


蓄
え
な
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関せ
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野の 

吉よ
し

晴は
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エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
4
9
年
東
京
都
生
ま
れ
。
武
蔵
野
美
術

大
学
教
授
。
一
橋
大
学
在
学
中
に
同
大
探
検
部

を
創
設
。
横
浜
市
立
大
学
医
学
部
を
卒
業
し
、

医
師
と
な
る
。
1
9
9
3
年
か
ら
10
年
を
か

け
、
人
類
拡
散
の
足
跡
を
踏
破
す
る
「
グ
レ
ー

ト
ジ
ャ
ー
ニ
ー
」
を
敢
行
。
2
0
0
4
年
か
ら

は
、
人
び
と
が
海
を
渡
り
ど
の
よ
う
に
日
本
へ

到
達
し
た
の
か
を
た
ど
る「
新
グ
レ
ー
ト
ジ
ャ
ー

ニ
ー 

日
本
列
島
に
や
っ
て
来
た
人
々
」
を
始
め
、

2
0
1
1
年
に
終
了
。
1
9
9
9
年
に
植
村
直

己
冒
険
賞
、
2
0
0
0
年
に
旅
の
文
化
賞
。
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エ
チ
オ
ピ
ア
南
部
に
平
等
な
社
会
が
あ
る
と
聞
い
て
、

行
っ
て
み
た
。
京
都
文
教
大
学
教
授
の
松ま

つ

田だ

凡ひ
ろ
しさ

ん
の
一
五

年
以
上
に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
で
、
彼
が
コ
エ
グ
と
い
う
民

族
の
と
こ
ろ
に
行
く
時
に
同
行
を
許
し
て
く
れ
た
の
だ
。

　
オ
モ
川
の
下
流
域
に
イ
ネ
科
の
穀
物
ソ
ル
ガ
ム
を
栽
培

し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
ナ
イ
ル
川
下
流
域

と
同
じ
よ
う
に
、
雨
季
の
洪
水
が
上
流
か
ら
肥
沃
な
土

壌
を
運
ん
で
く
れ
、
乾
季
の
川
原
に
種
を
蒔ま

く
と
肥
料

な
し
で
雨
季
の
始
ま
る
前
に
収
穫
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
半
年
分
し
か
で
き
な

い
。
そ
の
不
足
分
を
補
う
た
め
に
乾
季
に
魚
を
捕
る
。
乾

季
は
池
や
沼
の
水
が
乾
燥
で
水
が
少
な
く
な
り
、
手
づ
か

み
で
魚
が
獲
れ
る
場
合
も
あ
る
の
だ
。
さ
ら
に
小
動
物
を

狩
り
、
ハ
チ
ミ
ツ
を
取
っ
て
雨
季
前
の
ソ
ル
ガ
ム
の
収
穫

ま
で
生
き
延
び
る
。

　
天
候
不
順
な
ど
な
け
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
モ
ノ
を
た
め

込
む
こ
と
の
な
い
彼
ら
は
不
安
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私

た
ち
は
モ
ノ
を
た
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
の
災
厄
や

老
後
に
備
え
る
。
モ
ノ
を
た
め
始
め
る
と
ど
こ
ま
で
た
め

込
め
ば
い
い
の
か
、
際
限
が
な
く
な
る
。

　
彼
ら
も
何
か
あ
っ
た
時
の
安
全
保
障
を
考
え
て
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
他
の
人
あ
る
い
は
家
族
と
の
つ
な
が
り
を

大
事
に
し
て
い
る
。

　
私
が
二
度
目
に
こ
の
村
を
訪
れ
た
時
、
初
め
て
行
っ
た

時
に
仲
良
く
な
っ
た
マ
ガ
ヤ
と
い
う
男
が
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
に

な
み
な
み
と
ハ
チ
ミ
ツ
を
入
れ
て
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
ハ

チ
ミ
ツ
は
彼
ら
に
と
っ
て
森
の
精
霊
の
贈
り
物
と
言
わ
れ

る
ほ
ど
貴
重
な
も
の
だ
。
私
は
何
を
お
返
し
に
渡
し
た
ら

い
い
の
か
と
思
い
、
松
田
凡
さ
ん
に
尋
ね
た
。

「
お
返
し
に
何
を
あ
げ
た
ら
い
い
で
す
か
ね
」

　
す
る
と
、
彼
ら
の
習
慣
を
よ
く
知
る
松
田
さ
ん
は
言
う
。

「
い
や
、
放
っ
て
お
い
て
い
い
ん
で
す
よ
。
マ
ガ
ヤ
も
お
礼

を
貰も

ら

う
つ
も
り
は
な
い
で
す
か
ら
」

　
日
本
人
的
感
覚
だ
と
お
礼
を
し
た
い
の
だ
が
、
次
第
に

分
か
っ
て
き
た
。

　
マ
ガ
ヤ
は
私
と
ベ
ル
モ
と
い
う
関
係
を
作
り
た
か
っ
た

の
だ
。
擬
制
の
親
族
関
係
を
結
ぶ
よ
う
な
も
の
で
、「
今

は
何
も
い
ら
な
い
け
ど
、
何
か
あ
っ
た
ら
お
互
い
助
け
合

お
う
ぜ
」
と
い
う
関
係
だ
。
マ
ガ
ヤ
は
こ
の
村
に
も
ベ
ル

モ
が
三
人
い
る
。
ま
た
牛
飼
い
の
他
民
族
に
も
ベ
ル
モ
が

い
る
。
そ
の
他
彼
ら
は
数
年
に
一
度
通
過
儀
礼
が
あ
る
。

若
者
た
ち
は
そ
の
儀
礼
の
前
に
家
族
か
ら
離
れ
若
者
宿

で
過
ご
す
。
そ
の
た
め
成
人
に
な
っ
て
か
ら
、
同
じ
年
に

通
過
儀
礼
を
受
け
た
も
の
ど
う
し
は
肉
親
と
同
じ
よ
う

に
緊
密
な
関
係
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
も
の
を
た
め
込
ま
な
い
か
わ
り
に
、
他
の
人

た
ち
と
の
繋つ

な

が
り
を
強
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
後
を
含

め
て
将
来
の
不
安
に
対
す
る
安
全
保
障
と
し
て
い
る
の
だ
。



真
筆
と
写
本

佐
々
木
　
民
博
に
も
題だ
い

簽せ
ん

に
「
夷
酋
列
像
図
」
と
し
る
さ

れ
た
、「
夷
酋
列
像
」
の
写
本
（
以
下
、
民
博
本
）
が
所

蔵
さ
れ
、
特
別
展
で
も
展
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
収
集
の

経
緯
に
つ
い
て
お
願
い
し
ま
す
。

大
塚　

二
〇
〇
三
年
、
東
京
神
保
町
の
古
書し
ょ

肆し

、
一
誠
堂

書
店
か
ら
創
業
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
展
示
即
売
会

の
目
録
が
出
ま
し
た
。
藤ふ
じ

原わ
ら
の

定て
い

家か

の
日
記
な
ど
、
貴
重

な
古
書
籍
一
〇
〇
点
の
な
か
に
、
民
博
本
が
あ
っ
た
の
で

す
。
一
二
人
の
図
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
お
り
、
各
人
物
の

解
説
と
し
て
、
蠣か
き

崎ざ
き

波は

響き
ょ
う

の
叔
父
に
あ
た
る
松ま
つ

前ま
え

広ひ
ろ

長な
が

が
し
る
し
た
「
夷
酋
列
像
附
録
」
が
画
像
に
沿
っ
て
書
写

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

の
筆
跡

で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
ぜ
ひ
民
博
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
当
時
、
民
博
は
美

術
品
は
収
集
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
館

内
で
も
反
対
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。

日
髙　

僕
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
資
料
収
集
の
担
当
で

し
た
か
ら
、
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

大
塚　

こ
れ
は
美
術
品
で
は
な
く
て
、
二
〇
〇
年
前
の
ア

イ
ヌ
研
究
の
た
め
の
民
族
誌
資
料
と
し
て
優
れ
た
価
値

が
あ
り
、
歴
史
学
的
、
文
化
人
類
学
的
研
究
に
と
っ
て

も
非
常
に
重
要
な
情
報
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
各
方
面
に
説
明
し
て
、
一
年
ほ
ど
も
か
か
っ
て
よ
う
や

く
収
蔵
が
決
ま
り
ま
し
た
。
民
博
所
蔵
と
な
っ
て
か
ら
、

そ
の
存
在
が
注
目
さ
れ
、
利
用
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

佐
々
木　

特
別
展
で
は
写
本
だ
け
で
な
く
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン

美
術
考
古
博
物
館
所
蔵
の
蠣
崎
波
響
真
筆
も
展
示
さ
れ

ま
す
。
こ
の
真
筆
本
が
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
た
経
緯
は
ど
う

お
考
え
で
し
ょ
う
。

大
塚　

日
本
か
ら
の
流
出
は
、幕
末
に
来
日
し
た
メ
ル
メ・

カ
シ
ョ
ン
神
父
に
よ
る
説
が
あ
り
ま
し
た
が
、
わ
た
し
は

二
〇一六
年
二
月
二
五
日（
木
）か
ら
開
幕
す
る

特
別
展「
夷い

酋し
ゅ
う

列れ
つ

像ぞ
う

―
蝦え

夷ぞ

地ち

イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る 

人
・
物
・
世
界
―
」。

「
夷
酋
列
像
」と
は
、一七
八
九
年
の「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」に
加
わ
っ
た
ア
イ
ヌ
た
ち
に
戦
い
を
や
め
る
よ
う
説
得
し

た一 

二
名
の
有
力
者
を
描
い
た
絵
で
あ
る
。
こ
の
特
集
で
は
、「
夷
酋
列
像
」の
も
つ
歴
史
的
意
義
や「
夷
酋
列
像
」に
描
か
れ

た
も
の
か
ら
み
え
る
交
易
者
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
姿
に
つ
い
て
せ
ま
る
と
と
も
に
、
本
特
展
の
内
容
や「
夷
酋
列

像
」を
よ
り
理
解
す
る
た
め
に
開
発
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

い
ま
だ
多
く
の
謎
が
残
る「
夷
酋
列
像
」。

人
び
と
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い

そ
の
魅
力
と
謎
に
つ
い
て
、

ア
イ
ヌ
文
化
研
究
の
第一人
者
で
あ
る

大
塚
和
義
名
誉
教
授
に
お
話
を
伺
っ
た
。

を

読
み
解
く

夷
酋
列
像

特集

日ひ

髙だ
か 

真し
ん

吾ご

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー 

佐さ

さ々

木き 

史し

郎ろ
う

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

聞
き
手

大お
お

塚つ
か 

和か
ず

義よ
し

民
博 
名
誉
教
授

話
し
手

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
夷
酋
列
像
」の

謎
を
追
う

次
の
二
人
の
ど
ち
ら
か
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
幕
府
軍
を
指
導
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
顧
問

団
の
ジ
ュ
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ネ
で
す
。
戊ぼ

辰し
ん

戦
争
（
一
八
六

八
―
六
九
）
で
幕
府
軍
が
敗
れ
江
戸
城
が
開
城
し
た
後
、

幕
府
海
軍
副
総
裁
だ
っ
た
榎え
の

本も
と

武た
け

揚あ
き

は
蝦
夷
地
へ
逃
れ
、

箱
館
の
五ご

稜り
ょ
う

郭か
く

に
た
て
こ
も
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
軍

人
た
ち
も
榎
本
武
揚
に
協
力
し
て
い
た
の
で
す
が
、
新

政
府
軍
に
よ
る
侵
攻
で
陥
落
す
る
前
に
、
船
で
箱
館
を

脱
出
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、ブ
リ
ュ
ネ
は
「
大
君
の
太
刀
」

を
フ
ラ
ン
ス
に
も
ち
帰
っ
て
い
る
の
で
す
。「
大
君
」
と

は
徳
川
最
後
の
将
軍
・
徳と
く

川が
わ

慶よ
し

喜の
ぶ

の
こ
と
で
す
。
ブ
リ
ュ

ネ
は
、
絵
を
描
く
こ
と
が
う
ま
く
、
多
く
の
ス
ケ
ッ
チ
画

を
残
し
て
い
ま
す
。美
術
に
関
心
の
強
い
ブ
リ
ュ
ネ
が「
夷

酋
列
像
」
に
出
合
い
、
所
持
者
に
所
望
し
た
可
能
性
を

感
じ
ま
す
。
じ
つ
は
ブ
リ
ュ
ネ
は
ブ
ザ
ン
ソ
ン
に
も
近
い
、

ア
ル
ザ
ス
地
方
南
部
の
出
身
な
の
で
す
。
あ
の
辺
の
人
び

と
は
勇
敢
な
人
が
多
く
、
海
外
へ
出
て
宣
教
師
に
な
っ
た

り
し
て
い
ま
し
た
。

日
髙　

向
こ
う
見
ず
な
人
が
多
い
と
い
わ
れ
る
地
域
で
す

ね
。

大
塚　

そ
う
で
す
。
ブ
リ
ュ
ネ
が
も
ち
帰
っ
た
と
考
え
る

と
、
榎
本
武
揚
が
箱
館
を
制
圧
す
る
こ
ろ
ま
で
は
、
松

前
藩
側
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
時
代
は
少
し
ず
れ
ま
す
が
、
映
画

を
発
明
し
た
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
に
か
か
わ
る
も
の
で
す
。

彼
ら
は
奇く

し
く
も
ブ
ザ
ン
ソ
ン
の
出
身
な
ん
で
す
。
彼
ら

の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
の
日
本
で
の
興
行
権
を
取
得
し
た
の

は
、
実
業
家
の
稲い
な

畑ば
た

勝か
つ

太た

郎ろ
う

で
す
。
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟

と
は
、
リ
ヨ
ン
の
工
科
大
学
へ
の
留
学
時
代
に
交
流
が

あ
っ
た
の
で
す
。
興
業
に
加
え
、
日
本
で
撮
影
す
る
た
め

に
、
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
社
の
技
師
コ
ン
ス
タ
ン
・
ジ
レ

ル
が
来
日
し
ま
す
。
ジ
レ
ル
は
北
海
道
に
も
赴
き
、
ア
イ

特別展

「夷酋列像―蝦夷地イメージ
をめぐる 人・物・世界―」
会場　国立民族学博物館　特別展示館
会期　2016 年 2 月25日（木）
 ― 5 月10日（火）

民博所蔵の「夷酋列像図」に描かれたイコトイ。
民博の写本は上下2巻にわかれ、それぞれ12人の図像と松平定信自筆とみられる詞書が記載されている

ションコ
蠣崎波響筆《夷酋列像》、1790（寛政2）年、
フランス・ブザンソン美術考古博物館所蔵
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大
塚　

全
体
と
し
て
は
ち
ぐ
は
ぐ
で
す
ね
。
で
も
見
て
い

て
そ
う
い
う
非
現
実
的
な
お
も
し
ろ
さ
は
あ
り
ま
す
。

佐
々
木　

構
図
に
し
て
も
、
な
ぜ
あ
ん
な
ポ
ー
ズ
を
し
て

い
る
の
か
不
思
議
で
す
。

大
塚　

中
国
の
絵
画
の
構
図
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
よ
う

で
す
。
服
装
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ニ
ン
カ
リ
が
連

れ
て
い
る
子
熊
の
一
頭
は
、
シ
ロ
ク
マ
の
よ
う
に
見
え
ま

す
。
し
か
し
研
究
会
で
は
、
ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ
マ
説
や
、
ア

ル
ビ
ノ
の
ヒ
グ
マ
説
は
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
国く
な

後し
り

島
の
閉

鎖
的
な
環
境
の
な
か
で
、
白
い
毛
皮
を
も
つ
血
統
を
受
け

継
い
で
い
る
ヒ
グ
マ
と
い
う
説
が
有
力
で
、
そ
の
後
、
国

後
島
で
の
動
物
生
態
学
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
髙　

特
別
展
で
は
、「
国
後
の
シ
ロ
ク
マ
」
と
い
わ
れ

て
い
る
ク
マ
の
写
真
パ
ネ
ル
が
展
示
さ
れ
る
の
で
す
が
、

見
る
か
ぎ
り
ア
ル
ビ
ノ
っ
ぽ
く
は
な
い
で
す
ね
。
銀
ギ
ツ

ネ
の
よ
う
な
、
シ
ル
バ
ー
バ
ッ
ク
の
よ
う
な
感
じ
の
ク
マ

だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

大
塚　

こ
れ
ま
で
二
〇
年
近
く
も
「
夷
酋
列
像
」
に
か
か

わ
り
、
共
同
研
究
も
お
こ
な
い
ま
し
た
が
、
何
の
た
め
に

描
か
れ
た
の
か
、
実
際
、
謎
は
深
ま
る
ば
か
り
で
す
。

　

描
か
れ
た
一
二
人
が
中
国
や
ロ
シ
ア
製
の
衣
服
や
装
身

具
や
器
物
で
飾
り
立
て
た
画
像
は
、
和
人
と
は
異
な
る

人
び
と
〝
異
人
〞
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
す
。
そ
の
よ
う
に
描
く
こ
と
で
、
中
国
や
ロ
シ
ア
と

手
を
結
ん
だ
支
配
の
お
よ
ば
な
い
「
化
外
の
民
」
を
鎮

圧
し
た
の
だ
と
、
だ
か
ら
自
分
た
ち
の
統
治
能
力
に
落

ち
度
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
申
し
開
き
を
し
た

か
っ
た
、
と
い
う
の
が
画
像
成
立
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ

の
戦
い
、
す
な
わ
ち
ア
イ
ヌ
の
蜂
起
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
よ
る
国
替
を
阻
止
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
。
結
局
、
松
前
藩
は
、
戦
い
が
起
こ
っ
た
一

八
年
後
、
一
八
〇
七
（
文
化
四
）
年
に
福
島
県
梁や
な

川が
わ

に
国

替
さ
れ
ま
す
の
で
阻
止
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
。

佐
々
木　

波
響
は
「
夷
酋
列
像
」
を
完
成
さ
せ
て
、
京

都
に
も
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
し
て
京
都
画
壇
の
交
流
の
な

か
で
、「
夷
酋
列
像
」
は
光
格
天
皇
の
天
覧
を
仰
ぐ
こ
と

に
な
り
ま
す
。

大
塚　

な
ぜ
「
画
像
」
を
、
ま
ず
は
江
戸
で
は
な
く
京

か
が
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
背
景
が
し
る
さ
れ
て
い
る
は

ず
の
藩
日
記
は
、
松
前
藩
が
国
替
に
な
っ
た
と
き
に
数

日
間
か
け
て
焼
い
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
徹

底
し
た
隠
ぺ
い
工
作
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

深
ま
る
謎

佐
々
木　
一
二
人
の
う
ち
、
波
響
は
実
際
に
何
人
と
会
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

大
塚　

蜂
起
の
鎮
圧
後
、
和
人
に
協
力
し
た
ア
イ
ヌ
は

道
南
の
松
前
に
「
歓
待
」
と
い
う
か
た
ち
で
連
れ
て
こ
ら

れ
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
「
夷
酋
列
像
」
に
描
か
れ
た
五

人
も
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
彼
ら
に
は
も
ち
ろ
ん
会
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
。
残
り
の
七
人
に
も
、
あ
と
で
会
っ
た
と

い
う
説
も
あ
る
の
で
す
が
、
全
員
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
当

時
、
松
前
の
城
下
町
に
も
た
く
さ
ん
ア
イ
ヌ
の
人
が
い
ま

し
た
か
ら
、
彼
ら
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
当
て
は

め
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
り
え
ま
す
。

　

共
同
研
究
会
で
は
、「
夷
酋
列
像
」
の
「
絵

解
き
」
に
挑
み
ま
し
た
。
一
二
人
が
身
に
ま
と
っ
て

い
る
蝦え

夷ぞ

錦に
し
き

や
ロ
シ
ア
製
の
外が
い

套と
う

、
座
っ
て
い

る
朝
ち
ょ
う

鮮せ
ん

毛け

綴つ
づ
れ

の
敷
物
な
ど
、
描
か
れ
た
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
分
解
し
て
、
何
が
読
み
取

れ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
細
か
く
検
討
し

て
い
ま
す
。
波
響
の
絵
は
、は
じ
め
か
ら
「
野
蛮
」

に
描
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
感
じ
も
す
る
し
、

虚
実
取
り
混
ぜ
て
、
あ
り
え
な
い
か
た
ち
と
し
て
描
い

て
や
ろ
う
と
い
う
意
図
も
感
じ
ま
す
。
服
装
や
、
文
様
な

ど
部
分
だ
け
見
た
ら
リ
ア
リ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
の
で
す

が
…
…
。

佐
々
木　

部
分
的
に
は
忠
実
だ
け
ど
、
全
体
的
に
は
そ

う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

流
経
済
史
な
ど
関
連
諸
科
学
に
よ
る
「
夷
酋
列

像
」
の
総
合
的
研
究
を
目
指
し
ま
し
た
。
描
か

れ
て
い
る
毛
皮
の
分
析
に
つ
い
て
は
動
物
の
専
門

家
に
、
中
国
絵
画
か
ら
の
影
響
も
少
な
か
ら
ず

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
中
国
絵
画
の

専
門
家
に
お
話
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
に
、
今
ま

で
に
な
か
っ
た
議
論
を
い
ろ
い
ろ
と
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
共
同
研
究
の
過
程
で
、
佐
々
木
史
郎
さ

ん
か
ら
提
案
を
い
た
だ
き
、
民
博
が
属
す
る
人
間

文
化
研
究
機
構
に
よ
る
連
携
研
究
「
ア
イ
ヌ
文

化
の
図
像
表
象
に
関
す
る
比
較
研
究
」
と
ジ
ョ

イ
ン
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
お
か
げ
で
ブ

ザ
ン
ソ
ン
美
術
考
古
博
物
館
に
行
っ
て
真
筆
本

の
解
析
を
す
る
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
や
、
北
海
道
で
の
公
開
講
演
会
や
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
開
催
が
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
、
そ
の
成
果
報
告
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

基
礎
資
料
集
を
ま
ず
出
し
て
、
そ
の
次
に
参
加

者
各
自
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
論
文
集
を
出

す
予
定
で
す
。
こ
の
共
同
研
究
に
よ
っ
て
、
メ
ン
バ
ー
全

員
の
探
究
心
が
よ
り
高
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
今
後
ど
う
い
う
形
で
花
開
く
の
か
楽
し
み
で
す
。
人

文
系
の
学
問
は
成
果
が
出
る
の
に
熟
成
期
間
が
必
要
で

す
か
ら
。

な
ぜ
描
い
た
か

佐
々
木　
「
夷
酋
列
像
」
は
、
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
の

ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
の
あ
と
、
松
前
藩
主
の
松ま
つ

前ま
え

道み
ち

広ひ
ろ

の
命
で
、
蠣
崎
波
響
に
よ
っ
て
描
か
れ
ま
し
た
。「
夷

酋
列
像
」
は
な
ぜ
描
か
れ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

都
に
も
っ
て
行
っ
た
の
か
も
謎
で
す
。
ア
イ
ヌ
の
蜂
起
が

起
こ
っ
た
と
き
も
幕
府
に
急
報
し
て
い
ま
す
し
、
蜂
起
勢

を
鎮
圧
し
た
後
も
、
松
前
藩
は
幕
府
に
報
告
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
な
ら
ば
、「
夷
酋
列
像
」
完
成
後
、
真
っ
先
に

幕
府
に
「
異
族
」
を
鎮
圧
し
た
と
し
て
献
上
す
る
道
も

あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
蜂
起
の
少
し
前
か

ら
、
北
方
の
ロ
シ
ア
や
中
国
の
南
下
に
対
す
る
脅
威
に
危

機
感
を
も
っ
て
い
た
知
識
人
ら
の
警
告
も
あ
り
、
幕
閣

も
対
応
を
せ
ま
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
道
広
の
対
応
に
不

信
感
を
も
っ
た
幕
府
で
な
く
、
上
洛
し
て
天
覧
に
供
す

と
い
う
道
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
れ
な
り
の
戦
略
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

日
髙　

京
都
は
文
化
的
な
拠
点
で
あ
る
と
か
、
政
治
的

な
拠
点
で
あ
る
と
か
、
な
ん
ら
か
の
影
響
力
は
も
ち
合

わ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
幕
府
の
将
軍
が
変
わ
る
た
び
に
あ
い
さ
つ
に
行
く
必
要

は
な
い
は
ず
で
す
。
そ
の
目
に
見
え
な
い
権
力
背
景
を

利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
ま
で
、
松
前
藩
が
追
い
込

ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

な
け
れ
ば
京
都
に
も
っ
て
行
く
意
味
が
わ
か
ら
な
い
ん
で

す
よ
ね
。

佐
々
木　

結
果
と
し
て
は
、
波
響
は
京
都
の
画
壇
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
、
の
ち
に
花
鳥
風
月
画
の
画
家
と
し
て
そ

れ
な
り
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
た
だ
政
治
的
な
効
果
は

ち
ょ
っ
と
疑
問
か
な
と
。
も
う
少
し
突
っ
込
ん
で
考
え
る

と
、
京
都
に
も
っ
て
行
っ
た
か
ら
こ
そ
幕
府
は
無
視
し
た
。

絵
画
を
見
せ
に
行
っ
た
だ
け
の
、
純
粋
な
文
化
交
流
と

い
う
こ
と
に
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
塚　
「
夷
酋
列
像
」
を
描
き
、
京
都
に
ま
で
も
っ
て
行

く
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た
の
は
、
藩
主
の
道
広
な
の
か
、
波

響
自
身
な
の
か
。
あ
る
い
は
家
臣
団
か
ら
出
た
の
か
。
そ

し
て
一
二
人
を
選
び
、
描
き
方
を
誰
が
決
め
た
の
か
。
誰

ヌ
の
人
び
と
を
撮
影
し
て
い
ま
す
。
ア
イ
ヌ
風
俗
の
映
像

の
最
初
の
も
の
で
す
。
そ
れ
が
一
八
九
七
年
の
こ
と
で
す
。

そ
の
と
き
に
「
夷
酋
列
像
」
が
ジ
レ
ル
の
手
に
渡
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
は
、
民
博
本
の
収
蔵
を
契
機
と
し
て
、
二
〇

〇
五
年
度
に
民
博
で
共
同
研
究
会
「『
夷
酋
列
像
』
の
文

化
人
類
学
的
研
究
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
、

大
半
の
「
夷
酋
列
像
」
研
究
は
、
美
術
史
的
な
観
点
で

お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
歴
史
研
究
者
も
、
画
像
を

読
み
解
く
こ
と
に
は
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

こ
で
こ
の
共
同
研
究
で
は
、
文
化
人
類
学
を
基
礎
に
お
い

て
、
美
術
史
や
歴
史
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
洋
史
、
物
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の
民
」
を
鎮
圧
し
、
極
刑
を
科
す
と
い
う
気
持
ち
で
は

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

  「
夷
酋
列
像
」
の
も
っ
て
い
る
魅
力
は
、
波
響
の
ア
イ
ヌ

に
対
す
る
尊
敬
す
ら
感
じ
さ
せ
る
描
き
方
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
心
情
が
絵
の
細
部
に
に
じ
み
出
て
い

る
部
分
が
あ
る
気
が
し
ま
す
。

日
髙　

不
思
議
な
の
は
、
波
響
は
こ
れ
以
後
ア
イ
ヌ
の
絵

を
描
い
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

大
塚　

そ
れ
は
波
響
の
大
き
な
謎
で
す
。
彼
の
ア
イ
ヌ
に

対
す
る
感
情
と
相
反
す
る
描
写
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
忸じ
く

怩じ

た
る
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
髙　

描
き
終
わ
っ
た
後
に
、
描
く
前
に
は
な
か
っ
た
、

何
か
悶
々
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ア
イ
ヌ
の
絵
を
描
か
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、
何
が
あ
っ
た

の
か
、
ド
ラ
マ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

未
来
へ
向
か
っ
て

大
塚　
「
夷
酋
列
像
」
か
ら
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
の
先
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

を
ど
う
解
釈
し
て
ど
う
位
置
づ
け
れ
ば
い
い
の
か
、
こ
れ

だ
と
い
う
決
め
手
は
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

日
髙　

先
生
の
報
告
書
の
出
版
で
、
研
究
が
よ
り
進
展
す

る
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

大
塚　

共
同
研
究
で
得
た
知
見
を
共
通
の
財
産
と
し
な
が

ら
、
謎
の
解
明
に
活
か
し
て
く
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
北
海
道
開
拓
記
念
館
と
道
立
ア
イ
ヌ
民
族

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
統
合
さ
れ
、
北
海
道
博
物
館
が

開
館
し
ま
し
た
。
今
回
の
「
夷
酋
列
像
」
展
が
、
北
海

道
は
も
と
よ
り
日
本
列
島
に
生
き
る
人
た
ち
が
ア
イ
ヌ

の
人
た
ち
と
と
も
に
手
を
携
え
て
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う

と
い
う
、
新
し
い
共
生
社
会
の
構
築
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
ひ
と
つ
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

本
な
ど
を
一
堂
に
集
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
背

景
や
波
響
、
日
本
近
世
絵
画
史
は
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
衣

装
や
道
具
か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
、
北
方
域
の
物
流
の
実
態
、
大
航
海
時
代
と

い
う
世
界
史
的
な
動
き
な
ど
、
知
ら
れ
ざ
る
北
東
ア
ジ
ア
や
北
太
平
洋
地

域
の
状
況
を
よ
み
と
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
、
民
族
、
美
術
な

ど
多
角
的
な
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
で
、
一
八
〜
一
九
世
紀
の
多
様
化
す

る
社
会
構
造
、
本
州
以
南
の
人
び
と
が
蝦
夷
地
や
外
国
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
、
現
存
す
る
資
料
で
リ
ア
ル
に
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

国
立
民
族
学
博
物
館
（
以
下
、
民
博
）
と
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
以
下
、

歴
博
）、
北
海
道
博
物
館
の
メ
ン
バ
ー
が
共
同
で
実
施
す
る
博
物
館
な
ら
で

は
の
学
際
的
な
特
別
展
示
で
も
あ
る
。

こ
の
特
別
展
「
夷
酋
列
像
―
蝦
夷
地
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
人
・
物
・
世

界
―
」
の
企
画
は
、
三
年
前
の
二
〇
一
三
年
か
ら
民
博
と
歴
博
と
北
海
道

博
物
館
の
担
当
者
レ
ベ
ル
で
幾
度
と
な
く
協
議
を
し
な
が
ら
展
示
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
間
、
北
海
道
博
物
館
で
の
実
行
委

員
会
の
立
ち
上
げ
（
北
海
道
新
聞
社
、
北
海
道
歴
史
文
化
財
団
、
北
海
道
博

物
館
）、
借
用
交
渉
、
協
定
書
、
借
用
条
件
な
ど
と
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
博
や

民
博
、
歴
博
な
ど
と
の
調
整
を
は
か
り
な
が
ら
準
備
を
進
め
て
き
た
。
最

初
の
開
催
で
あ
る
北
海
道
博
物
館
で
は
、
二
〇
一
五
年
九
月
五
日
に
開
幕

し
、観
覧
者
数
五
万
一
〇
四
六
人
、関
連
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
七
件
）

な
ど
の
参
加
者
数
一
三
〇
〇
人
と
大
盛
況
の
な
か
一
一
月
八
日
に
閉
会
し

た
。
観
覧
者
か
ら
は
、
多
く
の
模
写
や
粉
本
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
が
で

き
波
響
筆
の
「
夷
酋
列
像
」
が
い
か
に
繊
細
な
技
法
で
描
か
れ
、
人
物
の

姿
や
構
図
な
ど
、
完
成
さ
れ
た
絵
で
あ
る
こ
と
や
、
描
か
れ
た
蝦え

夷ぞ

錦に
し
き、

ロ
シ
ア
の
外が
い

套と
う

な
ど
の
衣
装
や
ア
イ
ヌ
民
族
の
道
具
、
毛
皮
、
朝
ち
ょ
う

鮮せ
ん

毛け

綴つ
づ
れ、

ジ
ャ
ワ
更
紗
な
ど
、
蝦
夷
地
で
交
易
や
交
流
と
い
っ
た
世
界
史
的
な
動
き

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
驚
く
方
が
多
か
っ
た
。

こ
の
後
、
歴
博
で
は
特
集
展
示
と
し
て
（
二
〇一五
年
一二
月
一五
日
〜
二
〇一六

年
二
月
七
日
）、
民
博
で
は
特
別
展
示
と
し
て
（
二
〇
一六
年
二
月
二
五
日
〜
五
月

一〇
日
）、
順
に
開
催
す
る
。
こ
の
展
示
会
を
つ
う
じ
ア
イ
ヌ
文
化
、
そ
の
歴
史

な
ど
に
あ
ら
た
な
発
見
や
興
味
、
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

ク
ナ
シ
リ・
メ
ナ
シ
の
戦
い
は
、幕
府
や
松
前
藩
に
よ
っ

て
、
暮
ら
す
土
地
だ
け
で
な
く
、
そ
の
自
立
性
が
奪
わ

れ
ゆ
く
な
か
で
起
こ
っ
た
、
ア
イ
ヌ
と
い
う
民
族
の
危
機

に
対
す
る
、
最
後
の
大
規
模
な
抵
抗
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

波
響
も
矛
盾
に
は
苦
し
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

波
響
は
一
年
以
上
を
か
け
て
、
一
二
枚
の
絵
を
描
き
ま
す
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
時
間
と
労
力
を
か
け
て
、
精
密
な
描

写
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

絵
を
見
て
い
る
と
、
波
響
は
ど
う
い
う
気
持
ち
で
描

い
た
の
か
、
い
ろ
い
ろ
と
伝
わ
っ
て
く
る
気
が
し
ま
す
。

ツ
キ
ノ
エ
の
妻
チ
キ
リ
ア
シ
カ
イ
は
、
自
分
の
息
子
が
処

刑
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
首
実
検
ま
で
さ
せ
ら
れ
ま

す
。
そ
の
顔
は
、
悲
し
み
な
の
か
、
怒
り
な
の
か
、
あ
る

い
は
憤ふ
ん

懣ま
ん

や
る
か
た
な
い
と
い
う
よ
う
な
表
情
に
も
見
え

ま
す
。
そ
の
と
き
の
波
響
の
心
情
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
決
し
て
「
化
外

実
像
と
虚
像

大
塚　

松
前
広
長
に
よ
る
序
文
や
解
説
と
、
描
か
れ
た

絵
と
の
整
合
性
も
ち
ぐ
は
ぐ
で
す
。
序
文
に
は
、「
夷
酋

列
像
」
が
描
か
れ
る
経
緯
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ア
イ

ヌ
の
人
び
と
は
「
野
蛮
」
で
「
未
開
」
な
る
人
び
と
の
よ

う
な
位
置
づ
け
で
す
。
服
装
の
豪
華
さ
と
そ
の
背
景
に

あ
る
交
易
経
済
が
盛
ん
だ
っ
た
ア
イ
ヌ
の
実
情
と
は
ま
っ

た
く
合
い
ま
せ
ん
。

佐
々
木　

広
長
の
序
文
は
「
野
蛮
人
」
と
書
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
か
、
こ
う
い
う
も
の
を
作
る
と
き
の
様

式
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
て
実
像
と
大

き
な
矛
盾
を
起
こ
し
て
い
る
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
し

た
。

大
塚　

ア
イ
ヌ
は
「
野
蛮
」
で
も
「
未
開
」
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
誇
り
高
き
ト
レ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
中
国
や
ロ
シ
ア

と
の
交
易
で
非
常
に
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

佐
々
木　

特
に
、
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
が
起
き
た

道
東
地
方
に
暮
ら
す
人
た
ち
は
、
ア
イ
ヌ
の
な
か
で
も
最

後
ま
で
自
立
性
を
保
っ
た
人
び
と
で
し
た
ね
。

大
塚　

そ
う
で
す
。
彼
ら
は
千
島
列
島
ま
で
出
か
け
て

猟
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
北
方
四
島
の
と
な
り
ウ

ル
ッ
プ
島
は
「
ラ
ッ
コ
島
」
と
も
よ
ば
れ
る
ほ
ど
ラ
ッ
コ

猟
が
さ
か
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。
道
東
地
域
の
ア
イ
ヌ
は
そ

こ
で
の
狩
猟
・
生
産
を
占
有
し
て
い
ま
し
た
。
ラ
ッ
コ
な

ど
海
獣
の
毛
皮
や
、
ワ
シ
・
タ
カ
な
ど
猛も
う

禽き
ん

類
の
矢
羽

根
な
ど
、
豊
か
な
交
易
資
源
と
流
通
の
拠
点
が
あ
り
、

非
常
に
地
の
利
を
得
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ア
イ
ヌ
社
会
に
も
非
常
に
豊

か
な
時
代
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
軍
事
力
だ
っ
て
、
道

南
の
和
人
に
匹
敵
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
実
際

に
樺
太
ア
イ
ヌ
が
元
と
の
戦
い
に
用
い
た
弓
な
ど
が
残
っ

て
い
ま
す
。

一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ザ
ン
ソ
ン
美
術
考
古
博
物

館
（
以
下
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
博
）
の
所
蔵
品
に
、
一
七
九
〇
（
寛
政
二
）
年
に

描
か
れ
た
蠣か
き

崎ざ
き

波は

響き
ょ
う

筆
の
「
夷い

酋し
ゅ
う

列れ
つ

像ぞ
う

」
一
一
点
と
松ま
つ

前ま
え

広ひ
ろ

長な
が

が
著
し
た

「
夷
酋
列
像
序
」二
点
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
報
道
記
事
は
衝
撃
的
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
波
響
筆
と
さ
れ
て
い
た
「
夷
酋
列
像
」
は
、
函
館
市
中
央

図
書
館
所
蔵
の
「
御
味
方
蝦
夷
之
図
」
二
点
で
あ
り
完
全
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幸
い
に
小こ

島じ
ま

雪せ
っ

崝そ
う

が
一
八
四
三
（
天
保
一
四
）

年
に
模
写
し
た
「
夷
酋
列
像
序
」
二
点
、「
夷
酋
列
像
」
一
二
点
、
こ
の

模
写
に
付
け
ら
れ
た
「
末
文
」
二
点
か
ら
な
る
作
品
が
あ
り
、
全
容
を
伝

え
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

本
来
の
「
夷
酋
列
像
」
は
、
波
響
が
描
い
た
一
二
枚
の
ア
イ
ヌ
の
絵
と
、

家
老
を
務
め
た
松
前
広
長
が
著
し
た
二
枚
の
「
序
文
」
か
ら
な
る
も
の
で

あ
る
。
描
か
れ
た
一
二
枚
の
ア
イ
ヌ
は
、
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
五
月
に

起
き
た
「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」
を
治
め
る
た
め
、
松
前
藩
に
協

力
し
た
有
力
者
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
つ
け
ら
れ
た
解
説
と
し
て
、

広
長
が
著
し
た
「
夷
酋
列
像
附
録
」
が
あ
り
、
松
前
藩
が
「
夷
酋
列
像
」

を
制
作
し
た
意
図
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
夷
酋
列
像
」

は
、
ア
イ
ヌ
絵
と
し
て
の
美
術
的
な
価
値
と
歴
史
的
な
価
値
を
兼
ね
備
え

た
一
級
資
料
で
も
あ
る
。
松
前
藩
主
で
あ
る
松ま
つ

前ま
え

道み
ち

広ひ
ろ

の
君
命
を
受
け
、

波
響
は
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
異
質
性
を
示
す
た
め
、
あ
え
て
中
国
の
衣
装

や
西
洋
の
外
套
な
ど
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
描
い
て
い
る
。

特
別
展
の
目
的
は
、
こ
の
「
夷
酋
列
像
」
に
焦
点
を
あ
て
、
模
写
や
粉

右う

代し
ろ 

啓ひ
ろ

視し

北
海
道
博
物
館
学
芸
主
幹

「
夷
酋
列
像
」へ
の

多
角
的
視
点
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ

北海道博物館での展示会場風景シンポジウム「夷酋列像は何をうつすか」
（2015年10月11日開催）

チキリアシカイ
蠣崎波響筆《夷酋列像》、
1790（寛政2）年、フランス・
ブザンソン美術考古博物館
所蔵
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比
較
観
察
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制

作
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
イ
コ
リ
カ
ヤ
ニ
」
図
を
欠
く
ブ
ザ
ン
ソ
ン
美
術
考
古
博

物
館
所
蔵
の
「
夷
酋
列
像
」
を
素
材
と
し
て
使
用
し
て

い
る
た
め
、コ
ン
テ
ン
ツ
に
登
場
す
る
の
は
一
一
人
。
テ
ー

マ
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
博
物
館
学
芸
員
の
春
木
晶
子

さ
ん
か
ら
ご
提
案
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
す
る
箇
所
を
選
び
、
テ
ー
マ
を
ま
と
め
て
い
っ

た
。
テ
ー
マ
は
、
①
一
枚
ご
と
の
全
体
説
明
、
②
金き
ん

泥で
い

文

字
、
③
顔
、
④
蝦え

夷ぞ

錦に
し
き・

中
国
の
衣
服
、
⑤
ロ
シ
ア
の
衣
服
、
⑥
ア
イ
ヌ
文
様
の
あ

る
衣
服
、
⑦
道
具
、
⑧
毛
皮
と
動
物
、
⑨
装
身
具
、
⑩
履
物
、
か
ら
成
っ
て
い
る
。

今
回
制
作
し
た
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
に
は
、
先
述
の
テ
ー
マ
を
自
分
で
選
択
し

て
見
る「
自
在
閲
覧
シ
ス
テ
ム
」と
、四
五
枚
の
画
面
を
一
枚
二
〇
秒
で
表
示
す
る「
自

動
デ
モ
モ
ー
ド
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
ど
ち
ら
を
展
示
に
用
い
る
か
は
、
混
雑
状
況

等
に
よ
り
、博
物
館
ス
タ
ッ
フ
が
判
断
し
、Ｐ
Ｃ
起
動
時
に
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

自
在
閲
覧
シ
ス
テ
ム
で
は
、「
も
く
じ
」
画
面
か
ら
見
た
い
テ
ー
マ
を
選
び
、「
夷

酋
列
像
」
の
高
精
細
画
像
を
自
由
に
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
画
面
は
、
表
示
を
二

倍
に
拡
大
す
る
「
大
き
く
」
ボ
タ
ン
、
二
分
の
一
に
縮
小
す
る
「
小
さ
く
」
ボ
タ
ン
、

倍
率
や
表
示
位
置
を
起
動
時
の
画
面
に
戻
す
「
リ
セ
ッ
ト
」
ボ
タ
ン
、
も
く
じ
に
戻

る
「
も
く
じ
」
ボ
タ
ン
な
ど
で
操
作
で
き
る
ほ
か
、
指
で
絵
の
同
じ
場
所
を
ト
ン
ト

ン
二
回
叩
く
と
、
そ
の
場
所
を
中
心
に
し
て
表
示
が
二
倍
に
拡
大
す
る
仕
組
み
や
、

指
を
絵
に
触
れ
た
ま
ま
動
か
す
と
、
表
示
も
指
の
動
き
に
合
わ
せ
て
動
く
仕
組
み
も

あ
る
。
解
説
の
文
章
は
、
画
面
に
表
示
さ
れ
る
絵
に
応
じ
て
変
わ
る
。

テ
ー
マ
に
よ
っ
て
、
選
択
箇
所
が
多
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
数
が
限
ら
れ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
も
く
じ
で
「
蝦
夷
錦
・
中
国
の
衣
服
」
を
選
ぶ
と
、
全
員
に

つ
い
て
選
択
箇
所
が
表
示
さ
れ
る
が
、「
ア
イ
ヌ
文
様
の
あ
る
衣
服
」
で
は
、
三
人

に
つ
い
て
し
か
選
択
箇
所
が
表
示
さ
れ
な
い
。
松
前
藩
が
、
あ
る
い
は
、蠣
崎
波
響
が
、

ど
の
よ
う
な
衣
装
を
着
せ
て
こ
れ
ら
の
人
び
と
を
描
き
た
か
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の

画
面
か
ら
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

〈
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
メ
ン
バ
ー
〉
解
説
文
：
春
木
晶
子
、
シ
ス
テ
ム
制
作
・
画
面
デ
ザ
イ
ン
：
鈴
木

卓
治
・
山
本
紀
久
子
、
企
画
・
制
作
統
括
：
内
田
順
子

「
夷
酋
列
像
」

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
制
作

「
夷い

酋し
ゅ
う

列れ
つ

像ぞ
う

」
の
実
物
を
見
て
、
み
な
さ
ん
は
最
初
に
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
る
だ
ろ

う
か
。
原
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
四
〇
セ
ン
チ
、
横
三
〇
セ
ン
チ
。「
思
っ
て
い
た
よ
り

小
さ
い
」
と
感
じ
る
か
た
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
近
く
で
見
ら
れ
た

ら
い
い
の
に
。
拡
大
し
て
細
部
を
観
察
で
き
た
ら
い
い
の
に
。
博
物
館
の
デ
ジ
タ
ル

コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
来
館
者
の
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
の
ツ
ー
ル
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

「
夷
酋
列
像
」
展
に
お
い
て
制
作
し
た
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、「
夷
酋
列
像
」
に

描
か
れ
た
ア
イ
ヌ
の
有
力
者
た
ち
を
、
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
で
、
そ
の
部
分
に
着
目
し
、

内う
ち

田だ 

順じ
ゅ
ん

子こ

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
准
教
授

館
が
所
蔵
す
る
木
綿
衣
（
収
集
年
―
一
九
五
一
年
、
収
集
地
―
釧
路
市
、
製

作
地
―
虻
田
町
、
以
下
釧
路
資
料
）
と
の
比
較
研
究
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。

こ
の
比
較
研
究
は
今
も
続
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
ロ
シ
ア
資
料
二

点
と
釧
路
資
料
と
の
あ
い
だ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
通
性
や
類
似
性
を

確
認
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
襠ま
ち

の
あ
る
独
特
の
木
綿
衣
で
あ
る
こ
と
や
、

藍
で
染
め
ら
れ
た
木
綿
地
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
切
り
伏
せ
刺し

繍し
ゅ
う

の
模
様
、
お

よ
び
切
り
伏
せ
刺
繍
の
布
素
材
（
小
袖
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
た
と
見
ら
れ
る
紋も
ん

綸り
ん

子ず

、
平ひ
ら

絹ぎ
ぬ

、
紅も

絹み

な
ど
の
絹
織
物
の
断
片
）
な
ど
が
共
通
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
こ
と
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
北
海
道
の
噴
火
湾
地

方
の
同
じ
コ
タ
ン
（
ア
イ
ヌ
社
会
を
構
成
す
る
最
小
の
居
住
単
位
）
に
住
む

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
、
同
じ
時
期
に
つ
く
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
切
り
伏
せ
刺
繍
も
長
年
の
使
用
に
よ
っ
て

生
じ
た
と
見
ら
れ
る
布
地
の
劣
化
が
著
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
世
紀

初
頭
の
収
集
と
想
定
さ
れ
る
ロ
シ
ア
資
料
の
製
作
時
期
は
、
一
六
世
紀
後

半
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
あ
た
り
ま
で
遡
り
う
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
可
能
性

を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ロ
シ
ア
資
料
の
木
綿
衣
と
と
も
に
千
島
列

島
北
部
で
収
集
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
ア
イ
ヌ
の
刀
懸
け
帯
の
飾
り
布
が

あ
る
。
こ
れ
は
室
町
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
あ
い
だ
に
つ
く
ら

れ
、
日
本
染
織
史
上
超
一
級
の
名
品
と
さ
れ
る
「
辻
が
花
」
の
断
片
で
、

そ
の
存
在
も
ま
た
、
今
回
の
科
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
調
査
で
あ
き
ら
か
に

な
っ
た
。

こ
う
し
た
ア
イ
ヌ
の
衣
服
か
ら

の
発
見
は
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
が
積

極
的
に
対
外
活
動
を
展
開
し
て

い
た
こ
と
の
あ
ら
た
な
証
し
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
見
は
闇

の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
た
ア
イ
ヌ

文
化
史
の
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一

七
世
紀
の
時
期
に
、
一
条
の
光
を

幾
多
の
方
向
に
向
け
て
照
射
し

始
め
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
民
族
資
料
は
、
国
内
外
の
博
物
館
や
資
料
館

な
ど
に
数
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
大
半
は
、
原
収
集
地
や
使
用
地
、
収
集
年
代
や
使
用

年
代
な
ど
が
あ
き
ら
か
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
世

紀
前
半
以
前
の
ア
イ
ヌ
文
化
に
は
、
不
明
な
こ
と
が
多
く
、

「
夷い

酋し
ゅ
う

列れ
つ

像ぞ
う

」
を
は
じ
め
と
す
る
絵
画
史
料
や
文
献
史
料

に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
の
よ
う
す
が
知
ら
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
原
収
集
地
や
使
用
地
、
収
集
年
代
や
使
用
年
代

が
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
る
古
い
ア
イ
ヌ
の
衣
服
と
し
て
、
ロ
シ
ア

の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
あ
る
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ピ
ョ
ー

ト
ル
大
帝
記
念
人
類
学
民
族
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
木
綿
衣
二
点
（
晴

れ
着
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
衣
服
で
、
ア
イ
ヌ
語
名
称
は
「
ル
ウ
ン
ペ
」、 

資
料

番
号
８
２
０

－

７
／
２ 

、
以
下
ロ
シ
ア
資
料
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
前
記

の
博
物
館
が
火
災
に
見
ま
わ
れ
た
一
七
四
七
年
よ
り
も
前
に
収
蔵
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
そ
の
情
報
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
二
点
の
木
綿
衣
は
、
一

八
世
紀
初
頭
に
千
島
列
島
北
部
で
収
集
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
ア
イ

ヌ
の
最
古
の
衣
服
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

一
昨
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
科
研
「
北
方
寒
冷
地
域
に
お
け
る
織
布
技

術
と
布
の
機
能
」（
代
表
・
佐
々
木
史
郎
）
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

わ
た
し
も
研
究
分
担
者
と
し
て
織
物
や
織
り
に
係
る
さ
ま
ざ
ま
な
民
族

資
料
の
調
査
・
研
究
を
遂
行
中
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
、

前
記
の
ロ
シ
ア
資
料
と
、
北
海
道
立
ア
イ
ヌ
総
合
セ
ン
タ
ー
元
学
芸
員
の

津
田
命
子
さ
ん
に
よ
っ
て
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
釧
路
市
立
博
物

吉よ
し

本も
と 

忍し
の
ぶ

民
博 

名
誉
教
授

ア
イ
ヌ
の
衣
服
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と

釧路市立博物館所蔵の
木綿衣（この木綿衣は、
「夷酋列像」展で展示さ
れる）

紋綸子（もんりん
ず）に摺り匹田（す
りひった）が染めら
れた切り伏せ刺繍

自在閲覧システム「全体説明」画面

自在閲覧システム「全体説明」の「ツキノエ」の拡大画面

自在閲覧システムの操作風景
ロシア資料の刀懸け帯の飾り布として
使われている「辻が花」の断片

8   9    2016 年 2月号



マダガスカル
トマト缶から作られた灯油ランプ。トマト缶は砂糖な
どを量り売りする際の計量器としても用いられるが、
加工もしやすいため、このランプのようにさまざまな
製品に使われている。風よけのガラスはなく安価。
H8.0 x W7.2 x D5.7

H0267565

ボリビア
明け方、まだ暗いとき、ラテックス採取人
がゴムノキの幹に切り目を入れるときに照
明として用いる携帯用ランプ。両手で作業
をおこなうため、頭にかぶるようにできて
いる。燃料はケロシン。
H29 x W18 x D19

H0213381

インドネシア
影絵芝居（ワヤン・クリット）の上演用のラ
ンプ。やしの油のゆらめく炎が白い布に人形
の影をつくり、神 や々道化の物語を人びとに
見せてくれる。つり手にはナーガ（蛇神）の
装飾がほどこされている。
H37 x W30 x D27

H0006806

日本（長野県）
行灯（あんどん）。アチックミューゼアムのメ
ンバーによって集められた甲信越地方の民
具のひとつ。持ち手が付き、見廻りなど屋
外で使われていたものと思われる。行灯は
電灯が普及し始めた後にも、寝室の照明な
どに用いられた。
H48 x W17 x D17

H0018471

ネパール
ポン教の儀式で用いられる儀礼
用具のひとつ。カップに溶かした
バターと芯を入れて、灯火をともす。
H11 x W8.5 x D8.5

H0269431

アイルランド
家庭内の聖堂で使われてい
たとされる、赤い色のランプ。
1830年代に製作されたもので、
祭壇の脇に灯火をともすための
儀礼用のものと思われる。
H16 x W7.7 x D7.4

H0121740

イラン
屋内照明用のランタン。真鍮
にほどこされた造形と透かし
彫りが美しい。西アジアの家
屋は熱暑を避けるために窓や
入り口などの採光部が小さく、
そのためさまざまな屋内照明
具が発達した。
H139 x W49 x D48

H0007742

エジプト
着飾った女性の姿をかたどっ
た装飾用のランプ。このよう
な人形はエジプトではアルー
サ（花嫁人形）とよばれ、預
言者生誕祭に女の子に贈ら
れる砂糖菓子にも見ることが
できる。
H53 x W24 x D18

H0109502

モロッコ
モロッコ都市部の富裕な家
庭で用いられていたとされる、
黄銅製のろうそく立て（燭台）。
このような7つの枝の燭台は
メノラーとよばれ、ユダヤ教の
儀礼に用いられる。
H33 x W21 x D13

H0168906

ポルトガル
カーバイドランプ。固形のカル
シウムカーバイドと水を反応させ、
発生したアセチレンガスに火を
つける。燃料の扱いが容易なた
め、携帯用の照明として発達し
た。なお集光のための反射板は
失われているようである。
H34 x W7.4 x D9.4

H0150959

集めてみました世界の

※寸法の単位はセンチメートルです。

丸
まる

川
かわ

 雄
ゆう

三
ぞう

　民博 先端人類科学研究部

　闇を照らす「あかり」は、古代より人びとの暮らしに欠かせな
いものである。人間は長いあいだ蝋

ろう

や油などに火をともして、そ
の灯火を照明や儀礼に用いてきた。ゆらめく炎が私たちにもたら
す安心感は、時を超えて心に刻まれ続ける人類共通の記憶のひ
とつと言えるだろう。
　今回あつめたみんぱくの標本資料も、いずれも火を光源とする
ものである。照明としてのあかりは、今はLEDなどの電気照明
に替わられつつあるが、あかりを必要とする場面や用途は、昔と
今とでそれほどの違いはないようである。

10   11    2016 年 2 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

「
夷
酋
列
像

―
蝦
夷
地
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
人・
物・
世
界
―
」

《
夷
酋
列
像
》
は
、
ア
イ
ヌ
の
指
導
者
12
人
を
描
い

た
肖
像
画
で
す
。

　

本
展
示
で
は
、「
夷
酋
列
像
」
を
近
世
絵
画
史
の

な
か
で
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
18
世
紀
に
お
け
る
ア

イ
ヌ
の
事
情
や
ア
イ
ヌ
文
化
の
背
景
に
隠
さ
れ
た
中

国
や
ロ
シ
ア
を
含
め
た
北
東
ア
ジ
ア
と
蝦
夷
地
の
知

ら
れ
ざ
る
歴
史
・
文
化
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

会
期　

2
月
25
日（
木
）〜
5
月
10
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

「
ア
イ
ヌ
の
手
仕
事

―
自
然
素
材
と
織
物
を
中
心
に
」

ア
イ
ヌ
の
文
化
に
ふ
れ
て
み
よ
う
！ 

植
物
を
使
っ

た
織
物
の
お
話
の
あ
と
、
実
際
に
ガ
マ
の
葉
で
コ
ー

ス
タ
ー
を
作
り
ま
す
。

日
時　

3
月
12
日（
土
） 13
時
30
分
〜
15
時（
受
付
13
時
）

会
場　

万
博
記
念
公
園　

自
然
観
察
学
習
館

講
師　

吉
本
忍（
本
館 

名
誉
教
授
）

コ
ー
ス
タ
ー
作
り
指
導　

自
然
観
察
学
習
館

申
込
期
間　

2
月
1
日（
月
）〜
2
月
29
日（
月
）

※
事
前
申
込
、
参
加
費（
材
料
費
・
保
険
代
と
し
て

3
0
0
円
）、
定
員
40
組
、
小
学
生
以
下
要
保
護
者

同
伴
、
雨
天
決
行

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

自
然
観
察
学
習
館
（
開
館
10
時
〜
16
時　

水
曜
休
館
）

電
話
0
6
・
6
8
7
7
・
6
9
2
3

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
無
形
文
化
遺
産
の
継
承
に
お
け
る『
オ
ー
セ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
変
更
・
変
容
』」

3
月
11
日（
金
）〜
13
日（
日
）

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
60
名
）

使
用
言
語　

英
語
（
日
本
語
同
時
通
訳
）

※
事
前
申
込
、
参
加
無
料

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　

2
月
13
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

公
開
講
演
会

「
ワ
ー
ル
ド
ア
ー
ト
の
最
前
線

―
ア
イ
ヌ
の
文

様
と
エ
チ
オ
ピ
ア
の
響
き
」

ア
ー
ト
（
芸
術
）
概
念
自
体
を
問
い
直
す
、
ワ
ー
ル

ド
ア
ー
ト
の
動
向
に
つ
い
て
、
国
、
地
域
や
製
作
者

の
状
況
な
ど
の
違
い
に
注
目
し
て
、
紹
介
し
て
い
き

ま
す
。

日
時　

3
月
25
日（
金
）18
時
30
分
〜
20
時
45
分

会
場　

オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル
（
大
阪
市
北
区
梅
田
）

　
　
　

定
員
4
8
0
名

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館
・
毎
日
新
聞
社

※
参
加
無
料
、
事
前
申
込
、
要
参
加
証
、
手
話
通
訳

あ
り

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

本
館　

研
究
協
力
係

電
話　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
0
9

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
」

※
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
（
定
員
各
回
50
名
）

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

春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2

 

0

 

1

 

6

 

―
ゆ
っ
た
り
東
南
ア
ジ
ア

舞
踊
や
音
楽
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
ゆ
っ
た
り

と
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
日
常
を
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
東
南
ア
ジ
ア
の
仮
面
と
人
形
」

ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
（
ジ
ャ
ワ
、
バ
リ
）
な
ど
の
芸
能
を
取
り
上
げ
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
映
像
を
交
え
た
お
話
と
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
シ
リ
ー
ズ
で
開
催
し
ま
す
。

①
2
月
13
日（
土
）　

②
2
月
14
日（
日
）

③
2
月
20
日（
土
）　

④
2
月
21
日（
日
）

⑤
2
月
27
日（
土
）　

⑥
2
月
28
日（
日
）

時
間　

全
日
程
11
時
〜
13
時
（
開
場
10
時
30
分
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※
1
月
26
日（
火
）申
込
受
付
終
了
。

※
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
は
申
込
受
付
を
延
長
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
波
伝
谷
に
生
き
る
人
び
と
」

我
妻
監
督
と
波
伝
谷
の
方
々
を
お
招
き
し
、
映
画
上

映
を
通
し
て
皆
さ
ん
と
被
災
地
の
将
来
に
つ
い
て
考

え
ま
す
。

日
時　

2
月
6
日（
土
）

　
　
　

13
時
〜
16
時
15
分
（
開
場
12
時
30
分
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券
、
11
時
か
ら
本
館

2
階
観
覧
券
売
場
に
て
整
理
券
を
配
布

国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
シ
ス
テ

ム
構
築
に
向
け
て

―
オ
ン
ラ
イ
ン
協
働
環
境
作

り
の
た
め
の
理
念
と
技
術
的
側
面
の
検
討
」

日
時　

2
月
11
日（
木･

祝
）、
2
月
12
日（
金
）

　
　
　

各
日　

10
時
〜
18
時

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
60
名
）

使
用
言
語　

英
語（
日
本
語
逐
次
通
訳
）

※
事
前
申
込
、
参
加
無
料

2
月
3
日（
水
）

パ
キ
ス
タ
ン
の
山
奥
で
こ
と
ば
を
調
べ
る

講
師　

吉
岡
乾
（
本
館 

助
教
）

2
月
24
日（
水
）

南
太
平
洋
の
サ
ン
ゴ
島
を
掘
る

―
女
性
考
古
学

者
の
謎
解
き

講
師　

印
東
道
子
（
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

●
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
3
月
16
日（
水
）ま
で

閉
鎖
し
て
い
ま
す
。

●
展
示
場
閉
鎖
の
お
知
ら
せ

設
備
工
事
の
た
め
、
1
月
か
ら
3
月
に
各
展
示
場
を

次
の
と
お
り
閉
鎖
し
ま
す
。

オ
セ
ア
ニ
ア　

1
月
27
日（
水
）〜
2
月
3
日（
水
） 

西
ア
ジ
ア
・
音
楽
・
言
語

　
　
　
　
　
　

2
月
3
日（
水
）〜
2
月
10
日（
水
）

ア
フ
リ
カ　
　

2
月
10
日（
水
）〜
2
月
17
日（
水
） 

朝
鮮
半
島
の
文
化
・
中
国
地
域
の
文
化

　
　
　
　
　
　

2
月
17
日（
水
）〜
2
月
24
日（
水
）

南
ア
ジ
ア　
　

2
月
24
日（
水
）〜
3
月
2
日（
水
） 

日
本
の
文
化　

3
月
2
日（
水
）〜
3
月
9
日（
水
） 

東
南
ア
ジ
ア　

3
月
9
日（
水
）〜
3
月
16
日（
水
） 

●
入
館
料
割
引
の
案
内

1
月
21
日（
木
）〜
2
月
23
日（
火
）の
期
間
は
団
体
料

金
相
当
額（
一
般
3
5
0
円
、
高
校
・
大
学
生
2
0
0

円
、
小
・
中
学
生
90
円
）で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

●
み
ん
ぱ
く
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル
「
万
博
記
念
公
園
駅
」
と
み
ん
ぱ

く
の
間
の
直
通
送
迎
バ
ス
を
期
間
限
定
で
運
行
し
ま

す
。

運
行
日　

2
月
25
日（
木
）〜
5
月
10
日（
火
）

　
　
　
　

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分
、
無
料

運
休
日　

休
館
日
、
2
月
27
日（
土
）

　
　
　
　

3
月
5
日（
土
）、
6
日（
日
）、
13
日（
日
）

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
5
1
回　

2
月
6
日（
土
） 

14
時
〜
16
時 

世
界
の
食
文
化
を
学
ぶ
⑥

博
物
館
で
食
文
化
を
考
え
る

―
み
ん
ぱ
く
展
示
場
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
見
立
て
て

講
師　

池
谷
和
信
（
本
館 

教
授
）

地
球
上
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
飲
食
文
化
が
み
ら
れ
ま
す
。
米
や
小

麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
芋
類
な
ど
の
主
食
、
肉
や
魚
や
野
菜
か

ら
得
る
副
食
、
茶
や
酒
、
乳
な
ど
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に

は
地
域
的
な
多
様
性
が
み
ら
れ
ま
す
。
一
方
で
「
調
理
を
す
る
」

「
食
糧
を
分
か
ち
あ
う
」
と
い
っ
た
行
為
に
は
、
人
類
文
化
と
し

て
の
共
通
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
講
演
会
で
は
、

展
示
場
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
見
立
て
、
各
地
の
食
の
在
り
方
を
さ

ぐ
る
と
と
も
に
、
食
文
化
研
究
の
動
向
に
も
触
れ
な
が
ら
、
食

の
過
去
、
現
在
、
未
来
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

●
講
義
（
14
時
〜
15
時
10
分
）
終
了
後
、
展
示
場
の
見
学
会
を

お
こ
な
い
ま
す
。

第
4
5
2
回　

3
月
5
日（
土
） 

14
時
〜
16
時 

祖
先
と
と
も
に
住
ま
う
家

―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
ン
バ
島
で
家
屋
を
建
て
る

講
師　

佐
藤
浩
司
（
本
館 

准
教
授
）

乾
燥
し
た
自
然
環
境
―
―
決
し
て
生
活
条
件
の
よ
く
な
い
ス
ン

バ
島
を
有
名
に
し
て
い
る
の
は
、
豊
か
な
装
飾
を
施
し
た
織
物

と
巨
石
文
化
、
そ
れ
に
棟
の
高
く
突
き
出
た
独
特
の
家
屋
の
並

ぶ
集
落
景
観
で
す
。
巨
大
な
屋
根
の
高
さ
は
、
地
域
に
よ
っ
て

は
10
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
年

に
二
度
の
農
耕
儀
礼
の
時
に
し
か
、
人
間
は
屋
根
裏
に
の
ぼ
る

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
で
す
。
ス
ン
バ
島
の
屋
根
に
は
ど
ん
な

秘
密
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
建
築
構
造
や
空
間

構
成
な
ど
、
家
屋
に
ま
つ
わ
る
慣
習
と
あ
わ
せ
て
お
話
し
ま
す
。

●
講
義
（
14
時
〜
15
時
10
分
）
終
了
後
の
懇
談
会
で
は
、
映
像

資
料
「
マ
ラ
プ
の
家
」
を
鑑
賞
し
ま
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
5
3
回　

2
月
20
日（
土
）

み
ん
ぱ
く
に
タ
イ
寺
院
が
で
き
る
ま
で

講
師　

平
井
京
之
介
（
本
館 

教
授
）

新
し
く
な
っ
た
み
ん
ぱ
く
の
東
南

ア
ジ
ア
展
示
場
に
タ
イ
の
寺
院
が

で
き
ま
し
た
。外
か
ら
み
た
壮
麗

さ
や
色
彩
の
豊
か
さ
は
有
名
で
す

が
、寺
院
の
中
で
ど
ん
な
こ
と
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
ま
で
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。み

ん
ぱ
く
の
展
示
を
紹
介
し
な
が
ら
、

タ
イ
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
仏
教

寺
院
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
と

思
い
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
。

2
月
7
日（
日
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
場

一
神
教
の
宗
教
、
多
神
教
の
宗
教

話
者　

新
免
光
比
呂
（
本
館 

准
教
授
）

2
月
14
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

窓
か
ら「
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
収
蔵
庫

話
者　

園
田
直
子
（
本
館 

教
授
）

2
月
21
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

宗
教
の
始
原
を
さ
ぐ
る

―
南
部
ア
フ
リ
カ
の
聖
霊
教
会
の
現い
ま在

話
者　

𠮷
田
憲
司
（
本
館 

教
授
）

2
月
28
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

人
魚
の
ミ
イ
ラ

―
驚
異
と
怪
異
の
接
点

話
者　

山
中
由
里
子
（
本
館 

准
教
授
）

※
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
。

刊行物紹介
■齋藤玲子 編
『カナダ先住民芸術の歴史的展開と現
代的課題―国立民族学博物館所蔵の
イヌイットおよび北西海岸先住民の版画
コレクションをとおして』SER No.131
国立民族学博物館　1,100円 （税抜）

版画の調査を足掛りに、芸
術の展開がカナダ先住民社
会に与えた影響を探った。
芸術をはじめとする文化の
復興は、先住民の権利回復
を後押しし、彼らの経済を支
えるとともに、アイデンティ
ティの象徴ともなっている。

■岸上伸啓 編
『環北太平洋地域の先住民文化』

SER No.132
国立民族学博物館　900円 （税抜）

環北太平洋地域の先住民文化についての研
究史概論と日本人研究者による文化人類学、

考古学、言語学など
の諸研究を所収。同
地域の研究を発展
させるためには比較
研究と学際研究、先
住民社会との協働
研究が必要と主張し
ている。

■林勲男 編
『アジア太平洋諸国の災害復興
―人道支援・集落移転・防災と
文化』 　明石書店　4,300円（税抜）

2011年の東日本大震災も含め、近年のアジ
ア太平洋諸国では、巨大地震、津波、サイ

クロンなどの自然災
害が頻発している。
各地域の専門家が災
害や地域の違いを越
えて共通する災害復
興の課題に取り組ん
でいる。

タ
イ
北
部
農
村
に
あ
る

仏
教
寺
院
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ポ
ー
ラ
ン
ド
料
理
と
い
え
ば
ビ
ゴ
ス
。
ビ
ゴ
ス
は
お

も
に
、冬
に
食
べ
ら
れ
る
名
物
料
理
で
あ
る
。冬
の
ポ
ー

ラ
ン
ド
は
厳
し
い
寒
さ
に
な
る
か
ら
、
温
か
い
料
理
や

高
カ
ロ
リ
ー
の
料
理
を
食
べ
た
く
な
る
。
そ
こ
で
ビ
ゴ

ス
の
出
番
で
あ
る
。

ど
ん
な
料
理
？

こ
の
ビ
ゴ
ス
と
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
キ
ャ
ベ
ツ

と
肉
類
、
干
し
キ
ノ
コ
、
干
し
プ
ラ
ム
、
そ
し
て
玉
ね

ぎ
と
調
味
料
を
煮
込
ん
だ
料
理
で
あ
る
。
元
々
は
他
の

料
理
で
使
っ
た
材
料
の
余
り
も
の
で
作
っ
た
料
理
と
い

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
む
か
し
は
あ
ま
り
よ
く

な
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
少
し
悪
い

意
味
の
慣
用
句
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

例
え
ば
、「
ア
レ
・
ビ
ゴ
ス
！
」
と
い
う
と
、普
通
は
「
な

ん
て
立
派
な
ビ
ゴ
ス
だ
！
」
を
意
味
す
る
が
、
慣
用
句

と
し
て
使
う
と
、「
失
敗
し
た
！
」
と
い
う
意
味
に
な

る
。
同
じ
よ
う
に
「
ア
レ
・
ナ
ロ
ビ
ワ
ム
・
ビ
ゴ
ス
！

（
私
は
ビ
ゴ
ス
を
た
く
さ
ん
作
っ
た
）」
の
慣
用
句
と
し

て
の
意
味
は
「
迷
惑
を
か
け
た
」
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ビ
ゴ
ス
と
い
う
こ
と
ば
が
ポ
ー
ラ
ン

ド
語
の
慣
用
句
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ビ
ゴ

ス
が
む
か
し
な
が
ら
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
料
理
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
証
拠
で
あ
る
。
し
か
し
、
隣
の
白
ロ
シ
ア
、

リ
ト
ア
ニ
ア
な
ど
の
国
々
で
も
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
か

つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
戦
乱
の
さ
な
か
、
人
び
と
は
こ

れ
ら
の
国
々
を
逃
げ
ま
ど
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
料
理
と
習

慣
が
混
ざ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
、
誰
が
最
初
に
作
っ
た
か
、
ど
こ
で
作

す
べ
て
に
お
い
て
共
通
す
る
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
煮

込
ん
で
冷
や
す
の
を
繰
り
返
す
こ
と
で
あ
る
。
調
理
方

法
は
、
上
記
の
材
料
を
ま
ず
八
時
間
ほ
ど
煮
込
み
、
そ

し
て
鍋
ご
と
庭
に
出
し
て
、
厳
し
い
寒
さ
の
な
か
、
一

晩
中
冷
や
し
て
お
く
。
そ
の
工
程
を
三
日
間
ほ
ど
繰
り

返
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
味
が
よ
く
染
み
込
ん
で
、
お
い

し
い
ビ
ゴ
ス
に
な
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
、
特
に
こ
の

ビ
ゴ
ス
を
お
正
月
や
、
雪
の
な
か
で
の
ソ
リ
遊
び
の
後

で
食
べ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
た
め
に
ビ
ゴ
ス
を
食
べ

る
こ
と
に
、
楽
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
人
た
ち
が
多
い

の
で
あ
る
。

ア
レ
・
ビ
ゴ
ス
！

わ
た
し
は
初
め
て
来
日
し
た
と
き
に
、
留
学
生
が
参

加
す
る
交
流
会
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
文
化
を
紹
介
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
交
流
会
の
後
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
料
理
を

み
ん
な
で
食
べ
る
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
、
ス
タ
ッ
フ
が
料
理

を
作
る
の
で
、
事
前
に
な
に
か
伝
統
料
理
の
レ
シ
ピ
を

ポーランドの伝統料理

ビゴス

マジェッツ アグネシカ 　民博 外来研究員

渡
す
よ
う
に
頼
ま
れ
た
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
代
表
的

な
伝
統
料
理
の
ビ
ゴ
ス
の
レ
シ
ピ
を
渡
し
て
お
い
た
。

当
日
、
会
場
に
来
て
み
る
と
、
ビ
ゴ
ス
の
美
味
し
そ

う
な
に
お
い
が
ま
る
で
し
な
か
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
、

今
は
ま
だ
冷
や
し
て
い
る
の
で
、
ビ
ゴ
ス
の
に
お
い
が

し
な
い
の
か
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、
交
流
会
が
始
ま
っ

て
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
部
屋
の
奥
か
ら
、
何
か
を
包

丁
で
刻
む
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
の
と
き
は
、
他
の

料
理
も
出
す
の
か
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
肉
と
キ
ャ
ベ

ツ
を
煮
込
む
に
お
い
が
し
て
き
た
の
で
、「
ま
さ
か
！
」

と
思
っ
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
勘
違
い
か
、
わ
た
し
の
説
明

不
足
の
せ
い
で
、
本
来
な
ら
三
日
間
煮
込
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ビ
ゴ
ス
を
当
日
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
か
ら
、
み
ん
な
で
こ
の
「
ビ
ゴ
ス
み
た
い
な
料
理
」

を
食
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
複
雑

な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
美
味
し
い
ビ
ゴ
ス
を
食
べ
て
も

ら
お
う
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
な

ら
、
も
っ
と
簡
単
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
料
理
の
レ
シ
ピ
を
渡

し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。
出
て
き
た
「
ビ
ゴ

ス
み
た
い
な
料
理
」
を
見
て
、
わ
た
し
は
「
ア
レ
・
ビ

ゴ
ス
！
」
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
。

ら
れ
て
い
た
か
、な
ぜ
「
ビ
ゴ
ス
」
と
い
う
名
前
に
な
っ

た
の
か
、
諸
説
が
色
々
あ
る
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
慣
用
句
以
外
に
も
、

ビ
ゴ
ス
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
料
理
と
し
て
、
む

か
し
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
料
理
書
や
文
学

作
品
に
登
場
し
て
い
る
。

い
ろ
い
ろ
な
味
の
ビ
ゴ
ス

こ
の
ビ
ゴ
ス
と
い
う
料
理
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
味
と
見
た
目
が
異
な
る
。
例
え
ば
、

伝
統
的
ポ
ー
ラ
ン
ド
式
ビ
ゴ
ス
、
狩
人
式
ビ
ゴ
ス
、
悪

党
の
ビ
ゴ
ス
な
ど
が
あ
り
、
各
家
庭
に
お
い
て
材
料
や

味
付
け
、
更
に
、
こ
れ
ら
の
材
料
の
切
り
方
や
材
料
の

割
合
が
多
少
、
異
な
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
多

彩
な
味
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

キャベツ　　　　　   300g

酢キャベツ（ザワークラウト）  500g

仔牛の肉   　　　　　 200g

豚肉　　　　　　　　 200g

牛か豚のベーコン　　   100g

ソーセージ　　　　　  150g

玉ねぎ　　  　　100～300g

小麦粉　　　　　　　  20g

赤ワイン（辛口）　　　 50ml

トマトソース　　　　　 40g

干したポルチニ茸　 5～10個
干したプラム　　　　　 20g

塩、砂糖、マジョラム　   適量

伝統的ポーランド式ビゴス （10人分）

① キャベツをせん切りにする。酢キャベツの水気を切る。
ポルチニ茸を洗い、柔らかくなるまで水につけた後、みじん切りにする。
プラムを洗い種をとって、柔らかくなるまで水につけた後、みじん切りにする。
すべてを鍋に入れて軽く混ぜ、塩を少々入れた熱湯を入れ、ふたをして一度沸騰
させる。この後、弱火にし、50分煮る。

② ソーセージの皮を取り、輪切りにして更に半月状に切る。他の肉類と玉ねぎは洗っ
た後、一口大の大きさに切る。
少し油をひいたフライパンを熱し、ベーコンの油が溶けるまで軽く炒める。そこにソー
セージと他の肉類を足して軽く炒め、更に、玉ねぎを足して、軽く炒める。
フライパンの底から５ミリ位の深さになるまで水を入れ、ふたをして弱火で 5～10
分ほど蒸し焼きにする。

③ 少し油をひいたフライパンに小麦粉を入れ、軽く色がつくまで炒める。
④ ②と③を①の鍋に入れる。キャベツとよく混ぜて、ワインと調味料を加える。
⑤ 6～ 8時間位弱火で煮込み、様子を見ながら少 の々水を加え、軽く混ぜる。
鍋を火から下し、常温になるまで待った後、鍋ごと冷蔵庫などで一晩冷やす。この
サイクルを3日ほど繰り返す。

＊食べるときには温めて、好みによりパプリカ、パセリ、レタスなどをトッピングしてパンと一緒に食べる。

ビゴスのスパイスミックス（材料：胡椒、マジョラムなど）

きつね色になった、調理中のビゴス

瓶に入れて、保存中のビゴス

盛り付けたビゴス。トッピングにはパプリカ
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見
出
さ
れ
た
多
様
な
価
値

―
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
お
け
る
世
界
遺
産

申
請
の
過
程
か
ら

河か
わ

野の 

正ま
さ

治は
る 

　
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程

竜
宮
城
な
ら
ぬ
ナ
ン
・
マ
ド
ー
ル

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
ポ
ー
ン
ペ
イ
島

で
調
査
を
し
て
い
た
あ
る
日
の
こ
と
、

島
民
の
男
性
と
話
を
し
て
い
る
と
、

彼
は
得
意
げ
に
こ
ん
な
こ
と
を
言
い

始
め
た
。「
浦
島
太
郎
の
話
な
ら
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
ぞ
。
浦
島
太
郎
は

ナ
ン
・
マ
ド
ー
ル
に
や
っ
て
来
た
ん

だ
ろ
」。

日
本
に
統
治
さ
れ
た
戦
前
の
一
時

代
（
一
九
一
四
〜
四
五
年
）
の
名
残

だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
島
に
伝
わ
る

海
底
都
市
伝
説
の
変
形
だ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
竜
宮
城
な
ら
ぬ
ナ
ン
・
マ

太
平
洋
の
ベ
ニ
ス

海
上
都
市
さ
な
が
ら
の
景
観
は
、

外
部
者
か
ら
「
太
平
洋
の
ベ
ニ
ス
」

と
形
容
さ
れ
、
島
民
に
限
ら
ず
、
海

外
か
ら
の
関
心
も
広
く
引
き
寄
せ
て

い
る
。
大
小
約
九
五
の
人
工
島
が
海

上
に
浮
か
び
ひ
と
つ
の
壮
麗
な
空
間

を
つ
く
る
様
子
は
、
古
代
王
朝
独
特

の
強
さ
と
美
し
さ
を
伝
え
る
。

人
工
島
は
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
名

前
や
伝
承
を
も
ち
、
各
島
の
間
に
は

水
路
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
人
工
島
に
は
お
も
に
玄
武
岩

で
築
か
れ
た
幾
つ
も
の
巨
石
建
造
物

ン
・
マ
ド
ー
ル
は
、
太
平
洋
で
広
く

見
ら
れ
る
巨
石
文
化
の
な
か
で
も
っ

と
も
大
規
模
で
壮
麗
な
遺
跡
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
い
つ
世
界
遺
産
に
な
っ

て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
専
門
家
や

政
府
関
係
者
の
あ
い
だ
で
言
わ
れ
て

き
た
。

遺
跡
を
め
ぐ
る
多
様
な
価
値
づ
け

数
年
前
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
政
府
は

ナ
ン
・
マ
ド
ー
ル
の
世
界
遺
産
登
録

に
向
け
た
準
備
に
舵か
じ

を
切
っ
た
。
現

在
は
申
請
中
で
あ
り
、
近
い
将
来
に

登
録
さ
れ
る
見
通
し
だ
と
い
う
。
申

請
の
過
程
で
は
、
伝
承
に
根
ざ
し
た

巨
大
建
造
物
と
い
う
だ
け
に
留
ま
ら

な
い
多
様
な
価
値
が
見
出
さ
れ
た
。

ま
ず
、
観
光
資
源
と
し
て
の
期

待
が
膨
ら
ん
だ
。
米
国
か
ら
ミ
ク

ロ
ネ
シ
ア
連
邦
へ
の
財
政
援
助
期

間
（
一
九
八
六
年
〜
）
が
満
了
予
定

の
二
〇
二
三
年
を
控
え
、
政
府
は
経

済
と
財
政
の
活
路
を
観
光
に
求
め
て

お
り
、
世
界
遺
産
は
ひ
と
つ
の
希
望

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
世
界
遺
産
化
に

向
け
て
保
存
意
識
が
高
ま
り
、
気
候

変
動
や
観
光
客
へ
の
対
応
が
見
直
さ

れ
て
い
る
。
他
方
、
ナ
ン
・
マ
ド
ー

ル
近
辺
で
暮
ら
す
住
民
に
は
、
遺
跡

や
土
地
の
権
利
を
め
ぐ
る
不
安
も
生

ま
れ
た
。
遺
跡
を
保
護
す
る
伝
統
首

長
や
地
元
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
遺
物
の
持
ち

去
り
な
ど
を
警
戒
し
、
外
国
人
に
よ

る
発
掘
調
査
を
時
に
拒
絶
さ
え
し
た
。

遺
跡
の
入
場
料
と
し
て
支
払
わ
れ
る

三
米
ド
ル
を
収
入
源
と
す
る
地
権
者

は
、
世
界
遺
産
登
録
に
よ
っ
て
徴

収
の
権
利
が
奪
わ
れ
る
の
を
恐
れ
た
。

世
界
遺
産
の
認
定
後
は
、
遺
跡
を
管

轄
す
る
伝
統
首
長
の
権
威
が
高
ま
る

一
方
で
、
島
内
の
他
地
域
の
伝
統
首

長
と
の
あ
い
だ
に
溝
が
生
ま
れ
る
こ

と
も
予
想
で
き
る
。

世
界
遺
産
の
申
請
は
、
ナ
ン
・
マ

ド
ー
ル
の
遺
跡
と
し
て
の
価
値
を
高

め
た
だ
け
で
は
な
く
、
島
民
や
政
府

が
あ
ら
た
に
遺
跡
の
価
値
を
見
出
す

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
だ
が
、
世
界

遺
産
化
の
動
き
に
自
覚
的
な
島
民
は

ま
だ
ま
だ
少
な
い
。
今
後
、
世
界
遺

産
を
め
ぐ
っ
て
彼
ら
が
さ
ま
ざ
ま
に

紡
い
で
い
く
価
値
は
一
体
ど
ん
な
軌

跡
を
辿た
ど

る
の
か
。
興
味
深
く
も
慎
重

に
見
守
ろ
う
で
は
な
い
か
。

が
あ
る
。
王
の
墓
や
儀
礼
場
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
建
造

時
に
大
量
の
巨
大
な
岩
が
ど
の
よ
う

に
運
搬
さ
れ
た
の
か
は
、
今
で
も
謎

の
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
備
え
た
ナ

ド
ー
ル
は
、
ポ
ー
ン
ペ
イ
島
に
あ
る

石
造
の
巨
大
建
造
物
の
一
群
で
あ
る
。

ポ
ー
ン
ペ
イ
島
は
、
グ
ア
ム
の
南
東
、

赤
道
の
や
や
北
の
太
平
洋
の
海
に
あ

る
。
淡
路
島
の
三
分
の
二
程
度
と
い

う
小
さ
な
島
な
が
ら
、
一
千
年
ほ
ど

前
に
は
ナ
ン
・
マ
ド
ー
ル
を
拠
点
と

す
る
強
大
な
王
朝
が
あ
っ
た
。
王
朝

は
お
よ
そ
五
〇
〇
年
前
に
外
来
勢
力

（
現
在
の
伝
統
首
長
の
祖
）
に
よ
り

征
服
さ
れ
た
が
、
脈
々
と
伝
え
ら
れ

る
口
頭
伝
承
が
示
す
よ
う
に
、ナ
ン
・

マ
ド
ー
ル
を
特
別
で
神
聖
な
場
所
と

考
え
る
住
民
も
少
な
く
な
い
。

世
界
遺
産
登
録
に
対
す
る
期
待
は
、
ど
こ
の
国
（
地
域
）
で
も
大
き
い
。

し
か
し
、
世
界
遺
産
の
制
度
が
知
ら
れ
て
い
る
国
と
そ
う
で
な
い
国
と
で
は
、
反
応
が
少
し
異
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

ポーンペイ島

井桁状に柱状玄武岩を八メートルにも積み上げた首長墓の
周壁（撮影・関根久雄）

海上都市のナン・マドールは、海路からの観光も楽しめる
（撮影・片岡修）

みごとな玄武岩の石積み。長さ五メートルにおよぶものもある（撮影・関根久雄）島を一周する道路からはナン・マドールの看板が見える
（撮影・関根久雄）

ナン・マドールの平面略図

ミクロネシア連邦
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踊
る
鷹
の
楽
団

ト
ラ
ヤ
ン
・マ
ジ
ョ
カ
ヨ
ン
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
（
以

下
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
）
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
北
部
カ
リ
ン

ガ
州
の
州
都
タ
ブ
ク
を
拠
点
と
す
る
、ゴ
ン
グ
（
ガ

ン
サ
）
や
竹
楽
器
類
を
演
奏
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ

る
。
リ
ー
ダ
ー
の
ホ
セ・パ
ン
シ
ウ（
七
〇
）は
ボ
ー

イ
ス
カ
ウ
ト
協
会
を
一
〇
年
前
に
退
職
後
、
焼
き
畑

と
水
田
耕
作
の
か
た
わ
ら
、
地
域
の
自
治
活
動
に

も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
他
の
メ
ン
バ
ー
は
、
妹
弟
た

ち
、そ
し
て
そ
の
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。「
ト
ラ
ヤ
ン
」

は
、
鷹
を
意
味
し
、「
マ
ジ
ョ
カ
ヨ
ン
」
は
、
パ
ン

シ
ウ
家
の
属
す
る
部
族
の
名
前
で
あ
る
。
カ
リ
ン

ガ
州
に
は
た
く
さ
ん
の
先
住
民
の
グ
ル
ー
プ
が
住

ん
で
い
る
。
そ
の
な
か
で
マ
ジ
ョ
カ
ヨ
ン
の
人
び
と

は
、
ガ
ン
サ
に
合
わ
せ
て
踊
る
鷹
の
動
き
を
模
し

た
快
活
な
ト
ラ
ヤ
ン
の
踊
り
で
知
ら
れ
て
い
る
。 

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
、
時
折
、
要
請
が
あ
る
と
、

演
奏
に
出
向
く
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
三
回
、
台
湾

に
よ
ば
れ
た
。
他
に
も
、
先
住
民
の
集
ま
り
や
、

音
楽
学
の
国
際
学
会
が
あ
っ
た
と
き
な
ど
に
、
マ
ニ

ラ
で
演
奏
し
た
。
し
か
し
、
地
元
で
は
、
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
の
出
番
は
じ
つ
は
あ
ま
り
な
い
。
結
婚
式
な

ど
の
際
の
ガ
ン
サ
に
合
わ
せ
た
踊
り
で
は
、
参
列

者
た
ち
が
次
々
と
自
発
的
に
演
奏
に
加
わ
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
竹
楽
器
の
演
奏
の
機
会
も
少

な
い
が
、
外
か
ら
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
幾
ば
く
か
の

練
習
も
す
る
し
、
壊
れ
た
楽
器
を
修
理
し
た
り
作

り
直
し
た
り
も
す
る
。
ホ
セ
が
演
奏
と
楽
器
作
り

の
得
意
技
を
子
ど
も
た
ち
、
甥
姪
た
ち
に
伝
え
る

チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
。

継
承
の
現
場
で

フ
ィ
リ
ピ
ン
北
部
の
山
村
に
育
っ
た
ホ
セ
は
、
北

部
の
都
市
バ
ギ
オ
の
大
学
を
卒
業
し
、
し
ば
ら
く

働
い
た
後
、 

父
親
が
移
住
し
た
カ
リ
ン
ガ
州
の
街
タ

ブ
ク
に
自
分
も
移
り
、
こ
こ
で
結
婚
し
、
七
人
の
子

宝
に
恵
ま
れ
た
。
大
学
時
代
は
、
山
出
身
の
学
生

た
ち
の
グ
ル
ー
プ
、
ビ
バ
ッ
ク
（
B
I
B
A
K
）
に

所
属
し
、
そ
こ
で
、
ガ
ン
サ
や
他
の
音
楽
を
メ
ン

バ
ー
と
一
緒
に
演
奏
し
た
。
こ
こ
で
、
他
の
地
域
の

山
地
民
が
、
と
き
に
は
似
た
よ
う
な
、
と
き
に
は
異

な
っ
た
音
楽
を
す
る
こ
と
を
知
り
、
自
分
も
他
の
地

域
の
音
楽
を
真
似
し
て
み
た
り
も
し
た
。
ま
た
大

学
の
博
物
館
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
、
山
地
民
の
楽

器
や
民
芸
品
な
ど
に
名
前
を
つ
け
る
作
業
を
し
た
。

一
九
七
八
年
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
著
名
な
作
曲
家

ル
ク
レ
シ
ア
・
カ
シ
ラ
ッ
グ
ら
と
と
も
に
東
京
に
招

待
さ
れ
、竹
琴
、竹
口
琴
、竹
笛
な
ど
を
披
露
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
験
が
、
彼
の
知
的
好
奇
心
を
刺
激

し
、
自
分
の
文
化
の
誇
り
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
か
ら
は
、
弟
ら
と
と
も
に
、
市
内
の

中
学
校
に
設
置
さ
れ
た
、
政
府
の
伝
統
文
化
継
承

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
講
師
も
務
め
る
。
今
日
、 

継
承
が
難

し
く
な
っ
て
き
て
い
る
竹
笛
や
叙
事
詩
ウ
ラ
リ
ム
な

ど
を
教
え
る
が
、
先
生
に
指
示
さ
れ
る
ま
ま
に
出

て
来
る
だ
け
の
子
ど
も
た
ち
に
教
え
て
も
、
な
か
な

か
効
果
が
出
せ
な
い
。
ま
た
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
、

昨
年
、 

タ
ブ
ク
市
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
コ
ン
テ
ス

ト
に
参
加
し
た
が
、
三
位
だ
っ
た
。
台
湾
で
し
た
よ

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
の
さ
ま
ざ
ま
な
奏
法
を

披
露
し
た
の
だ
が
、
五
十
以
上
も
の
ガ
ン
サ
を
同
時

に
奏
す
る
ス
ト
リ
ー
ト
ダ
ン
ス
風
の
大
編
成
の
チ
ー

ム
が
優
勝
し
た
の
に
は
納
得
が
い
か
な
い
。
マ
ジ
ョ

カ
ヨ
ン
の
叙
事
詩
ソ
グ
ソ
グ
ナ
の
歌
詞
を
書
き
留
め

た
と
き
は
、
州
の
知
識
人
か
ら
、
ス
ペ
ル
が
違
う
、

と
直
さ
れ
た
。
押
韻
の
た
め
、
単
語
の
発
音
を
一
部

変
え
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
正
し
い
ス
ペ
ル
で
書
く

と
、
韻
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
詩
の
生
命
が

失
わ
れ
る
気
が
す
る
。
地
元
で
の
伝
承
の
継
承
は
、

必
ず
し
も
順
風
満
帆
で
は
な
い
。

昨
年
楽
器
や
竹
細
工
の
製
品
を
売
る
小
さ
な
店

を
始
め
た
。
ホ
セ
の
夢
は
、
子
ど
も
た
ち
が
竹
楽

器
の
制
作
や
竹
細
工
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ

と
。
三
女
フ
ェ
リ
サ
は
、
マ
ニ
ラ
の
研
究
者
の
支
援

を
受
け
て
、
民
族
音
楽
学
を
学
ぶ
。
今
は
、
実
家

の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
、
父
ホ
セ
の
マ
ジ
ョ
カ
ヨ
ン

音
楽
・
文
化
の
知
識
を
整
理
し
て
修
士
論
文
に
ま

と
め
て
い
る
。 

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
、
山
村
の
先
住
民
の
音
楽
を
、

移
住
先
の
街
で
、
外
か
ら
の
程
よ
い
刺
激
を
受
け

な
が
ら
、
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
る
、
貴
重

な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
筆
者
は
、
ホ
セ
の
誠
実
な
人

柄
に
魅
か
れ
、
ま
た
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
地
道
な
活
動

を
評
価
し
て
い
る
。
研
究
者
と
し
て
何
ら
か
の
支

援
が
で
き
れ
ば
と
思
う
が
、
何
も
し
な
い
ほ
う
が

い
い
様
な
気
も
す
る
。
適
度
な
距
離
を
保
ち
な
が

ら
陰
か
ら
応
援
し
て
い
き
た
い
。

米よ
ね

野の 

み
ち
よ　
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
学
准
教
授

フィリピンの街で奏でる山村の音楽
―トラヤン・マジョカヨン・アンサンブル

他人に何かを伝えるとき、自分が受け継いだものがそのまま伝わるわけ
ではない。個人の体験や思いなどにより、再び編まれたものが他人に受
け渡されるのである。

ガンサの練習風景。左端がホセ（撮影・寺田𠮷孝）

自宅で、自作の楽器に囲まれて（撮影・寺田𠮷孝）

お店のなかで、妹イサベルと、タンビを披露（楽器を棒で交互に叩く）
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フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ト
の
世
界
だ
け
で
な
く
、
学
問
に
も
流
行
り
廃

り
は
あ
る
。
あ
る
時
代
に
一
世
を
風ふ
う

靡び

し
、
も
て
は
や
さ
れ
た
思
想
や
も

の
の
見
方
も
、
時
間
が
経
つ
と
す
っ
か
り
時
代
遅
れ
に
な
り
、
否
定
さ
れ

た
り
、
忘
れ
去
ら
れ
た
り
す
る
。
だ
が
と
き
に
、
時
代
を
超
え
て
あ
ら
た

な
か
た
ち
で
リ
バ
イ
バ
ル
す
る
こ
と
も
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

の
世
界
と
同
じ
で
あ
る
。

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
世
界
中
で
流
行
し
た
優
生
学
は
、

ま
さ
に
そ
ん
な
学
問
の
ひ
と
つ
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
優
生
学
（
ユ
ー
ジ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
）
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン
が
一
八
八
三
年

に
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
作
っ
た
造
語
で
あ
る
。『
種
の
起
源
』
で
生
物
の
自
然

淘と
う

汰た

に
つ
い
て
論
じ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
従
兄
で
あ
っ
た
ゴ
ル

ト
ン
は
、
人
間
の
進
歩
に
関
心
を
も
ち
、
人
間
を
よ
り
優
れ
た
状
態
へ
と

改
良
す
る
た
め
の
科
学
と
し
て
優
生
学
を
定
義
し
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
唱

え
た
、
環
境
適
応
に
よ
る
種
の
特
性
の
自
然
選
択
と
い
う
考
え
に
は
、
当

初
は
「
進
化
」
と
い
う
優
劣
の
概
念
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ

れ
が
生
物
学
を
超
え
て
、
人
間
の
諸
社
会
も
西
欧
を
頂
点
と
す
る
進
化
の

途
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
社
会
進
化
論
と
結
び
つ
く
と
、
よ
り
環

境
に
適
し
た
人
間
の
増
加
を
積
極
的
に
推
奨
す
る
か
わ
り
に
、
適
し
て
い

な
い
人
間
を
淘
汰
す
る
こ
と
で
、
社
会
の
進
化
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
が
目

指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
思
想
は
、
多
様
な
民
族
的
出
自
を
も
つ
移
民
を
受
け
入
れ
る
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、政
策
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
、

社
会
的
不
適
合
者
と
み
な
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
―
そ
こ
に
は
、
貧

 優生学
Eugenics

松
ま つ

尾
お

 瑞
み ず

穂
ほ

　民博 先端人類科学研究部

困
者
か
ら
犯
罪
者
、
同
性
愛
者
、
知
的
障
が
い
者
、
て
ん
か
ん
患
者
な

ど
雑
多
な
属
性
の
人
が
含
ま
れ
て
い
た
―
に
対
す
る
強
制
的
な
断
種
や

隔
離
政
策
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
ナ
チ
ス・

ド
イ
ツ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
と
虐
殺
と
い
う
悲
劇
へ
と
行
き
つ
い
て

し
ま
っ
た
。

い
ま
で
は
、
優
生
学
が
目
指
し
た
人
間
の
選
別
は
、
許
さ
れ
ざ
る
と
ん

で
も
な
い
思
想
だ
と
誰
も
が
思
う
だ
ろ
う
。
人
間
は
平
等
で
あ
り
、
生
命

は
等
し
く
尊
い
も
の
だ
と
い
う
の
は
、
現
実
は
ど
う
で
あ
れ
、
少
な
く
と

も
わ
た
し
た
ち
が
教
え
ら
れ
、
信
じ
て
き
た
倫
理
で
あ
る
。
だ
が
、
優
生

学
的
思
想
は
、
こ
の
「
現
実
は
ど
う
で
あ
れ
」
と
い
う
た
だ
し
書
き
の
な

か
に
、
い
ま
で
も
存
続
し
て
い
る
。
人
口
抑
制
と
開
発
が
セ
ッ
ト
と
な
っ

て
途
上
国
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
産
児
制
限
、
優
生
保
護
と
い
う
名

の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
人
工
妊
娠
中
絶
、
尊
厳
死
を
め
ぐ
る
問
題
、

胎
児
の
染
色
体
か
ら
障
が
い
の
有
無
を
調
べ
る
出
生
前
診
断
、
遺
伝
性

疾
患
の
伝
達
を
防
ぐ
着
床
前
診
断
、
遺
伝
病
治
療
、
そ
し
て
一
般
に
も
広

が
る
遺
伝
子
検
査
…
…
。

民
族
や
人
種
の
よ
う
な
集
団
を
対
象
と
し
た
か
つ
て
の
優
生
学
と
は
ち

が
い
、
遺
伝
学
の
飛
躍
的
な
進
展
に
と
も
な
い
、
リ
バ
イ
バ
ル
し
た
今
日

の
優
生
学
は
、
医
療
の
現
場
で
、
個
々
人
の
選
択
の
問
題
と
し
て
立
ち
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
科
学
と
し
て
は
否
定
さ
れ
た
今
日
で
も
、
優
生
学
は
か

た
ち
を
変
え
て
存
続
し
、
わ
た
し
た
ち
に
重
要
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い

る
。
科
学
と
社
会
、
そ
し
て
人
間
と
の
か
か
わ
り
は
、
人
間
学
と
し
て
の

人
類
学
が
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

再び注目
！
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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

　「夷酋列像」は、いまだに多くの謎に包まれた絵のようだ。なぜ

描かれたのか？ どのような制作過程だったのか？ いつ、どうやっ

て原本がフランスに渡ったのか？ 絵の構図や内容自体にも『ダ・

ヴィンチ・コード』なみに、さまざまな暗号が秘められているようで、

好奇心がくすぐられる。

　当時の和人とアイヌの関係を知る手がかりになるのみならず、よ

り大きな世界史の文脈から鳥
ちょう

瞰
かん

しても興味深い資料である。クナ

シリ・メナシの戦いがあった1789年といえば、ちょうどフランス革

命勃発の年である。日本でもそれから一世紀もたたない間に明治

維新となっている。封建社会から市民社会へと時代が大きくうね

るなかでヨーロッパでは、18世紀末から19世紀前半のロマン主義

思想のもと、いわゆる「高貴なる野蛮人」（the noble savage）の

イメージが、絵画や文学の類型のひとつとなってゆく。「夷酋列像」

も当時のアイヌの人びとの実態をあらわすというよりは、異質性を

誇張しつつ、誇り高き人びととして描いたものだという。18-19世

紀北米の歴史絵画におけるアメリカン・インディアンの描写と比較

してみてもおもしろいのではないか。特別展で実物をじっくり見る

のが楽しみである。（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
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）

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。

もっと、「みんぱく」らしく。
「みんぱくクッキー」リニューアル

ミュージアム・ショップで2012年より販売中の「みんぱ

くクッキー」が、「もっとみんぱくらしく！」という声に

お応えして、仮面のかたちになって新登場しました。

　仮面のデザインは2種類。「イメージの力」展でおなじ

みのキフェベ（コンゴ民主共和国）と、祭礼用仮面（ルー

マニア）が、かわいくアレンジされています。

　クッキーの製造は、ひきつづき大阪・吹田市の「ぷく

ぷくワールド」さんです。無添加で身体に安心・安全な

材料・製法で、障害をもつ人たちとともに、こだわりのクッ

キーを作っています。パッケージのデザインは、武庫川

女子大学生活環境学部情報メディア学科の学生さんたち

のご協力によるものです。

　「みんぱくクッキー」は、ミルクとジンジャーの2種類

のクッキーが一箱に収められています。ミュージアム・

ショップの新しい「顔」を、ぜひお買い求めください。

お問い合わせ先	

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
T E L :06 - 6876 -3112    FA X:06 - 6878-8421
e-mail shop@senri-f.or.jp　水曜日定休

オンラインショップ「World Wide Bazaar」
http://www.senri-f.or.jp/shop/

クッキーの元になったコンゴ民主共和国のキフェベ（左）と、ルーマニア
の祭礼用仮面（右）。実物はなかなかの迫力です。祭礼用仮面は、ヨーロッ
パ展示で展示中です

みんぱくクッキー
ミルク、ジンジャー　
各40グラム１セット

500円（税抜き）

製造者：社会福祉法人 ぷくぷく福祉会 

ぷくぷくワールド
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