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特別展「多みんぞくニホン」から10年 庄司博史
朝鮮学校の今 藤井幸之助

苦学して夢をかなえるネパール人 南真木人
中華学校の子どもたちにみるニホン 陳天璽

ベトナム寺の建立 野上恵美
ブラジル人の足あと 拝野寿美子

新大久保・イスラーム横丁の今 菅瀬晶子

多みんぞく
ニホン

特集



帰
っ
て
き
た
浦
島
太
郎

ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
イ
シ

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
６
７
年
サ
ン
パ
ウ
ロ
市
生
ま
れ
。
武
蔵
大

学
社
会
学
部
教
授
。
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
学
科
卒
業
。
90
年
に
来
日
、
新
潟

大
学
大
学
院
お
よ
び
東
京
大
学
大
学
院
を
経

て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
新
聞
の
編
集
長
を
務
め

た
。
日
伯
の
移
民
や
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
を
し

な
が
ら
、
日
本
各
地
で
国
際
交
流
や
共
生
を

テ
ー
マ
に
講
演
を
お
こ
な
う
。
２
０
１
０
年
よ

り
現
職
。
著
書
に
『
ブ
ラ
ジ
ル
を
知
る
た
め
の

56
章
』（
明
石
書
店
）
な
ど
。
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サ
ッ
カ
ー
W
杯
開
催
の
効
果
で
、
今
年
は
ブ
ラ
ジ
ル
が

メ
デ
ィ
ア
に
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
。
先
入
観
や
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
の
再
生
産
に
過
ぎ
な
い
記
事
や
番
組
も
少
な

く
な
い
が
、
六
月
初
め
に
放
送
さ
れ
た
N
H
K
―
F
M
ラ

ジ
オ
の
ブ
ラ
ジ
ル
特
集
番
組
は
こ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
し

て
い
た
。
あ
り
き
た
り
の
サ
ン
バ
や
ボ
サ
ノ
バ
で
は
な
く
、

滅
多
に
聴
け
な
い
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
ブ
ラ
ジ
ル
音
楽
が

紹
介
さ
れ
た
。

　
中
で
も
懐
か
し
く
堪
能
で
き
た
の
が
、
七
〇
〜
八
〇
年

代
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
テ
レ
ビ
で
流
れ
た
日
本
往
復
便
の
C
M

ソ
ン
グ
で
あ
る
。
探
せ
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
動
画
サ
イ

ト
で
も
視
聴
は
可
能
だ
が
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
浸
る
に
は

な
ん
だ
か
物
足
り
な
い
。
今
回
は
私
も
解
説
者
と
し
て
ス

タ
ジ
オ
で
の
番
組
収
録
に
参
加
で
き
た
お
か
げ
で
、
L
P

レ
コ
ー
ド
で
再
生
さ
れ
た
こ
の
曲
に
直
接
触
れ
る
と
い
う

幸
運
に
恵
ま
れ
た
。

　
C
M
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
日
本
語
で
流
さ
れ
て
い
た
が
、

曲
の
モ
チ
ー
フ
は
か
の
有
名
な
浦
島
太
郎
の
お
伽と

ぎ

話ば
な
し
だ
。

日
本
語
版
の
歌
詞
を
一
部
要
約
す
る
と
「
昔
々
、
浦
島
は

助
け
た
亀
に
連
れ
ら
れ
て
ブ
ラ
ジ
ル
に
や
っ
て
来
た
。
居

心
地
の
良
さ
に
故
国
を
忘
れ
て
住
み
着
い
た
が
、
故
国
が

恋
し
く
な
っ
て
別
れ
を
告
げ
る
と
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た

玉
手
箱
に
は
日
本
ま
で
の
往
復
切
符
が
入
っ
て
い
た
」
と

い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

　
歌
っ
て
い
る
の
は
ロ
ー
ザ
・
ミ
ヤ
ケ
。
ブ
ラ
ジ
ル
の

日
系
移
民
社
会
で
は
誰
も
が
そ
の
名
と
声
を
一
度
は
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
タ
レ
ン
ト
だ
。
彼
女
が
司
会
を
務
め

た
テ
レ
ビ
番
組
「
イ
マ
ー
ジ
ェ
ン
ス
・
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
」
は

日
系
人
以
外
の
視
聴
者
も
多
か
っ
た
の
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
の

日
本
フ
ァ
ン
を
増
や
す
上
で
の
貢
献
は
計
り
知
れ
な
い
が
、

番
組
の
看
板
企
画
で
あ
っ
た
「U

ta no C
ham

pion

」

と
い
う
の
ど
自
慢
コ
ン
テ
ス
ト
は
思
わ
ぬ
形
で
日
本
に

「
輸
出
」
さ
れ
た
。
私
は
南
米
か
ら
日
本
へ
の
「
デ
カ
セ

ギ
移
民
現
象
」
を
研
究
す
る
た
め
に
一
九
九
〇
年
に
来
日

し
て
以
来
、
在
日
ブ
ラ
ジ
ル
人
社
会
を
追
跡
し
て
き
た
が
、

今
や
ブ
ラ
ジ
ル
タ
ウ
ン
と
し
て
名
高
い
群
馬
県
大
泉
町
で

ブ
ラ
ジ
ル
人
に
よ
る
最
初
の
「
全
国
の
ど
自
慢
」
に
出
合

い
驚

き
ょ
う

愕が
く

し
た
。
イ
ベ
ン
ト
の
形
も
、
副
賞
と
し
て
贈
ら
れ

る
新
車
や
日
伯
往
復
航
空
券
も
、
あ
の
「
歌
の
チ
ャ
ン
ピ

オ
ン
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
！

　
こ
の
見
事
な
再
現
を
目
の
当
た
り
に
し
、
デ
カ
セ
ギ
現

象
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
系
移
民
文
化
を
「
空
洞
化
」
さ
せ
た

の
で
は
な
く
、
日
本
に
「
空
動
化
」
さ
せ
た
の
だ
と
確
信

し
た
。
そ
し
て
そ
の
人
と
文
化
の
大
移
動
を
可
能
に
し
た

の
は
、
ま
さ
に
あ
の
C
M
で
歌
わ
れ
て
い
る
長
距
離
フ
ラ

イ
ト
だ
。
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
、
生
き
心
地
の
良
さ
に
故

国
を
忘
れ
か
け
た
私
も
、
日
伯
の
往
復
切
符
を
多
用
し
、

浦
島
太
郎
に
な
ら
ず
に
日
本
に
住
み
着
い
て
い
る
。



多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン

特集

「
日
本
の
文
化
」展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の一

環
と
し
て
、
今
年
三
月「
多
み
ん
ぞ
く
ニ

ホ
ン
」セ
ク
シ
ョ
ン
が
新
設
さ
れ
た
。
本

館
展
示
場
の
最
後
を
し
め
く
く
る
一
角

に
在
日
外
国
人
を
取
り
あ
げ
た
意
義
は

大
き
い
。
じ
つ
は
、
こ
の
展
示
を
先
ど

り
す
る
か
た
ち
で
、
す
で
に一
〇
年
前
の

二
〇
〇
四
年
に
同
名
の
特
別
展
を
民
博

で
開
催
し
て
い
る
。
外
国
人
が
う
な
ぎ

の
ぼ
り
に
増
加
し
て
い
た
当
時
を
ふ
り

か
え
り
な
が
ら
、
今
日
の
多
み
ん
ぞ
く

ニ
ホ
ン
を
構
成
す
る
人
び
と
と
、
か
れ

ら
を
取
り
ま
く
状
況
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
、
特
別
展
﹁
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ

ン

︱
在
日
外
国
人
の
く
ら
し
﹂
の
構
想
を
練
っ
て
い

た
こ
ろ
、
日
本
で
は
外
国
人
が
急
増
し
は
じ
め
て
い
た
。

一
九
九
〇
年
の
約
一
〇
七
万
人
か
ら
一
二
年
の
あ
い
だ
に

八
〇
万
人
も
増
加
し
た
外
国
人
と
の
接
触
が
あ
ら
ゆ
る

場
所
で
は
じ
ま
っ
た
。
多
く
の
人
び
と
は
か
れ
ら
を
戸

惑
い
つ
つ
も
好
意
を
も
っ
て
う
け
と
め
た
が
、
文
化
摩
擦

や
受
け
入
れ
体
制
の
不
備
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
生

じ
て
い
た
。
展
示
で
は
外
国
人
の
生
活
を
近
距
離
か
ら

取
り
あ
げ
る
と
と
も
に
、
ご
み
や
騒
音
を
め
ぐ
る
摩
擦

や
情
報
不
足
の
た
め
孤
立
・
困
窮
す
る
か
れ
ら
へ
の
支

援
の
手
に
も
焦
点
を
あ
て
た
。

展
示
の
目
的
は
外
国
人
の
存
在
を
身
近
に
感
じ
、
近

い
将
来
に
予
想
さ
れ
る
か
れ
ら
と
の
共
存
の
道
を
さ
ぐ

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
外
国
人
の
増
加
と

日
本
社
会
へ
の
受
容
が
＂
順
調
に
＂
す
す
む
で
あ
ろ
う

と
い
う
推
測
が
あ
っ
た
。
三
か
月
足
ら
ず
で
特
別
展
は
終

了
し
た
が
、
来
館
者
の
肯
定
的
な
評
価
を
バ
ネ
に
常
設

展
示
へ
の
構
想
を
機
会
の
あ
る
ご
と
に
提
案
し
て
き
た
。

定
住
化
が
す
す
む
移
民

今
回
実
現
し
た
展
示
の
基
本
理
念
は
二
〇
〇
四
年
の

特
別
展
と
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
外
国
人
を

と
り
ま
く
状
況
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
か
つ
て
、
い
ろ
い

ろ
な
意
味
で
新
鮮
な
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
ニ
ュ
ー
カ

マ
ー
は
多
く
が
日
本
で
う
ま
れ
た
二
世
を
か
か
え
る
世

代
と
な
り
、
定
住
化
が
す
す
ん
で
い
る
。
外
国
人
と
い

う
名
称
に
な
ら
ん
で
移
民
と
い
う
こ
と
ば
も
耳
に
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。コ
リ
ア
ン
な
ど
四
、五
世
代
を
経
た
オ
ー

ル
ド
カ
マ
ー
も
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
へ
の
脚
光
と
と
も
に
改

め
て
移
民
と
し
て
の
存
在
を
模
索
し
は
じ
め
た
よ
う
だ
。

一
方
で
、
外
国
人
の
増
加
は
続
き
、
か
れ
ら
の
社
会
参

加
も
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
当
初
の
予
想
は
、
近

年
の
経
済
不
況
や
国
際
情
勢
の
な
か
で
修
正
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
。

試
練
の
時
代

在
日
外
国
人
を
め
ぐ
る
状
況
で
も
っ
と
も
大
き
な
変

化
は
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
は
じ
ま
る
経

済
不
況
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
に
二
二
三
万
人
の
ピ
ー
ク

に
達
し
た
在
日
外
国
人
数
は
職
を
失
っ
た
人
び
と
の
離

日
に
よ
り
減
少
し
は
じ
め
、
二
〇
一
三
年
に
は
二
〇
〇
万

人
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
一
時
三
二
万
も
い
た
ブ
ラ
ジ
ル

人
は
三
分
の
一
が
帰
国
し
、
日
本
に
残
っ
た
人
び
と
の
生

活
レ
ベ
ル
に
も
大
き
な
影
響
が
み
ら
れ
る
。
長
期
ロ
ー
ン

で
や
っ
と
手
に
入
れ
た
持
家
を
手
放
し
た
り
、
授
業
料

を
払
え
ぬ
家
庭
が
続
出
し
閉
鎖
に
お
い
こ
ま
れ
た
ブ
ラ

ジ
ル
人
学
校
の
話
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

一
方
で
﹁
日
本
に
は
移
民
政
策
が
な
い
﹂
と
い
わ
れ
て

き
た
状
況
が
変
わ
り
は
じ
め
て
い
る
。
少
子
化
と
将
来

の
労
働
力
不
足
の
下
支
え
に
移
民
労
働
者
の
導
入
が
検

討
さ
れ
始
め
て
い
る
。
高
度
人
材
と
短
期
の
低
賃
金
労

働
者
と
を
ポ
イ
ン
ト
制
度
で
選
別
し
入
国
や
滞
在
の
条

件
を
決
定
す
る
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
働
き
手
と
し
て

は
対
象
外
の
呼
び
寄
せ
家
族
や
難
民
は
社
会
の
お
荷
物

と
し
て
扱
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

日
本
人
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て

し
か
し
も
っ
と
深
刻
な
兆
し
も
あ
る
。
コ
リ
ア
ン
を
中

心
と
す
る
外
国
人
へ
の
憎
悪
的
言
動
だ
。
ネ
ッ
ト
の
世

界
で
ま
か
り
通
っ
て
い
る
お
ぞ
ま
し
い
こ
と
ば
が
、
真
昼

の
街
頭
で
も
目
や
耳
に
と
び
こ
ん
で
く
る
。
不
況
や
複

雑
な
国
際
情
勢
へ
の
不
満
の
は
け
口
で
は
済
ま
せ
な
い

不
寛
容
と
排
外
主
義
が
感
じ
ら
れ
る
。﹁
違
う
こ
と
は
い

い
こ
と
だ
﹂
と
い
っ
て
い
た
＂
多
文
化
共
生
＂
は
、
政
治

と
と
も
に
姿
を
あ
ら
わ
に
し
は
じ
め
た
単
一
民
族
志
向
の

勢
い
に
な
す
す
べ
は
な
い
よ
う
だ
。

と
は
い
え
日
本
は
、
民
族
の
境
界
を
固
め
、
閉
じ
こ

も
ろ
う
と
す
る
意
識
を
突
き
く
ず
せ
る
方
向
に
も
す
す

ん
で
い
る
。
今
日
ほ
ぼ
長
野
県
民
人
口
に
相
当
す
る
外

国
人
と
と
も
に
、
か
れ
ら
と
日
本
人
、
あ
る
い
は
か
れ
ら

同
士
の
あ
い
だ
で
の
ミ
ッ
ク
ス
の
子
ど
も
た
ち
と
そ
れ
を

見
て
育
つ
子
ど
も
た
ち
が
増
え
て
い
る
。
多
数
派
へ
の
同

化
と
そ
れ
に
抗
す
る
大
人
た
ち
の
動
き
の
狭は
ざ

間ま

で
、
今

や
新
生
児
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
る
ミ
ッ
ク
ス
の
子
ど

も
た
ち
は
大
人
が
拘
泥
し
て
き
た
国
家
や
民
族
、
言
語

の
境
を
そ
の
存
在
そ
の
も
の
で
超
え
、
革
新
的
な
グ
レ
ー

ゾ
ー
ン
の
領
域
を
広
げ
つ
つ
あ
る
。
境
界
固
守
の
妄
想

を
覚
醒
さ
せ
る
に
は
、
こ
と
ば
よ
り
は
る
か
に
効
果
が
あ

り
そ
う
だ
。

特
別
展「
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」

か
ら
一
〇
年

庄し
ょ
う

司じ 

博ひ
ろ

史し

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

中国人が来日する際に持参したかばん。
1920年代に使用された。
地域：兵庫県神戸市　標本番号 H0275654

ミックスの子どもたち。まんなかの子のお父さんは
アラブ系トルコ人、お母さんは日系ブラジル人
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朝
鮮
学
校
の
今

―
コ
リ
ア
ン
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
と
と
も
に

苦
学
し
て
夢
を
か
な
え
る
ネ
パ
ー
ル
人

藤ふ
じ

井い 

幸こ
う

之の

助す
け

　
関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

南み
な
み 

真ま

木き

人と

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

文
化
の
継
承
を

朝
鮮
学
校
。
多
く
の
読
者
に
は
未
知
の
存
在
、
あ

る
い
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
朝
鮮
の
こ
と
ば
や
文
化
・
歴
史
を

知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
、

歴
史
は
戦
前
か
ら
数
え
る
と
七
〇
年
を
超
え
る
。
現

在
、
福
岡
か
ら
北
海
道
ま
で
初
級
・
中
級
・
高
級
学
校
・

大
学
校
が
六
六
校
あ
る
。少
子
化
も
あ
い
ま
っ
て
、ピ
ー

ク
時
の
一
九
七
〇
年
代
に
比
べ
る
と
四
割
ほ
ど
に
ま
で

料
理
人
か
ら
留
学
生
へ

日
本
に
在
留
す
る
ネ
パ
ー
ル
人
は
約
三
万
二
千
人

に
の
ぼ
る
が
︵
二
〇
一
三
年
︶、
そ
の
約
半
数
は
イ
ン
ド

な
い
し
は
ネ
パ
ー
ル
料
理
店
で
働
く
料
理
人
と
そ
の

呼
び
寄
せ
家
族
で
あ
る
。
イ
ン
ド
料
理
店
で
あ
っ
て

も
働
い
て
い
る
の
は
ネ
パ
ー
ル
人
と
い
う
店
が
少
な

く
な
い
の
だ
。
と
は
い
え
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
に
新

規
の
イ
ン
ド
料
理
店
が
開
店
し
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
飽

和
し
て
き
て
い
る
な
か
、
ネ
パ
ー
ル
人
料
理
人
の
増

加
率
は
以
前
ほ
ど
高
く
な
い
。
今
や
ネ
パ
ー
ル
人
の

在
留
資
格
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
﹁
留
学
﹂
な
の
で

あ
る
。

な
か
で
も
こ
こ
数
年
急
増
し
て
い
る
の
が
、
日
本

語
学
校
な
ど
の
専
門
学
校
に
通
う
若
者
で
あ
る
。
四

年
制
大
学
の
入
学
を
目
指
し
日
本
語
を
学
ん
で
い
る

人
も
い
る
が
、
大
多
数
の
人
は
働
き
な
が
ら
日
本
語

を
二
年
間
学
び
、
さ
ら
に
三
年
、
ビ
ジ
ネ
ス
I
T
や

工
学
な
ど
の
専
門
学
校
へ
通
う
こ
と
を
志
す
。
そ
れ

が
可
能
と
な
る
の
は
、留
学
生
が
﹁
資
格
外
活
動
許
可
﹂

さ
え
得
れ
ば
一
週
二
八
時
間
ま
で
、
学
校
の
長
期
休
業

期
間
は
一
日
八
時
間
ま
で
報
酬
を
受
け
る
活
動
が
で
き

る
か
ら
だ
。
ま
た
、
人
材
確
保
に
苦
労
す
る
地
方
の

食
品
製
造
業
や
機
械
製
造
業
な
ど
が
、
そ
の
解
決
策

と
し
て
留
学
生
の
パ
ー
ト
労
働
に
期
待
し
て
い
る
か
ら

で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
ネ
パ
ー
ル
の
大
学
を
卒
業
し
た

減
少
し
て
い
る
。
日
本
の
学
校
教
育
法
で
は
第
一
条
に

規
定
さ
れ
た
学
校
で
は
な
く
、
各
種
学
校
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
中
身
を
見
て
み
る
と
、
日
本
の
教
育

と
遜
色
の
な
い
内
容
を
朝
鮮
語
で
お
こ
な
う
民
族
学

校
と
し
て
、
数
少
な
い
言
語
継
承
の
場
で
も
あ
る
。

朝
鮮
学
校
に
子
ど
も
を
通
わ
せ
る
二
世
や
三
世
の

親
た
ち
の
多
く
は
、
自
身
も
朝
鮮
学
校
の
出
身
だ
。

朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
も
て
る
よ
う
、
自
分

た
ち
が
経
験
し
て
き
た
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
さ
せ

て
や
り
た
い
と
い
う
。

な
か
に
は
日
本
学
校
に

通
い
、
民
族
的
な
こ
と

を
学
べ
な
か
っ
た
後
悔

か
ら
、
子
ど
も
に
は
朝

鮮
学
校
で
朝
鮮
語
を

し
っ
か
り
学
ば
せ
た
い

と
い
う
親
も
い
る
。
子

ど
も
た
ち
の
多
く
は
三

世
や
四
世
で
、
朝
鮮
籍
・

韓
国
籍
の
ほ
か
に
、
父

母
の
ど
ち
ら
か
が
日
本

人
と
い
う
子
ど
も
も
い

る
。
朝
鮮
学
校
を
卒
業

し
、
日
本
の
大
学
や
社

若
者
は
、
一
〇
〇
万
円
ほ
ど
の
初
年
度
経
費
を
借
金
し

て
で
も
工
面
し
来
日
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

整
備
さ
れ
る
留
学
シ
ス
テ
ム

一
方
、
少
子
化
と
中
国
や
韓
国
か
ら
の
留
学
生
の
減

少
を
危
惧
す
る
日
本
の
専
門
学
校
は
、
福
島
原
発
事

故
後
も
増
加
し
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
と
ネ
パ
ー
ル
か
ら
の

留
学
生
に
熱
い
視
線
を
お
く
る
。
例
え
ば
カ
ト
マ
ン

ド
ゥ
で
催
さ
れ
た
﹁
日
本
留
学
フ
ェ
ア
二
〇
一
三
﹂
で

は
、
二
〇
の
日
本
語
学
校
が
ブ
ー
ス
を
出
し
、
日
本
人

職
員
が
熱
心
に
応
対
し
て
い
た
。
ネ
パ
ー
ル
側
も
留

会
で
活
躍
し
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
。

子
ど
も
た
ち
は
両
親
・
祖
父
母
は
も
ち
ろ
ん
、
学

校
の
教
職
員
や
地
域
の
同
胞
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
非
常

に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。
上
の
子
は
下
の
子
た
ち
の
面

倒
を
よ
く
見
る
。
運
動
会
な
ど
一
家
総
出
で
応
援
に

来
て
、
お
昼
は
み
ん
な
一
緒
に
弁
当
を
つ
つ
く
。

少
人
数
の
強
み

た
だ
、
い
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
日
朝
関
係
が

か
ん
ば
し
く
な
い
な
か
、
世
間
の
無
知
や
偏
見
か
ら
、

朝
鮮
学
校
に
対
す
る
風
当
た
り
は
並
大
抵
の
も
の
で

は
な
い
。
高
校
授
業
料
無
償
化
の
不
適
用
や
地
方
自

治
体
か
ら
の
補
助
金
不
交
付
な
ど
、
あ
か
ら
さ
ま
な

差
別
に
つ
い
て
は
、
国
連
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
か

ら
日
本
政
府
に
対
し
、
是
正
勧
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
学
校
数
や
児
童
生
徒
数
は
減
少
気
味
で
あ

る
が
、
人
数
が
少
な
い
こ
と
が
幸
い
す
る
こ
と
も
あ
る
。

芸
術
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
て
、
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ

の
男
の
子
た
ち
も
発
表
会
が
近
づ
く
と
伝
統
打
楽
器

の
チ
ャ
ン
ゴ
や
プ
ク
や
合
唱
だ
っ
て
練
習
す
る
。
本
番

で
は
定
番
の
民
族
舞
踊
や
伝
統
楽
器
の
演
奏
の
ほ
か

に
、
K

－

P
O
P
に
ダ
ン
ス
ま
で
飛
び
出
し
、
芸
達

者
が
多
い
。

朝
鮮
学
校
で
学
ぶ
子
ど
も
た
ち
も
日
本
社
会
を
構

成
す
る
大
切
な
メ
ン
バ
ー
だ
。
か
れ
ら
と
と
も
に
ど
う

生
き
て
い
く
の
か
。
今
こ
そ
日
本
社
会
が
変
わ
る
チ
ャ

ン
ス
で
も
あ
る
。

学
を
仲
介
す
る
教
育
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
が
急
増

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ど
こ
の
地
方
入
国
管
理
局
が
在

留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
率
、
す
な
わ
ち
留
学
の

成
功
率
が
高
い
か
と
い
っ
た
数
値
ま
で
が
共
有
さ
れ
、

留
学
生
の
送
り
出
し
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

日
本
で
は
震
災
復
興
と
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
よ

る
建
築
ラ
ッ
シ
ュ
を
ひ
か
え
、
外
国
人
技
能
実
習
制
度

の
改
定
に
よ
っ
て
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
拡
大

を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
専
門
学
校
へ
の
留
学
と

資
格
外
活
動
は
、
外
国
人
に
単
純
労
働
の
門
戸
を
開

い
た
先
行
す
る
形
態
と
し
て
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

苦
学
し
て
五
年
後
に
、
日
本
の
会
社
へ
就
職
す
る
ネ

パ
ー
ル
人
の
若
者
が
増
え
る
日
も
遠
く
な
い
だ
ろ
う
。

上：文化祭の一場面（2012年6月、北大阪朝鮮初中級学校）
下：休み時間の子どもたち（2013年6月、中大阪朝鮮初級学校）

上：教育コンサルタント会
社の宣伝バナー（2013年3
月、カトマンドゥ）
中：「日本留学フェア2013」
の受付。入場は無料（3月、
カトマンドゥ）
下：多くの在留ネパール
人が集ったNepal Festival 
2013（9月、上野公園）
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陳ち
ぇ
ん 

天て
ぃ
ぇ
ん
し璽

　
早
稲
田
大
学 

准
教
授
・
民
博 

特
別
客
員
教
員

中
華
学
校
の
子
ど
も
た
ち
に
み
る
ニ
ホ
ン

は
じ
ま
り
は
港
町

中
国
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
え
ば
、
神
戸
、
横
浜
な
ど

中
華
レ
ス
ト
ラ
ン
が
軒
を
連
ね
る
中
華
街
を
想
起
す
る

人
が
多
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
港
町
へ
、
幕
末
の
開
港
に

と
も
な
い
多
く
の
西
洋
人
が
買ば
い

弁べ
ん
︵
仲
買
人
︶
と
よ
ば
れ

る
中
国
人
を
伴
っ
て
や
っ
て
き
た
。
中
華
街
が
洋
館
の

立
ち
並
ぶ
元
町
附
近
に
位
置
す
る
の
は
、
そ
ん
な
歴
史

的
由
縁
が
あ
る
。
近
所
を
散
策
す
る
と
、
し
ば
し
ば
日

本
の
近
代
化
に
関
係
す
る
史
跡
の
ほ
か
、
改
革
開
放
以

前
よ
り
在
住
し
て
い
る
老ろ
う

華か

僑き
ょ
うが
設
立
し
た
中
華
学
校
、

関か
ん

帝て
い

廟び
ょ
うな
ど
の
宗
教
施
設
、
会
館
や
同
郷
会
な
ど
の
互

助
組
織
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
現
在
の
在
日
中
国
人
の
分
布
を
見
て
み
る

と
、
じ
つ
は
東
京
在
住
者
が
も
っ
と
も
多
く
、
つ
い
で
神

奈
川
、
大
阪
、
埼
玉
、
愛
知
、
千
葉
な
ど
に
集
中
し
て

い
る
。
こ
れ
は
一
九
七
九
年
の
改
革
開
放
以
降
よ
り
、
引

き
続
き
来
日
し
て
い
る
中
国
人
留
学
生
を
は
じ
め
と
す

る
新
華
僑
に
起
因
す
る
。
一
九
八
〇
年
代
初
期
ま
で
、
在

日
中
国
人
人
口
は
台
湾
出
身
者
も
含
め
五
万
人
ほ
ど
を

推
移
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
中
国
か
ら
の
留
学
生
、
研
修

生
、
帰
国
者
な
ど
の
来
日
が
増
え
、
昨
年
末
の
国
籍
別

在
留
外
国
人
︵
登
録
外
国
人
︶
統
計
に
よ
る
と
、
今
で
は

六
五
万
人
に
上
る
。
中
国
人
は
在
日
外
国
人
の
三
分
の
一

を
占
め
、
最
大
の
外
国
人
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
た
。
こ
の
ほ

叶
っ
た
夢

初
め
て
わ
た
し
が
兵
庫
県
神
戸
市
長
田
区
の
在
日
ベ

ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
訪
れ
た
の
は
、
特
別
展
﹁
多

み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
﹂
が
開
催
さ
れ
た
二
〇
〇
四
年
の
こ
と

だ
っ
た
。
こ
の
一
〇
年
間
、
わ
た
し
は
、
多
く
の
子
ど
も

た
ち
の
成
長
や
、
新
し
い
命
の
誕
生
を
見
て
き
た
。
当
時
、

か
に
も
、
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
中
国
系
が
一
一
万
人
以

上
、
非
正
規
滞
在
者
が
二
～
三
万
人
、
さ
ら
に
は
国
際
結

婚
家
族
で
中
国
系
の
親
を
も
つ
子
も
含
め
る
と
、
在
日

中
国
系
の
人
口
は
八
〇
万
人
を
ゆ
う
に
超
え
る
だ
ろ
う
。

今
ど
き
の
中
華
学
校

人
口
が
増
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
多
様
化
も
進
ん

で
い
る
。
中
国
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
縮
図
で
あ
る
横
浜
中

華
学
院
か
ら
は
、
そ
の
実
態
が
見
え
て
く
る
。
近
年
、

中
華
学
校
へ
の
入
学
を
希
望
す
る
親
御
さ
ん
が
増
え
て

い
る
が
、
生
徒
の
背
景
を
見
る
と
、
祖
父
も
日
本
生
ま

れ
と
い
う
華
人
四
世
の
子
、
台
湾
生
ま
れ
で
親
の
仕
事

の
関
係
で
来
日
し
た
子
、
片
親
が
日
本
人
も
う
一
方
の
親

が
中
国
系
の
子
、
欧
米
人
の
父
と
中
国
人
の
母
を
も
つ

子
、
な
か
に
は
中
国
系
の
血
筋
を
も
た
な
い
子
も
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
が
同
じ
教
室
で

学
ん
で
い
る
。
授
業
言
語
は
い
う
ま
で
も
な
く
中
国
語

で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
獅
子
舞
な
ど
中
国
伝
統
芸
能

を
身
に
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
好
き
な
遊
び
は
パ
ズ
ド

ラ
、
大
好
物
は
カ
レ
ー
だ
。

こ
れ
か
ら
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
、
そ
し
て
、

在
日
中
国
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
こ
れ
だ
け
多
様
化
し
て
い

る
の
を
み
る
と
、
そ
れ
を
内
包
し
て
い
る
日
本
社
会
は

確
実
に
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
と
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

二
歳
だ
っ
た
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人
二
世
の
女
の
子
は
、
現
在

は
小
学
校
六
年
に
な
り
、
す
っ
か
り
少
女
へ
と
成
長
し

た
。
そ
の
一
方
で
、
大
切
な
家
族
と
の
永
遠
の
別
れ
に
直

面
し
、
深
い
悲
し
み
に
包
ま
れ
た
人
び
と
の
姿
も
見
て

き
た
。
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人
が
難
民
と
し
て
日
本
と
い
う

地
に
根
を
下
ろ
し
始
め
て
か
ら
、
三
九
年
が
経
過
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、

確
実
に
日
本
社
会
に
根
付
き
つ
つ
あ
る
が
、
依
然
と
し

て
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ゆ
え
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。

前
回
の
特
別
展
か
ら
今
回
の
常
設
展
示
の
実
現
ま
で

の
一
〇
年
で
、
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
起

こ
っ
た
も
っ
と
も
大
き
な
出
来
事
は
、
ベ
ト
ナ
ム
寺
が
建

て
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
信
仰
の
拠よ

り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

自
分
た
ち
の
寺
を
も
つ
こ
と
は
、
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人
仏

教
徒
に
と
っ
て
悲
願
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
二
年
五
月
に
お

こ
な
わ
れ
た
落
成
式
で
は
、
涙
な
が
ら
に
今
日
と
い
う

日
を
迎
え
ら
れ
た
喜
び
を
語
る
女
性
の
姿
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
一
三
年
に
は
、
兵
庫
県
姫
路
市
に
も
ベ
ト

ナ
ム
寺
院
二
寺
が
建
て
ら
れ
た
。
日
本
に
お
け
る
ベ
ト
ナ

ム
寺
は
、
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人
仏
教
徒
の
た
め
の
信
仰
の

場
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
伝
統
行
事
を
お

こ
な
う
文
化
継
承
の
場
、
日
本
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
講

師
に
招
き
日
本
語
教
室
を
お
こ
な
う
相
互
交
流
の
場
と

ベ
ト
ナ
ム
寺
の
建
立

―
ベ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
現
在

野の

上が
み 

恵え

美み

　
神
戸
大
学
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
科

し
て
、
地
域
の
人
び
と
の
生
活
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に

す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

第
二
世
代
が
つ
く
る
希
望

近
年
で
は
日
本
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
人
口
が
、
結

婚
や
留
学
に
よ
っ
て
増
加
し
て
お
り
、
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
模
は
拡
大
し
、
活
発
化
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
ば
の
問
題
や
差
別
、

そ
し
て
二
世
の
教
育
な
ど
、
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
問
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

一
世
の
高
齢
化
と
い
う
問
題
も
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
日
本
社
会
の
問
題
と
し
て
日
本
人
も
考
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
方
で
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人

二
世
た
ち
も
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
若

い
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人
の
姿
か
ら
、
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
さ
ら
な
る
可
能
性
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。

上：休み時間、教室で過ごす生徒たちのようす
右上：クリスマス会に龍舞をする横浜中華学院の生徒たち
右下：大阪中華学校の教室

上：姫路市D寺での灌仏会（かんぶつえ）〈花祭〉の
ようす（2013年5月）
下：神戸市カトリック教会での旧正月のつどいの
ようす（2014年2月）

神戸市長田区に建立された寺の仏像
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ブ
ラ
ジ
ル
人
の
足
あ
と

新
大
久
保
・
イ
ス
ラ
ー
ム
横
丁
の
今

拝は
い

野の 

寿す

美み

子こ

　
神
田
外
語
大
学
非
常
勤
講
師

菅す
が

瀬せ 

晶あ
き

子こ

　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

帰
国
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
人

日
本
に
住
む
ブ
ラ
ジ
ル
人
は
二
〇
一
三
年
末
現
在
お
よ

そ
一
八
万
人
。
ピ
ー
ク
時
︵
二
〇
〇
七
年
末
︶
の
三
二
万

人
か
ら
半
減
す
る
の
は
、
も
は
や
時
間
の
問
題
だ
。
集

住
地
の
雇
用
現
場
で
は
﹁
ブ
ラ
ジ
ル
人
不
足
﹂
が
嘆
か
れ
、

か
つ
て
は
二
〇
〇
名
を
超
え
て
い
た
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
学

校
の
就
学
者
も
今
で
は
二
ケ
タ
に
な
っ
た
。
改
定
入
管

変
わ
り
ゆ
く
ふ
る
さ
と

﹁
新
大
久
保
出
身
﹂
と
い
う
と
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
﹁
あ
あ
、外
国
人
が
た
く
さ
ん
い
る
と
こ
ろ
で
す
よ
ね
﹂

と
言
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
ば
の
陰
に
は
た
い
て
い
、
マ
ス

コ
ミ
が
喧
伝
す
る
﹁
国
際
犯
罪
の
温
床
﹂
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
隠
れ
て
い
て
、
あ
ま
り
よ
い
気
分
は
し
な
か
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
に
は
こ
の
界か
い

隈わ
い

の
東
南
ア
ジ
ア
料
理
店
が

エ
ス
ニ
ッ
ク
ブ
ー
ム
を
牽け
ん

引い
ん

し
、
そ
の
後
二
〇
〇
二
年
の

日
韓
共
催
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
契
機
に
、﹁
韓

流
の
街
﹂
と
し
て
名
を
馳は

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
今
、
こ
の
街
で
も
っ
と
も

勢
い
が
あ
る
の
は
ム
ス
リ
ム
だ
。
な
に
し
ろ
﹁
イ
ス
ラ
ー

ム
横
丁
﹂と
よ
ば
れ
る
一
角
ま
で
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
京
有
数
の
ム
ス
リ
ム
タ
ウ
ン
へ

二
〇
〇
六
年
の
早
春
、
J
R
新
大
久
保
駅
か
ら
実
家

へ
向
か
う
途
上
で
、
い
き
な
り
﹁
中
東
の
市
場
の
匂
い
﹂

が
濃
厚
に
漂
っ
た
。
シ
ナ
モ
ン
や
ク
ミ
ン
、
カ
ル
ダ
モ
ン

な
ど
、
幾
種
類
も
の
ス
パ
イ
ス
が
混
じ
り
あ
っ
た
そ
の
匂

い
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を
お
も
な
調
査
地
と
す
る
わ
た
し
に

と
っ
て
嗅
ぎ
慣
れ
た
も
の
で
あ
る
。
匂
い
の
出
所
を
探
る

と
、
路
地
裏
に
イ
ン
ド
人
ム
ス
リ
ム
が
ハ
ラ
ー
ル
食
材
店

を
開
店
し
て
い
た
。
雑
然
と
し
た
店
構
え
で
は
あ
っ
た

が
、
客
が
ひ
き
も
き
ら
ず
、
誰
も
が
両
手
い
っ
ぱ
い
に
食

材
を
買
い
込
ん
で
ゆ
く
。
彼
ら
の
最
大
の
お
目
当
て
は
、

法
が
施
行
さ
れ
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
急
増
し
た
一
九
九
〇
年

か
ら
、
ま
も
な
く
二
五
年
を
迎
え
る
。

今
か
ら
お
よ
そ
三
〇
年
前
、
イ
ン
フ
レ
率
が
二
〇
〇
〇

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
ほ
ど
の
経
済
的
混
乱
が
ブ
ラ
ジ

ル
人
の
国
外
流
出
を
促
し
た
の
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
代

半
ば
以
降
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
経
済
新
興
国
と
称
さ
れ
再
び

世
界
中
か
ら
移
民
が
集
ま
る
国
と
な
っ
た
。
海
外
在
住

ブ
ラ
ジ
ル
人
の
帰
国
も
相
次
い
で
い
る
。

取
り
込
み
、
飛
び
込
ん
で
い
く

二
五
年
と
い
う
歳
月
が
残
し
た
も
の
は
決
し
て
少
な

く
な
い
。
特
に
集
住
地
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
地
域
の

人
び
と
が
共
生
す
る
な
か
で
、
相
手
を
自
ら
に
取
り
込

も
う
、
自
ら
相
手
に
飛
び
込
も
う
と
い
う
試
み
が
な
さ

れ
て
き
た
。
シ
ュ
ラ
ス
コ
サ
ン
ド
も
そ
の
ひ
と
つ
。
サ
ン

ド
イ
ッ
チ
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
シ
ュ
ラ
ス
コ
︵
ブ
ラ
ジ
ル

の
代
表
的
な
料
理
で
あ
る
肉
の
串
刺
し
︶
が
、
日
本
語
の
メ

ニ
ュ
ー
を
大
き
く
掲
げ
た
ト
ラ
ッ
ク
で
移
動
販
売
さ
れ
て

い
る
。
群
馬
県
大
泉
町
に
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
向
け
の
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、
日
本
人
顧
客
を
獲
得
す
る
た
め

の
店
員
へ
の
日
本
語
の
授
業
が
始
ま
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
人

が
設
立
し
た
教
会
で
は
、
日
本
人
向
け
の
ミ
サ
が
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
代
表
的
な
集
住
地
で

あ
る
浜
松
市
に
本
社
を
置
く
日
本
の
食
品
製
造
販
売
会

社
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
軽
食
で
あ
る
パ
ス
テ
ル
を
日
本
人
に

当
時
ま
だ
日
本
で
は
貴
重
だ
っ
た
ハ
ラ
ー
ル
肉
で
あ
っ
た
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
作
法
に
の
っ
と
っ
て
加
工
さ
れ
た
ハ
ラ
ー

ル
の
冷
凍
肉
を
、
こ
の
店
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ブ
ラ
ジ

ル
か
ら
仕
入
れ
、
販
売
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ほ
ど
な
く
し
て
こ
の
店
は
表
通
り
に
進
出
し
、
見
る

間
に
ラ
イ
バ
ル
店
も
増
え
、
一
帯
は
東
京
有
数
の
ム
ス
リ

ム
の
情
報
交
換
の
場
に
ま
で
な
っ
た
。
店
の
仕
入
れ
ル
ー

ト
も
輸
入
の
み
で
は
な
く
日
本
市
場
と
か
か
わ
る
よ
う

に
な
り
、
今
で
は
ハ
ラ
ー
ル
肉
を
群
馬
県
の
専
用
加
工
場

で
生
産
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
外
国
人
ム
ス
リ
ム
で

占
め
ら
れ
て
い
た
客
層
も
次
第
に
変
化
し
、
本
場
ト
ル

コ
の
職
人
が
手
掛
け
る
ケ
バ
ブ
・
ス
タ
ン
ド
に
は
地
元
の

高
校
生
が
列
を
な
し
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
料
理
フ
ァ
ン
の
多
彩

な
年
齢
層
の
日
本
人
が
、
手
に
入
り
に
く
い
食
材
を
求

め
て
全
国
か
ら
や
っ
て
く
る
。
国
籍
も
人
種
も
さ
ま
ざ

ま
な
人
び
と
が
、
日
本
語
を
共
通
語
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
姿
は
、
な
か
な
か
感
慨
深
い
。﹁
国

際
犯
罪
の
温
床
﹂
か
ら
真
の
国
際
都
市
へ
と
、
新
大
久

保
が
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
証あ
か
しが

、
こ
こ
に
あ
る
。

な
じ
み
の
あ
る
味
付
け
に
し
て
商
品
化
し
、
店
舗
を
首

都
圏
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。

異
文
化
と
の
出
合
い
は
自
文
化
を
豊
か
に
す
る
と
い

う
が
、
二
五
年
を
経
て
よ
う
や
く
そ
れ
を
確
か
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
商
品
の
よ
う
に
形
あ
る
文
化
は

わ
か
り
や
す
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
の
共
生
で
わ
た
し
た
ち

日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
の
か
。
一
方

で
、
そ
の
多
く
が
二
〇
代
と
な
っ
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
第

二
世
代
は
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
。

彼
ら
は
わ
た
し
た
ち
の
社
会
を
映
し
出
す
鏡
で
も
あ
る
。

両
者
の
内
面
に
あ
る
目
に
は
見
え
な
い
お
互
い
の
足
あ
と

を
辿た
ど

る
作
業
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

シュラスコサンド移動販売車

ブラジル人が通う大泉町の教会。日本語とポルトガル語が併記されているハラールフードをあつかうお店の店内 新大久保のイスラーム横丁

みんぱくで展示されているケバブ店の看板。ケバブ丼まである。
標本番号 H0274584
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集めてみました世界の

台湾
フタ付きの竹筒。稈（かん）が
太いゾウタケに紐を付けて背
負い、谷から水を村まで運ぶ。
H 99 x D 12

H0009471

パプア・ニューギニア
ヒョウタン製。アフリカ原産のヒョウタン
は人類最古の栽培植物のひとつといわ
れるだけに、土器に先立って世界各地
で使われていたようだ。水容器として重
宝なので、水のシンボルともなり、また、
中空の中味は異界とつながる、という説
話も数多い。この資料も、本来はフタ
があるはずだが、見当たらなかった。
H 21 x W 12 x D 61

H0001368

コロンビア
ガラスビンに編み物をかぶせて
持ち運びの便を図ったもの。
H 22 x D 8.3

H0028633

日本（山口県）
竹筒。日本のタケは小振りで、
水の容器として古来重宝され、
室町ごろまでは単に「筒（つつ）」
とよばれ、やがて水筒の語源
と原型になった。時代劇でも、
似た筒がよく見られる。
H 37 x D 10

H0018825

マレーシア
死者を弔うために燃やす紙製水筒は、
中国系の人びとが供物用の紙銭の
一種として正月などの祭礼の際に焼
き、別世界の人びとに送り出すもの
だ。こうしたバーチャルな用途の道具
も、文化の奥深さを物語る。
H 34 x D 10

H0198005

ナミビア
ダチョウの卵の殻で作ら
れた土産用の水筒。栓と
毛皮の袋が付いている。
H 15 x W 13 x D 13

H0204327

ハンガリー
左の木製、右の陶製、これら二点のように、素材
は異なるが形はそっくりの水筒は、道具を使う人
の所作が極めて保守的であることを示しているの
かも知れない。

（左）H 29 x W 23 x D 11

　　H0031672

（右）H 25 x W 19 x D 8.7

　　H0031671

イラク
羊の革製。表皮を縫い合わせたもので、飲み口などは紐
でしばったものか。植物資源の乏しい乾燥地域や長距
離を移動する遊牧民のあいだでは、皮を縫い合わせたり、
胃袋や膀胱（ぼうこう）などの内臓を使った水筒がよく見
られる。軽くて耐水性があり、割れない袋類は、安全確
実な水筒である。
H 2.2 x W 38 x D 87

H0088167

２０１０年に3ヵ月間開催された企画展「水の器　手のひらから地球まで」
に備え、民博所蔵の世界の水の器を調べたことがある。もっとも興味深
かったのは、素材や製法、使用法が、地域の自然環境・文化・技術を
如実に反映している点だ。ここに紹介する水筒も、植物素材、動物素材、
陶器、工業製品までバラエティに富み、まさに道具とは、人間と環境を
つなぐメディアであり、文化を「もの語る」ことを、あらためて実感できる。
エコロジーの観点もふくめ、水筒を見直してみてはいかがだろうか。

久
く

保
ぼ

 正
まさ

敏
とし

　文化資源研究センター

※寸法の単位はセンチメートルです。

インド
名札がついている通学用の水筒。学
校での水事情を考慮し水筒を持参さ
せたものか。わたしも、魔法瓶型やペッ
トボトルが普及する以前の遠足などで
似た水筒を使ったことを思い出す。
H 20 x W 14 x D 10

H0200909
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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

特
別
展

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
」

人
間
の
作
り
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
は
た
ら
き
や
受
け

と
め
ら
れ
方
に
、
人
類
共
通
の
普
遍
性
が
あ
る
の
か

否
か
を
さ
ぐ
り
ま
す
。

会
期　

9
月
11
日
（
木
）〜
12
月
9
日
（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

企
画
展

「
未
知
な
る
大
地

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
自
然
と
文
化
」

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
自
然
、
そ
こ
に
住
む
イ
ヌ
イ
ッ

ト
の
人
び
と
の
歴
史
と
文
化
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

9
月
4
日
（
木
）〜
11
月
18
日
（
火
）

会
場　

企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
彫
像
ト
ゥ
ピ
ラ
ク
を
作
ろ
う
」

紙
粘
土
を
使
っ
て
ト
ゥ
ピ
ラ
ク
を
作
り
ま
す
。

日
時　

9
月
7
日
（
日
）
13
時
30
分
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
、
企
画
展
示
場

※
要
事
前
申
込
（
先
着
順
）、
参
加
費
5
0
0
円
（
要

展
示
観
覧
券
）、
小
学
1
年
生
以
上
対
象
、
定
員
15
名

お
問
い
合
わ
せ
先

情
報
企
画
課　

電
話　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
5
3
2

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
ヒ
ア・
ア
ン
ド・
ゼ
ア
」

出
稼
ぎ
先
か
ら
メ
キ
シ
コ
の
故
郷
の
村
に
帰
っ
て
き
た

男
と
家
族
の
生
活
を
見
つ
め
て
い
き
ま
す
。

日
時　

8
月
30
日
（
土
）
13
時
30
分
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館
講
堂

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

※
当
日
11
時
30
分
よ
り
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
に
て
メ
キ
シ
コ

移
民
映
画
に
つ
い
て
の
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
あ
り

研
究
公
演

「
伝
統
芸
能
パ
ン
ソ
リ
に
よ
る
韓
国
文
化
の
理
解
」

舞
台
公
演
お
よ
び
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
パ
ン

ソ
リ
の
世
界
を
体
験
で
き
ま
す
。

日
時　
9
月
15
日
（
月
・
祝
）
13
時
30
分
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館
講
堂

※
要
事
前
申
込
（
8
月
21
日
必
着
）、
参
加
無
料

み
ん
ぱ
く
創
設
40
周
年
記
念  

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
み
ん
ぱ
く
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
。
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
3
0
0
0
円

8
月
6
日
（
水
）　

福
岡
正
太
（
本
館 

准
教
授
）

島
の
ま
つ
り
に
人
が
つ
ど
う
―
鹿
児
島
県
硫
黄
島

8
月
20
日
（
水
）　

横
山
廣
子
（
本
館 

准
教
授
）

ト
ン
パ
村
―
雲
南
シ
ャ
ン
グ
リ
ラ
に
芽
生
え
た

文
化
復
興

8
月
27
日
（
水
）　

野
林
厚
志
（
本
館 

教
授
）

五
年
に
一
度
、
祖
先
に
会
う

―
台
湾 

パ
イ
ワ

ン
族
の
五
年
祭

お
申
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

み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
4

◆
展
示
場
ク
イ
ズ「
み
ん
ぱ
Q
」

日
本
の
文
化
「
沖
縄
の
く
ら
し
」「
多
み
ん
ぞ
く
ニ

ホ
ン
」
編　

8
月
26
日
（
火
）
ま
で

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

会
場　

企
画
展
示
場

博
学
連
携
教
員
研
修
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
2
0
1
4
in
み
ん
ぱ
く

「
学
校
と
博
物
館
で
つ
く
る
国
際
理
解
教
育

―
セ
ン
セ
イ
も
つ
く
る・
あ
そ
ぶ・
た
の
し
む
―
」

本
館
を
活
用
し
た
国
際
理
解
教
育
の
実
践
事
例
の

紹
介
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
、
博
学
連
携
の

意
義
や
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

8
月
5
日
（
火
）
10
時
20
分
〜
17
時

会
場　

本
館
講
堂
、
セ
ミ
ナ
ー
室
、
本
館
展
示
場
内

※
参
加
無
料
（
要
事
前
申
込
、
当
日
参
加
も
可
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

情
報
企
画
課　

F
A
X 
0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
4
2

連
続
講
座 「
台
湾
文
化
を
知
る
」

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

日
時　

8
月
10
日
（
日
） 

14
時
〜
16
時

講
師　

謝
仕
淵
（
国
立
台
湾
歴
史
博
物
館
研
究
組

組
長
）

話
題　

嘉
農
と
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｏ

―
甲
子
園
を
目
指
し

た
台
湾
球
児
た
ち

日
時　

8
月
31
日
（
日
） 

14
時
〜
16
時

講
師　

野
林
厚
志
（
本
館 

教
授
）

話
題　
悪
い
魚
と
普
通
の
魚
―
タ
オ
族
の
魚
食
文
化

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
定
員
80
名

み
ん
ぱ
く
秋
の
遠
足
・
校
外
学
習
事
前
見
学
＆
ガ
イ
ダ
ン
ス

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

さ
れ
る
学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し
た
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。

実
施
日　

8
月
22
日
（
金
）、
25
日
（
月
）

時
間　

14
時
〜
17
時

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

8
月
11
日
（
月
）〜
24
日
（
日
）
は
、
家
族
で
お
出

か
け
節
電
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
高
校
生
以
下
・
65

歳
以
上
の
方
は
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
み
ん
ぱ
く
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
5
回　

9
月
6
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
企
画
展「
未
知
な
る
大
地 

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
自
然
と
文
化
」
関
連
】

極
北
の
孤
島
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る

気
候
変
動
と
文
化
の
変
遷

講
師　
岸
上
伸
啓
（
本
館 

教
授
）

北
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
北
東
沖
に
世
界
最
大
の
島
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド

は
あ
り
ま
す
。
現
在
は
イ
ヌ
イ
ッ
ト
が
住
ん
で
い
ま
す
。
人
類
が

そ
こ
に
進
出
し
た
の
は
今
か
ら
四
五
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
し

た
。
同
島
は
、
一
年
を
と
お
し
て
厚
い
氷
河
が
大
部
分
を
覆
う
氷

の
島
で
す
。
と
こ
ろ
が
一
〇
世
紀
末
に
入
植
し
た
バ
イ
キ
ン
グ
は
、

「
緑
の
大
地
」
と
よ
ん
で
い
ま
し
た
。
氷
の
島
が
な
ぜ
「
緑
の
大

地
」
な
の
か
と
い
う
疑
問
に
も
と
づ
き
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
お

け
る
文
化
の
盛
衰
や
交
替
を
、
気
候
変
動
と
の
関
係
か
ら
紹
介
し

ま
す
。

第
4
3
6
回　

10
月
4
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
特
別
展「
イ
メ
ー
ジ
の
力

―
国
立
民
族
学
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」
関
連
】

ア
ー
ト
（
美
術
）
と
人
類
学
の
あ
い
だ

―
特
別
展
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
に
よ
せ
て

講
師　
𠮷
田
憲
司
（
本
館 

教
授
）

※
い
ず
れ
も
、
講
演
会
終
了
後
に
１
時
間
程
度
の
展
示
場
見
学
会

を
お
こ
な
い
ま
す
。

東
京
講
演
会

会
場　
モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
５
Ｆ
サ
ロ
ン

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
）

※
一
般
の
方
も
参
加
可
能
で
す
（
参
加
費
5
0
0
円
）

第
1
1
0
回　

10
月
19
日
（
日
）
14
時
〜
15
時

多
み
ん
ぞ
く
の
街
・
新
大
久
保
と
ハ
ラ
ー
ル
フ
ー
ド
産
業

講
師　
菅
瀬
晶
子
（
本
館 

助
教
）

※
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
。

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
寄
せ
く
だ
さ
い
。
展
示
場
で
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

8
月
3
日
（
日
）

話
者　
久
保
正
敏
（
本
館 

教
授 

副
館
長
）

話
題　
心
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
何
か

―
イ
メ
ー
ジ
・
メ
デ
ィ
ア
論

8
月
10
日
（
日
）

話
者　
山
本
泰
則
（
本
館 

准
教
授
）

話
題　

み
ん
ぱ
く
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
え
が
く

8
月
31
日
（
日
）
会
場
は
日
本
の
文
化
展
示
場
で
す
。

話
者　
日
髙
真
吾
（
本
館 

准
教
授
）

話
題　

完
成
し
た
「
日
本
の
文
化
」
展
示

刊行物紹介
■池谷和信 著
『人間にとってスイカとは
何か―カラハリ狩猟民と考
える （フィールドワーク選書）』
臨川書店　2,000円（税抜）

「砂漠の水が
め」が織りな
すアフリカ
南部の暮ら
し。スイカ鍋、
スイカ石鹸、
スイカダン
ス……人類
とスイカの

きた道に思いをはせる。

■人間文化研究機構 監修
『ＨＵＭＡＮ―知の森へのい
ざない』vol.06
特集「日本の魑魅魍魎」
平凡社　1,500円（税抜）

小松和彦国際日
本文化研究セ
ンター所長と作
家の夢枕獏さ
んの対談に始ま
り、西欧やイス
ラーム世界・イ
ンド・中国との
比較も含めて、

妖怪についての研究成果を豊富な図と
ともに紹介する。

※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。

第
4
3
5
回　

8
月
16
日（
土
）

世
界
遺
産
に
住
む

―
中
国
・
客は
っ
か家
の
伝
統
家
屋

講
師　
河
合
洋
尚（
本
館 

助
教
）

客
家
の
人
び
と
は
巨
大

な
集
合
住
宅
に
住
ん
で

い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
な
か
で
も
ド
ー
ナ

ツ
型
の
円
形
土
楼
と
馬

蹄
型
の
囲
龍
屋
（
い
り
ゅ

う
お
く
）
は
珍
し
い
た
め
、

文
化
遺
産
保
護
の
対
象

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
本

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、
円
形

土
楼
と
囲
龍
屋
を
め
ぐ

る
最
新
の
情
報
を
紹
介

し
ま
す
。

第
4
3
6
回　

9
月
20
日（
土
）

イ
メ
ー
ジ
の
力

―
み
ん
ぱ
く
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
語
る
も
の

講
師　
𠮷
田
憲
司（
本
館 

教
授
）

人
類
は
そ
の
歴
史
の
な
か
で
き
わ
め
て
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
を
生

み
出
し
て
き
ま
し
た
。
果
た
し
て
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
創
り

あ
げ
方
や
受
け
と
り
方

に
人
類
に
共
通
の
普
遍

性
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

国
立
新
美
術
館
で
の
展

示
を
経
て
、
み
ん
ぱ
く
で

改
め
て
開
催
さ
れ
る
特

別
展
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」

の
な
か
に
、
そ
の
答
え
を

さ
ぐ
り
ま
す
。

福
建
省
の
円
形
土
楼

国
立
新
美
術
館
で
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」

展
の
展
示
風
景

ビデオテーク新番組（8月公開予定）

VT 番号 タイトル
1714 トゥバの人々 トゥバ共和国編
1715 トゥバの人々 中国編
1716 トゥバの人々 モンゴル編
1717 トゥバの人々 ロシア 中国 モンゴル
1718 雲南省ペー族の楽士
1719 雲南省周城村の春節
7224 雲南省大理ペー族自治州大理市周城村
1713 長浜曳山まつり
1720 漢族の祖廟 : 中国福建省南部
1721 福建省安渓県の烏龍茶 鉄観音
1722 客家のふるさと　福建土楼
7225 漢族の祖先祭祀 : 福建省南部における一事例

みんぱく創設40周年記念
『世界民族百科事典』
丸善出版　20,000円（税抜）

本事典は、国立
民族学博物館を
編集主体として、
世界の民族をめぐ
るさまざまな事象、
問題を主題的に取
り上げて、人類学、
民族学および周

辺領域の研究者が、簡潔かつ具体的に
解説したものです。
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伝
統
は
単
数
か
複
数
か
？

―
モ
ン
ゴ
ル
馬
頭
琴
伝
統
音
楽

上か
み

村む
ら 

明あ
き
ら 

　
東
京
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
伝
統
と

地
方
の
伝
統

「
ど
う
し
て
『
伝
統
』
が
複
数
形
な

ん
だ
！
」。
モ
ン
ゴ
ル
国
ユ
ネ
ス
コ

国
内
委
員
会
の
事
務
局
長
が
、
計
画

書
を
見
て
叫
ん
だ
。
彼
は
元
教
育
大

臣
の
実
力
者
で
あ
る
。

二
〇
〇
五
年
、「
馬ば

頭と
う

琴き
ん

伝
統
音

楽
」
の
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
「
人
類
の

口
承
及
び
無
形
遺
産
の
傑
作
」
宣
言

を
受
け
、
日
本
政
府
が
ユ
ネ
ス
コ
信

託
基
金
を
拠
出
し
て
、
伝
統
を
保

存
・
継
承
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
わ
た
し

は
国
際
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
つ
ま
り
は

日
本
の
税
金
の
使
途
の
お
目
付
け
役

と
し
て
参
加
し
て
い
た
。
そ
の
最
初

の
会
議
の
こ
と
だ
。
彼
は
、
わ
た
し

の
計
画
書
に"local traditions" 

と
伝
統
が
複
数
形
で
書
か
れ
て
い
る

こ
と
を
問
題
と
し
、
馬
頭
琴
の
伝
統

は
、
単
数
形
の"the M

ongolian 
national tradition"

（
モ
ン
ゴ
ル

「
国
民
伝
統
」）
で
あ
り
、「
滅
び
る
に

き
ま
っ
て
い
る
地
方
の
伝
統
に
金
を

つ
か
う
な
ど
無
駄
だ
」
と
断
言
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、「
伝
統
」
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
「
伝
統
」
が
あ
る
。
国
立

馬
頭
琴
交
響
楽
団
が
代
表
す
る
単
数

形
の
国
民
伝
統
は
文
句
な
く
素
晴
ら

し
い
し
、
ロ
ッ
ク
と
の
フ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
な
ど
新
し
い
馬
頭
琴
の
伝
統
も
生

ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
数
年

前
実
施
さ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
調
査
の
結

果
、
モ
ン
ゴ
ル
に
は
地
域
に
根
づ
き

し
か
も
高
度
な
芸
能
が
ま
だ
ま
だ
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

た
。
そ
れ
に
、
不
十
分
な
が
ら
政
府

の
援
助
が
あ
る
国
民
伝
統
に
対
し
、

地
方
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
市
場
経

済
化
以
降
、
経
済
的
に
疲
弊
し
、
文

化
活
動
を
支
え
て
き
た
イ
ン
フ
ラ
も

崩
壊
に
ち
か
い
。

そ
れ
で
も
元
大
臣
が
単
数
の
伝
統

に
こ
だ
わ
る
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。

現
在
で
も
多
く
の
国
民
が
、
ユ
ネ

ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ
の
馬
頭
琴
音

楽
の
登
録
を
、「
モ
ン
ゴ
ル
国
が
馬

頭
琴
の
『
パ
テ
ン
ト
』（
特
許
）
を

と
っ
た
」
と
表
現
す
る
。
倍
音
唱
法

ホ
ー
ミ
ー
を
め
ぐ
っ
て
も
、
ロ
シ
ア

連
邦
ト
ゥ
バ
共
和
国
と
中
国
と
の
三

つ
巴
ど
も
え
の
元
祖
争
い
が
あ
っ
た
。「
伝

統
」
を
複
数
形
に
す
る
と
、
中
国
内

モ
ン
ゴ
ル
の
馬
頭
琴
が
は
い
る
含
み

が
の
こ
る
。

さ
ら
に
大
き
な
理
由
も
後
に
判
明

し
た
。
翌
年
開
催
予
定
の
国
民
祭
典

「
モ
ン
ゴ
ル
建
国
八
〇
〇
年
祭
」
は
、

堺
屋
太
一
氏
が
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

を
て
が
け
、
日
本
か
ら
観
光
客
を
動

員
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
目
玉
と
な
る
の
が
、
国
立
馬
頭

琴
交
響
楽
団
を
中
心
と
す
る
八
〇
〇

人
の
馬
頭
琴
合
奏
だ
っ
た
。
日
本
の

信
託
基
金
は
、
そ
の
た
め
の
動
員
と

練
習
の
資
金
と
み
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

「
伝
統
芸
能
」
と
「
本
物
の
芸
能
」

民
衆
の
識
字
率
の
ひ
く
か
っ
た
モ

ン
ゴ
ル
で
は
、
芸
能
は
、
革
命
と
社

会
主
義
国
民
国
家
建
設
の
た
め
重
要

な
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
。
文
化

の
発
展
は
伝
統
と
革
新
の
二
語
で
語

ら
れ
て
き
た
。
伝
統
は
革
新
を
内

部
に
含
む
動
的
な
概
念
な
の
で
あ

る
。
馬
頭
琴
に
は
六
〇
年
代
に
バ
イ

オ
リ
ン
を
参
考
に
楽
器
の
改
良
が
加

え
ら
れ
、
ソ
連
ロ
シ
ア
式
の
プ
ロ
奏

者
養
成
制
度
が
で
き
た
。
こ
う
し
て

新
社
会
主
義
国
民
文
化
の
創
造
が
目

指
さ
れ
た
の
だ
。
そ
の
延
長
線
上
に
、

一
九
九
二
年
創
設
の
モ
ン
ゴ
ル
国
立

馬
頭
琴
交
響
楽
団
は
あ
る
。

一
方
で
、
八
〇
年
代
に
は
古
く
か

ら
土
地
に
「
根
ざ
す
」
芸
能
が
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
西
洋
化
し
た

伝
統
芸
能
と
区
別
し
て
、「
ヤ
ズ
ゴ
ー

ル
（
根
元
）・
オ
ル
ラ
グ
（
芸
能
）」

と
名
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
語
を
造
語

し
た
民
俗
音
楽
学
者
Ｊ
・
バ
ド
ラ
ー

は
、
英
語
に
訳
す
と"authentic 

folkart"

に
あ
た
る
と
い
う
。
つ
ま

り
古
い
も
の
が
「
本
物
」
な
の
で
あ

る
。
現
在
、
モ
ン
ゴ
ル
国
が
ユ
ネ
ス

コ
に
登
録
し
た
一
一
の
無
形
文
化
遺

産
の
う
ち
五
つ
が
モ
ン
ゴ
ル
西
部
の

芸
能
で
あ
る
。
西
部
は
文
化
的
に
遅

れ
た
地
方
と
し
て
長
年
差
別
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
後
進
性
に
よ
っ
て
、
逆

に
「
本
物
」
の
モ
ン
ゴ
ル
基
層
文
化

と
し
て
評
価
さ
れ
た
の
だ
。

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
は

「
伝
統
」
の
縮
図
と
な
る

そ
の
後
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
思
惑
を
含
み
な
が
ら
も
、

地
方
を
切
り
捨
て
る
こ
と
な
く
進
行

し
た
。
が
、
中
央
の
プ
ロ
と
地
方
の

ア
マ
と
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
ふ
た
つ

の
勢
力
は
と
か
く
対
立
し
た
。
中
央

の
プ
ロ
演
奏
家
た
ち
は
、
上
か
ら
目

線
で
地
方
で
の
伝
承
に
西
洋
式
の
楽

譜
を
押
し
つ
け
よ
う
と
し
、
地
方
の

伝
承
者
た
ち
は
彼
ら
を
自
分
た
ち
の

文
化
の
簒さ
ん
だ
つ
し
ゃ

奪
者
と
非
難
し
た
。

そ
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
集
大

成
と
な
る
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
コ
ン

サ
ー
ト
を
迎
え
た
。
会
場
の
ス
フ

バ
ー
ト
ル
広
場
で
は
、
国
立
馬
頭
琴

交
響
楽
団
が
上
段
、
ア
マ
の
奏
者
が

下
段
に
並
び
、
同
楽
団
長
が
指
揮
を

と
っ
て
、「
国
民
伝
統
」
の
馬
頭
琴

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
曲
が
合
奏
さ
れ
て

大
団
円
と
な
っ
た
。

こ
の
光
景
は
、
ふ
し
ぎ
と
両
者

の
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
と
、
わ

た
し
は
思
う
。
両
者
は
、
対
立
し

な
が
ら
も
、
じ
つ
は
補
完
し
あ
っ

て
い
る
。
商
品
と
し
て
世
界
に
流

通
す
る
前
者
の
高
い
芸
術
性
は
、

後
者
が
「
本
物
」
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
の
伝
統
と
し

て
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ひな段の下に地方の演奏者が並んだ。指揮はバトチョローン氏
現代の馬頭琴。
表板は f字孔のある木板

二
〇
〇
三
年
、
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
が
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
採
択
さ
れ
、「
人
類
の
口
承
お
よ
び
無
形
遺
産
の
傑
作
」

は
無
形
文
化
遺
産
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
地
方
の
芸
能
も
脚
光
を
浴
び
た
が
、
同
時
に
、
中

央
と
地
方
の
関
係
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
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「
今
日
か
ら
垂
井
町
も
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
を
目
指
し

ま
す
！
」。
今
年
三
月
に
熊
本
市
で
開
か
れ
た
第
八
回
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
国
際
会
議
の
な
か
の
分
科
会
「
日
本
に

お
け
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
運
動
」
の
な
か
で
、
わ
た

し
は
キ
ッ
パ
リ
と
宣
言
し
た
。
四
年
前
か
ら
始
め
た
〝
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
デ
イ
垂
井
〟
の
関
係
者
の
あ
い
だ
で
は
議
論
の

端
に
の
ぼ
っ
て
い
た
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
構
想
。
垂
井

町
内
で
の
調
整
を
始
め
る
前
に
、
対
外
的
に
宣
言
す
る
こ
と

で
、
小
さ
な
町
の
大
き
な
挑
戦
は
始
ま
っ
た
。

揖
斐
川
中
流
域
の
交
通
の
要
衝
・
垂
井
町

岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
は
濃
尾
平
野
の
北
西
端
に
位
置

し
、
町
の
ま
ん
な
か
を
揖い

び斐
川
支
流
・
相
川
が
貫
く
扇
状
地

に
あ
る
。
古

い
に
し
えに
美
濃
の
国
府
や
一
宮
が
置
か
れ
、
江
戸
時
代

に
は
中
山
道
と
美
濃
路
の
分
岐
点
の
追
分
宿
と
し
て
多
く
の

人
馬
が
往
来
し
た
。
今
日
も
東
海
道
本
線
・
新
幹
線
、
名
神

高
速
道
路
な
ど
が
通
る
交
通
の
利
便
性
の
高
さ
か
ら
、
多
く

の
工
場
が
立
地
し
て
い
る
人
口
約
二
万
八
〇
〇
〇
人
の
小
さ

な
町
で
あ
る
。

垂
井
町
は
、
工
場
立
地
や
交
通
の
利
便
性
の
高
さ
ゆ
え

に
急
激
な
人
口
減
は
免
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
見
豊
か
な

緑
に
見
え
る
町
内
の
山
林
に
は
荒
廃
林
が
目
立
ち
、
田
畑

の
維
持
も
困
難
で
、
農
林
業
を
巡
る
状
況
は
全
国
各
地
の

農
山
村
と
変
わ
り
な
い
。
お
ま
け
に
近
隣
山
村
か
ら
の
薬

草
や
薪
炭
を
商
う
こ
と
で
賑に

ぎ

わ
っ
て
い
た
中
山
道
垂
井
宿

は
、
今
や
往
時
の
面
影
は
な
く
、
商
店
街
と
し
て
活
況
を

呈
し
た
と
い
う
半
世
紀
前
の
姿
も
消
え
失
せ
て
久
し
い
。

こ
の
よ
う
な
町
で
四
年
前
に
〝
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
デ
イ

垂
井
〟
を
始
め
た
。
垂
井
町
内
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品

を
扱
う
カ
フ
ェ
と
、
わ
た
し
も
所
属
し
て
い
る
ま
ち
づ
く

り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
泉
京
・
垂
井
が
、
お
も
に
岐
阜
県
内
で

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
を
扱
っ
て
い
る
お
店
に
声
掛
け
し
て
、

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
や
世
界
の
南
北
格
差
に
つ
い
て
の
理
解
を

少
し
ず
つ
で
も
高
め
て
い
こ
う
と
考
え
た
。
一
年
目
は
町

内
の
地
区
集
会
所
を
借
り
て
一
〇
店
舗
ほ
ど
の
出
店
か
ら

始
ま
っ
た
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
月
間
の
五
月
と
は
思
え
な
い

土
砂
降
り
の
天
候
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
想
外
の
大
勢
の

来
場
者
が
あ
り
、
建
物
に
入
れ
な
い
人
も
出
る
ほ
ど
の
盛

況
ぶ
り
だ
っ
た
。

二
年
目
は
町
内
で
最
大
の
お
寺
・
平
尾
御
坊
願が

ん

證し
ょ
う

寺
の

境
内
で
。
か
つ
て
は
一
二
月
の
報ほ

う
お
ん
こ
う

恩
講
で
見
世
物
や
露
店
が

立
っ
て
賑
わ
っ
た
と
い
う
お
寺
に
、
約
二
五
店
の
出
店
と
天

候
に
も
恵
ま
れ
、
三
〇
〇
〇
人
も
の
人
出
で
ご
っ
た
返
し
た
。

三
年
目
か
ら
は
さ
ら
に
大
き
な
会
場
で
あ
る
垂
井
町
立
朝
倉

運
動
公
園
で
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
、
約
六
〇
店
の
出
店

に
来
場
者
は
四
〇
〇
〇
人
に
ま
で
膨
ら
ん
で
き
た
。
一
方
で
、

や
み
く
も
に
規
模
拡
大
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
の
声
も
出
始
め

た
の
で
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
や
地
産
地
消
を
扱
う
基
準
を
厳

し
く
し
て
、
四
年
目
と
な
る
今
年
は
出
店
者
こ
そ
約
五
〇

店
と
絞
り
込
ん
だ
が
、
来
場
者
は
五
〇
〇
〇
人
ほ
ど
ま
で
に

な
っ
た
。

循
環
型
社
会
を
目
指
し
て

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
お
も
に
途
上
国
の
収
奪
的
な
生
産
構

造
を
改
め
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問

題
意
識
は
わ
た
し
た
ち
の
身
近
で
も
大
切
で
あ
る
。
古
来
、

揖
斐
川
流
域
で
は
、
流
域
内
の
物
資
循
環
、
人
の
往
来
、
そ

れ
ら
に
伴
う
資
金
循
環
を
基
本
に
地
域
社
会
が
成
り
立
っ

て
い
た
。
上
流
域
の
木
々
は
薪
炭
や
用
材
と
し
て
中
下
流
で

活
用
さ
れ
、
中
流
域
か
ら
下
流
域
に
か
け
て
は
肥
沃
で
水
利

に
優
れ
た
田
畑
に
恵
ま
れ
、
河
口
部
の
伊
勢
湾
の
漁
業
は
流

域
の
恵
み
を
活
か
し
て
盛
ん
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
流
域

単
位
の
循
環
型
社
会
は
、
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
舟
運
か
ら
陸

運
へ
と
輸
送
手
段
が
切
り
替
わ
り
始
め
た
こ
ろ
か
ら
変
容
し
、

上
流
域
の
ダ
ム
建
設
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

要
因
が
加
わ
り
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
。

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
り
、
収
奪
的
な
構
造

の
も
と
で
生
産
さ
れ
た
低
価
格
の
農
林
水
産
品
が
大
量
に
輸

入
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
各
地
で
農
林
漁
業
は
衰

亡
の
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
揖
斐
川
流
域
に
お
い
て

も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
そ
う
い
っ
た

流
れ
に
抗あ

ら
が
う
よ
う
な
試
み
が
流
域
各
所
に
見
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
。
上
流
域
で
は
、
豊
か
な
水
資
源
や

林
産
物
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
活
用
す
る
試
み
が
。

中
流
域
で
は
、
多
く
の
直
売
所
の
現
出
に
よ
る
農
産
物
の
地

産
地
消
の
促
進
が
。
そ
し
て
下
流
域
で
は
、
元
々
盛
ん
だ
っ

た
蛤

は
ま
ぐ
りや

蜆し
じ
みの

復
興
に
よ
る
漁
業
再
生
が
。

現
在
は
点
在
し
て
い
る
こ
う
い
っ
た
試
み
が
、
も
う
一
歩

も
二
歩
も
流
域
住
民
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
覚
的
に

流
域
住
民
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
揖
斐
川
流
域
の

循
環
型
社
会
の
再
興
の
可
能
性
も
絵
空
事
で
は
な
く
な
る
。

わ
た
し
自
身
、
不
公
正
と
も
い
え
る
収
奪
構
造
に
依
拠
し
た

生
産
・
消
費
構
造
か
ら
脱
却
し
、
環
境
適
合
型
の
生
産
・
消

費
活
動
を
支
え
る
社
会
の
こ
と
を
〝
穏お

ん
ぽ
う豊
社
会
〟
と
名
付
け

て
い
る
。
穏
豊
と
は
、
内
面
的
に
も
対
外
的
に
も
穏
や
か
で

あ
る
こ
と
が
豊
か
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
揖
斐
川
流

域
で
の
循
環
型
社
会
の
再
興
は
、ま
さ
に
こ
の
〝
穏
豊
社
会
〟

の
実
現
に
向
け
て
の
歩
み
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

一
里
塚
と
し
て
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン

垂
井
町
に
は
、
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
中
山
道
の
ふ

た
つ
の
一
里
塚
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
存
在
す
る
。
小
さ
な
町

が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
を
目
指
す
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、

非
常
に
大
き
な
挑
戦
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
や
地
産
地
消
を
ま
ち
づ
く
り
の
根
幹
に
置
く
こ
と
を

宣
言
す
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
宣
言
は
、〝
穏
豊
社
会
〟

の
実
現
に
向
け
て
は
一
里
塚
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
宣
言
が
、

垂
井
町
の
一
里
塚
の
よ
う
に
地
域
の
人
た
ち
に
愛
さ
れ
、
後

世
ま
で
語
り
継
が
れ
る
よ
う
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
を

目
指
す
小
さ
な
町
の
大
き
な
挑
戦
を
見
守
っ
て
欲
し
い
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

小
さ
な
町
の
大
き
な
挑
戦
―〝
穏
豊
社
会
〞へ
の
一
里
塚

神か
ん

田だ 

浩ひ
ろ

史し
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
泉せ
ん

京と
・
垂
井
副
代
表
理
事

地
域
の
活
性
化
や
、
循
環
型
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

岐
阜
県
の
垂
井
町
で
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
地
産
地
消
を
組
み
合
わ
せ
、

地
域
の
人
び
と
が
穏
や
か
に
豊
か
に
暮
ら
せ
る
〝
穏
豊
社
会
〞
を
目
指
す
。

第４回フェアトレードデイ垂井会場のようす

第８回フェアトレードタウン国際会議
で発言する筆者

揖斐川河口付近・正面は長良川河口堰

揖斐川源流域坂内の小水力発電
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韓
国
の
屋
台
の
お
や
つ

韓
国
に
行
く
と
駅
の
周
辺
や
繁
華
街
で
よ
く
屋
台
を

見
か
け
る
。
野
菜
や
餅
を
甘
辛
く
炒
め
た
ト
ッ
ポ
ク
キ

や
魚
肉
の
オ
デ
ン
、
キ
ム
パ
プ
（
海
苔
巻
き
）、
天
ぷ

ら
、
そ
し
て
ホ
ッ
ト
ク
な
ど
な
ど
。
そ
の
な
か
で
も
女

の
子
が
特
に
好
き
な
の
が
ホ
ッ
ト
ク
だ
。
小
麦
粉
と
餅

粉
で
作
ら
れ
、
パ
ン
で
も
餅
で
も
な
く
、
な
か
に
黒
砂

糖
と
シ
ナ
モ
ン
が
入
っ
て
い
る
。
焦
げ
目
が
つ
く
ま
で

焼
く
と
、
中
身
が
溶
け
て
ま
る
で
蜂
蜜
の
よ
う
に
甘
く

て
お
い
し
い
。
寒
い
冬
、
女
子
学
生
た
ち
は
、
屋
台
で

売
ら
れ
る
ホ
ッ
ト
ク
を
買
っ
て
食
べ
る
の
が
学
校
帰
り

の
楽
し
み
な
の
だ
。
ホ
ッ
ト
ク
は
漢
字
で
は
胡
餅
と
書

く
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、
一
九
二
七
年

仁
川
に
上
陸
し
た
中
国
労
働
者
た
ち
に
、
安
く
て
食
べ

や
す
い
餅
を
当
時
の
華
僑
た
ち
が
開
発
し
た
と
あ
る
が
、

実
際
は
ホ
ッ
ト
ク
が
い
つ
韓
国
に
伝
わ
っ
た
の
か
定
か

で
は
な
い
。
た
だ
確
実
な
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
は

す
で
に
ホ
ッ
ト
ク
が
屋
台
の
お
や
つ
と
し
て
売
ら
れ
て

い
た
こ
と
だ
。
い
ま
は
昔
な
が
ら
の
黒
砂
糖
に
シ
ナ
モ

ン
入
り
の
ホ
ッ
ト
ク
よ
り
は
、
あ
ん
こ
や
ピ
ー
ナ
ッ
ツ

な
ど
が
入
っ
て
い
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

じ
つ
は
こ
の
「
黒
砂
糖
に
シ
ナ
モ
ン
入
り
」
の
元
祖

ホ
ッ
ト
ク
、
わ
ざ
わ
ざ
韓
国
に
行
か
な
く
て
も
、
大
阪

生
野
区
の
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
で
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

コ
リ
ア
タ
ウ
ン
で
初
め
て
ホ
ッ
ト
ク
を
売
り
出
し
た

李イ

春チ
ュ
ン

成ソ
ン

さ
ん
の
お
店
〝
の
り
ち
ゃ
ん
〞
だ
。
四
〇
年

前
（
一
九
七
〇
年
代
）
済
州
島
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
き

た
李
さ
ん
は
、
韓
流
が
ブ
ー
ム
に
な
る
少
し
前
に
焼
肉

屋
さ
ん
の
軒
先
を
借
り
て
商
売
を
始
め
た
。
わ
た
し
が

初
め
て
こ
の
店
を
知
っ
た
の
は
、
コ
リ
ア
ン
フ
ー
ド
が

大
好
き
で
週
に
一
度
は
必
ず
家
族
で
こ
こ
に
食
材
を

買
い
に
来
る
と
い
う
学
生
が
、「
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
で
一

番
ホ
ッ
ト
ク
が
お
い
し
い
店
」
と
教
え
て
く
れ
た
か
ら

だ
。
以
後
、
ホ
ッ
ト
ク
は
こ
の
店
で
買
う
こ
と
に
し
て

い
る
。
李
さ
ん
の
ホ
ッ
ト
ク
は
故
郷
・
済
州
島
の
味
で

あ
り
、
父ア
ボ
ジ親
と
の
思
い
出
の
味
だ
。
幼
い
こ
ろ
、
父
親

が
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
東
門
市
場
で
食
べ
た
ホ
ッ
ト

ク
…
…
。
後
に
、
学
校
に
通
う
た
め
移
り
住
ん
だ
ソ
ウ

ル
で
も
済
州
島
で
食
べ
た
ホ
ッ
ト
ク
に
勝
る
も
の
は
な

か
っ
た
。
李
さ
ん
は
自
分
が
一
番
お
い
し
い
と
思
っ
た
、

思
い
出
の
ホ
ッ
ト
ク
を
再
現
し
て
売
り
始
め
た
。
結
果

は
予
想
通
り
の
「
テ
バ
ク
（
大
当
た
り
）
！
」。
現
在

も
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
の
な
か
ほ
ど
に
店
を
構
え
て
い
る
。

在
日
コ
リ
ア
ン
の
味

大
阪
の
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
は
Ｊ
Ｒ
環
状
線
鶴
橋
駅
と

桃
谷
駅
の
あ
い
だ
、
か
つ
て
〝
猪い

飼か
い

野の

〞
と
よ
ば
れ
た

地
域
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
に
は
済
州
島
か
ら

渡
っ
て
来
た
在
日
コ
リ
ア
ン
た
ち
が
多
い
。
一
九
二
三

年
に
済
州
島
と
大
阪
を
結
ぶ
定
期
航
路
が
運
行
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
た
め
だ
。
日
本
の
植
民
地
支
配
に
よ
っ

て
生
活
に
困
窮
し
た
人
た
ち
が
、
当
時
〝
東
洋
の
マ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
〞
と
よ
ば
れ
た
大
阪
に
や
っ
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
外
国
人
が
住
居
を
探
す
の
は
難
し
く
、
下
町

で
あ
っ
た
こ
の
地
域
に
よ
う
や
く
借
家
を
得
て
暮
ら
す

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
済
州
島
か
ら
家
族
を
呼

び
寄
せ
る
人
び
と
が
増
え
、
密
集
居
住
地
・
猪
飼
野
に

朝
鮮
市
場
が
生
ま
れ
た
。
ど
こ
に
い
て
も
祖
先
を
祭
る

儀
礼
を
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
コ
リ
ア
ン
た
ち
が
祭
祀
に

必
要
な
食
材
な
ど
を
売
り
買
い
す
る
市
場
を
必
要
と
し

た
か
ら
だ
。
こ
の
こ
ろ
の
賑に
ぎ

わ
い
は『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』

（
一
九
三
三
年
一
一
月
八
日
号
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
当
初
は
、
表
通
り
に
は
店
を
開
け
ず
、
狭
い
路
地

裏
に
細
々
と
店
が
構
え
ら
れ
た
。
多
い
と
き
に
は
屋
台

も
合
わ
せ
て
八
〇
店
舗
ほ
ど
が
ひ
し
め
き
、
近
畿
一
円

の
コ
リ
ア
ン
が
集
ま
っ
て
き
た
。
表
通
り
の
日
本
人
店

主
の
店
で
も
、
集
ま
っ
て
く
る
コ
リ
ア
ン
を
め
あ
て
に

朝コ
ム
シ
ン

鮮
靴
を
並
べ
る
店
が
あ
っ
た
。

や
が
て
戦
争
が
始
ま
り
空
襲
が
激
し
く
な
る
と
、
商

店
街
の
人
た
ち
も
地
方
へ
疎
開
し
、
戦
後
も
な
か
な
か

戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
路
地
裏
で
商
売
を
し

て
い
た
コ
リ
ア
ン
た
ち
が
、
閉
め
ら
れ
て
い
た
商
店
の

軒
先
を
借
り
て
、
キ
ム
チ
や
大
豆
も
や
し
、
朝
鮮
餅
な

ど
を
売
り
始
め
た
。
こ
れ
が
今
の
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
の

基
と
な
っ
た
。
戦
後
、
日
本
に
残
っ
た
コ
リ
ア
ン
た
ち

は
日
本
国
籍
を
は
く
奪
さ
れ
、
外
国
人
だ
と
い
う
理
由

で
す
べ
て
の
福
祉
政
策
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
厳
し
い
生

活
の
な
か
で
家
族
が
団
結
し
助
け
合
う
、
精
神
的
な
拠よ

り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
が
祖
先
祭
祀
で
あ
り
、
そ
れ

を
支
え
た
の
が
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
に
集
ま
る
食
材
で
あ
り
、

人
の
情
で
あ
っ
た
。

今
も
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
に
は
人
び
と
が
集
ま
る
。
女
の

子
た
ち
が
歩
き
な
が
ら
頬
張
る
ホ
ッ
ト
ク
に
も
、
こ
の

地
に
生
き
て
き
た
人
び
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
味
が
染
み
込

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
わ
た
し
は
思
う
。

焼きあがったホットク

ホットクの店 “のりちゃん ”の李春成さん

韓国の女の子が大好きなおやつ

ホットク

ホトックミックス　200ｇ

シナモンシュガーミックス 

 50ｇ

「ホトックセット」を使ったレシピ（約６枚）

① ボールにホトックミックスと水130ｍｌを入れる。

② 木ベラなどで粉っぽさが無くなるまでよくこねる。
（手でこねてもよい）

③ ボールにラップをかけ、常温で10分ねかせる。

④ 生地を 6等分し、手に食用油を塗り、丸める。
真んなかにシナモンと黒砂糖を入れ、かぶせる。

⑤ フライパンにバターをいれ、そこに④を入れて
1、2分焼く。片面が焼けるとテコなどの平たいも
ので抑え、ひっくり返す。

生野区のコリアタウン。東側からの風景

在日コリアンの食品メーカー徳山物産のホットク

髙
コォ

 正
ヂョン

子
ジャ

 　神戸大学非常勤講師
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ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
新
聞
で
も
す
で
に
解
説
抜
き
に
カ
タ
カ
ナ
だ
け
で

も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
え
て
訳
語
を
挿
入
す
る
場
合
に
は

「
統
治
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
緒お

方が
た

貞さ
だ
子こ

は
「『
統
治
』
と
『
自

治
』
の
統
合
の
上
に
成
り
立
つ
概
念
」
と
表
現
し
た
。
じ
つ
に
深
遠
な

見
事
な
表
現
力
だ
。
小
渕
内
閣
時
代
、
河か
わ

合い

隼は
や

雄お

が
座
長
を
務
め
た

「
21
世
紀
日
本
の
構
想
」
懇
談
会
で
は
、「
協
治
」
の
訳
語
が
使
わ
れ
た
。

未
だ
に
納
得
で
き
る
定
訳
・
定
義
は
な
さ
れ
て
い
な
く
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」

と
カ
タ
カ
ナ
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

人
間
社
会
は
「
統
治
」の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、「
政
府
」（
ガ
バ
メ
ン
ト
）

を
作
り
上
げ
て
き
た
。「
政
府
」
も
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
も
「
舵か
じ

を
取
る
」

と
い
う
意
味
を
も
つ
ギ
リ
シ
ア
語
を
語
源
と
し
て
、ど
ち
ら
も
「
統
治
」

で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
経
済
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、

多
国
籍
企
業
が
跋ば
っ

扈こ

す
る
と
も
は
や
国
家
の
役
割
が
相
対
的
に
小
さ

く
な
っ
て
き
た
。
お
金
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
動
き
、舵
を
取
る
人
を
め
ぐ
っ

て
、
会
社
と
は
一
体
誰
の
も
の
か
が
問
わ
れ
始
め
た
。
株
主
や
利
害
関

係
者
に
対
す
る
説
明
責
任
と
責
任
や
権
限
の
在
り
方
を
核
に
、
ア
ン

グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
な
「
プ
リ
ン
シ
パ
ル
（
主
役
＝
株
主
）
―
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
（
代
理
人
＝
経
営
者
）
理
論
」
に
基
づ
い
た
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
」（
企
業
統
治
）
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日

本
に
お
い
て
も
、
と
り
わ
け
金
融
機
関
の
不
祥
事
か
ら
、
金
融
シ
ス
テ

ム
の
大
改
革
を
意
味
す
る
「
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
の
影
響
、
さ
ら
に
は

商
法
な
ど
い
く
つ
か
の
法
律
を
再
編
成
し
た
二
〇
〇
六
年
の
会
社
法

の
施
行
な
ど
を
受
け
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
文
字
を
目
に
し
な
い
日

ガバナンス
Governance

出
で

口
ぐ ち

 正
ま さ

之
ゆ き

　民博 民族文化研究部

は
な
い
ほ
ど
ま
で
に
な
っ
た
。

他
方
で
、
国
際
社
会
で
は
地
球
的
規
模
で
の
解
決
が
必
要
な
問
題
、

い
わ
ゆ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
」
の
問
題
解
決
の
た
め
に
、
国

家
以
外
の
主
体
の
重
要
性
が
増
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
国
連
で
は
グ

ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
や
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
（
国
連
開
発
計
画
）
の
人
間
開

発
報
告
書
の
な
か
で
積
極
的
に
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
の
用
語
を
使
用
し
た
。

開
発
の
議
論
の
な
か
で
も
制
度
だ
け
で
は
な
く
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
重
点

を
置
き
、「
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
あ
た
か
も
制
度
に
息
吹
を

与
え
る
か
の
よ
う
な
標
語
も
誕
生
し
た
。

学
術
面
で
は
「
政
府
な
き
ガ
バ
ナ
ン
ス
」（
ロ
ー
ズ
ノ
ー
他
）、「
政

府
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
」（
ロ
ー
ズ
他
）
な
ど
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
の
含
意
は
、同
語
源
を
有
す
る
「
政
府
」

（
ガ
バ
メ
ン
ト
）
を
意
識
し
つ
つ
、
企
業
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
主
体
の
役
割
の
増

大
と
そ
の
組
織
の「
統
治
」を
政
府
と
の
違
い
の
な
か
で
議
論
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
い
え
ば
、
日
本
に
お
い
て
も
一一
〇
年
ぶ
り
に
、
市
民
社

会
組
織
の
中
核
で
あ
る
公
益
法
人
制
度
改
革
が
な
さ
れ
、「
行
政
の
関

与
を
最
小
化
し
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
」
と
謳う
た
わわ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
残
念
な
が
ら
、
政
府
が
法
人
の
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
程
度
」
を

評
価
し
始
め
、
人
事
に
も
介
入
し
、
結
局
は
法
人
の
自
治
が
進
ん
だ

の
で
は
な
く
、
政
府
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
が

進
ん
だ
と
い
う
皮
肉
な
指
摘
も
あ
る
。「
政
府
な
き
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
は
、

日
本
に
お
い
て
は
、
政
府
主
導
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ

ろ
う
か
？

じつに深遠
な
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ボ
リ
ビ
ア
へ
の
移
民

一
〇
〇
年
以
上
前
、
日
本
が
貧
困
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
打
ち

出
し
た
移
民
政
策
は
、
南
米
諸
国
の
労
働
力
不
足
状
況
と
の
双
方

の
ニ
ー
ズ
が
合
致
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
第
二
次
世
界

大
戦
中
に
途
切
れ
て
い
た
移
民
船
は
再
開

さ
れ
、
ボ
リ
ビ
ア
の
サ
ン
タ
ク
ル
ス
が
移

住
者
を
受
け
入
れ
た
の
は
一
九
五
五
年
ご

ろ
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、高
度
成
長
期
に
入
っ

て
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
多
様
化
し
て
い
く

日
本
よ
り
、
素
朴
な
ボ
リ
ビ
ア
の
生
活

を
選
ぶ
人
び
と
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
四
年

三
月
に
筆
者
が
訪
れ
た
と
き
に
は
、
オ
キ

ナ
ワ
移
住
地
、
サ
ン
フ
ア
ン
移
住
地
、
サ

ン
タ
ク
ル
ス
市
周
辺
に
そ
れ
ぞ
れ
七
〇
〇

〜
八
〇
〇
名
の
日
系
人
が
暮
ら
し
て
お
り
、

ま
だ
一
世
た
ち
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の

主
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
高
齢
化
に

伴
う
世
代
交
代
の
な
か
で
日
本
人
学
校
の

役
割
に
も
変
容
が
み
ら
れ
た
。

自
尊
感
情
を
取
り
戻
す
た
め
に

ブ
ラ
ジ
ル
同
様
ボ
リ
ビ
ア
か
ら
も
九
〇

年
代
以
降
、
多
く
の
日
系
ボ
リ
ビ
ア
人
が

日
本
に
渡
っ
た
が
、
ま
た
戻
っ
て
来
た
人
も
少
な
く
な
い
。
戻
っ
て

き
た
子
ど
も
た
ち
が
学
ぶ
小
学
校
一
年
生
の
ク
ラ
ス
で
授
業
を
し
て

い
た
日
系
四
世
の
三
〇
代
女
性
も
ま
た
同
様
だ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
語

を
母
語
と
す
る
彼
女
は
、
相
当
な
努
力
を
し
て
日
本
で
小
・
中
・

高
の
教
育
を
受
け
、
専
門
学
校
に
進
ん
だ
あ
と
は
貿
易
関
係
の
会

社
に
就
職
し
た
も
の
の
仕
事
に
納
得
で
き
ず
に
い
た
。
考
え
た
末
、

家
庭
で
使
う
簡
単
な
日
常
会
話
レ
ベ
ル
の
ス
ペ
イ
ン
語
を
改
め
て
学

び
直
す
た
め
に
ボ
リ
ビ
ア
に
戻
り
、
そ
こ
で
自
分
の
進
み
た
い
道
を

見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。授
業
は
場
合
に
よ
っ

て
は
ス
ペ
イ
ン
語
で
の
説
明
を
補
填
し
な
が

ら
日
本
語
で
進
め
て
い
た
。
ふ
た
つ
の
言
語

と
文
化
の
狭は

ざ

間ま

で
悩
ん
だ
末
に
自
尊
感
情
を

取
り
戻
し
た
経
験
か
ら
、
同
じ
悩
み
を
も
つ

子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
に
携
わ
る
こ
と
が
自

分
の
使
命
だ
と
感
じ
、
今
で
は
い
き
い
き
と

毎
日
を
送
っ
て
い
る
。

状
況
を
プ
ラ
ス
に
活
か
す

移
住
し
た
日
系
人
た
ち
が
デ
カ
セ
ギ
と
し

て
日
本
に
戻
る
と
い
う
状
況
に
流
さ
れ
て
い

く
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
の
環
境
を
プ
ラ
ス
に

活
か
す
可
能
性
を
よ
う
や
く
見
い
だ
し
、
同

時
に
南
米
の
日
本
人
学
校
は
、
姿
を
変
え
て

役
割
を
復
活
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
ボ
リ
ビ
ア
日

本
人
会
の
役
員
の
ひ
と
り
は
、「
日
本
語
と

い
う
言
語
を
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
人

の
勤
勉
で
正
直
な
文
化
も
含
め
て
学
ぶ
こ
と

が
、
ボ
リ
ビ
ア
と
日
本
の
ふ
た
つ
の
国
に
か
か
わ
っ
て
活
躍
で
き
る

人
材
育
成
と
い
う
戦
略
に
も
な
る
」
と
語
る
。

今
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
世
界
で
、
日
本
が
取
り
残
さ
れ

な
い
た
め
の
知
恵
に
つ
な
が
る
視
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

サンタクルス日本語普及学校の1年生のクラス

変容するボリビアの日本人学校

吉
よし

富
とみ

 志
し

津
づ

代
よ

　大阪大学グローバルコラボレーションセンター特任准教授
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ス
イ
ッ
チ
・
オ
ン
！

制
服
を
着
る
と
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
。
オ
フ
か
ら
オ
ン
に
気
持
ち
が
切
り
替
わ
る
。
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
チ
ャ
ー
ジ
さ
れ
て
く
る
よ
う
で
背
筋
が
ぴ
ん
と
す
る
。
制
服
は
舞
台
衣
装

の
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
こ
か
ら
「
素
」
の
わ
た
し
で
は
な
い
時
間
が
始
ま
る
。
客
室
乗

務
員
の
制
服
を
着
て
空
港
ロ
ビ
ー
に
出
る
と
、
わ
た
し
に
対
す
る
人
び
と
の
態
度
も

言
葉
遣
い
も
変
わ
る
。
こ
れ
が
制
服
の
マ
ジ
ッ
ク
。
同
じ
制
服
の
仲
間
と
と
も
に
今
日

も
明
る
く
空
の
旅
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
つ
と
め
る
。

キ
ャ
ビ
ン
・
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
は
和
製
英
語

キ
ャ
ビ
ン
・
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
（
Ｃ
Ａ
）
と
い
う
呼
称
は
和
製
英
語
で
、
世
界
多
く
の

国
で
は
フ
ラ
イ
ト
・
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
、
キ
ャ
ビ
ン
・
ク
ル
ー
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
ま
た
は

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
な
ど
の
英
語
が
一
般
的
で
あ
る
。
運
航
乗
務
員
で
あ
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
と

と
も
に
ク
ル
ー
と
よ
ば
れ
る
。

着
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
、
一
九
七
〇
年
以
降
に
航
空
会
社
の
民
営
化
が
進
ん
だ

時
代
に
は
、
有
名
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
に
よ
る
華
や
か
な
制
服
が
流
行
し
、

奇
抜
な
色
彩
や
目
立
つ
デ
ザ
イ
ン
、
超
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
の
採
用
な
ど
、
個
性
的
で
主
張

の
強
い
制
服
が
多
く
あ
ら
わ
れ
た
。
一
九
九
〇
年
以
降
は
、
航
空
機
移
動
の
大
衆
化

に
伴
い
制
服
も
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
な
り
、
デ
ザ
イ
ン
を
一
般
公
募
す
る
航
空
会
社
も
あ
ら

わ
れ
た
。
い
ず
れ
も
企
業
文
化
や
経
営
理
念
、
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
考
え
方
を
反
映

し
た
も
の
で
あ
る
。

サ
ー
ビ
ス
経
済
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
迎
え
た
こ
ん
に
ち
、
航
空
会
社
は
、
そ
の
背

景
と
な
る
民
族
文
化
も
企
業
の
個
性
で
あ
り
経
営
資
源
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
民
族
衣
装
の
デ
ザ
イ
ン
や
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
た
制
服
は
乗
客
の
受
け
も
い

い
。
サ
ロ
ン
ケ
バ
ヤ
の
制
服
で
有
名
な
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
航
空
は
、
一
貫
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
強
調
し
て
い
る
。
ド
バ
イ
の
エ
ミ
レ
ー
ツ
航
空
の
客
室
乗
務

旅
客
を
運
ぶ
世
界
初
の
商
業
航
空
会
社
は
、
ド
イ
ツ
の
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
伯
爵
に

よ
っ
て
一
九
〇
九
年
に
創
設
さ
れ
た
Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ａ
Ｇ
社
（D

eutsche L
uftschiffahrts-

A
ktiengesellschaft

）
で
、
飛
行
船
（airship

）
が
使
用
さ
れ
た
。ship

（
船
）
と

よ
ぶ
よ
う
に
、
航
空
機
に
は
船
舶
と
の
共
通
用
語
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
ク
ル
ー
の
制

服
も
起
源
は
海
軍
の
軍
服
に
さ
か
の
ぼ
り
、
紺
、
茶
、
黒
、
緑
、
白
な
ど
、
保
守
的

な
デ
ザ
イ
ン
、
帽
子
の
着
用
と
い
っ
た
伝
統
が
今
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

伝
統
的
で
あ
り
つ
つ
企
業
広
告

国
際
航
空
運
送
協
会
（
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ａ
）
に
加
入
し
て
い
る
国
際
線
航
空
会
社
は
世
界

中
に
二
三
〇
社
以
上
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
服
を
採
用
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
色
や

デ
ザ
イ
ン
の
流
れ
を
く
み
つ
つ
も
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
を
担
う
ア
イ
コ
ン
と
し
て
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
性
や
流
行
も
重
視
し
て
い
る
。
制
服
の
着
方
に
は
詳
細
な
社
内
規
定
が
あ
り
、

員
の
国
籍
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
制
服
の
ス
カ
ー
フ
を
イ
ス
ラ
ム
圏
の
女
性
を
イ
メ
ー
ジ

す
る
よ
う
に
頭
か
ら
顔
、
首
に
巻
く
ス
タ
イ
ル
で
人
気
が
あ
る
。
香
港
の
キ
ャ
セ
イ
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
航
空
は
、
襟
の
形
や
色
彩
に
チ
ャ
イ
ナ
服
の
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
航
空
は
、
マ
オ
リ
の
コ
ル
（
マ
オ
リ
語
で
シ
ダ
の
新
芽
を
意

味
し
、
成
長
や
力
の
シ
ン
ボ
ル
）
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
渦
巻
き
の
デ
ザ
イ
ン
が
有
名
だ
。

社
員
に
マ
オ
リ
も
い
る
た
め
に
、
タ
ト
ゥ
ー
は
身
だ
し
な
み
の
会
社
規
定
に
反
す
る
も

の
で
は
な
く
、
利
用
者
に
対
し
て
も
少
数
民
族
文
化
の
理
解
を
求
め
る
旨
の
文
章
を

世
界
に
向
け
て
公
表
し
て
い
る
。

制
服
は
企
業
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
企
業
文
化
を
表
象
す
る
装
置
で
も
あ
る
。
客
室

乗
務
員
と
い
う
職
種
へ
の
志
望
動
機
と
し
て
、
制
服
へ
の
あ
こ
が
れ
を
あ
げ
る
若
者
た

ち
は
多
い
。
そ
の
制
服
の
魅
力
は
、
空
の
文
化
が
作
り
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
魅
力
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

八や

巻ま
き 

惠け
い

子こ

　
就
実
大
学
准
教
授

空
の
企
業
文
化

海
外
旅
行
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
出
国
審
査
を
終
え
、
搭
乗
口
に
向
か
う
。

機
内
は
ま
だ
い
ず
れ
の
国
に
も
属
さ
な
い
、
あ
い
ま
い
な
空
間
の
は
ず
だ
。

し
か
し
不
思
議
な
こ
と
に
、
笑
顔
で
迎
え
て
く
れ
る
客
室
乗
務
員
は
、

そ
の
航
空
会
社
の
本
社
が
あ
る
国
の
民
族
性
を
強
調
す
る
装
い
を
し
て
い
る
。

シルエットもチャイナ服の要素
（提供・キャセイパシフィック航空）

マオリのコルをモチーフとした 

ワンピース
（提供・ニュージーランド航空）

スカーフの巻き方がイスラム
圏のイメージ
（提供・エミレーツ航空）

サロンケバヤのユニフォーム
（提供・シンガポール航空）

自然のなかに意味をもたせた
マオリのデザイン
（提供・ニュージーランド航空）
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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

　日本で学び、働く異邦人は確かに増え、駅などの表示も日英だ
けでなく、中国語、ハングルが併記されることが珍しくなくなった。
みんぱくの本館展示の解説やキャプションも、2008年度に始まった
展示リニューアルを機に、和文と英文の両方で書かれるようになっ
た。完全にバイリンガルで情報提供がされているわけではないが、
以前に比べて、日本語話者でない来館者にも展示の意図がわかりや
すくなっているかと思う。ピクトグラムや写真といった文字以外の
視覚情報による案内の検証も進められている。
　外国人を迎えるためのこうした環境改善は国内のあちこちでおこ
なわれているが、入国審査に関しては相当感じが悪い印象を残す国
のひとつだろうと、空港を通るたびに思う。16歳以上の外国籍の人
は、指紋と顔写真を取られ、歓迎されざる人物でないかどうかデー
タベースと照合されるのである。「おもてなし」しますと言って呼び
寄せておきながら、門前でいきなり犯罪者扱いしているようなもの
である。「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」の一環と
して、入管での生体認証はそろそろ廃止してもらえないものだろうか。

（山中由里子）
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次号の予告
特集

コラボの力

●表紙：日本に暮らす多みんぞくな人びと。
 「多みんぞくニホン」セクション導入部のバナーより
 （撮影・庄司博史、菅瀬晶子、陳 天璽、南 真木人ほか）

82014

月号

月
刊

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。




