


私の母川回帰
馬
ば ん ば

場 章
ふ み

夫
お

　
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
水
に
は
ま
り
、
面
白

い
水
、
不
思
議
な
水
、
う
ま
い
水
な
ど
を

探
し
求
め
て
き
ま
し
た
。
イ
ン
ド
の
バ
ラ

ナ
シ
で
は
ヒ
ン
ズ
ー
の
人
々
と
同
じ
よ
う

に
肩
ま
で
泥
流
に
つ
か
り
、
味
の
チ
ェ
ッ

ク
も
し
て
き
ま
し
た
。
国
内
で
は
名
水
百

選
（
旧
環
境
庁
）
の
取
材
も
ほ
ぼ
終
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
各
地
で
採
水
し
た
サ

ン
プ
ル
の
小
ビ
ン
が
た
ま
り
大
型
冷
蔵
庫

に
お
さ
ま
り
き
ら
ず
、
食
器
棚
か
ら
台
所

の
床
に
ま
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
う
い
え
ば
私
と
水
の
関
わ
り
合
い
は

出
生
と
同
時
に
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
生

家
は
琵
琶
湖
の
す
ぐ
近
く
で
、
敷
地
内
に

は
湧
水
の
井
戸
が
数
本
と
池
や
幅
一
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
川
も
流
れ
て
い
ま
し
た
。
少

年
時
代
の
遊
び
場
は
近
所
の
小お

だ田
川が

わ

と

い
う
長
さ
三
〜
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
清
流

で
し
た
。
素
手
に
よ
る
魚
つ
か
み
が
メ
ッ

チ
ャ
お
も
し
ろ
く
て
や
め
ら
れ
ず
毎
日
毎

日
通
い
詰
め
ま
し
た
。
喉
が
か
わ
け
ば
川

の
水
を
ガ
ブ
飲
み
。
亀
や
蛙
や
蛇
な
ど
は

気
心
の
知
れ
た
親
友
。
家
族
か
ら
も
河が

た太

郎ろ
う

（
カ
ッ
パ
）
呼
ば
わ
り
さ
れ
る
ほ
ど
の

水
少
年
で
し
た
。

　
こ
こ
で
時
空
が
一
九
九
八
年
七
月
二
一

日
に
ワ
ー
プ
し
ま
す
。
五
九
歳
の
私
は
大

阪
府
茨
木
市
に
あ
る
府
営
水
道
の
村
野

浄
水
場
に
お
り
ま
す
。
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
と
し
て
こ
の
浄
水
場
で
高
度
浄
水

処
理
さ
れ
た
新
し
い
水
道
水
が
初
送
水

さ
れ
る
様
子
を
取
材
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
当
時
の
大
阪
の
水
道
水
は
原
水
で
あ

る
淀
川
の
汚
れ
か
ら
く
る
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ

ン
の
問
題
や
塩
素
臭
や
カ
ビ
臭
な
ど
で
ま

と
も
に
飲
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
。
そ
の
対
策
の
切
り
札
と
し
て
登
場
し

た
の
が
高
度
浄
水
処
理
と
い
う
わ
け
で
す
。

ボ
タ
ン
が
押
さ
れ
送
水
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

取
材
の
我
々
に
も
冷
や
さ
れ
た
新
水
道
水

が
コ
ッ
プ
で
配
ら
れ
ま
し
た
。
記
者
や
レ

ポ
ー
タ
ー
た
ち
か
ら
「
臭
く
な
い
」「
に

お
わ
な
い
」「
う
ま
い
」
の
連
発
。

　
当
時
う
ま
い
水
の
現
地
取
材
を
一
〇

年
ほ
ど
続
け
て
い
た
私
は
飲
み
方
が
違

う
。
コ
ッ
プ
を
両
手
で
水
温
二
〇
度
ほ
ど

に
な
る
ま
で
あ
た
た
め
て
か
ら
鼻
に
か
ざ

す
。「
悪
臭
な
し
！
」
次
に
慎
重
に
口
に
ふ

く
む
。
と
、
そ
の
瞬
間
舌
に
高
圧
電
流
を

か
け
ら
れ
た
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ク
。
何
と
何

故
だ
か
突
然
口
の
中
に
あ
の
小
田
川
で
ガ

ブ
の
み
し
て
い
た
水
の
味
が
、
水
少
年
の

日
々
の
生
生
し
い
記
憶
と
共
に
総
天
然
色

で
再
現
さ
れ
ま
し
た
。
小
田
川
か
ら
流
れ

出
し
た
微
粒
子
の
よ
う
な
物
質
が
琵
琶
湖

か
ら
淀
川
を
経
て
こ
の
二
〇
〇
cc
コ
ッ
プ

に
は
い
っ
た
。
私
は
動
転
し
な
が
ら
サ
ケ
、

マ
ス
の
母
川
回
帰
に
思
い
を
は
せ
ま
し
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
水
っ
て
本
当
に
面
白
い
。

人
類
を
含
む
生
物
の
未
知
の
部
分
や
謎
が

水
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
っ
と
水
を
追
い
か
け
た
い
。
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特集

家
畜
に
み
る

生
き
物
の
多
様
性

ア
ジ
ア
が
お
も
し
ろ
い

わ
た
し
は
、
世
界
中
の
家
畜
と
人
と
の
か
か
わ
り
方
に
関
心
を

も
っ
て
お
り
、
な
か
で
も
ア
ジ
ア
の
そ
れ
が
も
っ
と
も
お
も
し
ろ

い
。
世
界
の
家
畜
の
大
部
分
は
ア
ジ
ア
で
家
畜
化
や
家か

禽き
ん

化
が
生

じ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
タ
イ
の
山
村
に
行
く
と
家
鷄
は
も
ち
ろ

ん
、
山
で
は
今
で
も
野
鷄
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
と
き
に
は
、
野

鷄
が
家
鷄
と
交
配
し
た
り
、
家
鷄
が
逃
げ
出
し
て
野
鷄
の
よ
う

に
な
っ
た
り
も
す
る
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
で
は
家
畜
の
種
類
も
多
い
。

ス
イ
ギ
ュ
ウ
、
ウ
シ
、
ブ
タ
、
ニ
ワ
ト
リ
、
ア
ヒ
ル
、
ウ
マ
、
ラ

ク
ダ
、
ヒ
ツ
ジ
、
ヤ
ギ
、
そ
れ
に
ゾ
ウ
も
い
る
。
し
か
も
、
地
域

に
よ
っ
て
、
人
と
家
畜
と
の
か
か
わ
り
方
は
多
様
で
あ
る
。

限
り
な
い
欲
望

ま
ず
、
日
本
の
家
畜
を
み
る
と
、
人
類
の
欲
望
に
は
限
り
が

な
い
と
思
っ
て
し
ま
う
。
お
い
し
い
牛
肉
を
食
べ
た
い
と
い
う
思

い
か
ら
、
と
こ
と
ん
品
種
の
改
良
が
進
ん
で
き
た
。
今
年
、
宮
崎

県
内
で
は
口こ
う
て
い
え
き

蹄
疫
の
広
が
り
に
よ
っ
て
二
〇
万
頭
以
上
の
ウ
シ

が
と
さ
つ
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
一
九
万
頭
の
子
牛
の
父
親
と

な
っ
て
い
る
一
頭
の
種
雄
が
注
目
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
こ
の
種
牛

の
子
ど
も
を
販
売
し
て
、
じ
つ
に
七
〇
〇
億
円
に
の
ぼ
る
収
益
を

え
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
宮
崎
の
子
牛
は
、
神
戸
や
松
阪
に
運
ば

れ
特
殊
な
環
境
で
飼
育
さ
れ
て
ブ
ラ
ン
ド
牛
に
な
っ
て
い
く
の

だ
。
そ
こ
で
は
、
ビ
ー
ル
を
飲
ま
せ
た
り
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
た

ア
ジ
ア
の
家
畜
は

人
類
文
明
の
鏡

池い
け

谷や 

和か
ず
の
ぶ信

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部
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地
球
は
、
わ
た
し
た
ち
人
間
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

多
様
な
生
き
物
と
共
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
多
様
性
が
述
べ
ら
れ
る
と
き
、
野
生
動
物
や
植
物
が
注
目
さ
れ
、

人
類
文
明
の
結
晶
と
も
い
わ
れ
る
家
畜
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
。

日
本
で
は
一
〇
万
頭
を
越
え
る
食
肉
用
の
ウ
シ
が
一
頭
の
種
牛
に
た
ど
り
つ
く
な
ど
、

遺
伝
子
の
固
定
化
が
す
す
む
一
方
、
在
来
家
畜
は
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
新
し
い
種
を
創
り
だ
し
、
利
用
し
て
き
た
の
か
。

今
後
、
家
畜
と
い
う
文
化
の
多
様
性
を
保
持
す
る
必
要
は
あ
る
の
か
。

ア
ジ
ア
各
地
の
事
例
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

ベンガルデルタにおけるアヒルの飼育。バングラデシュ



万ま
ん
ね
ん年 

英ひ
で
ゆ
き之

神
戸
大
学
教
授

黒毛和種の高品質牛肉
（提供・全国和牛登録協会）

大学のブランド牛
「神戸大学ビーフ」

アグー豚。沖縄子どもの国・動物園（撮影・小宮輝之）

農
耕
の
友
か
ら
、
食
卓
へ

日
本
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
お
も
な
家
畜
は
、
ウ

シ
、
ブ
タ
、
ニ
ワ
ト
リ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
家
畜
の
ほ

と
ん
ど
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
改
良
さ
れ
た
品
種

で
、
近
年
に
な
っ
て
日
本
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
一
方
、
和
牛
は
日
本
固
有
の
在
来
品
種
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
る
。
和
牛
の
な
か
で
も
黒
毛
和
種
は
、

牛
肉
の
美
味
し
さ
か
ら
世
界
中
の
美
食
家
か
ら
垂す
い
ぜ
ん涎

の
的
に
な
っ
て
い
る
。

ウ
シ
の
祖
先
で
あ
る
野
生
原
牛
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大

陸
の
広
範
囲
で
生
息
し
て
い
た
が
、
太
古
の
日
本
に

ウ
シ
は
生
息
し
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
に
ウ
シ
（
和

牛
の
祖
先
）
が
や
っ
て
き
た
の
は
、
稲
作
の
渡
来
と

と
き
を
同
じ
く
す
る
約
二
〇
〇
〇
年
前
の
弥
生
時
代

前
後
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
来
、
農
耕
の
友
で
あ
っ
た

日
本
在
来
牛
は
明
治
維
新
後
に
そ
の
役
割
を
徐
々

に
変
え
、
食
肉
用
の
ウ
シ
と
し
て
育
種
改
良
が
進
め

ら
れ
た
結
果
、
世
界
を
代
表
す
る
ウ
シ
の
一
品
種
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

固
定
と
変
異
を
両
立
さ
せ
る

家
畜
の
改
良
に
は
二
面
性
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
近

親
交
配
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
多
様
性
の
保
持
で

あ
る
。
優
れ
た
家
畜
の
品
種
を
作
り
出
す
に
は
、
優

良
な
形
質
を
見
つ
け
出
し
、
そ
の
遺
伝
子
を
集
団
で

固
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ

る
の
が
近
親
交
配
で
あ
る
。
ウ
シ
に
限
ら
ず
家
畜
で

は
、
エ
リ
ー
ト
種
雄
畜
を
選
抜
し
、
そ
の
優
良
遺
伝

子
を
集
団
に
広
め
て
い
く
。
こ
の
種
雄
畜
は
全
個
体

の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
個
体
に
あ
た
り
、
改

良
と
引
き
換
え
に
多
様
性
は
減
少
す
る
。
一
方
、
さ

ら
な
る
家
畜
の
能
力
向
上
の
た
め
に
は
、
そ
の
集
団

に
お
い
て
遺
伝
子
の
多
様
性
が
保
た
れ
て
い
る
必
要

が
あ
る
し
、
人
が
求
め
る
優
良
形
質
は
時
代
に
よ
っ

て
変
化
す
る
の
で
、
多
様
性
の
保
持
は
持
続
的
な
家

畜
育
種
に
と
っ
て
必
須
と
な
る
。
育
種
改
良
と
多
様

性
の
保
持
の
バ
ラ
ン
ス
こ
そ
が
、
近
代
家
畜
育
種
学

が
挑
ん
で
い
る
重
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

そ
の
問
題
を
解
決
す
る
一
方
策
と
し
て
、
形
質
に

関
係
す
る
遺
伝
子
（
変
異
）
を
同
定
し
利
用
す
る
こ

と
で
、
改
良
と
多
様
性
保
持
の
両
面
を
成
し
遂
げ
よ

う
と
す
る
試
み
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
牛
肉
中
の

脂
肪
の
性
質
（
脂
肪
酸
の
違
い
）
は
、
牛
肉
の
美
味

し
さ
に
影
響
す
る
。
我
々
は
牛
肉
の
美
味
し
さ
に
影

響
す
る
遺
伝
子
の
い
く
つ
か
を
発
見
し
、
そ
れ
を
黒

毛
和
種
の
改
良
に
役
立
て
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
遺

伝
子
の
同
定
は
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
家
畜
種
で
進

み
つ
つ
あ
り
、
将
来
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
検
査
に
よ
る
家
畜
の

改
良
と
多
様
性
の
保
持
が
両
立
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
期
待
し
て
い
る
。

永
続
的
な
繁
栄
の
た
め
に
は

一
方
、
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
国
々
で

は
（
我
が
国
も
例
外
で
は
な
い
）、
近
代
品
種
と
の

交
雑
が
な
く
そ
の
地
域
で
む
か
し
か
ら
飼
育
さ
れ
て

い
る
「
在
来
家
畜
」
が
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
、

近
代
品
種
と
比
較
す
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
形
質
で
見
劣

り
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
在
来
家
畜
は
長
い

年
月
の
あ
い
だ
、
そ
の
地
域
の
気
候
、
疾
病
あ
る
い

は
食
料
シ
ス
テ
ム
に
極
め
て
適
応
し
た
家
畜
で
あ
る
。

こ
れ
ら
在
来
家
畜
の
多
様
性
と
地
域
特
異
性
を
守
る

こ
と
は
、
人
類
の
永
続
的
な
繁
栄
の
た
め
の
課
題
な

の
で
あ
る
。

美
味
し
い

牛
肉
の
探
求
と

品
種
の
多
様
性

─
日
本
─

り
、「
散
歩
」
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、ま
さ
に
「
霜

降
り
肉
」
を
食
べ
た
い
と
い
う
わ
た
し
た
ち
の
欲
望
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
飼
育
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。

在
来
種
が
危
な
い

そ
の
一
方
で
、
ア
ジ
ア
に
は
在
来
種
と
い
わ
れ
る
家
畜
も
少
な

く
な
い
。
ブ
ー
タ
ン
や
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
み
ら
れ
る
「
ガ
ヤ
ル
」

と
よ
ば
れ
る
半
野
生
の
ウ
シ
は
、
一
年
中
、
山
の
な
か
に
放
さ
れ

て
お
か
れ
る
。
住
民
が
塩
を
も
っ
て
い
く
と
集
ま
っ
て
く
る
と
い

う
。
タ
イ
や
ラ
オ
ス
の
在
来
豚
や
ニ
ワ
ト
リ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀

礼
の
と
き
に
ほ
ふ
る
動
物
と
し
て
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
ら
家
畜
は
、

各
地
域
に
お
い
て
長
い
あ
い
だ
に
わ
た
り
人
び
と
と
の
か
か
わ
り

の
な
か
で
生
ま
れ
た
文
化
財
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

最
近
、
人
び
と
の
暮
ら
し
が
変
わ
っ
て
き
て
、
絶
滅
の
危
機
に
瀕ひ
ん

し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

家
畜
に
注
目
を

生
物
多
様
性
の
保
護
と
い
う
と
野
生
生
物
が
注
目
さ
れ
て

き
た
。
ト
キ
や
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
保
護
に
は
関
心
は
高
い
が
、
在

来
家
畜
の
保
護
は
野
生
動
物
の
そ
れ
と
は
別
の
も
の
の
よ
う

に
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
家
畜
の
「
遺
伝
的

多
様
性
」
や
「
文
化
的
多
様
性
」
を
維
持
す
る
必
要
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
ら
の
欲
望
を

ま
す
ま
す
高
め
、
家
畜
本
来
の
生
活
ま
で
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
さ
に
、
そ
れ
は
家
畜
を
生
き
物
と
し
て
み
る
こ
と
が
あ
ま
り

な
く
、
肉
の
切
れ
身
の
よ
う
に
「
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る

か
ら
だ
。
こ
の
点
で
、
イ
ン
ド
の
「
牛
舎
」
や
「
家
畜
養
護
院
」、

そ
し
て
日
本
の
動
物
園
で
在
来
家
畜
の
維
持
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
点
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
家
畜
と
人
と
の
か
か
わ
り
方
は
、

わ
た
し
た
ち
の
文
化
や
文
明
を
う
つ
し
だ
す
鏡
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
。
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農村を通過するブタの群れと牧夫の若者。バングラデシュ

ユ
ー
ラ
シ
ア
最
古
の
ブ
タ
の
危
機
─
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
─

池い
け

谷や 

和か
ず
の
ぶ信

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

遊
牧
す
る
黒
い
ブ
タ

二
〇
〇
七
年
一
二
月
下
旬
、
初
め
て
そ
の
群
れ
を
見
た

と
き
、
わ
た
し
は
自
分
の
眼
を
疑
っ
た
。
お
よ
そ
一
〇
〇

頭
余
り
の
ブ
タ
が
、
町
の
近
く
の
収
穫
後
の
水
田
で
、
ヤ

ギ
や
ヒ
ツ
ジ
の
よ
う
に
牧
夫
に
伴
わ
れ
放
牧
さ
れ
て
い
た

か
ら
だ
。
し
か
も
ブ
タ
は
全
体
が
黒
く
た
て
が
み
が
あ
り
、

イ
ノ
シ
シ
に
よ
く
似
て
い
る
。
ブ
タ
た
ち
は
、
お
互
い
一
定

の
距
離
を
あ
け
な
が
ら
水
田
に
残
さ
れ
た
稲
穂
を
食
べ
て

い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
多
い
そ
の
町
で

は
、
特
に
ク
リ
ス
マ
ス
に
豚
肉
を
好
ん
で
食
べ
る
。
そ
の

日
に
そ
な
え
、
群
れ
を
町
の
近
く
に
移
動
し
て
い
た
の
だ
。

こ
れ
が
、
わ
た
し
と
遊
牧
す
る
ブ
タ
と
の
最
初
の
出
会

い
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
大
部
分
を
占

め
る
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
ベ
ン
ガ
ル
デ
ル
タ
に
お
い
て
、
ブ

タ
と
と
も
に
移
動
す
る
人
が
い
る
こ
と
は
聞
い
て
は
い
た

も
の
の
、
そ
れ
を
い
っ
た
い
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
こ
で

飼
っ
て
い
る
の
か
、
謎
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た
。
遺
伝
学
者

は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
も
っ
と
も
古
い
形
質
を
残
す
ブ

タ
で
あ
る
と
い
う
。
ど
う
し
て
古
い
タ
イ
プ
の
遺
伝
子
が

残
さ
れ
た
の
か
。
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
な
技
術
を
駆
使
し

て
、
地
域
の
人
び
と
は
ブ
タ
の
群
れ
を
管
理
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

白
い
ブ
タ
が
押
し
寄
せ
る

と
こ
ろ
が
、
同
じ
時
期
に
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
北
部
の
少
数

民
族
マ
ン
デ
ィ
（
ガ
ロ
）
の
村
に
行
く
と
、
ブ
タ
は
単
独
で

飼
わ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、「
白
色
の
ブ
タ
」
が
飼
育
さ
れ

て
い
る
の
に
は
驚
い
た
。
そ
れ
は
、
最
近
、
近
く
に
住
む
ア

メ
リ
カ
人
宣
教
師
が
、
イ
ン
ド
と
の
国
境
近
く
で
購
入
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
現
在
、
世
界
中
の
ブ
タ
が
多
産
で

あ
り
太
る
の
も
早
い
改
良
品
種
の
「
白
豚
」
に
変
わ
っ
て
い

る
が
、
こ
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
も
こ
の
波
が
や
っ
て
き
た

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
今
年
の
五
月
に
同
じ
村

を
再
訪
し
た
と
き
に
は
、
白
豚
は
も
は
や
い
な
か
っ
た
。
村

人
に
そ
の
理
由
を
聞
く
と
食
べ
て
み
た
が
肉
が
柔
ら
か
す

ぎ
て
お
い
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
村
の
結
婚
式
で
は

一
〇
頭
以
上
の
ブ
タ
が
一
度
に
消
費
さ
れ
た
り
す
る
が
、
今

で
も
黒
豚
の
人
気
が
高
い
と
い
う
の
だ
。

ブ
タ
自
慢
は
い
つ
ま
で
続
く

現
在
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
は
、
政
府
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
た
家
畜
個
体
数
調
査
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ウ
シ
、
ス

イ
ギ
ュ
ウ
、
ヤ
ギ
な
ど
の
項
目
は
あ
っ
て
も
ブ
タ
の
も
の
は

な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
数
多
く
の
ブ
タ
が
い
る
と
い

う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。
ブ
タ
の
頭
の
形
を
し
た
当
時
の

彫
刻
物
な
ど
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
移
動
し
て
く
る

前
、
つ
ま
り
、
一
〇
〇
〇
年
以
上
前
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
時

代
か
ら
ブ
タ
が
飼
育
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。
牧
夫
た
ち
は
、
こ
の
黒
豚
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な

ど
の
病
気
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
、
農
地
の
雑
草
を
食
べ
る

の
で
え
さ
代
が
か
か
ら
な
い
、
な
ど
ブ
タ
自
慢
す
る
こ
と
が

多
い
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
さ
ら
に
進
み
、
多
数
の

白
豚
が
入
っ
て
き
た
と
き
に
在
来
豚
を
維
持
で
き
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
対
応
が
注
目
さ
れ
る
。
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暮
ら
し
方
を
考
え
る

家
畜
の
多
様
性
と
い
え
ば
、
ま
ず
品
種
の
こ
と
が
思
い

浮
か
ぶ
に
ち
が
い
な
い
。
た
し
か
に
、
人
類
は
今
な
お
つ

づ
く
家
畜
化
の
過
程
で
多
様
な
品
種
を
作
り
出
し
て
き
た
。

そ
の
こ
と
は
、
食
べ
る
た
め
の
動
物
に
か
ぎ
ら
な
い
。
金

魚
の
よ
う
に
、
め
で
る
た
め
に
こ
そ
品
種
が
多
様
に
作
り

出
さ
れ
て
き
た
例
も
あ
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
品
種
と
は
異

な
る
次
元
で
、
家
畜
の
多
様
性
の
問
題
と
し
て
、
つ
ね
日

ご
ろ
わ
た
し
が
モ
ン
ゴ
ル
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
感
じ
て
い
る
の

は
、
家
畜
の
暮
ら
し
か
た
に
関
す
る
多
様
性
で
あ
る
。
生

活
水
準
あ
る
い
は
生
活
の
質
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（Q

uality of Life

）

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
多
様
性
で
あ
る
。

異
な
る
環
境
の
も
と
で

た
と
え
ば
、
中
国
内
蒙
古
自
治
区
と
り
わ
け
オ
ル
ド

ス
地
域
で
見
か
け
る
家
畜
た
ち
は
、
た
い
て
い
痩や

せ
て
い

て
、
い
つ
も
立
ち
な
が
ら
、
草
を
は
ん
で
い
る
。
そ
れ
に

比
べ
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
国
の
家
畜
は
、
概
し
て
太
っ
て
お

り
、
し
ば
し
ば
寝
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。
豊
か
な
草
原
で
は
、

ち
ょ
っ
と
食
べ
れ
ば
す
ぐ
に
満
腹
に
な
っ
て
し
ま
う
か
の

よ
う
だ
。
か
ろ
う
じ
て
、
メ
タ
ボ
に
な
ら
な
い
で
す
む
の
は
、

舎
飼
い
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
在
に
動
き
ま
わ
っ
て
い
る

か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
モ
ン
ゴ
ル
国
で
も
ゴ

ビ
の
よ
う
に
植
生
に
と
ぼ
し
い
地
域
で
は
、
摂
食
範
囲
が

ひ
ろ
く
、
摂
食
時
間
も
な
が
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
モ
ン
ゴ

ル
国
の
場
合
、
た
い
そ
う
自
由
で
幸
せ
そ
う
に
見
え
る
家

畜
た
ち
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
雪
の
と
き
は
容
易
に
行

き
倒
れ
て
し
ま
う
。
の
ん
び
り
見
え
る
の
は
あ
く
ま
で
も

穏
や
か
な
天
候
に
恵
ま
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
厳
し
い
年

に
は
草
原
の
あ
ち
こ
ち
に
家
畜
の
死し

骸が
い

が
散
見
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

昨
今
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
で
も
ブ
タ
を
飼
う
遊
牧
民
も

増
え
て
き
た
。
ブ
タ
た
ち
は
囲
い
の
な
か
を
元
気
に
走
り

ま
わ
り
、
と
き
お
り
柵
を
飛
び
越
え
た
り
も
す
る
。
メ
ス

豚
は
と
く
に
、
産
気
づ
く
と
柵
を
飛
び
越
え
、
森
に
入
り
、

そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
を
産
み
落
と
す
、
と
い
う
。
他
の
地

域
で
も
そ
ん
な
行
動
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
野
生
の

イ
ノ
シ
シ
な
ら
そ
う
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

家
畜
と
人
の
循
環

こ
の
よ
う
に
、
ど
こ
で
ど
ん
な
育
て
ら
れ
方
を
す
る
か
に

よ
っ
て
、当
該
家
畜
の
一
生
は
大
い
に
異
な
る
。
家
畜
に
と
っ

て
は
ど
ん
な
暮
ら
し
が
幸
せ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
家

畜
に
と
っ
て
の
幸
せ
な
ど
は
、
考
え
る
余
地
な
ど
な
い
こ
と

だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ス
ト
レ
ス
に
満

ち
た
生
活
を
し
て
き
た
家
畜
た
ち
を
食
べ
続
け
て
、
人
の
身

体
が
健
全
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。今
日
、有
機
栽
培
が
も
っ

と
も
危
険
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
、
家
畜
の
飼
料
が
健
全
で

な
い
と
い
う
悪
循
環
に
よ
る
帰
結
で
あ
る
。「
ア
ニ
マ
ル
・

ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
」
と
い
う
思
想
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
家
畜

の
た
め
だ
け
で
な
く
、
人
の
た
め
に
こ
そ
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
現
代
文
明
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

参
考
文
献
：
佐
藤
衆
介
著
『
ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア

―
動
物
の
幸
せ
に

つ
い
て
の
科
学
と
倫
理
』
2
0
0
5
東
京
大
学
出
版
会

家
畜
の
生
活
か
ら
考
え
る
多
様
性
─
モ
ン
ゴ
ル
─

小こ

長な
が

谷や 

有ゆ

き紀
　
民
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民
族
社
会
研
究
部
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尾長鶏。上野動物園口の島牛（左）と見島牛（右）。上野動物園木曽馬。上野動物園

崇
拝
と
飼
養

イ
ン
ド
で
は
政
府
の
家
畜
関
連
施
設
の
ほ
か
に
、
民
間
非
営

利
団
体
の
施
設
が
家
畜
の
維
持
再
生
産
や
流
通
に
大
き
く
か
か

わ
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
人
口
の
多
数
を
占
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
に
と
っ
て
は
、
在
来
種
雌
牛
は
崇
拝
の
対

象
と
な
っ
て
お
り
、
雌
牛
へ
の
奉
仕
の
た
め
の
「
牛
舎
」（
ガ
ウ

シ
ャ
ー
ラ
ー
）
や
不
要
な
家
畜
を
「
自
然
死
」
す
る
ま
で
世
話

を
す
る
「
家
畜
養
護
院
」（
パ
ー
ン
ジ
ラ
ー
ポ
ー
ル
）
が
、
イ

ン
ド
各
地
に
合
わ
せ
て
三
〇
〇
〇
施
設
ほ
ど
設
置
さ
れ
て
い
る
。

「
牛
舎
」
は
宗
教
団
体
、
教
育
団
体
、
思
想
団
体
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
非
営
利
団
体
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ル
ク
な
ど
の

産
出
物
は
基
本
的
に
自
家
消
費
さ
れ
る
。「
牛
舎
」
は
こ
の
ほ
か
、

固
有
の
在
来
種
の
維
持
再
生
産
に
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
ア
フ
マ
ダ
ー
バ
ー
ド
市
近
郊
に
あ
る
ジ
ャ
ガ

ン
ナ
ー
ト
寺
院
の
運
営
す
る
「
牛
舎
」
で
は
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州

の
優
良
種
で
あ
る
カ
ン
ク
レ
ー
ジ
種
の
み
を
七
五
〇
頭
、ス
ワ
ー

ミ
ー
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
学
校
（
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
で
勢
力
の
あ
る
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
の
ス
ワ
ー
ミ
ー
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
派
が
運
営
す
る
学

校
）
で
は
絶
滅
の
心
配
さ
れ
て
い
る
ギ
―
ル
種
の
み
を
二
〇
〇

頭
飼
養
し
て
い
る
。
精
選
さ
れ
た
種
牛
を
置
き
、
家
畜
品
評
会

で
好
成
績
を
お
さ
め
た
雌
牛
も
抱
え
る
な
ど
、
種
の
存
続
と
品

質
の
維
持
改
善
を
強
く
意
識
し
た
飼
養
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

殺
生
を
せ
ず
に
す
む
よ
う
に

「
家
畜
養
護
院
」
は
お
も
に
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
に
よ
り
運
営
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
老
齢
、
病
気
あ
る
い
は
経
済
的
に
不
要

に
な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
家
畜
が
送
ら
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
ア

フ
マ
ダ
ー
バ
ー
ド
市
最
大
の
「
家
畜
養
護
院
」
に
は
常
時
約

一
カ
月
に
一
品
種

地
域
に
根
ざ
し
た
在
来
家
畜
が
、
世
界
中
で
一
カ
月
に
一

品
種
と
い
う
急
速
な
ペ
ー
ス
で
絶
滅
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま

家
畜
の
多
様
性
が
失
わ
れ
る
と
、
将
来
の
食
糧
生
産
に
影
響

が
で
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）

の
発
し
た
警
告
で
あ
る
。

特
に
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
暑
さ
や
乾
燥
と
い
っ
た
気
候

条
件
下
で
何
千
年
も
飼
わ
れ
て
き
た
在
来
家
畜
が
、
経
済
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
と
も
な
い
生
産
性
の
高
い
西
洋
品
種
に
置

き
換
え
ら
れ
、
減
少
し
絶
滅
す
る
も
の
も
出
て
き
た
。
日
本

も
例
外
で
は
な
く
、
日
本
の
風
土
の
な
か
で
日
本
人
の
生
活

を
支
え
て
き
た
在
来
家
畜
・
家か

禽き
ん

は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て

い
る
。

ト
キ
よ
り
少
な
い

二
〇
〇
八
年
秋
に
佐
渡
で
ト
キ
の
野
生
復
帰
が
お
こ
な
わ

れ
た
。
そ
の
際
、
佐さ

ど渡
髯ひ
げ

地じ

鶏ど
り

保
存
会
の
方
々
に
お
会
い
し

た
。
佐
渡
で
髯
地
鶏
を
飼
っ
て
い
る
の
は
七
名
の
お
年
寄
り

で
、
純
粋
の
髯
地
鶏
は
五
〇
羽
く
ら
い
し
か
残
っ
て
い
な
い

と
の
こ
と
で
あ
る
。
ト
キ
は
す
で
に
一
九
〇
羽
が
日
本
に
い
る

の
だ
か
ら
、
髯
地
鶏
は
ト
キ
よ
り
数
が
少
な
い
の
が
現
状
だ
。

経
済
性
に
劣
れ
ば
生
産
現
場
で
飼
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
は

必
然
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
文
化
的
な
日
本
の
宝
と
し
て
保
存

し
な
が
ら
、
そ
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
い
、
遺
伝
子
も
残
せ

な
い
だ
ろ
う
か
。
動
物
園
で
は
こ
れ
ま
で
野
生
動
物
の
生
息

域
外
で
の
保
全
に
力
を
入
れ
て
き
た
。
ト
キ
の
繁
殖
技
術
は

動
物
園
で
開
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
在
来
の
家
畜
や
家

禽
も
そ
の
保
全
に
動
物
園
が
貢
献
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
国
は
愛
媛
県
に
残
る
野の

ま間
馬う
ま

は
四
頭
ま
で
数
を
減
ら
し

た
。
四
頭
の
う
ち
の
二
頭
は
道
後
動
物
園
で
飼
わ
れ
て
い
た

も
の
で
、
こ
の
四
頭
を
も
と
に
現
在
で
は
一
〇
〇
頭
近
く
ま

で
増
え
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
動
物
園
の
生
け
る
文
化
財
と

し
て
の
展
示
動
物
が
、
遺
伝
資
源
の
保
存
と
い
う
一
石
二
鳥

の
役
割
を
果
た
し
た
。

二
一
世
紀
の
子
ど
も
動
物
園

上
野
動
物
園
の
子
ど
も
動
物
園
は
動
物
と
の
ふ
れ
あ
い
を

通
じ
て
、
命
の
大
切
さ
を
実
感
し
て
も
ら
っ
て
き
た
。
六
〇

周
年
を
迎
え
た
二
〇
〇
八
年
か
ら
少
な
く
な
っ
た
日
本
在
来

の
家
畜
や
家
禽
を
集
め
て
い
る
。
木き

そ曽
馬う
ま

、
ト
カ
ラ
馬
、
野

間
馬
、
与よ

な那
国ぐ
に

馬う
ま

、
見み

島し
ま

牛う
し

、
口く
ち

の
島し
ま

牛う
し

、
ト
カ
ラ
山
羊
、

ア
グ
ー
豚
な
ど
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
。
日
本
在
来
家
畜
は
小

型
の
も
の
が
多
く
、
大
型
の
西
洋
品
種
に
代
わ
っ
て
ふ
れ
あ

い
動
物
と
し
て
の
可
能
性
を
期
待
で
き
る
。

日
本
鶏
の
多
様
な
姿
形
色
合
は
錦
鯉
と
と
も
に
日
本
が

世
界
に
誇
る
芸
術
品
で
あ
る
。
海
外
か
ら
の
お
客
さ
ま
に
人

気
の
あ
る
尾お

長な
が

鶏ど
り
、
そ
れ
に
東と
う
て
ん
こ
う

天
紅
、
小し
ょ
う
こ
く国、
佐
渡
髯
地
鶏
、

鶉う
ず
ら
お尾

、
尾お

曳ひ
き

、
さ
ま
ざ
ま
な
色
合
い
の
チ
ャ
ボ
を
放
し
飼
い

に
し
て
い
る
。
二
一
世
紀
の
子
ど
も
動
物
園
は
、
命
の
教
育

と
と
も
に
日
本
人
の
創
っ
た
生
け
る
文
化
財
の
展
示
、
そ
し

て
日
本
の
遺
伝
資
源
の
保
存
を
新
し
い
役
割
に
加
え
た
。

五
〇
〇
〇
頭
の
家
畜
（
ウ
シ
、
ス
イ
ギ
ュ
ウ
、
ラ
ク
ダ
、
ウ
マ
、

ロ
バ
、ヒ
ツ
ジ
、ヤ
ギ
）
が
収
容
さ
れ
て
い
る
。「
家
畜
養
護
院
」

は
、
飼
養
者
が
家
畜
の
殺
生
を
せ
ず
に
済
む
よ
う
に
、
多
様
な

家
畜
を
日
常
的
に
引
き
受
け
る
ほ
か
に
、
旱か
ん
ば
つ魃
時
に
は
緊
急
避

難
先
と
し
て
有
用
な
家
畜
を
大
量
に
受
け
入
れ
優
良
種
の
存
続

に
も
貢
献
し
て
い
る
。

文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴

こ
れ
ら
非
営
利
家
畜
施
設
と
一
般
の
人
び
と
は
施
設
の
建
立
時

の
寄
付
や
運
営
費
用
に
対
す
る
布
施
を
と
お
し
て
繋つ
な
が
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
上
記
の
「
家
畜
養
護
院
」
で
は
寄
付
項
目
が
、
布

施
一
般
、
雌
牛
救
済
、
家
畜
飼
料
、
そ
の
他
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、

寄
付
金
の
使
途
を
限
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
家
畜
飼
料

を
選
択
し
た
場
合
は
、
施
設
内
の
雌
牛
に
直
接
飼
料
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
雌
牛
救
済
へ
の
寄
付
金
は
、
雌
牛
を
と
さ
つ
目

的
で
州
外
に
搬
出
し
よ
う
と
す
る
ト
ラ
ッ
ク
を
強
制
的
に
阻
止
す

る
た
め
の
費
用
と
、
救
済
し
た
雌
牛
の
受
け
入
れ
機
関
に
対
す
る

受
け
入
れ
助
成
に
充
て
ら
れ
る
。
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
で
は
雌
牛
の

と
さ
つ
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、「
牛
舎
」
や
「
家
畜
養
護
院
」
は

雌
牛
保
護
に
関
す
る
強
力
な
圧
力
団
体
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

イ
ン
ド
で
は
交
配
種
雌
牛
や
雌
水
牛
の
頭
数
が
急
速
に
増
大

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
在
来
種
の
雌
牛
数
は
一
九
九
〇
年
代

以
降
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
に
危
機
感
を
抱
く
印い
ん
き
ょ
う僑（
在

外
イ
ン
ド
人
）
の
な
か
に
は
、イ
ン
ド
本
国
の
「
牛
舎
」
や
「
家

畜
養
護
院
」
に
多
額
の
寄
付
を
お
こ
な
う
人
び
と
が
い
る
。「
母

な
る
雌
牛
」（
ガ
ウ
・
マ
ー
タ
ー
）
は
印
僑
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
牛
舎
」と「
家
畜
養
護
院
」─
イ
ン
ド
─

篠し
の

田だ

　
隆
た
か
し　

大
東
文
化
大
学
教
授

 ジャガンナート寺院内の「母なる雌牛」図（2010 年９月） アフマダーバード家畜養護院内の絶命寸前の家畜（2007 年 8 月）

生
け
る
文
化
財
の
保
存
と
動
物
園
─
日
本
─

小こ

宮み
や 

輝て
る
ゆ
き之

　
上
野
動
物
園
園
長
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小
倉
郷
土
会
と「
民
間
伝
承
の
会
」

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
四
月
二
四
日
の
午

前
中
、「
小
倉
郷
土
会
」
の
会
員
・
川
崎
英
一
は
、

宗
教
学
を
学
ぶ
若
い
学
徒
、
杉
浦
健
一
を
案
内

し
、
福
岡
県
戸
畑
市
（
現
・
北
九
州
市
戸
畑
区
）

の
鞘さ

や

ケが

谷た
に

を
訪
れ
た
。
杉
浦
健
一
が
「
工
業
地

に
残
さ
れ
た
古
い
姿
の
農
家
を
見
た
い
」
と
希

望
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

小
倉
郷
土
会
は
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
こ

ろ
に
、
小
倉
周
辺
の
市
井
の
人
び
と
に
よ
り
結

成
さ
れ
た
郷
土
研
究
の
運
動
体
で
あ
っ
た
。
当

時
、
小
倉
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
運
動
に
か
か

わ
っ
て
い
た
耳
鼻
科
医
・
曽そ

だ田
共き

ょ
う

助す
け

の
書
斎
に
、

地
域
の
若
い
衆
が
自
由
に
出
入
り
し
形
成
さ
れ

た
、
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
場
が
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。

一
方
、
杉
浦
健
一
は
、
東
京
帝
国
大
学
大
学
院

で
宗
教
学
を
専
攻
し
、
そ
の
こ
ろ
は
、
柳
田
國

男
が
民
俗
学
と
い
う
あ
ら
た
な
学
問
を
か
た
ち

に
す
る
た
め
に
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
か
ら
自

宅
書
斎
で
同
好
の
士
を
集
め
て
始
め
た
勉
強
会

を
起
源
と
す
る
「
民
間
伝
承
の
会
」
の
同
人
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
杉
浦
は
、
一
九
三
八
（
昭
和

一
三
）
年
こ
ろ
か
ら
、
日
本
の
南
洋
庁
の
嘱
託
と

し
て
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
調
査
な
ど
に
従
事
し
、
戦

後
は
、
東
京
大
学
教
養
学
部
に
で
き
た
文
化
人

類
学
教
室
の
初
代
教
授
に
な
る
。
五
〇
歳
と
い

う
若
さ
で
亡
く
な
る
が
、
杉
浦
は
、
今
日
の
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
文
化
人
類
学
の
礎
を
築
い
た
一
人

で
あ
っ
た
。

知
の
邂
逅
の
閃
き

川
崎
は
、
こ
の
杉
浦
と
の
散
策
に
つ
い
て
、

杉
浦
の
調
査
の
仕
方
や
二
人
で
交
わ
し
た
話
題

を
、
小
倉
郷
土
会
の
機
関
誌
『
豊
前
』（
第
五

号
）
に
「
杉
浦
健
一
氏
と
歩
く
」
と
し
て
書
き

残
し
て
い
る
。

二
人
の
話
は
、「
自
か
ら
柳
田
國
男
」
の
話
に

な
っ
た
。
杉
浦
は
、
柳
田
の
数
多
い
著
作
の
な

か
で
も
、『
都
市
と
農
村
』（
一
九
二
九
）
と
『
明

治
大
正
史
世
相
篇
』（
一
九
三
一
）
が
、
自
分
に

と
っ
て
は
「
有
益
な
著
作
で
、
民
俗
学
を
も
っ

と
此
の
方
面
に
発
展
さ
せ
た
い
」
と
い
っ
た
と
い

う
。
工
業
都
市
、
港
湾
都
市
そ
し
て
軍
都
と
し

て
急
速
に
都
市
化
し
つ
つ
あ
っ
た
北
九
州
地
域

を
配
慮
し
た
杉
浦
の
発
言
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

川
崎
英
一
は
、
そ
れ
を
印
象
深
く
受
け
止
め
記

し
て
い
る
。

都
会
の
商
人
の
論
理
が
農
村
の
日
常
を
包
摂

し
、
否
応
無
く
変
容
さ
せ
て
い
く
軋き

し

み
を
、
当

時
の
農
村
疲
弊
の
根
源
的
な
原
因
と
し
て
見
据

え
た
そ
れ
ら
の
柳
田
の
仕
事
が
、
民
俗
学
の
な

か
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
よ
う
や

く
一
九
八
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
二
人
の
邂か

い
こ
う逅

に
刻
ま
れ
た
知
の
交
歓
の
閃ひ

ら
め
き
は
、
学
史
を
は

る
か
に
先
取
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

在
野
の
知
の
ひ
ろ
が
り

も
ち
ろ
ん
、
さ
さ
や
か
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す

ぎ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
当
時
、
日
本
の
そ
こ
こ

こ
で
、
こ
う
し
た
在
野
に
お
け
る
知
の
邂
逅
が

芽
吹
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
各
地
に
郷
土
研

究
の
団
体
が
簇そ

う
せ
い生
し
て
い
た
か
ら
だ
。

柳
田
國
男
た
ち
は
、
こ
う
し
た
各
地
の
団
体

を
訪
れ
て
は
、
あ
ら
た
な
学
で
あ
る
民
俗
学
へ

と
誘
っ
て
い
た
。
小
倉
郷
土
会
に
は
、
柳
田
の

側
近
だ
っ
た
橋は

し

浦う
ら

泰や
す

雄お

そ
し
て
柳
田
本
人
が
、

九
州
で
の
講
演
会
や
、
当
時
「
民
間
伝
承
の
会
」

が
企
て
て
い
た
山
村
調
査
の
帰
途
に
立
ち
寄
っ

た
。
杉
浦
の
訪
問
も
、
そ
う
し
た
動
き
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
。

民
俗
学
史
は
、
こ
う
し
た
昭
和
初
期
の
動
向

を
、
柳
田
が
民
俗
学
へ
と
各
地
の
郷
土
研
究
の

団
体
を
組
織
化
し
て
い
く
過
程
と
し
て
語
る
。

し
か
し
わ
た
し
た
ち
は
、
実
際
は
、
こ
れ
ら

の
在
野
の
知
は
、
そ
う
簡
単
に
民
俗
学
に
な
び

い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
例
え

ば
、
小
倉
郷
土
会
で
は
柳
田
た
ち
を
大
歓
迎
し

な
が
ら
、
会
と
し
て
の
実
践
そ
の
も
の
は
、
決

し
て
民
俗
学
へ
収

し
ゅ
う

斂れ
ん

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
関
心
は
文
献
資
料
を
使
っ
た
郷
土
の
近
世

史
、
考
古
学
、
自
然
史
、
そ
し
て
特
に
幕
末
期

に
長
州
軍
と
の
戦
い
で
街
が
焼
け
野
原
に
な
り

多
く
の
史
資
料
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
埋
め
合
わ

せ
る
た
め
の
古
老
へ
の
聞
き
書
き
な
ど
に
力
が

注
が
れ
て
い
た
。
あ
く
ま
で
も
民
俗
学
は
、
彼

ら
の
活
動
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

ま
た
郷
土
会
の
同
人
た
ち
は
、
俳
句
や
短
歌

在野の知のひろがりへ

この国の文化人類学や民俗学の揺籃期といわれる１９３０年代、それらはいずれも、大学
や研究所に拠点を置く学問ではなく、在野の知性のゆるやかな参集として展開していた。
今年１０月に始まったあらたな共同研究「日本におけるネイティブ人類学／民俗学の成立
と文化運動」は、そんな当時の在野の知のありようを約２年半にわたり明らかにしていく。

重
し げ の ぶ

信 幸
ゆ き ひ こ

彦
北九州市立大学教授  

柳田國男が小倉郷土会に立ち寄る。前列左から３人目が柳田國男。後列
左から３人目が川崎英一、４人目が曽田共助。
馬渡博親 編 『小倉郷土会のあゆみ』（２００２）より転載

小倉郊外に出かけた小倉郷土会のメンバー　１９３５年秋ころ
馬渡博親 編 『小倉郷土会のあゆみ』（２００２）より転載

の
同
人
な
ど
に
も
同
時
に
参
加
し
、
そ
の
活
動

は
複
数
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た
が
り
重
層
的
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
小
倉
郷
土
会
は
、
福
岡
や
豊

前
地
方
、
下
関
な
ど
の
団
体
と
も
活
発
な
つ
な

が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
か

ら
は
、
民
俗
学
史
が
語
る
、
柳
田
に
よ
る
中
央

集
権
的
組
織
化
の
過
程
と
は
異
な
っ
た
様
相
が

見
え
て
く
る
。

柳
田
と
そ
の
周
辺
は
、
各
地
の
知
の
実
践
を

ひ
と
つ
の
中
心
に
ま
と
め
上
げ
た
と
い
う
よ
り
、

結
果
的
に
、
運
動
を
地
域
を
越
え
て
横
に
つ
な

げ
、
ま
た
あ
ら
た
な
知
の
刺
激
を
橋
渡
し
す
る

媒
介
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
の
共
同
研
究
会
は
、
特
に
各
地
の
在
野

の
知
性
に
見
ら
れ
る
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た

が
る
横
断
性
と
、
地
域
を
越
え
る
ゆ
る
や
か
な

集
団
間
の
つ
な
が
り
の
あ
り
よ
う
に
注
目
し
、

従
来
の
学
史
の
語
り
を
相
対
化
す
る
と
と
も
に
、

在
野
の
知
が
も
っ
て
い
た
し
な
や
か
さ
を
捉と

ら

え

な
お
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

民
博
共
同
研
究

「
日
本
に
お
け
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
人
類
学
／
民
俗
学

の
成
立
と
文
化
運
動

―
１
９
３
０
年
代
か
ら
１

９
６
０
年
代
ま
で
」

	

２
０
１
０
年
１０
月
～
２
０
１
3
年
３
月

代
表
者
：
重
信 

幸
彦

10   11    2010 年 12月号



特
別
展

「
彫
刻
家
エ
ル
・
ア
ナ
ツ
イ
の
ア
フ
リ
カ 

― 

ア
ー
ト
と
文
化
を
め
ぐ
る
旅
」

ガ
ー
ナ
生
ま
れ
で
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
在
住
の
エ
ル
・
ア

ナ
ツ
イ
は
、
現
代
ア
フ
リ
カ
を
代
表
す
る
彫
刻
家
で

す
。
木
の
彫
刻
や
廃
品
を
使
っ
た
織
物
の
作
品
で
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
本
展
で
は
、
ア
ナ
ツ
イ
の
作
品
と

そ
の
文
化
的
な
背
景
を
な
ぞ
っ
て
い
き
ま
す
。

会
期　

12
月
7
日︵
火
︶
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

企
画
展

「
ア
ジ
ア
の
境
界
を
越
え
て
」

本
展
示
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
境
界
の
認
識
や
実

態
に
つ
い
て
古
代
︵
5
世
紀
︶
と
近
現
代
︵
18
～
20

世
紀
︶
を
比
較
す
る
試
み
で
す
。
古
代
で
は
中
国
南

朝
や
倭
の
出
土
品
を
、
近
現
代
の
北
方
で
は
諸
民
族

集
団
の
交
易
で
伝
え
ら
れ
た
品
や
衣
装
・
生
業
道
具

な
ど
を
、
南
方
で
は
中
国
か
ら
タ
イ
へ
移
住
し
た
諸

民
族
の
銀
製
装
身
具
や
儀
礼
用
具
な
ど
を
展
示
し

境
界
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

会
期　

12
月
7
日
︵
火
︶
ま
で

会
場　

本
館
展
示
場
内

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館 

講
堂

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
︵
13
時
開
場
︶

定
員　
４
５
０
名
︵
当
日
先
着
順
︶

参
加
費　
無
料
︵
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
、
観
覧
料
が
必
要
で
す
。︶

第
3
9
2
回　
2
0
1
1
年
1
月
15
日︵
土
︶

【
新
言
語
展
示
関
連
】

み
ん
ぱ
く
エ
ス
ノ
ロ
ー
グ

講
師　
庄
司
博
史 ︵
民
族
社
会
研
究
部
教
授
︶

世
界
的
な
言
語
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

と
も
い
え
る
エ
ス
ノ
ロ
ー
グ
は

７
０
０
０
も
の
こ
と
ば
の
話
者

数
、
分
布
、
系
統
や
地
位
な
ど

の
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
新
言
語
展
示
で
は
世
界

各
地
の
言
語
を
画
面
上
で
検

索
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
引

き
出
せ
る
装
置
を
開
発
し
ま

し
た
。
公
用
語
、
民
族
語
、
手

話
な
ど
も
含
め
た
、
み
ん
ぱ
く

エ
ス
ノ
ロ
ー
グ
を
紹
介
し
ま
す
。

第
3
9
1
回　

12
月
18
日︵
土
︶

バ
ル
カ
ン
商
人
と
羊
飼
い
―
民
族
国
家
を
求
め
な
か
っ
た
ひ
と
び
と

講
師　
新
免
光
比
呂 ︵
民
族
文
化
研
究
部
准
教
授
︶

近
代
国
家
形
成
以
前
、
バ
ル
カ

ン
半
島
に
は
縦
横
に
移
動
す
る

人
々
が
い
ま
し
た
。
そ
の
名
は

ヴ
ラ
ヒ
あ
る
い
は
サ
ラ
カ
チ
ャ
ン
。

彼
ら
は
も
と
も
と
羊
の
移
牧
を

生
業
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
や
が

て
バ
ル
カ
ン
商
人
と
い
わ
れ
る
集

団
に
加
わ
り
ま
す
。
そ
し
て
オ
ス

マ
ン
帝
国
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国

の
間
を
ゆ
き
き
し
、
莫
大
な
富

を
蓄
積
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
自

分
た
ち
の
民
族
国
家
を
つ
く
る
こ

と
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

帰
属
す
る
国
家
を
拠
点
に
活
動

し
ま
し
た
。
そ
の
知
ら
れ
ざ
る
暮

ら
し
と
歴
史
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

国立民族学博物館友の会　電話06-6877-8893（平日9時～17時）　FAX06-6878-3716  
 http://www.senri-f.or.jp/      e-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

電話  06-6876-3112
FAX  06-6876-0875
e-mail shop@senri-f.or.jp
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/

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

友の会

国立民族学博物館
ミュージアム・ 
ショップ

今
年
の
﹁
ク
リ
ス
マ
ス
フ
ェ
ア
﹂
に
新
し
い
商
品
が
並
び
ま
す
。

ド
イ
ツ
か
ら
は
、
ツ
リ
ー
が
普
及
す
る
前
の
ク
リ
ス
マ
ス
飾
り

の
主
流
だ
っ
た
﹁
ク
リ
ス
マ
ス
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
﹂。
ろ
う
そ
く
の
炎

の
上
昇
気
流
で
上
部
の
プ
ロ
ペ
ラ
が
ゆ
っ
く
り
と
回
転
し
、
中

の
飾
り
が
ぐ
る
り
と
回
っ
て
い
き
ま
す
。
昨
年
人
気
だ
っ
た
愛

ら
し
い
サ
ン
タ
人
形
も
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
が
入
荷
し
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
刺
し
ゅ
う
が

施
さ
れ
た
モ
ロ
ッ
コ
の
履
き
物
・
バ
ブ
ー
シ
ュ
。
贈
り
物
に
は
鹿

革
の
手
袋
や
木
製
ベ
ル
ト
が
個
性
的
な
腕
時
計
の
ほ
か
、
ア
ル

パ
カ
衣
料
品
が
お
す
す
め
で
す
。
来
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
刺

し
ゅ
う
を
取
り
上
げ
た
美
し
い
写
真
で
ご
好
評
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
選
び
に
は
ぜ
ひ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ

プ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

受
講
希
望
の
方
は
言
語
講
座
名
と
開
催
日
を
明
記

し
、
お
名
前
、
所
属
、
年
齢
、
連
絡
先
を
左
記
の

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ま
で
お
送
り
下
さ
い
。

sekaino
ko

to
b

a@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

受
講
希
望
講
座
ご
と
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
こ

と
ば
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、

ロ
ー
マ
字
が
読
め
る
高
校
生
以
上
の
か
た
を
対
象
と

し
ま
す
。
講
座
ご
と
に
定
員
30
名
に
達
し
次
第
、
し

め
き
り
ま
す
。

【
研
究
部
の
新
メ
ン
バ
ー
】

　
関
本
照
夫
特
任
教
授
︵
先
端
人
類
科
学
研
究
部
︶

が
、
11
月
1
日
付
け
で
着
任
し
ま
し
た
。
本
館
の

機
関
研
究
﹁
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
の
人
類
学
﹂
に
お

い
て
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
す
す
め
る
予
定
で

す
。
東
京
大
学
東
洋

文
化
研
究
所
な
ど
を

経
て
現
職
。
専
門
は

仕
事
の
人
類
学
、
工

芸
と
地
域
社
会
、
東

南
ア
ジ
ア
研
究
。
著

書
は
﹃
国
民
文
化
が

生
れ
る
時
﹄
な
ど
。

東
京
講
演
会

会
場　
江
戸
東
京
博
物
館　
学
習
室
1

定
員　

50
名
（
要
申
込
）

第
95
回　
2
0
1
1
年
1
月
16
日
︵
日
︶
14
時
～
15
時
30
分

こ
と
ば
の
歴
史
・
ひ
と
の
移
動
史

講
師　
菊
澤
律
子
︵
民
族
文
化
研
究
部
准
教
授
︶

語
族
と
い
う
言
い
方
を
耳
に
し
ま
す
が
、
こ
と
ば
が
同
じ
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

と
ば
の
分
類
は
な
ぜ
、
人
の
歴
史
と
結
び
つ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

﹁
こ
と
ば
の
遺
伝
子
﹂
の
分
析
と
応
用
に
つ
い
て
の
お
話
で
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
）

第
3
9
1
回　

1
月
8
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時
30
分

こ
と
ば
の
歴
史
・
ひ
と
の
移
動
史

講
師　
菊
澤
律
子
︵
民
族
文
化
研
究
部
准
教
授
︶

第
3
9
2
回　

2
月
5
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時
30
分

日
本
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
は
じ
ま
り

―
青
木
文
教
の
た
ど
っ
た
道

講
師　
長
野
泰
彦
︵
民
族
文
化
研
究
部
教
授
︶

仏
典
を
求
め
て
チ
ベ
ッ
ト
に
渡
っ
た
青
木
文
教
は
、
ラ
サ
市
内

で
4
年
間
を
俗
人
と
し
て
暮
ら
し
な
が
ら
収
集
を
す
す
め
ま
し

た
。
仏
典
だ
け
で
な
く
１
９
１
０
年
頃
の
現
地
の
人
び
と
の
生

活
に
つ
い
て
の
映
像
資
料
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
日
本
へ

も
た
ら
し
ま
し
た
。
民
博
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
青
木
文
教
の
資

料
や
彼
の
生
涯
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

第
3
9
3
回　

3
月
5
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時
30
分

ジ
ャ
ワ
の
芸
能
に
み
る
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ

講
師　
福
岡
正
太
︵
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
︶

第
77
回
民
族
学
研
修
の
旅

台
湾
東
部
の
原
住
民
族
を
訪
ね
る

―
パ
イ
ワ
ン
族
・
プ
ユ
マ
族
の
村
へ

※ 

詳
細
は
上
記
﹁
友
の
会
﹂
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト

「
う
さ
ぎ
」

２
０
１
１
年
の
干
支
で
あ
る
﹁
う
さ
ぎ
﹂
を
テ
ー
マ

に
、
み
ん
ぱ
く
収
蔵
の
資
料
を
中
心
に
、
世
界
各
地

の
﹁
う
さ
ぎ
﹂
に
か
か
わ
る
興
味
深
い
情
報
を
パ
ネ

ル
な
ど
を
使
っ
て
、
紹
介
い
た
し
ま
す
。
年
末
年
始

の
一
日
を
、
世
界
の
人
び
と
と
﹁
う
さ
ぎ
﹂
の
つ
な

が
り
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
み
ん
ぱ
く
で
過
ご
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

会
期　
12
月
16
日︵
木
︶～
2
0
1
1
年
2
月
1
日︵
火
︶

会
場　

本
館
展
示
場
内

「
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
１

―
こ
と
ば
の
世
界
へ
」

情
報
を
つ
た
え
、
感
情
を
あ
ら
わ
し
、
ひ
と
を
つ
な

げ
、
音
を
た
の
し
む
。
こ
と
ば
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
役

割
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
音
声
、
手
話
、
文
字
な
ど
、

そ
れ
を
伝
え
運
ぶ
た
め
の
顔
も
実
に
多
様
で
す
。
言

語
展
示
関
連
イ
ベ
ン
ト
、﹁
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
１
―
こ
と
ば
の
世
界
へ
﹂
で
は
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
ば
へ
の
入
口
を
い
く
つ
も
用
意
し
ま
し
た
。

会
期　
2
0
1
1
年
1
月
8
日︵
土
︶～
3
月
31
日︵
木
︶

◆
公
開
講
座

「
こ
と
ば
で
世
界
一
周
」

世
界
各
地
の
ち
ょ
っ
と
め
ず
ら
し
い
こ
と
ば
の
入
門

講
座
。
み
ん
ぱ
く
の
教
員
が
中
心
に
な
り
、
90
分
で

完
結
す
る
講
座
を
23
言
語
で
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

①﹁
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
﹂
1
月
9
日
︵
日
︶

②﹁
ベ
ト
ナ
ム
語
﹂
1
月
10
日
︵
月
・
祝
︶

両
日
共
に
13
時
～
14
時
30
分

※
1
月
16
日
以
降
も
毎
週
末
開
催
し
ま
す
。

今
年
は
「
暖
か
さ
」
を
贈
り
物
に

■Min HAN/Nelson GRABURN　編
『Tourism and Glocalization: 
Perspectives on East Asian 
Societies』
Senri Ethnological Studies NO.76

■ 『民博通信』２０１０　NO.12 9
評論・展望　
みんぱく2 010
―『民博通信』の改訂によせて

■ 『民博通信』２０１０　NO.13 0
評論・展望　
フィールドワークにおける人間関係

●
ア
メ
リ
カ
展
示
・
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
場
の
閉
鎖

新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
ア
メ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
展

示
場
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

閉
鎖
期
間　

2
0
1
1
年
3
月
下
旬
ま
で

●
休
館
日
・
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
は
12
月
28
日
︵
火
︶
か
ら
1
月
5
日

︵
水
︶
ま
で
休
館
し
ま
す
。

1
月
10
日
︵
月
・
祝
︶
成
人
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
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

み
ん
ぱ
く
ラ
ジ
オ  

〜
世
界
を
語
る
〜

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
の
お
話
を
ラ
ジ
オ
で
も

お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

ラ
ジ
オ
大
阪︵
1
3
1
4
k
H
z
︶

毎
週
水
曜
日　

23
時
30
分
か
ら
24
時

毎
日
新
聞
夕
刊
連
載「
旅
・
い
ろ
い
ろ
地
球
人
」

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
の
エ
ッ
セ
イ
が
毎
週
水
曜

日
に
掲
載
さ
れ
て
い
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
。

クリスマスピラミッド ２５，７２５円
腕時計 ８，９２５円～
バブーシュ ３，１５０円～

月にすむとされるウサギをあらわ
した玉兎（ぎょくと）。張り子人形 
Ｈ００１３１５４

■鈴木七美・藤原久仁子・岩佐光広編著
『高齢者のウェルビーイングと
ライフデザインの協働』

御茶の水書房　
定価：２，５２０円
高齢者の「幸福」という
観点から、地域の歴史と
特性を生かした調整や
工夫の協働作業の経過
を、フィールドワークに
基づき提示した。

刊行物紹介

12   13    2010 年 12月号
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示
に
没
入
し
た
か
否
か
は
知
る
由
も
な

い
が
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
に
お
け
る
博
物

館
的
展
示
と
テ
ー
マ
・
パ
ー
ク
の
融
合
が

提
示
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
代
イ
ン
ド
を

覆
う
情
勢
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
。

ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
に
載
っ
た
寺
院

　

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
駅
か
ら
メ
ト
ロ
で
数
駅
、

場
違
い
な
ほ
ど
壮
大
な
寺
院
ス
ワ
ー
ミ
ー

ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
・
ア
ク
シ
ャ
ル
ダ
ム
が
突

如
ヤ
ム
ナ
ー
河
畔
に
あ
ら
わ
れ
る
。開
祖

と
さ
れ
る
ス
ワ
ー
ミ
ー
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
を

崇あ
が

め
る
た
め
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
系
教
団
Ｂ
Ａ

Ｐ
Ｓ（
ボ
チ
ャ
ー
サ
ン
ワ
ー
シ
ー
・
シ
ュ

リ
ー
・
ア
ク
シ
ャ
ル
・
プ
ル
シ
ョ
ッ
タ
ム
・

ス
ワ
ー
ミ
ー
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン・サ
ン
ス
タ
ー
）

が
二
〇
〇
五
年
に
建
立
し
た
そ
の
寺
院

は
、世
界
最
大
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
と
し

て
ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、こ
の
寺
院
の
特
徴
は
そ
こ
に
限
定

さ
れ
な
い
。む
し
ろ
こ
の
寺
院
の
特
徴
は
、

積
極
参
加
型
の
展
示
に
あ
る
と
い
え
る
。

展
示
場
と
し
て
の
寺
院

　

ま
ず
、ス
ワ
ー
ミ
ー
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
の

像
が
設し

つ
ら

え
ら
れ
た
聖
堂
の
階
上
に
、ス

ワ
ー
ミ
ー
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
の
衣
類
や
道
具
、

さ
ら
に
爪
や
頭
髪
、遺
灰
に
い
た
る
さ
ま

ざ
ま
な
遺
品
が
詳
細
な
解
説
つ
き
で
展

示
さ
れ
て
い
る
。観
賞
を
経
た
う
え
で
参

拝
者
が
誘
わ
れ
る
の
は
、ス
ワ
ー
ミ
ー

ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
の
人
生
を
な
ぞ
る
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。こ
こ
で
、幼
少
期
か
ら

彼
が
も
た
ら
し
た
奇
跡
を
参
加
者
は
追

体
験
し
、ま
た
、そ
こ
か
し
こ
に
教
団
の
理

念
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、四
万
五
〇
〇
〇
人
を
動
員
し
、

ス
ワ
ー
ミ
ー
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
が
イ
ン
ド
各

地
で
み
せ
た
奇
跡
を
描
い
た
壮
大
な
映

画
へ
と
順
路
は
続
く
。こ
の
映
画
で
体
験

す
る
イ
ン
ド
が
空
間
的
な
広
が
り
で
あ

る
な
ら
ば
、次
に
参
加
者
が
導
か
れ
る
の

は
、ボ
ー
ト
・
ラ
イ
ド
で
学
ぶ
一
万
年
に

も
お
よ
ぶ
イ
ン
ド
の
時
間
的
な
広
が
り
、

す
な
わ
ち
歴
史
で
あ
る
。そ
こ
で
わ
た
し

が
見
た
イ
ン
ド
の
歴
史
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に

特
化
し
た
も
の
で
あ
り
、そ
こ
か
ら
ム
ガ

ル
帝
国
な
ど
、イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
歴
史
は

見
事
に
排
除
さ
れ
て
い
た
。こ
う
し
た
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
参
加
は
約
三
時
間
に

も
お
よ
び
、さ
ら
に
、ナ
イ
ト
・
シ
ョ
ー
で

は
Ｕ
Ｓ
Ｊ
顔
負
け
の
光
と
音
の
シ
ョ
ー
が

開
催
さ
れ
る
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の

ダ
ブ
リ
ン
グ

　

寺
院
へ
の
参
拝
者
は
、わ
た
し
を
の
ぞ

け
ば
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

彼
ら
に
と
っ
て
娯
楽
を
伴
っ
た
積
極
参

加
型
の
展
示
は
、物
珍
し
さ
も
あ
っ
て
魅

力
的
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。し
き
り
に
歓

喜
や
驚
嘆
の
声
が
聞
か
れ
た
し
、次
の
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
人
び
と
は
我
先
に
、と

押
し
よ
せ
て
い
た
。も
ち
ろ
ん
、彼
ら
が
展

正面から見た寺院の姿

寺院の公式グッズ 駅構内に掲示される寺院の広告

山
やまもと

本 達
たつ

也
や

 民博 外来研究員、京都大学文学研究科ＧＣＯＥ研究員

三位一体型寺院
スワーミーナーラーヤン・アクシャルダム
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本
館
の
図
書
室
に
は『
夷い
し
ゅ
う酋

列れ
つ
ぞ
う像

図ず

』と
称
す
る
資
料
が
あ
る
。こ
れ
は
一
二

人
の
ア
イ
ヌ
の
有
力
者
を
モ
デ
ル
に
し
た
人
物
画
で
、一
八
世
紀
末
に
松
前
藩

の
家
老
だ
っ
た
蠣か
き
ざ
き崎
波は
き
ょ
う響
と
い
う
画
家
が
描
い
た『
夷
酋
列
像
』の
写
本
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。絵
の
質
と
し
て
は
原
画
の『
夷
酋
列
像
』に
は
及
ば
な
い
が
、こ
の
写

本
の
価
値
は
、筆
頭
老
中
と
し
て
寛
政
の
改
革
を
お
こ
な
い
、一
七
九
二（
寛
政

四
）年
の
ロ
シ
ア
使
節
の
根
室
来
航
に
も
対
応
し
た
松
平
定
信
が
所
持
し
て
い

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。定
信
は
老
中
在
任
中
は
蝦え

ぞ夷
地
の
経
営
に

消
極
的
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、こ
の
よ
う
な
写
本
を
所
持
し
て
い
た
と
す
る

と
、北
方
に
対
す
る
情
報
収
集
は
怠
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

原
本
の『
夷
酋
列
像
』は
、一
七
八
九（
寛
政
元
）年
に
起
き
た
ク
ナ
シ
リ
・
メ

ナ
シ
の
戦
い
と
関
係
が
深
い
。一
八
世
紀
後
半
、現
在
の
北
海
道
東
部（
メ
ナ
シ

地
方
）と
ク
ナ
シ
リ
島
の
ア
イ
ヌ
た
ち
は
、そ
こ
に
進
出
し
た
飛
騨
屋
に
雇
わ
れ

た
和
人
た
ち
か
ら
ひ
ど
い
搾
取
と
無
法
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
。そ
れ
に
堪
え

か
ね
た
一
部
の
人
び
と
が
こ
の
年
に
武ぶ

装そ
う

蜂ほ
う

起き

し
、和
人
側
に
七
一
人
の
犠
牲

者
が
出
た
。松
前
藩
は
鎮
圧
部
隊
を
送
っ
た
が
、ア
イ
ヌ
側
は
長
老
た
ち
が
蜂
起

し
た
者
の
説
得
に
当
た
り
、結
局
全
員
投
降
し
た
後
、松
前
藩
の
命
令
で
首
謀

格
と
さ
れ
た
三
七
名
が
処
刑
さ
れ
た
。松
前
側
は
長
老
た
ち
を
松
前
城
下
に
連

れ
て
き
て
藩
へ
の
服
従
を
誓
わ
せ
た
が
、さ
ら
に
彼
ら
を
モ
デ
ル
に
し
た
人
物

画
を
蠣
崎
波
響
に
描
か
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
絵
は
実
際
の
人
物
を
写
し
た
肖
像
画
で
は
な
い
。当
時
の
人
物
画
の
技

法
を
使
い
、蝦
夷
錦
や
ロ
シ
ア
外が
い
と
う套
を
着
せ
て
、ア
イ
ヌ
の
異
人
性
を
際
だ
た
せ

る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。製
作
直
後
か
ら
ア
イ
ヌ
人
物
画
の
傑
作
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
て
、数
多
く
の
写
本
、模
本
が
作
ら
れ
、い
わ
ば
松
前
藩
の
広
報
役

を
演
じ
た
。し
か
し
、描
か
れ
た
人
物
に
じ
っ
と
目
を
こ
ら
す
と
、そ
の
奥
か
ら
虐

げ
ら
れ
て
き
た
人
び
と
の
悲
し
げ
な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

『
夷
酋
列
像
図
』

民
博 

民
族
社
会
研
究
部  

佐さ

さ

き

々
木 

史し

郎ろ

う

関連企画展のお知らせ
アジアの境界を越えて
会期：１２月７日（火）まで開催中
会場：国立民族学博物館企画展示場A

ながい歴史のなかで、アジアには、国がもうけ
た境界や人びとの活動にあらわれた境界など
さまざまな「境界」を見出すことができます。
古代と近現代を比較することで、境界の姿を
映し出すとともに、現代において境界のもつ
意味を考える場を提供することができれば幸
いです。

図
書
資
料
番
号 

Ｆ
１
０
４
０
０
７
１
７
７

 

Ｆ
１
０
４
０
１
１
１
６
５

地
域 

日
本
国
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「
闇
の
聖
地
」で
、音
に
触
る

廣ひ
ろ

瀬せ 

浩こ
う

二じ

郎ろ
う

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

散
策
と

思
索
の
径

闇
と
い
う
装
置
を
活
用
す
る

こ
こ
数
年
、
僕
は
「
闇
の
仕
掛
け
人
」
と
自
称
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
暗
闇
体
験
イ
ベ
ン
ト
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。
昨
年
三
月
に
は
津
軽
三
味
線
の
暗
闇
ラ
イ
ブ
を
企
画
し
、
演
奏
を
盛
り
上
げ
る
文
字
ど
お
り
の

口
三
味
線
役
で
出
演
し
た
。
僕
が
暗
闇
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
〝
耕
す
〟
と
〝
触

る
〟
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。
現
代
人
の
日
常
生
活
は
視
覚
情
報
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
便
利
な
視
覚
を

使
え
な
い
（
使
わ
な
い
）
闇
に
身
を
置
い
て
は
じ
め
て
、
多
く
の
人
が
自
己
の
潜
在
能
力
、
視
覚
以
外
の

五
感
の
可
能
性
に
気
づ
く
。
こ
の
「
感
覚
の
多
様
性
」
を
呼
び
覚
ま
す
行
為
を
僕
は
〝
耕
す
〟
と
名
づ
け

て
い
る
。

人
間
の
五
感
の
な
か
で
僕
が
も
っ
と
も
重
視
す
る
の
は
触
覚
で
あ
る
。
皮
膚
感
覚
と
い
う
語
が
示
す
よ

う
に
、
触
覚
は
全
身
に
分
布
し
て
い
る
。
音
楽
を
鑑
賞
す
る
場
合
も
、
単
に
耳
で
聴
く
だ
け
で
な
く
、
身

体
を
駆
使
し
て
音
を
肌
で
と
ら
え
る
。
こ
れ
は
「
音
に
触
る
」
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
普
段
僕
た
ち
が
依

拠
し
て
い
る
視
覚
を
離
れ
、〝
耕
す
〟
と
〝
触
る
〟
に
集
中
す
る
。
そ
の
た
め
の
装
置
と
し
て
闇
を
積
極
的

に
活
用
す
る
の
が
僕
の
狙
い
で
あ
る
。

鞍
馬
山
は
闇
の
霊
山
で
あ
る

そ
ん
な
わ
け
で
「
闇
の
仕
掛
け
人
」
は
鞍
馬
山
の
演
奏
会
で
も
闇
の
広
さ
と
深
さ
を
縦
横
に
（
好
き
勝
手

に
？
）
語
っ
た
。
近
年
、
鞍
馬
山
は
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
「
闇
の
聖
地
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
華
や
か
な
都
、
平
安
京
の
北
方
に
位
置
す
る
鞍
馬
は
、

光
を
際
立
た
せ
る
闇
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
無
論
、
こ
こ
で
い
う
闇
と
は
否
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、

光
を
生
み
育
て
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
合
気
道
の
開
祖
・
植う

え
し
ば芝
盛も

り
へ
い平
（
一
八
八
三
〜

一
九
六
九
）
は
、
深
夜
の
鞍
馬
山
の
闇
の
な
か
で
真
剣
を
用
い
た
稽け

い

古こ

を
繰
り
返
し
、
合
気
の
極
意
を
会
得

し
た
。
ま
さ
に
視
覚
を
使
わ
な
い
闇
が
独
自
の
武
道
技
法
を
発
展
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

鞍
馬
山
と
い
え
ば
、
源
義
経
が
幼
少
年
期
を
過
ご
し
た
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
義
経
は
日
本
史
を

代
表
す
る
英
雄
の
一
人
だ
が
、
そ
の
歴
史
的
評
価
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
僕
は
一
九
八
〇
〜
九
〇
年
代
に
京

都
大
学
で
日
本
史
を
学
習
し
た
。
入
学
直
後
に
受
け
た
中
世
史
の
講
義
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
の
連
続

だ
っ
た
。
源
平
合
戦
の
位
置
づ
け
、
公
家
と
武
家
の
関
係
な
ど
、
高
校
ま
で
の
教
科
書
で
常
識
と
さ
れ
て
い

た
歴
史
は
、
鎌
倉
幕
府
の
正
史
『
吾あ

ず
ま
か
が
み

妻
鏡
』
に
基
づ
く
東
国
中
心
の
史
観
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
。
京

都
の
王
権
に
近
い
史
料
、
摂
政
・
関
白
を
歴
任
し
た
九く

じ
ょ
う条
兼か

ね
ざ
ね実
の
日
記
『
玉

ぎ
ょ
く

葉よ
う

』
な
ど
を
尊
重
す
れ
ば
、
お

の
ず
と
歴
史
解
釈
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。
平
氏
滅
亡
後
の
義
経
の
急
激
な
没
落
に
つ
い
て
も
、
伝
統
的

に
東
と
西
で
は
見
解
が
相
違
し
て
い
る
。

こ
こ
で
義
経
論
に
深
入
り
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
実
の
政
治
（
光
）
の
世
界
で
義

経
は
頼
朝
に
敗
れ
、
目
に
見
え
な
い
闇
の
領
域
で
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
人
の
想
像
力
と
創
造

力
に
よ
り
幾
多
の
義
経
伝
説
が
生
成
さ
れ
、
彼
は
反
権
力
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
絶
大
な
人
気
を
勝
ち
え
て

い
く
。
義
経
の
人
格
形
成
の
ル
ー
ツ
に
鞍
馬
山
の
闇
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

心
の
闇
を
掘
り
起
こ
す一
絃
琴

今
回
の
一
絃
琴
演
奏
会
は
、
毎
年
九
月
に
開
か
れ
る
義
経
祭
の
奉
賛
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
催
さ
れ
た
。

義
経
が
実
際
に
体
感
し
た
鞍
馬
の
「
氣き

」
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
僕
は
闇
の
現
代
的
意
義
を
考
え
た
。
一

絃
琴
は
江
戸
後
期
、
国
学
・
復
古
思
想
が
流
行
す
る
な
か
で
、
精
神
性
を
重
ん
じ
る
楽
器
と
し
て
各
地

に
普
及
し
た
。
琴
の
形
を
複
雑
に
す
る
の
で
な
く
、
あ
え
て
一
本
の
絃
に
こ
だ
わ
る
。
シ
ン
プ
ル
で
透

明
な
絃
の
響
き
は
、
人
間
の
心
の
闇
、
感
覚
の
多
様
性
を
掘
り
起
こ
す
力
を
秘
め
て
い
る
。
心
を
静
め

琴
の
音
、
そ
し
て
鞍
馬
の
自
然
の
声
に
〝
触
る
〟。
僕
の
口
三
味
線
（
解
説
）
は
邪
魔
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
澄
み
切
っ
た
一
絃
琴
の
調
べ
は
来
場
者
個
々
の
闇
を
〝
耕
す
〟
大
い
な
る
刺
激
と
な
っ
た

よ
う
だ
。

九
月
一
一
日
、
京
都
の
鞍く

ら

馬ま

寺で
ら

で
開
催
さ
れ
た
清せ

い

虚き
ょ

洞ど
う

一い
ち

絃げ
ん

琴き
ん

の
演
奏
会
に

解
説
者
と
し
て
参
加
し
た
。

僕
は
大
学
・
大
学
院
で
日
本
史
を
専
攻
し
て
い
た
が
、
芸
能
史
の
研
究
者
で
は
な
い
し
、

一
絃
琴
は
も
ち
ろ
ん
、
邦
楽
と
は
縁
の
な
い
日
々
を
送
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
僕
に
な
ぜ
解
説
役
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
か
。

暗闇ライブ案内のチラシ（部分）清虚洞メンバーによる一絃琴演奏

鞍馬寺の一絃琴
演奏会にて

鞍馬寺仁王門
『百の義経』（鞍馬寺出版部）

より転載

義経堂
『百の義経』（鞍馬寺出版部）
より転載
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すべてのひとに文字とことばを
ふたたび―夜間中学の今

庄
し ょ う じ

司 博
ひ ろ

史
し

民博 民族社会研究部

学歴社会といわれる日本で、かつて貧困や労働、障がい、あるいはいじめなどで学校にいけず、

文字をしらない苦しみを背負いながら生きてきた人は一説では１００万人以上といわれる。

彼らにとって、夜間中学は、文字への希望をよみがえらせ、人生の失った数十年を取り戻すかけがえのない場を提供してきた。

戦後まもなく活動をはじめた夜間中学は、今また、あらたな希望と生きがいの場として注目されている。

守
口
夜
間
中
学
の
生
徒
た
ち

大
阪
守も

り
ぐ
ち口

市
、
京
阪
電
鉄
土ど

い居
駅
の
す
ぐ
近
く
、
典
型

的
な
大
阪
の
民
家
と
商
店
の
入
り
混
じ
っ
た
住
宅
地
の
一

角
に
い
わ
ゆ
る
守
口
夜
間
中
学
が
あ
る
。
正
式
名
称
は
守

口
市
立
第
三
中
学
校
夜
間
学
級
。
れ
っ
き
と
し
た
公
立
中

学
で
あ
る
。
門
を
く
ぐ
り
案
内
さ
れ
た
校
舎
の
二
階
に
靴

を
ぬ
い
で
は
い
っ
た
と
た
ん
、
思
い
が
け
な
い
光
景
が
目

に
と
び
こ
ん
で
く
る
。

廊
下
の
壁
と
教
室
の
窓
ガ
ラ
ス
は
ほ
と
ん
ど
隙
間
の
な

い
ほ
ど
生
徒
の
作
文
や
標
語
、
ポ
ス
タ
ー
や
イ
ベ
ン
ト
の

写
真
で
う
め
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
日
本
語
の

漢
字
に
は
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
か
と
お
も
え
ば
、
中
国

語
簡
体
字
も
ハ
ン
グ
ル
も
み
え
る
。

会
釈
を
し
な
が
ら
す
ぐ
近
く
の
教
室
に
う
し
ろ
か
ら

そ
っ
と
は
い
る
。
一
〇
人
ほ
ど
の
生
徒
は
、
中
学
生
と
い

う
に
は
ち
ょ
っ
と
不
釣
り
合
い
な
六
〇
歳
前
後
の
男
女
が

大
半
、
い
や
ほ
と
ん
ど
を
し
め
る
。
な
か
に
は
二
、
三
〇

代
の
若
い
女
性
と
と
も
に
八
〇
歳
近
い
と
思
わ
れ
る
女
性

も
い
る
。
学
校
の
主
旨
か
ら
あ
る
程
度
心
づ
も
り
を
し
て

い
て
も
こ
の
印
象
は
強
烈
だ
。

そ
れ
だ
け
で
な
い
。
生
徒
た
ち
が
読
ん
で
い
る
の
は
、

ひ
ら
が
な
と
少
し
漢
字
の
混
じ
っ
た
教
科
書
。
お
そ
ら
く

一
般
の
小
学
校
な
ら
二
、
三
年
生
の
レ
ベ
ル
だ
ろ
う
か
。

読
む
順
に
あ
た
っ
た
高
齢
の
女
性
が
、
ゆ
っ
く
り
指
で
文

字
を
た
ど
り
な
が
ら
読
み
は
じ
め
る
。
ま
ち
が
っ
て
も
生

徒
は
ひ
る
ま
な
い
。
い
く
つ
か
の
当
て
ず
っ
ぽ
う
か
な
？

と
も
思
え
る
読
み
が
続
い
た
あ
と
、
教
師
が
助
け
船
を
出

す
。
さ
ら
に
生
徒
と
の
か
け
あ
い
を
ま
じ
え
な
が
ら
授
業

は
和
や
か
に
進
む
。

夜
間
中
学
で
の
学
び

ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
は
生
徒
の
大
半
は
在
日
コ
リ
ア
ン
の

高
齢
者
が
し
め
る
。
戦
中
戦
後
の
学
齢
期
に
学
校
に
か
よ

え
ず
、
文
字
を
学
ぶ
機
会
を
失
っ
た
人
び
と
で
あ
る
。
そ

し
て
今
ま
で
文
字
で
あ
ふ
れ
る
社
会
に
生
き
て
き
た
。
電

車
や
バ
ス
の
切
符
が
買
え
な
い
た
め
一
人
で
遠
出
も
で
き

ず
、
子
ど
も
の
学
校
か
ら
の
書
類
も
わ
か
ら
ず
に
さ
ん
ざ

ん
文
字
を
知
ら
な
い
苦
労
と
不
便
に
も
た
え
て
き
た
。
そ

し
て
、
子
ど
も
が
自
立
し
、
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
た
今
、

よ
う
や
く
、
あ
こ
が
れ
の
文
字
に
は
じ
め
て
ふ
れ
る
機
会

が
で
き
た
。
そ
れ
も
正
式
の
学
校
の
生
徒
と
し
て
。
今
で

は
生
徒
手
帳
を
も
っ
て
、
望
め
ば
学
割
の
定
期
で
通
学
も

可
能
に
な
っ
た
。

日
本
語
学
習
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
授

業
科
目
に
は
昼
間
の
中
学
同
様
、
社
会
や
数
学
の
授
業
、

そ
し
て
保
健
、
体
育
や
音
楽
も
ふ
く
ま
れ
る
。
補
食
と
よ

ば
れ
る
が
、
簡
単
な
給
食
の
時
間
も
も
う
け
ら
れ
、
秋
に

は
文
化
祭
、
春
に
は
遠
足
に
も
参
加
で
き
る
。
同
じ
経
験

を
も
つ
ひ
と
に
囲
ま
れ
、
誰
に
も
遠
慮
せ
ず
、
な
ん
で
も

い
え
る
雰
囲
気
の
な
か
で
、
経
験
し
え
な
か
っ
た
学
校
生

活
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
生
徒
た
ち
と
周
囲
の
努
力
が
学

校
全
体
で
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
最
高
の
よ
ろ
こ
び
は
や
は
り
、
文
字
を
学
び
、

社
会
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
た
達
成
感
だ
。
は
じ
め
て
自

分
の
名
が
書
け
、
看
板
の
一
文
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ

た
感
激
は
お
そ
ら
く
本
人
し
か
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
文
字
と
こ
と
ば
は
武
器
」、「
夜
間
学
校
で
社
会
の
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
」、
廊
下
で
目
に
し
た
作
文
や
標
語
は

彼
ら
の
文
字
や
学
ぶ
こ
と
へ
の
あ
つ
い
思
い
を
あ
ら
わ
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

夜
間
中
学
の
役
割

白
井
善
吾
さ
ん
は
守
口
夜
間
中
学
に
勤
め
て
二
〇
年
の

ベ
テ
ラ
ン
で
あ
る
。
ず
っ
と
理
科
を
担
当
し
て
き
た
が
、

他
の
教
師
同
様
、
通
学
や
学
習
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、

自
分
と
は
同
輩
以
上
の
生
徒
の
あ
ら
ゆ
る
相
談
に
も
の
っ

て
き
た
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
教
師
以
上
の
た
よ

り
に
な
る
存
在
で
あ
る
。

着
任
当
時
、
す
で
に
夜
間
中
学
は
在
日
コ
リ
ア
ン
の
学

び
の
場
と
し
て
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
も
夜
間
中
学
の
変

容
と
存
在
意
義
を
白
井
さ
ん
は
つ
ぶ
さ
に
見
て
き
た
。

夜
間
中
学
は
終
戦
直
後
、
昼
間
の
中
学
に
か
よ
え
な
い

生
徒
に
学
習
の
機
会
を
保
障
す
る
目
的
で
一
九
四
七
年
設

立
さ
れ
た
。
一
時
は
全
国
に
八
七
校
も
存
在
し
、
五
二
〇

八
人
も
の
生
徒
が
か
よ
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
一

九
六
五
年
の
日
韓
条
約
を
契
機
に
韓
国
か
ら
の
引
揚
女
性

に
と
っ
て
断
絶
し
て
い
た
日
本
社
会
復
帰
の
た
め
の
学
び

の
場
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
在
日
コ
リ
ア

ン
女
性
が
文
字
を
獲
得
す
る
た
め
の
場
と
し
て
開
放
さ
れ

た
。
い
ず
れ
も
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
教
育
を
う

け
ら
れ
ず
、
文
字
を
し
ら
ず
に
い
き
る
苦
し
み
を
あ
じ

わ
っ
た
人
び
と
で
あ
る
。

そ
し
て
今
、
夜
間
中
学
は
、
中
国
引
揚
帰
国
者
、
呼
び

寄
せ
家
族
、
日
本
人
と
結
婚
し
た
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、

日
本
語
と
日
本
社
会
で
生
活
す
る
た
め
の
知
識
を
獲
得
す

る
場
と
し
て
存
在
意
義
を
強
め
て
い
る
と
い
う
。
守
口
夜

間
中
学
で
は
今
、
中
国
帰
国
者
が
全
校
生
徒
一
五
〇
人
の

三
分
の
二
近
く
を
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
学
習

欲
は
旺
盛
で
、
働
き
な
が
ら
も
夜
間
学
校
に
か
よ
い
新
聞

の
社
説
を
読
む
レ
ベ
ル
に
達
す
る
人
も
い
る
。

現
在
、
日
本
全
国
に
は
三
五
校
の
夜
間
中
学
、
約
二
〇

校
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
自
主
夜
間
中
学
が
あ
る
。
夜

間
中
学
を
必
要
と
す
る
人
び
と
が
ま
だ
ま
だ
日
本
に
は
い

る
と
い
う
こ
と
の
証
し
だ
と
白
井
さ
ん
は
い
う
。
今
、
白

井
さ
ん
に
は
大
い
に
気
が
か
り
な
こ
と
が
あ
る
。
財
政
難

か
ら
夜
間
中
学
へ
の
自
治
体
の
就
学
援
助
が
カ
ッ
ト
さ
れ

は
じ
め
、
大
阪
府
や
政
府
か
ら
は
修
業
年
限
の
短
縮
や
就

学
条
件
の
厳
格
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る

こ
と
だ
。
学
ぼ
う
と
す
る
ひ
と
が
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ

社
会
に
と
っ
て
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
の
だ
が
。

廊
下
で
見
た
標
語
の
ひ
と
つ
「
学
び
の
場
を
奪
わ
な
い

で
」
の
意
味
が
よ
う
や
く
わ
か
っ
た
気
が
し
た
。

夜間中学の廊下。さまざまな
文化・ことばの交差点である

廊下にはられた生徒たちの訴え。従来あった補食給食は
2009年4月より大阪府補助がなくなり中止されている

生徒たちの夜間中学へのおもいが文字になった

各クラス合同の保健の授業
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「
世
界
最
大
」の

音
楽
シ
ー
ズ
ン

冬
の
風
物
詩

イ
ン
ド
南
東
部
に
あ
る
港
町
チ
ェ
ン
ナ

イ
（
旧
マ
ド
ラ
ス
）
は
、
一
九
世
紀
の
終

わ
り
ご
ろ
に
南
イ
ン
ド
古
典
音
楽
の
中
心

地
と
な
り
、
現
在
で
も
数
多
く
の
著
名
演

奏
家
が
こ
の
町
に
住
ん
で
い
る
。
一
年
を

通
し
て
一
流
演
奏
家
の
音
楽
を
聴
く
こ
と

が
で
き
る
が
、
毎
年
一
二
月
に
な
る
と
町

全
体
が
音
楽
で
溢あ

ふ

れ
で
ん
ば
か
り
の
状
態

に
な
る
。
イ
ン
ド
で
最
大
規
模
の
音
楽
イ

ベ
ン
ト
が
開
か
れ
る
か
ら
だ
。

南
イ
ン
ド
の
古
典
音
楽
の
公
演
は
、
お

も
に
会
員
制
の
音
楽
協
会
（
サ
ン
ギ
ー

タ
・
サ
バ
ー
）
に
よ
っ
て
企
画
・
運
営
さ
れ

て
お
り
、
チ
ェ
ン
ナ
イ
市
内
に
あ
る
五
〇
ほ

ど
の
協
会
が
、
タ
ミ
ル
暦
の
マ
ー
ル
ガ
リ
月

（
一
二
月
～
一
月
）
に
一
斉
に
音
楽
祭
を
開

く
の
だ
。
南
イ
ン
ド
古
典
音
楽
・
舞
踊
の

公
演
が
中
心
だ
が
、
午
前
中
に
は
講
演
や

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
も
開
か
れ
る
。
こ
の

一
大
イ
ベ
ン
ト
は
「
音
楽
シ
ー
ズ
ン
」
の
名

称
で
親
し
ま
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
チ
ェ
ン
ナ

イ
の
冬
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。
毎
年
、

一
二
月
一
日
づ
け
の
朝
刊
に
音
楽
祭
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
掲
載
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
日
の
朝
、

贔ひ
い
き屓
の
演
奏
家
の
公
演
日
程
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
の
は
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
大
き
な
楽
し
み
だ
。

イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
す
る
音
楽

音
楽
シ
ー
ズ
ン
が
開
か
れ
る
マ
ー
ル
ガ
リ

月
は
、
一
年
中
で
一
番
涼
し
く
過
ご
し
や
す

い
時
期
で
あ
る
。
ま
た
、
結
婚
式
な
ど
お

め
で
た
い
行
事
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
公
演
の
日
程
が
組
み
や
す

い
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時

期
に
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ

れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

一
九
二
八
年
に
マ
ド
ラ
ス
音
楽
院

（
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ア
カ
デ
ミ
ー
）
が
設
立

さ
れ
、
そ
の
年
開
か
れ
た
音
楽
祭
が
、

チ
ェ
ン
ナ
イ
の
音
楽
シ
ー
ズ
ン
の
始
ま
り
だ

と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
九
四
七
年
の
独
立
ま

で
続
く
植
民
地
時
代
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人

た
ち
が
毎
年
ク
リ
ス
マ
ス
休
暇
に
合
わ
せ

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
演
奏
会
を
開
い
て
お

り
、
同
じ
時
期
に
イ
ン
ド
音
楽
の
演
奏
会

を
開
く
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
意
図

が
あ
っ
た
と
い
う
。
永え

い
ご
う劫
不
変
の
イ
メ
ー

ジ
を
も
つ
イ
ン
ド
音
楽
も
、
そ
の
成
立
の

背
景
に
は
、
植
民
地
の
経
験
と
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
深
く
関
係
し
て
い
る
の
だ
。

イ
ン
ド
最
大
の
音
楽
イ
ベ
ン
ト

音
楽
舞
踊
の
専
門
誌
『
シ
ュ
ル
テ
ィ
』

に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
年
の
シ
ー
ズ
ン
中

に
開
催
さ
れ
た
公
演
数
は
約
二
五
〇
〇
。

会
期
を
二
カ
月
と
す
る
と
、
一
日
当
た
り

四
〇
以
上
の
公
演
が
開
か
れ
た
計
算
に
な

る
。
こ
れ
だ
け
を
見
て
も
、
い
か
に
莫ば

く
だ
い大

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
音
楽
と
舞
踊
に
費
や
さ

れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
公
演

が
多
す
ぎ
て
選
ぶ
の
が
大
変
」
と
こ
ぼ
す

フ
ァ
ン
も
い
る
が
、
ま
さ
に
贅ぜ

い
た
く沢

な
悩
み

だ
。
出
来
る
だ
け
多
く
の
公
演
を
見
る
た

め
に
、
早
朝
か
ら
晩
ま
で
会
場
の
ハ
シ
ゴ

を
す
る
も
の
も
多
い
。
大
き
な
会
場
の
わ

き
に
は
簡
易
食
堂
（
カ
ン
テ
ィ
ー
ン
）
が

設
け
ら
れ
、
演
奏
の
合
間
に
喫
茶
や
軽
食

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
同
好
の
士
が

見
た
ば
か
り
の
公
演
を
肴さ

か
な
に
お
し
ゃ
べ
り

す
る
姿
が
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
憧
れ
の
音
楽
家
に
ば
っ
た
り
出
会

う
可
能
性
さ
え
あ
る
の
だ
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
音
楽
シ
ー
ズ
ン

音
楽
シ
ー
ズ
ン
を
楽
し
み
に
し
て
い
る

の
は
、
地
元
の
チ
ェ
ン
ナ
イ
市
民
だ
け
で

は
な
い
。
遠
方
か
ら
の
参
加
者
も
年
々
増

加
し
て
い
る
。
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
の
あ
い

だ
に
、
北
イ
ン
ド
に
住
む
南
イ
ン
ド
出
身

者
た
ち
に
加
え
、
Ｎ
Ｒ
Ｉ（N

on-Resident 
Indians

）
と
よ
ば
れ
る
海
外
在
住
の
イ
ン

ド
系
の
姿
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
海

外
で
南
イ
ン
ド
音
楽
や
舞
踊
を
学
ぶ
二
世

の
若
者
た
ち
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
演

奏
家
と
し
て
公
演
を
お
こ
な
う
こ
と
を
希

望
す
る
者
も
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
国
外
か
ら
の
需
要
に
対

応
す
る
か
の
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
半

ば
に
は
お
も
に
Ｎ
Ｒ
Ｉ
の
演
奏
家
が
出
演

す
る
音
楽
祭
を
開
催
す
る
協
会
さ
え
あ
ら

わ
れ
た
。

一
昨
年
、
こ
の
よ
う
な
協
会
の
役
員
の

自
宅
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
一
時
間
ほ

ど
の
滞
在
中
に
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
北
米
、

イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
世
界

各
地
か
ら
、
問
い
合
わ
せ
の
電
話
が
次
々

と
入
り
、
チ
ェ
ン
ナ
イ
を
中
心
と
し
て
音

楽
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存

在
す
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
学
ぶ
音
楽

昨
年
の
シ
ー
ズ
ン
中
に
見
た
演
奏
会
は
、

音
楽
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
さ
ら
に
進
行
す

る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
に
十
分
だ
。
舞
台

に
上
が
っ
た
若
い
演
奏
家
た
ち
は
、
全
員

が
北
米
で
生
ま
れ
育
っ
た
南
イ
ン
ド
系
二

世
た
ち
。
驚
い
た
こ
と
に
、
北
米
各
地
に

住
む
彼
ら
は
、
チ
ェ
ン
ナ
イ
に
住
む
同
じ

師
匠
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
個

別
に
稽け

い

古こ

を
つ
け
て
も
ら
っ
て
い
る
。
今

回
の
公
演
の
た
め
に
来
印
し
、
数
日
前
の

リ
ハ
ー
サ
ル
で
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
た
そ

う
だ
。
一
般
の
観
客
は
す
く
な
く
聴
衆
の

ほ
と
ん
ど
は
彼
ら
の
親し

ん
せ
き戚
や
友
人
た
ち
だ
。

熱
心
に
写
真
や
ビ
デ
オ
を
と
っ
て
い
る
者

も
多
い
。
入
場
も
無
料
で
公
演
と
い
う
よ

り
は
発
表
会
の
雰
囲
気
に
近
い
が
、
彼
ら

に
と
っ
て
は
南
イ
ン
ド
古
典
音
楽
の
メ
ッ

カ
で
あ
る
チ
ェ
ン
ナ
イ
の
音
楽
シ
ー
ズ
ン

で
演
奏
し
た
と
い
う
事
実
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｎ
Ｒ
Ｉ
の
存
在
は
、
音
楽

シ
ー
ズ
ン
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
始
め

て
い
る
。
海
外
で
の
演
奏
経
験
を
も
つ
一

流
演
奏
家
た
ち
の
ギ
ャ
ラ
は
あ
が
る
一
方

で
あ
り
、
諸
物
価
の
高
騰
も
手
伝
っ
て
、

資
金
繰
り
に
苦
し
む
音
楽
協
会
は
少
な
く

な
い
。「
海
外
の
同
胞
を
支
援
す
る
」「
音

楽
に
国
境
は
な
い
」
と
い
っ
た
音
楽
協
会

の
公
の
見
解
を
疑
わ
な
い
に
せ
よ
、
多
額

の
寄
付
や
謝
礼
が
見
込
め
る
Ｎ
Ｒ
Ｉ
に
対

す
る
期
待
感
が
存
在
す
る
こ
と
も
否
定
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
演
奏
の
機
会
を
「
買

う
」
Ｎ
Ｒ
Ｉ
の
進
出
は
音
楽
の
質
の
低
下

に
つ
な
が
る
と
い
う
批
判
は
根
強
い
が
、

彼
ら
の
存
在
は
チ
ェ
ン
ナ
イ
の
音
楽
界
で

も
一
定
の
地
位
を
築
き
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

南
イ
ン
ド
古
典
音
楽
の
中
心
地
チ
ェ
ン
ナ
イ
。

こ
こ
で
は
、シ
ー
ズ
ン
中
、一
日
に
四
〇
以
上
の
公
演
が
開
か
れ
、

そ
の
規
模
は
イ
ン
ド
最
大
だ
。

成
立
の
背
景
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
、

近
年
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る

北米在住のＮＲＩ演奏家たちによるコンサート（２００９年）

十
二
月
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「
泥
の
町
」ジ
ェン
ネ

西
ア
フ
リ
カ
の
内
陸
部
に
、「
泥
の
町
」
が
あ
る
。

ア
フ
リ
カ
第
三
の
大
河
ニ
ジ
ェ
ー
ル
河
の
支
流
に
囲
ま

れ
た
、
マ
リ
共
和
国
の
ジ
ェ
ン
ネ
と
い
う
古
都
だ
。
一

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
小
さ
な
町
に
、
お
よ

そ
一
万
四
〇
〇
〇
人
の
人
び
と
が
暮
ら
し
て
い
る
。
わ

た
し
は
こ
の
町
に
二
年
間
暮
ら
し
、
人
類
学
の
調
査
を

お
こ
な
っ
た
。

ジ
ェ
ン
ネ
が
「
泥
の
町
」
と
よ
ば
れ
る
ゆ
え
ん
は
、

特
有
の
建
築
に
あ
る
。
町
の
す
べ
て
の
建
物
が
泥
で
で

き
て
い
る
の
だ
。
正
確
に
い
う
と
、
泥
を
乾
か
し
て
つ

く
っ
た
日
干
し
レ
ン
ガ
を
積
み
重
ね
、
そ
の
表
面
を
泥

で
化
粧
塗
り
し
た
建
築
で
あ
る
。

町
の
人
び
と
自
慢
の
大
モ
ス
ク

ジ
ェ
ン
ネ
は
一
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
、
西
ア
フ
リ
カ

の
中
心
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
学
術
都
市
の
ひ
と
つ
と
し

て
重
要
な
役
割
を
に
な
っ
て
き
た
。
ジ
ェ
ン
ネ
の
町

の
中
心
に
は
、
大
モ
ス
ク
が
建
っ
て
い
る
。
縦
横
お

よ
そ
七
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
○
メ
ー
ト
ル
。
世
界

最
大
の
泥
の
建
築
物
だ
。
町
で
唯
一
の
こ
の
大
モ
ス

ク
は
、
ジ
ェ
ン
ネ
・
ボ
ロ
（
ジ
ェ

ン
ネ
っ
子
）
の
誇
り
で
あ
る
。
人

び
と
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
、
じ
ぶ

ん
た
ち
の
モ
ス
ク
の
壮
麗
さ
を
自

慢
す
る
。

ジ
ェ
ン
ネ
の
建
物
を
包
ん
で
い

る
泥
の
化
粧
塗
り
は
、
雨
季
の
は

げ
し
い
雨
で
少
し
ず
つ
流
さ
れ
て

し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
雨
季
の
ま

え
に
は
建
物
の
化
粧
塗
り
を
し
な

お
す
必
要
が
あ
る
。
巨
大
な
モ
ス

ク
も
例
外
で
は
な
い
。
大
モ
ス
ク

は
毎
年
、
住
民
総
出
で
化
粧
な
お

し
を
さ
れ
る
。
こ
れ
は
町
の
人
び
と
に
と
っ
て
一
年

で
い
ち
ば
ん
に
ぎ
や
か
な
祭
り
で
あ
り
、
礼
拝
を
お

こ
な
う
大
切
な
場
を
町
の
皆
で
守
っ
て
い
く
、
厳
か

な
お
こ
な
い
で
も
あ
る
。

大
モ
ス
ク
の
化
粧
な
お
し

炎
天
下
に
高
所
で
お
こ
な
う
化
粧
な
お
し
は
体
力

勝
負
の
作
業
。
祭
り
の
実
働
部
隊
の
中
心
は
、
一
〇
代

か
ら
三
〇
代
前
半
の
若
い
男
性
だ
。
同
年
代
の
女
性

は
、
塗
り
な
お
す
た
め
の
泥
が
乾
か
な
い
よ
う
、
川
か

ら
バ
ケ
ツ
で
水
を
運
ぶ
。
年
長
者
は
、
祭
り
が
無
事

に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
見
守
り
、
若
者
を
監
督
す
る
。

当
日
、
祭
り
は
日
の
出
と
と
も
に
始
ま
る
。
ま
だ

薄
暗
い
な
か
、
泥
大
工
の
最
年
長
者
が
、
メ
ッ
カ
の
方

角
を
向
い
た
キ
ブ
ラ
壁
に
最
初
の
ひ
と
塗
り
を
す
る
。

そ
れ
を
合
図
に
、
若
者
が
い
っ
せ
い
に
モ
ス
ク
に
駆
け

登
り
、
泥
を
塗
り
は
じ
め
る
。
子
ど
も
か
ら
大
人
ま

で
、
歓
声
を
あ
げ
る
。
巨
大
な
モ
ス
ク
の
外
壁
、
内
壁
、

屋
上
す
べ
て
の
化
粧
な
お
し
だ
が
、
お
よ
そ
半
日
の
早

さ
で
完
了
す
る
。

モ
ス
ク
の
壁
に
は
り
つ
い
て
全
身
で
泥
を
塗
り
な
お

す
若
い
人
び
と
の
姿
は
、
い
つ
も
町
を
見
守
っ
て
く
れ

る
お
母
さ
ん
に
甘
え
る
子
ど
も
の
よ
う
だ
。
そ
れ
を
見

つ
め
る
年
長
者
の
ま
な
ざ
し
も
と
て
も
満
足
げ
。
人
び

と
の
信
仰
の
深
さ
と
モ
ス
ク
へ
の
愛
着
を
強
く
感
じ
る
、

す
て
き
な
祭
り
で
あ
る
。

ジ
ェン
ネ
っ
子
の
モ
ス
ク
／
世
界
全
体
の
遺
産

こ
の
よ
う
に
、
住
民
総
出
で
毎
年
盛
大
に
お
こ
な

わ
れ
て
き
た
モ
ス
ク
の
化
粧
な
お
し
だ
が
、
二
〇
〇
九

年
の
様
相
は
す
こ
し
違
っ
て
い
た
。
あ
き
ら
か
に
盛
り

あ
が
り
に
欠
け
た
の
だ
。
直
前
ま
で
、
今
年
は
や
ら

な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
意
見
も
強
く
、
当
日
に
参
加

を
ボ
イ
コ
ッ
ト
す
る
人
も
目
立
っ
た
。
こ
れ
は
、
二
○

○
八
年
末
に
着
工
さ
れ
た
、
外
部
団
体
に
よ
る
モ
ス
ク

改
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
影
響
で
あ
る
。

い
た
み
が
目
立
っ
て
き
た
ジ
ェ
ン
ネ
の
モ
ス
ク
を
改

修
し
よ
う
と
、
行
政
の
側
が
外
国
の
支
援
団
体
に
依

頼
し
、
改
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
は
じ
ま
っ
た
。
住
民
は

じ
ぶ
ん
た
ち
の
モ
ス
ク
が
若
返
る
の
は
う
れ
し
い
と
考

え
な
が
ら
も
、「
よ
そ
者
」
で
あ
る
首
都
の
役
人
や
外

国
人
が
と
り
し
き
る
改
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
め
か
た

に
は
、
強
い
不
満
を
い
だ
い
て
い
た
。
二
○
○
六
年
九

月
に
は
こ
れ
に
関
連
し
た
暴
動
も
お
き
、
逮
捕
者
や

け
が
人
も
多
数
で
た
と
い
う
。
ふ
だ
ん
の
、
静
か
で
ど

こ
か
ツ
ン
と
澄
ま
し
た
古
都
の
風
情
た
だ
よ
う
ジ
ェ
ン

ネ
か
ら
は
、
な
か
な
か
想
像
が
で
き
な
い
事
態
だ
。

ジ
ェ
ン
ネ
の
モ
ス
ク
は
、
町
の
人
び
と
が
そ
こ
で
祈

り
、
そ
れ
を
守
り
、
ま
た
そ
の
存
在
に
守
ら
れ
て
き

た
、「
ジ
ェ
ン
ネ
っ
子
の
」
モ
ス
ク
だ
っ
た
。
し
か
し
、

外
部
の
支
援
組
織
に
よ
る
改
修
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
モ
ス
ク
＝
世
界

遺
産
と
い
う
認
識
の
も
と
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
モ
ス
ク

は
、「
国
境
を
越
え
今
日
に
生
き

る
世
界
の
す
べ
て
の
人
び
と
が
共

有
し
、
次
の
世
代
に
受
け
継
い
で

い
く
べ
き
」
世
界
全
体
の
遺
産
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

盛
り
あ
が
り
に
欠
け
る
化
粧
な

お
し
を
、
モ
ス
ク
前
の
広
場
か
ら

な
が
め
て
い
た
。
わ
た
し
の
隣
で
、

今
は
引
退
し
た
泥
大
工
の
お
じ
い

さ
ん
が
、
ぼ
そ
っ
と
言
っ
た
。「
次
の
年
、
そ
の
次
の

年
、
は
た
し
て
わ
た
し
た
ち
は
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
モ
ス

ク
の
化
粧
な
お
し
を
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
手
で
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
モ
ス
ク
が
だ
ん
だ
ん
と
、
よ
そ
者
の
も
の

に
な
っ
て
い
く
よ
う
だ
ね
」。

今
後
こ
の
改
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
終
わ
れ
ば
、
ジ
ェ

ン
ネ
の
モ
ス
ク
は
ま
た
ジ
ェ
ン
ネ
っ
子
の
手
に
戻
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
ま
ま
ど
ん
ど
ん
、「
世

界
遺
産
に
な
っ
て
」
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

伊い

東と
う 

未み

く来

大
阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程

泥
の
モ
ス
ク
は
だ
れ
の
も
の

男の子は１０歳くらいになると化粧なおしに参加するように
なる（２００７年４月）

毎週月曜日にモスク前の広場でひらかれる定期市（２００８年１月） モスクの化粧なおしのようす（２００７年４月）
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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
　「国際生物多様性年」の本年、ＣＯＰ１０はビジネス上の
南北問題を浮き彫りにした。生物多様性は、生態系、種、
ある種内での遺伝子、３点での多様性を指すが、最後が本
号の特集にかかわる。品種改良とはヒトに都合の良い遺伝
子の固定化、すなわち遺伝子の多様性を減じる行為だ。遺
伝子多様性の保持と品種改良のバランスの難しさは、万年
氏の論のとおりだし、品種を文化財として残すことで種全
体の遺伝子多様性を保持する試みが小宮氏の論である。
　自然界では各地域環境に適応した固有種、いわば品種
が生まれる。これに関して在来種と人為的な移入種との交
雑問題を思いだす。固有種を守るとして交雑種の駆除が
唱えられるが、交雑は遺伝子多様性を増やすから喜ぶべ
きとの論もある。人為的行為の是正も駆除の論拠のひと
つだが、地球史の永い目で見ればヒトの存在自体も生態
系の一部、人為を是正しようと人為を重ねても詮

せん

無
な

いこと、
生物進化は自然に任せるほかないか。という訳で、わたし
にとって生物多様性の問題はクリアーでない。読者諸賢は
どのようにお考えだろうか。（久保正敏）
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「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。

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。

みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう12月

話者 :福岡正太（文化資源研究センター准教授）
話題 :西ジャワの作曲家～ナノ・S.
場所 :本館展示場内ナビひろば

話者 :寺田𠮷孝（民族文化研究部教授 )
話題 :南インドの音楽とグローバル化
場所 :本館展示場内ナビひろば 

5日
（日曜日）

12日
（日曜日）

19日
（日曜日）

26日
（日曜日）

次号の予告
 特集

ウサギ

■時間　14時 30分から 15時 30分（予定）
■展示観覧料が必要です。
※都合により、予定を変更することがあります。

●表紙：川を泳ぐブタ。バングラデシュの人口のおよそ９割はムスリム
であり、ブタを忌み嫌っている。しかし、国内を広くまわると各地でブ
タの群れをつれている人びとに出会う。水の豊かなデルタにおいて、
ブタもまた水に適応しているようにみえる。（撮影・池谷和信）
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