


立柱とピラミッド
藤
ふ じ も り

森 照
て る の ぶ

信

　
新
石
器
時
代
を
代
表
す
る
建
造
物
と
い
っ

て
い
い
の
は
立
柱
（
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
・

ス
ト
ー
ン
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ウ
ッ
ズ
）

で
、
世
界
で
一
番
有
名
な
の
は
イ
ギ
リ
ス
の

ス
ト
ー
ン
・
ヘ
ン
ジ
（
石
の
囲
の
意
）
だ
が
、

ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
日
本
の
秋
田

県
大
湯
の
環
状
列
石
も
日
本
史
の
教
科
書
に

出
て
く
る
。

　
石
柱
に
先
行
し
て
木
柱
が
使
わ
れ
た
可
能

性
が
高
い
が
、
柱
穴
し
か
跡
が
残
ら
な
い
の

で
、
よ
ほ
ど
そ
の
気
で
発
掘
し
な
い
と
確
認

は
む
ず
か
し
い
。

　
立
柱
こ
そ
建
築
的
表
現
の
ス
タ
ー
ト
点

で
は
な
い
か
と
の
思
い
が
つ
の
り
、
こ
の

一
〇
年
ほ
ど
、
世
界
の
遺
跡
を
探
訪
し
て
き

た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
孤
島
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
、
朝
鮮
半
島
、
台
湾
、

ア
メ
リ
カ
で
は
北
米
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
遺
跡

か
ら
中
米
の
マ
ヤ
遺
跡
ま
で
、
た
く
さ
ん
例

が
あ
る
。

　
な
か
で
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
メ
キ
シ

コ
・
シ
テ
ィ
の
例
で
、
土
と
石
で
な
だ
ら
か

な
三
角
型
の
山
を
築
き
、
そ
の
て
っ
ぺ
ん
に

竪
穴
を
掘
り
、
中
に
石
の
柱
を
立
て
て
い
た
。

　
た
ま
た
ま
泊
っ
た
ホ
テ
ル
の
窓
か
ら
見
え

た
の
で
出
か
け
た
が
、
地
味
な
遺
跡
の
せ
い

か
見
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
で
も
、
案

内
板
を
読
む
と
、
考
古
学
上
は
重
要
ら
し
い
。

　
あ
ま
り
に
有
名
な
マ
ヤ
遺
跡
に
先
行
し
て

テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
の
太
陽
と
月
の
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
の
大
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に

テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
に
先
行
す
る
の
が
こ
の
地

味
な
遺
跡
だ
と
い
う
。

　
土
盛
り
を
石
で
補
強
し
た
低
く
て
地
味
な

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
そ
し
て
頂
部
の
ス
タ
ン
デ
ィ

ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
。
こ
の
土
盛
り
と
立
柱
の

セ
ッ
ト
が
発
展
す
る
と
、
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン

を
へ
て
マ
ヤ
に
い
た
る
。
両
大
遺
跡
の
段
階

で
は
、
石
の
立
柱
は
あ
る
も
の
の
尾び

骶て
い
こ
つ骨

化
し
、
主
役
は
巨
大
な
石
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

と
な
っ
て
い
る
か
ら
気
づ
か
な
い
人
が
ほ
と

ん
ど
だ
が
、
マ
ヤ
の
遺
跡
の
い
く
つ
か
で
は
、

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
周
囲
に
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に

一
本
、
二
本
と
立
っ
て
い
た
り
す
る
。

　
北
ア
メ
リ
カ
の
立
柱
遺
跡
の
一
つ
で
は
、

木
柱
に
よ
る
サ
ー
ク
ル
の
横
に
土
だ
け
の
マ

ウ
ン
ド
（
土
盛
り
）
が
築
か
れ
、
頂
部
に
石

柱
が
立
っ
て
い
た
。

　
北
米
か
ら
メ
キ
シ
コ
へ
と
人
類
が
南
下
し

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
北
米
で
は
土
盛
り
と

立
柱
（
石
柱
・
木
柱
）
の
コ
ン
ビ
が
、
メ
キ

シ
コ
に
入
っ
て
発
達
し
、
や
が
て
マ
ヤ
の
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
に
い
た
る
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
私
と
し
て
は
、
人
類
が
ベ
ー
リ

ン
グ
海
峡
を
歩
い
て
渡
っ
て
ア
メ
リ
カ
大
陸

に
入
っ
た
時
、
立
柱
の
信
仰
も
携
え
て
い
た
、

と
考
え
た
い
が
、
残
念
な
が
ら
、
人
類
が
ア

メ
リ
カ
に
入
っ
た
の
は
立
柱
の
新
石
器
時
代

で
は
な
く
、
そ
の
前
の
旧
石
器
時
代
の
末
期

だ
か
ら
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
ア
メ
リ
カ
大

陸
の
立
柱
は
つ
な
が
ら
な
い
。
立
柱
が
つ
な

が
ら
な
い
と
、
立
柱
が
進
化
し
て
生
れ
た
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
は
も
っ
と
つ
な
が
ら
な
い
。
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プロフィール
１９４６年長野県に生まれる。
工学院大学教授、東京大学名誉教授。
日本の近代建築をおもなテーマとし、建築
史研究・文筆活動をおこなう。
１９９１年、故郷である長野県茅野市の依
頼で「神長館守矢史料館」を作り、建築家
としてデビュー。自然の素材、地域に残る
むかしながらの技法をとり入れた独創的な
作品を特徴とする。他、建築作品に、「天
竜市立秋野不矩美術館」「熊本県立農業大
学校寮」「空飛ぶ泥舟」などがある。
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保存性等を考慮したパッケー
ジに封入した JAXA 宇宙日本食

（白飯）
© JAXA ルカンカ・ソーセージの貯蔵

塩漬けしたオイカワの桶貯蔵される干しスイカ

エストニアのキュウリのびん詰。
しばらくふたをあけて発酵させる

来
る
べ
き
冬
に
備
え
て

実
り
の
秋

―
そ
れ
は
、
北
国
に
住
む
人
び
と
に
と
っ

て
、
来
る
べ
き
冬
に
備
え
て
保
存
食
を
つ
く
る
季
節
で
も

あ
る
。
ア
イ
ヌ
民
族
が
住
ん
で
き
た
北
海
道
・
樺
太
・
千

島
で
秋
に
大
量
に
獲
れ
る
も
の
と
い
え
ば
、
サ
ケ
で
あ
る
。

産
卵
の
た
め
に
川
に
遡
上
す
る
と
こ
ろ
を
捕
獲
し
、
頭
や

内
臓
を
と
り
、
干
し
て
保
存
し
た
。
冬
を
越
す
た
め
に
は
、

一家
族
あ
た
り
数
百
尾
が
貯
蔵
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
最
盛

期
に
は
村
じ
ゅ
う
家
族
総
出
の
仕
事
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
干

サ
ケ
を
食
べ
る
と
き
は
、
水
に
戻
し
て
汁
な
ど
に
し
た
。
サ

ケ
以
外
の
小
魚
も
焼
き
干
し
な
ど
で
保
存
し
、
や
は
り
汁

の
だ
し
な
ど
に
使
わ
れ
た
。

秋
に
は
草
木
も
多
く
の
実
を
つ
け
る
。
キ
ハ
ダ
、
ク
ル
ミ
、

カ
シ
ワ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
の
ど
ん
ぐ
り
、
ヒ
シ
、
ヤ
ブ
マ
メ
な
ど

が
そ
の
ま
ま
で
、
あ
る
い
は
茹
で
る
な
ど
の
下
処
理
を
し
て
、

天
日
乾
燥
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
は
、
雑

穀
な
ど
の
栽
培
も
お
こ
な
い
、
山
野
の
実
り
と
と
も
に
、
ヒ

エ
、
ア
ワ
、
キ
ビ
や
豆
な
ど
の
収
穫
に
も
追
わ
れ
た
。
こ
れ

ら
は
年
間
を
と
お
し
て
消
費
さ
れ
た
。

四
季
の
恵
み
を
蓄
え
る

冬
は
狩
猟
の
季
節
で
あ
る
。
秋
ま
で
に
栄
養
を
蓄
え
、

冬
毛
に
生
え
か
わ
っ
た
シ
カ
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
獲
物
だっ

た
。
ま
た
、
海
岸
沿
い
で
は
、
ア
ザ
ラ
シ
や
ト
ド
と
い
っ
た

海
獣
も
捕
獲
し
た
。
獣
肉
は
茹
で
て
か
ら
炉
棚
の
上
な
ど
で
、

干
し
肉
に
し
た
。

長
い
冬
が
終
わ
り
春
に
な
る
と
、
山
菜
の
季
節
で
あ
る
。

ヨ
モ
ギ
、ニ
リ
ン
ソ
ウ
、
ギ
ョ
ウ
ジ
ャニン
ニ
ク
、
フ
キ
、
オ
オ

ハ
ナ
ウ
ド
な
ど
の
葉
茎
は
、
大
き
い
も
の
は
刻
み
、
そ
の
ま

ま
で
あ
る
い
は
湯
が
い
て
か
ら
天
日
乾
燥
し
た
。
青
も
の
が一

年
中
食
べ
ら
れ
る
よ
う
、
女
性
た
ち
は
採
集
と
加
工
に
精
を

出
し
た
。

ア
イ
ヌ
の
保
存
食

齋さ
い
と
う藤 

玲れ
い
こ子

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

特
　
集

夏
に
な
る
と
、
十
分
に
育
っ
た
根
茎
が
採
れ
る
。
ユ
リ
科

や
ラ
ン
科
の
鱗り
ん

茎け
い

は
食
用
に
な
る
も
の
が
多
く
、
特
に
オ
オ

ウ
バ
ユ
リ
は
重
要
な
食
材
だ
っ
た
。
加
工
法
に
は
地
域
差
が

あ
る
が
、
お
も
に
澱で
ん

粉ぷ
ん
と
そ
の
残
り
か
す
を
円
盤
状
に
し
た

も
の
を
干
し
て
、
保
存
食
を
つ
く
っ
た
。
最
初
に
採
れ
る一番

粉
は
上
質
で
、
薬
用
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
日
常
は
ほ
と

ん
ど
口
に
入
ら
な
かっ
た
と
い
う
。
二
番
粉
は
粥
に
入
れ
た
り

団
子
を
つ
く
る
と
き
に
加
え
た
り
し
た
。
澱
粉
か
す
は
細
か

く
し
て
水
に
戻
し
、
や
は
り
粥
な
ど
に
入
れ
て
食
べ
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
多
く
の
植
物
が
香
辛
料
や
茶
、
薬
な
ど

に
用
い
る
た
め
、
乾
燥
保
存
さ
れ
た
。

保
存
食
と
い
う
生
き
る
知
恵

狩
猟
採
集
民
は
必
要
以
上
に
と
ら
な
い
、と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
日
に
食
べ
る
も
の
だ
け
を
と
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
季
節
に
よ
っ
て
、
食
べ
ご

ろ
の
も
の
や
、
多
量
に
入
手
し
や
す
い
と
き
、
保
存
に
適

し
た
状
態
の
と
き
に
と
る
の
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
家
々
で
は
、

母
屋
の
近
く
に
高
床
式
の
倉
が
造
ら
れ
、
常
に
食
料
が
保

存
さ
れ
て
い
た
。
越
冬
用
の
み
な
ら
ず
、
不
漁
・
不
猟
や

不
作
に
そ
な
え
、
ま
た
、
儀
式
の
供
物
や
旅
人
を
も
て
な

す
た
め
に
も
食
料
の
確
保
は
怠
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

明
治
以
降
、
ア
イ
ヌ
の
生
活
は
急
激
に
変
化
し
、
昭

和
初
期
に
は
儀
式
の
ほ
か
は
、
和
人
と
変
わ
ら
な
い
食
生

活
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
時
中
の
食
糧
難
の
と
き
、

か
つ
て
の
食
に
関
す
る
知
恵
が
人
び
と
を
助
け
、
そ
れ
は

今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

冷
蔵
庫
の
普
及
に
よ
り
、
ふ
だ
ん
の
食
生
活
に
お
け
る

生
鮮
食
料
品
の
割
合
は
高
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
電
気
が

使
え
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
災
害
時
の

非
常
食
の
大
切
さ
も
痛
感
し
た
ば
か
り
だ
。
保
存
食
の
価

値
を
見
直
す
よ
い
機
会
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

保存食
冬季や乾季などの食料不足にそなえるため、生みだされた保存食。
乾燥、燻煙、発酵、塩蔵など古くからの製法もあれば、びん詰や缶詰から真空パックまで、さまざ
まな食品が思い浮かぶ。こうした加工技術には、腐敗を防ぐためばかりでなく、風味や栄養価を
高め、毒や渋を抜く効果などもあった。
また、これらの食品は、長期保存ともち運びやすさから、携行食や交易品としても利用された。
保存食をとおして、各地の風土にねざした食の知恵を見てゆこう。

アイヌの高床式倉庫の模型。床下の柱には、
ネズミ返しがついている。10 月 6 日より開
催する特別展に出展　K0002280

オオウバユリの花。7 月ころに緑がかった
白い大きな花をつける。花のついた株は、
鱗茎がやせている

オオウバユリの鱗茎。大
きいものはテニスボール
ほどもあり、成長するの
に数年かかる。採取する
のは、花の咲く前年くら
いのものがよい

阿寒湖畔のアイヌ料理店
「ポロンノ」の一品。サケ
汁に、イナキビと山菜を
炊き込んだご飯のセット
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〝
あ
て
に
な
る
〞
食
料

北
太
平
洋
沿
岸
の
諸
民
族
に
と
っ
て
、サ
ケ
は
き
ま
っ

た
季
節
に
や
っ
て
来
る
＂
あ
て
に
な
る
＂
食
料
で
あ
る
。

北
太
平
洋
産
サ
ケ
科
魚
種
中
、
資
源
的
に
重
要
な
種
は

カ
ラ
フ
ト
マ
ス
、
シ
ロ
ザ
ケ
、
ベ
ニ
ザ
ケ
、
ギ
ン
ザ
ケ
、

マ
ス
ノ
ス
ケ
の
五
種
で
あ
る
。
日
本
列
島
や
ア
ム
ー
ル

川
流
域
の
主
要
溯そ
じ
ょ
う上

種
は
カ
ラ
フ
ト
マ
ス
、
シ
ロ
ザ
ケ

で
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
や
ア
ラ
ス
カ
、
カ
ナ
ダ
北
西
沿
岸

に
は
五
種
す
べ
て
が
溯
上
す
る
。

北
方
地
域
で
塩
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史

は
比
較
的
新
し
く
、
北
太
平
洋
沿
岸
民
の
伝
統
的
な
サ

ケ
の
保
存
方
法
は
天
日
乾
燥
で
あ
る
。
気
温
の
高
い
時

期
に
は
火
の
そ
ば
で
焼
き
干
し
と
す
る
か
燻く
ん
え
ん煙
も
お
こ

な
わ
れ
た
。
十
分
な
干
し
サ
ケ
を
確
保
で
き
る
か
ど
う

か
は
秋
季
の
天
候
に
か
か
っ
て
い
た
。
や
や
強
め
の
風

と
晴
天
が
そ
の
条
件
で
あ
る
。
条
件
が
よ
け
れ
ば
頭
と

中
骨
を
除
い
た
両
側
の
身
が
尾
で
つ
な
が
っ
た
サ
ケ
は

三
〜
四
日
で
干
せ
る
。
そ
の
後
、
雨
よ
け
の
下
に
移
し

て
時
間
を
か
け
て
乾
燥
す
る
必
要
が
あ
る
。

日
本
で
サ
ケ
と
い
え
ば
塩
鮭
が
す
ぐ
念
頭
に
浮
か

ぶ
が
、
じ
つ
は
江
戸
前
期
の
本
州
向
け
蝦
夷
地
産
物
に

塩し
お
び
き引
（
塩
蔵
サ
ケ
）
と
と
も
に
干か
ら
さ
け鮭
が
あ
っ
た
。
他
の

北
方
諸
民
族
と
同
様
、
干
し
サ
ケ
は
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て

も
重
要
な
保
存
食
で
あ
っ
た
。

干
し
サ
ケ
と
ア
ザ
ラ
シ
油

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
は
、
か
つ
て
三
万
人
を
超
え
る
日
本
人

が
毎
年
、
サ
ケ
漁
業
を
お
こ
な
っ
た
歴
史
が
あ
り
、
先
史

微
生
物
を
活
か
す

稲
作
文
化
圏
に
お
け
る
食
品
保
存
の
得
意
技
は
、
何

と
い
っ
て
も
微
生
物
を
使
っ
た
発
酵
食
品
で
あ
る
。
年

間
降
雨
量
が
一
〇
〇
〇
ミ
リ
を
越
す
ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン

圏
で
は
稲
作
が
生
ま
れ
、「
米
と
魚
」
を
柱
と
し
た
食

文
化
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
微
生
物
い
っ
ぱ
い
の
風
土

を
活
か
し
て
、米
、魚
、大
豆
、野
菜
を
発
酵
さ
せ
て
、酒
、

酢
、
魚ぎ
ょ
し
ょ
う醤、

塩
辛
、
ナ
レ
ズ
シ
、
納
豆
、
味
噌
、
醤し
ょ
う
ゆ油

、

野
菜
の
漬
け
物
な
ど
多
彩
な
食
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。

生
も
の
が
す
ぐ
腐
っ
て
し
ま
う
蒸
し
暑
い
気
候
だ
か
ら

こ
そ
、
逆
に
微
生
物
を
働
か
せ
て
長
期
間
保
蔵
で
き
る

も
の
に
し
て
し
ま
う
技
術
が
発
達
し
た
の
だ
。

発
酵
の
カ
ギ
は
御
飯

東
北
タ
イ
の
ウ
ボ
ン･

ラ
チ
ャ
タ
ー
ニ
で
酸
っ
ぱ
い
発

酵
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
製
造
す
る
現
場
を
見
学
し
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
こ
で
は
空
調
も
な
い
暑
い
な
か
で
、
豚
肉
ミ

ン
チ
に
塩
、
香
辛
料
、
米
飯
を
加
え
て
発
酵
さ
せ
て
い

た
。
滋
賀
の
琵
琶
湖
周
辺
で
ナ
レ
ズ
シ
文
化
が
発
展
し

た
の
も
、
足
の
早
い
湖
魚
を
米
飯
と
一
緒
に
し
て
一
気
に

発
酵
さ
せ
、
一
年
以
上
も
保
蔵
で
き
る
も
の
に
し
て
き

た
。
フ
ナ
だ
け
で
な
く
、
コ
イ
、
ハ
ス
、
ウ
グ
イ
、
オ
イ

カ
ワ
、
ア
ユ
、
モ
ロ
コ
、
マ
ス
、
ナ
マ
ズ
、
ド
ジ
ョ
ウ
ま

で
ナ
レ
ズ
シ
に
な
る
。
湖
魚
の
保
存
の
た
め
に
ナ
レ
ズ

シ
手
法
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

安あ
づ
ち土

で
は
オ
イ
カ
ワ
ズ
シ
を
七
月
か
ら
八
月
に
か
け

て
漬
け
る
。
こ
の
オ
イ
カ
ワ
ズ
シ
は
メ
ズ
シ
と
も
い
わ

れ
、発
酵
期
間
が
短
く
、二
週
間
程
度
で
仕
上
が
る
の
で
、

生
ナ
レ
ズ
シ
の
部
類
に
入
る
。
日
本
の
寿
司
の
ル
ー
ツ

は
、
発
酵
ナ
レ
ズ
シ
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
生
ナ
レ
ズ
シ
こ
そ
、
今
風
の
寿
司
と
、
発
酵
期
間
が

長
い
本
ナ
レ
ズ
シ
と
の
中
間
型
に
あ
た
る
も
の
で
、
漬

期
か
ら
人
も
ク
マ
も
サ
ケ
の
恵
み
を
受
け
て
き
た
。一八
世

紀
前
半
の
ベ
ー
リ
ン
グ
遠
征
隊
の一員
で
あ
っ
た
ク
ラ
シ
ェ

ニ
ン
ニ
コ
フ
は
そ
の
大
著
『
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
誌
』
で
、
カ
ム

チ
ャ
ツ
カ
の
住
民
の
主
食
は
サ
ケ
の
ユ
コ
ラ
（
干
し
魚
）
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
サ
ケ
は
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
の
パ
ン

の
よ
う
な
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
北
方
諸
民
族
は
パ
ン
す

な
わ
ち
干
し
サ
ケ
だ
け
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。
寒
冷
な
気

候
の
な
か
で
生
き
る
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
栄
養

素
・
脂
質
を
必
要
と
す
る
。
多
く
の
場
合
、
脂
質
は
ア
ザ

ラ
シ
な
ど
海
獣
類
の
脂
肪
か
ら
摂
取
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、

北
太
平
洋
沿
岸
民
の
基
本
的
な
食
事
は
干
し
サ
ケ
と
少
量

の
ア
ザ
ラ
シ
油
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
干
し
サ
ケ
は
翌
春
ま
で
人
と
イ
ヌ
の
食
料
と
な

る
た
め
、
よ
く
乾
燥
し
て
い
る
こ
と
と
、
時
間
の
経
過

と
と
も
に
酸
化
が
進
む
脂
質
を
で
き
る
だ
け
含
ま
な
い

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
干
し
サ
ケ
は
ア
ザ
ラ
シ
油
に
浸

し
て
食
さ
れ
た
が
、
ア
ザ
ラ
シ
油
は
酸
化
を
防
ぐ
よ
う

配
慮
さ
れ
て
い
た
。
脂
肪
か
ら
抽
出
さ
れ
た
ア
ザ
ラ
シ

油
は
海
獣
類
の
胃
袋
、
膀ぼ
う
こ
う胱

な
ど
密
閉
可
能
な
容
器
に

容
れ
て
保
存
し
た
。
で
き
る
限
り
酸
素
に
触
れ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
現
代
の
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
先
住
民
の
主
食
は
パ
ン

と
なっ
た
が
、
サ
ケ
が
好
物
で
あ
る
こ
と
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
か
つ
て
の
よ
う
に
天
日
干
し
さ
れ
た
だ
け
の
も
の

で
は
な
く
現
代
は
塩
味
が
つ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
燻
煙
さ
れ
た

干
し
サ
ケ
が
好
ま
れ
る
。
同
様
に
、
天
日
干
し
さ
れ
食
さ
れ

た
サ
ケ
の
卵
巣
に
か
わ
り
、
塩
漬
け
さ
れ
た
イ
ク
ラ
、
す
な

わ
ち
「
赤
い
キ
ャ
ビ
ア
」
が
食
卓
を
彩
って
い
る
。

け
た
飯い
い

も
魚
と
一
緒
に
食
べ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

滋
賀
県
の
ナ
レ
ズ
シ
は
、
タ
イ
な
ど
で
み
ら
れ
る

パ
ー
ソ
ム
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
使
用
す
る
お
米
の
量

が
違
う
。
熱
帯
モ
ン
ス
ー
ン
で
は
飯
量
が
少
な
く
て
も

順
調
に
発
酵
す
る
が
、
寿
司
に
は
進
化
し
な
か
っ
た
。

一
方
、
温
帯
の
日
本
で
は
御
飯
を
相
当
量
使
わ
な
い
と

ナ
レ
ズ
シ
発
酵
が
進
行
し
な
い
。
一
〇
キ
ロ
の
魚
に
四

升
も
の
御
飯
を
使
う
。
飯
量
を
多
く
必
要
と
す
る
日
本

の
ナ
レ
ズ
シ
だ
か
ら
こ
そ
、
江
戸
前
寿
司
や
今
風
の
寿

司
に
進
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

地
域
の
味
、
季
節
の
味

近お
う
み江
八は
ち
ま
ん幡
市
、
野や

す洲
市
で
は
、
お
盆
の
藪や
ぶ
い入
り
の

日
に
、
家
族
そ
ろ
っ
て
お
墓
に
お
参
り
し
て
、
メ

ズ
シ
を
食
べ
る
風
習
が
あ
る
。
湖
畔
に
あ
る

淡
水
魚
加
工
店
か
ら
塩
切
オ
イ
カ
ワ
を
購

入
す
る
こ
と
が
で
き
、
各
家
庭
で
御
飯
と

合
わ
せ
て
漬
け
こ
む
。
塩
切
オ
イ
カ
ワ

は
背
開
き
し
て
内
臓
を
除
去
し
、
二

カ
月
以
上
塩
押
し
た
も
の
で
あ

る
。
御
飯
に
は
塩
を
加
え
ず
に

魚
を
交
互
に
水
平
に
挟
ん
で

い
き
、
重
石
で
押
し
て
発
酵

さ
せ
る
。
漬
け
上
が
っ
た
ら

オ
イ
カ
ワ
に
発
酵
飯
を
抱
か

せ
て
、
青あ
お

紫じ

そ蘇
の
葉
の
上
に

置
き
、
山さ
ん
し
ょ
う椒の

葉
を
の
せ
る

と
藪
入
り
の
ご
馳ち
そ
う走

に
な
る
。

こ
の
地
域
で
は
こ
の
メ
ズ
シ

を
食
べ
な
い
と
お
盆
を
迎
え

た
気
が
し
な
い
と
い
う
。

干
し
サ
ケ
は
パ
ン
、
そ
し
て
ア
ザ
ラ
シ
油

渡わ
た
な
べ部 

裕ゆ
た
か　

北
海
道
立
北
方
民
族
博
物
館
学
芸
員

お
盆
の
メ
ズ
シ 

―「
ナ
レ
ズ
シ
」
か
ら
「
寿
司
」へ

堀ほ
り
こ
し越 

昌ま
さ
こ子

　
滋
賀
大
学
教
授

お盆の藪入りで食べるメズシ

［上左より］屋根の下の干しサケ（カムチャ
ツカ北東部カラガ村） ／干し魚（オショロ
コマ）とアザラシの脂肪（カムチャツカ西
部チギリ村） ／現代のスモーク・サーモン、
左の皿はサケのハンバーグ（マルキ村）／
乾燥されたサケの卵巣。アザラシの送り
儀礼・ホロロ祭の料理トルクッシャに使わ
れる（カムチャツカ北東部ティムラット村）

［下左より］サケをさばくコリヤークの男性。
両側の身は尾でつながっている（カムチャ
ツカ北東部カラガ村）／燻煙されるサケ（カ
ムチャツカ北東部カラガ村）／現代の食
卓を彩るパンと「赤いキャビア」

塩漬けしたオイカワを洗う
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ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
上
で
踊
る

ペ
ル
ー
か
ら
ボ
リ
ビ
ア
に
か
け
て
の
中
央

ア
ン
デ
ス
に
は
、
富
士
山
よ
り
も
高
い
海
抜

四
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
高
地
で
も
多
数
の

人
び
と
が
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
こ
は
大
部
分
が

高
原
地
帯
と
な
っ
て
い
て
、
先
住
民
の
人
た
ち

も
農
業
や
牧
畜
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
中
央
ア
ン
デ
ス
の
高
原
を
六
月
ご
ろ
に

歩
く
と
、
し
ば
し
ば
面
白
い
光
景
を
目
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
野
天
に
広
げ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の

上
で
踊
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
先
住
民
の
人

た
ち
の
姿
だ
。

こ
れ
こ
そ
が
、
ア
ン
デ
ス
独
特
の
保
存
食
品

で
あ
る
チ
ュ
ー
ニ
ョ
を
つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
チ
ュ
ー
ニ
ョ
は
、
簡
単
に
い
え
ば
凍
結

乾
燥
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
こ
と
。
そ
の
名
の
と
お
り
、

チ
ュ
ー
ニ
ョ
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
凍
結
乾
燥
し
て
つ

く
る
が
、
そ
の
方
法
は
中
央
ア
ン
デ
ス
の
気
候

を
う
ま
く
利
用
し
た
も
の
だ
。
中
央
ア
ン
デ
ス

の
六
月
は
乾
季
の
真
っ
最
中
で
、
雨
が
ほ
と
ん

ど
降
ら
ず
、
湿
度
も
低
い
だ
け
で
な
く
、
日
中

と
夜
間
の
気
温
変
化
も
激
し
い
。
日
中
の
気
温

は
摂
氏
二
〇
度
く
ら
い
ま
で
あ
が
る
が
、
夜
間

は
氷
点
下
に
ま
で
さ
が
る
。

こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
野
天
に
広
げ
ら

れ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
、
夜
間
は
凍
結
し
、
日
中

は
気
温
の
上
昇
と
と
も
に
解
凍
す
る
。
こ
れ
を

数
日
も
く
り
か
え
す
と
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
指
で

押
し
た
だ
け
で
、
水
分
が
吹
き
出
る
ほ
ど
柔
ら

ス
イ
カ
を
貯
蔵
す
る

わ
た
し
が
、
ア
フ
リ
カ
南
部
の
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
の
村
に

滞
在
し
て
い
た
あ
る
日
、
高
さ一メ
ー
ト
ル
五
〇
セ
ン
チ
近

い
ド
ラ
ム
缶
の
な
か
か
ら
植
物
ら
し
き
も
の
を
老
婆
が
と

り
出
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
調
理
す
る
の
だ
と
い
う
。
薄
黄

色
の
皮
の
干
し
ス
イ
カ
の
一
片
で
あ
っ
た
。
収
穫
後
薄
切

り
に
し
て
天
日
干
し
に
し
た
も
の
だ
。
ス
イ
カ
は
、
わ
が

国
で
は
夏
の
暑
い
と
き
に
皆
で
食
べ
る
果
物
で
、
収
穫
後

に
月
日
が
た
つ
と
腐
っ
て
し
ま
う
の
で
、
食
べ
残
し
は
冷

蔵
庫
に
入
れ
る
の
が
普
通
だ
。
そ
も
そ
も
冷
蔵
庫
の
な
い

時
代
に
も
、
ス
イ
カ
を
貯
蔵
す
る
方
法
は
生
ま
れ
な
か
っ

た
。
で
は
、
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
で
は
ど
う
し
て
ス
イ
カ
を
干

し
て
貯
蔵
す
る
よ
う
な
文
化
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
は
、
年
間
の
降
水
量
が
五
〇
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
内
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
二
〜
三
月
の

雨
季
に
集
中
す
る
。
の
こ
り
の
八
カ
月
は
乾
季
で
、
地

表
水
を
ほ
と
ん
ど
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
際
に
、

彼
ら
が
、
水
分
や
食
料
補
給
の
手
段
と
し
て
依
存
す
る

の
が
、
野
性
ス
イ
カ
や
栽
培
ス
イ
カ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
両
者
と
も
、
年
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
雨
季
の
終

わ
っ
た
四
〜
五
月
ぐ
ら
い
が
採
り
ご
ろ
で
、
乾
季
の
な

か
で
も
っ
と
も
寒
く
な
る
六
月
に
は
つ
る
が
腐
っ
て
し

ま
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
人
び
と
は
、
そ
の
時
期
に
原

野
や
畑
に
点
在
す
る
ス
イ
カ
を
集
め
て
、
ロ
バ
な
ど
を

使
っ
て
運
搬
し
家
の
近
く
の
貯
蔵
庫
に
入
れ
る
。
そ
の

後
、
こ
の
貯
蔵
さ
れ
た
ス
イ
カ
は
果
肉
が
厚
い
た
め
な

の
か
、
一
年
ぐ
ら
い
は
腐
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

か
く
、
ふ
く
ら
ん
だ
状
態
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
集
め
て
小
山
状
に
積
み
上
げ
、

こ
れ
を
足
で
踏
む
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
洗
濯

物
を
足
で
踏
み
洗
い
す
る
要
領
で
踏
む
。
こ
の

姿
が
、
ま
る
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
上
で
踊
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

愛
さ
れ
続
け
る
土
地
の
味

踏
み
つ
け
ら
れ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
か
ら
は
、﹁
ザ

ク
ッ
、
サ
ク
ッ
﹂
と
い
う
音
と
と
も
に
水
分
が
吹

き
出
て
ゆ
く
。
こ
の
あ
と
、
さ
ら
に
数
日
間
ほ

ど
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
野
天
に
広
げ
て
お
く
と
チ
ュ
ー

ニ
ョ
は
完
成
す
る
。
乾
季
の
低
い
湿
度
で
残
っ
て

い
た
水
分
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
乾
燥
ジ
ャ

ガ
イ
モ
が
で
き
あ
が
る
の
だ
。
完
成
し
た
チ
ュ
ー

ニ
ョ
は
、
ち
ょ
っ
と
見
た
と
こ
ろ
犬
の
糞ふ
ん
の
よ
う

に
も
見
え
る
し
、
足
で
踏
ん
で
つ
く
る
の
で
、
旅

行
者
な
ど
は
食
べ
る
の
に
抵
抗
を
感
じ
る
人
が

少
な
く
な
い
。
が
、﹁
チ
ュ
ー
ニ
ョ
の
は
い
っ
て
い

な
い
ス
ー
プ
は
愛
の
な
い
人
生
の
よ
う
な
も
の
﹂

と
い
う
諺
こ
と
わ
ざが
あ
る
ほ
ど
、
こ
の
加
工
食
品
は
古

く
か
ら
先
住
民
の
人
た
ち
に
愛
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
チ
ュ
ー
ニ
ョ
は
状
態
さ
え
よ
け
れ
ば
何

年
で
も
貯
蔵
し
て
お
け
る
。
さ
ら
に
大
き
さ
も

重
量
も
元
の
イ
モ
の
三
分
の
一
ほ
ど
に
な
っ
て
お

り
、
軽
く
て
輸
送
に
も
便
利
な
の
で
、
交
易
の

品
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
市
場

で
も
チ
ュ
ー
ニ
ョ
は
人
気
物
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て

い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ス
イ
カ
が
あ
れ
ば
人
は
生
き
て
い
け
る

彼
ら
は
、
日
本
の
食
べ
方
と
同
様
に
、
畑
で
収

穫
し
た
ス
イ
カ
を
半
月
状
に
薄
切
り
に
し
て
食
べ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
焚
き
火
の
火
の
上
に
置
き
「
焼
き

ス
イ
カ
」、鍋
で
煮
込
む
「
ス
イ
カ
鍋
」
な
ど
が
あ
る
。

水
気
を
保
っ
た
ス
イ
カ
が
枯
渇
す
る
と
、
冒
頭
で
述

べ
た
よ
う
な
干
し
ス
イ
カ
が
鍋
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と

も
多
く
な
る
。
こ
こ
で
の
ス
イ
カ
の
利
用
の
歴
史
は

か
な
り
古
く
、
現
在
で
も
在
来
種
が
数
多
く
栽
培
さ

れ
て
お
り
、
な
か
に
は
ヤ
ギ
や
ロ
バ
専
用
の
え
さ
と

し
て
貴
重
な
水
源
に
な
っ
て
い
る
品
種
も
あ
る
。
こ

れ
ら
の
た
め
か
、
人
び
と
は
、「
ス
イ
カ
が
あ
れ
ば

人
は
生
き
て
い
け
る
」
と
い
う
。

カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
に
暮
ら
す
人
び
と
に
と
っ
て
、
ス

イ
カ
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
。
人
び
と
は
、
ス

イ
カ
を
収
穫
し
た
直
後
に
食
べ
、
ま
た
、
時
期
を
ず

ら
し
て
貯
蔵
庫
の
ス
イ
カ
を
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
、
貯
蔵
し
た
ス
イ
カ
が
枯
渇
し
て
も
、

野
外
で
干
し
た
ス
イ
カ
を
食
用
に
す
る
こ
と
に
な

る
の
だ
。
確
か
に
、
カ
ラ
ハ
リ
の
栽
培
ス
イ
カ
の
糖

度
（
糖
度
二
）
は
、
日
本
の
ス
イ
カ
の
糖
度
（
一
二

〜
一
三
）
に
比
べ
て
み
る
と
か
な
り
低
い
。
し
か
し
、

ナ
ト
リ
ウ
ム
や
カ
リ
ウ
ム
は
カ
ラ
ハ
リ
の
ス
イ
カ
の

方
が
多
い
。
ス
イ
カ
は
年
の
一
時
期
に
楽
し
む
甘
い

果
物
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
一
年
に
わ
た
っ
て
生

活
に
欠
か
せ
な
い
飲
み
物
や
食
べ
物
に
な
っ
て
い
る

の
だ
。

「
人
生
の
愛
」に 

た
と
え
ら
れ
る
チ
ュ
ー
ニ
ョ

山や
ま
も
と本 

紀の
り
お夫

　
民
博 

名
誉
教
授

ス
イ
カ
を
干
す

池い
け
や谷 

和か
ず
の
ぶ信

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

大きさや形のさまざまなカラハリのスイカ
スイカを半月状に
薄切りにする 焼きスイカ スイカ鍋 ジャガイモを踏む人たち（ペルー・プノ県）

スイカの貯蔵場所。木から木へ棒をわたし、スイカを干す
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ブ
ル
ガ
リ
ア
食
は
ヨ
ー
グ
ル
ト
だ
け
に
あ
ら
ず

 「ヨ
ー
グ
ル
ト
？ 

毎
日
食
べ
る
よ
」。
ブ
ル
ガ
リ
ア
出
身
の
大
関

琴
欧
洲
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
は
多
い
と
思
う
。

確
か
に
、
日
本
で
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
と
い
え
ば
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
を

大
量
に
食
べ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
が
食

べ
て
き
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
グ
ル
ト
だ
け
で
は
な
い
。
主
食

は
あ
く
ま
で
も
パ
ン
で
あ
り
、
お
か
ず
と
し
て
野
菜
の
ほ
か
、
乳

製
品
や
肉
類
も
食
べ
て
き
た
の
だ
。一
九
八
九
年
社
会
主
義
の
崩

壊
以
降
、
牧
畜
は
減
退
し
た
が
、
地
方
で
は
い
ま
だ
に
羊
、
牛
、

鶏
、
豚
な
ど
を
飼
い
、
食
料
を
自
給
す
る
家
庭
が
多
い
。
そ
う

し
た
家
庭
で
は
、
ミ
ル
ク
は
チ
ー
ズ
や
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
の
乳
製

品
へ
と
加
工
し
、
他
方
肉
類
は
お
も
に
塩
漬
け
に
し
て
保
存
が
な

さ
れ
る
。
日
常
的
な
作
業
と
し
て
乳
製
品
を
作
る
の
は
女
性
の

仕
事
で
あ
る
。一
方
、
家
畜
を
殺
し
、
血
を
見
な
が
ら
の
力
仕
事

と
な
る
肉
類
の
加
工
は
、
男
性
が
主
役
の
仕
事
と
な
る
。

お
も
な
塩
漬
け
保
存
方
法

肉
の
塩
漬
け
保
存
に
は
ふ
た
つ
の
基
本
的
な
方
法
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
塩
漬
け
肉
を
燻く
ん
せ
い製
す
る
方
法
、
も
う
ひ
と
つ
は
肉

を
ひ
き
肉
に
し
て
塩
や
香
辛
料
と
こ
ね
て
腸
に
つ
め
る
方
法
で

あ
る
。

ひ
と
つ
目
は
、
欧
州
各
地
に
み
ら
れ
る
ハ
ム
や
ベ
ー
コ
ン
に

あ
た
る
が
、
な
か
で
も
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
は
、
バ
ル
カ
ン
山
脈
エ

レ
ナ
地
域
で
作
ら
れ
る
「
フ
ィ
レ
・
エ
レ
ナ
」
と
い
う
豚
肉
の

燻
製
や
、「
パ
ス
タ
ル
マ
」
と
い
う
牛
肉
の
燻
製
が
有
名
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
味
に
定
評
が
あ
り
、
や
や
贅ぜ
い
た
く沢

品
と
い
う
印
象
を
も

た
れ
て
い
る
。
お
つ
ま
み
に
最
適
で
、
来
訪
客
の
も
て
な
し
や

家
族
の
記
念
日
な
ど
の
食
卓
に
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。

ふ
た
つ
目
の
方
法
で
作
ら
れ
る
ソ
ー
セ
ー
ジ
は
、ハ
ム
や
ベ
ー

コ
ン
を
作
っ
た
あ
と
の
屑
肉
の
処
理
法
の
ひ
と
つ
で
、
脂
や
内

臓
、
穀
物
、
野
菜
な
ど
混
ぜ
物
が
多
い
た
め
、
経
済
的
で
庶

民
の
味
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
ザ
ワ
ー
ク
ラ
ウ
ト
（
キ
ャ

ベ
ツ
の
酢
漬
け
）
や
豆
類
と
の
相
性
が
抜
群
で
あ
り
、
料
理
に

使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
は
形
や
大
き
さ
、

原
料
や
味
つ
け
、
加
工
の
方
法
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
施
さ
れ

て
お
り
、
地
域
に
よ
っ
て
種
類
も
豊
富
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
は
牛
と
豚
の
ひ
き
肉
の
腸
詰
め

燻
製
ソ
ー
セ
ー
ジ
（
ル
カ
ン
カ
、
ナ
デ
ニ
ツ
ァ
、
ス
ジ
ュ
ッ
ク
）

や
豚
の
血
を
入
れ
た
ブ
ラ
ッ
ド
ソ
ー
セ
ー
ジ
（
カ
ル
ヴ
ァ
ヴ
ィ

ツ
ァ
）
や
、
肝
臓
入
り
の
レ
バ
ー
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
が
あ
る
。

味
つ
け
に
は
胡こ
し
ょ
う椒
、
パ
プ
リ
カ
パ
ウ
ダ
ー
、
ニ
ン
ニ
ク
、
玉
ネ

ギ
、
セ
イ
ボ
リ
ー
、
ク
ミ
ン
な
ど
が
よ
く
使
用
さ
れ
る
。
ソ
ー

セ
ー
ジ
の
貯
蔵
方
法
と
し
て
、
地
方
で
は
軒
下
の
風
通
し
の
良

い
場
所
に
吊
る
さ
れ
、
都
会
で
は
地
方
か
ら
仕
送
り
さ
れ
た

ソ
ー
セ
ー
ジ
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
洗
濯
物
と
並
ん

で
ロ
ー
プ
に
吊
り
か
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。

肉
の
保
存
に
ヨ
ー
グ
ル
ト
！？

一
八
七
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
初
の
料
理
本
で
は
、

先
述
し
た
方
法
以
外
に
驚
く
べ
き
保
存
方
法
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
脂
肪
分
を
抜
い
た
ヨ
ー
グ
ル
ト
に
生
肉

を
入
れ
、
そ
の
血
を
ヨ
ー
グ
ル
ト
に
吸
収
さ
せ
る
こ
と
で
、
肉

が
柔
ら
か
く
な
り
、
味
は
そ
の
ま
ま
保
存
で
き
る
と
い
う
。
最

初
の
日
は
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
二
回
換
え
、
あ
と
は
一
日
一
回
で
十

分
だ
と
か
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
ヨ
ー
グ
ル
ト
！？ 

ブ
ル
ガ
リ
ア

な
ら
で
は
の
肉
の
保
存
方
法
が
あ
っ
た
の
だ
。

肉
の
塩
漬
け
保
存 

―
ブ
ル
ガ
リ
ア
風

マ
リ
ア
・
ヨ
ト
ヴ
ァ
　
総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程

エ
ス
ト
ニ
ア
の
び
ん
詰
食
品 

庄し
ょ
う
じ司 

博ひ
ろ
し史

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

夏
か
ら
秋
に
か
け
エ
ス
ト
ニ
ア
の
農
家
を
お
と
ず
れ
る
と
必
ず
一
度
は
出
く
わ
す
の

が
、
果
物
や
野
菜
の
び
ん
詰
作
業
で
あ
る
。
翌
年
の
春
ま
で
、
食
物
を
腐
敗
や
カ
ビ
、

虫
害
か
ら
守
る
た
め
の
保
存
が
目
的
だ
が
、
単
な
る
趣
味
を
超
え
て
自
家
消
費
を
カ

バ
ー
す
る
た
め
、
量
と
い
い
、
作
業
の
手
際
の
よ
さ
と
い
い
中
途
半
端
で
な
い
。

保
存
対
象
は
、
リ
ン
ゴ
や
ア
ン
ズ
な
ど
の
果
物
や
キ
ュ
ウ
リ
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
な
ど
家

庭
菜
園
の
野
菜
か
ら
、
近
隣
の
森
で
と
れ
る
キ
ノ
コ
類
や
ベ
リ
ー
類
に
い
た
る
ま
で
幅

広
い
。
地
産
地
消
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
自
給
生
活
が
そ
の
基
盤
に
あ
る
。
保
存
法
は
、

コ
ケ
モ
モ
の
よ
う
に
な
に
も
添
加
せ
ず
そ
の
ま
ま
潰
す
だ
け
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
砂
糖

を
加
え
な
が
ら
温
め
濃
縮
ジ
ュ
ー
ス
や
ジ
ャ
ム
に
す
る
リ
ン
ゴ
や
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
、
ま

た
ゆ
で
た
あ
と
塩
漬
け
に
し
て
発
酵
さ
せ
る
キ
ュ
ウ
リ
や
キ
ャ
ベ
ツ
、
キ
ノ
コ
類
の
ほ
か
、

砂
糖
や
香
辛
料
を
く
わ
え
て
酢
漬
け
に
す
る
ミ
ッ
ク
ス
野
菜
な
ど
千
差
万
別
で
あ
る
。

大
量
の
野
菜
を
洗
い
切
っ
た
あ
と
、
こ
の
よ
う
な
保
存
処
理
を
し
て
煮
沸
し
た
広

口
ビ
ン
に
入
れ
、
よ
け
い
な
空
気
や
雑
菌
の
入
ら
ぬ
よ
う
丁
寧
に
ふ
た
を
す
る
工
程

は
、
と
き
に
よ
っ
て
は
家
族
総
出
の
作
業
と
な
る
。
酢
漬
け
ピ
ッ
ク
ル
ス
の
作
業
な
ど

は
、
家
じ
ゅ
う
む
せ
返
る
ほ
ど
の
酢
の
匂
い
と
湯
気
が
充
満
す
る
が
、
冬
支
度
に
は
欠

か
せ
な
い
生
活
の
ひ
と
こ
ま
で
あ

る
。
び
ん
詰
さ
れ
た
食
品
は
、
農

家
で
は
地
下
室
や
半
地
下
の
貯
蔵

庫
の
暗
い
棚
に
何
十
本
と
並
べ
ら

れ
、
や
が
て
食
卓
で
供
さ
れ
る
順

番
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

か
つ
て
び
ん
詰
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

な
ど
北
欧
諸
国
で
も
み
ら
れ
た
が
、

近
年
で
は
や
や
少
な
く
な
っ
て
い

る
よ
う
だ
。
エ
ス
ト
ニ
ア
で
は
、
採

集
か
ら
び
ん
詰
ま
で
自
給
経
済
は

ま
だ
ま
だ
健
在
だ
。

宇
宙
で
の
お
楽
し
み 

堂ど
う
や
ま山 

浩こ
う
た
ろ
う

太
郎
　
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
）に
お
け
る
日
本
人
宇
宙
飛
行
士
の
活
躍
が
、

ニ
ュ
ー
ス
を
飾
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。
そ
の
活
躍
を
支
え
る
楽
し
み
の
ひ

と
つ
に
食
事
が
あ
る
。
コ
マ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
時
間
を
非
常
に
大
切
な
も

の
と
し
て
、
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
ク
ル
ー
全
員
で
食
卓
を
囲
む
時
間
を
確
保
す

る
く
ら
い
で
あ
る
。
地
上
か
ら
お
よ
そ
四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
高
度
を
周
回
し

て
い
る
Ｉ
Ｓ
Ｓ
に
お
い
て
、
新
鮮
な
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
の
は
、
年
数
回
の
補
給

船
到
着
直
後
に
限
ら
れ
る
た
め
、
通
常
は
長
期
保
存
可
能
な
も
の
を
食
べ
る
こ
と

に
な
る
。
現
在
、
J
A
X
A
の
宇
宙
日
本
食
は
二
九
種
類
あ
り
、
お
も
に
使
わ
れ

て
い
る
の
は
、
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ
、
缶
詰
、
フ
リ
ー
ズ
ド
ラ
イ
や
乾
燥
食
品
と
い
っ

た
地
上
で
も
お
な
じ
み
の
も
の
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
ア
ル
フ
ァ
米
が
あ
る
。
お
湯
を
注
ぐ
だ
け
で
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
、

登
山
用
や
災
害
用
非
常
食
と
し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、宇
宙
で
は
こ
の〝
お

湯
を
注
ぐ
だ
け
〞
が
意
外
に
く
せ
も
の
で
あ
る
。
地
上
で
は
、
包
装
を
開
け
て
ス

プ
ー
ン
や
脱
酸
素
剤
を
取
り
除
い
て
…
…
と
い
う
な
ん
で
も
な
い
作
業
も
、
重
力

が
殆ほ

と
んど
な
い
Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
な
か
で
は
、
粘
着
性
の
無
い
細
か
な
米
粒
を
船
内
に
散
乱

さ
せ
な
い
よ
う
に
袋
を
開
け
、
脱

酸
素
剤
等
を
取
り
出
し
、
お
湯
を

入
れ
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
と
な

る
。
こ
の
た
め
、
宇
宙
食
の
包
装

内
に
は
脱
酸
素
剤
等
を
封
入
せ

ず
、
代
わ
り
に
空
気
や
光
を
通
さ

な
い
包
装
に
よ
り
保
存
性
を
維
持

し
、
注
射
針
の
よ
う
な
道
具
で
お

湯
を
注
入
す
る
だ
け
で
食
べ
ら
れ

る
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
細
か
な
工
夫
の
積
み
重
ね

が
宇
宙
飛
行
士
を
支
え
て
い
る
。

トマトを浮かべる野口宇宙飛行士。
ＩＳＳでは新鮮な食品は補給船到着直後にしか食べられない
© NASA/JAXA

半地下の貯蔵庫に保存されるブルーベリーやリンゴ、 
キュウリのびん詰

スジュック・ソーセージ

ソーセージを使ったギュヴェチェ料理
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け
る
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
探
求

―
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
と
モ
ノ
の
再
文
脈
化
」（
二
〇
一
一
年

八
月　

Chonbuk N
ational U

niversity 

韓

国
）
で
は
、
変
化
の
な
か
で
生
き
る
、「
エ
イ

ジ
ン
グ
」
す
る
存
在
と
し
て
の
人
び
と
が
、
生

活
の
場
や
世
界
に
位
置
づ
く
こ
と
、
そ
れ
を
可

能
と
す
る
環
境
の
弾
性
（resilience

）
に
つ
い

て
議
論
し
た
。
一
人
ひ
と
り
が
「
生
を
養
う
」

こ
と
に
か
か
わ
る
ケ
ア
を
出
発
点
と
し
常
に
そ

こ
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
り
、
唯
一
の
場
を

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
し
て
人
び
と
を
閉
じ
込

め
る
こ
と
に
陥
ら
な
い
開
発
を
考
察
す
る
こ
と

が
「
ケ
ア
と
育
み
の
人
類
学
」
の
課
題
で
あ
る
。

研
究
の
節
目
に
い
つ
も
わ
た
し
が
思
い
お
こ

す
の
は
、
ス
イ
ス
で
出
会
っ
た
モ
ノ
の
数
々
で

あ
る
。
一
九
九
九
年
夏
、「
新
生
殖
補
助
技
術

へ
の
対
応
」
に
関
す
る
共
同
調
査
で
わ
た
し
は
、

マ
ジ
ョ
ー
レ
湖
畔
ロ
カ
ル
ノ
で
情
報
を
集
め
歩

い
て
い
た
。
子
育
て
の
歴
史
に
か
か
わ
る
お
も

し
ろ
い
展
示
が
あ
る
と
友
人
の
母
親
か
ら
教
え

ら
れ
て
、
そ
の
日
わ
た
し
は
谷
沿
い
の
道
を
郵

便
バ
ス
で
登
り
切
っ
た
終
点
チ
ェ
ビ
オ
の
民
俗

博
物
館
を
訪
ね
た
。
窓
際
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た

白
い
細
長
い
布
を
見
た
と
き
、
と
う
と
う
「
ス

ワ
ド
リ
ン
グ sw

addling

」
の
布
に
出
会
う
こ

と
が
で
き
た
の
だ
と
感
じ
た
。

異
な
る
ま
な
ざ
し

出
産
の
近
代
化
過
程
で
は
、
子
ど
も
の
誕
生

や
生
長
を
援
助
す
る
の
に
相ふ

さ
わ応

し
い
の
は
誰
な

の
か
を
巡
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
専
門

職
と
し
て
登
場
し
た
医
者
た
ち
は
、「
古
い
不

適
当
な
習
慣
」
を
続
け
て
い
る
と
し
て
、「
産

婆
」「
乳
母
」
そ
し
て
母
親
た
ち
を
批
判
し
た
。

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
言
及
さ
れ
た
の
が
子
ど
も

を
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
す
る
ス
ワ
ド
リ
ン
グ
で
あ

る
。
ス
ワ
ド
リ
ン
グ
は
、
幼
子
を
不
衛
生
な
環

境
に
晒さ

ら

し
そ
の
生
長
を
妨
げ
る
と
、
啓け

い
も
う蒙

的
な

視
点
か
ら
さ
か
ん
に
非
難
さ
れ
た
。

だ
が
、
一
九
世
紀
ま
で
欧
米
で
流
通
し
た
産

婆
術
書
に
は
、
ス
ワ
ド
リ
ン
グ
の
目
的
と
手
順

が
乳
母
に
向
け
て
丁
寧
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
子
ど
も
を
ネ
ズ
ミ
な
ど
の
外
敵
の
攻
撃

か
ら
守
り
、
人
間
ら
し
い
形
を
与
え
る
た
め
に

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
ケ
ア
と
さ
れ
て
い
た
。
注
目

さ
れ
る
の
は
、
布
づ
く
り
も
含
め
ス
ワ
ド
リ
ン

グ
が
丹
念
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る

こ
と
だ
。
前
述
の
博
物
館
で
わ
た
し
は
、
窓
越

し
に
降
り
注
ぐ
陽
光
の
お
か
げ
で
、
布
に
細
か

な
刺し

し
ゅ
う繍

が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た

の
で
あ
る
。

子
ど
も
の
生
長
に
寄
り
添
う

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
ス
ワ
ド
リ
ン
グ
は

巻
き
上
げ
る
こ
と
で
完
成
す
る
の
で
は
な
く
、

子
ど
も
の
生
長
を
確
認
し
な
が
ら
少
し
ず
つ
布

を
外
し
て
ゆ
く
作
業
を
伴
う
一
連
の
世
話
だ
と

い
う
こ
と
だ
。
ス
ワ
ド
リ
ン
グ
は
、
子
ど
も
の

誕
生
前
か
ら
生
長
す
る
過
程
に
お
い
て
、
傍そ

ば

で

見
守
る
人
び
と
の
ま
な
ざ
し
や
存
在
を
物
語
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
誰
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ

た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
子
育

て
と
い
う
次
世
代
育
成
を
巡
る
同
時
代
の
人
び

と
の
暮
ら
し
が
見
え
て
く
る
は
ず
だ
。

ス
ワ
ド
リ
ン
グ
に
か
か
わ
る
実
践
や
批
判
は
、

子
ど
も
を
育
て
る
に
あ
た
っ
て
異
な
る
見
方
が

存
在
す
る
こ
と
を
明
快
に
示
し
て
い
る
。
後
に

国
際
養
子
縁
組
に
関
す
る
比
較
調
査
の
折
に
ス

イ
ス
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
会
っ
た
研
究
者
は
、

「
子
ど
も
へ
の
虐
待
や
ネ
グ
レ
ク
ト
を
防
ぐ
た

め
に
」、
各
家
庭
を
外
部
者
が
ど
の
よ
う
に
訪

問
し
問
題
に
対
処
す
る
か
に
つ
い
て
知
見
を
蓄

積
し
て
い
た
。
こ
の
課
題
に
も
ま
た
、
子
ど
も

の
存
在
や
家
庭
・
家
族
と
社
会
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
る
の
か
に
基
づ
い
て
、
ケ
ア
（
配

慮
）
が
目
指
す
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
性
が
交
錯
し

て
い
る
。

「
育
み
」に
着
目
し
、生
の
充
実
を
考
察
す
る

機
関
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ケ
ア
と
育
み
の

人
類
学
」
は
、
問
題
認
識
や
欲
求
に
対
応
し
よ

う
と
す
る
ケ
ア
の
あ
り
か
た
や
そ
の
方
向
性
を

検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
同
時
代
各
地
の

状
況
や
状
況
把
握
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
共
同
研
究
の
ひ
と
つ
の
目
的
と
し
て
い
る
。

「
育
」
と
い
う
漢
字
は
、
子
ど
も
を
生
み
出
そ

う
と
し
て
い
る
さ
ま
を
形
象
し
て
お
り
、
一
方
、

「
教
」
の
字
に
は
、
幼
子
の
未
来
を
占
う
意
味

が
籠こ

め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

生
み
出
さ
れ
る
生
命
の
行
方
を
自
ら
の
運
命
と

共
に
あ
る
も
の
と
し
て
見
つ
め
る
人
び
と
の
ま

な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る
。
現
代
の
「
教
育
」
観

に
留
ま
ら
な
い
、
次
世
代
を
育
成
す
る
営
み
に

関
す
る
「
産
育
」
研
究
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。

「
ケ
ア
と
育
み
」
の
諸
相
を
追
う
こ
と
は
、
配

慮
と
し
て
の
ケ
ア
の
実
践
の
数
々
が
、
同
時
代

に
生
き
る
人
び
と
の
世
界
観
を
い
か
に
映
し
出

し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
世
界
観
を
規
定
す
る
要
素
を
抉え

ぐ

り
出
し
、

わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
す
世
界
が
広
が
る
可
能
性

を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
、「
育
み
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と

の
検
討
を
と
お
し
て
、
人
間
の
み
な
ら
ず
地
域

環
境
を
も
念
頭
に
お
い
て
、
専
門
職
と
は
限
ら

な
い
多
様
な
人
び
と
の
、
人
の
一
生
に
か
か
わ

る
ケ
ア
の
実
践
が
ど
の
よ
う
に
呼
応
し
、
生
活

環
境
を
創
出
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
深
め

る
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
。

こ
う
し
た
テ
ー

マ
を
念
頭
に
成
果

公
開
の
ひ
と
つ
と

し
て
開
催
し
た
東

ア
ジ
ア
人
類
学
会

に
お
け
る
国
際
パ

ネ
ル
「
日
本
と
韓

国
の
高
齢
化
・
変

動
す
る
社
会
に
お

鈴
す ず

木
き

 七
な な

美
み

民博 先端人類科学研究部

産婆術書（オイカリウス・レスリン『妊婦と産
婆の薔薇園』の初版（1513年））に描かれた
スワドリングされた子ども。
出 典：Speert, Harold, Iconographia 
Gyniatrica, F. A. Davis Company, 1973,   
p. 514 （鈴木七美『出産の歴史人類学』（新
曜社）にも掲載）

ケアと育みの人類学

機
関
研
究　

包
摂
と
自
立
の
人
類
学

「
ケ
ア
と
育
み
の
人
類
学
」

2
0
1
1
年
４
月
～
２
０
１
４
年
３
月

代
表
者
：
鈴
木
七
美

【
関
連
研
究
集
会
】

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
福
祉
と
開
発
の
人
類
学

	

―
ひ
ろ
が
る
包
摂
空
間
と
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
」

　

2
0
1
2
年
1
月
21
日　

国
立
民
族
学
博
物
館　

　

企
画
：
内
藤
直
樹
・
山
本
直
美
・
丹
羽
典
生

・
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
エ
イ
ジ
ン
グ
―
多
彩
な
文
化
を
生
き
る
」

　

2
0
1
2
年
2
月
25
日
・
26
日　

国
立
民
族
学
博
物
館　

　

企
画
：
鈴
木
七
美
・
金
本
伊
津
子
・
谷
口
陽
子

・
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
デ
ザ
イ
ン
の
観
点
か
ら
見
た
社
会
空
間
の
共
有

	

―
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
の
可
能
性
」

　

2
0
1
2
年
3
月
3
日
・
4
日　

国
立
民
族
学
博
物
館　

　

企
画
：
野
林
厚
志
・
平
井
康
之

少子高齢化が進行する現代、人びとが心地よく生きていくためにどのような生活を
望むのかに着目する「ウェルビーイング」の考え方が注目されている。
本プロジェクトではケアを弱者にあたえる一方的な支援ではなく、人の一生に寄り添い、
多様な生のありようを可能とする環境を「育む」ことについて考察を深める。
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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

◆
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
︶

会
場　

講
堂
︵
先
着
4
5
0
名
︶
参
加
無
料
、
申
込
不
要

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
ジ
ャ
パ
ン（
美
し
き
日
本
）」

日
時　

10
月
30
日
︵
日
︶　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

　
　
　
︵
開
場
13
時
︶

会
場　

講
堂
︵
先
着
4
5
0
名
︶
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
い
ず
れ
の
映
画
会
も
当
日
10
時
か
ら
講
堂
入
口
に
て
整

理
券
を
配
布

以
上
、
み
ん
ぱ
く
映
画
会
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

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
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

し
ま
す
。

第
4
0
2
回　

11
月
19
日︵
土
︶

【
特
別
展
関
連
】

絵
画
に
あ
ら
わ
れ
た
ア
イ
ヌ
の
風
俗

講
師　
佐
々
木
利
和 ︵
北
海
道
大
学 

教
授
︶

描
か
れ
た
ア
イ
ヌ
の
世
界
に
は

い
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
19
世
紀

半
ば
以
前
、
か
れ
ら
は﹁
蝦

夷
﹂と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
姿
が
描
か
れ
た
最
古
の

例
は
延
久
元
年
︵
1
0
6
9
︶

で
す
。
さ
て
そ
の
画
例
か
ら
ど

の
よ
う
な
ア
イ
ヌ
像
が
得
ら

れ
る
で
し
ょ
う
か
。

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

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

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

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

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

友の会

国立民族学博物館
ミュージアム・ 
ショップ

ア
イ
ヌ
の
特
別
展
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
木
彫
や
文
様
に

関
す
る
商
品
を
と
り
そ
ろ
え
、
み
な
さ
ま
の
ご
来
店
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

お
す
す
め
は
、
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
﹂
解
説
書
と

﹁
ア
イ
ヌ
刺
し
ゅ
う
入
門
﹂︵
チ
ヂ
リ
編
、
カ
パ
ラ
ミ
プ
編
、
ル

ウ
ン
ペ
編
︶
の
書
籍
、
ア
イ
ヌ
の
文
様
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

﹁
一
筆
箋
﹂
と
﹁
ブ
ロ
ッ
ク
メ
モ
﹂
で
す
。

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　

11
月
29
日
︵
火
︶
ま
で

会
場　

本
館
展
示
場
内

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
理
論
と
実
践

―
博
物
館
か
ら
始
ま
る〈
手
学
問
の
す
ゝ
め
〉」

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
﹁
視
覚
障
害
者
﹂﹁
さ
わ
る

展
示
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
実
践
例
に
即
し
て

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
︵
誰
も
が
楽
し
め

る
博
物
館
︶
の
意
義
と
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
し

ま
す
。

日
時　

10
月
29
日
︵
土
︶　

13
時
～
17
時
50
分　

 

10
月
30
日
︵
日
︶　

9
時
30
分
～
18
時
10
分

会
場　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

1
0
0
名
︵
先
着
順
︶

※
参
加
無
料
、
要
申
込

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

﹁
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
理
論
と
実
践
﹂

と
明
記
の
上
、
左
記
の
記
入
事
項
を
添
え
て
メ
ー

ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
2

名
以
上
で
お
申
し
込
み
の
場
合
は
、
各
自
記
入
事

項
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
10
月
中
旬
に
は
メ
ー

ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
参
加
の
可
否
を
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

︻
記
入
事
項
︼

①
氏
名

②
連
絡
先
電
話
番
号　

③
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

④
所
属
︵
任
意
︶　

⑤
参
加
希
望
日

︻
宛
先
︼

Ｆ
Ａ
Ｘ　
0
6
・
6
8
7
8
・
8
4
7
9

E
-m

ail:ko
kkyo

@
id

c.m
in

p
aku

.ac.jp

お
問
い
合
わ
せ
先

国
立
民
族
学
博
物
館　

廣
瀬
研
究
室

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
4
3
7

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
1
回　

11
月
5
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
か
た
る
】

75
年
ぶ
り
の
帰
郷

│
民
博
の
韓
国
・
蔚
山
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り

講
師　
朝
倉
敏
夫
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

蔚
山
︵
ウ
ル
サ
ン
︶
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
渋
沢
敬
三
の
﹁
ア
チ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
﹂
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
1
9
3
6
年
に

韓
国
東
南
部
の
蔚
山
で
収
集
さ
れ
た
生
活
道
具
類
で
す
。
蔚
山

市
立
博
物
館
の
特
別
展
の
た
め
に
75
年
ぶ
り
に
帰
郷
す
る
、
こ

の
資
料
の
来
歴
と
当
時
の
韓
国
の
生
活
文
化
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

※
蔚
山
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

第
4
0
2
回　

12
月
3
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
よ
り
】

ペ
ー
族
の
映
像
民
族
誌

│
伝
え
た
い
こ
と
を
ど
う
伝
え
る
か
の
葛
藤

講
師　
横
山
廣
子
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
︶

映
像
で
は
モ
ノ
で
は
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
び
と
の
生

活
の
雰
囲
気
を
描
き
出
し
、
祭
り
や
儀
礼
な
ど
を
一
連
の
流
れ

の
な
か
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
制
作
中
の
ペ
ー
族
の
マ

ル
チ
メ
デ
ィ
ア
番
組
﹁
雲
南
省
の
ペ
ー
族
の
暮
ら
し
と
文
化
﹂

の
映
像
を
も
ち
い
て
、
彼
ら
の
生
活
を
紹
介
し
な
が
ら
、
映
像

と
し
て
表
現
す
る
う
え
で
の
悩
み
や
工
夫
に
つ
い
て
も
お
話
し

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
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
。

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ア
イ
ヌ
の
楽
器「
ム
ッ
ク
リ
体
験
」

日
時　

10
月
22
日
︵
土
︶

　
　
　

①
10
時
15
分
～
12
時
15
分

　
　
　

②
14
時
～
16
時

会
場　
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

各
回
30
名
︵
刃
物
を
使
い
ま
す
。
小
学
生

は
保
護
者
同
伴
︶

※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
込
締
切　
10
月
11
日
︵
火
︶
必
着

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
ア
イ
ヌ
女
性
の
手
仕
事
を
現
代
に
」

日
時　

11
月
6
日
︵
日
︶

　
　
　

①
樹
皮
糸
で
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
編
も
う

　
　
　
　

10
時
30
分
～
12
時
30
分

　
　
　

②
ガ
マ
の
葉
で
ミ
ニ
ご
ざ
を
つ
く
ろ
う　

　
　
　
　

14
時
～
16
時
30
分

会
場　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

各
回
20
名
︵
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
︶

材
料
費　

各
回
実
費
5
0
0
円

※
要
申
込

申
込
締
切　

10
月
24
日
︵
月
︶
必
着

以
上
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
申
込
方
法
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Ｅ
メ
ー
ル
ま
た
は
往
復
は
が
き
で
左
記
内
容
を
明

記
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
往
復
は
が
き
1
枚
・
1
メ
ー
ル
に
つ
き
、
2
名
ま
で
申

込
可
能
。

︻
記
入
事
項
︼

①
参
加
希
望
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
名
お
よ
び
参
加
希
望
回

①
参
加
者
名
、
年
齢
、
人
数

②
住
所
︵
郵
便
番
号
含
む
︶

③
電
話
番
号
︵
代
表
者
︶
当
日
連
絡
可
能
な
番
号

︻
宛
先
︼

往
復
は
が
き
：
情
報
企
画
課　
﹁
ム
ッ
ク
リ
体
験

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹂
係
ま
た
は
﹁
ア
イ
ヌ
女
性
の
手

仕
事
を
現
代
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
係
﹂
宛

E
-m

ail:w
o

rksh
o

p
@

id
c.m

in
p

aku
.ac.jp

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

10
月
8
日
︵
土
︶、
10
月
10
日
︵
月
・
祝
︶、

10
月
15
日
︵
土
︶、
10
月
23
日
︵
日
︶、

10
月
29
日
︵
土
︶

特
別
展
「
ア
イ
ヌ
の
く
ら
し
」

関
連
商
品

解説書 1,680円（税込）
アイヌ刺しゅう入門（3種類） 各1,575円（税込）
一筆箋（11種類） 各 360円（税込）
ブロックメモ（1種類） 315円（税込）

公
開
講
演
会

「
ワ
タ
シ
の
Ｉイ

バ

シ

ョ

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
。

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

●
11
月
1
日
か
ら
7
日
は「
教
育
・
文
化
週
間
」で
す

教
育
・
文
化
週
間
は
教
育
や
文
化
へ
の
関
心
と
理
解

を
深
め
、
充
実
・
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

設
け
ら
れ
、
今
年
で
53
回
目
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
機

会
に
全
国
で
開
催
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
へ
、
ご

家
族
ご
友
人
と
一
緒
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

︵
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︶

http
://w

w
w

.m
ext.g

o
.jp

/a_m
enu/sho

ug
ai/

kyo
iku-b

unka/

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
。

＊
す
べ
て
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
受
付
時
間
は
9
時
か

ら
17
時
（
土
・
日
・
祝
を
除
く
）
で
す
。

※
右
記
図
版
二
点
と
も

　
出
典
：
間
宮
林
蔵
『
北
蝦
夷
図
説
』
函
館
市
中
央
図
書
館
所
蔵
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内
に
整
然
と
美
し
く
陳
列
さ
れ
て
い
る

展
示
品
の
多
く
は
、今
ま
で
日
本
に
幾

度
か
里
帰
り
し
た
優
品
で
希
少
な
逸
品

と
し
て
、高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で「
ア

イ
ヌ
＝
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
説
」と
し
て
、ア

イ
ヌ
民
族
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
同
じ
祖

先
を
も
ち
、古
い
時
代
に
北
海
道
に

渡
っ
た
人
び
と
で
あ
る
と
い
う
学
説
が

称と
な

え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。そ
の
た
め

ア
イ
ヌ
に
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、明
治

中
ご
ろ
か
ら
第
一
次
大
戦
前
ま
で
、欧
米

の
博
物
館
は
精
力
的
に
資
料
収
集
を
お

こ
な
っ
た
。現
在
ア
イ
ヌ
＝
コ
ー
カ
ソ
イ

ド
説
は
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、そ
う

い
っ
た
背
景
を
考
え
ら
れ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
ほ
ど
充
実
し
た
展
示
で
あ
っ
た
。

資
料
調
査
で
訪
れ
る

　

本
年
一
月
下
旬
、「
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
の
資
料
調

査
の
た
め
ド
イ
ツ
東
部
ザ
ク
セ
ン
州
の

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
民
族
学
博
物
館
を
訪
れ

た
。同
展
は
、八
月
五
日
か
ら
北
海
道
開

拓
記
念
館
、続
い
て
一
〇
月
六
日
か
ら

一
二
月
六
日
ま
で
民
博
で
開
催
さ
れ
る

も
の
で
、ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
ア
イ
ヌ
資

料
を
中
心
に
民
博
、北
海
道
開
拓
記
念

館
の
資
料
も
併あ

わ

せ
て
展
示
さ
れ
る
。

最
大
規
模
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
民
族
学
博
物
館
は
、一

八
六
九
年
設
立
の
ド
イ
ツ
で
も
っ
と
も

古
い
民
族
学
博
物
館
で
、収
蔵
資
料
は

二
〇
万
点
を
超
え
る
。第
二
次
大
戦
で

は
空
襲
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け

た
が
、ア
イ
ヌ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
約
七
〇

〇
点
を
数
え
、ロ
シ
ア
を
除
い
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
最
大
規
模
で
あ
る
。そ
の
収
集

地
は
、北
海
道
・
樺
太
・
千
島
と
広
範
囲

に
わ
た
り
、内
容
も
多
種
多
様
で
あ
る
。

ま
た
収
集
者
も
多
彩
で
、日
本
の
人
類

学
の
第
一
人
者
で
あ
る
小こ

金が
ね

井い

良よ
し
き
よ精

博

士
や
京
都
府
立
医
科
大
学
に
赴
任
し
た

シ
ョ
イ
ベ
博
士
、ロ
シ
ア
の
流
刑
囚
と
し

て
樺
太
に
滞
在
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の

民
族
学
者
ピ
ウ
ス
ツ
キ
、ヤ
ク
ー
ト
研
究

者
の
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
と
い
っ
た
著

名
な
研
究
者
や
、西
欧
の
博
物
館
に
五

〇
〇
点
弱
の
ア
イ
ヌ
資
料
を
納
入
し
た

ハ
ン
ブ
ル
ク
の
貿
易
会
社
、ウ
ム
ラ
ウ
フ

な
ど
が
い
る
。資
料
の
多
く
は
収
集
地

や
収
集
年
な
ど
の
情
報
が
付
さ
れ
て
お

り
、資
料
的
価
値
が
非
常
に
高
い
。

ア
イ
ヌ
に
寄
せ
る
強
い
関
心

　

常
設
展
示
室
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
コ
ー

ナ
ー
は
、東
洋
部
門
の
な
か
で
も
大
き

く
ス
ペ
ー
ス
が
割
か
れ
、隣
接
し
て
い
る

日
本
文
化
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
よ
り
も
広

い
ほ
ど
で
同
館
の
ア
イ
ヌ
資
料
に
対
す

る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
た
。ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス

アイヌ展示コーナー

ライプツィヒ民族学博物館での打合せ

アイヌの衣服

藪
やぶなか

中 剛
たけ

司
し

 新ひだか町静内郷土館学芸員

ライプツィヒ民族学博物館の
アイヌ資料
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一
九
九
三
年
に
開
催
さ
れ
た
、「
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
」
展
で
、
は
じ
め
て
み
ん
ぱ
く
の
ア
イ
ヌ

資
料
を
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
常
設
展
示
に
は
複
製
さ
れ
た
魚ぎ
ょ

皮ひ

い衣
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、

当
時
、
サ
ケ
皮
製
靴
ケ
レ
づ
く
り
の
た
め
、
皮
の
加
工
処
理
や
、
縫
製
に
つ
い
て
調
べ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、「
触
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。

こ
の
と
き
目
に
し
た
複
製
資
料
の
原
資
料
が
シ
ベ
リ
ア
で
収
集
さ
れ
た
と
い
う
魚
皮
衣

で
あ
る
。
魚
皮
衣
は
樺
太
や
北
海
道
、
ア
ム
ー
ル
川
流
域
の
民
族
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
マ

ス
や
サ
ケ
、
イ
ト
ウ
、
コ
イ
な
ど
の
皮
を
鞣な
め

し
て
製
作
さ
れ
る
。
襟
や
前
立
て
、
ウ
エ
ス
ト

の
切
り
替
え
や
腰
か
ら
裾
に
か
け
て
波
を
打
つ
よ
う
な
広
が
り
の
あ
る
形
態
な
ど
か
ら
、
ア

ム
ー
ル
川
流
域
の
ナ
ナ
イ
や
ウ
デ
ヘ
、
樺
太
の
ニ
ブ
フ
、
ウ
ィ
ル
タ
と
は
異
な
る
特
徴
を
も

つ
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
背
面
に
施
さ
れ
た
切
り
替
の
あ
る
Ｖ
字
形
の
文
様
は
、
ド
レ
ス

デ
ン
民
族
学
博
物
館
と
ロ
シ
ア
民
族
学
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
樺
太
ア
イ
ヌ
の
魚
皮
衣
に
類

似
す
る
こ
と
か
ら
、
現
存
す
る
数
少
な
い
ア
イ
ヌ
の
魚
皮
衣
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

国
内
外
の
博
物
館
等
に
収
蔵
さ
れ
る
ア
イ
ヌ
の
魚
皮
衣
は
、
収
集
地
の
不
明
な
も
の
を
除

く
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
樺
太
で
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
長
い
ワ
ン
ピ
ー
ス
状
の
魚
皮
衣

は
カ
ヤ
と
よ
ば
れ
、
樺
太
ア
イ
ヌ
の
女
性
の
防
寒
着
で
、
腰
に
は
金
属
の
装
飾
が
つ
い
た
カ
ー

ニ
ク
フ
と
よ
ば
れ
る
皮
帯
が
併
用
さ
れ
た
。
五
〇
匹
ほ
ど
の
魚
皮
か
ら
一
着
の
衣
が
製
作
さ
れ

て
お
り
、
頭
と
尾
を
と
り
除
き
、
腹
割
に
し
て
身
を
剥
ぎ
、
鞣
し
た
皮
が
使
わ
れ
る
。
背せ

鰭び
れ

や
脂
あ
ぶ
ら

鰭び
れ

な
ど
を
と
り
除
い
て
で
き
る
穴
や
魚
皮
の
継
ぎ
目
に
は
、
魚
皮
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
に

カ
ッ
ト
し
た
美
し
い
文
様
が
施
さ
れ
る
。

こ
の
魚
皮
衣
を
よ
く
見
る
と
、
鰭
の
処
理
痕
や
文
様
が
前
身
ご
ろ
と
後
身
ご
ろ
と
で
は
違

う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
背
面
は
手
の
込
ん
だ
文
様
が
多
く
、
前
面
は
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
穴

の
補
修
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
。「
何
を
今
更
」
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
展
示
や
図

録
の
写
真
に
は
背
面
を
掲
載
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
衣
服
全
体
に
さ
ま
ざ
ま
に
模
か
た
ど

っ
た
文

様
が
施
さ
れ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
改
め
て
手
元
に
あ
る
国
内
外
の
魚
皮

衣
の
写
真
デ
ー
タ
二
二
点
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
内
二
〇
点
が
背
面
に
文
様
を
多
く
施
し
て

い
た
。
ア
イ
ヌ
の
工
芸
技
術
の
継
承
や
文
様
に
つ
い
て
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
た
資
料
で
あ
る
。

魚
皮
衣

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
副
館
長  

村む

ら

木き 

美み

幸ゆ

き

標
本
番
号 

Ｋ
０
０
０
４
６
１
３

地
域 

サ
ハ
リ
ン（
推
定
）

受
入
年
度 

１
９
７
５
年
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時
空
を
越
え
て
、ふ
る
さ
と
へ
田た

村む
ら 

克か
つ

己み

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

散
策
と

思
索
の
径

よ
み
が
え
る「
鉄
人
28
号
」

神
戸
市
の
長な

が

田た

区
で
は
、「
古
き
良
き
時
代
」
へ
の
懐
か
し
さ
、
レ
ト
ロ
趣
味
を
売
り
に
し
て
町
の
賑
わ
い

を
と
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
人
気
マ
ン
ガ
家
、
横よ

こ
や
ま
み
つ
て
る

山
光
輝
（
一
九
三
四
―
二
〇
〇
四
）
の
出
身
地

（
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
隣
の
区
で
あ
る
が
）
と
い
う
こ
と
で
、
彼
の
生
ん
だ
ヒ
ー
ロ
ー
「
鉄
人
28
号
」
は
、
そ

の
巨
大
な
像
が
造
ら
れ
、
同
じ
横
山
光
輝
が
マ
ン
ガ
に
描
い
た
中
国
の
古
典
『
三
国
志
』
と
と
も
に
、
町
お
こ

し
の
「
資
源
」
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

長
田
は
、
わ
た
し
の
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
鉄
人
28
号
」
の
像
な
ど
が
話
題
に
な
っ
て
い
っ
た
こ

こ
数
年
、
あ
ま
り
足
を
向
け
な
か
っ
た
そ
れ
ま
で
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
、
繁
く
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
地
は
わ
た
し
に
懐
旧
の
思
い
だ
け
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
。
棄
て
て
い
っ
た
過
去
へ
の
苦
い
思
い

と
空
白
へ
の
後
悔
が
常
に
つ
い
て
回
っ
て
い
る
。

長
田
は
、
ち
ょ
う
ど
「
鉄
人
28
号
」
と
同
じ
こ
ろ
に
も
っ
と
も
賑
わ
い
、
昭
和
四
〇
年
に
は
区
の
人
口
が
二

一
万
人
余
り
（
今
の
お
よ
そ
倍
）
の
ピ
ー
ク
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
高
度
成
長
期
に
な
る
と
、
人
び
と
は
家
々
の

密
集
し
た
こ
の
土
地
に
別
れ
を
告
げ
、
郊
外
に
新
し
く
拓
か
れ
た
住
宅
地
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
わ
た
し
の
家

族
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
わ
た
し
自
身
は
そ
の
前
に
、
離
れ
た
中
学
高
校
に
通
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
背
を
向
け

て
い
っ
た
。「
棄
郷
」
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

近
代
化
の
陰
影
深
く

長
田
は
、
古
代
か
ら
の
歴
史
を
も
ち
、
こ
と
に
源
平
の
合
戦
や
南
北
朝
の
戦
い
な
ど
の
跡
も
刻
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
土
地
が
膨
ら
ん
で
い
く
の
は
日
本
の
近
代
化
の
過
程
と
と
も
で
あ
り
、
東
隣
の
重
工
業
地
の
後

背
と
し
て
、
働
く
人
た
ち
の
住
居
、
下
請
け
な
ど
の
町
工
場
、
零
細
な
商
店
や
飲
食
店
、
映
画
館
、
パ
チ
ン
コ

屋
な
ど
が
ご
み
ご
み
と
混
在
す
る
町
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
わ
た
し
の
生
ま
れ
た
東

ひ
が
し

尻し
り
い
け池
町
な
ど
、
明
治
一

五
年
に
は
五
〇
〇
人
に
過
ぎ
な
い
農
村
で
あ
っ
た
の
が
、
大
正
時
代
半
ば
に
は
五
万
人
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
こ
の
異
常
な
ほ
ど
の
人
口
増
加
は
各
地
か
ら
の
流
入
の
結
果
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
に
は
、

奄
美
や
沖
縄
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
か
ら
の
人
び
と
も
多
か
っ
た
。
急
激
な
都
市
化
の
も
た
ら
す
環
境
、
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
の
ひ
し
め
き
あ
う
町
、
そ
れ
は
、
偏
見
と
差
別
、
そ
し
て
貧
困
や
喧け

ん
そ
う噪
の
渦
巻
く
土
地
で
あ
り
、
い
わ

ば
近
代
化
の
負
の
部
分
を
体
現
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
身
を
置
い
て
生
活
感
覚
を
共
有
し
て
き
た
過
去

へ
の
思
い
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
あ
る
種
の
苦
さ
を
帯
び
て
い
る
。

長
田
は
よ
く
、
わ
た
し
の
幼
な
じ
み
な
ど
地
元
の
人
か
ら
、
つ
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
と
い

わ
れ
る
。
そ
こ
は
高
度
成
長
や
バ
ブ
ル
経
済
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
こ
の
数
十
年
に
わ
た
っ
て
町
の

空
洞
化
が
進
ん
で
い
っ
た
。
あ
の
阪
神
淡
路
大
震
災
は
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
に
過
ぎ
な
い
。
わ
た
し
自
身
に

と
っ
て
、
通
っ
て
い
た
幼
稚
園
や
小
学
校
が
閉
じ
ら
れ
、
中
高
の
通
学
に
利
用
し
て
い
た
駅
の
改
札
も
潰
れ
て

な
く
な
り
、
よ
く
お
使
い
に
行
っ
た
市
場
が
廃は

い
き
ょ墟
と
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
を
前
に
、
た
と
え
否
定
的
言
辞

で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
も
、
地
震
で
手
の
届
か
ぬ
間
に
空
白
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
故
郷
へ
の
後
悔
が
、
過

去
へ
の
思
い
に
伴
う
。

ベ
ト
ナ
ム
人
の
子
ど
も
と
出
会
う
町

長
田
は
今
、
ベ
ト
ナ
ム
人
が
多
く
住
ん
で
い
る
。
数
年
前
、
ベ
ト
ナ
ム
研
究
の
若
い
人
た
ち
と
、
母
校
の
小

学
校
の
校
区
を
歩
い
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
一
行
の
一
人
が
、
自
転
車
を
こ
ぎ
な
が
ら
路
地
か
ら
飛
び
出
し
て

き
た
少
女
の
名
を
呼
ん
だ
。
声
を
か
け
た
彼
女
は
近
く
の
小
学
校
で
、「
多
文
化
共
生
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
し
て
、

ベ
ト
ナ
ム
人
児
童
の
学
習
の
支
援
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
辺
り
は
、
わ
た
し
が
小
学
生

の
と
き
に
、
友
だ
ち
を
訪
ね
、
そ
の
家
に
上
が
り
込
み
、
ま
わ
り
の
路
地
で
一
杯
に
遊
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
に
ベ
ト
ナ
ム
人
の
子
ど
も
が
い
る
と
は
。
思
え
ば
、
こ
の
土
地
に
多
い
お
地
蔵
さ
ん
や
土
地
神
の
祠ほ

こ
ら
も
、

そ
し
て
何
よ
り
も
人
の
か
か
わ
り
の
あ
り
よ
う
も
、
東
南
ア
ジ
ア
で
出
会
う
も
の
に
重
な
っ
て
い
く
。
そ
れ

は
わ
た
し
に
と
っ
て
、
棄
て
て
空
白
に
な
っ
た
過
去
へ
の
思
い
を
埋
め
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
た
な
「
帰
郷
」

と
も
い
え
よ
う
。

そ
れ
か
ら
わ
た
し
は
、
長
田
を
歩
く
た
び
に
考
え
る
。
わ
た
し
が
「
棄
郷
」
し
て
か
ら
、
文
化
人
類
学
を

学
び
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
東
南
ア
ジ
ア
の
あ
ち
こ
ち
を
歩
い
て
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
の
は
な
ん
で

あ
っ
た
の
か
？
「
帰
郷
」
を
求
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

そ
れ
に
し
て
も
、
人
の
つ
く
り
出
す
生
活
の
あ
り

よ
う
が
、
時
間
と
空
間
を
越
え
て
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ど
こ
か
で
感
じ
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

この土地に多いお地蔵さん。
あちこちの路地にあって、今も
「地蔵盆」が盛んである

本土最大の琉球物産専門店。
琉舞などの伝承の場でもある

近くの丸五（まるご）市場は
「アジア横丁」とも自称して
おり、ミャンマー・カレーの
店もある

地元の商店主たちによる
『三国志』登場人物のコス
プレ写真のパネル

「鉄人２８号」の巨大な像。
２００９年１０月に完成した

長田にはいたるところに路地がある。
かつてはたくさんの子どもが遊び回っていた

異
文
化
に
興
味
を
も
ち
、
異
文
化
の
理
解
を
求
め
、
異
文
化
に
没
頭
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
彷ほ

う
こ
う徨
も
、
逗と

う
り
ゅ
う留
も
、

ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
自
己
内
省
の
長
い
旅
路
と
し
て
思
い
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

棄
て
て
い
っ
た
「
故
郷
」
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
見
い
だ
し
て
き
た
新
天
地
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。
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世代を越えて、民族のことばを
京都朝鮮第三初級学校の朝鮮語教育

柳
りゅう

 美
み さ

佐
京都大学大学院博士後期課程

「うん、わかる！ ソンセンニム（先生）のいうこと、全部わかる、余裕！」

そう笑顔で話す1年生の女の子の表情には、話せるという自信があふれていた。

３カ月前、京都朝鮮第三初級学校に入学してきたばかりのころの彼女はまったく朝鮮語がわからなかった。

在日コリアン４世の彼女に、習い始めたばかりの朝鮮語を「わかる」と思わせる朝鮮学校とはいったいどのようなところなのか。

在
日
朝
鮮
学
校
は
、
終
戦
直
後
の
一
九
四
五
年
か
ら
、

在
日
コ
リ
ア
ン
（
韓
国
・
朝
鮮
籍
）
三
世
・
四
世
の
母
語

が
完
全
に
日
本
語
に
シ
フ
ト
し
た
と
い
え
る
現
在
ま
で
、

朝
鮮
語
と
日
本
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
を
お
こ
な
っ
て
き

た
。
故
地
で
あ
る
朝
鮮
半
島
の
分
断
や
、
日
本
の
政
治
情

勢
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
周
辺
事
情
に
影
響
を
受
け
な
が
ら

も
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
、
日
本
に
お
け
る
移
民
に
と
っ

て
の
最
大
の
継
承
語
教
育
機
関
と
し
て
存
在
し
て
き
た
。

現
在
国
内
に
点
在
す
る
朝
鮮
学
校
の
数
は
幼
稚
園
か
ら

小
・
中
・
高
、
大
学
校
ま
で
合
わ
せ
て
約
七
〇
校
。
日
本

の
教
育
環
境
に
あ
わ
せ
て
「
六
・
三
・
三
・
四
」
制
を
基

本
と
す
る
教
育
体
系
を
も
つ
。
朝
鮮
半
島
に
ル
ー
ツ
を
も

つ
在
日
コ
リ
ア
ン
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
、
日
本
の
学
校
教

育
に
相
当
す
る
教
科
教
育
と
民
族
意
識
を
育
む
た
め
の
教

育
を
、
朝
鮮
語
だ
け
で
お
こ
な
う
。
こ
の
よ
う
に
、
学
習

の
対
象
と
な
る
言
語
に
ひ
た
り
き
っ
た
状
態
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
教
科
を
学
ぶ
方
式
を
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
方
式
と
よ
ぶ
。

入
学
直
後
か
ら
の
朝
鮮
語
教
育

京
都
朝
鮮
第
三
初
級
学
校
は
、
観
光
地
と
し
て
有
名
な

金
閣
寺
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
。
保
護
者
や
日
本
人
の
支
援

者
か
ら
は
「
チ
ェ
サ
ミ
」
と
い
う
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い

る
。
一
九
六
七
年
に
創
立
さ
れ
た
学
校
は
敷
地
内
に
付
属

の
幼
稚
園
が
併
設
さ
れ
、
現
在
で
は
園
児
を
含
め
一
年
生

か
ら
六
年
生
ま
で
約
五
〇
名
が
学
ぶ
。
三
階
建
て
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
校
舎
に
は
、
教
室
の
他
、
図
書
室
を
兼
ね
た

多
目
的
室
、
音
楽
室
な
ど
も
あ
る
。

入
学
し
た
ば
か
り
の
一
年
生
児
童
を
受
け
も
つ
の
は
、

ベ
テ
ラ
ン
の
趙

チ
ョ
ウ

弘ホ
ン
ジ
ャ子
先
生
。
朝
鮮
大
学
校
を
卒
業
し
た
在

日
コ
リ
ア
ン
二
世
で
朝
・
日
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
。
一

年
生
の
授
業
は
月
曜
か
ら
土
曜
日
ま
で
毎
日
四
時
間
あ
る

が
、
一
週
間
の
時
間
割
で
は
朝
鮮
語
が
九
時
間
、
日
本
語

が
四
時
間
、
英
語
が
一
時
間
の
合
計
一
四
時
間
あ
り
、
じ

つ
に
週
間
総
授
業
数
の
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
言
語
教

育
が
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
て
も
朝
鮮
学

校
が
、
児
童
の
基
礎
言
語
能
力
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

朝
鮮
学
校
の
小
学
校
初
期
段
階
に
お
け
る
第
二
言
語

（
朝
鮮
語
）
教
授
法
の
特
徴
は
、
児
童
の
日
常
に
即
し
た

教
科
書
を
用
い
て
実
用
的
な
口
語
表
現
を
多
く
教
え
る
こ

と
に
あ
る
。
入
学
直
後
の
五
週
間
は
文
字
指
導
が
な
い
。

そ
の
あ
い
だ
は
学
校
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
応
じ

た
表
現
や
必
要
単
語
な
ど
を
会
話
形
式
で
ひ
た
す
ら
練
習

さ
せ
、
児
童
が
朝
鮮
語
で
ス
ム
ー
ズ
に
学
校
生
活
に
慣
れ

て
い
け
る
よ
う
な
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
後
に
始

ま
る
文
字
指
導
で
は
カ
ラ
フ
ル
な
絵
カ
ー
ド
の
使
用
や
、

朝
鮮
の
文
字
を
模
し
た
体
操
を
組
み
入
れ
る
な
ど
、
児
童

が
無
理
な
く
楽
し
く
学
習
で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
必
要
に
応
じ
て
児
童
の
母
語
で
あ
る
日
本

語
の
助
け
を
借
り
て
教
科
内
容
の
理
解
を
優
先
し
、
同
時

に
朝
鮮
語
の
文
法
に
も
意
識
を
向
け
る
よ
う
な
指
導
法
が

用
い
ら
れ
る
。

教
師
は
休
み
時
間
の
会
話
に
も
注
意
を
は
ら
い
適
切
な

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
与
え
る
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
言
語

学
習
の
機
会
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

一
年
生
児
童
は
、
入
学
し
て
一
年
以
内
に
日
本
語
と
英
語

以
外
の
す
べ
て
の
授
業
で
教
師
の
朝
鮮
語
の
指
示
を
ほ
ぼ

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
あ
い
さ
つ
な
ど
校
内
で
の
朝
鮮
語
の
簡
単
な
日
常
会

話
を
習
得
す
る
。
こ
の
驚
異
的
な
習
得
の
早
さ
は
イ
マ
ー

ジ
ョ
ン
方
式
な
ら
で
は
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

継
承
語
教
育
を
促
す
工
夫

児
童
は
授
業
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
で
も
朝
鮮
語

を
学
ん
で
ゆ
く
。
毎
日
の
あ
い
さ
つ
や
当
番
な
ど
で
交
わ

さ
れ
る
決
ま
っ
た
会
話
は
、
そ
れ
自
体
が
彼
ら
に
と
っ
て

言
語
習
得
の
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
作
文
発
表
会

や
早
口
こ
と
ば
大
会
な
ど
で
朝
鮮
語
を
流

り
ゅ
う
ち
ょ
う
暢
に
操
る
上
級

生
を
見
て
憧
れ
の
気
持
ち
を
抱
い
た
り
、
朝
鮮
語
の
み
で

一
日
過
ご
す
「
ウ
リ
マ
ル
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
運
動
」
で

模
範
生
に
な
る
こ
と
な
ど
は
、
朝
鮮
語
学
習
へ
の
動
機
づ

け
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
文
化
祭
の
準
備
な
ど
で

民
族
音
楽
や
舞
踊
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
も
、
言
語
と
そ
れ

以
外
の
面
か
ら
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
成
す
る

の
に
よ
い
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
日
本
で
生
ま
れ
育
つ
朝
鮮
人
児
童
生
徒
に

と
っ
て
、
朝
鮮
学
校
は
民
族
の
こ
と
ば
を
習
得
す
る
だ
け
の

場
で
は
な
い
。
彼
ら
が
朝
鮮
人
と
し
て
異
国
で
生
き
て
い

く
た
め
に
欠
か
せ
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
む
た
め
に

必
要
な
、
か
け
が
え
の
な
い
場
所
で
も
あ
る
こ
と
は
幾
度

と
な
く
先
生
た
ち
の
こ
と
ば
か
ら
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

地
域
住
民
と
の
交
流

朝
鮮
学
校
は
決
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
は
な
い
。

チ
ェ
サ
ミ
で
は
近
隣
の
公
立
小
学
校
と
年
間
を
通
し
て
交

流
会
を
も
っ
て
お
り
、
児
童
ら
が
互
い
に
訪
問
し
あ
っ
て

ス
ポ
ー
ツ
大
会
な
ど
を
し
て
い
る
。
チ
ェ
サ
ミ
の
バ
ザ
ー

で
は
、
近
く
の
鷹た

か
が
み
ね峯
小
学
校
の
「
お
や
じ
の
会
」
メ
ン

バ
ー
が
焼
く
チ
ヂ
ミ
が
名
物
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
大
学
生
を
中
心
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
か
ら

の
朝
鮮
学
校
へ
の
理
解
を
促
そ
う
と
い
う
動
き
も
見
ら
れ

る
。
同
志
社
大
学
K
O
R
E
A
文
化
研
究
会
や
日
朝
友
好

学
生
の
会
＠
京
都
な
ど
の
協
力
で
「
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
・

コ
ン
サ
ー
ト
」
が
こ
れ
ま
で
に
五
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

舞
台
に
は
、
京
都
・
滋
賀
の
朝
鮮
学
校
児
童
生
徒
の
ほ
か
、

日
本
の
小
学
校
児
童
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
児
童
、
日
本
の

大
学
生
な
ど
多
く
の
市
民
や
団
体
が
出
演
し
、
歌
や
踊
り

で
チ
ェ
サ
ミ
を
応
援
し
た
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
日

朝
文
化
の
交
流
に
役
立
つ
だ
け
で
は
な
く
、
逆
境
の
な
か

で
民
族
教
育
の
灯
火
を
守
ろ
う
と
す
る
朝
鮮
学
校
関
係
者

に
大
き
な
勇
気
を
与
え
て
い
る
。

同
校
の
姜カ

ン

秀ス
ヒ
ャ
ン香
校
長
は
語
る
。「
多
く
の
日
本
の
人
び

と
に
公
開
授
業
や
運
動
会
で
学
校
を
訪
ね
て
き
て
ほ
し
い
。

わ
た
し
た
ち
の
民
族
教
育
に
つ
い
て
知
っ
て
ほ
し
い
。
朝

鮮
学
校
は
い
つ
で
も
そ
の
門
を
開
け
て
い
ま
す
」。

初級部一年生の
教室に掲げられた、
はじめて学ぶ朝鮮
文字のお手本

初級部一年生の国語（朝鮮語）
のテキスト（文字指導前）

文化祭で民族衣装を着て太鼓を
たたく幼稚班の園児たち

鷹峯小学校、只楽（らくし）小学校、チェサミで毎年おこなっている
３校リーグのサッカーで優勝したよ！
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多
様
な
女
神
祭
礼
の
姿

九
月
末
か
ら
一
〇
月
初
め
、
イ
ン
ド
北
西

部
が
雨
季
明
け
を
迎
え
る
こ
ろ
、
ラ
ー
ジ
ャ

ス
タ
ー
ン
州
あ
た
り
で
は
ノ
ー
ラ
ッ
ト
リ
ー

（「
九
つ
の
夜
」）
と
よ
ば
れ
る
祭
礼
が
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
の
あ
い
だ
で
祝
わ
れ
る
。
恐
る

べ
き
力
を
も
つ
ド
ゥ
ル
ガ
ー
女
神
と
水
牛
の

姿
を
し
た
魔
物
で
あ
る
マ
ヒ
ー
シ
ャ
ッ
ス
ラ

と
の
九
日
間
に
わ
た
る
闘
争
と
い
う
神
話

が
下
敷
き
に
な
っ
て
お
り
、
女
神
の
寺
院
や

社や
し
ろで
九
日
間
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼

が
挙
行
さ
れ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
信
仰
で
は

神
は
一
に
し
て
多
な
る
存
在
と
さ
れ
る
た
め
、

村
々
や
街
の
辻
々
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
名
を

も
つ
数
多
く
の
女
神
た
ち
が
ド
ゥ
ル
ガ
ー
女

神
と
同
一
視
さ
れ
、
祭
礼
の
中
心
と
な
る
。

こ
れ
ら
は
血
の
犠
牲
を
求
め
る
女
神
と
さ

れ
、
伝
統
的
に
は
祭
礼
最
終
日
に
水
牛
か

雄
ヤ
ギ
の
頭
を
一
刀
両
断
し
、
噴
き
出
す
血

が
供
物
と
し
て
捧
げ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
時
期
に
は
南
ア
ジ
ア
の
ほ
ぼ
全
域

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
あ
い
だ
で
女
神
祭
礼

が
挙
行
さ
れ
る
。
一
口
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と

い
っ
て
も
信
仰
の
あ
り
方
は
地
域
ご
と
に

千
差
万
別
な
の
で
、
同
じ
時
期
に
同
種
の

祭
礼
が
南
ア
ジ
ア
全
体
で
祝
わ
れ
る
の
は
、

じ
つ
は
稀ま

れ

な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
女

神
信
仰
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
民
衆
の
あ
い
だ
に

深
く
か
つ
幅
広
く
根
を
下
ろ
し
て
き
た
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
、
同
種
の
祭
礼
と
は

い
っ
て
も
、
地
域
間
の
違
い
は
大
き
い
。
東

部
で
は
女
神
へ
の
血
の
供く

ぎ犠
が
盛
ん
だ
が
、

祭
礼
期
間
は
三
日
間
ほ
ど
と
短
い
。
ま
た

コ
ル
コ
タ
な
ど
で
は
最
終
日
に
ド
ゥ
ル
ガ
ー

女
神
の
塑
像
を
海
ま
で
行
進
し
て
運
び
、

送
り
出
す
行
事
が
祭
礼
の
特
徴
と
な
っ
て

い
る
。
一
方
南
部
、
特
に
タ
ミ
ル
ナ
ー
ド
ゥ

州
な
ど
で
は
血
の
供
犠
と
い
う
モ
チ
ー
フ

は
後
退
し
、
女
神
像
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な

神
像
や
人
形
を
家
々
に
飾
り
つ
け
る
行
事

が
中
心
に
な
る
。
ま
た
西
部
の
グ
ジ
ャ

ラ
ー
ト
州
で
は
、
女
神
を
あ
ら
わ
す
灯
明

を
灯
し
た
壺つ

ぼ

の
周
り
で
住
民
た
ち
が
ダ
ン

ス
を
踊
っ
て
奉
納
す
る
行
事
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
地
域
に
よ
っ
て
は
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
神
話
と
合
体
し
、
祭
礼
の
初
日

か
ら
数
え
て
一
〇
日
目
に
ラ
ー
マ
神
に
よ
る

魔
神
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
の
討
滅
と
い
う
物
語
を

再
現
す
る
ダ
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
行
事
を
も
っ
て

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
す
る
所
も
あ
る
。

血
の
供
犠
を
求
め
る
女
神

ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
地
方
の
場
合
は
、
冒

頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
伝
統
的
に
は
女
神

に
対
す
る
血
の
供
犠
が
祭
礼
の
中
心
的

テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
た
。
祭
礼
の
初
日
、
社

や
寺
院
に
祀
ら
れ
て
い
る
女
神
像
は
美
し

い
衣
装
を
着
せ
ら
れ
、
像
の
近
く
に
は

ジ
ョ
ー
（
オ
オ
ム
ギ
）
の
種
が
植
え
つ
け
ら

れ
る
。
ジ
ョ
ー
に
も
女
神
の
力
が
宿
る
と
さ

れ
、
祭
礼
最
終
日
ま
で
こ
こ
で
苗
が
育
っ
て

ゆ
く
。
女
神
が
憑ひ

ょ
う
い依
す
る
霊
媒
は
九
日
間

社
や
寺
院
で
起
居
し
、
こ
の
あ
い
だ
は
潔

斎
の
た
め
断
食
を
続
け
る
。
一
方
村
人
や
街

の
住
民
は
、
朝
夕
に
女
神
の
寺
社
に
参
拝

し
、
魔
物
を
も
倒
す
女
神
の
力
に
あ
や
か

ろ
う
と
す
る
。
ま
た
毎
夜
の
よ
う
に
女
神

を
讃た

た

え
る
歌
の
会
（
ラ
ッ
ト
リ
・
ジ
ャ
グ
ラ

ン
）
が
お
こ
な
わ
れ
、
農
村
で
は
寺
社
に
集

ま
っ
た
長
老
た
ち
が
ア
マ
ル
水
（
ア
ヘ
ン
粉

を
水
に
溶
い
た
も
の
）
を
飲
み
交
わ
す
姿

も
よ
く
見
か
け
た
も
の
で
あ
る
。

祭
礼
の
最
終
日
に
は
、
寺
社
に
詰
め
て
い

た
霊
媒
に
明
け
方
ご
ろ
か
ら
女
神
が
憑
依

し
供
犠
を
求
め
る
。
農
村
に
は
女
神
の
社

が
い
く
つ
か
あ
る
の
が
普
通
で
、
村
の
一
番

外
側
に
あ
る
社
か
ら
順
番
に
供
犠
が
お
こ

な
わ
れ
、
順
に
憑
依
し
た
霊
媒
た
ち
が
集

ま
っ
て
最
後
に
村
の
中
心
的
な
社
に
た
ど
り

つ
き
、
こ
こ
で
大
掛
か
り
な
憑
依
と
供
犠
が

あ
る
。
一
度
に
数
頭
の
水
牛
と
数
百
頭
の
雄

ヤ
ギ
が
ほ
ふ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
後

霊
媒
に
憑
い
た
女
神
は
村
は
ず
れ
の
池
ま
で

行
進
し
、
次
の
一
年
の
雨
量
や
収
穫
の
予
言

を
し
て
霊
媒
の
身
体
か
ら
去
る
。
ジ
ョ
ー
の

苗
も
こ
こ
ま
で
運
ば
れ
池
に
投
げ
込
ま
れ
る
。

雨
季
の
終
わ
り
は
夏
作
の
収
穫
と
冬
作

の
播は

種し
ゅ

準
備
の
時
期
に
重
な
る
。
ま
た
湿

気
や
蚊
が
連
れ
て
く
る
家
畜
や
ヒ
ト
の
さ
ま

ざ
ま
な
伝
染
病
の
流
行
が
頂
点
に
達
す
る

時
期
で
も
あ
る
。
こ
の
時
期
に
圧
倒
的
な

力
を
も
つ
女
神
を
人
間
界
に
迎
え
入
れ
て

病
を
克
服
す
る
力
を
え
、
次
の
一
年
の
豊ほ

う

穣じ
ょ
うを
祈
願
す
る
こ
と
は
、
農
村
地
帯
の
人

び
と
の
生
活
サ
イ
ク
ル
や
願
い
に
そ
っ
た
信

仰
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

均
質
化
す
る
祭
礼
の
ゆ
く
え

こ
の
祭
礼
の
姿
は
、
し
か
し
、
最
近
急
速

に
姿
を
変
え
て
い
る
。
南
隣
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー

ト
地
方
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
女
神
に
ダ
ン

ス
を
奉
納
す
る
祭
礼
が
、
こ
こ
十
数
年
の
あ

い
だ
に
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
の
都
市
部
で
人

気
を
集
め
、
そ
れ
が
さ
ら
に
農
村
部
に
ま
で

広
が
っ
て
き
た
。
ダ
ン
ス
も
映
画
の
流
行
を

と
り
入
れ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
も
の
が

人
気
と
な
り
、
必
ず
し
も
女
神
信
仰
と
は

結
び
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
ダ
ン
ス
祭
礼

が
隆
盛
と
な
る
一
方
で
、
憑
依
や
血
の
供
犠

を
伴
う
祭
礼
は
さ
び
れ
て
、
人
が
集
ま
ら
な

く
な
り
、
ま
っ
た
く
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ

た
寺
社
も
出
て
き
て
い
る
。
都
市
化
や
消
費

社
会
化
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
急
速
な
変
化
が

そ
の
背
景
に
は
あ
る
。
女
神
信
仰
の
基
盤
そ

の
も
の
が
変
容
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

華
麗
な
ダ
ン
ス
が
中
心
の
女
神
祭
礼
は

全
イ
ン
ド
に
広
ま
る
傾
向
に
あ
る
。
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
の
浸
透
、
人
の
移
動
の
活
発
化
が
耳

目
を
引
き
、
当
世
の
嗜し

好こ
う

に
合
う
祭
礼
を

広
め
や
す
く
し
て
い
る
。
画
一
的
な
「
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
文
化
」
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
に
基
づ

く
国
家
づ
く
り
を
目
指
す
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
運
動
の
勢
力
も
祭
礼
の
均
質
化
を

積
極
的
に
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
多
様
性
の
な
か
の
統
一
」
が
イ
ン
ド
の
国

是
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
文
化
的
活
力
も
そ

の
多
様
性
に
こ
そ
宿
る
と
さ
れ
て
き
た
。

女
神
祭
礼
の
均
質
化
は
そ
の
逆
を
い
っ
て
い

る
。
こ
れ
も
時
代
の
勢
い
で
抗あ

ら
が
え
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
先
さ
ら
な
る
多

様
性
が
花
開
く
の
か
。
女
神
が
ど
ち
ら
を

嘉よ
み

す
る
か
、
気
が
も
め
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

か
つ
て
祭
り
の
基
盤
に
は
、人
び
と
の
願
い
や
生
活
サ
イ
ク
ル
に
そ
っ
た

地
域
固
有
の
信
仰
の
姿
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
情
報
社
会
が
拡
大
し
世
界
が
急
速
に
狭
く
な
る
と
、

人
び
と
の
価
値
観
は
変
容
し
、基
盤
と
な
る
宗
教
観
に
も

大
き
な
影
響
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
る
。

南
イ
ン
ド
の
女
神
信
仰
に
、均
質
化
を
た
ど
る
現
代
の
祭
礼
の
ゆ
く
え
を
見
る
。

近年流行のダンスを中心とした女神祭礼。カラフルな衣装を身につけ、夜遅くまでダンスを楽しむ（ラージャスターン州ウダイプル市、2010年）
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逸
品
ぞ
ろ
い
の
街
の
屋
台

二
月
初
旬
、
ベ
イ
ル
ー
ト
の
繁
華
街
ハ
ム
ラ
を
歩

い
て
い
た
と
き
の
こ
と
。
こ
ぎ
れ
い
な
カ
フ
ェ
や

シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
が
並
ぶ
な
か
、
一
見
不
似
合
い

な
テ
ン
ト
と
屋
台
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
て
、
思
わ

ず
そ
の
路
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。

台
の
上
に
並
ぶ
の
は
、
こ
れ
ま
た
繁
華
街
に
は
そ

ぐ
わ
ぬ
野
草
た
ち
。
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
栽
培
さ
れ

る
野
菜
で
は
な
く
、
農
家
の
庭
先
に
生
え
て
い
る
、

雨
季
の
風
物
詩
だ
。
一
般
家
庭
で
は
し
ば
し
ば
食
卓

に
の
ぼ
る
が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
決
し
て
味
わ
え
な

い
。
い
わ
ば
田
舎
の
お
ふ
く
ろ
の
味
で
あ
る
。

さ
ら
に
奥
に
は
、
全
粒
粉
を
使
っ
た
総
菜
パ
ン
や

オ
リ
ー
ブ
の
漬
け
物
、
む
か
し
な
が
ら
の
製
法
で
作

ら
れ
た
石せ

っ
け
ん鹸
な
ど
が
、
所
狭
し
と
並
ん
で
い
る
。
ど

れ
も
農
村
、
あ
る
い
は
農
村
出
身
の
料
理
自
慢
な
人

物
が
い
る
家
で
な
い
と
お
目
に
か
か
れ
な
い
、
逸
品

ぞ
ろ
い
だ
。
し
か
も
並
べ
方
や
値
札
に
も
工
夫
が
み

ら
れ
、
そ
の
あ
た
り
の
学
生
や
労
働
者
向
け
の
軽
食

ス
タ
ン
ド
と
は
、
あ
き
ら
か
に
一
線
を
画
す
。
値
段

も
張
る
の
だ
が
、
一
見
し
て
よ
い
素
材
を
使
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
当
然
だ
と
納
得
で
き
た
。

「
中
東
で
オ
ー
ガ
ニッ
ク
」

「〝
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
〟へ
よ
う
こ
そ
！ 

こ
こ
に
あ
る
の
は
全
部
、
ベ
イ
ル
ー
ト
近
郊
の
農
家

の
手
作
り
品
だ
よ
」

目
移
り
し
て
い
る
と
、
屋
台
の
青
年
が
声
を
か
け

て
き
た
。
堂
々
た
る
体た

い

躯く

に
長
髪
、
い
か
に
も
い
ま

ど
き
の
レ
バ
ノ
ン
の
若
者
だ
。

「
一
押
し
は
フ
ァ
タ
ー
イ
ル
（
野
草
の
炒
め
物
を
詰

め
た
総
菜
パ
ン
）
だ
ね
。
昨
日
の
晩
、
う
ち
の
お
ふ

く
ろ
と
焼
い
た
ん
だ
」

「
お
母
さ
ん
と
？ 
あ
な
た
も
農
家
の
人
な
の
？
」

「
も
ち
ろ
ん
！ 
し
か
も
こ
こ
に
来
て
い
る
の
は
、
ど

こ
も
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
の
農
家
だ
。
品
質
は
折
り
紙
つ

き
だ
よ
」

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
、
こ
ん
な
単
語
を
中
東
で
聞
く
と
は
、

ち
ょ
っ
と
し
た
衝
撃
だ
っ
た
。
な
に
し
ろ
こ
ち
ら
の
人
び

と
の
化
学
物
質
に
対
す
る
意
識
は
驚
く
ほ
ど
低
く
、
汚

水
を
河
川
に
垂
れ
流
す
な
ど
は
、
日
常
茶
飯
事
だ
。
し

か
し
さ
す
が
に
レ
バ
ノ
ン
、
中
東
で
は
も
っ
と
も
早
く
に

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
受
容
し
た
国
と
い
う
べ
き
か
。

欧
米
の
自
然
回
帰
の
風
潮
を
い
ち
は
や
く
と
り
入
れ
た

の
も
、
流
行
に
敏
感
な
お
国
柄
ゆ
え
か
も
し
れ
な
い
。

屋
台
の
青
年
に
よ
れ
ば
、
こ
の
市
場
は
毎
週
火
曜

日
に
開
か
れ
、
毎
回
完
売
必
至
、
ハ
ム
ラ
の
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
た
ち
待
望
の
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
。
値
札
が
英
語
と
ア
ラ
ビ
ア
語
で
表
記
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
外
国
人
観
光
客
に
も
受
け
が

い
い
よ
う
だ
。
当
然
、
わ
た
し
も
買
い
物
に
熱
中
し

て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
フ
ァ
タ
ー
イ
ル
は
絶
品
で

あ
っ
た
し
、
薫
り
高
い
石
鹸
は
お
み
や
げ
に
喜
ば
れ

た
が
、「
中
東
で
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
と
い
う
物
珍
し
さ

に
、
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
否
め
な
い
。

農
業
存
続
の
危
機

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
農
法
と
い
う
と
、
な
に
や
ら
新
し
い
も

の
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ

は
一
〇
〇
年
前
、
い
や
五
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
、
こ
の
地
の

人
び
と
が
お
こ
な
っ
て
い
た
農
法
に
他
な
ら
な
い
。
い
つ

も
の
調
査
で
訪
れ
る
、
隣
国
イ
ス
ラ
エ
ル
北
部
の
ア
ラ
ブ

人
キ
リ
ス
ト
教
徒
村
で
も
、
友
人
た
ち
は
農
薬
を
使
わ

ず
に
オ
リ
ー
ブ
を
栽
培
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
村

は
い
ま
や
完
全
に
過
疎
の
村
で
あ
り
、
農
業
の
存
続
す

ら
、
危
機
に
瀕ひ

ん

し
て
い
る
。
若
者
た
ち
は
土
に
触
れ
る
の

を
嫌
っ
て
都
市
へ
と
出
稼
ぎ
に
ゆ
き
、
残
さ
れ
た
高
齢
者

は
農
民
で
あ
る
こ
と
の
誇
り
を
語
り
つ
つ
も
、
老
齢
ゆ
え

に
耕
作
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
だ
体
の
動
く

世
代
で
す
ら
、
手
間
が
か
か
る
割
に
え
る
も
の
が
少
な
い

と
、
農
業
を
続
け
る
こ
と
に
不
安
を
漏
ら
す
。
ベ
イ
ル
ー

ト
訪
問
の
つ
い
五
カ
月
前
に
訪
れ
た
と
き
も
、
ち
ょ
う
ど

友
人
が
こ
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
彼
は
オ
リ
ー
ブ
の

収
穫
を
と
り
や
め
、
ア
メ
リ
カ
に
住
む
兄
に
会
い
に
行
こ

う
と
し
て
お
り
、
親
族
の
批
判
を
あ
び
て
い
た
。

「
地
球
温
暖
化
で
、
た
だ
で
さ
え
水
が
不
足
し
て
る

ん
だ
。
水
や
り
も
ろ
く
に
で
き
な
い
の
に
、
オ
リ
ー
ブ

が
ま
と
も
に
育
つ
は
ず
な
い
だ
ろ
う
？ 

収
穫
し
た
と

こ
ろ
で
、
ろ
く
な
オ
イ
ル
は
採
れ
な
い
よ
。
な
ら
ば
無

駄
働
き
を
す
る
よ
り
、
今
を
愉た

の

し
ん
で
何
が
悪
い
？
」

憤
然
と
、
し
か
し
や
る
せ
な
く
そ
う
言
う
彼
に
、

わ
た
し
は
異
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

未
来
を
切
り
開
く
ヒ
ン
ト

い
ま
ど
き
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
身

を
包
ん
だ
若
い
農
民
た
ち
が
、
誇
り
を
も
っ
て
オ
ー
ガ

ニ
ッ
ク
農
法
に
と
り
組
み
、
屋
台
で
成
功
を
収
め
て
い

る
ベ
イ
ル
ー
ト
。
そ
こ
か
ら
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

し
か
離
れ
て
い
な
い
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ア
ラ
ブ
人
農
村
で

は
、
水
不
足
と
ア
ラ
ブ
人
へ
の
差
別
に
よ
っ
て
農
地
の

荒
廃
が
進
み
、
農
民
た
ち
は
畑
を
耕
す
誇
り
を
忘
れ
つ

つ
あ
る
。
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
勝
負

を
か
け
る
方
法
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
で
差

別
に
直
面
す
る
村
の
友
人
た
ち
に
も
有
効
か
ど
う
か
は

わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
ベ
イ
ル
ー
ト
の
若
い
農
民
た

ち
の
姿
に
、
未
来
を
切
り
開
く
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
あ
の
と
き
屋
台
で
買
っ
た
石
鹸
で
、
毎

朝
顔
を
洗
う
た
び
に
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
う
。

菅す
が

瀬せ 

晶あ
き

子こ

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

〝
ファ
ーマ
ー
ズ・マ
ー
ケ
ッ
ト
〟

	

の
描
く
農
業
の
未
来
図

イスラエル北部のアラブ人農村、ファッスータ。
この土地も、耕作を放棄されてすでに10年近くが経つ

ベイルートの海岸通り。長らく内戦で痛めつけられたうえ、2006年のイ
スラエルとの戦争でも激しい攻撃を受けたため、ベイルートはいつでも「再
開発中」である

“ファーマーズ・マーケット”で売られていた、ファターイル

“ファーマーズ・マーケット”に参加しているのは、男性だけではない。
むしろ女性のほうが多く、自慢の手作りの菓子や総菜を売っていた
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時間 : 14時から 15時
話者 :福内千絵（国立民族学博物館 外来研究員）
 三尾稔（国立民族学博物館 准教授）
話題 :【企画展関連】インド、ポピュラー・アートの立役者
場所 :企画展示場Ａ

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :大塚和義（国立民族学博物館 名誉教授）
話題 :【特別展関連】アイヌの「大交易時代」を語る
場所 :特別展示館

時間 : 11時から 12時
話者 :齋藤玲子（国立民族学博物館 助教）
話題 :【特別展関連】アイヌ女性の手仕事
場所 :特別展示館

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
　保存食というと、つい緊急の際に出番となる乾パンを
まっ先に思い浮かべてしまう。現在はきっとおいしくなっ
ていると思うが、小さいころおやつ代わりに口にした乾
パンはただただ飲み込みづらく味気ないものであった。
しかしよく考えてみると、生鮮食品に囲まれた今日でも
保存食はいたるところで口にしている。今回の特集でも
あげられたハムやソーセージ、ピクルスにジャム、すしも
天日干しの魚もれっきとした保存食だ。これらなしでは
食卓はいかにさびしいものになってしまうだろうか。それ
どころか、わたしたちの味覚自体が保存食の味に支配さ
れてしまっている。きつい味の香辛料はもとより、塩も
味
み そ

噌も醤
しょうゆ

油も元は食物の保存の手段かその産物だ。極
端な例は燻

くんせい

製で、本来、魚や肉の保存のため、木を焚い
て煙でいぶし外気や害虫から中身を守ろうとしたものが、
いまでは新鮮な素材にわざわざ煙で味つけをする。燻製
チーズなどこたえられない風味だ。おっと、考えただけ
でお腹がすいてきた。（庄司博史）
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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

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :三尾稔（国立民族学博物館 准教授）
話題 :【企画展関連】神さまカレンダーの使い道
場所 :企画展示場Ａ

時間 : 11時から 12時
話者 :岸上伸啓（国立民族学博物館 教授）
話題 :【特別展関連】コロボックル論争
場所 :特別展示館

2日
（日曜日）

9日
（日曜日）

16日
（日曜日）

23日
（日曜日）

30日
（日曜日）

次号の予告
 特集

かんがえる足（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：北欧からロシアにかけて森はキノコの宝庫である。歩きな
がら食用キノコをめざとく見つけ、1時間でバケツは一杯になる。
とったキノコは直ちにゴミや虫食いをとり除き、軽く塩ゆでにした
あとびん詰にする。（エストニア）

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。

10月

 24  


