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フ
ラ
ン
ス
に
、
五
〇
人
も
の
か
ご
職
人
が
暮
ら
し
て
い
る
村

が
あ
る
。
そ
の
話
を
は
じ
め
て
耳
に
し
た
と
き
は
、
本
当
の

こ
と
だ
と
は
に
わ
か
に
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
か
ご
づ
く
り
に

は
、
必
要
な
技
術
の
習
得
に
加
え
、
材
料
の
採
取
に
は
じ
ま

る
多
く
の
手
間
が
か
か
る
。
し
か
し
、
日
用
品
で
あ
る
が
た
め

に
価
格
に
は
反
映
し
に
く
く
、
か
ご
だ
け
で
生
計
を
立
て
る
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
。
日
本
に
は
、か
つ
て
か
ご
の
一
大
産
地
で
、

今
で
は
た
っ
た
一
人
の
つ
く
り
手
し
か
残
っ
て
い
な
い
、
と
い
っ

た
場
所
が
い
く
つ
も
存
在
し
て
い
る
。
き
っ
と
フ
ラ
ン
ス
も
同

じ
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
か
ご
づ

く
り
の
村
が
存
在
し
続
け
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
ず
っ
と

気
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
村
と
は
、
パ
リ
か
ら
南
西
に
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
ヴ
ィ
レ
ン
ヌ
＝
レ
＝
ロ
シ
ェ
と
い
う
人
口
一
〇
〇
〇
人
ほ

ど
の
小
さ
な
村
。
中
世
か
ら
続
く
か
ご
づ
く
り
の
長
い
伝
統

が
あ
る
こ
と
、
豊
富
な
地
下
水
に
恵
ま
れ
素
材
と
な
る
ヤ
ナ

ギ
の
栽
培
に
適
し
て
い
る
こ
と
、
村
に
は
か
ご
の
歴
史
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
小
さ
な
施
設
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
た
。

翌
年
の
夏
、
ヴ
ィ
レ
ン
ヌ
へ
の
旅
が
実
現
し
た
。
レ
ン
タ
カ
ー

を
走
ら
せ
村
に
近
づ
く
と
、
石
を
積
み
重
ね
た
古
く
か
わ
い

ら
し
い
家
々
と
、「
パ
ニ
エ
（
か
ご
）」
の
看
板
を
掲
げ
る
工
房

と
が
軒
を
連
ね
、
住
宅
街
を
抜
け
た
先
に
は
、
青
々
と
し
た

ヤ
ナ
ギ
畑
が
一
面
に
広
が
っ
て
い
た
。
地
元
の
か
ご
協
会
が
運

営
す
る
施
設
を
訪
れ
、
自
身
も
職
人
と
い
う
職
員
の
方
に
案

内
を
し
て
も
ら
っ
た
。
伝
統
の
か
ご
づ
く
り
を
村
を
あ
げ
て
大

切
に
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
た
が
、「
こ
の
村
で
は
な

ぜ
、
今
も
た
く
さ
ん
の
職
人
が
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
の
か
？
」

と
い
う
一
番
聞
き
た
か
っ
た
質
問
を
う
ま
く
伝
え
る
こ
と
が
で

き
ず
、
残
念
な
思
い
を
し
た
。

帰
国
前
、
パ
リ
市
内
の
駅
構
内
で
、
よ
く
見
か
け
る
有
名

パ
ン
屋
に
並
ん
だ
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。
カ
ン
パ
ー
ニ
ュ
を
山

積
み
し
た
か
ご
、
バ
ゲ
ッ
ト
を
立
て
た
か
ご
、
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン

を
並
べ
た
ト
レ
イ
。
村
で
見
か
け
た
い
く
つ
か
の
か
ご
が
、ま
っ

た
く
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
チ
ェ
ー
ン
店
の
店
先
で
活
躍
し
て

い
る
の
を
見
つ
け
、
と
て
も
驚
い
た
。
安
価
と
は
い
え
な
い
国

内
の
職
人
の
か
ご
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
気
概
に
、
パ
ン
屋
と

し
て
の
誇
り
と
職
人
へ
の
信
頼
が
に
じ
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が

し
た
。
聞
く
と
、
そ
の
老
舗
の
パ
ン
屋
は
、
パ
リ
市
内
だ
け
で

も
八
〇
店
舗
以
上
あ
る
そ
う
だ
。
全
店
舗
で
同
じ
よ
う
に
職

人
の
か
ご
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
し
て
個
人
の
パ

ン
屋
や
一
般
家
庭
で
も
そ
れ
が
当
た
り
前
の
風
景
だ
と
し
た

ら
、
驚
く
べ
き
数
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
れ
ば
、
日
本

の
す
べ
て
の
蕎
麦
屋
が
、
日
本
の
職
人
の
竹
ざ
る
を
使
用
し

て
い
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
の
日
本
に
も
、
こ
の
パ
ン
と
か
ご
村
の
よ
う
な
関
係
を
あ

ら
た
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

よ
う
な
関
係
づ
く
り
に
、
今
後
仕
事
と
し
て
関
わ
れ
た
ら
と

思
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
か
ご
村
を
訪
ね
て

伊い

藤と
う 

征せ
い

一い
ち

郎ろ
う

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
0
年
東
京
都
生
ま
れ
。
中
央
大
学
卒
業
。
国

内
外
の
山
々
を
歩
く
の
が
趣
味
で
、
20
代
は
ア
ラ
ス

カ
の
旅
に
夢
中
と
な
る
。
30
代
は
パ
タ
ゴ
ニ
ア
日
本

支
社
に
勤
務
。
40
歳
を
前
に
夫
婦
で
起
業
し
、
世
界

各
地
の
か
ご
を
集
め
た
店
「
カ
ゴ
ア
ミ
ド
リ
」
を
東

京
・
国
立
市
に
オ
ー
プ
ン
。
著
書
に
『
カ
ゴ
ア
ミ
ド

リ
の
か
ご
の
本
』（
マ
イ
ナ
ビ
出
版
）
が
あ
る
。
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わ
た
し
た
ち
は
、
植
物
を
用
い
て
、
容
器
や
用
具
な
ど
の

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
製
作
し
て
き
た
。
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
は
、

植
物
の
部
位
を
た
わ
み
や
す
い
線
状
物
に
加
工
し
、
そ
れ
を

材
料
と
し
て
、
編
み
・
組
み
の
技
法
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
一

般
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
歴
史
は
非
常
に
古
く
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
工
業
化
さ

れ
た
社
会
に
お
い
て
は
、多
く
の
容
器
や
用
具
が
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
一
方
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
、

一
部
の
ロ
ー
プ
や
箒ほ
う
き、
ブ
ラ
シ
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
は
植
物

を
利
用
し
て
つ
く
り
、
使
い
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

な
か
に
は
、
生
業
活
動
に
お
け
る
農
具
や
漁
具
、
手
工
芸
製

作
活
動
に
お
け
る
各
種
製
作
道
具
な
ど
、
人
び
と
の
活
動
に

不
可
欠
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

に
は
な
い
、
植
物
特
有
の
材
質
や
形
態
、
機
能
な
ど
か
ら
必

需
品
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

繊
維
の
有
機
物
が
大
量
に
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例

え
ば
、
二
〇
〇
一
年
に
は
チ
ェ
コ
の
後
期
旧
石
器
時
代
（
二
万

六
〇
〇
〇
年
前
）
の
ド
ル
ニ
＝
ヴ
ェ
ス
ト
ニ
ッ
ツ
ェ
遺
跡
か
ら

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
や
布
の
圧
痕
が
出
土
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

二
〇
一
三
年
に
は
七
万
一
〇
〇
〇
年
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ブ

リ
・
ド
ゥ
・
マ
ラ
遺
跡
か
ら
撚よ

り
の
か
か
っ
た
植
物
繊
維
の

存
在
が
特
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
一
九
九
三
年
か
ら

発
掘
調
査
が
始
ま
っ
た
佐
賀
の
東
ひ
が
し

名み
ょ
う

遺
跡
か
ら
は
、
縄
文
早

期
後
葉
（
約
八
〇
〇
〇
年
前
）
の
約
七
四
〇
点
の
か
ご
の
遺

物
が
出
土
し
た
。
そ
し
て
、
最
新
の
技
術
を
駆
使
し
た
素
材

分
析
に
よ
っ
て
、
薄
く
剥
い
だ
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
使
用
樹
種

が
特
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
当
時
の
人
び
と
は
、
素
材

と
な
る
植
物
を
単
に
探
索
し
て
採
集
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

資
源
が
集
落
の
周
辺
に
増
え
る
よ
う
に
工
夫
し
て
、
計
画
的

に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
年
で
は
大
量
の
有
機
質
遺
物
の
発
見
と

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
も
の
づ
く
り

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

上う
え
羽ば 

陽よ
う
子こ

バ
ス
ケ
タ
リ
ー

特集

「
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
」と
聞
く
と
バ
ス
ケ
ッ
ト
や
か
ご
を
思
い
浮
か
べ
が
ち
だ

が
、じ
つ
は
そ
れ
が
意
味
す
る
範
囲
は
も
っ
と
広
い
。
バ
ス
ケ
タ
リ
ー

と
は
何
か
？　
い
つ
か
ら
、何
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
の
か
？　

人
類
が
古
く
か
ら
身
近
に
あ
る
資
源
を
用
い
て
つ
く
り
出
し
て
き
た

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
と
お
し
て
、ヒ
ト
と
も
の
づ
く
り
の
関
係
を
考
え
る
。

と
こ
ろ
が
近
年
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
づ
く
り
は
、
多
く
の
問

題
を
抱
え
て
い
る
。
素
材
と
な
る
植
物
を
と
り
ま
く
環
境
の

変
化
、
手
仕
事
の
世
界
で
の
継
承
者
不
足
な
ど
で
あ
る
。
村

落
単
位
で
製
作
を
続
け
て
い
た
地
域
の
後
継
者
が
あ
と
一
人

と
い
っ
た
よ
う
な
状
態
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
で
は
こ
れ
ま

で
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
し
て
植
物
を
加
工
し
て
、
バ
ス
ケ

タ
リ
ー
づ
く
り
を
続
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

残
り
に
く
い
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
素
材

モ
ノ
の
製
作
・
使
用
の
歴
史
を
追
う
に
は
、
考
古
遺
物
を

参
照
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
使
用
素

材
で
あ
る
植
物
は
腐
敗
し
や
す
い
有
機
物
の
た
め
、
遺
物
が

現
在
ま
で
残
存
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ

れ
ま
で
の
考
古
学
研
究
は
、
遺
物
と
し
て
残
り
や
す
い
素
材

で
つ
く
ら
れ
た
道
具
と
遺
構
等
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
近
年
の
考
古
学
調
査
の
進
展
の
結
果
、
動
植
物

分
析
法
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
先
史
時
代
に
お
け
る
人
類
の
植

物
利
用
の
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る
。

看
過
さ
れ
て
き
た
バ
ス
ケ
タ
リ
ー

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
め
ぐ
る
本
格
的
な
学
術
研
究
と
し
て
は
、

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
研
究
所
所
蔵
の
か
ご
類
を
対
象
と
し
て
、
一

九
〇
二
年
に
発
表
さ
れ
た
報
告
書
が
端
緒
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
研
究
の
大

半
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
製
品
の
編
み

方
・
組
み
方
の
組
織
分
類
法
、
も
し
く
は
製
作
技
術
に
関
す

る
事
例
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。
あ
る
い
は
特
定
の
社
会
に
お

け
る
生
活
用
具
と
し
て
、
も
し
く
は
特
定
の
素
材
利
用
の
実

例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー

の
製
作
技
術
か
ら
生
産
構
造
・
社
会
関
係
ま
で
を
対
象
と
し

た
総
合
的
・
体
系
的
な
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。

先
史
時
代
の
考
古
遺
物
の
分
析
か
ら
も
、
素
材
採
集
の
方

法
や
加
工
技
術
、
編
み
・
組
み
の
技
法
に
は
、
時
代
や
地
域

を
越
え
て
現
在
ま
で
連
続
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
籠
、
箕み

、
笊ざ
る
、
筌う
け
・
魚び

籠く

な
ど
の
か
ご
類
を
は
じ
め
、

罠わ
な

、敷
物
、壁
材
、家
、橋
、舟
な
ど
も
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
よ
っ

て
製
作
可
能
で
あ
る
。
人
類
史
に
お
い
て
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の

製
作
と
使
用
が
、
食
物
な
ど
の
運
搬
・
貯
蔵
の
効
率
を
上
げ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
づ

く
り
は
人
間
と
も
の
づ
く
り
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
た
め

の
適
し
た
対
象
で
あ
る
と
い
え
る
。

今
回
の
特
集
で
は
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
注
目
し
、
人
間
に

よ
る
植
物
利
用
の
一
側
面
を
「
組
織
構
造
」
や
「
縄
文
時
代

の
か
ご
」、「
つ
く
り
手
」、「
使
用
材
料
」
の
事
例
を
通
じ
て

紹
介
す
る
。
人
間
が
植
物
を
ど
の
よ
う
に
採
取
、
加
工
し
、

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
生
み
出
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

1 カヤツリグサ科の草を裂いて編み材にする
　（マダガスカル、ザフィマニリ、2012年）
2 タケを裂いて、柵用の組み材をつくる（インド、アッサム州、2017年）
3 裂いたタケで壁材を編む（インド、アッサム州、2014年）
4 タケを組んでつくられた橋（インド、アッサム州、2017年）
5 タケを編んでつくった壁材が使用されている家屋
　（インド、アッサム州、2017年） タケを編んでつくったブタ用の柵（インド、アッサム州、2017年）
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5 
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（Ｄ） 巻き上げ構造（Coiling）
反発性のある芯をより柔軟な部材で巻き上げてコイル
状に巻き重ね、芯が元に戻ろうとするのを円の中心方
向に引き留めた構造。

（Ｅ）経
たて
緯
よこ
織り構造（Warp/Weft Weaving）

支持力のある経材の列に、一本の緯材を織り込み、前
後あるいは上下に、段毎に交互になるように抑え合う
ようにした構造。

（Ｆ）捩
もじ
り構造（Twining）

支持力のある経材の列に、複数の緯材をセットにして
互いに捩り合わせながら織り込んだ構造。経緯織り構
造と捻

ね

じれの曲線的力の
複合で成り立っている。

体
系
的
な
理
解
の
た
め
に

わ
た
し
は
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
対
す
る
造
形
的
な
関
心
か
ら
、
国
立
民
族
学
博
物
館
を

は
じ
め
、
国
内
外
の
博
物
館
で
か
ご
な
ど
の
所
蔵
品
を
多
数
観
察
し
た
。
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
一
九
六
〇
年
代
に
ま
と
め
た
、
編
み
物
・
織
物

な
ど
の
膨
大
な
組
織
物
に
関
す
る
研
究
書
（Irene Em

ery, The Prim
ary S

tructures of 

Fabrics, 1966

）
を
読
み
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
組
織
構
造
の
理
論
的
基
礎
を
考
察
し
た
。

そ
し
て
わ
た
し
自
身
も
実
際
に
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
制
作
し
な
が
ら
分
析
を
進
め
る
こ
と

で
、一
九
八
〇
年
代
の
半
ば
に
、立
体
的
組
織
物
の
構
造
原
理
を
六
種
の
型
か
ら
な
る
「
バ

ス
ケ
タ
リ
ー
の
定
式
」
と
し
て
把
握
す
る
に
至
り
、『
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
定
式
』（
住
ま
い

の
図
書
館
出
版
局
、
一
九
八
八
年
）
を
刊
行
し
た
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
は
「
部
材
間
の
力
の
均
衡
を
利
用
し
て
形
を
つ
く
る
技
術
」
で
あ
る
。

か
ご
の
よ
う
な
、
な
か
に
空
間
の
あ
る
立
体
は
無
論
、
藁わ
ら

を
撚
り
合
わ
せ
た
縄
の
様
な

線
状
の
も
の
で
も
同
様
で
あ
る
。
人
が
加
え
た
力
に
材
料
が
応
じ
て
生
じ
る
反
発
力
を

均
衡
さ
せ
、
安
定
し
た
構
造
を
つ
く
る
こ
と
を
「
組
織
す
る
」
と
い
う
。
編
み
上
が
り

の
形
と
い
う
の
は
、
素
材
の
性
質
・
構
造
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
が
同

じ
で
あ
れ
ば
、
形
も
類
似
し
た
も
の
に
な
る
。
組
織
の
成
り
立
ち
は
少
し
注
意
を
払
え

ば
誰
が
見
て
も
理
解
で
き
る
明
解
な
も
の
。
そ
の
基
本
を
説
明
す
る
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
定
式

こ
こ
で
述
べ
る
組
織
構
造
の
分
類
は
、「
か
ご
が
何
本
の
、
何
と
い
う
蔓つ

る
で
、
何
編
み

で
で
き
て
い
る
か
」
を
個
別
に
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
構
造
上
の
最
小
単
位
で
あ

る
編
み
目
を
基
準
に
、
広
範
囲
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
技
術
を
体
系
的
に
把
握
し
よ
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
部
材
の
性
質
と
状
態
、
か
か
わ
る
部
材
の
本
数
、
部
材

間
の
力
の
均
衡
の
特
徴
、
部
材
を
動
か
す
基
本
動
作
の
種
類
と
い
っ
た
、
単
位
を
成
り

立
た
せ
る
要
素
を
基
準
に
し
た
分
析
に
よ
る
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
組
織
構
造

縄
文
時
代
の
か
ご
と
そ
の
技
術

か
ご
制
作
者
、
多
摩
美
術
大
学
客
員
教
授

関せ
き
島じ
ま 

寿ひ
さ
子こ

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
ニ
ュ
ー
ス
編
集
人

本ほ
ん

間ま 

一か
ず

恵え

ず
ら
し
い
も
の
を
目
に
し
た
と
し
て
も
、
基
本
型
に
照
ら
し
て
差
違
を
分
析
す
る
こ
と

で
、
単
に
「
特
異
」
と
か
「
特
例
」
と
し
て
記
述
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
体
系
的
な
理

解
が
で
き
る
。

こ
の
定
式
は
物
理
的
ル
ー
ル
で
あ
り
、
極
端
に
い
え
ば
人
間
以
外
の
生
き
物
、
虫
、
鳥
、

獣
が
つ
く
る
巣
で
も
当
て
は
ま
る
。
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
技
術
を
定
式
と
種
々
の
条
件
に

応
じ
て
生
じ
る
変
化
の
総
合
的
様
相
と
見
る
な
ら
、
人
間
の
機
知
、
環
境
適
応
力
、
問

題
解
決
力
、
技
能
へ
の
こ
だ
わ
り
、
空
間
の
と
ら
え
方
、
数
の
観
念
、
美
意
識
な
ど
無

限
の
広
が
り
を
そ
こ
か
ら
抽
出
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
定
式
・
理
論
を
も
と
に
あ
ら
た

め
て
現
物
を
観
察
す
る
と
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
形
の
意
味
を
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
り
、

理
解
が
深
ま
る
と
思
う
。

定
式
と
変
化
要
因
の
関
係

こ
れ
ら
の
六
種
の
基
本
型
、
あ
る
い
は
要
素
型
は
言
語
で
い
う
な
ら
、
ア
・
イ
・
ウ
・

エ
・
オ
な
ど
の
母
音
に
当
た
る
も
の
だ
。
実
際
の
か
ご
は
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
い
ろ

い
ろ
な
変
化
要
因
が
作
用
し
て
で
き
て
い
る
。
変
化
要
因
は
、（
一
）
構
造
的
要
因
、（
二
）

素
材
的
要
因
、（
三
）
操
作
的
要
因
、（
四
）
そ
の
他
の
要
因
に
わ
け
る
と
観
察
し
や
す
い
。

す
な
わ
ち
（
一
）
は
部
材
の
本
数
や
交
差
の
リ
ズ
ム
、
角
度
な
ど
の
変
化
、（
二
）
は
部

材
の
性
状
、
例
え
ば
断
面
が
丸
い
か
平
板
か
、
裏
表
が
違
う
か
な
ど
。（
三
）
は
部
材
を

引
っ
ぱ
る
力
が
強
い
か
、
弱
い
か
と
い
う
よ
う
な
操
作
上
の
手
加
減
、（
四
）
は
使
用
上

の
便
利
さ
や
耐
久
性
、
生
産
性
、
美
的
な
選
択
、
習
俗
と
い
っ
た
社
会
的
な
も
の
な
ど
。

こ
れ
ら
の
変
化
要
因
は
人
間
の
工
夫
が
ま
さ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
め

（Ａ）絡み構造（Looping）
一本の連続した部材を互いに絡めて、小
さな円弧をつくり、元に戻ろうとする力
と拮
きっ

抗
こう

させた構造。

（Ｂ）結び構造（Knotting）
同質の部材二本以上をセットにして結び
合わせた構造。

（Ｃ）組み構造（Plaiting）
同質の三本以上の帯状の部材を、一定角
度に組み合わせ、上下あるいは前後に抑
え合うようにした構造。

縄
文
時
代
、
と
い
う
と
ま
ず
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
が
、「
土
器
」
だ
ろ
う
。
特
に
火か

焔え
ん

型
土
器
と
い
う
強
烈
に
個
性
的
な
存
在
が
有
名
だ
し
、
つ
く
ら
れ
始
め
た
年
代
も
日
本

は
世
界
の
な
か
で
も
早
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
同
じ
よ
う
に
何
か
を
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
「
か
ご
」
類
は
、
ど
う
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
土
器
よ
り
も
は
る
か
に
製
作
過
程
が
単
純
だ
か
ら
、
か
ご
の
方
が
歴
史

は
古
そ
う
だ
が
、
残
念
な
が
ら
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
ほ
と

ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
近
年
、
低
湿
地
遺
跡
か
ら
有
機
物
の
遺
物
が

数
多
く
発
掘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
縄
文
時
代
の
か
ご
の
姿
が
、
だ
い
ぶ
見
え
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
五
年
に
か
け
て
、｢

あ
み
も
の
研
究
会｣

（
代

表 

鈴
木
三
男
）
が
い
く
つ
か
の
か
ご
の
復
元
実
験
を
実
施
し
た
が
、
そ
の
一
員
と
し
て
か

か
わ
っ
た
経
験
を
も
と
に
、
縄
文
時
代
の
か
ご
の
技
術
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

素
材
と
編
み
方

復
元
で
再
現
さ
れ
た
か
ご
は
、
合
計
九
個
。
高
さ
一
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
い
も
の
か
ら
八
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
型
の
も
の
ま
で
あ
る
。
素
材
は
、

木
を
割
り
裂
い
た
ヘ
ギ
材
（
イ
ヌ
ビ
ワ
、
ム
ク
ロ
ジ
）、
イ
ネ

科
植
物
の
茎
で
あ
る
稈か
ん

（
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
）、
蔓
（
ツ
ヅ
ラ

フ
ジ
、
テ
イ
カ
カ
ズ
ラ
）、
空
気
中
に
伸
び
る
根
で
あ
る
気き

根こ
ん

（
ウ
ド
カ
ズ
ラ
）、
内
樹
皮
（
ヒ
バ
）
と
多
岐
に
わ
た
る
。

今
で
は
か
ご
の
材
料
と
し
て
は
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
次
々
出
て
き
て
驚
か
さ
れ
た
。

九
つ
の
か
ご
は
、
ど
れ
も
底
を
四
角
形
や
丸
型
に
編
ん
で
縦
芯
を
立
て
、
そ
こ
に
横

材
を
螺ら

旋せ
ん

状
に
ま
わ
し
て
円
筒
状
に
編
み
上
げ
て
い
く
つ
く
り
方
で
で
き
て
お
り
、
今

で
も
も
っ
と
も
一
般
的
な
方
法
だ
﹇
四
頁
図
（
Ｅ
）（
Ｆ
）
に
あ
た
る
﹈。
各
部
の
編
み
方
は

バスケタリーの定式

正福寺遺跡のかごの復元品。完成の一歩
手前（提供：あみもの研究会、2014年）

＊ここでは開口部に
使われている
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現
在
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
く
、
多
彩
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
み
方

の
特
徴
を
生
か
し
て
選
択
さ
れ
使
い
こ
な
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
編
み
目
が
大
変
緻

密
で
、
通
常
の
素
材
の
扱
い
方
で
は
、
そ
の
細
か
さ
を
再
現
で
き
な
い
も
の
も
あ
っ
て
、

現
在
で
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
加
工
が
、
素
材
の
段
階
で
な
さ
れ
て
い
た
可

能
性
も
浮
か
ん
で
き
た
。
い
く
つ
か
具
体
的
に
紹
介
し
よ
う
。

合
理
的
か
つ
装
飾
的

縄
文
時
代
の
か
ご
で
も
っ
と
も
有

名
な
の
が
、
一
九
九
三
年
に
青
森
県

三
内
丸
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文

ポ
シ
ェ
ッ
ト
と
よ
ば
れ
る
、
縄
文
時

代
前
期
（
約
五
七
〇
〇
年
前
）
の
も

の
だ
。
当
初
、
イ
グ
サ
科
と
さ
れ
て

い
た
素
材
は
、
の
ち
に
ヒ
ノ
キ
科
の

樹
皮
と
訂
正
さ
れ
た
。
青
森
の
ヒ
バ

を
使
っ
て
復
元
製
作
を
し
た
結
果
、

発
掘
品
で
は
は
っ
き
り
と
は
見
え
な

い
が
、
じ
つ
は
意
図
的
に
ジ
グ
ザ
ク

に
模
様
が
編
み
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。

二
〇
〇
三
年
に
は
佐
賀
県
の
東
名

遺
跡
か
ら
湿
地
性
貝
塚
が
発
見
さ
れ
、

断
片
資
料
を
含
め
る
と
な
ん
と
七
〇

〇
以
上
も
の
か
ご
が
出
て
き
た
。
か

ご
の
全
体
像
が
わ
か
る
例
と
し
て
は

日
本
最
古
で
、
縄
文
時
代
早
期
、
約

八
〇
〇
〇
年
前
で
あ
る
。
大
型
の
か

ご
が
多
く
、
ド
ン
グ
リ
の
保
存
用

だ
っ
た
よ
う
だ
。
主
素
材
は
、
イ
ヌ

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
は
、
植
物
の
繊
維
質
の
素
材
な
ど
を
利
用
し
て
か
ご
や
敷
物
な
ど

を
つ
く
る
こ
と
、
あ
る
い
は
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
つ
く
り
手
の

起
源
や
歴
史
に
つ
い
て
は
、
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

竹
取
の
翁

日
本
で
は
、
平
安
時
代
後
期
に
当
た
る
一
一
世
紀
末
ご
ろ
に
は
タ
ケ
籠
づ
く
り
を
専

業
と
す
る
人
び
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
ぐ
や
姫
で
知
ら
れ
る『
竹

取
物
語
』
は
平
安
時
代
に

書
か
れ
た
物
語
で
、
主
人

公
の
竹
取
の
翁お
き
なは
、「
野
山

に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
ゝ
、

よ
ろ
づ
の
事
に
使
ひ
け
り
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

自
給
的
な
生
活
の
な
か

で
特
定
の
も
の
づ
く
り
を

得
意
と
す
る
人
び
と
が
あ

ら
わ
れ
て
、
や
が
て
そ
れ

を
専
門
に
担
う
よ
う
に
な

り
、
生
業
と
し
て
確
立
し

て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
民
俗
学
者
の
宮み
や

本も
と

常つ
ね
一い
ちは
、『
生
業
の
歴
史
』（
未

來
社
、
一
九
九
三
年
）
の
な

か
で
、（
お
そ
ら
く
は
明
治
時

ビ
ワ
や
ム
ク
ロ
ジ
の
ヘ
ギ
板
。
直
径
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
木
の
幹
か
ら
、
編
め
る
よ
う
な
薄
い
ヘ
ギ
材
を
つ

く
る
技
術
は
、
非
常
に
高
度
で
素
人
に
は
難
し
く
、
同
じ

樹
種
で
は
な
い
が
、
現
在
も
木
の
か
ご
を
つ
く
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
頼
ん
で
加
工
し
て
も
ら
っ
た
。
側
面
の
途
中
、

蔓
で
帯
状
に
違
う
編
み
方
が
さ
れ
て
い
る
部
分
も
、
単
な

る
模
様
で
は
な
く
、
構
造
的
に
も
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
た
。

福
岡
県
の
正
し
ょ
う

福ふ
く

寺じ

遺
跡
（
約
四
〇
〇
〇
年
前
）
か
ら
出
て

き
た
高
さ
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
か
ご
の
素
材
は
、

ウ
ド
カ
ズ
ラ
の
気
根
。
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
細
く
て
均

一
で
し
か
も
丈
夫
な
素
材
だ
。
扱
い
や
す
く
て
、
チ
ェ
ー
ン

ス
テ
ッ
チ
の
よ
う
に
見
え
る
装
飾
も
楽
し
い
。
聞
い
た
こ

と
も
な
い
思
い
が
け
な
い
素
材
だ
っ
た
が
、
木
か
ら
長
く

ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
気
根
を
見
る
と
、
た
し
か
に
編
ん
で

み
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
身
の
回
り
に
あ
る
植

物
を
先
入
観
な
し
で
さ
ま
ざ
ま
に
試
し
て
都
合
の
よ
い
も

の
を
見
つ
け
、
そ
の
ま
ま
で
は
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い

と
き
は
、
細
か
く
裂
い
た
り
、
叩た
た
い
た
り
も
し
て
手
間
暇

か
け
て
新
し
い
こ
と
を
発
見
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
う
。

洗
練
さ
れ
た
か
ご

ど
れ
も
編
み
方
自
体
は
す
で
に
す
っ
か
り
整
理
さ
れ
て

い
て
、
こ
の
段
階
に
至
る
ま
で
に
長
い
年
月
が
か
か
っ
て

い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。「
巻
き
上
げ
構
造
」﹇
四
頁
図
（
Ｄ
）
参
照
﹈
と
い
う
ま
っ

た
く
別
の
考
え
方
の
技
法
も
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
数
や
規
則
性

の
把
握
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
の
使
い
こ
な
し
方
な
ど
ど
れ
も
遜
色
な
い
ど
こ
ろ
か
、
自

然
素
材
の
的
確
な
利
用
法
な
ど
教
え
て
ほ
し
い
位
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
実
用
的
な
か

ご
の
世
界
は
今
よ
り
ず
っ
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、
豊
か
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

代
に
は
す
で
に
）
山
村
に
は
副

業
と
し
て
箕
な
ど
を
つ
く
り
、

農
村
に
売
り
に
行
く
人
び
と
が

い
た
と
し
る
し
て
い
る
。
現
在

で
は
、
タ
ケ
籠
づ
く
り
は
伝
統

工
芸
の
作
家
が
製
作
を
担
う
一

方
で
、
箕
な
ど
の
民
具
に
関
し

て
は
民
俗
技
術
を
継
承
す
る
つ

く
り
手
が
減
っ
て
き
て
い
る
。

イ
ン
ド
の
つ
く
り
手

イ
ン
ド
で
は
、
今
で
も
タ
ケ

や
ア
シ
を
用
い
た
バ
ス
ケ
タ

リ
ー
が
生
活
の
な
か
に
息
づ
い

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
店
で
売
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
つ

く
り
手
が
道
端
で
売
っ
た
り
、

自
転
車
に
載
せ
て
住
宅
地
に
売

り
に
来
た
り
す
る
。
欲
し
い
と
き
に
は
な
か
な
か
出
会
う
こ
と
が
で
き
ず
、
偶
然
見
か

け
た
と
き
に
入
手
す
る
こ
と
が
多
い
。

わ
た
し
が
イ
ン
ド
の
カ
ッ
チ
地
方
で
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
つ
く
り
手
に
出
会
っ
た
の
は
、

二
年
前
の
あ
る
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
染
色
の
調
査
の
た
め
工
房
で
親
方
と
話
を
し
て

い
た
と
き
で
あ
る
。
一
人
の
男
性
が
荷
物
を
運
ん
で
き
て
、
親
方
に
見
せ
た
。
二
五
×

三
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の
チ
ャ
プ
リ
と
よ
ば
れ
る
、
木
版
に
染
色
溶
剤
を
つ

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
つ
く
り
手

国
際
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
専
門
職
大
学
准
教
授

金か
ね
谷た
に 

美み

和わ

第98回歴博フォーラム「さらにわかった！ 縄文人の植物利用」にて、一堂に並べられた縄文時代の9つのかごの復元品
（提供：工藤雄一郎、2015年）

結婚式の招待客に出す食事の準備をする女性たち。箕を用いて米からゴミをふるいわけている
（インド、グジャラート州、カッチ地方、1999年）

タケ籠を自転車に載せて売りに来た男性（インド、アッサム州、2014年）

縄文ポシェット。左から復元品２点、出土品、模様見本
（提供：あみもの研究会、2012年）

東名遺跡出土品の復元風景。右は保存処理されたイヌビワの
かごの遺物（提供：あみもの研究会、2011年）
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け
る
際
に
使
わ
れ
る
道
具
だ
っ
た
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ス
ト
ロ
ー
を
並
べ
て
糸
で
編
み

縛
っ
て
あ
る
。
チ
ャ
プ
リ
を
よ
く
見
る
と
、
ス
ト
ロ
ー
の
な
か
に
、
現
地
で
カ
ニ
と
よ
ば

れ
る
イ
ネ
科
植
物
の
稈
が
入
っ
て
い
る
。
も
と
は
カ
ニ
だ
け
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
強

度
と
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
に
ス
ト
ロ
ー
を
使
い
始
め
た
そ
う
だ
。
植
物
素
材
で
つ
く

ら
れ
る
道
具
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
置
き
換
わ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、
植
物
素
材
と
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
の
は
め
ず
ら
し
く
、
興
味
を
引
か
れ
た
。

カ
ッ
チ
地
方
で
は
、
カ
ニ
を
素
材
に
し
て
す
だ
れ
や
箕
も
つ
く
ら
れ
る
。
あ
る
牧
畜

民
の
グ
ル
ー
プ
は
、
カ
ニ
の
太
い
も
の
を
編
ん
で
す
だ
れ
状
に
し
た
も
の
を
組
み
合
わ
せ

て
住
居
を
つ
く
る
。
箕
は
、
穀
物
を
ふ
る
い
わ
け
る
と
き
に
使
わ
れ
、
ど
の
家
庭
で
も

ひ
と
つ
は
備
え
て
い
る
。
男
性
は
注
文
が
あ
る
と
チ
ャ
プ
リ
で
も
箕
で
も
つ
く
る
と
言
っ

た
。
普
段
は
芸
能
を
生
業
と
し
て
い
る
よ
う
で
、
祭
り
の
と
き
や
観
光
客
の
た
め
に
歌

う
の
が
仕
事
だ
そ
う
だ
。
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
複
数
あ
る
仕
事
の
ひ
と
つ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

手前に写っている染
色溶剤の容器のなか
にクッションが２枚
敷かれているが、チャ
プリはそのクッショ
ンにはさんで使用す
る。クッションを支え
つつ、粘りけのある溶
剤が木版に付きすぎ
るのを防ぐ役割をもつ
（インド、グジャラー
ト州、カッチ地方、
2017年）

木版捺染という技法で染色するときに欠かせない道具、チャプリ
（インド、グジャラート州、カッチ地方、2017年）

編
み
材
・
組
み
材
を
う
み
出
す

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

上う
え
羽ば 

陽よ
う
子こ

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
一
定
の
分
量
の
編
み
材
・
組
み
材
な
ど
の
使
用

材
料
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
人
間
は
、
植
物
の
稈
や
葉
、
茎
、
樹
皮
、

枝
、
蔓
と
い
っ
た
多
様
な
部
位
を
加
工
し
て
、
編
み
材
・
組
み
材
を
う
み
出
し
て
き
た
。

な
か
で
も
、
自
立
し
た
か
ご
な
ど
の
使
用
材
料
は
、
柔
軟
か
つ
た
わ
み
を
も
つ
素
材
が

適
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

柔
軟
か
つ
強
度
の
あ
る
ヤ
シ
の
葉

ヤ
シ
、
タ
ケ
、
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
な
ど
の
単
子
葉
植
物
は
、
軽
く
て
強
く
、
柔
軟
か
つ

た
わ
み
を
も
つ
編
み
材
・
組
み
材
を
う
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー

の
素
材
植
物
の
代
表
格
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ヤ
シ
の
葉
は
、
使
用
材
料
へ
の
加
工
が
容

易
な
た
め
、
世
界
各
地
で
バ
ス
ケ
タ

リ
ー
づ
く
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

昨
年
、
現
地
調
査
で
訪
れ
た
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
、
テ
ィ
モ
ー
ル
島
西
部
の

ア
ト
ニ
・
メ
ト
の
人
び
と
は
、
タ
ラ

バ
ヤ
シ（C

orypha utan

）を
は
じ
め
、

パ
ル
ミ
ラ
ヤ
シ
（B

orassus 

flabellifer

）
や
ビ
ン
ロ
ウ
（A

reca 

catechu

）
を
含
む
六
種
類
の
ヤ
シ

科
植
物
を
用
い
て
、
建
材
か
ら
か
ご
、

結
束
具
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

用
途
に
適
し
た
多
種
類
の
生
活
用

具
を
製
作
し
て
い
る
。

あ
る
日
、
タ
ラ
バ
ヤ
シ
の
葉
で
か

ご
を
つ
く
る
様
子
を
観
察
し
た
。
こ
の
か
ご
は
、
雌め
ん

鳥ど
り
が
卵
を
か
え
す
た
め
に
入
る
も

の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、
長
さ
約
二
メ
ー
ト
ル
の
葉
を
木
か
ら
切
り
と
り
、
そ
の
ま

ま
編
み
材
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。
編
み
材
に
加
工
す
る
た
め
に
、
葉
を
裂
い
た
り
、

濡ぬ

ら
し
た
り
、
乾
燥
さ
せ
た
り
は
し
な
い
。
製
作
に
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
刃
物
や
道
具

も
用
い
な
い
。
タ
ラ
バ

ヤ
シ
の
葉
の
み
を
用
い
、

強
度
が
必
要
な
か
ご

の
底
面
か
ら
側
面
へ
の

立
ち
上
げ
部
分
や

把と
っ
て手
部
分
は
、
葉
を
ね

じ
っ
て
ヒ
モ
状
に
し
て

つ
く
り
上
げ
て
ゆ
く
。

彼
女
た
ち
は
、
か
な
り

強
い
力
で
葉
を
引
っ

ぱ
っ
た
り
、
ね
じ
っ
た

り
、
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
が
、
葉
が
裂
け
た
り
切
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
要
因
は
、ヤ
シ
科
植
物
の
特
性
に
あ
る
。
ヤ
シ
の
葉
は
、広
葉
樹
の
葉
と
異
な
り
、

（
一
）
葉
の
表
皮
が
厚
く
二
重
な
い
し
三
重
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
、（
二
）
太
い
維

管
束
（
葉
・
茎
・
根
の
各
器
官
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
管
状
の
構
造
）
を
も
っ
て
い
る
、（
三
）

維
管
束
が
箱
状
の
構
造
を
つ
く
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
そ
の

た
め
、
ヤ
シ
科
植
物
は
丈
夫
で
あ
り
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
づ
く
り
に
適
し
て
い
る
の
だ
。

一
方
、
そ
の
よ
う
な
素
材
植
物
が
な
い
地
域
で
は
、
樹
皮
や
蔓
、
根
な
ど
を
用
い
て
、

鬼お
に

皮か
わ

を
は
が
す
、
灰あ

汁く

で
た
く
、
な
め
す
な
ど
幾
多
の
加
工
を
ほ
ど
こ
し
、
使
途
に
応

じ
た
編
み
材
・
組
み
材
を
う
み
出
し
て
い
る
。

編
み
材
・
組
み
材
を
比
較
す
る

と
こ
ろ
が
じ
つ
は
、
編
み
材
・
組
み
材
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や

民
族
に
お
け
る
個
別
の
報
告
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
包
括
し
た
比
較
研
究
は
進
ん

で
い
な
い
。
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
編
み
材
・
組
み
材
を
包
括
す
る
用
語
が
な

い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

ア
ト
ニ
・
メ
ト
の
人
び
と
は
、
編
み

材
・
組
み
材
を
ノ
ノ
と
よ
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
葉
と
い
う
意
味
だ
。
こ
の
よ

う
に
使
用
材
料
を
素
材
名
で
よ
ぶ
地

域
は
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
、
身
近

な
素
材
を
利
用
し
て
き
た
た
め
に
、

包
括
的
な
よ
び
名
や
定
義
が
な
く
、

生
産
現
場
で
は
、
素
材
名
で
よ
ば
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

今
後
、
世
界
の
編
み
材
・
組
み
材

づ
く
り
を
包
括
的
に
比
較
検
討
す
る

こ
と
で
、
総
合
的
・
体
系
的
な
バ
ス

ケ
タ
リ
ー
研
究
を
発
展
さ
せ
て
い
き

た
い
。

タラバヤシ。東南アジア島嶼部を中心に分布している

雌鳥が卵をかえすために入るかご（撮影：金谷美和）

タラバヤシの葉による屋根とタケによる壁でできた家屋
（掲載写真はいずれもインドネシア、東ヌサ・トゥンガラ州にて2018年に撮影）

上：タラバヤシの葉を組んでかごの底面をつくる
下：把手部分も同じ葉を用いて巻き上げながらつくる
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○○してみました世界のフィールド

孫
ソン

 文
ブン

「山歌」と「他者」の想像

二
〇
一
五
年
五
月
二
五
日
、
わ
た
し
は
友
人
た
ち
と
一
緒
に
「
辺

―
貴
州
郷

土
民
謡
」
と
い
う
音
楽
C
D
を
発
売
し
た
。
こ
の
C
Ｄ
に
は
貴
州
省
の
民
謡
を
現

代
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
歌
が
八
曲
と
自
作
の
歌
が
二
曲
収
録
さ

れ
て
い
る
。
自
作
の
歌
の
一
曲
目
は
故
郷
の
食
物
に
関
す
る
も
の
で
、
物
売
り
の

声
を
曲
の
一
部
と
し
て
収
録
し
た
。
二
曲
目
は
伝
統
的
な
求
愛
の
「
山
歌
」
を
基
に
、

フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の
メ
ロ
デ
ィ
と
リ
ズ
ム
を
用
い
て
編
曲
し
た
。
こ
う
し
た
C
Ｄ
の

制
作
は
、
当
時
の
修
士
課
程
の
指
導
教
員
に
「
学
術
の
裏
芸
」
と
笑
わ
れ
た
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
故
郷
の
山
歌
ま
で

わ
た
し
が
人
類
学
を
学
び
始
め
て
か
ら
今
年
で
一
一
年
に
な
る
。
中
国
は
国
土

も
広
く
文
化
的
に
多
様
で
あ
る
た
め
、
中
国
人
研
究
者
は
自
分
の
故
郷
を
離
れ
る

と
、
異
文
化
の
他
者
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
二
〇
〇
八
年
、
四
川
省
を
襲
っ
た
汶ブ
ン

川セ
ン

大
震
災
の
復
興
に
関
心
を
も
ち
、
被
災
地
の
チ
ベ
ッ
ト
族
な
ど
の
調
査
を
始
め

た
。
少
数
民
族
地
域
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
、
現
地
の
人
び
と
と
一
緒

に
お
酒
を
酌
み
交
わ
す
こ
と
が
必
須
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
酒
と
と
も
に
気
持
ち

が
高
ぶ
り
、
皆
が
一
緒
に
歌
を
歌
う
こ
と
は
め
ず
ら
し
く
な
い
。
数
回
の
調
査
を
経

て
、
酒
に
関
す
る
歌
を
い
く
つ
か

覚
え
、
同
時
に
調
査
地
の
人
び
と

に
求
め
ら
れ
て
自
分
の
故
郷
の
歌

も
歌
っ
た
。
わ
た
し
が
育
っ
た
漢

民
族
文
化
圏
で
は
、
酒
の
席
で
決

ま
っ
て
歌
わ
れ
る
歌
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
幸
い
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
母

に
、
故
郷
で
あ
る
貴
州
省
の
山
歌

を
習
っ
て
い
た
の
で
、
な
ん
と
か

対
応
で
き
た
。
こ
の
調
査
を
契
機

に
民
謡
に
魅
力
を
感
じ
、
改
め
て

故
郷
の
山
歌
に
関
心
を
も
っ
た
。

フィールドワークを通じて民謡や山
さん

歌
が

に関心をもつようになった筆者。
それがきっかけとなり、2015年に自作の CDを発売した。筆者の心
を揺さぶる山歌とはどのようなものなのだろうか。

他
者
の
想
像

大
学
で
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
に
熱
中
し
た
わ
た
し
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
き
っ

か
け
に
故
郷
の
山
歌
に
再
会
し
た
。
親
戚
と
見
た
ビ
デ
オ
C
Ｄ
の
山
歌
や
母
が
口

ず
さ
ん
で
い
た
そ
れ
は
、
故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
北
京
で
学
生
生
活
を
送
る
な
か

で
最
大
の
慰
め
に
な
っ
た
。
と
き
に
ギ
タ
ー
を
弾
き
な
が
ら
、
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の

山
歌
を
創
作
し
て
い
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
自
分
の
試
作
曲
を
発
表
し
た
と

こ
ろ
、
同
好
の
士
と
知
り
合
っ
た
。
当
時
で
も
方
言
で
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
を
歌
う
の

は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
貴
州
省
で
は
ま
だ
新
し
か
っ
た
。
帰
省

す
る
と
、
共
通
の
関
心
を
も
つ
友
人
た
ち
と
一
緒
に
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
演
奏
し
た
り

作
曲
し
た
り
し
、
や
が
て
貴
州
省
に
住
む
メ
ン
バ
ー
で
方
言
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の

小
さ
な
グ
ル
ー
プ
が
で
き
た
。
そ
し
て
二
〇
一
四
年
に
ア
ル
バ
ム
制
作
が
始
ま
っ
た
。

一
年
に
わ
た
り
皆
で
努
力
し
、
各
地
の
西
南
官
話
（
中
国
西
南
部
の
漢
語
方
言
）
と

苗ミ
ャ
オ

語
（
苗
族
が
使
う
言
語
）
を
含
む
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の
C
Ｄ
を
発
表
し
た
。
皆

の
意
見
を
集
め
て
ア
ル
バ
ム
の
タ
イ
ト
ル
は
「
辺
」に
し
た
。「
辺
」
と
い
う
文
字
は
、

中
国
語
で
「
周
辺
」「
辺
境
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
文
字
は
我
々

の
状
況
に
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
っ
た
。
貴
州
省
は
中
国
の
歴
史
上
で
長
き
に
わ

た
り
「
中
ち
ゅ
う

原げ
ん

」
に
対
す
る
「
辺
境
」
で
あ
っ
た
。
方
言
で
歌
う
歌
は
、
主
流
の
音

楽
か
ら
見
る
と
周
辺
の
存
在
で
も
あ
る
。

だ
が
、
人
類
学
を
学
ぶ
わ
た
し
は
「
周
辺
」
の
力
を
信
じ
て
い
る
。
中
国
の
人

類
学
研
究
に
お
い
て
「
他
者
」
と
は
、
常
に
西
洋
に
対
す
る
「
東
方
」、
主
要
民
族

に
対
す
る
「
少
数
民
族
」、
中
心
に
対
す
る
「
周
辺
」
で
あ
る
。
わ
た
し
が
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
、
チ
ベ
ッ
ト
族
の
酒
の
歌
と
貴
州
省
の
山
歌
と
の
出
会
い
は
、

不
思
議
な
こ
と
に
「
他
者
」
と
「
他
者
」
の
出
会
い
で
は
な
か
っ
た
か
。
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、人
類
学
者
は
「
他
者
」
の
構
築
や
想
像
に
慣
れ
て
い
る
が
、

自
分
も
中
国
の
中
心
か
ら
見
れ
ば
「
他
者
」
と
想
像
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
の
か
。

「
他
者
」
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
歌
と
出
会
っ
た
こ
と
か

ら
生
ま
れ
、
故
郷
の
山
歌
の
再
認
識
と
C
Ｄ
制
作
を
通
じ
て
強
ま
り
、
今
後
の
わ

た
し
の
人
類
学
研
究
に
お
い
て
重
要
な
指
針
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

総合研究大学院大学博士後期課程

貴
州
省
の
「
屯
堡
山
歌
」

山
歌
と
は
、
明
代
に
貴
州
省
に
駐
屯
し
た
漢
民
族
の
後こ
う

裔え
い

で
あ
る
屯ト
ン

堡パ
オ

人
が
漢

語
方
言
（
標
準
中
国
語
以
外
の
漢
族
系
言
語
）
で
歌
う
歌
掛
け
で
、
幾
つ
か
の
定
ま
っ

た
旋
律
に
自
由
に
歌
詞
を
載
せ
な
が
ら
、
二
人
ま
た
は
二
組
の
あ
い
だ
で
言
葉
を
交

わ
し
合
う
も
の
で
あ
る
。
田
ん
ぼ
や
山
の
奥
で
歌
う
の
で
「
山
歌
」
と
よ
ば
れ
る
。

歌
の
内
容
は
、
男
女
の
恋
愛
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
マ
ル

セ
ル
・
グ
ラ
ネ
は
『
中
国
古
代
の
祭
礼
と
歌
謡
』
の
な
か
で
、
伝
統
的
な
漢
族
の
経

典
『
詩
経
・
国
風
』
に
描
か
れ
た
男
女
の
恋
愛
と
作
物
の
豊ほ
う

穣じ
ょ
う

儀
礼
と
の
類
似
性

を
指
摘
し
た
。
男
女
の
描
写
は
、じ
つ
は
自
然
の
「
陽
／
陰
」、季
節
的
な
「
動
／
静
」、

儀
礼
の
「
聖
／
俗
」
な
ど
の
隠
喩
で
あ
り
、
歌
謡
と
は
社
会
の
道
徳
や
秩
序
を
意

味
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
代
の
儒
教
（
宋
、
明
以
降
、「
礼
」
に
お
け
る

男
女
観
が
変
化
し
た
）
の
影
響
を
受
け
た
屯
堡
人
に
と
っ
て
、
村
落
内
部
で
山
歌
を

歌
う
こ
と
は
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
歌
を
め
ぐ
る
村
落
内
外
の
目
に

見
え
な
い
文
化
的
な
規
制
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
歴
史
と
と
も
に
消
え
て
い
っ
た
。

一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
革
命
の
言
説
を
広
め
る
た
め
共
産

党
の
幹
部
は
山
歌
の
形
式
を
用
い
て
農
民
に
政
策
を
宣
伝
し
た
。
一
九
八
〇
年
代

の
改
革
開
放
か
ら
は
伝
統
文
化
が
復
興
し
始
め
、
春
節
、
新
築
祝
い
、
結
婚
式
な

ど
の
場
面
で
山
歌
が
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
元
の
名
歌
手
を
招
い
て
録
画
し

た
歌
は
ビ
デ
オ
C
Ｄ
の
形
で
定
期
市
に
出
回
っ
た
。
近
年
、山
歌
は
「
屯
堡
文
化
」

の
代
表
と
し

て
、
観
光
振
興

の
た
め
の
文
化

資
源
に
な
っ
て

い
る
。
政
府
が

主
催
す
る
山

歌
の
コ
ン
ク
ー

ル
も
盛
ん
で
あ

る
。

中国、
貴州省

調査地四川省黒水県のチベット族が豊穣を祈願しておこなう
「山神の祭り」（2010年）

屯堡人の住居（2012年）

CD発表会のライブでの演奏
（筆者は左から2番目、撮影：張鉞、2015年）
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日
時　

7
月
20
日（
土
）

13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
セ
ミ
ナ
ー
室

　
　
　

※ 

メ
イ
ン
会
場
が
満
席
の
場
合
は
中
継
会
場
を
ご
案
内
し

ま
す
。

参
加
費　

無
料
、
申
込
不
要

　
　
　
　

※ 

参
加
券
を
12
時
30
分
か
ら
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

前（
本
館
1
階
）に
て
配
布
し
ま
す
。

第
4
9
3
回

ア
ン
デ
ス
の
褐
色
の
キ
リ
ス
ト

―
奉
納
品
を
と
お
し
て
み
る
信
仰
の
世
界

講
師　

八
木
百
合
子（
本
館 

助
教
）

ア
ン
デ
ス
高
地
の
ク

ス
コ
の
町
に
祀
ら
れ

る
褐
色
の
キ
リ
ス
ト

像
は
、
地
震
の
守
り

神
と
し
て
地
元
で
親

し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

人
び
と
が
寄
進
し
た

奉
納
品
に
描
か
れ
た

イ
メ
ー
ジ
を
紐
解
き

な
が
ら
、
信
仰
の
世

界
を
読
み
解
き
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
。

7
月
14
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

「
サ
ウ
ジ
版
江
南
ス
タ
イ
ル
」
に
み
る
ハ
ラ
ー
ル
な

若
者
文
化

話
者　

相
島
葉
月（
本
館 

准
教
授
）

7
月
21
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
30
分 

 

本
館
展
示
場（
東
南
ア
ジ
ア
展
示
）

ジ
ャ
ワ
島
の
ガ
ム
ラ
ン
の
リ
ズ
ム

話
者　

福
岡
正
太（
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/

刊行物紹介

ケアはどのような状況で生まれるのか。ケアが生
まれる場では何が起こっているのか。社会の編成
のあり方が変容し、家族
と社会の境界が揺らぐな
かで、世界各地のフィー
ルドから民族誌的アプ
ローチで考察する。

教育・医療・福祉の各分野から社会全体の変革
まで、宗教団体や宗教者による開発への関与が
顕在化する現代。宗教
は一方で人々を結びつ
け、他方で引き離す。
本書は、アジアとオセ
アニアにおける開発の
現場から、宗教と開発
の関係を問い直すもの
である。

■石森 大知、丹羽 典生 編
『宗教と開発の人類学―グローバル
化するポスト世俗主義と開発言説』
春風社　4,000円（税別）

■森 明子 編
『ケアが生まれる場
―他者とともに生きる社会のために』
ナカニシヤ出版　3,800円（税別）

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
9
1
回　

8
月
3
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
シ
リ
ー
ズ
】

若
き
ガ
ン
デ
ィ
ー

講
師　

杉
本
良
男（
本
館 

名
誉
教
授
）

マ
ハ
ー
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
45
歳
で
南
ア
フ
リ
カ
か
ら
イ
ン

ド
に
帰
り
、そ
の
後
の
独
立
運
動
を
指
導
し
ま
し
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー

の
イ
ン
ド
で
の
活
動
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
思
想
形
成
期

で
あ
る
前
半
生
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
18
歳

で
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
の

進
歩
的
な
人
び
と
と
の
交
流
を
つ
う
じ
て
自
ら
の
思
想
を
つ
く
り

あ
げ
て
い
き
ま
し
た
。
拙
著『
ガ
ン
デ
ィ
ー
：
秘
教
思
想
が
生
ん

だ
聖
人
』に
は
掲
載
で
き
な
か
っ
た
写
真
を
ま
じ
え
て
、
若
き
ガ

ン
デ
ィ
ー
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す（
40
分
）。

第
4
9
2
回　

9
月
7
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

エ
ベ
レ
ス
ト
の
麓
に
生
き
る
人
び
と

―
シ
ェ
ル
パ
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
観
光
の
現
在

講
師　

古
川
不
可
知（
本
館 

機
関
研
究
員
）

東
京
講
演
会

第
1
2
6
回　

7
月
13
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
シ
リ
ー
ズ
】

チ
ワ
ン（
壮
）族
の
文
化
の
資
源
化
の
現
状

講
師　

塚
田
誠
之（
本
館 

名
誉
教
授
）

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン（
定
員
60
名
）

チ
ワ
ン（
壮
）族
は
、
中
国
の
55
の
少
数
民
族
の
う
ち
最
大
の
人
口

を
有
し
、
そ
の
多
く
が
中
国
南
部
の
広
西
壮
族
自
治
区
に
居
住
し

て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
漢
文
化
の
影
響
を
受
容
し
て
き
ま
し
た
が
、

歌
掛
け
や
モ
チ
米
食
品
へ
の
嗜
好
性
な
ど
独
自
性
を
も
保
持
し
て

き
ま
し
た
。
1
9
9
0
年
代
以
降
、
中
国
の
経
済
発
展
に
と
も
な

い
、
か
つ
て
男
女
の
歌
掛
け
の
際
に
用
い
ら
れ
た「
繍
球
」が
商
品

化
さ
れ
、
高
床
式
住
居
が
観
光
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
る
な
ど
の

変
化
が
み
ら
れ
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
こ
う
し
た
事
例
を
つ
う
じ

て
文
化
の
資
源
化
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す（
40
分
）。

※
要
事
前
申
込
、
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

着
物
の
つ
く
り
方
に
似
て
、
一
枚
の
布
か
ら
つ
く

ら
れ
て
い
ま
す
。
一
枚
の
和
紙
か
ら
マ
ハ
ー
リ
ー

ド
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
つ
く
っ
て
み
る
こ
と
で
、
オ
ア

シ
ス
の
も
の
を
大
切
に
す
る
暮
ら
し
の
知
恵
に
触

れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

7
月
6
日（
土
）

　
　
　

10
時
30
分
〜
12
時（
受
付
10
時
15
分
）

　
　
　

7
月
7
日（
日
）

　
　
　

10
時
30
分
〜
12
時（
受
付
10
時
15
分
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時（
受
付
13
時
15
分
）

講
師　

郡
司
み
さ
お

　
　
　
（
片
倉
も
と
こ
記
念
沙
漠
文
化
財
団 

理
事
）

　
　
　

藤
本
悠
子

　
　
　
（
片
倉
も
と
こ
記
念
沙
漠
文
化
財
団 

           

事
務
局
主
事
）

会
場　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

※ 

各
回
10
名
程
度
、
ど
な
た
で
も
対
象（
た
だ
し
、

小
学
5
年
生
未
満
は
保
護
者
同
伴
）

※ 

参
加
費
5
0
0
円（
大
学
生
以
上
は
、
別
途
展

示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

主
催　

N
I
H
U
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
　
　
「
現
代
中
東
地
域
研
究
」

             

国
立
民
族
学
博
物
館
拠
点
、
秋
田
大
学
拠
点

お
問
い
合
わ
せ
先

m
aharid

.w
s@

g
m

ail.com

夏
休
み
こ
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
挑
戦
！

―
極
寒
！ 

-40
℃
の
く
ら
し
」

夏
休
み
の
自
由
研
究
は
み
ん
ぱ
く
で
チ
ャ
レ
ン

ジ
！ 
み
ん
ぱ
く
で
１
日
研
究
者
に
な
っ
て

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」を
体
験
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
時　

7
月
28
日（
日
）

　
　
　

10
時
30
分
〜
16
時（
10
時
20
分
集
合
）

講
師　

大
石
侑
香（
本
館 

特
任
助
教
）

会
場　

本
館
展
示
場
、
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

対
象　

小
学
4
年
生
〜
6
年
生

※
要
事
前
申
込（
先
着
順
／
定
員
12
名
） 

参
加
費
5
0
0
円

※
受
付
期
間　

7
月
3
日（
水
）か
ら（
定
員
に
達

し
次
第
受
付
終
了
）

会
期　

8
月
29
日（
木
）〜
11
月
26
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

企
画
展

「
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、オ
ア
シ
ス
に
生
き
る
女
性
た

ち
の
50
年 

―「
み
ら
れ
る
私
」よ
り「
み
る
私
」」

片
倉
も
と
こ（
本
館 

名
誉
教
授
）が
半
世
紀
前
に

撮
影
し
た
写
真
を
手
が
か
り
に
、
色
鮮
や
か
な
物

質
文
化
か
ら
サ
ウ
ジ
女
性
の
生
活
世
界
の
変
遷
を

た
ど
り
ま
す
。

会
期　

9
月
10
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時　

7
月
20
日（
土
）、
9
月
1
日（
日
）

　
　
　

各
日
14
時
〜
14
時
30
分

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
マ
ハ
ー
リ
ー
ド
を
和
紙
で
つ
く
ろ
う
！
」

マ
ハ
ー
リ
ー
ド
は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
オ
ア
シ
ス

に
暮
ら
す
女
性
の
衣
装
の
ひ
と
つ
で
す
。
日
本
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
ド
ム
ド
ム
！ 

タ
イ
の
香
り
体
験
」

タ
イ
の
香
り
文
化
の
ひ
と
つ
ヤ
ー
ド
ム（
ハ
ー
ブ
や

オ
イ
ル
を
混
ぜ
た
も
の
で
、
清
涼
感
の
あ
る
ス
ッ

キ
リ
と
し
た
香
り
が
特
徴
）は
、
タ
イ
の
人
び
と
の

日
常
に
欠
か
せ
な
い
ア
イ
テ
ム
で
す
。
さ
ま
ざ
ま

な
ハ
ー
ブ
や
オ
イ
ル
を
組
み
合
わ
せ
て
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
ヤ
ー
ド
ム
を
つ
く
り
ま
す
。

日
時　

8
月
3
日（
土
）

　
　
　

11
時
〜
12
時
30
分（
10
時
50
分
集
合
）

　
　
　

14
時
〜
15
時
30
分（
13
時
50
分
集
合
）

講
師　

大
澤
由
実（
本
館 

機
関
研
究
員
）

会
場　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

対
象　

小
学
4
年
生
以
上

　
　
　
（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

※
要
事
前
申
込（
先
着
順
／
定
員
各
回
16
名
）

　

参
加
費
5
0
0
円

※
受
付
期
間　

7
月
3
日（
水
）か
ら（
定
員
に
達

し
次
第
受
付
終
了
）

※
詳
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

「
だ
れ
の
ぼ
う
し
？ 

ど
ん
な
ぼ
う
し
？
」

人
は
、
な
ぜ
ぼ
う
し
を
か
ぶ
る
の
で
し
ょ
う
。
日

差
し
を
避
け
る
た
め
？ 

頭
を
守
る
た
め
？ 

お

し
ゃ
れ
の
た
め
？ 

世
界
中
の
ぼ
う
し
を
観
察
し
て
、

そ
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
た
あ
と
、
じ
ぶ
ん
だ
け

の
ぼ
う
し
を
つ
く
り
ま
す
。

日
時    

8
月
12
日（
月
・
祝
）

　
　
　

10
時
30
分
〜
12
時
30
分（
10
時
20
分
集
合
）

　
　

    

14
時
〜
16
時（
13
時
50
分
集
合
）

講
師　

大
石
侑
香（
本
館 

特
任
助
教
）

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
、

　
　
　

中
央
・
北
ア
ジ
ア
展
示
場

対
象　

全
年
齢（
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
）

※
要
事
前
申
込（
先
着
順
／
定
員
各
回
16
名
）

　

参
加
費
5
0
0
円（
大
学
生
以
上
の
方
は
別
途

展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

※
受
付
期
間　

7
月
3
日（
水
）か
ら（
定
員
に
達

し
次
第
受
付
終
了
）

※
詳
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

観
覧
料
改
定
の
お
知
ら
せ

2
0
1
9
年
6
月
6
日（
木
）よ
り
、
本
館
展
示
観

覧
料
を
左
記
の
と
お
り
改
定
い
た
し
ま
し
た
。
な

お
、
特
別
展
観
覧
料
は
そ
の
都
度
、
別
に
定
め
ま

す
。
何
卒
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

各
種
割
引
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

特
別
展

「
驚
異
と
怪
異 

―
想
像
界
の
生
き
も
の
た
ち
」

な
ぜ
人
類
は
、
こ
の
世
の
キ
ワ
に
い
る
か
も

4

4

し
れ

な
い
不
思
議
な
生
き
も
の
を
思
い
描
き
、
形
に
し

て
き
た
の
か
？ 

奇
妙
で
怪
し
い
、
不
気
味
だ
け
ど

か
わ
い
い
、
ク
リ
ー
チ
ャ
ー
た
ち
が
大
集
合
！ 

現

代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
漫
画
家
・
ゲ
ー
ム
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
作
品
も
紹
介
し
、
妖
怪
や
モ
ン
ス
タ
ー
の

源
泉
に
あ
る
想
像
と
創
造
の
力
を
探
り
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
。

一
般

大
学
生

高
校
生
以
下

5
8
0
円

2
5
0
円

無
料

花飾りのついたクフル（顔料）
容器 ベニンの魚足王（ナイジェリア）

7
月
28
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

バ
ザ
ー
ル
の
風
景

―
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
市
場
事
情

話
者　

寺
村
裕
史（
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

聖週間に担ぎ出される褐色のキリスト像
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し
か
し
そ
う
し
た
用
語
は
定
着
す
る
こ
と
な
く
、

平
安
時
代
に
は
そ
の
名
に
対
応
す
る
人
も
い
な
く

な
り
、
こ
と
ば
が
一
人
歩
き
を
始
め
て
い
く
よ
う

だ
。
た
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
な

ど
を
見
て
も
平
安
時
代
の
蜘
蛛
は
嫌
悪
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、『
今
昔
物
語
』
で
も
蜘
蛛
に
か
か

わ
る
恐
き
ょ
う

怖ふ

譚た
ん
は
な
い
。
蜘
蛛
が
悪
役
と
な
る
の
は

鎌
倉
時
代
あ
た
り
か
ら
の
よ
う
だ
。

♦
♦
♦
物
語
で
描
か
れ
る
姿
♦
♦
♦

蜘
蛛
と
か
か
わ
る
こ
と
で
最
近
有
名
に
な
っ
た

の
は
「
蜘く

蛛も

切き
り

」
の
太
刀
だ
ろ
う
。『
平
家
物
語
』

の
別
巻
と
も
い
う
べ
き
「
剣
つ
る
ぎ
の
ま
き巻」
に
は
、
葛
か
つ
ら

城ぎ

山さ
ん

に
年
古
く
住
む
四
尺
（
約
一
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

ほ
ど
も
あ
る
巨
大
な
山
蜘
蛛
が
、
酒し
ゅ

呑て
ん

童ど
う

子じ

討
伐

で
有
名
な
源
頼
光
を
狙
っ
た
が
膝ひ
ざ

丸ま
る

の
刀
で
斬
ら

れ
、
北
野
神
社
近
く
の
塚
で
退
治
さ
れ
た
の
で
、

以
後
膝
丸
は
蜘
蛛
切
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
あ
る
。
こ
の
太
刀
は
現
在
大
覚
寺
所
蔵
（
重
要

文
化
財
）
で
、「
刀
剣
乱
舞
」
で
は
美
形
キ
ャ
ラ

な
の
で
、
き
っ
と
若
い
女
子
に
も
好
か
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
斬
ら
れ
た
側
の
蜘
蛛
は
恐
れ

ら
れ
る
一
方
に
な
っ
て
い
く
。『
太
平
記
』
に
は
、

♦
♦
♦
人
間
と
土
蜘
蛛
♦
♦
♦

見
る
か
ら
に
異
相
の
面
で
あ
る
。
怪
物
と
言
っ

て
も
い
い
、
と
い
う
か
怪
物
で
あ
る
。
し
か
し
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

と
い
う
こ
と
ば
は
、
も
と
も
と
人
間
に
対
し

て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、

神
武
紀
、
仲
ち
ゅ
う

哀あ
い

紀き

な
ど
に
こ
の
表
現
が
見
ら
れ
る

が
、
い
ず
れ
も
倭わ

王お
う

権け
ん
（
ヤ
マ
ト
の
勢
力
）
に
対

し
て
服
属
し
て
い
な
い
人
び
と
に
対
し
て
使
わ
れ

た
、
つ
ま
り
、
蝦え
み

夷し

や
熊く
ま

襲そ

や
隼は
や

人と

と
同
様
の
用

語
な
の
で
あ
る
。
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
土
蜘

蛛
・
蝦
夷
・
熊
襲
・
隼
人
を
「
ク
モ
」「
エ
ビ
」「
ク

マ
」「
ハ
ヤ
ブ
サ
」
と
人
間
扱
い
し
て
い
な
い
こ
と

で
、
こ
れ
は
上
か
ら
目
線
の
意
識
と
言
っ
て
い
い
。

な
ぜ
ク
モ
な
の
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
穴け
っ

居き
ょ

生
活
を
し
て
い
る
の
が
巣
を
張
ら
な
い
ク
モ
の

よ
う
だ
か
ら
、
長な
が

髄す
ね

彦ひ
こ

の
よ
う
に
足
が
長
い
の
が

野
蛮
の
象
徴
だ
っ
た
か
ら
（
今
と
真
逆
）、
土
地
の

神
の
意
味
な
ど
と
さ
れ
る
。『
常ひ
た
ち
の
く
に

陸
国
風ふ

土ど

記き

』

で
は
国く

栖ず

の
こ
と
を
「
俗
に
ツ
チ
グ
モ
と
い
う
」

と
す
る
が
、『
豊ぶ
ん
ご
の
く
に

後
国
風
土
記
』『
肥ひ
ぜ
ん
の
く
に

前
国
風
土
記
』

に
も
土
蜘
蛛
は
出
て
く
る
の
で
、
中
央
で
政
治
的

に
使
わ
れ
た
「
共
通
語
」
だ
っ
た
ら
し
い
。
九
州

の
土
蜘
蛛
に
は
女
性
の
首
長
も
い
た
と
さ
れ
る
。

楠く
す
の
き木

正ま
さ

成し
げ

を
湊
川
の
戦
い
で
討
っ
た
大お
お

森も
り

彦ひ
こ

七し
ち

盛も
り

長な
が

が
、
大
き
な
寺
蜘
蛛
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
正
成

の
亡
霊
に
悩
ま
さ
れ
る
話
も
あ
り
、
室
町
時
代
に

は
蜘
蛛
と
悪
霊
は
極
め
て
親
和
性
の
高
い
関
係
に

な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

頼
光
の
蜘
蛛
退
治
の
話
は
、鎌
倉
時
代
に
は『
土

蜘
蛛
草
紙
』
と
い
う
絵
巻
物
に
描
か
れ
、
こ
こ
で

初
め
て
悪
役
の
「
土
蜘
蛛
」
が
あ
ら
わ
れ
、
人
間

よ
り
は
る
か
に
大
き
い
怪
獣
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
土
蜘
蛛
の
話
が
能
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
室
町
時

代
後
半
の
こ
と
ら
し
い
。
能
な
の
で
当
然
人
間
が

演
じ
、
そ
の
奇
怪
さ
を
高
め
る
た
め
に
鬼き

面め
ん
と
蓬ほ
う

髪は
つ
の
鬘か
つ
らと
蜘
蛛
の
糸
に
見
立
て
た
和
紙
を
切
っ
た

紐ひ
も

を
投
げ
る
。
能
と
深
い
関
係
が
あ
り
、
大
衆
に

支
持
さ
れ
た
の
が
壬み

生ぶ

大
念
仏
（
壬
生
狂
言
）
で

あ
る
。
京
都
の
壬
生
寺
を
中
心
に
仏
の
教
え
を
無

言
の
仮
面
劇
で
伝
え
る
、
と
い
う
趣
旨
の
も
の
だ

が
、
能
に
由
来
し
た
題
材
を
数
多
く
取
り
込
ん
で

お
り
、
土
蜘
蛛
は
そ
の
な
か
で
も
人
気
演
目
と

な
っ
て
い
る
。
今
は
鬼
面
ら
し
き
も
の
を
つ
け
て

糸
を
撒ま

い
て
い
る
が
、
右
頁
の
面
は
独
特
、
長
い

髭ひ
げ

や
触
覚
の
よ
う
な
眉
な
ど
、
蜘
蛛
以
外
の
何
物

で
も
な
い
。

想像界の生物相

壬生大念仏 土蜘蛛面
三重県立斎宮歴史博物館学芸普及課長 榎

え
村
むら

 寛
ひろ
之
ゆき

資料名―壬生大念仏用 仮面（土蜘蛛）

標本番号― H0014260

地域―日本、京都府

サイズ―幅 13 cm×長さ 18 cm×厚さ 7.7cm
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みんぱく回遊

世界中にあらわれるマリア様
八
や

木
ぎ

 百
ゆ

合
り

子
こ

民博 学術資源研究開発センター

国
家
を
見
守
る
聖
母

グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
と
並
ん
で
、
南
米
で
熱

狂
的
な
人
気
を
集
め
る
の
が
「
ア
パ
レ
シ
ー
ダ
の

聖
母
」
で
あ
る
。
ひ
と
き
わ
黒
い
色
を
し
た
聖

像
で
、
こ
の
聖
母
も
ま
た
、
褐
色
の
聖
母
の
異
名

を
も
つ
。
聖
母
の
由
来
は
一
七
一
七
年
に
さ
か
の

ぼ
る
。
と
あ
る
漁
師
が
川
に
網
を
投
げ
入
れ
る

と
、
川
底
か
ら
最
初
に
聖
母
の
胴
体
、
次
に
頭

部
が
あ
が
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
は
大

量
の
魚
が
網
に
か
か
っ
た
。
そ
れ
ら
を
家
に
持
ち

帰
っ
た
漁
師
が
、
頭
部
と
胴
体
の
部
分
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
、
祭
壇
に
祀ま
つ
っ
て
拝
む
よ
う
に
な
っ
た

と
こ
ろ
、
そ
の
後
も
漁
師
は
大
漁
に
恵
ま
れ
た

と
い
う
。

ア
パ
レ
シ
ー
ダ
の
聖
地
は
、
毎
年
お
よ
そ
九

〇
〇
万
人
も
の
人
が
訪
れ
る
南
米
屈
指
の
巡
礼

地
で
、
バ
チ
カ
ン
の
聖
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
に
次

ぐ
規
模
の
大
聖
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
世
界

最
大
の
カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
を
擁
す
る
ま
で
に
成

長
し
た
南
米
の
大
国
ブ
ラ
ジ
ル
が
誇
る
一
大
聖

地
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
先
住
民
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
の
植
民
者
や
移
民
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
奴

隷
と
し
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
黒
人
、
そ
し
て
そ

れ
ら
の
民
族
間
の
交
錯
し
た
混
血
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
多
様
な
人
び
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
国

で
あ
る
。
聖
母
は
そ
う
し
た
す
べ
て
の
ブ
ラ
ジ

ル
国
民
を
見
守
る
国
家
の
守
護
聖
母
に
も
な
っ

て
お
り
、
ロ
ー
マ
法
王
お
墨
付
き
の
聖
母
で
も

あ
る
。

て
ら
れ
た
。

じ
つ
は
、
こ
の
聖
地
と
な
っ
た
場
所
は
、
も
と

も
と
先
ス
ペ
イ
ン
期
に
は
ア
ス
テ
カ
の
女
神
信
仰

の
中
心
地
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教

の
聖
母
の
信
仰
は
、
在
来
の
人
び
と
の
信
仰
の

う
え
に
重
ね
合
わ
さ
れ
、
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
メ

ス
テ
ィ
ソ
（
混
血
）
が
国
民
の
半
数
以
上
を
占
め

る
メ
キ
シ
コ
で
、
こ
の
聖
母
は
も
っ
と
も
敬
愛
さ

れ
て
、
そ
の
像
は
し
ば
し
ば
、
国
を
象
徴
す
る

国
旗
に
合
わ
せ
て
、
赤
い
服
に
緑
の
マ
ン
ト
を
着

た
姿
で
描
か
れ
る
（
本
来
は
白
の
衣
の
上
に
青
い

マ
ン
ト
を
着
て
い
た
と
さ
れ
る
）。

フ
ラ
ン
ス
の
ル
ル
ド
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
フ
ァ

テ
ィ
マ
を
は
じ
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
聖
母
を
拝

す
る
有
名
な
聖
地
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
聖
母
マ

リ
ア
が
出
現
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
多

い
国
々
に
は
、
聖
母
の
出
現
に
よ
っ
て
成
立
し
た

聖
地
が
無
数
に
存
在
す
る
。
み
ん
ぱ
く
の
展
示
場

で
は
、
世
界
各
地
に
あ
ら
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
マ

リ
ア
像
に
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
聖
母
マ
リ
ア
と

い
う
点
で
は
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
同
じ
一
人
の
人

物
に
ち
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ

に
は
、
そ
の
土
地
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
か
た
ち
が

映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

在
来
の
信
仰
と
と
も
に

ア
メ
リ
カ
展
示
場
に
は
、
ル
ル
ド
や
フ
ァ
テ
ィ

マ
の
聖
母
と
並
ん
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
三
大
奇
跡

の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
聖
母
が
あ
る
。
メ
キ
シ

コ
の
「
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
」
で
あ
る
。
メ
キ

シ
コ
の
守
護
聖
母
に
も
な
っ
て
い
る
グ
ア
ダ
ル
ー

ペ
の
聖
像
は
、
褐
色
の
肌
を
し
て
い
る
こ
と
で
も

有
名
だ
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
聖
母
の
出
現
は
、
こ

の
地
域
が
ス
ペ
イ
ン
人
に
征
服
さ
れ
た
わ
ず
か
一

〇
年
後
の
一
五
三
一
年
に
お
こ
っ
て
い
る
。
聖
母

は
、
テ
ペ
ヤ
ク
の
丘
を
歩
い
て
い
た
一
人
の
先
住

民
の
男
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
と
、
そ
こ
に
聖
堂
を

建
て
る
よ
う
に
と
司
教
に
伝
え
る
よ
う
告
げ
た

と
い
う
。
こ
の
出
現
の
事
実
が
司
祭
た
ち
に
認
め

ら
れ
る
と
、
お
告
げ
ど
お
り
丘
に
は
聖
堂
が
建

民
族
衣
装
を
着
た
聖
母

さ
ら
に
、
南
ア
ジ
ア
展
示
場
へ
足
を
運
ぶ
と
、

民
族
衣
装
を
ま
と
っ
た
聖
母
像
が
待
っ
て
い
る
。

イ
ン
ド
南
部
に
あ
る
ウ
ェ
ー
ラ
ー
ン
ガ
ン
ニ
の
大

聖
堂
に
祀
ら
れ
る
こ
の
聖
母
は
、
幼
子
イ
エ
ス
を

腕
に
抱
き
、
サ
リ
ー
を
身
に
着
け
て
い
る
。
言
い

伝
え
に
よ
る
と
、
聖
母
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
一
六

世
紀
。
貧
し
い
一
人
の
羊
飼
い
の
少
年
の
前
に
あ

ら
わ
れ
、
幼
子
の
た
め
に
ミ
ル
ク
を
請
う
た
と
い

う
の
が
最
初
の
出
現
で
あ
る
。
聖
母
の
お
祭
り
の

時
期
に
は
、
盛
大
な
祭
典
と
と
も
に
イ
ン
ド
中
か

ら
巡
礼
者
が
訪
れ
る
こ
と
で
も
有
名
だ
が
、
そ
の

八
割
は
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
う
の
が
興
味
深
い
。

多
く
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
、
ウ
ェ
ー
ラ
ー
ン
ガ

ン
ニ
の
聖
母
は
、
ま
さ
に
彼
ら
の
女
神
的
な
存
在

に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

民
族
衣
装
を
ま
と
っ
た
聖
母
像
は
、
朝
鮮
半

島
の
文
化
展
示
場
に
も
あ
る
。
一
八
世
紀
に
朝
鮮

半
島
に
伝
来
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
現
在
、
韓
国

で
大
き
く
成
長
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
国
民
の

過
半
数
に
達
し
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
の
伝
統
衣

装
を
身
に
着
け
、
幼
子
イ
エ
ス
を
抱
い
た
韓
国
の

聖
母
子
像
は
、
国
民
に
親
し
み
の
気
持
ち
を
与

え
る
存
在
だ
と
い
う
。

展
示
場
の
マ
リ
ア
様
た
ち
は
、
ど
れ
も
少
々

変
わ
っ
た
格
好
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
そ
の
奇
跡
の
言
い
伝
え
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
こ
う
し
た
姿
が
、
地
元
の
人
た
ち
の
信
仰

心
や
愛
着
心
を
つ
か
ん
で
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

南アジア展示
「宗教文化―伝統と多様性」セクション

アメリカ展示
「祈る」セクション

朝鮮半島の文化展示
「精神世界」セクション

〈本館展示場〉

観覧券売場

サリーをつけた聖母子像
（インド、H0276922、H0276924）

グアダルーペの聖母
（メキシコ、H0268532）

アパレシーダの聖母
（ブラジル、H0268819）

テペヤクの丘に建てられたグアダルーペの聖母の旧聖堂（メキシコ市、2017年）

聖母子像
（大韓民国、H0214363）
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映
画
が
描
く
近
未
来

「
h
e
r
／
世
界
で
ひ
と
つ
の
彼
女
」
は
、
ス
パ
イ
ク
・
ジ
ョ
ー

ン
ズ
監
督
・
脚
本
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
S
F
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
こ

の
映
画
は
高
く
評
価
さ
れ
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
監
督
は
第
八
六
回
ア

カ
デ
ミ
ー
賞
で
脚
本
賞
を
受
賞
し
た
。 

舞
台
は
近
未
来
の
大
都

市
だ
。
一
般
の
人
び
と
は
自
分
で
手
紙
を
書
か
な
く
な
り
、
代

行
す
る
会
社
が
手
紙
を
書
い
て
く
れ
る
。
主
人
公
の
セ
オ
ド
ア

は
そ
う
し
た
会
社
で
働
く
。
彼
は
離
婚
し
、
孤
独
な
生
活
を
送

る
が
、
あ
る
と
き
会
社
か
ら
の
帰
り
道
、
一
人
ぼ
っ
ち
の
人
向

け
に
開
発
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
新
し
い
人
工
知
能
（
Ａエ
ー

Ｉア
イ
）

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
（
O
S
）
の
広
告
に
気
づ
き
、
つ

い
購
入
し
て
し
ま
う
。
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
た
O
S
は
自
分
で

自
分
に
サ
マ
ン
サ
と
い
う
名
前
を
つ
け
る
。
こ
こ
か
ら
、
セ
オ

ド
ア
と
サ
マ
ン
サ
の
つ
き
あ
い
が
始
ま
り
、
彼
の
日
常
生
活
が

大
き
く
変
わ
る
。

セ
オ
ド
ア
は
サ
マ
ン
サ
に
外
の
街
を
見
せ
て
あ
げ
た
い
と
思

い
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に
ピ
ン
で
留
め
、
サ
マ
ン

サ
の
目
で
あ
る
レ
ン
ズ
を
外
に
向
け
て
あ
げ
る
。
サ
マ
ン
サ
は

自
分
で
出
版
社
に
連
絡
し
、
セ
オ
ド
ア
が
書
い
た
手
紙
の
出
版

に
つ
い
て
の
契
約
を
と
り
つ
け
た
り
、
セ
オ
ド
ア
の
た
め
に
相
手

を
探
し
て
デ
ー
ト
の
計
画
を
立
て
た
り
、
パ
ソ
コ
ン
ゲ
ー
ム
を

攻
略
す
る
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
な
ど
、
セ
オ
ド
ア
に
と
っ

て
か
け
が
え
の
な
い
助
力
者
に
な
っ
た
。
一
方
、
セ
ア
ド
ア
は
人

残
留
日
本
人
は
日
本
に
い
る
親
戚
と
手
紙
で
や
り
と
り
を
し
て

お
り
、
そ
の
手
紙
は
モ
ス
ク
ワ
で
検
閲
さ
れ
て
届
く
ま
で
最
低

半
年
か
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
情
報
通
信
技
術
の
発
達

に
よ
り
、
こ
こ
二
○
年
は
彼
ら
も
映
画
と
同
じ
よ
う
に
、
手
紙

を
書
か
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

サ
ハ
リ
ン
か
ら
日
本
に
帰
国
し
て
間
も
な

い
こ
ろ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
パ
ソ
コ
ン
が
ま

だ
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
が
ロ
シ

ア
に
い
る
家
族
や
友
達
と
連
絡
を
と
る
際
は
、

ブ
ラ
ス
テ
ル
カ
ー
ド
（
国
際
電
話
プ
リ
ペ
イ
ド

式
カ
ー
ド
）
を
使
っ
て
固
定
電
話
か
ら
電
話
を

か
け
て
い
た
。
昼
よ
り
深
夜
の
ほ
う
が
通
話

料
が
安
い
の
で
、
午
前
零
時
を
過
ぎ
て
か
ら

か
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
後
、

無
料
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
電
話
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る
ス
カ
イ
プ
が
あ
ら
わ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
時
間
と
は
関
係
な
く
お
こ
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
通
話
相
手
の
映
像
も
見
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
登
場
に
よ
り
、
会
話
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も

可
能
に
な
っ
た
。
人
び
と
は
「
サ
ハ
リ
ン
と
日

本
の
あ
い
だ
の
距
離
が
消
え
た
」
と
言
う
。

人
間
と
Ａ
Ｉ
が
共
存
す
る
社
会

サ
ハ
リ
ン
の
永
住
帰
国
者
か
ら
見
え
て
く

る
こ
と
は
、
彼
ら
は
手
紙
を
書
か
な
く
な
っ
て

も
、
よ
り
対
面
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

求
め
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
あ
る
あ
ら
た
な
情

間
同
士
と
の
関
係
よ
り
、
O
S
に
過
ぎ
な
い
サ
マ
ン
サ
と
の
関

係
が
強
く
な
る
。

象
徴
的
な
の
は
、
友
人
か
ら
サ
マ
ン
サ
の
こ
と
が
好
き
か
と

尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
セ
オ
ド
ア
が
「（
そ
う
だ
と
し
た
ら
）
わ
た

し
は
可お

笑か

し
い
か
？
」
と
答
え
る
場
面
だ
。
人
と
違
っ
て
、
人

を
裏
切
る
は
ず
が
な
い
従
順
な
O
S
に
人
が
恋
を
し
、
O
S
も

ま
た
好
意
を
含
む
感
情
を
も
つ
。
そ
の
結
末
は
映
画
を
観
て
の

お
楽
し
み
と
し
て
お
こ
う
。

通
信
技
術
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

わ
た
し
は
サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
永
住
帰
国
者
に
つ
い
て
研
究
し

て
い
る
。
彼
ら

は
戦
後
ソ
連
領

と
な
っ
た
サ
ハ

リ
ン
島
か
ら
引

き
揚
げ
で
き
な

か
っ
た
残
留
日

本
人
で
、
二
〇

〇
○
年
代
に

な
っ
て
徐
々
に

帰
国
し
始
め
た

人
び
と
で
あ
る
。

ソ
連
領
時
代
、

報
通
信
技
術
を
用
い
て
人
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
保
ち
続
け
て

い
る
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
頻
繁
に
は
会
う
こ

と
が
で
き
な
い
人
同
士
の
サ
イ
バ
ー
上
の
社
会
関
係
で
あ
り
、

も
し
か
す
る
と
サ
マ
ン
サ
と
セ
オ
ド
ア
の
日
々
の
関
係
よ
り
希

薄
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
と
人
よ
り
、
人
と
O
S
の
ほ
う

が
近
く
親
し
い
関
係
に
な
る
と
い
う
近
未
来
は
、
け
っ
し
て
絵

空
事
と
は
い
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
ば
は
、
小
説
家
カ
レ
ル
・

チ
ャ
ペ
ッ
ク
が R.U

.R

（
一
九
二
〇
年
）
と
い
う
作
品
の
な
か
で
、

チ
ェ
コ
語
で
「
強
制
労
働
」
を
意
味
す
る
「
ロ
ボ
ッ
タ
」
に
基

づ
い
て
創
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
ロ
ボ
ッ
ト
の
役
割

は
、
生
産
を
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
人
間
の
助
力
者
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
監
督
は
時
代
を
先
読

み
し
、
人
の
よ
う
な
感
情
を
サ
マ
ン
サ
に
も
た
せ
た
。
だ
が
、

サ
マ
ン
サ
が
助
力
者
（
モ
ノ
）
に
留
ま
ら
な
い
と
い
う
近
未
来
の

社
会
の
片へ
ん

鱗り
ん

は
、
既
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
人
材

不
足
の
日
本
で
は
、
老
人
ホ
ー
ム
で
高
齢
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
ぬ
い
ぐ
る
み
の
ロ
ボ
ッ
ト
が
実
用
化
さ
れ
、

お
年
寄
り
が
癒
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
世
界
中
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
に
は
人
工
知
能
の
要
素
を
も
つ
Ａ
Ｉ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
が
搭
載

さ
れ
、
音
声
を
聞
き
わ
け
質
問
に
答
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
サ
ー
ビ
ス
も
探
し
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
日
本
人
の
男

性
が
女
性
の
歌
声
を
合
成
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
初
音
ミ
ク
」

と
結
婚
し
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
ま
で
届
く
。
こ
う
し
た
社
会

の
急
激
な
変
化
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
人
類
学
の
こ
れ

ま
で
の
調
査
方
法
や
人
間
理
解
は
ど
こ
ま
で
有
効
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
映
画
を
観
る
価
値
は
、
ま
さ
に
そ
こ
を
問
わ
れ
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。

人
間
と
人
工
知
能
が
つ
き
あ
う
モ
ノ
語
り
サ
ク
マ
・
シ
ャ
ル
ゲ
イ

総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程

M
「her／世界でひとつの彼女」

原題：Her 

2013年／アメリカ／英語／126分／DVDあり

監督・脚本：スパイク・ジョーンズ

出演：ホアキン・フェニックス、スカーレット・ヨハンソンほか

サハリン永住帰国者が無料で利用している北海道中国帰国者
交流・支援センターのパソコン室（札幌市、2018年）

サハリン永住帰国者のクリス
マス交流パーティー。「おお
きいかぶ」という物語の演劇
をしている（稚内市、2017年）
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く
と
「
そ
れ
は
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
と
読
む
の
だ
」
と
、
に

べ
も
な
い
返
事
が
返
っ
て
き
た
。
英
語
で
あ
れ
ば

「S
o

g
dian

a

」
に
な
る
は
ず
だ
が
、
ウ
ズ
ベ
ク
語
で
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
す
る
と
「S

u
g'diyon

a

」
と
な
る

ら
し
い
。「S

U
G

O
I

」
の
「
Ｏオ
ー

」
と
筆
者
が
思
っ
て
い
た

文
字
は
、
じ
つ
は
「
D
」
で
あ
り
、
撮
影
時
の
角
度
の

関
係
か
、
字
が
下
手
な
の
か
、
D
が
丸
い
Ｏ
に
見
え
た

と
い
う
こ
と
で
、
実
際
は
「S

U
G

D
IY

O
N

A

」
と
書
か

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
は
、
中
央
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
河
川

の
ア
ム
ダ
リ
ヤ
と
シ
ル
ダ
リ
ヤ
に
挟
ま
れ
た
地
域
を
指

し
、
そ
の
両
河
川
の
あ
い
だ
を
流
れ
る
ザ
ラ
フ
シ
ャ
ン

川
流
域
の
古
名
で
あ
る
。
お
よ
そ
四
〜
七
世
紀
ご
ろ
に

は
商
才
と
工
芸
技
術
に
長た

け
た
ソ
グ
ド
人
が
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
を
通
じ
た
東
西
・
南
北
の
交
易
に
活
躍
し
、
サ

マ
ル
カ
ン
ド
は
そ
の
中
心
都
市
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
。

丘
に
書
か
れ
た
「S

U
G

D
IY

O
N

A

」
と
い
う
白
い
大
き

な
文
字
は
、
こ
こ
か
ら
先
は
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
だ
、
と
い

う
サ
マ
ル
カ
ン
ド
市
の
玄
関
口
に
あ
た
る
場
所
で
看
板

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

言
い
訳
め
い
て
し
ま
う
が
、
筆
者
も
考
古
学
者
の
端

く
れ
で
あ
り
、
世
界
史
の
知
識
と
し
て
の
「
ソ
グ
デ
ィ

ア
ナ
」
と
い
う
「
こ
と
ば
」
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
た
が
、

生
ま
れ
て
初
め
て
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
を
訪
れ
た
興
奮
と

浮
つ
い
た
気
持
ち
は
否
定
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

「S
U

G
D

IY
O

N
A

」
と
「
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
」
が
頭
の
な
か

で
す
ぐ
に
は
結
び
つ
か
ず
、
普
通
に
日
本
語
で
読
ん
で

（
理
解
し
て
）
し
ま
っ
た
自
分
が
、
我
な
が
ら
恥
ず
か
し

い
と
と
も
に
、
ま
さ
に
現
地
の
こ
と
ば
に
迷
わ
さ
れ
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

突
然
の
質
問
だ
が
、

読
者
の
み
な
さ
ん
は

下
の
写
真
（
に
写
っ
て

い
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）

を
見
て
（
読
ん
で
）、

何
と
書
か
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う

か
。「S

U
G

O
IY

O
N

A

（
す
ご
い
よ
な
）」
と
読

め
な
い
だ
ろ
う
か
？

こ
の
写
真
は
、
筆

者
が
二
〇
一
一
年
に
中

央
ア
ジ
ア
の
国
ウ
ズ
ベ

キ
ス
タ
ン
を
初
め
て

訪
れ
た
際
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
市
の
市
街
地
に
入
る
直
前

に
、
車
の
な
か
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
街
の
入

り
口
に
あ
た
る
小
高
い
丘
の
中
腹
に
、
突
如
あ
ら
わ
れ

た
白
い
大
き
な
文
字
に
驚
く
と
と
も
に
、「
す
ご
い
よ

な
」
っ
て
何
だ
？
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
日
本
語
読
み

し
て
し
ま
い
、慌
て
て
カ
メ
ラ
を
取
り
出
し
写
真
を
撮
っ

た
こ
と
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
冷
静
に

考
え
れ
ば
日
本
か
ら
遠
く
離
れ
た
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の

地
で
日
本
語
（
と
し
て
意
味
が
通
じ
る
こ
と
ば
）
が
書
か

れ
て
い
る
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
と
き
に
は
「
す

ご
い
よ
な
」
と
い
う
日
本
語
と
し
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が

頭
の
な
か
に
す
っ
と
入
っ
て
き
た
。
初
め
て
訪
れ
る
未

知
の
国
で
右
も
左
も
わ
か
ら
ず
、
現
地
の
こ
と
ば
も
全

然
知
ら
な
い
ま
ま
、
最
初
は
何
の
こ
っ
ち
ゃ
？
と
思
っ

て
い
た
が
、
後
か
ら
日
本
語
の
で
き
る
現
地
の
人
に
聞

いことばの

寺
てら

村
むら

 裕
ひろ

史
ふみ

民博 人類文明誌研究部

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

偶然だが、本号では孫文さんとサクマ・シャルゲイさんと

いう、民博にある総合研究大学院大学の院生 2人が執筆して

くれた。民博の大学院生は昨今、留学生が半数以上を占める。

母語ではない日本語で書くのだから、ネィティブ・チェック

は欠かせない。だが、そうした一手間を差し引いても、文化

背景の違いから生じる視点や切り口のユニークさに魅了され

る。

特集では、先史以来、人類が手にしてきた編みと組みで作

られるものと技法をとりあげた。基本の組織構造は 6つに分

類できるが、素材やその本数・形状、張力、美意識などの違

いから、できあがるものには無限の広がりがあるという。思

えば、論稿を集めて編み、ページに組んでいく編集は、文

字どおりバスケタリーに似ている。素材の個性を生かしつつ、

書いて楽しい、読んで面白い月刊誌を目指したいと思う。今

号から編集長を務めることになった。引き続き、よろしくお

願いしたい。（南真木人）
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次号の予告
特集

「驚異と怪異」（仮）

●表紙：タケなどを編んでつくったかご。軽くて丈夫なかごを自転車にとりつける
ことで、多くの荷物を容易に運ぶことができる  
（撮影：上羽陽子、インド、アッサム州、2014年）
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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）


