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インド哲学とＩＴ産業
辛
か ら し ま

島 昇
のぼる

　

最
近
の
イ
ン
ド
は
Ｉ
Ｔ
の
国
と
し
て
知

ら
れ
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
産
業
の
発
展

は
、
し
ば
し
ば
イ
ン
ド
人
の
数
学
的
頭
脳
の

強
さ
に
よ
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
と
関
連
し
て
、
彼
ら
の
計
算
力
の
強
さ

が
注
目
さ
れ
、
そ
の
数
学
教
育
へ
の
関
心
も

高
ま
っ
て
い
る
。
で
も
、
そ
れ
は
単
に
、
数

学
的
頭
脳
だ
け
の
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
前
、
私
は
チ
ェ
ン
ナ

イ
（
旧
マ
ド
ラ
ス
）
で
、
日
本
の
あ
る
家
電

メ
ー
カ
ー
の
技
術
者
と
一
緒
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
人
は
、
当
時
も
て
は
や
さ
れ

て
い
た
「
フ
ァ
ジ
ィ
論
理
」
に
つ
い
て
の
講

演
を
し
に
来
た
の
だ
が
、
彼
に
よ
る
と
、
こ

の
論
理
は
日
本
で
人
に
話
し
て
も
、
な
か

な
か
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
の
だ
が
、
イ
ン

ド
の
人
た
ち
は
、
皆
よ
く
分
か
っ
て
く
れ

た
。
不
思
議
に
思
っ
て
、
そ
の
理
由
を
聞
く

と
、「
こ
の
論
理
は
、
イ
ン
ド
哲
学
で
説
か

れ
る
の
と
同
じ
で
、
だ
か
ら
自
分
た
ち
に
は

す
ぐ
分
か
る
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

「
先
生
、そ
う
な
ん
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た
が
、

残
念
な
が
ら
私
に
は
、
フ
ァ
ジ
ィ
論
理
そ
の

も
の
が
、「
曖あ

い
ま
い昧

さ
」
の
論
理
ぐ
ら
い
に
し

か
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
と
き

は
、
ど
う
と
も
答
え
よ
う
が
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
イ
ン
ド
哲
学
に
関
連
し
て
言
え
ば
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
的
神
話
世
界
に
お
い
て
、
神

様
は
、
シ
ヴ
ァ
神
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
を
は
じ

め
と
し
て
、
た
く
さ
ん
存
在
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
パ
ー
ル
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
が
シ
ヴ
ァ
神
の

妃
だ
、
ガ
ネ
ー
シ
ャ
が
そ
の
息
子
だ
と
い
う

の
は
、
神
話
で
の
設
定
と
し
て
、
そ
れ
な

り
に
理
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
有
名
な
叙
事

詩
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
の
中
で
実
在
的
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
ラ
ー
マ
が
、
実

は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
だ
、
な
ど
と
言

わ
れ
る
と
、
そ
の
変
幻
自
在
振
り
に
い
さ

さ
か
戸
惑
い
を
感
じ
る
。
多
少
の
知
識
な

ら
我
わ
れ
も
も
っ
て
い
る
「
梵ぼ

ん

我が

一い
ち

如に
ょ

」

と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、「
梵
」
が
宇
宙

原
理
、「
我
」
が
個
人
と
し
て
の
自
己
だ

と
い
う
の
は
い
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
、
実

は
、
そ
の
両
者
は
同
じ
も
の
で
、
そ
の
こ

と
を
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
脱
で
き
る
の

だ
、
と
言
わ
れ
る
と
、
や
は
り
戸
惑
っ
て

し
ま
う
。

　

こ
の
、「
実
は
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
曲く

せ
も
の者

で
、
イ
ン
ド
人
の
数
学
的
頭
脳
も
、
単
に

計
算
力
と
か
、
正
確
さ
だ
け
が
優
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
科
学
に
お
い
て
も
、
ど

ん
な
こ
と
に
お
い
て
も
、
現
実
の
世
界
に

お
い
て
は
、「
実
は
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る

の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
イ
ン
ド
の
人
々
は
、

哲
学
や
神
話
か
ら
学
び
取
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
正
確
さ
だ
け
を
求
め
る
の
で
は

な
く
、
曖
昧
さ
を
も
認
め
る
、
二
枚
腰
的

思
考
の
柔
軟
性
が
イ
ン
ド
の
人
々
に
は
あ

り
、
そ
の
こ
と
が
、
Ｉ
Ｔ
産
業
の
発
展
を

も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
イ
ン

ド
Ｉ
Ｔ
産
業
の
雄
「
イ
ン
フ
ォ
シ
ス
」
の

ム
ー
ル
テ
ィ
名
誉
会
長
が
重
視
す
る
「
変

化
へ
の
対
応
」
も
、
そ
れ
を
意
味
し
て
い

る
に
違
い
な
い
。
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ウ
サ
ギ

特
集

ウ
サ
ギ
年
は
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
ネ
コ
年

だ
。
な
ぜ
ウ
サ
ギ
が
ネ
コ
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
ず
そ
れ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
発

音
で
は
卯
「
マ
オ
」
と
猫
「
メ
ー
オ
」
が

似
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

一
七
世
紀
の
ベ
ト
ナ
ム
語
辞
書
で
「
時

刻
」
の
項
目
を
引
く
と
、
当
時
は
寅
（
午

前
三
時
～
五
時
）
か
ら
始
ま
る
十
二
支
を

用
い
た
時
刻
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
寅
の
次
は
卯
の
時
刻
（
午
前
五
時

～
七
時
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
卯
の

発
音
は
す
で
に
元
の
「
マ
オ
」
で
は
な
く

て
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
語
で
猫
を
意
味
す
る

「
メ
ー
オ
」
に
近
い
「
メ
オ
」
と
い
う
発

音
記
号
で
記
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
語

で
は
卯
も
猫
も
喉の

ど

の
気
道
を
閉
め
た
よ
く

似
た
発
音
を
す
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
変

化
が
起
き
た
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、こ
の
辞
書
は
卯
の
時
刻
に
「
猫

の
時
刻
」
と
い
う
解
説
を
加
え
て
い
る
。

従
っ
て
一
七
世
紀
に
は
猫
は
す
で
に
時
間

の
単
位
と
し
て
数
え
ら
れ
、
し
か
も
卯
は

猫
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
に
は
「
子
猫
は
子

ベ
ト
ナ
ム
の
卯
年

大お
お
に
し西 

和か
ず
ひ
こ彦

　
ハ
ノ
イ
宗
教
研
究
院
客
員
研
究
員

鼠ね
ず
みを

捕
ら
え
る
（
ど
ん
な
こ
と
も
、
起
こ

り
う
る
）」
な
ど
ネ
コ
の
諺

こ
と
わ
ざは

と
て
も
多

く
、
ウ
サ
ギ
の
諺
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
農

業
国
の
ベ
ト
ナ
ム
で
は
稲
を
荒
ら
す
ネ
ズ

ミ
を
退
治
す
る
ネ
コ
が
よ
く
飼
わ
れ
た
の

で
、
ネ
コ
の
方
が
ウ
サ
ギ
よ
り
身
近
な
存

在
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
発
音
の
類

似
と
親
近
感
に
よ
り
、
卯
の
時
刻
が
猫
の

時
刻
へ
と
置
き
換
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

ま
た
ベ
ト
ナ
ム
人
に
と
っ
て
、
ネ
コ
は

神
秘
的
な
存
在
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
葬

式
の
際
に
ネ
コ
を
棺
お
け
に
近
づ
け
な
い
。

ネ
コ
は
陽
の
気
が
強
い
の
で
、
陰
の
気
の

強
い
死
体
が
引
き
寄
せ
ら
れ
起
き
上
が
る

の
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
ネ
コ
を
恐
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。

酸
っ
ぱ
い
ス
タ
ー
フ
ル
ー
ツ
の
木
の
根
元

に
ネ
コ
の
死
体
を
埋
め
る
と
、
そ
の
陽
気

の
名
残
り
で
甘
い
実
が
な
る
と
信
じ
て
い

る
。
ま
た
彼
ら
が
「
小
さ
な
ト
ラ
を
食
べ

よ
う
」
と
い
う
と
き
、
小
さ
な
ト
ラ
は
ネ

コ
の
隠
語
だ
。
そ
ん
な
ベ
ト
ナ
ム
人
の
し

た
た
か
な
思
い
が
あ
る
ネ
コ
の
年
を
今
年

も
迎
え
る
。

ベトナムのドンホー版画「ネ
ズミの婚礼」。ネズミがネコ
に贈り物をして婚礼の許可
を求めている画だが、何事
にも権力者（ネコ）が賄

わ い ろ

賂
を要求する習慣を風刺して
いる

もちつきをするウサギの人形
（日本 大阪府）
標本番号 H0107736

ウサギの背中にまたがって座り、先端
の金具でココヤシの実を削りとる（タイ）
標本番号 H0169586 兎面（日本 東京都）標本番号 H0014583

2   3    2011年 1月号

年
末
年
始
に
恒
例
と
な
っ
た
干
支（
エ
ト
）

展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。今
年
は
卯
年
、ウ

サ
ギ
の
年
で
あ
る
。み
ん
ぱ
く
の
展
示
場

に
は
ど
ん
な
ウ
サ
ギ
が
い
る
だ
ろ
う
。普

段
は
収
蔵
庫
で
眠
っ
て
い
る
ウ
サ
ギ
も
登

場
し
て
い
る
。こ
の
期
間
だ
け
は
、展
示
場

と
収
蔵
庫
の「
二
兎
を
追
っ
て
」も
ら
え
る
。

さ
て
、本
号
は
、こ
の
ウ
サ
ギ
年
に
ち
な
ん

だ
お
話
を
お
と
ど
け
す
る
。と
い
っ
て
、の
っ

け
か
ら
ウ
サ
ギ
年
の
か
わ
り
に
ネ
コ
年
と

い
う
話
が
あ
る
。つ
づ
い
て「
脱
兎
の
如
し
」

「
兎
の
上
り
坂
」と
い
っ
た
こ
と
ば
に
も
つ

な
が
る
日
本
人
が
も
つ
ウ
サ
ギ
の
イ
メ
ー

ジ
で
あ
る
。一
方
、欧
米
で
は
ど
う
だ
ろ
う
。

イ
ソ
ッ
プ
の「
ウ
サ
ギ
と
カ
メ
」は
有
名
だ

が
、ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
ビ
ッ
ト
や『
不
思
議

の
国
の
ア
リ
ス
』に
登
場
す
る
ウ
サ
ギ
の

イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
ち
ょ
っ
と
大
人
の
話
。

マ
カ
オ
で
は
都
市
そ
の
も
の
が
ウ
サ
ギ
と

し
て
表
象
さ
れ
る
。最
後
は
日
本
で
ウ
サ

ギ
を
捕
ら
え
て
、イ
タ
リ
ア
で
食
べ
る
話

へ
と
続
く
。「
兎と

に
角か
く

」、ど
の
お
話
も「
兎
う
さ
ぎの

角つ
の
ろ
ん論
」で
は
な
い
は
ず
だ
。



4   5    2011年 1月号

ウ
サ
ギ
意
匠
の
流
れ

日
本
の
美
術
工
芸
史
の
な
か
で
「
ウ
サ
ギ
」

が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
、
形
造
ら
れ
て
き
た
か

を
概
観
す
る
。
上
代
の
作
品
か
ら
は
、
中
宮
寺

『
天

て
ん
じ
ゅ
こ
く
し
ゅ
う
ち
ょ
う

寿
国
繍
帳
』
中
の
耳
の
短
い
獏ば

く
の
よ
う
な

ウ
サ
ギ
、
高
山
寺
の
『
鳥

ち
ょ
う
じ
ゅ
う獣

戯ぎ

が画
』
中
の
擬

人
化
さ
れ
画
中
を
自じ

ゆ
う由

闊か
っ
た
つ達

に
動
き
回
る
あ

ま
り
に
も
有
名
な
ウ
サ
ギ
た
ち
な
ど
を
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
後
、
近
世
に

至
る
ま
で
に
「
月げ

っ
き
ゅ
う
で
ん

宮
殿
」「
竹ち

く
ぶ
し
ま

生
島
」「
木と

く
さ賊

」

「
守し

ゅ
し
ゅ株

の
愚
」
な
ど
、
古
典
や
故
事
に
登
場
す

る
ウ
サ
ギ
を
意
匠
化
し
た
も
の
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
干
支
の
卯
に
ウ
サ
ギ
が
配
さ
れ
た
こ
と
も

あ
り
、
卯
年
の
摺す

り
も
の物

や
年
に
関
連
し
た
造
物
な

ど
に
さ
ま
ざ
ま
な
ウ
サ
ギ
の
姿
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
明
治
に
入
る
と
ウ
サ
ギ
を
愛
玩
動
物

と
し
て
飼
う
こ
と
が
流
行
り
、
浮
世
絵
版
画
で

「
兎
絵
」
と
よ
ば
れ
る
ウ
サ
ギ
を
主
題
と
し
た

絵
が一時
的
に
流
行
す
る
こ
と
も
あ
った
。
明
治

以
前
に
は
、
ウ
サ
ギ
は
飼
育
さ
れ
る
、
あ
る
い

は
ペッ
ト
と
し
て
の
愛
玩
動
物
で
あ
っ
た
例
は
き

わ
め
て
少
な
い
。つ
ま
り
、絵
画
や
工
芸
の
モ
チ
ー

フ
と
し
て
描
か
れ
た
ウ
サ
ギ
の
ほ
と
ん
ど
は
日

本
各
地
に
生
息
し
て
い
た
野
兎
で
あった
の
だ
。

現
代
ア
メ
リ
カ
で
ウ
サ
ギ
と
い
っ
た
ら
、

ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
が
典
型
的
な
ア

メ
リ
カ
小
市
民
の
夢
と
挫
折
を
託
し
た
ハ

リ
ー
・
ア
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム
の
物
語
、
す
な

わ
ち
一
九
六
〇
年
以
降
書
き
継
が
れ
た
『
走

れ
ウ
サ
ギ
』
四
部
作
や
、
男
性
誌
『
プ
レ
イ

ボ
ー
イ
』
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
バ
ニ
ー

ガ
ー
ル
た
ち
の
す
が
た
が
、
た
ち
ま
ち
思

い
浮
か
ぶ
。
両
者
は
一
見
ま
っ
た
く
無
縁
に

見
え
る
も
の
の
、
か
た
や
日
常
性
の
打
破

を
虎こ

し視
眈た

ん
た
ん々

と
狙
う
精
神
に
お
い
て
、
か

た
や
こ
の
動
物
の
愛
ら
し
さ
と
一
年
中
発
情

期
が
続
く
か
の
よ
う
な
多
産
ぶ
り
、
転
じ

て
は
性
的
魅
力
を
象
徴
す
る
形
象
に
お
い

て
、
多
く
の
民
間
伝
承
で
語
り
継
が
れ
た

ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
し
て
の
ウ
サ
ギ
像
と
も
、

さ
ほ
ど
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
じ
っ
さ

い
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
ワ
ー
ナ
ー
・
ブ
ラ

ザ
ー
ス
が
製
作
し
続
け
た
人
気
ア
ニ
メ
作
品

ウ
サ
ギ
の
イ
メ
ー
ジ

古
来
、
ウ
サ
ギ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
小
動

物
と
し
て
の
可
愛
ら
し
さ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
人
間
に
な
れ
て
い
な
い
野
兎
は
「
脱だ

っ
と兎

」

の
ご
と
く
人
を
見
れ
ば
逃
げ
出
す
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
機
敏
さ
も
意
匠
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
ウ
サ
ギ
形
の
兜か

ぶ
とや

刀
剣
の
拵

こ
し
ら
えな

ど
、
武
器
武
具
の
意
匠
に
も
ウ
サ
ギ
は
登
場
す

る
。
こ
れ
は
、
ウ
サ
ギ
が
上
り
坂
は
得
意
だ
が
、

下
り
坂
は
苦
手
と
い
う
生
態
か
ら
、「
立
身
出

世
」
が
表
現
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
大
き
な
耳

で
、
戦
場
の
動
き
や
変
化
に
対
応
す
る
気
構

え
、
そ
の
機
敏
な
動
き
な
ど
が
、
武
士
階
層

に
好
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
に
、
尻
を
合
わ

せ
た
ウ
サ
ギ
に
は
「
夫
婦
和
合
」「
子
孫
繁
栄
」

を
あ
ら
わ
す
と
い
う
例
も
あ
る
。

「
波
兎
」
と
「
木
賊
兎
」

さ
て
、
ウ
サ
ギ
の
意
匠
で
、
絵
画
・
工
芸
の

差
な
く
、
も
っ
と
も
用
い
ら
れ
た
も
の
は
、「
波な

み

兎う
さ
ぎ」

と
「
木と

く
さ賊

兎う
さ
ぎ」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と

も
に
意
匠
の
元
に
な
る
の
は
謡
曲
で
、
波
兎
は

『
竹
生
島
』、
木
賊
兎
は
『
木
賊
（
刈
）』
か
ら

発
生
し
て
い
る
。
竹
生
島
は
琵
琶
湖
の
中
央
北

『
ル
ー
ニ
ー・テ
ュ
ー
ン
ズ
』に
登
場
す
る
バ
ッ

グ
ス・バ
ニ
ー
か
ら
、
ウ
ォ
ル
ト・デ
ィ
ズ
ニ
ー

社
系
の
八
八
年
映
画
『
ロ
ジ
ャ
ー
・
ラ
ビ
ッ

ト
』
の
タ
イ
ト
ル
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
い
た

る
ま
で
、
ウ
サ
ギ
は
夢
を
失
わ
ず
ユ
ー
モ
ア

と
ウ
ィ
ッ
ト
で
過
酷
な
現
実
を
乗
り
切
ろ
う

と
す
る
ア
メ
リ
カ
小
市
民
を
巧
み
に
体
現
し

て
き
た
の
だ
か
ら
。

も
と
も
と
英
語
の
決
ま
り
文
句
と
し
て

は
、古
く
か
ら
「
三
月
ウ
サ
ギ
み
た
い
に
狂
っ

て
る
」 〝M
ad as a M

arch hare

〟
と
い

う
言
い
回
し
が
お
な
じ
み
で
、
そ
れ
は
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
ウ
サ
ギ
の
繁
殖
期
が
二
月
か

ら
九
月
ま
で
続
く
た
め
で
あ
っ
た
。
英
文
学

史
上
の
巨
人
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
チ
ョ
ー
サ
ー
や

ト
マ
ス
・
モ
ア
も
こ
の
慣
用
表
現
が
お
気
に

入
り
だ
っ
た
が
、
何
と
い
っ
て
も
一
気
に
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
世
紀

の
作
家
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
が
『
不
思
議
の

国
の
ア
リ
ス
』（
一
八
六
五
年
）を
発
表
し
、「
白

部
に
あ
る
島
の
名
称
で
、
都つ

く久
夫ぶ

す

ま
須
麻
神じ

ん
じ
ゃ社

の

存
在
が
、
古
く
か
ら
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
、
そ

こ
に
祭
ら
れ
た
弁
財
天
の
霊
験
が
伝
え
ら
れ
る
。

こ
の
信
仰
を
背
景
と
し
て
謡
曲
『
竹
生
島
』
が

存
在
す
る
。「
月
海
上
に
浮
か
ん
で
は　

兎
も

波
を
走
る
か　

面
白
の
島
の
気
色（
景
色
）や
」

と
謡
わ
れ
た
こ
の
部
分
が
、
波
兎
意
匠
の
原
典

で
あ
る
。
月
が
海
面
（
琵
琶
湖
の
呼
称
で
あ
る

近ち
か
つ

淡お
う
み海

）
に
映
る
と
、
月
の
な
か
の
ウ
サ
ギ
が

竹
生
島
を
目
指
し
水
面
を
走
る
、
と
い
う
様
子

が
意
匠
化
さ
れ
る
。
波
の
あ
い
だ
を
走
る
ウ
サ

ギ
、
水
面
に
映
る
月
（
空
に
も
月
）
と
い
う
構

成
で
あ
り
、こ
の
意
匠
を
「
竹
生
島
」
と
も
い
う
。

い
ま
ひ
と
つ
の『
木
賊
』
は
、
世ぜ

あ

み
阿
弥
が

源み
な
も
と
の

仲な
か
ま
さ正

の
「
木
賊
刈
る　

園
原
山
の
木
の

間
よ
り　

み
が
き
い
で
ぬ
る　

秋
の
夜
の
月
」

とい
う
和
歌
を
も
と
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。「み

が
き
い
で
ぬ
る
」
が
、
木
賊
が
器
物
を
磨
く
こ

と
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
と
、
ウ
サ
ギ
が
木
賊
で
歯

を
磨
く
と
い
わ
れ
た
こ
と
と
結
びつ
き
、
さ
ら
に

「
秋
の
夜
の
月
」
で
月
に
ウ
サ
ギ
が
掛
け
ら
れ
て

い
る
と
い
わ
れ
る
。「
木
賊
」
は
、
長
唄
や
歌
舞

伎
舞
踊
の『
木
賊
刈
』
が
江
戸
時
代
繰
り
返
し

舞
台
で
演
じ
ら
れ
、
広
く
庶
民
に
も
広
がった
。

こ
う
し
て
木
賊
に
ウ
サ
ギ
が
配
さ
れ
た
絵
画
や

意
匠
が
近
世
以
降
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
意
匠
も
物
語
を
超
え
て
、古
典
的・

典
型
的
な
ウ
サ
ギ
の
意
匠
と
し
て
今
日
ま
で
繰

り
返
し
長
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
原
典
は
知
ら

な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
ウ
サ
ギ
の
意
匠
を
見
た

こ
と
の
あ
る
方
は
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ウ
サ
ギ
の
縦
穴
」を
通
り
抜
け
て
地
下
の
幻

想
世
界
へ
さ
ま
よ
い
こ
む
少
女
を
主
人
公
に
、

文
字
ど
お
り
気
狂
い
帽
子
屋
と
仲
の
い
い

「
三
月
ウ
サ
ギ
」を
登
場
さ
せ
て
以
来
だ
ろ
う
。

二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
ア
メ
リ
カ
南
部
は

セ
ン
ト
ル
イ
ス
に
育
ち
な
が
ら
、
の
ち
に
英

国
へ
帰
化
し
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
に
輝
く
ま
で

に
昇
り
詰
め
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
T
・
S
・

エ
リ
オ
ッ
ト
が
、
じ
つ
は
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
な
出
世
作
『
荒
地
』（
一
九
二
二
年
）
発

表
直
前
に
、
文
字
ど
お
り
『
三
月
ウ
サ
ギ

の
調
べ
』
な
る
タ
イ
ト
ル
の
詩
集
刊
行
を
も

く
ろ
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
キ
ャ
ロ

ル
の
『
ア
リ
ス
』
の
影
響
色
濃
い
命
名
だ
が
、

同
時
に
彼
が
一
九
二
一
年
ご
ろ
か
ら
、
師
匠

エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
と
の
や
り
と
り
の
な
か

で
、
自
分
自
身
を
動
物
に
た
と
え
る
の
に
、

白
人
で
あ
り
な
が
ら
黒
人
民
間
伝
承
収
集

に
余
念
の
な
か
っ
た
作
家
ジ
ョ
エ
ル
・
チ
ャ

ン
ド
ラ
ー・ハ
リ
ス
の『
ア
ン
ク
ル・リ
ー
マ
ス
』

シ
リ
ー
ズ
に
出
て
く
る
ポ
ッ
サ
ム
（
フ
ク
ロ

ネ
ズ
ミ
）
や
、
い
ま
で
は
黒
人
女
性
作
家
ト

ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
小
説
で
も
有
名
な
黒
人
の

人
形
「
タ
ー
ル
・
ベ
イ
ビ
ー
」
を
引
き
合
い

に
出
し
た
り
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・

ウ
サ
ギ
の
意
匠

岩い
わ
さ
き崎 

均ひ
と

史し

　
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
主
席
学
芸
員

ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
ビッ
ト

巽た
つ
み 

孝た
か
ゆ
き之

　
慶
応
義
塾
大
学
教
授

紫し
た
ん檀

波
木
地
蒔
絵
た
ば
こ
盆

（
火ほ

や屋
に
銀
の
ウ
サ
ギ
、
た
ば
こ
盆
上

部
に
も
波
の
木
彫
、
た
ば
こ
盆
全
体

で
「
竹
生
島
」
の
意
匠
に
な
っ
て
い
る
。

た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
所
蔵
）

ジョエル・チャンドラー・
ハリス原作を翻案した、
ジュリアス・レスター語
りによるペンギン版『ア
ンクル・リーマス物語』

（1987 年）。
表紙・挿絵ともにジェ
リー・ピンクニー

バニーガール

ス
ト
ウ
夫
人
の
小
説
の
主
人
公
で
あ
る
黒
人

奴
隷
「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
」
の
真
似
を
し
て

み
せ
た
り
し
て
い
た
記
録
を
忘
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
自
ら
の
白
人
的
主
体
を
黒
人

に
偽
装
す
る
と
い
う
、
何
と
も
ト
リ
ッ
ク
ス

タ
ー
的
い
た
ず
ら
心
に
満
ち
た
民
族
異
装
！

そ
う
考
え
直
し
て
み
る
と
、
エ
リ
オ
ッ
ト

原
案
の
人
気
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
キ
ャ
ッ
ツ
』

に
し
て
も
、
娼し

ょ
う
ふ婦

猫
の
救
済
劇
ど
こ
ろ
か
、

黒
人
民
話
の
変
型
が
も
く
ろ
ま
れ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
人
類
と
動
物
の

か
か
わ
り
自
体
に
も
ひ
と
つ
の
民
族
問
題
が

控
え
て
い
る
こ
と
を
、
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。
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二
匹
の
ウ
サ
ギ

ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
『
不
思
議
の
国

の
ア
リ
ス
』
に
は
、
二
匹
の
「
ウ
サ
ギ
」

が
登
場
す
る
。
一
匹
は
ア
リ
ス
を
地
下

世
界
へ
と
い
ざ
な
う
白
ウ
サ
ギ
（W

hite 
Rabbit

）、
も
う
一
匹
は
個
性
的
な
三
月

ウ
サ
ギ
（M

arch H
are

）
で
あ
る
。「
名

が
体
を
あ
ら
わ
す
」
こ
と
を
鉄
則
と
す

る
こ
の
国
で
は
、
普
通
名
詞
が
そ
の
ま
ま

個
体
の
名
前
に
な
る
。
二
匹
は
そ
れ
ぞ
れ
、

「
穴
ウ
サ
ギ
のrabbit

はhare

よ
り
も
小

型
で
地
中
に
穴
を
掘
っ
て
群
居
し
臆お

く
び
ょ
う病

」、

「
野
ウ
サ
ギ
のhare

はrabbit

よ
り
大
き

く
後
足
と
耳
が
長
く
穴
居
性
が
な
い
」
と

い
う
辞
書
通
り
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。

著
者
キ
ャ
ロ
ル
の
言
に
よ
れ
ば
、
白
ウ
サ

ギ
は
年
寄
り
で
、
若
く
て
大
胆
で
行
動
的

な
ア
リ
ス
と
対
照
的
な
存
在
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。

大
変
！ 

遅
刻
す
る
！

白
ウ
サ
ギ
は
、
物
語
に
始
め
と
終
わ
り

を
与
え
る
役
回
り
で
あ
る
。
名
前
が
示
唆

す
る
通
り
穴
に
走
り
こ
む
ウ
サ
ギ
を
追
っ

て
、
ア
リ
ス
の
地
下
世
界
で
の
冒
険
が
始

ま
る
。
こ
の
白
ウ
サ
ギ
が
「
大
変
！ 
遅
刻

す
る
！
」
と
時
計
を
見
な
が
ら
焦
っ
て
い

る
の
は
、
物
語
の
終
盤
で
開
か
れ
る
裁
判

が
す
で
に
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
尋
常
な
世
界
で
は
、
で
き
ご
と
は

時
の
流
れ
に
沿
っ
て
展
開
し
、
原
因
が
結

果
に
先
行
す
る
の
だ
が
、
不
思
議
の
国
で

は
時
が
流
れ
ず
、因
果
は
逆
転
し
か
ね
な
い
。

時
が
流
れ
な
か
っ
た
り
、
名
が
必
ず
体

を
あ
ら
わ
し
た
り
す
る
の
は
、
不
思
議
の

国
が
古
典
論
理
の
実
験
場
で
あ
る
た
め
だ
。

著
者
が
古
典
論
理
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

ア
リ
ス
の
物
語
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

奇
妙
な
お
茶
会

神
経
質
な
白
ウ
サ
ギ
が
ア
リ
ス
と
人

間
関
係
（
?
）
を
も
た
な
い
の
に
対
し

て
、
奇
妙
な
お
茶
会
で
の
三
月
ウ
サ
ギ
は

大
い
に
会
話
を
す
る
。
と
は
い
え
帽
子
屋

（H
atter

）
も
参
加
し
て
の
理
屈
合
戦
で
、

少
し
も
楽
し
く
は
な
い
。
時
が
止
ま
っ
て

い
る
た
め
い
つ
も
お
茶
の
時
間
で
、
も
う

何
日
も
こ
こ
で
食
卓
を
か
こ
ん
で
い
る
ら

し
い
。
彼
ら
の
時
計
は
時
刻
を
知
る
た
め

の
も
の
で
は
な
く
日
付
だ
け
を
示
す
の
だ

が
、
油
な
ら
ぬ
バ
タ
ー
を
注
し
た
せ
い
か

狂
っ
て
し
ま
い
、
紅
茶
に
ド
ボ
ン
と
浸
し

て
み
て
も
（
！
）
直
ら
な
い
。

ア
リ
ス
と
地
下
世
界

宗そ
う
み
や宮 

喜き

よ

こ

代
子
　
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
教
授

玉
兎
の
マ
カ
オ
館

中な
か
ま
き牧 

弘ひ
ろ
ち
か允 

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

キ
ャ
ロ
ル
の
挑
戦

時
計
に
バ
タ
ー
を
注
す
と
い
う
発
想

は
、「
バ
タ
ー
」
が
「
油
」
の
一
種
で
あ

る
と
い
う
概
念
上
の
区
分
に
基
づ
い
て
い

る
。
不
思
議
の
国
で
は
万
事
が
こ
の
調
子

で
、
現
実
が
い
っ
さ
い
無
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
単
に
ナ
ン
セ
ン
ス
と
し
て
片
付
け

る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
論
理
学
者
キ
ャ
ロ

ル
か
ら
の
嘆
き
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
読

む
と
ア
リ
ス
本
が
だ
ん
ぜ
ん
面
白
く
な
る
。

確
か
に
、
概
念
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
で
思
想
が
構
築
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

ギ
リ
シ
ャ
時
代
か
ら
連
綿
と
続
く
古
典
論

理
学
が
研
究
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
し

か
し
、
と
キ
ャ
ロ
ル
は
考
え
た
。
思
想
が

現
実
と
乖か

い
り離

し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

現
実
世
界
で
は
、
時
が
確
実
に
流
れ
、
人

や
物
は
実
質
を
伴
う
で
は
な
い
か
、
と
。

キ
ャ
ロ
ル
は
、
現
実
を
顧
み
な
い
古
典

論
理
の
形け

い
じ而

上じ
ょ
う

学が
く

的
な
伝
統
に
挑
戦
し

た
。
白
ウ
サ
ギ
、
三
月
ウ
サ
ギ
、
そ
の
他

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ナ
ン
セ
ン
ス
な
言
動

イジー・トゥルンカが描くアリスと白ウサギ

ウサギの形をした上海万博のマカオ館

「
大
変
！ 

遅
刻
す
る
！
」（
白
ウ
サ
ギ
）

「
最
高
の
バ
タ
ー
だ
っ
た
ん
だ
が
」（
三
月
ウ
サ
ギ
）

「
法
廷
で
は
静
粛
に
！
」（
白
ウ
サ
ギ
）

『
鏡
の
国
』
の
使
者
と
し
て
三
月
ウ
サ
ギ
が
再
登
場

を
通
し
て
、
地
下
世
界
な
ら
ぬ
形
而
下
の
、

物
理
的
現
実
の
重
要
性
を
訴
え
た
の
で
あ

る
。三

月
ウ
サ
ギ
は
特
に
著
者
の
お
気
に
入

り
の
よ
う
で
、『
鏡
の
国
の
ア
リ
ス
』に
も

登
場
す
る
。
こ
こ
で
も
名
が
体
を
あ
ら
わ

す
古
典
論
理
の
鉄
則
に
し
た
が
っ
て
、「
帰

り
の
使
者
」
と
よ
ば
れ
る
三
月
ウ
サ
ギ
は

「
帰
る
」
と
い
う
行
動
だ
け
を
す
る
（「
往

き
の
使
者
」
は
帽
子
屋
で
あ
る
）。
行
っ

て
い
な
い
の
に
帰
っ
て
く
る
使
者
な
ど
と

い
う
も
の
は
概
念
の
化
身
に
他
な
ら
ず
、

キ
ャ
ロ
ル
の
挑
戦
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

イ
ラ
ス
ト
出
典
：G

ardner, M
artin, The Annotated Alice, 

Penguin Books.

（
６
ペ
ー
ジ
右
下
の
イ
ラ
ス
ト
を
除
く
）

閉
幕
し
た
上
海
万
博
の
メ
イ
ン
会
場
の
中
央
に
そ
び
え
た
つ
中
国
国
家

館
は
「
東
方
の
冠
」
と
称
さ
れ
、
古
代
皇
帝
の
王
冠
を
模
し
て
い
た
。
他
方
、

隣
接
す
る
マ
カ
オ
館
は
か
わ
い
い
ウ
サ
ギ
の
格
好
を
し
て
い
た
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
、
マ
カ
オ
の
地
形
が
ウ
サ
ギ
に
似
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
く
わ
え
て
、

中
国
に
返
還
さ
れ
た
の
が
一
九
九
九
年
の
卯
年
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

た
め
建
物
の
高
さ
も
一
九
．
九
九
メ
ー
ト
ル
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。

建
物
の
外
壁
は
ハ
ー
フ
ミ
ラ
ー
で
、
周
囲
の
光
景
を
映
し
だ
し
、
か
つ
夕

暮
れ
か
ら
は
カ
ラ
フ
ル
な
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
彩
ら
れ
る
。
ウ
サ
ギ
の
頭

と
尻
尾
は
風
船
で
つ
く
ら
れ
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
左
右
に
揺
ら
め
き
、
胴
体
は
色

が
連
続
的
に
変
化
す
る
。
あ
た
か
も
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
か
の
よ
う
で
あ

る
。
じ
つ
は
、
こ
の
ウ
サ
ギ
、
た
だ
の
兎
で
は
な
い
。
月
に
い
る
玉ぎ

ょ
く
と兎

な
の

で
あ
る
。
日
本
で
は
餅
を
つ
き
、
中
国
で
は
薬
を
つ
く
、
あ
の
縦
杵
を
も
っ

た
神
話
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
の
で
あ
る
。

玉
兎
に
対
応
す
る
の
は
金き

ん
う烏

で
あ
る
。
金
烏
は
三
本
足
の
カ
ラ
ス
で
太
陽

に
い
る
と
さ
れ
る
。
玉
兎
と
金
烏
は
月
と
太
陽
、
す
な
わ
ち
陰
と
陽
の
関
係

に
あ
る
。
マ
カ
オ
館
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
み
る
と
、

昼
間
は
中
国
国
家
館
を
映
す
鏡
で
あ
る
と
わ
ざ

わ
ざ
明
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
夜
は
館
全
体
が
灯

火
と
な
っ
て
「
玉
兎
宮
灯
」
を
演
出
す
る
。
そ
れ

は
国
家
館
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
を
照
ら
し
、
特

別
行
政
区
と
し
て
マ
カ
オ
と
中
国
が
つ
な
が
る
こ

と
を
意
図
し
て
い
る
。
月
が
太
陽
の
光
を
反
射
し
、

夜
道
を
照
ら
す
こ
と
の
象
徴
的
表
現
が
そ
こ
に
は

見
事
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
く
マ
カ
オ
館
は
ウ
サ
ギ
の
多
義
的

な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
異
彩
を
は
な
っ
て
い
た
。
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兎
に
ち
な
む
地
名
が
全
国
各
地
に
点
々

と
七
三
〇
カ
所
を
数
え
る
こ
と
、『
古
事

記
』
に
因
幡
の
白
兎
説
話
が
見
え
る
こ
と
、

国
宝
『
鳥

ち
ょ
う
じ
ゅ
う獣

人じ
ん
ぶ
つ物

戯ぎ

が画
』〔
甲
巻
〕
や
「
か

ち
か
ち
山
」「
兎
と
亀
」
な
る
一
群
の
動

物
に
か
か
わ
る
昔
話
に
擬
人
化
さ
れ
描
か

れ
て
き
た
こ
と
、
一
五
〇
余
件
に
お
よ
ぶ

異
名
（
別
称
）
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
文

部
省
唱
歌
『
故
郷
』
冒
頭
歌
詞
の
一
節
に

「
兎
追
い
し
か
の
山･･････

（
後
略
）」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
推
し

て
、
人
び
と
と
兎
と
の
交
渉
（
共
生
）
は

古
く
か
ら
ご
く
近
年
ま
で
濃
密
だ
っ
た
こ

と
を
疑
わ
な
い
。
両
者
間
の
交
渉
の
一
部

と
目
さ
れ
る
狩
猟
活
動
に
お
い
て
も
例
外

で
は
な
く
、
そ
の
多
彩
さ
が
注
目
を
ひ
く
。

最
近
で
は
、
生
態
系
の
変
化
や
里
山

の
変へ

ん
ぼ
う貌

な
ど
に
よ
り
激
減
し
た
が
、
大

正
一
〇
年
代
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
狩
猟
統

計
に
よ
れ
ば
、
捕
獲
数
が
獣
類
中
ダ
ン
ト

ツ
に
多
か
っ
た
の
が
兎
。
一
時
代
、
年
間

八
〇
万
羽わ

～
九
〇
万
羽
を
数
え
た
。『
猟
具

解
説
』（
農
林
省
畜
産
局
、
昭
和
二
年
）
に

は
各
地
方
に
伝
わ
る
猟
法
名
な
ど
を
網
羅

し
て
い
て
、
往
時
の
兎
狩
り
の
猟
法
を
知

る
の
に
有
益
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
兎
の

習
性
を
熟
知
し
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
臨

ん
だ
猟
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
主

要
な
も
の
を
類
型
化
し
て
記
し
て
み
よ
う
。

①
タ
カ
使
い
猟
法
。
ク
マ
タ
カ
（
熊
鷹
）

を
捕
獲
・
調
教
、
そ
れ
を
使
役
し
て
主
と

し
て
地
上
を
生
息
舞
台
と
す
る
兎
を
捕
ら

え
る
猟
法
。
秋
田
県
仙せ

ん
ぼ
く
し

北
市
田た

ざ
わ
こ

沢
湖
周
辺

の
北
浦
地
方
、
鳥

ち
ょ
う
か
い海

山さ
ん
ろ
く麓

の
村
々
、
秋
田

県
南
か
ら
山
形
県
北
部
真ま

む
ろ室

川が
わ

町ま
ち

地
方
な

ど
に
分
布
し
て
き
た
。
ク
マ
タ
カ
は
図
体

が
大
き
い
だ
け
に
地
上
の
兎
を
狙
わ
せ
る

の
が
得
策
と
編
み
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

②
威
嚇
猟
法
。
猛も

う
き
ん禽

類
が
獲
物
を
掴つ

か

ん
で

飛
び
去
る
の
に
ヒ
ン
ト
を
え
た
と
す
る
も

の
。
猟
具
を
投
げ
飛
ば
す
と
か
振
り
回
す

と
か
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
発
生
す
る
唸う

な

り

音
と
影
の
二
重
効
果
に
よ
り
天
敵
鷲
鷹
類

が
急
襲
し
た
よ
う
に
擬
装
。
そ
の
威
嚇
効

果
に
よ
り
雪
穴
へ
逃
げ
込
ん
だ
の
を
生
捕

り
に
す
る
猟
法
。
兎
を
対
象
と
す
る
場
合

が
典
型
的
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
棒
切
れ

片
の
ほ
か
、ワ
ラ
ダ・ワ
ダ
ラ・ワ
ス（
ワ
シ
）・

マ
ル
・
ワ
テ
・
シ
ュ
ウ
タ
ー
な
ど
と
よ
ば
れ

る
の
が
投
げ
飛
ば
し
用
猟
具
。
ブ
イ
ブ
イ
・

カ
ゼ
キ
リ
・
ナ
ワ
テ
ッ
ポ
ウ
と
称
さ
れ
る

の
が
振
り
回
し
用
猟
具
。
東
北
日
本
の
雪

国
を
中
心
に
広
く
分
布
（
表
参
照
）。

③
罠わ

な

猟
法
。
冬
眠
す
る
こ
と
な
く
採
餌
す

る
兎
に
着
目
。
け
も
の
道
、
ウ
ジ
な
ど
と

よ
ば
れ
る
位
置
に
仕
掛
け
る
。
オ
シ
（
圧

し
）・
ク
ク
リ
ワ
ナ
（
括
り
罠
）・
ト
ラ

バ
サ
ミ
（
虎
挟
み
）・
オ
ト
シ
（
落
と
し
。

陥か
ん
せ
い穽

）
な
ど
態
様
は
少
な
く
な
い
。

④
猟
銃
（
鉄
砲
）
猟
。
単
独
で
出
猟
す
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
猟
犬
を
伴
っ
て
の
場
合
、

勢せ

こ子
と
と
も
に
巻
狩
り
に
臨
む
場
合
、
な

ど
実
際
の
と
こ
ろ
変
化
に
富
む
。

か
く
も
兎
を
入
手
し
よ
う
と
努
め
た
背

景
に
は
、
猟
果
が
さ
ま
ざ
ま
に
生
活
に
組

み
こ
ま
れ
た
こ
と
に
関
係
し
た
。
肉
・
骨
な

ど
が
食
材
に
供
さ
れ
た
。
ウ
サ
ギ
カ
ヤ
キ
、

ホ
ネ
タ
タ
キ
、
ミ
ミ
ヤ
キ
な
ど
が
そ
の
好
例
。

そ
の
目
玉
が
雪
目
治
療
の
薬
用
と
さ
れ
た

こ
と
、
四
肢
先
が
化け

し
ょ
う粧

刷ば

け毛
・
白お

し
ろ
い粉

刷ば

け毛

や
子
ど
も
た
ち
の
遊
戯
用
な
ど
に
広
く
愛

用
さ
れ
た
こ
と
も
見
過
ご
せ
な
い
。

兎
狩
り
を
め
ぐ
る
民
俗

天あ
ま

野の 

武た
け
し

　
帝
京
大
学
元
教
授

ウ
サ
ギ
料
理
の

「
ト
ラ
ウ
マ
」

宇う

田だ

川が
わ 

妙た
え

子こ　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

わ
た
し
は
ロ
ー
マ
の
近
く
の
町
に
調
査
の
た

め
二
年
ほ
ど
住
み
込
ん
で
い
た
が
、
そ
の
間
、
彼

ら
も
わ
た
し
の
行
動
か
ら
「
日
本
人
の
習
性
」
を

い
ろ
い
ろ
学
ん
だ
よ
う
で
、
そ
の
ひ
と
つ
が
、
ウ

サ
ギ
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
。
事
の
発
端
は
、
そ

の
町
で
お
こ
な
わ
れ
た
あ
る
祭
り
。
知
り
合
い

が
ゲ
ー
ム
の
賞
品
と
し
て
ウ
サ
ギ
を
二
羽
獲
得

し
て
喜
ん
で
い
た
と
き
、
わ
た
し
が
思
わ
ず
「
か

わ
い
い
」
と
い
っ
た
ら
大
爆
笑
だ
っ
た
の
だ
。

イ
タ
リ
ア
で
ウ
サ
ギ
と
い
え
ば
食
べ
る
も
の
。

そ
の
柔
ら
か
い
肉
は
大
変
好
ま
れ
る
が
、
野
生
の

ウ
サ
ギ
は
い
な
く
な
っ
た
し
肉
屋
で
も
ほ
と
ん
ど

売
っ
て
い
な
い
か
ら
、
手
に
入
る
機
会
は
少
な
い
。

だ
か
ら
今
回
み
ん
な
で
喜
ん
で
い
た
の
に
、
こ
の

日
本
人
は･･････

と
い
う
の
が
彼
ら
の
弁
だ
ろ
う
。

ウ
サ
ギ
は「
か
わ
い
い
」で
は
な
く「
お
い
し
そ
う
」

と
い
う
べ
き
だ
、
と
い
う
講
義
ま
で
受
け
、
翌
日

に
は
、
日
本
で
は
ウ
サ
ギ
を
食
べ
ず
に
ペ
ッ
ト
に

す
る
ら
し
い
と
い
う
話
が
、
な
ぜ
か
笑
い
話
と
し

て
あ
ち
こ
ち
に
伝
わ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
知
り
合

い
は
、
ウ
サ
ギ
の
食
べ
方
を
知
ら
な
い
日
本
人
の

た
め
に
料
理
を
し
て
あ
げ
よ
う
と
申
し
出
て
く

れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
ウ
サ
ギ
の
世
話
を
す
る

の
は
、
ペ
ッ
ト
に
す
る
ほ
ど
ウ
サ
ギ
を
大
切
に
す

る
日
本
人
の
わ
た
し
と
い
う
お
ま
け
つ
き
だ
っ
た
。

そ
し
て
数
週
間
後
、
出
来
上
が
っ
た
の
は
「
漁

師
風
ウ
サ
ギ
料
理
」。
さ
ば
い
た
肉
を
数
時
間
水

に
つ
け
た
後
、
ト
マ
ト
と
ワ
イ
ン
や
香
料
な
ど
で

煮
込
ん
だ
も
の
。
別
名
、
ウ
サ
ギ
料
理
で
有
名

な
イ
ス
キ
ア
と
い
う
島
の
名
前
を
と
っ
て
「
イ
ス

キ
ア
風
」
と
も
い
い
、
イ
ス
キ
ア
で
は
日
曜
日
に

家
族
・
親
族
み
ん
な
で
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
の
だ

そ
う
だ
。
わ
た
し
だ
っ
て
ウ
サ
ギ
料
理
が
あ
る
こ

と
く
ら
い
知
っ
て
い
た
し
、
日
本
で
も
食
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し･･････

と
ブ
ツ
ブ

ツ
い
い
な
が
ら
ひ
と
口
食
べ
る
と
、
本
当
に
お
い

し
い
。
ち
ょ
っ
と
悔
し
か
っ
た
け
ど
、
確
か
に
自

慢
の
一
品
だ
っ
た
。

あ
の
「
ト
ラ
ウ
マ
」
か
ら
ほ
ぼ
二
〇
年
。
わ

た
し
は
ウ
サ
ギ
を
見
る
と
ま
だ
複
雑
な
気
分
に

な
っ
て
し
ま
う
が
、
最
近
は
イ
タ
リ
ア
で
も
、
ウ

サ
ギ
が
癒い

や
し
の
ペ
ッ
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
つ
つ

あ
る
と
い
う
。
で
も
、
ウ
サ
ギ
料
理
が
ち
ょ
っ
と

特
別
な
日
の
ご
ち
そ
う
と
し
て
愛
さ
れ
続
け
て

い
る
こ
と
に
、
変
わ
り
は
な
い
。

ウサギのイスキア風 
（提供・イタリア ナポリ料理のお店 バンビーノ）

（表）威嚇猟法の確認地区数
　   府県名 地区数

　青森 12
　岩手 25
　宮城 5
　秋田 77
　山形 47
　福島 28
　栃木 1
　群馬 11
　埼玉 4
　新潟 112
　富山 53
　石川 66
　福井 16
　長野 21
　岐阜 44
　静岡 1
　滋賀 11
　京都 5
　兵庫 7
　鳥取 18
　島根 17
　岡山 18
　広島 5
　徳島 3
　愛媛 4
　宮崎 1
　合計 612

（平成 22 年 10 月末日現在）

ワラダ（威嚇猟具）投げ
岩手県和

わ が ぐ ん

賀郡西
に し わ が ま ち

和賀町太
お お た

田
（提供・碧

へきしょうじ

祥寺博物館）

ワダラ（威嚇猟具）投げ
新潟県中

なかうおぬまぐん

魚沼郡津
つ な ん ま ち

南町見
み た ま

玉
（提供・十

と お か ま ち し

日町市博物館）

マル（秋田県由
ゆ り

利本
ほんじょうし

荘市
鳥
ちょうかいまち

海 町上
か み じ ね ご

笹子皿
さらかわ

川）

ワラダ
（岩手県和

わ が ぐ ん

賀郡西
に し わ が ま ち

和賀町左
さ そ う

草）

ワテ（長野県北
きたあずみぐん

安曇郡白
は く ば む ら

馬村
切
き り く ぼ

久保・深
ふかそら

空）

罠掛法の図
農商務省

『狩猟図説』
（明治 25 年）

括り罠猟の図
農林省畜産局『猟具解説』（昭和２年）



宗
教
の
復
興
は
、
い
か
に
近
代
化
を
へ
て
も
、
宗

教
的
観
念
を
ま
っ
た
く
ぬ
き
に
し
て
生
と
死
に
対

処
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
社
会
主
義
と
い
う
近
代
化
の
か
た

ち
を
へ
て
、
越
境
し
な
が
ら
生
き
る
人
び
と
の
宗

教
復
興
か
ら
目
が
離
せ
な
い
。

よ
み
が
え
る
カ
ザ
フ
の
祝
祭

草
原
に
カ
ザ
フ
の
天
幕（
移
動
式
住
居
）
が
数

多
く
建
て
ら
れ
、
そ
の
内
部
で
は
豊
富
な
ウ
マ
肉

料
理
が
ふ
る
ま
わ
れ
て
、
死
者
た
ち
の
た
め
に
ク

ル
ア
ー
ン（
コ
ー
ラ
ン
）が
朗
唱
さ
れ
る
。
や
が
て
、

馬
上
競
技
と
競
馬
が
は
な
や
か
に
始
ま
る
…
…
。

ア
ス
と
よ
ば
れ
る
伝
統
的
祝
祭
の
光
景
で
あ
る
。

一
九
世
紀
の
文
献
に
あ
ざ
や
か
に
描
か
れ
る
こ

の
祝
祭
の
現
代
版
を
、
わ
た
し
が
カ
ザ
フ
ス
タ
ン

で
初
め
て
見
た
の
は
一
九
九
九
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
が
ソ
連
邦
の
一
部
だ
っ
た
約
七
〇

年
余
り
の
あ
い
だ
、
こ
の
祝
祭
は
ほ
と
ん
ど
お
こ

な
わ
れ
ず
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
独
立
後
に
な
っ
て
復

興
し
た
の
で
あ
る
。

祝
祭
に
欠
か
せ
な
い
カ
ザ
フ
の
天
幕
は
、
民
博

本
館
の
中
央
・
北
ア
ジ
ア
展
示
に
実
物
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
カ
ザ
フ
の
天
幕
は
世
界
観
を
あ
ら

わ
し
て
お
り
、
炉
と
天
窓
は
家
族
の
象
徴
、
入
口

は
死
者
の
霊
魂
が
戻
っ
て
く
る
場
所
と
さ
れ
る
。

す
で
に
天
幕
が
日
常
生
活
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
が
、
近
年
に
な
っ
て
祝
祭
に
多
く
登
場
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

現
代
に
お
け
る
伝
統
的
な
世
界
観
や
宗
教
の
復

興
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

内
陸
ア
ジ
ア
の
多
文
化
世
界

宗
教
的
な
祝
祭
が
復
興
し
た
り
、
人
び
と
が
宗

教
に
関
心
を
高
め
た
り
し
て
い
る
の
は
、
カ
ザ
フ
ス

タ
ン
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
周
辺
地
域
に
目
を
転
じ

る
と
、
類
似
の
現
象
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
に
気

づ
く
。
視
野
を
広
げ
て
現
代
に
お
け
る
宗
教
復
興

と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
、
大
学
院
生
や
研
究

員
な
ど
の
若
手
を
中
心
に
、
民
博
共
同
研
究
（
若

手
）「
内
陸
ア
ジ
ア
の
宗
教
復
興
」
を
開
始
し
た
。

こ
の
共
同
研
究
で
は
、
特
に
中
央
ア
ジ
ア
か
ら

モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
さ
ら
に
中
国
や
東
南
ア

ジ
ア
大
陸
部
に
か
け
て
広
が
る
多
文
化
世
界
に
着

目
し
て
い
る
。
歴
史
的
に
ゆ
る
や
か
な
連
続
性
を

も
ち
、
移
動
が
頻
繁
に
生
じ
て
き
た
こ
の
地
域
で

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
、
ポ
ン
教
、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
上
座
仏
教
な
ど
多
様
な
宗
教
が

信
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
宗
教
は
、
隣
り

合
っ
た
り
重
な
り
合
っ
た
り
し
な
が
ら
複
雑
な
展

開
を
み
せ
て
い
る
。

社
会
主
義
を
へ
た
宗
教
復
興

内
陸
ア
ジ
ア
や
そ
の
周
辺
地
域
に
は
、
二
〇
世

紀
に
な
る
と
複
数
の
社
会
主
義
国
が
成
立
し
た
。

社
会
主
義
は
、
基
本
的
に
「
神
は
い
な
い
」
と
す

る
無
神
論
の
立
場
を
と
る
。
た
だ
し
国
や
時
代
に

よ
っ
て
政
策
に
は
相
違
も
み
ら
れ
、
宗
教
が
完
全

に
否
定
さ
れ
続
け
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
旧
ソ
連
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
は

げ
し
い
反
宗
教
政
策
が
と
ら
れ
た
後
、
一
九
四
〇

年
代
半
ば
以
降
は
イ
ス
ラ
ー
ム
が
限
ら
れ
た
範
囲

内
で
の
み
許
容
さ
れ
た
。
一
方
、
中
国
で
は
共
産

党
政
権
樹
立
直
後
に
は
信
仰
の
自
由
が
保
障
さ
れ

た
が
、
そ
の
後
の
文
化
大
革
命
な
ど
で
寺
院
な
ど

が
破
壊
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
徐
々
に
復
興

し
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
や
ポ
ン
教
の
寺
院
再

建
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
隆

盛
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

社
会
主
義
と
宗
教
の
あ
い
だ
に
は
、
相
克
関
係

と
と
も
に
並
存
関
係
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
社
会

主
義
体
制
の
転
換
や
終

し
ゅ
う

焉え
ん

と
と
も
に
宗
教
が
復
興

し
た
と
い
う
、
単
純
な
図
式
で
は
理
解
で
き
な
い
。

ま
た
、
復
興
し
た
宗
教
も
伝
統
的
な
形
態
そ
の
ま

ま
で
は
な
く
、
現
代
的
な
適
応
を
遂
げ
て
い
る
こ

と
が
、
次
第
に
わ
か
っ
て
き
た
。

越
境
す
る
宗
教

現
代
に
お
け
る
宗
教
復
興
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と

し
て
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

地
域
社
会
の
人
び
と
の
越
境
へ
の
着
目
で
あ
る
。

内
陸
ア
ジ
ア
や
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
政
治
体
制

の
変
化
に
と
も
な
っ
て
た
び
た
び
国
境
を
越
え
た

移
動
が
生
じ
た
。
ひ
と
つ
の
民
族
で
あ
っ
て
も
、

国
境
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
宗
教
的

知
識
に
多
寡
が
生
ま
れ
る
な
ど
の
変
化
も
み
ら
れ
、

再
び
行
き
来
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
ど
の

よ
う
な
現
象
が
お
き
る
の
か
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
寺
院
再

建
が
じ
つ
は
越
境
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
や
、
タ
イ
北
部
の
雲
南
系
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の

モ
ス
ク
建
設
は
、
移
住
者
が
故
地
と
つ
な
が
る
こ

と
に
よ
っ
て
実
現
し
え
た
こ
と
な
ど
が
共
同
研
究

員
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
述

べ
た
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
に
話
を
戻
す
と
、
復
興
し
た

祝
祭
で
わ
た
し
が
見
た
伝
統
的
な
移
動
式
住
居
は
、

じ
つ
は
モ
ン
ゴ
ル
国
か
ら
移
住
し
て
き
た
カ
ザ
フ

人
の
も
の
だ
っ
た
。

国
家
体
制
の
変
化
や
そ
れ
に
と
も
な
う
越
境
は
、

生
と
死
、
性
、
病
い
と
い
っ
た
、
人
に
と
っ
て
根

源
的
な
問
い
を
顕
在
化
さ
せ
る
。
現
代
に
お
け
る

内陸アジアの宗教復興

本館では、若手研究者を育成・支援することを目的として、若手主体の
挑戦的な共同研究を募集している。今回はそのひとつを紹介する。

藤
ふ じ も と

本 透
と う

子
こ

民博 機関研究員

仏塔に大量の供物を納めるポン教徒。
中国四川省（撮影・小西賢吾）

民
博
共
同
研
究
（
若
手
）

「
内
陸
ア
ジ
ア
の
宗
教
復
興

―
体
制
移
行
と
越
境

を
経
験
し
た
多
文
化
社
会
に
お
け
る
宗
教
実
践
の

展
開
」

	

２
０
１
０
年
１０
月
～
２
０
１
3
年
３
月

第
２
回
研
究
会
（
２
０
１
１
年
１
月
２２
～
２３
日
）
で
は
、

中
国
ム
ス
リ
ム
の
越
境
と
宗
教
復
興
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の

死
者
儀
礼
、
モ
ン
ゴ
ル
人
シ
ャ
マ
ン
の
治
療
儀
礼
な
ど
に

関
す
る
発
表
を
予
定
。

復興した祝祭にて。カザフの伝統的天幕。カザフスタンシャマンによる治療儀礼。中国内モンゴル自治区（撮影・趙芙蓉）
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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　
2
月
1
日︵
火
︶
ま
で

会
場　

本
館
展
示
場
内

■
関
連
イ
ベ
ン
ト（
参
加
無
料
）

実
施
日　

1
月
10
日
︵
月
・
祝
︶
無
料
観
覧
日

◆
み
ん
ぱ
く
教
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

解
説　

岩
谷
洋
史
機
関
研
究
員

時
間　

①
11
時
～
11
時
30
分 

②
14
時
～
14
時
30
分

場
所　

本
館
展
示
場
内

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
う
さ
ぎ
を
追
っ
て
世
界
一
周
！
」

展
示
場
で
答
え
を
探
し
て
、
カ
メ
ラ
付
き
携
帯
や
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
写
し
て
来
て
く
だ
さ
い
。
参
加
者

に
は
、
展
示
場
に
は
な
い
う
さ
ぎ
情
報
が
入
っ
た

﹁
た
ん
け
ん
カ
ー
ド
―
う
さ
ぎ
﹂
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま

す
。
カ
メ
ラ
を
お
持
ち
で
な
い
方
も
参
加
可
能
で
す
。

時
間　

10
時
30
分
～
16
時
30
分
︵
受
付
16
時
ま
で
︶

場
所　

本
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
お
よ
び
本

館
展
示
場

※
随
時
受
付

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
3
回　

2
月
19
日︵
土
︶

【
新
言
語
展
示
関
連
】

日
本
の
文
字
・
世
界
の
文
字

講
師　
八
杉
佳
穂 ︵
民
族
文
化
研
究
部
教
授
︶

日
本
の
文
字
は
、
漢
字
と
仮

名
を
交
ぜ
て
使
う
と
こ
ろ
か

ら
か
、
特
殊
で
、
む
ず
か
し

い
文
字
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

世
界
の
文
字
を
比
べ
な
が
ら
、

文
字
の
本
質
と
は
何
か
、
日

本
の
文
字
の
特
徴
は
何
か
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

第
3
9
2
回　

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
。

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

い
ま
南
米
の
ア
ル
パ
カ
を
つ
か
っ
た
セ
ー
タ
ー
や
カ
ー
デ
ィ
ガ

ン
や
手
袋
、
ベ
レ
ー
帽
や
耳
あ
て
帽
な
ど
を
た
く
さ
ん
取
り
揃

え
て
い
ま
す
。

生
後
1
年
の
ア
ル
パ
カ
の
産
毛
は
﹁
ベ
ビ
ー
ア
ル
パ
カ
﹂
と
よ

ば
れ
、
非
常
に
柔
ら
か
く
、
保
温
性
に
優
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
つ
か
っ
た
製
品
は
、
寒
い
冬
で
も
ほ
っ
こ
り
あ
た
た
か
く
、

冷
え
た
体
と
心
を
包
み
込
ん
で
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

お
気
に
入
り
の
ア
ル
パ
カ
を
見
つ
け
に
、
ぜ
ひ
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
・
シ
ョ
ッ
プ
に
お
こ
し
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
以
下
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
。

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
タ
レ
ン
タ
イ
ム
」

実
施
日　

1
月
22
日
︵
土
︶

時
間　

13
時
30
分
～
16
時
20
分　
︵
開
場
13
時
︶

場
所　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
当
日
10
時
か
ら
会
場
入
口
に
て
整
理
券
配
付

お
問
い
合
わ
せ

広
報
企
画
室
企
画
連
携
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
2
1
0

︵
平
日
9
時
～
17
時
︶

◆
公
開
講
演
会

「
こ
と
ば
の
類
型
と
多
様
性
」

世
界
に
は
３
０
０
０
と
も
６
０
０
０
と
も
い
わ
れ
る

数
の
言
語
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
異
な
っ

て
い
ま
す
が
、
共
通
す
る
点
も
あ
り
ま
す
。
本
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
こ
と
ば
の
持
つ
類
型
・
普
遍
性
と

多
様
性
を
論
じ
、
こ
と
ば
現
象
の
お
も
し
ろ
さ
を
理

解
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

実
施
日　

2
月
19
日
︵
土
︶

時
間　

13
時
～
17
時

会
場　

有
楽
町
朝
日
ホ
ー
ル

定
員　

6
0
0
名
︵
先
着
申
込
順
︶

※
参
加
無
料
、
要
申
込

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

﹁
第
14
回
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
希
望
﹂

と
明
記
の
上
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先

電
話
番
号
、
今
後
の
講
演
会
な
ど
の
ご
案
内
送
付

希
望
の
有
無
を
記
載
し
、
左
記
ま
で
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

Ｆ
Ａ
Ｘ　
0
6
・
6
8
7
8
・
8
4
7
9

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　

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
︶

古
代
イ
ン
ド
の
叙
事
詩
﹁
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
﹂
は
、
王
位
を
め

ぐ
っ
て
争
う
一
族
の
物
語
で
す
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ジ
ャ
ワ
島
に

も
伝
わ
り
、
多
く
の
芸
能
の
題
材
と
な
り
ま
し
た
。
ジ
ャ
ワ
芸

能
は
、
登
場
人
物
の
愛
憎
や
喜
怒
哀
楽
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ビ
デ
オ
な
ど
を
用
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

◆
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ（
Ｍ
Ｍ
Ｐ
）企
画

「
お
り
が
み
で
遊
ぼ
う
！
干
支
シ
リ
ー
ズ『
卯
』」

時
間　

10
時
30
分
か
ら
７
回
実
施
︵
各
回
30
分
、

最
終
は
14
時
40
分
～
︶

場
所　

本
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
各
回
定
員
10
名
程
度
︵
当
日
受
付
︶

※
小
学
１
年
生
以
上
対
象

お
問
い
合
わ
せ

情
報
企
画
課
展
示
グ
ル
ー
プ

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
5
3
2

︵
平
日
9
時
～
17
時
︶

「
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　

1
月
8
日︵
土
︶～
3
月
31
日︵
木
︶

◆
連
続
言
語
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
︵
土
︶

②﹁
ベ
ト
ナ
ム
語
﹂
1
月
10
日
︵
月
・
祝
︶

③﹁
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
﹂
1
月
16
日
︵
日
︶

④﹁
ス
ワ
ヒ
リ
語
﹂
1
月
22
日
︵
土
︶

⑤﹁
チ
ベ
ッ
ト
語
﹂
1
月
23
日
︵
日
︶

⑥﹁
タ
ミ
ル
語
﹂
1
月
29
日
︵
土
︶

⑦﹁
サ
ン
語
﹂
1
月
30
日
︵
日
︶

⑧﹁
タ
イ
語
﹂
2
月
5
日
︵
土
︶

⑨﹁
ル
ー
マ
ニ
ア
語
﹂
2
月
6
日
︵
日
︶

時
間　

13
時
～
14
時
30
分

た
だ
し
１
月
22
日︵
土
︶は
11
時
～
12
時
30
分

※
2
月
6
日
以
降
も
毎
週
末
開
催
し
ま
す
。

※
参
加
無
料
、
要
申
込

今
年
の
冬
は
暖
か
い
ア
ル
パ
カ
と
過
ご
し

ま
せ
ん
か

お
問
い
合
わ
せ

研
究
協
力
課
共
同
利
用
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
3
3
1

︵
平
日
9
時
～
17
時
︶

●
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　

３
月
下
旬
ま
で

●
休
館
日
・
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

年
始
は
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
。

アルパカの人形 ２，６２５円～
ベスト １２，６００円～
手袋 １，５７５円～
ベレー帽 １，５７５円～

■土方久功著　須藤健一・清水久夫編
『土方久功日記Ⅱ』
国立民族学博物館調査報告 NO.94
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と
き
、突
然
、床
が
波
立
つ
よ
う
に
上
下

し
、次
に
部
分
的
に
せ
り
上
が
り
、マ
ッ

サ
ー
ジ
チ
ェ
ア
の
よ
う
に
揺
れ
動
い
た
。

こ
の
床
下
に
設
置
さ
れ
た
気
圧
装
置
の

お
か
げ
で
、村
の
景
観
を
見
な
が
ら
心
地

よ
い
ひ
と
と
き
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。

「
よ
り
良
い
都
市
、よ
り
良
い
生
活
」の

上
海
万
博
の
な
か
で

　

八
〇
年
代
以
降
、発
展
を
重
ね
た
滕
頭

村
は
、二
階
の
こ
じ
ん
ま
り
し
た
室
内
で

紹
介
さ
れ
て
い
た
。パ
ネ
ル
の
サ
イ
ズ
、解

説
の
長
さ
、文
字
の
読
み
や
す
さ
、写
真

と
文
字
の
バ
ラ
ン
ス
、何
気
な
い
よ
う
で
、

す
べ
て
が
ほ
ど
よ
く
、最
後
は
、エ
コ
と
人

び
と
の
和
を
大
切
に
す
る
滕
頭
村
が
世

界
に
向
け
た
宣
言
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

わ
た
し
に
は
非
常
に
興
味
深
い
展
示

だ
っ
た
。し
か
し
、一
緒
に
入
館
し
た
中
国

人
た
ち
は
素
通
り
す
る
ば
か
り
。

　

そ
の
姿
に
、わ
た
し
は
今
回
の
万
博
の

テ
ー
マ「
よ
り
良
い
都
市
、よ
り
良
い
生

活
」を
思
い
出
し
た
。そ
こ
に
、ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
さ
え
も
備
え
る
滕
頭
村
の
頑
張

り
が
あ
っ
て
も
、全
体
と
し
て
は
圧
倒
的

に
都
市
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
現

在
の
中
国
社
会
の
視
線
を
感
じ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
三
一
日
、一
八
四

日
間
の
上
海
万
博
が
、の
べ
入
場
者
数

約
七
三
〇
〇
万
人
を
記
録
し
て
閉
幕
し

た
。わ
た
し
が
訪
れ
た
八
月
末
は
連
日

約
五
〇
万
人
の
人
出
で
、当
初
の
計
画
と

ま
ち
時
間
と
を
秤は

か
り
に
か
け
な
が
ら
見
学

し
た
。そ
の
結
果
、雲
南
ウ
ィ
ー
ク
の
各

種
催
し
、日
本
館
な
ど
一
〇
館
ほ
ど
の

国
家
館
、中
国
省
市
区
連
合
館
内
の
十

数
館
、大
阪
を
含
む
、ベ
ス
ト
シ
テ
ィ
実

践
区
内
の
世
界
各
都
市
の
展
示
館
を
見

る
こ
と
に
な
っ
た
。

農
村
を
展
示
し
た
唯一の
館

　

特
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
、寧
波
滕
頭

実
践
例
館
。都
市
単
位
で
生
活
の
質
向
上

の
た
め
の
実
践
プ
ラ
ン
を
展
示
す
る
ベ
ス

ト
シ
テ
ィ
実
践
区
で
唯
一
、中
国
浙
江
省

寧
波
市
に
あ
る
滕
頭
と
い
う
人
口
約
八

三
〇
人
の
村
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
。

　

典
型
的
な
江
南
の
農
家
を
お
も
わ
せ

る
二
階
建
て
の
展
示
館
は
、外
壁
に
一
〇

〇
年
以
上
前
の
も
の
も
含
ま
れ
る
古
い

瓦か
わ
らや

レ
ン
ガ
が
使
わ
れ
て
い
た
。関
係
者

が
半
年
か
け
て
村
の
周
辺
各
地
で
集
め

た
と
い
う
。そ
こ
に
も
感
じ
ら
れ
る
歴
史
、

自
然
、人
間
が
結
合
し
て
生
ま
れ
る
妙
味

が
、館
内
の
随
所
で
感
じ
ら
れ
た
。

五
感
に
働
き
か
け
る
展
示

　

入
館
者
は
ま
ず
、二
階
へ
と
ス
ロ
ー
プ

を
上
っ
て
い
く
。途
中
、コ
ー
ナ
ー
ご
と
に

鳥
や
虫
の
声
、風
の
音
な
ど
自
然
の
い
ろ

い
ろ
な
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。そ
れ
ら
は

二
十
四
節
気
を
象
徴
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

　

階
上
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
は
水
田

が
あ
っ
て
、緑
の
稲
穂
が
心
を
和
ま
せ
る
。

七
〇
〇
〇
年
前
の
稲
の
栽
培
が
確
認
さ
れ

た
河か

ぼ

と
姆
渡
遺
跡
も
寧
波
市
に
あ
る
。五
分

ご
と
に
霧
が
噴
き
出
し
、虹
が
見
え
、係
員

が
放
っ
た
蝶
が
稲
穂
の
あ
い
だ
を
舞
う
。

　

一
階
に
あ
る
映
像
ル
ー
ム
前
で
は
、観

客
は
靴
に
カ
バ
ー
を
つ
け
さ
せ
ら
れ
る
。

入
室
す
る
と
、床
に
横
に
な
る
こ
と
を
勧

め
ら
れ
る
。天
井
が
大
画
面
と
化
す
そ
の

寧波滕頭実践例館の外観

透明の河姆渡遺跡解説パネル越しに広がる、豊かな水と緑の空間

横
よこやま

山 廣
ひろ

子
こ

 民博 民族社会研究部

寧
ニンポー

波滕
トングトウ

頭実践例館
上海万博より
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蚊
取
り
線
香
と
い
う
と
、大
抵
の
人
は
渦
巻
型
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。と
こ
ろ
が
、み
ん
ぱ
く
の
収
蔵
庫
に
あ
っ
た
蚊
取
り
線
香
は
、筆
箱
の
よ
う

な
箱
の
な
か
に
紙
に
巻
か
れ
た
束
が
並
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、夏
の
夜
の
必
需
品
の
ひ
と
つ
が
渦
巻
型
の
蚊
取
り
線

香
で
あ
っ
た
。蚊
取
り
線
香
と
い
う
と
、豚
の
形
を
し
た
容
器
に
吊つ

る
し
て
使
う
方
法

が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、我
が
家
に
は
そ
の
よ
う
な
洒し
ゃ

落れ

た
も
の
は
な
く
、商

品
に
附
属
し
た
金
具
を
使
っ
て
い
た
。線
香
の
中
心
に
空
い
た
穴
に
金
具
の
先
端
を
突

き
刺
す
作
業
が
面
白
く
て
、わ
た
し
は
進
ん
で
そ
の
作
業
を
し
て
い
た
の
だ
が
、仏
壇

の
線
香
は
棒
な
の
に
、な
ぜ
渦
巻
き
型
を
蚊
取
り
線
香
と
よ
ぶ
の
か
と
自
問
自
答
し

て
、色
が
似
て
い
て
煙
を
立
て
る
こ
と
が
同
じ
だ
か
ら
だ
と
納
得
し
た
記
憶
が
あ
る
。

そ
の
後
、民
俗
資
料
を
扱
う
こ
と
が
仕
事
に
な
り
、蚊
取
り
線
香
は
、明
治
二
〇
年

ご
ろ
に
日
本
人
が
発
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。原
料
の
除
虫
菊
は
、欧
米

で
は
粉
末
に
し
て
撒ま

か
れ
て
い
た
の
だ
が
、こ
れ
に
火
を
つ
け
て
燻い
ぶ

す
と
さ
ら
に
効

果
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、仏
壇
の
線
香
か
ら
ヒ
ン
ト
を
え
て
、粉
末
を
棒
状
に
固
め

る
こ
と
で
製
品
化
に
成
功
し
た
。し
か
し
、棒
だ
と
す
ぐ
に
燃
え
尽
き
て
し
ま
う
。長

時
間
燃
や
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
た
結
果
、約
一
〇
年
後
に
考
え
出

さ
れ
た
の
が
渦
巻
型
だ
と
い
う
。

ひ
と
む
か
し
前
の
博
物
館
は
、特
別
に
古
く
て
、優
れ
て
い
て
、珍
し
い
も
の
を
扱
う

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。み
ん
ぱ
く
誕
生
の
こ
ろ
か
ら
、そ
う
で
は
な
い
日
常
生
活
の
用
具

も
大
切
な
博
物
館
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、そ
の
こ
ろ

に
は
多
く
の
生
活
用
具
が
姿
を
消
し
て
い
た
。と
く
に
消
耗
品
は
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
少
な
く
、わ
た
し
は
写
真
で
し
か
棒
状
の
蚊
取
り
線
香
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

紙
箱
の
な
か
の
束
を
ひ
と
つ
手
に
も
っ
て
な
か
を
覗の
ぞ

く
と
、深
緑
色
の
棒
が
詰
ま
っ

て
い
た
。そ
の
長
さ
、色
合
い
、質
感
か
ら
、仏
壇
用
の
線
香
を
真
似
て
作
っ
た
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。実
物
を
残
し
て
お
く
こ
と
の
必
要
性
を
実
感
し
た
一
瞬
で
あ
っ
た
。

蚊
取
り
線
香

標
本
番
号 

Ｈ
０
２
３
７
０
０
９

地
域 

日
本

民
博 

外
来
研
究
員  

吉よ

し

田だ 

晶し
ょ
う

子こ
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ス
リ
ン
の〈
異
世
界
〉を

逍し
ょ
う
よ
う遙
す
る

津つ

村む
ら 

文ふ
み

彦ひ
こ

福
井
県
立
大
学
准
教
授

散
策
と

思
索
の
径

象
以
外
の
も
う
ひ
と
つ
の
名
物

タ
イ
の
ス
リ
ン
県
と
い
え
ば
象
祭
り
が
「
名
物
」
だ
。
地
域
振
興
の
た
め
一
九
六
〇
年
代
に
始
ま
っ
た
毎
年

一
一
月
の
象
祭
り
に
は
、
タ
イ
全
土
か
ら
象
と
象
使
い
が
集
結
す
る
。
象
サ
ッ
カ
ー
や
騎
象
戦
な
ど
が
催
さ
れ

る
。
世
界
中
か
ら
観
光
客
も
訪
れ
る
。
そ
ん
な
ス
リ
ン
県
の
プ
ラ
ー
サ
ー
ト
郡
に
足
を
運
ん
だ
の
は
、
二
〇
一

〇
年
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
じ
つ
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
ス
リ
ン
の
「
名
物
」
が
目
当
て
で
あ
っ
た
。

ス
リ
ン
県
に
は
ク
メ
ー
ル
系
民
族
が
多
い
。
東
北
タ
イ
の
ラ
オ
系
民
族
の
あ
い
だ
で
は
、
ク
メ
ー
ル
の
多
い
地

域
に
行
っ
た
人
が
原
因
不
明
の
病
に
か
か
る
と
、「
呪
術
に
や
ら
れ
た
」
と
み
な
さ
れ
、「
ク
メ
ー
ル
に
当
た
る
」

と
語
ら
れ
る
。
滞
在
中
世
話
に
な
っ
た
ク
メ
ー
ル
系
の
知
人
の
家
で
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
娘
が
他
県
の
大

学
の
友
人
た
ち
を
自
宅
に
招
待
し
て
い
た
が
、
直
前
に
な
っ
て
突
然
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
。「
呪
術
が
怖
い
か
ら

や
め
て
お
く
よ
う
に
親
に
い
わ
れ
た
」
か
ら
だ
と
い
う
。
ク
メ
ー
ル
系
で
は
な
い
多
く
の
「
タ
イ
人
」
に
と
っ
て
、

ス
リ
ン
は
、
強
力
な
呪
術
の
は
び
こ
る
、〈
異
世
界
〉
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

タ
イ
や
ラ
オ
の
呪
術
は
弱
っ
ち
い

ス
リ
ン
県
プ
ラ
ー
サ
ー
ト
郡
の
村
落
を
案
内
し
て
も
ら
い
な
が
ら
歩
い
て
み
た
。
生
活
態
度
の
悪
い
嫁
に
使
い

魔
を
送
っ
て
呪
い
殺
し
た
と
い
う
姑

し
ゅ
う
と
め

呪
術
師
の
家
、
シ
ロ
ア
リ
の
塚
を
壊
し
た
た
め
に
土
地
神
に
呪
わ
れ
て
し

ま
っ
た
教
師
が
勤
め
る
小
学
校
、
村
の
女
性
と
結
婚
し
た
白
人
が
墓
場
の
上
に
建
て
て
悪
霊
が
出
没
す
る
西
洋
風

住
宅
な
ど
、
背
筋
の
寒
く
な
る
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
村
の
な
か
の
個
別
の
場
所
と
結
び
つ
い
て
次
か
ら
次
へ

と
語
ら
れ
る
。

「
ル
ー
シ
ー
」
と
よ
ば
れ
る
む
か
し
の
修
道
者
を
と
り
憑つ

か
せ
て
日
常
の
些さ

じ事
を
占
う
占
師
や
ら
、
深
い
瞑め

い
そ
う想

に
入
っ
て
「
心
を
脱
ぐ
」
と
遠
く
の
場
所
に
自
ら
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
八
七
歳
の
老
呪
術
師
な

ど
も
村
に
住
む
。「
ラ
オ
の
村
で
は
『
ク
メ
ー
ル
の
呪
術
は
強
力
だ
か
ら
注
意
し
ろ
』
と
よ
く
語
ら
れ
る
」
と
わ

た
し
が
い
う
と
、
そ
の
老
呪
術
師
は
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
た
。「
た
し
か
に
タ
イ
や
ラ
オ
の
呪
術
は
弱
っ
ち
い
」。

だ
が
「
プ
ラ
ー
サ
ー
ト
郡
の
呪
術
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
も
当
地
で
は
語
ら
れ
る
。
も
っ
と
強
力
な
の

は
、
象
使
い
で
有
名
な
ク
イ
族
、
そ
れ
に
〈
低
い
ク
メ
ー
ル
〉
の
呪
術
だ
と
い
う
。〈
低
い
ク
メ
ー
ル
〉
と
は
ド
ン

ラ
ッ
ク
山
脈
の
向
こ
う
、
つ
ま
り
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
住
む
ク
メ
ー
ル
を
指
す
。
そ
の
老
呪
術
師
は
、
若
い
こ
ろ
カ
ン

ボ
ジ
ア
国
境
の
森
に
入
っ
て
薬
草
の
採
集
に
勤い

そ

し
ん
だ
。
森
に
は
〈
低
い
ク
メ
ー
ル
〉
の
呪
術
師
も
い
て
、
彼
ら

か
ら
呪
術
や
薬
草
の
処
方
を
教
わ
っ
た
と
い
う
。

プ
ラ
ー
サ
ー
ト
郡
か
ら
南
東
に
五
〇
キ
ロ
ほ
ど
国
道
を
進
む
と
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
境
チ
ョ
ン
チ
ョ
ム
に
至
る
。

国
境
の
少
し
手
前
に
市
場
が
あ
っ
た
。
な
か
に
入
っ
た
途
端
、
女
性
の
物も

の

乞ご

い
が
近
づ
い
て
き
て
抱
い
た
子
ど
も

を
見
せ
る
。
一
歳
ほ
ど
の
男
の
子
の
膝
に
は
大
き
な
裂
傷
が
あ
り
、
蠅は

え

が
た
か
っ
て
黄
色
く
変
色
し
た
傷
口
の

奥
に
は
白
い
も
の
ま
で
見
え
る
。
そ
こ
を
過
ぎ
る
と
「
一
バ
ー
ツ
で
い
い
か
ら
お
く
れ
」
と
タ
イ
語
で
乞
う
少

年
た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
る
。
市
場
の
売
り
子
も
、
ほ
と
ん
ど
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
や
っ
て
来
た
〈
低
い
ク
メ
ー

ル
〉
で
あ
る
。
古
着
、
日
用
品
、
電
気
製
品
、
中
古
自
転
車
な
ど
が
店
先
に
並
び
、
な
か
に
は
呪
術
の
道
具

も
売
ら
れ
て
い
る
。
ナ
ー
リ
ポ
ン
と
よ
ば
れ
る
人
の
形
を
し
た
呪
具
は
恋
愛
呪
術
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
。

オ
ス
マ
ッ
ク
の
カ
ジ
ノ
で
タ
イ
人
に
勝
ち
目
は
な
い

市
場
で
は
、
こ
の
場
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
小こ

綺ぎ

麗れ
い

に
着
飾
っ
た
タ
イ
人
グ
ル
ー
プ
も
し
ば
し
ば
目
に
す

る
。
大
型
バ
ス
に
乗
っ
て
、
団
体
で
こ
の
地
を
訪
れ
る
彼
ら
の
目
当
て
は
、
も
ち
ろ
ん
市
場
で
は
な
い
。
カ

ン
ボ
ジ
ア
側
の
国
境
の
街
オ
ス
マ
ッ
ク
に
あ
る
カ
ジ
ノ
で
あ
る
。
週
末
に
は
多
く
の
タ
イ
人
が
一い

っ
か
く攫
千せ

ん
き
ん金
を

夢
見
て
押
し
寄
せ
る
。

「
あ
の
カ
ジ
ノ
の
中
央
に
あ
る
柱
の
下
に
は
、〈
低
い
ク
メ
ー
ル
〉
の
呪
術
師
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
れ
だ
け
多
く
の
客
を
集
め
て
い
る
の
だ
」
プ
ラ
ー
サ
ー
ト
郡
の
知
人
が
教
え
て
く
れ
た
。〈
低
い
ク
メ
ー

ル
〉
の
強
烈
な
呪
術
の
庇ひ

ご護
下
に
あ
る
カ
ジ
ノ
で
は
、
タ
イ
人
に
到
底
勝
ち
目
は
な
い
だ
ろ
う
。

タ
イ
で
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
な
ど
で
、

お
化
け
や
ま
じ
な
い
が
東
北
部
の
地
方
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
る
。

な
か
で
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
国
境
を
接
す
る
ス
リ
ン
県
は
、

ま
じ
な
い
の
メ
ッ
カ
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
だ
。

ス
リ
ン
に
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
と
同
じ
系
統
の
こ
と
ば
を
話
す
ク
メ
ー
ル
系
民
族
の

呪
術
、
邪
術
の
使
い
手
た
ち
が
、
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
。

車を停
と

め、歩いて国境を越えて、
カジノに向かう

老呪術師と彼が
受け継いでいる呪術書

寺院での悪運払い儀礼。
仏像・僧侶と信者が聖糸で結ばれる

占師の憑
ひょうい

依。はるかむ
かしの修道者ルーシー
をとり憑かせて占う

装身具に混じって、市場で
売られる呪具ナーリポン



18   19    2011年 1月号

日本語を伝え多文化を教わる
―甲南大学日本語教室「あおぞら」

金
キ ム

 美
ミ

善
ソ ン

民博 外来研究員

毎週火曜日と木曜日、甲南大学文学部の講義がおわるころ、外国人が一人、二人と教室に集まり始める。

地域に生活する外国人が日本語を学びに来るのだ。

日本語教室の名前は「あおぞら」。甲南大学の学生が主体になって開いている。

言
語
・
文
化
の
交
流
の
場「
あ
お
ぞ
ら
教
室
」

わ
た
し
が
授
業
の
見
学
に
訪
れ
た
日
に
は
三
つ
の
ク
ラ

ス
が
開
か
れ
て
い
た
。

ひ
ら
が
な
を
カ
ー
ド
で
パ
ズ
ル
に
し
て
日
本
語
の
単
語

を
作
り
上
げ
る
初
級
ク
ラ
ス
。
中
国
か
ら
来
日
し
た
人
た

ち
が
、
手
に
し
た
文
字
か
ら
始
ま
る
日
本
語
の
単
語
を
見

つ
け
よ
う
と
必
死
だ
。
今
日
は
ト
ウ
さ
ん
が
と
て
も
さ
え

て
い
て
楽
し
そ
う
だ
。
ト
ウ
さ
ん
は
中
国
か
ら
六
年
前
に

来
日
、
中
華
料
理
屋
で
働
い
て
い
る
。

他
の
ク
ラ
ス
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
ア
ダ
ム
さ
ん
が
流

り
ゅ
う

暢ち
ょ
うな
日
本
語
で
悩
み
を
訴
え
る
。「『
あ
な
た
』
の
こ
と
を

『
自
分
』
と
い
う
な
ん
て
、
ぼ
く
に
は
と
て
も
難
し
い
で

す
」。
な
る
ほ
ど
、
こ
ち
ら
の
ク
ラ
ス
で
は
地
域
方
言
と
標

準
語
の
違
い
を
勉
強
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
作
り
教
材

の
プ
リ
ン
ト
に
は
「
あ
か
ん

―
ダ
メ
」「
え
え

―
い

い
」「
ほ
か
す

―
す
て
る
」
と
い
っ
た
同
じ
意
味
の
単
語

が
、
関
西
弁
と
標
準
語
で
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
。

ア
ダ
ム
さ
ん
は
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
日
本
語
を
専
攻
し

去
年
の
九
月
に
交
換
留
学
で
来
日
し
た
。
今
は
大
学
の
授

業
を
受
け
る
一
方
で
、
こ
の
あ
お
ぞ
ら
教
室
に
も
通
う
。

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
が
使
う
関
西
弁
を
理
解
す
る
た
め
だ
。

も
う
ひ
と
つ
の
ク
ラ
ス
の
テ
ー
マ
は
日
本
の
迷
信
に
つ

い
て
。
日
本
で
は
霊れ

い

柩き
ゅ
う

車し
ゃ

を
見
た
ら
指
を
か
く
す
、
寝
る

際
に
北
に
向
け
て
枕
を
お
か
な
い
、
と
い
っ
た
外
国
人
に

と
っ
て
は
物
珍
し
く
、
驚
き
の
テ
ー
マ
は
尽
き
る
こ
と
が

な
い
。
内
容
も
そ
う
だ
が
、
そ
の
根
拠
の
ほ
う
が
気
に
な

る
学
習
者
た
ち
の
質
問
が
絶
え
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、

自
分
の
国
に
も
よ
く
あ
る
話
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
新

し
い
靴
を
テ
ー
ブ
ル
の
う
え
に
お
い
て
は
い
け
な
い
ら
し

い
。
台
湾
で
は
傘
を
室
内
で
差
す
の
は
縁
起
悪
い
こ
と
だ

そ
う
だ
。
ク
ラ
ス
は
あ
っ
と
い
う
間
に
多
文
化
交
流
の
場

に
な
っ
て
い
た
。

手
作
り
日
本
語
教
室

「
あ
お
ぞ
ら
」
は
地
域
に
生
活
す
る
外
国
人
の
日
本
語

学
習
を
支
援
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
日
本
語
教
室
で
あ
る
。

甲
南
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
の
中
畠
教
授
の
指

導
の
も
と
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
活
動
を
開
始
し
今
年
で
七

年
目
を
迎
え
た
。
教
え
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
日
本
語
教
員

養
成
課
程
の
学
生
た
ち
。
な
か
に
は
韓
国
や
中
国
か
ら
の

留
学
生
も
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
に
参
加
し
て
い
る
。
一

回
の
授
業
は
九
〇
分
、
六
時
か
ら
七
時
半
ま
で
大
学
の
講

義
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
活
動
で
あ
る
。
春
と
秋
、
一
年
を

二
期
に
わ
け
、
週
に
二
回
開
か
れ
て
い
る
教
室
は
す
べ
て

学
生
た
ち
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
運
営
さ
れ
、
授
業
料

は
無
料
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
発
足
し
た
大
学
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
・
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｄ
Ｃ
）
を
通

じ
て
経
費
の
支
援
を
受
け
て
い
る
。

授
業
の
内
容
は
日
本
語
日
本
文
学
科
共
同
研
究
室
の
日

本
語
教
育
に
関
す
る
書
籍
を
参
考
に
学
生
た
ち
が
グ
ル
ー

プ
で
話
し
合
っ
て
検
討
す
る
。
も
ち
ろ
ん
先
輩
た
ち
の
経

験
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
前
も
っ
て
学
習
者
に
学
び
た

い
内
容
を
聞
き
、
そ
れ
に
あ
っ
た
授
業
計
画
を
立
て
る
と

き
も
あ
る
。
教
材
は
、
学
習
者
の
ニ
ー
ズ
や
学
力
に
合
わ

せ
て
毎
回
別
の
も
の
が
用
意
さ
れ
、
定
型
テ
キ
ス
ト
は
用

い
な
い
。
学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
環
境
や
日
本
語
能
力

の
格
差
に
配
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。

ク
ラ
ス
は
初
級
と
中
級
に
大
別
す
る
が
、
学
習
者
の
能

力
や
参
加
状
況
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
小
さ
い
単
位
に
わ
け
、

能
力
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
を
設
け
る
こ
と
も
あ
る
。
学
習
者

た
ち
の
机
を
数
名
の
学
生
た
ち
が
囲
む
よ
う
に
座
り
、
日

本
語
学
習
を
支
援
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
〇
人
あ
ま
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
者
が
お
り
、
マ
ン

ツ
ー
マ
ン
以
上
の
き
め
細
か
い
日
本
語
支
援
が
可
能
に
な
る
。

学
習
者
に
と
っ
て
、
得
難
い
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

教
え
な
が
ら
学
ぶ

し
か
し
、
こ
の
教
室
で
も
っ
と
も
印
象
深
い
の
は
、
支

援
す
る
学
生
た
ち
の
気
負
わ
な
い
態
度
で
あ
る
。
授
業
で

は
教
師
と
生
徒
の
あ
い
だ
で
の
教
え
る
・
教
わ
る
関
係
と

い
う
よ
り
、
と
も
に
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
が
と
て
も
さ
わ
や

か
で
あ
っ
た
。
中
畠
教
授
は
「
あ
お
ぞ
ら
」
に
参
加
し
た

学
生
の
様
子
に
つ
い
て
、
外
国
人
の
日
本
語
学
習
を
支
援

し
、
日
本
の
文
化
を
伝
え
る
と
い
う
活
動
を
と
お
し
て
、

自
身
も
異
文
化
に
つ
い
て
学
び
、
異
文
化
に
対
す
る
興
味

を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
さ
ら
に
異
文
化
と
の
触
れ
あ
い
が
自

文
化
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
説
明
す
る
。

ま
た
、
こ
う
い
っ
た
自
主
的
な
活
動
に
よ
っ
て
、
学
習
者

た
ち
の
希
望
や
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
教
授
法
が
工
夫
で
き
る

こ
と
、
つ
ま
り
教
え
ら
れ
た
日
本
語
教
授
法
で
は
な
く
、

自
分
自
身
に
と
っ
て
理
想
的
な
日
本
語
教
授
法
を
頭
に
描

け
る
教
師
に
育
っ
て
い
く
こ
と
に
こ
の
「
あ
お
ぞ
ら
」
の

経
験
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

学
生
た
ち
は
他
に
も
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ん
で
い
る
よ

う
で
あ
る
。「
あ
お
ぞ
ら
」
の
学
習
者
は
、
一
般
的
な
日
本

語
教
室
と
は
違
っ
て
留
学
生
か
ら
地
域
の
住
民
ま
で
多
様

な
背
景
を
も
つ
。
ま
た
ア
ジ
ア
圏
か
ら
西
欧
圏
ま
で
国
籍

も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
日
本
語
能
力
が
十
分
で
生
活
環
境

に
恵
ま
れ
た
人
も
い
れ
ば
読
み
書
き
が
で
き
ず
日
本
社
会

の
シ
ス
テ
ム
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
人
も
い
よ
う
。「
あ
お

ぞ
ら
」
に
は
こ
う
い
っ
た
日
本
に
生
活
す
る
多
様
な
外
国

人
像
そ
の
も
の
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
学

生
た
ち
が
日
本
語
の
支
援
を
通
し
て
学
ぶ
の
は
こ
と
ば
の
違

い
や
文
化
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
日
本
社
会
の
一

断
面
か
ら
広
が
る
柔
軟
で
広
い
世
界
観
で
も
あ
ろ
う
。

「
多
文
化
共
生
」
は
今
や
す
っ
か
り
流
行
の
こ
と
ば
に

な
っ
て
い
る
。
マ
ス
コ
ミ
も
書
物
も
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で

日
本
の
多
文
化
社
会
へ
の
変
化
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
「
人
権
教
育
」
が
「
多
文
化
共

生
」
に
名
称
を
変
え
た
だ
け
で
、
外
国
人
を
「
同
情
の
対

象
」
に
画
一
化
し
て
い
る
よ
う
な
不
自
然
さ
が
ぬ
ぐ
い
き

れ
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。「
あ
お
ぞ
ら
」
の
活
動
に
そ

の
不
自
然
さ
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
外
国
人
を

画
一
化
す
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
学
び
あ
お
う
と
す
る
学

生
た
ち
の
考
え
方
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
思
っ
た
。
ま
さ
に

「
多
文
化
共
生
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
な
し
で
実
践
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

年に一度活動報告書『あおぞら』を出している

中級クラスの授業風景

初級クラスの授業風景

中畠先生の研究室に集まり授業の準備をしている学生たち
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年
賀
の
薦こ

も
だ
る樽

前
か
後
か

ま
ず
は
年
頭
初
笑
い
。
む
か
し
一い

っ
せ
い世

を

風ふ
う

靡び

し
た
『
冠
婚
葬
祭
入
門
』
的
な
質
問

を
し
よ
う
。

元
日
の
お
神み

き酒
は
、
届
い
た
年
賀
状
を

読
む
前
に
飲
む
の
か
、
読
み
終
え
て
か
ら

飲
む
の
か
。
そ
れ
と
も
、
読
み
な
が
ら
飲

む
の
か
…
…
。

正
解
は
、
ハ
テ
。

除
夜
の
鐘
が
響
き
、
年
越
し
蕎
麦
を
食

べ
な
が
ら
飲
む
そ
の
延
長
で
、
明
け
方
ま

で
飲
み
続
け
る
人
も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
論
外
。
律
儀
な
人
間
関
係
を
遵

じ
ゅ
ん

守し
ゅ

す
る
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
今
も
「
お

年
賀
」
と
称
し
て
実
家
の
あ
る
郷
里
に
集

う
。
一
方
で
は
、
地
縁
よ
り
社
縁
に
す

が
っ
て
上
司
宅
訪
問
を
先
陣
争
い
す
る
慣

例
も
あ
る
。

神
事
に
倣
う
な
ら
、
お
神
酒
ふ
る
ま
い

は
賀
詞
交
換
を
終
え
て
か
ら
。
だ
か
ら
、

読
み
終
え
て
か
ら
盃
を
と
る
の
が
正
解
な

の
だ
。
た
だ
し
、
年
賀
状
は
、
年
始
参
り

の
口
上
を
端
書
に
認
め
、
人
手
を
介
し
て

届
け
る
横
着
な
便
法
と
し
て
瞬
く
間
に
ひ

ろ
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
読
み
な
が
ら
飲
む

無
作
法
も
非
難
に
は
値
し
な
い
。
口
上
の

巧
拙
や
子
煩
悩
ぶ
り
を
肴さ

か
な

に
飲
む
酒
の
味

は
ひ
と
し
お
だ
。

日
本
の
正
月
儀
礼
に
欠
か
せ
な
い
お
神

酒
。
元
旦
に
だ
け
は
、
年
端
も
い
か
な
い

子
ど
も
た
ち
に
も
お
神
酒
が
一
献
ふ
る
ま

わ
れ
た
（
わ
た
し
が
幼
稚
園
児
だ
っ
た
こ

ろ
の
我
が
家
で
は
そ
う
だ
っ
た
）。

元
日
ま
た
三
が
日
に
い
た
だ
く
お
神
酒

は
、
本
来
は
屠と

そ蘇
酒し

ゅ

と
い
っ
て
、
百

び
ゃ
く

朮じ
ゅ
つ

、

桔き
き
ょ
う梗

、
肉に

っ
け
い桂

、
山さ

ん

椒し
ょ
う

な
ど
の
生
薬
を
調
合

し
た
屠
蘇
散
を
入
れ
た
袋
を
、
日
本
酒
や

味み

醂り
ん

に
浸
し
た
薬
用
酒
だ
っ
た
。
来
る
一

年
間
の
邪
気
を
払
い
、
延
命
に
も
効
力
あ

り
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
「
屠
蘇

延
命
散
」
と
も
称
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、

平
均
寿
命
が
長
く
な
り
す
ぎ
た
現
代
人
の

味
覚
に
は
、
な
じ
ま
な
く
な
っ
た
ら
し
く
、

屠
蘇
酒
は
す
た
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

歳
末
に
屠
蘇
散
を
仕
入
れ
て
お
く
酒
店
は

あ
る
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
も
買
え

な
く
は
な
い
。

え
っ
、
薀う

ん
ち
く蓄
は
も
う
い
い
？ 

そ
れ
よ
り

薦
樽
は
い
つ
出
て
く
る
の
か
だ
っ
て
？

さ
す
が
、
左
党
だ
ね
ェ
。
薦
樽
の
鏡
開

き
と
は
威
勢
が
い
い
。
杵き

ね

は
揃
え
た
か
い
、

小こ

槌づ
ち

は
ど
う
だ
い
？ 

枡ま
す

と
塩
の
用
意
も
い

い
か
？ 

お
っ
と
、
柄ひ

し
ゃ
く杓
が
足
り
な
い
じ
ゃ

な
い
か
。

「
家
栄
続
」の
証
し

年
始
参
り
に
そ
な
え
て
薦
樽
を
用
意
す

る
本
家
と
も
な
れ
ば
、
分
家
の
数
も
半
端

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
婚
出
子
と
そ
の
子
ど

も
た
ち
も
、
皆
、
そ
れ
ぞ
れ
に
着
飾
っ
て

訪
ね
て
く
る
の
だ
か
ら
、
お
年
玉
袋
の
数

も
さ
ぞ
か
し
か
さ
む
こ
と
だ
ろ
う
。
で
も
、

そ
れ
こ
そ
が
、
柳
田
國
男
が
理
想
と
し
た

「
家
栄
続
」
の
証
し
だ
っ
た
は
ず
の
こ
と

な
の
だ
。
薦
樽
の
容
量
は
四
斗
（
約
七
二

リ
ッ
ト
ル
）。
一
升
瓶
四
〇
本
に
相
当
す

る
。
こ
の
途
方
も
な
い
大
量
の
お
神
酒
を

一
夜
で
飲
み
明
か
す
ほ
ど
の
、
空
樽
に
し

て
な
お
あ
り
余
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
往
年

の
旧
家
に
は
あ
っ
た
。
台
所
ま
わ
り
の
構

造
変
化
と
レ
ト
ル
ト
食
品
の
氾は

ん
ら
ん濫
で
、

す
っ
か
り
生
活
習
慣
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
だ
か
ら
、
今
日
、
民
俗
調
査
で
年

の
瀬
・
年
頭
近
い
農
山
村
を
訪
れ
て
み
て

も
、
土
間
の
上あ

が
り
か
ま
ち框
近
く
に
「
幸さ

い
わ
い
ぎ木
」
を

飾
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け

な
く
な
っ
た
。
切
身
の
塩
鮭
を
冷
蔵
庫
に

入
れ
て
あ
る
の
で
、
新
巻
鮭
の
一
本
も
見

か
け
る
こ
と
が
な
い
。
特
に
、
都
市
と
そ

の
近
郊
住
宅
地
で
は
…
…
。

そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
建
つ
3
Ｌ
Ｄ
Ｋ

の
上
司
宅
で
、
薦こ

も
か
ぶ被
り
の
四
斗
樽
か
ら
の

お
流
れ
に
与く

み

す
ろ
う
た
っ
て
、
そ
れ
は
、

所し
ょ

詮せ
ん

、
無
理
な
話
だ
。
部
長
が
桐
箱
入
り

の
一
升
瓶
を
お
も
む
ろ
に
取
り
出
し
て
き

た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
今
年
は
安
泰
だ
と
悟

る
べ
き
で
あ
る
。
注
が
れ
て
も
、
自
重
し

て
三
杯
目
の
お
流
れ
を
い
た
だ
く
こ
と
は

戒
め
る
べ
し
。
奨す

す

め
ら
れ
て
も
留と

ど

ま
る
が

吉
。

入
念
な
手
作
業
で

と
こ
ろ
で
、
よ
く
あ
り
が
ち
な
の
が
ミ

ニ
薦
樽
入
り
の
地
酒
。
観
光
み
や
げ
だ
か

ら
造
作
は
粗
い
。
印

し
る
し

薦こ
も

の
素
材
も
安
価
な

イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
本
当
の
薦
樽

は
、
今
も
入
念
な
手
作
業
で
、
天
然
の
素

材
を
活
か
し
な
が
ら
数
々
の
行
程
を
経
て

生
産
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
が
酒
造
用
具

調
査
に
参
加
し
た
当
時
、
伏
見
や
灘
の
大

手
酒
造
会
社
が
発
注
し
て
い
た
商
標
銘
柄

入
り
の
印
薦
は
、
粳う

る
ご
め米
の
藁わ

ら

を
編
ん
だ
粗

薦
を
材
料
に
し
て
い
た
。
こ
れ
に
布ふ

海の

苔り

を
塗
布
し
て
白
砂
（
灘
地
方
で
は
甲
山
か

ら
採
取
し
た
山
砂
と
い
っ
て
い
た
）
を
擦

り
込
ん
で
な
じ
ま
せ
な
が
ら
、
手
数
を
か

け
て
表
面
を
磨
き
、
塗
料
が
の
り
や
す
く

な
る
よ
う
に
平
滑
化
し
て
い
く
。
そ
の
よ

う
に
手
間
を
か
け
て
仕
上
げ
た
表
面
に
、

柿
渋
を
塗
っ
て
補
強
し
た
型
紙
を
当
て
て

色
づ
け
を
す
る
の
だ
っ
た
。

こ
の
と
き
使
用
す
る
型
紙
は
、
典て

ん

具ぐ

帖じ
ょ
う

紙し

と
い
う
の
か
な
、
藍あ

い
ぞ
め染
に
使
う
型
紙
と

似
た
孔こ

う
は
ん版
印
刷
用
の
硬
い
型
紙
で
あ
る
。

刷
り
あ
げ
た
印
薦
は
、
天
日
乾
燥
さ
せ
て

か
ら
樽
に
巻
い
て
縫
い
綴
じ
る
。
そ
し
て
、

最
後
に
縄
を
か
け
て
薦
樽
が
仕
上
が
る
の

で
あ
る
。

印
薦
造
り
は
、
民
芸
品
ま
が
い
の
ミ
ニ

樽
と
大
手
酒
造
会
社
の
量
産
品
以
外
は
手

作
業
だ
か
ら
、
職
人
一
人
が
一
日
に
仕
上

げ
る
枚
数
は
、
熟
練
し
た
人
で
も
十
数
枚

だ
と
、
伏
見
で
は
聞
い
た
。
そ
し
て
、
印

薦
職
人
た
ち
の
多
く
は
、
酒
造
を
は
じ
め

と
す
る
醸
造
業
が
盛
ん
な
都
市
近
郊
農
民

た
ち
だ
っ
た
。
秋
の
収
穫
を
終
え
て
か
ら

の
副
業
だ
っ
た
と
い
う
。

最
後
に
、
印
薦
職
人
た
ち
か
ら
の
ホ
ン

ネ
を
ひ
と
こ
と
。

心
を
こ
め
て
、
苦
労
し
て
造
り
あ
げ
た

印
薦
。
な
か
で
も
と
び
き
り
上
出
来
と
思

え
る
十
数
枚
は
、
神
様
へ
の
奉
納
酒
樽
用

に
と
っ
て
お
く
。

「
も
っ
た
い
な
い
か
ら
、
人
間
に
は
渡
さ

な
い
。」

旧
家
の
正
月
を
飾
っ
て
き
た
薦
樽
。

生
活
習
慣
の
変
化
で
最
近
目
に
す
る
機
会
は
す
っ
か
り
減
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

入
念
な
手
作
業
で
造
り
あ
げ
る
職
人
の
心
意
気
は
、

今
も
な
お
変
わ
ら
な
い
。

刷りあげた印薦をていねいに縫いとじてゆく（辰馬本家酒造にて）

一
月
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刺
繍
は「
日
記
」か
？

中
国
雲
南
省
に
居
住
す
る
少
数
民
族
ミ
ャ
オ
族
（
自

称
モ
ン
）
は
、
そ
の
衣
装
を
装
飾
す
る
刺し

し
ゅ
う繍
の
華
や
か

さ
で
有
名
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
刺
繍
に
は
文
字

の
機
能
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
ミ
ャ
オ
族
は
独
自

の
言
語
を
有
す
る
が
、
文
字
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
、

読
み
書
き
が
で
き
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
の
た

め
刺
繍
の
図
案
は
、
ミ
ャ
オ
族
女
性
の
日
々
の
出
来
事

を
つ
づ
る
「
日
記
」
の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
と
解
釈
さ

れ
、
ミ
ャ
オ
族
の
な
か
に
も
こ
の
説
を
受
け
売
り
す
る

者
も
い
る
。

し
か
し
調
査
を
す
す
め
る
な
か
で
、
わ
た
し
は
こ
の

定
説
を
誇
張
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

女
性
た
ち
に
尋
ね
て
も
、
刺
繍
と
文
字
の
関
係
ど
こ
ろ

か
、
図
案
の
名
称
や
意
味
さ
え
明
確
な
答
え
は
返
っ
て

こ
な
い
。
ま
た
彼
女
た
ち
は
、
刺
繍
の
図
案
を
自
分
で

創
造
す
る
よ
り
も
、
他
人
の
衣
装
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
刺

繍
を
見
本
と
し
、
模
倣
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。
刺

繍
の
図
案
は
確
か
に
、
花
や
蝶ち

ょ
う、
鳥
と
い
っ
た
身
近
な
自

然
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
多
い
が
、
と
て
も
日
々
の
出
来
事

を
つ
づ
る
「
日
記
」
だ
と
は
思
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
文
字
を
知
ら
な
い
か
ら
服
を
作
る
」

雲
南
省
の
ミ
ャ
オ
族
の
あ
い
だ
で
は
、
こ
の
十
数
年

で
服
作
り
に
変
化
が
訪
れ
て
い
る
。
定
期
市
で
綿
や
化

繊
の
布
が
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
染
織
を
す
る
者

は
減
っ
た
。
し
か
し
場
所
や
準
備
の
手
間
が
か
か
ら
な

い
刺
繍
だ
け
は
、
農
作
業
の
合
間
の
仕
事
と
し
て
中
高

年
の
女
性
は
も
ち
ろ
ん
、
一
〇
代
の
少
女
に
も
日
常
的

に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

調
査
中
の
あ
る
日
、
新
年
に
む
け
て
服
作
り
を
す
る

居い
そ
う
ろ
う候

先
の
母
親
の
隣
で
、
わ
た
し
は
フ
ィ
ー
ル
ド

ノ
ー
ト
の
整
理
を
し
て
い
た
。
普
段
か
ら
わ
た
し
が
メ

モ
を
書
い
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
す
る
の
を
、
女
性
た

ち
は
ど
う
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
好

奇
心
を
も
っ
て
わ
た
し
の
ノ
ー
ト
を
覗の

ぞ

き
込
ん
で
く
る

の
は
、
学
校
教
育
に
よ
っ
て
漢
語
（
中
国
語
）
を
習
得

し
た
男
性
や
若
者
ば
か
り
で
、
女
性
は
わ
た
し
の
読
み

書
き
の
行
為
と
距
離
を
置
い
て
い
る
気
が
し
て
い
た
の

だ
。
そ
ん
な
と
き
、
居
候
先
の
母
親
が
何
気
な
く
つ
ぶ

や
い
た
。「
あ
な
た
は
本
を
読
ん
で
、
わ
た
し
は
服
を

作
る
」。「
わ
た
し
は
一
度
も
学
校
に
行
っ
た
こ
と
が
な

い
か
ら
文
字
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
刺
繍
を
し
た
り
し

て
、
服
を
作
る
し
か
な
い
」
と
。
こ
れ
は
わ
た
し
に

と
っ
て
、
印
象
的
な
台せ

り
ふ詞

だ
っ
た
。
彼
女
は
、
自
分
の

衣
装
製
作
の
状
況
を
説
明
す
る
の
に
、
わ
た
し
の
識
字

能
力
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
れ
ら
を
対
比
さ
せ
た
の

で
あ
る
。

「
本
を
読
み
始
め
た
か
ら
刺
繍
を
し
な
く
な
っ
た
」

そ
の
後
わ
た
し
は
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ン
の
人
び
と
と

交
流
す
る
機
会
を
え
た
。
モ
ン
と
は
、
雲
南
省
の
ミ
ャ

オ
族
を
ル
ー
ツ
と
す
る
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
に
居
住
し

て
い
る
人
び
と
で
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
後
の
一
九
七
六
年

以
降
は
難
民
と
し
て
欧
米
に
も
移
住
し
て
い
る
。
ア
メ

リ
カ
で
知
り
合
っ
た
四
〇
代
の
モ
ン
女
性
は
、
ラ
オ
ス

で
生
ま
れ
、
八
歳
の
と
き
に
難
民
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に

渡
り
、
そ
こ
で
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
後
ア
メ
リ
カ

に
移
住
し
た
。
高
学
歴
で
あ
り
、
モ
ン
語
・
フ
ラ
ン
ス

語
・
英
語
の
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
で
も
あ
る
。

彼
女
に
服
作
り
に
つ
い
て
聞
く
と
、「
ラ
オ
ス
で
は

母
親
か
ら
刺
繍
を
習
っ
て
い
た
。
初
め
て
自
分
で
刺
繍

を
し
た
帯
は
今
で
も
大
事
に
置
い
て
あ
る
。
で
も
フ
ラ

ン
ス
に
行
っ
て
本
を
読
み
始
め
て
か
ら
刺
繍
は
し
な
く

な
っ
た
。」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
本
を
読
む

こ
と
が
、
刺
繍
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
説
明
し
た
の
で

あ
る
。
思
い
が
け
ず
、
異
な
る
地
域
で
、
ま
っ
た
く
異

な
る
人
生
を
歩
ん
で
き
た
同
年
代
の
女
性
二
人
か
ら
同

じ
意
味
合
い
の
発
言
を
聞
き
、
両
者
の
繋つ

な

が
り
を
感
じ

る
と
と
も
に
、
再
び
刺
繍
と
文
字
の
関
係
が
気
に
な
る

よ
う
に
な
っ
た
。

刺
繍
と
文
字
の
関
係

そ
れ
で
は
、
刺
繍
は
本
当
に
「
日
記
」
な
の
だ
ろ
う

か
。
前
述
の
二
人
の
発
言
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
刺
繍

を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
文
字
の
習
得
に
置
き
換
え
可
能

な
行
為
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
や
は
り
刺
繍
が
日
々
の
出
来
事
を
つ
づ
っ
た
「
日

記
」
だ
と
は
思
え
な
い
。
刺
繍
の
出
来
栄
え
は
、
常
に

女
性
た
ち
の
話
の
た
ね
で
あ
る
。
評
判
の
よ
い
図
案
は
、

そ
の
名
称
や
意
味
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、「
き
れ

い
」「
好
き
」
と
い
う
感
情
の
優
先
に
よ
っ
て
、
真
似

し
真
似
さ
れ
流
行
の
ご
と
く
広
ま
っ
て
い
く
。「
日
記
」

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
ミ
ャ
オ
族
女
性
同
士
の
交
流
の

軌
跡
だ
と
と
ら
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
最
近
、
雲
南
省
の
ミ
ャ
オ
族
の
あ
い
だ
で
、

文
字
の
刺
繍
を
み
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
漢
字
で
自

分
の
名
前
や
「
北
京
奥
運
会
（
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
）」

な
ど
世
相
を
反
映
し
た
文
字
を
刺
繍
し
た
り
、
意
味
も

知
ら
ず
に
英
文
を
刺
繍
し
て
い
た
り
す
る
。
こ
れ
も
流

行
中
の
図
案
の
ひ
と
つ
と
み
な
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も

文
字
を
習
得
し
た
若
い
世
代
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
刺
繍

と
文
字
の
融
合
」
と
い
う
あ
ら
た
な
現
象
だ
と
み
な
す

べ
き
な
の
か
。
ま
だ
ま
だ
気
に
な
る
問
題
で
あ
る
。

宮み
や
わ
き脇 

千ち

え絵

総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程

ミ
ャ
オ
／
モ
ン
女
性
を
と
り
ま
く

刺
繍
と
文
字

隣家の洗濯物の刺繍の図案を真似する女性

雲南省農村のミャオ族女性たち

刺繍はクロス・ステッチ技法である スカートにほどこされた「Ｐｌｅａｓｕｒｅ」との刺繍は、図案か文字か？
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話者 :新免光比呂（民族文化研究部准教授）
話題 :バルカン半島の諸言語と慣習
場所 :本館展示場内ナビひろば

話者 :宇田川妙子（民族社会研究部准教授）
話題 :イタリアの家族の現在
場所 :本館展示場内ナビひろば

話者 :池谷和信（民族社会研究部教授）
話題 :森と人とのかかわり―日本からアマゾンへ―
場所 :本館展示入口

交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分
●阪急茨木市駅･ＪＲ茨木駅･北大阪急行千里中央駅からバスで「日本庭園前」下車、徒歩約15分（茨木
方面からは、もっとも近い「自然文化園･日本庭園中央」バス停で下車できるバスが1時間に1本程度あ
ります。詳しくは阪急バスにお問い合わせください）。
●自家用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」横にある民
博専用通行口をお通りください。
●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

  　     みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

編集後記
　敵から逃れるための大きな耳と逃げ足に加えて、発情
周期を短くするという戦略を選んだウサギの繁殖率は高
い。スポーツハンティング用に白人がオーストラリアにも
ち込んだウサギが、天敵の少ない新天地で驚くほど増え
て牧草地を荒らし、困った白人がウサギよけフェンスを
張り巡らしたが結局役立たなかった、という話は、本誌
２００３年１２月号「『裸足の１５００マイル』をみる」で紹
介した。ウサギが多産、豊

ほう

穣
じょう

、性のシンボルとなったの
もうなずける。これら特性を映した各文化におけるウサ
ギ観は、特集で論じられているとおりだ。
　ちょうど今、展示場でもウサギを論じている。２月１日
まで開かれている年末年始展示イベント「うさぎ」では、
本号で写真を掲げたものも含む標本資料約５０点のほか、
教員が各地で撮影したウサギと人のかかわりを示す写真
や動画、関連する書籍も展示される。
　特集冒頭にある「兎の角論」は、ありえないものごとを
指す「兎

と

角
かく

亀
き

毛
もう

」ということばからきているそうだが、何
でもありの現代、頭をやわらかくする年初にしたいものだ。
（久保正敏）
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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1月

話者 :田村克己（民族社会研究部教授）
話題 :ハノイのえべっさん
場所 :本館展示場内東南アジア休憩所

9日
（日曜日）

16日
（日曜日）

23日
（日曜日）

30日
（日曜日）

次号の予告
 特集

鬼はソト、鬼はウチ

■時間　14時 30分から 15時 30分
■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：月にすむとされるウサギをあらわした玉兎。張り子人形
（日本 福島県）標本番号 H0013154
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