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ロ
シ
ア
語
と
ロ
シ
ア
文
学
を
三
〇
年
以

上
勉
強
し
て
き
た
。
ロ
シ
ア
人
に
つ
い
て

た
い
て
い
の
こ
と
は
も
う
知
っ
て
い
て
も

よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
先
日
、
ご
く
単

純
な
こ
と
で
大
発
見
を
し
て
、
我
な
が
ら

驚
い
た
。

　
事
情
は
こ
う
で
あ
る
。
私
は
と
き
お
り

外
国
の
研
究
者
や
作
家
を
呼
ん
で
講
演
会

を
行
う
の
だ
が
、
そ
う
い
う
と
き
は
も
ち

ろ
ん
、
案
内
の
チ
ラ
シ
を
作
っ
て
、
正
確

な
日
時
と
場
所
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
日
本
人
の
聴
衆
を
想
定
し
て
い
る

か
ら
、
講
演
そ
の
も
の
は
外
国
語
で
行
わ

れ
る
に
し
て
も
、
チ
ラ
シ
は
日
本
語
で
済

ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、

あ
る
と
き
ロ
シ
ア
語
で
も
そ
の
チ
ラ
シ
を

作
ろ
う
と
思
い
た
っ
て
、
開
始
と
終
了
の

時
刻
を
ど
う
表
示
し
た
ら
い
い
の
か
、
自

信
が
持
て
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
い
く

ら
私
の
語
学
力
が
た
い
し
て
高
く
な
い
と

は
い
っ
て
も
、
開
始
と
終
了
を
意
味
す
る

ロ
シ
ア
語
の
単
語
く
ら
い
は
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
自
分
の
作
っ
た
ロ
シ
ア
語
版
チ

ラ
シ
を
見
て
、
な
ん
だ
か
変
な
気
が
し
た

の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
ロ
シ
ア
語
と
し

て
は
正
し
い
の
だ
が
、
ロ
シ
ア
で
は
こ
ん

な
書
き
方
を
し
た
講
演
会
の
告
知
を
見
た

記
憶
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
気
に
な
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
調
べ
て
み
た
。
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
、
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
、
様
々
な
イ
ベ
ン

ト
は
ロ
シ
ア
で
も
花
盛
り
。
瞬
時
の
う
ち

に
何
十
も
の
告
知
を
探
り
当
て
た
が
、
そ

れ
ら
を
見
て
自
分
の
目
を
疑
っ
た
。
そ
の

ど
れ
に
も
開
始
時
刻
は
書
い
て
あ
る
の
に
、

終
了
時
刻
を
明
記
し
た
も
の
は
一
つ
も
な

い
。
違
和
感
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
た
の
だ
。

　
し
か
し
、
考
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
い

く
ら
日
本
ほ
ど
時
間
に
几
帳
面
で
は
な
い

ロ
シ
ア
で
あ
っ
て
も
、
イ
ベ
ン
ト
の
終
了

時
刻
が
分
か
ら
な
か
っ
た
ら
、
不
便
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
に
も
不
思
議

な
の
で
、
日
本
生
活
が
長
い
あ
る
ロ
シ
ア

人
に
尋
ね
た
ら
、
な
ん
で
そ
ん
な
つ
ま
ら

な
い
こ
と
を
聞
く
の
か
と
言
わ
ん
ば
か
り

の
怪
訝
な
顔
で
「
ロ
シ
ア
人
は
終
わ
り
の

こ
と
を
あ
ま
り
気
に
し
な
い
国
民
だ
か
ら

じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
言
う
。
し
か
し
、
私

は
そ
の
あ
や
ふ
や
な
説
明
に
納
得
で
き
ず
、

た
ま
た
ま
来
日
し
た
別
の
ロ
シ
ア
人
の
大

学
教
授
を
つ
か
ま
え
て
し
つ
こ
く
同
じ
質

問
を
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
、「
終
わ
り
の

時
刻
を
書
く
の
は
、
ロ
シ
ア
人
の
感
覚
で

は
失
礼
な
こ
と
な
ん
だ
よ
」
と
い
う
予
想

外
の
自
信
に
満
ち
た
答
が
即
座
に
返
っ
て

き
た
。
つ
ま
り
、「
何
時
に
終
わ
り
で
す
」

と
わ
ざ
わ
ざ
前
も
っ
て
断
る
の
は
、
そ
の

時
刻
ま
で
に
必
ず
帰
っ
て
も
ら
い
ま
す
よ
、

と
言
う
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
客
を
招
く

態
度
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
ロ
シ
ア
人
は
そ
う
考
え
る

の
か
！ 

そ
れ
な
ら
こ
ち
ら
も
張
り
合
っ
て
、

開
始
時
刻
が
書
か
れ
て
い
な
い
チ
ラ
シ
を

一
度
作
っ
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
？
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芸
妓
と
蛇

蛇
は
、
そ
の
ぬ
め
ぬ
め
し
た
感
触
や
縄
の
よ
う
な
姿
形
か
ら
、
忌
み
嫌
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
上
方
の
芸げ
い

妓ぎ

は
蛇
を
抱
い
て
神
社

に
詣も
う

で
た
と
い
う
。
明
治
三
十
年
代
の
観
光
案
内
書
に
は
、
南
地
の
高こ
う

津づ

宮ぐ
う

境
内
に
祀ま
つ

ら
れ
た
高
倉
稲
荷
の
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
、「
世
に
気
味
悪
き
は

此
祠ほ
こ
らに

参
詣
す
る
芸
妓
ど
も
、
何
処
よ
り
か
生
き
た
る
蛇
（
小
さ
き
紙
袋
に

入
れ
た
り
と
い
ふ
）
を
買
ひ
来
た
り
て
窃ひ
そ
かに

之
を
放
つ
な
り
」
と
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
芸
妓
が
蛇
を
買
い
求
め
た
の
は
、
西
門
の
石
段
下
に
あ
っ
た
二
軒

の
黒
焼
屋
。
一
晩
、家
に
寝
か
し
て
、そ
れ
か
ら
宮
裏
の
穴
に
放
し
た
と
い
う
。

漢
方
薬
と
し
て
黒
焼
き
に
さ
れ
る
寸
前
で
生
命
長
ら
え
た
蛇
は
、
そ
の
僥

ぎ
ょ
う

倖こ
う

を
喜
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。

巳
さ
ん
の
祠

蛇
は
神
様
の
お
使
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
芸
妓
の
熱
心
な
願
掛
け
は
む
し

ろ
称
賛
さ
れ
た
ら
し
く
、
千
日
前
通
を
挟
ん
だ
生い

く
た
ま
さ
ん

国
魂
神
社
に
も
「
巳み
い

さ
ん

の
祠ほ
こ
ら

」
が
あ
っ
た
。
こ
の
祠
は
淀よ
ど

姫ひ
め

神
社
（
現
・
鴫し

ぎ

野の

神
社
）
と
よ
ば
れ
、

大
坂
城
の
異
変
を
鎮
め
る
た
め
に
、
淀
姫
の
怨
霊
を
鴫
野
の
弁
天
島
に
祀
っ

た
も
の
が
起
源
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
明
治
十
年
、
砲ほ

う

兵へ
い

工こ
う

廠し
ょ
う

建
設
に
伴
っ

て
、
生
国
魂
神
社
の
末
社
と
し
て
境
内
に
移
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
も
つ
。
昭

和
六
年
の
時
点
で
も
、「
淀
の
方
は
美
人
で
あ
っ
た
か
ら
信
心
す
る
と
美
し

く
な
る
と
い
う
の
で
、
芸
妓
な
ど
が
女
に
似
合
わ
ぬ
蛇
を
持
っ
て
参
る
の
で

す
」
と
い
う
証
言
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、そ
の
信
仰
は
長
く
生
き
て
き
た
。

上
方
の「
巳
さ
ん
信
仰
」

田た

中な
か 

励れ
い

儀ぎ　
同
志
社
大
学
文
学
部
教
授

白峯神宮の潜龍社（撮影・菅瀬晶子）

潜龍社の裏手にあった、水神のご神体（撮影・菅瀬晶子）妙音弁財天の絵馬（撮影・菅瀬晶子）

高津宮石段下の黒焼屋（『摂津名所図会』寛政8年）
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淀
姫
へ
の
畏
怖

も
っ
と
も
、
淀
姫
神
社
の
本
体
は
流
水
の
よ
ど
み
に
立
た
せ
給た
ま

う
神
、
与

止
比
売
神
（
淀
媛
神
）
で
あ
る
と
い
う
説
が
有
力
で
、〈
与よ
ど
ひ
め

止
比
売
〉
が

〈
淀よ
ど

姫ひ
め

〉
と
音
が
通
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
付
会
さ
れ
た
の
が
真
相
だ
と
思
わ
れ

る
。
水
都
大
阪
に
水
の
神
で
あ
る
巳
さ
ん
を
お
祀
り
す
る
社
が
多
い
の
は
当

然
で
あ
り
、
大
坂
夏
の
陣
で
我
が
子
秀
頼
と
と
も
に
自
害
し
た
淀
姫
に
対

す
る
大
阪
人
の
思
い
入
れ
も
深
い
。
あ
る
い
は
そ
の
意
志
の
強
さ
か
ら
、
蛇

性
を
帯
び
た
女
性
と
し
て
の
淀
姫
に
対
す
る
畏
怖
が
強
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
現
在
、
北
野
の
太た

い

融ゆ
う

寺じ

に
淀
姫
の
墓
と
さ
れ
る
六
輪
の
石
塔
が
建
っ

て
い
る
。
そ
ば
に
大
樹
が
そ
び
え
て
い
た
こ
ろ
、
そ
の
根
元
に
は
、
巳
さ
ん

へ
の
供
物
な
の
か
、
蛇
が
好
む
鶏
卵
が
供
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

泉
鏡
花
え
が
く

明
治
四
十
四
年
に
来
阪
し
た
作
家
・
泉

い
ず
み

鏡き
ょ
う

花か

は
、
上
方
の
巳
さ
ん
信
仰

に
驚
い
た
ら
し
く
、
花
柳
小
説
『
南な
ん

地ち

心し
ん

中じ
ゅ
う
』（
明
治
四
十
五
年
一
月
）
で
、

猿
回
し
の
青
年
と
餅も
ち

屋
の
娘
が
一
緒
に
な
り
た
い
と
い
う
心
願
を
込
め
、
ま

る
で
言
い
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、
互
い
に
高
津
宮
へ
蛇
を
持
参
す
る
話
を

描
い
て
い
る
。
ま
た
、京
の
宿
を
舞
台
と
し
た
ホ
ラ
ー
小
説
『
紫
障
子
』（
大

正
八
年
三
〜
四
月
）
で
は
、
嵯
峨
の
法
印
が
封
じ
込
ん
だ
と
い
う
「
巳
様
」

が
祀
ら
れ
て
い
る
離
座
敷
で
、
妖よ

う

術じ
ゅ
つを

用
い
て
美
女
の
身
体
か
ら
絞
り
取
っ

た
油
を
身
に
つ
け
、「
色
の
ま
す
ま
す
艶え
ん

に
、
媚こ
び

の
愈い
よ

々い
よ

淫い
ん

な
ら
む
こ
と
を

欲
す
る
」
芸
舞
妓
ら
の
秘
密
の
信
仰
を
描
い
て
い
る
。

大
阪
と
同
じ
く
京
都
で
も
芸
妓
の
巳
さ
ん
信
仰
は
盛
ん
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

明
治
時
代
に
は
、
巳
の
日
の
夜
に
花
街
の
者
が
伏
見
稲
荷
の
お
山
を
巡
る
信

仰
行
事
を
巳
さ
ん
と
称と

な

え
て
い
た
。
お
稲
荷
さ
ん
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
祠

も
、
じ
つ
の
本
体
が
巳
さ
ん
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
蛇
に
ま
つ
わ
る
信
仰
は
、

京
阪
に
お
い
て
深
く
広
く
浸
透
し
て
い
た
。

沖
縄
の
弦
楽
器
、三
線

沖
縄
で
は
、
三さ

ん

線し
ん

は
か
つ
て
の
琉
球
王
国
の
宮
廷
音
楽
の
流
れ
を
汲
む
古
典
音
楽

を
初
め
、
琉
舞
や
組
踊
り
や
芝
居
な
ど
の
地じ

方か
た
（
伴
奏
）、
民
謡
、
果
て
は
現
代
の

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
に
ま
で
用
い
ら
れ
、
沖
縄
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
っ
と
も
馴
染
み

深
い
楽
器
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
三
線
は
、
ク
ロ
キ
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
コ
ク
タ
ン
）

で
作
り
漆
を
塗
っ
た
棹そ
ー

を
チ
ャ
ー
ギ
（
イ
ヌ
マ
キ
）
や
ク
ス
ノ
キ
で
作
っ

た
胴ち
ー
がに
通
し
、
三
本
の
糸ち
る

を
張
る
が
、
そ
の
形
状
に
お
い
て
、
特
に

沖
縄
以
外
の
人
び
と
の
目
を
引
く
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
胴
の
表

裏
に
張
ら
れ
た
蛇
皮
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
沖
縄
に
は
三
線
の
胴
に
張
れ
る
ほ
ど
の
皮
が
採
れ
る

大
蛇
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
昔
か
ら
、
南
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア

の
ニ
シ
キ
ヘ
ビ
類
の
皮
が
輸
入
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
清
の
時
代
に

中
国
か
ら
沖
縄
に
輸
出
さ
れ
た
物
品
の
リ
ス
ト
に
「
蛇
皮
七
枚
」
と
あ
り
、
一
枚
か

ら
三
〜
四
丁
分
の
胴
に
張
る
皮
が
採
れ
、
輸
入
が
三
年
に
一
度
お
こ
な
わ
れ
た
と
す

る
と
、作
れ
る
三
線
は
一
年
に
九
丁
ほ
ど
に
な
る
（
沖
縄
県
立
博
物
館
、一
九
九
九
年
『
三

線
の
広
が
り
と
可
能
性
』）。
そ
う
し
た
貴
重
な
蛇
皮
を
張
っ
た
三
線
は
、
か
つ
て
は
王

府
の
工
房
で
作
ら
れ
、
王
府
や
士さ
む
れ
ー族

階
層
の
人
び
と
が
た
し
な
む
も
の
で
あ
っ
た
。

因ち
な
み
に
、
戦
前
刊
行
の
『
日
本
名
宝
物
語
』
に
は
、
旧
琉
球
王
家
の
尚
家
の
宝
物
の

ひ
と
つ
と
し
て
三
線
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
明
治
以
降
は
士
族
に
限
ら
ず
、
財
力
を

蓄
え
た
人
び
と
や
地
方
の
豪
農
も
三
線
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ

れ
で
も
一
般
庶
民
の
手
の
届
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

教
養
と
富
の
証

こ
う
し
た
歴
史
を
有
す
る
三
線
は
、
沖
縄
で
は
単
な
る
楽
器
で
は
な
か
っ
た
。
沖

縄
の
人
び
と
は
、
三
線
が
弾
け
な
く
て
も
入
手
を
渇
望
し
、
入
手
す
る
と
家
宝
と
し

て
代
々
子
孫
に
伝
え
た
り
、
夫
婦
三
線
は
縁
起
が
い
い
と
し
て
二
丁
一
対
を
専
用
の

箱
に
入
れ
て
床
の
間
に
飾
っ
た
り
し
て
き
た
。
三
線
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
の
家
の
主

人
が
歌
舞
芸
能
を
理
解
す
る
高
尚
な
趣
味
と
と
も
に
、
貴
重
で
高
価
な
も
の
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
富
を
有
す
る
と
い
う
、
教
養
と
経
済
力
と
両
面
で
の
高
い
地
位
を
示

す
証
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
せ
っ
か
く
貴
重
な
蛇
皮
を
張
っ
た
胴
も
、

棹
に
比
べ
て
扱
い
が
は
る
か
に
劣
り
、｢

棹
は
命｣

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
大
事
に
さ
れ
て

き
た
の
に
対
し
、
胴
は
消
耗
品
と
し
て
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
一
九
五

四
年
刊
の
『
琉
球
三
味
線
寶ほ

う

鑑か
ん

』
に
は
多
く
の
三
線
が
棹
の
み
の
写
真
で
紹
介
さ
れ
、

棹
だ
け
の
名
器
が
金
庫
で
保
管
さ
れ
て
い
る
と
か
高
額
で
取
引
さ
れ
た
と
い
っ
た

噂
が
立
っ
た
り
す
る
。
棹
の
み
で
良
い
音
が
出
る
は
ず
が
な
い
の
に
極
端

な
棹
の
重
視
が
見
ら
れ
る
の
は
、
三
線
が
沖
縄
の
人
び
と
に

と
っ
て
単
な
る

楽
器
で
は
な
い
こ
と
の
あ
ら

わ
れ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

  

も
っ
と
も
、
蛇
皮
の
不
遇
の
最
た
る
も

の
は
我
が
家
の
三
線
で
あ
る
。
我
が
家
に

は
、
以
前
わ
ざ
わ
ざ
沖
縄
ま
で
行
っ
て
蛇
皮
を
張

り
替
え
た
三
線
が
あ
る
が
、
こ
の
数
年
来
床
の
間
に
飾
る
こ
と
も
な
く
（
そ
も
そ
も

我
が
家
に
は
床
の
間
が
な
い
）、ケ
ー
ス
ご
と
押
入
の
奥
に
し
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。せ
っ

か
く
の
巳
年
、
弾
く
時
間
が
な
か
な
か
作
れ
な
く
て
も
、
せ
め
て
部
屋
に
飾
っ
て
敬

意
を
は
ら
う
ぐ
ら
い
は
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

三
線
と
蛇
皮　
　
笹さ

さ

原は
ら 

亮り
ょ
う

二じ　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー古

典
音
楽

は
現
代
の

と
も
馴
染
み

ク
タ
ン
）

作
っ

に表
れ
る

ア
ジ
ア

え
ば
、
清
の
時
代
に

枚
」
と
あ
り
、
一
枚
か

度
お
こ
な
わ
れ
た
と
す

博
物
館
、一
九
九
九
年
『
三

た
三
線
は
、
か
つ
て
は
王

の
で
あ
っ
た
。

人
が
歌
舞
芸

こ
と
が
で
き
る
富
を
有
す
る

す
証
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え

せ

棹
に
比
べ
て
扱
い
が
は
る
か
に
劣
り
、｢

棹
は
命｣

と
い
わ
れ

四
年
刊
の
『
琉
球
三
味
線
寶ほ
う

鑑か
ん

』
に
は
多
く
の
三
線
が
棹
の
み
の
写
真
で
紹
介
さ
れ
、

な
棹
の
重
視
が
見
ら
れ
る
の
は
、
三
線
が
沖
縄
の
人
び
と
に

と
っ
て
単
な
る

楽
器
で
は
な
い
こ
と
の
あ
ら

わ
れ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

 

も
っ
と
も
、
蛇
皮
の
不
遇
の
最
た
る
も

の
は
我
が
家
の
三
線
で
あ
る
。
我
が
家
に

は
、
以
前
わ
ざ
わ
ざ
沖
縄
ま
で
行
っ
て
蛇
皮
を
張

そ

は
床
の
間
が
な
い
）、ケ
ー
ス
ご
と
押
入
の
奥
に
し
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る

が
な
か
な
か
作
れ
な
く
て
も
、
せ
め
て
部
屋
に
飾

な
い
。
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畏
怖
さ
れ
、信
仰
さ
れ
る
ヘ
ビ

日
本
人
が
抱
い
て
き
た
イ
ン
ド
人
の
イ
メ
ー
ジ
の
ひ
と
つ
に
、
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
て
笛
を
吹
く
ヘ

ビ
使
い
、
と
い
う
の
が
あ
る
。
ヘ
ビ
使
い
は
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
も
記
述
が
あ
る
ほ
ど
イ
ン
ド
で
は

古
代
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
生
業
だ
が
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
生
業
は
ど
の
よ
う
な
人
び
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

イ
ン
ド
で
は
、
特
定
の
動
物
は
神
の
化
身
や
乗
り
物
と
し
て
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ヘ
ビ

も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
シ
ヴ
ァ
神
が
図
像
に
描
か
れ
る
と
き
、
神
の
身
体
に
ま
き
つ
い
て
い
る
の

は
コ
ブ
ラ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
ヘ
ビ
は
一
般
に
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ヘ
ビ
の
王
と
さ
れ
る
シ
ェ
シ
ャ
ナ
ー
グ
は
、
宇
宙
の
す
べ
て
の
惑
星
を
頸け

い

部ぶ

に
支
え
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ

神
と
と
も
に
描
か
れ
る
。

イ
ン
ド
で
聖
な
る
力
を
も
つ
存
在
は
、
シ
ヴ
ァ
神
の
よ
う
に
並
々
な
ら
ぬ
破
壊
力
も
持
ち
合
わ

せ
る
。
ヘ
ビ
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
両
義
的
な
存
在
だ
。
毒
を
放
つ
コ
ブ
ラ
（
ク
ロ
コ
ブ
ラ
、
ク
ロ
ク

ビ
コ
ブ
ラ
）
は
人
び
と
に
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
コ
ブ
ラ
は
先
祖
の
生
ま
れ
変
わ
り
で

あ
る
、
子
ど
も
（
特
に
男
児
）
を
授
け
て
く
れ
る
と
さ
れ
、
コ
ブ
ラ
を
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
す
る

と
病
気
に
な
る
、と
も
い
わ
れ
て
き
た
。
イ
ン
ド
北
西
部
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
で
は
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー

暦
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ン
（
七
〜
八
月
）
の
五
番
目
の
日
、
ナ
ー
グ
・
パ
ン
チ
ャ
ミ
と
い
う
ヘ
ビ
に
祈
り
を

さ
さ
げ
る
お
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
ミ
ル
ク
が
家
の
四
方
や
ヘ
ビ
の
穴
の
近
く
に
さ
さ
げ
ら
れ
、

こ
の
日
は
「
ヘ
ビ
が
傷
つ
く
原
因
に
な
り
そ
う
な
こ
と
（
耕
作
や
穴
掘
り
）」
は
避
け
ら
れ
る
。

踊
る
ヘ
ビ
か
ら
舞
う
人
へ

こ
の
よ
う
な
ヘ
ビ
に
対
す
る
畏
怖
と
信
仰
を
背
景
に
、
毒
ヘ
ビ
の
駆
除
や
、
ヘ
ビ
に
か
ま
れ
た
際

の
治
療
や
薬
の
販
売
、
ヘ
ビ
の
見
世
物
で
生
計
を
立
て
て
き
た
の
が
カ
ー
ル
ベ
リ
ヤ
の
人
び
と
だ
。

カ
ー
ル
ベ
リ
ヤ
の
「
カ
ー
ル
」
は
名
詞
で
時
間
や
死
、
形
容
詞
で
「
黒
色
の
」「
恐
ろ
し
い
」
と
い

う
意
味
を
も
つ
。
こ
の
他
に
も
ヘ
ビ
使
い
を
指
す
「
サ
ペ
ラ
」、
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身
で
あ
る
ヘ
ビ
を

ヘ
ビ
と
と
も
に
生
き
る
人
び
と

岩い
わ

谷た
に 

彩あ
や

子こ　
広
島
大
学
准
教
授

操
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
行
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
ジ
ョ
ギ
・
ナ
ッ
ト
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る
彼
ら
は
、

ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
を
中
心
に
、
二
〇
〜
三
〇
年
前
ま
で
移
動
生
活
を
し
な
が
ら
生
計
を
立
て
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
七
二
年
に
野
生
生
物
保
護
法
が
公
布
さ
れ
て
以
降
、
毒
を
出
す
牙
を
除
去

す
る
行
為
や
ヘ
ビ
使
い
の
生
業
そ
の
も
の
が
法
律
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ま
る
で
ヘ
ビ
に
代
わ
る
か
の
よ
う
に
、
ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
作
ら
れ
る
笛
、

プ
ー
ン
ギ
ー
に
合
わ
せ
て
踊
り
を
披
露
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
カ
ー
ル
ベ
リ
ヤ
の
女
性
た
ち
で

あ
っ
た
。
折
し
も
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
政
府
は
、
州
の
民
俗
舞
踊
を
観
光
資
源
化
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
ク
ロ
コ
ブ
ラ
を
思
わ
せ
る
黒
い
衣
装
、
キ
ラ
キ
ラ
光
る
ビ
ー
ズ
の
装
身
具
、
と
ぐ
ろ
を
巻
く

ヘ
ビ
の
よ
う
に
し
な
や
か
で
旋
回
す
る
踊
り
が
人
び
と
を
魅
了
す
る
の
に
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
に
は
、カ
ー
ル
ベ
リ
ヤ
の
踊
り
は
イ
ン
ド
の「
ジ
プ
シ
ー
」の
踊
り
と
し
て
映
画『
ラ
ッ

チ
ョ
・
ド
ロ
ー
ム
』
で
紹
介
さ
れ
、
海
外
か
ら
も
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
一
〇
年
に
は

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ヘ
ビ
か
ら
人
へ
、
舞
う
対
象
は
変
化
し
て
も
人
び
と
は
そ
こ
に
ヘ
ビ
の
聖
な
る
力
の
顕
現
を
見
出

さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。

ヘ
ビ
は
、
ク
モ
な
ど
と
並
ん
で
嫌
い
な
動
物

の
ト
ッ
プ
に
位
置
し
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、

近
年
で
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
ア
ニ
マ
ル
と
し
て
意

外
に
多
く
の
人
に
飼
わ
れ
て
い
る
。

同
じ
爬は

虫ち
ゅ
う

類る
い

の
な
か
で
、
な
ぜ
か
ヘ
ビ
は
足

が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
嫌
わ
れ
、
ぬ
る
ぬ

る
し
て
気
持
ち
が
悪
い
と
い
わ
れ
、
噛か

み
つ
く

毒
の
あ
る
危
険
な
生
き
物
と
し
て
怖
が
ら
れ
て

い
る
。　
　

し
か
し
、
ヘ
ビ
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
先
入

観
を
も
た
な
い
人
は
、
他
の
動
物
と
は
違
う
と

こ
ろ
に
興
味
を
も
っ
て
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

世
界
中
に
は
約
三
〇
〇
〇
種
類
も
の
ヘ
ビ
が
い

て
、
爬
虫
類
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
カ
ラ
フ
ル

な
種
類
が
多
い
。
そ
れ
が
好
ま
れ
る
一
因
で
も

あ
り
、
熱
帯
魚
の
よ
う
に
水
槽
に
入
れ
て
観
賞

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
一
般
に
は
ぬ

る
ぬ
る
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
に
反
し
、

非
常
に
つ
る
つ
る
し
た
、
ま
た
は
さ
ら
さ
ら
し
た

感
触
で
（
種
類
に
よ
っ
て
は
ざ
ら
ざ
ら
し
て
い
る

が
）、
毛
の
あ
る
動
物
と
は
ま
た
違
っ
て
、
そ
の

感
触
が
た
ま
ら
な
い
と
い
う
人
が
い
る
。
ま
た
、

ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
の
く
り
っ
と
し
た
丸
い
眼
を

見
て
、「
か
わ
い
い
」
と
い
う
女
性
も
多
い
。
当

研
究
所
の
運
営
す
る
ス
ネ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
に
来

て
初
め
て
ヘ
ビ
に
触
れ
、
ヘ
ビ
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
人
も
多
い
。

一
方
、
コ
ブ
ラ
が
首
を
広
げ
た
り
ガ
ラ
ガ
ラ

ヘ
ビ
が
尾
を
振
っ
て
威
嚇
し
て
い
る
姿
勢
は
、

子
ど
も
だ
け
で
な
く
一
部
の
大
人
に
は
「
か
っ
こ

い
い
」
と
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
他
の
動
物
に

比
べ
る
と
毒
を
持
っ
て
い
る
種
類
が
非
常
に
多

く
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
ち
ょ
っ
と
特
殊
で
、

毒
ヘ
ビ
し
か
興
味
が
な
い
と
い
う
人
も
い
る
ほ

ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
の
動
物
に
は
見
ら
れ

な
い
そ
の
く
ね
く
ね
し
た
動
き
で
さ
え
ヘ
ビ
を

好
む
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ビ
に
対
し
て
悪
い
イ
メ
ー
ジ

を
持
っ
て
い
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
ヘ
ビ
は
イ
ヌ

や
ネ
コ
と
同
じ
よ
う
な
身
近
に
置
き
た
い
か
わ

い
い
動
物
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
種
類

に
よ
っ
て
は
ラ
イ
オ
ン
な
ど
の
よ
う
に
か
っ
こ
い

い
動
物
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
観
賞
魚
な
ら
ぬ
観

賞
蛇
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

蛇
を
好
む
人
び
と　

堺さ
か
い 

淳あ
つ
し　

財
団
法
人
日
本
蛇
族
学
術
研
究
所 

主
任
研
究
員

ヘビ使い（ジャイプルにて。2009年撮影）

シェシャナーグ

アオダイショウのふ化。くりっとした眼をして
いてかわいく見える

映画『ラッチョ・ドローム』にも出演したスワ・デヴィ
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権
力
の
龍
神
と
豊
饒
の
蛇
神

荒あ
ら

川か
わ 

紘ひ
ろ
し　

静
岡
大
学
名
誉
教
授

ヘ
ビ
と
の
遭
遇

信の
ぶ

田た 
敏と

し

宏ひ
ろ　

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

が
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
千
本
目
の
矢
で
龍
を
射
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
が
雨
谷
の
近
く
の
「
千せ
ん

本ぼ
ん

」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、そ
の
と
き
、龍
の
血
が
溜た

ま
り
、

も
り
あ
が
っ
て
岡
と
な
っ
た
の
が
「
赤
岡
」
で
あ
り
、
血
が
坂
と
な
っ
て
流
れ
た
の

が
「
赤
坂
」
で
あ
っ
た
。

村
を
救
っ
て
く
れ
た
八
幡
太
郎
に
感
謝
し
て
建
立
さ
れ
た
の
が
隣
の
集
落
の
八は

ち

幡ま
ん

に
鎮
座
す
る
「
八は
ち

幡ま
ん

神
社
」
で
あ
り
、
二
キ
ロ
ほ
ど
北
に
あ
る
「
龍
り
ゅ
う

沢た
く

寺じ

」
に
は
退

治
さ
れ
た
龍
の
骨
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
も
教
え
ら
れ
た
。
わ
た
し
は
龍
の
骨
を
確

か
め
る
機
会
が
な
か
っ
た
が
、
龍
沢
寺
で
龍
の
絵
を
目
に
し
た
の
は
記
憶
に
あ
っ
た
。

昨
年
か
ら
わ
た
し
は
母
の
住
む
故
郷
の
雨あ

ま

谷や

で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

龍
沢
寺
に
で
か
け
、
じ
つ
は
恐
竜
の
化
石
だ
と
い
う
龍
の
骨
を
は
じ
め
て
見
た
。
そ

の
と
き
、
こ
の
近
く
に
は
「
蛇じ

ゃ

頭が
し
ら」

と
い
わ
れ
る
赤
坂
川
の
淵ふ
ち

が
あ
り
、
そ
こ
に
も

足
を
運
ん
で
み
た
。
い
ま
は
樹
木
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
以
前
は
岩
の
切
り
立
つ
淵

だ
っ
た
。
こ
の
蛇
頭
と
い
う
地
名
は
わ
た
し
に
は
見
過
ご
せ
な
か
っ
た
。
か
つ
て
は

水
の
神
で
あ
る
蛇
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
が
、
東
北
地
方
で
義
家
が
英
雄
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
蛇
の
信
仰
が
も
と
に
な
っ
て
義
家
の
龍
退
治
の
伝
説
が
う
ま
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

龍
の
誕
生

世
界
的
に
も
不
死
の
生
き
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
蛇
は
豊ほ

う

饒じ
ょ
うの

シ
ン
ボ
ル
、
水
の

神
だ
っ
た
。
こ
の
蛇
神
の
信
仰
は
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
て
、
縄
文
土
器
に
も
蛇
の
像

が
彫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
で
農
耕
が
小
河
川
の
周
辺
か
ら
大
洪

水
も
ひ
き
お
こ
す
大
河
の
黄
河
流
域
に
広
が
っ
た
と
き
、
蝮ま

む
しの

よ
う
な
小
さ
な
蛇
で

は
豊
饒
の
シ
ン
ボ
ル
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
蛇
に
角
を
つ
け
、
手
足
を
も
た
せ

る
よ
う
に
な
る
。
体
型
も
大
き
く
な
る
。
や
が
て
鹿
や
鷹
、
牛
な
ど
の
動
物
が
合
わ

せ
ら
れ
た
よ
り
強
力
な
生
き
も
の
の
龍
が
創
造
さ
れ
た
。
そ
れ
は
権
力
の
シ
ン
ボ
ル

と
み
な
さ
れ
、
皇
帝
の
象
徴
と
な
り
、
国
家
の
守
護
神
と
な
っ
た
。
ま
た
、
人
び
と

を
苦
し
め
る
悪
龍
と
も
な
っ
た
。

大
蛇
の
コ
ブ
ラ
が
棲せ

い

息そ
く

す
る
イ
ン
ド
で
は
手
足
を
つ
け
た
龍
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
ま
ま
で
強
力
な
蛇
で
あ
る
コ
ブ
ラ
が
水
の
神
で
あ
る
ナ
ー
ガ
と
し
て
信
仰
さ
れ

た
。
仏
教
と
と
と
も
に
蛇
の
ナ
ー
ガ
は
龍
と
同
一
視
さ
れ
、ナ
ー
ガ
の
王
で
あ
る
ナ
ー

ガ
・
ラ
ー
ジ
ャ
は
龍
王
と
訳
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
も
水
の
神
、
龍
の
祖
先
は
蛇
だ
っ
た

か
ら
、
同
一
視
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

日
本
人
も
縄
文
時
代
か
ら
豊
饒
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
蛇
の
信
仰
に
生
き
て
い
た
が
、

中
国
か
ら
伝
来
し
た
龍
は
権
力
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
武
器
を
飾
る
造
形
と
な
り
、

仏
教
を
守
護
す
る
神
と
し
て
寺
院
の
天
井
に
描
か
れ
た
。
悪
龍
も
伝
え
ら
れ
、
源
義

家
に
よ
る
龍
退
治
の
伝
説
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
で
も
そ
れ
ま
で
の
蛇
の
信
仰
は
龍
と
融
合
し
、
農
民
の
あ
い
だ
で
も
、
龍
神

や
龍
王
に
慈
雨
を
祈
る
よ
う
に
も
な
る
の
だ
が
、
縄
文
時
代
以
来
の
豊
饒
の
蛇
の
信

仰
も
生
き
続
け
た
。
ふ
だ
ん
は
嫌
わ
れ
も
の
の
蛇
が
豊
か
な
稔み
の

り
を
も
た
ら
し
て
く

れ
る
。
だ
か
ら
、
旱か
ん

魃ば
つ

の
と
き
に
は
慈
雨
を
蛇
神
に
祈
願
し
た
。
蛇
頭
と
い
う
地
名

も
雨
乞
い
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
蛇
頭
の
淵
で
雨
乞
い
の
祭
り
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
農
民
は
権
力
の
龍
と
は
ち
が
う
、
豊
饒
の
蛇

の
信
仰
を
ま
も
り
つ
づ
け
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
た
の
で

あ
る
。

い
ま
、
福
島
の
人
び
と
は
東
電
福
島
第
一
原
発
と
い
う
悪
龍
の
吐
く
毒
気
に
苦
し

ん
で
い
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
は
思
い
な
が
ら
も
、
心
は
萎な

え
が
ち

で
あ
る
。
こ
の
悪
龍
は
想
像
し
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
な
の
だ
。
追
放
す
る

見
込
み
は
た
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
八
幡
太
郎
の
よ
う
な
英
雄
が
現
れ
て
、
悪
龍

を
退
治
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
蛇
の
助
け
も
か
り
て
大
地
の
豊
饒

を
喜
べ
る
日
が
ふ
た
た
び
到
来
す
る
の
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

源
義
家
の
龍
退
治

わ
た
し
の
故
郷
は
福
島
県
の
最
南
部
、
塙

は
な
わ

町ま
ち

と
い
う
田
舎
町
で
あ
る
。
そ
こ
の
山

や
川
で
遊
び
ま
わ
っ
て
い
た
少
年
の
こ
ろ
、
上
級
生
か
ら
八は

ち

幡ま
ん

太た

郎ろ
う

と
い
わ
れ
た
源
み
な
も
と
の

義よ
し

家い
え

に
よ
る
龍
退
治
の
伝
説
を
聞
か
さ
れ
た
。

む
か
し
、
小
盆
地
を
な
す
こ
の
あ
た
り
は
湖
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
流
れ
る
渡わ
た

良ら

瀬せ

川が
わ

の
「
江え

龍り
ゅ
う

田だ

の
滝
」
を
根
城
と
す
る
龍
が
狼ろ
う

藉ぜ
き

を
く
り
か
え
す
。
そ
こ
で
、
村
人

は
北
の
蝦え
み
し夷
攻
略
の
た
め
に
通
り
か
か
っ
た
源
義
家
に
龍
の
退
治
を
懇
願
し
た
。
そ

れ
を
受
け
た
義
家
は
湖
の
水
を
涸か

ら
し
、
東
に
あ
る
小
高
い
山
の
「
弓ゆ
み

張は
り

堂ど
う

山さ
ん

」
か

ら
弓
で
龍
を
狙
う
。
わ
た
し
は
ま
だ
見
て
い
な
い
が
、
山
頂
の
大
石
に
は
義
家
の
足

跡
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
矢
が
雨
の
よ
う
に
降
り
注
い
だ
の
が
「
雨あ

ま

谷や

」、
わ
た
し

マ
レ
ー
シ
ア
の
先
住
民
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
の
多
く
は
、
今
も
狩
猟
採
集
活
動
を
営

ん
で
い
る
。
彼
ら
は
森
に
わ
け
入
り
、
サ
ル
や
リ
ス
、
イ
ノ
ブ
タ
、
そ
し
て
ヘ
ビ
な

ど
の
動
物
を
獲
っ
て
く
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
ヘ
ビ
は
悪
魔
で
も
神
様
で
も
な
く
、
大

事
な
食
べ
物
な
の
で
あ
る
。

調
査
中
、
一
度
だ
け
大
蛇
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
あ
る
。
バ
イ
ク
で
森
を
走
っ
て
い

た
と
こ
ろ
、
目
の
前
に
直
径
一
〇
セ
ン
チ
、
全
長
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
ま
だ
ら
模

様
の
ヘ
ビ
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
と
、「
噛か

み
つ
か
れ
る
ぞ
、

毒
が
あ
る
か
ら
注
意
し
ろ
！
」
と
村
び
と
に
怒
ら
れ
た
。
ヘ
ビ
の
種
類
も
毒
蛇
の
怖

さ
も
知
ら
な
い
わ
た
し
は
さ
ぞ
か
し
無
謀
に
見
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ビ
と
の
遭
遇
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
た
こ
ろ
、「
ハ
ジ
・
コ
ニ
ン
が
ヘ
ビ
を
獲
っ
た
。

写
真
を
撮
る
チ
ャ
ン
ス
だ
ぞ
」
と
村
び
と
が
言
い
に
来
て
く
れ
た
。
慌
て
て
カ
メ
ラ

を
手
に
取
り
ハ
ジ・コ
ニ
ン
の
家
に
急
い
だ
。
大
蛇
を
獲
っ
て
嬉
し
そ
う
な
彼
に
、「
そ

の
ヘ
ビ
を
ど
う
す
る
ん
だ
い
？
」
と
尋
ね
る
と
、
彼
は
「
も
ち
ろ
ん
、
食
べ
る
よ
」

と
答
え
た
。

ハ
ジ
・
コ
ニ
ン
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
。
ハ
ジ
と
い
う
の
は
メ
ッ
カ
を
巡
礼
し

た
者
に
与
え
ら
れ
る
称
号
だ
が
、
彼
は
メ
ッ
カ
巡
礼
を
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
名

前
は
「
あ
だ
名
」
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
戒
律
で
は
爬
虫
類
は
食
べ
る
こ

と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
彼
は
平
気
で
ヘ
ビ
を
食
べ
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム

に
改
宗
し
た
と
は
い
え
、
ヘ
ビ
を
見
る
と
狩
猟
採
集
民
の
血
が
騒
ぐ
の
で
あ
ろ
う
。

ナーガ神像　インド　
標本番号 H0092724

龍の根城だったという「江龍田の滝」

龍沢寺にある「龍の骨」。恐竜の脊髄骨と
鑑定されている

安行原の蛇造り（写真提供・川口市）

生け捕りにした蛇を両手でつ
かんでいるハジ・コニンさん
（1998年撮影）
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シ
ョ
ッ
プ
で
秋
冬
限
定
販
売
を
し
て
い
る
ピ
ー
プ
ル
ツ
リ
ー
の

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
、
ボ
リ
ビ
ア
の
協
同
組
合
「
エ
ル
・
セ
イ
ボ
」

の
カ
カ
オ
豆
を
使
用
し
た
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
で
す
。
エ

ル
・
セ
イ
ボ
は
カ
カ
オ
や
カ
カ
オ
豆
で
得
た
収
益
を
、
組
合
員
世

帯
や
地
域
発
展
の
た
め
に
還
元
し
て
お
り
、
現
在
は
一
二
〇
〇
人

を
こ
え
る
メ
ン
バ
ー
が
、
自
然
環
境
を
守
る
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
農

業
を
め
ざ
し
、
有
機
栽
培
に
も
力
を
入
れ
、
発
展
を
続
け
て
い

ま
す
。
ボ
リ
ビ
ア
の
カ
カ
オ
豆
は
、
ス
イ
ス
で
練
り
上
げ
ら
れ
、

お
い
し
い
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
な
っ
て
、
日
本
に
届
け
ら
れ
ま
す
。

今
年
は
、
新
し
く
ビ
タ
ー
レ
モ
ン
ピ
ー
ル
味
（
50
グ
ラ
ム
）
も
加

わ
り
11
種
類
。

素
敵
な
ギ
フ
ト
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
も
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
大
切

な
方
へ
の
贈
り
物
に
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト 「
へ
び
」

会
期　
1
月
29
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
展
示
場
内
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

※
期
間
内
は
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
も
観
覧
無
料
で
す
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時　

1
月
14
日
（
月
・
祝
）

　
　
　

①
11
時
〜
11
時
30
分

　
　
　

②
14
時
30
分
〜
15
時

解
説　

小
林
繁
樹
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

会
場　

本
館
展
示
場
内
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
当
日
無
料
観
覧
日
）

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
カ
ル
タ
を
作
っ
て
世
界
の「
へ
び
」
を
み
て
み
よ
う
！
」

参
加
者
は
へ
び
展
会
場
で
解
説
を
聞
い
た
後
、
印
象

に
残
っ
た
展
示
物
を
選
び
、
ス
ケ
ッ
チ
や
コ
ラ
ー

ジ
ュ
を
し
て
、
カ
ル
タ
を
作
り
ま
す
。

日
時　

1
月
14
日
（
月
・
祝
）

　
　
　

①
10
時
30
分
〜
12
時
30
分
（
受
付
開
始
10
時
）

　
　
　

②
14
時
〜
16
時
（
受
付
開
始
13
時
30
分
）

集
合
場
所　

第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

16
名

※
要
申
込
（
先
着
順
）、
参
加
無
料
（
当
日
無
料
観
覧
日
）

申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
　

情
報
企
画
課　
「
へ
び
」
展
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
担
当

　
　

w
o

rksho
p

@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

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

「
や
っ
ぱ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
春
の
み
ん
ぱ
く

フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」

会
期　

1
月
5
日（
土
）
〜
3
月
23
日（
土
）

◆
パ
ン
セ
ミ
ナ
ー
（
全
4
回
）

小
麦
と
ラ
イ
麦
は
世
界
の
食
文
化
の
中
で
大
切
な

穀
物
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
多
様
な
形
態
の
パ
ン

と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
パ
ン
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
と
の
関
係
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ル
ー
マ
ニ
ア
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の
専
門
家
が
語

り
ま
す
。

▼
第
1
回　

1
月
26
日
（
土
）　

「
北
欧
の
パ
ン
―
ラ
イ
麦
パ
ン
っ
て
ど
ん
な
味
？
」

講
師　

庄
司
博
史
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）、

　
　
　

井
上
シ
ル
ッ
カ
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
料
理
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
）

▼
第
2
回　

2
月
9
日
（
土
）

「
東
欧
の
パ
ン
―
礼
拝
で
は
ワ
イ
ン
と
と
も
に
」

講
師　
新
免
光
比
呂
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

※
2
月
9
日
（
土
）
で
は
、
ご
希
望
の
方
（
20
歳
以

上
）
に
は
、
ワ
イ
ン
を
ご
用
意
い
た
し
ま
す
。
た
だ

し
、
参
加
費
の
他
に
別
途
5
0
0
円
を
い
た
だ
き

ま
す
。
当
日
は
、
お
車
で
の
ご
来
館
を
お
控
え
く
だ

さ
い
。

▼
第
3
回　

2
月
23
日
（
土
）

「
ド
イ
ツ
の
パ
ン
―
地
方
の
特
徴
、
そ
し
て
伝
説
」

講
師　

森
明
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 
教
授
）

▼
第
4
回　

3
月
9
日
（
土
）

「
イ
タ
リ
ア
の
日
常
生
活
と
パ
ン
」

講
師　
宇
田
川
妙
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

各
回
と
も

時
間　

14
時
30
分
〜
16
時
（
受
付
開
始
14
時
15
分
）

会
場　

国
立
民
族
学
博
物
館  

食
堂
（
本
館
1
階
）

参
加
費　
一
人
あ
た
り
5
0
0
円

対
象　

中
学
生
以
上

　
　
　
（
お
子
様
の
同
伴
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）

定
員　
一
回
に
つ
き
40
名

※
有
料
、
要
申
込

申
込
締
切

　

①
第
1
回
、
第
2
回　

1
月
11
日
（
金
）

　

②
第
3
回
、
第
4
回　

2
月
8
日
（
金
）

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

60
名

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、
同
時
通
訳
あ
り

お
問
い
合
わ
せ
先

　
　

研
究
協
力
係 

在
外
資
料
調
査
研
究
担
当

　
　

niho
nzaig

ai@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

【
研
究
部
の
新
メ
ン
バ
ー
】

藤
本
透
子 

助
教
（
民
族
文
化
研
究
部
）
が

2
0
1
2
年
12
月
1
日
付
け
で
着
任
い
た
し
ま
し

た
。
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
／
京
都
大
学
、

国
立
民
族
学
博
物
館
・
機
関
研
究
員
を
経
て
現
職
。

専
門
は
、
文
化
人
類
学
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
研
究
。

著
書
に
『
よ
み
が
え
る
死
者
儀
礼

―
現
代
カ
ザ
フ

の
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
』

（
風
響
社
）、『
カ
ザ
フ

の
子
育
て

―
草
原
と

都
市
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文

化
復
興
を
生
き
る
』

（
風
響
社
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
《
ア
ジ
ア
を
学
ぼ

う
》
⑲
）
な
ど
が
あ
る
。

●
展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

本
館
展
示
場
「
日
本
の
文
化
」
展
示
の
う
ち
「
祭
り

と
芸
能
」
と
「
す
ま
い
と
く
ら
し
」
の
一
部
が
こ
の

3
月
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴

い
、「
日
本
の
文
化
」
展
示
全
体
が
工
事
の
た
め
閉

鎖
さ
れ
ま
す
。

閉
鎖
期
間　

3
月
21
日
（
木
）
ま
で

●
休
館
日
・
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

年
始
は
1
月
4
日
（
金
）
ま
で
休
館
し
ま
す
。

1
月
14
日
（
月
・
祝
）
成
人
の
日
は
本
館
展
示
を
無

料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
、
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
。

※
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
6
回　

2
月
2
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
語
る

明
治
〜
昭
和
初
期
の
樺
太
資
料
の
収
集
者
た
ち

講
師　
齋
藤
玲
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

み
ん
ぱ
く
に
は
鳥
居
龍
蔵
や
石
田
収
蔵
ら
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
、

樺
太
の
先
住
民
族
（
ニ
ブ
フ
、
ウ
イ
ル
タ
、
ア
イ
ヌ
）
の
貴
重
な

資
料
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
彼
ら
の
収
集
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が

ら
、
資
料
の
情
報
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
い
ま
す
。
そ
の
過
程

で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
実
際
に
資
料
も
お
見
せ
し
な

が
ら
お
話
し
ま
す
。

東
京
講
演
会

会
場　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
市
ヶ
谷
ビ
ル 

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
6
0
0

定
員　

80
名
（
要
申
込
）

第
1
0
5
回　

3
月
30
日
（
土
）
14
時
〜
16
時

特
別
展
「
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル　
霧
の
森
の
く
ら
し
」
関
連

何
処
に
で
も
あ
る
何
処
に
も
な
い
世
界　
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

講
師　
深
澤
秀
夫
（
東
京
外
国
語
大
学 

教
授
）

　
　
　
飯
田
卓
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

「
や
っ
ぱ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
│
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」
関
連

親
子
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
春
よ
こ
い
！
」

　
　
　
（
要
申
込
、
参
加
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
あ
り
）

み
ん
な
で
踊
ろ
う
！
│
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
踊
り
と
歌

　
※
踊
り
と
歌
の
鑑
賞
だ
け
で
も
楽
し
め
ま
す
。

　

1
月
27
日
（
日
）
14
時
〜
15
時
半
、
参
加
無
料

　

会
場
：
E
X
P
O
'70
パ
ビ
リ
オ
ン
、
定
員
2
0
0
名

　
※
内
容
や
詳
細
は
上
記
友
の
会
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

第
81
回
民
族
学
研
修
の
旅

ミ
ャ
ン
マ
ー
・
タ
ウ
バ
ン
月
の
祭
り
を
訪
ね
て

―
仏
教
と
精
霊
ナ
ッ
の
儀
礼

　

3
月
19
日
（
火
）
〜
28
日
（
木
）
10
日
間

　
※
内
容
や
詳
細
は
上
記
友
の
会
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ 電話でのお問い合わせ　06 - 6878 - 8560（本館 広報係）

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
パ
リ
20
区
、
僕
た
ち
の
ク
ラ
ス
」

日
時　

1
月
12
日
（
土
）　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂
（
先
着
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

◆
展
示
場
ク
イ
ズ
「
み
ん
ぱ
Ｑ
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
編

期
間　

1
月
8
日
（
火
）
〜
2
月
3
日
（
日
）

会
場　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
場

◆
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

詳
細
は
本
誌
24
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
ほ
か
に
も
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

お
楽
し
み
に
！

以
上
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
つ
い
て
の
申
し
込
み
、
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

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
お
け
る
紛
争
と
宗
教
的
社
会

運
動
―
オ
セ
ア
ニ
ア
に
お
け
る
共
生
の
技
法
」

日
時　

1
月
26
日
（
土
）
10
時
〜
17
時
10
分

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

70
名

※
参
加
無
料
、
要
申
込
、
同
時
通
訳
あ
り

申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
　

紛
争
と
宗
教
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
事
務
局

　
　

c0126

＠id
c.m

inp
aku.ac.jp

国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
バ
ル
ト
海
周
辺
地
域
の
日
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅲ
」

今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
昨
年
６
月
に
実
施
し
た

「
バ
ル
ト
海
周
辺
地
域
の
日
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
調

査
に
関
連
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
研
究
者
を
招
へ
い
し
て
、
こ
れ
ま

で
日
本
に
未
紹
介
だ
っ
た
資
料
の
一
端
を
明
ら
か
に

し
ま
す
。

日
時　

①
2
月
2
日
（
土
）
10
時
30
分
〜
16
時
45
分

　
　
　
　
（
開
場
10
時
）

　
　
　

②
2
月
3
日
（
日
）
10
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
　
（
開
場
10
時
）

第
4
1
7
回　

2
月
16
日（
土
）

【「
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」関
連
】

変
わ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
地
図

―
多「
言
語
」社
会
か
ら「
多
言
語
」社
会
へ

講
師　
庄
司
博
史
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

20
世
紀
後
半
以
降
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
で
は
、

移
民
の
増
加
や
地
域
的
少

数
言
語
運
動
の
活
発
化
に

よ
り
、さ
ま
ざ
ま
こ
と
ば
が

社
会
の
な
か
で
顕
在
化
し

は
じ
め
て
い
ま
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
発
祥
の
一
国
一
言
語

主
義
は
ど
こ
に
む
か
う
の

で
し
ょ
う
か
。

大
統
領
選
挙
も
多
言
語
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

（
ヘ
ル
シ
ン
キ
）

フェアトレードチョコレート
　50g　　8種類  　各290円
　100g　3種類  　各580円

ブロックプリントボックス 　  300円
手透き紙封筒  　  180円

価格はすべて税込

第
4
1
6
回　

1
月
19
日（
土
）

【「
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」関
連
】

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
フ
ァ
シ
ズ
ム

―
ル
ー
マ
ニ
ア
・
レ
ジ
オ
ナ
ー
ル
運
動
を
中
心
に

講
師　
新
免
光
比
呂
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

深
澤
英
隆
（
一
橋
大
学 

教
授
）

　
　
　
江
川
純
一（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
研
究
員
）

よ
く
耳
に
す
る
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
っ

た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
関
係
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
ル
ー
マ
ニ

ア
を
中
心
に
し
て
ド
イ
ツ
、

イ
タ
リ
ア
の
事
情
と
比
較

し
て
考
え
て
み
ま
す
。

大
天
使
ミ
カ
エ
ル
と
大
天
使
ガ
ヴ
リ
エ
ル
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寺
院
か
ら
博
物
館
に

﹁
エ
ル
デ
ニ
・
ゾ
ー
﹂
を
訪
れ
た
の
は
、
昨
年
の
七
月
半
ば
だ
っ
た
。
五
年
ぶ
り
の
再
訪
で
あ
る
。

エ
ル
デ
ニ
・
ゾ
ー
は
モ
ン
ゴ
ル
の
ほ
ぼ
中
央
、
ウ
ブ
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
の
ハ
ラ
ホ
リ
ン
に
あ
る
。
首
都
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト

ル
か
ら
ほ
ぼ
西
方
、
三
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
ハ
ラ
ホ
リ
ン
へ
は
、
四
輪
駆
動
車
を
仕
立
て
て
行
っ
た
。
五

年
前
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
見
比
べ
て
み
る
と
、
飛
行
機
は
チ
ャ
ー
タ
ー
便
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
週
二
便
の
定
期
便

と
な
り
、
長
距
離
バ
ス
も
午
前
中
に
出
発
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
も
の
か
ら
定
時
出
発
と
な
り
、
し
か
も
所
要
時
間

が
約
一
二
時
間
か
ら
六
時
間
強
と
大
幅
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
実
際
は
、
昼
食
や
休
憩
な
ど
を
入
れ
な
が
ら
九
時
間

を
要
し
た
け
れ
ど
、
道
路
は
整
備
さ
れ
、
舗
装
さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
に
始
ま
っ
た
民
主
化
、
市
場
経
済
化
の

進
展
は
め
ざ
ま
し
い
ば
か
り
で
あ
る
。

ハ
ラ
ホ
リ
ン
は
地
区
の
中
心
地
と
は
い
え
、
小
さ
な
町
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
は
、
か
つ
て
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
首
都

が
お
か
れ
、
カ
ラ
コ
ル
ム
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
オ
ル
ホ
ン
川
流
域
の
こ
の
地
は
六
万
年
前
か
ら
人
が
住
み
始
め
、
六

世
紀
に
遡

さ
か
の
ぼる
こ
と
が
で
き
る
突と

っ

厥け
つ

と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
テ
ュ
ル
ク
系
民
族
の
遺
跡
や
史
跡
も
多
い
。
一
二
三
五
年

に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
第
二
代
の
オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ア
ン
が
首
都
を
建
設
す
る
。
カ
ラ
コ
ル
ム
の
都
市
遺
跡
は
調
査
中

で
あ
る
が
、
考
古
学
的
・
歴
史
的
に
重
要
な
こ
の
一
帯
は
、
二
〇
〇
四
年
に
﹁
オ
ル
ホ
ン
渓
谷
の
文
化
的
景
観
﹂
と

し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
カ
ラ
コ
ル
ム
都
市
遺
跡
の
上
に
建
つ
、
も
っ
と
も
新
し
く
規
模
が

大
き
い
建
築
物
が
エ
ル
デ
ニ
・
ゾ
ー
で
あ
る
。

一
五
八
六
年
創
建
で
﹁
三
宝
の
像
﹂
と
い
わ
れ
る
エ
ル
デ
ニ・ゾ
ー
は
、一
〇
八
基
の
白
い
仏
塔
が
配
置
さ
れ
て
い
る
、

四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の
重
厚
な
外
壁
で
囲
わ
れ
た
寺
院
群
で
あ
る
。
壁
の
四
方
に
は
楼
門
が
あ
る
。
一
七
九
二
年

に
は
、
敷
地
内
に
六
二
の
寺
院
と
五
〇
〇
棟
の
建
物
が
あ
り
、
一
万
人
ほ
ど
の
僧
が
い
た
。
多
く
の
建
物
が
破
壊
さ

れ
た
一
九
三
〇
年
代
の
粛
清
時
を
経
て
、
現
在
は
一
八
の
寺
院
や
建
物
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
一
九
四
四
年
に

国
家
が
保
護
し
、
一
九
六
五
年
に
博
物
館
と
な
っ
た
。
寺
院
や
仏
具
な
ど
は
す
べ
て
博
物
館
資
料
と
な
り
、
建
物
の

修
復
や
散
逸
資
料
の
回
収
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

近
づ
く
と
、
ま
ず
そ
の
規
模
の
大
き
さ
に
驚
い
て
し
ま
う
。
全ぜ

ん

貌ぼ
う

は
近
く
の
丘
の
上
か
ら
で
な
い
と
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
入
口
と
な
る
西
の
楼
門
前
は
、
相
撲
な
ど
の
競
技
が
お
こ
な
わ
れ
る
夏
の
祭
典
ナ
ー
ダ
ム
明
け
と
あ
っ

て
か
、
来
訪
者
の
車
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
。
入
口
近
く
に
あ
る
博
物
館
の
ほ
か
、
現
在
、
八
カ
所
が
展
示
対
象
で
、

中
心
は
三
寺
の
伽が

藍ら
ん

、
仏ぶ

っ

舎し
ゃ

利り

塔
で
あ
る
ソ
ボ
ル
ガ
ン
塔
、
ラ
ブ
ラ
ン
寺
伽
藍
で
あ
る
。
内
部
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺

院
そ
の
も
の
で
あ
り
、
小
振
り
の
仏
像
や
壁
画
、
掛
軸
な
ど
は
ガ
ラ
ス
の
仕
切
り
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
そ

の
赤
色
の
枠
が
し
っ
か
り
で
き
て
い
る
の
で
、
鑑
賞
の
際
、
多
少
目
に
つ
い
て
し
ま
う
。

仏
教
へ
の
回
帰

エ
ル
デ
ニ
・
ゾ
ー
で
の
最
近
の
動
き
と
し
て
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
仏
教
活
動
が
こ
の
博
物
館
の
な
か
で
再
開
さ

れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
伝
統
的
文
化
や
民
族
文
化
を
見
直
す
う
ち
に
、
宗
教
へ
の
回
帰
も
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ソ
ボ
ル
ガ
ン
塔
の
前
に
は
五
体
投
地
用
の
台
が
設
置
さ
れ
て
い
る
し
、
ラ
ブ
ラ
ン
寺
で
は
多
く
の
僧
が
読
経
し
て
い

て
、
厳
粛
な
気
持
ち
に
な
る
。
博
物
館
と
寺
院
と
の
共
存
は
お
お
く
の
問
題
を
含
む
だ
ろ
う
が
、
上
手
に
乗
り
越
え

て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

さ
ら
に
、
一
昨
年
の
二
〇
一
一
年
六
月
、
日
本
の
政
府
開
発
援
助
に
よ
り
あ
ら
た
に
カ
ラ
コ
ル
ム
博
物
館
が
す
ぐ
隣

に
開
館
し
た
。
周
辺
の
埋
蔵
文
化
財
の
展
示
、
保
存
、
研
修
、
修
復
を
目
的
と
し
た
博
物
館
で
あ
る
。
観
光
地
化
も

進
む
今
後
は
、
両
者
の
相
乗
的
な
効
果
が
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。

今
回
の
、
わ
た
し
の
エ
ル
デ
ニ
・
ゾ
ー
訪
問
は
、
民
博
の
同
僚
、
園
田
直
子
教
授
を
日
本
側
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

と
す
る
日
本
学
術
振
興
会
研
究
拠
点
形
成
事
業
︵
Ｂ
．
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
学
術
基
盤
形
成
型
︶﹁
ア
ジ
ア
に
お
け
る

新
し
い
博
物
館
・
博
物
館
学
創
出
の
た
め
の
研
究
交
流
﹂
の
共
同
研
究
会
の
一
員
と
し
て
参
加
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

民
博
は
一
九
九
四
年
か
ら
国
際
協
力
機
構
と
協
力
し
て
博
物
館
学
関
連
の
研
修
を
実
施
し
て
お
り
︵
二
〇
〇
四
年
か

ら
は
委
託
事
業
︶、
こ
の
研
修
を
修
了
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
博
物
館
や
文
化
施
設
の
専
門
家
は
一
一
人
に
も
達
し
て
い
る
。

ハ
ラ
ホ
リ
ン
の
研
究
会
で
も
、
活
躍
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
皆
さ
ん
と
の
研
究
交
流
を
深
め
、
問
題
や
検
討
課
題
を
共

有
し
て
、
解
決
に
向
け
て
の
行
動
を
誓
い
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

エ
ル
デ
ニ
・
ゾ
ー
博
物
館

―
モ
ン
ゴ
ル
最
古
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
僧
院

小こ
ば

林や
し 

繁し
げ

樹き

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

宗
教
施
設
が
博
物
館
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

「
聖
性
」が
失
わ
れ
、「
世
俗
化
」し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。

展
示
や
収
集
、保
存
、修
復
と
い
う
博
物
館
の
活
動
を
通
し
て
、

宗
教
活
動
が
活
性
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

丘の上から見たエルデニ・ゾー全景。
奥にカラコルム都市遺跡が広がる

三寺のなかの西寺の釈迦牟尼像

カラコルム都市遺跡にたたずむ、
石碑を載せる台座である亀趺（きふ） 宗教活動が再開されているラブラン寺２０１１年に開館したばかりのカラコルム博物館内部

寺院内部の様子。展示物のおおくがガラ
スで保護されている
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「
病
気
に
な
っ
て
も
働
け
」

発
病
後
半
年
を
過
ぎ
て
Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
い
う
病
名
が
つ
い
た
こ
ろ
、
あ
る
同

僚
か
ら「
せ
っ
か
く
病
気
に
な
っ
た
の
な
ら（
！
）、こ
う
い
う
研
究
も
あ
る
よ
」

と
渡
さ
れ
た
の
が
、
文
化
人
類
学
者
マ
ー
フ
ィ
ー
の
『
ボ
デ
ィ
ー
・
サ
イ
レ
ン

ト
』。
脊せ

き
つ
い
し
ゅ
よ
う

椎
腫
瘍
に
神
経
系
が
徐
々
に
破
壊
さ
れ
、
時
間
を
追
っ
て
身
体
が

動
か
な
く
な
る
病
気
に
か
か
っ
た
著
者
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
を
南
米
ア
マ
ゾ
ン

か
ら
自
分
の
周
囲
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
切
り
代
え
て
観
察
し
た
古
典
で
あ
る
。

こ
の
、「
病
気
に
な
っ
て
も
働
け
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
本
当
の
あ
り
が
た

さ
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
最
近
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。

Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
で
は
、
休
職
は
す
す
め
ら
れ
な
い
。
病
院
に
行
け
ば
、
カ
ー
テ

ン
越
し
に
「
休
む
と
余
計
に
つ
ら
く
な
る
だ
け
で
す
よ
」
と
患
者
さ
ん
を

叱し
っ
た咤

す
る
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
す
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
、
気
が
紛
れ
て
救

い
に
な
る
。
高
度
の
集
中
力
を
要
す
る
論
文
執
筆
は
痛
み
の
た
め
難
し
か
っ

た
が
、
幸
か
不
幸
か
、
研
究
者
に
は
研
究
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
が
あ

る
。
会
議
や
打
ち
合
わ
せ
な
ら
Ｏ
Ｋ
。
偶
然
に
も
発
病
後
の
数
年
間
は
、
展

示
場
の
改
修
や
国
際
会
議
の
主
催
な
ど
の
担
当
が
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
よ
い
タ

イ
ミ
ン
グ
は
な
い
と
思
わ
れ

た
。
も
う
ひ
と
つ
運
が
良
か
っ

た
の
は
、
技
術
が
発
達
し
た

現
代
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

技
術
の
恩
恵

声
で
パ
ソ
コ
ン
を
操
作
で

き
る
音
声
認
識
シ
ス
テ
ム
は
、

ソ
フ
ト
を
入
れ
る
だ
け
で
使

え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
で

メ
ー
ル
の
対
応
も
、
Ｃ
Ｒ
Ｐ

Ｓ
と
の
経
験
を
綴つ

づ

る
こ
と
も

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち

な
み
に
同
僚
の
視
覚
障
害
者

Ｈ
さ
ん
が
使
う
の
は
、
パ
ソ

コ
ン
の
読
み
上
げ
機
能
。
モ

ニ
タ
ー
は
必
要
な
い
か
ら
机
の
上
に
は
パ
ソ
コ
ン
本
体
と
キ
ー
ボ
ー
ド
し
か

な
く
、
考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
だ
が
、
見
て
い
る
と
や
っ
ぱ
り
不
思
議
な

感
じ
が
す
る
。

パ
ソ
コ
ン
と
い
え
ば
、
頬ほ

ほ

の
筋
肉
や
眼
球
運
動
な
ど
の
わ
ず
か
な
動
き
で

操
作
で
き
る
意
思
伝
達
装
置
を
テ
レ
ビ
で
と
き
ど
き
目
に
す
る
。
筋
委
縮
性

の
病
気
や
脳の

う

性せ
い

麻ま

痺ひ

な
ど
で
身
体
の
動
き
を
制
限
さ
れ
た
と
き
、「
残
さ
れ

た
」
機
能
を
使
っ
て
周
囲
と
や
り
と
り
す
る
手
段
と
な
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ

が
、「
最
初
か
ら
」
身
体
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
言
語
を
話
し
た
こ
と

が
な
い
子
ど
も
た
ち
に
も
使
い
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
、
思
い
が
至
っ

て
い
な
か
っ
た
。

臼
田
輝
『
輝
（
ひ
か
る
）
い
の
ち
の
言
葉
』
は
、
一
歳
に
な
る
直
前
に
脊

椎
を
損
傷
し
、
筋
肉
ひ
と
つ

動
か
せ
な
い
ま
ま
一
六
歳
ま

で
生
き
た
著
者
に
よ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
言
葉
を
発
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
か
ら
、
周
囲

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も

と
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

一
三
歳
の
と
き
に
パ
ソ
コ
ン

を
利
用
し
て
カ
ナ
を
拾
う
こ

と
の
で
き
る
装
置
を
与
え
ら

れ
る
と
、
文
を
綴
り
は
じ
め

て
周
囲
を
驚
か
せ
た
と
い
う
。

重
い
障
害
の
あ
る
人
は
「
は

い
」「
い
い
え
」
も
表
現
で

き
ず
赤
ち
ゃ
ん
程
度
の
発
達

段
階
と
み
な
さ
れ
が
ち
だ
が
、

多
く
は
言
葉
（
思
考
）
を
持
っ
て
い
る
…
…
報
道
で
は
そ
ん
な
側
面
に
焦
点

が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
と
い
え
ば
、
自
己
の
な
か
で
反は

ん
す
う芻
し
続
け

る
だ
け
で
こ
と
ば
が
充
分
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
驚
い
た
。

能
動
的
な
言
語
技
術
（
書
く
、
話
す
）
の
習
得
に
は
、
他
者
と
の
や
り
と
り

が
必
要
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ま
わ
り
の
話
が
す
べ
て

理
解
で
き
て
い
る
の
に
、
他
の
人
は
自
分
が
も
の
を
考
え
て
い
る
こ
と
す
ら

知
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
心
境
だ
ろ
う
か
。「
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
ド
ラ
マ
の
よ
う
な

体
験
を
し
て
き
た
。
ド
ラ
マ

よ
り
す
さ
ま
じ
い
体
験
を
し

て
き
た
」と
臼
田
少
年
は
綴
っ

て
い
る
。

カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
（
う
ち
あ

け
る
こ
と
）

さ
て
、
音
声
認
識
で
パ
ソ

Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
こ
ん
に
ち
は
！　

そ
の
2

わ
た
し
の
居
場
所

菊き
く

澤さ
わ 

律り
つ

子こ
　

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

C
R
P
S（
シ
ー
・
ア
ー
ル
・
ピ
ー
・
エ
ス
、複
合
性
局
所
疼と

う

痛つ
う

症
候
群
）は
、神

経
系
で
痛
み
が
生
成
さ
れ
る
病
気
だ
が
、強
い
症
状
が
続
く
と
手
が
使
え
な
く

な
り
、二
次
的
に
変
形
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。揺
れ
る
乗
り
物
の
な
か
で
は

手
が
使
え
な
い
と
身
体
を
支
え
ら
れ
な
い
。で
も
、優
先
座
席
に
座
る
と
周
り
が

気
に
な
っ
て
落
ち
着
か
な
い
。両
手
が
自
由
に
な
ら
な
い
日
常
生
活
が
何
年
か

続
き
、技
術
や
社
会
制
度
、人
の
意
識
の
あ
り
か
た
な
ど
に
つ
い
て
、改
め
て
考

え
る
良
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

コ
ン
は
扱
え
る
も
の
の
、
論
文
は
書
け
な
い
し
、
書
類
は
穴
だ
ら
け
。
働
き

続
け
る
こ
と
が
本
人
に
と
っ
て
は
よ
い
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
人
間
を
雇
用

し
て
い
て
よ
い
の
か
、
単
な
る
自
分
勝
手
と
い
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

う
思
う
と
、
Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
こ
と
を
公
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

病
気
を
理
由
に
し
た
解
雇
や
復
職
拒
否
等
の
問
題
は
多
い
と
聞
く
。
そ

の
一
方
で
、
発
達
障
害
等
に
関
す
る
情
報
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
排
除

す
る
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
は
じ
め
て
き
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
。
臨
床
心
理
士
中
島
美
鈴
は
ブ
ロ
グ
「
上
手
に
悩
む
と
ラ
ク
に
な

る
」
の
な
か
で
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
の
社
員
を
受
け
入
れ
る
過
程
を
描

写
し
つ
つ
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
個
性
や
個
別
の
状
況
へ
の
対
応
と
同
じ
で
あ

り
、
結
果
と
し
て
皆
に
と
っ
て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
つ
な
げ
ら
れ
る

と
し
て
い
る
。「
違
う
」
特
性
を
も
つ
人
の
存
在
は
、
社
会
を
住
み
や
す
く

す
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
。
長
野
県
の
あ
る
精
密
機
械
加
工
所
で
は
、

ぷ職

業

体

験

れ
ジ
ョ
ブ
に
来
た
中
学
生
が
効
率
よ
く
作
業
で
き
る
よ
う
に
作
業
台
を
制

作
。
そ
の
台
は
そ
の
後
、
通
常
の
作
業
に
導
入
さ
れ
た
と
聞
い
た
。
身
近
な

と
こ
ろ
で
は
、車
い
す
用
に
と
設
置
さ
れ
る
ス
ロ
ー
プ
。
年
配
の
方
に
も
、ス
ー

ツ
ケ
ー
ス
の
お
姉
さ
ん
に
も
、
お
も
ち
ゃ
の
ト
ラ
ッ
ク
に
の
っ
た
男
の
子
に
も
、

み
ん
な
に
や
さ
し
い
。
そ
れ
で
も
、「
違
う
」
人
の
特
性
を
生
か
す
の
は
、
今

の
社
会
で
は
ま
だ
ま
だ
難
し
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
伝
統
的
な
社
会
で
は
、
ど
ん
な

違
い
を
持
つ
人
に
も
役
割
が
あ
っ
て
、
歩
け
な
く
な
っ
た
お
年
寄
り
も
病
気

の
人
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
一
員
と
し
て
普
通
に
暮
ら
し
て
い
た
。
フ
ィ
リ
ピ

ン
・
ル
ソ
ン
島
の
ボ
ン
ト
ッ
ク
で
は
、
割
礼
は
収
穫
期
の
儀
礼
だ
っ
た
。
痛

み
で
動
け
な
い
男
の
子
た
ち
は
米
の
そ
ば
に
座
っ
て
一
日
中
鳥
を
追
う
。
新

し
い
役
目
と
痛
み
か
ら
気
を
紛
ら
わ
せ
る
し
く
み
が
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
た
。
一

方
、
現
代
社
会
で
は
、「
違
い
」
が
で
き
た
と
た
ん
に
生
活
が
変
わ
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
多
い
。

…
…
論
文
執
筆
を
再
開
し
つ
つ
あ
る
今
、
そ
れ
で
も
役
割
が
あ
る
こ
と
を

示
し
て
く
れ
た
「
病
気
に
な
っ
て
も
働
け
」
に
感
謝
し
つ
つ
、
技
術
の
発
達

と
と
も
に
わ
た
し
た
ち
の
意
識
の
あ
り
方
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
誰
が
ど

ん
な
状
況
に
な
っ
て
も
居
場
所
が
あ
る
社
会
に
で
き
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。

2012 年に主催した手話言語学の国際シンポジウムでは、英語・日本語に加え、
日本手話、アメリカ手話、香港手話の話者が集まり、さまざまな通訳をとおして
議論が進められた（2012 年７月）

新しくなった民博の言語展示場。国際歴史言語学会開催時には
海外からの参加者も多数見学（2010 年 3 月オープン）

台北の地下鉄の譲り合いシールと優先座
席の表示。必要なときには誰でも駅でも
らって胸に貼り付けて使うことができる

（2012 年 8 月）
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ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョッ
プ
の
草
分
け

一
年
前
、
本
コ
ー
ナ
ー
「
多
文
化
を
あ
き
な
う
」
の
連

載
を
開
始
し
た
と
き
、
途
上
国
の
人
び
と
が
作
っ
た
民
芸

品
を
販
売
す
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
シ
ョ
ッ
プ
を
「
街
の
民

族
学
博
物
館
」
と
た
と
え
て
み
た
。
モ
ノ
を
通
じ
て
、
そ

れ
を
作
っ
た
人
び
と
の
暮
ら
し
を
想
像
で
き
る
点
が
博
物

館
と
同
じ
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
気
に
入
っ
た
モ
ノ
を
実
際

に
購
入
で
き
る
と
こ
ろ
が
、
本
物
の
博
物
館
に
な
い
利
点

だ
と
も
述
べ
た
。
だ
が
、
多
く
の
博
物
館
に
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
・
シ
ョ
ッ
プ
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
楽
し
み

に
博
物
館
を
訪
れ
る
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で

今
月
は
、
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
を
と
り
あ

げ
、
ど
の
よ
う
に
多
文
化
が
あ
き
な
わ
れ
て
い
る
か
注
目

し
て
み
た
い
。

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
は
、
日
本
に
お
け

る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
の
草
分
け
と
い
わ
れ
る
。
国

立
民
族
学
博
物
館
開
館
当
時
か
ら
、
財
団
法
人
千
里
文
化

財
団
（
一
九
八
三
年
ま
で
民
族
学
振
興
会
千
里
事
務
局
）

が
経
営
し
、
現
在
で
は
ネ
ッ
ト
通
販
ワ
ー
ル
ド
・
ワ
イ
ド
・

バ
ザ
ー
ル
も
開
設
さ
れ
て
い
る
。「
み
ん
ぱ
く
を
持
ち
帰
ろ

う
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
来
館
者
が
展
示
場
で
え
た
感
動

を
自
宅
ま
で
も
っ
て
帰
れ
る
よ
う
な
商
品
を
そ
ろ
え
て
い

る
。
販
売
さ
れ
て
い
る
商
品
の
種
類
は
、
世
界
の
国
々
で

つ
く
ら
れ
た
民
芸
品
を
中
心
に
一
〇
〇
〇
種
以
上
に
の
ぼ

り
、
カ
レ
ン
ダ
ー
や
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
、
文
房
具
な
ど
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
人
気
も
高
い
。書
店
も
併
設
し
、民
族
学
・

文
化
人
類
学
関
係
の
書
籍
や
Ｃ
Ｄ
が
売
ら
れ
て
い
る
。

生
産
者
を
支
え
る

近
年
、
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、

生
産
者
の
暮
ら
し
を
支
え
る
商
品
が
販
売
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
シ
ョ
ッ
プ
の
な
か
ほ
ど
に
、
そ
う
し
た
商
品
が

並
ぶ
コ
ー
ナ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
地
元
支
援
・
被
災
地
支
援
の
三

つ
で
あ
る
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
目
に
つ
く
の
は
や
は
り
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
商
品
だ
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
は
、
途
上
国
の
商
品
生
産

者
支
援
を
目
的
に
お
こ
な
う
貿
易
の
こ
と
で
あ
る
。
売
れ
筋

は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
だ
。
こ
の
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
は
、
南
米
ボ
リ
ビ
ア
の
エ
ル
・
セ
イ
ボ
組
合
が
生
産
し
た

カ
カ
オ
豆
を
原
料
に
使
用
し
て
い
る
。
同
組
合
は
、
誠
実

に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
取
り
組
み
、
着
実
に
成
果
を
あ
げ
て

き
た
生
産
者
団
体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
他
に
も
、
ミ
ク
ロ
ネ

シ
ア
連
邦
ポ
ン
ペ
イ
島
の
日
系
人
の
農
場
で
収
穫
さ
れ
た
コ

シ
ョ
ウ
を
佃つ

く
だ
に煮
に
し
た
も
の
や
、
ラ
オ
ス
南
部
の
町
サ
ワ
ン

ナ
ケ
ー
ト
に
伝
承
さ
れ
る
藍あ

い
ぞ
め染
・
草
木
染
の
手
織
り
木
綿
を

使
用
し
た
製
品
な
ど
、
生
産
地
の
特
産
物
や
技
術
を
い
か
し

た
商
品
を
、
現
地
情
報
を
紹
介
し
な
が
ら
販
売
し
て
い
る
。

地
元
支
援
の
商
品
は
「
み
ん
ぱ
く
ク
ッ
キ
ー
」
で
あ
る
。

こ
の
ク
ッ
キ
ー
は
吹
田
市
の
生
活
介
護
事
業
所
ぷ
く
ぷ
く

ワ
ー
ル
ド
の
製
品
で
、
ミ
ル
ク
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
ふ
た
つ

の
味
が
楽
し
め
る
。
同
事
業
所
は
一
九
九
〇
年
か
ら
障
が
い

者
の
雇
用
創
出
の
た
め
に
、
食
品
添
加
物
を
使
用
し
な
い

安
心
、
安
全
な
ク
ッ
キ
ー
を
製
造
し
て
い
る
。
パ
ッ
ケ
ー
ジ

を
デ
ザ
イ
ン
し
た
の
は
、
武
庫
川
女
子
大
学
の
学
生
た
ち

だ
。
彼
女
た
ち
が
み
ん
ぱ
く
の
展
示
場
を
見
学
し
て
着
想

を
え
た
仮
面
の
イ
ラ
ス
ト
が
、
箱
を
飾
っ
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
作
ら
れ
た
商
品
も
あ
る
。
一

つ
は
岩
手
県
山
田
町
の
醤し

ょ
う
ゆ油
で
あ
る
。
さ
し
み
用
で
甘
め
の

味
に
特
色
が
あ
る
。
津
波
で
店
舗
を
失
っ
た
山
田
町
の
企

業
が
製
造
す
る
製
品
を
、
復
興
支
援
の
た
め
に
販
売
し
て

い
る
。も
う
ひ
と
つ
は
、宮
城
県
南
三
陸
町
の「
き
り
こ
」グ
ッ

ズ
で
あ
る
。
き
り
こ
と
は
、
神
社
の
神
職
が
正
月
の
神
棚

飾
り
の
た
め
に
縁
起
物
を
切
り
抜
い
た
半
紙
の
こ
と
で
あ

る
。
地
元
の
女
性
に
よ
る「
彩（
い
ろ
ど
り
）プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

が
中
心
と
な
り
、
震
災
後
、
き
り
こ
を
復
興
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
商
品
開
発
を
お
こ
な
っ
た
。
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
き
り

こ
の
デ
ザ
イ
ン
を
あ
し
ら
っ
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
や
タ
ン
ブ
ラ
ー
な

ど
を
扱
っ
て
い
る
。

顔
が
見
え
る

こ
う
し
た
商
品
が
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ

の
一
角
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
み
ん
ぱ
く

の
社
会
的
な
使
命
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
。
か
つ
て
博
物
館
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
は
、
専
門

の
研
究
者
に
よ
る
学
術
的
成
果
を
一
般
に
伝
達
す
る
機
能

だ
っ
た
。
そ
の
た
め
そ
こ
で
の
情
報
の
流
れ
は
、
博
物
館
か

ら
来
館
者
へ
と
い
う
一
方
通
行
が
普
通
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

現
在
み
ん
ぱ
く
で
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
展
示
を
目
標
に
掲
げ
、

展
示
品
の
制
作
者
、
研
究
者
、
来
館
者
の
三
者
の
あ
い
だ

の
対
話
や
情
報
共
有
を
試
み
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
は
来

館
者
に
と
っ
て
、
み
ん
ぱ
く
が
単
に
異
文
化
に
触
れ
る
場

所
で
は
な
く
、
異
文
化
の
人
び
と
と
交
流
す
る
き
っ
か
け

を
え
る
場
所
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
「
み
ん
ぱ
く
を
持
ち
帰
る
」
た
め
に
は
、
み

ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
で
扱
う
商
品
も
、
な
る

べ
く
生
産
者
の
顔
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
ど
ん
な
人
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
つ
く
っ
た
モ
ノ
な
の

か
わ
か
る
こ
と
が
重
要
だ
。
そ
れ
を
購
入
し
た
来
館
者
が
、

生
産
者
の
暮
ら
し
が
安
定
し
た
り
、
伝
統
的
な
技
術
が
維

持
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
想
像
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

そ
の
商
品
の
新
し
い
付
加
価
値
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ

の
際
み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
が
、
生
産
者
と
来
館
者
相
互
の

交
流
を
促
進
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
も
必
要
だ
。
み
ん
ぱ

く
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
展
示
に
対
応
し
た
、
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
の
今
後
の
展
開
に
期
待
し
た
い
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
あ
り
方
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
、

展
示
に
関
連
し
た
品
が
手
に
入
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
に
、
期
待
さ
れ
る
役
割
も
変
わ
っ
て
い
く
。

民
族
学
博
物
館
の
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
た
だ
世
界
の
も
の
が
手
に
入
る
だ
け
で
な
は
く
、

博
物
館
と
生
産
者
と
消
費
者
、
こ
の
三
者
を
つ
な
ぐ
役
割
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

み
ん
ぱ
く
を
持
ち
帰
ろ
う

鈴す

ず

木き 

紀も
と
い

　
民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

みんぱく1階にあるミュージアム・ショップ

お祭りで踊るボリビアの
エル・セイボ組合の女性たち

みんぱくオリジナル
スタンプ

フェアトレード・チョコレート
（本号p13にて紹介）

みんぱくクッキー

きりこをデザインしたTシャツ
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思
想
的
に
大
き
な
影
響
を
後
代
の
人
び
と
に
お
よ
ぼ
し
た
孔
子

で
は
あ
る
が
、多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
、は
る
か
昔
の
人
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
。
し
か
し
中
国
で
は
孔
子
一
族
は
決
し
て
過
去
の
存
在
で

は
な
い
。
族
譜
を
通
じ
て
そ
の
一
族
は
今
日

ま
で
脈
々
と
続
き
、
ま
た
裾
野
を
ひ
ろ
げ
て

き
て
い
る
。

族
譜
で
つ
な
が
る
人
び
と

中
国
で
は
、
古
く
か
ら
父
系
の
家
系
図
を

記
録
す
る
族
譜
を
つ
く
る
風
習
が
あ
る
。
族

譜
は
、
一
族
の
由
来
か
ら
、
そ
の
後
の
系
譜

関
係
、
墓
地
の
分
布
、
男
性
メ
ン
バ
ー
の
生

死
の
日
時
、
学
歴
、
官
職
、
妻
子
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
一
族
の
歴
史
を
記
し
て
き
た
。

族
譜
は
か
つ
て
帝
王
諸
侯
の
家
系
と
事

績
を
記
録
す
る
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
婚
姻
や

官
位
の
等
級
は
そ
の
家
柄
に
よ
っ
て
左
右
さ

れ
た
の
で
、
族
譜
の
編
集
は
貴
族
の
あ
い
だ

で
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

唐
代
と
宋
代
、
門
閥
貴
族
が
没
落
す
る

と
新
支
配
層
と
な
っ
た
地
主
や
社
会
的
地

位
の
あ
る
官
僚
・
知
識
人
の
あ
い
だ
で
族

譜
の
編
集
が
盛
ん
に
な
り
、
明
代
に
は
一

般
庶
民
に
ま
で
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

族
譜
編
集
が
貴
族
か
ら
地
主
や
庶
民
へ
と
シ
フ
ト
す
る
に
つ
れ

て
、
編
集
の
目
的
も
官
僚
や
婚
姻
相
手
選
定
の
際
、
家
柄
を
参

照
す
る
手
段
か
ら
、
祖
先
崇
拝
や
一
族
の
親
睦
を
は
か
る
も
の

へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

よ
み
が
え
る
族
譜
の
伝
統文

化
大
革
命
の
こ
ろ
、
族
譜
は
封
建
制

度
の
名
残
と
み
な
さ
れ
、
没
収
さ
れ
た
り
、

焼
か
れ
た
り
し
た
が
、
一
九
八
四
年
か
ら
は

国
の
貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
認
め
ら
れ
、

民
間
で
も
族
譜
の
編へ

ん
さ
ん纂
が
再
開
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
孔
子
一
族
は
二
〇
〇
九
年
に

七
〇
年
ぶ
り
に
第
五
版
の
﹃
孔
子
世
家
譜
﹄

を
出
版
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
二
千
年
の
あ
い

だ
に
、
孔
子
一
族
の
族
譜
は
、
明
代
の
天て

ん
け
い啓
、

清
代
の
康こ

う
き熙
、
乾け

ん
り
ゅ
う隆の
時
代
と
一
九
八
三
年

の
四
回
に
わ
た
っ
て
改
修
さ
れ
、
二
〇
〇
五

年
に
は
﹁
世
界
最
長
の
家
系
図
﹂
と
し
て
ギ

ネ
ス
ブ
ッ
ク
に
登
録
さ
れ
た
。
新
し
い
﹃
孔

子
世
家
譜
﹄
は
、
八
〇
冊
、
四
三
万
ペ
ー
ジ
、

約
二
千
万
字
か
ら
構
成
さ
れ
、
二
〇
〇
万

人
あ
ま
り
の
孔
氏
メ
ン
バ
ー
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
、
元
の
順
帝
︵
一
三
三
三

年
～
一
三
七
〇
年
︶
時
代
の
五
四
代
目
か

ら
現
在
の
八
五
代
目
ま
で
の
あ
い
だ
に
は

二
万
八
千
あ
ま
り
の
韓
国
在
住
の
孔
子
の
子

孫
が
含
ま
れ
て
い
る
。

現
在
、
日
本
に
お
け
る
中
国
系
の
人
び
と
は
六
〇
万
人
に
も
お

よ
ぶ
と
い
う
。
孔
子
の
族
譜
を
受
け
つ
ぐ
人
び
と
も
き
っ
と
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

世界最長の家系図
韓
は ん

 敏
み ん

　民博 民族文化研究部

民博の図書室に収蔵されている『孔子世家譜』
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樹
皮
画
（
虹
蛇
）

民
博 

外
来
研
究
員
　

友と

も

永な

が 

雄ゆ

う

吾ご

標
本
番
号 

H
０
１
４
０
４
１
１

地
域 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

受
入
年 

１
９
８
６
年

　

虹に
じ

蛇へ
び

に
ま
つ
わ
る
物
語
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
全
土
に
み
ら

れ
る
。
こ
の
写
真
の
虹
蛇
は
中
央
ア
ー
ネ
ム
ラ
ン
ド
の
先
住

民
集
団
に
語
り
つ
が
れ
る
彼
ら
の
カ
ン
ト
リ
ー
（
故
地
）
と

深
く
結
び
つ
い
た
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
、
す
な
わ
ち
神
話
の
一
部

で
あ
る
。「
ウ
ン
ガ
リ
ョ
ド
」
と
よ
ば
れ
る
虹
蛇
は
、
こ
の

地
域
の
人
び
と
の
祖
先
を
創
造
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ウ
ン
ガ
リ
ョ
ド
は
変
態
能
力
を
も
ち
、
そ
の
た
め
樹
皮
画
の

作
者
は
虹
蛇
の
姿
に
重
ね
て
祖
先
を
描
く
こ
と
も
、
特
定
の

土
地
や
動
植
物
の
特
徴
と
結
び
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
現

に
こ
の
写
真
の
虹
蛇
も
魚
の
尾
と
カ
ン
ガ
ル
ー
の
よ
う
な
耳

を
も
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
樹
皮
画
は
お
も
に
ユ
ー
カ
リ
の
樹
皮
を
使
用

し
、
オ
ー
カ
ー
と
い
う
酸
化
鉄
を
原
料
と
す
る
赤
や
黄
、
粘

土
で
つ
く
る
白
、
木
炭
か
ら
な
る
黒
を
基
調
と
し
て
描
か
れ

る
。
そ
れ
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
も
つ
の
は
、
こ
の
地
域
の
人

び
と
が
神
話
を
共
有
し
て
お
り
、
絵
の
デ
ザ
イ
ン
を
先
祖
か

ら
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
幾
何

学
模
様
を
施
し
た
ク
ロ
ス
・
ハ
ッ
チ
ン
グ
技
法
で
、
現
在
も

彼
ら
に
と
っ
て
秘
密
性
の
高
い
儀
礼
を
お
こ
な
う
際
に
も
ボ

デ
ィ
・
ペ
イ
ン
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

わ
た
し
が
調
査
す
る
南
東
部
の
先
住
民
集
団
ヨ
ル
タ
・

ヨ
ル
タ
で
は
虹
蛇
は
、
大
河
マ
レ
ー
河
の
創
造
神
話
に
登

場
す
る
「
ド
ゥ
ナ
ト
パ
ン
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
虹
蛇
は

一
九
九
〇
年
代
中
頃
か
ら
Ｔ
シ
ャ
ツ
や
マ
グ
カ
ッ
プ
に
プ
リ

ン
ト
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
初
期
の
強
い
植

民
に
晒さ
ら

さ
れ
言
語
や
親
族
組
織
な
ど
固
有
の
文
化
を
失
っ
た

地
方
の
町
や
都
市
に
住
む
ヨ
ル
タ
・
ヨ
ル
タ
が
、
一
九
九
三

年
に
制
定
さ
れ
た
先
住
権
原
法
に
も
と
づ
き
土
地
の
利
用
権

を
求
め
る
運
動
を
展
開
す
る
た
め
に
虹
蛇
を
活
用
し
は
じ
め

た
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
、
北
部
や
中

部
の
先
住
民
集
団
が
土
地
権
の
回
復
を
国
家
に
求
め
た
と
き

に
、
そ
の
声
明
文
を
樹
皮
画
に
し
た
た
め
た
こ
と
が
、
そ
の

契
機
と
な
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
虹
蛇
は
、
神
話
の
世
界
か

ら
飛
び
だ
し
、
先
住
民
と
土
地
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
示
す

た
め
に
現
在
に
蘇
よ
み
が
える

の
で
あ
る
。
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一番
、芸
能
は「
聞
く
」べ
し

わ
た
し
が
生
ま
れ
育
っ
た
沖
縄
本
島
中
部
は
、
エ

イ
サ
ー
や
獅し

子し

舞ま
い

が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。
カ
レ
ン

ダ
ー
な
ど
確
認
し
な
く
と
も
、
夏
の
汗
ば
む
夜
に
鳴

り
響
く
三さ

ん
し
ん線
や
太
鼓
、
笛
の
音
が
、
旧
暦
七
月
の
旧

盆
の
訪
れ
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。

旧
盆
前
に
掲
載
さ
れ
た
地
元
新
聞
の
投
稿
記
事
を

読
ん
で
い
る
と
「
今
年
の
旧
盆
は
、
ど
こ
の

0

0

0

エ
イ

サ
ー
を
見
に
い
こ
う
か
、
胸
が
弾
む
」
と
い
う
一
文

が
目
に
入
っ
て
き
た
。
わ
た
し
は
そ
の
瞬
間
、
調
査

地
で
あ
る
石
垣
島
の
白し

ら

保ほ

で
出
会
っ
た
あ
る
青
年
が

「
地
元
以
外
の
芸
能
を
見
に
い
く
余
裕
な
ん
て
な
い
。

自
分
た
ち
の
と
こ
ろ
だ
け
で
も
大
変
な
の
に
」
と
話

し
て
い
た
こ
と
を
憶お

も

い
出
し
た
。

わ
た
し
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
中
の
滞
在
先
は
、

石
垣
島
の
ち
ょ
う
ど
東
海
岸
に
位
置
す
る
白
保
と
い

う
珊さ

ん

瑚ご

礁し
ょ
うが
広
が
る
海
に
面
し
た
村
だ
っ
た
。
白
保

は
、
石
垣
島
の
な
か
で
も
芸
達
者
の
多
い
村
と
し
て

有
名
な
地
域
で
あ
り
、「
芸
能
の
宝
庫
」
と
よ
ば
れ
て

い
る
。
芸
能
教
育
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め
に
石
垣

島
を
訪
れ
た
わ
た
し
に
と
っ
て
、
白
保
の
人
た
ち
の

雑
談
は
す
べ
て
が
興
味
深
く
、
聞
き
入
る
話
ば
か
り

だ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
若
い

唄
者
が
唄
う
八
重
山
民
謡
を
聴
き
な
が
ら
、
異
な
る

年
齢
層
に
属
す
る
者
が
ひ
と
つ
の
場
所
で
交
流
し
て

い
る
こ
と
だ
っ
た
。
若
者
た
ち
は
年
長
者
の
芸
能
に

関
す
る
う
ん
ち
く
に
耳
を
傾
け
る
。
そ
し
て
、
年
長

者
は
唄
う
若
者
た
ち
を
褒
め
た
り
、
檄げ

き

を
飛
ば
す
な

ど
し
て
、
芸
能
の
教
授
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

二
番
、旗
は
、「
連
帯
」で
も
つ
べ
し

わ
た
し
は
、
研
究
調
査
の
よ
き
相
談
役
だ
っ
た
T

さ
ん
か
ら
「
白
保
の
芸
能
を
よ
く
見
な
さ
い
」
と
ア

ド
バ
イ
ス
を
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
は
ち
ょ
う
ど
豊
年

祭
が
近
づ
い
て
い
た
。
わ
た
し
は
祭
り
の
準
備
を
手

伝
う
傍
ら
、
児
童
か
ら
青
年
ま
で
が
参
加
す
る
と
い

う
「
旗
頭
奉
納
」
の
練
習
を
見
学
し
よ
う
と
、
夕
方

は
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
へ
、
夜
は
公
民
館
へ
と
、
白

保
の
芸
能
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
毎
晩
の

よ
う
に
出
か
け
て
い
っ
た
。

旗
頭
奉
納
と
は
、
御オ

ン嶽
の
前
で
そ
の
年
の
豊
年
を

神
に
感
謝
し
、
来く

な
つ
ゆ

夏
世
の
豊
作
を
願
う
奉
納
儀
礼
の

こ
と
で
あ
る
。
八
重
山
諸
島
の
旗
頭
に
は
、「
ト
ゥ
ー

ル
」
と
「
ス
ム
ヤ
」
と
よ
ば
れ
る
二
本
の
旗
頭
が
あ

る
。
白
保
村
の
旗
頭
奉
納
は
、
旗
頭
保
存
会
に
属
す

る
若
い
青
年
ら
数
十
人
に
よ
っ
て
執
り
お
こ
な
わ
れ

る
。
そ
の
う
ち
、「
責
任
者
」
と
称
す
る
者
が
旗
頭
奉

納
を
取
り
仕
切
り
、
も
ち
手
の
選
任
か
ら
指
導
、
旗

さ
お
の
制
作
な
ど
の
す
べ
て
を
担
う
。

白
保
で
は
、
旗
頭
の
も
ち
手
と
し
て
の
決
ま
り
、

あ
る
い
は
禁
忌
が
あ
る
。
白
保
の
伝
統
的
な
旗
頭
の

挙
げ
方
は
、
も
ち
手
が
一
人
で
も
ち
上
げ
て
降
ろ
す

と
い
う
方
法
で
あ
る
。
旗
頭
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
キ

ロ
近
い
重
さ
で
、
長
さ
は
七
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
メ
ー

ト
ル
あ
り
、
力
と
技
術
が
な
い
と
も
ち
上
げ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
も
ち
手
は
、
幅
約
四
〇
セ
ン
チ
、
長

さ
五
メ
ー
ト
ル
の
白
い
晒さ

ら
し
を
腰
に
巻
き
、
旗
頭
を
腹

と
両
腕
で
支
え
て
も
ち
上
げ
る
。
そ
の
際
、
責
任
者

の
技
量
、
そ
し
て
旗
頭
を
支
え
る
テ
ィ
ー
ジ
ナ
（
手

綱
）
と
の
呼
吸
が
揃そ

ろ

わ
な
け
れ
ば
、
大
き
な
事
故
を

引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
旗
頭
を
も
ち
上
げ
て
降
ろ

す
あ
い
だ
は
、
全
神
経
を
集
中
さ
せ
、
み
ん
な
が
一

心
同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
旗
頭
保
存
会
の
青

年
た
ち
は
皆
、「
旗
頭
は
絶
対
に
倒
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
旗
頭
は
、
ど
ん
な
に
体
格

が
立
派
で
あ
っ
て
も
、
青
年
た
ち
の
連
帯
が
あ
っ
て

こ
そ
為
せ
る
技
な
の
だ
と
、
力
強
く
語
っ
た
。

三
番
、芸
能
は「
見
る
」べ
し

二
〇
一
一
年
の
旗
頭
奉
納
も
、
御
嶽
の
前
に
集

ま
っ
た
神
事
を
司

つ
か
さ
どる
神
司
や
公
民
館
役
員
、
そ
し
て

村
の
人
び
と
が
注
目
す
る
な
か
で
執
り
お
こ
な
わ
れ

た
。
わ
た
し
が
白
保
の
旗
頭
を
見
る
の
は
、
こ
れ
が

三
度
目
で
あ
る
。
初
め
は
青
年
た
ち
の
勇
ま
し
さ
に

圧
倒
さ
れ
、
二
度
目
は
練
習
過
程
か
ら
観
察
し
、
儀

礼
の
順
序
を
把
握
す
る
の
に
必
死
だ
っ
た
。
三
度
目

は
、
人
に
混
じ
っ
て
雑
談
を
楽
し
み
、
ぎ
こ
ち
な
さ

は
あ
る
も
の
の
合
い
の
手
を
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

芸
能
は
、
芸
能
の
実
践
者
と
鑑
賞
者
の
両
者
が

揃
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
実
践
者
と
鑑

賞
者
の
呼
応
の
あ
い
だ
で
価
値
が
共
有
さ
れ
、
継
承

に
繋つ

な

が
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
鑑
賞
者
の
合
い
の

手
が
芸
能
の
実
践
者
へ
の
激
励
と
な
り
、
と
き
に
は

そ
の
芸
能
の
熟
達
度
を
試
す
機
会
に
も
な
る
。
つ
ま

り
、
こ
う
し
た
鑑
賞
者
に
よ
る
合
い
の
手
は
、
芸
能

の
継
承
過
程
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
鑑
賞
者
は
、
定
期
的
に
祭
り
に
足
を
運
び
、

芸
能
を
単
に
見
る
だ
け
で
は
、
そ
の
役
割
を
充
分
に

果
た
せ
る
と
は
限
ら
な
い
。
鑑
賞
者
も
実
践
者
と
同

じ
よ
う
に
、
多
様
な
年
齢
層
に
属
す
る
人
び
と
と
の

交
流
を
通
し
て
、
知
識
と
し
て
の
芸
能
を
身
に
つ
け

て
こ
そ
、「
芸
能
を
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
か
ら
だ
。
白
保
の
旗
頭
を
支
え
る
鑑
賞
者
も
、
こ

う
し
た
関
係
の
な
か
で
育
ち
、
ひ
い
て
は
、
そ
れ
が

地
域
の
伝
統
芸
能
を
継
承
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い

る
。わ

た
し
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
出
会
っ
た
人
び
と
か

ら
芸
能
を
「
見
る
」
こ
と
の
大
切
さ
を
教
わ
り
、
わ

た
し
自
身
も
鑑
賞
者
と
い
う
立
場
か
ら
地
元
の
芸
能

を
「
見
る
」
こ
と
で
、
伝
統
芸
能
を
支
え
る
一
員
に

な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

呉ご

や屋 

淳じ
ゅ
ん

子こ

民
博 

機
関
研
究
員

わ
た
し
の
芸
能
三
番
口
説（
く
ど
ぅ
ち
）

「トゥール」と「スムヤ」とよばれる
それぞれ2本の旗頭

旗頭は「村のエリート」しかもてないと、
白保の年長者は語る

「責任者」を中心に旗頭の青年らが棹を作成している



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
　本号は1月号恒例の干支特集としてヘビをとりあげた。
昨年の龍はおどおどろしい空想の動物、ヘビは現実の身
近な生きものという違いはあるが、両者にまつわる信仰
が、水や天候、大地を支配する神聖を認める点でかなり
重なり合っていることを改めて感じた。
　一方、今回の特集ではあまり触れられていないが、ヘ
ビにはもう一つの側面がある。それは忌み嫌われ、あま
り歓迎されない邪悪なイメージで、うじ虫を連想させる、
地を這

は

いまわる姿からきているようだ。日本語のヘビや
ハブの語源が「這う」にあるともいわれるが、英語のス
ネークやラテン系諸語のセルペントなども「這う」とい
う語に発しており、うじ虫という語と同源の場合もすく
なくない。野道で遭遇すると、気持ち悪さと恐ろしさか
らヘビだけは追いかけまわしてひどい目に合わせていた
残酷な少年時代をふり返り、ヘビには悪いことをしたと
思うが、変な気分になったことは忘れない。
　こんな相反するイメージをあわせもつヘビではあるが、
今年はどちらの側面をみせてくれるのであろうか。

（庄司博史）
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みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう1月

話者 :小川さやか（国立民族学博物館 助教）
話題 :路上空間は誰のもの？
 ―路上商人による暴動を事例に
会場 :東南アジア休憩所

27日
（日曜日）

話者 :庄司博史（国立民族学博物館 教授）
話題 :移民のささえるヨーロッパ
会場 :ヨーロッパ展示場

6日
（日曜日）

次号の予告
 特集　

はじめに光ありき（仮）

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

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

●表紙：舞踏用仮面「ナーガ（コブラ）魔神」　
　　　 標本番号：H0085979　 地域：スリランカ

■ 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。

13日
（日曜日）

話者 :新免光比呂（国立民族学博物館 准教授）
話題 :ヨーロッパのキリスト教
会場 :ヨーロッパ展示場

話者 :松本雄一（国立民族学博物館 機関研究員）
話題 :アンデスの神殿とその魅力
会場 :東南アジア休憩所

20日
（日曜日）
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