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馬
肉
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

伊い

勢せ

田だ 

哲て
つ

治じ

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
６
８
年
福
岡
県
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
准
教
授
。
京
都
大
学
文
学
部
卒

業
、
文
学
研
究
科
修
士
課
程
終
了
後
渡
米
し
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
で
学
位
取
得
。
専
門
は
科
学

哲
学
・
倫
理
学
。
主
な
著
書
に
『
疑
似
科
学
と

科
学
の
哲
学
』、『
認
識
論
を
社
会
化
す
る
』、『
動

物
か
ら
の
倫
理
学
入
門
』（
以
上
名
古
屋
大
学
出

版
会
）、『
哲
学
思
考
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
』（
ち
く
ま

新
書
）、『
倫
理
学
的
に
考
え
る
』（
勁
草
書
房
）
な

ど
が
あ
る
。

 1    

 1 エッセイ　千字文
  馬肉スキャンダル
	 	 伊勢田 哲治

 2	 特集　
	 	 馬
 2  人類社会の鏡としての馬　池谷 和信

 4  十二年後はヒノエウマ　板橋 春夫

 6  モンゴル競馬の醍醐味　小長谷 有紀

 8  天馬空を行く―馬のファンタジー
   山中 由里子

 9  午年には、やる気に拍車をかけて―乗馬のススメ
   平石 典子

 10  似たモノさがし

信じてはいないけど……
	 	 ―身近なお守りたち　宇田川 妙子
 12  みんぱくInformation

 14  地球ミュージアム紀行

仮面と人形の待つ家―インドネシア・バリ島
吉田 ゆか子

 16   多文化をあきなう

心のなかの国境線をひき直す	
萱野 智篤

 18  フィールドで考える・退官寄稿

手仕事によるモノづくりの現場にて
吉本 忍

 20  人間学のキーワード

物質性
古谷 嘉章

 21  異聞逸聞

「金網」に囲まれた島・沖縄の「音」
呉屋 淳子

 22   制服の世界、世界の制服

巫女への変心
長坂 康代

 24 次号予告・編集後記

月刊
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こ
の
文
章
を
執
筆
し
て
い
る
一
一
月
の
時
点
で
、
日
本

に
お
け
る
大
ニ
ュ
ー
ス
の
一
つ
は
大
手
ホ
テ
ル
や
百
貨
店

に
お
け
る
料
理
の
表
示
偽
装
の
問
題
だ
が
、
一
年
ほ
ど

前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
似
た
よ
う
な
「
馬
肉
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
」
事
件
が
ニ
ュ
ー
ス
を
さ
わ
が
せ
て
い
た
。
こ
の
事
件
は
、

食
の
安
全
の
根
幹
に
関
わ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
動

物
福
祉
や
動
物
観
に
興
味
を
持
つ
者
に
と
っ
て
も
興
味

深
い
点
が
あ
っ
た
。

　
二
〇
一
三
年
の
一
月
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
当
局
が
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
で
牛
ひ
き
肉
と
し
て
売
ら
れ
て

い
た
冷
凍
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
中
に
、
馬
肉
や
豚
肉
が
混
入

し
て
い
る
の
を
D
N
A
検
査
で
発
見
し
た
と
発
表
し
た

（
中
に
は
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
馬
肉
だ
っ
た
バ
ー
ガ
ー
も

あ
っ
た
）。
追
加
の
調
査
の
中
で
欧
州
諸
国
で
馬
肉
の
混

入
し
た
製
品
が
発
見
さ
れ
、
中
に
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト

馬
肉
の
「
牛
肉
」
ラ
ザ
ニ
ア
な
ど
も
あ
っ
た
。
混
入
の
経

路
を
た
ど
る
と
フ
ラ
ン
ス
な
ど
複
数
の
E
U
諸
国
の
食
肉

企
業
が
か
ら
み
、
そ
れ
ら
の
企
業
の
食
肉
の
輸
入
元
も
多

様
で
、
そ
う
と
う
複
雑
な
事
件
ら
し
い
。
馬
肉
の
出
所
と

し
て
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
で
馬
に
荷
車
を
引
か
せ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
動
物
福
祉
の
法
律
が
で
き
た
結
果
、
用
済
み

に
な
っ
た
馬
が
捨
て
ら
れ
、
そ
れ
が
大
量
に
食
肉
処
分
さ

れ
て
欧
州
諸
国
に
出
回
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
の
他

ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
来
た
馬
肉
も
あ
っ
た
と
か
、
い
く
つ
か

の
ル
ー
ト
が
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
に
全
貌
は
明
ら

か
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
単
な
る
食
の
安
全
の
問
題
に
と

ど
ま
ら
な
い
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
は
、
英
米
で
は
馬
肉
食

は
タ
ブ
ー
だ
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
も
も
ち
ろ
ん
牛

肉
は
食
べ
る
が
、
牛
と
違
っ
て
馬
は
な
じ
み
の
深
い
伴
侶

動
物
で
あ
り
、
犬
と
な
ら
ん
で
賢
い
動
物
と
し
て
の
評
判

も
確
立
し
て
お
り
、
食
べ
る
な
ど
も
っ
て
の
他
だ
と
多
く

の
人
が
思
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
用
途
に
か
か
わ
ら
ず

す
べ
て
の
馬
が
ペ
ッ
ト
用
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
だ
け
で
な
く

個
体
確
認
の
た
め
の
「
パ
ス
ポ
ー
ト
」
を
常
に
携
行
す
る

こ
と
ま
で
法
律
で
決
め
ら
れ
て
い
て
、
手
の
か
け
よ
う
は
他

の
動
物
の
比
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
知
ら
ず
知
ら
ず

馬
肉
を
食
べ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
イ
ギ
リ
ス
人

に
と
っ
て
は
大
変
シ
ョ
ッ
ク
な
で
き
ご
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
の
動
物
愛
護
・
動
物
福
祉
運
動
を

牽
引
し
て
き
た
動
物
愛
護
先
進
国
だ
が
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス

な
ど
の
法
制
に
ル
ー
マ
ニ
ア
が
無
理
に
あ
わ
せ
よ
う
と
し

た
結
果
が
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
馬
肉
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
な
っ

た
の
だ
と
す
れ
ば
、
何
と
も
皮
肉
な
話
で
あ
る
。
皮
肉
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
動
物
の
扱
い
の
よ
う
な
文
化
や
慣
習

の
深
く
関
わ
る
問
題
を
法
律
主
導
で
変
え
よ
う
と
す
る

こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
の
教
訓
も
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。



馬
の
道
を
追
う

世
界
的
に
著
名
な
岩
絵
の
残
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ス
コ
ー
。
今
か

ら
一
万
五
〇
〇
〇
年
も
前
の
絵
に
は
動
物
が
多
く
、
馬
の
頻
度
が
も
っ
と

も
高
い
と
い
わ
れ
る
。
描
か
れ
た
野
生
の
馬
は
黒
の
輪
郭
の
な
か
に
茶
色

の
模
様
。
黒
い
た
て
が
み
が
リ
ア
ル
で
あ
る
。
槍や
り

の
さ
さ
っ
た
馬
は
狩
猟

場
面
を
示
し
、馬
の
肉
に
依
存
し
た
社
会
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

当
時
の
野
生
種
は
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
が
、
現
存
す
る
家
畜
と
し
て
の

馬
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
黒
海
か
ら
カ
ス
ピ
海
に
か
け
て
の
地
域
が
起
源
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
担
い
手
は
牧
畜
の
民
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
世
界

中
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
か
ら
極
寒
の
地
ヤ
ク
ー
テ
ィ
ア

に
至
る
ま
で
、
現
在
で
も
馬
と
人
の
か
か
わ
り
は
深
い
。
牧
夫
が
馬
に
付

乗
用
、
農
耕
、
運
搬
、
食
用
、
あ
る
い
は
競
技
に
。
有
用
な
家
畜
と
し

て
、
馬
と
人
と
の
つ
き
あ
い
は
長
い
。
神
話
や
物
語
の
な
か
で
は
、
そ

の
脚
力
で
天
ま
で
駆
け
の
ぼ
り
、
そ
の
馬
力
で
天
体
さ
え
も
運
ぶ
。

野
を
疾
走
し
、
障
害
を
飛
び
越
え
る
馬
の
よ
う
に
、
前
進
と
飛
躍
の

年
と
な
る
よ
う
、
年
始
め
は
馬
に
ま
つ
わ
る
特
集
を
お
届
け
し
た
い
。

馬
特
集

き
添
う
こ
と
の
な
い
周
年
放
牧
が
お
こ
な
わ
れ
、
乳
は
飲
用
や
ア
ル
コ
ー

ル
度
の
低
い
馬
乳
酒
に
、
肉
は
食
用
だ
け
で
は
な
く
儀
礼
の
際
に
も
欠
か

せ
な
い
。

そ
の
後
、
馬
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
と
お
り
、
日
本
に
は
古
墳
時
代
に
朝

鮮
半
島
か
ら
も
ち
こ
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
五
世
紀
に
は
乗
馬
の
習
慣
も
広

が
っ
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
沖
縄
県
の
島
々
に
も
馬
が
運
ば
れ
て
い
っ

た
こ
と
は
、
現
在
の
宮
古
や
与
那
国
で
み
ら
れ
る
小
型
の
馬
か
ら
も
う
か

が
え
る
。
農
耕
用
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
琉
球
王
朝
時
代
に
中
国
に
輸

出
さ
れ
て
い
た
点
な
ど
も
興
味
深
い
。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
高
原
で
は
、
近

年
ま
で
中
国
雲
南
省
で
生
産
さ
れ
た
お
茶
が
馬
の
背
に
の
せ
ら
れ
運
ば
れ

る
な
ど
、
馬
は
運
搬
用
と
し
て
も
広
い
地
域
で
利
用
さ
れ
て
き
た
。

馬
の
も
つ
ふ
た
つ
の
パ
ワ
ー

ア
フ
リ
カ
に
も
、
馬
が
欠
か
せ
な
い
地
域
が
あ
る
。

カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
に
は
水
が
十
分
に
は
な
い
。
人
に
と
っ
て
重
要
な
水
源

で
あ
る
野
生
の
ス
イ
カ
を
、
馬
に
も
食
べ
や
す
い
よ
う
に
切
っ
て
刻
ん
で

や
る
の
は
、
狩
猟
の
さ
い
に
重
要
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、

動
物
の
足
跡
の
状
況
か
ら
獲
物
の
場
所
を
推
定
し
て
、
弓
や
槍
や
犬
を

使
っ
て
猟
を
し
て
い
た
。
馬
の
導
入
は
狩
猟
革
命
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ハ
ン
タ
ー
は
、
馬
に
乗
り
獲
物
を
見
つ
け
る
や
い
な
や
追
い
か
け
る
。
そ

し
て
、
動
物
と
馬
と
の
競
争
が
始
ま
る
。
ゲ
ム
ズ
ボ
ッ
ク
、
エ
ラ
ン
ド
（
両

者
と
も
、
カ
モ
シ
カ
の
仲
間
）、
キ
リ
ン
と
い
え
ど
、
馬
の
体
力
に
ま
さ
る

動
物
は
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
途
中
で
ば
て
て
し
ま
い
、
立
ち
止
ま
っ
て

し
ま
う
。
ハ
ン
タ
ー
は
、
容
易
に
槍
を
獲
物
に
命
中
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
こ
の
よ
う
に
何
で
も
動
物
が
獲
れ
て
し
ま
う
と
、
乱
獲
に
つ
な

が
り
や
す
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
西
ア
フ
リ
カ
の
フ
ル
ベ
を
中
心
と
す
る
王
国
社
会
の

な
か
の
馬
で
あ
る
。
馬
を
も
つ
こ
と
、
馬
に
乗
る
こ
と
は
社
会
の
な
か
で

一
部
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、
権
威
の
象
徴
と
さ
れ
る
。
多
数
の
馬
を
飼
養

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
社
会
の
な
か

に
も
類
似
し
た
形
が
み
ら
れ
る
。

現
在
に
生
き
る
馬

世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
が
い
る
が
、
初
期
の
人
類
の
時
代
か
ら
現

在
ま
で
、
し
か
も
寒
冷
地
域
か
ら
乾
燥
帯
や
熱
帯
に
至
る
ま
で
世
界
各
地

で
人
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
と
も
長
く
も
っ
て
き
た
の
は
、
馬
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
馬
は
、
肉
や
乳
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
人
や
物
の
運
搬
、
狩

猟
の
助
け
、
社
会
的
な
象
徴
、
そ
し
て
現
在
で
は
、
競
馬
や
乗
馬
の
よ
う

な
娯
楽
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
木
曽
馬
の
よ

う
な
日
本
の
在
来
馬
は
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
昨
年
三
月
に
沖
縄
本
島
で
宮
古
馬
を
使
っ
た
「
琉

球
競
馬
」
が
復
活
し
た
の
は
朗
報
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
速
さ
を
競
う
も
の

で
は
な
い
。
走
り
方
の
美
し
さ
を
競
う
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
馬
と
人
と

の
あ
ら
た
な
か
か
わ
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

人
類
社
会
の
鏡
と
し
て
の
馬

池い
け

谷や 

和か
ず

信の
ぶ

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

ラスコーの岩絵のイメージ図。
槍のささった馬

上：馬の追跡によって疲れたゲムズボック。ハンターが槍をかまえる（カラハリ砂漠）
右下：スイカを食べる馬（カラハリ砂漠）
左下：日本で最後といわれる木材を運搬する馬（岩手県遠野市）
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270万人

昭和24年

昭和48年

昭和41年
ひのえうま

’66’54

100万人

150万人

200万人

250万人

1947年 ’78 ’90 2002 2010

第
二
次

ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム

第
一
次

ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム

出生数と
合計特殊出生率※
の推移
（厚生労働省「人口動態統計」をもとに作成）
※その年における各年齢（15～49歳）の
女性の出生率を合計したもの

合計特殊
出生率

出生数

何
が
回
避
さ
れ
た
の
か

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
は
一
八
二
万
三
六
九
七
人
。
昭
和
四
一

年
は
一
三
六
万
九
七
四
人
。
昭
和
四
二
年
は
一
九
三
万
五
六
四
七
人
。

こ
の
数
字
は
出
生
数
で
あ
る
。
昭
和
四
一
年
は
前
年
よ
り
四
六
万
人
減

少
し
、
翌
年
は
五
七
万
人
増
加
し
た
。
こ
の
数
字
は
何
か
が
回
避
さ
れ

た
結
果
で
あ
る
。
昭
和
四
一
年
に
い
っ
た
い
何
が
起
き
た
の
か
。

丙
と
午
が
重
な
る
と

私
事
で
あ
る
が
、
二
〇
一
四
年
の
午う
ま

年
は
、
わ
た
し
の
干
支
の
甲
き
の
え

午

で
あ
る
。
そ
し
て
十
二
年
後
に
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
が
や
っ
て
く
る
。
西
暦
二

〇
二
六
年
で
あ
る
。
少
し
暦
の
知
識
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
干
支
と

い
う
の
は
、
十
干
（
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
壬
癸
）
と
十
二
支
（
子
丑
寅
卯

辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
）
を
組
み
合
わ
せ
て
六
〇
と
お
り
と
な
る
。
組
み

合
わ
せ
が
振
り
出
し
に
戻
る
か
ら
還
暦
で
あ
る
。
十
干
は
五
行
と
よ
ば

れ
る
木
火
土
金
水
が
基
本
で
、こ
の
五
つ
の
要
素
は
兄
（
え
）
と
弟
（
と
）

に
分
割
す
る
。
す
な
わ
ち
木
の
兄
と
木
の
弟
、
火
の
兄
と
火
の
弟
と
い

う
具
合
に
一
〇
と
お
り
と
な
る
。

く
だ
ん
の
丙
ひ
の
え
は
火
の
兄
で
あ
る
か
ら
、
当
然
火
の
性
格
を
有
す
る
。

そ
の
た
め
に
丙
年
に
生
ま
れ
た
人
は
火
が
燃
え
る
よ
う
に
威
勢
が
よ

く
、
丙
の
年
は
火
災
が
多
い
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
午
は
馬
で

あ
る
。
気
性
の
激
し
い
馬
の
連
想
か
ら
元
気
が
よ
い
イ
メ
ー
ジ
が
付
与

さ
れ
た
。
じ
ゃ
じ
ゃ
馬
と
か
暴
れ
馬
な
ど
の
よ
う
に
午
年
生
ま
れ
の
女

性
は
元
気
が
よ
い
、
男
ま
さ
り
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
丙
と
午
の

ふ
た
つ
が
重
な
っ
た
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
の
女
性
は
夫
を
食
い
殺
す
と
か
火
事

を
招
く
な
ど
伝
承
さ
れ
た
。
そ
の
干
支
は
六
〇
年
に
一
回
巡
っ
て
く
る
。

板い
た

橋ば
し 

春は
る

夫お

　
國
學
院
大
學
兼
任
講
師

十
二
年
後
は
ヒ
ノ
エ
ウ
マ

八
百
屋
お
七
は
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
生
ま
れ

江
戸
時
代
に
八
百
屋
お
七
の
振
り
袖
火
事
が
知
ら
れ
る
。
天
和
元

年
（
一
六
八
一
）
暮
れ
の
火
事
で
焼
け
出
さ
れ
た
お
七
は
避
難
先
の
寺

で
若
侍
と
恋
仲
に
な
り
楽
し
い
日
々
を
過
ご
す
が
、
焼
け
跡
に
家
が
再

建
し
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
お
七
は
再
び
火
事
に
な
れ
ば
若
侍
と
一
緒

に
過
ご
せ
る
と
、
会
い
た
い
一
心
で
火
付
け
を
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て

火
付
け
犯
と
し
て
市
中
引
き
ま
わ
し
の
う
え
、
火
あ
ぶ
り
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
。
お
七
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
の
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
の
生
ま
れ

で
思
い
詰
め
る
と
何
を
し
で
か
す
か
わ
か
ら
な
い
女
性
と
い
う
印
象
を

与
え
た
。
こ
の
事
件
は
井
原
西
鶴
『
好
色
五
人
女
』
に
題
材
を
提
供
し
、

浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
な
ど
で
も
上
演
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
歴
史
上
の
伝
説
と
深
く
結
び
つ
く
こ
と
で
、
ヒ
ノ
エ
ウ

マ
の
火
に
関
す
る
伝
承
が
深
め
ら
れ
広
く
流
布
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
後
、
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
の
女
性
は
夫
を
食
い
殺
す
な
ど
と
い
う

俗
信
も
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
江
戸
時
代
に
は
人
び
と

は
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
を
忌
み
嫌
う
傾
向
が
強
く
、
こ
の
年
が
近
づ
く
と
、

領
主
た
ち
は
間
引
き
を
し
て
は
い
け
な
い
、
堕
胎
を
し
な
い
よ
う
に

と
訴
え
続
け
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
ヒ
ノ
エ
ウ
マ

俗
信
を
回
避
す
る
た
め
に
、
多
く
の
い
の
ち
が
抹
消
さ
れ
続
け
た
の

で
あ
る
。

出
生
数
減
少
の
要
因

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
の
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
は
前
年
比
五
パ
ー
セ
ン

ト
減
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
一
（
一
九
六
六
）
年
の
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
は
前

年
比
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
現
代
に
近
い
ほ
う
が
結
婚
の
時

期
を
ず
ら
し
た
り
、
出
産
の
時
期
を
ず
ら
し
て
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
出
産
を

回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
時
代
に
は
堕
胎
や
間
引
き
が

お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
は
高
い
し
、
戸
籍
へ
の
登
録
も
現
代
ほ
ど
厳

密
で
は
な
く
、
秋
か
ら
暮
れ
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
れ
ば
翌
年
生
ま
れ

に
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
実
際
に
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
数
字

で
あ
っ
た
と
思
う
。
高
度
経
済
成
長
期
は
科
学
技
術
が
加
速
度
的
に

進
み
、
世
の
中
は
飛
躍
的
に
便
利
に
な
っ
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。

昭
和
四
一
年
の
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
に
は
、
昔
か
ら
悪
い
と
い
わ
れ
る
こ

と
は
回
避
し
よ
う
と
す
る
世
間
並
み
の
思
考
、
受
胎
調
節
の
知
識
・

避
妊
技
術
の
発
展
、
少
産
化
な
ど
の
要
素
が
複
合
的
に
重
な
り
合
っ

た
結
果
、
四
〇
万
人
以
上
の
い
の
ち
が
こ
の
世
に
誕
生
し
な
か
っ
た
。

ヒ
ノ
エ
ウ
マ
の
驚
異
的
な
出
生
数
減
少
は
、
世
界
史
的
に
も
類
を
み

な
い
現
象
で
あ
っ
た
。
実
際
に
あ
っ
た
過
去
の
歴
史
は
変
え
ら
れ
な

い
が
、
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
い
や

本
当
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
十
二
年
後
の
二
〇
二
六
年
に
お
け
る

出
産
行
動
を
こ
の
目
で
確
か
め
た
い
。

錦絵「ひのえうま歳生まれ子のおしゑ書」。
蓬菜春升画。弘化（1844～48）頃。
（国立歴史民俗博物館蔵）
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け
ば
も
っ
と
な
が
い
コ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
さ
し
く
耐
久

レ
ー
ス
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
人
馬
一
体
の
マ
ラ
ソ
ン
」

な
の
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
時
代
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
一
帯
に
ジ
ャ
ム

チ
と
よ
ば
れ
る
駅
伝
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。
駅え
き

站た
ん

が

決
め
ら
れ
、
そ
の
駅
の
周
辺
で
遊
牧
を
す
る
站た
ん

戸こ

は

公
務
出
張
者
に
ウ
マ
や
食
事
を
提
供
す
る
義
務
を
う

け
お
っ
た
。
は
や
が
け
の
乗
り
継
ぎ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

通
信
網
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
競
馬
の
距
離
は
、
そ
う
し

た
、
は
や
が
け
ウ
マ
の
交
代
距
離
に
匹
敵
す
る
。
ウ
マ

人
馬
一
体
の
マ
ラ
ソ
ン

モ
ン
ゴ
ル
国
の
首
都
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
は
人
口
一
〇

〇
万
人
以
上
の
大
都
会
で
あ
り
、
ふ
だ
ん
は
ウ
マ
な

ど
見
か
け
な
い
。
し
か
し
、
年
に
一
度
、
ウ
マ
の
蹄
ひ
づ
め

の

音
が
大
地
に
ひ
び
き
わ
た
る
日
が
あ
る
。
ナ
ー
ダ
ム
と

よ
ば
れ
る
夏
の
祭
典
で
あ
る
。
七
月
一
一
日
は
革
命
記

念
日
で
、
ス
タ
ジ
ア
ム
で
の
式
典
に
は
じ
ま
り
、
三
日

間
か
け
て
相
撲
や
弓
矢
競
技
が
お
こ
な
わ
れ
、
郊
外

で
は
競
馬
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

こ
の
競
馬
に
参
加
す
る
人
た
ち
は
、
遠
方
か
ら
自

慢
の
ウ
マ
を
つ
れ
て
調
教
を
し
な
が
ら
移
動
し
て
く
る
。

昨
今
で
は
、
数
日
前
に
ト
ラ
ッ
ク
で
ウ
マ
を
は
こ
び
い

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
競
馬
参
戦
者
に
く

わ
え
て
、
近
隣
の
人
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
ウ
マ
に
乗
っ
て

観
戦
に
く
る
か
ら
、
大
都
会
の
周
辺
に
ウ
マ
が
集
結

す
る
の
で
あ
る
。

競
馬
の
騎
手
は
子
ど
も
た
ち
な
の
で
、
ゴ
ー
ル
付

近
に
い
る
と
親
た
ち
の
声
援
が
聞
こ
え
て
く
る
。「
お
ー

い
、
ミ
ニ
ー
フ
ー
（
わ
が
子
よ
）、
お
ま
え
の
ウ
マ
は
ま

だ
つ
か
れ
て
な
い
ぞ
」。
そ
も
そ
も
モ
ン
ゴ
ル
競
馬
の

場
合
、
何
頭
も
の
ウ
マ
た
ち
が
次
々
と
走
り
ぬ
け
て
ゆ

く
と
い
う
ゴ
ー
ル
風
景
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
な
に

し
ろ
走
行
距
離
が
な
が
い
。
昨
年
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
二
歳
馬
の
レ
ー
ス
が
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
六
歳

馬
以
上
な
ら
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
地
方
に
ゆ

モ
ン
ゴ
ル
競
馬
の
醍
醐
味

小こ

長な
が

谷や 

有ゆ

紀き

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

が
情
報
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

ウ
マ
の
気
合
い
が
満
ち
た
と
き

そ
れ
に
し
て
も
、
数
百
頭
も
の
ウ
マ
が
同
時
に
ど
う

や
っ
て
ス
タ
ー
ト
す
る
の
か
。
ゲ
ー
ト
も
な
け
れ
ば
、

綱
も
張
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
。

一
九
九
七
年
七
月
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の
南
ゾ
ー
ン

モ
ド
で
開
催
さ
れ
た
地
方
競
馬
に
お
い
て
、
そ
の
ス

タ
ー
ト
風
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
子
ど
も
た
ち

が
ウ
マ
に
う
た
い
か
け
る
よ
う
に
「
ギ
ン
ゴ
ー
ギ
ン

ゴ
ー
」
と
口
ず
さ
み
な
が
ら
、
ゴ
ー
ル
地
点
か
ら
は
な

れ
て
、
ス
タ
ー
ト
地
点
へ
む
か
う
。
少
し
ず
る
賢
い
子

ど
も
た
ち
は
な
る
べ
く
遅
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
、

後
ろ
か
ら
大
人
が
追
う
の
だ
、
と
い
う
。
そ
う
こ
う
す

る
う
ち
に
、
ま
た
た
く
ま
に
ウ
マ
た
ち
が
い
っ
せ
い
に

反
転
し
、
そ
れ
が
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。
お
お
よ
そ
の

ス
タ
ー
ト
時
刻
と
ス
タ
ー
ト
場
所
は
決
ま
っ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
ウ
マ
の
気
合
い
が
満
ち
た
と
き
、
そ
れ
が
ス

タ
ー
ト
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
一
瞬
た
り
と
も
目
が
は
な

せ
な
い
。

一
九
八
八
年
七
月
、
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル
で
見
学
し
た

と
き
は
、
子
ど
も
た
ち
が
「
ギ
ン
ゴ
ー
ギ
ン
ゴ
ー
」
と

口
ず
さ
み
な
が
ら
、
オ
ボ
ー
（
土
地
神
さ
ま
）
の
ま
わ

り
を
三
回
ま
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。

ウ
マ
と
と
も
に
人
が
育
つ

一
九
九
七
年
の
夏
は
ひ
ど
い
干
ば
つ
で
、
レ
ー
ス
は

き
わ
め
て
過
酷
だ
っ
た
。
何
し
ろ
救
急
車
が
出
動
し
、

倒
れ
た
ウ
マ
に
点
滴
を
し
て
ま
わ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
わ

た
し
が
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
て
い
た
家
の
男
の
子
は
、

二
歳
馬
に
乗
っ
て
初
競
馬
に
挑
戦
し
て
い
た
。
入
賞
は

の
が
し
た
け
れ
ど
も
完
走
し
た
彼
は
一
段
と
大
人
び
て

見
え
た
も
の
だ
っ
た
。

現
在
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
で
成
功
し
た
富
裕
層
の
人

た
ち
が
駿
し
ゅ
ん

馬め

を
競
っ
て
購
入
し
、
あ
た
か
も
そ
の
財
力

を
競
う
か
の
よ
う
な
競
馬
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
将
来
は
、
周
回
コ
ー
ス
の
競
馬
や
、
賭

け
も
は
じ
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
乗
り

手
が
子
ど
も
で
あ
る
か
ぎ
り
、
競
馬
に
よ
っ
て
、
ウ
マ

と
と
も
に
人
が
育
つ
と
い
う
教
育
方
法
は
継
承
さ
れ

て
い
く
だ
ろ
う
。

布を着せて走らせる減量トレーニング
オボーとよばれる土地神さまのよりしろをまわって必勝祈願する子どもたち

スタート直後 スタート直前
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天
か
け
る
馬

馬
と
い
う
動
物
は
人
間
の
空
想
を
自
由
奔
放
に
か
け
め

ぐ
っ
て
き
た
動
物
で
あ
る
。
試
し
に
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
で

「
神
話
・
伝
説
の
馬
」
を
検
索
す
る
と
、
他
の
神
話
上
の
ほ

乳
類
動
物
よ
り
断
然
と
関
連
ペ
ー
ジ
が
多
い
。
人
間
と
親

密
な
関
係
を
保
っ
て
き
た
、
頼
り
に
な
る
、
草
食
動
物
で

あ
る
か
ら
か
、
爬は

虫ち
ゅ
う

類る
い

や
猛
獣
・
猛も
う

禽き
ん

ほ
ど
モ
ン
ス
タ
ー

化
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
神
の
乗
り
物
を
引
い
た
り
、

英
雄
と
運
命
を
と
も
に
す
る
名
馬
で
あ
っ
た
り
す
る
。

な
か
で
も
、
山
川
万
里
を
ひ
と
飛
び
に
し
、
天
界
と
地

上
を
行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
天
か
け
る
馬
」
は
、

世
界
各
地
の
神
話
や
宗
教
説
話
で
重
要
な
位
置
を
し
め
て

お
り
、
翼
が
生
え
た
馬
と
い
う
優
美
な
姿
で
視
覚
的
に
表

象
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

科
学
的
仮
想
の
空
へ

大
空
に
は
ば
た
く
馬
の
絵
姿
が
、
実
写
の
映
像
と
し
て

初
め
て
立
ち
現
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
一
九
二
四
年
公
開

の
映
画
『
バ
グ
ダ
ッ
ド
の
盗
賊
』
の
な
か
で
あ
っ
た
。『
千

夜
一
夜
物
語
』
を
ベ
ー
ス
と
し
た
こ
の
娯
楽
映
画
に
は
当

時
の
最
先
端
の
特
殊
撮
影
技
術
が
使
わ
れ
て
い
た
。
雲
間

を
走
る
白
馬
が
銀
幕
に
あ
ら
わ
れ
た
と
き
、
聴
衆
は
度
胆

を
抜
か
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
シ
ー
ン
の
元
に
な
っ
た
千
一
夜
の
「
黒こ
く

檀た
ん

の
馬
」
の

拍
車
を
か
け
る
？

「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
先
駆
け
と
な
っ
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア

で
、
政
治
の
混
乱
が
続
く
。﹇
中
略
﹈
野
党
党
首
の
暗

殺
事
件
も
混
迷
に
拍
車
を
か
け
、
新
し
い
国
の
基
盤

と
な
る
憲
法
制
定
が
進
ん
で
い
な
い
。

（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
七
日
朝
刊
）

こ
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
政
治
状
況
を
伝
え
た
新
聞
記
事
に

登
場
す
る
「
拍
車
を
か
け
る
」
と
い
う
表
現
に
、
違
和
感

を
覚
え
る
人
は
殆
ほ
と
ん

ど
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
拍

車
」
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

話
は
違
っ
て
く
る
。
果
た
し
て
、「
拍
車
」
を
実
際
に
見
た

こ
と
の
あ
る
人
は
ど
れ
く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
？

「
馬
の
耳
に
念
仏
」
や
「
馬
子
に
も
衣
装
」
な
ど
、
馬
に

平ひ
ら

石い
し 

典の
り

子こ

　
筑
波
大
学
准
教
授

午
年
に
は
、
や
る
気
に
拍
車
を
か
け
て

―
乗
馬
の
ス
ス
メ

山や
ま

中な
か 

由ゆ

里り

子こ

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

天
馬
空
を
行
く

―
馬
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

物
語
（
三
五
七
―
三
七
一
夜
）
で
は
、
空
飛
ぶ
馬
は
、
超
自

然
的
な
合
成
獣
で
は
な
く
、
ま
た
魔
力
に
よ
っ
て
浮
遊
す

る
の
で
は
な
く
、
じ
つ
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
英
知
が
作

り
出
し
た
機
械
仕
掛
け
の
乗
り
物
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
三
人
の
賢
者
が
、
ペ
ル
シ
ア
の

王
様
の
ご
愛
顧
を
え
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
発
明
し
た

珍
妙
な
装
置
を
持
っ
て
宮
廷
に
参
上
す
る
。
ま
ず
高
覧
に

供
さ
れ
る
の
は
、「
双
の
翼
を
も
っ
て
は
ば
た
き
、
啼な

き
声

を
た
て
る
」
黄
金
の
孔く

雀じ
ゃ
く

の
機
械
時
計
。
二
人
目
の
賢
者

が
取
り
出
し
た
の
は
、
敵
が
都
城
に
侵
入
す
る
と
、
た
ち

ま
ち
勝
手
に
鳴
り
響
く
と
い
う
真し
ん

鍮ち
ゅ
う

の
ラ
ッ
パ
。
三
人
目

の
賢
者
が
開
発
し
た
黒
檀
の
馬
は
、
黒
檀
と
象
牙
で
つ
く

ら
れ
た
秀
麗
な
肢
体
に
、
見
事
な
細
工
の
鞍く
ら

や
手
綱
が
装

着
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、「
ひ
と
た
び
人
間
が
こ
れ
に
う

ち
跨
ま
た
が
り
ま
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
国
に
て
あ
れ
、
望
み
の
ま

ま
の
と
こ
ろ
に
至
る
」
と
い
う
。

そ
の
場
に
い
た
王
子
は
、
試
乗
は
是
非
と
も
こ
の
わ
た

し
に
と
、
操
縦
方
法
の
説
明
を
聞
き
も
せ
ず
に
い
き
な
り

跨
り
、
上
昇
レ
バ
ー
を
ひ
ね
る
。
や
い
な
や
、
こ
の
軽
率

な
王
子
を
乗
せ
た
ま
ま
、
馬
は
あ
っ
と
い
う
ま
に
雲
の
彼

ま
つ
わ
る
こ
と
わ
ざ
は
多
い
が
、「
拍
車
を
か
け
る
」
と
い

う
の
は
、
馬
へ
の
働
き
か
け
の
表
現
で
あ
る
。
じ
つ
は
、

馬
術
の
世
界
で
は
、「
拍
車
を
か
け
る
」
で
は
な
く
、「
拍

車
を
入
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
だ
が
、
拍
車
は
、

馬
の
注
意
を
乗
り
手
に
向
け
る
た
め
の
も
の
で
、
馬
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
使
わ
れ
る
の
だ
。
そ
う

し
た
言
い
回
し
が
日
常
表
現
に
な
る
の
は
興
味
深
い
が
、

一
方
で
、「
拍
車
」
が
ぴ
ん
と
こ
な
い
、
と
い
う
事
実
か
ら
は
、

「
乗
馬
」
と
い
う
営
み
が
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
あ
ま

り
身
近
な
も
の
で
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。

近
代
馬
術
と
軍
隊

「
拍
車
を
か
け
る
」
と
い
う
表
現
は
、
近
代
日
本
に
お
け

る
乗
馬
・
馬
術
の
歴
史
も
説
明
し
て
く
れ
る
。
馬
に
ま
つ

わ
る
言
い
回
し
に
は
、「（
人
間
万
事
）
塞さ
い

翁お
う

が
馬
」
の
よ

う
な
、
中
国
の
故
事
に
由
来
す
る
も
の
も
多
い
が
、「
拍
車
」

と
い
う
こ
と
ば
は
、
英
語spur

の
翻
訳
語
と
し
て
近
代
に

な
っ
て
か
ら
定
着
し
た
も
の
な
の
だ
。
近
代
日
本
は
、
そ

れ
ま
で
の
騎
馬
方
法
を
捨
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
馬
術
を

取
り
入
れ
た
が
、
そ
の
実
践
の
場
は
、
お
も
に
陸
軍
で
あ
っ

た
。
一
九
三
二
年
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
五
輪
で
は
、
西に
し

竹た
け

一い
ち

中

尉
と
ウ
ラ
ヌ
ス
号
が
障
し
ょ
う

碍が
い

飛ひ

越え
つ

で
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
て

い
る
が
、
当
時
の
五
輪
代
表
選
手
は
、
全
員
が
軍
人
で
あ

り
、
一
般
人
が
乗
馬
を
楽
し
む
環
境
が
整
っ
て
い
た
と
は

言
い
難
い
。「
拍
車
」
も
、
軍
人
を
中
心
と
す
る
一
部
の
人

び
と
だ
け
が
知
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

方
に
消
え
て
し
ま
う
。
離
陸
の
描
写
の
一
節
を
読
む
と
、

噴
射
推
進
の
原
理
に
基
づ
い
て
飛
ぶ
「
ジ
ェ
ッ
ト
機
」
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

馬
は
さ
っ
と
緊
張
す
る
と
、
や
が
て
は
げ
し
く
身

ぶ
る
い
し
、
つ
い
に
、
ど
の
馬
も
よ
く
す
る
よ
う
な

独
特
の
動
き
方
を
し
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
う
し
て
空

気
を
腹
い
っ
ぱ
い
に
吸
い
こ
ん
だ
か
と
思
う
と
、
さ
っ

と
身
を
も
た
げ
、
大
空
へ
と
飛
昇
し
て
行
き
ま
し
た
。

（
前
嶋
信
次
訳
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
』
平
凡
社
、
一
三
〇
頁
）

そ
の
後
王
子
は
、
操
縦
法
を
会
得
し
、
知
恵
も
使
っ
て

イ
エ
メ
ン
の
美
し
い
姫
と
結
ば
れ
、
め
で
た
し
、
め
で
た
し
、

な
の
で
あ
る
が
、
黒
檀
の
馬
は
最
後
に
王
子
の
父
に
よ
っ

て
解
体
さ
れ
て
し
ま
う
。
機
械
を
め
ぐ
る
冒
険
を
経
て
王

子
が
え
た
心
の
成
熟
の
ほ
う
が
、
巧
妙
な
機
械
よ
り
も
は

る
か
に
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
教
訓
の
こ
の
物
語
は
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
と
い
う
よ
り
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
は

し
り
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

乗
馬
の
ス
ス
メ

翻
っ
て
み
る
と
、
現
在
、
馬
術
の
盛
ん
な
欧
州
・
豪
州
・

米
国
な
ど
で
は
、
乗
馬
は
特
に
女
の
子
に
人
気
の
ス
ポ
ー

ツ
で
あ
り
、
習
い
事
で
あ
る
。
日
本
に
も
乗
馬
ク
ラ
ブ
が

増
え
、
ホ
ー
ス
セ
ラ
ピ
ー
な
ど
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

五
輪
種
目
で
唯
一
、
男
女
の
別
な
く
競
技
が
お
こ
な
わ
れ

る
馬
術
は
、
人
間
の
体
格
や
筋
力
の
差
が
あ
ま
り
結
果
に

反
映
し
な
い
の
で
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
皆
が

そ
れ
ぞ
れ
の
体
力
に
あ
わ
せ
て
楽
し
め
る
ス
ポ
ー
ツ
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
馬
は
と
て
も
賢
く
、
か
わ
い
い

動
物
な
の
で
、
乗
馬
の
後
の
手
入
れ
な
ど
の
触
れ
合
い
も

楽
し
い
（
く
れ
ぐ
れ
も
賢
い
馬
に
ナ
メ
ら
れ
な
い
よ
う
に
）。

「
拍
車
」
は
馬
の
腹
を
刺
激
す
る
も
の
な
の
で
、
鞭む
ち

と
と

も
に
、「
動
物
虐
待
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

馬
術
の
世
界
で
は
、
拍
車
を
つ
け
た
姿
が
正
装
と
さ
れ
、

拍
車
が
き
ち
ん
と
使
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
あ
る
程
度
乗

馬
の
技
術
が
取
得
で
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
〇
一
四
年
の
午
年
、
実
際
に
馬
上
で
、
自
分
が
「
拍
車

を
か
け
る
」
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の
は
い
か

が
だ
ろ
う
か
。

映画『バグダッドの盗賊』（1924年）のポスター。映画に
登場した空飛ぶ馬はペガサスのように翼がはえていた。
標本番号 H0253663

1932年ロサンゼルス五輪の西竹一中尉とウラヌス号
（馬の博物館所蔵）

現在オリンピック競技
でもある「ブリティッ
シュ馬術」では、「棒
拍」が一般的である

ウエスタン馬術で
用いられる「輪拍」。
地域：チリ、標本番
号 H0196639

セネガルのガラス絵に描かれたブラーク。聖典クル
アーンの「夜の旅」の章では、預言者ムハンマドは天馬
ブラークに乗り、メッカからエルサレムに飛び、そこか
ら昇天し、天使ジブリール（ガブリエル）に会う。人の
顔をした馬として描かれるが、クルアーンには頭が人間
であるとは書かれていない。
標本番号 H0222896
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❶ 馬蹄、フランス、　　　　　　　　　　　
幅 15 ×奥行 15 ×厚さ3.1cm、H0158233

❷ 銀製のスプーン、デンマーク、　　　　　
幅 4.7 ×奥行 22 cm、H0118095　　　　
出産や誕生日、結婚式などの祝い事のとき
に贈られる

❸ 魔除け用頭蓋骨、インド、　　　　　　　
幅 12 ×奥行 20 ×高さ 12cm、H0167976

魔除けのために家屋に吊るす動物の頭蓋骨。
ネコ科のウンピョウのものとみられる

❹ 鍵型のお守り、エジプト、　　　　　　　
縦 12 ×横 5.1 ×厚さ0.6cm、H0109604

❺ 魔除け用 牛の角、ブラジル、　　　　　　
幅 15 ×長さ22 ×高さ7.2cm、H0224645

❻ 巡礼用 装身具、スペイン、　　　　　　　
幅 12 ×厚さ 2.9 ×全長 48cm、H0231175

聖ヤコブを象徴するホタテ貝が、サンチャ
ゴ・デ・コンポステーラ巡礼者のお守りと
なっている

❼ 縁起物（熊手）、日本、　　　　　　　　
縦 103 ×横 73 cm、H0026877　　　　　
運や財をかき集める願いが込められている

❽ トカゲを模した護符、アメリカ、　　　　　
幅 16 ×奥行 31 ×厚さ3.2cm、H0075155

❾ 張子人形（ピンピン鯛）、日本、　　　　　
幅 14 ×奥行 14 ×高さ15cm、H0012073

※寸法は計測時の最大値を示す。

今
年
ロ
ー
マ
の
知
り
合
い
の
家
を
訪
れ
た

と
き
、
軒
先
に
馬ば

蹄て
い
が
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
い
た
。
馬
蹄
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
幸
運

を
も
た
ら
す
と
い
わ
れ
、
イ
タ
リ
ア
で
も
普

及
し
て
い
る
お
守
り
の
ひ
と
つ
だ
。

イ
タ
リ
ア
と
い
う
と
ロ
ー
マ
法
王
の
お
膝

元
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
だ
が
、
じ
つ
は
み
な
、

か
な
り
迷
信
深
い
。
昨
年
末
、
サ
ッ
カ
ー
選

手
四
〇
〇
〇
人
を
対
象
に
お
こ
な
わ
れ
た
調

査
で
は
、
ラ
ッ
キ
ー
ア
イ
テ
ム
や
魔
除
け
を

身
に
つ
け
た
り
、
迷
信
に
ち
な
む
し
ぐ
さ
を

す
る
者
は
、
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
と
い

う
結
果
が
出
た
。
も
っ
と
も
人
気
の
あ
る
お

守
り
は
、
牛
の
角
の
形
を
し
た
コ
ル
ノ
（
コ
ル

ネ
ッ
ト
と
も
よ
ぶ
）、
馬
蹄
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
、

四
つ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
で
、
し
ぐ
さ
と
し
て
は
、

鉄
に
触
れ
る
、
赤
い
も
の
を
身
に
つ
け
る
な

ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

わ
た
し
の
知
り
合
い
の
イ
タ
リ
ア
人
た
ち

も
、
最
低
ひ
と
つ
や
ふ
た
つ
の
お
守
り
を
も
っ

て
い
る
。
な
か
で
も
多
い
の
が
や
は
り
コ
ル

ノ
で
あ
り
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
な

ど
に
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
タ
リ
ア
独
特

の
も
の
と
い
わ
れ
、
た
い
て
い
は
赤
で
、
サ
ン

ゴ
製
が
よ
い
の
だ
が
、
銀
製
の
も
の
も
あ
る
。

ほ
か
に
は
、
錠
や
鍵
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
も
幸

運
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
、
約
束
の
成
就
や

運
命
の
扉
を
開
く
と
い
う
意
味
だ
と
語
る

者
も
い
る
。

そ
し
て
家
の
な
か
に
も
、
さ
り
げ
な
く
蜘
蛛

（
富
を
も
た
ら
す
と
い
う
）
の
置
物
が
置
か
れ

て
い
た
り
、
麦
の
穂
（
か
な
ら
ず
三
本
。
三

位
一
体
の
意
味
だ
と
か
）
が
飾
ら
れ
て
い
た
り

す
る
。
古
い
木
製
の
車
輪
を
壁
に
か
け
て
い

る
家
も
あ
り
、
単
な
る
オ
ブ
ジ
ェ
と
思
い
き
や
、

こ
れ
ま
た
幸
運
を
も
た
ら
す
も
の
で
、ち
ょ
っ

と
運
気
が
下
が
っ
た
ら
回
す
の
だ
そ
う
だ
。

こ
う
し
た
お
守
り
の
類
は
、
地
域
や
世
代

に
よ
っ
て
も
違
う
し
、
伝
統
的
な
も
の
か
ら
、

最
近
広
ま
っ
た
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

と
は
い
え
共
通
し
て
い
る
の
は
、
け
っ
し
て

自
分
で
お
守
り
を
買
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
お
守
り
と
は
、
ほ
か
の
誰
か
か

ら
も
ら
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
偶
然
に
拾
っ

た
も
の
な
ら
、
運
を
拾
う
と
い
う
意
味
で
、

な
お
良
い
そ
う
だ
。
馬
蹄
を
飾
っ
て
い
た
知

り
合
い
も
、
道
端
に
落
ち
て
い
た
と
ニ
ン
マ
リ

し
な
が
ら
話
し
て
く
れ
た
。

イ
タ
リ
ア
で
は
現
在
で
も
、人
び
と
は
、「
信

じ
て
は
い
な
い
け
ど
、
何
が
あ
る
か
わ
か
ら
な

い
か
ら
」
と
つ
ぶ
や
き
つ
つ
、
日
々
あ
ち
こ
ち

で
お
守
り
を
見
つ
け
て
は
身
に
つ
け
、
身
近
に

飾
り
、
人
に
あ
げ
た
り
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
。

そ
ん
な
彼
ら
の
様
子
か
ら
は
、
迷
信
深
い
と

い
う
よ
り
も
、
あ
る
種
の
豊
か
さ
を
感
じ
と

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

信じてはいないけど……
―身近なお守りたち

宇
う

田
だ

川
が わ

 妙
た え

子
こ

　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
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❶



　

神
戸
の
多
国
籍
料
理
店
「
世
界
の
ご
ち
そ
う 

パ
レ
ル
モ
」
さ

ん
の
料
理
が
レ
ト
ル
ト
パ
ッ
ク
に
な
り
ま
し
た
。

　

食
を
通
し
て
、
差
別
や
貧
困
な
ど
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

を
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
た
四

種
類
の
料
理
で
す
。
な
か
で
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
「
チ
ェ
ッ
タ

ア
ー
ル
ヒ
ン
（
鶏
肉
と
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
ス
パ
イ
ス
煮
込
み
）」
は
、

難
民
支
援
協
会
発
行
の
『
海
を
渡
っ
た
故
郷
の
味

―

Flavo
urs W

itho
ut B

o
rd

ers

』
の
レ
シ
ピ
を
も
と
に
し
た
コ

ラ
ボ
メ
ニ
ュ
ー
。
売
り
上
げ
の
一
部
が
こ
の
協
会
に
寄
付
さ
れ

ま
す
（
協
会
に
つ
い
て
は
本
誌
2
0
1
3
年
8
月
号
「
多
文
化
を
あ

き
な
う
」
を
参
照
）。
世
界
の
料
理
を
味
わ
い
な
が
ら
、
そ
の
地

に
暮
ら
す
人
び
と
の
生
活
や
文
化
に
目
を
向
け
て
み
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
。

会
期　

1
月
28
日
（
火
）
ま
で

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
！
」

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

※
当
日
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料

※
6
歳
未
満
の
方
は
保
護
者
同
伴
で
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

「
お
り
が
み
で
遊
ぼ
う
！

―
干
支
シ
リ
ー
ズ
『
午う
ま

』」

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

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
、
13
時
以
降
参
加
費
50
円

「
干
支
の
『
午う
ま

』
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

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
程 
1
月
8
日
（
水
）、
1
月
9
日
（
木
）

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　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
7
4
（
直
通
）

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
で
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
ま
す
。

日
程 

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
、　

11
日
の
み

同
時
通
訳
あ
り

公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
古
代
文
明
の
生
成

―
西
ア
ジ
ア
と
ア
ン
デ
ス
」

西
ア
ジ
ア
と
ア
ン
デ
ス
の
最
新
の
調
査
成
果
か
ら
、

両
古
代
文
明
の
特
性
に
つ
い
て
討
論
し
て
い
き
ま
す
。

日
程 

1
月
26
日
（
日
）

会
場　

J
P
タ
ワ
ー
ホ
ー
ル
＆
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

（
東
京
）（
定
員
1
7
0
名
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
参
加
無
料

「
世
界
の
ご
ち
そ
う
」
レ
ト
ル
ト
食
品
登
場
。

難
民
自
立
の
支
援
に
も
。

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　

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
）

※
収
集
さ
れ
た
ば
か
り
の
ゆ
り
か
ご
や
フ
ェ
ル
ト
の
敷
物
、
弦
楽

器
な
ど
を
ご
覧
い
た
だ
き
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
）

2
0
1
3
年
夏
に
「
ジ
ャ
ガ
ー
人
間
」
の
石
像
が
発
掘
さ
れ
た
こ

と
は
み
な
さ
ん
の
記
憶
に
も
新
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
の
発

見
は
紀
元
前
8
0
0
〜
5
0
0
年
代
が
ア
ン
デ
ス
社
会
の
大
き

な
転
換
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

従
来
、
食
料
生
産
の
向
上
が
文
明
の
推
進
力
と
考
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
可
能
性
を
示
す
「
神
殿
更
新
」
説
も
紹

介
し
な
が
ら
、
今
回
の
発
見
の
意
義
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

第
4
2
9
回　

3
月
1
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

梅
棹
忠
夫
の
モ
ン
ゴ
ル
調
査
を
た
ど
る

講
師　
小
長
谷
有
紀
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

東
京
講
演
会

会
場　
国
立
新
美
術
館
研
修
室
Ａ
・
Ｂ

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
）

第
1
0
8
回　

3
月
9
日
（
日
）
13
時
半
〜
14
時
15
分

国
立
新
美
術
館
で
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
展
開
催
に
あ
た
っ
て

講
師　
須
藤
健
一
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

館
長
）

※
須
藤
館
長
の
講
演
会
に
続
い
て
、
国
立
新
美
術
館
研
究
員
に
よ

る
展
示
概
要
の
解
説
（
30
分
）
も
お
こ
な
い
ま
す
。

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

●
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
．
1
月
22
日（
水
）
ま
で

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

化
、
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
、
休
憩
所
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

2
．
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
始
は
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
。

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

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

刊行物紹介

■平井京之介　著
『微笑みの国の工場
―タイで働くということ （フィールドワーク選書）』

臨川書店　定価:2 ,10 0円
日系工場のタイ人労働者
と日本人駐在員とのあい
だで、通訳兼マネージャー
として働きながら、企業の
実態や労働者の本音・価
値観に迫ります。

■西尾哲夫　著
『ヴェニスの商人の異人論
―人肉一ポンドと他者認識の民族学』

みすず書房　定価:4 ,410円
借金の形に約束した人肉１
ポンドの意味は？ シェイ
クスピアの源流をたどり世
界に類話を渉猟して社会
構造を明かす刺戟的な文
化論です。

■人間文化研究機構　監修
『HUMAN―知の森へのいざない』vol.05
平凡社　定価:1,575円

特集「酒と日本文化」
石毛直道・民博名誉教授と民
俗学者、神崎宣武・旅の文化
研究所長が酒について縦横
に語り、多分野の研究者と酵
母開発者、きき酒師等が、太
古から現代までの醸造と飲酒
の様相について記述します。

第
4
2
9
回　

2
月
15
日（
土
）

ベ
ト
ナ
ム
の
黒
タ
イ
の
う
た
、お
は
な
し

講
師　
樫
永 

真
佐
夫（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

山
が
ち
な
ベ
ト
ナ
ム
西
北
地

方
に
は
、
た
く
さ
ん
の
民
族

が
高
度
に
応
じ
て
す
み
わ
け

て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
黒
タ

イ
と
い
う
人
び
と
は
、
盆
地

に
水
田
を
ひ
ら
い
て
く
ら
し
て

い
ま
す
。
か
れ
ら
が
村
で
伝

え
て
き
た
歌
や
お
話
を
紹
介

し
、
か
れ
ら
が
自
分
た
ち
の

く
ら
し
を
ど
の
よ
う
に
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
か
、
村
の

く
ら
し
の
現
状
に
ふ
れ
な
が

ら
お
話
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
。

ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
ン
バ
イ
省
ギ
ア
ロ

に
あ
る
黒
タ
イ
の
村
で

ア
ジ
ス
ア
ベ
バ
の
ジ
ャ
ズ
・
フ
ァ
ン
ク

バ
ン
ド

価格はすべて税込

世界のごちそうシリーズ レトルト４種（一人前、200g）

　ミャンマーの家庭の味「チェッタアールヒン」（写真右上）
　世界のごちそう パレルモの名物料理「アラビアンライス」
　ブラジルの国民食「フェイジョアーダ」
　アメリカ南部の料理「ガンボ」　　　　　　各 630円

書籍『海を渡った故郷の味
 ― Flavours Without Borders』 1,575円

国
立
民
族
学
博
物
館
創
設
40
周
年
記
念

日
本
文
化
人
類
学
会
50
周
年
記
念

「
イ
メ
ー
ジ
の
力
―
国
立
民
族
学
博
物
館

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」

会
期　

2
月
19
日
（
水
）
〜
6
月
9
日
（
月
）

会
場　
国
立
新
美
術
館　

企
画
展
示
室
2
E
（
東
京
）
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仮
面
と
人
形
の
家
を
訪
れ
る

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
は
、
豊
か
な
仮
面
・
人
形
文
化
が
存
在
す
る
。
仮
面
舞
踊
や
劇
、
人
形
劇
や
影
絵
な
ど
の
芸
能
が

人
び
と
の
娯
楽
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
そ
れ
ら
が
儀
礼
の
一
部
と
し
て
上
演
さ
れ
た
り
、
ま
た
仮
面

や
人
形
自
体
が
神
格
や
霊
力
を
宿
す
御
神
体
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
り
す
る
地
域
も
あ
る
。

バ
リ
島
と
ジ
ャ
ワ
島
を
初
め
と
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
の
人
形
や
仮
面
を
一
度
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
今
回
紹
介
す
る
ス
テ
ィ
ア
・
ダ
ル
マ 

仮
面
と
操
り
人
形
の
家
︵S

etia D
arm

a H
ouse of M

asks 

and P
up

p
ets

︶だ
。
中
部
バ
リ
の
代
表
的
な
観
光
地
ウ
ブ
ド︵U

bud

︶か
ら
南
に
下
っ
た
マ
ス
村
に
あ
る
こ
の﹁
家
﹂は
、

そ
の
豊
富
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
、手
入
れ
さ
れ
た
心
地
よ
い
庭
、そ
し
て
各
地
の
伝
統
建
築
を
取
り
入
れ
た
建
物
に
よ
っ

て
、
バ
リ
の
な
か
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
魅
力
を
は
な
っ
て
い
る
。

手
ご
わ
い
博
物
館

展
示
の
ほ
と
ん
ど
が
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
な
か
に
入
っ
て
い
な
い
点
は
、
民
博
と
共
通
で
あ
る
。
ま
た
使
用
跡
の
少

な
い
︵
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
無
い
︶
比
較
的
状
態
の
良
い
も
の
が
揃
っ
て
い
る
点
も
特
徴
で
あ
る
。

実
際
の
芸
能
上
演
で
は
、
演
者
の
家
系
で
受
け
継
が
れ
、
時
間
と
と
も
に
変
色
し
て
小
さ
な
傷
の
沢
山
つ
い
た
歴
史
あ

る
仮
面
や
人
形
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
古
び
た
表
情
に
は
特
別
な
味
わ
い
が
あ
る
。
他
方
こ
の
展
示
で

は
、
職
人
が
技
術
を
つ
ぎ
込
ん
で
作
っ
た
仮
面
や
人
形
の
多
く
が
き
れ
い
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
鮮
や
か
な
着
色
の
細

部
ま
で
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

展
示
品
は
と
に
か
く
豊
富
で
あ
る
。
影
絵
芝
居
や
人
形
劇
で
は
、
ひ
と
つ
の
演
目
を
演
じ
る
た
め
に
、
数
十
体
の
人

形
が
使
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
形
が
ず
ら
ー
っ
と
並
ぶ
光
景
に
は
圧
倒
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
と
目
を
合
わ
せ
た
く

な
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
一
回
の
訪
問
で
全
部
を
観
て
ま
わ
ろ
う
と
す
る
と
、
へ
と
へ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
手
ご
わ
い
博

物
館
で
も
あ
る
。
八
〇
〇
点
前
後
に
の
ぼ
る
人
・
神
々
・
動
物
た
ち
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
の
数
々
を
見
る
と
、
我
々

人
間
は
か
く
も
豊
か
に
顔
を
表
現
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
。

資
料
？ 

作
品
？

展
示
物
に
関
し
て
の
文
字
に
よ
る
説
明
は
ほ
と
ん
ど
無
い
が
、
仮
面
や
人
形
の
名
前
、
演
目
名
、
作
ら
れ
た
地
方
名

が
記
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
も
の
に
つ
い
て
、
作
者
の
名
前
も
表
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
民
族
学
の
一
般
的
な
博
物

館
展
示
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
物
は
、
演
目
や
地
域
を
代
表
す
る
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、

作
り
手
の
作
品
で
も
あ
る
。
筆
者
は
、
バ
リ
の
仮
面
舞
踊
劇
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
仮
面
に
は
特
に

目
が
ゆ
く
の
だ
が
、
バ
リ
の
シ
ン
ガ
パ
ド
ゥ
村
の
仮
面
作
り
の
名
人
イ
・
ワ
ヤ
ン
・
タ
ン
グ
ー
氏
の
作
品
は
、
数
も
多
く
、

存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
各
地
域
の
な
か
で
も
、
加
工
が
細
か
く
洗
練
さ
れ
た
印
象
を
う
け
る
バ
リ

の
仮
面
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、タ
ン
グ
ー
さ
ん
の
作
品
は
繊
細
な
つ
く
り
で
生
き
生
き
と
し
た
表
情
を
見
せ
て
い
る
。

ち
な
み
に
民
博
で
は
、
現
在
タ
ン
グ
ー
さ
ん
の
仮
面
を
購
入
し
展
示
す
る
計
画
が
持
ち
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
も
し

実
現
す
れ
ば
、
数
年
後
タ
ン
グ
ー
さ
ん
と
息
子
さ
ん
た
ち
に
よ
る
仮
面
が
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
展
示

場
で
皆
さ
ん
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

世
相
を
映
す
仮
面
と
人
形
作
り

こ
の
博
物
館
が
収
集
し
て
い
る
の
は
基
本
的
に
﹁
伝
統
芸
能
﹂
と
よ
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
仮
面
や
人
形
で
あ
る
。
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
重
要
な
部
分
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
ッ
ト
︵W

ayang
 K

ulit

影
絵
劇
︶
は
、
世
界
文
化
遺
産

に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、こ
の
博
物
館
で
は
、﹁
遺
産
﹂
や
﹁
伝
統
﹂
と
い
う
言
葉
が
想
起
す
る
歴
史
的
で
重
々

し
い
イ
メ
ー
ジ
を
軽
や
か
に
す
り
抜
け
る
、
ユ
ー
モ
ア
や
、
現
代
性
や
、
大
衆
性
を
帯
び
た
仮
面
や
人
形
も
数
多
く
収

集
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
オ
バ
マ
大
統
領
の
姿
の
操
り
人
形
、
ア
ニ
メ
を
題
材
と
し
た
影
絵
人
形
な
ど
も
展
示
さ
れ
て

い
る
。
な
か
に
は
博
物
館
の
展
示
の
た
め
に
特
注
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
よ
う
で
︵
例
え
ば
こ
の
博
物
館
の
オ
ー
ナ
ー
を

モ
デ
ル
に
し
た
人
形
も
あ
る
︶、
す
べ
て
の
仮
面
や
人
形
が
実
際
の
上
演
に
使
わ
れ
得
る
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
仮
面
作
り
や
人
形
作
り
が
、
世
相
を
反
映
し
な
が
ら
、
現
在
も
生
き
生
き
と
息
づ

い
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
。

仮
面
と
人
形
の
待
つ
家

―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島

吉よ
し

田だ 

ゆ
か
子こ

民
博 

機
関
研
究
員

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島
。熱
帯
雨
林
に
抱
か
れ
た
村
マ
ス
に
は
、

数
千
も
の
仮
面
や
人
形
が
展
示
・
収
蔵
さ
れ
て
い
る
館
が
あ
る
。

そ
こ
で
待
ち
受
け
る
の
は
、仮
面
と
人
形
に
宿
る
魂
か
、

そ
れ
と
も
人
間
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
の
力
か
。

緑豊かな村の一画にある地方色豊かな建築を用いた展示場の内部タングー氏の工房で作られた仮面オバマ大統領の人形 アニメを題材とした影絵人形

バリ島

マレーシア

ジャワ島

インドネシア
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フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
フ
ェ
ス
タ
in
さ
っ
ぽ
ろ
の
開
催

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
北
海
道
は
、
札
幌
・
北
海
道
で
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
の
普
及
を
通
じ
て
、
持
続
可
能
で
公
正
・
平
和

な
地
球
社
会
の
実
現
を
目
指
す
市
民
の
団
体
で
あ
る
。
名

前
を
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
北
海
道
と
決
め
た
の
が
二
〇
〇
九
年

一
〇
月
。
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
定
め
て
、
ま
だ
組

織
的
な
活
動
を
始
め
て
間
も
な
い
団
体
で
あ
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
北
海
道
の
誕
生
に
先
立
ち
、
札
幌
で
は

二
〇
〇
三
年
か
ら
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
普
及
を
願
う
市
民
に

よ
っ
て
、「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
フ
ェ
ス
タ
in
さ
っ
ぽ
ろ
」
が

開
催
さ
れ
て
来
た
。札
幌
・
北
海
道
の
市
民
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
に
楽
し
み
な
が
ら
親
し
む
、
年
に
一
度
の
お
祭
り
で
あ

る
。
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で
は
廃
校
と
な
っ
た

小
学
校
や
、
屋
内
の
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
を
借
り
て
の
開
催

だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
は
札
幌
の
中
心
街
で
多
く
の

市
民
が
集
う
大
通
公
園
で
の
野
外
開
催
と
な
り
、
毎
年
六

月
中
旬
か
ら
下
旬
の
週
末
、
土
日
の
二
日
間
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。

こ
の
運
営
に
か
か
わ
っ
た
人
た
ち
が
、
年
に
一
回
の
単
発

の
イ
ベ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
北
海
道
の
特
色
を
生
か
し
た

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
普
及
を
通
年
で
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
た

め
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
北
海
道
を
設
立
し
た
。
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
フ
ェ
ス
タ
の
開
催
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
北
海
道

が
か
か
わ
る
重
要
な
事
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ふ
た
つ
の
ポ
リ
シ
ー

国
内
最
大
規
模
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
野
外
イ
ベ
ン
ト

と
い
わ
れ
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
フ
ェ
ス
タ
in
さ
っ
ぽ
ろ
に

は
、
開
始
当
初
か
ら
大
切
に
し
て
い
る
ポ
リ
シ
ー
が
あ
る
。

第
一
に
、
途
上
国
の
厳
し
い
条
件
に
お
か
れ
た
生
産
者
と

結
び
つ
い
て
、
コ
ツ
コ
ツ
と
地
道
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を

進
め
て
い
る
活
動
を
大
切
に
す
る
こ
と
。
東
チ
モ
ー
ル
マ

ウ
ベ
シ
郡
の
コ
ー
ヒ
ー
生
産
者
と
提
携
し
て
い
る
ほ
っ
か

い
ど
う
ピ
ー
ス
ト
レ
ー
ド
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
先
住
民
族
の

コ
ー
ヒ
ー
生
産
者
と
提
携
し
て
い
る
マ
ヤ
コ
ー
ヒ
ー
、
そ

し
て
、
イ
ン
ド
の
ビ
ー
ズ
生
産
者
か
ら
仕
入
れ
た
材
料
を

使
っ
て
、福
祉
作
業
所
の
人
び
と
と
提
携
し
て
独
自
の
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
・
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
製
作
し
て
い
るcolors

な
ど
な
ど
、
札
幌
・
北
海
道
に
は
、
地
元
に
拠
点
を
置
い

て
、
草
の
根
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
展
開
し
て
い
る
団
体
が

数
多
く
あ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
広
く
紹
介
し
、
さ
ら
に

育
て
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
北
海
道
だ
け
で
な
く
、
全
国

各
地
の
草
の
根
レ
ベ
ル
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
取
り
組
ん
で

い
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
の
活
動
を
紹
介
し
、
そ
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
作
る
こ
と
。こ
う
し
た
趣
旨
に
共
鳴
し
て
、フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
フ
ェ
ス
タ
in
さ
っ
ぽ
ろ
に
は
、
全
国
か
ら
出
展
、

商
品
紹
介
を
お
こ
な
う
団
体
が
集
う
。

ま
た
、
3
・
11
を
き
っ
か
け
に
し
て
二
〇
一
一
年
か
ら

新
し
い
ブ
ー
ス
が
生
ま
れ
た
。
復
興
支
援
ブ
ー
ス
で
あ
る
。

以
来
、
被
災
地
の
ま
ち
づ
く
り
を
応
援
す
る
グ
ッ
ズ
が
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
フ
ェ
ス
タ
に
仲
間
入
り
し
た
。
さ
ら
に
、
就
労

応
援
ブ
ー
ス
、
北
海
道
の
材
料
に
こ
だ
わ
る
北
海
道
ブ
ー

ス
も
設
け
ら
れ
た
。
再
生
可
能
・
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
出
展

も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

北
海
道
が
リ
ー
ド
す
る
取
り
組
み

北
海
道
は
、
日
本
の
食
糧
基
地
と
も
い
わ
れ
る
。
全
国

の
食
料
自
給
率
は
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

割
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
北
海
道
で
は
二
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト

を
超
え
て
い
る
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
核
心
が
生
産
者
と
の

関
係
性
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
北
海
道
自
身
が
そ
の
生
産
者

を
農
畜
産
業
関
連
分
野
に
多
く
抱
え
て
い
る
。
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
の
原
則
を
、
こ
れ
ら
の
生
産
者
に
適
用
し
て
、
生

産
者
と
消
費
者
が
よ
り
顔
の
見
え
る
関
係
で
結
び
あ
う
こ

と
が
で
き
な
い
か
？ 

ま
た
、海
外
の
生
産
者
が
生
ん
だ
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
材
料
と
北
海
道
の
原
料
を
使
っ
て
、
新
し
い

フ
ェ
ト
レ
ー
ド
が
展
開
で
き
な
い
か
？ 

夢
は
広
が
り
、
そ

の
一
部
は
実
現
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

の
カ
カ
オ
豆
と
、
北
海
道
産
の
乳
製
品
と
合
わ
せ
た
ミ
ル
ク

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
。
当
初
は
、
技
術
的
な
問
題
か
ら
不
可
能
と

も
思
わ
れ
た
こ
の
夢
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
、
現
在
カ
カ
オ
ラ

ボ
・
ホ
ッ
カ
イ
ド
ウ
で
製
造
・
販
売
し
て
い
る
。
ま
た
、
北

星
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
で
は
、
カ
フ
ェ
で
提
供
す
る
ク
ッ
キ
ー

等
を
道
産
材
料
と
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
材
料
で
手
作
り
し
て

提
供
し
、
好
評
を
え
て
い
る
。

未
来
に
向
か
っ
て

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
い
う
モ
ノ
を
介
し
た
取
引
に
よ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
は
そ
の
モ
ノ
の
向
こ
う
に
い
る
ヒ
ト
と
の
関
係

性
を
問
い
直
し
、
そ
れ
を
よ
り
公
正
な
も
の
に
変
え
よ
う

と
す
る
。
公
正
と
い
う
価
値
の
実
現
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、

地
域
に
お
い
て
も
、
海
外
の
生
産
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
安
価
な
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
、
あ
る

い
は
快
適
・
安
全
な
生
活
を
実
現
す
る
た
め
に
誰
か
が
犠

牲
を
強
い
ら
れ
て
い
る
関
係
は
決
し
て
公
正
な
、
フ
ェ
ア
な

関
係
と
は
い
え
な
い
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
料
、
衣
料
品
、
と
い
っ
た
わ
た
し
た
ち

の
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
モ
ノ
を
作
り
出
す
過
程
で
そ

こ
に
か
か
わ
る
ヒ
ト
が
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
を
わ
た
し
た

ち
は
望
ま
な
い
。
暮
ら
し
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
注
意
深
く

見
直
し
、
そ
こ
に
人
間
ら
し
い
暮
ら
し
の
わ
か
ち
合
い
が
実

現
さ
れ
る
よ
う
な
、
暮
ら
し
の
あ
り
方
、
作
り
方
、
買
い

物
の
仕
方
を
考
え
て
、
実
現
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

心
の
な
か
の
国
境
線
を
引
き
直
し
、
ロ
ー
カ
ル
な
場
に

お
い
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
関
係
に
お
い
て
も
、
人
間
ら
し

い
暮
ら
し
が
わ
か
ち
合
え
る
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
、
そ

れ
が
わ
た
し
た
ち
の
活
動
の
目
標
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
域

と
地
球
を
結
ん
で
公
正
な
関
係
を
作
り
出
す
活
動
の
一
里

塚
と
し
て
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
を
北
海
道
に
実
現
さ

せ
た
い
と
思
う
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

心
の
な
か
の
国
境
線
を
ひ
き
直
す

萱か

や

野の 

智と

も

篤あ

つ

　
北
星
学
園
大
学
教
授
・
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
北
海
道
代
表

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
普
及
に
く
わ
え
て
、
地
域
の
活
性
化
、
貢
献

も
目
的
と
し
て
い
る
。
札
幌
で
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
を
め
ざ
し
て
、
食
料
自
給
率
の
高

い
北
海
道
な
ら
で
は
の
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

アフリカンドラムで会場がひとつになる。
フェアトレードフェスタ inさっぽろ2013

さをり織りワークショップ

フェアトレードフェスタ。
草の根フェアトレードブース

道 産カボチャと
フェアトレード材
料を使ったタルト

フェアトレードフェスタ
inさっぽろ2008会場

北星フェアトレードの学生と
地元の生産者さん
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輪
状
の
織
物
と
の
出
会
い

わ
た
し
が
は
じ
め
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た

の
は
、
四
四
年
前
の
一
九
七
〇
年
。
そ
の
現
場
は
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
東
部
の
テ
ィ
モ
ー
ル
島
で
あ
る
。
当
時
、
京
都
市

立
芸
大
の
工
芸
科
染
織
専
攻
の
四
回
生
で
あ
っ
た
わ
た
し

が
、
テ
ィ
モ
ー
ル
島
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
探
検

部
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
お
り
、
今
日
、「
イ

カ
ッ
ト
」
の
名
で
世
界
的
に
知
ら
れ
て
い
る
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
絣
か
す
り

織
物
の
製
作
現
場
で
の
調
査
が
お
も
な
目
的
で

あ
っ
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
当
時
の
日
本
で
は
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
イ
カ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
情
報
は
無
き
に
等
し
く
、

オ
ラ
ン
ダ
の
文
献
に
よ
っ
て
、
テ
ィ
モ
ー
ル
島
を
は
じ
め
と

す
る
島
々
で
二
〇
世
紀
前
半
に
イ
カ
ッ
ト
が
織
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と

か
ら
一
九
七
〇
年
の
時
点
で
、
テ
ィ
モ
ー
ル
島
で
イ
カ
ッ
ト

が
織
ら
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
地

入
り
す
る
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
さ
い
わ
い
に

も
飛
行
機
が
到
着
し
た
テ
ィ
モ
ー
ル
島
ク
パ
ン
の
空
港
で

目
に
し
た
人
た
ち
の
多
く
は
、
イ
カ
ッ
ト
を
身
に
ま
と
っ

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
イ
カ
ッ
ト
が
島
の
い
た
る
と
こ
ろ
で

織
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
は
じ
め
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
わ
た
し
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
未
知
の
体
験
を
し
た
が
、
最
大
の
驚
き
は
、
イ

カ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
織
物
が
輪
状
に
織
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
織
物

を
織
っ
た
こ
と
が
な
い
と
理
解
し
に
く
い
が
、
わ
た
し
が

大
学
の
製
作
実
習
で
織
り
を
習
っ
た
と
き
の
織
物
の
織
り

上
が
り
の
か
た
ち
は
四
角
形
で
あ
り
、
日
本
の
伝
統
的
な

織
物
の
織
り
あ
が
り
の
か
た
ち
も
、
す
べ
て
四
角
形
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
輪
状
の
織
物
と
の
出
会
い
は
、
当
時

の
わ
た
し
の
常
識
的
な
理
解
を
は
る
か
に
超
越
し
た
こ
と

で
あ
り
、こ
の
驚
天
動
地
と
も
い
え
る
体
験
に
よ
っ
て
、「
常

識
を
疑
っ
て
み
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
後
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
今
に
至
る
ま
で
世
界
各
地
で
お
こ
な
っ
て
き

た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
の
た
び
重
な
る
発
見
が
つ
づ
く

な
か
で
、「
織
物
と
は
何
か
」、「
織
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら

た
ど
り
つ
い
た
の
が
、
一
昨
年
（
二
〇
一
二
年
）
の
秋
の
民

博
の
特
別
展
「
世
界
の
織
機
と
織
物
－
織
っ
て
！
み
て
！

織
り
の
カ
ラ
ク
リ
大
発
見
」
で
あ
り
、
こ
の
展
覧
会
で
は
、

「
織
物
」
と
は
「
張
力
を
か
け
た
タ
テ
糸
に
ヨ
コ
糸
を
組
み

合
わ
せ
た
モ
ノ
」
と
い
う
あ
ら
た
な
定
義
を
提
起
し
た
。

人
類
は
進
歩
し
た
の
か
？

さ
て
、
わ
た
し
が
は
じ
め
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お

こ
な
っ
た
一
九
七
〇
年
に
は
、
民
博
が
あ
る
万
博
公
園
を

会
場
と
し
て
、
日
本
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の

と
き
の
テ
ー
マ
は
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
で
あ
っ
た
が
、

世
界
各
地
で
織
る
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
と
す
る
手
仕
事

に
よ
る
モ
ノ
づ
く
り
を
基
軸
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
つ
づ
け
て
い
く
な
か
で
、
わ
た
し
は
「
人
類
の
進
歩
」

に
つ
い
て
次
第
に
懐
疑
的
な
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。

　
　
手
仕
事
に
よ
る
モ
ノ
づ
く
り
の

　
　
現
場
に
て

吉よ
し

本も
と 

忍し
の
ぶ　

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

た
と
え
ば
、
織
物
を
織
る
と
い
う
技
術
は
人
類
史
の
中

枢
技
術
で
あ
り
、
産
業
革
命
の
み
な
ら
ず
Ｉ
Ｔ
革
命
も
織

り
の
技
術
の
延
長
線
上
に
出
現
し
、
織
り
の
技
術
は
、
新

石
器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
人
類
の
社
会
や
文
化
の
進
化

と
発
展
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
日
に
至
る

ま
で
の
機
械
化
や
大
量
生
産
を
は
じ
め
と
し
た
、
織
り
の

技
術
に
起
因
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
う
ち
に
は
、
あ
き

ら
か
に
退
化
や
衰
退
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
状
況
も
出
現

し
て
い
る
。

手
仕
事
へ
の
回
帰

織
り
の
技
術
は
、
人
類
が
先
祖
か
ら
受
け
継
い
で
き
た

手
仕
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
皮
肉
に
も
手
仕
事
の
集
積

か
ら
誕
生
し
た
動
力
織
機
の
出
現
以
降
、
従
来
の
手
仕
事

に
よ
る
モ
ノ
づ
く
り
と
い
う
古
く
か
ら
の
生
産
シ
ス
テ
ム

は
、
次
第
に
動
力
で
稼
働
す
る
機
械
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ

て
、
機
械
化
に
よ
る
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
が
全
世
界
的
に

普
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、

人
類
が
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
き
わ
め
て
便

利
な
時
代
の
な
か
で
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で

わ
れ
わ
れ
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
環
境
破
壊
を
引
き
起
こ

し
、
人
類
の
文
化
遺
産
と
も
い
え
る
手
仕
事
に
よ
る
モ
ノ

づ
く
り
の
多
く
も
放
棄
し
つ
づ
け
て
い
る
。
た
し
か
に
現

代
社
会
は
、
便
利
こ
の
う
え
な
い
時
代
で
は
あ
る
が
、
自

然
災
害
は
今
な
お
世
界
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
頻
発
し
て

い
る
。
自
ら
が
モ
ノ
づ
く
り
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
機
械

化
に
よ
っ
て
大
量
生
産
さ
れ
た
モ
ノ
が
容
易
に
手
に
入
る

と
い
う
生
活
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
れ
わ

れ
が
、
手
仕
事
に
よ
る
モ
ノ
づ
く
り
を
放
棄
し
つ
づ
け
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
災
害
で
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
途

絶
し
た
さ
い
の
生
き
延
び
る
術
を
も
放
棄
し
つ
づ
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
先
の
特
別
展
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は

今
ま
さ
に
「
手
仕
事
へ
の
回
帰
」
を
真
摯
に
実
行
に
移
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
た
。
こ
れ
は
、

半
世
紀
近
い
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
末
に
た
ど
り
つ
い
た

答
え
で
あ
る
。

特別展「世界の織機と織物－織って！みて！織りのカラクリ大発見」
の展示風景。会場には、織物のタテ糸をイメージした展示デザイン
がほどこされた

イカットを織るアトニの女性（インドネシア、ティモール島。1970年）

イカットの衣装をまとったアトニの父と娘（インドネシア、ティモール
島。1970年）

輪状に織りあがったバリ島トゥンガナン村（インドネシア）のイカット

退官寄稿
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「
物
質
性
」
と
い
う
語
の
射
程
は
、
モ
ノ
（object

）
の
製
作
技
法
や

社
会
的
役
割
や
文
化
的
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
世
界
と
人
間
が
物
質

（m
atter, m

aterial

）
か
ら
で
き
て
い
る
と
い
う
事
実
の
全
体
で
あ
る
。

人
が
生
ま
れ
落
ち
、
生
き
、
死
ん
で
い
く
、
こ
の
世
界
は
ど
の
よ
う
な

世
界
な
の
か

│
な
ど
と
ぼ
ん
や
り
考
え
な
が
ら
歩
い
て
い
て
、
石
に
躓
つ
ま
ず

い
て
怪け

が我
を
し
て
血
が
出
る
。
痛
い
。
石
が
も
っ
と
軟
ら
か
く
、
皮
膚
が

も
っ
と
硬
か
っ
た
ら
、違
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
わ
た
し
は
、こ
の
世
界
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
性
質
を
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を

痛
感
す
る
。
し
か
も
モ
ノ
の
性
質
は
不
変
で
は
な
く
、
萎し
な

び
た
り
、
摩
耗

し
た
り
、
錆さ

び
た
り
、
腐
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
劣
化
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
仏
像
が
古
色
を
帯
び
た
り
、
道
具
が
手
に
な
じ
ん
だ
り

も
す
る
。
モ
ノ
と
し
て
の
同
一
性
も
永
久
で
は
な
く
、
分
解
し
た
り
変
質

し
た
り
し
て
別
の
モ
ノ
へ
と
変
じ
て
い
く
。
石
は
岩
か
ら
砂
へ
の
変
容
の
途

上
に
あ
る
。わ
た
し
の
身
体
も
、単
細
胞
か
ら
発
し
て
多
様
な
物
質
を
摂
取・

排
出
し
た
末
、
死
ん
で
土
に
還か
え

る
か
、
焼
か
れ
て
「
お
骨
」
に
な
る
。
つ

ま
り
、
あ
る
物
質
に
と
っ
て
、
あ
る
モ
ノ
と
し
て
存
在
す
る
の
は
一
時
に
す

ぎ
な
い
。
物
質
は
、
生
々
流
転
・
輪り
ん

廻ね

転
生
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
。

人
間
は
、
物
質
世
界
に
外
か
ら
関
与
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
で

生
き
て
い
る
。
人
類
学
者
の
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、そ
れ
を
「
住
み
込
ん
で
い
る
」

（inhabit, dw
ell in

）
と
表
現
す
る
。
こ
の
世
界
は
住
人
に
対
し
て
条
件

と
し
て
働
く
。
つ
ま
り
物
質
は
、
人
間
の
行
動
を
制
約
す
る
と
同
時
に
さ

ま
ざ
ま
な
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
海
は
行
く
手
を
遮
り
、
粘
土
は
器
の
素

材
と
な
る
。
し
か
し
船
を
操
れ
る
者
に
は
海
は
障
害
で
は
な
く
、
土
器
の

作
り
方
を
知
ら
な
け
れ
ば
粘
土
は
器
に
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
物
質
の

物質性
Materiality

古
ふ る

谷
や

 嘉
よ し

章
あ き

　九州大学教授

性
質
は
、
そ
れ
を
体
験
す
る
人
間
と
の
関
係
の
な
か
で
意
味
を
獲
得
す
る
。

わ
た
し
た
ち
は
身
体
に
具
わ
る
感
覚
を
介
し
て
世
界
を
体
験
す
る
。
そ
の

と
き
、
視
覚
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
重
要
性
を
も
つ
の
が
、
物
質
と
の
「
触

れ
る
・
触
る
」
と
い
う
か
か
わ
り
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
物
質
世
界

に
直じ
か

に
働
き
か
け
、
物
質
を
材
料
と
し
て
自
然
界
に
は
存
在
し
な
か
っ
た

モ
ノ
を
作
り
出
す
。
そ
の
な
か
で
、
文
化
と
い
う
営
み
が
姿
を
現
す
。

二
十
一
世
紀
の
今
日
、
身
体
を
介
し
た
直
の
か
か
わ
り
で
は
な
く
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
仮
想
現
実
が
重
要
性
を
増
し
て
、
世
界
の
物
質
性
が
希

薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
し
か
し
、
人
間
は
ま
だ
、
物
質
た
る

身
体
を
脱
ぎ
捨
て
て
純
粋
な
意
識
へ
と
進
化
し
て
は
い
な
い
。
仮
想
現
実

も
、
装
置
な
し
で
は
存
在
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
物
質
世
界
の
外
側
に
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。

わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
物
質
世
界
は
、
自
然
科
学
の
守
備
範
囲
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
民
族
誌
が
報
告
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

の
世
界
観
は
、
神
話
や
物
語
と
し
て
は
興
味
深
く
て
も
、
客
観
的
物
質
世

界
に
つ
い
て
の
正
し
い
科
学
的
記
述
と
は
違
う
「
誤
っ
た
解
釈
」
に
す
ぎ

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
観
を
生

き
る
人
々
に
対
す
る
真
摯
な
態
度
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
物
質
世
界
に
つ

い
て
人
類
学
と
し
て
問
う
べ
き
こ
と
は
、
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い

か
。

「
物
質
世
界
は
人
間
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
条
件
か
」「
人
間
は
物
質
世
界

を
ど
の
よ
う
に
体
験
し
、
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
の
か
」「
人
間
は
ど
の

よ
う
な
物
質
世
界
に
住
ん
で
い
る
の
か
」
と
い
う
、
以
上
の
問
い
の
要
に

あ
る
も
の
、
そ
れ
が
「
物
質
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

果てしない
……
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「
金
網
」
の
向
こ
う
側

ア
メ
リ
カ
兵
は
身
分
証
明
書
︵
通
称
﹁
ア
イ
デ
ィ
パ
ス
﹂︶
無

し
で
沖
縄
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
は
逆
に
沖
縄
に
住
む

人
び
と
は
、ア
イ
デ
ィ
パ
ス
な
し
で
﹁
金
網
﹂
の
向
こ
う
側
︵
米
国
︶

に
は
行
け
な
い
。
し
か
し
、
例
外
と
し
て
、
運
良
く
ア
メ
リ
カ
兵

に
エ
ス
コ
ー
ト
し
て
も
ら
え
る
場
合
も
あ
る
。

﹁
金
網
﹂
の
な
か
の
世
界
は
、

本
国
の
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
だ

と
い
う
。そ
の
た
め
、エ
ス
コ
ー

ト
さ
れ
た
人
は
﹁
金
網
﹂
の

向
こ
う
側
と
行
き
来
す
る
こ

と
で
、
自
分
を
特
別
な
存
在

と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
ア

メ
リ
カ
に
行
っ
た
気
分
に

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、そ
ん
な
﹁
国

境
﹂が
島
に
は
存
在
し
て
い
る
。

生
活
に
染
み
こ
む
騒
音

ア
メ
リ
カ
空
軍
の
最
大
の

戦
闘
機
部
隊
基
地
で
あ
る

嘉か

で

な
手
納
基
地
周
辺
は
、
も
っ
と
も
騒
音
が
酷ひ

ど

い
地
域
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
昼
夜
を
問
わ
な
い
訓
練
が
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
る
た

め
、
軍
用
機
の
﹁
音
﹂
は
常
に
沖
縄
の
人
び
と
の
生
活
の
な
か
に

入
り
込
ん
で
い
る
。

残
念
な
が
ら
、
こ
う
し
た
基
地
か
ら
吐
き
出
さ
れ
る
﹁
音
﹂
は
、

沖
縄
の
人
び
と
の
体
の
な
か
に
も
侵
入
し
て
い
る
。
基
地
近
隣
の

学
校
に
通
う
子
ど
も
た
ち
は
、
難
聴
の
疑
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

休
み
時
間
の
お
喋し

ゃ
べり
の
声
が
異
常
に
大
き
く
な
っ
て
し
ま
い
、
話

し
て
い
る
本
人
で
さ
え
も
そ
の
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
気
づ
い
て
い
な

い
。
ま
た
、
あ
る
学
校
で
は
軍
用
機
の
低
周
波
の
影
響
を
受
け
、

体
調
不
良
で
休
職
・
休
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
教
員
や
生
徒
も
い

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
〇
一
二
年
に
は
、
戦

闘
機
、
輸
送
専
用
の
軍
用
機
に

加
え
、
あ
ら
た
に
オ
ス
プ
レ
イ

が
追
加
配
備
さ
れ
た
。﹁
金
網
﹂

の
外
に
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
、

あ
ら
た
な
﹁
音
﹂
の
到
来
に
は

な
す
す
べ
は
な
い
。

奏
で
ら
れ
る
音

そ
ん
な
島
で
な
ぜ
人
び
と
は

暮
ら
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
沖
縄

の
人
び
と
は
、
喜
び
に
つ
け
悲

し
み
に
つ
け
、
詩
を
詠
み
、
そ

し
て
歌
を
歌
っ
て
き
た
。
そ
れ

は
﹁
金
網
﹂
に
囲
ま
れ
る
以

前
か
ら
続
い
て
い
る
。
こ
う
し

た
沖
縄
の
人
び
と
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
る
﹁
音
﹂
は
、
島
が
﹁
金

網
﹂
に
囲
ま
れ
て
も
、沖
縄
の
人
び
と
の
心
の
支
え
と
な
っ
て
き
た
。

だ
か
ら
、
人
び
と
は
島
を
離
れ
な
い
の
で
あ
る
。

軍
用
機
か
ら
吐
き
出
さ
れ
る﹁
音
﹂に
負
け
な
い
、力
強
さ
を
も
っ

た
沖
縄
の
﹁
音
﹂
が
、
今
も
ど
こ
か
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

民家の上空を悠 と々飛ぶオスプレイ

「金網」に囲まれた島・
沖縄の「音」

呉
ご

屋
や

 淳
じゅん

子
こ

　民博 機関研究員
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ガ
ニ
マ
タ
が
ウ
チ
マ
タ
に

神
社
に
か
か
わ
る
職
と
い
う
と
神
主
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
だ
が
、
巫

女
や
雅
楽
を
奏
で
る
伶れ
い
じ
ん人
（
楽
人
）
ら
の
奉
仕
が
あ
っ
て
、
正
月
の
歳さ
い
た
ん
さ
い

旦
祭
か
ら
始

ま
る
年
間
を
と
お
し
た
祭
典
が
成
り
立
っ
て
い
る
。

神
に
仕
え
る
巫
女
は
、
襦
袢
の
上
に
白
衣
を
着
て
、
緋ひ

袴ば
か
まを
穿は

き
、
足
袋
と
草
履

を
履
く
の
が
通
例
で
あ
る
。
と
く
に
緋
袴
は
巫
女
だ
け
が
身
に
着
け
る
。
か
つ
て
は

神
主
や
伶
人
の
袴
同
様
、
緋
袴
に
も
マ
チ
が
あ
っ
た
が
、
明
治
時
代
に
女
性
の
た
め

の
行あ
ん

灯ど
ん

袴ば
か
まが
台
頭
し
て
以
降
、
ス
カ
ー
ト
状
が
主
流
に
な
っ
た
。

神
社
の
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
神
聖
な
空
気
に
触
れ
、
手
水
で
清
め
、
拝
殿
の
前
で
手

を
合
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
巫
女
の
装
束
に
着
替
え
、
黒
髪
を
後
ろ
で
束
ね
て
装
飾
を

施
し
て
「
変
身
」
す
る
。
す
る
と
、
歩
く
と
き
い
つ
も
振
っ
て
い
る
腕
が
身
体
の
前
で

重
ね
ら
れ
、
ガ
ニ
マ
タ
の
大
股
歩
き
も
ウ
チ
マ
タ
の
摺す

り
足
に
な
る
。
大
口
を
開
け
て

笑
う
と
こ
ろ
で
も
口
を
閉
じ
、
言
葉
遣
い
も
丁
寧
に
な
り
、
氏
子
や
参
拝
者
ら
に
微

笑
み
で
接
す
る
よ
う
に
な
る
。
ふ
だ
ん
は
俗
世
に
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
駆
り
出
さ
れ

る
助
勤
の
巫
女
で
も
、ひ
と
つ
ひ
と
つ
変
身
を
経
る
な
か
で「
変
心
」も
す
る
の
だ
か
ら
、

と
舞
う
姿
や
、
本
殿
に
響
く
鈴
の
音
、
途
中
で
幾
度
か
回
る
と
き
に
長
く
垂
れ
た
裳

の
裾
が
床
を
ひ
き
ず
る
様
は
、
平
安
貴
族
を
彷ほ

う

彿ふ
つ
と
さ
せ
る
。
舞
姫
も
、
重
く
て
暑

い
装
束
を
着
て
い
る
こ
と
な
ど
忘
れ
て
、
そ
の
舞
の
優
麗
さ
に
酔
い
し
れ
る
。

林
邑
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
舞

舞
と
し
ば
し
ば
セ
ッ
ト
に
な
る
雅
楽
は
、
日
本
で
も
っ
と
も
古
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で

あ
る
。
ほ
ぼ
一
〇
世
紀
（
平
安
時
代
中
期
）
に
今
日
の
形
に
な
っ
た
。「
塩あ
ん
ば
い梅
」（
雅
楽

で
は
「
え
ん
ば
い
」
と
読
む
）
や
「
打
ち
合
わ
せ
」「
八や

た

ら
多
羅
」「
野
暮
」
は
す
べ
て

雅
楽
用
語
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
に
も
浸
透
し
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
雅

楽
は
、
意
外
と
身
近
な
の
だ
。

雅
楽
は
、
神
楽
や
東
歌
な
ど
の
「
国
く
に
ぶ
り
の風

歌う
た
ま
い舞

」、「
大
陸
系
の
楽が
く

舞ぶ

」（
器
楽
と
舞
）、

催さ
い

馬ば

楽ら

や
朗
詠
の
「
歌
う
た
い

物も
の

」
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
も
「
大
陸
系
の
楽
舞
」
は
、

中
国
系
の
左さ

方ほ
う（

唐
楽
）と
、朝
鮮
系
の
右う

方ほ
う（

高
麗
楽
）に
区
別
さ
れ
る
。「
蘭
陵
王
」

（「
陵
王
」
と
も
よ
ば
れ
る
）
は
、
北ほ

く
せ
い斉

の
武
勇
才
智
に
長
け
た
蘭
陵
王
が
、
美
形
を

隠
し
恐
面
を
被
っ
て
軍
の
士
気
を
高
め
、
周
の
大
軍
に
勝
利
し
た
と
い
う
逸
話
に
ち

な
ん
だ
左
方
の
舞
曲
で
あ
る
。
舞
人
は
、
竜
頭
を
模
し
た
面
を
被か
ぶ

り
、
緋
色
の
袍ほ
う

の

上
に
裲
り
ょ
う

襠と
う

と
い
う
袖
の
な
い
貫
頭
衣
を
着
け
る
。
そ
し
て
、
緋
房
の
つ
い
た
金
色
の
桴ば
ち

を
右
手
に
持
っ
て
舞
台
に
の
ぼ
る
。「
陵
王
」
は
、
勇
壮
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
か
つ
絢け
ん
ら
ん爛

豪

華
な
舞
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
林り
ん
ゆ
う邑

（
ベ
ト
ナ
ム
中
部
沿
岸
部
に
チ
ャ
ン
パ
人
が
二
世
紀

に
た
て
た
王
国
）
の
僧
仏ぶ
っ
て
つ哲
に
よ
っ
て
八
世
紀
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
林
邑

の
楽
は
「
林
邑
楽
」
と
し
て
唐
楽
に
分
類
さ
れ
る
。

二
〇
一
三
年
、
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
は
「
外
交
関
係
樹
立
四
〇
周
年
」
を
迎
え
た
。
は

る
か
昔
に
林
邑
か
ら
伝
来
し
た
曲
や
舞
が
、国
風
化
さ
れ
て
日
本
の
伝
統
文
化
と
な
っ

た
。
こ
の
ベ
ト
ナ
ム
の
土
地
か
ら
来
た
楽
舞
が
日
本
だ
け
で
今
な
お
演
奏
さ
れ
舞
わ
れ

続
け
て
い
る
こ
と
は
、
神
社
・
雅
楽
・
ベ
ト
ナ
ム
研
究
に
か
か
わ
る
者
と
し
て
、
大
変

感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

長な
が

坂さ
か 

康や
す

代よ

　
民
博 

外
来
研
究
員

巫
女
へ
の
変
心

新
年
最
初
の
外
出
先
が
神
社
と
い
う
人
も
珍
し
く
な
い
だ
ろ
う
。

神
社
で
は
紅
白
の
衣
装
の
巫
女
が
清
ら
か
に
、
カ
ミ
に
仕
え
、
カ
ミ
の
も
と
で
舞
っ
て
い
る
。

じ
つ
は
日
本
独
自
に
見
え
る
舞
、
雅
楽
に
も
、
遠
い
大
陸
の
伝
統
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

な
ん
と
も
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。 

平
安
貴
族
を
彷
彿
と
さ
せ
る

祭
典
で
は
、
巫
女
は
祭さ
い

祀し

舞
の

「
豊と
よ
さ
か
ま
い

栄
舞
」
や
神
楽
舞
の
「
浦
安

の
舞
」
な
ど
を
、
雅
楽
の
演
奏
に

合
わ
せ
て
舞
う
こ
と
が
あ
る
。「
豊

栄
舞
」
で
巫
女
は
、
白
衣
に
緋
袴

の
装
束
に
、
千ち

早は
や
と
い
う
薄
い
羽

織
を
着
て
、
額
に
花は
な

簪か
ん
ざ
しを
つ
け
、
紅
白
の
布ふ

帛は
く
を
つ
け
た
榊さ
か
きを
手
に
持
つ
。
神
主
や

楽
人
の
狩か
り
ぎ
ぬ衣

と
は
異
な
り
、
千
早
は
巫
女
の
み
が
着
る
。

「
浦
安
の
舞
」
の
本
装
束
と
し
て
、
巫
女
は
通
常
の
装
束
の
上
に
華
や
か
な
十
じ
ゅ
う
二に

単
ひ
と
え

様
の
衣
と
小お

忌み

衣ご
ろ
もと
よ
ば
れ
る
唐
衣
を
身
に
ま
と
い
、
腰
巻
の
よ
う
な
形
の
裳も

を
腰

に
当
て
て
手
前
で
帯
を
結
ぶ
。
額
に
は
花
簪
を
つ
け
る
。
ま
ず
扇
で
、
そ
の
あ
と
五

色
の
絹
が
つ
い
た
鈴
に
も
ち
か
え
て
舞
う
の
だ
が
、
大
き
な
檜ひ

扇お
う
ぎを
広
げ
て
ゆ
っ
た
り 巫女の緋袴は夜も映える。巫女がいると場が華やかになる面と装束を着用すると、陵王が舞人に乗り移る（提供・フジイフランソワ）

楽人は、狩衣を着て
烏帽子を被る

平安時代の雰囲気を
醸し出す「浦安の舞」
の本装束

「豊栄舞」は乙女舞
ともいう
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　この際、活字でカミングアウトしよう。私はヒノエウマ
女である。
　「ヒノエウマ生まれだから……」と幼少の頃から言われ、
なぜ世間ではそれほど忌み嫌われるのか納得のいく合理
的な説明がされないまま、得体の知れない負い目をどこか
で感じてきた。仕事で地方に行った際に、「ここらではね、
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　今や希少動物であることを誇りに思うようになったので、
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いうような反応を得ることが多い。「元気がよい」、「男勝り」
というヒノエウマの特性には当てはまるのだろう。仕事上で
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●表紙：鋳像　標本番号H0205121
 地域：カメルーン　民族：バムン

■ 14時 30分から 15時 30分
■観覧料無料
※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 :加賀谷真梨（国立民族学博物館 機関研究員）
話題 :女に寄り添う女たち―転回する「新しい社会運動」
会場 :本館第３セミナー室

5日
（日曜日）

19日
（日曜日）

話者 :鈴木七美（国立民族学博物館 教授）
話題 :21世紀社会のエイジ・フレンドリー ･コミュニティ
会場 :本館第３セミナー室

12日
（日曜日）

話者 :森明子（国立民族学博物館 教授）
話題 :産業化と手仕事
会場 :本館展示場（ヨーロッパ展示）

26日
（日曜日）

話者 :藤本透子（国立民族学博物館 助教）
話題 :ウマと暮らす―カザフスタンの草原の村から
会場 :本館展示場（ナビひろば）
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