
く

る
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
半
年
も
し
な
い
う

ち
に
白
山
通
り
の
反
対
側
に
一
四
坪
の
事
務

所
を
見
つ
け
て
引
っ
越
し
た
。
二
年
半
後
、

同
じ
フ
ロ
ア
ー
の
二
〇
坪
へ
。
こ
れ
に
て
安

住
の
地
が
見
つ
か
っ
た
か
と
思
っ
た
が
、
甘

か
っ
た
。
古
書
の
増
え
る
ス
ピ
ー
ド
に
ス

ペ
ー
ス
の
増
加
が
追
い
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

お
か
げ
で
二
〇
坪
も
完
全
に
手
狭
に
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
更
に
広
い
ス
ペ
ー
ス
を
探
し
た

と
こ
ろ
、
港
区
な
ら
物
件
が
あ
る
と
い
う
耳

寄
り
な
話
を
聞
い
た
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

で
高
給
取
り
の
外
国
人
が
本
国
に
引
き
上
げ
、

外
国
人
住
宅
の
家
賃
が
暴
落
し
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
神
保
町
か
ら
高
輪

へ
。
去
年
の
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
こ
も
安
住
の
地
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
天

井
が
高
い
の
と
窓
が
多
す
ぎ
る
た
め
、
冬
は

ま
る
で
外
で
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

そ
の
せ
い
か
肺
炎
に
か
か
り
、
入
院
の
瀬
戸

際
に
。
か
く
て
は
な
ら
じ
と
新
天
地
を
求
め
、

西
麻
布
に
移
っ
た
次
第
。
こ
の
間
、
引
っ
越

し
に
か
か
っ
た
費
用
は
馬
鹿
に
な
ら
な
い
。

す
べ
て
の
元
凶
は
本
に
あ
る
。
本
の
た
め
に

広
い
家
を
求
め
、
家
賃
捻
出
の
た
め
に
本
を

書
き
、
資
料
の
必
要
か
ら
ま
た
本
を
買
い
…

…
こ
れ
ぞ
永
遠
の
悪
循
環
。
こ
れ
を
断
ち
切

る
に
は
、
古
書
買
い
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
に
は
物
書
き
を
止
め
る
必
要

が
あ
る
。
ど
う
や
ら
こ
ち
ら
も
永
遠
の
悪
循

環
の
よ
う
で
あ
る
。
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上
方
と
江
戸
の
両
方
に『
水
屋
の
富
』と
い
う
落
語
が

あ
る
。海
水
塩
分
の
多
い
井
戸
水
に
悩
む
大
坂
や
江
戸

の
下
町
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
、淀
川
か
ら
、あ
る
い
は
、神

田
上
水
や
玉
川
上
水
か
ら
と
っ
た
水
を
桶お

け

に
入
れ
、

両り
ょ
う
て
ん
び
ん

天
秤
で
売
り
歩
く「
水
売
り
」商
売
が
あ
っ
た
。こ
の

落
語
は
、零
細
な
行
商
人
を
主
人
公
に
し
た
、や
や
切

な
い
話
で
あ
る
。そ
の
後
、上
水
道
の
整
備
と
と
も
に

水
売
り
か
ら
水
を
買
う
習
慣
は
す
た
れ
た
が
、昭
和

四
〇
年
代
以
降
、臭
い
水
道
水
が
問
題
と
な
り
、再
び
、

水
を
買
う
と
い
う
習
慣
が
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
連
動
し
て

広
が
っ
た
。そ
し
て
今
や
世
界
規
模
に
広
が
っ
た
新
し

い
水
の
器
、ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
。開
催
中
の
企
画
展「
水
の

器
─
─
手
の
ひ
ら
か
ら
地
球
ま
で
」で
取
り
上
げ
た
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
を
、本
誌
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考

え
て
み
た
い
。

　
素
材
で
あ
る
ペ
ッ
ト
は
、
戦
後
間
も
な
い
一
九
五
三
年

に
米
国
で
発
明
さ
れ
た
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
一
種
で
、
ボ
ト

ル
へ
の
利
用
以
前
か
ら
、
当
時
の
科
学
技
術
信
仰
の
シ
ン

ボ
ル
の
ひ
と
つ
と
し
て
繊
維
に
利
用
さ
れ
始
め
た
。
現
在

で
は
、
生
産
さ
れ
る
衣
料
用
繊
維
の
半
数
近
く
を
占
め
る

に
至
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ボ
ト
ル
の
リ
サ
イ
ク
ル
と
つ
な

が
る
。
ま
た
、
ト
リ
ア
セ
テ
ー
ト
・
ベ
ー
ス
の
写
真
や
映

画
フ
ィ
ル
ム
が
加
水
分
解
を
起
こ
し
果
て
は
雲う

ん
さ
ん
む
し
ょ
う

散
霧
消
す

る
こ
と
（
酢
酸
臭
を
発
す
る
の
で
ビ
ネ
ガ
ー
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
と
よ
ば
れ
る
）
が
一
九
九
一
年
に
判
明
し
て
か
ら
、
経

年
変
化
の
少
な
い
ペ
ッ
ト
へ
の
転
換
が
進
ん
だ
こ
と
も
付

言
し
て
お
く
。
こ
う
し
た
ペ
ッ
ト
の
技
術
的
特
徴
に
つ
い

て
峯
孝
則
氏
か
ら
解
説
い
た
だ
い
た
。
日
本
に
お
け
る
ボ

ト
ル
入
り
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
、
食
品
衛
生
法
の
改

正
と
臭
い
水
道
水
を
追
い
風
と
し
て
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　　
「
○
○
の
お
い
し
い
水
」な
ど
、ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

の
命
は
、
そ
の
取
水
地
の
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る
。「
ル
ル
ド

の
聖
水
」
な
ど
の
聖
水
に
も
通
じ
る
水
の
「
ブ
ラ
ン
ド
信

仰
」
が
、
ボ
ト
ル
水
の
普
及
と
連
動
し
て
い
る
の
は
、
世

界
中
で
共
通
す
る
よ
う
で
、
企
画
展
を
ひ
か
え
多
く
の

方
々
に
収
集
を
お
願
い
し
て
実
現
し
た
世
界
の
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
・
タ
ワ
ー
展
示
を
見
て
も
明
ら
か
だ
。

　
使
う
側
か
ら
見
れ
ば
、
小
型
ボ
ト
ル
は
個
人
携
帯
の
水

の
器
で
あ
る
。
か
つ
て
地
域
の
生
活
で
水
を
え
る
場
は
水

源
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
大
き
な
器
か
ら
小
さ
な
器
へ
と
、

人
手
を
介
し
て
引
き
継
が
れ
最
後
に
手
元
に
至
る
。
泥
の

水
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
生
活
空
間
に
と
っ
て
大
切
な
場
所

だ
か
ら
こ
そ
、
水
源
へ
の
畏い

敬け
い

が
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
や
シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
き
た
。
し
か
る
に
、
小
型
ボ

ト
ル
は
水
源
と
個
人
を
直
結
す
る
器
で
あ
る
。
取
水
地
ブ

ラ
ン
ド
を
信
じ
る
な
か
か
ら
、
か
つ
て
の
よ
う
な
水
源
へ

の
畏
敬
が
失
わ
れ
て
い
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
水
を

飲
む
と
い
う
身
体
動
作
の
変
化
を
促
し
て
い
ま
い
か
。

　
ひ
と
つ
は
ラ
ッ
パ
飲
み
の
普
及
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
本

で
論
争
の
起
き
て
い
る
紙
パ
ッ
ク
飲
料
の
「
直じ

か

飲
み
」
に

も
つ
な
が
る
。
自
身
の
台
湾
ボ
ト
ル
収
集
に
基
づ
く
相
田

満
氏
の
ラ
ッ
パ
飲
み
論
考
は
、
身
体
と
の
関
係
を
問
う
。

ま
た
、
ボ
ト
ル
の
普
及
は
、
そ
の
流
通
に
も
か
か
わ
る
。

自
動
販
売
機
の
普
及
程
度
、
冷
蔵
庫
の
サ
イ
ズ
な
ど
、
ボ

ト
ル
の
形
や
容
量
は
、
各
地
域
で
の
物
流
シ
ス
テ
ム
と
連

動
す
る
だ
ろ
う
。

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
ま
た
、
軽
く
て
丈
夫
な
器
と
し
て
さ

ま
ざ
ま
に
流
用
さ
れ
る
。
日
本
で
は
、
風
車
、
子
ど
も
御み

輿こ
し

、
水
ロ
ケ
ッ
ト
、
代
用
プ
ラ
ン
タ
ー
、
猫
よ
け
な
ど
が

知
ら
れ
る
が
、
簡
易
な
容
器
が
求
め
に
く
い
地
域
で
は
大

切
に
使
わ
れ
る
し
、
生
活
に
根
ざ
し
た
多
様
な
転
用
例
が

あ
る
。そ
う
し
た
一
端
を
、兼
重
努
氏
に
解
説
い
た
だ
い
た
。

　
一
方
、
ボ
ト
ル
水
の
ブ
ラ
ン
ド
で
は
な
く
、
中
味
の
ミ

ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
水
質
は
、
地
球
環
境
と
も
か
か
わ

る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
降
雨
に
由
来
す
る
地
下
水
を
原
水

と
し
て
い
る
の
で
、
水
質
は
そ
の
水
が
経
由
す
る
環
境
の

指
標
と
な
る
。
中
野
孝
教
氏
に
よ
る
水
質
に
関
す
る
科
学

的
解
説
は
、
地
球
環
境
へ
の
眼ま

な

差ざ

し
を
促
す
。

　
こ
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
普
及
は
、

自
然
科
学
と
人
文
社
会
科
学
に
ま
た
が
る
さ
ま
ざ
ま
な

テ
ー
マ
を
は
ら
ん
だ
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
き
っ

か
け
を
企
画
展
で
も
見
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

久く

保ぼ 

正ま
さ

敏と
し

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
修
了
、
工

学
博
士
。
民
族
学
に
情
報
学
を
取
り
込
む

民
族
情
報
学
を
提
唱
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

先
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
成
立
史
の
研
究
な

ど
の
ほ
か
に
、
時
空
間
統
合
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
の
重
要
性
を
提
唱
し
て
い
る
。
開
催
中

の
企
画
展
「
水
の
器
─
─
手
の
ひ
ら
か
ら

地
球
ま
で
」
の
実
行
委
員
長
。

京都三名水のひとつ、「染井の水」。最近はペットボトル
を利用する姿が目立つ。梨木神社

プラスチック製の容器につめ「聖水」をもちかえる
人びと。ルルド

両天秤で売り歩く水売り。 
『浪速風俗図絵』（杉本書店、1968年）
より転載

特
集
◉
ペッ
ト
ボ
ト
ル
の
世
界
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一
九
六
七
年
こ
ろ
、
米
国
デ
ュ
ポ
ン
社
が
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
製
造
の
基
礎
技
術
を
確
立
し
、
一
九
七
四
年
、
米
国
で

世
界
で
初
め
て
炭
酸
飲
料
用
に
使
用
さ
れ
た
。
わ
が
国
で

は
一
九
七
七
年
、
醤し

ょ
う
ゆ油

の
五
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
容
器
に

使
用
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
食
品
衛
生
法
の
改
正
に

よ
っ
て
一
九
八
二
年
に
清
涼
飲
料
水
用
、
一
九
八
五
年
に

酒
類
（
焼

し
ょ
う
ち
ゅ
う酎）

用
、
二
〇
〇
二
年
に
乳
飲
料
等
に
、
そ
し

て
二
〇
〇
七
年
に
牛
乳
容
器
等
へ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
。

当
初
は
ゴ
ミ
散
乱
へ
の
危き

惧ぐ

か
ら
業
界
が
一
リ
ッ
ト
ル
以

上
の
サ
イ
ズ
に
自
主
規
制
し
て
い
た
が
、
一
九
九
五
年
の

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
制
定
な
ど
の
流
れ
を
受
け
、

一
九
九
六
年
に
は
、
五
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

も
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
挙
に
普
及
し
た
。
個
人

携
帯
の
容
器
と
し
て
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

ペ
ッ
ト
樹
脂
と
は
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
樹
脂
の
一
種
で
、

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
（Polyethylene 

terephthalate

）
の
頭
文
字
を
と
り
Ｐ
Ｅ
Ｔ
（
ペ
ッ
ト
）

と
よ
ば
れ
る
。
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
と
テ
レ
フ
タ
ル
酸

と
の
縮
合
反
応
で
合
成
さ
れ
た
ペ
ッ
ト
樹
脂
は
、
射
出
成

形
機
で
熱
溶
解
さ
れ
金
型
に
射
出
さ
れ
て
冷
却
の
後
、
試

験
管
の
形
を
し
た
透
明
の
プ
リ
フ
ォ
ー
ム
が
え
ら
れ
る

（
射
出
成
形
）。
次
に
こ
の
プ
リ
フ
ォ
ー
ム
を
ボ
ト
ル
用
金

型
に
入
れ
加
熱
し
て
空
気
を
吹
き
込
み
膨
ら
ま
せ
て
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
に
成
形
す
る
（
ブ
ロ
ー
成
形
）。

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
は
、
透
明
で
光
沢
が
あ
り
中
味
が
見

え
る
、
軽
量
で
破
損
し
に
く
い
、
酸
素
や
炭
酸
ガ
ス
を
比

較
的
透と

お

し
に
く
く
保
香
性
に
優
れ
る
（
ガ
ス
バ
リ
ア
性
）、

リ
シ
ー
ル
が
で
き
る
、
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。
材
質
が
炭

素
、
酸
素
、
水
素
の
元
素
か
ら
成
る
た
め
燃
焼
で
発
生
す

る
の
は
二
酸
化
炭
素
と
水
の
み
で
あ
り
、
ま
た
酸
素
元
素

を
含
有
す
る
こ
と
で
燃
焼
カ
ロ
リ
ー
は
五
五
〇
〇kcal/

kg

と
木
材
の
そ
れ
に
比
較
的
近
い
。
し
た
が
っ
て
、
燃

や
し
て
も
焼
却
炉
を
傷
め
な
い
し
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な

い
、
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

　
全
国
清
涼
飲
料
工
業
会
の
統
計
か
ら
推
測
す
る
と
、
清

涼
飲
料
水
に
使
用
さ
れ
る
、ペ
ッ
ト
、ス
チ
ー
ル
、ア
ル
ミ
、

紙
、
瓶
、
そ
の
他
の
容
器
別
シェア
は
、
ペッ
ト
が
六
〇
パ
ー

セ
ン
ト
強
と
最
大
で
あ
る
。
全
清
涼
飲
料
水
の
約一〇
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
類
に
つ
い
て
は
、

日
本
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
統

計
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
の
ペ
ッ
ト
の

シ
ェ
ア
は
九
三・四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ボ
ト
ル
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
協
議
会
の
年
次
報
告

書
に
よ
る
と
、
わ
が
国
で
は
使
用
後
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は

大
半
が
回
収
さ
れ
再
生
工
場
で
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
。
リ

サ
イ
ク
ル
率
は
二
〇
〇
八
年
で
七
七・九
パ
ー
セ
ン
ト
と
、

世
界
最
高
水
準
を
保
持
し
続
け
て
い
る
。
一
方
、
ボ
ト
ル

メ
ー
カ
ー
や
飲
料
メ
ー
カ
ー

で
は
ボ
ト
ル
の
軽
量
化
を
継

続
的
に
推
し
進
め
て
お
り
、

数
年
前
に
比
べ
格
段
に
軽
量

化
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
五
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
容
量
な
ど
小
容
量
の
ペッ
ト
ボ
ト

ル
入
り
飲
料
の
場
合
、
直
接
口
を
つ
け
て
飲
ま
れ
る
こ
と

が
多
い
。
そ
の
場
合
、
口
の
な
か
の
微
生
物
が
ボ
ト
ル
内
に

入
る
こ
と
が
あ
り
、
時
間
が
経
つ
と
ボ
ト
ル
内
で
微
生
物

が
増
殖
し
不
衛
生
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
密
栓
状
態

で
長
時
間
放
置
し
た
場
合
、
特
に
夏
の
車
中
の
場
合
に
は
、

ボ
ト
ル
が
破
裂
す
る
こ
と
も
あ
る
。
で
き
る
だ
け
口
を
つ

け
て
飲
ま
な
い
こ
と
や
開
栓
し
た
ら
早
く
飲
み
き
る
こ
と

が
、
開
栓
後
の
ボ
ト
ル
の
取
り
扱
い
上
大
切
で
あ
る
。
新

型
イ
ンフ
ル
の
集
団
感
染
を
も
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
ラッ

パ
飲
み
は
衛
生
面
か
ら
は
お
薦
め
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
小
型
サ
イ
ズ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
影
響
で
消
え
た
も
の

は
少
な
く
な
い
。

　
た
と
え
ば
、
演
壇
の
水
差
し
。
壇
上
で
実
際
に
水
を
飲

む
人
は
珍
し
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
演
者
の
交
代
ご
と
に

水
差
し
を
交
換
す
る
気
配
り
は
不
可
欠
だ
っ
た
。
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
に
座
を
譲
っ
た
の
も
仕
方
な
か
ろ
う
。

　

あ
る
い
は
、
駅
弁
と
一
緒
に
売
ら
れ
た
ポ
リ
容
器
茶
。

熱
湯
入
り
ポ
リ
容
器
と
日
本
茶
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
土
瓶
茶
を
駆
逐
し
、
缶
入
り
茶

の
登
場
に
も
負
け
ず
に
命
脈
を
保
っ
た
が
、
一
九
九
六

年
ま
で
自
主
規
制
さ
れ
て
い
た
国
内
で
の
小
型
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
飲
料
の
製
造

販
売
の
解
禁
に
よ

り
姿
を
消
し
始
め
、

一
九
九
九
年
の
熱

い
お
茶
用
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
容
器
の
登

場
に
と
ど
め
を
刺

さ
れ
た
。

　
一
方
で
、
目
に
す
る
機
会
が
増
え
た
の
が
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
を
手
に
「
ラ
ッ
パ
飲
み
」
を
す
る
姿
だ
ろ
う
。
特
に
、

女
性
の
ラ
ッ
パ
飲
み
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
れ
を
目
に
す
る
方

に
も
抵
抗
感
が
薄
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
の
は
特
筆
す
べ
き
現
象

で
あ
る
。

　
「
ラ
ッ
パ
飲
み
」
は
、
ヤ
カ
ン
・
急き

ゅ
う
す須

や
瓶
な
ど
の

注
ぎ
口
に
直
接
口
を
あ
て
て
飲
料
を
口
に
含
む
格
好
が
、

ち
ょ
う
ど
ラ
ッ
パ
を
吹
く
格
好
に
似
る
の
で
つ
け
ら
れ
た

呼
び
方
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
の
登
場
は
明
治
時
代
か
ら
だ

が
、
そ
れ
以
前
に
何
と
呼
ば
れ
た
か
が
判
然
と
し
な
い
。

　
枡ま

す

に
盛
っ
た
酒
を
直じ

か

に
飲
む
「
枡ま

す

飲
み
」、
ふ
ざ
け
た
飲

み
方
の
「
て
ん
ご
う
飲
み
」
な
ど
、酒
の
飲
み
方
の
呼
称
に
は
、

近
代
以
前
か
ら
の
も
の
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
ラ
ッ

パ
飲
み
」
に
類
す
る
飲
み
方
も
、
元
来
は
飲
酒
儀
礼
と
関
連

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

試
み
に
、
文
芸
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
「
ラ
ッ
パ
飲
み
」

の
描
写
を
調
べ
て
み
る
と
、
二
十
数
例
が
検
出
で
き
た
。

古
く
は
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
の
二ふ

た

葉ば

亭て
い

四し

迷め
い

『
其そ

の

面お
も

影か
げ

』
か
ら
、昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
の
終
戦
ま
で
は
、

ラ
ッ
パ
飲
み
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
酒
だ
っ
た
。
戦
後
か

ら
は
、
水
や
サ
イ
ダ
ー
な
ど
の
ラ
ッ
パ
飲
み
も
描
か
れ
る

よ
う
に
な
っ

た
が
、
ど
れ

も
男
の
仕
草

で
あ
る
こ
と

は
共
通
し
て
い
る
。

　
何
故
か
太だ

ざ
い
お
さ
む

宰
治
・
坂さ

か

口ぐ
ち

安あ
ん

吾ご

な
ど
、
無ぶ

頼ら
い

派は

と
よ
ば
れ

た
作
家
た
ち
は
、
必
ず
一
度
は
ラ
ッ
パ
飲
み
を
す
る
情
景

を
描
い
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が

染
み
付
い
て
き
て
い
た
の
だ
か
ら
、
女
性
が
ラ
ッ
パ
飲
み

を
す
る
姿
が
敬
遠
さ
れ
た
の
も
当
然
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
数
年
前
、
台
湾
で
見
か
け
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
に
は
、
初
め
か
ら
コ
ッ
プ
が
付
い
て
い
た
の
で
驚
い
た
。

筆
者
の
知
り
合
い
の
、
中
国
人
女
子
留
学
生
も
、
今
な
お

ラ
ッ
パ
飲
み
に
は
抵
抗
感
が
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
今
で

も
香
港
・
台
湾
に
は
、
コ
ッ
プ
ら
し
き
も
の
を
キ
ャ
ッ

プ
に
つ
け
た
ボ
ト
ル
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
が
、

こ
れ
ら
は
、
ラ
ッ
パ
飲
み
を
避
け
る
べ
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
日
本
で
も
「
ラ
ッ
パ
飲
み
」
と
い
う
言
い
方

は
ど
う
も
下
品
に
響
く
の
か
、
最
近
は
「
直
飲
み
（
じ

か
の
み
）」
と
い
う
言
い
か
え
表
現
も
使
わ
れ
は
じ
め
た
。

保
冷
保
温
機
能
付
き
で
「
直
飲
」
と
名
づ
け
た
水
筒
や
、

機
能
説
明
の
標
語
に
「
直
飲
み
」
を
う
た
う
商
品
も
増
え

つ
つ
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
女
性
ユ
ー
ザ
に
配
慮
し
て
生
ま

れ
た
こ
と
ば
の
よ
う
だ
。
中
国
語
で
は
「
直
飲
」
は
、
直

接
飲
め
る
水
「
浄
水
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
は
れ
っ
き
と
し
た
日
本
語
の
造
語
で
あ
る
。
こ
う
し

た
背
景
に
も
、
蓋ふ

た

を
す
れ
ば
何
度
で
も
飲
み
直
せ
る
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
の
普
及
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

清
涼
飲
料
水
で
の
利
用

環
境
へ
の
配
慮

栓
を
開
け
た
後
は

は
ん
ら
ん
す
る
「
ラ
ッ
パ
飲
み
」

近
代
文
芸
作
品
に
見
え
る
「
ラ
ッ
パ
飲
み
」

「
ラ
ッ
パ
飲
み
」
か
ら
「
直
飲
み
」
へ

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
歴
史

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
製
造
法
と
特
徴

消
え
た
水
差
し
・
ポ
リ
容
器
茶

峯み
ね 

孝た
か

則の
り

日
本
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
協
会 

技
術
委
員
長

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
類
を
は
じ
め
飲
用
水
全
般
に
つ

い
て
、
法
規
、
安
全
性
、
製
造
法
、
衛
生
管
理
、
水
質
、

地
質
、
成
分
、
栄
養
・
生
理
、
調
理
・
料
理
と
水
な
ど
、

幅
広
く
調
査
研
究
を
し
て
い
る
。

相あ
い

田だ 

満み
つ
る

国
文
学
研
究
資
料
館 

准
教
授

日
中
比
較
文
学
・
人
文
情
報
学
。
著
書
に
『
和
漢
古
典

学
の
オ
ン
ト
ロ
ジ
』、
編
著
に
『
古
典
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

可
能
性
』『
古
典
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
展
開
』『
古
典
化
す

る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
』（
い
ず
れ
も
勉
誠
出
版
）
な
ど
。
現

在
、歴
史
地
名
と
暦
日
、観
相
と
文
学
に
つ
い
て
研
究
中
。

ＰＥＴ樹脂

プリフォーム

ポリ容器茶に駆逐された汽車土瓶
（水の器展展示品）

民博の収蔵庫でスタッフが着用してい
る作業着の繊維にも、ペットボトルから
のリサイクル品が利用されている

ペットボトルからラッパ飲みする光景は、
職場でも日常的になりつつある

香港・マカオで入手で
きる水のペットボトル

飲
料
容
器
と
し
て
の

ペッ
ト
ボ
ト
ル

ペッ
ト
ボ
ト
ル
と

「
ラ
ッパ
飲
み
」
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市
場
経
済
の
急
速
な
発
展
に
と
も
な
い
、
中
国
で
は
近

年
、
人
び
と
の
暮
ら
し
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
の
急
速
な
普

及
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
中
国
で
は
現
在
、
多
種
多
様

な
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
が
売
ら
れ
て
い
る
が
、
も
っ
と
も

目
に
つ
く
の
は
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
や
蒸
留
水
で
あ
る
。

中
国
で
は
水
道
水
の
水
質
が
よ
く
な
い
地
域
が
多
く
、
煮

沸
さ
せ
た
う
え
で
飲
ん
だ
り
、
別
に
飲
み
水
を
購
入
し
た

り
す
る
人
び
と
も
少
な
く
な
い
。

　
筆
者
の
調
査
し
て
い
る
西
南
中
国
の
少
数
民
族
ト
ン
族

の
村
（
広
西
・
三
江
ト
ン
族
自
治
県
の
Ａ
村
）
で
も
近
年
、

村
の
店
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
村
で
の
売
れ
筋
は
炭
酸
や
ヨ
ー
グ
ル
ト
飲
料
だ
。

こ
れ
ら
は
、
現
金
収
入
が
乏
し
い
地
元
の
大
衆
に
と
っ
て

は
気
軽
に
買
え
る
値
段
で
は
な
い
が
、
ハ
レ
の
日
な
ど
の

宴
会
の
際
に
は
、
婦
女
子
や
下げ

戸こ

の
男
性
た
ち
を
中
心
に

そ
れ
な
り
の
需
要
は
あ

る
。
大
勢
で
一
緒
に
飲

む
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
、

村
の
店
に
置
か
れ
て
い

る
の
は
一・五
リ
ッ
ト
ル

入
り
の
大
型
ボ
ト
ル
が

主
体
だ
。

　

村
の
店
に
は
ミ
ネ
ラ

ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
や
蒸
留

水
は
ほ
と
ん
ど
置
い
て
い
な
い
。
Ａ
村
一
帯
は
、
中
国
で

は
珍
し
い
こ
と
に
、
お
い
し
く
て
そ
の
ま
ま
飲
め
る
湧わ

き

水
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
わ
ざ
わ
ざ
お
金
を
払
っ
て
そ
れ
ら

を
買
う
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
飲
み
終
え
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
さ
ま
ざ
ま
に
再
利
用
さ

れ
て
い
る
。
Ａ
村
で
は
そ
れ
に
湧
き
水
を
注
ぎ
、
野
良
仕

事
に
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
多
い
。
瓶
の
口
に
は
た
い
て
い

ヒ
モ
が
か
け
て
あ
る
。
地
元
で
は
徒
歩
で
物
を
運
ぶ
際
、

天て
ん

秤び
ん

棒
が
活
躍
し
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
ヒ
モ
を
か
け
る
の

は
天
秤
棒
の
端
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
「
水
筒
」
を
つ
る
す
た

め
だ
。

　
村
で
は
近
年
オ
ー
ト
バ
イ
が
普
及
し
て
き
た
が
、
湧
き

水
や
予
備
の
ガ
ソ
リ
ン
を
詰
め
た
大
型
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を

オ
ー
ト
バ
イ
の
横
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
運
ぶ
姿
を
よ
く
目

に
す
る
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
オ
ー
ト
バ
イ
と
相
性
が
よ
い

よ
う
だ
。

　
オ
ー
ト
バ
イ
に
関
連
す
る
、
思
い
も
よ
ら
な
い
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
再
利
用
法
に
最
近
遭
遇
し
た
。
ハ
ン
ド
ル
付
近
に

何
故
だ
か
大
型
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
装
着
さ
れ
て
い
る
。
よ

く
見
る
と
、
キ
ャ
ッ
プ
の
中
央
に
あ
け
ら
れ
た
穴
か
ら

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
内
に
ビ
ニ
ー
ル
製
の
管
が
挿
入
さ
れ
、
そ

の
管
は
エ
ン
ジ
ン
へ
と
伸
び
て
い
る
。
ボ
ト
ル
の
中
身
は

ガ
ソ
リ
ン
だ
。
燃
料
タ
ン
ク
に
ひ
び
が
入
り
、
ガ
ソ
リ
ン

が
漏
れ
だ
す
の
で
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
そ
の
代
用
と
し
て

い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
儀
礼
の
場
に
も
登
場
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
今
年
三
月
に
観
察
し
た
住
宅
の
棟
上
げ
儀
礼
の

供
物
の
な
か
に
小
型
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
二
本
を
発
見
し
た
。

中
身
は
酒
と
油
の
よ
う
だ
。
一
九
九
三
年
以
来
現
地
で
何

度
も
儀
礼
を
み
て
き
た
が
、
初
め
て
の
経
験
だ
。

　
世
界
各
地
で
進
ん
で
い
る
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
の
普

及
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
一
環
と
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
が
、
人
び
と
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
に
対
す

る
嗜し

好こ
う

や
選
択
、
そ
し
て
空
ボ
ト
ル
の
再
利
用
法
に
は
多

少
な
り
と
も
地
域
差
が
あ
ろ
う
か
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ

を
掘
り
下
げ
て
ゆ
け
ば
、
各
地
域
の
人
び
と
の
暮
ら
し
の

特
徴
を
あ
ら
た
な
角
度
か
ら
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
と
も
観
察
と
記
録
を
重
ね
て
ゆ

き
た
い
。

　
「
水
は
方
円
の
器
に
従
う
」。
人
が
自
然
や
社
会
の
環
境
に

影
響
さ
れ
や
す
い
こ
と
を
、
水
が
器
に
よ
っ
て
形
を
変
え

て
し
ま
う
こ
と
に
例
え
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
器
の
形
だ
け

で
は
な
い
。
水
は
ほ
ん
ら
い
無
色
透
明
な
の
で
、
ど
ん
な

色
に
も
染
ま
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
湖
や
沿
岸
は
富
栄

養
化
す
る
と
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
異
常
増
殖
に
よ
り
水
は

赤
色
（
赤
潮
）
や
青
緑
色
（
ア
オ
コ
）
と
な
り
、
漁
業
被

害
や
カ
ビ
臭
を
引
き
起
こ
す
。
生
物
だ
け
で
な
く
、
鉄
分

を
多
く
含
む
水
は
赤
色
に
、
硫
黄
に
富
む
水
は
青
色
を
呈

す
る（
図
１
）。
色
の
つ
い
た
自
然
の
水
は
飲
料
に
適
さ
な
い
。

無
色
の
天
然
水
を
透
明
な
ポ
リ
容
器
に
詰
め
込
ん
だ
ボ
ト

ル
水
は
、
人
び
と
に
清
潔
感
や
安
心
感
を
与
え
て
い
る
。

　

水
は
ひ
と
つ
の
酸
素
（
O
）
に
ふ
た
つ
の
水
素
（
H
）

が
結
合
し
た
H
2

O
と
い
う
分
子
が
集
ま
っ
た
無
機
物
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
水
は
地
球
上
に
は
存
在

し
な
い
。
水
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
成
分
が
陽
イ
オ
ン
あ
る
い

は
陰
イ
オ
ン
と
な
っ
て
溶
け
て
お
り
、
そ
の
組
み
合
わ
せ

を
水
質
と
い
う
。
主
要
な
陽
陰
イ
オ
ン
を
そ
れ
ぞ
れ
三
種

類
に
わ
け
、
そ
の
濃
度
の
多
少
を
中
心
か
ら
の
距
離
に
応

じ
た
点
と
し
て
あ
ら
わ
し
、各
点
を
つ
な
ぐ
と
六
角
形（
ヘ

キ
サ
図
）
が
で
き
る
。
ボ
ト
ル
水
の
大
半
は
、
山
や
森
に

降
っ
た
雨
が
土
壌
を
通
過
し
た
後
、
地
下
の
岩
盤
や
地
層

を
流
れ
る
地
下
水
を
原
水
と
し
て
い
る
。
日
本
の
ボ
ト
ル

水
を
分
析
し
六
角
形
で
あ
ら
わ
す
と
、
そ
の
形
や
大
き
さ

が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た（
図
2
）。

　
こ
の
違
い
は
降
水
の
量
と
質
に
加
え
て
、
地
質
が
強
く

関
係
し
て
い
る
。
地
質
は
鉱
物
と
い
う
結
晶
で
で
き
て
い

る
が
、
酸
性
の
水
に
ゆ
っ
く
り
溶
け
る
と
い
う
性
質
が

あ
る
。
こ
の
酸
は
温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
二
酸
化
炭
素

や
、
酸
性
雨
や
富
栄
養
化
の
原
因
で
あ
る
硫
黄
や
窒
素
が

水
に
溶
け
、
炭
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
ず
る
。
カ
ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
含
む
鉱
物
は

酸
に
溶
け
や
す
い
が
、
そ
の
割
合
は
地
質
に
よ
っ
て
異
な

る
。
大
気
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
酸
性
の
降
水
に
森
と
土
そ

し
て
地
質
が
互
い
に
関
与
し
、
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
取
り
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
性
あ
ふ
れ
る
ボ
ト
ル
水
の
水
質
が

生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
水
質
の
微
妙
な
違
い
は
人
の
健
康

と
も
関
係
し
て
い
る
。
ボ
ト
ル
水
は
医
療
に
使
わ
れ
た
の

が
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
水
質
の
六
角
形

に
は
、
地
域
の
環
境
の
独
自
性
と
健
康
状
態
が
反
映
さ
れ

て
い
る
。
水
は
単
な
る
無
機
物
で
は
な
く
、
環
境
と
共
に

生
き
て
い

る
。
環
境

改
変
が
地

球
規
模
で

進
む
現
在
、

生
物
と
同

じ
よ
う
に

水
に
つ
い

て
も
、
そ

の
地
域
的

な
多
様
性

が
も
つ
意

味
を
考
え

る
べ
き
で

は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
「
水
に
慣
れ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
も
あ
る
。
社
会
の
制

度
や
文
化
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
、
人
が
そ
の
環
境
に

適
応
す
る
に
は
時
間
や
努
力
を
要
す
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
石
油
か
ら
生
ま
れ
た
容
器
に
各
地
の
水
を
入
れ
た
ボ

ト
ル
水
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
象
徴
す
る
ひ
と
つ
の
文
化

に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
手
軽
さ
に
人
び
と
は
す
っ
か
り
慣

れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
石
油
文
明
が
も
た
ら
し
た
大
量

の
炭
素
、
硫
黄
や
窒
素
の
酸
化
物
は
、
こ
の
ボ
ト
ル
水
に

も
溶
け
こ
ん
で
い
る
。
科
学
が
進
歩
し
て
も
、
人
は
変
わ

り
ゆ
く
地
球
と
い
う
器
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
地
球
環

境
時
代
の
水
に
慣
れ
る
た
め
に
は
、
石
油
な
ど
の
枯
渇
性

資
源
に
依
存
す
る
現
代
社
会
を
地
域
か
ら
見
直
す
こ
と
も

必
要
で
あ
る
。
ボ
ト
ル
水
を
作
る
容
器
と
水
質
の
形
の
な

か
に
は
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

水
質
の
六
角
形
に
見
ら
れ
る
地
域
性

地
球
の
器
に
従
う
水
に
慣
れ
る

村
人
た
ち
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
再
利
用
法

村
に
入
っ
て
き
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料

ポ
リ
容
器
に
従
う
無
色
透
明
な
天
然
水

兼か
ね

重し
げ 

努つ
と
む

滋
賀
医
科
大
学 

准
教
授

六
月
二
二
日
ま
で
開
催
の
民
博
企
画
展
「
水
の
器
─
─

手
の
ひ
ら
か
ら
地
球
ま
で
」
に
携
わ
っ
た
の
が
縁
で
最

近
、
各
地
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
の
受
容
と
空
き
ボ
ト

ル
の
再
利
用
法
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

中な
か

野の 

孝た
か

教の
り

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所 

教
授

専
門
は
同
位
体
環
境
学
、
資
源
地
質
学
。
安
定
同
位

体
な
ど
を
使
っ
て
人
と
自
然
の
つ
な
が
り
を
読
み
取

る
「
地
球
環
境
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
法
」
の
開

発
と
普
及
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

オートバイでも大型ペットボトルを携帯する

図1 硫酸酸性の五色沼と鉄サビの赤川
（岩手県）

供物台に置かれたペットボトル

燃料タンクに代用されるペットボトル

図2 日本のボトル水のヘキサ図

暮
ら
し
の
な
か
の

ペッ
ト
ボ
ト
ル

─
西
南
中
国
の
少
数
民
族
ト
ン
族
の
事
例
か
ら

ペッ
ト
ボ
ト
ル
か
ら
考
え
る

地
球
と
い
う
器
の
な
か
の
水



吉よ
し

本も
と 

忍し
の
ぶ

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

世
界
各
地
で
テ
キ
ス
タ
イ
ル
を
基
軸
と
し
た
民
族
技
術
の
調

査
・
研
究
を
し
て
い
る
。
現
在
は
二
〇
一
二
年
に
予
定
し
て
い

る
特
別
展
「
世
界
の
織
機
と
織
物
」（
仮
称
）
の
開
催
に
向
け

て
、
準
備
を
進
め
て
い
る
。
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れ
た
伊
勢
型
紙
を
、
見
本
染
め
の
布
や
キ

モ
ノ
と
と
も
に
展
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

最
後
の
機
械
捺
染
に
よ
る｢

伊
勢
型
紙｣

の
デ
ザ
イ
ン
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
伊

勢
型
紙
の
デ
ザ
イ
ン
を
現
代
の
プ
リ
ン
ト

技
術
で
染
め
ら
れ
た
反
物
と
キ
モ
ノ
を
展

示
し
て
い
る
。

　
伊
勢
型
紙
は
江
戸
時
代
に
白
子
と
寺
家

を
中
心
と
し
た
伊
勢
の
奄あ

ん

芸き

郡ぐ
ん

一
帯
が
紀

州
藩
領
と
な
っ
た
寛
永
一
一
（
一
六
三

四
）
年
以
降
、
徳
川
御
三
家
の
ひ
と
つ
で

あ
る
紀
州
藩
の
保
護
の
も
と
で
飛
躍
的
な

発
展
を
遂
げ
、
白
子
と
寺
家
は
日
本
全
国

勢
型
紙｣

、
昭
和
の
「
伊
勢
型
紙｣

、
平

成
の｢

伊
勢
型
紙｣

、
機
械
捺な

っ

染せ
ん

に
よ
る

｢

伊
勢
型
紙｣

の
デ
ザ
イ
ン
、
と
い
う
四

つ
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
構
成
し
て
い
る
。

最
初
の
江
戸
～
明
治
の｢

伊
勢
型
紙｣

の
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
鈴
鹿
市
が
所

蔵
す
る
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か

け
て
使
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
古
い
伊
勢

型
紙
二
三
点
と
見
本
帳
七
点
を
展
示
し

て
い
る
。
そ
し
て
、昭
和
の｢

伊
勢
型
紙｣

の
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
前
記
の
映
像
資

料
（
児
玉
博
氏
の
縞
彫
技
術
、
城
ノ
口
み

ゑ
氏
の
糸
入
れ
技
術
、
六
谷
進
一
氏
の
錐

彫
技
術
、
中
村
勇
二
郎
氏
の
道
具
彫
技

術
、
光
永
安
一
氏
の
突
彫
技
術
）
と
映

像
取
材
の
さ
い
に
製
作
さ
れ
た
製
作
工
程

ご
と
の
型
紙
を
、
鈴
鹿
市
の
伊
勢
型
紙
技

術
保
存
会
が
所
蔵
す
る
型
紙
の
彫
刻
や
糸

入
れ
の
道
具
と
と
も
に
展
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
平
成
の｢

伊
勢
型
紙｣

の
展
示

コ
ー
ナ
ー
で
は
、
平
成
五
（
一
九
九
三
）

年
に
、
国
指
定
の
重
要
無
形
文
化
財
伊
勢

型
紙
の
保
持
団
体
に
認
定
さ
れ
た
伊
勢
型

紙
技
術
保
存
会
の
方
々
に
よ
っ
て
製
作
さ

の
染
型
紙
の
中
心
的
な
生
産
・
流
通
拠
点

と
な
っ
て
繁
栄
し
た
。
し
か
し
、
明
治
時

代
に
な
っ
て
紀
州
藩
の
保
護
が
な
く
な
る

と
と
も
に
、
染
型
紙
を
使
っ
て
染
め
ら
れ

て
い
た
武
士
の
裃

か
み
し
もが
姿
を
消
し
た
こ
と
な

ど
か
ら
伊
勢
型
紙
の
需
要
も
激
減
し
た
。

そ
の
後
、
伊
勢
型
紙
の
生
産
は
、
小
紋
柄

の
キ
モ
ノ
の
流
行
な
ど
に
よ
っ
て
一
時
的

に
活
況
を
呈
し
た
時
期
が
あ
っ
た
も
の
の
、

キ
モ
ノ
の
需
要
の
長
期
的
な
低
落
傾
向
に

と
も
な
っ
て
伊
勢
型
紙
の
生
産
も
減
少
の

一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
二
〇

世
紀
に
は
染
型
紙
に
代
わ
る
ス
ク
リ
ー
ン

型
（
写
真
型
）
や
ロ
ー
ル
型
が
出
現
し
、

機
械
化
に
よ
る
大
量
生
産
の
普
及
に
と
も

な
っ
て
、
伊
勢
型
紙
の
デ
ザ
イ
ン
を
ロ
ー

　
和
紙
を
柿か

き

渋し
ぶ

で
貼
り
あ
わ
せ
た
渋
紙
に
、

彫
刻
刀
で
模
様
を
彫
っ
た
染
型
紙
を
使
っ

て
布
面
に
糊の

り

を
置
き
、
そ
の
後
に
色
染
め

を
す
る
型か

た

染ぞ
め

は
、
日
本
の
伝
統
的
な
染
色

技
法
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
型
染
が
日

本
の
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
、
染
め
あ
が
っ

た
布
は
お
も
に
キ
モ
ノ
の
布
地
と
し
て
用

い
ら
れ
て
き
た
。
型
染
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
染
型
紙
は
、
伊
勢
の
白し

ろ

子こ

と
寺じ

家け

（
三
重
県
鈴
鹿
市
）
が
お
も
な
産
地
で
、

こ
こ
で
彫
ら
れ
た
染
型
紙
は
各
地
の
染
屋

に
供
給
さ
れ
て
、「
伊
勢
型
紙
」
の
名
で

も
て
は
や
さ
れ
て
き
た
。
明
治
時
代
以
降

の
日
本
人
の
衣
服
の
洋
風
化
に
と
も
な
い
、

型
染
の
キ
モ
ノ
の
需
要
は
次
第
に
減
少
し
、

必
然
的
に
伊
勢
型
紙
の
需
要
も
減
っ
て
い

る
が
、
そ
の
精せ

い

緻ち

な
製
作
技
術
の
伝
統
は
、

二
一
世
紀
の
今
も
し
っ
か
り
と
継
承
さ
れ

て
い
る
。

　
国
立
民
族
学
博
物
館
で
は
、
開
館
当
初

の
一
九
七
八
～
八
〇
年
に
、
は
じ
め
て
の

映
像
資
料
作
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、

館
内
の
ス
タ
ジ
オ
、
な
ら
び
に
白
子
と
寺

家
で
、
国
指
定
の
重
要
無
形
文
化
財
伊
勢

型
紙
技
術
保
持
者
（
人
間
国
宝
）
を
は
じ

め
と
す
る
方
々
の
縞し

ま

彫ぼ
り

、
突つ

き

彫ぼ
り

、
錐き

り

彫ぼ
り

、

道ど
う

具ぐ

彫ぼ
り

な
ど
の
彫
刻
技
術
と
、
型
紙
を
補

強
す
る
た
め
の
糸
入
れ
技
術
の
映
像
取
材

を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
そ
の
さ
い
に
製

作
さ
れ
た
型
紙
を
収
集
し
た
。
こ
れ
ま
で

に
伊
勢
型
紙
の
ビ
デ
オ
映
像
は
、
研
究
用

映
像
資
料
と
し
て
保
存
し
て
き
た
が
、
そ

の
一
部
を
今
年
の
三
月
二
五
日
か
ら
六
月

二
九
日
ま
で
、
本
館
の
企
画
展
示
場
Ｂ
で

開
催
中
の
企
画
展
「
伊
勢
の
染
型
紙
─
映

像
と
実
物
に
み
る
匠
の
技
─
」
で
公
開
し

て
い
る
。

　
こ
の
企
画
展
は
、
江
戸
～
明
治
の
「
伊

モ
ノ
・
グ
ラ
フ

伊
勢
型
紙

企
画
展
「
伊
勢
の
染
型
紙
」

手
仕
事
へ
の
回
帰

ル
型
に
置
き
換
え
た
機
械
捺
染
（
ロ
ー

ラ
ー
・
プ
リ
ン
ト
）
で
キ
モ
ノ
用
の
反
物

を
染
め
る
と
い
う
安
価
な
大
量
生
産
シ
ス

テ
ム
も
一
九
六
〇
年
代
に
登
場
し
た
。
こ

れ
ら
の
こ
と
は
伊
勢
型
紙
の
需
要
の
減
少

を
さ
ら
に
助
長
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ

た
。

　
し
か
し
、
近
年
の
キ
モ
ノ
の
需
要
の
極

度
の
落
ち
込
み
は
、
機
械
化
に
よ
る
安
価

な
反
物
の
大
量
生
産
す
ら
も
必
要
と
し
な

く
な
っ
て
き
て
お
り
、
日
本
の
伝
統
的
な

キ
モ
ノ
の
生
産
現
場
で
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て

き
た
伊
勢
型
紙
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
近
い
将

来
に
は
一
転
し
て
手
仕
事
に
よ
る
少
量
生

産
に
回
帰
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状
況

に
立
ち
至
っ
て
い
る
。

伊勢型紙１　縞彫（彫刻：児玉博 / 糸入れ：城ノ口みゑ）　国立民族学博物館蔵

機械捺染による伊勢型紙のデザインの生産　服部染工（京都市）

伊勢型紙２　錐彫（彫刻：六谷進一）　国立民族学博物館蔵伊勢型紙４　突彫（彫刻：光永安一）　国立民族学博物館蔵

伊勢型紙３　道具彫（彫刻：中村勇二郎）　国立民族学博物館蔵

児玉博氏による民博のスタジオでの伊勢型紙の彫刻（1978 年）
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北
海
道
白し

ら

老お
い

町
。
ア
イ
ヌ
語
で
シ
ラ

ウ
・
オ
・
イ（
虻ア

ブ

の
・
た
く
さ
ん
い
る
・
所
）

に
由
来
す
る
こ
の
町
は
、
古
く
か
ら
大
き

な
コ
タ
ン
（
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
集
落
）

が
あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
シ

ラ
オ
イ
・
ウ
ン
・
ク
ル（
白
老
び
と
）と
よ

ば
れ
て
い
た
人
び
と
が
、
そ
の
地
で
独
自

の
文
化
を
育は

ぐ
く

み
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
た
。

　

近
代
に
な
っ
て
、
交
通
の
便
利
さ
も

あ
っ
て
こ
の
地
を
訪
れ
る
人
び
と
は
多
く
、

コ
タ
ン
で
伝
統
的
な
ア
イ
ヌ
文
化
に
接
し

て
い
た
。
そ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
か
、

そ
の
末ま

つ

裔え
い

た
ち
は
ア
イ
ヌ
文
化
の
伝
承
・

保
存
・
調
査
研
究
・
普
及
事
業
を
目
的
に

博
物
館
を
設
立
し
た
。
一
九
七
六
年
の
こ

と
で
、
当
初
は
（
財
）
白
老
民
族
文
化
伝

承
保
存
財
団
と
称
し
て
い
た
が
、
一
九
八

四
年
に
博
物
館
を
併
設
、
一
九
九
〇
年
に

は
（
財
）
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
と
改
称
し
、

名
実
と
も

に
ア
イ
ヌ

文
化
を
常

に
伝
承
し

保
存
し
紹

介
す
る
、

唯
一
の
総

合
博
物
館

と
な
っ
た
。

　

現
在
は

展
示
施
設
と
し
て
の
博
物
館
を
中
心
に
、

野
外
博
物
館
（
コ
タ
ン
ゾ
ー
ン
）
に
は
大

小
の
規
模
の
復
元
家
屋
（
チ
セ
）
が
な
ら

び
、
そ
の
な
か
で
館
員
た
ち
が
来
館
者
に

さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
技
術
を
紹
介
し
て
い
る
。

収
蔵
す
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
財
は
五
〇

〇
〇
点
に
お
よ
び
、
さ
ら
に
ニ
ブ
フ
な
ど

近
隣
の
先
住
民
族
の
文
化
財
な
ど
も
あ
る
。

　
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
は
ポ
ロ
ト
（
大
き

い
湖
）
の
ほ
と
り
、
背
後
に
は
森
林
が
連

な
る
と
い
う
風ふ

う

光こ
う

絶ぜ
っ

佳か

の
地
に
位
置
し
て

い
る
。
そ
の
景
観
は
こ
の
博
物
館
の
大
き

な
宝
物
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
隣
接

し
て
イ
ウ
ォ
ロ
（
伝
統
的
生
活
空
間
）
の

再
現
計
画
に
よ
り
、
あ
ら
た
な
景
観
づ
く

り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ロ
ト
を
は
さ

ん
だ
こ
の
空
間
は
詩
情
豊
か
な
地
と
し
て

人
気
が
高
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
人
気
が

観
光
客
が
激
減
し
た
か
ら
解
散
に
お
い
こ

ま
れ
た
と
い
う
事
態
に
は
絶
対
に
し
て
は

な
ら
な
い
。

　
日
本
文
化
や
日
本
の
歴
史
・
美
術
を
紹

介
す
る
国
立
の
博
物
館
は
五
館
も
あ
る
。

琉
球
の
芸
能
を
紹
介
す
る
国
立
の
劇
場
も

那
覇
に
あ
る
。
し
か
し
、
ア
イ
ヌ
文
化
を

専
門
と
す
る
国
立
の
博
物
館
や
劇
場
は
ひ

と
つ
も
な
い
。
ア
イ
ヌ
は
日
本
の
先
住
民

族
で
あ
る
（
と
い
う
こ
と
を
求
め
る
決
議

アイヌ文化を伝承し紹介する唯一の総合博物館
観光客でにぎわう北海道白老町のアイヌ民族博物館。

風光絶佳な地に建つこの博物館はアイヌの人びと自身が設立し、運営している。
多くの博物館と同様、経営状態が必ずしもよいとはいえない状況のなか、

その維持にむけたさまざまな努力がおこなわれている

地球ミュージアム紀行  　　
アイヌ民族博物館

佐さ

さ々

木き 

利と
し

和か
ず

北
海
道
大
学 

ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー 

教
授

ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
歴
史
や
民
族
誌
を
通
時
的
に
学

ん
で
い
ま
す
。

　

ブ
ー
タ
ン
は
、
け
わ
し
い
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
南
斜

面
に
あ
る
山
国
で
、
パ
ロ
や
首
都
テ
ィ
ン
プ
ー

と
い
っ
た
主
要
な
町
は
、
標
高
が
二
四
〇
〇
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
高
さ
に
位
置
し
て
い
る
。

　

こ
の
国
で
は
、
山
の
上
の
ず
い
分
高
い
と
こ
ろ

に
ま
で
白
壁
の
堂
々
と
し
た
民
家
が
点
々
と
建
っ

て
い
る
。
東
に
行
く
ほ
ど
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ

る
。
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
低
地
や
東
ブ
ー
タ
ン
の

谷
筋
に
は
、
夏
に
は
イ
ン
ド
平
原
か
ら
の
熱
風
が

吹
き
つ
け
マ
ラ
リ
ア
蚊
も
い
る
。
そ
の
マ
ラ
リ
ア

を
避
け
る
た
め
に
、
水
の
不
便
な
尾
根
住
ま
い
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
の
ほ
か
に
、
ブ
ー
タ
ン
で

は
、
世
俗
を
離
れ
た
断
崖
絶
壁
の
中
腹
や
眺
望

の
良
い
尾
根
の
上
に
僧
院
を
建
て
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
そ
れ
は
僧そ

う

侶り
ょ

が
、
修
行
と
し
て
お
こ

な
っ
て
い
る
瞑め

い

想そ
う

に
雑
念
が
入
ら
な
い
よ
う
な

場
所
を
選
ぶ
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
気
に
な

る
の
は
、
そ
ん
な
場
所
で
水
は
ど
う
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
僧
院
に
は
大

き
な
仏
壇
が
あ
り
、
仏
さ
ま
の
前
に
は
毎
朝
、

い
く
つ
も
の
容
器
に
入
っ
た
閼あ

伽か

と
よ
ば
れ
る

水
を
お
供
え
し
て
い
る
。

　

あ
る
と
き
、
山
の
上
の
僧
院
に
向
か
う
村
人
に

出
会
っ
た
。
そ
の
人
は
背
中
に
籠か

ご

を
背
負
っ
て
お

り
、
そ
の
な
か
に
は
太
い
竹
で
作
っ
た
何
本
か
の

水
筒
が
入
っ
て
い
た
。
こ
の
村
人
は
僧
院
に
水
を

届
け
る
の
だ
と
い
う
。
僧
院
の
お
坊
さ
ん
に
水
を

届
け
る
の
は
、
わ
た
し
の
せ
め
て
も
の
供
物
だ
と

話
し
て
い
た
。
こ
の
人
は
、
僧
院
に
水
を
届
け
る

こ
と
で
功
徳
を
積
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
容
器
は
、
お
坊
さ

ん
が
用
い
る
水
入
れ
で
、
な
か
な
か
立
派
な
も

の
で
あ
る
。
普
通
の
人
は
こ
の
よ
う
な
立
派
な

も
の
を
水
入
れ
に
す
る
の
は
も
っ
た
い
な
く
て
、

酒
を
入
れ
る
容
器
と
し
て
用
い
て
い
る
。

僧侶用水筒
国名：ブータン　1984年収集

標本番号：H0126695
◉

栗
くり

田
た

 靖
やす

之
ゆき

民博 名誉教授
2003年に退官。現在は「日本ブータン友好協会」の
顧問として、ブータンとの親善に尽力している。

表紙モノ語り

を
国
会
は
お
こ
な
っ
た
）。

　
こ
の
風ふ

う

光こ
う

明め
い

媚び

な
地
に
建
つ
、
ア
イ
ヌ
自

身
が
設
立
し
た
博

物
館
。
こ
の
博
物

館
を
維
持
す
る
た

め
の
ア
イ
ヌ
の
人

び
と
の
努
力
に
、

わ
た
く
し
た
ち
は

手
を
こ
ま
ね
い
て

い
て
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
な
お
写
真
は

ア
イ
ヌ
民
族
博
物

館
の
撮
影
で
あ
る
。

必
ず
し
も
入
場
者
の
増
加
に
つ
な
が
ら
な

い
と
い
う
悩
み
も
ま
た
あ
る
。

　
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
は
、
ア
イ
ヌ
の
人

び
と
が
自
ら
経
営
し
て
い
る
。
博
物
館
の

経
営
状
態
は
ど
こ
も
よ
い
と
は
い
え
な
い

が
、
こ
の
博
物
館
は
観
光
客
が
中
心
を
占

め
て
い
る
だ
け
に
悩
み
は
深
刻
で
あ
る
。

公演（アットゥシ織り）

公演（口琴）

博
物
館
の
設
立

存
続
の
意
義

公演（舞踏）

美
し
い
景
観
と
観
光
客
へ
の
依
存

博物館外観

チセ

ムックリ（口琴）の体験

トンコリ（弦楽器）の学習
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企
画
展

「
水
の
器
―
手
の
ひ
ら
か
ら

地
球
ま
で
」

　
生
命
の
根
源
、
水
。民
博
所
蔵
の

様
々
な
器
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
か
ら

地
球
規
模
ま
で
、器
を
通
し
て
人
と

水
の
問
題
を
幅
広
く
考
え
ま
す
。

会
期　
六
月
二
二
日（
火
）ま
で

会
場　
本
館
展
示
場

※
研
究
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト

ー
ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時　
六
月
一
三
日（
日
）

①
一
一
時
～
一
一
時
二
〇
分

②
一
五
時
三
〇
分
～
一
五
時
五
〇
分

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

地
球
研
・
市
民
連
携
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
②「
び
っ
く
り
！
あ
な
た
の
水

も
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
」

実
施
日　
六
月
一
二
日（
土
）

時
間　
一
三
時
三
〇
分
～
一
五
時

会
場　
第
五
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
・
申
込
不
要

※
対
象
は
小
学
校
高
学
年
か
ら
で

す
。

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
―
」

　
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
小
紋
染

め
に
は
、お
も
に
伊
勢
で
作
ら
れ
た

伊
勢
型
紙
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

映
像
資
料
と
と
も
に
型
紙
を
展
示

し
、伝
統
の
技
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　
六
月
二
九
日（
火
）ま
で

会
場　
本
館
展
示
場

※
研
究
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト

ー
ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時　
六
月
一
五
日（
火
）

一
四
時
三
〇
分
～
一
五
時
三
〇
分

音
の
力
―
夏
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ

ー
ラ
ム
二
〇
一
〇

●
音
楽
の
祭
日
二
〇
一
〇

in 

み
ん
ぱ
く

　
一
九
八
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、夏

至
の
日
に
み
ん
な
で
音
楽
を
楽
し

む
「
音
楽
の
祭
典
」
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
。み
ん
ぱ
く
も
、
八
年
連
続
し

て
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
を
使

っ
た
音
楽
で
「
音
楽
の
祭
日
」
を
祝

い
ま
す
。

実
施
日　
六
月
二
〇
日（
日
）

時
間　
一
〇
時
一
五
分
～
一
七
時

会
場　
特
別
展
示
館
一
階
等　

※
参
加
無
料
・
申
込
不
要

お
問
い
合
わ
せ

情
報
企
画
課
展
示
グ
ル
ー
プ

電
話　
〇
六
─
六
八
七
八
─
八
五
三
二

（
平
日
九
時
～
一
七
時
）

◆
研
究
公
演

公
演
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
舞
踊

と
音
楽
」

実
施
日　
六
月
二
七
日（
日
）

時
間　
一
一
時
～
一
五
時
五
〇
分

会
場　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

※
参
加
無
料
・
申
込
不
要

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
）

◆
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
文
化
遺
産
の
返
還
と
そ
の
再
生

―
ア
ラ
ス
カ
州
コ
デ
ィ
ア
ク
島

の
仮
面
を
め
ぐ
っ
て
―
」

実
施
日　
六
月
二
六
日（
土
）

時
間　
一
四
時
～
一
六
時
一
五
分

会
場　
講
堂

定
員　
四
五
〇
名

参
加
費　
無
料

参
加
申
し
込
み
方
法

氏
名
・
所
属
・
電
話
ま
た
は
F
A
X

番
号
・E-m

ail

・
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
参

加
の
有
無
を
明
記
し
、左
記
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

研
究
協
力
課
国
際
協
力
係

電
話　
〇
六
─
六
八
七
八
─
八
二
三
五

Ｆ
Ａ
Ｘ　
〇
六
─
六
八
七
八
─
八
四
七
九

E-m
ail　

clifford.m
in@

idc.
m

inpaku.ac.jp
（
平
日
九
時
～
一
七
時
）

◆
吹
田
市
制
施
行
七
〇
周
年
記

念
事
業

　「吹
田
の
知

　集
結
＆

発
信
」

　合
同
講
演
（
四
大
学
・

一
研
究
機
関
合
同
企
画
事
業
）

実
施
日　
七
月
一
一
日（
日
）

時
間　
十
二
時
～
一
八
時

会
場　
メ
イ
シ
ア
タ
ー
大
ホ
ー
ル

参
加
費　
無
料

参
加
申
し
込
み
方
法

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
人
数
・

開
催
日
を
書
い
て
、
往
復
は
が
き
、

F
A
X
、
ま
た
はE-m

ail

に
て
「
吹

田
市
事
務
局
」ま
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。応
募
者
多
数
の
場
合
は
、

抽
選
と
な
り
ま
す
。

申
し
込
み
締
切
り

六
月
一
九
日（
金
）必
着

お
問
い
合
わ
せ

吹
田
市
制
施
行
七
〇
周
年
記
念
事

業
実
行
委
員
会
事
務
局

電
話　
〇
六
─
六
三
八
四
─
三
一
〇
四

Ｆ
Ａ
Ｘ　
〇
六
─
六
三
六
八
─
七
三
四
三

E-m
ail　

info@
suita7

0
.jp

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

　
六
月
二
〇
日（
日
）は
、音
楽
の
祭

日
の
た
め
展
示
場
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385回　6月19日（土）
北タイの精霊ダンス
講師　 田辺繁治（民博名誉教授）・ 

平井京之介（民族文化研究部准教授）
北タイでは、精霊が主として女性の身
体に憑依してダンスを演じる祭祀が
現在もおこなわれています。そのパフ
ォーマンスの華やかで躍動的な美し
さと、人びとを癒しや解放へ導く不思
議な魅力についてご紹介します。

第386回　7月17日（土）
［新音楽展示関連］
聖人の力を伝えるガムラン
福岡 正太（文化資源研究センター准教授）
インドネシア、ジャワ島北海岸の町チ
ルボンにあるカノマン王宮には、聖人
の力を伝える楽器ゴン・スカティが
所蔵されています。この楽器は、年に
1回、イスラームの預言者ムハンマド
の生誕祭に演奏されます。ゴングと鉄
琴を中心に構成されるこのアンサン
ブルがもつと考えられている不思議
な力について紹介します。

匠の技　伊勢型紙
　現在開催中の「伊勢の染型紙―映像と
実物に見る匠の技―」に関連し、伝統的な
染型紙の技術を用いた色紙やしおりを販
売しております。

　渋紙に彫刻刀などで模様を彫り出した
精緻で優美な匠の技は国の重要無形文化
財に指定されています。この機会にぜひ
手にとってご覧下さい。
※「染型紙の故郷」、鈴鹿市白子地区で活動
されている「伊勢型紙技術保存会」のご協
力で特別に商品を取りそろえております。

友の会 みんぱくゼミナール

ミュージアム・ショップ

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385回　7月3日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
日本に暮らす外国人の今 
─特別展「多みんぞくニホン」その後
講師　庄司博史（民族社会研究部教授）
日本の外国人登録者数は2005年に
200万人を超え、その後も増え続けて
います。外国人スポーツ選手やテレビ
タレントの活躍、エスニックレストラ
ンや国際結婚の増加などもあり、日常
生活において外国人に接することも
めずらしいことではなくなっていま
す。彼らは日本社会の中でどのように
暮らしているのでしょうか。

第386回　8月7日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
企画展 

「歴史と文化を救う」関連
被災した文化財が語りかける歴
史と文化の記憶
講師　日髙真吾（文化資源研究センター准教授）
※講演会終了後、企画展見学会があり
ます

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、会員証提示）

東京講演会
第94回　7月19日（月・祝）

時間●14：00～15：15（13：30開場）
チベット　ポン教とは何か
講師　長野泰彦（民族文化研究部教授）
ポン教は、仏教伝来以前からチベット文
化域に広く分布している宗教で、チベッ
ト精神文化の基層を形成しています。ポ
ン教の歴史や仏教との関連、現代におけ
るポン教の実態とポン教研究の意義につ
いてお話しします。
会場●国文学研究資料館　大会議室
定員●200名（要申込、下記まで）
参加費●500円（会員は無料）
※講演終了後、懇談会と展示解説があり
ます（会員限定）

第76回　民族学研修の旅
シベリアの森を歩く
─少数民族ナーナイの村を訪ねて
旅行期間●7月26日（月）～30日（金）
旅行代金●298,000円（燃油代等別途）
詳細は下記までお尋ねください。

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

伊勢型紙色紙・小（1,200円）、 
大（3,000円～）

刊行物紹介
■齊藤玲子・大村敬一・岸上伸啓  編

『 極北と森林の記憶─イヌイットと
北西海岸インディアンの版画』

昭和堂　定価：4,410円（税込）
カナダ・イヌイットと北西海岸先住民が制作
した約150点の版画（民博所蔵）の写真とと
もに、それ
ら先住民版
画の歴史や
現状、特徴、
技法、作家
について解
説を加えた
本邦初の研
究書である。

■ 青木文教  著　 
長野泰彦・高本泰子  編・校訂

『西藏全誌』
芙蓉書房出版　定価：15,750円（税込）
本書は当館アーカイブ　｢青木文教チベット資料｣ 
に含まれる｢西藏
全誌｣の翻刻であ
る。初期入藏者
の一人、青木師
は1903年から
ラサ市内に約3
年間滞在し、ラ
サ市民の生きた
営みを仔細に観
察し、この民族
史を著した。
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池い
け

亀が
め 

彩あ
や

人
間
文
化
研
究
機
構
地
域
研
究
推

進
セ
ン
タ
ー
研
究
員

現
代
イ
ン
ド
地
域
研
究
拠
点
研
究
員

専
門
は
社
会
人
類
学
。
南
イ
ン
ド
、

マ
イ
ソ
ー
ル
藩
王
国
の
マ
ハ
ラ
ジ
ャ
に

関
す
る
歴
史
人
類
学
的
研
究
か
ら
最

近
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
者
グ
ル
に

関
し
て
の
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

●
お
手
伝
い
さ
ん
の
世
界

　
イ
ン
ド
で
お
手
伝
い
さ
ん
の
世
話
に
な

ら
な
い
こ
と
は
難
し
い
。
日
本
で
お
手
伝

い
さ
ん
が
い
る
な
ど
と
聞
く
と
ど
ん
な
お

金
持
ち
な
の
か
と
驚
い
て
し
ま
う
が
、
イ

ン
ド
の
中
流
家
庭
で
あ
れ
ば
、
朝
晩
、
掃

除
や
炊
事
の
手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
女
性

が
い
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
。
そ
れ
は

ま
た
、
貧
富
の
差
が
ま
だ
根
強
く
あ
る
こ

と
の
証
で
も
あ
る
。

　

わ
た
し
が
王
族

の
調
査
の
た
め
に

南
イ
ン
ド
の
マ
イ

ソ
ー
ル
市
で
暮
ら

し
て
い
る
あ
い
だ
、

下
宿
先
や
友
人
宅
、

そ
し
て
直
接
わ
た

し
自
身
が
雇
う
事

を
通
じ
て
、
何
人

も
の
お
手
伝
い
の

女
性
た
ち
と
親
し

く
な
っ
た
。
彼
女

た
ち
は
わ
た
し
の

身
の
回
り
の
世
話

を
し
て
く
れ
た
だ

け
で
な
く
、
こ
と

ば
遣
い
や
礼
儀
作

法
、
そ
し
て
土
地

の
風
習
や
宗
教
儀

礼
に
つ
い
て
教
え

て
く
れ
た
先
生
で
も
あ
っ
た
。

　
彼
女
た
ち
の
多
く
は
学
校
教
育
を
受
け

て
い
な
い
が
、
普
段
は
男
性
と
も
同
等
に

や
り
あ
う
ほ
ど
堂
々
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
値
札
が
読
め
な
い
か
ら
ス
ー
パ
ー
に

行
く
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
文
字
を
知
ら

な
い
の
で
ガ
ス
の
契
約
を
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
書
か
れ
た
文
字
の
世
界
で
は

す
っ
か
り
萎い

し
ゅ
く縮

し
て
し
ま
う
の
だ
。

●
彼
女
に
は
マ
リ
ヤ
ー
デ
が
あ
る

　
マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ィ
は
わ
た
し
の
知
り
合

い
の
お
手
伝
い
さ
ん
の
な
か
で
も
も
っ
と

も
や
り
手
の
女
性
だ
。
タ
ク
シ
ー
の
運
転

手
を
し
て
い
た
夫
が
若
い
女
性
と
夜
逃
げ

し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
も
め
げ
る
事

な
く
年
老
い
た
叔
母
と
四
人
の
子
ど
も
の

世
話
を
し
て
い
た
。
夫
の
浮
気
に
つ
い
て

わ
た
し
に
こ
ぼ
し
な
が
ら
、「
で
も
そ
ん

な
夫
な
ら
い
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
？
」
と

言
っ
て
、
に
や
り
と
し
た
の
が
印
象
的
だ
。

彼
女
は
情
に
厚
く
、
仕
事
を
な
く
し
た
女

性
に
別
の
家
庭
を
紹
介
し
た
り
、
雇
い
主

か
ら
セ
ク
ハ
ラ
に
あ
っ
た
女
性
を
そ
っ
と

か
ば
っ
た
り
し
て
い
た
。
わ
た
し
は
当
時
、

植
民
地
時
代
に
藩
王
で
あ
っ
た
マ
ハ
ラ

ジ
ャ
が
聖
者
な
ど
に
敬
意
の
印
と
し
て
贈

る
儀
礼
的
な
籠か

ご

や
傘
な
ど
に
興
味
を
も
っ

て
い
た
。
こ
う
し
た
物
品
は
マ
リ
ヤ
ー
デ

m
ariyāde

と
よ
ば
れ
る
の
だ
が
、
マ
リ

ヤ
ー
デ
の
別
の
意
味
に
遭
遇
し
た
の
は
、

お
手
伝
い
の
女
性
た
ち
が
マ
ハ
ー
デ
ー

ヴ
ィ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
と
き
だ
っ
た
。

彼
女
た
ち
は
「
マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ィ
に
は
マ

リ
ヤ
ー
デ
が
あ
る
」
と
言
っ
た
の
だ
。
日

本
語
に
訳
せ
ば
、「
尊
敬
に
値
す
る
女
性

だ
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

●
わ
た
し
は
マ
リ
ヤ
ー
デ
が
欲
し
い
の
よ

　

 

次
に
マ
リ
ヤ
ー
デ
の
表
現
を
聞
い
た

の
は
、
若
い
お
手
伝
い
の
女
性
リ
ー
ラ
か

ら
だ
っ
た
。
リ
ー
ラ
は
、
恋
仲
だ
っ
た
男

性
を
追
っ
て
マ
イ
ソ
ー
ル
に
や
っ
て
来
て
、

彼
が
運
転
手
を
し
て
い
た
家
庭
に
住
み
込

み
の
お
手
伝
い
と
し
て
働
い
て
い
た
。
い

わ
ば
押
し
か
け
女に

ょ
う
ぼ
う房

で
あ
っ
た
彼
女
は
、

あ
る
日
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

し
か
し
、
リ
ー
ラ
の
カ
ー
ス
ト
が
彼
氏
の

カ
ー
ス
ト
よ
り
も
下
だ
っ
た
た
め
、
彼
氏

の
家
族
は
大
反
対
。
リ
ー
ラ
は
結
局
、
中

絶
す
る
こ
と
に
同
意
さ
せ
ら
れ
る
。
さ
ら

に
手
切
れ
金
の
話
ま
で
出
て
い
た
よ
う
だ
。

仲
間
の
女
性
た
ち
が
泣
き
じ
ゃ
く
る
彼
女

を
慰
め
て
い
る
と
き
に
、
リ
ー
ラ
は
こ
う

叫
ん
だ
。「
わ
た
し
は
お
金
な
ん
て
い
ら

な
い
。
マ
リ
ヤ
ー
デ
が
欲
し
い
の
よ
。」

マ
リ
ヤ
ー
デ
、
尊
厳
を
く
れ
と
い
う
こ
と

だ
。
男
性
の
世
界
の
マ
リ
ヤ
ー
デ
が
政
治

的
地
位
を
示
す
物
質
的
な
も
の
な
の
に
対

し
て
、
下
層
の
女
性
た
ち
の
マ
リ
ヤ
ー
デ

に
は
、
形
が
な
い
。

　
翌
年
、リ
ー
ラ
に
会
う
と
、運
転
手
の
彼

氏
と
結
婚
し
以
前
よ
り
も
ふ
っ
く
ら
と
し

て
い
た
。
噂う

わ
さ

に
聞
く
と
、
お
手
伝
い
仲
間

た
ち
が
彼
氏
を
う
ま
く
説
得
し
た
ら
し
い
。

人生は 決まり文句で

「
マ
リ
ヤ
ー
デ
が
欲
し
い
の
よ
」

mariyāde   マリヤーデ

avarige mariyāde ide   アワリゲ  マリヤーデ  イデ（彼女は尊敬に値する）

nanage mariyāde bēku   ナナゲ  マリヤーデ  ベーク（わたしに尊厳をちょうだい）

　
二
〇
一
〇
年
二
月
一
三
日
と
三
月
七
日

に
、
み
ん
ぱ
く
で
「
映
像
に
見
る
イ
ス

ラ
ー
ム
の
〈
周
縁
〉」
と
題
す
る
若
手
研

究
者
の
映
像
上
映
会
が
開
催
さ
れ
た
。
イ

ス
ラ
ー
ム
と
い
え
ば
中
東
、
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
わ
た
し
た
ち
は
既
に
構
築
し
て

し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
五
億

人
と
も
い
わ
れ
る
世
界
の
ム
ス
リ
ム
人
口

の
半
数
以
上
は
中
東
以
外
の
ア
ジ
ア
、ア
フ

リ
カ
な
ど
に
暮
ら
し
て
お
り
、
ま
た
、
中
東

に
は
ム
ス
リ
ム
以
外
の
人
び
と
も
暮
ら
し

て
い
る
。
ま
ず
は
そ
う
し
た
事
実
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
で
撮
影

し
た
映
像
を
通
し
て
知
ろ
う
と
い
う
の
が

こ
の
上
映
会
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

● 

さ
ま
ざ
ま
な
ム
ス
リ
ム
、

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
者

　
今
回
上
映
さ
れ
た
映
像
は
六
作
品
。
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
け
る
割
礼
の
変
容
を

扱
っ
た
作
品（
南
出
和
余
）を
は
じ
め
、
中

国
・
回
族
の
葬
送
儀
礼（
今
中
崇
文
）、
ベ

ト
ナ
ム・
チ
ャ
ム
族
の
ラ
マ
ダ
ン（
筆
者
）、

ト
ル
コ・
ア
レ
ヴ
ィ
ー
の
儀
礼
ジ
ェ
ム（
米

山
知
子
）な
ど
、
儀
礼
や
そ
れ
に
参
加
す

る
人
び
と
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
が
四
本
、

さ
ら
に
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
西
ス
マ
ト
ラ
の

伝
統
的
身
体
技
法
に
つ
い
て
扱
っ
た
作
品

（
村
尾
静
二
）、イ
ス
ラ
エ
ル
の
ア
ラ
ブ
人
キ

リ
ス
ト
教
女
性
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を

描
き
出
し
た
作
品（
菅
瀬
晶
子
）も
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
二
〇
分
程
度
の
短
編
で
あ
る
。

　
テ
ー
マ
や
地
域
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

る
が
、
ど
の
作
品
も
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
ア
レ
ヴ
ィ
ー
、
ア
ラ
ブ

人
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
や
、
中
東
を
「
中

心
」
と
し
た
場
合
の
地
理
的
な
「
周
縁
」

（
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
で
生
き
る
ム
ス
リ
ム
を

対
象
と
し
て
い
る
。
中
東
に
暮
ら
し
た
こ

と
の
な
い
わ
た
し
は
こ
れ
ら
の
映
像
に
映

し
出
さ
れ
た
対
象
の
「
周
縁
性
」
に
驚
か

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
多
様

性
は
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
例
え
ば
コ
ー
ラ

ン
の
読
み
方
が
そ
の
ひ
と
つ
。
い
わ
ゆ
る

一
般
的
と
い
わ
れ
る
コ
ー
ラ
ン
の
朗ろ

う
し
ょ
う誦
の

仕
方
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
中
国
の
回
族

が
葬
送
儀
礼
の
際
に
読
み
上
げ
る
京
劇
の

歌
の
よ
う
な
節
を
つ
け
た
朗
誦
や
、
ま
る

で
仏
教
の
僧
侶
が
唱
え
る
念
仏
の
よ
う
な

ベ
ト
ナ
ム
の
チ
ャ
ム
族
の
朗
誦
も
あ
る
。

● 

「
中
心
」
を
揺
さ
ぶ
る

─
─
映
像
と
い
う
ツ
ー
ル
の
可
能
性

　
「
周
縁
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ

れ
が
も
つ
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
の
、
あ
る
い

は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
の
イ
メ
ー
ジ
が

揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
会
場
か
ら
は
こ
う
し
た

意
見
も
聞
か
れ
た
。
ま
た
上
映
会
の
後
に

お
こ
な
わ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

は
た
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
「
中
心
と
周

縁
」
と
い
う
設
定
は
成
り
立
つ
の
か
、
と

い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
確
か
に
作
品

の
制
作
者
は
そ
れ
が
「
周
縁
」
で
あ
る
こ

と
を
意
識
し
な
が
ら
撮
影
し
て
い
た
わ
け

で
な
い
だ
ろ
う
し
、
登
場
す
る
人
び
と
も

自
ら
を
周
縁
に
位
置
づ
け
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
議
論
が
可
能
に

な
る
の
は
、
映
像
と
い
う
ツ
ー
ル
に
よ
っ

て
視
覚
的
に
対
象
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
音
、
衣
装
、
動
作
な
ど
を

伴
う
儀
礼
や
踊
り
を
伝
え
る
に
は
、
活
字

媒
体
よ
り
も
映
像
の
方
が
は
る
か
に
説
得

力
が
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
字
面
か

ら
各
々
が
想
像
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
視
覚
的

に
映
し
出
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ま
り
に

も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚き

ょ
う
が
く愕
す
る
と
い

う
体
験
は
、
映
像
と
い
う
媒
体
を
用
い
て

こ
そ
実
現
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
議
論
を
通
し
て
、
映
像
と
い
う
ツ
ー
ル

が
も
つ
可
能
性
を
改
め
て
感
じ
た
上
映
会

で
あ
っ
た
。

吉よ
し

本も
と 

康や
す

子こ

民
博 

外
来
研
究
員

専
門
は
文
化
人
類
学
。
お
も
に
ベ
ト

ナ
ム
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ

な
い
、
村
落
の
宗
教
や
民
間
信
仰
に

つ
い
て
研
究
し
て
き
た
。
最
近
は
メ

コ
ン
デ
ル
タ
周
辺
に
お
け
る
イ
ス

ラ
ー
ム
化
の
展
開
に
つ
い
て
関
心
を

も
ち
、
調
査
を
進
め
て
い
る
。

「
中
心
と
周
縁
」は
あ
る
の
か
？

─
イ
ス
ラ
ー
ム
の「
周
縁
」を
め
ぐ
る
映
像
上
映
会
報
告
記
─

トルコ・イスタンブル市

イスラエル・ガリラヤ地方

中国・陝西省西安市

インドネシア・西スマトラ州

ベトナム・ヒントゥアン省

バングラデシュ・ジャマプール県

トルコ・イスタンブル市

イスラエル・ガリラヤ地方

中国・陝西省西安市

インドネシア・西スマトラ州

ベトナム・ビントゥアン省

バングラデシュ・ジャマプール県

わたしの現在のお手伝いさんと
家族。彼らは他州からの移民

下層の女性たちはとても信心深い マハラジャが貴族の結婚式にマリヤーデと
して贈った象

作品の解説をする村尾静二氏

各作品の撮影場所
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庄し
ょ
う
じ司 

博ひ
ろ

史し

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

言
語
学・言
語
政
策
論
。
二
〇
〇
四
年
に
特
別
展
「
多

み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」
を
企
画
。
近
年
は
移
民
言
語
や

多
民
族
化
の
諸
現
象
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
共
・

編
著
書
に
『
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
』、『
ニ
ホ
ン
の
言

語
景
観
』
な
ど
。

　
在
日
外
国
人
の
登
録
者
数
が
二
〇
〇
万

人
の
大
台
に
の
っ
た
の
は
二
〇
〇
五
年
、

つ
い
五
年
前
の
こ
と
だ
。
そ
れ
が
今
や
二

二
〇
万
人
を
こ
え
、
そ
の
数
値
は
じ
つ
に

日
本
の
住
民
の
一
・
七
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

総
数
で
は
、
全
国
一
七
番
目
の
長
野
県
の

人
口
に
匹
敵
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

外
国
人
に
と
っ
て
日
本
で
の
住
居
探
し
は

大
き
な
困
難
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

賃
貸
住
宅
の
家
主
が
「
外
国
人
は
ち
ょ
っ

と
」
と
貸
し
渋
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

理
由
の
多
く
は
民
族
や
人
種
差
別
と
い
う

よ
り
、
文
化
摩
擦
や
ト
ラ
ブ
ル
の
際
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
難
し
さ
、
そ
し
て

支
払
い
能
力
へ
の
懸
念
が
大
半
を
し
め
る

と
い
う
。

　
東
京
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
、

外
国
人
の
支
払
い
に
家
主
が
い
だ
く
不
安

を
家
賃
保
証
と
い
う
形
で
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
、
さ
ら
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
の
ト
ラ
ブ

ル
を
軽
減
し
よ
う

と
す
る
団
体
が
あ

る
。「
外
国
人
生
活

サ
ポ
ー
ト
機
構
」

と
い
い
、
外
国
人

の
生
活
支
援
な
ど

を
お
こ
な
っ
て
き

た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
在
日

外
国
人
情
報
セ
ン

タ
ー
」（
以
降
、
セ
ン
タ
ー
）
が
母
体
と

な
っ
て
昨
年
立
ち
上
げ
た
外
国
人
の
た
め

の
家
賃
保
証
団
体
で
あ
る
。
借
主
か
ら
一

定
の
委
託
料
を
う
け
と
っ
て
お
き
、
家
賃

滞
納
の
際
に
そ
れ
で
補ほ

填て
ん

す
る
と
い
う
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
の
代
表
者
・

小
池
昌
さ
ん
の
話
で
は
、
一
九
九
六
年
、

セ
ン
タ
ー
が
都
内
の
外
国
人
を
対
象
に
実

施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
外
国
人
が
入

居
す
る
ま
で
、
平
均
一
五
件
の
不
動
産
屋

を
あ
た
る
の
が
普
通
だ
っ
た
と
い
う
。
近

年
都
心
か
ら
人
口
が
減
少
す
る
な
か
、
不

動
産
賃
貸
市
場
は
次
第
に
外
国
人
に
依
存

し
始
め
て
い
る
と
は
い
え
、
生
活
や
経
済

事
情
の
不
安
定
な
ア
ジ
ア
出
身
者
に
と
っ

て
は
画
期
的
な
出
来
事
と
い
え
る
。

　
在
日
外
国
人
情
報
セ
ン
タ
ー
の
前
身
で

あ
る
在
日
外
国
人
情
報
誌
連
合
会
Ｅ
Ｍ
Ｐ

Ｃ
が
活
動
を
は
じ
め
た
の
は
一
四
年
も
前
、

一
九
九
六
年
で
あ
る
。
関
西
で
の
大
震
災

　
小
池
代
表
の
他
、
事
務
局
長
の
斉
藤
さ

ん
と
数
人
の
外
国
人
ス
タ
ッ
フ
で
き
り
も

り
す
る
セ
ン
タ
ー
の
活
動
は
、
外
国
人
へ

の
住
宅
支
援
や
情
報
提
供
に
と
ど
ま
ら
ず

じ
つ
に
多
彩
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
入
居

に
か
ん
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
も
そ
う
だ
が
、

幅
広
い
支
援
外
国
人
層
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
背
景
と
し
て
、
外
国
人
の
抱
え
る
問
題

や
需
要
調
査
を
単
独
あ
る
い
は
委
託
事
業

と
し
て
実
施
し
、
行
政
や
と
き
に
は
事
業

に
反
映
さ
せ
て
き
た
。
一
方
で
、
外
国
人

に
対
し
て
、
入
管
問
題
や
就
職
な
ど
個
人

的
な
相
談
に
の
っ
た
り
、
企
業
や
個
人
の

通
訳
・
翻
訳
を
請
け
負
う
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
週
の
何
日
か
は
、
事
務
所
の
半
分
を

し
め
る
会
議
室
を
日
本
語
教
室
や
外
国
人

の
集
会
所
と
し
て
開
放
し
て
い
る
。

　
じ
つ
は
セ
ン
タ
ー
の
位
置
す
る
高
田
馬

場
周
辺
は
住
民
の
一
割
以
上
が
外
国
人
と

い
う
新
宿
区
の
な
か
で
も
、
外
国
人
の
集

住
度
の
高
い
地
域
で
あ
る
。
コ
リ
ア
ン
タ

ウ
ン
で
有
名
な
大
久
保
周
辺
と
中
国
人
の

集
ま
る
池
袋
に
挟
ま
れ
、
高
田
馬
場
で
は
、

さ
ら
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス

タ
ン
出
身
者
も
加
わ
る
。
事
実
、
駅
の
近

く
に
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
レ
ス
ト
ラ
ン
が
な
ら

び
、
外
国
人
向
け
日
本
語
学
校
の
多
さ
で

は
日
本
一
と
い
う
。
こ
こ
に
働
き
、
学
び
、

住
む
多
く
の
外
国
人
に
と
っ
て
、
セ
ン

タ
ー
が
頼
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
は

疑
い
な
い
。
在
住
外
国
人
の
多
く
は
、
や

が
て
日
本
語
を
習
得
し
、
日
本
の
生
活
に

も
な
れ
、
な
か
に
は
事
業
を
お
こ
す
ひ
と

も
い
る
。
し
か
し
後
続
者
の
流
れ
は
絶
え

ず
、
外
国
人
支
援
の
必
要
性
は
尽
き
る
こ

と
が
な
い
。
セ
ン
タ
ー
は
日
本
語
講
師
や

事
務
ス
タ
ッ
フ
な
ど
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
活

動
資
金
の
恒
常
的
な
不
足
に
あ
る
が
、
賃

貸
保
証
事
業
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
セ
ン

タ
ー
の
経
済
基
盤
へ
の
貢
献
が
期
待
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
の
話
か
ら
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
と
は
い
え
、
セ
ン
タ
ー
が
組
織
と
し

て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
営
利
事
業
の
あ
い

だ
を
渡
り
歩
い
て
い
る
の
が
気
が
か
り
な

方
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
小
池
さ
ん
は

飄ひ
ょ
う
ひ
ょ
う々と
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
余
り
気
に
し

外
国
人
支
援
の
総
合
商
社

て
い
な
い
よ
う
だ
。
外
国
人
が
人
並
み
の

生
活
が
で
き
る
環
境
を
作
る
、
と
い
う
目

的
優
先
の
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い

う
自
信
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
ど
ん
な
非
営
利
活
動
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
支
え
る
経
営
基
盤
は
必
要
な
の
だ
。

公
的
資
金
や
寄
付
の
み
に
安
住
し
て
い
た

団
体
が
資
金
源
の
縮
小
や
枯
渇
と
と
も
に

消
え
て
い
っ
た
例
は
珍
し
く
な
い
。
フ
ィ

リ
ピ
ン
で
数
年
間
の
滞
在
後
帰
国
し
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
向
け
の
雑
誌
『
カ
イ
ビ
ガ

ン
』
を
創
刊
し
て
以
来
、
今
日
も
日
本
で

最
古
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
の
編
集

に
た
ず
さ
わ
る
。
小
池
さ
ん
の
活
動
が
多

角
化
し
て
も
原
点
を
見
失
わ
な
い
理
由
は
、

ひ
ょ
っ
と
し
て
こ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

東
京
都
の
行
政
ニ
ュ
ー
ス
を
な
が
す
チ
ャ

ン
ネ
ル
を
作
る
過
程
で
都
と
の
連
携
を
深

め
、
二
〇
〇
四
年
、
Ｅ
Ｍ
Ｐ
Ｃ
の
代
表
者

で
あ
っ
た
小
池
さ
ん
が
都
の
地
域
国
際
化

検
討
委
員
会
委
員
に
委
嘱
さ
れ
た
の
を
契

機
に
現
在
の
「
在
日
外
国
人
情
報
セ
ン

タ
ー
」
に
名
称
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
セ
ン
タ
ー
は
、
防
災
情
報
を
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
に
迅
速
に
提
供
す
る

た
め
都
と
と
も
に
二
〇
〇
五
年
に
設
立
し

た
「
東
京
都
在
住
外
国
人
向
け
メ
デ
ィ
ア

連
絡
会
」
の
事
務
局
を
つ
と
め
て
い
る
が
、

加
盟
メ
デ
ィ
ア
は
一
四
言
語
、
約
四
四
タ

イ
ト
ル
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
と
い
う
。
そ

の
一
部
は
、
セ
ン
タ
ー
事
務
室
の
一
角
に

お
か
れ
、
常
時
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
近
年

は
古
く
か
ら
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
、
フ
ィ

リ
ピ
ノ
語
に
く
わ
え
、
タ
イ
語
、
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
、
ビ
ル
マ
語
、
シ
ン
ハ
リ
語
の

新
聞
も
棚
に
並
び
は
じ
め
、
ま
す
ま
す
多

言
語
化
す
る
在
日
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ

ア
の
現
状
が
う
か
が
え
る
。

多
文
化
を

さ
さ
え
る

人
び
と

─
在
日
外
国
人
情
報
セ
ン
タ
ー

原
点
は『
カ
イ
ビ
ガ
ン
』

後
、
関
東
で
も
外
国
人
へ
の
防
災
や
緊
急

情
報
の
伝
達
を
ス
ム
ー
ズ
に
お
こ
な
う
た

め
、
当
時
伸
び
続
け
て
い
た
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
メ
デ
ィ
ア
が
数
社
あ
つ
ま
り
緩
や
か

な
連
合
体
を
作
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で

あ
っ
た
。
以
降
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア

を
通
し
て
外
国
人
へ
の
防
災
意
識
を
喚
起

す
る
他
、
被
災
外
国
人
救
援
バ
ザ
ー
や
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
り
、
日
本
社
会
に
も
活

動
の
重
要
性
を
訴
え
て
き
た
。
そ
の
間
、

外
国
人
の
入
居
支
援

東
京
高
田
馬
場
。日
本
で
も
っ
と
も
多
民
族
化
の
進
ん
だ
地
域
で
あ
る
。こ
こ
に
在
日
外
国
人
を
支

援
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
在
日
外
国
人
情
報
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。前
身
を
含
め
る
と
日
本
で
最
古
の
外
国
人

支
援
組
織
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。そ
の
活
動
か
ら
在
日
外
国
人
の
と
り
ま
く
状
況
の
縮
図
が
よ
み
と

れ
る

防
災
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

多
民
族
的
高
田
馬
場

日本語教室はボランティアの教師がささえてきた

ユーモラスな看板だが、不動産屋も外国人を無視でき
なくなったことはうかがえる。ここで家賃保証が役に立
つ。（センターとは無関係）

エスニック・メディアの棚には
アジア系言語で発行される新聞がならぶ

小池さん。
気負わずオープンな態度は性格の反映だろう

高田馬場駅の近くにはアジア系の
エスニックレストランが軒をつらねる

◎「在日外国人情報センター」　http://gaikokujin-jp.info/
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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
。

日本酒は、直接にはその形を見ることができない微生物の
力を利用してつくられる。麹菌と酵母。このふたつの小さな
生きものは、原料を刻 と々変化させていく

生きもの博物誌

微生物がつくりだす
日本酒
〈麹菌　酵母〉

　
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
こ
ろ
、
酒
蔵
で
は

新
酒
の
仕
込
み
が
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
こ

の
時
期
、
酒
蔵
全
体
は
、
芳ほ

う
じ
ゅ
ん醇

な
香
り
が

充
満
し
て
い
る
。
並
び
置
か
れ
た
巨
大
な

発
酵
タ
ン
ク
に
近
づ
い
て
、
耳
を
よ
く
す

ま
せ
ば
、
プ
チ
プ
チ
プ
チ
と
聞
こ
え
て
く

る
。
生
成
さ
れ
る
炭
酸
ガ
ス
の
音
だ
。
発

酵
が
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
酒
は
原
料
で
あ
る
米
を
発
酵
さ
せ

て
つ
く
る
醸
造
酒
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
お
も
に
麹

こ
う
じ

菌
と
酵
母
の

ふ
た
つ
の
微
生
物
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ

れ
る
。
麹
菌
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
デ
ン

プ
ン
分
解
酵
素
の
働
き
で
ブ
ド
ウ
糖
が
つ

く
ら
れ
、
酵
母
が
こ
の
ブ
ド
ウ
糖
を
取
り

込
み
、
ア
ル
コ
ー
ル
に
変
え
な
が
ら
増
殖

す
る
。
日
本
酒
の
製
造
は
、
こ
の
糖
化
と

ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
の
プ
ロ
セ
ス
が
同
時
に

起
こ
る
並
行
複
発
酵
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

　
製
造
行
程
は
、
大
き
く
わ
け
て
、
麹
造

り
、
酛も

と

造
り
、
醪

も
ろ
み

造
り
と
分
業
的
で
あ
り
、

酒
蔵
内
の
所
定
の
場
所
で
個
別
に
行
わ
れ

る
。
ま
ず
、
麹
造
り
。
麹
は
、
蒸
し
た
米

に
麹
菌
を
繁
殖
さ
せ
て
つ
く
ら
れ
る
。
酒

造
り
で
は
、
麹
が
も
っ
と
も
大
切
な
も
の

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
次
に
、
酛
造

り
。
酛
は
、
完
成
し
た
麹
に
、
水
、
蒸
米

を
加
え
、
酵
母
を
添
加
し
て
つ
く
ら
れ
る
。

酛
は
、
酒
母
と
も
よ
ば
れ
る
。
こ
の
段
階

で
酵
母
の
増
殖
が
う
な
が
さ
れ
、
発
酵
を

す
す
め
る
た
め
の
種
の
よ
う
な
も
の
に
な

る
。
そ
し
て
、
醪
造
り
。
醪
の
仕
込
み
で

は
、
酛
に
さ
ら
に
水
、
麹
、
蒸
米
が
加
え

ら
れ
る
が
、
添そ

え

、
仲な

か

、
留と

め

と
三
段
階
に
わ

け
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
醪
が
発
酵
し
て
搾

ら
れ
る
と
清
酒
が
で
き
あ
が
る
。

　
現
在
、
酒
造
り
は
機
械
化
が
進
ん
で
い

る
が
、
そ
れ
で
も
、
小
規
模
の
酒
蔵
で
は

か
な
り
の
部
分
を
手
作
業
で
お
こ
な
う
場

合
が
多
い
。
日
の
出
前
の
早
い
時
刻
か
ら

仕
込
み
の
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
一
日
を

通
し
て
、
随
時
、
世
話
を
し
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

　
酒
造
り
に
お
い
て
は
、
微
生
物
に
よ
っ

て
、
素
材
が
次
第
に
変
化
し
て
い
く
過
程

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
麹
造
り
で
は
、
直
接
素
材
に
手
で
触
れ

る
機
会
が
多
い
。
蒸
米
に
種た

ね
こ
う
じ麹

を
ふ
り
、

米
粒
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
菌
が
行
き
渡
る
よ

う
に
指
先
で
こ
す
る
よ
う
に
し
て
、
植
え

つ
け
る
。
や
が
て
、
麹
菌
は
発
芽
し
、
菌

糸
を
米
の
内
部
に
伸
ば
し
、
表
面
を
白
色

に
覆
っ
て
い
く
。
品ひ

ん

温お
ん

も
徐
々
に
高
ま
っ

て
い
き
、
で
き
あ
が
る
ま
で
に
数
回
、
手

を
入
れ
て
、
ほ
ぐ
し
て
い
く
作
業
を
お
こ

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
都
度
、

触
る
感
覚
は
違
う
。
初
め
、
固
ま
り
だ
っ

た
も
の
が
、
次
第
に
パ
ラ
パ
ラ
に
な
っ
て

い
き
、
最
後
は
、
米
粒
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が

離
れ
る
砂
状
態
に
な
っ
て
い
く
。

　
一
方
、
酛
造
り
や
醪
造
り
で
は
、
表
面

上
で
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
み
せ
て
く
れ
る
。

と
り
わ
け
醪
の
発
酵
の
際
は
、
特
徴
的
で

あ
る
。
仕
込
み
直
後
、
表
面
は
静
か
で
あ

る
が
、
次
第
に
小
さ
な
泡
が
で
て
き
て
慌
た

だ
し
く
な
って
く
る
。
泡
は
、
数
日
後
に
は

勢
力
を
増
し
て
い
き
、
透
明
度
の
あ
る
泡
か

ら
や
や
粘
着
性
の
ク
リ
ー
ム
色
の
泡
に
な
っ

て
い
く
。
最
高
時
に
な
る
と
、
溢
れ
ん
ば
か

り
に
な
って
い
く
。
そ
し
て
発
酵
終
盤
に
さ

し
か
か
る
と
、
泡
が
落
ち
、
平
ら
に
な
って

い
く
。
こ
の
と
き
、
醪
は
仕
込
み
時
に
入
れ

た
蒸
米
が
溶
け
、
液
体
状
に
なって
い
る
。

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
小
さ
な

生
き
も
の
は
顕
微
鏡
な
ど
の
道
具
を
使
わ

な
い
限
り
、
直
接
、
そ
の
形
状
を
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
直
接
的
に
知
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
常
に
そ
れ
ら
の
活
動

の
軌
跡
で
あ
る
。
原
料
の
米
が
時
間
を
か

け
て
徐
々
に
姿
を
変
え
て
い
く
こ
と
を
見

る
こ
と
で
、
微
生
物
た
ち
が
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
つ
く
り
手
で
あ
る
人
た

ち
は
、
酒
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
「
生
き
も

の
」
で
あ
る
こ
と
を
体
感
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

酵母（清酒酵母）
Saccharomyces cerevisiaeに属するものである。日本酒製造で利用される酵母は、アル
コール発酵の際、炭酸ガスの泡を出す泡あり酵母と、出さない泡なし酵母に大別され
る。現在、さまざまな特性の清酒酵母が開発されているが、酒蔵では、おもに、日本醸造
協会による協会系酵母が利用される場合が多い。

麹菌
麹菌は麹から分離された有用カビの総称である。日本酒だけでなく、味

み

噌
そ

の製造にも
利用される麹菌は、ニホンコウジカビ（Aspergillus oryzae）に属するものである。ニホン
コウジカビは、胞子着生が進むと黄色がかった緑色の胞子を形成することから黄麹に
分類される。国内の多くの酒蔵が種麹製造専門会社から購入する。

完成した麹。米粒ひとつひとつ
の表面が白く覆われる

協会系の酵母。アンプルで販売されている。これを培養し、酒母造り
の際に添加する

留仕込み数日後の醪は、泡がようやく出始める。筋
すじ

泡
あわ

の状態になる
直前

留仕込み後10日前後で、高
たか

泡
あわ

の状態になり、泡の発生がピークに達
する

菌 

類
の
力

種麹。モヤシともよばれる。米に麹菌を培養し、胞子を着生させた後、乾燥さ
せたものである

複 

雑
な
工
程

見 

る
、
触
れ
る
、
感
じ
る

酒蔵の仕込み蔵には、発酵タンクが置かれている
（兵庫県明石市・茨木酒造にて）
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仏法の島の年中行事
スリランカの

ウェサック祭とポソン祭

　
ス
リ
ラ
ン
カ
は
人
口
の
約
七
割
が
仏
教

徒
で
信
者
の
ほ
と
ん
ど
は
シ
ン
ハ
ラ
人
で

あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
シ
ン
ハ
ラ
仏
教
社

会
で
は
年
中
行
事
と
い
え
ど
、
お
お
む
ね

仏
教
暦
に
基
づ
く
仏
教
的
な
信
仰
に
取
り

込
ま
れ
て
い
る
。
日
本
の
い
わ
ゆ
る
常
民

の
固
有
信
仰
、
氏
神
信
仰
に
深
い
関
心
を

よ
せ
た
柳
田
國
男
の
眼
に
、
こ
う
し
た
ス

リ
ラ
ン
カ
仏
教
社
会
の
現
状
は
ど
の
よ
う

に
映
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
し
考
え
て
み

た
い
。

　
日
本
で
は
お
釈
迦
さ
ま
の
生
誕
は
四
月

八
日
の
花
祭
り
と
し
て
祝
わ
れ
る
が
、
ス

リ
ラ
ン
カ
で
は
そ
れ
が
五
月
の
満
月
の
日

に
あ
た
る
。
こ
れ
は
タ
イ
な
ど
東
南
ア
ジ

ア
の
上
座
部
仏
教
圏
で
も
同
様
で
あ
る
。

五
月
の
満
月
の
日
の
ウ
ェ
サ
ッ
ク
祭
で
は
、

釈し
ゃ
く
そ
ん
ぶ
っ
だ

尊
仏
陀
の
誕
生
、
成じ

ょ
う
ど
う道

、
入に

ゅ
う
め
つ滅

の
三
つ

の
祝
い
が
ま
と
め
て
お
こ
な
わ
れ
、
六
月

の
満
月
の
日
の
ポ
ソ
ン
祭
で
は
ス
リ
ラ
ン

カ
へ
の
仏
教
伝
来
を
祝
う
行
事
が
お
こ
な

わ
れ
る
。

　
仏
教
の
伝
統
で
は
も
と
も
と
月
に
四
回

あ
る
満
月
、
新
月
、
半
月
の
日
を
ポ
ー
ヤ

（
布ふ

薩さ
つ

）
日
と
よ
び
、
熱
心
な
信
者
は
白

い
衣
装
を
着
て
寺
院
に
こ
も
り
僧
侶
と
同

様
の
戒
律
を
守
っ
て
一
日
を
過
ご
す
。
一

方
僧そ

う

侶り
ょ

に
と
っ
て
は
戒
律
に
照
ら
し
て
自

ら
の
お
こ
な
い
を
反
省
す
る
日
で
あ
る
。

ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
現
在
満
月
の
ポ
ー
ヤ
日

だ
け
が
国
民
の
祝
日
に
な
り
、
こ
の
日
は

寺
に
こ
も
る
人
、
夜
に
お
こ
な
わ
れ
る
菩ぼ

提だ
い

樹じ
ゅ

供
養
に
参
加
す
る
人
び
と
な
ど
が
集

い
、
仏
の
教
え
を
再
確
認
す
る
。

　
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
徒
に
と
っ
て
ウ
ェ

サ
ッ
ク
と
ポ
ソ
ン
の
祭
は
特
別
で
あ
る
。

ウ
ェ
サ
ッ
ク
祭
の
日
は
ス
リ
ラ
ン
カ
中
で

特
に
盛
大
に
祝
わ
れ
る
。
家
々
の
ま
わ
り

に
は
燈と

う
み
ょ
う明

が
燈と

も

さ
れ
、
仏
伝
（
ジ
ャ
ー
タ

カ
）
の
物
語
が
芝
居
仕
立
て
で
上
演
さ
れ

た
り
す
る
。
ま
た
、
華
や
か
な
釈
尊
仏
陀

の
像
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
起
源
の
神
が
み
の
像

を
運
ぶ
行
列
が
出
る
。
こ
れ
は
紀
元
前
か

ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
記
録
が
あ
り
、
五

世
紀
初
頭
に
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
中
国
の
法ほ

っ

顕け
ん

に
よ
る
ウ
ェ
サ
ッ
ク
祭
の
記
録
で
も
行

列
の
こ
と
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
ス
リ
ラ
ン
カ
に
仏
教
が
伝
来
し
た
の
は

紀
元
前
二
四
三
年
の
六
月
の
満
月
の
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
イ
ン
ド
、
マ
ウ

リ
ヤ
朝
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
命
を
う
け
た

マ
ヒ
ン
ダ
長
老
が
将
来
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
マ
ヒ
ン
ダ
長
老
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の

弟
と
も
王
子
と
も
い
わ
れ
る
が
、
実
際
は

西
イ
ン
ド
の
仏
教
教
団
か
ら
派
遣
さ
れ

た
僧
侶
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の

ス
リ
ラ
ン
カ
王
デ
ー
ワ
ー
ナ
ン
ピ
ヤ

テ
ィ
ッ
サ
は
長
老
と
会
見
し
、
す
ぐ
に
仏

教
に
帰
依
し
て
こ
れ
を
保
護
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ソ

ン
祭
は
こ
う
し
た
伝
承
を
人
び
と
の
眼

に
広
く
映
る
よ
う
に
年
中
行
事
の
か
た

ち
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

デ
ー
ワ
ー
ナ
ン
ピ
ヤ
テ
ィ
ッ
サ
王
と

マ
ヒ
ン
ダ
長
老
の
会
見
の
物
語
で
は
、

不
殺
生
の
教
え
が
重
要
な
主
題
に
な
っ

て
い
る
。

　
王
は
山
の
神
の
化
身
で
あ
っ
た
鹿
を
追

い
か
け
て
ミ
ヒ
ン
タ
レ
ー
ま
で
や
っ
て
き

て
、
マ
ヒ
ン
ダ
一
行
が
投
宿
し
て
い
た

ミ
ッ
サ
カ
山
（
ミ
ヒ
ン
タ
レ
ー
）
ま
で
導

か
れ
た
。
こ
こ
で
王
は
マ
ヒ
ン
ダ
か
ら
仏

教
の
教
え
を
受
け
て
大
い
に
感
銘
を
受
け
、

仏
教
を
受
け
入
れ
て
王
権
が
僧
団
を
保
護

す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
ポ
ソ
ン
月
の
満
月
の
日
に
は
、
こ
の
事

績
に
ち
な
ん
で
今
で
も
ス
リ
ラ
ン
カ
北
部

の
古
都
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
と
近
郊
の
ミ
ヒ

ン
タ
レ
ー
で
盛
大
に
こ
の
日
が
祝
わ
れ
る
。

た
だ
、
ウ
ェ
サ
ッ
ク
の
よ
う
に
国
中
で
祝

わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
の
物
語
で
は
、
王
が
狩
り
に
出
た
と

き
に
こ
の
地
に
導
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
て
、
一
説
に
は
森
の
狩
り
の
神
へ
の
信

仰
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る

が
、
仏
教
の
な
か
に
巧
妙
に
取
り
込
ま
れ

て
い
て
、
そ
の
原
型
を
見
つ
け
る
こ
と
は

む
ず
か
し
い
。

　
ま
た
ポ
ソ
ン
の
日
は
仏
教
徒
は
動
物
を

殺
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
と
ら
え
た
動

物
を
逃
が
し
て
や
る
の
が
風
習
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
物
語
で
は
仏
教
の
不
殺
生
の

教
え
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
こ
こ
三
〇
年
来
国
内

で
の
民
族
間
対
立
が
大
き
な
紛
争
を
招
き
、

隣
の
大
国
イ
ン
ド
と
の
関
係
も
こ
の
問
題

を
め
ぐ
っ
て
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
き
た
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
の
影
響
も
あ
っ
て
社

会
は
大
き
く
変
化
を
と
げ
て
い
る
が
、
当

然
祭
も
年
々
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
ウ
ェ

サ
ッ
ク
の
燈
明
は
年
々
大
き
く
な
る
一
方

で
、
今
や
祭
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
仏
の
教
え
を
芝
居
仕
立
て
に
し

た
劇
も
以
前
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、

年
々
教
訓
的
な
性
格
が
強
く
な
っ
て
き
て

い
る
。
こ
れ
は
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
い
て
仏

教
信
仰
を
民
族
意
識
の
核
に
お
く
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら

わ
れ
で
あ
る
。

　
か
つ
て
中
央
高
地
農
村
で
広
く
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
豊ほ

う
じ
ょ
う穣
祈き

願が
ん

や
厄
払
い
の
儀
礼

な
ど
も
、
踊
り
だ
け
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
て
い
る
。
年
々
観
光
的
な
要
素
が
大

き
く
な
り
、
ま
た
学
校
教
育
に
も
伝
統
文

化
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
、

一
見
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
も
と
も
と
の
宗
教
的
な
色
彩
は
ま
す

ま
す
後
退
し
て
い
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や

仏
教
の
伝
統
が
幾
重
に
も
折
り
重
な
っ
て

で
き
あ
が
っ
て
い
る
ス
リ
ラ
ン
カ
の
文
化

は
、
観
光
化
の
波
を
受
け
て
か
つ
て
の
す

が
た
を
想
像
す
る
こ
と
さ
え
む
ず
か
し
く

な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

ウェサ
ッ
ク
祭
と
ポ
ソ
ン
祭

人口の7割を仏教徒が占める
スリランカ。
毎年６月、満月の日には、仏
教伝来の逸話を伝えるポソン
祭が盛大におこなわれる。
グローバル化、ナショナリズム
の進行など社会的変化のなか
で、多様に変化する伝統的祝
祭の今を考える

不
殺
生
の
教
え

満
月
の
祝
い

杉す
ぎ

本も
と 

良よ
し

男お

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

専
攻
は
社
会
人
類
学
、
南
ア
ジ
ア
研
究
。
南
イ
ン
ド
の

宗
教
、
映
画
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
に
関
心
が
あ
り
、

最
近
は
津
波
災
害
復
興
研
究
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。

観
光
化
が
進
む
仏
教
行
事
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現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
に
相
当

す
る
地
域
に
は
、
古
く
よ
り
中
国
大
陸
南

岸
か
ら
渡
っ
て
き
た
人
び
と
が
住
み
つ
き
、

世
代
を
重
ね
て
き
た
。
彼
ら
の
な
か
に
は
、

現
地
の
人
び
と
と
の
あ
い
だ
に
混
血
を
重

ね
、
も
は
や
中
国
語
を
話
せ
な
く
な
っ
て

い
る
人
も
か
な
り
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
国
の
近
現
代
史
に
お
い
て
、

彼
ら
は
依
然
と
し
て｢

華
人｣

と
見
な
さ

れ
続
け
、
よ
そ
者
扱
い
さ
れ
て
き
た
。
彼

ら
は｢

正
統
な
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
民｣

を

構
成
す
る
土
着
の
人
び
と
で
は
な
い
と
位

置
づ
け
ら
れ
、
徴し

る
し

づ
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
。

と
り
わ
け
一
九
六
六
年
に
権
力
を
掌
握
し

た
第
二
代
大
統
領
ス
ハ
ル
ト
の
体
制
下
で

は
、
華
人
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に
完
全

に｢

同
化｣

す
べ
き
だ
と
し
て
、
中
国
に

由
来
す
る
も
の
や
華
人
に
ま
つ
わ
る
も
の
、

要
は
彼
ら
が
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る｢

華

人
性｣

を
、
公
の
場
で
表
出
す
る
こ
と
が

厳
し
く
禁
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は

一
九
九
八
年
の
同
体
制
崩
壊
ま
で
続
い
た
。

　
そ
れ
か
ら
一
〇
年
あ
ま
り
経
っ
た
現
在
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
誰
も
が
自
由
に｢

華

人
文
化｣

を
享
受
し
た
り
、
ま
た
大
々
的

に｢

華
人
性｣

を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
春
節
の
こ
ろ
に
は
華

人
が
多
く
暮
ら
す
都
市
部
は
赤
い
飾
り
つ

け
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、
ま
た
大
概
の
町
々

に
あ
る
寺じ

び
ょ
う廟

（
中
国
寺
院
）
で
催
さ
れ
る

祭
も
年
々
賑に

ぎ

や
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
し
か
し
フ
ィ
ー
ル
ド
で
出
会
う
「
華
人

性
」
は
、「
華
人
が
（
そ
れ
ま
で
禁
じ
ら

れ
て
い
た
）
華
人
性
を
表
出
す
る
」
と

い
っ
た
よ
う
な
類た

ぐ
い

の
も
の
ば
か
り
で
は
な

い
。
わ
た
し
は
二
〇
〇
二
年
以
来
、
ジ
ャ

ワ
島
北
海
岸
に
位
置
す
る
ル
ン
バ
ン
と
い

う
小
さ
な
港
町
の
華
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で

調
査
を
し
て
き
た
が
、
人
び
と
の
実
生
活

の
レ
ベ
ル
で
は
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な

「
華
人
性
」
の
在
り
方
に
出
会
う
の
だ
。

　
ル
ン
バ
ン
で
生
ま
れ
育
っ
た
ジ
ャ
ワ
人

男
性
ス
ラ
マ
ッ
ト
さ
ん
は
、
長
ら
く
地
元

の
華
人
家
庭
の
も
と
で
運
転
手
兼
印
刷
技

師
と
し
て
働
い
て
き
た
。
あ
る
年
ス
ラ

マ
ッ
ト
さ
ん
は
、
そ
の
華
人
の
家
族
を
乗

せ
百
キ
ロ
あ
ま
り
離
れ
た
街
に
あ
る
有
名

な
寺
廟
の
祭
を
訪
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
同

地
の
霊
能
師
か
ら
お
も
む
ろ
に
、「
お
前

の
前
世
は
華
人
だ
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
は
自
身
の
名
の
漢
訳
と
し
て
「
ピ

ン
ア
ン
（
平
安
：Ping A

n

）」
と
い
う
中

国
名
ま
で
つ
け
て
も
ら
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。

「
わ
た
し
は
ジ
ャ
ワ
人
だ
け
ど
、
で
も
魂ジ

ワ

は
華
人
な
ん
だ
。」
日
常
を
華
人
た
ち
と

の
深
い
関
係
性
の
な
か
で
過
ご
す
ス
ラ

マ
ッ
ト
さ
ん
は
、
折
に
触
れ
笑
い
な
が
ら

そ
う
口
に
す
る
。

　
ル
ン
バ
ン
町
内
の
寺
廟
の
番
人
リ
ム
・
ペ

ン
シ
ャ
ン
（
林
平
祥
）
さ
ん
は
、
顔
見
知
り

の
あ
い
だ
で
は
「
華
人
で
あ
る
」
と
認
知
さ

れ
て
い
る
。
す
で
に
亡
く
な
っ
た
彼
の
両
親

は
血
統
的
に
華
人
だ
っ
た
か
ら
だ
。
た
だ
幸

か
不
幸
か
、
彼
の
顔
は
い
わ
ゆ
る
典
型
的

な
「
華
人
顔
」
か
ら
は
程
遠
い
。

　
そ
の
た
め
ペ
ン
シ
ャ
ン
さ
ん
は
、
市
場
に

行
っ
た
り
バ
ス
に
乗
っ
た
り
す
れ
ば
、
ま
ず

周
り
か
ら
華
人
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。「
華
人
だ
と
お
金
を
も
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
、
ふ
っ
か
け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ

る
が
、
こ
の
顔
だ
と
そ
れ
も
な
い
か
ら
悪
く

は
な
い
さ
。」
日
焼
け
し
た
顔
を
赤
ら
め
な

が
ら
ペ
ン
シ
ャ
ン
さ
ん
は
語
っ
た
。

　
ル
ン
バ
ン
の
隣
町
ラ
セ
ム
で
一
九
二
九

年
に
生
ま
れ
た
ニ
ョ
ー
･
チ
ュ
ン
ヒ
ェ

ン
（
楊
俊
賢
）
さ
ん
は
、
四
〇
歳
に
な
っ

た
と
き
に
父
の
バ
テ
ィ
ッ
ク
工
房
を
受
け

継
い
だ
。
ジ
ャ
ワ
更
紗
の
名
で
も
知
ら
れ

る
こ
の
蝋ろ

う

け
つ
染ぞ

め
の
布
は
、
古
く
か
ら

東
南
ア
ジ
ア
海
域
世
界
各
地
で
同
様
の
技

術
が
培
わ
れ
て
き
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年

に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
擁
す
る
世
界
無
形

文
化
遺
産
に
も
認
定
さ
れ
た
。
ラ
セ
ム
の

バ
テ
ィ
ッ
ク
が
特
徴
的
な
の
は
、
歴
史
的

に
お
も
に
華
人
経
営
の
工
房
で
製
作
さ
れ

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
特
に
鮮
や

か
な
赤
や
花
鳥
な
ど
の
写
実
的
デ
ザ
イ
ン

で
知
ら
れ
て
き
た
。

　
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
以
来
、

同
地
の
バ
テ
ィ
ッ
ク
業
者
は
相
次
い
で
店

を
畳
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
今
な
お
経
営
を

続
け
る
チ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
さ
ん
は
、
八
〇
歳

を
超
え
た
昨
年
か
ら
あ
る
ひ
と
つ
の
試
み

を
始
め
た
。
そ
れ
は
、
バ
テ
ィ
ッ
ク
に
漢

字
の
詩
句
を
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
盛
り
込
む

こ
と
で
あ
る
。

　
チ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
さ
ん
が
無
地
の
綿
布
に

「
四
海
之
内 

皆
兄
弟
也
」、「
合
家
平
安 

忠

義
千
秋
」
な
ど
の
文
字
を
下
書
き
す
る
と
、

工
房
で
働
く
ジ
ャ
ワ
人
女
性
た
ち
が
そ
れ

を
蝋
で
上
書
き
し
、
さ
ら
に
は
余
白
を
細

密
模
様
で
自
由
に
埋
め
て
い
く
。
こ
の
布

を
染
液
に
浸
た
し
、
そ
の
後
蝋
を
洗
い
流

す
と
い
う
工
程
を
数
度
繰
り
返
せ
ば
、
色

鮮
や
か
な
バ
テ
ィ
ッ
ク
が
完
成
す
る
。

　
当
初
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
化
の
代
名

詞
と
も
い
う
べ
き
バ
テ
ィ
ッ
ク
に
そ
れ
ま

で
な
か
っ
た
中
国
的
要
素
を
あ
ら
た
に
盛

り
込
む
こ
と
に
対
し
、
チ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
さ

ん
は
躊た

め
ら躇

い
も
感
じ
て
い
た
と
い
う
。
ま

た
、
近
隣
の
町
の
華
人
の
ほ
と
ん
ど
が
漢

字
を
読
め
な
い
な
か
、
こ
れ
が
売
れ
る
と

の
目も

く
ろ
み

論
見
が
あ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
地
元
自
治
体
の
要
人
が
「
面
白

い
」
と
む
し
ろ
高
く
評
価
し
て
く
れ
た
り
、

地
元
国
立
小
学
校
が
教
員
用
の
制
服
と
し

て
大
量
注
文
を
し
て
く
れ
た
り
と
、
チ
ュ

ン
ヒ
ェ
ン
さ
ん
の
創
意
は
想
定
し
て
い
た

華
人
の
顧
客
の
枠
を
超
え
て
思
わ
ぬ
形
で

消
費
･
流
通
さ
れ
始
め
、
ラ
セ
ム
の
バ

テ
ィ
ッ
ク
の
「
あ
ら
た
な
伝
統
」
と
し
て

注
目
を
浴
び
始
め
て
い
る
。

　
「
こ
れ
は
世
界
で
唯
一
の
漢
字
が
入
っ

た
バ
テ
ィ
ッ
ク
だ
。
他
に
ど
こ
を
探
し

た
っ
て
な
い
さ
。」
染
め
上
が
っ
た
ば
か

り
の
布
を
干
す
ジ
ャ
ワ
人
の
妻
の
横
で
、

チ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
さ
ん
は
誇
ら
し
げ
に
胸
を

張
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
言
で
「
華
人
性
」

と
い
っ
て
も
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち

が
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
自
己
認
識
と
他
者

認
識
の
は
ざ
ま
で
構
築
さ
れ
た
り
、
ま
た

要
素
と
し
て
あ
ら
た
に
見
出
さ
れ
提
示
さ

れ
た
り
も
す
る
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

文
脈
や
関
係
性
の
な
か
で
生
き
ら
れ
、
創

ら
れ
、
そ
し
て
主
張
さ
れ
る
社
会
的
現
実

と
し
て
の
「
華
人
で
あ
る
こ
と
」
や
「
華

人
ら
し
さ
」、
な
い
し
「
華
人
性
」
の
多

様
な
あ
り
方
を
、
今
後
も
フ
ィ
ー
ル
ド
の

現
場
か
ら
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
思
っ
て

い
る
。

津つ

田だ 

浩こ
う

司じ

東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化

研
究
所 

助
教

専
門
は
文
化
人
類
学
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
方
都
市

の
華
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、「
華
人
性
」
が
い
か
に
経

験
さ
れ
表
出
さ
れ
る
か
を
調
査
し
て
き
た
。
最
近
は

同
国
の
華
人
の
宗
教
実
践
の
変
容
に
関
心
を
抱
い
て

い
る
。

「
ら
し
さ
」の
多
様
性

わ
た
し
た
ち
は
普
通
、｢

○
○
人｣

と
よ
ば
れ
る
人
間
集
団
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の

｢

○
○
人
ら
し
さ｣

を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
。｢

華
人｣

で
あ
れ
ば｢

華
人
性｣

と
で
も
よ
び
う
る

何
ら
か
の
核
を
受
け
継
い
で
い
る
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
。

し
か
し
、｢

華
人
が
華
人
性
を
も
っ
て
い
る｣

と
い
う
こ
と
は
、ど
こ
ま
で
自
明
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か

フィールドで
考える

さ
ま
ざ
ま
な｢

華
人
性｣

｢
魂
は
華
人
だ｣

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
華
人

｢

本
当
は
華
人
だ
け
ど
…
…｣

｢

世
界
で
唯一｣

の

漢
字
入
り
バ
テ
ィッ
ク

バティック工房のニョー･チュンヒェンさん

自慢のバティックを着て妻と共に ｢世界で唯一｣という漢字入り
のバティック

寺廟の祭で賑やかに演じられる龍舞

印刷屋で寺廟のお札を刷るスラマットさん

寺廟の番人、リム･ペンシャンさん
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編集後記

　本誌連載中の「多文化をささえる人びと」シリーズ
は二年目をむかえた。前身の「外国人として生きる」
をふくめると五年目になる。いずれも身近に住む外
国人の存在に目をむけ、さまざまな境遇のなかで前
向きにいきる外国人と彼らとともに変わりつつある
社会を追うことを目指してきた。今回のシリーズはま
た、彼らの生活や文化をささえるホスト社会の動きに
も注目しつつ、昨年はおもに関西を中心に個人や組
織のさまざまな活動を紹介している。そして今年は四
月の朝鮮大学校を皮切りに、関東圏の活動をとりあ
げはじめており、ここしばらくはこのラインが続く予
定である。このシリーズで紹介できるのはほんのひ
と握りだが、それらもまた多くの人びとにささえられ
ていることを感じとっていただければ幸いである。
　ところで、本誌は来月七月号から編集体制をあら
たにするが、誌面構成やデザインも一新することに
なった。はじめての企画も登場する予定である。ご期
待いただきたい。（庄司博史）

先月号（2010年5月号）「生きもの博物誌」の19ページに
掲載したガラナの実の写真は、トウダイグサ科のJatropha 
gossypifoliaという別の植物の写真でした。お詫びして訂正
いたします。
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●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。

6月の開催

6月6日（日）
話者：丹羽典生（研究戦略センター 助教）
話題：扇を通してみるオセアニアの世界
場所：オセアニア展示場

特典◆本館展示の無料入館◆特別展示の観覧料割引
◆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。

本館展示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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フィジーの扇




