


サラスポンダの謎
松
ま つ

井
い

 今
け さ こ

朝子

　

語
学
が
そ
れ
ほ
ど
堪
能
で
も
な
い
く

せ
に
、
独
り
で
海
外
旅
行
を
し
た
が
る

か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
数
々
の
失
敗
談
が

あ
る
。
も
っ
と
も
単
な
る
観
光
旅
行
の

場
合
、
往
復
便
と
宿
泊
先
だ
け
が
決
ま
っ

た
団
体
ツ
ア
ー
を
利
用
す
れ
ば
、
そ
う

心
配
は
要
ら
な
い
。
独
り
旅
は
勢
い
現

地
の
方
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え

て
、
何
か
と
勉
強
に
も
な
る
の
だ
っ
た
。

　

バ
リ
島
を
訪
れ
た
の
は
七
年
前
で
、

イ
ス
ラ
ム
過
激
派
に
よ
る
爆
弾
テ
ロ
が

起
き
た
当
時
だ
か
ら
、
欧
米
人
向
き
の

ホ
テ
ル
が
林
立
す
る
地
域
の
警
備
は
た

い
そ
う
厳
し
か
っ
た
の
を
想
い
だ
す
。

　

一
番
の
目
的
は
現
地
の
伝
統
舞
踊
を

観
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
舞
踊
は
た
い
が
い

夜
か
ら
始
ま
る
の
で
、
昼
間
は
タ
ク
シ
ー

観
光
を
し
た
。
何
し
ろ
丸
半
日
乗
っ
て

も
、
日
本
だ
と
小
一
時
間
も
乗
れ
な
い
ほ

ど
の
料
金
で
、
つ
ま
り
は
円
の
威
光
に

与
る
贅ぜ

い

沢た
く

三ざ
ん
ま
い昧

だ
。
ロ
ビ
ン
・
ウ
イ
リ

ア
ム
ズ
に
似
た
優
し
そ
う
な
マ
レ
ー
人

ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
私
と
言
葉
が
よ
く
通

じ
な
い
た
め
、
途
中
で
知
人
の
男
性
を

通
訳
兼
ガ
イ
ド
と
し
て
雇
う
こ
と
を
要

求
し
た
。
何
し
ろ
こ
ち
ら
は
女
性
ひ
と

り
だ
し
、
見
知
ら
ぬ
土
地
で
初
対
面
の

男
性
ふ
た
り
と
同
乗
す
る
の
は
勇
気
が

要
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
素
晴
ら
し
く

リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
料
金
で
丸
二
日
間
の

バ
リ
観
光
を
満
喫
で
き
た
。

　

通
訳
兼
ガ
イ
ド
の
男
性
は
ロ
ビ
ン
君

よ
り
も
肌
の
色
が
濃
く
、
く
り
っ
と
し

た
眼
で
唇
が
大
き
く
て
分
厚
い
、
昔
の

マ
ン
ガ
に
出
て
く
る
南
洋
の
人
み
た
い

だ
が
、
英
語
ば
か
り
か
日
本
語
も
流

り
ゅ
う
ち
ょ
う暢

に
話
す
イ
ン
テ
リ
だ
っ
た
。
バ
リ
島
は
ヒ

ン
ズ
ー
教
徒
が
多
い
は
ず
な
の
に
、
ロ

ビ
ン
君
も
マ
ン
ガ
さ
ん
も
熱
心
な
イ
ス

ラ
ム
教
徒
だ
か
ら
、
９
・
11
直
後
の
ア
メ

リ
カ
の
過
激
な
反
応
に
は
か
な
り
批
判

的
で
、
日
本
が
そ
れ
に
追
随
す
る
こ
と

に
も
失
望
し
た
旨
を
は
っ
き
り
表
明
さ

れ
た
。

　

日
本
語
を
話
す
マ
ン
ガ
さ
ん
に
、
あ

な
た
が
知
っ
て
い
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語

は
何
か
な
い
か
と
訊
か
れ
て
、
と
っ
さ
に

浮
か
ん
だ
の
は
「
サ
ラ
ス
ポ
ン
ダ
、
レ
ッ

セ
ッ
セ
」
と
い
う
中
学
の
音
楽
の
時
間

に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
民
謡
と
し
て
習
っ
た

唱
歌
の
一
節
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ふ
た
り

は
そ
ん
な
言
葉
も
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
全
く

心
当
た
り
が
な
い
と
い
う
。

　

な
ぜ
だ
か
と
て
も
気
に
な
っ
て
帰
国

後
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
な
ん
と
古

い
オ
ラ
ン
ダ
民
謡
の
囃は

や

子し

コ
ト
バ
だ
と

判
明
し
た
。
つ
ま
り
は
植
民
地
時
代
の

歌
だ
か
ら
、
ふ
た
り
は
本
当
に
ご
存
じ

な
か
っ
た
の
か
、
不
愉
快
で
無
視
さ
れ

た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
か
く
ア
ジ
ア

事
情
に
疎
く
て
無
神
経
に
振
る
舞
っ
て

し
ま
う
日
本
人
の
ひ
と
り
と
し
て
、
私

は
今
も
そ
の
こ
と
を
深
く
恥
じ
ざ
る
を

得
な
い
の
だ
っ
た
。
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東
南
ア
ジ
ア
の
海
域
世
界
は
、
珊さ
ん
ご
し
ょ
う

瑚
礁
や
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
豊
か
な
生
態
環
境
で
知
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。

筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
南
部
の
ス
ー
ル
ー
諸
島
か

ら
マ
レ
ー
シ
ア
の
ボ
ル
ネ
オ
島
に
か
け
て
の
地
域
で
も
、
こ
う
し
た

特
有
の
生
態
環
境
に
適
応
し
た
人
び
と
の
生
活
が
伝
統
的
に
営
ま

れ
て
き
た
。
ス
ー
ル
ー
諸
島
の
各
種
の
海
の
民
の
な
か
で
も
、
生

活
様
式
自
体
が
も
っ
と
も
移
動
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
る
の
が
、

こ
こ
で
詳
し
く
検
討
す
る
サ
マ
・
デ
ィ
ラ
ウ
ト
（
な
い
し
バ
ジ
ャ
ウ
・

ラ
ウ
ト
。
本
稿
で
は
サ
マ
人
と
記
す
）
で
あ
る
。

「
漂
海
民
」
と
よ
ば
れ
て

こ
の
サ
マ
人
は
、
東
南
ア
ジ
ア
島と
う
し
ょ嶼

部
の
広
大
な
地
域
に
分
布
し

て
い
る
。
北
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ミ
ン
ダ
ナ
オ
南
西
部
の
サ
ン
ボ
ア

ン
ガ
半
島
か
ら
ス
ー
ル
ー
諸
島
を
中
心
に
ダ
バ
オ
や
セ
ブ
、
パ
ラ
ワ

ン
島
周
辺
に
居
住
し
、
さ
ら
に
国
境
を
隔
て
た
マ
レ
ー
シ
ア
の
サ
バ

州
沿
岸
各
地
に
も
広
く
居
住
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
東

カ
リ
マ
ン
タ
ン
か
ら
ス
ラ
ウ
ェ
シ
各
地
、
そ
し
て
フ
ロ
ー
レ
ス
島
、

テ
ィ
モ
ー
ル
島
、
マ
ル
ク
（
モ
ル
ッ
カ
）
諸
島
な
ど
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

東
部
の
島
々
に
至
る
領
域
に
分
散
し
て
居
住
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、

か
つ
て
は
陸
地
に
家
を
も
た
ず
に
、
家
族
と
と
も
に
家い
え
ふ
ね船

で
寝
泊
ま

り
し
、
漁
や
海
産
物
採
集
を
営
み
な
が
ら
、
漁
場
か
ら
漁
場
へ
と
漂

泊
生
活
を
し
て
い
た
集
団
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
サ
マ
人
は
し
ば

し
ば
「
漂
海
民
」
な
い
し
「
海
の
ジ
プ
シ
ー
」、
な
ど
と
し
て
紹
介

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

典
型
的
な
漂
海
民
は
、
家
船
で
生
ま
れ
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
海

海
の
サ
マ
人
―
漂
泊
と
定
住
の
は
ざ
ま
に

床と
こ

呂ろ 

郁い
く

哉や

　
東
京
外
国
語
大
学
准
教
授

海は多様な資源を人に提供し、人・モノ・情報の行き交う交通路でもある。

また、畏れや憧れの対象となり、ロマンや冒険、活劇、

ときには無頼や無法の物語を紡ぎだし、さらには戦争の舞台でもあった。

このように、人と海のかかわりは多様で話題は尽きないが、

今号では、住まい、生業、交易、資源管理、領海管理について考えてみたい。

恵みの海、悩みの海
特 集

を
遊
び
場
と
し
、
親
の
漁
を
手
伝
い
な
が
ら
育
ち
、
や
が
て
一
人
前

に
な
る
と
、
結
婚
し
て
自
ら
の
家
船
で
暮
ら
し
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、

年
老
い
て
死
ぬ
ま
で
、
一
生
の
大
部
分
を
海
で
過
ご
す
よ
う
な
人
生

を
送
る
。

漂
泊
か
定
住
か

た
だ
し
実
際
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
ス
ー
ル
ー
諸
島
に
お
い
て

も
、
家
を
も
た
ず
に
家
船
だ
け
で
暮
ら
す
者
は
、
人
口
的
に
は
非
常

に
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
サ
マ
人
は
遠
浅
の
岸
辺
に
建
て
た

杭こ
う
じ
ょ
う上
家か
お
く屋
か
ら
な
る
水
上
集
落
な
ど
で
暮
ら
し
て
い
る
。

現
在
は
陸
住
ま
い
を
し
て
い
る
サ
マ
人
の
老
人
ら
の
な
か
に
は
、

か
つ
て
子
ど
も
時
代
に
経
験
し
て
い
た
家
船
で
の
暮
ら
し
を
懐
か
し

そ
う
に
、
お
そ
ら
く
幾
分
か
理
想
化
し
て
語
る
人
も
い
る
。
そ
の
一

方
で
、
家
船
暮
ら
し
を
嫌
う
者
も
い
な
い
で
は
な
い
。
い
わ
く
「
陸

住
ま
い
に
慣
れ
た
今
の
わ
れ
わ
れ
だ
っ
た
ら
、
家
船
で
の
暮
ら
し
に

は
耐
え
ら
れ
な
い
。
食
べ
物
と
い
え
ば
単
に
魚
を
煮
た
だ
け
。
雨
が

降
れ
ば
濡
れ
る
し
、
波
が
あ
れ
ば
揺
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
家
船
に

は
住
み
た
く
な
い
よ
」
と
。

こ
う
し
て
サ
マ
人
の
な
か
に
は
、
従
来
の
「
漂
海
民
」
時
代
の
社

会
的
、
文
化
的
な
特
徴
を
徐
々
に
喪
失
し
て
陸
地
定
住
化
の
傾
向

を
加
速
さ
せ
て
い
る
集
団
も
あ
れ
ば
、
一
定
の
定
住
化
傾
向
を
示
し

な
が
ら
も
、
ま
た
同
時
に
海
へ
の
根
強
い
志
向
性
や
家
船
生
活
時
代

の
高
い
移
動
性
を
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
維
持
し
つ
づ
け
て
い
る
集

団
も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
の
海
に
生
き
る
サ
マ
人

は
、
今
も
漂
泊
と
定
住
の
は
ざ
ま
を
生
き
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

家船の上でウニを調理中のサマ人の親子（撮影：床呂郁哉）

「レパ」とよばれるサマ人の家船 フィリピン南部スールー諸島の水上集落採取した黒蝶貝（くろちょうがい）真珠を 
見せるサマ人の子どもたち
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﹃
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
﹄
の
シ
ン
ド
バ
ー

ド
の
航こ
う
か
い
た
ん

海
譚
で
、
一
行
が
最
初
に
上
陸
し
た

島
は
、
巨
大
な
魚
の
背
中
で
あ
っ
た
。
焚
か

れ
た
火
の
熱
さ
に
耐
え
か
ね
て
魚
が
海
に

潜
っ
た
た
め
、
主
人
公
は
溺
れ
か
け
な
が
ら

も
そ
の
正
体
を
見
届
け
る
。
こ
の
驚
異
譚
は
、

一
八
世
紀
初
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
訳
さ
れ

て
、
シ
ン
ド
バ
ー
ド
の
名
前
と
と
も
に
一
躍

有
名
に
な
っ
た
が
、
じ
つ
は
そ
れ
以
前
か
ら

東
西
世
界
に
広
く
流
布
し
た
説
話
で
も
あ
っ

た
。二

～
四
世
紀
に
起
源
を
も
つ
ギ
リ
シ
ア

語
・
ラ
テ
ン
語
の
動
物
誌
で
は
、
こ
の
怪
物

は
﹁
ア
ス
ピ
ド
ケ
ロ
ネ
﹂、
つ
ま
り
楯
状
の
甲

羅
を
も
っ
た
亀
と
呼
ば
れ
、
人
間
を
地
獄
へ

誘
い
込
む
悪
魔
の
化
身
と
見み

な做
さ
れ
た
。
六

世
紀
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
聖
者
ブ
レ
ン
ダ
ヌ
ス

を
主
人
公
と
す
る
﹃
航
海
記
﹄
に
な
る
と
、

島
と
間
違
え
ら
れ
る
巨
魚
は
﹁
ヤ
ス
コ
ニ
ウ

ス
﹂
の
名
前
で
、
聖
者
ら
を
目
的
地
へ
導
く

神
の
使
い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
一
方
、
東

方
世
界
で
は
、
早
く
も
三
世
紀
の
漢
訳
仏
典

﹁
佛ぶ
つ
せ
つ説
鼈べ
つ
ゆ喩
経き
よ
う﹂
に
、
火
で
背
中
を
焼
か
れ

て
海
中
に
潜
る
巨
大
な
海
亀
が
登
場
し
、
人

間
の
煩
悩
と
輪り
ん

廻ね

の
比
喩
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
。
同
一
の
説
話
が
各
地
で
語
ら
れ
た
の
は
、

そ
れ
が
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
海
の
驚
異
を

反
映
し
て
い
る
と
同
時
に
、
教
訓
譚
・
寓
意

譚
と
し
て
も
役
立
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

徳
川
時
代
の
蘭
学
者
・
森も
り
し
ま島

中ち
ゆ
う
り
よ
う

良
は

﹃
紅こ
う
も
う毛
雑ざ
つ

話わ

﹄
の
な
か
で
、
兄
の
桂
か
つ
ら
が
わ川
甫ほ
し
ゆ
う周

が
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
書
記
ス
ヒ
ン
ド
レ
ル
か

ら
聞
い
た
﹁
北
海
の
大
魚
﹂
の
話
を
書
き
留

め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
が
北
海
を

漂
流
中
、
一
島
に
上
陸
し
て
料
理
を
し
た
の

ち
、
二
、三
〇
里
も
走
っ
た
こ
ろ
、
突
然
大
渦

巻
が
や
っ
て
き
た
の
で
驚
い
て
振
り
返
る
と
、

﹁
彼か
の
し
ま嶋

き
り
〳
〵
と
廻め
ぐ

り
て
、
水
中
へ
沉し
ず
みた

る
﹂
の
が
目
に
入
っ
た
。
あ
の
と
き
は
ま
こ

と
に
﹁
危あ
や
うき

目
見
た
り
﹂
と
語
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
伝
播
し
た
説

話
を
、
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
は
自
分
自
身
の
体

験
談
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
が
面
白
い
。
け

だ
し
海
の
驚
異
譚
と
は
、
海
に
出
た
経
験
の

あ
る
人
、
な
い
人
を
と
も
に
驚
か
せ
、
楽
し

ま
せ
、
言
語
や
時
空
の
制
約
を
超
え
て
伝
承

さ
れ
て
ゆ
く
法ほ

ら螺
話
・
自
慢
話
の
類
な
の
で

あ
ろ
う
。

［コラム］ 

島と間違えられた魚の不思議
杉
すぎ

田
た

　英
ひであき

明 　東京大学大学院教授

イ
ン
ド
洋
を
旅
す
る

人
類
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
海
は
な
が
ら
く
、
富
を
も
た
ら
す

窓
口
だ
っ
た
。
文
物
や
人
び
と
も
海
を
つ
う
じ
て
往
来
し
、
国
全
体

を
刺
激
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
例
は
世
界
じ
ゅ
う
に
多
い
が
、
と
り

わ
け
イ
ン
ド
洋
沿
岸
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
社
会
は
、
海
を
つ
う
じ
た
交

易
や
交
流
に
熱
心
だ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
船
乗
り
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
の
冒
険
談
か
ら
も
わ
か

る
。
こ
の
話
の
主
人
公
は
、
異
国
で
の
冒
険
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、
富

を
手
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
話
を
語
り
つ
ぎ
、
文
学
と

し
て
成
立
さ
せ
た
イ
ン
ド
洋
北
岸
の
社
会
も
ま
た
、
異
国
と
の
交
易

が
盛
ん
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
は
、

一
四
世
紀
の
旅
行
家
イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
の
足
ど
り
か
ら
う
か

が
い
知
れ
よ
う
。
ア
フ
リ
カ
・
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
大
陸
に

ま
た
が
る
彼
の
旅
行
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
海
商
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利

用
し
た
も
の
だ
っ
た
。

「
不
審
な
」
人

当
時
の
よ
う
な
帆
船
で
の
長
距
離
旅
行
は
、
現
在
で
は
も
は
や
一

般
的
で
な
い
。
旅
行
は
飛
行
機
で
、
輸
送
は
動
力
船
で
と
い
う
の
が

ふ
つ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
調
査
し
た
北
部
モ
ザ
ン
ビ
ー

ク
の
島
嶼
部
で
は
、
イ
ン
ド
洋
を
横
断
し
た
の
と
同
系
統
の
船
が
沿

岸
部
で
今
も
活
躍
し
て
い
る
。

キ
リ
ン
バ
島
に
お
も
む
い
た
の
は
、
僻へ
き
ち地
漁
業
の
よ
う
す
を
調
べ

る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
。
地
方
都
市
か
ら
陸
路
と
海
路
で
一
日
が
か

り
の
こ
の
島
は
、
調
査
開
始
時
に
は
僻
地
と
見
え
た
の
で
あ
る
。
し

シ
ン
ド
バ
ッ
ド
の
末
裔
―
北
部
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
の
沿
岸
航
海

飯い
い

田だ 

卓た
く

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

か
し
や
が
て
、
こ
の
島
は
む
し
ろ
、
富
裕
な
商
人
の
町
だ
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
だ
が
彼
ら
商
人
は
、
居
な
が
ら
に
し
て
船
や

荷
を
動
か
し
て
い
る
の
で
、
何
を
職
業
と
し
て
い
る
の
か
す
ぐ
に
は

わ
か
ら
な
い
。
わ
た
し
が
世
話
に
な
っ
た
大
家
も
ま
た
、
そ
う
し
た

「
不
審
な
」
人
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。

才
士
た
ち
の
島
暮
ら
し

農
業
を
し
て
い
る
と
大
家
は
い
っ
た
が
、彼
は
妻
を
二
人
も
め
と
っ

て
い
る
。
農
業
だ
け
で
そ
れ
だ
け
の
経
済
力
が
つ
く
と
は
思
え
な
い
。

し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
彼
の
収
穫
し
た
果
物
や
育
て
た
ウ
シ
な
ど
が
、

島
か
ら
本
土
へ
出
荷
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
彼
は
、
船
荷

を
船
員
に
売
り
渡
す
の
で
な
く
、
取
り
引
き
相
手
を
複
数
の
町
に
も

ち
、
直
接
商
談
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
自
身
が
荷
主
で
あ
り
、
船

荷
を
送
る
先
や
タ
イ
ミ
ン
グ
を
采
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
の
も
と
に
は
ま
た
、
隣
国
タ
ン
ザ
ニ
ア
か
ら
来
た
漁
師
が
滞
在

し
て
い
た
。
近
く
の
海
で
彼
ら
が
捕
っ
た
魚
の
収
益
は
、
居
場
所
を

与
え
た
わ
た
し
の
大
家
に
も
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
島
で
は
、

ほ
か
に
も
、
文
化
的
背
景
が
似
た
タ
ン
ザ
ニ
ア
人
（
ス
ワ
ヒ
リ
人
）

商
人
が
活
躍
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
島
の
沿
岸
で
捕
れ
た
タ

カ
ラ
ガ
イ
を
買
い
つ
け
て
出
荷
す
る
者
も
い
た
。

島
に
は
生
活
物
資
が
豊
富
で
な
く
、
貧
者
が
住
む
に
は
適
さ
な

い
。
国
を
越
え
た
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
利
用
し
て
、
商
才
を
生
か
し
つ

つ
身
を
立
て
る
人
こ
そ
、
島
の
暮
ら
し
に
ふ
さ
わ
し
い
。
彼
ら
の
舞

台
は
ち
っ
ぽ
け
だ
が
、
そ
の
暮
ら
し
は
、
イ
ン
ド
洋
を
股
に
か
け
た

冒
険
商
人
か
ら
う
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

生活の足となっている帆船（イブ島、2005 年） 町や島を結ぶ船の港（キサンガ、2007 年）

『千一夜』フランス語訳への挿絵

マルドリュス訳『千夜一夜の書』 
レオン・カレ（1878-1942 年）による 

「シンドバードの第一航海」への挿絵

ラテン語版『動物誌』写本挿絵 , 1235 年
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豊
か
さ
だ
け
で
は
な
い

北
の
海
と
い
え
ば
、
海
の
幸
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。

北
海
道
の
海
産
物
と
い
え
ば
、
カ
ニ
類
、
タ
ラ
、
ホ
ッ
ケ
、

ニ
シ
ン
、
サ
ケ
、
マ
ス
、
ホ
タ
テ
、
そ
し
て
昆
布
な
ど
を
思

い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
栄
養
分
豊
富
な

千
島
海
流
に
洗
わ
れ
る
太
平
洋
沿
岸
で
も
、
冬
に
流
氷
で
覆

わ
れ
る
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
で
も
、
対
馬
海
流
が
届
く
日
本

海
沿
岸
で
も
、
北
海
道
は
ど
こ
に
い
っ
て
も
海
産
物
が
豊
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
北
海
道
の
海
は
そ
の
豊ほ
う
じ
ょ
う穣な
生
産
力
の

み
で
人
び
と
を
ひ
き
つ
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
は

ま
た
人
と
人
、
村
と
村
、
地
域
と
地
域
を
結
び
つ
け
る
交
流

の
道
と
し
て
も
人
び
と
を
ひ
き
つ
け
て
き
た
。

交
流
の
道

ま
ず
、
日
本
列
島
の
南
と
北
を
結
ぶ
道
と
し
て
日
本
海
沿

岸
に
よ
り
そ
う
海
の
道
が
あ
る
。
こ
の
道
は
お
そ
ら
く
縄
文

時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
可
能
で
、
太
平
洋
航
路
が

主
要
幹
線
と
な
る
明
治
時
代
ま
で
、
日
本
の
海
上
輸
送
の
動

脈
だ
っ
た
。
日
本
製
の
土
器
、
陶
磁
器
類
の
ほ
か
、
中
国
製

や
朝
鮮
半
島
製
の
白
磁
や
青
磁
、
あ
る
い
は
銭
な
ど
が
こ
の

ル
ー
ト
で
東
北
や
北
海
道
に
運
ば
れ
、
帰
り
の
船
に
は
昆
布

や
サ
ケ
、
ア
ワ
ビ
、
ナ
マ
コ
な
ど
の
海
産
物
、
ク
ロ
テ
ン
や
シ

カ
の
毛
皮
、
さ
ら
に
北
方
の
珍
品
が
乗
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
日
本
海
の
道
は
北
海
道
を
経
由
し
て
、
樺か
ら
ふ
と太
（
サ
ハ
リ
ン
）

か
ら
大
陸
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
こ
の

ル
ー
ト
で
中
国
製
の
絹
織
物
（
蝦え

ぞ夷
錦に
し
き）
が
盛
ん
に
日
本
に

輸
入
さ
れ
た
。

給
油
停
泊
中
の
漁
船
か
ら
釣
り
糸
を
お
ろ
し
た
だ
け
で

数
百
万
円
の
罰
金
と
は
。
こ
れ
は
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
あ
る

国
が
日
本
漁
船
の
「
違
法
操
業
」
に
く
だ
し
た
制
裁
で
あ
る
。

外
国
漁
船
の
排
他
的
経
済
水
域
へ
の
入
漁
料
に
国
家
財
政
を

依
存
す
る
と
は
い
え
、
船
員
の
さ
さ
や
か
な
楽
し
み
に
ま
で

「
国
際
法
」
を
適
用
す
る
と
は
ま
こ
と
に
せ
こ
い
話
だ
。

首
長
の
才
覚

オ
セ
ア
ニ
ア
の
多
く
の
サ
ン
ゴ
礁
島
で
は
島
の
周
辺
で
の

漁
労
は
自
由
。
し
か
し
、
儀
礼
や
祭さ
い
え
ん宴

で
食
料
を
大
量
消
費

し
た
あ
と
、
首
長
が
半
年
間
の
禁
漁
域
を
も
う
け
る
。
食
料

の
枯
渇
時
に
も
漁
具
や
漁
法
を
制
限
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
特

定
の
漁
場
（
聖
域
）
へ
の
入
漁
も
禁
忌
。
こ
れ
ら
の
禁
を
解

く
日
、
首
長
は
男
た
ち
に
共
同
漁
を
命
じ
、
漁
獲
の
す
べ
て

を
島
民
に
分
配
す
る
。
漁
業
資
源
の
総
量
を
読
み
、
そ
れ
を

う
ま
く
や
り
く
り
す
る
の
が
首
長
の
才
覚
と
責
任
で
あ
る
。

広
い
礁
湖
を
も
つ
環
礁
島
で
は
、
水
路
周
辺
の
好
漁
場
は

首
長
一
族
の
占
有
、
そ
の
ほ
か
の
海
面
は
共
有
に
す
る
。
首

長
の
漁
場
は
多
く
の
漁
獲
が
必
要
な
と
き
に
開
放
。
一
方
、

石
を
Ｖ
字
形
に
並
べ
て
潮
の
干
満
を
利
用
し
て
魚
を
と
る
石い
し

干ひ

見み

の
場
所
は
親
族
集
団
に
割
り
あ
て
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

簗や
な

や
筌う
け

を
仕
掛
け
る
海
底
ま
で
家
族
単
位
に
細
分
す
る
島
も

あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
漁
場
へ
の
侵
犯
者
に
は
漁
獲
物
や

漁
具
の
没
収
な
ど
を
し
き
た
り
と
す
る
。

前
述
の
日
本
漁
船
の
悲
劇
は
、
海
面
所
有
が
親
族
集
団
に

海
洋
資
源
の
や
り
く
り

須す

藤ど
う 

健け
ん
い
ち一

　
国
立
民
族
学
博
物
館
長

一
方
、
太
平
洋
岸
の
道
は
、
外
洋
に
沿
っ
て
い
る
た
め
に

海
が
荒
れ
る
こ
と
が
多
く
、
難
し
い
ル
ー
ト
だ
っ
た
。
こ
と

に
千
島
列
島
沿
い
は
島
と
島
の
あ
い
だ
を
流
れ
る
海
流
が
激

し
く
、
複
雑
な
動
き
を
見
せ
る
た
め
に
、
航
路
の
設
定
が

難
し
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
人
び
と
は
豊
か
な
海
産
物

と
海
の
向
こ
う
の
珍
品
を
求
め
て
海
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
。

樺
太
に
生
ま
れ
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
は
、
北
海
道
の
オ
ホ
ー

ツ
ク
海
沿
岸
か
ら
北
千
島
ま
で
そ
の
足
跡
を
残
し
た
。
北
海

道
で
擦さ
つ
も
ん文
文ぶ
ん
か化
が
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
を
吸
収
す
る
形
で
ア
イ

ヌ
文
化
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
担
い
手
た
ち
も
果
敢
に
千
島

方
面
に
乗
り
出
し
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
ま
で
そ
の
居
住
地

を
広
げ
た
。
彼
ら
は
海
産
物
と
ラ
ッ
コ
の
毛
皮
を
日
本
に
も

た
ら
し
、
鉄
器
や
ガ
ラ
ス
ビ
ー
ズ
を
北
の
世
界
に
広
め
た
。

イ
タ
オ
マ
チ
プ

ア
イ
ヌ
の
人
び
と
は
海
に
こ
ぎ
出
す
た
め
に
、
丸
木
船
を

底
部
に
し
て
、
そ
の
上
に
木
の
板
を
樹
皮
の
ひ
も
で
何
枚
も

綴つ
づ

り
合
わ
せ
た
大
型
の
船
を
作
っ
た
。
そ
れ
は
、「
イ
タ
オ

マ
チ
プ
」（
板
綴
り
船
の
意
）
と
よ
ば
れ
る
。
櫂か
い

を
こ
い
で
進

む
の
が
基
本
だ
が
、
ガ
マ
の
茎
や
葉
を
編
ん
で
作
っ
た
帆
を

か
け
て
帆
走
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
一
九
八
九
年
に
こ
の
イ

タ
オ
マ
チ
プ
が
復
元
さ
れ
、
民
博
に
収
蔵
さ
れ
た
。
そ
れ
は

一
九
九
三
年
に
開
催
さ
れ
た
特
別
展
『
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
―
―

民
族
文
様
か
ら
見
た
ア
イ
ヌ
の
世
界
』
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
展

示
品
と
な
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
一
年
、特
別
展『
千
島
・樺
太・

北
海
道　

ア
イ
ヌ
の
く
ら
し
―
―
ド
イ
ツ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

中
心
に
』
で
再
び
そ
の
姿
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。

分
有
さ
れ
て
い
る
島
で
お
き
た
。
海
の
た
だ
な
か
の
島
と
は

い
え
、海
の
資
源
を
利
用
す
る
慣
行
は
緻
密
で
じ
つ
に
多
様
だ
。

古
来
の
知
恵

ト
ン
ガ
王
国
は
王
が
海
の
所
有
者
。
国
民
は
い
つ
、
ど
こ

で
も
自
由
に
魚
が
と
れ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
七
〇
年
代
か
ら

首
都
へ
の
人
口
集
中
が
、
サ
ン
ゴ
礁
海
域
で
の
乱
獲
を
ま
ね

い
た
。
今
で
は
国
王
は
じ
め
ト
ン
ガ
人
が
大
好
き
な
ボ
ラ
を

輸
入
し
て
い
る
。
魚
価
は
高
く
、
輸
入
マ
ト
ン
肉
が
食
卓
の

主
流
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
は
こ
の
国
の
漁
業
を
三
〇
年
前
か
ら
援
助
し
て
き
た
。

礁
湖
の
魚
類
枯
渇
の
対
策
は
、
小
型
漁
船
に
よ
る
沖
合
底
釣

り
漁
の
推
進
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
民
あ
が
り
の
漁
師
の
漁

業
経
営
は
失
敗
。
次
が
「
養
殖
」
支
援
で
あ
る
。
ボ
ラ
と
シ
ャ

コ
ガ
イ
な
ど
の
養
殖
に
は
莫ば
く
だ
い大

な
経
費
が
か
か
り
、
ト
ン
ガ

自
前
で
は
維
持
で
き
な
い
。
日
本
で
の
漁
業
方
式
を
オ
セ
ア

ニ
ア
の
島
国
に
導
入
し
て
も
う
ま
く
い
く
と
は
限
ら
な
い
。

ハ
ワ
イ
で
は
カ
メ
ハ
メ
ハ
王
朝
時
代
か
ら
養
殖
池
を
造
成

し
、
ボ
ラ
や
サ
バ
ヒ
ー
な
ど
を
蓄
養
し
て
き
た
。
オ
セ
ア
ニ

ア
の
多
く
の
島
に
は
、
養
殖
池
を
つ
く
ら
な
く
て
も
、「
聖
域
」

を
も
う
け
、
漁
法
規
制
や
海
面
を
「
禁
漁
区
」
に
す
る
な
ど
、

魚
を
育
て
蓄
え
る
伝
統
が
あ
る
。
近
代
的
な
「
養
殖
技
術
」

に
頼
ら
な
く
て
も
、
古
来
の
海
の
資
源
に
ま
つ
わ
る
知
識
と

手
法
は
、
今
な
お
「
資
源
の
や
り
く
り
」
を
教
え
て
く
れ
る

は
ず
で
あ
る
。

豊
穣
の
海
と
交
流
の
道
―
ア
イ
ヌ
の
船
と
航
海

佐さ

さ

き

々
木 
史し

郎ろ
う

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

200 年前のイタオマチプの姿（『蝦夷生計図説』より部分　東京大学総合研究博物館 所蔵）礁湖の追い込み猟（ミクロネシア連邦チューク州、１９８３年）日本人専門家の指導によるシャコガイの養殖事業（トンガ、１９９２年）
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地
球
上
に
は
約
八
五
種
類
の
ク
ジ
ラ
が
生
息
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
体
長
が
四
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
も
の
は
イ
ル

カ
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
人
類
の
イ
ル
カ
漁
の
起
源
は
数
千
年

前
に
さ
か
の
ぼ
り
、
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
型
ク
ジ
ラ
類
の

捕
獲
は
一
〇
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
。
人
類
は
こ
れ
ま

で
ク
ジ
ラ
を
海
の
幸
の
ひ
と
つ
と
し
て
食
料
や
燃
料
、
産
業

用
資
源
に
利
用
し
て
き
た
。

先
行
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
こ
ろ
が
、
欧
米
諸
国
が
商
業
捕
鯨
か
ら
撤
退
し
た

一
九
六
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
ク
ジ
ラ
の
保
護
を
主
張
す
る
国
が

増
加
し
始
め
、一
九
七
二
年
の
国
連
人
間
環
境
会
議
で
は
「
ク

ジ
ラ
を
救
え
ず
に
環
境
は
守
れ
な
い
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

の
も
と
ク
ジ
ラ
の
保
護
が
主
張
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
八
二

年
、
国
際
捕
鯨
委
員
会
（
以
下
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
）
は
シ
ロ
ナ
ガ
ス

ク
ジ
ラ
な
ど
一
三
種
類
の
大
型
ク
ジ
ラ
の
商
業
捕
鯨
の
一
時

的
停
止
を
決
定
し
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。

現
在
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
が
認
可
し
て
い
る
捕
鯨
は
、
ア
ラ
ス
カ
な

ど
に
お
け
る
先
住
民
生
存
捕
鯨
、
日
本
の
調
査
捕
鯨
、
商

業
捕
鯨
の
一
時
的
停
止
へ
の
異
議
申
し
立
て
に
基
づ
く
ノ
ル

ウ
ェ
ー
ら
の
捕
鯨
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
に
加
盟

し
て
い
な
い
カ
ナ
ダ
な
ど
の
国
々
は
大
型
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
を

お
こ
な
っ
て
い
る
し
、
イ
ル
カ
漁
は
各
国
の
管
理
に
任
さ
れ

て
い
る
。
捕
鯨
を
め
ぐ
る
現
在
の
問
題
は
、
ク
ジ
ラ
を
適
切

に
管
理
し
、
持
続
可
能
な
捕
鯨
を
め
ざ
す
べ
き
Ｉ
Ｗ
Ｃ
が
機

管
理
し
活
用
す
る

海
を
統
治
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
永
遠
の
課
題
で
あ

る
。
海
洋
統
治
と
い
う
と「
制
海
権
」を
連
想
す
る
が
、そ
れ
は
、

軍
事
的
に
他
国
よ
り
優
位
に
立
つ
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
海

を
管
理
し
活
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
海
洋
資
源
開
発
や
漁
業

の
技
術
革
新
が
進
み
、
海
洋
統
治
は
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

中
国
は
、
二
〇
一
一
年
の
全
国
人
民
代
表
大
会
に
お
い
て

海
洋
強
国
に
向
け
た
活
動
の
推
進
を
掲
げ
、
海
洋
資
源
の
確

保
、
水
産
物
の
獲
得
を
目
指
す
方
針
を
示
し
実
力
行
使
に
動

き
出
し
た
。
二
〇
一
〇
年
九
月
に
尖せ
ん
か
く閣
諸
島
周
辺
海
域
に
お

い
て
中
国
漁
船
が
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
衝
突
し
た
事
件

は
記
憶
に
新
し
い
。
そ
の
他
、
中
国
の
海
洋
観
測
船
は
頻
繁

に
日
本
の
排
他
的
経
済
水
域
内
に
お
い
て
無
許
可
で
調
査
活

動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
と
隣
接
す
る
海
域
に
お
い
て
も
紛
争
が

あ
る
。
二
〇
一
一
年
五
月
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
漁
船
に
対
し
中
国

の
警
備
艇
が
発
砲
す
る
事
件
が
起
き
た
。

島
を
拠
点
に

海
洋
統
治
の
概
念
は
、
日
本
の
中
世
に
活
動
し
た
水
軍
に

も
見
ら
れ
る
。
瀬
戸
内
海
に
基
盤
を
置
い
た
村
上
水
軍
で
あ
る
。

海
軍
力
を
背
景
に
海
上
交
通
を
掌
握
し
、
一
種
の
徴
税
と
ひ
き
か

え
に
海
上
で
の
安
全
を
保
障
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
海
洋
利
権
に

能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
十
分
な

生
息
数
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
で
さ
え
商
業
捕

鯨
再
開
の
め
ど
が
た
っ
て
い
な
い
。

苦
境
に
立
つ
捕
鯨

日
本
で
は
調
査
捕
鯨
以
外
に
、
小
型
鯨
類
を
対
象
と
し
た

沿
岸
捕
鯨
や
イ
ル
カ
漁
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
鯨
肉
の
流

通
量
が
少
な
い
う
え
に
、
価
格
が
高
い
た
め
、
鯨
料
理
は
日

常
食
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
捕
鯨
に
反
対
す

る
者
や
鯨
肉
を
食
べ
な
い
若
者
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
さ
ら

に
、
捕
鯨
に
必
要
な
砲
手
や
解
体
作
業
員
ら
の
特
殊
技
能
の

継
承
も
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
捕
鯨
は

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
に
追
い
打
ち
を
か

け
て
い
る
の
が
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
イ
ル
カ
漁
や

捕
鯨
が
盛
ん
で
あ
っ
た
鮎
川
な
ど
の
三
陸
漁
村
が
崩
壊
し
た

こ
と
や
、
ク
ジ
ラ
を
環
境
保
護
の
シ
ン
ボ
ル
に
掲
げ
る
国
際

環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
反
捕
鯨
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
妨
害
活
動
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
日
本
の
捕
鯨
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
と

予
測
さ
れ
る
。

海
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
わ
れ
わ
れ
に
生
活
の
糧
を
提
供

し
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
海
の
幸
と
し
て
の
ク

ジ
ラ
と
わ
れ
わ
れ
の
関
係
は
急
速
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
現

在
、
日
本
の
捕
鯨
は
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
立
場
か
ら
捕
鯨
の
将
来
を
議
論
し
、
振
興
策
を
実
施
す

る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

よ
る
領
地
運
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
拠
点
と
な
っ
た

の
が
、
来く
る
し
ま島

や
能の
し
ま島

な
ど
の
島
に
築
か
れ
た
「
海
城
」
だ
っ
た
。

人
が
生
き
て
こ
そ

国
連
海
洋
法
条
約
で
は
、
沿
岸
か
ら
一
二
海
里
ま
で
の
領

海
と
二
〇
〇
海
里
ま
で
の
排
他
的
経
済
水
域
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
海
域
で
は
、
漁
業
管
轄
権
や
海
底
資
源
の
開
発

権
な
ど
の
経
済
的
な
権
益
が
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の

海
域
を
広
く
す
る
た
め
に
は
、
離
島
を
領
土
と
し
て
も
つ
こ

と
が
有
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
条
約
の
規
定
で
は
、
島
を

拠
点
と
し
て
排
他
的
経
済
水
域
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
島

に
人
が
居
住
す
る
か
恒
常
的
な
経
済
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と

が
必
要
と
な
る
。
人
が
生
き
て
こ
そ
島
の
意
義
が
あ
り
、
人

類
の
財
産
で
あ
る
海
を
統
治
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
海
洋
に
お
け
る
国
境
紛
争
を
回
避
す
る
た
め

に
は
、
島
に
お
け
る
人
び
と
の
生
活
を
安
全
に
し
、
か
つ
充

実
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
だ
。

二
〇
一
一
年
六
月
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
ア
ジ
ア

海
上
安
全
保
障
会
議
に
お
い
て
は
、
中
国
の
南
シ
ナ
海
進
出

が
焦
点
と
な
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
連
携
し
た
対
抗
措
置
が
求

め
ら
れ
た
。
武
力
紛
争
へ
の
進
展
を
避
け
る
た
め
に
国
際
的

な
枠
組
み
に
お
い
て
海
洋
統
治
を
考
え
る
必
要
が
生
じ
て
い

る
。「
海
は
人
類
共
通
の
財
産
」
と
い
う
国
連
海
洋
法
条
約
の

理
念
の
も
と
、
国
際
協
力
体
制
を
構
築
す
べ
き
だ
。

遠
ざ
か
る
ク
ジ
ラ

岸き
し
が
み上 
伸の

ぶ
ひ
ろ啓

　
民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

海
洋
統
治
と「
島
」

山や
ま

田だ 

吉よ
し
ひ
こ彦

　
東
海
大
学
教
授

イヌイットによるホッキョククジラ猟　（カナダ国ウンガヴァ湾、2009 年）
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現
代
の
ゴ
ン
グ
文
化
を
映
像
で
と
ら
え
る

梅
田
英
春
氏
（
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
）
は
、

こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
、
伝
統
的
な
文
脈
を
超

え
た
と
こ
ろ
で
、
ゴ
ン
グ
文
化
の
現
在
を
映
像
で

記
録
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
論
じ
た
。
伝
統
的
な

ゴ
ン
グ
演
奏
の
み
を
撮
影
し
て
も
、
現
代
の
ゴ
ン

グ
文
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
は
記
録
で
き
な
い
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
提
示
さ
れ
た
多
様
な
視

点
を
反
映
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ゴ
ン
グ
文
化
の
動

態
を
記
録
す
る
映
像
を
制
作
す
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。
一
本
の
映
像
作
品
の
提
示
だ
け
で
、
そ

れ
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
多
様

な
映
像
素
材
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
ゴ
ン
グ
文
化
の

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な

映
像
提
供
の
方
法
を
模
索
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
多
く
の

人
が
、
ひ
と
つ
の
映
像
か
ら
、
い
か
に
異
な
る
も

の
を
引
き
出
す
か
を
経
験
し
た
。
映
像
を
触
媒
と

し
た
意
見
と
情
報
の
交
換
は
、
意
外
な
発
見
の
場

と
な
る
。
わ
た
し
た
ち
は
映
像
を
触
媒
と
し
て
、

多
く
の
人
び
と
が
ゴ
ン
グ
に
つ
い
て
の
意
見
や
情

報
を
交
換
す
る
場
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
え
た
知
見

を
蓄
積
し
て
い
く
試
み
も
同
時
に
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

ゴ
ン
グ
文
化
を
と
ら
え
る
視
点

東
南
ア
ジ
ア
の
ゴ
ン
グ
音
楽
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て

き
た
。
民
博
に
お
い
て
も
、
二
〇
一
〇
年
三
月
に

新
し
く
な
っ
た
音
楽
展
示
に
お
い
て
、
東
南
ア
ジ

ア
の
ゴ
ン
グ
を
テ
ー
マ
と
し
た
セ
ク
シ
ョ
ン
を
も
う

け
た
。
そ
こ
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
平
ゴ
ン
グ
の
ア

ン
サ
ン
ブ
ル
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
こ
ぶ
つ
き
ゴ
ン
グ
と

平
ゴ
ン
グ
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ク
リ

ン
タ
ン
（
写
真
参
照
）、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
大
規
模
な

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
ピ
ン
・
ピ
ア
ッ
ト
、
そ
し
て
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
大
規
模
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
ガ
ム
ラ
ン
を

展
示
し
て
い
る
。
こ
の
展
示
の
準
備
の
た
め
に
各

地
に
お
い
て
映
像
記
録
の
作
成
を
お
こ
な
い
、
そ

れ
ら
の
映
像
の
一
部
も
展
示
場
で
公
開
し
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に

東
南
ア
ジ
ア
の
ゴ
ン
グ
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る

た
め
の
映
像
の
制
作
を
目
指
し
て
い
る
。
今
回
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
東
南
ア
ジ
ア
音
楽
研
究
の
専

門
家
を
集
め
て
、
今
後
の
ゴ
ン
グ
文
化
の
映
像
記

録
へ
の
視
点
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催
し

た
。
あ
ら
た
に
作
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
映
像
記

録
は
、
個
々
の
地
域
の
ゴ
ン
グ
文
化
の
記
録
の
空

白
を
埋
め
な
が
ら
、
相
互
の
関
連
を
探
り
、
さ
ら

に
現
代
に
お
け
る
ゴ
ン
グ
文
化
の
展
開
を
探
ろ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ゴ
ン
グ
研
究
の
広
が
り

か
つ
て
ゴ
ン
グ
音
楽
の
研
究
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
ガ
ム
ラ
ン
や
タ
イ
の
ピ
ー
パ
ー
ト
な
ど
、
お

も
に
王
権
と
結
び
つ
い
て
発
達
し
て
き
た
大
規
模

な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
各
地
の
少
数
民
族
の
ゴ
ン
グ
・
ア

ン
サ
ン
ブ
ル
な
ど
も
徐
々
に
調
査
研
究
が
進
み
つ

つ
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
長
年
ベ
ト
ナ
ム

音
楽
を
研
究
し
て
き
た
フ
ォ
ン
・
グ
エ
ン
氏
に
よ

り
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
高
原
の
少
数
民
族
に
み
ら
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
ゴ
ン
グ
合
奏
が
、
写
真
や
録
音
、

映
像
を
も
ち
い
て
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
柳
沢
英
輔

氏
（
青
山
学
院
大
学
）
は
同
じ
く
ベ
ト
ナ
ム
中
部

高
原
の
ジ
ャ
ラ
イ
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
の
儀
礼
に

お
け
る
ゴ
ン
グ
演
奏
と
ゴ
ン
グ
調
律
師
の
技
を
取

り
上
げ
、
自
身
が
制
作
し
た
映
像
作
品
の
上
映

も
お
こ
な
っ
た
。

近
年
発
展
し
つ
つ
あ
る
音
楽
考
古
学
の
分
野
で

研
究
を
つ
づ
け
る
ア
ル
セ
ニ
オ
・
ニ
コ
ラ
ス
氏
は
、

難
破
船
か
ら
発
見
さ
れ
た
ゴ
ン
グ
な
ど
か
ら
、
一

〇
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
交
易
品
と
し
て

流
通
し
た
ゴ
ン
グ
の
変
遷
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ

う
し
た
視
点
か
ら
見
る
と
、
東
南
ア
ジ
ア
の
各
地

の
ゴ
ン
グ
文
化
は
、
常
に
地
域
間
の
交
渉
の
な
か

で
発
展
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ゴ
ン
グ
文
化
の
現
在

一
方
、
ゴ
ン
グ
文
化
は
、
現
代
に
お
い
て
も
な

お
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ゴ
ン
グ
製
造
に
つ
い
て
、
ゴ
ン
グ
工
房
が
失
わ
れ

て
い
く
危
惧
が
示
さ
れ
る
一
方
で
、
集
約
化
と

大
規
模
化
も
み
ら
れ
る
。
バ
リ
の
ゴ
ン
グ
職
人

の
家
系
を
ひ
く
研
究
者
イ
・
マ
デ
・
カ
ル
タ
ワ
ン

氏
に
よ
れ
ば
、
バ
リ
島
で
は
、
ガ
ム
ラ
ン
の
楽
器

す
べ
て
を
製
造
で
き
る
工
房
は
減
る
一
方
で
、
地

域
の
好
み
に
合
わ
せ
て
小
規
模
に
楽
器
の
製
作

や
調
律
を
お
こ
な
う
職
人
は
増
え
て
い
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
ゴ
ン
グ
を
流
通
さ
せ
る
楽
器
商

の
出
現
が
あ
る
。
彼
ら
は
、
ジ
ャ
ワ
島
の
大
規

模
な
楽
器
工
房
か
ら
、
よ
り
安
価
で
質
の
良
い

ゴ
ン
グ
を
買
い
取
り
、
バ
リ
島
各
地
に
流
通
さ

せ
て
い
る
。

他
方
、
ゴ
ン
グ
音
楽
は
、
東
南
ア
ジ
ア
以
外
の

地
域
へ
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
民
博
の
寺
田
𠮷
孝

氏
は
そ
う
し
た
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
系
ア
メ
リ
カ
人
の
あ
い
だ
で
の
ク
リ
ン
タ
ン
音

楽
の
広
が
り
を
報
告
し
た
。
ク
リ
ン
タ
ン
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
の
移
民
社
会
に
お
い
て
共
通
の

文
化
遺
産
と
し
て
み
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
北
米
に

お
け
る
こ
う
し
た
独
自
の
展
開
は
、
お
そ
ら
く

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
ク
リ
ン
タ
ン
に
も
逆
に
影

響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

東
南
ア
ジ
ア
地
域
内
に
お
い
て
も
、
多
様
な
ゴ

ン
グ
文
化
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
芸
術
教
育
財
団
の
エ
ン
ド
・
ス
ア

ン
ダ
氏
は
、
ゴ
ン
グ
を
題
材
の
ひ
と
つ
と
し
て
取

り
上
げ
た
、
芸
術
に
お
け
る
多
文
化
教
育
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
東
南
ア
ジ
ア
は
、

多
く
の
民
族
か
ら
な
る
社
会
で
あ
る
が
、
芸
術
教

育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
適
切
に
反

映
し
て
い
な
い
。
報
告
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、

多
文
化
を
前
提
と
し
て
、
自
ら
の
文
化
伝
統
を
再

発
見
す
る
こ
と
を
手
伝
う
実
践
的
教
育
プ
ロ
グ
ラ

ム
と
し
て
興
味
深
い
も
の
だ
っ
た
。

対象を記録し分析するばかりでなく、人と情報を結びつける映像。
映像を介した意見と情報の交換は、対象への理解をうながし、あらたな発見を見出す機会をもあたえてくれるだろう。
今回のシンポジウムでは、東南アジアのゴング文化を論じるとともに、映像記録の可能性について意見をかわした。

福
ふ く お か

岡 正
しょう

太
た

民博 文化資源研究センター

クリンタン（タラカ、フィリピン、2008年　撮影・寺田𠮷孝）

王宮に伝わるゴングを磨く（チルボン、インドネシア、2009年
ムハンマド生誕祭にて）

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
連
携
研
究

「
人
間
文
化
資
源
」
の
総
合
的
研
究
に
お
け
る
「
映
像
に
よ
る

芸
能
の
民
族
誌
の
人
間
文
化
資
源
的
活
用
」
班
の
研
究
活
動

の
一
環
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
四
日
と
一
五
日
の
二
日

間
、
国
立
民
族
学
博
物
館
第
四
セ
ミ
ナ
ー
室
に
て
開
催
し
た
。

国際シンポジウム 

東南アジアにおけるゴングの映像民族誌
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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

◆
研
究
公
演

「
マ
オ
リ
の
伝
統
芸
能
カ
パ
ハ
カ
」

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

　
※
参
加
申
込
は
締
め
切
り
ま
し
た
。

②
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
「
テ
・
ア
ラ
・
マ
オ
リ
―
マ
オ
リ
の
道
」

ナ
・
ハ
オ
・
エ
・
フ
ァ
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
マ
オ
リ
語
の
あ
い
さ
つ
や

フ
レ
ー
ズ
、
カ
パ
ハ
カ
の
基
本
的
な
型
や
動
き
を

覚
え
ま
す
。

　

日
時　

8
月
7
日
︵
日
︶
10
時
30
分
～
11
時
30
分

 

13
時
30
分
～
14
時
30
分

　

場
所　

玄
関
前
広
場
、

雨
天
時
本
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

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
4
0
0
回　

9
月
17
日︵
土
︶

【
第
4
0
0
回
記
念
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
】

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
移
民

講
師　
伊い

よ豫
谷た

に

登と

し

お
士
翁 ︵
一
橋
大
学　

特
任
教
授
︶

　
　
　
須
藤
健
一 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館
長
︶

戦
後
の
移
民
は
2
億
人
と
い

わ
れ
ま
す
。
異
文
化
の
な
か

で
心
地
よ
い
居
場
所
を
さ
が

し
、
新
た
な
人
間
関
係
を
き

ず
い
て
生
活
す
る
移
民
の
前

途
は
多
難
で
す
。
人
は
何
を

求
め
、
ど
ん
な
希
望
を
胸
に

国
境
を
越
え
る
の
か
。
移
動

が
あ
た
り
ま
え
の
今
日
、
移

民
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

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

オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
あ
わ
せ
て
、海
図︵
ス

テ
ィ
ッ
ク
・
チ
ャ
ー
ト
︶Т
シ
ャ
ツ
の
色
、サ
イ
ズ
が
増
え
ま
し
た
。

デ
ザ
イ
ン
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
の
航
海
訓
練
で
用
い
ら
れ
た
、

ヤ
シ
の
葉
柄
と
貝
殻
で
つ
く
ら
れ
た
﹁
海
図
﹂
が
モ
チ
ー
フ
で

す
。
も
と
の
海
図
は
コ
コ
ヤ
シ
の
葉
柄
と
貝
殻
を
用
い
て
つ
く

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
海
の
う
ね
り
の
方
向
と
島
々
の
位
置

を
示
し
て
い
ま
す
。

※
参
加
無
料
、
要
申
込
︵
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
及
び
申
し
込
み
方
法
に
つ
い

て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

み
ん
ぱ
く
夏
休
み
こ
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
撮
っ
て
、切
っ
て
、貼
っ
て
、作
ろ
う
！ 

自
分
発
の

メ
デ
ィ
ア
世
界
！
」

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
展
示
場
で
写
真
を
と
っ
て
、
そ

れ
ら
を
加
工
し
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
世
界
の
人

び
と
の
生
活
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

日
時　

8
月
8
日
︵
月
︶
10
時
30
分
～
16
時

　
　
　
︵
受
付
10
時
よ
り
︶

会
場　
本
館
展
示
場
及
び
本
館
展
示
場
内
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

材
料
費　

実
費
5
0
0
円

持
ち
物　

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

対
象　

小
学
生
以
上

　
　
　
︵
小
学
生
未
満
は
保
護
者
同
伴
で
参
加
可
︶

※
定
員
12
名
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

申
し
込
み
方
法
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

み
ん
ぱ
く
秋
の
遠
足
・
校
外
学
習　

事
前
見
学
＆
ガ
イ

ダ
ン
ス

秋
の
遠
足
・
校
外
学
習
に
む
け
て
事
前
見
学
に
来
館

さ
れ
る
学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し
た
ガ
イ

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
9
回　

9
月
3
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
か
た
る
】

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
。

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
。

※
講
演
会
終
了
後
、
特
別
展
見
学
会
が
あ
り
ま
す
。

東
京
講
演
会

第
99
回　

9
月
24
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
特
別
展「
千
島
・
樺
太
・
北
海
道 

ア
イ
ヌ
の
く
ら
し
」関
連
】

ア
イ
ヌ
文
化
へ
の
憧あ

こ
が
れ憬

講
師　
佐
々
木
史
郎
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

19
～
20
世
紀
に
か
け
て
ド
イ
ツ
と
日
本
の
人
類
学
者
は
ア
イ
ヌ

文
化
に
強
い
関
心
を
示
し
、
積
極
的
に
資
料
を
収
集
し
ま
し
た
。

人
間
の
理
想
郷
を
求
め
る
ド
イ
ツ
と
コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル
論
争
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
自
ら
の
ル
ー
ツ
を
さ
ぐ
る
日
本
。
そ
れ
ぞ
れ
の

思
惑
は
収
集
資
料
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。
時
代
背
景
も
よ
み

と
き
な
が
ら
お
話
し
ま
す
。

会
場　

江
戸
東
京
博
物
館 

学
習
室

定
員　

70
名
︵
要
申
込
︶

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

「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」

日
時　

8
月
21
日
︵
日
︶　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

︵
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

◆
展
示
場
ク
イ
ズ

「
み
ん
ぱ
Ｑ　
オ
セ
ア
ニ
ア
編
」

期
間　

8
月
1
日
︵
月
︶
～
8
月
21
日
︵
日
︶

場
所　

オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
場

※
要
観
覧
料
、
申
込
不
要

◆
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

左
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
期
間
中
は
、
特
別
シ
リ
ー
ズ
と
し
て

オ
セ
ア
ニ
ア
に
ま
つ
わ
る
お
話
を
お
届
け
し
ま
す
。

詳
細
は
本
誌
24
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

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

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
」

み
ん
ぱ
く
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
、
学
校
教

員
を
中
心
に
、
博
学
連
携
の
意
義
や
可
能
性
に
つ
い

て
考
え
ま
す
。

実
施
日　

8
月
5
日
︵
金
︶

時
間　

10
時
20
分
～
17
時
︵
受
付
10
時
よ
り
︶

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

①
民
博
の
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
利
用
し
た

授
業
づ
く
り 

②
仮
面
を
つ
く
っ
て
語
っ
て
異
文
化
理
解 

③
歌
と
踊
り
で
語
り
つ
ぐ
南
の
島
の
物
語

④
自
分
の
希
望
を
叶
え
る
エ
ケ
コ
人
形 

⑤
こ
と
ば
で
﹁
世
界
﹂
を
み
て
み
よ
う 

⑥﹁
見
方
﹂
を
開
発
―
イ
ン
ド
の
染
織
資
料
が
見

え
て
く
る
！

海
図
オ
リ
ジ
ナ
ル
Т
シ
ャ
ツ

全 6色 ＜ブラック・杢グレー・バイオレット・ケリーグリーン・ベビーピンク・オーシャンブルー＞
各 S・M・Lサイズ　※XLとキッズサイズはブラックのみ
定価 2,100円（税込）

ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。生
ま
れ
変
わ
っ
た
オ
セ
ア

ニ
ア
・
ア
メ
リ
カ
展
示
に
つ
い
て
も
研
究
者
が
展
示

場
で
説
明
し
ま
す
。

実
施
日　

8
月
30
日
︵
火
︶

9
月
1
日
︵
木
︶

9
月
2
日
︵
金
︶

時
間　

14
時
～
17
時

場
所　

第
５
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

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

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
参
加
申
込
書
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
、必
要
事
項
を
記
入
の
上
、F
A
X
に
て

お
送
り
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

広
報
企
画
室　

広
報
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
5
6
0

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
。

毎
日
新
聞
夕
刊
連
載「
旅
・
い
ろ
い
ろ
地
球
人
」

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
の
エ
ッ
セ
イ
が
毎
週
木
曜

日
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

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

（
土
・
日
・
祝
を
除
く
）
で
す
。

刊行物紹介

■梅棹忠夫 監修、比較文明学会関西支部編、
中牧弘允 責任編集
『地球時代の文明学2』
京都通信社　定価：2,500円

現代への文明学的視角
として、国際通貨供給シ
ステムとジャワの原子力
発電所についての論考
が注目される。前者はア
メリカ・ドルの暴落を予
測し、後者はイスラムの
指導者が表明する原発
への憂慮を明らかにして
いる。

■竹沢尚一郎 編著
『移民のヨーロッパ―国際比較の視点から』
明石書店　定価：3,990円

世界では総人口の３％、
２億２千万人が国外で暮
らしている。移民現象を
理解することは、現代世
界を理解するための一
歩といえる。ヨーロッパ
の移民問題を論じた八論
文に、東アジアに関する
二論文からなる本論文
集は、移民問題への格好
の入口である。

海図モチーフ
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「
物
語
」と
し
て
語
り
継
ぐ

　

自
然
災
害
の
大
き
さ
や
様
相
を
決
め

る
の
は
、自
然
現
象
の
力
だ
け
で
は
な

く
、歴
史
の
な
か
で
作
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
社
会
の
あ
り
方
や
人
び
と
の
暮
ら

し
方
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
。そ
れ
を

身
近
に
お
き
た
災
害
で
、わ
か
り
や
す

く
展
示
し
て
い
る
の
が
、ル
イ
ジ
ア
ナ

州
立
博
物
館（
以
下
、ル
イ
ジ
ア
ナ
博
物

館
）の「
ハ
リ
ケ
ー
ン
と
共
に
生
き
る

―
カ
ト
リ
ー
ナ
、そ
し
て
こ
れ
か
ら
」

で
あ
る
。二
〇
一
〇
年
一
〇
月
末
に
常

設
展
示
の
一
部
と
し
て
あ
ら
た
に
加

わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

過
去
の
災
害
を
正
確
に
後
世
に
伝
え

る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、そ
れ

を
ど
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
て
、い
か

な
る「
物
語
」と
し
て
語
り
継
ぐ
か
が
難

し
い
。博
物
館
展
示
で
そ
の
実
践
例
を

示
し
た
の
が
、「
ハ
リ
ケ
ー
ン
と
共
に
生

き
る
」展
で
あ
る
。二
〇
一
〇
年
三
月
、

神
戸
で
開
催
さ
れ
た「
世
界
災
害
語
り

継
ぎ
フ
ォ
ー
ラ
ム
」で
、同
博
物
館
に
勤

務
す
る
歴
史
学
者
、カ
レ
ン
・
リ
ー
ゼ

ム
さ
ん
か
ら
、ま
だ
準
備
中
の
展
示
の

話
を
聞
い
て
以
来
、ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ

を
訪
れ
る
際
の
あ
ら
た
な
楽
し
み
と

な
っ
て
い
た
の
が
、今
年
の
三
月
初
旬

に
実
現
し
た
。奇
し
く
も
東
日
本
大
震

災
発
生
の
数
日
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
事
者
の
声
も
展
示
す
る

　

ま
ず
博
物
館
前
に
は
、約
四
〇
〇
人

を
救
出
し
た
ボ
ー
ト
が
置
か
れ
、モ
ニ

タ
ー
で
流
さ
れ
る
災
害
時
の
映
像
と
と

も
に
道
行
く
人
び
と
の
足
を
止
め
さ
せ

る
。エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
入
る
と
、

そ
こ
に
は
ロ
ッ
ク
歌
手′
フ
ァ
ッ
ツ′

ド

ミ
ノ
の
被
災
し
た
ピ
ア
ノ
が
置
か
れ
て

い
る
。
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
と
い
え
ば

ジ
ャ
ズ
を
は
じ
め
と
し
た
音
楽
の
街
。

こ
の
ピ
ア
ノ
は
、ま
さ
に
ニ
ュ
ー
オ
リ

ン
ズ
の
被
災
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

湿
地
帯
に
立
地
し
た
都
市
と
ハ
リ

ケ
ー
ン
や
洪
水
災
害
の
歴
史
か
ら
展
示

は
始
ま
り
、カ
ト
リ
ー
ナ
襲
来
時
の

ニ
ュ
ー
ス
映
像
を
上
映
す
る
シ
ア
タ
ー

へ
と
続
く
。「
こ
れ
っ
て
ア
メ
リ
カ
？
」

の
部
屋
は
被
災
者
や
救
援
者
、報
道
者

た
ち
に
よ
る
自
ら
の
体
験
の
語
り
や
、

救
援
物
資
や
逃
げ
遅
れ
た
人
び
と
を
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
で
釣
り
上
げ
て
救
出
し
た

と
き
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
と
共
に
、避

難
手
段
が
な
い
ま
ま
取
り
残
さ
れ
た
一

人命救助に使用されたボート救助を待つあいだに綴られた「壁日記」

自然の影響のみならず、人間の作り出した社会や文化のありように目を向けずには、
今や災害をかたることができない時代となった。
記憶を正確に次世代へと伝える役割をになう博物館に、今できることは何なのか。
災害の背景にある人の自然へのかかわり方、影響するさまざまな事象を
多角的な視点で紹介する博物館をとりあげる。

林
はやし

 勲
いさ

男
お

 民博 民族社会研究部

ハリケーンを展示する
ルイジアナ州立博物館
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人
の
男
性
が
ア
パ
ー
ト
の
壁
に
綴つ

づ

り
続

け
た「
壁
日
記
」も
実
物
が
展
示
さ
れ
て

い
る
。被
災
遺
物
を
展
示
す
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、災
害
対
応
に
あ
た
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
の
人
び
と
を
取
り
上
げ
、

彼
ら
の
活
動
や
肉
声
、メ
ッ
セ
ー
ジ
を

紹
介
す
る
こ
と
で
、災
害
の
多
様
性
、複

雑
性
を
示
し
て
い
る
。ル
イ
ジ
ア
ナ
博

物
館
は
、こ
の
展
示
の
た
め
の
遺
物
や

情
報
の
収
集
を
、メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て

広
く
呼
び
か
け
な
が
ら
、災
害
発
生
後

ひ
と
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
開
始
し
た

と
い
う
。

自
然
の
脅
威
と
共
生
す
る
た
め
に

　

次
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、カ
ト

リ
ー
ナ
の
襲
来
が
大
災
害
と
な
っ
た
背

景
に
つ
い
て
、環
境
・
開
発
・
地
理
・

防
災
・
対
応
な
ど
に
注
目
し
な
が
ら
解

説
し
て
い
る
。原
因
と
結
果
の
単
純
な

図
式
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、災
害

と
い
う
出
来
事
の
背
景
を
な
す
さ
ま
ざ

ま
な
事
象
の
関
係
構
造
を
明
ら
か
に
し

て
お
り
、情
報
の
豊
か
さ
と
い
う
点
に

加
え
て
、確
た
る
分
析
の
視
座
を
示
し

て
い
る
。ま
た
、地
球
温
暖
化
の
影
響
で

海
水
温
度
が
上
昇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

ロック歌手‘ファッツ’ ドミ
ノの被災したピアノ

救出されたテディ・ベア
（所有者からの寄贈）

右の情報の解説 捜索を終えた住宅の外壁に書かれた情報。建物内の生存者・
死者数、レスキュー隊が捜索を終えた日時などが記されている。

熱
帯
低
気
圧
が
成
長
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
示
し
た
う
え
で
、カ
ト
リ
ー
ナ
が
巨

大
化
し
て
い
っ
た
過
程
や
、堤
防
決
壊

に
よ
っ
て
都
市
が
浸
水
し
て
い
く
様
子

を
イ
ラ
ス
ト
で
説
明
し
た
り
、襲
来
の

事
前
と
事
後
の
政
府
に
よ
る
対
応
の
失

敗
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。そ
し
て

最
後
の
展
示
室
で
は
、一
人
ひ
と
り
が

災
害
に
よ
る
生
活
へ
の
影
響
に
つ
い
て

考
え
、そ
れ
ぞ
れ
が
で
き
る
防
災
・
減

災
対
策
を
と
る
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え

か
け
て
い
る
。

　

こ
の
展
示
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う

に
、ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
川
河
岸
に
発
展
し

た
都
市
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
が
、過
去
約

三
〇
〇
年
に
渡
っ
て
繰
り
返
し
経
験
し

た
自
然
災
害
に
よ
る
ダ
メ
ー
ジ
や
都
市

機
能
・
住
民
生
活
の
再
建
の
歴
史
を
紹

介
し
、そ
し
て
こ
う
し
た
自
然
の
脅
威

と
の
共
生
の
た
め
に
は
、未
来
を
見
据

え
て
防
災
・
減
災
や
環
境
問
題
へ
の
対

応
に
取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性
を
、入

館
者
一
人
ひ
と
り
に
訴
え
か
け
る
展
示

と
な
っ
て
い
る
。
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コミュニティーが支える子どもたちの
将来—ラテン系移民の子どもたちの学習支援

塚
つ か は ら

原 信
の ぶ ゆ き

行
京都大学准教授

国籍、言語、文化背景の異なるさまざまな人が生活する愛知県豊川市。
ここでは、異文化を生きる子どもたちが、日本社会のなかで十全な人格形成と教育上の発達を果たせるよう、
またルーツとなる文化を継承できるよう、親自らが主体となって支援するさまざまな教育プログラムがおこなわれている。

学
習
支
援
活
動
の
始
ま
り

豊
川
稲
荷
で
知
ら
れ
る
愛
知
県
豊と

よ
か
わ川

市
は
、
約
一
八
万
の

人
口
に
対
し
て
五
六
〇
〇
人
程
度
の
外
国
人
が
登
録
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
は
市
人
口
の
お
よ
そ
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る

（
と
も
に
二
〇
一
一
年
五
月
現
在
）。
登
録
全
体
の
約
半
数
を

ブ
ラ
ジ
ル
籍
が
占
め
、
こ
れ
に
韓
国
・
朝
鮮
籍
、
中
国
籍
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
籍
、
ペ
ル
ー
籍
の
人
び
と
が
続
く
。

近
隣
の
豊と

よ

田た

市
や
豊と

よ
は
し橋
市
と
同
様
、
市
内
小
中
学
校
に
は

相
当
数
の
外
国
人
児
童
生
徒
が
在
籍
し
て
お
り
、
そ
の
多
く

は
日
本
語
と
異
な
る
言
語
を
家
庭
言
語
と
す
る
だ
け
で
な
く
、

異
文
化
も
背
負
い
な
が
ら
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
複
数

の
言
語
や
文
化
に
ま
た
が
っ
た
環
境
で
成
長
す
る
子
ど
も
た

ち
に
は
多
面
的
な
支
援
が
必
要
で
あ
り
、
豊
川
市
で
も
、
セ

ン
タ
ー
校
設
置
や
外
国
人
児
童
生
徒
担
当
教
員
お
よ
び
指
導

助
手
の
配
置
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
（
現
在
は
セ
ン
タ
ー
校

に
替
え
て
四
つ
の
拠
点
校
が
設
け
ら
れ
、
八
人
の
外
国
人
児

童
生
徒
担
当
教
員
と
一
〇
人
の
指
導
助
手
を
中
心
と
す
る
指

導
体
制
が
敷
か
れ
て
い
る
）。
し
か
し
、
こ
の
指
導
体
制
の

主
眼
は
、
外
国
人
児
童
生
徒
が
日
本
の
公
教
育
の
な
か
で
支

障
な
く
過
ご
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
あ
り
、

母
語
や
母
文
化
に
対
す
る
配
慮
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え

な
い
。

こ
う
し
た
状
況
を
変
え
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
た
ペ
ル
ー

人
の
親
が
中
心
に
な
り
、
二
〇
〇
一
年
に
自
分
た
ち
で
立
ち

上
げ
た
活
動
が
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
サ
ー
ク
ル
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
」（
通
称PECLA

）
で
あ
る
。
現
在
は
豊
川
市
国
際
交

流
協
会
の
登
録
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
と
な
っ
て
お
り
、

二
〇
〇
三
年
ご
ろ
か
ら
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
親
も
活
動
に
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
一
年
現
在
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

は
お
よ
そ
三
〇
家
族
、
四
〇
人
ほ
ど
の
子
ど
も
が
参
加
し
て

い
る
（「
お
よ
そ
」
と
い
う
の
は
、
月
単
位
で
増
減
が
あ
る

た
め
で
あ
る
）。
活
動
内
容
の
中
心
は
、
ほ
ぼ
毎
週
開
か
れ

て
い
る
三
つ
の
言
語
教
室
（
ス
ペ
イ
ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
・
日
本
語
）
で
あ
る
。
土
曜
日
の
午
後
二
時
か
ら
五
時
ま

で
、
一
時
間
の
ク
ラ
ス
が
三
コ
マ
（
合
計
九
コ
マ
）
あ
り
、

ス
ペ
イ
ン
語
教
室
に
一
時
間
出
席
し
た
後
、
日
本
語
教
室
に

二
時
間
出
席
す
る
な
ど
、
子
ど
も
は
複
数
の
言
語
教
室
に
参

加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
ペ
ル
ー
や
ブ
ラ

ジ
ル
の
ダ
ン
ス
教
室
や
母
の
日
の
行
事
、
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー

テ
ィ
ー
と
い
っ
た
、
親
世
代
の
文
化
を
子
ど
も
と
共
有
す
る

た
め
の
イ
ベ
ン
ト
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
特
徴

PECLA

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
特
徴
は
、
当
事
者
で
あ
る
ペ
ル
ー

人
や
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
す
べ
て
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
の
役
割
は
基
本

的
に
日
本
語
教
室
の
運
営
に
留
ま
る
。
経
費
面
に
お
い
て
も
、

公
的
機
関
か
ら
の
助
成
の
み
に
依
存
せ
ず
、
不
足
分
を
会
費

と
い
う
形
の
自
己
負
担
に
よ
っ
て
ま
か
な
っ
て
い
る
。
当
事

者
が
中
心
的
役
割
を
果
た
す
こ
の
体
制
は
、
自
ら
の
必
要
性

に
応
じ
て
活
動
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
反
面
、
周
辺
の
協
力
者
と
の
行
き
違
い
が
生
じ
や
す
い
。

例
え
ば
、
国
際
交
流
協
会
の
職
員
か
ら
「
な
ぜ
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
な
の
に
会
費
を
徴
収
す
る
の
か
」
と
い
う
質
問

が
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
公
的
助
成
の
対
象
を

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
に
限
ろ
う
と
す
る
職
員
に
と
っ
て
「
会

費
＝
有
償
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
当
事

者
に
し
て
み
れ
ば
、
必
要
な
経
費
を
参
加
者
全
員
で
平
等
に

負
担
す
る
た
め
に
自
分
た
ち
で
決
め
た
ル
ー
ル
の
ひ
と
つ
に

過
ぎ
ず
、
そ
も
そ
も
質
問
の
意
図
が
理
解
で
き
な
い
。
結
局
、

話
し
合
い
の
場
を
設
け
て
、
お
互
い
の
疑
問
を
解
消
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
些さ

細さ
い

な
意
識
の
違
い
が
後
に
大
き
な
食
い
違

い
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
り
、
周
辺
協
力
者
と
の
日
常
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。

親
の
意
識
の
変
化
と
当
面
の
課
題

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加

し
て
い
た
多
く
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
帰
国
し
た
。
残
っ
た
者
の
な

か
に
は
、
ほ
ぼ
永
住
す
る
覚
悟
を
決
め
た
者
も
多
い
よ
う
だ
。

そ
れ
は
、
言
語
教
室
の
成
果
に
対
す
る
注
文
と
い
う
形
で
あ

ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
以
前
は
託
児
所
感
覚
で
子
ど
も
を

通
わ
せ
る
親
も
い
た
が
、
最
近
で
は
、
通
わ
せ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
成
果
が
出
て
い
な
い
と
い
う
不
満
を
あ
ら
わ
に

す
る
ほ
ど
、
子
ど
も
の
言
語
能
力
の
伸
長
を
真
剣
に
心
配
す

る
親
が
増
え
て
い
る
。
永
住
す
る
以
上
、
子
ど
も
の
将
来
の

た
め
に
は
言
語
能
力
が
資
産
と
な
る
こ
と
を
認
識
し
は
じ
め

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

現
在
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
抱
え
て
い
る
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
活

動
場
所
の
確
保
で
あ
る
。
言
語
教
室
は
市
の
社
会
福
祉
会
館

を
借
り
て
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
同
施
設
は
さ
ま
ざ
ま
な
団

体
が
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
予
定
通
り
の
活
動
場
所

を
確
保
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
別
の
公
共
施
設
を
利
用
す

る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
必
要
に
見
合
っ
た
会
場
を
確

保
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
言
語
授
業
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中

心
を
な
す
活
動
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
く
て
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
自

体
が
消
滅
し
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
授
業
で
あ
る
以
上
、
教

室
と
し
て
使
え
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
保

を
難
し
く
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
年
の
夏
は
、
電
力
不
足
対
策
と
し
て
土
日
出
勤

を
導
入
す
る
企
業
が
あ
り
、
こ
れ
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
継
続
を

危
う
く
し
て
い
る
。
親
が
土
日
出
勤
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

子
ど
も
を
活
動
場
所
ま
で
送
り
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
山
積
し
て
い
る
が
、「
子
ど
も
た
ち
の
将
来
の
た

め
に
」
と
い
う
意
識
が
共
有
さ
れ
、
当
事
者
主
体
の
運
営
体

制
が
維
持
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
活
動

が
継
続
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
と
す
る
永
住
の
意
識
化
も
、
こ
の
文
脈
に

お
い
て
は
肯
定
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

移
民
の
自
助
活
動
が
一
〇
年
継
続
さ
れ
て
き
た
こ
と
自
体
、

ど
こ
に
で
も
あ
る
普
通
の
こ
と
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
点
に
鑑か

ん
が
み
れ
ば
、
多
少
は
楽
観
的
な
見
通
し
を
立
て
て
も

許
さ
れ
る
よ
う
な
気
も
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

物語の読み聞かせ（日本語）

日本語スピーチコンテストに出場したプログラム参加の子ども サンポーニャを演奏する子どもたち

カード教材を使った授業風景
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も
う
ひ
と
つ
の
八
月
九
日

日
本
人
に
と
っ
て
八
月
九
日
は
、
戦
没
者

へ
の
鎮
魂
と
反
戦
の
誓
い
を
あ
ら
た
に
す
る

「
長
崎
原
爆
の
日
」
だ
が
、
そ
の
日
は
ま
た

国
連
が
一
九
九
四
年
に
定
め
た
「
国
際
先
住

民
の
日
」
で
も
あ
る
。
世
界
各
地
の
先
住
民

は
こ
の
日
、
権
利
の
承
認
や
文
化
の
存
続
と

継
承
を
求
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
催
す
。

日
本
で
は
、
先
住
民
族
の
ア
イ
ヌ
民
族
が
北

海
道
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
公
演
会
を
開
催
し

て
い
る
が
、
愛
知
県
に
お
い
て
も
こ
の
日
を

祝
う
催
し
が
人
知
れ
ず
開
催
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
ネ
パ
ー
ル
人
先
住
民
連
合
が
、
二
〇

〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
八

月
の
盆
休
み
に
実
施
し
て
き
た
「
国
際
先

住
民
の
日
」
講
演
会
と
文
化
公
演
で
あ
る
。

ネ
パ
ー
ル
人
先
住
民
連
合
（
以
下
、
先
住

民
連
合
）
と
は
、
日
本
に
超
過
滞
在
し
非
正

規
に
就
労
し
て
き
た
ネ
パ
ー
ル
人
の
先
住
民

が
一
九
九
九
年
に
東
海
地
方
で
設
立
し
た
団

体
で
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
政
府
が
認
定
す
る
先

住
民
は
五
九
に
の
ぼ
る
が
、
多
く
来
日
し
て

い
た
の
は
タ
カ
リ
ー
、
マ
ガ
ー
ル
、
タ
ム
、

タ
マ
ン
、
チ
ャ
ン
テ
ィ
ヤ
ー
ル
、
シ
ェ
ル
パ
で

あ
り
、
彼
／
彼
女
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
協

会
の
日
本
支
部
を
立
ち
あ
げ
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
を
束
ね
る
団
体
と
し
て
先
住
民
連
合

を
組
織
し
た
。
そ
の
設
立
の
趣
旨
は
、
先
住

民
の
連
帯
、
先
住
民
の
文
化
や
母
語
と
し
て

の
民
族
語
の
存
続
、
先
住
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
涵か

ん
よ
う養

、
先
住
民
と
し
て
の
権
利
の
承

認
要
求
で
あ
り
、
そ
の
矛
先
は
ネ
パ
ー
ル
社

会
の
支
配
階
層
で
あ
る
バ
フ
ン
（
ブ
ラ
ー
マ

ン
）
至
上
主
義
と
そ
れ
を
堅
固
に
支
え
る
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
の
カ
ー
ス
ト
制
に
向
け
ら
れ
る
。

離
れ
て
も
な
お
求
め
る

二
〇
〇
九
年
八
月
一
三
日
、
愛
知
県
の
あ

る
ホ
ー
ル
（
二
四
〇
席
）
で
開
催
さ
れ
た
催

し
に
は
、
主
賓
と
し
て
本
国
の
ネ
パ
ー
ル
先

住
民
連
合
の
当
時
会
長
で
制
憲
議
会
議
員

で
も
あ
る
パ
サ
ン
・
シ
ェ
ル
パ
と
マ
ガ
ー
ル

協
会
元
会
長
の
ゴ
レ
・
バ
ハ
ド
ゥ
ー
ル
・
カ

パ
ン
ギ
と
い
う
二
人
の
民
族
運
動
家
に
加
え
、

文
化
公
演
に
出
演
す
る
女
性
歌
手
プ
リ

テ
ィ
・
ア
レ
が
招
か
れ
た
。
講
演
を
主
と
す

る
第
一
部
は
三
時
間
に
お
よ
び
、
三
五
〇
〇

円
の
入
場
券
を
買
っ
て
集
ま
っ
た
ネ
パ
ー
ル

人
先
住
民
は
、
最
新
の
ネ
パ
ー
ル
の
政
治
動

向
と
先
住
民
運
動
の
進
展
に
熱
心
に
聞
き

入
っ
た
。
長
い
人
で
あ
れ
ば
、
既
に
二
〇
年

も
日
本
に
超
過
滞
在
し
、
そ
の
間
一
度
も
ネ

パ
ー
ル
に
帰
国
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、

彼
／
彼
女
ら
に
と
っ
て
本
国
の
政
治
と
先
住

民
運
動
は
最
大
の
関
心
事
な
の
だ
。

ネ
パ
ー
ル
で
の
催
し
で
あ
れ
ば
、
バ
ナ
ー

を
掲
げ
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
叫
び
な
が
ら

街
頭
行
進
を
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
日
本
で
は

そ
う
は
い
か
な
い
。
会
場
内
を
ぐ
る
り
と
一

周
行
進
し
て
講
演
会
は
始
ま
っ
た
。
先
住
民

連
合
や
各
民
族
協
会
が
用
意
し
た
バ
ナ
ー

に
は
、
ネ
パ
ー
ル
語
で
「
民
族
自
治
権
と
自

己
決
定
権
は
ネ
パ
ー
ル
連
邦
民
主
共
和
国

設
立
の
根
幹
だ
」、「
統
治
に
係
る
す
べ
て
の

部
署
に
民
族
の
人
口
比
に
基
づ
く
指
定
枠

を
設
け
る
よ
う
憲
法
に
明
記
し
ろ
」、「
政
教

分
離
の
実
体
化
に
向
け
て
法
制
化
し
ろ
」、

「
国
家
は
先
住
民
の
尊
厳
を
認
識
せ
よ
、
先

住
民
の
勇
敢
さ
は
国
家
の
栄
光
だ
」
と
い
っ

た
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
書
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
自
治
権
や
自
己
決
定
権
、
留
保
制
度

の
導
入
な
ど
に
よ
っ
て
、
先
住
民
が
国
家
の

意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
で
き
る
よ
う
訴

え
て
い
る
の
だ
。

最
大
の
成
果

「
国
際
先
住
民
の
日
」
に
合
わ
せ
た
同
様
の

催
し
は
、
ネ
パ
ー
ル
で
も
大
が
か
り
に
開
催

さ
れ
て
い
る
。
ネ
パ
ー
ル
の
先
住
民
は
国
連

お
墨
つ
き
の
「
国
際
先
住
民
の
日
」
を
活
用

し
て
、
そ
の
日
を
自
ら
の
主
張
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
闘
争
の
舞
台
や
祭
典
の
場
に
仕
立
て
あ

げ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
彼
／
彼
女
ら
は
国
際

的
な
人
権
規
定
や
規
約
を
も
ち
だ
し
、
政

府
に
そ
の
遵
守
を
求
め
て
き
た
。
そ
の
最
大

の
成
果
は
、
二
〇
〇
七
年
、
ネ
パ
ー
ル
政
府

に
よ
る
国
際
労
働
機
関
の
I
L
O
1
6
9
号

条
約
「
先
住
民
お
よ
び
部
族
民
条
約
」（
一

九
八
九
年
）
の
批
准
へ
と
導
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
I
L
O
1
6
9
号
条
約
は
、
権
利
の
限

定
条
項
が
つ
く
も
の
の
、
先
住
民
の
認
定
基

準
を
当
事
者
の
自
己
規
定
に
す
え
、
先
住

民
が
伝
統
的
に
占
有
し
て
き
た
土
地
の
所
有

権
と
占
有
権
を
認
め
る
な
ど
、
国
内
法
の
改

正
を
迫
る
一
定
の
効
力
を
も
つ
。
ネ
パ
ー
ル

の
民
族
運
動
家
は
そ
こ
に
運
動
の
活
路
を
見

出
し
た
わ
け
だ
が
、
他
方
で
こ
の
背
景
に
は
、

批
准
国
が
い
ま
だ
二
二
カ
国
と
伸
び
悩
む
こ

の
条
約
を
め
ぐ
り
、
国
際
労
働
機
関
が
ネ

パ
ー
ル
政
府
に
そ
の
批
准
を
説
き
ふ
せ
て
き

た
経
緯
が
あ
る
。
ま
た
、
同
条
約
の
批
准
国

で
あ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
、

こ
の
条
約
を
「
人
民
戦
争
」（
一
九
九
六
～

二
〇
〇
六
年
）
後
の
平
和
構
築
に
向
け
た
対

話
の
道
具
と
す
る
こ
と
を
勧
め
、
先
住
民
な

ど
の
社
会
的
包
摂
に
か
か
わ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
や
I
L
O
1
6
9
号
条
約
の
履
行
に
関
し

て
支
援
を
始
め
た
こ
と
と
も
か
か
わ
る
。

継
承
さ
れ
る「
あ
ら
た
な
歳
時
」

こ
う
し
て
見
る
と
、「
国
際
先
住
民
の
日
」

は
先
住
民
や
国
家
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
の

ア
リ
ー
ナ
と
し
て
、
あ
ら
た
な
歳
時
に
な
っ

て
き
た
と
い
え
そ
う
だ
。
先
住
民
連
合
の
役

員
は
、「
国
際
先
住
民
の
日
」
の
催
し
に
ア

イ
ヌ
民
族
の
運
動
家
を
招
い
て
話
を
し
て
も

ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
実
現
に
至
ら
な

か
っ
た
が
、
先
住
民
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
共
闘

と
熱
意
が
伝
わ
る
希
望
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
先
住
民
連
合
の
活

動
を
過
去
形
で
書
い
て
き
た
の
は
他
で
も
な

い
。
彼
／
彼
女
ら
の
大
半
が
摘
発
さ
れ
て
ネ

パ
ー
ル
に
強
制
送
還
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
を

最
後
に
愛
知
県
で
こ
の
よ
う
な
催
し
が
開

催
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、

運
動
の
火
は
消
え
て
い
な
い
。
今
度
は
東
京

に
住
む
正
規
滞
在
の
ネ
パ
ー
ル
人
先
住
民
有

志
が
同
名
の
団
体
を
設
立
し
、「
国
際
先
住

民
の
日
」
を
祝
う
伝
統
を
継
承
し
は
じ
め

て
い
る
の
だ
。

先
住
民
の
権
利
を
推
進
し
、保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
連
が
定
め
た「
国
際
先
住
民
の
日
」。

所
有
地
を
奪
わ
れ
、自
文
化
の
存
続
も
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
彼
／
彼
女
ら
は
、

今
も
先
住
民
と
し
て
生
き
る
権
利
を
主
張
し
つ
づ
け
て
い
る
。

世
界
各
地
の
先
住
民
が
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
と
お
し
て
理
解
を
求
め
、相
互
交
流
を
は
か
る
こ
の
日
は
、

国
や
民
族
の
枠
を
超
え
た
あ
ら
た
な
歳
時
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「国際先住民の日」講演会と文化公演（愛知県、 2009年）

八
月
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グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
、
都
市
か
ら
離
れ
た
タ
イ

の
山
村
に
も
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
世
界
中
の
情
報
が
届

く
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
山
村
の
暮
ら
し
に
も
深

く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
の
理
解

「
ゴ
ム
の
木
は
植
え
て
も
よ
い
が
タ
イ
北
部
で
も
す

で
に
た
く
さ
ん
植
え
ら
れ
て
い
る
。
タ
イ
南
部
に
も

た
く
さ
ん
あ
る
し
、
雲
南
、
ラ
オ
ス
で
は
中
国
人
が

た
く
さ
ん
植
え
て
い
る
。
価
格
は
今
後
下
が
る
だ
ろ

う
。
コ
ー
ヒ
ー
は
け
っ
こ
う
い
い
。
タ
イ
の
人
が
よ

く
飲
む
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
」

二
〇
〇
九
年
九
月
、
わ
た
し
が
滞
在
し
調
査
を
し

て
い
た
村
の
若
き
リ
ー
ダ
ー（
当
時
三
七
歳
）
は
、
わ

た
し
に「（
換
金
用
と
し
て
）
次
に
何
を
植
え
た
ら
よ

い
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
か
け
た
後
、
こ
の
よ
う
に

語
っ
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
た
。

「
二
〇
年
前
に
は
ラ
イ
チ
の
価
格
が
よ
か
っ
た
か
ら
、

み
ん
な
が
植
え
た
。
そ
う
し
た
ら
価
格
が
下
が
っ
た
。

こ
れ
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
国
が
ラ
イ
チ
や
コ
ー

ヒ
ー
の
苗
を
配
っ
た
。
コ
ー
ヒ
ー
も
植
え
た
人
が
い

る
け
れ
ど
、
買
取
所
が
な
い
か
ら
だ
め
。
シ
ョ
ウ
ガ

は
チ
ェ
ン
ラ
イ
や
パ
ヤ
オ
に
は
買
取
所
が
あ
る
。
買

取
所
が
あ
れ
ば
シ
ョ
ウ
ガ
も
作
る
が
、
ナ
ー
ン
に
は

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
買
取
所
し
か
な
い
か
ら
、
み
ん
な

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
作
る
」

こ
の
よ
う
に
、
リ
ー
ダ
ー
の
話
は
買
取
価
格
の
変

化
と
村
周
辺
の
買
取
所
の
有
無
を
中
心
に
展
開
さ
れ

た
。
わ
た
し
に
で
き
た
返
答
は「
コ
ー
ヒ
ー
は
い
い
か

も
し
れ
な
い
。
で
も
世
界
中
で
作
っ
て
い
る
け
れ
ど
」

と
い
う
彼
へ
の
同
意
程
度
だ
っ
た
。

鍵
と
な
る
輸
送
の
問
題

こ
の
会
話
が
な
さ
れ
た
モ
ン
の
山
村
は
タ
イ
北
部

の
ナ
ー
ン
県
に
位
置
す
る
。
同
じ
く
ナ
ー
ン
県
に
あ

る
ナ
ー
ン
の
町
は
タ
イ
北
部
最
大
都
市
の
チ
ェ
ン
マ

イ
か
ら
は
東
へ
約
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

あ
り
、
車
で
は
お
よ
そ
六
時
間
か
か
る
。

こ
の
モ
ン
の
山
村
で
は
、
村
人
の
多
く
が
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
を
年
に
一
度
作
り
そ
れ
を
販
売
し
て
お
も
な

現
金
収
入
を
え
て
い
た
。
平
均
で
お
よ
そ
一
二
万
円

の
年
収
だ
。
作
っ
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
、
車
で
片
道

一
時
間
か
け
て
ナ
ー
ン
の
町
へ
売
り
に
ゆ
く
。
そ
の

往
復
に
は
一
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ガ
ソ
リ
ン
が
必
要
だ
が
、

年
収
一
二
万
円
の
人
に
と
っ
て
、
一
リ
ッ
ト
ル
約
一

〇
〇
円
の
ガ
ソ
リ
ン
価
格
は
決
し
て
安
い
も
の
で
は

な
い
。

シ
ョ
ウ
ガ
の
買
取
所
の
あ
る
パ
ヤ
オ
や
チ
ェ
ン
ラ

イ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
車
で
片
道
四
時
間
、
六
時
間
ほ
ど

か
か
る
遠
方
な
の
で
ガ
ソ
リ
ン
代
は
も
っ
と
か
か
る
。

シ
ョ
ウ
ガ
を
作
る
人
が
一
部
に
と
ど
ま
る
理
由
に
は
、

こ
の
輸
送
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
。

山
村
か
ら
世
界
を
み
る

「
わ
た
し
は
バ
ン
コ
ク
に
も
行
っ
た
こ
と
は
な
い
け

れ
ど
、
テ
レ
ビ
を
毎
日
た
く
さ
ん
み
て
い
る
の
で
、

世
界
の
こ
と
は
な
ん
で
も
知
っ
て
い
る
」
と
豪
語
す

る
お
じ
さ
ん
が
同
じ
村
に
い
た
。
た
し
か
に
、
村
で

の
調
査
中
に
知
ら
な
か
っ
た
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
本

戦
の
結
果
を
わ
た
し
に
教
え
て
く
れ
た
。
た
だ
、
こ

の
人
は
物
知
り
だ
が
、
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
は
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
冒
頭
の
若
き
リ
ー
ダ
ー
だ
が
、
村
の

内
外
に
お
い
て
抜
群
の
信
頼
感
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
理
解
の
良
さ
を
評
す
る
声
が

あ
る
。
村
に
お
い
て
、
先
の
物
知
り
お
じ
さ
ん
は
、

テ
レ
ビ
か
ら
え
た
世
界
の
情
報
を
村
内
に
蓄
え
て
お

く
係
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
リ
ー

ダ
ー
は
そ
の
よ
う
な
村
に
蓄
え
ら
れ
た
情
報
も
含
め

て
吟
味
し
、
質
の
よ
い
見
通
し
を
も
っ
て
村
人
を
率

い
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
の
動
向
を
左
右
す
る
知
恵

者
の
理
解
は
興
味
深
い
。

彼
は
語
る
。

「
い
ま
に
ゴ
ム
の
木
は
タ
イ
で
広
く
植
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
今
の
と
こ
ろ
タ
イ
南
部
あ
た
り
に
多
い

け
れ
ど
、
国
の
補
助
金
を
も
ら
え
て
い
る
よ
う
だ
。

し
か
し
、
今
後
タ
イ
で
広
く
植
え
ら
れ
た
と
き
に
、

続
け
て
補
助
金
を
も
ら
え
る
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら

な
い
。
国
は
信
用
し
て
い
な
い
。
植
え
る
な
ら
一
番

確
実
な
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
だ
」

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
大
き
な
社
会
変
化
の
な
か

に
あ
る
タ
イ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
語
ら
れ
た
、
い
ち
山

村
の
リ
ー
ダ
ー
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
と

き
お
り
思
い
出
し
て
、
そ
の
由
来
と
意
味
す
る
と
こ

ろ
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中な
か

井い 

信し
ん
す
け介

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ

次
に
何
を
植
え
た
ら
よ
い
か

脱穀したトウモロコシを町の買取所で売る

収穫したトウモロコシを脱穀するまで一時貯蔵する

写真上から：
ピックアップトラックに乗り合い、町へ出かける村人たち
トウモロコシ収穫のようす。親族や知人が総出でおこなう

タイ北部の山村の景観

町に売りに行く少しまえにトウモロコシを脱穀する

チェンライ

ナーン
チェンマイ

パヤオ

タイ北部

カンボジア

ラオス

ミャンマー



o

時間 : 11時から 12時
話者 :白川千尋（国立民族学博物館　准教授）
話題 :フシギなチカラ
場所 :オセアニア展示場

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :関根理恵（国立民族学博物館　機関研究員）
話題 :文化をまもる
場所 :本館展示場内ナビひろば

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　
　前号７月号では、今年３月に新しくなったオセアニ
ア展示にちなんだ特集号を組んだが、本８月号は、前
号より「海」というテーマを引きつぎ、世界各地での
海と人とのかかわりに注目することにした。管理下に
おけば図りしれない富の源泉となりうる反面、板子一
枚下は地獄というように未知と恐怖の対象でもあった
海を、人びとは手なずけ、その管理や利用をめぐって
は隣人の手からも権益を守ろうとしてきた。容易に可
視的な国境を引けないうえ、交流や交易面から航行を
妨げるわけにもいかないところにジレンマの種がある。
四方海に囲まれた日本にとって領海問題は宿命と思え
なくもない。
　さて本号から編集長は、久保正敏にかわり庄司が担
当することになった。３年にわたり編集の取りまとめ
で奔走された前任者の功績を継承しつつ、『月刊みん
ぱく』を一方的な広報の場としてだけではなく読者と
民博とのフォーラムとしても活用していきたいと思う。
（庄司博史）
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発行人 八杉佳穂
編集委員 庄司博史（編集長）　樫永真佐夫　川口幸也 
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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。

みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう8月

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :菊澤律子（国立民族学博物館　准教授）
話題 :オセアニアのことばで数をかぞえよう !
場所 :オセアニア展示場

時間 : 15時から 16時
話者 :ピーター・マシウス　（国立民族学博物館　准教授）
話題 :太平洋の島々の衣装と布
場所 :オセアニア展示場

14日
（日曜日）

7日
（日曜日）

21日
（日曜日）

28日
（日曜日）

次号の予告
 特集

特別展 千島・樺太・北海道 アイヌのくらし
ドイツコレクションを中心に

■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：木彫板　地域 パラオ島　標本番号H0130543他

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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