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ぽ
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西
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ミ
ッ
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・
ル
ー
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が
開
く
扉
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沢
泰
子

ハ
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ブ
リ
ッ
ド
は
日
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宗
教
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芸
だ
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琢
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ち
ゃ
ま
ぜ
で
は
な
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ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
言
語
　
ダ
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エ
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ロ
ン
グ

エ
レ
ク
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リ
ッ
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三
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チ
ェ
レ
ン
」　
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屋
淳
子
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沖
縄
、
音
楽
、
情
熱

照て
る

屋や 

林り
ん

賢け
ん

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

沖
縄
県
コ
ザ
市
生
ま
れ
。
祖
父
・
林
山
と
父
・

林
助
は
と
も
に
沖
縄
を
代
表
す
る
音
楽
家
。

1
9
6
7
年
、
西
洋
の
音
楽
理
論
を
勉
強
す
る

た
め
に
上
京
、
1
9
7
7
年
り
ん
け
ん
バ
ン
ド

結
成
、
90
年
ア
ル
バ
ム
C
D
「
あ
り
が
と
う
」

で
全
国
デ
ビ
ュ
ー
。
93
年
日
本
レ
コ
ー
ド
大
賞

特
別
賞
受
賞
。
自
作
詩
曲
「
春
で
ぇ
む
ん
」
が

中
学
国
語
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る
。
沖
縄
固

有
の
リ
ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら

り
ん
け
ん
サ
ウ
ン
ド
の
創
造
を
続
け
て
い
る
。
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子
供
の
頃
、三さ

ん
し
ん線

店
を
営
む
祖
父
の
手
伝
い
を
し
て

い
た
。
三
線
の
皮
の
張
り
替
え
を
終
え
た
ら
「
り
ん
け
ん
、

ふ
か
ん
か
い
　
ん
じ
て
ぃ
　
さ
ん
し
ん
　
ぬ
　
う
と
ぅ
　

ち
ち
く
ー
わ
」
と
祖
父
は
言
っ
た
。「
林
賢
、外
に
出
て

三
線
の
音
を
聞
い
て
来
い
」
と
言
う
の
だ
。

新
し
く
張
り
替
え
ら
れ
た
三
線
の
音
が
ど
こ
ま
で
聞

こ
え
る
か
確
か
め
る
。僕
は
ま
ず
北
の
道
を
ま
っ
す
ぐ

向
っ
た
。祖
父
の
弾
く
三
線
の
音
が
小
さ
く
な
っ
て
く
る
。

か
す
か
に
聞
こ
え
る
と
こ
ろ
で
止
ま
る
の
だ
。こ
れ
以
上

進
ん
だ
ら
音
が
聞
こ
え
な
く
な
る
。一
度
は
戻
っ
て
き
て
さ

ら
に
西
に
向
う
。又
同
じ
よ
う
に
音
が
き
こ
え
る
場
所
を

確
か
め
る
の
だ
。次
に
南
と
東
に
向
う
。
そ
れ
を
祖
父
に

報
告
す
る
手
伝
い
は
面
白
か
っ
た
。

沖
縄
の
三
線
の
竿
は
ユ
シ
木
や
黒
木
で
作
る
。そ
れ
が

当
た
り
前
の
時
代
が
あ
っ
た
。ユ
シ
木
は
練
習
用
で
黒
木
は

ち
ゃ
ん
と
し
た
楽
器
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。で
も

ユ
シ
木
も
黒
木
も
数
が
と
れ
な
く
な
り
フ
ィ
リ
ピ
ン
黒
木

な
る
も
の
ま
で
現
れ
た
。僕
が
始
め
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
黒
木
を

見
た
の
は
四
〇
年
前
で
あ
る
。見
た
目
は
沖
縄
産
の
黒
木

に
に
て
い
る
の
だ
が
、ち
ゃ
ん
と
見
る
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
黒
木

は
気
孔
が
多
い
。だ
か
ら
沖
縄
産
の
黒
木
と
比
べ
る
と
柔
ら

か
い
。三
線
の
材
料
の
見
立
て
方
は
色
、重
さ
、堅
さ
、そ
れ
に

年
数
な
の
だ
。木
を
切
り
出
し
て
か
ら
三
線
が
作
れ
る
ま
で

の
時
間
も
必
要
で
あ
る
。ま
だ
乾
燥
し
て
い
な
い
材
料
で
作

る
と
の
ち
に
竿
が
曲
が
っ
て
し
ま
う
事
も
あ
る
の
だ
。

僕
個
人
的
に
は
ユ
シ
木
が
好
き
で
あ
る
。山や

ん
ば
る原（

沖
縄

本
島
北
部
）に
た
く
さ
ん
生
え
て
い
た
ら
し
い
。黒
木
と

比
べ
て
粘
り
が
あ
る
。そ
れ
に
黒
木
よ
り
安
か
っ
た
の
だ
。

八
重
山
で
と
れ
る
黒
木
は
エ
ー
マ
ク
ル
チ（
八
重
山
黒
木
）

と
呼
ば
れ
、と
て
も
有
名
で
あ
る
。特
に
三
線
を
演
奏
す

る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
エ
ー
マ
ク
ル
チ
で
作
っ
た
三
線
を

持
つ
こ
と
は
ひ
と
つ
の
ス
テ
ー
タ
ス
だ
。古
い
民
家
の
床

柱
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
た
黒
木
は
高
い
値
段
で
売
り
買
い

さ
れ
て
い
た
。「
く
れ
ー（
こ
れ
は
）え
ー
ま
か
ら（
八
重
山

か
ら
）む
っ
ち
ち
ぇ
ー
る（
持
っ
て
き
た
）く
る
ち
や
さ（
黒

木
だ
）」と
い
う
会
話
は
最
近
聞
か
な
く
な
っ
た
。

沖
縄
か
ら
三
線
を
作
る
材
料
が
な
く
な
る
日
が
き
た
ら

ど
う
し
よ
う
。で
も
心
配
は
い
ら
な
い
。沖
縄
の
人
は
す
ぐ
に

代
用
品
で
製
作
す
る
は
ず
だ
。ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
か
ら
に
し
き
へ
び
の
皮
の
輸
入
が
規
制
さ
れ
た
時
も

人
工
皮
を
考
案
し
た
。そ
れ
に
戦
後
ア
メ
リ
カ
軍
の
捕
虜
収

容
所
で
簡
易
ベ
ッ
ト
の
材
料
と
空
き
缶
で
カ
ン
カ
ラ
三
線
を

作
り
、パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
の
布
を
へ
び
皮
の
よ
う
に
張
っ
た
り
も

し
た
。そ
し
て
三
線
を
作
る
技
法
を
う
ま
く
利
用
し
て
電
気

ギ
タ
ー
も
製
作
し
た
の
だ
。照
屋
楽
器
店
に
ア
メ
リ
カ
兵
が

持
ち
込
む
故
障
し
た
電
気
ギ
タ
ー
を
分
解
し
て
い
る
う
ち

に
製
作
を
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
。沖
縄
人
の
音
楽

に
た
い
す
る
情
熱
は
ど
ん
な
時
代
で
も
乗
り
越
え
て
来
た
。



ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
か

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
か

特集硬
い
歯
・
し
な
や
か
な
甲
羅

生
物
が
歯
や
骨
、
貝
殻
真
珠
層
な
ど
の
硬
い
組
織
を
つ

く
る
こ
と
を
総
称
し
て
、
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
よ
ぶ
。
形
成
さ
れ
る
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
の
役
割
は
多
岐

に
わ
た
り
、
体
の
保
護
や
姿
勢
の
維
持
だ
け
で
な
く
金
属

イ
オ
ン
の
貯
蔵
や
、
眼
の
レ
ン
ズ
な
ど
の
機
能
を
兼
ね
備

え
た
も
の
も
あ
る
。
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
は
お
も
に
カ
ル
シ

ウ
ム
や
鉄
、
シ
リ
カ
な
ど
の
無
機
物
質
（
こ
れ
ら
は
チ
ョ
ー

そ
の
形
成
機
構
は
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
も

多
い
。
自
然
を
理
解
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
材
料
開
発
に

応
用
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
我
々
の
社
会
は
よ
り
豊
か

に
な
る
は
ず
だ
。

人
智
を
超
え
た「
も
の
づ
く
り
」

生
物
は
自
然
界
か
ら
カ
ル
シ
ウ
ム
や
鉄
な
ど
の
金
属
イ

オ
ン
を
体
内
に
取
り
込
み
、
タ
ン
パ
ク
な
ど
の
有
機
物
を

作
用
さ
せ
、
そ
の
結
晶
化
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
秩
序

高
い
構
造
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。
真
珠
光
沢
を
示
す
貝
殻

真
珠
層
の
ミ
ク
ロ
構
造
は
じ
つ
に
美
し
い
。
貝
殻
真
珠
層

は
、
厚
み
一
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
（
お
お
よ
そ
、
コ
ピ
ー
用

紙
の
一
〇
〇
分
の
一
）
の
薄
膜
状
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
結
晶
が

数
千
層
重
な
っ
て
で
き
て
い
る
。
結
晶
の
層
間
に
は
タ
ン

パ
ク
や
多
糖
な
ど
の
生
体
高
分
子
が
含
ま
れ
て
お
り
、
結

晶
化
を
制
御
す
る
の
と
同
時
に
、
形
成
し
た
結
晶
同
士
を

貼
り
付
け
る
糊の
り

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
層
状
構

造
は
真
珠
の
美
し
い
光
沢
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
が
、

力
学
的
強
度
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
炭

酸
カ
ル
シ
ウ
ム
だ
け
で
で
き
た
単
結
晶
に
く
ら
べ
て
真
珠

層
は
数
千
倍
も
破
壊
強
度
が
大
き
い
。
こ
の
よ
う
な
精
緻

な
構
造
を
も
っ
た
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
材
料
」
が
生
物
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
舞
台
裏
で
は
、
金
属
イ
オ
ン
の
選
択
的
な
取

り
込
み
、
生
体
高
分
子
同
士
の
分
子
認
識
、
核
形
成
の
制

御
、
制
限
さ
れ
た
結
晶
成
長
場
の
形
成
な
ど
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
最
先
端
の
技
術
を
も
っ

て
し
て
も
実
験
室
で
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
複

雑
で
高
度
な
科
学
で
あ
る
が
、
自
然
界
で
は
（
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
使
わ
ず
に
）
淡
々
と
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
と
い
う
と
耳
触
り
の
い
い
、
ち
ょ
っ
と
は
や
り
の
こ
と

ば
だ
。
少
し
前
ま
で
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
、
ミ
ッ
ク
ス
、
さ
ら
に
は
雑
種
と

ま
で
い
わ
れ
、
さ
げ
す
ま
れ
る
一
方
で
、
な
ぜ
か
強
靭
さ
へ
の
畏
敬

も
感
じ
さ
せ
る
。

異
種
な
も
の
ど
う
し
が
交
わ
り
、
融
合
す
る
こ
と
で
あ
ら
た
な
も

の
が
創
造
さ
れ
る
現
象
は
ど
こ
に
も
み
ら
れ
る
が
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

的
な
も
の
は
、
純
粋
性
を
追
及
し
た
が
た
め
に
硬
直
、
閉
塞
化
し

た
現
実
を
打
ち
壊
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
い
る
よ
う
だ
。

本
特
集
で
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
生
物
工
学
、
文
化
人
類
学
、
宗

教
学
、
言
語
学
な
ど
に
お
け
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
を
と
り
あ
げ
る
。
純

粋
性
の
概
念
を
あ
ら
た
め
て
問
い
な
お
す
契
機
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

自
然
界
の
ち
ゃ
ん
ぽ
ん

―
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
に
ま
な
ぶ
次
世
代
材
料
の
開
発

西に
し

村む
ら 

達た
つ

也や

　
東
京
大
学
助
教

天
然
を
ま
ね
る
・
超
え
る「
材
料
科
学
」

混
ざ
り
合
わ
な
い
ふ
た
つ
の
素
材
、
有
機
物
（
お
も
に

炭
素
で
で
き
て
お
り
、
火
を
つ
け
る
と
燃
え
る
物
、
た
と
え
ば

紙
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）
と
無
機
物
（
鉱
物
）
を
分
子
レ
ベ
ル

で
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
え
ら
れ
る
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
材
料
は
双
方
の
性
質
を
か
け
あ
わ
せ
た
高
機
能

な
も
の
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。「
環
境
に
や
さ
し
く
」

「
高
機
能
」
な
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
は
、
ま
さ
に
そ
の
手
本
だ
。

バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
の
形
成
過
程
に
お
け
る
科
学
を
理
解
し
、

そ
れ
を
抽
象
化
し
て
新
し
い
材
料
を
生
み
出
す
研
究
が
世

界
中
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
合
成
高
分
子
を
用

い
て
真
珠
層
に
類
似
し
た
均
一
な
厚
み
の
薄
膜
結
晶
の
形

成
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
薄
膜
は
、
車
や
飛
行
機
な
ど

の
新
し
い
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
は
精
緻
な
構
造
に
由
来
す
る
高
度
な

機
能
・
特
性
を
有
し
て
い
る
が
、
生
物
は
カ
ル
シ
ウ
ム
や

タ
ン
パ
ク
な
ど
限
ら
れ
た
素
材
し
か
使
え
な
い
た
め
、
目

の
レ
ン
ズ
や
甲
羅
な
ど
し
か
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一

方
、
我
々
は
今
や
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
の
知
識
を
手
に
入
れ
、

半
導
体
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
や
導
電
性
高
分
子
な
ど
生
体
が
使

え
な
い
機
能
性
素
材
も
「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
さ
せ
る
」
こ
と
が

で
き
る
。
我
々
が
作
る
材
料
が
天
然
の
美
し
さ
を
超
え
る

の
は
当
分
先
の
話
か
も
し
れ
な
い
が
、
機
能
は
ア
イ
デ
ア

次
第
で
充
分
に
超
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
真
珠
の
よ
う
な
層

状
構
造
を
も
つ
高
効
率
の
次
世
代
電
池
や
カ
ニ
の
甲
羅
の

よ
う
に
軽
く
て
丈
夫
な
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
開
発
さ
れ
る

日
も
近
い
は
ず
だ
。

ク
、
磁
石
、
ガ
ラ
ス
な
ど
、
身
近
で
シ
ン
プ
ル
な
材
料
と
同
じ

成
分
で
あ
る
）
と
、
タ
ン
パ
ク
や
多
糖
な
ど
の
有
機
物
（
そ

れ
ぞ
れ
、
肉
の
成
分
、
ナ
タ
デ
コ
コ
の
成
分
と
同
類
で
あ
る
）

と
の
複
合
体
で
あ
る
。
つ
ま
り「
有
機
」と「
無
機
」の
ち
ゃ

ん
ぽ
ん
が
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
で
あ
り
、
歯
の
よ
う
に
硬
い

も
の
や
カ
ニ
の
甲
羅
の
よ
う
に
し
な
や
か
な
も
の
な
ど
、

生
物
は
目
的
に
応
じ
た
特
性
や
機
能
を
有
す
る
こ
の
「
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
な
材
料
」
を
作
り
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
、

アワビの貝殻真珠層
アコヤガイが作る真珠と同じ構造な
ので真珠のような光沢が見られる

真珠層にならう高強度薄膜の開発
バイオミネラルと同様に有機高分子の力によって形成する薄膜状結晶。均一な厚
みをもち、基板一面を覆う。写真は鉱物を観察するための偏光顕微鏡により撮影

真珠層の秩序構造
真珠層の断面。電子顕微鏡写真からわかるように、同じ
厚みの薄膜状結晶が、数千層重なって形成されている
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日
本
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
人
び
と

京
都
の
街
が
例
年
に
も
ま
し
て
美
し
い
桜
で
賑に
ぎ

わ
っ
た

と
い
う
今
年
四
月
、
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
一
足
早
い
夏
の
陽

気
を
味
わ
っ
て
い
た
。
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
お
こ

な
わ
れ
た
「
ハ
パ
・
ジ
ャ
パ
ン
学
術
会
議
」
に
出
席
す
る

た
め
で
あ
る
。「
ハ
パ
」
と
は
、元
来
ハ
ワ
イ
の
ピ
ジ
ン
語
で
、

複
数
の
文
化
的
ル
ー
ツ
を
も
つ
人
び
と
を
意
味
す
る
が
、

現
在
で
は
、
ル
ー
ツ
の
ひ
と
つ
が
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人

で
あ
る
人
び
と
を
指
す
用
語
と
し
て
流
通
し
て
い
る
。
主

催
者
が
造
語
し
た
「
ハ
パ
・
ジ
ャ
パ
ン
」
と
は
、
ハ
パ
の

な
か
で
も
日
系
の
ハ
パ
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
ら
し
い
。

人
目
を
引
く
真
っ
赤
な
ポ
ス
タ
ー
の
中
央
を
飾
る
の
は
、

日
の
丸
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
円
形
の
四
分
の
三
や
二
分
の
一
の

な
ど
、
日
系
が
占
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
比
率
を
あ
ら
わ
す
パ

イ
を
重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。

学
術
会
議
も
含
め
計
五
日
間
の
祭
典
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
系
（「
白
人
」）
と
日
系
の
ミ
ッ
ク
ス
・
ル
ー
ツ
を
も
つ

当
事
者
が
大
半
を
占
め
る
な
か
で
、
少
数
な
が
ら
、
ア
フ

リ
カ
系
な
ど
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
日
系
の
ミ
ッ
ク
ス
・

ル
ー
ツ
を
も
つ
者
も
い
た
。
二
年
前
の
前
回
は
、
同
会
議

で
表
彰
さ
れ
た
演
歌
歌
手
の
ジ
ェ
ロ
が
多
く
の
観
客
を
集

め
た
。
今
回
も
、ア
フ
リ
カ
系
の
父
を
も
つ
劇
作
家
ベ
リ
ー

ナ
・
ハ
ス
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
に
よ
る
ト
ー
ク
が
あ
り
、
同

会
議
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
系
の
ハ
パ
の
存
在
感
は
希
薄
で

は
な
い
。

る
つ
ぼ
の
国
の
レ
イ
シ
ズ
ム

「
人
種
の
る
つ
ぼ
」
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
。
大

ヒ
ッ
ト
作
と
な
っ
た
イ
ズ
レ
イ
ル
・
ザ
ン
グ
ウ
ィ
ル
の
戯

曲
「The M

elting
 P

ot

」（
人
種
の
る
つ
ぼ
）
が
初
め
て
上

演
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
八
年
と
一
世
紀
も
前
の
こ
と
で
あ

る
。
移
民
大
国
ア
メ
リ
カ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
が
交
わ

り
合
い
、
新
し
い
「
ア
メ
リ
カ
人
」
の
誕
生
と
と
も
に
ユ
ー

ト
ピ
ア
が
生
ま
れ
る
、と
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、

一
九
六
七
年
ま
で
異
人
種
間
結
婚
禁
止
法
が
一
七
の
州
に

お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
う
や
く
二
十
年

ほ
ど
前
か
ら
、
紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ

を
経
な
が
ら
も
「
マ
ル
チ
レ
イ

シ
ャ
ル
運
動
」（
独
自
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
社
会
的
承
認
を

え
よ
う
と
す
る
運
動
）
が
波
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
述

の
ハ
パ
会
議
も
そ
の
大
き
な
う
ね
り
の
な
か
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
。

「
ハ
ー
フ
」が
自
分
を
語
る
と
き

さ
て
、
日
本
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
ら
し
き
女
性

と
欧
米
系
の
男
性
が
幼
児
を
抱
え
て
電
車
に
乗
り
降
り
す

る
姿
は
、
も
は
や
都
会
で
は
日
常
風
景
と
な
っ
て
い
る
。
地

方
で
は
、
中
国
や
韓
国
、
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
妻

を
迎
え
た
と
い
う
話
も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。
沖
縄
の
「
ア

メ
ラ
ジ
ア
ン
ス
ク
ー
ル
」
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
一

五
年
が
経
過
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
度
の
統
計
に
よ
る
と
、

あ
ら
た
な
婚
姻
の
二
〇
組
に
一
組
が
国
際
結
婚
だ
と
さ
れ
る
。

ミ
ッ
ク
ス
・
ル
ー
ツ
が
開
く
扉
竹た

け

沢ざ
わ 

泰や
す

子こ

　
京
都
大
学
教
授

関
西
を
拠
点
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
メ
デ
ィ
ア
等
を
と
お
し

て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て
い
る「
ミ
ッ
ク
ス
ル
ー
ツ・ジ
ャ

パ
ン
」
は
、
今
や
知
る
人
ぞ
知
る
存
在
で
あ
る
。
最
近
注

目
を
集
め
て
い
る
の
は
、
二
人
の
自
称
「
ハ
ー
フ
」
の
女

性
た
ち
が
、
映
像
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
、
日
本
で

生
き
る
「
ハ
ー
フ
」
た
ち
の
経
験
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
迫
る
「
ハ
ー
フ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
あ
る
。
ア
ジ
ア

系
の
ハ
ー
フ
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
が
、

ハ
ー
フ
の
容
姿
の
「
ち
が
い
」
を
意
識
的
に
取
り
あ
げ
る

こ
の
作
品
を
見
る
う
ち
に
、
日
本
社
会
に
お
い
て
、
外
見

が
「
日
本
人
」
ら
し
く
な
い
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、

改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

現
在
、
ミ
ッ
ク
ス・レ
イ
ス
／
ミ
ッ
ク
ス・ル
ー
ツ
を
テ
ー

マ
と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
大
学
院
の
授
業
で
、
あ
る
学

生
が
自
ら
の
体
験
か
ら
語
る
。
日
本
で
は
、国
籍
で
は
な
く
、

外
見
で
「
日
本
人
」
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
と
。
日
本
人

で
あ
り
な
が
ら
、
容
貌
が
異
な
れ
ば
「
ガ
イ
ジ
ン
」
と
指

さ
さ
れ
る
。
メ
デ
ィ
ア
で
「
ハ
ー
フ
」
が
憧
憬
の
対
象
と

さ
れ
、「
ハ
ー
フ
顔
」
が
消
費
さ
れ
る
一
方
で
、
日
常
世
界

に
お
い
て
は
、
排
除
の
掟お
き
ては

ま
だ
ま
だ
緩
み
そ
う
に
な
い
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
た
だ
ひ
と
つ
変
化
の
手
応
え
を
感

じ
る
も
の
が
あ
る
。
当
事
者
た
ち
が
次
世
代
研
究
者
と
し

て
育
ち
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
（
わ
た
し
の
授
業
で
も
、

他
大
学
所
属
も
含
め
て
四
、
五
人
い
る
）。
近
い
将
来
、
こ
れ

ま
で
闇
に
葬
ら
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
の
扉
が
ひ
と

つ
ひ
と
つ
開
け
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
は

日
本
宗
教
の
お
家
芸
だ
白し

ら

川か
わ 

琢た
く

磨ま

　
福
岡
大
学
教
授

経
験
と
し
て
の
神
仏
習
合

宗
教
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
は
、
一
般
に
シ
ン
ク
レ
テ
ィ

ズ
ム
と
称
さ
れ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
神
と
仏
の
融
合

＝
合
体
は
「
神
仏
習
合
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
歴
史
は
古
く
、
既
に
八
世
紀
後
半
、
畿
内
の
神
々

が
「
神
の
身
を
離
れ
て
仏
に
な
り
た
い
」
と
巫
女
の
口

を
借
り
て
語
り
出
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
や

が
て
中
世
に
至
る
と
そ
の
波
は
う
ね
り
と
な
っ
て
全
国

を
覆
い
、
明
治
初
期
の
「
神
仏
分
離
」
に
よ
っ
て
強
制

的
に
排
除
さ
れ
る
ま
で
、
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
我
々

の
文
化
の
支
配
的
様
式
と
し
て
そ
の
影
響
力
を
保
ち
続

け
た
の
で
あ
る
。

明
治
の
神
仏
分
離
が
強
烈
か
つ
徹
底
的
で
あ
っ
た
が

故
に
、
今
日
の
我
々
は
神
と
仏
は
ま
っ
た
く
の
別
物
で

「ハパ・ジャパン学術会議」の様子。ハパがその多くを占める

背景・Photo by ©Tomo.Yun　http://www.yunphoto.net

「ハーフ・プロジェクト」小冊子の表紙
©2013 The Hafu Project

「ハパ・ジャパン・フェスティバル2011」でパフォーマンスを披露する
演歌歌手のジェロ

「ハパ・ジャパン・フェスティバル2013」
のポスター

木造太郎天及び二童子立像（長安寺蔵）本来、屋山中腹の六所権現社
に祀（まつ）られていた。（撮影・鈴木一馨）
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衆
生
を
救
う
た
め
に
日
本
の
神
と
な
っ
て
現
れ
た
と
い

う
本ほ
ん

地じ

垂す
い

迹じ
ゃ
くの
思
想
と
な
る
。

「
鈴
鬼
」の
不
思
議

「
鬼
」
も
、
こ
の
人
と
神
の
間
隙
か
ら
出
現
す
る
。
同

じ
く
六
郷
満
山
の
長
岩
屋
、
天
念
寺
で
旧
一
月
七
日
に

「
修し
ゅ

正じ
ょ
う

鬼お
に

会え

」
と
い
う
正
月
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

主
役
は
、
昼
過
ぎ
か
ら
延
々
と
続
き
、
深
夜
、
最
後
の

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
登
場
す
る
「
災さ
い

払ば
ら

鬼お
に
（
赤
）
＝
愛

染
明
王
」
と
「
荒あ
ら

鬼お
に
（
黒
）
＝
不
動
明
王
」
の
二
鬼
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
両
鬼
が
登
場
す
る
直
前
に
、
両

鬼
を
「
招
く
」
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
「
鈴す
ず

鬼お
に

」
と
い

う
じ
つ
に
不
思
議
な
存
在
が
出
現
す
る
。
こ
の
鈴
鬼
、

男
女
一
対
で
鈴
と
団
扇
を
手
に
十
種
の
穏
や
か
な
法ほ
う

舞ま
い

を
披
露
す
る
。
男
女
の
性
別
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、

衣
装
を
見
て
も
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
人
で
あ
る
。
し
か

し
、
頭
に
は
紙し

手で

を
付
け
て
お
り
、
何
よ
り
も
神
の
象

徴
で
あ
る
鈴
を
鳴
ら
す
。
し
か
も
名
称
は
鬼
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
と
神
の
属
性
を
分
有
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

あ
り
、
習
合
の
感
覚
を
想
像
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
。

だ
が
、
今
日
で
も
そ
の
経
験
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
モ
ノ
か
ら
始
め
よ
う
。

豊
後
、
国
東
半
島
、
六
郷
満
山
の
ひ
と
つ
で
あ
る
屋

山
の
長
安
寺
が
所
蔵
す
る
「
木
造
太
郎
天
及
び
二
童
子

立
像
」
で
あ
る
。
銘
文
に
よ
る
と
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）

に
造
ら
れ
、
当
時
は
「
屋
山
太
郎
惣
大
行
事
」
と
よ
ば

れ
て
い
た
ら
し
い
。
じ
つ
に
不
思
議
な
神
像
で
あ
る
。

像
高
は
大
体
人
の
背
丈
く
ら
い
で
、両
脇
の
童
子
は
ち
ょ

う
ど
そ
の
半
分
ほ
ど
だ
。
髪
を
み
づ
ら
に
結
っ
た
等
身

大
の
若
者
像
に
対
面
す
る
と
生
々
し
い
親
近
感
を
覚
え

て
く
る
。
だ
が
住
職
が
最
初
に
こ
の
像
を
紹
介
し
た
と

き
、
太
郎
天
と
は
一
言
も
言
わ
ず
に
「
不
動
明
王
と
矜こ
ん

羯が

羅ら

・
制せ
い

多た

迦か

の
二
童
子
で
す
」
と
さ
ら
っ
と
言
っ
た
。

こ
れ
が
習
合
感
覚
で
あ
る
。
不
思
議
に
感
じ
る
の
は
、

我
々
が
強
引
に
「
神
」
と
「
仏
」
を
わ
け
よ
う
と
す
る

か
ら
で
あ
り
、
我
々
「
人
」
に
近
い
太
郎
天
の
背
後
に

不
動
明
王
の
鏡
像
を
感
じ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
大
日
如
来

の
教
き
ょ
う

令り
ょ
う

輪り
ん

身し
ん

で
あ
る
こ
と
を
感
得
す
れ
ば
、仏
と
神（
天
）

は
緩
や
か
に
繋つ
な

が
っ
て
く
る
の
だ
。

「
人
」と「
神
」の
近
さ

当
時
の
人
び
と
の
世
界
観
を
示
す
の
が
「
六
道
」
の

考
え
方
だ
。
輪り
ん

廻ね

転て
ん

生し
ょ
うを
余
儀
無
く
さ
れ
る
六
つ
の
世

界
で
、
下
か
ら
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
（
神
）

の
六
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
住
人
で
あ
る
限
り
、

性
別
や
寿
命
が
あ
る
。
仏
は
こ
の
六
道
を
超
越
し
た
世

界
に
存
在
す
る
。
人
と
神
は
、
性
別
や
寿
命
や
喜
怒
哀

楽
を
共
有
す
る
、
六
道
の
上
位
に
位
置
す
る
極
め
て
似

た
存
在
で
あ
る
。
人
で
あ
っ
た
菅
原
道
真
は
、
死
後
、

天
満
大
自
在
天
と
い
う
神
と
な
っ
た
。
や
が
て
、
仏
は

な
鬼
な
の
だ
。

「
駆
先（
ミ
サ
キ
）」の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
性

豊
後
の
北
、
豊
前
地
方
に
は
多
数
の
神
楽
が
分
布
し

活
発
に
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
豊
前
神
楽
の
主
役
が
、

駆
先
（
ミ
サ
キ
）
と
よ
ば
れ
る
鬼
で
あ
る
。
こ
の
ミ
サ
キ
、

同
系
統
の
古
い
祭
文
に
よ
れ
ば
、「
御
仏
の
前
に
て
荒
神

と
な
り
、
神
の
前
に
て
御
前
（
み
さ
き
）
と
な
る
、
有う

漏ろ

の
凡
夫
の
外
道
と
な
る
。･･･

仏
神
と
も
に
我
な
り

･･･

」
と
、荒
神
（
仏
）
＝
ミ
サ
キ
（
神
）
＝
外
道
〈
鬼
〉（
衆

生
）
と
い
う
見
事
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
近
世
後
期
か
ら
神
官
ら
を
中
心
に
、
ミ
サ
キ
は

記き

紀き

神
話
の
猿さ
る

田た

彦ひ
こ
の

尊み
こ
とに
該
当
す
る
と
い
う
解
釈
が
広

が
っ
て
い
き
、
や
が
て
習
合
を
敵
視
す
る
神
仏
分
離
を

迎
え
る
の
だ
。
日
本
宗
教
の
お
家
芸
で
あ
っ
た
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
化
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
近
代
明
治
は
、
文
化

の
豊ほ
う

饒じ
ょ
うさ
の
大
き
な
部
分
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

言
語
と
言
語
が
触
れ
合
う
と
き

一
八
世
紀
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
、
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
英
語
な
ど
が

共
通
の
祖
語
か
ら
枝
わ
か
れ
す
る
過
程
に
気
づ
い
て
か

ら
、
ず
っ
と
そ
う
し
た
樹
形
図
が
言
語
の
歴
史
や
系
統

を
説
明
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
言
語
接
触
に
関
す
る
デ
ー
タ
収
集
や
理
論
の

構
築
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
言
語
は
数
世
紀
単
位
で
起

こ
る
分
岐
だ
け
で
は
な
く
、
数
十
年
単
位
で
起
こ
る
接

触
が
も
た
ら
す
影
響
も
大
き
い
と
い
う
認
識
が
高
ま
っ

て
い
る
。
世
界
の
言
語
の
な
か
に
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
や

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
も
の
は
意
外
と
多
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

現
代
英
語
の
形
成
過
程
に
も
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
単
に
ド
イ
ツ
語
や

オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
枝
わ
か
れ
し
て
き
た
だ
け
で
は
な
く
、

約
一
〇
〇
〇
年
前
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
到
来
に
よ
っ
て
、

W
H
疑
問
詞
が
関
係
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
始
め
る
な

ど
、
文
法
体
系
が
大
き
く
方
向
転
換
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
日
本
語
も
同
様
で
あ
る
。
ア
ル
タ
イ
系
の
言
語

と
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
に
よ
っ
て

誕
生
し
た
と
い
う
説
が
有
力
な
の
で
、
日
本
人
や
英
語

圏
人
は
言
語
接
触
に
対
し
て
前
向
き
な
イ
メ
ー
ジ
を

も
っ
て
い
て
良
さ
そ
う
だ
が
、
じ
つ
は
逆
で
あ
る
。

ご
ち
ゃ
ま
ぜ
で
は
な
い
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
言
語

ダ
ニ
エ
ル
・
ロ
ン
グ
　
首
都
大
学
東
京
教
授

言
語
の
純
粋
性

言
語
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
は
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
さ
れ

る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
。「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
」
と
い
う
語

も
悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
う
。「
混
合
」
イ
コ
ー
ル

「
不
純
物
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
戦
時
中

の
日
本
で
は
、
日
本
語
か
ら
外
来
語
を
漢
語
や
和
語
に

置
き
換
え
る
と
い
う
敵
性
語
排
斥
運
動
が
あ
っ
た
し
、

戦
後
の
韓
国
で
は
、
韓
国
語
か
ら
日
本
語
起
源
の
単
語

を
無
く
す
純
化
運
動
が
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
個
人

レ
ベ
ル
で
も
、
ふ
た
つ
の
言
語
を
絡
み
合
わ
せ
て
話
す

話
者
は
「
セ
ミ
リ
ン
ガ
ル
」
と
決
め
付
け
ら
れ
る
。
本

当
は
そ
の
ふ
た
つ
の
言
語
を
巧
み
に
織
り
合
わ
せ
れ
ば
、

意
思
の
疎
通
が
で
き
る
。
そ
の
混
合
言
語
を
使
え
ば
考

え
て
い
る
事
は
何
で
も
思
う
存
分
に
表
現
で
き
る
の
だ

が
、
周
り
か
ら
（
そ
し
て
言
語
学
者
と
称
す
る
者
の
一
部
か

ら
も
）
言
語
的
に
欠
陥
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
」の
な
か
の
秩
序

わ
た
し
が
長
年
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い
る
小
笠
原
諸

島
に
は
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
混

合
言
語
体
系
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
欧
米
系
島
民
の
あ

い
だ
で
、「N

ext S
aturday m

orning, m
e

ら
はyou

のhouse

に
来
る
か
ら
、
タ
マ
ナ
の
木
で
作
っ
た
銛も
り

で

ワ
フ
ー
の
突
き
ん
棒
漁
し
よ
う
」
の
よ
う
な
言
い
方
が

湯駆先（ゆみさき）とよばれる湯立て神楽（山内神楽）。駆先が
手にしているのは扇と「シカンジョウ」の杖（つえ）、または鬼
杖とよばれる駆先独特の杖である

ハワイ語のヴィリヴィリが訛（なま）った木（デイゴの仲間）の名前ビーデビーデが
小笠原高校の学園祭の名称としても使われている

天念寺修正鬼会の荒鬼（不動明王の化身）と災払鬼（愛染明王
の化身）。松明を手に講堂内を暴れまわる

Tシャツを飾る挨拶のことばは島で使われてきた三つの言語、
英語、ハワイ語、そして小笠原混合言語

天念寺修正鬼会の鈴鬼（女）
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日
常
会
話
で
聞
か
れ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
言
語
コ
ー
ド

の
切
り
替
え
で
は
な
い
か
と
よ
く
聞
か
れ
る
が
、
そ
う

で
な
い
と
思
わ
せ
る
事
実
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、

欧
米
系
の
人
に
「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
家
の
な
か
や
近
所

の
人
と
話
す
と
き
に
使
っ
た
言
語
は
？
」
と
尋
ね
る
と
、

「m
e

ら
のlan

g
u

ag
e

はE
n

g
lish

 an
d

 Jap
an

ese

を

m
ix

し
て
い
た
も
の
だ
じ
ゃ
」
と
答
え
る
。
今
の
中
高

年
層
に
な
っ
て
い
る
彼
ら
が
第
二
、
第
三
の
言
語
と
し

て
英
語
と
日
本
語
を
身
に
つ
け
た
の
は
そ
の
後
だ
と
言

う
。
混
ぜ
方
が
適
当
（
恣
意
的
）
か
と
調
べ
て
み
る
と
、

代
名
詞
や
時
間
関
係
の
表
現
は
英
語
起
源
の
も
の
、
動

エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線
「
チ
ェ
レ
ン
」
呉ご

屋や 

淳じ
ゅ
ん

子こ

　
民
博 

機
関
研
究
員

レ
ン
と
名
付
け
た
の
か
に
つ
い
て
伺
っ
て
み
た
。
彼
が
中

学
生
の
と
き
、
父
親
の
照
屋
林り
ん

助す
け

氏
の
手
伝
い
で
伊
江
島

に
渡
っ
た
と
き
に
、
チ
ェ
レ
ン
と
声
を
発
し
な
が
ら
弦チ
ン

試ダ
ミ

を
す
る
光
景
を
目
に
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
そ
う

だ
。
三
線
は
、弾
く
前
に
か
な
ら
ず
チ
ン
ダ
ミ
を
お
こ
な
う
。

チ
ン
ダ
ミ
と
は
、
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
こ
と
で
あ
る
。

「
チ
ェ
レ
ン
」と
い
う
響
き

沖
縄
本
島
北
部
の
海
に
浮
か
ぶ
伊
江
島
に
は
、「
き
ー
ぷ

ぞ
ー
」
と
い
う
座ざ

興き
ょ
う

歌う
た

が
あ
る
。
沖
縄
の
多
く
の
歌
は
、

三
線
に
よ
る
伴
奏
を
付
け
て
唄
う
の
だ
が
、
き
ー
ぷ
ぞ
ー

は
、三
線
に
よ
る
伴
奏
を
必
要
と
せ
ず
、「
口く
ち

三さ
ん

線し
ん

」
と
い
っ

て
三
線
の
音
色
を
真
似
な
が
ら
口
ず
さ
む
だ
け
。
き
ー
ぷ

ぞ
ー
と
は
、
木
製
の
煙
草
入
れ
の
こ
と
で
、
こ
の
煙
草
入

れ
を
コ
ン
コ
ン
コ
ン
と
キ
セ
ル
で
叩た
た

き
な
が
ら
リ
ズ
ム
を

と
り
、
更
に
「
ト
ゥ
ル
ル
ン
テ
ン・テ
ン
ト
ゥ
ル
ル
ン
テ
ン
」

と
い
う
口
三
線
を
歌
の
前
後
、
あ
る
い
は
間
奏
に
入
れ
る

の
が
特
徴
の
座
興
歌
で
あ
る
。

伊
江
島
の
口
三
線
の
場
合
も
三
線
同
様
、
チ
ン
ダ
ミ
を

お
こ
な
う
の
だ
が
、
そ
の
際
、
チ
ェ
レ
ン
と
発
す
る
そ
う
だ
。

つ
ま
り
、
彼
が
伊
江
島
で
聴
い
た
「
チ
ェ
レ
ン
〜
チ
ェ
レ

ン
〜
チ
ェ
レ
ン
〜
」
と
い
う
音
（
声
）
は
、
き
ー
ぷ
ぞ
ー

を
唄
う
前
の
チ
ン
ダ
ミ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

数
十
年
経
っ
て
も
覚
え
て
い
る
と
い
う
そ
の
響
き
は
、

あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
な
音
（
声
）
だ
っ
た
そ
う
だ
。
エ
レ

ク
ト
ニ
ッ
ク
三
線
を
開
発
し
た
と
き
に
、
そ
の
響
き
を
思

い
出
し
、
迷
わ
ず
チ
ェ
レ
ン
と
名
付
け
た
。

　

深
化
す
る
沖
縄
音
楽

そ
も
そ
も
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線
を
最
初
に
発
案
し
た

の
は
、
父
親
の
照
屋
林
助
氏
だ
っ
た
と
い
う
。
彼
は
、
四ユ
ン

線シ
ン

と
い
う
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線
を
開
発
し
た
。
作
り
は

と
て
も
単
純
で
、
三
線
に
マ
イ
ク
を
付
け
た
だ
け
の
も
の

だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
息
子
の
林
賢
氏
が
開
発
し
た

チ
ェ
レ
ン
は
、
音
響
工
学
の
知
識
を
駆
使
し
て
設
計
さ
れ

た
新
し
い
タ
イ
プ
の
電
気
楽
器
な
の
で
あ
る
。
チ
ェ
レ
ン

の
音
色
は
三
線
の
音
色
と
は
異
な
り
、リ
ズ
ム
楽
器
や
リ
ー

ド
楽
器
の
よ
う
な
多
様
な
音
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
チ
ェ
レ
ン
は
黒
と
赤
の
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
曲
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
使
い
わ
け
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
民
博
で
展
示
さ
れ
て
い
る
チ
ェ
レ
ン
は
黒
の

タ
イ
プ
。
黒
の
ボ
デ
ィ
に
ヘ
ビ
柄
の
模
様
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、

そ
の
姿
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
、
柔
ら
か
く
、
ゆ
っ

く
り
と
し
た
甘
い
音
を
奏
す
る
。
そ
し
て
、
赤
の
チ
ェ
レ

ン
は
、
音
の
速
度
に
対
し
て
幅
広
く
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
、躍
動
感
の
あ
る
熱
い
音
を
響
か
せ
る
。
林
賢
氏
は
、「
三

線
に
は
で
き
な
い
こ
と
が
チ
ェ
レ
ン
に
は
で
き
る
」
と
い

う
。
こ
う
し
た
奏
法
の
自
由
度
が
高
ま
る
こ
と
で
、
沖
縄

音
楽
は
深
化
し
、
よ
り
豊
か
な
表
現
の
世
界
に
向
か
っ
て

い
く
と
い
う
の
だ
。従
来
の
三
線
が
電
気
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
に
よ
っ
て
、
三
線
の
そ
の
秘
め
た
る
可
能
性
を
生
み
出

し
、
ひ
い
て
は
沖
縄
音
楽
の
可
能
性
の
追
求
に
繋つ
な

が
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
林
賢
氏
は
、「
僕
た
ち
が
や
っ
て
い
る
沖
縄
音
楽

は
、
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
変
化
を
伴
い
な
が
ら

発
展
を
目
指
す
音
楽
な
ん
だ
よ
。
三
線
は
ま
だ
未
完
成
。

だ
か
ら
面
白
い
ん
だ
」
と
語
っ
た
。

詞
の
活
用
部
分
に
日
本
語
が
使
わ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
し
ゃ
べ
り
方
は
ひ
と

つ
の
「
言
語
」
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
も
っ
と
も
興
味
深

い
要
素
は
、
こ
ち
ら
が
提
示
し
た
ご
ち
ゃ
混
ぜ
文
に
対

し
て
、
彼
ら
は
き
ち
ん
と
文
法
性
判
断
が
で
き
る
点
で

あ
る
。
わ
た
し
の
よ
う
な
部
外
者
が
英
語
と
日
本
語
を

適
当
に
混
ぜ
て
話
す
と
、
彼
ら
は
渋
い
顔
を
し
て
、「
そ

れ
はsounds funny

だ
じ
ゃ
。m

e

ら
は
そ
れ
言
わ
な

い
よ
」
と
、
自
分
ら
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
言
語
は
「
な
ん

で
も
あ
り
」
で
は
な
い
こ
と
を
断
言
す
る
。

三
線
と
は
異
な
る
楽
器

沖
縄
の
伝
統
楽
器
、
三さ
ん

線し
ん

に
も
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
一
九
九
五
年
に
エ

レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線
「
チ
ェ
レ
ン
」
が
沖
縄
で
誕
生
し
た
。

こ
の
チ
ェ
レ
ン
と
い
う
楽
器
は
、
三
線
を
モ
デ
ル
に
つ
く

ら
れ
て
お
り
、
ネ
ッ
ク
も
ボ
デ
ィ
も
三
線
と
同
じ
よ
う
に

蛇
模
様
が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
チ
ェ
レ
ン
は
、

三
線
と
は
異
な
る
弦
楽
器
な
の
で
あ
る
。

チ
ェ
レ
ン
の
制
作
者
で
あ
る
照て
る

屋や

林り
ん

賢け
ん

氏
に
な
ぜ
チ
ェ

小笠原の子どもが「仲間に入れてください」という意
味で使った「meもセーレー」は語源不明だが、小笠原
フラの練習会場「せーれー館」の施設名に見られる

民博収蔵の黒のチェレン。
標本番号 H0224351

林賢氏のレコーディングスタジオに並ぶさまざまな弦楽器。
左から黒のチェレン、赤のチェレン

赤のチェレンを弾く照屋林賢氏（提供・株式会社アジマァ）
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各
国
の
「
合
成
・
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
」
の
な
か

か
ら
似
た
も
の
さ
が
し
を
せ
よ
、
と
い
う
電

話
が
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
か
ら
か
か
っ
て
き

た
。
そ
れ
以
来
、
我
が
家
で
は
論
争
が
続
い

て
い
る
。「
名
古
屋
名
物
」の
ミ
ソ
カ
ツ
は「
合

成
」
か
否
か
、
と
い
う
の
が
争
点
だ
。
わ
た

し
は
、
創
造
的
合
成
だ
、
と
い
う
が
、
妻
は

「
単
な
る
同
居
だ
」
と
反
対
す
る
。
ひ
つ
ま
ぶ

し
、
天
む
す
（
天
ぷ
ら
い
り
お
む
す
び
）
に

か
ん
し
て
も
意
見
が
わ
か
れ
る
。

天
空
を
駆
け
る
ワ
シ
と
野
の
王
者
ラ
イ
オ

ン
を
合
成
し
よ
う
と
い
う
古
代
人
の
も
く
ろ

み
は
成
功
し
た
。
幻
獣
グ
リ
フ
ォ
ン
（
グ
リ

フ
ィ
ン
）
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
日
本
に
い
た
る

地
域
で
有
名
だ
❶
。
日
本
の
あ
る
会
社
の
ロ

ゴ
マ
ー
ク
に
も
な
っ
て
い
る
。
ミ
ソ
カ
ツ
と

は
ス
ケ
ー
ル
が
違
う
。

人
の
顔
と
ラ
イ
オ
ン
の
胴
体
の
合
成
作
品

ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
、
す
こ
し
迫
力
に
欠
け
る
が
、

石
の
姿
を
今
に
残
し
て
い
る
❻
。
胴
体
か
ら

上
が
ヒ
ト
、
下
が
馬
と
い
う
組
み
合
わ
せ
（
ケ

ン
タ
ウ
ロ
ス
）
は
誰
も
が
考
え
そ
う
な
も
の
だ

❷
。
競
馬
場
で
ウ
マ
た
ち
の
お
尻
を
鞭む
ち

で
叩
い

て
い
る
騎
手
た
ち
は
「
こ
の
馬
に
羽
が
あ
っ
た

ら
な
」
と
思
う
に
ち
が
い
な
い
。
オ
ス
プ
レ
イ

の
代
わ
り
に
羽
の
あ
る
馬
ペ
ガ
サ
ス
が
空
港
に

降
り
立
つ
と
い
う
こ
と
な
ら
、
わ
た
し
は
見
に

行
く
。

山
羊
座
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
上
半
身
ヤ
ギ
、

下
半
身
は
魚
だ
っ
た
そ
う
だ
。
こ
の「
合
成
獣
」

は
イ
ン
ド
で
口
は
ワ
ニ
、
胴
は
ク
ジ
ラ
の
海
獣

マ
カ
ラ
に
な
っ
た
❹
。
や
が
て
、
ネ
パ
ー
ル
で

は
足
や
翼
も
生
え
た
。
中
国
で
は
鱗う
ろ
この
あ
る

魚
と
な
り
、
名
古
屋
で
は
と
う
と
う
「
金
の

し
ゃ
ち
ほ
こ
」
に
な
っ
た
❺
。
ち
な
み
に
金こ
ん
毘ぴ

羅ら

の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
「
ク
ン
ビ
ー
ラ
」
は
マ

カ
ラ
の
こ
と
だ
。
こ
う
な
る
と
合
成
と
か
ち
ゃ

ん
ぽ
ん
と
か
い
う
域
を
超
え
て
い
る
。

古
代
の
人
び
と
は
な
ぜ
こ
う
し
た
「
合
成

獣
」
を
考
え
た
の
か
。
理
由
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
が
、
と
も
か
く
そ
う
し
た
も
の
が
欲
し

か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
な
ぜ
欲
し
か
っ
た
の

か
。「
聖
な
る
」シ
ン
ボ
ル
に
す
る
つ
も
り
だ
っ

た
の
か
、
人
を
お
ど
か
す
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
。

現
代
人
の
怪
獣
と
か
わ
ら
な
い
、
と
わ
た
し

は
思
う
。

こ
れ
ら
の
古
代
の
「
創
造
的
合
成
」
は
か

わ
い
ら
し
い
。
だ
が
、
現
代
の
「
合
成
」、
た

と
え
ば
遺
伝
子
組
み
換
え
は
恐
ろ
し
い
。
そ
の

姿
は
見
せ
な
い
の
だ
が
、
人
間
た
ち
の
命
を
左

右
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
生
命
が
合
成
さ
れ
る

と
、
そ
れ
は
自
己
増
殖
す
る
。
そ
し
て
、
人
間

た
ち
の
制
御
を
超
え
る
危
険
性
も
あ
る
の
だ
。

我
が
家
の
論
争
は
続
い
て
い
る
。
ひ
つ
ま

ぶ
し
、
つ
ま
り
お
茶
漬
け
と
ウ
ナ
ギ
の
組
み

合
わ
せ
は
創
造
的
合
成
だ
と
わ
た
し
は
主
張

す
る
。
こ
れ
は
ゆ
ず
れ
な
い
。

ちゃんぽんな獣たち
立
た ち

川
か わ

 武
む さ し

蔵　民博 名誉教授

❼

10   11    2013 年 8月号

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

❸

❽

❹

❶ グリフォン

❷ ケンタウロス

❸ ユニコーン　　　　　　　　　　　　　 

上記３点『ドン・ファン・デ・アウストリア
の動物誌』（ファクシミリ版、民博図書資料
F112002561）より。同書は 1570年ごろに
制作され、スペインの王族ドン・ファン・デ・
アウストリアに捧げられた動物誌。実在の
動物だけでなく、不可思議な生き物や民族
についても絵入りで解説されている。

❹ マカラ（寺院入口装飾用木彫）、 
ネパール、H0148680　　　　　　　　　
長い口をもち、海に住む伝説上の怪獣（写
真、向かって左下）。

❺ 金の鯱（置物）、愛知県、 
幅 5.7×奥行き1.7×高さ4.2cm、H0014562

❻ スフィンクス人形、エジプト、 
幅 2.8×奥行 5.1×高さ3.9cm、H0015229

❼ ガネーシャ神像、インド、 
幅 17×奥行 15×高さ31cm、H0092628

❽ 牛鬼人形、愛媛県 宇和島市、 
幅 5.3×奥行 4.1×高さ18cm、H0026695

❾  人魚（土人形）、メキシコ、 
幅 13×奥行 6.6×高さ17cm、H0132092

❶

❷

❺

❻

❾



今
月
（
二
〇
一
三
年
八
月
）
は
、
民
博
の
来
館
者
一
〇
〇
〇
万

人
の
達
成
を
祝
う
記
念
月
間
で
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
で
も
、
み
な
さ
ま
の
ご
愛
顧
へ
の

感
謝
を
こ
め
て
、
記
念
福
袋
を
販
売
し
ま
す
。
民
博
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
グ
ッ
ズ
や
世
界
各
地
の
民
芸
品
を
組
み
合
わ
せ
た
民
博
な

ら
で
は
の
内
容
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
何
と
何
の
組
み
合
わ

せ
か
は
見
て
の
お
た
の
し
み
。

民
博
で
は
記
念
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
際
に

も
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。
な
お
、
記
念
福
袋
は
一
〇
〇

個
限
定
で
す
の
で
、
お
求
め
の
方
は
お
早
め
に
。

特
別
展

「
渋
沢
敬
三
記
念
事
業　

屋
根
裏
部
屋
の
博

物
館
―A

ttic M
useum

」

日
本
銀
行
総
裁
、
大
蔵
大
臣
を
歴
任
し
た
渋
沢
敬

三
は
ま
た
、
邸
内
に
私
設
博
物
館
兼
研
究
所
を
設

立
し
た
民
俗
学
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
本
展
で
は
、

渋
沢
敬
三
の
経
歴
と
民
俗
学
研
究
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

9
月
19
日
（
木
）
〜
12
月
3
日
（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

「
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
。

11
月
23
日
（
土
・
祝
）
ま
で

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
展
示
場
ク
イ
ズ 「
み
ん
ぱ
Ｑ
」 （
8
月
27
日 （
火
） ま
で
）

日
本
の
文
化「
祭
り
と
芸
能
」「
日
々
の
く
ら
し
」編

新
し
く
な
っ
た
日
本
の
文
化
展
示
を
楽
し
み
な
が

ら
ク
イ
ズ
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

企
画
展

「
ア
マ
ゾ
ン
の
生
き
物
文
化
」

野
生
の
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
の

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

生
き
物
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

8
月
13
日
（
火
）
ま
で

会
場　

企
画
展
示
場
Ａ

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

8
月
3
日（
土
） 中
牧
弘
允
（
吹
田
市
立
博
物
館
長
）

8
月
10
日（
土
）
11
日（
日
） 池
谷
和
信
（
民
博 

教
授
）

各
日 

13
時
〜
13
時
30
分

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
要
観
覧
料

企
画
展

「
武
器
を
ア
ー
ト
に

―
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
に
お
け
る
平
和
構
築
」

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
で
は
、
内
戦
終
結
後
に
回
収
し
た
武

器
で
ア
ー
ト
の
作
品
を
作
り
だ
す
と
い
う
事
業
が
進

ん
で
い
ま
す
。
ア
ー
ト
を
通
じ
て
平
和
を
築
く
営
み

を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

11
月
5
日
（
火
）
ま
で

会
場　

企
画
展
示
場
Ｂ

企
画
展

「
台
湾
平へ

い
ほ埔
族
の
歴
史
と
文
化
」

台
湾
の
平
埔
族
の
人
び
と
が
歴
史
資
料
、
博
物
館

資
料
を
て
が
か
り
に
、
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
再
構
築
し
て
い
く
よ
う
す
を
紹
介
し
ま
す
。
国
立

台
湾
歴
史
博
物
館
と
の
国
際
連
携
展
示
で
す
。

会
期　

9
月
12
日
（
木
）
〜
11
月
26
日
（
火
）

会
場　

企
画
展
示
場
Ａ

来
館
者
1
0
0
0
万
人
達
成
記
念
イ
ベ
ン
ト

本
館
は
1
9
7
7
年
の
開
館
か
ら
の
来
館
者
数
が
、

8
月
に
1
0
0
0
万
人
に
達
す
る
予
定
で
す
。
8
月

を
記
念
月
間
と
し
て
、
感
謝
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

期
間　

8
月
1
日
（
木
）
〜
8
月
31
日
（
土
）

期
間
中
、
高
校
生
以
下
及
び
満
65
歳
以
上
の
方
は
本
館

展
示
を
無
料
で
ご
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

※
そ
の
他
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

み
ん
ぱ
く
秋
の
遠
足
・
校
外
学
習

事
前
見
学
＆
ガ
イ
ダ
ン
ス

秋
の
遠
足
・
校
外
学
習
に
む
け
て
事
前
見
学
に
来
館

さ
れ
る
学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し
た
ガ
イ
ダ

ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。
新
し
く
な
っ
た
展
示
に
つ
い

来
館
者
一
〇
〇
〇
万
人
達
成
記
念
福
袋

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
3
回　

9
月
7
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
語
る
】

カ
チ
ー
ナ
人
形
の
作
り
手
た
ち

 

│
40
年
後
の「
も
の
語
り
」の
可
能
性

講
師　
伊
藤
敦
規
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

カ
チ
ー
ナ
人
形
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
ホ
ピ
の
人
び
と
が
儀
礼
で

用
い
る
木
製
の
人
形
で
す
。
み
ん
ぱ
く
は
1
9
8
0
年
前
後
に

2
8
3
点
を
収
集
し
ま
し
た
が
、
資
料
情
報
が
た
い
へ
ん
限
ら
れ

て
い
る
状
態
で
す
。
人
形
の
台
座
に
記
さ
れ
た
サ
イ
ン
を
手
が
か

り
に
、
制
作
者
本
人
や
親
族
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

将
来
的
に
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
う
予
定
で
す
。
人
形
資
料

を
介
し
た
「
も
の
語
り
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

第
4
2
4
回　

10
月
5
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
特
別
展「
屋
根
裏
部
屋
の
博
物
館
」
関
連
】

渋
沢
敬
三
の
「
民
具
」
へ
の
こ
だ
わ
り

講
師　
近
藤
雅
樹
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
設
立
者
、
渋
沢
敬
三
は
日
本
銀
行
総

裁
や
大
蔵
大
臣
を
つ
と
め
る
一
方
、
膨
大
な
量
の
民
俗
資
料
を
収

集
し
、
毎
朝
、
出
勤
前
の
2
時
間
を
民
俗
学
の
研
究
に
あ
て
る
な

ど
、
地
道
な
研
究
を
お
こ
な
う
学
者
、
文
化
人
と
し
て
も
熱
心
に

活
動
し
て
い
ま
し
た
。
民
具
と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
た
の
も
渋

沢
敬
三
で
し
た
。
彼
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
民
俗
学
に
傾
倒
し
た
事

情
や
社
会
的
背
景
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

第
67
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

ニ
ッ
ポ
ン
の
漆
を
考
え
る

│
世
界
最
古
の
漆
発
見
の
地
・
鳥
浜
貝
塚
と
越
前
漆
器

10
月
26
日
（
土
）
〜
27
日
（
日
）
1
泊
2
日

講
師　

日
髙
真
吾
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

訪
問
先
：
若
狭
三
方
縄
文
博
物
館
、
片
山
漆
器
神
社
、

う
る
し
の
里
会
館
ほ
か

※
詳
細
は
「
友
の
会
」
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

て
も
研
究
者
が
展
示
場
で
説
明
し
ま
す
。

実
施
日　

8
月
20
日（
火
）、
22
日（
木
）、
23
日（
金
）

時
間　

14
時
〜
17
時

会
場　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

研
究
公
演

「
の
ど
歌
の
ふ
る
さ
と
」

ア
ル
タ
イ
山
脈
の
周
辺
地
域
で
は
「
の
ど
歌
」
と
い

う
歌
唱
法
が
う
た
い
つ
が
れ
て
き
ま
し
た
。
の
ど
歌

の
も
っ
と
も
さ
か
ん
な
ト
ゥ
バ
と
、
そ
の
隣
の
ア
ル

タ
イ
か
ら
歌
手
を
招
き
ま
す
。

日
時　

9
月
8
日
（
日
）
13
時
30
分
〜
16
時

会
場　

講
堂　
（
定
員
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
事
前
申
込
制

博
学
連
携
教
員
研
修
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
2
0
1
3
in
み
ん
ぱ
く

「
学
校
と
博
物
館
で
つ
く
る
国
際
理
解
教
育

―
セ
ン
セ
イ
も
つ
く
る
・
あ
そ
ぶ
・
お
ど
る
・
た
の
し
む
」

本
館
を
活
用
し
た
国
際
理
解
教
育
の
実
践
事
例
の

紹
介
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
、
国
際
理
解
教

育
に
お
け
る
博
学
連
携
の
意
義
や
可
能
性
に
つ
い
て

考
え
ま
す
。

日
時　

8
月
6
日
（
火
）
10
時
20
分
〜
17
時

会
場　

講
堂
お
よ
び
セ
ミ
ナ
ー
室
、
本
館
展
示
場
内

※
参
加
無
料
（
事
前
申
込
制
、
当
日
参
加
も
可
）

お
申
し
込
み
先

情
報
企
画
課
宛　
F
A
X 

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
4
2

※
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
。

第
4
2
4
回　

9
月
21
日（
土
）

【
特
別
展
関
連
】

屋
根
裏
部
屋
博
物
館
主
人
の
横
顔

講
師　
近
藤
雅
樹
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

少
年
時
代
に
友
人
た
ち
と

一
緒
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
持

ち
寄
り
、
馬
車
庫
の
屋
根

裏
で
博
物
館
ご
っ
こ
を
し

て
い
た
の
が
渋
沢
敬
三
で

し
た
。
生
物
学
者
に
な
る

の
が
夢
で
し
た
。
長
じ
て

か
ら
は
邸
内
に
本
格
的
な

博
物
館
兼
研
究
所
を
建
て
、

若
い
研
究
者
た
ち
の
育
成

に
も
心
を
砕
い
た
渋
沢
の

一
面
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

記念福袋　　　　　　　　　1,050円（税込）

第
4
2
3
回　

8
月
17
日（
土
）

【
新 

日
本
の
文
化
展
示
関
連
】

つ
く
り
も
の
―
ハ
レ
の
か
た
ち
・
お
も
し
ろ
い
か
た
ち

講
師　
笹
原
亮
二
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

　
　
　
西
岡
陽
子
（
大
阪
芸
術
大
学 

教
授
）

　
　
　
福
原
敏
男
（
武
蔵
大
学 

教
授
）

祭
り
や
年
中
行
事
な
ど
の
ハ
レ
の
機
会
に
、
様
々
な
趣
向
を
凝

ら
し
た
造
形
物
を
見
物
に
供
す
る「
つ
く
り
も
の
」が
、
西
日
本

を
中
心
に
見
ら
れ
ま
す
。

各
地
で
は
、
人
々
は
お
も

し
ろ
い
か
た
ち
を
作
る
こ

と
を
競
い
合
い
、
そ
れ
を

楽
し
み
に
大
勢
の
人
々
が

見
物
に
集
ま
っ
て
き
ま
す
。

そ
ん
な
つ
く
り
も
の
の
魅

力
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

渋
沢
敬
三
（『
柏
葉
拾
遺
』
よ
り
）

刊行物紹介
■人間文化研究機構 監修
『ＨＵＭＡＮ
―知の森へのいざない vol.4』

平凡社
定価：1,575円
「巨大古墳と王
権」を特集し、巻
頭で古代史の吉
村武彦氏と考古
学の松木武彦氏

が対談。諸論考で国家形成に向かう列
島の足音を聞く。他に、民博の音楽展
示・音楽の祭日の紹介などを掲載。

各
地
の
つ
く
り
も
の
（
右
上
、
熊
本
県
山

都
町
・
左
上
、
富
山
県
高
岡
市
・
下
、
島

根
県
出
雲
市
）

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facebookページ　http://www.facebook.com/MINPAKU.official

ビデオテーク新番組（８月順次公開予定）

番号 タイトル 時間
1706 インディアン・ジュエリーの現在 27分
3690 Valencia's Virgin Mary Festival and the Dolҫaina 23 分
8011 El Festival de la Virgen Maria y la Dolҫaina 23 分
1708 ウダイプルの婚礼 33 分
1709 ウダイプルのホーリー祭 20 分
7222 ラージャスターンの結婚式 106 分
6048 ラージャスターン州メーワール地方のくらしと信仰 ―
7223 アイヌの魚皮布の衣装 28 分
7160 浜比嘉島のエイサー：沖縄の旧盆 85 分

番号 タイトル 時間
1710 雲南省ペー族の結婚式 23 分
1711 雲南省ペー族の中元節 23 分
1712 雲南省ペー族のたいまつ祭り 24 分
8012 자원봉사자가 본 2012 년 한국의 대통령 선거：김시연씨의 선택 11分
8013 2012 年　安東權氏　時祭 （2012 년 안동권씨 시제） 11分
8014 소와 함께 10 分
2807 ボランティアが見た 2012 年韓国の大統領選挙：キム・シヨンさんの選択 11 分
2808 2012 年　安東権氏　時祭 11 分
2809 牛と共に 10 分

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）
みんぱくフェイスブックページ　http://www.facebook.com/MINPAKU.official 12   13    2013 年 8月号



経
験
と
共
有
の
場
と
し
て

こ
こ
数
年
、
日
本
の
博
物
館
を
と
り
ま
く
状
況
が
厳
し
い
。
経
済
状
況
や
政
治
情
勢
に
翻
弄
さ
れ
る
博
物
館
の
姿
を

目
の
当
た
り
に
し
、
人
び
と
は
博
物
館
に
何
を
求
め
、
そ
れ
ら
は
人
び
と
に
何
を
提
供
で
き
る
か
が
改
め
て
問
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
そ
ん
な
問
い
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
そ
う
な
博
物
館
が
あ
る
。
台
湾
の
古
都
台
南
に
一
昨

年
一
〇
月
に
開
館
し
、一
年
間
で
一
〇
〇
万
人
を
こ
え
る
来
館
者
を
迎
え
た
国
立
台
湾
歴
史
博
物
館
︵
台
史
博
︶
で
あ
る
。

建
物
正
面
の
太
陽
電
池
パ
ネ
ル
で
作
ら
れ
た
巨
大
な
看
板
が
来
館
者
の
視
線
を
奪
い
、
館
内
で
は
四
階
ま
で
の
吹
き

抜
け
構
造
の
展
示
場
に
圧
倒
さ
れ
る
。
来
館
者
は
ど
こ
か
ら
で
も
博
物
館
全
体
を
見
渡
せ
、
過
去
か
ら
現
代
、
現
代
か

ら
過
去
の
視
点
を
つ
ね
に
意
識
さ
せ
る
展
示
場
の
プ
ラ
ン
は
計
算
し
つ
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
常
設
展
示
の
締
め
く
く

り
は
子
ど
も
た
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
映
像
で
あ
る
。
将
来
の
自
分
の
夢
、
未
来
の
世
界
へ
向
け
た
希
望
を
自
分
た
ち
の
こ

と
ば
で
来
館
者
に
伝
え
て
く
れ
る
。
博
物
館
が
、
何
か
に
気
づ
き
、
も
の
を
考
え
、
そ
の
経
験
を
多
様
な
人
び
と
の
あ

い
だ
で
共
有
し
て
い
く
こ
と
を
促
す
探
究
と
包
摂
の
空
間
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
や
展
示
の
形
態
、
ア
ウ
ト
リ
ー

チ
活
動
も
ま
た
多
様
で
あ
っ
て
よ
い
。
多
様
な
博
物
館
の
存
在
が
許
容
さ
れ
た
地
域
で
育
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
探

究
心
旺
盛
で
他
者
を
理
解
す
る
能
力
に
長
け
た
世
代
と
し
て
、
そ
の
地
域
の
将
来
を
支
え
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

そ
ん
な
予
感
を
台
史
博
の
子
ど
も
た
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
」
の
歴
史
を
知
る

台
史
博
の
呂
理
政
館
長
は
長
ら
く
博
物
館
学
の
最
前
線
で
活
躍
し
、
日
本
の
博
物
館
も
あ
ま
ね
く
訪
ね
歩
い
て
き
た
。

そ
ん
な
呂
館
長
に
、
入
場
者
数
の
こ
と
も
含
め
博
物
館
の
成
功
を
讃
え
た
と
こ
ろ
、
来
館
者
が
多
い
博
物
館
が
よ
い
博

物
館
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
意
外
な
返
事
が
か
え
っ
て
き
た
。
博
物
館
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
も
ち
、
そ
の
館
に
適
し

た
来
館
者
数
や
見
学
の
方
法
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
開
館
初
年
の
入
場
無
料
の
措
置
も
手
伝
い
、
台
史
博
は
来
館
者
数

を
順
調
に
伸
ば
し
て
き
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
台
湾
の
人
び
と
が
自
分
た
ち
の
歴
史
に
飢
え
て
い
た
と
い
う
社
会
的
な

背
景
が
人
び
と
の
足
を
博
物
館
に
向
け
さ
せ
て
い
る
と
感
じ
た
。
二
次
大
戦
後
の
国
民
党
施
政
下
、
台
湾
の
歴
史
は
中

国
史
の
一
部
で
あ
り
、
中
国
の
歴
史
が
台
湾
の
歴
史
で
あ
る
と
い
う
教
育
が
施
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
民
主
化
促
進

や
政
権
交
代
と
い
う
社
会
の
劇
的
変
化
を
経
験
し
、
あ
ら
た
め
て
台
湾
の
歴
史
を
深
く
知
り
た
い
、
台
湾
と
は
い
っ
た

い
何
か
を
知
り
た
い
と
い
う
探
究
心
が
人
び
と
の
な
か
で
膨
ら
ん
で
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
た
や
す
い
。

う
れ
し
い
悲
鳴
と
、
託
さ
れ
た
未
来

と
こ
ろ
で
、
呂
館
長
の
目
下
の
悩
み
は
、
来
館
者
か
ら
の
寄
贈
資
料
が
増
え
、
登
録
作
業
が
追
い
つ
か
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
来
館
者
は
、
自
分
た
ち
が
台
湾
の
歴
史
を
作
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
歴
史
を
物
語
る
自
ら
の
資

料
を
博
物
館
に
託
し
始
め
て
い
る
。
多
様
な
人
び
と
が
集
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
共
有
し
、
伝
え
て
い
く
た
め
の
現

場
と
し
て
博
物
館
が
息
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
将
来
に
向
か
っ
て
歴
史
を
作
っ
て
い
こ
う
と
す
る
台
湾
の
人
び
と
の
着

実
な
歩
み
で
あ
り
、
心
意
気
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
見
逃
せ
な
い
の
が
、
資
料
の
提
供
者
に
無
償
で
進
呈
さ

れ
る
博
物
館
資
料
の
保
存
読
本
で
あ
る
。
彼
ら
の
資
料
が
博
物
館
で
い
か
に
大
切
に
扱
わ
れ
る
か
を
伝
え
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
作
ら
れ
、
こ
れ
を
見
れ
ば
、
こ
の
博
物
館
な
ら
自
分
た
ち
の
資
料
を
安
心
し
て
託
せ
、
自
分
も
博
物
館
を
つ

く
り
あ
げ
る
一
員
と
な
れ
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
だ
ろ
う
。
博
物
館
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
大
切
に

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
何
で
あ
り
、
誰
な
の
か
を
台
史
博
は
日
常
的
な
実
践
の
な
か
で
自
然
に
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
ん
な
台
史
博
で
三
月
の
中
旬
に
、
特
別
展
﹁
看カ

ン

見ケ
ン

平ヘ
イ

埔ホ

﹂︵
邦
訳
・
平
埔
を
見
つ
め
る
︶
が
開
幕
し
た
。
平
埔
と

は
本
来
は
平
地
を
意
味
す
る
。
こ
の
展
示
会
は
平
地
に
住
ん
で
き
た
先
住
民
で
あ
る
平
埔
族
の
歴
史
と
文
化
を
テ
ー

マ
に
し
て
い
る
。
平
埔
族
の
人
び
と
は
、
清
朝
時
代
か
ら
中
華
民
国
施
政
下
に
い
た
る
ま
で
漢
族
と
同
様
に
扱
わ
れ
、

文
化
や
福
祉
の
面
で
優
遇
措
置
が
施
さ
れ
る
原
住
民
族
の
人
び
と
と
は
社
会
的
に
一
線
を
画
し
て
き
た
。
そ
う
し
た

状
況
の
も
と
で
彼
ら
は
今
、
歴
史
に
刻
ま
れ
た
自
分
た
ち
の
祖
先
の
姿
を
て
が
か
り
に
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
再
構
築
を

試
み
、
そ
れ
を
社
会
の
な
か
で
認
め
て
も
ら
う
た
め
の
社
会
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。
平
埔
族
の
歴
史
が
台
湾
の
歴

史
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
展
示
会
は
、
民
博
の
国
際
連
携
展
示
と
し
て
九
月
に
本
館
展
示
場
で
も
開

催
す
る
予
定
で
あ
る
。
目
下
、
日
本
の
来
館
者
の
皆
さ
ん
に
む
け
た
展
示
プ
ラ
ン
を
練
っ
て
い
る
最
中
で
あ
る
。

探
究
と
包
摂
の
た
め
の
博
物
館

―
国
立
台
湾
歴
史
博
物
館

野の
ば
や
し林 

厚あ
つ

志し

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、過
去
の
遺
物
で
は
な
い
。

未
来
を
見
据
え
た
う
え
で
、展
示
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、ど
の
よ

う
に
活
用
し
て
い
く
の
か
を
、来
館
者
と
と
も
に
考
え
、つ
く
り
あ

げ
て
い
く「
場
」と
し
て
の
博
物
館
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

台史博常設展示場。広 と々した空間も魅力のひ
とつである

媽祖（まそ）巡行を再現したジオラマ展示と呂理
政館長（右）。左は本人がモデルになった人形

国際連携展示「看見平埔」の開幕式で挨拶を
する民博 朝倉敏夫教授

「看見平埔」展で出品された民博の資料の搬入の様
子。台史博の多くの館員がかかわっている

寄贈者に無料で進呈される保存読本

台湾
台北市

台南市
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日
本
に
住
む
難
民

難
民
。
昨
今
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
を
通
じ
て
聞
き
な
れ
た

こ
と
ば
か
も
し
れ
な
い
が
、
遠
い
国
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
い

る
人
た
ち
だ
け
を
さ
す
こ
と
ば
で
は
な
い
。

難
民
と
は
、
人
種
、
宗
教
、
国
籍
、
政
治
的
意
見
や
ま

た
は
特
定
の
社
会
集
団
に
属
す
る
な
ど
の
理
由
で
、
自
国

に
い
る
と
迫
害
を
受
け
る
か
あ
る
い
は
迫
害
を
受
け
る
恐

れ
が
あ
る
た
め
に
他
国
に
逃
れ
た
人
び
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
難
民
は
保
護
を
求
め
て
日
本
へ
も
た
ど
り
着

い
て
い
る
。
そ
の
数
は
こ
れ
ま
で
に
一
万
人
以
上
と
い
わ
れ

て
お
り
、
近
年
は
急
増
し
昨
年
だ
け
で
も
二
五
〇
〇
人
以

上
の
難
民
が
保
護
を
求
め
た
。

迫
害
か
ら
逃
れ
、
や
っ
と
着
い
た
日
本
で
、
彼
ら
彼
女

ら
を
待
ち
受
け
て
い
る
の
は
、
求
め
て
い
た
平
和
な
生
活

と
は
か
け
離
れ
た
現
実
。
日
本
語
や
日
本
の
法
律
は
何
も

わ
か
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
家
も
仕
事
も
な
い
。
友
人
や
親
戚

な
ど
頼
り
に
な
る
人
や
悩
み
を
相
談
で
き
る
相
手
も
い
な

い
。
そ
ん
な
孤
独
で
先
の
見
え
な
い
状
況
の
な
か
、
日
本
で

難
民
と
し
て
認
め
ら
れ
る
手
続
き
に
二
年
か
ら
五
年
以
上

か
か
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
日
本
で
く
ら
す
人
び
と
に

は
、
難
民
一
人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
は
お
ろ
か
、

難
民
の
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
悲
し
い
現
実

が
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
難
民
支
援
協
会
（
Ｊ
Ａ

Ｒ
）
は
、
日
本
に
逃
れ
て
き
た
難
民
が
、
自
立
し
た
生
活

を
安
心
し
て
送
れ
る
よ
う
支
援
す
る
団
体
で
あ
る
。
Ｊ
Ａ

Ｒ
は
、
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）

の
事
業
実
施
契
約
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
り
、
一
九
九
九
年

の
設
立
以
来
、
日
本
の
難
民
保
護
を
目
的
と
し
て
総
合
的

に
活
動
し
て
い
る
。
日
本
に
い
る
難
民
か
ら
、
年
間
一
万

件
以
上
の
相
談
を
う
け
、
専
門
的
な
ス
タ
ッ
フ
が
そ
の
一

人
ひ
と
り
へ
支
援
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
難
民

へ
の
直
接
支
援
だ
け
で
な
く
、
日
本
に
お
け
る
難
民
保

護
の
制
度
改
善
の
た
め
に
、「
政
策
提
言
」、「
調
査
研
究
」、

お
よ
び
「
情
報
発
信
」
な
ど
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。

ク
ル
ド
民
族
は
、
ト
ル
コ
・
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
・
シ
リ

ア
な
ど
の
国
境
地
帯
に
暮
ら
し
て
お
り
、「
国
家
を
も
た
な

い
世
界
最
大
の
少
数
民
族
」
と
の
異
名
を
も
つ
人
び
と
で

あ
る
。
山
岳
地
帯
だ
が
肥
沃
な
土
地
で
、
ぶ
ど
う
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
果
実
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
ク
ル
ド
難
民
の
多
く

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
逃
れ
て
い
る
が
、
一
部
は
日
本
に
向
か
っ

て
い
る
。
政
治
活
動
や
兵
役
忌
避
な
ど
難
民
と
し
て
保
護

を
求
め
る
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

オ
ヤ
と
は

ク
ル
ド
民
族
な
ど
中
東
地
域
に
暮
ら
す
女
性
た
ち
に
伝

わ
る
伝
統
手
芸
、
そ
れ
が
「
オ
ヤ
」
で
あ
る
。
オ
ヤ
は
レ
ー

ス
編
み
で
、
そ
の
技
法
・
道
具
に
よ
っ
て
名
称
が
異
な
る
。

た
と
え
ば
、
細
い
レ
ー
ス
編
み
針
で
製
作
す
る
「
ト
ゥ
ー
オ

ヤ
」
や
、
縫
い
針
で
製
作
す
る
更
に
細
か
い
レ
ー
ス
編
み
の

「
イ
ー
ネ
オ
ヤ
」、
ビ
ー
ズ
を
編
み
こ
み
な
が
ら
製
作
す
る

「
ホ
ン
ジ
ュ
ク
オ
ヤ
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
。

オ
ヤ
の
図
柄
と
し
て
は
季
節
の
草
花
を
モ
チ
ー
フ
に
し

た
も
の
が
多
く
、
心
情
を
豊
か
な
色
彩
で
あ
ら
わ
す
。
オ

ヤ
は
家
族
ご
と
に
口
承
で
技
術
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
た
め
、

作
り
方
も
出
来
上
が
り
も
家
族
そ
れ
ぞ
れ
で
、
編
み
手
の

一
人
ひ
と
り
が
世
界
で
ひ
と
つ
だ
け
の
作
品
を
つ
む
ぎ
だ
す
。

伝
統
の
レ
ー
ス
編
み
で
あ
る
オ
ヤ
に
着
目
し
、
ク
ル
ド

難
民
女
性
へ
の
自
立
支
援
事
業
に
取
り
組
ん
で
四
年
以
上

が
経
つ
。
Ｊ
Ａ
Ｒ
で
は
ク
ル
ド
難
民
の
女
性
た
ち
と
と
も
に

「
ト
ゥ
ー
オ
ヤ
」
を
製
作
・
加
工
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン

ト
や
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
紹
介
し
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
の

文
化
や
、
難
民
と
な
っ
た
い
き
さ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ

ま
な
経
験
を
伝
え
て
い
る
。

世
界
的
に
み
て
も
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
高
い
オ
ヤ
の
図

柄
に
は
、
作
り
手
一
人
ひ
と
り
の
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
。
中
東
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
オ
ヤ
は
自
分
の
気
持
ち

を
表
現
す
る
手
段
で
も
あ
る
。
難
民
で
あ
る
た
め
に
個
人

情
報
を
公
開
す
る
こ
と
が
難
し
い
作
り
手
た
ち
は
、
顔
や

実
名
を
明
か
し
て
自
分
た
ち
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
直
接
語
る

機
会
が
限
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
難

民
の
声
を
代
弁
し
、
現
状
を
伝
え
て
い
る
。

オ
ヤ
製
作
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
単
に
、
作
品
づ
く
り
、

製
品
展
開
、
あ
き
な
い
、
と
い
う
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日

本
に
逃
れ
て
き
た
難
民
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
自
ら
の
存

在
と
文
化
、
そ
し
て
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
発
信
す
る
貴

重
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

難
民
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か

日
本
で
は
難
民
に
対
す
る
公
的
な
保
障
は
十
分
と
は
い

え
な
い
。
た
だ
、
日
本
で
生
活
す
る
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
「
家
族
や
友
人
に
難
民
の
こ
と
を
話
す
」「
理
解
者
を

増
や
す
」「
自
分
の
専
門
を
生
か
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す

る
」「
支
援
団
体
に
寄
付
を
す
る
」
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
選

択
を
す
る
こ
と
で
、
難
民
保
護
の
可
能
性
を
広
げ
ら
れ
る
。

現
在
、
Ｊ
Ａ
Ｒ
で
は
オ
ヤ
製
作
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
以
外
に
も
、

ク
ル
ド
難
民
を
は
じ
め
と
す
る
難
民
の
故
郷
の
味
と
ラ
イ

フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
紹
介
し
た
レ
シ
ピ
本
の
販
売
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
。

「
難
民
」
と
い
う
名
前
の
人
は
い
な
い
。
難
民
と
よ
ば
れ

る
人
び
と
に
も
一
人
ひ
と
り
の
人
生
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
。

オ
ヤ
や
レ
シ
ピ
な
ど
身
近
な
文
化
の
発
信
を
通
じ
て
、
難

民
た
ち
の
生
き
ざ
ま
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
人
び
と
の
心
に
届

け
、
社
会
を
動
か
し
て
い
く
。
そ
の
確
信
を
も
っ
て
、
こ
れ

か
ら
も
難
民
と
と
も
に
挑
戦
を
続
け
て
い
き
た
い
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

難
民
の
女
性
た
ち
が
作
り
出
す
レ
ー
ス
編
み
「
オ
ヤ
」
は
、

彼
女
た
ち
が
故
郷
の
中
東
地
域
で
確
か
に
生
き
て
き
た
証
で
あ
り
、

一
人
ひ
と
り
の
物
語
を
、
わ
た
し
た
ち
に
伝
え
る
。

こ
れ
も
、
も
の
の
売
買
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
あ
き
な
い
」
の
も
つ
力
で
は
な
い
か
。

「
オ
ヤ
」
に
よ
る
ク
ル
ド
難
民
女
性
の
自
立
支
援

鶴つ

る

木き 

由ゆ

美み

子こ

　
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
難
民
支
援
協
会
（
Ｊ
Ａ
Ｒ
）
定
住
支
援
部
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

オヤを編むクルド難民の女性

オヤのアクセサリー

オヤを紹介するイベント

オヤのピアスとネックレス

難民が故郷の味を紹介するレシピ本

※写真はすべて難民支援協会より提供
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ア
ル
メ
ニ
ア
建
築
と
は

ア
ル
メ
ニ
ア
建
築
と
は
、
四
世
紀
初
め
、
世
界
で
最
初

に
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
と
し
た
と
も
い
わ
れ
る
ア
ル
メ
ニ

ア
民
族
が
、
今
日
ま
で
連
綿
と
建
て
続
け
て
き
た
教
会
建

築
を
い
う
。
黒
海
と
カ
ス
ピ
海
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
ア

ル
メ
ニ
ア
の
地
政
学
的
条
件
と
そ
の
歴
史
を
踏
ま
え
る
と
、

こ
の
建
築
群
は
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
建
築
の
歴
史
だ
け
で

な
く
、
ロ
ー
マ
帝
国
や
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝

国
に
ウ
マ
イ
ヤ
朝
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
と
い
っ
た
、
絶
え
間

な
く
迫
り
来
る
強
国
の
狭は
ざ
ま間
で
、
東
西
の
建
築
文
化
が
如

何
に
混こ
ん
こ
う淆

し
た
の
か
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
歴
史
と
文
化

の
流
れ
を
考
え
る
う
え
で
も
、
重
要
で
興
味
深
い
研
究
対

象
と
い
え
る
。
ア
ル
メ
ニ
ア
建
築
の
調
査
を
続
け
て
一
五

年
。
ア
ル
メ
ニ
ア
共
和
国
の
他
、
ト
ル
コ
共
和
国
に
残
る

も
の
も
含
め
、
二
〇
〇
を
超
え
る
遺
構
を
踏
査
し
て
き
た
。

歴
史
建
築
調
査
の
手
法

調
査
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
遺
構
を
、
で
き
る
だ
け

詳
細
に
調
べ
る
こ
と
を
旨
と
す
る
。
遺
構
の
全
体
像
と
細

部
を
具つ
ぶ
さに
記
録
す
る
写
真
撮
影
、
建
築
の
空
間
の
様
子
を

収
め
る
ビ
デ
オ
撮
影
、
形
や
大
き
さ
を
把
握
す
る
た
め
の

平
面
実
測
や
写
真
測
量
の
他
、
建
物
や
地
盤
の
構
造
を
解

析
す
る
た
め
の
微
動
観
測
や
、
建
築
材
料
の
特
性
を
知
る

た
め
の
材
料
の
採
取
も
適
宜
実
施
し
、
建
築
史
の
研
究
者

だ
け
で
な
く
、
各
分
野
の
専
門
家
と
共
同
し
て
研
究
を
進

め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
欧
州
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
ア
ル
メ

ニ
ア
建
築
に
関
す
る
研
究
を
振
り
返
る
と
、
建
築
の
平
面

や
立
面
の
二
次
元
的
形
状
、
彫
刻
等
の
装
飾
の
分
析
か
ら
、

そ
の
特
徴
が
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
建
築
と
は
本

来
、
具
体
的
な
建
築
材
料
を
組
み
立
て
る
こ
と
で
成
り
立

つ
、
立
体
的
な
構
築
物
で
あ
る
。
我
々
の
調
査
研
究
の
背

景
に
あ
る
、
実
体
と
し
て
の
建
築
物
の
性
質
を
如
何
に
捉

え
る
か
と
い
う
発
想
と
手
法
は
、
欧
米
と
は
異
な
り
、
建

築
学
や
建
築
史
学
が
工
学
の
分
野
に
属
す
る
日
本
の
研
究

シ
ス
テ
ム
に
依
拠
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
調

査
研
究
で
え
ら
れ
た
成
果
は
、
一
方
で
、
遺
構
の
保
存
修

復
へ
活
用
で
き
る
利
点
も
備
え
て
い
る
。

研
究
の
「
嗅
覚
」

実
際
の
調
査
は
、
い
わ
ば
単
調
な
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク

で
あ
る
。
遺
構
に
到
着
す
る
と
、
各
調
査
員
が
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
を
黙
々
と
こ
な
し
て
い
く
。
た
だ
、
そ
の
作
業

に
専
念
す
る
だ
け
で
は
、
調
査
報
告
は
ま
と
め
ら
れ
て

も
、な
か
な
か
研
究
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
常
に
ど
こ
か
で
、

研
究
へ
の
「
嗅
覚
」
を
働
か
せ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

工
人
た
ち
と
の
対
話

―
ア
ル
メ
ニ
ア
建
築
を
読
み
解
く

藤ふ
じ

田た 

康や
す
ひ
と仁

　
東
京
工
業
大
学
助
教

例
え
ば
、
そ
の
匂
い
は
、
あ
る
と
き
建
築
の
壁
面
か
ら

不
意
に
漂
っ
て
き
た
。
ア
ル
メ
ニ
ア
建
築
は
、
壁
面
内
部
の

モ
ル
タ
ル
と
粗あ
ら
い
し石

を
、
壁
面
の
表
層
を
構
成
す
る
切
石
が
サ

ン
ド
イ
ッ
チ
の
よ
う
に
挟
み
こ
む
、
ラ
ブ
ル
・
コ
ア
工
法
を

採
用
し
て
い
る
。
み
れ
ば
、
表
面
の
切
石
の
目
地
が
水
平

に
揃そ
ろ

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
然
だ
が
、
当
時
の
職
人
が
そ

の
高
さ
を
決
め
て
切
石
を
製
材
し
、
積
み
上
げ
た
こ
と
に

よ
る
。
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
物
差
し
を
使
っ
て
建
物
を
建
て

て
い
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
切
石
の
高

さ
に
は
、
そ
れ
を
逆
算
で
き
る
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
切
石
の
水
平
目
地
は
、
必
ず
し
も
常
に

連
続
し
て
お
ら
ず
、
し
ば
し
ば
ず
れ

0

0

も
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
ず
れ
の
生
じ
る
箇
所
は
、
壁
面
と
壁
面
が
接
合
す
る

建
物
の
隅
の
部
分
や
、
壁
面
上
に
柱
が
埋
め
込
ま
れ
て
い

る
部
分
に
多
い
。
お
そ
ら
く
、
壁
面
を
施
工
す
る
際
の
工

事
箇
所
に
区
分
が
あ
り
、
そ
の
区
分
ご
と
に
切
石
の
高
さ

を
決
め
た
結
果
、
こ
う
し
た
ず
れ
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

時
代
が
く
だ
る
に
つ
れ
て
こ
の
ず
れ
が
解
消
さ
れ
、
水
平

目
地
が
建
築
全
体
で
揃
う
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
傾
向
か

ら
は
、
建
築
技
術
の
水
準
が
上
が
っ
て
建
築
全
体
を
計

画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
同
時
に
、
ド
ー
ム
（
半
球
形

の
天
井
）
と
い
う
難
易
度
の
高
い
構
造
物
の
導
入
に
伴
い
、

よ
り
精
度
の
高
い
水
平
な
「
土
台
」
を
建
築
の
下
部
で
実

現
す
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
う
し
た
建
築
の
作
り
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
建

築
の
平
面
形
状
ば
か
り
眺
め
て
い
て
も
見
え
て
は
こ
な
い
。

筆
者
の
経
験
か
ら
い
え
ば
、
目
地
の
ず
れ
の
よ
う
な
、
遺

構
の
な
か
で
時
折
見
受
け
ら
れ
る
小
さ
な
ほ
こ
ろ
び
や

齟そ

ご齬
に
、
建
築
を
理
解
す
る
ヒ
ン
ト
が
多
く
隠
さ
れ
て
い

る
。
当
時
の
建
築
技
術
や
工
人
の
工
夫
と
苦
労
が
偲し
の

ば
れ

る
こ
う
し
た
ほ
こ
ろ
び
を
見
つ
け
る
の
は
容
易
で
は
な
い

が
、
一
五
年
を
超
え
て
な
お
飽
く
こ
と
な
く
調
査
を
続
け

て
い
る
の
は
、
現
地
調
査
に
「
嗅
覚
」
を
研
ぎ
澄
ま
せ
な

が
ら
、
遺
構
に
残
さ
れ
た
、
か
の
工
人
た
ち
の
手
仕
事
と

思
考
の
痕
跡
に
触
れ
る
こ
と
に
、
彼
ら
と
「
対
話
」
す
る

面
白
さ
を
見
出
し
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

建築物の大きさと形を測る写真測量の作業

建築物の微かな揺れ（微動）を測って、構造的な特性を把握する

水平に連続する切石の目地

リプシメ教会堂（7世紀創建）
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二
〇
一
三
年
二
月
、
学
研
教
育
出
版
か
ら
『
み
ん
な
の
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
』（
全
六
巻
）が
出
版
さ
れ
た
。
本
シ
リ
ー
ズ
の
狙
い
は
、「
家

族
、
学
校
、
自
分
の
住
む
町
、
交
通
、
買
い
物
、
旅
行
な
ど
、
身
近

な
例
か
ら
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
考
え
方
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え

る
こ
と
」
で
あ
り
、
小
中
学
校
の
図
書
館
等
で
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
日
本
で
は
近
年
、
駅
や
空
港
、
病
院
や
ホ
テ
ル
な
ど
の
公
共
施

設
に
始
ま
り
、
ス
ポ
ー
ツ
や
ア
ー
ト
の
分
野
で
も
、
日
常
的
に
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン（
Ｕ
Ｄ
）と
い
う
こ
と
ば
を
見
聞
き
す
る
機
会
が
増
え
た
。

ま
さ
に
Ｕ
Ｄ
は
「
み
ん
な
」
の
も
の
に
な
っ
た
印
象
が
あ
る
。

Ｕ
Ｄ
と
は
、「
だ
れ
も
が
暮
ら
し
や
す
い
社
会
」
を
実
現
す
る
た
め

の
実
践
的
方
法
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
定
義
す

る
と
、「
文
化
・
言
語
・
国
籍
の
違
い
、
老
若
男
女
、
障
害
の
有
無
に

関
係
な
く
、
す
べ
て
の
人
が
利
用
で
き
る
施
設
・
製
品
・
情
報
の
設
計

（
デ
ザ
イ
ン
）」
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
概
念
は
、
一
九
八
五
年
に
米
国

の
建
築
家
（
肢
体
不
自
由
者
）
の
ロ
ナ
ル
ド
・
メ
イ
ス
（
一
九
四
一
〜

一
九
九
八
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
、
九
〇
年
代
に
は
日
本
を

は
じ
め
、世
界
各
国
に
普
及
し
た
。
実
際
に
は
「
す
べ
て
の
人
」
の
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、「
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
」
が
利

用
可
能
と
な
る
よ
う
な
創
意
工
夫
は
、
二
一
世
紀
の
共
生
社
会
を
築
く

た
め
の
鍵
と
も
い
え
よ
う
。
ユ
ー
ザ
ー
を
障
害
者
、
あ
る
い
は
高
齢
者

に
限
定
し
な
い
の
で
、
Ｕ
Ｄ
は
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
の
商
品
開
発
に
も
応

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Ｕ
Ｄ
の
具
体
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
。
駅
の
「
ホ
ー
ム
ド
ア
」

ユニバーサルデザイン
Universal Design

広
ひ ろ

瀬
せ

 浩
こ う

二
じ

郎
ろ う

　民博 民族文化研究部

の
設
置
に
よ
り
、
視
覚
障
害
者
の
転
落
事
故
は
な
く
な
り
、
だ
れ
も
が

安
心
し
て
使
え
る
駅
ホ
ー
ム
が
完
成
す
る
。
事
故
の
危
険
は
目
が
見
え

な
い
人
に
だ
け
あ
る
も
の
で
な
く
、
貧
血
や
飲
酒
の
た
め
ホ
ー
ム
か
ら

転
落
す
る
ケ
ー
ス
も
意
外
に
多
い
。
ギ
ザ
ギ
ザ
の
印
を
付
け
た
シ
ャ
ン

プ
ー
の
ボ
ト
ル
は
、
日
本
発
の
Ｕ
Ｄ
と
し
て
国
際
的
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
頭
を
洗
っ
て
い
る
と
き
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
の
で
、
触
覚
で

シ
ャ
ン
プ
ー
と
リ
ン
ス
が
区
別
で
き
る
の
は
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
便
利
だ

ろ
う
。

体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
瞽ご

ぜ女
文
化
に
さ
わ
る
」
な
ど
、
民
博
で
僕
が
担

当
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
チ
ラ
シ
に
は
点
字
を
印
刷
し
て
い
る
。「
見
る
人
だ

け
で
な
く
、
さ
わ
る
人
に
も
チ
ラ
シ
の
内
容
を
伝
え
た
い
」
と
い
う
僕

な
り
の
Ｕ
Ｄ
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
幸
い
、
こ
の
「
さ
わ
る
チ
ラ
シ
」

は
健
常
者
（
見
常
者
）
に
も
好
評
で
、今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
と
願
っ

て
い
る
。

点
字
は
文
字
の
大
き
さ
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
Ａ
４
の

用
紙
に
入
る
情
報
量
は
お
の
ず
と
限
ら
れ
る
。
チ
ラ
シ
の
両
面
に
印
刷

さ
れ
た
視
覚
情
報
の
な
か
か
ら
、
ど
の
部
分
を
点
字
に
す
べ
き
か
、
い

つ
も
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
。点
字
用
に
あ
ら
た
な
原
稿
を
作
り
、さ
わ
っ

て
読
み
や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト
を
お
こ
な
う
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
「
Ｕ

Ｄ
に
は
正
解
が
な
い
」
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
人
（
よ
り

多
く
の
人
）
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
を
求
め
、
知
恵
を
絞

る
柔
軟
性
と
創
造
性
こ
そ
が
Ｕ
Ｄ
の
人
間
学
的
な
本
質
だ
と
い
え
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

みんながわ
かる
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近
年
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
で
は
移
民
は
す
で
に
風
景
の
一
部

と
な
り
、
労
働
力
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
消
費
者
と
し
て
も
大

い
に
社
会
に
貢
献
し
て
い
る
。
な
か
で
も
わ
た
し
が
興
味
を
も
っ

て
い
る
の
が
、
文
化
の
仲
介
者
や
活
性
役
と
し
て
受
け
入
れ
社
会

で
果
た
し
て
い
る
役
割
で
あ
る
。

異
文
化
へ
の
入
り
口
　
エ
ス
ニ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
プ

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
の
中
心
部
、

か
つ
て
の
工
場
地
帯
の
一
角
で
は
エ
ス
ニ
ッ
ク

シ
ョ
ッ
プ
が
こ
の
一
〇
年
の
あ
い
だ
に
急
に

ふ
え
た
。
食
品
か
ら
化
粧
品
、
衣
類
や
雑
誌

に
い
た
る
ま
で
、
東
ア
ジ
ア
や
中
東
、
ア
フ

リ
カ
か
ら
来
た
人
び
と
が
日
常
必
要
と
す
る

雑
貨
は
ほ
と
ん
ど
そ
ろ
う
。

近
年
日
本
に
も
み
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た

エ
ス
ニ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
雰
囲
気
も
か
わ
ら

ず
、
み
か
け
れ
ば
入
る
こ
と
に
し
て
い
る
わ

た
し
に
と
っ
て
安
ら
ぎ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

る
空
間
だ
。
た
ま
に
い
る
髭ひ

げ

も
じ
ゃ
の
一
見

こ
わ
そ
う
な
店
員
も
ほ
と
ん
ど
が
愛
想
よ
く

応
対
し
て
く
れ
る
。

文
化
の
交
錯
す
る
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン

そ
こ
で
か
な
ら
ず
目
に
す
る
の
が
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
で

あ
る
。
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
な
ん
て
、
と
思
わ
な
い
で
ほ
し
い
。

そ
れ
を
と
お
し
て
じ
つ
に
お
も
し
ろ
い
文
化
の
伝で

ん

播ぱ

や
混
交
が
み

え
て
く
る
の
だ
。
も
と
は
日
本
発
祥
と
い
わ
れ
、
ア
ジ
ア
に
は
ま
た

た
く
間
に
普
及
し
た
。
最
近
は
日
本
の
ス
ー
パ
ー
で
も
韓
国
や
中

国
の
も
の
を
み
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
プ

で
は
さ
ら
に
世
界
が
ひ
ろ
が
っ
て
く
る
。
そ
の
種
類
に
ま
ず
圧
倒
さ

れ
る
の
だ
。
こ
れ
で
も
か
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
多
く
の
種
類
の
ラ
ー

メ
ン
が
個
性
的
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
言
語
で
彩
ら
れ
て
並
ん
で
い
る
。

南
ア
ジ
ア
系
、
東
南
ア
ジ
ア
系
、
東
ア
ジ
ア
系
そ
れ
ぞ
れ
力
点
の

お
き
場
は
ち
が
う
が
、
香
辛
料
や
麺
素
材
、

あ
わ
せ
具
材
の
違
い
を
た
の
し
ま
せ
て
く

れ
る
。
キ
ム
チ
味
は
も
ち
ろ
ん
、フ
ォ
ー
味
、

マ
サ
ラ
味
、
カ
レ
ー
味
、
ト
ム
ヤ
ン
味
や

ミ
ー
ゴ
レ
ン
味
の
他
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の

た
め
の
ハ
ラ
ー
ル
ラ
ー
メ
ン
も
あ
る
。

現
地
に
根
づ
く
ミ
ッ
ク
ス
文
化

こ
れ
ら
自
体
が
日
本
発
の
ラ
ー
メ
ン

と
の
ミ
ッ
ク
ス
の
産
物
だ
が
、
お
も
し
ろ

い
の
は
移
民
の
も
た
ら
し
た
ラ
ー
メ
ン
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
根
づ
き
、
さ
ら
に
現
地
の

食
文
化
と
ミ
ッ
ク
ス
し
つ
つ
あ
る
こ
と
だ
。

少
し
前
ま
で
エ
ス
ニ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
入

る
勇
気
さ
え
な
か
っ
た
人
び
と
が
い
ろ
ん

な
ラ
ー
メ
ン
を
買
い
求
め
、
今
で
は
ス
ー
パ
ー
で
も
普
通
に
み
か
け

る
。
香
辛
料
を
お
さ
え
た
ラ
ー
メ
ン
も
現
地
で
製
造
さ
れ
て
い
て
、

ロ
シ
ア
製
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
製
を
み
た
と
き
に
は
正
直
お
ど
ろ
い
た
。

ち
な
み
に
、
日
本
で
も
エ
ス
ニ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
み
か
け
た
ら

ぜ
ひ
入
っ
て
み
る
こ
と
お
す
す
め
し
た
い
。
い
ま
ま
で
み
た
こ
と

も
な
い
ラ
ー
メ
ン
が
み
つ
か
る
こ
と
保
証
し
ま
す
。

マレー系中国人のエスニックショップ（ヘルシンキ）

移民のミックス文化
―インスタントラーメン

庄
しょうじ

司 博
ひろ

史
し

　民博 民族社会研究部
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葬
儀
屋
さ
ん
に
「
な
っ
た
」

「
タ
ナ
カ
、
い
ま
か
ら
新
宿
に
行
っ
と
い
で
。
な
に
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
よ
。
う
ち
の
会

社
と
契
約
し
て
い
る
紳
士
服
店
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
『
ぼ
く
、
新
人
で
す
』
っ
て
伝

え
る
ん
だ
。
そ
う
、
制
服
を
つ
く
る
の
さ
。
タ
ナ
カ
の
、
な
。
そ
れ
を
着
た
ら
、
こ
れ

か
ら
は
ガ
ク
シ
ャ
じ
ゃ
な
く
な
る
な
」

そ
ん
な
こ
と
ば
か
ら
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
は
じ
ま
っ
た
。「
ガ
ク
シ
ャ
じ
ゃ
な
く

て
、
ま
だ
大
学
院
生
な
ん
で
す
」
と
い
う
わ
た
し
の
た
ど
た
ど
し
い
返
事
も
含
め
て
、

い
ま
で
も
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
ば
の
主
は
、わ
た
し
が
約
二
年
間
に
わ
た
っ

て
弟
子
入
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
葬
儀
社
の
、
葬
祭
事
業
本
部
・
葬
祭
部
長
。
つ
ま

り
は
現
場
の
ト
ッ
プ
だ
。

そ
し
て
数
日
後
に
事
務
所
に
届
い
た
の
は
、
控
え
め
だ
が
瀟し
ょ
う
し
ゃ洒な
感
じ
の
ス
ー
ツ
が

数
着
。
ち
ょ
う
ど
少
し
前
に
同
じ
タ
ナ
カ
と
い
う
苗み
ょ
う
じ字
の
社
員
が
退
職
し
た
ば
か
り

な
あ
」
と
思
う
こ
と
し
き
り
だ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
夜
討
ち
朝
駆
け
に
近
い
日
々
に
憔
し
ょ
う
す
い悴

し
き
っ
て
、身
な
り
を
整
え
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。「
ぼ
ろ
は
着
て
も
心
は
錦
」

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、そ
の
逆
に
「
錦
は
着
て
も
心
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
」の
状
態
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
葬
儀
屋
さ
ん
の
熟
練
度
は
、
あ
る
程
度
ま
で
、
そ
の
身
な
り
で
わ
か
っ

て
し
ま
う
。
膨
大
で
複
雑
な
仕
事
を
的
確
に
こ
な
し
、
か
つ
「
人
間
の
死
」
を
前
に

し
て
礼
節
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
能
力
、
知
識
、
人
間
性
が
、
そ
こ
に
あ
ら
わ

れ
る
か
ら
だ
。

寄
せ
書
き
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
白
衣

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
最
中
に
、
と
あ
る
葬
儀
屋
さ
ん
を
訪
れ
て
み
た
。
少
し

驚
い
た
顔
で
、
し
か
し
に
っ
こ
り
と
笑
っ
て
わ
た
し
を
出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、
埼
玉

県
本
庄
市
を
中
心
に
営
業
し
て
い
る
「
サ
ン
メ
ン
バ
ー
ズ
・
さ
い
た
ま
セ
レ
モ
ニ
ー
」

の
小
林
一
敏
副
社
長
と
、
野
川
高
徳
本
部
長
。
二
人
と
も
葬
儀
の
現
場
を
知
り
尽
く

し
た
大
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
方
々
で
も
気
を
抜
い
て
、
身
な
り
ど
こ
ろ
で

は
な
い
瞬
間
も
あ
ろ
う
と
意
地
悪
く
不
意
打
ち
で
訪
問
し
て
み
た
が
、
そ
の
思
惑
は

外
れ
て
し
ま
っ
た
（
写
真
左
中
）。
だ
ら
し
な
く
腕
ま
く
り
を
し
て
、
姿
勢
も
ど
こ
な

く
疲ひ

弊へ
い

し
き
っ
て
い
る
わ
た
し
の
過
去
の
写
真
（
左
下
）
と
見
比
べ
る
と
、
恥
じ
入
る

ば
か
り
だ
。

そ
ん
な
わ
た
し
も
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
進
む
う
ち
に
、
一
応
は
制
服
の
ス
ー
ツ
が

徐
々
に
似
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
永
遠
に
そ
の
場
に
居
続
け
る
わ
け
に
も
い
か

な
い
。
最
後
の
日
、
わ
た
し
が
弟
子
入
り
し
た
葬
儀
社
の
人
び
と
が
開
い
て
く
れ
た

慰
労
会
で
、「
ガ
ク
シ
ャ
は
こ
れ
が
制
服
だ
ろ
？
」
と
い
う
こ
と
ば
と
と
も
に
手
渡
し

て
く
れ
た
の
は
―
び
っ
し
り
と
寄
せ
書
き
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
白
衣
。

「
い
や
、
社
会
人
類
学
者
が
白
衣
を
着
る
こ
と
は
あ
ん
ま
り
な
い
ん
で
す
が
…
…
」

と
は
、
や
は
り
言
え
な
か
っ
た
。
制
服
で
は
じ
ま
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
、
制
服

で
終
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

田た

中な
か 

大だ
い

介す
け

　
早
稲
田
大
学
人
間
科
学
学
術
院
助
手

葬
儀
屋
さ
ん
の
制
服

「
制
服
を
着
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
」
と
い
う
と
、
ど
の
よ
う
な
姿
を
想
像
す
る
だ
ろ
う
か
。
制
服
を

着
て
、
つ
ね
に
身
な
り
を
整
え
、
い
つ
ど
こ
で
も
請
わ
れ
る
ま
ま
に
駆
け
つ
け
、
し
か
も
相
手
は
生
き
て

い
る
人
間
と
は
限
ら
な
い
。
そ
ん
な
一
風
変
わ
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
明
け
暮
れ
て
き
た
わ
た
し
の

研
究
対
象
は
、
葬
儀
屋
さ
ん
。
そ
の
世
界
を
、
制
服
と
い
う
切
り
口
か
ら
少
し
だ
け
覗の

ぞ
い
て
み
よ
う
。

だ
っ
た
の
で
、
そ
の
人
の
残
し
て
い
っ
た
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
ス
ー
ツ
の
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に

つ
け
た
と
き
、
わ
た
し
は
葬
儀
屋
さ
ん
に
「
な
っ
た
」。

死
を
前
に
し
て
礼
節
を
保
つ

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
と
き
に
は
遺
体
の
納
棺
も
、
霊れ
い
き
ゅ
う
し
ゃ

柩
車
の
運
転
も
、
祭
壇
の
設
営

も
、
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
遺
族
の
前
で
感
情
を
制
御
す
る
こ
と
も
、
何
ひ
と
つ

で
き
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
単
に
「
な
っ
た
、
よ
う
な
気
が
し
た
」
だ

け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
は
じ
め
て
自
分
の
制
服
に
袖
を
と
お
し
た
と
き

は
、
確
実
に
自
分
の
何
か
が
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
感
覚
を
お
ぼ
え
た
の
は
た
し
か
だ
。

制
服
の
ち
か
ら
、
と
で
も
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
は
じ
め
た
当
初
は
自
分
で
も
「
似
合
っ
て
な
い葬儀社でフィールドワーク中の筆者

死者の制服ともいえる死装束。浄衣（じょうえ）、もしくは明衣（みょ
うえ）ともいう。多くの場合、このように一揃いのセットになって
いる

小林副社長と野川本部長

「さいたまセレモニー」の式場スタッ
フの制服。しっかりと背筋を伸ば
し、それでいて威圧感や横柄な印
象を与えず、あくまで顧客を丁重
に「受け容れる」姿勢を穏やかに
醸しだしている点に注目してほしい
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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
　みんぱくを知らない人にわたしの仕事を説明する際、
まどろっこしいな、といつも思う。「研究活動と博物館活
動を一体的におこなう博物館をもった研究所」で働いて
いるのです、とパンフレットに準じて言ったところで、一
般の人にはやはりわかりにくいと思う。肩書きは准教授
で、館内では先生とよばれるがここは大学ではない（で
も大学院があって、学生もいる）。本業は「研究者」で、「研
究室」もあり、論文や本を書くことが研究業績になるの
だが、日常的には展示や博物館広報の業務に明け暮れて
いる（小誌の編集もその一端）。
　要するにみんぱくは、ハイブリッドな機関なのである。
研究と博物館業務は、異なる作業ではあるが決して矛盾
していない。研究の成果を文字だけでなく、モノの展示
を通して立体的に見せ、さらに音楽や創作などの体験を
介してさまざまな地域・民族・時代の世界観を伝えるに
は想像力と忍耐力を要するが、その「創造的合成」の現
場はじつは楽しいのである。
　しかし体力も時間も限られているだけに、そのふたつ
の要素のバランスがなかなか難しい。（山中由里子）
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研究者と話そう8月

話者 :韓敏（国立民族学博物館 教授）
話題 :家系図でつながる人びと
会場 :本館展示場（東南アジア横休憩所）

4日
（日曜日）

次号の予告
特集

美麗島―台湾

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  手桶　標本番号：H0106663
日本、京都府　大徳寺より寄贈
市販の手桶の下部に真ちゅう製の蛇口がとりつけてあるとこ
ろにハイブリッド感がただよう。

■ 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。

11日
（日曜日）

話者 :山本泰則（国立民族学博物館 准教授）
話題 :梅棹忠夫著作目録データベースの引っ越し
会場 :本館展示場（ナビひろば）

話者 :浜田明範（国立民族学博物館 機関研究員）
話題 :ガーナの病気と医療
会場 :本館展示場（ナビひろば）

18日
（日曜日）

話者 :伊藤敦規（国立民族学博物館 助教）
話題 :米国先住民ホピのソーシャルダンス
会場 :本館展示場（ナビひろば）

25日
（日曜日）
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