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「馬と女神」のユーロ＝アジア世界
鶴
つる

岡
おか

 真
ま

弓
ゆみ

エッセイ千字文千字文
プロフィール
多摩美術大学 芸術人類学研究所・所
長。専門は美術文明史。ケルト文明や、
ユーラシア文明の生命デザイン交流
史を調査中。おもな著書に『ケルト／
装飾的思考』（1993年）、『ケルト美術』

（2001年。以上、ちくま学芸文庫）、『装
飾の神話学』『ケルトの歴史』（2009年。
以上、河出書房新社）『「装飾」の美術
文明史 』（2004年、NHK出 版 ）、『装
飾する魂』（1997年、平凡社）、『阿修
羅のジュエリー』（2011年、イーストプ
レス）など多数。
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 1 エッセイ　千字文
  「馬と女神」のユーロ＝アジア世界　鶴岡 真弓

 2	 特集　
	 	 	［企画展］記憶をつなぐ
	 	 	 	 津波災害と文化遺産
 3  記憶をつなぐ―過去・現在・そして未来　𠮷田 憲司

 4  民俗芸能と地域社会
	 	 	―岩手県沿岸部における秘密　橋本 裕之

 6  震災と保存科学　日髙 真吾

 8  波の伝わる谷―開村伝承と津波　小谷 竜介

 9  大学生と取り組む文化財レスキュー　加藤 幸治

   防災の英知を海外に
	 	 	―津波防災教材としての「稲むらの火」　林 勲男

 10  研究フォーラム

制憲議会解散後のネパールを「包摂」から考える
名和 克郎

 12  みんぱくInformation

 14  地球ミュージアム紀行

動かし続けることにこだわる博物館	
工場から産業技術記念館へ	
成田  年秀

 16  連載リレー 知の収蔵庫
面白いモノ	その１	
ハレのかたちとしてのつくりもの
笹原 亮二

 18  多文化をあきなう

救済から自立へのサポート
山岸 美穂

 20  異聞逸聞

太平洋の島々における日本人移民の足跡
丹羽 典生

 21  みんぱく私の逸品

男性用サンダル
吉本 忍

 22  フィールドで考える

覚醒する自己―四川省郊外の客家意識
河合 洋尚

 24 次号予告・編集後記

「
商
標
」
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
、
神
話
や
伝

説
が
深
く
張
り
付
い
て
い
る
。
旅
先
で
も

商
品
の
中
味
よ
り
も
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
に

ひ
き
つ
け
ら
れ
、
財
布
の
紐
が
緩
く
な
る
。

と
く
に
動
物
の
商
標
。
逆
さ
蝙こ

う
も
り蝠

の
カ
ス

テ
ラ
や
、
駱ら

く

駝だ

の
タ
バ
コ
、
太
鼓
に
足
を
か

け
た
獅し

子し

の
マ
ッ
チ
な
ど
は
全
て
外
来
種

0

0

0

で
わ
が
国
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
き
た
。
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
を
つ
な
ぐ
「
生
命
デ

ザ
イ
ン
」
を
追
い
か
け
て
い
る
と
、
最
も
気

に
な
る
の
が
「
馬
」
に
関
わ
る
商
標
で
あ
る
。

　
デ
ン
マ
ー
ク
の
国
立
博
物
館
の
至
宝
「
サ

ン
・
チ
ャ
リ
オ
ッ
ト
」
は
馬
が
太
陽
を
牽ひ

っ

ぱ
り
闇
夜
か
ら
連
れ
還
っ
て
く
る
像
で
、
紀

元
前
一
〇
〇
〇
年
紀
に
つ
く
ら
れ
た
。
イ

ギ
リ
ス
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
「
ホ
ワ
イ
ト
・
ホ
ー

ス
」
は
ブ
リ
ト
ン
（
ケ
ル
ト
）
時
代
、
石
灰

層
に
刻
ま
れ
た
巨
大
画
に
由
来
す
る
。
イ

ン
ド
か
ら
ケ
ル
ト
神
話
ま
で
の
印
欧
語
族
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
越
え
た
「
ユ
ー
ロ
＝
ア

ジ
ア
世
界
」
で
も
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

ホ
ー
ス
パ
ワ
ー
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

三
〇
〇
〇
年
後
の
今
日
、
石
油
会
社
に
「
天

馬
」
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
が
あ
る
。
天
の
太

陽
と
一
体
の
火
を
噴
く
動
力
を
暗
示
す
る
。

　
さ
て
暗
示
的
と
い
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
有

名
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
商
標
。
重
税
に
苦
し

む
民
の
た
め
夫
の
マ
ー
シ
ア
伯
に
抗
議
し
、

馬
に
乗
せ
ら
れ
町
中
を
引
き
ま
わ
さ
れ
た

裸
の
妃
が
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
。
二
〇
世
紀
創

業
の
ベ
ル
ギ
ー
の
菓
子
会
社
が
「
馬
と
女

性
」
を
な
ぜ
選
ん
だ
の
か
。

　
ベ
ル
ギ
ー
は
カ
エ
サ
ル
の
『
ガ
リ
ア
戦

記
』
に
も
記
さ
れ
た
「
ベ
ル
ガ
エ
族
」
の

本
拠
地
で
、
ケ
ル
ト
、
ガ
リ
ア
文
明
ゆ
か

り
の
国
だ
。「
ボ
ヘ
ミ
ア
」
は
「
ボ
イ
イ
」
族
、

「
パ
リ
」
は
「
パ
リ
シ
ー
」
族
な
ど
と
同
様
、

ケ
ル
ト
の
部
族
名
を
そ
の
ま
ま
地
名
・
国

名
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
地
続
き
の

ケ
ル
ト
考
古
学
の
ス
ポ
ッ
ト
で
、
大
陸
の

ケ
ル
ト
文
化
を
ブ
リ
テ
ン
島
に
繋
い
だ
の

が
ベ
ル
ガ
エ
族
。
ゴ
デ
ィ
ヴ
ァ
伝
説
の
奥

に
も
、
ガ
ロ
＝
ロ
ー
マ
時
代
の
「
馬
の
女

神
エ
ポ
ナ
」
や
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
「
馬
乙

女
リ
ア
ノ
ン
」
が
控
え
て
い
る
。

　
彼
女
ら
は
本
来
は
太
陽
の
よ
う
に
見
て

は
な
ら
な
い
、
触
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
。（
キ
リ
ス
ト

や
聖
徳
太
子
の
よ
う
に
）
馬
と
い
う
熱
と

光
に
関
わ
り
生
ま
れ
る
皇
子
プ
リ
デ
リ
が

ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
神
話
に
も
登
場
す
る
。
馬

小
屋
の
暗
が
り
で
高
貴
な
皇
子
、
光
の
子

が
生
ま
れ
る
と
い
う
奇
跡
は
、
ユ
ー
ロ
＝

ア
ジ
ア
世
界
を
、
駆
け
抜
け
て
き
た
。

　
ゴ
デ
ィ
ヴ
ァ
は
裸
体
で
あ
る
。
唯
一
彼
女

の
輝
く
裸
体
を
盗
み
見
た
の
が
「
ピ
ー
ピ

ン
グ
・
ト
ム
」
で
、
神
の
怒
り
で
視
力
、
光

を
奪
わ
れ
た
。
こ
れ
は
卑
俗
な
覗の

ぞ

き
屋
に

つ
い
て
の
お
ま
け
の
逸
話
で
は
な
く
、
馬
＝

太
陽
＝
女
神
の
超
越
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
最
大
の
熱
と
光
は
、
人
間
が
征
し
て
は

な
ら
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
だ
と
も
語
っ

て
い
る
。
ユ
ー
ロ
＝
ア
ジ
ア
の
神
話
は
現
代

に
こ
そ
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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特
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を
つ
な
ぐ

憶

多
く
の
命
を
奪
い
、
人
び
と
の
暮
ら
し
の
場
、
学
び
の
場
、
労
働
の
場
を
破
壊
し
た

東
日
本
大
震
災
発
生
か
ら
一
年
半
。
共
同
体
の
復
興
に
向
け
て
の
活
動
の
な
か
で
、

心
の
拠
り
所
と
な
る
祭
り
や
芸
能
の
奉
納
に
、
被
災
地
の
人
び
と
は
例
年
以
上
に
力

を
注
い
で
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
人
び
と
と
と
も
に
有
形
・
無
形
の
文
化
遺
産
の
保

存
と
再
生
に
取
り
組
み
、
地
域
社
会
の
復
興
の
支
援
を
し
て
き
た
研
究
者
、
学
芸
員
、

学
生
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
は
、
祈
り
の
対
象
で
あ
る
仏
像
、
祭
り
や
芸
能
で
使
わ
れ

る
衣
装
や
道
具
、
地
域
の
伝
統
が
刻
ま
れ
た
民
具
を
、が
れ
き
の
な
か
か
ら
救
い
出
し
、

修
復
し
、
保
存
の
方
法
を
試
行
錯
誤
し
て
き
た
。

モ
ノ
の
復
活
は
生
の
復
活
を
う
な
が
し
、
記
憶
の
保
存
は
未
来
の
生
を
保
障
す
る
。

9
月
27
日
（
木
）
か
ら
11
月
27
日
（
火
）
に
開
催
さ
れ
る
企
画
展
「
記
憶
を
つ
な
ぐ

―
津
波
災
害
と
文
化
遺
産
」
は
、
こ
う
し
た
復
興
支
援
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。

思
い
出
の
品
々
の
回
収

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地

震
と
、
そ
れ
に
伴
う
津
波
に
よ
る
甚
大
な
被
害
は
、
我
々
の
社
会

に
大
き
な
試
練
を
も
た
ら
し
た
。
原
発
の
被
害
は
も
と
よ
り
、
地

震
・
津
波
の
傷
は
深
く
、「
大
震
災
」
は
現
在
進
行
中
の
出
来
事

で
あ
る
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
な
か
で
、

被
災
地
で
は
例
年
以
上
に
祭
り
や
芸
能
の
奉
納
が
活
発
に
お
こ

な
わ
れ
た
。
鎮
魂
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
が
、
現
地
で
は
、
祭
り

を
し
な
い
と
、
散
り
ぢ
り
に
な
っ
た
村
の
み
ん
な
が
一
緒
に
集
ま

る
機
会
が
な
い
と
い
う
声
を
よ
く
耳
に
す
る
。
ま
た
、
流
出
し
た
、

地
域
の
民
俗
資
料
や
人
び
と
の
思
い
出
に
か
か
わ
る
品
々
の
回
収
、

保
存
の
動
き
も
、
各
地
で
積
極
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
人
び
と
が

祖
先
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
有
形
・
無
形
の
文
化
遺
産
と
い
う
も

の
が
、
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
い
か
に
核
心
的
な
意
義
を
も
つ
の

か
、
そ
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
文
化
遺
産
の
復
興
の
背
後
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の

支
援
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
国
立
民
族
学
博
物
館
も
、
同
じ
人

間
文
化
研
究
機
構
に
属
す
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
国
文
学

研
究
資
料
館
な
ど
と
連
携
し
、
復
興
の
支
援
に
か
か
わ
っ
て
き
た
。

震
災
の
記
憶
の
デ
ー
タ
バ
ン
ク
化

企
画
展
で
は
、
文
化
遺
産
の
復
興
の
作
業
に
目
を
向
け
、
わ

た
し
た
ち
に
と
っ
て
の
文
化
遺
産
の
意
義
を
改
め
て
見
直
す
と
と

も
に
、
そ
の
文
化
遺
産
を
通
じ
て
、
こ
の
地
震
・
津
波
災
害
の
記

憶
と
経
験
を
い
か
に
未
来
に
継
承
し
て
い
く
の
か
を
考
え
る
契
機

と
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

記
憶
の
継
承
と
い
え
ば
、
東
北
地
方
に
限
ら
ず
、
日
本
の
沿

岸
部
に
は
、
各
所
に
地
震
や
津
波
の
記
憶
を
伝
え
る
碑
や
銘
板

な
ど
の
遺
産
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寺
社
の
立
地
に
も
、
過

去
の
津
波
や
地
震
の
記
憶
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
今
回

の
津
波
で
も
、
神
社
や
寺
院
と
そ
の
背
後
の
土
地
は
被
災
を
免
れ

た
例
が
多
数
確
認
さ
れ
る
。
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
神
社
の
例

祭
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
避
難
訓
練
に
な
っ
て
い
た
こ
と

も
見
逃
せ
な
い
。
今
回
の
震
災
の
経
験
は
、
津
波
碑
や
寺
社
が
、

遠
い
過
去
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
防
災
・
減
災
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
。

企
画
展
に
あ
た
り
、
こ
う
し
た
津
波
の
記
憶
を
残
す
碑
や
石

塔
、
さ
ら
に
神
社
に
関
す
る
写
真
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
す
る
こ

と
と
し
た
。
今
後
は
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
、
被
災
地
各
地
域
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
で
過
去
の
記
憶
や
今
回
の
津
波
の
記
憶
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
画
像
・
映
像
を
集
積
す
る
た
め
の
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
と
し
て
活
用
し
、
そ
れ
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す
る

こ
と
で
、
い
わ
ば
震
災
の
記
憶
の
デ
ー
タ
バ
ン
ク
を
生
み
出
せ
な

い
か
と
構
想
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
直
接
被
災
す
る
こ
と
の

な
か
っ
た
人
び
と
も
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。

今
回
の
津
波
の
経
験
を
、
次
の
世
代
に
い
か
に
継
承
し
、
よ
り

安
全
な
社
会
を
ど
の
よ
う
に
築
き
上
げ
て
い
く
の
か
。
そ
れ
は
、

わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。

記
憶
を
つ
な
ぐ

―
過
去
・
現
在
・
そ
し
て
未
来

𠮷よ
し

田だ 

憲け
ん

司じ　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

津波被害の状況調査（写真提供・産業経済新聞社）

右：鵜住居（うのすまい）観音
堂（岩手県釜石（かまいし）市、
鵜住居）今回の津波で被災し、
本尊の秘仏・十一面観音像も
破損した。企画展では、修復
されたその像を展示する

左上：宮城県仙台市、浪分神
社。天保（1835）年の津波の
際、この神社（当時は稲荷神
社）のあった地より浪がふた
つに分かれて引いていったと
いう伝承をもつ。神社の名や
地名もまた、過去の津波の記
憶を伝えている

左下：大阪市大正橋畔「大地
震両川口津浪記（りょうかわ
ぐちつなみき）」の碑。安政元
（1854）年の安政東・南海地
震の後に立てられた。現在で
も、地元の人の手で毎年夏の
地蔵盆の日に、碑の文字に黒
い墨が入れ続けられている

岩手県宮古（みやこ）市重茂姉吉（おもえあねよ
し）の津波碑。昭和8（1963）年の津波の後に建
立。「此処より下に　家を建てるな」の教えに従
い、集落は今回、難を逃れた
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故
意
に
凡
庸
な
表
題
を
掲
げ
て
み
た
。
い
か
に
も
既

視
感
に
満
ち
た
表
題
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
は
今
日
で
も

地
域
社
会
に
育
ま
れ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る

―
。
こ
う

し
た
語
り
口
は
あ
ま
り
に
も
自
明
な
印
象
を
も
た
ら
す

た
め
、
批
判
す
る
余
地
を
残
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
だ
が
、
わ
た
し
は
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
紋
切

型
の
語
り
口
を
反
復
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
。
む

し
ろ
反
転
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り

も
、
地
域
社
会
じ
た
い
が
紋
切
型
の
語
り
口
を
反
転
さ

せ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

地
域
社
会
を
育
み
、
地
域
社
会
に
育
ま
れ
る

先
日
、
勤
務
先
の
追
手
門
学
院
が
開
設
し
て
い
る
大

阪
梅
田
サ
テ
ラ
イ
ト
に
お
い
て
、
映
像
作
家
の
阿あ

部べ

武た
け

司し

が
作
成
し
た「
3・
11　

東
日
本
大
震
災
を
乗
り
越
え
て
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
民
俗
芸
能
と
地
域
社
会
が
紡
ぎ
出
し

て
き
た
関
係
に
ま
つ
わ
る
秘
密
を
一
人
で
も
多
く
の
来
館

者
に
知
ら
せ
る
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
。

わ
た
し
は
岩
手
の
大
学
で
教
え
て
い
た
当
時
も
大
阪

に
移
っ
た
現
在
も
、
岩
手
県
文
化
財
保
護
審
議
会
の
委

員
を
務
め
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
以
降
は
民
俗
芸
能

支
援
に
奔ほ
ん

走そ
う

し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
普
代
村
の
鵜う
の

鳥と
り

神
楽
と
宮
古
市
の
黒く
ろ

森も
り

神
楽
は
毎
年
、
北
回
り
と
南
回

り
を
交
代
で
務
め
な
が
ら
、
旧
南
部
藩
領
に
含
ま
れ
る

久く

慈じ

市
〜
釜か
ま

石い
し

市
の
広
域
を
巡
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
び
と
に
祝
福
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
だ
が
、
ふ
た
つ
の

神
楽
が
巡
行
す
る
村
々
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
て
、
ふ

た
つ
の
神
楽
を
受
け
入
れ
て
き
た
宿や
ど

も
大
半
が
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
た
め
、
世
界
的
に
見
て
も
奇
跡
的
な
上
演

形
態
が
危
機
的
な
状
況
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し

は
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
と
り

わ
け
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
鵜
鳥
神
楽
の
宿
を

支
援
す
る
活
動
を
継
続
し
て
き
た
。

旧
南
部
藩
領
の
岩
手
県
沿
岸
部
は
巡
行
す
る
ふ
た
つ

の
神
楽
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
巨
大
な
地
域
社
会
と
し
て
成

立
し
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
神
楽
は
岩
手
県
沿
岸
部
を
つ
な

ぐ
太
い
糸
で
あ
り
、
岩
手
県
沿
岸
部
を
照
ら
す
強
い
光

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
鵜
鳥
神
楽
の
宿
を
維
持
す
る

こ
と
は
、
岩
手
県
沿
岸
部
と
い
う
巨
大
な
地
域
社
会
を

再
生
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
傷

つ
い
た
地
域
社
会
の
内
側
に
人
び
と
が
集
ま
る
場
を
確

保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
地
域
社
会
を
再
生
さ
せ

る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
地

域
社
会
を
紡
ぎ
出
す
契
機
と
し
て
民
俗
芸
能
が
演
じ
ら

れ
る
可
能
性
も
、
十
二
分
に
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
た

は
ず
で
あ
る
。

じ
っ
さ
い
、
わ
た
し
は
二
〇
一
二
年
一
月
二
八
日
、
鵜

民
俗
芸
能
と
地
域
社
会
―
岩
手
県
沿
岸
部
に
お
け
る
秘
密

橋は
し

本も
と 

裕ひ
ろ

之ゆ
き　

追
手
門
学
院
大
学
教
授
・
追
手
門
学
院
地
域
文
化
創
造
機
構
特
別
教
授

（
東
北
文
化
財
映
像
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
四
月
）
を
上
映
し

な
が
ら
解
説
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
阿
部
の
作
品
は

岩
手
県
沿
岸
部
に
お
い
て
民
俗
芸
能
と
地
域
社
会
が
紡

ぎ
出
し
て
き
た
関
係
を
焦
点
化
し
て
お
り
、
そ
こ
に
隠
さ

れ
た
秘
密
が
東
日
本
大
震
災
と
い
う
極
限
的
な
状
況
に

よ
っ
て
逆
説
的
に
浮
き
上
が
っ
て
き
た
消
息
を
映
像
に
定

着
さ
せ
て
い
る
。

受
講
者
の
一
人
も
「
映
像
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
民

俗
芸
能
を
復
活
す
る
こ
と
が
震
災
復
興
の
近
道
で
は
な

い
か
、
と
感
じ
ま
し
た
」
と
い
う
感
想
を
書
き
残
し
て

い
た
と
お
り
、
岩
手
県
沿
岸
部
の
民
俗
芸
能
は
地
域
社

会
に
育
ま
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
地
域
社
会

を
育
む
も
の
と
し
て
も
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
地
域
社
会

を
紡
ぎ
出
す
契
機
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
東
日
本

大
震
災
以
降
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
鎮
魂
や
供
養
と
い

気
高
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
消
息
を
実
感
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ふ
た
つ
の
神
楽
が
つ
な
ぐ
巨
大
な
地
域
社
会

今
回
の
企
画
展
も
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
、
同
一
線
上
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
自
身

は
民
俗
芸
能
を
復
興
す
る
こ
と
が
無
形
民
俗
文
化
財
を

保
存
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
地
域
社
会
を
復
興
す
る

こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
消
息
を
展
示
に
定
着
さ
せ
る

鳥
神
楽
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
釜
石
市
箱
崎
町
白
浜

の
宿
で
演
じ
ら
れ
た
さ
い
、
地
元
の
白
浜
に
伝
承
さ
れ

て
い
る
白
浜
虎と
ら

舞ま
い

が
奉
納
さ
れ
る
と
い
う
印
象
的
な
光

景
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
消
息
は
鵜

鳥
神
楽
の
宿
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
浜
虎
舞

が
召
喚
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
民
俗
芸
能
と

地
域
社
会
が
紡
ぎ
出
し
て
き
た
関
係
に
ま
つ
わ
る
秘
密

を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
地
域
社
会

を
再
生
さ
せ
る
方
策
を
講
じ
る
た
め
に
も
、
民
俗
芸
能

が
演
じ
ら
れ
る
場
を
長
期
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
要
請

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
地
域
社
会
を
再
生
さ
せ
る
計
画

の
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

う
意
味
が
再
認
識
さ
れ
た
こ
と
は
強
調
す
る
ま
で
も
な

い
だ
ろ
う
が
、
民
俗
芸
能
は
地
域
社
会
に
入
っ
た
深
く

鋭
い
亀
裂
を
縫
い
合
わ
せ
て
、
傷
つ
い
た
地
域
社
会
を

再
生
さ
せ
る
契
機
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
消
息
は
画
家
の
飯い
い

坂さ
か

真ま

紀き

が
編
集

し
た
『
と
り
ら
』
第
6
号
特
別
編
ふ
る
さ
と
岩
手
の
芸

能
と
震
災
（
ふ
る
さ
と
岩
手
の
芸
能
と
く
ら
し
研
究
会
、
二

〇
一
二
年
四
月
）
に
お
い
て
、
民
俗
芸
能
を
伝
承
す
る
当

事
者
た
ち
が
自
分
の
体
験
と
し
て
文
字
に
定
着
さ
せ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
遠
く
離
れ
た
場
所

で
暮
ら
し
て
い
て
も
、
岩
手
県
沿
岸
部
に
お
け
る
民
俗

芸
能
が
地
域
社
会
を
再
生
さ
せ
る
さ
い
欠
か
せ
な
い
要

素
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
こ
で
生
き
る
人
び
と
に
と
っ
て

「3.11 東日本大震災を乗り越えて―岩手・宮城沿岸部の民
俗芸能　復興と現状―」

釜石市箱崎町白浜の宿における鵜鳥神楽（2012年1月28日、千葉暁子撮影）釜石市箱崎町白浜の宿における白浜虎舞（2012年1月28日、千葉暁子撮影）

釜石市箱崎町白浜の宿における鵜鳥神楽
（2012年1月28日、橋本裕之撮影）

『とりら』第６号特別編ふるさと岩手の芸能と震災
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民
俗
文
化
財
に
対
し
て
、
応
急
措
置
と
し
て
脱
塩
処
理

が
お
こ
な
え
る
環
境
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

脱
塩
処
理
は
ア
ル
カ
リ
性
の
溶
液
、
も
し
く
は
水
道
水

か
ら
塩
類
や
残
留
塩
素
を
取
り
除
い
た
イ
オ
ン
交
換
水

な
ど
の
脱
塩
液
に
、
文
化
財
を
浸し
ん

漬せ
き

し
て
内
部
の
塩
分

を
除
去
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
の
実
施
に
は
水
槽
が
大

量
に
必
要
な
ほ
か
、
廃
液
で
き
る
環
境
を
整
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
脱
塩
処
理
終
了
後
は
、
乾
燥
さ

せ
る
た
め
の
安
定
し
た
環
境
も
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
脱
塩
処
理
を
応
急
措
置
と
し
て
緊
急
的

に
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
が
大
き
な
判
断

の
分
岐
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
わ
た
し
は
、
今
回
の
応
急
措
置
で
は

脱
塩
処
理
を
お
こ
な
わ
な
い
と
判
断
し
た
。
前
述
し
た

東
日
本
大
震
災
で
は
、
人
命
を
は
じ
め
、
甚
大
な
被

害
が
発
生
し
た
が
、
文
化
財
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ

れ
ら
被
災
し
た
文
化
財
の
レ
ス
キ
ュ
ー
に
対
し
て
文
化

庁
は
、
国
立
の
研
究
機
関
や
博
物
館
、
あ
る
い
は
文
化
財
、

博
物
館
関
連
の
学
会
等
を
中
心
に
支
援
体
制
を
つ
く
る

こ
と
を
呼
び
か
け
、「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
被
災
文

化
財
等
救
援
委
員
会
」（
以
下
、
救
援
委
員
会
）
が
設
立

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
民
博
も
こ
の
救
援
委
員
会
の
一
員
と

し
て
、
お
も
に
民
俗
文
化
財
の
救
出
・
一
時
保
管
・
応
急

措
置
の
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
に
携
わ
っ
て
き
た
。

民
博
と
民
俗
文
化
財
の
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動

民
博
は
世
界
で
も
有
数
の
民
族
・
民
俗
資
料
を
集
積

す
る
博
物
館
で
あ
り
、
収
蔵
資
料
が
適
切
な
状
態
を
維

持
で
き
る
よ
う
、
保
存
科
学
を
専
門
と
す
る
わ
た
し
や

園
田
直
子
教
授
、
な
ら
び
に
情
報
企
画
課
を
中
心
に
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
を
試
み
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
温
度

湿
度
の
安
定
し
た
収
蔵
庫
環
境
の
創
出
や
、
害
虫
や
カ

ビ
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
生
物
被
害
対
策
、
劣
化
の
著

し
い
資
料
の
保
存
修
復
方
法
の
策
定
な
ど
で
あ
る
。
民

族
・
民
俗
資
料
の
保
存
・
管
理
の
方
法
は
、
素
材
が
さ

ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
り
、
大
量
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
対
象
と

し
た
り
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
優
品
と
し
て
扱
う
ほ
か
の

文
化
財
の
保
存
科
学
の
分
野
と
比
較
し
た
場
合
、
特
徴

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。　
　

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
文
化
財
で
レ
ス
キ
ュ
ー

の
対
象
と
な
る
も
の
の
な
か
に
は
、
大
量
の
民
俗
資
料

が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
大
量
か
つ
多
彩
な
素
材
で

構
成
さ
れ
る
文
化
財
の
扱
い
に
精
通
し
て
い
る
民
博
は
、

必
然
的
に
民
俗
資
料
の
レ
ス
キ
ュ
ー
の
中
心
を
担
う
こ

と
と
な
っ
た
の
だ
。

塩
分
へ
の
対
応

津
波
被
害
が
甚
大
だ
っ
た
今
回
の
震
災
で
、
被
災
し

た
民
俗
文
化
財
の
応
急
措
置
を
お
こ
な
う
際
、
一
番
考

慮
す
べ
き
要
素
と
な
っ
た
の
は
、
津
波
が
運
ん
で
き
た
塩

分
や
ヘ
ド
ロ
の
影
響
で
あ
る
。
な
か
で
も
塩
分
は
錆さ
び
の
原

因
に
な
る
ほ
か
、
湿
気
を
呼
び
込
み
、
カ
ビ
の
発
生
を

促
す
作
用
も
あ
り
、
被
災
し
て
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
くな
状
態
に
な
っ
た

文
化
財
に
と
っ
て
は
大
き
な
劣
化
要
因
と
な
る
。
被
災

し
た
文
化
財
を
安
定
し
た
状
態
に
戻
す
に
は
、
ど
こ
か

の
段
階
で
、
塩
分
を
除
去
す
る
脱
塩
処
理
を
お
こ
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
で
、
今
回
の
よ
う
な
大
規
模
災
害
で
は
、
大
量
の

よ
う
な
脱
塩
処
理
を
お
こ
な
う
環
境
が
整
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
大
き
な
理
由

は
、
救
出
し
た
民
俗
文
化
財
の
表
面
に
付
着
し
た
砂
や

ヘ
ド
ロ
と
い
っ
た
汚
損
物
質
の
除
去
を
最
優
先
に
お
こ
な

う
べ
き
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
汚
損
物

質
は
、
生
乾
き
で
砂
ま
み
れ
の
民
俗
文
化
財
の
カ
ビ
の

繁
殖
を
促
進
し
、
深
刻
化
さ
せ
て
い
た
ほ
か
、
そ
の
悪

臭
や
、
移
動
さ
せ
る
た
び
に
落
ち
る
砂
や
ヘ
ド
ロ
が
、
一

時
保
管
場
所
を
汚
損
さ
せ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、

一
次
洗
浄
と
し
て
、
刷は

毛け

や
ブ
ラ
シ
な
ど
簡
単
な
道
具
だ

け
で
落
と
す
こ
と
が
で
き
る
、
砂
や
ヘ
ド
ロ
な
ど
を
除
去

し
、
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
を
優
先
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ほ
ど
専
門
的
な
技
術
・
知
識
を
も
っ
て
い
な
い

多
く
の
人
び
と
で
も
一
時
洗
浄
を
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
救
援
委
員
会
の
一
員
で
あ
る
日
本

博
物
館
協
会
よ
り
派
遣
い
た
だ
い
た
多
く
の
学
芸
員
諸

氏
を
は
じ
め
、
地
元
の
大
学
と
し
て
救
援
活
動
に
参
加

い
た
だ
い
た
東
北
学
院
大
学
の
学
生
と
と
も
に
、
多
く

の
民
俗
文
化
財
の
一
次
洗
浄
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

被
災
し
た
民
俗
文
化
財
の
今
後

現
在
、
救
出
対
象
と
な
っ
た
民
俗
文
化
財
は
一
時
保

管
場
所
に
お
い
て
安
全
に
管
理
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
塩
分
の
問
題
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
か
ら
は
、
被
災
し
た
民
俗
文
化
財
が
ど
の
程
度
の
塩

分
を
含
み
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
劣
化
が
進
ん
で
い

る
の
か
を
科
学
的
に
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
適
切
な

脱
塩
処
理
の
計
画
を
立
て
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

温
度
湿
度
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
い
一
時
保
管
場
所

で
の
管
理
が
長
期
化
す
る
こ
と
が
決
定
的
と
な
っ
た
今
、

ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
れ
ば
、
保
管
場
所
の
環
境
が

震
災
と
保
存
科
学

日ひ

髙だ
か 

真し
ん

吾ご　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

安
定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
。文

化
財
の
適
切
な
保
存
の
あ
り
方
を
探
求
す
る
「
保

存
科
学
」。
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
文
化
財
の
再
生

を
目
指
す
今
、
ま
す
ま
す
果
た
す
べ
き
役
割
が
大
き
い

と
考
え
る
。

東北地方太平沖地震被災文化財等救援委員会の組織図

がれきに埋まった文化財収蔵庫の内部

一次保管場所への文化財の移動

一時保管場所の紫外線調査 応急措置でおこなった水洗作業
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東
北
学
院
大
学
博
物
館
で
は
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖

地
震
被
災
文
化
財
等
救
援
委
員
会
の
文
化
財
レ
ス

キ
ュ
ー
事
業
に
お
け
る
一
時
保
管
施
設
と
し
て
、
石
い
し
の
ま
き巻
市

文
化
セ
ン
タ
ー
所
管
「
鮎あ
ゆ

川か
わ

収
蔵
庫
」
の
考
古
・
民
俗
・

地
学
資
料
を
一
括
受
け
入
れ
し
た
。
考
古
学
、
民
俗
学

あ
る
い
は
自
然
史
と
い
っ
た
各
分
野
の
専
門
家
で
組
織

さ
れ
た
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
に
よ
る
現
地
で
の
救
援
作
業
は
、

震
災
発
生
後
三
ヵ
月
以
上
経
過
し
た
六
月
後
半
に
実
施

さ
れ
、民
俗
資
料
約
三
五
〇
〇
点
の
ほ
か
、多
数
の
考
古・

地
学
資
料
が
救
援
さ
れ
た
。
洗
浄
作
業
は
現
在
も
継
続

中
で
あ
る
が
、
の
べ
八
〇
〇
名
を
超
え
る
大
学
生
が
そ
の

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
に
従
事
し
て
い
る
。

「
鮎
川
収
蔵
庫
」
の
資
料
の
大
半
は
、
牡お

鹿し
か

半
島
に
お

け
る
生
活
の
歴
史
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
収
集
さ
れ

た
民
俗
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
民
俗
資
料
は
ど
の
よ
う

に
製
作
さ
れ
、
生
活
の
な
か
で
使
用
さ
れ
て
き
た
か
を

知
る
背
景
情
報
が
不
可
欠
で
あ
る
。
津
波
の
圧
力
で
ほ

と
ん
ど
が
破
損
し
た
状
態
に
あ
る
民
俗
資
料
は
、
デ
ー

タ
が
な
け
れ
ば
、
が
れ
き
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

継
続
的
に
洗
浄
作
業
に
携
わ
っ
て
き
た
東
北
学
院
大

学
の
民
俗
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、
本
年
八
月
に
被
災
地

に
赴
き
、
移
動
博
物
館
を
実
施
し
た
。
一
一
月
に
は
仙
台

市
内
で
中
規
模
の
展
示
を
企
画
し
て
い
る
。
救
援
し
た

被
災
資
料
を
展
示
し
、
そ
こ
で
学
生
が
人
び
と
に
聞
き

書
き
を
す
る
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
資
料
の
現
地
へ
の

返
却
ま
で
の
三
年
間
に
渡
っ
て
継
続
的
に
実
施
す
る
予

定
で
あ
る
。

人
び
と
が
、
資
料
に
対
し
て
何
を
語
る
の
か
。
単
な

る
道
具
や
在
来
技
術
の
説
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、
過
去
の

生
活
と
現
状
と
を
対
比
さ
せ
た
り
、
地
域
の
変
化
に
対

す
る
認
識
を
吐
露
し
た
り
す
る
な
ど
、
従
来
の
民
俗
調

査
の
デ
ー
タ
と
は
か
な
り
異
質
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
は
、
物
質
的
な
保
全
活
動
か
ら
、

あ
ら
た
な
意
味
の
創
出
に
向
け
た
活
動
へ
と
シ
フ
ト
し

つ
つ
あ
る
。

今
後
の
展
覧
会
の
予
定

「
東
北
学
院
大
学
博
物
館　

文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
展 

in 

仙
台
」

期
間

‥

平
成
二
四
年
一
一
月
六
日（
火
）
〜
八
日（
木
）

場
所

‥

仙
台
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク（
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
）

三
陸
海
岸
の
南
部
、
南

み
な
み

三さ
ん

陸り
く

町ち
ょ
う

戸と

倉ぐ
ら

波は

伝で
ん

谷や

地
区
は
、

東
日
本
大
震
災
で
地
域
の
鎮
守
、
戸
倉
神
社
の
社
殿
を

残
し
て
す
べ
て
が
津
波
の
被
害
を
受
け
た
。

波
が
伝
わ
る
谷
、
と
い
う
こ
の
集
落
に
は
名
前
の
も

と
と
な
っ
た
開
村
伝
承
が
あ
る
。
戸
倉
神
社
の
縁
起
に

は
、
一
夜
に
し
て
丘
が
隆
起
し
、
大
波
が
押
し
寄
せ
て
、

停
泊
し
て
い
た
船
に
の
っ
た
鹿
島
の
神
が
あ
ら
た
に
隆
起

し
た
戸
倉
の
山
上
に
流
れ
着
い
た
と
あ
る
。
こ
の
隆
起
し

た
山
と
一
夜
の
波
は
地
震
と
津
波
が
想
像
さ
れ
、
そ
れ
に

よ
り
、
神
社
の
鎮
座
す
る
場
所
が
で
き
た
と
い
う
伝
承

で
あ
る
。
ま
た
集
落
の
名
も
こ
の
波
に
よ
り
定
ま
っ
た
と

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
波
伝
谷
に
は
津
波
に
ま
つ
わ
る
開
村

伝
承
が
あ
り
、
歴
史
的
に
も
津
波
と
の
か
か
わ
り
の
な

か
で
暮
ら
し
が
形
作
ら
れ
て
き
た
。
今
回
の
震
災
に
よ

り
、
家
並
み
は
失
わ
れ
た
が
、
神
社
裏
の
高
台
な
ど
へ

の
移
転
事
業
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
こ
の
波
伝
谷
に
は
春は
る

祈き

祷と
う

と
い
う
獅
子
舞
を
伴
い
、
集
落
の
家
々
を
巡
り
魔

除
け
を
お
こ
な
う
行
事
が
集
落
の
戸
主
た
ち
で
つ
く
る

契
約
講
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
一
時
存
続
の
危

ぶ
ま
れ
た
契
約
講
も
再
開
を
決
め
、
行
事
も
お
こ
な
う

こ
と
に
な
っ
た
。
幸
い
獅
子
頭
は
戸
倉
神
社
に
納
め
ら

れ
て
い
た
た
め
無
事
で
あ
り
、
今
年
の
四
月
に
は
行
事

も
仮
設
住
宅
を
回
る
形
で
は
あ
る
が
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
集
落
の
景
観
は
変
わ
る
が
、
契
約
講
と
と
も

に
波
伝
谷
は
今
後
も
続
い
て
い
く
。
我
々
は
再
建
さ
れ

波
の
伝
わ
る
谷
―
開
村
伝
承
と
津
波

小こ

谷だ
に 
竜り

ゅ
う

介す
け　

宮
城
県
教
育
委
員
会

防
災
の
英
知
を
海
外
に

―
津
波
防
災
教
材
と
し
て
の

 

「
稲
む
ら
の
火
」

林は
や
し 

勲い
さ

男お　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

大
学
生
と
取
り
組
む
文
化
財
レス
キ
ュ
ー

加か

藤と
う 

幸こ
う

治じ　
東
北
学
院
大
学
准
教
授

なお、震災前の暮らしのあり方については、以下のURLより調査報告書をダウンロードできる。
http://www.thm.pref.miyagi.jp/media_fi les/cms/upfi le/333/hadennya_minzoku.pdf

る
集
落
の
あ
り
方
を
み
つ
め
な
が
ら
、
伝
え
ら
れ
て
き

た
歴
史
も
ま
た
引
き
継
い
で
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

主
人
公
の
五
兵
衛
が
、
長
く
ゆ
っ
く
り
と
し
た
地
震
の
揺
れ
を

感
じ
た
直
後
、
津
波
の
襲
来
を
察
知
し
、
収
穫
し
た
「
稲
む
ら
」

に
火
を
放
ち
、
そ
の
燃
え
盛
る
炎
で
海
辺
近
く
の
村
民
を
高
台
に

避
難
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
の
物
語
。
防
災
教
育
関
係
者
の
あ
い
だ

で
は
以
前
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

安
政
南
海
地
震
発
生
時
（
安
政
元
〈
嘉
永
七
、
一
八
五
四
〉
年
一
一

月
）
に
、
ヤ
マ
サ
醤
油
七
代
目
当
主
で
あ
っ
た
濱は
ま

口ぐ
ち

儀ぎ

兵へ

衛え

（
一

八
二
〇
―
一
八
八
五
）
に
よ
る
実
話
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
を
小こ

泉い
ず
み

八や

雲く
も

が
明
治
三
陸
地
震
（
一
八
九
六
年
六
月
）
に
触
発
さ
れ
て

英
語
の
作
品
と
し
た
。
そ
れ
を
さ
ら
に
、
和
歌
山
県
出
身
の
小
学

校
教
諭
・
中な
か

井い

常つ
ね

蔵ぞ
う

が
児
童
向
け
に
翻
訳
し
、
国
定
国
語
教
科

書
の
教
材
募
集
に
応
募
し
て
入
選
し
、
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
四

七
年
ま
で
尋
常
小
学
校
五
年
生
用
の
国
語
教
科
書
に
「
稲
む
ら

の
火
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
も
興
味
深
い
。

東
日
本
大
震
災
の
発
生
以
前
に
、
小
学
校
の
教
科
書
へ
の
再
掲

載
は
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
二
〇
一
一
年
以
降
、
さ
ら
に
多

く
の
人
び
と
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
儀
兵
衛

が
被
災
し
た
村
人
を
雇
用
し
て
堤
防
工
事
に
従
事
さ
せ
た
こ
と

は
、
現
在
の
被
災
者
へ
の
緊
急
雇
用
対
策
と
共
通
す
る
も
の
で
あ

り
、
開
発
途
上
国
で
の
災
害
や
紛
争
後
の
支
援
策
と
し
て
始
ま
っ

た
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ォ
ー
・
ワ
ー
ク
の
先
例
と
し
て
も
注
目
さ

れ
た
。

日
本
で
教
科
書
に
復
活
す
る
よ
り
も
前
に
、
こ
の
「
稲
む
ら
の

火
」
の
物
語
が
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

マ
レ
ー
シ
ア
、
ネ
パ
ー
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス

リ
ラ
ン
カ
の
八
ヶ
国
・
九
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
防
災
教
育
教
材
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
ジ
ア
防
災
セ
ン
タ
ー
が
内
閣

府
の
委
託
事
業
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
発
生
し
た
ス
マ

ト
ラ
島
沖
地
震
と
そ
れ
に
よ
る
イ
ン
ド
洋
大
津
波
災
害
の
被
災

国
を
中
心
に
、
防
災
教
育
普
及
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
文
化
を
踏
ま
え
て
、
翻
訳
・

イ
ラ
ス
ト
・
印
刷
の
す
べ
て
を
現
地
で
お
こ
な
い
、
物
語
の
紹
介

に
加
え
て
、
津
波
に
関
す
る
基
礎
知
識
も
掲
載
し
て
い
る
。

企
画
展
「
記
憶
を
つ
な
ぐ
」
で
は
、
翻
訳
さ
れ
た
す
べ
て
の
教

材
が
展
示
さ
れ
る
が
、
大
切
な
の
は
、
こ
う
し
た
教
材
が
あ
る
こ

と
を
知
る
、
あ
る
い
は
知
ら
せ
る
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
は

な
く
、
実
際
の
防
災
教
育
の
な
か
で
活
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
方
策
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

仮設住宅でおこなわれた春祈祷

さまざまな言語に翻訳された
絵本「稲むらの火」の表紙。そ
れぞれ一般用、子ども用が作
成され、アジア防災センター
のホームページでも公開され
ている。
http://www.adrc.asia/
publications/inamura/list_jpn.
html
（画像提供・アジア防災セン
ター）

戸倉神社で、かつて使用されていた獅子頭の修復
作業をおこなう日髙真吾准教授。地震により破損
していた右耳を接着・補強したあと、企画展でも展
示される

学生たちが洗浄した民具の一部は、企画展でも展示される
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は
、
誰
が
い
か
な
る
根
拠
で
ど
の
よ
う
な
人
び
と

の
集
合
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
問

い
を
呼
び
起
こ
す
。
本
研
究
で
は
、
ネ
パ
ー
ル
お

よ
び
周
辺
の
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
社
会
と
長
期
的
に

関
係
を
も
っ
て
き
た
研
究
者
が
、「
包
摂
」
を
論

じ
る
人
び
と
の
み
な
ら
ず
、「
包
摂
」
さ
れ
る
対

象
と
さ
れ
た
人
び
と
の
側
か
ら
も
状
況
を
と
ら
え

る
こ
と
で
、
混
迷
す
る
政
治
過
程
の
背
後
に
あ
る

ネ
パ
ー
ル
の
社
会
動
態
の
最
新
局
面
と
そ
の
歴
史

的
背
景
を
、
多
面
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

で
き
な
か
っ
た
新
憲
法

西
暦
二
〇
一
二
年
五
月
二
七
日
を
も
っ
て
、
ネ

パ
ー
ル
の
制
憲
議
会
は
任
期
満
了
と
な
り
、
解
散

し
た
。

二
〇
〇
六
年
、
大
規
模
な
民
主
化
運
動
に
よ
り

国
王
が
権
力
を
手
放
し
、
十
年
に
わ
た
る
マ
オ
イ

ス
ト
（
ネ
パ
ー
ル
共
産
党
毛
沢
東
主
義
派
）
の

「
人
民
戦
争
」
が
和
平
合
意
に
よ
り
終
結
し
た
後
、

紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ

の
末
、
よ
う
や
く
二
〇
〇
八
年
四
月
一

〇
日
に
制
憲
議
会
選
挙
が
お
こ
わ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
結
果
成
立
し
た
制
憲
議
会
は
暫
定
憲
法
に
規

定
さ
れ
た
二
年
間
に
新
憲
法
を
作
る
こ
と
が
で
き

ず
、
数
次
に
わ
た
り
延
長
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
。

ネ
パ
ー
ル
最
高
裁
が
議
会
延
長
は
あ
と
一
回
、

六
ヵ
月
以
内
に
限
ら
れ
る
と
い
う
判
決
を
二
〇
一

一
年
一
一
月
に
出
し
て
以
来
、
期
限
の
存
在
は
す

べ
て
の
当
事
者
に
と
っ
て
議
論
と
交
渉
の
前
提
と

な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
制
憲
議
会
は
、
自
ら

の
手
で
新
憲
法
を
作
り
あ
げ
、
ネ
パ
ー
ル
を
次
の

段
階
に
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
態
の
背
景
は
単
純
で
は
な
い
が
、
新
憲

法
を
め
ぐ
る
議
論
で
最
後
ま
で
明
確
な
対
立
点
と

し
て
残
っ
た
の
は
、
連
邦
制
と
な
る
筈
の
ネ
パ
ー

ル
を
、
い
か
な
る
根
拠
で
ど
の
よ
う
に
州
に
分
割

し
、
各
州
を
い
か
に
名
付
け
い
か
な
る
権
限
を
与

え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

い
わ
ゆ
る
民
族
州
を
認
め
る
か
、
認
め
る
と
し
た

ら
ど
の
よ
う
な
形
で
か
、
が
主
要
な
争
点
と
な
っ

た
。「
多
民
族
、
多
言
語
、
多
宗
教
、
多
文
化
」

と
暫
定
憲
法
に
明
記
さ
れ
た
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
選
挙
区
を
地
盤
と
す
る
個
々

の
政
治
家
が
、
こ
う
し
た
問
題
に
関
し
て
、
所
属

す
る
政
党
の
主
張
と
と
も
に
、
自
ら
の
民
族
的
・

地
域
的
出
自
や
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
選
挙
区
の

人
び
と
の
意
志
を
も
考
慮
し
て
行
為
す
る
で
あ
ろ

う
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
広
く
信
じ
ら
れ

た
こ
と
が
、
と
り
わ
け
制
憲
議
会
の
最
終
局
面
で
、

大
き
な
意
味
を
持
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
新
憲
法
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
、
問
題

は
、
解
決
へ
の
道
筋
が
見
え
な
い
形
で
、
先
送
り

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」を
巡
る
諸
問
題

政
党
政
治
が
復
活
し
た
一
九
九
〇
年
以
降
の
ネ

パ
ー
ル
に
お
い
て
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
を
め
ぐ
る

問
題
は
、
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た
。

だ
が
、
ネ
パ
ー
ル
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
の
構
成

自
体
が
、
民
族
、
カ
ー
ス
ト
、
地
域
等
の
問
題
が

複
雑
に
入
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
当
初
か
ら
事
態
は
錯さ

く
そ
う綜
し
た
展
開
を
辿た

ど

る
こ

と
と
な
っ
た
。
当
時
の
主
要
議
会
政
党
が
そ
う
し

た
主
張
を
十
分
に
取
り
込
ん
で
き
た
と
は
必
ず
し

も
言
え
ず
、
ま
た
タ
ラ
イ
（
イ
ン
ド
に
続
く
平
野

部
）
を
地
盤
と
し
た
サ
ド
バ
ー
ヴ
ァ
ナ
党
が
そ
れ

ほ
ど
支
持
を
伸
ば
せ
な
い
な
ど
、
国
政
レ
ヴ
ェ
ル

の
政
治
と
の
関
係
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
こ

の
問
題
を
表
だ
っ
て
主
張
し
た
の
は
マ
オ
イ
ス
ト

で
あ
り
、「
人
民
戦
争
」
を
開
始
す
る
直
前
に
首

相
あ
て
に
出
し
た
四
〇
項
目
の
要
求
に
お
い
て
、

す
で
に
民
族
、
カ
ー
ス
ト
、
地
域
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

と
い
っ
た
領
域
に
お
け
る
問
題
を
指
摘
し
、
民
族

自
治
に
ま
で
踏
み
込
む
主
張
を
盛
り
込
ん
で
い
た
。

ま
た
実
際
マ
オ
イ
ス
ト
は
、「
人
民
戦
争
」
中
に

民
族
自
治
区
を
（
そ
の
多
く
は
名
目
的
な
も
の
で

あ
っ
た
に
せ
よ
）
設
立
し
た
り
も
し
た
。
ネ
パ
ー

ル
政
府
の
側
も
「
先
住
民
族
」
や
「
ダ
リ
ト
」

（
不
浄
と
し
て
差
別
さ
れ
て
き
た
人
び
と
）
に
対

す
る
政
策
を
本
格
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

停
戦
合
意
か
ら
制
憲
議
会
選
挙
に
至
る
時
期
に
は
、

「
マ
デ
シ
」（
タ
ラ
イ
の
人
び
と
）
を
め
ぐ
る
問
題

が
、
全
国
を
巻
き
込
む
形
で
顕
在
化
し
た
。

「
包
摂
」の
政
治
の
裏
か
ら

「
サ
マ
ー
ベ
ー
シ
ー
カ
ラ
ン
（
包
摂
）」
は
、
こ
の

よ
う
な
展
開
の
中
で
、
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
と
い

う
英
語
の
翻
訳
語
と
し
て
、
当
事
者
の
主
張
と
状

況
の
分
析
の
双
方
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
正
面
か

ら
否
定
し
が
た
い
価
値
を
帯
び
、
国
際
的
に
広
く

流
通
す
る
議
論
と
結
び
つ
い
て
い
る
う
え
に
、
来

る
べ
き
新
し
い
ネ
パ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
適
合

的
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
語
は
、
広
く
議
論
さ

れ
て
き
た
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
の
み
な
ら
ず
、
従

来
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
括く

く

り

の
人
び
と
に
対
し
て
も
用
い
う
る
概
念
で
も
あ
る
。

他
方
、「
包
摂
」
の
後
に
何
が
来
る
の
か
は
必
ず

し
も
明
白
で
は
な
い
し
、
す
べ
て
の
人
が
ま
っ
た

く
同
様
に
議
論
の
場
に
参
入
し
て
い
る
の
で
は
な

い
以
上
、「
包
摂
」
の
語
を
用
い
て
主
張
し
、
議

論
し
て
き
た
人
び
と
と
、
そ
う
し
た
議
論
で
「
包

摂
」
さ
れ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
人
び
と
と

が
、
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と

現在体制転換期にあるネパールでは、多種多様な集団の存在を前提としてさまざまな政治的主張が展開されている
が、各々の集団に属するとされる人びとの生活や思考は、必ずしもそうした主張に全面的に合致するものではない。
本研究は、近年ネパールにおいて急速に普及した翻訳語サマーベーシーカラン（「包

ほうせつ

摂」）を鍵概念として、両者のあ
いだの関係と齟

そ ご

齬を検討し、ネパール社会の歴史と現状に関する統合的理解を提出することを目指している。

名
な わ

和 克
か つ

郎
お

東京大学東洋文化研究所准教授

制憲議会解散後のネパールを
「包摂」から考える

共
同
研
究

「
ネ
パ
ー
ル
に
お
け
る『
包
摂
』
を
め
ぐ
る

言
説
と
社
会
動
態
に
関
す
る
比
較
民
族
誌

的
研
究
」

代
表
：
名
和
克
郎

2
0
1
1
年
10
月
～
2
0
1
5
年
3
月

2008年制憲議会選挙、投票所の様子、バンケ郡

2008年制憲議会選挙、開票の模様、バンケ郡 マオイストの横断幕、選挙後、カトマンドゥ
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9
月
27
日
（
木
）
か
ら
企
画
展
「
記
憶
を
つ
な
ぐ

―
津
波
災

害
と
文
化
遺
産
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
（
11
月
27
日
ま
で
）。

こ
の
企
画
展
に
あ
わ
せ
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
で
は
会

期
中
、
岩
手
県
下
閉
伊
郡
山
田
町
の
お
醤
油
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

岩
手
県
山
田
町
に
あ
っ
た
店
舗
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津

波
の
影
響
で
壊
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、「
山
田
の
醤
油
」
は

内
陸
の
工
場
で
つ
く
っ
て
い
た
の
で
無
事
で
し
た
。

味
は
甘
め
で
、
白
身
魚
の
お
刺
身
や
煮
物
、
煮
魚
、
肉
じ
ゃ
が

な
ど
和
食
の
味
付
け
に
最
適
で
す
。

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
東
北
の
醤
油
を
味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

特
別
展

「
世
界
の
織
機
と
織
物

―
織
っ
て
！ 

み
て
！ 

織
り
の
カ
ラ
ク
リ
大
発
見
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
紀
元
前
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
錘お
も
りを

使
っ
た
織
機
、カ
ナ
ダ
の
少
数
民
族
デ
ネ
の
ヤ
マ
ア
ラ

シ
の
ト
ゲ
を
織
り
込
ん
だ
織
物
を
は
じ
め
と
し
て
、世

界
各
地
の
多
種
多
様
な
織
機
と
織
物
を
紹
介
し
ま
す
。

会
場
の
2
ヵ
所
で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
織
り
の
カ
ラ
ク
リ

も
体
験
で
き
ま
す
。

会
期
　

9
月
13
日
（
木
）
〜
11
月
27
日
（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館
お
よ
び

　
　
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

◆
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー

◆
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

開
催
日
時
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
チ
ラ
シ
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

企
画
展

人
間
文
化
研
究
機
構
連
携
展
示

「
記
憶
を
つ
な
ぐ
―
津
波
災
害
と
文
化
遺
産
」

こ
の
企
画
展
で
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
文
化
遺
産

の
意
義
を
改
め
て
見
直
す
と
と
も
に
、
そ
の
文
化
遺

産
を
通
じ
て
、
こ
の
震
災
・
津
波
の
記
憶
を
い
か
に

未
来
に
継
承
し
、
次
代
の
社
会
を
築
き
上
げ
て
い
く

の
か
を
考
え
る
契
機
と
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

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
）

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

会
期
　

9
月
27
日
（
木
）
〜
11
月
27
日
（
火
）

会
場
　
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
君
を
想
っ
て
海
を
ゆ
く
」

日
時
　

9
月
22
日
（
土
・
祝
）

　
　
　
13
時
30
分
〜
16
時
30
分
（
13
時
開
場
）

場
所
　
講
堂
（
先
着
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

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

「
第
３
回
現
代
イ
ン
ド
・
南
ア
ジ
ア
セ
ミ
ナ
ー
」

実
施
日
　

9
月
22
日（
土
）、
23
日（
日
）、
24
日（
月
）

時
間
　
13
時
30
分
〜
18
時
30
分
（
予
定
）

会
場
　
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員
　
70
名

※
参
加
無
料
・要
申
込
（
9
月
9
日
応
募
締
切
・
先
着
順
）

研
究
公
演

「
遠
い
記
憶
、
呼
び
さ
ま
す
声
―
ダ
ナ
ン
マ
ル
家

の
南
イ
ン
ド
古
典
声
楽
」

イ
ン
ド
古
典
音
楽
で
は
声
楽
が
最
も
重
要
で
す
が
、

日
本
に
は
シ
タ
ー
ル
や
タ
ブ
ラ
な
ど
の
器
楽
が
主
に

紹
介
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
公
演
で
は
、
20
世
紀

は
じ
め
に
活
躍
し
た
大
演
奏
家
の
流
れ
を
く
む
南

イ
ン
ド
の
声
楽
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

日
時
　
10
月
14
日（
日
）
13
時
30
分
〜
16
時
（
13
時
開
場
）

会
場
　
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
・
要
申
込

申
込
締
切
　

9
月
27
日
（
木
）
申
込
ハ
ガ
キ
必
着

公
開
講
演
会

「
だ
か
ら
人
類
は
地
球
を
歩
い
た
―
太
平
洋
へ 

ア
メ
リ
カ
へ
」

ア
フ
リ
カ
で
誕
生
し
た
人
類
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を

経
て
、
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
や
イ
ー
ス
タ
ー
島
に
ま
で
ど

う
や
っ
て
移
動
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
最
新
の
研
究
成

果
か
ら
、
そ
の
壮
大
な
移
動
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。

日
時
　
10
月
26
日
（
金
）
18
時
30
分
〜
20
時
40
分

（
18
時
開
場
）

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

※
参
加
無
料
、
要
申
込

岩
手
県
・
山
田
の
醤
油

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

9
月
15
日
（
土
）
は
万
国
博
覧
会
閉
幕
記
念
の
た
め
、

9
月
17
日
（
月
・
祝
）
は
敬
老
の
日
の
た
め
本
館
展

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

た
だ
し
17
日
に
つ
い
て
は
自
然
文
化
園
（
有
料
区

域
）
を
通
行
さ
れ
る
場
合
は
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

※
イ
ベ
ン
ト
や
刊
行
物
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
広
報
係
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
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
。 

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
1
2
回
　
10
月
6
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
特
別
展「
世
界
の
織
機
と
織
物
」関
連
】

世
界
の
織
機
と
異
形
の
織
物

講
師
　
吉
本
忍
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

世
界
各
地
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
織
機
を
使
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
織

物
が
織
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
、
輪

状
、
楕
円
状
、
管
状
、
丸
紐
状
、
ひ
だ
状
、
交
叉
状
、
フ
ォ
ー
ク

状
、
う
ろ
こ
状
、
袋
状
な
ど
の
異
形
の
織
物
と
、
そ
れ
ら
を
織
る

織
機
を
紹
介
し
ま
す
。

第
4
1
3
回
　

11
月
3
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
よ
り

祭
礼
の
変
容
を
映
像
で
見
る

│
イ
ン
ド
・
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
女
神
祭
礼

講
師
　
三
尾
稔
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

宗
教
祭
礼
は
永
続
的
な
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
急
速
に
変

化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
の
女
神
祭
礼
の
資
料
映
像
を

見
な
が
ら
、
何
が
、
な
ぜ
変
わ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
で
も
変
わ

ら
な
い
も
の
は
何
か
を
解
説
し
ま
す
。
す
で
に
公
開
さ
れ
て
い
る

番
組
と
、
制
作
中
の
も
の
を
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
ま
す
。

第
66
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

【
企
画
展
「
記
憶
を
つ
な
ぐ
」
関
連
】

「
稲
む
ら
の
火
祭
り
」
訪
問
と

企
画
展
お
よ
び
関
連
催
し
「
鵜
鳥
神
楽
」
見
学
会

震
災
の
記
憶
を
世
代
を
こ
え
て
伝
え
る
た
め
の
方
策
が
問
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
和
歌
山
県
広
川
町
の
「
稲

む
ら
の
火
」
の
逸
話
を
伝
え
る
祭
り
や
町
で
の
取
り
組
み
な
ど
に

つ
い
て
現
地
で
学
び
ま
す
。
翌
日
は
国
立
民
族
学
博
物
館
に
企
画

展
お
よ
び
関
連
催
し
「
鵜
鳥
神
楽
（
岩
手
県
）」
を
見
学
し
ま
す
。

開
催
日
　
10
月
20
日
（
土
）
〜
21
日
（
日
）
1
泊
2
日

講
師
　
日
髙
真
吾
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

参
加
費
　

2
5
5
0
0
円
（
宿
泊
費
な
ど
含
む
）

定
員
　
25
名
（
先
着
順
。
最
少
催
行
人
員
13
名
）

申
込
、
問
合
せ
は
上
記
「
友
の
会
」
ま
で
。

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/

第
4
1
3
回
　
10
月
20
日（
土
）

【
特
別
展 「
世
界
の
織
機
と
織
物
」 関
連
】

バ
ン
ト
ゥ
の
人
び
と
の
ラ
フ
ィ
ア
織
り

講
師
　
井
関
和
代
（
大
阪
芸
術
大
学 

教
授
）

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
原
産
の
ラ

フ
ィ
ア
ヤ
シ
の
葉
繊
維
か

ら
布
を
織
る
バ
ン
ト
ゥ
語

族
の
人
び
と
は
、
中
央
ア

フ
リ
カ
の
コ
ン
ゴ
盆
地
か

ら
カ
メ
ル
ー
ン
の
バ
メ
ン

ダ
高
原
に
分
布
し
て
い
ま

す
。
彼
ら
が
使
っ
て
い
る

ラ
フ
ィ
ア
機
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

第
4
1
2
回
　

9
月
15
日（
土
）

【
特
別
展 「
世
界
の
織
機
と
織
物
」 関
連
】

手
仕
事
へ
の
回
帰

講
師
　
吉
本 

忍
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

人
類
史
の
中
枢
技
術
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
織
り

の
技
術
は
、
産
業
革
命
以

降
に
人
類
が
手
仕
事
を
放

棄
し
続
け
て
き
た
こ
と
と

深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
歴
史
的
経
緯
と
現
代

社
会
が
直
面
す
る
危
機
的

状
況
、
そ
し
て
、
全
人
類

の
手
仕
事
へ
の
回
帰
の
必

要
性
に
つ
い
て
お
話
し
し

ま
す
。

「
草
ビ
ロ
ー
ド
」
の
布
で
知
ら
れ
る

ク
バ
の
杭
機
（
く
い
ば
た
）

ア
イ
ヌ
の
刀
を
吊
る
す
帯

（
エ
ム
シ
ア
ツ
）
の
機
織
り

刊行物紹介
■ベン・グロー＆スーレシュ・
Ｋ・ローダ著、岸上伸啓 訳
『格差の世界地図』
丸善出版　定価：2 ,980円

本書は経済の
みならず、権力、
社 会、ジェン
ダー、教育、環境
におけるさまざ
まな格差をグ
ローバルな視

点からグラフや数値で示すことに
より､世界の格差の現状を目で見て
理解できるように紹介している。

■池谷和信 編
『エリア・スタディーズ 99
ボツワナを知るための52章』
明石書店　定価：2,10 0円

南アフリカの北の内
陸国ボツワナ。有史以
来ほとんど戦争が行
われたことのない平
和な国であり、安定し
た政治経済とともに
豊かな自然環境を保

持している。紛争や貧困を連想しがちな
アフリカ大陸とは一味違う、もう一つのア
フリカの姿を様々な角度から紹介する。

電話でのお問い合わせ　06・6878・8560（本館 広報係）

番組番号 タイトル 時間（分） 監修者 地域 番組種別
1705 アメリカ先住民　ホピの銀細工づくり ： 銀板に重ね合わせる伝統 24 鈴木紀、伊藤敦規 アメリカ 短編
1318 イスラム教の礼拝と巡礼 14 国立民族学博物館 西アジア 短編
1702 バスニ・カラン村の領主のくらし 15 三尾稔 南アジア 短編
1703 バスニ・カラン村の女神祭礼 26 三尾稔 南アジア 短編
1704 ラージャスターンの戦士の霊　サガスバウジー 32 三尾稔 南アジア 短編
7218 ウダイプルの女神祭礼 74 三尾稔 南アジア 研究用映像
3694 Kulintang ： Gong Music from Mindanao in the Southern Philippines 23 Usopay Hamdag Cadar, TERADA Yoshitaka 東南アジア 短編（英語）
8007 Kakoolintang o Manga Meranao 23 Usopay Hamdag Cadar, TERADA Yoshitaka 東南アジア 短編（マラナオ語）
7158 ものとかぞく ： 「2002 年ソウルスタイル」の記録 50 朝倉敏夫、佐藤浩司 朝鮮半島 研究用映像
1700 雲南省ペー族の葬式 20 横山廣子 中国地域 短編
1701 誰も知らなかった国トゥバ ： 研究者はなぜトゥバへ行ったのか 20 小長谷有紀 中央・北アジア 短編
7219 トゥバに魅せられた人々 63 小長谷有紀 中央・北アジア 研究用映像

1707 被災した民俗資料の保存修復 ： 石川県穴
あな

水
みず

町指定「明
みょう

泉
せん

寺
じ

台
だい

燈
とう

籠
ろう

」 24 日髙真吾 日本／中部 短編

ビデオテーク新番組（9月公開予定）

山田の醤油
　　１リットル　　　　　　　　　　　　　   398円
　　100ミリリットル　　　　　　　　　　　 100円

価格はすべて税込

■『月刊みんぱく』編集室 編
『食べられる生きものたち
―世界の民族と食文化４８』
丸善出版　定価：1 ,995円

本書は、みんぱく
の広報誌『月刊み
んぱく』に連載さ
れた「生きもの博
物誌」より食物を
テーマにしたエッ
セイを抜粋した

もので、文化人類学者が体験した
食文化の民族誌である。
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工
場
の
建
物
を
活
用
し
た
博
物
館

　

名
古
屋
駅
か
ら
名
鉄
で
ひ
と
駅
、
歩
い
て
も
二
十
数
分
。
駅
前
の
喧け

ん

騒そ
う

か
ら
ノ
リ
タ
ケ
の
森
を
越
え
、
閑
静
な
住

宅
商
業
地
の
な
か
に
忽こ

つ

然ぜ
ん

と
あ
ら
わ
れ
る
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
が
産
業
技
術
記
念
館
で
あ
る
。こ
こ
は
ト
ヨ
タ
グ
ル
ー

プ
の
創
始
者
豊と

よ

田だ

佐さ

吉き
ち

が
、
織
機
を
開
発
す
る
た
め
の
試
験
工
場
と
し
て
一
九
一
一
年
に
設
立
し
た
の
が
そ
の
始
ま
り

で
、
最
盛
期
に
は
従
業
員
が
一
〇
〇
〇
名
を
超
え
る
大
工
場
で
あ
っ
た
。

　

赤
レ
ン
ガ
の
壁
、
採
光
を
考
慮
し
た
ノ
コ
ギ
リ
屋
根
、
内
部
は
木
造
柱
が
林
立
す
る
大
正
時
代
の
典
型
的
な
工
場

建
築
で
あ
り
、
貴
重
な
産
業
遺
産
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
当
時
の
建
物
を
極
力
残
し
な
が
ら
展
示
場
と
し
て
活
用
し

て
い
る
。
ま
た
敷
地
内
に
あ
る
旧
本
社
事
務
棟
は
一
九
二
五
年
に
建
て
替
え
ら
れ
た
初
期
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

り
で
、
外
壁
の
表
面
は
﹁
洗
い
出
し
工
法
﹂
と
い
う
職
人
技
で
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
建
物
を
み
る
だ
け
で
も

楽
し
い
。

本
物
の
機
械
に
よ
る
動
態
展
示

　

さ
て
こ
の
記
念
館
で
は
、生
涯
を
織
機
の
発
明
に
捧
げ
た
豊
田
佐
吉
の
﹁
研
究
と
創
造
の
精
神
﹂
と
、彼
の
息
子
で
、

繊
維
機
械
か
ら
自
動
車
産
業
へ
の
進
出
と
い
う
親
子
の
夢
を
実
現
し
た
豊と

よ

田だ

喜き

一い
ち

郎ろ
う

の
﹁
モ
ノ
づ
く
り
の
大
切
さ
﹂
を
、

実
際
の
機
械
を
動
態
展
示
す
る
こ
と
で
紹
介
し
て
い
る
。

　

豊
田
佐
吉
は
一
八
九
〇
年
、
彼
が
二
三
歳
の
と
き
に
最
初
の
木も

く

製せ
い

人じ
ん

力り
ょ
く

織し
ょ

機っ
き

を
発
明
し
、
そ
れ
か
ら
三
十
有
余
年

か
け
て
少
し
ず
つ
織
機
を
改
良
、そ
し
て
つ
い
に
一
九
二
四
年
、無む

停て
い

止し

杼ひ

換が
え

式し
き

豊と
よ

田だ

自じ

動ど
う

織し
ょ

機っ
き
︵
G
型
︶
を
完
成
す
る
。

そ
の
性
能
は
当
時
世
界
一
と
評
さ
れ
、
一
九
二
九
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ラ
ッ
ト
社
と
特
許
譲
渡
の
契
約
を
締
結
。
こ
れ

が
契
機
と
な
り
息
子
の
喜
一
郎
は
自
動
車
産
業
へ
の
進
出
を
決
意
し
て
い
く
。
国
家
社
会
に
貢
献
す
る
と
い
う
父
の

遺
志
を
継
ぎ
、
独
自
開
発
に
執
念
を
燃
や
し
て
一
九
三
六
年
A
A
型
乗
用
車
を
完
成
さ
せ
る
。

　

繊
維
機
械
館
で
は
、
豊
田
佐
吉
の
発
明
し
た
木
製
人
力
織
機
か
ら
G
型
自
動
織
機
に
至
る
十
数
種
類
の
織
機
と
主

要
技
術
の
変
遷
を
中
心
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
当
時
か
ら
最
新
の
紡
織
機
ま
で
を
実
際
の
機
械
や
機
構
模
型
で

紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
紡
織
機
は
ほ
と
ん
ど
が
本
物
で
、
し
か
も
動
か
す
こ
と
が
出
来
る
。

　

自
動
車
館
で
は
、
豊
田
喜
一
郎
が
自
動
車
の
研
究
開
発
を
始
め
た
材
料
試
験
室
や
試
作
工
場
か
ら
A
A
型
乗
用
車

の
開
発
、
ま
た
ト
ヨ
タ
が
そ
の
時
代
時
代
に
導
入
し
た
最
新
の
技
術
や
設
備
を
、
こ
れ
も
ま
た
本
物
の
機
械
で
展
示

し
て
い
る
。

　

繊
維
機
械
、
特
に
織
機
は
機
構
学
の
粋
を
集
め
た
よ
う
な
機
械
で
あ
る
。
そ
れ
が
目
の
前
で
動
き
、
し
か
も
技
術

の
変
遷
を
実
際
に
見
比
べ
る
こ
と
が
出
来
る
。
技
術
は
極
め
る
と
美
し
い
と
い
う
が
、
織
機
に
も
ま
た
メ
カ
ニ
カ
ル

な
美
し
さ
が
あ
る
。
技
術
的
な
側
面
か
ら
も
、
機
構
的
な
美
し
さ
に
お
い
て
も
、
見
飽
き
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
G

型
自
動
織
機
の
特
長
で
あ
る
自じ

働ど
う

杼ひ

換が
え

と
た
て
糸
切
断
自
働
停
止
の
集
団
運
転
に
よ
る
実
演
も
圧
巻
だ
。
当
時
の
工

場
の
雰
囲
気
を
再
現
し
な
が
ら
の
実
演
は
、
ま
る
で
八
〇
年
前
の
工
場
に
い
る
よ
う
な
錯
覚
す
ら
覚
え
て
し
ま
う
。

一
〇
〇
年
前
の
織
機
と
最
新
の
ロ
ボ
ッ
ト

　

こ
れ
ら
の
織
機
は
完
成
し
て
か
ら
一
〇
〇
年
近
く
経
つ
が
、
い
ま
だ
に
現
役
で
活
躍
し
て
い
る
。
産
業
技
術
記
念

館
で
も
、﹁
機
械
は
動
か
し
続
け
る
こ
と
で
も
っ
と
も
長
く
保
存
で
き
る
﹂
と
い
う
信
念
の
も
と
で
動
態
展
示
を
続
け

て
い
る
。
竹
や
皮
、
糸
と
い
っ
た
当
時
の
部
品
が
入
手
し
づ
ら
く
な
り
、
補
給
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
苦
労
し
て
い
る
が
、

少
な
く
と
も
あ
と
五
〇
年
は
現
役
で
動
き
続
け
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
二
〇
〇
五
年
の
愛
知
万
博
で
楽
器
を
演
奏
し
て
い
た
ト
ヨ
タ
パ
ー
ト
ナ
ー
ロ
ボ
ッ
ト
が
、
そ
の
後
、
産

業
技
術
記
念
館
で
一
日
六
回
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
演
奏
を
お
こ
な
っ
て
人
気
を
博
し
て
い
た
が
、
こ
の
六
月
に
惜
し
ま
れ
つ

つ
も
引
退
し
た
。
理
由
は
ロ
ボ
ッ
ト
を
制
御
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
技
術
サ
ポ
ー
ト
が
中
止
さ
れ
、
動
い
て
い
る

う
ち
に
、
と
引
退
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
〇
〇
年
前
の
織
機
は
世
代
を
経
て
も
現
役
で
活
躍
し
て
い
る
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
の
機
械
は
動
か
な
く

な
っ
た
と
き
に
技
術
サ
ポ
ー
ト
が
中
止
さ
れ
て
い
る
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
こ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
一
辺
倒
の
技

術
へ
の
警
鐘
と
み
る
の
か
、
は
た
ま
た
技
術
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
み
る
の
か
。
産
業
技
術
記
念
館
は
こ
の
よ
う
な
現
実

も
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
。

動
か
し
続
け
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
博
物
館

―
工
場
か
ら
産
業
技
術
記
念
館
へ

成な
り

田た 

年と
し
ひ
で秀

　
ト
ヨ
タ
テ
ク
ノ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

産
業
技
術
記
念
館
副
館
長

繊
維
機
械
に
は
じ
ま
り
、自
動
車
産
業
へ
展
開
し
て
い
っ
た
ト
ヨ
タ
グ
ル
ー
プ
の
技
術
の
変
遷
を
、

動
態
展
示
と
と
も
に
紹
介
す
る
ト
ヨ
タ
テ
ク
ノ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
産
業
技
術
記
念
館
。

約
一
〇
〇
年
前
に
設
立
さ
れ
た
工
場
を
利
用
し
た
記
念
館
は
、

親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
の
、「
モ
ノ
づ
く
り
」へ
の
思
い
が
、い
ま
で
も
息
づ
い
て
い
る
。

産業技術記念館外観

無停止杼換式豊田自動織機（G型）展示の情景

AA 型乗用車

自動車館

トヨタパートナーロボット

写真はすべて産業技術記念館提供
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つ
く
り
も
の
と
い
う
造
形
物

わ
た
し
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
の
場
に
は
、
衣
類
、
食
器
、
家
具
か
ら
車

や
家
屋
に
至
る
ま
で
、
か
た
ち
や
構
造
や
大
き
さ
が
異
な
る
じ
つ
に
さ
ま
ざ

ま
な
モ
ノ
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
を
作

り
出
し
、
手
に
入
れ
、
身
の
周
り
に
置
い
て
日
々
の
暮
ら
し
を
営
ん
で
き
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
暮
ら
し
の
場
の
モ
ノ
に
対
し
、
わ
た
し
た

ち
は
、
そ
れ
が
い
か
に
役
に
立
つ
か
、
い
か
に
便
利
で
使
い
易
い
か
と
い
っ
た

道
具
と
し
て
の
実
用
性
や
効
率
性
を
問
題
に
し
が
ち
で
あ
る
。
わ
た
し
が
学

ん
で
き
た
民
俗
学
も
例
外
で
は
な
い
。
民
俗
学
は
そ
う
し
た
モ
ノ
を
、「
我
々

の
同
胞
が
日
常
生
活
の
必
要
か
ら
技
術
的
に
作
り
出
し
た
身
辺
卑
近
の
道

具
」（
澁し

ぶ

澤さ
わ

敬け
い

三ぞ
う

）
と
見
な
し
、「
民
具
」
と
よ
ん
で
論
じ
て
き
た
。

し
か
し
、
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
の
場
に
は
、

実
用
性
や
効
率
性
が
必
ず
し
も
問
題
と
さ
れ
な
い
モ
ノ
も
存
在
し
て
き
た
こ

と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、
祭
や
年
中
行
事
や
人
生
儀
礼
な
ど
で
見
か
け
る

御ご

幣へ
い

・
幟の

ぼ
り
・
傘
・
笠
・
仮
面
・
燈と

う
ろ
う籠
・
御み

こ
し輿
・
曳ひ

き
や
ま山
と
い
っ
た
モ
ノ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
形
や
色
合
い
と
い
っ
た
造
形
面
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

や
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
て
、
日
々
用
い
ら
れ
る
生
活
用
具
類
と
は
大
い
に

趣
を
異
に
す
る
「
ハ
レ
の
か
た
ち
」
と
で
も
よ
べ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん

な
ハ
レ
の
か
た
ち
の
最
た
る
モ
ノ
が
、
武
蔵
大
学
の
福ふ

く

原は
ら

敏と
し

男お

氏
や
大
阪
芸

大
の
西に

し

岡お
か

陽よ
う

子こ

氏
ら
が
「
つ
く
り
も
の
」
と
よ
ん
で
関
心
を
寄
せ
て
き
た
造

形
物
の
一
群
で
あ
る
。

つ
く
り
も
の
を
目
に
す
る
と
き

各
地
で
は
、
祭
や
年
中
行
事
な
ど
の
際
に
、
地
元
の
人
び
と
が
形
や
色
合

い
な
ど
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
作
り
上
げ
、
人
び
と
の
見
物
に
供
す
る
造
形
物
、

す
な
わ
ち
つ
く
り
も
の
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
博
が
あ
る
近
畿
地

方
で
も
、
例
え
ば
大
阪
府
八
尾
市
八や

尾お

木ぎ

で
は
、
毎
年
九
月
下
旬
、
町
内

一
〇
ヵ
所
程
に
、
野
菜
や
穀
物
な
ど
の
農
作
物
を
用
い
て
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
や
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
の
一
場

面
な
ど
を
作
っ
た
「
つ
く
り
も
ん
」

が
飾
ら
れ
る
。
八
尾
木
の
つ
く
り

も
ん
は
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
〜

一
八
〇
〇
）
に
八
尾
木
不
動
尊
の

縁
日
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
始
ま

り
と
さ
れ
る
。
滋
賀
県
野や

す洲
市

行ゆ
き
は
た畑

で
毎
年
七
月
に
お
こ
な
わ
れ

る
愛あ

た
ご宕

地
蔵
祭
り
で
は
、「
調
理

用
具
一
式
」「
竹
製
品
一
式
」
な

ど
同
種
の
物
品
を
用
い
て
そ
の

年
の
ニ
ュ
ー
ス
や
人
気
ア
ニ
メ
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
を
作
っ
た「
造

り
物
」
が
、
町
内
二
〇
ヵ
所
以
上

に
飾
ら
れ
る
。
行
畑
の
造
り
物
は

一
七
世
紀
半
ば
に
地
蔵
尊
の
祭
の

開
始
と
と
も
に
始
ま
り
、
当
初
は

人
び
と
が
日
々
用
い
る
農
具
一
式

で
作
ら
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
さ

ま
ざ
ま
な
道
具
一
式
で
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

京
都
府
福
知
山
市
夜や

く

の

久
野

町
額ぬ

か
た田
の
一
宮
神
社
の
秋
祭
で

は
、
野
菜
や
野
山
の
植
物
で
時

事
的
な
話
題
や
周
知
の
物
語
の

一
場
面
な
ど
を
作
っ
た
「
下
だ

し
」
が
町
内
数
ヵ
所
に
飾
ら
れ

る
。
額
田
の
下
だ
し
は
、
百
年

程
前
に
山
車
の
上
で
お
こ
な
う

子
供
歌
舞
伎
が
廃
止
さ
れ
、
そ

れ
に
代
わ
っ
て
野
菜
で
合
戦
の
様
子
を
作
っ
た
と
こ
ろ
好
評
を
博
し
た
の
を

機
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

京
都
の
北
野
天
満
宮
で
一
〇
月
に
お
こ
な
わ
れ
る
ず
い
き
祭
の
「
ず
い
き

御
輿
」
も
つ
く
り
も
の
の
範は

ん
ち
ゅ
う疇
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ず
い
き
御
輿
は

ず
い
き
で
屋
根
を
葺ふ

き
、
四
方
に
は
人
び
と
が
よ
く
知
る
物
語
の
一
場
面
な

ど
が
野
菜
や
乾
物
な
ど
で
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
七
世
紀
初
め
に
祭
の
供

物
の
野
菜
や
果
物
を
用
い
て
御
輿
を
作
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

つ
く
り
も
の
が
出
る
祭
や
年
中
行
事
は
、
ほ
か
に
も
兵
庫
、
岡
山
、
広
島
、

鳥
取
、
島
根
、
愛
媛
、
大
分
、
熊

本
な
ど
、
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
が
、
岐
阜
や
富
山
を
東
限

と
し
て
西
日
本
に
限
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
分
布
の
偏
り
に
関
し
て
は
、

江
戸
時
代
の
大
坂
が
、
つ
く
り
も

の
の
趣
向
の
ネ
タ
本
を
出
版
す
る

な
ど
つ
く
り
も
の
文
化
の
中
心
と

な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
当
時
の
大

坂
を
起
点
と
し
た
物
資
や
商
品
の

流
通
と
と
も
に
広
ま
っ
た
こ
と
に

よ
る
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、
確

か
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。

つ
く
り
も
の
の
競
い
合
い

各
地
の
つ
く
り
も
の
は
、
用

い
る
素
材
や
作
り
方
、
呼
称
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
類
似
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
。
ど
こ
の
つ
く
り
も
の
も
、
造
形
に
こ
と
さ
ら
に
趣
向
を
凝
ら

し
、
見
物
の
関
心
を
集
め
る
こ
と
が
第
一
の
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

面
白
い
つ
く
り
も
の
が
出
来
上
が
る
が
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
つ
く
り
も
の

が
面
白
い
わ
け
で
は
な
い
。
出
来
不
出
来
が
あ
る
し
、
当
然
、
見
た
と
き
に

感
じ
る
面
白
さ
に
も
差
が
出
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
こ
で
も
作
り
手
は
よ
り

面
白
い
モ
ノ
を
作
る
こ
と
を
競
い
合
う
し
、
ど
こ
で
も
見
物
は
そ
れ
ぞ
れ
を

見
較
べ
て
面
白
さ
の
優
劣
を
評
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
作
り
手
と
見

物
双
方
の
面
白
さ
を
志
向
す
る
想
い
や
感
覚
が
収

し
ゅ
う

斂れ
ん

す
る
モ
ノ
と
い
う
点
で

は
、
各
地
の
つ
く
り
も
の
は
共
通
す
る
。
そ
れ
が
、
類
似
の
雰
囲
気
を
漂
わ

せ
て
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

確
か
に
つ
く
り
も
の
は
面
白
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
写
真
や
常
設
館
で
見

る
よ
り
も
祭
や
年
中
行
事
の
現
場
で
見
た
ほ
う
が
は
る
か
に
面
白
い
。
そ
れ

は
な
ぜ
か
。
そ
の
あ
た
り
に
、
つ
く
り
も
の
が
ハ
レ
の
か
た
ち
と
し
て
各
地

の
人
び
と
を
魅
了
し
て
き
た
わ
け
を
考
え
る
手
掛
か
り
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

面
白
い
モ
ノ　

そ
の
1

ハレ
の
か
た
ち
と
し
て
の
つ
く
り
も
の
笹さ

さ

原は
ら 

亮り
ょ
う

二じ
　

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

「
つ
く
り
も
の
」と
よ
ば
れ
る
造
形
物
は
、お
も
し
ろ
さ
こ
そ
が
第
一
義
。お
も
し

ろ
さ
を
競
い
合
う
、つ
く
り
も
の
文
化
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
は
、江
戸
時

代
の
大
坂
と
も
い
わ
れ
る
。笑
い
に
価
値
を
お
く
現
代
の
大
阪
気
質
と
も
つ
な

が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。モ
ノ
が
も
つ
お
も
し
ろ
さ
を
、あ
ら
た
め
て
か
ん
が

え
て
み
よ
う
。

八尾木のつくりもん ｢狸と彦一｣北野天満宮 ずいき御輿 ｢絆―もしもし亀さん私の背中におのりなさい｣

島根県出雲市直江一式飾り ｢歌舞伎 暫（かぶき しばらく）」
行畑の造り物
｢剣道道具一式 スペースシャトル最後のフライト無事帰還｣
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北
タ
イ
の
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ
ン
救
済
自
立
支
援

カ
ル
ナ
ー
の
会
は
一
九
九
九
年
か
ら
チ
ェ
ン
マ
イ

の
「
ア
ー
サ
ー
・
パ
ッ
タ
ナ
ー
・
デ
ッ
ク
財
団
（
以
下

V
C
D
F
）」
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
北
タ
イ
の
ス
ト
リ
ー

ト
チ
ル
ド
レ
ン
の
救
済
・
自
立
支
援
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
る
。
彼
ら
は
多
く
の
場
合
、
タ
イ
北
部
、
ま
た
は
国
境
の

町
メ
ー
サ
イ
を
と
お
っ
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
か
ら
来
た
山
岳
民

族
の
子
ど
も
た
ち
で
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
夜
遅
く
ま
で
ナ
イ
ト

バ
ザ
ー
ル
や
観
光
地
で
花
売
り
や
物
乞
い
を
し
て
い
る
。
ほ

と
ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
は
国
籍
も
無
く
、
路
上
や
ス
ラ
ム
で

生
活
し
、
教
育
を
受
け
ら
れ
ず
、
強
制
的
に
労
働
さ
せ
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
性
的
搾
取
を
受
け
た
り
人
身
売
買
の

犠
牲
者
に
な
っ
た
り
し
、
麻
薬
、
H
I
V
/
A
I
D
S
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
が
子
ど
も
の
身
近
に
あ
る
。
二
〇
〇
六

年
の
V
C
D
F
の
調
査
で
は
、
チ
ェ
ン
マ
イ
県
と
チ
ェ
ン

ラ
イ
県
の
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ
ン
は
少
な
く
と
も
合
計

五
〇
〇
人
い
る
。
V
C
D
F
ス
タ
ッ
フ
は
彼
ら
が
い
る
場

所
に
出
向
い
て
接
し
、
人
間
関
係
を
築
い
て
い
く
。
そ
し
て

活
動
を
通
じ
て
彼
ら
に
希
望
を
持
た
せ
、
新
し
い
人
生
の
道

が
選
択
で
き
る
よ
う
に
導
き
な
が
ら
自
ら
の
力
で
再
び
社

会
に
向
け
て
歩
み
出
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
現
在
、
チ
ェ

ン
マ
イ
県
と
チ
ェ
ン
ラ
イ
県
に
そ
れ
ぞ
れ
、
子
ど
も
の
緊

急
避
難
場
所
の
提
供
を
目
的
と
し
た
「
ド
ロ
ッ
プ
イ
ン
セ

ン
タ
ー
」
お
よ
び
、
路
上
生
活
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
希

望
し
た
子
ど
も
た
ち
が
共
同
生
活
を
す
る
「
子
ど
も
の
家
」

と
い
う
ふ
た
つ
の
施
設
が
あ
る
。

「
カ
ル
ナ
ー
」
と
は
タ
イ
語
で
「
慈
愛
」
の
意
味
が
あ
る
。

本
会
で
は
、「
子
ど
も
の
家
」
の
運
営
支
援
を
は
じ
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
面
で
子
ど
も
た
ち
の
救
済
自
立
支
援
に
か
か

わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
里
親
里
子
制
度
」
は
、
救
済

さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
里
親
を
一
対
一
で
紹
介
し
、
そ

の
教
育
支
援
金
に
よ
っ
て
通
学
さ
せ
、〝
日
本
の
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
〟
と
し
て
精
神
的
な
支
え
と
な
る
よ
う
、
手
紙

や
訪
問
な
ど
で
交
流
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
教

育
フ
ァ
ン
ド
」
は
、
就
学
前
の
ホ
ー
ム
ス
ク
ー
ル
や
職
業

訓
練
校
の
学
費
に
充
て
る
た
め
、
会
員
か
ら
の
寄
付
で
設

立
・
運
営
し
て
い
る
。

ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
と
自
立
支
援
の
場
と
し
て
の

ド
ー
デ
ッ
ク
ギ
ャ
ラ
リ
ー

過
酷
な
生
育
歴
を
も
ち
、
心
身
と
も
に
深
い
傷
を
負
っ

て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
、
自
信
と
誇
り
を
と
り
戻
し
て
ほ

し
い
と
、
子
ど
も
の
家
や
ド
ロ
ッ
プ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
で
は

日
常
的
に
音
楽
や
美
術
、
農
作
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
興
味
関

心
に
合
わ
せ
た
手
工
芸
品
の
制
作
は
精
神
面
の
回
復
や
創

造
性
を
養
い
、
自
分
の
価
値
を
見
直
し
自
信
を
も
た
せ
る

た
め
の
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
と
し
て
効
果
的
だ
。
ま
た
、
自

己
表
現
力
や
集
中
力
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
作
品
づ
く
り

は
、
将
来
自
立
す
る
た
め
の
技
術
習
得
に
も
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
V
C
D
F
は

二
〇
〇
八
年
一
月
、
チ
ェ
ン
マ
イ
市
内
に
子
ど
も
た
ち
の

作
品
を
展
示
販
売
す
る
「
ド
ー
デ
ッ
ク
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
を

オ
ー
プ
ン
し
た
。「
子
ど
も
の
た
め
の
」
と
い
う
思
い
を
込

め
た
名
称
で
あ
る
。
手
縫
い
マ
ス
コ
ッ
ト
、木
の
実
や
ビ
ー

ズ
の
ス
ト
ラ
ッ
プ
、
手
染
め
布
を
縫
製
し
た
バ
ッ
グ
な
ど

を
販
売
し
、
そ
の
売
上
げ
の
う
ち
、
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

製
作
し
た
子
ど
も
に
還
元
、
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
奨
学
金

及
び
職
業
訓
練
の
た
め
の
基
金
、
残
り
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト

を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
継
続
的
な
運
営
の
た
め
の
基
金
に
分
配

さ
れ
て
い
る
。
製
品
を
作
る
の
は
大
き
く
分
け
て
ふ
た
つ

の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
路
上
生
活
か
ら
抜
け
出

し
て
子
ど
も
の
家
か
ら
通
学
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
、
も

う
ひ
と
つ
は
元
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ
ン
で
今
は
ス
ラ
ム

な
ど
に
住
ん
で
自
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
青
少
年
た
ち
だ
。

義
務
教
育
を
終
え
て
子
ど
も
の
家
を
出
た
後
、
こ
の
基
金

を
利
用
し
て
銀
細
工
の
修
行
を
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
シ
ル

バ
ー
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
青
少
年
も
い
る
。
作
っ
た
子
ど
も
の
収
入
は
、
金
銭
管

理
教
育
の
機
会
に
も
な
る
。
ま
た
元
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド

レ
ン
の
青
少
年
の
な
か
に
は
生
活
の
術す

べ

を
も
た
ぬ
ま
ま
幼

く
し
て
母
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
も
い
る
が
、
幼
子
を
抱

え
な
が
ら
で
き
る
製
品
作
り
で
収
入
を
え
る
こ
と
は
彼
女

ら
の
自
立
を
助
け
、
第
二
世
代
の
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ

ン
を
産
む
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
の
誇
り
の
た
め
に

カ
ル
ナ
ー
の
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
製
品
を
さ
ま
ざ
ま
な

催
し
や
日
本
各
地
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
通

じ
て
販
売
し
て
い
る
。
日
本
で
は
発
送
費
や
バ
ー
ツ
の
変
動

を
考
え
て
現
地
よ
り
少
し
高
め
の
価
格
で
販
売
し
て
い
る

が
、
年
度
末
に
諸
経
費
を
除
い
た
利
益
を
V
C
D
F
に
送

り
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
役
立
て
て
い
る
。

日
本
で
の
取
り
扱
い
数
が
増
え
て
き
た
の
は
う
れ
し
い

こ
と
だ
が
、
商
業
ベ
ー
ス
に
乗
せ
る
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な

い
。
子
ど
も
の
家
の
子
ど
も
た
ち
は
学
業
や
共
同
生
活
の
な

か
で
の
仕
事
が
第
一
で
、
そ
れ
ら
に
支
障
が
出
な
い
範
囲
で

週
末
や
長
期
休
み
に
商
品
作
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
町
な

か
の
青
少
年
た
ち
に
対
し
て
は
、
直
接
指
導
で
き
る
ス
タ
ッ

フ
数
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
般
の
商
品
と
同
様
に
均

等
で
一
定
レ
ベ
ル
に
そ
ろ
え
て
商
品
を
製
作
す
る
に
は
ま
だ

道
半
ば
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
尊
心
を
高
め
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
こ
れ
ら
の
製
品
作
り
は
、
彼
ら
の
生
き
る
力
と
し

て
大
き
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
。
今
後
も
ひ
と
り
で
も
多

く
の
子
ど
も
が
自
分
自
身
に
誇
り
を
も
っ
て
明
る
い
笑
顔

で
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
活
動
を
続
け
て
い

き
た
い
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

さ
ま
ざ
ま
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
路
上
生
活
を
強
い
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
。

そ
の
負
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
、
彼
ら
が
自
分
自
身
の
誇
り
を
も
ち
、
笑
顔
で
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
、

救
済
自
立
支
援
の
サ
ポ
ー
ト
を
北
タ
イ
で
お
こ
な
う
カ
ル
ナ
ー
の
会
の
活
動
を
紹
介
す
る
。

救
済
か
ら
自
立
へ
の
サ
ポ
ー
ト

山や

ま

ぎ

し岸 

美み

ほ穂

カ
ル
ナ
ー
の
会

チークの端材を糸鋸（いとのこ）で切り、キーホルダーに

ドーデックギャラリー入り口の看板

端材に下絵

子どもの家での
マスコット作り

カード作成の下絵描き

18   19    2012 年 9月号
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南
太
平
洋
と
日
本

第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
北
を
喫
す
る
ま
で
、
日
本
は
南
太
平
洋

に
植
民
地
な
ど
の
形
で
政
治
経
済
的

に
進
出
し
て
い
た
。
グ
ア
ム
の
戦
跡
、

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
遺
骨
収
集
な

ど
の
話
題
は
、
い
ま
で
も
時
折
終
戦

記
念
日
関
係
の
テ
レ
ビ
番
組
で
と
り

あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
以

外
だ
と
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
の
ニ
ッ

ケ
ル
鉱
山
や
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア

ラ
フ
ラ
海
で
の
真
珠
漁
の
た
め
の
移

民
は
、
小
説
家
な
ど
が
題
材
と
し
た

こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
比
較
的
知

ら
れ
て
い
よ
う
か
。
一
方
で
、
ほ
か
の

太
平
洋
地
域
と
な
る
と
、
お
お
か
た

の
人
に
は
、
忘
却
の
彼か

な
た方
で
あ
ろ
う
。

「
バ
ン
ノ
ー
」で
つ
な
が
る
日
本
と
フ
ィ

ジ
ーか

く
い
う
わ
た
し
も
同
じ
で
あ
っ

た
。
南
太
平
洋
フ
ィ
ジ
ー
の
ラ
ウ
ト

カ
と
い
う
町
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
、

街
角
に
﹁
B
a
n
n
o
﹂
と
い
う
看

板
を
掲
げ
た
寂
れ
た
倉
庫
を
目
に
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が

何
を
意
味
す
る
の
か
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
バ
ン
ノ
ー
と

は
、
戦
前
、
ト
ン
ガ
、
フ
ィ
ジ
ー
を
中
心
に
太
平
洋
地
域
で
活
躍

し
た
日
本
人
企
業
の
名
前
で
あ
る
。
手
広
く
仲
買
業
を
お
こ
な
っ

て
い
た
た
め
、
ト
ン
ガ
、
フ
ィ
ジ
ー
の
人
び
と
の
な
か
に
は
、
つ
い

こ
の
あ
い
だ
ま
で
、
日
本
人
を
み
る
と

﹁
バ
ン
ノ
ー
﹂
と
呼
び
か
け
る
こ
と
さ

え
あ
っ
た
ほ
ど
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

後
日
、
日
本
に
お
い
て
バ
ン
ノ
ー

︵
伴
野
︶
の
創
設
者
の
子
孫
が
い
る
と

仄そ
く
ぶ
ん聞
し
て
、
和
歌
山
県
ま
で
足
を
運

ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
居
酒
屋
で
知
り

合
い
と
酒
席
を
囲
ん
で
い
た
と
き
の

こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
が
バ
ン
ノ
ー
と

か
、
フ
レ
デ
ィ
と
い
う
フ
ィ
ジ
ー
側
の

日
本
人
移
民
の
関
係
者
や
子
孫
の
名

前
を
口
に
し
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま

居
酒
屋
に
来
て
い
た
方
が
、
伴
野
の

遠
縁
に
あ
た
り
一
族
の
歴
史
談
義
に

花
が
咲
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
さ
ら

に
そ
の
方
の
つ
て
で
、
バ
ン
ノ
ー
と

い
う
会
社
の
創
設
者
の
孫
に
当
た
る

方
の
み
な
ら
ず
、
予
期
せ
ぬ
こ
と
な

が
ら
フ
ィ
ジ
ー
に
残
る
日
本
人
移
民

の
子
孫
の
遠
縁
に
あ
た
る
方
々
と
も

お
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ほ
ん

の
ち
ょ
っ
と
し
た
縁
を
通
じ
て
、
日

常
慣
れ
親
し
ん
だ
光
景
の
な
か
か
ら
、

ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
歴
史
の
一
コ
マ
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
さ
ま
に
、

興
奮
す
る
こ
と
し
き
り
で
あ
っ
た
。

太平洋の島 に々おける
日本人移民の足跡

丹
に

羽
わ

 典
の り

生
お

　民博 民族文化研究部

バンノーの看板、ラウトカ、フィジー、2002 年
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男
性
用
サ
ン
ダ
ル

民
博 

民
族
文
化
研
究
部
　

吉よ

し

も

と本 

忍し
の
ぶ

標
本
番
号 

H
０
２
１
７
２
４
６

地
域 

イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国

受
入
年 

１
９
９
９
年

特
別
展
「
世
界
の
織
機
と
織
物

―
―
織
っ
て
！
み
て
！
織
り
の
カ
ラ
ク
リ
大
発
見
」
に
て
展
示
中

　

ワ
ラ
ジ
は
編
物
で
は
な
く
織
物
で
あ
り
、
ワ
ラ
ジ
と
同
様
に
稲
ワ
ラ
を
使

っ
て
つ
く
ら
れ
る
ゾ
ウ
リ
も
織
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
日
本
の

ゾ
ウ
リ
と
見
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
イ
ラ
ン
南
部
の
バ
ン
ダ
ル
・

ア
ッ
バ
ー
ス
近
郊
の
村
で
つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
サ
ン
ダ
ル
で
あ
る
。
全
長
は

二
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
素
材
は
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
葉
や
茎
で
あ
る
。

　

一
九
九
九
年
八
月
、
イ
ラ
ン
の
織
機
や
織
物
の
資
料
収
集
と
、
機
織
り
の

映
像
取
材
の
た
め
に
、
首
都
の
テ
ヘ
ラ
ン
に
到
着
し
た
翌
日
、
国
立
博
物
館

で
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
大
き
な
サ
ン
ダ
ル
が
展
示
さ
れ
て
い
た
の
を
見
た
こ

と
か
ら
、
当
初
の
予
定
の
一
部
を
変
更
し
て
、
そ
の
製
作
地
で
あ
る
バ
ン
ダ

ル
・
ア
ッ
バ
ー
ス
の
近
郊
の
村
ま
で
行
く
こ
と
に
し
た
。
酷
暑
の
な
か
を
長

時
間
に
わ
た
り
、
土
煙
を
巻
き
上
げ
な
が
ら
現
地
ま
で
車
を
走
ら
せ
た
も
の

の
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
サ
ン
ダ
ル
は
、
も
は
や
過
去
の
遺
物
と
な
っ
て
安
価
な

合
成
ゴ
ム
製
の
サ
ン
ダ
ル
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か

で
、
や
っ
と
た
ず
ね
あ
て
た
の
が
、
こ
の
サ
ン
ダ
ル
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
少

数
民
族
バ
ル
ー
チ
ェ
の
老
人
で
あ
っ
た
。

　

織
物
の
か
た
ち
は
常
識
的
に
四
角
形
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
わ
た
し
は
、

一
九
七
〇
年
に
は
じ
め
て
の
海
外
調
査
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
テ
ィ
モ
ー
ル

島
に
行
き
、
そ
こ
で
輪り

ん

状じ
ょ
うの
織
物
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
に
世
界
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
異
形
の
織
物
を
見
つ
け
る
き
っ
か
け

に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
楕だ

円え
ん

状
の
サ
ン
ダ
ル
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
な
ん

の
変
哲
も
な
い
サ
ン
ダ
ル
で
は
あ
る
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
か
け
が
え

の
な
い
逸
品
で
あ
る
。

道具は使わず、手と足だけでサンダルを織る老人



フ
ィー
ル
ド
で

考
え
る
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客は
っ
か家

と
よ
ば
れ
る
人
び
と
は
、
最
近
、
日
本
で
も

だ
い
ぶ
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
漢
民

族
の
一
員
で
あ
る
が
、
独
自
の
言
語
と
文
化
を
も
つ

集
団
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
二
〇
〇
八
年
に
土ど

楼ろ
う

と

い
う
円
形
ド
ー
ム
型
の
集
合
住
宅
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世

界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら
、
そ
こ
の
住
民
で

あ
る
客
家
の
知
名
度
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
。
客
家

は
お
も
に
中
国
の
東
南
部
に
住
む
が
、
そ
こ
か
ら
中

国
内
外
の
各
地
に
移
住
し
て
い
る
。
筆
者
は
昨
年
、

成せ
い

都と

に
あ
る
客
家
の
街
を
訪
れ
た
。

客
家
の
街

成
都
は
、
中
国
西
南
部
に
あ
る
四
川
省
の
省
都
で

あ
る
。
四
川
省
と
い
え
ば
三
国
志
、
四
川
料
理
、
パ

ン
ダ
で
有
名
な
と
こ
ろ
だ
。
四
川
省
に
は
、
四
川
語

を
話
す
漢
族
や
チ
ベ
ッ
ト
系
の
少
数
民
族
な
ど
が
お

も
に
住
ん
で
お
り
、
客
家
は
少
数
派
で
あ
る
。
だ
が
、

現
代
中
国
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
人
物
の
な
か
に
は

四
川
省
の
客
家
が
い
る
。
鄧と

う
し
ょ
う
へ
い

小
平
や
朱し

ゅ
と
く徳
は
そ
の
代

表
で
あ
る
。
四
川
省
の
客
家
は
省
の
東
南
部
に
集
中

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
成
都
の
都
心
か
ら
約
十
数
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
東と

う
ざ
ん山
の
一
帯
に
も
客
家
の
居
住

地
が
あ
る
。
特
に
、
そ
こ
の
洛ら

く
だ
い
ち
ん

帯
鎮
と
い
う
と
こ
ろ

で
は
、
近
年
、
客
家
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
街
づ
く
り

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
今
や
成
都
に
お
け
る

観
光
地
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

文
化
資
源
と
し
て
の
客
家

洛
帯
鎮
に
着
く
と
、
週
末
で
も
な
い
の
に
大
変
な

混
雑
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
門
を
く
ぐ
る
と
観
光
用
に
整

備
さ
れ
た
街
並
み
が
姿
を
あ
ら
わ
す
。
こ
こ
の
光
景

は
中
国
東
南
部
の
客
家
の
街
と
は
異
な
る
趣
が
あ
る
。

大
通
り
を
歩
い
て
い
く
と
、
街
な
か
に
は
客
家
の
二

文
字
を
看
板
と
し
た
店
が
並
ん
で
い
る
。
店
を
覗の

ぞ

い

て
み
る
と
、
白
鳥
の
卵
や
、
涼

リ
ャ
ン
フ
ェ
ン

粉
と
い
う
き
し
麺
に

も
似
た
麺
類
が
、
客
家
料
理
と
し
て
あ
ち
こ
ち
で
売

ら
れ
て
い
た
。
食
べ
る
と
驚
く
ほ
ど
辛
い
。
中
国
東

南
部
の
客
家
の
街
で
は
食
べ
た
こ
と
が
な
い
。
地
元

の
人
に
聞
く
と
、
こ
れ
は
「
悲
し
み
の
涼
粉
」（
傷

シ
ャ
ン

心シ
ン

涼リ
ャ
ン

粉フ
ェ
ン）
と
い
う
ら
し
い
。
四
川
省
に
ど
こ
で
も
あ
る

「
涼
粉
」
を
ベ
ー
ス
と
し
、
涙
が
出
る
ほ
ど
辛
く
し
た

創
作
料
理
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
。

大
通
り
か
ら
外
れ
て
路
地
裏
を
歩
い
て
い
く
と
、

突
如
と
し
て
円
形
の
大
き
な
建
物
が
あ
ら
わ
れ
た
。

土
楼
で
あ
っ
た
。
土
楼
は
も
と
も
と
、
中
国
東
南
部

の
限
ら
れ
た
地
域
に
し
か
な
い
集
合
住
宅
で
あ
る
。

四
川
省
に
あ
る
は
ず
が
な
い
。
よ
く
見
る
と
土
楼
を

デ
ザ
イ
ン
と
し
て
着
工
さ
れ
て
い
る
模
造
建
築
で

あ
っ
た
。
こ
こ
は
客
家
の
街
だ
か
ら
、
そ
れ
に
見

合
っ
た
シ
ン
ボ
ル
を
造
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
客
家
を
用
い
た
街
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
は
、

も
は
や
食
品
や
建
築
物
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。

洋
服
、
ピ
ア
ノ
、
工
芸
品
、
パ
ン
ダ
の
ぬ
い
ぐ
る
み

ま
で
が
、
客
家
の
名
の
も
と
で
売
ら
れ
て
い
た
。

客
家
と
し
て
の
覚
醒

洛
帯
鎮
に
行
っ
て
「
あ
な
た
は
客
家
か
」
と
聞
く

と
、
今
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
首
を
縦
に
ふ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
地
で
話
を
聞
く
と
、
彼
ら
が

客
家
と
い
う
こ
と
ば
を
知
っ
た
の
は
じ
つ
は
最
近
の

こ
と
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
二
〇
年
ほ
ど
前

ま
で
、「
広
東
人
」
な
ど
と
自
称
し
て
い
た
。
だ
が
、

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
彼
ら
は
客
家
と
し
て
学

者
た
ち
に
「
発
見
」
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
一

世
紀
に
入
り
、
町
役
場
が
観
光
化
を
進
め
る
と
、
学

者
た
ち
は
客
家
を
利
用
し
た
街
並
み
保
存
の
プ
ラ
ン

を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
客
家
を
使
っ
た
大
掛
か
り

な
街
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
、
地
元
の

住
民
は
客
家
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
と
い
う
。

中
国
で
は
近
年
、
民
族
集
団
の
特
殊
性
を
利
用
し

て
、
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

成
都
で
も
ま
た
、
客
家
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
用
い
て

中
国
内
外
の
観
光
客
を
集
め
、
収
益
を
え
る
戦
略
を

推
進
し
て
い
る
。
成
都
に
お
い
て
客
家
は
、
外
部
か

ら
も
ち
込
ま
れ
た
利
潤
追
求
の
道
具
で
あ
っ
た
。
東

山
一
帯
に
お
け
る
住
民
の
客
家
意
識
は
、
そ
の
一
環

と
し
て
後
に
喚
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
客
家
と
し

て
の
覚
醒
は
、
こ
の
よ
う
に
現
代
の
政
治
経
済
情
勢

と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
客
家
の

自
己
意
識
の
形
成
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
社
会
状

況
の
変
化
と
の
関
係
に
着
目
し
て
み
る
必
要
が
あ
り

そ
う
だ
。

河か
わ
い合 

洋ひ
ろ
な
お尚

民
博 

機
関
研
究
員

覚
醒
す
る
自
己

―
四
川
省
郊
外
の
客
家
意
識

土楼型の建築物

洛帯鎮の店舗

四川客家の観光用人力車 洛帯鎮の街並み



o：

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
　日本中で昨年の震災の痛ましい惨事と多くの教訓を
記憶にとどめようとする努力が続けられている。犠牲者
への鎮魂と備えを怠ることへの戒めをこめ、記憶がうす
れることに敏感すぎるほどの警鐘がならされつづけるの
も当然のことだろう。しかし、どんな記憶であろうと忘
却からのがれるのは容易ではない。まして、被災地か
ら遠くにすみ、悲惨な経験を共有しないものにとっては。
第二次世界大戦や原子爆弾の残した記憶も半世紀すぎ
た今日、世代を超え多くの障壁にもかかわらず引き継が
れてきたとはいえ、戦争のあったことさえ知らない世代
の出現が現実となった。　
　東北の被災地ではかつて先人がのこした津波到達点の
石碑や年中行事の口碑にこめられてきたメッセージを再
評価しようとする動きがあるという。たしかにインターネッ
トなど電子メディアで行きかう過剰な情報に必要な情報
さえ埋没しそうな今、モノと生のコトバの伝える力も顧み
る価値はあろう。しかしそれらの存在自体が忘れ去られ
ぬ手立てはあるのだろうか。企画展「記憶をつなぐ―
津波災害と文化遺産」からきっと何かを学べるはずだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（庄司博史）
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研究者と話そう9月

話者 :上羽陽子（国立民族学博物館 助教）
話題 :南アジアの衣装と文様表現
会場 :南アジア展示場

23日
（日曜日）

話者 :関本照夫（国立民族学博物館 特任教授）
話題 :インドネシアの市

いち

場
ば

と商人
会場 :東南アジア休憩所

9日
（日曜日）

話者 :吉本 忍（国立民族学博物館 教授）
話題 :東南アジアの織機と織物
会場 :東南アジア展示場

30日
（日曜日）

次号の予告
 特集

数に操られる、数を操る (仮 )

●表紙：宮城県・戸倉波伝谷（とぐら はでんや）地区の戸倉神社でかつて
使用されていた獅子頭。地震により破損した右耳を修復・補強し、
企画展に展示される。

■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。

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、
話題や内容は実に多彩。
どんどん質問をおよせください。展示場でお待ちしております。
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