


エッセイ 千字文

 1    

月刊

1 ߸݄࣍

フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
い
つ
も
刺
激
と
感
動
に
満
ち
て
い
る
。

二
〇
一
九
年
の
初
秋
、
高
知
県
中な

か

土と

佐さ

町
の
久く

礼れ

八
幡
宮

の
御お

神み

穀こ
く

祭さ
ん

を
見
学
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
ま
だ
蒸
し
暑

い
中
、
旧
暦
八
月
一
日
の
新
月
か
ら
一
五
日
の
満
月
ま
で
の

長
い
期
間
の
祭
礼
次
第
を
よ
く
残
し
て
い
る
古
式
豊
か
な

祭
り
で
あ
る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、
頭と

う

屋や

と
頭と

う

人に
ん

が
奉
納
す
る
新
米
を
炊
い
た
ご
飯
に
、
佾い

ち

と
呼
ば
れ
る
神

聖
な
少
女
が
神
前
で
生な

ま

麴こ
う
じ

を
揉も

み
こ
ん
で
一
夜
酒
を
醸
す

神
事
で
あ
っ
た
。

日
本
の
神
祭
り
の
基
本
が
稲
の
祭
り
で
あ
る
こ
と
は
、

新に
い

嘗な
め

祭さ
い

や
践せ

ん

祚そ

大だ
い

嘗じ
ょ
う

祭さ
い

を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
日
本
の
稲
作
の
起
源
か
ら
み
れ
ば
、
紀
元
前
一
〇

世
紀
半
ば
に
九
州
北
部
で
始
ま
っ
た
稲
作
が
関
東
地
方

に
ま
で
広
ま
る
の
は
紀
元
前
三
世
紀
頃
、
そ
の
間
、
約

六
五
〇
年
も
か
か
っ
た
。
た
だ
し
、
稲
作
が
定
着
し
た
社

会
で
は
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
。
三
世
紀
半
ば
、
そ
の

九
州
か
ら
東
北
地
方
南
部
ま
で
の
範
囲
で
前
方
後
円
墳
が

一
斉
に
築
造
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
稲
作
の
定
着
が
古

代
王
権
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

六
五
〇
年
も
の
長
き
に
わ
た
り
人
び
と
が
嫌
悪
し
抵
抗

し
続
け
た
の
に
、
稲
作
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
の
謎
を
解
く
カ
ギ
は
、
古
代
律
令
制
下
の
中な

か
と
み
の臣
祝の

り

と詞
と

春し
ゅ
ん

時じ

祭さ
い

田で
ん

条じ
ょ
う

の
記
事
に
あ
る
。
収
穫
し
た
稲
の
初
穂
を
天

皇
と
神
に
献
納
し
、
農
民
た
ち
も
白
飯
を
食
べ
白し

ろ

酒き

を
飲

ん
で
酔
い
し
れ
喜
び
を
分
か
ち
合
お
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

白
飯
と
白
酒
の
美
味
に
魅
了
さ
れ
た
人
た
ち
が
、
そ
の
味
が

忘
れ
ら
れ
ず
に
稲
作
に
従
事
し
て
い
っ
た
姿
が
想
像
さ
れ
る
。

闇
夜
の
中
を
、
大
た
い
ま
つ
の
火
と
と
も
に
運
ば
れ
て

き
た
御
神
穀
が
、
燃
え
さ
か
る
た
い
ま
つ
の
火
の
粉
が
散

る
中
で
神
前
へ
と
運
び
込
ま
れ
、
そ
の
火
の
下
で
少
女
に

よ
っ
て
一
夜
酒
が
醸
さ
れ
本
殿
の
奥
深
く
に
奉
納
さ
れ
る
。

そ
の
二
日
後
に
直な

お
ら
い会

に
な
ぞ
ら
え
て
一
口
味
わ
っ
た
そ
の
美

味
は
、
私
は
一
生
忘
れ
な
い
。
稲
の
収
穫
を
神
と
と
も
に

白
飯
と
白
酒
の
美
味
で
祝
い
合
う
基
本
が
、
こ
の
御
神
穀

祭
に
は
保
存
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

古
伝
祭
と
い
え
ば
、
島
根
県
松
江
市
の
佐さ

太だ

神
社
の

御ご

座ざ

替が
え

神
事
で
も
、
火ひ

鑽き
り

杵ぎ
ね

と
火ひ

鑽き
り

臼う
す

を
用
い
る
発
火

法
の
古
式
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
長
い
歴
史
の
変
遷
の

中
に
も
、
そ
の
よ
う
に
保
存
伝
承
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
の

は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
伝
承
が
世
代
を
つ
な
ぐ
人
た
ち
に

と
っ
て
の
存
在
証
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
創
生
の
民

俗
学
はfolklore

で
は
な
い
。
伝
承traditions

と
変
遷

transitions

の
動
態
を
研
究
す
る
独
創
的
な
伝
承
学the 

study of traditions

：traditionology 

な
の
で
あ
る
。

新
米
と
美
酒

新し
ん

谷た
に�

尚た
か

紀の
り

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

&
.
)
-
年
広
島
県
生
ま
れ
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
教
授
、
国
立
総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授
等
を
経

て
、
現
在
、
両
名
誉
教
授
、
國
學
院
大
學
大
学
院
客

員
教
授
。
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
の
著
作
を
読
み
込

み
、
歴
史
科
学
と
し
て
の
「
民
俗
伝
承
学
」
を
提
唱

し
実
践
し
て
い
る
。
著
書
に
『
神
々
の
原
像
』、『
民

俗
学
と
は
何
か
』（
い
ず
れ
も
吉
川
弘
文
館
）、『
神

道
入
門
』（
筑
摩
書
房
）
ほ
か
多
数
。
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年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
は
、
一
年
の
な
か
で
も
特

に
多
く
の
縁
起
物
を
目
に
す
る
時
期
で
あ
る
。
門
松
、

破
魔
矢
、
お
節
料
理
な
ど
は
、
そ
の
代
表
格
で
あ
る
が
、

縁
起
か
つ
ぎ
と
し
て
こ
の
時
期
に
登
場
す
る
の
は
、
飾

り
物
や
食
べ
物
ば
か
り
で
は
な
い
。
新
年
に
な
る
と
、

神
々
や
異
形
の
姿
で
人
里
に
あ
ら
わ
れ
る
縁
起
の
い
い

者
た
ち
も
い
る
。

そ
も
そ
も
正
月
と
は
、
歳
神
様
を
迎
え
る
日
で
あ
る
。

一
年
の
初
め
に
、
そ
の
年
の
幸
運
を
運
ん
で
き
て
く
れ

る
の
が
歳
神
様
だ
。
年
末
に
家
の
大
掃
除
を
し
た
り
、

注し

連め

飾
り
を
付
け
た
り
す
る
の
も
、
家
々
に
歳
神
様
を

迎
え
る
た
め
で
あ
る
。
日
本
で
は
古
来
よ
り
、
異
郷
の

地
か
ら
や
っ
て
く
る
神
を
歓
待
す
る
こ
と
で
、
豊ほ
う

穣じ
ょ
うや

祝
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。

歩
き
な
が
ら
や
っ
て
く
る
。

顔
に
は
大
き
な
鉤か
ぎ

鼻ば
な
と
深
い
皺し
わ

が
刻
ま
れ
、
そ
の
姿

は
古
老
で
あ
る
と
も
、
コ
ン
ド
ル
で
あ
る
と
も
い
わ
れ

る
。
実
際
、
ワ
コ
ン
は
腰
の
曲
が
っ
た
老
人
の
よ
う
に

小
股
で
歩
く
素
振
り
を
見
せ
た
り
、
長
い
マ
ン
ト
を
翼

の
ご
と
く
広
げ
た
り
し
な
が
ら
、
人
び
と
の
前
で
踊
り

回
る
。
ま
た
、
一
説
に
よ
れ
ば
、
ワ
コ
ン
は
こ
の
地
域
に

伝
わ
る
神
話
に
登
場
す
る
、
コ
ン
と
い
う
名
の
神
に
由

来
す
る
と
も
い
わ
れ
、
ワ
コ
ン
が
登
場
す
る
踊
り
の
歴

史
は
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
植
民
地
化
以
前
の
時
代
に
遡
る

と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ワ
コ
ン
が
や
っ
て
く
る
！

一
年
の
始
ま
り
に
、
村
人
た
ち
の
お
こ
な
い
を
正
す

の
が
ワ
コ
ン
の
役
目
で
あ
る
。
ワ
コ
ン
は
、
村
に
や
っ
て

く
る
と
、
手
に
も
っ
た
鞭む
ち

を
振
り
か
ざ
し
、
悪
い
や
つ

は
い
な
い
か
探
し
歩
く
。
そ
し
て
、
怠
け
者
や
素
行
の

悪
い
人
、
う
そ
つ
き
や
盗
み
を
働
い
た
人
、
不
祥
事
を

起
こ
し
た
村
人
を
見
つ
け
て
は
、
鞭
で
叩た
た

い
て
戒
め
る
。
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世
界
の

縁
起
モ
ノ

異
界
か
ら
年
に
一
度
来
訪
す
る

神
々
や
珍
客
を
歓
待
す
る
風
習
は
、

日
本
各
地
に
伝
わ
る
民
俗
行
事
の

な
か
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

男お

鹿が

の
ナ
マ
ハ
ゲ
（
秋
田
）
や
下し
も

甑こ
し
き

島し
ま
の
ト
シ
ド
ン
（
鹿
児
島
）
は
、

そ
う
し
た
「
ま
れ
び
と
」
の
典
型

で
あ
り
、
大お
お
み
そ
か

晦
日
に
人
里
を
訪
れ
、

新
年
を
祝
福
し
て
、
家
々
を
め
ぐ
り
歩
く
こ
と
で
知
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
風
習
に
は
、
今
も
息
づ
く
そ
れ
ぞ
れ

の
土
地
の
人
び
と
の
信
仰
の
か
た
ち
が
見
て
と
れ
よ
う
。

ア
ン
デ
ス
の
珍
客

わ
た
し
が
調
査
を
し
て
い
る
南
米
ペ
ル
ー
に
も
、
正

月
に
独
特
の
格
好
を
し
た
珍
客
が
訪
れ
る
地
域
が
あ
る
。

ア
ン
デ
ス
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
ペ
ル
ー
中
部
の
ワ
ン
カ

ヨ
地
方
は
、
新
年
に
な
る
と
、
尖と
が
っ
た
鼻
が
特
徴
的
な

仮
面
を
つ
け
た
一
団
が
、
村
々
を
賑に
ぎ

わ
す
こ
と
で
有
名

だ
。
彼
ら
は
ワ
コ
ン
と
よ
ば
れ
、
楽
隊
が
奏
で
る
音
楽

や
小
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
、
村
の
通
り
を
練
り

年
初
め
の
三
日
間
、
ワ
コ
ン
は
村
の
最
高
権
力
者
と
い

う
立
場
に
あ
り
、
誰
も
ワ
コ
ン
に
は
逆
ら
え
な
い
の
だ
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ワ
コ
ン
は
村
の
家
々
を
見
て

回
り
、
き
ち
ん
と
掃
除
し
て
あ
る
か
な
ど
を
確
認
し
、

住
民
の
生
活
を
正
し
て
い
く
。「
ワ
コ
ン
が
や
っ
て
く

る
！
」
と
聞
い
て
、
急
い
で
家
の
片
づ
け
に
取

り
掛
か
る
人
も
少
な
く
な
い
。
人
び
と
に
と
っ

て
ワ
コ
ン
は
、
畏
怖
す
る
存
在
で
あ
る
と
同
時

に
、
村
に
秩
序
を
も
た
ら
す
大
切
な
存
在
で
も

あ
り
、
何
よ
り
あ
り
が
た
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ワ
コ
ン
の
姿
を
一
目
見
よ
う
と
、

村
外
か
ら
見
物
人
が
集
ま
る
こ
と
も
多
い
。
な

か
に
は
、
自
ら
好
ん
で
ワ
コ
ン
に
鞭
で
叩
い
て

も
ら
う
人
も
い
る
。
ワ
コ
ン
の
鞭
に
与
あ
ず
か

っ
た
人

は
、
縁
起
が
い
い
と
も
い
わ
れ
る
か
ら
だ
。

ワ
コ
ン
の
今
昔

現
在
、
ワ
コ
ン
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
暦
の
上

で
の
一
年
の
始
ま
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
も

と
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
播は

種し
ゅ

と
収
穫
に
入
る
時

期
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
雨
季
と
乾
季
の
始
ま
り

と
い
う
、
ア
ン
デ
ス
の
農
民
に
と
っ
て
重
要
な
ふ

た
つ
の
時
節
に
や
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
来
訪
は
、
豊
作
の
縁
起
を
祝
う
人
び
と
の
信

仰
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
が
い
つ
し

か
、
今
日
の
日
付
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
今
で
も
ワ
コ
ン
は
、
ア
ン
デ
ス
農
村
に

暮
ら
す
人
び
と
の
社
会
生
活
に
欠
か
せ
な
い
、

秩
序
を
も
た
ら
す
大
切
な
存
在
に
ち
が
い
な
い
。

正
月
に
限
ら
ず
、
世
界
に
は
一
年
を
通
じ
て
さ
ま
ざ

ま
な
縁
起
モ
ノ
（
物
／
者
）
が
見
ら
れ
る
。
本
特
集
で
は
、

結
婚
な
ど
の
慶
事
か
ら
日
常
生
活
に
い
た
る
ま
で
、
多

様
な
場
面
に
見
ら
れ
る
縁
起
モ
ノ
を
と
お
し
て
、
各
地

の
信
仰
の
世
界
を
の
ぞ
い
て
み
た
い
。

ワコンの古いタイプの仮面。頬骨が出て、歯が折れ
ていて、老人の表情を模しているのが特徴である

村の通りを歩くワコンの一団（2008年） ©flickr/destacadosdelaño (CC BY-SA 2.0)
ワコンの全身像。麦わら帽子とマントをつけ、手には鞭をもっ
ている（2019年）
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南
イ
ン
ド
の
テ
ィ
ル
パ
ト
ゥ
ル
と
い
う
村
で
立
ち

寄
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
ス
タ
ン
ド
。
一
息
つ
い
て
い
る
と
、
見

覚
え
の
あ
る
神
様
の
姿
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
ズ

タ
袋
に
太
鼓
腹
、
そ
し
て
福
々
し
い
笑
顔
。
日
本
で
は

七
福
神
で
お
な
じ
み
の
「
布
袋
さ
ま
」
が
カ
ウ
ン
タ
ー

に
鎮
座
し
て
い
た
。
店
の
人
に
よ
る
と
、こ
れ
は「
ラ
フ
ィ

ン
グ
・
ブ
ッ
ダ
（
笑
う
ブ
ッ
ダ
）」
と
い
う
名
で
、
最
近

人
気
の
縁
起
物
の
よ
う
だ
。
店
先
に
置
い
て
お
く
と
幸

運
や
金
運
を
よ
び
込
む
と
か
。
こ
こ
で
は
甘
い
香
り
の

ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
花
輪
ま
で
捧さ
さ

げ
ら
れ
て
お
り
、
布
袋
さ

ま
が
イ
ン
ド
式
の
歓
待
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
、
微
笑

ま
し
い
（
表
紙
参
照
）。

風
水
の
広
ま
り
と
と
も
に

ラ
フ
ィ
ン
グ
・
ブ
ッ
ダ
の
来
歴
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、

風
水
の
流
行
に
行
き
当
た
っ
た
。
デ
リ
ー
や
ム
ン
バ
イ
な

ど
の
都
市
部
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
風
水
ビ
ジ
ネ
ス
が

展
開
し
、
布
袋
さ
ま
こ
と
ラ
フ
ィ
ン
グ
・
ブ
ッ
ダ
の
塑
像

は
イ
チ
オ
シ
の
開
運
商
品
と
さ
れ
た
よ
う
だ
。
そ
の
多

く
が
中
国
製
の
大
量
生
産
品
で
、
雑
貨
店
や
風
水
専
門

店
で
販
売
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
天
然
素
材
に
よ

る
国
内
製
を
売
り
に
す
る
店
も
あ
る
。
ま
た
、
オ
ン
ラ

イ
ン
販
売
の
際
に
は
、
風
水
の
「
よ
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を

賦
活
し
て
発
送
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
謳う
た
う
店
も
存
在
す
る
。

販
売
さ
れ
る
塑
像
の
姿
は
多
様
で
、
満
面
の
笑
み
と
太

の
ご
利り

益や
く
を
求
め
て
足
を
運
ぶ
の
だ
。
聖
天
と
は
、
ま

た
の
名
を
歓か
ん

喜ぎ

天て
ん

と
い
う
仏
教
の
神
で
、
象
の
頭
に
人

間
の
体
と
い
う
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
た
い

て
い
は
秘
仏
と
さ
れ
、そ
の
姿
を
拝
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

聖
天
と
大
根
の
繋つ
な

が
り
は
一
二
世
紀
の
経
典
に
も
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
の

か
定
か
で
は
な
い
が
、
二
股
大
根
が
聖
天
の
ご
利
益
を

あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

金
沢
市
の
西さ
い

養よ
う

寺じ

は
そ
の
一
例
と
い
え
よ
う
。
二
股

大
根
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
什
じ
ゅ
う

物も
つ

類
が
置
か
れ
た
聖
天
堂

の
絵
馬
に
は
、
祖
母
・
母
・

子
と
見
ら
れ
る
人
物
が
描

か
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
合

掌
す
る
先
に
は
、
巨
大
な

二
股
大
根
の
絵
馬
と
供
物

の
二
股
大
根
。
も
は
や
描

か
れ
た
内
容
だ
け
で
は
、

象
頭
人
身
の
神
な
ど
思
い

も
お
よ
ば
な
い
だ
ろ
う
。

聖
天
の
ご
利
益
を
求
め

る
人
び
と
の
願
い
は
、
姿

を
見
る
こ
と
す
ら
憚は
ば
から

れ

る
神
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、

誰
し
も
が
思
い
浮
か
べ
ら

れ
る
二
股
大
根
を
描
か
せ

増
殖
す
る
二
股
大
根
の
イ
メ
ー
ジ

目
の
前
に
は
う
ず
高
く
積
ま
れ
た
大
根
、
だ
が
こ
こ

は
市
場
で
は
な
い
。
台
東
区
の
待ま
つ
ち
や
ま

乳
山
聖し
ょ
う

天で
ん
に
は
絶
え

間
な
く
大
根
が
奉
納
さ
れ
て
い
く
。
参
詣
者
は
聖
天
尊

鼓
腹
を
基
調
と

し
て
、
銭ぜ
に

蛙か
え
るに

ま
た
が
る
姿
や

子
ど
も
た
ち
と

戯
れ
る
姿
な
ど

が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
金
運
ア
ッ

プ
、
家
庭
円
満
、

子
宝
祈
願
な
ど

の
人
び
と
の
願

い
に
対
応
し
た

姿
を
し
て
い
る
。

商
店
や
住
居
の
入
り
口
で
見
か
け
る
そ
の
姿
も
主
の
願

い
が
反
映
さ
れ
、
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
世
界
の
な
か
で

こ
う
し
た
風
水
の
あ
り
方
に
対
し
て
は
「
不
幸
せ
な

人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
金か
ね

儲も
う
け
に
過
ぎ
な
い
よ
」
と

の
冷
や
や
か
な
声
も
あ
る
。
一
方
で
、ラ
フ
ィ
ン
グ・ブ
ッ

ダ
を
め
ぐ
っ
て
の
あ
ら
た
な
熱
い
動
き
が
あ
る
こ
と
も

た
し
か
だ
。
南
イ
ン
ド
に
あ
る
、
と
あ
る
村
落
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
寺
院
で
は
、
小
ぶ
り
の
塑
像
が
売
店
の
土
産
物

や
参
拝
者
へ
の
お
下
が
り
に
ま
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
財
宝
神
ク
ベ
ー
ラ
を
祀ま
つ

る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

寺
院
で
は
、
ラ
フ
ィ
ン
グ
・
ブ
ッ
ダ
像
が
併
せ
て
安
置

さ
れ
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
屈
託
の
な
い
笑
顔
が

そ
う
さ
せ
る
の
か
、
縁
起
物
の
ラ
フ
ィ
ン
グ
・
ブ
ッ
ダ

は
着
実
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
世
界
の
ふ
と
こ
ろ
に
も
入
り
込

み
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

続
け
た
。
秘
仏
と
い
う
扱
い
が
、
代
理
イ
メ
ー
ジ
の
生

産
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

神
様
の
食
べ
物

東
北
地
方
で
は
二
股
大
根
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な

昔
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
腹
を
痛
め
た
大
黒
天
が
人
間

に
大
根
を
求
め
る
が
、
人
間
は
事
情
が
あ
っ
て
一
本
も
譲

れ
な
い
。
そ
こ
で
二
股
大
根
の
片
方
を
折
っ
て
渡
し
た
と

こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
痛
み
が
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
筋
の
話

で
、現
在
も
大
黒
天
に
二
股
大
根
を
供
え
る
風
習
が
あ
る
。

ま
た
、
石
川
県
能
登
地
域
で
は
、
田
の
神
を
ま
つ
る
ア

エ
ノ
コ
ト
神
事
が
あ
り
、
神
に
捧
げ
る
饗
き
ょ
う

膳ぜ
ん
に
は
二
股
大

根
が
置
か
れ
る
。
神
事
を
お
こ
な
う
方
に
よ
れ
ば
、
依よ

り

代し
ろ
な
ど
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
神
の
食
事
な
の
だ
と
い
う
。

二
股
大
根
は
、
祭

壇
の
奥
、
厨ず

子し

の
な
か

に
お
わ
す
聖
天
に
代
わ

り
、
あ
た
か
も
代
理
人

の
よ
う
に
表
舞
台
へ
引

き
出
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
に
縁
起
モ
ノ
と

し
て
刻
ま
れ
て
き
た
。

他
方
、
い
に
し
え
よ
り

食
卓
に
供
さ
れ
て
き

た
大
根
は
、
人
と
神

と
を「
食
」と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
で
繋
げ
る
モ
ノ

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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西養寺聖天堂の絵馬（上）と
祭壇（左）
（撮影：吉岡由哲、2019年）

アエノコト神事の饗膳（2014年）

風水専門店の陳列棚。他の風水関連の商品とともに、ラフィング・
ブッダの塑像が飾られている（西インド・ムンバイ、2019年）

ヒンドゥー寺院のお下がりとして並べられているラフィン
グ・ブッダの塑像。下の写真の像は子どもと戯れる姿をし
ている（南インド・コタマンガラム、2018年）
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格
子
窓
に
咲
く
紙
の
花

中
国
各
地
に
は
古
来
よ
り
、
吉
祥
図
案
を
切
り
出
す

剪せ
ん

紙し

（
切
り
紙
）
が
伝
わ
る
。
陝せ
ん

北ほ
く
（
陝せ
ん
西せ
い

省
北
部
）
で

は
春
節
（
旧
正
月
）
前
に
な
る
と
、
家
の
女
性
た
ち
が

鋏は
さ
みを
手
に
「
窓
チ
ュ
ア
ン

花ホ
ワ
ァ（

ま
ど
は
な
）」
と
よ
ば
れ
る
剪
紙
作

り
に
精
を
出
す
。
こ
こ
黄
土
高
原
の
伝
統
的
穴
居
「
窰ヤ
オ

洞ト
ン

」
に
は
唯
一
の
採
光
部
と
し
て
格
子
窓
が
あ
り
、
そ

こ
に
は
新
年
を
寿こ
と
ほぐ
さ
ま
ざ
ま
な
図
案
の
窓
花
が
貼
ら

れ
て
、
日
が
差
し
込
む
と
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
よ
う
に

美
し
い
影
を
室
内
に
落
と
す
。

春
節
前
、
大
掃
除
を
済
ま
せ
て
整
え
ら
れ
た
窰
洞
内

外
が
真
っ
赤
な
窓
花
で
彩
ら
れ
る
と
、
冬
枯
れ
た
山
村

は
に
わ
か
に
華
や
ぎ
を
取
り
戻
す
。
だ
が
こ
の
窓
花
、

陽
光
や
風
に
晒さ
ら

さ
れ
る
と
す
ぐ
に
色い
ろ

褪あ

せ
、
破
れ
て
朽

ち
ゆ
く
運
命
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
現
地
で
暮
ら

し
て
み
る
と
、
そ
の
モ
ノ
と
し
て
の
脆も
ろ

さ
が
む
し
ろ
、

障
子
紙
の
貼
り
替
え
に
乗
じ
て
年
毎
に
新
調
さ
れ
る
契

機
を
生
む
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
使
い
捨
て
さ
れ
て

は
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
、
そ
の
か
た
ち
の
意

味
を
、
忘
れ
か
け
て
い
た
人
び
と
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

こ
と
ば
の
よ
う
に
、
か
た
ち
を
使
う

文
字
を
解
さ
な
い
年
配
の
陝
北
女

性
た
ち
は
、
祈
願
や
想
い
を
託
す
身

近
な
媒
体
と
し
て
剪
紙
を
用
い
て
き

た
。
婚
礼
の
剪
紙
「
喜シ
ィ

花ホ
ワ
ァ」
は
そ
の

代
表
格
。
当
日
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

場
面
が
夫
婦
円
満
と
子
宝
を
祈
念
す

る
吉
祥
の
喜
花
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
。

例
え
ば
牡ぼ

丹た
ん
と
石ざ
く
ろ榴
。
参
列
し
た
老

婆
い
わ
く
、「
牡
丹
は
女
、
乗
っ
か

る
石
榴
は
男
。
石
榴
は
種
子
で
い
っ

ぱ
い
だ
。
若
い
嫁
も
窓
花
を
見
れ
ば
、

や
る
べ
き
こ
と

が
わ
か
る
っ
て

も
ん
さ
」。
絵

解
き
の
よ
う
な

図
案
は
さ
ら
に
、

儀
礼
の
文
言
や

会
話
の
常
じ
ょ
う

套と
う

句く

と
合
わ
さ
っ
て

よ
り
豊
か
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
を

放
つ
。
こ
と
ば
と
か
た
ち
が
響
き
合
う
、
縁
起
モ
ノ
と

し
て
の
剪
紙
の
な
ま
な
ま
し
い
姿
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

陝
北
方
言
で
は
切
り
紙
を
「
鉸
ジ
ャ
オ

花ホ
ワ
ァ」
と
い
い
、「
花ホ
ワ
ァ」

と
は
文
様
や
美
し
い
か
た
ち
を
あ
ら
わ
す
。「
娘
産
む
な

ら
器
用
に
育
て
ろ
、
石
榴
も
牡
丹
も
冒マ
オ

鉸ジ
ャ
オで
き
る
」。
こ

れ
は
婚
礼
の
唱
え
文
句
で
、「
冒
鉸
」
と
は
下
描
き
な
し

に
自
在
に
図
案
を
切
り
出
す
技
を
指
す
。
先
祖
伝
来
の

「
か
た
ち
の
こ
と
ば
」
を
操
り
、
想
像
力
豊
か
に
あ
ら
た

な
意
匠
へ
と
昇
華
さ
せ
る
冒
鉸
の
名
人
は
称
賛
を
集
め
、

他
の
女
性
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
そ
の
剪
紙
を
型
紙
に
欲
し

が
る
。
だ
か
ら
一
枚
の
剪
紙
の
命
は
儚は
か
なく

と
も
、
そ
の

か
た
ち
は
驚
く
ほ
ど
長
生
き
だ
。
模
倣
や
ア
レ
ン
ジ
が

繰
り
返
さ
れ
、
と
き
に
世
代
を
超
え
て
、
次
な
る
変
奏

を
生
む
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
な
り
ゆ
く
。
近
年
は
窰
洞

か
ら
平
屋
や
集
合
住
宅
へ
の
住
み
替
え
が
進
み
、
装
飾

品
と
し
て
剪
紙
の
役
目
は
転
機
を
迎
え
て
い
る
が
、
子

や
家
族
の
幸
せ
を
願
う
想
い
は
今
も
む
か
し
も
同
じ
。

黄
色
い
大
地
に
生
き
る
人
び
と
の
想
い
を
映
す
紙
の
花

は
な
お
も
し
ぶ
と
く
生
き
続
け
る
に
違
い
な
い
。
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物ࢠ͜
を「
包
む
文
化
」が
た
し
か
に
あ
る
。た
と
え
家
に
あ
っ

た
物
の
ち
ょ
っ
と
し
た
お
す
そ
わ
け
で
も
、
包
装
紙
が

な
け
れ
ば
新
聞
紙
な
ど
で
で
も
、
と
に
か
く
包
ん
で
渡

す
の
が
習
わ
し
だ
。
と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
ト
ル
コ
で

結
婚
式
に
参
列
し
て
み
る
と
、
祝
儀
に
は
ま
っ
た
く
別

の
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。

祝
儀
の
贈
り
方

都
市
部
で
も
田
舎
で
も
、
結
婚
の
祝
宴
は
た
く
さ
ん

の
招
待
客
を
招
い
て
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
客
は
数

百
人
、
多
い
と
き
に
は
千
人
を
超
え
る
こ
と
も
稀ま
れ

で
は

な
い
。
た
だ
、
日
本
の
よ
う
に
席
次
が
決
ま
っ
た
着
席

ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、
出
入
り
自
由
の
踊
り
主
体
の
祝

宴
が
主
流
で
あ
る
。

さ
て
、
新
郎
新
婦
と
そ
の
友
人
た
ち
、
近
親
者
た
ち

が
次
々
に
踊
り

を
披
露
し
て
宴え
ん

も
た
け
な
わ
と

な
っ
た
こ
ろ
、

花
嫁
と
花
婿
の

首
に
幅
広
の
長

い
リ
ボ
ン
が
か

け
ら
れ
る
。
そ

こ
に
客
が
長
蛇

の
列
を
作
り
、

「
お
め
で
た
い
」
と
い
え
ば
、
ど
ん
な
機
会
が
思
い
浮

か
ぶ
だ
ろ
う
か
？　

結
婚
と
出
産
は
、
そ
の
代
表
だ
ろ

う
。
身
近
な
人
の
結
婚
や
出
産
を
喜
び
、
贈
り
物
や
祝

儀
を
渡
し
て
祝
う
。
贈
り
物
は
ラ
ッ
ピ
ン
グ
し
、
祝
儀

は
中
袋
や
水
引
飾
り
の
あ
る
祝
儀
袋
に
入
れ
る
の
が
日

本
で
の
マ
ナ
ー
で
あ
る
。

さ
て
、
わ
た
し
が
住
ん
で
い
た
ト
ル
コ
に
も
、
贈
り

一
人
ず
つ
祝
儀
を
留
め
て
ゆ
く
。
祝
儀
は
紙
幣
か
金
貨
、

ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
な
ど
の
金
製
品
で
あ
る
。

数あ
ま
た多

の
祝
福
の
可
視
化

結
婚
式
の
祝
儀
は
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
招
待
客
の

面
前
で
、
本
人
た
ち
の
衣
装
に
、
裸
の
ま
ま
虫
ピ
ン
で

留
め
る
の
が
贈
り
方
の
王
道
で
あ
る
。
衆
目
の
な
か
、
一

人
一
人
が
主
役
と
キ
ス
と
挨
拶
を
交
わ
し
て
お
札
や
金

製
品
を
重
ね
て
付
け
て
ゆ
く
。
ひ
と
と
お
り
終
わ
る
と
、

新
郎
新
婦
は
鱗う
ろ
この

よ
う
に
重
ね
ら
れ
た
お
札
を
ひ
ら
ひ

ら
と
は
た
め
か
せ
、
金
の
飾
り
を
煌き
ら

め
か
せ
な
が
ら
、

皆
の
前
で
く
る
く
る
と
踊
っ
て
披
露
す
る
。

ト
ル
コ
で
は
結
婚
式
に
加
え
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に

則の
っ
と

っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
男
児
の
割
礼
式
で
も
同
様
に
祝

儀
が
贈
ら
れ
披
露
さ
れ
る
。
贈
る
金
額
自
体
は
さ
ほ
ど

重
視
さ
れ
な
い
。
と
に
か
く
視
覚
的
に
主
役
が
祝
儀
を

身
体
じ
ゅ
う
に

ま
と
う
姿
を
出

現
さ
せ
、
そ
れ

を
皆
で「
見
る
」

の
が
重
要
ら
し

い
。
そ
の
姿
は

参
列
者
一
人
一

人
の
祝
福
の
集

積
そ
の
も
の
。

め
で
た
い
の
で

あ
る
。
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踊りながら祝儀を贈られる花嫁と花婿（ムーラ県、2009年）

割礼式にて、参列者から紙幣を贈られた主役の兄弟
（イズミル市、2003年）

「共和国金貨」とよばれる、建国の父ケマル・アタ
テュルクの横顔入りの金貨。90年代に高インフレに
苦しんだ記憶もあり、金はもっともふさわしい祝儀
とされる（イスタンブール、グランドバザールの貴金
属店にて、2019年）

婚礼では窓や壁に加え、嫁入り道具、新郎新婦が契り
の儀式でかじる饅頭までもが喜花で飾られる
（写真はすべて2009年に撮影）

上：春節の窰洞の入り口。同じ紅紙を用いて、門戸にはめでたい
　　対句の書かれた春聯（しゅんれん）、窓には窓花が貼られる
下：格子窓に貼られた、十二支の動物や吉祥図案の窓花
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フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ケ
ソ
・
デ
・
ボ
ラ

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
人
口

の
多
数
を
占
め
、ク
リ
ス
マ
ス
が
盛
大
に
祝
わ
れ
る
。「
世

界
一
ク
リ
ス
マ
ス
が
長
い
国
」
と
も
い
わ
れ
、
早
い
と
こ

ろ
で
は
九
月
か
ら
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
を
流
し
始
め
る
。

お
祝
い
の
中
心
は
も
ち
ろ
ん
イ
ブ
（
前
夜
）
と
ク
リ
ス

マ
ス
当
日
だ
が
、
年
が
明
け
て
も
一
月
六
日
の
公
現
祭
、

と
き
に
は
二
月
二
日
の
聖せ
い

燭し
ょ
く

祭さ
い
ま
で
ク
リ
ス
マ
ス
の
飾

り
が
残
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
風
物
詩
と
も
い
え
る
食
べ
物
に
ケ
ソ
・

デ・ボ
ラ
と
い
う
チ
ー
ズ
が
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
で「
ボ
ー

ル
の
チ
ー
ズ
」
を
意
味
し
、
真
っ
赤
な
蝋ろ
う
で
包
ま
れ
た

球
体
の
チ
ー
ズ
で
あ
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
が
近
く
な
る
と
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
食
料
品
店
で
大
量
に
積
み
上

げ
ら
れ
る
。
保
存
の
た
め
に
塩
を
き
か
せ
て
あ
る
た
め

塩
辛
い
が
、
薄
切
り
で
食
べ
た
り
、
細
か
く
し
て
料
理

や
お
菓
子
に
使
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ビ
ビ
ン
カ
と
い
う

米
粉
と
コ
コ
ナ
ツ
ミ
ル
ク
の
蒸
し
ケ
ー
キ
に
入
れ
た
り

ト
ッ
ピ
ン
グ
し
た
り
す
る
。

ク
リ
ス
マ
ス
に
ケ
ソ
・
デ
・
ボ
ラ
を
食
べ
る
習
慣
は
、

赤
い
も
の
、
丸
い
も
の
は
幸
運
を
も
た
ら
す
と
信
じ
る

中
国
系
の
人
た
ち
の
考
え
が
、
西
洋
由
来
の
赤
く
て
丸

い
チ
ー
ズ
に
合
わ
さ
っ
て
で
き
た
も
の
だ
と
言
う
人
が

い
る
。
交
易
関
係
の
な
か
で
む
か
し
か
ら
中
国
系
の
人

が
多
く
住
み
、
ス
ペ
イ
ン
植
民
地
時
代
に
は
西
洋
の
影

響
を
受
け
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴
史
と
文
化
が
よ
く
あ
ら

わ
れ
た
食
べ
物
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
現
在
、
こ
れ

ら
の
チ
ー
ズ
は
、
オ
ラ
ン

ダ
な
ど
か
ら
輸
入
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。フ
ィ

リ
ピ
ン
で
は
、
麺
類
も
祝

い
の
席
で
よ
く
出
さ
れ
、

例
え
ば
誕
生
日
に
ス
パ
ゲ

テ
ィ
を
食
べ
る
と
い
う
習

慣
が
あ
る
。
こ
れ
も
、
長

特
に
子
ど
も
や
妊
婦
、

美
し
い
も
の
な
ど
が

そ
の
被
害
に
あ
い
や

す
い
と
さ
れ
る
が
、

人
び
と
は
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
を
用
い
る
こ

と
で
、
邪
視
か
ら
身

を
守
っ
て
き
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、

目
の
モ
チ
ー
フ
を
身

に
着
け
、
嫉
妬
の
視
線
を
目
に
よ
っ
て
は
ね
返
す
術
で

あ
る
。
目
玉
模
様
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
や
ス
テ
ッ
カ
ー
、

目
の
模
様
に
見
え
る
孔く

雀じ
ゃ
くの
羽
な
ど
が
好
ま
れ
る
。
も

う
ひ
と
つ
が
縁
起
物
や
護
符
を
飾
っ
た
り
身
に
着
け
る

術
で
あ
る
。
例
え
ば
ク
ル
ア
ー
ン
の
章
句
が
し
る
さ
れ

た
も
の
、
蹄て
い

鉄て
つ

、
珊さ
ん

瑚ご

、
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
、
亀
の
甲
羅
、

カ
メ
レ
オ
ン
、
手
の
モ
チ
ー
フ
、
そ
し
て
魚
で
あ
る
。

魚
が
も
た
ら
す
縁
起

魚
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
時
代
、
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
北
ア
フ

リ
カ
の
人
び
と
の
生
活
に
浸
透
し
、
肥
沃
さ
や
多
産
を

象
徴
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
現
代
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア

で
は
、
邪
視
か
ら
身
を
守
る
も
の
と
し
て
、
魚
の
モ
チ
ー

フ
が
玄
関
に
描
か
れ
た
り
、
金
細
工
や
刺し

繍し
ゅ
うの
モ
チ
ー

フ
に
な
り
人
び
と
の
衣
服
を
彩
っ
た
り
し
て
い
る
。
モ

邪
視
を
防
ぐ
も
の

チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
は
嫉
妬
や
妬
み
に
よ
る
視
線
が
、
病
気

や
怪け

我が

、
流
産
な
ど
の
災
い
を
引
き
起
こ
す
と
さ
れ
て

い
る
。
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は「
ア
イ
ン・ア
ル・ハ
ス
ー
ド（
妬

む
者
の
目
）」
な
ど
と
よ
ば
れ
、
北
ア
フ
リ
カ
、
中
東
、

南
ア
ジ
ア
な
ど
広
範
囲
に
同
様
の
慣
習
が
見
ら
れ
る
。

い
麺
と
長
寿
を
結
び
つ
け
る
東
洋
の
伝
統
と
、
西
洋
の

食
文
化
が
融
合
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

花
火
と
爆
音
で
悪
運
を
祓
う

年
末
年
始
も
ま
だ
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
の
う
ち
だ

が
、
新
年
を
迎
え
る
に
は
、
そ
れ
な
ら
で
は
の
お
祝
い

も
あ
る
。
例
え
ば
、
年
越
し
の
花
火
。
熱
帯
ら
し
く
暑

い
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
晦
日
、
朝
か
ら
あ
ち
こ
ち
で
爆
竹

や
笛
が
断
続
的
に
鳴
り
始
め
、
暗
く
な
る
と
盛
大
に
爆

竹
や
花
火
が
鳴
ら
さ
れ
、
日
付
が
変
わ
る
こ
ろ
に
は
最

高
潮
に
達
す
る
。
大
都
会
マ
ニ
ラ
で
は
、
太
鼓
を
連
打

す
る
か
の
よ
う
な
轟ご
う

音お
ん
と
閃せ
ん

光こ
う
で
街
全
体
が
と
ど
ろ
き

振
動
す
る
ほ
ど
の
迫
力
で
あ
る
。
大
き
な
音
は
悪
運
を

追
い
払
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。

幸
運
を
よ
ぶ
チ
ー
ズ
や
悪
運
を
祓は
ら

う
花
火
か
ら
は
、

来
る
べ
き
年
を
良
き
も
の
と
し
て
迎
え
た
い
と
い
う
思

い
が
感
じ
ら
れ
る
。

チ
ー
フ
の
み
な
ら
ず
、
本
物
の
魚
の
尻
尾
も
飾
ら
れ
る
。

尻
尾
は
加
工
さ
れ
た
市
販
の
も
の
も
あ
る
が
、
市
場
で

譲
り
受
け
た
も
の
を
塩
や
防
腐
剤
に
浸
し
て
乾
燥
さ
せ
、

手
作
り
す
る
人
も
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
居
室
内

や
車
の
バ
ン
パ
ー
、
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
な
ど
に
取
り
付
け

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
慣
習
が
、
厳
格
な
一
神
教
と
思
わ
れ
が

ち
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
に
も
あ
る
こ
と
を
、
意
外
に

感
じ
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
、
こ
れ

ら
の
慣
習
は
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
関
係
な
い
と
、
否
定
的

な
と
ら
え
方
を
す
る
ム
ス
リ
ム
も
い
る
。
し
か
し
、
邪

視
に
関
す
る
記
述
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
に
も
し
ば
し
ば
登

場
し
（
例
え
ば
黎れ
い
明め
い

章
な
ど
）、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
実
践
の
一

部
と
と
ら
え
て
い
る
ム
ス
リ
ム
も
多
く
い
る
。
崇
拝
の

対
象
は
唯
一
神
の
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
唯
一
神
を
崇
拝

す
る
た
め
に
多
様
な
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
理

解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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クリスマスカラー
のパッケージと、
切ったケソ・デ・
ボラ（2011年）

チーズを入れることもある蒸しケーキ、ビビンカ
（マニラ、2015年）

街が花火の音と閃光と煙に包まれる年越しの瞬間
（マニラ、2015年）

ガフサ県の精肉店。4つの魚装飾具が飾られているのが見える（2014年）

チュニスで購入した魚の尻尾とカメレオンの
パッケージの薫香（2019年）

ジェルバ島の嫁入り道具入れ。魚の絵が嫁入り道具を
邪視から守る（2008年）
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○○してみました世界のフィールド

ಸ
な

ྑ
ら

�խ
まさ

࢙
し

回族の宣教活動に参加する

イ
ス
ラ
ー
ム
を
「
宣
教
」
す
る

も
う
一
〇
年
ほ
ど
前
に
な
る
が
、
わ
た
し
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
「
宣
教
」
し
た
こ
と

が
あ
る
。
た
だ
し
、
わ
た
し
は
目
下
の
と
こ
ろ
ム
ス
リ
ム
で
は
な
い
。

わ
た
し
は
中
国
西
南
部
・
雲
南
省
で
イ
ス
ラ
ー
ム
系
少
数
民
族
・
回
族
た
ち
が

漢
族
を
中
心
と
す
る
非
ム
ス
リ
ム
と
隣
り
合
い
な
が
ら
、
い
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
実

践
し
て
き
た
の
か
を
調
査
し
て
き
た
。
中
国
で
は
約
一
〇
〇
〇
万
人
の
回
族
が
全
国

に
分
散
し
て
各
地
で
モ
ス
ク
を
中
心
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
て
暮
ら
し
て

き
た
。
彼
ら
の
あ
い
だ
で
は
、
改
革
・
開
放
政
策
以
降
、
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
が
急
速

に
進
展
し
、
宗
教
活
動
が
活
発
化
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
宣
教
活
動
が
あ
る
。
こ
の

活
動
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
ダ
ア
ワ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
呼
び
か
け
）
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、

非
ム
ス
リ
ム
へ
の
宣
教
だ
け
で
は
な
く
、
ム
ス
リ
ム
同
士
で
信
仰
心
を
高
め
合
う
こ

と
も
含
ま
れ
る
。
わ
た
し
が
参
加
し
た
の
は
後
者
の
活
動
だ
。

二
〇
一
〇
年
一月
、
わ
た
し
は
回
族
た
ち
に
よ
る
宣
教
活
動
に
同
行
さ
せ
て
も
ら
っ

た
。
そ
の
際
、活
動
参
加
者
の
回
族
た
ち
か
ら
活
動
先
の
モ
ス
ク
で
、そ
こ
に
集
ま
っ

た
三
〇
名
ほ
ど
の
地
元
の
回
族
た
ち
を
前
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
話
す
よ
う
求
め

ら
れ
た
。
し
か
し
、
ム
ス
リ
ム

で
も
な
い
わ
た
し
が
宣
教
の
場

で
ム
ス
リ
ム
た
ち
に
何
を
話
せ

る
と
い
う
の
か
。
そ
う
彼
ら
に

率
直
に
伝
え
た
が
、「
い
い
か

ら
い
い
か
ら
、
み
ん
な
喜
ぶ
か

ら
何
で
も
良
い
か
ら
話
し
て
く

れ
」
と
譲
ら
な
い
。
仕
方
な
く

し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
り
な
が
ら

日
本
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の

現
状
を
紹
介
し
、
中
国
国
外

で
の
回
族
に
関
す
る
研
究
の
高

ま
り
に
つ
い
て
話
し
た
。
ム
ス

中国の少数民族･回
かい

族
ぞく

とイスラームを調査していた筆者が、現地で思いがけず
イスラームを「宣教」することになった。自身はムスリムでないため困惑しなが
らも、地元の人びとを前に語り始める。そんな貴重な経験から見えてきたものとは。

イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
と
世
俗
化
が
不
可
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
た
し
は
イ
ス
ラ
ー
ム

を
「
宣
教
」
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。

宗
教
的
権
威
の
在あ
り
か処

回
族
は
中
東
や
中
央
ア
ジ
ア
出
身
の
外
来
ム
ス
リ
ム
を
出
自
に
も
つ
人
び
と
だ
と

さ
れ
る
が
、
現
在
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
語
を
母
語
と
し
て
お
り
、
ア
ラ
ビ
ア
語

を
話
す
こ
と
が
で
き
る
者
は
稀ま
れ
だ
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
中
国
語
訳
の
文
献
を
通

じ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
を
学
ぶ
。
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
中
国
語
の
読
解
能
力
が
求
め
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
中
国
語
の
読
解
能
力
は
学
校
教
育
を
通
じ
て
培
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、

高
学
歴
者
は
よ
り
深
く
イ
ス
ラ
ー
ム
を
理
解
で
き
る
。
現
地
の
回
族
の
あ
い
だ
で
は

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
俗
的
な
学
校
教
育
で
の
学
歴

の
高
い
者
が
宗
教
的
権
威
を
も
発
揮
し
う
る
状
況
に
あ
る
の
だ
。
実
際
、
調
査
地
で

の
宣
教
活
動
の
お
も
な
担
い
手
は
回
族
の
大
学
生
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
わ
た

し
は
当
時
、
博
士
課
程
の
大
学

院
生
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
冒

頭
の
事
態
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

現
在
、
わ
た
し
は
と
き
ど
き

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
お
い
て

中
国
語
で
研
究
発
表
を
す
る
こ

と
が
あ
る
。
う
ま
く
話
せ
る
か

い
つ
も
不
安
に
な
る
。
そ
ん
な

と
き
、
何
の
準
備
も
な
く
拙
い

中
国
語
で
ム
ス
リ
ム
の
前
で
イ

ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
話
さ
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
思

い
出
す
。
そ
し
て
「
あ
の
と
き

に
比
べ
た
ら
大
丈
夫
」
と
自
分

に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。

民博 超域フィールド科学研究部

リ
ム
で
は
な
い
わ
た
し
が
宣
教
活
動
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
を
前
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ

い
て
語
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
と
て
も
奇
妙
な
状
況
だ
。

回
族
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
に
と
も
な
い
、
信
仰
に
目
覚
め
て
よ
り

一
層
敬け
い

虔け
ん

に
な
る
回
族
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ

い
て
自
ら
学
び
、
意
識
的
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
実
践
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
。
例
え
ば
、

礼
拝
の
と
き
、
コ
ー
ラ
ン
を
唱
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
彼
ら
は
た
だ
漫
然
と
唱

え
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
コ
ー
ラ
ン
の
一
節
一
節
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
。

一
方
で
、
特
に
都
市
部
で
は
改
革
・
開
放
以
降
の
再
開
発
に
と
も
な
い
、
回
族
は

モ
ス
ク
の
周
辺
に
集
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
彼
ら
の
日
常
生
活
に
お
い
て

モ
ス
ク
が
疎
遠
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
回
族
の
あ
い
だ
で
イ
ス
ラ
ー

ム
が
重
視
さ
れ
な
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
た
し
の
あ
る
友
人

は
、「
親
が
（
学
校
で
の
）
勉
強
の
妨
げ
に
な
る
と
言
っ
て
モ
ス
ク
に
行
か
せ
て
く
れ

な
か
っ
た
」
と
語
っ
た
。
回
族

の
あ
い
だ
で
宗
教
教
育
よ
り
も

学
校
教
育
を
通
じ
て
立
身
出
世

を
果
た
す
こ
と
が
望
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
た
め
だ
。

こ
れ
ら
の
現
象
は
回
族
社
会

に
お
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
と

世
俗
化
が
同
時
に
進
展
し
、
二

極
化
し
て
き
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
は
密
接
に
結
び
つ
い
て

い
る
。
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、

中国
雲南省

ムスリムの前でイスラームについて語る筆者
（撮影：マー・ヤーディ、2010年）

ラマダーン明けの祭りでの礼拝（2008年）

中国の伝統的なモスク（2010年）

ラマダーン期間中の日没後の食事（2009年）
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対
象　

小
学
4
年
生
以
上

※
要
事
前
申
込
（
先
着
順
）、
定
員
各
回
16
名
、

参
加
費
5
0
0
円

※
定
員
に
達
し
次
第
受
付
終
了

※
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

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
各
回
60
名
、
当
日
先
着
順
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

「
バ
イ
ラ
ヴ
仮
面
舞
踊
」

日
時　

1
月
11
日（
土
）14
時
〜
16
時

　
　
　
（
開
場
13
時
30
分
）

司
会　

福
岡
正
太（
本
館 

准
教
授
）

解
説　

南
真
木
人（
本
館 

准
教
授
）

「
ネ
パ
ー
ル
の
楽
師
ガ
ン
ダ
ル
バ
」

日
時　

1
月
25
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
開
場
13
時
）

司
会　

福
岡
正
太（
本
館 

准
教
授
）

解
説　

南
真
木
人（
本
館 

准
教
授
）

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
み
ん
ぱ
く
で
、こ
け
し
の
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
を
つ

く
ろ
う
！
」

日
時　

1
月
12
日（
日
）10
時
〜
16
時

会
場　

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）、

　

随
時
受
付

「
干
支
の
動
物
で
絵
馬
を
作
ろ
う
」

日
時 

1
月
13
日（
月・
祝
）10
時
30
分
〜
16
時
30
分

 

（
15
時
30
分
受
付
終
了
）

会
場 

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）、

　

定
員
先
着
80
名

「
西
ア
フ
リ
カ
の
お
は
な
し
会
」

日
時　

1
月
13
日（
月
・
祝
）

①
11
時
30
分
〜
12
時
②
13
時
30
分
〜
14
時

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
廻
り
神
楽
」

岩
手
県
三
陸
海
岸
を

舞
台
に
、3
4
0
年
以

上
に
わ
た
り
、
毎
年
、

巡
業
の
旅
を
す
る
黒

森
神
楽
。大
津
波
を
生

き
抜
い
た
神
楽
と
、そ

の
地
に
暮
ら
す
人
び
と

の
力
強
さ
を
描
い
た
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
す
。

日
時　

2
月
11
日（
火
・
祝
）13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

本
館
講
堂

司
会　

林
勲
男（
本
館 

教
授
）

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

　

遠
藤
協（
共
同
監
督
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）

　

神
田
よ
り
子（
敬
和
学
園
大
学 

名
誉
教
授
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券（
定
員
4
5
0
名
）

※ 

参
加
券
を
11
時
か
ら
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
前

（
本
館
1
階
）に
て
配
布
し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
飛
び
出
す
獅
子
舞 

福
ぬ
り
え

―
つ
く
っ
て 

か
ざ
っ
て 
厄
ば
ら
い
！
」

日
時　

1
月
11
日（
土
）、
12
日（
日
）

　
　
　

10
時
〜
17
時（
受
付
終
了
16
時
30
分
）

会
場　

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

対
象　

全
年
齢

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
定
員
各
日
1
5
0
名

「
ハ
ン
テ
ィ
の
文
様
の
世
界

―
フ
ェ
ル
ト
の
コ
ー
ス
タ
ー
づ
く
り
」

西
シ
ベ
リ
ア
に
居
住
す
る
ハ
ン
テ
ィ
の
人
び
と
は
、

身
の
回
り
の
動
物
や
植
物
、
精
霊
な
ど
を
あ
ら
わ

し
た
文
様
で
衣
服
や
生
活
小
物
を
飾
り
ま
す
。
ハ

ン
テ
ィ
の
文
様
を
学
ん
で
、
フ
ェ
ル
ト
の
コ
ー
ス

タ
ー
づ
く
り
に
挑
戦
し
ま
し
ょ
う
。

日
時　

1
月
19
日（
日
）

①
10
時
30
分
〜
12
時
②
13
時
〜
14
時
30
分

会
場　

本
館
2
階 

第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

講
師　

大
石
侑
香（
本
館 

特
任
助
教
）

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

会
場　

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

目
で
読
む
文
字
か
ら
手
で
読
む
文
字
へ
、
点
字
で
異

文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
！ 

点
字
体
験
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

1
月
11
日（
土
）12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

公
開
講
演
会

「
ふ
た
つ
の
文
化
を
生
き
る

―
ド
イ
ツ
の
ト
ル

コ
系
移
民
か
ら
私
た
ち
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
」

本
講
演
会
で
は
、
多
文
化
的
な
社
会
と
は
ど
う
い

う
も
の
か
、
ド
イ
ツ
の
ト
ル
コ
系
移
民
に
焦
点
を

あ
て
て
、
人
び
と
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の

か
描
き
出
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
験
を
参
照
し
、

日
本
で
の
多
民
族
・
多
文
化
共
存
に
つ
い
て
考
え
る
。

日
時　

2
月
28
日（
金
）18
時
30
分
〜
20
時
45
分

　
　
　
（
17
時
30
分
開
場
予
定
）

講
演
会
場　

オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル（
定
員
4
2
0
名
）

 

（
大
阪
市
北
区
梅
田
3
ー
4
ー
5
）

 

東
京
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場（
ラ
イ
ブ
配
信
）

 

聖
心
女
子
大
学
4
号
館
／

 

聖
心
グ
ロ
ー
バ
ル
プ
ラ
ザ
3
階

 

ブ
リ
ッ
ト
記
念
ホ
ー
ル

 

（
東
京
都
渋
谷
区
広
尾
4
ー
2
ー
24
）

講
演　

森
明
子（
本
館 

教
授
）

　
　
　

石
川
真
作（
東
北
学
院
大
学 

教
授
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　

参
加
者 

森
明
子（
本
館 

教
授
）

 

石
川
真
作（
東
北
学
院
大
学 

教
授
）

 

高
谷
幸（
大
阪
大
学
大
学
院 

准
教
授
）

　

司
会 

相
島
葉
月（
本
館 

准
教
授
）

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
毎
日
新
聞
社

協
力　

聖
心
女
子
大
学

※
要
事
前
申
込（
オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル
の
み
）、

　

参
加
無
料
、
先
着
順
、
手
話
通
訳
あ
り

お
問
い
合
わ
せ
先

研
究
協
力
課 

研
究
協
力
係

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
0
9

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

「
先
住
民
の
宝
」

世
界
に
は
、「
先
住
民
」と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い

ま
す
。
先
住
民
と
は
だ
れ
か
？ 

「
宝
」に
こ
め
ら
れ

た
思
い
と
は
何
な
の
か
？ 

本
展
覧
会
で
は
、
日
本

の
ア
イ
ヌ
を
は
じ
め
、
北
欧
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
中
南
米
、
ア
フ
リ
カ
、
台
湾
、
ネ
パ
ー

ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
、

世
界
各
地
に
暮
ら

す
そ
れ
ぞ
れ
の「
先

住
民
」が
大
切
に
し

て
い
る「
宝
」を
展

示
し
ま
す
。

会
期　

3
月
19
日（
木
）〜
6
月
2
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示

「
朝
枝
利
男
の
見
た
ガ
ラ
パ
ゴ
ス

―
1
9
3
0
年
代
の
博
物
学
調
査
と
展
示
」

ア
メ
リ
カ
の
学
芸
員

で
写
真
家
の
朝
枝
利

男
が
1
9
3
0
年
代

に
撮
影
し
た
ガ
ラ
パ

ゴ
ス
の
風
景
に
つ
い

て
、
彼
の
描
い
た
美

し
い
魚
の
水
彩
画
と

と
も
に
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

1
月
16
日（
木
）〜
3
月
24
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場
の
一
部

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
6
回　

1
月
11
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

中
国
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
た
ち

講
師　

奈
良
雅
史（
本
館 

准
教
授
）

中
国
に
は
約
2
0
0
0
万
人
の
ム
ス
リ
ム
が
暮
ら
し
て
お
り
、
そ

の
約
半
数
を
回
族
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
が
占
め
て
い
ま
す
。
彼
ら

は
お
も
に
唐
代
か
ら
元
代
に
か
け
て
中
国
に
や
っ
て
き
た
外
来
ム

ス
リ
ム
と
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
漢
人
と
の
通
婚
を
通
し
て
形

成
さ
れ
た
民
族
集
団
と
さ
れ
て
お
り
、
中
国
全
土
で
漢
人
と
隣
り

合
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。
本
講
演
で
は
、
回
族
の
歴
史

と
文
化
に
つ
い
て
紹
介
し
た
う
え
で
、
宗
教
教
育
を
事
例
に
彼
ら

が
中
国
共
産
党
政
権
下
で
い
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
を
続
け
て
い

る
の
か
を
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
）。

第
4
9
7
回　

2
月
1
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示「
朝
枝
利
男
の
見
た
ガ
ラ
パ
ゴ
ス

ー
1
9
3
0
年
代
の

博
物
学
調
査
と
展
示
」関
連
】

博
物
学
者 

朝
枝
利
男
の
生
涯
を
追
う

講
師　

丹
羽
典
生（
本
館 

准
教
授
）

戦
前
の
博
物
学
者 

朝
枝
利
男
の
生
涯
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

調
査
か
ら
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。
日
本
に
お
け
る

修
行
時
代
の
姿
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
留
学
、
そ
し
て
探
検
隊
と
し

て
の
活
躍
な
ど
、
朝
枝
本
人
が
残
し
た
多
く
の
文
章
、
写
真
や
絵

画
を
整
理
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
ま
す
。
彼
は
裏
方
的
な
仕
事
を

し
て
い
た
た
め
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
も
の
の
、
幅
広
い
人
脈
の

な
か
に
い
た
こ
と
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
か
ら
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
ま
で
貴
重

な
資
料
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
の
見
学
会
を
お
こ
な
い
ま
す

（
40
分
／
要
会
員
証
も
し
く
は
展
示
観
覧
券
）。

東
京
講
演
会

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン

　
　
　
（
事
前
申
込
先
着
順
・
定
員
60
名
）

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
1
2
8
回　

1
月
25
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
言
語

講
師　

吉
岡
乾（
本
館 

准
教
授
）

刊行物紹介
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銅板紋章 Gerry Marks作
／ハイダ（カナダ）

ガラパゴスでパイプをふかす
朝枝利男

亡き人を供養する神楽念仏
©ヴィジュアルフォークロア

日
時　

1
月
18
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
開
場
13
時
）

会
場　

本
館
セ
ミ
ナ
ー
室

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料

※
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
。

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

第
4
9
9
回

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
人
と
食
の
か
か
わ
り

講
師　

宇
田
川
妙
子（
本
館 

教
授
）

食
は
ど
の
社
会
で
も
文
化
の
一
部

で
す
が
、
イ
タ
リ
ア
で
は
そ
の
結

び
つ
き
が
強
く
、
人
び
と
は
自
分

た
ち
の
食
に
高
い
関
心
と
プ
ラ

イ
ド
を
持
ち
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運

動
な
ど
、
食
に
関
す
る
活
動
も

活
発
で
す
。
そ
う
し
た
イ
タ
リ

ア
に
お
け
る
食
の
現
状
を
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

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

て
い
る
地
域
／
国
の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」

に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

1
月
12
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

カ
ワ
ウ
の
雛
を
同
時
に
孵
化
さ
せ
る
技
術

話
者　

卯
田
宗
平（
本
館 

准
教
授
）

1
月
19
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

聖
者
に
な
る
過
程

―
カ
ザ
フ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と
近
代

話
者　

藤
本
透
子（
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

●
年
始
の
開
館
の
お
知
ら
せ

年
始
は
1
月
5
日（
日
）か
ら
開
館
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
。

ローマの青空市場（2017 年）
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資料名―占術ダイアグラム

標本番号― H0205668

地域―モンゴル

サイズ―縦 62㎝×横 66㎝

な
ぜ
か
下
半
身
は
蛇
（
龍
）
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

か
ら
面
白
い
。
左
上
か
ら
子ね

丑う
し

寅と
ら
と
始
ま
り
、
右

下
端
ま
で
計
六
〇
マ
ス
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
宇

宙
の
元
素
で
あ
る
五
行
（
木
・
火
・
土
・
金
・
水
）

が
各
々
の
干
支
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

  「
九
き
ゅ
う

宮き
ゅ
う」

と
よ
ば
れ
る
概
念
が
こ
の
表
を
さ
ら
に

複
雑
に
し
て
い
る
。
六
〇
と
お
り
あ
る
干
支
と
五

行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合
わ
せ
に
は
、
一
か
ら
九
の

数
字
の
う
ち
三
種
類
の
数
が
割
り
当
て
ら
れ
て
お

り
（
例
え
ば
、
木
の
子
年
に
は
一
、
四
、
七
）、
こ
の

絵
画
に
は
計
一
八
〇
年
分
の
十
二
支
・
五
行
・
九

宮
の
組
み
合
わ
せ
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
チ

ベ
ッ
ト
の
占
星
術
に
お
い
て
は
、
干
支
や
五
行
だ

け
で
は
な
く
、
生
ま
れ
年
の
九
宮
の
数
字
が
重
要

な
要
素
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
を
見

れ
ば
即
座
に
そ
の
数
字
を
同
定
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

♦
♦
♦
吉
凶
を
占
う
♦
♦
♦

再
び
亀
の
腹
部
の
中
央
部
に
視
線
を
移
す
。
そ

こ
に
は
ま
る
で
密
教
の
金こ
ん

剛ご
う

界か
い

曼
荼
羅
の
よ
う
な

円
と
正
方
形
の
幾
何
学
文
様
が
見
え
る
。
そ
れ
ら

は
九
宮
の
占
い
の
計
算
に
使
わ
れ
る
数
列
で
あ
る

が
、
方
位
占
い
で
用
い
る
八は
っ

卦け

の
文
様
と
そ
の
ダ

イ
ア
グ
ラ
ム
も
描
か
れ
て
い
る
。
占
わ
れ
る
人
間

の
八
卦
の
種
類
を
性
別
と
年
齢
で
割
り
出
し
、
そ

  「
チ
ベ
ッ
ト
の
占
術
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
」
と
名
付
け

ら
れ
た
魅
惑
的
な
絵
画
が
あ
る
。
曼ま
ん

荼だ

羅ら

の
よ
う

に
グ
リ
ッ
ド
状
に
仕
切
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
得
体

の
し
れ
な
い
も
の
が
乱
舞
し
て
い
る
不
思
議
な
絵

画
で
あ
る
。
こ
の
絵
画
に
は
い
っ
た
い
何
が
描
か
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

♦
♦
♦
十
二
支
の
組
み
合
わ
せ
♦
♦
♦

ま
ず
目
に
入
っ
て
く
る
の
は
真
ん
な
か
の
大
き

な
怪
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
代
中
国
に
お
い
て
大

地
を
支
え
る
神
獣
と
さ
れ
た
亀
で
あ
り
、
斑
点
模

様
の
体
を
纏ま
と
い
、
腹
部
を
こ
ち
ら
側
に
向
け
て
い

る
。
そ
の
腹
部
は
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
正
方
形
と
な
っ

て
い
る
が
、
そ
の
外
縁
部
に
は
龍
、
蛇
、
馬
な
ど

の
十
二
支
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
絵
画
の
上
端

と
右
端
に
小
さ
な
マ
ス
が
連
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ

に
も
十
二
支
の
神
獣
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
も

れ
を
東
西
南
北
な
ど
八
方
向
そ
れ
ぞ
れ
に
配
さ
れ

た
八
卦
の
種
類
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

当
人
の
そ
の
年
に
お
け
る
方
向
の
吉
凶
を
平
易
に

同
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

亀
の
周
囲
に
と
こ
ろ
狭
し
と
描
か
れ
た
も
の
は
、

ト
ル
コ
石
や
サ
ン
ゴ
な
ど
の
宝
石
や
羊
肉
、
金
剛

杵し
ょ

な
ど
財
産
や
力
を
示
す
よ
う
な
図
柄
の
ほ
か
、

虎
が
死
体
を
食
べ
て
い
る
も
の
や
犬
が
人
頭
を
く

わ
え
て
い
る
も
の
、
そ
し
て
魔
牛
が
死
体
を
運
ん

で
い
る
図
と
い
っ
た
不
吉
な
も
の
が
多
々
見
ら
れ
る
。

な
か
に
は
僧
侶
の
悪
霊
や
、「
魔
の
屠と

殺さ
つ

人
」、「
狂
っ

た
女
」
と
い
っ
た
も
の
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
方
位
占
い
に
お
い
て
、
出
く
わ
す
可
能
性
の

あ
る
可
視
不
可
視
の
吉
凶
を
具
体
的
に
描
い
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
の
大
草
原
。
遊
牧
民
の
テ

ン
ト
の
な
か
で
、
巡
礼
中
の
ラ
マ
が
同
じ
く
巡
礼

を
し
て
い
る
俗
人
に
占
い
を
乞
わ
れ
る
。
ラ
マ
は

折
り
畳
ま
れ
た
こ
の
絵
画
を
懐
か
ら
取
り
出
し
、

静
か
に
地
面
に
広
げ
る
。
す
る
と
即
座
に
、
そ
し

て
威
厳
を
も
っ
て
、
相
手
に
吉
凶
を
言
い
渡
す
。

そ
の
ラ
マ
は
こ
の
占
術
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
の
合
理
性

と
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
物
語
性
に
よ
っ
て
、「
神
が
か

り
」
と
も
い
え
る
そ
ん
な
離
れ
業
を
や
っ
て
の
け

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
想
像
が
湧
い
て
く
る
。

想像界の生物相

チベットの占術ダイアグラム
駿河台大学准教授 村

むら
上
かみ

 大
だい
輔
すけ

左上部分の拡大。左から子丑寅卯辰巳の干支。
下部の三列はそれぞれの干支に配された九宮の数字

＊撮影：大道雪代

※ 

本
稿
は
『
驚
異
と
怪
異
―
想
像
界
の
生
き
も
の
た
ち
』
に
掲
載
さ
れ
た
コ

ラ
ム
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
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みんぱく回遊

茶の旅
韓
ハン

 敏
ミン

民博 超域フィールド科学研究部

儀
式
の
な
か
の
茶

茶
は
日
常
生
活
の
ほ
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
に

お
い
て
象
徴
的
な
飲
み
物
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い

る
。
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
、
婚
礼
を
お
こ
な
う
際
に
酒
、

お
菓
子
と
一
緒
に
、
新
郎
側
と
新
婦
側
の
あ
い
だ
で
あ

ら
た
な
関
係
性
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
贈
答
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
中
国
で
は
、
あ
の
世
の
故
人
に
と
っ
て
も
欠

か
せ
な
い
飲
み
物
と
さ
れ
、
死
者
を
供
養
す
る
際
の

副
葬
品
と
し
て
茶
器
セ
ッ
ト
が
供
え
ら
れ
る
。

朝
鮮
半
島
で
も
、
旧
暦
の
元
日
と
八
月
一
五
日
に

「
茶タ

礼リ
ェ
」
と
い
う
祖
先
祭
祀
が
家
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
茶
を
使
用
し
た
茶
礼
は
高
麗
時
代
に
普
及

し
た
が
、
儒
教
を
国
教
と
し
た
李
氏
朝
鮮
時
代
、
仏

教
儀
礼
で
あ
る
と
し
て
禁
じ
ら
れ
た
。
以
降
は
酒
を

供
え
る
「
祭チ
ェ
祀サ

」
へ
と
変
わ
っ
た
が
、
名
称
は
現
在
も

「
茶
礼
」
の
ま
ま
で
あ
る
。

歴
史
を
動
か
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
嗜
好
品

現
在
、
茶
は
一
六
〇
あ
ま
り
の
国
や
地
域
で
飲
ま

タ
ー
や
塩
を
加
え
、

攪か
く

拌は
ん

器
の
な
か
で
混

ぜ
て
飲
む
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
磚
茶
は
、

緑
茶
、
紅
茶
な
ど
を

蒸
し
て
、
煉れ
ん

瓦が

状
に

押
し
固
め
て
乾
燥
し

た
も
の
で
あ
り
、
モ

ン
ゴ
ル
や
シ
ベ
リ
ア

な
ど
で
も
愛
飲
さ
れ

る
。
モ
ン
ゴ
ル
で
は

馬
乳
な
ど
を
入
れ
て

飲
む
こ
と
が
多
い
。

茶
と
も
て
な
し

茶
は
個
人
や
家
族
が
楽
し
む
嗜
好
品
と
し
て
だ
け

で
は
な
く
、
遠
方
か
ら
き
た
客
の
喉
の
渇
き
を
癒
し
、

く
つ
ろ
い
で
い
た
だ
く
と
い
う
、
お
も
て
な
し
と
し
て

も
使
用
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
水
が
貴
重
で
あ
る
砂

漠
地
域
で
は
、
ま
っ
た
く
見
ず
知
ら
ず
の
者
に
対
し
て

も
、
食
べ
物
や
茶
を
惜
し
ま
ず
に
も
て
な
す
の
が
礼

儀
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
そ
の
人
の
徳
の
高
さ
、
寛

大
さ
の
指
標
と
も
な
る
。
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
の
ベ
ド
ウ
ィ

ン
の
テ
ン
ト
を
た
ず
ね
る
と
、
ま
ず
シ
ャ
ー
イ
と
よ
ば

れ
る
紅
茶
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
数
回
お
か
わ
り
を
す
る
の

が
常
識
と
さ
れ
る
。
砂
漠
と
い
う
自
然
の
な
か
で
家

畜
を
連
れ
て
移
動
し
、
他
者
と
の
共
生
を
大
事
に
す

る
ベ
ド
ウ
ィ
ン
社
会
に
お
い
て
、
茶
の
も
て
な
し
は
客

を
迎
え
た
側
の
気
前
の
よ
さ
を
示
す
場
に
な
っ
て
い
る
。

酒
、
コ
ー
ヒ
ー
、
た
ば
こ
と
並
ぶ
四
大
嗜し

好こ
う

品ひ
ん
の
ひ

と
つ
で
あ
る
茶
は
、
人
び
と
の
暮
ら
し
に
潤
い
を
与
え
、

も
て
な
し
や
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
に
欠
か
せ
な
い
、
実

用
的
か
つ
象
徴
的
な
飲
み
物
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
き

た
。
本
館
の
展
示
を
一
周
す
れ
ば
、
茶
の
育
ん
で
き
た

世
界
各
地
の
文
化
や
そ
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。

茶
の
産
地
と
そ
の
飲
み
方

茶
の
発
祥
地
の
中
国
で
は
、
約
三
〇
〇
〇
年
前
に

茶
の
栽
培
が
始
ま
り
、
当
初
は
薬
用
の
食
べ
物
と
さ

れ
て
い
た
が
、
や
が
て
飲
用
の
飲
み
物
に
な
っ
て
い
っ

た
。
現
在
、
産
地
は
雲
南
、
福
建
、
湖
南
、
浙せ
っ

江こ
う
、

安あ
ん

徽き

な
ど
一
九
の
省
（
区
）
に
分
布
し
、
北
緯
一
八
〜

三
八
度
、
東
経
九
八
〜
一
二
二
度
の
線
に
か
こ
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
二
の
地
域
が
、
唐
代
に
は
す
で

に
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

唐
代
半
ば
か
ら
茶
は
全
国
的
な
飲
み
物
に
な
り
、

文
筆
家
の
陸り
く

羽う

（
七
三
三
〜
八
〇
四
年
）
は
、茶
の
起
源
、

栽
培
、
加
工
お
よ
び
飲
み
方
を
ま
と
め
た
、
世
界
初

の
茶
に
関
す
る
著
書
『
茶
経
』
三
巻
な
ど
を
著
述
し
た
。

以
降
、
茶
は
嗜
好
品
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ

た
。
交
易
も
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江

南
、
四
川
の
茶
と
北
西
辺
境
地
帯
の
馬
に
よ
る
、
い
わ

ゆ
る
「
茶
馬
」
の
交
易
が
唐
代
か
ら
始
め
ら
れ
た
と

さ
れ
る
。

中
国
の
多
く
の
地
域
で
は
蓋
付
き
の
茶
碗
に
茶
葉

を
入
れ
て
、
湯
を
注
い
で
飲
む
の
だ
が
、
チ
ベ
ッ
ト
で

は
磚タ
ン

茶チ
ャ
を
砕
い
て
大
鍋
で
煮
出
し
、
そ
の
茶
汁
に
バ

れ
て
い
る
グ
ロ
ー

バ
ル
な
嗜
好
品
と

な
っ
て
い
る
。
生

産
国
や
地
域
も
五

〇
あ
ま
り
に
上
り
、

二
〇
世
紀
か
ら
紅

茶
の
生
産
を
始
め

た
ケ
ニ
ア
は
、
今

や
世
界
第
三
位
の

生
産
国
と
し
て
知

ら
れ
る
ほ
ど
盛
ん

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
や
国
で
は
、
独
自
の
茶
の
楽
し
み
方
が
生

ま
れ
た
。
ブ
ー
タ
ン
や
ネ
パ
ー
ル
の
山
岳
地
域
で
は
、

鍋
で
煮
出
し
た
磚
茶
に
塩
、
バ
タ
ー
と
ミ
ル
ク
を
加

え
、
撹
拌
し
た
バ
タ
ー
茶
が
愛
飲
さ
れ
て
い
る
。
同

じ
紅
茶
で
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
ミ
ン
ト
、
ド
ラ
イ

フ
ル
ー
ツ
、
バ
ラ
な
ど
を
入
れ
て
飲
ま
れ
て
い
る
が
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
牛
乳
や
砂
糖
を
入
れ
る
ミ
ル
ク
テ
ィ
ー

が
好
ま
れ
て
い
る
。
一
八
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
で
確
立
さ

れ
た
こ
の
飲
み
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
茶
の
消
費
量
の
増

加
と
東
イ
ン
ド
会
社
の
中
国
貿
易
の
拡
大
、
の
ち
の
ア

ヘ
ン
戦
争
の
勃
発
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
世
界

的
に
茶
の
需
要
が
高
ま
り
、
西
イ
ン
ド
諸
島
で
は
世

界
商
品
と
し
て
砂
糖
の
生
産
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
大

西
洋
横
断
の
奴
隷
貿
易
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
に
多
く
の

労
働
力
を
投
入
し
た
。
茶
は
各
地
で
豊
か
な
文
化
を

育
ん
だ
と
同
時
に
、
世
界
の
歴
史
を
動
か
す
グ
ロ
ー

バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
も
具
現
化
し
た
と
い
え
よ
う
。

〈本館展示場〉

観覧券売場

①

②

③

お茶も販売されている雑貨屋
（ガーナ、H0205092ほか）

アフリカ展示
「都市に集う」セクション

南アジア展示
「生態となりわい」セクション

中央・北アジア展示
「モンゴル」セクション

アラブ遊牧民のテント（ヨルダン、H0229073ほか）

磚茶（モンゴル、H0063939）

中国地域の文化展示
「生業」セクション

西アジア展示
「砂漠のくらし」セクション

バター茶作り用攪拌器
（チベット自治区 ラサ市、
H0105802）

バター茶作り用攪拌器と茶こし
（ブータン、H0115911ほか）「茶聖」、「茶神」と崇められた陸羽の『茶経』が書かれた茶席の敷物

（中国、H0274354ほか、右頁の図中①）

円卓を囲んで家族団らんの時間を過ごすカザフ人。女
性がサモワールで湯を沸かしてミルクティーをいれ、男
性が弦楽器ドンブラをかき鳴らしている（カザフスタン、
H0277648ほか、右頁の図中②）

祖先祭祀に欠かせない祭祀床（チェササン）。茶礼床ともいう。
先祖に供える料理が並べられる（韓国、H0139988ほか、右頁の図中③）
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映
画
は
次
の
よ
う
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
始
ま
る
。「
ア
メ
リ

カ
に
は
ス
ー
パ
ー
マ
ン
が
い
る
、
バ
ッ
ト
マ
ン
が
い
る
、
ス
パ
イ

ダ
ー
マ
ン
が
い
る
。
で
も
イ
ン
ド
に
は
…
…
パ
ッ
ド
マ
ン
が
い

る
」。
そ
う
、こ
の
映
画
は
、バ
ッ
ト
マ
ン
な
ら
ぬ
「
パ
ッ
ド
マ
ン
」

と
し
て
、
月
経
の
タ
ブ
ー
に
挑
み
、
女
性
を
救
お
う
と
し
た
市し

井せ
い
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
話
で
あ
る
。

こ
と
の
始
ま
り
は
、
新
婚
の
主
人
公
ラ
ク
シ
ュ
ミ
の
妻
が
、

あ
る
晩
、
一
人
ベ
ラ
ン
ダ
で
寝
る
と
言
い
出
し
た
こ
と
だ
。
い

ぶ
か
し
が
り
理
由
を
聞
く
夫
に
対
し
、
若
妻
は
し
ぶ
し
ぶ
と
月

経
中
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
無
骨
で
心
優
し
い
ラ
ク
シ
ュ
ミ

に
は
、
そ
の
行
動
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
、
妻

は
月
経
が
ケ
ガ
レ
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
隔
離
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
告
げ
る
。
さ
ら
に
ラ
ク
シ
ュ
ミ
は
、
女
性

た
ち
が
月
経
中
に
古
布
を
用
い
て
、
誰
に
も
見
ら
れ
な
い
よ
う

洗
っ
て
繰
り
返
し
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
ん
な
汚
い

古
い
布
を
使
っ
て
、
病
気
に
で
も
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
か
、

二
一
世
紀
だ
と
い
う
の
に
ま
だ
そ
ん
な
こ
と
に
と
ら
わ
れ
て
い

る
の
か
…
…
。
結
婚
し
て
初
め
て
女
性
が
毎
月
ど
ん
な
大
変
な

思
い
を
し
て
い
る
の
か
を
知
っ
た
ラ
ク
シ
ュ
ミ
は
衝
撃
を
覚
え

る
が
、
妻
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
と
諭
す
。
市
販
の
生
理
用

品
は
高
く
、
裕
福
で
は
な
い
家
で
は
そ
う
そ
う
買
え
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
こ
で
、
ラ
ク
シ
ュ
ミ
は
決
意
す
る
。
妻
が
安
心
し

て
使
え
る
安
価
で
清
潔
な
生
理
用
品
を
自
分
の
手
で
作
る
こ
と

社
会
に
お
け
る
月
経
の
タ
ブ
ー
に
つ
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
、
出
産
や
死
、

そ
し
て
月
経
は
ケ
ガ
レ
の
一
種
で
あ
る
。
月
経
中
の
女
性
は
、

寺
院
へ
の
参
拝
や
儀
礼
へ
の
参
加
な
ど
の
宗
教
的
行
為
は
禁
止

さ
れ
、
厳
格
な
地
域
で
は
食
事
や
睡
眠
も
家
族
と
は
別
に
お
こ

な
い
、
な
る
べ
く
人
と
の
接
触
を
避
け
る
よ
う
に
し
て
過
ご
す
。

わ
た
し
が
調
査
し
て
い
る
村
で
は
、
か
つ
て
月
経
中
の
女
性
は

現
地
語
で
「
隅
に
座
る
」
と
よ
ば
れ
る
隔
離
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

文
字
ど
お
り
、
女
性
の
空
間
で
あ
る
台
所
か
ら
離
れ
、
家
屋
の

隅
っ
こ
に
座
っ
て
過
ご
す
の
で
あ
る
。
五
日

目
に
月
経
が
終
わ
る
と
沐も
く

浴よ
く
し
、
髪
を
洗
い
、

ケ
ガ
レ
を
落
と
す
。
そ
し
て
、
汚
れ
た
衣
服

を
洗
う
。
当
然
、
人
前
で
月
経
に
つ
い
て
話

す
こ
と
も
タ
ブ
ー
で
あ
る
。

村
か
ら
街
の
カ
レ
ッ
ジ
に
通
う
少
女
た
ち

が
増
え
る
に
伴
い
、
厳
格
な
意
味
で
の
「
隅

に
座
る
」
と
い
う
慣
習
は
、
今
で
は
若
い
世

代
の
あ
い
だ
で
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
月
経
時
に
宗
教
儀
礼
に
参

加
す
る
女
性
は
い
ま
だ
少
な
い
。
そ
れ
は
や

は
り
、
タ
ブ
ー
を
破
る
こ
と
へ
の
怖
れ
が
消

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
女
性
た
ち
は
、
儀
式

や
祭
礼
の
予
定
が
あ
る
と
き
に
は
、
経
口
ピ

ル
を
飲
ん
で
月
経
を
遅
ら
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
月
経
の
タ
ブ
ー
が
変
わ
る
の
で
は

な
く
、
医
薬
品
を
用
い
て
で
も
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
と
い
う
逆
説
が
生
ま
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

を
。
そ
こ
か
ら
、
主
人
公
の
孤
独
な
闘
い
が
始
ま
る
。

突
然
夫
が
月
経
に
と
り
つ
か
れ
、
女
性
用
パ
ン
ツ
に
生
理
用

品
を
つ
け
て
血
が
漏
れ
な
い
か
ど
う
か
の
実
験
な
ど
を
し
始
め

る
の
だ
か
ら
、
家
族
の
驚
き
や
嘆
き
と
い
っ
た
ら
な
い
。
妻
か

ら
も
家
族
か
ら
も
近
隣
の
人
び
と
か
ら
も
変
人
と
し
て
見
放
さ

れ
た
ラ
ク
シ
ュ
ミ
は
、
四
面
楚
歌
の
状
態
に
置
か
れ
て
し
ま
う
。

ラ
ク
シ
ュ
ミ
の
闘
い
は
、
誰
か
ら
も
理
解
さ
れ
な
い
。
結
局
、

彼
は
た
っ
た
一
人
で
、
生
理
用
品
製
造
機
械
を
作
り
上
げ
、
何

年
も
か
か
っ
て
よ
う
や
く
納
得
の
い
く
生
理
用
品
を
作
る
こ
と

に
成
功
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
道
の
り
の
な
ん
と

険
し
か
っ
た
こ
と
か
。

イ
ン
ド
社
会
の
タ
ブ
ー

ラ
ク
シ
ュ
ミ
の
置
か
れ
た
立
場
を
理
解
す
る
に
は
、
イ
ン
ド

あ
ら
た
な
試
み

今
日
で
は
、
教
育
の
現
場
で
月
経
の
し
く
み
に
つ
い
て
学
び
、

伝
統
的
な
因
習
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
試
み
が
N
G
O
な
ど
に

よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
生
物
学
の
授
業
で
も
、

排
卵
か
ら
受
精
に
至
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
学
び
つ
つ
、
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
教
育
ま
で
も
含
む
よ
う
な
試
み
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
同
時
に
、
学
校
の
女
子
ト
イ
レ
と
い
っ
た
施
設
面
で

の
整
備
や
、
生
理
用
品
の
提
供
な
ど
も
欠
か
せ
な
い
。
月
経
中

の
女
子
学
生
に
と
っ
て
、
学
校
の
ト
イ
レ
で
清
潔
な
水
が
手
に

入
る
の
か
、
生
理
用
品
が
交
換
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は

通
学
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

ラ
ク
シ
ュ
ミ
は
、
妻
を
幸
せ
に
し
た
い
と
い
う
一
念
で
、
生

理
用
品
を
開
発
し
た
。
女
性
た
ち
は
、
自
分
た
ち
で
も
そ
れ
を

作
り
、
小
分
け
し
て
売
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
る
。
そ
れ

は
小
さ
な
パ
ッ
ド
に
過
ぎ
な
い
が
、
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
に
つ
な
が
る
、
確
か
な
一
歩
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

映
画
は
実
話
に
基
づ
い
て
お
り
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ム
ル
ガ
ナ

ン
ダ
ム
氏
は
、
世
界
中
で
講
演
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
今
で
も

南
イ
ン
ド
の
村
で
ナ
プ
キ
ン
製
造
工
場
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
。

月
経
の
タ
ブ
ー
に
挑
む
、

心
優
し
き
ヒ
ー
ロ
ー

松ま
つ

尾お 

瑞み
ず

穂ほ

民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

M
「パッドマンー 5億人の女性を救った男」

原題：Padman

2018年／インド／ヒンディー語／140分／DVD（日本語）あり
監督：R・バールキ
出演：アクシャイ・クマール、ソーナム･カプールほか

映画のような、社会起業家が始
めた小規模な生理用品製造工場
（プネー、2019年）

公衆トイレに設置された使用済みパッド処理機。
入れると焼却処理をする（マハーラーシュトラ州、
2019年）

NGOが制作したワークショップ用エプロン。
女性の身体について学ぶことができる（プネー、
2018年）

18   19    2020 年 1月号



いことばの

小
お

野
の

 林
りん

太
た

郎
ろう

民博 人類文明誌研究部

ゴム時間の危機

そ
う
、
つ
ま
り
「
ゴ
ム
時
間
」
と
は
「
時
間
は
伸
び
縮
み

す
る
も
ん
だ
」
と
い
う
意
味
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
場
合

は
特
に
「
伸
び
る
」
方
に
力
点
が
置
か
れ
る
。

わ
た
し
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
て
も
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア

で
は
何
か
と「
待
た
さ
れ
る
」こ
と
が
多
い
。い
や
、正
確
に

言
う
と
多
か
っ
た
。時
間
ど
お
り
に
何
か
が
始
ま
る
と
い

う
こ
と
も
、定
刻
ど
お
り
に
船
や
電
車
、飛
行
機
が
出
発

す
る
こ
と
な
ど
も
ほ
ぼ
あ
り
得
な
か
っ
た
。そ
ん
な
と
き

に「
ジ
ャ
ム
・
カ
レ
ッ
ト
だ
か
ら
仕
方
な
い
」と
言
え
ば
、ま

あ
そ
う
だ
よ
な
と
皆
で
納
得
し
、あ
と
は
お
し
ゃ
べ
り
し

た
り
、寝
た
り
し
て
気
長
に
待
つ
と
い
う
の
が
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
日
常
茶
飯
事
的
に
み
ら
れ
る
光
景
だ
っ
た
。慣
れ

て
し
ま
う
と（
と
い
う
か
諦
め
る
と
）、そ
れ
ほ
ど
苦
に
な
ら

な
い
の
が
不
思
議
で
、逆
に
イ
ラ
イ
ラ
が
な
く
な
り
、心
の

平
安
が
訪
れ
、人
間
の
生
活
は
こ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い

の
か
、と
さ
え
思
う
よ
う
に
な
る（
多
分
）。少
な
く
と
も
わ

た
し
は
そ
う
感
じ
、「
ジ
ャ
ム
・
カ
レ
ッ
ト
」と
い
う
表
現

の
な
か
に
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
奥
深
い
知
恵
や
哲
学
の

真
髄
を
感
じ
、尊
敬
の
念
す
ら
込
め
て
使
っ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
近
年
、こ
の
こ
と
ば
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
気

が
し
て
な
ら
な
い
。定
刻
ど
お
り
に
物
事
が
進
む
こ
と
が
以

前
よ
り
も
増
え
つ
つ
あ
る
。待
ち
合
わ
せ
な
ど
、む
し
ろ
相

手
が
待
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
増
え
て
き
た
。イ
ン
ド
ネ
シ

ア
人
社
会
に
何
か
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
の
だ
。

わ
た
し
自
身
は
、こ
う
し
た
変
化
は
ス
マ
ホ
の
普
及
と
も
連

動
し
て
い
る
の
で
は
と
い
う
勝
手
な
印
象
を
も
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
が
ゴ
ム
時
間
へ
の
理
解
や
愛

着
を
失
っ
た
訳
で
も
な
く
、こ
の
こ
と
ば
を
使
う
機
会
は
減

り
つ
つ
も
、ま
だ
ま
だ
健
在
だ
。こ
こ
は
焦
ら
ず
、ゴ
ム
時
間

の
思
考
で
今
後
の
成
り
行
き
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

「
ジ
ャ
ム
・
カ
レ
ッ
ト
」と
い
う
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
こ
よ
な

く
愛
す
る「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
フ
リ
ー
ク
」の
方
々
で
あ
れ
ば
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
ち
な
む
話
題
の
ひ
と
つ
に
し
た
こ
と

の
あ
る
方
も
多
い
と
思
う
。
そ
ん
な
わ
け
で
わ
た
し
も
こ

の
コ
ラ
ム
記
事
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
意
味
で
コ
テ

コ
テ
の
ネ
タ
と
も
い
え
る
こ
の
こ
と
ば
を
話
題
に
す
る
の

は
、
ち
ょ
っ
と
躊
ち
ゅ
う

躇ち
ょ

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
素
敵

な
コ
ラ
ム
で
も
な
い
限
り
、「
ジ
ャ
ム
・
カ
レ
ッ
ト
」に
つ

い
て
書
け
る
チ
ャ
ン
ス
は
も
う
な
か
ろ
う
と
考
え
直
し
、

臆
面
も
な
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

じ
つ
は
理
由
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
も
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
「
ジ
ャ
ム
・
カ
レ
ッ
ト
」
と
い
う
こ
と

ば
が
、
今
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
危
機
に
瀕ひ
ん

し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
わ
た
し
は
勝
手
な
が
ら
案
じ
て
い
る
の
だ
。

さ
て
こ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
意
味
だ
が
、「
ジ
ャ
ム
」

は
時
間
、「
カ
レ
ッ
ト
」
は
ゴ
ム
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て
直

訳
す
る
と
「
ゴ
ム
時
間
」
と
な
る
。
こ
こ
で
ピ
ン
と
来
た

人
は
素
晴
ら
し
い
。
き
っ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
と
何
か
を

共
有
で
き
る
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
間
違
い
な
い
。

ヒ
ン
ト
は
ゴ
ム
の
も
つ
性
質
に
あ
る
。
ゴ
ム
と
い
え
ば
、

タ
イ
ヤ
の
素
材
や
輪
ゴ
ム
と
し
て
日
本
人
に
も
な
じ
み
あ

る
物
質
で
、
ゴ
ム
ノ
キ
の
樹
液
を
原
料
と
し
て
製
品
化
さ

れ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
オ
ラ
ン
ダ
統
治
下
に
あ
っ
た
植

民
地
時
代
よ
り
、
こ
の
ゴ
ム
の
世
界
的
な
生
産
地
と
し
て

知
ら
れ
、現
在
で
も
天
然
ゴ
ム
の
生
産
国
ト
ッ
プ
３
に
入
っ

て
い
る
。
そ
ん
な
お
国
柄
も
あ
り
、
こ
ん
な
こ
と
ば
が
生

ま
れ
た
の
だ
と
思
う
が
、
ゴ
ム
と
い
う
の
は
「
伸
び
縮
み
」

す
る
。
こ
こ
ま
で
説
明
す
れ
ば
、
何
と
な
く
読
め
て
き
た

ぞ
、
と
い
う
方
が
多
数
を
占
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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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

例年 1月号の特集ではその年の干支を取りあげてきた。だが 3

年前に一巡してしまい、一昨年は苦しまぎれ（？）の猫で、昨年

はそれらしく凧
たこ

だった。今年は正月気分にふさわしい世界の縁起

モノとした。なかに「子や家族の幸せを願う想いは今もむかしも

同じ」とあるが、古今東西共通の願いだろう。だとすると、縁起

モノにも共通性がありそうだが、意外と違いも少なくない。それ

も並べて読むから気づくのであり、通文化の比較は今なお民族学

ないし文化人類学の魅力のひとつだと思い知らされる。その意味

で昨年 11月、大盛況のうちに閉幕した特別展「驚異と怪異」と

3年前の特別展「ビーズ」は、並べて見る通文化研究の醍
だい

醐
ご

味
み

を

実感させてくれる展示だった。

本誌 2019年 11月号「シネ倶楽部M」の写真キャプションに

関して読者から問い合わせがあった。鍬
くわ

が裏返っており、田を耕

しているのではなく脱穀作業ではないかというものだ。筆者はす

ぐに現地に尋ね、大きな土の塊を砕く耕起作業のひとつであり、

キャプションに間違いはないと確認してくれた。丁寧に見て問い

合わせをしてくださった読者に、また敏速に対応してくれた筆者

にお礼を申し上げたい。本誌にはかつて「読者のページ」という

コーナーがあったが、現在はない。とはいえ誌面は読者に育てら

れる。質問やご意見などをお寄せいただければありがたい。

（南真木人）
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次号の予告
特集

「朝枝利男とガラパゴス」（仮）

●表紙：花輪が捧げられたラフィング・ブッダ
 （撮影：福内千絵、南インド・ティルパトゥル、2017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）
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