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日
韓
の
狭
間
で
生
き
る

朴パ
ク

　
一イ

ル

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
5
6
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
在
日
韓
国
人
3

世
。
同
志
社
大
学
卒
業
、
同
大
学
院
博
士
課
程

修
了
。
商
学
博
士
。
現
在
、
大
阪
市
立
大
学
大

学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
。
著
書
に
『
在
日
と

い
う
生
き
方
』、『
在
日
コ
リ
ア
ン
っ
て
な
ん
で
ん

ね
ん
』、『
僕
た
ち
の
ヒ
ー
ロ
ー
は
み
ん
な
在
日

だ
っ
た
』、『
日
本
人
と
韓
国
人
「
タ
テ
マ
エ
」
と

「
ホ
ン
ネ
」』（
い
ず
れ
も
講
談
社
）
な
ど
が
あ
る
。

一
昨
年
、『
在
日
コ
リ
ア
ン
辞
典
』（
明
石
書
店
）
の

編
集
・
出
版
で
韓
国
国
務
総
理
表
彰
を
受
け
た
。
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ご
く
普
通
の
大
学
教
員
を
し
て
い
た
私
が
、
テ
レ

ビ
の
世
界
と
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
今
か
ら

一
〇
年
前
、
あ
る
討
論
番
組
に
出
演
さ
せ
て
も
ら
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
最
初
は
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
「
竹

島
（
独
島
）
が
な
ぜ
韓
国
領
な
の
か
、
韓
国
側
の
立
場

か
ら
説
明
し
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
、
自
己
主
張
は
封

印
し
、
韓
国
政
府
の
解
釈
を
客
観
的
に
説
明
し
た
だ
け

だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
放
送
日
の
翌
日
、
大
学
に
は
「
税
金
で

反
日
教
授
を
雇
う
な
」
と
い
う
苦
情
が
殺
到
し
た
。
こ

う
し
た
苦
情
は
現
在
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
も
、
私

が
テ
レ
ビ
に
出
る
の
は
、
日
本
の
人
々
に
領
土
問
題
や
歴

史
認
識
に
対
す
る
他
国
か
ら
の
見
方
・
視
点
と
い
う
も

の
を
紹
介
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
人
に
も
日
本
人
の
見
方
・
視
点
を

知
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
と
き
、
私
が
日

本
で
出
版
し
た
本
を
韓
国
の
外
交
通
商
部
か
ら
翻
訳
出

版
し
た
い
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
翻
訳
が

終
わ
っ
て
、
韓
国
で
出
版
さ
れ
る
直
前
、
韓
国
の
外
交

通
商
部
か
ら
出
版
に
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
っ
た
。
理
由
は
、

本
の
内
容
が
日
本
側
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
親
日
的
な

書
物
で
、
公
的
財
源
で
は
出
版
で
き
な
い
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。

　
マ
ス
コ
ミ
受
け
し
た
い
な
ら
、
日
本
で
は
親
日
的
な

発
言
を
、
韓
国
で
は
反
日
的
な
発
言
を
す
れ
ば
よ
い
の

だ
が
、
日
本
と
韓
国
の
狭
間
で
生
き
て
き
た
私
に
は
そ

れ
が
で
き
な
い
。
韓
国
や
日
本
の
ど
ち
ら
か
の
国
益
の

立
場
か
ら
発
言
す
る
の
は
た
や
す
い
。
だ
が
、
両
国
の

利
害
が
微
妙
に
絡
み
合
う
中
で
、
歩
み
寄
る
の
は
想
像

以
上
に
難
し
い
。
韓
国
に
は
韓
国
の
、
日
本
に
は
日
本
の
、

そ
れ
ぞ
れ
歴
史
解
釈
が
あ
り
、
そ
う
し
た
歴
史
解
釈
を

前
提
に
し
た
領
土
認
識
が
あ
る
か
ら
だ
。
少
し
だ
け
日

本
人
が
韓
国
の
立
場
を
理
解
す
る
努
力
を
し
、
韓
国
人

が
日
本
の
立
場
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
日
韓
の
歩

み
寄
り
は
た
や
す
く
な
る
と
思
う
の
だ
が
、
複
雑
な
い

き
さ
つ
を
も
つ
両
国
の
歩
み
寄
り
は
簡
単
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
日
韓
関
係
を
加
害
者
と
被
害
者
、
親
日
や

反
日
、
韓
流
や
嫌
韓
流
と
い
う
二
項
対
立
の
構
図
か
ら

理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
時
代
遅
れ
だ
と
思
う
。
経

済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
、
個
人
、
企
業
、
国
家

の
利
害
は
ま
す
ま
す
衝
突
す
る
可
能
性
を
増
し
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
存
在
感
を
失
い

つ
つ
あ
る
国
家
が
自
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
化
し
よ

う
と
す
る
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
相
互
依
存
関
係
に

あ
る
日
韓
が
、
相
互
理
解
を
深
め
な
が
ら
、
互
恵
関
係

を
再
構
築
し
て
い
く
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。
今
、
両

国
に
必
要
な
の
は
、
お
互
い
に
歩
み
寄
る
寛
容
さ
で
あ
る

と
思
う
。



伝統的建築物
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統
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代
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代

住

界
世
神
精

知

あそび

衣

食

現
代
の
朝
鮮
半
島
の
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

伝
統
社
会
や
植
民
地
／
近
代
と
い
う

時
間
軸
も
欠
か
せ
な
い
。

伝
統
的
要
素
は
、
ど
の
よ
う
に
い
ま
も
息
づ
い
て
い
る
の
か
。

シ
ベ
リ
ア
的
、
中
国
的
、
日
本
的
な
要
素
は
、

い
つ
持
ち
込
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
。

朝
鮮
半
島
の
昔
と
今
を
つ
な
ぐ
、

新
し
く
な
っ
た
展
示
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
紹
介
す
る
。

朝
鮮
半
島
の
文
化

特集
朝
鮮
半
島
の
文
化
展
示
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
展
示
換

え
の
際
、
準
備
段
階
で
討
議
さ
れ
な
が
ら
も
、
展
示
に

活
か
さ
れ
な
か
っ
た
ア
イ
デ
ア
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

ま
た
、
観
覧
し
た
韓
国
人
か
ら
、
朝
鮮
半
島
の
文
化
の

水
と
同
じ
く
甕か
め

や
桶お
け

で
保
管
さ
れ
て
い
た
キ
ム
チ
も
、

キ
ム
チ
冷
蔵
庫
で
保
管
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
は
、
食
が
変
化
し
た
と
い
う
こ

と
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
半
島
の
固
有
の
食
文
化
が
、
世

界
化
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
で
、
む
し
ろ
助
長
さ
れ

て
き
た
こ
と
も
、
確
認
し
て
ほ
し
い
。

衣
の
文
化

伝
統
文
化
の
列
で
は
、
朝
鮮
半
島
で
お
こ
な
わ
れ
る

人
生
儀
礼
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
で
使
わ
れ
る
伝

統
的
な
衣
装
を
展
示
し
た
。
特
に
、
伝
統
式
の
結
婚
衣

装
は
、
か
つ
て
か
ら
人
気
が
高
い
展
示
物
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
人
生
儀
礼
や
伝
統
的
な
衣
装
も
、
現
在
で
も
使

わ
れ
て
い
る
。

植
民
地
と
近
代
の
列
に
は
、
日
本
人
の
目
に
は
懐
か

し
い
学
ラ
ン
と
セ
ー
ラ
ー
服
が
並
ん
で
い
る
。
朝
鮮
半

島
で
学
校
が
作
ら
れ
た
の
は
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
支

配
の
時
代
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
日
本
か
ら
独
立
し
た
あ

と
も
、
学
校
制
度
に
は
日
本
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
植

民
地
を
脱
し
た
あ
と
も
、
人
び
と
は
意
図
し
な
い
形
で

植
民
地
時
代
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
だ
（
李
の
論
考

も
参
照
）。

現
代
の
衣
装
の
列
で
も
、
学
生
服
の
展
示
が
目
に
飛

び
込
ん
で
く
る
。
学
生
服
の
概
念
は
、
現
代
で
も
生
き

て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の
結
婚
式
で
し
ば
し
ば
着
用
さ

れ
て
い
る
新
し
い
婚
礼
衣
装
も
展
示
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
伝
統
的
な
ス
タ
イ
ル
に
な
ら
い
な
が
ら
も
、
洋
風

の
デ
ザ
イ
ン
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
た
も
の
だ
。
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
の
重
な
り
を
、
比
較
し
な
が
ら
味
わ
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。

あ
そ
び
の
文
化

朝
鮮
半
島
で
あ
そ
び
と
い
え
ば
、
日
本
語
の
あ
そ
び

よ
り
も
幅
広
い
こ
と
を
し
め
す
。
仕
事
の
あ
い
ま
の
休

息
方
法
や
、
余
暇
生
活
の
楽
し
み
方
を
も
ふ
く
む
。
あ

そ
び
の
伝
統
文
化
の
列
で
は
、
朝
鮮
半
島
の
お
も
に
民

俗
芸
能
を
紹
介
し
て
い
る
。
人
び
と
は
、
仕
事
の
あ
い

ま
の
農
楽
や
仮
面
劇
で
、
心
と
体
の
疲
れ
を
い
や
し
た
。

と
き
に
こ
れ
ら
は
、
被
支
配
層
の
う
っ
ぷ
ん
晴
ら
し
と

し
て
、
社
会
の
安
定
を
保
つ
機
能
も
は
た
し
た
（
髙
の

論
考
も
参
照
の
こ
と
）。

対
し
て
、
植
民
地
期
や
近
代
化
の
過
程
で
は
、
産
業

が
広
域
化
し
、
人
び
と
の
交
通
範
囲
が
拡
大
し
、
情
報

が
メ
デ
ィ
ア
に
乗
っ
て
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う

し
て
、
観
光
旅
行
、
博
覧
会
の
観
覧
、
土
産
物
集
め
と

い
う
あ
ら
た
な
娯
楽
が
生
ま
れ
た
。
植
民
地
／
近
代
の

列
で
は
、
こ
の
状
況
を
物
語
る
展
示
を
し
て
い
る
。

現
代
の
列
で
は
、
韓
流
の
世
界
進
出
や
、
現
代
の
子

ど
も
部
屋
に
み
ら
れ
る
品
を
展
示
し
て
い
る
。
昨
今
の

マ
ト
リ
ッ
ク
ス
展
示
！

―
新
し
い
「
朝
鮮
半
島
の
文
化
」
展
示

 

太お
お

田た

心し
ん

平ぺ
い　

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

躍
動
性
を
も
っ
と
伝
え
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
出
さ

れ
て
も
い
た
。

う
な
ぎ
の
寝
床
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
の
な
か
で
、
こ

れ
ら
の
課
題
や
要
望
を
解
決
す
る
た
め
、
知
恵
を
ひ

ね
っ
た
デ
ザ
イ
ン
こ
そ
が
、
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（
行
列
）

展
示
だ
。
新
し
い
展
示
場
は
、
精
神
世
界
、
住
、
食
、
衣
、

あ
そ
び
、
知
と
い
う
六
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
な
っ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
、
食
、
衣
、
あ
そ
び
、
知
の
四
つ
は
、

ヨ
コ
の
「
行
」
に
沿
っ
て
並
ん
で
い
る
。
だ
が
、
こ
れ

ら
を
三
つ
に
走
る
タ
テ
の
「
列
」
に
沿
っ
て
観
て
い
け
ば
、

ま
た
違
っ
た
楽
し
み
方
が
出
来
る
。
伝
統
文
化
の
列
、

植
民
地
／
近
代
文
化
の
列
、
現
代
文
化
の
列
に
わ
か
れ

て
お
り
、
時
代
別
に
楽
し
む
こ
と
も
出
来
る
の
だ
。

食
の
文
化

食
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
農
業
や

畜
産
、
調
理
や
配
膳
の
道
具
が
な
ら
ぶ
列
か
ら
は
じ
ま

る
。
こ
れ
ら
は
、
昔
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
に
い
た

る
ま
で
食
文
化
の
礎
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
キ

ム
チ
を
漬
け
る
年
中
行
事
や
、
箸
と
匙さ
じ

を
使
う
食
事
作

法
が
そ
れ
だ
。

中
央
の
列
で
は
、
植
民
地
化
や
近
代
化
の
影
響
を
受

け
た
食
文
化
を
展
示
し
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
で
は
、
日

本
の
植
民
地
支
配
の
時
期
に
、
日
本
の
食
文
化
が
朝
鮮

半
島
に
入
っ
て
い
っ
た
（
本
特
集
の
朝
倉
論
考
を
参
照
さ

れ
た
い
）。
ま
た
、
調
理
科
学
、
衛
生
、
栄
養
と
い
う
概

念
が
朝
鮮
半
島
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
こ
ろ

か
ら
だ
。
こ
れ
ら
も
現
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

小
規
模
な
が
ら
、
現
代
の
食
文
化
を
し
め
す
列
も
設

け
た
。
よ
い
水
が
健
康
の
源
に
な
る
と
考
え
て
い
た
朝

鮮
半
島
で
は
、
浄
水
器
が
家
庭
に
早
く
か
ら
普
及
し
た
。

折衷様式の婚礼衣装　地域：京畿道 安山市
標本番号 H0274959-H0274964

長 （チャンスン）とソッテ
地域：忠清南道 青陽郡
標本番号 H0209862ほか

新しくなった朝鮮半島の
文化展示・概念図
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と
に
か
く
「
食
べ
る
」

韓
国
文
化
を
語
る
の
に
、
食
は
は
ず

せ
な
い
。
身
近
な
人
と
の
挨
拶
に
は
「
ご

飯
食
べ
た
？
」
と
声
を
か
け
る
。
正
月

を
迎
え
る
と
、
ト
ッ
ク
ク
と
い
う
雑
煮

を
食
べ
、
歳
を
取
る
こ
と
を
「
歳
を
食

べ
る
」
と
い
う
。
夏
に
は
補ポ
シ
ン
タ
ン

身
湯
と
い

う
消
夏
の
た
め
の
ス
ー
プ
を
食
べ
る
が
、

夏
負
け
す
る
こ
と
を
「
暑
さ
を
食
べ
る
」

と
い
う
。
決
心
す
る
こ
と
は
「
心
を
食

べ
る
」、
侮
辱
さ
れ
る
こ
と
は
「
辱
を
食

べ
る
」
と
い
う
。
と
に
か
く
「
食
べ
る
」

の
が
、
韓
国
文
化
で
あ
る
。

今
回
の
展
示
で
は
、
韓
国
の
近
代
化

を
テ
ー
マ
に
加
え
た
。
韓
国
の
近
代
化

は
、
植
民
地
期
と
つ
な
が
る
。
植
民
地

期
の
出
来
事
は
、
政
治
的
に
は
韓
国
人

の
「
反
日
感
情
」
を
呼
び
お
こ
す
が
、

植
民
地
に
伝
え
ら
れ
た
日
本
語
は
、
い

ま
だ
に
韓
国
社
会
で
ひ
ろ
く
使
わ
れ
て

い
る
。
な
か
で
も
食
に
関
す
る
こ
と
ば
が

多
い
。
ワ
リ
バ
シ
、
サ
ラ
、
ベ
ン
ト
ウ
、

サ
シ
ミ
、
ウ
ド
ン
、
オ
デ
ン
、
オ
ム
ラ
イ

ス
な
ど
な
ど
。

食
か
ら
見
る
植
民
地
期

朝あ
さ

倉く
ら 

敏と
し

夫お　

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

食
で
た
ど
る
人
の
足
跡

そ
の
ひ
と
つ
に
ア
ン
ク
ム
パ
ン
（
あ
ん

パ
ン
）
が
あ
る
。
植
民
地
期
に
多
く
の
日

本
人
が
住
ん
で
い
た
全
羅
北
道
の
群
山

市
で
は
、
市
内
に
残
る
日
本
時
代
の
建

物
を
保
存
し
、「
近
現
代
史
博
物
館
」
を

設
立
し
、
近
代
文
化
遺
産
を
観
光
資
源

と
し
て
地
域
振
興
を
進
め
て
い
る
。
こ

の
街
の
名
物
が
韓
国
最
古
の
パ
ン
屋「
イ

ソ
ン
ダ
ン
（
李
盛
堂
）」
の
ア
ン
ク
ム
パ

ン
で
あ
る
。
イ
ソ
ン
ダ
ン
は
、
日
本
人
の

経
営
し
た
「
出
雲
屋
」
を
、
一
九
四
五

年
に
韓
国
人
が
引
き
継
い
だ
店
で
あ
る
。

こ
の
出
雲
屋
に
つ
い
て
研
究
し
た
本

が
あ
る
。『
パ
ン
の
百
年
史
　
第
一
部 

群

韓
流
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
必
要

も
な
い
。
し
か
し
、
経
済
規
模
で
い
う
と
、
韓
国
で
消

費
さ
れ
る
日
本
文
化
は
、
日
本
で
消
費
さ
れ
る
韓
国
文

化
の
一
〇
倍
以
上
と
い
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
韓
国
語
に

訳
さ
れ
た
日
本
の
漫
画
本
も
展
示
し
て
い
る
。
楽
し
み

上
手
な
朝
鮮
半
島
の
人
び
と
の
文
化
と
、
こ
の
セ
ク

シ
ョ
ン
で
出
会
っ
て
ほ
し
い
。

知
の
文
化

朝
鮮
半
島
の
社
会
は
、
勉
学
や
研
究
、
そ
し
て
自
分

を
み
が
き
、
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
た
め
に
努
力
す
る

こ
と
を
た
い
へ
ん
尊
ん
で
き
た
。
伝
統
文
化
の
列
は
、

精
神
世
界
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
儒
教
文
化
の
展
示
と

深
い
関
係
に
あ
る
。
朝
鮮
王
朝
時
代
ま
で
の
朝
鮮
半
島

で
は
、
儒
学
が
知
の
文
化
を
支
え
て
い
た
か
ら
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
植
民
地
／
近
代
化
の
列
に
は
、
独
立

後
の
韓
国
で
一
世
を
風ふ
う

靡び

し
た
セ
マ
ウ
ル
運
動
を
例
に
、

国
民
啓け
い

蒙も
う

に
関
す
る
展
示
を
し
て
い
る
。
こ
の
運
動
の

浸
透
も
あ
り
、
民
間
の
在
来
知
は
急
速
に
失
わ
れ
、
西

欧
的
な
知
識
体
系
が
人
び
と
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ

た
（
澤
野
の
論
考
も
参
照
さ
れ
た
い
）。

最
後
は
現
代
の
知
の
列
だ
。
こ
こ
に
は
韓
国
の
都
市

部
に
多
い
巨
大
書
店
を
模
し
た
。
本
棚
の
ひ
と
つ
は
、

司
法
試
験
の
対
策
の
参
考
書
を
集
め
た
も
の
。
韓
国
で

は
国
家
資
格
の
取
得
が
特
に
人
気
で
、
多
く
の
若
者
が

そ
の
準
備
に
何
年
も
を
費
や
す
。
お
な
じ
知
識
欲
や
上

昇
志
向
の
強
さ
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
本
棚
、
移
民
と
留

学
に
関
す
る
本
棚
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
ベ
ル
の
論

考
も
参
照
）。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
ハ
ン
グ
ル
の
本
を
、

手
に
と
っ
て
御
覧
い
た
だ
け
る
。

山
の
出
雲
屋
』（
全
北
大
学
校
無
形
文
化

研
究
所
、二
〇
一
三
年
）
で
あ
る
。
著
者
は
、

全
北
大
学
の
人
類
学
科
で
二
〇
世
紀
の

民
衆
史
を
研
究
す
る
咸ハ
ム

翰ハ
ン

姫ヒ

教
授
と
そ

の
お
弟
子
さ
ん
の
呉オ

セ
ミ
ナ
さ
ん
で
あ

る
。今

回
の
展
示
で
は
、
咸
翰
姫
教
授
を

本
館
の
外
国
人
客
員
研
究
員
と
し
て
お

招
き
し
、
諮
問
と
協
力
を
あ
お
い
だ
。

展
示
し
た
ウ
ド
ン
と
オ
ム
ラ
イ
ス
に
つ
い

て
も
、
咸
教
授
の
お
弟
子
さ
ん
の
一
人
で
、

韓
国
国
立
民
俗
博
物
館
の
姜カ
ン

炅ギ
ョ
ン

杓ピ
ョ

学
芸

員
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
ウ
ド
ン
も
オ
ム

ラ
イ
ス
も
、
日
本
生
ま
れ
の
食
べ
も
の

で
、
植
民
地
期
に
朝
鮮
半
島
に
渡
っ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
ふ
た
つ
の

メ
ニ
ュ
ー
は
、
な
ぜ
か
現
在
も
韓
国
の
中

華
料
理
店
に
も
あ
る
。
そ
こ
で
仁
川
市

の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
民
俗
誌
を
書
い

た
姜
炅
杓
さ
ん
に
紹
介
し
て
も
ら
い
、

華
僑
の
中
国
料
理
店
経
営
者
か
ら
も
話

し
を
う
か
が
っ
た
。

韓
国
の
中
国
料
理
店
に
は
ト
ウ
ガ
ラ

シ
で
真
っ
赤
に
燃
え
た
チ
ャ
ン
ポ
ン
も
あ

る
。
そ
れ
は
中
国
を
母
体
と
し
な
が
ら

も
、
植
民
地
期
の
日
本
人
や
、
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
と
し
て
の
韓
国
人
の
足
跡
が
残

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
食
は
、

韓
国
近
代
化
の
歩
み
を
語
っ
て
く
れ
る
。

「食の文化」セクションに展示
されている、ウドンとオムライ
スの複製。ウドンは、植民地期
を知る人の話をもとに作ったも
の。日本料理屋のもので、当時
はホウレンソウが入っていたと
いう。オムライスはオーソドッ
クスな形だが、タクワンが添え
られているのが特徴

アンクムパンは売れ行き好調。店に出される時間が表示される

上：店内のバナー。「100％
米で作った健康なパン」と
あり、「1945」の下には「大
韓民国でもっとも古いパン
屋」と小さく書かれている
左：イソンダンの店構え
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強
制
か
ら
選
択
に

戦
時
中
の
朝
鮮
半
島
は
極
端
な
日
本
化
を
強
要
さ

れ
た
暗
い
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
植
民
地
の
朝
鮮
人

に
と
っ
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
は
、
自
国
と
は
関
係
の

な
い
戦
争
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
日
本
化
が
積
極
的

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
、
と
う
て

い
望
め
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
五
〇
年
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
と
、

そ
れ
に
伴
う
極
度
の
貧
困
は
、
植
民
地
時
代
の
経
験

を
朝
鮮
の
人
び
と
に
思
い
出
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
選
択
し

て
日
常
生
活
に
取
り
入
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
結

局
、
終
戦
と
と
も
に
風
化
し
て
い
っ
た
戦
中
日
本
の
生

活
要
素
が
、
朝
鮮
半
島
特
有
の
も
の
と
し
て
進
化
す

農
村
の
時
間

「
太
陽
は
今
ど
の
く
ら
い
昇
っ
た
か
ね
」。
こ
の
こ
と
ば

は
、
筆
者
が
滞
在
し
て
い
た
家
の
ハ
ル
モ
ニ
（
お
ば
あ
さ

ん
）
が
時
間
を
尋
ね
る
と
き
の
決
ま
り
文
句
で
あ
っ
た
。

現
代
韓
国
社
会
に
お
い
て
一
日
の
リ
ズ
ム
を
決
め
る
基

準
は
、
都
市
で
暮
ら
す
人
び
と
に
と
っ
て
は
時
計
の
示

す
時
刻
が
す
べ
て
で
あ
る
。
し
か
し
農
村
の
高
齢
者
た

ち
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

生
活
リ
ズ
ム
を
作
る
時
間
と
近
代
化

澤さ
わ

野の 

美み

智ち

子こ　

ソ
ウ
ル
大
学
校
比
較
文
化
研
究
所
研
究
員

農
村
の
高
齢
者
た
ち
は
、
日
の
出
に
合
わ
せ
て
起
床

し
、
田
畑
に
出
る
。
太
陽
が
南
中
に
差
し
掛
か
る
の
を

見
て
昼
食
を
と
り
に
帰
宅
し
、
食
後
は
再
び
田
畑
に
出

る
。
そ
し
て
日
没
と
と
も
に
帰
宅
し
、
夕
食
を
と
っ
て

就
寝
す
る
。
夏
に
は
午
前
六
時
に
な
っ
て
も
起
き
な
い

と
「
怠
け
者
」
扱
い
さ
れ
る
が
、
冬
に
は
午
前
八
時
ご

ろ
に
起
床
し
始
め
る
。
ま
た
、
夏
は
午
後
八
時
ご
ろ
に

や
っ
と
日
が
沈
ん
で
夕
食
に
あ
り
つ
け
る
の
に
対
し
、

冬
に
は
午
後
五
時
ご
ろ
に
日
が
沈
む
と
夕
食
を
食
べ
て

し
ま
う
。

複
数
の
時
間
を
生
き
る

し
か
し
同
時
に
、
人
び
と
は
時
計
で
刻
ま
れ
る
時
刻

も
よ
く
把
握
し
て
い
る
。
例
え
ば
高
齢
女
性
た
ち
は
村

の
「
敬
老
堂
」（
高
齢
者
専
用
の
公
民
館
）
で
テ
レ
ビ
の

連
続
ド
ラ
マ
を
観
る
の
を
非
常
に
楽
し
み
に
し
て
お
り
、

そ
の
開
始
時
刻
に
合
わ
せ
て
「
敬
老
堂
」
に
集
ま
る
。

こ
の
ほ
か
、
バ
ス
の
時
刻
や
教
会
の
礼
拝
の
時
刻
な
ど

も
、
人
び
と
は
時
計
を
確
認
し
な
が
ら
遵
守
し
て
い
る
。

「
太
陽
は
今
ど
の
く
ら
い
昇
っ
た
か
ね
」
と
い
う
問
い

に
対
す
る
も
っ
と
も
適
切
な
答
え
方
は
、「
九
時
半
で

す
」
な
ど
と
い
っ
た
、
時
計
の
時
刻
を
用
い
た
表
現
で

あ
る
。
文
字
を
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
ハ
ル
モ
ニ
も
、

時
計
を
見
て
時
刻
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
つ
ま

り
時
計
の
時
刻
を
読
む
こ
と
は
、
文
字
の
読
み
書
き
以

上
に
重
要
な
も
の
と
し
て
教
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
。
ハ
ル
モ
ニ
は
屋
外
に
い
る
と
き
は
空
の
太
陽
を
見

上
げ
、
室
内
に
い
る
と
き
は
壁
の
時
計
を
眺
め
て
、
一

日
に
何
度
も
時
間
を
確
認
し
て
い
た
。

複
数
の
時
間
基
準
を
併
用
す
る
こ
と
は
一
見
す
る
と

混
乱
を
招
き
そ
う
な
も
の
だ
が
、
ご
く
自
然
に
日
常
生

活
が
営
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
急
速
な
近
代
化
と
い
う
、

社
会
の
大
き
な
動
き
の
な
か
で
、
人
び
と
が
融
通
を
利

か
せ
な
が
ら
対
処
し
て
き
た
姿
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

る
と
い
う
、
な
ん
と
も
皮
肉
な
状
況
が
生
み
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

受
け
入
れ
が
た
い
服
装

モ
ン
ペ
は
日
本
の
庶
民
女
性
が
作
業
服
と
し
て
お
も

に
着
用
し
て
い
た
も
の
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に

女
性
の
銃
後
活
動
の
象
徴
に
な
っ
た
服
装
で
あ
る
。
そ

れ
は
当
時
植
民
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
で
も
同
様
だ
っ

た
。
た
だ
、
こ
の
モ
ン
ペ
が
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
の
下
着
と
し

て
着
る〝
コ
ジ
ェ
ン
イ
〞に
似
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ

た
。
ゆ
え
に
、
朝
鮮
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ま
る

で
下
着
姿
の
ま
ま
街
を
歩
き
回
る
よ
う
な
羞
恥
心
を
誘

発
し
た
。
し
か
も
、
韓
服
の
上
着
（
チ
ョ
ゴ
リ
）
は
肩
か

ら
胸
の
上
部
だ
け
を
覆
う
服
な
の
で
、チ
マ
（
ス
カ
ー
ト
）

の
代
わ
り
に
モ
ン
ペ
を
着
る
と
、
胸
か
ら
腰
が
そ
の
ま

ま
露あ
ら
わ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
愛
国
班
（
日
本
の
隣
組
に

該
当
）
の
活
動
を
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
モ
ン
ペ
を
着

る
こ
と
が
強
要
さ
れ
た
の
で
、チ
マ
（
韓
服
の
ス
カ
ー
ト
）

の
上
に
モ
ン
ペ
を
着
る
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
腰
と

脚
の
線
を
露
出
す
る
こ
と
に
抵
抗
感
を
も
っ
て
い
た
朝

鮮
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
モ
ン
ペ
は
、
本
当
に
受
け

入
れ
が
た
い
服
装
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

韓
国
の
お
ば
さ
ん
の
シ
ン
ボ
ル
に

と
こ
ろ
が
、
や
が
て
変
化
の
波
は
お
と
ず
れ
た
。

朝
鮮
戦
争
は
朝
鮮
の
女
性
た
ち
に
羞
恥
心
を
捨
て
さ

せ
、
モ
ン
ペ
を
着
る
こ
と
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

戦
争
に
動
員
さ
れ
た
男
性
の
代
わ
り
に
、
主
婦
が
生

計
を
立
て
て
い
か
ね
ば
な
ら
か
っ
た
た
め
、
チ
マ
よ
り

も
働
き
や
す
い
モ
ン
ペ
を
着
用
す
る
し
か
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
貧
し
い
避
難
生
活
の
な
か
で
新

し
い
服
を
仕
立
て
る
よ
り
、
闇
市
場
で
売
っ
て
い
る
軍

服
の
ズ
ボ
ン
を
モ
ン
ペ
に
仕
立
て
直
し
て
着
る
方
が

効
率
的
だ
っ
た
と
い
う
点
も
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

し
ば
ら
く
し
て
モ
ン
ペ
は
朝
鮮
半
島
で
も
作
業
服
と

し
て
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
り
、
色
と
り
ど
り
の
モ
ン

ペ
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
伝
統
市
場
を
中
心
に
多
く
販

売
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
で
大
人
気
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組

で
は
、
女
性
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
が
中
年
の
お
ば
さ
ん
役
で

出
演
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
最
近
ま
で
放
送
さ
れ
た
。
彼
女

の
ス
タ
イ
ル
を
見
る
と
、
お
ば
さ
ん
パ
ー
マ
の
ヘ
ア
ス

タ
イ
ル
に
、
携
帯
電
話
を
首
か
ら
か
け
て
、
モ
ン
ペ
を

は
い
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
だ
。
番
組
の
視
聴
者
層
が

高
校
生
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
幅
広
い
と
い
う
点
を
考
え

る
と
、
モ
ン
ペ
は
韓
国
の
田
舎
の
お
ば
さ
ん
の
シ
ン
ボ

ル
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

植
民
地
期
に
も
ち
こ
ま
れ
た
モ
ン
ペ李リ 

大デ
フ
ァ和　

中
央
大
学
校
非
常
勤
講
師

韓国の市場で売られている派手なモンペ
（2014年4月撮影）

農家にも必ずといっていいほど、大きくて立派な時計がある（2008年撮影）

食事と食事の中間の時点は「セッテ」（間のとき）とよばれ、休息や間食時間の基準として認識されている。
日照時間に合わせて食事時間が変わるため「セッテ」も変動する。田植えなどの際には「セッテ」に合わせ
て、「セチャム」とよばれる間食がふるまわれる（2008年撮影）

みんぱくで展示されている
韓国のモンペ
標本番号 H0274588
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「
遊
び
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
ま
ず
何

を
連
想
す
る
だ
ろ
う
か
。
鬼
ご
っ
こ
？ 

か
く
れ
ん
ぼ
？ 

そ
れ
と
も
ト
ラ
ン
プ
？ 

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
？ 

…
…
「
遊

び
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
概
し
て
競

い
合
い
や
勝
ち
負
け
を
楽
し
む
「
ゲ
ー
ム
」
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

朝
鮮
語
で
ノ
リ
は
日
本
語
で
は
概お
お
む
ね
「
遊
び
」
と
訳

さ
れ
る
。
し
か
し
、
ノ
リ
は
人
が
人
と
競
い
合
い
、
勝

ち
負
け
を
決
め
る
ゲ
ー
ム
的
な
要
素
に
加
え
て
、
人
と

人
が
力
を
合
わ
せ
て
と
も
に
生
き
よ
う
と
す
る
気
持
ち

を
高
め
る
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

韓
国
は
こ
れ
ま
で
、
移
民
の
送
出
国
と
し
て
知
ら
れ
、

近
年
で
も
早
期
留
学
や
海
外
宣
教
師
な
ど
が
注
目
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
国
内
の
長
期
滞
在
外
国

人
は
一
二
〇
万
人
（
二
〇
一
三
年
末
）
を
超
え
て
い
る
。

そ
の
四
割
は
在
留
期
間
が
五
年
未
満
の
ア
ジ
ア
諸
国
か

な
「
遊
び
」
は
「
大
同
ノ
リ
」
と
よ
ば
れ
る
。

人
び
と
の
気
持
ち
を
ひ
と
つ
に
す
る
「
大
同
ノ
リ
」

大
同
ノ
リ
と
は
、村
や
地
域
と
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

で
楽
し
む
遊
び
で
、
例
え
ば
、
陰
暦
の
一
月
一
〇
日
く

ら
い
か
ら
作
業
が
始
ま
る
コ
サ
ウ
ム
ノ
リ
な
ど
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
コ
と
は
丸
い
輪
を
い
い
、
丸
太

に
藁わ
ら

で
結
っ
て
つ
く
っ
た
コ
を
付
き
合
わ
せ
て
、
上
に

チ
ュ
ル
ペ
ジ
ェ
ン
イ
と
よ
ば
れ
る
闘
い
手
が
乗
り
戦
う
。

相
手
の
コ
を
地
面
に
ね
じ
伏
せ
た
チ
ー
ム
が
勝
つ
の
だ
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
も
決
着
が
つ
か
な
い
と
き
に
は
、

二
月
の
初
め
に
綱
引
き
で
勝
敗
を
決
す
る
。
ノ
リ
の
過

程
を
見
る
と
、
村
人
総
勢
で
藁
が
持
ち
寄
ら
れ
コ
が
作

ら
れ
、
そ
し
て
力
自
慢
の
若
者
を
選
ぶ
。
決
戦
の
当
日

は
村
の
老
若
男
女
が
総
出
で
、
民
俗
楽
器
が
鳴
り
響
く

な
か
で
、
大
声
を
挙
げ
一
喜
一
憂
し
な
が
ら
手
に
汗
を

握
っ
て
応
援
す
る
こ
と
で
勝
敗
に
参
加
す
る
。
勝
っ
た

チ
ー
ム
は
村
人
総
勢
を
連
れ
て
凱が
い

旋せ
ん

し
、
負
け
た
村
の

金
持
ち
の
家
に
押
し
か
け
る
。
金
持
ち
の
家
で
は
勝
っ

た
村
人
を
も
て
な
す
。
ノ
リ
と
い
う
共
同
作
業
を
と
お

ら
の
非
熟
練
労
働
者
で
あ
り
、
う
ち
半
数
は
中
国
朝
鮮

族
や
高
麗
人
で
あ
る
。

移
住
労
働
者
が
い
る
。
移
住
労
働
者
を
つ
な
ぐ
。

本
稿
の
題
名
「
い
る
、
つ
な
ぐ
」
は
、
第
一
七
回
（
二

〇
一
二
年
）
仁
川
人
権
映
画
祭
の
テ
ー
マ
か
ら
拝
借
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
映
画
祭
の
運
営
者
た
ち
は
、
毎

週
末
、
移
住
労
働
者
に
映
画
製
作
を
教
え
る
こ
と
で
、

移
住
労
働
者
が
自
ら
発
言
し
、
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
「
い
る
」
か
ら
、

社
会
と
「
つ
な
ぐ
」
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

韓
国
に
お
い
て
外
国
人
の
存
在
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、

九
〇
年
代
中
葉
に
「
移
住
労
働
者
」（
産
業
研
修
生
と
不

法
滞
在
者
）
の
人
権
・
労
働
権
の
問
題
が
「
人
権
の
死

角
地
帯
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
契
機
で
あ
る
。

韓
国
で
は
七
〇
年
代
か
ら
一
部
の
キ
リ
ス
ト
教
会
が
、

後
に
「
民
衆
教
会
運
動
」
と
よ
ば
れ
る
労
働
者
や
貧
困

層
の
支
援
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
教
会
の

一
部
が
九
〇
年
代
初
頭
、
問
題
を
抱
え
た
移
住
労
働
者

に
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
九
〇
年
代
中
葉
に
は
民
衆
教

会
運
動
協
議
会
で
「
今
、
こ
の
地
で
民
衆
は
誰
か
？
」

と
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、
反
発
も
あ
っ
た
が
、
い
く
つ

か
の
移
住
労
働
者
支
援
団
体
が
設
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に

二
〇
〇
一
年
に
は
労
組
が
支
援
を
始
め
、
新
制
度
の
導

し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
結
束
と
和
解
が
導
き
出
さ
れ
る

の
だ
（
現
在
で
も
全
羅
南
道
光
州
の
漆
石
村
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
）。

こ
の
よ
う
な
大
同
ノ
リ
の
な
か
に
は
仮
面
劇
や
プ
ン

ム
ル
（
農
楽
）
な
ど
の
民
俗
芸
能
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
大
同
ノ
リ
で
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
儀
礼
が

お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
延
長
線
上
で
楽
し
ま
れ
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
儀
礼
と
い
う
緊
張
の
後
の
弛し

緩か
ん

と
し
て
の
ノ

リ
は
、
非
日
常
の
空
間
に
神シ
ン

明ミ
ョ
ン（

天
と
地
の
神
霊
）
を

呼
び
出
し
、
そ
の
場
に
集
ま
っ
た
人
び
と
の
葛
藤
を
解

き
放
ち
、
人
と
人
が
和
解
し
ひ
と
つ
に
な
る
気
持
ち
を

生
み
出
す
。
さ
ら
に
、
労
働
に
よ
っ
て
疲
れ
た
心
と
身

体
も
ま
た
「
ノ
リ
」
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
、
解
放
さ
れ
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
半
島
の
ノ
リ
は
高
句
麗
・
百
済
・

新
羅
の
三
国
時
代
か
ら
国
の
安
寧
や
豊ほ
う

穣じ
ょ
う

を
願
い
祈
る

儀
礼
後
、
神
に
捧さ
さ

げ
る
歌
舞
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
、

ノ
リ
に
か
わ
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
日
本
の
双す
ご
ろ
く六

に
似
た
ユ
ッ
ノ
リ
や
凧た
こ

揚
げ
な
ど
、

年
中
行
事
と
と
も
に
楽
し
ま
れ
る
民
俗
遊
び
も
あ
る
。

入
と
強
制
送
還
の
中
断
、
不
法
滞
在
者
の
合
法
化
を
要

求
し
た
二
〇
〇
三
年
の
明
洞
で
の
籠
城
闘
争
を
経
て
、

制
度
改
正
が
実
現
さ
れ
た
。

「
労
働
権
」で
な
い
移
民
の
権
利

―
「
多
文
化
家
族
」

二
〇
〇
〇
年
代
中
葉
に
な
る
と
支
援
団
体
は
あ
ら
た

な
問
題
に
直
面
す
る
。
こ
の
こ
ろ
、
一
方
で
滞
在
の
長

期
化
し
た
移
住
労
働
者
が
結
婚
や
出
産
を
経
験
し
、
他

方
で
村
落
部
の
嫁
不
足
な
ど
を
背
景
と
し
て
斡あ
っ

旋せ
ん

業
者

を
介
し
た
国
際
結
婚
の
増
加
が
顕
著
に
な
っ
て
い
た
。

離
婚
や
D
V
、
子
供
の
就
学
権
や
定
住
化
な
ど
の
課
題

が
生
じ
た
と
き
、
彼
ら
は
「
多
文
化
家
族
」
な
ど
の
語

で
そ
の
権
利
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇

八
年
に
政
府
が
「
多
文
化
家
族
」
を
韓
国
人
男
性
と
ア

ジ
ア
出
身
女
性
の
家
族
に
限
定
し
、
支
援
対
象
と
し
て

以
降
、
そ
れ
以
外
の
外
国
人
の
支
援
団
体
は
活
動
費
の

確
保
も
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
各
団
体
は
目

の
前
に
「
い
る
」
外
国
人
が
直
面
し
た
問
題
に
取
り
組

み
、
社
会
と
「
つ
な
ぐ
」
こ
と
を
続
け
て
い
る
。

「
ノ
リ
」っ
て
な
あ
に
？

髙コ
ォ 

正
ヂ
ョ
ン
ジ
ャ子　

神
戸
大
学
非
常
勤
講
師

「
い
る
、つ
な
ぐ
」
―
韓
国
の
外
国
人
支
援

ベ
ル 

裕ひ
ろ

紀き　

東
京
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程

第31回コサウムノリ祝祭の前夜祭でおこなわれる綱引きの
ようす（提供・韓国無形文化財33号コサウムノリ保存会）

毎年旧暦の1月15日に漆石村で開催されるコサウムノリ祝祭
のようす（提供・韓国無形文化財33号コサウムノリ保存会）

2012年8月19日、移住労働者と支援団体によるデモ。事業所変更の自由を求めて

休日。街で友達と会い、買い物を終えて、それぞれの工業団
地に戻る移住労働者

8   9    2014 年 6月号



みんぱくが所蔵している世界のゲーム・ゲーム盤を集めてみました。

双六やチェスや将棋が世界各地にあることがわかります。

しかしゲーム盤の形やルールは地域によってさまざまなようです。

集めてみました世界の

タイ
マンカラゲームの一種、マークク
ムのためのゲームボード。この資
料には、駒に使うための豆もつい
ている。
H 6.6 x W 16 x D 106

H0125531
アメリカ合衆国
（ハワイ諸島モロカイ島）
ハワイの伝統的な遊び、コナネのため
のゲームボード。くぼみに白と黒の駒を
並べ、相手の駒を飛び越して取る。ルー
ルはチェッカーに似ている。
H 15 x W 54 x D 50

H0080979

パキスタン
南アジアに伝わる双六ゲーム、
チョーパドのボード。本資料は布で
つくられており、糸を交差させて面
をうめていくクロスステッチの技法
で、花や動物文様が描かれている。
W 112 x D 115

H0238031

マレーシア
マンカラゲームの一種、チョンカのためのゲー
ムボード。ふたがついており、全体が魚の形
になっている。
H 7.1 x W 18 x D 120

H0150363

モンゴル
モンゴル将棋（シャタル）のボードと駒。シャタル
はチェスのことでルールも同じである。
H 3.0 x W 41 x D 41

H0203485

日本（三重県）
碁盤。裏側の中央部分にへこみ
（へそ）があり、くちなしの実に似
た形の足がつく。足は和釘で固
定されており、古く、使い込まれ
たものであることがわかる。
H 26 x W 42 x D 49

H0032210

アメリカ合衆国
中国将棋の一式。7種類 16枚の駒をつか
い二人で遊ぶ。ボードの中央には陣地を分
ける河があり、象（または相）の駒は河を渡
れない。中国では公園などの屋外で対戦す
る光景がよく見られる。
H 27 x W 38 x D 6.3

H0269022

ザイール
ワレガの人びとが使用していたマンカラ
ゲームのボードと駒（豆）。穴が 4列ある。
H 5.5 x W 26 x D 58

H0118754

ロシア
かつてのオスマン帝国とともに広がった
ゲーム、タブラのボード。バックギャモンの
先祖ともいわれ、東ヨーロッパではよく見
かける。なお本資料のようにボード全体に
模様が描かれているものは、現地ではあ
まり見られないようである。
H 2.9 x W 58 x D 47

H0213285

インド
インド流のチェス、チャトゥル・アン
ガム。王、大臣、ゾウ、戦車、ウマ、
歩兵からなる駒を使う。チェスや将
棋は、このゲームを起源として形を
変えてきたものといわれる。
H 1.6 x W 51 x D 55

H0092922

コートジボアール
セヌフォ人の彫刻師が制作したマンカ
ラ用のゲームボード。中央に１頭のワニ
が浮き彫りで表され、両側にはワニとヒ
ツジの頭がかたどられている。
H 23 x W 24 x D 90

H0030650

※寸法の単位はセンチメートルです。

マンカラとは
くぼみに入れた石を移動させて競う対戦ゲーム。
地域によって名称、ルールはさまざまである。

10   11    2014 年 6月号



時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
（
13
時
開
場
）

会
場　
本
館
講
堂

定
員　
4
5
0
名
（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　
無
料
（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
観
覧
料
が
必
要
で
す
）

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

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

み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
4

東
ア
ジ
ア
展
示
が
あ
た
ら
し
く
な
り
ま
し
た
! !

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
」「
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」

の
展
示
が
新
し
く
な
っ
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
!

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
台
湾
映
画
鑑
賞
会

―
映
画
か
ら
台
湾
を
知
る
」

台
湾
社
会
の
情
況
や
歴
史
経
験
を
、
台
湾
映
画
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
繊
細
な
映
像
を
通
し
て
お
楽
し
み

下
さ
い
。

時
間　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分
（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

6
月
8
日
（
日
）

「
童
年
往
事　
時
の
流
れ
」

経
済
成
長
に
と
も
な
う
台
湾
化
の
中
の
外
省
人
の
経
験

6
月
14
日
（
土
）

「
海
角
七
号　
君
想
う
、
国
境
の
南
」

現
代
の
台
湾
社
会
の
温
度
を
感
じ
さ
せ
る
世
代
間
関
係

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

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

※
当
日
11
時
30
分
よ
り
中
国
地
域
の
文
化
展
示
場

に
て
展
示
解
説
あ
り

◆
展
示
場
ク
イ
ズ「
み
ん
ぱ
Q
」

朝
鮮
半
島
の
文
化
編 

6
月
12
日（
木
）〜
7
月
15
日（
火
）

申
込
締
切　

6
月
20
日
（
金
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

※
当
日
11
時
30
分
よ
り
日
本
の
文
化
展
示
場
に
て
展

示
解
説
あ
り
。

研
究
公
演

「
ア
リ
ラ
ン
峠
を
越
え
て
い
く

―
在
日
コ
リ
ア

ン
音
楽
の
今
」

在
日
コ
リ
ア
ン
が
奏
で
る
音
楽
に
は
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
と
し
て
の
体
験
や
歴
史
の
記
憶
が
投
影
さ
れ
て

い
ま
す
。
朝
鮮
半
島
の
伝
統
音
楽
を
ベ
ー
ス
に
し
た

「
音
楽
の
今
」
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

日
時　

7
月
20
日
（
日
）
14
時
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
13
時
30
分
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

申
込
締
切　

6
月
30
日
（
月
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

み
ん
ぱ
く
創
設
40
周
年
記
念  

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
喜
味
家
た
ま
ご
の
地
球
探
究
紀
行
」

研
究
者
が
撮
影
し
た
世
界
各
地
の
記
録
映
像
と
研

究
者
に
よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
。
近
鉄
百
貨
店
な
ら
で
は

の
美
味
し
い
お
弁
当
付
き
。

時
間　

11
時
〜
13
時
30
分

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
館
「
ス
ペ
ー
ス
9
」

主
催　

産
経
新
聞
社

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
千
里
文
化
財
団

※
要
事
前
申
込
（
申
込
締
切
は
各
回
開
催
日
の
1
週

間
前
）、
参
加
費　

各
回
4
9
4
0
円

6
月
11
日
（
水
）　

寺
田
𠮷
孝
（
本
館 

教
授
）

人
生
は
音
楽
の
調
べ
と
と
も
に

―
移
り
変
わ
る

イ
ン
ド
の
結
婚
式

6
月
18
日
（
水
）　 

横
山
廣
子
（
本
館 

准
教
授
）

南
詔
大
理
国
の
末
裔
、
ペ
ー
族
の
結
婚
式

6
月
25
日
（
水
）　

三
尾
稔
（
本
館 

准
教
授
）

家
族
を
つ
な
ぐ 
社
会
を
つ
な
ぐ
―
イ
ン
ド
の
婚
礼

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

ウ
ェ
ー
ブ
産
経
カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
係

電
話　

0
6
・
6
6
3
3
・
9
0
8
7

●
研
究
公
演
、
映
画
会
等
参
加
方
法
変
更
の
お
知
ら
せ

4
月
か
ら
、
研
究
公
演
、
み
ん
ぱ
く
映
画
会
、
み
ん

企
画
展

「
み
ん
ぱ
く
お
も
ち
ゃ
博
覧
会

―
大
阪
府
指
定

有
形
民
俗
文
化
財『
時
代
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』」

会
期　

8
月
5
日
（
火
）
ま
で

国
内
有
数
の
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
４
つ
の

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
展
示
し
ま
す
。
日
本
の
玩
具
史
の

概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
体
験
コ
ー
ナ
ー
に

は
、
す
ご
ろ
く
、
お
は
じ
き
、
ぬ
り
絵
、
メ
ン
コ
な

ど
楽
し
い
遊
び
道
具
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

※
本
企
画
展
の
期
間
中
、
大
阪
府
立
大
型
児
童
館

ビ
ッ
グ
バ
ン
（
大
阪
府
堺
市
）
と
日
本
玩
具
博
物
館

（
兵
庫
県
姫
路
市
）
で
相
互
割
引
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

音
楽
の
祭
日
2
0
1
4
i
n
み
ん
ぱ
く

1
9
8
2
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
夏
至
の
日
に
み
ん
な

で
音
楽
を
楽
し
む
「
音
楽
の
祭
典
」
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
。
み
ん
ぱ
く
で
も
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器

を
使
っ
て
「
音
楽
の
祭
日
」
を
祝
い
ま
す
。

日
時　

6
月
22
日
（
日
）
10
時
25
分
〜
16
時
35
分

会
場　

特
別
展
示
館
・
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
当
日
は
無
料
観
覧
日
で
す
）

お
問
い
合
わ
せ
先

情
報
企
画
課　

音
楽
の
祭
日
担
当

電
話　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
5
3
2

公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
和
食
は
誰
の
も
の
か
？
」

和
食
と
は
な
に
か
、
無
形
文
化
遺
産
と
は
な
に
か
と
い

う
基
本
的
な
点
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
わ
れ
わ
れ
が
ど

の
よ
う
に
行
動
し
て
い
け
ば
よ
い
か
を
話
し
あ
い
ま
す
。

日
時　

6
月
28
日
（
土
）
13
時
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
12
時
30
分
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
か
ぞ
く
の
く
に
」

国
境
や
国
籍
の
あ
り
か
た
、
家
族
の
か
た
ち
、
日
本

の
多
文
化
性
の
ゆ
く
え
、
越
境
が
人
の
心
に
も
た
ら

す
影
響
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
時　

7
月
12
日
（
土
）
13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ
に
ご
参
加
い
た
だ
く
際
、
当

館
の
展
示
観
覧
券
の
ご
提
示
を
お
願
い
す
る
こ
と
と

い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
み
ん
ぱ
く
フ
リ
ー
パ
ス
、
国
立
民
族
学
博
物

館
友
の
会
会
員
証
、
キ
ャ
ン
パ
ス
メ
ン
バ
ー
ズ
の
学

生
証
等
を
お
持
ち
の
方
は
、
ご
提
示
い
た
だ
く
と
、

観
覧
券
は
不
要
で
す
。

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

6
月
22
日
（
日
）
は
、
本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い

た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
自
然
文
化
園
を
通
行
さ
れ
る

場
合
は
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

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

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜
17

時
（
土
日
祝
を
除
く
）
で
す
。

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
」

迫
り
く
る
力
、
驚
き
と
の
出
会
い
、

こ
の
ア
ー
ト
を
体
験
し
よ
う

会
期　

6
月
9
日
（
月
）
ま
で

会
場　

国
立
新
美
術
館
企
画
展
示
室
2
E
（
東
京
）

第
4
3
4
回　

7
月
19
日（
土
）

泡
盛
今
昔
物
語

講
師　
日
髙
真
吾（
本
館 

准
教
授
）

　
　
　
萩
尾
俊
章（
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
財
課 

副
参
事
兼
班
長
）

泡
盛
は
琉
球
王
府
の
管
理
の

下
、
首
里
の
指
定
酒
屋
で
生

産
さ
れ
て
い
た
蒸
留
酒
。
か
つ

て
首
里
城
に
は
数
百
年
も
の

の
古
酒
が
伝
わ
り
、
外
交
や

接
待
の
際
に
振
る
舞
わ
れ
ま

し
た
。
18
世
紀
前
半
に
は
一
般

に
も
広
ま
り
を
み
せ
、
今
も

人
気
を
博
し
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
泡
盛
の
今
昔
を
紹
介

し
な
が
ら
、
沖
縄
の
歴
史
に

触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

酒
造
組
合
連
合
会
の
泡
盛
広
報
写
真

（
昭
和
3
0
年
代
）

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）　FAX 06-6878-3716
 http://www.senri-f.or.jp/      e-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

友
の
会
講
演
会
（
大
阪
）

会
場　
本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

96
名
（
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示
）

第
4
3
3
回　

7
月
5
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
新
展
示
関
連
】

ウ
チ
ナ
ン
チ
ュ
ー
と
教
育

講
師　
日
髙
真
吾
（
本
館 

准
教
授
）

　
　
　
呉
屋
淳
子
（
本
館 

機
関
研
究
員
）

新
し
く
な
っ
た
日
本
の
文
化
展
示
場
の
「
沖
縄
の
く
ら
し
」
で
は
、

多
種
多
様
な
沖
縄
の
文
化
を
「
シ
マ
」、「
町
」、「
海
」、「
野
山
」、

「
戦
後
」
の
5
つ
の
観
点
か
ら
展
示
し
て
い
ま
す
。
本
講
演
で
は
、

こ
の
た
び
オ
ー
プ
ン
し
た
沖
縄
の
く
ら
し
の
展
示
内
容
に
つ
い
て

お
話
し
し
た
の
ち
、
戦
後
沖
縄
の
教
育
事
情
に
つ
い
て
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
転
換
期
を
経
験
し
て
き
た

沖
縄
で
、
教
育
が
担
っ
て
き
た
役
割
を
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
考
え

ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
1
時
間
程
度
の
見
学
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

第
4
3
4
回　

8
月
2
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
新
展
示
関
連
】

植
民
地
期
に
海
を
渡
っ
た
日
本
の
食

講
師　
朝
倉
敏
夫
（
本
館 

教
授
）

東
京
講
演
会

会
場　
モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
5
Ｆ
サ
ロ
ン

定
員　

60
名
（
要
申
込
）
※
一
般
の
方
も
参
加
可
能
で
す
。

第
1
0
9
回　

6
月
28
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
（
人
間
文
化
研
究
機
構 

理
事
、
本
館 

教
授
）

梅
棹
忠
夫
に
と
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
研
究
は
格
別
な
意
味
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。
残
さ
れ
た
記
録
を
整
理
す
る
楽
し
さ
、
そ
の
調
査
ル
ー

ト
を
実
際
に
た
ど
っ
た
旅
の
途
上
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
お
は
な

し
し
ま
す
。
当
日
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
の
レ
プ
リ
カ
も
お
持
ち

し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
ま
じ
え
た
１
時
間
程
度
の
懇
談
会
を

お
こ
な
い
ま
す
。

第
84
回
民
族
学
研
修
の
旅

梅
棹
忠
夫
の
モ
ン
ゴ
ル
調
査
を
た
ど
る
旅

―
中
国
内
モ
ン

ゴ
ル
の
草
原
と
史
跡
を
ゆ
く

9
月
8
日
（
月
）
〜
14
日
（
日
）　

7
日
間

※
旅
の
詳
細
は
「
友
の
会
」
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン
　

研
究
者
と
話
そ
う

会
場　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

時
間　

14
時
30
分
〜
15
時
30
分

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

本
館
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
。

6
月
1
日
（
日
）

話
者　
河
合
洋
尚
（
本
館 

助
教
）

話
題　

華
僑
の
移
住
と
暮
ら
し
―
ベ
ト
ナ
ム

6
月
15
日
（
日
）

話
者　
太
田
心
平
（
本
館 

准
教
授
）

話
題　

韓
国
文
化
の
変
わ
っ
た
点
と
変
わ
ら
な
い
点

6
月
29
日
（
日
）

話
者　
日
髙
真
吾
（
本
館 

准
教
授
）

話
題　

時
代
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
見
る
日
本
の
世
相
史

第
4
3
3
回　

6
月
21
日（
土
）

現
在
進
行
形
の
海
外
移
民

―
韓
国
を
去
り
ゆ
く
人
び
と
の
胸
の
う
ち

講
師　
太
田
心
平（
本
館 

准
教
授
）朝

鮮
半
島
の
外
に
暮
ら
す
コ

リ
ア
ン
は
、
い
ま
や
7
5
0
万

人
以
上
。
し
か
し
、
韓
国
に

お
い
て
移
民
と
い
う
行
為
は
、

け
っ
し
て
昔
の
話
な
ど
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
で
も
、

毎
年
、
人
口
の
0
・
3
％
以

上
も
の
人
び
と
が
、
外
国
へ
と

移
民
し
て
い
き
ま
す
。
人
び

と
は
ど
う
し
て
韓
国
を
去
ろ

う
と
す
る
の
か
、
近
年
の
調

査
研
究
を
も
と
に
お
話
し
し

ま
す
。

2
0
1
3
年
に
ソ
ウ
ル
で
開
か
れ
た

「
移
民
博
覧
会
」（
金
桂
淵
撮
影
）

刊行物紹介

■武内房司、塚田誠之 編著
『中国の民族文化資源
―南部地域の分析から』
風響社　5,000円（税抜）
文化資源という概念を切り口に民
族文化の諸事象について、それらを
生み出す諸主体との関係性にも注

目して分析す
ることで、現代
中国の民族文
化の見直しを
試みる。

■杉本良男 編著
『キリスト教文明とナショナ
リズム―人類学的比較研究』
風響社　5,000円（税抜）
「文明の衝突」の根源に迫る。非ヨー
ロッパ世界における「キリスト教文
明」による「近代化」の歴史過程と

その帰結につ
いて検討、そ
の功罪を人類
学的視点から
見直す。

※国立民族学博物館ミュージアム・ショップの記事は、表紙うらに移りました。

訃
報
　
周
達
生
名
誉
教
授

　
本
館
名
誉
教
授
の
周

し
ゅ
う

達た
っ

生せ
い

先
生
（
八
二
歳
）

が
本
年
五
月
四
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
み
ん
ぱ
く

創
設
後
間
も
な
い
一
九
七
九
年
、
は
じ
め
て
の
外

国
人
研
究
員
と
し
て
着
任
さ
れ
、
一
九
九
五
年
教

授
と
し
て
定
年
退
官
さ
れ
る
ま
で
、
み
ん
ぱ
く

の
中
国
研
究
や
中
国
文
化
展
示
の
基
盤
作
り
に

努
め
ら
れ
ま
し
た
。
中
国
食
文
化
の
紹
介
者
と

し
て
知
ら
れ
た
ほ
か
、
民
族
動
物
学
を
提
唱
し
、

民
族
ご
と
に
み
ら
れ
る
動
物
と
人
間
の
特
殊
な

か
か
わ
り
あ
い
に
視
点
を
お
い
た
多
く
の
著
作
が

あ
り
ま
す
。
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。
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無
形
文
化
遺
産
を
め
ぐ
る
認
識

―
エ
チ
オ
ピ
ア
の
音
楽
職
能
集
団
ラ
リ
ベ
ロ
ッ
チ

川か
わ

瀬せ 

慈い
つ
し 

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

エ
チ
オ
ピ
ア
の
無
形
文
化

筆
者
は
二
〇
〇
一
年
以
来
、
エ
チ

オ
ピ
ア
北
部
の
都
市
ゴ
ン
ダ
ー
ル
に

お
け
る
音
楽
・
芸
能
を
対
象
に
し
た

人
類
学
研
究
を
、
映
像
的
手
法
を

用
い
て
お
こ
な
っ
て
き
た
。
エ
チ
オ

ピ
ア
で
は
二
〇
〇
五
年
か
ら

二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
、
ノ

ル
ウ
ェ
ー
政
府
の
援
助
の
も

と
ユ
ネ
ス
コ
・
ア
ジ
ス
ア
ベ

バ
事
務
局
主
導
に
よ
る
「
エ

チ
オ
ピ
ア
伝
統
音
楽
・
舞
踊
・

楽
器
」
調
査
・
記
録
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
実
施
さ
れ
た
。
本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
き
っ
か
け
に
、

各
国
の
研
究
者
や
国
際
機
関

の
ス
タ
ッ
フ
間
で
、
エ
チ
オ

ピ
ア
の
「
無
形
文
化
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
活
発
な
研
究
交
流
が
促
進

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
自
身

も
、
映
像
人
類
学
的
な
立
場
か
ら
首

都
の
ア
ジ
ス
ア
ベ
バ
に
お
け
る
民
族

舞
踊
の
映
像
記
録
を
お
こ
な
う
と
同

時
に
、
現
地
の
研
究
者
に
よ
る
映
像

記
録
の
補
助
や
指
導
を
お
こ
な
っ
た
。

筆
者
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
実
際

に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
何
を
無
形
文

化
と
み
な
す
か
の
認
識
、
さ
ら
に
は
、

保
護
す
べ
き
無
形
文
化
遺
産
に
対
す

る
見
解
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
間
の

み
な
ら
ず
、
無
形
文
化
に
か
か
わ
る

当
事
者
の
社
会
に
お
い
て
も
大
き
く

異
な
り
、
な
か
な
か
一
筋
縄
に
い
か

な
い
こ
と
を
学
ん
だ
。

音
楽
職
能
集
団
、
ラ
リ
ベ
ロ
ッ
チ

こ
の
期
間
と
く
に
、
無
形
文
化
の

調
査
と
保
護
に
お
け
る
映
像
記
録
の

活
用
に
関
す
る
機
運
が
高
ま
り
、
筆

者
が
制
作
に
携
わ
っ
た
エ
チ
オ
ピ
ア

の
音
楽
や
舞
踊
に
関
す
る
映
像
記

録
が
、
エ
チ
オ
ピ
ア
国
内
の
無
形
文

化
保
護
に
か
か
わ
る
会
議
や
ア
ジ

ス
ア
ベ
バ
大
学
エ
チ
オ
ピ
ア
研
究
所
、

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
エ
チ
オ
ピ
ア
事
務
局
等
で

幾
度
と
な
く
紹
介
さ
れ
た
。
そ
ん
な

折
に
、
エ
チ
オ
ピ
ア
観
光
文
化
省
と

ユ
ネ
ス
コ
が
共
催
し
た
会
議
「
ジ
ブ

チ
・
エ
チ
オ
ピ
ア
・
ソ
マ
リ
ア
無
形

文
化
遺
産
会
議
」
に
お
い
て
、
ユ
ネ

ス
コ
・
ア
ジ
ス
ア
ベ
バ
事
務
局
の
ス

タ
ッ
フ
の
は
か
ら
い
で
、
ラ
リ
ベ
ロ
ッ

チ
と
よ
ば
れ
る
音
楽
職
能
集
団
の
活

動
を
対
象
に
し
た
筆
者
に
よ
る
映
像

記
録
が
上
映
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

ラ
リ
ベ
ロ
ッ
チ
は
、
単
独
で
、
あ

る
い
は
夫
婦
で
、
早
朝
に
家
の
軒
先

に
お
い
て
斉
唱
を
お
こ
な
い
、
人
び

と
に
祝
福
の
こ
と
ば
を
与
え
、
そ
れ

に
対
し
、
金
銭
、
衣
服
、
食
物
等
を

受
け
取
る
。
一
部
の
地
域
で
は
、
法

要
（
人
の
死
か
ら
四
〇
日
後
、
一
〜

七
年
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
）
の
際

に
故
人
の
名
誉
を
た
た
え
る
目
的
の

斉
唱
を
お
こ
な
い
、
そ
の
報
酬
に
牛

の
大だ
い

腿た
い

部ぶ

を
受
け
取
る
の
が
慣
わ
し

で
あ
る
。
ラ
リ
ベ
ロ
ッ
チ
は
、
音
楽

活
動
を
や
め
る
と
ハ
ン
セ
ン
病
（
ラ

リ
ベ
ロ
ッ
チ
の
隠
語
で
〝
シ
ュ
カ
ッ

チ
〞
と
よ
ば
れ
る
）
に
侵
さ
れ
る
と

い
う
信
仰
を
も
ち
、
ハ
ン
セ
ン
病
へ

の
恐
れ
か
ら
、
先
祖
代
々
音
楽
活
動

を
継
承
し
て
き
た
集
団
で
あ
る
、
と

人
び
と
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
ラ

リ
べ
ロ
ッ
チ
は
近
所
の
住
人
た
ち
に

家
々
の
主
の
名
前
、
宗
教
、
職
業
、

家
族
構
成
等
の
情
報
を
あ
ら
か
じ
め

取
材
し
、
歌
詞
の
内
容
へ
と
反
映
さ

せ
て
い
く
。
筆
者
は
、
筆
者
自
身
が

強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
た
、ラ
リ
ベ
ロ
ッ

チ
の
こ
う
し
た
し
た
た
か
さ
や
、
ま

る
で
コ
ミ
カ
ル
な
演
劇
の
よ
う
な
住

人
た
ち
と
の
豊
か
な
や
り
と
り
に

フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
映
像
記
録
を
蓄
積

し
て
き
た
。

恥
ず
べ
き
文
化
か
、
遺
さ
れ
る

べ
き
文
化
か

さ
て
「
ジ
ブ
チ
・
エ
チ
オ
ピ
ア
・

ソ
マ
リ
ア
無
形
文
化
遺
産
会
議
」
で

の
上
映
で
は
、
会
場
の
エ
チ
オ
ピ
ア

文
化
遺
産
調
査
保
護
局
の
役
人
た
ち

か
ら
、
こ
ち
ら
が
予
期
し
な
か
っ
た

反
応
を
得
た
。
そ
れ
は
、
乞こ

食じ
き

の
よ

う
な
放
浪
の
職
能
集
団
を
と
ら
え
た

筆
者
作
品
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
貧
困

イ
メ
ー
ジ
を
強
調
さ
せ
る
、
と
い
う

批
判
で
あ
っ
た
。
無
形
文
化
を
め
ぐ

る
国
際
的
な
議
論
の
席
で
は
、
と
り

わ
け
無
形
文
化
の
「
見
ば
え
」
を
整

え
る
こ
と
に
関
心
が
集
中
す
る
。

ラ
リ
ベ
ロ
ッ
チ
を
は
じ
め
、
音
楽

を
専
業
と
す
る
職
能
集
団
は
、
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
世
界
で

活
躍
す
る
ス
タ
ー
が
出
て
き
た
現
在

で
も
、
モ
ヤ
テ
ン
ニ
ャ
（〝
手
に
職

を
も
つ
も
の
〞
の
意
）
と
い
う
範
は
ん
ち
ゅ
う疇

の
も
と
、
機
織
、
鍛
冶
屋
、
壺つ
ぼ

作
り
、

皮
な
め
し
な
ど
の
職
人
と
と
も
に
、

卑
し
い
職
能
を
も
つ
人
び
と
と
し
て

蔑
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し

筆
者
は
、
上
記
の
役
人
の
よ
う
な
主

張
を
そ
の
ま
ま
鵜う

の呑
み
に
せ
ず
、
無

形
文
化
を
め
ぐ
る
そ
う
し
た
認
識
の

違
い
の
政
治
・
文
化
的
背
景
、
時
代

的
な
変
遷
を
注
意
深
く
探
る
姿
勢
が

研
究
者
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
る
。

家の玄関で斉唱をおこなうラリベロッチ

都市ゴンダール、ファシル城をはじめとする世界遺産に
登録された遺跡群がみえる

二
〇
〇
三
年
に
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
採
択
さ
れ
た
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
は
、西
欧
重
視
の
遺
産
概
念
を
う
ち
破
る

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
条
約
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
選
定
に
ま
つ
わ
る
問
題
も
多
い
。

◎

ソマリア

ゴンダール

紅
海

エチオピア

アジスアベバ

ジブチ
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遺
伝
子
組
み
換
え
種
子
が
席
巻
す
る
綿
花
栽
培

イ
ン
ド
は
世
界
第
二
の
綿
花
生
産
国
で
あ
る
。
し
か
し
、

深
刻
な
虫
害
と
未
発
達
な
灌か

ん
が
い漑

の
た
め
に
そ
の
生
産
性
は

低
く
、
中
部
一
帯
に
広
が
る
綿
花
栽
培
地
域
は
借
金
を
苦

に
し
た
農
民
の
自
殺
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
地
域
で
あ

る
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
導
入
さ
れ
た
綿
の
遺
伝
子
組
み
換

え
種
子
（
以
下
Ｂ
Ｔ
種
子
）
は
、
収
量
を
増
や
す
だ
け
で

な
く
生
産
費
用
も
節
約
で
き
る
と
い
う
触
れ
込
み
で
、
あ
っ

と
い
う
間
に
広
ま
っ
た
。
Ｂ
Ｔ
種
子
は
生
態
系
を
破
壊
す

る
と
反
対
運
動
も
起
き
て
い
る
が
、
綿
に
関
し
て
は
貧
困

削
減
に
貢
献
す
る
と
結
論
づ
け
る
研
究
結
果
と
そ
れ
に
反

論
す
る
研
究
結
果
の
両
方
が
あ
る
。
こ
の
論
争
に
決
着
は

つ
い
て
い
な
い
も
の
の
、
す
で
に
全
国
の
綿
花
栽
培
地
の
九

割
で
Ｂ
Ｔ
種
子
が
作
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と

も
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
は
Ｂ
Ｔ
種
子
の
製
造
・
販
売
に

携
わ
る
多
国
籍
企
業
と
イ
ン
ド
の
関
連
企
業
だ
と
い
う
こ

と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

有
機
農
業
の
挑
戦

貧
し
い
農
民
を
救
う
た
め
に
有
機
栽
培
と
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
を
推
進
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
、
ア
ン
ド
ラ
プ
ラ
デ
シ
ュ

州
北
部
に
訪
ね
た
。
こ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
支
援
に
よ
り
農
民
た

ち
は
二
〇
〇
六
年
に
栽
培
方
法
を
転
換
し
は
じ
め
た
。
有

機
認
証
を
取
得
す
る
た
め
に
転
換
後
三
年
間
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
Ｆ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
的
な
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
認

証
発
行
機
関
）
の
認
証
は
転
換
後
す
ぐ
に
取
得
し
て
い
た
。

果
た
し
て
小
規
模
農
民
た
ち
は
、
Ｂ
Ｔ
種
子
、
有
機
栽
培
、

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
三
者
に
対
峙
し
た
と
き
、
何
を
ど
の

よ
う
に
選
び
取
る
の
だ
ろ
う
か
。

有
機
認
証
は
Ｂ
Ｔ
種
子
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
い
る
。

し
か
し
、
わ
た
し
の
調
査
地
域
で
販
売
さ
れ
て
い
た
綿
花

種
子
は
Ｂ
Ｔ
種
子
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
種
子
を
見

た
こ
と
が
な
い
農
民
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
。
有

機
農
法
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
同
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
非
Ｂ
Ｔ
種

子
を
特
別
に
仕
入
れ
て
対
象
農
民
に
配
布
す
る
と
こ
ろ
か

ら
始
め
た
。
Ｂ
Ｔ
種
子
の
半
値
に
近
い
価
格
で
農
民
に
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

綿
花
の
有
機
栽
培
に
着
手
し
て
も
、
全
作
付
面
積
を
一

挙
に
有
機
へ
転
換
す
る
者
は
少
な
か
っ
た
。
大
半
の
農
民

は
一
部
を
有
機
に
転
換
し
、
並
行
し
て
残
り
の
土
地
で
Ｂ

Ｔ
種
子
を
作
付
け
た
。
Ｂ
Ｔ
種
子
に
は
従
来
通
り
化
学
肥

料
や
農
薬
を
使
用
し
た
。
有
機
へ
の
一
斉
転
換
に
よ
っ
て
収

量
が
減
少
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
有
機
栽
培
の

面
積
を
徐
々
に
増
や
し
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
と
Ｎ

Ｇ
Ｏ
は
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
三
年
間
が
経
過
し
た
後
、

有
機
栽
培
を
継
続
で
き
た
者
は
ご
く
少
数
で
、
多
く
の
農

民
は
Ｂ
Ｔ
種
子
を
用
い
た
従
来
通
り
の
栽
培
に
戻
っ
て
い
っ

た
。
こ
れ
で
は
も
ち
ろ
ん
有
機
認
証
の
取
得
は
望
め
な
い
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
果
た
し
た
役
割

有
機
認
証
を
取
得
す
る
ま
で
の
転
換
期
間
は
綿
花
を
高

く
売
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
市
場
へ
の
販
売
が
転
換
期
間
の
農
民
を
助
け
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
当
初
の
期
待
だ
っ
た
。
市
場

価
格
が
高
値
で
推
移
し
て
い
た
の
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
最

低
価
格
保
証
制
度
が
農
民
の
関
心
を
引
く
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
市
場
へ
の
販
売
量
に
応
じ
て
後
か

ら
支
払
わ
れ
る
奨
励
金
は
有
効
だ
っ
た
。
ま
ず
奨
励
金
を

基
金
と
し
、
農
民
が
有
機
栽
培
用
の
非
Ｂ
Ｔ
種
子
を
購
入

す
る
た
め
の
無
利
子
ロ
ー
ン
制
度
が
つ
く
ら
れ
た
。
各
シ
ー

ズ
ン
の
始
め
に
必
要
と
な
る
種
子
等
の
費
用
は
小
規
模
農

民
の
家
計
を
圧
迫
し
、
借
金
の
原
因
と
な
る
。
現
金
を
出

さ
ず
に
綿
花
種
子
を
入
手
で
き
、
収
穫
後
に
無
利
子
で
返

済
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
対
象
農
民
か
ら
歓
迎

さ
れ
、
彼
ら
が
有
機
栽
培
を
始
め
る
契
機
と
な
っ
た
。
残

り
の
奨
励
金
も
、
各
農
民
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
の
結

果
、
有
機
肥
料
の
原
料
、
給
水
パ
イ
プ
、
有
機
殺
虫
剤
の

散
布
機
等
の
購
入
に
使
わ
れ
た
。
総
じ
て
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
の
奨
励
金
は
有
機
栽
培
の
促
進
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た

と
い
え
る
。

と
同
時
に
、
予
期
せ
ず
し
て
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
奨
励

金
は
Ｂ
Ｔ
種
子
の
普
及
に
も
加
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
種
子
の
購
入
に
は
現
金
払
い
と
収
穫
後
の
付
け

払
い
の
二
通
り
が
あ
る
。
後
者
は
利
子
の
分
だ
け
高
く
な

る
が
、
作
付
け
前
に
資
金
が
不
足
す
る
農
民
は
、
こ
れ
を

選
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
有
機
栽
培
を
部
分
的
に
お
こ
な
い
、

非
Ｂ
Ｔ
種
子
と
Ｂ
Ｔ
種
子
の
両
方
を
植
え
る
農
民
は
、
Ｎ

Ｇ
Ｏ
の
無
利
子
ロ
ー
ン
で
非
Ｂ
Ｔ
種
子
を
入
手
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
節
約
で
き
た
資
金
を
Ｂ
Ｔ
種
子
の
「
現
金
」
購
入

に
ま
わ
し
た
。
つ
ま
り
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
奨
励
金
の
お
か

げ
で
、
Ｂ
Ｔ
種
子
を
以
前
よ
り
も
安
く
購
入
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
農
民
は
、
同
奨
励
金
で
購
入
し

た
殺
虫
剤
の
散
布
機
は
有
機
だ
け
で
な
く
Ｂ
Ｔ
種
子
用
の

化
学
薬
品
で
も
使
う
と
告
白
し
た
。

Ｂ
Ｔ
種
子
の
普
及
を
促
進
し
大
企
業
を
儲も

う

け
さ
せ
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
本
意
で
は
な
い
。
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
の
認
証
団
体
も
Ｂ
Ｔ
種
子
の
利
用
に
は
反
対

し
て
い
る
が
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
認
証
に
よ
っ
て
Ｂ
Ｔ
種
子

の
綿
花
の
混
入
を
防
止
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
有
機
認
証

は
生
態
学
的
観
点
か
ら
Ｂ
Ｔ
種
子
を
禁
じ
て
い
る
が
、
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
は
不
利
な
条
件
に
置
か
れ
た
生
産
者
の
擁
護

を
第
一
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
厳
密
な
検
査
を
お
こ
な
っ

て
生
産
者
に
負
担
を
か
け
る
こ
と
を
ア
ン
フ
ェ
ア
だ
と
考
え

る
。
貧
し
い
生
産
者
へ
の
支
援
と
環
境
保
全
と
い
う
ふ
た
つ

の
課
題
の
板
挟
み
に
な
っ
た
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
、
Ｂ
Ｔ
種

子
の
「
侵
入
」
を
図
ら
ず
も
許
容
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ

う
。
両
課
題
を
達
成
す
る
に
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
だ
け
で
は

荷
が
重
い
。
有
機
農
業
を
貧
困
対
策
と
し
て
用
い
る
の
な

ら
、
転
換
中
の
農
民
の
収
入
を
保
障
す
る
別
の
し
く
み
が

必
須
で
あ
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

綿
花
の
有
機
栽
培
と
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
両
立
す
る
か

牧ま
き

田た 

り
え
　
立
教
大
学
大
学
院
21
世
紀
社
会
デ
ザ
イ
ン
研
究
科
准
教
授

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
理
念
と
し
て
掲
げ
る
「
持
続
可
能
な
生
産
」。

そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
に
、
有
機
栽
培
の
よ
う
な
環
境
へ
の
配
慮
が
あ
る
が
、

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
現
地
の
事
情
が
あ
る
。

そ
こ
か
ら
は
、
避
け
て
通
れ
な
い
貧
困
の
問
題
と
、
世
界
経
済
の
思
惑
が
み
え
て
く
る
。

綿花を摘む女性労働者

村内にある収穫した綿花の一時集荷所
フェアトレード綿花生産者とその家族

フェアトレード奨励金で
つくった有機肥料精製所

フェアトレード綿花生産者
の住む村の様子

フェアトレード奨励金で
購入した殺虫剤の散布機
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ブ
ル
ガ
リ
ア
の
「
瓶
詰
め
経
済
」

日
本
で
は
、「
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
い
え
ば
ヨ
ー
グ
ル
ト
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
が
食
べ

て
き
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
グ
ル
ト
だ
け
で
は
な

い
。
主
食
は
あ
く
ま
で
も
パ
ン
で
あ
り
、
お
か
ず
と
し

て
乳
製
品
の
ほ
か
、
野
菜
や
肉
類
も
食
べ
て
き
た
の
だ
。

一
九
八
九
年
の
社
会
主
義
の
崩
壊
以
降
、
全
体
的
に
家

畜
頭
数
が
減
少
し
た
が
、
地
方
で
は
い
ま
だ
に
羊
や
鶏

を
飼
い
な
が
ら
、
食
料
を
自
給
す
る
家
庭
が
多
い
。
そ

う
い
っ
た
家
庭
で
は
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
女
性
た
ち

が
腕
に
よ
り
を
か
け
、
野
菜
や
果
物
を
塩
漬
け
や
酢
漬

け
に
し
て
保
存
食
を
作
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
統
計
局
に

よ
る
と
、
毎
年
、
家
庭
で
作
ら
れ
る
保
存
食
は
二
億
瓶

を
超
え
て
お
り
、
一
世
帯
当
た
り
一
〇
〇
瓶
に
も
お
よ

ぶ
そ
う
だ
。
こ
の
数
字
か
ら
も
「
瓶
詰
め
経
済
」
が
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
人
び
と
の
生
活
に
い
か
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
。

保
存
食
の
王
様

数
々
の
保
存
食
の
な
か
で
も
、
赤
パ
プ
リ
カ
と
ト
マ

ト
主
体
の
ペ
ー
ス
ト
状
の
「
リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ
」
は
国
民

食
と
し
て
絶
大
な
人
気
を
誇
る
。
パ
ン
と
の
組
み
合
わ

せ
は
抜
群
で
あ
る
た
め
、
朝
食
か
ら
子
ど
も
の
お
や
つ

ま
で
、
ま
た
サ
ラ
ダ
ソ
ー
ス
か
ら
肉
や
魚
料
理
の
付
け

合
わ
せ
ま
で
、
万
能
食
と
よ
ば
れ
る
ほ
ど
用
途
が
広
い
。

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
あ
い
だ
で
は
老
若
男
女
問
わ
ず
、
だ

れ
で
も
一
度
は
リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ
作
り
の
参
加
経
験
が
あ

る
。
リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ
作
り
は
他
の
保
存
食
と
比
べ
て
も

時
間
と
労
力
が
か
か
る
の
だ
が
、
よ
う
や
く
で
き
あ

が
っ
た
香
ば
し
い
ペ
ー
ス
ト
を
瓶
詰
め
に
す
る
と
き
は

何
と
も
言
え
な
い
達
成
感
を
味
わ
え
る
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
味
探
し

リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ
は
地
域
や
家
庭
に
よ
っ
て
材
料
や
味

付
け
の
仕
方
が
千
差
万
別
で
、
家
庭
ご
と
に
独
自
の
味

を
も
つ
。
主
役
の
ト
マ
ト
と
赤
パ
プ
リ
カ
以
外
に
、
好

み
で
ニ
ン
ジ
ン
や
ナ
ス
、ニ
ン
ニ
ク
、オ
ニ
オ
ン
、唐
辛
子
、

チ
ー
ズ
で
さ
え
入
れ
る
人
も
い
る
。
そ
れ
ら
を
い
か
に

美
味
し
く
か
つ
効
率
よ
く
加
工
し
瓶
詰
め
す
る
か
が
、

腕
の
見
せ
所
と
な
る
。
し
か
し
、
都
会
に
住
ん
で
い
る

人
び
と
は
ス
ペ
ー
ス
や
時
間
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い

た
め
、
市
販
の
工
業
品
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
そ
れ
に
は
保
存
料
や
着
色
材
な
ど
の
添
加
物
が

含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
コ
ス
ト
削
減
の
た
め
国
産
の
ト

マ
ト
や
パ
プ
リ
カ
で
は
な
く
、
輸
入
品
の
野
菜
ピ
ュ
ー

レ
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

都
会
の
人
び
と
は
リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ
本
来
の
味
を
求
め
て

お
り
、
最
近
で
は
リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ
を
は
じ
め
と
し
た
地
方

の
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
手
作
り
の
保
存
食
が
ネ
ッ
ト
で

取
り
寄
せ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

社
会
主
義
期
に
お
い
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た

リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ

現
在
、
リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
固
有
の
伝
統

と
み
な
さ
れ
る
が
、
今
の
形
態
で
保
存
食
と
し
て
広

ま
っ
た
の
は
わ
ず
か
五
〇
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ
の
語
幹
「
リ
ュ
テ
ィ
」
は
「
辛
い
」

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
一
八
九
九
年
の
辞
書
に
も
「
ニ

ン
ニ
ク
と
パ
プ
リ
カ
の
料
理
」
ま
た
は
「
イ
ラ
ク
サ
と

唐
辛
子
の
料
理
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
地
域
に
よ
っ

て
パ
プ
リ
カ
以
外
に
ト
マ
ト
や
玉
ね
ぎ
な
ど
を
使
う
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
瓶
も
な
い
時
代
に
お
い
て
は
保
存
食

と
し
て
で
は
な
く
、
夏
の
食
べ
物
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
た
。
し
か
し
一
九
四
四
年
に
な
る
と
、
ブ
ル
ガ
リ
ア

は
社
会
主
義
的
近
代
化
の
路
線
を
歩
む
こ
と
に
な
り
、

あ
ら
た
な
食
品
の
生
産
・
流
通
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ

て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
賞
味
期
限
の
長
い
加
工
食
品
は
、

新
鮮
な
野
菜
や
果
物
よ
り
も
配
給
し
や
す
い
こ
と
か
ら

技
術
的
に
進
化
し
、
あ
ら
た
な
レ
シ
ピ
が
数
多
く
開
発

さ
れ
て
い
っ
た
。
国
営
工
場
の
な
か
で
リ
ュ
テ
ニ
ツ
ァ

も
ペ
ー
ス
ト
状
の
保
存
食
へ
と
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な

り
、
国
民
の
あ
い
だ
で
も
「
瓶
詰
め
の
万
能
食
」
へ
と

再
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
瓶
の
蓋

を
閉
め
る
装
置
や
パ
プ
リ
カ
を
焼
く
器
具
「
チ
ュ
シ
コ

ペ
ク
」
な
ど
の
自
家
製
保
存
食
用
の
便
利
な
グ
ッ
ズ
の

開
発
が
進
む
に
つ
れ
て
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
保
存
食
手
作

り
文
化
が
開
花
し
て
い
き
、
食
糧
不
足
の
社
会
主
義
時

代
に
お
い
て
人
び
と
の
生
活
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
「
二
〇
世
紀
の
ブ
ル

ガ
リ
ア
の
も
っ
と
も
重
大
な
発
明
」
と
い
う
国
民
投
票

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
、
チ
ュ
シ
コ
ペ
ク
の
開
発
が
第
一
位

で
選
出
さ
れ
た
。
日
本
の
皆
さ
ん
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ

が
な
に
を
意
味
す
る
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
か

も
し
れ
な
い
。し
か
し
こ
の
投
票
結
果
は
、手
作
り
リ
ュ

テ
ニ
ツ
ァ
の
歴
史
に
お
け
る
チ
ュ
シ
コ
ペ
ク
の
重
要
性

を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
主
義
期
に
お
け
る
ブ
ル

ガ
リ
ア
人
の
創
意
工
夫
に
富
ん
だ
生
活
の
象
徴
と
し
て

の
大
き
な
意
味
を
も
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

リュテニツァの原型（今は「リュティカ」という名前で知られて
おり、西ブルガリアを中心に夏に作られる）

家庭での保存食づくりのようす

ブルガリアの保存食

リュテニツァ

パプリカ　5kg

トマト　2kg

ナス　2kg

ニンジン　1kg

オリーブオイル　300g

砂糖　100g

塩　10g

おろしニンニク　6片

※保存食のため一度に大量に
作ります。分量は適宜調整して
ください。

リュテニツァの作り方（瓶（300ｇ）10～12本分）

① ニンジンはよく洗って柔らかくなるまでゆでる。

② パプリカとナスは全面が焦げるまで焼いて皮をむく。

③ パプリカの種を取り除いておく。

④ トマトと、以上のように準備されたパプリカ、ナスと
ニンジンをミート・チョッパーに入れてミンチ状にする
（フードプロセッサーで代用可）。

⑤ ④を鍋に入れて、トマトの水分が飛ぶまで（約 2
時間）中火で煮込む。リュテニツァが焦げつかな
いように混ぜ続ける。

⑥ 最後におろしたにんにく、オリーブオイル、砂糖、
塩を加えて、よく混ぜてできあがり。

⑦ ⑥を広口瓶に入れ、余計な空気や雑菌が入らない
ように丁寧に蓋を閉めて10分ほど沸騰させる。

ブルガリア人の典型的な朝食。パン、リュテニツァ、チーズ ペースト状の野菜を大きな鍋に入れて焼く

マリア・ヨトヴァ 　民博 外来研究員
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あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始
め
よ
う
。
わ
た
し
が
調
査
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
た
男
性
Ａ
は
、
自
分
を
異
性
愛
者
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
Ａ
の

性
欲
の
対
象
は
、
女
装
し
た
男
性
で
あ
る
。
女
装
し
た
男
性
は
、
い
つ
も

女
装
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
女
装
は
単
な
る
趣
味
で
あ
る
。
あ
る

人
か
ら
見
れ
ば
、
女
装
を
し
た
「
男
性
」
に
性
欲
を
感
じ
る
の
だ
か
ら
、

Ａ
は
「
同
性
愛
者
」
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
Ａ
は
、「
異
性
愛

者
」
だ
と
自
認
す
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
自
分
は
「
変
態
」
だ
と
。
こ
こ

で
彼
が
い
う
「
変
態
」
が
、「
ク
ィ
ア
」
の
意
味
に
近
い
。「
ク
ィ
ア
」
と
は
、

わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
「
変
態
」
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、「
わ
た
し
は
変
態
で
す
！
」
と
安
易
に
自
己
を
規

定
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
つ
ま
り
ク
ィ
ア
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
ク
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
目
標
と
は
若
干
ず
れ
て
し
ま

う
。
一
九
九
〇
年
代
に
誕
生
し
た
ク
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
い
う
学
問
は
、

特
定
の
人
び
と
を
特
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
縛
り
付
け
る
こ
と
を
拒

否
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ク
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
生
み
出
し
た
母
体
で
あ

る
レ
ズ
ビ
ア
ン
／
ゲ
イ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
比
較
す
る
と
は
っ
き
り
す
る
。

レ
ズ
ビ
ア
ン
／
ゲ
イ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
や
ゲ
イ
と
い
う
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ど
こ
ま
で
も
こ
だ
わ
る
。
彼
ら
は
、「
同
性
愛
者
」
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
や
江
戸
時
代
の
日
本
な
ど
、
い
つ
の
時
代
に
も
ど
こ
の
場

所
に
も
存
在
し
た
の
だ
と
主
張
す
る
。

だ
が
ク
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
／
ゲ
イ
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
の
そ
の
よ
う
な
立
場
に
「
待
っ
た
」
を
か
け
る
。
ク
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー

クィア
Queer

新
し ん

ヶ
が

江
え

 章
あ き

友
と も

　名古屋市立大学男女共同参画推進センター特任助教

ズ
は
、
あ
る
特
定
の
人
び
と
が
レ
ズ
ビ
ア
ン
や
ゲ
イ
だ
と
自
認
す
る
よ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

仕
向
け
る

0

0

0

0

現
代
に
お
け
る
状
況
、つ
ま
り
性
と
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
縛
り
付
け
る
権
力
の
あ
り
方
が
問
題
な
の
だ
と
考
え
る
の
だ
。
古
代
ギ

リ
シ
ア
や
江
戸
時
代
の
日
本
に
お
い
て
同
性
間
で
性
行
為
を
お
こ
な
っ
て

い
た
人
び
と
は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
ゲ
イ
や
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
は
ま
っ
た

く
異
な
っ
た
経
験
を
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
彼
ら
彼
女
ら
は
「
同
性
愛

者
」
だ
と
自
認
す
る
こ
と
も
な
い
。
同
性
と
セ
ッ
ク
ス
を
し
た
か
ら
と
い
っ

て
悩
ん
だ
り
す
る
の
は
現
代
人
特
有
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
ゲ
イ
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
ト
ラ
ン

ス
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
…
…
な
ど
と

性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
永
遠
に
細
分
化
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
す
べ

て
含
む
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
ク
ィ
ア
」
と
す
る
の
は
、
ク
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
そ
の
も
の
の
成
立
過
程
か
ら
い
え
ば
間
違
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
（「
ク
ィ
ア
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
社
会
的
運
動
と
し
て
、
そ
の

よ
う
な
連
帯
は
た
し
か
に
あ
り
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
）。

ク
ィ
ア
の
新
し
さ
は
、
必
ず
し
も
性
に
限
定
さ
れ
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
め
ぐ
る
問
題
（
人
種
、
宗
教
、
階
級
な
ど
）
に
も
応
用
可
能
な
こ

と
に
あ
る
。
近
年
の
民
族
や
宗
教
的
な
対
立
の
根
源
に
は
、
人
び
と
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
一
元
的
に
固
定
化
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
が
は
ら
む
問
題
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。「
変
態
」
は
世
界
を

変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？ 

そ
れ
が
で
き
る
と
信
じ
、
そ
の
こ
と
を
真

剣
に
問
お
う
と
す
る
姿
勢
こ
そ
、
ク
ィ
ア
が
目
指
す
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

世界を変え
る？！
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二
〇
一
四
年
の
﹁
春
の
セ
ン
バ
ツ
﹂、
二
一
世
紀
枠
で
奄
美
の
大

島
高
校
が
出
場
し
た
。
そ
の
大
会
の
優
勝
校
の
平
安
高
校
と
ぶ
つ

か
り
、
破
れ
は
し
た
が
中
盤
ま
で
は
互
角
以
上
に
渡
り
あ
っ
た
。
一

塁
側
の
ス
タ
ン
ド
は
異
様
な
雰
囲
気
だ
っ
た
。
超
満
員
の
ア
ル
プ
ス

に
入
り
き
れ
ず
内
外
野
両
側
に
は
み
出
し
た
応
援
団
は
、
年
齢
層

が
高
か
っ
た
。
奄
美
か
ら
の
応
援
団
は
も
ち
ろ
ん
、
関
西
在
住
の

出
身
者
が
押
し
寄
せ
た
の
だ
。

与
論
か
ら
喜
界
島
ま
で
の﹁
有

人
六
島
﹂
と
い
わ
れ
る
奄
美
群

島
は
、
行
政
上
、
鹿
児
島
県
に

含
ま
れ
る
。
一
七
世
紀
に
薩
摩

が
琉
球
に
軍
事
侵
攻
し
植
民
地

化
し
た
名
残
で
あ
る
。
支
配
は

苛
烈
だ
っ
た
。
薩
摩
の
財
政
を

支
え
た
黒
糖
の
原
料
の
サ
ト
ウ

キ
ビ
の
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
強
い

た
。
そ
の
ぶ
ん
食
料
の
生
産
は

制
限
さ
れ
、簡
単
に
飢き

饉き
ん

に
陥
っ

た
。
借
財
が
か
さ
ん
だ
農
民
は
、

債
務
奴
隷
﹁
ヤ
ン
チ
ュ
︵
家
人
︶﹂

と
な
る
。
ヤ
ン
チ
ュ
層
は
全
人
口
の
三
割
に
達
し
た
と
い
う
。
薩
摩

が
鹿
児
島
に
な
っ
て
も
収
奪
の
構
造
は
か
わ
ら
ず
、
人
び
と
は
生
き

る
た
め
に
出
稼
ぎ
に
出
る
。
一
九
二
〇
年
代
を
ピ
ー
ク
に
朝
鮮
や
沖

縄
か
ら
と
同
様
に
阪
神
工
業
地
帯
に
廉
価
な
労
働
力
と
し
て
奄
美

人
は
や
っ
て
き
て
、
戦
後
を
通
じ
て
い
ま
も
流
れ
は
途
切
れ
て
い
な

い
。
そ
し
て
出
稼
ぎ
先
で
の
被
差
別
経
験
と
戦
時
中
の
皇
民
化
政
策

が
、
沖
縄
と
同
じ
よ
う
に
奄
美
で
も
﹁
本
土
﹂
で
も
自
分
た
ち
の
こ

と
ば
や
文
化
を
消
し
去
る
こ
と
で
﹁
日
本
人
﹂
に
な
る
こ
と
を
求
め

た
。
一
九
五
三
年
ま
で
の
占
領
経
験
も
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
。
今

も
奄
美
で
は
個
人
宅
で
も
日
の
丸
や
皇
室
の
写
真
を
よ
く
み
か
け
る
。

群
島
の
人
口
は
一
二
万
弱
、
関
西
在
住
の
出
身
者
は
、
一
説
に
は
係

累
を
含
め
て
三
〇
万
人
い
る
と
い
わ
れ
る
。
同
郷
会
を
作
り
、﹁
二
世
﹂

と
い
う
言
い
方
で
出
身
者
の
子
ど
も
た
ち
を
呼
ぶ
の
も
、
朝
鮮
や
沖

縄
の
出
身
者
と
似
て
い
る
。

そ
の
人
た
ち
が
ス
タ
ン
ド
に
そ
れ

ぞ
れ
の
﹁
シ
マ
︵
共
同
体
の
意
︶﹂
へ

の
思
い
を
持
ち
寄
っ
た
の
だ
。
結
局

は
大
差
が
つ
い
た
が
、
試
合
の
あ
い

だ
、甲
子
園
は
確
か
に﹁
シ
マ
﹂だ
っ
た
。

で
は
奄
美
は
沖
縄
と
と
も
に
同
じ

﹁
琉
球
﹂
な
の
か
、
と
言
わ
れ
る
と

返
事
に
困
る
の
で
あ
る
。
言
語
や
文

化
的
に
は
当
然
似
通
っ
て
い
る
の
だ

が
、
人
び
と
は
沖
縄
で
は
な
い
と
主

張
し
続
け
て
い
る
。
沖
縄
の
側
か
ら

の
目
も
冷
め
て
い
る
。
琉
球
か
ヤ
マ

ト
か
と
い
う
議
論
は
的
外
れ
な
の
だ
ろ
う
。
鹿
児
島
の
支
配
は
続

き
、
そ
の
こ
と
を
主
張
す
る
に
は
奄
美
の
声
は
あ
ま
り
に
も
小
さ

い
。﹁
日
本
人
﹂
で
あ
る
こ
と
に
す
が
る
し
か
な
い
の
だ
。

奄
美
の
三
味
線
は
沖
縄
の
三さ

ん
し
ん線
と
構
造
は
一
緒
だ
が
、
琉
球
音

階
で
は
な
く
和
音
階
で
奏
で
ら
れ
る
。

奄
美
は
奄
美
で
あ
る
、
と
し
か
今
の
と
こ
ろ
は
言
い
よ
う
が
な
い
。

甲子園の大島高校側のスタンド。アルプス席4,000は前売
りで完売。春の大会の1回戦では極めてまれなことだという

ヤマトと琉球のはざまで

前
まえ

田
だ

 達
たつ

朗
ろう

　東京外国語大学准教授
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大先達（羽黒修験の長）と外国人修験者
（提供・関守ゲイノー）

羽黒修験の峰入り行で籠る荒澤寺（提供・関守ゲイノー）

法螺貝。修験十六
道具のひとつ

先達衆。役種に応じた色違いの装束
をつける（提供・関守ゲイノー） 月山八合目に集まった修験者。雲間に鳥海山（提供・関守ゲイノー）

「
な
り
き
り
」
力

「
総そ
う

新し
ん

客き
ゃ
く

衆し
ゅ
う

！
」「
う
け
た
も
う
ー
」

毎
年
夏
の
終
わ
り
、
羽
黒
山
中
に
大
時
代
的
な
声
が
響
く
。
江
戸
時
代
か
ら
連
綿

と
続
け
ら
れ
て
き
た
羽
黒
修
験
「
秋
の
峰
」
で
あ
る
。
呼
び
か
け
る
の
は
儀
礼
を
率

い
る
先
達
の
ひ
と
り
導
師
。
応
え
る
の
は
総
勢
八
〇
名
か
ら
百
名
に
も
な
る
峰
入
り

の
行
者
。
行
者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
夏
の
峰
入
り
の
と
き
だ
け
山
伏
名
を
名
乗
る

い
わ
ば
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
」
山
伏
だ
。
普
段
は
普
通
の
職
業
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
学

生
と
し
て
、
山
伏
と
は
無
縁
の
生
活
を
送
る
。
そ
の
彼
ら
が
ひ
と
た
び
「
秋
の
峰
」
に

入
る
と
、
地
位
も
年
齢
も
性
別
も
白
紙
に
戻
り
、
ひ
と
り
の
山
伏
に
な
り
き
っ
て
行

に
向
き
合
う
。
そ
こ
で
の
筆
者
は
羽
黒
修
験
「
妙
み
ょ
う

音お
ん

院い
ん

」。
現
実
の
自
分
を
葬
り
胎

児
と
な
っ
て
母
胎
で
あ
る
山
に
籠
る
。
そ
こ
で
地
獄
か
ら
仏
に
至
る
心
の
成
長
過
程
を

経
験
し
な
が
ら
、
自
分
が
大
日
如
来
＝
宇
宙
と
ひ
と
つ
で
あ
る
理
に
触
れ
、
あ
ら
た

な
存
在
と
し
て
こ
の
世
に
戻
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
を
い
か
に
「
な
り
き
っ
て
」
過

ご
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
儀
礼
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
左
右
す
る
。
山
伏
名
で
呼
ば
れ
る
。

断
食
や
睡
眠
不
足
で
生
命
力
を
ゼ
ロ
に
近
い
と
こ
ろ
ま
で
落
と
す
。
と
う
が
ら
し
入
り

等
々
。
そ
れ
ぞ
れ
実
用
的
な
用
途
と
と
も
に
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
。
た
と
え
ば
頭

巾
は
山
道
で
額
を
護
り
、
水
場
で
は
器
に
も
な
る
。
貝
の
緒
は
、
ザ
イ
ル
の
役
割
を

果
た
す
（
じ
つ
は
筆
者
、
峰
入
り
初
参
加
の
と
き
、
急
な
山
道
で
す
っ
て
ん
こ
ろ
り

ん
、
足
を
痛
め
て
動
け
な
く
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
先
達
の
ひ
と
り
が
や
お
ら
貝
の
緒

を
解
き
、
背
中
に
わ
た
し
を
く
く
り
つ
け
て
軽
々
と
山
を
降
り
て
く
れ
た
！
）。
一
方
で
、

頭
巾
は
「
大
日
如
来
の
五ご

ち智
の
宝
冠
」、
貝
の
緒
は
行
者
と
母
胎
を
結
ぶ
「
へ
そ
の
緒
」

と
、
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
。
羽
黒
修
験
の
上
衣
は
、
市
松
文
様
に
獅
子
が
描
か
れ

た
独
特
な
意
匠
で
、「
摺す
り

衣い

」
と
い
わ
れ
る
。
獅
子
は
仏
の
教
え
、
市
松
文
様
は
そ
の

教
え
が
盤
石
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
装
束
全
体
は
不
動
明
王
を
象か
た
どる

も
の

で
あ
る
と
と
も
に
、
上
衣
は
宇
宙
の
生
成
力
を
あ
ら
わ
す
胎
蔵
界
、
袴は
か
まは

宇
宙
の
理

を
あ
ら
わ
す
金
剛
界
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
装
束
で
、
全
身
に
仏
教
の
宇
宙
観

を
象
徴
す
る
胎
蔵
・
金
剛
の
曼ま
ん

荼だ

羅ら

を
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。

究
極
の
コ
ス
プ
レ
と
い
っ
た
ら
罰
が
当
た
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
装
束
が
も
た
ら
す

「
な
り
き
り
力
」
は
事
実
、
大
き
い
。
装
束
を
つ
け
た
途
端
、
み
な
「
山
伏
」
の
顔

に
な
る
。
そ
う
し
て
味
わ
う
「
再
生
」
の
実
感
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
明
治
の
廃
仏
毀

釈
も
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
の
激
変
も
越
え
て
、「
秋
の
峰
」
は
生
き
続
け
て

き
た
の
だ
。

つ
つ
ま
れ
、
解
き
放
た
れ
る

羽
黒
修
験
の
峰
入
り
で
は
、
音
が
重
要
な
役
割
を
担
う
。
そ
れ
を
追
い
た
い
が
た

め
に
峰
入
り
を
は
じ
め
て
早
や
幾
年
月
。
儀
礼
的
な
音
と
衣
装
と
い
う
文
化
装
置
に

は
大
き
な
共
通
点
が
あ
る
。
音
も
衣
装
も
わ
れ
わ
れ
を
つ
つ
み
込
み
、
心
身
を
変
容

さ
せ
る
。
峰
入
り
の
回
数
を
重
ね
た
装
束
に
は
、
抹ま

っ
こ
う香
の
香
り
、「
南
蛮
い
ぶ
し
」
の

匂
い
が
染
み
込
ん
で
い
る
。
摺
衣
の
感
触
と
こ
の
匂
い
に
つ
つ
ま
れ
る
た
び
、
山
と
い

う
自
然
環
境
を
活
か
し
、
心
身
を
解
き
放
つ
し
く
み
を
生
ん
だ
知
恵
の
深
さ
を
思
う
。

大お
お

内う
ち 

典ふ
み

　
宮
城
学
院
女
子
大
学
教
授

曼
荼
羅
を
ま
と
い
宇
宙
に
な
る

社
会
に
お
け
る
役
割
を
明
示
し
て
く
れ
る
衣
装
な
ら
め
ず
ら
し
く
な
い
。

し
か
し
身
に
ま
と
う
こ
と
で
、
あ
る
宇
宙
観
、
い
や
宇
宙
そ
の
も
の
が

心
身
と
内
奥
か
ら
ひ
と
つ
に
な
る
衣
装
な
ん
て
、
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

の
煙
で
い
ぶ
さ
れ
る
「
南
蛮
い
ぶ

し
」
で
地
獄
を
体
感
す
る
。
い
ず

れ
も
「
な
り
き
り
」
力
を
支
え
る
。

山
伏
装
束
も
ま
た
、
大
き
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
。

シ
ン
ボ
ル
の
か
た
ま
り

山
に
伏
せ
る
か
ら
「
山
伏
」。

山
で「
験
」を「
修
」め
る
か
ら「
修

験
」。
山
中
で
の
修
行
（
峰
入
り
）

が
整
備
さ
れ
た
の
は
中
世
と
さ
れ

る
。
西
の
熊
野
修
験
に
対
し
て
東
日
本
を
制
し
た
の
が
出
羽
三
山
を
本
拠
と
す
る
羽

黒
修
験
だ
っ
た
。
峰
入
り
の
山
伏
は
、
独
特
な
装
束
を
つ
け
る
。
鈴す
ず

懸か
け

衣ご
ろ
もの
名
で
知

ら
れ
る
上
衣
、
頭
に
つ
け
る
お
椀わ
ん

型
の
頭と

巾き
ん
、
ぼ
ん
ぼ
り
の
よ
う
な
飾
り
が
つ
い
た
結ゆ
い

袈げ

裟さ

、
貝
の
緒
と
い
わ
れ
る
朱
色
の
腰こ
し
ひ
も紐
、
鹿
皮
の
腰
当
て
引ひ
っ
し
き敷
、
そ
し
て
法ほ

螺ら

貝が
い
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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。

編集後記

　この編集後記を執筆している現在、ヨーロッパにいる。ユーロヴィ
ション・ソングコンテストのフィナーレがコペンハーゲンで開催され、
ヨーロッパ中に中継された。いうなれば欧州歌合戦なのであるが、
現在ではイスラエル、トルコ、アゼルバイジャンなども参加国に含
まれるので、かなり拡大解釈された「ヨーロッパ」といえよう（ち
なみに、「欧州放送連合の正加盟国」に参加権があるらしい）。欧州
懐疑主義の高まりが懸念され、政治経済的な軋轢を抱えながらも、
テレビの普及の歴史と同じくらいのあいだ、毎年欠かさず開かれて
いるのだから、あっぱれである。
　競い合いながらも楽しむという精神はアジアにもある。本号の特
集記事にあるように、朝鮮語では「大同ノリ」といい、こうした遊
びは人びとの気持ちをひとつにする。モンゴルからインド、はては
西アジアの国々までが参加する「アジアヴィジョン」歌謡祭が実現
したら、まさにバラエティー、多様性に富んでさぞかし楽しいだろう、
と想像してみる。
　調べてみると実際、アジア太平洋放送連合が同様の歌謡祭を昨年
10月にハノイで開いたそうだが、まったく知らなかった。

（山中由里子）
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みんぱくをもっと楽しみたい
人のために―会員制度のご案内
国立民族学博物館友の会
本館展示の無料入館や特別展示の観覧料割引にくわえ、 
『月刊みんぱく』や会員機関誌『季刊民族学』などの定
期刊行物や、毎月の友の会講演会、セミナーなどを通し
て多様な文化の情報を提供しています。

みんぱくフリーパス
1年間、本館展示へ何度でも無料で入館いただけます（特
別展示は観覧料割引）。他にも、みんぱくを楽しむための特
典がいっぱいです。

国立民族学博物館キャンパスメンバーズ
みんぱくと大学等教育機関との連携を図り、文化人類学、
民族学にふれる学びの場を提供することを目的とした会
員制度です。

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）

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

みんぱくホームページ

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

※みんぱくウィークエンド・サロンの情報は、13ページに移りました。


