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エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
8
4
年
生
ま
れ
。
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
、エ
ッ

セ
イ
ス
ト
。
海
外
ひ
と
り
旅
か
ら
生
ま
れ
た
極

彩
色
で
ピ
ー
ス
フ
ル
な
作
風
で
、
観
る
人
を
優

し
い
気
持
ち
に
し
て
く
れ
る
不
思
議
な
力
を
持

つ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
。
昨
年
N
H
K 

E
テ
レ
で
著
書

『
お
か
っ
ぱ
ち
ゃ
ん
旅
に
出
る
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小
学
館
文
庫
）

が
ア
ニ
メ
化
さ
れ
話
題
に
。
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ち
ょ
う
ど
六
年
前
、
と
あ
る
雑
貨
屋
で
メ
キ
シ
コ
の

民
芸
品
に
心
を
奪
わ
れ
た
。
極
彩
色
に
彩
ら
れ
た
色
彩

感
覚
の
鋭
さ
、
ユ
ニ
ー
ク
な
モ
チ
ー
フ
。
ド
キ
ド
キ
す
る
。

創
作
意
欲
が
瞬
時
に
湧
い
た
。
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ

ず
、
わ
た
し
は
メ
キ
シ
コ
に
ひ
と
り
、
旅
に
出
た
。
飛
行

機
で
一
五
時
間
か
け
て
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
へ
。
そ
の
後
七

時
間
バ
ス
に
乗
り
、
民
芸
品
の
種
類
の
多
さ
で
有
名
な
オ

ア
ハ
カ
と
言
う
田
舎
町
へ
。
初
め
て
訪
れ
る
オ
ア
ハ
カ
の

町
並
み
は
、 

ど
こ
を
歩
い
て
も
カ
ラ
フ
ル
で
絵
の
具
を
散

り
ば
め
た
パ
レ
ッ
ト
の
よ
う
。
太
陽
が
燦さ

ん
さ
ん々

と
輝
く
空
の

下
、
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
リ
ア
が
咲
き
乱
れ
、
空
の
ブ
ル
ー
、
花

の
ピ
ン
ク
の
美
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
わ
た
し
を
す
っ
か

り
魅
了
し
た
。
帰
国
後
、「
色
の
組
み
合
わ
せ
に
決
ま
り

な
ど
な
い
」
と
感
じ
、わ
た
し
の
作
風
は
一
変
し
た
。
も
っ

と
自
由
に
今
ま
で
以
上
に
カ
ラ
フ
ル
な
絵
を
描
く
よ
う
に

な
っ
た
。

　
あ
れ
か
ら
月
日
は
流
れ
、
五
年
も
の
間
わ
た
し
は
ず
っ

と
メ
キ
シ
コ
に
想
い
を
馳は

せ
て
い
た
。「
メ
キ
シ
コ
で
民
芸

品
作
り
を
学
び
た
い
」。
日
本
で
の
活
動
を
休
止
し
、
昨

年
わ
た
し
は
長
年
の
夢
だ
っ
た
メ
キ
シ
コ
留
学
を
決
意
す

る
。
大
き
な
期
待
を
胸
に
飛
行
機
に
乗
り
込
ん
だ
。
無

事
到
着
し
た
の
は
い
い
が
そ
の
後
事
件
は
起
こ
っ
た
。

　
到
着
し
て
一
〇
日
目
、
な
ん
と
わ
た
し
は
メ
キ
シ
コ
シ

テ
ィ
で
拳
銃
強
盗
の
被
害
に
遭
い
、
発
砲
さ
れ
貴
重
品

を
全
て
盗
ま
れ
る
と
い
う
恐
怖
の
体
験
を
す
る
。
し
か
も

日
中
の
タ
コ
ス
屋
で
あ
る
。
し
か
し
不
幸
中
の
幸
い
、
わ

た
し
は
無
傷
だ
っ
た
。
心
は
不
安
で
固
め
ら
れ
、
わ
た
し

の
頭
を
悩
ま
せ
た
。「
今
す
ぐ
に
日
本
に
帰
る
？ 

帰
ら
な

い
？ 

今
帰
っ
た
ら
、
も
う
二
度
と
こ
こ
に
は
戻
ら
な
い
だ

ろ
う
」。
一
週
間
ホ
テ
ル
で
悩
ん
だ
末
、
再
発
行
さ
れ
た

パ
ス
ポ
ー
ト
を
手
に
、
勇
気
を
出
し
て
こ
こ
に
残
る
こ
と

を
決
め
た
。
後
悔
は
し
た
く
な
か
っ
た
。
留
学
先
は
大
好

き
な
オ
ア
ハ
カ
。
長
距
離
バ
ス
に
乗
り
南
へ
。
車
窓
か
ら

外
の
景
色
を
見
て
い
た
。
乾
い
た
大
地
に
咲
く
た
く
ま
し

い
大
き
な
サ
ボ
テ
ン
た
ち
。
雄
大
な
景
色
を
眺
め
な
が
ら

私
は
ひ
と
り
泣
い
て
い
た
。
街
に
着
く
ま
で
の
時
間
、
何

度
も
自
分
を
励
ま
し
た
。

　
あ
れ
か
ら
留
学
生
活
を
終
え
、
こ
の
春
無
事
日
本
に

帰
っ
て
き
た
。
ス
ペ
イ
ン
語
も
話
せ
る
よ
う
に
な
り
、
現

地
に
友
達
も
増
え
、
民
芸
品
作
り
も
習
得
し
た
。 

留
学

中
の
経
験
は
何
に
も
代
え
難
い
宝
も
の
と
な
り
、
人
生
で

一
番
と
言
っ
て
い
い
程
、
毎
日
が
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い

た
。
目
の
前
に
あ
る
今
日
は
、「
今
」
こ
の
瞬
間
し
か
味

わ
え
な
い
特
別
な
も
の
。
明
日
は
ず
っ
と
目
の
前
に
現
れ

ず
、
昨
日
に
戻
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
わ
た
し
は

「
今
日
」
を
大
切
に
し
た
い
。
あ
の
時
の
自
分
の
判
断
は
、

こ
れ
か
ら
の
わ
た
し
の
人
生
を
き
っ
と
豊
か
に
し
て
く
れ

る
だ
ろ
う
。



特
集稲

作
以
後

六
月
一
二
日
に
本
館
で「
佐さ

さ々

木き

高こ
う

明め
い

先
生
を
し
の
ぶ
会
」
が
催
さ
れ
、

講
堂
で
鼎て
い

談だ
ん

が
お
こ
な
わ
れ
た
。

話
者
は
、
佐
々
木
元
館
長
と
は
京
大
在
学
中
か
ら
五
〇
年
来
の
研
究

仲
間
で
あ
っ
た
石い
し

毛げ

直な
お

道み
ち

（
民
博
元
館
長
）、
佐
々
木
元
館
長
が
立
命
館

大
学
教
員
で
あ
っ
た
一
九
六
〇
年
代
か
ら
学
問
的
薫
陶
を
受
け
た
松ま
つ

山や
ま

利と
し

夫お

（
民
博
名
誉
教
授
）、
佐
々
木
元
館
長
ら
の
「
照
葉
樹
林
文
化
論
」

に
強
烈
な
刺
激
を
受
け
て
稲
作
研
究
に
邁ま
い

進し
ん

し
た
佐さ

藤と
う

洋よ
う

一い
ち

郎ろ
う

（
京
都

産
業
大
学
教
授
）
の
三
氏
。

須す

藤ど
う

健け
ん

一い
ち

館
長
に
よ
る
ご
紹
介
に
引
き
続
き
、
各
氏
が
佐
々
木
元
館

長
の
幅
広
い
研
究
の
足
跡
を
、
個
人
的
な
思
い
出
を
か
ら
め
つ
つ
ナ
ビ

ゲ
ー
ト
し
た
。

（
以
下
、
敬
称
略
）

農
耕
文
化
論
を
軸
と
す
る
佐
々
木
学

松
山
に
よ
る
と
、佐
々
木
は
『
稲
作
以
前
』（
一
九
七
一
年
、N
H
K
ブ
ッ

ク
ス
）
を
自
身
の
デ
ビ
ュ
ー
作
と
称
し
て
い
た
。
じ
つ
は
、
パ
ー
リ
ヤ
族

の
焼
畑
を
目
の
当
た
り
に
し
て
発
表
し
た『
イ
ン
ド
高
原
の
未
開
人
』（
古

今
書
院
）
の
刊
行
は
、『
稲
作
以
前
』
よ
り
三
年
早
い
一
九
六
八
年
で
あ
る
。

ま
た
、
提
出
す
る
の
に
京
大
ま
で
リ
ア
カ
ー
で
運
ん
だ
と
ま
で
噂う
わ
さ
さ
れ

る
佐
々
木
の
大
部
の
博
士
論
文
に
も
と
づ
き
、『
熱
帯
の
焼
畑
』（
古
今

書
院
）
が
刊
行
さ
れ
た
の
も
そ
の
前
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
佐
々
木
に

と
っ
て
、
農
耕
文
化
論
を
軸
に
し
て
日
本
文
化
の
多
層
構
造
を
、
広
い

地
理
的
視
野
と
諸
学
の
成
果
の
統
合
か
ら
、
歴
史
的
に
復
元
し
よ
う
と

し
た
佐
々
木
学
の
出
発
点
こ
そ
、『
稲
作
以
前
』
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

石
毛
が
振
り
返
る
よ
う
に
、
縄
文
時
代
に
農
耕
は
な
く
、
大
陸
伝
来

の
水
田
稲
作
を
基
盤
に
し
た
単
一
の
農
耕
文
化
が
弥
生
時
代
以
降
に
列

島
を
覆
い
尽
く
し
た
と
い
う
、
か
つ
て
の
い
わ
ば
日
本
単
一
農
耕
文
化

論
に
、
佐
々
木
は
疑
義
を
呈
し
た
。
戦
後
ま
も
な
く
熊
本
県
の
五い
つ

木き

村

や
北
陸
の
白は
く

山さ
ん

麓ろ
く

で
焼
畑
と
生
活
文
化
を
調
査
し
、
水
稲
耕
作
開
始
以

前
の
農
耕
文
化
が
地
域
ご
と
に
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
、佐
々
木
は
『
稲

作
以
前
』
や
『
日
本
の
焼
畑
』（
一
九
七
二
年
、古
今
書
院
）
で
明
言
し
た
。

松
山
に
よ
る
と
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
日
本
の
「
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」

か
ら
焼
畑
の
項
目
が
削
除
さ
れ
て
か
ら
、
つ
ま
り
正
式
な
統
計
か
ら
日

本
の
焼
畑
が
消
滅
す
る
最
後
期
に
佐
々
木
は
調
査
し
た
こ
と
に
な
る
。

栽
培
作
物
か
ら
日
本
の
焼
畑
の
類
型
化
を
試
み
た
学
者
は
、
後
に
も
先

に
も
佐
々
木
し
か
い
な
い
。
こ
の
孤
高
の
業
績
が
、
大
学
紛
争
で
全
共

闘
の
学
生
た
ち
へ
の
真
摯
な
対
応
に
お
わ
れ
な
が
ら
、
書
き
す
す
め
ら

れ
て
い
た
。

稲
作
は
ど
こ
か
ら
？

大
陸
ア
ジ
ア
の
照
葉
樹
林
帯
で
は
、
焼
畑
に
よ
る
雑
穀
・
根
菜
栽
培

が
山
地
斜
面
や
丘
陵
に
お
け
る
典
型
的
な
農
耕
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
が

西
日
本
の
農
耕
文
化
と
連
な
る
と
い
う
佐
々
木
の
着
眼
は
、｢

照
葉
樹

林
文
化
論｣

の
実
証
的
検
討
を
と
お
し
て
深
化
さ
れ
た
。
上
記
タ
イ
プ

の
焼
畑
耕
作
に
く
わ
え
て
、
ド
ン
グ
リ
な
ど
の
堅け
ん

果か

類
を
水
さ
ら
し
に

よ
っ
て
あ
く
抜
き
す
る
技
法
、
茶
の
加
工
と
飲
用
、
絹
の
製
造
、
漆
の

利
用
、
麹こ
う
じ
を
使
う
酒
の
醸
造
、
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
の
米
の
卓
越
、
モ
チ
種

の
穀
類
の
創
出
、味み

噌そ

や
納
豆
の
よ
う
な
豆
類
の
発
酵
食
品
、
コ
ン
ニ
ャ

ク
や
ナ
レ
ズ
シ
の
製
造
、
野
蚕
の
文
化
、
神
の
死
体
か
ら
作
物
が
生
ま

れ
た
と
す
る
死
体
化
成
型
の
作
物
起
源
神
話
を
は
じ
め
と
す
る
口
頭
伝

承
、
歌
垣
そ
の
他
、
特
色
あ
る
有
形
・
無
形
の
多
種
多
様
な
文
化
複
合

が
照
葉
樹
林
帯
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
。
ち
ょ

う
ど
一
九
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
当
時
は
、
ア
ジ
ア
の
栽
培
稲
の
起

源
地
と
し
て
照
葉
樹
林
帯
の「
中
国
雲
南・
ア
ッ
サ
ム
」説
が
有
力
で
あ
っ

た
か
ら
、
日
本
の
文
化
的
ル
ー
ツ
を
探
る
議
論
と
し
て
、
世
間
か
ら
も

注
目
を
浴
び
た
。

こ
の
照
葉
樹
林
文
化
論
に
多
大
な
刺
激
を
受
け
、
遺
伝
学･

考
古
学

の
立
場
か
ら
稲
作
の
起
源
地
を
追
求
し
て
き
た
の
が
佐
藤
で
あ
る
。
一

九
八
〇
年
代
に
雲
南
・
ア
ッ
サ
ム
か
ら
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

も
東
に
離
れ
た
長
江
中
・
下
流
域
で
も
っ
と
古
い
六
〇
〇
〇
年
以
上
前

の
稲
作
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
、
稲
作
起
源
地
は
訂
正
さ
れ
た
。
佐
藤
に
よ

る
と
、
こ
の
結
論
を
『
日
本
文
化
の
起
源

―
民
族
学
と
遺
伝
学
の
対

話
』（
一
九
九
三
年
、
講
談
社
）
の
な
か
で
発
表
す
る
と
き
、
照
葉
樹
林

文
化
論
の
核
で
も
あ
る
稲
を
失
う
打
撃
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

佐
々
木
の
こ
と
ば
は
「
専
門
家
が
そ
う
い
う
ん
や
っ
た
ら
そ
う
や
ろ
」。

む
し
ろ
研
究
の
進
展
を
喜
ん
だ
。
そ
の
後『
D
N
A
が
語
る
稲
作
文
明
』

（
一
九
九
六
年
、
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
）
で
佐
藤
が
、
イ
ン
デ
ィ
カ
と
ジ
ャ
ポ

ニ
カ
と
二
系
統
あ
る
稲
の
う
ち
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
の
起
源
は
長
江
で
あ
る
と

書
い
た
と
き
、
佐
々
木
は
「
わ
か
っ
た
の
は
半
分
か
」
と
言
い
、
探
究

心
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
な
か
っ
た
。

京
都
学
派
の
伝
統

照
葉
樹
林
文
化
論
の
理
論
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、｢

京
都
学
派｣

と

通
称
さ
れ
る
今い
ま

西に
し

錦き
ん

司じ

を
中
心
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
重
要

で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
毎
週
開
か
れ
た
研
究
会
に
は
、
梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

、
中な
か

尾お

佐さ

助す
け

、
上う
え

山や
ま

春し
ゅ
ん

平ぺ
い

、
川か
わ

喜き

田た

二じ

郎ろ
う

、
石
毛
直
道
ほ
か
、
そ

う
そ
う
た
る
個
性
的
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
、
文
理
融
合
の
学
際
的
議
論

を
展
開
し
た
。
京
都
学
派
の
徹
底
し
た
現
地
主
義
、
そ
し
て
異
分
野
の

人
と
協
同
し
て
ひ
と
つ
の
問
題
に
取
り
組
む
学
問
姿
勢
が
佐
々
木
学
の

骨
髄
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
佐
藤
に
も
受
け
継
が
れ
た
。

民
博
創
設
期
以
降
の
佐
々
木
は
、
梅
棹
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
実
現
す
る

た
め
、
館
の
組
織
作
り
や
館
外
諸
機
関
と
の
折
衝
な
ど
実
務
を
有
能
に

こ
な
す
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
立
ち
回
っ
た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
、
自
宅
の

庭
に
咲
い
た
花
を
館
長
室
の
花
瓶
に
生
け
る
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
も
あ
っ

た
、
と
石
毛
は
語
る
。
庭
に
は
ア
ワ
、
シ
コ
ク
ビ
エ
ま
で
植
わ
っ
て
い

た
そ
う
だ
。『
稲
作
以
前
』
に
始
ま
る
文
明
論
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
、

最
後
ま
で
庭
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
た
。

佐
々
木
高
明
民
博
元
館
長
は
焼
畑
へ
の
注

目
か
ら『
稲
作
以
前
』に
始
ま
り
、
水
田
稲

作
に
と
ら
わ
れ
な
い
日
本
の
農
耕
文
化
の

多
様
性
を
グ
ロ
ー
バ
ル
で
学
際
的
な
視
点
か

ら
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、

日
本
の
正
式
な
統
計
か
ら
焼
畑
が
消
滅
し
、

「
日
本
の
農
業
は
水
稲
耕
作
」
と
い
う
農

業
観
が
当
た
り
前
に
な
る
一
九
六
〇
年
ご
ろ

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
日
本
列
島

に
お
け
る
農
耕
文
化
に
対
す
る
水
田
稲
作

の
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
は
、
疑
い
よ
う
が
な

い
。
そ
こ
で
、『
稲
作
以
前
』以
降
に
展
開

さ
れ
た
日
本
の
農
耕
文
化
論
を
ふ
り
か
え

り
つ
つ
、
稲
作
先
進
国
日
本
に
お
け
る
稲
作

と
コ
メ
研
究
の
最
先
端
を
紹
介
し
、
ど
う
し

て
日
本
人
は
そ
ん
な
に
水
田（
米
）に
こ
だ
わ

る
の
か
を
、
改
め
て
考
え
た
い
。

佐
々
木
高
明
元
館
長
の

人
と
学
問

樫か
し

永な
が 

真ま

佐さ

夫お

　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

佐藤洋一郎 京都産業大学教授 松山利夫 民博名誉教授 石毛直道 民博元館長

市街地の水田にサギが降り立つ。兵庫県小野市。撮影・日浦慎作

佐々木高明元館長。インドネシア、バタク人の稲田にて。1991年。撮影・吉本忍
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「
水
田
文
化
」
と
い
う

視
座

安や
す

室む
ろ 

知さ
と
る　

神
奈
川
大
学
大
学
院
教
授

稲
作
単
一
文
化
か
ら
の
脱
却

一
九
七
〇
年
代
後
半
、
日
本
の
農
耕
文
化
研
究
は

大
き
な
曲
が
り
角
に
来
て
い
た
。
広
義
の
歴
史
学
分

野
に
お
い
て
、
稲
作
単
一
文
化
か
ら
多
元
的
世
界
観
へ

の
展
開
が
一
気
に
進
ん
だ
。
そ
の
立
役
者
が
、
文
献
史

学
な
ら
「
百
姓
」
の
見
直
し
を
お
こ
な
っ
た
網あ
み

野の

善よ
し

彦ひ
こ

、
民
俗
学
な
ら
「
餅
な
し
正
月
」
伝
承
か
ら
畑
作

文
化
類
型
を
発
想
し
た
坪つ
ぼ

井い

洋ひ
ろ

文ふ
み

、
そ
し
て
考
古
学･

人
類
学
で
は
佐
々
木
高
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
稲
作

単
一
文
化
論
以
降
の
多
元
的
世
界
を
い
か
に
描
く
か
と

い
う
と
こ
ろ
で
は
、
必
ず
し
も
三
者
の
思
惑
は
一
致
し

て
い
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
坪
井
洋
文
は
、
多
元
的
世
界
観
の
解

明
を
目
指
し
て
、
ま
ず
は
畑
作
文
化
に
焦
点
を
絞
っ

て
、
一
九
八
一
年
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
お
い
て

共
同
研
究
「
畑
作
農
村
の
民
俗
誌
的
研
究
」
を
立
ち

上
げ
る
。
そ
こ
で
坪
井
の
目
指
し
た
多
元
的
世
界
の

構
図
は
、
稲
作
民
的
世
界
・
畑
作
民
的
世
界
・
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

民
的
世
界
・
都
市
民
的
世
界
の
併
存
す
る
民
俗
社
会

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
共
同
研
究
メ
ン
バ
ー
の

ひ
と
り
で
あ
る
佐
々
木
は
明
ら
か
に
否
定
的
な
立
場

を
と
っ
て
い
た
。
佐
々
木
は
こ
の
共
同
研
究
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
た
「
畑
作
農
耕
文
化
」
で
は
な
く
、

畑
作
に
限
定
し
な
い
「
非
稲
作
文
化
」
ま
た
は
「
山

「
雲
南
―
ア
ッ
サ
ム
地
域
」
か
ら

「
長
江
中
・
下
流
域
」
へ

『
稲
作
以
前
』
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
イ
ネO

ryza 

sativa

の
栽
培
起
源
地
は
、「
雲
南
―
ア
ッ
サ
ム
地
域
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
地
域
が
イ
ネ
品
種

の
多
様
性
の
中
心
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
最
古

の
稲
作
の
証
拠
は
四
〇
〇
〇
年
前
ご
ろ
の
も
の
し
か

な
か
っ
た
。
一
方
、
中
国
考
古
学
の
成
果
か
ら
長
江
の

中
・
下
流
域
で
九
〜
七
〇
〇
〇
年
前
ご
ろ
の
古
い
炭

化
米
が
見
つ
か
っ
て
、
こ
ち
ら
が
稲
作
（
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
群

O
. sativa “Japonica ”

）
の
起
源
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
炭
化
米
の
す
べ
て
が
栽
培
種

だ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
依
然
と
し
て
議
論
が
続
い
て
い

る
。
炭
化
米
の
形
態
だ
け
で
は
栽
培
種
と
野
生
種
を

識
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
籾も
み

の
脱
粒
性
（
脱
落
性
）

に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
成
熟
し
た
稲
穂

が
頭こ
う
べ

を
垂
れ
る
よ
う
に
、
栽
培
種
で
は
、
成
熟
し
て

も
籾
が
穂
軸
か
ら
脱
粒
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

野
生
種
は
、
成
熟
す
る
と
籾
が
穂
軸
か
ら
自
然
に
脱

粒
す
る
。
こ
の
形
質
は
、
栽
培
種
と
野
生
種
を
識
別

す
る
の
に
有
効
で
あ
り
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
籾
の

基
部
に
あ
る
「
脱
粒
痕
」
を
調
べ
る
こ
と
で
検
証
可

能
で
あ
る
。

脱
粒
痕
か
ら
栽
培
化
を
検
討
す
る
と
、
栽
培
型
の

形
質
が
出
現
す
る
の
は
、
七
九
〇
〇
年
前
ご
ろ
の
浙せ
っ

江こ
う

省
跨こ

湖こ
き
ょ
う

遺
跡
が
最
古
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
こ

ろ
は
ま
だ
、
栽
培
型
の
脱
粒
痕
よ
り
も
野
生
型
の
方

が
多
く
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
六
六
〇
〇
年
前
ご

ろ
の
浙
江
省
田で
ん

螺ら

山ざ
ん

遺
跡
で
は
、
栽
培
型
が
野
生
型

よ
り
も
多
く
な
る
。
イ
ネ
が
栽
培
化
さ
れ
て
か
ら
非

脱
粒
性
の
形
質
が
定
着
す
る
ま
で
に
は
、
数
千
年
の

時
間
を
要
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
栽
培
化
が
起
き
た

当
初
は
、
非
脱
粒
性
の
イ
ネ
ば
か
り
を
選
ん
で
栽
培

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

六
四
〇
〇
〜
五
五
〇
〇
年
前
ご
ろ
に
な
る
と
長
江

中
流
域
の
湖
南
省
城じ
ょ
う

頭と
う

山ざ
ん

遺
跡
や
長
江
下
流
域
の
江こ
う

蘇そ

省
草そ
う

鞋あ
い

山ざ
ん

遺
跡
な
ど
で
水
田
が
見
つ
か
る
よ
う
に

な
り
、
こ
の
こ
ろ
に
、
稲
作
農
耕
を
基
盤
に
置
い
た
社

会
が
定
着
し
た
。
特
に
城
頭
山
遺
跡
で
は
、
黄
河
流

域
で
発
達
し
て
き
た
雑
穀
の
ア
ワ
栽
培
も
取
り
入
れ

て
お
り
、
水
田
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
ろ
に
は
、

ア
ワ
や
エ
ゴ
マ
な
ど
の
畑
作
物
の
栽
培
も
同
時
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

珠
江
流
域
起
源
説
は
本
当
か
？

一
方
、
遺
伝
学
の
方
か
ら
は
、
最
近
、
珠し
ゅ

江こ
う

流
域
が

起
源
地
で
あ
る
と
い
う
説
が
著
名
な
科
学
雑
誌

『N
ature

』
に
出
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
は
、
広
西
チ
ワ

ン
族
自
治
区
の
珠
江
中
流
域
に
生
息
し
て
い
る
野
生

イ
ネ
が
、
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
群
に
も
っ
と
も
近
縁
で
あ
る
こ

と
を
、
大
量
の
現
生
イ
ネ
の
遺
伝
学
デ
ー
タ
に
よ
り

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
果
は
珠
江
流

イ
ネ
の
栽
培
化
の

は
じ
ま
り

那な

須す 

浩ひ
ろ

郎お

　
総
合
研
究
大
学
院
大
学
助
教

古代米（赤米）の水田（菊地有希子氏による実験水田）。背が高く、
芒（のぎ）が長いのが特徴

域
が
必
ず
し
も
栽
培
起
源
地
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
栽
培
化
が
起
き
た
当
時
の
野
生

イ
ネ
の
分
布
は
、
現
在
の
分
布
と
は
異
な
る
か
ら
で

あ
る
。
当
時
は
現
在
よ
り
も
温
暖
で
あ
り
、
か
つ
人

為
的
な
開
発
の
影
響
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
野
生
イ
ネ

は
現
在
よ
り
も
北
方
の
淮わ
い

河が

流
域
付
近
ま
で
広
が
っ

て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
栽
培
化
に
か
か
わ
っ
た

野
生
イ
ネ
集
団
は
、
お
そ
ら
く
、
当
時
長
江
流
域
か

ら
淮
河
流
域
に
分
布
し
て
い
た
集
団
で
あ
り
、
そ
れ

ら
は
現
在
絶
滅
し
て
い
る
。
現
在
の
野
生
イ
ネ
集
団

の
遺
伝
情
報
を
い
く
ら
大
量
に
高
精
度
に
調
べ
て
も
、

過
去
の
分
布
域
を
考
慮
す
る
歴
史
的
視
点
が
な
け
れ

ば
、
栽
培
稲
の
起
源
地
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。

日
本
へ
の
稲
作
の
伝
播

日
本
に
お
け
る
「
信
頼
で
き
る
」
イ
ネ
の
考
古
学

的
証
拠
は
、
弥
生
時
代
早
期
（
紀
元
前
一
〇
世
紀
ご
ろ
）

の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ
れ
て
き
た
、
縄

文
時
代
前
期
〜
後
期
の
イ
ネ
の
プ
ラ
ン
ト
・
オ
パ
ー
ル

（
植
物
珪
酸
体
）
な
ど
に
よ
る
証
拠
は
、
ど
れ
も
年
代

や
種
同
定
に
疑
問
符
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
洗
い
直
し

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
雑
穀
の
ア
ワ
と
キ
ビ
も
イ
ネ
と

ほ
ぼ
同
時
期
に
渡
来
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
縄
文
時

代
に
お
け
る
確
実
な
証
拠
は
ま
だ
無
い
。
そ
の
一
方
で
、

縄
文
時
代
中
期
ご
ろ
か
ら
、
ダ
イ
ズ
や
ア
ズ
キ
が
栽

培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。「
水
田
稲
作

が
伝
来
す
る
以
前
の
縄
文
時
代
に
は
、非
稲
作
（
畑
作
）

農
耕
と
そ
れ
に
伴
う
文
化
が
定
着
し
て
い
た
」
と
い

う
佐
々
木
先
生
の
考
え
は
、
陸
稲
や
雑
穀
で
は
な
か
っ

た
が
、
マ
メ
の
栽
培
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。

成熟した古代米の稲穂

野生イネOryza rufipogonの籾基部にある脱粒
痕。中央の維管束（いかんそく）のとおる穴が
小さく、円形でスムースな形状になっている

栽培イネOryza sativaの籾基部にある脱粒痕。
中央の維管束のとおる穴は大きく、不規則な
形状になっている

湖南省城頭山遺跡から出土した約6400年前
ごろの炭化した籾の基部。維管束の穴が大き
く、栽培型の脱粒痕を示す
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か
ら
っ
ぽ
な
手

―
戦
後
秋
田
の『
農
民
詩
集
』か
ら

藤ふ
じ

原は
ら 

辰た
つ

史し

　
京
都
大
学
准
教
授

農
林
一
七
号

「
ひ
り
ひ
り
と
割
れ
て
い
く
農
林
十
七
号
の
青
田
だ
」。
こ
の
よ
う
な
光
景
か
ら
始
ま
る
「
形
成
期

の
雨
」
と
い
う
詩
は
、
一
九
五
五
年
七
月
に
新
評
論
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
農
民
詩
集
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。『
農
民
詩
集
』
は
、
秋
田
の
作
家
・
伊い

藤と
う

永え
い

之の

介す
け

を
編
者
に
据
え
た
も
の
で
、「
北

方
自
由
詩
人
集
団
」
と
い
う
秋
田
の
詩
人
グ
ル
ー
プ
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
同
人
た
ち

の
多
く
は
み
ず
か
ら
村
で
仕
事
を
し
な
が
ら
詩
を
書
き
、
詩
誌
『
処
女
地
帯
』
を
活
躍
の
場
と
し

て
い
た
。

米
作
単
作
地
帯
が
広
が
る
秋
田
県
に
は
、
戦
前
に
国
立
農
事
試
験
場
の
支
場
が
設
置
さ
れ
た
。

稲
の
祭
祀
を
司
る
天
皇
を
頂
点
と
し
、
対
外
膨
張
を
進
め
る
「
米
作
民
族
」
の
国
に
と
っ
て
、
良

質
な
米
の
増
産
技
術
の
開
発
・
普
及
は
国
是
で
あ
っ
た
。
こ
の
支
場
も
、
東
北
の
み
な
ら
ず
植
民

地
朝
鮮
に
も
普
及
し
た
戦
前
・
戦
中
の
ス
タ
ー
品
種
「
陸り
く

羽う

一
三
二
号
」
を
生
み
出
し
、
帝
国
規

模
の
米
の
自
給
に
貢
献
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
農
民
た
ち
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
な
お
、
農
閑

期
に
は
北
海
道
で
雇
い
の
漁
師
を
し
た
り
、
日
本
各
地
の
水
力
発
電
所
の
工
事
に
従
事
し
た
り
、

若
い
娘
を
東
海
地
方
に
女
工
と
し
て
送
り
出
し
た
り
し
て
、
な
ん
と
か
食
い
つ
な
い
で
い
た
。

「
形
成
期
の
雨
」
の
冒
頭
の
「
農
林
一
七
号
」
は
、
宮
城
県
立
農
事
試
験
場
で
、
西
日
本
の
有
力

種
で
あ
っ
た
「
旭
」
と
東
北
の
有
力
種
で
あ
っ
た
「
亀
ノ
尾
」
を
交
配
し
て
育
成
さ
れ
た
「
東
北

二
五
号
」
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
よ
り
国
立
農
事
試
験
場
が
推
奨
す
る
水
稲
品
種
と
し
て
、

「
農
林
」
系
統
に
登
録
さ
れ
た
。
手
持
ち
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
五
年
に
三
万
五
七
〇
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル
、
一
九
五
五
年
に
は
八
万
五
二
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
全
国
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
い
う
か

ら
、
一
九
三
七
年
に
二
三
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
た
「
陸
羽
一
三
二
号
」
と
比
較
す
れ
ば
見
劣
り
す

る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
普
及
に
成
功
し
た
品
種
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

世
界
的
な
科
学
技
術
の
結
晶
　

お
そ
ら
く
み
ず
か
ら
も
農
民
で
あ
る
高た
か

橋は
し

重し
げ

行ゆ
き

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
形
成
期
の
雨
」
は
、
日

民
文
化
」（
佐
々
木
、
一
九
八
八
）
と
い
う
用
語
を
用
い

て
山
の
暮
ら
し
を
表
現
し
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

後
に
、
佐
々
木
は
日
本
の
農
耕
文
化
の
構
図
が
、
多

元
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
重
的
で
あ
る
こ
と
に
そ
の

特
徴
を
見
出
す
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
多
元
的
か
つ

多
重
的
な
世
界
観
は
、
稲
作
に
し
ろ
、
畑
作
に
し
ろ
、

単
一
の
生
業
に
基
づ
い
た
議
論
で
は
限
界
を
迎
え
る
こ

と
は
必
然
で
あ
っ
た
。

佐
々
木
ら
の
活
躍
で
、
研
究
対
象
と
し
て
の
稲
作
お

よ
び
稲
作
文
化
は
相
対
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
で
、
農
耕
文
化
研
究
の
中
心
的
課
題

で
あ
る
稲
作
文
化
研
究
は
稲
作
の
起
源
や
イ
ネ
の
ル
ー

ツ
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
り
に
目
を
奪
わ
れ
て
ゆ
く
。
そ

う
し
た
研
究
姿
勢
で
は
、
多
元
的･

多
重
的
な
ス
テ
ー

ジ
か
ら
、
稲
作
へ
と
特
化
し
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
の

研
究
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
む
し
ろ
、
な
ぜ
・
ど
の

よ
う
に
し
て
日
本
は
稲
作
に
文
化
的
・
経
済
的
に
特
化

し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
こ
そ
日
本
の
農

耕
文
化
史
上
の
特
色
を
見
出
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

多
生
業
の
場
と
し
て
の
水
田

そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
「
水
田
文
化
」
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
水
田
文
化
と
い
う
視
座
は
多
元
的･

多

重
的
世
界
か
ら
稲
作
へ
と
収
し
ゅ
う

斂れ
ん

す
る
プ
ロ
セ
ス
を
解
明

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
稲
作
が
水
田
と
い
う
場

を
え
て
、
内
な
る
多
様
性
を
獲
得
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
、
そ
れ
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内

な
る
多
様
性
の
ひ
と
つ
が
、
水
田
を
他
生
業
の
場
と

し
て
活
用
す
る
発
想
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
水
田
漁

撈
や
水
田
狩
猟
で
あ
り
、ま
た
二
毛
作
や
ア
ゼ
マ
メ（
畦

豆
）
と
い
っ
た
水
田
畑
作
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
稲
作
と
い
う
人
間
側
か
ら
の
利
用
の
あ

り
方
で
は
な
く
、
水
田
と
い
う
環
境
に
光
を
当
て
る
こ

と
で
、
生
物
の
生
息
環
境
と
い
う
側
面
が
よ
り
鮮
明

と
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
あ
ら
た
な
問
題
設
定
が
可

能
と
な
り
、
人
文
・
社
会
科
学
と
生
物
学
な
ど
自
然

科
学
と
の
接
点
に
あ
る
あ
ら
た
な
研
究
領
域
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
ワ
イ
ズ
・

ユ
ー
ス
（
賢
明
な
利
用
）、サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
持

続
可
能
性
）、
生
物
多
様
性
と
い
っ
た
環
境
思
想
の
市

民
化
・
大
衆
化
の
流
れ
の
な
か
、
た
と
え
ば
棚
田
や

里
山
の
よ
う
な
水
田
環
境
は
再
評
価
さ
れ
注
目
を
浴

び
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
と
き
、
広
義
の
歴
史
学
分

野
に
お
い
て
も
、「
稲
作
」
か
ら
離
れ
「
水
田
」
と
い

う
視
点
か
ら
日
本
ま
た
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
見
直
し

て
み
る
こ
と
が
、
現
在
的
課
題
に
対
応
し
う
る
歴
史

学
を
目
指
す
に
は
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

ため池での魚伏籠漁。かつては秋になるとため池の清掃を兼ねておこなわれたが、現在は
地域振興のイベントとなっている（宮崎県木城町）

田芋の水田タームーなどとよばれ、おもに南西諸島で栽培される（奄美大島）

アゼマメの栽培風景。アゼにはおもにダイズが植えられる（中国浙江省）

秋田を代表する農民作家・
伊藤永之介が編集した『農
民詩集』（新評論、1955年7
月）。小学生や中学生の詩
も収められている

「稲の大東亜共栄圏」のイメージ。
植民地朝鮮で育種学者として活
躍した永井荷風の弟、永井威三
郎『日本の米』（大日本雄弁会講
談社、1943年1月）の裏表紙の絵
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る
発
酵
食
品
で
、
酒
や
酢
に
も
米
は
欠
か
せ
な
い
。
さ
ら

に
嗜し

好こ
う

品ひ
ん

に
至
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
和
菓
子
に
は
米
粉
が

使
わ
れ
て
い
る
し
、
煎
餅
な
ど
は
米
そ
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
米
文
化
圏
で
は
、
米
か
ら
造
っ
た
酒
が
最
上
品
と
し

て
扱
わ
れ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
食
文
化
は
、
主
食
と
し
て

の
米
だ
け
で
な
く
、
味
覚
の
体
系
と
し
て
米
に
寄
り
添
っ

た
形
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
の
食
事
の
背
景

に
あ
る
食
文
化
は
、
米
と
い
う
味
覚
の
体
系
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
急
激
な
転
換
は
起
こ
り

に
く
い
。

食
と
い
う
文
化
体
系
は
、
新
し
い
も
の
を
食
べ
て
み
た

い
、
味
わ
っ
て
み
た
い
と
い
う
革
新
的
な
側
面
も
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
強
い
保
守
性
の
上
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。カ
ー

ル
・
マ
ル
ク
ス
は
、
五
感
は
世
界
史
の
所
産
で
あ
る
と
見

な
し
た
が
、
わ
た
し
た
ち
の
味
覚
そ
の
も
の
も
日
本
人
の

歴
史
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
日
本
人
の
D
N
A
と
い

う
概
念
は
成
立
し
な
い
と
考
え
る
が
、
日
本
の
歴
史
が
創

り
あ
げ
た
味
覚
の
体
系
は
、
そ
れ
を
構
成
し
て
き
た
人
び

と
の
あ
い
だ
に
確
か
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
多
く
の
人
び

と
が
充
分
に
口
に
で
き
た
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
中
核
に

米
が
存
在
し
た
。

農
学
者
・
渡わ
た

部べ

忠た
だ

世よ

先
生
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
日

本
人
は
米
食
悲
願
民
族
で
あ
り
、
現
在
に
お
い
て
悲
願
が

実
現
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
歴
史
は
簡
単
に
変
わ
る

こ
と
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
相
対
的
に
食
生
活
に
占
め
る
米

の
位
置
が
低
下
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
し
、
パ
ン
や

麺
類
が
日
常
の
食
事
に
よ
り
多
く
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と

は
事
実
だ
ろ
う
。
し
か
し
形
は
多
少
変
え
た
と
し
て
も
、

二
〇
〇
〇
年
に
お
よ
ぶ
米
食
の
歴
史
は
、
半
永
久
的
に
受

け
継
が
れ
続
け
る
も
の
と
想
わ
れ
る
。

照
り
で
苦
し
む
農
夫
た
ち
が
雨
乞
い
を
始
め
、
や
っ
と
念
願
の
雨
が
降
っ
て
き
て
歓
喜
に
酔
う
が
、

そ
の
直
後
に
悲
劇
的
な
収
し
ゅ
う

斂れ
ん

を
迎
え
る
。「
だ
が
、
あ
め
　
あ
め
　
サ
タ
ン
の
あ
め
だ
／
放
射
能

か
ら
あ
め
が
ふ
っ
て
ど
う
な
る
と
い
う
の
だ
／
農
夫
の
顔
は
蒼
ざ
め
て
い
く
」。
こ
の
放
射
能
は
、

一
九
五
四
年
三
月
一
日
に
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
世
界
初
の
水
爆
実
験
が
世
界
中
に

降
ら
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
験
が
農
作
物
に
も
た
ら
す
不
安
は
、
こ
の
『
農
民
詩
集
』

の
い
た
る
と
こ
ろ
に
登
場
す
る
。

だ
が
、
こ
の
詩
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
的
な
科
学
技
術
の
結
晶
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
「
農
林
一
七
号
」
に
代
表
さ
れ
る
育
種
技
術
だ
。「
か
ら
っ
ぽ
な
手
」
と
題
さ
れ
た
仲な
か

野の

谷や

清き
よ
し

の
詩
に
は
こ
う
あ
る
。「
し
ょ
う
れ
い
品
種
と
や
ら
い
う
や
つ
は
／
肥
料
を
う
ん
と
く
れ
れ

ば
／
大
収
穫
さ
／
﹇
一
行
ア
キ
﹈
／
そ
う
思
っ
て
百
姓
は
胸
算
用
し
／
肥
料
代
を
借
金
し
た
」。

呪
縛
と
あ
が
き

帝
国
日
本
が
東
北
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
で

も
奨
励
し
た
「
陸
羽
一
三
二
号
」
も
窒
素
肥

料
の
反
応
が
強
い
品
種
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
奨
励
品
種
を
導
入
し
た
ら
最
後
、
肥

料
代
の
借
金
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
、
と
い
う

シ
ス
テ
ム
を
こ
の
詩
は
明
示
し
て
い
る
。
こ

の
シ
ス
テ
ム
は
、
も
ち
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
日
本
の
合
成
窒

素
肥
料
企
業
が
一
九
二
〇
年
代
か
ら
地
球
規

模
で
展
開
し
は
じ
め
る
の
と
軌
を
一
に
し
て

い
た
。

水
爆
の
放
射
能
に
せ
よ
、
合
成
窒
素
肥

料
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
放
射
線
を
当
て
て
遺

伝
子
を
変
化
さ
せ
た
品
種
に
せ
よ
、
秋
田
の

農
夫
た
ち
に
は
作
れ
な
い
疎
遠
な
も
の
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
び
と
を
呪
縛

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
手
を
「
か
ら
っ
ぽ
」

に
さ
え
す
る
。
そ
の
逃
れ
え
な
い
も
の
か
ら

の
あ
が
き
が
『
農
民
詩
集
』
に
お
い
て
よ
う

や
く
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

米
食
悲
願
民
族
の
食
卓

原は
ら

田だ 

信の
ぶ

男お

　
国
士
舘
大
学
教
授

白
ご
飯
の
食
事

日
本
人
は
米
食
民
族
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
に
腹
一

杯
、
白
米
の
飯
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ほ

ぼ
こ
の
五
〇
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
米
の
生
産
量
は
、
一

九
五
九
年
に
過
去
最
高
の
一
二
五
〇
万
ト
ン
に
達
し
て
、

以
後
も
増
え
続
け
、
一
九
六
七
年
に
史
上
最
高
の
一
四
四

五
万
ト
ン
を
記
録
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
軌
を
一
に

し
て
、
食
生
活
の
洋
風
化
が
進
み
、
米
食
偏
重
の
是
正
が

叫
ば
れ
、
逆
に
消
費
量
は
、
一
九
六
二
年
を
ピ
ー
ク
に
減

少
の
一
途
を
た
ど
り
、
米
余
り
現
象
を
惹ひ

き
起
こ
し
た
。

こ
れ
を
承う

け
て
政
府
は
、
い
わ
ゆ
る
減
反
政
策
を
採
用

し
た
こ
と
か
ら
、
米
の
増
産
を
目
指
し
て
、
ま
さ
に
粒
々

辛
苦
の
努
力
を
重
ね
て
き
た
稲
作
農
民
は
、
大
き
な
転
換

を
迫
ら
れ
た
。
し
か
も
高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
膨
大
な

工
場
群
が
、
長
年
か
か
っ
て
築
き
上
げ
て
き
た
水
田
を
潰

し
て
建
て
ら
れ
、
し
か
も
労
働
力
は
、
そ
の
稲
作
農
家
か

ら
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か

で
、
米
食
を
中
心
と
し
た
食
文
化
は
、
急
激
な
変
貌
を
遂

げ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
わ
た
し
た
ち
の
食
卓

を
見
回
し
て
み
て
も
、
米
の
食
事
に
占
め
る
位
置
は
、
過

去
に
較
べ
て
相
対
的
に
低
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
日
本
人
に
と
っ
て
、
米
抜
き
の
食
事
は
考
え
ら

れ
な
い
。
何
ら
か
の
事
情
で
稲
作
が
不
可
能
と
な
り
、
米

に
代
わ
る
優
秀
な
食
料
が
安
価
に
流
通
す
れ
ば
別
だ
が
、

フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
の
食
卓
か
ら
パ
ン
が
消

え
る
こ
と
を
想
定
す
る
の
が
難
し
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

食
生
活
史
上
の
問
題
で
、
も
っ
と
も
厄
介
な
の
は
、
階
級

差
と
ハ
レ
と
ケ
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
料
理
を
代
表
す
る

懐
石
料
理
に
し
て
も
米
の
占
め
る
位
置
は
低
く
、
洋
食
の

デ
ィ
ナ
ー
に
お
け
る
パ
ン
も
同
様
だ
ろ
う
。
た
だ
、
ど
ん

な
豪
勢
な
料
理
に
も
、
米
の
飯
や
パ
ン
が
伴
わ
な
い
と
、

そ
れ
ぞ
れ
に
物
足
り
な
い
。
逆
に
米
や
パ
ン
の
み
で
食
事

が
成
り
立
つ
わ
け
で
も
な
い
。

米
の
味
覚
体
系

た
だ
麦
の
文
化
が
麦
の
味
覚
体
系
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
よ
う
に
、
米
の
文
化
も
米
の
味
覚
体
系
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
。
調
味
料
の
味
噌
・
醤
油
も
米こ
め

麹こ
う
じ

に
よ
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（『別冊淡交No.17 日本の料理』淡交社、1996年より転載。撮影・岡崎良一）

酒と同じ原理の甘味調味料みりん。米を中心とした味覚体系（提供・九重味淋株式会社）

江戸時代に流行した会席料理。量は別として、ここでも米飯が欠かせない
（『別冊淡交No.17 日本の料理』淡交社、1996年より転載。撮影・小林庸浩）
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❶ お守り、フィリピン、縦 4.9 ×横 3.2 ×厚さ
0.7cm、H0224687　　　　　　　　　　 

現地ではアンティン・アンティンとよばれる

❷ 聖母マリア像、ハンガリー、 
幅 4.7 ×高さ16 ×奥行 3.8cm、H0161301

❸ 聖母子像のキーホルダー、 
大韓民国、縦 12 ×横 5.3 ×厚さ0.4cm、
H0214343

❹ クリスマス人形（キリスト降誕）、グアテマラ、
幅 6.6 ×高さ18 ×奥行 5.5cm、H0193578

❺ クリスマス人形（キリスト降誕）、イタリア、
幅 5.8 ×高さ12 ×奥行 4.1cm、H0103545

❻ 「黒いマリアの巡礼」、フランス、 
ビデオテーク番組番号 7178

❼ 十字架、エチオピア、 
縦 33 ×横 15 ×厚さ1.8cm、H0175059 

蓋を開けるとイコンが描かれている

❽ イコン「聖母とキリスト」、ブルガリア、 
縦 40 ×横 28 ×厚さ5cm、H0064463

❾ アパレシーダの聖母像、ブラジル、　　　　 

幅 24 ×高さ44 ×奥行 10.5cm、H0268819

❿ 聖母マリアの麦藁細工、メキシコ、　　　　
幅 30 ×高さ40 ×厚さ5.8cm、H0155010

※寸法は計測時の最大値を示す。

今
月
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
期
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
世
界
各
地
の
マ
リ
ア
様
の
像
を
み

て
み
よ
う
。「
似
た
モ
ノ
」
と
い
う
か
、
そ
も

そ
も
同
じ
人
物
の
像
な
の
だ
が
、
時
代
や
地

域
に
よ
っ
て
じ
つ
に
多
様
な
表
現
が
あ
る
。

ま
ず
、
古
く
か
ら
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
の

が
、
イ
コ
ン
と
よ
ば
れ
る
東
方
教
会
の
聖
像

画
で
あ
る
。
古
色
を
帯
び
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
の

イ
コ
ン
に
は
、
聖
母
子
と
聖
人
た
ち
が
描
か

れ
て
い
る
❽
。

一
方
、
マ
リ
ア
が
人
び
と
の
前
に
出
現
し
た

と
さ
れ
る
出
来
事
が
あ
る
と
、
目
撃
者
の
証

言
に
も
と
づ
き
新
し
い
マ
リ
ア
像
が
生
ま
れ

る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ル
ド
で
の
出
現（
一八
五
八

年
）
に
よ
る
「
ル
ル
ド
の
聖
母
」
は
、
こ
の
ハ

ン
ガ
リ
ー
の
小
像
の
よ
う
に
、
今
で
は
世
界

中
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
人
び
と
に
崇
敬
さ
れ
て

い
る
❷
。

土
地
と
結
び
つ
き
、
特
定
の
人
び
と
の

信
心
を
と
り
わ
け
集
め
る
マ
リ
ア
像
も
あ
る
。

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
映
像
「
黒
い
マ
リ
ア
の
巡
礼
」

で
は
、
フ
ラ
ン
ス
中
部
オ
ル
シ
バ
ル
村
の
黒
い

マ
リ
ア
を
マ
ヌ
ー
シ
ュ
（
ジ
プ
シ
ー
）
の
人
び

と
が
訪
れ
る
❻
。
川
で
漁
師
の
網
か
ら
発
見

さ
れ
た
と
い
う
伝
承
を
も
ち
、
ブ
ラ
ジ
ル
の

国
の
守
護
聖
人
と
な
っ
た
の
は
、「
ア
パ
レ
シ
ー

ダ
の
聖
母
」
だ
❾
。

身
に
つ
け
て
持
ち
運
べ
る
マ
リ
ア
像
も
あ

る
。
韓
国
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
で
は
、
幼
子
イ

エ
ス
を
抱
く
マ
リ
ア
は
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
ま

と
っ
た
韓
国
人
の
姿
で
あ
り
❸
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
お
守
り
に
は
、
ル
ソ
ン
島
南
部
ナ
ガ
に

三
百
年
伝
わ
る「
ペ
ニ
ャ
フ
ラ
ン
シ
ア
の
聖
母
」

の
姿
が
鋳
ら
れ
て
い
る
❶
。
こ
れ
ら
に
は
、
マ

リ
ア
を
い
つ
も
自
分
た
ち
の
身
近
な
存
在
と

し
て
感
じ
た
い
と
い
う
願
い
が
見
て
と
れ
る
。

麦む
ぎ
わ
ら藁
細
工
の
メ
キ
シ
コ
の
聖
母
像
か
ら
❿
、

細
か
い
文
様
の
彫
ら
れ
た
木
の
十
字
架
の
な

か
に
描
か
れ
た
エ
チ
オ
ピ
ア
の
聖
母
子
ま
で

❼
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
素
材
や
技
法
を
用

い
、
人
び
と
の
想
像
力
／
創
造
力
を
反
映
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
マ
リ
ア
像
が
生
ま
れ
て
き
た
。

な
お
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
期
（
待
降
節
か

ら
公
現
祭
ま
で
）、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
家
庭
や

学
校
、
お
店
な
ど
で
は
、
キ
リ
ス
ト
降
誕
の

場
面
の
人
形
が
飾
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
イ
タ
リ

ア
と
グ
ア
テ
マ
ラ
の
作
例
の
か
わ
い
ら
し
い
マ

リ
ア
像
は
❹
❺
、
飼
葉
桶お
け
の
幼
子
イ
エ
ス
、
父

ヨ
セ
フ
、
東
方
の
三
賢
王
な
ど
の
登
場
人
物

た
ち
と
と
も
に
降
誕
場
面
を
構
成
す
る
人
形

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

みんぱくのマドンナたち
古
ふ る

沢
さ わ

 ゆりあ　総合研究大学院大学 文化科学研究科 博士課程
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似てるけどどこか違う
似てないようでどこか似てる

いろんな工夫や思いを映す 
みんぱくの所蔵資料

❷

❻

❽

❹❺

❼

❸

❶

❾
❿



長
年
に
わ
た
る
紛
争
が
い
ま
も
な
お
続
く
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

の
女
性
の
生
活
と
自
立
の
支
援
を
め
ざ
し
て
、
2
0
0
6
年
に

日
本
人
女
性
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
・
バ
ー
ミ
ヤ
ン
・
ハ
ン
デ
ィ
ク

ラ
フ
ト
を
設
立
し
ま
し
た
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
女
性
は
手
先
が
器
用
で
、
母
は
娘
と
一
緒

に
絨
毯
を
織
り
、
身
の
回
り
の
品
に
手
の
込
ん
だ
美
し
い
刺
繍

を
ほ
ど
こ
し
、
娘
が
嫁
ぐ
日
の
た
め
の
準
備
を
し
て
い
ま
す
。

刺
繍
は
家
族
の
心
を
つ
な
ぐ
文
化
な
の
で
す
。

そ
ん
な
彼
女
た
ち
が
一
針
ご
と
に
思
い
を
込
め
て
刺
繍
を
ほ
ど

こ
し
た
手
工
芸
品
が
届
き
ま
し
た
。
バ
ッ
グ
や
ポ
ー
チ
、
民
族

衣
装
を
身
に
ま
と
っ
た
テ
デ
ィ
ベ
ア
も
あ
り
ま
す
。
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
伝
統
文
化
を
次
世
代
に
継
承
し
、
自
分
た
ち
の
力
で
未

来
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
す
、
ア
フ
ガ
ン
女
性
の
手

仕
事
を
応
援
し
ま
せ
ん
か
。

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト 「
う
ま
」

2
0
1
4
年
の
干
支
で
あ
る
「
う
ま
」
を
テ
ー
マ

に
、
み
ん
ぱ
く
所
蔵
の
資
料
や
写
真
を
展
示
し
、
世

界
各
地
の
「
う
ま
」
に
か
か
わ
る
興
味
深
い
情
報
を

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
展
示
場
内
の
「
う
ま
」
に
か

か
わ
る
資
料
の
場
所
を
示
し
た
「
う
ま
マ
ッ
プ
」
も

お
配
り
し
ま
す
。
年
末
年
始
、
世
界
の
人
び
と
と

「
う
ま
」
の
つ
な
が
り
を
探
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

会
期　

12
月
12
日
（
木
）
〜

　
　
　

2
0
1
4
年
1
月
28
日
（
火
）

会
場　

本
館　

探
究
ひ
ろ
ば
横
休
憩
所

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時　

1
月
13
日
（
月
・
祝
）

　
　
　

11
時
〜
11
時
20
分
／
14
時
30
分
〜
14
時
50
分

解
説　

小
林
繁
樹
（
本
館
教
授
）

会
場　

本
館　

探
究
ひ
ろ
ば
横
休
憩
所

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
大
き
な
「
う
ま
」
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
に
挑
戦
！
」

み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
を
使
っ
た
絵
柄
の
ジ
グ
ソ
ー

パ
ズ
ル
を
難
易
度
の
高
い
も
の
と
低
い
も
の
2
種
類

ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
参
加
者
に
は
「
う
ま
」
に
ま

つ
わ
る
情
報
シ
ー
ト
を
お
配
り
し
ま
す
。

日
時　

1
月
13
日
（
月
・
祝
）、
1
月
19
日
（
日
）　

　
　
　

10
時
30
分
〜
16
時
30
分
（
受
付
16
時
終
了
）

会
場　
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

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

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

※
当
日
受
付
、先
着
順
、参
加
無
料

※
6
歳
未
満
の
方
は
保
護
者
同
伴
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い

「
お
り
が
み
で
遊
ぼ
う
！

―
干
支
シ
リ
ー
ズ
「
午
」」

日
時　

1
月
13
日
（
月
・
祝
）

　
　
　

10
時
／
10
時
45
分
／
11
時
30
分
／

　
　
　

13
時
／
13
時
45
分
／
14
時
30
分（
各
回
40
分
）

会
場　
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
（
定
員
各
回
10
名
）

※
当
日
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料

「
え
と
の
「
午
」
で
絵
馬
を
つ
く
ろ
う
」

日
時　

1
月
26
日
（
日
）
10
時
30
分
〜
16
時

会
場　
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
（
定
員
1
0
0
名
）

※
当
日
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料

特
別
展

「
渋
沢
敬
三
記
念
事
業　

屋
根
裏
部
屋
の
博
物
館
―A

ttic M
useum

」

会
期　

12
月
3
日
（
火
）
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
ロ
シ
ア
と
中
国
の
国
境

―
諸
民
族
の
混
住
す

る
社
会
に
お
け
る
『
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
』と
は
何
か
？
」

中
国
東
北
部
を
対
象
に
、
諸
民
族
関
係
を
考
察
す

る
鍵
概
念
と
し
て
、「
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」

を
と
り
あ
げ
て
、
議
論
し
ま
す
。

日
時　

1
月
8
日
（
水
）
10
時
30
分
〜
17
時
30
分

　
　
　

1
月
9
日
（
木
）
10
時
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
要
事
前
申
込
、
研
究
者
対
象

申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

小
長
谷
研
究
室

電
話
（
直
通
）　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
7
4

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
北
太
平
洋
沿
岸
諸
文
化
の
比
較
研
究

―
先
住
権
と
海
洋
資
源
の
利
用
を
中
心
に
」

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
的
は
、
北
太
平
洋
沿
岸
諸
文

化
に
関
す
る
研
究
の
こ
れ
ま
で
の
成
果
と
調
査
の
現

状
を
比
較
検
討
し
、
研
究
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
形
成
す
る
こ
と
で
す
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
女
性
た
ち
の
手
仕
事

化
、
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
、
休
憩
所
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

2
．
2
0
1
4
年
1
月
23
日（
木
）〜
2
月
19
日（
水
）

オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ

カ
、
西
ア
ジ
ア
、
音
楽
の
一
部
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

●
休
館
日
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
は
12
月
28
日
（
土
）
か
ら
1
月
4
日

（
土
）
ま
で
休
館
し
ま
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
7
回　

2
0
1
4
年
1
月
11
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
語
る
】

中
央
ア
ジ
ア
の
民
家
の
現
在

講
師　
藤
本
透
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

こ
の
夏
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
収
集
を
含
む
調

査
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
現
在
、
展
示
場
に
あ
る
ウ
ズ
ベ
ク
の
民

家
模
型
は
1
9
8
0
年
代
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
民
家
を
訪
ね
、
現
在
の
く
ら
し
の
様
子
な
ど
を
う

か
が
い
ま
し
た
。
カ
ザ
フ
で
は
天
幕
の
役
割
が
、
住
ま
い
か
ら
別

の
役
割
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
収
集
し
た
資

料
も
実
際
に
お
見
せ
し
な
が
ら
、
今
回
の
調
査
や
今
後
の
調
査
計

画
も
あ
わ
せ
て
お
話
し
し
ま
す
。

第
4
2
8
回　

2
月
1
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

神
殿
更
新
で
社
会
が
変
わ
る
―
南
米
ア
ン
デ
ス
文
明
の
誕
生

講
師　
関
雄
二
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

東
京
講
演
会

会
場　
モ
ン
ベ
ル
品
川
店
２
Ｆ
サ
ロ
ン

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
）

第
1
0
7
回　

12
月
21
日
（
土
）
14
時
〜
15
時
30
分

【
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
よ
り
】

婚
礼
に
映
し
だ
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
い
ま

講
師　
三
尾
稔
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

盛
大
な
こ
と
で
知
ら
れ
る
イ
ン
ド
の
婚
礼
は
、
経
済
発
展
を
背
景

に
ま
す
ま
す
華
麗
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
婚

礼
に
う
つ
し
だ
さ
れ
る
イ
ン
ド
社
会
の
現
在
の
姿
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
婚
礼
に
か
け
る
人
び
と
の
思
い
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
ン
ド
西
部
の
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン

州
で
2
0
1
2
年
に
行
っ
た
取
材
に
基
づ
く
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
映
像

の
一
部
を
お
見
せ
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
の
婚
礼
の
変
わ
り
つ
つ
あ

る
部
分
と
変
わ
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

※
申
込
は
参
加
者
名
、
連
絡
先
を
明
記
し
て
上
記
友
の
会
ま
で

メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
ハ
ガ
キ
に
て
。

日
時　

1
月
11
日
（
土
）
〜
1
月
13
日
（
月
・
祝
）

会
場　

本
館　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室
（
各
回
定
員
80
名
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
参
加
無
料

み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
ラ
ビ
ッ
ト・
ホ
ー
ル
」

交
通
事
故
で
息
子
を
な
く
し
た
家
族
の
和
解
と
再

生
を
描
い
た
映
画
を
通
し
て
、
家
族
の
あ
り
方
を
あ

ら
た
め
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

1
月
25
日
（
土
）
13
時
30
分
〜
16
時

会
場　

講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
参
加
無
料

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

●
朝
倉
敏
夫
教
授
が
韓
国
政
府
よ
り
大
韓
民
国
玉

冠
文
化
勲
章
受
章

10
月
19
日
、
本
館
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
朝あ
さ

倉く
ら

敏と
し

夫お

教
授
が
、
多
年
に
わ
た
る
韓
国
社
会
の
文
化

人
類
学
的
研
究
、
お
よ
び
国
立
民
族
学
博
物
館
に

お
い
て
日
韓
間
の
人
的
交
流
、
文
化
交
流
に
果
た
し

た
功
績
を
称
え
ら
れ
、
韓
国
政
府
よ
り
大
韓
民
国

玉
冠
文
化
勲
章
を
受
章
し
ま
し
た
。

●
藤
本
透
子
助
教
が
人
間
文
化
研
究
奨
励
賞
受
賞

本
館
民
族
文
化
研
究
部
藤ふ
じ

本も
と

透と
う
子こ

助
教
が
、
人
間

文
化
研
究
奨
励
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

●
展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
お
知
ら
せ

展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
た
め
、
朝
鮮
半
島
の

文
化
・
中
国
地
域
の
文
化
・
日
本
の
文
化
（
沖
縄
の

く
ら
し
）
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

期
間　

3
月
19
日
（
水
）
ま
で

●
展
示
場
一
部
閉
鎖
の
お
知
ら
せ

本
館
2
階
展
示
場
の
空
調
設
備
更
新
の
た
め
、
左

記
の
期
間
、
展
示
場
の
一
部
閉
鎖
を
い
た
し
ま
す
。

そ
の
間
は
観
覧
無
料
と
な
り
ま
す
（
た
だ
し
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
）。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

1
．
12
月
5
日（
木
）〜
2
0
1
4
年
1
月
22
日（
水
）

音
楽
の
一
部
、
言
語
、
南
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、

中
央
・
北
ア
ジ
ア
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
、
日
本
の
文

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

第
4
2
7
回　

12
月
21
日（
土
）

カ
ザ
フ
の
死
者
儀
礼

―
日
常
か
ら
展
望
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム

講
師　
藤
本
透
子（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

死
者
の
た
め
に
ク
ル
ア
ー
ン

（
コ
ー
ラ
ン
）
を
唱
え
、
盛
大

な
肉
料
理
で
お
客
を
も
て
な

し
、
馬
上
競
技
に
熱
く
な
る
。

カ
ザ
フ
人
に
と
っ
て
の
イ
ス

ラ
ー
ム
（
イ
ス
ラ
ム
教
）
は
、

私
た
ち
が
想
像
す
る
イ
ス

ラ
ー
ム
と
は
少
し
異
な
り
ま

す
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
「
厳

格
」「
過
激
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
先
行
し
が
ち
な
イ
ス

ラ
ー
ム
に
つ
い
て
、
カ
ザ
フ
ス

タ
ン
の
草
原
に
暮
ら
す
人
び

と
の
日
常
か
ら
考
え
ま
す
。

大
規
模
な
死
者
儀
礼
の
一
場
面

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

みんぱくツイッター　http://twitter.com/MINPAKUofficial

刊行物紹介
■信田敏宏　著
『ドリアン王国探訪記―マレーシア
先住民の生きる世界 （フィールドワーク選書）』

臨川書店　定価：2,100円

フィールドワークの魅力とは
何か。マレーシア先住民オラ
ン・アスリと暮らした２年半
の日々を振り返りながら、自
己をも変容させるフィールド
ワークの魔力や醍醐味を、村
びととのエピソードや豊富
な写真を交えて紹介します。

■田村克己、松田正彦　編著
『ミャンマーを知るための60章』
明石書店　定価:2 ,10 0円

今、世界の注目を集めている
ミャンマー。それぞれの分野で
ミャンマーに長く関わってきた
専門家や、日本に留学や仕事で
長く滞在しているミャンマー人
執筆者が、その経験と知識を
背景に、さまざまな視点から
この国を紹介します。

第
4
2
8
回　

1
月
18
日（
土
）

熱
狂
エ
チ
オ
ジ
ャ
ズ！
！
！

講
師　
川
瀬 

慈（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

エ
チ
オ
ピ
ア
で
は
、
50
年
代

か
ら
70
年
代
に
か
け
て
、
皇

帝
ハ
イ
レ
セ
ラ
シ
エ
の
護
衛

楽
団
が
エ
チ
オ
ピ
ア
特
有
の

メ
ロ
デ
ィ
と
西
洋
の
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
音
楽
を
絶
妙
に
ブ
レ
ン

ド
さ
せ
な
が
ら
独
自
の
音
楽

世
界
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
。

本
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、
現
在

各
国
の
音
楽
シ
ー
ン
で
話
題

沸
騰
の
〝
エ
チ
オ
ジ
ャ
ズ
〞
の

歴
史
と
そ
の
世
界
的
な
広
が

り
、
音
楽
家
た
ち
の
素
顔
を

紹
介
し
ま
す
。

ア
ジ
ス
ア
ベ
バ
の
ジ
ャ
ズ
・
フ
ァ
ン
ク

バ
ン
ド

手織り布のポーチ（写真左）　　　　　2,400円
手織り布の丸ポーチ（写真右）　　　2,400円
パッチワークのお財布兼バッグ（写真中央）

8,000円
民族衣装を着たテディベア

4,300～ 5,000円
※掲載商品以外にもたくさん取り揃えております。

価格はすべて税込

12   13    2013 年 12月号



コ
ロ
ラ
ド
高
原
地
域
の
自
然
史
と
先
住
民
文
化
の
展
示
・
研
究
施
設

米
国
五
〇
州
の
な
か
で
四
州
の
境
界
線
が
一
点
で
交
わ
る
の
は
、
南
西
部
の
ユ
タ
、
コ
ロ
ラ
ド
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
、

ア
リ
ゾ
ナ
だ
け
で
あ
る
。﹁
田
舎
町
﹂
を
あ
ら
わ
す
一
般
名
詞
﹁
フ
ォ
ー
・
コ
ー
ナ
ー
ズ
﹂
は
、
こ
れ
ら
四
州
の
交
差
地

点
や
四
州
の
総
称
と
し
て
固
有
名
詞
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
中
心
部
は
コ
ロ
ラ
ド
高
原
で
、
世
界
遺
産
グ

ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
、
大
隕い

ん

石せ
き

孔こ
う

メ
テ
オ
・
ク
レ
ー
タ
ー
、
西
部
劇
の
舞
台
と
し
て
有
名
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
バ
レ
ー
な

ど
の
国
立
・
国
定
公
園
指
定
の
自
然
遺
産
が
散
在
す
る
。

北
ア
リ
ゾ
ナ
博
物
館
︵M

useum
 of N

orthern A
rizon

a

、
以
下
M
N
A
︶
は
、
フ
ォ
ー
・
コ
ー
ナ
ー
ズ
地
点
の

南
西
に
位
置
す
る
フ
ラ
ッ
グ
ス
タ
ッ
フ
市
に
一
九
二
八
年
に
開
館
し
た
。
お
も
な
収
蔵
・
展
示
品
は
、
コ
ロ
ラ
ド
高
原

に
生
息
す
る
動
植
物
や
恐
竜
な
ど
の
自
然
史
関
連
の
資
料
と
、
ホ
ピ
や
ナ
バ
ホ
や
ズ
ニ
と
い
っ
た
先
住
民
関
連
の
考
古

学
資
料
と
民
族
誌
資
料
で
あ
る
。
M
N
A
は
、
世
界
中
か
ら
観
光
客
を
呼
び
寄
せ
る
魅
惑
の
地
を
紹
介
す
る
文
化
施

設
で
あ
り
、︵
古
︶
生
物
学
・
考
古
学
・
文
化
人
類
学
専
門
の
常
勤
ス
タ
ッ
フ
を
有
す
る
研
究
機
関
で
も
あ
る
。

先
住
民
ア
ー
ト
の
普
及
促
進

開
館
当
時
の
一
九
二
〇
年
代
、
米
国
連
邦
政
府
は
先
住
民
に
対
し
て
強
権
的
な
政
策
を
続
け
て
い
た
。
宗
教
・
教

育
・
土
地
所
有
な
ど
に
お
い
て
伝
統
的
な
先
住
民
文
化
を
解
体
さ
せ
、
強
制
的
な
白
人
社
会
へ
の
同
化
が
ね
ら
い
だ
っ

た
。
強
制
同
化
政
策
は
一
九
三
〇
年
代
に
自
治・経
済
自
立
政
策
へ
と
大
転
換
す
る
。
新
政
策﹁
イ
ン
デ
ィ
ア
ン・ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
﹂
は
、
連
邦
政
府
の
管
理
下
で
の
先
住
民
政
府
樹
立
、
成
文
憲
法
の
制
定
、
経
済
活
動
の
支
援
な
ど
を
主
眼

と
し
た
。
た
と
え
ば
米
国
内
務
省
に
新
設
し
た
﹁
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
美
術
工
芸
委
員
会
︵
I
A
C
B
︶﹂
は
、
先
住
民
ア
ー

ト
の
観
光
資
源
化
の
可
能
性
に
着
眼
し
﹁
民
族
集
団
ブ
ラ
ン
ド
﹂
の
開
発
と
促
進
を
図
っ
た
。

M
N
A
は
強
制
同
化
政
策
時
代
か
ら
先
住
民
に
対
し
て
人
道
主
義
・
友
愛
主
義
を
貫
い
て
き
た
。
た
と
え
ば
美
術
工

芸
品
制
作
の
奨
励
や
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活
動
で
、
ホ
ピ
製
ア
ー
ト
の
展
示
即
売
会
は
開
館
五
年
目
に
開
始
し
た
。
そ
う

し
た
経
験
と
貢
献
を
評
価
し
た
I
A
C
B
は
、
ホ
ピ
に
独
特
の
銀
細
工
制
作
技
法
を
考
案
す
る
よ
う
M
N
A
に
要
請
す

る
。
第
二
次
世
界
大
戦
参
戦
に
と
も
な
い
金
属
供
給
が
滞
っ
た
た
め
計
画
は
頓
挫
し
た
が
、
現
在
ホ
ピ
製
銀
細
工
と
同

義
語
的
に
使
用
さ
れ
る
重
ね
合
わ
せ
技
法
は
こ
の
と
き
に
産
声
を
あ
げ
た
。
そ
の
後
の
ホ
ピ
銀
細
工
産
業
の
発
展
や
資

料
収
集
と
記
録
化
に
お
い
て
M
N
A
の
貢
献
は
非
常
に
高
い
。

展
示
即
売
会
の
歴
史
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
販
売
ス
ペ
ー
ス
の
提
供
だ
け
で
は
な
く
、
講
演
、
制
作・調
理
実
演
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
に
本
館
の
展
示
場
、
講
堂
、
中
庭
施
設
が
開
放
さ
れ
る
。
ホ
ピ
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
毎
年
米

国
独
立
記
念
日
の
週
末
に
開
催
さ
れ
、
二
〇
一
三
年
に
は
八
〇
回
目
を
迎
え
た
。
世
界
で
も
っ
と
も
古
く
か
ら
継
続
す

る
先
住
民
の
総
合
的
文
化
普
及
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。

新
収
蔵
施
設
の
オ
ー
プ
ン

二
〇
〇
九
年
の
夏
至
、
M
N
A
は
イ
ー
ス
ト
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー
の
除
幕
式
を
お
こ
な
っ
た
。
一
九
四
〇
年

代
末
に
建
築
し
た
旧
収
蔵
庫
は
、
資
料
保
存
に
関
す
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
た
め
だ
。
敷
地
面
積
一
六
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
の
二
階
構
造
の
新
施
設
は
、安
全
、清
潔
、環
境
へ
の
優
し
さ
を
謳
っ
て
い
る
。
遠
く
か
ら
で
も
目
を
引
く
の
は
、

屋
外
の
天
井
部
に
植
物
が
生
え
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
防
水
加
工
を
施
し
た
特
殊
パ
ネ
ル
を
敷
き
詰
め
、苔こ

け

と
コ
コ
ナ
ッ

ツ
繊
維
と
土
壌
で
パ
ネ
ル
を
覆
い
、コ
ロ
ラ
ド
高
原
地
域
に
生
息
す
る
植
物
の
種
を
ま
い
て
自
生
さ
せ
て
い
る
。﹁living

 

ro
of

﹂
と
よ
ば
れ
る
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
自
然
と
の
調
和
で
あ
る
。
M
N
A
、
建
築
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
先
住

民
の
三
者
は
数
年
間
折
衝
を
繰
り
返
し
た
。
交
渉
団
と
し
て
組
織
さ
れ
た
﹁
先
住
民
諮
問
委
員
会
﹂
は
、
自
分
た
ち
先

住
民
に
と
っ
て
の
利
便
性
と
快
適
さ
や
、
彼
ら
の
伝
統
や
信
仰
に
対
す
る
配
慮
を
要
望
し
た
。
た
と
え
ば
、
東
に
向
い

た
入
口
、
流
線
型
の
デ
ザ
イ
ン
、
自
然
界
と
の
つ
な
が
り
が
途
切
れ
な
い
﹁
生
き
た
建
造
物
﹂、
地
元
産
出
建
材
の
使
用
、

資
料
熟
覧
の
た
め
の
自
然
光
採
光
設
備
、
人
骨
や
特
定
の
儀
礼
具
の
非
保
管
な
ど
で
あ
る
。

M
N
A
の
先
住
民
へ
の
姿
勢
は
﹁
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
一
緒
に
文
化
を
継
承
し
て
い
く
パ
ー
ト
ナ
ー
﹂
と
い
う

ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ル
ー
ニ
グ
現
館
長
の
言
葉
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
身
近
な
存
在
の
人
び
と
か
ら
資
料
収
集
し
、

そ
れ
ら
を
展
示
・
保
存
す
る
研
究
機
関
が
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
お
い
て
示
し
て
く
れ
る
こ
う
し
た
態
度
は
、
わ
た

し
た
ち
世
界
の
民
族
集
団
の
資
料
を
扱
う
民
博
の
活
動
に
も
大
い
な
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

M
N
A
と
民
博
と
は
二
〇
一
三
年
度
中
に
学
術
協
定
を
結
ぶ
予
定
で
あ
る
。

北
ア
リ
ゾ
ナ
博
物
館

伊い

藤と
う 

敦あ
つ

規の
り

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

米
国
フ
ォ
ー
・
コ
ー
ナ
ー
ズ
地
域
に
は
、先
住
民
に
対
す
る
友
愛
と

敬
意
に
満
ち
た
活
動
を
続
け
て
き
た
私
設
博
物
館
が
あ
る
。

文
化
展
示
、ア
ー
ト
振
興
、資
料
保
存
に
お
け
る
博
物
館
と
先
住
民

と
の
連
携
は
、協
働
を
声
高
に
謳う

た

う
こ
と
な
く
日
常
化
し
て
い
る
。

MNA 本館正門ホピの銀細工の歴史を紹介する展示第 80 回ホピ・フェスティバルの様子。2013 年 7月
（撮影・山﨑幸治）

イーストン・コレクション・センター ミュージアム・ショップのポス
ター。先住民スタッフはモデルも
務める

アメリカ

カナダ

メキシコ

フォー・コーナーズ

フラッグ
  スタッフ

コロラド州

ユタ州

ニューメキシコ州
アリゾナ州
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フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
店
開
業

わ
た
し
は
、
普
通
の
女
の
子
だ
っ
た
。
学
力
も
体
力
も
芸

術
系
も
普
通
、
本
を
読
む
わ
け
で
も
な
く
世
界
に
つ
い
て
も

無
頓
着
で
あ
っ
た
。
高
校
を
卒
業
し
て
損
保
会
社
に
就
職
、

広
告
会
社
に
転
職
し
て
寿
退
社
。
三
人
の
男
の
子
に
恵
ま
れ

た
。
末
子
が
二
歳
の
と
き
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
き
始
め
た
。

そ
の
後
、
女
性
起
業
セ
ミ
ナ
ー
を
受
講
し
、「
生
涯
現
役
で
人

の
役
に
立
つ
こ
と
を
し
た
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
一
九
九
六
年

に
愛
知
県
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
一
階
に
中
部
地
区
で
は
じ
め

て
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
専
門
店
を
オ
ー
プ
ン
し
た
。
子
育
て

真
っ
最
中
の
と
き
に
自
宅
マ
ン
シ
ョ
ン
で
開
催
し
た
出
前
コ
ン

サ
ー
ト
で
、
エ
ビ
や
バ
ナ
ナ
の
生
産
者
が
貧
し
い
生
活
を
送
っ

て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
が
東
南
ア
ジ

ア
の
人
た
ち
を
犠
牲
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た

こ
と
も
大
き
い
。
店
を
経
営
し
な
が
ら
、
わ
た
し
は
い
ろ
ん

な
人
と
の
出
会
い
の
な
か
で
成
長
し
て
い
っ
た
。
ま
た
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
の
生
産
者
の
現
場
を
訪
れ
る
こ
と
で
視
野
を
広
げ

る
こ
と
も
で
き
た
。
一
〇
カ
国
ほ
ど
訪
ね
た
そ
れ
ら
の
土
地
と

は
今
も
こ
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

事
業
と
並
行
し
て
講
演
会
な
ど
啓
発
活
動
を
企
画
し
て
き
た

が
、
一
〇
年
た
っ
て
も
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
広
が
っ
て
い
る
と
は

思
え
な
か
っ
た
。
じ
つ
は
そ
の
こ
ろ
、
世
界
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド・

タ
ウ
ン
運
動
を
知
っ
て
驚
い
た
の
だ
が
、
到
底
名
古
屋
で
は
無

理
だ
ろ
う
と
あ
き
ら
め
て
、
そ
れ
以
上
考
え
も
し
な
か
っ
た
。

生
産
者
を
訪
ね
て

商
品
を
作
っ
て
い
る
生
産
者
を
訪
ね
る
こ
と
は
、
見
え
な

か
っ
た
姿
が
見
え
て
く
る
の
で
わ
く
わ
く
す
る
。
訪
問
前
に

は
想
像
の
世
界
に
す
ぎ
な
か
っ
た
生
産
者
の
姿
が
、
訪
問
後

は
い
つ
も
隣
に
い
る
よ
う
な
錯
覚
す
ら
あ
り
、
顧
客
に
そ
の

こ
と
を
伝
え
る
の
は
な
ん
の
苦
も
な
く
、
現
地
で
感
じ
た
気

持
ち
は
溢あ

ふ

れ
る
よ
う
に
出
て
く
る
。
そ
れ
も
ま
た
喜
び
で

あ
る
。
モ
ノ
を
通
じ
て
人
が
つ
な
が
っ
て
い
る
実
感
が
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
に
メ
キ
シ
コ
の
首
都
か
ら
車
で
六
時
間
離
れ
た

陸
の
孤
島
と
よ
ば
れ
て
い
る
プ
エ
ブ
ラ
州
の
ケ
ツ
ァ
ー
ラ
ン

を
訪
ね
た
と
き
は
、
ち
ょ
う
ど
コ
ー
ヒ
ー
生
産
者
の
ト
セ
パ

ン
組
合
の
三
〇
周
年
と
い
う
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
祭
事
が

あ
っ
た
。
教
会
の
広
場
で
は
ボ
ラ
ド
ー
レ
ス
と
い
う
儀
式
を

見
た
。
教
会
よ
り
高
い
く
ら
い
の
支
柱
の
上
部
に
巻
き
つ
け

た
縄
に
体
を
つ
な
い
だ
四
人
の
男
た
ち
が
、
鳥
に
な
っ
た
よ

う
に
支
柱
を
く
る
く
る
周
り
な
が
ら
舞
い
降
り
て
く
る
。
そ

れ
を
見
た
と
き
は
、
人
は
天
と
地
の
あ
い
だ
に
有
り
、
鳥
に

憧
れ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
。

旅
先
で
訪
ね
る
生
産
者
は
、
お
も
に
先
住
の
民
だ
。
質
素

な
暮
ら
し
で
、
素
朴
な
音
楽
や
踊
り
な
ど
が
観
光
化
さ
れ
る

前
の
状
態
で
存
続
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
組
合
の
理
念
に

は
、
地
球
環
境
へ
の
強
い
思
い
が
あ
る
。
そ
の
同
じ
思
い
で
生

産
者
と
先
進
国
の
消
費
者
が
つ
な
が
る
の
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
思
い
を
抱
く
消
費
者
は
ま
だ
ま
だ

少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
理

念
を
伝
え
る
た
め
に
も
、
生
産
者
を
訪
ね
、
製
品
の
背
景
を

消
費
者
に
伝
え
て
い
き
た
い
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
運
動
だ
！

二
〇
〇
八
年
の
秋
、
東
京
で
開
催
さ
れ
た
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

団
体
の
展
示
会
に
参
加
し
た
。
そ
の
と
き
に
「
み
ん
な
で
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
・
タ
ウ
ン
に
な
り
た
い
！
」
っ
て
手
を
あ
げ
よ
う

と
い
う
提
案
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
出
来
な
い
と
思
っ
て
い
た

わ
た
し
も
、
手
を
挙
げ
る
事
な
ら
出
来
る
と
、
手
を
挙
げ
た
。

す
る
と
、
そ
こ
か
ら
蓋
が
開
い
た
よ
う
に
、
次
々
と
情
報
が

入
り
、
翌
年
三
月
に
は
「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
タ
ウ
ン
で
町
お

こ
し
」
の
講
演
に
参
加
す
る
た
め
に
再
度
上
京
。
名
古
屋
で

も
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
ラ
ベ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
（
Ｆ
Ｌ
Ｊ
）
の
中

島
佳
織
事
務
局
長
を
お
招
き
し
て
勉
強
会
を
一
一
月
に
企
画

し
、そ
れ
に
む
け
て
六
月
に
は
「
名
古
屋
を
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド・

タ
ウ
ン
に
し
よ
う
会
（
な
ふ
た
う
ん
）」
が
発
足
し
た
。
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
は
運
動
で
あ
る
と
改
め
て
感
じ
た
。

「
な
ふ
た
う
ん
」
の
お
も
な
活
動
は
、
国
際
理
解
教
育
の
参

加
型
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
、
学
校
（
小
・
中
・
高
・
大
）
や
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
開
催
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に

自
主
企
画
の
三
回
連
続
講
座
「
楽
し
く
学
ぶ
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
」「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
来
た
道
」
を
含
め
、
三
年
間
で
七
〇

回
以
上
も
お
こ
な
っ
た
。
講
演
会
や
バ
ザ
ー
出
店
も
多
数
あ

る
。
毎
年
五
月
に
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
月
間
企
画
と
し
て
、
名

古
屋
市
・
愛
知
県
の
国
際
交
流
協
会
と
共
催
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
企
画
を
続
け
て
い
る
。「
な
ふ
た
う
ん
」
の
趣
旨
に
賛
同
し

て
く
れ
た
ワ
ン
コ
イ
ン
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
現
在
一
八
〇
名
に
の

ぼ
る
。
月
刊
で
「
な
ふ
た
う
ん
新
聞
」
を
発
行
し
、
毎
月
の

推
進
会
議
に
は
、
大
学
生
や
会
社
員
、
主
婦
な
ど
、
職
業
も

年
代
も
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
集
ま
っ
て
い
る
。

二
〇
一一
年
秋
か
ら
一
年
か
け
て
、
市
民
・
行
政
・
議
員
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
／
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
学
校
・
企
業
な
ど
も
参
加
し
て
「
名
古
屋

に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
広
め
る
た
め
の
会
議
」
を
隔
月
で
開
催

し
た
。
そ
の
後
、
他
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
に
も
呼
び
か
け
、

二
〇
一
三
年
一
月
「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
名
古
屋
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

が
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
（
国
際
協
力
機
構
）
中
部
に
て
発
足
し
た
。
こ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
タ
ウ
ン
に
な
る
た
め
の

六
つ
の
条
件
の
ひ
と
つ
、
推
進
組
織
の
設
立
と
支
持
層
の
拡
大

に
該
当
す
る
。
次
に
取
り
組
む
の
は
議
会
承
認
で
あ
る
。

「
わ
た
し
た
ち
は
お
陰
様
で
生
き
て
い
る
。
生
か
さ
れ
て
い

る
」
と
思
い
、
地
域
や
世
界
、
そ
し
て
自
然
と
と
も
に
生
き

る
思
い
を
も
っ
た
な
ら
わ
た
し
た
ち
は
平
和
に
暮
ら
せ
る
。
そ

し
て
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
世
界
に
視
野
を
広
げ
る
き
っ
か
け
の

ひ
と
つ
で
あ
り
、
各
分
野
の
人
と
つ
な
が
る
縁
結
び
の
役
も
あ

る
。
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
施
行
さ
れ
た
「
消
費
者
教
育
推
進

法
」
は
、
公
正
で
持
続
可
能
な
社
会
形
成
に
消
費
者
と
し
て

積
極
的
に
参
画
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
さ
に
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
の
推
進
が
う
た
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の

機
に
、
名
古
屋
を
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
タ
ウ
ン
に
し
、
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
を
い
っ
そ
う
推
進
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

地
域
と
世
界
が
つ
な
が
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

土ど

井い 

ゆ
き
こ
　
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
シ
ョ
ッ
プ 

風"s
（
ふ
〜
ず
）
代
表
・
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
名
古
屋
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
ま
ち
ぐ
る
み
で
応
援
す
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
タ
ウ
ン
。

そ
の
考
え
方
は
、
生
産
地
と
消
費
地
を
つ
な
げ
る
だ
け
で
な
く
、

ま
ち
に
暮
ら
す
人
び
と
同
士
を
つ
な
げ
、
ま
ち
自
体
を
活
性
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
る
。

フェアトレード名古屋ネットワーク（ＦＴＮＮ）の
発足は2013年1月11日

フェアトレードショップ　風”ｓ（ふ～ず）の店頭 ろうけつ染めの作業（インドネシア） 生産者とコーヒーの木を植える筆者（２００７年、メキシコ）

ワークショップ「楽しく学ぶフェアトレード」
も８年目を迎える
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物
理
学
に
と
っ
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド

「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
は
物
理
学
で
根
底
に
あ
る
重
要
な
概

念
で
、「field = 

場
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
物
理
学

は
「
場
」
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
物

理
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
例
え
ば
、
電

気
の
あ
る
粒
子
が
存
在
す
る
と
周
り
に
電
場
（electric 

field

）
が
で
き
、
こ
の
電
場
の
方
程
式
を
解
け
ば
、
そ
こ

で
の
粒
子
の
運
動
が
わ
か
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
（
場
）
と
い

う
こ
と
ば
は
、
量
子
場
（quantum

 field

）、
場
の
方
程

式
（field equation

）、
場
の
理
論
（field theory

）
な

ど
、
物
理
学
の
世
界
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
最
近
の
話
で
は
、

二
〇
一
三
年
の
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
は
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
予
言

と
い
う
、
ヒ
ッ
グ
ス
場
（H

iggs field

）
の
理
論
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
物
理
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド

で
は
な
く
、
我
々
、
素
粒
子
実
験
物
理
学
者
が
活
動
す
る

三
つ
の
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

素
粒
子
と
実
験
装
置

わ
た
し
は
、
素
粒
子
の
な
か
で
「
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
」
と

い
う
粒
子
を
研
究
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
の
ニ
ッ
ク

ネ
ー
ム
は
「
幽
霊
粒
子
」。
身
の
回
り
に
た
く
さ
ん
あ
り
、

宇
宙
の
な
か
で
光
の
次
に
数
多
い
素
粒
子
だ
が
、
な
か
な

か
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
茨
城
県
東
海
村
で
直
径
五
〇
〇

メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
型
加
速
器
J
―
P
A
R
C
を
使
っ
て

ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
を
生
成
す
る
。
次
に
、
二
九
五
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
離
れ
た
岐
阜
県
飛
騨
市
神
岡
町
に
あ
る
、
総
重
量
五
万

ト
ン
の
大
型
観
測
装
置
「
ス
ー
パ
ー
カ
ミ
オ
カ
ン
デ
」
で

観
察
し
、
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
の
変
化
を
測
る
の
が
我
々
の
研

究
で
あ
る
。
大
学
で
講
義
の
な
い
と
き
は
、
頻
繁
に
東
海

村
か
神
岡
町
に
出
張
し
、
装
置
を
動
か
し
、
デ
ー
タ
を
取

り
、
解
析
す
る
。「
第
一
の
フ
ィ
ー
ル
ド
」
は
装
置
が
あ
る

東
海
と
神
岡
の
研
究
所
と
い
え
る
。

国
際
共
同
研
究
と
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
時
刻

素
粒
子
実
験
で
は
、
世
界
中
の
研
究
者
が
共
同
で
実

験
装
置
を
使
う
「
国
際
共
同
研
究
」
が
日
常
化
し
て
い

る
。
我
々
の
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
実
験
グ
ル
ー
プ
に
は
日
米
加

伊
英
仏
露
瑞
波
独
西
の
一一
カ
国
か
ら
合
計
四
〇
〇
名
の

研
究
者
が
参
加
し
て
い
る
。「
第
二
の
フ
ィ
ー
ル
ド
」
は
、

こ
れ
ら
世
界
中
の
研
究
者
と
の
議
論
の
場
と
い
え
る
。
ど

う
実
験
す
る
か
、
デ
ー
タ
は
取
れ
た
か
、
測
定
結
果
は

正
し
い
か
、
そ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
情
報
を
世
界
中
の

研
究
者
で
共
有
す
る
。
こ
の
た
め
に
、
今
で
は
良
く
知
ら

れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
ウ
ェ
ブ
シ
ス
テ

ム
を
活
用
す
る
。
知
る
人
ぞ
知
る
、
Ｗ
Ｗ
Ｗ
（W

orld-

W
ide-W

eb

）
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
素
粒
子
原
子
核
研
究
所

で
一
九
九
一
年
に
誕
生
し
た
。
第
二
の
フ
ィ
ー
ル
ド
「
世
界

中
の
研
究
者
と
の
共
同
研
究
の
場
」
は
こ
う
し
て
発
展
し

て
き
た
。

世
界
中
の
物
理
学
者
が
ネ
ッ
ト
を
と
お
し
、
頻
繁
に
議

論
を
重
ね
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
国
境
線
は
無
く
、
異
な
っ

た
文
化
環
境
で
育
っ
た
物
理
学
者
同
士
が
研
究
を
進
め
て

い
る
。
ネ
ッ
ト
を
と
お
し
情
報
は
瞬
時
に
世
界
を
駆
け
巡

物
理
学
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

中な
か

家や 

剛つ
よ
し　

　
京
都
大
学
大
学
院
教
授

る
が
、
ひ
と
つ
問
題
が
あ
っ
た
。「
時
間
」
で
あ
る
。
国
際

研
究
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
、
前
述
の
一一
カ
国
を
つ
な
ぐ

唯
一
の
時
間
は
、
な
ん
と
日
本
の
夜
一
〇
時
。
ア
メ
リ
カ

西
海
岸
は
朝
六
時
で
、
そ
こ
か
ら
二
、三
時
間
の
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
が
始
ま
る
。
こ
の
時
間
で
あ
れ
ば
、
ハ
ワ
イ
を
除
け

ば
真
夜
中
の
国
は
な
く
、
皆
で
そ
ろ
っ
て
議
論
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
第
二
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
時
間
は
、
日
本
で
は

必
然
的
に
夜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
研
究

二
〇
一
三
年
七
月
、
我
々
は
あ
る
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
が
別
の

ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
に
変
化
す
る
現
象
を
発
見
し
た
。
発
見
の

報
は
世
界
を
駆
け
回
り
、
大
発
見
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
。

ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
の
種
類
が
変
わ
っ
た
こ
と
の
何
が
す
ご
い
の

か
？
　
こ
の
発
見
は
、
宇
宙
の
物
質
誕
生
の
謎
の
解
明
に
つ

な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
我
々
の
世
界
が
な
ぜ
マ
イ
ナ

ス
の
電
気
を
も
つ
電
子
と
プ
ラ
ス
の
電
気
を
も
つ
陽
子
か
ら

で
き
て
い
て
、
プ
ラ
ス
の
電
子
や
マ
イ
ナ
ス
の
陽
子
が
無
く

な
っ
た
の
か
と
い
う
謎
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
一
三
七
億

年
前
の
宇
宙
誕
生
時
に
素
粒
子
の
世
界
で
何
が
起
こ
っ
た

か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
我
々
は
、第
三
の
フ
ィ
ー
ル
ド「
宇

宙
と
そ
の
過
去
」
を
探
検
し
て
い
る
真
っ
最
中
で
あ
る
。

物
理
学
者
の
活
動
す
る
三
つ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
紹
介
さ

せ
て
も
ら
っ
た
。
第
一
が
実
験
装
置
の
あ
る
研
究
所
、
第

二
が
世
界
を
つ
な
い
だ
国
際
共
同
研
究
と
ネ
ッ
ト
会
議
、

そ
し
て
第
三
が
宇
宙
と
そ
の
過
去
で
あ
る
。第
三
の
フ
ィ
ー

ル
ド
を
解
明
す
べ
く
、
第
二
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
日
々
活
動

す
る
研
究
者
が
、
実
験
装
置
を
動
か
す
と
き
や
、
全
体
打

ち
合
わ
せ
を
す
る
と
き
は
、
第
一
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
集
う
。

世
界
中
か
ら
の
研
究
者
が
一
堂
に
会
し
て
お
こ
な
う
国
際

共
同
研
究
は
、
な
か
な
か
楽
し
い
も
の
で
あ
る
。

京都でおこなわれたニュートリノ国際会議に集まった研究者

スーパーカミオカンデ
（提供・東京大学宇宙線研神岡宇宙素粒子研究施設）

J-PARC加速器（提供・独立行政法人日本原子力研究開発機構）
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「
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
市
場
）」
の
「
デ
ザ
イ
ン
（
設
計
）」
を
意
味
す
る

マ
ー
ケ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
は
、
近
年
急
速
に
発
展
し
て
い
る
経
済
学
の
分

野
で
あ
る
。
伝
統
的
な
経
済
学
が
、
既
存
の
市
場
や
制
度
を
与
え
ら
れ

た
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
機
能
を
解
明
す
る
こ
と
に
注
力
し
て
き

た
の
に
対
し
て
、マ
ー
ケ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
で
は
、
イ
チ
か
ら
制
度
を
設
計
、

あ
る
い
は
変
更
す
る
こ
と
を
対
象
と
す
る
の
が
特
徴
だ
。
人
び
と
の
動

機
（
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）
に
基
づ
い
て
経
済
現
象
を
解
明
す
る
、
と
い

う
経
済
学
の
分
析
手
法
を
生
か
し
て
、
現
実
の
制
度
設
計
や
市
場
の
失

敗
を
克
服
す
る
具
体
的
な
手
法
を
研
究
・
提
案
し
て
い
る
。
二
〇
一
二

年
に
は
、
こ
の
分
野
の
第
一
人
者
で
あ
る
ア
ル
ビ
ン
・ロ
ス
と
、
ロ
イ
ド
・

シ
ャ
プ
レ
ー
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
が
授
与
さ
れ
た
。

理
論
を
補
完
す
る
た
め
に
、
工
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
る
、
と
い
う
の
も
マ
ー
ケ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
の
大
き
な
特
徴
で
あ

る
。
単
純
に
数
理
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
だ
け
で
な
く
、
提
案
さ
れ
た
し

く
み
が
う
ま
く
機
能
す
る
か
ど
う
か
を
よ
り
客
観
的
に
テ
ス
ト
す
る
た

め
、
被
験
者
を
集
め
て
新
し
い
し
く
み
を
仮
想
的
に
プ
レ
イ
さ
せ
る
実

験
や
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
数
値
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
積
極
的

に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
事
前
チ
ェ
ッ
ク
を
重
ね

る
こ
と
で
、
机
上
の
空
論
に
陥
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
、
こ
の
十
数
年
ほ
ど
で
、
マ
ー
ケ
ッ

ト
デ
ザ
イ
ン
を
通
じ
て
提
案
さ
れ
た
具
体
的
な
制
度
が
、
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
の
形
で
現
実
に
応
用
さ
れ
始
め
て
い
る
、
と
い
う
現
象
が
あ
げ
ら
れ

る
。
す
で
に
世
界
各
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
、
電
波
周
波
数
帯
を
割
り

マーケットデザイン
Market Design

安
や す

田
だ

 洋
よ う

祐
す け

　政策研究大学院大学助教授

当
て
る
電
波
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
、
臨
床
研
修
医
マ
ッ
チ
ン
グ
、
公
立
学
校

の
学
校
選
択
制
、
臓
器
移
植
の
交
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
が
そ
の
代
表
例

で
あ
る
。
臨
床
研
修
医
マ
ッ
チ
ン
グ
は
、
医
学
部
を
卒
業
し
た
ば
か
り

の
研
修
医
と
そ
の
配
属
先
の
病
院
を
中
央
集
権
的
に
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ

る
。
日
本
で
も
二
〇
〇
四
年
に
導
入
さ
れ
、
毎
年
約
八
〇
〇
〇
人
を

超
え
る
研
修
医
が
、
こ
の
制
度
を
通
じ
て
病
院
へ
と
配
属
さ
れ
て
い
る
。

各
学
生
は
自
分
が
研
修
を
希
望
す
る
病
院
の
リ
ス
ト
を
、
各
病
院
は
自

分
た
ち
が
採
用
し
た
い
学
生
の
リ
ス
ト
を
そ
れ
ぞ
れ
優
先
順
位
を
つ
け

て
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
）
提
出
す
れ
ば
良
い
。
あ
と
は
、ノ
ー

ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
理
論
に
も
と
づ
い
て
、
お
互
い
の
満
足
度
を
も
っ

と
も
高
め
る
マ
ッ
チ
ン
グ
結
果
が
自
動
的
に
導
か
れ
る
。
学
生
、
病
院

の
双
方
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
し
く
み
な
の
で
あ
る
。

現
在
ま
で
に
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
が
大
き
な
成
功
を
収
め
て
き

た
応
用
例
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
設
計
と
マ
ッ
チ
ン
グ
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
ふ

た
つ
で
あ
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
設
計
は
お
金
の
や
り
と
り
を
通
じ
た
経

済
活
動
、
マ
ッ
チ
ン
グ
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
お
金
を
直
接
使
わ
な
い
経
済

活
動
の
デ
ザ
イ
ン
を
扱
っ
て
い
る
。
上
述
し
た
例
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
、「
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
っ
て
も
、
金
銭
の
授
受
を

伴
う
狭
い
意
味
で
の
市
場
だ
け
を
対
象
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
よ
り
広
い
「
交
換
の
場
」
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
が
強
み
だ
。
今
後
も
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
の
活
用

は
徐
々
に
広
が
り
、
わ
た
し
た
ち
の
身
近
な
生
活
に
浸
透
し
て
い
く
だ

ろ
う
。
ぜ
ひ
、
こ
の
新
し
い
分
野
に
注
目
し
て
欲
し
い
。

要 注 目 ！
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「
穏
や
か
な
」
変
革

「
国
家
体
制
を
変
革
す
る
」。
社
会
主
義
革
命
を
果
た
し
た
は
ず

の
ベ
ト
ナ
ム
で
、何
事
か
、と
思
う
だ
ろ
う
。
今
年
九
月
二
三
日
ネ
ッ

ト
上
で
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
結
成
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
筋
金
入
り
の

反
体
制
派
の
集
ま
り
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
発
起
人
は

情
報
学
専
門
家
、
省
庁
の
元
次
官
、
複

数
の
共
産
党
書
記
の
秘
書
も
務
め
た
経

済
専
門
家
、
国
立
の
社
会
学
研
究
所
の

元
所
長
で
、
現
政
権
下
で
地
歩
を
築
き

退
職
し
た
知
識
人
た
ち
で
あ
る
。
加
え

て
一
三
〇
人
の
賛
同
者
（
国
外
在
住
ベ
ト

ナ
ム
人
も
含
む
）
が
署
名
し
た
声
明
が

発
表
さ
れ
た
。
声
明
で
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

目
的
を
「
わ
が
国
の
政
治
体
制
を
全
体

主
義
か
ら
民
主
へ
と
穏
や
か
に
変
容
さ

せ
る
こ
と
へ
の
貢
献
を
目
指
し
意
見
を

交
換
し
集
約
す
る
」
と
し
て
い
る
。「
穏

や
か
に
」
と
は
い
え
、
明
確
に
体
制
変

革
を
う
た
っ
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ベ
ト
ナ
ム
で
は
二
一
世
紀
に
入
り
、

ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
「
市
民
社
会
」
の
形

成
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ

こ
二
、三
年
の
あ
い
だ
に
、
領
土
問
題
で
も
め
る
中
国
に
抗
議
す
る

た
め
、
元
来
禁
止
さ
れ
て
い
る
デ
モ
を
都
市
住
民
が
組
織
し
た
り
、

農
民
に
二
〇
年
間
の
使
用
権
を
与
え
て
い
た
土
地
を
期
限
が
来
た

と
し
て
地
方
政
権
が
と
り
あ
げ
た
た
め
土
地
紛
争
が
全
国
で
頻
発

す
る
な
ど
、
社
会
問
題
が
噴
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
政

府
は
力
づ
く
で
対
応
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
を
批
判
し
た
ブ
ロ

ガ
ー
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
逮
捕
さ
れ
政
治
犯
が
急
増
し
て
い
る
。

共
産
党
の
一
党
独
裁
に
よ
る
自
由
・
民
主
の
制
限
が
こ
れ
ら
の
背

景
に
あ
る
と
し
て
登
場
し
た
の
が
今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
。

全
体
主
義
か
ら
民
主
へ

昨
年
五
月
に
は
、
日
本
政
府
に
ベ
ト
ナ

ム
へ
の
原
発
輸
出
を
や
め
る
よ
う
求
め
る

署
名
集
め
も
ネ
ッ
ト
上
で
お
こ
な
わ
れ
た
。

こ
の
呼
び
か
け
人
も
今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
賛
同
者
に
入
っ
て
い
る
が
、
不
思
議
な

こ
と
に
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
声
明
文
で
は
「
原

発
」
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
ベ
ト
ナ

ム
で
は
、
じ
つ
は
福
島
の
事
故
の
そ
の
後

は
情
報
統
制
に
よ
っ
て
あ
ま
り
伝
え
ら
え

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
目
の
前
の
諸
問
題

と
比
べ
、
知
識
人
の
あ
い
だ
で
さ
え
関
心

は
高
く
な
い
の
が
実
情
だ
。
こ
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
政
権
が
ど
う
対
処
し
て
い
く
か
現

時
点
で
は
不
明
だ
が
、
是
非
原
発
輸
入
に

つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
も
ら
い
た
い
。
声

明
は
さ
ら
に
政
権
に
対
し
、「
公
民
の
意

見
を
表
明
す
る
権
利
を
尊
重
し
、
誠
実
に
論
争
し
対
話
し
、
不
公

平
で
不
明
朗
で
非
公
然
の
対
処
を
や
め
る
よ
う
に
」
と
呼
び
か
け

て
い
る
。「
全
体
主
義
か
ら
民
主
へ
」
と
い
う
目
標
は
、
多
く
の
民

意
を
無
視
し
て
原
発
再
稼
働
と
輸
出
に
走
る
日
本
も
民
主
国
家
を

標
榜
す
る
か
ぎ
り
共
有
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日本が輸出する原発の建設予定地ニントゥアン省タイアン村

ベトナム市民社会フォーラム
の誕生

伊
い

藤
とう

 正
まさ

子
こ

　京都大学大学院准教授
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ス
カ
テ
ン
初
日

し
ば
ら
く
前
か
ら
王
宮
の
前
庭
は
人
で
ご
っ
た
が
え
し
、
身
動
き
を
と
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
時
計
は
夜
の
八
時
少
し
前
を
指
し
て
い
る
。
係
員
が
や
っ
と
の
こ
と
で
道
を

作
る
と
、
王
が
あ
ら
わ
れ
、
静
か
に
楽
器
の
前
に
陣
取
っ
た
。

八
時
。
人
び
と
が
一
斉
に
小
銭
を
投
げ
込
む
と
、
喧
噪
の
な
か
、
演
奏
が
始
ま
っ
た
。

ス
カ
テ
ン
と
よ
ば
れ
る
行
事
の
実
質
的
な
幕
開
け
だ
。
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
誕
生
日

を
記
念
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
ス
カ
テ
ン
と
い
う
名
称
は
、
彼
ら
が
演
奏
す
る
楽
器
の

名
ゴ
ン
・
ス
カ
テ
ィ
に
由
来
し
て
い
る
。
一
五
世
紀
末
、
ジ
ャ
ワ
島
西
部
北
海
岸
の
町

チ
ル
ボ
ン
の
王
国
を
隆
盛
さ
せ
た
グ
ヌ
ン
ジ
ャ
テ
ィ
王
は
、
こ
の
楽
器
を
用
い
て
、
人

び
と
を
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
さ
せ
て
い
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

楽
師
が
身
に
着
け
て
い
る
の
は
、
タ
ク
ワ
と
よ
ば
れ
る
つ
め
え
り
風
の
上
着
、
ブ

ン
ド
と
よ
ば
れ
る
帽
子
、
そ
れ
に
ロ
ウ
ケ
ツ
染
め
バ
テ
ィ
ッ
ク
の
腰
衣
で
あ
る
。
王
宮

に
仕
え
る
者
の
正
装
だ
。
材
質
や
仕
立
て
の
違
い
、
豪
華
な
装
身
具
の
有
無
は
あ
る

が
、基
本
的
に
王
族
の
正
装
も
ほ
ぼ
同
じ
構
成
で
あ
る
。
王
宮
の
伝
統
的
な
行
事
で
は
、

男
性
は
た
い
て
い
こ
う
し
た
衣
装
に
身
を
包
む
。

ゴ
ン
・
ス
カ
テ
ィ
を
演
奏
す
る
。
も
っ
と
も
演
奏
の
間
が
あ
く
の
が
夜
中
か
ら
朝
に
か

け
て
で
、
約
三
時
間
弱
の
休
憩
時
間
が
あ
る
。
逆
に
、
一
四
時
と
一
六
時
半
の
演
奏
の

間
に
は
、
一
時
間
ち
ょ
っ
と
の
休
憩
時
間
し
か
と
れ
な
い
。
一
回
の
演
奏
が
終
わ
っ
て
も
、

家
に
戻
っ
て
用
事
を
済
ま
せ
る
時
間
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
否
応
な
く
、
ス
カ
テ
ン
の
期

間
中
、
楽
師
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
王
宮
の
前
庭
で
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
る
。

奥
さ
ん
や
家
族
が
、
臨
時
の
露
店
を
出
し
て
商
売
し
て
い
る
者
も
い
る
。
そ
の

場
合
は
な
お
さ
ら
だ
。
一
家
で
一
日
中
、
ゴ
ン
・
ス
カ
テ
ィ
の
演
奏
場
所
で
過
ご
す

こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
演
奏
場
所
と
生
活
空
間
が
重
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

演
奏
が
終
わ
っ
た
次
の
瞬
間
に
は
制
服
を
脱
い
で
日
常
に
戻
ろ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
衣
装
だ
け
が
、
彼
ら
の
演
奏
モ
ー
ド
と
日
常
モ
ー
ド
を
わ
け
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
。

バ
テ
ィ
ッ
ク
を
制
服
に
す
る

ス
カ
テ
ン
で
は
、
楽
師
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果
た
す
人
び
と
が
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
ろ
い
の
衣
装
を
身
に
着
け
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、バ
テ
ィ
ッ
ク・シ
ャ

ツ
を
制
服
と
し
て
い
る
人
び
と
も
い
る
。
こ
の
年
は
、
場
内
整
理
係
が
バ
テ
ィ
ッ
ク
の

制
服
を
着
て
い
た
よ
う
だ
。
バ
テ
ィ
ッ
ク
は
、
二
〇
〇
九
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化

遺
産
の
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
バ
テ
ィ
ッ
ク
着

用
運
動
も
盛
ん
に
な
り
、バ
テ
ィ
ッ
ク
を
制
服
と
す
る
こ
と
が
、ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
。

チ
ル
ボ
ン
の
バ
テ
ィ
ッ
ク
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
有
名
な
の
は
、
メ
ガ
ム
ン
ド
ゥ
ン
と

よ
ば
れ
る
雲
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。グ
ヌ
ン
ジ
ャ
テ
ィ
王
の
妃
の
一
人
が
中
国
の
人
だ
っ

た
こ
と
に
も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
チ
ル
ボ
ン
の
王
宮
に
は
中
国
に
由
来
す
る
も
の

が
多
く
み
ら
れ
る
。
メ
ガ
ム
ン
ド
ゥ
ン
は
そ
の
代
表
的
な
例
だ
ろ
う
。
よ
く
見
る
と
、

楽
師
の
腰
衣
の
バ
テ
ィ
ッ
ク
に
も
メ
ガ
ム
ン
ド
ゥ
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。

福ふ
く

岡お
か 

正し
ょ
う

太た

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

王
宮
の
楽
師
―
ジ
ャ
ワ
島
西
部
チ
ル
ボ
ン
の
ス
カ
テ
ン

こ
の
王
宮
で
は
楽
師
の
舞
台
が
衣
装
に
よ
っ
て
現
出
さ
れ
、

衣
装
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
る
。

楽
師
た
ち
の
制
服
が
も
つ
力
と
は
…
…
。

普
段
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
制

服
姿
で
き
り
っ
と
立
つ
人
び
と
の

写
真
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
が
、

残
念
な
が
ら
今
回
は
座
っ
て
い
る

姿
の
写
真
し
か
な
い
。
な
か
な
か

彼
ら
が
そ
ろ
い
の
制
服
で
立
っ
て
い

る
場
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
だ
。
彼
ら
は
、
演
奏
が
終
わ

る
と
、
そ
の
場
で
衣
装
を
脱
い
で
し

ま
う
。
下
に
は
普
段
着
の
洋
服
を

着
た
ま
ま
だ
。

演
奏
モ
ー
ド
の
衣
装

ス
カ
テ
ン
の
楽
師
た
ち
は
、
こ
の
日
か
ら
五
日
間
、
一
日
七
回
、
二
〇
時
、
二
三
時
、

三
時
、
七
時
、
一
〇
時
半
、
一
四
時
、
一
六
時
半
に
、
そ
れ
ぞ
れ
約
一
時
間
一
〇
分
ほ
ど

スカテンのあいだ、演奏場所は楽師の生活の空間に
もなる。楽師の家族は周りで露店を開いている

バティックシャツの制服を着用したスタッフ。
中国の雲の模様を取り入れたバティックがチルボンの特徴のひとつ

演奏中の楽師たち。下には普段着を着ている

ゴン・スカティを清める。
演奏時とは異なる制服を着用している

演奏が終わるとすぐに衣装を脱いで日常モードにもどる
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くりすo：

みんぱくフェイスブック
http://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
http://twitter.com/MINPAKUofficial

交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約15分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」横にある民博
専用通行口をお通りください。
●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

  　     みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

編集後記
　外国から日本に帰国してホッとすることの定番の一つ
は「白いご飯」らしい。私の場合は、どっぷり浸かれるお
風呂と畳であり、ご飯にはそれほど執着しない。昔、フラ
ンスに長期滞在した際には、二年間ほとんど白米を食べ
ずに過ごしたが、禁断症状もなく、ワインとバゲットとチー
ズがあれば幸せだった。おいしいければ、パンでも、麺
でも、じゃがいもでも、私の味覚は満足する。
　こういう輩

やから

が日本に増えたために、「減反制度」という
ものが導入されたのであろうが、その制度が見直されて
いるというニュースが目につくようになった。政治・経済
にはどちらかというと疎いので、減反が廃止された場合
の波及効果が今一つ読めないが、田園は増えるというこ
となのだろうか。電車や車で遠出をせずとも、身近なとこ
ろで青々した稲田の風景に出合うことができるようになっ
たら、日本も捨てたもんじゃない、と思えるかもしれない。
そのためには、ご飯をもっと食べなければ。
（山中由里子）
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みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう12月

次号の予告
特集

馬

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  大阪「新梅田シティ」の「新・里山」にある水田。地元の子ど
もたちの自然体験に活用される。

■ 14時 30分から 15時 30分
■ 12月 1日は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。

話者 :平井京之介（国立民族学博物館 教授）
話題 :タイで働くということ
会場 :本館展示場（東南アジア横休憩所）

1日
（日曜日）

15日
（日曜日）

話者 :岸上伸啓（国立民族学博物館 教授）
話題 :アラスカ先住民イヌピアットの捕鯨
会場 :本館第３セミナー室

8日
（日曜日）

話者 :鈴木紀（国立民族学博物館 准教授）
話題 :ボリビアのカカオ・フェスティバルから「世界」を見る
会場 :本館第３セミナー室

22日
（日曜日）

話者 :太田心平（国立民族学博物館 准教授）
話題 :急増する生涯独身者、そこから読み解く韓国現代事情
会場 :本館第３セミナー室
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