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記
憶
を
形
に
し
、
継
承
し
て
い
く

―
介
護
現
場
か
ら
考
え
る
聞
き
書
き
の
原
点

六む

車ぐ
る
ま 

由ゆ

実み

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
0
年
静
岡
県
生
ま
れ
。
民
俗
研
究
者
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
す
ま
い
る
ほ
ー
む
管
理
者
。

東
北
芸
術
工
科
大
学
芸
術
学
部
准
教
授
を
へ
て
、

高
齢
者
介
護
の
現
場
に
身
を
置
き
、「
介
護
民

俗
学
」
を
提
唱
。

お
も
な
著
書
に
、『
神
、
人
を
喰
う
―
人
身
御

供
の
民
俗
学
』（
新
曜
社
。
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
）、

『
驚
き
の
介
護
民
俗
学
』（
医
学
書
院
。
旅
の
文

化
奨
励
賞
）。
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先
日
、
知
り
合
い
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
か
ら
、
以
前
私

が
勤
め
て
い
た
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
山
本
一
夫
さ

ん
（
仮
名
）
が
亡
く
な
っ
た
と
聞
き
、
昨
日
お
線
香
を
あ

げ
に
ご
自
宅
に
う
か
が
っ
た
。

　
私
が
出
会
っ
た
頃
の
山
本
さ
ん
は
時
々
暗
い
表
情
で
、

「
こ
ん
な
年
寄
り
に
な
っ
て
た
だ
生
き
て
い
る
の
は
地
獄

同
然
だ
」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
大
正
一
桁
生
ま
れ
で
気

骨
の
あ
る
山
本
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
生
活
上
の
ほ
と
ん
ど

の
こ
と
を
他
人
の
助
け
な
し
に
は
で
き
な
い
と
い
う
現
状

に
絶
望
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
聞
き
書
き
を
始

め
る
と
、「
生
き
地
獄
」
と
い
う
絶
望
的
な
言
葉
と
は
裏

腹
に
、
山
本
さ
ん
は
自
身
の
波
乱
万
丈
の
人
生
に
つ
い
て

雄
弁
に
語
っ
て
く
れ
た
。
と
り
わ
け
、
農
業
の
経
験
に

つ
い
て
の
語
り
は
実
に
詳
細
だ
っ
た
。
馬ば

く
ろ
う喰

に
高
く
買
い

取
っ
て
も
ら
う
た
め
に
作
業
効
率
の
悪
い
朝
鮮
牛
を
飼
っ

て
い
た
こ
と
、
特
産
だ
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
の
苗
づ
く
り
の

た
め
の
「
い
も
ぐ
ら
」
に
つ
い
て
等
。
そ
の
す
べ
て
が
私

に
は
初
め
て
聞
く
こ
と
ば
か
り
で
、
聞
き
書
き
の
度
に
民

俗
研
究
者
の
食
指
が
動
か
さ
れ
た
も
の
だ
。
山
本
さ
ん

も
、
自
分
の
一
代
記
を
書
い
て
ほ
し
い
、
と
希
望
を
抱
く

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
そ
う
し
て
一
〇
回
を
重
ね
た
聞
き
書
き
を
ま
と
め
た
も

の
が
、『
山
本
一
夫
さ
ん
　
思
い
出
の
記
』
で
あ
る
。
山

本
さ
ん
が
い
う
一
代
記
に
な
っ
た
か
ど
う
か
自
信
は
な
い

が
、
出
来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
『
思
い
出
の
記
』
を
何
度

も
め
く
っ
て
は
目
を
潤
ま
せ
て
い
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
山
本
さ
ん
は
、「
息
子
た
ち
も
読
ん
で
く

れ
る
か
な
」
と
た
め
息
を
も
ら
し
て
い
た
。
き
っ
と
山
本

さ
ん
は
、
私
に
語
り
な
が
ら
も
、
息
子
さ
ん
た
ち
ご
家
族

に
自
分
の
生
き
て
き
た
記
憶
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

『
思
い
出
の
記
』
は
ご
家
族
に
も
渡
し
た
が
、
ご
家
族
か

ら
は
特
に
感
想
な
ど
は
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
突
然
訪
ね
た
私
を
山
本
さ
ん
の
家
族
は
快
く
迎
え
入

れ
て
く
れ
た
。
仏
前
に
お
線
香
を
あ
げ
る
と
、
傍
ら
に

い
た
お
嫁
さ
ん
が
当
時
の
様
子
を
教
え
て
く
れ
た
。『
思

い
出
の
記
』
を
読
ん
で
み
る
と
自
分
た
ち
の
知
ら
な
い
お

じ
い
さ
ん
の
生
き
方
や
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
た
が
、
ど
う

受
け
と
め
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
当
時
は
感
想
も

お
礼
も
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
で
も
、
お
じ
い
さ
ん
の
葬

儀
で
、『
思
い
出
の
記
』
の
一
部
を
朗
読
し
て
も
ら
っ
た

ら
、
改
め
て
お
じ
い
さ
ん
の
人
生
は
す
ご
い
な
、
と
思
え
た
、

と
い
う
。『
思
い
出
の
記
』
を
介
し
て
、
山
本
さ
ん
の
記

憶
と
思
い
が
家
族
に
継
が
れ
た
、
そ
う
私
は
確
信
し
た
。

　
民
俗
学
が
聞
き
書
き
を
す
る
意
義
も
本
来
は
こ
れ
で

は
な
か
っ
た
の
か
。
生
活
者
の
記
憶
を
形
に
し
て
、
継
承

し
て
い
く
。
私
は
介
護
現
場
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
聞
き

書
き
の
原
点
と
は
何
か
を
考
え
て
い
る
。
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台
湾

特
集

台北龍山寺前の公園に面した通りのにぎわい（撮影・野林厚志）

日
本
の
こ
と
に
詳
し
い
隣
人
た
ち

東
日
本
大
震
災
に
際
し
、
台
湾
か
ら
多
額
の
義ぎ

捐え
ん

金き
ん
が
よ
せ

ら
れ
た
。
そ
の
多
寡
が
人
び
と
の
思
い
を
反
映
す
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
被
災
地
の
お
か
れ
た
状
況
に
心
を
動
か
さ
れ
た
台
湾

の
人
び
と
が
相
当
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
台
湾
は
地
震

や
台
風
の
多
い
国
で
、
被
災
の
苦
難
を
人
び
と
が
よ
く
理
解
し

て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
台
湾
の
人
び
と
は
日
本
そ
の
も
の
に

対
す
る
関
心
が
高
く
、
日
本
の
様
子
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い

場所　国立民族学博物館　本館企画展示場A
会期　9月12日（木）―11月26日（火）

基隆

台北

台南

三地門

花蓮

台
湾
。

わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
台
湾
や
そ
こ
に
住
む
人
び
と
は
ど
れ
だ
け
近

い
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
時
代
の
台
湾
を
経
験
し
た
世
代
に
と
っ
て
も
、

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
生
ま
れ
た
世
代
に
と
っ
て
も
、
台
湾
の
人
に
と
っ
て

日
本
と
は
隣
り
合
わ
せ
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
が
。

企
画
展
「
台
湾
平
埔
族
の
歴
史
と
文
化
」
に
関
連
し
て
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
語
で
「
フ
ォ
ル
モ
サ（
麗
し
き
島
）
」
と
も
よ
ば
れ
る
台
湾
の
過
去

と
現
在
を
見
つ
め
る
。

民
族
の

モ
ザ
イ
ク

―
台
湾

野の

林
ば
や
し 

厚あ
つ

志し　

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

う
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

台
湾
の
テ
レ
ビ
放
送
は
ケ
ー
ブ
ル
化
が
進
み
、
チ
ャ
ン
ネ
ル

数
は
ゆ
う
に
一
〇
〇
を
こ
え
る
。
い
く
つ
か
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
は

日
本
の
番
組
が
二
四
時
間
放
映
さ
れ
て
い
る
。
今
、
日
本
で
何

が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
台
湾
人
は
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
翻
っ
て
、
日
本
は
ど
う
だ
ろ
う
。
華
流
と
よ
ば
れ
る
台
湾

ド
ラ
マ
が
一
部
の
地
方
局
で
放
映
さ
れ
る
も
の
の
、
ニ
ュ
ー
ス

や
ス
ポ
ー
ツ
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
の
よ
う
な
台
湾
の
日
常
を
う
つ
し

だ
す
番
組
を
目
に
す
る
機
会
は
限
ら
れ
て
い
る
。
台
湾
と
日
本

と
の
隣
人
関
係
に
は
、
相
手
に
対
す
る
関
心
や
知
識
の
不
均
衡

が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。

台
湾
の
多
様
な
民
族
構
成

台
湾
の
こ
と
を
「
中
国
人
」
と
「
高
山
族
」
と
が
住
む
「
地

域
」
と
理
解
し
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
必
ず
し
も

正
確
で
は
な
い
。
台
湾
の
多
く
の
人
び
と
は
自
分
た
ち
の
こ
と

を
台
湾
人
と
よ
ぶ
。
台
湾
は
、
国
際
連
合
（
等
の
国
際
組
織
）

に
は
加
盟
し
て
い
な
い
が
、
非
公
式
な
外
交
関
係
を
諸
外
国
と

結
ん
で
い
る
自
律
的
な
国
家
で
あ
る
。

九
州
ほ
ど
の
面
積
の
国
土
に
住
む
約
二
三
〇
〇
万
人
の
人
口

の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
漢
族
系
の
人
び
と
は
、
一

六
世
紀
ご
ろ
か
ら
大
陸
部
か
ら
移
住
し
台
湾
に
定
着
し
て
き
た

通
称
、
本
省
人
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
国
民
党
政
権
と
と

も
に
わ
た
っ
て
き
た
外
省
人
と
に
大
き
く
わ
か
れ
る
。
本
省
人

の
な
か
に
は
広
東
か
ら
の
客は
っ

家か

と
福
建
省
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
閩び
ん

南な
ん

人
が
存
在
し
、
お
た
が
い
に
別
々
の
民
族
で
あ
る
と
い
う
意

識
が
強
い
。

外
省
人
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
数
十
年
間
に
わ
た
り
政
治

的
優
位
を
保
っ
て
き
た
。
彼
ら
の
権
力
の
濫
用
は
二
・
二
八
事

件
と
よ
ば
れ
る
武
力
弾
圧
と
そ
れ
に
続
く
戒
厳
令
を
引
き
起
こ

し
た
。
政
治
的
に
自
由
な
発
言
が
社
会
の
な
か
で
安
心
し
て
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
民
主
化
の

流
れ
が
軌
道
に
の
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。

外
省
人
の
政
治
的
支
配
に
対
し
て
声
を
あ
げ
た
の
は
本
省
人

だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
系
の
先
住
民
の
人

び
と
は
台
湾
社
会
の
な
か
で
民
族
と
し
て
の
尊
厳
と
文
化
の
尊

重
を
主
張
し
は
じ
め
た
。「
原
住
民
運
動
」
と
よ
ば
れ
る
社
会

運
動
を
展
開
し
、日
本
統
治
時
代
の
高
砂
族
、戦
後
の
山さ
ん

胞ぽ
う
（
山

地
同
胞
）
と
い
っ
た
他
者
か
ら
の
呼
称
と
は
異
な
る
、
も
と
も

と
の
住
民
と
い
う
意
味
の
原
住
民
族
と
い
う
呼
称
を
え
る
に
い

た
っ
た
。
ち
な
み
に
高
山
族
と
い
う
の
は
、
大
陸
中
国
で
の
よ

び
方
で
あ
り
台
湾
で
は
一
般
的
で
は
な
い
。

日
本
統
治
時
代
の
足
か
せ

本
省
人
た
ち
の
政
治
主
張
、
原
住
民
族
の
権
利
運
動
の
は
ざ

ま
で
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
再
興
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
の
が
平へ
い

埔ほ

族
と
よ
ば
れ
る
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
も
と
も
と
は
西
部

平
野
に
住
ん
で
き
た
先
住
民
族
で
、
漢
族
化
が
早
く
か
ら
す
す

ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
日
本
統
治
時
代
に
は
高
砂
族
に
は
分
類

さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
は
後
々
に
彼
ら
の
立
場
を
複
雑
に
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

台
湾
の
中
央
政
府
は
原
住
民
族
で
あ
る
か
ど
う
か
の
認
定
を
、

原
則
と
し
て
日
本
統
治
時
代
に
本
人
も
し
く
は
そ
の
直
系
の
親

族
が
特
別
行
政
区
の
住
人
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
高

砂
族
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
基
準
に
し
て
き
た
。
日
本
統
治
時

代
に
高
砂
族
で
は
な
か
っ
た
人
た
ち
と
そ
の
子
孫
は
制
度
の
う

え
で
、
原
住
民
族
に
は
な
れ
ず
、
平
埔
族
の
人
び
と
は
ま
さ
に

そ
の
境
遇
に
あ
る
。

平
埔
族
を
自
称
す
る
人
た
ち
は
制
度
上
の
不
備
を
批
判
す
る

と
同
時
に
、
自
分
た
ち
が
平
埔
族
の
な
か
の
さ
ら
に
固
有
の
民

族
集
団
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
、
継
承
し
て
き
た
信
仰
の
実
践

や
歴
史
史
料
を
て
が
か
り
に
社
会
に
対
し
て
訴
え
て
き
た
。
一

方
で
、
山
胞
の
一
員
で
あ
る
な
ど
と
は
一
言
も
言
わ
な
か
っ
た

人
た
ち
が
今
に
な
っ
て
、
自
分
た
ち
も
原
住
民
族
で
あ
る
と
主

張
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
冷
や
や
か
な
態
度
で
、
平
埔

族
の
主
張
を
と
ら
え
る
人
た
ち
も
少
な
く
な
い
。

台
湾
内
部
で
は
平
埔
族
の
原
住
民
族
性
に
つ
い
て
は
賛
否
両

論
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
の
一
端
が

日
本
統
治
時
代
の
政
策
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
気
に
留
め
て

お
き
た
い
。
日
本
人
研
究
者
が
お
こ
な
っ
た
民
族
分
類
が
日
本

統
治
時
代
の
政
策
に
反
映
さ
れ
、そ
れ
が
現
在
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

の
ゆ
く
え
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

台湾平埔族の歴史と文化
企画展

クヴァラン族のバナナ製織布と製作者台湾独立をうったえる市民デモ 平埔シラヤ族の阿立信仰。漢族とは異なる要素が含まれる

2   3    2013 年 9月号



台
湾
と
中
国
の
違
い

二
〇
一
二
年
一
月
、
台
湾
で
総
統
（
大
統
領
）

直
接
選
挙
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
五
回
目
の
総
統

選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
当
選
者

は
、
一
九
九
六
年
が
国
民
党
の
李り

登と
う

輝き

、
二
〇
〇

〇
年
と
〇
四
年
が
民
進
党
の
陳ち
ん

水す
い

扁へ
ん
、
そ
し
て

〇
八
年
と
一
二
年
が
国
民
党
の
馬ば

英え
い

九き
ゅ
うで
あ
る
。

奇く

し
く
も
二
〇
一
二
年
は
、
台
湾
の
総
統
を

選
ぶ
選
挙
と
中
国
の
最
高
指
導
者
を
選
出
す
る

中
国
共
産
党
大
会
と
が
同
じ
年
に
実
施
さ
れ
た
。

四
年
周
期
の
台
湾
総
統
選
挙
と
五
年
周
期
の
中

国
共
産
党
大
会
が
同
じ
年
に
な
る
の
は
二
〇
年

に
一
回
で
あ
る
。

台
湾
で
は
投
票
の
八
ヶ
月
前
に
与
野
党
の
総

統
候
補
者
が
決
ま
り
、
お
互
い
政
見
を
発
表
し

熾し

烈れ
つ
な
批
判
を
繰
り
広
げ
な
が
ら
選
挙
戦
を
戦

う
。
そ
の
間
多
数
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
あ
ら
ゆ
る

疑
問
・
弱
点
を
追
及
さ
れ
、
そ
の
見
識
と
対
応

能
力
と
が
試
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
は
選
挙
民

一
人
一
人
の
票
に
よ
っ
て
決
着
が
つ
く
。

他
方
、
中
国
の
最
高
指
導
者
の
人
選
は
事
前

に
予
想
さ
れ
て
い
る
と
お
り
に
な
る
の
だ
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
人
物
に
決
ま
る
の
か
は

ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
密
室
で
決
ま

台
湾
の
政
治
と

中
台
関
係

小お

笠が
さ

原わ
ら 

欣よ
し

幸ゆ
き　

東
京
外
国
語
大
学
准
教
授

く
締
め
付
け
る
が
、
中
国
性
を
看
板
に
出
す
国

民
党
政
権
に
対
し
て
は
対
応
を
緩
く
し
て
い
る
。

中
国
に
と
っ
て
中
華
民
国
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
台
湾
独
立
よ
り
は
ま
し
な
の
で
、
経

済
的
利
益
で
台
湾
側
を
取
り
込
み
た
い
と
考
え

て
い
る
。

馬
英
九
は
そ
こ
を
つ
い
て
、
中
国
か
ら
経
済

的
利
益
を
引
き
出
し
つ
つ
、
米
日
と
の
関
係
強

化
で
背
後
を
固
め
中
国
か
ら
の
圧
力
に
備
え
て

い
る
。
発
足
し
た
習
し
ゅ
う

近き
ん

平ぺ
い

指
導
部
は
、
台
湾
統

一
に
向
け
て
少
し
で
も
現
状
を
動
か
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。
中
台
の
国
力
の
差
か
ら
す
る
と

現
状
を
維
持
す
る
こ
と
自
体
が
非
常
に
難
易
度

の
高
い
任
務
で
あ
る
。
台
湾
は
し
た
た
か
に
ふ

る
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
台
湾
の
将
来
を

め
ぐ
っ
て
中
台
の
複
雑
な
駆
け
引
き
が
こ
の
先

も
続
く
。

り
、
国
民
が
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
。

か
つ
て
は
台
湾
で
も
国
民
党
が
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
国
民
大
会
が
総
統
を
選
出
し
て
い
た
。

ま
た
、
自
由
も
制
限
さ
れ
、
体
制
を
批
判
し
た

人
は
今
日
の
中
国
と
同
じ
よ
う
に
投
獄
さ
れ
て

い
た
。
台
湾
で
そ
の
よ
う
な
時
代
に
戻
り
た
い

と
考
え
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
最
高

指
導
者
を
選
ぶ
方
法
の
違
い
は
中
台
の
政
治
的

立
場
の
違
い
を
雄
弁
に
物
語
る
。

中
台
の
駆
け
引
き

台
湾
の
民
意
は
圧
倒
的
多
数
が
現
状
維
持
を

求
め
て
い
る
。
他
方
、
中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
の

人
が
台
湾
と
の
統
一
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
中
国
は
一
党
支
配
体
制
を
維
持
し
な
が

ら
急
速
な
発
展
を
遂
げ
、
い
ま
や
経
済
力
で
も

政
治
力
で
も
軍
事
力
で
も
台
湾
を
圧
倒
し
て
い

る
。
台
湾
の
自
立
の
空
間
は
確
実
に
狭
ま
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
中
国
が
簡

単
に
台
湾
を
ま
る
め
こ
め
る
わ
け
で
も
な
い
。

馬
英
九
政
権
は
「
九
二
年
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」

と
い
う
玉
虫
色
の
合
い
こ
と
ば
を
使
っ
て
中
国

と
の
関
係
を
改
善
さ
せ
た
。
中
国
は
、
台
湾
独

立
を
目
指
す
民
進
党
政
権
に
対
し
て
は
遠
慮
な

台
湾
の
こ
と
ば
は
中
国
語
？

「
台
湾
の
こ
と
ば
は
何
で
す
か
」
と
よ
く
聞
か
れ

る
。
わ
た
し
は
「
国
語
は
い
わ
ゆ
る
中
国
語
で
す
」

と
答
え
る
も
の
の
、
少
し
迷
う
。
原
住
諸
民
族
に

も
独
自
の
こ
と
ば
が
あ
り
、
漢
族
に
も
あ
る
か
ら

だ
。
閩び
ん

南な
ん

系
本
省
人
は
閩
南
語
を
話
す
。
台
湾

で
は
台
湾
語
（
中
国
語
で
「
台
語
」
や
「
台
湾
話
」）

と
も
い
わ
れ
る
。
日
常
的
に
使
わ
れ
る
が
、
み
ん

な
が
話
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
こ
ん
な

こ
と
も
起
こ
る
。
中
華
民
国
建
国
一
〇
〇
周
年（
二

〇
一
一
年
）
記
念
の
花
火
を
見
る
た
め
に
大お
お

晦み
そ

日か

の

夜
、
花
火
が
見
え
る
高
校
に
集
ま
っ
た
。
わ
た
し

は
そ
の
高
校
で
働
く
台
湾
の
知
人
と
そ
の
母
と
見

に
行
っ
た
。
そ
こ
に
校
長
先
生
が
あ
ら
わ
れ
、
知

人
の
母
が
あ
い
さ
つ
を
し
、「
も
う
八
〇
歳
で
す
」

と
閩
南
語
で
自
己
紹
介
し
た
。
だ
が
、
校
長
先
生

は
ま
っ
た
く
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
。
校
長
先
生
は

外
省
人
第
二
世
代
で
、
戦
後
国
民
党
が
国
語
と
し

て
教
え
た
中
国
語
し
か
話
せ
な
い
。
外
省
人
に
は

中
国
語
が
苦
手
な
第
一
世
代
も
い
る
が
、
そ
れ
で

も
「
外
省
人
は
中
国
語
の
発
音
が
『
標
準
的
』」

と
台
湾
で
は
考
え
ら
れ
て
お
り
、
学
校
や
官
庁
に

加
え
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
働
く
者
も
少
な
く
な
い
。

こ
と
ば
か
ら
み
る
台
湾
漢
族
の
社
会

上か
み
づ
る

水
流 

久ひ
さ

彦ひ
こ　

県
立
広
島
大
学
講
師

台湾の地方都市のホテルにも大勢の中国人観光客が押し寄せる

台北市萬華にある龍山寺。現在は多くの台湾の人びとの信仰を集めるが、本来は閩南系本省人のお寺

台湾が事実上の国であることを象徴する総統府（大統領官邸）。中華民国国旗がはためく
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は
な
い
。
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
も
と
、
台
湾

に
い
る
な
ら
台
湾
語
（
閩
南
語
）
が
当
然
だ
と

閩
南
語
だ
け
で
話
さ
れ
て
戸
惑
う
外
省
人
の
知

人
も
い
た
。
一
方
で
国
語
教
育
の
普
及
で
若
年

層
に
は
中
国
語
し
か
話
せ
な
い
者
も
増
え
た
。

そ
の
よ
う
な
孫
と
会
話
す
る
た
め
に
社
会
人
大

学
で
中
国
語
を
学
ぶ
お
ば
あ
さ
ん
を
わ
た
し
は

知
っ
て
い
る
。
日
本
語
教
育
世
代
の
彼
女
は
中

国
語
を
結
局
そ
れ
ま
で
覚
え
て
こ
な
か
っ
た
。

若
年
層
は
若
年
層
で
閩
南
語
な
ど
親
の
こ
と
ば

す
ら
話
せ
な
い
と
責
め
ら
れ
も
す
る
。
現
在
学

校
で
母
語
教
育
が
あ
る
が
、
そ
の
効
果
は
十
分

で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
台
湾
で
は
こ
と
ば
に
つ

い
て
誰
も
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
り
え
る
。
下
手

な
中
国
語
を
話
す
わ
た
し
に
台
湾
の
友
人
が
と

き
に
少
し
優
し
い
の
は
そ
ん
な
言
語
環
境
だ
か

ら
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
は
そ
う
感
じ
て
い
る
。

「
台
湾
国
語
」
と
い
う
引
け
目

「
八
〇
歳
で
す
」
と
あ
い
さ
つ
し
た
女
性
は
中

国
語
が
話
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
苦

手
で
あ
る
。
日
本
語
教
育
世
代
の
彼
女
は
植
民

地
統
治
の
も
と
日
本
語
教
育
を
受
け
、
閩
南
語

に
次
い
で
日
本
語
が
得
意
で
あ
る
。
だ
が
、
成

人
し
て
な
ん
と
な
く
聞
き
か
じ
っ
て
覚
え
た
中

国
語
は
話
し
た
が
ら
な
い
。
彼
女
ら
が
話
す
中

国
語
は
流
り
ゅ
う

暢ち
ょ
うで
は
な
く
「
台
湾
国
語
」
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
る
。
そ
う
揶
揄
さ
れ
る
の
は
、
日
本
語
教

育
を
受
け
た
世
代
の
中
国
語
だ
け
で
は
な
い
。

わ
た
し
の
知
り
合
い
の
夫
婦
は
夫
が
閩
南
語
で
、

妻
が
中
国
語
で
話
し
て
い
る
。
夫
は
学
校
で
中

国
語
を
習
っ
た
が
、
閩
南
語
が
日
常
的
に
使
わ

れ
て
い
る
台
湾
南
部
の
出
身
だ
。
一
方
、
妻
は

中
国
語
が
よ
く
使
わ
れ
る
台
北
の
生
ま
れ
・
育

ち
で
あ
っ
た
。
閩
南
語
に
は
な
い
そ
り
舌
音
が

不
得
意
な
夫
が
た
ま
に
中
国
語
を
話
す
と
妻
に

発
音
を
注
意
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
閩

南
語
の
影
響
の
強
い
中
国
語
も
「
台
湾
国
語
で

標
準
的
で
な
い
」
と
さ
れ
る
。

「
閩
南
語
を
国
語
に
」
！？

一
方
で
台
湾
独
立
を
主
張
す
る
閩
南
系
本
省

人
の
な
か
に
は
中
国
語
で
は
な
く
閩
南
語
を
国

語
に
す
べ
き
だ
と
語
る
者
が
い
る
。
閩
南
語
が

台
湾
で
ず
っ
と
使
わ
れ
、
大
多
数
が
話
す
か
ら

だ
と
い
う
。
だ
が
、
そ
の
声
に
反
対
す
る
者
も

多
い
。
外
省
人
も
そ
う
だ
が
、
客は
っ

家か

系
本
省
人

も
同
様
で
あ
る
。
同
じ
漢
族
で
も
彼
ら
は
彼
ら

で
独
自
の
こ
と
ば
、
い
わ
ゆ
る
客
家
語
を
話
す
。

そ
し
て
彼
ら
は
閩
南
語
を
国
語
ど
こ
ろ
か
、
台

湾
語
と
よ
ぶ
こ
と
に
も
反
発
し
、「
台
湾
語
と
い

う
な
ら
台
湾
に
元
々
住
ん
で
い
た
原
住
民
（
族
）

の
こ
と
ば
で
は
な
い
か
」
と
い
う
。「
客
家
語
こ

そ
が
中
国
の
も
っ
と
も
伝
統
的
な
こ
と
ば
だ
」

と
も
語
る
。

み
ん
な
が
言
語
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

国
語
が
得
意
な
外
省
人
で
も
立
場
は
安
泰
で

パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
？

台
湾
で
、
先
住
民
族
の
暮
ら
す
山
地
に
い
る
と
、
こ

こ
は
日
本
の
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
で
は
な
い
か
と
、
感

じ
る
こ
と
が
あ
る
。

先
住
民
族
は
、
台
湾
で
は
原
住
民
族
と
よ
ば
れ
て

い
る
。
わ
た
し
は
原
住
民
族
の
な
か
で
も
、
台
湾
南
部

の
ル
カ
イ
族
や
パ
イ
ワ
ン
族
が
暮
ら
す
地
域
（
特
に
三

地
門
郷
周
辺
）
で
よ
く
調
査
を
し
て
い
る
。
そ
の
ル
カ

イ
族
・
パ
イ
ワ
ン
族
に
限
ら
ず
、
原
住
民
族
に
は
キ
リ

ス
ト
教
徒
が
多
い
。
例
え
ば
家
族
で
食
事
を
す
る
際
、

食
前
に
祈き

祷と
う

を
す
る
。
野
外
で
行
事
を
す
る
際
に
も

祈
祷
を
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
祈
祷
の
際
、
わ

た
し
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
の
で
、
失
礼
な
が
ら
、

た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
祈
祷
の
こ
と
ば

は
ほ
と
ん
ど
現
地
語
（
ル
カ
イ
語
や
パ
イ
ワ
ン
語
）
で
話

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
わ
た
し
と
し
て
は
、
そ
れ
を
音

と
し
て
、
神
様
は
「
ツ
マ
ス
」
と
言
う
ん
だ
な
、
な
ど

と
聞
い
て
い
る
と
、突
然
そ
の
な
か
に「
イ・ノ
リ
」（「
ノ
」

に
ア
ク
セ
ン
ト
）
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
き
た
り
す
る
。

ど
う
や
ら
こ
れ
は
「
祈
り
」
と
い
う
日
本
語
だ
ろ
う
。

こ
う
い
う
例
は
数
多
い（
例
え
ば「
村
長
」「
議
員
」な
ど
）。

山
地
の
村
で
は
、
毎
日
夕
方
こ
ろ
に
な
る
と
、
ご
近

所
同
士
が
集
ま
っ
て
カ
ラ
オ
ケ
大
会
を
始
め
る
。
も
し

く
は
一
杯
飲
ん
で
か
ら
興
が
乗
っ
て
く
る
と
、
カ
ラ
オ

ケ
パ
ブ
に
繰
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
結
婚
式
の
際
に
も

欠
か
せ
な
い
の
が
こ
の
カ
ラ
オ
ケ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

日
本
の
歌
が
よ
く
登
場
す
る
。
だ
い
た
い
歌
謡
曲
や
演

歌
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
日
本
語
で
歌
わ
れ
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
中
国
語
の
替
え
歌
の
場
合
も
あ
る
。

つ
な
が
り
か
ら
つ
む
が
れ
る
も
の

こ
う
し
た
日
本
由
来
の
コ
ト
バ
や
ウ
タ
が
、
い
つ
、

ど
う
い
う
ル
ー
ト
で
原
住
民
族
の
生
活
に
入
り
込
ん
で

き
た
の
か
、
調
べ
よ
う
と
思
っ
て
も
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
う
少
し
考
え
て
み
る
と
、
ひ

と
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
は
人
の
流
れ
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
の
い
わ
ゆ
る
終
戦
の
後
、
戦
前
に
台
湾

で
暮
ら
し
て
い
た
日
本
人
（「
内
地
人
」）
の
多
く
は
日

本
へ
と
引
き
揚
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
も
し

想
像
の
ふ
く
ら
ま
せ
方

―
台
湾
原
住
民
族
と
日
本

松ま
つ

岡お
か 

格
た
だ
す　

獨
協
大
学
准
教
授

台湾ナショナリズムがもっとも高揚した陳水扁総統時代の総
統府前の国慶節祝賀会。台湾の文字が見える

2011年1月1日に総統府前で中華民国建国100年を祝う人びと。
台湾独立派からは反発も招いた

ある教会での結婚式の一コマ。
この教会内部の十字架が目立つ

世界一高かった101ビルと手前は外省人
の軍人の集合住宅。いわゆる眷村（けんそ
ん）。すでに人は住んでいない

ある結婚式の披露宴の会場。画面奧が舞台に当たる披露宴の後に、踊る参加者に酒を振る舞っているところ

6   7    2013 年 9月号



ば
ら
く
台
湾
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
人
た
ち
も
い
る
。
ま

た
、
一
度
日
本
に
引
き
揚
げ
た
の
ち
、
台
湾
を
再
訪
し

て
、
台
湾
の
友
人
と
旧
交
を
温
め
た
人
も
数
多
い
。
そ

こ
か
ら
継
続
的
な
交
流
に
発
展
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
台
湾
と
日
本
の
あ
い
だ
を
行
き
交
う
人
の

流
れ
の
な
か
で
、
原
住
民
族
と
日
本
人
の
あ
い
だ
の
つ

な
が
り
が
復
活
し
た
り
、
誕
生
し
た
り
す
る
場
合
も

あ
る
。

わ
た
し
の
調
査
し
て
き
た
パ
イ
ワ
ン
族
・
ル
カ
イ
族

に
は
、
日
本
人
と
結
婚
し
た
人
も
少
な
く
な
い
。
戦
前

の
、
正
式
な
婚
姻
が
成
立
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
よ
く

わ
か
ら
な
い
ケ
ー
ス
か
ら
、
戦
後
の
、
相
手
の
日
本
人

の
方
と
直
接
連
絡
が
つ
く
よ
う
な
ケ
ー
ス
ま
で
、
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。

原
住
民
族
の
人
た
ち
と
日
本
と
の
交
流
は
多
岐
に
わ

た
る
。
例
え
ば
野
球
を
め
ぐ
る
交
流
で
は
、
台
湾
か
ら

日
本
に
向
か
う
人
の
流
れ
を
生
み
出
し
て
い
る
。
台
湾

に
も
野
球
の
プ
ロ
リ
ー
グ
が
あ
り
、
原
住
民
族
は
多
く

の
選
手
を
輩
出
し
て
い
る
。
プ
ロ
野
球
チ
ー
ム
の
選
手

と
し
て
、
日
本
に
渡
っ
た
選
手
も
数
多
く
い
る
の
で
あ

る
。歌
手
や
芸
能
人
な
ど
で
似
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

原
住
民
各
民
族
の
民
族
衣
装
（
の
現
在
の
様
式
）
が
、

外
部
と
の
交
流
な
し
に
は
生
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
博
物
館
の
展
示
に
目
を
向
け
る
際

に
は
、
こ
の
よ
う
な
外
部
と
の
交
流
が
、
原
住
民
族
や
、

そ
の
文
化
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、

展
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
含
め
て
想
像
を
ふ
く
ら
ま

せ
て
見
て
み
る
の
も
面
白
い
か
も
し
れ
な
い
。

距
離学

生
の
こ
ろ
、
宮
古
諸
島
で
の
調
査
の
往

復
に
船
を
よ
く
利
用
し
た
。
船
は
安
い
し
、

距
離
を
実
感
で
き
る
。
那
覇
か
ら
宮
古
・
石

垣
を
経
由
し
て
台
湾
の
基キ
ー

隆ル
ン

や
高
雄
に
向
か

う
定
期
連
絡
船
で
、
こ
の
ま
ま
乗
っ
て
い
た
ら

台
湾
へ
行
け
る
な
と
思
い
つ
つ
、
つ
い
ぞ
台
湾

ま
で
の
船
旅
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
台
湾

と
沖
縄
の
距
離
を
少
し
だ
け
実
感
し
た
の
は
、

そ
の
後
、
東
京
に
留
学
中
の
台
北
出
身
の
友

人
と
宮
古
へ
出
か
け
た
と
き
の
こ
と
だ
。
池

間
島
で
、
漁
師
さ
ん
は
「
台
湾
は
大
き
な
島

だ
よ
ね
」
と
言
っ
た
。
お
年
寄
り
は
、
戦
時

中
台
湾
へ
疎
開
し
た
と
き
の
思
い
出
と
後
日

当
時
の
知
人
と
再
会
し
た
と
き
の
喜
び
を

語
っ
た
。
東
京
か
ら
来
た
友
人
は
「
こ
こ
は
台

湾
に
と
て
も
近
い
」
と
う
れ
し
そ
う
に
笑
っ
た
。

台
湾
と

沖
縄

宮み
や

岡お
か 

真ま

央お

子こ　

福
岡
大
学
准
教
授

こ
の
近
さ
は
、
八
重
山
諸
島
へ
行
け
ば
も
っ

と
顕
著
だ
。
最
西
端
の
与
那
国
島
か
ら
台
湾

ま
で
は
約
一
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
年
に
数
日

は
台
湾
の
大
き
な
島
影
が
望
め
る
。
た
だ
し
、

友
人
の
い
う
「
近
さ
」
と
は
物
理
的
距
離
の

長
短
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

そ
れ
は
、人
の
往
来
や
交
流
を
と
も
な
う
「
親

し
さ
」
に
近
い
感
覚
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

半
世
紀
間
の
往
来

か
つ
て
台
湾
が
日
本
の
植
民
地
だ
っ
た
半

世
紀
間
、
沖
縄
、
と
り
わ
け
八
重
山
の
人
た

ち
に
と
っ
て
、
台
湾
は
も
っ
と
も
身
近
な
都

会
で
あ
り
、
多
様
な
機
会
に
恵
ま
れ
た
場
所

だ
っ
た
。
進
学
、
就
職
、
資
格
取
得
な
ど
の

た
め
多
く
の
人
が
台
湾
へ
向
か
っ
た
。
与
那

国
島
で
は
、
学
校
を
卒
業
す
る
と
台
湾
で
仕

事
に
就
く
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
。
沖
縄
各

地
の
漁
村
か
ら
は
、
東
部
の
漁
村
に
移
住
が

お
こ
な
わ
れ
た
。
現
在
の
台
湾
東
部
の
漁
法

や
漁
具
に
は
、
沖
縄
漁
民
の
技
術
が
継
承
さ

れ
て
い
る
。
他
方
、
台
湾
か
ら
八
重
山
へ
の

出
稼
ぎ
や
移
住
も
あ
っ
た
。
西
表
島
の
炭
鉱

で
は
過
酷
な
労
働
が
強
い
ら
れ
た
。
石
垣
島

に
は
昭
和
期
に
台
湾
か
ら
の
開
拓
者
が
数
百

人
規
模
で
入
植
し
た
。
台
湾
か
ら
も
た
ら
さ

れ
た
水
牛
や
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
栽
培
は
今
で
は

す
っ
か
り
八
重
山
の
景
観
に
溶
け
込
み
、
台

湾
系
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
健
在
だ
。
ま
た
、

池
間
島
の
お
年
寄
り
の
よ
う
に
太
平
洋
戦
争

末
期
に
台
湾
へ
疎
開
し
た
人
は
、
宮
古
・
八

重
山
を
中
心
に
一
万
人
以
上
に
の
ぼ
っ
た
。
そ

し
て
一
九
四
五
年
、
台
湾
と
沖
縄
と
の
あ
い
だ

に
は
国
境
線
が
引
か
れ
た
。
そ
の
後
数
年
間
、

こ
の
海
域
で
は
「
密
貿
易
」
が
盛
ん
に
お
こ

な
わ
れ
、
そ
の
中
継
基
地
と
な
っ
た
与
那
国

島
は
空
前
の
好
景
気
に
潤
っ
た
。

「
近
さ
」
の
回
復
に
向
け
て

台
湾
で
も
沖
縄
で
も
、
こ
う
し
た
時
代
を

直
接
経
験
し
た
人
は
も
は
や
少
な
く
な
り
、

こ
と
ば
も
通
じ
な
い
。
往
来
の
記
憶
は
遠
い

も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

経
験
と
記
憶
を
頼
り
に
自
治
体
は
交
流
の
道

を
探
り
、
台
湾
東
部
の
花
蓮
市
と
与
那
国
町

（
一
九
八
二
年
）、
蘇す
お
う澳
鎮
と
石
垣
市
（
一
九
九

五
年
）、
基
隆
市
と
宮
古
島
市
（
二
〇
〇
七
年
）

の
あ
い
だ
で
姉
妹
都
市
協
定
が
締
結
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
石
垣
市
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら

台
北
の
あ
る
国
立
大
学
と
提
携
し
て
留
学
生

派
遣
を
開
始
し
た
。
台
湾
東
部
と
八
重
山
・

宮
古
地
域
間
の
経
済
活
動
促
進
を
目
的
と
す

る
民
間
団
体
主
催
の
会
合
も
近
年
開
催
さ
れ

て
い
る
。

残
念
な
が
ら
あ
の
定
期
連
絡
船
は
、
船
会

社
が
倒
産
し
五
年
前
に
廃
止
さ
れ
た
。
し
か

し
そ
れ
と
相
前
後
す
る
よ
う
に
、
今
度
は
基

隆
か
ら
石
垣
・
那
覇
へ
の
豪
華
な
ク
ル
ー
ズ

船
が
往
来
し
て
い
る
。
い
ま
、
台
湾
と
沖
縄

を
結
ぶ
海
域
で
は
、
あ
ら
た
な
形
で
の
交
流

や
人
の
往
来
、
そ
し
て
「
近
さ
」
の
回
復
が

模
索
さ
れ
て
い
る
。

上：クルーズ船で石垣におりた観光客が浴衣を着た台湾
人女性と記念写真
左：石垣市役所前にある石垣市と蘇澳鎮の友好親善の
碑。1995年に姉妹都市の締結がなされた
※3点とも撮影・上水流久彦

民族衣装を縫っているところ。やはりビーズや銀細工を多用

台湾の基隆と石垣・那覇を結ぶクルーズ船。
1997年から夏期を中心に運行されている

女性の民族衣装の胸元に光るビーズや金属製の飾り物に注目
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文
化
人
類
学
者
・
民
族
学
者
に
と
っ
て
、

葬
送
や
埋
葬
は
古
く
か
ら
特
別
な
関
心
対

象
だ
っ
た
。
人
類
は
集
団
に
よ
っ
て
文
化
が

異
な
る
が
、
ど
の
集
団
も
人
の
死
に
何
ら
か

の
意
味
づ
け
を
し
、
人
が
死
ん
だ
ら
ど
う
な

る
か
と
い
う
疑
問
に
、
何
か
し
ら
の
答
え
を

も
つ
か
ら
で
あ
る
。

民
博
の
常
設
展
示
を
回
っ
て
も
、
各
地

の
「
死
者
を
弔
う
か
た
ち
」
が
見
て
取
れ
る
。

た
と
え
ば
、
朝
鮮
半
島
の
伝
統
的
な
葬
送
で

は
、
輿こ
し
に
「
木
偶
」
と
よ
ば
れ
る
飾
り
を
付

け
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
❷
。
死
者
を
送
る
に

際
し
、
木
で
作
っ
た
人
形
や
動
植
物
を
、
せ

め
て
も
の「
連
れ
」と
し
て
付
け
て
や
る
の
だ
。

南
ア
フ
リ
カ
の
ザ
ン
ビ
ア
に
暮
ら
す
チ
ェ

ワ
の
人
び
と
が
お
こ
な
う
葬
送
に
は
、「
ニ
ャ

ウ
・
ヨ
レ
ン
バ
」
と
い
う
被か
ぶ
り
物
が
登
場
す

る
❸
。
演
じ
手
た
ち
の
秘
密
結
社
は
、
喪
明

け
の
儀
礼
で
こ
れ
を
被
っ
て
踊
る
。
秘
密
結

社
に
属
さ
な
い
人
た
ち
は
、
森
の
動
物
が
死

者
の
霊
を
森
へ
と
誘
う
た
め
来
て
く
れ
た
の

だ
と
歓
迎
す
る
。
い
ず
れ
の
標
本
資
料
に
も
、

死
者
の
孤
独
な
旅
路
に
便
宜
を
は
か
っ
て
や

ろ
う
と
い
う
共
通
の
認
識
が
、
モ
ノ
と
し
て

表
れ
て
い
る
。

埋
葬
具
も
同
様
だ
。
伝
統
的
な
装
飾

が
描
か
れ
た
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
棺ひ
つ
ぎか

ら
も
❺
、

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
葬
送
で
死
者
の
魂
を
収
め

る
容
器
か
ら
も
❹
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
オ
ラ
ン・

ウ
ル
社
会
の
墓
柱
か
ら
も
❶
、
愛
す
る
者
の

遺
体
を
無む

げ碍
に
放
置
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
と
い
う
共
通
の
認
識
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ

う
だ
。
ま
た
、
ど
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

の
人
び
と
が
死
に
つ
い
て
も
つ
、
心
の
な
か

の
イ
メ
ー
ジ
を
具
現
化
さ
せ
た
モ
ノ
、
す
な

わ
ち
、
認
識
が
物
体
に
な
っ
た
と
思
わ
せ
る
。

し
か
し
、
順
序
を
逆
に
考
え
る
こ
と
も
出

来
る
。
こ
う
し
て
モ
ノ
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら

こ
そ
、
そ
の
地
域
の
人
び
と
は
特
定
の
死
生

観
を
共
有
し
、
伝
承
す
る
こ
と
が
出
来
る
、

と
。
木
偶
と
い
う
モ
ノ
が
存
在
す
る
か
ら
、

人
び
と
は
死
者
に
同
行
者
を
付
け
よ
う
と
し
、

ニ
ャ
ウ
・
ヨ
レ
ン
バ
は
秘
密
結
社
に
存
在
意

義
を
与
え
る
。
埋
葬
具
の
模
様
は
、
死
の
イ

メ
ー
ジ
を
世
代
か
ら
世
代
へ
と
伝
え
る
。「
死

者
を
弔
う
か
た
ち
」
は
、「
生
者
を
弔
い
に

誘
う
か
た
ち
」
で
も
あ
る
の
だ
。

死
と
は
、
存
在
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ

る
。
死
の
先
に
は
、
本
来
は
何
も
存
在
し
な

い
。
だ
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
人
び
と
は
死
に

向
き
あ
う
術す
べ
が
な
い
。
こ
こ
で
挙
げ
た
標
本

資
料
た
ち
は
、
そ
の
空
白
を
き
ち
ん
と
埋
め

つ
く
し
て
く
れ
る
。
こ
う
し
た
モ
ノ
の
存
在

が
、
人
間
社
会
に
お
い
て
死
と
い
う
現
象
を

律
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

死者を弔うかたち
太
お お

田
た

 心
し ん

平
ぺ い

　民博 民族社会研究部
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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

❹

❶ 墓柱、マレーシア（民族：オラン・ウル）、
直径 32 ×高さ295㎝、H0168197

❷ 喪輿（死者運搬用輿）についている木偶、 
韓国、長さ525 ×高さ190㎝、H0214826

❸ ニャウ・ヨレンバ（ハイエナ）、 
ザンビア（民族：チェワ）、幅 78 ×長さ203 

×高さ169 cm、H0168242

❹ 彫像（ウリ）、パプアニューギニア、 
幅 13 ×奥行 13 ×高さ59cm、H0144385

❺ 柱状棺（遺骨入れ容器）、 
オーストラリア（民族：アボリジニ）、 
直径 21 ×高さ202cm、H0085787

❶

❷

❸

❺



今
回
は
、
中
国
上
海
の
農
民
た
ち
が
一
枚
一
枚
手
で
描
い
た
小

さ
な
民
間
芸
術
「
金
山
農
民
画
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

農
民
画
の
起
源
は
人
民
公
社
時
代
の
農
業
振
興
や
新
技
術
の
広

報
普
及
を
目
的
と
し
た
ポ
ス
タ
ー
で
、
1
9
5
0
年
代
の
陝
西

省
で
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

1
9
7
0
年
代
に
上
海
近
郊
に
あ
る
農
村
、
金
山
で
、
そ
れ
ま

で
の
ス
タ
イ
ル
を
刷
新
し
、
中
国
刺し

繍し
ゅ
うの

色
使
い
、
伝
統
的
な

切
り
絵
を
ベ
ー
ス
に
、
立
体
感
を
排
除
し
た
平
面
的
な
構
成
を

取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
生
活
に
根
ざ
し
た
絵
」「
郷
土
の
香
り
の
す
る
絵
」
と
し
て

知
ら
れ
る
「
金
山
農
民
画
」。
ど
こ
か
に
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
絵

画
を
、
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

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

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
渋
沢
敬
三
を
語
る
―
偉
大
な
る
学
問
の
庇ひ

ご護
者し
ゃ

」

　

井
上
潤
（
渋
沢
史
料
館 

館
長
）

　

内
田
幸
彦
（
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館

　
　
　
　
　
　

主
任
学
芸
員
）

　

武
田
晴
人
（
東
京
大
学
大
学
院 

教
授
）

　

宮
本
瑞
夫
（
宮
本
記
念
財
団 

理
事
長
）

　

久
保
正
敏
（
本
館 

教
授
）

日
時　

10
月
13
日
（
日
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分
（
13
時
開
場
）

会
場　

講
堂
（
定
員
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

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

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

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
再
会
の
食
卓
」

歴
史
的
・
政
治
的
状
況
の
中
で
離
散
し
て
い
た
家
族

の
、
長
年
を
経
た
再
会
の
ド
ラ
マ
を
通
し
て
、
現
代

社
会
の
中
で
離
れ
て
生
活
を
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な

い
家
族
の
ゆ
く
え
を
、
皆
さ
ん
と
と
も
に
考
え
て
い

き
ま
す
。

日
時　

9
月
15
日
（
日
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
16
時
（
13
時
開
場
）

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

研
究
公
演

「
共
振
す
る
大
地
の
リ
ズ
ム

―
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ

ソ・
カ
バ
コ
と
佐
渡・
春
日
鬼
組
の
競
演
」

ア
フ
リ
カ
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
の
グ
ワ
ン
の
人
び
と

の
間
に
継
承
さ
れ
る
葬
送
儀
礼
の
楽
士
と
し
て
育
っ

た
バ
ラ
フ
ォ
ン
奏
者
ム
ッ
サ
・
ヘ
マ
率
い
る
グ
ル
ー

プ
「
カ
バ
コ
」
と
、
佐
渡
「
春
日
鬼
組
」
の
競
演
を

通
じ
て
、
大
地
と
生
活
に
密
着
し
て
生
み
出
さ
れ
る

音
の
世
界
を
体
感
で
き
ま
す
。

日
時　

11
月
3
日
（
日
・
祝
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分
（
13
時
開
場
）

中
国
上
海
の
「
金
山
農
民
画
」

日
時　

9
月
29
日
（
日
）
9
時
〜
17
時

会
場　

講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
事
前
申
込
制
、
参
加
無
料

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

9
月
14
日
（
土
）
は
万
国
博
覧
会
閉
幕
記
念
の
た
め
、

9
月
16
日
（
月･

祝
）
は
敬
老
の
日
の
た
め
、
本
館

展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

た
だ
し
16
日
に
つ
い
て
は
自
然
文
化
園
（
有
料
区

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

※
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
4
回　

10
月
5
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
特
別
展
関
連
】

渋
沢
敬
三
の
「
民
具
」
へ
の
こ
だ
わ
り

講
師　
小
島
摩
文
（
鹿
児
島
純
心
女
子
大
学 

教
授
）

ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
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
し
ま
す
。

第
4
2
5
回　

11
月
2
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

く
す
り
の
民
族
学

講
師　
小
山
修
三
（
千
里
文
化
財
団 

理
事
長

　
　
　
　
　
　
　
　
国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
）

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

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

第
83
回
民
族
学
研
修
の
旅

ベ
ト
ナ
ム
西
北
部　
少
数
民
族
の
世
界
へ

11
月
21
日
（
木
）
〜
29
日
（
金
）
9
日
間

訪
問
先
：
ベ
ト
ナ
ム
（
ハ
ノ
イ
、
マ
イ
チ
ャ
ウ
、
ソ
ン
ラ
ー
、
サ
パ
）

少
数
民
族
の
村
の
訪
問
や
市
場
め
ぐ
り
、
高
床
式
の
民
家
で
の
宿

泊
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
体
験
セ
ミ
ナ
ー
、
民
族
学
研
修
の
旅
と
も
に
詳
細
は
上
記
友
の

会
ま
で
お
訪
ね
く
だ
さ
い
。

会
場　

講
堂
（
先
着
4
5
0
名
）

申
込
締
切　

10
月
10
日
（
木
）
必
着

※
事
前
申
込
制
、
参
加
無
料

み
ん
ぱ
く
×
Ｍ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ
p
r
e
s
e
n
t
s

「
行
っ
て
！ 

わ
か
っ
た
！ 

こ
れ
が
び
っ
く
り
リ
ア
ル
世
界
だ
。」

「
60
日
間
ほ
ぼ
世
界
一
周
」
河
田
直
也
さ
ん
（
Ｍ
Ｂ

Ｓ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）
と
、「
狩
猟
採
集
民
を
お
っ
て

世
界
を
め
ぐ
る
」
本
館
教
授
池
谷
和
信
に
よ
る

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
司
会
は
、
古
川
圭
子
さ
ん

（
M
B
S
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）
で
す
。

日
時　

9
月
16
日
（
月･

祝
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
14
時
30
分
（
13
時
開
場
）

会
場　

講
堂
（
定
員
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

み
ん
ぱ
く
手
話
言
語
学
フ
ェ
ス
タ
2
0
1
3

◆
語
順
と
数す
う
に
関
す
る
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日
時　

9
月
27
日
（
金
）
9
時
20
分
〜
18
時

会
場　

第
4
・
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
80
名
）

※
事
前
申
込
制
、
参
加
無
料

◆
言
語
の
記
述
に
関
す
る
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日
時　

9
月
28
日
（
土
）
9
時
〜
12
時
45
分

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
80
名
）

※
事
前
申
込
制
、
参
加
無
料

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
白
塔
」

ふ
た
り
の
ろ
う
者
の
恋
愛
か
ら
結
婚
を
描
い
た
本
作

品
は
、
私
た
ち
に
等
し
く
与
え
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
日
常
の
営
み
を
映
し
出
し
て
い

ま
す
。
上
映
を
通
じ
て
、
ろ
う
者
側
か
ら
み
た
手
話

や
社
会
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

9
月
28
日
（
土
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
16
時
45
分
（
13
時
開
場
）

会
場　

講
堂
（
定
員
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

◆
手
話
言
語
と
音
声
言
語
に
つ
い
て
の
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム（
2
）

「
言
語
の
語
順
と
文
構
造
」

第
4
2
5
回　

10
月
19
日（
土
）

【
企
画
展
関
連
】

心
の
武
装
解
除

―
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク「
武
器
を
ア
ー
ト
に
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
考
え
る

講
師　
𠮷
田
憲
司（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

ア
フ
リ
カ
の
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

で
は
、
内
戦
終
結
後
も
大

量
の
武
器
が
民
間
に
残
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
武
器
を
農

具
や
自
転
車
と
交
換
し
て

回
収
し
、
武
装
解
除
を
は

か
る
と
と
も
に
、
回
収
し
た

武
器
を
素
材
に
ア
ー
ト
の
作

品
を
生
み
出
し
て
、
平
和
を

人
々
の
心
に
定
着
さ
せ
よ

う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
銃
を
鍬

に
」
の
意
義
を
考
え
ま
す
。

金山農民画
小（22×22cm）　　　　　6,090円
大（37×37cm）　　　　　8,400円

※サイズは額装を含めたもの

み
ん
ぱ
く
で
収
集
し
た
作
品
《
い
の
ち
の

輪
だ
ち
》
の
制
作
　
2
0
1
2
年
10
月

訃
報
　
近
藤
雅
樹
教
授

　
み
ん
ぱ
く
の
近
藤
雅
樹
教
授
が
、
本
年
八
月

三
日
に
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。
近
藤
教
授
は
、
民

俗
学
者
・
宮
本
常
一
の
高
弟
と
し
て
民
俗
学
研

究
の
王
道
を
あ
ゆ
み
、
一
九
九
〇
年
三
月
に
み
ん

ぱ
く
に
就
任
し
て
二
〇
年
余
、
一
貫
し
て
日
本

研
究
、
民
具
研
究
、
物
質
文
化
研
究
を
主
導
す

る
と
と
も
に
、
渋
沢
敬
三
の
民
俗
学
に
傾
倒
し
、

み
ん
ぱ
く
の
基
礎
資
料
で
あ
る
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー

ゼ
ア
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
整
理
・
分
析
に
邁
進

し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
総
決
算
と
し
て
心
血

を
そ
そ
い
だ
特
別
展
「
屋
根
裏
部
屋
の
博
物
館
」

実
現
と
い
う
ご
遺
志
を
生
か
す
べ
く
、
み
ん
ぱ

く
が
一
丸
と
な
っ
て
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
関
連
催
し
物
の
一
部
に
つ
い
て
の
余
儀
な

い
変
更
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
い
た
し
ま
す
。

　
近
藤
教
授
は
、
本
誌
の
編
集
委
員
を
長
年
勤

め
、
味
わ
い
深
い
記
事
を
連
載
す
る
な
ど
、
本

誌
に
も
多
大
な
貢
献
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ

ら
た
め
て
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
深
く
哀
悼
の

意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

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

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

価格はすべて税込

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　
飯
田
卓
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

　
　
　
木
村
裕
樹
（
龍
谷
大
学 

非
常
勤
講
師
）

　
　
　
永
井
美
穂
（
渋
沢
史
料
館 

学
芸
員
）

青
年
時
代
に
友
人
た
ち
と
一
緒
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
持
ち
寄
り
、

ガ
レ
ー
ジ
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
し
ま
す
。

渋
沢
敬
三
（『
柏
葉
拾
遺
』
よ
り
）
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唯
一
の
大
学
付
置
キ
ル
ト
研
究
セ
ン
タ
ー
・
博
物
館

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ル
ト
ス
タ
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
ア
ン
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ネ
ブ
ラ
ス

カ
州
リ
ン
カ
ー
ン
に
あ
る
ネ
ブ
ラ
ス
カ
大
学
付
属
の
キ
ル
ト
研
究
セ
ン
タ
ー
・
博
物
館
で
あ
る
。﹁
キ
ル
ト
・
ハ
ウ
ス
﹂

と
よ
ば
れ
る
そ
の
建
物
自
体
が
、
三
つ
の
層
を
も
つ
キ
ル
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
り
、
内
部
は
、
自
然
の
光
の
な
か
で

キ
ル
ト
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
回
廊
や
空
間
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
唯
一
の
大
学
付
置
キ
ル
ト
専
門
博
物
館
と
し

て
、
世
界
の
キ
ル
ト
収
集
と
そ
の
研
究
を
推
進
し
て
き
た
。
世
界
各
地
か
ら
訪
れ
る
研
究
者
、
コ
レ
ク
タ
ー
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
、
そ
し
て
一
般
市
民
も
と
も
に
キ
ル
ト
を
味
わ
い
、
情
報
を
交
換
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
入
り
口
付
近
に
は
市

民
が
作
成
し
た
キ
ル
ト
も
展
示
さ
れ
て
お
り
、
展
示
の
説
明
に
も
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
躍
し
て
い
る
。

世
界
各
地
か
ら
収
集
さ
れ
た
キ
ル
ト
は
、
昆
虫
や
ゴ
ミ
な
ど
を
取
り
除
き
、
情
報
収
集
や
共
同
研
究
な
ど
の
過
程
を
経

て
保
存
さ
れ
る
。
キ
ル
ト
の
保
存
に
は
化
学
薬
品
は
使
用
せ
ず
、
密
封
し
た
部
屋
に
静
か
に
数
ヶ
月
置
い
て
お
き
、
出
て

き
た
昆
虫
を
専
用
の
掃
除
機
で
吸
い
取
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
研
究
に
際
し
て
は
、
何
枚
も
の
キ
ル
ト
を
同
時
に
広
げ

る
こ
と
が
で
き
る
ゆ
っ
た
り
し
た
部
屋
で
、
キ
ル
ト
の
ま
わ
り
に
人
び
と
が
寄
り
集
ま
り
議
論
を
重
ね
て
い
る
。
ま
た
、
キ

ル
ト
の
写
真
を
撮
影
す
る
地
下
の
部
屋
は
、
こ
の
地
域
で
頻
発
す
る
竜
巻
な
ど
の
際
の
シ
ェ
ル
タ
ー
を
兼
ね
て
い
る
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・シ
ョ
ッ
プ
で
は
展
示
に
関
す
る
書
籍
の
ほ
か
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・グ
ッ
ズ
と
し
て
、
待
ち
針
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
グ
と
ポ
シ
ェ
ッ
ト
の
セ
ッ
ト
を
販
売
し
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
の
研
究
者
た
ち
が
、
自
分
た

ち
が
使
い
た
い
デ
ザ
イ
ン
に
こ
だ
わ
っ
て
開
発
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

収
蔵
品
の
数
は
三
五
〇
〇
点
を
超
え
、公
共
機
関
が
有
す
る
世
界
最
大
規
模
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
元
と
な
っ

て
い
る
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
一
九
世
紀
後
期
か
ら
の
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
と
メ
ノ
ナ
イ
ト
の
キ
ル
ト
が
大
部
分

を
占
め
て
お
り
、
そ
の
大
多
数
は
、
オ
ハ
イ
オ
州
や
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
を
中
心
に
、
中
西
部
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
の
一
〇
〇
以
上
も
の
キ
ル
ト
が
、﹁
ス
タ
ジ
オ
・
ア
ー
ト
・
キ
ル
ト
・
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
﹂︵
伝
統
的
な
パ
タ
ー
ン
や
色

に
基
づ
く
製
作
法
に
従
う
の
で
は
な
く
、
新
し
い
ア
ー
ト
と
し
て
の
キ
ル
ト
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
一
九
六
〇
年
代
以

降
の
活
動
︶
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
D
C
の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
博
物
館
を
は
じ
め
著
名
な
博
物
館
で
展
示

さ
れ
た
ほ
か
、
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
展
示
さ
れ
、
一
〇
万
人
を
動
員
し
た
。

カ
ー
ゴ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
主
と
し
て
ア
ラ
バ
マ
州
の
ア
フ
リ
カ
ン
ア
メ
リ
カ
ン
の
女
性
た
ち
が
作
っ
た
一
五
六
の

キ
ル
ト
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
サ
ラ・ミ
ラ
ー・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
九
九
の
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ・ク
リ
ブ
キ
ル
ト︵
子
ど
も
用
ベ
ッ

ド
カ
バ
ー
︶
は
、
一
九
八
〇
年
代
最
初
か
ら
中
期
ま
で
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
、
中
西
部
か
ら
収
集

さ
れ
、
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
・
キ
ル
ト
に
特
徴
的
な
暗
い
深
い
色
の
も
の
が
多
い
が
、
一
九
三
〇
年
代
と
一
九
四
〇
年
代
の
よ

り
明
る
く
は
っ
き
り
し
た
色
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

キ
ル
ト
が
歴
史
を
物
語
る

二
〇
一
二
年
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
展
示
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
歴
史
上
特
に
人
気
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
を
含
む
キ

ル
ト
、
ア
ー
ト
と
し
て
の
キ
ル
ト
を
追
求
す
る
活
動
の
な
か
で
作
ら
れ
て
き
た
キ
ル
ト
、
お
よ
び
イ
ン
デ
ィ
ゴ
イ
ン
ク

の
歴
史
を
反
映
し
た
キ
ル
ト
の
三
種
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

移
動
し
て
ゆ
く
人
び
と
に
贈
ら
れ
る
﹁
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
・
キ
ル
ト
﹂
は
、
ア
ル
バ
ム
・
キ
ル
ト
、
シ
グ
ネ
チ
ャ
ー
・

キ
ル
ト
と
も
よ
ば
れ
、
新
し
い
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
す
人
び
と
の
行
く
手
の
無
事
と
繁
栄
を
祈
っ
て
、
贈
る
人
び
と
自

身
の
名
前
を
入
れ
た
キ
ル
ト
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
作
ら
れ
た
、﹁
V
﹂
の
字
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
﹁
ビ
ク
ト
リ
ー
・
キ
ル
ト
﹂
や
黒
人

奴
隷
の
生
活
を
描
き
出
し
た
キ
ル
ト
な
ど
は
、
人
び
と
の
信
条
や
考
え
方
を
キ
ル
ト
に
よ
っ
て
見
る
も
の
に
伝
え
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ゴ
・
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
歴
史
と
技
術
の
展
示
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
デ
ィ
ゴ
の

色
が
美
し
い
キ
ル
ト
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ゴ
の
色
に
よ
り
キ
ル
ト
の
製
作
時
期
を
推
測
で

き
る
こ
と
な
ど
、
科
学
技
術
と
キ
ル
ト
と
の
関
係
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

キ
ル
ト
は
、
表
布
、
裏
布
、
中
綿
の
三
つ
を
縫
い
合
わ
せ
て
ベ
ッ
ド
カ
バ
ー
な
ど
と
し
て
実
用
的
に
用
い
ら
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
複
数
の
表
布
を
組
み
合
わ
せ
た
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
が
人
気
が
あ
り
、
一
枚
の
キ
ル
ト

に
何
人
も
が
参
加
し
て
制
作
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
キ
ル
ト
好
き
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
の
こ
と
ば
は
、
キ
ル
ト
が
、

ひ
と
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
し
て
多
様
な
人
び
と
に
よ
っ
て
育
ま
れ
て
き
た
文
化
で
あ
る
こ
と
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 歴

史
を
織
り
な
す
キ
ル
ト

鈴す
ず

木き 

七な
な

美み

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

女
性
た
ち
が
キ
ル
ト
に
織
り
込
ん
だ
、さ
ま
ざ
ま
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
。

一
枚
一
枚
が
集
ま
り
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
と
き
、

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
歴
史
を
語
り
出
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

博物館外観。著名な建築家によって設計された自然の光のなかでキルトを見ることができる回廊キルトの保管棚（現在研究中の中国のもの）黒人奴隷の生活を描いたアート・
キルト

キルトに関する研究ミーティング

●

●

アメリカ

ワシントン D.C.リンカーン

メキシコ

カナダ
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先
住
民
主
体
の
カ
フ
ェ
、オ
ー
プ
ン

二
〇
一
一
年
一
二
月
一
六
日
、
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
（
マ
ヤ
の

人
）
と
い
う
名
前
の
生
産
者
協
同
組
合
（
以
下
、マ
ヤ
ビ
ニ
ッ

ク
）
の
自
家
焙ば

い
せ
ん煎

カ
フ
ェ
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
場
所
は
、
メ

キ
シ
コ
最
南
部
チ
ア
パ
ス
州
の
古
都
サ
ン
・
ク
リ
ス
ト
バ
ル

市
の
歩
行
者
天
国
の
端
。
山
本
純
一
研
究
室
が
受
託
し
た

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
（
国
際
協
力
機
構
）
草
の
根
技
術
協
力
事
業
の

成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

カ
フ
ェ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
最
高
の
コ
ー
ヒ
ー
を
栽
培
、

焙
煎
、
抽
出
す
る
」。
コ
ー
ヒ
ー
畑
で
の
栽
培
・
収
穫
か
ら

精
製
、
焙
煎
を
経
て
、
最
終
的
な
カ
ッ
プ
提
供
に
至
る
ま

で
の
垂
直
統
合
ビ
ジ
ネ
ス
を
意
識
し
て
議
論
を
重
ね
て
決

定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
地
元
で
も
っ
と
も
美
味

し
い
と
評
判
に
な
り
、
開
店
初
年
度
で
黒
字
（
純
利
益
率

七
％
）を
達
成
し
た
。
店
長
以
下
、こ
の
カ
フ
ェ
の
バ
リ
ス
タ
、

焙
煎
士
、
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
は
、
先イ

ン
デ
ィ
オ

住
民
の
組
合
員
も
し
く
は

そ
の
子
弟
で
、
自
信
と
誇
り
を
も
っ
て
働
い
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
光
景
は
、
一
〇
年
ほ
ど
前
の
最
初
の
出
会
い
か

ら
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

出
会
い
か
ら
学
び
合
い
へ

そ
れ
は
偶
然
だ
っ
た
。
コ
ー
ヒ
ー
と
は
全
然
関
係
の
な

い
調
査
で
山
本
が
訪
れ
た
チ
ア
パ
ス
高
地
の
難
民
村
の

リ
ー
ダ
ー
か
ら
、
彼
が
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
の
組
合
長
で
、
コ
ー

ヒ
ー
豆
の
輸
出
先
に
困
っ
て
い
る
と
の
メ
ー
ル
を
帰
国
後

受
け
取
っ
た
の
が
始
ま
り
だ
。
そ
こ
で
ゼ
ミ
生
と
相
談

し
、
実
験
的
に
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
の
焙
煎
豆
を
航
空
便
で

輸
入
し
、
渋
谷
の
カ
フ
ェ
に
お
い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

二
〇
〇
三
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
、評
価
は
芳
し
く
な
く
、

売
れ
残
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
学
生
が
中
心
と
な
っ
て
、
生
豆
を
輸
入
し
て

く
れ
る
コ
ー
ヒ
ー
商
社
も
見
つ
け
た
。
し
か
し
、
学
生
の

活
動
は
卒
業
す
る
と
終
わ
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た

め
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
は
山
本
が
代
表
と
な
っ
て
設
立
し

た
任
意
団
体
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｆ
Ｔ
Ｐ
）

を
通
じ
て
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
資
金
を
獲
得
し
、
懸
案
で
あ
っ
た

焙
煎
豆
の
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
技
術
協
力
（
第
一
期
）

と
カ
フ
ェ
づ
く
り
（
第
二
期
）
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

技
術
支
援
と
は
い
っ
て
も
、
当
初
Ｆ
Ｔ
Ｐ
は
素
人
集
団

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
外
部
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
や
飲
食
業
界
の
専

門
家
を
理
事
や
顧
問
と
し
て
迎
え
、
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
の
人
び

と
と
一
緒
に
わ
た
し
た
ち
も
コ
ー
ヒ
ー
と
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
に

つ
い
て
学
ん
だ
。
栽
培
、
精
製
、
焙
煎
、
抽
出
、
カ
ッ
プ
テ
ー

ス
テ
ィ
ン
グ
、
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
の
経
営
な
ど
で
あ
る
。

特
に
カ
フ
ェ
の
開
店
前
は
、「
高
品
質
高
価
格
戦
略
」
を
め

ぐ
り
、
安
さ
で
勝
負
し
よ
う
と
す
る
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
幹
部
と

け
ん
か
腰
で
議
論
し
た
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
も
、
カ
フ
ェ
を
も
ち
、
顧
客
と
直
接

接
す
る
よ
う
に
な
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
た
。
自
ら
工
夫
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
当
初
は
出
来
合
い
の

ケ
ー
キ
を
出
し
て
い
た
が
、一
六
歳
の
女
性
店
員
（
中
学
生
）

が
ホ
ー
ム
メ
ー
ド
に
し
て
味
を
よ
く
す
る
と
同
時
に
、
利

益
を
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｆ
Ｔ
Ｐ
も
変
わ
っ

た
。
卒
業
生
が
起
業
し
て
、
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
の
コ
ー
ヒ
ー
を

日
本
で
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
で
の
カ
フ
ェ
づ
く
り
を
目
指
し
て

山
本
ゼ
ミ
の
卒
業
生
で
あ
る
杉
山
が
株
式
会
社
豆
乃
木

を
創
業
し
た
の
は
、
大
学
を
卒
業
し
て
半
年
が
過
ぎ
た
こ

ろ
だ
っ
た
。
新
興
国
と
か
か
わ
る
ビ
ジ
ネ
ス
を
興
し
た
い
と

い
う
願
望
は
あ
っ
た
が
、
な
か
な
か
決
断
が
下
せ
な
か
っ
た
。

Ｆ
Ｔ
Ｐ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
そ
の
活
動
に
参
加
し
、
山
本
か

ら
背
中
を
押
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
決
定
的

だ
っ
た
の
は
、
日
本
国
内
の
あ
る
農
業
従
事
者
が
発
し
た

こ
と
ば
だ
。

「
農
家
に
と
っ
て
一
番
嬉
し
い
こ
と
は
何
だ
と
思
う
。
そ

れ
は
、
作
っ
た
も
の
が
掛
け
た
手
間
に
見
合
っ
た
価
格
で
売

れ
る
、
と
い
う
単
純
な
こ
と
だ
よ
」

こ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
杉
山
は
自
ら
が
と
る
べ
き
行
動

に
気
づ
か
さ
れ
た
。
新
興
国
と
の
つ
な
が
り
を
、
支
援
者

と
い
う
立
場
で
は
な
く
、
生
産
者
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、

ま
ず
は
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
の
コ
ー
ヒ
ー
を
日
本
国
内
で
販
売
し

よ
う
、
そ
う
決
意
し
た
の
だ
っ
た
。

Ｆ
Ｔ
Ｐ
関
係
者
と
ロ
ー
ス
タ
ー
（
焙
煎
業
者
）
を
含
む
関

係
者
に
支
え
ら
れ
、
事
業
は
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
前

に
進
ん
で
い
る
。大
変
有
り
難
い
こ
と
に
、取
引
相
手
の
ロ
ー

ス
タ
ー
は
、
こ
の
コ
ー
ヒ
ー
の
風
味
や
も
っ
て
い
る
個
性
を

評
価
し
、
継
続
し
て
購
入
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
で
あ
れ
ば
、
尚な

お

よ
し
、
と
い
う
具
合
に
。
だ
か

ら
こ
そ
、
今
で
は
、
社
会
正
義
や
慈
悲
に
訴
え
る
の
で
は

な
く
、「
メ
キ
シ
コ
産
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
」
と
い
う
ひ
と
つ
の

魅
力
あ
る
コ
ー
ヒ
ー
が
、
長
く
愛
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
顧

客
の
生
活
に
根
づ
く
よ
う
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
こ
と
を
心
掛

け
て
い
る
。

来
春
に
は
コ
ン
テ
ナ
に
詰
ま
っ
た
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
の
生
豆

が
着
港
し
、
日
本
全
国
に
届
け
ら
れ
る
。
消
費
国
側
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
を
生
産
地
に
伝
え
る
こ

と
で
、
次
の
春
も
、
そ
の
ま
た
次
の
春
も
、
継
続
し
て
安

定
的
に
取
引
を
す
る
こ
と
が
双
方
の
糧
と
な
り
、
信
頼
関

係
を
高
め
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
近
い
将
来
、
生
産
者
か
ら
ダ
イ
レ
ク
ト
に
届
い
た

豆
を
、
だ
れ
に
で
も
美
味
し
く
飲
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
場

所
（
カ
フ
ェ
）
を
日
本
に
も
設
け
た
い
。
マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
の

コ
ー
ヒ
ー
を
口
に
し
た
人
が
、
そ
の
風
味
に
魅
せ
ら
れ
、
未

知
の
世
界
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
が
で
き
る
の
な
ら
…
…
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

支
援
活
動
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
現
地
の
人
び
と
と
と
も
に
軌
道
に
の
せ
る
に
は
、

そ
れ
な
り
の
年
月
が
か
か
る
も
の
だ
。

大
学
の
研
究
室
を
母
体
と
し
た
支
援
団
体
が
メ
キ
シ
コ
の
コ
ー
ヒ
ー
生
産
者
と
と
も
に
歩
ん
だ
一
〇
年
と
、

こ
れ
か
ら
の
あ
ら
た
な
展
開
を
紹
介
す
る
。

マ
ヤ
ビ
ニ
ッ
ク
と
歩
ん
だ一〇
年
、

こ
れ
か
ら
の一〇
年

山や

ま

本も

と 

純じ
ゅ
ん一い
ち　

慶
應
義
塾
大
学
環
境
情
報
学
部
教
授
（
Ｆ
Ｔ
Ｐ
会
長
）

杉す

ぎ

山や

ま 

世せ

い

子こ　
株
式
会
社
豆
乃
木
代
表
取
締
役
（
Ｆ
Ｔ
Ｐ
理
事
）

メキシコのサン・クリストバル市の組合直営カフェ。豆の焙煎はも
ちろん、スイーツづくりにも着手し、観光客や地元の人で賑わいを
見せている

マヤビニックコーヒーの
基礎となる土づくり

家の軒先で果肉を除去したあとのコーヒーを乾燥さ
せているところ

コーヒーの白い花。チアパス高地では4月から6月ごろに開
花し、11月から2月ごろに実が熟す

コーヒー生豆の選別。マヤビニックのカ
フェでは、手で選別した最高級豆を使
用している
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愛
を
教
え
る
こ
と

白
を
基
調
と
し
た
衣
服
を
身
に
ま
と
っ
た
女
性
た
ち
が

賛
美
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
町
の
目
抜
き
通
り
を
行
進
し

て
い
く
。
リ
ズ
ム
を
取
る
た
め
に
皆
で
叩た
た
く
手
拍
子
と
少

し
音
程
の
ば
ら
つ
い
た
合
唱
が
朝
の
静
寂
を
破
っ
て
い
く
。

「
チ
レ
・
オ
ド
」
だ
。

彼
女
た
ち
が
頭
に
乗
せ
て
い
る
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
製
の

籠
に
は
、
各
人
が
思
い
思
い
に
選
ん
だ
贈
り
物
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
。
自
分
の
畑
で
採
れ
た
農
作
物
を
運
ん
で
い
る

者
も
い
れ
ば
、
売
り
物
で
あ
る
パ
ン
や
飲
料
水
を
も
っ
て

い
く
者
も
い
る
。
近
年
は
、
食
料
品
だ
け
で
は
な
く
金
銭

を
贈
る
こ
と
も
増
え
て
き
た
。

カ
カ
オ
豆
の
生
産
地
と
し
て
有
名
な
ガ
ー
ナ
南
部
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
が
ひ
と
き
わ
強
い
こ
と
で
も
知
ら

れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
人
口
一
万
人
程
度
の
田
舎
町
で

あ
る
プ
ラ
ン
カ
シ
で
二
〇
〇
五
年
よ
り
断
続
的
に
調
査
を

お
こ
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
住
民
の
ほ
と
ん
ど

は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。
町
の
な
か
に
は
少
な
く
と
も

一
五
の
教
会
が
存
在
し
て
お
り
、
チ
レ
・
オ
ド
は
、
イ
ー
ス

タ
ー
や
ク
リ
ス
マ
ス
と
い
っ
た
年
中
行
事
や
日
曜
日
に
お

こ
な
わ
れ
る
礼
拝
と
と
も
に
教
会
の
主
要
な
活
動
の
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
る
。

ガ
ー
ナ
南
部
で
も
っ
と
も
広
範
に
話
さ
れ
て
い
る
チ
ュ

イ
語
で
、チ
レ・オ
ド
は
「
愛
を
教
え
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。

そ
れ
は
、
近
し
い
親
族
を
失
っ
た
者
や
長
い
あ
い
だ
病
気

で
苦
し
ん
で
い
る
者
に
対
し
、
同
じ
教
会
に
通
う
信
徒
た

ち
が
集
団
で
モ
ノ
や
カ
ネ
を
贈
る
行
為
で
あ
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
彼
ら
に
対
す
る
自
分
た
ち
の
「
愛
」
を
示
す
と

い
う
の
だ
。

ガ
ー
ナ
南
部
で
暮
ら
す
人
び
と
の
多
く
は
農
業
や
商
業

で
生
計
を
立
て
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
生
計
に
は
月
ご
と

に
決
ま
っ
た
額
の
収
入
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
働
い
た
分

だ
け
が
収
入
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
親
族
の
死
や
重
病
に

よ
る
働
き
手
の
減
少
は
重
大
な
経
済
的
損
失
を
も
た
ら
し

う
る
。
チ
レ
・
オ
ド
は
ひ
と
つ
の
不
幸
が
更
な
る
不
幸
へ

と
繋つ
な

が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
、
互

い
に
よ
く
見
知
っ
た
者
同
士
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
る

助
け
合
い
で
あ
る
。

健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

病
気
が
重
大
な
経
済
的
損
失
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
は
、

ガ
ー
ナ
政
府
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
政
府
は
こ
の
問
題
に
対

応
す
る
た
め
、
ま
た
、
経
済
的
な
理
由
か
ら
医
療
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
で
き
な
い
人
の
数
を
減
ら
す
た
め
、
国
民
健
康

保
険
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
に
一
部
の
地

域
で
試
験
的
に
運
用
を
開
始
し
た
の
ち
に
段
階
的
に
実
施

範
囲
を
広
げ
、
加
入
者
数
も
着
実
に
増
加
し
て
い
る
。
地

元
の
健
康
保
険
組
合
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
七
年
末
の
時
点

で
、
プ
ラ
ン
カ
シ
の
含
ま
れ
る
郡
で
は
全
人
口
の
六
一・九

パ
ー
セ
ン
ト
が
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
と
い
う
。

一
年
ご
と
に
決
め
ら
れ
た
保
険
料
を
納
め
て
健
康
保
険

に
加
入
す
る
と
、
そ
の
年
の
あ
い
だ
無
料
で
医
療
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
、
薬
剤
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
険
の

掛
け
金
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、
個
々
人
が
計
画
的
に

知
り
合
い
を
助
け
る
、

見
知
ら
ぬ
誰
か
を
助
け
る

浜は
ま

田だ 

明あ
き

範の
り

　
民
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研
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貯
蓄
を
す
れ
ば
無
理
な
く
支
払
え
る
金
額
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
二・五
パ
ー
セ
ン
ト
の
消
費
税
が
目
的
税

と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
の
税
金
が
各
地
の
健
康
保
険
組
合

に
投
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
者
だ
け
が
税
金
の
優
遇
を
受
け
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
人
び
と
も
健
康
保
険
に
加
入
す
る

こ
と
は
得
だ
と
考
え
て
い
る
。

健
康
保
険
が
本
格
的
に
普
及
し
は
じ
め
た
二
〇
〇
六
年

か
ら
の
五
年
間
で
、
町
の
診
療
所
を
訪
れ
る
患
者
の
数
は

三
倍
以
上
に
な
っ
て
お
り
、
人
び
と
は
こ
れ
ま
で
よ
り
も

頻
繁
に
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て

い
る
。
診
療
所
や
病
院
の
人
手
不
足
や
掛
け
金
の
妥
当
性
、

公
平
性
の
有
無
と
い
っ
た
問
題
も
山
積
し
て
い
る
も
の
の
、

ガ
ー
ナ
の
健
康
保
険
制
度
は
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
医
療
政

策
の
先
進
的
な
取
り
組
み
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

一
般
的
な
保
険
と
同
じ
よ
う
に
、
ガ
ー
ナ
の
健
康
保
険

は
互
い
に
見
知
ら
ぬ
人
び
と
が
お
互
い
に
医
療
費
を
融
通

し
合
う
助
け
合
い
の
制
度
で
も
あ
る
。
保
険
に
加
入
し
て

い
る
患
者
の
医
療
費
を
支
払
う
の
は
各
地
の
健
康
保
険
組

合
だ
が
、
そ
の
資
金
は
原
則
的
に
は
他
の
大
勢
の
加
入
者

の
掛
け
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

人
を
助
け
る
ふ
た
つ
の
方
法

知
り
合
い
を
助
け
る
チ
レ
・
オ
ド
は
、
日
本
で
暮
ら
す

わ
た
し
た
ち
に
は
比
較
的
馴な

じ染
み
の
薄
い
助
け
合
い
の
形

か
も
し
れ
な
い
が
、
類
似
の
助
け
合
い
は
ア
フ
リ
カ
の
各

地
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
わ
た
し
た
ち
に
馴

染
み
深
い
健
康
保
険
は
、
ア
フ
リ
カ
で
は
ほ
と
ん
ど
普
及

し
て
い
な
い
珍
し
い
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ふ
た
つ
の
助

け
合
い
は
、
ど
ち
ら
も
病
気
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

経
済
的
損
失
を
補
う
も
の
で
あ
り
、
集
団
か
ら
個
人
へ
と

モ
ノ
や
カ
ネ
を
移
動
さ
せ
る
や
り
方
で
あ
る
。

今
日
、
ガ
ー
ナ
で
暮
ら
す
人
び
と
は
チ
レ
・
オ
ド
と
健

康
保
険
を
と
も
に
用
い
な
が
ら
互
い
に
助
け
合
い
、
病
気

と
苦
境
に
対
処
し
て
い
る
。「
知
り
合
い
を
助
け
る
方
法
」

と
「
見
知
ら
ぬ
誰
か
を
助
け
る
方
法
」
の
両
方
を
駆
使
し

な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
わ
た
し
た
ち
と
同

じ
時
代
を
ガ
ー
ナ
南
部
で
暮
ら
す
人
び
と
の
特
徴
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

患者の増加に伴い検査設備も充実した

チレ・オドでは、食料品が贈られることが多い

教会の前からチレ・オドの行進を始める女たち

健康保険はさまざまな書類によって成り立っている
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も
し
、「
あ
な
た
に
と
っ
て
親
密
な
関
係
に
あ
る
人
、
心
を
開
い
て
い
る

相
手
、
愛
情
を
抱
く
対
象
は
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
一
体
誰
を
思
い
浮
か
べ

る
だ
ろ
う
か
。
友
人
、
同
僚
、
恩
師
、
後
輩
、
は
た
ま
た
ペ
ッ
ト
の
顔
が
浮

か
ん
だ
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
多
く
の
場
合
、
心
に
思
い
描
い

た
の
は
「
家
族
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。

家
族
と
は
、
従
来
か
ら
愛
や
情
緒
的
絆き
ず
なで

結
ば
れ
た
集
団
で
、
互
い
に

ケ
ア
（
世
話
・
配
慮
・
気
遣
い
等
）
を
授
受
す
る
関
係
で
あ
る
と
と
ら
え
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
Ｄ
Ｖ
や
児
童
虐
待
等
、
家
族
間
で
の
暴
力
が
問
題

視
さ
れ
て
い
る
現
状
を
い
ま
一
度
思
い
返
し
て
欲
し
い
。「
家
族
な
の
だ
か

ら
」
と
夫
の
暴
力
を
耐
え
忍
ん
で
き
た
妻
が
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
に
、
む

し
ろ
家
族
を
親
密
さ
や
ケ
ア
と
不
可
分
と
み
な
し
て
き
た
こ
と
が
、
個
人
の

自
由
を
奪
い
抑
圧
的
に
機
能
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
に
は
、
家
族

だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
そ
れ
が
愛
や
ケ
ア
で
媒
介
さ
れ
る
関
係
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
。「
親
密
圏
」
と
は
、こ
う
し
て
既
存
の
家
族
像
が
解
体
さ
れ
、

親
密
な
関
係
を
家
族
に
限
定
せ
ず
再
定
義
し
て
い
く
な
か
で
二
〇
〇
〇
年

代
以
降
急
速
に
普
及
し
た
概
念
で
あ
り
、
情
緒
的
絆
や
ケ
ア
に
よ
っ
て
結

ば
れ
た
人
び
と
の
領
域
を
意
味
す
る
。

親
密
圏
と
い
う
こ
と
ば
の
使
わ
れ
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
す
る
社
会
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

例
え
ば
、
香
港
や
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
を
は
じ
め
、
世
界
各
地
に
出
稼
ぎ
し

て
い
る
家
事
労
働
者
や
介
護
労
働
者
を
思
い
起
こ
し
て
欲
し
い
。
彼
／
彼

女
ら
は
、
自
身
の
家
族
の
ケ
ア
は
母
国
の
親
族
に
委
ね
、
異
国
の
地
で
ケ
ア

を
提
供
し
な
が
ら
血
縁
関
係
の
な
い
子
ど
も
や
高
齢
者
と
の
あ
い
だ
に
親

密
な
関
係
を
築
い
て
い
る
。
い
ま
や
情
緒
的
絆
や
ケ
ア
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た

親密圏
Intimate Sphere

加
か

賀
が

谷
や

 真
ま

梨
り

　民博 機関研究員

領
域
は
国
を
超
え
て
拡
大
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
そ
う
し
た
移
民
の
増
加

は
、
国
家
や
市
民
社
会
に
代
表
さ
れ
る
「
公
共
圏
」
に
も
同
時
に
変
化
を

促
し
て
い
る
。
彼
ら
が
団
結
し
現
地
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
巻
き
込
み
な
が
ら
労
働
条

件
の
改
善
や
労
働
者
と
し
て
の
権
利
拡
大
を
謳う
た

う
な
か
で
、
国
境
を
超
え

た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
民
運
動
が
勃
興
し
て
い
る
の
が
そ
の
好
例
だ
。
親
密
圏

の
拡
大
は
そ
れ
と
二
項
対
立
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
公
共
圏
を
も
揺
る
が

し
、
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
あ
ら
た
な
公
共
圏
を
創
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
親
密
圏
は
人
間
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
関
係
性
と
み
な
さ
れ
、

家
族
以
外
の
場
に
そ
の
創
出
が
謳
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
高
齢
者
福
祉
を

担
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
自
助
グ
ル
ー
プ
等
、
家
族
の
枠
を
超
え
て
ケ
ア
を
授

受
す
る
集
団
を
「
新
た
な
親
密
圏
」
と
み
な
す
研
究
が
そ
れ
だ
。
し
か
し
、

筆
者
は
こ
う
し
た
論
調
に
は
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
例
え
ば
日
本
の
脳
死
臓

器
移
植
に
お
い
て
、
当
人
の
意
思
よ
り
も
家
族
の
意
思
が
優
先
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
、
日
本
の
場
合
、
個
人
の
生
の
処
遇
権
は
そ
の
家
族
に
委
ね
ら
れ

て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
く
ら
新
た
に
親
密
な
関
係
を
形
成
し
た
と
こ
ろ
で
、

家
族
が
有
し
て
き
た
生
の
処
遇
権
が
易や
す
や
す々

と
そ
こ
に
移
譲
さ
れ
る
と
は
思
え

な
い
の
だ
。
実
際
に
筆
者
の
調
査
地
で
は
、
地
域
住
民
が
い
く
ら
高
齢
者

を
ケ
ア
し
在
宅
で
最
期
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
尽
力
し
て
も
、
最
期
を
ど
こ
で

迎
え
る
か
の
決
定
権
は
高
齢
者
の
家
族
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
新

た
な
親
密
圏
が
家
族
に
取
っ
て
代
わ
る
可
能
性
を
模
索
す
る
よ
り
も
親
密

圏
と
家
族
と
の
相
違
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
家
族
と
は
何
か
と
問
う
て
い
く

こ
と
の
方
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
親
密
圏
は
家
族
を
解

体
す
る
な
か
で
生
み
出
さ
れ
、
ま
た
逆
説
的
に
家
族
の
再
定
義
を
促
す
と

い
う
点
に
お
い
て
も
意
味
の
あ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そうだった
のか！
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現
地
で
語
り
継
が
れ
る
記
憶

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ソ
連
に
よ
る
抑
留
と
い
え
ば
、
シ
ベ
リ

ア
抑
留
が
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
央
ア
ジ
ア
に
も
日
本
人
が

抑
留
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
数

は
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
約
六
万
人
、
ウ

ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
約
二
万
人
に
お
よ

ぶ
と
い
わ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
認

知
度
の
低
さ
と
は
裏
腹
に
、
じ
つ
は

中
央
ア
ジ
ア
で
は
日
本
人
抑
留
者
の

記
憶
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

わ
た
し
が
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
初
め

て
日
本
人
抑
留
者
に
つ
い
て
聞
い
た

の
は
、
一
九
九
九
年
に
留
学
の
た
め

現
地
に
到
着
し
た
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

滞
在
先
の
カ
ザ
フ
人
女
性
が
レ
コ
ー

ド
を
か
け
る
と
、
戦
前
の
も
の
と
お

ぼ
し
き
日
本
歌
謡
が
雑
音
の
む
こ
う

か
ら
響
い
て
き
た
。
レ
コ
ー
ド
は
女

性
の
両
親
が
抑
留
者
と
の
物
々
交
換

で
手
に
入
れ
、
六
〇
年
近
く
大
切
に

保
管
し
て
き
た
と
い
う
。
日
本
人
抑

留
者
は
、
鉄
道
の
敷
設
、
建
物
の
建

設
、
炭
鉱
労
働
な
ど
に
従
事
し
、
ウ

ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
ナ
ヴ
ァ
ー
イ
ー
劇
場
や
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
科
学

ア
カ
デ
ミ
ー
な
ど
今
に
残
る
重
要
な
建
物
を
建
設
し
た
こ
と
で
人

び
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。

多
民
族
状
況
を
生
き
た
抑
留
者
た
ち

日
本
人
が
抑
留
さ
れ
た
こ
の
地
域
は
、
複
雑
な
多
民
族
状
況

に
あ
る
。
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
に
は
ロ
シ
ア
人
が
多
い
ほ
か
、
第
二
次

世
界
大
戦
前
に
は
政
治
的
な
理
由
か
ら
、
朝
鮮
人
、
ド
イ
ツ
人
や

カ
フ
カ
ー
ス
の
少
数
民
族
も
強
制
移
住
さ

せ
ら
れ
、
戦
後
に
は
ド
イ
ツ
人
捕
虜
や
日

本
人
捕
虜
が
抑
留
さ
れ
て
い
た
。
年
配
の

タ
タ
ー
ル
人
女
性
は
、「
四
、五
歳
の
こ
ろ
、

日
本
人
が
仕
事
場
へ
と
毎
日
ト
ラ
ッ
ク
で

移
送
さ
れ
て
行
く
後
を
、
バ
ン
ザ
ー
イ
、

バ
ン
ザ
ー
イ
と
叫
び
な
が
ら
近
所
の
子
ど

も
た
ち
と
追
い
か
け
る
と
、
日
本
人
は
み

ん
な
笑
っ
て
手
を
振
っ
て
く
れ
た
。
ド
イ

ツ
人
は
怖
い
存
在
だ
っ
た
が
日
本
人
に
は

親
し
み
を
覚
え
た
」
と
語
る
。

一
九
五
〇
年
代
ま
で
に
抑
留
者
の
多
く

は
帰
国
し
た
が
、
一
部
の
人
び
と
は
取
り

残
さ
れ
た
。
そ
の
一
人
で
あ
る
日
本
人
男

性
は
ド
イ
ツ
人
女
性
と
の
あ
い
だ
に
二
児

を
も
う
け
た
が
、
ソ
連
の
敵
国
出
身
者

と
し
て
法
的
結
婚
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
九
九
一
年
の
ソ
連
崩
壊
に
と
も
な
い
カ
ザ

フ
ス
タ
ン
が
独
立
す
る
と
、
日
本
人
男
性

の
子
は
ド
イ
ツ
に
移
住
で
き
た
が
、
男
性
は
と
も
に
移
住
で
き
ず

や
む
な
く
日
本
へ
と
帰
還
し
た
。
ま
さ
に
こ
の
多
民
族
状
況
と
政

治
変
動
の
生
き
証
人
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
日
本
人
の
中
央
ア
ジ

ア
抑
留
を
と
お
し
て
、
今
に
続
く
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
激
動
が
見
え
る
。

日本人抑留者が建設したカザフスタン共和国科学アカデミー（ソ連時代から続く
最高学術機関）

中央アジアの日本人抑留者

藤
ふじもと

本 透
とう

子
こ

　民博 民族文化研究部
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胸
と
背
中
か
ら
情
報
発
信

世
に
ダ
イ
ビ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
プ
は
無
数
に
あ
る
が
、
そ
の
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
、
い
つ

で
も
ど
こ
で
も
、
ま
る
で
判
を
押
し
た
よ
う
に
、
シ
ョ
ッ
プ
ご
と
に
独
自
の
意
匠
を
こ

ら
し
た
プ
リ
ン
ト
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
る
。
い
わ
ば
、彼
ら
に
と
っ
て
は
そ
れ
が「
制
服
」

で
あ
る
。

Ｔ
シ
ャ
ツ
を
制
服
と
す
る
の
は
、
機
能
的
に
見
て
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
ダ
イ
ビ
ン

グ
観
光
が
盛
ん
な
場
所
の
多
く
は
暑
い
し
、
波
し
ぶ
き
を
浴
び
る
の
が
当
た
り
前
の

仕
事
。
し
か
も
ガ
イ
ド
や
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
は
、
い
ざ
潜
水
と
な
れ
ば
服
を
（
パ
ン

ツ
ま
で
！
）
脱
い
で
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー
ツ
に
着
替
え
る
の
だ
か
ら
、
厚
ぼ
っ
た
い
丈
夫
な

制
服
は
必
要
な
い
。

し
か
も
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
・
ス
タ
ッ
フ
は
、
お
世せ

じ辞
に
も
高
給
取
り
と
は
い
え
な
い
。

毎
日
汗
だ
く
に
な
り
、
海
水
に
濡ぬ

れ
る
制
服
を
、
そ
の
都
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
す

余
裕
は
と
て
も
な
い
。
自
宅
で
さ
く
っ
と
洗
え
て
、
面
倒
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
も
必
要

な
い
、
朝
起
き
て
か
ら
寝
る
ま
で
シ
ョ
ッ
プ
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
着
た
き
り
雀す
ず
めと
い
う
生
活
は
、

財
布
に
と
て
も
や
さ
し
い
の
だ
。

シ
ョ
ッ
プ
が
ひ
し
め
い
て
い
る
が
、
誰
が
ど
こ
の
ス
タ
ッ
フ
か
は
、
着
て
い
る
Ｔ
シ
ャ

ツ
を
見
れ
ば
一
目
で
わ
か
る
。
何
し
ろ
、
シ
ョ
ッ
プ
の
名
前
が
大
き
く
書
い
て
あ
る
の

だ
か
ら
。
胸
と
背
中
の
全
面
を
情
報
発
信
に
使
え
る
の
は
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
制
服
に
す

る
こ
と
の
大
き
な
利
点
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
某
シ
ョ
ッ
プ
の
従
業
員
と
し
て
働
き
な

が
ら
調
査
を
し
て
い
た
こ
ろ
、仕
事
を
終
え
て
飲
み
に
行
く
際
に
は
、シ
ョ
ッ
プ
Ｔ
シ
ャ

ツ
を
着
る
の
を
控
え
た
も
の
だ
っ
た
。
店
の
名
前
を
掲
げ
な
が
ら
、
酔
っ
払
っ
て
醜

態
を
さ
ら
す
の
は
い
か
が
な
も
の
か
、
と
い
う
理
由
で
。

リ
ピ
ー
タ
ー
作
り
の
戦
略

制
服
は
通
常
、
企
業
な
ど
特
定
集
団
の
成
員
に
限
定
し
て
配
布
さ
れ
る
。
結
果
、

集
団
の
外
部
か
ら
は
、
そ
の
制
服
が
あ
こ
が
れ
の
的
に
な
っ
た
り
す
る
。
警
官
や
航
空

会
社
の
客
室
乗
務
員
の
制
服
な
ど
は
、
手
に
入
れ
た
い
と
思
う
マ
ニ
ア
も
多
い
だ
ろ
う
。

カ
ネ
を
出
し
て
も
買
え
な
い
と
い
う
性
質
は
、
外
部
者
に
よ
る
制
服
へ
の
あ
こ
が
れ

を
強
め
る
。

対
し
て
ダ
イ
ビ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
プ
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
は
、
一
般
に
販
売
さ
れ
て
い
る
。
あ
る

シ
ョ
ッ
プ
を
利
用
し
た
客
は
、
従
業
員
の
制
服
で
あ
る
は
ず
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
お
み
や
げ

と
し
て
気
軽
に
買
い
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｔ
シ
ャ
ツ
だ
け
に
値
段
も
安
い
）。
つ
ま

り
、
制
服
と
し
て
の
排
他
性
が
弱
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
シ
ョ
ッ
プ
側
の
戦
略
が
あ
る
。

Ｔ
シ
ャ
ツ
が
売
れ
れ
ば
、
店
の
売
り
上
げ
が
増
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
買
い
求
め
た

客
に
、「
同
じ
制
服
を
着
る
者
同
士
」
と
い
う
一
体
感
を
植
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
（
プ
ロ
野
球
チ
ー
ム
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
販
売
と
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
）。
販

売
さ
れ
る
こ
と
で
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
排
他
性
は
薄
れ
る
が
、消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
。「
従

業
員
と
同
じ
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
る
自
分
は
、
他
の
お
客
さ
ん
と
は
違
う
」

―
自
ら
は

「
特
別
」
だ
と
い
う
意
識
を
客
に
も
っ
て
も
ら
う
の
は
、リ
ピ
ー
タ
ー
作
り
の
第
一
歩
。

Ｔ
シ
ャ
ツ
は
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
小
道
具
な
の
だ
。

だ
か
ら
多
く
の
シ
ョ
ッ
プ
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
、
派
手
で
ご
て
ご
て
し
て
い
る
の
は
、
勘
弁

し
て
あ
げ
て
ほ
し
い
。
素
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
「
そ
の
店
の
独
自
の
意
匠
」
を
デ
ザ
イ
ン

す
る
の
は
容
易
で
な
い
か
ら
、い
き
お
い
洗
練
か
ら
は
遠
ざ
か
る
。そ
し
て
何
よ
り
、フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
と
し
て
は
微
妙
な
、
お
か
し
な
柄
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
る
客
の

「
特
別
」
感
は
強
ま
る
の
だ
か
ら
。

市い
ち

野の

澤ざ
わ 

潤じ
ゅ
ん

平ぺ
い

　
宮
城
学
院
女
子
大
学
准
教
授

ダ
イ
ビ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
プ
の
Ｔ
シ
ャ
ツ

業
界
ご
と
に
制
服
は
さ
ま
ざ
ま
、
も
ち
ろ
ん
制
服
の
な
い
業
界
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
観
光

業
界
に
制
服
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
プ
ご
と

の
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
、
あ
た
か
も
そ
こ
で
の
制
服
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
制
服
は
機
能
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

多
分
に
ビ
ジ
ネ
ス
上
も
重
要
で
あ
る
。

制
服
の
も
っ
と
も
重
要
な
機
能
で
あ
る
「
徴
し
る
し

付
け
」、
つ
ま
り
特
定
の
シ
ョ
ッ
プ
の

従
業
員
で
あ
る
こ
と
を
示
す
機
能
は
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
で
あ
っ
て
も
十
分
に
果
た
す
こ
と
が

で
き
る
。
筆
者
が
滞
在
し
て
い
た
タ
イ
の
プ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
、
多
数
の
ダ
イ
ビ
ン
グ・誕生日や記念ダイブの際には、皆で寄せ書き

船上では朝から夜まで、この Tシャツで過ごす

ショップ・スタッフによる工夫を凝らしたデザイン

インストラクターを挟んで、客もおそろいの「制服」

Ｔシャツは、ダイビング・ショップの重要な販売品

22   23    2013 年 9月号



o：

みんぱくフェイスブック
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編集後記
　台湾とは直接の関わりがなく、旅行をしたこともないの
で、どうもイメージがわかない。中国本土にも行ったこと
はないのであるが、上海、北京などはなんとなく想像で
きる。台湾人は親日派と聞くし、一度行くと、その魅力に
はまってしまう人も多いらしい。それでも私の中では、な
んだかつかみどころがよくわからず、もやぁっとした場所
なのである。
　研究上の接点としては、中東研究の偉大な先学である
前嶋信次先生が日本統治下の台湾に12年間おられたこと
がある、ということぐらいか。個人的なつながりといえば、
私が子どもの頃、商社マンである叔父が台湾に転勤にな
り、従妹たちが中国語が話せるようになって帰ってきたこ
とが不思議だったことである。台湾を一番身近に感じた
のは、西表島に行ったとき。那覇よりも台湾の方が近い
ということを知って、驚いた。
　台湾人が日本を知るほど、日本人が台湾を知らないの
はなぜなのだろう。企画展を見ながら、よく考えてみよう。

（山中由里子）

月刊みんぱく  2013年 9月号
第 37巻第 9号通巻第 432号　2013年 9月 1日発行

編集・発行 人間文化研究機構 国立民族学博物館
 〒 565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1
 電話　06-6876-2151

発行人 八杉佳穂
編集委員 山中由里子（編集長）　樫永真佐夫　久保正敏 
 庄司博史　菅瀬晶子　丹羽典生　野林厚志
編集アドバイザー 山内直樹
デザイン 宮谷一款
制作・協力 一般財団法人 千里文化財団
印刷 日本写真印刷株式会社

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう9月

話者 :竹沢尚一郎（国立民族学博物館 教授）
話題 :アトランティック・ヒストリーと西アフリカ
会場 :本館展示場（アフリカ展示場）

1日
（日曜日）

次号の予告
特集

武器をアートに

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  機を織るクヴァラン族の女性（19世紀末頃）
  背景は、バナナ繊維性男性用長袖上着、
  標本番号：H0274441、地域：台湾、民族：クヴァラン族

■ 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。

22日
（日曜日）

話者 :木村裕樹（龍谷大学 非常勤講師）
話題 :【特別展関連】
　　　アチックミューゼアムの民具コレクション
会場 :特別展示館

話者 :出口正之（国立民族学博物館 教授）
話題 :みんぱくの「磁力」を考える
　　　―音楽の祭日を事例に
会場 :本館展示場（ナビひろば）

29日
（日曜日）
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