


和
食
創
成
の
物
語
の
発
見

柴し
ば

田た 

昌し
ょ
う

平へ
い

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
6
3
年
東
京
生
ま
れ
。
映
像
作
家
。
Ｎ
Ｈ

Ｋ
、
民
族
文
化
映
像
研
究
所
を
へ
て
独
立
。
映

像
製
作
会
社
「
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
エ
イ
シ
ア
」

代
表
。
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
地
域
の

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
、
映
画
を
手
が
け
る
。

主
な
作
品
に
『
ひ
め
ゆ
り
』（
２
０
０
７
年
）、

『
ク
ニ
子
お
ば
ば
と
不
思
議
の
森
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス

ペ
シ
ャ
ル
、２
０
１
１
年
）、『
森
聞
き
』（
２
０
１
０

年
）な
ど
。
日
仏
合
作
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー『
千

年
の
一
滴 

だ
し 

し
ょ
う
ゆ
』（
２
０
１
４
年
）

で
第
６
回
辻
静
雄
食
文
化
賞
受
賞
。
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夜
の
祇ぎ

園お
ん

の
賑
わ
い
が
去
り
、
舞ま

い

妓こ

さ
ん
た
ち
は
置
屋

に
戻
っ
て
い
っ
た
。
修
行
中
の
板
前
さ
ん
た
ち
も
包
丁
を

研
ぎ
、
鍋
も
洗
い
終
え
、
近
く
の
三
畳
間
の
寮
へ
帰
っ
て

い
っ
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
も
愛
し
た
と
い
う
老

舗
料
亭
の
ご
主
人
か
ら
、「
柴
田
さ
ん
、
二
階
の
客
間
に

泊
ま
っ
て
い
っ
て
い
い
よ
」
と
言
っ
て
い
た
だ
き
、「
物
語
」

の
種
が
見
つ
か
る
ま
で
こ
こ
に
い
よ
う
と
居
候
を
決
め
込

ん
だ
。

　
ぼ
く
が
食
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
を
作
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
き
っ
か
け
は
五
年
前

に
宮
崎
県
椎し

い

葉ば

村そ
ん

で
焼
畑
を
営
む
お
ば
あ
さ
ん
を
一
年
が

か
り
で
記
録
し
た
こ
と
。
焼
畑
の
森
の
循
環
に
、
木
や
根

を
腐
ら
せ
る
キ
ノ
コ
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
そ

し
て
鉈な

た

目め

法
と
い
う
人
類
初
の
キ
ノ
コ
栽
培
が
四
百
年
ほ

ど
前
、
日
本
の
山
地
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
感
動
を

覚
え
た
。
ぼ
く
ら
の
身
近
な
食
材
は
、
実
は
山
の
民
、
海

の
民
の
自
然
観
察
の
末
に
「
発
明
」
さ
れ
、こ
こ
に
あ
る
！

　
日
本
列
島
の
人
々
と
自
然
と
の
関
わ
り
を
、
食
を
切

り
口
に
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
し
よ
う
と
考
え
た
。
フ
ラ

ン
ス
の
放
送
局
や
映
画
庁
が
資
金
の
一
部
を
出
し
て
く
れ

る
こ
と
が
決
ま
り
、
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
旅
し
て
き
た
。

大
自
然
と
向
き
合
っ
た
日
本
列
島
の
人
々
の
叡え

い

智ち 

＝「
だ

し
」
は
見
え
て
き
た
。

　
し
か
し
何
か
が
足
り
な
い
…
…
。

　
光
と
闇
が
、
灯
明
の
影
絵
の
よ
う
に
交
錯
す
る
京
都
。

祇
園
の
細
い
辻
を
駆
け
抜
け
る
風
が
、
葦よ

し

簀ず

を
揺
ら
し
、

障
子
を
隔
て
た
窓
ガ
ラ
ス
を
コ
ト
コ
ト
と
叩
く
。
こ
の

夜
、
ぼ
く
は
寝
付
け
ず
、
階
下
の
厨

ち
ゅ
う

房ぼ
う

へ
と
降
り
て
い
っ

た
。
厨
房
の
中
心
に
は
「
だ
し
壺
」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な

陶
器
が
鎮
座
す
る
。
こ
の
店
の
一
日
ぶ
ん
の
だ
し
が
明
朝

ま
た
引
か
れ
、
こ
の
壺
に
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
傍

ら
に
は
四
本
の
瓶
。
醬し

ょ
う
ゆ油

（
淡
口
・
濃
口
）、
酒
、
み
り

ん
。「
柴
田
さ
ん
、
こ
れ
と
塩
だ
け
で
私
た
ち
は
ほ
ぼ
全

て
の
料
理
を
作
り
ま
す
。
秘
密
も
何
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と

昔
気
質
で
下
駄
履
き
の
ご
主
人
は
言
っ
て
い
た
。
ぼ
く
は
、

醬
油
・
酒
・
み
り
ん
の
入
っ
た
四
つ
の
瓶
を
そ
っ
と
開
け
、

鼻
を
近
づ
け
た
。
ど
こ
か
共
通
す
る
香
り
が
あ
る
。「
匂

い
は
微
生
物
が
産
み
出
す
も
の
」
と
食
品
科
学
の
先
生
か

ら
聞
い
て
い
た
。
こ
の
四
つ
に
共
通
す
る
微
生
物
は
何
だ

ろ
う
？ 

疑
問
が
次
々
と
湧
い
て
き
た
。
調
べ
て
い
く
う
ち

に
、
世
界
最
古
の
バ
イ
オ
ビ
ジ
ネ
ス
と
も
言
え
る
種た

ね
こ
う
じ麹

屋

（
も
や
し
屋
）
と
い
う
存
在
に
出
会
い
、
さ
ら
に
種
麹
屋

の
室
の
中
で
ア
ス
ペ
ル
ギ
ル
ス
・
オ
リ
ゼ
と
い
う
日
本
に

し
か
な
い
麹
菌
が
偶
然
に
も
生
ま
れ
た
と
い
う
サ
イ
エ
ン

ス
の
「
物
語
」
が
見
つ
か
っ
た
。

　
祇
園
の
深
夜
の
厨
房
か
ら
膨
ら
ん
で
い
っ
た
「
物
語
」。

こ
う
し
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
千
年
の
一
滴 

だ
し 

し
ょ
う
ゆ
』
は
成
長
し
て
い
っ
た
。



し
て
以
来
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
で
韓
国
関
係
の
展
示
を

二
回
ほ
ど
一
緒
に
し
た
。
し
か
し
、
副
学
長
を
兼
務
さ
れ
、

お
忙
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、
若
く
て
優
秀
な
人

を
紹
介
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
。
大
野
木
さ
ん

の
答
え
は
「
わ
た
し
、
ひ
ま
で
す
よ
」
と
い
う
一
言
だ
っ
た
。

そ
の
後
、石い
し

毛げ

直な
お

道み
ち

先
生
と
の
ご
縁
で
フ
ー
ド
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
を
さ
れ
て
い
る
お
茶
の
水
女
子
大
学
研
究
員
の

福ふ
く

留と
め

奈な

美み

さ
ん
に
会
い
、
食
メ
デ
ィ
ア
研
究
会
を
主
宰
す

る
大
阪
工
業
大
学
の
佐さ

野の

睦む
つ

夫お

さ
ん
を
紹
介
し
て
い
た
だ

い
た
。
そ
し
て
、
同
学
の
情
報
メ
デ
ィ
ア
学
科
の
先
生
と

学
生
さ
ん
が
、「
仮
想
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

立
ち
上
げ
、
展
示
に
参
加
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
ソ
ウ
ル
民
博
に
特
展
の
事
前
協
議
で
行
っ
た

席
で
、
韓
国
芸
術
総
合
学
校
の
金キ
ム

炅ギ
ョ
ン

均ギ
ュ
ン

さ
ん
に
会
っ
た
。

金
さ
ん
は
大
野
木
さ
ん
と
知
り
合
い
で
、
京
都
造
形
芸
術

大
学
と
韓
国
芸
術
総
合
学
校
の
情
報
メ
デ
ィ
ア
学
科
で
は
、

二
〇
一
一
年
か
ら
「
D
N
A
（D

esigner's N
etw

ork A
sia

）

養
成
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
て
き

た
。
今
年
度
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
わ
た
し
た
ち
の
展
示
の

た
め
に
活
用
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
標
本
資
料
、
図
書
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
、
絵
画

の
展
示
と
と
も
に
、
情
報
工
学
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
学
を
導

入
し
、
あ
ら
た
な
展
示
技
法
の
開
発
と
と
も
に
、
大
学
共

同
利
用
機
関
法
人
で
あ
る
民
博
な
ら
で
は
の
特
別
展
と
い

う
道
を
開
く
こ
と
が
で
き
た
。
あ
わ
せ
て
特
別
展
示
館
の

地
下
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
「
味
」
を
体

験
で
き
る
よ
う
に
し
、
五
感
で
楽
し
む
「
食
」
の
展
示
と

し
た
。

展
示
開
催
ま
で
の
過
程
で
は
「
意
志
あ
る
と
こ
ろ
に
道

は
開
け
る
」
を
実
感
し
た
。
あ
と
は
日
韓
関
係
を
大
切
に

し
た
い
と
い
う
意
志
を
も
つ
多
く
の
人
に
、
こ
の
展
示
を

見
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
。

8
月
27
日
よ
り
開
幕
し
た
特
別
展
「
韓
日
食
博

―

わ
か
ち
あ
い・
お
も
て
な
し
の
か
た
ち
」。「
食
」
を

テ
ー
マ
と
し
た
展
示
は
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
の

か
。
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
デ
ザ
イ
ン
、
起
用
さ
れ
た
技

術
、
そ
こ
に
か
か
わ
っ
た
人
び
と
を
紹
介
す
る
。

特
集

今
年
、
二
〇
一
五
年
は
日
韓
国
交
正
常
化
五
〇
周
年
に

あ
た
る
。
そ
れ
を
記
念
し
て
、
か
つ
て
二
〇
〇
二
年
に
日

韓
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
共
同
開
催
に
お
い
て
も
韓
国
国
立
民

俗
博
物
館
（
以
下
、
ソ
ウ
ル
民
博
）
と
共
同
で
特
別
展

「
2
0
0
2
年
ソ
ウ
ル
ス
タ
イ
ル

―
李
さ
ん
一
家
の
素
顔

の
く
ら
し
」
を
開
催
し
た
が
、
今
回
も
両
館
で
特
別
展
を

開
催
し
て
は
と
考
え
た
。
ソ
ウ
ル
民
博
の
千
チ
ョ
ン

鎭ジ
ン

基ギ

館
長
は

「
ソ
ウ
ル
ス
タ
イ
ル
」
の
と
き
に
学
芸
員
と
し
て
一
緒
に
展

示
を
作
っ
た
仲
で
も
あ
り
、
す
ぐ
に
賛
成
し
て
く
れ
た
。

そ
こ
で
、
二
〇
一
三
年
に
日
本
の
「
和
食
」
と
韓
国
の
「
キ

ム
チ
と
キ
ム
ジ
ャ
ン
文
化
」
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
、
両
国
に
お
い
て
「
食
」
へ
の
関
心
が
高
ま
っ

特別展
韓日食博
―わかちあい・おもてなしのかたち
会期　8月27日（木）–11月10日（火）
会場　国立民族学博物館　特別展示館

日韓国交正常化50周年記念

が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
視
点
と
し
て
「
食
」
を
と
お
し
て
韓

国
社
会
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
、
民
博
で
は
「
韓
国
の
食
」

を
展
示
し
、
ソ
ウ
ル
民
博
で
は
「
日
本
の
食
」
を
展
示
す

れ
ば
よ
い
と
考
え
た
。
し
か
し
、
金
昌
鎬
さ
ん
と
相
談
し

て
い
く
な
か
で
、
せ
っ
か
く
共
同
で
開
催
す
る
の
だ
か
ら
、

両
国
の
食
文
化
を
比
較
す
る
視
点
も
取
り
入
れ
た
方
が
よ

い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
国
交
正
常
化
の
一
九
六
五
年
か

ら
の
五
〇
年
間
に
か
け
て
は
、
両
国
に
お
け
る
「
食
」
文

化
の
発
展
と
交
流
は
め
ざ
ま
し
く
、
わ
た
し
た
ち
日
本
人

も
日
本
の
五
〇
年
前
の
食
文
化
を
忘
れ
、
あ
る
い
は
知
ら

な
い
人
た
ち
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
韓
国
と
の
比
較

を
と
お
し
て
、
日
本
の
食
に
つ
い
て
も
見
直
す
機
会
に
な

れ
ば
と
も
思
っ
た
。
と
は
い
え
、
今
回
の
展
示
は
、
ま
ず

は
韓
国
の
食
文
化
を
知
っ
て
ほ
し
い
。そ
れ
が「
韓
日
食
博
」

と
し
た
最
大
の
理
由
で
あ
る
。

こ
の
展
示
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
「
大
学
野
球
で
も

早
稲
田
で
は
早
慶
戦
、
慶
應
義
塾
で
は
慶
早
戦
で
す
よ

ネ
！ 

韓
国
で
は
『
韓
日
食
博
』
で
い
い
で
す
が
、
日
本
で

は
や
は
り
『
日
韓
』
と
言
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
お

互
い
に
そ
う
な
ん
で
す
か
ら
、
妙
に
遠
慮
、
気
遣
い
す
る

の
で
拗こ
じ

れ
る
の
か
と
思
い
ま
す
」
と
い
っ
た
ご
意
見
も
い

た
だ
い
た
。
た
し
か
に
日
本
人
に
は
「
韓
日
」
と
い
う
こ

と
ば
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
た
だ
「
日
韓
」
と
す
る
と
、

日
本
の
展
示
と
韓
国
の
展
示
の
バ
ラ
ン
ス
が
、
ほ
ぼ
対
等

の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

た
。｢

韓
日｣

と
し
た
の
は
、
相
手
へ
の
敬
意
も
あ
っ
て
の

こ
と
だ
が
、
な
に
よ
り
展
示
を
見
て
い
た
だ
け
ば
、
そ
の

理
由
は
一
目
瞭
然
、
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
に
ち
が
い
な
い
。

食
博
っ
て
、
食
の
博
覧
会
？

「
食
を
展
示
す
る
、
だ
っ
た
ら
味
が
わ
か
ら
な
い
と
ね
」

と
い
う
ご
意
見
が
あ
る
。
も
っ
と
も
で
あ
る
。
食
を
感
じ

る
第
一
は
味
覚
だ
。
博
覧
会
で
は
「
食
べ
る
」
こ
と
が
で

き
て
も
、
博
物
館
で
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
民
博
の

展
示
の
も
う
ひ
と
つ
の
基
本
は
実
験
に
あ
る
。
博
物
館
で

食
を
展
示
す
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
、
五

感
で
も
っ
て
感
じ
る
展
示
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
れ

を
実
験
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

は
じ
め
に
展
示
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
つ
い
て
京
都
造
形
芸
術

大
学
の
大お
お

野の

木ぎ

啓ひ
ろ

人と

さ
ん
に
相
談
に
行
っ
た
。
大
野
木
さ

ん
に
は
「
ソ
ウ
ル
ス
タ
イ
ル
」
の
展
示
デ
ザ
イ
ン
を
お
願
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
別
展
の
テ
ー
マ
を
「
食
」
と
し
て

は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
提
案
し
た
。
そ
し
て
、
共
通
の
テ
ー

マ
を
「
食
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
展
示
案
を
考
え
、

互
い
に
協
力
し
あ
っ
て
展
示
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
こ
う
と

い
う
約
束
を
し
、
ソ
ウ
ル
民
博
の
学
芸
員
で
あ
る
金キ
ム

昌チ
ャ
ン

鎬ホ

さ
ん
を
民
博
の
客
員
研
究
員
と
し
て
一
年
間
お
招
き
し
、

共
同
作
業
の
体
制
を
整
え
た
。

な
ぜ
「
韓
日
」
な
の
で
す
か
？

さ
て
、
民
博
で
の
展
示
を
ど
う
し
よ
う
か
と
考
え
た
。

民
博
の
展
示
の
基
本
は
、
研
究
成
果
を
展
示
す
る
こ
と
に

あ
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
韓
国
社
会
を
研
究
し
て
き
た

「
韓
日
食
博
」の
い
き
さ
つ
と
ね
ら
い
朝あ

さ

倉く
ら 

敏と
し

夫お

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

上：ソウルの看板。右からオデン、ウドン、とんかつ
下：食にまつわる日韓のマンガ本。閲覧可能

韓国の食道具。展示手法には趣向が凝らされている

食にまつわるオノ
マトペのカリグラ
フィー。「パルパ
ル（ぐらぐら）」と
ハングルで書か
れている
（6-7ページ参照）

コッコッ
（プスッ）

珍島（チンド）の一家庭で
用いられていた甕（かめ）
77個も展示される
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し
て
も
他
展
に
遜
色
な
く
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
今

は
そ
の
こ
ろ
に
比
べ
て
も
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
韓

流
ブ
ー
ム
も
あ
い
ま
っ
て
、
韓
国
は
気
楽
に
行
け
る
海
外

と
し
て
多
く
の
人
び
と
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
状

況
の
な
か
で
、展
示
形
態
に
困
難
を
極
め
る
「
食
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
こ
と
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
泣
か
せ
の
課
題
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
美
術
・
博
物
館
は
日
常
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
を
特
別
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
来
場
者
に

発
見
と
感
動
を
体
感
し
て
も
ら
う
こ
と
を
主
目
的
と
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
美
術
・
博
物
館
等
が
、
そ
う
い
う
非
日

常
空
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
頃
キ
ム
チ
は
日
本
の
食
卓

に
当
た
り
前
の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
し
、
日
常
生
活
に
食

い
込
ん
だ
韓
国
の
コ
ン
ビ
ニ
は
殆ほ
と

ん
ど
日
本
と
変
り
映
え

が
し
な
い
。
街
並
み
も
、
地
下
鉄
も
、
街
行
く
人
び
と
の

状
況
も
、
ハ
ン
グ
ル
文
字
を
外
せ
ば
こ
こ
が
日
本
か
韓
国

か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
だ
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、

日
韓
の
比
較
文
化
を
切
口
に
し
た
美
術
・
博
物
館
展
示
を

お
こ
な
う
意
味
は
何ど

処こ

に
あ
る
か
で
あ
る
。

独
自
の
文
化
性
を
探
る
に
は
、
衣
・
食
・
住
は
じ
め
自

然
環
境
・
歴
史
等
切
口
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

あ
え
て
食
に
焦
点
を
絞
る
の
は
、
生
活
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

が
自
然
な
形
で
あ
ら
わ
れ
、
強
い
趣
向
性
が
見
え
て
く
る

か
ら
で
あ
る
。
身
近
な
食
か
ら
入
る
こ
と
で
、
日
常
の
断

片
を
ス
ム
ー
ズ
に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
で
い
て
、

文
化
の
幅
と
深
さ
を
も
っ
と
も
と
ら
え
易
い
事
柄
に
導
く

こ
と
が
で
き
る
。
生
ま
れ
育
っ
た
味
覚
や
食
の
し
き
た
り

は
生
涯
忘
れ
な
い
し
、
お
ふ
く
ろ
の
味
な
ど
親
か
ら
受
け

の
よ
う
な
お
金
の
か
け
方
は
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

新
し
い
見
せ
方
や
展
示
手
法
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
ロ
ー

コ
ス
ト
で
展
示
概
念
す
ら
打
ち
破
る
あ
ら
た
な
展
示
法

の
挑
戦
で
あ
る
。
こ
れ
も
学
生
た
ち
の
か
か
わ
り
が
大
き

い
。
美
術
館
・
博
物
館
の
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
を
提
案

身
近
で
深
い
食
文
化

「
2
0
0
2
年
ソ
ウ
ル
ス
タ
イ
ル
」
か
ら
早
一
三
年
た
っ
た
。

当
時
か
ら
、
日
韓
に
お
け
る
異
文
化
の
切
口
は
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
な
か
、
明
確
に
展
示
意
図
を
打
ち
出
す
の
に
苦
労

し
た
こ
と
が
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
幸
い
「
李
さ
ん
一
家
」

の
協
力
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
あ
る
展
示
が
で
き
、
話
題
と

新
し
い
展
示
法
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
大お

お

野の

木ぎ 

啓ひ
ろ

人と

京
都
造
形
芸
術
大
学
副
学
長
／
教
授

継
い
だ
食
の
こ
だ
わ
り
が
身
に
染
み
つ
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
さ
に
文
化
の
な
か
で
食
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を

微
妙
な
と
こ
ろ
ま
で
あ
ぶ
り
だ
せ
る
も
っ
と
も
優
れ
た
事

柄
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

展
示
へ
の
挑
戦

今
回
三
大
学
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
、
大
阪
工
業
大
学
、

韓
国
芸
術
総
合
学
校
）
の
学
生
が
か
か
わ
れ
た
の
も
大
き
な

意
味
を
も
つ
。
展
示
の
お
手
伝
い
に
学
生
が
参
加
す
る
の

は
、
今
ま
で
も
よ
く
あ
っ
た
。
学
生
た
ち
は
展
覧
会
の
裏

方
か
ら
現
場
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
作
業
の
ア
シ
ス

ト
を
し
て
展
示
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
こ
と
も
、
ま
た
作
品
を

身
近
に
観
ら
れ
る
の
も
大
き
な
特
権
で
あ
っ
た
。
今
回
は

そ
れ
ら
の
学
習
要
素
に
加
え
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
や
、

展
示
デ
ザ
イ
ン
そ
の
も
の
に
参
加
す
る
機
会
を
得
た
。
そ

れ
に
よ
り
、
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
鑑
賞
者
の
視
点
や
、

伝
え
方
を
発
見
し
、
学
生
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
感
性
と
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
日

韓
の
三
大
学
が
特
性
を
生
か
し
、
若
者
が
ア
イ
デ
ィ
ア
を

出
し
合
い
、
と
き
に
は
共
同
作
業
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、

自
ら
の
食
文
化
の
再
発
見
と
編
集
を
展
示
の
な
か
で
発
表

す
る
機
会
を
得
ら
れ
た
の
は
幸
運
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
ら

た
な
切
口
で
伝
え
る
た
め
、
学
生
た
ち
の
視
点
の
活
動
に

加
え
、
現
企
業
・
行
政
機
関
等
の
幅
広
い
協
力
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
は
大
き
い
。
食
の
企
業
は
さ
す
が
に
文

化
の
切
口
に
敏
感
で
あ
る
。
今
回
も
我
々
が
伝
え
た
い
事

柄
を
ス
ム
ー
ズ
に
理
解
し
、
提
供
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。
い
か
に
食
に
人
び
と
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
か
を

う
か
が
わ
せ
る
結
果
で
あ
る
。

会
場
構
成
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
出
て
き
た
コ
ン
テ
ン

ツ
を
整
然
と
整
理
・
編
集
さ
れ
た
従
来
型
展
示
で
は
な

く
、
雑
然
と
し
た
市
場
の
よ
う
に
あ
え
て
仕
立
て
た
。
次

に
何
が
出
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
、
親
し
み
を
も
ち
、
発

見
し
な
が
ら
巡
る
と
い
う
形
で
、
い
か
に
興
味
を
引
き
出

す
か
に
主
眼
を
置
い
た
。
予
期
せ
ぬ
こ
と
で
概
念
を
取
り

払
い
、
純
粋
な
も
の
の
見
方
を
刺
激
す
る
試
み
で
あ
る
。

ま
た
昨
今
、
美
術
館
・
博
物
館
と
い
え
ど
も
、
今
ま
で

し
な
が
ら
、
い
か
に
わ
か
り
や
す
く
、
面
白
く
、
楽
し
め

る
空
間
を
作
り
上
げ
る
か
が
我
々
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
仕
事

で
あ
る
。
今
回
の
展
示
空
間
は
国
立
民
族
学
博
物
館
の

展
示
方
法
に
あ
ら
た
な
一
石
を
投
じ
ら
れ
た
ら
幸
い
で

あ
る
。

右：ソウルの可楽洞（カラクト
ン）にある野菜果物の中央市場。
各地から運び込まれた野菜たち
下：鷺梁津（ノリャンジン）水産
市場。ここでは一般の人びとも
買え、簡単に料理してもらって
２階で食べることもできる。今
回の展示は、市場の雑然とした
雰囲気にインスピレーションを
大いに刺激された

特別展会場設営作業。入口の特別展タイトルを学生たちと描く

江戸時代よりはじまる日本のストリートフードの変遷。イラストや解説は鉛筆での手描き

タックンタックン
（ほかほか）
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食
の
展
示
に
挑
む

も
し
か
す
る
と
五
感
の
う
ち
、
味
覚
と
は
、
も
っ
と
も

原
初
的
な
感
覚
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
視
覚
や
聴

覚
、
嗅
覚
は
直
接
的
な
身
体
と
の
接
触
が
お
こ
な
わ
れ
て

ン
を
食
べ
る
と
き
、日
本
語
で
は
〝
ず
る
ず
る
〞
と
い
う
が
、

韓
国
語
で
は
〝
フ
ル
ル
ク
〞
と
い
う
。
東
ア
ジ
ア
は
同
じ

箸
と
麺
文
化
を
共
有
し
て
い
る
が
、
言
語
や
文
字
の
環
境

に
よ
っ
て
異
な
る
表
現
を
す
る
の
は
当
然
だ
。
こ
の
よ
う

な
過
程
を
通
じ
て
、
食
べ
物
と
関
連
し
た
擬
音
語
・
擬
態

語
を
韓
国
と
日
本
の
若
い
学
生
た
ち
に
手
で
表
現
す
る
こ

と
に
し
、
そ
の
作
品
を
比
較
展
示
す
る
と
い
う
基
本
的
な

方
向
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

国
を
越
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

し
か
し
、
最
近
の
デ
ザ
イ
ン
を
専
攻
す
る
学
生
た
ち
は

食
を
伝
え
る
筆
と
墨
金キ

ム 

炅ギ
ョ
ン

均ギ
ュ
ン

韓
国
芸
術
総
合
学
校
教
授

い
な
い
が
、
味
覚
は
舌
を
通
じ
て
そ
の
食
べ
物
の
味
や
温

度
を
直
接
的
に
感
じ
な
が
ら
噛か

み
、
飲
み
込
み
、
満
腹
感

ま
で
の
す
べ
て
の
過
程
を
通
じ
て
、
身
体
と
一
体
化
さ
れ

る
た
め
だ
。
し
た
が
っ
て
、
博
物
館
で
食
べ
物
を
テ
ー
マ

に
し
た
展
示
を
ま
と
も
に
表
現
し
て
伝
え
る
と
い
う
こ
と

は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
今
回
の
展
示
に
か
か

わ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
本
質
的
な
問
題
を
ど
う
解
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
が
も
っ
と
も
大
き
な
悩
み
だ
っ
た
。
ま

た
、
現
場
経
験
が
不
足
す
る
学
生
た
ち
と
と
も
に
、
文
化

と
言
語
の
壁
を
超
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
障
害
要
素
の
な
か
の
ひ

と
つ
な
の
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

し
か
し
、
む
し
ろ
す
ぐ
隣
の
国
で
同
時
代
を
生
き
て
い

る
若
い
学
生
た
ち
の
生
々
し
い
経
験
が
展
示
コ
ン
テ
ン
ツ

に
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
モ
ノ
中
心
の
厳
粛
な
既
存

の
博
物
館
で
の
展
示
か
ら
果
敢
に
脱
皮
し
て
み
た
い
と
い

う
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
が
、
一
方
で
強
く
生
ま
れ
た
こ
と
も

事
実
だ
。
こ
の
五
年
間
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
と
韓
国
芸

術
総
合
学
校
の
デ
ザ
イ
ン
科
の
学
生
た
ち
と
一
緒
に

〝
D
N
A
（D

esigner's N
etw

ork A
sia

）
養
成
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
〞
と
い
う
名
で
毎
年
新
た
な
挑
戦
を
し
て
き
た
が
、
今

回
の
展
示
は
規
模
や
そ
の
文
化
的
な
価
値
の
面
で
非
常
に

重
要
な
意
味
を
も
つ
た
め
、
指
導
教
授
と
し
て
の
責
任
感

も
極
め
て
重
く
感
じ
た
。
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
単
に
品
物
を

美
し
く
つ
く
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
物
の
周
辺
を
取
り
囲

ん
で
い
る
文
化
的
脈
絡
の
な
か
で
一
般
人
に
理
解
し
や
す

い
よ
う
に
伝
達
す
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
論
を

提
示
す
る
役
割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

味
が
伝
わ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ

博
物
館
を
訪
問
す
る
観
覧
者
た
ち
が
、
展
示
で
取
り
上

げ
る
食
べ
物
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で
、
そ
の
味

の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
も
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
は

何
か
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
悩
ん
だ
末
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
ラ

ン
ゲ
ー
ジ
と
し
て
擬
音
語
・
擬
態
語
に
関
心
を
も
っ
て
研

究
を
開
始
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
も
特

に
漫
画
の
表
現
の
な
か
に
、
そ
の
可
能
性
を
発
見
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
映
画
や
ド
ラ
マ
・
ア
ニ
メ
な
ど
は
サ
ウ
ン
ド

が
同
時
に
流
れ
る
た
め
、
そ
の
行
動
や
音
を
直
接
的
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
漫
画
で
は
そ
れ
が
で
き
な
い
た
め
、

そ
の
代
わ
り
に
文
字
を
手
で
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

行
動
や
音
を
リ
ア
ル
に
伝
え
る
た
め
の
努
力
を
続
け
て
き

た
。
も
ち
ろ
ん
、
詩
や
小
説
な
ど
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
も

擬
音
語
・
擬
態
語
（
オ
ノ
マ
ト
ペ
）
を
適
切
に
使
用
す
る
場

合
が
多
い
が
、
同
じ
大
き
さ
と
太
さ
の
活
字
で
伝
え
る
し

か
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
漫
画
で
は

普
通
の
活
字
で
は
ま
な
板
の
上
で
大
根
を
切
る
音
や
、
グ

リ
ル
の
上
で
肉
が
焼
け
る
音
を
リ
ア
ル
に
伝
え
ら
れ
な
い

た
め
、手
書
き
の
文
字
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
し
て
い
る
。

こ
れ
は
す
べ
て
の
も
の
が
デ
ジ
タ
ル
に
急
速
に
変
化
し

つ
つ
あ
る
が
、
料
理
や
味
は
絶
対
に
デ
ジ
タ
ル
に
代
え
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
非
常
に
似
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ

音
や
行
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
国
の
文
化
に
よ
っ
て
表
現

す
る
擬
音
語
・
擬
態
語
は
全
然
違
う
。
例
え
ば
、
ラ
ー
メ

最
初
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
す
べ
て
の
作
業
を
開
始
し
、

仕
上
げ
る
こ
と
を
当
た
り
前
に
考
え
て
い
る
た
め
、
手
で

す
る
作
業
に
慣
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
今
回
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
は
机
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

片
付
け
て
、
筆
と
墨
で
線
を
引
く
基
本
的
な
作
業
か
ら
始

め
た
。
そ
し
て
、
毎
日
の
自
ら
の
食
卓
を
記
録
し
た
り
、

ス
ト
リ
ー
ト
・
フ
ー
ド
を
分
析
し
た
り
、
市
場
の
風
景
を

観
察
し
た
り
、
食
の
漫
画
の
擬
音
語
・
擬
態
語
の
表
現
を

分
析
し
た
。
最
初
は
ぎ
こ
ち
な
い
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た

学
生
た
ち
の
手
書
き
の
文
字
に
、
少
し
ず
つ
躍
動
感
が
付

与
さ
れ
始
め
た
。
ま
た
、
S
N
S
を
通
じ
、
韓
日
の
学
生

ら
は
、
同
じ
テ
ー
マ
に
対
す
る
悩
み
を
お
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
少
し
ず
つ
問
題
の
解
決
策
を

自
ら
探
し
出
し
て
い
っ
た
。

今
回
の
展
示
会
を
準
備
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
過
程

を
通
じ
て
、
韓
国
と
日
本
の
学
生
た
ち
は
あ
ま
り
に
当
た

り
前
す
ぎ
て
そ
の
価
値
に
気
づ
か
な
か
っ
た
食
生
活
に
つ

い
て
、
も
う
一
度
考
え
る
機
会
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
を
ど
う
す
れ
ば
一
般
人
に
わ
か

り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
悩
み
、
自
ら
の

デ
ザ
イ
ン
の
方
法
論
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ

か
ら
も
こ
の
よ
う
な
持
続
的
な
交
流
を
通
じ
て
、
す
ぐ
隣

の
国
に
住
ん
で
い
る
同
じ
年
齢
の
学
生
同
士
が
、
今
後
は

お
互
い
が
競
争
者
で
は
な
く
、
同
伴
者
と
し
て
未
来
を
つ

く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る

き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

ワークショップの風景。自らの手で文字を書く

特別展で展示される学生の作品。韓国語、日本語、英語の解説がつく

ワークショップにて。前列右から筆者、カリグラファーの姜秉寅（カン・ビョン
イン）氏、大野木啓人氏

壁に貼り出されたワークショップの作品

モラッモラッ
（もくもく）
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食
の
臨
場
感
を
展
示
す
る
佐さ

野の 

睦む
つ

夫お

大
阪
工
業
大
学
教
授

情
報
技
術
と
博
物
館
の
結
び
つ
き

情
報
技
術
と
博
物
館
と
の
結
び
つ
き
は
古
く
、
有
形
・

無
形
と
も
に
文
化
遺
産
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
後
世
に
残
し

て
い
く
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
情
報
技
術
を
用
い
る
こ

と
で
、
過
去
の
生
活
空
間
や
生
活
道
具
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
技
術
を
用
い
て
再
現
し
た
り
、
限
ら

れ
た
過
去
の
学
術
デ
ー
タ
か
ら
予
測
技
術
を
用
い
て
当
時

の
人
間
の
営
み
を
解
明
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
情

報
技
術
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
人
間
社
会
を
結
ぶ
道

具
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
博
物
館
に
お
け
る
情
報
技
術
は
、
身
近
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
世
界
の

あ
ら
ゆ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
一
瞬
に
し
て
検
索
し
視
聴
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。W

orld W
ide W

eb

（
W
W
W
） 

と
い
う
願
い
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
疎
遠
に
な

り
つ
つ
あ
る
キ
ム
チ
づ
く
り
や
も
ち
つ
き
を
拡
張
現
実
感

と
い
う
技
術
を
用
い
て
、
体
を
動
か
し
て
ゲ
ー
ム
感
覚
で

楽
し
く
体
験
が
で
き
る
「
仮
想
白
菜
キ
ム
チ
づ
く
り
体
験
」

お
よ
び
「
仮
想
も
ち
つ
き
ゲ
ー
ム
」、
本
来
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
伝
え
て
い
く
機
会
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
御お

節せ
ち

に
着
目
し
、
相
手
へ
の
願
い
を
お
せ
ち
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て

や
り
と
り
す
る
「
お
せ
ち
に
願
い
を
込
め
て
」
は
、
楽
し

く
展
示
を
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ア
イ
デ
ア
か
ら

生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
食
べ
る
と
き
の
咀そ

嚼し
ゃ
く

音
に
着
目
し
、

拡
張
現
実
感
と
い
う
技
術
を
用
い
て
咀
嚼
筋
に
働
き
か
け
、

あ
た
か
も
食
べ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
呈
示
す
る
「
食
感

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
」、
調
理
を
し
た
り
食
べ
た
り
す
る
と
き
の

擬
音
語
や
擬
態
語
（
オ
ノ
マ
ト
ペ
）
に
着
目
し
、
高
臨
場
感

自
体
が
博
物
館
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
に

関
連
す
る
画
像
や
映
像
・
音
楽
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。
し

か
し
、
W
W
W
は
、
あ
く
ま
で
仮
想
の
世
界
で
あ
り
、
実

物
と
接
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
博
物
館
に
は
、
文
化
的

価
値
の
あ
る
実
物
が
体
系
的
ま
た
は
対
照
的
に
配
置
さ
れ

て
お
り
、
実
物
を
、
五
感
を
と
お
し
て
体
感
し
な
が
ら
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
、
何
を
学
ぶ
か
、
何
を
検

索
す
べ
き
か
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
情
報
技
術
は
、
博
物

館
に
お
い
て
実
物
か
ら
の
学
び
を
深
め
る
ツ
ー
ル
で
あ
る
。

今
回
の
特
別
展
に
お
け
る
テ
ー
マ
は
、
食
文
化
で
あ
る
。

食
は
人
間
の
五
感
（
視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
）

の
す
べ
て
を
刺
激
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
コ
ン
テ
ン
ツ

で
あ
る
が
、
今
回
の
展
示
で
は
、
料
理
そ
の
も
の
を
提
示

で
き
な
い
。
当
然
、味
覚
を
直
接
感
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

実
物
を
見
て
学
ぶ
博
物
館
展
示
に

と
っ
て
今
回
は
大
き
な
挑
戦
で
あ
る
。

幸
い
、
食
を
つ
く
っ
た
り
食
べ
た
り
す

る
た
め
に
必
要
な
道
具
や
環
境
の
実

物
は
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
情
報
技
術

は
、
何
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
来
館
者

に
、
本
当
の
食
文
化
を
体
感
し
て
い

た
だ
け
る
の
か
？ 

実
際
に
食
べ
た
り

つ
く
ら
な
い
の
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
て
も
ら
え
る
の
か
？

こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
す
る
情

報
技
術
と
し
て
、
我
々
は
、
人
間
の

感
覚
を
拡
張
可
能
と
す
る
「
拡
張
現
実
感
（A

R
: 

A
ugm

ented R
eality

）」
技
術
、
あ
た
か
も
そ
の
場
に
い
る

よ
う
に
感
じ
る
高
臨
場
感
技
術
、
来
館
者
と
作
品
と
の
相

互
の
や
り
と
り
の
な
か
か
ら
興
味
を
引
き
出
す
イ
ン
タ
ラ

ク
シ
ョ
ン
技
術
を
活
用
し
た
。

仮
想
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
文
化
を
継
承
し
、
新
し
い
文
化
を

生
み
出
し
て
い
く
若
い
人
の
目
線
の
重
要
性
に
着
目
し
た
。

学
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
編
成
し
、
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て
作

品
づ
く
り
を
お
こ
な
う
体
制
を
つ
く
っ
た
。
情
報
技
術
で

食
文
化
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
、
来
館
者
に
興
味
を

も
っ
て
も
ら
え
る
の
か
？ 

臨
場
感
を
も
っ
て
自
分
た
ち
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
？ 

こ
の

体
験
を
記
憶
に
留
め
て
も
ら
い
、
い
ろ
ん
な
人
に
食
文
化

を
伝
え
て
も
ら
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
？ 

当
初
、
食

文
化
の
こ
と
を
考
え
た
こ
と
の
な
か
っ
た
学
生
が
、
学
生

の
目
線
で
議
論
し
作
品
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
身
近
な
「
た
こ
焼
き
」
を
つ
く
る
過
程

を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
と
い
う
技
術
を
用
い
て

あ
た
か
も
実
物
を
自
分
が
焼
い
て
い
る
よ
う
に
体
験
で
き

る
「
仮
想
た
こ
焼
き
体
験
」、三
次
元
ヘ
ッ
ド
マ
ウ
ン
ト
デ
ィ

ス
プ
レ
イ
を
と
お
し
て
職
人
の
包
丁
さ
ば
き
（
鱧
の
骨
切
）

を
学
習
で
き
る
「
仮
想
包
丁
さ
ば
き
体
験
」、
日
常
で
は
見

る
こ
と
の
で
き
な
い
厨
ち
ゅ
う

房ぼ
う

の
様
子
を
三
六
〇
度
パ
ノ
ラ
マ

の
一
人
称
視
点
で
覗の
ぞ

く
こ
と
の
で
き
る
「
三
六
〇
度
パ
ノ
ラ

マ
厨
房
体
験
」
は
、
本
物
を
身
近
で
感
じ
と
っ
て
ほ
し
い

技
術
を
用
い
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
学
習
を
促
進
す
る
「
オ

ノ
マ
ト
ペ
ゲ
ー
ム
」
も
、
身
近
な
食
に
関
す
る
意
識
を
も
っ

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
発
想
か
ら
つ
く
ら
れ
た
。

楽
し
み
な
が
ら
創
り
上
げ
る

今
回
の
展
示
は
、
食
文
化
の
仮
想
体
験
と
い
う
新
し
い

展
示
技
法
を
取
り
入
れ
て
は
い
る
が
、
展
示
作
品
は
、
学

生
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
、
自
分

た
ち
が
楽
し
め
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
つ
く
っ
て
い
た
。
博
物
館

の
専
門
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
展
示
も
重
要
で
は
あ
る
が
、

今
回
の
よ
う
な
専
門
家
以
外
の
観
点
か
ら
、
楽
し
み
な
が

ら
創
り
上
げ
る
展
示
の
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
今

後
の
国
立
民
族
学
博
物
館
の
展
示
の
ひ
と
つ
の
方
向
性
と

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

仮想たこ焼き体験　プロジェクションマッピングの三次元表示技術を用いて、たこ焼き器
の形状をした立体スクリーンにＣＧによるたこ焼きを投影して、ユーザの動作を自動認識
することにより、手に持ったピックの操作に応じてたこ焼きができあがっていく様子を体験
できる 

食感シミュレーター　食感シミュレーターは、利用者に食品
の咀嚼音を聴かせ、食感を再現するものである。骨伝導ヘッ
ドホンを使うことで、より本物に近い咀嚼音を聴くことができ
る。噛んだ音や振動をモデル化して、更にリアルな食感を再
現することが今後の目標である

仮想白菜キムチづくり体験　スクリーンに投影され
た仮想的な調理器具や食材を用いて、白菜キムチづく
り体験をおこなう。拡張現実感の技術を用いて、白菜
の収穫から作り込みまでの工程を、ゲーム感覚で学習
することができる。協力の度合いを「分かち合い度」と
定義し、点数を競う。２人モードは２人で息を合わせ
協力しないと点数が上がらない。１人モードもある

仮想包丁さばき体験　没入感のある３次元ヘッドマウントディスプレイをとおして、仮想
的な調理環境で、切る技術を学習する。具体的には、包丁さばきを３次元センサでキャプ
チャし、職人のお手本の手や腕の使い方との違いをシステムが教えてくれる。上達度の判
定もおこなう。協力・料亭「熊彦」（教示映像）、メガソフト株式会社（京の町家のCG映像）

チュロンヂュロン
（たわわ）

8   9    2015年 9月号



○○してみました世界のフィールド

ピーター J. マシウス　民博 民族社会研究部

世界をスケッチする

ス
ケ
ッ
チ
は
何
の
た
め
に

民
族
植
物
学
者
は
、
植
物
そ
の
も
の
や
、
人
び
と
が
植
物
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る

の
か
を
観
察
し
、
詳
細
な
基
礎
デ
ー
タ
―
地
名
、
日
時
、
植
物
名
、
環
境
、
手
助
け

し
て
く
れ
る
現
地
の
人
び
と
の
名
前
―
を
記
録
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
知
り
た
い
こ
と
、

記
憶
し
て
お
き
た
い
こ
と
の
枠
組
み
、
つ
ま
り
出
発
点
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
と
き
に

は
想
定
を
超
え
る
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
の
知
見
と
相
反
す
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

写
真
が
出
現
す
る
前
、
旅
行
者
に
と
っ
て
日
々
の
で
き
ご
と
を
手
書
き
で
日
記
帳
に

し
る
す
の
は
い
た
っ
て
通
常
の
こ
と
で
あ
り
、
高
品
質
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
く
人
も
少
な

く
な
か
っ
た
。
科
学
者
は
冒
険
旅
行
に
プ
ロ
の
画
家
を
雇
い
、
見
た
こ
と
を
直
接
記
録

さ
せ
た
。
描
か
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
は
印
刷
技
術
の
発
達
に
と
も
な
い
、
リ
ト
グ
ラ
フ
や
ほ

か
の
媒
体
に
よ
り
普
及
し
た
。
な
か
で
も
有
名
な
の
は
ジ
ョ
セ
フ
・
バ
ン
ク
ス
に
雇
わ
れ
、

キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
の
南
太
平
洋
へ
の
航
海
（
一
七
六
八
―
七
一
年
）
に
同
行
し
た
植

物
画
家
、
シ
ド
ニ
ー
・
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
に
よ
る
作
品
だ
（
尾
道
市
立
美
術
館
で
展
示
中

の
『
バ
ン
ク
ス
花
譜
集
』
は
、
シ
ド
ニ
ー
・
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
の
原
画
か
ら
作
成
さ
れ
た
）。

ス
ケ
ッ
チ
は一
種
の
瞑め
い
そ
う想
で
あ
る
―
目
を
見
開
い
て
は
い
る
が
、
景
色
と
ペ
ン
と
画

用
紙
に
意
識
を
集
中
し
て
い
る
と
、
時
間
の
概
念
や
空
腹
感
は
消
え
去
り
、
周
り
の
音

さ
え
も
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
い
く
。
今
思

え
ば
、
わ
た
し
の
初
め
て
の
野
外
調
査
は
、

実
家
の
す
ぐ
そ
ば
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
比

較
的
古
く
か
ら
あ
る
郊
外
だ
っ
た
。一九
世

紀
に
建
て
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
古
い
家
に
は
、

で
こ
ぼ
こ
の
あ
る
大
き
い
窓
ガ
ラ
ス
が
あ

り
、
夏
の
青
空
に
浮
か
ぶ
白
い
雲
を
映
し

だ
し
て
い
た
。
眺
め
の
な
か
に
並
存
す
る

過
去
と
現
在
を
楽
し
み
、
じ
っ
と
座
っ
て
い

る
と
、
景
色
の
な
か
に
遠
近
感
を
与
え
る

仕
掛
け
、
詳
細
に
描
き
込
む
べ
き
も
の
と

は
し
ょ
る
べ
き
も
の
が
見
つ
か
り
始
め
る
。

立
ち
止
ま
っ
て
描
く
ひ
と
と
き

近
年
、
野
外
調
査
は
数
週
間
、
数
カ
月
間
か
ら
、
わ
ず
か
数
日
間
の
非
常
に
短
い

も
の
に
変
容
し
て
き
た
。
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
抱
え
て
、
場
所
か
ら
場
所
へ
、
何
枚

か
使
え
る
写
真
が
あ
れ
ば
、と
い
う
希
望
の
も
と
、何
百
枚
も
撮
り
な
が
ら
走
り
回
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
は
今
で
も
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
抱
え
て
い
る
。
調
査
の
う

ち
何
日
か
は
敢あ

え
て
カ
メ
ラ
さ
え
も
た
な
い
。
詰
め
込
み
す
ぎ
の
プ
ラ
ン
に
し
た
が

い
、
次
か
ら
次
へ
と
移
動
し
続
け
る
と
、
多
く
の
見
る
べ
き
も
の
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。

立
ち
止
ま
り
ス
ケ
ッ
チ
を
す
れ
ば
、
わ
た
し
が
何
者
で
、
な
ぜ
こ
こ
に
来
た
の
か

を
現
地
の
人
び
と
に
知
っ
て
も
ら
う
機
会
に
も
な
る
。
ま
た
、
あ
る
人
は
ス
ケ
ッ
チ

が
進
ん
で
い
く
様
子
を
驚
き
の
ま
な
ざ
し
で
見
る
。
素
早
く
多
く
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真

を
撮
る
姿
は
不
快
な
ま
で
に
目
立
つ
。
だ
が
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
て
周
り
に
嫌
な

顔
を
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
と
き
に
、
う
ま
く
描
け
た
と
き
、
友
だ
ち
に
な
っ

た
ば
か
り
の
人
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
こ
と
も
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
が
当
た
り
前

に
な
っ
た
時
代
に
、
ス
ケ
ッ
チ
を
贈
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
喜
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
場
で
す
ぐ
に
で
き
、
唯
一
無
二
で
、
人
と
人
を
結
び
つ
け
る
も
の
だ
か
ら
。

こ
れ
ま
で
何
年
に
も
わ
た
り
、
多
く
の
場
所
で
野
外
調
査
日
記
を
し
る
し
、
写
真

を
撮
っ
て
き
た
。
論
文
を
書
く
た
め
見
返
し
た
日
記
に
ス
ケ
ッ
チ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
、

現
地
の
記
憶
が
よ
り
鮮
明
に
よ
み
が
え
る
。
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
て
思
い
が
け
ず
出
く

わ
し
た
魔
法
の
よ
う
な
光
景
は
、
わ
た
し
の
記
憶
の
な
か
で
も
色
あ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
森
の
緑
に
映
え
る
黄
金
の
仏
塔
を
見
つ
め
、
ペ
ン
を
ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
に
走
ら
せ
て
い
た
と
き
…
…
。
突
然
小
さ
な
男
の
子
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、

わ
た
し
の
目
の
前
に
転
が
り
出
て
き
た
。
は
っ
と
見
上
げ
る
と
、

わ
た
し
の
周
り
に
は
小
学
生
の
一
団
が
集
ま
っ
て
き
て
い
た
。

と
に
か
く
、
ラ
フ
な
ス
ケ
ッ
チ
で
さ
え
、
な
に
も
な
い
よ
り
は

は
る
か
に
価
値
が
あ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ

た
し
は
、
憶
測
や
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
そ
こ
に

生
き
て
い
る
世
界
を
、
こ
と
ば
を
介
在
さ
せ
ず
、
あ
り
の
ま
ま

を
視
覚
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

写真が登場するよりも前、スケッチや絵はものごとを視覚的にあらわす重要な
手段だった。携帯電話やデジタルカメラで簡単に写真を撮れるようになった今、
スケッチをすることには、どのような意味があるのか。

写真：馬に乗る筆者。2001年、サトイモの調査で訪れたエジプトにて

（上）乗り合わせた乗客たち。
夜には船室の屋根の上で横
になり満点の星空を眺める
ことができた。インドネシア、
スラウェシ島とスラヤール島
の中間（1992年）

1885年に建てられた家。ニュージーランド、オークランド（1976年）

“Satu, dua, tiga!” （ワン・
ツー・スリー！）。次の満潮に
むけて木船を浜辺へと引く。
浜辺でウィンチを建てるた
めにココナツの幹が使われ
ていた。インドネシア、スラ
ヤール島（1992年）

（下）黄金の寺院の仏塔。
気がつけば小学生たちに囲
まれていた。ミャンマー北部
（2006年）

チークの森にて。ブラマプ
トラ川の水を運ぶ水道管の
下でヤギが草を食んでいる。
急速に発展している都市グ
ワーハーティーに水を供給
するための新しい貯水池を
建設中。インド、アッサム州
（2015年）

キャプテン・クック探検航海と『バンクス花譜集』展
平成 27年 7月18日（土）～ 9月23日（水・祝）
会場：尾道市立美術館

休館日：月曜日（祝日の場合は開館）
開館時間：午前 9時～午後 5時（入館は午後４時 30分まで）
観覧料：大人／ 800円、高大生／ 550円、中学生以下無料
〔団体（20名以上）は各 100円引〕
※ 70歳以上、身障者は、証明できるものを提示により無料

ニュージーランドのコウワイの
木にやってくるトゥイ

10   11    2015 年 9 月号



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

「
韓
日
食
博

 

―
わ
か
ち
あ
い
・
お
も
て
な
し
の
か
た
ち
」

日
韓
国
交
正
常
化
50
周
年
を
記
念
し
て
、
韓
国
国
立

民
俗
博
物
館
と
共
同
で
開
催
し
ま
す
。
韓
国
と
日
本

の「
食
」文
化
を
五
感
で
味
わ
う
新
し
い「
食
」の
展
覧

会
で
す
。

会
期　

11
月
10
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

香
り
の
体
験 「
オ
リ
ジ
ナ
ル
七
味
づ
く
り
」

日
時　

9
月
5
日（
土
）、26
日（
土
）、10
月
3
日（
土
）

　
　
　

①
13
時
〜
14
時
、
②
14
時
30
分
〜
15
時
30
分

会
場　

特
別
展
示
館
地
下
休
憩
所
（
各
回
1
0
0
名
）

協
力　

エ
ス
ビ
ー
食
品
株
式
会
社

※
申
込
不
要
、
要
特
別
展
示
観
覧
券
、
先
着
順

味
わ
う
体
験 「
韓
国
の
汁
文
化
と
発
酵
調
味
料
」

日
時　

9
月
6
日（
日
）、27
日（
日
）、10
月
4
日（
日
）

　
　
　

15
時
〜
16
時

会
場　

職
員
食
堂
（
各
回
36
名
）

司
会　

福
留
奈
美
（
フ
ー
ド
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・

　
　
　

お
茶
の
水
女
子
大
学
専
門
食
育
士〈
上
級
〉）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
費
5
0
0
円
、
先
着
順
、

対
象
は
高
校
生
以
上

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
要
展
示
観
覧
券

※
当
日
11
時
か
ら
観
覧
券
売
場
に
て
整
理
券
を
配
布

機
関
研
究
成
果
公
開

「
み
ん
ぱ
く
手
話
言
語
学
フ
ェ
ス
タ
2
0
1
5
」

日
時　

9
月
20
日
（
日
）、
21
日
（
月
・
祝
）

　
　
　

10
時
〜
17
時
5
分
（
9
時
30
分
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
3
0
0
名
）

言
語　

英
語
、
日
本
語
、
ア
メ
リ
カ
手
話
、

　
　
　

日
本
手
話
、
香
港
手
話

※
懇
親
会 

20
日
（
日
）
17
時
30
分
〜
19
時
30
分

（
申
込
さ
れ
た
方
の
み
・
要
会
費
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
先
着
順

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

「
点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

日
時　

9
月
12
日（
土
） 

12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
―
世
界
の

天
然
素
材
―
」

好
評
に
つ
き
大
阪
・
梅
田
の
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

で
第
3
弾
を
開
催
！

時
間　

19
時
〜
20
時
30
分

会
場　

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
北
館
1
階

　
　
　

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
「
カ
フ
ェ
ラ
ボ
」

※
要
事
前
申
込
、
参
加
費
5
0
0
円
（
１
ド
リ
ン
ク

付
き
）、
定
員
各
回
50
名

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館

　
　
　

一
般
社
団
法
人 

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

10
月
22
日（
木
）

講
師　

池
谷
和
信
（
本
館 

教
授
）

世
界
の
鳥
と
人
と
の
か
か
わ
り
―
羽
根
の
美
し
さ

を
求
め
て

10
月
28
日（
水
）

講
師　

日
髙
真
吾
（
本
館 
准
教
授
）

日
本
の
漆
器 

世
界
の
漆
器

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

一
般
財
団
法
人 

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

0
6
･
6
3
7
2
･
6
5
3
0

み
ん
ぱ
く
×
Ｍ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ 

ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ

「『
韓
日
食
博
』
を
極
め
る
！
」

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
ア
ン
ミ
カ
さ
ん
、
世
界
を

旅
す
る
山
中
真
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
朝
倉
敏
夫（
本
館

教
授
）が
特
別
展
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

日
時　

9
月
13
日（
日
） 

14
時
15
分
〜
15
時
30
分

　
　
　
（
13
時
45
分
開
場
予
定
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
先
着
順

食
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー

日
時　

9
月
20
日（
日
） 

13
時
〜
15
時

　
　
　
（
集
合
12
時
50
分
）

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
（
定
員
10
名
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
費
5
0
0
円
、
先
着
順
、

対
象
は
小
学
5
年
生
か
ら
大
人
ま
で

火
お
こ
し
体
験

日
時　

10
月
18
日（
日
） 

①
11
時
〜
、
②
13
時
〜
、

　
　
　

③
14
時
30
分
〜 （
各
回
1
時
間
程
度
）

会
場　

特
別
展
示
館
休
憩
所
（
予
定
）

協
力　

大
阪
ガ
ス
株
式
会
社

　
　
　

株
式
会
社
大
阪
ガ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
ク
リ
エ
イ
ト

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
先
着
順

（
各
回
10
組
。
保
護
者
1
名
に
つ
き
子
ど
も
2
名
ま

で
）、
対
象
は
小
学
生
と
そ
の
保
護
者

み
ん
ぱ
く
講
演
会　

台
湾
文
化
光
点
計
画
講
演
会

「
日
本
の
客
家

―
歴
史
と
現
在
」

日
本
の
客
家
が
自
身
の
歴
史
と
現
在
を
紹
介
し
ま
す
。

日
時　

9
月
6
日（
日
） 

13
時
30
分
〜

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
90
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
先
着
順

み
ん
ぱ
く
映
画
会　

台
湾
映
画
鑑
賞
会

「
一
八
九
五
」

日
本
が
台
湾
を
植
民
地
と
し
た
1
8
9
5
年
に
台
湾

の
客
家
が
日
本
軍
に
抵
抗
し
た
時
の
様
子
を
客
家
語

で
描
き
出
し
た
映
画
を
通
し
、
台
湾
文
化
へ
の
理
解

を
深
め
ま
す
。

日
時　

9
月
23
日（
水･

祝
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
が
驚
き
と
感
動
を
お
届
け
し
ま

す
。
世
界
の
文
化
の
〝
奥
深
く
〞
へ
ご
一
緒
に
ど
う
ぞ
。

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

共
催　

産
経
新
聞
社
、近
鉄
文
化
サ
ロ
ン
、ス
ペ
ー
ス
9

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
千
里
文
化
財
団

9
月
2
日（
水
）

政
府
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
す
る
!?
―
明
治
以
来

の
1
1
0
年
ぶ
り
の
大
改
革
と
日
本
の
官
僚
文
化

講
師　

出
口
正
之
（
本
館 

教
授
）

9
月
16
日（
水
）

「
聴
き
語
り
」の
芸
能

―
平
家
物
語
、瞽
女 （
ご
ぜ
）

唄
か
ら
ブ
ル
ー
ス
ま
で

講
師　

広
瀬
浩
二
郎
（
本
館 

准
教
授
）

9
月
30
日（
水
）

台
湾
の
イ
ノ
シ
シ
猟

―
日
本
の
イ
ノ
シ
シ
猟
と

比
較
し
な
が
ら

講
師　

野
林
厚
志
（
本
館 

教
授
）

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

0
6
・
6
6
3
3
･
9
0
8
7

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

9
月
12
日（
土
）と
9
月
21
日（
月
・
祝
）は
、
本
館
展

示
と
特
別
展
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ

し
21
日
は
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
。

●
中
央
・
北
ア
ジ
ア
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
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
、
中
央
・
北
ア
ジ

ア
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
展
示
場
を
11
月
18
日（
水
） 

か

ら
3
月
16
日（
水
）ま
で
閉
鎖
し
ま
す
。家
屋
模
型「
ア

イ
ヌ
の
家
」は
今
回
で
見
納
め
と
な
り
ま
す
。
閉
鎖

前
に
是
非
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

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
無
料
（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
4
7
回　

10
月
3
日（
土
） 
14
時
〜
16
時

「
医
食
同
源
」の
思
想

―
中
国
の
食
と
漢
方

講
師　

池
谷
幸
信
（
立
命
館
大
学
特
任
教
授
）

漢
方
医
学
は
、
古
代
中
国
医
学
が
5
〜
6
世
紀
頃
伝
来
し
、
日
本

の
風
土
や
日
本
人
の
体
質
に
合
わ
せ
て
独
自
に
発
展
し
た
日
本
の

伝
統
医
学
で
す
。「
医
食
同
源
」
と
い
う
こ
と
ば
が
示
す
と
お
り
、

漢
方
の
ル
ー
ツ
と
な
る
古
代
中
国
医
学
は
、
食
べ
物
が
体
を
養
う

最
大
の
薬
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
漢
方
薬
を
構
成
す
る
生
薬
の
多

く
は
、
食
べ
物
と
な
っ
て
い
る
植
物
由
来
で
す
。
中
国
の
医
食
同

源
の
考
え
方
か
ら
ど
の
よ
う
に
漢
方
薬
が
生
ま
れ
た
の
か
、
さ
ら

に
現
在
注
目
さ
れ
て
い
る
漢
方
薬
に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
す
。

●
講
義
と
併
せ
、
漢
方
の
煎
じ
方
、
丸
剤
の
成
形
の
実
演
も
ご
覧

い
た
だ
き
ま
す
。

第
4
4
8
回　

11
月
7
日（
土
） 

14
時
〜
16
時

移
住
が
つ
く
る
客
家
の
食

講
師　

河
合
洋
尚
（
本
館 

助
教
）

東
京
講
演
会

会
場　

J
I
C
A
地
球
ひ
ろ
ば　

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
6
0
0

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
、
会
員
無
料
・
一
般
5
0
0
円
）

第
1
1
4
回　

10
月
10
日（
土
） 

14
時
〜
16
時

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
文
化
誌
―
カ
カ
オ
と
人
の
4
0
0
0
年
の
物
語

講
師　

八
杉
佳
穂
（
本
館 

名
誉
教
授
）

私
た
ち
に
至
福
の
時
を
も
た
ら
す
甘
い
お
菓
子
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
」。

そ
の
原
料
と
な
る
カ
カ
オ
は
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
に
起
源
を
も
ち
、

4
0
0
0
年
前
に
は
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

薬
や
貨
幣
的
価
値
を
も
ち
、
交
易
や
貢
納
の
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
、

ま
た
ス
ペ
イ
ン
人
が
進
出
す
る
以
前
は
飲
料
と
し
て
嗜
ま
れ
、
高

貴
な
人
の
み
が
口
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
品
で
し
た
。
本

講
演
会
で
は
、
16
世
紀
以
前
の
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
カ
カ
オ

利
用
を
中
心
に
、
現
代
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
至
る
カ
カ
オ
と
人
の

長
く
て
深
い
関
係
を
概
観
し
ま
す
。

●
第
86
回
民
族
学
研
修
の
旅
関
連
企
画
で
す
。

第
71
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

九
州
の
な
か
の
朝
鮮
文
化
を
歩
く

―
菓
子
、
工
芸
、
史
跡
に  

さ
ぐ
る
関
係
史

日
時
：
12
月
2
日（
水
）、
3
日（
木
）　

訪
問
先
：
佐
賀
県

刊行物紹介

■西尾哲夫 著
『言葉から文化を読む
―アラビアンナイトの言語世界』

臨川書店　
2,0 0 0円 （税抜）
中東イスラーム世界の深部
を探る知的冒険の記録。既
成の理論では読み解けない
現象を前に、言語学者は何
を感じ、どう行動したのか。
アラビアンナイト、ベリーダ
ンス、シェイクスピア……
言語学のフィールド調査が
拓く壮大な研究世界！

■八木百合子 著
『アンデスの聖人信仰
―人の移動が織りなす文化のダイナミズム』

臨川書店　
3,60 0円 （税抜）
20世紀後半、土地問題やテ
ロリズムなどの影響により、
都市への人口移動が進んだ
アンデス農村。本書はそうし
た大きな社会変動を経験し
たアンデスの人びとが、村落
と都市とのあいだで、自分た
ちの村の聖人信仰を力強く
発展させてきた姿を描いた
ものである。

巡
回
展
「
岩
に
刻
ま
れ
た
古
代
美
術
―
ア
ム
ー
ル
河
の

少
数
民
族
の
聖
地
シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
」

会　

期　

9
月
19
日（
土
）〜
10
月
25
日（
日
）

休
館
日　

月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

会　

場　

新
潟
県
立
歴
史
博
物
館

主　

催　

新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
、
新
潟
日
報
社

●
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
災
害
の
救
援
募
金
に
つ
い
て（
お
礼
）

皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
、
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
災
害
の
救
援
募
金
が

14
万
7
1
0
9
円
集
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
募
金
は
7
月
29
日
に

郵
便
局
か
ら
、
日
本
赤
十
字
社
へ
振
替
い
た
し
ま
し
た
。
皆
様
の

ご
協
力
に
対
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
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
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

第
4
4
8
回　

9
月
19
日（
土
）

博
物
館
は
食
を
ど
う
展
示
す
る
か
―
特
別
展
メ
ー
キ
ン
グ

講
師　

朝
倉
敏
夫
（
本
館 

教
授
）

大
野
木
啓
人
（
京
都
造
形
芸
術
大
学 

教
授
）

佐
野
睦
夫
（
大
阪
工
業
大
学 

教
授
）

金
炅
均
（
韓
国
芸
術
総
合
学
校 

教
授
）

特
別
展「
韓
日
食
博
」は
、情
報
工
学
に

よ
る
Ｉ
Ｔ
技
術
を
も
ち
い
た
体
験
型

の
展
示
、情
報
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
楽
し

め
る
展
示
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
す
。こ

の
展
示
が
で
き
あ
が
る
ま
で
の
過
程

を
、一
緒
に
展
示
を
作
り
あ
げ
る
研
究

者
の
仲
間
た
ち
と
と
も
に
語
り
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
。

9
月
20
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

デ
ジ
タ
ル
技
術
で
モ
ノ （
文
化
資
源
）
を
測
る

話
者　

寺
村
裕
史
（
本
館 

助
教
）

9
月
27
日（
日
）　

本
館
ア
フ
リ
カ
展
示
場

ア
フ
リ
カ
史
の
謎
を
解
く

話
者　

竹
沢
尚
一
郎
（
本
館 

教
授
）

収
蔵
庫
で
の
資
料
選
定
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イ
ル
カ
漁
の
高
度
な
技
術

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
で
は
、
貝
の
ビ
ー
ズ
や
鳥
の
羽
な
ど
を

使
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
的
貨
幣
が
島
ご
と
に
流
通
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
貨
幣
は
、
結
婚
や
葬
式
、
賠
償
な

ど
の
交
渉
ご
と
に
欠
か
せ
な
い
財
貨
で
あ
り
、
重
要
な

交
易
品
と
な
っ
て
い
る
。
長
さ
一・
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小

さ
な
イ
ル
カ
の
歯
も
、
そ
う
し
た
財
貨
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
イ
ル
カ
の
歯
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
簡
単

で
は
な
い
。
イ
ル
カ
漁
の
技
術
は
ソ
ロ
モ
ン
の
離
島
に

す
む
海
の
民（
ワ
ネ
・
ア
シ
）と
よ
ば
れ
る
人
び
と
に
よ
っ

て
、
ひ
っ
そ
り
と
継
承
さ
れ
、
貿
易
風
が
止
ま
る
季
節

に
だ
け
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
、
特
別
な
漁
で
あ
る
。

朝
ま
だ
暗
い
う
ち
に
お
祈
り
を
済
ま
せ
た
三
〇
名
ほ

ど
の
村
の
男
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ヌ
ー
に
乗
っ
て
大

海
原
に
こ
ぎ
出
し
、
イ
ル
カ
の
群
れ
を
探
索
す
る
。
運

良
く
群
れ
が
見
つ
か
る
と
、
石
を
打
ち
鳴
ら
す
音
を

使
っ
て
、
数
時
間
か
け
て
イ
ル
カ
を
岸
ま
で
追
い
込
む
。

こ
の
高
度
な
イ
ル
カ
漁
は
、
自
然
に
挑
む
人
間
の
知
恵

の
結
晶
の
よ
う
な
狩
猟
技
術
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
の

話
の
主
人
公
は
、
こ
の
男
た
ち
で
は
な
い
。

電
磁
波
調
理
法

イ
ル
カ
漁
に
成
功
し
、
岸
ま
で
イ
ル
カ
を
連
れ
て
帰

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
一
年
に
一
〇
回
ほ

ど
で
あ
る
。
し
か
し
う
ま
く
い
け
ば
、
一
度
に
数
十
頭

の
イ
ル
カ
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
か
ら
忙
し
く
な
る
の
が
、
村
の
女
た
ち
で
あ
る
。

海
の
恵
み
で
あ
る
イ
ル
カ
の
肉
は
大
切
に
扱
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
誤
っ
て
野
良
犬
に
肉
を
盗
ま
れ
た
人
が
、

ら
出
る
遠
赤
外
線
の
輻ふ
く
し
ゃ射
熱
を
利
用
す
る
石
焼
き
の
調

理
法
が
発
達
し
て
い
る
。
こ
の
技
を
使
え
ば
、
た
と
え

土
器
や
鉄
器
が
な
く
て
も
、
効
率
よ
く
調
理
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
石
焼
き
は
一
度
に
大
量
の
食
材
を
調
理
で

き
る
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
合
理
的
な
調
理
法
で
あ
る
。

遠
赤
外
線
は
電
磁
波
の
一
種
で
あ
る
。
こ
う
し
た
電

磁
波
調
理
法
は
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
の
炭
火
や
土
鍋
、

オ
ー
ブ
ン
と
同
じ
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
波
長

の
長
い
電
磁
波
の
、
マ
イ
ク
ロ
波
を
つ
か
っ
て
水
の
分

子
を
加
熱
す
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
電
子
レ
ン
ジ
で
あ
る
。

イ
ル
カ
の
肉
の
交
易

イ
ル
カ
が
と
れ
る
と
、
村
の
家
々
か
ら
煙
が
立
ち
、

あ
た
り
は
脂
の
に
お
い
で
充
満
す
る
。
海
を
見
下
ろ
す

高
台
に
住
む
焼
き
畑
農
耕
民
、
山
の
民
（
ワ
ネ
・
ト
ロ
）

ソロモンのイルカ肉の石焼き

マリコ・イア

竹
たけ

川
かわ

 大
だい

介
すけ

 　北九州市立大学教授

た
ち
は
、
海
の
民
が
イ
ル
カ
漁
に
成
功
し
た
ニ
ュ
ー
ス

を
聞
く
と
、
畑
の
農
作
物
を
掘
り
起
こ
し
、
杵き
ね

で
つ
い

た
キ
ャ
ッ
サ
バ
の
餅
な
ど
を
背
負
っ
て
、
ぞ
く
ぞ
く
と

山
を
下
り
て
く
る
。

海
の
民
と
山
の
民
の
交
易
が
は
じ
ま
る
。
最
後
の
仕

上
げ
に
バ
ナ
ナ
の
葉
で
く
る
ん
で
焼
い
た
肉
塊
は
、
ほ

ぼ
無
菌
状
態
と
な
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
保
管
す
れ
ば

二
週
間
以
上
腐
ら
な
い
。
そ
う
や
っ
て
貴
重
な
タ
ン
パ

ク
質
は
、
人
か
ら
人
へ
と
手
渡
さ
れ
て
い
く
。

さ
て
、
こ
の
稿
の
最
後
に
、
イ
ル
カ
の
肉
の
味
に
つ

い
て
書
い
て
お
こ
う
。
数
時
間
以
上
か
け
て
じ
っ
く
り

と
遠
赤
外
線
で
焼
い
た
肉
の
塊
は
、
適
度
に
脂
が
落
ち
、

し
っ
か
り
熱
が
と
お
り
と
て
も
香
ば
し
い
。
身
は
柔
ら

か
く
、く
さ
み
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。ち
ょ
う
ど
ビ
ー

フ
ジ
ャ
ー
キ
ー
の
よ
う
に
繊
維
状
に
ほ
ぐ
れ
、
簡
単
に

手
で
裂
く
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
見
出
し
に
あ
げ
た
マ
リ
コ
・
イ
ア
と
い
う

の
は
、
正
確
に
は
料
理
の
名
で
は
な
く
、
こ
の
イ
ル
カ

肉
の
塊
を
さ
す
名
称
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
食
べ
て
も
お

い
し
い
し
、
素
材
と
し
て
野
菜
と
と
も
に
炒
め
て
も
よ

い
。
わ
た
し
は
と
き
ど
き
日
本
で
も
、
硬
い
牛
肉
や
鯨

肉
を
つ
か
っ
て
、
こ
の
ソ
ロ
モ
ン
風
石
焼
き
を
楽
し
ん

で
い
る
。

重
い
病
気
に
か
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

ど
ん
な
に
大
量
に
獲
れ
て
も
文
句
を
い
っ
て
は
い
け
な

い
。
そ
ん
な
不
満
が
海
の
精
霊
に
き
か
れ
る
と
、
イ
ル

カ
が
村
に
来
な
く
な
る
。

解
体
さ
れ
た
イ
ル
カ
の
肉
は
、
ま
ず
一
辺
二
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
塊
に
さ
れ
、
五
〇
軒
ほ
ど
あ
る
村

の
家
族
ご
と
に
平
等
に
わ
け
ら
れ
る
。
仮
に
五
〇
頭
の

イ
ル
カ
が
と
れ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
一
頭
ず
つ
の
分
配
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
一
頭
の
イ
ル
カ
か
ら
五
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
ほ
ど
の
肉
が
と
れ
る
。
冷
蔵
庫
や
保
管
場
所
も
な

い
熱
帯
の
村
で
、
大
量
の
肉
を
腐
ら
な
い
う
ち
に
調
理

す
る
の
は
大
変
で
あ
る
。

そ
こ
で
活
躍
す
る
の
が
「
石
焼
き
」
だ
。
太
平
洋
の

島と
う

嶼し
ょ

域
で
は
、
た
き
火
で
赤
く
な
る
ま
で
熱
し
た
石
か

イルカ肉の塊 一辺 20センチ
   メートルほどの
   塊を約 20個

（ブロックはひ
とつ 2キロ位）

硬い丸石　　　　　 約 100個

乾いた薪（まき）　　　 約20キロ

海水　　　　　 バケツいっぱい

マリコ・イア

① 直径 80センチほどの円内に丸石を敷き詰め、上に薪を
かためて積み、さらにその薪の上に丸石をのせ、薪に火を
つける。

② おおかたの薪が燃えつきたら炭を石の隙間に落とし、上の
丸石をどけ、肉の塊をならべる。

③ 肉の上や隙間に焼けた丸石を乗せ、熱が逃げないように
大きな葉でくるむ。このまま4時間ほど放置。

④ 通常の調理は1度でよいが、イルカ肉の塊の場合は、海水
で洗って2度 3度と同様の手順で石焼きする。

＊ 石は拳をふたつ合わせたくらいのサイズで、肉を十分に
覆える程度の量。砂岩のような堆積岩よりも結晶性の火成
岩がよい。川の石は水分を含んで割れやすいが可能。

＊ 薪は丸木のままでよい。

繊維状にほぐしたイルカの肉

キャッサバの餅を背負う山の民

海水で洗って石焼きにする

解体した肉を分配する
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コ
ー
ヒ
ー
の
伝
統
は
誰
の
も
の
か
？

―
国
境
を
超
え
た
「
文
化
遺
産
争
い
」

澤さ
わ

井い 

一か
ず

彰あ
き 

　
関
西
大
学
准
教
授

コ
ー
ヒ
ー
の
起
源

こ
こ
数
年
、
大
学
で
授
業
を
し
て

い
て
「
コ
ー
ヒ
ー
は
欧
米
に
起
源
を

も
つ
飲
み
物
だ
」
と
思
っ
て
い
る
学

生
が
意
外
に
多
い
こ
と
に
気
付
い

た
。
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
が
シ
ア
ト
ル

の
企
業
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
し
、
カ
プ
チ
ー
ノ
や
マ
キ

ア
ー
ト
と
い
っ
た
イ
タ
リ
ア
語
に

由
来
す
る
こ
と
ば
の
響
き
か
ら
も
、

ど
う
も
そ
の
よ
う
に
想
像
す
る
ら

し
い
。

し
か
し
、
コ
ー
ヒ
ー
の
語
源
が

初
め
て
カ
フ
ェ
が
開
店
し
た
と
記
録

さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
の

「
カ
フ
ェ
」
は
、
お
そ
ら
く
ト
ル
コ

語
の
「
カ
フ
ヴ
ェ
」
が
転
じ
た
も
の

だ
ろ
う
。

無
形
文
化
遺
産
と
し
て
の 

ト
ル
コ
・
コ
ー
ヒ
ー

ト
ル
コ
・
コ
ー
ヒ
ー
は
、
取
手
付

の
金
属
製
の
ポ
ッ
ト
（
ジ
ェ
ズ
ベ
）

に
、
強
く
ロ
ー
ス
ト
し
て
細
か
く
挽ひ

か
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
を
直
接
投
入
し
、

水
か
ら
煮
出
し
て
つ
く
る
。
フ
ィ
ル

者
の
一
人
と
し
て
、
喜
ば
し
い
出
来

事
で
は
あ
る
が
、
近
隣
諸
国
と
の

「
文
化
遺
産
争
い
」
と
い
う
火
種
に

油
を
注
ぐ
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
と

い
う
懸
念
は
残
る
。

国
境
を
超
え
た「
文
化
遺
産
争
い
」

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
各
地
に
広

ま
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
の
習
慣
は
、
一
九

世
紀
以
降
に
独
立
し
た
ギ
リ
シ
ャ

や
ア
ル
メ
ニ
ア
と
い
っ
た
国
々
に

も
伝
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
々

で
は
、「
ト
ル
コ
・
コ
ー
ヒ
ー
」
で

は
な
く
「
ギ
リ
シ
ャ
・
コ
ー
ヒ
ー
」

や
「
ア
ル
メ
ニ
ア
・
コ
ー
ヒ
ー
」
と

よ
ば
れ
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
国
の
伝
統

文
化
と
し
て
誇
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、コ
ー
ヒ
ー
の
「
元
祖
」「
本
家
」

を
主
張
す
る
各
国
の
せ
め
ぎ
合
い

は
、
さ
な
が
ら
文
化
遺
産
争
い
の

様
相
を
呈
し
て
い
る
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
史
を
専
門
と
し

て
い
る
日
本
人
の
わ
た
し
と
し
て

は
、
特
定
の
国
名
・
民
族
名
称
を

冠
す
る
か
ら
問
題
が
こ
じ
れ
る
の

で
は
な
い
か
、
い
っ
そ
現
在
は
存

在
し
な
い
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
名
を

と
っ
て
「
オ
ス
マ
ン
・
コ
ー
ヒ
ー
」

と
で
も
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い

か
、
と
思
わ
な
い
で
も
な
い
。
い

ず
れ
の
国
々
も
、
か
つ
て
は
長
き

に
わ
た
っ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
領

域
内
に
あ
り
、
オ
ス
マ
ン
時
代
を

通
じ
て
コ
ー
ヒ
ー
の
伝
統
に
親
し

み
、
コ
ー
ヒ
ー
文
化
を
育
ん
だ
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
理
屈
は
と
お
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
オ
ス
マ
ン
帝

国
末
期
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め

ぐ
っ
て
生
じ
た
数
多
く
の
悲
劇
を

考
え
る
と
、「
オ
ス
マ
ン
・
コ
ー

ヒ
ー
」
と
い
う
名
称
が
受
け
入
れ

ら
れ
る
余
地
も
ま
た
少
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
た
か
が
コ
ー
ヒ
ー
、

さ
れ
ど
コ
ー
ヒ
ー
。
文
化
遺
産
争

い
の
根
は
深
く
、
そ
し
て
複
雑
で

あ
る
。

タ
ー
は
用
い
な
い
の
で
、
小
ぶ
り
の

コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
の
底
に
は
細
か

い
澱お
り

が
沈
殿
す
る
。
コ
ー
ヒ
ー
を
す

す
り
終
わ
っ
た
後
に
、
残
っ
た
澱
の

模
様
か
ら
「
コ
ー
ヒ
ー
占
い
」
に
興

じ
る
の
も
、
ト
ル
コ
・
コ
ー
ヒ
ー
が

も
つ
別
の
楽
し
み
で
あ
る
。

二
〇
一
三
年
一
二
月
、「
ト
ル
コ
・

コ
ー
ヒ
ー
と
そ
の
伝
統
」
が
ユ
ネ
ス

コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
。
ト
ル
コ
・
コ
ー
ヒ
ー
を
愛
す
る

ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
カ
フ
ワ
」
に
あ
る

こ
と
は
、
お
そ
ら
く
間
違
い
な
か

ろ
う
。
コ
ー
ヒ
ー
の
原
産
地
と
さ

れ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
や
、
あ
る
い
は

そ
の
対
岸
に
あ
る
イ
エ
メ
ン
な
ど

で
飲
ま
れ
て
い
た
カ
フ
ワ
が
一
六

世
紀
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
都
市
文

化
と
し
て
流
行
し
、
ト
ル
コ
語
で

「
カ
フ
ヴ
ェ
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
七
世
紀
な
か
ご
ろ
の

年
代
記
『
ペ
チ
ェ
ヴ
ィ
ー
史
』
に
は
、

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
六
二
年
（
一
五
五
四

／
五
五
年
）
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
は
、
反
復
的
に
実
演
さ
れ
る
劇
や
音
楽
、
儀
礼
、
語
り
な
ど
の
ほ
か
、

や
は
り
反
復
的
に
作
ら
れ
口
に
さ
れ
る
料
理
や
嗜
好
品
が
含
ま
れ
る
。

食
習
慣
は
差
別
の
原
因
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、「
文
化
遺
産
」と
も
な
る
と
本
家
争
い
の
火
種
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

現アルメニア現ギリシャ

イスタンブル

オスマン帝国最大領土（1683年）

コーヒーにはチェイサーとしての水とともに、ロクムとよばれる
求肥（ぎゅうひ）に似た菓子が添えられることが多い

上：オスマン帝国治下にあった
パレスチナでも、コーヒーは日
常的に飲まれている。アラブの
コーヒーは、香りづけにカルダ
モンが加わるのが特徴

右：カップの底に残ったコーヒー
の澱。たわむれにこの澱の模様
を読み解いて、コーヒー占いをす
る者もいる。このときは薄く淹れ
たので、澱もあまり残らなかった
（上、右ともに、撮影・菅瀬晶子）

ジェズベから小ぶりのデミタス・カップにコーヒーを注ぐ
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ア
イ
ヌ
民
族
に
伝
わ
る
唄
や
踊
り
の
伝
承

幼
か
っ
た
こ
ろ
の
、か
す
か
な
記
憶
が
残
っ
て
い
る
。

夜
、
子
ど
も
た
ち
が
寝
付
い
た
親
戚
の
家
で
、

大
人
た
ち
は
大
笑
い
し
な
が
ら
手
拍
子
で
歌
い

踊
っ
て
い
た
。
立
っ
て
い
る
人
は
ふ
た
つ
に
折
っ
た

座
布
団
を
股
に
挟
み
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
前
後
に
跳
ね
て

い
た
。
大
人
に
な
り
、
あ
れ
は
何
の
踊
り
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
調
べ
て
み
た
。
そ
の
地
域
で
酒
宴
の
余

興
と
し
て
よ
く
歌
わ
れ
て
い
た
ア
イ
ヌ
語
の
唄
で
、

ち
ょ
っ
と
エ
ッ
チ
な
歌
詞
の
も
の
が
あ
っ
た
。
き
っ

と
こ
れ
に
違
い
な
い
。

わ
た
し
の
暮
ら
し
の
な
か
で
、
ア
イ
ヌ
の
唄
や

踊
り
は
身
近
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
大
人
た
ち
は

密
か
に
そ
の
世
界
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

親
か
ら
子
へ
、
ま
た
は
自
然
に
聞
き
覚
え
伝
承

し
て
き
た
で
あ
ろ
う
ア
イ
ヌ
の
唄
や
踊
り
。
し
か

し
い
つ
か
ら
か
差
別
を
恐
れ
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
次

世
代
へ
つ
な
ぐ
こ
と
を
や
め
る
者
が
増
え
て
い
っ

た
。
わ
た
し
の
名
は
ア
イ
ヌ
語
で
も
あ
る
の
だ
が
、

身
内
か
ら
可か

哀わ
い

想そ
う
に
と
い
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

現
在
、
唄
・
踊
り
は
、
北
海
道
各
地
域
に
存
在

す
る
伝
承
保
存
会
で
継
承
す
る
場
合
が
多
い
。
わ

た
し
自
身
は
、
家
族
で
も
保
存
会
で
も
な
い
、
故

郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
東
京
で
活
動
す
る
、
ア
イ
ヌ
の

若
者
た
ち
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
と
お
し
て

学
び
得
た
の
だ
っ
た
。

対
照
的
な
ふ
た
つ
の
グ
ル
ー
プ

わ
た
し
が
上
京
し
、
す
ぐ
所
属
し
た
の
が
、
Ａ
Ｉ

Ｎ
Ｕ 

Ｒ
Ｅ
Ｂ
Ｅ
Ｌ
Ｓ
（
抵
抗
す
る
者
た
ち
）
だ
っ
た

（
二
〇
〇
六
〜
二
〇
〇
九
年
）。
ア
イ
ヌ
文
化
を
学
ぶ

た
め
、
首
都
圏
近
郊
に
住
む
若
い
ア
イ
ヌ
十
数
名
で

結
成
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。「
わ
た
し
は
ア
イ
ヌ
」

宣
言
、
Ｊ
―
Ｐ
Ｏ
Ｐ
曲
の
ア
イ
ヌ
語
化
、
ア
イ
ヌ
の

詩
人
が
残
し
た
詩
を
楽
曲
化
。
差
別
、
酒
、
貧
困
な

ど
ア
イ
ヌ
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
た
め
、

現
代
音
楽
の
要
素
や
映
像
を
取
り
入
れ
、
ア
イ
ヌ
民

族
の
あ
ら
た
な
表
現
を
模
索
し
た
。
ア
イ
ヌ
女
性
の

象
徴
的
な
風
習
、シ
ヌ
イ
ェ（
入
墨
）の
再
現
な
ど
は
、

メ
ン
バ
ー
た
ち
の
意
識
を
も
変
え
て
い
っ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
は
Ｔ
ｅ
ａ
ｍ 

Ｎ
ｉ

ｋ
ａ
ｏ
ｐ
（
木
の
実
）
に
所
属
し
て
い
る
。
古
式
舞

踊
の
復
元
事
業
に
か
か
わ
っ
た
、
お
も
に
北
海
道
在

住
の
ア
イ
ヌ
十
数
名
で
結
成
さ
れ
て
い
る
。
古
い
映

像
や
音
声
記
録
を
元
に
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
な

い
も
の
を
再
現
す
る
活
動
を
お
こ
な
う
。
踊
り
手
の

少
な
か
っ
た
タ
プ
カ
ラ
（
踏
舞
）
の
実
演
者
が
増
え

た
他
、
樺
太
ア
イ
ヌ
の
記
録
に
あ
っ
た
ヘ
チ
リ
（
輪

踊
）
は
大
変
珍
し
く
、
グ
ル
ー
プ
の
看
板
演
目
で

あ
る
。
後
に
唄
、
踊
り
だ
け
で
な
く
、
語
り
の
要

素
も
強
め
て
い
っ
た
。

ア
イ
ヌ
文
化
と
い
う
と
、
古
い
過
去
の
も
の
と
思

わ
れ
が
ち
だ
が
、
時
代
と
と
も
に
我
々
も
変
化
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｕ 

Ｒ
Ｅ
Ｂ
Ｅ
Ｌ

Ｓ
で
学
ん
だ
。
ア
イ
ヌ
と
沖
縄
の
祭
、
屠と

場じ
ょ
うの
若
者

た
ち
と
の
交
流
、
海
外
の
先
住
民
族
や
日
本
国
内

の
ミ
ッ
ク
ス
ル
ー
ツ
の
若
者
た
ち
と
の
コ
ラ
ボ
を
通

じ
、
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
問
題
に
も
目
を

向
け
た
。
活
動
初
期
の
こ
ろ
、
個
人
的
な
迷
い
か
ら

「
わ
た
し
は
ア
イ
ヌ
」
と
宣
言
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

を
見
送
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
無
意
識
に
避
け
て
き
た

自
分
の
な
か
の
問
題
に
も
初
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。

Ｔｅ
ａ
ｍ 

Ｎ
ｉ
ｋａ
ｏ
ｐ
で
は
、
残
さ
れ
た
記
録
や

資
料
を
つ
な
ぎ
合
せ
組
立
て
、
先
人
は
こ
う
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
を
想
像
し
、
形
に
す
る
難
し

さ
と
面
白
さ
が
あ
っ
た
。
模
索
し
な
が
ら
練
習
を
重

ね
、
つ
い
に
完
成
し
た
と
き
の
感
動
は
大
き
い
。
復

活
し
た
古
式
舞
踊
は
か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
あ
る
。

こ
の
二
グ
ル
ー
プ
の
存
在
は
と
て
も
面
白
い
。
か

た
や
ア
イ
ヌ
民
族
を
語
る
う
え
で
重
要
な
、
北
海

道
と
い
う
土
地
を
飛
び
出
し
東
京
で
活
動
。
一
方
は

土
着
の
北
海
道
。
現
代
的
な
表
現
と
、
過
去
に
存

在
し
た
も
の
の
再
現
。

ど
ち
ら
も
、
各
地
で
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
若
い
ア
イ

ヌ
が
集
結
し
、
自
分
と
の
違
い
や
共
通
点
、
多
様

な
ア
イ
ヌ
の
現
状
を
互
い
に
知
り
得
た
こ
と
は
大

き
い
。
ア
イ
ヌ
同
士
で
あ
る
と
い
う
連
帯
感
、
安

心
感
か
ら
、
ス
テ
ー
ジ
外
で
自
然
発
生
的
に
唄
や

踊
り
が
始
ま
る
と
、
あ
の
夜
、
幼
い
わ
た
し
が
見

た
光
景
の
よ
う
に
思
え
た
。

伝
え
る
姿

今
で
も
表
立
っ
た
活
動
を
す
れ
ば
ア
イ
ヌ
差
別

問
題
は
つ
き
ま
と
う
。
当
時
、
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｕ 

Ｒ
Ｅ
Ｂ

Ｅ
Ｌ
Ｓ
に
よ
る
表
現
は
東
京
だ
か
ら
で
き
た
の
だ

と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
今
、
北
海
道
で
ア
イ
ヌ
と
し

て
活
動
し
て
い
る
ユ
ニ
ッ
ト
や
グ
ル
ー
プ
が
多
く
存

在
す
る
。
こ
こ
数
年
、
空
前
の
ブ
ー
ム
か
と
思
う

ほ
ど
増
え
た
。
ア
イ
ヌ
民
族
で
あ
る
こ
と
を
誇
れ
る

強
い
ア
イ
ヌ
が
増
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
イ
ヌ
語
を
学
ぶ
若
者
も
増
え
て
い
る
。
親
に

な
り
、
我
が
子
に
ア
イ
ヌ
語
の
名
前
を
つ
け
る
者
も

多
い
。
二
〜
三
歳
の
子
が
親
を
ま
ね
、
ア
イ
ヌ
語
の

唄
を
歌
い
、
手
拍
子
し
な
が
ら
踊
り
だ
す
。
元
メ

ン
バ
ー
の
子
ど
も
だ
。
こ
う
し
て
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く

ア
イ
ヌ
文
化
が
今
、
わ
た
し
の
目
の
前
に
あ
る
。

AINU REBELS（アイヌ レブルズ）によるフッタレ
チュイ。松の木の揺れを模した女性による踊り。
頭を激しく振る心臓比べの踊りを、現代楽曲と
演出にて表現

Team Nikaop（チーム ニカオプ）が再現した
ヘチリ。記録にあった樺太アイヌの輪踊り。ひ
とつの輪がふたつに分かれ再びひとつとなり、
その際逆回転となる（上下ともイラスト・sayo）

小お

笠が
さ

原わ
ら 

小さ

よ夜　
ア
イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

upopo newa rimse
唄と踊り―アイヌ文化伝承の今

文化は担い手に寄り添いつつ変化していく。自らのルーツを探す、アイヌの若者たちは、
途絶えた先人の文化を再解釈や再現することによって受け継ごうとしている。

Team Nikaop（チーム ニカオプ）
2011年8月21日 北海道二風谷 第 42回チプサンケ祭りにて
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異
文
化
理
解
を
目
的
と
し
て
き
た
文
化
人
類
学
は
従
来
、
西
欧
社
会
と

の
接
触
が
少
な
か
っ
た
場
所
や
地
域
を
優
先
し
て
研
究
し
て
き
た
。
他
の

文
化
と
の
接
触
に
よ
り
「
純
粋
な
」
文
化
や
社
会
が
変
化
し
、
損
な
わ
れ

て
し
ま
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
前
に
フ
ィ
ー
ル
ド
に
赴
き
、

異
文
化
を
生
き
る
人
び
と
の
姿
を
書
き
し
る
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
そ

ん
な
使
命
の
も
と
、
人
類
学
者
は
フ
ィ
ー
ル
ド
に
旅
立
っ
た
。
し
か
し
、
人
、

も
の
、
情
報
が
大
規
模
か
つ
高
速
に
、
地
域
や
国
境
を
越
え
て
世
界
中
を

隅
々
ま
で
移
動
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
西
欧
近
代
の
影
響
は
ほ
ぼ
世

界
中
に
浸
透
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
、
文
化
人
類
学
の
使
命
は
も
う
終

わ
り
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
ス
リ
ラ
ン
カ
の
漁
村
で
調
査
を
し
た
。

村
民
の
ほ
と
ん
ど
は
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
少
数
民
族
の
タ
ミ
ル
人
で
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
の
漁
民
カ
ー
ス
ト
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
〇
年
、
シ
ン
ハ
ラ

人
と
の
民
族
紛
争
が
激
化
し
、
多
く
の
タ
ミ
ル
人
が
、
難
民
と
な
っ
て
故
国

を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
村
人
た
ち
も
例
外
で
は
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
の
郊

外
に
は
現
在
、
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
人
の
調
査
村
出
身
者
と
そ
の
子
孫
（
以
後
、

村
人
と
す
る
）
が
住
ん
で
い
る
。

村
人
た
ち
は
同
じ
地
域
に
住
み
、
訪
問
し
合
う
機
会
も
多
い
。
家
庭
で
は

タ
ミ
ル
語
を
話
し
、
ス
カ
イ
プ
で
ス
リ
ラ
ン
カ
の
親
戚
と
お
し
ゃ
べ
り
も
す
る
。

近
く
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
が
あ
り
、
居
間
に
暖
炉
の
あ
る
イ
ギ
リ
ス
風
の

住
宅
の
な
か
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
様
を
祀ま
つ
る
祭
壇
が
あ
る
。
し
か
し
、

職
業
を
見
れ
ば
、
漁
業
に
従
事
す
る
者
は
皆
無
で
、
男
女
と
も
ス
ー
パ
ー
の

レ
ジ
係
が
圧
倒
的
に
多
い
。
子
ど
も
た
ち
は
、
タ
ミ
ル
語
よ
り
英
語
が
得
意

コンタクト・ゾーン
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田
た

中
な か

 雅
ま さ

一
か ず

　京都大学教授

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
親
も
子
ど
も
た
ち
も
、
も
う
ス
リ
ラ
ン
カ
で
暮
ら
そ
う

と
は
思
っ
て
い
な
い
。
二
世
、
三
世
と
も
な
れ
ば
、
村
出
身
で
な
い
相
手
と

結
婚
す
る
者
も
出
て
来
る
だ
ろ
う
。「
純
粋
文
化
」
の
探
求
と
い
う
文
化
人

類
学
の
伝
統
的
な
使
命
か
ら
考
え
る
と
、
在
ロ
ン
ド
ン
の
ス
リ
ラ
ン
カ
難
民

た
ち
の
暮
ら
し
の
な
か
で
、
調
査
の
対
象
と
な
り
う
る
領
域
は
ど
ん
ど
ん
狭

ま
っ
て
き
て
い
る
。そ
れ
で
は
、彼
ら
の
生
活
は
研
究
に
値
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

文
化
人
類
学
が
今
日
提
唱
す
る
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
と
い
う
概
念

は
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
難
民
生
活
の

研
究
は
意
味
が
あ
る
」
と
答
え
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
だ

ろ
う
。
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
（
接
触
領
域
）
は
、
異
な
る
文
化
背
景
を
有

す
る
人
と
人
と
の
接
触
（
と
き
に
は
動
物
と
人
の
関
係
に
も
適
用
さ
れ
る
）

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
場
所
、
領
域
を
指
す
。
移
民
、
出
稼
ぎ
、
観
光
、
交
易
、

国
際
結
婚
、
留
学
、
難
民
、
密
出
入
国
な
ど
と
い
う
形
で
、
人
が
境
を
越

え
て
移
動
す
る
と
、
い
ま
ま
で
と
異
な
る
風
習
や
考
え
方
の
も
ち
主
と
出

会
う
。
そ
こ
が
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
軋あ
つ
れ
き轢
が
生
じ
る
。
差
別
や
偏
見
、陰
湿
な
苛い
じ
め
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
一
方
で
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
に
お
い
て
人
び
と
は
、
力
を
合
わ

せ
て
問
題
解
決
に
挑
み
、
共
生
の
方
法
を
模
索
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ま

ま
で
と
は
異
な
る
文
化
が
創
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

い
ま
、
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
が
あ
ら
た
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
注
目
さ

れ
る
の
は
、
も
は
や
純
粋
な
文
化
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
っ
た
消
極
的
な
理

由
か
ら
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
人
類
社
会
に
お
け
る
、

多
様
な
他
者
と
の
生
き
方
の
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

他者との

生き方を探
る
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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

　日本語は擬音語・擬態語が非常に豊富な言語である。マンガ

の仏語訳をしている人から聞いた話だが、絵の一部に溶け込んで

いる擬音語・擬態語を翻訳するのは至難の業であるという。だが、

韓国語は日本語以上にオノマトペが多いらしいということはこれま

で知らなかった。どんなオノマトペがあるのか、その音を日本人が

聞いて、同じ質感や味や状態を連想できるのか、といろいろ疑問

が湧いた。興味をもたれた方は国立国語研究所の「日本語を楽し

もう」というウェブサイトにあるコラム、「韓国語の擬態語と日本

語の擬態語の比較」をご覧いただくとよい。韓国語を知らない人

にも読みやすい解説となっている。

　特別展「韓日食博」の一環として、韓国の書道家をみんぱくにお

呼びして、食に関するオノマトペを書で表現するというワークショッ

プを開催するが（詳細は本誌のインフォメーションページ参照）、ど

んな作品が生まれるのか、非常に楽しみである。（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/


