


大阪も実は緑の街
坪
つ ぼ う ち

内 祐
ゆ う ぞ う

三

　
東
京
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
は
関
西
と
は

無
縁
の
生
活
を
送
っ
て
き
た
。

　
関
西
と
言
っ
て
も
京
都
に
は
そ
れ
な
り

に
足
を
運
ん
だ
。

　
修
学
旅
行
を
は
じ
め
と
す
る
観
光
旅
行

は
も
ち
ろ
ん
、
平
成
の
は
じ
め
の
何
年
間

は
日
文
研
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
）
の
共
同
研
究
員
だ
っ
た
か
ら
、
定

期
に
通
っ
て
い
た
。

　
つ
ま
り
、
な
じ
み
の
な
い
関
西
と
は
大

阪
の
こ
と
だ
。

　
四
〇
歳
を
過
ぎ
る
ま
で
大
阪
を
訪
れ
た

こ
と
は
、
わ
ず
か
三
回
、
い
や
四
回
だ
け

だ
っ
た
。

　
し
か
し
実
は
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
。

　
特
に
平
成
に
変
っ
て
行
く
頃
か
ら
、
さ

ら
に
気
に
な
っ
て
い
た
。

　
平
成
に
変
っ
て
行
く
頃
と
は
、
バ
ブ
ル

景
気
の
時
代
だ
。

　
当
時
の
私
は
雑
誌
『
東
京
人
』
の
編
集

者
だ
っ
た
か
ら
、
バ
ブ
ル
景
気
に
よ
っ
て

東
京
の
街
が
大
き
く
変
わ
っ
て
行
く
様
子
、

す
な
わ
ち
古
い
建
物
や
町
並
み
が
消
え
て

行
く
様
を
目
撃
し
た
。

　
東
京
に
続
い
て
大
阪
も
ま
た
変
ろ
う
と

し
て
い
た
、
は
ず
だ
が
、
そ
の
途
中
で
バ

ブ
ル
は
弾
け
た
。

　
つ
ま
り
大
阪
に
は
ま
だ
昭
和
が
残
っ
て

い
る
。
と
い
う
予
想
の
も
と
に
雑
誌
『
関

西
ぴ
あ
』
で
「
大
阪
お
も
い
」
と
い
う

連
載
コ
ラ
ム
を
二
〇
〇
二
年
七
月
か
ら

二
〇
〇
七
年
六
月
に
か
け
て
続
け
た
。

　
そ
の
連
載
は
『
ま
ぼ
ろ
し
の
大
阪
』

と
『
大
阪
お
も
い
』
と
い
う
単
行
本
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
が
『
関
西
ぴ
あ
』

だ
け
で
な
く
『
ぴ
あ
』
の
休
刊
も
決
ま
っ

た
今
と
な
っ
て
は
年
の
流
れ
を
改
め
て

感
じ
る
。

　
予
想
通
り
大
阪
に
は
、
東
京
で
は
失

な
わ
れ
て
い
た
「
街
の
雰
囲
気
」
が
残
っ

て
い
た
が
、
意
外
な
一
面
も
知
っ
た
。

　
そ
れ
は
大
阪
が
実
は
緑
の
街
で
も
あ

る
こ
と
だ
。

　
大
学
一
年
の
時
、
友
人
と
初
め
て
大

阪
を
旅
し
て
気
づ
い
た
の
は
、
東
京
と

比
べ
て
大
阪
に
緑
が
少
な
い
こ
と
だ
っ

た
。

　
環
状
線
の
ホ
ー
ム
の
上
か
ら
眺
め
る

と
そ
れ
は
歴
然
と
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
…
…
。

　
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
大
阪
行
き
の
楽

し
み
の
一
つ
に
、
淀
屋
橋
港
か
ら
寝
屋

川
や
第
二
寝
屋
川
も
廻
る
水
上
バ
ス
、

ア
ク
ア
ラ
イ
ナ
ー
乗
船
が
加
わ
っ
た
。

　
こ
の
水
上
バ
ス
に
乗
り
な
が
ら
眺
め

る
大
阪
の
風
景
が
素
晴
ら
し
い
。

　
中
之
島
公
園
、
桜
之
宮
公
園
、
大
阪

城
公
園
、
大
阪
は
こ
ん
な
に
も
緑
豊
か

だ
っ
た
の
か
、
と
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。

東
京
の
隅
田
川
を
走
る
水
上
バ
ス
か
ら

見
る
沿
岸
風
景
よ
り
素
敵
だ
。

　
関
西
在
住
で
ま
だ
の
人
が
い
た
な
ら
、

ぜ
ひ
。
知
ら
ず
に
い
る
の
は
も
っ
た
い

な
い
で
す
よ
。

エッセイ千字文千字文
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19 世紀前後のアイヌモシリ
（アイヌの居住地）

※ P ３−９掲載資料（すべて特別展展
示資料）については「資料名（アイヌ語
／日本語） 地域　所蔵館」の順に示す。
尚、民博所蔵資料については標本番号
を名記する。

会
期
　
二
〇
一一
年
一〇
月
六
日（
木
）〜
一
二
月
六
日（
火
）

場
所
　
国
立
民
族
学
博
物
館
　
特
別
展
示
館

※
九
月
二
五
日（
日
）ま
で
北
海
道
開
拓
記
念
館（
札
幌
）で
開
催

地域集団

アイヌモシリ

異
国
の
地
に
わ
た
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
博
物
館
に
膨
大
な
ア
イ
ヌ
資
料
が
存
在
す

る
こ
と
が
、
日
本
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
今
か
ら

約
三
〇
年
前
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ク
ラ
イ
ナ
ー
教
授
を
代
表
と
す
る
ボ
ン
大
学

調
査
チ
ー
ム
の
報
告
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
す
べ
て
の
日

本
人
研
究
者
を
驚
か
せ
た
。

現
在
、ロ
シ
ア
に
約
四
五
〇
〇
点
、ロ
シ
ア
を
の
ぞ
く
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
約
二
〇
カ
国
に
約
五
七
〇
〇
点
（
目
録
上
で
は
約

六
八
〇
〇
点
）
の
ア
イ
ヌ
資
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ

ヌ
資
料
を
所
蔵
す
る
博
物
館
の
多
く
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
の

博
物
館
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
ヌ
資
料
は
、
江
戸
後

期
に
長
崎
出
島
を
経
由
し
た
も
の
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
大

半
が
明
治
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
あ
い
だ
に
収
集
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
ヌ
資
料
に
は
、
狩

猟
や
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

な
ど
の
生
業
関
係
の
資
料
が
比
較
的
多
く
、
一
方

で
漆
器
や
農
耕
具
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
が
特
徴
と
な
っ
て

い
る
。
収
集
活
動
は
、
日
本
に
居
住
し
て
い
た
御
雇
外
国
人
、

宣
教
師
、
日
本
人
研
究
者
な
ど
の
協
力
を
え
て
お
こ
な
わ

れ
た
。

ア
イ
ヌ
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
ア
イ
ヌ
資
料
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

そ
こ
に
は
、

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
抱
い
て
い
た
特
異
な
ア
イ
ヌ
観
が

思
想
的
な
背
景
と
し
て
あ
っ
た
。
な
か
で
も
一
八
世
紀
末
か

ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ル
ソ
ー
の
哲
学
の
影
響
を
う
け

た
ク
ル
ー
ゼ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
を
は
じ
め
と
す
る
航
海
者
た
ち

が
、
戦
争
に
明
け
暮
れ
て
い
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況

を
憂
い
、
自
然
と
一
体
と
な
り
平
和
に
暮
ら
す
模
範
的
な
人

び
と
、
い
わ
ゆ
る
「
高
貴
な
る
野
蛮
人
」
と
し
て
ア
イ
ヌ
を

紹
介
し
た
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ア
イ
ヌ
観
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
明
治
期
に
入
る
と
、
ア
イ
ヌ
は
白
人
で
あ

る
と
す
る
「
ア
イ
ヌ
白
人
説
」
が
形
質
人
類
学
の
分
野
に

お
い
て
論
争
と
な
り
、
ア
イ
ヌ
へ
の
関
心
を
助
長
し
た
。
そ

こ
で
は
ア
イ
ヌ
の
墓
地
が
荒
ら
さ
れ
る
な
ど
国
際
問
題
に
発

展
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
ヌ
資
料
か
ら
は
、
か
つ
て
の
ア
イ
ヌ

の
暮
ら
し
だ
け
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
の
変
遷

も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
博
物
館
に�

お
け
る
ア
イ
ヌ
資
料

山や
ま
さ
き崎 

幸こ
う

治じ

　
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授

く
ら
し
の
な
か
に
生
き
る 

ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
美
意
識

ア
イ
ヌ
文
様
と
い
え
ば
、
渦
巻
き
状
の
曲
線
が

美
し
い
「
モ
レ
ウ
」
と
、
と
げ
の
よ
う
な
「
ア
イ
ウ

シ
」
が
有
名
だ
が
、
そ
れ
は
北
海
道
に
特
徴
的
な
文

様
で
あ
る
。
サ
ハ
リ
ン
の
樺
太
ア
イ
ヌ
で
は
曲
線
が

組
み
ひ
も
の
よ
う
に
絡
み
合
う
文
様
な
ど
が
加
わ
っ

て
よ
り
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
増
え
る
。
千
島
ア
イ
ヌ
で
は

盆
に
三
角
や
ひ
し
形
が
連
続
す
る
幾
何
学
的
な
模
様

が
彫
り
込
ま
れ
る
。
津
軽
下
北
半
島
か
ら
北
海
道

を
抜
け
て
サ
ハ
リ
ン
、
さ
ら
に
千
島
列
島
か
ら
カ
ム

チ
ャ
ツ
カ
半
島
南
端
に
至
っ
て
い
た
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
の

な
か
に
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
も
つ
ア
イ
ヌ

の
人
び
と
が
暮
ら
し
て
い
た
。
日
本
で
人
類
学
が
産

声
を
上
げ
た
明
治
時
代
に
、
こ
の
広
大
な
ア
イ
ヌ
モ

シ
リ
か
ら
集
め
ら
れ
た
ア
イ
ヌ
工
芸
の
至
宝
の
数
々

を
紹
介
し
な
が
ら
、
く
ら
し
の
な
か
で
生
き
続
け

て
き
た
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
美
の
世
界
を
再
現
す
る
。 

（
佐さ

さ

き

々
木 

史し

郎ろ
う

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部
）

［
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

ライプツィヒ民族学博物館（撮影・津田涼子）

キテ／銛先　北海道アイヌ
ライプツィヒ民族学博物館 所蔵

イカヨプ／矢筒　北海道アイヌ
ライプツィヒ民族学博物館 所蔵

タンパクオプ／煙草入れ
ライプツィヒ民族学博物館 所蔵

特　集
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シュムシュ島バイコヴォを見
下ろす丘での国際調査団の
発掘風景。多数の石器や骨
角器が出土した。

「ニボン」／盆　千島アイヌ
K０００２３６８
三角やそれを向かい合わせにしたひし形が連続する、
幾何学的な文様が彫り込まれている。北海道や樺
太の緩やかな曲線とは対照的だ。

始
ま
り
は
一
束
の
矢
か
ら

一
八
九
九
年
、
恩
師
坪つ
ぼ
い井
正し
ょ
う

五ご

郎ろ
う

の
命
を
受
け
て
千
島
列
島
の

現
地
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
当
時
東
京
帝
国
大
学
助
手

の
鳥と
り

居い

龍り
ゅ
う

蔵ぞ
う

は
、
武む
さ
し蔵
艦か
ん

に
乗
船
し
千
島
列
島
各
地
を
巡
っ
て
い

る
。
調
査
の
き
っ
か
け
は
、
開
拓
と
国
防
を
目
的
に
北
千
島
に
入
植

し
て
い
た
郡ぐ
ん

司じ

成し
げ

忠た
だ

ら
報
效
義
会
の
メ
ン
バ
ー
が
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
で

発
見
し
た
竪
穴
住
居
の
屋
根
裏
に
骨こ
つ

鏃ぞ
く

を
も
つ
矢
が
一
束
差
し
込
ま

れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
郡
司
は
、
坪
井
が
日
本
列
島
の
石
器
時
代

人
は
コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル
で
あ
り
、
後
に
ア
イ
ヌ
に
駆
逐
さ
れ
た
と
い
う

自
説
を
展
開
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
お
り
、
事
の
真
偽
を
確
か
め
て

ほ
し
い
と
調
査
を
も
ち
か
け
た
の
だ
が
、
坪
井
は
多
忙
の
た
め
そ
の

調
査
を
鳥
居
に
委
ね
た
。

鳥
居
は
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
に
着
く
と
直
ち
に
件く
だ
んの

土
中
に
埋
も
れ
て

い
た
竪
穴
の
調
査
に
着
手
し
た
。
そ
し
て
、
草
屋
根
も
残
存
し
、
あ

ま
り
古
い
時
期
の
も
の
で
は
な
く
住
居
の
構
造
の
特
徴
か
ら
ア
イ
ヌ

の
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
た
だ
し
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
平
地

住
居
と
異
な
り
、
地
面
を
掘
り
こ
ん
で
柱
を
建
て
屋
根
を
組
み
、
入

口
の
み
を
外
部
に
開
き
、
そ
の
他
は
上
か
ら
土
を
か
ぶ
せ
た
も
の
で

あ
っ
た
。

地
面
を
掘
る
の
に
金
属
製
掘
具
を
使
用
せ
ず
、
骨
や
石
を
使
用
し

た
場
合
の
労
苦
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
千
島
ア
イ
ヌ

の
あ
い
だ
に
は
つ
ら
い
作
業
を
苦
労
し
て
成
し
遂
げ
た
と
き
の
喩た
と

え

に
「
石
斧
で
木
を
伐
る
の
に
と
て
も
苦
労
し
た
」
と
い
う
慣
用
句
が

あ
り
、
鳥
居
が
採
録
し
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
に
発
表
さ
れ
た
工く
ど
う藤

雄ゆ
う
い
ち
ろ
う

一
郎
ら
に
よ
る
実
験
考
古
学
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
直
径
三
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
樹
木
を
伐
採
す
る
場
合
、
石
斧
と
鉄
斧
で
は
伐
採
に

要
し
た
ス
ト
ロ
ー
ク
数
で
じ
つ
に
三・
九
倍
の
開
き
が
あ
っ
た
と
い

う
。
い
か
に
も
実
感
が
こ
も
っ
て
い
る
表
現
と
い
え
よ
う
。

鳥
居
の
助
手
と
し
て
色し
こ

丹た
ん

島
か
ら
同
行
し
た
六
〇
歳
代
の
千
島

ア
イ
ヌ
の
グ
リ
ゴ
リ
も
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
の
竪
穴
は
「
我
ら
の
住
居
し

た
跡
」
と
証
言
し
、
さ
ら
に
屋
根
裏
か
ら
出
土
し
た
骨
鏃
と
同
一
の

も
の
を
今
も
な
お
製
作
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
グ
リ
ゴ
リ
に
よ

れ
ば
、
海
岸
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
た
鯨
の
骨
か
ら
同
一
の
骨
鏃
を
作
っ

て
お
り
、
近
年
ま
で
黒
曜
石
で
石せ
き

鏃ぞ
く

を
作
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か

と
な
る
。石
鏃
の
み
な
ら
ず
、ア
イ
ヌ
語
でpoina

（
石
）mukar

（
斧
）

と
よ
ぶ
道
具
を
も
使
っ
て
い
た
。
文
字
ど
お
り
石
斧
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
鳥
居
は
、
千
島
で
は
最
近
ま
で
粘
土
に
草
を
混
ぜ
て
焼
き
固
め

た
内な
い

耳じ

鍋な
べ

を
使
用
し
て
い
た
事
実
を
千
島
ア
イ
ヌ
の
ス
テ
フ
ァ
ニ
媼
お
う
な

か
ら
教
わ
り
注
目
し
て
い
る
。

島
で
暮
ら
す
工
夫

筆
者
は
二
〇
〇
〇
年
以
来
、
米
・
露
・
日
の
研
究
者
ら
と
共
同

で
全
米
科
学
財
団
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
千
島
各
地
を
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
し
て
い
る
。
鳥
居
が
上
陸
し
た
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
や
パ
ラ
ム

シ
ル
島
も
訪
れ
た
。
調
査
時
に
は
島
で
テ
ン
ト
暮
ら
し
を
す
る
場
合

が
多
く
、
飲
料
水
と
薪
の
確
保
は
欠
か
せ
な
い
。
立
木
が
な
い
の
で
、

手
ご
ろ
な
サ
イ
ズ
の
流
木
を
集
め
そ
れ
で
暖
を
と
り
炊
事
も
こ
な
す
。

植
物
地
理
学
上
著
名
な
「
宮
部
線
」
は
択
捉
島
と
ウ
ル
ッ
プ
島

の
あ
い
だ
に
引
か
れ
、
北
海
道
を
含
む
亜
温
帯
区
系
域
の
汎
針
広
混

交
林
帯
と
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
や
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
を
含
む
亜

寒
帯
植
生
の
境
界
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ラ
イ
ン
よ
り

北
東
方
向
に
は
幹
の
太
い
高
木
は
分
布
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
千
島

で
は
流
木
、寄
り
鯨
、難
破
船
の
部
材
の
流
用
も
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。

風
土
に
み
あ
っ
た
竪
穴
住
居

千
島
ア
イ
ヌ
は
流
木
や
海
獣
骨
な
ど
入
手
で
き
る
素
材
を
巧
み

に
利
用
し
て
竪
穴
住
居
を
組
み
立
て
る
。
世
界
の
民
族
誌
デ
ー
タ
か

ら
竪
穴
住
居
の
体
系
的
分
類
を
実
施
し
、
そ
の
成
果
を
一
九
八
一
年

に
公
表
し
た
渡わ
た

辺な
べ

仁ひ
と
しに
よ
っ
て
、
千
島
ア
イ
ヌ
の
竪
穴
住
居
は
「
土

被
覆
型
壁
出
入
口
式
非
中
心
柱
型
単
式
出
入
口
方
形
」
型
に
分
類

さ
れ
て
い
る
。
竪
穴
全
体
を
土
で
覆
い
、
出
入
口
は
壁
付
け
、
主
室

に
中
心
柱
が
な
く
、
出
入
口
が
ひ
と
つ
で
、
主
室
が
方
形
と
い
う
意

で
あ
る
。
千
島
で
平
地
住
居
に
移
行
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
断
熱
効

率
の
悪
い
地
表
式
住
居
で
必
要
と
さ
れ
る
十
分
な
燃
料
の
確
保
が
難

し
く
、
一
方
で
竪
穴
住
居
は
限
ら
れ
た
材
料
と
構
造
で
大
き
な
防
寒

効
果
が
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
鳥
居
は
千
島
ア
イ
ヌ
に
住
居
模

型
を
製
作
さ
せ
る
な
ど
、
そ
の
構
造
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て

い
た
。

当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
、
千
島
ア
イ
ヌ
の
民
俗
に
精
通
す
る
人

物
を
伴
っ
て
の
実
証
的
な
現
地
調
査
の
結
果
、
竪
穴
や
土
器
使
用

の
事
実
を
自
ら
の
目
と
耳
で
確
認
し
た
鳥
居
は
、
次
第
に
そ
れ
ら
の

痕
跡
を
残
し
た
人
び
と
は
ア
イ
ヌ
で
あ
る
と
の
判
断
に
傾
い
て
い
く
。

そ
れ
は
恩
師
の
コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル
説
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

石
斧
で
木
を
伐
る
が
ご
と
く�

―�

千
島
ア
イ
ヌ
が
適
応
し
た
島
嶼
世
界

手て

塚づ
か 

薫か
お
る　

北
海
学
園
大
学
教
授

チセ、チエ／家屋（模型）　千島アイヌ
Ｋ０００２７０８
左が出入口、右が中心柱のない主室

籠を作る２人の女、竪穴住居の模型を作る男。エトピ
リカ（撮影／解説　鳥居龍蔵　「考古学民族学研究・千
島アイヌ」（仏文）より）

「ウキビ」／杓子　千島アイヌ
Ｋ０００２３８８

テンキ／籠　千島アイヌ
ライプツィヒ民族学博物館 所蔵

オンネコタン島ネモ湾。写真中央にリング状の遺構
が数基見える。学術雑誌『サイエンス』（Vol.284 
Issue 5414）にもとり上げられ、アイヌ文化期のも
のとされて話題となった。河川沿いに流木が多数打
ち上げられている。
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樺
太
ア
イ
ヌ
と
は
、
北
海
道
の
北
に
位
置
す
る
サ
ハ

リ
ン
の
北
緯
五
〇
度
以
南
に
住
ん
で
い
た
人
び
と
の
こ
と

で
あ
る
。
あ
え
て
過
去
形
に
し
た
の
は
、
一
九
四
五
年
八

月
を
境
に
人
口
約
一
二
〇
〇
人
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
の
人
が
、

和
人
と
同
様
に
「
引
揚
船
」
に
乗
っ
て
北
海
道
に
渡
っ
た

か
ら
だ
。
日
本
領
樺
太
が
消
滅
し
、
ソ
ビ
エ
ト
領
サ
ハ
リ

ン
へ
と
島
名
が
変
わ
っ
た
が
、
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
と
よ
ぶ

よ
り
は
樺
太
ア
イ
ヌ
と
よ
ん
だ
ほ
う
が
し
っ
く
り
く
る
だ

ろ
う
（
以
下
、
地
理
的
な
島
名
は
サ
ハ
リ
ン
に
統
一
す
る
）。

翻
弄
さ
れ
る

一
九
世
紀
の
半
ば
ま
で
、
樺
太
ア
イ
ヌ
は
清
朝
に
ク

ロ
テ
ン
の
毛
皮
を
貢
納
し
、
一
方
で
江
戸
幕
府
や
蝦
夷

地
を
領
地
と
し
た
松
前
藩
の
支
配
下
に
も
置
か
れ
、
両

国
の
あ
い
だ
で
と
り
ひ
き
さ
れ
た
サ
ン
タ
ン
交
易
の
担
い

手
で
も
あ
っ
た
。
露
清
国
境
画
定
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
が

一
八
五
〇
年
代
以
降
本
格
的
に
サ
ハ
リ
ン
の
経
営
に
乗
り

出
し
た
結
果
、「
日
露
雑
居
」
状
態
と
な
り
ト
ラ
ブ
ル
が

絶
え
な
か
っ
た
。

一
八
七
五
年
、
サ
ハ
リ
ン
全
島
を
ロ
シ
ア
領
と
す
る
樺

農
民
と
し
て
残
っ
た
ロ
シ
ア
人
な
ど
、
先
住
民
が
接
し
た

の
は
そ
う
い
う
経
歴
の
も
ち
主
だ
っ
た
。
そ
の
一
人
、ポ
ー

ラ
ン
ド
人
の
ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
ピ
ウ
ス
ツ
キ
は
政
治
犯
と

し
て
サ
ハ
リ
ン
に
流
刑
さ
れ
、
刑
期
を
終
え
た
後
、
ア
イ

ヌ
の
み
な
ら
ず
サ
ハ
リ
ン
中
北
部
に
住
む
先
住
民
（
ニ
ヴ

フ
や
ウ
イ
ル
タ
）
の
言
語
や
文
化
の
研
究
を
開
始
し
た
。

一
九
〇
三
年
に
は
民
族
学
者
シ
ェ
ロ
シ
ェ
フ
ス
キ
と
と
も

に
北
海
道
で
も
資
料
を
収
集
し
た
。
彼
ら
が
収
集
し
た
物

質
資
料
は
ロ
シ
ア
や
ド
イ
ツ
の
複
数
の
博
物
館
に
収
め
ら

れ
て
お
り
、
今
回
そ
の
一
部
が
展
示
さ
れ
る
。

一
九
〇
五
年
日
露
戦
争
の
終
盤
に
日
本
軍
が
サ
ハ
リ
ン

全
島
を
占
領
し
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
に
よ
っ
て
北
緯
五
〇

度
以
南
が
日
本
領
に
な
っ
た
。
ピ
ウ
ス
ツ
キ
は
こ
の
年

サ
ハ
リ
ン
を
離
れ
た
。
一
方
、
日
本
は
あ
ら
た
な
植
民
地

を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
り
、
坪
井
正
五
郎
や
石い
し

田だ

収し
ゅ
う

蔵ぞ
う

、

鳥
居
龍
蔵
と
い
っ
た
人
類
学
者
や
、
言
語
学
者
で
あ
る

金き
ん
だ
い
ち

田
一
京き
ょ
う
す
け

助
な
ど
の
調
査
が
相
次
い
だ
。

日
本
領
樺
太
を
統
治
し
た
樺
太
庁
は
一
九
〇
八
〜
二
一

年
に
か
け
て
樺
太
ア
イ
ヌ
を
約
一
〇
カ
所
に
集
住
さ
せ
た
。

そ
こ
で
は
画
一
的
な
和
風
の
家
屋
や
学
校
が
用
意
さ
れ
た

が
、「
土
人
指
導
員
」
の
ほ
か
和
人
は
基
本
的
に
排
除
さ

れ
た
。「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」（
一
八
九
九
年
施
行
）

は
植
民
地
・
樺
太
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
樺
太
庁
は
「
土

人
漁
場
」
と
い
う
ニ
シ
ン
・
マ
ス
・
サ
ケ
の
定
置
漁
業
権

を
も
と
に
先
住
民
政
策
の
費
用
を
捻
出
す
る
シ
ス
テ
ム
を

作
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
樺
太
ア
イ
ヌ
に
は
近
世
か
ら
近

代
に
至
る
ま
で
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
と
は
異
な
っ
た
歴
史
が

あ
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
展
示
場
で

は
、
一
九
〇
二
〜
〇
五
年
こ
ろ
（
ロ
シ
ア
領
時
代
）
に
撮

影
さ
れ
た
ピ
ウ
ス
ツ
キ
の
写
真
と
、
一
九
〇
七
〜
一
七
年

こ
ろ
（
日
本
領
時
代
）
に
撮
影
さ
れ
た
石
田
収
蔵
の
写
真

を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

思
い
を
め
ぐ
ら
す

最
後
に
、
民
博
で
は
北
海
道
開
拓
記
念
館
の
資
料
が
一

点
展
示
さ
れ
る
。
樺
太
ア
イ
ヌ
の
男
児
が
前
髪
に
結
び
つ

け
て
い
て
、
自
分
で
獲
物
を
捕
っ
た
と
き
に
切
り
落
と
さ

れ
た
と
い
わ
れ
る
ホ
ホ
チ
リ
だ
。
ピ
ウ
ス
ツ
キ
や
石
田
の

写
真
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
国
内
で
は
唯
一
の
資
料
と

な
る
（
ド
イ
ツ
に
一
点
あ
る
）。
男
児
用
の
ホ
ホ
チ
リ
が
女

性
用
の
ヘ
ア
バ
ン
ド
（
冠
）
か
ら
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
と

い
う
の
も
初
め
て
の
例
。
こ
の
資
料
は
最
近
樺
太
ア
イ
ヌ

の
方
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
寄
贈
者
を
交
え
た

座
談
会
を
九
月
一
八
日
に
北
海
道
開
拓
記
念
館
で
開
催
予

定
）。毎

年
六
月
に
は
、
先
に
ふ
れ
た
対
雁
の
地
で
、
樺
太
ア

イ
ヌ
が
主
催
す
る
慰
霊
祭
が
開
か
れ
て
い
る
。
約
一
〇
〇

年
前
の
資
料
を
通
じ
て
、
樺
太
ア
イ
ヌ
の
歴
史
に
思
い
を

め
ぐ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

太
千
島
交
換
条
約
に
よ
っ
て
国
境
問
題
は
い
っ
た
ん
決
着

し
、
そ
の
附
録
に
よ
っ
て
先
住
民
の
去
就
は
三
年
以
内
に

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
サ
ハ
リ
ン

南
部
に
住
む
八
四
一
人
は
開
拓
使
に
急
か
さ
れ
て
対
岸
の

宗
谷（
現
稚
内
市
）に
移
住
し
、翌
年
札
幌
近
郊
の
対つ
い
し
か
り雁（
現

江
別
市
）
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
。
民
博
所
蔵
資
料
に

も
、
対
雁
で
収
集
さ
れ
た
樺
太
ア
イ
ヌ
に
特
徴
的
な
丸
い

椀
が
あ
る
。
こ
の
対
雁
で
は
コ
レ
ラ
の
た
め
三
五
〇
人
余

り
が
亡
く
な
り
、
生
存
者
は
日
露
戦
争
後
ま
で
に
は
サ
ハ

リ
ン
へ
帰
還
し
た
。

歴
史
が
ま
ね
い
た
学
者
た
ち

ロ
シ
ア
領
サ
ハ
リ
ン
に
は
、
約
一
〇
〇
〇
人
の
樺
太
ア

イ
ヌ
が
移
住
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
住
ん
で
い
た
。
チ
ェ
ー
ホ

フ
『
サ
ハ
リ
ン
島
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
サ
ハ
リ
ン

は
ま
さ
に
島
ご
と
監
獄
と
化
し
て
い
た
。
刑
期
を
終
え
て

〈
故
地
〉を�

離
れ
た
人
び
と�

―
樺
太
ア
イ
ヌ
の
歴
史

田た

村む
ら 

将ま
さ

人と

　
北
海
道
開
拓
記
念
館
学
芸
員

エピリケヘ／小刀　樺太アイヌ
Ｋ０００２５６４
組みひものように絡み合う文様は、樺
太の特徴である。木彫も刺しゅうの文
様も、ともに北海道よりも複雑で繊細
な印象をつくりだしている。

ホシ／脚絆　樺太アイヌ
ライプツィヒ民族学博物館 所蔵

シカリンパハ／椀（対雁）　樺太アイヌ
Ｋ０００２６３６

右から二人目はホホチリを前髪に結びつけている。左の
男児二人は前頭部を剃って後頭部の髪をのばし、中央
の女児は冠状のヘアバンドをしている。（撮影・石田収蔵、
財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構 所蔵）

ヘトムイェ／冠（上）
ホホチリ／額飾り（下）
樺太アイヌ
北海道開拓記念館 所蔵
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歴
史
を
知
る

二
〇
〇
八
年
六
月
、
国
会
で
「
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民

族
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
決
議
」
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
れ

を
受
け
て
「
ア
イ
ヌ
政
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇

談
会
」
の
報
告
書
が
翌
年
に
出
さ
れ
た
が
、「
今
に
い
た

る
歴
史
的
経
緯
」に
半
分
近
い
頁
が
割
か
れ
て
い
る
。「
今

後
の
ア
イ
ヌ
政
策
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
正
面
か
ら
歴
史

に
向
き
合
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
」
か
ら
と
い
う
。
歴

史
を
知
る
こ
と
な
し
に
、
将
来
は
考
え
ら
れ
な
い
。

北
海
道
の
先
史
時
代
は
、
縄
文
文
化
期
以
降
が
本
州
以

南
と
大
き
く
異
な
る
。
弥
生
文
化
に
あ
た
る
時
期
に
も
水

稲
耕
作
は
お
こ
な
わ
ず
、
狩
猟
・
漁
撈
・
採
集
を
基
盤
と

す
る
生
業
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
文
化
は
続
縄
文
文
化
と

よ
ば
れ
る
。
そ
の
後
、
七
世
紀
こ
ろ
に
本
州
の
影
響
を
受

け
て
擦さ
つ
も
ん文
文
化
が
う
ま
れ
る
。
北
海
道
北
部
か
ら
東
部
に

か
け
て
の
沿
岸
部
で
は
、
五
〜
一
〇
世
紀
こ
ろ
ま
で
サ
ハ

リ
ン
か
ら
南
下
し
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
も
ひ
ろ
が
り
、
道

東
で
は
や
が
て
擦
文
文
化
と
融
合
し
た
ト
ビ
ニ
タ
イ
文
化

に
変
容
す
る
。
一
二
世
紀
こ
ろ
、
竪
穴
式
住
居
や
土
器
が

使
用
さ
れ
な
く
な
る
の
を
も
っ
て
擦
文
文
化
（
ト
ビ
ニ
タ

イ
文
化
）
が
終
わ
り
、
ア
イ
ヌ
文
化
期
が
始
ま
る
、
と
す

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
と
き
人
の
集
団
が
入
れ
替

わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
擦
文
文
化
を
母
胎
と
し
、
本
州
の

影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
成
立
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
ろ
の
考
古
学
・
文
献
史
学
の
資
料
は
と

も
に
充
分
で
は
な
く
、
本
州
北
部
か
ら
北
海
道
、
千
島
や

樺
太
と
広
範
に
わ
た
る
ア
イ
ヌ
文
化
圏
の
、
ど
こ
で
ど
の

よ
う
に
変
化
が
起
き
、
ど
う
伝
播
し
た
の
か
な
ど
、
ま
だ

解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

交
易
の
民

ア
イ
ヌ
文
化
の
成
立
と
発
展
に
、
交
易
が
大
き
く
か
か

わ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
ら
し
い
。
日
本
史
の
中
世
に
あ

た
る
時
期
、
交
易
に
よ
っ
て
力
を
の
ば
し
た
東
北
地
方
の

豪
族
た
ち
は
北
海
道
道
南
部
に
館
を
築
く
よ
う
に
な
り
、

一
五
世
紀
半
ば
に
は
一
二
の
館
が
割
拠
し
て
い
た
。
こ
の

こ
ろ
に
な
る
と
文
献
史
料
が
増
え
、
蝦
夷
か
ら
の
交
易
品

は
多
種
の
毛
皮
や
ワ
シ
羽
、
魚
介
類
と
い
っ
た
動
物
資
源

を
は
じ
め
、
ア
ム
ー
ル
流
域
か
ら
樺
太
経
由
で
入
っ
て
く

る
ガ
ラ
ス
玉
や
青
銅
製
品
、
絹
織
物
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
一
方
、
本
州
か
ら
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
に
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
は
、
鉄
製
品
や
漆
器
、
布
な
ど
で
、
こ
う

し
た
移
入
品
は
次
第
に
生
活
に
不
可
欠
な
も
の
と
な
り
、

狩
猟
・
漁
撈
は
自
給
自
足
に
と
ど
ま
ら
ず
、
交
易
の
た
め

の
商
品
生
産
活
動
と
し
て
の
比
重
が
増
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

中
世
末
ま
で
、
和
人
と
ア
イ
ヌ
の
関
係
は
交
易
相
手
と

し
て
対
等
な
立
場
に
あ
っ
た
が
、
松
前
藩
が
蝦
夷
地
で
の

交
易
権
を
に
ぎ
り
、
収
益
を
あ
げ
る
た
め
に
各
地
に
漁
場

を
開
き
、
そ
れ
を
商
人
に
請
け
負
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、

江
戸
時
代
の
後
半
に
は
ア
イ
ヌ
は
労
働
者
と
し
て
酷
使
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
期
の
開
拓
に

よ
り
移
住
者
が
激
増
す
る
と
、
ア
イ
ヌ
は
土
地
を
奪
わ
れ
、

生
業
活
動
を
制
限
さ
れ
生
活
が
困
窮
す
る
ば
か
り
か
、
和

風
化
を
も
強
制
さ
れ
、
文
化
の
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

展
示
資
料
が
語
る
ア
イ
ヌ
の
姿

ま
も
な
く
始
ま
る
特
別
展
で
は
、
明
治
期
の
急
激
な

変
化
の
な
か
で
収
集
さ
れ
た
生
活
用
具
が
大
半
を
占
め
る
。

そ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
伝
統
的
な
ア
イ
ヌ
文
化
」
と

し
て
認
識
す
る
江
戸
時
代
の
文
書
や
絵
画
な
ど
に
記
録
さ

れ
た
物
質
文
化
を
、
ま
だ
残
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、

最
初
か
ら
研
究
や
博
覧
会
の
た
め
の
「
資
料
」
と
す
る
目

的
で
収
集
さ
れ
た
船
や
家
屋
の
模
型
な
ど
、
ア
イ
ヌ
の
人

び
と
に
あ
ら
た
に
作
ら
せ
た
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。
当
時
、

収
集
に
あ
た
っ
た
研
究
者
ら
の
記
録
か
ら
は
、
生
活
が
大

き
く
変
わ
っ
て
い
く
な
か
で
、
使
わ
な
く
な
っ
た
道
具
類

が
た
や
す
く
購
入
で
き
た
こ
と
や
、
一
方
で
漆
器
や
イ
ク

パ
ス
イ
（
酒
を
捧
げ
る
へ
ら
状
の
道
具
）
な
ど
の
父
祖
か

ら
伝
わ
る
宝
物
や
儀
礼
具
を
手
放
す
こ
と
に
躊ち
ゅ
う
ち
ょ躇す
る
ア

イ
ヌ
の
姿
も
読
み
と
れ
る
。

近
年
の
研
究
は
、
ア
イ
ヌ
の
み
の
歴
史
を
描
く
の
で
は

な
く
、
和
人
を
は
じ
め
隣
接
す
る
民
族
と
の
相
互
関
係
の

歴
史
を
と
ら
え
直
し
、
ア
イ
ヌ
の
主
体
的
な
動
き
も
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
を
生
き
る
ア
イ

ヌ
民
族
の
人
び
と
は
、
伝
統
文
化
に
学
び
つ
つ
、
現
代
に

合
っ
た
ア
イ
ヌ
文
化
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
。
使
い

込
ま
れ
た
器
物
を
前
に
、
一
〇
〇
年
前
の
人
び
と
の
姿
を

思
い
浮
か
べ
て
み
る
。
研
究
の
た
め
に
明
治
〜
昭
和
初
期

に
ア
イ
ヌ
の
地
で
収
集
さ
れ
、
ド
イ
ツ
や
東
京
に
も
ち
帰

ら
れ
た
古
い
資
料
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
今
こ
こ
に
あ

る
の
か
、
展
示
で
は
、
そ
こ
に
携
わ
っ
た
人
び
と
の
動
き

を
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

一
〇
〇
年
前
の
資
料
と�

今
を
つ
な
ぐ�

―
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
歴
史
と
現
在

齋さ
い
と
う藤 

玲れ
い

子こ

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

コンチ／頭巾　北海道アイヌ
Ｋ０００２２７２
中央の渦巻きはアイヌ語でモレウ（少し曲がる）とい
い、その周りをめぐるとがった括弧文はアイウシ（と
げのある）とよばれる。こうした基本パターンの組み
合わせで、美しい文様が生みだされる。

イタオマチプ／板綴舟（模型）　北海道アイヌ
Ｋ０００２２１２

イナウ／削り掛け　北海道アイヌ
Ｋ０００２２７５

イクパスイ／棒酒箸　北海道アイヌ
Ｋ０００１８１８

タマサイ／首飾り　北海道アイヌ
Ｋ０００１８４９

「イナヲを製する図」（『蝦夷生計
図説』より　東京大学総合研究
博物館 所蔵）
神に祈る際にヤナギなどを薄く
削ってつくるもので、人間のこと
ばを伝え、捧げものとなるなど
重要な役割を果たす。
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さ
ら
に
韓
国
に
は
大
学
に
映
像
人
類
学
に
関
心

を
も
っ
て
活
動
す
る
サ
ー
ク
ル
は
多
く
あ
る
が
、

こ
の
事
業
に
よ
り
、
彼
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形

成
さ
れ
る
と
い
う
副
次
的
な
効
果
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
さ
ら
に
広
が
り
、
応

募
者
が
増
加
す
れ
ば
、
将
来
は
コ
ン
テ
ス
ト
方

式
に
よ
り
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
作
品
を
公
募
す
る
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

新
番
組
登
場

昨
年
度
制
作
さ
れ
た
の
は
、
以
下
の
三
作
品

で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
全
州
市
に
あ
る
在
来
市
場

を
長
期
間
に
わ
た
り
撮
影
し
、
そ
れ
ら
を
市
場

の
一
日
と
し
て
編
集
し
た
も
の
で
、
韓
国
人
に

と
っ
て
の
在
来
市
場
の
位
置
づ
け
が
よ
く
わ
か

り
、
一
度
行
っ
て
み
た
く
な
る
映
像
で
あ
る
。
ふ

た
つ
は
、
韓
国
の
冬
の
歳
時
記
キ
ム
ジ
ャ
ン
（
越

冬
用
キ
ム
チ
作
り
）
を
都
市
と
田
舎
の
ふ
た
つ

の
家
庭
に
お
い
て
描
い
た
も
の
で
、
キ
ム
チ
作
り

の
全
過
程
が
よ
く
わ
か
り
、
キ
ム
チ
を
作
っ
て
み

た
く
な
る
。
三
つ
は
、
韓
国
の
名
門
大
学
の
ひ
と

つ
延
世
大
学
の
総
学
生
会
長
の
選
挙
を
記
録
し

た
も
の
で
、
今
日
の
キ
ャ
ン
パ
ス
・
ラ
イ
フ
の
一

面
と
と
も
に
、
韓
国
社
会
の
選
挙
方
法
の
お
も

し
ろ
さ
を
語
っ
て
く
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
日
本
語
・
韓
国
語
の
二
種
が
用
意

さ
れ
、
計
六
本
が
九
月
か
ら
本
館
の
ビ
デ
オ

テ
ー
ク
の
新
番
組
と
し
て
お
披
露
目
さ
れ
る
（
一

二
頁
参
照
）。
ぜ
ひ
、
お
楽
し
み
い
た
だ
き
た
い
。

映
像
制
作
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

本
年
七
月
九
日
、
一
〇
日
、
ソ
ウ
ル
民
博
の
会

議
室
で
、
本
館
「
朝
鮮
半
島
の
文
化
」
展
示
に

関
す
る
映
像
制
作
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

お
こ
な
っ
た
。
日
本
側
は
映
像
人
類
学
の
第
一
人

者
で
あ
る
本
館
の
大
森
康
宏
名
誉
教
授
、
通
訳

と
し
て
総
合
研
究
大
学
院
大
学
院
生
の
金
セ
ッ

ピ
ョ
ル
さ
ん
、
わ
た
し
の
三
人
。
韓
国
側
は
、
ソ

ウ
ル
大
学
で
映
像
人
類
学
を
教
え
る
李
文
雄
名

誉
教
授
、
ソ
ウ
ル
民
博
か
ら
千
鎭
基
館
長
、
本

事
業
担
当
の
鄭
明
燮
民
俗
研
究
課
長
と
張
庠
教

さ
ん
の
ほ
か
学
芸
員
十
余
人
。
そ
し
て
今
回
の

制
作
チ
ー
ム
三
チ
ー
ム
の
五
人
。
全
員
で
二
〇
数

人
の
出
席
が
あ
っ
た
。

制
作
チ
ー
ム
は
、
六
月
初
め
に
ソ
ウ
ル
民
博
か

ら
、
韓
国
の
民
俗
学
、
社
会
学
、
歴
史
学
、
国

文
学
、
映
像
専
攻
学
科
関
連
大
学
（
大
学
院
を

含
む
）
に
在
学
中
で
あ
り
、
映
像
制
作
と
編
集

が
可
能
な
学
生
を
対
象
に
募
集
し
た
。
江
原
大

の
文
化
人
類
学
科
、
延
世
大
の
文
化
人
類
学

科
・
社
会
学
科
三
チ
ー
ム
、
全
北
大
の
考
古
文

化
人
類
学
科
二
チ
ー
ム
、
安
東
大
の
民
俗
学
科
、

韓
国
伝
統
文
化
学
校
の
文
化
財
管
理
学
科
、
東

国
大
の
映
画
映
像
学
科
二
チ
ー
ム
、
西
江
大
の

映
像
大
学
院
の
計
一
一
チ
ー
ム
が
応
募
し
た
。
彼

ら
の
提
出
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
制
作
チ
ー
ム
を
紹
介

す
る
資
料
と
五
分
か
ら
二
〇
分
程
度
の
映
像
作

品
を
、
シ
ナ
リ
オ
完
成
度
、
制
作
能
力
、
チ
ー

ム
の
専
門
性
、
発
展
可
能
性
の
四
つ
の
項
目
に
基

づ
き
審
査
し
た
。
審
査
委
員
は
、
米
国
テ
ン
プ
ル

大
学
の
映
像
人
類
学
博
士
で
あ
る
ソ
ウ
ル
民
博
の

沈
宰
奭
さ
ん
、
外
部
委
員
と
し
て
徳
成
女
子
大

文
化
人
類
学
科
の
李
應
哲
教
授
、
韓
国
学
中
央

研
究
院
民
俗
学
専
攻
の
金
一
権
教
授
で
あ
る
。
今

回
は
映
像
コ
ン
テ
ン
ツ
よ
り
映
像
美
と
画
面
構
成

力
に
比
重
を
お
い
て
審
査
し
、
西
江
大
、
全
北

大
、
東
国
大
の
三
チ
ー
ム
を
選
抜
し
た
と
い
う
。

一
日
目
は
、
鄭
課
長
の
司
会
で
午
後
一
時
か
ら

始
ま
り
、
わ
た
し
の
主
旨
説
明
に
つ
づ
い
て
、
西

江
大
チ
ー
ム
が
「
伝
統
音
楽
を
楽
し
む
人
た
ち
」、

全
北
大
が
「
群
山
の
日
本
式
家
屋
」、
東
国
大
が

「
ト
ッ
ポ
ッ
キ
（
餅
炒
め
）」
を
主
題
と
す
る
制
作

計
画
を
発
表
し
、
そ
れ
に
対
し
て
質
疑
と
コ
メ

ン
ト
が
だ
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
三
チ
ー
ム
の
主
題

に
つ
い
て
、
出
席
者
全
員
に
よ
る
意
見
交
換
が

お
こ
な
わ
れ
、
六
時
か
ら
懇
親
会
が
あ
っ
た
。

二
日
目
は
、
朝
九
時
三
〇
分
か
ら
大
森
先
生

の
総
合
研
究
大
学
院
大
学
で
お
こ
な
っ
た
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
事
例
を
と
お
し
て
、
具
体
的
な

映
像
人
類
学
の
講
演
が
あ
っ
た
。
制
作
チ
ー
ム

か
ら
は
、
そ
う
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
韓
国

で
も
開
催
し
て
ほ
し
い
と
い
う
希
望
が
だ
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
三
チ
ー
ム
が
制
作
す
る
映
像
の

主
題
お
よ
び
具
体
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
、

本
館
と
ソ
ウ
ル
民
博
か
ら
の
助
言
に
基
づ
い
て
、

今
後
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
沈
さ
ん
が
サ
ポ
ー

ト
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昼
食
に
な
っ
て

も
、
制
作
チ
ー
ム
は
大
森
先
生
を
囲
み
、
質
問

に
終
始
し
た
。

新
し
い
制
作
シ
ス
テ
ム
の
構
築

本
事
業
の
ね
ら
い
は
、
本
館
の
ビ
デ
オ
テ
ー

ク
の
映
像
資
料
の
開
発
・
収
集
に
新
し
い
制
作

シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
館
の
展

示
場
は
、
現
地
の
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
文
化

を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
た
い
の
か
、
そ
の
想
い
を

反
映
で
き
る
よ
う
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
場
と
な
っ
て

い
る
。
映
像
資
料
で
も
、
そ
う
し
た
現
地
の
声

を
反
映
で
き
る
も
の
に
し
た
い
と
い
う
の
が
初
め

の
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
韓
国
人
の
視
点
か

ら
韓
国
人
の
生
活
像
を
日
本
人
に
紹
介
す
る
映

像
作
品
を
制
作
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
ビ
デ
オ

テ
ー
ク
番
組
に
す
る
計
画
を
た
て
た
。

こ
れ
ま
で
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
番
組
は
、
本
館
の

ス
タ
ッ
フ
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
申
請
し
、
プ
ロ
の

カ
メ
ラ
マ
ン
と
と
も
に
現
地
に
赴
き
撮
影
し
た
映

像
を
編
集
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
、

現
地
の
人
に
撮
影
を
任
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
制
作
の
い
く
つ
か
の
限
界
を

越
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
ず
、
長
期
間
に

わ
た
っ
て
の
撮
影
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
あ
る

出
来
事
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
す
ぐ
に
機
動
性

を
も
っ
て
撮
影
が
で
き
、
同
じ
テ
ー
マ
で
あ
っ
て

も
、
地
域
を
変
え
た
り
、
時
期
を
変
え
た
り
、

立
体
的
に
映
像
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。

昨
年
度
の
反
省
と
評
価

こ
の
映
像
制
作
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
今
年
度

が
二
回
目
で
あ
る
。
昨
年
度
は
六
チ
ー
ム
か
ら

応
募
が
あ
り
、
全
北
大
学
、
東
国
大
学
、
延
世

大
学
の
三
チ
ー
ム
が
選
抜
さ
れ
た
。
昨
年
度
の

チ
ー
ム
に
は
、
初
年
度
の
た
め
事
前
打
ち
合
わ

せ
に
時
間
が
か
か
り
、
今
年
度
同
様
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
が
九
月
に
な
り
、
一
二
月
末
の
作
品
提

出
ま
で
実
際
の
撮
影
期
間
が
三
カ
月
し
か
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
。

彼
ら
に
は
映
像
制
作
後
、
一
月
に
本
館
に
来

て
も
ら
い
、
試
写
会
と
評
価
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
制
作
し

た
映
像
作
品
に
つ
い
て
大
森
先
生
を
は
じ
め
本

館
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
に
携
わ
る
専
門
家
か
ら
集

中
的
な
指
導
助
言
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
彼

ら
に
と
っ
て
大
き
な
財
産
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本館は韓国の国立民俗博物館（以下、ソウル民博）と２００７年７月に国際学術協定を結び、いくつかの
事業を共同でおこなっている。そのひとつ「『朝鮮半島の文化』に関する映像資料収集の新たなシステム
の構築と収集事業」（３年計画）の初年度の成果が、この９月からビデオテーク番組で来館者の皆様に
ご利用いただく形で公開される。

朝
あ さ く ら

倉 敏
と し

夫
お

民博 文化資源研究センター

ビデオテーク『キムジャンをする日』の一場面

文化資源計画事業 

「朝鮮半島の文化」展示関連ビデオテーク
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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
」

本
特
別
展
で
は
、
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
と
ド
レ

ス
デ
ン
の
民
族
学
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
ア
イ

ヌ
の
工
芸
品
の
数
々
と
、
本
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る

同
時
代
に
東
京
大
学
で
収
集
さ
れ
た
資
料
と
を
比

較
対
照
す
る
よ
う
に
展
示
し
ま
す
。

会
期　

10
月
6
日
︵
木
︶～
12
月
6
日
︵
火
︶

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
研
究
公
演

「
ア
イ
ヌ
音
楽
ラ
イ
ブ　
ト
ン
コ
リ
×
ウ
ポ
ポ
」

樺
太
ア
イ
ヌ
の
弦
楽
器
ト
ン
コ
リ
を
復
活
さ
せ
、
そ

の
魅
力
を
ひ
ろ
め
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
O
K
I

︵
オ
キ
︶
と
、
輪
唱
歌
ウ
ポ
ポ
を
再
現
す
る
女
性
ユ

ニ
ッ
ト
の
マ
レ
ウ
レ
ウ
に
よ
る
、
現
代
に
息
づ
く
ア

イ
ヌ
音
楽
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

日
時　

10
月
16
日
︵
日
︶　

14
時
～
15
時
30
分

　
　
　
︵
開
場
13
時
30
分
︶

場
所　

講
堂
︵
定
員
4
5
0
名
︶

※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
込
締
切　

9
月
29
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
4
0
0
回　

9
月
17
日︵
土
︶

【
第
4
0
0
回
記
念
み
ん
ぱ
く
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
4
0
1
回　

10
月
15
日︵
土
︶

【
特
別
展
関
連
】

物
に
み
る
ア
イ
ヌ
文
化
の
地
域
性
―
周
辺
民
族
と
の
比
較

講
師　
齋
藤
玲
子 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
︶

千
島
・
樺
太
・
北
海
道
と
海
に

囲
ま
れ
た
広
範
な
土
地
に
く

ら
し
て
き
た
ア
イ
ヌ
の
文
化
は
、

一
様
で
は
な
く
、
地
域
的
な
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
わ
か

り
や
す
い
例
が
、
衣
食
住
な

ど
に
関
す
る
生
活
用
具
で
、

素
材
や
形
に
は
隣
接
す
る
民

族
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
開
催
中
の
特
別
展
で
注

目
し
て
い
た
だ
き
た
い
資
料

に
つ
い
て
も
お
話
し
ま
す
。

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

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

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

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

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

友の会

国立民族学博物館
ミュージアム・ 
ショップ

ア
イ
ヌ
に
は
、
い
ま
な
お
伝
え
ら
れ
て
い
る
独
特
の
文
化
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
民
族
衣
装
や
日
常
用
具
な
ど
に
使
用

さ
れ
る
文
様
で
す
。
多
く
は
、
モ
レ
ウ
︵
渦
巻
文
様
︶
と
ア
イ

ウ
シ
︵
括
弧
文
様
︶
と
い
う
ふ
た
つ
の
基
本
形
を
組
み
合
わ
せ
、

連
続
し
た
線
で
結
ん
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
様
は
、

川
の
流
れ
で
生
じ
る
渦
、
北
国
な
が
ら
の
厳
し
い
風
、
木
に
絡

ま
る
ツ
タ
な
ど
、
自
然
の
中
に
カ
ミ
を
見
い
だ
し
た
ア
イ
ヌ
な

ら
で
は
の
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
服
飾
に
用
い
ら
れ
る
こ

れ
ら
の
文
様
は
、
刺
繍
で
入
れ
ら
れ
た
り
、
別
の
布
を
張
り
合

わ
せ
た
切
伏
や
布
を
切
り
抜
く
切
抜
と
い
っ
た
方
法
で
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
文
様
が
施
さ
れ
た
刺
繍
の
バ
ッ
グ
と
、
切
伏
の
ポ
シ
ェ
ッ

ト
、
リ
ュ
ッ
ク
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

日
時　

11
月
4
日
︵
金
︶　

18
時
～
20
時
20
分

　
　
　
︵
開
場
17
時
︶

会
場　

日
経
ホ
ー
ル
︵
東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
１

―
３
―
７ 

日
経
ビ
ル
３
階
︶

定
員　

6
0
0
名

※
手
話
通
訳
あ
り

※
参
加
無
料
、
要
申
込

参
加
申
込
方
法
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

﹁
11
月
4
日
公
開
講
演
会
参
加
﹂と
明
記
の
上
、氏
名
・
郵

便
番
号
・
住
所
・
電
話
番
号
・
今
後
の
講
演
会
な
ど
の
案

内
送
付
希
望
の
有
無
を
書
い
て
、ハ
ガ
キ
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー
ル

に
て
左
記﹁
研
究
協
力
係
﹂ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

Ｆ
Ａ
Ｘ　
0
6
・
6
8
7
8
・
8
4
7
9

E
-m

ail :ko
e

n
kai@

id
c.m

in
p

aku
.ac.jp

お
問
い
合
わ
せ
先

研
究
協
力
課　

研
究
協
力
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
2
0
9

※
詳
細
お
よ
び
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、
み
ん
ぱ
く

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
。

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
。

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
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

会
場　
江
戸
東
京
博
物
館 

学
習
室

定
員　

70
名
（
要
申
込
）

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
に
ア
イ
ヌ
文
化
の
資
料
︵
衣
類
な
ど
︶
を
持
参
し
ま
す
。

第
1
0
0
回　

10
月
29
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

本
物
の
イ
ン
ド
ら
し
さ

―
南
イ
ン
ド
、
タ
ミ
ル
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

講
師　
杉
本
良
男
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

南
イ
ン
ド
の
人
び
と
は
、
生
粋
の
イ
ン
ド
文
化
は
タ
ミ
ル
文
化
、

ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
文
化
に
こ
そ
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
主
張
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
ン
ド
の
歴
史
も
よ
み
と
き
な
が
ら

お
話
し
ま
す
。

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
、
会

員
番
号
も
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
T
O
K
Y
O
ア
イ
ヌ
」

日
時　

10
月
9
日
︵
日
︶　

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

以
上
、
研
究
公
演
と
映
画
会
の
お
問
い
合
わ
せ
先

広
報
企
画
室　

企
画
連
携
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
2
1
0

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

す
。
お
楽
し
み
に
！

企
画
展

「
イ
ン
ド　
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ア
ー
ト
の
世
界

―
近
代
西
欧
と
の
出
会
い
と
展
開
」

イ
ン
ド
の
庶
民
の
間
で
親
し
ま
れ
て
き
た
風
景
画
や

宗
教
画
、
広
告
な
ど
約
1
4
0
点
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
展
示
し
、
イ
ン
ド
の
人
々
の
美
意
識
や
宗
教
観
の

変
遷
を
た
ど
り
ま
す
。

会
期　

9
月
22
日
︵
木
︶～
11
月
29
日
︵
火
︶

会
場　

本
館
展
示
場
内

公
開
講
演
会

「
ワ
タ
シ
の
Ｉ
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｏ
―
新
し
い〈
ふ
る
さ
と
〉

像
を
も
と
め
て
」

移
民
・
移
住
や
産
業
化
が
ま
す
ま
す
進
み
、
古
典

的
な
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
像
か
ら
の
脱
却
が
も
と
め
ら
れ

る
昨
今
、﹁
ふ
る
さ
と
﹂
像
の
再
構
成
や
、
そ
れ
を

伝
承
す
る
た
め
の
実
践
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
ま
た
、

﹁
ふ
る
さ
と
﹂
像
に
代
わ
る
観
念
を
い
か
に
創
出
で

き
る
の
か
、
人
類
の
未
来
の
可
能
性
に
つ
い
て
議
論

し
ま
す
。

ア
イ
ヌ
文
様
の
布
小
物

刺しゅうバッグ 8,000円～
切伏ポシェット 7,500円～
切伏リュック 8,525円～　（すべて税込み）

番号 タイトル（監修者） 番組種別 地域 時間
2800 キムジャンをする日 :  韓国人はキムチを漬ける 短編 (日本語字幕 ) 朝鮮半島 18 分
8004 短編 ( 韓国語字幕 ) 朝鮮半島 18 分
2801 南部市場の一日 : 韓国 全羅北道全州市の在来市場 短編 (日本語字幕 ) 朝鮮半島 16 分
8005 短編 ( 韓国語字幕 ) 朝鮮半島 16 分
2802 会長になるなら : 延世大学校 第 48 代総学生会選挙の話 短編 (日本語字幕 ) 朝鮮半島 18 分
8006 短編 ( 韓国語字幕 ) 朝鮮半島 18 分
1699 海を渡った和太鼓　( 寺田𠮷孝 ) 短編 アメリカ 15 分
3699 Taiko in North America　(TERADA Yoshitaka) 短編 ( 英語 ) アメリカ 15 分
7217 Angry Drummers : A Taiko Group from Osaka, Japan　(TERADA Yoshitaka) 長編 ( 英語字幕 ) 日本 / 近畿 85 分
2803 ポン教のツキを呼ぶ儀礼 : ヤングー　( 長野泰彦 ) 短編 (日本語字幕 ) 南アジア・中国地域 14 分
6044 インドネシア・スンバ島の家　( 佐藤浩司 ) マルチメディア 東南アジア -
7182 ベリーダンス　( 西尾哲夫 ) 長編 西アジア 54 分

ビデオテーク新番組（9月公開予定）

刊行物紹介

■ 『民博通信』2 011　No.13 2
評論・展望
「環流」する「インド文化」
―グローバル化する地域文化への視点
三尾稔

■ 『民博通信』2 011　No.13 3
評論・展望
新しい人文学の創成を目指して
―民博の改組と人間文化研究機構のこれから
長野泰彦

間
宮
林
蔵
『
北
蝦
夷
図
説
』

市
立
函
館
中
央
図
書
館
所
蔵

情
報
交
換
す
る

ア
ジ
ア
か
ら
の
女
性
移
民
（
香
港
）

12   13    2011年 9月号



14   15    2011年 9月号

世
紀
後
半
の
成
立
期
か
ら
二
○
世
紀
前
半

の
発
展
期
ま
で
約
一
三
○
点
の
作
品
を
紹

介
す
る
。作
品
は
す
べ
て
イ
ン
ド
の
美
術

史
家
ジ
ョ
テ
ィ
ン
ド
ラ
・
ジ
ャ
イ
ン
氏
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
、イ
ン
ド
や
西
欧
で
も

巡
回
展
示
さ
れ
好
評
を
博
し
て
い
る
。今

回
の
展
示
で
も
、イ
ン
ド
に
お
け
る
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
・
ア
ー
ト
の
成
立
や
展
開
の
あ

り
さ
ま
が
わ
か
る
よ
う
、順
を
追
い
ジ
ャ

ン
ル
を
わ
け
て
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
ー
ト
の
世

界
を
紹
介
す
る
。

日
本
製
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
像
の
意
味

　

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
は
、

欧
米
列
強
の
世
界
分
割
や
資
本
主
義
的
生

産
様
式
が
著
し
く
進
ん
だ
時
期
で
も
あ
る
。

植
民
地
支
配
に
伴
う
人
の
移
動
や
資
本
や

商
品
の
流
通
に
よ
っ
て
世
界
は
緊
密
に
関

係
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。今
回
の
展
示
作
品

　

神
々
も
ま
た
近
代
的
技
法
で
描
か
れ
る

よ
う
に
な
る
。写
実
的
な
構
図
の
も
と
で

人
間
的
な
衣
装
を
ま
と
っ
て
神
々
が
表
現

さ
れ
た
り
、肖
像
写
真
の
ご
と
く
神
々
が

こ
ち
ら
を
見
つ
め
る
よ
う
に
描
か
れ
た
り

す
る
の
は
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
こ
と

だ
っ
た
。ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
神
と
信
者

が
目
を
見
交
わ
す
こ
と
が
何
よ
り
重
要
と

さ
れ
た
た
め
、写
真
的
な
神
々
の
肖
像
の

登
場
は
幅
広
い
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
神
々
の
図
像
や
、婦
人
画
、演

劇（
の
ち
に
映
画
）の
情
景
画
な
ど
は
、こ

ポ
ス
タ
ー
絵
の
源
流

　

イ
ン
ド
の
街
角
で
は「
ポ
ス
タ
ー
屋
」を

よ
く
見
か
け
る
。道
端
に
商
品
を
広
げ
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、屋
台
売
り
も
あ
る
し
、店

を
構
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。映
画
俳
優

や
女
優
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
が
定
番
商
品
だ

が
、そ
れ
と
人
気
を
二
分
す
る
の
が
さ
ま

ざ
ま
な
神
々
の
姿
を
印
刷
し
た
も
の
だ
。

こ
ち
ら
は
家
に
飾
る
と
い
う
よ
り
、祭
壇

に
置
き
儀
式
の
対
象
と
し
て
用
い
る
こ
と

の
方
が
多
い
。近
年
で
は
３
D
化
し
た
神

話
画
像
も
人
気
で
あ
る
。一
枚
数
十
円
程

度
で
、結
構
売
れ
て
い
る
ポ
ス
タ
ー
の
二

大
テ
ー
マ
で
あ
る「
映
画
」や「
神
々
の
肖

像
」だ
が
、そ
の
源
流
は
一
九
世
紀
の
植
民

地
時
代
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
大
衆
文
化
と

西
洋
の
技
術
や
美
術
表
現
と
の
出
会
い
に

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ア
ー
ト
の
成
立
と
発
展

　

植
民
地
期
の
イ
ン
ド
に
は
鉄
道
や
電
信

な
ど
近
代
西
欧
の
先
進
技
術
が
次
々
に
導

入
さ
れ
た
。芸
術
分
野
で
は
、写
真
が
一
八

四
○
年
代
に
早
く
も
到
来
し
、対
象
を
肉

感
的
に
表
現
す
る
技
術
と
し
て
上
流
階
層

を
中
心
に
人
気
を
集
め
た
。遠
近
法
な
ど

西
欧
的
な
絵
画
技
法
を
教
え
る
学
校
が
イ

ン
ド
に
次
々
に
で
き
る
の
も
、ち
ょ
う
ど
こ

の
こ
ろ
で
あ
る
。イ
ン
ド
を
主
題
と
し
た
西

欧
人
に
よ
る
写
真
や
絵
画
で
は
エ
キ
ゾ

チ
ッ
ク
に
う
つ
る
風
俗
や
田
園
風
景
、先
住

民
族
の
姿
、官
能
的
な
女
性
な
ど
が
好
ま

れ
た
が
、イ
ン
ド
の
中
上
流
階
層
も
そ
の
趣

味
に
同
化
し
、そ
う
し
た
作
品
の
消
費
者

と
な
っ
て
ゆ
く
。舞
台
装
置
を
背
景
と
し

た
演
劇
も
近
代
西
欧
か
ら
輸
入
さ
れ
た
。

こ
こ
で
も
写
実
的
な
背
景
画
が
書
割
り
と

な
っ
た
が
、演
出
面
で
は
、見
せ
場
で
主
人

公
の
苦
悩
や
愛
を
た
っ
ぷ
り
と
大
仰
な
身

振
り
で
演
ず
る
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
手
法

が
好
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。こ
う
い
う
演

出
方
法
や
田
園
を
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
舞
台

と
し
て
挿
入
す
る
手
法
な
ど
は
後
に
イ
ン

ド
映
画
の
主
要
な
特
徴
と
な
っ
て
ゆ
く
。

ヒンドゥー教徒の婚姻儀礼の始めに、災厄を払
う神ガネーシャを招来する。聖化するための油
を神像に直接かける（インド・ラージャスターン
州ラダナ村、1990年11月）

れ
も
西
欧
渡
来
の
石
版
印
刷
技
術
に
よ
っ

て
安
価
な
複
製
が
可
能
に
な
り
、大
量
に

市
場
に
出
回
る
に
至
る
。ま
た
こ
れ
ら
の

複
製
画
は
絵
葉
書
、商
品
ラ
ベ
ル
、カ
レ
ン

ダ
ー
、マ
ッ
チ
や
た
ば
こ
の
包
装
デ
ザ
イ

ン
な
ど
に
も
な
り
、庶
民
に
も
親
し
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

「
イ
ン
ド
　
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ア
ー
ト
の

世
界
」展

　

こ
の
秋
の
民
博
の
企
画
展「
イ
ン
ド
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
・
ア
ー
ト
の
世
界
」で
は
、一
九

に
は
こ
れ
を
反
映
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。

例
え
ば
、イ
ン
ド
で
流
通
し
た
マ
ッ
チ
の
絵

は
日
本
で
も
制
作
さ
れ
た
。明
治
時
代
に
職

を
失
っ
た
浮
世
絵
師
が
イ
ン
ド
か
ら
の
注

文
を
受
け
、見
本
を
模
倣
し
て
描
い
た
も
の

だ
と
い
う
。日
本
製
の
マ
ッ
チ
絵
に
描
か
れ

た
イ
ン
ド
の
神
々
の
姿
は
、ど
こ
か
歌
舞
伎

役
者
を
思
わ
せ
る
。ド
イ
ツ
製
の
陶
器
の
神

像
は
、色
使
い
が
欧
風
趣
味
で
あ
る
。こ
う

し
て
世
界
各
地
で
作
製
さ
れ
た
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
・
ア
ー
ト
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
文
化
の

活
性
化
や
均
質
化
を
も
た
ら
し
、そ
れ
が
イ

ン
ド
独
立
運
動
の
巨
大
な
う
ね
り
に
ま
で

つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。列
強
の
足
元
で
作
ら
れ

た
商
品
が
そ
れ
を
生
み
出
し
た
世
界
秩
序

を
覆
す
よ
う
な
動
き
を
も
誘
発
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。当
時
の
文
化
と
政
治
の
関
係

を
、展
示
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
す
る
の
も

こ
の
企
画
展
の
ね
ら
い
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

コ
レ
ク
タ
ー
ご
本

人
に
よ
る
ギ
ャ
ラ

リ
ー
・
ト
ー
ク
な

ど
関
連
企
画
も
計

画
し
て
い
る
。芸

術
の
秋
に
イ
ン
ド

の
ア
ー
ト
の
世
界

を
満
喫
し
て
頂
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

クリシュナ神とその愛人ラーダーが写真を撮影してもらう
かのようにこちらを見てほほ笑むポスター。1930年代
のもの（ジョティンドラ・ジャイン氏およびジュッタ・ジャイ
ン氏共同所蔵）

《企画展》 
インド　ポピュラー・アートの世界
―近代西欧との出会いと展開
会期：２０１１年9月22日（木）～11月29日（火）
会場：企画展示場Ａ

ドイツで製作されたヒンドゥー神像。クリシュナ神が
ライオンに乗る女神に抱かれている。神々の組
み合わせが風変りである。20世紀初頭のものか 

（ジョティンドラ・ジャイン氏およびジュッタ・ジャイン
氏共同所蔵）

街角のポスター屋。この店は神像専門で、軒先にまで商品を並べて売っている
（インド・ラージャスターン州ウダイプル市、2010年10月）

　「
イ
ン
ド

　
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ア
ー
ト
の
世
界
」

三み

お尾 

稔み
の
る

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

企
画
展



ボゴタ

コロンビア
ベネズエラ

ブラジル

ペルー

エクアドル

パナマ

オ
リ
ノ
コ
川

グァビアレ川

16   17    2011年 9月号

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
短
い
旅

大お
お
ぬ
き貫 

良よ
し

夫お

野
外
民
族
博
物
館
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
館
長

散
策
と

思
索
の
径

黄
金
が
眠
る
墓

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
首
都
の
ボ
ゴ
タ
で
は
黄
金
博
物
館
を
訪
問
し
た
。
当
時
で
万
を
超
え
る
数
の
先
ス
ペ
イ
ン
期

黄
金
製
品
を
集
め
て
い
る
と
し
て
、
名
を
馳は

せ
て
い
た
博
物
館
で
あ
る
。
文
化
人
類
学
者
の
ヘ
ラ
ル
ド
・
ラ
イ

ヘ
ル
＝
ド
ル
マ
ト
フ
博
士
と
夫
人
の
ア
リ
シ
ア
・
ド
ウ
ッ
サ
ン
博
士
に
連
れ
ら
れ
て
館
長
に
面
会
し
、
な
か
を

案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

導
入
展
示
部
門
を
過
ぎ
る
と
真
っ
暗
な
部
屋
に
入
る
。
や
が
て
ぼ
う
っ
と
灯あ

か

り
が
つ
き
、
そ
れ
が
次
第
に
明

る
く
な
る
と
、
闇
の
な
か
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
数
々
の
黄
金
細
工
が
浮
か
び
上
が
り
、
電
灯
が
す
べ
て
と
も
っ
た

途
端
に
、
部
屋
の
四
方
、
床
近
く
か
ら
天
井
ま
で
の
黄
金
が
一
斉
に
輝
き
出
す
。
こ
の
仕
掛
け
に
、
初
め
て
の
と

き
は
驚
い
て
お
も
わ
ず
感
嘆
の
声
が
出
て
し
ま
っ
た
。

得
意
満
面
の
館
長
の
話
で
は
、
先
ス
ペ
イ
ン
期
の
墓
地
が
盗
掘
に
あ
い
、
貴
重
な
遺
物
が
海
外
に
流
出
す
る

の
で
、
国
内
に
遺
物
を
と
ど
め
て
お
く
に
は
盗
掘
品
を
国
が
買
い
上
げ
る
し
か
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
黄
金
細

工
が
黄
金
博
物
館
で
集
中
的
に
保
存
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
良
か
っ
た
と
手
放
し
で
喜
ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
政
策
が
か
え
っ
て
盗
掘
を
あ
お
っ

て
し
ま
い
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
各
地
の
農
民
を
は
じ
め
と
す
る
住
民
に
よ
っ
て
、
墓
地
と
い
う
墓
地
は
あ
ら
か
た
掘
り

尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
学
術
的
な
発
掘
な
ど
し
て
い
る
暇
は
な
い
。

も
っ
と
恐
ろ
し
い
こ
と
も
あ
る
。
研
究
者
が
発
掘
し
て
い
て
黄
金
の
か
け
ら
で
も
見
つ
け
よ
う
も
の
な
ら
、

あ
っ
と
い
う
ま
に
あ
た
り
一
面
が
乱
掘
の
場
に
変
わ
る
。
武
器
を
も
つ
住
民
も
少
な
く
な
い
の
で
、
阻
止
で
も
し

よ
う
も
の
な
ら
研
究
者
の
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
後
年
、
ペ
ル
ー
の
ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
遺

跡
で
黄
金
細
工
を
含
む
墓
を
い
く
つ
も
発
掘
す
る
立
場
に
な
っ
た
と
き
、
こ
の
と
き
の
話
を
思
い
出
し
、
ペ
ル
ー

に
い
る
こ
と
の
幸
運
を
か
み
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

先
住
民
の
わ
び
し
い
集
落

ボ
ゴ
タ
で
の
用
事
を
す
ま
せ
て
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
ア
ン
デ
ス
の
東
斜
面
を
下
っ
て
、
ひ
た
す
ら
平
坦
な
サ

バ
ン
ナ
地
帯
に
入
り
、
オ
リ
ノ
コ
支
流
の
グ
ァ
ビ
ア
レ
川
を
下
る
カ
ヌ
ー
旅
行
を
し
た
。
こ
の
地
方
の
県
知
事
の

視
察
に
同
行
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
五
人
ほ
ど
が
大
き
な
く
り
ぬ
き
カ
ヌ
ー
に
乗
り
込
み
、
往
復
一
〇
日
ほ
ど
の
旅
と
な
っ
た
。
夕
方
近
く
な
る
と

砂
州
や
開
拓
農
民
の
軒
先
を
借
り
て
、
各
自
が
ハ
ン
モ
ッ
ク
と
蚊
帳
を
張
っ
て
寝
る
。
食
事
は
大
鍋
で
バ
ナ
ナ
と

川
で
と
れ
た
大
き
な
魚
の
干
物
を
煮
込
ん
だ
も
の
を
朝
晩
に
食
べ
、
昼
は
ど
こ
か
の
家
で
キ
ャ
ッ
サ
バ
の
焼
き
パ

ン
を
わ
け
て
も
ら
う
。

ア
ン
デ
ス
山
地
の
方
か
ら
個
々
に
入
植
し
て
間
も
な
い
農
民
が
、
グ
ァ
ビ
ア
レ
川
沿
い
に
点
々
と
家
を
建
て
て

住
む
。
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
小
さ
な
集
落
が
あ
り
、
先
住
民
が
住
む
。
本
な
ど
に
は
名
前
も
出
て
こ
な
い
弱
小
化

し
た
民
族
で
、
消
滅
寸
前
で
あ
る
。
川
近
く
の
森
を
焼
い
て
畑
と
し
、
川
魚
や
と
き
に
小
さ
な
ワ
ニ
な
ど
を
捕

ま
え
て
食
料
に
す
る
。

入
植
者
の
生
活
に
目
を
向
け
る
と
、
家
屋
も
キ
ャ
ッ
サ
バ
の
調
理
法
も
魚
の
と
り
方
も
先
住
民
と
同
じ
で
あ

る
。
調
理
具
な
ど
は
結
局
先
住
民
か
ら
購
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
先
住
民
を
征
服
し
た
側
の
世
界
に
属
し
な
が

ら
生
存
の
た
め
の
技
術
は
先
住
民
と
同
じ
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
土
地
に
根
ざ
す
文
化
は
も
た
ず
、
出
自
に
つ

い
て
の
共
通
感
覚
も
な
い
。
核
家
族
か
拡
大
家
族
程
度
の
集
団
し
か
な
い
。
一
方
、
先
住
民
社
会
も
崩
壊
し
つ

つ
あ
る
。
学
校
や
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
に
な
じ
む
選
択
を
す
れ
ば
入
植
者
と
変
わ
ら
ぬ
社
会
に
な
る
。

一
九
六
九
年
の
オ
リ
ノ
コ
上
流
の
サ
バ
ン
ナ
の
住
民
に
見
え
た
の
は
文
化
の
崩
壊
で
あ
り
、
社
会
集
団
の
解

体
と
い
っ
た
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
熱
帯
低
地
は
、
反
政
府
ゲ
リ
ラ
、
麻
薬
生
産
者
の
テ
ロ

リ
ズ
ム
、
政
府
側
の
制
圧
軍
事
行
動
な
ど
、
暴
力
の
舞
台
に
な
っ
た
。
四
〇
年
を
経
た
今
日
、
先
住
民
と
入
植

者
た
ち
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
カ
ヌ
ー
で
短
い
旅
を
と
も
に
し
た
船
長
、
県
知
事
、
警
官
、
医
者
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
た
ち
の
運
命
は
。
無
表
情
で
わ
れ
わ
れ
に
応
対
し
た
あ
の
わ
び
し
い
集
落
の
先
住
民
た
ち

も
、
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
き
る
こ
と
な
ら
再
訪
し
て
み
た
い
。

一
九
六
九
年
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。

今
や
故
人
と
な
っ
た
文
化
人
類
学
の
同
学
の
友と

も
え
だ枝
啓ひ

ろ
や
す泰
と
二
人
で
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
南
米
各
国
を
ま
わ
る
旅
行
を
し
た
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
な
り
の
学
問
的
目
的
と
使
命
の
あ
る
旅
行
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
こ
と
は
省
略
。
本
稿
で
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
を
回
想
す
る
。

入植者の話を聞く県知事たち
炎天下のグァビアレ川を
行くカヌー

ボゴタの黄金博物館の展示品

ライヘル＝ドルマトフ夫妻と
友枝啓泰（民博名誉教授）

ワニの皮をはぐ
先住民の女性

先住民の村
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逆説的な存在と活動
カパティラン

鈴
す ず

木
き

 伸
の ぶ

枝
え

千葉大学 教授

カパティランとはタガログ語で「兄弟姉妹」の意味をもち、

社会でその活動の必要性がまったくなくなることが望まれて生まれた。

フィリピン人を中心として1988年に東京で生まれた外国人住民・移住者への支援団体である。

カ
パ
テ
ィ
ラ
ン
の
移
住
者
支
援
は
、「
旅
人
を
も
て
な

す
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
配
慮
や
共
感
の
精
神
を
そ
の

理
念
と
す
る
。
た
だ
し
、
ひ
と
つ
の
宗
派
や
キ
リ
ス
ト
教

義
に
固
執
せ
ず
、
宗
派
を
超
え
た
姿
勢
で
活
動
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
在
日
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
支
援
団
体
は
、
一

般
に
日
本
人
ま
た
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
一
方
で
構
成
し
、

必
要
に
応
じ
て
お
互
い
が
協
力
す
る
と
い
う
形
が
多
い
が
、

カ
パ
テ
ィ
ラ
ン
は
、
日
本
人
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
常
に
協

働
し
て
い
る
数
少
な
い
団
体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
実
際
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
日
本
人
が
チ
ー
ム
で
働
き
、
被
支
援
者

の
自
立
を
目
指
す
こ
と
が
団
体
の
目
的
で
も
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
目
的
が
、
本
文
の
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
た
団
体

の
逆
説
的
な
誕
生
に
繋つ

な

が
っ
て
い
る
。

活
動
の
は
じ
ま
り

八
〇
年
代
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ナ
ー
と
し
て
ナ
イ
ト
ク

ラ
ブ
で
働
い
た
り
、
日
本
人
男
性
の
配
偶
者
と
し
て
過
疎

地
に
移
住
し
て
き
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
が
直
面
す
る
問

題
が
広
く
メ
デ
ィ
ア
で
と
り
上
げ
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。

当
時
日
本
聖
公
会
フ
ィ
リ
ピ
ン
小
委
員
会
の
委
員
長
だ
っ

た
神
崎
雄
二
司
祭
と
、
一
九
九
〇
年
に
聖
公
会
の
招
き
で

来
日
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
ス
タ
ッ
フ
が
、
知
人
も
な
く
相

談
す
る
先
も
わ
か
ら
な
い
な
か
で
、
職
場
で
の
契
約
不
履

行
や
性
的
・
肉
体
的
・
精
神
的
暴
力
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
問
題
な
ど
に
悩
む
女
性
た
ち
の
家
を
訪
ね
て
相

談
に
の
り
は
じ
め
た
。
英
語
と
タ
ガ
ロ
グ
語
で
の
ミ
サ
や
、

タ
ガ
ロ
グ
語
・
英
語
・
日
本
語
の
電
話
相
談
も
続
け
て
開

始
し
た
。
こ
う
し
た
活
動
は
、
や
が
て
日
本
人
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
や
他
の
宗
教
や
労
働
関
係
の
支
援
組
織
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
大
使
館
、
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
移
住
者
支
援
組
織
と
の

連
携
、
そ
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
以
外
の
国
の
移
住
者
支
援
組

織
と
の
協
調
関
係
を
強
化
し
な
が
ら
拡
大
し
て
い
っ
た
。

移
住
か
ら
定
住
へ

八
〇
年
代
後
半
に
は
、
ク
ラ
ブ
で
働
く
フ
ィ
リ
ピ
ン
女

性
た
ち
と
日
本
人
男
性
と
の
結
婚
が
増
加
し
始
め
、
こ
れ

に
伴
い
九
〇
年
代
か
ら
は
相
談
の
内
容
も
定
住
に
か
か
わ

る
問
題
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
ビ
ザ
取
得
や
変
更
、
ド

メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
や
姻
戚
関
係
、
離
婚
、

出
産
、
子
ど
も
の
教
育
や
い
じ
め
と
多
岐
に
わ
た
る
よ
う

に
な
る
。
ま
た
、
日
本
人
の
夫
の
過
失
や
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
家
族
か
ら
の
過
度
な
経
済
支
援
要
求
な
ど
か
ら
離
婚
し

た
よ
う
な
場
合
、
女
性
た
ち
は
そ
の
後
、
別
の
男
性
に
精

神
的
・
経
済
的
に
頼
ろ
う
と
し
た
り
、
は
た
ま
た
酒
や
薬

物
に
依
存
す
る
と
い
っ
た
問
題
が
あ
ら
た
に
浮
上
し
た
。

こ
う
し
た
な
か
、
素
人
相
談
員
で
は
十
分
な
対
応
が
で

き
な
い
た
め
、
カ
パ
テ
ィ
ラ
ン
で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
ス
タ
ッ

フ
を
プ
ロ
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
養
成
す
る
た
め
に
研
修

を
受
け
る
シ
ス
テ
ム
を
作
り
は
じ
め
た
。
現
在
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
も
こ
う
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た

支
援
歴
一
三
年
の
ベ
テ
ラ
ン
で
、
他
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
日

本
人
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
、
変
わ
り
ゆ
く
移
民
の
現
実
に

常
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
日
々
問
題
に
と
り
組
ん
で
い
る
。

定
住
か
ら
家
族
呼
び
寄
せ
へ

現
理
事
長
の
笹さ

さ
も
り森

田た

鶴づ
る

司
祭
や
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
と
、

こ
こ
数
年
は
、
子
ど
も
の
問
題
が
増
加
し
て
い
る
そ
う
だ
。

日
本
人
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
日
本
育
ち
の
子
ど
も
の

ほ
か
に
、
二
〇
〇
八
年
の
国
籍
法
改
正
前
後
か
ら
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
か
ら
来
日
し
て
く
る
子
ど
も
の
数
が
上
昇
し
て
い

る
。
日
本
人
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
情
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
育
っ
た
子
ど
も
が
来
日
し
た
り
、

母
親
が
来
日
以
前
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の

あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
呼
び
寄
せ
る
ケ
ー
ス
で
あ

る
。
家
族
が
一
緒
に
な
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
日
本
語
を
学

び
な
が
ら
精
一
杯
生
き
る
若
者
が
い
る
一
方
で
、
学
校
で

の
い
じ
め
や
、
経
済
的
な
事
情
か
ら
勉
強
を
続
け
ら
れ
ず

に
職
に
就
き
、
や
が
て
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
悪
に
染
ま
っ
て

い
く
若
者
が
増
え
て
い
る
、
と
ス
タ
ッ
フ
は
心
配
す
る
。

ま
た
、
長
い
こ
と
離
れ
離
れ
で
暮
ら
し
て
い
た
一
〇
代
の

若
者
と
あ
ら
た
に
親
子
関
係
を
築
く
戸
惑
い
か
ら
対
応
に

苦
慮
し
て
い
る
親
も
多
い
と
い
う
。
し
か
し
、
問
題
が
も

ち
込
ま
れ
た
場
合
で
も
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
た
ち
は
、
情
報

を
え
た
う
え
で
の
決
断
が
重
要
と
し
、
ア
ド
バ
イ
ス
や
情

報
は
提
供
す
る
け
れ
ど
も
、
あ
と
は
本
人
た
ち
の
判
断
で

行
動
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
そ
う
だ
。
自
己
の
判
断
力
や

自
立
心
を
養
う
こ
と
で
、
先
に
述
べ
た
依
存
と
い
う
負
の

連
鎖
も
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
文
化
交
流
の
ほ

か
に
、
カ
パ
テ
ィ
ラ
ン
が
お
こ
な
っ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
に
、

タ
ラ
カ
ヤ
ン
（
話
し
合
い
、
議
論
）
が
あ
る
。
参
加
者
は
、

日
比
の
夫
婦
、
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
や
一
般
参
加
者
な
ど
多

様
だ
。
ス
タ
ッ
フ
は
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
と
お
し
、
移
住

者
の
自
己
啓
発
を
は
か
り
、
親
子
や
移
住
者
同
士
、
そ
し

て
日
本
人
を
含
む
他
の
人
び
と
と
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る

こ
と
で
、
互
い
の
文
化
へ
の
寛
容
な
姿
勢
が
育
め
る
の
で

は
、
と
期
待
し
て
い
る
。

支
援
の
必
要
な
い
明
日
を
目
指
し
て

カ
パ
テ
ィ
ラ
ン
は
、
今
年
か
ら
組
織
を
再
編
成
し
、
広

報
や
運
営
資
金
確
保
な
ど
支
援
の
新
体
制
の
構
築
を
開
始

し
た
。
支
援
団
体
の
広
報
は
、
読
者
の
同
情
に
訴
え
る
事

例
を
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
紹
介
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
カ

パ
テ
ィ
ラ
ン
で
は
、
被
支
援
者
は
自
立
で
き
る
主
体
で
あ

り
「
か
わ
い
そ
う
な
人
た
ち
」
で
は
な
い
と
の
考
え
か
ら
、

そ
う
し
た
方
法
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
た
な
一
歩
を

踏
み
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
問
題
が
複
雑
で
多
様
化
す

る
な
か
に
お
い
て
も
、
移
住
者
自
身
が
問
題
解
決
で
き
る

力
を
養
い
、
日
本
人
と
日
常
的
に
協
働
で
き
る
社
会
が
で

き
る
、
つ
ま
り
、
カ
パ
テ
ィ
ラ
ン
の
支
援
を
必
要
と
し
な

い
日
を
目
指
し
て
の
一
歩
で
も
あ
る
。

台湾・香港・韓国在住の結婚移住者
および支援者との合同ワークショップ
で発表するカパティランスタッフ(中央)

フィエスタの様子

フィリピンのゲーム、パビティンで
遊ぶ子どもたち

カパティランは東京弁護士会で
人権賞を受賞した（２００３年）
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想
像
を
こ
え
る
出
来
事

わ
が
国
の
農
山
漁
村
に
暮
ら
す
人
び
と

に
と
っ
て
、
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て

の
秋
は
村
祭
り
の
季
節
で
あ
る
。
笛
や
太

鼓
の
音
が
響
き
、
屋
台
が
出
て
み
こ
し
が

村
の
な
か
を
か
け
ま
わ
る
。
近
年
で
は
、

村
の
高
齢
化
が
す
す
み
祭
り
の
担
い
手
が

す
く
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の

祭
り
が
簡
単
に
消
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日

の
大
地
震
と
そ
れ
に
と
も
な
う
大
津
波
に

よ
っ
て
、
東
北
地
方
の
太
平
洋
岸
の
村
や

町
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
想
定
外
の
こ
と

が
起
き
て
し
ま
っ
た
。
津
波
に
よ
っ
て
祭

り
に
使
う
太
鼓
や
笛
や
衣
装
な
ど
が
流
さ

れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
担
い
手
の
暮
ら
す

家
屋
や
担
い
手
自
身
ま
で
も
が
流
さ
れ
た

と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
。

わ
た
し
の
知
り
合
い
が
暮
ら
す
岩
手
県

の
三
陸
沿
岸
に
位
置
す
る
大お

お
つ
ち槌
町ち

ょ
うに
お
い

て
も
、
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
町
は
、

大
震
災
に
よ
っ
て
海
岸
に
近
い
市
街
地
域

を
中
心
に
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
。
震
災
前
に
は
、
毎
年
、
九

月
下
旬
に
二
日
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
る

「
大
槌
祭
り
」
が
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
で

あ
っ
た
。
こ
の
祭
り
は
町
内
に
あ
る
大
槌

稲
荷
神
社
と
小こ

槌づ
ち

神
社
が
中
心
と
な
っ
て

商
工
会
議
所
も
か
か
わ
り
、
鹿し

し子
踊お

ど

り
を

は
じ
め
と
し
て
、
虎
舞
や
大
神
楽
な
ど
の

町
内
の
伝
統
芸
能
が
連
な
る
。
そ
の
な
か

に
は
、
み
こ
し
を
か
つ
い
で
川
を
渡
る
行

事
も
含
ま
れ
て
い
る
。

祭
り
の
力

わ
た
し
は
、
震
災
後
の
四
月
下
旬
か
ら

こ
れ
ま
で
の
間
、
数
回
に
わ
た
り
こ
の
町

を
訪
ね
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
今
年
の
九

月
に
大
槌
祭
り
が
果
た
し
て
で
き
る
も
の

か
ど
う
か
が
気
に
な
っ
て
い
た
。
当
初
、

被
災
者
へ
の
食
べ
物
、
寝
場
所
、
衣
服
な

ど
、
最
低
限
の
生
活
を
確
保
す
る
こ
と
が

最
優
先
と
さ
れ
て
、
祭
り
な
ど
を
催
す
よ

う
な
雰
囲
気
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

震
災
か
ら
五
〇
日
後
の
五
月
一
日
、
町
内

の
あ
る
避
難
所
の
庭
先
で
、
大
槌
祭
り
の

際
に
も
欠
か
せ
な
い
鹿
子
踊
り
が
復
興
の

象
徴
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
町
で

は
、
伝
統
的
に
海
岸
部
で
は
虎
舞
、
内
陸

部
で
は
鹿
子
踊
り
と
い
う
よ
う
に
民
俗
芸

能
が
盛
ん
で
あ
り
、
現
在
で
は
海
岸
部
の

子
ど
も
た
ち
や
若
者
た
ち
も
鹿
子
踊
り
に

参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
避

難
所
は
内
陸
部
に
位
置
す
る
こ
と
で
津
波

の
影
響
が
少
な
か
っ
た
点
で
よ
り
多
く
の

被
災
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
東

京
か
ら
や
っ
て
き
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協

力
も
あ
っ
て
今
回
の
イ
ベ
ン
ト
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。

踊
り
は
、
午
前
一
〇
時
の
始
ま
り
を
予

定
し
て
い
た
が
、
当
初
は
お
よ
そ
一
〇
〇

人
の
参
加
者
の
な
か
で
二
〇
人
以
上
は
、

カ
メ
ラ
を
か
か
え
る
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
で

あ
っ
た
。
避
難
所
に
暮
ら
す
若
者
が
口
に

し
た
、「
誰
の
た
め
の
鹿
子
踊
り
な
の
か
」

と
い
う
こ
と
ば
が
印
象
に
残
っ
た
ほ
ど
だ
。

わ
た
し
も
、
ま
だ
時
期
尚
早
な
の
で
は
な

い
か
、
被
災
者
に
は
こ
の
場
ま
で
来
る
余

裕
は
な
い
の
か
と
不
安
が
よ
ぎ
っ
た
。
よ

う
や
く
一
一
時
ご
ろ
に
な
っ
て
、
鹿
子
の

面
を
つ
け
た
者
一
五
名
、
笛
を
も
っ
た
者

一
五
名
、
そ
れ
に
太
鼓
を
か
か
え
た
者
五

名
の
総
勢
三
五
名
の
一
行
が
あ
ら
わ
れ
た
。

な
か
に
は
、
面
を
つ
け
た
四
～
五
歳
の
子

ど
も
も
い
る
。

踊
り
の
時
間
は
四
〇
分
以
上
続
い
た
が
、

力
強
く
踊
る
姿
に
人
び
と
は
圧
倒
さ
れ
、

そ
れ
に
あ
わ
せ
た
笛
や
太
鼓
の
音
色
に
酔

い
、
会
場
全
体
が
ひ
と
つ
に
な
る
思
い
で

あ
っ
た
。
あ
た
り
を
み
る
と
、
観
衆
は
二

〇
〇
人
を
こ
え
て
い
た
。

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
カ
月
後
の
七
月
の

あ
る
日
、
例
年
九
月
に
お
こ
な
わ
れ
る
大

槌
祭
り
の
開
催
の
可
能
性
に
つ
い
て
小
槌

神
社
の
宮
司
さ
ん
に
わ
た
し
は
聞
い
て
み

た
。
み
こ
し
を
か
つ
ぐ
人
び
と
が
身
に
つ

け
る
一
〇
〇
着
の
衣
装
は
す
べ
て
津
波
で

流
さ
れ
た
が
、
み
こ
し
が
保
管
さ
れ
て
い

る
小
屋
は
浸
水
し
て
い
な
い
と
い
う
。
例

年
の
よ
う
に
み
こ
し
を
か
つ
い
で
川
の
な

か
に
ま
で
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、

何
と
か
衣
装
を
そ
ろ
え
て
神
社
の
付
近
で

も
ま
わ
り
た
い
と
い
う
の
だ
。
祭
り
に
対

す
る
意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

人
と
人
の
心
を
つ
な
ぐ

わ
た
し
は
そ
の
後
、
幾
度
か
被
災
後
の

鹿
子
踊
り
を
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
、
民

俗
芸
能
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
心
を

つ
な
ぐ
力
が
あ
る
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
。

舞
を
見
て
い
た
老
人
や
舞
を
演
じ
る
若
者

な
ど
地
元
の
人
た
ち
、
そ
れ
に
加
え
て
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
や
メ
デ
ィ
ア
の
方
の
気
持
ち

が
一
体
に
な
れ
る
場
で
あ
る
の
だ
。
こ
の

こ
と
か
ら
す
る
と
、
町
外
に
暮
ら
す
若
者

も
も
ど
っ
て
く
る
ほ
ど
魅
力
的
で
あ
る
と

い
う
九
月
の
大
槌
祭
り
を
期
待
す
る
声
も

大
き
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
時
点
で
は
、

今
年
の
九
月
下
旬
に
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ

る
の
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
先
頭

を
切
っ
て
踊
る
鹿
子
た
ち
を
見
れ
る
日
が

近
い
こ
と
を
祈
り
た
い
。

神
仏
に
祈
り
を
さ
さ
げ
、万
物
へ
の
感
謝
を
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
、

時
空
間
と
知
識
を
共
有
し
地
域
固
有
の
帰
属
意
識
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
村
祭
り
。

担
い
手
の
継
続
が
難
し
い
現
代
に
お
い
て
も
、危
機
的
局
面
に
際
し
た
と
き
、

人
は
地
域
と
の
つ
な
が
り
や
再
生
す
る
活
力
を
祭
り
に
求
め
る
。

そ
ん
な
祭
り
の
秘
め
た
力
を
東
北
で
再
確
認
す
る
機
会
を
え
た
。

町の復興が祈願される鹿子踊り

九
月
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儀
礼
に
か
か
せ
な
い
贈
り
物

か
つ
て
、
ア
ワ
は
台
湾
で
は
「
原
住
民
族
」
と
よ

ば
れ
る
先
住
民
族
の
農
耕
生
活
に
お
い
て
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
た
。
今
は
コ
メ
、
ム
ギ
類
を
原
料
と
す

る
食
品
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

台
湾
の
東
部
・
南
部
に
居
住
し
て
い
る
パ
イ
ワ
ン

族
・
ル
カ
イ
族
社
会
で
は
ア
ワ
栽
培
が
引
き
継
が
れ

て
い
る
。
特
に
、
モ
チ
ア
ワ
で
作
ら
れ
る
ア
ヴ
ァ
イ

（
パ
イ
ワ
ン
族
）、
ア
バ
イ
（
ル
カ
イ
族
）、
チ
ナ
ヴ

（
パ
イ
ワ
ン
族
、
ル
カ
イ
族
）
と
い
っ
た
モ
チ
類
食
品

は
生
活
儀
礼
に
欠
か
せ
な
い
贈
り
物
で
あ
る
。
た
と

え
ば
パ
イ
ワ
ン
族
の
収
穫
祭
マ
サ
ル
ト
、
ル
カ
イ
族
で

は
結
婚
が
決
ま
っ
た
女
性
が
以
前
に
つ
き
あ
い
の
あ
っ

た
男
性
と
の
け
じ
め
を
つ
け
る
た
め
の
儀
式
キ
ャ
バ

ダ
ド
ゥ
ビ
、
結
婚
式
な
ど
の
習
俗
に
ア
ヴ
ァ
イ
、
ま

た
は
ア
バ
イ
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
、
パ
イ
ワ
ン
族
と

ル
カ
イ
族
は
首
長
制
社
会
で
あ
る
た
め
、
贈
り
物
と

し
て
の
ア
ワ
食
品
の
形
と
分
量
も
送
り
先
の
地
位
、

身
分
あ
る
い
は
用
途
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
。

か
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま

ア
ヴ
ァ
イ
の
作
り
方
は
、
民
族
や
地
域
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
の
は
、
モ
チ
ア
ワ
で
練
り
こ
ん
だ
生
地
を
平
ら
に

の
ば
し
、
真
ん
な
か
に
塩
を
混
ぜ
こ
ん
だ
豚
肉
（
必

ず
バ
ラ
の
部
分
）
を
入
れ
、
ル
リ
ホ
ウ
ズ
キ
の
葉
、

オ
オ
バ
ギ
の
葉
（
ル
リ
ホ
ウ
ズ
キ
の
葉
が
な
い
と
き

に
使
う
）、
バ
ナ
ナ
の
葉
、
ま
た
は
ゲ
ッ
ト
ウ
の
茎
葉

（
バ
ナ
ナ
の
葉
の
代
用
、
東
部
の
パ
イ
ワ
ン
族
が
よ
く

使
う
）
で
包
ん
で
し
ば
り
、
ゆ
で
た
り
蒸
し
た
り
す

る
方
法
で
あ
る
。
チ
ナ
ヴ
は
、
粒
の
ま
ま
の
モ
チ
ア

ワ
に
、
豚
肉
や
サ
ト
イ
モ
の
柔
ら
か
い
茎
、
場
合
に

よ
っ
て
は
タ
ケ
ノ
コ
、
ヘ
チ
マ
、
カ
タ
ツ
ム
リ
な
ど

を
入
れ
、
塩
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
を
加
え
、
ル
リ
ホ
ウ
ズ

キ
の
葉
、
ゲ
ッ
ト
ウ
の
茎
葉
、
ま
た
は
サ
ト
ウ
キ
ビ

の
葉
（
ゲ
ッ
ト
ウ
の
葉
の
代
用
）
で
包
ん
で
炊
い
た

り
す
る
も
の
で
あ
る
。
パ
イ
ワ
ン
族
・
ル
カ
イ
族
社

会
の
生
活
ス
タ
イ
ル
、
食
生
活
の
変
化
な
ど
の
影
響

を
受
け
、
大
き
さ
と
具
は
多
様
で
あ
る
。

似
て
非
な
る
も
の

他
方
で
、
近
年
は
台
湾
原
住
民
族
に
関
す
る
「
文

化
産
業
政
策
」
の
推
進
の
影
響
に
よ
り
、
モ
チ
ア
ワ

の
商
品
化
が
著
し
く
な
り
、
ア
ヴ
ァ
イ
や
チ
ナ
ヴ
に

類
似
し
た
食
品
が
作
ら
れ
始
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

食
品
に
は
「
祈
納
福
」、「
奇
拿
富
」
な
ど
と
い
う
漢

字
の
商
品
名
が
つ
け
ら
れ
、「
小
米
粽
」
の
名
前
で
消

費
者
に
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
も
よ
く
あ
る
。
ま
た
、

公
的
に
出
版
さ
れ
て
い
る
パ
イ
ワ
ン
語
テ
キ
ス
ト
に

は
、
製
粉
し
た
モ
チ
ア
ワ
で
作
ら
れ
た
ア
ヴ
ァ
イ
は

小
米
糕
、
モ
チ
ア
ワ
の
穀
粒
で
作
ら
れ
た
チ
ナ
ヴ
は

小
米
粽
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
二
〇
〇
八
年
七
月
よ
り
、
台
湾
東
部
の
台

東
県
太
麻
里
郷
の
あ
る
村
で
調
査
を
し
て
い
る
。
そ

の
村
で
は
、
非
原
住
民
族
の
漢
人
が
人
口
全
体
の
七

〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
も
っ
と
も
多
く
、
そ
の
な
か
に
ア

ミ
族
、
パ
イ
ワ
ン
族
が
混
住
し
て
い
る
た
め
、
人
び

と
の
交
流
は
中
国
語
の
会
話
を
と
お
し
て
お
こ
な
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
村
の
ア
ワ
商
品
販
売
セ
ン
タ
ー

を
訪
問
し
た
際
、
は
じ
め
て
セ
ン
タ
ー
の
商
品
リ
ス

ト
に
祈
納
福
を
見
か
け
た
。
翌
二
〇
〇
九
年
に
は
、

そ
こ
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
台
東
地
区
で
お
こ
な
わ
れ
た

ア
バ
イ
料
理
コ
ン
テ
ス
ト
で
作
ら
れ
た
祈
納
福
が
優

勝
し
た
と
き
の
賞
状
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。

し
か
し
、
筆
者
が
パ
イ
ワ
ン
族
・
ル
カ
イ
族
社
会

で
見
聞
き
し
、
食
し
た
ア
ワ
食
品
と
こ
う
し
た
粽ち

ま
き
と

の
あ
い
だ
に
は
ま
っ
た
く
異
な
る
文
化
的
背
景
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
き
、
な
ぜ
ア
ヴ
ァ
イ
、
チ
ナ
ヴ
を

「
粽
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
。

辞
書
に
よ
れ
ば
、「
粽
と
は
、
も
と
も
と
中
国
大
陸
か

ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
五
月
五
日
の
端
午
節
に
粽
を

食
べ
る
習
慣
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
の

ス
タ
ッ
フ
に
よ
れ
ば
、「
モ
チ
ア
ワ
は
モ
チ
コ
メ
と
同

じ
く
ね
ば
ね
ば
す
る
し
、
植
物
の
葉
で
包
ん
で
炊
い

た
り
す
る
か
ら
漢
人
の
粽
に
よ
く
似
て
い
て
、
小
米

粽
と
い
う
名
の
ほ
う
が
客
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
」、

「
祈
納
福
は
漢
字
の
当
て
字
で
、
幸
せ
を
願
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
」
と
解
釈
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
原
住
民
族
の
商
品
を
よ
り
多
く
の
消
費

者
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
す
る
た
め
に
、
主
流
社

会
の
こ
と
ば
も
し
く
は
用
途
に
置
き
換
え
る
こ
と
は

珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

贈
り
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
原
住
民
族
の
モ

チ
ア
ワ
食
品
と
、
商
品
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
小

米
粽
、
祈
納
福
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
も
の
は
、
こ
と

ば
の
差
異
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
民
族
間
の
主

従
関
係
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
小
米

粽
、
祈
納
福
が
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
際
、

ア
ヴ
ァ
イ
、
ア
バ
イ
、
チ
ナ
ヴ
に
育
ま
れ
た
贈
り
物

と
し
て
の
意
義
が
見
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い

る
。

林リ
ン 

麗レ
イ
エ
イ英

総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程

贈
り
物
か
ら
商
品
へ

―
台
湾
パ
イ
ワ
ン
族
・ル
カ
イ
族
の
ア
ワ
食
品
と
小
米
粽
、祈
納
福

収穫したアワを天日干し

パイワン族のチナヴ

ルカイ族のアバイ

薪火でチナヴを炊く
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時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :太田心平（国立民族学博物館　助教）
話題 :韓国系移民はどうして多いのか ?
場所 :朝鮮半島の文化展示場

時間 : 13時から 14時
話者 :内藤直樹（国立民族学博物館　機関研究員）
話題 :アフリカのケータイ最新事情
場所 :アフリカ展示場

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　
　今月号の特集テーマは１０月６日から本館で開催される
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」を少し先どりするかたちになった。
特別展にかかわった研究者が執筆する本特集が展示観賞
の参考になれば幸いである。ところで今日、いわゆるアイ
ヌ新法（１９９７年）に見られるように、アイヌは国家に
よって民族として認められ、文化や言語の振興が図られて
いるが、民博とのかかわりはずっと長い。民博は１９７７
年の開館当初からアイヌ文化を日本の固有文化のひとつと
して重視し、常設展のアイヌ展示はアイヌの人びとの協力
で実現したものである。また「アイヌモシリ―民族文様
から見たアイヌの世界」（１９９３年）、「ラッコとガラス玉
―北太平洋の先住民交易」（２００１年）、「研究者が見誤っ
た伝統？アイヌの機織り技術」（２００４年）、「アイヌから
のメッセージ―ものづくりと心」（２００４年）など特別展、
企画展でもアイヌ文化をとりあげてきた。本特集を契機に
それらを振り返ってみたいと思う。（庄司博史）

月刊みんぱく  2011年 9月号
第 35巻第 9号通巻第 408号　2011年 9月 1日発行

編集・発行 人間文化研究機構 国立民族学博物館
 〒 565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1
 電話　06-6876-2151

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 
 久保正敏　菅瀬晶子　中牧弘允　山中由里子
編集アドバイザー 山内直樹
デザイン 宮谷一款
制作・協力 財団法人 千里文化財団
印刷 日本写真印刷株式会社

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

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

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

みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう9月

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :関本照夫（国立民族学博物館　特任教授）
話題 :影絵人形芝居ワヤン・クリットのこと
場所 :東南アジア展示場

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :菅瀬晶子（国立民族学博物館　助教）
話題 :パレスチナ刺繍と女性たち
場所 :西アジア展示場

11日
（日曜日）

4日
（日曜日）

18日
（日曜日）

25日
（日曜日）

次号の予告
 特集

保存食（仮）

■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：同じ用途をもつ生活用具にも、その形や彫り込まれた文様
に地域の特徴があらわれる。
上から・「ニボン」／盆　千島アイヌ　K0002368
 ・ニーソシ、チェペニパポ／皿　樺太アイヌ　H0023793

 ・イタ／盆　北海道アイヌ　K0002158

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。
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