


梅棹忠夫先生と民族誌写真
芳

は が

賀 日
ひ で お

出男

　
昭
和
三
九
年
七
月
、
横
浜
港
を
出
帆

し
た
ソ
連
の
客
船
の
中
で
、
私
は
梅
棹

先
生
に
は
じ
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
。
当

時
は
ナ
ホ
ト
カ
港
に
到
着
後
、
シ
ベ
リ

ア
鉄
道
に
乗
り
継
ぎ
、
そ
れ
か
ら
空
便

で
モ
ス
ク
ワ
に
着
い
た
。
梅
棹
先
生
は

そ
こ
で
第
七
回
国
際
人
類
学
・
民
族
学

会
議
へ
出
席
。
私
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の

サ
マ
ル
カ
ン
ド
へ
向
か
っ
た
。

　
毎
日
の
よ
う
に
お
会
い
し
た
の
は
、
昭

和
四
五
年
の
日
本
万
国
博
覧
会
で
。
私

は
お
祭
り
広
場
で
世
界
の
祭
り
の
制
作
・

演
出
を
担
当
。
そ
の
地
下
で
は
、
梅
棹

先
生
も
実
現
に
か
か
わ
ら
れ
た
、
仮
面

と
神
像
約
二
六
〇
〇
点
に
よ
る
展
示
が

お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
れ
が
今
日
の
国
立

民
族
学
博
物
館
の
出
発
点
の
ひ
と
つ
に

な
っ
た
。

　
三
年
後
の
昭
和
四
八
年
に
、
梅
棹
先

生
は
日
本
写
真
家
協
会
の
入
会
審
査

を
受
け
ら
れ
た
。
資
格
審
査
の
資
料
は
、

岩
波
写
真
文
庫
の
『
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の

旅
』『
タ
イ
』『
イ
ン
ド
シ
ナ
の
旅
』
の
三

冊
で
、
日
本
の
写
真
界
に
民
族
誌
写
真

と
い
う
分
野
を
は
じ
め
て
明
示
し
た
。

　
国
立
民
族
学
博
物
館
が
開
館
さ
れ
、

そ
の
友
の
会
の
機
関
誌
と
し
て
『
季
刊

民
族
学
』
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
二

年
で
あ
る
。
前
年
の
昭
和
五
一
年
に
、
学

習
研
究
社
か
ら
『
民
族
探
検
の
旅
』
全

八
巻
（
編
集
長
中な

か
じ
ょ
う城
正ま

さ
た
か堯
）
が
出
版
さ

れ
た
。
全
巻
を
日
本
の
写
真
家
が
撮
り
、

梅
棹
先
生
が
監
修
さ
れ
た
。
第
一
巻
の
オ

セ
ア
ニ
ア
編
で
は
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
東
部

に
あ
る
高
地
の
村
々
を
大お

お
い
し石

芳よ
し

野の

さ
ん

が
通
算
六
カ
月
滞
在
し
て
撮
影
を
し
て

い
る
。
そ
の
中
に
メ
ニ
ヤ
ミ
ヤ
に
暮
ら
す

先
住
民
の
女
性
が
出
産
し
て
、
わ
が
子

の
ヘ
ソ
の
緒
を
切
る
決
定
的
瞬
間
の
一
枚

が
あ
る
。

　
昭
和
五
六
年
、
日
本
写
真
家
協
会
は

梅
棹
先
生
の
講
演
会
を
お
こ
な
っ
た
。
演

題
は
「
民
族
学
者
か
ら
見
た
写
真
」
で
、

「
写
真
の
撮
影
な
く
し
て
、
民
族
学
は
成

り
立
た
な
い
」
と
結
論
付
け
た
。
講
話

が
終
わ
る
と
九
四
名
の
聴
衆
が
駈
け
よ

り
、
梅
棹
先
生
を
か
こ
ん
だ
。
そ
の
中

の
一
人
に
大
石
芳
野
さ
ん
も
い
た
。
梅
棹

先
生
は
異
民
族
と
生
活
を
共
に
し
て
信

頼
を
得
て
か
ら
写
し
た
大
石
さ
ん
の
作

風
に
心
を
打
た
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。

　
昭
和
五
七
年
、
東
京
銀
座
の
ニ
コ
ン
サ

ロ
ン
で
個
展
、「
民
族
学
者
　
梅
棹
忠
夫

の
眼
」
を
開
催
、
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
ま
で
四
六
点
の
写
真
を
展
示
、
全
国

七
カ
所
を
巡
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
平
成
六
年
に
は
文
化
勲
章
を
叙
勲
、

日
本
写
真
家
協
会
か
ら
名
誉
会
員
に
推

挙
さ
れ
た
。
梅
棹
先
生
の
没
後
、
今
年

の
三
月
三
日
か
ら
六
月
一
四
日
ま
で
国
立

民
族
学
博
物
館
で
第
八
回
目
の
写
真
展

が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
民
族
誌
写

真
展
は
梅
棹
先
生
の
分
身
と
し
て
、
今

後
も
生
き
続
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

エッセイ千字文千字文

月刊
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大正１０年中国大連市に生まれる。写
真家。昭和２５年に日本写真家協会創
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陳 天璽
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 14  地球ミュージアム紀行

阪神淡路大震災の記憶をとどめる 
野島断層保存館 
久保 正敏

 15  みんぱく 私の逸品

帆走カヌー　チェチェメニ号
阮 雲星

 16  散策と思索の径
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原 知章

 18  多文化をささえる人びと

母語で喜怒哀楽を 
文化的背景に配慮した在日コリアン老人ホーム「故郷の家」
金 春男

 20  歳時世相篇

モンゴルのナーダム
小長谷 有紀

 22  フィールドで考える

漁業開発が残したもの
吉村 健司

 24 次号予告・編集後記



特集

骨
か
ら
学
ぶ 

野の
ば
や
し林 

厚あ

つ

し志　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

な
研
究
手
法
が
色
あ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ

う
し
た
研
究
は
デ
ー
タ
を
分
析
し
、
そ
の
結
果

を
解
釈
し
て
人
類
の
進
化
や
適
応
を
論
じ
る
こ

と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
骨
を
観
察
し
、
そ
の
質

感
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
そ
の
骨
の
も
ち
主
の

生
前
の
姿
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め

に
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
民
博
の
元
老
を
務

め
た
自
然
人
類
学
者
の
故
鈴す
ず
き木

尚ひ
さ
し

東
大
名
誉

教
授
が
石
田
三
成
の
頭
骨
を
評
し
た
﹁
ま
っ
た

く
武
骨
な
と
こ
ろ
は
み
じ
ん
も
な
く
、
む
し
ろ

容
貌
は
女
性
と
見
ま
ご
う
ほ
ど
端
正
で
、
智
者

に
ふ
さ
わ
し
い
静
け
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。﹂
の
言
を
知
れ
ば
、
我
々
が
テ
レ
ビ
や
映
画

で
三
成
を
演
じ
る
俳
優
を
見
る
目
も
変
わ
っ
て

く
る
。

進
化
の
過
程
を
骨
に
見
る

文
化
人
類
学
や
民
族
学
と
対
を
な
す
研
究
分

野
で
あ
る
自
然
人
類
学
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に

よ
る
人
類
集
団
の
進
化
の
過
程
の
解
明
が
主
流

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
当
初
は
生
体
か
ら
の
Ｄ
Ｎ

Ａ
が
分
析
対
象
だ
っ
た
が
、
最
近
で
は
化
石
人

骨
か
ら
も
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
取
り
出
す
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
ク
ロ
ア
チ
ア
で
発
掘
さ
れ
た
数
万

年
前
の
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
の
化
石
人
骨
の
Ｄ
Ｎ

Ａ
分
析
の
結
果
か
ら
は
、
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
現
生
人

類
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
は
そ
れ
ぞ
れ
数
パ
ー
セ
ン

ト
の
違
い
で
あ
る
こ
と
や
、
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
で
は
な
く
中
国
や
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
人

類
集
団
と
同
一
の
配
列
を
も
つ
領
域
が
存
在
す
る

こ
と
ま
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
骨
を
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
で
分
析
す
る
こ

と
で
そ
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
二
足
歩

行
の
獲
得
や
大
脳
が
発
達
す
る
過
程
を
検
証
す

る
研
究
や
、
骨
に
含
ま
れ
る
微
量
元
素
の
分
析

に
基
づ
き
食
生
活
を
復
原
し
て
、
当
時
の
生
業

行
動
を
推
察
す
る
研
究
も
今
で
は
そ
う
め
ず
ら

し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

骨
を
見
つ
め
て
人
を
知
る

と
は
い
う
も
の
の
、
人
骨
の
基
本
的
な
計
測
、

神
経
や
血
管
の
と
お
っ
て
い
る
穴
の
有
無
や
形

態
の
分
析
に
基
づ
い
た
自
然
人
類
学
の
伝
統
的

目鼻立ちや肌の色、肉や脂肪のつき方と違い、

日常生活において骨は隠れた存在である。

しかし人体の芯を支える骨をじっくり見据えると、

〈我 は々どこから来たのか、そしてどこへ行くのか〉という、

人間のアイデンティティの根源に辿り着く。

生の記憶、死の暗示、

そして生者と死者をつなぐ存在である骨。

骨に対する人類の思いは深い。

石田三成像（杉山丕氏所蔵） 石田三成の頭骨（『骨』鈴木尚著 学生社より転載）
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自
然
人
類
学
者
の
奇
妙
な
コ
ダ
ワ
リ 

ま
た
は
彼
ら
は
如
何
に
し
て
怖
が
る
の
を
止
め
て
人
骨
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か

坂さ
か
う
え上 

和か
ず
ひ
ろ弘

　
国
立
科
学
博
物
館
研
究
員

骨
は
生
の
証

骨
は
物
質
的
に
は
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
の
か

た
ま
り
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
、
海
中
に
い
た

無
脊
椎
動
物
が
、
そ
の
生
存
に
不
可
欠
な
リ
ン

酸
と
カ
ル
シ
ウ
ム
を
体
内
に
保
持
す
る
た
め
に

形
成
し
た
器
官
で
、
時
間
を
経
て
、
動
物
の
か

ら
だ
の
支
持
体
と
な
り
、
運
動
機
能
の
基
盤
器

官
と
な
り
、
脳
や
内
臓
を
保
護
す
る
た
め
の
構

造
体
と
な
っ
て
い
っ
た
と
解
釈
す
る
生
物
学
者

は
少
な
く
な
い
。

当
初
は
調
整
器
官
に
す
ぎ
な
か
っ
た
骨
は
個

体
の
中
心
に
居
座
る
存
在
と
な
り
、
や
が
て
文

化
的
な
存
在
感
を
も
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

東
ア
ジ
ア
の
各
地
で
は
﹁
父ふ

骨こ
つ

母ぼ

肉に
く

﹂
と
い
う

情
報
の
宝
庫

自
然
人
類
学
は
生
物
と
し
て
の
﹁
人
類
﹂
を
研
究

対
象
と
し
て
お
り
、
人
類
の
﹁
本
質
﹂﹁
変
異
﹂、
そ

し
て
﹁
由
来
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。
方
法
と
し
て
は
軟
部
組
織
を
扱
う
研
究
も

あ
る
が
、
多
く
の
自
然
人
類
学
者
は
﹁
骨
﹂
を
研
究

対
象
に
用
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
は
﹁
保
存
さ
れ

や
す
い
﹂
こ
と
、
そ
し
て
﹁
情
報
量
が
多
い
﹂
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

古
代
人
の
遺
体
は
数
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、

皮
膚
や
筋
肉
が
残
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
図
１
の
よ
う

な
ミ
イ
ラ
状
態
の
遺
体
は
最
古
の
も
の
で
約
九
千
年

前
︵
南
米
チ
ン
チ
ョ
ー
ロ
文
化
の
﹁A

cha m
an

﹂︶

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
も
っ
と
も
古
い
現
生
人
類

﹁
ヘ
ル
ト
人
︵
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
・
イ
ダ
ル
ツ
︶﹂

の
化
石
は
な
ん
と
約
一
六
万
年
前
の
も
の
で
あ
る
。

現
生
人
類
よ
り
も
前
の
段
階
の
祖
先
、い
わ
ゆ
る
﹁
猿

人
﹂
や
﹁
原
人
﹂
と
い
っ
た
も
の
の
骨
も
数
多
く
発

見
さ
れ
、
我
々
人
類
が
ど
の
よ
う
な
進
化
過
程
を
経

て
き
た
の
か
を
示
す
証
拠
と
な
っ
て
い
る
︵
図
２
︶。

変
化
を
つ
づ
け
る

ま
た
、
一
般
に
骨
は
硬
く
変
化
し
に
く
い
も
の
だ

と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
わ
た
し
た
ち
の
骨
は
新
陳

代
謝
を
活
発
に
お
こ
な
い
、
二
年
ほ
ど
で
骨
の
全
細

胞
は
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
何
を
食
べ
、

体
を
ど
う
使
っ
た
か
に
応
じ
て
骨
は
そ
の
形
を
変
化

さ
せ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
両
親
か
ら
受
け
継
い
だ
形

質
と
い
う
﹁
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
一
品
﹂
を
自
分
の

使
い
方
で
﹁
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
﹂
し
た
も
の
が
、
わ
た

し
た
ち
の
骨
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
骨
の
形

か
ら
、
そ
の
人
が
ど
の
よ
う
な
集
団
に
属
し
て
い
る

可
能
性
が
高
い
か
、
性
別
、
死
亡
し
た
と
き
の
年
齢
、

身
長
、
ど
の
よ
う
な
体
の
使
い
方
を
し
て
い
た
の
か

な
ど
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
縄
文
時
代
人
骨
は
現
在
二
千
体
ほ
ど
、

弥
生
時
代
人
骨
は
三
千
体
ほ
ど
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
人
骨
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
縄
文
時
代
か
ら

弥
生
時
代
に
か
け
て
大
き
く
変
化
し
た
社
会
構
造
に

は
、
人
の
移
動
に
よ
る
影
響
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
彫
り
が
深
く
小
さ
い
顔
の
縄
文

人
と
平
坦
で
大
き
な
顔
を
し
た
弥
生
人
︵
図
３
︶
で
は

﹁
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
﹂
の
部
分
か
ら
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
、
つ
ま
り
属
し
て
い
る
集
団
が
異
な
っ
て
い
る
可

能
性
が
高
い
こ
と
が
、
骨
の
形
態
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

で
分
析
す
る
こ
と
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
外
に
も
、
骨
に
つ
け
ら
れ
た
外
傷
や
骨
の

病
気
、
妊
娠
経
験
の
有
無
な
ど
も
診
断
で
き
る
た
め
、

そ
の
人
骨
が
置
か
れ
て
い
た
社
会
状
況
な
ど
を
推
察

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︵
図
４
︶。

骨
を
読
む

こ
う
い
っ
た
﹁
骨
を
読
む
﹂
こ
と
は
何
も
遠
い
過

去
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
け
の
手
法
で
は
な
い
。

自
然
人
類
学
の
手
法
を
江
戸
時
代
や
近
代
、
さ
ら
に

は
現
代
の
人
骨
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
文
献
な
ど
で

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
情
報
を
確
認
し
た
り
、
海
外

に
お
け
る
日
本
人
戦
没
者
の
遺
骨
を
鑑
定
し
日
本
に

帰
還
さ
せ
る
手
助
け
を
お
こ
な
っ
た
り
、
白
骨
死
体

を
鑑
定
し
犯
罪
捜
査
に
貢
献
し
た
り
も
し
て
い
る
。

こ
れ
ほ
ど
機
能
的
で
あ
り
な
が
ら
個
性
的
で
あ
り
、

な
お
か
つ
﹁
来
し
方
﹂
を
科
学
的
に
考
え
る
根
拠
と

も
な
る
﹁
骨
﹂。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
、
我
々
自
然
人

類
学
者
が
コ
ダ
ワ
ル
理
由
で
あ
る
。

こ
と
ば
が
、
父
系
社
会
の
な
か
で
個
人
の
由
来

を
説
明
す
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
ま
た
、
個
体
が
死
に
、
そ
の
肉
体
が
朽

ち
果
て
て
い
く
な
か
で
唯
一
残
さ
れ
る
骨
は
、
個

人
が
属
し
て
い
た
家
族
や
共
同
体
に
よ
っ
て
遺

骨
と
し
て
所
有
さ
れ
、
故
人
を
通
じ
て
つ
な
が
っ

て
い
た
人
間
た
ち
の
関
係
を
維
持
さ
せ
る
役
割

を
果
た
し
て
い
く
。

一
方
で
い
っ
た
ん
生
体
か
ら
離
れ
た
骨
が
、
墓

に
埋
葬
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
べ
き
場
所
に

納
ま
っ
て
い
な
い
と
き
、
人
び
と
は
落
ち
つ
か

な
い
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
。
最
近
で
こ
そ
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
葬
の
よ
う
に
故
人
の
骨
を
ま
っ

た
く
別
の
も
の
に
作
り
変
え
て
手
元
に
残
す
と

い
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
遺
さ
れ
た
者

た
ち
が
近
親
者
の
骨
を
い
つ
ま
で
も
手
元
に
お

い
た
り
す
る
習
慣
を
も
っ
た
社
会
は
あ
ま
り
聞

か
な
い
。
死
し
て
も
な
お
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
履
歴
と
が
骨
に
き
ざ
み
こ
ま
れ
て

い
る
よ
う
な
感
覚
を
人
は
覚
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

人
び
と
は
生
の
証
で
あ
っ
た
骨
の
存
在
に
こ
だ

わ
り
、
あ
る
程
度
の
距
離
を
骨
に
対
し
て
置
い

て
き
た
の
だ
。
骨
は
そ
れ
を
手
に
す
る
者
に
と
っ

て
、
も
の
で
あ
る
と
わ
り
き
っ
て
扱
う
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
骨
か
ら
学
び
、
骨
を
読
み

解
く
者
が
、
骨
に
敬
意
を
抱
き
、
心
を
よ
せ
る

所
以
で
あ
る
。

図１
日本のミイラ

「即身仏」の御尊顔

図２　約 350 万年前のアウストラロピ
テクス・アファレンシス（通称ルーシー）
の骨格模型と生前の復元像。

図３　弥生時代人骨（左：土井ヶ浜遺跡出土、レプリカ）
と縄文時代人骨（右：宮野貝塚出土）。縄文時代人は鼻根
部が高く隆起し、四角い眼窩（がんか）、低い顔、平坦な
歯の摩耗などの特徴をもつ

図４　江戸時代の「梅毒」にかかっ
た人骨。前頭部に骨吸収像が見
られる。当時大都市江戸では梅
毒が非常に流行し、骨の状態か
ら江戸在住成人の半数近くが梅
毒であったと考えられている
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海
や
川
、
山
な
ど
に
散
骨
す
る

葬
法
で
あ
る
自
然
葬
は
、
も
と
も

と
、
新
し
い
家
族
形
態
の
出
現
や
、

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
宗
教
意
識
の

変
容
、
そ
し
て
自
然
回
帰
へ
の
渇

望
な
ど
を
背
景
と
し
て
う
ま
れ
た
。

万
物
を
あ
ら
わ
す
﹁
自
然
﹂
と
、

本
来
備
わ
っ
て
い
る
性
質
と
し
て

の
﹁
自
然
﹂
と
い
う
ふ
た
つ
の
意

味
が
同
時
に
含
ま
れ
る
こ
の
自
然

葬
は
、
既
存
の
価
値
観
に
頼
ら
ず
、
自
分
な
り
の
生
と
死
を

営
ん
で
い
こ
う
と
す
る
人
び
と
に
魅
力
的
な
死
生
観
を
提
示

す
る
。
早
く
に
知
人
の
死
を
経
験
し
て
い
た
わ
た
し
に
と
っ

て
も
、自
然
葬
は
新
鮮
な
響
き
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

わ
た
し
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
が
、
ど

の
よ
う
に
死
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
か
に
つ
い
て
興
味
を

抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

当
時
韓
国
で
は
、
自
然
葬
は
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、

ド
イ
ツ
や
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
な
ら
ん
で
、
一
五
年
ほ
ど
早
く

は
じ
ま
っ
て
い
た
日
本
の
事
例
が
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

大
学
で
日
本
語
と
文
化
人
類
学
を
学
ん
だ
わ
た
し
は
、
学
位

取
得
を
兼
ね
て
日
本
に
留
学
し
、
自
然
葬
に
関
す
る
研
究
を

す
す
め
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

来
日
後
、
わ
た
し
は
、
自
然
葬
を
最
初
に
提
唱
し
た
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
﹁
葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
会
﹂
の
協
力
を
え

て
、
自
然
葬
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
人
た
ち
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス

ト
リ
ー
調
査
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
調
査
を
す
す
め
る
な
か

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
と
出
会
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
者
や
、
六
〇
年
代
や
七
〇
年
代
の

学
生
運
動
に
積
極
的
に
参
加
し
た
人
た
ち
、
そ
し
て
そ
の
経

験
と
自
然
葬
の
選
択
を
関
連
づ
け
る
人
た
ち
が
多
く
含
ま
れ

て
い
た
。

戦
争
を
経
験
し
、
国
か
ら
規
制
を
強
い
ら
れ
て
き
た
彼
ら

は
、
一
人
の
人
間
と
し
て
組
織
と
い
う
枠
の
な
か
に
押
し
込

め
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
、
墓
と
い
う
枠
に

も
、
死
ん
で
な
お
押
し
込
め
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち

を
抱
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
無
意
識
に
日
本
を
戦
争

の
加
害
者
と
し
て
の
み
想
定
し
て
い
た
わ
た
し
に
、
そ
の
よ

う
な
彼
ら
の
発
言
は
衝
撃
で
あ
っ
た
。
葬
送
儀
礼
と
い
う
大

事
な
場
面
に
寄
り
添
い
、
調
査
を
し
な
が
ら
交
流
を
深
め
る

な
か
で
、
一
個
人
と
し
て
彼
ら
の
人
生
に
共
感
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
学
生
運
動
に
参
加
し
た
一
人
は
、
裸
で
生
ま
れ
、

裸
で
死
ん
で
い
く
の
が
自
然
の
姿
で
あ
り
、
死
ぬ
と
き
は
、

み
な
平
等
に
、
対
等
な
立
場
で
死
に
た
い
と
語
る
。
し
か
し
、

彼
ら
も
今
で
は
社
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
経
済
的
に

一
定
の
成
功
を
お
さ
め
、
運
動
に
参
加
し
た
当
時
の
よ
う
に
、

既
存
の
体
制
に
異
を
唱
え
つ
づ
け
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
自
然
葬
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
そ
ん
な
彼
ら
の
抱
く
わ

だ
か
ま
り
を
昇
華
す
る
手
だ
て
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

撒
か
れ
る
骨
灰
に
は
人
の
生
の
哀
愁
、
そ
し
て
望
み
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
わ
た
し
は
さ
ま
ざ
ま
な
骨
と
、

そ
こ
に
宿
っ
て
い
る
た

く
さ
ん
の
話
に
出
会
う

だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の

話
に
耳
を
傾
け
る
こ
と

は
、
わ
た
し
自
身
が
生

と
死
を
受
け
止
め
て
い

く
過
程
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

メ
キ
シ
コ
の
骸
骨
人
形
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ

る
。
民
博
の
ア
メ
リ
カ
展
示
場
の
一
角
に
陣
取

り
、
ト
ラ
ン
プ
遊
び
に
興
じ
る
骸
骨
た
ち
。
そ

こ
に
不
気
味
さ
は
な
い
。
そ
の
せ
い
か
、
来
館

す
る
子
ど
も
た
ち
に
は
絶
大
な
る
人
気
を
ほ

こ
っ
て
い
る
。
今
回
の
新
構
築
で
は
、
ソ
ン
ブ

レ
ロ
を
か
ぶ
っ
た
楽
士
や
ミ
シ
ン
に
む
か
う
婦

人
も
く
わ
わ
り
、
い
っ
そ
う
に
ぎ
や
か
に
な
っ

た
。

死
者
の
日

メ
キ
シ
コ
で
は
一
一
月
二
日
の
﹁
死
者
の

日
﹂
が
近
づ
く
と
街
中
が
骸
骨
で
あ
ふ
れ
か
え

る
。
骸
骨
人
形
の
工
芸
品
だ
け
で
な
く
、
お
菓

子
に
ま
で
骸
骨
の
模
様
が
あ
し
ら
わ
れ
る
。
砂

糖
菓
子
や
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
髑ど
く
ろ髏
が
祭
壇
に
そ

な
え
ら
れ
、
友
人
た
ち
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
る
。

骸
骨
を
飾
っ
た
り
食
べ
た
り
す
る
の
は
、
亡
く

な
っ
た
人
た
ち
と
の
交
流
を
は
か
る
た
め
で
あ

る
。カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
一
一
月
一
日
が
万
聖

節
、
つ
ま
り
す
べ
て
の
聖
人
の
日
で
あ
る
。
そ

の
翌
日
が
万
霊
節
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
死
霊

を
ま
つ
る
日
で
あ
る
。
こ
の
日
に
は
、
日
本
の

お
盆
の
よ
う
に
死
者
が
戻
っ
て
く
る
と
か
ん
が

え
ら
れ
て
い
る
。
現
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
系
社

会
で
は﹁
死
者
の
日
﹂の
こ
と
を﹁
ブ
ラ
ジ
ル
盆
﹂

と
よ
び
な
ら
わ
し
て
い
る
。

絆
を
持
続
す
る

仏
教
の
﹁
三
界
万
霊
﹂
と
い
う
か
ん
が
え
か

た
は
施せ

が

き

え

餓
鬼
会
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

三
界
と
は
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
を
さ
す
。
欲

界
と
は
肉
体
の
制
約
を
う
け
る
食
欲
や
性
欲
の

世
界
。
色
界
と
は
欲
界
を
は
な
れ
て
も
ま
だ
物

質
︵
色
︶
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
な
い
世
界
で

あ
る
。
そ
し
て
無
色
界
は
肉
体
や
物
質
か
ら
離

脱
し
た
世
界
と
さ
れ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
メ
キ
シ
コ
の
骸
骨
人
形
を
み

る
と
、
酒
を
飲
み
、
音
楽
を
楽
し
み
、
遊
び
に

も
夢
中
で
あ
る
。
姿
こ
そ
骸
骨
で
あ
る
が
、
欲

界
の
楽
し
み
を
依
然
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
年
に
一
回
、
現
世
に
戻
っ
て
き
て
も
お

か
し
く
は
な
い
。

骸
骨
人
形
や
骸
骨
菓
子
は
死
を
想
起
さ
せ
る

と
同
時
に
、
死
を
身
近
な
も
の
と
し
て
受
容
さ

せ
て
い
る
。
骸
骨
の
ア
イ
テ
ム
は
家
族
や
親
族
、

あ
る
い
は
友
人
や
知
人
た
ち
が
故
人
と
の
関
係

を
維
持
し
、
そ
の
絆き
ず
なを

持
続
す
る
た
め
の
仲
立

ち
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
骸
骨
の
存
在

は
お
盆
の
習
俗
を
知
る
日
本
人
に
も
了
解
可
能

で
あ
る
。

骨
格
へ
の
執
着

だ
が
、
骸
骨
へ
の
こ
だ
わ
り
の
程
度
と
な
る

と
、
メ
キ
シ
コ
と
日
本
、
ひ
い
て
は
キ
リ
ス
ト

教
と
仏
教
と
で
は
お
お
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
は
肉
体
の
復
活
信
仰
が
あ
り
、

土
葬
が
基
本
で
あ
る
。
か
た
や
仏
教
は
解
脱
を

旨
と
し
、
火
葬
を
ひ
ろ
め
て
き
た
。
仏
舎
利
信

仰
や
納
骨
の
風
習
も
往
生
や
供
養
の
観
念
と
む

す
び
つ
き
、
無
色
界
が
理
想
と
さ
れ
た
。
お
の

ず
か
ら
、
骨
格
へ
の
執
着
は
う
す
く
な
る
。

浄
土
真
宗
の
中
興
の
祖
、
蓮れ
ん
に
ょ如
は
御お
ふ
み文
の

な
か
で
﹁
朝あ
し
たに
紅
顔
、
夕
べ
に
白
骨
﹂
と
記
し
、

無
常
を
強
調
し
た
。
一
休
も
骸
骨
図
や
髑
髏
図

を
方
便
に
禅
を
説
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
骸

骨
は
無
常
を
悟
る
よ
す
が
と
し
て
比
類
な
き
ア

イ
テ
ム
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
遺
骨
に
は
日
本
人
に
も
つ
よ
い

こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
大
阪
の
一
心
寺
の
よ
う
に
、

無
数
の
遺
骨
で
仏
像
を
つ
く
る
例
も
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、ロ
ー
マ
の
通
称﹁
骸
骨
寺
﹂

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
多
数
の
髑
髏
を
な
ら
べ

た
墓
地
空
間
は
皆
無
で
あ
る
。

メ
キ
シ
コ
の
先
住
民
も
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト

教
の
復
活
信
仰
に
と
ま
ど
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
死
者
と
の
絆
を
死
後
ま
で
も
継
続

さ
せ
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
骸
骨
の
存
在

は
貴
重
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
先
住
民
の
お
お
い

メ
キ
シ
コ
市
以
南
の
地
域
に
こ
の
風
習
が
ひ
ろ

ま
っ
て
い
る
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。

撒
か
れ
る
骨
灰
は
語
る

金  

セ
ッ
ピ
ョ
ル　
総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程

メ
キ
シ
コ
の 

骸
骨
人
形

中な
か
ま
き牧 

弘ひ
ろ
ち
か允　

民
博 
民
族
文
化
研
究
部

酒場でトランプに興じる骸骨人形 
Ｈ０１３１６７２他

祭壇にそなえられる骸骨の菓子（撮影・鈴木紀）

骨は５ミリ以下に
粉末化される

木のまわりに撒かれた骨灰
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遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
埋
蔵
文
化
財
の
な
か
に
縄

文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
の
土ど
こ
う
ぼ
壙
墓
と
よ
ば
れ
る
遺
構

か
ら
出
土
す
る
人
骨
が
あ
る
。
人
骨
に
対
し
て
は
同

じ
出
土
遺
物
で
あ
る
木
製
品
や
金
属
製
品
と
比
べ
る

と
自
分
た
ち
の
祖
先
と
い
う
異
な
っ
た
感
情
が
入
る
。

そ
の
た
め
、
近
世
な
ど
比
較
的
新
し
い
時
代
で
は
研

究
が
済
む
と
再
び
も
と
の
お
墓
に
埋
め
戻
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
。
し
か
し
、
縄
文
時
代
な
ど
古
い
時
代
の

人
骨
は
取
り
上
げ
ら
れ
化
学
的
に
処
理
し
た
後
、
博

物
館
で
展
示
さ
れ
る
。
今
回
、
縄
文
時
代
の
水
分
を

含
ん
だ
状
態
で
出
土
し
た
人
骨
を
中
心
に
博
物
館

で
展
示
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
紹
介
す
る
。

遺
跡
か
ら
の
発
掘
・
取
り
上
げ

写
真
１
は
石
川
県
能
登
町
真ま
わ
き脇
遺
跡
三
号
土
壙

墓
か
ら
出
土
し
た
約
四
五
〇
〇
年
前
の
縄
文
人
で

あ
る
。
写
真
の
よ
う
に
劣
化
が
進
み
骨
や
歯
の
み

が
残
っ
た
状
態
で
、
土
圧
に
よ
り
変
形
が
見
ら
れ

る
。
頭
部
を
北
側
に
し
、
仰あ
お
む向
け
で
足
を
曲
げ
た

状
態
︵
仰ぎ
ょ
う
が臥
屈く
っ
そ
う葬
︶
で
ス
ギ
板
の
上
に
安
置
さ
れ

て
い
た
。
成
人
で
身
長
が
一
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
大
き
な
男
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

人
骨
は
劣
化
状
態
に
よ
っ
て
は
個
々
の
部
位
が

バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
骨
全
体
を
単
独
で
取
り
上
げ
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
個
々
に
取

り
上
げ
る
と
ど
の
よ
う
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
か
が

わ
か
ら
な
く
な
る
た
め
、
各
部
位
の
位
置
関
係
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
周
り
の
土
ご
と
取
り
上
げ
る
。

保
存
処
理
に
入
る
前
に

取
り
上
げ
た
人
骨
は
薬
剤
な
ど
を
含が
ん
し
ん浸

し
強
化

処
理
を
お
こ
な
う
が
、
実
際
に
作
業
を
お
こ
な
う

職
員
の
な
か
に
は
機
械
的
に
処
理
を
進
め
る
の
に
た

め
ら
い
を
感
じ
る
者
も
い
る
。
そ
の
た
め
、
通
常
の

遺
物
の
保
存
処
理
で
は
お
こ
な
わ
な
い
が
、
死
者
に

対
す
る
弔
い
と
作
業
者
の
気
持
ち
の
整
理
の
た
め
に
、

処
理
に
入
る
前
に
元
興
寺
の
住
職
で
も
あ
る
当
研
究

所
理
事
長
が
人
骨
の
前
で
お
経
を
あ
げ
、
関
係
者
は

順
次
焼
香
す
る
︵
写
真
２
︶。
こ
れ
に
よ
っ
て
作
業
者

は
安
心
し
て
作
業
に
取
り
か
か
れ
る
。

保
存
処
理

処
理
は
ま
ず
付
着
し
て
い
る
土
を
筆
で
丁
寧
に
取

り
除
く
︵
写
真
３
︶。
人
骨
は
そ
の
ま
ま
水
分
を
蒸
発

さ
せ
る
と
土
や
骨
に
ひ
び
が
入
っ
た
り
崩
れ
た
り
す

る
。
そ
の
た
め
、
全
体
に
出
土
木
製
品
の
処
理
な
ど

に
用
い
ら
れ
て
い
る
平
均
分
子
量
が
約
三
〇
〇
〇
の

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
︵
Ｐ
Ｅ
Ｇ
︶
を
染
み
込

ま
せ
て
強
化
す
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｇ
水
溶
液
に
土
ご
と
漬
け

る
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
土
や
骨
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る

た
め
遺
物
全
体
を
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
︵
Ｆ
Ｒ
Ｐ
︶

で
覆
っ
た
後
︵
写
真
４
︶、
低
濃
度
か
ら
徐
々
に
濃
度

を
上
昇
さ
せ
完
全
に
水
と
Ｐ
Ｅ
Ｇ
を
置
換
す
る
。
液

か
ら
取
り
出
し
常
温
に
戻
す
こ
と
で
固
化
し
強
化
す

る
。
最
後
に
展
示
や
保
管
が
容
易
な
よ
う
に
支
持
台

を
作
製
す
る
︵
写
真
５
︶。
こ
れ
ら
の
作
業
に
一
年
以

上
費
や
す
。
そ
し
て
、
長
い
眠
り
か
ら
目
覚
め
た
人

骨
は
多
く
の
手
を
経
て
は
じ
め
て
人
前
に
姿
を
見
せ

る
こ
と
に
な
る
。

発
掘
さ
れ
た
人
骨
が
博
物
館
で
展
示
さ
れ
る
ま
で

植う

え

だ田 
直な

お

み見　
財
団
法
人
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
主
幹
研
究
員

度
重
な
る
戦
争
の
舞

台
と
な
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
に

は
、
戦
火
に
果
て
た
無
名

の
人
の
骨
が
多
く
眠
っ
て

い
る
。
戦
死
者
や
そ
の
遺

骨
の
弔
い
が
盛
ん
に
な
る

の
は
、
市
場
経
済
の
導
入

や
対
外
開
放
政
策
が
推
進

さ
れ
た
ド
イ
モ
イ
政
策
施

行
後
の
九
〇
年
代
半
ば
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、一
口
に﹁
弔

う
﹂
と
い
っ
て
も
、
骨
に
対
す
る
思
惑
は
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。

例
え
ば
、
西
洋
の
軍
人
墓
地
を
模
倣
し
て
造
っ
た
近
代
的
な
戦

死
者
墓
地
を
国
民
国
家
統
合
の
象
徴
と
し
た
い
国
家
に
と
っ
て
、
骨

は
国
が
祀ま
つ

る
べ
き
︿
英
霊
﹀
で
あ

る
。
他
方
で
、
死
者
へ
の
想
い
は

も
と
よ
り
、
病
気
や
事
故
な
ど
の

災
厄
を
適
切
に
供
養
し
て
い
な
い

先
祖
か
ら
の
警
告
と
と
ら
え
て
遺

骨
を
探
し
は
じ
め
る
遺
族
に
と
っ

て
、
骨
は
一
族
の
手
で
弔
う
べ
き
祖

先
の
︿
霊
魂
﹀
で
あ
る
。
今
で
こ

そ
遺
族
の
要
望
に
応
じ
て
関
係
当

局
も
柔
軟
に
対
応
し
て
い
る
と
聞

く
が
、
当
初
は
従
来
の
し
き
た
り

に
従
い
家
で
弔
お
う
と
戦
死
者
墓

地
か
ら
骨
を
﹁
盗
む
﹂
遺
族
も
続

出
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
両
者

の
齟そ

ご齬
の
大
き
さ
が
計
り
知
れ
よ

う
。ま

た
こ
の
骨
探
し
現
象
に
拍
車

を
か
け
た
の
が
、
超
越
し
た
第
六

感
で
骨
の
所
在
を
探
し
当
て
る
と

い
う
民
間
巫
女
た
ち
の
出
現
で
あ

る
。遺
族
に
と
っ
て
は
、探
そ
う
に
も
ま
っ
た
く
手
が
か
り
の
な
か
っ

た
状
況
に
光
が
射
し
た
わ
け
だ
が
、
今
度
は
、
口
寄
せ
を
お
こ
な
う

巫
女
を
介
し
て
、
死
者
ま
で
も
が
骨
の
扱
い
に
口
を
挟
み
は
じ
め
た
。

多
く
の
場
合
、
死
者
の
こ
と
ば
は
国
家
と
遺
族
と
の
折
り
合
い
を
つ

け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
国
家
、
遺
族
、
そ
し
て
死
者
の
あ

い
だ
で
、
骨
は
ま
す
ま
す
宙
に
浮
く
。

と
は
い
え
、
や
は
り
骨
は
遺
さ
れ
た
者
た
ち
の
手
中
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。
と
あ
る
家
族
が
精
根
尽
く
し
て
探
し
だ
し
た
の
は
、
恐
ら

く
人
骨
か
ど
う
か
さ
え
不
確
か
な
一
片
の
灰
色
の
塊
だ
っ
た
。
だ
が
、

家
族
は
そ
れ
が
求
め
て
い
た
骨
で
な
く
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
。
巫

女
の
指
示
に
従
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
徴
候
を
辿
っ
て
や
っ
と
見
つ
け
た

骨
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
大
事
に

弔
っ
て
い
き
た
い
、
と
。

骨
探
し
は
、
単
に
弔
い
の
過
程

な
の
で
は
な
い
。そ
れ
は
、﹁
戦
死
﹂

と
い
う
紙
一
枚
で
強
制
的
に
終
止

符
を
打
た
れ
た
息
子
や
父
た
ち

の
、
中
断
さ
れ
た
生
の
物
語
を
改

め
て
紡
ぎ
な
お
す
過
程
で
も
あ

る
の
だ
。
黙
し
た
骨
が
今
も
ベ
ト

ナ
ム
を
覆
っ
て
い
る
。

骨
が
語
る
と
き 

―
ベ
ト
ナ
ム
の
遺
骨
探
し 

川か
わ
ご
え越 

道み

ち

こ子　
大
阪
大
学
大
学
院
招
へ
い
研
究
員

無名墓も少なくない戦死者墓地
自宅で戦死者の霊魂を弔う

戦死者祭祀の中心地 
チュオンソン烈士墓地の慰霊碑

兄弟の墓を探し出した遺族

写真 1
土ごと取り上げた人骨（周りの色の薄い部分はウレタン樹脂）

写真 2
お経をあげている風景（奥に見えるのが人骨）

写真 3　
表面の骨や木材のクリーニング

写真 4
保護材の取りつけ（上下からはさみ、針金で縛っている）

写真 5
展示中の処理された人骨（周りの黒い部分が支持台）
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た
た
め
日
本
大
使
館
に
婚
姻
届
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
二
人
の
夫
婦
関
係

は
も
と
よ
り
、
父
子
関
係
が
確
認
で
き
ず
、
男
性

と
母
子
は
日
本
と
タ
イ
で
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い

る
。
家
族
は
日
本
で
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
を
望
ん

で
い
る
。
メ
ー
ル
が
届
く
と
、
パ
ネ
リ
ス
ト
を
務

め
た
タ
イ
と
日
本
の
実
務
家
、
研
究
者
た
ち
は
、

メ
ー
ル
で
頻
繁
に
や
り
取
り
し
、
家
族
が
一
緒
に

暮
ら
せ
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
進
め
る

べ
き
か
情
報
共
有
、
協
働
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
と
お
し
パ
ネ
リ
ス
ト

た
ち
が
築
い
た
友
情
と
信
頼
、
問
題
意
識
の
共
有

が
国
を
越
え
た
協
力
体
制
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

今
後
は
、
こ
う
し
た
国
を
越
え
た
支
援
を
と
お

し
、
国
籍
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
人
び
と
が
平
等

な
人
権
を
享
受
で
き
る
「
国
籍
を
超
え
る
包
摂
と

自
律
」
の
新
シ
ス
テ
ム
が
い
か
に
構
築
で
き
る
の

か
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

国
籍
の
構
造
へ
の
問
い

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
し
て
も
、
パ
ス
ポ
ー
ト
に
し
て

も
、
そ
し
て
毎
日
見
る
ニ
ュ
ー
ス
に
し
て
も
、
わ
た

し
た
ち
が
生
き
て
い
る
社
会
、
そ
し
て
物
事
の
考

え
方
は
、
国
家
を
基
本
的
な
単
位
と
し
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
わ
た
し
た
ち
は
、
誰
で

も
国
籍
を
も
っ
て
い
て
当
た
り
前
だ
と
思
い
が
ち

で
あ
る
。
世
界
人
権
宣
言
第
一
五
条
に
も
、「
す
べ

て
人
は
、
国
籍
を
持
つ
権
利
を
有
す
る
」
と
あ
る
。

国
籍
が
え
ら
れ
れ
ば
国
民
と
し
て
選
挙
権
や
公
務

員
と
し
て
の
職
が
え
ら
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

権
利
が
与
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
国
籍
は
「
権
利

を
え
る
た
め
の
権
利
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
国
民

国
家
が
誕
生
し
て
か
ら
、
包
摂
と
排
除
の
シ
ス
テ

ム
は
「
国
籍
」
を
基
盤
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た
。
国
籍
を
も
た
な
い
無
国
籍
者
は
し
ば
し
ば
見

過
ご
さ
れ
、
国
々
の
狭
間
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
。

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
推
計
に
よ

れ
ば
、
現
在
、
世
界
に
は
お
よ
そ
一
二
〇
〇
万
人

の
無
国
籍
者
が
存
在
す
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
無
国
籍
者
に
つ
い
て

は
制
度
化
さ
れ
た
認
定
方
法
が
整
っ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、
そ
の
人
が
無
国
籍
で
あ
る
か
否
か
の

判
断
は
も
と
よ
り
、
無
国
籍
者
の
正
確
な
人
数
を

把
握
す
る
の
は
難
し
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

市
民
と
考
え
る

二
〇
一
一
年
二
月
二
七
日
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
世
界
に
お
け
る
無
国
籍
者
の
人
権
と
支
援

―
日
本
の
課
題
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
前
日
二

六
日
に
は
、
関
連
事
業
「
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ

ネ
マ
」
に
お
い
て
、
台
湾
を
舞
台
に
法
的
身
分
の

な
い
娘
と
父
の
深
い
絆き

ず
な

を
描
い
た
映
画
『
あ
な
た

な
し
で
は
生
き
て
い
け
な
い
』
を
上
映
し
た
。
こ

の
よ
う
に
二
日
間
に
わ
た
り
、
諸
地
域
に
お
い
て

無
国
籍
の
人
び
と
が
い
か
に
暮
ら
し
て
い
る
の
か
、

ど
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
か
、
そ
し
て

人
と
法
律
の
関
係
性
な
ど
に
関
し
て
、
映
画
と
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
と
お
し
理
解
を
深
め
、
新
し
い
包

摂
と
自
律
の
あ
り
方
を
、
市
民
と
と
も
に
考
え
る

機
会
を
も
っ
た
。
映
画
を
見
た
参
加
者
か
ら
は
、

「
法
は
人
を
守
る
た
め
に
も
、
排
除
す
る
た
め
に

も
あ
る
と
感
じ
た
」、「
人
に
平
等
に
権
利
を
与
え

な
い
国
家
の
ゆ
く
す
え
は
、
ど
う
な
る
の
で
し
ょ

う
か
」
な
ど
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。

二
月
二
七
日
、
午
前
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
国

際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
無
国
籍
者
の
支
援
の
現
場

―
市
民
社
会
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
は
、
無

国
籍
者
を
支
援
す
る
タ
イ
と
日
本
の
市
民
団
体
の

実
務
家
や
無
国
籍
者
と
と
も
に
、
支
援
の
現
場
の

実
態
、
当
事
者
の
生
活
や
思
い
な
ど
に
つ
い
て
具

体
的
な
事
例
に
よ
る
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
タ

イ
で
は
無
国
籍
者
を
登
録
状
況
に
よ
っ
て
細
分
化

し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
無
国
籍
者
の
定

義
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
実
態
が
浮
き
彫
り
と

な
っ
た
。
ま
た
日
本
に
お
け
る
在
留
資
格
の
な
い

無
国
籍
者
の
困
窮
し
た
日
常
や
ス
ト
レ
ス
の
軽
減

に
は
、
市
民
が
無
国
籍
、
ひ
い
て
は
人
と
法
の
関

係
の
実
態
を
理
解
し
、
先
入
観
や
偏
見
を
な
く
す

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

午
後
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
無
国
籍
の
認
定

と
保
護

―
国
際
比
較
と
協
力
構
築
」
で
は
、
フ

ラ
ン
ス
、
タ
イ
、
日
本
か
ら
、
各
国
の
無
国
籍
認

定
と
保
護
シ
ス
テ
ム
の
現
状
に
つ
い
て
発
表
が
お

こ
な
わ
れ
、
国
際
比
較
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き

た
。
さ
ら
に
、
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
に

お
い
て
難
民
・
無
国
籍
者
を
担
当
し
て
い
る
法
務

補
佐
官
、
日
本
に
在
住
す
る
タ
イ
出
身
ベ
ト
ナ
ム

系
無
国
籍
者
を
支
援
す
る
弁
護
士
、
そ
し
て
日
本

生
ま
れ
の
無
国
籍
者
を
交
え
て
活
発
な
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
議
論
の
な
か
か

ら
、
日
本
の
行
政
窓
口
の
現
場
で
は
無
国
籍
問
題

に
対
応
で
き
る
制
度
が
な
い
た
め
に
担
当
者
の
判

断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
国
籍
認
定
の
杜ず

撰さ
ん

さ
が

明
る
み
に
な
っ
た
。
現
状
を
改
善
す
る
た
め
、
早

急
に
無
国
籍
の
認
定
制
度
が
構
築
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
提
案
さ
れ
た
。

国
を
超
え
た
協
力
と
包
摂

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
終
了
し
て
か
ら
半
月
ほ
ど

た
っ
た
こ
ろ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
パ
ネ
リ
ス
ト
た

ち
の
も
と
に
一
通
の
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
日
本
に

住
む
日
本
国
籍
の
男
性
と
タ
イ
に
住
む
無
国
籍
女

性
、
そ
し
て
二
人
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
に
関

す
る
相
談
だ
。
男
性
と
女
性
は
タ
イ
で
出
会
い
結

婚
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
女
性
が
無
国
籍
で
あ
っ

国を超えるグローバルな支援と包摂

国際社会における情報化の進展にともない、国家間の境界も曖昧なものになっている。
国という枠組に従い、当然の権利として認識されがちな「国籍」だが、その法制度の狭間には
帰属すべき国籍をえられない「無国籍」の人びとが多くいる。ともに時代を生きる者として、
無国籍者の現状と支援のあり方を見つめなおすシンポジウムを開催した。

陳
チェン

 天
ティエンシ

璽
民博 先端人類科学研究部

戸籍のない娘を連れ身分登録に行く（映画『あなたなしでは生きていけない』より）

通路まで参加者で埋め尽くされた

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
世
界
に
お
け
る
無
国
籍
者
の
人
権
と
支
援

―
日
本
の
課
題
」
2
0
1
1
年

実
施
日
：
２
０
１
1
年
２
月
27
日
（
日
）

企
画
・
代
表
：
陳
天
璽

機
関
研
究
「
包
摂
と
自
律
の
人
間
学
」
領
域
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
支
援
の
人
類
学

―
グ
ロ
ー
バ
ル
な
互
恵
性
の
構
築
に
向
け

て
」
の
一
事
業
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
関
連
事
業
と
し
て
、
前
日
26
日
「
み
ん

ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ
」
に
お
い
て
、
血
縁
関
係
は
あ
る
が
法

的
に
は
父
娘
関
係
が
証
明
で
き
な
い
父
が
娘
の
た
め
に
法
律
や

行
政
に
体
ひ
と
つ
で
対たい
じ峙

す
る
実
話
を
映
画
化
し
た
『
あ
な
た

な
し
で
は
生
き
て
い
け
な
い
』
を
上
映
。
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特
別
展

「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長
・
梅
棹
忠
夫
の
軌
跡
を
た
ど

り
未
来
を
み
つ
め
る
特
別
企
画

日
本
の
ど
の
よ
う
な
問
題
も
、
日
本
だ
け
で
は
解
決

で
き
な
い
、
そ
ん
な
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
世
界
へ
の

知
的
好
奇
心
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
世
界
中
を
あ
る
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
感
動
を
記
録
し
た
、
ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ

の
生
涯
を
、
み
ん
ぱ
く
で
﹁
探
検
﹂
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、
世
界
へ
の
あ
く
な
き
好
奇
心
を
お
持
ち
帰

り
く
だ
さ
い
。

会
期　

6
月
14
日
︵
火
︶
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
企
画
展

「
民
族
学
者　
梅
棹
忠
夫
の
眼
」

梅
棹
忠
夫
が
、
世
界
各
地
で
自
身
が
撮
影
し
た
写

真
の
な
か
か
ら
自
ら
46
点
を
選
び
、
国
内
各
地
で

開
催
し
た
写
真
展
﹁
民
族
学
者　

梅
棹
忠
夫
の
眼
﹂

を
再
現
し
ま
す
。

会
期　

6
月
14
日
︵
火
︶
ま
で

会
場　

本
館
展
示
場
内

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
が
梅
棹
先
生
の
人
柄
や
研
究

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
詳
細
は
24
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館 

講
堂

時
間　

13
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
8
回　

7
月
16
日︵
土
︶

【「
ど
っ
ぷ
り
オ
セ
ア
ニ
ア
―
夏
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
１
」関
連
】

オ
セ
ア
ニ
ア
へ
の
人
類
の
移
動
―
島と
う
し
ょ嶼
環
境
を
住
み
こ
な
す

講
師　

印
東
道
子 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館　

教
授
︶

オ
セ
ア
ニ
ア
は
海
に
囲
ま
れ

た
島
世
界
で
す
。
紀
元
前

1
2
0
0
年
頃
に
、
東
南
ア

ジ
ア
か
ら
東
へ
と
船
出
を
し

た
人
た
ち
が
オ
セ
ア
ニ
ア
全

域
に
広
が
っ
た
様
子
を
、
最

新
の
年
代
を
使
っ
て
紹
介
し

ま
す
。
ま
た
、
ハ
ワ
イ
や

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ー
ス

タ
ー
島
を
は
じ
め
、
資
源
に

乏
し
い
サ
ン
ゴ
島
で
暮
ら
す

た
め
、
ど
ん
な
工
夫
を
し
て

い
た
の
か
を
見
て
い
き
ま
す
。

第
3
9
7
回　

6
月
18
日︵
土
︶

布
・
人
・
技
、そ
し
て
環
境

講
師　
関
本
照
夫 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館　

特
任
教
授
︶

モ
ノ
と
人
の
関
係
、
人
と
人

の
関
係
を
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
布
作
り
か
ら
考
え
て
み
ま

す
。
モ
ノ
は
﹁
で
き
る
﹂
の

か
、﹁
作
ら
れ
る
﹂
の
か
、
と

い
う
疑
問
で
す
。
人
が
布
を

作
る
と
い
う
の
が
常
識
で
す
。

で
も
人
は
、
モ
ノ
や
環
境
を

自
由
に
操
る
万
能
の
存
在
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
モ
ノ
、
技
、

人
が
絡
み
合
う
環
境
か
ら
モ

ノ
も
人
も
﹁
で
き
て
く
る
﹂

と
見
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

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

ノ
ク
シ
カ
タ
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
の
伝
統
的
な
刺
し
ゅ
う

で
す
。
ベ
ン
ガ
ル
語
で
﹁
ノ
ク
シ
﹂
は
﹁
縫
う
﹂、﹁
カ
タ
﹂
は

﹁
布
﹂
を
意
味
し
ま
す
。
元
々
使
い
古
し
た
サ
リ
ー
な
ど
を
２

～
３
層
に
し
て
縫
い
合
わ
せ
、
刺
し
子
を
施
し
て
布
団
カ
バ
ー

や
肌
が
け
に
し
て
再
利
用
す
る
と
い
う
リ
サ
イ
ク
ル
の
技
術
か

ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
の
独
立
︵
１
９
７
１
年
︶
後
に
は
、
貧
し

い
女
性
の
収
入
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
仕
事
と
し
て
、
ノ
ク
シ

カ
タ
の
商
品
作
り
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
っ
て
始
ま
り
ま
し
た
。

刺
し
ゅ
う
の
模
様
に
は
、
ベ
ン
ガ
ル
地
方
の
自
然
や
動
物
、
生

活
の
様
子
、
そ
し
て
人
び
と
の
思
想
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い

ま
す
。

発
達
し
た
の
か
を
研
究
す
る
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
一
般
に
公
開
し
ま
す
。︵
ア
メ
リ
カ
手
話
・
日

本
手
話
・
英
語
・
日
本
語
使
用
、
同
時
通
訳
付
き
︶

日
時　

7
月
28
日
︵
木
︶
8
時
30
分
～
14
時︵
予
定
︶

場
所　

講
堂
︵
定
員
４
５
０
名
︶
※
参
加
無
料
、
要
申
込

※
く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

h
ttp

://w
w

w
.m

in
p

a
ku

.a
c.jp

/re
se

a
rch

/
p

r/110728.htm
l

お
問
い
合
わ
せ

iC
H

L.shuw
a@

m
inp

aku.ac.jp

◆
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
諸
言
語
の
歴
史
研
究
の
方

法
―
日
本
語
の
起
源
は
解
明
で
き
る
の
か
―
」

日
本
や
そ
の
周
辺
地
域
で
話
さ
れ
る
こ
と
ば
の
歴
史

に
つ
い
て
は
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
研
究
者
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

一
般
の
方
に
も
聞
い
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
公
開
で

行
い
ま
す
。︵
英
語
、
日
本
語
へ
の
同
時
通
訳
付
き
︶

日
時　

7
月
30
日
︵
土
︶　

9
時
～
18
時

場
所　

講
堂
︵
４
５
０
名
︶
※
参
加
無
料
、
要
申
込

※
く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

h
ttp

://w
w

w
.m

in
p

a
ku

.a
c.jp

/re
se

a
rch

/
p

r/110730.htm
l

お
問
い
合
わ
せ

iC
H

L.niho
ng

o
@

m
inp

aku.ac.jp

音
楽
の
祭
日
２
０
１
１ 

in 

み
ん
ぱ
く

１
９
８
２
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、夏
至
の
日
に
み
ん
な

で
音
楽
を
楽
し
む﹁
音
楽
の
祭
典
﹂が
は
じ
ま
り
ま

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
7
回　

7
月
2
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

織
フ
ェ
ル
ト
の
敷
物
つ
く
り

―
か
れ
ら
は
な
ぜ
つ
く
り
続
け
る
の
か
？

講
師　
上
羽
陽
子
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
︶

東
ネ
パ
ー
ル
の
女
性
た
ち
は
、
織
フ
ェ
ル
ト
と
い
う
技
法
で
羊

毛
の
敷
物
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
織
機
な
ど
実
物
を
お
見
せ
し

な
が
ら
、
糸
紡
ぎ
、
製
織
、
フ
ェ
ル
ト
化
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な

工
程
を
紹
介
し
ま
す
。
彼
ら
の
生
活
に
と
っ
て
敷
物
づ
く
り
は

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
女
性
た
ち
に
よ
る

家
畜
飼
育
や
日
々
の
仕
事
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
ま
す
。

◆
資
料
閲
覧
あ
り
◆

第
3
9
8
回　

8
月
6
日
︵
土
︶
15
時
15
分
～
16
時
15
分

み
ん
ぱ
く
に
よ
み
が
え
る
オ
セ
ア
ニ
ア
の
こ
こ
ろ

―
3
回
の
収
集
の
旅
か
ら

講
師　
須
藤
健
一
︵
国
立
民
族
学
博
物
館
長
︶

東
京
講
演
会

第
98
回　

6
月
26
日
︵
日
︶
14
時
～
15
時

梅
棹
忠
夫
先
生
の
学
問
世
界

講
師　
松
原
正
毅
︵
坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
、

国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
︶

梅
棹
忠
夫
先
生
は
、﹁
幻
視
の
行
為
者
﹂
と
し
て
の
人
生
を
あ
ゆ

ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
あ
ゆ
み
は
、
み
ご
と
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で

す
。
梅
棹
先
生
の
学
問
世
界
を
さ
さ
え
て
い
た
三
つ
の
要
素
は
、

持
続
力
、
越
境
力
、
発
見
力
だ
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の

講
演
会
で
は
、
こ
の
三
つ
の
要
素
を
中
心
に
お
話
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

会
場　

東
京
都
中
小
企
業
会
館 

講
堂
︵
銀
座
︶

定
員　

1
3
0
名
︵
要
申
込
︶

「
友
の
会
」入
会
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
中

6
月
末
ま
で
に
新
規
ご
入
会
の
方
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
を

進
呈
し
て
い
ま
す
。
新
規
会
員
を
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
会
員
の

方
に
も
お
贈
り
し
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
入
会
く
だ
さ
い
。

ど
っ
ぷ
り
オ
セ
ア
ニ
ア

―
夏
の
み
ん
ぱ
く

フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
１

面
積
の
ほ
と
ん
ど
を
海
が
占
め
る
オ
セ
ア
ニ
ア
の

人
々
は
西
洋
世
界
な
ど
と
出
会
う
は
る
か
前
か
ら
、

高
度
な
航
海
技
術
を
は
じ
め
と
し
た
独
自
の
文
化

を
育
み
な
が
ら
生
活
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
端
を
、

多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
紹
介
し
ま
す
。

開
催
期
間　

6
月
19
日
︵
日
︶
～
8
月
21
日
︵
日
︶

◆
研
究
公
演

「
フ
ラ
を
知
る
、フ
ラ
を
踊
る
」

日
時　

7
月
23
日
︵
土
︶
13
時
30
分
～
15
時
45
分

場
所　

講
堂
︵
定
員
４
５
０
名
︶
※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
込
締
切　

7
月
7
日
︵
木
︶
必
着

◆
研
究
公
演

「
カ
ヴ
ァ
儀
礼
と
天
地
創
造
の
ド
ラ
マ
」

①
公
演
﹁
カ
ヴ
ァ
儀
礼
﹂

日
時　

7
月
30
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時
30
分

場
所　

本
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

②
解
説
﹁
オ
セ
ア
ニ
ア
の
天
地
創
造
神
話
﹂

　

公
演
﹁
天
地
創
造
﹂

日
時　

7
月
31
日
︵
日
︶
13
時
30
分
～
16
時
45
分

場
所　

講
堂
︵
定
員
４
５
０
名
︶
※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
込
締
切　

7
月
14
日
︵
木
︶
必
着

以
上
、研
究
公
演
の
申
込
方
法
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名︵
返
信
用
お
も
て
に
も
︶・

年
齢
・
電
話
番
号
・
参
加
人
数︵
本
人
を
含
め
４
人

ま
で
︶、﹁
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会
﹂会
員
番
号

︵
会
員
の
み
。維
持
会
員
お
よ
び
正
会
員
の
方
は
優
遇

枠
が
あ
り
ま
す
。︶と
研
究
公
演
タ
イ
ト
ル
・
実
施
日

を
書
い
て
広
報
企
画
室
企
画
連
携
係
ま
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

り
ま
す
。

※
こ
の
他
に
も
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
お
楽
し
み
に
！

以
上
、夏
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
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

◆
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
手
話
の
歴
史
言
語
学
―
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と

一
般
歴
史
言
語
学
に
お
け
る
展
開
を
目
指
し
て
―
」

世
界
で
話
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
話
が
ど
の
よ
う
に

ノ
ク
シ
カ
タ
の
魅
力

ハンカチ、ペンケース、小物入れ、ポーチ他　９４５円～
詳細はミュージアム・ショップにお尋ねください。

※他、クッションカバー、大型タペストリーなど多種ございます。

し
た
。み
ん
ぱ
く
も
、９
年
連
続
し
て
世
界
の
さ
ま

ざ
ま
な
楽
器
を
使
っ
た
音
楽
で﹁
音
楽
の
祭
日
﹂を

祝
い
ま
す
。

日
時　

6
月
26
日
︵
日
︶
10
時
15
分
～
16
時
45
分

場
所　

特
別
展
示
館
１
階
お
よ
び
本
館
１
階
エ
ン
ト

ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
︵
当
日
は
無
料
観
覧
日
で
す
︶、
申
込
不
要

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

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

6
月
26
日
︵
日
︶
は
本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た

だ
け
ま
す
。
た
だ
し
自
然
文
化
園
を
通
行
さ
れ
る

場
合
は
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
対
す
る
本
館
の
取
り
組
み

に
つ
い
て

国
立
民
族
学
博
物
館
で
は
、
今
回
の
災
害
に
際
し
ま
し

て
、
地
震
等
被
災
地
の
皆
様
へ
、
ご
支
援
・
ご
協
力
し

て
い
く
た
め
、
様
々
な
取
り
組
み
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

一
例
と
し
て
、
4
月
16
日
︵
土
︶
か
ら
当
分
の
間
、
被

災
者
支
援
の
一
つ
と
し
て
、
被
災
対
象
地
の
方
︵
同
伴

の
方
を
含
む
。︶
が
本
館
の
展
示
を
観
覧
さ
れ
る
場
合

は
、
お
申
し
出
に
よ
り
観
覧
料
を
免
除
す
る
こ
と
と
い

た
し
ま
し
た
。
観
覧
料
の
免
除
対
象
な
ど
詳
細
に
つ
い

て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
9
時
か
ら
17
時
（
土
・
日
・

祝
を
除
く
）
で
す
。

刊行物紹介

■池谷和信・白水智　責任編集
『山と森の環境史』
文一総合出版　定価：4,200円

日本列島は、なぜ生物多
様性が高いのか。人間の
歴史と生物の歴史の両
面から検討する。とりわ
け、ここでは東北日本の
山村の歴史を、自然の恵
みの豊かさと脆弱さ、自
然資源をめぐる人間社
会の葛藤として示し、将
来の方向を探る。

■樫永真佐夫　著
『黒タイ年代記

「̶タイ・プー・サック」』
雄山閣　定価：6,510円

ベトナムに居住する少
数民族、黒タイの村にお
ける民族学的調査と識
者への聞き取りの成果
に基づき、古い年代記
『タイ・プー・サック』
の内容を詳しく、平易に
紹介した本です。
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規
模
の
断
層
が
海
底
で
動
い
た
た
め
、あ

れ
ほ
ど
の
大
津
波
を
引
き
起
こ
し
た
の
だ

と
思
う
と
ぞ
っ
と
す
る
。あ
ら
た
め
て
人

間
に
は「
防
災
」は
不
可
能
で「
減
災
」を
考

え
る
し
か
な
い
の
だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

　

災
害
は
繰
り
返
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な

い
。し
か
し
、そ
れ
は
必
ず
や
っ
て
く
る
。

こ
の
博
物
館
入
館
者
数
の
漸
減
が
示
す

よ
う
に
、喉
元
過
ぎ
れ
ば
の
こ
と
わ
ざ
通

り
、人
は
日
常
生
活
に
紛
れ
て
記
憶
を
呼

び
起
こ
す
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
。そ
の
記

憶
を
呼
び
起
こ
し
、如
何
に
し
て
次
世
代

に
伝
え
て
い
く
か
、そ
の
き
っ
か
け
の
ひ

と
つ
が
、こ
う
し
た
博
物
館
を
訪
れ
る
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。

　

博
物
館
に
は
、記
憶
を
次
世
代
に
伝
え

る
役
割
が
あ
る
。集
団
で
共
有
さ
れ
物
語

と
し
て
定
形
化
さ
れ
た「
歴
史
」に
対
し
て
、

個
人
が
過
去
を
自
ら
の
視
点
で
理
解
し

意
味
づ
け
た
も
の
が「
記
憶
」で
あ
り
、そ

う
し
た
記
憶
を
集
積
し
、そ
こ
か
ら
過
去

を
理
解
す
る
た
め
の
場
を
提
供
す
る
の
が
、

博
物
館
の
使
命
の
ひ
と
つ
だ
と
さ
れ
る
。

当
時
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に

　

今
回
の
東
日
本
大
震
災
は
、阪
神
淡
路

大
震
災
の
記
憶
を
蘇

よ
み
が
えら
せ
る
機
会
だ
っ
た
。

災
害
や
戦
争
の
薄
れ
て
い
く
記
憶
を
再

活
性
す
る
場
と
し
て
の
博
物
館
の
ひ
と
つ

に
、淡
路
島
旧
北ほ

く
だ
ん淡
町
の
震
災
記
念
公
園・

野
島
断
層
保
存
館
が
あ
る
。

　

長
さ
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
地

表
に
あ
ら
わ
れ
た
野
島
断
層
の
多
く
は

復
興
で
痕
跡
は
見
え
な
く
な
っ
た
が
、田

畑
の
な
か
に
建
つ
こ
の
施
設
に
は
、横
に

最
大
二
メ
ー
ト
ル
、上
下
に
最
大
一
メ
ー

ト
ル
ず
れ
た
、長
さ
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
に

お
よ
ぶ
断
層
が
建
屋
で
覆
わ
れ
て
保
存
さ

れ
て
い
る
。断
層
自
体
が
学
術
資
料
と
し

て
貴
重
な
天
然
記
念
物
だ
。表
土
を
樹
脂

で
固
め
、断
層
上
に
あ
っ
た
た
め
ず
れ
て

し
ま
っ
た
並
木
の
列
を
枯
ら
さ
な
い
工
夫

な
ど
、原
状
保
存
の
苦
労
が
偲し

の

ば
れ
る
。断

層
の
す
ぐ
脇
に
建
っ
て
い
た
民
家
も
、被

災
時
の
状
態
で
保
存
さ
れ
、過
去
を
理
解

す
る
た
め
の
丁
寧
な
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

併
設
さ
れ
て
い
る
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
で

は
、学
習
資
料
や
セ
ミ
ナ
ー
を
通
じ
て
、防

災
意
識
と
と
も
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
絆き

ず
なの

大
切
さ
も
問
い
か
け
る
。北
淡
町
で
は
被

災
者
の
安
否
確
認
が
速
や
か
に
お
こ
な
わ

れ
た
点
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
。

次
世
代
に
伝
え
る

　

生
々
し
い
現
場
の
迫
力
は
、人
智
の
お

よ
ば
ぬ
自
然
の
力
を
示
す
。今
回
の
東
日

本
大
震
災
で
は
、お
そ
ら
く
こ
の
数
十
倍

断層を保存する長い建屋

断層の脇にあった民家も保存されている

建屋のなかには140メートルの断層が展示されている

久
く ぼ

保 正
まさとし

敏 民博 文化資源研究センター

阪神淡路大震災の記憶をとどめる
野島断層保存館
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本
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号 

H
0
1
6
2
5
1
4

地
域 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国　
ハ
ワ
イ
諸
島

収
集
年 

1
9
8
8
年

 15    2011年 6月号

新
し
く
な
っ
た
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
場
に
は
、引
き
続
き
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。こ

の
カ
ヌ
ー
の
特
徴
で
も
あ
る
大
き
な
三
角
形
の
帆
は
、「
大
鳥
」の
羽
を
連
想
さ
せ
、今
に
も
飛
び
立
と

う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。帆
の
な
い
中
国
の
カ
ヌ
ー
に
親
し
ん
で
き
た
私
に
と
っ
て
、何
故
か
懐

か
し
く
思
え
る
の
は
、以
前
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
か
ら
数
年
ぶ
り
の
邂か
い
こ
う逅
を
果
た
し
た
か
ら
、

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。

カ
ヌ
ー
は
中
国
語
で「
独
木
舟
」「
皮
划
子
」と
表
記
さ
れ
、古
代
の
丸
木
舟
や
、タ
ケ
で
で
き
た
小

型
舟
、あ
る
い
は
ス
キ
ン
ボ
ー
ト
を
指
す
。一
方
、帆
船
と
い
う
と
宋
の
時
代
以
降
に
活
躍
し
た
海
商
舟

な
ど
の
大
型
の
船
が
思
い
浮
か
ぶ
の
で
、帆
と
カ
ヌ
ー
は
私
に
と
っ
て
意
外
な
取
り
合
わ
せ
だ
っ
た
。

あ
る
日
、み
ん
ぱ
く
で
開
か
れ
た
夏
休
み
も
の
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
帆
つ
き
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
カ

ヌ
ー
を
作
っ
て
帆
走
さ
せ
よ
う
！
」に
参
加
し
た
。そ
こ
で
は『
沖
縄
へ
航
海
す
る
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
』が

上
映
さ
れ
、自
身
帆
走
カ
ヌ
ー
航
海
の
経
験
も
あ
る
須
藤
館
長
が
解
説
を
加
え
た
。な
る
ほ
ど「
大
鳥
」

に
見
え
る
の
も
不
思
議
は
な
い
。チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
は
太
平
洋
を
駆
け
る
遠
洋
カ
ヌ
ー
だ
っ
た
の
だ
。

そ
の
後
、チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
に
関
す
る
文
献
を
と
お
し
て
、伝
統
的
航
海
技
術
や
、関
連
す
る
民
話
、

さ
ら
に
み
ん
ぱ
く
に
収
め
ら
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
し
る
こ
と
が
で
き
た
。

最
近
、中
国
に
お
い
て
も
文
化
遺
産
保
護
を
目
的
と
し
た
博
物
館
の
建
設
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い

る
。五
〇
年
の
歴
史
が
あ
る「
福
建
省
泉
州
海
外
交
通
史
博
物
館
」は
、近
年「
中
国
の
舟
船
世
界
」と

い
う
展
示
場
を
新
設
し
、約
一
六
〇
隻
の
実
物
・
模
型
の
舟
船
を
常
設
展
示
し
て
い
る
。昨
年
、国
か

ら
認
定
さ
れ
た
ば
か
り
の
浙せ
っ
こ
う江

省「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
海
洋
漁
文
化（
象
山
）文
化
生
態
保
護（
実
験
）エ
リ

ア
」で
も
、現
在
所
蔵
の
木
造
帆
船
模
型
と
と
も
に
、消
え
つ
つ
あ
る
遠
洋
帆
船
作
り
技
術
や
伝
統
的

航
海
術
の
記
録
保
存
や
、「
舟
船
文
化
博
物
館
」の
建
設
な
ど
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
計
画
を

す
す
め
る
う
え
で
、舟
の
収
蔵
と
展
示
、異
文
化
理
解
と
研
究
、研
究
者
と
来
館
者
の
関
係
な
ど
の
点

で
、み
ん
ぱ
く
の
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
が
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
が
懐
か
し
く
思
え
た
の
は
、お
そ
ら
く
私
が
、絶
え
ず
探
検
の
夢
に
巡
り
会
い
た

い
と
願
っ
て
い
る
か
ら
だ
。「
地
球
村
」と
も
表
現
さ
れ
る
現
代
は
、異
文
化
同
士
の「
邂
逅
」が
よ
り
頻

繁
に
起
き
る
知
的
探
検
の
時
代
で
あ
る
。私
に
と
っ
て
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
は
、今
に
も
知
的
探
検
に
飛

び
立
と
う
と
羽
ば
た
く
美
し
い
姿
に
見
え
て
く
る
の
だ
。

帆
走
カ
ヌ
ー
　
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号

民
博 

元
外
国
人
研
究
員  

阮ル
ア
ン 

雲ユ

ン

シ

ン星

標
本
番
号 

Ｈ
０
０
０
４
９
７
５

地
域 

サ
タ
ワ
ル
島

受
入
年 

１
９
７
５
年
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ハワ
イ
、沖
縄
、フ
ィ
リ
ピ
ン
の

歴
史
が
交
錯
す
る
街

原は
ら 

知と
も
あ
き章

静
岡
大
学
准
教
授

散
策
と

思
索
の
径

砂
糖
が
王
様
だ
っ
た
こ
ろ

ハ
ワ
イ
の
島
々
は
、
ど
の
大
陸
か
ら
も
遠
く
離
れ
た
北
太
平
洋
の
中
央
に
位
置
し
て
お
り
、
世
界
で
も
っ

と
も
孤
立
し
た
地
域
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
ハ
ワ
イ
に
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
、

日
本
人
を
は
じ
め
多
く
の
人
び
と
が
世
界
各
地
か
ら
移
り
住
ん
だ
。
そ
れ
は
、
地
元
の
人
び
と
の
表
現
を
借

り
る
な
ら
ば
、
当
時
「
砂
糖
が
王
様
だ
っ
た
」
か
ら
だ
。

戦
前
ま
で
、
ハ
ワ
イ
経
済
を
支
え
て
い
た
の
は
砂
糖
産
業
で
あ
り
、
世
界
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
人
び
と
が

そ
の
生
産
に
携
わ
っ
て
い
た
。
オ
ア
フ
島
に
も
、
か
つ
て
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
大
規
模
な
農
園
が
広
が
っ
て
お

り
、
砂
糖
工
場
を
中
心
と
し
た
街
が
各
地
に
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
砂
糖
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
タ
ウ

ン
の
ひ
と
つ
が
ワ
イ
パ
フ
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
は
や
こ
の
島
で
砂
糖
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
姿
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
た
だ
、
ワ
イ
パ
フ
の
街
に
は
、
か
つ
て
の
砂
糖
工
場
の
煙
突
が
今
な
お
空
高
く
そ
び
え
て
お

り
、
砂
糖
が
王
様
だ
っ
た
こ
ろ
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。

ハ
ワ
イ
最
大
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
直
前
の
ハ
ワ
イ
で
は
、
人
口
の
四
割
を
日
系
人
が
占
め
て
い
た
。
沖
縄
は
、
多
く

の
ハ
ワ
イ
移
民
を
輩
出
し
た
地
域
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
戦
前
の
ワ
イ
パ
フ
に
も
、
大
勢
の
沖
縄
系
の
人
び
と

が
暮
ら
し
て
い
た
。

同
地
に
、
ハ
ワ
イ
沖
縄
セ
ン
タ
ー
が
建
て
ら
れ
た
の
は
一
九
九
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
沖
縄
式
の
赤
瓦
を
戴

い
た
だ

い
た
ふ
た
つ
の
建
物
と
美
し
い
庭
園
か
ら
な
る
ハ
ワ
イ
沖
縄
セ
ン
タ
ー
に
は
、
沖
縄
県
人
会
に
相
当
す
る
「
ハ

ワ
イ
沖
縄
連
合
会
」
と
い
う
団
体
の
事
務
局
が
あ
る
。
事
務
局
に
は
ス
タ
ッ
フ
が
常
駐
し
て
お
り
、
沖
縄
の
歴

史
・
文
化
や
移
民
な
ど
に
関
す
る
書
籍
や
展
示
物
が
並
ん
で
い
る
。
サ
ン
シ
ン
（
三
線
）
や
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ

（
沖
縄
語
）
の
教
室
も
開
か
れ
て
い
る
。
ハ
ワ
イ
沖
縄
連
合
会
の
主
催
に
よ
っ
て
、
毎
年
九
月
ご
ろ
に
ワ
イ
キ

キ
の
カ
ピ
オ
ラ
ニ
公
園
で
開
催
さ
れ
る
オ
キ
ナ
ワ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
は
、
二
日
間
の
会
期
中
に
六
万

人
も
の
人
び
と
が
訪
れ
、
現
在
で
は
ハ
ワ
イ
最
大
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
い
わ
れ
て
い
る
。

成
長
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ハ
ワ
イ
で
は
、
オ
キ
ナ
ワ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
フ
ィ
リ
ピ
ノ
・
フ
ィ
エ
ス
タ
で
あ
る
。
会
場
は
オ
キ
ナ
ワ
ン
・

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
同
じ
カ
ピ
オ
ラ
ニ
公
園
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ノ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

の
主
催
に
よ
り
、
毎
年
五
月
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
セ
ン
タ
ー
の
事
務
局
は
、
ハ
ワ
イ
沖
縄
セ
ン
タ
ー

か
ら
五
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
距
離
に
位
置
す
る
、
瀟し

ょ
う
し
ゃ洒
な
コ
ロ
ニ
ア
ル
建
築
が
目
を
引
く
真
新
し
い
建
物
の
な

か
に
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
バ
ン
ダ
・
カ
ワ
ヤ
ン
」
と
よ
ば
れ
る
竹
を
使
っ
た
伝
統
楽
器
の
合
奏
の
教
室
な
ど
が

開
か
れ
て
い
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
始
ま
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
ハ
ワ
イ
へ
の
移
民
の
流
れ
は
、
現
在
も
な

お
続
い
て
い
る
。
多
様
な
人
種
・
民
族
的
背
景
を
も
つ
人
び
と
が
暮
ら
し
、「
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
」
と
い
わ
れ
る
ハ
ワ
イ
に
お
い
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
系
の
人
び
と
は
、
大
き
な
勢
力
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
今

日
、
ワ
イ
パ
フ
の
街
で
も
っ
と
も
よ
く
見
か
け
る
の
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
系
の
人
び
と
で
あ
る
。
沖
縄
系
の
人
び
と

を
は
じ
め
日
系
人
の
多
く
は
、
戦
後
、
社
会
経
済
的
地
位
の
向
上
を
と
げ
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
タ
ウ
ン

か
ら
郊
外
の
新
興
住
宅
地
へ
と
移
り
住
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
後
も
、
か
つ
て
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
タ
ウ
ン

が
あ
っ
た
場
所
に
と
ど
ま
り
、
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
と
し
て
多
く
や
っ
て
き
た
の
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
系

の
人
び
と
だ
っ
た
。

故
郷
を
想
い
、ハ
ワ
イ
を
想
う

ハ
ワ
イ
、
沖
縄
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

─
こ
の
三
つ
の
地
域
に
は
、
単
に
南
国
の
島
々
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
熱
帯
農
業
が
基
幹
産
業
に
な
っ
た
こ
と
、
大
規
模
な
戦
争
の
舞
台
に
な
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
お
か
れ
た
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ワ
イ
パ
フ
は
、
こ
の
三
つ
の
地
域
の
歴
史
が
交
錯
す
る
街
で
あ
り
、
変
わ
り
ゆ
く
ハ
ワ
イ
社
会
の
姿
の
一

端
を
鮮
や
か
に
映
し
出
し
て
い
る
街
で
も
あ
る
。
こ
の
街
で
、
沖
縄
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
文
化
を
継
承
し
よ

う
と
す
る
人
び
と
の
営
み
に
は
、
遠
く
離
れ
た
故
郷
へ
の
想
い
、
砂
糖
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
懸
命
に
働

い
た
祖
父
母
た
ち
へ
の
想
い
、
そ
し
て
、
多
様
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
と
文
化
が
共
存
す
る
ハ
ワ
イ
へ
の
想

い
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

ハ
ワ
イ
・
オ
ア
フ
島
の
ホ
ノ
ル
ル
国
際
空
港
か
ら
西
に
向
か
っ
て
一
五
キ
ロ
ほ
ど
車
で
走
る
と
、
ワ
イ
パ
フ
と
い
う
街
に
到
着
す
る
。

こ
の
街
の
一
角
に
あ
る
「
ハ
ワ
イ
沖
縄
セ
ン
タ
ー
」
と
「
フ
ィ
リ
ピ
ノ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
施
設
を
訪
ね
た
。

建物のなかには、フィリピンから
ハワイへの移民が始まってから
１００周年を記念した際のパネル
が並んでいた

フィリピノ・フィエスタの会場には、
軽食や飲み物を買うことができるブー
スが立ち並び、大勢の人でにぎわう

瀟洒なコロニアル建築が目を引く
フィリピノ・コミュニティセンター

現在もワイパフの街に残る
砂糖工場跡

オキナワン・フェスティバルでは
さまざまな団体が音楽・舞踊、あ
るいは空手の演武などのパフォー

マンスを繰り広げる

ハワイ沖縄センターの建物の
ひとつ。沖縄に関連するさま
ざまなイベントやパーティが

開催される
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母語で喜怒哀楽を
文化的背景に配慮した
在日コリアン老人ホーム「故郷の家」

金
キ ム

 春
チュン

男
ナ ム

大阪府立大学プロジェクト研究教員

「故郷の家」は、おもに在日コリアン一世のために、日本社会で老いを迎えるための老人ホームとして、

馴
な じ

染み育ったことば、文化や食生活を提供している。

異なる文化的・社会的環境のなかでエスニックな文化的背景に配慮しようとする高齢者介護からの学びは大きい。

「
や
っ
ぱ
り
、
韓
国
語
が
混
じ
る
ん
で
す
よ
。
途
中
で

重
要
な
単
語
が
韓
国
語
で
あ
っ
た
り
す
る
と
こ
っ
ち
が
、

勝
手
に
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
り
し
て
困
る
ん
で
す
。」

こ
れ
は
在
日
コ
リ
ア
ン
認
知
症
高
齢
者
施
設
で
介
護

支
援
者
か
ら
聞
い
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
事
実
、
い
ま
ま
で

日
本
語
を
不
自
由
な
く
使
っ
て
い
た
人
も
老
う
に
つ
れ
次

第
に
日
本
語
を
わ
す
れ
韓
国
語
へ
シ
フ
ト
し
は
じ
め
る
場

合
が
多
い
と
い
う
。
こ
と
ば
だ
け
で
は
な
い
。
習
慣
も
食

事
も
若
い
と
き
の
好
み
が
泉
の
ご
と
く
わ
き
あ
が
っ
て
き

て
、
周
囲
の
人
と
文
化
的
摩
擦
が
生
じ
が
ち
な
よ
う
だ
。

高
齢
化
す
る
コ
リ
ア
ン
一
世
の
介
護
施
設

日
本
の
朝
鮮
半
島
植
民
地
支
配
に
由
来
す
る
在
日
コ

リ
ア
ン
の
歴
史
は
一
〇
〇
年
に
も
お
よ
ぶ
。
第
二
次
世

界
大
戦
期
来
日
し
た
コ
リ
ア
ン
の
子
孫
が
四
、
五
世
に

ま
で
世
代
を
か
さ
ね
る
一
方
、
本
国
で
幼
少
期
を
す
ご

し
た
あ
と
日
本
で
辛
苦
に
た
え
生
き
抜
い
て
き
た
当
の

一
世
は
高
齢
期
を
迎
え
て
い
る
。
日
本
人
に
く
ら
べ
、

家
族
の
絆き

ず
な
の
強
い
コ
リ
ア
ン
社
会
に
お
い
て
も
、
核
家

族
化
、
伴
侶
と
の
死
別
、
子
ど
も
の
転
勤
な
ど
で
一
人

暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
高
齢
者
が
増
え
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
故
郷
に
帰
る
に
帰
れ
な
い
コ
リ
ア
ン
一
世
に

と
っ
て
、
家
庭
以
外
で
同
胞
同
士
が
安
心
し
て
生
活
で

き
る
環
境
を
補
償
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
後
半
、
在
日
高
齢
者
の
孤
独
死
が
相
次

い
で
い
た
。
異
国
で
迎
え
た
人
生
最
後
の
時
間
を
安
ら
か

に
過
ご
し
て
も
ら
い
た
い
と
、
尹ユ

ン

基ギ

氏
（
現
・
社
会
福
祉

法
人
こ
こ
ろ
の
家
族
理
事
長
）
が
朝
日
新
聞
に
寄
稿
し
た

韓
国
人
専
用
の
老
人
ホ
ー
ム
設
立
の
訴
え
が
注
目
を
よ
ん

だ
。
文
化
人
や
福
祉
専
門
家
た
ち
の
協
力
の
も
と
韓
日

両
国
か
ら
寄
付
が
集
ま
り
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
、
堺
市

に
最
初
の
在
日
コ
リ
ア
ン
の
た
め
の
老
人
ホ
ー
ム
「
故
郷

の
家
（
定
員
八
〇
名
）」
が
開
設
さ
れ
た
。

筆
者
は
一
三
年
前
韓
国
よ
り
来
日
し
、
在
日
コ
リ
ア

ン
の
高
齢
者
施
設
に
お
け
る
介
護
支
援
に
つ
い
て
の
研

究
を
お
こ
な
う
な
か
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し

て
「
故
郷
の
家
」
で
働
き
な
が
ら
、
そ
の
実
情
を
つ
ぶ

さ
に
み
て
き
た
。
そ
こ
で
実
感
し
た
の
は
、
単
な
る
物

質
的
環
境
、
身
体
的
介
護
で
は
な
く
、
高
齢
者
の
安
ら

ぎ
に
と
っ
て
は
か
つ
て
親
し
ん
だ
文
化
環
境
が
い
か
に

大
切
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

高
齢
者
の
安
ら
ぎ
を
さ
さ
え
る
文
化
的
ケ
ア

「
故
郷
の
家
」
で
は
、
韓
国
食
を
提
供
し
、
韓
国
語
で

は
な
し
た
い
高
齢
者
に
は
で
き
る
だ
け
韓
国
語
で
は
な

し
か
け
る
。
文
化
を
配
慮
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
故

郷
の
生
活
を
再
現
す
る
た
め
の
年
中
行
事
も
盛
り
沢
山

だ
。
毎
月
の
誕
生
会
で
職
員
た
ち
が
韓
服
を
着
て
、
韓

国
式
の
挨
拶
（
ク
ン
ジ
ョ
ル
：
両
手
の
甲
を
お
で
こ
に
あ

て
て
、
ひ
ざ
を
つ
き
頭
を
下
げ
る
お
じ
ぎ
）
を
す
る
と
、

「
日
本
に
来
て
初
め
て
こ
の
よ
う
に
し
て
も
ら
っ
て
と
て

も
う
れ
し
い
！
」
と
感
動
の
涙
を
流
す
場
面
を
よ
く
目

に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
お
年
寄
り
の
感
謝
の
こ
と
ば
で

職
員
た
ち
は
逆
に
や
る
気
や
生
き
が
い
を
感
じ
る
と
口

を
揃
え
る
。

こ
の
点
、
特
に
、
韓
国
か
ら
の
研
修
生
は
、
日
本
の

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
た
ち
の
目
が
行
き
届
か
な
い
と
こ
ろ
を

補
っ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
。
例
え
ば
、
夕
食
の
ひ
と

と
き
、
在
日
コ
リ
ア
ン
入
居
者
と
研
修
生
が
ゆ
っ
く
り

と
会
話
が
で
き
る
時
間
を
も
う
け
て
お
り
、
普
段
母
語

を
用
い
る
こ
と
の
少
な
い
コ
リ
ア
ン
入
居
者
に
と
っ
て

は
楽
し
い
時
間
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
た
ち
は
、
韓
国
か
ら
の
研
修
生
を
貴
重
な
存

在
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

一
方
で
、「
故
郷
の
家
」
は
地
域
と
の
つ
な
が
り
も
重

視
し
て
い
る
。
コ
リ
ア
ン
デ
ー
を
も
う
け
、
地
域
の

方
々
に
「
故
郷
の
家
」
や
韓
国
文
化
に
触
れ
て
も
ら
う

機
会
を
提
供
し
て
お
り
、
韓
国
の
食
べ
物
の
販
売
や
、

韓
国
の
伝
統
芸
術
の
公
演
、
民
族
衣
装
の
試
着
等
、
文

化
交
流
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
暮
ら
し
の
な
か

に
「
オ
ン
ド
ル
と
畳
、
ア
リ
ラ
ン
と
演
歌
、
キ
ム
チ
と

梅
干
」
な
ど
、
韓
国
と
日
本
の
文
化
を
取
り
入
れ
、
ど

ち
ら
に
も
対
応
で
き
る
の
は
「
故
郷
の
家
」
な
ら
で
は

の
特
徴
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

そ
の
後
も
こ
の
よ
う
な
在
日
コ
リ
ア
ン
高
齢
者
向
け

老
人
ホ
ー
ム
は
増
え
続
け
て
い
る
。
尹
理
事
長
は
そ
の

後
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か
け
て
老
人

ホ
ー
ム
の
ほ
か
、
介
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
や
ケ
ア
ハ
ウ

ス
を
大
阪
、
神
戸
、
京
都
に
次
々
と
開
設
し
、
在
日
コ

リ
ア
ン
の
文
化
に
配
慮
し
つ
つ
、
在
日
コ
リ
ア
ン
と
日

本
人
の
共
生
ホ
ー
ム
と
し
て
運
営
し
て
い
る
。
今
度
の

目
標
は
、「
故
郷
の
家
・
東
京
」
の
建
設
だ
と
い
う
。

在
日
外
国
人
の
高
齢
者
施
設
の
モ
デ
ル
と
し
て

二
〇
〇
九
年
四
月
に
、「
故
郷
の
家
・
京
都
」
が
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

し
た
。
こ
れ
は
ケ
ア
ハ
ウ
ス
も
併
設
し
て
い
る
。
ケ
ア

ハ
ウ
ス
に
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
す
る
人

よ
り
比
較
的
に
健
康
な
人
が
多
い
。
ド
ラ
マ
の
よ
う
に

幼
い
こ
ろ
近
所
に
住
ん
で
い
た
人
と
偶
然
に
ケ
ア
ハ
ウ

ス
で
再
会
す
る
在
日
コ
リ
ア
ン
入
居
者
を
何
人
か
目
に

し
た
こ
と
が
あ
る
。
一
緒
に
笑
っ
た
り
、
怒
っ
た
り
し

な
が
ら
共
に
生
き
る
喜
び
を
感
じ
つ
つ
歳
を
と
っ
て
い

く
在
日
コ
リ
ア
ン
が
こ
こ
に
い
る
。

母
国
と
離
れ
て
生
活
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
、
個
人

や
家
族
の
支
援
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
お
よ
び
公
的
制

度
の
支
援
は
不
可
欠
で
あ
る
。
常
に
相
談
に
応
じ
て
く

れ
る
人
、
母
語
や
文
化
が
理
解
で
き
る
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
日
本
の
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
ク
教
育
に
お
い
て
、
外
国
出
身
者
へ
の
文
化
的

配
慮
や
異
文
化
理
解
を
通
じ
対
処
で
き
る
能
力
向
上
の

た
め
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ま
だ
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
て
い

な
い
。
保
健
・
医
療
・
福
祉
専
門
職
者
た
ち
は
も
ち
ろ

ん
、
国
お
よ
び
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
多
文
化
サ
ー

ビ
ス
を
施
策
と
し
て
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
課
題
の

ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
新
し
い

あ
り
方
が
問
わ
れ
る
今
日
、
外
国
出
身
の
高
齢
者
を
対

象
と
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
再
考
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

今
日
、
日
本
の
外
国
人
登
録
者
は
二
二
〇
万
人
に
も

上
る
と
い
う
。
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
人
も
含
め
れ
ば

外
国
出
身
者
は
さ
ら
に
二
、
三
〇
万
人
は
ふ
え
よ
う
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
来
日
し
た
中
国
帰
国
者
、
イ
ン
ド

シ
ナ
難
民
の
な
か
に
も
そ
ろ
そ
ろ
高
齢
期
に
達
す
る
人

び
と
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
移
民
グ
ル
ー

プ
ご
と
の
介
護
や
ケ
ア
の
必
要
性
は
け
っ
し
て
コ
リ
ア

ン
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
す
で
に
二
〇
年
も
の
歴
史

を
へ
て
、
在
日
コ
リ
ア
ン
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
運
営

さ
れ
て
き
た
「
故
郷
の
家
」
の
経
験
は
、
今
後
解
決
す

べ
き
課
題
も
ふ
く
め
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
に
多
く

の
学
び
を
提
供
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

※写真提供・故郷の家

開かれたホームとして、
家族と一緒に母の日の
おやつバイキング

毎日の食事は韓日のおいし
いメニューがいっぱい。キ
ムチ・梅干しはかかせない

定期的に来日する韓国からのボランティアたちとの交流。韓国アカデミー
少年少女合唱団の子どもたちと風船遊び（故郷の家・京都にて）

「故郷の家」　http://www.kokorono.or.jp
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モ
ン
ゴ
ル
の
ナ
ー
ダ
ム

歴
史
を
と
び
こ
え
る

モ
ン
ゴ
ル
の
お
ま
つ
り
と
い
え
ば
、

ナ
ー
ダ
ム
。
夏
の
ス
ポ
ー
ツ
祭
典
で
あ
る
。

一
般
的
な
「
遊
び
」
と
い
う
意
味
を
も
つ

モ
ン
ゴ
ル
語
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
モ
ン
ゴ

ル
人
の
あ
い
だ
で
は
国
籍
を
と
わ
ず
、
ス

ポ
ー
ツ
祭
典
を
さ
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

モ
ン
ゴ
ル
国
で
は
、
七
月
一
一
日
の
革

命
記
念
日
に
ち
な
ん
で
、
こ
の
前
後
に
全

国
各
地
で
ナ
ー
ダ
ム
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

首
都
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
で
は
、
国
家
的
祭

典
と
し
て
七
月
一
一
日
か
ら
一
三
日
ま
で

実
施
さ
れ
る
。
一
九
九
二
年
に
新
し
い
憲

法
が
制
定
さ
れ
、
社
会
主
義
に
終
止
符
が

う
た
れ
た
も
の
の
、
社
会
主
義
革
命
記
念

日
は
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
る
。
夏
ま

つ
り
の
時
期
と
し
て
適
切
で
あ
る
こ
と
が

歴
史
を
超
越
す
る
の
だ
ろ
う
。

か
つ
て
社
会
主
義
時
代
に
は
、
ス
タ
ジ

ア
ム
で
マ
ス
ゲ
ー
ム
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

梅
棹
忠
夫
の
の
こ
し
た
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

三
万
五
〇
〇
〇
点
の
な
か
に
、
一
九
八
二
年

に
モ
ン
ゴ
ル
を
訪
問
し
た
際
の
写
真
も
あ

り
、
マ
ス
ゲ
ー
ム
な
ど
、
今
で
は
も
う
み

ら
れ
な
く
な
っ
た
社
会
主
義
時
代
に
特
有

の
ナ
ー
ダ
ム
の
風
景
が
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

民
主
化
直
後
に
は
、
マ
ス
ゲ
ー
ム
に
か

わ
っ
て
、
中
世
の
騎
馬
軍
団
を
お
も
わ
せ

る
よ
う
な
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
く
わ
わ
っ

た
。
と
り
わ
け
二
○
○
六
年
は
、
モ
ン
ゴ

ル
建
国
八
〇
〇
周
年
と
称
し
て
、
盛
大
な

も
よ
お
し
も
の
が
あ
っ
た
。
八
〇
〇
年
前

に
は
、
か
の
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
が
諸
部
族
を

統
一
し
、
ハ
ー
ン
の
称
号
を
え
た
。
そ
こ

か
ら
数
え
る
歴
史
と
い
う
の
は
、
近
代
国

家
の
具
体
的
な
成
立
過
程
を
と
び
こ
え
た
、

民
族
感
情
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
お
ま
つ
り
の
意
味
づ
け

は
歴
史
を
反
映
し
て
変
化
す
る
。
そ
も
そ

も
社
会
主
義
革
命
以
前
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
の
指
導
者
で
あ
る
活
仏
の
長
寿
を
祈

願
す
る
祭
典
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
か

ら
、
政
治
性
を
お
び
て
い
る
と
い
う
点
で

は
む
し
ろ
一
貫
し
て
い
る
、
と
み
る
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。

歴
史
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る

ま
つ
り
に
つ
き
も
の
の
「
三
つ
の
競
技
」

は
基
本
的
に
は
民
主
化
の
前
後
で
変
わ
ら

な
い
。
す
も
う
と
競
馬
と
弓き

ゅ
う
し
ゃ射

で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
三
点
セ
ッ
ト
で
あ
る
点
に
つ
い
て

は
、
伝
統
的
に
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
近
代

的
な
整
備
に
よ
る
の
か
、
検
討
の
余
地
が

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
全
国
各
地
で
実
施

さ
れ
る
地
方
版
ナ
ー
ダ
ム
で
は
弓
射
が
あ

ま
り
み
ら
れ
ず
、
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ

る
ア
ル
タ
イ
地
方
、
た
と
え
ば
ウ
リ
ヤ
ン
ハ

イ
族
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
冬
の

ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
た
し
な
ま
れ
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。
狩
猟
儀
礼
と
密
接
な
関
係
を

も
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

す
も
う
と
競
馬
の
二
点
セ
ッ
ト
に
か
ぎ

る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
国
各
地
で
み
ら
れ
る
ほ
か
、

国
境
を
こ
え
て
中
国
内
蒙
古
自
治
区
で
も

同
様
に
み
う
け
ら
れ
る
。
中
国
の
場
合
も
、

お
ま
つ
り
は
政
治
的
な
変
動
を
く
ぐ
り
ぬ

け
て
き
た
。
文
化
大
革
命
中
は
、
民
族
的

な
行
事
と
し
て
禁
止
さ
れ
、
一
九
七
〇
年

代
後
半
に
な
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
復
活
し
た
。

現
在
で
は
、
地
方
活
性
化
と
り
わ
け
観
光

化
の
核
と
し
て
オ
ボ
ー
（
塚
）
ま
つ
り
が
復

活
し
、
そ
の
際
の
奉
納
競
技
と
し
て
ナ
ー

ダ
ム
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

過
去
を
踏
襲
す
る

写
真
は
、
一
九
八
八
年
六
月
二
○
日
シ

リ
ン
ホ
ト
市
内
に
あ
る
オ
ボ
ー
の
お
ま
つ

り
の
と
き
。
旧
暦
の
五
月
八
日
ご
ろ
に
お

こ
な
わ
れ
る
雨
乞
い
の
儀
礼
で
、
競
馬
と

す
も
う
が
奉
納
さ
れ
た
。

当
時
は
ま
だ
草
原
に
電
線
が
く
ま
な
く

引
か
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
太
陽
光
発
電

も
風
力
発
電
も
さ
ほ
ど
普
及
し
て
い
な

か
っ
た
。
太
陽
が
し
ず
め
ば
暗
く
、
月
こ

そ
が
も
っ
と
も
美
し
い
照
明
で
あ
る
。
満

月
は
、
今
日
か
明
日
か
、
微
妙
に
判
定
し

に
く
い
の
に
く
ら
べ
て
、
半
月
の
ほ
う
が

わ
か
り
や
す
い
。
旧
暦
五
月
の
、
半
月
の

こ
ろ
は
、
草
原
に
と
っ
て
雨
の
到
来
時
期

に
あ
た
る
。
人
び
と
は
、
オ
ボ
ー
に
あ
つ

ま
り
、
お
そ
な
え
も
の
を
し
、
僧
た
ち
が

お
経
を
あ
げ
る
と
、
ち
ょ
う
ど
雨
が
ふ
り

は
じ
め
る
。
こ
の
日
は
雲
ひ
と
つ
な
い
快

晴
で
、
あ
い
に
く
雨
の
恵
は
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
、
人
び
と
は
お
お
い
に
楽
し
ん
だ
。

女
性
た
ち
は
草
原
に
映
え
る
あ
ざ
や
か

な
色
の
衣
装
を
着
て
、
す
も
う
を
見
学
す

る
。
力
士
た
ち
の
衣
装
も
ま
た
あ
ざ
や
か

で
、
母
や
妻
、
あ
る
い
は
姉
妹
や
恋
人
た

ち
の
手
で
刺し

し
ゅ
う繍
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

ダ
ブ
ダ
ブ
の
ズ
ボ
ン
は
、
匈き

ょ
う
ど奴
の
遺
跡
ノ

イ
ン
ウ
ラ
か
ら
出
土
し
た
紀
元
前
の
ズ
ボ

ン
の
形
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
古

式
ゆ
か
し
い
衣
装
を
つ
け
た
力
士
た
ち
は
、

い
っ
せ
い
に
と
び
あ
が
っ
て
大
地
を
ふ
み

か
た
め
る
。
い
わ
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
流
の

「
四し

こ股
を
踏
む
」
す
が
た
で
あ
る
。

未
来
へ
展
開
す
る

こ
の
よ
う
に
衣
装
や
流
儀
は
異
な
っ
て

も
、
す
も
う
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
は
日
本
を

越
え
て
中
国
、
韓
国
、
モ
ン
ゴ
ル
そ
し
て

さ
ら
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
全
域
へ
と
広
が
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
先
述
の
梅
棹
写
真
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
は
、
一
九
五
五
年
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
タ
イ
ワ
ラ
で
遭
遇
し

た
、
イ
ギ
リ
ス
軍
か
ら
の
独
立
記
念
日
の

ま
つ
り
の
写
真
が
数
点
あ
る
。
広
い
空
間

に
人
び
と
が
つ
ど
う
こ
と
で
ア
リ
ー
ナ
が

で
き
あ
が
り
、
す
も
う
会
場
と
な
っ
て
い

る
さ
ま
は
、
ま
っ
た
く
モ
ン
ゴ
ル
草
原
と

同
じ
で
あ
る
。

そ
ん
な
ふ
う
に
、
も
と
も
と
、
す
も
う

と
い
う
も
の
は
世
界
に
展
開
し
て
き
た
伝

統
的
な
ス
ポ
ー
ツ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界

性
に
思
い
を
致
す
な
ら
、
国
技
だ
と
い
う

偏
狭
な
思
い
込
み
か
ら
自
由
に
な
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
陋ろ

う
し
ゅ
う習

を
捨
て
て
、

世
界
に
開
か
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
に
生
ま
れ
変

わ
る
道
も
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

モ
ン
ゴ
ル
の
ス
ポ
ー
ツ
祭
典
ナ
ー
ダ
ム
で
は
、

古
式
ゆ
か
し
い
鮮
や
か
な
衣
装
を
ま
と
っ
た
人
び
と
が
草
原
に
あ
つ
ま
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
の
変
遷
、政
治
の
う
つ
り
変
わ
り
を
へ
て
も
な
お
、

伝
統
を
受
け
継
ぐ
ス
ポ
ー
ツ
が
わ
れ
わ
れ
に
し
め
す
も
の
は
…
…
。

大地を飛ぶように四股を踏む、内モンゴルの力士たち（１９８８年、中国内蒙古自治区シリンホト市）
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ジ
ャ
ル
ー
ト
の
生
活

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
の
ジ
ャ
ル
ー
ト
環
礁
は
首

都
の
マ
ジ
ュ
ロ
か
ら
二
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
西
に
位

置
す
る
。
週
二
回
往
復
す
る
飛
行
機
が
、
首
都
と
接

触
す
る
唯
一
の
機
会
だ
。
必
ず
し
も
安
定
的
な
稼
働
は

お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、
発
電
シ
ス
テ
ム
や
燃
料
備

蓄
基
地
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
る
、

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
で
は
数
少
な
い
地
域
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
で
は
日
本
が
主
体

と
な
っ
た
漁
業
開
発
が
二
〇
件
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
二
〇
〇
〇
年
に
国
際
協
力
事

業
団
（
現
在
の
国
際
協
力
機
構
）
に
よ
っ
て
実
施
さ

れ
た
、「
ジ
ャ
ル
ー
ト
環
礁
漁
村
開
発
計
画
」
で
あ
る
。

ジ
ャ
ル
ー
ト
環
礁
に
お
い
て
は
じ
め
て
お
こ
な
わ
れ

た
漁
業
開
発
で
あ
る
。

で
は
、
漁
業
開
発
の
目
的
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の

な
の
か
。
簡
単
に
い
え
ば
、「
生
業
漁
業
か
ら
商
業
漁

業
へ
の
転
換
を
図
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
あ

ら
た
に
効
率
的
な
漁
具
や
機
材
を
導
入
す
る
こ
と
で

漁
業
機
会
を
向
上
さ
せ
、
そ
の
目
的
達
成
を
図
る
。

漁
業
開
発
の
成
果
を
判
断
す
る
指
標
の
ひ
と
つ
に
、

住
民
の
現
金
獲
得
パ
タ
ー
ン
が
あ
げ
ら
れ
る
。
統
計
に

よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ル
ー
ト
に
お
い
て
、
漁
業
に
よ
っ
て
収

入
を
え
て
い
る
世
帯
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
す
ぎ
な

い
。
多
く
は
、
工
芸
品
製
作
や
、
社
会
保
障
に
よ
っ
て

現
金
を
え
て
い
る
。
漁
業
開
発
が
実
施
さ
れ
た
地
域

に
お
い
て
、
こ
の
現
状
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

漁
業
開
発
の
破
綻

ジ
ャ
ル
ー
ト
の
中
心
地
、
ジ
ャ
ボ
ー
ル
地
区
を
歩

い
て
、
ま
ず
目
に
つ
く
の
が
、
陸
に
引
き
揚
げ
ら
れ

た
多
数
の
船
外
機
つ
き
ボ
ー
ト
で
あ
る
。
わ
た
し
の

調
査
期
間
中
、
島
の
燃
料
は
底
を
つ
い
て
い
た
の
で
、

ボ
ー
ト
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

燃
料
を
積
ん
だ
タ
ン
カ
ー
は
定
期
的
に
来
ず
、
燃
料

切
れ
は
、
し
ば
し
ば
起
こ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
調

査
を
進
め
て
い
く
な
か
で
、
漁
業
開
発
で
導
入
さ
れ

た
、
冷
蔵
庫
な
ど
の
機
材
の
多
く
は
、
故
障
中
で
あ

る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
し
か
も
、
冷
蔵
庫
は
魚
の
保

存
に
使
わ
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
。
日
本
に
よ
っ

て
お
こ
な
わ
れ
た
漁
業
開
発
だ
が
、
現
在
残
っ
て
い

る
の
は
事
務
所
と
故
障
し
た
機
材
だ
け
で
、
漁
業
開

発
は
実
質
、
破
綻
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
調
査

中
、
偶
然
に
も
現
地
の
新
聞
に
、「
稼
働
ボ
ー
ト
な
し
、

漁
獲
な
し
」
と
い
う
見
出
し
で
、
こ
の
状
況
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
た
。

今
で
も
駆
使
さ
れ
る
多
様
な
漁
法

で
は
、
彼
ら
が
ま
っ
た
く
漁
に
出
な
く
な
っ
た
の

か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ル
ー
ト
で
は
、

ト
ゥ
ー
ロ
ン
（
銛
突
漁
）
や
コ
ッ
コ
ジ
ェ
ク
ジ
ェ
ク

（
ラ
グ
ー
ン
内
で
の
曳
釣
漁
）、
イ
ラ
ラ
ッ
ク
（
ラ

グ
ー
ン
外
で
の
曳
釣
漁
）、
レ
ム
ウ
ィ
オ
（
多
人
数
に

よ
る
追
込
漁
）、
ウ
ク
・
ア
エ
ト
ク
（
長
網
漁
）、
ウ

ロ
ッ
ク
（
ラ
グ
ー
ン
内
で
の
カ
ヌ
ー
漁
）
の
六
種
を

中
心
に
、
全
部
で
五
九
種
類
の
漁
法
が
今
で
も
存
在

し
て
い
る
。
一
方
、
漁
業
開
発
の
成
功
地
域
と
し
て

知
ら
れ
る
ア
ル
ノ
環
礁
で
は
七
種
し
か
確
認
さ
れ
な

か
っ
た
。
ア
ル
ノ
環
礁
と
比
較
し
て
み
る
と
ジ
ャ

ル
ー
ト
で
の
漁
法
数
は
、
ま
さ
に
驚
き
で
あ
る
。

ジ
ャ
ル
ー
ト
で
は
、
今
で
も
伝
統
的
な
漁
具
や
漁
法

を
用
い
る
漁
業
文
化
が
根
づ
い
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
た
。

海
へ
の
信
頼

首
都
と
の
接
触
の
機
会
が
少
な
い
ジ
ャ
ル
ー
ト
で

は
、
定
期
的
な
鮮
魚
の
運
搬
や
、
機
材
等
の
修
理
が

難
し
く
、
故
障
し
た
機
材
は
放
置
さ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
あ
ら
た
な
漁
具
や
機
材
の
導
入
は
漁
業
機
会
の

向
上
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
そ
の
結
果
、
漁
業
開
発

の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。

そ
も
そ
も
、
ジ
ャ
ル
ー
ト
に
お
い
て
漁
業
開
発
は

必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
調
査
中
、
現
地
の
老
人

た
ち
は
口
を
そ
ろ
え
て
「
わ
た
し
た
ち
に
は
海
が
あ

る
。
お
金
な
ん
て
い
ら
な
い
の
さ
。
必
要
な
も
の
が

あ
れ
ば
魚
と
交
換
す
れ
ば
い
い
。
お
金
に
執
着
す
る

こ
と
は
愚
か
な
こ
と
だ
よ
」
と
語
る
。
な
か
に
は
、

語
気
を
強
め
て
い
う
人
も
い
た
。
こ
の
こ
と
ば
は

「
海
が
あ
れ
ば
生
き
て
い
け
る
」
と
い
う
、
海
に
対
す

る
信
頼
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
語
気
を

強
め
た
そ
の
背
景
に
は
、
開
発
に
よ
っ
て
自
分
た
ち

の
生
活
が
弄
ば
れ
た
怒
り
す
ら
感
じ
取

れ
た
。
ジ
ャ
ル
ー
ト
で
の
漁
業
開
発
は
、

生
業
漁
業
か
ら
商
業
漁
業
へ
の
転
換
と

い
う
点
で
は
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
開
発
の
失
敗

が
残
し
た
の
は
、
故
障
し
た
機
材
だ
け

で
は
な
い
。
ジ
ャ
ル
ー
ト
の
人
び
と
は
、

そ
の
失
敗
を
乗
り
越
え
て
海
に
対
す
る

信
頼
を
再
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
自
分
た
ち
が
従
来
駆
使
し
て
き
た
漁

法
を
巧
み
に
操
る
こ
と
で
、
現
在
を
生

き
抜
い
て
い
る
。
そ
ん
な
姿
に
、
彼
ら

の
逞た

く
ま
し
さ
を
感
じ
る
。

吉よ
し
む
ら村 

健け
ん

司じ

総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程

漁
業
開
発
が
残
し
た
も
の

トゥーロンを終え岸に上がった男性

ジャルートの漁業が休業状態にあることを報道する現地紙（２０１０年９月１７日）

漁業開発で作られた漁獲物集荷基地

上空からみたジャルート環礁
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話者 :杉田繁治（国立民族学博物館　名誉教授 )
話題 :【特別展「ウメサオ タダオ展」関連】
 梅棹流　知のマジック
場所 :特別展示館

話者 :小林繁樹（国立民族学博物館　教授）
話題 :【「どっぷりオセアニア―夏のみんぱくフォーラム 2011」関連】
 クラ交易の記憶をとどめる歴史資料
場所 :本館展示場内オセアニア展示場

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
　あたらしくなったアメリカ展示で引き続き展示されて
いる骸骨人形にことよせて今号で特集した骨は、生命維
持に必要なミネラルの貯蔵と調節の機能をもつ、体内の
「海」だ。海を携えたおかげで陸へ進出した脊椎動物は、
体を保護する外骨格の代わりに内骨格を発達させて、重
力に抗する大型の体をえた。ヒトの場合、頭蓋骨は外骨
格の名残だという。重要な脳を守るのに有利だったため
最後まで残ったのだろうか。外骨格であるゆえ頭蓋骨か
ら顔つきを想起しやすく、だからこそ、頭蓋骨は特定の
故人と強く結びつくのだろう。頭蓋骨に限らず、没後も
残る硬い骨は、個人情報の集積であると同時に、故人を
偲ぶよすがであるのは、特集の各論が述べるとおりだ。
　いや骨だけではない、写真、書き物、愛用した品、たっ
たひとつでも良い、残されたモノや記録から紡がれる思
いや記憶のなかに、亡くなった方々は生き続ける。少し
でもその役に立つこと、これもまた、博物館や図書館、
資料館の重要な役割だとあらためて思う。（久保正敏）
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みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう6月

話者 :祖父江孝男（国立民族学博物館　名誉教授）
話題 :【特別展「ウメサオ タダオ展」関連】
 梅棹さんと私―出会いから民博草創期まで
場所 :特別展示館

5日
（日曜日）

12日
（日曜日）

19日
（日曜日）

次号の予告
 特集

海とともにいきる
あたらしくなったオセアニア展示

■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：骸骨人形（死神の音楽隊：バイオリン、ギター、ハープ）
標本番号 H0131684, H0131685, H0131686

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。

※特別展開催中のウィークエンド・サロンでは１３回にわたりみんぱくの名誉
教授が初代館長・梅棹忠夫についてお話しします。

特典◆本館展示の無料入館◆特別展示の観覧料割引
◆みんぱくミュージアム・ショップとレストランの10％割引
◆万博記念公園内および周辺施設での利用割引　など。
詳細については、財団法人千里文化財団までお問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）

1年間みんぱくに何度でも入館できる
「みんぱくフリーパス（3,000円）」をご利用ください。
本館展示は何度でも無料で入館できます。他にも、みんぱくを楽しむための特典がいっぱいです。

※夏のみんぱくフォーラム期間中はオセアニアに関するお話をお届けします。
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