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嫌
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1
9
5
7
年
生
ま
れ
、
大
阪
府
出
身
。

ガ
レ
ー
ジ
キ
ッ
ト
の
先
駆
メ
ー
カ
ー
で

あ
り
、
の
ち
に
食
玩
ブ
ー
ム
の
仕
掛
け

人
と
な
っ
た
、
造
形
集
団
・
株
式
会
社

海
洋
堂
を
率
い
る
。
著
書
に
『
造
形
集

団 

海
洋
堂
の
発
想
』 （
光
文
社
新
書
）、

『「
好
き
な
こ
と
」
だ
け
で
生
き
ぬ
く
力
』

（
W
A
V
E
出
版
）
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海
洋
堂
と
い
う
造
形
集
団
が
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
い
う
市
場

を
生
み
出
し
、
三
〇
年
以
上
作
品
を
発
信
し
続
け
た
こ

と
で
、
昨
今
は
世
間
様
へ
の
認
知
度
も
少
し
は
高
ま
り
、

そ
れ
な
り
に
評
価
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
お
陰
様
で
今
は
博
物
館
、
美
術
館
、
動
物
園
、
水

族
館
な
ど
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
公
式
商
品
な
ど
数

多
く
の
仕
事
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
際
に
私
が
ま
ず
先
方
に
発
す
る
言
葉
が
「
日

本
人
は
世
界
一
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
嫌
い
な
国
民
で
す
。
そ
の

こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
お
仕
事
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
」
で
あ
る
。
当
然
、
先
方
は
そ
れ
を
聞
い
て
「
？
」

と
な
る
。
彼
ら
と
し
て
は
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
い
う
商
品
は
非

常
に
よ
く
売
れ
て
い
て
、
海
洋
堂
は
そ
れ
で
人
気
を
博
し

仕
事
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は

ま
っ
た
く
の
幻
想
で
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
ど
こ
の

家
庭
の
応
接
間
や
オ
フ
ィ
ス
に
も
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
飾
ら
れ

て
い
る
の
を
目
に
し
た
こ
と
は
な
い
は
ず
。
日
本
建
築
の

中
に
装
飾
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
の
は
襖ふ

す
ま

、
欄
間
、
掛
け

軸
、
衝つ

い

立た
て

…
…
す
べ
て
二
次
元
の
も
の
で
、
立
体
物
は
せ

い
ぜ
い
陶
器
の
壺つ

ぼ

や
一
輪
挿
し
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア
的
な
リ
ア

ル
な
造
形
要
素
の
あ
る
も
の
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
「
人
形
」

と
い
う
日
本
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
英
語
の「
ド
ー
ル
」

と
イ
コ
ー
ル
で
し
か
な
く
、「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
」
の
概
念
を
持

つ
こ
と
は
な
か
っ
た
…
…
云
々
、
こ
れ
以
外
に
も
日
本
人

が
い
か
に
フ
ィ
ギ
ュ
ア
、
立
体
物
、
模
型
に
お
金
を
出
さ

な
い
か
を
い
つ
も
一
時
間
以
上
か
け
て
説
明
す
る
こ
と
に

な
る
。

　
た
だ
、
そ
の
お
金
を
出
し
て
買
っ
て
も
ら
え
な
い
、
家

に
飾
ら
れ
な
い
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
大
い
に
評
価
さ
れ
、
人
気

を
得
ら
れ
る
場
所
は
あ
る
。
今
も
日
本
各
地
の
美
術
館
、

百
貨
店
の
催
事
な
ど
で
開
催
さ
れ
て
い
る
海
洋
堂
の
フ
ィ

ギ
ュ
ア
展
示
イ
ベ
ン
ト
は
、
常
に
注
目
を
集
め
、
高
い
集

客
率
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
こ
で
展
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
れ
ま
で
海
洋
堂
が
製
作
し
て
き
た
動
物
、
恐
竜
、
戦
車
、

歴
史
…
…
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
森
羅
万
象
を
立
体
化
、
フ
ィ

ギ
ュ
ア
化
し
た
、
い
わ
ば
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
見
世
物
小
屋
」。

　
先
に
日
本
人
は
世
界
一
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
嫌
い
と
記
し

た
が
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
お
金
を
出
し
、

購
入
し
て
ま
で
自
分
の
空
間
に
置
い
て
お
き
た
く
は
な
い

国
民
性
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。

　
海
洋
堂
が
製
作
し
た
、小
さ
く
、精
密
で
、
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
性
が
高
く
世
界
観
が
あ
る
も
の
に
は
と
り
わ
け
興
味
を

持
っ
て
い
た
だ
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ゆ
え
に
我
々
海
洋

堂
は
、
こ
れ
か
ら
も
フ
ィ
ギ
ュ
ア
／
立
体
造
形
作
品
の
魅

力
を
よ
り
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、「
フ
ィ

ギ
ュ
ア
の
見
世
物
小
屋
」
興
行
を
各
地
で
展
開
し
て
い
く

の
で
あ
る
。



特
別
展	

見
世
物
大
博
覧
会

会
期	

二
〇
一
六
年
九
月
八
日
（
木
）
か
ら	

	

　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
九
日
（
火
）

会
場	

国
立
民
族
学
博
物
館　

特
別
展
示
館

す
ご
い
モ
ノ
、
珍
し
い
モ
ノ
、ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
モ
ノ
…
…
。
見
世
物
は
な
ぜ
、
人
び

と
を
惹
き
つ
け
て
き
た
の
か
。
特
別
展
「
見
世
物
大
博
覧
会
」の
開
催
に
合
わ

せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
・
多
種
多
様
な
形
態
の
見
世
物
の
世
界
を
紹
介
す
る
。

見
世
物
小
屋
の
賑
わ
い

見
世
物
と
聞
く
と
、
あ
ま
り
よ
く
な
い
印
象
を
抱
く

人
が
多
い
。｢

見
世
物
に
な
る｣

｢

見
世
物
に
し
た
く
な

い｣

と
い
っ
た
表
現
に
は
、
い
ず
れ
も
見
世
物
に
対
す

る
否
定
的
な
意
味
合
い
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
現

在
は
否
定
的
な
印
象
が
先
に
立
ち
、
相
当
分
が
悪
い
見

世
物
も
、
以
前
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

一
七
世
紀
初
め
の
京
都
の
四
条
河
原
を
描
い
た
絵
画

に
は
、
高
い
柱
か
ら
張
り
下
ろ
し
た
綱
に
つ
か
ま
っ
て
芸

当
を
お
こ
な
う
蜘
蛛
舞
、
足
で
弓
矢
を
操
る
楊よ
う

弓き
ゅ
う、
珍

奇
な
獣
や
鳥
の
見
世
物
な
ど
の
興
行
の
様
子
が
見
ら
れ

る
。
時
代
が
下
が
り
、
当
時
の
江
戸
や
大
坂
な
ど
の
街

を
描
い
た
絵
画
に
も
出
し
物
の
絵
看
板
や
幟の
ぼ
り
を
掲
げ
た

り
渡
し
た
綱
の
上
で
離
れ
業
を
演
じ
た
り
、
足
で
大
小

の
物
品
や
人
間
を
操
っ
た
り
す
る
軽か
る

業わ
ざ

、
独
楽
を
巧
み

に
操
る
曲
芸
、
水
を
自
由
自
在
に
出
し
入
れ
す
る
奇
術

な
ど
が
あ
っ
た
。
モ
ノ
の
見
世
物
で
は
、
籠
目
を
編
ん

で
人
物
や
動
物
を
作
り
上
げ
る
籠
細
工
、
貝
や
珊
瑚
な

ど
の
同
一
素
材
で
奇
抜
な
造
形
を
作
る
一
式
細
工
、
巧
み

な
仕
掛
け
で
本
来
動
か
な
い
モ
ノ
を
動
か
す
か
ら
く
り

細
工
、
生
き
て
い
る
よ
う
な
精
巧
な
造
り
の
生
人
形
や

色
と
り
ど
り
の
菊
花
を
ま
と
っ
た
菊
人
形
の
ほ
か
、
ラ

ク
ダ
や
ゾ
ウ
や
イ
ン
コ
や
オ
ウ
ム
な
ど
の
珍
獣
珍ち
ん

禽き
ん

の

見
世
物
も
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

内
容
が
さ
ま
ざ
ま
な
見
世
物
に
も
共
通
す
る
特
徴
が

見
て
取
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
生
身
の
感
覚
の
回
復

と
で
も
い
え
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
人
び
と
は
、
綱
渡
り

で
演
じ
手
が
突
然
倒
れ
込
む
と
、
は
っ
と
息
を
飲
み
、

思
わ
ず
声
を
漏
ら
す
。
演
じ
手
が
火
を
噴
く
と
、
頬
に

熱
を
感
じ
、
燃
え
た
臭
い
が
鼻
を
つ
く
。
菊
人
形
を
凝

視
す
る
と
菊
の
芳
香
が
漂
っ
て
く
る
。
い
ず
れ
の
場
合

も
、
人
び
と
は
感
覚
が
直
接
強
く
刺
激
さ
れ
、
そ
の
働

き
が
鋭
敏
さ
を
増
し
た
よ
う
に
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
虚
実
の
区
分
が
明
確
で
は
な
く
、

そ
れ
が
必
ず
し
も
問
題
と
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

紙
の
蝶
が
宙
に
舞
う
と
き
、
蝶
は
実
物
で
は
な
い
が
紙

の
蝶
は
実
物
で
あ
り
、
ま
が
い
物
と
目
く
じ
ら
を
立
て

る
人
は
い
な
い
。
陶
磁
器
で
作
っ
た
人
物
像
は
、
実
物

の
人
間
で
は
な
い
が
陶
磁
器
の
造
形
物
と
し
て
は
実
物

で
あ
り
、
人
間
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
賞
賛

さ
れ
て
も
ま
が
い
物
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

見
世
物
の
効
用

こ
う
し
た
見
世
物
の
特
徴
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る

人
び
と
の
快
不
快
や
虚
実
の
感
覚
と
は
か
な
り
趣
が
異

な
る
。
人
び
と
に
と
っ
て
、
快
不
快
や
虚
実
の
区
別
は

明
確
で
、
不
快
や
虚
を
否
定
し
、
排
除
し
て
快
い
真
の

生
活
の
実
現
が
目
指
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
不
合

理
や
矛
盾
に
満
ち
た
日
常
生
活
の
実
態
を
考
え
れ
ば
、

明
ら
か
に
非
現
実
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
て
快
い
真

の
生
活
が
実
現
し
た
と
思
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
幻

想
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
る
。
そ
う

し
た
幻
想
に
浸
る
う
ち
に
、
快
不
快
や
虚
実
が
混
交
し
、

不
合
理
や
矛
盾
に
満
ち
た
現
実
に
十
全
に
感
応
し
得
る
、

生
身
の
感
覚
が
退
行
し
た
り
喪
失
し
た
り
し
た
こ
と
の

あ
ら
わ
れ
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
見
世
物
は
、
い
さ
さ
か
逆
説
め
く
が
、

人
び
と
が
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
で
、
快
不
快
や
虚
実
が

混
交
し
、
不
合
理
や
矛
盾
や
葛
藤
に
満
ち
た
日
常
生
活

に
十
全
に
対
応
し
得
る
、
強
き
ょ
う

靱じ
ん

な
生
身
の
感
覚
の
回
復

を
果
た
す
効
用
を
も
つ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
見
世
物

だ
か
ら
こ
そ
そ
う
し
た
効
用
を
持
ち
得
る
と
、
見
世
物

を
も
っ
と
肯
定
的
に
と
ら
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

見
世
物
小
屋
が
建
ち
並
ぶ
盛
り
場
が
見
ら
れ
る
。
社
寺

の
境
内
の
絵
画
に
も
、幟
を
掲
げ
た
見
世
物
小
屋
が
建
っ

て
い
る
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
錦
絵
に
は
、

見
世
物
小
屋
を
背
景
に
洒
落
た
着
物
の
男
女
を
描
い
た

も
の
も
あ
り
、
流
行
の
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

  

明
治
時
代
に
入
る
と
、
以
前
か
ら
の
そ
う
し
た
見
世
物

小
屋
に
加
え
、
見
世
物
の
常
設
館
や
さ
ま
ざ
ま
な
出
し

物
を
一
カ
所
に
集
め
た
見
世
物
興
行
も
あ
ら
わ
れ
た
。

横
浜
の
よ
う
な
新
興
地
の
盛
り
場
で
も
盛
ん
に
見
世
物

の
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
地
の
見
世

物
は
大
勢
の
見
物
人
を
集
め
て
賑に
ぎ

わ
っ
た
。

人
び
と
を
魅
了
し
た
カ
ラ
ダ
と
モ
ノ

見
世
物
小
屋
で
は
多
種
多
様
な
見
世
物
が
お
こ
な
わ

れ
、
大
勢
の
人
び
と
を
魅
了
し
た
。
修
練
を
積
ん
だ
演

じ
手
の
カ
ラ
ダ
に
よ
る
技
芸
の
見
世
物
に
は
、
宙
に
張
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浮
世
絵
の
な
か
に
「
見
世
物
絵
」
と
よ
ば
れ
る
ジ
ャ

ン
ル
が
あ
る
。

そ
れ
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
半
ば
ご
ろ
ま
で
の
見
世

物
興
行
を
描
い
た
浮
世
絵
や
絵
番
付
の
こ
と
で
、
軽
業
・

足あ
し

芸げ
い

曲き
ょ
く

持も
ち

・
曲
馬
な
ど
の
「
曲
芸
」（
図
1
）、
籠
細
工
・

貝
細
工
・
生い
き

人に
ん

形ぎ
ょ
う

な
ど
の
「
細
工
見
世
物
」（
図
2
）、

ゾ
ウ
・
ラ
ク
ダ
・
ト
ラ
な
ど
の
「
動
物
見
世
物
」
と
、

描
か
れ
る
も
の
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
で
あ
る
。
今
回
の
国

立
民
族
学
博
物
館
の
特
別
展
「
見
世
物
大
博
覧
会
」
で
は
、

わ
た
し
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
含
め
多
く
の
見
世
物
絵
が
展

示
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
知
る
絶
好
の
機
会
と

な
っ
て
い
る
。 

精
巧
な
生
人
形

マ
ネ
キ
ン
の
よ
う
な
等
身
大
の
生い
き

人に
ん

形ぎ
ょ
う
は
、
一
九
世
紀
半
ば
よ
り
見
世
物
興
行
で
人
気

を
博
し
た
。
木
製
人
形
表
面
の
木
地
に
胡ご

粉ふ
ん

を
塗
っ
て
人
肌
の
つ
や
や
か
な
質
感
を
出
し
、

生
人
形
師
松ま
つ

本も
と

喜き

三さ
ぶ

郎ろ
う

作
品
の
な
か
に
は
性
器
ま
で
作
り
込
ま
れ
た
精
巧
な
も
の
も
あ

り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
魅
了
し
た
。
川
添
裕
氏
に
よ
る
と
、
生
人
形
興

行
の
全
般
的
主
題
は
非
現
実
的
趣
向
と
さ
れ
、
喜
三
郎
の
デ
ビ
ュ
ー
作
「
鎮ち
ん

西ぜ
い

八は
ち

郎ろ
う

嶋し
ま

廻ま
わ

り
」（
源
み
な
も
と
の

為た
め

朝と
も

の
異
界
に
お
け
る
空
想
冒
険
物
語
）
な
ど
が
代
表
作
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

生
人
形
の
現
存
作
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い

喜
三
郎
の
新
境
地

喜
三
郎
の
第
二
弾
が
好
色
な
趣
向
と
取
締
ま
り
を
受
け
た
結
果
、
彼
は
安
政
四
年
（
一

八
五
七
）
大
坂
で
の
第
三
作
と
し
て
、
巷ち
ま
た

の
人
び
と
の
日
常
生
活
を
象
か
た
ど

っ
た
新
境
地
を
開

拓
し
た
。
大
木
透
氏
に
よ
る
と
、「
あ
っ
て
四
十
八
癖
」
を
表
現
し
た
「
浮
世
見
立
四
十

八
曲
」
は
、
大
坂
や
江
戸
の
人
び
と
を
子
細
に
観
察
し
て
描
い
た
下
絵
を
元
に
造
形
化
さ

見
世
物
絵
を
集
め
る

わ
た
し
が
見
世
物
絵
を
集
め
だ
し
た
の
は
一
九
八
三

年
の
こ
と
で
、
当
時
は
平
凡
社
の
雑
誌
『
太
陽
』
の
取

材
記
者
を
し
て
い
た
。
ま
だ
二
〇
代
で
あ
っ
た
。
も
と

も
と
根
っ
か
ら
の
芸
能
好
き
で
、
一
九
七
〇
年
代
の
ア
ン

グ
ラ
演
劇
を
は
じ
め
、
新
劇
、
ダ
ン
ス
か
ら
歌
舞
伎
、

落
語
ま
で
を
楽
し
ん
で
い
た
が
、
次
第
に
江
戸
時
代
以

来
の
芸
能
に
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
な
か
で
も
見
世

物
に
は
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
日
常
に
な
い
も
の
」や「
あ

り
得
な
い
よ
う
な
も
の
」
を
実
際
に
目
の
前
に
出
現
さ

せ
、
そ
れ
が
短
時
日
で
消
え
失
せ
て
し
ま
う
見
世
物
は
、

芸
能
の
核
心
と
思
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
ん
な
見
世
物
が
も
っ
と
も
盛
ん
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
の
は
江
戸
時
代
後
期
で
あ
り
、
そ
こ
を

自
分
で
研
究
し
た
く
な
っ
た
。
そ
の
際
、
文
字
資
料
も

む
ろ
ん
大
事
だ
が
、何
と
い
っ
て
も
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
見
世
物
で
は
、
見
世
物
絵
と
い
う
絵
画
資

料
こ
そ
が
興
行
の
様
子
を
知
る
手
が
か
り
。
自
分
で
そ

れ
を
目
の
前
に
置
い
て
親
し
く
接
し
、
研
究
す
べ
き
だ

と
の
「
天
啓
」
が
下
り
、
見
世
物
絵
の
収
集
と
研
究
を

始
め
た
の
で
あ
る
。
本
業
で
は
程
な
く
し
て
書
籍
の
編

集
部
に
移
り
、そ
こ
の
同
僚
た
ち
が
「
イ
メ
ー
ジ
を
読
む
」

「
絵
を
読
む
」
と
い
う
方
法
論
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
も

大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
。

見
世
物
絵
を
求
め
て
、
東
京
や
地
元
の
横
浜
は
も
ち

ろ
ん
、
全
国
の
浮
世
絵
商
や
古
書
店
へ
足
を
の
ば
し
た
。

一
五
年
ほ
ど
熱
狂
的
に
身
銭
を
切
っ
て
集
め
、
併
行
し
て

公
共
機
関
、
所
蔵
家
で
の
調
査
を
進
め
て
い
く
と
、
こ

の
見
世
物
絵
（
図
4
）
な
ど
を
お
世
話
い
た
だ
い
た
。

こ
れ
ま
で
、
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
で
開
催
の
特
別

展
「
大
見
世
物
」（
二
〇
〇
三
）
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち

百
点
弱
を
出
品
し
て
公
開
し
、
今
回
の
民
博
で
の
展
示

で
も
数
十
点
を
出
品
し
て
い
る
が
、
数
百
点
あ
る
全
体

は
残
念
な
が
ら
公
開
で
き
な
い
で
い
る
。
何
と
か
死
ぬ

ま
で
に
は
実
現
し
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
。

の
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
元
手
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
文
字
通
り
身
命
を

な
げ
う
っ
て
勉
強
し
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
最
初
の
著
書

『
江
戸
の
見
世
物
』（
岩
波
新
書
）
を
出
版
で
き
た
。 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
公
開
へ
の
思
い

こ
の
間
、
と
く
に
浮
世
絵
商
の
皆
さ
ん
に
お
世
話
に

な
っ
た
。
店
頭
な
ど
で
見
せ
て
も
ら
っ
た
累
計
数
万
点

の
浮
世
絵
の
な
か
か
ら
見
つ
け
出
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
り
、
ま
た
、
彼
ら
の
特
別
な
協
力
な
し
に
珍
し
い
資

料
を
手
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
例
え
ば

『
駱ら
く

駝だ

之
図
』（
図
3
）
は
、
京
都
の
浮
世
絵
商
Y
氏
を

仲
介
に
、
神
戸
の
さ
る
著
名
な
浮
世
絵
コ
レ
ク
タ
ー
か

ら
ご
割
愛
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
名
古
屋
の
浮
世

絵
商
K
氏
は
、
わ
た
し
の
収
集
意
図
を
よ
く
理
解
し
て

く
れ
、
例
え
ば
近
年
も
珍
し
い
出い
ず

雲も
の

神し
ん

事じ

舞ま
い

（
折お

敷し
き

舞ま
い

）

図3：日本全国を廻ったラクダの見世物（国安画『駱駝之図』大判錦絵2枚続、文政7・1824年）

図2：亀井斎の籠細工・酒呑童子（初代国貞画『江戸の花　籠細工』大判錦絵3枚続、文政2・1819年）

図1：早竹虎吉の曲芸「筑紫飛梅」（2代国貞画『大坂下り早竹虎吉　
西両国広小路に於興行仕候』大判錦絵竪2枚続、安政4・1857年）

図４：江戸の両国で見世物として興行された出
雲神事舞（国兼画『出雲国神事舞畧説　神事舞
之内折敷舞』大判錦絵、文政8・1825年）

※本エッセイ中の浮世絵４点は川添コレクションより。
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れ
た
、
と
い
う
。
喜
三
郎
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
浅
草
寺
開
帳
で
興
行
し
、
斎さ
い

藤と
う

月げ
っ

岑し
ん

は
「
喜
怒
哀
楽
の
情
態
を
う
つ
し
、
さ
な
が
ら
生
け
る
人
に
向
ふ
が
ご
と
し
」
と
記
し
、

浮
世
絵
「
当
世
見
立
生
人
形
四
十
八
曲
」（
歌う
た

川が
わ

芳よ
し

艶つ
や

画
、
さ
い
た
ま
市
蔵
）
が
興
行
全
体

を
総
覧
す
る
。
右
上
か
ら
全
二
〇
場
面
四
八
体
を
見
て
い
こ
う
。
①
乳
母
が
い
じ
わ
る
し
て
、

赤
子
に
見
知
ら
ぬ
老
人
を
見
せ
て
泣
か
せ
、
老
人
は
あ
わ
て
て
赤
子
を
あ
や
し
、
下
女
が

ポ
カ
ン
と
し
た
間
抜
け
面
、
②
く
し
ゃ
み
す
る
女
と
脈
を
取
る
医
者
、
③
大
掃
除
の
最
中

眼
に
入
っ
た
埃ほ
こ
り
を
取
る
、
④
風
呂
釜
に
火
を
吹
く
女
と
熱
湯
を
我
慢
す
る
男
、
⑤
中
年
女

が
縁
側
で
癇か
ん

癪し
ゃ
く
を
起
こ
し
、
あ
き
れ
て
い
る
若
い
女
、
⑥
糠ぬ
か

で
肌
を
手
入
す
る
人
気
遊
女

の
黛
ま
ゆ
ず
み、
楊よ
う

枝じ

を
使
う
遊
女
、
入
歯
を
取
っ
た
遣や

り
手
婆ば
ば

、
⑦
遊ゆ
う

廓か
く

座
敷
に
て
旦
那
、
遣

り
手
、
太
鼓
持
の
睨に
ら

め
っ
こ
（
顔が

ん

拳け
ん

）、
⑧
ぬ
っ
と
出
た
夜よ

鷹た
か

（
売
春
婦
）
に
肝
を
潰
し
て

酒
徳
利
を
落
と
す
男
、
⑨
三
人
三
様
上
戸
、
⑩
草
履
に
付
い
た
汚
物
を
嗅
ぐ
女
、
⑪
長
読

経
で
足
が
し
び
れ
て
立
て
な
い
僧
侶
、
隠
れ
笑
い
の
女
、
縁
側
で
待
遠
し
い
男
、
⑫
耳
を

か
く
女
、
帳
場
で
の
思
案
顔
、
⑬
義
太
夫
、
三
味
線
を
伴
奏
す
る
女
、
そ
れ
を
聞
く
盲
人
、

⑭
折せ
っ

檻か
ん

癖
の
内
儀
が
振
り
上
げ
た
長
煙
管
の
下
で
ち
ぢ
み
あ
が
る
丁で
っ

稚ち

、
⑮
夜
道
で
の
生

酔
い
侍
と
臆
病
な
供
連
、
⑯
千せ
ん

ヶが

寺じ

廻
り
巡
礼
で
く
た
び
れ
顔
の
男
女
、
⑰
髪
結
い
が
客

の
元
結
い
の
た
め
、
毛
先
を
口
で
引
き
、
客
の
眼
尻
が
吊つ

り
上
る
、
⑱
鳥
追
い
女
が
唄
を

歌
い
、
男
が
踊
り
、
罪
人
を
連
行
す
る
侍
が
見
入
る
、
⑲
召
使
い
女
を
連
れ
て
出
か
け
た

御ご

殿て
ん

女じ
ょ

中ち
ゅ
う
が
遠
眼
鏡
を
覗の
ぞ

く
、⑳
田
圃
で
の
情
事
、の
ろ
け
て
い
る
男
を
騙だ
ま

そ
う
と
す
る
女
。

作
品
に
は
武
士
に
対
す
る
風
刺
も
効
き
、
滑
稽
な
諧か
い

謔ぎ
ゃ
く

味
の
溢あ
ふ

れ
る
姿
、
面
白
い
表

情
や
動
き
を
追
い
求
め
、
誇
張
も
あ
ろ
う
が
細
部
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

名
も
無
き
人
び
と
の
日
常
の
様
子
を
象
る

ラ
イ
バ
ル
安や
す

本も
と

亀か
め

八は
ち

は
同
万
延
元
年
、
喜
三
郎
を
真
似

て
、
熊
本
本
妙
寺
の
加
藤
清
正
二
五
〇
回
忌
に
お
い
て
四
十

七
癖
生
人
形
を
興
行
し
た
。
し
か
し
、
大
木
氏
に
よ
る
と
、

喜
三
郎
独
得
の
人
肌
を
表
す
煉ね

り
と
胡
粉
の
顔
料
作
り
の

秘
法
の
方
が
、
亀
八
よ
り
も
一
日
の
長
が
あ
っ
た
と
い
う
。

従
来
、
生
人
形
と
は
伝
奇
伝
説
や
歴
史
的
事
件
の
場
面

を
仕
組
ん
だ
興
行
と
さ
れ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
、
職
業

の
、
生
身
の
老
若
男
女
の
日
常
生
活
を
象
っ
た
興
行
に
注
目

す
る
の
も
一
興
で
あ
ろ
う
。

①

②③

④⑤

⑥

⑦⑧

⑨⑩

⑪

⑫⑬

⑭

⑯

⑮

⑰

⑱

⑲⑳

人
間
ポ
ン
プ
と
そ
の
追
随
者

「
人
間
ポ
ン
プ
」。
こ
の
名
を
名
乗
り
、
碁
石
や
金
魚
や

硬
貨
を
飲
み
込
ん
で
吐
き
分
け
る
不
思
議
な
芸
を
演
じ

る
芸
人
が
、
少
な
く
と
も
三
人
い
た
。

昭
和
一
五
年
か
ら
一
六
年
に
か
け
て
芸
能
界
を
席せ
っ

捲け
ん

し

た
、
元
祖
人
間
ポ
ン
プ
・
有あ
り

光み
つ

伸の
ぶ

男お

（
一
九
一
七
―
二
〇

〇
五
）。
テ
レ
ビ
の
ビ
ッ
ク
リ
人
間
番
組
や
ド
ラ
マ
で
活

躍
し
た
園そ
の

部べ

志し

郎ろ
う

（
一
九
二
三
―
一
九
九
五
）。
そ
し
て
、

見
世
物
小
屋
の
舞
台
で
演
じ
続
け
た
安や
す

田だ

里さ
と

美み

（
一
九
二

三
―
一
九
九
五
）。

人
間
ポ
ン
プ
を
名
乗
ら
ず
と
も
、
同
様
の
芸
を
演
じ

た
芸
人
は
少
な
く
な
い
。「
人
間
ク
ジ
ラ
」「
胃
袋
魔
人
」

「
人
間
ゴ
ジ
ラ
」
な
ど
な
ど
。
芸
も
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
イ
ン

パ
ク
ト
が
強
い
せ
い
か
、
演
じ
た
芸
人

の
名
前
は
不
明
な
こ
と
も
多
い
。

四
万
十
川
支
流
で
水
死
し
た

「
人
間
タ
ン
ク
」

四
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
「
人
間
く
じ
ら
出
現
」
と
い

う
文
章
を
見
つ
け
た
。「
土
佐
お
も
し
ろ
人
間
行
状
記
」

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
で
、
読
売
新
聞
高
知
版
に
連
載
さ
れ

て
い
た
記
事
ら
し
い
。

記
事
に
よ
れ
ば
、昭
和
二
六
年
ご
ろ
、旧
西
土
佐
村
（
現

四
万
十
市
西
土
佐
）
の
公
会
堂
に
「
人
間
く
じ
ら
」
が
来
て
、

ガ
ラ
ス
や
ク
ギ
、
タ
マ
ゴ
を
飲
ん
で
、
そ
の
ま
ま
吐
き
出

す
芸
で
人
を
驚
か
せ
た
。
そ
の
後
、
人
間
く
じ

ら
は
村
の
浪
花
節
語
り
の
娘
と
一
緒
に
な
っ
た

が
、
川
で
溺
れ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。

翌
年
二
月
、
高
知
県
立
図
書
館
で
高
知
新

聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、

「〝
人
間
ポ
ン
プ
〞
水
死
」
と
い
う
記
事
を
発
見

し
た
。
昭
和
二
九
年
八
月
三
一
日
の
記
事
で
あ

る
。「
二
十
九
日
午
前
十
一
時
半
ご
ろ
住
所
不

定
芸
人
「
人
間
ポ
ン
プ
」
こ
と
松ま
つ

本も
と

清き
よ
し

氏
（
四

二
）
は
幡
多
郡
津
大
村
目
黒
川
端
へ
魚
を
獲
り

に
い
き
水
泳
中
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
心
臓
麻
痺
を

起
し
て
水
死
し
た
」
と
い
う
、
わ
ず
か
六
行
の
ベ
タ
記

事
だ
。

予
定
を
変
更
し
て
、
す
ぐ
に
旧
西
土
佐
村
に
向
か
っ

た
。
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
、
村
の
中
心
部
か
ら
四
万
十

川
の
支
流
を
さ
ら
に
奥
へ
分
け
入
っ
た
旧
津
大
村
で
、

あ
ち
こ
ち
尋
ね
た
す
え
に
、
夕
暮
れ
ど
き
に
た
ど
り
つ

い
た
小
さ
な
集
落
で
見
か
け
た
、
犬
を
連
れ
た
お
じ
い

さ
ん
が
、「
村
の
浪
花
節
語
り
の
娘
」
の
弟
だ
っ
た
。
し

か
も
、
目
の
前
を
流
れ
る
川
が
、
ま
さ
に
そ
の
事
故
の

現
場
だ
と
い
う
。

ご
自
宅
で
奥
さ
ん
も
ま
じ
え
て
う
か
が
っ
た
話
で
は
、

川
で
溺
れ
た
男
の
名
前
は
た
し
か
に
松
本
清
と
い
い
、

岐
阜
出
身
。
た
だ
し
、
人
間
く
じ
ら
で
も
人
間
ポ
ン
プ

で
も
な
く
、「
人
間
タ
ン
ク
」
を
名
乗
っ
て
い
た
。

人
間
タ
ン
ク
と
人
間
ポ
ン
プ
を
結
ぶ
糸

人
間
タ
ン
ク
・
松
本
は
、
金
魚
や
碁
石
を
飲
み
込
ん

万延元年（1860）、浅草奥山で興行された生人
形、浮世絵「当世見立生人形四十八曲」（4枚
続、本来横一列に並ぶ） さいたま市蔵

人間ポンプ・有光伸男公演ポスター　長崎県対馬市の映画
館での公演で使用　昭和30年代か　個人蔵

安田興行社　人間ポンプポスター　昭和40年代前半　個人蔵
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で
吐
き
出
し
た
り
、
電
球
を
飲
み
込
ん
で
胃
の
な
か
を

照
ら
し
出
し
た
り
す
る
芸
を
演
じ
た
。
サ
イ
コ
ロ
を
飲

み
込
ん
で
、
リ
ク
エ
ス
ト
ど
お
り
の
目
を
出
す
こ
と
も
で

き
た
。
浪
曲
の
幕
間
に
演
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ

の
見
事
さ
に
拍
手
が
鳴
り
止
ま
な
か
っ
た
。
普
段
で
も
、

値
段
ど
お
り
に
口
か
ら
硬
貨
を
出
し
て
買
い
も
の
を
し

た
り
、
飴あ
め

を
吐
き
出
し
て
子
ど
も
を
あ
や
し
た
り
し
た

と
い
う
。

松
本
が
溺
れ
死
ん
だ
の
は
、
酒
を
飲
ん
で
川
に
入
っ

た
た
め
だ
っ
た
。
死
後
は
ど
こ
か
の
大
き
な
病
院
が
解
剖

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
話
も
聞
い
た
が
、
連
絡

の
し
よ
う
も
な
く
、
葬
式
を
出
し
た
そ
う
だ
。
松
本
の

遺
骨
は
、
だ
か
ら
こ
の
集
落
の
墓
地
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

ひ
と
と
お
り
話
を
う
か
が
い
、
ぼ
ち
ぼ
ち
帰
ろ
う
か

と
腰
を
浮
か
せ
た
と
き
、
奥
さ
ん
が
人
間
タ
ン
ク
は
「
お

し
」
だ
っ
た
と
も
ら
し
た
。

「
お
し
」「
松
本
清
」「
岐
阜
出
身
」。
こ
の
瞬
間
、
わ
た

し
の
頭
の
な
か
で
三
つ
の
言
葉
が
つ
な
が
っ
た
。

岐
阜
県
大
垣
市
在
住
だ
っ
た
安
田
里
美
本
人
か
ら
、

人
間
ポ
ン
プ
の
基
本
を
教
え
て
も
ら
っ
た
、
い
わ
ば
師

匠
が
、三
重
県
を
本
拠
と
す
る
見
世
物
の
一
座
に
い
た「
お

し
の
人
」
で
、「
松
本
清
」
と
い
う
名
前
だ
っ
た
と
い
う

話
を
聞
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
だ
。

松
本
清
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
土
地
に
た
ど
り

つ
い
た
の
か
、
も
は
や
知
る
手
だ
て
は
な
い
。
し
か
し
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
た
め
に
足
し
げ
く
通
っ
た
安
田
里
美
の

自
宅
か
ら
高
知
の
山
中
ま
で
、
二
人
の
芸
人
を
結
ぶ
一
本

の
糸
が
た
し
か
に
見
え
た
瞬
間
だ
っ
た
。

ニ
セ
モ
ノ
の
意
義

二
〇
一
五
年
の
春
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
開
催

さ
れ
た
「
大
ニ
セ
モ
ノ
博
覧
会
」
で
は
、
古
今
東
西
の

さ
ま
ざ
ま
な
ニ
セ
モ
ノ
が
展
示
さ
れ
た
。
旧
家
に
残
さ

れ
た
ニ
セ
骨
董
品
か
ら
、
偽
造
酒
の
製
法
や
コ
ピ
ー
レ

コ
ー
ド
、
学
問
の
根
幹
を
揺
る
が
し
た
捏ね
つ

造ぞ
う

事
件
ま
で

紹
介
さ
れ
て
い
た
。
社
会
的
に
何
ら
か
の
価
値
を
有
す

る
も
の
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
セ
モ
ノ
が
生
み
出
さ
れ
て

き
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
た
だ
こ
の
展
示
の
趣
旨
の

ひ
と
つ
は
、
ニ
セ
モ
ノ
に
も
社
会
的
、
文
化
的
な
意
義
が

あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
博
物
館
の
複レ

プ

リ

カ

製
品
は
、
広

い
意
味
で
の
ニ
セ
モ
ノ
だ
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
代
わ
り
に

展
示
に
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
骨
董
品
や
書
画
な

ど
も
、
な
か
ば
ニ
セ
モ
ノ
と
知
り
つ
つ
、
社
会
関
係
を
切

り
結
ぶ
た
め
の
仕
掛
け
と
し
て
、
購
入
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
と
い
う
。

ミ
セ
モ
ノ
と
い
う
仕
掛
け

近
世
以
来
、
都
市
部
で
賑に
ぎ

わ
っ
た
ミ
セ
モ
ノ
は
、
一
見
、

本
物
ら
し
さ
を
ま
と
い
、
見
る
者
を
幻
惑
す
る
。
日
常

的
な
感
覚
を
撹か
く

乱ら
ん

し
、
常
識
的
な
判
断
を
揺
り
動
か
す
。

し
か
し
、
ミ
セ
モ
ノ
の
多
く
は
、
ど
こ
か
で
い
か
が
わ
し

さ
や
猥わ
い

雑ざ
つ

さ
を
ま
と
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
り
、
虚
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

構
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
、舞
台
や
装
置
の
そ
こ
こ
こ
に
見
え
隠
れ
す
る
。「
親

の
因
果
が
子
に
報
い
」
と
い
っ
た
口
上
や
、
蛇
女
、
牛
女
、

さ
ら
に
人
魚
な
ど
は
、
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
体
現

す
る
も
の
で
も
あ
る
。

む
し
ろ
ミ
セ
モ
ノ
は
、
ニ
セ
モ
ノ
的
な
側
面
を
垣か
い

間ま

見み

せ
る
こ
と
で
、
都
市
と
い
う
空
間
の
柔
軟
さ
、
融ゆ
う

通ず
う

無む

碍げ

さ
を
獲
得
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
こ
で
醸
成
さ

れ
る
眼ま
な

差ざ

し
は
、
見
世
物
小
屋
に
あ
ら
わ
れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
障
害
者
た
ち
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
確

か
に
歪い
び
つ
で
非
対
称
的
で
は
あ
る
が
、
非
日
常
の
片
隅
で

彼
ら
と
人
び
と
が
邂か
い

逅こ
う

す
る
場
と
し
て
、
見
世
物
小
屋

は
存
在
し
て
い
た
。
虚
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
構
の
皮
膜
を
通
す
こ
と
で
、
忌

避
さ
れ
た
現
実
へ
と
人
び
と
を
接
近
さ
せ
る
回
路
が
、

ミ
セ
モ
ノ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

好
奇
の
眼
差
し

ち
な
み
に
「
大
ニ
セ
モ
ノ
博
覧
会
」
の
目
玉
の
ひ
と
つ

が
、
人
魚
の
ミ
イ
ラ
で
あ
っ
た
（
写
真
1
）。
こ
れ
は
、

サ
ル
の
上
半
身
と
魚
（
今
回
は
鮭
）
を
継
ぎ
た
し
て
、
特

殊
な
溶
液
に
浸
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人

魚
は
、近
世
か
ら
盛
ん
に
制
作
さ
れ
、ミ
セ
モ
ノ
と
も
な
っ

て
い
た
（
写
真
2
）。
今
回
、
展
示
さ
れ
た
人
魚
は
、
伝

統
的
な
製
法
に
則
っ
て
制
作
さ
れ
た
、
本
物
の
ニ
セ
モ
ノ

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

さ
ら
に
ニ
セ
人
魚
は
、
遠
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
輸
出
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
彼
の
地
の
見
世
物
小
屋
で
紹
介

さ
れ
、
の
ち
に
は
博
物
館
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ

た
。
当
時
の
博
物
学
者
に
と
っ
て
、
極
東
の
地
、
日
本
は
、

人
魚
の
よ
う
な
摩ま

訶か

不ふ

思し

議ぎ

な
生
物
が
生
息
す
る
場
所

と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ミ
セ
モ
ノ
と
ニ
セ
モ
ノ

に
共
通
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
未
知
な
る
存
在
へ
の

好
奇
心
に
他
な
ら
な
い
。
現
代
の
見
世
物
小
屋
の
絵
看

板
に
も
、
そ
の
よ
う
な
眼
差
し
は
受
け
継
が
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
（
写
真
3
）。

ミ
セ
モ
ノ
と
ニ
セ
モ
ノ
へ
の
好
奇
の
眼
差
し
を
客
体
化

す
る
こ
と
で
、
人
は
自
分
た
ち
の
生
き
る
世
界
を
見
つ

め
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
博
物
館
の

遠
い
系
譜
に
も
あ
た
る
ミ
セ
モ
ノ
を
再
表
象
す
る
展
示

は
、
改
め
て
そ
の
文
化
的
な
役
割
を
体
感
す
る
仕
掛
け

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

川か
わ

村む
ら 

清き
よ

志し

　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
准
教
授

人間ポンプ・胃袋魔人公演ポスター
福岡市のストリップ劇場公演で使用
昭和30年代か　個人蔵

写真1：国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」の人魚展示風景

写真2：別府怪物館（現在は閉館）の人魚の絵葉書　個人蔵

写真3：絵看板　謎の人魚　志村静峯作　昭和30年代　個人蔵

※文中、今日では不適切と考えられる表現がありますが、筆者が話を聞いた人物の発言
として、時代背景やインタビューの状況、筆者の意図を尊重し、そのまま掲載します。 8   9    2016 年 9月号



○○してみました世界のフィールド

中
なか

川
がわ

 加
か

奈
な

子
こ

　
南アジア研究国立民族学博物館拠点 拠点研究員

ネパールで水牛肉を加工し、
売り、食する

一
日
密
着
取
材
へ

わ
た
し
は
、
カ
ト
マ
ン
ズ
に
お
い
て
カ
ー
ス
ト
に
基
づ
く
役
割
を
肉
売
り
と
す
る

カ
ド
ギ
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
の
調
査
を
し
て
い
る
。
カ
ト
マ
ン
ズ
の
肉
屋
の
店
頭
に
は
、

水
牛
、
ヤ
ギ
、
鶏
、
豚
の
肉
が
、
む
き
出
し
の
ま
ま
迫
力
あ
る
姿
で
並
ん
で
い
る
。
肉

は
早
朝
に
解
体
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
の
一
般
家
庭
に
は
冷
蔵
庫
が
そ
れ
ほ

ど
普
及
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
日
に
食
べ
る
分
だ
け
屠と

畜ち
く
す
る
方
針
が
徹
底
さ
れ
て

い
る
の
だ
。

鶏
、
ヤ
ギ
、
豚
の
屠
畜
解
体
は
店
先
で
見
せ
て
も
ら
え
る
が
、

水
牛
だ
け
は
「
朝
早
い
か
ら
」「
た
ま
に
暴
れ
て
あ
ぶ
な
い
か
ら
」

な
ど
の
理
由
で
断
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
調
査
に
興
味
を
も
っ

て
く
れ
た
カ
ド
ギ
の
友
人
が
「
う
ち
に
、
泊
り
が
け
で
見
学
に
来

た
ら
い
い
」
と
誘
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
友
人
は
二
〇
代
で
あ
っ
た

が
、
自
宅
の
一
階
部
分
で
お
こ
な
わ
れ
る
水
牛
の
屠
畜
を
、
危
険

だ
と
い
う
理
由
で
親
に
止
め
ら
れ
、
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
と
い

う
。
わ
た
し
の
見
学
を
き
っ
か
け
に
自
分
も
見
て
み
た
い
と
い
う
こ

と
で
、
店
主
で
あ
る
父
親
か
ら
一
日
密
着
取
材
す
る
許
可
を
得
た
。

屠
場
の
風
景

午
前
二
時
過
ぎ
ご
ろ
、
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
で
煌こ
う
こ
う々
と
照
ら
さ
れ
た
屠
場
で
解
体
作
業
が

始
ま
っ
た
。
こ
の
一
家
は
代
々
、水
牛
の
解
体
と
肉
売
を
稼
業
と
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、

毎
朝
五
頭
の
水
牛
が
解
体
さ
れ
る
。
従
業
員
は
一
〇
名
い
て
、
友
人
の
父
親
、
母
親
と

長
男
（
友
人
は
三
女
に
あ
た
る
）、
カ
ト
マ
ン
ズ
盆
地
外
出
身
の
カ
ド
ギ
三
名
、
ム
ス
リ

ム
一
名
、
チ
ェ
ッ
ト
リ
三
名
で
あ
る
。
カ
ー
ス
ト
が
上
位
の
チ
ェ
ッ
ト
リ
（
ク
シ
ャ
ト
リ

ヤ
の
ネ
パ
ー
ル
語
表
現
）
や
、
ム
ス
リ
ム
が
、
屠
場
で
と
も
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

解
体
作
業
は
手
際
よ
く
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
ハ
ン
マ
ー
で
眉
間
を
叩
き
、
気
絶

し
て
転
倒
し
た
水
牛
を
、
ム
ス
リ
ム
の
男
性
が
ハ
ラ
ー
ル
肉
と
す
る
た
め
に
首
か
ら
頭

部
を
切
り
落
と
し
て
放
血
す
る
。
続
い
て
、
ナ
イ
フ
で
腹
を
切
り
、
皮
を
開
く
。
そ
の

あ
と
の
作
業
は
す
べ
て
皮
の
上
で
お
こ
な
う
。
内
臓
を
取
り
出
し
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、

「朝いちばん早いのは……」という歌があるが、カトマンズで朝いち
ばん早いのは肉屋ではないだろうか。日付が変わってしばらく経っ
た早朝 2時、まだ真っ暗なうちから、彼らの 1日は始まる。

お祭りでの先触れ太鼓を叩くために整列したカドギの人びとと一緒に

ナ
イ
フ
を
ノ
ミ
に
も
ち
替
え
、
肉
を
骨
か
ら
切
り
は
が
し
て
い
く
。
チ
ェ
ッ
ト
リ
の
女

性
が
棒
を
使
っ
て
骨
か
ら
骨
髄
を
取
り
出
す
作
業
を
、
彼
女
の
息
子
で
あ
る
少
年
が
頭

部
の
解
体
を
、
母
親
と
長
男
が
腸
を
洗
う
作
業
を
担
う
。
こ
う
し
て
、
一
頭
の
水
牛
は
、

脳
、
目
、
舌
、
鼻
、
耳
、
肉
（
脾ひ

臓ぞ
う
、
肝
臓
含
む
）、
腎
臓
、
心
臓
、
食
道
、
肺
、
骨
髄
、

脂
肪
、
血
液
、
尾
、
皮
、
足
と
い
う
部
位
に
解
体
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
、
も
の
の
三
〇

分
で
あ
る
。

写
真
を
撮
り
ノ
ー
ト
を
と
っ
て
い
る
わ
た
し
と
興
味
深
そ
う
に
見
学
し
て
い
る
友
人

の
そ
ば
に
と
き
ど
き
母
親
が
き
て
、
こ
の
部
位
の
名
前
は
何
、
い
く
ら
で
売
れ
る
な
ど

解
説
し
て
く
れ
た
。
ナ
イ
フ
や
ノ
ミ
さ
ば
き
を
習
得
す
る
に
は
、
半
年
か
ら
一
年
は

か
か
る
と
い
う
。
ま
た
、
家
族
以
外
の
従
業
員
の
う
ち
五
名
は
地
方
出
身
の
大
学
生
で
、

早
朝
、
屠
場
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
あ
と
大
学
に
通
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

店
頭
で
帳
簿
を
つ
け
る

五
頭
の
解
体
作
業
が
終
わ
り
、
辺
り
が
明
る
く
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
二
頭
分
の

肉
を
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
カ
ト
マ
ン
ズ
中
心
部
に
位
置
す
る
母
親
の
実
家
一
階
部
分
に
あ

る
肉
屋
に
運
ぶ
。
残
り
の
一
頭
分
は
友
人
の
家
の
軒
先
に
あ
る
肉
屋
に
、
二
頭
分
の
肉

や
余
っ
た
臓
物
は
付
近
の
ロ
ー
カ
ル
食
堂
に
送
る
。

母
親
の
実
家
の
肉
屋
は
午
前
七
時
前
に
開
店
し
た
。
こ
の
店
で
は
、
長
男
が
店
番
を

務
め
る
。
長
男
が
客
の
要
望
に
応
じ
て
肉
を
切
り
わ
け
秤は
か
りに

乗
せ
、
わ
た
し
は
お
金
の

受
け
渡
し
と
帳
簿
に
顧
客
の
名
前
と
購
入
部
位
と
購
入
量
を
メ
モ
す
る
役
割
を
分
担
す

る
こ
と
に
な
っ
た
（
友
人
は
自
宅
で
昼
食
作
り
担
当
）。
長
男
は
「
兄
弟
」
と
互
い
に
よ

び
合
う
同
じ
カ
ド
ギ・カ
ー
ス
ト
の
人
び
と
に
は
一
割
引
で
肉
を
売
る
。「
兄
弟
」た
ち
は
、

肉
を
自
宅
や
道
端
の
店
で
転
売
し
て
、
そ
の
一
割
で
利
益
を
出
し
て
い
る
。
メ
モ
に
よ

る
と
、
そ
の
日
の
肉
は
カ
ド
ギ
の
「
兄
弟
」
が
転
売
目
的
で
六
件
計
一
三
〇
キ
ロ
、
中

国
人
を
含
む
レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
者
四
件
が
計
一〇
〇
キ
ロ
、
ム
ス
リ
ム
の
肉
屋
が
五
〇
キ

ロ
（「
兄
弟
」
と
同
様
に
一
割
引
で
販
売
）、
国
連
機
関
で
働
く
ア
メ
リ
カ
人
を
含
む
個

人
客
三
件
が
約
二
二
キ
ロ
と
い
う
具
合
に
買
わ
れ
て
い
っ
た
。
午
前
八
時
四
五
分
、
店

に
置
い
て
い
た
肉
が
売
り
切
れ
た
。

店
を
閉
め
、
友
人
の
家
に
戻
っ
て
昼
食
を
と
る
。
メ
ニ
ュ
ー
は
水
牛
の
ミ
ン
チ
入
り
の

ダ
ル
ス
ー
プ
、
水
牛
の
食
道
と
野
菜
の
カ
レ
ー
炒
め
、
漬
物
、
ご
飯
。
と
び
き
り
新
鮮

な
肉
で
で
き
た
昼
食
を
美
味
し
く
い
た
だ
い
た
。「
う
ち
に
と
っ
て
水
牛
は
野
菜
だ
よ
」

と
友
人
は
笑
う
。
し
ば
ら
く
午
睡
し
た
の
ち
、
今
度
は
夕
食
の
買
い
出
し
に
来
る
個

人
客
の
た
め
に
、
家
の
軒
先
に
あ
る
小
売
り
専
門
の
肉
屋
を
開
け
る
。
肉
を
売
り
切
り
、

店
じ
ま
い
を
す
る
の
が
午
後
七
時
ご
ろ
。
そ
の
後
、
夕
食
を
と
り
午
後
九
時
前
に
は
眠

り
に
つ
く
。
翌
日
の
朝
も
早
い
。

肉
屋
か
ら
み
え
る
ネ
パ
ー
ル

肉
屋
を
訪
れ
る
客
の
顔
ぶ
れ
は
多
様
で
あ
り
、
肉
を
め
ぐ
る
規
範
は
、
カ
ー
ス
ト
や

民
族
、
宗
教
を
超
え
て
日
々
更
新
さ
れ
て
い
る
。
代
々
肉
屋
を
や
っ
て
き
た
カ
ド
ギ
の

な
か
に
は
「
も
う
自
分
た
ち
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
仕
事
で
は
な
く
な
っ
た
」
と
違

う
仕
事
を
す
る
も
の
が
増
え
て
き
て
い
る
が
、
逆
に
も
と
も
と
肉
屋
で
は
な
い
カ
ド
ギ

の
な
か
で
「
ど
ん
な
と
き
で
も
肉
は
絶
対
に
売
れ
る
」
と
新
規
参
入
す
る
も
の
も
増
え

て
い
る
。
上
位
カ
ー
ス
ト
や
ム
ス
リ
ム
、中
国
人
な
ど
が
関
わ
る
肉
屋
の
日
々
の
営
み
に
、

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
ネ
パ
ー
ル
社
会
が
凝
縮
し
て
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

ネパール、カトマンズ

屠場で働く人びと。女性は腸を洗う役割を担う

水牛の肉屋。冷蔵庫を持つ店も増えてきた

水牛肉を使ったモモ（ネパール風蒸し餃子）
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特
別
展

「
見
世
物
大
博
覧
会
」

本
展
で
は
、
江
戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
大
い
に

流
行
し
、
現
代
に
至
る
ま
で
命
脈
を
保
っ
て
き
た
見

世
物
の
世
界
を
、
絵
看
板
、
錦
絵
、
一
式
飾
り
や
生

人
形（
い
き
に
ん
ぎ
ょ
う
）な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料

を
と
お
し
て
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

9
月
8
日（
木
）〜
11
月
29
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

展
示
イ
ベ
ン
ト

「
ハ
チ
ュ
カ
ル

―
ア
ル
メ
ニ
ア
の
十
字
架
石
碑

を
め
ぐ
る
物
語（
仮
）」

本
展
で
は
、
ハ
チ
ュ
カ
ル（
ア
ル
メ
ニ
ア
石
十
字
架
）

を
展
示
の
中
心
と
し
て
、
写
真
パ
ネ
ル
と
解
説
パ
ネ

ル
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
世
界
で
初
め
て
国
教
化

し
た
と
い
わ
れ
る
ア
ル
メ
ニ
ア
の
歴
史
と
文
化
を
紹

介
し
ま
す
。

会
期　

9
月
29
日（
木
）〜
10
月
11
日（
火
）（
予
定
）

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば（
予
定
）

み
ん
ぱ
く
映
画
会

第
34
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
禁
じ
ら
れ
た
歌
声
」

西
ア
フ
リ
カ
・
マ
リ
共
和
国
の
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
を
舞

台
に
し
た
注
目
作
。
過
酷
な
状
況
の
中
で
の
人
び
と

の
静
か
な
抵
抗
と
自
由
へ
の
叫
び
を
通
し
て
、
今
、

世
界
で
起
き
て
い
る
出
来
事
に
つ
い
て
考
え
た
い
と

思
い
ま
す
。

日
時　

9
月
22
日（
木
・
祝
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
2
階
観
覧

券
売
場
に
て
配
布

イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
す
い
た
で
み
ん
ぱ
く
フ
ェ
ア
開
催 

エ
キ
ス
ポ
シ
テ
ィ
の
イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
す
い
た
で
、

9
月
1
日（
木
）〜
10
月
31
日（
月
）ま
で
、
み
ん
ぱ
く

フ
ェ
ア
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
ミ
ニ
展
示
や
楽
器
の

体
験
、
参
加
型
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
企
画
な
ど
を
実
施
し

ま
す
。

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
」

※
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
）

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
×
Ｍ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ 

ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ

「
浜
村
淳
が
せ
ま
る
！ 

驚
き
と
幻
想
の
見
世
物
大
博
覧
会
」

タ
レ
ン
ト
の
浜
村
淳
さ
ん
と
Ｍ
Ｂ
Ｓ
の
若
手
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
を
お
招
き
し
、
笹
原
亮
二（
本
館 

教
授
）と

特
別
展「
見
世
物
大
博
覧
会
」の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

日
時　

9
月
10
日（
土
） 

14
時
15
分
〜
15
時
30
分

　
　
　
（
13
時
45
分
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
当
日
先
着
順（
当
日
は

無
料
観
覧
日
で
す
）

「
人
間
ポ
ン
プ 

安
田
里
美 

浅
草
木
馬
亭
公
演
」

上
映
会

日
時　

10
月
16
日（
日
） 

14
時
〜
16
時

　
　
　
（
13
時
30
分
開
場
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
90
名
）

司
会　

笹
原
亮
二（
本
館 

教
授
）

解
説　

鵜
飼
正
樹（
京
都
文
教
大
学 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
当
日
先
着
順

企
画
展

順
益
台
湾
原
住
民
博
物
館
所
蔵
・
学
生
創
作
ポ
ス
タ
ー
展

「
台
湾
原
住
民
族
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
」

学
生
た
ち
が
と
ら
え
た
原
住
民
族
の
イ
メ
ー
ジ
が
表

現
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
を
展
示
す
る
と
と
も
に
、
イ

メ
ー
ジ
と
む
す
び
つ
く
原
住
民
族
の
物
質
文
化
を
紹

介
し
ま
す
。

会
期　

10
月
4
日（
火
）ま
で

会
場　

企
画
展
示
場

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）　FAX 06-6878-3716
 http://www.senri-f.or.jp/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

友
の
会
講
演
会
（
大
阪
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
96
名
）

※
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示（
会
員
外
5
0
0
円
）

第
4
5
9
回　

10
月
1
日（
土
） 
13
時
30
分
〜
14
時
40
分

見
世
物
の
昭
和
・
平
成

―
人
間
ポ
ン
プ
・
安
田
里
美
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら

講
師　

鵜
飼
正
樹（
京
都
文
教
大
学 

教
授
）

忽
然
と
祭
り
の
場
に
現
れ
、
姿
を
消
す
見
世
物
小
屋
。
そ
の
中
で

見
せ
ら
れ
る
珍
奇
な
も
の
や
奇
想
天
外
な
演
目
。
見
世
物
は
、「
見

る
側
」に
い
る
私
た
ち
に
は〝
非
日
常
〞の
存
在
で
す
。
一
方
で
、

仮
設
興
行
の
ひ
と
つ
で
あ
る
見
世
物
は
、
短
期
間
に
多
く
の
集
客

を
図
る
た
め
、
演
目
に
工
夫
を
こ
ら
し
、
巧
み
な「
見
せ
る
」仕
掛

け
を
作
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
昭
和
と
平
成
を
生
き
た
見
世
物
小

屋
芸
人
・
安
田
里
美
の
生
涯
を
追
い
な
が
ら
、「
見
せ
る
側
」か
ら

み
た
見
世
物
興
行
の
実
態
に
迫
り
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
特
別
展
見
学
会
を
お
こ
な
い
ま
す（
会
員
外

要
観
覧
券
）。

第
4
6
0
回　

11
月
5
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
空
手
道
の
新
地
平

―
大
衆
文
化
に
さ
ぐ
る
中
東
の
い
ま

講
師　

相
島
葉
月（
本
館 

准
教
授
）

第
73
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

目
と
舌
で
知
る
ネ
パ
ー
ル

―
映
像
鑑
賞
と
国
民
食「
ダ
ー
ル・
バ
ー
ト
」
を
手
で
食
べ
る

9
月
30
日（
金
）、
要
事
前
申
込　
（
開
催
地
・
東
京
）

【
東
京
】連
続
講
座

「
素
顔
の
地
球
に
出
会
う

―
人
類
学
者
た
ち
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」

会
場　

モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
5
Ｆ
サ
ロ
ン

時
間　

各
回
と
も
に
13
時
30
分
〜
15
時
30
分　

※
要
事
前
申
込
、
会
員
証
提
示（
会
員
外
1
0
0
0
円
）

9
月
10
日（
土
） 

人
間
に
と
っ
て
ス
イ
カ
と
は
何
か

―
カ
ラ
ハ
リ
狩
猟
民
と
考
え
る

講
師　

池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

11
月
12
日（
土
） 

シ
ベ
リ
ア
で
生
命
の
暖
か
さ
を
感
じ
る

講
師　

佐
々
木
史
郎（
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
設
立
準
備
室 

主
幹
）

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
6
0
回
9
月
17
日（
土
）

軽
業
の
系
譜
と
民
俗
芸
能

―
特
別
展「
見
世
物
大
博
覧
会
」か
ら

講
師　

笹
原
亮
二（
本
館 

教
授
）

古
来
演
じ
ら
れ
て
き
た
軽
業
は
、
そ
の
後
田
楽
や
大
神
楽
に

引
き
継
が
れ
、
や
が
て
そ
れ
に
魅
了
さ
れ
た
各
地
の
人
び
と

が
自
ら
演
じ
、
民
俗
芸
能
と
し
て
伝
来
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
軽
業
の
系
譜
と
民
俗
芸
能
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
。

9
月
4
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
15
分

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

民
博
所
蔵「
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の 

来
歴
を
た
ど
る

話
者　

林
勲
男（
本
館 

准
教
授
）

9
月
25
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
15
分

本
館
展
示
場

（
東
南
ア
ジ
ア
横
休
憩
所
↓
中
国
地
域
の
文
化
展
示
場
）

宗
教
と
文
字
か
ら
見
た
中
国

―
中
国
展
示
の
ひ
と
つ
の
見
方

話
者　

横
山
廣
子（
本
館 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

刊行物紹介

■広瀬浩二郎 編著
『ひとが優しい博物館
―ユニバーサル・ミュージアムの新展開』
青弓社　2,000円 （税抜）

いま注目を集めるユニバーサル・ミュージアムとは何か、
その実践例にはどのようなも
のがあるのかを、力強いメッ
セージを込めて紹介する。
障害者差別解消法が施行され、
合理的配慮という考え方も広
まりつつある。そのような社会
背景も押さえながら、博物館か
ら私たちの生き方を変えよう
とする提言に満ちた一冊。

李翊慈「祝祭の石板―豊年祭」

【
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
2
0
1
6
連
携
事
業
】

巡
回
展

「
ワ
ン
ロ
ー
ド

―
現
代
ア
ボ
リ
ジ
ニ・
ア
ー
ト
の
世
界
」

会　

期　

9
月
19
日（
月
・
祝
）ま
で

主　

催　

香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

巡
回
展

「
イ
メ
ー
ジ
の
力

―
国
立
民
族
学
博
物
館

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」

会　

期　

10
月
8
日（
土
）〜
11
月
27
日（
日
）

主　

催　

香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
　
　
　

国
立
民
族
学
博
物
館

　
　
　
　

千
里
文
化
財
団

会　

場　

香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

休
館
日　

月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

共
催　

産
経
新
聞
社
、近
鉄
文
化
サ
ロ
ン
、ス
ペ
ー
ス
9

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
千
里
文
化
財
団

9
月
14
日（
水
）

音
楽
か
ら
イ
ン
ド
社
会
を
知
る

―
弟
子
と
調
査

者
の
は
ざ
ま

講
師　

寺
田
𠮷
孝（
本
館 

教
授
）

9
月
28
日（
水
）

大
地
の
民
に
学
ぶ

―
激
動
す
る
故
郷
、
中
国

講
師　

韓
敏（
本
館 

教
授
）

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

ウ
ェ
ー
ブ
産
経
カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
係

0
6
・
6
6
3
3
･
9
0
8
7

●
無
料
観
覧
日
・
休
館
日
の
お
知
ら
せ

9
月
10
日（
土
）、
9
月
11
日（
日
）及
び
9
月
19
日

（
月
・
祝
）は
、
本
館
展
示
と
特
別
展
を
無
料
で
観
覧

い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
11
日
と
19
日
は
自
然
文
化

園（
有
料
区
域
）を
通
行
さ
れ
る
場
合
、
入
園
料
が
必

要
で
す
。

※
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
。

●
み
ん
ぱ
く
無
料
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
無
料
送
迎
バ
ス
を
特
別
展「
見
世
物
大
博
覧
会
」会
期
中
に
運

行
し
ま
す
。

運
行
日　

9
月
8
日（
木
）〜
11
月
29
日（
火
）の
土
曜
・
日
曜
・
祝
日

　
　
　
　

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分

運
休
日　

11
月
3
日（
木
・
祝
）、
5
日（
土
）、
6
日（
日
）

※
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
。
詳
細
は
本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

大阪モノレール
万博記念公園駅発

時 国立民族学博物館
→万博記念公園駅

10  　　　　　　50

11  　　20

12  　　　 30

13  00　　 30

14  　 10　　 40

15  　 10　　 40

16  　　　 30

17  00

時 万博記念公園駅
→国立民族学博物館

10  06  　　36

11  06  　　36

12     　　　　46

13   　16  　　46

14    　　26 　　56

15  　　  26 　　56

16

17  

国立民族学博物館発

絵看板 軽業・足芸一座

継ぎ獅子（愛媛県今治市 多
伎神社）
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男
た
ち
の
怒
号

早
朝
、
ま
だ
朝
霧
の
漂
う
森
の
な
か
に
男
た
ち
の
怒

号
が
飛
び
交
う
。「
も
っ
と
近
づ
け
！　

近
づ
け
！
」「
今

だ
！　

叩
け
！　

叩
け
！　

叩
け
！
」。
巨
大
な
木
製

の
棍
棒
を
頭
上
に
か
か
げ
た
若
い
男
が
、
周
り
の
年
長

者
た
ち
の
指
示
を
受
け
な
が
ら
、
豚
の
眉
間
に
狙
い
を

さ
だ
め
る
。
棍
棒
が
勢
い
よ
く
振
り
お
ろ
さ
れ
、
体た
い

躯く

の
よ
い
豚
が
ド
サ
ッ
と
横
倒
れ
に
な
る
。
あ
た
り
か
ら

ど
っ
と
笑
い
声
が
沸
き
起
こ
る
や
い
な
や
、
男
た
ち
は

す
ば
や
く
次
の
作
業
に
と
り
か
か
る
。
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
の
ピ
ジ
ン
語
で
、
ム
ー
ム
ー
と
よ
ば
れ
る
石
蒸

し
地
炉
料
理
の
始
ま
り
だ
。「
早
く
こ
っ
ち
へ
持
っ
て

こ
い
！
」「
ま
だ
だ
！　

も
っ
と
背
中
側
を
焼
け
！
」。

血
気
盛
ん
な
男
た
ち
の
、
な
ん
と
も
豪
快
な
調
理
の
過

程
に
息
を
つ
く
暇
な
ど
な
い
。「
さ
あ
早
く
！　

次
！　

な
に
を
や
っ
て
る
ん
だ
！
」。

ム
ー
ム
ー
と
は
、
掘
っ
た
地
面
に
、
熱
し
た
石
を

敷
き
詰
め
て
、
そ
の
上
に
バ
ナ
ナ
の
葉
で
覆
っ
た
豚

肉
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、
バ
ナ
ナ
、
食
用
シ
ダ
、
葉
野
菜
な

ど
を
お
き
、
さ
ら
に
そ
の
上
か
ら
土
を
か
け
て
蒸
し
焼

き
に
す
る
料
理
で
あ
る
。
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
地

炉
（
ア
ー
ス
・
オ
ー
ブ
ン
）
の
な
か
は
、
焼
か
れ
た
石

の
蓄
熱
に
よ
っ
て
高
温
に
な
り
、
食
材
に
火
が
通
る
仕

組
み
だ
。
蒸
し
焼
き
に
す
る
た
め
に
食
材
に
は
水
を
振

り
か
け
る
。
ム
ー
ム
ー
は
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
伝

統
的
な
調
理
法
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
村
落
の
人
び
と
に

と
っ
て
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
観
光

客
に
も
提
供
さ
れ
て
い
る
。
素
材
の
旨
み
が
丸
ご
と
引

き
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
シ
ダ
の
葉
の
香
ば
し
い
香

パプアニューギニアの石蒸し地炉料理

ムームー

深
ふか

川
がわ

 宏
ひろ

樹
き

 　民博 機関研究員

娘
や
姉
妹
が
旅
立
つ
と
き

一
頭
か
ら
五
頭
以
上
の
豚
肉
を
調
理
す
る
大
規
模
な

ム
ー
ム
ー
は
、
大
き
な
穴
を
掘
る
作
業
か
ら
、
た
く
さ

ん
の
石
を
焼
く
薪た
き
ぎの

準
備
、
豚
の
屠と

畜ち
く

と
解
体
、
そ
し

て
食
材
を
う
ま
く
並
べ
て
バ
ナ
ナ
の
葉
で
覆
っ
て
土
を

か
け
る
作
業
ま
で
、
男
性
た
ち
が
協
働
す
る
力
仕
事
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
女
性
た
ち
も
豚
の
内
臓
を
川
で
洗

う
な
ど
、
調
理
過
程
で
一
定
の
役
割
を
果
た
す
。
だ
が
、

メ
イ
ン
は
や
は
り
屈
強
な
男
た
ち
で
あ
る
。
と
く
に
豚

を
上
手
に
解
体
で
き
る
か
否
か
は
、
一
人
前
の
男
性
の

指
標
で
も
あ
り
、若
い
男
は
我
先
に
と
、そ
の
役
を
か
っ

て
で
る
。

し
か
し
、
村
落
で
豚
肉
を
食
べ
ら
れ
る
機
会
は
、
一

年
の
な
か
で
も
、そ
う
多
く
は
な
い
。
例
え
ば
、ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
高
地
で
は
男
女
が
結
婚
す
る
際
に
、
男
性
の
親

族
か
ら
女
性
の
親
族
へ
と
婚
資
と
し
て
ム
ー
ム
ー
で
調

理
さ
れ
た
豚
肉
が
贈
ら
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
人
び
と

が
豚
肉
を
食
べ
ら
れ
る
数
少
な
い
機
会
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
豚
肉
の
ム
ー
ム
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
ハ
レ
の
料
理

ら
れ
、
味
を
区
別
で
き
た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
四
、五
種

類
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
サ
ツ
マ
イ
モ
の
味
の
違
い
を
楽

し
む
の
も
ま
た
一
興
で
は
あ
る
も
の
の
、
脂
の
た
っ
ぷ

り
の
っ
た
肉
の
味
が
恋
し
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
豚
肉
を
使
っ
た
ム
ー
ム
ー
料
理
は
わ
た
し
は

も
と
よ
り
、
人
び
と
に
と
っ
て
も
ま
た
と
な
い
御ご

馳ち

走そ
う

と
な
っ
て
い
る
。

り
が
つ
い
た
豚
肉
は
絶
品
で
あ
り
、
サ
ツ
マ
イ
モ
に
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
で
き
た「
お
焦
げ
」も
捨
て
が
た
い
。
ま
た
、

豚
の
脂
が
浸
み
込
ん
だ
葉
野
菜
は
、
い
つ
も
と
違
っ
た

味
わ
い
を
醸
し
出
す
。

豚
肉
は
御
馳
走

わ
た
し
の
暮
ら
し
た
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
は
、
わ
り

と
淡
泊
な
味
の
サ
ツ
マ
イ
モ
が
主
食
で
あ
り
、
日
本
と

比
べ
る
と
、
食
生
活
は
単
調
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
タ

ロ
イ
モ
に
ヤ
ム
イ
モ
、
各
種
の
豆
や
葉
野
菜
、
カ
ボ

チ
ャ
、
バ
ナ
ナ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
な
ど

多
彩
な
食
材
が
あ
る
の
だ
が
、
食
卓
に
の
ぼ
る
の
は
サ

ツ
マ
イ
モ
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
村
の
人
た
ち
は

二
〇
種
類
以
上
も
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
識
別
で
き
、
ま
た

そ
の
味
を
区
別
で
き
る
よ
う
だ
が
、
わ
た
し
が
見
分
け

で
あ
る
と
同
時
に
、
特
に
花
嫁
の
両
親
や
兄
弟
に
と
っ

て
は
娘
や
姉
妹
が
嫁
い
で
い
く
、
そ
の
日
に
食
べ
る
も

の
で
も
あ
る
。
そ
れ
ま
で
毎
日
一
緒
に
暮
ら
し
、
そ
ん

な
生
活
が
い
つ
ま
で
も
続
く
気
が
し
て
い
て
も
、
娘
や

姉
妹
は
い
ず
れ
離
れ
る
と
き
が
く
る
。
と
も
に
過
ご
し

た
日
々
を
想
い
な
が
ら
、
豚
肉
の
味
に
嬉う
れ

し
涙
が
一
筋

流
れ
る
。
家
族
み
ん
な
で
豚
肉
に
か
ぶ
り
つ
く
間
に
、

ふ
と
お
と
ず
れ
る
沈
黙
に
、
そ
ん
な
気
持
ち
が
ム
ー

ム
ー
料
理
の
隠
し
味
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

そ
う
思
う
こ
と
が
あ
る
。

豚肉　　　　　　      1kg

サツマイモ　　　　　3kg

調理用バナナ　        10本

キャベツ　　              1玉

ゼンマイ　　　　　  大量

バナナの葉　　  10枚ほど

ムームー（一般家庭用、４人分）

家庭用の鶏肉ムームー料理。娘の誕生日を記念し
て。人びとが比較的よく食べるのは、豚肉よりも鶏
肉、羊肉。しかし、それらの肉を手に入れるのは難
しい。そのため、豚肉には劣るが、鶏肉や羊肉も滅
多に食べられない御馳走である

解体前の豚

地炉にバナナの葉を敷き、食材を並べたところ。既に蒸気が立
ち込める

ムームーされた豚肉が広場に並べられ、夫方から妻方の親族に贈与される

① 庭に直径 50～ 70cm、深さ20～ 30cmほどの穴
を掘る。

② サツマイモと調理用バナナの皮をむく。食材を適当
な大きさに切る。

③  薪を燃やして（あるいはガスコンロやオーブンで）、
こぶし大の石を10個ほど熱する。そして、熱くなっ
た石を穴のなかに敷き詰める。

④ 石の上に、バナナの葉を何枚も重ねながら並べ、そ
の上に食材を敷き詰めてゆく。

⑤ 食材に水を振りかけ、バナナの葉で上から覆い、土
をかけて蒸し焼きにする。

⑥ 4、5時間たったら、土を除き、バナナの葉を取り払っ
て、新しいバナナの葉の上に食材を並べれば、完成。

14   15    2016 年 9月号



消
さ
れ
る
声

―
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
独
立
運
動
の
な
か
の

人
間
の
塔

岩い
わ

瀬せ 

裕ゆ
う

子こ 

　
首
都
大
学
東
京
大
学
院 

博
士
後
期
課
程

強
ま
る
独
立
運
動
の
象
徴

近
年
、
地
中
海
に
面
す
る
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
州
で
は
ス
ペ
イ
ン
政
府
か

ら
独
立
し
よ
う
と
す
る
機
運
が
高

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
一

際
、
象
徴
的
に
政
治
利
用
さ
れ
て
い

る
の
が
人
間
の
塔
で
あ
る
。
人
間
の

塔
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
お
祭
り
な

ど
に
登
場
し
て
く
る
伝
統
芸
能
の
ひ

と
つ
で
、
ひ
と
が
ひ
と
の
肩
の
上
に

の
ぼ
り
作
ら
れ
る
。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

語
で
は
、
城
を
意
味
す
る
カ
ス
テ
イ

ス
（Castells

）
と
よ
ば
れ
、
通
常
六

段
以
上
の
塔
を
指
す
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
紙

汗
を
流
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、
小

さ
な
お
祭
り
を
含
め
る
と
、
ほ
ぼ
一

年
中
、
各
市
町
村
の
広
場
な
ど
で
人

間
の
塔
を
目
に
で
き
る
。

公
式
的
な
お
墨
付
き

そ
の
人
間
の
塔
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無

形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
が

二
〇
一
〇
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。

ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
と
「
人
間
の
塔
は

文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
欠
か

す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
カ

タ
ル
ー
ニ
ャ
の
人
び
と
に
認
識
さ
れ

て
い
る
」
と
し
、
二
〇
〇
年
以
上
に

わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
そ
の
継

続
性
を
評
価
し
つ
つ
、
人
間
の
塔
が

「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
」
の
文
化
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。し
か
し「
文

化
的
借
り
物
か
ら
二
一
世
紀
の

世
界
遺
産
へ
」
と
題
さ
れ
た
論

稿
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も

人
間
の
塔
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

州
の
南
で
み
ら
れ
た
「
バ
レ
ン

シ
ア
人
た
ち
の
踊
り
」
に
起
源

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

踊
り
は
、
踊
り
の
最
後
に
小
さ

な
塔
を
つ
く
る
が
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

州
に
伝
わ
っ
て
か
ら
は
そ
の
塔
の
部

分
だ
け
が
残
り
、
現
在
の
よ
う
に
高

さ
を
求
め
る
人
間
の
塔
へ
と
分
化
し

て
い
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
バ
レ

ン
シ
ア
州
と
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
州
の
混

成
文
化
で
あ
る
人
間
の
塔
が
、
ユ
ネ

ス
コ
に
よ
る
お
墨
付
き
に
よ
り
公
式

的
に「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
伝
統
文
化
」

と
し
て
保
護
が
不
可
欠
な
遺
産
へ
と

位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

独
立
に
賛
成
？ 

反
対
？

人
間
の
塔
の
専
門
雑
誌
は
、
こ
れ

ま
で
政
治
か
ら
距
離
を
置
い
て
き
た

コ
リ
ャ
が
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
州
の
独
立

を
支
持
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
近
年
、
人

間
の
塔
の
露
出
は
確
実
に
増
え
て
い

る
。
独
立
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票

の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
に
出

掛
け
て
取
材
を
受
け
た
り
、
独
立
を

訴
え
る
デ
モ
に
駆
り
出
さ
れ
て
大
勢

の
前
で
塔
を
作
っ
た
り
と
、
人
間
の

塔
を
広
め
た
い
も
の
に
と
っ
て
独
立

運
動
は
格
好
の
場
と
な
る
。
逆
に
、

独
立
運
動
に
関
心
が
な
く
て
も
迫
力

あ
る
人
間
の
塔
を
見
よ
う
と
大
観
衆

が
埋
め
尽
く
す
広
場
は
、
独
立
を
進

め
る
も
の
に
と
っ
て
絶
好
の
場
と
な

る
。
人
間
の
塔
が
あ
る
と
こ
ろ
に
必

ず
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
国
旗
が
あ
る
。
ど

こ
か
ら
と
も
な
く
「
独
立
」
コ
ー
ル

が
沸
く
。
こ
う
し
て
無
意
識
の
う
ち

に
目
に
す
る
風
景
や
音
、
熱
狂
や
汗

と
い
っ
た
記
憶
と
と
も
に
、
わ
た
し

た
ち
は
「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
」
を
創
り

上
げ
、
そ
こ
に
「
独
立
の
象
徴
」
と

し
て
の
人
間
の
塔
を
重
ね
て
い
く
。

落
下
し
ま
い
と
必
死
に
こ
ら
え
る
塔

に
は
、
独
立
の
是
非
に
関
係
な
く
、

た
だ
単
に
人
間
の
塔
が
居
心
地
の
よ

い
場
だ
か
ら
と
い
う
も
の
が
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
。　

グ
ル
ー
プ
が
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
あ
り

（
養
成
中
の
コ
リ
ャ
含
む
）
そ
の
数

は
年
々
、
増
加
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
コ
リ
ャ
は
専
用
の
練

習
場
を
も
ち
、
週
二
〜
三
回
の
練
習

を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
週
末
に
開
か

れ
る
各
市
町
村
の
お
祭
り
や
、
二
年

に
一
度
、
共
通
の
ル
ー
ル
を
も
と
に

勝
者
を
決
め
る
競
技
会
な
ど
に
参
加

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
高
さ
よ
り

も
メ
ン
バ
ー
の
親
睦
を
お
も
な
目
的

に
置
い
て
い
る
コ
リ
ャ
も
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
前
の
年
よ
り
は
少
し
で
も

高
く
、
ま
た
そ
の
コ
リ
ャ
の
歴
史
の

な
か
で
、
ま
だ
打
ち
立
て
た
こ
と
の

な
い
新
し
い
塔
に
挑
戦
し
よ
う
と
、

高
く
な
る
塔

そ
の
人
間
の
塔
が
、
独
立
運
動
の

高
ま
り
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
高

く
な
り
続
け
て
い
る
。
現
在
の
最
高

は
一
〇
段
、
高
さ
は
一
五
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
。
塔
の
上
に
の
ぼ
る
小
さ

ス
ペ
イ
ン
・
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
州
で
二
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
人
間
の
塔
。

遺
産
の
政
治
利
用
が
高
ま
る
一
方
で
、
そ
こ
か
ら
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
と
は
？

（
二
〇
一
四
年
一
一
月
七
日
付
け
電

子
版
）
は
「
み
ん
な
の
力
で
ひ
と
つ

の
塔
を
つ
く
る
」
と
い
う
そ
の
過
程

が
「
み
ん
な
の
力
で
ひ
と
つ
の
国
を

つ
く
る
」
と
い
う
独
立
に
向
け
て
の

過
程
と
重
な
る
と
し
て
、
人
間
の
塔

を
独
立
運
動
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
報

じ
た
。
世
界
的
ビ
ッ
グ
ク
ラ
ブ
で
あ

る
Ｆ
Ｃ
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
ス
タ
ジ
ア
ム

で
お
こ
な
わ
れ
た
「
自
由
の
た
め
の

コ
ン
サ
ー
ト
（
二
〇
一
二
年
）」
や

九
月
一
一
日
の
「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の

日
」
に
開
か
れ
る
デ
モ
に
お
い
て
も
、

人
間
の
塔
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
文
化
を

担
っ
て
登
場
し
て
い
る
。

スペイン

カタルーニャ州

バレンシア州

な
子
ど
も
か
ら
、
そ
の
道
五
〇
年
近

い
白
髪
の
ベ
テ
ラ
ン
ま
で
老
若
男
女

が
力
を
あ
わ
せ
て
、
ひ
と
つ
の
塔
を

つ
く
る
。
二
〇
一
六
年
五
月
末
日
現

在
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
州
に
は
コ
リ
ャ

（Colla

）
と
よ
ば
れ
る
人
間
の
塔
の

競技会を前にしたコリャの練習場

１段あたり４人の合計９段の人間の塔。落下を防ぐ
ために下から２段は複数人の支えに囲まれている。
上から３段目までは、ヘルメットを着用した子ども
が乗ることが多く、２人の段の上に１人がしゃがみ、
さらに１人乗っている

人間の塔の起源とされる「バレンシア
人たちの踊り」。Almirall, Josep 2011 
Castells, Triangle Postals SL, Menorca. 
p237より
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「
日
曜
洋
裁
」
と
し
て
の
服
づ
く
り

行ぎ
ょ
う
じ司

千ち

絵え

さ
ん
の
服
を
初
め
て
見
た
の
は
、
小

説
家
い
し
い
し
ん
じ
さ
ん
の
サ
ル
エ
ル
パ
ン
ツ

だ
っ
た
。
画
家
・
猪い
の

熊く
ま

弦げ
ん

一い
ち

郎ろ
う

の
絵
柄
の
風
呂
敷

を
使
っ
た
、
目
に
楽
し
い
パ
ン
ツ
。
片
足
だ
け
柄

に
な
っ
て
い
て
、
遊
び
心
が
あ
り
つ
つ
凝
っ
て
い

る
。
何
よ
り
、い
し
い
さ
ん
に
よ
く
似
合
っ
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
手
づ
く
り
の
味
わ
い

と
、
着
る
ひ
と
に
し
っ
く
り
な
じ
む
感
じ
が
と
て

も
新
鮮
だ
っ
た
の
だ
。

行
司
さ
ん
は
あ
く
ま
で
趣
味
と
し
て
、
独
特
の

服
づ
く
り
を
す
る
ひ
と
だ
。
奈
良
に
住
み
、
京
都

の
新
聞
社
で
働
き
な
が
ら
、
週
末
に
な
る
と
押
入

れ
か
ら
ミ
シ
ン
を
出
し
て
き
て
、
服
を
作
る
。
幼

い
こ
ろ
か
ら
手
芸
は
好
き
だ
っ
た
が
、洋
裁
を
習
っ

た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
行
司
さ
ん
い
わ
く
「
日

曜
大
工
」
な
ら
ぬ
「
日
曜
洋
裁
」
で
あ
る
。

そ
の
ひ
と
ら
し
さ
を
引
き
出
す
服
づ
く
り
だ
。
だ

か
ら
こ
そ
、
知
っ
て
い
る
ひ
と
に
し
か
作
ら
な
い

し
、
作
れ
な
い
。
そ
し
て
、
ふ
た
つ
と
同
じ
も
の

も
な
い
。
家
の
ご
は
ん
は
家
族
の
好
み
や
体
調
な

ど
を
考
え
て
味
を
か
げ
ん
す
る
よ
う
に
、「
お
う

ち
の
ふ
く
」
も
着
る
ひ
と
あ
り
き
な
の
で
あ
る
。

着
る
ひ
と
が
紡
ぐ
、 

豊
か
な
「
ふ
だ
ん
」
の
物
語

行
司
さ
ん
の
服
は
口
づ
て
で
評
判
と
な
り
、
京

都
や
東
京
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
展
覧
会
が
開
か
れ
る

よ
う
に
も
な
っ
た
。
作
っ
た
ひ
と
に
声
を
か
け
、

集
め
た
服
を
展
示
し
た
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
着
る

ひ
と
の
時
間
が
服
を
育
て
た
と
感
じ
ら
れ
る
も
の

だ
っ
た
。
行
司
さ
ん
自
身
も
、
作
っ
た
記
憶
は
手

や
頭
に
残
っ
て
い
て
も
「
自
分
の
服
」
と
は
思
わ

な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
ひ
と
を
思
っ
て
作
っ
た

物
語
の
あ
る
服
は
、
着
る
ひ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら

た
な
物
語
が
紡
が
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

て
い
る
の
に
、
行
司
さ
ん
は
服
を
作
っ
て
収
入
を

得
た
り
、
ブ
ラ
ン
ド
を
始
め
る
つ
も
り
は
な
い
。

自
身
の
服
づ
く
り
に
対
す
る
立
ち
位
置
を
、
ぶ
れ

る
こ
と
な
く
貫
い
て
い
る
。

「
お
う
ち
の
ご
は
ん
」
の
感
覚
で
、
服
を
作
る

行
司
さ
ん
は
自
分
の
服
を
「
お
う
ち
の
ふ
く
」

と
い
う
。
家
の
ご
は
ん
を
作
る
感
覚
で
、
相
手
の

喜
ぶ
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
す
る
素
朴
な
手
し
ご
と
、

と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

着
る
ひ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
服
づ
く
り
は
オ
ー

ダ
ー
メ
イ
ド
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
う
で
は

な
い
。
行
司
さ
ん
の
場
合
、
ア
イ
テ
ム
の
希
望
や

好
み
の
色
、
着
丈
な
ど
の
リ
ク
エ
ス
ト
は
聞
く
も

の
の
、
そ
こ
か
ら
は
す
べ
て
任
せ
て
も
ら
う
。
作

る
前
に
採
寸
は
す
る
が
、
途
中
の
試
着
や
調
整
な

ど
も
お
こ
な
わ
な
い
。

そ
れ
は
、「
プ
ロ
で
は
な
い
」
自
分
が
、
誰
か
に

服
を
作
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
て
行
き

着
い
た
や
り
か
た
だ
っ
た
。
制
作
半
ば
で
や
り
と

り
す
る
と
、
こ
う
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
ぶ
れ

て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
一
切
を
任
せ
て
も
ら
う
な

か
で
、
そ
の
ひ
と
の
ふ
だ
ん
の
ス
タ
イ
ル
や
好
み

を
考
え
、
似
合
う
服
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
か
た
ち

に
す
る
。
そ
う
し
て
相
手
を
思
い
な
が
ら
、
自
分

が
好
き
で
な
い
も
の
は
作
ら
な
い
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
、
言
わ
れ
た
と
お
り
に
作
る

の
で
も
、
自
己
表
現
の
た
め
の
制
作
と
も
違
う
、

一
〇
年
ほ
ど
前
、
三
〇
代
半
ば
で
自
分
の
服
を

作
り
は
じ
め
て
か
ら
、
自
身
の
お
母
さ
ん
、
さ
ら

に
は
友
人
知
人
の
服
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
数

で
い
う
と
延
べ
六
〇
人
、
一
五
〇
着
以
上
。
行
司

さ
ん
自
身
の
服
を
入
れ
た
ら
、
二
三
〇
着
を
超
え

て
い
る
。
今
で
は
コ
ー
ト
の
よ
う
な
ア
ウ
タ
ー
や

革
の
ア
イ
テ
ム
な
ど
、
高
度
な
技
術
が
必
要
な
も

の
も
手
が
け
る
。

こ
れ
だ
け
時
間
と
手
間
を
か
け
、
腕
前
も
上
げ

行
司
さ
ん
の
「
お
う
ち
の
ふ
く
」
の
よ
う
に
、

家
族
や
親
し
い
ひ
と
に
服
を
作
る
こ
と
は
、
一
九

七
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
は
ご
く
一
般
的
だ
っ
た
。
し

か
し
、
既
製
服
を
買
う
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
か
ら
は
、「
手
づ
く
り
」
は
日
常
か
ら

遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
た
こ
ろ

か
ら
、
若
い
世
代
を
中
心
に
雑
貨
や
服
を
作
っ
た

り
、
リ
メ
イ
ク
す
る
こ
と
が
も
て
は
や
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
各
地
の
ク
ラ
フ
ト
フ
ェ
ア
で
の
出

展
も
多
い
し
、
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
の
品
を
扱
う
サ
イ

ト
な
ど
も
人
気
が
あ
る
。
そ
れ
は
若
い
世
代
の
新

鮮
な
体
験
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己
表
現
や
自
己

実
現
の
要
素
も
大
き
い
よ
う
に
思
え
る
。

行
司
さ
ん
の
服
づ
く
り
は
、
そ
の
流
れ
と
は
一

線
を
画
し
、
か
つ
て
の
生
活
の
手
し
ご
と
に
つ
ら

な
っ
て
い
る
。
家
の
ご
は
ん
を
作
る
よ
う
に
、
着

る
も
の
も
作
る
。
プ
ロ
が
手
が
け
る
完
璧
さ
と
は

異
な
る
、
飽
き
の
こ
な
い
ふ
だ
ん
の
服
。
そ
れ
は
、

作
り
手
の
思
い
が
こ
も
り
、
着
る
側

が
自
ら
に
な
じ
ま
せ
て
い
く
進
行
形

の
か
た
ち
で
あ
り
、
も
の
づ
く
り
の
根

本
的
な
あ
り
よ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
身
近
な
ひ
と
を
思
う
手
し
ご
と

は
、
ひ
と
の
生
活
や
あ
り
よ
う
を
息

づ
か
せ
、
じ
わ
じ
わ
と
変
え
て
し
ま

う
、
そ
ん
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら

た
め
て
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
。

大
量
生
産
さ
れ
た
既
製
服
が
あ
ふ
る
れ
る
現
在
。
手
づ
く
り
の
普
段
着
を
作

る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

行
司
千
絵
さ
ん
の
服
づ
く
り
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
答
え
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

物
語
る
服
、服
の
物
語
―
行
司
千
絵
の
手
し
ご
と

村む
ら

松ま
つ 

美み

賀か

子こ

京
都
造
形
芸
術
大
学
准
教
授

手芸考

行司千絵さん。自作のカーテン生地のブラウスを着て「日曜洋裁」する

お母さん。行司さんの服を着ることで「自分らし
さ」をより考えるようになった

黒の好きな友人・山下賢二さんには、黒のダッフル

※写真はすべて京都造形芸術大学Webマガジン「アネモメトリ」より転載。撮影・森川涼一
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ながなんぢゃ

消えゆく名前？―バリ島の名付けと少子化

What’s in a name? 吉
よし

田
だ

 ゆか子
こ

バ
リ
島
民
の
約
八
割
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る
が
、
彼
ら
の

名
前
は
多
く
の
場
合
、
敬
称
や
称
号
、
出
生
順
の
名
前
、
そ
し
て

個
人
名
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
出
生
順
の
名
前
と
は
、
子
ど
も
が
生

ま
れ
た
順
に
ワ
ヤ
ン
、
マ
デ
、
ニ
ョ
マ
ン
、
ク
ト
ゥ
ッ
ト
と
付
け

る
も
の
で
、
五
番
目
は
ま
た
ワ
ヤ
ン
に
戻
る
。「
戻
る
」
と
い
う
意

味
の
「
バ
リ
ッ
ク
」
を
く
わ
え
、
ワ
ヤ
ン
・
バ
リ
ッ
ク
と
す
る
の

で
あ
る
。
昨
年
民
博
で
お
こ
な
わ
れ
た
バ
リ
島
仮
面
舞
踊
劇
公
演

「
息
づ
く
仮
面
」
に
は
、
バ
リ
人
舞
踊
家
イ
・
ク
ト
ゥ
ッ
ト
・
コ
デ
ィ

氏
と
イ
・
マ
デ
・
マ
ハ
ル
デ
ィ
カ
氏
が
出
演
し
た
が
、
彼
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
第
四
子
と
第
二
子
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
最
初
の
「
イ
」

は
男
性
に
付
く
敬
称
で
、
女
性
の
場
合
は
「
ニ
」
が
付
く
。
ワ
ヤ

ン
の
代
わ
り
に
プ
ト
ゥ
や
グ
デ
、
マ
デ
の
代
わ
り
に
カ
デ
ッ
や
ヌ

ン
ガ
、
ニ
ョ
マ
ン
の
代
わ
り
に
コ
マ
ン
の
名
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
限
ら
れ
た
名
前
が
繰
り
返
し
使
わ

れ
、
や
た
ら
と
同
名
が
多
く
な
る
。

こ
れ
ら
の
名
前
は
、
覚
え
や
す
い
が
や
や
こ
し
い
。
調
査
で
は

多
く
の
人
に
出
会
う
が
、
特
に
バ
リ
に
通
い
始
め
の
こ
ろ
、
バ
リ

人
の
顔
の
見
分
け
が
付
か
ず
よ
く
混
乱
し
た
。
宿
で
働
く
二
人
の

青
年
が
と
も
に
ワ
ヤ
ン
さ
ん
だ
っ
た
た
め
、
し
ば
ら
く
同
一
人
物

と
思
い
こ
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

出
生
順
の
名
前
に
加
え
個
人
名
も
付
く
。
先
述
の
イ
・
ク
ト
ゥ
ッ

ト
・
コ
デ
ィ
氏
の
場
合
「
コ
デ
ィ
」
が
個
人
名
だ
。
個
人
名
で
人
を

よ
び
わ
け
れ
ば
混
乱
も
避
け
ら
れ
る
が
、（
特
に
成
人
の
場
合
）
あ

ま
り
呼
び
名
に
用
い
ら
れ
な
い
。
昔
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
成
人
や
死

者
を
個
人
名
で
よ
ぶ
の
は
無
礼
な
こ
と
だ
っ
た
。
現
在
は
個
人
名
で

よ
ぶ
場
面
も
無
く
は
な
い
が
、
○
○
村
の
ワ
ヤ
ン
な
ど
と
地
名
で
区

別
し
た
り
、
あ
だ
名
で
よ
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
多
い
。
子
や
孫
の
個

人
名
を
使
っ
て
、○
○
の
父
、○
○
の
祖
父
な
ど
と
よ
ぶ
地
域
も
あ
る
。

な
お
、
バ
リ
に
は
カ
ス
タ
と
よ
ば
れ
る
、
カ
ー
ス
ト
に
似
た
身

分
制
度
が
あ
り
、
平
民
以
外
の
上
位
階
級
出
身
者
に
は
、
先
述
の

イ
や
二
の
敬
称
に
代
え
て
階
級
を
あ
ら
わ
す
称
号
が
付
く
。
彼
ら

は
、
称
号
だ
け
か
、
称
号
＋
出
生
順
の
名
前
で
よ
ば
れ
る
こ
と
が

多
く
、
ま
す
ま
す
個
人
名
の
使
用
は
稀
と
な
る
。
子
が
生
ま
れ
る

と
「
お
父
様
」
や
「
お
母
様
」
と
い
う
意
味
の
敬
称
も
加
わ
る
。

他
の
研
究
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
バ
リ
の
呼
び
名
で
は
、
カ
ス

タ
上
の
地
位
や
、（
父
や
祖
父
と
い
っ
た
）
社
会
的
役
割
を
示
す

こ
と
が
優
先
さ
れ
、
個
人
を
よ
び
わ
け
る
こ
と
や
、
個
人
の
個
性

を
表
現
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
の
バ
リ
は
急
速
に
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
。

わ
た
し
が
下
宿
し
た
家
の
主
人
は
、
六
人
き
ょ
う
だ
い
だ
っ
た
が
、

そ
の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
は
み
な
二
～
三
人
の
子
ど
も
し
か
も
う
け

な
か
っ
た
。
政
府
は
人
口
抑
制
の
た
め
に
子
ど
も
を
二
人
ま
で
と

す
る
家
族
計
画
を
推
進
し
て
お
り
、
ま
た
近
年
の
養
育
費
の
高
騰

か
ら
、
子
ど
も
を
多
く
も
て
な
い
夫
婦
も
い
る
。
結
果
、
ワ
ヤ
ン

と
マ
デ
だ
け
と
い
う
き
ょ
う
だ
い
が
増
え
た
。
こ
の
ま
ま
い
け
ば
、

ク
ト
ゥ
ッ
ト
の
名
は
希
少
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
バ
リ
特
有
の
名
前
を
保
存
す
る
た
め
、
四

人
子
ど
も
を
も
つ
べ
き
だ
、と
い
う
意
見
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
あ
る
村
で
は
、
国
が
推
進
す
る
家
族
構
成
を
表
現
す
る
両
親

と
子
ど
も
二
人
の
石
像
に
代
え
て
、
新
し
く
両
親
と
子
ど
も
四
人

の
石
像
が
設
置
さ
れ
た
。
村
長
は
従
来
バ
リ
で
は
子
ど
も
を
四
人

も
つ
こ
と
が
良
し
と
さ
れ
て
き
た
と
主
張
し
た
と
い
う
。
石
像
の

設
置
理
由
が
名
前
の
保
存
だ
け
だ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
消
え
ゆ
く
名
前
が
、
国
が
唱
え
る
理
想
の
家

族
像
と
異
な
る
、
バ
リ
ら
し
い
家
族
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
す
る

議
論
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
お
り
興
味
深
い
。

東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化研究所助教
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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

　7月末から8月初めにかけて、関係している国際学会がウィーン大

学で続いたので、この夏はウィーンで3週間過ごした。会議の合間、

往年のウィーンを知る90代の知人女性と話す機会があったのだが、

わたしが「驚異」に関して研究しているというと、戦前のプラーター

公園の話をしてくれた。250年前からウィーン市民に親しまれてき

た行楽地で、映画「第三の男」に登場する大観覧車があるプラーター

遊園地は、観光スポットとしても有名である。

　そのウィーンっ子によると、戦争で焼けてしまう前のプラーター

には見世物小屋が並んでいて、『ガリバー旅行記』に登場する小人

の国である「リリプット」とよばれていた小さい人や、四肢の無い

人などが世界の「ヴンダー」（驚異）として見世物になっていたと

いう。こうした興行は障がい者差別とみなされるようになり、遊園

地からは姿を消した。昔の名残を感じさせるリリプット列車や洞窟

列車がノスタルジアを誘うが、眺めているだけで内臓が飛び出そう

な落下系、回転系の絶叫アトラクションに比べると今や影が薄い。

　日本の見世物も同じような運命を辿
たど

ったのであろうが、「不都合・

不適切・不快」なものを排除して、隠してしまうことで果たして社

会は健全になったのか。考えさせられる。（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、「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。

　本館で2点作品を収蔵しているオーストラリア・ア

ボリジニの芸術家イヴォンヌ・クールメイトリーさ

んがオーストラリアで権威ある賞を受賞しました。 

2016年のナショナル・インディジニアス・アート・ア

ワードにおいて、レッド・オーカー賞がその生涯の業

績に対して与えられました。同賞は、オーストラリア

芸術の国内外への貢献をおこなったアボリジニやトレ

ス海峡諸島民に賛意をあらわすために設立されたも

のです。

　彼女は、サウスオーストラリア州エア半島ウドゥナ

にて1944年に生まれ、クーロン湿原とリバーランド地

区で育ちました。青年期の多くをマレー川の近くで過

ごしており、その川沿いという自然環境は、彼女の作

品にも大きな影響を与えたとされています。1982年

のアートに関するワークショップに参加した際にンガ

リンジェリの長老から技術を習得して、オーストラリ

ア先住民の編みの文化に開眼しました。

　1987年には最初の展示を、1997年のヴェネツィア

ビエンナーレではアボリジニの女性2人とともに「フ

リューエント」というタイトルの展示おこなっていま

す（なおそのうちの1人は、日本でも個展をおこなっ

たことで広く知られているエミリー・カーメ・ウング

ワレーさんです）。今では一度は失われかけたンガリ

ンジェリのカゴの編みを、現代の形で継承する人物と

編みの文化の継承者
イヴォンヌ・クールメイトリーさん、レッド・オーカー賞受賞

して非常に高名な存在となっています。

　本館で収蔵されている彼女の作品は、トゥー・シス

ター・バスケットとよばれる手提げ籠とヤッビー・ト

ラップとよばれる筌
うけ

です。どちらも小山修三名誉教

授によって、1992年に収集されたものです。

文・丹羽典生（国立民族学博物館 研究戦略センター）

エビ捕り用の筌
「ヤッビー・トラップ」
H0180868

手提げ籠
「トゥー・シスター・バスケット」
H0180869

※ 2点とも展示はしておりません。


