


マレーシア今昔
海
う ん

野
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 和
か ず

男
お

エッセイ千字文千字文
プロフィール
１９４７年東京に生まれる。昆虫を中心
に撮影する自然写真家。
幼少期より昆虫に親しみ、学生時代に
撮影した「スジグロシロチョウの交尾
拒否行動」の写真が雑誌に掲載され
たことを契機に、フリーの写真家の道
を歩む。著書『昆虫の擬態』（平凡社）
で１９９４年日本写真協会年度賞受賞。
主な著作に『蝶の飛ぶ風景』（平凡社）、

『蛾蝶記』（福音館書店）、『昆虫顔面図鑑』
（実業之日本社）などがある。
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昆
虫
を
追
っ
て
マ
レ
ー
シ
ア
へ
通
う
よ
う

に
な
っ
て
四
〇
年
以
上
に
な
る
。
第
二
の
故

郷
の
よ
う
な
国
で
あ
る
。
毎
年
通
え
ば
、
そ

の
変
化
に
は
鈍
感
に
な
る
。
今
年
は
い
つ
も

と
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
旅
を
し
て
み
た
。
昆

虫
撮
影
で
は
な
く
、
ペ
ナ
ン
に
あ
る
バ
タ
フ

ラ
イ
フ
ァ
ー
ム
の
開
園
二
五
周
年
記
念
式
典

に
参
加
し
た
の
だ
。

　
当
初
は
海
外
の
観
光
客
が
主
な
客
層
だ
っ

た
バ
タ
フ
ラ
イ
フ
ァ
ー
ム
も
、
今
は
現
地
の

人
た
ち
の
入
場
者
が
ず
っ
と
多
い
。
年
間

三
〇
万
人
が
訪
れ
る
と
い
う
。
こ
の
数
は
日

本
の
ど
の
昆
虫
館
よ
り
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
私
も
少
し
ば
か
り
展
示
に
協
力
し
て

い
る
。
写
真
コ
ー
ナ
ー
も
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の

液
晶
テ
レ
ビ
が
導
入
さ
れ
て
、
見
映
え
が
す

る
も
の
に
な
っ
た
。
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
務
め

る
の
は
開
設
者
の
デ
ィ
ビ
ッ
ド
の
息
子
、ジ
ョ

セ
フ
。
世
代
交
代
が
進
ん
で
い
る
。

　
イ
ベ
ン
ト
に
訪
れ
た
人
た
ち
の
中
に
、
デ

ジ
タ
ル
一
眼
レ
フ
を
持
っ
た
若
い
女
性
が
多

い
。
取
材
に
き
た
マ
ス
コ
ミ
か
な
と
思
っ
た

ら
、
そ
こ
の
従
業
員
た
ち
だ
っ
た
。
聞
い
て

み
れ
ば
、
は
や
り
のFaceB

o
o

k

に
写
真
を

載
せ
る
の
に
、
一
眼
レ
フ
で
撮
っ
た
方
が
綺

麗
だ
か
ら
と
い
う
。

　
ペ
ナ
ン
の
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
は
世
界
遺
産

に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
な
古
い
建
物

を
利
用
し
た
プ
チ
ホ
テ
ル
も
多
い
。
そ
の
中

で
ユ
ネ
ス
コ
か
ら
も
表
彰
さ
れ
て
い
る
、
通

称
ブ
ル
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
ホ
テ
ル
に
泊

ま
っ
て
み
た
。
中
国
の
華
僑
で
、
現
地
の
風

習
に
適
応
し
、
中
国
本
土
よ
り
イ
ギ
リ
ス
と

の
関
係
を
重
視
し
た
と
い
う
プ
ラ
ナ
カ
ン
の

館
で
あ
る
。
古
い
建
造
物
を
ホ
テ
ル
と
し
て

使
う
こ
と
で
、
維
持
管
理
し
よ
う
と
い
う
試

み
で
あ
る
。

　
部
屋
は
広
く
、
快
適
だ
。
こ
ん
な
歴
史

的
建
造
物
に
泊
ま
れ
る
と
は
素
晴
ら
し
い

と
思
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
三
泊
し
て
二
回
も

パ
ー
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
。
庭
を
貸
し
切
っ
て

の
生
演
奏
付
き
の
医
者
の
集
い
。
も
う
一
日

は
内
庭
の
よ
う
な
場
所
で
の
同
窓
会
。
六
〇

過
ぎ
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
バ
ン
ド
を
入

れ
て
の
カ
ラ
オ
ケ
。
深
夜
ま
で
続
く
の
に

は
ち
ょ
っ
と
ま
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
っ
と

も
こ
ん
な
建
物
が
あ
っ
た
ら
、
ぼ
く
も
パ
ー

テ
ィ
ー
に
使
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
だ
が
。

　
四
〇
年
来
、
毎
年
必
ず
行
く
カ
メ
ロ
ン

ハ
イ
ラ
ン
ド
で
は
お
か
し
な
ド
イ
ツ
人
に
出

会
っ
た
。
ジ
ー
プ
タ
イ
プ
の
ベ
ン
ツ
に
乗
っ

て
い
て
、
な
に
や
ら
わ
け
あ
り
げ
だ
。
連
れ

て
い
た
犬
の
写
真
を
撮
ら
せ
て
も
ら
う
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
少
し
話
を
し
た
。
ぼ
く
と

同
年
代
で
、
三
国
同
盟
の
話
な
ど
す
る
。

　
ど
う
や
ら
戦
後
第
一
世
代
で
あ
る
。
今
は

カ
メ
ロ
ン
ハ
イ
ラ
ン
ド
に
住
ん
で
い
る
ら
し

い
。
昔
は
よ
か
っ
た
と
い
う
。「
今
は
ロ
ー
カ

ル
が
多
く
て
」
と
嘆
く
の
で
あ
る
。
四
〇
年

前
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
観
光
客
し
か
い
な

か
っ
た
カ
メ
ロ
ン
ハ
イ
ラ
ン
ド
は
、
今
は
現

地
の
観
光
客
で
ご
っ
た
返
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
住
む
日
本
人
も
何
百
人
も
い
る
。

時
代
は
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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特 

集か
ん
が
え
る

足
ふ
し
ぎ
な
足

野の

村む
ら 

雅ま
さ

一い
ち

　
民
博 

名
誉
教
授

人
間
な
ら
で
は
の
足

手
仕
事
、
手
作
り
な
ど
と
よ
ば
れ
る
人
間
の
手
が
つ

く
り
だ
す
も
の
は
、
人
間
ら
し
い
も
の
と
し
て
今
も
そ

の
価
値
を
さ
げ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
手
が
、
人
が
二
本

足
で
立
っ
て
歩
き
は
じ
め
た
と
き
、
自
由
に
な
っ
た
前

足
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
性
の
ひ
と
つ
の
あ
か
し
で
あ
る

か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
え
ば

そ
の
見
方
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
立
つ
こ
と
は

な
く
て
も
、
ネ
コ
、
ネ
ズ
ミ
、
リ
ス
、
ク
マ
な
ど
、
す

わ
る
こ
と
の
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
は
前
足
を
か
な

り
器
用
に
用
い
る
。
霊
長
類
と
な
る
と
、
親
指
と
ほ
か

の
指
の
対
向
性
な
ど
、
手
（
前
肢
）
は
人
間
と
非
常

に
よ
く
似
て
い
る
。
形
も
機
能
も
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
、

人
間
に
特
異
な
の
は
む
し
ろ
足
な
の
だ
。

サ
ル
に
は
「
足
」
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

フ
ラ
ン
ス
の
先
史
人
類
学
者
の
ル
ロ
ワ
＝
グ
ー
ラ
ン
な

ど
は
サ
ル
類
を
四
足
な
ら
ぬ
四
手
類
と
名
づ
け
る
一
方

で
、
人
間
の
足
は
サ
ル
の
枝
渡
り
よ
り
ク
マ
の
足
裏
歩

行
に
向
い
て
い
る
と
い
い
、
こ
れ
は
進
化
の
退
行
、
後

戻
り
を
思
わ
せ
る
と
の
べ
て
い
る
。

そ
う
い
わ
れ
て
み
る
と
、
人
間
の
足
は
奇
妙
と
い
わ

な
い
ま
で
も
不
思
議
な
形
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
一
応
の

完
成
形
な
の
か
、
そ
れ
と
も
い
ま
だ
変
化
の
途
上
の
一

段
階
な
の
か
問
題
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
あ
ま
り
表

舞
台
に
だ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
足
が
と

か
く
低
く
み
ら
れ
る
の
は
そ
の
位
置
の
た
め
ば
か
り
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

忘
れ
な
い
足
裏
感
覚

と
も
あ
れ
、
そ
ん
な
足
は
隠
す
べ
き
も
の
で
、
他

人
に
み
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
社
会
も
少
な
く
な
い
。

西
洋
人
の
靴
も
も
と
も
と
足
を
隠
す
た
め
な
の
か
、
歩

く
足
を
保
護
し
、
蹄ひ
づ
めの

か
わ
り
に
踵か
か
とを

つ
け
る
一
種
の

身
体
加
工
だ
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
人
前
で

靴
を
脱
い
で
足
を
だ
す
の
は
今
も
マ
ナ
ー
以
前
の
不
作

法
、
ほ
と
ん
ど
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
だ
。
一
九
七
〇
年
ご
ろ
、

イ
タ
リ
ア
の
片
田
舎
の
集
落
に
靴
作
り
の
店
が
あ
る

の
に
お
ど
ろ
い
て
話
を
き
く
と
、
む
か
し
は
村
々
に
靴

屋
が
い
た
と
い
う
。
西
洋
人
に
と
っ
て
は
足
は
靴
を
履

い
て
は
じ
め
て
人
前
に
だ
せ
る
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

か
つ
て
中
国
の
一
部
で
お
こ
な
わ
れ
た
纏て
ん
そ
く足

の
こ
と
も
思

い
だ
さ
れ
る
が
、
布ふ
は
く帛
で
巻
か
れ
た
女
性
の
足
は
ま
さ

に
秘
所
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
椅
子
な
ど
の
補
助
具
な
し
に
地

面
や
床
に
す
わ
る
坐ざ

い位
の
技
術
を
も
つ
多
く
の
社
会
で

は
、
足
は
少
な
く
と
も
生
活
の
場
で
は
い
や
し
め
ら
れ

て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
イ
ン
ド
の
足
踏
み
包
丁
の
例

を
あ
げ
る
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
。
台
所
の
土
間
に
し
ゃ

が
ん
で
、
鎌
に
似
た
包
丁
の
柄
を
右
足
で
踏
ん
で
固
定

し
、
手
前
に
向
い
て
立
つ
刃
に
野
菜
や
魚
な
ど
を
押
し

つ
け
る
よ
う
に
し
て
切
る
。
食
物
の
調
理
に
足
を
か
か

わ
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
社
会
で
は
ま
た
、
地
面
や
床
を
足
で
踏
み

し
め
音
を
響
か
せ
る
動
作
が
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
重

ん
じ
ら
れ
、
芸
能
の
基
本
の
リ
ズ
ム
を
つ
く
り
だ
す
。
イ

ン
ド
の
舞
踊
の
ス
テ
ッ
プ
も
、
日
本
各
地
の
冬
の
祭
礼
で

ダ
ダ
オ
シ
な
ど
と
よ
ば
れ
る
足
踏
み
も
そ
れ
で
あ
る
。

踏
み
し
め
る
足
裏
感
覚
―
靴
を
脱
が
な
い
と
ど
う

し
て
も
落
ち
着
か
な
い
日
本
人
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
こ

れ
が
文
化
伝
統
の
最
後
の
拠よ

り
所
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

 3    2011年 11月号 2  



wandelenstappenslenteresnelwandelen

lopen

rennenjoggen

caminar

ち
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こ
ち
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こ

ず
ん
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ん

ど
し
ど
し
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た
ば
た

walk

 jogrunsprint

縄
文
時
代
の
手
形
・
足
形
付
き
土
版

子
ど
も
が
生
ま
れ
て
一
歳
前
後
に
な
る
と
、
記
念

に
子
ど
も
の
手
や
足
の
形
を
色し
き
し紙

や
粘
土
に
と
る
。

た
い
て
い
は
歩
き
始
め
た
こ
ろ
に
と
る
。
人
類
が
歩

き
始
め
て
か
ら
遙は
る

か
な
時
が
経
過
し
た
が
、
親
に

と
っ
て
子
ど
も
が
歩
き
始
め
る
こ
と
は
偉
大
な
進
歩

な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
縄
文

時
代
に
も
造
ら
れ
て
い
た
。

手
形
・
足
形
土
製
品
、
あ
る
い
は
手
形
・
足
形
付

き
土
版
と
よ
ば
れ
る
こ
の
遺
物
は
、
今
ま
で
に
出
土

子
ど
も
の 

手
足
を
形
に
の
こ
す

伊い
と
う藤 

由ゆ

み

こ

美
子
　
青
森
県
立
郷
土
館
学
芸
員

ア
ル
ク
と
ハ
シ
ル

歩
く
こ
と
と
走
る
こ
と
は
も
っ
と
も
基
本
的
な
移
動
手

段
で
あ
り
、
動
作
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
化
普
遍
的
で
あ

る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
足
を
動
か

し
て
移
動
す
る
と
い
う
一
連
の
動
作
を
日
本
語
で
は
ア
ル

ク
と
ハ
シ
ル
と
い
う
ふ
た
つ
の
語
で
分
類
す
る
が
、
果
た

し
て
他
の
言
語
で
も
、
そ
う
だ
ろ
う
か
？ 

日
本
語
の
ア
ル
ク
と
ハ
シ
ル
を
い
っ
し
ょ
に
し
て
し
ま

う
言
語
、
つ
ま
り
「
足
で
移
動
す
る
動
き
」
に
対
す
る
語

が
ひ
と
つ
し
か
な
い
言
語
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。
逆
に
足

を
使
っ
た
移
動
の
動
作
を
も
っ
と
多
く
の
動
詞
で
区
別
す

る
言
語
は
た
く
さ
ん
あ
る
。一
般
に
英
語
、
ド
イ
ツ
語
な

ど
の
ゲ
ル
マ
ン
系
の
言
語
は
細
か
い
様
態
を
多
く
の
動
詞

で
区
別
す
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
の
ロ

マ
ン
ス
系
の
言
語
は
こ
の
よ
う
な
様
態
の
区
別
を
動
詞
で

あ
ま
り
し
な
い
。
日
本
語
は
そ
の
意
味
で
ロ
マ
ン
ス
語
に

似
て
い
る
が
、
動
き
を
あ
ら
わ
す
擬
態
語
が
豊
富
に
あ

り
、
歩
く
動
作
も
、「
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
」「
ず
ん
ず
ん
」
な

ど
と
言
い
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

異
な
る
数

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
シ
ン
の
速
度
の
設
定
を
上
げ
て
い
く

と
自
然
に
「
ア
ル
ク
」
動
作
か
ら
「
ハ
シ
ル
」
動
作
に
変

わ
っ
て
い
く
。筆
者
は
こ
の
速
度
を
少
し
ず
つ
上
げ
て
い
っ

た
と
き
、
日
本
語
、
英
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
ス
ペ
イ
ン
語

の
話
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
速
度
で
の
動
作
を
ど
の
よ
う
な
動

詞
を
使
っ
て
表
現
す
る
か
を
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
、
使

い
わ
け
る
動
詞
の
数
は
、
言
語
に
よ
っ
て
、
か
な
り
違
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
日
本
語
が
一
番
少
な
く
て
、「
歩
く
」

と
「
走
る
」
の
ふ
た
つ
の
動
詞
の
み
が
用
い
ら
れ
た
。
一

方
ス
ペ
イ
ン
語
は
三
つ
の
動
詞
、
英
語
は
四
つ(w

alk, 

jog, run, sprint)

、
オ
ラ
ン
ダ
語
は
も
っ
と
も
多
く
、
七

つ
の
動
詞
が
使
い
わ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
だ
け
か
ら
見
る
と

言
語
は
そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
細
か
さ
で
足
を
使
っ
た
移
動

動
作
を
分
割
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
際

に
は
四
つ
の
言
語
の
あ
い
だ
で
非
常
に
興
味
深
い
共
通
性

も
見
ら
れ
た
。

ま
も
ら
れ
る
境
界

動
詞
の
数
が
ふ
た
つ
し
か
な
い
日
本
語
で
は
、
ア
ル

ク
と
ハ
シ
ル
の
境
界
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
ほ

ぼ
全
員
が
、
あ
る
一
定
の
速
度
に
達
し
た
と
き
い
き
な
り
、

ア
ル
ク
か
ら
ハ
シ
ル
に
切
り
替
え
た
。
英
語
話
者
と
ス
ペ

イ
ン
語
話
者
は
、
日
本
語
の
ア
ル
ク
に
相
当
す
る
速
度
に

対
し
て
、w

alk

とcam
inar

を
そ
れ
ぞ
れ
使
っ
て
い
る

が
、
日
本
語
で
ア
ル
ク
か
ら
ハ
シ
ル
速
度
に
変
っ
た
と
た

ん
、
彼
ら
も
違
う
動
詞
に
切
り
替
わ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
語

は
、
日
本
語
話
者
が
ア
ル
ク
と
表
現
し
た
速
度
に
対
し
て

四
つ
の
動
詞
を
使
い
わ
け
て
い
た
が
、
日
本
語
の
ハ
シ
ル

に
相
当
す
る
速
度
に
達
し
た
と
き
、
や
は
り
別
の
動
詞
に

変
わ
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
で
は
日
本

語
で
ア
ル
ク
、
ハ
シ
ル
に
相
当
す
る
表
現
を
い
く
つ
に
細

分
す
る
か
に
お
い
て
は
異
な
る
が
、
日
本
語
の
ア
ル
ク
と

ハ
シ
ル
の
境
界
は
、
ど
の
言
語
で
も
同
じ
動
詞
が
ま
た
い

で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ア
ル
ク
と
ハ

シ
ル
の
境
界
は
ま
も
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
足
を
使
っ
て
移
動
す
る
一
連
の
動
作
を
ど

の
く
ら
い
動
詞
に
よ
っ
て
細
分
し
表
現
す
る
か
は
言
語
に

よ
り
異
な
る
が
、
ア
ル
ク
と
い
う
動
作
と
ハ
シ
ル
と
い
う

動
作
に
本
質
的
な
違
い
が
あ
り
、
ど
の
言
語
の
話
者
も
そ

の
違
い
を
知
覚
し
、
動
詞
に
よ
り
表
現
し
わ
け
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
た
遺
跡
は
二
〇
遺
跡
と
少
な
く
、地
域
も
北
海
道
・

東
北
地
方
に
偏
る
。
造
ら
れ
た
時
期
は
北
海
道
で
は

早
期
（
約
六
五
〇
〇
年
前
）
が
多
く
、
東
北
地
方
で

は
後
期
（
約
三
五
〇
〇
年
前
）
以
降
が
多
い
。

円
形
〜
楕
円
形
の
粘
土
板
に
、
一
〜
二
歳
前
後
の

乳
幼
児
の
手
・
足
を
押
し
つ
け
て
形
を
と
っ
て
い
て
、

手
形
よ
り
足
形
の
出
土
数
が
多
い
。
北
海
道
美び

び々

七

遺
跡
・
柏
か
し
わ

木ぎ

川が
わ

四
遺
跡
や
青
森
県
大お
お

石い
し

平た
い

遺
跡
な
ど

か
ら
出
土
し
た
土
版
に
は
、
手
・
足
の
形
を
と
っ
た

後
に
模
様
も
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
土
版
の
片
端

に
は
一
〜
二
つ
の
小
さ
い
孔あ
な

が
開
い
て
い
て
、
紐ひ
も

を

と
お
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
あ
り
、
孔
に
紐

を
と
お
し
て
吊つ

り
下
げ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

親
の
気
持
ち
を
か
た
ち
に
す
る

ま
た
北
海
道
で
出
土
し
た
土
版
は
、
墓
か
ら
出
土

し
て
い
る
の
で
死
者
の
副
葬
品
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
し
か
し
墓
か
ら
人
骨
な
ど
、
埋
葬
さ
れ
た
人
の

年
齢
な
ど
を
特
定
で
き
る
資
料
が
な
く
、
土
版
が
墓

に
埋
葬
さ
れ
た
本
人
の
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま

た
東
北
地
方
の
も
の
は
、
出
土
し
た
場
所
も
さ
ま
ざ

ま
で
、
明
確
な
用
途
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
幼
児
の

歩
き
始
め
の
祝
い
、
祭
り
の
道
具
、
子
の
成
長
を
願

う
た
め
の
護
符
（
お
守
り
）
な
ど
の
説
が
あ
る
。
な

ぜ
、
手
と
足
な
の
か
。
そ
れ
は
成
長
が
一
目
で
わ
か

り
や
す
く
、
粘
土
に
押
し
つ
け
る
だ
け
で
形
を
と
る

こ
と
が
で
き
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
手
形
よ
り

足
形
の
出
土
数
が
多
い
こ
と
は
、「
足
＝
歩
く
」
こ

と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

青
森
県
三さ
ん

内な
い

丸ま
る

山や
ま

遺
跡
か
ら
多
数
の
子
ど
も
の
墓

が
見
つ
か
っ
た
よ
う
に
、
縄
文
時
代
に
お
い
て
乳
幼

児
の
生
存
率
は
と
て
も
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
成
長
の
証
か
、
あ
る
い
は
死
亡
し
た
子
の
生
き

て
い
た
証
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
子
を
想
い
、
案
じ

る
親
た
ち
の
気
持
ち
が
か
た
ち
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

青
森
県
立
郷
土
館
の
考
古
展
示
室
に
は
大
石
平
遺

跡
か
ら
出
土
し
た
手
形
・
足
形
土
製
品
が
ひ
っ
そ

り
と
展
示
さ
れ
て
い
る
。
と
き
お
り
幼
子
を
連
れ

た
母
親
が
土
版
を
見
て
い
る
が
、
そ
の
表
情
に
約

三
五
〇
〇
年
の
と
き
を
越
え
て
通
じ
合
う
親
の
気
持

ち
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

「アルク」「ハシル」の認知と言語表現
今
いま

井
い

 むつみ　慶應義塾大学教授

上：手形付き土版
下：足形付き土版
ともに青森県大石平遺跡より
出土（青森県立郷土館所蔵　
撮影・小川忠博）
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中
国
で
は
刺し

繍し
ゅ
うを
施
し
た
靴
の
中
敷
を
作
る
伝
統
が

各
地
で
見
ら
れ
る
。
雲う
ん

南な
ん

省し
ょ
う

大だ
い

理り

盆ぼ
ん

地ち

の
場
合
、
中
国

語
で
「
挑
テ
ィ
ア
オ

花ホ
ア

」
と
よ
ば
れ
る
、
細
か
い
ク
ロ
ス
ス
テ
ッ

チ
の
刺
繍
を
す
る
。
密
集
さ
せ
た
ク
ロ
ス
ス
テ
ッ
チ
の
色

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
模
様
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
。
わ
た
し

も
ぺ
ー
族
女
性
に
習
っ
て
作
っ
て
み
た
が
、
た
い
そ
う
時

間
と
根
気
の
い
る
仕
事
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
何
年
も
し
て
、
仲
良
し
の
女
性
が
、
仕
上

げ
た
中
敷
を
手
に
、「
こ
れ
は
誰
の
だ
と
思
う
」
と
聞
い

て
き
た
。
女
た
ち
が
手
仕
事
で
一
番
、
腕
に
よ
り
を
か
け

る
の
は
、
自
分
用
の
を
作
る
と
き
だ
と
知
っ
て
い
た
わ
た

し
は
、
そ
う
答
え
よ
う
と
し
た
。
が
、
中
敷
の
大
き
さ
に
、

躊ち
ゅ
う

躇ち
ょ

し
た
。
彼
女
は
「
こ
れ
は
男
用
。
自
分
の
な
ん
て
、

も
っ
た
い
な
く
て
作
れ
な
い
」
と
言
っ
て
ニ
ヤ
リ
と
し
た
。

突
然
、
わ
た
し
は
、
隣
り
の
回か
い

族ぞ
く
の
村
で
、
モ
ス
ク
の

入
り
口
に
ず
ら
り
と
並
ん
だ
男
た
ち
の
靴
の
な
か
に
、
華

や
か
な
彩
り
の
中
敷
を
何
枚
も
見
つ
け
た
こ
と
を
思
い
出

し
た
。「
わ
た
し
を
忘
れ
な
い
で
」
と
い
う
文
字
が
刺
繍

さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
男
性
用
の
方
が

多
く
作
ら
れ
る
と
は
ま
っ
た
く
気
づ
か
な
か
っ
た
。

大
理
で
脱
い
だ
靴
を
見
る
機
会
は
、
回
族
の
礼
拝
時
以

外
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
こ
の
生
活
で
は
、
靴
を
脱

ぐ
と
い
え
ば
寝
台
に
上
が
る
と
き
ぐ
ら
い
で
、
中
敷
の
模

様
な
ど
他
人
が
目
に
す
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
親
密
な

間
柄
だ
け
が
知
っ
て
い
る
、
針
仕
事
に
込
め
ら
れ
た
愛
情

と
い
う
べ
き
か
。
そ
れ
は
、中
国
の
文
化
に
お
い
て
、日
々

の
生
活
を
通
し
て
個
々
人
に
刷
り
込
ま
れ
た
足
に
か
か
わ

る
感
覚
が
、
日
本
よ
り
奥
深
く
、
官
能
的
と
さ
え
感
じ
ら

れ
る
こ
と
と
も
無
縁
で
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

雲
南
省
大
理
盆
地
の
靴
の
中
敷

横よ
こ

山や
ま 

廣ひ
ろ

子こ

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

カ
ラ
ー
ウ
︱
︱
出
家
修
行
者
の
ゲ
タ

三み

お尾 

稔み
の
る　

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

今
は
か
な
り
ゆ
る
や
か
だ
が
、
イ
ン
ド
の
特
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の

あ
い
だ
で
は
、
履
き
も
の
を
履
け
る
か
ど
う
か
は
身
分
の
上
下
を
示

す
重
要
な
区
別
だっ
た
。
そ
の
規
範
が
残
る
村
落
で
は
、
身
分
が
低

い
カ
ー
ス
ト
民
が
古
く
か
ら
の
領
主
の
館
の
前
で
は
裸
足
で
歩
く
姿

を
今
も
見
か
け
る
。
ま
た
、
寺
院
に
入
る
と
き
は
老
若
男
女
、
身
分

を
問
わ
ず
裸
足
に
な
る
と
い
う
慣
習
は
都
市
部
で
も
幅
広
く
守
ら
れ

て
い
る
。
酷
暑
の
盛
り
に

石
畳
を
歩
く
と
足
裏
が
や

け
ど
し
そ
う
に
熱
く
な
る

が
、
イ
ン
ド
の
人
は
皆
平

気
顔
だ
。

写
真
の
ゲ
タ
は
木
製
で

重
い
。
鼻
緒
が
な
く
、
突

起
部
分
を
親
指
と
第
二
指

で
は
さ
ん
で
歩
く
。
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
で
カ
ラ
ー
ウ
と
い

う
が
、
外
出
用
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
屋
内
履
き
と
し
て
多
く
の
男

性
が
使
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
今
で
は
限
ら
れ
た
出
家
修
行
者
の
僧

院
の
、
し
か
も
僧
院
長
や
幹
部
だ
け
が
使
う
。
こ
の
ゲ
タ
で
歩
く
こ

と
は
、
屋
内
の
ケ
ガ
レ
に
も
足
を
触
れ
さ
せ
な
い
意
味
が
あ
る
。
僧

院
長
の
外
出
時
に
は
彼
の
「
玉
座
」
に
カ
ラ
ー
ウ
が
恭
う
や
う
やし
く
置
か
れ
、

身
代
わ
り
と
し
て
尊
崇
の
対
象
に
も
な
る
。

カ
ラ
ー
ウ
は
権
威
の
象
徴
な
の
だ
。
そ
れ
で
も
重
く
て
不
便
な
ゲ

タ
を
つっ
か
け
て
歩
く
の
は
大
儀
そ
う
だ
。
身
分
が
高
い
と
さ
し
て
歩

か
な
く
て
も
済
む
の
だ
ろ
う
が
、
威
光
を
示
す
側
も
大
変
で
は
あ
る
。

ハ
イ
ヒ
ー
ル
の
起
源
に
は
大
き

く
二
説
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
人
口

が
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
街
路
が
汚
泥
に
ま
み
れ

て
い
た
の
で
、
靴
に
か
ぶ
せ
て
履

い
た
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ズ
に
由
来

す
る
と
す
る
説
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

中
東
の
一
〇
セ
ン
チ
を
超
え
る
厚

底
の
履
き
も
の
が
一
六
世
紀
ご
ろ

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
わ
っ
た
と
の

説
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ル
イ
一
四
世

の
こ
ろ
に
は
宮
廷
で
ヒ
ー
ル
つ
き

の
靴
を
履
く
こ
と
が
流
行
し
た
。

タ
イ
ツ
で
脚
線
美
を
強
調
す
る
男

性
の
足
下
の
靴
は
、
優
美
な
曲
線

を
描
く
ヒ
ー
ル
が
つ
け
ら
れ
、
派

手
な
リ
ボ
ン
や
バ
ッ
ク
ル
で
飾
ら

れ
て
い
た
。
対
し
て
、
ド
レ
ス
の

奥
深
く
に
隠
さ
れ
た
の
は
女
性
の

足
と
靴
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近

代
に
な
る
と
、
女
性
の
ス
カ
ー
ト

丈
が
上
が
り
、
足
の
お
し
ゃ
れ
に

関
心
が
集
ま
る
。
反
対
に
、
男
性

の
足
は
ズ
ボ
ン
で
く
る
ま
れ
、
装

飾
性
の
薄
い
靴
を
履
く
よ
う
に

な
っ
た
、
と
い
う
の
が
大
ま
か
な

靴
の
歴
史
で
あ
る
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

は
、「
お
し
ゃ
れ
に
は
苦
痛
が
伴

う
」
と
説
く
。
そ
の
心
は
、「
簡

単
に
真
似
で
き
な
い
こ
と
が
お

ハイヒールから透けて見えるもの 
おしゃれか健康か

山
やま

本
もと

 芳
よし

美
み

　都留文科大学准教授

し
ゃ
れ
」
と
い
う
も
の
。
木
製
や

コ
ル
ク
製
に
代
わ
っ
て
、
人
の
体

重
を
支
え
ら
れ
る
ス
チ
ー
ル
芯
が

開
発
さ
れ
る
や
、
ヒ
ー
ル
は
細
く

高
く
そ
び
え
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
尖と
が

っ
た
つ
ま
先
が
よ
い
、

と
な
る
と
邪
魔
に
な
る
の
は
足
幅

を
広
げ
る
小
指
だ
。
ア
メ
リ
カ
で

は
、
小
指
を
切
り
と
る
手
術
さ
え

あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
苦
痛
を
母
と
す
れ
ば
、

ハ
イ
ヒ
ー
ル
の
双
子
の
キ
ョ
ウ
ダ

イ
は
中
国
の
纏
足
と
な
る
。
纏

足
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
を
見
る
と
、

土
踏
ま
ず
を
圧
縮
さ
せ
て
人
工

ヒ
ー
ル
を
造
り
だ
し
て
い
る
。
纏

足
も
ハ
イ
ヒ
ー
ル
も
、
立
て
ば
胸

と
お
尻
が
突
き
出
し
、
歩
け
ば
腰

は
揺
れ
る
。
だ
か
ら
、
男
性
に
女

性
の
性
的
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

行
為
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
一
般
の
女
性
た
ち
が

ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
選
ぶ
の
は
、
男
性

の
視
線
で
は
な
く
、
健
康
を
優
先

さ
せ
た
靴
に
満
足
で
き
な
い
か
ら

だ
。
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
履
け
ば
、
足

の
故
障
が
起
こ
り
が
ち
に
な
る
。

で
も
、
健
康
靴
は
や
ぼ
っ
た
い
。

お
し
ゃ
れ
心
と
健
康
、
相
反
す
る

要
求
を
満
足
さ
せ
る
理
想
の
靴
を

捜
し
求
め
る
女
性
の
姿
で
、
今
日

も
靴
売
り
場
は
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。

大理の回族の男性が、モスクの礼拝堂入り口で脱いだ靴の中敷。
もっともよく好まれるモチーフのクロスステッチ

「わたしを忘れないで（勿忘我）」の文
字の刺繍が、クロスステッチの上から
施されている中敷

僧院長の玉座とカラーウ。僧院長不在時のし
つらえ（2011年 8月、ラージャスターン州ウダ
イプル市ラーマナンディ教団の僧院）

「ルイヒール」
（日本はきもの博物館所蔵）

纏足靴
H０２３２２７８

（国立民族学博物館所蔵）
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日
本
の
水
虫
に
勝
る
も
の
な
し
？

水
虫
は
、
足
に
で
き
る
黴か
び

で
あ
る
。
水
虫
を
知

ら
な
い
日
本
人
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
世
界
に
も

水
虫
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
国
民
普
及
率

と
認
知
度
、
そ
し
て
難
治
性
に
お
い
て
、
日
本
の

水
虫
に
勝
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
現
代
日

本
で
は
、
男
性
の
一
〇
人
に
一
人
、
女
性
の
三
人
に

一
人
が
か
か
り
、「
一
度
か
か
っ
た
ら
一
生
治
ら
な
い
」

と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
需
要
か
ら
、
製
薬

業
界
で
は
、
水
虫
完
治
薬
を
発
明
す
れ
ば
ノ
ー
ベ

ル
賞
級
と
い
わ
れ
て
久
し
く
、
皮
膚
科
学
会
で
は
、

水
虫
研
究
は
「
花
形
」
と
さ
え
よ
ば
れ
て
い
る
。

な
に
よ
り
、
日
本
の
水
虫
の
特
徴
は
、
万
人
が

平
等
に
か
か
り
う
る
こ
と
に
あ
る
。
野
球
少
年
か

ら
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
大
臣
経
験
者

に
よ
れ
ば
、
選
挙
運
動
で
水
虫
に
な
ら
ぬ
者
は
お

ら
ず
、
日
本
の
政
治
家
で
水
虫
で
な
け
れ
ば
、
そ

れ
は
本
物
で
は
な
い
、
と
の
こ
と
。
現
に
衆
議
院

の
売
店
で
も
、
水
虫
薬
は
よ
く
売
れ
る
。
最
近

は
、
女
性
向
け
に
特
化
し
た
販
売
戦
略
も
各
社
強

ア
ス
リ
ー
ト
の
足

イ
ギ
リ
ス
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
日

本
と
同
様
、
英
国
で
も
フ
ッ
ト
ケ
ア
は
美
容
の
一
部

に
な
っ
て
い
る
。
大
手
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
の
店
内
に

は
、
ス
キ
ン
ケ
ア
と
並
ん
で
足
の
ケ
ア
の
独
立
し
た

部
門
が
設
け
ら
れ
、
臭
い
消
し
か
ら
足
ダ
コ
予
防

ま
で
足
に
関
す
る
幾
多
の
商
品
が
棚
を
飾
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
一
歩
お
店
を
出
る
と
、
足
の
矯
正
や

治
療
を
売
り
に
し
た
靴
屋
も
あ
る
。

水
虫
も
、
日
本
と
同
様
、
足
の
美
容
・
健
康

を
脅
か
す
症
状
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
だ
れ
も
が
悩
ま
さ
れ
る
、
い
わ
ば
国
民
的
問

題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
日
本
の
水
虫
と
は
違

う
。
英
語
圏
で
は
、
水
虫
を
「
ア
ス
リ
ー
ト
の
足
」

( “athlete’s foot”)

と
よ
ぶ
。「
虫
」
が
無
差
別
的
に

引
き
起
こ
す
症
状
と
い
う
よ
り
は
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手

と
い
う
集
団
が
体
験
す
る
「
足
」
の
病
気
と
し
て

認
識
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

化
さ
れ
、
ピ
ン
ク
色
の
水
虫
市
販
薬
も
ネ
ッ
ト
市

場
を
中
心
に
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
か
つ
て
は
五
月
の
連
休
明
け
か
ら
梅
雨
ご
ろ
が

売
上
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
が
、
今
や
季
節
性
も
失
わ

れ
、
冬
も
好
調
な
売
れ
ゆ
き
。
も
は
や
日
本
の
水

虫
は
、永
田
町
も
オ
ヤ
ジ
の
域
も
こ
え
、老
若
男
女・

職
業
階
層
問
わ
ず
、華
麗
な
る
蔓ま
ん

延え
ん
を
み
せ
て
い
る
。

通
勤
快｢

足｣

一
体
な
ぜ
日
本
人
の
足
ば
か
り
に
黴
が
生
え
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
な
に
し
ろ
日
本
は
、
世
界
に
名
だ

た
る
清
潔
好
き
で
知
ら
れ
て
き
た
。
幾
度
と
な
く

入
る
こ
と
を
い
と
わ
な
い
温
泉
や
お
風
呂
、
い
か
な

る
飲
食
店
に
も
配
置
さ
れ
る
お
て
ふ
き
、
そ
し
て

徹
底
し
た
靴
の
脱
ぎ
履
き
な
ど
、
穢け
が

れ
な
き
日
本

の
こ
こ
ろ
は
、
誇
り
高
き
日
本
文
化
と
し
て
、
人

び
と
の
生
活
に
浸
透
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
か
く
も
水
虫
が
日
本
の
水
虫

と
な
り
え
た
の
は
、
こ
の
清
潔
概
念
と
恥
意
識
に

あ
る
。
高
度
経
済
成
長
以
降
、
湿
潤
な
風
土
の
も

と
、
服
装
と
住
ま
い
の
西
洋
化
が
国
民
的
普
及
し

た
こ
と
で
、
水
虫
は
国
民
病
と
化
す
。
湿
気
が
高

い
な
か
で
長
時
間
同
じ
靴
と
靴
下
を
履
く
こ
と
は

水
虫
の
繁
殖
を
促
す
。
が
、
な
か
で
も
、
日
本
の

香
港
の
足

わ
た
し
が
専
門
と
す
る
医
史
学
で
水
虫
の
語
源
を

紐
解
い
て
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
医
学
界
で
白は
く

癬せ
ん

菌き
ん

と

い
う
カ
ビ
が
水
虫
の
病
原
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
の
は

二
〇
世
紀
の
は
じ
め
、
お
披
露
目
し
た
人
物
は
ロ
ン
ド

ン
の
キ
ン
グ
ス
カ
レ
ッ
ジ
病
院
の
皮
膚
科
医
で
あ
っ
た

ア
ー
サ
ー
・
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

当
時
イ
ギ
リ
ス
で
の
水
虫
の
呼
び
名
は
「
ア
ス
リ
ー
ト

の
足
」で
は
な
く“H

ong K
ong foot”「

香
港
足
」で
あ
っ

た（
参
考
ま
で
に
中
国
語
で
は
、現
在
で
も
、水
虫
を「
香

港
脚
」
と
い
う
）。
こ
う
し
た
呼
び
名
か
ら
、
当
時
の

大
英
帝
国
と
し
て
の
歴
史
が
垣
間
見
え
る
。
ウ
ィ
ッ
ト

フ
ィ
ー
ル
ド
自
身
は
、
水
虫
を
「
香
港
足
」
と
は
よ
ば

な
か
っ
た
に
せ
よ
、
患
者
が
人
生
の
大
半
を
中
国
で
過

ご
し
た
事
実
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
帝
国
の
医

療
を
支
え
る
機
関
と
し
て一八
九
九
年
に
設
立
さ
れ
た

ロ
ン
ド
ン
大
学
衛
生
学
熱
帯
医
学
大
学
院
の
学
者
に

よ
っ
て
更
な
る
水
虫
の
研
究
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
、

水
虫
は
香
港
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
内
の
熱
帯

に
住
む
人
や
、
熱
帯
を
訪
れ
た
特
定
の
人
び
と
の
症

水
虫
が
か
く
も
蔓
延
を
み
せ
た
一
因
に
は
、
清
潔
志

向
ゆ
え
に
尊
ば
れ
た
土
足
の
拒
否
と
床
の
共
有
が

あ
る
。
靴
を
脱
い
で
大
勢
と
共
有
す
る
床
は
水
虫

の
感
染
媒
体
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
床
を
共
有
す

る
文
化
を
も
つ
限
り
、
人
の
水
虫
は
人
ご
と
で
は

な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
日
本
社
会
に
お
い
て
水
虫
は

村
八
分
の
要
因
と
な
り
か
ね
ず
、
ゆ
え
に
そ
れ
は

恥
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
黄
金
の
八
〇
年
代
を
つ
く
り
上
げ
た

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
の
長
距
離
通
勤
と
長
時
間
労

働
に
よ
っ
て
、
空
前
の
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
レ
ナ

ウ
ン
の
水
虫
予
防
靴
下
「
通
勤
快
足
」
は
生
ま
れ

た
。
ジ
ャ
パ
ン
バ
ッ
シ
ン
グ
が
も
っ
と
も
強
か
っ
た

一
九
八
七
年
、
世
界
が
嘲
ち
ょ
う

弄ろ
う
し
た
早
朝
の
満
員
電

車
に
、
心
細
げ
に
乗
り
込
む
新
米
社
員
に
、「
い
い

か
、
通
勤
快
速
（
足
）
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
じ
ゃ
な

い
ん
だ
ぞ
！
」
と
い
い
聞
か
せ
る
先
輩
社
員
を
描
い

た
Ｃ
Ｍ
は
、
そ
の
す
べ
て
を
象
徴
し
て
い
た
。

日
本
に
お
け
る
水
虫
の
国
民
的
蔓
延
の
背
景
に

は
、
日
本
人
の
精
神
構
造
を
根
本
で
支
え
る
清

潔
概
念
と
恥
意
識
と
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
こ
の
清
潔
概
念
と
恥
意
識
と
い
う
日

本
精
神
が
あ
る
限
り
、
た
と
え
日
が
沈
も
う
と
、

ま
た
日
が
昇
ろ
う
と
、
日
本
の
水
虫
は
、
永
遠
に

日
本
の
水
虫
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

状
と
し
て
描
か
れ
る
。

し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
、
大
学
の
運
動
部
の
学
生
に
水
虫
が
多
発
し

た
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
帝
国
の
衰
退
、

さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
文
化
の
繁
栄
と
と
も
に「
香
港
足
」

の
愛
称
は
す
た
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
医
学
界
で
も
水

虫
を
「
ア
ス
リ
ー
ト
の
足
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
水
虫
が
特
定
し
た
集
団
に
頻
発
す
る

症
状
と
す
る
視
点
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
に
な
っ
て
も

存
在
し
て
い
た
。
戦
時
下
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
水
虫
に

悩
む
兵
隊
の
症
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
し
、
平
時

に
な
る
と
、
今
度
は
、
炭
坑
労
働
者
の
水
虫
が
職

業
病
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
五
一

年
に
は
、
国
立
の
機
関
で
あ
る
医
学
研
究
協
議
会

が
、
炭
坑
労
働
者
の
水
虫
を
調
査
す
べ
く
委
員
会

を
立
ち
上
げ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
水
虫
論
は
、
普
段
は
と
る
に
た
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
る
足
の
問
題
が
、
じ
つ
は
イ
ギ
リ

ス
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
出
来
事
と
直
結
し
て

い
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
水
虫
論
　
保ほ

明め
い 

綾あ
や

　
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
研
究
員

水
虫
と
日
本
精
神  

眞ま

嶋じ
ま 

亜あ

有ゆ

　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
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古
来
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
つ
者
た
ち

が
隣
人
と
し
て
助
け
合
い
、
宗
教
行
事
を
共
有
す

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
聖
地

エ
ル
サ
レ
ム
の
一
方
的
な
所
有
権
を
訴
え
る
よ
う

な
ス
テ
ッ
カ
ー
が
生
ま
れ
る
下
地
は
、
本
来
存
在

し
な
か
っ
た
の
だ
。

シ
オ
ニ
ズ
ム
も
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
も
、
当
初
は
自
分
た
ち
の
国
が
ほ
し
い
と
い

う
、
ま
っ
と
う
な
希
求
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ラ
ブ
人
と
の
接
触

や
外
部
か
ら
の
影
響
を
経
て
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
は

排
他
的
な
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

姿
勢
は
今
日
の
占
領
政
策
の
根
幹
を
な
す
。
そ

れ
に
自
爆
と
い
う
〝
殉
教
行
為
〟
で
対
抗
し
よ

う
と
す
る
一
部
の
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
運
動
も
ま

た
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
な
存
在

と
い
え
よ
う
。
共
同
研
究
「
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
交
差
点
」
は
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
接
点
を
、

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
探
る
こ
と
を
め
ざ
し
て

い
る
。
9
・
11
か
ら
一
〇
年
を
経
て
、
さ
ら
に

硬
化
し
つ
つ
あ
る
こ
の
紛
争
の
ゆ
く
え
を
見
定

め
る
た
め
に
も
、
必
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

エ
ル
サ
レ
ム
は
誰
の
も
の

 

「
エ
ル
サ
レ
ム
は
我
々
の
も
の
（
ア
ル
・
ク
ド
ゥ

ス
・
ラ
ナ
ー
）」

ア
ラ
ビ
ア
語
で
そ
う
大
書
さ
れ
た
ス
テ
ッ
カ
ー

を
は
じ
め
て
目
に
し
た
の
は
一
九
九
七
年
初
夏
、

イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
の
和
平
も

行
き
詰
ま
っ
て
い
た
こ
ろ
で
あ
る
。
一
九
六
七
年

以
来
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
下
に
あ
る
エ
ル
サ
レ

ム
旧
市
街
の
シ
ン
ボ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ム
ス

リ
ム
に
と
っ
て
は
最
重
要
の
聖
地
の
ひ
と
つ
で
も

あ
る
「
岩
の
ド
ー
ム
」
を
あ
し
ら
っ
た
こ
の
ス

テ
ッ
カ
ー
は
、
車
の
バ
ン
パ
ー
、
商
店
の
店
先
、

ゴ
ミ
箱
、
と
に
か
く
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
貼
ら
れ
、

エ
ル
サ
レ
ム
所
有
権
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
あ
る
と

訴
え
て
い
た
。

あ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
フ
ェ
イ
ル
ー
ズ
の
歌
か
ら

と
ら
れ
た
の
だ
と
、
教
え
て
く
れ
た
の
は
パ
レ
ス

チ
ナ
人
の
友
人
だ
っ
た
。
フ
ェ
イ
ル
ー
ズ
は
隣
国

レ
バ
ノ
ン
出
身
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、
今
や
伝
説

の
域
に
達
し
た
、
ア
ラ
ブ
世
界
屈
指
の
歌
姫
で
あ

る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
故
郷
へ
の
想
い
を
代
弁
し

た
代
表
曲
の
ひ
と
つ
、「
ア
ッ
・
ザ
フ
ラ
ト
ゥ
・

ル
・
マ
ダ
ー
イ
ン
（〝
あ
ら
ゆ
る
街
の
な
か
の
花
〟

の
意
）」
の
ラ
ス
ト
近
く
で
は
、「
こ
の
家
は
我
々

の
も
の
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
我
々
の
も
の
」
と
い
う

一
節
が
、
確
か
に
聞
き
と
れ
る
。

「
あ
れ
は
い
い
曲
よ
ね
、
と
っ
て
も
」

友
人
は
そ
う
い
っ
て
、
ス
テ
ッ
カ
ー
に
つ
い
て

の
評
を
締
め
く
く
っ
た
。
あ
え
て
フ
ェ
イ
ル
ー
ズ

の
曲
の
み
を
賛
美
し
た
の
は
、
彼
女
が
ス
テ
ッ

カ
ー
に
不
満
を
お
ぼ
え
て
い
た
せ
い
だ
ろ
う
。

フ
ェ
イ
ル
ー
ズ
同
様
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
彼

女
に
と
っ
て
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
象
徴
は
岩
の
ド
ー

ム
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
が
復
活
を
遂
げ
た
「
聖

墳
墓
教
会
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
パ
レ
ス
チ
ナ

人
人
口
の
一
割
を
占
め
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
た
め

に
、
こ
の
ス
テ
ッ
カ
ー
に
は
聖
墳
墓
教
会
も
描
か

れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
、
わ
た
し
は
の
ち

に
ほ
か
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
友
人
た
ち
か
ら
聞

く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
わ
た
し
も
ま
た
、
似
た
よ
う
な
危
惧
を
、

こ
の
ス
テ
ッ
カ
ー
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
。
こ
の

ス
テ
ッ
カ
ー
の
「
我
々
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
パ

レ
ス
チ
ナ
人
、
し
か
も
お
そ
ら
く
ム
ス
リ
ム
の
み

で
あ
る
。
ス
テ
ッ
カ
ー
に
聖
墳
墓
教
会
は
も
ち
ろ

ん
、
ユ
ダ
ヤ
の
聖
地
「
嘆
き
の
壁
」
も
加
え
、
イ

ス
ラ
エ
ル
が
建
国
さ
れ
る
前
の
よ
う
に
、
エ
ル
サ

レ
ム
を
こ
の
地
に
生
き
る
す
べ
て
の
一
神
教
徒
で

共
有
し
よ
う
と
い
う
者
は
い
な
い
の
か
。
以
来
こ

の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
目
に
す
る
た
び
に
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
厳
然
た
る
排
他
性
を
突
き
つ
け
ら
れ
、

暗
然
と
し
て
し
ま
う
の
だ
。

ふ
た
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
接
点
を
さ
ぐ
る

そ
れ
ま
で
漠
然
と
パ
レ
ス
チ
ナ
と
よ
ば
れ
、
ア

ラ
ブ
人
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
た
東
地
中
海
沿
岸
南

西
部
に
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
掲
げ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・

ユ
ダ
ヤ
人
が
入
植
を
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
世
紀

末
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦

後
の
英
国
に
よ
る
委
任
統
治
時
代
を
経
て
、
彼
ら

は
一
九
四
八
年
に
ユ
ダ
ヤ
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
を
建

国
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
一
〇
〇
万
以

上
と
も
い
わ
れ
る
ア
ラ
ブ
人
（
パ
レ
ス
チ
ナ
人
）

が
家
や
土
地
を
失
い
、
難
民
化
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
れ
を
パ
レ
ス
チ
ナ
人
た
ち
は
、「
ナ
ク
バ

（〝
大
災
厄
〟の
意
）」
と
よ
ぶ
。

一
般
的
に
は
、
こ
の
四
八
年
の
ナ
ク
バ
が
、
パ

レ
ス
チ
ナ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
紛
争
の
発
端
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
す
で
に
ユ
ダ
ヤ
人

の
入
植
が
は
じ
ま
っ
て
半
世
紀
が
経
過
し
て
い
た
。

紛
争
は
突
如
降
っ
て
わ
い
た
の
で
は
な
く
、
半
世

紀
の
あ
い
だ
に
入
植
者
と
ア
ラ
ブ
人
と
の
接
触
が

あ
り
、
摩
擦
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
が

真
相
だ
。
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
ア
ラ
ブ
人

た
ち
は
入
植
に
危
機
感
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
周

辺
地
域
で
起
こ
っ
て
い
た
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
醸
成
し
は
じ
め
る
。
つ
ま
り
彼
ら

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
入
植
者
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
と
な
っ
た
の
だ
。

も
っ
と
も
、
入
植
者
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ

人
と
の
接
触
が
、
不
幸
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た

と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
一
部
の
地
域
で
は
、

両
者
が
四
〇
年
代
ま
で
平
和
に
共
存
し
て
い
た
と

い
う
証
言
も
残
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
・

教
派
が
雑
多
に
入
り
混
じ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
、

90年代の不平等な和平プロセスの破綻を経て、解決の糸口すらみえないパレスチナ・イスラエル紛争。
対立ばかりが、両者の歴史ではない。しかし暗

あんたん

澹たる現状の陰で、かつて存在した共存、そしてその後の
両者の変化は、いまだ過去に置き忘れられたままになっている。

菅
す が

瀬
せ

 晶
あ き

子
こ

民博 民族社会研究部

エルサレム旧市街の「岩のドーム」。ムハンマドがここから昇天したと
いわれる、ムスリムにとって最重要の聖地

イスラエル側からヨルダン川西岸地区を隔てる「分離壁」。イスラエル側
は「安全保障フェンス」、パレスチナ側や人権活動団体は「アパルトヘイト・
ウォール」とよぶ

失われた共存の可能性を求めて

共
同
研
究

「
パ
レ
ス
チ
ナ・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
シ
オ
ニ
ズ
ム

の
交
差
点
」

2
0
1
1
年
10
月
～
２
０
１
４
年
３
月

代
表
者
：
菅
瀬 

晶
子

10   11    2011年 11月号



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
」

今
年
は
日
独
交
流
一
五
〇
周
年
に
当
た
り
ま
す
。

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
の
収
蔵
資
料
を
中
心
に
、

本
館
の
資
料
も
ま
じ
え
て
、
各
館
秘
蔵
の
ア
イ
ヌ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
ま
す
。
い
ず
れ
も
一
〇
〇

年
以
上
前
に
収
集
さ
れ
た
名
品
ば
か
り
で
す
。
北

方
の
美
の
世
界
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

会
期　

12
月
6
日
︵
火
︶
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

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
3
回　

12
月
17
日︵
土
︶

中
東
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
―
し
た
た
か
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

講
師　
菅
瀬
晶
子 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
︶

イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
人
口
の

90
％
以
上
を
占
め
る
中
東
で
、

圧
倒
的
少
数
派
な
が
ら
、﹁
イ

エ
ス
が
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
﹂

に
生
き
る
者
と
し
て
の
誇
り

を
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
彼

ら
の
日
常
生
活
や
イ
ス
ラ
ム

教
徒
と
の
関
係
、
歴
史
の
な

か
で
の
役
割
を
、
パ
レ
ス
チ

ナ
や
レ
バ
ノ
ン
な
ど
、
東
地

中
海
地
域
の
事
例
を
も
と
に

ご
紹
介
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

現
在
、
開
催
さ
れ
て
い
る
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
11

月
29
日
︵
火
︶
ま
で
︶
に
あ
わ
せ
て
、
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
イ
ン

ド
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
が
描
か
れ
た
ポ
ー
チ
や
バ
ッ
グ
を
と
り

そ
ろ
え
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
お
気
に
入
り
の
神
様
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
ガ
ネ
ー

シ
ャ
の
お
守
り
や
壁
飾
り
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
関
連
商
品
が
み

な
さ
ん
の
来
店
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◆
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

左
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

特
別
展
及
び
企
画
展
開
催
中
は
、
お
も
に
特
別
展
、

企
画
展
関
連
の
お
話
を
お
届
け
し
ま
す
。
詳
細
は
24

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

カ
ム
イ
ノ
ミ
（
神
へ
の
祈
り
）

み
ん
ぱ
く
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
標
本
資
料
へ
の
感
謝

と
安
全
を
願
い
、
カ
ム
イ
ノ
ミ
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時　

11
月
25
日
︵
金
︶
10
時
30
分
～

会
場　

玄
関
前
広
場

 

︵
雨
天
の
場
合
は
、
屋
内
へ
の
変
更
あ
り
︶

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

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
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
。

第
4
0
3
回　

1
月
7
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
醍
醐
味
を
語
る
】

ア
マ
ゾ
ン
川
上
流
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化

│
ボ
リ
ビ
ア
、
モ
ホ
ス
平
原
の
自
然
と
歴
史
│

講
師　
齋
藤 

晃
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
︶

ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
の
南
西
の
端
、
ア
ン
デ
ス
山
脈
と
の
狭
間
に

は
、
日
本
の
総
面
積
の
約
半
分
に
相
当
す
る
広
大
な
平
原
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
高
温
多
湿
の
厳
し
い
自
然
環
境
に
お
け
る
人

び
と
の
暮
ら
し
、
そ
し
て
西
欧
と
の
接
触
以
降
の
複
雑
な
歴
史

を
、
わ
た
し
の
個
人
的
体
験
を
交
え
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

第
4
0
4
回　

2
月
4
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
醍
醐
味
を
語
る
】

マ
ヤ
か
ら
世
界
へ

│
私
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
体
験

講
師　
鈴
木 

紀
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
︶

《
今
後
の
催
し
の
お
知
ら
せ
》

﹇
体
験
セ
ミ
ナ
ー
﹈

　
「
日
本
酒
づ
く
り
の
今
と
昔
（
仮
）」

　

2
0
1
2
年
2
月
下
旬
～
3
月

﹇
研
修
の
旅
﹈

　
「
バ
ル
カ
ン
半
島
西
部
を
訪
ね
る
（
仮
）」

　

2
0
1
2
年
5
月
頃
︵
10
日
程
度
︶

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
温
故
知
新

―
ア
イ
ヌ
文
化
研
究
の
可
能
性
を
求
め
て
」

古
い
資
料
を
活
か
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
や
文

化
継
承
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る
か
、
新
た
な
視
点
で

の
研
究
や
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
共
同
研
究
な
ど
を
例
に
、

若
手
研
究
者
が
発
表
と
討
論
を
行
い
ま
す
。

日
時　

11
月
12
日
︵
土
︶
10
時
30
分
～
17
時
25
分

 

11
月
13
日
︵
日
︶
10
時
～
16
時

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室
︵
定
員
80
名
︶

※
参
加
無
料
、
要
申
込
︵
先
着
順
︶

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

Ｅ
メ
ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
往
復
は
が
き
に
て
左
記
内
容
を

記
入
の
上
、
左
記
宛
先
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

︻
記
入
事
項
︼

①
参
加
者
の
人
数

②
参
加
者
の
氏
名
︵
ふ
り
が
な
︶

③
電
話
番
号
︵
代
表
者
︶
※
当
日
の
連
絡
可
能
な
番
号

④
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
︵
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
お
申
し
込
み
の
場
合
︶

⑤
往
復
は
が
き
で
お
申
し
込
み
の
場
合
は
返
信
用
の

宛
先

︻
宛
先
︼

〒
5
6
5
︲
8
5
1
1

大
阪
府
吹
田
市
千
里
万
博
公
園
10
︲
1

国
立
民
族
学
博
物
館
﹁
2
0
1
1
年
秋
季
特
別
展

事
務
局
﹂
宛

E
-m

ail

：to
ku

eve
n

t@
id

c.m
in

p
aku.ac.jp

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
0
6
︲
6
8
7
8
︲
7
5
0
3

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「A
inu P

ast and
 P

resent

―
マ
ン
ロ
ー
の
フ
ィ
ル
ム
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
」

日
時　

12
月
4
日
︵
日
︶
13
時
30
分
～
15
時
45
分

　
　
　
︵
開
場
13
時
︶

会
場　

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

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

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

11
月
5
日
︵
土
︶、
11
月
23
日
︵
水
・
祝
︶、

11
月
26
日
︵
土
︶、
12
月
3
日
︵
土
︶

企
画
展
「
イ
ン
ド 

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ア
ー
ト

の
世
界
」
関
連
商
品

神様ポシェット ５２５円
神様バッグ １，５７５円
神様エコバック（ジュート）  １，２６０円 （すべて税込み）

●
展
示
場
新
構
築
の
お
知
ら
せ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
と
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー

ン
が
来
年
3
月
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
近
日
中
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
が
、
展
示

場
新
構
築
工
事
の
た
め
閉
鎖
さ
れ
る
予
定
で
す
。
今

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
の
見
納
め
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
展

示
場
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

11
月
3
日
︵
木
・
祝
︶
は
文
化
の
日
、
19
日
︵
土
︶、

20
日
︵
日
︶
は
関
西
文
化
の
日
の
た
め
、
本
館
展

示
・
特
別
展
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ

し
、
11
月
3
日
は
、
自
然
文
化
園
︵
有
料
区
域
︶
を

通
行
さ
れ
る
場
合
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
対
す
る
本
館
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
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
。

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

17
時
（
土
・
日
・
祝
を
除
く
）
で
す
。

間
宮
林
蔵
『
北
蝦
夷
図
説
』

函
館
市
中
央
図
書
館
所
蔵

魚皮製衣服（樺太）ドレスデン民族学博物館所蔵

刊行物紹介

■中牧 弘允 著　何 芳 訳　王 向華 監訳
『日本会社文化―昔日的大名、今日的会社』
北京大学出版社

『むかし大名、いま会社―企業と
宗教』(淡交社、19 9 2年)の全訳。
中国語訳に際し、監訳者の序文と
著者の中国版自序がついている。
香港大学現代語言及文化学院の
企画した東亜文明双書のシリーズ
で最初の刊行物。原著を端緒とし、
民博が現代企業の人類学的研究
の拠点となっていること、また日本
企業が文化的伝統を継承している
ことなどが序文で紹介されている。

■三尾 稔・福内千絵 編
『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』
千里文化財団　定価：1,575円

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」の関連解説書。図版も多数
使って、19世紀半ば以降のインド
のポピュラー・アートの成立や発
展、現在の姿についてわかりやす
い解説を加えた。

12   13    2011年 11月号
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学
書
を
展
示
し
、「
国
土
の
イ
メ
ー
ジ
」の

形
成
史
を
振
り
返
る
内
容
だ
っ
た
。現
代

美
術
家
の
ア
リ
シ
ア
・
ビ
ラ
リ
ー
ル
に

よ
る
、小
学
生
用
の
机
を
並
べ
た
イ
ン
ス

タ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
展
示
さ
れ
て
い
た
。

金
地
モ
ザ
イ
ク
の
美
術
家
た
ち

　

同
館
の
正
面
に
は
、金
地
モ
ザ
イ
ク
に

よ
っ
て
六
名
の
美
術
家
の
肖
像
が
再
現

さ
れ
て
い
る
。ラ
フ
ァ
エ
ロ
、レ
オ
ナ
ル

ド
、プ
ラ
ク
シ
テ
レ
ス
、フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
、

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、ジ
ャ
ン
・
グ
ー
ジ
ョ
ン

で
あ
る
。同
じ
南
米
で
も
一
九
六
九
年
完

成
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
美
術
館
は
、展
示
室
を

中
空
に
浮
か
せ
る
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ン

で
、こ
う
し
た
装
飾
を
も
た
な
い
。他
方
、

南
半
球
で
は
、シ
ド
ニ
ー
の
ニ
ュ
ー
・
サ

ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
立
美
術
館
の
外

壁
に
、ド
ナ
テ
ッ
ロ
や
ル
ー
ベ
ン
ス
ら
の

名
前
と
と
も
に
、「
プ
ラ
ク
シ
テ
レ
ス
の

前
で
ポ
ー
ズ
を
す
る
フ
リ
ュ
ネ
」な
ど
の

浮
彫
り
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。同
館
の

建
物
は
一
八
九
七
年
の
完
成
。そ
の
後
の

一
〇
〇
年
で
西
洋
美
術
史
に
対
す
る
理

解
は
深
ま
り
、権
威
も
相
対
化
さ
れ
て
、

こ
う
し
た
装
飾
に
対
し
て
も
適
切
な
距

離
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

南
米
で
も
っ
と
も
古
い
国
立
美
術
館

　

チ
リ
の
首
都
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
ま
で
は
、

飛
行
機
で
約
二
七
時
間
。成
田
を
夕
方
七

時
に
発
っ
て
、翌
朝
一
〇
時
ご
ろ
ア
ル

ト
ゥ
ロ
・
メ
リ
ノ
・
ベ
ニ
テ
ス
国
際
空

港
に
到
着
し
た
。

　

チ
リ
国
立
美
術
館
は
、一
八
八
〇
年
に

設
立
さ
れ
た
南
米
で
も
っ
と
も
古
い
国

立
美
術
館
で
あ
る
。旧
市
街
中
心
部
に
あ

る「
サ
ン
タ
・
ル
シ
ア
の
丘
」の
北
側
に

位
置
し
、所
蔵
品
は
約
三
〇
〇
〇
点
に
の

ぼ
る
。チ
リ
建
国
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て

一
九
一
〇
年
に
建
て
ら
れ
た
同
館
の
建

物
は
、フ
ラ
ン
ス
に
学
ん
だ
チ
リ
の
建
築

家
エ
ミ
ル
・
ヘ
キ
エ
に
よ
る
新
古
典
主

義
様
式
で
中
央
に
吹
き
抜
け
の
ホ
ー
ル

を
も
ち
、鉄
と
ガ
ラ
ス
で
で
き
た
ド
ー
ム

状
の
天
井
採
光
部
が
印
象
的
だ
。

ト
リ
エ
ナ
ル
・
デ
・
チ
リ
二
〇
〇
九

　

筆
者
が
同
館
を
訪
ね
た
の
は
二
〇
〇

九
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。二
〇
一
〇

年
の
建
国
二
〇
〇
年
記
念
に
向
け
た
先

行
事
業
と
し
て
、今
後
三
年
毎
に
開
催
し

て
い
く
国
際
美
術
展「
ト
リ
エ
ナ
ル
・
デ
・

チ
リ
二
〇
〇
九
」の
第
一
回
展
の
主
会
場

に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　

同
展
は
、サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
の
み
な
ら
ず
、

イ
キ
ケ
、バ
ル
パ
ラ
イ
ソ
、コ
ン
セ
プ
シ

オ
ン
な
ど
南
北
に
長
い
同
国
の
七
都
市

の
文
化
施
設
で
一
斉
に
開
催
さ
れ
る
国

家
的
規
模
の
事
業
だ
っ
た
。

　

チ
リ
国
立
美
術
館
で
は
、ト
リ
エ
ナ
ル

の
企
画
展「
国
家
の
領
土

―
一
九
世
紀

チ
リ
の
風
景
画
と
地
図
製
作
」の
ほ
か
に
、

米
国
で
活
躍
し
た
ゴ
ー
ド
ン
・
マ
ッ
タ
＝

ク
ラ
ー
ク（
チ
リ
を
代
表
す
る
画
家
ロ
ベ

ル
ト
・
マ
ッ
タ
の
息
子
）の
回
顧
展
や
、地

元
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で
活
躍
す
る
フ
ア
ン
・

パ
ブ
ロ
・
ラ
ン
グ
ロ
イ
ス
の
一
九
六
九
年

の
作
品《
柔
ら
か
な
物
体
》の
再
現
展
示

な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。「
国
家
の

領
土
」展
は
、一
九
一
〇
年
ま
で
に
描
か
れ

た
風
景
画
、水
彩
ス
ケ
ッ
チ
、地
図
、地
理

　国際美術展「トリエナル・デ・チリ ２００９」入り口

フアン・パブロ・ラングロイス《柔らかな物体》

藤
ふじかわ

川 哲
さとし

 山口大学准教授

西洋の巨匠で飾られた南米の美の殿堂
チリ国立美術館
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横から見ると、黒ずんだ古いキケの上に白い
新しいキケを挿していることがわかる。

み
ん
ぱ
く
の
ア
イ
ヌ
の
文
化
展
示
の
コ
ー
ナ
ー
を
訪
れ
る
と
、
壁
面
の
高
い
場
所
に
こ
ん
も
り
と
し

た
黒
い
か
た
ま
り
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
釧
路
の
鶴つ
る

居い

村む
ら

字あ
ざ

下し
も

雪せ
つ

裡り

に
暮
ら
し
た
八や

え重
九く

郎ろ
う

と

い
う
男
性
が
自
宅
に
祭
っ
て
い
た
イ
ナ
ウ
で
あ
る
。

イ
ナ
ウ
は
、
神
事
の
際
に
神
に
捧
げ
ら
れ
る
。
イ
ナ
ウ
の
上
部
に
は
木
を
リ
ボ
ン
の
よ
う
に
薄
く

削
り
出
し
た
「
キ
ケ
」
が
つ
け
ら
れ
る
。
祭
壇
に
並
ん
だ
イ
ナ
ウ
か
ら
キ
ケ
が
幾
重
に
も
垂
れ
下
が
り
、

あ
る
い
は
紐ひ
も

状
に
寄
り
合
わ
さ
れ
た
房
と
な
っ
て
風
に
揺
れ
る
姿
は
神
々
し
く
、
神
々
が
も
っ
と
も
好

む
奉
納
物
だ
と
い
う
の
も
う
な
ず
け
る
。

イ
ナ
ウ
に
は
奉
納
物
と
し
て
だ
け
で
な
く
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
性
質
も
あ
る
。
イ
ナ
ウ

の
素
材
と
な
る
樹
木
に
は
、
一
本
一
本
に
木
の
神
が
宿
っ
て
い
る
。
イ
ナ
ウ
を

祭
壇
に
立
て
て
祈
る
と
、
イ
ナ
ウ
の
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
木
の
神
が
抜
け
出

し
て
神
々
の
も
と
へ
赴
き
、
人
間
の
祈
り
を
つ
た
え
て
く
れ
る
と
い
う
。
つ
ま

り
木
の
神
が
人
間
の
使
者
の
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
生
物
・
無
生
物
を
問
わ

ず
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
物
に
精
霊
が
宿
り
、
敬け
い
け
ん虔

な
態
度
で
接
す
れ
ば
精
霊
た
ち
は
人
間
に
助
力

を
す
る
も
の
だ
と
い
う
ア
イ
ヌ
民
族
の
世
界
観
が
こ
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
奉
納
物
の
イ
ナ
ウ
は
一
回
性
の
も
の
で
、神
事
の
た
び
に
新
し
く
作
ら
れ
る
。神
事
が
終
わ
っ

た
後
の
イ
ナ
ウ
は
、
魂
が
飛
び
去
っ
た
抜
け
殻
で
あ
り
、
土
に
か
え
っ
て
行
く
の
に
任
せ
て
お
い
た
。
イ

ナ
ウ
は
神
事
の
直
前
に
作
ら
れ
る
か
ら
、
木
の
神
が
人
間
の
許も
と

に
滞
在
す
る
の
は
神
事
の
あ
い
だ
の
ほ
ん

の
一
時
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
資
料
は
守
護
神
と
し
て
屋
内
で
恒
常
的
に
祭
ら
れ
る
イ
ナ
ウ
で
あ
る
。

製
作
の
際
に
も
、
人
間
の
傍そ
ば

で
末
永
く
加
護
し
て
く
れ
る
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
、
出
来
あ
が
っ
て
か
ら
は

上
座
に
安
置
し
て
事
あ
る
ご
と
に
祭
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
ナ
ウ
と
し
て
は
日ひ

高だ
か

地
方
や
胆い

振ぶ
り

地
方
と
い
っ

た
北
海
道
の
西
部
で
祭
る
「
チ
セ
コ
ロ
カ
ム
イ
（
家
の
守
護
神
）」
が
知
ら
れ
て
き
た
が
、
八
重
氏
の
祭
っ

た
守
護
神
は
西
部
の
も
の
と
は
形
状
が
大
き
く
こ
と
な
る
。
八
重
氏
は
こ
れ
を
「
マ
ッ
タ
ロ
ク
カ
ム
イ
（
奥

に
座
す
神
）」
と
よ
ん
で
い
た
。
年
中
行
事
の
度
に
、
新
し
い
キ
ケ
を
挿
し
て
祭
る
の
で
、
時
間
が
経
つ

ほ
ど
煤す
す
け
た
大
き
な
イ
ナ
ウ
に
な
っ
て
い
く
。
マ
ッ
タ
ロ
ク
カ
ム
イ
の
黒
ず
ん
だ
巨き
ょ

躯く

は
、
ア
イ
ヌ
の
信
仰

文
化
が
も
つ
多
様
性
と
、
そ
れ
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
年
月
の
長
さ
を
教
え
て
く
れ
る
。

マ
ッ
タ
ロ
ク
カ
ム
イ（
奥
に
座
す
神
）

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

北き

た

は

ら原 

次じ

郎ろ

う

太た

標
本
番
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０
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３
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８
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南
シ
ナ
海
の
東
と
西

本ほ
ん

多だ 

守
ま
も
る

東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員

散
策
と

思
索
の
径

ベ
ト
ナ
ム
米
輸
入
量
第
一
位
の
国

最
初
に
訪
ね
た
の
は
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
島
で
あ
る
。
こ
の
小
島
は
台
風
発
生
場
所
が
近
い
た
め
、
し
ば
し
ば
被

害
を
蒙こ

う
む
る
。
そ
の
た
め
海
岸
に
沿
っ
て
防
砂
林
が
続
き
、
そ
の
背
後
の
道
路
沿
い
に
集
落
が
で
き
、
ニ
ッ
パ
椰や

子し

や
ト
タ
ン
屋
根
の
簡
素
な
家
屋
と
家
庭
菜
園
が
並
ん
で
い
る
。
キ
ャ
ッ
サ
バ
、
じ
ゃ
が
い
も
、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
、
コ
コ
ナ
ツ
な
ど
の
作
物
も
作
る
が
、
漁
業
が
主
産
業
で
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
沿
岸
部
と
同
様
に
、
小
魚
か

ら
塩
辛
も
作
ら
れ
る
。
こ
の
島
に
は
田
が
極
端
に
少
な
い
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
じ
つ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ベ
ト
ナ
ム
米
の
輸
入
量
第
一
位
の
国
で

あ
る
。
一
人
当
た
り
の
稲
の
作
付
面
積
は
、
他
の
東
南
ア
ジ
ア
各
国
よ
り
少
な
く
、
米
が
不
足
し
て
い
る
。
台

風
の
被
害
も
あ
る
の
で
生
産
性
が
上
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
輸
入
で
米
不
足
を
補
っ
て
き
た
。
た
と

え
ば
日
本
が
、
風
雨
対
策
の
た
め
に
、
稲
の
品
種
改
良
を
重
ね
て
乗
り
越
え
て
き
た
の
と
は
対
照
的
だ
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
緯
度
が
近
い
ベ
ト
ナ
ム
も
、
台
風
に
よ
る
洪
水
被
害
が
有
名
で
あ
る
。
そ
の
た
め
政
府
は
、

新
品
種
導
入
や
、
大
規
模
灌か

ん
が
い漑

事
業
な
ど
、
農
業
政
策
に
力
を
注
い
で
き
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
米
の
輸
出
量

は
、
今
や
世
界
第
二
位
で
あ
る
。
た
だ
、
近
年
は
自
国
経
済
の
安
定
化
の
た
め
、
価
格
変
動
の
影
響
を
受
け
や

す
い
米
の
よ
う
な
一
次
産
品
へ
の
依
存
を
良
と
せ
ず
、
工
業
化
を
急
い
で
い
る
。

棚
田
ブ
ラ
ン
ド
の
イ
フ
ガ
オ
米

米
に
つ
い
て
は
、
マ
ニ
ラ
市
内
に
あ
る
サ
ン
ア
ン
ド
レ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
訪
ね
た
際
に
も
、
思
う
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
市
場
に
は
ベ
ト
ナ
ム
で
も
お
な
じ
み
の
マ
ン
ゴ
ー
、
ド
リ
ア
ン
な
ど
の
熱
帯
フ
ル
ー
ツ
が
並
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
こ
の
市
場
で
興
味
を
引
か
れ
た
の
は
米
で
あ
っ
た
。

各
種
高
級
米
が
キ
ロ
単
位
で
売
ら
れ
て
い
た
。
香
米
四
五
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
ペ
ソ
、
以
下
同
様
）、
も
ち
米
六

五
、
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
四
八
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
五
五
な
ど
で
あ
っ
た
。

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
米
の
産
地
は
イ
フ
ガ
オ
州
で
あ
る
。
イ
フ
ガ
オ
で
は
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
た

棚
田
保
全
の
た
め
に
、
伝
統
的
農
法
で
の
米
栽
培
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
一
般
的
な
米
は
キ
ロ
当
た

り
三
〇
ペ
ソ
前
後
だ
か
ら
、
ブ
ラ
ン
ド
商
品
化
に
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
イ
フ
ガ
オ
米
は
そ
の
一
・
五
倍

の
価
格
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
農
業
人
口
が
八
割
に
近
い
農
業
国
ベ
ト
ナ
ム
の
市
場
で
も
各
種
の
米
が
売
ら
れ
て
い
る
が
、
わ

た
し
の
知
る
限
り
、
国
内
特
定
産
地
の
ブ
ラ
ン
ド
米
、
タ
イ
や
台
湾
な
ど
か
ら
来
た
外
来
種
の
米
が
高
級
米
と

し
て
市
場
に
出
る
も
の
の
、
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
米
が
市
場
で
売
ら
れ
る
と
い
う
例
は
思
い
当
た
ら
な
い
。
オ
ー
ガ

ニ
ッ
ク
米
は
特
別
注
文
で
や
っ
と
手
に
入
る
よ
う
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
米
の
流
通
経
路
の
不
透
明
さ
や
品
質

の
保
持
に
問
題
が
あ
る
た
め
、
市
場
に
は
出
に
く
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

産
業
か
ら
芸
術
へ

で
は
、
地
場
産
業
的
な
手
工
業
品
の
流
通
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
テ
ィ
ウ
ィ
市
で
は
素
焼
き
の
陶
器

の
産
地
も
訪
ね
た
。
車
同
士
だ
と
す
れ
違
う
の
も
困
難
な
く
ら
い
細
い
道
を
登
る
と
、
左
右
に
小
さ
な
製
造

所
兼
土
産
物
屋
が
並
ん
で
い
る
。
伝
統
的
に
鍋
や
壺つ

ぼ

な
ど
の
生
活
用
品
を
作
っ
て
き
た
そ
う
だ
。
あ
る
工
場

を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
混
合
・
粉
砕
機
や
電
動
ろ
く
ろ
、
巨
大
な
焼
成
窯
な
ど
、
量
産
体
制
が
整
っ

て
い
る
。
色
彩
も
豊
か
に
な
り
、
花
瓶
、
草
履
や
靴
の
形
を
し
た
置
物
、
携
帯
ス
ト
ラ
ッ
プ
の
よ
う
な
土
産

物
な
ど
商
品
構
成
を
多
様
化
し
て
販
路
を
拡
大
し
、
産
業
を
維
持
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
の
伝
統
手
工
業
も
、
あ
ら
た
な
企
業
展
開
を
開
始
し
て
い
る
。
ビ
ン
ト
ゥ
ア
ン
、
ニ
ン
ト
ゥ
ア

ン
両
省
で
は
、
海
上
交
易
で
も
栄
え
た
チ
ャ
ム
に
よ
る
王
国
の
時
代
（
一
〇
―
一
七
世
紀
末
）
に
、
高
度
な

灌
漑
技
術
に
基
づ
く
稲
作
と
、
各
種
手
工
業
が
盛
ん
だ
っ
た
。
今
で
も
水み

ず
が
め甕
や
壺
な
ど
生
活
用
品
が
野
焼
き

で
作
ら
れ
る
。
近
年
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
新
デ
ザ
イ
ン
の
開
発
が
進
み
、
焼
き
物
の

芸
術
家
の
活
動
も
目
立
っ
て
い
る
。
多
民
族
国
家
を
標

ひ
ょ
う

榜ぼ
う

し
、
民
族
や
地
域
ご
と
の
文
化
の
保
護
と
育
成
を

国
が
支
援
し
て
き
た
せ
い
か
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
少
数
民
族
文
化
の
観
光
業
や
芸
術
と
の
結
び
つ
き
が
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
よ
り
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
南
シ
ナ
海
の
東
と
西
を
比
較
し
て
み
る
と
、
や

は
り
、
地
域
や
民
族
の
文
化
の
振
興
に
は
、
国
家
や
地
域
の
政
策
的
支
援
が
不
可
欠
な
も
の
に
思
わ
れ
た
。

ティウイ市に
ある陶器工場
の土産物屋

サンアンドレ・マーケットでの
米の販売

電動ろくろ サン・ミゲル島
への到着

サン・ミゲル島家屋

二
〇
一
〇
年
九
月
、
ベ
ト
ナ
ム
少
数
民
族
の
文
化
を
研
究
し
て
い
る
わ
た
し
は
，

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
ア
ル
バ
イ
州
を
訪
問
す
る
機
会
を
え
た
。

ベ
ト
ナ
ム
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
の
あ
い
だ
に
は
、
南
シ
ナ
海
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、

紀
元
前
か
ら
文
化
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
古
学
的
に
も
知
ら
れ
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
農
村
を
訪
ね
た
。

ニントゥアン省

マニラ

ベトナム
サン・ミゲル島

ティウィ市

ビントゥアン省

フィリピン
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当たり前に語れる社会を作りたい
ベトナムルーツの子どもたちとのかかわりから

朴
パ ク

 洋
ヤ ン ヘ ン

幸
特定非営利活動法人トッカビ代表

大阪府八尾市で在日コリアンを支えるために活動を始めた特定非営利活動法人トッカビ。

その名は朝鮮の民衆のなかで親しまれ、育まれてきた空想動物「トッカビ」に由来する。

地域の多民族化に伴い、さまざまな相談を受けるようになったが、彼らの悩みには国籍にかかわらず共通点が見られる。

在日コリアンへの支援から学んだ経験がここでは引き継がれている。

活
動
の
輪
を
広
げ
る
ト
ッ
カ
ビ

大
阪
平
野
の
中
部
、
大
阪
市
の
東
南
部
に
隣
接
す
る

八や

お尾
市
は
、
約
二
七
万
の
人
口
の
う
ち
六
七
〇
〇
人
が
外

国
籍
住
民
で
あ
る
。
こ
れ
は
市
人
口
の
二
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
で
、
全
国
の
平
均
値
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
ま
わ
っ

て
お
り
、
外
国
人
市
民
の
集
住
度
も
比
較
的
高
い
。

そ
の
八
尾
市
で
一
九
七
四
年
、
ト
ッ
カ
ビ
は
日
本
で
生

ま
れ
育
っ
た
在
日
コ
リ
ア
ン
の
子
ど
も
た
ち
が
、
差
別
に

負
け
ず
、
自
分
の
豊
か
な
ル
ー
ツ
を
肯
定
的
に
受
け
と
め

な
が
ら
生
き
ら
れ
る
社
会
を
め
ざ
し
て
活
動
を
開
始
し
た
。

そ
れ
ま
で
外
国
籍
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
韓
国
・
朝

鮮
籍
者
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
多
民
族

化
が
進
行
し
、
国
籍
別
に
見
る
と
、
中
国
約
一
五
〇
〇
人
、

ベ
ト
ナ
ム
約
八
五
〇
人
が
占
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
れ

と
と
も
に
、
ト
ッ
カ
ビ
の
活
動
も
さ
ま
ざ
ま
な
外
国
人
市

民
を
対
象
と
す
る
方
向
へ
広
が
っ
て
き
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
八
尾
市
に
は
大
阪
府
内
で
一
番
ベ
ト
ナ
ム

人
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
一
九
七
五
年
の
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
終
結
以
後
、
難
民
と
し
て
わ
た
っ
て
来
た
人
た
ち

が
、
定
住
促
進
セ
ン
タ
ー
で
過
ご
し
た
後
、
市
内
三
カ
所

に
あ
る
「
雇
用
促
進
住
宅
」
と
そ
の
周
辺
に
居
住
し
始
め
、

徐
々
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
ト
ッ
カ
ビ
に
は
、
日
本
語
に
不

自
由
な
ベ
ト
ナ
ム
人
か
ら
相
談
が
多
く
よ
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
対
応
で
き
る

ス
タ
ッ
フ
を
置
い
て
か
ら
は
、「
病
院
へ
つ
い
て
来
て
ほ

し
い
」「
保
育
所
に
子
ど
も
を
入
れ
た
い
」「（
市
役
所
か

ら
届
い
た
郵
便
が
）
何
か
教
え
て
ほ
し
い
」
等
々
、
相
談

件
数
は
急
激
に
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
の
開
講
―
保
護
者
の
願
い

こ
う
し
た
な
か
、
あ
る
と
き
ベ
ト
ナ
ム
語
を
忘
れ
て
い

く
子
ど
も
と
の
意
思
の
疎
通
に
悩
む
親
か
ら
、
子
ど
も
に

ベ
ト
ナ
ム
語
を
教
え
て
も
ら
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
だ
ろ
う

か
と
相
談
を
も
ち
か
け
ら
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
語
が
第
一
言

語
で
あ
る
親
の
も
と
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
で
も
、
日

本
語
社
会
の
な
か
で
次
第
に
日
本
語
が
主
流
に
な
る
。
幼

少
時
た
と
え
ベ
ト
ナ
ム
語
能
力
が
あ
っ
た
子
ど
も
も
、
年

齢
が
進
む
に
つ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
語
を
忘
れ
て
し
ま
う
と

い
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
ト
ッ
カ
ビ
で
は
保

護
者
の
要
望
に
応
え
る
た
め
に
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
毎

週
土
曜
日
ベ
ト
ナ
ム
人
教
師
を
む
か
え
ベ
ト
ナ
ム
語
教
室

を
開
講
し
た
。
こ
れ
は
現
在
も
続
い
て
い
る
が
、
そ
の
様

子
を
す
こ
し
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。

開
講
当
初
、
六
歳
だ
っ
た
ホ
ア
さ
ん
（
現
在
中
学
一
年

生
）
は
、「
ず
っ
と
日
本
に
い
た
ら
ベ
ト
ナ
ム
語
を
忘
れ

る
か
ら
」
と
い
う
母
親
の
心
配
が
動
機
と
な
っ
て
参
加
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ホ
ア
さ
ん
同
様
、
開
講
当
初
か
ら
通

う
テ
ィ
さ
ん
（
現
在
中
学
三
年
生
）
は
、「（
教
室
が
）
ベ

ト
ナ
ム
人
を
受
け
入
れ
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
な
あ
と
思

う
」
と
話
す
。
教
室
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
家
族
で

の
会
話
が
増
え
、「
こ
ん
な
こ
と
ば
を
知
っ
て
い
る
の
か
」

と
驚
か
れ
た
り
、
自
分
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
を
両
親
が

話
し
て
い
る
と
「
そ
れ
っ
て
ど
ん
な
意
味
？
」
と
尋
ね
る

よ
う
に
も
な
っ
た
と
い
う
。
ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
が
、
単
に

言
語
能
力
を
高
め
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
同
じ
ベ
ト
ナ
ム

人
の
「
居
場
所
」
を
め
ざ
し
て
き
た
こ
と
が
現
在
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
の
活
力
は
今
、
ホ
ア
さ
ん
と
テ
ィ
さ

ん
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
八
尾
に
は
「
八
尾
ベ
ト
ナ

ム
人
会
」
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
（
一

九
九
八
年
設
立
）
が
あ
り
、
三
年
前
か
ら
中
秋
節
を
九
月

に
開
催
し
て
い
る
。
そ
こ
で
二
人
が
中
心
と
な
っ
て
、
ベ

ト
ナ
ム
の
民
話
を
ベ
ト
ナ
ム
語
で
披
露
し
た
の
だ
。
し
っ

か
り
話
す
ベ
ト
ナ
ム
語
に
驚
い
た
ベ
ト
ナ
ム
人
保
護
者
が
、

自
分
の
子
ど
も
も
通
わ
せ
始
め
、
今
で
は
ベ
ト
ナ
ム
語
教

室
の
生
徒
獲
得
に
一
役
買
っ
て
く
れ
て
い
る
。

今
二
人
は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
紙
芝
居
作
り
に
と
り
か

か
っ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
ル
ー
ツ
の
子
ど
も
が
多
い
小
学

校
や
保
育
所
な
ど
で
、
ベ
ト
ナ
ム
語
に
ふ
れ
て
も
ら
う
た

め
に
読
み
聞
か
せ
を
し
て
ま
わ
り
た
い
と
い
う
。
二
人
は
、

ベ
ト
ナ
ム
語
な
ど
語
学
力
を
身
に
つ
け
、
将
来
は
国
を
こ

え
て
活
躍
す
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
。

自
分
の
ル
ー
ツ
を
語
れ
る
社
会

そ
ん
な
二
人
だ
が
、
出
自
に
関
し
て
悩
み
が
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
テ
ィ
さ
ん
は
、
中
学
校
入
学
時
か
ら
日
本

名
を
用
い
、
ま
わ
り
に
は
自
分
を
日
本
人
だ
と
言
っ
て
い
た

と
い
う
。「
ベ
ト
ナ
ム
人
だ
か
ら
い
じ
め
ら
れ
た
ら
ど
う
し

よ
う
」
と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
ホ
ア
さ

ん
は
学
校
で
「
お
前
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
」
と
言
わ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。
今
で
は
周
囲
の
理
解
も
あ
っ
た
こ
と
で
そ
の
不
安

も
な
く
な
り
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
る
こ
と
を
隠
さ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
験
や
思
い
を
抱
く
の
は
二
人
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
名
を
も
じ
ら
れ
た
り
、

ベ
ト
ナ
ム
へ
帰
れ
と
言
わ
れ
た
り
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ

る
こ
と
を
嫌
だ
と
感
じ
て
い
る
子
は
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で

日
本
名
を
名
乗
り
、
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な

い
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
在
日
コ
リ
ア
ン

の
子
ど
も
た
ち
が
た
ど
っ
た
歴
史
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
。

ト
ッ
カ
ビ
は
、
今
ま
で
、
コ
リ
ア
ン
の
子
ど
も
た
ち
が
同

じ
立
場
で
集
う
場
を
通
じ
て
、
コ
リ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
へ
の

自
信
と
肯
定
感
を
育
ま
せ
て
き
た
が
、
同
時
に
コ
リ
ア
ン
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
進
路
や
就
労
か
ら
排
除
し
よ
う
と

す
る
社
会
へ
も
働
き
か
け
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
運
動
は
ベ

ト
ナ
ム
の
子
ど
も
た
ち
に
も
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
る
。

「
日
本
国
籍
に
な
っ
て
も
、
自
分
の
ル
ー
ツ
が
ベ
ト
ナ
ム
に
あ

る
こ
と
は
言
っ
て
い
き
た
い
」
と
テ
ィ
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、

子
ど
も
た
ち
が
外
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
こ
と
を
隠
さ
ず
、
当

た
り
前
に
語
れ
る
社
会
の
実
現
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

日本語café。比較的、日本語理解力が進んで
いる人たちを対象として、お茶を楽しみながら
ゲームやお話をして日本語を学ぶ。毎月１回開催
（2011年７月15日）

紙芝居作りの様子。アイデアを
出し合うティさん、ホアさん

八尾国際交流野遊祭。出会い・交流・
共生をキャッチフレーズに、毎年10月に
開催。コミュニティのベトナムや中国等
の外国人が舞台や出店で活躍してくれて
いる（2010年10月30日）

ベトナム語教室に通う仲間の関係性を
深めるための交流会（2008年７月26日）
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暮
ら
し
に
豊
穣
を
も
た
ら
す
水

西
ア
フ
リ
カ
の
広
大
な
サ
バ
ン
ナ
を
、

西
か
ら
東
へ
と
つ
ら
ぬ
い
て
流
れ
る
ニ

ジ
ェ
ー
ル
河
。
全
長
四
〇
〇
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
超
と
、
日
本
列
島
よ
り
長
い

河
川
で
あ
り
な
が
ら
、
源
流
か
ら
河
口

ま
で
の
高
低
差
は
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

に
も
満
た
な
い
。
そ
の
た
め
河
の
水
は

ゆ
っ
く
り
と
流
れ
、
雨
期
に
な
る
と
い

た
る
と
こ
ろ
で
河
川
域
か
ら
は
み
出
し

て
、
広
大
な
氾
濫
域
を
形
成
す
る
。
ニ

ジ
ェ
ー
ル
河
が
西
ア
フ
リ
カ
の
人
び
と

に
大
き
な
恵
み
を
与
え
て
き
た
の
は
そ

の
た
め
だ
。

そ
う
し
た
氾
濫
域
の
な
か
で
も
最
大

の
規
模
を
も
つ
の
が
、
マ
リ
共
和
国
の

中
央
に
位
置
す
る
「
ニ
ジ
ェ
ー
ル
河
内

陸
三
角
州
」
と
よ
ば
れ
る
低
地
だ
。
南

北
一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
西
一
〇

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
、
九
州
ほ
ど
の
広

が
り
を
も
つ
こ
の
地
域
は
、
近
年
、
上

流
に
ダ
ム
が
い
く
つ
も
建
設
さ
れ
た
こ

と
で
氾
濫
域
の
面
積
は
減
少
し
た
。
そ

れ
で
も
九
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
氾

濫
水
で
お
お
わ
れ
る
こ
の
土
地
は
、
西

ア
フ
リ
カ
固
有
の
グ
ラ
ベ
リ
マ
稲
の
原

産
地
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ど
、
農
業
や

漁
業
、
牧
畜
に
適
し
た
環
境
を
提
供
す

る
こ
と
で
古
く
か
ら
人
び
と
の
暮
ら
し

を
支
え
て
き
た
の
だ
。

命
を
つ
な
ぐ
大
移
動

一
一
月
に
な
り
、
水
が
引
き
始
め
る

と
、
氾
濫
域
の
各
地
で
生
命
の
営
み
が

活
発
に
な
る
。
自
然
氾
濫
を
利
用
し
た

水
田
で
は
、
農
民
た
ち
が
胸
ま
で
水
に

つ
か
り
な
が
ら
早
生
の
稲
の
収
穫
を
開

始
す
る
。
水
に
の
っ
て
氾
濫
域
に
散
っ

て
成
長
と
繁
殖
を
実
現
し
て
い
た
魚
も
、

減
水
と
と
も
に
狭
い
河
川
域
に
戻
ろ
う

と
す
る
の
で
、
漁
師
に
と
っ
て
も
絶
好

の
季
節
で
あ
る
。
そ
し
て
、
六
月
か
ら

九
月
半
ば
ま
で
続
く
雨
期
の
あ
い
だ
、

北
方
の
乾
燥
地
帯
に
散
っ
て
、
雨
が
も

た
ら
し
た
草
を
食
べ
て
い
た
牛
も
氾
濫

域
に
戻
っ
て
く
る
。
氾
濫
後
の
湿
り
気

を
帯
び
た
土
地
が
大
量
の
草
を
生
育
さ

せ
る
の
で
、
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
で
九

カ
月
続
く
乾
燥
期
を
の
り
切
る
の
だ
。

と
は
い
っ
て
も
、
雨
期
の
終
わ
っ
た

ば
か
り
の
ニ
ジ
ェ
ー
ル
河
と
そ
の
支
流

は
ま
だ
た
く
さ
ん
の
水
を
た
た
え
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
氾
濫
域
に
到
達
す
る

に
は
、
牛
も
人
も
ニ
ジ
ェ
ー
ル
河
や
そ

の
支
流
を
泳
い
で
渡
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
の
時
期
、
川
幅
は
広
く
、
し

か
も
水
流
は
早
い
の
で
、
泳
ぎ
渡
る
の

は
た
い
へ
ん
だ
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

子
牛
は
船
に
乗
せ
ら
れ
、
他
は
牛
飼
い

に
追
わ
れ
な
が
ら
、
流
れ
の
な
か
に
入

る
の
だ
。

大
き
な
危
険
を
と
も
な
う
行
為
な
の

で
、
渡
河
の
お
こ
な
わ
れ
る
場
所
は
内

陸
三
角
州
の
か
ぎ
ら
れ
た
場
所
で
あ
り
、

そ
の
日
に
ち
も
、
水
量
の
減
っ
た
一
一

月
末
か
一
二
月
初
め
の
土
曜
日
と
さ
だ

め
ら
れ
て
い
る
。
土
曜
日
は
地
域
の
慣

習
で
吉
日
で
あ
り
、
年
に
よ
っ
て
水
か

さ
の
増
減
が
あ
る
の
で
、
日
程
が
あ
ら

か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

渡
河
の
儀
式
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
は
ヤ
ア
ラ
ル
と
よ
ば
れ
て

お
り
、
内
陸
三
角
州
の
う
ち
で
も
っ
と

も
盛
大
な
の
は
、
南
西
の
端
に
位
置
す

る
ジ
ャ
フ
ァ
ラ
ベ
と
北
西
の
ジ
ャ
ル
ッ

ベ
で
あ
る
。
マ
リ
に
は
総
人
口
一
四
〇

〇
万
に
近
い
数
の
牛
が
飼
育
さ
れ
て
い

る
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
地
点
に

は
何
十
万
と
い
う
牛
が
集
ま
っ
て
く
る
。

そ
れ
が
い
っ
せ
い
に
河
を
渡
る
の
だ
か

ら
、
ま
こ
と
に
壮
観
な
眺
め
で
あ
る
。

一
年
を
し
め
く
く
る
行
事

西
ア
フ
リ
カ
の
こ
の
地
方
で
、
牛
を

飼
う
の
は
フ
ル
ベ
と
い
う
集
団
だ
。
彼

ら
の
う
ち
、
牛
を
追
っ
て
半
年
近
く
原

野
を
駆
け
め
ぐ
る
の
は
独
身
の
男
た
ち
。

一
方
、
妻
子
も
ち
や
高
齢
者
、
女
性
や

子
ど
も
は
村
に
残
っ
て
、
生
活
を
送
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
が
一
堂

に
会
す
る
の
は
半
年
ぶ
り
。
し
か
も
、

多
く
の
村
々
の
牧
夫
が
集
ま
っ
て
く
る

の
で
、
渡
河
の
お
こ
な
わ
れ
る
村
は
一

気
に
祝
祭
の
雰
囲
気
に
な
る
。

前
夜
か
ら
太
鼓
の
音
が
鳴
り
響
き
、

女
性
た
ち
は
め
か
し
こ
ん
で
親
戚
や
友

人
宅
を
訪
問
し
、
河
の
ほ
と
り
で
は
一

弦
の
リ
ュ
ー
ト
が
か
き
鳴
ら
さ
れ
る
。

敬け
い
け
ん虔
な
ム
ス
リ
ム
の
多
い
フ
ル
ベ
の
人

び
と
は
認
め
よ
う
と
し
な
い
が
、
水
に

親
し
い
漁
民
た
ち
は
渡
河
の
無
事
を

祈
っ
て
水
の
精
霊
に
祈
願
し
て
い
る
の

だ
と
い
う
。
フ
ル
ベ
の
家
々
で
は
ご
ち

そ
う
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
旧
家
や
金
持
ち

の
家
に
は
語
り
部
が
出
向
い
て
、
家
族

の
系
譜
や
フ
ル
ベ
の
伝
説
的
な
英
雄
の

物
語
が
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
日

ば
か
り
は
無
礼
講
が
許
さ
れ
る
。
半
年

を
原
野
で
暮
ら
し
た
男
た
ち
を
歓
待
す

る
た
め
に
、
既
婚
の
女
性
た
ち
が
彼
ら

を
迎
え
入
れ
る
の
だ
。

フ
ル
ベ
の
人
た
ち
の
生
業
と
社
会
生
活

の
ピ
ー
ク
を
な
す
こ
の
行
事
は
、
二
〇
〇

五
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
。
マ
リ
の
登
録
第
一
号
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
今
日
で
は
大
臣
や
政
府
の
お

偉
方
が
セ
レ
モ
ニ
ー
に
列
席
す
る
ほ
か
、

外
国
か
ら
も
大
勢
の
観
光
客
が
や
っ
て
く

る
。
マ
リ
の
住
民
の
大
半
は
ム
ス
リ
ム
な

の
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
祝
う
こ
と
は
し
な

い
。
こ
の
渡
河
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
各

村
で
は
一
年
の
終
わ
り
が
近
い
こ
と
に
気

づ
く
の
だ
。

西
ア
フ
リ
カ
の
人
び
と
に
多
大
な
恵
み
を
与
え
て
き
た
ニ
ジ
ェ
ー
ル
河
。

そ
の
流
域
で
は
、季
節
が
雨
期
と
乾
期
に
二
分
さ
れ
、

人
も
動
物
も
自
然
の
変
化
に
応
じ
て
移
動
を
繰
り
返
す
。

雨
期
あ
け
の
豊
富
な
水
を
た
た
え
た
河
を
渡
る
牛
の
大
移
動
は
、

命
の
危
険
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
、牧
夫
た
ち
に
と
っ
て
は

喜
び
に
満
ち
た
半
年
ぶ
り
の
再
会
の
機
会
で
あ
る
。

何十万頭という牛が牛飼いに追われながら、いっせいにニジェール河を泳いで渡る光景は壮大な眺めだ

十
一
月

CALENDAR

第

回44

歳
時
世
相
篇

歳
時
世
相
篇

歳
時
世
相
篇

竹た
け
ざ
わ沢 

尚し
ょ
う

一い
ち

郎ろ
う

　
民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

ニ
ジェー
ル
河
を

泳
い
で
渡
る
牛
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嘉
手
納
町
で
の
あ
る
式
典

嘉か

で

な
手
納
町ち

ょ
うと
聞
く
と
、
誰
も
が
「
嘉
手
納
基
地
」

を
思
い
起
こ
す
だ
ろ
う
。
し
か
し
あ
の
広
大
な
基
地
、

灰
色
の
巨
大
な
滑
走
路
の
下
に
、
か
つ
て
多
く
の
集

落
が
存
在
し
、
大
綱
引
き
や
エ
イ
サ
ー
（
旧
盆
に
踊
ら

れ
る
舞
踊
）
な
ど
ゆ
た
か
な
民
俗
文
化
が
は
ぐ
く
ま

れ
て
い
た
こ
と
を
想
像
で
き
る
本
土
の
人
は
少
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
嘉
手
納
＝
米
軍
基
地
の
町

と
な
っ
た
の
は
、
一
九
四
五
年
四
月
一
日
、
嘉
手
納
の

目
前
に
米
軍
艦
隊
一
三
〇
〇
船
が
あ
ら
わ
れ
、
艦
砲

射
撃
が
一
斉
に
お
こ
な
わ
れ
た
そ
の
日
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
六
六
年
が
過
ぎ
、
今
年
二
〇
一
一
年
六
月

一
九
日
、
嘉
手
納
町
中
央
公
民
館
で
、
あ
る
記
念
式

典
が
開
か
れ
た
。「
千せ

ん
ば
る原
郷
友
会
創
立
五
〇
周
年
式

典
・
祝
賀
会
」
で
あ
る
。「
郷
友
会
」
と
は
、
文
字
ど

お
り
、
故
郷
を
同
じ
く
す
る
人
び
と
の
親
睦
会
で
あ

る
が
、
千
原
村
は
、
嘉
手
納
基
地
の
な
か
に
消
失
し
、

戦
後
一
度
た
り
と
村
民
は
村
落
の
土
を
踏
む
こ
と
が

か
な
わ
な
く
な
っ
た
「
失
わ
れ
た
村
」
な
の
だ
。

千
原
の
よ
う
に
基
地
に
消
え
た
村
の
郷
友
会
は
他

に
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
郷
友
会
活
動
が
こ
こ

ま
で
活
発
な
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
会
費
を
集

め
、
年
に
一
、
二
度
、
集
ま
る
だ
け
な
ら
、
新
し
い

住
ま
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
へ
の
帰
属
意
識
の
方
が

強
く
な
る
の
は
自
然
な
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。

千
原
村
と
エ
イ
サ
ー

で
は
、
な
ぜ
、
千
原
の
場
合
、
郷
友
会
が
五
〇
年

も
続
き
、
県
内
に
散
居
す
る
三
〇
〇
世
帯
か
ら
二
〇

〇
名
も
の
旧
村
民
と
そ
の
子
孫
が
集
ま
る
盛
大
な
式

典
・
祝
賀
会
が
開
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
じ
つ
は

「
千
原
村
」
は
消
失
し
た
も
の
の
、「
千
原
」
の
名
は

今
日
な
お
全
県
に
と
ど
ろ
い
て
い
る
の
だ
。
沖
縄
の

旧
盆
に
は
「
エ
イ
サ
ー
」
と
い
う
舞
踊
が
先
祖
供
養

の
た
め
に
踊
ら
れ
る
。
も
と
も
と
沖
縄
中
部
地
域
は

エ
イ
サ
ー
が
さ
か
ん
で
あ
る
が
、
千
原
の
エ
イ
サ
ー

に
は
、
突
出
し
た
特
徴
が
あ
る
。
男
性
の
み
で
編
成

さ
れ
、
武
術
の
型
を
と
り
い
れ
た
独
特
の
舞
踊
様
式

を
も
ち
、
し
か
も
、
変
化
す
る
こ
と
を
い
と
わ
な
い

現
代
沖
縄
の
エ
イ
サ
ー
に
対
し
て
、
か
た
く
な
な
ま

で
に
伝
統
に
こ
だ
わ
り
、
先
人
の
踊
り
の
型
を
守
る

こ
と
を
旨
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
千
原
は
「
屋
取

（
ヤ
ー
ド
ゥ
イ
）
集
落
」
と
よ
ば
れ
る
士
族
が
地
方
の

農
村
に
移
り
住
み
形
成
し
た
村
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

も
エ
イ
サ
ー
の
様
式
や
伝
承
意
識
に
影
響
を
与
え
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

写
真
に
あ
る
よ
う
に
、
腰
を
深
く
お
と
し
、
踊
り
続

け
る
こ
と
は
厳
し
い
練
習
を
必
要
と
す
る
。
戦
前
は
、

先
輩
の
許
可
が
も
ら
え
な
い
青
年
は
泣
く
泣
く
参
加
を

あ
き
ら
め
た
と
い
う
ほ
ど
、
厳
し
い
基
準
が
あ
っ
た
。

今
で
は
練
習
期
間
も
短
縮
さ
れ
て
い
る
が
、
離
れ

離
れ
に
暮
ら
す
青
年
が
集
ま
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

若
い
世
代
に
は
千
原
エ
イ
サ
ー
へ
の
あ
こ
が
れ
は

あ
っ
て
も
、
村
の
記
憶
や
思
慕
の
思
い
は
な
く
、
昔

な
が
ら
の
礼
儀
作
法
や
、
七
〇
代
以
上
の
先
輩
た
ち

か
ら
「
練
習
が
足
り
な
い
」
な
ど
と
厳
し
い
注
文
が

つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
離
脱
す
る
も
の

も
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
七
〇
名
近
い
若
者
が

毎
年
、
旧
盆
に
む
け
て
練
習
を
す
る
、
こ
の
こ
と
が

郷
友
会
の
絆き

ず
な
を
強
く
保
ち
続
け
て
き
た
、
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
も
そ
も
戦
後
の
混
乱
と
生
活
苦
の
な
か
で

郷
友
会
が
結
成
さ
れ
た
き
っ
か
け
も
、
エ
イ
サ
ー
の

演
舞
の
許
可
を
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
聞
く
。

決
し
て
村
を
忘
れ
な
い

さ
て
、
冒
頭
の
式
典
・
祝
賀
会
は
三
時
間
に
お
よ

ぶ
熱
気
の
こ
も
っ
た
会
で
あ
っ
た
。
伝
統
舞
踊
や
武

術
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
（
沖
縄
方
言
）
で
の
ス
ピ
ー
チ

の
最
後
を
か
ざ
っ
た
の
は
、
や
は
り
エ
イ
サ
ー
で

あ
っ
た
。
感
き
わ
ま
っ
た
長
老
ま
で
も
が
舞
台
に
あ

が
り
踊
り
は
じ
め
た
と
き
に
は
会
場
の
熱
気
は
最
高

潮
に
達
し
、
わ
た
し
の
そ
ば
に
い
た
一
人
の
婦
人
が

「
他
村
に
嫁
ぎ
ま
し
た
が
自
分
の
ふ
る
さ
と
が
誇
ら
し

い
で
す
」
と
さ
さ
や
い
た
。

す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
故
郷
、
し
か
し
滑
走
路
の
下
に

沈
ん
だ
村
の
姿
は
一
枚
の
航
空
写
真
に
残
さ
れ
て
い

る
。
米
軍
が
上
陸
直
前
に
撮
影
し
た
そ
の
写
真
は
祝

賀
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
裏
表
紙
に
使
わ
れ
て
い
た
。

整
然
と
耕
さ
れ
た
畑
地
が
見
て
と
れ
る
。
そ
こ
に
は

村
を
決
し
て
忘
れ
ま
い
と
い
う
強
い
意
志
と
村
民
と

し
て
の
自
負
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「
東
日
本
大
震
災
」
以
降
、
福
島
の
原
発
避
難
地
域

の
人
び
と
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
深
い
共
感
を
示

し
、
い
つ
に
な
れ
ば
故
郷
に
帰
れ
る
の
か
と
、
わ
が

こ
と
の
よ
う
に
悲
嘆
の
感
情
を
抱
い
て
い
る
人
は
多

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
福
島
の
状
況
は
筆
者
に
、

嘉
手
納
を
は
じ
め
と
す
る
沖
縄
の
米
軍
基
地
に
は
も

と
も
と
数
多
く
の
村
落
が
あ
り
、
今
な
お
強
い
郷
土

愛
を
も
ち
続
け
な
が
ら
六
六
年
間
、
帰
村
が
か
な
わ

な
か
っ
た
人
び
と
が
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
て

な
ら
な
い
の
だ
。

 

（「
嘉
手
納
基
地
返
還
」
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
宮み
や
城ぎ

篤と
く

実じ
つ
前
町
長

に
代
わ
る
町
長
選
挙
が
二
〇
一
一
年
一
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、

候
補
者
の
公
約
は
福
祉
、
教
育
方
面
に
重
点
が
お
か
れ
、
基
地

返
還
が
選
挙
の
争
点
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。）

井い

口ぐ
ち 

淳じ
ゅ
ん
こ子

大
阪
音
楽
大
学
教
授

失
わ
れ
た
村
を
想
い
続
け
る
六
六
年

―
沖
縄
・
嘉
手
納
町

50周年式典・祝賀会のプログラム裏表紙（米軍
が撮影した航空写真）

エイサー保存会会長と次世代をになう子どもたち

基地内の仮の拝所（うがんじょ）での奉納エイサー

50周年祝賀会でのエイサー



o

話者 :平井京之介（国立民族学博物館 准教授）
話題 :北タイの農村と工業団地の 20年
場所 :東南アジア休憩所

話者 :佐々木史郎（国立民族学博物館 教授）
話題 :【特別展関連】ヨーロッパのアイヌコレクション
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
　１日の調査をおえ、ストックホルムのあるカフェーの
テラスで、行きかう人びとを眺めていた。目は自然と女
性の方に行ってしまうのだが、足の運びが日本とは違う
ことにあらためて気がついた。つま先まで伸ばし颯

さっそう

爽
と踏みだす足に腰とからだがついていくような歩行は、
膝を伸ばしきらず小股で歩く日本とは確かに違う。とは
いえこの違いは人種的なものではないようだ。明らか
に中国人とわかる観光客はここでも日本人を凌

しの

ぐほど
増えたが、老若を問わず、背筋をたて足を伸ばして歩く
様子はむしろこちらの人に近い。日本のはやりの少女
チームの踊りをチキンダンスと評した人がいたが、韓国
のチームとの歴然とした差もひょっとすると足の使いか
たという深淵なところに起因するのかもしれない。本
特集号で野村氏は足の機能は人を運ぶことのみに退行
しつつあるのではという説を紹介している。その基本
的な機能にまでおよぶ文化的差異は車社会とグローバ
ル化のなかでどちらに向かうのだろう。（庄司博史）
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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

話者 : Jyotindra Jain（インド視覚芸術センター所長）
 三尾稔（国立民族学博物館 准教授）
話題 :【企画展関連】インドのポピュラー・アートの発展史
場所 :企画展示場Ａ 入口

6日
（日曜日）

13日
（日曜日）

27日
（日曜日）

次号の予告
 特集

ポピュラー・アートって何（仮）

●表紙：女性用 靴中敷き　地域 中国（ペー族）　
 標本番号 H0237585、H0237586、H0237699

２０１１年９月号１ページ目次において著者名を誤って記載しており
ました。お詫びして訂正いたします。
「フィールドで考える」　（誤）林 麗央　（正）林 麗英

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。

11月
■時間　14時 30分から 15時 30分
■展示観覧料が必要です。
※都合により、予定を変更することがあります。

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）
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