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日
本
の

　
文
化

特集ハレ
の
か
た
ち
　
ハレ
の
こ
こ
ろ
　
笹
原
亮
二

「
祭
り
」展
示
の
マ
ン
ダ
ラ
　
中
牧
弘
允

メ
ン
ド
ン
と
映
像
記
録
　
福
岡
正
太

日
々
の
く
ら
し
　
日
髙
真
吾

海
と
シ
オ
と
魚
と
の
く
ら
し
　
川
島
秀
一

今
に
生
き
る
山
の
く
ら
し
　
池
谷
和
信

日
本
の
民
俗
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
み
ん
ぱ
く
　
近
藤
雅
樹



鉄
道
車
両
の
色
あ
れ
こ
れ

野の

田だ 

隆た
か
し

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
5
2
年
名
古
屋
市
生
ま
れ
。
旅
行
作
家
。

日
本
旅
行
作
家
協
会
理
事
。
都
立
高
校
に
て

語
学
を
担
当
す
る
か
た
わ
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

日
本
各
地
の
紀
行
エ
ッ
セ
イ
や
記
事
な
ど
を

発
表
し
て
い
た
が
、
2
0
1
0
年
4
月
よ
り
フ

リ
ー
と
し
て
活
動
開
始
。

著
書
に『
に
っ
ぽ
ん
鉄
道
1
0
0
景
』（
２
０
１
３

年
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
鉄
道
旅
行
の
魅
力
』

（
２
０
０
３
年
。
以
上
、
平
凡
社
）、『
定
年
か

ら
の
鉄
道
ひ
と
り
旅
』（
２
０
１
２
年
、洋
泉
社
）

な
ど
。
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一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た

国
鉄
初
の
電
車
特
急
「
こ
だ
ま
」（
東
京
〜
大
阪
、

神
戸
）
は
、
赤
と
ク
リ
ー
ム
の
ツ
ー
ト
ン
カ
ラ
ー

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
鉄
道
車
両
は
、
蒸
気
機

関
車
の
煤
煙
ゆ
え
に
黒
や
茶
色
と
い
っ
た
地
味
な

塗
装
の
も
の
が
多
か
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
明
る

い
塗
装
は
画
期
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
の
後
、

全
国
を
走
り
回
る
よ
う
に
な
っ
た
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特

急
も「
こ
だ
ま
」
と
同
じ
よ
う
な
塗
り
分
け
と
な
っ

た
か
ら
、
国
鉄
の
昼
間
の
特
急
列
車
と
言
え
ば
、

赤
と
ク
リ
ー
ム
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
あ
が
っ

た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
塗
り
分
け
は
、
日
本
だ
け
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、

同
時
期
、Ｔ
Ｅ
Ｅ（Trans E
urope E

xpress

＝
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
際
特
急
）
と
い
う
最
高
級
の
列
車
が
、

西
欧
に
お
い
て
主
要
都
市
を
縦
横
に
結
ぶ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
つ
く
っ
て
運
転
を
開
始
し
、
各
国
が
用

意
し
た
車
両
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
カ
ラ
ー
は
一
部
を

除
い
て
赤
と
ク
リ
ー
ム
の
塗
り
分
け
だ
っ
た
。
洋

の
東
西
を
問
わ
ず
、
特
急
列
車
と
い
う
の
は
、
派

手
な
印
象
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
ふ

さ
わ
し
い
の
は
赤
と
ク
リ
ー
ム
な
の
だ
ろ
う
。

　
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
は
、
東
海
道
新

幹
線
が
運
転
を
開
始
し
た
が
、「
ひ
か
り
」
の
車

両
で
あ
る
０
系
は
、
従
来
の
特
急
塗
装
で
は
な
く
、

濃
紺
と
白
の
塗
り
分
け
と
な
っ
た
。
も
は
や
、
一

番
汚
れ
の
目
立
つ
白
は
鉄
道
車
両
の
塗
装
と
し
て

タ
ブ
ー
で
は
な
く
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

軽
や
か
で
ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
色
と
し
て
、
以
後
、

積
極
的
に
使
わ
れ
て
い
く
。

　

今
で
は
、
濃
紺
の
か
わ
り
に
他
の
色
も
使
わ

れ
て
い
る
も
の
の
、
白
は
高
速
列
車
に
は
、
な
く

て
は
な
ら
な
い
カ
ラ
ー
の
よ
う
だ
。
こ
れ
ま
た
世

界
的
な
傾
向
で
、
ド
イ
ツ
の
高
速
列
車
Ｉ
Ｃ
Ｅ

（InterC
ity E

xpress

）
の
車
体
は
、
白
が
メ
イ
ン

で
、
か
ろ
う
じ
て
赤
が
ス
ト
ラ
イ
プ
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。九
州
新
幹
線「
つ
ば
め
」

も
白
が
メ
イ
ン
で
あ
る
し
、
博
多
〜
長
崎
を
結
ぶ

特
急
「
か
も
め
」
も
純
白
の
塗
装
が
眩
し
い
。
そ

う
い
え
ば
、
航
空
機
も
白
い
機
体
の
も
の
が
目
に

つ
く
。

　

今
で
は
、
白
は
早
い
乗
り
物
の
象
徴
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
時
代
と
と
も
に
、
鉄
道
を
は
じ
め

乗
り
物
の
カ
ラ
ー
リ
ン
グ
は
、
よ
り
薄
い
色
合
い

へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



日
々
の
生
活
の
場
に
は
衣
類
や
食
器
や

家
具
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、
人
び
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
を
所

有
し
、
用
い
て
暮
ら
し
て
き
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
、
人
び
と
は
道
具

と
し
て
の
利
便
性
や
実
用
性
に
関
心
を
向

け
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
改
め
て
考
え
て

み
る
と
、
利
便
性
や
実
用
性
が
必
ず
し
も

問
題
と
さ
れ
な
い
モ
ノ
も
存
在
し
て
い
る
こ

と
に
気
付
く
。
そ
れ
は
、
祭
り
や
年
中
行

事
に
登
場
す
る
御ご

幣へ
い

や
仮
面
や
笠
や
曳ひ
き

山や
ま

な
ど
の
品
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
形
や
色

彩
な
ど
に
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
、
日
々
の
生

活
の
場
の
モ
ノ
と
は
大
い
に
趣
を
異
に
す
る
。

九
州
の
島
々
で
は
普
段
着
を
「
ケ
ギ
（
褻

着
）」、
東
北
地
方
で
は
普
段
の
食
料
を
「
ケ

シ
ネ
（
褻
）」
と
よ
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
日
々

の
生
活
の
状
態
を
ケ
と
す
れ
ば
、
祭
り
や

年
中
行
事
は
普
段
と
異
な
る
特
別
な
ハ
レ

の
状
態
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
な
る

と
、
そ
れ
ら
は
さ
し
ず
め
「
ハ
レ
の
か
た
ち
」

と
よ
べ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
最
た
る
も
の
が
、
祭
り
や
年
中
行

事
の
際
に
地
元
の
人
び
と
が
趣
向
を
凝
ら

し
て
作
り
、
見
物
の
観
覧
に
供
す
る
造
形

物
、
即す
な
わ

ち
「
つ
く
り
も
の
」
で
あ
る
。
つ
く

り
も
の
は
、
富
山
県
高
岡
市
福ふ
く

岡お
か

町ま
ち

の
野

菜
で
作
ら
れ
た
「
つ
く
り
も
ん
」、
熊
本
県

山や
ま

都と

町ち
ょ
う

の
野
山
の
植
物
で
作
ら
れ
た
「
大

造
り
物
」、
島
根
県
出
雲
市
平
田
町
の
同
類

の
道
具
一
式
で
作
ら
れ
た
「
一
式
飾
」
な
ど
、

西
日
本
各
地
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ら
は
、
素
材
や
呼
称
は
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ

る
が
、
造
形
に
こ
と
さ
ら
に
趣
向
を
凝
ら
し
、

見
物
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
が
第
一
の
眼
目

と
さ
れ
る
点
で
は
共
通
す
る
。
当
然
そ
こ
に

は
出
来
不
出
来
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

ど
こ
の
作
り
手
も
よ
り
面
白
い
造
形
を
競

い
合
い
、
ど
こ
の
見
物
も
そ
の
面
白
さ
の
批

評
に
興
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
く
り
も
の
は
、

作
り
手
と
見
物
の
と
に
か
く
面
白
い
モ
ノ
を

希
求
す
る
想
い
が
ハ
レ
の
場
で
交
差
し
た
と

こ
ろ
に
顕
現
し
た
造
形
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

つ
く
り
も
の
を
は
じ
め
、
各
地
の
ハ
レ
の

造
形
を
、
人
び
と
の
願
い
や
喜
び
や
晴
れ

が
ま
し
さ
と
い
っ
た
闊か
っ

達た
つ

な
精
神
活
動
の

所
産
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
、

祭
り
や
年
中
行
事
を
脈
々
と
営
ん
で
き
た

人
び
と
の
心
性
、
い
わ
ば
「
ハ
レ
の
こ
こ
ろ
」

の
あ
り
よ
う
や
歴
史
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
ん
な
ふ
う
に

大
仰
な
言
辞
を
弄ろ
う

す
る
の
は
、
ハ
レ
の
か
た

ち
に
も
っ
と
も
不
似
合
と
お
し
か
り
を
受
け

そ
う
で
あ
る
。
百
聞
は
一
見
に
如し

か
ず
。
ま

ず
は
展
示
場
で
ハ
レ
の
か
た
ち
を
と
く
と
ご

覧
あ
れ
。

笹さ
さ

原は
ら 

亮り
ょ
う

二じ　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

ハ
レ
の
か
た
ち

ハ
レ
の
こ
こ
ろ

二
〇
一
三
年
の
春
、
日
本
の
文
化
展
示
場
は
、
こ
れ

ま
で
の
展
示
構
成
を
継
承
し
つ
つ
、
大
き
く
生
ま
れ

変
わ
っ
た
。
年
中
行
事
や
人
生
儀
礼
と
い
っ
た
ハ
レ
の

世
界
を
構
成
す
る
「
祭
り
と
芸
能
」、
日
常
の
生
活

の
諸
相
を
示
す
「
日
々
の
く
ら
し
」
と
い
う
ふ
た
つ
の

セ
ク
シ
ョ
ン
を
と
お
し
て
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
変

容
し
つ
つ
あ
る
日
本
人
の
く
ら
し
と
、
そ
の
基
層
に

あ
る
日
本
の
文
化
を
あ
ら
た
め
て
振
り
返
り
、
日
本

人
の
技
と
か
た
ち
と
心
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
日ひ

髙だ
か 

真し
ん

吾ご　

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
）

日
本
の

　

文
化

特集

つくりもん（富山県高岡市）

湯本南条踊（ゆもとなんじょうおどり）（山口県長門市）日詰（ひづめ）まつりの山車（岩手県紫波町（しわちょう）） 旧阿部家の褻稲櫃（けしねび
つ）（山形県酒田市）

2   3    2013 年 5月号



大
き
な
耳
と
お
で
こ
に
角
を
も
つ
赤
い
メ
ン
を
か
ぶ
っ

た
メ
ン
ド
ン
た
ち
が
、
木
の
枝
を
振
り
な
が
ら
、
踊
り
手

や
見
物
人
の
あ
い
だ
を
走
り
ま
わ
っ
て
い
る
。
女
性
た
ち

が
油
断
す
る
と
、
か
か
え
て
連
れ
て
行
か
れ
そ
う
に
な
る
。

こ
の
メ
ン
ド
ン
は
、
旧
暦
八
月
一
日
と
二
日
に
鹿
児
島
県

三
島
村
硫い

黄お
う

島じ
ま

で
お
こ
な
わ
れ
る
八は
っ

朔さ
く

太た
い

鼓こ

踊
り
に
登

場
す
る
。

硫
黄
島
は
、鹿
児
島
港
か
ら
村
営
フ
ェ
リ
ー
「
み
し
ま
」

で
南
へ
約
三
時
間
半
、
種
子
島
の
西
方
約
六
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
位
置
す
る
人
口
約
一
二
〇
人
の
小
さ
な
島
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
何
人
か
の
仲
間
と
硫
黄
島
に
通
い
、
八
朔

太
鼓
踊
り
の
映
像
記
録
作
成
を
続
け
て
き
た
。

こ
の
規
模
の
島
で
、
伝
統
的
な
芸
能
を
維
持
す
る
の

は
な
か
な
か
難
し
い
だ
ろ
う
。
高
校
が
な
い
の
で
、
進
学

す
る
た
め
に
は
島
を
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仕
事
の
口

も
限
ら
れ
る
の
で
、
青
年
が
島
に
戻
る
チ
ャ
ン
ス
は
な
か

な
か
な
い
。
し
か
し
、
八
朔
太
鼓
踊
り
の
花
形
で
あ
る
踊

り
手
に
は
一
〇
名
の
青
年
壮
年
が
選
抜
さ
れ
、
そ
れ
に
加

え
て
た
く
さ
ん
の
メ
ン
ド
ン
が
走
り
回
る
。

じ
つ
は
、
人
数
の
う
え
で
主
力
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
潮
風
留
学
」
制
度
に
よ
り
島
の
学
校
で
学
ぶ
中
学
生
、

「
み
し
ま
ジ
ャ
ン
ベ
ス
ク
ー
ル
」
で
西
ア
フ
リ
カ
の
太
鼓

ジ
ャ
ン
ベ
を
学
ぶ
「
留
学
生
」、
学
校
の
先
生
、
駐
在
さ

ん
な
ど
、
島
外
か
ら
や
っ
て
き
て
限
ら
れ
た
期
間
だ
け
島

に
暮
ら
す
人
び
と
だ
。
八
朔
太
鼓
踊
り
は
、
島
出
身
者

を
核
と
す
る
社
会
に
彼
ら
を
溶
け
込
ま
せ
て
い
く
機
会

の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。

芸
能
の
映
像
記
録
と
い
え
ば
、
ま
ず
は
踊
り
や
歌
を

丹
念
に
記
録
に
残
し
て
い
く
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
。
し
か

し
、
映
像
は
同
時
に
そ
れ
を
演
じ
る
個
性
あ
る
人
間
の

姿
も
記
録
し
て
い
る
。
島
の
人
が
映
像
を
見
れ
ば
、「
あ

の
人
」
が
映
っ
た
「
あ
の
時
」
の
映
像
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。
芸
能
は
、
同
じ
こ
と
を
毎
年
繰
り
返
し

て
い
る
よ
う
で
も
、
そ
れ
に
携
わ
る
人
に
と
っ
て
は
毎
回

一
回
限
り
の
出
来
事
で
も
あ
る
。
あ
え
て
同
じ
芸
能
を
何

回
も
記
録
す
る
こ
と
で
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

新
し
く
な
っ
た
展
示
場
で
は
メ
ン
ド
ン
の
映
像
を
流

し
て
い
る
。
こ
の
映
像
の
背
景
に
は
、
毎
年
繰
り
返
し

撮
っ
た
映
像
の
積
み
重
ね
が
あ
る
。
そ
こ
に
「
八
朔
太

鼓
踊
り
」
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
演
じ
て
い
る
人
、

そ
し
て
彼
ら
が
作
っ
て
い
る
島
の
社
会
も
読
み
と
っ
て
み

て
ほ
し
い
。

福ふ
く

岡お
か 

正し
ょ
う

太た　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

メ
ン
ド
ン
と
映
像
記
録 「

日
本
の
文
化
」
の
展
示
は
「
祭
り
」（
ハ
レ
）
と
「
日
常
」

（
ケ
）
を
空
間
的
に
仕
切
っ
て
い
る
。
今
回
の
新
構
築
で

も
基
本
的
に
は
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。

「
日
常
」
の
展
示
資
料
は
一
新
し
た
。
他
方
、「
祭
り
」

の
ほ
う
は
ふ
た
つ
の
コ
ー
ナ
ー
の
資
料
を
大
幅
に
入
れ
替

え
た
が
、
あ
と
は
ほ
ぼ
昔
の
ま
ま
で
あ
る
。
一
九
七
八
年

度
に
故
守も
り

屋や

毅た
け
し

教
授
と
担
当
し
た
展
示
構
想
の
基
礎
は

残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
客
員
教
授
だ
っ
た
高た
か

取と
り

正ま
さ

男お

先
生
（
京
都
女
子

大
学
）
は
折
に
ふ
れ
、「
千
里
教
の
マ
ン
ダ
ラ
が
描
け
る

か
ど
う
か
が
、
君
た
ち
の
正
念
場
だ
」
と
激
励
し
て
く

れ
た
。
そ
の
意
を
十
分
に
汲く

め
た
か
ど
う
か
、
わ
れ
わ
れ

は
守
屋
原
案
を
核
に
マ
ン
ダ
ラ
を
構
想
し
た
。

導
入
の
コ
ー
ナ
ー
は
扇
で
か
た
め
た
。「
祭
り
」
展
示

の
要か
な
め

の
つ
も
り
で
も
あ
り
、
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
文
化
に
つ

づ
く
展
示
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
青
森
県
弘
前
の
扇
ね

ぷ
た
を
え
ら
ん
だ
経
緯
が
あ
る
。

壁
面
展
示
は
「
祭さ
い

祀し

」
と
「
芸
能
」
を
東
西
で
対
比

さ
せ
た
。「
祭
祀
」
側
に
は
、
け
ず
り
か
け
、
御ご

幣へ
い

、
し

め
な
わ
、綱
、竿
か
ざ
り
な
ど
の
「
依よ

り
代し
ろ

」
を
配
し
、「
芸

能
」
側
に
は
と
り
も
の
、か
さ
、背
負
い
も
の
な
ど
の
「
つ

く
り
も
の
」
を
な
ら
べ
た
。
対
比
に
よ
っ
て
、
全
体
像
の

把
握
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、「
祭
祀
」
と
「
芸
能
」
は
ゆ
る
や
か
に
つ

な
が
っ
て
お
り
、
截さ
い

然ぜ
ん

と
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

仮
面
や
仮
装
、
ま
た
各
種
の
人
形
は
「
つ
く
り
も
の
」
で

も
あ
り
「
依
り
代
」
で
も
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
神み

輿こ
し

や
山

車
は
素
朴
な
「
つ
く
り
も
の
」
で
は
な
く
、
高
度
な
工

芸
技
術
と
む
す
び
つ
い
た
す
ぐ
れ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も

ま
た
「
祭
祀
」
と
「
芸
能
」
を
つ
な
い
で
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
展
示
空
間
の
中
間
地
帯
は
こ
れ
ら
の
資
料
で
構

成
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
か
ん
が
え
た
。

展
示
の
こ
の
よ
う
な
構
造
的
配
列
は
た
し
か
に
マ
ン
ダ

ラ
に
ち
か
い
。
だ
が
、
高
取
先
生
か
ら
直
接
に
感
想
を

う
か
が
っ
た
記
憶
は
な
く
、
ま
た
先
生
も
展
示
の
完
成

後
、
ほ
ど
な
く
し
て
あ
の
世
に
旅
立
た
れ
て
し
ま
わ
れ
た
。

こ
の
た
び
の
展
示
新
構
築
で
は
「
つ
く
り
も
の
」
が
充

実
し
た
。
そ
れ
は
マ
ン
ダ
ラ
の
一
角
を
く
ず
す
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
補
強
し
て
い
る
感
が
つ
よ
い
。「
祭
り
」

の
展
示
場
を
あ
ら
た
め
て
ま
わ
っ
て
み
た
が
、
も
う
し
ば

ら
く
は
マ
ン
ダ
ラ
の
威
力
が
通
用
し
そ
う
な
気
が
し
た
。

中な
か

牧ま
き 

弘ひ
ろ

允ち
か

「
祭
り
」展
示
の

マ
ン
ダ
ラ

民
博 

名
誉
教
授

吹
田
市
立
博
物
館
長

村営フェリー「みしま」から硫黄島の硫黄岳を望む

暴れるメンドンたち（2010年） 新しく展示された「つくりもの」

太鼓台としめなわの展示

八朔太鼓踊り（2010年）
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周
囲
を
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
の
列
島
は
、
海
の
か
な
た

か
ら
漂
着
し
て
く
る
寄
り
も
の
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
と
く
に

魚
群
が
押
し
寄
せ
る
浜
に
は
、
自
然
に
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

が
発
達
し
、

集
落
も
成
立
し
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
旧
暦
の
六
月
一
日

前
後
に
必
ず
沖
縄
の
環
礁
に
入
っ
て
く
る
ス
ク
（
ア
イ
ゴ
の

幼
魚
）
な
ど
は
、
待
ち
構
え
て
追
込
み
網
で
捕
獲
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
寄
り
魚
の
ス
ク
で
さ
え
、
そ
の
年
の
海
の
環

境
に
よ
り
、
豊
漁
も
あ
れ
ば
不
漁
も
あ
る
。

漁
業
は
常
に
危
険
と
徒
労
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
と

き
に
は
莫ば
く

大だ
い

な
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
誰
も
が

開
拓
し
て
い
な
い
漁
場
を
遠
く
へ
求
め
る
ほ
ど
、
危
険
と
裏

腹
に
利
益
も
大
き
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
漁
師
の
生
活
に
と
っ
て
、

漁
の
多
寡
の
背
景
に
福
富
の
神
を
願
わ
な
い
で
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
。
遠
く
か
ら
恵
み
を
贈
っ
て
く
れ
る
神
と
し
て
エ

ビ
ス
神
が
信
仰
さ
れ
、
海
の
底
の
龍
神
様
を
信
じ
、
船
に

は
船ふ
な

霊だ
ま

様
が
祀ま
つ

ら
れ
た
。
思
わ
ぬ
大
漁
と
も
な
れ
ば
、
そ

の
喜
び
の
表
現
は
大
漁
旗
の
図
案
と
そ
の
原
色
に
表
現
さ

れ
、「
大
漁
唄
い
込
み
」
な
ど
の
歌
に
よ
っ
て
思
い
を
吐
露

し
た
。

「
日
々
の
く
ら
し
」
で
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
日
常

生
活
の
諸
相
に
つ
い
て
、「
里
の
く
ら
し
」、「
海
の
く

ら
し
」、「
町
の
く
ら
し
」、「
山
の
く
ら
し
」、「
東
北
地

方
の
く
ら
し
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
。
そ
し
て
、

「
全
体
性
」、「
現
代
性
」、「
地
域
性
」
の
三
つ
の
視
点

を
柱
と
し
、
展
示
を
構
成
し
た
。

ま
ず
、
日
々
の
く
ら
し
を
全
体
的
に
と
ら
え
、
わ
た

し
た
ち
が
く
ら
し
て
い
る
生
活
空
間
を
「
里
」、「
海
」、

「
町
」、「
山
」
に
分
類
し
た
。
こ
の
な
か
で
、「
里
」、「
海
」、

「
山
」
の
視
点
は
以
前
の
日
本
の
文
化
展
示
で
も
扱
わ

れ
て
い
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
あ
ら
た
に
「
町
」

と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
現
代
の
日
本
人
の
生
活
文

化
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
都
市
文
化
に
つ
い

て
示
す
こ
と
と
し
た
。

「
現
代
性
」
を
示
す
た
め
に
、
各
コ
ー
ナ
ー
の
最
初
に

現
代
の
生
活
空
間
の
情
景
を
写
し
た
写
真
パ
ネ
ル
を

展
示
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
化
し
続
け
る
生

活
の
様
相
を
時
代
と
と
も
に
更
新
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
。

南
北
に
長
い
日
本
列
島
の
生
活
環
境
は
、
地
域
に

よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
こ
こ
で
は
く
ら
し
の
「
地
域

性
」
を
示
す
た
め
に
、
東
北
地
方
を
取
り
上
げ
た
。
厳

し
い
自
然
環
境
に
適
合
し
な
が
ら
発
達
し
た
東
北
地

方
の
文
化
は
、
日
本
文
化
が
凝
縮
さ
れ
た
地
域
で
も
あ

り
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
様
相
を
信
仰
や
工
芸
、
そ
し

て
住
空
間
の
視
点
か
ら
と
ら
え
て
い
る
。

漁
師
に
魚
を
恵
む
の
は
海
の
シ
オ
で
あ
る
。
寄
り
魚
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
捕
る
網
漁
で
も
釣
り
漁
で
も
、
シ
オ
の

流
れ
と
強
さ
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
魚
を

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
年
中
行
事
の
な
か
で
、
シ
オ
の
力
に
よ
っ

て
一
年
間
の
漁
の
占
い
を
し
て
い
る
の
が
、
高
知
県
須す

崎さ
き

市
の
野
見
や
中な
か

土と

佐さ

町ち
ょ
う

の
久
礼
で
あ
る
。
旧
暦
の
一
月
一
四

日
に
竹
を
立
て
て
祀
り
、
そ
の
竹
の
倒
れ
る
方
向
で
豊
漁

を
占
っ
た
。

漁
師
は
シ
オ
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
魚
の
生
態
も
知
り
、

そ
の
魚
の
心
ま
で
も
読
む
。
と
き
に
は
魚
の
賢
さ
に
敬
意

を
表
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
の
成
果
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ

工
夫
さ
れ
た
漁
具
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
、
海
と
シ
オ
と
魚
と
の
く
ら
し
は
、
単
に

海
を
漁
場
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

潮
の
香
り
や
潮
騒
の
音
に
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
よ
う
な
生
活

環
境
と
し
て
の
海
も
、
い
つ
も
彼
ら
の
前
に
横
た
わ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
人
の
日
常
生
活
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
影

響
を
受
け
な
が
ら
、
大
き
く
変
容
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
変
容
は
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
常
に
続
い
て

き
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
社
会
に
特
化
さ
れ
た
現
象
と

し
て
一
面
的
に
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
一
方
、
環

境
に
適
合
し
な
が
ら
生
ま
れ
て
き
た
生
活
文
化
は
今
の

日
本
人
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
今
回
の

日
本
の
文
化
展
示
場
に
お
け
る
日
々
の
く
ら
し
で
は
、

日
頃
は
気
に
も
と
め
な
い
、
生
活
文
化
の
様
相
に
つ
い

て
感
じ
て
も
ら
い
た
い
。

川か
わ

島し
ま 

秀し
ゅ
う一い
ち

　
東
北
大
学
教
授

日ひ

髙だ
か 

真し
ん

吾ご　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

海
と
シ
オ
と

魚
と
の
く
ら
し

日
々
の
く
ら
し

町中の市場の賑わい（2013年1月29日。提供・中村晋也）

沖縄県の久高島（くだかじま）のスク漁（2011年7月2日撮影）

高知県中土佐町久礼のヨシオサン（2013年2月23日撮影）大漁旗　千葉県銚子市　標本番号 H0004111

里で祭られる田の神（2012年8月10日撮影）
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国
指
定
あ
る
い
は
都
道
府
県
指
定
の
有
形
民
俗

文
化
財
の
件
数
は
多
い
。
い
ず
れ
も
指
定
を
受
け

れ
ば
国
や
自
治
体
の
補
助
金
な
ど
で
収
納
施
設
を

建
設
し
て
保
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
民
俗
文
化
財

を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
た
ち
が
生
活
し
て
い

た
往
年
の
姿
を
し
の
ん
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
民
俗
文
化
財
は
、
華
美
な
王
朝
・
武
家
・

町
民
層
に
よ
っ
て
愛め

で
ら
れ
た
美
術
工
芸
品
で
は
な

い
。
姿
形
が
見
栄
え
の
よ
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
な
か
で
も
焼
き
物
や
染
色
品
を
中
心

に
民
芸
運
動
に
よ
っ
て
美
術
工
芸
品
の
列
に
つ
ら
な

る
扱
い
を
受
け
て
い
る
資
料
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、

民
俗
文
化
財
の
な
か
で
民
芸
品
と
し
て
の
美
的
価

値
を
有
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ
し
問
題
は
、

民
芸
品
が
鑑
賞
を
目
的
に
生
活
か
ら
も
器
物
の
有

機
的
な
連
関
か
ら
も
遊
離
し
て
存
在
す
る
こ
と
で

あ
る
。

民
俗
資
料
は
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
の
な
か

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
占
め
て
存
在
し
て
い
る
。

単
体
で
は
粗
末
で
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
くで
あ
っ
て
も
、
生
活
空
間
を

再
現
で
き
る
群
と
し
て
存
在
す
る
と
き
に
歴
史
的

文
化
的
な
価
値
を
有
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

民
具
は
、
わ
た
し
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
器
物

や
衣
類
、
労
働
の
た
め
の
道
具
に
他
な
ら
な
い
。

み
ん
ぱ
く
の
民
具
の
な
か
に
は
、
一
軒
の
家
の
道

具
一
切
を
収
蔵
し
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

最
近
の
も
の
で
は
、
特
別
展
「
二
〇
〇
二
年
ソ
ウ
ル

ス
タ
イ
ル

―
李
さ
ん
一
家
の
素
顔
の
く
ら
し
」
で

話
題
に
な
っ
た
韓
国
公
務
員
家
庭
の
家
財
道
具
一
式

や
、
特
別
展
「
今
和
次
郎
採
集
講
義
」
で
展
示
さ
れ
、

近こ
ん

藤ど
う 

雅ま
さ

樹き

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

日
本
の

民
俗
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と

み
ん
ぱ
く

新
し
い
日
本
展
示
に
も
登
場
す
る
料
理
評
論
家
の

故
大
村
し
げ
家
の
一
括
資
料
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
資
料
の
一
群
は
、
空
間
的
に
再
現
さ
れ

る
こ
と
で
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
顕
在
化
さ
せ
、

住
む
人
の
お
も
か
げ
を
も
髣ほ
う

髴ふ
つ

と
さ
せ
る
。
ま
た
こ

の
よ
う
な
資
料
を
屋
外
に
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

野
外
博
物
館
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
こ
う
し
た
野
外
博

物
館
が
多
く
、民
家
を
復
元
移
築
し
、往
年
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
に
身
を
包
ん
だ
ス
タ
ッ
フ
が
糸
つ
む
ぎ
を
す

る
な
ど
し
て
か
つ
て
の
民
衆
の
生
活
ぶ
り
を
再
現
し

て
い
る
。
移
築
民
家
な
ど
の
屋
外
施
設
を
も
た
な
い

み
ん
ぱ
く
で
は
、
常
設
展
会
場
の
コ
ー
ナ
ー
展
示
や

企
画
展
示
な
ど
に
よ
り
、
テ
ー
マ
を
定
め
て
紹
介
し

て
い
く
段
取
り
で
あ
る
。

池い
け

谷や 

和か
ず

信の
ぶ

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

今
に
生
き
る

山
の
く
ら
し

今
か
ら
三
〇
年
も
前
に
、
わ
た
し
は
、
東
北

地
方
の
奥
深
い
山
村
で
プ
ロ
の
山
菜
採
り
に
弟

子
入
り
を
し
て
い
た
。
春
先
の
雪
の
残
る
沢
の

急
斜
面
に
ゼ
ン
マ
イ
が
伸
び
て
く
る
が
、
彼
ら

は
、
い
つ
ご
ろ
ど
こ
で
採
れ
る
の
か
を
熟
知
し

て
い
た
。
わ
ず
か
二
時
間
で
、
五
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
と
っ
た
と
き
に
は
驚
い
た
も
の
だ
。
そ
れ

か
ら
三
〇
年
、
山
の
く
ら
し
は
大
き
く
変
わ
っ

た
。
プ
ロ
の
山
菜
採
り
も
後
継
者
が
い
な
い
。

あ
る
村
で
は
、
都
市
に
若
者
が
出
て
い
き
廃
村

に
な
っ
た
。
ダ
ム
建
設
に
よ
っ
て
水
没
し
た
村

も
多
い
。
こ
の
ま
ま
、
日
本
の
山
の
く
ら
し
は

消
え
て
い
く
も
の
か
と
思
っ
た
。
し
か
し
、現
在
、

人
と
山
と
の
か
か
わ
り
は
あ
ら
た
な
形
で
生
き

て
い
る
。

長
崎
県
対つ
し

馬ま

で
は
、
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
を
対

象
に
し
て
数
千
個
の
ハ
チ
ド
ウ
が
置
か
れ
て
い

る
。
こ
の
ハ
チ
は
、
シ
イ
や
カ
シ
の
森
で
咲
く

花
な
ど
を
蜜み
つ

源げ
ん

に
す
る
が
、
毎
年
、
ハ
チ
ド
ウ

に
巣
を
つ
く
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
多

く
の
人
び
と
が
、
楽
し
み
や
小
遣
い
稼
ぎ
と
し

て
ハ
チ
ド
ウ
を
置
く
。
と
き
に
は
、
巣
を
見
つ

け
て
、
そ
れ
を
ハ
チ
ド
ウ
に
う
つ
し
蜂は
ち

蜜み
つ

を
採

取
す
る
こ
と
も
あ
る
。

採
集
も
ま
っ
た
く
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

季
節
の
山
菜
、
キ
ノ
コ
、
木
の
実
が
、
各
地
の

道
の
駅
で
売
ら
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
ト
チ
餅も
ち

の
よ
う
な
人
気
商
品
も
あ
る
。

高
度
経
済
成
長
期
ま
で
、
日
本
の
山
に
広
く

み
ら
れ
た
焼
畑
も
健
在
で
あ
る
。
山
形
県
鶴つ
る

岡お
か

市
で
は
、
焼
畑
で
つ
く
ら
れ
る
カ
ブ
の
味
が
よ

く
人
気
が
あ
り
、
国
内
で
は
も
っ
と
も
多
く
の

人
が
焼
畑
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
白
神
山
地
や

屋
久
島
で
は
、
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
以
降

に
訪
問
者
が
急
増
し
て
地
元
で
ガ
イ
ド
の
仕
事

も
う
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
、
山
の
く
ら
し
は
ど
う
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
人
は
山
か
ら
離
れ
て
、
ま
す
ま
す

山
は
イ
ノ
シ
シ
や
サ
ル
の
住
む
場
所
に
な
る
だ

ろ
う
か
。
い
ま
や
、
狩
猟
、
採
集
、
家
畜
飼
養
、

焼
畑
な
ど
の
山
で
の
多
様
な
な
り
わ
い
、
自
然

へ
の
き
め
細
や
か
な
知
識
を
知
る
最
後
の
時
代

に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
来
館
者
に
は
、
日
本
展
示
場
の
な
か
で
今
に

生
き
る
山
の
人
び
と
の
力
を
感
じ
、
わ
た
し
た

ち
の
く
ら
し
と
山
と
の
つ
な
が
り
を
発
見
し
て
、

彼
ら
の
生
き
方
を
「
異
文
化
」
と
し
て
よ
り
よ

く
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。再現展示された大村家の一括資料（2012年特別展「今和次郎 採集講義」）

日本展示場の養蜂コーナーのパネル「ニホンミツバチとくらす」

ハチドウをかかえる（2012年8月 長崎県対馬市）
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① イノシシが箱罠に入り、罠のなかに張られた糸にひっ
かかる

② 糸が引っぱられて、しかけの部分からⒶの棒が外れる
③ Ⓐによって押さえられていたⒷの棒がしかけの部分か
ら外れる

④ 支えるものがなくなったオリの扉が重力に従い下に落
ち、イノシシが箱罠のなかに閉じ込められる

❼

狩
猟
用
の
罠わ
な
は
人
類
の
発
明
品
の
な
か
で

も
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
類
に
属
す
る
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
。
身
近
な
素
材
を
利
用
し
て

誰
も
が
作
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
、

サ
イ
ズ
や
作
動
す
る
し
く
み
を
千
差
万
別
に

変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い

の
は
、
こ
の
知
恵
の
継
承
が
お
そ
ら
く
は
伝で
ん

播ぱ

論ろ
ん

だ
け
で
は
説
明
で
き
ず
、
発
明
の
時
空

間
が
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
類
は
、
誰
で
も

ど
こ
で
も
罠
を
つ
く
り
だ
す
創
意
工
夫
の
能

力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
日
本
の
文
化
の
展
示

場
（
以
下
、
日
本
展
示
）
で
は
、
や
ま
の
く

ら
し
の
ひ
と
つ
の
場
面
と
し
て
狩
猟
を
と
り

あ
げ
た
。
日
本
の
狩
猟
と
い
え
ば
マ
タ
ギ
の

文
化
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多
い
で
あ
ろ
う

が
、
あ
ら
た
な
展
示
で
は
、
現
在
の
日
本
に

お
い
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
罠
の
道

具
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
使

う
の
は
、
主
と
し
て
農
業
を
営
ん
で
い
る
人

た
ち
で
あ
る
。
田
畑
や
人
間
自
身
を
動
物
か

ら
守
る
と
い
う
こ
と
も
狩
猟
の
大
切
な
目
的

の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

日
本
展
示
で
紹
介
し
て
い
る
罠
は
、
形

態
や
作
動
原
理
か
ら
ふ
た
つ
に
わ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
箱
罠
と
く
く
り
罠
で
あ
る
。
箱

罠
は
い
わ
ば
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
運
動
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
変
換
す
る
装
置
で
あ
る
。
獲
物
の

出
入
り
口
を
ふ
さ
ぐ
扉
が
高
い
位
置
に
た
も

た
れ
て
、
獲
物
が
箱
に
は
い
る
と
扉
が
お
り

て
獲
物
が
閉
じ
込
め
ら
れ
る
し
く
み
で
あ
る
。

く
く
り
罠
は
、
竹
や
棒
を
し
な
ら
せ
る
こ
と

に
よ
る
反
発
力
や
バ
ネ
の
張
力
が
運
動
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
換
わ
り
、
く
く
り
紐ひ
も
が
引
っ
張
ら

れ
て
移
動
し
獲
物
の
体
の
一
部
を
固
定
す
る

と
い
う
も
の
だ
。 

現
在
、
日
本
で
使
用
さ
れ
て
い
る
罠
の

大
半
は
金
属
を
用
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
世
界
を
み
わ
た
せ
ば
、
木
材
や

竹
、
植
物
の
蔓つ
る

を
用
い
た
罠
も
ま
だ
ま
だ

現
役
で
あ
る
。
素
材
が
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、

獲
物
が
か
か
り
や
す
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、

大
切
な
の
は
、
獲
物
に
罠
で
あ
る
こ
と
を
悟

ら
れ
な
い
こ
と
、
獲
物
が
う
ま
く
罠
に
か
か

る
よ
う
な
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
、
一
度
か
か
っ
た
ら
獲
物
が
逃
げ
ら
れ

な
い
よ
う
な
し
く
み
で
あ
る
こ
と
が
時
代
や

地
域
を
こ
え
て
共
通
す
る
罠
猟
の
十
分
条
件

と
い
え
る
。
必
要
条
件
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

狩
猟
の
対
象
と
な
る
動
物
が
生
態
系
の
な
か

に
存
在
し
、
そ
れ
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
狩

猟
者
が
い
て
、
智
恵
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
動
物

に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。
机
上
で
は
も
ち

ろ
ん
狩
猟
は
で
き
な
い
し
、
罠
の
し
く
み
を

会
得
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

罠―時空をこえた人類の知恵

野
の

林
ばやし

 厚
あ つ

志
し

　民博 研究戦略センター
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似てるけどどこか違う
似てないようでどこか似てる

いろんな工夫や思いを映す 
みんぱくの所蔵資料

❷

❸

❺

❻

❹

❶ 罠（モグラ捕り）、フランス、幅 8.5×奥行
17×高さ6.6cm、H0007411

❷ ネズミ用罠、マダガスカル（民族：ザフィ
マニリ）、外：幅 19.5×奥行 17×高さ46cm、 
内：幅13.5×奥行12×高さ27cm、H0267944

❸ 小獣仕掛け、台湾 台東県卑南郷初鹿村、 
幅 28×奥行 26×高さ3.4cm、H0089220

❹ 狩猟用 仕掛け罠、山梨県北都留郡丹波山村、
幅 11×奥行 41×高さ13cm、H0001142

❺ イノシシ用罠、滋賀県大津市、幅 96.8×奥
行 200.5×高さ183.5cm（資料番号未定）

❻ トラ用罠、中華人民共和国 湖南省江華瑶
族自治県、幅 154×奥行 8.3×高さ 79cm、
H0093896

❼ クマ用罠、富山県滑川市、幅 63.4×奥行
178.7×高さ90.8cm（資料番号未定）

❶



２
０
１
２
年
秋
に
開
催
さ
れ
た
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
」
の
関
連
書
籍

が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

本
篇
・
資
料
編
の
２
部
で
構
成
さ
れ
る
本
書
は
、
総
ペ
ー
ジ
数
が

３
９
６
ペ
ー
ジ
の
大
ボ
リ
ュ
ー
ム
。

わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
織
物
と
、
そ
れ
を
織
る

た
め
に
つ
く
ら
れ
た
織
機
。
本
篇
で
は
、
織
物
を
織
る
た
め
の
さ

ま
ざ
ま
な
カ
ラ
ク
リ
の
詳
細
や
織
り
の
歴
史
が
、
図
面
や
写
真

と
と
も
に
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

資
料
篇
は
、
特
別
展
に
て
展
示
さ
れ
た
織
機
全
１
５
７
点
が
、

解
説
図
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

織
物
と
は
な
に
か
、
織
機
と
は
な
に
か
、
さ
ら
に
織
る
と
い
う
こ

と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
単
純
に
し
て
複
雑
な
織
り
の
カ
ラ
ク
リ

の
世
界
を
大
発
見
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
展

「
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

霧
の
森
の
く
ら
し
」

会
期　

6
月
11
日
（
火
）
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館
1
階

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
文
化
と
は
な
に
か

―
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
生
活

文
化
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
音
楽
文
化
」

▼
5
月
11
日
（
土
）「
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
ス
タ
イ
ル
の

ゆ
く
え
」

本
館
の
川
瀬
慈
助
教
の
監
督
作
品
。
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ

の
く
ら
し
が
変
化
す
る
な
か
、
無
形
文
化
遺
産
の
も

の
づ
く
り
が
ど
う
な
る
か
を
考
え
ま
す
。

時
間　

13
時
〜
15
時
（
開
場
12
時
30
分
）

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）　FAX 06-6878-3716
 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

▼
5
月
25
日
（
土
）「
ギ
タ
ー
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
」

亀
井
岳
氏
の
監
督
作
品
。
故
郷
へ
旅
す
る
ギ
タ
リ
ス

ト
を
追
い
、
生
活
に
深
く
根
ざ
し
た
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

の
音
楽
文
化
を
紹
介
し
ま
す
。
劇
場
公
開
前
作
品

の
貴
重
な
試
写
会
で
す
。

時
間　

13
時
〜
16
時
（
開
場
12
時
30
分
）

以
上
映
画
会
の
開
催
場
所　

講
堂
（
先
着
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

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

そ
の
他
、
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
を
開
催
し
ま
す
。

企
画
展

「
ア
リ
ラ
ン
―The Soul of K

orea

」

韓
国
国
立
民
俗
博
物
館
で
2
0
1
2
年
に
開
催
さ

れ
た
「
ア
リ
ラ
ン
展
」
が
世
界
を
巡
回
し
ま
す
。
そ

の
最
初
の
展
示
を
大
阪
に
あ
る
本
館
で
開
催
し
ま
す
。

会
期　

5
月
2
日
（
木
）
〜
6
月
11
日
（
火
）

会
場　

企
画
展
示
場
Ｂ

「
ア
マ
ゾ
ン
の
生
き
物
文
化
」

サ
ル
や
鳥
な
ど
を
ペ
ッ
ト
に
し
て
飼
い
慣
ら
す
な
ど
、

地
球
最
大
の
熱
帯
林
を
持
つ
ア
マ
ゾ
ン
と
人
と
の
か

か
わ
り
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

5
月
23
日
（
木
）
〜
8
月
13
日
（
火
）

会
場　

企
画
展
示
場
Ａ

「
世
界
の
ニ
ッ
ポ
ン
、み
ん
ぱ
く
の
ニ
ッ
ポ
ン

―
夏
〜
秋
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」

新
し
く
な
っ
た
日
本
の
文
化
展
示
「
祭
り
と
芸
能
」、

「
日
々
の
く
ら
し
」
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

約
半
年
間
、
展
示
の
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
様
々
な
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

会
期　

6
月
15
日
（
土
）
〜
11
月
23
日
（
土
・
祝
）

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
瞽ご

ぜ女
文
化
に
さ
わ
る
」

盲
目
の
旅
芸
人
で
あ
る
瞽
女
の
歴
史
や
役
割
に
つ
い

て
、
秋
山
郷
の
復
元
民
家
内
で
実
際
に
資
料
に
さ
わ

り
、
瞽
女
唄
を
聴
く
こ
と
に
よ
り
理
解
を
深
め
ま
す
。

共
同
研
究
の
成
果
か
ら
生
ま
れ
た

特
別
展
関
連
書
籍
『
世
界
の
織
機
と
織
物
』

お
問
い
合
わ
せ
先

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
務
局　

新
規
募
集
係
（
国
立
民
族
学
博
物
館　

社
会
連
携
室
内
）

E-m
ail　

m
m

p
-jim

ukyo
ku@

id
c.m

inp
aku.ac.jp

Ｆ
Ａ
Ｘ　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
5
6

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

5
月
5
日
（
日
・
祝
）
の
こ
ど
も
の
日
は
、
特
別
展
、

本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し

自
然
文
化
園
を
通
行
さ
れ
る
場
合
は
、
入
園
料
が

必
要
で
す
。

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
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
2
0
回　

6
月
1
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

金
曜
日
は
ム
ジ
ャ
ッ
ダ
ラ
の
日

│
ア
ラ
ビ
ア
語
圏
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
く
ら
し

講
師　
菅
瀬
晶
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

『
季
刊
民
族
学
』
1
4
3
号
で
ご
紹
介
し
た
シ
ャ
ー
ム
地
方
の
家

庭
料
理
、
ム
ジ
ャ
ッ
ダ
ラ
を
味
わ
い
な
が
ら
、
金
曜
日
に
菜
食
を

実
践
す
る
彼
ら
の
く
ら
し
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
お

話
し
し
ま
す
。
食
文
化
が
も
つ
、
国
境
や
宗
教
を
こ
え
る
力
や
可

能
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

第
4
2
1
回　

7
月
6
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

新 

日
本
の
文
化
展
示
関
連

罠
猟
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
│
動
物
と
の
根
比
べ

講
師　
野
林
厚
志
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

東
京
講
演
会

会
場　
モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店 

５
Ｆ
サ
ロ
ン

定
員　

70
名
（
要
申
込
）
※
今
回
は
一
般
の
方
も
参
加
可
能
で
す
。

第
1
0
6
回　

6
月
30
日（
日
）
14
時
〜
15
時
30
分

ト
ゥ
バ
人
た
ち
の
住
む
と
こ
ろ
│
21
世
紀
の「
探
検
」
談

講
師　
小
長
谷
有
紀
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

昨
年
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
モ
ン
ゴ
ル
に
ま
た
が
っ
て
く
ら
す
ト
ゥ

バ
人
を
取
材
し
ま
し
た
。
国
境
を
接
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

手
続
き
上
、
毎
回
、
北
京
に
戻
っ
て
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
行

か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
24
日
間
、
数
千
キ
ロ
に
も
お
よ
ん
だ

取
材
道
中
で
は
、
で
こ
ぼ
こ
道
を
馬
の
背
に
ゆ
ら
れ
、
通
り
が
か

り
の
若
者
に
テ
ン
ト
と
車
を
交
換
し
て
も
ら
っ
て
助
け
ら
れ
る
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
と
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
で
は

ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
ト
ゥ
バ
人
の
く
ら
し
を
ご
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
内
奥
部
に
も
確
実
に
押
し
よ
せ
る
現

代
世
界
の
波
に
つ
い
て
も
お
話
し
ま
す
。

第
82
回
民
族
学
研
修
の
旅

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
森
と
海
を
訪
ね
る

│
サ
ザ
ン
ク
ロ
ス
街
道
を
ゆ
く

7
月
9
日
（
火
）
〜
20
日
（
土
）
12
日
間

特
別
展
「
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

霧
の
森
の
く
ら
し
」
の
舞
台
と
な
っ

た
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
村
を
訪
ね
ま
す
。
詳
細
は
上
記
友
の
会
ま
で
。

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）

日
時　

5
月
25
日
（
土
）　

13
時
30
分
〜
14
時
30
分
、

　
　
　

15
時
〜
16
時
（
受
付
13
時
か
ら
）

会
場　
日
本
の
文
化
展
示
場
秋
山
郷
の
復
元
民
家
内

※
当
日
先
着
順
、
各
回
定
員
8
名

　

参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
料
）

※
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
7
月
ま
で
、

　

毎
月
第
4
土
曜
日
に
開
催
し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

2
0
1
3
年
度
の
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ
は
、「
家
族
の
ゆ

く
え
」
に
焦
点
を
あ
て
ま
す
。
映
画
に
描
か
れ
た
姿

を
と
お
し
て
、
家
族
の
あ
り
か
た
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

「
私
の
中
の
あ
な
た
」

2
0
0
9
年
、
ア
メ
リ
カ
映
画
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
・

デ
ィ
ア
ス
出
演
作
品
。
白
血
病
と
遺
伝
子
操
作
の
あ

い
だ
で
葛
藤
す
る
家
族
の
物
語
。
最
新
医
療
の
発
達

が
及
ぼ
す
問
題
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

5
月
12
日
（
日
）　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂
（
先
着
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

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

公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
委
託
事
業

国
立
民
族
学
博
物
館　
博
物
館
学
コ
ー
ス

「
世
界
の
博
物
館
2
0
1
3
」

7
か
国
、
10
名
の
博
物
館
専
門
家
が
、
博
物
館
の

活
動
や
課
題
を
報
告
し
な
が
ら
、
互
い
に
問
題
点
を

共
有
し
、
検
討
し
ま
す
。

日
時　

5
月
25
日
（
土
）　

13
時
〜
17
時
15
分

会
場　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
70
名
）

※
要
申
込
、
参
加
無
料

申
込
締
切　

5
月
17
日
必
着
（
先
着
順
）

お
問
い
合
わ
せ
先

国
立
民
族
学
博
物
館 
国
際
協
力
係 

博
物
館
学
コ
ー
ス
事
務
局

電
話　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
5
0

●
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ（
M
M
P
）

新
規
メ
ン
バ
ー
募
集

9
月
か
ら
活
動
す
る
新
し
い
仲
間
を
募
集
中
で
す
。

応
募
期
間　

5
月
10
日
（
金
）
ま
で
（
50
名
程
度
）

第
4
2
1
回　

6
月
15
日（
土
）

【
新  

日
本
の
文
化
展
示
関
連
】

日
本
の
漁
業
を
考
え
る

講
師　
日
髙
真
吾
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

　
　
　

川
島
秀
一
（
東
北
大
学 

教
授
）

日
本
の
文
化
展
示
場
は
、
こ

の
た
び
新
し
く
生
ま
れ
変
わ

り
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
、

「
日
々
の
く
ら
し
」
で
は
、

里
、
海
、
山
で
営
ま
れ
る
く

ら
し
や
生
業
を
展
示
し
て
い

ま
す
。
こ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で

は
、
漁
業
に
つ
い
て
考
え
た

い
と
思
い
ま
す
。

網
の
補
修

『世界の織機と織物』4,455円（税込）
　編著：吉本 忍　作図：柳 悦州
　編集発行：国立民族学博物館
　判型：A5変形判（本篇２色、資料篇１色）
　総ページ数：396ページ

第
4
2
0
回　

5
月
18
日（
土
）

【
特
別
展
関
連
】

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

霧
の
森
に
く
ら
す
人
び
と

講
師　
　
内
堀
基
光
（
放
送
大
学 

教
授
）

聞
き
手　
飯
田
卓
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

日
本
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
は
「
秘
境
」
と
呼
ば
れ
る
マ
ダ
ガ

ス
カ
ル
の
森
。
そ
こ
に
く
ら
す
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
人
た
ち
は
、

山
々
に
よ
っ
て
外
の
世
界
か

ら
き
り
離
さ
れ
、
自
然
の
リ

ズ
ム
に
あ
わ
せ
て
生
活
を
い

と
な
ん
で
き
た
よ
う
に
み
え

ま
す
。
で
も
、
彼
ら
の
知
識

が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
静
け
さ

は
く
ら
し
の
一
面
に
し
か
す

ぎ
ま
せ
ん
。
未
来
を
み
す
え

つ
つ
、
霧
の
森
の
現
在
を
お

話
し
し
ま
す
。

死
者
を
記
念
す
る
碑

刊行物紹介
■樫永真佐夫 著
『黒タイ歌謡 〈ソン・チュー・ソン・サオ〉
―村のくらしと恋』
雄山閣　定価：6,720円

ベトナムに居住する少数
民族、黒タイに伝わる恋の
歌『ソン・チュー・ソン・サオ』。
悲しくも美しいこの歌の翻
訳と解説を通じて、歌に盛
り込まれている黒タイの
文化や生活を詳しく紹介
する。

■丹羽典生・石森大知 編
『現代オセアニアの 〈紛争〉
―脱植民地期以降のフィールドから』
昭和堂　定価：3,150円

「楽園」のイメージが強いオ
セアニアの〈紛争〉はあまり
知られていない。本書では
2000年代以降にフィール
ドでの調査を行ってきた筆
者たちが、各自の知見に基
づき現代オセアニアの負の
側面を描く。
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テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
よ
う
な
博
物
館

タ
ン
ザ
ニ
ア
北
西
部
の
中
心
都
市
ム
ワ
ン
ザ
か
ら
市
バ
ス
を
乗
り
継
ぎ
、
山
道
を
歩
く
こ
と
約
一
時
間
半
。
ム
ワ
ン

ザ
州
マ
グ
県
ブ
ジ
ョ
ラ
村
に
位
置
す
る
ス
ク
マ
博
物
館
は
、
ス
ク
マ
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
︵
C
B
O
︶
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
る
屋
外
型
の
民
族
博
物
館
で
あ
る
。
同
博
物
館
は
、ス
ク
マ
公
文
書
館
、ス
ク
マ
文
化
調
査
委
員
会
、ブ
ジ
ョ

ラ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
手
工
芸
専
門
学
校
と
と
も
に
、
ス
ク
マ
族
の
伝
統
文
化
の
継

承
と
保
存
、
ス
ク
マ
族
の
現
代
芸
術
の
発
展
を
目
指
す
ブ
ジ
ョ
ラ
文
化
セ
ン
タ
ー
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。

ス
ク
マ
族
の
伝
統
音
楽
と
融
合
し
た
一
風
変
わ
っ
た
賛
美
歌
を
聞
き
な
が
ら
、
ブ
ジ
ョ
ラ
教
会
の
脇
を
す
り
抜
け
る

と
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・シ
ョ
ッ
プ
を
併
設
す
る
博
物
館
の
事
務
所
が
み
え
て
く
る
。
来
館
者
は
こ
こ
で
入
館
料
を
支
払
い
、

学
芸
員
と
と
も
に
ス
ク
マ
族
の
伝
統
的
な
建
築
様
式
を
模
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
展
示
施
設
を
ま
わ
る
約
一
時
間
の
ツ
ア
ー

に
出
発
す
る
。
藁わ

ら

葺ぶ

き
の
丸
い
形
を
し
た
伝
統
的
な
家
屋
や
、
鍛
冶
技
術
を
紹
介
す
る
館
、
薬
草
と
呪
物
が
並
べ
ら
れ

る
伝
統
医
の
邸
宅
、
独
自
の
数
の
概
念
を
教
え
た
青
空
学
校
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
ド
ラ
ム
の
展
示
が
圧
巻
の
ロ
イ
ヤ
ル・

パ
ビ
リ
オ
ン
、
二
大
ダ
ン
ス
結
社
の
館
。
多
彩
な
展
示
施
設
を
ま
わ
る
う
ち
に
、
来
館
者
は
し
だ
い
に
ス
ク
マ
族
の
文

化
と
芸
術
に
魅
せ
ら
れ
て
い
く
。
ツ
ア
ー
の
最
後
に
は
大
蛇
を
操
る
シ
ョ
ー
も
あ
り
、
予
約
す
れ
ば
敷
地
内
の
特
設
ス

テ
ー
ジ
で
ス
ク
マ
族
の
ダ
ン
ス
を
鑑
賞
し
た
り
、
伝
統
的
家
屋
を
再
現
し
た
施
設
に
泊
ま
り
ス
ク
マ
族
の
生
活
を
体
験

学
習
し
た
り
も
で
き
る
。
ま
る
で
ス
ク
マ
族
の
生
活
世
界
を
小
さ
く
縮
小
し
た
よ
う
な
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
よ
う
な
こ
の

博
物
館
、
じ
つ
は
ア
ク
セ
ス
の
不
便
さ
も
手
伝
っ
て
、
外
国
人
観
光
客
ど
こ
ろ
か
タ
ン
ザ
ニ
ア
人
に
す
ら
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
の
博
物
館
は
ス
ク
マ
族
が
運
営
す
る
ス
ク
マ
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
た
め
の
施

設
な
の
だ
。

時
代
に
応
じ
て
民
族
文
化
を
創
り
か
え
る

ブ
ジ
ョ
ラ
文
化
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
期
の
一
九
五
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、

同
文
化
セ
ン
タ
ー
内
に
多
数
の
施
設
が
設
立
さ
れ
て
い
く
植
民
地
期
末
期
か
ら
独
立
後
の
社
会
主
義
体
制
期
に
か
け
て

の
時
期
は
、
民
族
を
め
ぐ
る
扱
い
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。

植
民
地
期
後
期
、
間
接
統
治
に
適
し
た
政
治
組
織
︵
首
長
制
︶
を
も
っ
て
い
た
ブ
ジ
ョ
ラ
村
は
、
土
着
の
信
仰
を
弾

圧
す
る
従
来
の
布
教
活
動
に
代
わ
り
、
民
族
の
伝
統
文
化
を
取
り
込
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
活
動
を
模
索
す
る
実
験

場
と
し
て
選
ば
れ
た
。
こ
の
地
に
派
遣
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
人
の
宣
教
師
ク
レ
メ
ン
ト
は
、
実
験
的
な
布
教
活
動
の
一
環
と

し
て
バ
ナ
・
セ
シ
リ
ア
︵
カ
ト
リ
ッ
ク
音
楽
の
守
護
聖
人
︶
と
称
さ
れ
る
ダ
ン
ス
一
座
や
、
ス
ク
マ
族
の
長
老
で
構
成

さ
れ
る
ス
ク
マ
文
化
調
査
委
員
会
を
組
織
し
た
。

ま
さ
に
ブ
ジ
ョ
ラ
村
で
﹁
ス
ク
マ
族
の
文
化
と
は
何
か
﹂
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
直
後
、
時
代
は
大

き
く
揺
れ
動
く
。
独
立
を
果
た
し
た
タ
ン
ザ
ニ
ア
政
府
は
、
独
自
の
社
会
主
義
理
念
に
基
づ
い
て
一
三
〇
以
上
の
民
族

が
平
和
的
に
共
存
す
る
国
家
建
設
を
推
進
す
る
た
め
に
、
植
民
地
期
に
創
ら
れ
た
民
族
集
団
間
の
障
壁
を
取
り
払
い
、

タ
ン
ザ
ニ
ア
人
と
し
て
の
一
体
感
を
阻
害
す
る
よ
う
な
閉
鎖
的
で
対
抗
的
な
民
族
意
識
の
発
生
を
抑
え
る
さ
ま
ざ
ま
な

政
策
を
実
施
し
て
い
っ
た
。
首
長
制
度
の
廃
止
、
異
民
族
と
の
混
住
を
招
い
た
集
村
化
政
策
、
ス
ワ
ヒ
リ
語
教
育
の
徹

底
化
、
公
文
書
か
ら
の
民
族
に
関
す
る
記
載
の
排
除
な
ど
は
、
ブ
ジ
ョ
ラ
村
の
活
動
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
た
。
ブ

ジ
ョ
ラ
村
の
人
び
と
は
、
こ
の
民
族
を
め
ぐ
る
扱
い
の
変
化
に
お
い
て
、﹁
失
わ
れ
ゆ
く
民
族
文
化
を
保
存
す
る
﹂
の
で

は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
文
化
・
芸
術
を
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
刷
新
し
、
他
民
族
と
の
共
生
や
新
し
い
時
代
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
発
展
に
活
用
す
る
た
め
の
拠
点
と
し
て
ス
ク
マ
博
物
館
を
設
立
し
た
。

毎
年
、
同
博
物
館
が
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
っ
て
開
催
さ
れ
る
ブ
ラ
ボ
ー
・
ダ
ン
ス
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
は
、
タ
ン
ザ

ニ
ア
の
各
地
域
に
拡
散
し
て
暮
ら
す
ス
ク
マ
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
集
結
す
る
。
彼
ら
は
、
ダ
チ
ョ
ウ
の
羽
根
飾
り
や

鈴
の
足
環
な
ど
百
年
以
上
前
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
装
身
具
と
、
パ
ラ
ソ
ル
や
T
シ
ャ
ツ
な
ど
の
現
代
の
装
身
具
を

組
み
合
わ
せ
た
揃そ

ろ

い
の
衣
装
を
身
に
ま
と
い
、
ス
ク
マ
族
の
伝
統
音
楽
に
、
移
住
先
で
出
会
っ
た
異
民
族
の
音
楽
、
ヒ
ッ

プ
ホ
ッ
プ
な
ど
の
現
代
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
を
融
合
さ
せ
た
ダ
ン
ス
を
披
露
し
て
、
そ
の
巧
み
さ
を
競
い
あ
う
。
時
代
に

応
じ
て
生
き
生
き
と
変
化
す
る
民
族
文
化
の
面
白
さ
を
発
見
で
き
る
。

ス
ク
マ
族
の
小
さ
な
世
界

―
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
ス
ク
マ
博
物
館

小お

川が
わ 

さ
や
か

立
命
館
大
学
准
教
授

「
民
族
文
化
」の
展
示
は
、そ
の
民
族
の
時
間
を
止
め
、固
定
化
し
て

し
ま
う
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
民
族
ス
ク
マ
が
目
指
す
の
は
、自
民
族
に
よ
る
自
文

化
の
創
造
と
伝
承
の
た
め
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。

こ
れ
も
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
あ
り
方
の
ひ
と
つ
な
の
だ
ろ
う
。

伝統的な椅子の形を模したロイヤル・パビリオンブジョラ・カトリック教会の内部 鍛冶屋の道具（ふいご）バナ・セシリア・ダンス一座のモニュメント スクマの伝統的家屋
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ウガンダ

ルワンダ

ケニア
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ス
ラ
ム
の
人
び
と
と
の
出
会
い

一
九
九
九
年
一
二
月
、
わ
た
し
は
ケ
ニ
ア
の
首
都
ナ
イ
ロ

ビ
の
ス
ラ
ム
街
、
キ
ベ
ラ
地
区
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。

初
め
て
ス
ラ
ム
と
い
う
存
在
を
知
り
、
そ
の
な
か
に
足
を
踏

み
入
れ
て
見
た
の
は
、
学
校
に
も
行
か
ず
に
お
腹
を
空
か
せ

た
子
ど
も
た
ち
、
仕
事
の
な
い
大
人
た
ち
、
そ
し
て
荒
れ
果

て
た
環
境
だ
っ
た
。
親
に
仕
事
が
あ
れ
ば
子
ど
も
た
ち
は
お

腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
る
事
が
で
き
る
。
学
校
に
も
行
け
る
。
素

直
に
そ
う
感
じ
た
。
国
際
協
力
と
は
ま
っ
た
く
か
け
離
れ

た
生
活
を
送
っ
て
い
た
わ
た
し
は
、
そ
の
手
助
け
を
し
た
い
、

こ
の
人
た
ち
と
と
も
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
、
地
元
仙

台
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
マ
ニ
・
ヤ
・
ア
フ
リ
カ
（
ス
ワ
ヒ
リ

語
で
ア
フ
リ
カ
の
平
和
）
を
立
ち
上
げ
た
。

技
術
者
の
自
覚
を
は
ぐ
く
む

ア
マ
ニ
・
ヤ
・
ア
フ
リ
カ
の
活
動
内
容
は
、
大
き
く
わ
け

る
と
、
仕
事
を
も
た
な
い
若
者
た
ち
へ
の
経
済
的
自
立
支
援
、

ス
ラ
ム
に
住
む
子
ど
も
た
ち
の
教
育
支
援
、
そ
し
て
ケ
ニ
ア

と
日
本
の
文
化
交
流
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
い
ち

ば
ん
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
経
済
的
自
立
支
援
を
目
的
と
し

た
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
活
動
だ
。
一
九
九
九
年
か
ら
始
ま
っ
た

わ
た
し
た
ち
の
支
援
活
動
は
、
最
初
は
お
も
に
現
地
で
活
躍

す
る
日
本
人
の
方
に
活
動
費
を
寄
付
す
る
形
で
進
ん
で
い
っ

た
が
、
自
分
た
ち
も
独
自
の
活
動
を
し
た
い
と
い
う
思
い
が

強
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
二
〇
〇
九
年
に
現
地
に
ス
タ
ッ
フ

を
派
遣
し
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
設
立
し
、
ナ
イ
ロ
ビ
か
ら
車
で
一
時

間
程
の
テ
ィ
カ
市
に
、
現
地
の
友
人
た
ち
と
と
も
に
洋
裁
の

職
業
訓
練
所
を
開
校
さ
せ
た
。
そ
の
卒
業
生
た
ち
が
、
学

ん
だ
技
術
を
生
か
し
て
バ
ッ
グ
や
衣
類
な
ど
の
製
品
を
作
り
、

そ
れ
を
わ
た
し
た
ち
が
日
本
で
販
売
す
る
と
い
う
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
事
業
を
進
め
て
い
る
。
卒
業
生
に
は
、
一
人
の
技
術

者
と
し
て
の
自
覚
を
も
た
せ
た
い
。
自
分
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を

生
か
し
た
作
品
を
作
り
、
そ
れ
を
わ
た
し
た
ち
に
も
ち
込

み
、
注
文
を
受
け
る
事
で
生
活
を
向
上
さ
せ
て
い
く
。
技
術

指
導
を
お
こ
な
う
だ
け
で
な
く
そ
の
後
の
生
活
の
安
定
が

目
的
で
あ
る
。

ス
ラ
ム
に
住
む
人
た
ち
と
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
も
重
要
な

活
動
の
ひ
と
つ
だ
。
ケ
ニ
ア
に
通
い
始
め
た
こ
ろ
、
身
近
な

素
材
（
牛
骨
）
を
使
い
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
を
作
る
職
人
と

出
会
っ
た
。
資
金
が
な
い
た
め
に
、
彼
ら
は
材
料
を
ま
と
め

て
安
く
仕
入
れ
る
事
が
で
き
ず
、
注
文
を
受
け
て
そ
の
前

金
で
調
達
す
る
。
や
っ
と
在
庫
を
も
っ
て
も
現
金
欲
し
さ
に

原
価
を
割
っ
て
で
も
売
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
悪
循
環
に

陥
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
、
わ
た
し
た

ち
の
オ
ー
ダ
ー
に
対
し
て
は
丁
寧
で
確
実
な
仕
事
を
し
て
も

ら
い
、
十
分
な
工
賃
を
支
払
う
。
こ
の
事
を
目
標
に
現
在
も

ス
ラ
ム
の
職
人
た
ち
と
の
活
動
は
続
い
て
い
る
。

教
育
は
す
べ
て
の
基
礎
と
な
る
も
の
だ
。
学
校
で
教
育
を

受
け
、
仕
事
を
も
つ
大
人
が
増
え
れ
ば
、
路
上
に
あ
ふ
れ
る

ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ
ン
や
悲
し
い
虐
待
な
ど
も
減
る
だ
ろ

う
。
わ
た
し
た
ち
は
少
し
で
も
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
学
校

に
通
え
る
よ
う
に
と
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
の
売
り
上
げ

か
ら
、
小
学
校
へ
の
支
援
金
や
ス
ラ
ム
の
小
学
校
か
ら
高
校

へ
進
学
す
る
た
め
の
学
費
支
援
な
ど
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。

仙
台
が
大
変
だ

そ
し
て
三
月
一
一
日
に
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
。「
仙

台
が
大
変
だ
！
」。
ス
ラ
ム
の
子
ど
も
た
ち
、
職
業
訓
練
所

の
生
徒
た
ち
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
仲
間
た
ち
、
誰
も
が
泣

き
な
が
ら
無
事
を
祈
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
祈
り
の
様
子
を

映
し
た
映
像
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
日
本
側
に
届
き
、

と
も
に
作
り
上
げ
て
き
た
信
頼
関
係
が
実
を
結
ん
で
い
る
と

実
感
し
た
の
で
あ
る
。
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
こ
ろ
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
被
災
地
に
野
菜
な
ど
を
届
け
て
回
っ
て
い
る

知
人
を
通
じ
て
、
あ
る
仮
設
住
宅
の
婦
人
グ
ル
ー
プ
と
知
り

合
い
に
な
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
何
と
か
そ
の
グ
ル
ー
プ
と

ケ
ニ
ア
と
の
繋つ

な

が
り
を
も
て
な
い
か
模
索
し
た
。
付
き
合
っ

て
い
く
な
か
で
、
仮
設
住
宅
に
住
む
人
た
ち
は
支
援
を
受
け

る
だ
け
で
は
心
苦
し
く
思
っ
て
い
る
事
を
知
っ
た
。
そ
こ
で

思
い
つ
い
た
の
が
、
ケ
ニ
ア
の
材
料
を
使
っ
て
日
本
で
商
品

を
作
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ケ
ニ
ア
か
ら
バ
ナ
ナ
の
葉
で

作
ら
れ
た
小
さ
な
動
物
や
、
ビ
ー
ズ
な
ど
の
半
製
品
材
料

が
送
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
ら
を
組
み
立
て
て
ス
ト
ラ
ッ
プ
を

作
り
、
包
装
、
販
売
を
す
る
の
が
女
性
た
ち
の
仕
事
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
ケ
ニ
ア
で
半
製
品
材
料
を
作
る
人
た
ち
と

仮
設
住
宅
に
住
む
女
性
グ
ル
ー
プ
が
工
賃
を
え
て
、
そ
し
て

そ
の
工
賃
と
材
料
費
を
差
し
引
い
た
金
額
は
ス
ラ
ム
の
小
学

校
の
先
生
の
給
料
と
し
て
使
わ
れ
る
。
そ
ん
な
一
石
三
鳥
と

な
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
お
こ
な
っ
た
。

繋
が
り
は
ど
ん
ど
ん
深
く
な
り
、
昨
年
は
ケ
ニ
ア
の
ス
ラ

ム
か
ら
教
師
二
名
が
仮
設
住
宅
を
訪
問
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、

そ
こ
で
聞
い
た
話
に
被
災
者
の
皆
さ
ん
は
励
ま
さ
れ
た
。
自

分
た
ち
は
何
て
不
幸
な
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
今
自
分
た

ち
が
し
て
い
る
様
な
生
活
が
当
た
り
前
で
、
国
か
ら
何
の
支

援
も
受
け
ら
れ
な
い
人
た
ち
が
地
球
上
に
は
沢
山
存
在
す
る

事
を
知
っ
た
か
ら
だ
。
ケ
ニ
ア
人
の
二
人
は
、
被
災
者
の
方

に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
涙
し
な
が
ら
も
、
国
が
家
を
用
意
し

て
く
れ
た
り
、
そ
の
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
が
あ
る
事
に

驚
い
た
様
子
だ
っ
た
。
自
分
た
ち
も
ス
ラ
ム
と
い
う
環
境
に

住
み
、
苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
仮
設

住
宅
に
住
む
人
た
ち
が
元
気
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
に
と
、
長

い
長
い
お
祈
り
を
し
て
く
れ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
日
本
と
ケ
ニ
ア
の
架
け
橋
と

な
り
、
ケ
ニ
ア
の
人
た
ち
が
仕
事
を
え
て
幸
せ
な
家
庭
を
築

け
る
よ
う
、
そ
し
て
互
い
の
交
流
を
と
お
し
て
日
本
の
人
た
ち

に
ア
フ
リ
カ
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
う
為
に
行
動
し
続
け
た
い
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

「
人
の
た
め
に
、
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
」
と
い
う
思
い
は
、
一
方
向
で
は
な
い
。

日
本
と
ケ
ニ
ア
の
架
け
橋
と
な
る
べ
く
活
動
を
お
こ
な
う
ア
マ
ニ
・
ヤ
・
ア
フ
リ
カ
は
、

大
震
災
を
へ
て
、
ケ
ニ
ア
の
素
材
を
使
っ
て
日
本
の
被
災
者
が
商
品
を
作
っ
て
販
売
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
た
。

そ
れ
は
お
互
い
が
お
互
い
を
気
づ
か
い
、
で
き
る
こ
と
を
模
索
し
た
、

支
援
す
る
側
・
さ
れ
る
側
の
枠
を
越
え
た
信
頼
と
繋
が
り
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ケ
ニ
ア
の
素
材
、
日
本
の
手
仕
事
　
石い

し

原は

ら 

邦く

に

子こ

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
マ
ニ
・
ヤ･

ア
フ
リ
カ 

理
事
長

ナイロビにあるキベラスラム

津波で家を失った方々の住む仮設住宅を訪問

洋裁の職業訓練所の授業風景

スラムの小学生たちと一緒に踊るバナナの葉で作品を作るマイナさん
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山
か
ら
移
住
し
て
き
た
木
地
屋

工こ
う

場ば

の
朝
は
早
い
。
五
時
。
空
が
白
ん
で
き
た
こ
ろ
、

自
転
車
の
止
ま
る
音
が
響
く
。
今
日
も
一
番
乗
り
は
Ｓ
さ

ん
だ
っ
た
。
六
時
。
ま
た
一
人
と
や
っ
て
き
て
、
七
時
に
は

四
人
い
る
職
人
さ
ん
た
ち
が
勢
ぞ
ろ
い
し
て
い
る
。
彼
ら

は
鉋か
ん
なを
研
い
だ
り
ロ
ク
ロ
の
調
整
を
し
た
り
と
余
念
が
な

い
。
そ
れ
が
一
段
落
す
る
と
し
ば
し
の
休
息
と
な
る
。
静

か
な
朝
の
ひ
と
コ
マ
で
あ
る
。

工
場
の
天
井
に
は
一
本
の
シ
ャ
フ
ト
が
と
お
っ
て
い
て
、

そ
こ
か
ら
ロ
ク
ロ
に
掛
け
ら
れ
た
幾
筋
も
の
ベ
ル
ト
が
垂

れ
て
い
る
。
八
時
ち
ょ
う
ど
。
Ｍ
さ
ん
が
電
源
ス
イ
ッ
チ

を
入
れ
た
。
モ
ー
タ
ー
が
唸う
な

り
を
あ
げ
シ
ャ
フ
ト
が
回
転

し
、ロ
ク
ロ
が
一
斉
に
回
り
出
す
。
さ
あ
仕
事
の
始
ま
り
だ
。

わ
た
し
は
現
代
の
木
地
屋
の
生
産
活
動
を
調
べ
る
目
的

で
、
会
津
若
松
の
市
街
地
か
ら
二
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
漆
器

団
地
に
あ
る
丸
物
木
地
の
工
場
に
下
宿
さ
せ
て
も
ら
っ
て

い
た
。
会
津
盆
地
を
取
り
囲
む
山
地
一
帯
は
、
椀わ
ん

や
盃
さ
か
ず
きな

ど
の
原
木
と
な
る
ブ
ナ
や
ト
チ
が
豊
富
に
あ
り
、
か
つ
て

丸
物
木
地
は
山
地
に
居
住
す
る
木
地
屋
が
作
り
出
し
て
い

た
。
現
在
、
そ
れ
は
若
松
市
内
の
工
場
で
生
産
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
担
い
手
に
は
、
山
か
ら
移
住
し
て
き
た
木
地

屋
も
少
な
く
な
い
。

会
津
漆
器
を
担
う

会
津
漆
器
の
産
地
に
は
特
徴
的
な
ロ
ク
ロ
が
あ
る
。
鈴

木
式
ロ
ク
ロ
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
耶ま

麻や

郡ぐ
ん

駒こ
ま

形が
た

村む
ら
（
現・

喜
多
方
市
塩
川
町
）
の
農
家
、
鈴
木
治じ

三さ
ぶ

郎ろ
う

が
発
明
、

明
治
三
〇
年
に
特
許
を
取
得
し
た
。
こ
れ
は
ス
リ
ガ
タ（
型

板
）
に
沿
っ
て
鉋
を
操
作
す
る
一
種
の
倣な
ら

い
旋
盤
で
あ
る
。

そ
の
構
造
は
主
軸
、前
後
左
右
に
回
転
す
る
カ
ン
セ
ツ
（
鉋

の
支
持
具
）、ス
リ
ガ
タ
を
取
り
付
け
る
ケ
イ
ハ
ン
ダ
イ（
型

板
の
台
）
が
重
厚
な
バ
ン
（
木
の
台
）
上
に
有
機
的
に
配

置
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、鉋
に
は
ド
ウ
ス
（
ス

リ
ガ
タ
を
な
ぞ
る
突
起
）
が
装
着
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
鈴
木
式
ロ
ク
ロ
は
補
助
具
の
集
合
体
と
い
う
べ
き
か
。

元
は
水
力
を
利
用
し
た
が
、
電
力
と
な
っ
た
後
も
基
本
的

な
構
造
は
保
た
れ
て
お
り
、
今
日
な
お
会
津
漆
器
の
丸
物

木
地
生
産
を
担
う
主
要
な
ロ
ク
ロ
で
あ
る
。

鈴
木
式
ロ
ク
ロ
に
よ
る
工
程
を
か
い
つ
ま
ん
で
い
う
と
、

椀
木
地
の
場
合
、
大
ま
か
に
成
形
し
た
ア
ラ
ガ
タ
を
主
軸

先
端
の
爪
に
固
定
し
、
椀
の
内
側
、
外
側
の
順
に
荒あ
ら

挽び

き

鈴
木
式
ロ
ク
ロ
の
ゆ
く
え

―
―
福
島
県
会
津
、
丸
物
木
地
の
工
場
か
ら

木き

村む
ら 

裕ひ
ろ

樹き

　
龍
谷
大
学
・
天
理
大
学
非
常
勤
講
師

ドウスの付いた鉋をスリガタに押し当て、刃先が正確な位置に対応
しているかを点検中

鈴木式ロクロによる作業。椀の外側を荒挽きしているところ

昼食後の昼寝。十二時きっかりに昼食。午前中に挽き出した木くず
をフトンに一時まで昼寝。その山の高さは腕自慢のようでもある

と
仕
上
げ
挽
き
を
繰
り
返
す
。
最
後
に
糸い
と

尻じ
り

を
挽
き
、
サ

ン
ド
ペ
ー
パ
ー
で
磨
く
と
終
了
で
あ
る
。
こ
の
間
、
約
一

分
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
鉋
の
刃
先
が
主
軸
の
中
心
に
位
置

し
、
か
つ
ド
ウ
ス
が
ス
リ
ガ
タ
を
円
滑
に
な
ぞ
る
よ
う
セ
ッ

テ
ィ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
だ
が
、
鉋
も
ス
リ
ガ
タ
も
職
人
自
ら
作
り
出
す

も
の
で
あ
り
、
常
に
良
好
な
状
態
に
整
え
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
ら
は
鉋
の
手
入
れ
と
ロ
ク

ロ
の
調
整
に
余
念
が
な
い
の
で
あ
る
。

自
立
し
た
職
人

工
場
に
は
八
台
の
鈴
木
式
ロ
ク
ロ
が
あ
っ
た
。
奇
妙

な
こ
と
に
、
バ
ン
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る
補
助
具
の
角
度

や
高
さ
は
、
い
ず
れ
も
微
妙
に
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

ス
リ
ガ
タ
や
鉋
に
互
換
性
は
な
く
、
そ
の
バ
ン
は
い
つ
も

使
用
し
て
い
る
職
人
に
し
か
使
え
な
い
。
職
人
た
ち
は
道

具
に
合
わ
せ
て
仕
事
を
す
る
の
で
な
く
、
道
具
を
身
体
の

一
部
と
化
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
作
業
規
定
に
縛

ら
れ
な
い
「
厳
格
さ
」
を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
。
始

業
開
始
時
刻
よ
り
は
る
か
前
に
や
っ
て
き
て
、
仕
事
の
準

備
を
お
こ
な
う
生
真
面
目
さ
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

従
業
員
で
あ
り
な
が
ら
も
、
彼
ら
は
自
立
し
た
「
職
人
」

な
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
こ
こ
で
ロ
ク
ロ
の
基
礎
を
学
ん
だ
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
鈴
木
式
で
は
な
く
、
手
挽
き
の
ロ
ク
ロ
で
あ
っ

た
。
最
初
に
言
い
渡
さ
れ
た
の
は
「
同
じ
物
を
ふ
た
つ
作

る
こ
と
」。
時
間
を
か
け
れ
ば
誰
で
も
ひ
と
つ
は
作
れ
る
が
、

そ
れ
は
作
品
で
あ
っ
て
商
品
で
は
な
い
。
同
じ
物
を
正
確

に
早
く
、
そ
し
て
た
く
さ
ん
作
れ
る
こ
と
が
職
人
に
と
っ

て
必
須
の
ス
キ
ル
な
の
で
あ
る
。

鈴
木
式
ロ
ク
ロ
は
こ
う
し
た
要
求
に
忠
実
に
応こ
た

え
て
き

た
。
し
か
し
、
近
年
、
規
格
化
さ
れ
た
量
産
品
の
受
注
が

減
り
、
消
費
者
の
好
み
も
個
性
的
な
品
物
に
シ
フ
ト
し
て

い
る
よ
う
だ
。
会
津
漆
器
の
量
産
を
支
え
て
き
た
鈴
木
式

ロ
ク
ロ
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
向
か
う
の
だ
ろ
う
か
。

作業規定と書かれた掲示板。始業八時とある

スリガタ（外側用・内側用）とアイガタ（中央）。アイガタは椀の口
径や糸尻の径、側面のカーブを記録した物差しである
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「児童労働に NOを。稼いでないで今は勉強」と
いうメッセージを伝えるポスター（ドミニカ共和国、
2006 年 3月）

包ほ
う
せ
つ摂

と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
包
み
込
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般

に
学
術
用
語
と
し
て
の
包
摂
は
、「
社
会
」
が
「
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
」

を
包
み
込
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
「
社
会
」
や
「
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
」
と
は
ど
う
い
う

意
味
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
後
者
の
実
例
を
あ
げ
よ
う
。
長
引
く
不
況
や
リ
ス

ト
ラ
の
せ
い
で
、
仕
事
に
つ
け
な
い
人
た
ち
、
あ
る
い
は
、
周
囲
か
ら
差
別

さ
れ
、
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
る
移
民
や
少
数
民
族
の
人
た
ち
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
他
、
障
が
い
者
や
、
家
庭
の
事
情
で
学
校
に
い
け
な
い
子

ど
も
た
ち
な
ど
も
該
当
す
る
。
つ
ま
り
排
除
さ
れ
た
人
と
は
、
社
会
の
な

か
で
あ
た
り
ま
え
と
さ
れ
て
い
る
生
活
を
お
く
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
な

い
人
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
う
し
た
人
び
と
を
「
社
会
」
が
包
み
込
む
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
に
居
所
を
提
供
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
、
移
民
に
居
住
国
の
言
語
を
教
え
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
自

治
体
の
事
業
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
障
が
い
者
の
雇
用
を
促
進
す

包摂
Inclusion

鈴
す ず

木
き

 紀
もとい

　民博 先端人類科学研究部

る
法
律
を
つ
く
る
こ
と
や
、
差
異
に
寛
容
な
態
度
を
育
む
教
育
を
推
進
す

る
こ
と
を
含
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
一
口
に
「
社
会
」
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
個
人
、
組
織
、
地
域
、
国
家
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
活
動

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
活
動
の
あ
い
だ

で
重
複
や
矛
盾
が
生
じ
な
い
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
が
、
包
摂
の
重
要
な

要
件
と
な
っ
て
く
る
。

包
摂
の
目
的
は
、
公
正
な
社
会
を
つ
く
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ

の
た
め
の
具
体
的
な
方
法
に
は
、
検
討
が
必
要
だ
。
た
と
え
ば
、
包
摂
の

広
さ
と
深
さ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
は
意
外
と
難
し
い
。
自
治
体
が
お
こ
な

う
就
労
支
援
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン
教
室
で
、
少
数
の
者
に
詳
し
い
内
容
を

教
え
る
の
と
、
多
く
の
者
に
初
歩
的
な
内
容
を
教
え
る
の
と
で
は
、
ど
ち

ら
が
効
果
的
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
包
摂
を
望
ま
な
い
人
が
い
る
こ
と
も
忘

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
採
集
狩
猟
民
や
遊
牧
民
の
な
か
に
は
、
住
ま
い
を

定
め
て
医
療
や
食
料
支
援
な
ど
の
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
に
抵

抗
を
示
す
人
た
ち
が
い
る
。
昔
な
が
ら
の
移
動
生
活
の
方
が
自
分
た
ち
ら

し
く
生
き
ら
れ
る
と
感
じ
る
か
ら
だ
。
包
摂
の
た
め
に
は
、
社
会
か
ら
排

除
さ
れ
た
人
を
助
け
る
だ
け
で
な
く
、
排
除
を
生
み
出
す
原
因
を
取
り
除

く
必
要
も
あ
る
。
働
か
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
を
保
護
す
る
こ
と
は
大
切
だ

が
、
子
ど
も
の
仕
事
に
頼
ら
な
く
て
も
や
っ
て
い
け
る
よ
う
に
親
の
仕
事

を
安
定
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
欠
だ
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
包
摂
は
一
筋
縄
で
は
進
ま
な
い
こ
と
が
明
ら
か

だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
包
摂
を
、
よ
い
暮
ら
し
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
の
立
場
か
ら
考
え
る
た
め
の
概
念
と
理
解
し
て
お
く
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。

なるほど、納得
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「
る
つ
ぼ
」
か
ら
「
サ
ラ
ダ
鉢
」
へ

二
〇
世
紀
の
初
頭
、
米
国
の
都
市
部
を
さ
し
て
「
人
種
の
る
つ

ぼ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
世
に
飛
び
交
っ
た
。
こ
こ
で
「
人
種
」
と

い
う
の
は
、
白
色
人
種
と
か
黄
色
人
種
と
い
う
よ
う
な
人
種
の
こ

と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
族
的
出
自

を
指
す
。
よ
っ
て
、「
人
種
の
る
つ
ぼ
」

は
、
多
彩
な
民
族
的
出
自
の
人
び
と

が
、
身
も
心
も
融
合
し
て
い
く
場
を

意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
都
市

部
だ
け
に
限
ら
ず
、
多
民
族
国
家
で

あ
る
米
国
と
い
う
国
全
体
に
と
っ
て
、

深
い
含
意
も
も
っ
て
い
た
。

だ
が
、
二
〇
世
紀
後
半
、
こ
れ
に

は
異
議
が
唱
え
ら
れ
た
。
米
国
の
都

市
部
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
多
々
の

民
族
が
乱
立
す
る
集
合
体
で
、
融
合

の
場
な
ど
と
い
う
に
は
程
遠
い
か
ら
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
混
在
の
場
、
多
彩

な
野
菜
が
盛
り
つ
け
ら
れ
た
サ
ラ
ダ

鉢
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
、

「
人
種
の
サ
ラ
ダ
ボ
ー
ル
」
と
い
う
新

語
が
、
こ
れ
に
と
っ
て
代
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
に
は

多
文
化
主
義
の
考
え
が
台
頭
し
、
無
理
に
る
つ
ぼ
を
目
指
す
よ
り
、

サ
ラ
ダ
鉢
の
ま
ま
で
い
い
と
い
う
思
考
も
広
ま
っ
た
。

現
在
の
日
本
で
も
、「
る
つ
ぼ
で
は
な
く
、
本
当
は
サ
ラ
ダ
鉢

ら
し
い
」
と
い
う
話
が
、
す
で
に
行
き
わ
た
っ
た
感
が
あ
る
。

「
る
つ
ぼ
」
も
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い

と
こ
ろ
が
近
年
、
な
ん
と
、
当
の
米
国
で
「
人
種
の
る
つ
ぼ
」

論
が
見
な
お
さ
れ
て
き
た
。

き
っ
か
け
は
、
米
国
在
住
者
の
身
体
的
特
徴
が
二
〇
世
紀
に

ど
う
変
わ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い

く
つ
か
の
学
術
記
事
だ
。
そ
こ
で
明
か
さ

れ
た
事
実
の
ひ
と
つ
に
、
白
人
と
よ
ば
れ

る
人
び
と
の
身
体
に
関
す
る
統
計
が
あ
る
。

二
〇
世
紀
中
葉
ま
で
多
種
多
様
だ
っ
た
白

人
の
瞳
や
髪
の
色
が
、
こ
の
半
世
紀
で
著

し
く
画
一
化
し
た
そ
う
だ
。
青
や
緑
や
灰

色
の
瞳
、
金
髪
や
赤
毛
は
、
白
人
の
な
か

で
も
激
減
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
激
減
し

た
の
は
、
い
ず
れ
も
劣
勢
遺
伝
子
に
よ
る

身
体
的
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
こ
れ
ほ

ど
急
速
に
減
少
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

米
国
の
、
と
く
に
都
市
部
で
は
、
民
族
的

出
自
の
融
合
が
、
低
速
な
が
ら
も
た
し
か

に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
部

の
研
究
者
た
ち
は
、
そ
う
結
論
づ
け
て
い

る
。「

人
種
の
る
つ
ぼ
」
論
は
、
現
実
と
し

て
も
、
理
想
と
し
て
も
、
消
え
た
わ
け

で
は
な
い
。
か
つ
て
、
る
つ
ぼ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
サ
ラ
ダ
鉢
で

は
、
野
菜
た
ち
の
見
た
目
が
融
合
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。「
も
し

か
し
て
、る
つ
ぼ
が
正
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
考
え
が
、

あ
ら
た
め
て
米
国
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。

「人種のるつぼ」ふたたび

太
おお

田
た

 心
しん

平
ぺい

　民博 民族社会研究部

ロサンジェルス市ユニオン駅の壁画。多様な民族的出自の存在と相互協力をうたう
（2012 年11月）
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制
服
の
ブ
ラ
ン
ド
力

「
県
一
親
和
松し
ょ
う

蔭い
ん

山
手
と
も
ん
ぺ
姿
な
が
ら
上
は
セ
ー
ラ
ー
服
の
そ
の
襟え
り

の
形
を
見

分
け
（
省
略
）」。

意
外
か
も
し
れ
な
い
、
野の

坂さ
か

昭あ
き

如ゆ
き

の
代
表
作
『
火
垂
る
の
墓
』
の
最
初
の
文
章
に

あ
る
。
神
戸
三
宮
駅
前
で
餓
死
す
る
戦
争
孤
児
清
太
は
、
な
ん
と
、
い
ま
わ
の
際
に

制
服
の
特
徴
か
ら
生
徒
た
ち
が
通
う
学
校
を
無
益
に
見
わ
け
て
い
る
。

神
戸
近
郊
で
思
春
期
を
過
ご
し
た
わ
た
し
に
も
、
こ
う
い
う
無
意
識
の
判
別
は
思

い
あ
た
る
。
そ
う
い
え
ば
ベ
ト
ナ
ム
西
北
地
方
に
い
る
と
き
も
、
似
た
こ
と
を
し
て
い

る
。
言
語
や
習
慣
が
異
な
る
た
く
さ
ん
の
民
族
が
雑
居
し
て
い
る
こ
の
地
域
に
い
る
と
、

お
も
に
衣
装
か
ら
、
そ
し
て
身
ぶ
り
、
し
ぐ
さ
、
こ
と
ば
な
ど
か
ら
、
見
る
人
、
会
う

人
が
ど
の
民
族
な
の
か
、
判
別
す
る
の
が
ク
セ
に
な
る
。
神
戸
に
あ
る
私
立
校
の
制

服
の
ば
あ
い
、
学
校
ご
と
に
一
種
の
ブ
ラ
ン
ド
力
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
ベ

ト
ナ
ム
西
北
地
方
の
民
族
衣
装
の
ば
あ
い
、
義
務
で
も
な
い
の
に
着
る
こ
と
に
、
い
っ

た
い
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

の
黒
タ
イ
男
性
の
か
っ
こ
う
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
村
の
人
は
も
は
や
あ
ま
り
着

て
い
な
い
。
も
う
年
寄
り
く
さ
い
し
、
市
場
で
売
っ
て
い
る
Ｙ
シ
ャ
ツ
の
方
が
か
っ
こ

い
い
か
ら
だ
と
い
う
。

ほ
か
の
村
や
地
域
を
訪
ね
る
と
、
し
ば
し
ば
き
か
れ
る
。

「
そ
の
上
着
、
ど
こ
で
買
っ
た
の
？
」

「
こ
ん
な
に
い
い
の
は
、
そ
の
辺
に
は
売
っ
て
い
な
い
よ
」
と
心
の
な
か
で
つ
ぶ
や
き

つ
つ
、「
養
母
が
つ
く
っ
て
く
れ
た
ん
だ
よ
」
と
胸
を
張
っ
て
こ
た
え
る
。
す
る
と
向
こ

う
は
お
そ
れ
い
っ
て
、
わ
た
し
の
素
性
に
興
味
を
も
つ
。
で
も
、
織
り
や
染
め
が
い
い

と
か
悪
い
と
か
、
仕
立
て
が
ど
う
だ
と
か
、
上
着
の
出
来
に
対
す
る
評
価
は
ま
ず
口
に

し
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ
が
ど
こ
か
で
買
っ
た
も
の
だ
っ
た
ら
、
ま
っ
た
く
ち
が

う
だ
ろ
う
。
手
で
感
触
を
た
し
か
め
な
が
ら
す
み
ず
み
ま
で
目
を
こ
ら
し
て
見
て
、
欠

点
を
あ
げ
つ
ら
ね
る
。
最
後
に
は
「
も
っ
と
い
い
の
を
あ
げ
る
」
と
、
自
分
が
つ
く
っ

た
新
品
を
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ
さ
い
肩
提
げ
鞄
な
ど
、
そ
う
や
っ
て
今
ま
で

何
十
も
集
ま
っ
た
。
手
作
り
布
は
手
作
り
布
を
招
く
の
だ
と
、
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
。

す
べ
て
手
作
り
な
の
に
民
族
衣
装
が
制
服
み
た
い
に
見
え
て
し
ま
う
の
は
、
作
り
手
の

腕
前
が
細
部
に
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
、
デ
ザ
イ
ン
は
大
差
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

手
作
り
布
は
手
作
り
布
を
招
く

わ
た
し
は
黒
タ
イ
と
い
う
人
び
と
が
住
む
村
に
出
入
り
し
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
や

ラ
オ
ス
で
は
、
こ
の
民
族
は
織
物
で
ち
ょ
っ
と
名
が
知
れ
て
い
る
。
も
う
一
〇
年
以
上

前
の
こ
と
だ
が
、
世
話
に
な
っ
て
い
る
家
族
が
、
手
紡
ぎ
の
糸
で
織
っ
た
手
染
め
の
黒

い
布
で
上
着
を
仕
立
て
て
く
れ
た
。
色
と
い
い
、
肌
触
り
と
い
い
、
デ
ザ
イ
ン
と
い
い
、

個
人
的
に
は
気
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
村
に
行
く
と
き
は
た
い
が
い
そ
れ
を
着
て
い
る
。

お
ま
け
に
赤
い
浮
織
り
布
で
つ
く
っ
た
鞄か
ば
んを
肩
か
ら
提
げ
て
い
た
ら
、
二
、三
〇
年
前

民
族
ご
と
の
ゆ
る
や
か
な
分
業

ち
が
う
地
域
を
訪
ね
た
と
き
、「
モ
ン
族
の
上
着
か
？
」
な
ど
と
、
ち
が
う
民
族
の

も
の
と
間
違
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
地
域
が
異
な
れ
ば
同
じ
民
族
で
も
衣
装
が
異

な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
し
か
た
な
い
が
、
ち
ょ
っ
と
気
分
を
害
す
る
も
の
だ
。
し
か
し
、

そ
ん
な
こ
と
言
わ
れ
る
の
も
、
み
ん
な
が
民
族
衣
装
に
敏
感
だ
か
ら
だ
。

そ
れ
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
市
場
に
行
く
。
ま
ず
衣
装
か
ら
売
り
手
の

民
族
を
見
わ
け
る
。
こ
の
こ
と
が
、
誰
か
ら
何
を
買
う
か
、
何
語
で
や
り
と
り
す
る
か
、

値
切
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
、
自
分
が
取
る
べ
き
次
の
行
動
を
準
備
さ
せ
る
。

高
地
に
住
む
モ
ン
が
つ
く
る
野
菜
は
お
い
し
い
と
か
、
コ
ム
ー
は
竹
細
工
が
う
ま
い
と

か
、
豆
腐
や
麺め
ん
は
キ
ン
族
（
ベ
ト
ナ
ム
の
多
数
民
族
）
や
漢
族
が
売
る
と
か
、
時
間

を
か
け
て
地
域
で
培
わ
れ
た
民
族
ご
と
の
ゆ
る
や
か
な
分
業
と
信
用
が
、
そ
こ
に
は
あ

る
か
ら
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
い
か
に
も
わ
た
し
の
身
な
り
は
、
現
地
の
人
に
と
っ

て
ま
ぎ
ら
わ
し
く
迷
惑
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
通
り
す
が
り
の
外
国
人
観
光

客
が
う
れ
し
そ
う
に
写
真
に
撮
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
う
や
っ
て
た
ま
に
は
わ
た
し
も
人

を
喜
ば
せ
て
い
る
。
こ
れ
も
民
族
衣
装
の
役
割
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。

樫か
し
な
が永 

真ま

さ

お

佐
夫
　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

イ
ン
ド
シ
ナ
民
族
衣
装
野
外
展
覧
会

イ
ン
ド
シ
ナ
北
部
山
地
に
は
た
く
さ
ん
の
民
族
が
い
て
、
市
場
は
ま
る
で
カ
ラ
フ
ル
な
民
族
衣
装
の
展

覧
会
場
み
た
い
。
日
本
か
ら
は
る
ば
る
訪
れ
た
女
性
に
訊
か
れ
た
。「
な
ん
で
み
ん
な
制
服
み
た
い
な
の

を
着
て
い
る
の
？
　
あ
ん
ま
り
機
能
的
で
も
な
さ
そ
う
だ
し
…
…
」。
残
念
な
が
ら
こ
う
い
う
素
朴
な
質

問
に
、
民
族
学
者
の
滑
舌
は
悪
い
も
の
だ
。

ルー（左 3人）と
白タイの女性（右）
（ライチャウ省）

自慢の上着を着る筆者（中央）とヌン族の人びと（カオバン省）

市場で野菜を売る黒タイ女性。赤い浮き織り布で作った鞄
ももっている（ディエンビエン省）

一見、ろうけつ染めと刺繍に
よる伝統的なモンのスカート
だが、じつはプリント布（イ
エンバイ省）

伝統的な刺繍やパッ
チワークなどを内職
にするモンの女性は
多い（ソンラー省）
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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
本館展示「日本の文化」の展示づくりでは、私もキャプショ
ンの英訳や解説文の校正をお手伝いした。その作業をとお
して痛感したのは、日本人である自分がいかに日本のこと
を知らないかということと、文化の翻訳の難しさである。「御
幣」や「けずりかけ」、「おしらさま」を一体なんと英訳し
たらいいのか？　そもそも御幣って何か、小さなこどもや
外国人に説明できるか？　単にgoheiとローマ字化しても、
予備知識のない外国人には意味がない。かといって、機能
や使用の文脈を懇切丁寧に伝えようとすると、えらく冗長
な訳語になり、キャプションには適さない。結局、「儀礼用
棒」というような意味の、愛想のない訳語が落としどころ
になってしまう。この舞台裏の葛藤を外国人の研究者たち
に話したところ、「そのローカルな用語と訳語のズレがおも
しろいのです」と言ってくれた。このズレが生み出す違和
感に、異文化理解・自文化理解を促すさまざまなコミュニ
ケーションの可能性が秘められているのである。
みんぱくは世界の諸文化との相対において日本を見直す貴
重な場である。知っているようで知らない日本を発見しに、
ぜひご来館を。（山中由里子）
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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5月

話者 :川瀬慈（国立民族学博物館 助教）
話題 :マダガスカルの無形文化遺産ザフィマニリ彫刻の

映像記録
会場 :本館展示場内ナビひろば

12日
（日曜日）

次号の予告
 特集　

食べない食べもの、
食べられない食べもの（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、一般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：仮面（メンドン）　標本番号：H0270238
　　　 地域：日本、鹿児島県 硫黄島

■ 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。

19日
（日曜日）

話者 :森山工（東京大学 教授）
話題 :マダガスカル農村部の日常生活と墓制
会場 :本館展示場内ナビひろば

話者 :飯田卓（国立民族学博物館 准教授）
話題 :マダガスカル展　もうひとつの準備現場
会場 :特別展示館

26日
（日曜日）
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