


インドネシア漫画の父・コサシ氏と出会う
藤
ふ じ も と

本 由
ゆ か り

香里

　
震
災
の
直
前
、
二
月
末
か
ら
三
月
初
め

に
か
け
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
行
っ
て
き
た
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
学
会
が
開
か
れ
た
の
を

機
に
、
足
を
の
ば
し
て
、
マ
ン
ガ
市
場
の

調
査
旅
行
を
行
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で

も
貸
本
文
化
が
健
在
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
収
穫
が
あ
っ

た
の
だ
が
、
な
か
で
も
印
象
深
か
っ
た
の

は
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
漫
画
の
父
」
と
呼
ば

れ
る
コ
サ
シ
氏
に
、
直
接
お
め
に
か
か
っ

て
お
話
を
聞
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
現
地
で
案
内
役
を
務
め
て
く
だ
さ
っ
た

の
は
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
日
本
式
マ
ン
ガ
ス

ク
ー
ル
を
開
く
前
山
ま
ち
子
先
生
。
私
が

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ロ
ー
カ
ル
の
漫
画
に
も
興

味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
彼
女
は
、

な
ん
と
私
の
到
着
一
週
間
前
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
古
い
ロ
ー
カ
ル
漫
画
の
復
刻
を
手

掛
け
て
い
る
と
い
う
出
版
社
兼
書
店
の
代

表
者
と
知
り
合
う
。
さ
っ
そ
く
行
っ
た
そ

の
店
で
す
ぐ
に
私
の
目
に
飛
び
込
ん
だ
の

が
、
伝
統
的
な
ワ
ヤ
ン
ス
タ
イ
ル
で
描
か

れ
た
、コ
サ
シ
氏
の
筆
に
な
る
『
ラ
ー
マ
ー

ヤ
ナ
』。
そ
の
コ
サ
シ
氏
に
会
え
た
の
だ
！

　
九
〇
歳
を
超
え
る
コ
サ
シ
さ
ん
は
車
椅

子
こ
そ
使
っ
て
い
る
も
の
の
、
か
く
し
ゃ

く
と
し
て
、
何
よ
り
記
憶
が
確
か
で
、
す

べ
て
の
返
答
が
明
快
極
ま
り
な
い
。
そ
れ

ま
で
の
取
材
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
常

に
あ
い
ま
い
な
返
答
し
か
戻
っ
て
こ
な
い

こ
と
に
慣
れ
て
い
た
か
ら
、
ま
ず
こ
の
こ

と
に
び
っ
く
り
し
た
。

　
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
『
ス
リ
ア
シ
』

（
一
九
五
三
年
）
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
初

の
コ
ミ
ッ
ク
ブ
ッ
ク
で
、
最
初
は
楽
器
を

売
る
シ
ョ
ッ
プ
の
片
隅
に
置
か
れ
て
い
た
。

し
か
し
こ
れ
が
評
判
を
呼
び
、
通
信
販
売

で
あ
ち
こ
ち
で
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
読
め
る
ア

メ
リ
カ
ン
ス
タ
イ
ル
の
漫
画
、
し
か
も
衣

装
や
物
語
の
舞
台
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
す

ご
い
！
」
と
い
う
わ
け
だ
。
私
は
こ
こ
で

気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
聞
い
て
み
た
。

「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
ン

コ
ミ
ッ
ク
の
影
響
が
強
い
の
か
？ 

コ
サ

シ
さ
ん
は
ど
こ
で
ア
メ
コ
ミ
を
読
ん
だ
の

か
？
」
答
え
は
驚
く
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

「
当
時
、
バ
ナ
ナ
な
ど
を
買
う
と
新
聞
紙

で
包
ん
で
く
れ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は

新
聞
紙
が
足
り
ず
、
ア
メ
リ
カ
が
古
新
聞

を
送
っ
て
く
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
動
き
の

あ
る
、
見
た
こ
と
も
な
い
漫
画
が
載
っ
て

い
た
。
言
葉
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
子

ど
も
の
頃
か
ら
そ
れ
を
夢
中
で
模
写
し
た

ん
だ
」

　
ル
ー
ツ
は
「
商
品
を
包
ん
だ
新
聞
紙
」。

浮
世
絵
が
欧
米
に
伝
わ
っ
た
時
を
髣ほ

う
ふ
つ髴

と

さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
そ
し
て
コ
サ
シ
さ

ん
の
ス
タ
イ
ル
が
、
後
続
の
漫
画
家
た
ち

に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。頭
の
中
で
カ
チ
ッ

と
音
が
す
る
よ
う
な
、
鍵
に
な
る
証
言
。

だ
か
ら
調
査
は
面
白
い
、
心
か
ら
そ
う
感

じ
た
瞬
間
だ
っ
た
。
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仮
に
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
を
、ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
西
端
か
ら
イ
ー
ス
タ
ー

島
に
い
た
る
地
域
と
定
義
づ
け
た
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
い
く
つ
の

言
語
が
は
な
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？ 

ま
ず
目
に
つ
く
と
こ
ろ
で
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
約
一
六
〇
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
で
約
一
〇
〇
〇
言

語
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
外
の
地
域
で
話
さ
れ
る
言
語
は
、
合
計
す
る

と
優
に
二
五
〇
を
超
え
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
数
の
言
語
が
は
な
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
図
で
は
一
面
の
海
で
し
か
な
い
よ
う
に
見

え
る
太
平
洋
に
も
、
た
く
さ
ん
の
島
が
あ
り
、
人
が
住
ん
で
い
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
の
祖

先
は
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て
太
平
洋
の
島
々
に
到
達
し
、
生
活

を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

オ
セ
ア
ニ
ア
へ
の
人
類
の
拡
散

オ
セ
ア
ニ
ア
へ
の
人
類
の
移
動
に
は
、
二
回
の
大
き
な
波
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
回
目
は
、
今
か
ら
五
万
年
ほ
ど
前
。
海
面
が

低
か
っ
た
こ
の
時
期
、
人
は
東
南
ア
ジ
ア
の
島と
う
し
ょ嶼
部
か
ら
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
島
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
へ
と
居
住
地
を
拡
げ
た
。
新
し

い
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
場
の
床
に
広
が
る
地
図
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
陸

地
が
水
色
、
す
な
わ
ち
浅
い
海
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
度
目
は
、
今
か
ら
三
三
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
は
じ
ま
る
移
動
で
、
こ

の
こ
ろ
に
は
オ
セ
ア
ニ
ア
は
、
海
面
の
高
さ
も
含
め
、
今
と
ほ
ぼ
同
じ

海
を
渡
っ
て
オ
セ
ア
ニ
ア
へ

菊き
く
さ
わ澤 

律り

つ

こ子
　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

見渡すかぎりの大海原。
島という、資源の限られた環境にくらすオセアニアの人びとにとって

海は古来より、食糧をもたらす恵みの場であり、
航海を通じてあらたな可能性を切り開く出会いと交流の場でもあった。

一方この海は、時代の変遷とともに、彼らと外の世界との接触をももたらすことになる。
オセアニアの人びとは、いかにして固有の文化を育んできたのか。

そして伝統的な文化を継承し、発展させていったのだろうか。
新しくなった展示場とともに紹介する。

―あたらしくなったオセアニア展示
海とともに生きる特 集

アウトリガーカヌー（模型）
H0130511

カヌー船首の装飾板
H0124259

タコとり用擬餌
H0004759
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星
コ
ン
パ
ス

チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
の
故
郷
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ

ア
の
サ
タ
ワ
ル
島
の
夜
は
、
男
た
ち
が
長
老

の
航
海
士
か
ら
「
航
海
の
星
」
を
学
ぶ
と
き
。

長
老
た
ち
は
毎
日
、
夜
明
け
に
東
の
水
平
線

に
昇
る
星
を
、
夕
方
は
西
の
空
に
沈
む
星
を

見
つ
め
る
。
数
百
も
の
星
・
星
座
が
輝
く
時

期
と
出
没
位
置
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ

の
知
識
か
ら
「
星
コ
ン
パ
ス
」
が
う
ま
れ
た
。

星
コ
ン
パ
ス
は
、
一
五
の
星
・
星
座
を
用

い
て
三
二
の
方
位
を
し
め
す
。
北
極
星
は
北
、

南
十
字
座
の
南
中
時
が
南
、
わ
し
座
α
星
の

出
現
位
置
が
東
、
そ
の
没
入
位
置
が
西
を
さ

す
。
星
コ
ン
パ
ス
と
は
、
カ
ヌ
ー
で
航
海
す

る
と
き
の
目
的
地
の
方
位
だ
け
で
な
く
、
あ

る
島
か
ら
見
て
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
あ
る
島
の

名
前
を
網
羅
す
る
知
識
と
結
び
つ
い
て
い
る

し
、
洋
上
で
の
位
置
を
割
り
だ
す
の
に
も
使

わ
れ
る
知
識
体
系
な
の
だ
。

航
海
士
の
知
識
を
見
る

展
示
場
に
は
、
星
コ
ン
パ
ス
に
よ
る
航
海
を

示
す
ア
ニ
メ
が
あ
る
。
サ
タ
ワ
ル
の
男
た
ち
の

カ
ヌ
ー
航
海
の
話
だ
。
ア
ニ
メ
に
登
場
す
る
一

人
の
航
海
士
と
五
人
の
男
た
ち
は
太
め
。
航
海

中
に
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
る
と
体
温
が
急
降
下
す

る
の
で
皮
下
脂
肪
は
不
可
欠
な
の
だ
。
ア
ニ
メ

で
使
わ
れ
た
カ
ヌ
ー
は
島
の
船
大
工
の
手
に
よ

様
相
を
呈
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
あ
と
二
〇
〇
〇
年
を
か

け
て
、
人
は
ハ
ワ
イ
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

へ
と
、
太
平
洋
に
点
在
す
る
遠
く
の
島
々
に
到
達
し
、
定
住
す
る
に
至

る
。
オ
セ
ア
ニ
ア
の
文
化
が
ま
だ
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
き
に

は
、
漂
着
を
繰
り
返
し
た
結
果
だ
と
い
う
説
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、

高
度
に
発
達
し
た
航
海
技
術
を
も
つ
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
ン
と
よ
ば
れ

る
人
び
と
が
、
意
図
し
て
新
天
地
へ
の
移
住
を
繰
り
返
し
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

土
器
と
言
語
と

オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
ン
の
足
跡
を
知
る
有
用
な
手
が
か
り
の
ひ
と
つ

は
、
複
雑
な
文
様
を
も
つ
ラ
ピ
タ
土
器
で
、
そ
の
分
布
は
、
東
南
ア
ジ

ア
か
ら
メ
ラ
ネ
シ
ア
を
と
お
り
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
へ
と
つ
な
が
る
人
の
移

動
を
示
唆
し
て
い
る
。
次
に
、
言
語
。
冒
頭
で
述
べ
た
二
五
〇
を
超
え

る
言
語
の
系
統
関
係
、
す
な
わ
ち
共
通
祖
先
か
ら
分
岐
し
発
達
し
た

経
緯
を
、
こ
れ
ら
の
言
語
が
現
在
話
さ
れ
て
い
る
位
置
と
つ
き
あ
わ
せ

る
こ
と
で
、
話
者
の
集
団
が
こ
の
地
域
で
ど
の
よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
た
の

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
人
や
家
畜
の
遺
伝

子
の
研
究
も
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
先
駆
け
る
こ
と
数
千
年
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
大
航
海
時

代
は
、
残
念
な
が
ら
記
録
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
発
掘
品
や
こ
と
ば
、

遺
伝
子
な
ど
に
の
こ
さ
れ
た
情
報
を
手
が
が
り
に
今
、
わ
た
し
た
ち

は
、
時
間
と
い
う
大
き
な
海
原
を
わ
た
る
。

展示場の床面地図

復元されたラピタ土器　H0229196

展示場にある言語の装
置では 13 言語の単語を
聞き比べることができる

（写真は装置画面）

る
精
巧
な
模
型
。
船
首
・
船
尾
同
型
な
の
で
向

か
い
風
で
も
帆
を
船
尾
に
移
し
船
尾
を
船
首
に

し
て
ジ
グ
ザ
グ
に
前
進
で
き
る
。
そ
し
て
、
洋

上
で
位
置
を
確
認
す
る
航
法
。
航
海
士
は
島
を

出
発
し
て
、
島
が
見
え
な
く
な
る
地
点
を
一
エ

タ
ッ
ク（
約
一
六
キ
ロ
）と
み
な
し
、こ
の
エ
タ
ッ

ク
航
法
を
繰
り
返
し
て
目
的
地
に
カ
ヌ
ー
を
近

づ
け
る
。
ア
ニ
メ
か
ら
は
、
反
射
波
や
鳥
の
習

性
に
つ
い
て
の
航
海
士
の
知
識
も
う
か
が
え
る
。

自
然
を
頼
り
に

航
海
術
は
、
船
の
位
置
を
確
認
し
て
目
的
地

に
到
達
す
る
た
め
の
方
向
と
速
度
を
き
め
る
技

術
で
あ
る
。
現
在
は
G
P
S
で
自
動
航
海
が

で
き
る
。
し
か
し
、
磁
気
コ
ン
パ
ス
、
六
分
儀

や
海
図
な
ど
、
近
代
航
海
器
具
の
恩
恵
に
浴
し

な
か
っ
た
オ
セ
ア
ニ
ア
の
人
び
と
は
、
星
と
波

と
風
を
頼
り
に
数
千
キ
ロ
の
航
海
を
お
こ
な
っ

て
き
た
。
な
か
で
も
、
星
・
星
座
の
規
則
性

を
見
抜
い
て
編
み
だ
し
た
の
が
星
コ
ン
パ
ス
で
、

古
来
か
ら
の
航
海
術
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

今
も
な
お
サ
タ
ワ
ル
の
航
海
士
は
、
星
コ
ン

パ
ス
を
も
と
に
、
風
向
・
風
力
、
波
や
潮
流
、

雲
、
鳥
、
魚
、
海
の
色
や
漂
流
物
な
ど
、
航

海
中
に
遭
遇
す
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
特
性
と

要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
位
置
と
針
路
を
割
り

だ
す
。
こ
う
し
て
一
〇
〇
〇
キ
ロ
離
れ
た
島
へ

と
カ
ヌ
ー
を
導
く
の
だ
。

ア
ニ
メ
で
見
る
航
海
術

須す

ど

う藤 

健け
ん
い
ち一
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館
長

大陸棚

一次移動

台湾

マリアナ諸島

カロリン諸島 マーシャル諸島

ハワイ諸島

マルケサス諸島

マダガスカル

ニュージーランド

フィジー トンガ

サモア

ソサエティ諸島

ラパヌイ（イースター島）

ニュニューギニア

フィリピン

パラオ

ヤップ

サフル大陸

スンダ大陸棚

フィリピン

ビスマーク諸島

ソロモン諸島

言語学・考古学からみた移動ルート

言語学からみた移動ルート

二次移動

大陸棚

一次移動

台湾

マリアナ諸島

カロリン諸島 マーシャル諸島

ハワイ諸島

マルケサス諸島

マダガスカル

ニュージーランド

フィジー トンガ

サモア

ソサエティ諸島

ラパヌイ（イースター島）

ニュニューギニア

フィリピン

パラオ

ヤップ

サフル大陸

スンダ大陸棚

フィリピン

ビスマーク諸島

ソロモン諸島

言語学・考古学からみた移動ルート

言語学からみた移動ルート

二次移動

オセアニアの人類移動には２回の波があった

4   5    2011年 7月号



民
博
の
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
場
奥
が
六
三
セ

ン
チ
高
く
設
計
さ
れ
て
い
る
の
を
ご
存
知
だ

ろ
う
か
。そ
こ
に
は
モ
ア
イ
や
仮
面
な
ど
神
々

を
象
徴
す
る
展
示
物
が
並
び
、
遠
く
か
ら

も
見
え
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
今
回

こ
の
段
差
の
前
面
に
ゆ
る
い
ス
ロ
ー
プ
を
つ

け
、
島
に
上
陸
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
展
示
を
お

こ
な
っ
た
。

島
の
暮
ら
し
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
資
源
戦

略
で
あ
る
。
豊
富
な
海
洋
資
源
に
対
し
、
陸

上
資
源
に
は
限
り
が
あ
る
。
周
囲
を
海
で
囲

ま
れ
た
島
環
境
の
特
徴
だ
。
特
に
、
サ
ン
ゴ

島
の
場
合
は
、
土
壌
が
貧
困
で
栽
培
で
き
る

植
物
の
種
類
が
限
ら
れ
る
。
石
器
を
作
る
石

も
な
け
れ
ば
土
器
を
作
る
粘
土
も
な
い
。
そ

の
よ
う
な
貧
弱
な
環
境
に
暮
ら
す
人
び
と
が

お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
①
使
え
る
も
の
は
徹

底
的
に
使
う
こ
と
、
②
島
に
な
い
も
の
は
海

を
越
え
て
手
に
入
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。

コ
コ
ヤ
シ

生
活
用
具
を
作
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た

動
植
物
の
種
類
の
多
さ
は
目
を
引
く
が
、
そ

の
な
か
で
も
コ
コ
ヤ
シ
は
各
部
位
が
徹
底
的

に
使
わ
れ
て
い
る
。
今
回
の
展
示
で
は
、
一

本
の
コ
コ
ヤ
シ
を
示
し
、
そ
の
周
囲
に
コ
コ

ヤ
シ
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
位
で
作
っ
た
生
活
用

品
を
展
示
し
た
。
年
間
に
四
〇
～
八
〇
個
の

仮
面
と
霊
的
な
存
在

オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
場
の
正
面
左
奥
に
は
、

多
く
の
仮
面
が
並
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
、

来
館
者
の
方
々
が
個
々
の
仮
面
を
よ
り
じ
っ

く
り
と
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
そ

の
数
は
以
前
に
比
べ
て
か
な
り
減
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
仮
面
を
時
間
を
か
け
て
み
て
ゆ
く

と
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な

素
材
か
ら
な
り
、
色
合
い
や
つ
く
ら
れ
方
も

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
は
ず
だ
。
他
方
で
、
そ
う
し
た
多
様
性
と

と
も
に
多
く
の
仮
面
に
共
通
す
る
こ
と
が
ら

も
発
見
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
展
示
さ
れ
て
い
る
仮
面
の
な

か
に
は
、
な
に
や
ら
妖あ
や

し
い
雰
囲
気
を
漂
わ

せ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
仮
面

は
た
い
が
い
精
霊
や
祖
先
の
霊
な
ど
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
霊
的
存
在
は
オ
セ

ア
ニ
ア
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
、
人
知
の
お

よ
ば
ぬ
超
自
然
的
な
力
を
も
ち
、
人
間
に
対

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
恵
み
や
災
い
を
も
た
ら
す

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
霊
的
存

ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
　

白し
ら
か
わ川 

千ち

ひ

ろ尋
　
民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

実
を
つ
け
る
一
本
の
コ
コ
ヤ
シ
が
提
供
す
る

飲
料
水
の
恩
恵
は
計
り
知
れ
な
い
。
殻
の
外

側
の
繊
維
は
家
や
カ
ヌ
ー
を
作
る
の
に
欠
か

せ
な
い
コ
コ
ナ
ツ
ロ
ー
プ
の
素
材
を
提
供
し
、

水
の
漏
れ
な
い
殻
は
各
種
の
入
れ
物
と
し
て

使
わ
れ
、
最
後
に
は
燃
料
と
し
て
燃
や
さ
れ

る
。
長
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
葉
は
大
量

に
利
用
で
き
る
の
で
、
使
い
捨
て
の
カ
ゴ
や

敷
物
、
屋
根
材
、
壁
材
な
ど
に
利
用
さ
れ
、

ト
ビ
ウ
オ
漁
な
ど
に
使
う
た
い
ま
つ
と
し
て

も
使
わ
れ
る
。
ま
さ
に
コ
コ
ヤ
シ
は
生
活
全

般
に
資
す
る
植
物
だ
。

展
示
場
で
も
中
央
に
お
か
れ
た
航
海
用
カ

ヌ
ー
の
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
は
、
釘
を
ま
っ
た

在
を
あ
ら
わ
し
た
仮
面
は
、
お
も
に
儀
礼
な

ど
で
使
わ
れ
る
。
人
び
と
は
儀
礼
を
通
じ
て
、

仮
面
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
霊
的
存
在
の

力
を
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
形
に
し
て
自

分
た
ち
の
日
常
世
界
の
な
か
に
取
り
込
も
う

と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

超
自
然
的
な
力
の
担
い
手
た
ち

と
こ
ろ
で
、
超
自
然
的
な
力
を
も
つ
の
は

な
に
も
霊
的
存
在
ば
か
り
で
は
な
い
。
少

数
と
は
い
え
、
オ
セ
ア
ニ
ア
各
地
に
は
似
た

よ
う
な
力
を
も
つ
と
さ
れ
る
人
び
と
が
い
る
。

た
と
え
ば
、
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
・
ト
ン
ゴ
ア
島
の

伝
統
的
な
治
療
者
の
な
か
に
は
、
霊
的
存
在

か
ら
病
気
を
治
す
力
を
授
け
ら
れ
、
治
療
者

と
な
っ
た
人
び
と
が
い
る
。
こ
れ
は
超
自
然

的
な
力
が
善
き
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

例
だ
が
、
逆
に
悪
し
き
も
の
と
し
て
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
邪
術
が
そ
の
典
型
的
な
例

だ
ろ
う
。
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
で
は
、
国
内
に
点
在

す
る
約
八
〇
の
島
々
の
な
か
で
も
特
に
ア
ン

ブ
リ
ム
と
い
う
島
が
、
強
力
な
邪
術
の
使
い

く
使
っ
て
い
な
い
。
船
体
や
帆
な
ど
、
あ
ら

ゆ
る
部
材
が
コ
コ
ナ
ツ
ロ
ー
プ
で
結
ば
れ
て

い
る
。「
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
！
」
と
驚
く
と

こ
ろ
に
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
の
ぞ

き
込
ん
で
欲
し
い
。

交
易も

う
ひ
と
つ
の
工
夫
は
、
近
隣
の
島
々
と
の

交
易
で
あ
る
。
歴
史
時
代
に
至
る
ま
で
、
オ

セ
ア
ニ
ア
に
は
ク
ラ
や
サ
ウ
ェ
イ
と
よ
ば
れ
る

大
が
か
り
な
交
易
網
が
存
続
し
て
い
た
。
こ

れ
ら
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
が
島
か
ら

島
へ
と
動
く
。
た
と
え
ば
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
サ

ン
ゴ
島
民
は
、
織
物
や
手
工
芸
品
と
交
換
に
、

土
器
や
ウ
コ
ン
染
料
、
赤
土
な
ど
を
手
に
入

れ
た
。
サ
ン
ゴ
島
で
は
入
手
で
き
な
い
も
の

を
火
山
島
か
ら
も
ち
帰
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ

ん
婚
姻
関
係
に
つ
な
が
る
出
会
い
も
あ
っ
た
。

他
方
、
交
易
相
手
と
の
絆き
ず
なは

、
自
然
災
害

時
な
ど
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
役
割
も

果
た
す
。
島
内
で
は
解
決
で
き
な
い
事
態
を
、

海
を
越
え
た
つ
な
が
り
を
保
っ
て
お
く
こ
と

で
乗
り
越
え
た
わ
け
だ
。
そ
れ
は
島
に
生
き

る
人
び
と
の
重
要
な
生
存
戦
略
で
あ
っ
た
。

手
の
存
在
す
る
島
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
き

た
。
邪
術
師
た
ち
は
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た

相
手
の
髪
の
毛
や
衣
服
の
切
れ
端
な
ど
を
利

用
し
て
病
気
に
し
た
り
、
サ
メ
に
変
身
し
て

海
に
出
て
い
た
相
手
を
喰
い
殺
し
た
り
す
る

と
い
う
。

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
、
ア
ン
ブ
リ
ム

一
方
、
ア
ン
ブ
リ
ム
は
、
パ
ン
ノ
キ
の
幹

を
く
り
ぬ
い
た
割
れ
目
太
鼓
で
も
知
ら
れ
た

島
で
あ
る
。
地
面
に
立
て
て
使
わ
れ
る
こ
の

太
鼓
は
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

も
あ
り
、
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
で
は
文
化
的
な
シ
ン

ボ
ル
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
お
り
、
紙
幣
に
も

印
刷
さ
れ
て
い
る
。
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
場
で

も
そ
の
威
容
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

太
鼓
の
上
の
方
に
は
精
霊
の
顔
が
彫
り
込
ま

れ
て
い
る
。
精
霊
を
あ
ら
わ
し
た
割
れ
目
太

鼓
と
強
力
な
邪
術
。
超
自
然
的
な
力
に
関
係

す
る
そ
れ
ら
の
も
の
で
有
名
な
ア
ン
ブ
リ
ム

島
は
、さ
し
ず
め
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
随
一
の
パ
ワ
ー

ス
ポ
ッ
ト
と
で
も
い
え
そ
う
だ
。

島
に
生
き
る
戦
略
　

印い
ん
と
う東 

道み

ち

こ子
　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

治療儀礼をおこなうトンゴア島の治療者（１９９５年）

ヴァヌアツ・アンブリム島の割れ目太鼓
K0006979
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交易に使う腰布を織る（ファイス島  2005 年）

ココヤシの葉でカゴを編む（ングルー環礁  1980 年）

水入れ（ココナツ殻製）
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オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
の
「
外
部
世
界
と
の
接
触
」
セ
ク
シ
ョ
ン
に
、

教
会
衣
装
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
登
場
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
、

教
会
衣
装
を
例
に
、
い
わ
ゆ
る
大
航
海
時
代
以
降
の
西
洋
な
ど
外

部
世
界
と
の
接
触
の
な
か
で
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
人
び
と
が
い
か
に

独
自
の
文
化
を
継
承
し
つ
つ
発
展
さ
せ
た
か
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

オ
セ
ア
ニ
ア
の
多
く
の
国
々
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は

目
を
見
張
る
ほ
ど
大
き
い
。
日
常
生
活
に
深
く
根
づ
い
て
い
る

の
み
な
ら
ず
、
民
族
や
社
会
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一

部
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
人
び
と
の

多
く
は
洗
礼
名
を
も
っ
て
お
り
、
週
末
に
は
、
宗
派
ご
と
に
特

色
の
あ
る
教
会
衣
装
で
着
飾
り
、
朝
か
ら
礼
拝
に
出
か
け
、
教

会
学
校
に
参
列
し
、
家
族
で
豪
華
な
食
卓
を
囲
む
。
平
日
に
も
、

教
会
の
た
め
の
献
金
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
活
動
、
同
じ
宗
派
の
人

び
と
へ
の
お
見
舞
い
の
ほ
か
、
讃
美
歌
の
練
習
も
怠
ら
な
い
。
し

か
し
、
西
洋
が
も
ち
こ
ん
だ
宗
教
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
現
実
の
教
会
活
動
は
各
地
の
文
化
と
融
合
し
た

独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
し
て
い
る
。
教
会
衣
装
は
そ
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
示
す
格
好
の
資
料
な
の
だ
。

そ
う
し
た
ね
ら
い
か
ら
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
ハ
ワ
イ
、
ト
ン
ガ
、

ク
ッ
ク
諸
島
と
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
フ
ィ
ジ
ー
の
四
地
域
の
教
会
衣

装
を
収
集
し
、
う
ち
三
地
域
の
も
の
を
展
示
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
す
べ
て
、
実
際
に
人
び
と
が
着
用
し
て
い
た
、
頭
か
ら
足

元
ま
で
の
衣
装
一
式
を
、
現
地
で
交
渉
し
購
入
し
た
も
の
だ
。

そ
の
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。
衣
装
や
布

を
集
め
て
い
る
と
伝
え
る
と
、
樹
皮
布
の
産
地
と
し
て
有
名
な

島
出
身
の
老
人
が
、
収
集
品
と
は
別
に
手
土
産
と
し
て
樹
皮
布

製
の
壁
飾
り
を
贈
っ
て
く
れ
た
。
か
と
思
え
ば
、
ど
こ
で
聞
き
つ

け
た
の
か
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
布
切
れ
を
買
っ
て
く
れ
と
も
ち
込
む

人
が
次
か
ら
次
へ
と
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
を
見
て
友
人
い
わ
く
、

「
ノ
リ
オ
、
金
を
も
っ
て
る
奴
に
は
友
人
が
増
え
る
ん
だ
よ
」。
ま

た
、
自
分
の
祖
先
で
あ
る
一
九
世
紀
の
首
長
が
着
用
し
て
い
た
服

装
を
探
そ
う
と
約
束
し
て
く
れ
た
方
も
い
て
、
と
て
も
払
え
る

金
額
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
び
く
び
く
し
て
い
た
ら
、
模
造
品
で

ほ
っ
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

時
間
と
予
算
の
関
係
で
、
集
め
た
衣
装
の
種
類
に
は
限
り
が

あ
る
が
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
を
担
当
し
た
わ
た
し
の
思
い
を
多
少

な
り
と
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
何
よ
り
展
示
を
楽
し
ん

で
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

展示場にはトンガ、ハワイ、クック諸島の 
３つの地域の衣装が展示されている

クック諸島民の教会衣装

オ
セ
ア
ニ
ア
の

教
会
衣
装
集
め

始
末
記

丹に

わ羽 

典の

り

お生
　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

集
散
の
は
じ
ま
り

一
九
一
七
年
四
月
七
日
の
夜
、
ジ
ョ
ー
ジ
・

ブ
ラ
ウ
ン
は
シ
ド
ニ
ー
郊
外
の
ゴ
ー
ド
ン
に

あ
る
自
宅
で
、
八
二
歳
の
生
涯
を
静
か
に
閉

じ
た
。彼
の
家
に
は
、サ
モ
ア
諸
島
、フ
ィ
ジ
ー

諸
島
、
ニ
ュ
ー
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
島
な
ど
の
南

太
平
洋
の
島
々
で
集
め
た
、
三
〇
〇
〇
点
を

超
え
る
民
族
誌
標
本
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
博
物
館
の
よ
う
で

集
散
す
る

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

林は
や
し 

勲い

さ

お男
　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
今
日
、
ジ
ョ
ー
ジ
・

ブ
ラ
ウ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
よ
ば
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
一
九
世
紀
中
ご

ろ
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
南
太
平
洋

で
活
躍
し
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
宣
教
師
で

あ
る
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
活
動
の
傍
か
た
わ

ら
、
博
物
学
に
も
関
心
を
抱
き
、
自
然
史
や

民
族
誌
の
標
本
収
集
に
も
精
力
的
に
取
り
組

み
、
学
者
や
博
物
館
な
ど
へ
収
集
し
た
資
料

を
寄
贈
し
た
。
さ
ら
に
は
、
学
術
誌
へ
の
論

文
執
筆
や
晩
年
に
は
民
族
誌
も
出
版
し
て
い

る
。
彼
の
家
に
あ
っ
た
標
本
資
料
は
、
そ
の

収
集
主
の
死
と
共
に
、
遍
歴
の
途
に
着
い
た

の
で
あ
る
。

実
現
さ
れ
な
い
遺
族
の
思
い

死
の
翌
年
、
シ
ド
ニ
ー
に
あ
る
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
博
物
館
は
、
遺
族
に
対
し
こ
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
一
部
を
買
い
受
け
る
と
申
し
入

れ
た
。
し
か
し
遺
族
は
、
分
散
さ
せ
る
こ
と

な
く
ブ
ラ
ウ
ン
の
名
声
を
残
す
ひ
と
つ
の
ま

と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
売
却
し
、
博

物
館
に
展
示
・
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望

ん
だ
た
め
、
交
渉
は
も
の
別
れ
に
終
わ
っ
た
。

一
九
二
一
年
、
ブ
ラ
ウ
ン
財
団
は
ブ
ラ
ウ

ン
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
英
国
の
バ
ー
ナ
ー

ド
・
キ
ャ
ス
ル
に
あ
る
ボ
ウ
ズ
博
物
館
へ
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
売
却
し
た
。
し
か
し
同
博

物
館
に
は
、
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
、
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
だ
け
し
か
展
示
さ
れ
な

か
っ
た
。
一
九
五
四
年
、
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ

ジ
（
現
在
の
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
学
）
へ

と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
転
売
さ
れ
た
。
大
学
付

属
の
ハ
ン
コ
ッ
ク
博
物
館
が
、
管
理
責
任
を

負
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
す
べ
て
が
展
示
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
大

学
が
財
政
難
か
ら
、
サ
ザ
ビ
ー
を
通
じ
て
売

り
に
出
す
ま
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
一
括
保
管
だ
け
は
な

さ
れ
て
い
た
。

一
九
八
六
年
、
民
博
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

購
入
し
た
と
き
、
大
英
博
物
館
、
イ
ー
ス

ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
大
学
セ
イ
ン
ズ
べ
リ
ー
・

セ
ン
タ
ー
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
立
博
物
館

な
ど
が
仮
面
や
彫
像
資
料
一
一
点
を
買
い
取

る
こ
と
が
す
で
に
決
ま
っ
て
い
た
。
民
博
は
、

一
九
九
九
年
に
企
画
展
「
南
太
平
洋
の
文
化

遺
産
―
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
―
」
を
開
催
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
没
後
八
二

年
目
に
し
て
初
め
て
、す
べ
て
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
一
般
に
公
開
す
る
こ
と
が
実
現
し
た
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ブ
ラ
ウ
ン
の
遺
品
と

し
て
の
民
族
誌
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
す
べ
て
で

は
な
か
っ
た
。

あ
ら
た
な
「
集
約
」
へ
の
試
み

い
ま
民
博
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ

ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
立

ち
上
げ
、
民
族
誌
資
料
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

背
景
を
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
博
物
館
が
所
蔵
す
る
、
ブ
ラ
ウ
ン
自

身
が
撮
影
し
た
約
九
〇
〇
点
の
ガ
ラ
ス
乾
板

や
、
や
は
り
シ
ド
ニ
ー
に
あ
る
ニ
ュ
ー
サ
ウ

ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
立
図
書
館
に
収
め
ら
れ
た
、

彼
の
ア
ル
バ
ム
や
書
簡
類
な
ど
と
関
連
づ
け

る
作
業
を
始
め
て
い
る
。
英
国
内
に
と
ど
め

置
か
れ
た
も
の
も
含
め
、
ブ
ラ
ウ
ン
か
ら
寄

贈
さ
れ
た
り
購
入
し
た
り
し
て
、
世
界
各
地

の
博
物
館
な
ど
が
所
有
す
る
資
料
ま
で
調
査

が
展
開
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

シドニー郊外の自宅「キナワヌア」
（ナンシー・ジョイス提供）

ブラウンの個人「博物館」（ナンシー・ジョイス提供）

彫像（魚）　H0138284

棍棒　H0138523

儀礼用櫂
H0138959

仮面：タタヌア
H0144393
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方
は
、
西
欧
近
代
的
な
社
会
制
度
や
世
界
認
識
が

導
入
さ
れ
た
後
、
西
欧
近
代
的
な
シ
ス
テ
ム
の
な

か
で
、
そ
の
管
理
下
に
置
き
う
る
よ
う
な
、
何
ら

か
の
位
置
づ
け
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
様
相
が
報
告

さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
西
欧
近

代
的
な
自
然
と
の
向
き
あ
い
方
と
は
違
っ
た
場
に

お
い
て
、
在
来
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
ら
た
め
て
重
要

な
価
値
が
み
い
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

講
演
会
の
も
た
ら
し
た
も
の

今
回
の
講
演
会
は
、
人
が
自
然
と
交
渉
す
る
多

様
な
原
点
を
参
加
者
に
感
じ
て
も
ら
う
場
で
あ
っ

た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
現
代
社
会
の
キ
ー
ワ
ー
ド

と
な
っ
て
い
る
「
自
然
」
と
い
う
概
念
を
相
対
化

し
て
考
え
な
お
す
機
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
日
本
に
暮
ら
し
て
い
る
限
り

「
珍
奇
な
風
習
」
と
か
「
古
い
迷
信
」
と
し
て
他

者
化
さ
れ
が
ち
な
ア
フ
リ
カ
や
太
平
洋
の
伝
統
に

つ
い
て
、
現
代
的
な
問
題
と
し
て
、
か
つ
日
本
の

伝
統
に
も
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
理
解
を
深
め
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

自
然
と
文
化

自
然
環
境
と
ど
う
向
き
あ
う
か
は
、
こ
ん
に
ち

人
び
と
を
悩
ま
せ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。
た
だ
、

人
が
自
然
に
向
き
あ
い
は
じ
め
た
の
は
現
代
の
こ

と
で
は
な
い
。
か
ね
て
よ
り
人
は
、
自
然
を
敬
い
、

畏
れ
、
あ
る
い
は
慣
れ
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
た
ち
の
社
会
を
作
り
上
げ
て
き
た
。

自
然
に
関
す
る
問
題
意
識
は
、
低
炭
素
社
会
の

実
現
や
生
物
多
様
性
の
保
持
と
い
っ
た
点
か
ら
語

ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
同
時
に
、

人
間
社
会
が
古
く
か
ら
も
っ
て
い
る
自
然
と
の
向

き
あ
い
方
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
ら
が
も
つ
知
恵
を
あ
ら
た
め
て
吟
味

し
、
そ
の
実
践
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
、
も
う
ひ

と
つ
の
現
代
的
課
題
で
あ
ろ
う
。

「
自
然
」以
前
の
異
界
の
認
識

今
回
の
講
演
会
で
は
、
ア
フ
リ
カ
の
仮
面
舞
踊

と
オ
セ
ア
ニ
ア
の
伝
統
医
療
と
い
う
ふ
た
つ
の

テ
ー
マ
に
よ
る
講
演
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

ア
フ
リ
カ
南
部
、
ザ
ン
ビ
ア
の
チ
ェ
ワ
社
会
で

は
、
人
の
死
後
に
喪
に
服
し
、
一
年
ほ
ど
た
つ
と

喪
明
け
の
儀
礼
を
お
こ
な
う
。
儀
礼
は
、
結
社
の

男
性
た
ち
が
動
物
の
形
を
し
た
仮
面
を
秘
密
裏
に

作
っ
て
、
そ
れ
を
か
ぶ
っ
て
人
び
と
の
前
で
踊
り
、

最
後
に
は
森
に
去
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
森
か
ら
来
た
動
物
の
姿
を
借
り
て
死
者

が
よ
み
が
え
り
、
地
上
に
残
し
た
霊
を
吸
収
し
て
、

人
の
社
会
か
ら
消
え
て
い
く
過
程
だ
と
認
識
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
仮
面
舞
踊
の
事
例
報
告
か
ら

は
、
生
き
て
い
る
人
の
社
会
と
、
そ
れ
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
森
、
そ
し
て
両
者
を
媒
介
す
る
存
在
と

し
て
の
森
の
動
物
た
ち
と
い
う
、
チ
ェ
ワ
の
人
び

と
の
認
識
方
法
が
垣
間
み
ら
れ
た
。

対
し
て
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
で
は
、

人
び
と
の
病
気
を
薬
草
や
夢
見
で
治
療
す
る
治
療

者
が
い
る
。
治
療
者
は
、
治
療
の
知
識
に
特
別
な

価
値
を
置
き
、
そ
れ
を
主
と
し
て
子
ど
も
に
伝
承

す
る
。
病
気
と
い
う
も
の
を
、
自
然
が
も
た
ら
す

人
の
「
内
な
る
自
然
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
病
気
、

薬
草
、
夢
の
世
界
は
、
す
べ
て
人
の
社
会
と
区
分

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
治
療
者
の
知
識
が
そ
の
両

者
を
媒
介
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。

𠮷
田
教
授
は
、
チ
ェ
ワ
の
人
び
と
に
と
っ
て
の

森
が
、
異
界
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
述

べ
た
。
な
ら
ば
、
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
の
人
び
と
に
と
っ

て
の
夢
や
、
薬
草
が
生
え
る
空
間
も
、
ま
た
異
界

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
異
界
と
い
う
発
想
は
、

自
然
と
い
う
概
念
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
日
本

で
も
、
自
然
と
い
う
こ
と
ば
は
、
英
語
のnature

の
翻
訳
語
と
し
て
明
治
中
期
以
降
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
現
在
、
と
か

く
我
わ
れ
は
自
然
と
い
う
こ
と
ば
を
漠
然
と
し
た

概
念
と
し
て
使
い
が
ち
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
そ

れ
に
類
す
る
こ
と
を
、「
山
川
草
木
」
と
か
「
森

羅
万
象
」
な
ど
と
、
異
界
の
具
体
的
な
モ
ノ
の
総

体
と
し
て
表
現
し
て
い
た
。
ほ
ん
ら
い
人
は
、
人

の
力
が
お
よ
ば
な
い
異
界
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
と

の
交
渉
を
、
仮
面
や
薬
草
と
い
う
よ
う
な
モ
ノ
や
、

呪
術
や
医
療
な
ど
の
知
識
と
そ
の
実
践
に
よ
っ
て

試
み
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
講
演
会

で
み
え
て
き
た
。

現
代
社
会
で
の
再
評
価

こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
異
界
と
の
向
き
あ
い
方
は
、

現
代
社
会
で
消
え
ゆ
く
運
命
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

チ
ェ
ワ
の
社
会
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
浸
透
や
政

治
的
混
乱
と
い
う
激
動
の
時
期
を
へ
て
き
た
。
だ

が
、
仮
面
舞
踊
は
、
そ
れ
ら
の
合
間
を
柔
軟
に
す

り
抜
け
る
よ
う
に
し
て
、
今
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

の
み
な
ら
ず
、
近
年
に
は
彼
／
彼
女
ら
の
伝
統
と

し
て
、
外
部
者
に
対
し
て
も
誇
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
で
は
、
病
院
や
保
健
所
が
普
及
し
、

近
代
医
療
が
無
償
で
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
伝
統
医
療
の
治
療
者
た
ち
も
排
除
さ

れ
て
い
な
い
。
政
府
か
ら
公
認
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を

受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か

つ
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
、

近
代
医
療
で
治
療
が
難
し
い

慢
性
疾
患
や
難
病
に
対
し
、

在
来
の
薬
草
に
有
効
な
成
分

を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
動
き

も
み
ら
れ
る
。
伝
統
医
療
は

近
代
医
療
と
住
み
わ
け
て
共

存
し
て
い
る
と
い
う
。

ど
ち
ら
の
講
演
で
も
、
伝

統
的
な
異
界
と
の
向
き
あ
い

民博は、２００６年から毎年春に、毎日新聞社と共催でみんぱく公開講演会を開催している。
今回は、人類の伝統的な自然観とその変化、そして現在における再評価についてとりあげた。

太
お お

田
た

 心
し ん ぺ い

平
民博 研究戦略センター

薬草の搾り汁の準備。ヴァヌアツ（１９９４年　撮影・白川千尋）

覆面をかぶったニャウの踊り手。ザンビア
（１９８５年　撮影・𠮷田憲司）

二
〇
一
一
年
三
月
一
八
日
に
大
阪
市
北
区
の
オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル

に
お
い
て
、
み
ん
ぱ
く
公
開
講
演
会
「
自
然
と
向
き
あ
う
人

び
と
の
今
―
―
太
平
洋
と
ア
フ
リ
カ
に
見
る
」
を
開
催
。
講

演
は
本
館
の
𠮷
田
憲
司
教
授
「
ア
フ
リ
カ
・
チ
ェ
ワ
社
会
に

お
け
る
仮
面
舞
踊
の
現
在
」
お
よ
び
白
川
千
尋
准
教
授
「
オ

セ
ア
ニ
ア
・
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
の
伝
統
医
療
は
い
ま
」。
加
え
て
、

太
田
心
平
助
教
の
司
会
で
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が

お
こ
な
わ
れ
た
。

みんぱく公開講演会 

自然と向きあう人びとの今―太平洋とアフリカに見る
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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　

8
月
21
日
︵
日
︶
ま
で

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

「
裸
足
の
１
５
０
０
マ
イ
ル
」

日
時　

7
月
9
日
︵
土
︶　

13
時
30
分
～
16
時

︵
開
場
13
時
︶

場
所　

講
堂
︵
先
着
4
5
0
名
︶

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
当
日
10
時
か
ら
講
堂
入
口
に
て
整
理
券
を
配
布

◆
研
究
公
演

「
フ
ラ
を
知
る
、フ
ラ
を
踊
る
」

本
公
演
で
は
、
フ
ラ
の
歴
史
と
現
在
に
つ
い
て
専
門

家
が
解
説
を
す
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
フ
ラ
ダ
ン

サ
ー
に
よ
る
本
格
的
な
踊
り
が
生
音
楽
と
と
も
に

披
露
さ
れ
ま
す
。

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

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
9
回　

8
月
20
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
】

海
に
生
き
る
く
ら
し
―
島
と
島
を
つ
な
ぐ
遠
洋
航
海

講
師　
小
林
繁
樹 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館　

教
授
︶

オ
セ
ア
ニ
ア
で
は
、
多
く
の
人

び
と
が
海
と
と
も
に
く
ら
し

て
い
ま
す
。
海
は
、
魚
や
貝

な
ど
を
手
に
入
れ
る
日
常
的

な
生
活
の
場
で
あ
る
と
同
時

に
、
遠
く
は
な
れ
た
島
と
島

を
つ
な
ぐ
道
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
人
と
人
を
結
び
つ

け
る
紐
帯
と
な
り
ま
す
。
こ

う
し
た
海
に
生
き
る
く
ら
し

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
私

た
ち
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
も

ヒ
ン
ト
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

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

電話  06-6876-3112
FAX  06-6876-0875
e-mail shop@senri-f.or.jp
水曜日定休

ウェブサイトもご覧ください。
オンラインショップ
「World Wide Bazaar」

http://www.senri-f.or.jp/shop/

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

友の会

国立民族学博物館
ミュージアム・ 
ショップ

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
先
住
民
〝
マ
オ
リ
〟
の
カ
ー
ビ
ン
グ

︵
彫
刻
︶
は
、
彼
ら
が
古
く
か
ら
大
切
に
受
け
継
い
で
き
た
伝

統
工
芸
の
ひ
と
つ
で
す
。
翡
翠
︵
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ー
ン
︶
や
動

物
の
骨
を
彫
っ
て
つ
く
っ
た
、
美
し
く
神
聖
な
お
守
り
・
魔
除

け
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
デ
ザ
イ

ン
に
は
意
味
が
あ
り
、
マ
オ
リ
の
人
び
と
の
大
自
然
に
対
す
る

崇
拝
の
念
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
フ
ッ
ク
…
…
釣
針
の
か
た
ち
。
航
海
の
幸
運
と
安
全
を
祈

る
意
味
が
あ
り
ま
す
。

・
ツ
イ
ス
ト
…
…
ね
じ
れ
を
表
す
か
た
ち
。
絆
や
友
情
の
意

味
が
あ
り
ま
す
。

・
ク
ジ
ラ
の
尾
…
…
ク
ジ
ラ
の
尾
ひ
れ
の
か
た
ち
。
強
さ
や

尊
敬
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

会
員
番
号
も
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
他
に
も
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

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
～
12
時
40
分

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
で
︶

◆
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
︶

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
8
回　

8
月
6
日
︵
土
︶
15
時
15
分
～
16
時
15
分

※
開
催
時
間
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

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
︶

初
め
て
の
収
集
の
旅
は
民
博
開
館
直
前
の
1
9
7
7
年
夏
で
し

た
。
目
的
の
ひ
と
つ
の
﹁
チ
ュ
ク
ピ
ン
﹂
と
よ
ば
れ
る
伝
統
的

な
カ
ヌ
ー
は
、
現
地
で
も
つ
く
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
地
元
の
人
び
と
の
強
い
願
い
に
よ
っ
て
民
博
に
収
蔵
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
の
調
査
も
含
め
た
収
集
資
料

の
一
部
を
お
見
せ
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介

し
、
民
博
へ
の
資
料
収
集
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

資
料
閲
覧
あ
り

第
3
9
9
回　

9
月
3
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

蚊
帳
に
見
え
な
い
蚊
帳
の
は
な
し

講
師　
白
川
千
尋
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
︶

ラ
オ
ス
の
蚊
帳
は
﹁
虫
除
け
﹂
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
機
能
が
あ
り
、
女
性
の
嫁
入
り
道
具
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
蚊
帳
と
の
出
会
い
は
異
文
化
に
ふ
れ
る
醍
醐
味
を
教

え
て
く
れ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
民
博
収
蔵
の
美
し
い
蚊
帳

を
じ
っ
さ
い
に
お
見
せ
し
な
が
ら
お
話
し
ま
す
。

資
料
閲
覧
あ
り

第
4
0
0
回　

10
月
8
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

※
開
催
日
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

【
特
別
展「
千
島
・
樺
太
・
北
海
道 

ア
イ
ヌ
の
く
ら
し
」関
連
】

日
本
の
人
類
学
の
黎
明
と
ア
イ
ヌ
文
化

講
師　
佐
々
木
史
郎
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

日
本
の
人
類
学
・
民
族
学
は
今
か
ら
1
2
0
年
ほ
ど
前
に
産
声

を
あ
げ
ま
し
た
が
、
当
時
の
研
究
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考

え
、
ど
の
よ
う
な
記
録
を
残
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
知

る
手
が
か
り
と
も
な
る
の
が
ア
イ
ヌ
文
化
研
究
で
す
。
当
時
収

集
さ
れ
た
資
料
を
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
お
話
し
ま
す
。

◆
研
究
公
演

「
カ
ヴ
ァ
儀
礼
と
天
地
創
造
の
ド
ラ
マ
」

7
月
30
日
の
公
演
で
は
、
フ
ィ
ジ
ー
の
伝
統
的
な
カ

ヴ
ァ
儀
礼
を
披
露
い
た
し
ま
す
。
7
月
31
日
の
公
演

で
は
、
フ
ィ
ジ
ー
の
創
世
神
話
が
フ
ィ
ジ
ー
人
に
よ

る
歌
と
踊
り
に
の
せ
て
上
演
さ
れ
ま
す
。
日
本
の
イ

ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
産
み
神
話
と
は
こ
と
な
る

フ
ィ
ジ
ー
独
自
の
創
世
神
話
に
基
づ
く
ド
ラ
マ
で
す
。

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

◆
研
究
公
演

「
マ
オ
リ
の
伝
統
芸
能
カ
パ
ハ
カ
」

伝
統
的
な
唄
・
踊
り
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
で
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
伝
え
ら
れ
て

き
た
マ
オ
リ
の
芸
能
﹁
カ
パ
ハ
カ
﹂
を
、
マ
オ
リ
の

グ
ル
ー
プ
、
ナ
・
ハ
オ
・
エ
・
フ
ァ
が
演
じ
ま
す
。

①
公
演

　

日
時　

8
月
6
日
︵
土
︶
13
時
～
15
時

　

場
所　

講
堂
︵
定
員
4
5
0
名
︶

※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
込
締
切　

7
月
21
日
︵
木
︶
必
着

②
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

日
時　

8
月
7
日
︵
日
︶
10
時
30
分
～
14
時
30
分

　

場
所　
正
面
玄
関
、

雨
天
時
本
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

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
︶
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
。

◇﹁
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会
﹂
維
持
会
員
お
よ

び
正
会
員
の
方
は
優
遇
枠
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド 

マ
オ
リ
の
カ
ー
ビ
ン
グ

シェルペンダント 5,250円～ 6,200円
ボーンペンダント 2,900円～ 6,825円
グリーンストーンペンダント 9,850円～15,000円

日
時　

7
月
30
日
︵
土
︶　

9
時
～
18
時

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
で
︶

博
学
連
携
教
員
研
修
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
２
０
１
１ 

in 

み
ん
ぱ
く

「
学
校
と
博
物
館
で
つ
く
る
国
際
理
解
教
育

―
新
し
い
み
ん
ぱ
く
展
示
を
活
用
す
る
―
」

国
立
民
族
学
博
物
館
を
活
用
し
た
国
際
理
解
教
育

の
実
践
事
例
の
紹
介
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て

国
際
理
解
教
育
に
お
け
る
博
学
連
携
の
意
義
や
可

能
性
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

8
月
5
日
︵
金
︶
10
時
20
分
～
17
時
︵
受

付
10
時
か
ら
︶

会
場　

セ
ミ
ナ
ー
室
及
び
本
館
展
示
場
内

︻
第
１
部
︼
講
演
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ツ
ア
ー

︻
第
２
部
︼
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

※
参
加
無
料
︵
定
員
に
余
裕
が
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、

当
日
参
加
も
可
能
で
す
。︶

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
詳
細
や
申
込
方
法
に
つ
い
て
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
対
す
る
本
館
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
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

■小長谷有紀・後藤正憲　共編
『社会主義的近代化の経験
―幸せの実現と疎外』
明石書店　定価：6,300円

社会主義のもとで人び
とはどのように幸せを
実現しようとしたのか。
本書は、「近代と伝統」
「マテリアルと表象」「認
識と信仰」「経験と記憶」
をキーワードに、偏見を
排し、生活実態から社会
主義を明らかにする。

■梅棹忠夫　著
　小長谷有紀・佐藤吉文　編著
『ひらめきをのがさない！
梅棹忠夫、世界のあるきかた』
勉誠出版　定価：2,310円

「あるきながら、かんがえ
る」という梅棹忠夫の思
想のプロセスを追体験
しながら、その極意をつ
かむ。稀代の探求者・観
察者は世界をどのよう
に見ていたのか。その調
査のしかたを視覚的・
具体的に明らかにする、
実践例題集。
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こ
か
ら
は
道
路
規
制
の
た
め
帆
や
ア
ウ
ト

リ
ガ
ー
を
解
体
し
て
ト
レ
ー
ラ
ー
に
載
せ
、

七
六
年
三
月
民
博
に
搬
入
さ
れ
た
。そ
の

こ
ろ
は
ま
だ
建
物
の
建
築
中
だ
っ
た
の
で
、

標
本
資
料
は
万
博
公
園
南
側
、今
は
住
宅

展
示
場
に
な
っ
て
い
る
所
に
あ
っ
た
万
博

保
税
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。倉
庫
前

に
仮
小
屋
を
設
け
、解
体
し
た
ま
ま
翌
年

一
一
月
の
開
館
ま
で
仮
置
き
さ
れ
た
。

　

一
方
、海
洋
博
会
場
は
国
営
沖
縄
記
念

公
園
と
し
て
存
続
し
、海
洋
文
化
館
も
公

開
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
を
民
博
の
沖
縄
分

館
と
し
て
再
利
用
す
る
と
い
う
動
き
は

あ
っ
た
も
の
の
残
念
な
が
ら
実
現
に
至
ら

な
か
っ
た
。海
洋
文
化
館
は
三
年
先
に
再

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
予
定
し
て
お
り
、そ
の

際
に
貴
重
な
資
料
が
ど
う
生
か
さ
れ
る

か
期
待
し
た
い
。

　

チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
は
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の

サ
タ
ワ
ル
島
を
一
九
七
五
年
一
〇
月
二
七

日
に
出
港
、三
〇
〇
〇
キ
ロ
の
航
海
を
経

て
沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会（
七
月
二
〇
日

〜
翌
年
一
月
一
八
日
）会
場
の
エ
キ
ス
ポ
港

に
一
二
月
一
三
日
入
港
し
、砂
浜
に
展
示
・

公
開
さ
れ
た
。

　

そ
の
会
場
内
で
最
大
規
模
の
展
示

ホ
ー
ル
で
あ
る
海
洋
文
化
館
は
、政
府
出

展
の
施
設
で
、そ
こ
で
は
海
洋
文
化
の
成

り
立
ち
と
そ
の
歴
史
、文
化
の
伝
来
と
発

展
、民
族
相
互
の
交
流
の
姿
な
ど
が
展
示

さ
れ
た
。展
示
の
準
備
の
た
め
、博
覧
会
開

催
に
先
立
つ
七
三
年
に
民
族
資
料
収
集

団
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
万
国
博
覧
会

　

じ
つ
は
七
〇
年
の
大
阪
万
博
の
際
も
、

テ
ー
マ
館
の「
太
陽
の
塔
」に
展
示
す
る
仮

面
や
神
像
等
を
集
め
る
た
め「
日
本
万
国

博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
」が

組
織
さ
れ
た
と
い
う
先
例
が
あ
る
。岡
本

太
郎
の
要
請
に
よ
り
当
時
京
都
大
学
助
教

授
だ
っ
た
梅
棹
忠
夫
が
中
心
と
な
り
、六
八

〜
六
九
年
に
若
手
研
究
者
約
二
〇
名
を
世

界
各
地
に
派
遣
、約
二
六
〇
〇
点
の
資
料

を
集
め
、半
数
以
上
が
テ
ー
マ
館
の
地
下
に

展
示
さ
れ
た
。そ
れ
ら
資
料
は
そ
の
後

紆う

よ余
曲き

ょ
く
せ
つ折
を
経
て
、民
博
の
核
と
な
る
資

料
と
し
て
展
示
・
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

海
洋
民
族
の
資
料
収
集

　

万
博
後
の
跡
地
利
用
で
民
博
の
設
立

構
想
が
急
浮
上
し
、そ
れ
に
深
く
か
か
わ

り
は
じ
め
た
梅
棹
は
、一
方
で
海
洋
博
の

政
府
出
展
懇
談
会
の
委
員
を
七
二
年
に

引
き
受
け
た
。京
大
の
研
究
室
に
作
戦
本

部
を
お
き
、海
洋
地
理
が
専
門
の
関
西
学

院
大
学
教
授（
当
時
）の
大お

お
し
ま島
襄じ

ょ
う
じ二
氏
と

相
談
の
う
え
、太
平
洋
、イ
ン
ド
洋
各
地
を

一
五
地
域
に
わ
け
、大
学
院
生
を
中
心
に

し
た
資
料
収
集
団
を
組
織
し
た
。

　

そ
の
事
務
局
を
担
当
し
て
い
た
わ
た
し

自
身
も
、七
四
年
に
は
マ
レ
ー
半
島
で
の

収
集
に
参
加
し
た
。そ
の
メ
ン
バ
ー
の
う

ち
須
藤
現
館
長
を
は
じ
め
数
名
が
民
博

に
籍
を
お
く
の
は
、の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

約
一
四
〇
〇
点
の
海
洋
民
族
資
料
が
収
集

さ
れ
、翌
春
に
は
会
場
に
集
結
、海
洋
文

化
館
で
展
示
さ
れ
た
。

沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
の
閉
幕
後

　

博
覧
会
後
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
は
、七
四
年

六
月
に
創
設
さ
れ
た
民
博
の
オ
セ
ア
ニ
ア

展
示
の
目
玉
資
料
と
し
て
引
き
取
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、神
戸
ま
で
は
海
上
輸
送
、そ

海洋文化館（2008年5月 撮影・久保正敏）

民博への移送直前、海洋博会場ヨットハーバーに置
かれていたチェチェメニ号

宇
う の

野 文
ふみ

男
お

 福井大学教授

博覧会から博物館へ
万博・民博・海洋博
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世
界
最
大
の
お
金
と
し
て
有
名
な
ヤ
ッ
プ
島
の
石
貨
を
、み
ん
ぱ
く
は
現
在
、八
枚
、所
蔵

し
て
い
る
。そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
大
き
い
石
貨
が
、今
年
三
月
に
新
し
く
な
っ
た
オ
セ
ア
ニ

ア
展
示
に
登
場
し
た
。私
の
計
測
に
よ
る
と
直
径
一
二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、厚
み
一
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
と
、な
か
な
か
大
き
い
。

こ
の
石
貨
は
当
初
、み
ん
ぱ
く
が
開
館
し
た
一
年
半
後
の
一
九
七
九
年
春
、正
面
入
口
近

く
に
屋
外
展
示
さ
れ
た
が
、特
別
展
示
館
の
建
設
に
と
も
な
っ
て
取
り
外
さ
れ
、以
後
、収
蔵

庫
に
眠
っ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
。そ
れ
が
四
半
世
紀
ぶ
り
に
、再
び
日
の
目
を
見
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヤ
ッ
プ
島
で
は
、石
畳
の
路
傍
や
集
会
所
な
ど
、島
の
各
所
に
直
径
が
一
メ
ー
ト
ル
を
超

す
ド
ー
ナ
ツ
状
の
石
の
お
金
が
立
て
か
け
て
あ
り
、独
特
な
景
観
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。し
か

し
、私
に
は
子
ど
も
の
こ
ろ
に
見
て
冒
険
心
を
か
き
た
て
ら
れ
た
、南
洋
の
古
い
写
真
や
挿

絵
な
ど
が
目
に
浮
か
び
、懐
か
し
い
思
い
出
に
も
似
た
雰
囲
気
を
感
じ
る
。

石
貨
は
結
晶
質
石
灰
岩（
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、霰
あ
ら
れ

石い
し

）製
で
、大
理
石
の
一
種
と
あ
っ
て
、研

磨
し
た
面
は
透
明
な
結
晶
を
含
み
、美
し
い
。か
つ
て
ヤ
ッ
プ
島
か
ら
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

も
離
れ
た
パ
ラ
オ
諸
島
へ
カ
ヌ
ー
で
出
か
け
、苦
労
し
て
切
り
出
し
、成
形
し
た
た
め
、そ
の

価
値
が
生
じ
た
。

そ
し
て
島
民
は
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、文
字
ど
お
り
石
の
お
金
を
使
っ
て
い
る
。ふ
つ
う

の
通
貨
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
・
ド
ル
を
使
い
、銀
行
も
あ
り
、商
店
で
は
ド
ル
で
買
い
物
を
す

る
。し
か
し
結
婚
や
葬
儀
、集
会
所
の
落
成
式
と
い
っ
た
、社
会
関
係
を
築
き
維
持
す
る
儀
礼

的
交
換
の
場
で
は
、い
ま
も
っ
て
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
貨
幣
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

展
示
さ
れ
た
こ
の
石
貨
は
、現
館
長
が
若
い
こ
ろ
、収
集
し
た
資
料
で
あ
る
。個
人
的
に
は
、

ヤ
ッ
プ
島
は
私
に
と
っ
て
は
は
じ
め
て
の
オ
セ
ア
ニ
ア
で
の
調
査
地
で
、青あ
お

柳や
ぎ

真ま

ち

こ
智
子
先
生

と
牛う
し
じ
ま島

巌
い
わ
お

先
生
の
助
手
と
し
て
、一
九
七
三
年
の
夏
、か
の
地
を
踏
ん
だ
。そ
の
後
も
幾
度

か
調
査
に
あ
た
り
、ま
た
家
屋
や
石
貨
を
収
集
し
た
。さ
ら
に
石
貨
を
パ
ラ
オ
ま
で
切
り
出

し
に
行
く
と
い
う
、実
験
考
古
学
的
な
試
み
を
具
体
的
に
計
画
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、こ
と

に
印
象
深
い
場
所
と
な
っ
て
い
る
。

石
貨

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー  

小こ

林ば
や
し 

繁し

げ

樹き

標
本
番
号 

Ｈ
０
０
１
０
１
５
６

地
域 

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
ヤ
ッ
プ
州

収
集
年 

１
９
７
７
年
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「
さ
れ
ば
、い
ざ
た
て
、

　
ア
ル
ジ
ュ
ナ
よ
」

新し
ん

江え 

利と
し
ひ
こ彦

京
都
大
学
助
教

散
策
と

思
索
の
径

ク
ル
ク
シ
ェ
ー
ト
ラ
平
原
古
戦
場

二
世
紀
に
ベ
ト
ナ
ム
中
部
に
建
国
さ
れ
た
チ
ャ
ン
パ
ー
王
国
の
祖
は
、
紀
元
前
一
〇
世
紀
の
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
戦

争
で
滅
び
た
イ
ン
ド
の
ク
ル
王
家
（
カ
ウ
ラ
ヴ
ァ
）
の
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ッ
タ
ー
マ
ン
王
子
で
あ
る
と
、
九
世
紀
の
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
碑
文
に
い
う
。
史
実
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
典
と
も
さ
れ
る
叙
事
詩
『
マ
ハ
ー

バ
ー
ラ
タ
』
は
、
そ
の
決
戦
の
場
を
今
の
デ
リ
ー
市
の
北
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
ク
ル
ク
シ
ェ
ー

ト
ラ
平
原
で
あ
る
と
伝
え
る
。
同
平
原
は
、
今
は
巡
礼
者
の
た
め
の
巨
大
な
沐ガ

ー

ト
浴
場
と
な
っ
て
い
る
。

善
と
悪
の
戦
い

デ
リ
ー
出
張
の
直
前
、
お
り
よ
く
ベ
ト
ナ
ム
宗
教
出
版
社
か
ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
つ
き
で
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』

の
「
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
」
の
章
（
ベ
ト
ナ
ム
語
訳
）
が
出
版
さ
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
中
部
に
現
存
す
る
チ
ャ
ン

パ
ー
王
国
の
後
継
諸
民
族
は
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
を
失
っ
て
久
し
い
。
こ
の
出
版
は
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
よ
る
少
数
民

族
宗
教
保
護
政
策
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
知
識
人
向
け
の
商
業
目
的
で
あ
ろ
う
。
出
版
社
の
目も

く

論ろ

み見
ど
お
り
、
筆

者
は
「
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
」
を
購
入
し
、
ク
ル
ク
シ
ェ
ー
ト
ラ
の
決
戦
に
つ
い
て
も
う
一
度
お
さ
ら
い
を
し
た
。

『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
は
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
と
並
ぶ
イ
ン
ド
二
大
神
話
叙
事
詩
の
ひ
と
つ
で
、
古
代
イ
ン
ド
の
バ
ラ

タ
王
家
か
ら
わ
か
れ
た
ク
ル
王
家
と
パ
ー
ン
ド
ゥ
王
家
の
内
戦
の
淵え

ん
げ
ん源
と
結
末
を
、
神
話
・
娯
楽
・
哲
学
要
素
を
交

え
な
が
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、「
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
」
は
そ
の
も
っ
と
も
哲
学
的
な
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は

パ
ー
ン
ド
ゥ
王
家
の
ア
ル
ジ
ュ
ナ
王
子
と
そ
の
師
で
あ
る
牧
神
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
対
話
篇
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
聖
典
で
あ
っ
て
、
そ
の
テ
ー
マ
は
運
命
的
な
義
務
で
あ
る
。
ク
ル
王
家
の
領
地
（
ク
ル
ク
シ
ェ
ー
ト
ラ
）

で
の
決
戦
を
目
前
に
し
て
、
ア
ル
ジ
ュ
ナ
は
思
い
悩
む
。
パ
ー
ン
ド
ゥ
と
ク
ル
は
敵
同
士
で
あ
る
と
同
時
に
同
じ
バ
ラ

タ
王
か
ら
わ
か
れ
た
親
戚
同
士
で
あ
り
、
異
父
兄
、
友
人
・
知
人
が
い
る
。
戦
い
た
く
な
い
。
戦
車
の
御
者
に
扮ふ

ん

し
た

牧
神
ク
リ
シ
ュ
ナ
が
諭
す
。
敵
と
な
っ
た
人
び
と
は
、
善
悪
の
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
誤
り
を
犯
し
た
。
悪
に
味
方
し

た
者
を
暴
力
で
粉
砕
し
悪
を
止
め
る
こ
と
が
善
の
義
務
で
あ
る
。
我
を
捨
て
、
運
命
に
従
え
、
戦
え
と
。
こ
の
「
戦
車

上
で
対
話
す
る
二
人
」
は
イ
ン
ド
宗
教
絵
画
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。

天
か
け
る
戦
士
の
イ
メ
ー
ジ

「
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
」
に
み
ら
れ
る
骨
肉
の
争
い
や
暴
力
、
運
命
へ
の
諦
念
な
ど
の
諸
要
素
は
、
ベ
ト
ナ
ム
中

部
高
原
に
住
む
バ
ナ
の
叙
事
詩
群
と
も
共
通
す
る
。
そ
の
バ
ナ
の
古
老
た
ち
は
、
バ
ナ
の
若
者
が
、
テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ

の
ワ
イ
ヤ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
を
使
っ
た
中
国
歴
史
活
劇
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
い
、
叙
事
詩
の
需
要
が
減
っ
た
と
嘆
く
。

い
っ
ぽ
う
で
、
中
国
活
劇
の
目
玉
で
あ
る
「
天
か
け
る
戦
士
た
ち
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
バ
ナ
叙
事
詩
と
そ
っ
く
り
だ
と
い

う
。
バ
ナ
叙
事
詩
で
も
、
戦
士
た
ち
は
空
を
自
在
に
か
け
め
ぐ
る
。

な
ぜ
バ
ナ
叙
事
詩
は
「
天
か
け
る
戦
士
た
ち
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
中
国
活
劇
と
共
有
し
て
い
る
の
か
。
中
部
高
原
の
奥
地

に
あ
る
バ
ナ
の
地
で
は
、
む
か
し
か
ら
近
隣
諸
民
族
と
の
あ
い
だ
で
塩
交
易
が
発
達
し
て
い
た
。
バ
ナ
の
近
隣
に
は
、
チ
ャ

ン
パ
サ
ッ
ク
地
方
の
ワ
ッ
ト
プ
ー
、
ジ
ャ
ラ
イ
地
方
の
ヤ
ー
ン
・
ム
ム
、
ヤ
ー
ン
・
プ
ロ
ン
な
ど
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
遺
跡
が
存

在
す
る
。
チ
ャ
ン
パ
ー
王
国
時
代
、
バ
ナ
の
人
び
と
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
交
易
者
が
も
た
ら
す
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
物
語
と

歌
を
楽
し
み
、
一
四
世
紀
以
降
、
チ
ャ
ン
パ
ー
王
国
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
衰
退
後
も
自
己
再
生
し
て
楽
し
ん
で
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
思
え
ば
中
国
活
劇
の
元
祖
『
西
遊
記
』
の
「
天
か
け
る
猿
」
孫
悟
空
に
も
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
の
英
雄

猿
ハ
ヌ
マ
ッ
ト
の
影
響
が
濃
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
は
、
孫
悟
空
が
乗
る
金
斗
雲
の
原
型
と
思
わ

れ
る
飛
行
戦
車
ヴ
ィ
マ
ナ
が
登
場
す
る
。
中
国
活
劇
、
イ
ン
ド
叙
事
詩
、
バ
ナ
叙
事
詩
が
似
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

英
雄
た
ち
の
覚
悟
と
不
覚
悟

バ
ナ
叙
事
詩
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
偉
大
な
神
々
と
称
さ
れ
る
祖
先
神
た
ち
か
ら
、
強
欲
で
、
凶
悪
で
、

品
性
下
劣
な
子
孫
が
続
々
と
生
ま
れ
た
り
、
も
と
も
と
善
良
だ
っ
た
人
び
と
が
、
突
如
魔
が
差
し
て
、
殺
人
や
強
姦

な
ど
の
罪
を
犯
し
、
憎
し
み
合
い
殺
し
合
う
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
こ
そ
、
避
け
よ
う
の
無
い
厳
然
た
る
現
実

な
の
だ
と
い
う
教
訓
あ
る
い
は
覚
悟
で
あ
る
。「
悪
を
討
ち
果
た
す
こ
と
こ
そ
運
命
」、
叙
事
詩
の
な
か
で
英
雄
た
ち

は
暗
黒
面
に
落
ち
た
兄
弟
姉
妹
た
ち
を
命
乞
い
の
泣
き
声
さ
え
無
視
し
て
容
赦
な
く
殺
し
て
い
く
。

し
か
し
、『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
の
ア
ル
ジ
ュ
ナ
は
バ
ナ
の
英
雄
た
ち
の
よ
う
な
覚
悟
は
で
き
て
い
な
い
。
ア
ル

ジ
ュ
ナ
は
逡

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
巡
・
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇
の
末
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
に
「
さ
れ
ば
、
い
ざ
た
て
、
ア
ル
ジ
ュ
ナ
よ
」
と
一
喝
さ
れ
て
よ
う
や

く
覚
悟
す
る
。
そ
れ
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
ア
ル
ジ
ュ
ナ
の
良
心
に
敬
意
を
覚

え
る
と
共
に
、
そ
の
士
道
不
覚
悟
ぶ
り
に
違
和
感
も
覚
え
、
複
雑
な
心
境
で
あ
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
中
部
高
原
の
民
族
混
住
地
域
の
歴
史
・
文
化
研
究
者
が
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
イ
ン
ド
・
デ
リ
ー
市
を
訪
ね
た
お
り
、

叙
事
詩
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
ク
ル
ク
シ
ェ
ー
ト
ラ
平
原
の
古こ

戦せ
ん

場じ
ょ
う

址し

ま
で
足
を
伸
ば
し
た
。

ベ
ト
ナ
ム
山
地
民
の
叙
事
詩
と
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
と
の
接
点
と
は
。

バナの集会所「ホナム・ロング」。ベトナム
中部高原でバナだけが見事な高層建築を
つくる。バナ叙事詩もこのようなホナム・
ロングにおいて囲炉裏端で語られる。

クルクシェートラ沐浴場内にある
沐浴場の名は、いずれも主要な英
雄名を冠する。写真はアルジュナ
沐浴場の入口

クルクシェートラ沐浴場にある
「戦車上で対話する二人」の巨大彫刻

デリー市内で「ホーチミン（胡志明）公路」の
表示を発見。インドとベトナムの友好の証だが、
ホー（胡）のスペルが Ho ではなく Hoi と誤っ
ているのが残念
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愛川町役場の２０年 
実践のなかでみつけたもの

窪
く ぼ

田
た

 暁
さとる

総合研究大学院大学博士後期課程

神奈川県愛
あいかわ

川町
まち

は工業団地を背景とした、いわば外国人集住地域のひとつである。
外国人との接触は日常的で、彼らの存在は町の風景の一部となった。
このような町もいまや特殊なものではなくなりつつある。
外国人も住民として受けいれはじめた愛川町の取り組みを、役所をとおして見てみた

外
国
籍
住
民
の
町
、愛
川

「
半
径
二
〇
キ
ロ
圏
内
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
こ
こ
は
大
丈
夫

よ
」
愛
川
町
住
民
課
窓
口
の
通
訳
、
遠
藤
由
美
子
さ
ん
が

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
伝
え
て
い
る
。
相
手
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ

ル
人
の
女
性
。
原
発
事
故
関
連
の
情
報
が
知
り
た
く
て
窓

口
に
や
っ
て
き
た
の
だ
。
テ
レ
ビ
で
流
れ
る
日
本
語
も
英

語
も
十
分
理
解
で
き
ぬ
彼
女
に
と
っ
て
さ
ぞ
か
し
不
安
で

あ
っ
た
ろ
う
。
ほ
っ
と
し
た
表
情
で
、
役
場
を
あ
と
に
す

る
女
性
に
視
線
を
や
り
な
が
ら
、
三
月
一
一
日
以
降
、
こ
の

種
の
問
い
あ
わ
せ
が
急
増
し
て
い
る
の
だ
と
遠
藤
さ
ん
が

教
え
て
く
れ
た
。

愛
川
町
は
神
奈
川
県
の
中
央
北
部
に
位
置
し
、
山
と
川

に
か
こ
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
町
で
あ
る
。
人
口
約
四
万
三

〇
〇
〇
人
の
う
ち
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
六
〇
〇

人
が
外
国
籍
住
民
だ
。
県
内
で
二
番
目
に
多
い
綾
瀬
市
が

四
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
か
ら
い
か
に
愛
川
町
が
突
出

し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
出
身
地
を
み
て
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

ペ
ル
ー
に
つ
い
で
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
と
国
籍
は
多
彩
だ
。

外
国
籍
住
民
が
多
い
理
由
は
、
町
の
南
部
か
ら
厚
木
市
に

か
け
て
ひ
ろ
が
る
内
陸
工
業
団
地
に
あ
る
。
自
動
車
メ
ー

カ
ー
の
下
請
企
業
を
は
じ
め
製
造
業
関
連
の
工
場
が
ひ
し

め
き
、
日
系
人
を
中
心
に
外
国
籍
住
民
の
ほ
と
ん
ど
が
こ

こ
で
働
い
て
い
る
。
町
を
歩
い
て
い
る
と
、
ブ
ラ
ジ
ル
や
タ

イ
料
理
の
レ
ス
ト
ラ
ン
や
食
材
店
が
目
に
つ
く
。
コ
ン
ビ
ニ

の
駐
車
場
で
は
夕
方
に
な
る
と
ス
ペ
イ
ン
語
で
雑
談
し
て

い
る
ラ
テ
ン
系
の
若
者
に
で
く
わ
す
。
外
国
籍
住
民
が
、

こ
の
町
の
日
常
風
景
に
と
け
こ
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
は

じ
め
て
愛
川
町
を
お
と
ず
れ
た
と
き
の
印
象
で
あ
っ
た
。

一
九
九
〇
年
に
入
管
法
が
改
正
さ
れ
、
日
系
人
に
対
す

る
就
労
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
と
ブ
ラ
ジ
ル
や
ペ
ル
ー
か
ら

多
く
の
日
系
人
が
来
日
し
た
。
し
か
し
、「
急
に
二
〇
〇
〇

人
の
外
国
人
が
押
し
よ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
じ
わ
じ
わ

増
え
て
、
あ
れ
っ
最
近
多
く
な
っ
て
な
い
？ 

っ
て
な
感
じ

で
し
た
」
と
行
政
推
進
課
の
阿
部
昌
弘
さ
ん
が
回
想
す
る
。

「
彼
ら
と
は
中
学
の
と
き
か
ら
日
常
で
接
し
て
い
た
の
で
特

別
な
感
情
は
な
い
で
す
ね
」
と
語
る
の
は
、
こ
の
町
で

育
っ
た
企
画
政
策
課
の
春
口
孝
之
さ
ん
。
九
〇
年
か
ら
の

三
年
間
を
地
元
の
公
立
中
学
校
で
過
ご
し
、
そ
れ
が
あ
た

り
ま
え
の
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
た
。
入
管
法
改
正
か
ら
二

〇
年
。
外
国
籍
住
民
が
多
く
暮
ら
す
自
治
体
は
彼
ら
と
ど

の
よ
う
に
向
き
あ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

勤
労
祭
で
国
際
交
流

愛
川
町
役
場
に
は
外
国
籍
住
民
の
み
を
担
当
す
る
部
署

は
存
在
し
な
い
。
外
国
籍
住
民
に
は
、
通
訳
を
と
お
し
て

日
本
人
と
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
が
基
本
方
針
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
家
庭
ゴ
ミ
の
収
集
を
担
当
す
る
環
境
課

は
、
外
国
籍
住
民
の
ゴ
ミ
の
出
し
か
た
に
つ
い
て
、
六
カ

国
語
で
「
ご
み
の
分
別
ガ
イ
ド
」
を
作
成
し
た
り
、
騒
音

へ
の
苦
情
が
く
れ
ば
、
自
治
会
を
通
じ
て
張
り
紙
を
し
て

も
ら
う
な
ど
、
各
担
当
課
が
必
要
に
応
じ
て
外
国
籍
住
民

と
か
か
わ
っ
て
き
た
。
一
方
で
、
外
国
籍
住
民
が
多
く
暮

ら
す
環
境
を
積
極
的
に
町
の
施
策
に
活
か
し
て
い
こ
う
と

い
う
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。

毎
年
、
盆
踊
り
の
時
期
に
な
る
と
勤
労
祭
と
い
う
イ
ベ

ン
ト
が
ひ
ら
か
れ
る
。
一
九
九
七
年
、
会
場
が
工
業
団
地

内
に
う
つ
る
の
を
機
に
、
内
容
も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。「
そ
こ
で
盆
踊
り
に
か
わ
る
も
の
と
し
て

思
い
つ
い
た
の
が
サ
ン
バ
で
し
た
」
商
工
課
の
職
員
と
し

て
勤
労
祭
の
企
画
に
か
か
わ
っ
た
志
村
修
さ
ん
が
当
時
を

ふ
り
か
え
る
。
国
際
交
流
ク
ラ
ブ
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
を
通
じ
て
外
国
人
に
も
呼
び
か
け
、
屋
台
を
出
し
て

も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
や
が
て
勤
労
祭
は
口
コ
ミ
で
広
ま

り
、
群
馬
県
大
泉
町
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
が

や
っ
て
き
た
。
か
く
し
て
勤
労
祭
は
、「
町
民
と
外
国
籍

住
民
と
の
真
の
交
流
を
め
ざ
す
」
愛
川
町
の
理
念
を
体
現

す
る
イ
ベ
ン
ト
へ
と
生
ま
れ
か
わ
り
今
も
続
い
て
い
る
。

日
常
的
に
外
国
籍
住
民
と
接
し
て
い
る
と
戸
惑
う
こ
と

も
あ
る
。「
日
本
人
の
感
覚
と
違
っ
て
、
時
間
に
ル
ー
ズ

だ
っ
た
り
、
夜
遅
く
ま
で
騒
い
だ
り
」
志
村
さ
ん
の
正
直

な
感
想
だ
。
し
か
し
、「
け
っ
こ
う
協
力
的
で
、
人
な

つ
っ
こ
く
て
陽
気
」
な
と
こ
ろ
を
発
見
し
好
感
を
も
て
た

の
は
勤
労
祭
で
一
緒
に
働
け
た
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
る
。

「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
外
国
文
化
の
紹
介
を
企
画
し
て
も
な
か

な
か
協
力
し
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
話
を
聞
く
と
、
も
う

す
こ
し
そ
う
い
う
の
が
あ
っ
て
も
い
い
の
か
な
と
は
思
い

ま
す
ね
」
理
念
よ
り
実
践
が
生
ん
だ
貴
重
な
経
験
で
あ
る
。

外
国
籍
住
民
と
と
も
に

現
在
、
住
民
課
の
外
国
籍
住
民
相
談
窓
口
に
は
ふ
た
り

の
通
訳
が
い
る
。
ペ
ル
ー
人
の
遠
藤
さ
ん
は
、
一
九
九
五
年

に
日
系
人
の
夫
と
来
日
し
、
六
年
前
か
ら
こ
の
仕
事
を
し

て
い
る
。
も
う
一
人
の
岩
根
さ
ん
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人

で
、
通
訳
も
一
九
九
六
年
か
ら
の
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
る
。

火
曜
日
を
の
ぞ
く
平
日
の
午
後
が
二
人
の
勤
務
時
間
だ
。

通
訳
と
は
い
っ
て
も
、
業
務
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

役
場
を
訪
れ
る
外
国
籍
住
民
に
対
し
て
「
日
本
の
法
律
や

シ
ス
テ
ム
を
ま
ず
理
解
し
て
も
ら
い
、
そ
の
あ
と
で
、
税

金
、
外
国
人
登
録
、
健
康
保
険
な
ど
担
当
窓
口
に
連
れ
て

い
く
」
と
の
こ
と
。「
な
ぜ
、
病
院
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な

い
の
に
保
険
料
を
納
め
な
い
と
い
け
な
い
の
か
」「
ど
う
し

て
、
な
ん
で
も
文
書
で
送
ら
れ
て
く
る
の
」
自
分
た
ち
の

経
験
か
ら
い
っ
て
も
、
日
本
の
文
化
や
習
慣
は
わ
か
ら
な

い
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
。
遠
藤
さ
ん
は
、
日
本
人
と
外
国

籍
住
民
が
互
い
に
無
関
心
の
ま
ま
生
活
す
る
の
で
は
な
く
、

隣
人
と
し
て
理
解
し
あ
う
個
人
の
努
力
が
不
可
欠
だ
と
考

え
て
い
る
。

最
後
の
相
談
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
日
系
ド
ミ
ニ
カ
人

の
女
性
。
夫
あ
て
に
人
間
ド
ッ
ク
の
案
内
が
届
い
た
が
日

本
語
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
の
こ
と
。
彼
女
も
日
本
の
シ

ス
テ
ム
に
は
ま
だ
な
れ
な
い
の
だ
と
こ
ぼ
す
。
遠
藤
さ
ん

に
ス
ペ
イ
ン
語
で
町
か
ら
の
補
助
な
ど
に
つ
い
て
説
明
さ

れ
よ
う
や
く
納
得
し
た
よ
う
だ
。「
自
分
で
よ
く
考
え
る
の

よ
。
健
康
に
は
気
を
つ
け
て
ね
」
こ
の
日
の
遠
藤
さ
ん
の

仕
事
が
終
わ
っ
た
。

外
国
人
を
住
民
と
し
て
受
け
い
れ
る
た
め
さ
ま
ざ
ま
な

制
度
や
法
律
は
確
か
に
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
目
立
た
ず

と
も
、
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
す
る
努
力
と
気
配
り
が
何

に
も
ま
さ
る
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
一
日
で
あ
っ
た
。

相談窓口にやってきた日系ドミニカ人の女性
と遠藤さん

勤労祭のサンバショー

ブラジル料理の食材店

勤労祭に外国籍住民が出店した屋台
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人
び
と
の
絆
の
更
新

そ
の
季
節
は
旧
暦
六
月
二
五
日
の
松た

い
ま
つ明

祭
り
か
ら
始
ま
る
。
人
び
と
は
地
域
ご
と

に
力
を
合
わ
せ
、
一
〇
メ
ー
ト
ル
も
の
松

明
を
つ
く
る
。
芯
に
な
る
木
に
麦む

ぎ
わ
ら藁
や
篠し

の

竹だ
け

を
巻
き
、
普
通
の
年
は
一
二
、
閏

う
る
う

月づ
き

の

あ
る
年
は
一
三
の
輪
で
留
め
つ
け
る
。
男

た
ち
が
三
方
向
か
ら
綱
を
引
い
て
松
明
を

立
て
る
。
日
暮
れ
に
点
火
。
人
び
と
は
落

ち
て
く
る
火
の
粉
を
あ
び
な
が
ら
松
明
の

周
囲
を
ま
わ
り
、
一
年
の
息
災
を
祈
る
。

松
明
祭
り
は
、
年
に
二
回
の
年
越
し
が

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
も
い
わ
れ
、

町
で
働
い
て
い
る
者
も
休
み
を
と
っ
て
村

に
戻
っ
て
来
る
。
伝
統
的
に
、
嫁
い
だ
女

性
は
実
家
に
戻
っ
て
夕
食
の
卓
を
囲
ん
で

き
た
。
地
域
や
家
族
の
人
び
と
の
結
び
つ

き
が
再
確
認
さ
れ
る
祭
り
と
い
え
よ
う
。

次
の
世
代
へ
の
願
い
を
こ
め
て

松
明
祭
り
で
は
と
き
を
超
え
る
人
び
と

の
タ
テ
の
繋つ

な
が
り
も
意
識
さ
れ
る
。
長
老
が

地
域
を
代
表
し
て
祈
り
を
捧
げ
、
最
後
の

宴う
た
げに
は
高
齢
者
全
員
が
招
待
さ
れ
る
。
他

方
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
の
誕
生
に
向
け

た
願
い
も
、
こ
め
ら
れ
る
。

松
明
に
つ
け
る
枡ま

す

が
三
つ
連
な
っ
た
紙

飾
り
は
、
子
宝
を
授
け
る
縁
起
物
で
、
以

前
は
子
ど
も
の
い
な
い
男
た
ち
が
奪
い

合
っ
た
り
、
子
ど
も
を
望
む
家
族
に
贈
ら

れ
た
り
し
た
。
ま
た
、
松
明
用
の
麦
藁
や

篠
竹
は
、
そ
の
年
に
子
ど
も
が
誕
生
し
た

家
か
ら
提
供
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
一
九
八
〇
年
代
ご
ろ
ま

で
の
こ
と
。
現
在
、
人
び
と
は
、
枡
飾
り

は
も
う
贈
れ
な
い
と
口
ぐ
ち
に
い
う
。

中
国
で
は
七
〇
年
代
末
か
ら
厳
し
い
一

人
っ
子
政
策
が
始
ま
っ
た
。
避
妊
と
と
も

に
不
妊
や
出
産
全
般
に
関
す
る
科
学
知
識

が
普
及
し
、
特
に
農
村
で
は
変
化
が
著
し

か
っ
た
。
枡
飾
り
の
霊
験
を
無
邪
気
に
語

れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
数
年
前
、
新
し
い
枡
飾
り
の

送
り
先
が
急
浮
上
し
た
。
大
学
合
格
者
を

出
し
た
家
に
、
祝
い
と
し
て
贈
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
も
ら
う
側
は
、
子
宝
を
予
祝
す

る
意
味
の
あ
っ
た
当
時
と
同
様
、
贈
呈
に

参
上
し
た
人
び
と
ら
を
簡
単
に
も
て
な
し

た
。
だ
が
、
そ
れ
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。

大
学
合
格
者
が
年
々
増
加
し
、
九
月
の
新

学
期
前
の
夏
に
あ
ら
た
め
て
入
学
の
祝
宴

を
す
る
の
が
一
般
化
し
、
盛
大
さ
も
エ
ス

カ
レ
ー
ト
し
て
き
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

全
国
的
に
も
農
村
を
中
心
に
そ
の
傾
向
が

高
ま
っ
て
い
る
が
、
雲
南
の
ペ
ー
族
の
場

合
、
数
十
卓
、
数
百
人
の
祝
宴
も
あ
る
。

農
村
と
都
市
と
で
戸
籍
が
区
別
さ
れ
る

中
国
で
は
、
大
学
生
は
一
旦
、
農
村
戸
籍

を
離
れ
、
卒
業
後
は
就
職
先
の
戸
籍
に
入

る
。
農
村
の
親
子
に
と
っ
て
大
学
入
学
は
、

単
な
る
ひ
と
つ
の
旅
立
ち
以
上
の
重
み
が

あ
る
。
さ
ら
に
最
近
は
学
費
や
生
活
費
の

高
騰
で
、
親
の
経
済
的
負
担
が
増
し
て
い

る
。
親
族
や
友
人
か
ら
の
祝
い
金
は
、
そ

の
一
助
に
も
な
り
、
合
格
祝
い
の
宴
は
、

あ
ら
た
な
夏
の
風
物
詩
に
な
っ
て
い
る
。

祖
先
を
迎
え
、送
る

旧
暦
七
月
一
日
、
家
々
で
は
普
段
は
二

階
に
置
い
て
あ
る
祖
先
の
位い

牌は
い

を
階
下
に

降
ろ
し
、
花
や
果
物
を
供
え
る
。
夕
食
が

で
き
る
と
、
ご
馳ち

走そ
う

を
お
盆
に
載
せ
て
門

の
外
ま
で
運
び
、
冥
界
で
の
お
金
と
な
る

「
紙し

銭せ
ん

」
を
燃
や
し
て
、
祖
先
を
迎
え
る
。

以
後
、
旧
暦
七
月
一
四
日
の
晩
に
見
送
る

ま
で
、
食
事
は
毎
回
、
ま
ず
祖
先
に
献
げ

ら
れ
る
。
数
日
お
き
に
、
紙
で
つ
く
っ
た

「
冥め

い

衣い

」
も
燃
や
さ
れ
る
。
亡
く
な
っ
て

一
年
以
内
の
故
人
は
特
別
に
扱
い
、
白
い

喪
の
装
束
を
着
て
迎
え
、
送
る
と
き
は
一

般
の
祖
先
よ
り
も
一
日
か
ら
数
日
早
く
、

親
族
友
人
を
招
待
し
て
、
多
く
の
紙
銭
と

冥
衣
を
燃
や
し
て
盛
大
に
お
こ
な
う
。

こ
れ
ら
の
祖
先
祭
祀
活
動
は
、
道
具
立

て
も
含
め
て
基
本
的
に
は
、
漢
族
か
ら
は

い
っ
た
「
中
元
節
」
で
あ
る
。
香
港
で
よ

く
見
る
現
代
風
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
冥
衣
や

紙
幣
そ
っ
く
り
の
紙
銭
は
、
ペ
ー
族
に
も

流
入
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

ペ
ー
族
に
特
有
の
展
開
も
あ
る
。
祖
先
の

位
牌
が
そ
の
一
例
で
、
歴
代
祖
先
の
名
を

一
枚
の
板
に
記
し
、
家
型
厨ず

し子
に
納
め
て

い
る
。
ペ
ー
族
の
建
築
や
木
彫
の
技
術
は
、

雲
南
省
で
は
漢
族
を
し
の
ぐ
レ
ベ
ル
で
、

そ
れ
が
美
し
い
家
型
厨
子
に
い
か
ん
な
く

発
揮
さ
れ
て
い
る
。
以
前
は
裕
福
な
家
に

限
ら
れ
た
が
、
経
済
状
況
が
良
く
な
っ
た

今
、
続
々
と
家
型
厨
子
つ
き
の
位
牌
が
買

い
求
め
ら
れ
て
い
る
。
一
〇
〇
〇
元
前
後

か
ら
一
万
元
く
ら
い
ま
で
（
一
元
は
約
一

三
円
）
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
売
ら
れ
る
。

親
族
集
団
単
位
の
祖
先
祭
祀
が
続
け
ら

れ
て
い
る
の
も
、
ペ
ー
族
の
特
徴
で
あ
る
。

一
四
日
の
晩
の
祖
先
送
り
で
は
、
父
系
親

族
が
合
同
で
お
こ
な
う
「
焼ス

ッ
バ
オ包
」
の
活
動

が
最
重
要
で
あ
る
。
こ
の
日
は
朝
か
ら
親

族
内
の
あ
る
屋
敷
に
皆
が
集
ま
り
、
大
量

の
紙
銭
と
そ
れ
を
納
め
る
紙
の
包
み
の
用

意
を
始
め
る
。
当
番
が
食
材
を
購
入
し
、

集
ま
っ
た
人
び
と
の
昼
の
支
度
を
し
、
親

族
全
体
の
晩
の
ご
馳
走
を
調
理
す
る
。
各

世
帯
の
も
ち
帰
り
用
容
器
を
と
こ
ろ
狭
し

と
並
べ
て
、
料
理
ご
と
に
分
配
が
繰
り
返

さ
れ
る
様
は
圧
巻
で
あ
る
。
夕
食
後
、
人

び
と
は
再
結
集
し
、
贈
ら
れ
る
祖
先
と
贈

る
子
孫
の
名
前
を
読
み
上
げ
な
が
ら
、
紙

銭
を
入
れ
た
何
百
も
の
包
み
を
、
火
に
投

入
し
て
い
く
。

こ
の
数
十
年
、
中
国
で
は
伝
統
的
宗
教

儀
礼
の
多
く
が
「
封
建
的
迷
信
」
と
し
て

否
定
さ
れ
て
き
た
。
ペ
ー
族
の
人
び
と
も

時
代
に
合
わ
せ
て
伝
統
を
変
化
さ
せ
て
き

た
。
し
か
し
、
祖
先
と
交
流
し
、
互
い
の

絆
を
確
認
す
る
夏
の
行
事
は
、
経
済
的
豊

か
さ
と
と
も
に
む
し
ろ
盛
ん
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
周
辺
に
広
が
っ
た
住
宅
地
で
は
、

松
明
を
立
て
る
地
縁
グ
ル
ー
プ
が
あ
ら
た

に
組
織
さ
れ
た
。
村
の
民
間
僧
は
、
松
明

祭
り
の
前
か
ら
中
元
節
ま
で
の
時
期
、
新

築
の
家
に
新
し
い
祖
先
の
位
牌
を
安
置
す

る
儀
式
の
た
め
に
、
数
軒
を
掛
け
も
ち
で
、

忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

お
盆
は
、正
月
と
並
ん
で
重
要
な
年
中
行
事
で
あ
る
。

中
国
大
陸
で
も
同
類
の
伝
統
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、

現
在
の
中
国
で
は
、新
年
を
祝
う「
春
節
」と
比
肩
す
る
ほ
ど
の
存
在
感
は
、一
般
に
は
な
い
。

そ
ん
な
な
か
、雲
南
省
の
少
数
民
族
、ぺ
ー
（
白
）族
は
、毎
年
、家
族
・
親
族
や
近
隣
と
の
絆
き
ず
な

を
深
め
、

亡
く
な
っ
た
人
び
と
と
交
流
す
る
夏
の
ひ
と
と
き
を
大
事
に
過
ご
す
。

一足早く家からあの世に戻る「新
にいぼとけ

仏」に捧げる冥衣と紙銭を火にくべる人びと（２０１０年撮影）
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「
慈
愛
」に
満
ち
た
僧
侶

北
タ
イ
に
お
け
る
最
大
の
都
市
チ
ェ
ン
マ
イ
。
そ
の

チ
ェ
ン
マ
イ
市
街
地
か
ら
、
北
東
へ
わ
ず
か
二
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
わ
た
し
が
ほ
ぼ
毎

年
調
査
に
訪
れ
る
、
ひ
と
つ
の
仏
教
寺
院
が
あ
る
。
今

年
で
六
六
歳
を
迎
え
る
、
こ
の
寺
の
住
職
は
、
い
つ
も

優
し
げ
な
微
笑
み
を
た
た
え
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
に

包
ま
れ
て
い
る
。
穏
や
か
な
声
に
、
上
品
な
立
ち
居
ふ

る
ま
い
。
会
話
の
端
々
に
冗
談
を
織
り
交
ぜ
る
茶
目
っ

気
だ
っ
て
あ
る
。
そ
ん
な
住
職
は
、「
僧
侶
は
社
会
の

た
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
の
も

ち
主
で
あ
る
。

タ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
で
広
く

信
仰
さ
れ
て
き
た
上
座
部
仏
教
の
僧
侶
た
ち
は
、
一
般

的
に
、
戒
律
を
厳
し
く
守
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

戒
律
を
守
り
、
経
典
学
習
と
瞑め

い
そ
う想
修
行
に
勤い

そ

し
む
こ
と

で
、
涅ね

槃は
ん

を
目
指
す
僧
侶
た
ち
。
そ
の
彼
ら
を
、
衣
食

住
の
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、
徳
を

積
む
在
家
者
た
ち
。
こ
の
明
確
な
線
引
き
こ
そ
が
、
両

者
を
、
儀
礼
や
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
通
じ
て
互

恵
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、「
僧
侶
は
社
会
の
た
め
に
働
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
、
住
職
は
、

経
典
に
依
拠
し
て
、
仏
陀
が
弟
子
に
捧さ

さ

げ
た
任
務
だ
か

ら
だ
と
説
明
す
る
。
僧
侶
は
日
々
、
在
家
者
の
サ
ポ
ー

ト
な
く
し
て
は
生
き
ら
れ
な
い
か
ら
、
在
家
者
が
困
難

に
直
面
し
た
際
に
は
、
共
に
解
決
に
あ
た
る
こ
と
で

「
返
礼
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
住
職
が
こ
れ

ま
で
約
三
〇
年
間
、
農
民
の
貧
困
、
エ
イ
ズ
、
高
齢
者

や
森
林
保
護
に
か
か
わ
る
活
動
を
熱
心
に
お
こ
な
っ
て

き
た
の
は
、
何
が
「
社
会
の
た
め
」
に
な
る
の
か
と
い

う
問
い
に
対
す
る
、
住
職
な
り
の
答
え
で
あ
っ
た
。
村

人
た
ち
は
、
こ
の
住
職
の
こ
と
を
、「
慈
愛
」
に
満
ち

た
僧
侶
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。

心
優
し
く
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い

調
査
を
続
け
る
う
ち
に
、
わ
た
し
は
時
折
、
こ
の

「
慈
愛
」
に
満
ち
た
僧
侶
が
、
人
知
れ
ず
、
頭
を
悩
ま

せ
て
い
る
場
面
に
遭
遇
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
ル
ア

ン
ポ
ー
（
僧
侶
の
自
称
）
だ
っ
て
、
い
つ
も
心
優
し
く

ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
」。
こ
れ
は
あ
る
と
き
、
住
職

が
、
わ
た
し
に
向
か
っ
て
吐
き
捨
て
る
よ
う
に
つ
ぶ
や

い
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

住
職
の
悩
み
の
種
は
、
寺
の
所
有
地
内
に
暮
ら
す
住

民
の
存
在
に
あ
っ
た
。
こ
の
寺
は
、
小
高
い
山
の
上
に

建
て
ら
れ
て
お
り
、
山
の
頂
か
ら
す
そ
野
に
か
け
て
の

土
地
す
べ
て
の
所
有
権
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
寺

の
所
有
地
と
一
般
の
土
地
が
接
す
る
、
す
そ
野
部
分
に

お
い
て
も
、
寺
の
所
有
地
を
示
す
よ
う
な
囲
い
は
設
置

さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
見
す
る
だ
け
で
は
、
寺
の
所
有
地

と
一
般
の
土
地
の
区
別
は
つ
か
な
い
。
こ
の
境
界
が
曖

昧
な
場
所
に
、
異
な
る
宗
教
や
民
族
を
背
景
に
も
つ
人

び
と
が
全
国
各
地
か
ら
移
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
居
住
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

タ
イ
で
は
、
寺
の
所
有
地
は
、
法
的
に
自
由
な
売
買

が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
寺
の
所
有
地
内

に
暮
ら
す
住
民
の
な
か
に
は
、
そ
の
こ
と
を
知
り
な
が

ら
も
、
現
金
収
入
を
え
よ
う
と
第
三
者
に
転
売
し
た
り
、

賃
貸
し
た
り
す
る
者
が
後
を
絶
た
な
い
。
ま
た
、
住
民

の
大
半
は
、
建
設
、
洗
濯
、
草
刈
り
な
ど
の
賃
労
働
や
、

市
場
で
の
物
売
り
で
生
計
を
立
て
る
低
所
得
層
で
あ
る
。

し
か
し
、
住
民
た
ち
が
昼
間
か
ら
、
な
け
な
し
の
金
で

酒
盛
り
を
楽
し
む
風
景
は
、
こ
こ
で
の
日
常
と
化
し
て

い
る
。
住
民
た
ち
に
関
す
る
こ
う
し
た
情
報
は
、
回
り

回
っ
て
住
職
の
耳
に
も
届
い
て
い
る
。
違
法
と
わ
か
っ

て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
土
地
の
売
買
や
賃
貸
を
続
け
る
の

か
。
経
済
的
に
困
窮
す
る
な
ら
、
な
ぜ
必
死
で
働
か
な

い
の
か
。
い
つ
も
は
微
笑
み
を
た
た
え
る
住
職
も
、
こ

の
話
題
に
な
る
と
、
顔
色
が
曇
り
、
語
気
が
強
ま
っ
て

し
ま
う
。

ジ
レ
ン
マ
と
の
戦
い

し
か
し
な
が
ら
住
職
が
、
寺
の
所
有
地
か
ら
住
民
た

ち
を
強
制
的
に
排
除
し
た
り
、
罰
金
を
課
し
た
り
、
あ

る
い
は
監
視
を
強
化
し
た
り
、
と
い
っ
た
強
硬
策
に
乗

り
出
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
住
職
が
講
じ
て
き
た

の
は
、
せ
い
ぜ
い
、
所
有
地
内
に
看
板
を
設
置
し
、
無

断
で
家
を
建
て
な
い
よ
う
に
呼
び
か
け
た
こ
と
や
、
所

有
地
内
の
住
民
の
み
を
対
象
と
す
る
基
金
を
設
立
し
、

住
民
同
士
の
相
互
扶
助
を
奨
励
し
た
こ
と
く
ら
い
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
遠
回
し
な
方
法
は
い
ず
れ

も
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
住
職
が
期
待
す

る
よ
う
な
効
果
を
生
ま
な
か
っ
た
。
他
に
も
、
住
職
は
、

賃
借
料
の
徴
収
を
開
始
す
る
と
何
度
も
い
い
な
が
ら
、

い
ま
だ
実
行
に
移
す
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
。

住
民
た
ち
の
不
法
行
為
や
生
活
態
度
が
目
に
余
る
こ

と
は
、
所
有
地
の
管
理
・
利
用
に
責
任
を

負
う
住
職
に
と
っ
て
、
都
合
の
よ
く
な
い
話

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お

く
と
、
寺
の
評
判
を
落
と
し
か
ね
な
い
か
ら

で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
住
民
た
ち
に
対
し

て
強
硬
策
に
出
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
す
れ
ば
、
住
民
た
ち
の

あ
い
だ
で
不
満
の
声
が
噴
出
す
る
だ
け
で
な

く
、
他
の
村
人
た
ち
か
ら
も
「
心
が
狭
い
」

と
非
難
さ
れ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、「
慈
愛
」
に
満
ち
た
僧
侶
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
に
傷
を
つ
け
て
し
ま
う
。
住
職
に
で
き
る

こ
と
は
、
住
民
た
ち
の
様
子
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら

せ
つ
つ
、
事
態
を
こ
れ
以
上
深
刻
化
さ
せ
な
い
た
め
に
、

と
き
に
や
ん
わ
り
と
釘く

ぎ

を
刺
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
僧

侶
の
「
慈
愛
」
と
は
、
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
う
え
に

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
タ
イ
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
住
職
の
よ
う

に
、
開
発
の
進
展
に
伴
っ
て
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
実

的
課
題
の
解
決
に
、
自
ら
積
極
的
に
取
り
組
む
僧
侶
が

少
な
く
な
い
。
し
か
し
彼
ら
に
は
、
個
々
の
課
題
を
解

決
す
る
ス
キ
ル
以
上
に
、
在
家
者
と
の
ほ
ど
よ
い
距
離

の
な
か
で
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
良
き
イ
メ
ー
ジ
を
保

ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
そ
の
力
が
試
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

岡お
か

部べ 

真ま

ゆ

み

由
美

大
谷
大
学
助
教

「
慈
愛
」に
覆
い
隠
さ
れ
た

僧
侶
の
ジ
レ
ンマ

寺の所有地内にある山地少数民の家屋

寺の所有地内で洗濯業を営むムスリムの親子

儀礼後の饗食で在家者と語らう住職
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時間 :11時から 12時★
話者 :丹羽典生（国立民族学博物館　助教）
話題 :オセアニアの天地創造とドラマ
場所 :オセアニア展示場

話者 :久保正敏（国立民族学博物館　教授）
話題 :オーストラリア・アボリジニの世界
場所 :オセアニア展示場

話者 :林勲男（国立民族学博物館　准教授）
話題 :南太平洋の宣教師
場所 :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　
　開業が大震災翌日ゆえ放映が延期された「九州新幹
線全線開業」CM、そこに映る沿線縦断一万人余の笑顔
のウェーブから、何かに心を寄せる一体感が伝わる。これ
でわたしが思い出したのは「災害ユートピア」論だ。
　はじめて知ったのは、歴史学者の北

きたはら

原糸
いと

子
こ

著『地震
の社会史』。氏によれば、安政江戸地震後に、生き延び
た安堵感や非日常的開放感、救済事業による活況など
により、庶民にかりそめの桃源郷が出現したという。ま
た、米国のノンフィクション作家レベッカ・ソルニットの近
著『災害ユートピア（原題はA Paradise Built In Hell）』も、
1906年サンフランシスコ大地震から近年の災害までを題
材に、日常の格差や制約が崩壊し平等となった被災者の
あいだや支援者とのあいだに、相手に寄り添おうとする
利他的な共同体が立ち上がる多くの例を紹介している。
しかし、非日常は長くは続かず、やがて日常が息を吹き返す。
　現実には災害の影響と被災者の苦況は長く続く。せめ
てわたしたちはそれを忘れず、寄り添う心、共同体意識を
何らかの形で明日につなげたいと願う。
　今号から編集委員一部が交替し、少し若返ったことを
報告申し上げる。（久保正敏）
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研究者と話そう7月

話者 :須藤健一（国立民族学博物館　館長）
話題 :海の民と船
場所 :オセアニア展示場

話者 :印東道子（国立民族学博物館　教授）
話題 :ココヤシとオセアニアの暮らし
場所 :オセアニア展示場

10日
（日曜日）

3日
（日曜日）

17日
（日曜日）

24日
（日曜日）

31日
（日曜日）

次号の予告
 特集

われらをとりかこむ海（仮）

■時間　14時 30分から 15時 30分（★ 7月 31日を除く）
■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：装身具（頭かざり）　地域 ソロモン諸島　標本番号H0138435

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。

※「どっぷりオセアニア―夏のみんぱくフォーラム 2011」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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