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ひつじが聖なる動物となるとき　島村一平

ゴワゴワを活かす　上羽陽子

現代に生きる古代の紙「羊皮紙」　八木健治

今年はヤギ年　樫永真佐夫

ニュージーランド、牧羊の二世紀　ピーター・マシウス

特
集



良
い
木
陰
、
悪
い
木
陰

西に
し

岡お
か 

直な
お

樹き

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
4
6
年
宮
崎
県
生
ま
れ
。
宇
都
宮
大
学

農
学
部
卒
業
後
イ
ン
ド
西
ベ
ン
ガ
ル
州
に
留
学
。

村
々
を
め
ぐ
り
、
昔
話
や
植
物
の
話
を
集
め
る
。

著
書
に
『
イ
ン
ド
花
綴
り
』（
木
犀
社
）、『
イ
ン

ド
の
樹
、
ベ
ン
ガ
ル
の
大
地
』（
講
談
社
文
庫
）、

『
サ
ラ
ソ
ウ
ジ
ュ
の
木
の
下
で
』（
平
凡
社
）、『
ネ

パ
ー
ル
・
イ
ン
ド
の
聖
な
る
植
物
』（
八
坂
書
房
）、

『
サ
ン
タ
ル
の
も
り
の
お
お
き
な
き
』（
福
音
館

書
店
）
な
ど
が
あ
る
。

 1    

 1 エッセイ　千字文 
	 	 良い木陰、悪い木陰	
	 	 西岡 直樹

 	 特集	ひつじ
 2  ひつじが聖なる動物となるとき	
	 	 	 ──モンゴル・ブリヤートのシャーマニズム儀礼	
	 	 	島村 一平

 4  ゴワゴワを活かす	
	 	 	 ──ネパールの羊毛加工から	
	 	 	上羽 陽子

 6  現代に生きる古代の紙「羊皮紙」	
	 	 	八木 健治

 7  今年はヤギ年	
	 	 	樫永 真佐夫

 8  ニュージーランド、牧羊の二世紀	
	 	 	ピーター・マシウス

 10  集めてみました世界の◯◯ 

門飾り編 
菅瀬 晶子

 12  みんぱくInformation

 14  文化遺産おもてうら 

踊る獅子	
―埼田神社の青獅子舞	
笹原 亮二

 16   多文化をあきなう 

ソーシャル消費と認証制度 
長坂 寿久

 18  味の根っこ 

バーラ	
南 真木人

 20  人間学のキーワード 

サバルタン 
井坂 理穂

 21  異聞逸聞 

もうひとつの「東海」 
庄司 博史

 22   制服の世界、世界の制服 

箱根駅伝のユニフォーム 
日髙 真吾

 24 次号予告・編集後記

月刊

1月号目次

　
友
人
宅
の
庭
に
茂
る
ニ
ー
ム
（
イ
ン
ド
セ
ン
ダ
ン
）
の

木
陰
で
話
に
興
じ
て
い
た
と
き
の
こ
と
、皿
に
の
せ
た
カ
ッ

プ
を
カ
タ
カ
タ
い
わ
せ
な
が
ら
紅
茶
を
運
ん
で
き
た
友
人

の
母
親
が
い
っ
た
。

　「
木
陰
で
の
お
し
ゃ
べ
り
、
い
い
わ
ね
え
。
木
陰
は
や
っ

ぱ
り
ニ
ー
ム
が
一
番
！
　
バ
ニ
ヤ
ン
（
ベ
ン
ガ
ル
ボ
ダ
イ

ジ
ュ
）
も
い
い
け
ど
暗
す
ぎ
る
。
タ
マ
リ
ン
ド
の
陰
は
体

に
良
く
な
い
わ
」

　
木
を
、
姿
か
た
ち
で
は
な
く
そ
の
陰
で
評
価
す
る
と
は
、

さ
す
が
に
日
差
し
の
強
烈
な
イ
ン
ド
な
ら
で
は
だ
と
思
っ

た
。
木
の
陰
の
良
し
悪
し
に
つ
い
て
語
る
こ
ん
な
話
が
あ

る
。

　
あ
る
女
が
、
長
旅
に
出
か
け
る
夫
を
早
く
帰
ら
せ
た
い

と
思
っ
て
賢
者
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
賢
者
は
女
に
「
行

く
道
は
タ
マ
リ
ン
ド
の
木
陰
で
、
帰
り
道
は
ニ
ー
ム
の
木

陰
で
昼
寝
を
す
る
よ
う
夫
に
い
え
」
と
告
げ
た
。

　
女
は
、
賢
者
に
い
わ
れ
た
と
お
り
夫
に
い
い
、
夫
は
妻

に
い
わ
れ
た
と
お
り
タ
マ
リ
ン
ド
の
木
の
下
で
午
後
の
仮

眠
を
と
り
な
が
ら
旅
を
つ
づ
け
た
。
す
る
と
数
日
の
う
ち

に
病
気
に
な
り
、
旅
を
断
念
し
て
帰
宅
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
だ
が
、
帰
り
に
は
ニ
ー
ム
の
木
の
下
で
眠
っ
た
の
で
、

家
に
着
く
ま
で
に
男
の
病
気
は
す
っ
か
り
良
く
な
っ
て
い

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
効
用
が
広
く
薬
効
も
高
い
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
薬
木

ニ
ー
ム
は
イ
ン
ド
で
は
知
ら
な
い
人
は
な
い
。
そ
の
陰
ま

で
も
が
体
を
健
康
な
バ
ラ
ン
ス
に
導
く
力
が
あ
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
タ
マ
リ
ン
ド
は
マ
メ
科
の

高
木
で
果
実
は
食
用
と
な
り
毒
樹
で
は
な
い
が
、
酸
を
含

ん
だ
そ
の
葉
が
散
る
樹
下
に
は
な
ん
の
下
草
も
育
た
な
い
。

陰
惨
な
感
じ
の
す
る
そ
の
木
陰
は
ど
こ
か
不
吉
な
感
じ
が

す
る
の
で
あ
る
。

　
タ
マ
リ
ン
ド
よ
り
も
っ
と
悪
い
の
は
シ
チ
ヨ
ウ
ジ
ュ
（
七

葉
樹
）
で
、
そ
の
木
陰
で
眠
る
と
死
ん
で
し
ま
う
と
さ

え
い
わ
れ
て
い
る
。
キ
ョ
ウ
チ
ク
ト
ウ
科
の
常
緑
高
木
で
、

深
く
涼
し
い
木
陰
を
提
供
し
て
く
れ
る
が
、
秋
に
な
っ
て

花
が
咲
き
だ
す
と
、
そ
の
臭
い
が
あ
ま
り
に
も
強
烈
な
の

で
、
だ
れ
も
が
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
し
た
く
な
る
。
花
後
に

結
ぶ
莢さ

や

も
裂
け
て
山や

ま
ん
ば姥

の
髪
の
よ
う
に
長
く
た
れ
下
が
る
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
だ
ろ
う
か
、
こ
の
木
は
シ
ャ
イ
タ
ー

ン
（
サ
タ
ン
）
と
呼
ば
れ
て
、
西
ガ
ー
ト
山
脈
に
住
む
部

族
の
人
た
ち
は
そ
の
陰
を
踏
む
こ
と
さ
え
も
嫌
う
と
い
う
。

　
こ
う
い
う
話
を
聞
く
と
、
私
た
ち
は
、
人
の
お
蔭か

げ

も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
木
々
の
お
陰
を
も
お
お
い
に
被
っ
て
生

き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。



十
二
支
の
な
か
で
、
今
年
の
干
支
で
あ
る
ひ
つ
じ（
未
）
は
、
い
さ
さ
か

影
の
薄
い
存
在
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
じ
つ
は
み
ん
ぱ
く
の
収
蔵
品

に
、
ひ
つ
じ
の
毛
や
皮
で
つ
く
っ
た
も
の
は
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
ひ
つ
じ

そ
の
も
の
の
姿
を
か
た
ど
っ
た
も
の
は
非
常
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
こ
の
動
物
が
頭
か
ら
尻
尾
ま
で
あ
ま
さ
ず
活
用
さ
れ
、
捨
て
る

部
位
な
ど
な
い
と
い
う
事
実
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

人
類
の
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
ひ
つ
じ
に
ま
つ
わ
る
、
さ
ま

ざ
ま
な
物
語
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
た
い
。

家
畜
に
過
ぎ
な
い
け
も
の

遊
牧
を
基
層
文
化
に
も
つ
モ
ン
ゴ
ル
の
人
び
と
に

と
っ
て
、
ひ
つ
じ
と
は
ひ
と
え
に
﹁
食
用
家
畜
﹂
で

あ
る
。
遊
牧
民
は
、
毎
日
の
よ
う
に
ひ
つ
じ
肉
入
り

の
う
ど
ん
を
食
す
る
。
ひ
つ
じ
は
、
彼
ら
に
と
っ
て

食
料
以
上
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
か
つ
て
モ
ン
ゴ
ル
や
シ
ベ
リ
ア
の
狩

猟
・
牧
畜
民
た
ち
が
森
の
主
や
精
霊
と
し
て
崇
め
て

き
た
の
は
、
鹿
や
熊
、
鷲わ
し
と
い
っ
た
野
生
の
動
物
で

あ
る
。
こ
う
し
た
野
生
獣
は
、
食
物
連
鎖
の
頂
点
周

辺
に
位
置
し
触
れ
が
た
き
存
在
︵
可
食
可
能
性
の
低

い
貴
重
な
食
料
︶
で
あ
る
が
ゆ
え
に
﹁
聖
な
る
動
物
﹂

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ひ
つ
じ
は
家
畜
に

過
ぎ
な
い
。
家
畜
は
、
人
間
の
管
理
下
に
あ
る
が
ゆ

え
に
敬
意
を
表
さ
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、﹁
神
の

使
い
﹂
と
し
て
崇
敬
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
な
い
の

で
あ
る
。

そ
ん
な
ひ
つ
じ
が
﹁
野
生
獣
﹂
並
み
の
扱
い
を
受

け
て
﹁
聖
な
る
動
物
﹂
と
化
す
る
瞬
間
が
あ
る
。
そ

れ
が
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か

で
お
こ
な
わ
れ
る
供
儀
儀
礼
の
と
き
で
あ
る
。

島し
ま

村む
ら 

一い
っ

平ぺ
い　

滋
賀
県
立
大
学
准
教
授

ひ
つ
じ
が
聖
な
る
動
物
と
な
る
と
き

︱
モ
ン
ゴ
ル
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
儀
礼

な
っ
て
い
く
。
位
階
の
高
さ
が
彼
ら
に
と
っ
て
の﹁
聖

性
﹂
と
比
例
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
鹿
こ
そ

が
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
シ
ャ
ー
マ
ン
た
ち
に
と
っ
て
も
っ

と
も
聖
な
る
犠
牲
獣
だ
と
い
え
よ
う
。

と
ま
れ
、
ひ
つ
じ
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
儀
礼
に
お

い
て
は
、
聖
な
る
野
生
獣
と
し
て
屠
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
じ
つ
は
、
こ
う
し
た
﹁
家
畜
を
野
生
獣
と
し
て

扱
う
﹂
習
俗
は
、
紀
元
前
に
ま
で
遡
さ
か
の
ぼる
こ
と
が
で
き

る
。
例
え
ば
シ
ベ
リ
ア
の
ア
ル
タ
イ
山
地
の
パ
ジ
リ

ク
古
墳
群
︵
紀
元
前
五
世
紀
︶
か
ら
は
、
鹿
の
角
の

よ
う
な
頭
飾
り
で
飾
り
た
て
ら
れ
た
馬
の
遺
骸
が
発

見
さ
れ
て
い
る
。
家
畜
を
わ
ざ
わ
ざ
野
生
獣
と
み
な

し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、﹁
鹿
化
し
た
馬
﹂
は

ひ
つ
じ
の
ジ
ュ
ル
ド
に
通
底
す
る
発
想
法
だ
と
い
え

よ
う
。

翻
っ
て
現
在
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
人
び
と
は
、
ひ
つ

じ
を
家
畜
と
し
て
あ
し
ら
い
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方

で
野
生
獣
の
よ
う
に
聖
な
る
命
が
宿
っ
て
い
る
と
み

な
し
て
い
る
。
彼
ら
は
今
な
お
、
そ
う
し
た
ア
ル
カ

イ
ッ
ク
な
感
覚
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
儀
礼
に
お
い
て
通
常
の
ウ
ル
ル

フ
と
異
な
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
先
の
解
体
の
や
り
方

で
あ
る
。
通
常
は
ひ
つ
じ
が
絶
命
し
た
後
、
皮
と
肉

の
あ
い
だ
に
つ
め
を
た
て
て
皮
を
剥は

ぎ
、
頭
や
四
本

の
足
を
ナ
イ
フ
で
切
り
取
っ
た
後
、
解
体
を
始
め
る
。

と
こ
ろ
が
シ
ャ
ー
マ
ン
の
儀
礼
に
お
い
て
神
々
や
精

霊
に
捧
げ
ら
れ
る
ひ
つ
じ
は
、
皮
を
剥
が
れ
た
後
、

頭
部
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
食
道
、
気
管
、
肺
、
心
臓

が
つ
な
が
っ
た
ま
ま
の
状
態
の
も
の
が
体
か
ら
す

ぽ
っ
と
取
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の

人
び
と
は
、
こ
の
頭
と
内
蔵
が
つ
な
が
っ
た
も
の
を

﹁
ジ
ュ
ル
ド
﹂
と
よ
ぶ
。
ジ
ュ
ル
ド
は
儀
礼
が
終
わ
っ

た
後
、
食
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
火
に
く
べ
ら
れ
て

神
々
や
精
霊
に
捧
げ
ら
れ
る
。
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
狩
猟・

牧
畜
民
た
ち
は
、
こ
こ
に
動
物
の
魂
が
や
ど
る
と
信

じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

家
畜
を
野
生
獣
に

じ
つ
は
、
こ
の
﹁
ジ
ュ
ル
ド
﹂
と
い
う
言
葉
の
来

歴
は
古
い
。一
四
世
紀
中
葉
に
成
立
し
た﹃
元
朝
秘
史
﹄

一
巻
の
一
三
に
は
、
森
の
狩
猟
民
た
る
ウ
リ
ヤ
ン
カ

イ
人
が
鹿
の
ジ
ュ
ル
ド
と
毛
皮
以
外
の
焼
い
た
肉
を

チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
先
祖
の
ド
ブ
ン
・
メ
ル
ゲ
ン

に
与
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ュ
ル
ド
が
本

来
、
野
生
獣
を
屠
る
と
き
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
儀
礼
で
は
、

シ
ャ
ー
マ
ン
の
位
階
が
上
が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
、神
々

に
捧
げ
る
た
め
に
、
ジ
ュ
ル
ド
に
さ
れ
る
動
物
は
、

ひ
つ
じ
か
ら
馬
へ
、
最
終
的
に
は
野
生
獣
た
る
鹿
と

捧
げ
ら
れ
る
ひ
つ
じ

ロ
シ
ア
の
東
シ
ベ
リ
ア
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
内

モ
ン
ゴ
ル
に
跨
ま
た
が

っ
て
暮
ら
す
モ
ン
ゴ
ル
系
の
ブ
リ

ヤ
ー
ト
人
の
あ
い
だ
で
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
篤あ
つ

く
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
儀
礼
に
お

い
て
、
ひ
つ
じ
は
、
神
々
や
精
霊
た
ち
の
捧
げ
も
の

に
さ
れ
る
際
、
通
常
の
食
用
の
際
の
屠ほ
ふ

り
方
と
は
異

な
り
、﹁
聖
な
る
野
生
動
物
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

儀
礼
に
お
い
て
、
ひ
つ
じ
は
ま
ず
香
で
清
め
ら
れ

た
の
ち
、
椀
に
入
っ
た
牛
乳
を
飲
ま
さ
れ
る
。
次
に

四
本
の
蹄ひ
づ
めと
こ
め
か
み
に
バ
タ
ー
が
塗
り
つ
け
ら
れ

る
。
そ
れ
か
ら
ひ
つ
じ
は
フ
ェ
ル
ト
の
敷
物
の
上
に

仰
向
け
に
さ
せ
ら
れ
腹
部
に
牛
乳
が
そ
そ
が
れ
る
。

そ
の
後
、
供
物
係
の
男
性
が
み
ぞ
お
ち
に
ナ
イ
フ
を

入
れ
、
動
脈
を
切
断
す
る
の
で
あ
る
。
ひ
つ
じ
の
血

は
腹ふ
く

腔く
う

に
た
ま
る
の
で
血
が
吹
き
出
る
こ
と
も
な
い
。

血
は
大
地
に
一
滴
も
こ
ぼ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の

よ
う
な
動
物
の
屠
り
方
の
こ
と
を
モ
ン
ゴ
ル
語
で﹁
ウ

ル
ル
フ
﹂
と
い
う
。
ウ
ル
ル
フ
は
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民

に
と
っ
て
伝
統
的
な
通
常
の
食
肉
の
た
め
の
方
法
で

も
あ
る
。

ひつじを放牧に出す遊牧民。2005年、モンゴル国ドルノド県

上：シャーマン儀礼においてひつじを屠る
少年。2000年、モンゴル国ドルノド県
下：冬。食用のひつじを運ぶブリヤートの
男たち。2001年

鹿化した馬。
R. Rolle, The World of the Scythians, Batsford: 
London 1989＜Horse no.10＞より
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硬
い
バ
ル
ワ
ー
ル
種
の
羊
毛

ヒ
ツ
ジ
の
毛
と
い
う
と
、
わ
た
し
た
ち
は
柔
ら

か
い
羊
毛
製
品
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
ら
の
多
く
は
品
種
改
良
さ
れ
て
き
た
ス
ペ
イ

ン
原
産
の
メ
リ
ノ
種
で
あ
る
。

一
方
で
、
ゴ
ワ
ゴ
ワ
と
し
た
粗
い
毛
の
利
用
と

い
う
も
の
も
世
界
各
地
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
は
、
お
も
に
肉
や
乳
、
油
、
皮
な
ど
を
販

売
目
的
と
し
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
ヒ
ツ
ジ
種
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
毛
の
品
種
改
良
は
す
す
ん
で
お

ら
ず
、
粗
毛
で
あ
る
が
、
副
産
物
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
東
ネ
パ
ー
ル
で
は
、
牧
畜
民
が
着
用

す
る
羊
毛
製
の
防
寒
防
雨
具
や
敷
物
が
あ
る
。
こ

の
ヒ
ツ
ジ
は
バ
ル
ワ
ー
ル
種
と
よ
ば
れ
る
品
種
で
、

標
高
四
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
高
地
か
ら

標
高
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
ア
ッ
サ
ム
ま
で
分
布
し

て
い
る
。
こ
の
種
は
、
お
も
に
肉
の
利
用
を
目
的

と
し
て
飼
養
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
バ
ル
ワ
ー
ル

上う
え

羽ば 

陽よ
う

子こ　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

種
の
毛
は
、
メ
リ
ノ
種
に
比
べ
る
と
短
く
硬
く
て

ガ
サ
ガ
サ
し
て
お
り
、
メ
リ
ノ
種
の
よ
う
に
、
柔

ら
か
な
糸
を
つ
く
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、
バ
ル
ワ
ー
ル
種
を
飼
養
し
て
い
る
グ
ル
ン

の
人
び
と
は
、
こ
の
毛
の
特
性
を
活い

か
し
て
、
刈

り
と
っ
た
毛
で
糸
を
紡
ぎ
、﹁
織
フ
ェ
ル
ト
技
術
﹂

で
、
防
寒
具
や
敷
物
を
製
作
し
、
副
業
と
し
て
現

金
収
入
を
得
て
い
る
。

圧
縮
フ
ェ
ル
ト
と
織
フ
ェ
ル
ト

フ
ェ
ル
ト
と
は
羊
毛
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
繊

維
に
、
熱
、
水
分
、
圧
力
、
摩
擦
に
よ
る
刺
激
を

加
え
て
、繊
維
同
士
を
絡
み
合
わ
せ
て
、縮
し
ゅ
く

絨じ
ゅ
う︵

フ
ェ

エ
ル
ト
化
︶
し
、
シ
ー
ト
状
に
し
た
も
の
を
さ
す
。

イ
ラ
ン
や
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
で
広
く
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
の
は
、
繊
維
を
重
ね
て
層
に
し
て
縮
絨
す
る

圧
縮
フ
ェ
ル
ト
で
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
な
ど
に
み
ら

れ
る
の
は
、
織
っ
て
か
ら
縮
絨
す
る
織
フ
ェ
ル
ト

で
あ
る
。 

圧
縮
フ
ェ
ル
ト
は
、
仕
上
が
り
の
形
を
想
定
し
、

繊
維
を
重
ね
て
層
を
つ
く
り
な
が
ら
縮
絨
し
て
ゆ

く
。
大
き
な
も
の
を
つ
く
る
に
は
、
ス
ペ
ー
ス
と

人
手
が
必
要
で
あ
る
。
一
方
、
織
フ
ェ
ル
ト
は
、

糸
に
す
る
手
間
は
か
か
る
も
の
の
、
狭
い
空
間
で

か
つ
一
人
で
で
き
る
。
村
に
残
っ
て
農
作
業
し
な

が
ら
留
守
を
預
か
る
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
農
閑

期
の
副
業
と
し
て
は
も
っ
て
こ
い
の
技
術
で
あ
る
。

ま
た
、
柔
ら
か
く
し
な
や
か
な
メ
リ
ノ
種
は
、

圧
縮
フ
ェ
ル
ト
技
術
で
も
、
縮
絨
す
る
比
率
が
高

く
、
固
く
し
っ
か
り
と
し
た
布
状
と
な
る
。
一
方
、

バ
ル
ワ
ー
ル
種
は
、
繊
維
の
絡
み
合
い
が
少
な
い

た
め
、縮
絨
率
が
低
く
、圧
縮
フ
ェ
ル
ト
に
す
る
と
、

ふ
ん
わ
り
と
や
わ
ら
か
い
布
状
に
な
っ
て
し
ま
う

た
め
、
敷
物
と
し
て
の
強
度
が
な
い
。

短
所
を
長
所
に
す
る

グ
ル
ン
の
女
性
た
ち
は
、
こ
の
バ
ル
ワ
ー
ル
種

の
特
性
を
活
か
し
て
、織
り
フ
ェ
ル
ト
技
術
に
よ
っ

て
防
寒
着
や
敷
物
を
製
作
し
て
い
る
の
だ
。
バ
ル

ワ
ー
ル
種
は
、
繊
維
が
硬
く
て
太
い
の
で
、
糸
も

太
く
な
り
、
そ
れ
を
織
る
と
織
り
目
が
粗
い
布
が

で
き
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
織
り
上
げ
た
布
に
、

熱
湯
を
か
け
な
が
ら
、
何
時
間
も
足
で
も
み
ほ
ぐ

す
。
す
る
と
、
繊
維
と
繊
維
が
絡
ま
り
あ
っ
て
、

固
く
し
っ
か
り
と
し
た
布
状
へ
と
変
化
す
る
。

バ
ル
ワ
ー
ル
種
で
つ
く
っ
た
布
は
、
メ
リ
ノ
種

の
も
の
と
比
べ
て
、
粗
毛
独
特
の
厚
み
と
弾
力
が

あ
り
、
雨
も
は
じ
く
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
グ
ル

ン
の
人
び
と
は
、繊
維
利
用
に
不
向
き
な
バ
ル
ワ
ー

ル
種
の
欠
点
を
、
織
フ
ェ
ル
ト
と
い
う
技
術
を
選

択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
所
に
変
え
、
そ
の
特
性

を
活
か
し
た
布
つ
く
り
を
実
践
し
て
い
る
の
だ
。 

ゴ
ワ
ゴ
ワ
を
活
か
す

︱
ネ
パ
ー
ル
の
羊
毛
加
工
か
ら

織り上がった布を、熱湯をかけながらフェルト化してゆく

メリノ種とバルワール種の縮絨率比較実験（20グラム、20×20cm）
（左）メリノ種　15cm×15.5cm（縮絨率 25％）厚さ0.6cm
（右）バルワール種　16cm×17cm（縮絨率 15～20％）厚さ1.3cm

バルワール種の毛で紡いだ糸で
敷物を織るグルン女性

副業として製作した敷物や防寒着を定期市で販売するグルンの仲介人
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歴
史
を
変
え
た
羊
の
紙

動
物
園
の
﹁
ふ
れ
あ
い
広
場
﹂
で
モ
コ
モ
コ
の

羊
に
触
れ
て
、﹁
そ
う
だ
、
こ
こ
に
文
字
を
書
こ

う
！
﹂
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
突
拍
子
も
な
い

発
想
を
形
に
し
、
本
の
歴
史
に
一
大
革
命
を
起
こ

し
た
の
が
、
紀
元
前
二
世
紀
の
ペ
ル
ガ
モ
ン
︵
現

ト
ル
コ
の
ベ
ル
ガ
マ
︶
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

羊
皮
紙
の
発
祥
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
元
々

パ
ピ
ル
ス
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
輸
入
し
て
い
た
ペ
ル

ガ
モ
ン
が
、
パ
ピ
ル
ス
の
輸
出
停
止
に
伴
い
、
仕

方
な
く
動
物
の
皮
に
文
字
を
書
い
た
と
い
う
。
そ

の
後
羊
皮
紙
は
パ
ピ
ル
ス
を
駆
逐
し
て
約
千
五
百

年
も
の
あ
い
だ
、
西
洋
に
お
け
る
お
も
な
書
写
素

材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
製
紙
法
の
発
展
と

一
五
世
紀
の
印
刷
術
の
発
明
に
よ
り
、
製
造
に
時

間
と
手
間
の
か
か
る
羊
皮
紙
は
衰
退
し
て
い
っ
た
。

羊
皮
紙
づ
く
り

羊
皮
紙
づ
く
り
は
過
酷
だ
。
わ
た
し
は
北
海
道

の
牧
場
か
ら
羊
の
生
皮
を
と
り
よ
せ
て
羊
皮
紙
を

作
り
販
売
し
て
い
た
が
、
手
作
業
で
は
労
力
の
か

か
る
キ
ツ
イ
仕
事
で
あ
る
。
生
皮
を
石
灰
水
に
約

一
週
間
漬
け
て
お
く
と
表
皮
が
分
解
さ
れ
て
毛
が

八や

木ぎ 

健け
ん

治じ　
羊
皮
紙
工
房
主
宰

現
代
に
生
き
る
古
代
の
紙﹁
羊
皮
紙
﹂

抜
け
る
。
す
っ
ぱ
い
ニ
オ
イ
の
腐
敗
臭
に
耐
え
な

が
ら
毛
を
ム
シ
ム
シ
と
剥は

い
で
ゆ
く
。
脱
毛
し
た

皮
を
再
度
石
灰
に
つ
け
て
脂
を
抜
き
、
木
枠
に
張

り
つ
け
て
半
円
ナ
イ
フ
で
肉
や
脂
肪
を
こ
そ
げ
と

る
。
全
身
を
使
っ
た
上
下
運
動
で
案
外
体
力
を
使

う
作
業
だ
。
乾
燥
後
、
穴
を
空
け
な
い
よ
う
細
心

の
注
意
を
払
い
、
軽
石
な
ど
で
磨
い
て
薄
く
滑
ら

か
に
す
る
。
毛
と
肉
と
脂
肪
に
覆
わ
れ
て
い
た
分

厚
い
皮
が
、
最
終
的
に
は
ペ
ラ
ペ
ラ
な
﹁
紙
﹂
に

な
る
の
だ
。
A
4
サ
イ
ズ
が
約
六
枚
と
れ
る
一
頭

分
を
仕
上
げ
る
の
に
約
一
か
月
か
か
る
。
二
万
円

近
く
で
販
売
し
て
も
、
手
作
業
で
は
時
給
に
す
る

と
五
百
円
に
も
満
た
な
い
。
羊
皮
紙
が
紙
に
駆
逐

さ
れ
た
の
も
大
い
に
納
得
で
き
る
。
逆
に
こ
の
素

材
が
紀
元
前
か
ら
千
五
百
年
以
上
使
わ
れ
続
け
て

い
た
ほ
う
が
不
思
議
だ
。

現
代
の
羊
皮
紙
大
国

羊
皮
紙
は
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
や
、
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
場
所
が
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
国
会
で
は
法
案
を
羊
皮
紙
に
印
刷
し
て

保
管
す
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
ス
ピ
ー
チ
原
稿
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
王
子
の
結
婚
証
明
書
も
羊
皮
紙
だ
。

バ
チ
カ
ン
の
教
皇
庁
も
現
役
の
羊
皮
紙
ユ
ー
ザ
ー

で
あ
る
。
今
世
界
に
は
、
筆
者
が
調
べ
た
範
囲
で

約
三
十
か
所
の
羊
皮
紙
製
造
所
が
あ
る
。
そ
の
多

く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
が
、
十
数
か
所
集
ま
っ
て
い

る
国
が
あ
る
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
だ
。

ユ
ダ
ヤ
教
の
経
典
﹁
ト
ー
ラ
ー
﹂
を
は
じ
め
、

旧
約
聖
書
エ
ス
テ
ル
記
の
巻
物
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の

家
の
玄
関
に
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
﹁
メ
ズ
ザ
ー
﹂

と
い
う
護
符
、
敬け
い

虔け
ん

な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
額
と
腕
に

つ
け
て
い
る
黒
い
小
箱
﹁
テ
フ
ィ
リ
ン
﹂
に
入
っ

て
い
る
極
小
の
巻
物
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
今
で
も

羊
皮
紙
で
作
ら
れ
、
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
エ

ル
サ
レ
ム
の
街
を
歩
い
て
い
る
と
、
土
産
屋
に
も

羊
皮
紙
の
巻
物
や
ア
ー
ト
作
品
が
売
ら
れ
て
い
る
。

普
通
の
紙
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
た
め
、
意
識
し

て
い
な
い
と
見
過
ご
し
て
し
ま
う
。
ユ
ダ
ヤ
教
に

は
羊
皮
紙
作
成
に
関
す
る
宗
教
的
規
定
が
あ
る
。

そ
の
規
定
に
則
の
っ
と

っ
て
作
ら
れ
た
羊
皮
紙
の
み
が﹁
ク

ラ
フ
・
コ
シ
ェ
ル
︵
清
浄
な
羊
皮
紙
︶﹂
と
し
て
使

用
さ
れ
る
。
見
学
し
た
ベ
ト
・
シ
ェ
メ
シ
ュ
の
羊

皮
紙
工
場
で
は
、
通
常
の
羊
皮
紙
は
三
か
月
乾
燥
、

ト
ー
ラ
ー
用
は
半
年
乾
燥
し
﹁
熟
成
﹂
さ
せ
る
の

だ
そ
う
だ
。
宗
教
的
規
定
を
守
り
つ
つ
も
、
す
べ

て
手
作
業
で
は
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。

こ
の
工
場
で
は
大
型
マ
シ
ン
で
一
瞬
に
し
て
毛
を

剥
ぎ
肉
を
削
ぎ
、
電
動
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
で
薄
く
削

り
、
イ
タ
リ
ア
製
の
研
磨
機
で
最
終
仕
上
げ
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。

日
本
で
の
動
き

現
在
、
わ
た
し
は
羊
皮
紙
の
輸
入
販
売
に
携
わ

る
な
か
で
、
日
本
で
も
羊
皮
紙
の
利
用
が
着
実
に

増
え
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。
西
洋
古
典

技
法
の
作
品
制
作
だ
け
で
な
く
、
現
代
ア
ー
ト
や

日
本
の
伝
統
工
芸
の
素
材
と
し
て
、
ま
た
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
や
イ
ン
テ
リ
ア
の
分
野
で
﹁
古
く
て
新
し

い
素
材
﹂
と
し
て
実
験
的
に
で
は
あ
る
が
使
わ
れ

始
め
て
い
る
。
ま
た
北
海
道
で
廃
棄
処
分
の
憂
き

目
に
あ
っ
て
い
る
羊
の
皮
を
、
羊
皮
紙
と
し
て
地

域
の
特
産
品
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
出
て
い
る
。

ひ
つ
じ
年
の
今
年
は
、﹁
ひ
つ
じ
の
ま
ち
﹂
と
し
て

知
ら
れ
る
北
海
道
士
別
市
の
有
志
が
、
羊
皮
紙
発

祥
の
地
ペ
ル
ガ
モ
ン
を
訪
問
し
、
羊
皮
紙
を
通
じ

た
交
流
を
図
る
予
定
で
あ
る
。
羊
皮
紙
は
二
千
年

経
っ
た
今
で
も
新
し
い
形
で
生
き
続
け
て
い
る
。

羊皮紙でできたトーラー（奥）、メズザー（右）、テフィリン（左）。筆者蔵ベルガマ（ペルガモン）の羊皮紙ショップ電動グラインダーで削る現代の工場（イスラエルのベト・シェメシュ）

エルサレムの羊皮紙アート（右は筆者）
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樫か
し

永な
が 

真ま

佐さ

夫お　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

ピ
ー
タ
ー
・
マ
シ
ウ
ス　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

今
年
は
ヤ
ギ
年

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、牧
羊
の
二
世
紀

東
南
ア
ジ
ア
の
﹁
未
﹂
は
ヤ
ギ

周
知
の
と
お
り
、
日
本
の
十
二
支
に
ネ
コ
は
な
い
。
し

か
し
中
国
で
も
ベ
ト
ナ
ム
で
も
﹁
卯
﹂
は
ウ
サ
ギ
で
は
な
く
、

ネ
コ
だ
。﹁
未
﹂
だ
っ
て
ど
こ
で
も
ヒ
ツ
ジ
だ
と
思
っ
て
い

る
と
大
間
違
い
。
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
で
は
、
な

ん
と
ヤ
ギ
な
の
だ
。

ベ
ト
ナ
ム
民
間
文
化
研
究
所
の
チ
ュ
ー
・
ス
ア
ン
・
ザ

オ
氏
に
訊き

い
た
と
こ
ろ
、﹁
未
﹂
が
ヤ
ギ
で
あ
る
由
来
譚た
ん

な

ど
は
と
く
に
思
い
あ
た
ら
な
い
と
言
う
。
古
来
ベ
ト
ナ
ム

に
ヒ
ツ
ジ
が
い
な
く
て
、
ヤ
ギ
し
か
飼
養
し
な
か
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
日
本
の
十
二
支
に
ト
ラ
や
ヒ
ツ

ジ
が
い
る
の
も
奇
妙
だ
。
だ
が
日
本
で
﹁
亥
﹂
が
ブ
タ
か

ら
イ
ノ
シ
シ
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
ヤ
ギ
が

栄
え
あ
る
ヒ
ツ
ジ
の
代
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

大
人
の
食
事

多
民
族
国
家
ベ
ト
ナ
ム
の
西
北
部
に
く
ら
し
、
タ
イ
語

系
の
こ
と
ば
を
話
す
黒
タ
イ
、
白
タ
イ
の
あ
い
だ
で
も
、

十
二
支
は
暦
、
祈き

禱と
う
、
呪
術
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
か
れ

ら
は
十
二
支
の
八
番
目
を
﹁
モ
ッ
ト
﹂
と
よ
ぶ
。
日
常
語

で
﹁
蟻
﹂
を
意
味
す
る
語
だ
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
十
二
支

で
は
ベ
ト
ナ
ム
語
の
﹁
未ム
イ

﹂
に
あ
た
り
、
だ
か
ら
ヤ
ギ
だ

ひ
と
り
あ
た
り
一
〇
頭

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
羊
た
ち
は
、
狭
苦
し
い
囲
い

の
中
で
は
な
く
、
広
々
と
し
た
牧
草
地
で
放
牧
さ
れ
て

い
る
。
南
島
の
サ
ザ
ン
・
ア
ル
プ
ス
山
脈
の
広
大
な
牧

場
で
大
き
な
群
れ
と
し
て
飼
わ
れ
て
い
る
例
も
あ
れ
ば
、

も
っ
と
小
規
模
に
ほ
か
の
家
畜
と
一
緒
に
飼
わ
れ
て
い

る
場
合
も
あ
る
。

今
か
ら
二
〇
〇
年
前
の
一
八
一
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
人

宣
教
師
の
サ
ミ
ュ
エ
ル・マ
ー
ス
デ
ン
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
に
最
初
の
羊
を
連
れ
て
き
た
。
一
八
三
一
年
、

マ
ー
ス
デ
ン
の
要
請
に
よ
っ
て
ワ
イ
マ
テ
・
ノ
ー
ス
に

モ
デ
ル
牧
場
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
そ
の
創
設
者
と
な
っ

た
の
は
、
篤
農
家
で
あ
り
宣
教
師
で
あ
っ
た
わ
た
し
の

祖
先
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
で
あ
る
。
そ
の
後

一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
イ
ギ
リ
ス

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
品
種
の
羊
が
次
々
に
も
た
ら
さ
れ

た
。
今
日
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
牧
羊
・
羊
毛
産
業

の
基
礎
は
こ
う
し
て
築
か
れ
、
今
で
は
四
〇
〇
〇
万
頭

の
羊
が
飼
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
じ
つ
に
、ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
人
ひ
と
り
あ
た
り
、
一
〇
頭
の
羊
を
飼
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。 と

理
解
さ
れ
て
い
る
。

で
は
ヤ
ギ
は
ベ
ト
ナ
ム
で
人
び
と
の
生
活
と
ど
の
よ
う

に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

海
岸
平
野
の
村
落
で
、
ヤ
ギ
は
あ
ま
り
見
な
い
。
む
し

ろ
丘
陵
地
や
山
地
で
、
少
数
民
族
の
村
人
が
放
し
飼
い
し

て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
多
い
。
ベ
ト
ナ
ム
人
に
と
っ
て
日

常
食
と
い
う
よ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
精
力
増
強
効
果

の
あ
る
ご
ち
そ
う
で
あ
り
、
大
人
の
食
事
だ
。
焼
い
た
り
、

茹ゆ

で
た
り
、
鍋
に
し
た
り
、
調
理
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
こ
ん
な
ヤ
ギ
と
の
つ
な
が
り
を
思
い
出

し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
で
ナ
ス
と
言
え
ば
、
ふ
つ
う
白
く
て
丸

い
小
ナ
ス
の
こ
と
だ
。
で
は
、
日
本
で
よ
く
み
る
あ
の
ナ

ス
は
？　

こ
れ
も
精
力
が
つ
く
の
か
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
も

黒
タ
イ
語
で
も
﹁
ヤ
ギ
の
き
ん
た
ま
ナ
ス
！
﹂。

夢
で
の
再
会

も
う
一
五
年
以
上
前
、
黒
タ
イ
の
村
に
お
け
る
思
い
出

で
あ
る
。
村
の
長
老
が
、
夢
で
青
春
時
代
に
愛
し
合
っ
た

女
性
に
再
会
し
た
。
遠
く
の
村
で
家
族
を
つ
く
り
、
す
で

に
亡
く
な
っ
て
い
た
彼
女
の
供
養
の
た
め
に
、
長
老
は
儀

礼
を
開
催
し
た
。

三
日
三
晩
続
く
儀
礼
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
ヤ
ギ
の

供
犠
だ
っ
た
。
祈
禱
師
に
招
か
れ
た
良
い
精
霊
、悪
い
精
霊
、

魑ち

魅み

魍も
う

魎り
ょ
うす
べ
て
が
集
合
し
て
い
る
深
夜
の
戸
外
で
、
村

人
が
ヤ
ギ
の
頸け
い

動
脈
に
刃
を
立
て
る
。
生
き
血
に
塩
を
入

れ
た
茶
碗
ひ
と
つ
を
、
儀
礼
の
参
加
者
が
順
番
に
回
し
飲

む
。
い
つ
ま
で
も
唇
に
残
る
生
ぬ
る
い
血ち

糊の
り
の
不
快
さ
は
、

し
か
し
村
の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
満

足
に
く
ら
べ
れ
ば
小
さ
い
も
の
だ
っ
た
。

深
刻
な
自
然
破
壊

毛
皮
の
供
給
源
と
し
て
羊
と
同
様
に
も
た
ら
さ
れ

た
の
が
、
小
型
の
有
袋
類
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・

ポ
ッ
サ
ム
で
あ
る
。
ポ
ッ
サ
ム
は
原
生
林
の
な
か
で
急

速
に
繁
殖
し
、
今
で
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
じ
ゅ
う
に

住
み
つ
い
て
い
る︵
余
談
だ
が
、ご
く
最
近
に
な
っ
て
、ポ
ッ

サ
ム
の
毛
と
羊
毛
を
撚よ

り
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

高
品
質
な
毛
織
物
を
つ
く
る
技
術
が
開
発
さ
れ
た
︶。
し

か
し
な
が
ら
、
牧
草
地
を
つ
く
る
た
め
の
伐
採
に
よ
っ

て
、
原
生
林
は
著
し
く
そ
こ
な
わ
れ
た
。
羊
や
そ
の
他

の
家
畜
、
そ
れ
に
ポ
ッ
サ
ム
が
増
え
す
ぎ
た
こ
と
で
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
自
然
環
境
は
深
刻
な
問
題
に
直

面
し
て
い
る
。
家
畜
の
排
せ
つ
物
と
化
学
肥
料
の
混
合

物
が
牧
草
の
堆
肥
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ

れ
が
牧
草
地
か
ら
染
み
出
し
て
水
を
汚
染
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
残
さ
れ
た
原
生
林
も
ポ
ッ
サ
ム
に
林

冠
を
食
べ
ら
れ
て
し
ま
い
、
衰
え
ゆ
く
い
っ
ぽ
う
だ
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
は
羊
と
羊
毛
、
そ
れ
に
羊
肉
を

愛
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
考

慮
し
て
牧
場
経
営
を
お
こ
な
う
べ
き
だ
と
い
う
声
が
高

く
な
っ
て
い
る
の
も
、
事
実
な
の
で
あ
る
。

懐中電灯の明かりだけでヤギを供犠する ベトナムの山地で放し飼いされているヤギ

ワイマテ宣教所にあった農場の風景。キプリアン・ブリッジ（1807―1885）
によるスケッチ。提供 アレキサンダー・ターンブル図書館、ウェリントン、
ニュージーランド （Ref. PUBL-0144-1-330）.

わたしの隣人、羊たち
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集めてみました世界の

ウチとソトを隔てる門はそれ自体が結界であり、災厄をウチに入れないと
いう重要な役割を担っている。それゆえ門飾りは単なる装飾品ではなく、
魔除け、あるいは福招きの意味合いがきわめて強い。門松とクリスマスリー
スがどちらも常緑樹を使うのは、その生命力にあやかってのことだ。植
物のほかにも、呪術的な力を宿す動物の姿や文字の力を借りて、門飾
りは魔を払い福を招いてきた。今日もどこかで、さまざまな門飾りが、家
の持ち主を守っているのである。

菅
す

瀬
がせ

 晶
あき

子
こ

　民博 研究戦略センター

※寸法の単位はセンチメートルです。

タイ
北部の山地民アカの村の入り口に
立つ門柱。まじないのための呪標
がつけられている。3月19日より
リニューアルの東南アジア展示場
にて公開予定。
H230  x W200

H0121887

インドネシア
スマトラ島の穀物の扉。女性の乳房と
ヤモリの彫刻がほどこされている。
H100  x W47  x D27

H0127249

中国
チワン族のもの。福を招くためのオー
ソドックスなこの飾りは、日本でも中
華料理店などでおなじみ。「福が降っ
てくるように」という願いをこめて、天
地さかさまに貼られていることも。
L48  x W48

H0215649

インド
グジャラート州のもの。モスクの扉で、
コーランの文言が彫刻されている。イ
スラーム圏では、聖典コーランの特定
の文言が強い魔よけの力をもつとされ
ている。3月19日よりリニューアルの
南アジア展示場にて公開予定。
H274  x W273

H0198572

エジプト
ファーティマの手とよばれる、邪視よけ用
のお守り。ドアの裏側や上、車のバンパー
などにつけられる。邪視よけとしては、ほ
かに青いガラス製の目玉もよく用いられる。
西アジア展示場にて公開中。
L8.4  x W4.3  x D0.9

H0168553

カメルーン
バミレケの家屋の出入り口にもうけら
れた木枠。人物と顔、四足動物の彫
刻がほどこされているが、スマトラ島
のものと類似しているのが興味深い。
アフリカ展示場にて公開中。
L226  x W110  x D39

H0205116

ニュージーランド
マオリの倉庫（パータカ）の模型。入り口を精霊が守っ
ている。オセアニア展示場にて公開中。
H320

H0008069

日本（北海道）
アイヌの家屋で窓を守るけずりかけ（イナウ）。
けずりかけには多くの種類があり、あるもの
は神への捧げものとなり、またあるものはそ
れ自体が神の依り代ともなる。
H11  x W14  x D48

H0003211

日本（愛媛県）
オカケダイとよばれるしめなわ。ぴんと跳ね上
がった縄は、愛媛県でよく水揚げされるタイを
かたどっているのだろうか、それとも大漁の漁
船だろうか。日本の文化展示場にて公開中。
H61  x W51  x D14

H0037025
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●
展
示
ガ
イ
ド
更
新
の
お
知
ら
せ

2
0
1
4
年
3
月
に
新
し
く
な
っ
た
東
ア
ジ
ア
展
示
の
展
示
ガ

イ
ド
更
新
版
が
完
成
し
ま
し
た
。
展
示
ガ
イ
ド（
バ
イ
ン
ダ
ー
形

式
）を
お
持
ち
の
方
に
は
、
無
料
で
差
し
替
え
分
を
お
渡
し
い
た

し
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

●
南
ア
ジ
ア・
東
南
ア
ジ
ア
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
た
め
、
2
0
1
5
年
3
月
18
日（
水
）

ま
で
南
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
展
示
場
を
閉
鎖
し
て
い
ま
す
。

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

1
月
12
日（
月
・
祝
）成
人
の
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（
有
料
区
域
）を
通
行
さ
れ

る
場
合
、
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
。

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

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト 「
ひ
つ
じ
」

2
0
1
5
年
の
干
支
で
あ
る
「
ひ
つ
じ
」
を
テ
ー
マ
に
、

ひ
つ
じ
や
山
羊
が
人
び
と
と
、
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ

て
き
た
の
か
を
、
資
料
や
写
真
パ
ネ
ル
、
映
像
を
用

い
て
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

2
0
1
5
年
1
月
27
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時　

1
月
10
日（
土
）

　
　
　

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

解
説　

野
林
厚
志
（
本
館 

教
授
）

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
ゴ
シ
ゴ
シ
☆
フ
ェ
ル
ト
―
ふ
わ
ふ
わ
羊
毛
が
大
変
身
?!
」

日
時　

1
月
12
日（
月
・
祝
）

　
　
　

11
時
〜
、
13
時
30
分
〜
、
15
時
〜
、

　
　
　
（
各
回
60
分
程
度
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
各
回
12
名
）

※
当
日
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料
、
6
歳
未
満
の

方
は
保
護
者
同
伴
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
中
国
地
域
の
文
化
遺
産

―
人
類
学
の
視
点
か
ら
」

中
国
地
域
に
お
け
る
有
形
・
無
形
の
文
化
遺
産
に
焦

点
を
当
て
、
遺
産
認
定
が
人
々
の
生
活
に
も
た
ら
し

た
影
響
を
考
え
ま
す
。

日
時　

1
月
24
日（
土
）10
時
〜
16
時
30
分

　
　
　

1
月
25
日（
日
）10
時
〜
16
時

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

言
語　

日
本
語
（
一
部
中
国
語
通
訳
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

お
問
い
合
わ
せ

heritag
e

＠id
c.m

inp
aku.ac.jp

公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
古
代
文
明
の
生
成
過
程

―
エ
ジ
プ
ト
と
ア
ン
デ
ス
」

考
古
学
者
を
招
い
て
、
最
新
の
調
査
成
果
と
と
も
に
、

両
古
代
文
明
の
特
性
に
つ
い
て
、
討
論
し
ま
す
。

日
時　

1
月
25
日（
日
）13
時
〜
16
時

会
場　

J
P
タ
ワ
ー
ホ
ー
ル
＆
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

　
　
　

ホ
ー
ル
1
（
東
京
）　

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、
先
着
順

お
問
い
合
わ
せ

sekiken@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
紛
争
地
の
文
化
遺
産
と
博
物
館
」

現
地
の
人
び
と
に
よ
る
遺
産
継
承
と
い
う
視
点
か
ら
、

博
物
館
と
現
地
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
ら
た
な
関
係
を

構
築
す
る
方
法
を
考
え
ま
す
。

日
時　

2
月
7
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
20
分

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
要
事
前
申
込

お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

cultural_heritag
e@

id
c.m

inp
aku.ac.jp

研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
持
続
可
能
な
I
P
M
に
向
け
て

―
博
物
館
環
境
デ
ー
タ
の
分
析
手
法
を
考
え
る
」

博
物
館
の
環
境
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
膨
大
な
デ
ー

タ
の
効
率
的
・
長
期
的
視
点
で
の
分
析
手
法
に
つ
い

て
保
存
科
学
者
、
学
芸
員
が
と
も
に
考
え
ま
す
。

◆
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
企
画

「
お
り
が
み
で
遊
ぼ
う
！ 

〜
干
支
シ
リ
ー
ズ「
未
」〜
」

日
時　

1
月
12
日（
月
・
祝
）

　
　
　

11
時
〜
、
11
時
30
分
〜
、
13
時
〜
、

　
　
　

13
時
30
分
〜
、
14
時
〜
、（
各
回
30
分
程
度
）

会
場　

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

※
当
日
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料

「
え
と
の
未
で
絵
馬
を
描
こ
う
！
」

日
時　

1
月
18
日（
日
）10
時
〜
16
時（
随
時
受
付
）

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
（
定
員
1
0
0
名
）

※
当
日
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

「
干
支
に
ち
な
ん
だ
西
ア
フ
リ
カ
の
昔
話
を
語
る
」

日
時　

1
月
18
日（
日
）

　
　
　

11
時
30
分
〜
12
時
、
14
時
〜
14
時
30
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

研
究
公
演

「
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏
踊
り
み
ん
ぱ
く
公
演
」

じ
ゃ
ん
が
ら
（
福
島
県
に
伝
わ
る
独
特
の
念
仏
踊

り
）
の
披
露
の
ほ
か
座
談
会
も
行
い
、
復
興
に
向
け

た
人
び
と
の
思
い
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

1
月
24
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時
30
分

　
　
　
（
開
場
12
時
50
分
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）、
要
事
前
申
込
、

申
込
締
切
1
月
8
日
（
木
）
必
着

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
も
う
ひ
と
り
の
息
子
」

湾
岸
戦
争
の
混
乱
の
中
で
赤
ん
坊
を
取
り
違
え
ら

れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
一
家
の
動

揺
と
葛
藤
を
描
き
ま
す
。

日
時　

2
月
28
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
要
展
示
観
覧
券

※
当
日
11
時
30
分
よ
り
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
に
て
展
示
場 

ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施
し
ま
す
。

日
時　

2
月
20
日（
金
）13
時
30
分
〜
18
時

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
し
い
博
物
館
・
博
物
館
学

の
展
望
」

各
国
の
歴
史
的
・
社
会
的
・
文
化
的
背
景
に
即
し

て
、 

発
展
、
成
熟
す
る
博
物
館
研
究
と
そ
の
実
践
事

例
を
共
有
し
、 

ア
ジ
ア
独
自
の
博
物
館
・
博
物
館
学

の
あ
り
か
た
を
議
論
し
ま
す
。

日
時　

2
月
21
日（
土
）9
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　

2
月
22
日（
日
）9
時
30
分
〜
17
時
30
分

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

み
ん
ぱ
く
創
設
40
周
年
記
念  

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

10
月
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
さ
ら
に
充
実
、
参
加
し
や

す
い
ス
タ
イ
ル
で
後
期
講
座
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

時
間　

13
時
〜
14
時
30
分

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
店
「
ス
ペ
ー
ス
9
」

※
要
事
前
申
込
（
参
加
状
況
に
よ
り
当
日
受
付
あ

り
）、
参
加
費
各
回
１
0
0
0
円

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

1
月
14
日（
水
）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
旅
す
る

―
カ
ン
ガ
ル
ー
か
ら
ブ
ー
メ
ラ
ン
へ

講
師　

久
保
正
敏
（
本
館 

教
授
）

1
月
21
日（
水
）

南
米
ア
ン
デ
ス
文
明
の
遺
跡
を
巡
る
考
古
学
者
と

盗
掘
者
と
の
闘
い

講
師　

関
雄
二
（
本
館 

教
授
）

1
月
28
日（
水
）

多
民
族
共
生
を
考
え
る

―
ベ
ト
ナ
ム
西
北
部
の
人
々
の
く
ら
し
か
ら

講
師　

樫
永
真
佐
夫
（
本
館 

准
教
授
）

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

ウ
ェ
ー
ブ
産
経
カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
係

0
6
・
6
6
3
3
･
9
0
8
7

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
8
回　

1
月
10
日（
土
）14
時
〜
15
時

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
「
知
的
生
産
の
技
術
」

―
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
博
情
館
の
可
能
性

講
師　

久
保 

正
敏
（
本
館 

教
授
）

梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
は
、
博
物
館
を
博
情
館
と
位
置
づ
け
、
モ
ノ
、

映
像
や
音
響
資
料
の
収
集
と
そ
れ
ら
の
情
報
化
に
力
を
注
ぎ
ま
し

た
。
ま
た
、
利
用
者
自
ら
が
情
報
を
選
択
・
再
構
築
し
、
自
ら

「
知
的
生
産
」
を
実
践
す
る
場
と
し
て
、
民
博
が
活
用
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
ま
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
情
報
収
集
と
利
用
が
日
常

と
な
っ
た
現
代
は
、
博
物
館
に
お
け
る
資
料
や
情
報
の
集
積
・
利

用
や
公
開
の
手
法
に
お
い
て
、
多
様
な
異
文
化
へ
の
配
慮
が
特
に

必
要
で
す
。「
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
」
の
情
報
集
積
と
公
開
に
新
た
な

可
能
性
を
見
出
す
、
こ
れ
か
ら
の
「
知
的
生
産
の
技
術
」
に
つ
い

て
考
え
ま
す
。

第
4
3
9
回　

2
月
7
日（
土
）14
時
〜
15
時

都
市
の
婚
礼
、
山
村
の
婚
礼

―
ネ
パ
ー
ル
社
会
の
現
在
（
い
ま
）
を
結
婚
式
に
探
る

講
師　

南 

真
木
人
（
本
館 

准
教
授
）

王
制
が
廃
止
さ
れ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
王
国
で
は
な
く
な
っ
た
ネ
パ
ー
ル
。

そ
れ
で
も
、
カ
ー
ス
ト
と
民
族
（
ジ
ャ
ー
ト
）
の
違
い
は
結
婚
に

お
い
て
顕
在
化
し
ま
す
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
僧
侶
や
楽
師
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
関
わ
る
結
婚
式

は
、
社
会
の
伝
統
と
変
化
が
表
れ
る
縮
図
で
す
。
本
講
演
会
で
は

都
市
と
山
村
の
結
婚
式
に
着
目
し
「
ネ
パ
ー
ル
社
会
の
現
在
（
い

ま
）」
を
紹
介
し
ま
す
。

親
族
や
カ
ー
ス
ト
・
民
族
間
の
関
係
性
、
衣
食
住
や
文
化
継
承
の

在
り
方
な
ど
、
地
域
的
な
違
い
や
変
容
を
包
括
的
に
探
り
ま
す
。

新
規
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
番
組
の
制
作
に
基
づ
く
お
話
で
す
。

第
4
4
0
回　

3
月
7
日（
土
）14
時
〜
15
時

い
ま
、
焼
畑
を
考
え
る

―
自
然
破
壊
か
、
そ
れ
と
も
共
生
か

講
師　

池
谷 

和
信
（
本
館 

教
授
）

※
講
演
会
終
了
後
、
1
月
と
2
月
は
懇
談
会
、
3
月
は
展
示
場
見 

学
会
を
お
こ
な
い
ま
す
（
1
時
間
程
度
）。
研
究
者
と
、
そ
し
て

参
加
者
同
士
の
交
流
の
時
間
で
す
。
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

刊行物紹介

■野林厚志 著
『タイワンイノシシを追う
―民族学と考古学の出会い（フィール
ドワーク選書）』臨川書店　2,0 0 0円 （税抜）

台湾原住民族の村で遺跡の
“なぜ”に迫る。どうやって
遺跡はできるのか？ 人間の
行動とその結果残されるも
のとの関係を検証し、考古
学遺跡の解釈に寄与するこ
とを目的とするエスノアー
ケオロジー。台湾の原住民

族社会でイノシシ狩猟に密着し、社会のあり方
と狩猟の関係を明らかにするとともに、原住民
族の人びとが置かれてきた現実についても率直
な語り口で綴る。

※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
4
0
回　

1
月
17
日（
土
）

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
楽
し
み

―
文
化
遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
事
業
史
錦
絵
絵
引
ま
で

講
師　

丸
川
雄
三（
本
館 

准
教
授
）

情
報
技
術
の
進
展
に
と
も
な
い
、

文
化
財
を
取
り
巻
く
高
精
細
画

像
や
電
子
書
籍
な
ど
の
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
活
用
し
た
情

報
発
信
が
広
が
り
を
見
せ
て
い

ま
す
。2
0
0
4
年
に
一
般
公
開

さ
れ
、そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た

「
文
化
遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン
」を
は

じ
め
、民
俗
研
究
資
料
を
高
精
細

画
像
や
解
説
と
と
も
に
閲
覧
で
き

る「
実
業
史
錦
絵
絵
引
」な
ど
の

ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン
　

研
究
者
と
話
そ
う

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
。

1
月
11
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ド
イ
ツ
の
ク
リ
ス
マ
ス･

ピ
ラ
ミ
ッ
ド

話
者　

森
明
子
（
本
館 

教
授
）

1
月
18
日（
日
）　

本
館
中
央
ア
ジ
ア
展
示
場

北
方
の
織
布
と
織
機

話
者　

佐
々
木
史
郎
（
本
館 

教
授
）

1
月
25
日（
日
）　

本
館
東
南
ア
ジ
ア
横
休
憩
所

中
央
ア
ジ
ア
の
嫁
入
り
道
具

話
者　

藤
本
透
子
（
本
館 

助
教
）

実
業
史
錦
絵
絵
引

―
衣
喰
住
之
内
家
職
幼
絵
解

之
図

■広瀬浩二郎・嶺重 慎 編著
『知のバリアフリー
―「障害」で学びを拡げる』
京都大学学術出版会　2,400円 （税抜）

2 013年6月に開
催された 「京都
大学バリアフリー
シンポジウム」の
成果報告書。大学
における障害学
生支援の歴史を
振り返り、未来を

切り開く新概念として、「障害学習＝障害
を通じて学びあう事」を提案する。

 13    2015年 1月号 12  



踊
る
獅
子

―
埼
田
神
社
の
青
獅
子
舞

笹さ
さ

原は
ら 

亮り
ょ
う

二じ 

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

先
日
、
島
根
県
出
雲
市
の
埼さ
き

田た

神

社
で
毎
年
秋
祭
り
に
奉
納
さ
れ
る
青

獅
子
舞
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
。
こ

の
獅
子
舞
は
、
獅
子
頭
の
青
黒
い
色

か
ら
青
獅
子
舞
と
よ
ば
れ
る
。
日
本

の
獅
子
舞
は
、
一
匹
の
獅
子
を
二
人

以
上
の
演
者
で
演
じ
る
二
人
立
と
一

人
で
演
じ
る
一
人
立
に
わ
か
れ
る
が
、

青
獅
子
舞
は
二
人
立
の
獅
子
舞
で
あ

る
。
二
人
立
は
全
国
に
数
千
以
上
分

布
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
点
で
は
必
ず

し
も
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
実

際
に
見
る
と
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら

れ
て
興
味
が
尽
き
な
か
っ
た
。

獅
子
の
手
踊
り

青
獅
子
舞
で
は
獅
子
頭
を
頂
い
た

演
者
が
鈴
や
御ご

幣へ
い

を
持
っ
て
舞
う
演

目
が
あ
り
、
江
戸
時
代
に
大
い
に
人

気
を
博
し
、
全
国
各
地
に
獅
子
舞
を

広
め
た
伊
勢
大
神
楽
の
強
い
影
響
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
目
を

引
い
た
の
は
、「
手て

踊お
ど

り
」
と
い
う

大
神
楽
と
系
譜
が
異
な
る
演
目
が
見

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
芸
能
に
は
舞
と
踊
り
の
区

別
が
あ
る
。
舞
は
一
人
な
い
し
少
数

の
演
者
が
上
半
身
中
心
の
動
作
で
演

じ
る
旋
回
運
動
が
特
徴
で
あ
る
。
一

方
、
踊
り
は
多
数
の
演
者
が

下
半
身
中
心
の
動
作
で
演
じ

る
跳
躍
運
動
が
特
徴
で
、
成

立
の
経
緯
や
歴
史
も
異
な
る
。

両
者
の
厳
密
な
区
別
は
必
ず

し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
実

際
に
は
、
神
楽
や
能
は
舞
、

盆
踊
り
や
歌
舞
伎
は
踊
り
と

い
っ
た
明
確
な
使
い
分
け
が

見
ら
れ
る
。
二
人
立
の
獅
子

舞
は
舞
で
あ
り
、
獅
子
踊
り

と
い
う
と
東
北
地
方
の
系
統

の
異
な
る
別
の
芸
能
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
獅
子
舞
で
は
、

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
方
々
の
二
人

立
の
獅
子
舞
を
見
て
き
た
が
、
手
踊

り
を
踊
る
獅
子
は
記
憶
に
な
か
っ
た
。

獅
子
舞
と
ビ
ン
ザ
サ
ラ

獅
子
舞
に
鼻
高
面
の
役
が
登
場
す

る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
伊

勢
大
神
楽
で
も
鼻
高
面
の
役
が
登
場

し
、
サ
サ
ラ
を
奏
し
て
獅
子
と
と
も

に
舞
う
。
青
獅
子
舞
で
も
登
場
し
、

サ
サ
ラ
を
奏
し
て
獅
子
と
と
も
に
舞

う
が
、
サ
サ
ラ
が
異
な
る
。
伊
勢
大

神
楽
で
用
い
ら
れ
る
サ
サ
ラ
は
、
刻

み
目
を
付
け
た
竹
を
摺す

っ
て
音
を
出

す
摺
り
ザ
サ
ラ
な
の
に
対
し
、
こ
の

獅
子
舞
で
は
、
紐
で
つ
な
い
だ
木
片

を
打
ち
合
わ
せ
て
音
を
出
す
ビ
ン
ザ

サ
ラ
な
の
で
あ
る
。

埼
田
神
社
に
は
古
い
三
点
の
ビ
ン

ザ
サ
ラ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
山
路
興

造
氏
は
、
芸
能
史
的
に
見
る
と
、
そ

れ
ら
は
中
世
に
流
行
し
た
王
の
舞
・

田
楽
・
獅
子
舞
と
い
っ
た
祭
り
の
芸

能
の
セ
ッ
ト
に
由
来
す
る
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
。
福
井
県
若
狭
地
方
の

祭
り
で
は
、
現
在
も
鼻
高
面
の
王
の

舞
と
ビ
ン
ザ
サ
ラ
を
奏
す
る
田
楽
が

獅
子
舞
と
と
も
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
。
埼
田
神
社
で
も
か
つ
て
は
三
つ

の
芸
能
が
別
々
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
が
、
王
の
舞
と
田
楽
が
お
こ
な
わ

れ
な
く
な
っ
て
、
鼻
高
面
と
ビ
ン
ザ

サ
ラ
が
青
獅
子
舞
に
混
入
し
た
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
田
楽

も
複
数
の
演
者
が
同
じ
よ
う
な
動
作

で
演
じ
る
踊
り
で
あ
る
。

歴
史
の
中
の
獅
子
舞

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
青
獅
子
舞

は
、
中
世
の
王
の
舞
や
田
楽
、
江
戸

時
代
の
伊
勢
大
神
楽
や
手
踊
り
と

い
っ
た
そ
の
と
き
ど
き
の
芸
能
の
影

響
を
受
け
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て

き
た
結
果
と
い
え
る
が
、
変
化
は
そ

れ
に
止
ま
ら
な
い
。
昭
和
三
八
年

（
一
九
六
三
）
の
本
田
安
次
氏
の
報

告
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
獅
子
頭
は
赤

く
、
そ
の
四
〇
年
程
前
ま
で
は
獅
子

が
二
匹
出
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し

た
こ
と
は
、
こ
の
獅
子
舞
が
、
中
世

や
江
戸
時
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
そ

の
と
き
ど
き
の
演
者
た
ち
の
、
必
ず

し
も
自
覚
的
で
は
な
い
趣
向
の
選
択

に
よ
っ
て
、
不
断
に
変
化
を
来
し
つ

つ
演
じ
続
け
ら
れ
て
き
た
歴
史
的
存

在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

青
獅
子
舞
は
昭
和
三
五
年

（
一
九
六
〇
）、
島
根
県
の
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

こ
の
獅
子
舞
が
将
来
的
に
保
存
し
継

承
す
べ
き
価
値
を
有
す
る
こ
と
が
、

行
政
や
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
公
式
に

保
証
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
不
断
に
変

化
す
る
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
す
る

と
、
こ
と
は
そ
う
単
純
な
話
で
は
な

く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
文
化
財
の

指
定
に
お
い
て
は
、
将
来
的
に
そ
の

獅
子
舞
の
ど
の
時
代
の
何
を
ど
う
保

存
し
継
承
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
れ

を
演
者
以
外
が
決
め
て
も
い
い
の
か

と
い
っ
た
重
要
な
問
題
が
、
未
解
決

の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
近
年
は
文
化
財
に
代
わ
っ

て
文
化
遺
産
と
い
う
新
し
い
こ
と
ば

を
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ

は
、
そ
う
し
た
問
題
を
解
決
に
導
い

て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
の
無
形
民
俗
文
化
財
は
、
行
政
や
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
指
定
時
点
で
の
価
値
を
評
価
さ
れ
る
が
、

そ
の
後
に
上
演
を
く
り
返
す
な
か
で
変
化
す
る
。

す
で
に
半
世
紀
を
経
た
日
本
の
文
化
財
で
も
、
未
解
決
の
論
点
が
あ
る
。

青獅子舞の手踊り

伊勢大神楽の摺りザサラ宇波西神社の王の舞福井県宇波西神社の田楽

獅
子
が
バ
ン
ナ
イ
と
よ
ば
れ
る
鼻
高

面
の
役
と
と
も
に
、
手
を
捏こ

ね
る
よ

う
な
動
作
の
手
踊
り
を
踊
っ
て
い
た

島根県
埼田神社

●

●

●

福井県
宇波西神社

三重県
伊勢大神楽
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マ
ッ
ク
ス
・
ハ
ー
フ
ェ
ラ
ー
ル

一
八
六
○
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ダ
ウ
エ
ス
・
デ
ッ
ケ
ル
が
書

い
た
小
説
『
マ
ッ
ク
ス
・
ハ
ー
フ
ェ
ラ
ー
ル
』
は
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
研
究
者
な
ら
知
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ

東
イ
ン
ド
植
民
地
（
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
に
お
け
る
非

人
道
的
で
過
酷
な
統
治
の
実
態
と
、
虐
待
、
搾
取
、
そ
し

て
貧
困
、
飢
餓
の
実
態
を
現
地
滞
在
経
験
に
基
づ
き
描
き
、

一
九
世
紀
最
大
の
問
題
作
と
し
て
国
際
的
に
知
ら
れ
て
き

た
小
説
で
あ
る
。
世
界
の
ア
ン
フ
ェ
ア
な
“
あ
き
な
い
（
貿

易
）”
の
実
態
を
告
発
し
た
こ
の
本
は
、オ
ラ
ン
ダ
人
に
と
っ

て
は
、「
良
心
の
書
」
と
し
て
読
み
継
が
れ
、
開
発
協
力
へ

の
原
点
と
な
っ
て
き
た
。

一
九
八
八
年
一
一
月
一
五
日
、
こ
の
英
雄
の
名
を
冠
し
た

マ
ッ
ク
ス
・ハ
ー
フ
ェ
ラ
ー
ル
（
以
下
Ｍ
Ｈ
）
財
団
は
、フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
・
コ
ー
ヒ
ー
の
認
証
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、

同
財
団
の
シ
ー
ル
（
図
１
）
の
つ
い
た
コ
ー
ヒ
ー
を
オ
ラ
ン

ダ
全
国
の
多
く
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
棚
に
置
く
こ
と

に
成
功
し
た
。

筆
者
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
本
部
の
あ
る
こ
の
財
団
を
最
初

に
訪
問
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
九
四
年
初
め
だ
っ

た
が
、
全
国
ス
ー
パ
ー
の
九
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
置
か

れ
、
今
年
中
に
バ
ナ
ナ
の
認
証
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る

の
だ
、
つ
い
に
わ
た
し
た
ち
の
夢
が
か
な
っ
た
の
だ
と
興
奮

気
味
に
話
し
て
く
れ
た
の
を
印
象
的
に
覚
え
て
い
る
。

ふ
た
つ
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
ラ
ベ
ル
の
発
展

開
発
途
上
国
の
提
携
先
か
ら
仕
入
れ
た
商
品
を
自
分
た

ち
が
運
営
す
る
専
門
店
（
ワ
ー
ル
ド
シ
ョ
ッ
プ
）
で
販
売

す
る
だ
け
で
は
、
人
び
と
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
を
買
い

た
く
て
も
そ
れ
と
出
合
う
機
会
が
限
定
さ
れ
、
大
き
な
販

売
の
増
加
も
望
み
に
く
い
。
そ
こ
で
彼
ら
が
夢
見
た
の
は
、

全
国
の
ス
ー
パ
ー
の
棚
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
が
並
ぶ

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
。フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
国
際
認
証
制
度
は
、こ
う
し
た
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
活
動
家
た
ち
の
夢
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
。

オ
ラ
ン
ダ
の
Ｍ
Ｈ
財
団
方
式
は
数
年
の
内
に
欧
州
各
国

へ
波
及
し
て
い
っ
た
。
ま
ず
九
一
年
に
ベ
ル
ギ
ー
と
英
国
、

九
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
、
九
三
年
に
ド
イ
ツ
、
そ
し
て
オ
ー
ス

ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
。
そ
の
後
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、カ
ナ
ダ
、ア
メ
リ
カ
、日
本
へ
と
広
が
っ
て
い
っ

た
。
な
お
ベ
ル
ギ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
同

様
Ｍ
Ｈ
財
団
と
名
乗
っ
て
い
る
。

オ
ラ
ン
ダ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
認
証
方
式
は
、
各
国

で
独
自
の
発
展
を
し
て
い
く
が
、
九
七
年
に
国
際
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
組
織
と
し
て
Ｆ
Ｌ
Ｏ
（
現
在
の
国
際
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
ラ
ベ
ル
機
構
、Fairtrade International

、
以
下
Ｆ
Ｉ
）

を
設
立
し
、
次
第
に
制
度
の
調
整
と
統
一
を
図
っ
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ロ
ゴ
（
ラ
ベ
ル
）
も
〇
二
年
ま
で

に
現
在
の
も
の
（
図
２
）
に
統
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
、
先
進
国
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体

と
途
上
国
の
生
産
者
団
体
と
が
直
接
提
携
し
て
取
り
組
む

形
（
い
わ
ゆ
る
提
携
型
）
が
基
本
と
な
っ
て
き
た
。
提
携
型

の
国
際
団
体
と
し
て
八
九
年
に
Ｉ
Ｆ
Ａ
Ｔ
（
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
ト
レ
ー
ド
国
際
連
盟
）
が
設
立
さ
れ
、
現
在
で
は
Ｗ
Ｆ

Ｔ
Ｏ
（
世
界
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
機
関
）
へ
と
発
展
し
て
い
る
。

同
機
関
の
加
盟
団
体
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
専
門
団
体
と
し

て
独
自
の
マ
ー
ク
（
図
３
）
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
団
体

認
証
の
Ｗ
Ｆ
Ｔ
Ｏ
と
商
品
認
証
の
Ｆ
Ｉ
と
の
両
立
に
よ
っ
て
、

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
新
し
い
興
隆
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

エ
シ
カ
ル
と
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

と
く
に
オ
ラ
ン
ダ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ハ
ー
フ
ェ
ラ
ー
ル 

財
団
か
ら
始
ま
り
、
国
際
認
証
制
度
Ｆ
Ｉ
へ
の
発
展
は
、
企

業
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
市
場
は
認
証
品
を
中
心
に
大
き
く
伸
び
、
二
一
世
紀
に
入

る
と
世
界
で
も
っ
と
も
高
い
伸
び
率
を
示
す
小
売
市
場
の

ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
認
証
制
度
に
よ
っ
て
、
企
業
は
自
ら
生

産
者
と
か
か
わ
る
こ
と
な
く
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
を
扱

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
背
景
に
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
な
ど
へ

の
関
心
の
高
ま
り
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
故
に
も
う
ひ
と
つ
の
動
き
と
し
て
、
企
業

が
よ
り
取
り
組
み
や
す
い
よ
う
に
、
ウ
ッ
ツ
（
図
４
）、
レ

イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
・
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
（
図
５
）
な
ど
、
独
自

の
基
準
を
設
定
し
た
認
証
制
度
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
さ
ら
に
社
会
貢
献
や
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」「
エ
シ
カ
ル
」
商
品
へ
の

関
心
が
国
際
的
に
高
ま
る
と
と
も
に
、
多
く
の
認
証
制
度

が
登
場
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
英
エ
シ
カ
ル
・
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
・
ド
ッ
ト
・

コ
ム
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
シ
を
み
る
と
、
エ
コ
か
ら
人
権
、
動
物

保
護
か
ら
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
ま
で
、
多
く
の
認
証
制
度
と
ロ
ゴ

で
あ
ふ
れ
て
い
る
。
英
国
で
は
エ
シ
カ
ル
商
品
と
は
、
認
証

制
度
が
し
っ
か
り
あ
り
、
そ
の
認
証
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

日
本
で
も
エ
シ
カ
ル
商
品
の
ブ
ー
ム
が
訪
れ
つ
つ
あ
る
感

が
あ
る
が
、
そ
の
定
義
、
意
味
づ
け
は
じ
つ
は
依
然
と
し

て
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
ふ
た
つ
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
ラ
ベ
ル
は
多
く
の
エ
シ
カ

ル
認
証
制
度
の
な
か
で
も
っ
と
も
包
括
的
で
厳
し
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
エ
シ
カ
ル
の
過
剰
な
多
様
化
を
通

し
て
、
再
び
意
味
を
も
つ
時
代
と
な
る
だ
ろ
う
。

マ
ッ
ク
ス
・
ハ
ー
フ
ェ
ラ
ー
ル
財
団
が
導
入
し
た
認
証
制

度
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
向
け
て
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
本

格
的
に
登
場
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

多
文
化
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
市
場
形
成

を
も
た
ら
す
手
段
と
も
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

ソ
ー
シ
ャ
ル
消
費
と
認
証
制
度

長な
が

坂さ
か 

寿と
し

久ひ
さ　

拓
殖
大
学
客
員
教
授
／
逗
子
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
の
会

消
費
者
が
商
品
を
選
択
す
る
基
準
は
多
様
で
あ
る
。

最
近
で
は
、
人
や
社
会
、
環
境
へ
の
配
慮
な
ど
社
会
的
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
）
貢
献
や
、

倫
理
的
（
エ
シ
カ
ル
）
な
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
が
、
購
入
の
際
の
重
要
な
要
素
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

商
品
の
製
法
や
流
通
を
一
定
の
基
準
に
よ
っ
て
定
め
た
認
証
制
度
は
そ
の
選
択
の
手
助
け
と
な
る
。

ダウエス・デッケル

図４　ウッツ
　　　（グッドインサイド）のロゴ

図２　FI（国際フェアトレード
　　　認証ラベル）の商品認証ロゴ

図３　WFTO（世界フェアトレード
　　　機関）の団体認証ロゴ

図５　レインフォレスト・
　　　アライアンスのロゴ

認証されたコーヒーを出す
アメリカのレストラン（撮影・鈴木紀）

さまざまな認証ロゴが並ぶ
アメリカのチョコレート（撮影・鈴木紀）

図１　オランダ・マックス・
　　　ハーフェラール財団の
　　　認証ロゴ
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挽き割りの黒いダール 

　　　　　　　　　  250g

塩　　　　　　　　　少々

ウコン　　　　　　　少々

ラードまたは揚げ油

※日本のネパール料理店の
なかには、ネワール人式
のバーラを出すところが
ある。こちらも原料はケツ
ルアズキだが、よりゆる
い生地にしてパンケーキ
のように両面焼いたもの
で、マガールのバーラと
は食感が異なる。

バーラ（bada）の作り方（4、5人分）

① 輸入食材店などで入手できる挽き割りの黒いダール
を一晩たっぷりの水につけておく。

② 手でよくもんで、豆の黒緑色の外皮を水面に浮かせ
ては捨てることを繰り返し、豆の白い部分だけにし
て水をよくきる。

③ すり鉢またはフードプロセッサーでよくつぶし、パン
生地より少し柔らかい状態にして、塩とウコンを加
える。

④ 塩とウコンを入れた水で表面を濡らした葉（日本で
は柿の葉）を掌に置き、その上に適量の生地をのせ、
同じ水で濡らした人差し指で真んなかに孔をあけな
がら成形する。

⑤ 葉から油に滑り落とし、なかまで火がとおり茶色く
なるまでゆっくり揚げる。

葉の上でバーラの形を作り揚げる（2012年）

サラノキの葉の器にもられたバーラと豚肉（2014年）

結婚式のごちそうには必ずバーラと豚肉（2014年）

木串にとおして油をきる。油はラード
（2000年）

イ
ン
ド
」
の
バ
ダ
の
起
源
だ
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な

い
。
だ
が
逆
に
、
バ
ト
ゥ
ッ
ク
と
い
う
別
名
が
あ
り
、

ケ
ツ
ル
ア
ズ
キ
も
マ
ガ
ー
ル
語
固
有
の
名
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
バ
ダ
が
バ
ー
ラ
に
先
ん
じ
る
と
い
う
の
も
容
易

に
説
明
で
き
な
い
。
こ
こ
は
伝で
ん

播ぱ

論
に
与く
み

す
る
よ
り
も
、

多
元
的
に
発
生
し
た
類
似
し
た
豆
食
文
化
と
考
え
る
ほ

う
が
よ
さ
そ
う
だ
。
何
あ
ろ
う
、
こ
の
連
載
の
最
初
で

紹
介
さ
れ
た
ア
ラ
ブ
の
フ
ァ
ラ
ー
フ
ェ
ル
も
、
豆
の
粉

の
生
地
を
揚
げ
た
塩
味
の
軽
食
と
い
う
点
で
広
く
共
通

す
る
の
で
あ
る
。

ほ
の
か
な
塩
味

中
部
ネ
パ
ー
ル
の
マ
ガ
ー
ル
と
い
う
人
び
と
の
ご
ち

そ
う
は
豚
肉
と
バ
ー
ラ
で
あ
る
。
バ
ー
ラ
は
マ
ガ
ー
ル

語
で
テ
ー
ツ
ォ
、
ネ
パ
ー
ル
語
で
カ
ー
ロ
・
マ
ー
ス
と

よ
ば
れ
る
ケ
ツ
ル
ア
ズ
キ
を
水
で
も
ど
し
、
よ
く
つ
ぶ

し
て
ラ
ー
ド
（
豚
脂
）
で
揚
げ
た
ド
ー
ナ
ツ
形
の
軽
食

だ
。
ケ
ツ
ル
ア
ズ
キ
は
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
南
ア
ジ
ア
原
産
の
黒
い
ダ
ー
ル
（
豆
汁
）

に
す
る
豆
で
あ
り
、
日
本
で
は
も
や
し
の
原
料
と
し
て

使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
バ
ー
ラ
は
ミ
ニ
ド
ー
ナ
ツ
の

よ
う
に
見
え
る
が
甘
く
な
く
、
ほ
の
か
な
塩
味
が
す
る
。

少
し
黄
色
い
の
は
ウ
コ
ン
を
入
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
わ

た
し
の
調
査
地
ナ
ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
で
は
バ
ー
ラ
と
よ
ば

れ
、
隣
の
パ
ル
パ
郡
の
マ
ガ
ー
ル
人
は
バ
ト
ゥ
ッ
ク
と

よ
ぶ
。

祭
り
の
ご
ち
そ
う

村
で
バ
ー
ラ
を
食
べ
る
機
会
は
年
に
数
回
あ
る
。
な

か
で
も
バ
ー
ラ
の
日
と
さ
れ
る
の
は
マ
ー
グ
・
サ
ン
ク

ラ
ン
テ
ィ
と
い
う
祭
り
の
日
だ
。こ
れ
は
マ
ー
グ
月（
西

暦
一
月
中
旬
〜
二
月
中
旬
）
の
第
一
日
（
同
一
月
一
五

日
ご
ろ
）
に
開
か
れ
る
祭
り
で
、太
陽
が
マ
カ
ラ
（
マ
ー

グ
の
語
源
）
宮
に
入
り
、
吉
祥
の
季
節
を
迎
え
る
こ
と

を
祝
う
。
村
の
人
は
祭
り
の
由
来
な
ど
あ
ま
り
気
に
と

め
ず
、
妻
な
い
し
は
母
の
実
家
に
家
族
全
員
が
招
か
れ
、

バ
ー
ラ
な
ど
の
ご
ち
そ
う
を
食
べ
る
日
だ
と
い
う
。
祭

り
の
朝
、
前
日
揚
げ
た
バ
ー
ラ
は
酒
な
ど
と
と
も
に
手

土
産
と
さ
れ
る
。
ど
の
家
に
も
自
家
製
の
バ
ー
ラ
の
他

に
、
よ
そ
の
家
で
作
ら
れ
た
味
も
形
も
、
揚
げ
色
も
異

な
る
バ
ー
ラ
が
集
ま
る
。
も
っ
と
も
美
味
し
い
と
さ
れ

る
の
は
ケ
ツ
ル
ア
ズ
キ
だ
け
で
作
っ
た
も
の
で
、
小
麦

粉
な
ど
混
ぜ
も
の
を
し
た
も
の
や
、
緑
豆
（
ム
ン
グ
・

ダ
ー
ル
）
で
作
っ
た
も
の
は
評
価
が
さ
が
る
。
主
婦
は

よ
そ
の
家
の
バ
ー
ラ
を
味
見
し
て
は
、
何な
に

某が
し

の
家
の
は

美
味
し
い
と
か
、
あ
の
家
は
ケ
ツ
ル
ア
ズ
キ
が
不
作

だ
っ
た
の
か
し
ら
な
ど
と
噂う
わ
さす
る
。

色
と
り
ど
り
の
バ
ー
ラ

バ
ー
ラ
を
食
べ
る
機
会
の
も
う
ひ
と
つ
は
結
婚
を
め

ぐ
る
行
事
に
お
い
て
で
あ
る
。
花
婿
側
の
親
族
が
花
嫁

の
家
に
正
式
に
女
性
を
求
め
に
い
く
、
い
わ
ゆ
る
日
本

の
結
納
に
あ
た
る
日
、
花
婿
側
は
二
〇
〇
個
以
上
の

バ
ー
ラ
と
酒
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
を
持
参
す
る
。
そ
の

際
、
バ
ー
ラ
は
新
し
く
編
ん
だ
平
た
い
竹
か
ご
ふ
た
つ

に
び
っ
し
り
と
詰
め
て
い
く
（
こ
の
バ
ー
ラ
か
ご
は
そ

の
後
も
魚
を
入
れ
て
干
し
た
り
、
少
し
広
げ
て
鶏
を
入

れ
て
持
ち
運
ん
だ
り
す
る
の
に
使
い
続
け
ら
れ
る
）。

結
婚
式
当
日
の
ご
ち
そ
う
で
も
バ
ー
ラ
は
欠
か
せ
な

い
。
サ
ラ
ノ
キ
の
葉
で
編
ん
だ
器
に
は
、
ふ
つ
う
一
〇

〜
一
二
個
の
バ
ー
ラ
と
豚
肉
の
お
か
ず
が
入
っ
て
お
り
、

誰
も
手
を
つ
け
て
い
な
い
清
浄
の
印
と
し
て
サ
ラ
ノ
キ

の
葉
で
封
が
さ
れ
て
い
る
。
小
さ
め
の
結
婚
式
で
も
約

二
百
人
の
招
待
客
が
集
ま
る
の
で
、
二
千
個
以
上
の

バ
ー
ラ
が
用
意
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
花
婿
の
父
系
の
親

族
が
持
ち
寄
っ
た
も
の
だ
。
こ
う
し
て
味
、
色
、
形
と

り
ど
り
の
バ
ー
ラ
が
招
待
客
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

バ
ー
ラ
は
家
々
の
あ
い
だ
を
め
ぐ
り
、
家
と
家
を
つ
な

ぐ
社
会
的
な
食
べ
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
バ
ー
ラ
は
一
度
に
た
く
さ
ん
食
べ
る
も

の
で
は
な
い
。
多
く
て
も
七
、八
個
に
し
て
お
く
方
が

よ
い
と
い
わ
れ
る
。
生
の
ア
ズ
キ
を
つ
ぶ
し
て
揚
げ
て

い
る
の
で
、
な
か
ま
で
火
が
と
お
っ
て
い
て
も
消
化
に

悪
い
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
食
べ
残
し
た
バ
ー
ラ
は
、
孔あ
な

に
木
綿
糸
を
と
お
し
て
室
内
に
ぶ
ら
さ
げ
て
お
く
。
そ

こ
は
豆
だ
、
数
日
す
る
と
、
な
か
が
発
酵
し
納
豆
の
よ

う
に
少
し
糸
が
ひ
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
お
き
火
で

軽
く
あ
ぶ
っ
て
食
べ
る
の
も
ま
た
格
別
だ
。

豆
食
文
化
へ

マ
ガ
ー
ル
人
の
祭
礼
食
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い

バ
ー
ラ
。
だ
が
、
じ
つ
は
こ
れ
と
よ
く
似
た
も
の
が
イ

ン
ド
に
も
あ
り
、
バ
ダ
（
バ
ラ
）
と
よ
ば
れ
る
。
原
料

は
同
じ
ケ
ツ
ル
ア
ズ
キ（
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
で
は
ウ
ラ
ド
・

ダ
ー
ル
）
で
、
違
い
は
ト
ウ
ガ
ラ
シ
や
玉
ね
ぎ
な
ど
の

刻
ん
だ
も
の
が
生
地
に
入
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
ま
た
イ

ン
ド
で
は
、
バ
ダ
の
上
に
ヨ
ー
グ
ル
ト
（
ダ
ヒ
）
や
ス

パ
イ
ス
を
か
け
た
ダ
ヒ
・
バ
ダ
が
軽
食
の
定
番
だ
。
マ

ガ
ー
ル
の
伝
統
食
の
よ
う
に
思
え
る
バ
ー
ラ
が
、「
大

ネパール、マガール人の豆コロッケ

バーラ

南
みなみ

 真
ま

木
き

人
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サ
バ
ル
タ
ン
は
従
属
的
な
状
況
に
お
か
れ
た
人
び
と
を
示
す
こ
と
ば

と
し
て
、
現
在
で
は
学
術
書
や
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
広
く
使
用
さ
れ
て

い
る
。
も
と
も
と
は
軍
隊
に
お
け
る
下
位
の
士
官
を
指
す
た
め
の
用
語

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
が
広
ま
っ
た
き
っ
か
け
は
、
一
九
八
〇
年
代
初
め
、

ラ
ナ
ジ
ッ
ト
・
グ
ハ
を
は
じ
め
と
す
る
南
ア
ジ
ア
近
代
史
研
究
者
た
ち

が
、
サ
バ
ル
タ
ン
の
概
念
を
掲
げ
て
歴
史
記
述
を
再
構
築
す
る
試
み
を

始
め
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
イ
タ
リ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
政
治

思
想
家
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
に
よ
る
サ
バ
ル
タ
ン
諸
階
級
の
歴
史
に

関
す
る
議
論
に
刺
激
を
受
け
、
従
属
的
な
状
況
に
お
か
れ
た
人
び
と
の

意
識
や
政
治
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
こ
こ
で
い
う
従
属

に
は
、
階
級
、
カ
ー
ス
ト
、
年
齢
、
性
別
、
職
業
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま

な
性
質
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
家
た
ち
に
と
っ
て
、
サ
バ

ル
タ
ン
の
概
念
は
、
階
級
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
は

と
ら
え
ら
れ
な
い
支
配
・
被
支
配
関
係
を
あ
ら
わ
す
う
え
で
有
効
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
そ
れ
ま
で
の
歴
史
記
述
が
エ
リ
ー
ト
の
視
点
か
ら
描
か
れ

て
い
る
と
し
て
、
サ
バ
ル
タ
ン
の
主
体
性
や
自
律
性
を
強
調
し
、
エ
リ
ー

ト
の
政
治
領
域
と
は
異
な
る
彼
ら
の
政
治
領
域
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と

で
、「
下
か
ら
の
」
歴
史
記
述
を
試
み
る
。
た
と
え
ば
グ
ハ
は
、
農
民
反

乱
の
研
究
に
お
い
て
、
反
乱
を
起
こ
し
た
人
び
と
の
宗
教
的
な
こ
と
ば

や
行
動
、
儀
礼
、
噂
な
ど
に
着
目
し
な
が
ら
、
彼
ら
固
有
の
意
識
を
描

き
出
そ
う
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
南
ア
ジ
ア
近
代
史
に
お
け
る
新
し
い
歴
史
記
述
の
試
み

に
は
、
批
判
の
声
も
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
サ
バ
ル
タ
ン
研
究
の
方

サバルタン
Subaltern

井
い

坂
さ か

 理
り

穂
ほ

　東京大学准教授

向
性
も
変
化
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
実
際
に
は
エ
リ
ー
ト
と
の
関
係

に
お
い
て
流
動
的
で
曖
昧
さ
を
も
つ
集
団
で
あ
る
は
ず
の
サ
バ
ル
タ
ン

が
、
と
も
す
る
と
固
定
化
し
た
実
体
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
へ
の
懸
念

や
、
サ
バ
ル
タ
ン
内
部
の
一
体
性
を
想
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
記
述
へ

の
批
判
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
」

と
の
根
源
的
な
問
い
も
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
問
題
を
提
起
し
た
Ｇ
・

Ｃ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
サ
バ
ル
タ
ン
が
無
力
化
さ
れ
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
き

た
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
サ
バ
ル
タ
ン
の
な
か
で

も
い
っ
そ
う
影
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
女
性
の
存
在
へ
の
注
意
を
促
し

た
。一

九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
サ
バ
ル
タ
ン
研
究
に
か
か
わ
る
歴
史
家

た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
サ
バ
ル
タ
ン
の
主
体
性
や
自
律
性
を
描
く
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
ら
の
声
が
支
配
的
言
説
の
な
か
で
い
か
に
抑
圧
さ

れ
、
隠
さ
れ
て
い
る
か
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
植
民

地
期
の
エ
リ
ー
ト
の
国
家
・
国
民
概
念
、
宗
教
・
カ
ー
ス
ト
認
識
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
観
、
歴
史
観
な
ど
に
関
す
る
言
説
分
析
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
、

サ
バ
ル
タ
ン
研
究
は
い
ま
や
エ
リ
ー
ト
に
つ
い
て
の
研
究
に
な
っ
た
と
の

批
判
も
寄
せ
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
ポ
ス

ト
植
民
地
主
義
な
ど
の
思
想
潮
流
と
連
関
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
を
基
準
と
し
た
進
化
論
的
歴
史
記
述
へ
の
批
判
な
ど
も
提
起

さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
サ
バ
ル
タ
ン
の
概
念
は
、
南

ア
ジ
ア
や
歴
史
学
と
い
う
枠
組
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

や
学
問
分
野
の
議
論
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

下からの
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バ
ル
ト
海
を
囲
ん
で

い
ま
日
本
と
韓
国
の
あ
い
だ
で
は
、
韓
国
が
﹁
日
本
海
﹂
と
い
う
名

称
に
代
わ
り
自
国
語
で
の
﹁
東
海
﹂︵
ト
ン
ヘ
︶
を
国
際
的
に
認
め
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
主
張
が
対
立
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ル
ト
海
を
め
ぐ
っ
て
の
話
で
あ
る
。

バ
ル
ト
海
を
囲
む
国
が
多
い
な
か
、﹁
バ
ル
ト
﹂
を
用
い
る
の
は
バ
ル

ト
海
南
岸
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら

バ
ル
ト
三
国
の
う
ち
ラ
ト
ビ
ア
、

リ
ト
ア
ニ
ア
と
ロ
シ
ア
に
か
け

て
で
、
ド
イ
ツ
で
は
オ
ス
ト

ゼ
ー
︵
東
海
︶
と
よ
ば
れ
て
い

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ド
イ
ツ

か
ら
み
て
東
に
位
置
す
る
か
ら

で
あ
る
が
、
こ
の
﹁
東
海
﹂
に

由
来
す
る
名
称
は
ド
イ
ツ
語
に

な
ら
っ
て
北
欧
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
お
も

し
ろ
い
こ
と
に
、
自
国
か
ら
み

て
バ
ル
ト
海
が
東
で
は
な
く
西

に
位
置
す
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で

も
、
お
そ
ら
く
長
く
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
支
配
下
に
あ
っ
た
た
め

か
、
イ
タ
メ
リ
︵
東
海
︶
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
へ
異
議
が
唱
え

ら
れ
た
こ
と
な
ど
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。

西
か
東
か

バ
ル
ト
と
い
え
ば
昨
年
引
退
し
た
エ
ス
ト
ニ
ア
出
身
の
元
大
関
、

把ば

る

と
瑠
都
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
し
こ
名
は
エ
ス

ト
ニ
ア
が
臨
む
バ
ル
ト
海
に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
じ
つ
は
、

当
の
エ
ス
ト
ニ
ア
で
は
バ
ル
ト
海
と
は
よ
ん
で
い
な
い
。
で
は
歴
史
的

に
関
係
の
深
い
ド
イ
ツ
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
﹁
東
海
﹂
か
、
と

い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
エ
ス
ト
ニ
ア
語
で
バ
ル
ト
海
は
レ
ー
ネ
メ
リ

と
い
い
、
そ
の
意
味
は
﹁
西
海
﹂。
つ
ま
り
自
国
の
西
側
に
位
置
す
る

海
を
理
屈
に
基
づ
い
て
よ
ん
だ
だ
け
で
あ
る
。
小
国
エ
ス
ト
ニ
ア
一
国

の
み
が
、
自
国
の
西
側
に
位
置

す
る
バ
ル
ト
海
を
﹁
西
海
﹂
と

名
付
け
て
が
ん
ば
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
が
文
献
に
現

れ
だ
し
た
一
九
世
紀
中
葉
ま

で
、﹁
東
海
﹂
に
由
来
す
る
名
称

も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
長
く
文

化
的
支
配
下
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ

や
当
時
の
支
配
国
ロ
シ
ア
に
逆

ら
っ
て
で
も
理
屈
を
通
し
た
の

は
、
当
時
の
民
族
意
識
の
高
揚

と
も
か
か
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

名
称
と
国
際
問
題

と
こ
ろ
で
、
こ
の
バ
ル
ト
海

の
東
端
に
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
湾

が
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
に
囲
ま
れ
、
三
国

に
と
っ
て
は
生
命
線
と
も
い
え
る
重
要
な
海
路
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

ち
ら
の
方
は
す
べ
て
の
国
で
﹁
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
湾
﹂
と
い
う
名
称
が
共

有
さ
れ
て
い
る
。
国
際
水
路
で
あ
る
の
は
明
確
だ
が
特
定
国
の
名
称
が

は
い
っ
て
い
る
と
い
っ
て
論
争
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

よ
う
だ
。

もうひとつの「東海」

庄
しょう

司
じ

 博
ひろ

史
し

　民博 民族社会研究部

ラトビア
〈バルト海〉

エストニア〈西海〉

リトアニア
〈バルト海〉

ロシア
〈バルト海〉

フィンランド
〈東海〉スウェーデン

〈東海〉

ノルウェー
〈東海〉

デンマーク
〈東海〉

ドイツ
〈東海〉

ポーランド
〈バルト海〉

バルト海

フィンランド湾

※カッコ内は各言語での
バルト海の呼称

ベラルーシ
〈バルト海〉
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箱根路を走る筆者（第 70回大会）

選
ば
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
晴
れ
て
選
手
に
選
ば
れ
た
ら
任
さ
れ
た
区
間
を
し
っ
か
り

走
れ
る
よ
う
に
、
一
生
懸
命
、
応
援
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
わ
た
し
た
ち
選
手

は
、
チ
ー
ム
メ
ー
ト
と
し
の
ぎ
を
削
っ
て
一
年
間
を
か
け
て
切せ
っ

磋さ

琢た
く

磨ま

す
る
。

箱
根
駅
伝
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
は
、
一
年
間
を
と
お
し
て
、
チ
ー
ム
内
の
競
争
に
勝
ち

残
っ
た
選
手
の
み
に
支
給
さ
れ
る
。
わ
た
し
が
選
手
だ
っ
た
当
時
、
母
校
の
東
海
大

日
本
の
正
月
の
風
物
詩

毎
年
、
一
月
二
日
、
三
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
箱
根
駅
伝
。
正
式
な
名
称
は
、「
東

京
箱
根
間
往
復
大
学
駅
伝
競
走
」
と
い
う
大
会
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
に
は
じ
ま
り
、

二
〇
一
五
年
の
大
会
で
第
九
一
回
の
大
会
と
な
る
。
全
国
放
送
も
さ
れ
、
視
聴
率
も
高

く
、
沿
道
に
も
一
〇
〇
万
人
以
上
の
フ
ァ
ン
が
応
援
に
駆
け
つ
け
る
こ
の
大
会
は
、
日

本
の
正
月
の
風
物
詩
と
も
な
っ
て
い
る
。

名
誉
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

こ
の
駅
伝
に
、
わ
た
し
は
第
六
九
回
大
会
（
一
九
九
三
年
）、
第
七
〇
回
大
会

（
一
九
九
四
年
）
に
選
手
と
し
て
出
場
し
た
。
大
学
三
年
生
の
第
六
九
回
大
会
で
は
四

区
を
任
さ
れ
区
間
一
五
位
（
一
五
校
中
）
と
い
う
散
々
な
結
果
で
、
大
学
四
年
生
の
第

七
〇
回
大
会
で
は
一
〇
区
を
走
り
、
区
間
三
位
（
二
〇
校
中
）
と
い
う
ま
あ
ま
あ
の

成
績
で
あ
っ
た
。
な
お
、
全
体
の
成
績
は
五
位
入
賞
で
あ
っ
た
。

毎
年
、
箱
根
駅
伝
を
目
指
し
て
、
全
国
の
高
校
生
ア
ス
リ
ー
ト
が
こ
れ
に
出
場
で

き
る
大
学
に
集
結
す
る
。
大
学
は
在
籍
す
る
選
手
が
少
し
で
も
良
い
成
績
を
収
め
ら

れ
る
よ
う
手
厚
い
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
く
れ
る
。
郷
里
の
家
族
や
友
人
は
、
選
手
と
し
て

学
は
、
陸
上
部
全
体
の
水
色
を
基
調
と
し
た
統
一
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
で
は
な
く
、
白
地
に

紺
の
十
字
を
あ
し
ら
っ
た
箱
根
駅
伝
用
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
、
大
会
に
臨
ん
で

い
た
。
わ
た
し
は
こ
の
す
っ
き
り
と
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
大
き
な
憧
れ

を
抱
き
、
こ
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
箱
根
駅
伝
を
走
る
べ
く
、
東
海
大
学
へ
の
進

学
を
希
望
し
た
。
こ
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
手
に
し
た
と
き
の
誇
ら
し
さ
と
う
れ
し
さ
は
、

二
〇
年
を
経
た
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
へ
の

強
い
思
い
は
、
出
場
校
の
ど
の
選
手
も
同
様
で
あ
り
、
大
学
の
名
誉
を
か
け
て
、
激

し
い
競
争
を
繰
り
広
げ
、
襷た
す
きを

つ
な
い
で
い
く
の
で
あ
る
。

色
々
な
人
の
想
い
を
背
負
っ
て

当
時
の
東
海
大
学
の
チ
ー
ム
に
は
、
一
〇
〇
名
前
後
の
選
手
が
在
籍
し
て
お
り
、
こ

の
な
か
で
選
ば
れ
た
一
〇
名
の
み
が
箱
根
路
を
走
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
生
懸
命
に
真

面
目
に
練
習
し
て
い
て
も
、
チ
ー
ム
内
の
競
争
で
勝
ち
残
れ
な
け
れ
ば
、
箱
根
駅
伝

の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
袖
を
と
お
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
非
情
な
競
争
原
理

が
働
い
て
い
る
。
走
れ
な
い
チ
ー
ム
メ
ー
ト
は
、
出
場
で
き
る
選
手
の
付
き
添
い
と
し

て
、選
手
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
。
ま
た
、付
き
添
い
と
な
っ
た
選
手
の
肉
親
や
友
人
は
、

出
場
す
る
チ
ー
ム
メ
ー
ト
の
選
手
を
応
援
し
て
く
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
箱
根
駅
伝
の

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
る
と
い
う
こ
と
は
、
夢
の
叶か
な

わ
な
か
っ
た
た
く
さ
ん
の
仲
間
や
関

係
者
の
想
い
も
背
負
う
こ
と
と
な
る
。
一
九
歳
か
ら
二
三
歳
の
若
さ
で
、
こ
の
よ
う
な

色
々
な
人
の
想
い
を
受
け
止
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
は
想
像
を

超
え
た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な
っ
て
選
手
を
襲
う
の
だ
。

温
か
い
声
援
を

二
〇
一
五
年
を
迎
え
、九
一
回
目
の
箱
根
駅
伝
が
開
催
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
て
快
走
す
る
選
手
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
負
け
な
い
よ
う

に
頑
張
る
選
手
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
ブ
レ
ー
キ
を
し
て
し
ま
う
選
手

が
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
競
争
の
向
こ
う
に
は
、
箱
根
駅
伝
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
た
く
さ
ん
の
学
生
ラ
ン
ナ
ー
が
、
母
校
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
少
し

で
も
前
を
走
れ
る
よ
う
、
身
を
粉
に
し
て
選
手
と
と
も
に
戦
っ
て
い
る
こ
と
も
感
じ
て

い
た
だ
き
た
い
。
わ
た
し
も
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
た
チ
ー
ム
メ
ー
ト
を
思
い
出
し
な
が

ら
、
声
援
を
送
り
た
い
と
思
う
。

日ひ

髙だ
か 

真し
ん

吾ご

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

モ
チ
食
べ
す
ぎ
、
酒
飲
み
す
ぎ
て
、
あ
と
は
炬こ

た
つ燵
で
ミ
カ
ン
で
も
、
と
テ
レ
ビ
を
つ
け
れ
ば
目
の
前
に
、

小
雪
舞
う
峠
道
を
疾
走
す
る
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ャ
ツ
に
短
パ
ン
姿
の
韋
駄
天
た
ち
。

制
服
な
ん
て
、
野
暮
な
こ
と
ば
は
い
け
な
い
。

あ
の
屋
外
真
冬
の
極
薄
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
ど
れ
だ
け
熱
く
、
ま
た
ど
れ
だ
け
重
い
こ
と
か
。

箱
根
駅
伝
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

第 70回箱根駅伝に出場した
東海大学のユニフォーム

箱根駅伝で使用される
襷（たすき）
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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13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

　11月中は暖かかったが、12月に入り、急にすこぶる寒くなった。

この新年号が出るころまでに、特別展「イメージの力」は閉幕し、

展示物は燻蒸されたうえで、もとの保管場所に戻ってゆく。章ごと

にさまざまな切り口で、地域横断的にモノを展示するという企画は

これまでにみんぱくではあまりなく、こういう展示をもっとやってく

ださいという来館者のお声を多くいただいた。実行委員として関わっ

たイベントの際の質疑応答でも「人の死、モノの死」や「時間」な

どについて、お客さんと一緒に、哲学的なところにまで踏み込んで

考える機会が何度かあった。人間がモノに込める願いや思いの本質

に迫ることができたのかもしれない、という感触が得られた。

　そしてみんぱく創設40周年も無事終わり、新たな年が明ける。馬

の年はなんだか突っ走って、忙しかった気がする。羊の年はもう少

しゆとりができるだろうか。毛糸を紡ぐように、地道に進みたい。

（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。


