


エッセイ 千字文

 1    

月刊

1月号目次

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
2
7
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工
学
部
卒

業
後
、
川
崎
航
空
機
工
業
株
式
会
社
（
現
・
川
崎
重
工

株
式
会
社
）
に
入
社
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
客

員
研
究
員
、
東
京
大
学
教
授
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
客
員

教
授
等
を
経
て
、
1
9
8
8
年
か
ら
東
京
大
学
名
誉
教
授
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
や
ロ
ケ
ッ
ト
の
設
計
に
携
わ
る
一
方
、
生

物
の
飛
翔
に
つ
い
て
力
学
を
用
い
て
研
究
し
て
き
た
。『
模

型
飛
行
機
と
凧
の
科
学
』（
電
波
実
験
社
）、『
生
物
の
動

き
の
事
典
』（
朝
倉
書
店
）
な
ど
著
書
多
数
。

長
距
離
ま
た
は
長
時
間
飛
行
す
る
に
は
、
翼
は
横
に

細
長
く
、
面
積
の
割
に
翼よ

く

幅は
ば

の
大
き
い
翼
が
要
求
さ
れ
る
。

そ
れ
は
翼
に
影
響
さ
れ
て
下
に
向
か
う
空
気
の
容
積
が
、

翼
幅
を
直
径
と
す
る
円
柱
に
比
例
す
る
か
ら
で
、
し
た
が
っ

て
翼
幅
の
二
乗
が
物
を
云い

う
。

滑
空
機
や
旅
客
機
の
翼
は
横
に
細
長
い
。
た
だ
し
こ

れ
で
は
迎

む
か
え

角か
く

が
大
き
く
な
る
と
空
気
の
流
れ
が
翼
か
ら
剝

離
し
て
失
速
し
、
翼
が
機
能
を
失
う
の
で
、
戦
闘
機
の
よ

う
に
運
動
性
を
強
く
要
求
さ
れ
る
機
体
の
翼
幅
は
小
さ
い
。

迎
角
が
大
き
く
な
っ
て
も
機
能
を
失
わ
な
い
よ
う
に
、
翼

幅
は
短
く
し
て
あ
る
。

昔
、
ス
キ
ー
の
ジ
ャ
ン
プ
で
は
、
ス
キ
ー
の
板
は
お
互
い

に
左
右
に
離
さ
れ
て
平
行
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
上
向
き

に
働
く
揚
力
は
一
＋
一
の
二
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
お
互
い
同

志
く
っ
つ
け
て
、
一
つ
の
板
の
よ
う
に
し
て
し
ま
う
と
、
翼

幅
が
倍
に
な
る
の
で
、
そ
の
二
乗
に
比
例
し
て
揚
力
は
四
と

な
り
、
飛
距
離
は
伸
び
る
。
私
の
恩
師
の
故･

谷
一
郎
教

授
の
進
言
に
従
っ
て
札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
板
を
揃そ

ろ

え
て

飛
ん
だ
日
本
チ
ー
ム
は
一
位
か
ら
三
位
ま
で
を
独
占
し
た
。

し
か
し
今
は
ス
キ
ー
の
板
を
逆
ハ
の
字
に
開
い
て
飛
ぶ
の

で
、
斜
め
の
板
で
横
幅
が
さ
ら
に
拡
が
っ
て
飛
距
離
も
そ
れ

な
り
に
良
く
な
っ
て
い
る
。

凧た
こ

揚あ

げ
で
は
、
矩く

形け
い

の
和
凧
を
縦
長
に
し
て
揚
げ
る
と
、

凧
に
働
く
空
気
力
は
、
上
向
き
の
揚
力
よ
り
後
向
き
の
抗

力
の
方
が
大
き
く
、
凧
の
引
き
は
強
く
、
上
る
高
さ
も
目

で
見
易
い
位
置
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ゲ
イ
ラ
カ
イ
ト

と
呼
ば
れ
る
三
角
形
の
洋
凧
は
、
翼
幅
が
大
き
い
の
で
揚

力
の
方
が
抗
力
よ
り
大
で
、
凧
の
上
る
位
置
は
頭
上
に
来

る
し
、
糸
の
引
き
は
弱
い
。
力
の
弱
い
女
性
や
子
供
に
は
安

定
し
て
揚
げ
易
い
が
、
男
の
子
や
大お

と

な人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ

で
は
物
足
り
な
い
し
、
首
も
疲
れ
る
。

樹
間
や
町
中
を
飛
ぶ
雀す

ず
め

は
運
動
性
を
要
求
さ
れ
る
の
で
、

翼
幅
の
短
い
翼
が
必
要
で
あ
る
が
、
遠
距
離
を
飛
ぶ
燕つ

ば
め

や

信あ
ほ
う
ど
り

天
翁
と
い
っ
た
渡
り
鳥
の
翼
の
翼
幅
は
大
き
い
。

花
か
ら
花
へ
と
飛
ぶ
蝶ち

ょ
う

の
翼
の
翼
幅
は
短
い
が
、
遠
距

離
を
飛
行
す
る
蜻と

ん

ぼ蛉
の
翼
は
翼
幅
が
大
き
い
。

魚
の
尾お

鰭び
れ

も
同
様
で
あ
る
。
海か

い

藻そ
う

の
中
や
珊さ

ん

瑚ご

礁し
ょ
う

の
回

り
に
群む

れ
る
小
魚
達
の
尾
鰭
は
団う

ち

わ扇
の
よ
う
な
形
な
の
で
、

止
ま
っ
た
り
進
ん
だ
り
が
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
鮪ま

ぐ
ろ

や
鰹か

つ
お

の

よ
う
に
広
い
海
を
泳
ぎ
続
け
る
魚
の
尾
鰭
は
三
日
月
型
で

翼
幅
が
大
き
く
、
低
速
で
は
機
能
し
な
い
が
高
速
遊
泳
に

向
い
て
い
る
。

釣
り
で
鯵あ

じ

を
引
っ
か
け
る
と
、
始
め
は
物も

の

凄す
ご

い
勢
い
で
糸

を
引
っ
張
ら
れ
る
が
、
段
々
手
元
へ
寄
せ
て
来
て
、
最
後
に

速
度
が
落
ち
て
し
ま
う
と
、
も
う
抵
抗
出
来
な
く
な
っ
て

取
込
み
が
容
易
に
な
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

翼
の
平
面
形
の
使
わ
れ
方

東あ
ず
ま 

昭あ
き
ら
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凧
揚
げ
は
、
日
本
で
は
一
般
に
正
月
の
風
物
詩
に
な
っ
て

い
る
。
最
近
は
、
都
市
で
の
広
場
の
減
少
や
少
子
化
、
遊

び
の
多
様
化
な
ど
で
子
ど
も
が
凧
揚
げ
を
す
る
光
景
を
見

る
機
会
は
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
冬
休
み
に
は
凧
作
り

教
室
が
開
催
さ
れ
、
正
月
の
装
飾
に
も
用
い
ら
れ
る
。
正

月
に
限
ら
ず
、
日
本
各
地
で
自
治
体
な
ど
が
主
催
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
規
模
の
凧
揚
げ
大
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の

を
メ
デ
ィ
ア
で
見
か
け
る
機
会
も
少
な
く
な
い
。

凧
揚
げ
の
起
源

凧
揚
げ
の
歴
史
に
つ
い
て
、
特
に
中
国
が
起
源
地
の
ひ

を
吹
か
せ
、
楚
軍
の
兵
士
の
士
気
を
萎
え
さ
せ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
軍
事
目
的
で
始
め
ら
れ
た
凧
揚
げ
が
、
娯
楽

と
し
て
庶
民
に
広
ま
る
の
は
、
紙
が
普
及
し
た
一
一
世
紀
、

北
宋
時
代
以
降
の
こ
と
で
、
清
代
に
な
る
と
正
月
に
欠
か

せ
な
い
も
の
に
な
っ
た
。

各
地
に
根
付
く
風
習

中
国
で
は
、
凧
揚
げ
は
子
ど
も
だ
け
で
な
く
大
人
の
手

軽
な
娯
楽
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
大
人
で
な
い
と
揚
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
長
く
大
き
な
連
凧
や
技
術
の

必
要
な
複
雑
な
作
り
物
も
あ
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
四
〇
〇

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
ほ
ど
高
く
揚
げ
、
高
度
な
操
作
技
術

を
要
す
る
糸
切
り
合
戦
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
大
人
も
多

く
加
わ
る
。
な
お
、
け
ん
か
凧
は
日
本
、
朝
鮮
半
島
な
ど

で
も
見
ら
れ
る
。

中
国
で
は
正
月
（
旧
正
月
）
か
ら
清
明
節
（
墓
参
り
の
日
、

四
月
五
日
前
後
）
の
こ
ろ
ま
で
が
凧
揚
げ
の
季
節
だ
。
北
京

で
は
秋
か
ら
清
明
節
に
か
け
て
農
閑
期
で
、
空
気
が
乾
燥

し
て
凧
揚
げ
に
適
し
た
風
が
吹
く
こ
と
が
多
い
。
日
本
で
は

と
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
へ
は
八
世
紀
に
遣
唐
使
が

も
ち
帰
っ
た
の
が
最
初
で
あ
る
ら
し
い
。
朝
鮮
半
島
の
凧
も

中
国
伝
来
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
や
オ
セ
ア
ニ
ア
、
欧
米
に

い
た
る
ま
で
世
界
中
で
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
独
自
に
発
明
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
が
、
中
国
で
早
く
に
考
案
さ
れ
、
長
く
伝
承
さ

れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
だ
。

中
国
で
は
凧
を
「
風
フ
ォ
ン

筝ジ
ョ
ン」
と
い
い
、「
風
の
琴
」
を
意
味

す
る
。
一
〇
世
紀
に
宮
廷
で
笛
を
つ
け
た
凧
を
揚
げ
て
、
そ

の
音
色
を
鑑
賞
し
た
こ
と
に
ち
な
む
（
な
お
、「
凧
」
は
日
本

で
作
ら
れ
た
漢
字
で
あ
る
）。
ま
た
、
形
が
鳶と
び

に
似
て
い
た
の

で
紙チ
ー

鳶ユ
エ
ン

と
も
よ
ば
れ
た
。
そ
の
起
源
は
軍
事
用
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
。
紀
元
前
三
〇
〇
年
ご
ろ
に
墨ぼ
く

子し

や
そ
の
弟
子

公こ
う

輸し
ゅ

盤は
ん

（
魯ろ

班は
ん

）
が
木
製
の
鳥
の
形
の
凧
を
揚
げ
て
、
敵

の
城
の
防
御
状
況
を
偵
察
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
ま
た
、

漢
の
劉
り
ゅ
う

邦ほ
う

が
垓が
い

下か

の
戦
い
で
、
楚そ

の
項こ
う

羽う

を
包
囲
し
た
際

に
、
大
き
な
凧
を
作
り
、
そ
の
下
部
に
吊
り
籠
を
つ
け
て

笛
を
吹
く
者
を
乗
せ
て
楚
軍
の
頭
上
に
お
い
て
故
郷
の
曲

正
月
の
ほ
か
、
子
ど
も
の
誕
生
の
祝
い
や
成
長
祈
願
を
目

的
と
し
て
端
午
の
節
句
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
よ
い
風

の
吹
く
時
期
や
祝
祭
に
合
わ
せ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
稲
の
収
穫
が
済
ん
だ
四
月
か
ら
六
月

に
か
け
て
揚
げ
ら
れ
、
イ
ン
ド
で
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る

が
、
一
月
一
四
日
ご
ろ
や
八
月
一
五
日
ご
ろ
に
揚
げ
ら
れ
た

と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
だ
。
凧
揚
げ
の
時
期
は
と
こ
ろ
に
よ
っ

て
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
。
な
お
、
娯
楽
以
外
に
も
実
用
的
な

目
的
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
な
ど

で
は
、
か
つ
て
凧
を
揚
げ
て
水
面
近
く
を
泳
ぐ
ダ
ツ
を
釣
る

「
凧
揚
げ
漁
」が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、マ
レ
ー

シ
ア
な
ど
で
は
今
は
娯
楽
と
い
う
よ
り
も
政
府
主
導
で
独

立
記
念
日
な
ど
に
大
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
。

見
て
楽
し
い
凧
の
形

凧
の
形
は
各
国
で
異
な
る
。
日
本
で
は
角
形
の
も
の
が

多
い
が
、
菱
形
、
円
形
、
細
工
凧
、
や
っ
こ
凧
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
が
あ
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
飛
行
機
の
よ
う
な
独

特
の
形
を
し
て
い
る
。
中
国
の
場
合
、
鳥
な
ら
鳥
、
魚
な

ら
魚
そ
の
も
の
の
形
を
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
そ
の
種
類

も
多
く
六
〇
〜
七
〇
種
あ
る
と
さ
れ
る
。
鳥
（
タ
カ
、ツ
バ
メ
、

ツ
ル
、
フ
ク
ロ
ウ
な
ど
）、
昆
虫
（
ト
ン
ボ
、
セ
ミ
、
蝶
、
テ
ン

ト
ウ
ム
シ
な
ど
）、
水
の
な
か
の
生
き
物
（
魚
、
カ
エ
ル
、
カ
ニ

な
ど
）、
パ
ン
ダ
、
果
物
や
野
菜
（
モ
モ
、
ハ
ク
サ
イ
な
ど
）、

想
像
上
の
動
物
で
あ
る
龍
・
鳳ほ
う

凰お
う

、
人
物
（
孫
悟
空
、
魔
除

け
の
神
と
さ
れ
る
鍾
し
ょ
う

馗き

、
ダ
ル
マ
な
ど
）
な
ど
。
語
呂
合
わ
せ

や
吉
祥
の
絵
柄
も
好
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
凧
の
形
や
時
期
、
意
味
合
い
な
ど
は
異
な

る
が
、
凧
揚
げ
を
楽
し
む
行
為
は
お
お
む
ね
世
界
共
通
で

あ
ろ
う
。
人
び
と
の
暮
ら
し
が
変
わ
っ
て
も
、
凧
揚
げ
は
世

界
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
続
け
て
い
る
。
な
お
、
ア
ジ
ア
の
凧

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
『
み
ん
ぱ
く
発

見
４　

ア
ジ
ア
の
凧
』（
塚
田
誠
之
編
、
千
里
文
化
財
団
発
行
、

二
〇
〇
〇
年
）
を
ご
覧
下
さ
い
。

民
博 

名
誉
教
授

塚つ
か

田だ 

誠し
げ

之ゆ
き

お
正
月
の
風
物
詩
、凧た
こ

揚
げ
。
そ
れ
は
日
本
特
有
の
風
習
で
は
な
い
。
世
界
を
見
渡
せ
ば
、凧
の
形
状
や
素
材
、

模
様
は
も
ち
ろ
ん
、役
割
に
お
い
て
も
日
本
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
習
わ
し
が
あ
る
。
人
び
と
は
凧
に
何
を

思
い
、空
高
く
揚
げ
る
の
か

―
。
今
回
は
、そ
ん
な
凧
に
ま
つ
わ
る
各
地
の
文
化
を
紹
介
し
た
い
。

世
界
の
凧
、
ア
ジ
ア
の
凧

特
集

凧
マレーシアの凧「ワウ・ブラン」（月凧）。尾部は
三日月をかたどったもので、マレーシア航空の
シンボルマークにも図案化されるほどポピュ
ラーである。他にも種類が多いが、いずれも他
国にはない独特の形をしている（H0172999）

100畳敷東近江大凧（2012年）［提供：世界凧博物館東近江大凧会館］

清末のころの北京の凧揚げ。中国文学研究の泰斗、青木正兒（まさる）博士が編集した
清末・民国初期の北京の風俗を伝えた史料である　［出典：『北京風俗図譜』七・遊楽
「童子嬉戯（どうじきぎ）―其一」（東北大学附属図書館所蔵）］

龍頭ムカデ凧と筆者（北京、2003年9月）
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立
教
大
学
名
誉
教
授

小こ

西に
し 

正ま
さ

捷と
し

民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

林は
や
し 

勲い
さ

男お

イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
の
け
ん
か
凧

オ
セ
ア
ニ
ア
の
漁ぎ

ょ

撈ろ

う

用
の
凧

年
の
節
目
に
揚
が
る
凧

西
イ
ン
ド
の
ア
フ
マ
ダ
ー
バ
ー
ド
市
中
で
は
、
昨
日
ま
で

の
小
間
物
屋
・
靴
屋
・
用
品
屋
が
、
一
夜
の
う
ち
に
一
斉
に

凧
屋
に
変
わ
っ
た
。
破
れ
や
す
く
、
糸
が
切
れ
て
行
方
知

ら
ず
と
な
る
こ
と
も
多
い
し
、
一
枚
数
円
ほ
ど
の
値
段
な
の

で
、
数
百
枚
と
い
う
単
位
で
凧
を
抱
え
て
帰
っ
て
い
く
客
も

い
る
。
こ
れ
は
北
イ
ン
ド
の
他
の
都
市
で
も
同
様
の
風
景
で

あ
る
。

今
日
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
と
っ
て
の
マ
カ
ラ
・
サ
ン
ク
ラ
ー

ン
テ
ィ
と
い
う
祭
日
。
凧
揚
げ
が
こ
の
日
だ
け
に
限
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
北
行
し
て
き
た
太
陽
の
め
ぐ
り
が
こ

の
日
以
降
南
行
す
る
た
め
、
冬
が
終
わ
り
春
が
始
ま
る
と

い
う
年
の
節
目
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
凧
揚
げ
と
い
え
ば

我
々
に
は
正
月
行
事
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、イ
ン
ド・

凧
を
用
い
る
漁
法
は
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ミ
ク
ロ
ネ
シ

ア
や
メ
ラ
ネ
シ
ア
に
か
け
て
の
島と
う

嶼し
ょ

部
で
広
く
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
。
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
で
は
、
凧
か
ら
吊
り
下
げ
ら

れ
た
釣
り
糸
の
先
端
に
付
け
る
の
は
、
ク
モ
の
糸
で
あ
っ

た
。
ク
モ
の
糸
を
集
め
て
擬ぎ

餌じ

と
し
、釣
り
針
は
付
け
な
い
。

狙
う
の
は
、
体
が
細
長
く
て
両
顎あ
ご

が
前
方
に
尖
っ
て
ノ
コ

ギ
リ
状
に
鋭
い
歯
が
並
ん
だ
ダ
ツ
で
あ
る
。
ダ
ツ
が
餌え
さ

だ

と
思
っ
て
噛
み
つ
く
と
、
そ
の
歯
や
顎
に
ク
モ
の
糸
が
絡

ま
っ
て
身
動
き
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
船

に
い
る
漁
師
が
手
繰
り
寄
せ
る
わ
け
で
あ
る
。

凧
と
擬
餌

凧
は
サ
ゴ
ヤ
シ
か
ゾ
ウ
ゲ
ヤ
シ
の
葉
を
用
い
て
作
っ
た

も
の
が
多
い
。
葉
と
葉
を
接
合
し
た
り
強
度
を
増
し
た
り

パ
キ
ス
タ
ン
で
は
「
正
月
」
は
各
地
各
様
で
あ
っ
て
、
一
概

に
そ
れ
が
い
つ
と
は
限
定
で
き
な
い
。
南
イ
ン
ド
の
ポ
ン
ガ

ル
祭
や
、
東
イ
ン
ド
の
春
の
大
祭
ヴ
ァ
サ
ン
タ
、
あ
る
い
は

年
に
よ
っ
て
日
ど
り
は
大
き
く
動
く
が
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て

の
大
祭
イ
ー
ド
な
ど
が
、
一
年
の
大
事
な
節
目
と
な
る
。

人
び
と
を
熱
狂
さ
せ
る
勝
負

一
方
、
商
人
た
ち
や
そ
の
社
会
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
、
帳

簿
を
す
べ
て
あ
ら
た
に
す
る
秋
の
さ
な
か
の
デ
ィ
ワ
ー
リ
ー

祭
が
最
大
の
節
目
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
正
月
や
、
ま

し
て
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
町
は
何
事
も
な
く
ひ
っ
そ
り
と
し
て

い
る
が
、
文
具
屋
や
本
屋
に
は
デ
ィ
ワ
ー
リ
ー
に
な
る
と
ク

リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
な
ら
ぬ
デ
ィ
ワ
ー
リ
ー
カ
ー
ド
が
並
ん
で
、

「
年
末
」
の
気
分
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。
た
だ
し
凧
は
、
ど

す
る
た
め
に
葉よ
う

柄へ
い

（
葉
を
支
え
る
柄
の
部
分
）
や
細
い
棒
を

使
う
も
の
も
あ
っ
た
。
凧
の
上
部
で
棒
を
横
に
渡
し
、
そ

の
中
間
点
か
ら
伸
ば
し
た
紐
と
釣
り
糸
を
結
び
付
け
る
。

釣
り
糸
は
凧
の
中
央
を
縦
断
す
る
棒
の
下
部
に
何
度
か
巻

き
付
け
た
の
ち
海
面
ま
で
伸
ば
し
、先
端
に
擬
餌
を
付
け
る
。

擬
餌
を
作
る
に
は
、
五
〇
〜
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

細
長
く
て
硬
い
葉
を
ク
モ
の
巣
の
真
ん
な
か
に
差
し
込
み
、

葉
を
回
す
こ
と
で
糸
を
絡
め
と
っ
て
い
く
。
い
く
つ
か
の
ク

モ
の
巣
で
そ
れ
を
繰
り
返
す
。
葉
の
全
体
が
ク
モ
の
糸
で

覆
わ
れ
る
と
、
手
元
か
ら
先
端
に
向
け
て
糸
を
一
気
に
押

し
上
げ
て
と
り
外
す
。
そ
の
輪
の
長
径
を
五
〜
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
に
し
て
釣
り
糸
の
先
端
に
と
り
付
け
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
擬
餌
に
掛
か
っ
た
魚
を
外
す

の
は
一
苦
労
で
あ
る
。

民
博
の
収
蔵
品
か
ら
見
る
凧

民
博
に
は
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
以
外
に
も
ド
ブ
島
（
現
パ
プ

の
季
節
に
揚
が
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
、
季
節

の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
都
会
な
ら
い
つ
で
も
ど
こ
か

で
似
た
よ
う
な
凧
が
揚
が
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

宗
教
や
地
域
に
は
必
ず
し
も
こ
だ
わ
ら
な
い
鷹お
う

揚よ
う

さ
と
、

単
純
な
幾
何
学
文
も
あ
い
ま
っ
て
、
そ
っ
く
り
な
凧
が
国
や

地
域
を
越
え
て
イ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ン
の
ど
こ
で
も
見
ら
れ

る
の
だ
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
一
見
単
純
な
操
り
方
や
遊
び

方
が
人
び
と
を
熱
狂
さ
せ
る
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
か
ら
し
て
扁へ
ん

平ぺ
い

で
、
菱
形
な
が

ら
尾
す
ら
な
い
の
で
揚
が
り
に
く
い
が
、
揚
が
っ
て
も
上
下

左
右
に
激
し
く
旋
回
し
て
他
の
凧
や
凧
糸
に
絡
ん
で
糸
を

切
る
た
め
、
い
く
つ
の
凧
を
撃
沈
し
た
か
が
強
い
凧
の
証
と

な
る
。
こ
の
け
ん
か
凧
に
は
強
い
糸
が
必
須
で
、
そ
の
た
め

凧
糸
に
は
念
入
り
に
ガ
ラ
ス
粉
が
練
り
込
ま
れ
て
い
て
、
凧

を
操
る
人
に
は
革
の
手
袋
が
欠
か
せ
な
い
。
高
み
か
ら
の
勝

負
と
ば
か
り
屋
上
か
ら
空
を
見
上
げ
た
ま
ま
で
の
凧
揚
げ

は
危
険
だ
し
、
糸
の
切
れ
た
凧
を
追
っ
て
道
を
走
り
回
る

子
ど
も
た
ち
の
交
通
事
故
も
毎
年
報
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ

で
も
け
ん
か
凧
の
熱
は
簡
単
に
収
ま
り
そ
う
に
は
な
い
。

ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
一
部
）
と
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
ギ
ル
バ
ー
ト

諸
島
の
釣
り
用
凧
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
英
国
人

宣
教
師
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
収
集
に
よ
る
も
の
で
、
約

三
〇
〇
〇
点
あ
る
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
の
二
点
が
そ

れ
で
あ
る
。
後
者
を
収
集
し
た
の
は
日
本
人
画
家
の
染そ
め

木き

煦あ
つ
し

で
あ
っ
た
。
彼
は
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に
当
時
日

本
の
統
治
下
に
あ
っ
た
南
洋
群
島
の
ほ
ぼ
全
域
を
巡
遊
し
、

現
地
で
は
民
族
誌
学
者
の
よ
う
に
、
風
俗
や
自
然
を
油
彩

画
や
ス
ケ
ッ
チ
に
記
録
し
な
が
ら
五
〇
〇
点
以
上
の
生
活

品
も
収
集
し
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
旧
文
部
省
史
料
館
を

経
由
し
て
民
博
の
収
蔵
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
漁

撈
用
の
凧
も
含
ま
れ
て
い
る
。

上： 凧を作るムスリムの子どもたち
下： 凧より重要かもしれない凧糸。練った米粉に少年が
　   ガラス粉をまぜて凧糸を用意している
　   （ともに西インド･アフマダーバード市、1985年）

敵の凧の糸目を狙って、屋上から熱心に凧を
操るアフマダーバード市民（1985年）

典型的なインド・パキスタンの凧。三色の薄
葉紙（うすようし）を貼り合わせている。パキ
スタン・ラーホール市で入手（1982年）

マライタ島西岸
中央部に住むラ
ンガランガの人
びとの漁撈用凧
（H0098894）

エッジ–パーティントンが描いた
ソロモン諸島のマライタ島の漁撈用凧
［出典：T.W. Edge-Partington （1912）  Kite 
Fishing by the Salt-water Natives of Mala 
or Malaita Island, British Solomon Islands 
Man vol.12］

ジョージ・ブラウンが収集
したドブ島の漁撈用の凧
（H0137512）
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中
京
大
学
准
教
授

岡お
か

部べ 

真ま

由ゆ

美み

総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
課
程

今い
ま

村む
ら 

宏ひ
ろ

之ゆ
き

タ
イ
の
凧
揚
げ
今
む
か
し

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
中
部
ジ
ャ
ワ
の
凧
事
情

人
び
と
を
魅
了
し
て
き
た
凧

日
本
で
は
、
凧
揚
げ
は
正
月
の
風
物
詩
だ
と
い
わ
れ
る

が
、
タ
イ
で
は
、
正
月
の
風
物
詩
と
い
え
ば
「
水
掛
け
」

で
あ
る
。
一
年
間
で
も
っ
と
も
気
温
が
高
い
四
月
半
ば
に
、

人
び
と
は
水
を
掛
け
合
っ
て
盛
大
に
正
月
を
祝
う
。
一
方
、

凧
揚
げ
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
伝
統
的
に
、
稲
刈
り
を

終
え
て
か
ら
正
月
を
迎
え
る
ま
で
の
農
閑
期
で
あ
る
。
広

い
田
ん
ぼ
の
な
か
で
、
暖
か
い
風
に
あ
お
ら
れ
た
凧
が
空

を
ゆ
ら
め
く
さ
ま
は
、
何
と
も
の
ど
か
で
風
情
が
あ
る
。

タ
イ
を
代
表
す
る
凧
に
、
星
形
の
凧
ワ
ー
オ
・
ヂ
ュ
ラ
ー

と
、
ダ
イ
ヤ
形
の
凧
ワ
ー
オ
・
パ
ッ
ク
パ
オ
の
二
つ
が
あ
る
。

ア
ユ
タ
ヤ
ー
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
る
こ
れ
ら
の
凧
は
、

薄
い
紙
と
竹
で
作
ら
れ
、
色
も
模
様
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。

見
た
目
は
い
た
っ
て
地
味
な
凧
だ
が
、
そ
の
独
特
の
形
状

と
空
中
で
の
動
き
方
を
生
み
出
す
に
は
、
熟
練
し
た
職
人

祭
り
と
け
ん
か

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
凧
（
ラ
ヤ
ン・
ラ
ヤ
ン
）
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
検
索
す
る
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
で
、
凧
揚
げ

祭
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ジ
ャ
ワ
島
中
部

の
古
都
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
南
に
あ
る
パ
ラ
ン
・
ク
ス
モ

海
岸
で
は
、
二
〇
一
三
年
か
ら
毎
年
一
回
、
州
観
光
局
の

協
賛
で
国
際
凧
揚
げ
祭
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
海
岸

は
イ
ン
ド
洋
に
面
し
、
強
烈
な
潮
風
が
吹
き
荒
れ
る
た
め
、

技
術
が
な
け
れ
ば
凧
揚
げ
が
難
し
い
と
い
う
。
龍
舞
の
龍

の
よ
う
な
頭
に
一
〇
〇
個
ほ
ど
の
円
形
の
凧
を
並
べ
て
胴

体
に
見
立
て
た
、長
さ
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
ナ
ガ
（
龍
）

の
技
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
身
近
な
動
物
で
あ
る
鳥
、

蛇
、
魚
な
ど
を
象
か
た
ど

っ
た
凧
が
各
地
で
作
ら
れ
て
き
た
。
今

日
で
は
、
ビ
ニ
ー
ル
製
の
カ
ラ
フ
ル
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
の

や
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
高
い
も
の
が
多
く
、
凧
の
種
類
は
じ

つ
に
多
様
化
し
て
い
る
。

歴
史
的
に
み
て
、
タ
イ
で
は
、
凧
揚
げ
は
民
衆
の
娯
楽

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
タ
イ
各
地
の
古
い
寺

院
の
壁
画
に
は
、
王
室
の
儀
礼
で
凧
を
揚
げ
る
様
子
が
克

明
に
描
か
れ
、
ま
た
凧
は
厄
除
け
の
道
具
や
武
器
と
し
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
七
世
紀
後

半
、
ア
ユ
タ
ヤ
ー
時
代
に
タ
イ
を
訪
れ
た
外
国
人
高
官
や

宣
教
師
ら
は
、
国
王
が
冬
の
二
カ
月
間
、
毎
晩
、
凧
揚
げ

に
興
じ
て
い
た
と
記
録
し
て
い
る
。
ラ
ッ
タ
ナ
コ
ー
シ
ン
時

代
に
入
る
と
、
凧
揚
げ
の
人
気
は
ま
す
ま
す
過
熱
し
、
国

王
ラ
ー
マ
五
世
が
主
導
し
て
王
宮
前
広
場
で
「
凧
揚
げ
コ

と
い
う
凧
が
注
目
を
浴
び
て
い
た
。
一
枚
の
生
地
で
作
ら

れ
る
凧
と
異
な
り
、
立
体
感
も
あ
る
。
一
〇
〇
個
の
凧

が
連
な
っ
て
飛
ぶ
姿
は
、
日
本
人
の
わ
た
し
か
ら
し
て

も
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
な
も
の
に
見
え
た
。

ま
た
、い
わ
ゆ
る
け
ん
か
凧
（
ラ
ヤ
ン・
ラ
ヤ
ン・
ア
ド
ゥ

ア
ン
）
も
あ
る
よ
う
で
、
大
き
な
凧
が
悠
々
と
舞
う
凧
揚

げ
祭
と
は
趣
が
異
な
る
。
川
岸
や
街
中
の
広
場
で
、
大
人

も
子
ど
も
も
小
さ
な
凧
を
揚
げ
て
走
り
回
っ
て
い
る
風
景

を
記
録
し
た
動
画
が
、
動
画
投
稿
サ
イ
トYouTube

に
大

量
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
。
凧
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

通
販
も
盛
ん
ら
し
い
。

凧
揚
げ
の
思
い
出

中
部
ジ
ャ
ワ
の
農
村
で
幼
少
期
を
過
ご
し
た
ジ
ャ
ワ
人

の
友
人
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
凧
揚
げ
は
よ
く
す
る
遊
び
の

ひ
と
つ
だ
っ
た
と
い
う
。
彼
の
当
時
の
小
遣
い
は
一
日
五
〇

ル
ピ
ア
で
、
道
端
で
売
ら
れ
て
い
る
テ
ン
ペ
（
大
豆
の
発
酵

食
品
）
の
揚
げ
物
を
ふ
た
つ
買
う
の
が
精
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ

た
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
凧
は
安
い
も
の
で
二
〇
〇
ル
ピ

ア
、
高
い
も
の
だ
と
一
〇
〇
〇
ル
ピ
ア
ほ
ど
で
売
ら
れ
て
い

た
そ
う
で
、
少
な
く
と
も
四
日
は
無
駄
遣
い
を
我
慢
し
な

い
と
買
え
な
い
お
も
ち
ゃ
で
あ
る
。
田
ん
ぼ
や
屋
根
の
上

で
凧
を
飛
ば
し
、
木
に
引
っ
か
か
ろ
う
も
の
な
ら
意
地
で

も
取
ろ
う
と
し
た
し
、
木
に
引
っ
か
か
っ
た
ま
ま
放
置
さ

れ
て
い
る
凧
を
見
つ
け
た
ら
儲も
う

け
も
の
だ
、
と
友
人
は
語
っ

ン
テ
ス
ト
」
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

凧
揚
げ
の
あ
ら
た
な
価
値

タ
イ
社
会
の
近
代
化
の
過
程
で
、
凧
揚
げ
は
、
セ
パ
タ

ク
ロ
ー
な
ど
の
遊
戯
と
同
様
に
、
競
技
と
し
て
の
色
合
い

を
強
め
て
い
く
。
競
技
と
は
、
た
と
え
ば
、
ワ
ー
オ
・
ヂ
ュ

ラ
ー
を
揚
げ
る
グ
ル
ー
プ
と
ワ
ー
オ
・
パ
ッ
ク
パ
オ
を
揚

げ
る
グ
ル
ー
プ
が
対
抗
し
て
複
数
の
凧
を
揚
げ
て
ぶ
つ
け

合
い
、
地
面
に
落
ち
た
凧
の
数
の
多
寡
を
競
う
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
一
九
二
七
年
の
「
シ
ャ
ム・
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」

設
立
は
、
凧
揚
げ
に
、
タ
イ
の
「
伝
統
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い

う
あ
ら
た
な
価
値
を
与
え
る
契
機
と
な
っ
た
。
こ
の
協
会

を
設
立
し
た
プ
ラ
ヤ
ー
・
ピ
ロ
ム
パ
ッ
ク
デ
ィ
ー
氏
は
、
凧

揚
げ
競
技
の
達
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
凧
に
造
詣
が

深
く
、「
凧
の
先
生
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
彼
は
、
凧
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
ま
と
め
た
本
も
出
版
し
て
い
る
。

じ
つ
は
、
こ
の
人
物
こ
そ
が
、
い
ま
や
世
界
中
で
愛
飲
さ

れ
て
い
る
「
シ
ン
ハ
・
ビ
ー
ル
」
で
有
名
な
ブ
ン
ロ
ー
ト
飲

料
の
創
立
者
で
も
あ
る
。

高
層
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
が
林
立
し
、
幾
重
に
も
電
線

が
張
り
巡
ら
さ
れ
た
都
市
部
で
は
、
今
日
、
凧
を
揚
げ
る

場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
さ
え
容
易
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、

子
ど
も
た
ち
を
刺
激
す
る
娯
楽
は
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

観
光
化
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
に
、
凧
揚
げ
を
楽
し
む

機
会
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
で
も

せ
め
て
、「
シ
ン
ハ
・
ビ
ー
ル
」
を
飲
む
と
き
に
は
、
か
つ

て
タ
イ
の
人
び
と
が
打
ち
興
じ
た
凧
揚
げ
の
風
景
に
思
い

を
馳
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。

て
く
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
彼
の
住
む
地
域
で
凧
揚

げ
遊
び
を
見
か
け
な
く
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

都
市
集
落
の
子
ど
も
た
ち
の
遊
び

筆
者
は
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
都
市
集
落
を
中
心
に

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
街
中
で
凧
を

見
か
け
た
覚
え
が
な
い
。
都
市
集
落
の
空
に
は
電
線
が
張

り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
し
、
幼
稚
園
児
や
小
学
生
く
ら
い
の

年
齢
の
子
ど
も
た
ち
は
、
普
段
は
狭
い
路
地
を
走
り
回
り
、

自
転
車
遊
び
や
ボ
ー
ル
遊
び
、
土
い
じ
り
に
興
じ
て
い
た
。

家
の
な
か
で
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
テ
レ
ビ
に
夢
中
で
あ
っ

た
。
ど
う
や
ら
、
七
〜
八
月
が
凧
揚
げ
の
シ
ー
ズ
ン
で
、

八
月
一
七
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
記
念
日
に
合
わ
せ
て

凧
揚
げ
を
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
都
市
集
落
の
子
ど

も
た
ち
も
、
祝
日
に
は
遠
出
し
て
凧
揚
げ
を
し
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

インドネシア･バリ島でおこなわれた凧揚げ大会（1994年）
［提供：世界凧博物館東近江大凧会館］

上：ワーオ・ヂュラーとよばれる星形の凧
   ［提供：世界凧博物館東近江大凧会館］

下：ふくろうを象ったカラフルな凧（H0005844）

インドネシアの
紙凧。全長は90
センチメートル
（H0005913）
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民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

菅す
が

瀬せ 

晶あ
き

子こ

民
博 

名
誉
教
授

八や

杉す
ぎ 

佳よ
し

穂ほ

パ
レ
ス
チ
ナ
の
凧
揚
げ
、
夢
と
現
実

グ
ア
テ
マ
ラ
の
大
凧

子
ど
も
の
夢
を
乗
せ
て

多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
外
国
の
凧
揚
げ
を
見
る
機

会
は
あ
ま
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
海
外
に
出
る

よ
う
に
な
っ
て
ま
だ
間
も
な
い
二
十
代
前
半
の
こ
ろ
、
わ

死
者
に
捧さ
さ

ぐ
大
凧

グ
ア
テ
マ
ラ
市
か
ら
西
に
車
で
一
時
間
あ
ま
り
の
と
こ

ろ
に
あ
る
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
サ
カ
テ
ペ
ケ
ス
で
は
、
一
一
月

一
日
と
二
日
の
万
聖
節
（
諸
聖
人
の
日
）
と
万
霊
節
（
死
者

の
日
）
に
、
墓
地
で
彩
り
豊
か
な
大
凧
を
揚
げ
る
。
墓
の

色
を
塗
り
替
え
、
花
で
い
っ
ぱ
い
に
し
て
、
ご
ち
そ
う
を

用
意
し
て
、
亡
き
人
の
魂
を
迎
え
る
が
、
大
凧
を
見
に
大

勢
の
人
が
来
る
た
め
、
屋
台
が
た
く
さ
ん
で
て
、
町
の
人

た
ち
の
も
っ
と
も
楽
し
み
な
祭
日
と
も
な
っ
て
い
る
。

凧
を
揚
げ
る
の
は
、
死
者
を
敬
い
、
死
者
と
交
流
す
る

た
し
は
エ
ル
サ
レ
ム
旧
市
街
の
城
壁
の
上
で
、
凧
を
見
た
。

真
夏
の
七
月
下
旬
の
こ
と
だ
。
凧
揚
げ
を
し
て
い
た
の
は
、

地
元
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
少
年
た
ち
で
あ
る
。
凧
は
も
ち

ろ
ん
自
作
し
た
も
の
で
、
細
い
木
材
を
三
本
、
真
ん
中
を

糸
で
縛
っ
て
星
形
に
整
え
、
そ
こ

に
六
角
形
の
紙
や
ビ
ニ
ー
ル
を
貼
っ

た
、
簡
素
な
作
り
を
し
て
い
た
。

こ
れ
に
赤
と
緑
と
黒
と
白
、
つ
ま

り
パ
レ
ス
チ
ナ
の
国
旗
の
色
を
塗
っ

て
、
夕
空
高
く
舞
い
上
が
ら
せ
る

の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
政
策
に
よ

り
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
や
ガ

ザ
地
区
か
ら
出
る
こ
と
は
も
と
よ

り
、
地
域
内
の
移
動
す
ら
ま
ま
な

ら
な
い
パ
レ
ス
チ
ナ
人
は
、
空
を
飛

ぶ
も
の
に
強
い
あ
こ
が
れ
を
抱
く
。

パ
レ
ス
チ
ナ
人
映
画
監
督
の
草
分

け
で
あ
る
ミ
シ
ェ
ル
・
ク
レ
イ
フ
ィ

監
督
の
作
品
「
三
つ
の
宝
石
の
物

語
」
で
は
、
ガ
ザ
地
区
に
住
む
主

人
公
の
少
年
が
飼
う
小
鳥
が
、
自

由
へ
の
希
求
を
象
徴
し
て
い
た
。

凧
揚
げ
遊
び
も
ま
た
同
様
で
、
境

界
を
飛
び
越
え
て
、
世
界
中
を
旅

た
め
と
い
う
が
、
先
祖
の
霊
の
来
訪
を
邪
魔
す
る
悪
霊
を

凧
の
紙
に
当
た
る
風
の
音
が
は
ら
う
か
ら
と
も
い
う
。
現

在
は
、
い
か
に
美
し
い
か
、
い
か
に
長
い
あ
い
だ
飛
ば
す
こ

と
が
で
き
る
か
、
を
競
う
場
と
も
な
っ
て
い
る
。
凧
は
凧

揚
げ
が
終
わ
る
と
、
燃
や
さ
れ
、
灰
は
墓
地
に
埋
め
ら
れ
る
。

情
熱
と
豊
か
な
経
済
力

大
空
に
揚
げ
る
凧
は
、
直
径
が
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
、

六
メ
ー
ト
ル
の
円
形
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
一
五
メ
ー
ト
ル

か
ら
二
〇
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
大
凧
も
作
る
が
、
そ
れ
ら

は
、
立
て
か
け
て
見
せ

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

大
凧
の
骨
と
な
る
竹

は
、
低
地
ま
で
お
り
て

調
達
す
る
。
長
い
竹
を
、

凧
の
大
き
さ
に
よ
っ
て

異
な
る
が
、
三
本
か
ら

六
本
ほ
ど
放
射
状
に
並

べ
、
中
心
部
を
リ
ュ
ウ

ゼ
ツ
ラ
ン
の
繊
維
で
こ

し
ら
え
た
縄
で
く
く
る
。

大
き
い
も
の
に
な
る
と

そ
の
中
間
に
も
補
助
棒

を
渡
す
。
竹
の
枠
に
色

と
り
ど
り
の
紙
を
貼
る

し
た
い
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
夢
が
託
さ
れ
て
き
た
。

時
代
を
映
す
凧

じ
つ
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
凧
は
、
日
本
と
多
少
、
か
か
わ
り

が
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
の
翌
年
か
ら
、
ガ
ザ
地
区
で
は

国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済
事
業
機
関
（U

N
R

W
A

）
が
主

催
す
る
、
被
災
地
と
の
連
帯
を
示
し
、
復
興
を
祈
る
た
め

の
凧
揚
げ
大
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
凧
揚
げ
大

会
が
契
機
と
な
り
、
岩
手
県
釜
石
市
と
ガ
ザ
の
あ
い
だ
で

は
交
流
が
生
ま
れ
、
ガ
ザ
の
子
ど
も
た
ち
が
被
災
地
に
招

か
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

も
っ
と
も
、
凧
と
い
う
も
の
は
元
来
、
敵
情
視
察
や
攻

撃
な
ど
、
軍
事
目
的
で
開
発
さ
れ
た
と
い
っ
た
説
も
あ
る

と
い
う
。
ガ
ザ
地
区
の
凧
も
、
最
近
は
夢
よ
り
も
憎
し
み

を
託
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
昨
年
も
毎
年
恒
例

の
被
災
地
復
興
を
祈
る
凧
揚
げ
大
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、

そ
の
翌
月
、
火
を
つ
け
た
凧
が
攻
撃
目
的
で
ガ
ザ
地
区
か

ら
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
飛
ば
さ
れ
た
と
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
が
報

じ
た
。
長
き
に
渡
っ
て
封
鎖
さ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
断
続

的
な
空
爆
を
受
け
て
い
る
ガ
ザ
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
も
と

よ
り
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
現
状
を
一
顧
だ
に
し
な
い
世
界
に
対

し
て
、
諦
念
と
憎
し
み
が
募
っ
て
い
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
空

に
舞
い
上
が
る
凧
を
見
上
げ
た
と
き
か
ら
、
も
う
二
五
年

の
歳
月
が
流
れ
た
が
、
い
っ
こ
う
に
好
転
し
な
い
パ
レ
ス
チ

ナ
の
状
況
に
、
わ
た
し
も
希
望
を
見
出
せ
ず
に
い
る
。

が
、
紙
は
ユ
カ
芋
の
粉
と
レ
モ
ン
の
皮
と
水
で
作
っ
た
の

り
で
貼
り
つ
け
る
。

描
か
れ
る
模
様
は
、
宗
教
的
な
テ
ー
マ
や
人
権
問
題
な

ど
を
と
り
扱
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
幾
何
的
な
も
の

が
多
い
。
幾
何
文
様
が
好
ま
れ
る
の
は
、
女
性
た
ち
が
着

て
い
る
上
衣
の
幾
何
文
様
と
関
係
あ
り
そ
う
だ
。

凧
揚
げ
の
風
習
は
二
〇
世
紀
の
初
め
に
始
ま
っ
た
と
い

う
。
大
凧
の
制
作
に
は
、
数
カ
月
の
日
数
と
数
十
万
円
の

費
用
が
必
要
で
あ
る
が
、
凧
揚
げ
が
年
々
派
手
に
な
り
な

が
ら
続
い
て
い
る
の
は
、
町
の
人
た
ち
の
情
熱
に
加
え
、

そ
れ
を
支
え
る
経
済
力
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
サ
カ
テ
ペ
ケ
ス
は
、

首
都
の
グ
ア
テ
マ
ラ
市
に
働
き
に
行
く
人
が
多
く
、
ま
た

首
都
の
需
要
に
応
え
る
べ
く
野
菜
や
花
な
ど
を
生
産
し
て

お
り
、
経
済
的
に
わ
り
と
豊
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

ガザ地区の子どもたちによる凧揚げ（2008年撮影）［写真：Newscom/アフロ］

大凧とサンティアゴ特有の幾何文様の上衣をつけた女性たち（撮影：羽幹昌弘）

大凧は使用後に燃やされるので手に入れることはむずかしい。
民博の資料とするためにもらった大凧の見本（H0200526）
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○○してみました世界のフィールド

朝
あさ

木
き

 由
ゆ

香
か

「国立民族学博物館コレクション
貝の道」を旅して

昨
夏
、
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
の
葉
山
館
で
は
、「
国
立
民
族
学
博
物
館
コ

レ
ク
シ
ョ
ン　

貝
の
道
」
展
を
開
催
し
た
（
六
月
二
三
日
ー
九
月
二
日
）。
本
展
は

み
ん
ぱ
く
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
約
一
六
〇
点
の
貝
細
工
を
紹
介
し
た
も
の

で
、
既
に
み
ん
ぱ
く
と
取
り
組
ん
で
き
た
巡
回
展
「
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
肖
像
」

（
二
〇
〇
八
ー
〇
九
年
）、「
彫
刻
家
エ
ル
・
ア
ナ
ツ
イ
の
ア
フ
リ
カ
」（
二
〇
一
〇
ー
一一
年
）、

当
館
企
画
展
「
ビ
ー
ズ 

イ
ン 

ア
フ
リ
カ
」（
二
〇
一二
年
）
に
続
く
四
回
目
の
共
催
展

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
民
族
学
、
博
物
学
、
美
術
史
学
の
対
話
の
可
能
性
を
博
物
館

と
美
術
館
の
枠
を
越
え
て
追
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、今
回
の
「
貝
の
道
」
展
で
は
、

日
ご
ろ
博
物
資
料
と
さ
れ
る
貝
細
工
に
秘
め
ら
れ
た
造
形
美
を
発
見
し
な
が
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
貝
細
工
が
生
ま
れ
た
社
会
背
景
や
生
活
文
化
を
理
解
し
、
貝
と
わ
た
し
た

ち
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
育
ん
で
き
た
の
か
、
そ
の
つ
な
が
り
と
広
が
り
―
「
貝

の
道
」
を
た
ど
っ
た
。

貝
を
つ
な
ぐ

二
〇
一
七
年
、
み
ん
ぱ
く
開
館
四
〇
周
年

記
念
特
別
展
「
ビ
ー
ズ

―
つ
な
ぐ
・
か
ざ

る
・
み
せ
る
」
を
訪
れ
た
筆
者
は
、
会
場
を

埋
め
つ
く
す
世
界
中
の
ビ
ー
ズ
の
多
種
多
様

な
色
、
形
、
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
。
と
り

わ
け
印
象
的
だ
っ
た
の
が
ビ
ー
ズ
の
素
材
で

あ
る
。
人
工
物
、
鉱
物
に
加
え
、
動
物
の
骨

や
歯
、
魚
の
鱗う
ろ
こ、
鳥
の
卵
や
羽
、
昆
虫
、
植

物
の
種
子
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
美
術
展
で
は
見

か
け
な
い
も
の
ば
か
り
だ
。な
か
で
も
貝
ビ
ー

ズ
の
歴
史
は
も
っ
と
も
古
く
、
今
か
ら
七
万

年
〜
一
〇
万
年
前
の
遺
跡
で
穴
の
あ
け
ら
れ

た
小
さ
な
巻
貝
が
発
掘
さ
れ
た
と
い
う
。

自
然
界
に
一
〇
万
種
類
以
上
も
の
貝
が
生

2018年夏、相模湾に面する神奈川県立近代美術館にて、みんぱく所蔵の貝細工の
資料が展示された。今号では本展覧会「貝の道」の企画・担当者である朝木由香
さんに貝をめぐる旅について寄稿してもらった。

み
ん
ぱ
く
の
所
蔵
品
を
タ
カ
ラ
ガ
イ
の
視
点
で
改
め
て
と
ら
え
る
と
、
ア
フ
リ
カ
、

ア
ジ
ア
、
オ
セ
ア
ニ
ア
に
広
が
る
「
装
飾
の
道
」
が
見
え
て
き
た
。
ア
フ
リ
カ
で
は
エ

チ
オ
ピ
ア
高
原
、
コ
ン
ゴ
盆
地
、
カ
メ
ル
ー
ン
高
地
な
ど
の
内
陸
部
ま
で
タ
カ
ラ
ガ

イ
は
運
ば
れ
た
。
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
の
ダ
ン
族
や
カ
メ
ル
ー
ン
の
ベ
コ
ム
族
の
儀
礼

用
の
仮
面
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
ク
バ
族
の
帽
子
や
ベ
ル
ト
な
ど
を
見
る
と
、
タ

カ
ラ
ガ
イ
を
十
文
字
型
に
並
べ
た
り
、
帽
子
全
体
を
覆
う
な
ど
個
々
さ
ま
ざ
ま
で
、

黒
褐
色
の
木
や
ラ
フ
ィ
ア
に
白
い
タ
カ
ラ
ガ
イ
は
一
層
映
え
る
。ア
ジ
ア
で
は
、カ
ラ
ー

シ
ャ
族
の
頭
飾
り
や
パ
イ
ワ
ン
族
の
衣
装
を
は
じ
め
、
色
鮮
や
か
な
織
物
や
刺し

繍
し
ゅ
う

布
に
ガ
ラ
ス
玉
、
コ
イ
ン
、
数
珠
な
ど
の
素
材
と
あ
わ
せ
て
縫
い
込
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
海
に
囲
ま
れ
、
古
く
か
ら
地
域
間
の
交
易
が
盛
ん
な
オ
セ
ア
ニ
ア
で
は
伝
統

的
な
貝
貨
や
婚
資
用
の
装
飾
品
に
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
、
イ
モ
ガ
イ
、
ク
ロ
チ
ョ
ウ
ガ
イ
、

ム
シ
ロ
ガ
イ
な
ど
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
貝
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

の
セ
ピ
ッ
ク
川
流
域
に
見
ら
れ
る
「
神
像
付
き
の
椅
子
」
の
顔
に
は
全
部
で
六
種
類

も
の
貝
が
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、タ
カ
ラ
ガ
イ
が
た
ど
っ

た
道
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
人

び
と
の
貝
へ
の
思
い
や
、
地
域
を
越
え

た
交
易
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
が

見
え
て
く
る
と
と
も
に
、
そ
の
造
形
的

な
面
白
さ
は
見
る
者
を
魅
了
す
る
。
最

後
に
、
当
館
の
目
の
前
に
あ
る
葉
山
の

貝
の
道
も
紹
介
し
た
い
。
会
期
中
、
隣

接
す
る
葉
山
し
お
さ
い
博
物
館
と
協
力

し
て
、
海
岸
で
生
き
た
貝
を
拾
っ
た
り
、

地
層
に
眠
る
貝
の
化
石
を
顕
微
鏡
で
観

察
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
お
こ
な
っ

た
。
ま
さ
し
く
時
空
を
越
え
て
今
に
つ

な
が
る
貝
の
道
を
旅
し
た
夏
で
あ
っ
た
。

神奈川県立近代美術館学芸員

息
し
な
が
ら
、
普
段
、
目
に
す
る
貝
は

ご
く
一
部
。
そ
こ
か
ら
人
び
と
が
貝
の
殻

を
選
び
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
手
で
つ
な
い
で

き
た
営
み
に
は
、
い
わ
ゆ
る
食
用
の
貝
と

は
異
な
る
特
別
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て

き
た
の
だ
ろ
う
。
個
々
の
特
徴
を
活
か

し
な
が
ら
、
切
っ
た
り
削
っ
た
り
と
造
形

的
に
も
創
意
工
夫
に
溢あ
ふ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
世
界
中
の
民
族
に
よ
る
貝

ビ
ー
ズ
を
見
な
が
ら
、
ふ
と
、
ア
ナ
ツ
イ

の
作
品
を
想
っ
た
。
人
が
手
に
触
れ
、
口

に
し
て
捨
て
た
大
量
の
ワ
イ
ン
・
キ
ャ
ッ

プ
が
、
あ
ら
た
に
手
で
縫
い
つ
な
げ
ら
れ

る
こ
と
で
美
し
い
織
物
状
の
作
品
に
蘇
よ
み
が
える
こ
と
と
、
名
も
な
き
人
び
と
が
貝
殻
を
拾

い
集
め
て
作
る
貝
ビ
ー
ズ
に
は
親
和
性
が
感
じ
ら
れ
た
か
ら
だ
。

タ
カ
ラ
ガ
イ
の
道

本
展
で
は
と
り
わ
け
タ
カ
ラ
ガ
イ
に
注
目
し
た
。
白
く
て
ぷ
っ
く
り
と
し
た
背
中

と
ギ
ザ
ギ
ザ
し
た
お
腹
の
模
様
を
特
徴
と
す
る
こ
の
貝
は
、
生
物
学
的
に
は
熱
帯

か
ら
日
本
を
含
む
温
帯
の
海
に
か
け
て
生
息
し
、
葉
山
の
海
に
も
散
見
す
る
。
な

か
で
も
キ
イ
ロ
ダ
カ
ラ
と
ハ
ナ
ビ
ラ
ダ
カ
ラ
は
古
来
、
人
の
手
を
介
し
て
海
を
わ
た

り
、
遠
く
内
陸
に
ま
で
運
ば
れ
て
貝
貨
や
装
身
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
点
で
民

族
学
的
に
も
興
味
深
い
。
本
展
監
修
者
で
あ
る
国
立
民
族
学
博
物
館
の
池い
け
谷や

和か
ず

信の
ぶ

教
授
は
「
ど
う
し
て
人
類
は
地
域
を
越
え
て
、
時
代
を
越
え
て
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
求
め

る
の
か
。
美
し
さ
を
求
め
る
人
類
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の
貝
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
」

と
話
し
、「
タ
カ
ラ
ガ
イ
の
道
」
を
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
「
貨
幣
の
道
」
と
、

近
現
代
以
降
の
「
装
飾
の
道
」
に
わ
け
、
そ
の
用
途
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
き

た
と
指
摘
す
る
。

日本
神奈川県葉山

筆者とパプアニューギニアの彫像（H0164853）
「貝の道」展会場（神奈川県立近代美術館 葉山）

世界中のさまざまな貝ビーズ（「貝の道」展会場　撮影：阿部健） 

ワークショップ「海の生き物を観察しよう」（葉山 一色海岸　2018年 7月）

コンゴ民主共和国の帽子（H0175275）
（「貝の道」展会場　撮影：阿部健） 
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会
場
　
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
当
日
受
付
、
各
回
先
着
10
名
、
参
加
無
料

※
参
加
対
象
者
5
歳
以
上

※
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
に
よ

る
催
し
で
す
。

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
44
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
マ
マ
の
お
客
」

涙
あ
り
笑
い
あ
り
の
イ
ラ
ン
映
画
の
名
作
を
上
映
。

食
卓
を
と
お
し
て
、
イ
ラ
ン
の
人
び
と
、
そ
の
日

常
生
活
や
社
会
を
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
時
　

2
月
23
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　（
13
時
開
場
）

会
場
　
ホ
テ
ル
阪
急
エ
キ
ス
ポ
パ
ー
ク

多
目
的
ホ
ー
ル（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）

（
定
員
4
0
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

※
参
加
券
を
当
日
11
時
か
ら
多
目
的
ホ
ー
ル

（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）前
受
付
に
て
配
布

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
シ
ア
タ
ー

本
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
映
像
作
品
で
あ
る「
み
ん
ぱ

く
映
像
民
族
誌
」シ
リ
ー
ズ
の
な
か
か
ら
選
定
し

た
作
品
を
上
映
後
、
監
修
者
に
よ
る
ト
ー
ク
を
お

こ
な
い
ま
す
。

会
場
　
淀
川
文
化
創
造
館

　
　
　
シ
ア
タ
ー
セ
ブ
ン（
定
員
60
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

「
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
の
ト
ラ
ン
ス
ダ
ン
ス
」

日
時
　

1
月
12
日（
土
）14
時
〜
16
時

　
　
　（
13
時
30
分
開
場
）

解
説
　
池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

司
会
　
福
岡
正
太（
本
館 

准
教
授
）

「
ネ
パ
ー
ル
の
30
年
」

日
時
　

1
月
26
日（
土
）14
時
〜
16
時

　
　
　（
13
時
30
分
開
場
）

解
説
　
南
真
木
人（
本
館 
准
教
授
）

司
会
　
福
岡
正
太（
本
館 
准
教
授
）

「
ア
リ
ラ
ン
峠
を
越
え
て
い
く

―
在
日
コ
リ
ア
ン
の
音
楽
」

会
期
　

1
月
22
日（
火
）ま
で

会
場
　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
か
ざ
っ
て
ポ
ン
！ 

へ
ん
し
ん 

い
の
し
し
」

世
界
中
の
人
び
と
が
、
い
の
し
し
の
牙
を
つ
か
っ

て
か
ら
だ
を
か
ざ
っ
て
い
ま
す
。
き
み
な
ら
、
ど

ん
な
風
に
か
ら
だ
を
か
ざ
る
か
な
？
ス
タ
ン
プ
や

色
え
ん
ぴ
つ
な
ど
を
つ
か
っ
て
絵
を
描
く
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
す
。

日
時
　

1
月
14
日（
月
・
祝
）

　
　
　
10
時
〜
17
時（
16
時
30
分
受
付
終
了
）

会
場
　
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※ 

当
日
随
時
受
付
、
先
着
2
0
0
名
、
参
加
無
料

（
た
だ
し
、
本
館
展
示
場
を
ご
覧
に
な
る
場
合

は
、
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
。）

※ 

未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
干
支
の
亥い（
い
の
し
し
）で
絵
馬
を
つ
く
ろ
う
」

本
館
展
示
場
に
あ
る「
い
の
し
し
」を
ス
ケ
ッ
チ
し

ま
す
。

日
時
　

1
月
13
日（
日
）10
時
30
分
〜
17
時

　
　
　（
15
時
30
分
受
付
終
了
）

受
付
場
所
　
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※ 

当
日
随
時
受
付
、
先
着
80
名

　
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※
参
加
対
象
者
3
歳
以
上
、
未
就
学
児
は
保
護
者

同
伴
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
に
よ

る
催
し
で
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
お
り
が
み
で
遊
ぼ
う
！ 

干
支
シ
リ
ー
ズ『
亥
』」

お
り
が
み
で
干
支
の「
い
の
し
し
」を
折
り
ま
す
。

日
時
　 

1
月
14
日（
月
・
祝
） 

10
時
30
分
〜
11
時
、

11
時
〜
11
時
30
分
、
11
時
30
分
〜
12
時
、

13
時
〜
13
時
30
分
、
13
時
30
分
〜
14
時
、

14
時
〜
14
時
30
分

　
　
　（
各
回
30
分
程
度
）

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
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

日
時
　

2
月
9
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　（
13
時
開
場
）

解
説
　
髙
正
子（
神
戸
大
学 

非
常
勤
講
師
）

　
　
　
安
聖
民（
パ
ン
ソ
リ
演
奏
家
）

司
会
　
寺
田
𠮷
孝（
本
館 

教
授
）

「
中
国
雲
南
省
大
理
盆
地
の
回
族
」

日
時
　

2
月
17
日（
日
）14
時
〜
16
時

　
　
　（
13
時
30
分
開
場
）

解
説
　
横
山
廣
子（
本
館 

名
誉
教
授
）

司
会
　
福
岡
正
太（
本
館 

准
教
授
）

第
35
回
人
文
機
構
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

 

レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

「
中
東
と
日
本
を
つ
な
ぐ
音
の
道（
サ
ウ
ン
ド

ロ
ー
ド
）

―
音
楽
か
ら
地
球
社
会
の
共
生
を

考
え
る
」

正
倉
院
宝
物
に
あ
る
楽
器
は
中
東
に
ル
ー
ツ
が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
東
と
日
本
の
音
文
化

を
通
じ
て
、
国
家
や
民
族
の
境
界
を
こ
え
て
地
球

社
会
で
共
に
生
き
る
こ
と
を
考
え
ま
す
。

日
時
　

3
月
23
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

（
13
時
開
場
）

会
場
　
東
大
寺
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー 

金
鐘
ホ
ー
ル

（
定
員
3
0
0
名
）

講
演
　
森
本
公
誠（
東
大
寺 

長
老
）

　
　
　
西
尾
哲
夫（
本
館 

教
授
）

演
奏
　
ウ
ー
ド
　
常
味
裕
司

　
　
　
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
　
谷
正
人

　
　
　
尺
八
　
カ
イ
ル
・
カ
マ
ル
・
ヘ
ロ
ウ

解
説
　
水
野
信
男（
兵
庫
教
育
大
学 

名
誉
教
授
）

主
催
　
人
間
文
化
研
究
機
構

特
別
協
力
　
東
大
寺

後
援
　
文
部
科
学
省
、
東
洋
音
楽
学
会
、

　
　
　
近
畿
日
本
鉄
道
株
式
会
社

※
要
事
前
申
込（
受
付
先
着
順
）、
参
加
無
料

※
往
復
は
が
き
も
し
く
は
左
記
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内

の
受
付
フ
ォ
ー
ム
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

https://w
w

w
.nihu.jp/ja/event/sym

posium
/35

お
問
い
合
わ
せ
先

第
35
回
人
文
シ
ン
ポ
事
務
局
（
千
里
文
化
財
団
内
）

0
6
･
6
8
7
7
･
8
8
9
3

1
月
27
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
　
本
館
第
7
セ
ミ
ナ
ー
室

ラ
フ
ラ
ン
諸
島
を
さ
が
す

話
者
　
山
本
泰
則 （
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

　
た
だ
し
、
20
日（
日
）、
27
日（
日
）は
展
示
観
覧
券
不
要

●
年
始
の
開
館
の
お
知
ら
せ

年
始
は
1
月
5
日（
土
）か
ら
開
館
し
ま
す
。

友
の
会
講
演
会

会
場
　
本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
当
日
先
着
順
・
定
員
96
名
）

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
8
4
回
　

1
月
5
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
シ
リ
ー
ズ
】

南
の
島
の
贈
り
も
の
、民
博
か
ら
の
お
返
し

―
研
究
成
果
の
現
地
還
元
と
は

講
師
　
須
藤
健
一（
堺
市
博
物
館 

館
長
、
本
館 
名
誉
教
授
）

人
類
学
者
は
自
身
の
好
奇
心
と
学
的
関
心
に
か
ら
れ
て
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
地
の
人
び
と
の
好
意
に

甘
え
て
衣
食
住
を
と
も
に
し
、
こ
と
ば
や
生
き
方
や
世
界
観
な
ど

を
知
る
た
め
の
調
査
方
法
で
す
。
有
形
無
形
の
文
化
財
も
収
集

し
ま
す
。
調
査
で
学
ん
だ
貴
重
な
情
報
や
知
識
や
技
術
や
造
形

は
、
研
究
の
源
と
な
り
、
博
物
館
の「
お
宝
」で
す
。
一
方
、
そ
れ

ら
は
現
地
の
人
び
と
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
や
価
値
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
人
類
学
者
と
被
調
査
者
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
再

考
し
ま
す
。

第
4
8
5
回
　

2
月
2
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

ア
ン
デ
ス
の
箱
型
祭
壇
が
伝
え
る
も
の

―
農
村
の
生
活
か
ら
歴
史
記
憶
ま
で

講
師
　
八
木
百
合
子（
本
館 

助
教
）

数
々
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
人
形
に
彩
ら
れ
た
ア
ン
デ
ス
の
箱
型
祭
壇
は
、

ペ
ル
ー
を
代
表
す
る
民
衆
芸
術
の
ひ
と
つ
で
す
。
特
に
20
世
紀
後

半
か
ら
、
ペ
ル
ー
南
部
の
ア
ヤ
ク
チ
ョ
出
身
の
職
人
た
ち
に
よ
っ

て
、
農
村
の
祭
り
や
生
活
風
景
を
描
い
た
作
品
が
数
多
く
生
み

出
さ
れ
、
脚
光
を
浴
び
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
そ
の
な
か
に
は
、

農
民
た
ち
が
犠
牲
と
な
っ
た
暴
力
の
歴
史
を
物
語
る
作
品
も
存
在

し
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
箱
型
祭
壇
に
描
か
れ
た
場
面
に
つ
い
て

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
歴
史
的
な
出
来
事
を
主
題
に
し
た
作
品
が

創
り
出
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
講
演
会
も
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
お
こ
な
い

ま
す（
40
分
）。

東
京
講
演
会

第
1
2
5
回
　

3
月
9
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

米
国
先
住
民
ホ
ピ
の
暮
ら
し
と
世
界
観

講
師
　
伊
藤
敦
規（
本
館 

准
教
授
）

会
場
　
モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン

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

日
時
　

1
月
19
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

会
場
　
本
館
セ
ミ
ナ
ー
室

参
加
費
　
無
料

※
参
加
券
を
当
日
12
時
30
分
か
ら
本
館
1
階
案
内
所
前
に
て
配
布

※
メ
イ
ン
会
場
が
満
席
の
場
合
は
中
継
会
場
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

第
4
8
7
回

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
神
さ
ま
と「
と
も
だ
ち
」に
な
る

―
当
世
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
事
情

講
師
　
三
尾
稔（
本
館 

教
授
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

普
及
は
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
と
神
が
み
と
の

か
か
わ
り
方
を
も
変

え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で

「
と
も
だ
ち
」を
増
や

す
神
の
事
例
を
つ
う

じ
、
イ
ン
ド
の
宗
教

と
メ
デ
ィ
ア
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
し
ま

す
。

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
。

1
月
6
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
　
ア
メ
リ
カ
展
示
場

食
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

―
ア
メ
リ
カ
大
陸
か
ら
の
発
信
と
受
容

話
者
　
関
雄
二 （
本
館 

教
授
）

1
月
13
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分

本
館
第
7
セ
ミ
ナ
ー
室
、
日
本
の
文
化
展
示
場

岩
手
県
の
鹿
踊
り

話
者
　
林
勲
男 （
本
館 

教
授
）

1
月
20
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
　
本
館
第
7
セ
ミ
ナ
ー
室

イ
ン
ド
の
子
育
て

―
授
乳
編

話
者
　
松
尾
瑞
穂 （
本
館 

准
教
授
）

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401
http://www.minpaku.ac.jp/

特
別
展

「
子
ど
も
／
お
も
ち
ゃ
の
博
覧
会
」

明
治
時
代
以
降
に
お
け
る
日
本
の
社
会
の
大
き
な

変
化
は
、
そ
の
時
々
の
子
ど
も
の
あ
り
よ
う
や
人

び
と
の
子
ど
も
観
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
本
展

で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
戦
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
玩
具

を
つ
う
じ
、
子
ど
も
や
子
ど
も
を
め
ぐ
る
社
会
の

変
遷
と
そ
の
意
味
を
探
り
ま
す
。

会
期
　

3
月
21
日（
木
・
祝
）〜
5
月
28
日（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

企
画
展

「
旅
す
る
楽
器

―
南
ア
ジ
ア
、弦
の
響
き
」

南
ア
ジ
ア
の
弦
楽
器
は
、
中
央
ア
ジ
ア
や
西
ア
ジ

ア
か
ら
伝
え
ら
れ
た
楽
器
が
改
良
さ
れ
定
着
し
た

も
の
が
多
く
、
そ
の
い
く
つ
か
は
南
ア
ジ
ア
で
の
変

容
を
経
て
東
南
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
に
も
伝
え
ら

れ
ま
し
た
。
楽
器
が
広
大
な
地
域
を
旅
し
て
伝
播

し
て
い
く
様
を
知
る
こ
と
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け

る
長
期
的
な
文
化
の
交
流
を
実
感
し
て
く
だ
さ
い
。

会
期
　

2
月
21
日（
木
）〜
5
月
7
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト

「
い
の
し
し
」

2
0
1
9
年
の
干
支
で
あ
る「
い
の
し
し
」を
テ
ー

マ
に
、
み
ん
ぱ
く
所
蔵
の
資
料
や
写
真
を
展
示
し
、

世
界
各
地
の「
い
の
し
し
」を
紹
介
し
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
。

ビデオテーク新番組（2018 年12月公開）
新しいビデオテーク番組が追加されました。

番組
番号 種別 タイトル 地域 監修 時間

7242

研究用
映像

Revisiting Batulecaur after 
34 Years：
A Village of Musicians in 
Nepal 

南アジア
南真木人
寺田𠮷孝
藤井知昭

53分

7243
Crossing over the 
Arirang Pass：
Zainichi Korean Music

朝鮮半島
／日本

髙正子
寺田𠮷孝 76分

7244
めばえる歌：民謡の伝承
と創造 日本 川瀬慈 58分

SNSでも人気のあるインドの憑依神
（ラージャスターン州ウダイプル）

12   13    2019 年 1月号



の
区
別
は
厳
密
で
は
な
く
、
説
明
す
る
人
に
よ
っ
て

特
徴
も
入
れ
替
わ
る
。
以
下
イ
エ
テ
ィ
と
総
称
）。

全
身
が
茶
色
い
毛
皮
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
背
丈

は
人
間
よ
り
低
い
と
も
高
い
と
も
い
わ
れ
る
。

男
女
（
雄
雌
）
の
別
が
あ
っ
て
山
の
奥
で
暮
ら
し

て
い
る
。
人
語
を
解
さ
ず
「
ヒ
ュ
ー
ー
」
と
い
う

甲
高
い
声
を
上
げ
る
が
、
高
徳
の
僧
だ
け
は
イ

エ
テ
ィ
と
会
話
で
き
る
。

山
中
で
イ
エ
テ
ィ
と
遭
遇
し
た
話
は
、
高
齢

者
や
亡
く
な
っ
た
人
物
の
経
験
談
と
し
て
定
型

化
さ
れ
た
語
り
が
よ
く
聞
か
れ
る
。
も
っ
と
も

定
番
な
の
は
、
現
在
も
存
命
の
、
あ
る
老
女
が

若
い
こ
ろ
に
出
会
っ
た
と
い
う
イ
エ
テ
ィ
の
話
だ
。

彼
女
が
マ
ッ
チ
ェ
ル
モ
の
放
牧
場
で
ヤ
ク
（
ウ
シ

の
仲
間
）
を
追
っ
て
い
る
と
、
突
然
イ
エ
テ
ィ
が

あ
ら
わ
れ
た
。
イ
エ
テ
ィ
は
彼
女
を
川
に
放
り

込
む
と
、
ヤ
ク
の
角
を
掴つ
か

ん
で
体
を
真
っ
二
つ
に

裂
き
、
そ
の
ま
ま
死
骸
を
引
き
ず
っ
て
山
へ
と

消
え
て
い
っ
た
。
彼
女
は
川
の
な
か
で
震
え
な
が

ら
そ
の
様
子
を
見
て
い
た
と
い
う
。

♦
♦
♦
雪
男
の
居
場
所
♦
♦
♦

だ
が
最
近
は
、
イ
エ
テ
ィ
に
出
会
う
こ
と
も

ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。あ
る
女
性
は
言
う
。「
む

か
し
の
人
は
村
か
ら
離
れ
た
ヤ
ク
の
放
牧
場
で

何
日
も
過
ご
し
て
い
た
か
ら
よ
く
イ
エ
テ
ィ
の
声

を
聞
い
た
し
、
出
会
っ
た
り
も
し
た
。
だ
け
ど

最
近
は
観
光
客
が
山
の
あ
ち
こ
ち
ま
で
来
る
よ

雪
男
の
真
似
を
し
て
い
る
こ
の
男
性
の
姿
は
、

一
九
五
八
年
に
ネ
パ
ー
ル
中
西
部
の
ド
ル
パ
郡

ツ
ァ
ル
カ
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
だ
。
撮
影
者
の

高た
か

山や
ま

龍り
ゅ
う

三ぞ
う

先
生
に
よ
る
と
当
時
の
印
象
は
強
く

残
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
だ
が
、
雪
男
の
手
足
は

前
後
反
対
に
つ
い
て
お
り
、
走
る
と
き
は
四
つ

足
に
な
っ
て
後
ろ
向
き
に
進
む
と
の
伝
承
も
あ

る
た
め
、
お
そ
ら
く
そ
の
動
き
を
模
倣
し
て
い

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
日
本
語
の
「
雪
男
」

は
、
英
語
圏
の
探
検
家
が
一
九
二
〇
年
代
か
ら

使
い
始
め
た「
忌
ま
わ
し
き
雪
男（A

bom
inable 

Snow
m

an

）」
と
い
う
名
称
に
由
来
す
る
。

♦
♦
♦
謎
の
生
態
♦
♦
♦

ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
男
は
、
日
本
で
は

イ
エ
テ
ィ
と
い
う
名
前
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ド
ル
パ
郡
か
ら
は
東
南
方
向
に
三
五
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
エ
ベ
レ
ス
ト
近
く
の
ク
ン

ブ
地
方
に
も
雪
男
の
話
が
数
多
く
伝
わ
っ
て
お

り
、
そ
の
正
体
は
ク
マ
だ
と
も
サ
ル
だ
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
ク
ン
ブ
地
方
に
所
在
す
る
ク
ム

ジ
ュ
ン
寺
院
に
は
雪
男
の
頭
が
、
パ
ン
ボ
チ
ェ
寺

院
に
は
雪
男
の
頭
と
手
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

現
地
の
シ
ェ
ル
パ
の
人
び
と
に
よ
る
と
、
雪
男

と
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
存
在
だ
。
ク
ン
ブ

地
方
に
は
人
を
食
べ
る
ミ
テ
ィ
と
動
物
を
食
べ

る
チ
ュ
テ
ィ
、
お
よ
び
悪
さ
だ
け
を
す
る
イ
エ

テ
ィ
と
い
う
三
種
類
の
雪
男
が
い
る
（
た
だ
し
こ

う
に
な
っ
た
か
ら
、
イ
エ
テ
ィ
は
ど
こ
か
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
」。

山
か
ら
は
い
な
く
な
る
一
方
、
イ
エ
テ
ィ
は
ネ

パ
ー
ル
を
代
表
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
ひ
と
つ
と
な
っ

た
。
イ
エ
テ
ィ
航
空
を
は
じ
め
多
く
の
会
社
が

そ
の
名
を
冠
し
、
観
光
地
で
は
イ
エ
テ
ィ
を
模

し
た
土
産
物
が
売
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
特
に
若

い
シ
ェ
ル
パ
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
「
本
で
読
ん
だ

話
で
は
」
と
留
保
し
な
が
ら
、
生
き
生
き
と
イ

エ
テ
ィ
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
れ
た
。
お
そ
ら
く

観
光
地
化
が
進
む
な
か
で
、
客
の
期
待
に
応
え

る
よ
う
に
イ
エ
テ
ィ
の
物
語
も
常
に
語
り
な
お

さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
静
か
な

山
村
の
薄
暗
い
土
間
で
声
真
似
を
交
え
つ
つ
語

ら
れ
る
イ
エ
テ
ィ
の
話
は
、
わ
た
し
の
背
筋
を
寒

く
さ
せ
る
の
に
充
分
で
あ
っ
た
。

想像界の生物相

ヒマラヤの雪男イエティ 民博 機関研究員 古
ふる
川
かわ

 不
ふ
可
か
知
ち

資料名―写真（雪男のまねをする男）

データ番号― 上：X0216186、下：X0217358

　ネパール写真データベース
　http://htq.minpaku.ac.jp/databases/nepal/

撮影―上：高山龍三、下：飯島茂（ともに 1958年）

地域―ネパール

イエティグッズ（カトマンズにて2018年に購入）

 15    2019 年 1月号



新
築
よ
り
既
存
の
歴
史
的
建
造
物
な
ど
を
利
用

し
た
簡
便
な
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
単
な
る
予
算
の
問
題
で
は

な
く
、
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
考
え
方
に

よ
る
。
こ
れ
は
近
年
イ
タ
リ
ア
で
も
よ
く
聞
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
ば
だ
が
、
博
物
館
を
地
域

の
文
化
継
承
・
育
成
の
場
と
み
な
し
、
地
域
の
人

び
と
を
巻
き
込
ん
だ
企
画
を
お
こ
な
っ
て
い
こ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
イ
タ
リ
ア
で
は
、

食
へ
の
関
心
が
高
い
た
め
か
、
ワ
イ
ン
や
パ
ン
な

ど
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
歴
史
や

生
産
技
術
、
祭
な
ど
の
地
域
文
化
と
の
関
連
を

示
す
資
料
の
収
集
や
展
示
と
と
も
に
、
生
産
体

験
を
組
み
込
ん
だ
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
、
試
食
・

試
飲
な
ど
を
兼
ね
た
イ
ベ
ン
ト
も
積
極
的
に
展

開
さ
れ
て
い
る
。

六
つ
の
博
物
館

今
回
取
り
上
げ
る
「
食
の
博
物
館
」
も
そ
の

ひ
と
つ
だ
が
、
さ
ら
に
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
ま

ず
、
複
数
の
博
物
館
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

宇
う

田
だ

川
が わ

 妙
た え

子
こ

民博 超域フィールド科学研究部

エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

イ
タ
リ
ア
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
パ
ル
マ
県

に
、
近
年
「
食
の
博
物
館
」
が
で
き
た
。

イ
タ
リ
ア
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
い
わ
ゆ

る
地
方
活
性
化
予
算
が
一
時
期
増
額
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
や
歴
史
に

ち
な
ん
だ
博
物
館
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
多
く
は
規
模
が
小
さ
く
、
建
物
も
、

結
び
つ
き
が
わ
か
る
場
所
に
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

さ
ら
に
観
光
と
い
う
意
味
で
も
、
各
地
に
散
ら

ば
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
内
だ
け
で
な
く
県
内
全

域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

期
待
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

次
世
代
の
地
域
振
興
に
向
け
て

そ
し
て
近
年
、
六
つ
（
将
来
的
に
は
七
つ
）
の

博
物
館
を
つ
な
ぎ
、
周
辺
の
歴
史
的
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
な
ど
も
加
え
た
「
食
の
道
」
と
い
う
観
光
ル
ー

ト
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
ど
、
広
範
囲
な
観
光

化
の
動
き
は
確
実
に
始
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
思
惑
が
ど
れ
だ
け
当
た
る
か
に
つ
い
て
は
、

も
う
少
し
様
子
を
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、

少
な
く
と
も
各
博
物
館
の
入
場
者
数
は
、
開
館

が
あ
る
と
、
前
館
長
の
ゴ
リ
ッ
ツ
ィ
氏
は
語
る
。

例
え
ば
、
パ
ル
ミ
ジ
ャ
ー
ノ
の
生
産
に
は
、（
イ

タ
リ
ア
で
は
稀ま

れ

な
）
夏
の
湿
気
が
必
要
だ
が
、
そ

の
条
件
は
、
こ
の
地
域
を
流
れ
る
タ
ー
ロ
川
の
渓

谷
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
一
方
、プ
ロ
シ
ュ
ッ

ト
に
は
、
よ
り
東
側
の
、
乾
燥
す
る
風
が
吹
く

地
形
が
不
可
欠
で
あ
る
。
実
際
、
イ
タ
リ
ア
を

は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
あ
る
食
品
の

品
質
が
特
定
の
環
境
や
歴
史
と
わ
か
ち
が
た
く

結
び
つ
い
て
い
る
場
合
、
そ
の
名
称
を
保
護
す
る

地
理
的
表
示
と
い
う
施
策
が
進
ん
で
い
る
が
、
パ

ル
マ
の
パ
ル
ミ
ジ
ャ
ー
ノ
、
プ
ロ
シ
ュ
ッ
ト
、
ク

ラ
テ
ッ
ロ
も
、
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
厳
格
な
「
原

産
地
呼
称
保
護
」
と
い
う
ラ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
て

い
る
。
な
ら
ば
博
物
館
は
、
こ
う
し
た
環
境
と
の

パ
ル
マ
は
、
内
陸
の
丘
陵
地
に
で
き
た
町
だ
が
、

近
郊
に
い
く
つ
か
河
川
を
有
し
、
長
い
あ
い
だ
そ

の
地
形
が
作
り
だ
す
独
特
の
環
境
・
気
象
を
利

用
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
食
品
を
生
産
し
て
き

た
。
早
く
か
ら
ロ
ー
マ
へ
の
巡
礼
路
な
ど
の
交
通

の
要
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
発
展
を
う
な
が
し
、

今
で
は
「
美
食
の
都
」
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
二

〇
〇
三
年
以
降
、
こ
う
し
た
パ
ル
マ
の
代
表
的
な

食
と
し
て
、パ
ル
ミ
ジ
ャ
ー
ノ・レ
ッ
ジ
ャ
ー
ノ（
パ

ル
メ
ザ
ン
・
チ
ー
ズ
）、
プ
ロ
シ
ュ
ッ
ト
・
デ
ィ
・

パ
ル
マ
（
パ
ル
マ
・
ハ
ム
）、
サ
ラ
ミ
、
パ
ス
タ
、

ト
マ
ト
、
ワ
イ
ン
の
六
つ
の
博
物
館
が
次
々
作
ら

れ
、「
食
の
博
物
館
」
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
現
在
、
ク
ラ
テ
ッ
ロ
（
生
ハ
ム
の
一
種
）
の

博
物
館
も
建
設
中
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
ら
の
博
物
館
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
地
に
作
ら
れ
て
い
る
た
め
、
同

じ
パ
ル
マ
県
内
と
は
い
え
散
ら
ば
っ
て
い
る
こ
と

も
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
は
交
通
の
便
を
考
え

る
と
、
観
光
な
ど
の
経
済
効
果
が
あ
ま
り
望
め

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
当
初
は
、
外

国
か
ら
の
観
光
客
も
多
い
パ
ル
マ
市
内
に
ま
と
め

て
作
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た

と
い
う
。

地
域
に
根
づ
く
食
と
い
う
考
え
方
と
博
物
館

し
か
し
、
食
を
文
化
と
み
な
し
、
適
切
に
理

解
し
継
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が

作
ら
れ
て
き
た
環
境
や
歴
史
を
把
握
す
る
必
要

パ
ル
メ
ザ
ン
・
チ
ー
ズ
な
ど
の
イ
タ
リ
ア
の
食
材
は
、近
年
、日
本
で
も
身
近
な
も
の

と
な
っ
た
。
し
か
し
、こ
れ
ら
が
歴
史
や
環
境
の
面
で
産
地
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
食
の
文
化
を
未
来

へ
つ
な
げ
る
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
か
ら
地
域
振
興
に
つ
い
て
考
え
る
。

以
来
、
地
元
住
民
を
中
心
に
着
実
に
増
え
て
い
る
。

ど
の
博
物
館
で
も
、
地
元
住
民
に
は
入
場
料

を
優
遇
し
た
り
、
小
中
学
校
な
ど
に
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
提
供
し
た
り
、
毎
年
地
域
を
巻
き
込

ん
だ
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
地

元
の
人
た
ち
で
さ
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
の
影

響
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
食
材
を
口
に
す
る
こ
と
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
試
み
を
と
お

し
て
、
特
に
次
世
代
の
関
心
が
高
ま
る
こ
と
を

強
く
望
ん
で
い
る
と
い
う
。
短
期
的
な
観
光
な

ど
の
収
益
増
以
上
に
、
長
期
的
な
地
域
振
興
こ

そ
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
、

前
館
長
の
こ
と
ば
が
印
象
的
だ
っ
た
。
今
後
、
博

物
館
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
と

し
て
も
、
な
り
ゆ
き
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

後方に見えるのが、パスタ博物館とトマト博物館が入っている建物。かつて
巡礼者の宿舎を兼ねた修道院であり、19世紀に農園となり戦後まで使われて
いた。現在もその周囲には農地が広がっている（パルマ県コレッキオ町）　
©Parma – Musei del Cibo

食の博物館
Musei del Cibo／イタリア

上：パルミジャーノ・レッジャーノ博物館の展示場の一部。左手にあるのは、
牛乳を凝固させるための蒸気ボイラー式大釜（パルマ県ソラーニャ町）　
©Parma – Musei del Cibo

中：パスタ博物館の展示場の一部。19世紀半ばから20世紀前半までのパスタ製
造機器のコーナー（パルマ県コレッキオ町、2017年）

下：ワイン博物館の展示場の一部。ワインのボトリングのコーナー（パルマ県
サラバガンツァ町、2017年）
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五
〇
年
に
お
よ
ぶ
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
大
陸
中
国
に
由

来
す
る
中
国
国
民
党
に
よ
る
統
治
へ
の
移
り
変
わ
り
は
、
台
湾

住
民
が
少
数
の
外
来
者
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
構
造
を
変
え
な

か
っ
た
。
一
九
四
九
年
か
ら
じ
つ
に
三
八
年
に
お
よ
ぶ
戒
厳
令

の
も
と
、
国
民
党
政
権
は
多
く
の
市
民
を
反
政
府
活
動
な
ど
の

理
由
で
投
獄
、
処
刑
し
た
。
言
論
や
出
版
は
統
制
さ
れ
、
国
会

議
員
の
選
挙
も
凍
結
し
た
。
こ
う
し
た
政
治
状
況
の
な
か
で
、

一
九
八
〇
年
代
の
後
半
か
ら
人
び
と
は
民
主
主
義
を
求
め
た
営

み
を
重
ね
て
い
く
。「
女
朋
友
。
男
朋
友
」
は
恋
愛
映
画
で
は

あ
る
が
、
台
湾
の
民
主
主
義
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る

作
品
で
あ
る
。

男
女
三
人
の
恋
愛
と
友
情

二
〇
一
二
年
の
女
子
学
生
の
「
短
パ
ン
を
履
き
た
い
」
と
い

う
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
続
き
、
一
九
八
五
年

か
ら
物
語
は
始
ま
る
。
幼お
さ
な
な
じ
み

馴
染
の
小シ
ャ
オ
メ
イ美（

女
）
と
阿ア
リ
ャ
ン良
（
男
）、

そ
の
同
級
生
の
阿ア
レ
ン仁
（
男
）
は
、
全
体
主
義
的
な
管
理
を
方
針

と
す
る
高
校
の
な
か
で
自
由
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
た
校
内
誌
を

作
る
サ
ー
ク
ル
仲
間
で
あ
る
。
多
感
な
年
頃
の
三
人
に
は
、
方

向
の
異
な
る
恋
愛
感
情
が
芽
生
え
て
い
た
。
小
美
は
阿
良
へ
の

想
い
を
秘
め
な
が
ら
、
自
分
を
好
き
だ
と
言
っ
て
く
れ
る
阿
仁

と
交
際
を
始
め
る
。
阿
良
は
一
歩
引
い
た
か
た
ち
で
、
三
人
の

な
か
に
恋
愛
と
友
情
が
同
居
し
て
い
く
。

ご
も
る
が
、
彼
が
家
庭
を
捨
て
ら
れ
ず
、
出
産
に
危
険
が
伴
う

こ
と
も
わ
か
り
、
堕
胎
を
決
意
す
る
。
阿
良
も
ま
た
妻
子
あ
る

男
性
と
不
倫
関
係
に
あ
っ
た
。
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
理
想

と
現
実
は
変
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
関

係
の
な
か
で
恋
愛
と
友
情
の
か
た
ち
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

後
半
は
、
い
さ
さ
か
自
己
中
心
的
な
ア
ラ
サ
ー
（
フ
ォ
ー
）

世
代
の
「
ト
レ
ン
デ
ィ
ー
・
ド
ラ
マ
」
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
が
、

高
校
か
ら
大
学
に
か
け
て
の
場
面
か
ら
は
、
台
湾
の
人
た
ち
の

民
主
主
義
へ
の
希
求
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

軍
人
が
い
る
学
校

国
民
党
の
政
治
支
配
は
学
校
教
育
に
も
お
よ
ん
だ
。
高
校
や

大
学
に
は
軍
部
か
ら
「
教
官
」
が
派
遣
さ
れ
、
軍
事
教
練
を
お

こ
な
う
と
と
も
に
、
校
内
に
お
け
る
政
治
活
動
の
監
視
、
学
生

た
ち
の
管
理
を
お
こ
な
っ
た
。
本
作
で
も
「
教
官
」
は
重
要
な

役
回
り
で
あ
る
。
校
内
誌
の
原
稿
を
検
閲
し
た
「
教
官
」
は
、

文
章
中
の
各
文
の
頭
文
字
を
つ
な

げ
る
と
「
我ウ
オ

不ブ

是シ

你ニ
ー

養ヤ
ン

的ダ

狗ゴ
ウ

（
わ

た
し
は
あ
な
た
が
飼
う
犬
で
は
な

い
）」
と
な
る
こ
と
を
見
つ
け
、
原

稿
を
ぼ
つ
に
す
る
。
プ
ロ
ロ
ー
グ

で
は
「
短
パ
ン
を
履
か
せ
ろ
」
と

唱
え
る
女
子
学
生
た
ち
に
、
現
代

の
「
教
官
」
が
大
声
で
静
か
に
し

ろ
と
そ
の
声
を
封
じ
る
。
若
い
世

代
は
、
政
治
弾
圧
を
受
け
て
き
た

親
の
世
代
か
ら
歴
史
を
学
ぶ
だ
け

で
な
く
、
学
校
に
お
け
る
「
教
官
」

五
年
後
、
阿
仁
と
阿
良
は
学
生
運
動
に
身
を
投
じ
て
い
た
。

一
九
九
〇
年
、
蒋
し
ょ
う

介か
い

石せ
き
を
顕
彰
し
た
国
民
党
政
権
の
象
徴
的
な

建
物
で
あ
る
中
ち
ゅ
う

正せ
い

紀き

念ね
ん

堂ど
う

周
辺
で
、
一
週
間
に
わ
た
り
学
生
が

座
り
込
み
を
お
こ
な
っ
た
通
称
「
野の

百ゆ

合り

学
生
運
動
」
で
あ
る
。

こ
の
運
動
は
、
台
湾
全
体
に
民
主
化
の
意
識
を
強
く
植
え
つ
け

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
運
動
の
さ
な
か
、
阿
良
が
阿
仁
に
想
い

を
よ
せ
て
き
た
こ
と
、
阿
仁
が
他
の
女
子
学
生
と
も
深
い
仲
で

あ
る
こ
と
を
小
美
は
知
る
。
阿
良
は
自
身
の
性
的
指
向
に
自
覚

的
に
な
り
、
男
性
と
の
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
三
人
は
そ

れ
ぞ
れ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

一
九
九
七
年
、
社
会
人
と
な
っ
た
三
人
は
共
通
の
ゲ
イ
の
友

人
の
結
婚

パ
ー
テ
ィ
を
機

に
再
会
す
る
。

阿
仁
は
政
治

権
力
者
の
娘

と
家
庭
を
も

ち
子
ど
も
も
い

る
が
、
小
美
と

は
不
倫
関
係

に
あ
っ
た
。
小

美
は
阿
仁
の

子
ど
も
を
身

に
よ
る
自
由
の
管
理
を
と
お
し
て
、
今
こ
こ
に
あ
る
問
題
と
し

て
民
主
主
義
を
実
感
し
て
い
る
。

同
性
婚
は
国
民
全
体
で
考
え
る
べ
き
問
題

本
作
で
は
、
男
性
同
士
の
結
婚
式
や
、
男
性
と
女
性
、
男
性

同
士
の
肉
体
関
係
の
双
方
を
織
り
成
す
よ
う
に
描
く
場
面
を
と

お
し
て
、
そ
れ
ら
が
異
性
婚
や
異
性
愛
と
何
が
違
う
の
か
と
問

い
か
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
台
湾
で
は
民
主
化
の
流

れ
に
あ
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
同
性
婚
を
求
め
る
動
き
が
顕
在
化

し
た
。
賛
否
は
と
も
か
く
、
同
性
婚
や
同
性
愛
に
つ
い
て
の
社

会
的
な
認
知
度
は
比
較
的
高
い
。

二
〇
一
八
年
一
一
月
二
四
日
の
台
湾
の
統
一
地
方
選
挙
で
は
、

地
方
政
治
の
首
長
や
議
員
の
選
出
に
加
え
て
同
性
婚
の
是
非

を
問
う
国
民
投
票
（
台
湾
で
は
「
公
民
投
票
」）
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

二
〇
一
七
年
の
五
月
に
、
台
湾
の
憲
法
裁
判
所
に
あ
た
る
司
法

院
大
法
官
会
議
が
、
同
性
婚
を
可
能
と
し
な
い
現
行
の
民
法
は

違
憲
で
あ
る
と
判
断
し
、
二
年
以
内
の
法
的
対
応
を
求
め
た
。

今
回
の
国
民
投
票
は
そ
れ
を
受
け
て
の
実
施
と
な
っ
た
。
結
果

は
、
民
法
の
定
め
る
婚
姻
は
認
め
ず
、「
共
同
生
活
を
し
そ
の

権
利
を
認
め
る
」
た
め
の
あ
ら
た
な
法
整
備
を
お
こ
な
う
と
い

う
消
極
的
肯
定
と
な
っ
た
が
、
現
時
点
で
の
民
意
を
明
ら
か
に

し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

台
湾
の
選
挙
の
投
票
率
は
お
し
な
べ
て
高
い
。
そ
れ
は
、
自

分
の
一
票
が
自
分
た
ち
の
運
命
を
大
き
く
変
え
る
一
票
で
あ
る

こ
と
を
肌
身
に
感
じ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
性
婚

の
是
非
を
国
民
投
票
で
は
か
ろ
う
と
し
た
台
湾
で
は
、
そ
れ
が

国
民
一
人
一
人
の
意
思
を
確
認
す
る
べ
き
民
主
主
義
の
問
題
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

台
湾
に
お
け
る
民
主
主
義
と
同
性
婚

野の
ば
や
し林 

厚あ
つ

志し

民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

M
「GF*BF」

2012年／台湾／中国語・台湾語／105分／DVDあり
監督：楊雅喆（ヤン・ヤーチェ）
出演：桂綸鎂（グイ・ルンメイ）、張孝全（ジョセフ・チャン）、鳳小岳（リディア

ン・ヴォーン）ほか

原題：女朋友。男朋友

1990年の学生運動は国立台湾歴史博物館の常設展「この土地、この
民―台湾の物語」に登場する（筆者撮影、2012年）

台湾の高等学校の歴史の教科書の修正に偏向がある
ことに対し、教員や高校生らが、修正の過程の透明
性などを求めて2015年に運動をおこした。学生リー
ダーの1人が自死する等、台湾社会にとって大きなイ
ンパクトを与えた（筆者撮影、2015年）
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ながなんぢゃ

風の名前はジャーゴンなのか？

What’s in a name?

大
学
で
講
義
を
し
て
い
る
と
、
学
生
が
眠
り
に
落
ち
る

瞬
間
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
は
、
使
っ

て
い
る
こ
と
ば
が
難
し
か
っ
た
り
、
説
明
が
足
ら
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
、
と
自
省
す
る
。
学
生
た
ち
は
初
め
て

聞
く
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
が

知
ら
な
い
こ
と
ば
を
並
べ
立
て
れ
ば
、
つ
い
眠
気
に
お
そ

わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
、
と
。

こ
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
短
期
留
学
先
の
ア

メ
リ
カ
で
「
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
（
専
門
用
語
、
身
内
言
葉
）
は

で
き
る
だ
け
使
わ
な
い
よ
う
に
」
と
注
意
を
受
け
た
た
め

で
あ
る
。
当
時
筆
者
は
大
学
院
生
。
早
く
世
界
中
の
研
究

者
と
カ
ッ
コ
よ
く
議
論
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
っ

て
い
た
。
し
か
し
そ
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
自
分
の
使
う
こ

と
ば
が
あ
く
ま
で
、
同
業
者
の
あ
い
だ
で
し
か
通
じ
な
い

「
業
界
用
語
」
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

昨
年
執
筆
し
た『
窓
か
ら
見
え
る
世
界
の
風
』（
創
元
社
）

で
は
、
世
界
各
地
で
名
付
け
ら
れ
た
五
〇
の
風
を
、
そ
の

特
徴
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
と
あ
わ
せ
て

紹
介
し
た
。
し
か
し
じ
つ
は
、
紹
介
し
た
風
の
名
前
の
多

く
が
、
ア
メ
リ
カ
気
象
学
会
の
用
語
集
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
専
門
家
向
け
の

用
語
集
に
な
ぜ
各
地
の
風
の
名
が
あ
る
の
か
。

「
お
ろ
し
（
日
本
）」、「
フ
ェ
ー
ン
（
ア
ル
プ
ス
）」、「
シ
ロ
ッ

コ
（
地
中
海
沿
岸
）」
な
ど
の
風
の
よ
び
名
は
、
古
く
か
ら

人
び
と
の
あ
い
だ
で
使
わ
れ
て
き
た
。
ア
ル
プ
ス
の

フ
ェ
ー
ン
と
い
う
風
は
、
春
先
に
決
ま
っ
て
急
な
気
温
の

上
昇
を
伴
っ
て
吹
く
た
め
、
住
民
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、

雪
解
け
と
作
物
の
植
え
付
け
を
始
め
る
合
図
だ
っ
た
と
い

う
。
二
〇
世
紀
初
頭
に
、
研
究
者
た
ち
が
そ
の
風
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
研
究
し
た
結
果
、
山
を
越
え
て
吹
く
風
が
風
下

側
で
温
度
上
昇
を
も
た
ら
す
現
象
と
し
て
、
気
象
学
の
理

論
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
今
日
そ
の
現
象
は
、
世
界
中
の

人
び
と
に
「
フ
ェ
ー
ン
（
現
象
）」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
フ
ェ
ー
ン
」
は
、
一
部
の
地
域
の
人
び
と
が
語

り
継
い
で
き
た
風
の
名
が
、
学
問
に
よ
っ
て
、
別
の
意
味

を
も
つ
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
ば
、
と

い
え
る
。

一
方
、
す
べ
て
の
風
の
名
前
が
重
要
な
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
と

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
各
地
の
「
お
ろ
し
」
や
「
だ

し
」
と
い
っ
た
風
は
、「
山
越
え
気
流
」
や
「
地
峡
風
」

な
ど
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
、
残
念
な
が
ら
世
界
の
「
オ
ロ
シ
」、「
ダ
シ
」
と
は

な
っ
て
い
な
い
。
各
地
に
は
ま
だ
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
十
分
明

ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
風
が
あ
る
の
で
、
将
来
的
に
あ
ら

た
な
現
象
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
風
の
名
が
重
要
な
ジ
ャ
ー

ゴ
ン
と
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
用
語
集
に
多
く
の

風
の
名
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
研

究
者
と
し
て
は
、
そ
ん
な
「
業
界
」
の
ニ
ュ
ー
ス
の
動
向

に
期
待
が
高
ま
る
。
一
方
、
学
生
た
ち
か
ら
す
る
と
、
す

で
に
人
び
と
の
手
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
ば
が
並
ぶ
講

義
は
、
あ
く
ま
で
日
常
と
か
け
離
れ
た
世
界
と
し
か
感
じ

ら
れ
な
い
に
違
い
な
い
。

福
ふく

島
しま

 あずさ 神戸学院大学講師
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【追記】2018年 12月号「特集」P6下の写真の撮影者は、
山本紀夫 本館名誉教授です。

交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約13分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」横にある
当館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

今月は新年号ということで凧の特集とした。幼少期を愛知県

で過ごした小生は、名古屋城の金
きん

鯱
しゃち

泥棒の逸話を明治生まれ

の祖父より耳にしたことがある。江戸時代に名古屋城の天守閣

から金鯱を盗んだ盗賊がおり、大正時代にも凧には乗らなかっ

たようだが金の鱗
うろこ

を狙う泥棒が出たということであった。少し

検索してみると（特に名古屋市鶴舞中央図書館のレファレン

ス事例詳細は参考になった）、大凧の逸話は江戸時代の盗賊 ･

柿
かきのき

木金
きん

助
すけ

の伝説で、史実と異なり、彼の盗みは歌舞伎「傾
けい

城
せい

黄
こがねのしゃちほこ

金 鯱」によってひろく知られる。もっとも、ある研究によ

ると、歌舞伎に大凧のシーンができたのは明治以降とのこと。

重たい金を懐にいれたら城から逃げるときに凧に乗れないだ

ろうにと子ども心に思ったものだが、余計な心配だったようだ。

なお明治 21年に刊行された『柿木金助実伝』という作品には

名古屋城ではなく清洲城の天守閣に足をかける柿木金助の挿絵

が掲載されている。晩年に清洲に居を構えていた祖父が生きて

いたら、正月のいい話の種になったのだが。（丹羽典生）
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次号の予告
特集

「南アジア、弦の響き」（仮）

●表紙：左から順に
　　　  1、インド・パキスタンの凧（撮影：小西正捷）
　　　  2、インドネシアの凧（H0005913）
　　　  3、インドネシアの凧（提供：世界凧博物館東近江会館）
　　　  4、グアテマラの凧（H0200526）
　　　  5、タイの凧（H0028763）
　　　  6、タイの凧（H0005844）

12019

月号

月
刊

みんぱくフェイスブック  https://www.facebook.com/MINPAKU.official
みんぱくツイッター  https://twitter.com/MINPAKUofficial
みんぱくインスタグラム https://www.instagram.com/MINPAKUofficial/
みんぱくYouTube  https://www.youtube.com/user/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ http://www.minpaku.ac.jp/

みんぱくをもっと楽しみたい方のために
国立民族学博物館友の会のご案内
友の会は、みんぱくの活動を支援し、博物館を楽しく積極
的に活用するためにつくられました。
毎月『月刊みんぱく』をお届けするほか、さまざまなサービ
スをご用意しております。

維持会員・正会員
『月刊みんぱく』の送付／友の会機関誌『季刊民族学』の送付
／本館展示の無料観覧／特別展観覧料の割引／友の会講演
会への参加／研究者同行の国内外研修旅行への参加　など

ミュージアム会員
『月刊みんぱく』の送付／本館展示の無料観覧／特別展観
覧料の割引／友の会講演会への参加　など

繰り返し入館できるみんぱくフリーパスや、学校・学部
単位で利用できるキャンパスメンバーズなど各種会員種
別もございます。目的にあわせてご利用ください。

詳細は、一般財団法人千里文化財団まで
お問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）



　　

年末年始展示イベント「いのしし」

「かざる」：世界各地の装飾品には、いのししの牙、尻尾、歯などが
使用されているものがあります。特に「渦巻く牙」は必
見です。

「つかう」：釣り針、靴、盾、楽器、スプーンなど、人びとは生活用
具にもいのししのさまざまな部位を取り入れてきました。

「めでる」：人形、土鈴などの愛玩具や絵画にもいのししの姿が描か
れています。

　毎年恒例のみんぱくの干支展、今年は「いのしし」です。約160

点の「いのしし」関連資料を、以下の3つのコーナーにわけて展示し、
人類がいのししのどのような「かたち」に魅せられてきたのか探り
ます。本誌2018年12月号「○○してみました世界のフィールド」で
も本展について紹介していますので、あわせてご覧ください。

インドの首飾り
（H0109171）

日本の土鈴
（H0143060）

日本各地の絵馬を見比べるのもおすすめです

会期： 1月 22日（火）まで
場所：本館展示場 ナビひろば
　　　（探究ひろば横休憩所にて写真展も開催しています）


