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1
9
5
5
年
香
川
県
生
ま
れ
。
画
家
。
武
蔵

野
美
術
大
学
卒
業
。
著
書
『
喫
茶
店
の
時
代
』

（
編
集
工
房
ノ
ア
）
に
よ
り
第
15
回
尾
崎
秀
樹

記
念
大
衆
文
学
研
究
賞
受
賞
。
編
著
・ 

装
幀

『
書
影
で
た
ど
る
関
西
の
出
版
1
0
0
』（
創
元

社
）
に
よ
り
第
9
回
竹
尾
賞
デ
ザ
イ
ン
書
籍

優
秀
賞
受
賞
。
他
に
『
歸
ら
ざ
る
風
景

―

林
哲
夫
美
術
論
集
』（
み
ず
の
わ
出
版
）、『
古

本
デ
ッ
サ
ン
帳
』（
青
弓
社
）、『
古
本
屋
を
怒

ら
せ
る
方
法
』（
白
水
社
）な
ど
の
著
書
が
あ
る
。
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喫
茶
店
は
お
茶
を
飲
む
場
所
…
…
で
は
な
い
。
じ
ゃ
あ
、

何
を
す
る
の
か
？
　「
人
は
何
も
し
な
い
で
い
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
誰
か
が
言
っ
て
い
る
通
り
（
中
国

人
な
ら
為い

無む

為い

と
言
う
の
だ
ろ
う
が
）、
人
は
何
も
し
な
い
で

い
よ
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
お
茶
や
珈
琲
を
飲
む
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
お
茶
を
口
実
に
し
て
別
の
何
か
を
す
る
の
で
あ
る
。

『
喫
茶
店
の
時
代
』（
二
〇
〇
二
年
）
と
い
う
本
を
出
し
て

し
ば
ら
く
し
た
こ
ろ
、
衛
星
放
送
の
あ
る
番
組
に
出
演
す

る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
五
人
ほ
ど
の
ク
ル
ー
が
張
り
付
い
て
、

お
よ
そ
一
週
間
、
拙
宅
は
も
ち
ろ
ん
、
京
都
の
古
本
ま
つ
り
、

大
阪
で
の
装
幀
本
展
示
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
撮

影
し
た
。
ベ
テ
ラ
ン
の
カ
メ
ラ
マ
ン
氏
は
あ
る
シ
ー
ン
が
終
っ

て
一
段
落
す
る
と
、
す
か
さ
ず
こ
う
言
う
の
だ
。

「
ほ
な
、
チ
ャ
ア
、
し
ば
こ
か
」

　
チ
ャ
ア
し
ば
く
、
ま
だ
何
か
撮
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
初
め

て
聞
く
言
葉
だ
っ
た
。
連
れ
て
行
か
れ
た
の
は
馴
染
み
の
喫

茶
店
、
要
す
る
に
「
一
服
し
よ
う
」
の
コ
コ
ロ
で
あ
る
。

　
関
西
地
方
で
広
く
用
い
ら
れ
る
「
し
ば
く
」
と
は
「
打
つ
、

殴
る
」
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
は
シ
ワ（
撓
）・

ク
（
叩
く
の
意
を
表
わ
す
語
尾
）
と
い
う
前
田
勇
の
語
源
説

を
引
い
て
い
る
。
か
な
り
古
い
方
言
の
よ
う
だ
。
残
念
な
が

ら
「
茶
を
し
ば
く
」
と
い
う
用
例
は
採
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
み
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら

流
行
っ
た
若
者
言
葉
だ
と
い
う
語
釈
が
見
つ
か
っ
た
。
一
説

に
は
大
阪
の
高
校
野
球
部
員
た
ち
が
喫
茶
店
に
行
く
こ
と
を

「
テ
ィ
ー
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
」
と
言
い
始
め
、
そ
れ
を
日
本
語
に

直
し
て「
茶
を
し
ば
く
」
に
な
っ
た
と
い
う（
も
ち
ろ
ん
誤
訳
）。

牛
し
ば
く
（
吉
野
家
へ
行
く
）、
オ
ケ
し
ば
く
（
カ
ラ
オ
ケ
へ

行
く
）、
ね
ず
み
し
ば
く
（
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
へ
行
く
、
開

園
一
九
八
三
年
）な
ど
の
類
似
し
た
用
例
も
あ
る
。「
し
ば
く
」

は
河
内
弁
で
「
す
る
」
の
意
だ
と
も
言
い
、
ま
た
上
方
芸
人

が
全
国
に
広
め
た
と
も
。

　
何
を
す
る
の
か
？
　
と
い
う
こ
と
で
、
忘
れ
ら
れ
な
い
喫

茶
店
が
あ
る
。
七
〇
年
代
の
終
り
ご
ろ
、
東
京
都
心
の
学
生

街
。
民
芸
調
の
イ
ン
テ
リ
ア
、
棚
に
は
白
い
陶
磁
器
が
並
べ

ら
れ
て
い
た
。
女
友
達
と
二
人
で
入
っ
て
珈
琲
を
注
文
し
た
。

ひ
と
息
つ
い
て
彼
女
が
ノ
ー
ト
に
手
紙
の
下
書
き
を
始
め
た
。

す
る
と
店
主
が
飛
ん
で
き
て
怒
り
出
し
た
の
だ
。

「
こ
こ
は
珈
琲
を
飲
む
と
こ
ろ
だ
！
」

　
え
？
　
耳
を
疑
っ
た
。
珈
琲
を
飲
む
行
為
だ
け
し
か
許
さ

れ
な
い
喫
茶
店
、
そ
ん
な
も
の
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。「
勉

強
す
る
な
ら
出
て
行
っ
て
く
れ
！
」。
勉
強
じ
ゃ
な
い
と
抗
弁

し
は
し
た
も
の
の
、
あ
き
れ
果
て
て
早
々
に
退
散
し
た
。
今

か
ら
考
え
れ
ば
、
図
ら
ず
も
喫
茶
店
の
本
質
を
教
え
て
く
れ

た
事
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
茶
し
ば
こ
か
？
」、
先
日
、
試
し
に
近
所
の
娘
さ
ん
を
誘
っ

て
み
た
。「
そ
ん
な
言
葉
、
う
ち
は
使
わ
へ
ん
」、
キ
ッ
パ
リ
。

ま
さ
に
空
振
り
で
あ
っ
た
。



沖
縄
の
ユ
タ
と

女
の
た
ま
り
場

職
場
の
休
憩
室
で
、旅
先
の
宿
で
、酒
場
や
カ
フ
ェ
で「
た
ま
る
」人
び
と
。

息
抜
き
、雑
談
、情
報
交
換
、根
回
し
な
ど
、「
た
ま
り
場
」は
人
と
人
と
の
交

流
を
提
供
す
る
。
肩
ひ
じ
張
ら
な
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
で
紡
が
れ
る
関
係

性
は
、フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
に
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

吉よ
し

田だ 
佳か

世よ

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
神
戸
大
学
）

男
の
た
ま
り
場
、
女
の
た
ま
り
場

沖
縄
に
は
男
の
た
ま
り
場
も
あ
れ
ば
、
女

の
た
ま
り
場
も
あ
る
。
例
え
ば
、
那
覇
市
に

あ
る
公
園
の
い
く
つ
か
は
年
配
の
男
性
の
た

ま
り
場
だ
。
気
候
が
よ
い
時
期
に
は
昼
ご
ろ

か
ら
集
ま
っ
て
、
な
に
や
ら
楽
し
そ
う
に
遊

ん
で
い
る
。
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
と
囲

碁
や
ト
ラ
ン
プ
、
花
札
な
ど
な
ど
。
も
ち
ろ

ん
お
し
ゃ
べ
り
だ
け
し
に
く
る
人
も
い
る
。

そ
の
た
め
誰
が
も
っ
て
き
た
の
か
、
ち
ゃ
っ

か
り
机
や
椅
子
、
日
よ
け
の
テ
ン
ト
が
用
意

さ
れ
て
い
た
り
も
す
る
。

で
は
、
女
の
た
ま
り
場
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
や
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
を
た
し
な
む
女
性
で
あ
れ
ば
、
グ
ラ

ウ
ン
ド
の
隅
で
友
だ
ち
と
お
し
ゃ
べ
り
に
花

を
咲
か
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
で
も
、
女
の
た

ま
り
場
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
屋
内
で
あ
る

こ
と
が
多
い
。
友
だ
ち
の
家
や
そ
の
軒
先
、

マ
チ
ヤ
グ
ヮ
ー
（
小
さ
な
商
店
）、
喫
茶
店
、

ラ
ン
チ
バ
イ
キ
ン
グ
を
し
て
い
る
レ
ス
ト
ラ

ン
、そ
し
て
意
外
と
あ
な
ど
れ
な
い
の
は
フ
ァ

ス
ト
フ
ー
ド
店
で
あ
る
。
わ
た
し
が
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
い
る
集
落
の
近
く
に
も
、

特
集

最
近
、
二
四
時
間
営
業
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

店
が
で
き
た
。
さ
っ
そ
く
仲
良
し
の
ネ
エ
サ

ン
た
ち
（
沖
縄
で
は
女
性
は
い
く
つ
に
な
っ
て

も
こ
う
よ
ば
れ
る
）
と
い
っ
て
み
る
と
、
店
内

は
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
に

花
を
咲
か
せ
る
五
〇
代
か
ら
七
〇
代
ぐ
ら
い

の
女
性
た
ち
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
た
。
忙

し
い
沖
縄
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
安
く
て
、

長
居
で
き
て
、
い
つ
で
も
開
い
て
い
る
こ
の

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
申
し
子
は
、
既

婚
未
婚
、
仕
事
の
有
無
、
育
児
や
介
護
の
有

無
を
問
わ
ず
、
ど
ん
な
立
場
の
友
だ
ち
で
も

気
兼
ね
な
く
誘
え
る
場
所
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

共
有
さ
れ
る
ユ
タ
の
情
報

女
の
た
ま
り
場
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
や

サ
ー
ビ
ス
、
そ
し
て
情
報
が
行
き
交
う
。
そ

の
な
か
で
も
、
霊
や
祖
先
な
ど
と
交
信
す
る

力
を
も
ち
、
そ
の
能
力
を
も
と
に
個
人
的
な

相
談
を
受
け
る
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
る
ユ

タ
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
に
関
す
る
話
題
は
、

た
ま
り
場
で
よ
く
登
場
す
る
も
の
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
ユ
タ
は
よ
く
「
看
板
の
な
い
商
売
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ど
こ
に
ユ
タ
が
い
て
、

ど
の
よ
う
な
類
の
依
頼
を
得
意
と
し
て
い
る

の
か
は
一
見
し
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
ユ
タ
に
相
談
し
た
い
と
思
っ
た
ら
、

ユ
タ
を
知
る
人
（
大
抵
は
親
せ
き
や
友
だ
ち
な

ど
の
親
し
い
間
柄
に
あ
る
人
で
あ
る
）
を
通
じ

て
依
頼
を
し
、
ユ
タ
か
ら
許
可
を
得
た
う
え

で
、
足
を
運
ぶ
と
い
う
形
が
と
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
そ
の
た
め
、
た
ま
り
場
で
交
わ
さ

れ
る
ユ
タ
に
つ
い
て
の
経
験
談
や
噂
は
、
ユ

タ
に
関
心
を
も
つ
女
性
に
と
っ
て
は
重
要
な

情
報
源
と
な
る
。

ま
た
、
ユ
タ
の
も
と
に
足
を
運
ぶ
人
の
な

か
に
は
、仲
の
良
い
友
だ
ち
数
人
と
連
れ
立
っ

て
行
く
と
い
う
人
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
理

由
は
、
緊
張
を
和
ら
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
り
、

ユ
タ
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
共
有
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
り
す
る
。

だ
か
ら
、
女
性
た
ち
が
ユ
タ
の
も
と
に
行
っ

た
後
に
喫
茶
店
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
に
立

ち
寄
っ
て
、
ユ
タ
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
あ
れ
こ
れ
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
と
い
う

の
も
よ
く
あ
る
光
景
だ
。
そ
の
様
子
は
、
ユ

タ
の
託
宣
を
鵜う

呑の

み
に
し
て
い
る
と
い
う
よ

り
は
、
友
だ
ち
と
あ
れ
こ
れ
お
し
ゃ
べ
り
を

す
る
こ
と
で
別
の
答
え
を
作
り
出
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
ま
で
ユ
タ
は
、
一
方
で

迷
信
と
し
て
否
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
方
で

相
談
者
の
悩
み
や
苦
し
み
を
癒
す
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
の
よ
う
な
存
在
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
ユ
タ
と
の
や
り
と
り
だ
け
で
は
な

く
、
こ
の
た
ま
り
場
で
お
し
ゃ
べ
り
す
る
時

間
が
女
性
た
ち
の
癒
し
に
一
役
買
っ
て
い
る

と
わ
た
し
は
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。

公園に集まる男性たち（2016年2月13日）

ファストフード店の様子（2016年2月20日）

ファストフード店でおしゃべりするネエサンたち（2016年2月20日）
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ドリンクコーナーで雑談

喫煙者の楽しみと仲間意識

ペンション・チキートの現在の外観。ビ
ルの４階部分のワンフロアーがペンショ
ンになっている

オ
フ
ィ
ス
の

た
ま
り
場

八や

巻ま
き 

惠け
い

子こ

就
実
大
学
准
教
授

バ
ル
セ
ロ
ナ
の

日
本
人
宿

大お
お

野の 

哲て
つ

也や

桐
蔭
横
浜
大
学
准
教
授

援
を
取
り
付
け
た
い
と
き
、
情
報
を
提
供
し
て
も
ら

い
た
い
と
き
、
協
働
体
勢
を
と
り
た
い
と
き
な
ど
は
、

相
手
の
仕
事
場
に
直
接
行
か
ず
に
、
た
ま
り
場
で
交

流
を
図
り
、
感
情
を
交
え
た
雑
談
を
通
じ
て
次
の
約

束
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
と
い
う
。

た
ま
り
場
の
機
能

日
本
の
企
業
共
同
体
の
会
議
は
承
認
を
得
る
た

め
の
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
意
思

決
定
を
ス
ム
ー
ズ
に
運
ぶ
た
め
に
、
議
論
は
事
前
に

済
ま
せ
、
決
定
ま
で
の
筋
書
き
は
会
議
の
外
で
練
ら

れ
る
慣
習
が
あ
る
。
飲
食
を
伴
う
非
公
式
な
交
流

で
は
本
音
や
感
情
も
出
や
す
く
、
こ
の
よ
う
な
「
根

回
し
」
は
時
間
効
率
化
の
た
め
の
合
理
的
な
行
為
で

も
あ
る
。
大
事
な
話
だ
け
で
な
く
、
仕
事
の
愚
痴
や

上
司
の
悪
口
を
吐
露
す
る
た
め
に
も
、
オ
フ
ィ
ス
の

他
者
に
依
存
す
る
旅

人
類
の
歴
史
は
旅
の
歴
史
で
あ
る
。

な
に
せ
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
誕
生
し
た
ヒ
ト
が
、
徒
歩
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

に
入
り
、東
端
ま
で
横
断
し
、ベ
ー
リ
ン
グ
地
峡
を
渡
り
、北
米
大
陸
を
南
下
し
、

南
米
大
陸
最
南
端
ま
で
旅
を
し
た
の
だ
か
ら
。

旅
好
き
の
人
類
は
、
こ
れ
ま
で
、「
馬
」
か
ら
「
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
」
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
旅
の
形
態
や
方
法
や
道
具
を
発
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
を
発

展
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
変
化
に
連
動
し
て
、過
去
の
「
放
浪
的
な
旅
」
か
ら
「
シ

ス
テ
ム
化
し
た
旅
」
へ
と
旅
の
様
式
も
移
行
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
旅
の
ス
タ
イ
ル
が
変
化
す
る
な
か
で
、
過
去
の
放
浪
的
要
素
を

も
っ
と
も
色
濃
く
残
し
て
い
る
現
代
的
実
践
の
ひ
と
つ
が
バ
ッ
ク
パ
ッ
キ
ン
グ

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
バ
ッ
ク
パ
ッ
キ
ン
グ
も
時
代
と
と
も
に
そ
の
内
実
が
変
化
し
て

い
る
の
だ
が
、
変
化
し
な
い
要
素
に
、
旅
人
が
特
定
の
場
所
に
「
た
ま
る
」
と

い
う
現
象
が
あ
る
。
日
本
人
バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
を
例
に
す
れ
ば
、
世
界
各
地
に

あ
る
下
宿
屋
然
と
し
た
日
本
人
宿
は
、
た
ま
る
場
所
の
代
表
格
だ
。

バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
が
日
本
人
宿
に
到
着
し
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
旅
人
と
会
話

を
交
わ
す
こ
と
で
彼
ら
の
旅
の
情
報
が
宿
と
い
う
空
間
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。

さ
ら
に
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
も
、
そ
こ
に
加
算
さ
れ
て

い
く
。
彼
ら
は
、
こ
う
し
て
集
積
さ
れ
た
旅
の
デ
ー
タ
を
参
照
し
な
が
ら
、
自

己
の
旅
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
や
次
の
目
的
地
や
移
動
方
法
な
ど
を
決
め
て
い
く

の
で
あ
る
。
日
本
人
宿
は
、
い
わ
ば
バ
ッ
ク
パ
ッ
キ
ン
グ
の
ハ
ブ
な
の
だ
。

仕
事
の
息
抜
き
の
喫
煙
所
、
ド
リ
ン
ク
コ
ー
ナ
ー
、

ト
イ
レ
、
通
勤
途
中
、
コ
ピ
ー
機
の
前
、
従
業
員
が

「
た
ま
る
」
と
き
、仕
事
役
割
か
ら
個
が
垣
間
見
え
る
。

喫
煙
所

喫
煙
所
は
部
署
や
階
層
を
超
え
て
従
業
員
が
共

有
す
る
空
間
だ
。
一
〇
〇
人
も
超
え
る
組
織
だ
と
、

た
ば
こ
片
手
に
、「
○
○
部
の
△
△
で
す
」
と
自
己

紹
介
を
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
上
級
管
理
者
が
新
人

と
同
席
し
て
、
仕
事
と
関
係
の
な
い
話
も
す
る
。
昨

晩
ど
こ
に
行
っ
た
と
か
、
趣
味
の
こ
と
な
ど
、
難
し

い
話
題
は
出
な
い
。
喫
煙
所
は
あ
る
種
の
コ
ミ
ュ
ニ

タ
ス
で
、
社
内
の
垣
根
を
越
え
た
ゆ
る
い
つ
な
が
り

を
生
み
出
す
。
吸
い
終
わ
れ
ば
早
々
に
勤
務
に
戻
る

が
、
雑
談
か
ら
仕
事
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
上

昇
志
向
の
強
い
社
員
が
社
内
政
治
の
手
段
に
喫
煙
を

始
め
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
喫
煙
仲
間
が
発
起
人

と
な
っ
て
野
球
チ
ー
ム
を
設
立
さ
せ
た
と
い
う
I
T

企
業
の
例
も
あ
る
。
新
し
い
活
動
の
き
っ
か
け
も
生

ま
れ
る
。

ド
リ
ン
ク
コ
ー
ナ
ー

自
販
機
や
ウ
ォ
ー
タ
ー
サ
ー
バ
ー
、
会
社
に
よ
っ

て
は
お
菓
子
や
軽
食
も
置
か
れ
て
い
る
休
憩
ス
ペ
ー

ス
で
、
雑
談
や
打
ち
合
わ
せ
に
利
用
さ
れ
る
。
あ
い

さ
つ
を
交
わ
す
程
度
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
特
定
の
人

と
話
を
す
る
目
的
で
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
て
行

く
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

で
は
、
業
務
上
、
交
流
の
な
い
他
部
署
の
誰
か
の
支

た
ま
り
場
は
、
込
み
入
っ
た
話
の
導
入
口
と
し
て
も

機
能
し
て
い
る
。「
続
き
は
外
で
食
事
で
も
し
な
が

ら
」「
今
度
あ
ら
た
め
て
打
ち
合
わ
せ
を
」
と
い
う

約
束
が
た
ま
り
場
で
成
立
し
や
す
い
。

「
た
ま
る
」
理
由
と
効
率
化

オ
フ
ィ
ス
の
た
ま
り
場
は
、
息
抜
き
と
同
時
に
、

仕
事
上
の
内
緒
の
話
、
社
内
に
お
け
る
自
分
の
立
場

の
確
認
な
ど
、
様
子
を
う
か
が
う
機
会
に
も
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
企
業
が
よ
り
効
率
化
を
は

か
り
、
管
理
や
評
価
の
シ
ス
テ
ム
が
整
っ
て
き
た
今

日
、
従
業
員
は
役
割
を
自
覚
し
て
機
能
的
に
動
い
て

い
る
。
大
企
業
の
給
湯
室
や
ト
イ
レ
が
女
子
社
員
の

た
ま
り
場
だ
っ
た
の
は
、
お
茶
く
み
担
当
の
事
務
員

が
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
、「
一
九
八
〇
年
代
に
は
も

う
い
な
か
っ
た
、
デ
ス
ク
で
新
聞
を
広
げ
る
よ
う
な

だ
ら
だ
ら
し
た
社
員
も
そ
の
こ
ろ
に
は
消
え
た
」
と
、

一
部
上
場
メ
ー
カ
ー
の
社
員
は
言
う
。
従
業
員
が「
た

ま
る
」
こ
と
の
合
理
性
は
、
あ
る
種
の
な
れ
合
い
関

係
が
生
産
性
に
も
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
わ
た
し
が
勤
務
し
て
い
た
ド
イ
ツ
企
業
で
は
、

休
憩
時
間
に
日
本
人
従
業
員
が
通
路
で「
た
ま
っ
て
」

話
を
し
て
い
る
と
、「
休
憩
場
所
に
行
っ
て
早
く
休

み
な
さ
い
」
と
欧
米
人
の
上
司
に
怒
ら
れ
た
。
合
理

的
で
機
能
的
な
組
織
に
な
る
ほ
ど
、「
た
ま
る
」
理

由
が
作
り
に
く
く
な
る
よ
う
だ
。
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2016年１月にバルセロナを再訪し、美術学校に再入
学した

水タバコ店の前の看板には水タバコ
が描かれている

マンチェスターの通称「カレー通り」

リ
ア
ル
か
ら
バ
ー
チ
ャ
ル
へ

一
九
九
三
年
五
月
に
日
本
を
出
国
し
て
自
転
車
で
世
界
を
放
浪
し
て
い
た
わ

た
し
は
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
に
ス
ペ
イ
ン
・
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
あ
る
「
ペ
ン
シ
ョ

ン
・
チ
キ
ー
ト
」
と
い
う
名
前
の
日
本
人
宿
に
流
れ
着
い
た
。
こ
こ
は
、
ド
ミ

ト
リ
ー
と
個
室
の
二
タ
イ
プ
の
客
室
が
あ
る
も
の
の
、
風
呂
と
ト
イ
レ
と
キ
ッ

チ
ン
は
共
同
な
の
で
合
宿
所
の
よ
う
な
宿
だ
っ
た
。

当
初
は
、
数
日
間
の
滞
在
で
す
ぐ
に
出
発
す
る
予
定
だ
っ
た
。
だ
が
わ
た
し

は
、
つ
い
魔
が
さ
し
て
二
カ
月
以
上
も
宿
泊
し
て
し
ま
う
。
理
由
は
単
純
、
美

術
学
校
に
入
学
し
て
絵
の
勉
強
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
宿
の
な
か
の
た
ま

り
場
で
あ
る
リ
ビ
ン
グ
で
他
の
旅
人
た
ち
と
雑
談
を
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
う

ち
の
一
人
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
美
術
学
校
が
面
白
い
ら
し
い
」
と
い
う
情
報

に
飛
び
つ
い
た
の
だ
。

わ
た
し
は
美
術
に
関
心
が
な
い
の
で
、
二
カ
月
間
の
学
び
を
経
て
も
腕
は
上

が
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
日
本
人
宿
と
い
う
た
ま
り
場
に
は
、
そ
ん
な
気
ま
ぐ

れ
を
起
こ
さ
せ
る
不
思
議
な
力
が
あ
る
。
き
っ
と
、
わ
た
し
が
宿
を
出
た
後
も

「
面
白
い
美
術
学
校
」
と
い
う
情
報
は
宿
に
保
存
さ
れ
続
け
、
後
に
や
っ
て
き

た
誰
か
が
入
学
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
一
八
年
後
の
二
〇
一
六
年
一
月
、
わ
た
し
は
久
し
ぶ
り
に
チ
キ
ー

ト
を
訪
れ
た
。

わ
た
し
が
驚
い
た
の
は
、
一
八
年
前
と
は
旅
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
激
変
し

て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
リ
ビ
ン
グ
で
見
知
ら
ぬ
旅
人
同
士
が
出
会
い
、
旅
の
雑

談
を
交
わ
す
と
い
う
カ
ル
チ
ャ
ー
は
、
も
は
や
消
失
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
し
な
く
て
も
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
、
口
コ
ミ
よ
り
も
的
確
な
旅

の
情
報
が
い
く
ら
で
も
入
手
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

旅
で
は
な
く
、
日
々
の
生
活
で
「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
没
頭
し
て
い
る
人
」

は
街
に
溢あ
ふ
れ
て
い
る
。
空
間
の
個
化
が
進
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の

ま
ま
旅
の
場
面
で
も
当
て
は
ま
る
よ
う
だ
。

で
は
、
空
間
を
個
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
他
者
の
属
性
に
頓
着
す
る
必
要
な
ど

な
い
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
彼
ら
は
い
ま
だ
に
日
本
人
宿
を
目
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
お
そ
ら
く
「
安
心
感
」
な
の
だ
ろ
う
。「
短
時
間

な
ら
ば
、
部
屋
の
扉
を
開
け
た
ま
ま
で
も
、
リ
ビ
ン
グ
に
私
物
を
置
い
た
ま
ま

で
も
大
丈
夫
だ
ろ
う
」
と
い
う
安
心
感
だ
。

た
し
か
に
一
八
年
前
の
チ
キ
ー
ト
に
も
、
こ
の
安
心
感
は
あ
っ
た
。
し
か
し

現
代
の
た
ま
り
場
は
、
過
去
の
た
ま
り
場
と
は
、
期
待
さ
れ
る
機
能
が
変
化
し

て
き
て
い
る
。

現
代
の
旅
人
は
、旅
を
よ
り
快
適
に
す
る
た
め
に
「
対
面
的
な
特
定
の
他
者
」

を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
旅
を
遂
行
す
る
た
め
に
「
対
面
的
な
特
定

の
他
者
」
を
必
要
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
旅
の
実
践
に
必
要
不

可
欠
な
ツ
ー
ル
と
し
て
の
「
リ
ア
ル
」
な
た
ま
り
場
は
、
今
そ
の
有
用
性
を
減

ら
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
と
反
比
例
す
る
よ
う
に
、ネ
ッ
ト
空
間
に
あ
る
旅
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
と
い
う
「
バ
ー
チ
ャ
ル
」
な
た
ま
り
場
は
、
重
要
性
を
高
め
つ
つ
よ

り
高
機
能
化
し
て
き
て
い
る
。

社
会
と
旅
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
変
化
に
連
動
し
て
、
重
層
的
に
遍
在
し
て

い
る
た
ま
り
場
の
機
能
が
変
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
た
な
旅
が
創
出
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
あ
ら
た
な
旅
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ

ら
た
な
た
ま
り
場
が
重
層
的
に
創
造
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
と
旅
人
の
メ

ン
タ
リ
テ
ィ
が
変
化
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
相
互
作
用
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、
た
ま
り
場
の
魅
力
で
も
あ
り
旅

の
魅
力
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の

水
タ
バ
コ
店

川か
わ

瀬せ 

慈い
つ
し

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

通
り
に
満
ち
る
香
り

英
国
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
の
近
所
に
通
称

〝
カ
レ
ー
通
り
（C

urry M
ile

）〞
と
い
う
場
所
が

あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
通
り
の
名
は
、
カ
レ
ー
料

理
を
中
心
と
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
多
さ
に
由
来
す

る
の
で
あ
る
が
、
シ
ー
シ
ャ
、
あ
る
い
は
フ
ッ
カ

と
よ
ば
れ
る
水
タ
バ
コ
を
吸
う
こ
と
が
で
き
る
店

が
所
せ
ま
し
と
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
。
日
の
沈

む
こ
ろ
に
な
る
と
、
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
の
水
タ
バ
コ

店
か
ら
、
甘
く
フ
ル
ー
テ
ィ
ー
な
煙
が
路
上
に
流

れ
出
し
、
南
ア
ジ
ア
料
理
に
特
有
の
香
辛
料
の
匂

い
と
溶
け
合
い
、
通
り
を
満
た
し
て
い
く
。

水
タ
バ
コ
の
形
態
は
多
様
で
あ
る
が
、
基
本
的

に
果
物
の
香
り
が
つ
け
ら
れ
た
タ
バ
コ
の
葉
の
上

で
炭
を
熱
し
、
そ
こ
か
ら
出
る
煙
を
ガ
ラ
ス
製
の

容
器
の
な
か
に
入
っ
た
水
を
通
し
て
吸
う
と
い
う

点
は
お
お
む
ね
共
通
し
て
い
る
。
炭
は
約
二
〇
分

お
き
に
と
り
か
え
ら
れ
、
ひ
と
つ
の
水
タ
バ
コ
で
、

だ
い
た
い
一
時
間
三
〇
分
か
ら
二
時
間
程
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
。
複
数
で
楽
し
む
場
合
は
通
常
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
を
使
い
、
回

し
吸
い
を
お
こ
な
う
。
カ
レ
ー
通
り
に
お
い
て
人

気
の
水
タ
バ
コ
は
〝
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
シ
ー
シ
ャ
〞

と
い
う
類
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
真
ん
中
を
ナ
イ
フ

で
器
用
に
く
り
ぬ
か
れ
た
リ
ン
ゴ
や
パ
イ
ナ
ッ
プ

ル
、
あ
る
い
は
オ
レ
ン
ジ
等
の
果
物
の
な
か
に
タ

バ
コ
を
入
れ
て
吸
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ダ
マ
ス
カ
ス
に
集
う

水
タ
バ
コ
の
起
源
は
中
東
と
さ
れ
、
中
東
や
北

ア
フ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
で
嗜し

好こ
う
さ
れ
て
き
た

と
い
わ
れ
る
。
カ
レ
ー
通
り
で
も
、
水
タ
バ
コ
店

の
経
営
者
や
客
は
圧
倒
的
に
中
東
や
北
ア
フ
リ
カ

か
ら
の
移
民
が
多
か
っ
た
。
わ
た
し
が
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
で
の
研
究
生
活
の
合
間
に
よ
く
好
ん
で

行
っ
て
い
た
カ
フ
ェ
・
ダ
マ
ス
カ
ス
は
、
シ
リ
ア

移
民
が
経
営
し
、
シ
リ
ア
の
人
び
と
が
集
う
店
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
い
こ
と
こ
の
店
に

出
入
り
し
て
い
る
と
、
そ
こ
が
決
し
て
水
タ
バ
コ

を
味
わ
い
、
楽
し
む
だ
け
の
空
間
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
カ
フ
ェ・ダ
マ
ス
カ
ス
で
は
、

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
や
っ
て
き
た
ば
か
り
の
同
胞

た
ち
に
、
す
ぐ
に
自
立
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う

職
業
を
紹
介
し
、
あ
っ
せ
ん
す
る
業
者
が
出
入
り

し
て
い
た
。
ま
た
、
店
に
置
い
て
あ
る
色
と
り
ど

り
の
チ
ラ
シ
の
中
身
は
、
求
人
広
告
で
あ
っ
た
り
、

シ
リ
ア
系
の
人
び
と
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る

情
報
が
中
心
で
あ
っ
た
。
水
タ
バ
コ
も
や
ら
ず
に
、

短
時
間
だ
け
店
に
立
ち
寄
る
若
者
が
多
か
っ
た
理

由
が
今
と
な
っ
て
は
納
得
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
空
間
に
お
い
て
、
水
タ
バ
コ
を
や

る
黄
色
人
種
の
わ
た
し
は
、
よ
ほ
ど
目
立
つ
存
在

だ
っ
た
の
か
、
い
つ
も
客
た
ち
に
物
珍
し
く
じ
ろ

じ
ろ
と
見
ら
れ
た
。
カ
フ
ェ
・
ダ
マ
ス
カ
ス
は
、

シ
リ
ア
の
人
た
ち
に
と
っ
て
異
郷
の
地
で
故
郷
と

つ
な
が
り
、
新
天
地
で
の
生
活
に
向
け
た
情
報
を

収
集
す
る
重
要
な
サ
ロ
ン
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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立ち飲み屋の風景（撮影・尼崎市内）

海辺のたまり場（漁村）

護摩木づくりボランティア（農山村）

そ
れ
ぞ
れ

の
酒
場

海
辺
の
た
ま
り
場
か
ら

―
老
い
た
漁
師
た
ち
の
安
ら
ぎ
の
場

金か
ね

田だ 

純じ
ゅ
ん

平ぺ
い

馬ば

場ば 

雄ゆ
う

司じ

民
博 

外
来
研
究
員

ば
、
こ
の
日
の
競
艇
の
反
省
会
を
す
る
客
も
お
り
、

テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
ニ
ュ
ー
ス
の
話
題
で
世
間
話
す

る
客
も
い
る
。

酒
場
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
知
っ
て
か
知
ら
で
か
客
は
自
分
の
目
的
に
合

わ
せ
て
店
を
選
ん
で
い
る
。
静
か
に
酒
を
嗜
み
た
い

と
き
、
人
と
話
が
し
た
い
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
酒
場

は
そ
の
目
当
て
に
合
っ
た
客
を
待
っ
て
い
る
。

び
と
は
漁
村
と
農
山
村
の
気
質
の
違
い
を
よ
く
口
に

す
る
。
か
つ
て
ひ
ろ
う
よ
う
に
魚
の
獲
れ
た
漁
村
で

は
、
中
学
・
高
校
を
出
た
ら
漁
師
に
な
り
、
す
ぐ
に

家
を
建
て
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
い
、
博ば
く

打ち

的
要
素
も

あ
る
漁
業
は
、「
一
獲
千
金
型
」
の
気
質
を
育
む
と

い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
農
山
村
で
は
、
作
物
を
計
画

的
に
育
て
る
必
要
か
ら
「
こ
つ
こ
つ
型
」
の
気
質
に

な
る
と
い
わ
れ
る
。「
海
辺
の
た
ま
り
場
」
と
「
護

摩
木
作
り
」
は
そ
う
し
た
気
質
の
違
い
か
ら
説
明
さ

れ
た
り
も
す
る
。
こ
の
是
非
は
と
も
か
く
、
長
年
営

ん
で
き
た
生
業
の
な
か
で
培
わ
れ
た
身
体
感
覚
が

そ
の
生
活
ス
タ
イ
ル
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
相
反
す
る
気
質
を
も
つ
ふ
た
つ
の
村

は
と
き
に
対
抗
し
合
っ
て
き
た
。
子
ど
も
の
運
動
会

で
は
互
い
に
向
こ
う
の
子
ど
も
に
負
け
る
な
、
と
け

し
か
け
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
き
に
助
け

合
う
姿
も
見
ら
れ
る
。
海
辺
の
小
屋
で
は
冬
の
寒
い

と
き
に
ド
ラ
ム
缶
で
焚
き
火
を
す
る
が
、
そ
の
薪
は
、

隣
村
で
作
る
護
摩
木
の
廃
材
で
あ
っ
た
り
す
る
。

地
域
の
な
か
に
す
で
に
あ
る
つ
な
が
り
を
見
出
す

こ
こ
に
は
、
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
公
的
機
関
が
か
か

わ
っ
て
用
意
す
る
場
所
と
は
異
な
る
、
地
域
性
に
基

づ
い
た
安
ら
ぎ
の
場
＝
居
場
所
を
求
め
る
高
齢
者
た

ち
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
都
市
部
で
は
、喫
茶
店
の
モ
ー

ニ
ン
グ
な
ど
で
つ
な
が
り
を
求
め
た
り
、昔
の
フ
ォ
ー

ク
ソ
ン
グ
で
集
う
姿
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

地
域
の
生
活
の
な
か
に
す
で
に
あ
る
、
そ
の
環
境
な

ら
で
は
の
つ
な
が
り
や
居
場
所
を
求
め
る
動
き
に
、

わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
注
目
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

繁
華
街
に
駅
前
、
人
の
行
き
か
う
と
こ
ろ
に
酒
場

は
あ
る
。
仕
事
か
ら
の
帰
り
道
に
待
つ
か
の
よ
う
に

灯
り
を
と
も
す
。
な
か
に
は
す
で
に
先
客
が
い
て
、

あ
る
者
は
談
笑
し
あ
る
者
は
静
か
に
思
い
思
い
の
酒

を
進
め
て
い
る
。
な
ぜ
酒
場
に
人
は
吸
い
寄
せ
ら
れ

る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
異
な
る
ス
タ
イ
ル
の
店
を
い

く
つ
か
見
る
こ
と
で
、
酒
場
で
人
は
何
を
す
る
の
か
、

何
を
求
め
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

老
舗
居
酒
屋
の
風
景

―
火
曜
一
七
時

大
阪
・
阿
倍
野
に
あ
る
老
舗
居
酒
屋
は
カ
ウ
ン

タ
ー
席
と
テ
ー
ブ
ル
席
に
わ
か
れ
て
お
り
、
一
人
の

客
は
カ
ウ
ン
タ
ー
、
二
人
以
上
の
場
合
は
テ
ー
ブ
ル

へ
と
案
内
さ
れ
る
。
カ
ウ
ン
タ
ー
で
は
お
も
に
仕
事

帰
り
の
初
老
の
男
性
が
静
か
に
酒
と
料
理
を
嗜た
し
なん
で

い
る
。
時
折
、
女
性
の
客
も
見
ら
れ
る
。
B
G
M
は

流
れ
て
お
ら
ず
、
時
計
の
音
の
み
が
空
間
に
漂
い
、

阿
倍
野
筋
に
面
し
て
い
た
移
転
前
の
往
時
の
話
を
女

将
と
咲
か
せ
て
い
る
客
が
い
る
程
度
で
あ
る
。

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
孤
独
死
が
問
題
と

な
っ
て
久
し
い
。
高
齢
化
が
進
む
な
か
、
か
つ
て
生

活
の
知
恵
の
伝
承
者
で
あ
っ
た
「
老
人
」
は
、医
療・

福
祉
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
対
象
と
し
て
「
高
齢
者
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
高
齢
者
と
よ
ば

れ
る
人
び
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
環
境
の
な
か
で
、

人
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
、
居
場
所
づ
く
り
を
お
こ

な
っ
て
も
い
る
。

漁
村
の
高
齢
者

今
か
ら
一
〇
年
以
上
前
、
わ
た
し
は
、
三
重
県
の

看
護
系
大
学
に
勤
務
し
、
紀
北
地
方
の
漁
村
で
保
健

師
さ
ん
た
ち
と
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
で
高
齢
者
支
援
活

動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
老
人
ク
ラ
ブ
は
男
性
の
会

長
以
外
、
ほ
と
ん
ど
が
後
期
高
齢
女
性
で
あ
る
こ
と

常
連
の
集
ま
る
バ
ー

―
土
曜
二
二
時

大
阪
・
梅
田
の
は
ず
れ
に
あ
る
バ
ー
に
は
常
連
の

男
女
が
集
ま
り
、
マ
ス
タ
ー
も
交
え
て
お
し
ゃ
べ
り

で
盛
り
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
日
の
話
題
は
、
不
倫

問
題
で
辞
職
し
た
議
員
の
こ
と
や
購
入
し
た
と
い
う

ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
に
登
場
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
B
B
―
8

の
こ
と
、
プ
ロ
レ
ス
の
こ
と
、
キ
ャ
バ
ク
ラ
の
女
の

子
と
の
付
き
合
い
方
な
ど
で
、
流
れ
の
ま
ま
に
本
当

に
他
愛
の
な
い
話
題
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

酒
好
き
が
集
ま
る
バ
ー

―
日
曜
一
八
時

神
戸
・
三
宮
に
あ
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
バ
ー
で
は
、

気
軽
に
利
用
で
き
る
こ
と
も
あ
っ
て
い
つ
も
客
で
一

杯
で
あ
る
。
毎
回
異
な
る
ウ
ィ
ス
キ
ー
や
カ
ク
テ
ル

を
注
文
す
る
客
も
い
れ
ば
、
常
に
決
ま
っ
た
注
文
を

す
る
客
も
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
客
の
酒
に
対
す
る
こ

だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
酒
屋
関
係
の
客
も
来
て
お

り
、「
グ
レ
ン
リ
ベ
ッ
ト
（
ス
コ
ッ
チ
の
銘
柄
）
の
一

二
年
が
終
売
に
な
る
」
と
い
っ
た
事
情
通
な
ら
で
は

の
ト
ー
ク
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
日

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
競
馬
に
つ
い
て
店
長
と
話
し
合

う
客
、
も
と
も
と
音
楽
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
た
ス

タ
ッ
フ
と
音
楽
談
義
を
す
る
客
も
い
る
。

立
ち
飲
み
屋
の
風
景

―
水
曜
一
八
時

尼
崎
市
内
に
あ
る
立
ち
飲
み
屋
の
客
に
は
、
仕
事

帰
り
の
男
性
の
ほ
か
何
人
か
女
性
も
見
ら
れ
る
。

ス
ー
ツ
姿
の
客
、
普
段
着
の
客
な
ど
様
態
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
。
店
員
の
女
性
に
話
し
か
け
る
客
も
い
れ

に
気
づ
い
た
。
男
性
高
齢
者
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
だ

ろ
う
か
と
思
い
海
辺
を
歩
い
て
い
る
と
、
ふ
と
、
簡

単
な
つ
く
り
の
小
屋
が
目
に
と
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、

小
型
の
テ
ー
ブ
ル
と
数
脚
の
椅
子
が
並
べ
て
あ
り
、

五
、
六
人
の
男
性
高
齢
者
た
ち
が
、
日
が
な
一
日
、

海
を
見
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
た
。
彼
ら
の

多
く
は
元
漁
師
で
、
昔
の
漁
師
の
日
々
の
思
い
出
や
、

日
々
の
他
愛
の
な
い
話
が
か
わ
さ
れ
て
い
た
。
病
院

へ
の
行
き
帰
り
の
道
の
途
中
で
も
あ
り
、
血
圧
の
数

値
な
ど
の
話
を
し
、
お
互
い
に
健
康
を
気
遣
っ
て
も

い
た
。
小
屋
を
建
て
た
の
は
元
大
工
で
、
集
ま
る
人

は
会
費
五
〇
〇
円
を
出
し
、
と
き
に
は
親
睦
旅
行
も

お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
。
女
性
高
齢
者
が
公
民
館
で

歌
・
踊
り
な
ど
を
楽
し
む
老
人
ク
ラ
ブ
と
は
異
な
る

が
、
こ
こ
も
ま
た
、
高
齢
者
の
安
ら
ぎ
の
場
で
あ
る
。

元
漁
師
た
ち
に
は
、
公
民
館
よ
り
も
、
長
年
暮
ら
し

た
海
の
近
く
の
方
が
よ
ほ
ど
安
ら
ぐ
。
カ
ラ
オ
ケ
で

も
、海
の
シ
ー
ン
の
見
ら
れ
る
歌
が
好
ま
れ
る
と
い
う
。

農
山
村
の
高
齢
者
と
異
な
る
気
質

こ
の
漁
村
の
す
ぐ
北
に
隣
接
す
る
国
道
付
近
は
、

農
業
を
営
む
地
域
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
男
性
の
高

齢
者
を
中
心
と
し
て
、
比
叡
山
に
納
め
る
護
摩
木
を

作
る
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
お
こ
な
う
団
体

が
活
躍
し
て
い
る
。
紀
北
地
方
の
こ
の
あ
た
り
の
人

京
都
文
教
大
学
教
授
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○○してみました世界のフィールド

ペルー、クスコ

時
間
。
朝
日
が
昇
る
こ
ろ
、
よ
う
や
く
聖
地
の
あ
る
山
の
登
り
口
に
辿た
ど
り
着
い
た
。
そ

こ
か
ら
更
に
坂
道
を
登
る
こ
と
三
〇
分
。
つ
い
に
教
会
堂
が
見
え
て
き
た
。

集
ま
っ
た
巡
礼
者
が
ひ
し
め
き
合
う
教
会
堂
で
は
、
繰
り
返
し
ミ
サ
が
挙
げ
ら
れ
、

そ
ば
に
あ
る
礼
拝
堂
も
願
い
を
込
め
て
灯
し
た
蝋ろ
う

燭そ
く

で
熱
気
に
包
ま
れ
て
い
た
。
し
か

し
そ
こ
か
ら
一
歩
離
れ
、
聖
な
る
空
間
の
外
に
目
を
向
け
れ
ば
、
ひ
と
た
び
聖
地
に
到

着
し
、
ミ
サ
を
終
え
た
人
び
と
が
、
旅
の
疲
れ
を
癒
し
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
を
楽
し

む
姿
が
あ
っ
た
。
汗
を
流
す
た
め
に
沐
浴
を
す
る
人
、
持
参
し
た
風
呂
敷
の
な
か
の
食

糧
を
広
げ
て
空
腹
を
満
た
す
人
、
木
陰
で
仮
眠
を
す
る
人
、
草
原
で
戯
れ
る
親
子
な
ど

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

苦
行
の
道
の
り

ア
ン
デ
ス
で
は
有
名
な
聖
地
と
い
え
ば
辺
境
の
地
に
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
こ
へ
行
く
醍
醐
味
や
あ
り
が
た
み
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の

道
中
は
ま
さ
に
苦
難
の
連
続
で
あ
っ
た
り
も
す
る
。
か
つ
て
わ
た
し
が
訪
れ
た
コ
チ
ャ

ル
カ
ス
の
聖
母
の
聖
地
は
、「
し
わ
く
ち
ゃ
に
し
た
紙
の
よ
う
な
地
形
」
と
し
て
知
ら
れ

る
、
入
り
組
ん
だ
山
間
の
地
域
に
あ
る
。
標
高
三
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
聖
地
ま

で
は
、
町
か
ら
バ
ス
で一二
時
間
。
切
り
立
っ
た
山
の
斜
面
を
縫
う
道
路
は
狭
く
、
車
が

す
れ
違
う
度
に
崖
か
ら
落
ち
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
に
襲
わ
れ
た
。
聖
地
に
着

い
て
か
ら
も
宿
は
な
く
、
運
が
良
け
れ
ば
仮
設
の
小
屋
で
仮
眠
を
と
れ
る
が
、
大
半
の

巡
礼
者
は
教
会
の
前
の
広
場
で
寝
袋
や
毛
布
に
く
る
ま
り
野
宿
を
す
る
。
巡
礼
が
お
こ

な
わ
れ
た
九
月
は
ア
ン
デ
ス
で
は
真
冬
で
あ
る
。
聖
母
を
参
詣
し
た
感
動
は
も
と
よ
り
、

仲
間
た
ち
と
身
を
寄
せ
な
が
ら
過
ご
し
た
一
夜
は
、
な
ん
と
も
苦
行
で
あ
っ
た
こ
と
を

記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
、
終
わ
っ
て
み
れ
ば
不
思
議
と
ま
た
次
へ
の
挑
戦
を
掻か

き
立

て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

受
け
継
が
れ
る
体
験

聖
地
を
訪
れ
る
人
は
、
家
族
連
れ
や
友
人
同
士
あ
る
い
は
同
じ
村
の
人
の
あ
い
だ
で

巡
礼
者
を
募
っ
て
や
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。
苦
行
を
と
も
に
す
る
家
族
や
仲
間
は
何

八
や

木
ぎ

 百
ゆ

合
り

子
こ

　民博 機関研究員

アンデスの
聖地をめぐる

祈
り
の
地
の
姿

五
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
が
連
な
る
ペ
ル
ー
の
ア
ン
デ
ス
山
岳
地
帯
。
こ
の
山

間
の
地
に
「
セ
ニ
ョ
ー
ル
・
デ
・
ワ
ン
カ
（
ワ
ン
カ
の
キ
リ
ス
ト
）」
と
い
う
霊
験
あ
ら
た

か
な
聖
地
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
マ
リ
ア
が
人

び
と
の
前
に
突
如
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
奇
跡
譚た
ん

を
よ
く
耳
に
す
る
が
、
こ
こ
ペ
ル
ー
も

例
外
で
は
な
い
。
ワ
ン
カ
の
聖
地
は
、
キ
リ
ス
ト
が
出
現
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の

起
源
は一七
世
紀
に
遡
る
が
、
今
で
も
聖
地
の
あ
る
ク
ス
コ
を
中
心
に
人
び
と
の
篤あ
つ

い
信

仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
病
気
治
癒
の
神
と
し
て
知
ら
れ
、白
人
や
メ
ス
テ
ィ

ソ
（
混
血
の
人
）
か
ら
先
住
民
に
至
る
多
く
の
信
仰
を
集
め
る
。
だ
が
、そ
の
背
後
に
は
、

古
く
か
ら
山
々
を
崇
拝
し
て
き
た
ア
ン
デ
ス
独
自
の
信
仰
が
あ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

神
々
の
奇
跡
や
名
声
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
実
際
に
聖
地
の
空
気
を
味
わ
う
こ
と
で
、

人
び
と
が
そ
こ
へ
や
っ
て
く
る
理
由
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
ん
な
思
い

か
ら
、
ワ
ン
カ
の
聖
地
を
訪
れ
て
み
た
。

ワ
ン
カ
の
聖
地
は
、
ク
ス
コ
市
か
ら
南
へ
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
行
っ
た
山
の
裾
野
（
標

高
三一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
位
置
す
る
。
巡
礼
者
の
多
く
は
徒
歩
で
向
か
い
、
し
か
も

日
帰
り
で
行
け
る
。
加
え
て
、
バ
ス
や
車
で
の
移
動
も
比
較
的
容
易
で
、
市
内
か
ら
聖

地
の
あ
る
山
の
麓
ま
で
は
舗
装
さ
れ
た
ゆ
る
や
か
な
道
路
が
続
く
。

毎
年
九
月
一四
日
に
は
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
特
に
こ
の
日
を
目
指

し
て
多
く
の
人
び
と
が
巡
礼
を
す
る
。
わ
た
し
も
聖
地
の
賑
わ
い
を
一目
見
よ
う
と
そ

の
日
に
合
わ
せ
て
向
か
っ
た
。
真
夜
中
に
市
内
を
出
発
し
て
か
ら
歩
く
こ
と
お
よ
そ
六

アンデス山岳地帯に点在するキリスト教の聖地。
けわしい道のりを経て、なぜ人びとは聖地へ向かうのか。
筆者自らが訪れて、見えてきたこととは。

聖地の土産物店にて

よ
り
も
心
強
い
存
在
で
あ
る
。
な
か
に
は
一
度
な
ら
ず
、
幾
度
と
な
く
聖
地
を
訪
れ
た

経
験
の
あ
る
人
も
珍
し
く
な
く
、
自
ら
の
記
録
を
誇
ら
し
げ
に
語
る
人
も
い
る
。
そ
こ

に
は
、
か
つ
て
の
思
い
出
と
と
も
に
再
び
聖
地
を
訪
れ
る
人
も
い
る
。
子
ど
も
の
こ
ろ
に

親
と一緒
に
来
た
人
が
大
人
に
な
っ
て
、
今
度
は
自
分
の
子
や
家
族
と
巡
礼
に
や
っ
て
く

る
。
奇
跡
に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
体
験
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
、
今
で
も
聖
地

へ
訪
れ
る
人
が
絶
え
ぬ
所
以
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
ア
ン
デ
ス
に
は
コ
イ
リ
ュ
・
リ
テ
ィ
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
有
名
な
聖
地
が

あ
る
。
毎
年
祭
典
の
時
期
に
は
、
各
地
か
ら
多
数
の
巡
礼
団
が
訪
れ
、
そ
の
数
は
十
万

人
を
超
え
る
と
い
う
。
た
だ
、
標
高
四
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
雪
山
を
歩
く
こ
の
巡
礼
は

か
な
り
難
易
度
が
高
そ
う
で
あ
る
。

教会堂のある山の上からの眺望。麓には巡礼者を乗せたトラックやバスが
次 に々到着する

巡礼者の姿。写真は隣県プーノからやってきた先住民

セニョール・デ・ワンカの教会堂

10   11    2016 年 5月号
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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
、
1
7
8
9
年
「
ク
ナ
シ
リ
・

メ
ナ
シ
の
戦
い
」
で
松
前
藩
に
協
力
し
た
ア
イ
ヌ
の

有
力
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　

5
月
10
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

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　

5
月
14
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

研
究
公
演

「
黒
森
神
楽
×
雄
勝
法
印
神
楽
in
み
ん
ぱ
く
公
演
」

岩
手
県
の
黒
森
神
楽
、
宮
城
県
の
雄
勝
法
印
神
楽
の

公
演
と
、
震
災
以
前
か
ら
現
在
に
か
け
て
両
神
楽
の

調
査
を
お
こ
な
っ
て
き
た
研
究
者
と
神
楽
師
に
よ
る

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
地
域
文
化
の

重
要
性
と
そ
の
継
承
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

5
月
29
日（
日
）

　
　
　

13
時
〜
16
時（
12
時
30
分
開
場
）

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

5
月
11
日（
水
）

ク
ジ
ラ
と
と
も
に
生
き
る

―
ア
ラ
ス
カ
先
住
民

の
現
在

講
師　

岸
上
伸
啓
（
本
館 

教
授
）

5
月
25
日（
水
）

言
葉
か
ら
文
化
を
読
む

―
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト

の
言
語
世
界

講
師　

西
尾
哲
夫
（
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

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

―
世
界

の『
台
所
』」

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

で
第
4
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

5
月
11
日（
水
）

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
食
と
調
理

講
師　

飯
田
卓
（
本
館 

准
教
授
）

5
月
25
日（
水
）

南
ア
ジ
ア
の
食
と
調
理

講
師　

南
真
木
人
（
本
館 

准
教
授
）

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

一
般
社
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
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
＆
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
選
書
」
全
20
巻
完
結
に
連
動

し
開
催
し
ま
す
。
選
書
以
外
に
、
み
ん
ぱ
く
展
覧
会

関
連
書
籍
等
も
並
び
ま
す
。

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
要
事
前
申
込（
5
月
11
日（
水
）
締
切
）、
要
展
示
観
覧
券

み
ん
ぱ
く
映
画
会 「
映
画
で
知
る
中
央
・
北
ア
ジ
ア
」

6
月
12
日（
日
）

「
デ
ル
ス
・
ウ
ザ
ー
ラ
」

6
月
25
日（
土
）

「
モ
ン
ゴ
ル
」

時
間　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

中
央
・
北
ア
ジ
ア
と
ア
イ
ヌ
の
文
化
展
示
が
新
し
く

オ
ー
プ
ン

6
月
16
日（
木
）に
、
中
央
・
北
ア
ジ
ア
と
ア
イ
ヌ
の

文
化
展
示
が
新
し
く
な
り
ま
す
。
み
ん
ぱ
く
で
新
し

い「
世
界
一
周
」に
で
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

会
場　

本
館
展
示
場

音
楽
の
祭
日
2
0
1
6
in
み
ん
ぱ
く

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

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

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

を
使
っ
て
「
音
楽
の
祭
日
」
を
祝
い
ま
す
。

日
時　

6
月
19
日（
日
） 

　
　
　

10
時
30
分
〜
16
時
30
分 （
10
時
開
場
）予
定

会
場　

特
別
展
示
館
等

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

お
問
い
合
わ
せ
先

企
画
課　

博
物
館
事
業
係

0
6
・
6
8
7
8
・
8
5
3
2

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

み
ん
ぱ
く
教
員
が
執
筆
し
た
臨
川
書
店
発
行
「
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
選
書
」
を
中
心
に
お
話
し
し
ま
す
。

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
（
定
員
各
回
50
名
）

〈
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
〉

5
月
9
日（
月
）〜
7
月
10
日（
日
）

〈
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
〉

日
時　

5
月
20
日（
金
）19
時
〜（
先
着
40
名
）

印
東
道
子
×
関
雄
二
×
白
川
千
尋
（「
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
選
書
」
編
集
委
員
）

※
4
月
20
日（
水
）よ
り
店
頭
も
し
く
は
電
話
に
て
受

付
開
始

会
場　

い
ず
れ
も
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
大
阪
本
店
3
F

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
大
阪
本
店

0
6
・
4
7
9
9
・
1
0
9
0

●
本
館
展
示
場
の
一
部
閉
鎖
に
つ
い
て

本
館
展
示
場
の
一
部（
朝
鮮
半
島
の
文
化
、
中
国
地

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

日
本
の
文
化
展
示
）を
6
月
15
日（
水
）ま
で
閉
鎖
い

た
し
ま
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
理
解
の
ほ

ど
お
願
い
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
。

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
5
回　

6
月
4
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

【
現
代
中
東
地
域
研
究
推
進
事
業
拠
点
設
置 

関
連
】

シ
ン
ド
バ
ー
ド
航
海
記
の
成
立
の
謎
を
追
っ
て

―
中
東
地
域
の
民
衆
文
化
研
究
へ
の
新
視
点

講
師　

西
尾
哲
夫
（
本
館 

教
授
）

ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
の
物
語
中
、
シ
ン
ド
バ
ー
ド
の
航
海
記
は

も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
物
語
に
は
ふ
た
つ
の
異
な
っ
た
伝

承
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
第
七
の
航
海
」
に
い
た
っ
て

は
、
別
の
物
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
従
来
知

ら
れ
て
い
た
ふ
た
と
お
り
の
「
第
七
の
航
海
」
と
は
ま
っ
た
く

異
な
っ
た
話
を
記
し
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
ま

し
た
。
新
発
見
の
写
本
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、
物
語
成
立

の
謎
を
追
い
ま
す
。

●
講
義
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

第
4
5
6
回　

7
月
2
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

【
新 

中
央
・
北
ア
ジ
ア
展
示 

関
連
】

中
央
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム

―
あ
る
家
族
の
物
語
か
ら

講
師　

藤
本
透
子
（
本
館 

助
教
）

第
72
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

長
良
川
鵜
飼
漁
見
学

―
鳥
と
語
ら
い
、
川
と
と
も
に
生
き
る

7
月
14
日（
木
）、
15
日（
金
）

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
6
回　

5
月
21
日（
土
）

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
聖
地
と
巡
礼
の
現
在

講
師　

松
尾
瑞
穂
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

イ
ン
ド
に
は
古
代
か
ら

多
く
の
聖
地
が
あ
り
、

各
地
か
ら
巡
礼
者
が
集

い
ま
す
。
交
通
網
や
メ

デ
ィ
ア
の
発
達
、
観
光
化
、

世
界
遺
産
化
等
に
よ
り
、

巡
礼
の
ス
タ
イ
ル
も
変

化
し
て
い
ま
す
。
今
日
の

聖
地
の
変
化
に
つ
い
て
考

え
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

本
館
の
研
究
者
が
「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
」「
調
査
し
て
い
る

地
域
（
国
）
の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」
に
つ
い
て
分

か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。
４
月
か
ら
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
実
施
時

間
が
30
〜
60
分
に
な
り
ま
し
た
。

5
月
1
日（
日
）  

14
時
30
分
〜
15
時　

ナ
ビ
ひ
ろ
ば　

万
博
と
み
ん
ぱ
く
ア
ン
ド
大
阪
・
日
本
の
将
来

話
者　

出
口
正
之
（
本
館 

教
授
）

5
月
8
日（
日
）  

14
時
30
分
〜
15
時　

西
ア
ジ
ア
展
示
場

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
の
ア
ラ
ビ
ア
語
と
中
東
地
域
の
人
び
と

話
者　

西
尾
哲
夫
（
本
館 

教
授
）

5
月
15
日（
日
）  

14
時
30
分
〜
15
時　

ナ
ビ
ひ
ろ
ば

南
太
平
洋
の
サ
ン
ゴ
島
を
掘
る

話
者　

印
東
道
子
（
本
館 

教
授
）

5
月
22
日（
日
）  

14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ネ
パ
ー
ル
の
楽
師
ガ
ン
ダ
ル
バ

―
1
9
8
2
年
の
映
像
を

手
が
か
り
に

話
者　

南
真
木
人
（
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

刊行物紹介

●
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　

5
月
10
日（
火
）ま
で

　
　
　
　

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分
、
無
料

　
　
　
　

休
館
日
は
運
休
し
ま
す
。

※
万
博
記
念
公
園
で
イ
ベ
ン
ト
開
催
の
場
合
は
臨
時
に
運
休
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
無
料
観
覧
日

5
月
5
日（
木
・
祝
）は
、
本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け

ま
す
。
た
だ
し
自
然
文
化
園（
有
料
区
域
）を
通
行
さ
れ
る
場
合

は
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

「
み
ん
ぱ
く
カ
レ
ン
ダ
ー
」で
休
館
と
な
っ
て
い
た
5
月
6
日

（
金
）は
開
館
し
ま
す
。

研
究
部
新
メ
ン
バ
ー

飯い
い

泉ず
み 

菜な

穂お

子こ　

特
任
准
教
授
（
先
端
人
類
科
学
研
究
部
）

外
資
系
民
間
企
業
で
の
機
会
均

等
推
進
担
当
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

手
話
通
訳
・
手
話
講
師
を
経
て
、

全
国
唯
一
の
民
間
手
話
通
訳
養

成
校
で
手
話
通
訳
学
科
学
科
長

を
務
め
た
。
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
手
話

ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ
ス
タ
ー
。
み
ん

ぱ
く
で
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
学

術
手
話
通
訳
者
養
成
の
実
践
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
環
境
作
り
。

相さ
が
良ら 

啓け
い
子こ　

特
任
助
教
（
先
端
人
類
科
学
研
究
部
）

筑
波
大
学
大
学
院
で
修
士
号

（
障
害
児
教
育
）、
そ
の
後
イ
ギ

リ
ス
で
手
話
言
語
学
のM

p
hil

（
手
話
類
型
論
）
を
取
得
。
主
に

日
本
手
話
お
よ
び
台
湾
手
話
な

ど
日
本
手
話
と
歴
史
的
に
関
係

が
あ
る
言
語
に
つ
い
て
、
歴
史

社
会
言
語
学
的
観
点
か
ら
研
究

し
て
い
る
。

■中谷文美、宇田川妙子 編
『仕事の人類学―労働中心主
義の向こうへ』
世界思想社　4,000円 （税抜）

〈働くこと〉＝〈稼ぐ
こと〉だろうか……
「仕事」って何？「仕
事でないもの」っ
て何？ お金になら
ない仕事にどんな
意味がある？ 世界
のさまざまな地域

に暮らす人々のリアリティに寄り添いなが
ら、働くことの意味と可能性を問い直す。

訃
報
　
伊
藤
幹
治
名
誉
教
授
　
享
年
八
六

　
本
館
の
伊い

藤と
う

幹み
き

治は
る

名
誉
教
授
が
本
年
三
月

二
九
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
七
四
年
、
み

ん
ぱ
く
創
設
時
に
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
、
第

3
研
究
部
長
や
運
営
協
議
員
と
し
て
当
館
の
研

究
体
制
お
よ
び
運
営
方
針
の
確
立
に
尽
力
し
、

一
九
八
八
年
に
成
城
大
学
教
授
就
任
の
た
め
退

職
さ
れ
た
後
も
、
運
営
協
議
員
と
し
て
館
の
発

展
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
特

別
研
究
「
日
本
社
会
に
お
け
る
贈
答
の
数
理
統

計
的
研
究
」
を
主
宰
す
る
な
ど
優
れ
た
研
究
成

果
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ご
専
門
の
宗
教
人
類

学
や
、
ご
自
身
も
師
事
さ
れ
た
柳
田
国
男
研
究

に
関
す
る
多
数
の
著
作
が
あ
り
ま
す
。
謹
ん
で

お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。

ヒンドゥー教の代表的な聖地ワー
ラーナシー
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特
別
な
日
の
菓
子
パ
ン

ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
食
事
に
欠
か
せ
な
い
も
の
の
ひ
と

つ
が
パ
ン
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
祝
祭
日
や
年
中
行

事
、
通
過
儀
礼
の
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ご
馳
走
が
食
卓

に
並
ぶ
が
、
そ
の
よ
う
な
特
別
な
日
に
は
、
通
常
の
パ

ン
の
他
に
カ
ラ
ー
チ
と
よ
ば
れ
る
菓
子
パ
ン
が
用
意
さ

れ
る
。

カ
ラ
ー
チ
の
語
源
は
ま
る
い
も
の
を
あ
ら
わ
す
ス
ラ

ヴ
語
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
古
く
は
食
事
用
の
パ
ン
と
ほ

ぼ
同
じ
生
地
を
ま
る
め
て
型
を
用
い
ず
に
焼
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
後
に
は
型
を
用
い
た
も
の
も
あ
ら
わ
れ
、

近
世
以
降
は
牛
乳
や
卵
を
加
え
た
生
地
が
主
流
と
な
っ

た
。カ

ラ
ー
チ
と
総
称
さ
れ
る
菓
子
パ
ン
に
は
い
ろ
い
ろ

な
種
類
が
あ
る
。
何
も
入
っ
て
い
な
い
普
通
の
カ
ラ
ー

チ
、
く
る
み
や
け
し
の
実
の
餡あ
ん

を
巻
き
込
ん
だ
棒
状
の

も
の
、
生
地
を
編
ん
で
焼
い
た
編
み
カ
ラ
ー
チ
、
生
地

を
木
の
棒
に
巻
き
つ
け
て
炭
火
で
焼
い
た
キ
ュ
ル
テ
ー

シ
ュ
（
煙
突
状
の
）・
カ
ラ
ー
チ
、
結
婚
式
な
ど
の
と

き
に
用
い
る
大
き
な
ま
る
い
カ
ラ
ー
チ
な
ど
で
あ
る
。

現
在
で
は
、
室
内
の
オ
ー
ブ
ン
を
用
い
て
焼
く
の
が
一

般
的
で
あ
る
が
、
二
〇
世
紀
後
半
く
ら
い
ま
で
は
多
く

の
家
庭
に
窯
が
あ
り
、
キ
ュ
ル
テ
ー
シ
ュ
・
カ
ラ
ー
チ

以
外
の
カ
ラ
ー
チ
は
、
窯
の
な
か
で
焼
い
た
。

農
村
生
活
の
な
か
で
伝
え
ら
れ
る
味

カ
ラ
ー
チ
の
基
本
的
な
材
料
は
小
麦
粉
、
牛
乳
、
卵
、

塩
、
砂
糖
、
油
脂
、
酵
母
ま
た
は
イ
ー
ス
ト
で
あ
る
。

シ
ン
プ
ル
な
材
料
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
素
材
の
質
や

ハンガリーの菓子パン

カラーチ

大
おお

塚
つか

 奈
な

美
み

 　トランシルヴァニア日本民俗文化センター代表

的
日
持
ち
が
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。
祝
祭
日
の
前
に
ま

と
め
て
焼
き
、
そ
れ
を
少
し
ず
つ
消
費
す
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
で
は
、
こ
の
棒
状
の
カ
ラ
ー

チ
に
似
た
焼
き
菓
子
が
ベ
イ
グ
リ
と
い
う
名
前
で
よ
く

知
ら
れ
て
お
り
、
都
市
の
菓
子
店
な
ど
で
は
祝
祭
日
以

外
の
と
き
に
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ラ
ー
チ
作
り
の
秘
訣
は
、
常
温
の
材
料
を
用
い
る

こ
と
で
あ
る
。
生
地
の
状
態
を
見
な
が
ら
材
料
の
分
量

を
加
減
し
、
よ
く
こ
ね
て
ち
ょ
う
ど
よ
い
硬
さ
に
仕
上

げ
、
程
よ
く
発
酵
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
巻
き
込
む
餡

は
く
る
み
や
け
し
の
実
を
挽
き
、砂
糖
と
、場
合
に
よ
っ

て
は
牛
乳
や
泡
立
て
た
卵
白
な
ど
を
混
ぜ
て
作
る
。

村
の
女
性
た
ち
は
、
誰
よ
り
も
き
れ
い
で
お
い
し
い

カ
ラ
ー
チ
を
作
ろ
う
と
努
力
す
る
。
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ

ニ
ア
な
ど
の
農
村
で
は
、
祝
祭
日
に
近
所
の
家
を
互
い

に
訪
問
す
る
習
慣
が
あ
り
、
飲
み
物
と
カ
ラ
ー
チ
や
お

菓
子
な
ど
で
も
て
な
す
。
小
さ
な
村
で
あ
れ
ば
ほ
と
ん

ど
の
家
の
カ
ラ
ー
チ
を
食
べ
比
べ
る
こ
と
と
な
る
の

で
、
そ
の
出
来
栄
え
の
評
判
も
す
ぐ
に
村
中
に
知
れ
渡

り
、
女
性
と
し
て
の
評
価
に
も
直
結
す
る
の
で
あ
る
。

棒
に
巻
き
つ
け
た
生
地
を
、
窯
の
な
か
で
は
な
く
炭

火
の
上
で
焼
く
キ
ュ
ル
テ
ー
シ
ュ
・
カ
ラ
ー
チ
は
、
家

族
全
員
が
参
加
し
て
作
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
も
あ

り
、
一
般
の
日
曜
日
に
焼
か
れ
た
。
棒
状
の
カ
ラ
ー
チ

と
は
異
な
り
、
焼
き
立
て
を
食
べ
る
の
が
基
本
で
あ
る
。

巻
き
つ
け
て
焼
く
と
い
う
作
業
が
視
覚
的
に
も
興
味
を

引
き
や
す
い
キ
ュ
ル
テ
ー
シ
ュ
・
カ
ラ
ー
チ
は
、
現
在

で
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
代
表
す
る
菓
子
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
い
る
。

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
家
の
味
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
祝
祭
日
に
よ
く
焼
か

れ
る
の
は
、
く
る
み
や
け
し
の
実
の
餡
を
巻
き
込
ん
だ

棒
状
の
カ
ラ
ー
チ
で
あ
る
。
特
に
く
る
み
の
木
は
多
く

の
人
に
と
っ
て
庭
に
植
わ
っ
て
い
る
身
近
な
木
で
も
あ

り
、
そ
の
実
は
カ
ラ
ー
チ
だ
け
で
な
く
、
他
の
焼
き
菓

子
に
も
用
い
ら
れ
る
。
焼
き
上
が
っ
た
棒
状
の
カ
ラ
ー

チ
は
、
輪
切
り
に
し
て
食
べ
る
。
こ
の
棒
状
の
カ
ラ
ー

チ
が
祝
祭
日
の
菓
子
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
比
較

扱
い
方
が
出
来
栄
え
を
左
右
し
や
す
い
。
か
つ
て
は
自

分
で
育
て
た
小
麦
を
挽ひ

い
た
小
麦
粉
、
自
分
の
牛
の
乳
、

自
分
の
鶏
の
卵
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
現
在

で
も
農
村
で
は
牛
乳
や
卵
は
自
家
生
産
の
も
の
か
近
隣

の
生
産
者
か
ら
入
手
し
た
も
の
を
用
い
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
が
、
小
麦
粉
に
関
し
て
は
市
販
の
も
の
を
用
い

る
こ
と
が
多
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
自
家
生
産
の
小
麦
は
、

製
粉
を
す
る
粉
挽
き
場
に
よ
っ
て
も
小
麦
粉
の
質
が

決
ま
っ
た
し
、
市
販
の
小
麦
粉
の
場
合
は
ど
の
製
品
が

も
っ
と
も
適
し
て
い
る
か
経
験
し
て
知
る
必
要
が
あ
る
。

家
庭
料
理
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
カ

ラ
ー
チ
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
伝
わ
る
味
が
あ
る
。

家
庭
の
な
か
で
、
各
世
代
の
女
性
た
ち
が
一
緒
に
作
る

〈生地〉
生イースト　　　 　50g

牛乳 　　　　　 500ml

砂糖 　　　　　　150g

小麦粉　　　　　800g

塩　　　　　   2つまみ
バター　　　　　100g

卵                          2個

 〈餡〉
くるみまたはけしの実（挽
いたもの）　　　　750g

砂糖　　　　　　450g

牛乳   　　　　  450ml

レモンの皮　　　1個分

棒状カラーチ（3本分）

① 人肌に温めた牛乳 200mlにイーストと砂糖小さじ1を
入れ、予備発酵させる。

② ふるった小麦粉に塩と残りの砂糖、卵 1つ、①と残り
の牛乳を入れてよくこねる。

③ やわらかくしたバターを加えてさらにこねる。

④ 温かい場所に1時間ほど置いて発酵させる。

⑤ 餡を作る。牛乳に砂糖を入れて加熱する。沸騰する前
にくるみまたはけしの実を加え、弱火で少し加熱する。
火からおろしたらすりおろしたレモンの皮を加えて混
ぜる。

⑥ 生地を三等分して薄く延ばし、餡を塗ってロール状に
巻く。巻き終わりを下にして 30分ほど休ませる。溶き
卵を塗って、180度に温めたオーブンで30分程度焼く。

焼き上がった棒状カラーチ

小麦はパンや焼き菓子の材料となる重要な穀物家の庭で焼くキュルテーシュ・カラーチ

シンプルな味の編みカラーチ くるみ餡入りの棒状カラーチ
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観
光
資
源
活
用
と
文
化
保
護

―
中
国
、
世
界
遺
産
「
麗
江
古
城
」

高た
か

倉く
ら 

健け
ん

一い
ち 

　
葛
飾
区
役
所 

区
史
編
纂
専
門
員

文
化
遺
産
の
観
光
資
源
活
用

麗れ
い

江こ
う

古こ

城じ
ょ
うは
、
中
国
雲
南
省
麗
江

市
に
あ
る
歴
史
的
地
区
で
、
そ
の

文
化
的
景
観
な
ど
が
評
価
さ
れ
て

一
九
九
七
年
に
は
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
。
麗
江
古
城
と
い
う
名
称
は
、

旧
市
街
区
の
「
大だ
い

研け
ん

古こ

城じ
ょ
う」
と
、
近

隣
の
歴
史
地
区
「
白は
く

沙さ

古こ

鎮ち
ん

」「
束そ
く

河が

古こ

鎮ち
ん

」
の
三
つ
を
総
称
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
、

少
数
民
族
ナ
シ
族
の
中
心
的
な
都
市

と
し
て
約
八
〇
〇
年
の
歴
史
を
も
つ
、

一
番
規
模
が
大
き
い
大
研
古
城
を
呼

称
す
る
こ
と
ば
と
し
て
使
わ
れ
て
い

続
け
て
い
く
た
め
の
文
化
的
行
為
の

ひ
と
つ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ

ま
り
、
観
光
資
源
化
の
是
非
を
議
論

す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
く
、
ま

た
、
問
題
の
本
質
も
み
え
て
こ
な
い

の
で
あ
る
。

地
域
文
化
を
重
視
し
た
保
護
を

問
題
な
の
は
、
文
化
遺
産
、
特
に

有
形
文
化
財
の
保
護
に
お
い
て
、
登

録
物
件
の
形
態
や
真
正
性
の
保
存
ば

か
り
が
強
く
意
識
さ
れ
、
地
域
文
化

や
住
民
と
の
関
係
性
に
対
し

て
は
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

麗
江
古
城
の
よ
う
に
、
現

在
も
人
が
生
活
す
る
歴
史

的
地
区
が
文
化
遺
産
で
あ
る

場
合
は
、
歴
史
の
な
か
で
継

続
的
に
変
化
し
て
き
た
文
化

環
境
の
影
響
を
受
け
て
現
在

の
文
化
遺
産
が
形
作
ら
れ
て

き
た
。
こ
れ
は
、
今
後
も
文

化
遺
産
の
変
容
が
継
続
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
遺
跡
の
よ
う
に
「
過

去
の
文
化
を
顕
示
す
る
遺
物
」
と
し

て
現
状
を
保
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

地
域
文
化
の
影
響
を
考
慮
し
た
包
括

的
な
保
護
策
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
文
化

遺
産
の
現
状
形
態
の
保
存
ば
か
り
が

強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
、
麗
江
古
城

で
も
同
じ
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

柔
軟
な
対
応
に
よ
る
保
護
の
推
進

た
だ
、
無
形
文
化
遺
産
の
活
用
状

況
に
目
を
向
け
る
と
様
子
が
違
っ
て

く
る
。
例
え
ば
、
ユ
ネ
ス
コ
記
憶
遺

産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
ト
ン
パ
文
字

は
、
元
来
、
ナ
シ
族
の
民
族
宗
教
で

あ
る
ト
ン
パ
教
の
宗
教
者
の
み
が
用

い
る
文
字
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現

在
で
は
、
麗
江
古
城
や
ナ
シ
族
の
文

化
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
土
産

物
や
古
城
内
の
壁
画
ア
ー
ト
に
使
わ

れ
る
な
ど
、
観
光
資
源
と
し
て
多
用

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
学
校
で
ト

ン
パ
文
字
の
授
業
が
実
施
さ
れ
る
な

ど
、
ナ
シ
族
文
化
の
新
し
い
伝
承
形

態
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
ト
ン
パ
文
字
が
も
つ
本
来
の

役
割
と
は
違
う
が
、
ナ
シ
族
の
文
化

イ
メ
ー
ジ
や
民
族
的
自
覚
の
向
上
に

役
立
っ
て
お
り
、
観
光
資
源
と
民
族

文
化
保
護
の
両
面
で
上
手
に
利
用
さ

れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
無
形
文
化
の
活

用
例
で
あ
り
、
有
形
文
化
と
は
状
況

が
異
な
る
。
し
か
し
、
麗
江
古
城
の

文
化
的
景
観
を
保
つ
た
め
に
、
石
畳

に
文
字
入
り
の
蓋
石
を
用
い
た
イ
ン

フ
ラ
整
備
の
例
も
あ
る
。
有
形
の
文

化
遺
産
の
保
護
に
お
い
て
も
、
状
況

に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と

で
、
地
域
文
化
の
保
護
も
考
慮
し
た

包
括
的
な
保
護
策
が
今
後
推
進
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

の
創
出
は
地
域
の
存
続
に
か
か
わ
る

重
要
な
課
題
で
あ
る
。
過
疎
化
・
高

齢
化
が
進
行
し
て
地
域
が
衰
退
す
る

こ
と
は
、
地
域
文
化
の
衰
退
に
も
直

結
す
る
問
題
で
あ
り
、
文
化
遺
産
を

観
光
資
源
化
し
て
観
光
開
発
を
お
こ

な
う
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
文
化
の
存

続
を
支
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

ま
た
、
地
域
文
化
を
観
光
資
源
活
用

す
る
こ
と
は
、
人
や
物
が
世
界
規
模

で
高
速
・
大
量
に
移
動
す
る
現
代
に

お
い
て
、
環
境
に
適
応
し
て
生
活
を

前
よ
り
旧
市
街
区
に
住
ん
で
い
た
人

び
と
の
多
く
が
周
辺
地
域
な
ど
に
移

住
し
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
外
部
か

ら
来
た
商
売
人
が
観
光
業
を
営
む
と

い
う
状
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
観
光
開
発

に
よ
っ
て
起
き
て
い
る
問
題
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
文
化
遺
産
の
観
光
資
源

化
の
是
非
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
、
文
化
遺
産
の

観
光
資
源
活
用
は
各
地
で
お
こ
な
わ

れ
て
お
り
、
そ
の
流
れ
自
体
を
止
め

る
こ
と
は
難
し
い
。
働
き
口
の
少
な

い
地
方
の
小
都
市
に
と
っ
て
、
雇
用

世
界
文
化
遺
産
の
登
録
後
、
中
国
有
数
の
観
光
地
へ
と
変
貌
し
た
麗
江
古
城
。
し
か
し
、
現
在
も
人
が
生
活
す
る

伝
統
的
な
街
並
み
や
文
化
を
ど
の
よ
う
に
保
存
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
に
今
直
面
し
て
い
る
。

る
。
麗
江
古
城
は
、
数
年
前
に
よ
う

や
く
鉄
道
や
高
速
道
路
が
延
伸
し
て

き
た
よ
う
な
、
海
抜
約
二
四
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
僻へ
き

地ち

に
あ
る
。
し
か
し
、

世
界
遺
産
を
観
光
資
源
と
し
た
観
光

開
発
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
現
在

で
は
年
間
約
二
〇
〇
〇
万
人
も
の
観

光
客
が
訪
れ
る
中
国
有
数
の
観
光
地

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
観
光
開
発
に
よ
っ
て
収
入
が

増
加
し
、
地
域
経
済
は
急
速
に
発
展

し
た
が
、
同
時
に
観
光
地
化
に
よ
る

商
店
の
増
加
や
生
活
環
境
の
悪
化
も

進
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
観
光
地
化
以

中国

麗江古城の街並み

福建省麗江市
●

道の両側に続く土産店と賑わう観光客

観光用に街路壁に描かれたトンパ文字
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「
手
芸
」
の
ベ
ー
ス
は
女
子
教
育

日
本
に
お
い
て
現
在
の
わ
た
し
た
ち
が
知
る
と

こ
ろ
の
「
手
芸
」
が
ど
こ
の
誰
に
よ
っ
て
始
め
ら

れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
明
治
以
前
か
ら
女

性
た
ち
は
「
お
細
工
も
の
」
と
し
て
美
的
な
布
の

手
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
手

芸
」
と
は
よ
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
手
芸
」
が
現

在
の
よ
う
に
普
及
し
た
背
景
に
は
、
戦
前
ま
で
の

女
子
教
育
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

明
治
初
頭
、
す
べ
て
の
子
ど
も
の
就
学
を
目
指

し
た
日
本
で
は
、
男
児
に
比
べ
て
女
児
の
就
学
率

が
向
上
し
な
い
た
め
、
そ
の
対
策
の
ひ
と
つ
と
し

て
裁
縫
や
手
芸
を
女
児
の
履
修
科
目
に
導
入
し
た
。

女
児
が
学
問
を
修
め
て
も
何
の
得
に
な
ろ
う
か
と

い
う
時
代
、
体
系
的
で
高
度
な
手
仕
事
を
学
校
で

学
べ
る
こ
と
が
、
女
児
を
学
校
に
上
げ
よ
う
と
い

う
親
た
ち
の
意
欲
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
生
活
物
資
の
欠
乏

と
贅ぜ
い

沢た
く

な
文
化
の
統
制
に
よ
り
ブ
ー
ム
は
終
わ
る
。

戦
後
、
日
本
人
の
生
活
が
上
向
く
高
度
経
済
成

長
期
、
第
二
次
手
芸
ブ
ー
ム
が
訪
れ
る
。
高
い
専

業
主
婦
率
と
大
都
市
で
の
職
住
分
離
に
よ
っ
て
女

性
た
ち
は
終
日
郊
外
で
過
ご
す
よ
う
に
な
る
。
郊

外
の
団
地
で
は
主
婦
の
手
芸
グ
ル
ー
プ
が
い
く
つ

も
作
ら
れ
た
。
昭
和
三
〇
年
代
以
降
に
設
置
さ
れ

た
各
地
の
婦
人
会
館
や
、
女
性
向
け
雑
誌
、
ラ
ジ

オ
・
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
で
は
、
料
理
と
並
ん
で
手

芸
は
人
気
の
講
座
で
あ
っ
た
。
こ
の
ブ
ー
ム
は
、

手
作
り
は
「
ダ
サ
い
」
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
た
バ
ブ
ル
期

直
前
く
ら
い
ま
で
続
い
た
。

そ
し
て
現
在
、
第
三
次
手
芸
ブ
ー
ム
が
到
来
。

以
前
の
ブ
ー
ム
と
の
大
き
な
違
い
は
、
手
芸
を
単

な
る
趣
味
と
し
て
で
は
な
く
、「
手
芸
で
稼
ぐ
」「
手

芸
を
生
か
す
」
な
ど
手
芸
の
社
会
的
価
値
の
見
直

し
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
の
世
代

ほ
ど
高
い
手
芸
技
術
を
も
た
な
い
若
い
人
た
ち
が
、

ネ
ッ
ト
上
の
ク
ラ
フ
ト
販
売
サ
イ
ト
な
ど
で
自
分

の
作
品
を
販
売
し
、
技
術
よ
り
セ
ン
ス
優
位
と
い

う
認
識
が
広
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
手
芸
に
癒
し

を
求
め
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
手
芸
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
多
数
開
催
さ
れ
て
き
た
。
手

芸
品
販
売
を
と
お
し
て
被
災
地
で
女
性
た
ち
が
自

立
し
て
い
く
方
法
も
模
索
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
、
手
芸
は
女
性
に
必
須
の
技
能
で
は
な
く

「
手
芸
」
ブ
ー
ム
の
到
来

女
性
た
ち
が
初
等
・
中
等
教
育
を
経
る
人
が
増

加
し
た
大
正
期
に
は
、
教
育
を
受
け
た
女
性
で
あ

れ
ば
誰
も
が
手
芸
技
術
を
も
っ
て
い
る
の
が
当
然

に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
社
会
階
層
や
地
域
に
よ
っ
て

技
術
レ
ベ
ル
に
格
差
は
あ
っ
た
が
、
家
庭
内
で
小

物
作
り
や
編
物
、
裁
縫
な
ど
を
す
る
こ
と
は
た
い

て
い
の
場
合
可
能
に
な
っ
た
。
都
市
部
の
女
性
た

ち
が
、
生
活
の
必
要
の
た
め
で
は
な
く
趣
味
と
し

て
手
芸
を
た
し
な
む
よ
う
に
な
る
の
は
こ
の
時
期

で
あ
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
、
レ
ー
ス
、
西
洋

刺
繍
、
造
花
な
ど
を
施
し
た
イ
ン
テ
リ
ア
や
衣
料

品
制
作
が
、
富
裕
な
家
庭
の
女
性
た
ち
の
あ
い
だ

で
流
行
す
る
。
最
初
の
手
芸
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
し

い
る
。
裁
縫
も
手
芸
も
女
児
の
み
が
学
ぶ
教
科
と

し
て
成
立
し
た
こ
と
は
、
後
の
社
会
で
「
手
芸
」

を
女
性
の
手
仕
事
と
考
え
が
ち
な
わ
た
し
た
ち
の

認
識
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
女
子
中
等
教
育
が
整
備
さ
れ
る
な
か

で
、
裁
縫
と
手
芸
は
女
子
教
育
の
中
心
的
科
目
と

し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
衣
服
の
縫
製
が
機
械
化

さ
れ
る
以
前
の
社
会
に
お
い
て
、
裁
縫
技
術
は
日

常
に
必
須
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
手
芸
技
術
は
生

活
に
潤
い
を
与
え
た
り
、
万
一
の
と
き
に
は
内
職

の
仕
事
を
得
る
も
の
で
あ
っ
た
り
と
、
当
時
の
女

性
た
ち
に
と
っ
て
は
生
き
る
た
め
の
技
能
と
し
て

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。「
手
芸
」
の
内
容

は
多
様
で
あ
っ
た
が
、
刺
繍
・
レ
ー
ス
編
・
編
物
・

造
花
な
ど
が
主
流
で
、
こ
れ
ら
手
芸
品
は
戦
前
日

本
の
重
要
な
輸
出
品
で
あ
り
、
多
く
は
内
職
や
女

工
労
働
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

な
っ
た
。
そ
れ
で
も
多
く
の
女
性
が
楽
し
む
趣
味

と
し
て
残
っ
て
い
る
。
三
度
の
手
芸
ブ
ー
ム
を
と

お
し
て
、
手
芸
が
人
を
魅
了
す
る
の
は
、
そ
の
背

後
に
産
業
化
に
よ
る
急
激
な
社
会
の
変
化
が
あ
っ

た
時
期
だ
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
モ
ダ
ニ

ズ
ム
、
高
度
経
済
成
長
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る

海
外
生
産
な
ど
、
わ
た
し
た
ち
が
自
ら
作
ら
な
く

て
良
い
仕
組
み
が
支
配
的
に
な
る
と
、
人
は
手
仕

事
に
戻
ろ
う
と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
の

な
か
で
の
「
手
芸
」
の
位
置
づ
け
を
見
て
い
く
と
、

わ
た
し
た
ち
が
ど
ん
な
社
会
を
生
き
て
い
る
の
か

が
わ
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
手
芸
」が
女
性
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
日
本
の
学
校
教
育
に
お
け
る
女
子
教
育
の
科
目
と
し
て「
手

芸
」が
登
場
し
た
こ
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
み
よ
う
。

ニ
ッ
ポ
ン
の「
手
芸
」―
近
代
か
ら
現
代
ま
で

山や
ま

崎さ
き 

明あ
き

子こ

奈
良
女
子
大
学
准
教
授

手芸考

女子技芸学校造花教室の図。造花は手芸の重要なジャンルのひとつだった。
出典・『風俗画報』第411号（明治43年8月）

自分で作って販売することが現在の手芸ブームでは一般化しつつある。
これはクラフト販売サイトのひとつである。図版提供・GMOペパボ株式会社

団地の手芸サークルでは互いに手芸を教えあった（昭和40年代）
出典・『手芸』No.6、ｐ.45（昭和41年）
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ながなんぢゃ

ほとけの名前

What’s in a name? 末
すえ

森
もり

 薫
かおる

民博 機関研究員

「
ガ
ウ
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ（G

autam
a S

iddhārtha

）」「
ア

ミ
タ
ー
バ
／
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
（A

m
itābha/ A

m
itāyus

）」「
バ

イ
シ
ャ
ジ
ヤ
・
グ
ル
（B

haiṣajyaguru

）」「
ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ

ナ
（Vairocana

）」「
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
（M

aitreya

）」
は
、
仏

教
の
尊
像
を
あ
ら
わ
す
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
名
前
（
梵
名
）

で
あ
る
。
古
代
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
名
前
は
、
中
国

で
「
瞿く

曇ど
ん

悉し
っ

達だ
っ

多た

」「
阿
弥
陀
（
無
量
光
／
無
量
寿
）」「
薬
師
」

「
毘び

盧る

遮し
ゃ

那な

」「
弥
勒
」
と
い
う
漢
字
に
訳
さ
れ
、日
本
に
伝
わ
っ

て
き
た
。

古
代
イ
ン
ド
の
シ
ャ
ー
キ
ャ
（Ś

ākya

、
釈
迦
）
族
長
の
息

子
と
し
て
生
ま
れ
た
瞿
曇
悉
達
多
は
、
悟
り
を
開
き
、
仏
教
を

開
い
た
実
在
の
人
物
で
あ
る
。「
釈
迦
族
の
聖
者（
釈
迦
牟
尼
）」

と
み
な
さ
れ
た
瞿
曇
悉
達
多
は
「
釈
迦
」
と
通
称
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
ま
た
「
悟
り
を
開
い
た
人
」
を
意
味
す
る
「
ブ
ッ
ダ

（B
uddha

）」
と
い
う
別
称
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
ッ
ダ

に
は
、
そ
の
音
よ
り
元
々
は
「
浮
図
」
や
「
浮
屠
」
の
漢
字
が

あ
て
ら
れ
て
い
た
が
、
中
国
の
三
国
時
代
以
降
「
仏
（
旧
字
体

で
は
「
佛
」）」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

仏
は
、
基
本
的
に
は
釈
迦
を
指
す
呼
称
で
あ
る
が
、
悟
り
を
開

い
た
も
の
の
称
号
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
尊
像
に
も
つ
け

ら
れ
る
。
阿
弥
陀
は
西
方
の
極
楽
浄
土
へ
と
人
び
と
を
導
く
仏
、

薬
師
は
い
き
と
し
い
け
る
も
の
を
病
苦
か
ら
救
う
仏
、
毘
盧
遮

那
は
全
宇
宙
を
照
ら
し
て
人
び
と
を
悟
り
に
導
く
仏
で
あ
る
。

ま
た
、
修
行
中
の
菩
薩
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
弥

勒
は
、
釈
迦
の
次
に
悟
り
を
開
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
未
来
の

仏
で
あ
り
、
釈
迦
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
五
十
六
億
七
千
万
年
後

に
こ
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
。

仏
教
の
実
践
に
お
い
て
、
仏
が
名
前
を
も
つ
こ
と
に
は
重
要

な
意
味
が
あ
る
。
仏
の
姿
や
浄
土
世
界
の
様
相
を
心
に
描
き
、

仏
の
名
前
を
称
え
念
じ
る
こ
と
で
徳
を
積
む
い
わ
ゆ
る「
念
仏
」

の
修
行
は
、
仏
の
名
前
を
知
ら
ず
し
て
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
中
国
甘
粛
省
敦と
ん

煌こ
う

市
に
あ
る
莫ば
っ

高こ
う

窟く
つ

第
二
五
四
窟
（
五

世
紀
）
に
は
、
壁
面
の
至
る
と
こ
ろ
に
坐ざ

仏ぶ
つ

を
連
続
さ
せ
る
千

仏
と
よ
ば
れ
る
図
像
が
描
か
れ
、
そ
の
一
体
一
体
に
、
仏
の
名

前
を
列
記
し
た
経
典
『
仏
名
経
』
に
記
載
さ
れ
る
過
去
あ
る
い

は
未
来
に
属
す
る
仏
の
名
前
が
付
さ
れ
て
い
る
。
仏
た
ち
は
具

体
的
な
名
前
を
も
つ
こ
と
で
、
仏
教
の
実
践
の
場
を
作
り
上
げ
、

修
行
を
お
こ
な
う
も
の
は
そ
の
名
前
を
称
え
る
こ
と
で
徳
を
積

ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
古
代
に
形
作
ら
れ
た
仏
に
は
、

現
在
で
は
そ
の
名
前
が
定
か
で
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。
仏

の
坐
勢
や
手
印
、
持
ち
物
、
着
衣
な
ど
か
ら
、
そ
の
名
を
解
き

明
か
す
こ
と
は
仏
教
美
術
を
研
究
す
る
者
が
担
う
使
命
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
で
は
、
死
者
を
「
ほ
と
け
」
と
よ
び
、
故
人
に

仏
式
の
名
前
（
戒
名
や
法
名
）
を
授
け
る
習
慣
が
あ
る
。
戒
名
・

法
名
は
、
本
来
的
に
は
釈
迦
の
弟
子
で
あ
る
証
し
と
し
て
世
俗

人
と
区
別
す
る
た
め
に
授
け
ら
れ
る
名
前
で
あ
る
が
、
故
人
に

与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
信
仰
心
や
修
行
に
よ
る
功
徳
の
大
小
に

拠
ら
ず
、
別
の
世
界
の
存
在
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
意
味
合
い

が
強
い
の
だ
ろ
う
。
故
人
に
名
前
を
与
え
る
習
慣
は
、
日
本
独

特
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
化
的
・
社
会
的
背
景
は
大
変
興
味

深
い
。
名
前
の
格
は
一
般
に
は
お
布
施
の
金
額
で
決
ま
る
と
い

う
の
が
、
い
か
に
も
世
俗
的
で
あ
り
、
当
の
仏
た
ち
が
ど
う
感

じ
て
い
る
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
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「万博記念公園駅（エキスポシティ前）」「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

　3月にはじめてウズベキスタンを訪れる機会があった。表紙の写

真はその際、ブハラのラビ・ハウズ（池のほとり）広場で撮ったもの。

ブハラはサマルカンドと並んで、シルクロードの交易拠点として古

代から栄えてきた中央アジアのオアシス都市。ペルシア芸術の遺

産である繊細なタイル装飾が美しい建築でも有名で、いずれ訪れ

てみたいと憬
あこが

れていた場所である。

　写真は、ハウズ（貯水池）の四方を16世紀から17世紀にかけて

建てられたマドラサ（神学校）やハンカー（神秘主義者の修道場）

が囲んでいる広場で、巨大な建造物郡がそびえるサマルカンドのレ

ギスタン広場ほどの威圧感はなく、地元の人びとの憩いの場となっ

ている。

　マドラサの入り口アーチの上に施された鳳凰のモザイクが夕映え

にきらめくなか、広場中央の縁台におじいちゃんたちが集まり、ド

ミノのようなゲームに興じていた。若者たちはナスレッディン・ホ

ジャ（とんち話の主人公）の銅像の周りでふざけて、じゃれ合って

いる。ウエディングドレスでの写真撮影に来ている新婚カップルの

姿も。

　ユネスコの世界遺産に指定された博物館都市でありながら、町の

人びとの生活が史跡と有機的に結びついている。こういうたまり場

のある町に住んでみたい。（山中由里子）
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みんぱくをもっと楽しみたい人のために―会員制度のご案内
詳細については、「国立民族学博物館友の会（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。

　大阪の阪急百貨店のうめだ本店にて開催される

フェアに、国立民族学博物館ミュージアム・ショップ

が出店します。これからの暑い夏を元気に、そして

快適に過ごすために、暮らしのなかに「世界の民芸品」

を取り入れることをテーマとしたもので、アジアや中

南米の民芸品を取り扱う10店舗が集結します。

　ミュージアム・ショップは、フィリピン・マリナ

オ村の人びとの手によるマクラメ編みのバッグや、6

月リニューアルオープン予定の本館「アイヌの文化」

展示に関連して、北海道アイヌ協会認定の優秀工芸

師による手工芸品などの逸品を厳選して取りそろえ

るほか、展示の解説書や図録も販売します。さらに、

みんぱくのことをもっと知っていただくための紹介

コーナーも併設します。あらたに発行された、本館

展示の紹介冊子の配布などを予定しています。

　このフェアは販売にくわえ、世界の民芸品を取り

入れた空間の実例展示や、西アジアのキリムの床座

と中南米のハンモックの体験展示、コンサートなど

も予定されているとのこと。暮らしに世界の民芸品

を取り入れて、いつもとは違う夏を過ごしてみませ

んか。そして、民芸品をとおして現地の人びとの生

活のことをもっと知りたくなったら、みんぱくにぜ

ひお越しください。すでにみんぱくをご存じの方も、

あらたな発見があるかもしれません。

ニレ科の植物オヒョウの繊維を編
んだポーチ。北海道、アイヌの工
芸師によるものです（8,000円）

大阪・梅田でもお待ちしています。
阪急うめだ本店のフェアにミュージアム・ショップが出店。みんぱく紹介コーナーも。

「夏のインテリアスタイル フォークアートと暮らす」
会場：阪急うめだ本店 9階祝祭広場
会期：5月25日（水）～ 30日（月）
　　　※催し最終日は午後6時終了
主催：阪急うめだ本店

フィリピンのマリナオ村の人びとに
よるマクラメ編みのクラッチバッグ
（上、12,000円）とかごバッグ（右、
18,000円）。アバカ（マニラ麻）の
繊維を手編みしたものです

※価格はすべて税抜きです。

本館展示の紹介冊子は、タブ
ロイド判の紙面8ページのな
かに、みんぱくの魅力がたっ
ぷりとつまっています


