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二
〇
年
ほ
ど
前
、モ
ン
ゴ
ル
を
初
め
て
旅
し
た
時
の
こ
と
だ
。

大
草
原
の
中
を
静
か
に
川
が
流
れ
て
い
て
、
カ
ヌ
ー
の

上
か
ら
ル
ア
ー
を
投
げ
る
と
三
〇
〜
五
〇
セ
ン
チ
の
魚
が

よ
く
釣
れ
た
。
レ
ノ
ッ
ク
と
現
地
で
呼
ば
れ
て
い
る
サ
ケ

科
の
魚
だ
。
初
め
て
訪
ね
る
国
で
魚
を
釣
る
時
は
、
な
ん

と
な
く
期
待
で
胸
が
躍
る
。
日
本
の
フ
ナ
釣
り
の
よ
う
な

仕
掛
け
を
投
げ
る
と
入
れ
食
い
に
な
り
、
ぼ
く
は
す
ぐ

に
飽
き
た
。
川
は
澄
ん
で
お
り
、
釣
れ
た
魚
は
臭
く
な
く
、

焼
く
だ
け
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

モ
ン
ゴ
ル
の
国
旗
に
は
魚
の
図
柄
が
描
い
て
あ
る
。
モ
ン

ゴ
ル
で
は
魚
は
神
の
使
い
で
あ
っ
て
、
人
々
は
魚
を
食
べ
る

習
慣
が
な
い
。
地
元
の
人
た
ち
が
や
っ
て
き
て
、
釣
り
を

す
る
ぼ
く
を
珍
し
そ
う
に
眺
め
て
い
る
。
竿さ

お

を
貸
し
て
や

る
と
、
ル
ア
ー
で
簡
単
に
か
か
る
の
で
驚
い
て
い
た
。
こ
こ

に
は
釣
り
と
い
う
遊
び
が
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

川
の
畔ほ

と
り

に
テ
ン
ト
を
張
り
、
一
日
釣
り
を
し
た
。

日
が
暮
れ
る
と
、
川
の
浅
瀬
に
タ
イ
メ
ン
が
出
て
く
る
。

八
〇
セ
ン
チ
前
後
の
タ
イ
メ
ン
を
釣
っ
た
。
大
き
い
だ
け

で
ニ
ジ
マ
ス
の
よ
う
な
美
し
さ
は
な
い
。
ぼ
く
と
し
て
は
、

二
〇
セ
ン
チ
前
後
の
ハ
ヤ
に
似
た
魚
を
た
く
さ
ん
釣
っ
た
の

が
面
白
か
っ
た
。

翌
朝
テ
ン
ト
を
出
る
と
、
一
人
の
男
が
馬
に
乗
り
、
野

生
の
馬
の
群
れ
を
追
っ
て
い
た
。
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
民
は
竹

竿
に
つ
け
た
縄
の
先
を
輪
に
し
、
そ
れ
を
投
げ
て
馬
の
首

に
か
け
て
捕
ま
え
る
。
朝
霧
が
立
ち
こ
め
た
平
原
を
、
幾

つ
も
の
馬
の
影
が
駆
け
て
い
っ
た
。

カ
ヌ
ー
に
キ
ャ
ン
プ
道
具
を
積
み
こ
ん
で
出
発
。

子
供
た
ち
が
馬
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
た
。
ぼ
く
が
カ
ヌ
ー

を
漕こ

ぎ
だ
す
と
、
彼
ら
も
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
川
に
入
り
、

水
音
を
立
て
て
フ
ネ
の
横
を
駆
け
た
。
半
日
カ
ヌ
ー
と
並

走
し
、
子
供
た
ち
は
手
を
振
っ
て
帰
っ
て
い
っ
た
。

草
原
の
中
に
遊
牧
民
の
ゲ
ル
が
ポ
ツ
ポ
ツ
と
見
え
る
。

「
サ
ン
バ
イ
ノ
（
こ
ん
に
ち
は
）」
と
声
を
掛
け
る
と
、
家
主

が
乳
茶
を
入
れ
た
ヤ
カ
ン
と
茶ち

ゃ

碗わ
ん

を
持
っ
て
き
て
も
て
な

し
て
く
れ
た
。
牛
や
ヤ
ク
の
乳
に
水
と
塩
を
加
え
て
沸
か

し
、
茶
葉
を
煮
だ
し
た
も
の
だ
。
乾
燥
し
た
空
気
の
中
を

漕
い
で
き
た
の
で
、
酸
味
と
塩
気
の
き
い
た
温
か
い
乳
茶

が
身
に
染
み
た
。
言
葉
が
通
じ
な
い
た
め
、
た
だ
顔
を
見

合
わ
せ
て
ニ
ヤ
ニ
ヤ
す
る
だ
け
で
あ
る
。

夕
方
岸
に
立
ち
、
ネ
ズ
ミ
形
の
ル
ア
ー
を
投
げ
こ
み
イ

ト
ウ
を
狙
っ
た
。
ぐ
い
っ
と
竿
が
し
な
る
が
、
す
ぐ
に
糸
を

切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
カ
ナ
ダ
製
の
シ
ャ
モ
ジ
の
よ
う
な
ル

ア
ー
を
つ
け
て
、
再
度
竿
を
振
る
。
大
き
な
ア
タ
リ
が
あ

り
、
ゆ
っ
く
り
と
引
き
寄
せ
た
。
九
〇
セ
ン
チ
の
イ
ト
ウ
だ
。

タ
モ
網
で
上
げ
る
と
魚
が
頭
を
一
振
り
し
、
五
号
の
ラ
イ

ン
が
プ
ツ
リ
と
切
れ
た
。

大
平
原
の
釣
り

野の

田だ�

知と
も

佑す
け

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
3
8
年
生
ま
れ
、
熊
本
県
出
身
。
カ
ヌ
ー
イ
ス

ト
、
作
家
。
国
内
外
の
川
を
カ
ヌ
ー
で
旅
し
、
川
と

人
の
暮
ら
し
の
繋
が
り
を
伝
え
、
環
境
破
壊
に
つ
い

て
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
1
9
8
2
年
、『
日
本
の
川
を

旅
す
る
』（
日
本
交
通
公
社
出
版
事
業
局
）
で
日
本

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
新
人
賞
受
賞
。
徳
島
・
吉
野

川
で
子
ど
も
た
ち
に
川
遊
び
を
教
え
る「
川
の
学
校
」

校
長
を
務
め
て
い
る
。
著
書
に
『
ナ
イ
ル
川
を
下
っ

て
み
な
い
か
』（
ネ
イ
チ
ュ
ア
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
）他
。
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人
類
最
古
の
海
の
技
術

釣
り
は
、
ず
い
ぶ
ん
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

沖
縄
の
サ
キ
タ
リ
洞
（
南
城
市
）
か
ら
は
二
万
三
〇
〇
〇

年
前
の
釣
り
ば
り
が
出
土
し
た
。
大
き
さ
は
一
・
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
ニ
シ
キ
ウ
ズ
科
の
貝
を
加
工
し
た

単
式
釣
り
ば
り
（
単
一
素
材
を
加
工
し
た
も
の
）
で
あ
り
、

世
界
最
古
の
発
見
と

な
っ
た
。

東
テ
ィ
モ
ー
ル
の

ジ
ェ
リ
マ
ラ
イ
遺
跡

か
ら
も
旧
石
器
時
代

の
サ
ラ
サ
バ
テ
イ
ラ

（
高
瀬
貝
）
製
釣
り
ば

り
が
発
掘
さ
れ
た
。

オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
に
見
ら
れ
る
釣
り
ば
り
の
な
か
で
、

最
大
の
も
の
は
サ
メ
釣
り
用
の
木
製
釣
り
ば
り
で
、
長
さ

約
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
。一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程

度
の
も
の
は
小
型
の
メ
ア
ジ
用
で
あ
る
し
、一
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
な
ら
大
型
の
マ
グ
ロ
、サ
ワ
ラ
を
ね
ら
う
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
二
五
〜
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
V

字
型
木
製
釣
り
ば
り
は
ル
ヴ
ェ
タ
ス
・
フ
ッ
ク
と
よ
ば
れ
、

水
深
数
百
メ
ー
ト
ル
に
い
る
バ
ラ
ム
ツ
を
釣
る
道
具
で
あ
る
。

熱
帯
で
は
、
砂
地
に
潜
む
大
型
の
シ
ャ
コ
を
釣
る
の
に
、

あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
シ
ャ
コ
の
前ま
え

鋏ば
さ
みを

シ
ャ
コ
の
い
そ

う
な
穴
に
差
し
入
れ
、
シ
ャ
コ
を
お
び
き
出
し
て
釣
り
あ

随
伴
す
る
魚
骨
か
ら
、
外
洋
で
カ
ツ
オ
や
マ
グ
ロ

が
釣
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

新
石
器
時
代
に
な
る
と
、
日
本
の
縄
文
遺
跡

か
ら
大
量
の
釣
り
ば
り
が
出
土
す
る
。
時
代
は

下
る
が
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
も
釣
り
ば
り
が
数
多
く
見
つ

か
っ
て
い
る
。
土
器
を
欠
く
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
は
、
釣
り
ば

り
が
考
古
学
の
編
年
に
お
け
る
指
標
と
さ
れ
た
。
B・
P・

ビ
シ
ョ
ッ
プ
博
物
館
の
故
篠し
の

遠と
お

喜よ
し

彦ひ
こ
の
業
績
で
あ
る
。

釣
り
ば
り
の
多
様
性
と
共
通
性

釣
り
ば
り
の
形
は
、
旧
石
器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
ほ

と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
原
型
は
旧
石
器
時
代
に

完
成
し
、
現
代
ま
で
持
続
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
の

材
料
は
現
代
で
は
金
属
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
以

前
は
貝
殻
、
石
、
骨
、
べ
っ
甲
が
用
い
ら
れ
た
。
木
製
の

釣
り
ば
り
も
民
族
誌
に
は
多
く
の
記
載
が
あ
る
。

釣
り
ば
り
の
前
身
が
ゴ
ー
ジ
で
あ
る
。
ゴ
ー
ジ
は
木
や

骨
を
直
線
型
か
V
字
型
に
加
工
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
釣

り
糸
を
結
ぶ
。
魚
が
食
い
つ
く
と
、
ゴ
ー
ジ
が
口
内
で
回

転
し
て
突
き
刺
さ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
、
オ
セ
ア
ニ
ア
に
分

布
す
る
凧た
こ

揚あ

げ
漁
で
は
、
凧
か
ら
垂
ら
し
た
糸
先
の
ゴ
ー

ジ
に
餌
と
し
て
コ
コ
ヤ
シ
の
果
肉
を
つ
け
、
ト
ビ
ウ
オ
を
釣

る
。
ゴ
ー
ジ
な
し
に
ク
モ
の
巣
を
丸
め
た
も
の
や
サ
メ
皮

を
餌
と
し
て
、歯
の
鋭
い
大
型
の
ダ
ツ
を
釣
る
こ
と
も
あ
る
。

げ
る
。
ま
た
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
は
、
石
に
大
型
の
タ
カ
ラ

ガ
イ
の
貝
殻
片
を
つ
け
、
海
中
で
上
下
さ
せ
て
タ
コ
を
釣

る
漁
法
が
あ
る
。
沖
縄
で
も
フ
デ
ガ
イ
を
擬ぎ

餌じ

ば
り
と

し
て
イ
イ
ダ
コ
（
ウ
ム
ズ
ナ
ー
）
を
釣
る
。

釣
り
と
神
話

ポ
リ
ネ
シ
ア
で
は
、
釣
り
の
名
人
は
タ
ウ
・
タ
イ
と
よ

ば
れ
る
。
タ
ウ
・
タ
イ
の
死
後
、
埋
葬
場
所
を
盗
掘
し
、

そ
の
人
骨
で
魚
を
釣
る
と
釣
果
が
あ
が
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
た
。
タ
ウ
・
タ
イ
に
は
マ
ナ
と
よ
ば
れ
る
超
自
然
的

な
力
が
あ
り
、
そ
の
マ
ナ
が
魚
を
引
き
寄
せ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
わ
け
だ
。
ハ
ワ
イ
で
は
人
骨
製
の
ペ
ン
ダ
ン
ト

を
身
に
つ
け
る
と
、
超
自
然
的
な
力
を
体
得
で
き
る
と
信

じ
ら
れ
て
き
た
。
魚
が
多
く
釣
れ
る
だ
け
で
な
く
、
幸

運
を
引
き
寄
せ
、
家
族
が
繁
栄
す
る
と
も
考
え
ら
れ
た
。

釣
り
ば
り
は
海
上
で
の
安
全
の
た
め
に
も
重
要
で
、
フ
ェ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
（
呪
物
）
の
意
味
も
あ
っ
た
。

ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
で
は
、
若
者
が
一
人
前
の
漁
師
に
な

る
た
め
の
成
人
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
特
に
、
外

洋
で
の
カ
ツ
オ
一
本
釣
り
に
習
熟
す
る
こ
と
を
願
い
、
若

者
は
カ
ツ
オ
の
生
血
を
儀
礼
の
な
か
で
飲
み
、
カ
ツ
オ
釣

り
漁
の
プ
ロ
を
目
指
し
た
。

ハ
ワ
イ
に
は
「
島
釣
り
」
伝
説
が
あ
る
。
半
神
半
人
の

マ
ウ
イ
が
兄
ら
と
魚
釣
り
に
出
か
け
、
大
物
を
釣
り
、
釣

り
糸
を
引
き
な
が
ら
漕こ

い
で
い
る
と
、
島
を
釣
り
あ
げ

た
。
ま
た
、
別
の
島
を
海
底
か
ら
釣
り
あ
げ
て
ハ
ワ
イ
諸

島
が
で
き
た
と
す
る
壮
大
な
神
話
も
あ
る
。

日
本
に
も
海う
み

幸さ
ち

山や
ま

幸さ
ち

の
神
話
が
あ
る
。
弟
（
山や
ま

幸さ
ち

彦ひ
こ

）

と
兄
（
海う
み

幸さ
ち

彦ひ
こ

）
が
あ
る
日
、
自
分
た
ち
の
漁
猟
具
を
交

換
し
た
が
、
山
幸
彦
が
海
で
釣
り
ば
り
を
失
う
。
失
っ
た

釣
り
ば
り
を
探
し
に
行
っ
た
山
幸
彦
は
海
底
の
国
に
至
り
、

海
神
の
娘
と
結
婚
し
、
そ
の
後
、
釣
り
ば
り
と
と
も
に

潮し
お

盈み
つ

珠た
ま
と
潮し
お

乾ひ
る

珠た
ま

を
地
上
に
も
ち
帰
り
、
海
幸
彦
を
懲

ら
し
め
た
と
す
る
神
話
で
あ
る
。

オ
セ
ア
ニ
ア
の
考
古
・
人
類
学
者
で
あ
る
F
・
M
・
ラ

イ
ン
マ
ン
は
、
釣
り
ば
り
の
技
術
史
を
（
一
）
沿
岸
か
ら

沖
合
へ
、（
二
）
表
層
か
ら
深
海
へ
と
変
化
す
る
と
し
た
が
、

古
代
神
話
の
時
代
か
ら
釣
り
は
深
海
に
ま
で
到
達
す
る

も
の
と
さ
れ

て
い
た
。
旧

石
器
時
代
に

さ
か
の
ぼ
る

釣
り
と
人
間

の
か
か
わ
り

は
、
壮
大
な

ド
ラ
マ
の
主

役
で
あ
っ
た

の
だ
。

民
博 

名
誉
教
授

秋あ
き

道み
ち 

智と
も

彌や

特集

釣
り
と
人
、
魚

メアジ釣り用の釣りばり。ソロモン諸島のツラギ島
にある第二次世界大戦時の日本軍基地の沈船から
金属をとり、溶かして鋳型で作ったもの。グワァヌ
ラーとよばれる最小の釣りばり（ソロモン諸島マラ
イタ島、1975年）

人
は
な
ぜ
釣
り
を
す
る
の
か
？
　
一
本
の
糸
を
と
お
し
て
魚
（
自
然
）
と
対
峙
す
る
と

い
う
こ
の
行
為
は
、
食
料
調
達
や
趣
味
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
学
や
山
水
画
の
世
界

に
も
描
か
れ
続
け
、
人
生
観
や
世
界
観
を
表
現
す
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
本

特
集
で
は
、
人
と
魚
を
つ
な
ぐ
「
釣
り
」
と
は
何
な
の
か
を
考
え
る
。

名
誉
教
授
彌

ジェリマライ遺跡出土のサラサバテイラ（高
瀬貝）製釣りばり（16,000～23,000年前）
Picture provided by Dr. Sue O'Connor （The 
Australian National University）

トビウオ釣り用の
ゴージと浮き
（ソロモン諸島
サンタ・アナ島、
H0124948）

サメ釣り用の木製釣りばり。破線の部分
に魚の切り身をひもで固定して餌とする
（ソロモン諸島ベロナ島、H0124847）

トローリングでサワラを釣りあげる（パプアニューギニア、マヌス州ロウ島沖、1991年）
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東
京
大
学
大
気
海
洋
研
究
所
特
任
研
究
員

吉よ
し

村む
ら 

健け
ん

司じ

東
京
理
科
大
学
准
教
授

木き

名な

瀬せ 

高た
か

嗣し

沖
縄
の
カ
ツ
オ
一
本
釣
漁
と

餌
の
獲
得

街
場
の
釣
り
堀
、

こ
の
小
粋
な
る
も
の

カ
ツ
オ
一
本
釣
漁
（
以
下
、
カ
ツ
オ
漁
）
は
黒
潮
沿
岸

地
域
で
広
く
見
ら
れ
る
漁
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
日
本
に

お
け
る
黒
潮
の
「
玄
関
口
」
は
沖
縄
だ
が
、
カ
ツ
オ
漁
は
、

う
に
漁
場
を
選
択
す
る
。
ま
た
、
集
め
た
魚
を
網
へ
と
誘

導
す
る
際
の
潮
の
状
況
も
、
瞬
時
に
把
握
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
少
し
で
も
潮
流
が
強
い
と
、
蝟い

集し
ゅ
うし
た
魚

が
分
散
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
漁
獲
さ
れ
た
餌
は
午

前
〇
時
前
後
に
ホ
ン
セ
ン
へ
と
積
み
込
ま
れ
、
ホ
ン
セ
ン

は
カ
ツ
オ
漁
へ
と
向
か
う
。

沖
縄
の
カ
ツ
オ
漁
史
に
お
け
る
餌
問
題

餌
の
確
保
は
歴
史
的
に
困
難
を
極
め
、
社
会
問
題
と

も
関
係
し
て
き
た
。
沖
縄
で
は
一
九
四
八
年
八
月
に
公
布

さ
れ
た
「
新
漁
業
條じ
ょ
う

令れ
い

」
で
、
カ
ツ
オ
漁
に
使
用
す
る

こ
と
を
条
件
に
キ
ビ
ナ
ゴ
の
採
捕
が
許
可
さ
れ
た
。
沖
縄

い
わ
ゆ
る
転
勤
族
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
息
子
で
あ
っ
た
わ

た
し
は
、
学
齢
期
の
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇

年
代
に
地
方
都
市
の
住
宅
地
を
数
年
毎
に
転
居
し
て
育

ち
、
そ
の
土
地
土
地
の
手
近
な
水
路
や
池
、
港
湾
へ
チ
ャ

リ
ン
コ
で
通
っ
て
雑
魚
と
戯
れ
る
の
を
常
と
し
た
。
大
学

一
九
〇
一
年
に
鹿
児
島
県
よ
り
座ざ

間ま

味み

島じ
ま
に
伝
わ
っ
た
こ

と
で
始
ま
り
、
そ
の
後
、
全
県
的
に
展
開
し
た
。
沖
縄

本
島
北
西
部
に
位
置
す
る
本も
と

部ぶ

町ち
ょ
うで
は
、
一
九
〇
四
年
に

カ
ツ
オ
漁
が
始
ま
り
、
カ
ツ
オ
節
製
造
も
盛
ん

に
お
こ
な
わ
れ
、「
カ
ツ
オ
の
町
」
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。

餌
の
漁
獲
方
法

カ
ツ
オ
漁
で
は
、
漁
場
の
選
択
や
カ
ツ
オ
の

群
れ
の
状
態
な
ど
を
よ
む
船
長（
漁
労
長
）の「
技
」

も
重
要
だ
が
、
そ
こ
に
至
る
た
め
に
は
餌
の
獲

得
と
い
う
大
き
な
課
題
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

本
部
町
に
お
け
る
カ
ツ
オ
漁
船
団
所
属
の
ウ

ミ
ン
チ
ュ
（
漁
師
）
は
、
カ
ツ
オ
の
漁
獲
を
お
こ

な
う
「
ホ
ン
セ
ン
」
に
従
事
す
る
者
と
、
餌
の
漁

獲
を
お
こ
な
う
「
ジ
ャ
コ
ト
リ
」
に
従
事
す
る
者

に
わ
か
れ
る
。
餌
は
「
四し

艘そ
う

張は
り

網あ
み

」
と
よ
ば
れ

る
敷
網
漁
の
一
種
に
よ
っ
て
漁
獲
さ
れ
る
。
こ
の

漁
法
で
は
ま
ず
夜
間
に
集
魚
灯
を
点
灯
し
、
魚

を
集
め
る
。
そ
の
後
、
四
艘
の
船
を
四
方
に
配
置

し
、
そ
こ
に

張
っ
た
網
へ

と
魚
を
誘
導

す
る
の
で
あ

る
。
本
部
町

の
カ
ツ
オ
漁

で
好
ま
れ
る

餌
は
ミ
ズ
ン

（
方
名

‥

ミ

ジ
ュ
ン
）
や
キ
ビ
ナ
ゴ
（
ス
ル
ル
）
な
ど
で
あ
る
。
一
晩
で
、

カ
ツ
オ
漁
の
一
日
の
操
業
で
必
要
と
な
る
三
〇
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
程
度
の
漁
獲
を
目
指
す
。
ち
な
み
に
、
今
で
も
カ
ツ

オ
漁
が
盛
ん
な
伊い

良ら

部ぶ

島じ
ま
で
は
、
ア
ギ
ヤ
ー
と
よ
ば
れ
る

伝
統
的
な
追
込
漁
で
ス
カ
シ
テ
ン
ジ
ク
ダ
イ
（
ム
ギ
ャ
）

や
キ
ン
メ
モ
ド
キ
（
ア
カ
ジ
ャ
グ
）、タ
カ
サ
ゴ
の
稚
魚
（
サ

ネ
ラ
ー
）
な
ど
を
漁
獲
し
、
餌
と
し
て
用
い
て
い
る
。

集
魚
灯
に
は
ウ
ミ
ン
チ
ュ
か
ら
好
か
れ
な
い
ト
ウ
ゴ
ロ

ウ
イ
ワ
シ
（
ハ
ラ
ラ
ー
）
も
寄
っ
て
く
る
。
ウ
ミ
ン
チ
ュ

に
よ
れ
ば
、
カ
ツ
オ
は
「
グ
ル
メ
な
魚
」
の
た
め
、
ハ
ラ

ラ
ー
の
よ
う
な
鱗う
ろ
この
硬
い
魚
は
漁
で
は
使
え
な
い
と
い
う
。

そ
の
た
め
、
ウ
ミ
ン
チ
ュ
は
ハ
ラ
ラ
ー
を
極
力
避
け
る
よ

の
新
聞
紙
上
で
は
、
戦
後
に
横
行
し
た
爆
薬
漁
に
よ
る

漁
場
荒
廃
に
伴
う
餌
と
な
る
魚
の
減
少
や
、
魚
巣
化
し

た
沈
船
の
引
き
上

げ
に
対
す
る
カ
ツ

オ
漁
師
の
反
対
運

動
な
ど
も
報
道

さ
れ
た
。
そ
の
他

に
も
カ
ツ
オ
の
餌

の
必
要
性
を
訴
え

る
地
域
の
声
が
多

数
取
り
上
げ
ら

れ
て
き
た
。

入
学
で
上
京
し
釣
り
以
外
の
趣
味
が
増
え
て
か
ら
も
、
た

ま
に
思
い
出
し
た
よ
う
に
釣
り
を
し
た
く
な
る
と
行
く
の

は
、
何
故
か
だ
い
た
い
電
車
で
行
け
る
近
場
の
ポ
イ
ン
ト

ば
か
り
だ
。
湾
岸
で
の
ル
ア
ー
釣
り
に
一
時
期
ハ
マ
り
、

カ
ッ
プ
ル
が
ち
ら
ほ
ら
佇た
た
ずむ

夜
の
東
京
国
際
展
示
場
の
辺

カ
ツ
オ
漁
は
今
や
県
内
の
僅
か
な
地
域
で
お
こ
な
わ

れ
る
程
度
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
餌
の
獲
得

が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
現
在

も
伊
良
部
島
で
は
、
ア
ギ
ヤ
ー
の
後
継
者
不
足
に
よ
り
、

餌
の
確
保
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
部
町
で
は
、
沖
縄

本
島
で
最
後
の
カ
ツ
オ
一
本
釣
漁
船
団
で
あ
っ
た
「
第
十

一
徳
用
丸
」
が
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
最
後
の
操
業
を
終

え
た
。
同
船
団
で
は
、
晩
年
に
か
け
て
餌
の
漁
獲
が
困

難
に
な
り
、
カ
ツ
オ
漁
の
操
業
が
休
止
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が

増
え
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
沖
縄
の
カ
ツ
オ
漁

の
歴
史
と
は
、
餌
の
獲
得
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
困
難
と

と
も
に
カ
ツ
オ
漁
は
衰
退
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

り
で
シ
ー
バ
ス
（
ス
ズ
キ
）
を
釣
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

都
会
の
「
箱
」

街
場
の
釣
り
に
は
、
大
自
然
の
な
か
で
の
そ
れ
に
な
い

独
特
の
小
粋
さ
が
あ
る
。

カツオ漁の様子（写真はすべて粟国島沖にて2006年に撮影）

ホンセンへの餌の積み込み

四艘張網漁の様子
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博 
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樫か
し

永な
が 

真ま

佐さ

夫お

渓
流
の
魚
と
人

魚
の
不
可
思
議
な
能
力

御お
ん

嶽た
け

山さ
ん
か
ら
飛
騨
に
む
か
っ
て
ほ
と
ば
し
り
出
る
秋
の

谷
川
で
、
釣
り
人
た
ち
が
イ
ワ
ナ
の
思
わ
ぬ
大
漁
に
首
を

か
し
げ
つ
つ
喜
ん
で
い
た
。
数
日
も
そ
ん
な
日
が
続
い
た

あ
る
午ひ
る

、
山
は
突
然
噴
火
し
た
。

雨
な
ど
で
増
水
す
る
前
は
、
イ
ワ
ナ
や
ヤ
マ
メ
（
西
日

本
太
平
洋
側
は
ア
マ
ゴ
）
が
食
い
だ
め
す
る
か
ら
よ
く
釣

れ
る
と
い
う
。
山
の
魚
の
そ
ん
な
不
可
思
議
な
予
知
能
力

を
、
釣
り
人
な
ら
ず
と
も
土
地
の
人
は
知
っ
て
い
る
。
だ

が
、
二
〇
一
四
年
九
月
末
の
入
れ
食
い
が
噴
火
の
前
兆
だ

と
気
づ
い
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

飛
騨
に
は
こ
ん
な
伝
承
も
あ
る
。
山さ
ん

椒し
ょ
うの

木
の
皮
で

作
っ
た
毒
を
川
に
流
し
漁す
な
どる
準
備
を
村
人
た
ち
が
し
て

い
た
と
き
、
見
知
ら
ぬ
僧
が
あ
ら
わ
れ
て
、
流
域
の
魚ぎ
ょ

鼈べ
つ

を
根
絶
や
し
に
す
る
よ
う
な
殺
生
を
戒
め
た
。
村
人
た

ち
は
僧
を
ダ
ン
ゴ
で
も
て
な
し
体
よ
く
あ
し
ら
っ
て
帰
す

と
、
気
に
せ
ず
毒
漁
を
敢
行
し
た
。
獲
物
の
な
か
に
五

尺
も
あ
る
イ
ワ
ナ
が
い
た
。
そ
の
腹
に
つ
ま
っ
て
い
た
ダ

ン
ゴ
か
ら
、
僧
の
正
体
が
判
明
し
た
。

じ
つ
は
類
話
が
全
国
に
あ
る
。
土
地
に
よ
っ
て
僧
の
正

体
が
ウ
ナ
ギ
や
ア
マ
ゴ
な
ど
に
か
わ
る
が
、
柳
や
な
ぎ

田た

国く
に

男お

は

ひ
と
ま
と
め
に
「
魚ぎ
ょ

王お
う

行ぎ
ょ
う

乞こ
つ

譚た
ん

」
と
よ
ん
だ
。
天
候
の

変
化
が
予
知
で
き
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
年と
し

古ふ

っ

た
川
の
主
と
も
な
れ
ば
、
毒
に
よ
る
敵
の
殲せ
ん

滅め
つ

計
画
だ
っ

て
予
見
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
も
し
か
し
た
ら
人
に
だ
っ
て

化
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
川
の
主
、
水
の
神
に
対
す
る
畏

れ
が
こ
の
話
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。

神
秘
な
生
態

「
岩イ
ワ

魚ナ

は
鰻ウ
ナ
ギ

と

は
違
っ
て
必
ず
し

も
薄
暗
い
淵
の
底

に
の
み
は
お
ら
ず
、

時
あ
っ
て
浅
瀬
に

も
姿
を
現
わ
す

で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
代
り
に
は
挙
動

の
猛
烈
さ
、
こ
と
に
老
魚
の
眼
の
光
の
凄す
ご
さ
を
認
め
ら
れ

て
い
た
」
と
も
、
柳
田
は
書
い
て
い
る
（「
魚
王
行
乞
譚
」）。

た
し
か
に
釣
り
人
た
ち
は
「
渓
流
の
宝
石
」
と
称
さ
れ
る

ヤ
マ
メ
や
ア
マ
ゴ
よ
り
も
、
む
し
ろ
イ
ワ
ナ
の
行
動
に
多

く
神
秘
を
感
じ
て
き
た
。
山や
ま

本も
と

素そ

石せ
き
に
よ
る
と
、
幸こ
う
田だ

露ろ

伴は
ん

な
ど
青
森
で
「
相
手
に
ふ
さ
わ
し
く
羽
織
袴は
か
まの

礼
装
で
」

（『
新
編 

溪
流
物
語
』）
イ
ワ
ナ
釣
り
に
出
か
け
た
ほ
ど
だ
。

こ
の
魚
の
行
動
が
と
き
に
奇
異
に
映
じ
る
の
は
、
氷
河

期
の
終
わ
り
に
冷
水
を
求
め
、
本
州
最
奥
の
谷
々
に
陸

封
さ
れ
た
た
め
に
身
に
つ
け
た
、
恐
る
べ
き
生
命
力
の
強

さ
と
独
特
の
生
態
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
臆
病
な
く
せ

に
悪
食
な
の
で
、
釣
り
上
げ
た
イ
ワ
ナ
の
腹
を
割
く
と
ヘ

ビ
を
丸ま
る

呑の

み
し
て
い
た
と
も
聞
く
（
ダ
ン
ゴ
は
聞
か
な
い
）。

日
本
の
都
市
で
発
達
し
た
小
粋
な
釣
り
文
化
と
い
え

ば
、
釣
り
堀
に
止
め
を
刺
す
。
箱
釣
り
と
い
う
別
称
が

あ
る
よ
う
に
、
比
較
的
小
さ
な
長
方
形
の
人
工
池
の
周
囲

に
釣
り
座
を
設し
つ
らえ
た
も
の
が
古
来
の
ス
タ
イ
ル
で
、
釣
り

人
は
茶
を
啜す
す
り
煙
を
燻く
ゆ
ら
せ
な
が
ら
コ
イ
や
フ
ナ
を
釣
っ

て
楽
し
ん
だ
。
江
戸
時
代
後
期
に
は
す
で
に
江
戸
の
町
人

の
遊
興
と
し
て
親
し
ま
れ
、
幕
末
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
オ

イ
レ
ン
ブ
ル
ク
使
節
団
が
そ
の
様
子
を
観
察
し
風
景
画
に

描
写
し
て
い
る
。
後
代
に
は
野
池
な
ど
の
自
然
を
利
用
し

た
広
い
釣
り
堀
も
各
地
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
東
京
周
辺
で

は
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
箱
の
趣
を
受
け
継
い
だ
形
式
の
そ

れ
ら
が
近
年
ま
で
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
た
。

魚
を
た
く
さ
ん
放
流
し
て
い
る
の
だ
か
ら
当
然
誰
で

も
釣
れ
る
、
と
い
う
ほ
ど
簡
単
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
技
量
の
差
が
は
っ
き
り
と
出
る
か
ら
こ
そ
面
白
い
。
手て

練だ

れ
の
客
た
ち
を
相
手
に
百
戦

錬
磨
の
魚
た
ち
は
む
か
し
も
今

も
繊
細
で
ク
レ
バ
ー
、
案
外
奥
の

深
い
遊
び
相
手
で
あ
る
。

短
時
間
で
行
け
る
場
所
で
気

安
く
楽
し
め
、
あ
わ
た
だ
し
い
都

会
の
生
活
に
マ
ッ
チ
し
た
釣
り
堀

は
、
お
隣
の
台
湾
で
も
庶
民
に
人

気
の
レ
ジ
ャ
ー
で
あ
る
。
タ
イ
原

産
オ
ニ
テ
ナ
ガ
エ
ビ
の
養
殖
業
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
生

ま
れ
た
エ
ビ
釣
り
（
釣
デ
ィ
ア
オ
シ
ア

蝦
）
は
、
現
在
で
も
台
湾
の
釣
り

文
化
の
な
か
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る
。
貸
し
竿ざ
お

が
あ

る
の
で
手
ぶ
ら
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
慣
れ
て
く
る

と
道
具
立
て
や
釣
技
に
凝
り
出
す
と
こ
ろ
は
日
本
の
釣

り
堀
と
同
じ
だ
。
現
地
の
釣
具
店
に
は
硬
軟
さ
ま
ざ
ま

な
調
子
の
竿
や
仕
掛
け
、
エ
サ
、
さ
ら
に
は
竿
掛
け
や
道

具
箱
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
専
用
タ
ッ
ク
ル
が
と
こ

ろ
狭
し
と
並
ん
で
お
り
、
こ
の
あ
た
り
の
奥
義
の
細
や
か

さ
は
日
本
の
ヘ
ラ
ブ
ナ
釣
り
と
よ
く
似
て
い
る
。
お
も
に

夜
の
娯
楽
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
は
、
宵
っ
張
り
の
多
い

こ
の
島
な
ら
で
は
。
釣
れ
た
エ
ビ
は
そ
の
場
で
こ
ん
が
り

と
焼
き
上
げ
て
台
湾
ビ
ー
ル
と
と
も
に
流
し
込
む
。

魚
を
釣
る
「
贅
沢
」

最
近
の
わ
た
し
の
お
気
に
入
り
の
釣

り
堀
は
、
東
京
都
品
川
区
の
工
務
店
が

自
社
の
オ
フ
ィ
ス
を
兼
ね
て
古
い
銭
湯

を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
誕
生
さ
せ
た

「
旗
の
台
つ
り
ぼ
り
店
」。
男
湯
女
湯
そ
れ
ぞ

れ
の
洗
い
場
に
生い

け
簀す

を
設
け
て
大
小
の
ニ

シ
キ
ゴ
イ
を
放
ち
、
銭
湯
絵
な
ど
の
レ
ト
ロ

な
雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま
活
か
す
こ
と
で
実

現
し
た
、
ま
っ
た
く
新
し
い
「
む
か
し
風
」

の
釣
り
堀
だ
。
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
管
理
が
よ

い
こ
と
も
あ
り
、
魚
た
ち
は
程
よ
く
釣
れ
て

程
よ
く
難
し
い
と
い
う
絶
妙
な
頃
合
い
で

適
当
に
客
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ

で
も
女
湯
に
い
る
大
物
は
身
持
ち
が
堅
く
な
か
な
か
手

強
い
。
そ
し
て
釣
り
に
飽
き
た
ら
、
脱
衣
場
で
も
ん
じ
ゃ

焼
き
や
焼
肉
を
つ
つ
き
な
が
ら
一
杯
。
こ
の
へ
ん
の
ユ
ル

い
雰
囲
気
が
じ
つ
に
心
憎
い
。
宮
造
り
様
式
の
銭
湯
建
築

を
含
め
、
東
京
ら
し
い
下
町
風
情
が
残
る
土
地
ゆ
え
に
成

立
す
る
愉
快
な
資
源
活
用
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

少
年
時
代
の
わ
た
し
の
手
を
慰
め
た
釣
り
場
は
、
埋

め
立
て
や
暗あ
ん

渠き
ょ

化
で
大
方
そ
の
姿
を
消
し
た
。
む
か
し

な
が
ら
の
街
の
釣
り
堀
も
ま
た
、
よ
り
手
軽
で
速
度
感
の

あ
る
娯
楽
が
増
え
た
今
で
は
ス
ロ
ー
で
時
代
遅
れ
、
何
よ

り
儲も
う

か
ら
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
な
り
、
東
京
で
は

め
っ
き
り
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
る
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
街
場
で
で
き
る
釣
り
な
ど
と
い
う
の

は
以
前
に
も
増
し
て
贅ぜ
い
沢た
く
な
楽
し
み
と
な
っ
た
。
こ
れ
を

書
き
な
が
ら
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
本
で
読
み
夢
想
し
て
い

た
パ
リ
市
街
地
の
セ
ー
ヌ
川
で
の
雑
魚
釣
り
を
ま
だ
試
み

て
い
な
い
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。
次
に
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
へ

オ
ペ
ラ
を
観
に
行
く
と
き
に
は
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
パ
ッ

ク
ロ
ッ
ド
を
忍
ば
せ
て
行
こ
う
。

旗の台つりぼり店（2019年）

台湾、台中市にあるエビ釣り堀「拉爽爽
（ラーシュアンシュアン）」。大型の釣り堀
には酒や料理を楽しめる熱炒（ルーチャ
オ）やカラオケなどが併設されているこ
とも多い（2020年）

釣り人なら渓相を見てすぐ、エサをどこからどう流すかを考える（2018年）

25センチメートル
のアマゴがやっと
水から頭を出した。
最後まで慎重に寄
せないと（2019年）
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だ
が
も
っ
と
奇
怪
な
の
は
、
山
本
素
石
が
目
を
丸
く
し
た

よ
う
に
、
イ
ワ
ナ
は
サ
ケ
科
に
し
て
、
と
き
に
両
生
類
か

ウ
ナ
ギ
の
よ
う
に
陸
を
這は

っ
て
進
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
か
、
魚
止
め
の
滝
よ
り
も
上
流
に
生
息
し
て
い
た
り
、

ち
っ
ぽ
け
な
水
た
ま
り
や
細
流
か
ら
身
も
は
み
だ
さ
ん
ば

か
り
の
大
物
が
い
る
こ
と
も
あ
る
。

山
釣
り
を
す
る
人
の
心

イ
ワ
ナ
を
釣
る
に
は
山
を
歩
き
、
沢
へ
と
下
り
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
渓
石
を
踏
み
、
川
を
渡
渉
し
た
り
岩
を

巻
い
た
り
し
な
が
ら
川
を
遡
り
、
あ
る
い
は
木
に
化
け
、

あ
る
い
は
岩
に
隠
れ
、
風
と
水
の
流
れ
を
読
ん
で
梢こ
ず
えを

か

わ
し
て
竿
を
振
る
。
極
細
の
糸
仕
掛
け
を
結
ん
だ
り
切
っ

た
り
、
と
い
う
手
先
で
の
仕
事
も
繰
り
返
し
な
が
ら
。

だ
が
彼
ら
は
、
禁
欲
厭え
ん

世せ
い

の
行
者
と
し
て
幽ゆ
う

邃す
い

の
谷

に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
じ
つ

は
魚
信
を
待
つ
あ
い
だ
さ
え
、

仕
事
、
家
族
、
借
金
そ
の
他
、

世
俗
の
雑
事
に
心
を
惑
わ
さ
れ

た
り
す
る
も
の
だ
。
お
ま
け
に
、

す
ご
い
ヤ
ツ
で
も
釣
り
上
げ
た

日
に
は
、
い
つ
い
つ
ま
で
も
自

慢
し
続
け
る
つ
も
り
で
い
る
。

湯ゆ

川か
わ

豊ゆ
た
かの
表
現
を
借
り
れ
ば
、

自
分
の
「
昔
」
の
な
か
に
隠
れ

込
ん
だ
イ
ワ
ナ
を
、
何
度
で
も

自
分
の
都
合
で
そ
の
深
淵
か
ら
引
っ
張
り
あ
げ
る
魂
胆

だ
。
孤
独
な
山
釣
り
人
は
、
真
の
離
俗
ど
こ
ろ
か
、
欲

も
罪
も
深
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
露
伴
も
、
か

の
太た
い

公こ
う

望ぼ
う

が
政
治
的
野
心
で

ギ
ト
ギ
ト
に
脂
ぎ
っ
た
手
で
釣

り
糸
を
垂
ら
し
て
い
た
こ
と
を

暴
い
て
い
る
。井い

伏ぶ
せ

鱒ま
す
二じ

は「
釣

り
の
好
き
な
人
は
案
外
せ
っ
か

ち
で
好
色
だ
」
な
ん
て
「
濡ぬ

れ

ぎ
ぬ
」（「
釣
魚
記
」）
だ
と
怒
っ

た
が
、
い
や
、
こ
れ
も
思
い
当

た
る
節
が
あ
る
。

民
博 

名
誉
教
授

塚つ
か

田だ 

誠し
げ

之ゆ
き

中
国
に
お
け
る
釣
り
の
歴
史

中
国
の
釣
り
と
い
う
と
、思
い
浮
か
ぶ
の
は
「
太
公
望
」

の
故
事
で
あ
る
。
周
の
西
伯
（
文
王
）
が
渭い

水す
い

で
釣
り
を

し
て
い
た
呂り
ょ

尚し
ょ
うに
出
会
い
、
祖
父
の
太
公
が
望
ん
で
い
た

賢
者
だ
と
見
抜
い
て
登
用
し
た
。
呂
尚
は
殷い
ん

を
滅
ぼ
し

中
国
の
釣
り
の
歴
史
は
相
当
に
古
い
。
釣
り
針
は
出

土
文
物
に
よ
る
と
、
骨
製
（
新
石
器
時
代
）
に
始
ま
り
、

青
銅
製
（
周
代
）、
鉄
製
（
戦
国
時
代
）
と
推
移
し
た
。

甲
骨
文
字
の
「
漁
」
の
字
は
、
魚
を
釣
り
上
げ
た
形
と

す
る
見
方
が
あ
る
。
糸
は
、
漢
代
に
は
す
で
に
天テ

蚕グ

糸ス

が

周
王
朝
を
建
て
る
の
に
功
が
あ
り
、
後
に
斉
侯
に
封
ぜ
ら

れ
姜
姓
を
与
え
ら
れ
た
。
西
伯
に
出
会
っ
た
際
に
呂
尚
は

真
っ
直
ぐ
な
針
を
用
い
、
そ
の
針
は
水
に
つ
か
ら
ず
、
水

面
か
ら
上
に
出
て
い
た
と
い
う
。

使
用
さ
れ
、
ウ
キ
は
、
唐
代
に
は
羽
毛
の
芯
が
使
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
竿
は
長
く
て
弾
力
が
あ
る
竹
が
用
い

ら
れ
た
。
北
宋
時
代
ま
で
に
は
「
釣
り
の
六ろ
く

物も
つ

」、
す
な

わ
ち
竿
・
糸
・
ウ
キ
・
錘お
も
り・
針
・
餌
が
必
要
で
あ
る
と
さ

れ
、
現
在
の
釣
り
の
基
本
的
な
体
裁
が
完
成
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

賢
者
と
釣
り

内
陸
部
が
広
大
な
中
国
で
は
淡
水
の
釣
り
が
主
流
で
、

鯉こ
い
・
鮒ふ
な
・
ソ
ウ
ギ
ョ
・
青あ
お

魚う
お
な
ど
を
対
象
と
し
、
食
用
と

し
て
き
た
。
釣
り
の
情
景
は
詩
文
に
詠
ま
れ
、
絵
画
や

版
画
の
題
材
に
さ
れ
た
。
詩
文
と
し
て
は
、
東
晋
の
陶と
う
淵え
ん

明め
い
、
唐
の
王お
う
維い

、
李り

白は
く
、
孟も
う
浩こ
う

然ね
ん
、
南
宋
の
陸り
く
游ゆ
う
ら
の
そ

れ
が
有
名
で
あ
る
。
絵
画
は
、
五
代
・
北
宋
以
降
、
水

墨
技
法
を
用
い
た
山
水
画
が
文
人
士し

大た
い

夫ふ

（
高
級
官
僚
）

に
よ
っ
て
描
か
れ
、
釣
り
人
も
題
材
と
さ
れ
た
。
宮み
や

崎ざ
き

法の
り

子こ

氏
は
、
中
国
の
山
水
画
の
意
味
を
検
討
し
、
画
中
の

名
も
な
き
漁
師
や
釣
り
人
、
旅
行
者
は
、
文
人
が
理
想

と
し
た
仙
界
へ
の
隠
逸
願
望
を
投
影
し
た
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
と
し
、
さ
ら
に
は
隠
逸
と
老
荘
思
想
と
の
つ
な
が
り
を

指
摘
し
て
い
る
（『
花
鳥
・
山
水
画
を
読
み
解
く

―
中
国

絵
画
の
意
味
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）。
こ
れ
に
く
わ

え
て
、
お
そ
ら
く
は
、
政
争
に
敗
れ
失
脚
し
た
官
僚
が
、

政
治
に
対
す
る
憤
怒
や
自
身
の
清
廉
高
潔
を
隠
喩
と
し

て
釣
り
に
託
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
太
公
望
」
は
、
現
在

の
中
国
で
は
日
本
の
よ
う
に
「
釣
り
の
好
き
な
人
」
を
意

味
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
釣
り
は
娯
楽
に
す
ぎ
な
い
が
、

太
公
望
の
よ
う
に
聖
賢
隠
者
が
魚
で
は
な
く
「
国
を
釣
っ

た
」
と
し
て
評
さ
れ
る
な
ど
、
か
つ
て
は
釣
り
と
い
う
行

為
に
政
治
的
意
味
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

諺
と
釣
り

中
国
で
は
釣
り
に
関
す
る
諺
こ
と
わ
ざや

格
言
が
多
い
。
例
え

ば
魚
の
生
態
と
し
て
、
朝
晩
に
浅
瀬
に
来
て
餌
を
求
め

る
習
性
が
あ
り
、
ま
た
地
域
に
よ
っ
て
釣
り
餌
が
変
わ
る

こ
と
、
鯉
や
鮒
な
ど
は
季
節
に
応
じ
て
釣
り
場
を
選
ば

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
釣
り
の
心
構

え
と
し
て
精
神
を
集
中
さ
せ
る
べ
き
こ
と
、
効
用
と
し
て

「
読
書
は
人
を
知
識
や
道
理
に
明
る
く
さ
せ
、
魚
釣
り
は

人
を
健
康
長
寿
に
す
る
」
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に

人
の
行
動
の
比
喩
と
し
て
、
例
え
ば
、「
良
い
餌
を
惜
し

め
ば
魚
は
釣
れ
な
い
」「
貪
欲
な
魚
は
針
に
か
か
り
や
す

い
」
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。「
水
至
っ
て
清
け
れ
ば
則

ち
魚
無
く
、
人
至
っ
て
察
な
れ
ば
則
ち
徒
無
し
」
と
い
う

格
言
が
あ
る
が
、
水
が
澄
み
す
ぎ
て
い
る
と
魚
は
近
寄

ら
ず
、
潔
白
す
ぎ
て
大
事
小
事
を
問
わ
ず
細
部
に
ま
で

こ
だ
わ
り
す
ぎ
れ
ば
他
人
は
つ
い
て
い
け
な
い
、
す
な
わ

ち
他
人
に
厳
し
い
要
求
を
せ
ず
に
寛
容
で
あ
る
べ
き
だ
と

い
う
意
味
に
な
る
。
く
わ
え
て
、太
公
望
の
故
事
は
、「
願

う
者
（
故
事
で
は
西
伯
）
が
針
に
か
か
っ
た
」
こ
と
か
ら
、

人
に
迫
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
ら
主
体
的
に
何
か
を
お
こ
な

う
こ
と
を
示
す
諺
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
中
国
の
釣
り
は
歴
史
の
長
さ
と
と
も
に
奥

行
き
に
も
深
い
も
の
が
あ
る
。
な
お
本
稿
は
、
呉
鎮
・
王

長
工
編
『
中
国
釣
魚
大
観
』（
上
海
文
化
出
版
社
、
一
九
九

二
年
）
も
部
分
的
に
参
考
と
し
た
。

尾びれの縁に紅が差しているアマゴの姿に、川原でうっ
とり見とれていた（2017年）

馬遠（伝）作　《寒江独釣図》　13世紀　東京国立博物館所蔵　Image:TNM Image Archives
竿の根元に現在のタイコ・リールのような道具が見える。リールの発明によって深水での釣りが可能になった

用水路で鮒釣りを楽しむ人（昆明市、2020年）
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○○してみました世界のフィールド

૿
ます

ా
だ

ߞ�
こう

ฏ
へい

メキシコから広がる
音楽と宴

ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ
と
い
う
音
楽

二
〇
一四
年
六
月
、
わ
た
し
は
夜
明
け
前
の
ベ
ラ
ク
ル
ス
港
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

に
着
い
た
。
外
に
出
る
と
港
町
ら
し
い
潮
を
帯
び
た
湿
気
が
鼻
を
、
そ
し
て
皮
膚

と
い
う
皮
膚
を
刺
激
し
た
。
そ
の
感
触
を
味
わ
い
き
る
前
に
初
老
の
男
性
が
わ
た

し
に
声
を
か
け
た
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
・
グ
テ
ィ
エ
レ
ス
＝
シ
ル
バ
、
ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ

の
第
一
人
者
で
あ
る
。

ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
到
来
以
降
の
文
化
の
混こ
ん

淆こ
う

に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
き
た
、
メ
キ
シ
コ
の
ベ
ラ
ク
ル
ス
州
の
伝
統
音
楽
で
あ
る
。
二
〇
世
紀

前
半
に
衰
退
の
兆
し
を
見
せ
る
も
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
ら
の
尽
力
に
よ
り
、
今
で
も
ベ

ラ
ク
ル
ス
の
農
村
部
を
中
心
と
し
て
演
奏
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
そ
ん
な
ソ
ン
・

ハ
ロ
ー
チ
ョ
の
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
と
の
出
会
い
を
出
発
点
と
し

て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
歌
、
踊
り
、
楽
器
演
奏
、
飲
食
が
一

体
と
な
っ
た
フ
ァ
ン
ダ
ン
ゴ
と
よ
ば
れ
る
宴
を
と
お
し
た
文
化
継
承
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
大
勢
の
老
若

男
女
が
演
奏
し
、
踊
り
、

歌
っ
て
ひ
と
つ
の
音
楽

を
形
成
す
る
。
経
験
豊

富
な
音
楽
家
た
ち
に
話

を
聞
く
と
、
み
な
フ
ァ

ン
ダ
ン
ゴ
の
大
切
さ
を

語
り
だ
す
。
子
ど
も
た

ち
は
（
そ
し
て
わ
た
し

も
）
浮
き
浮
き
し
な
が

ら
フ
ァ
ン
ダ
ン
ゴ
に
足

を
運
ぶ
。
宴
を
と
お
し

て
伝
統
を
学
び
、
伝
え

て
い
く
の
で
あ
る
。

昨年10月、みんぱくの研究公演でも演奏された、メキシコの伝統音楽ソン・ハローチョ。
今号では、メキシコからアメリカへ、そして日本へと国境を越えながら親しまれてい
るソン・ハローチョの魅力を紹介する。

海
を
渡
り
日
本
へ

二
〇
一
九
年
一
〇
月
、
イ
ー
ス
ト
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ
普
及
活
動

を
展
開
し
て
き
た
バ
ン
ド
、
カ
ン
バ
ラ
チ
ェ
（
ス
ペ
イ
ン
語
で
物
々
交
換
の
意
）
が
日

本
に
や
っ
て
き
た
。
み
ん
ぱ
く
の
企
画
展
「
ア
ル
テ
・
ポ
プ
ラ
ル
―
メ
キ
シ
コ

の
造
形
表
現
の
い
ま
」
開
催
に
伴
い
、
み
ん
ぱ
く
と
東
京
大
学
に
て
演
奏
す
る
た

め
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
み
ん
ぱ
く
で
は
聴
衆
の
一
人
と
し
て
、
東
京
大
学
で
は

運
営
側
と
し
て
参
加
し
た
。
い
ず
れ
も
単
な
る
コ
ン
サ
ー
ト
に
留
ま
ら
ず
、
ト
ー

ク
や
質
疑
応
答
な
ど
を
交
え
て
、
メ
キ
シ
コ
と
米
国
に
お
け
る
ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ

の
背
景
を
聴
衆
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
わ
た
し
は
、
ロ
ス
・
ラ
ギ
ー
ト
ス
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
、
日

本
で
ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ
の
普
及
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
国
境
を
越
え

た
活
動
を
展
開
し
て
い
る
カ
ン
バ
ラ
チ
ェ
と
は
、
今
回
の
来
日
を
通
じ
て
意
気
投

合
し
た
。

東
京
で
の
公
演
後
、
彼
ら
は
わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
に
は
楽
器
を
、
そ
し
て

招し
ょ
う

聘へ
い

に
尽
力
さ
れ
た
み
ん
ぱ
く
の
鈴す
ず

木き

紀も
と
いさ

ん
に
は
帽ソ
ン
ブ
レ
ロ子を

残
し
て
い
っ
た
。

日
本
で
の
体
験
に
対
す
る
、
彼
ら
な
り
の
物
々
交
換
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

日
本
に
お
い
て
も
ソ
ン
・
ハ
ロ
ー

チ
ョ
へ
の
参
加
者
を
増
や
し
、
音

楽
の
宴
で
あ
る
フ
ァ
ン
ダ
ン
ゴ
を

開
催
し
よ
う
と
い
う
夢
が
共
有
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
メ
キ
シ
コ
系

移
民
が
多
く
住
む
米
国
で
は
、
こ

の
目
標
は
す
で
に
現
実
化
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
果
た
し
て
、
こ

こ
日
本
で
も
、
ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ

と
フ
ァ
ン
ダ
ン
ゴ
は
人
種
や
文
化

の
壁
を
越
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

音楽家

国
境
を
越
え
て
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
へ

今
、
フ
ァ
ン
ダ
ン
ゴ
に
代
表
さ
れ
る
、
参
加
者
が
分
け
隔
て
な
く
一
体
と
な
る

ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ
の
特
徴
を
活
か
し
た
文
化
的
活
動
が
広
が
っ
て
い
る
。
ベ
ラ
ク

ル
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
首
都
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
や
、
国
境
を
越
え
た
国
々
ま
で
も
展

開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
本
稿
で
は
わ
た
し
が
二
〇
一
九
年
三
月
に
訪
れ

た
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
話
を
し
た
い
。

ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
か
ら
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
川
を
渡
っ
た
先
に
広
が
る
イ
ー
ス
ト
ロ
サ
ン

ゼ
ル
ス
は
、
人
口
の
ほ
と
ん
ど
が
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
で
あ
る
。
わ
た
し
は
メ
キ
シ
コ
シ

テ
ィ
か
ら
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
向
か
っ
た
の
で
「
い
い
家
が
た
く
さ
ん
あ
る
じ
ゃ
な
い

か
」
と
思
っ
た
も
の
だ
が
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
基
準
で
は
、
見
る
か
ら
に
貧
困
層
の
家

が
並
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
。

そ
ん
な
イ
ー
ス
ト
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
は
、
メ
キ
シ
コ
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
者
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
や
青
少
年
の
健
全
な
教
育
と
い
っ
た
目
的
で
、
市

民
に
よ
る
文
化
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ
な

の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
イ
ー
ス
ト
サ
イ

ド
・
カ
フ
ェ
は
市
民
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
て
い
る
文
化
施

設
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
毎

週
ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
、

地
域
住
民
ら
が
と
も
に
音
楽

を
学
び
に
や
っ
て
く
る
。
集

ま
っ
て
く
る
人
た
ち
の
出
身

地
や
世
代
は
ば
ら
ば
ら
で
あ

る
が
、
ソ
ン
・
ハ
ロ
ー
チ
ョ

を
中
心
と
し
た
一
体
的
な
空

間
と
時
間
を
共
有
し
て
い
る
。

メキシコ
ベラクルス州

東京大学で演奏するカンバラチェ。最後はわたしも演奏に混ざった
（筆者は中央、撮影：可児和希、2019年）

イーストサイド・カフェでソン・ハローチョを学ぶ地域住民（2019年）

イーストロサンゼルスの街並み（2019年）

ベラクルス州サンティアゴトゥクストゥラで開催されたファンダンゴ
（撮影：韓智仁、2018年）
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梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念
企
画
展

「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」

み
ん
ぱ
く
初
代

館
長
を
務
め
た

梅
棹
忠
夫
が
残

し
た
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
資
料
と
デ

ジ
タ
ル
・
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
と

お
し
て
、フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
か

ら
著
作
へ
の「
知

的
生
産
」を
く

わ
し
く
紹
介
し

ま
す
。

会
期　

未
定

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

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

み
ん
ぱ
く
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
報
告

「
世
界
と
つ
な
が
る

―
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を

カ
ナ
ダ
先
住
民
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
造
ろ
う
」

み
ん
ぱ
く
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ「
世
界
と
つ

な
が
る

―
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を
カ
ナ
ダ
先
住
民

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
造
ろ
う
」に
よ
り
、
温
か
い
ご

支
援
を
賜
り
ま
し
た
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
制
作
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
す
が
、
カ
ナ
ダ
で
制
作
さ
れ
た
ト
ー

テ
ム
ポ
ー
ル
が
、
4
月
10
日
、
み
ん
ぱ
く
に
到
着

い
た
し
ま
し
た
。
大
型
ト
レ
ー
ラ
ー
で
運
ば
れ
た

の
ち
、
大
型
ク
レ
ー
ン
に
よ
る
搬
入
作
業
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401
https://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　

未
定

会
場　

特
別
展
示
館

※
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
。

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
8
回　

7
月
4
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

植
物
と
人
の
関
わ
り

―
―
タ
ケ
科
植
物
、ヤ
シ
科
植
物
の
道
具
利
用
を
中
心
に

講
師　

上
羽 

陽
子（
本
館 

准
教
授
）

人
類
は
植
物
を
利
用
し
て
、
シ
ェ
ル
タ
ー
、
狩
猟
具
、
運
搬
具
、

結
束
具
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
つ
く
り
だ
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

本
講
演
で
は
、
イ
ン
ド
北
東
部
ア
ッ
サ
ム
地
域
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

テ
ィ
モ
ー
ル
島
西
部
の
タ
ケ
科
植
物
と
ヤ
シ
科
植
物
の
採
取
・
加

工
・
利
用
の
事
例
か
ら
、
道
具
資
源
と
し
て
の
植
物
利
用
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。
現
在
の
民
族
誌
調
査
か
ら
、
人
類
が
ど
の
よ
う

な
も
の
づ
く
り
を
し
て
き
た
か
、
植
物
利
用
の
実
態
に
迫
り
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
）。

彫像「つむじ風の精霊」
（マレーシア　オラン・アスリ）

フィールドノートから内容別に転記し
たローマ字カード（写真撮影 尼川匡志）

搬入作業の様子

バーチャルミュージアム

【
開
幕
を
延
期
し
ま
す
】

巡
回
展

「
特
別
展
　
驚
異
と
怪
異

―
モ
ン
ス
タ
ー
た
ち
は
告
げ
る

―
」

会
期　

未
定

会
場　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館

休
館
日　

月
曜
日

主
催　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館　

神
戸
新
聞
社

　
　
　

国
立
民
族
学
博
物
館　

千
里
文
化
財
団

後
援　

兵
庫
県　

兵
庫
県
教
育
委
員
会

　
　
　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
神
戸
放
送
局

　
　
　

サ
ン
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン　

ラ
ジ
オ
関
西

協
力　

山
陽
電
気
鉄
道
株
式
会
社　

　
　
　

神
姫
バ
ス
株
式
会
社

特
別
協
力　

ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館

刊行物紹介

■齋藤 晃 編
『宣教と適応
̶グローバル・ミッションの近世』
名古屋大学出版会　6,800円（税別）
大航海時代から啓蒙時代にかけて、アジアや
アメリカに派遣されたイエズス会士らは、現地
社会に適応することで布教を試みる。だが、そ
れは今日なお解決しえない
難問の蓋を開けることだっ
た。本書は異文化適応を軸
にキリスト教の世界宣教の
全体像に迫るものである。

■古川 不可知 著
『「シェルパ」と道の人類学』
亜紀書房　3,200円（税別）

■末森 薫 著
『敦煌莫高窟と千仏図
̶規則性がつくる宗教空間』
法藏館　12,000円（税別）

ネパール東部のソルクンブ郡は、エベレストを
眼前に望む山岳観光の名所である。本書では、
この地域に住むシェルパの人々の暮らしと観
光化によるその変容を、住
み込み調査に基づいて描き
出す。そのうえで、険しい
高山の環境下において歩く
とはどのような実践か、「道
がある」とはいかなる事態か
を考察してゆく。

古代シルクロードを代表する敦煌莫高窟。数
多の洞窟は、小さな仏を並べた「千仏」で彩られ
ている。一見単調な千仏図は、壁面を満たす
装飾とも捉えられてきたが、
その規則性が示す視覚的特徴
は、宗教空間をつくる上で欠
かせないものであった。収録
する多くの図版を頼りに、千
仏図がつくる古代仏教世界を
感じてもらいたい。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
、
左
記
友
の
会

講
演
会
は
、
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
日
程
で
の
実
施
を
見
合
わ
せ

る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
延
期
す
る
場
合
は
確
定
次
第
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。

■
5
月
9
日（
土
）

梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念
対
談

「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
原
点

 

―
探
検
家 

梅
棹
忠
夫
を
語
る
」

■
6
月
6
日（
土
）

「
ア
ヌ
コ
コ
ロ 

ア
イ
ヌ 

イ
コ
ロ
マ
ケ
ン
ル

 

―
新
国
立
博
物
館
の
挑
戦
」

動
画
を
配
信
し
ま
す
！ 【
5
月
上
旬
公
開
予
定
】

研
究
者
の
お
話
し
を
配
信
し
ま
す
。
臨
時
休
館
期
間
も
友
の
会
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
初
回
は
久
保
正
敏
先
生
の
お
話
し
で
す
。

「
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
つ
な
ぐ
風
」

話
者　

久
保 

正
敏（
本
館 

名
誉
教
授
、
千
里
文
化
財
団 

専
務
理
事
）

イ
ギ
リ
ス
は
な
ぜ
、
遠
く
離
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
植
民
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は「
地
球
大
気
の
大

循
環
」に
あ
り
ま
し
た
。

「
お
う
ち
で
み
ん
ぱ
く
」の
ご
案
内

現
在
、
ご
自
宅
、
お
手
元
で
み
ん
ぱ
く
に
触
れ
て

い
た
だ
く
た
め
の「
お
う
ち
で
み
ん
ぱ
く
」の
サ
イ

ト
を
公
開
し
て
お
り
ま
す
。「
バ
ー
チ
ャ
ル
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
」、「
ぬ
り
え（
5
種
類
）」、「
飛
び
出
す
獅

子
舞　

福
ぬ
り
え
」、「
ペ
ー
パ
ー
ビ
ー
ズ
」、「
読

ん
で
み
よ
う
！
」の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ま
と
め
て
お
り

ま
す
。
再
開
し
ま
し
た
ら
、
是
非
実
際
の
資
料
を

見
に
足
を
は
こ
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

研
究
部
新
メ
ン
バ
ー

岡お
か
田だ 

恵え

美み

准
教
授（
人
類
基
礎
理
論
研
究
部
）

東
京
藝
術
大
学
大
学
院
で
博
士
号

を
取
得
後
、
琉
球
大
学
教
育
学
部

を
経
て
現
職
。
専
門
分
野
は
音
楽

民
族
学
。
イ
ン
ド
の
鍵
盤
楽
器
文

化
や
楽
器
産
業
、
ま
た
近
年
は
イ

ン
ド
北
東
部
少
数
民
族
の
ポ
リ

フ
ォ
ニ
ー
の
歌
唱
文
化
を
研
究
。

島し
ま
村む
ら 

一い
っ
平ぺ
い

准
教
授（
超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部
）

総
合
研
究
大
学
院
大
学
を
単
位
取

得
退
学
後
、
滋
賀
県
立
大
学
を
経

て
現
職
。
後
に
博
士
号（
文
学
・
総

合
研
究
大
学
院
大
学
）取
得
。
専

門
は
文
化
人
類
学
・
モ
ン
ゴ
ル
地

域
研
究
。
主
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、

チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
表
象
、
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
音
楽
、
チ
ベ
ッ
ト
･
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
実
践
な
ど
を
研
究
。

末す
え
森も
り 

薫か
お
る

助
教（
人
類
基
礎
理
論
研
究
部
）

筑
波
大
学
大
学
院
で
博
士
号
を
取

得
。
東
京
文
化
財
研
究
所
客
員
研

究
員
、
国
際
協
力
機
構
大
エ
ジ
プ

ト
博
物
館
保
存
修
復
セ
ン
タ
ー
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
専
門
家
、
関
西
大
学

国
際
文
化
財
・
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

Ｐ
Ｄ
、
民
博
機
関
研
究
員
を
経
て

現
職
。
博
物
館
資
料
の
保
存
・
管
理
に
関
す
る
実
証
的
研
究
、
中

国
の
石
窟
寺
院
を
対
象
と
し
た
研
究
に
携
わ
る
。

諸チ
ェ 

昭ソ

喜ヒ

助
教（
学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
）

奈
良
女
子
大
学
大
学
院
で
博
士
号

を
取
得
後
、
み
ん
ぱ
く
の
外
来
研

究
員
と
し
て
研
究
に
従
事
。
専
門

は
医
療
人
類
学
。韓
国
の「
産
後
風
」

と
い
う
病
い
を
事
例
と
し
て
、
バ

イ
オ
メ
デ
ィ
カ
ル
な
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
中
で
伝
統
医
学
の
病
い
、
病
い

の
文
化
的
な
構
築
な
ど
に
つ
い
て
研
究
。

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/to
m

o
m

o
vie

0
0

0/

http
s://w

w
w

.m
inpaku.ac.jp/m

useum
/new

s/ouchi

飛び出す獅子舞　福ぬりえ

重要なお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大予防のため、
本館関連の催し物について、本コーナーに掲
載の情報も含め、急遽、予定を変更する可能
性がございます。詳細につきましては、決ま
り次第本館ホームページに掲載いたします。
何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。
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わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
籠
。
安
く
て
便
利
な
素
材
の
籠
が
あ
り
ふ
れ
る
な
か
で
、

中
国
や
日
本
で
見
ら
れ
る
鵜う

飼か
い

の
現
場
で
は
、今
も
竹
製
の
籠
が
愛
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を

ひ
も
と
く
と
、現
代
の
大
量
消
費
社
会
と
は
異
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

鵜
の
運
搬
籠

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

卯う

田だ 

宗し
ゅ
う

平へ
い

ほ
か
に
代
替
で
き
る
籠
が
村
の
商
店
に
売
っ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
村
に
は
籠
作
り
の
技
術
を
も
つ

古
老
が
多
く
お
り
、
丈
夫
で
安
価
な
籠
を
容
易
に
入
手
で

き
る
か
ら
だ
。

ウ
ミ
ウ
の
運
搬
籠

日
本
で
は
、
現
在
、
長
良
川
や
木
曽
川
、
筑ち
く

後ご

川
な
ど

一
〇
カ
所
以
上
で
鵜
飼
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
日
本
各
地

の
鵜
飼
で
は
、
茨
城
県
日
立
市
十じ
ゅ
う

王お
う

町
で
捕
獲
さ
れ
た
ウ

ミ
ウ
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
各
地
の
鵜
匠
た
ち
は
十
王
町

か
ら
送
ら
れ
て
き
た
ウ
ミ
ウ
を
自
宅
な
ど
で
飼
い
慣
ら
し

て
い
る
。
こ
の
と
き
十
王
町
か
ら
ウ
ミ
ウ
を
運
ぶ
の
に
運

搬
籠
が
使
用
さ
れ
る
。

運
搬
籠
は
、
十
王
町
の
鵜
捕
り
師
た
ち
が
捕
獲
作
業
の

あ
い
ま
に
作
る
も
の
で
あ
る
。
籠
は
マ
ダ
ケ
を
利
用
し
、

わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
籠
は
身
近
な
存
在
で
あ
る
。ス
ー

パ
ー
に
入
る
と
手
に
と
る
籠
、
状
態
を
問
わ
ず
に
な
ん
で

も
受
け
入
れ
て
く
れ
る
洗
濯
籠
、「
は
や
く
魚
を
入
れ
て
く

れ
」
と
言
い
そ
う
な
わ
た
し
の
魚び

籠く

。

わ
た
し
た
ち
の
祖
先
は
狩
猟
採
集
の
時
代
に
生
活
の
必

要
性
か
ら
籠
を
作
っ
た
。
そ
し
て
現
在
、
わ
た
し
た
ち
は

籠
な
き
世
界
を
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
籠
を
使

用
し
て
い
る
。
汎
用
性
が
高
く
て
丈
夫
な
籠
を
安
価
で
入

手
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て

も
、
特
異
な
用
途
で
の
み
利
用
さ
れ
る
籠
が
あ
る
。
鵜
の

運
搬
籠
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
籠
は
、鵜
飼
の
鵜（
カ

ワ
ウ
や
ウ
ミ
ウ
）
を
も
ち
運
ぶ
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。

カ
ワ
ウ
の
運
搬
籠

鵜
飼
は
魚
食
性
の
鳥
類
を
利
用
し
て
魚
を
捕
る
漁
法
で

あ
る
。
現
在
、鵜
飼
は
中
国
と
日
本
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
国
の
鵜
飼
で
は
漁
師
た
ち
が
自
宅
で
繁
殖
さ
せ
た
カ
ワ

ウ
が
利
用
さ
れ
る
。
漁
師
の
な
か
に
は
自
ら
育
て
た
カ
ワ

ウ
を
ほ
か
の
漁
師
に
販
売
す
る
も
の
も
い
る
。
カ
ワ
ウ
を

繁
殖
さ
せ
る
漁
師
は
中
国
沿
岸
部
の
山
東
省
や
江
蘇
省
に

多
い
が
、
彼
ら
は
内
陸
部
の
湖
南
省
や
江
西
省
、
四
川
省

ま
で
カ
ワ
ウ
を
売
り
歩
く
。
こ
の
と
き
運
搬
籠
が
使
用
さ

れ
る
。

運
搬
籠
は
漁
師
自
身
が
編
ん
だ
も
の
も
あ
れ
ば
、
村
の

古
老
か
ら
購
入
し
た
も
の
も
あ
る
。
カ
ワ
ウ
の
繁
殖
作
業

が
お
こ
な
わ
れ
る
三
月
か
ら
五
月
に
村
々
を
歩
く
と
、
家

の
軒
先
で
運
搬
籠
を
手
際
よ
く
編
む
古
老
の
姿
を
よ
く
見

る
。
運
搬
籠
は
マ
ダ
ケ
や
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
で
作
ら
れ
、
な

か
に
は
稲
わ
ら
が
敷
き
詰
め
て
あ
る
。
稲
わ
ら
を
敷
く
の

は
、
な
か
に
い
る
カ
ワ
ウ
の
腹
に
タ
ケ
の
さ
さ
く
れ
が
刺

さ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
カ
ワ
ウ
を
売
り
歩

く
漁
師
は
、
ひ
と
つ
の
籠
に
二
五
日
齢
前
後
で
巣
立
ち
前

の
幼
鳥
を
一
〇
羽
ほ
ど
入
れ
、
そ
れ
を
ふ
た
つ
担
い
で
各

地
を
ま
わ
る
。

彼
ら
が
今
で
も
竹
製
の
籠
を
使
い
続
け
る
の
に
は
理
由

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
も
含
め
、

六
つ
目
編
み
で
仕
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
籠
作
り
で
は
、

ま
ず
長
さ
一
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ヒ
ゴ
を
準
備
し
、

籠
の
底
部
を
六
つ
目
に
編
み
込
む
。
そ
の
あ
と
、
籠
の
腰

部
を
立
ち
あ
げ
、
胴
部
の
周
囲
に
別
の
ヒ
ゴ
を
ま
わ
し
て

編
む
。
最
後
に
、
菰こ
も

を
胴
部
に
巻
い
て
完
成
さ
せ
る
。
ひ

と
つ
の
籠
を
作
る
の
に
計
五
〇
本
の
ヒ
ゴ
の
ほ
か
、
菰
や

わ
ら
縄
、
ロ
ー
プ
が
使
用
さ
れ
る
。
実
際
に
籠
を
利
用
す

る
と
き
は
、
下
半
分
に
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
巻
き
つ
け
る
。
こ

れ
は
、
運
搬
時
に
ウ
ミ
ウ
の
糞ふ
ん

尿に
ょ
う

が
籠
か
ら
流
れ
出
る
の

を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

こ
の
籠
は
片
道
の
運
搬
で
し
か
使
用
さ
れ
な
い
。
そ
れ

で
も
彼
ら
は
、
タ
ケ
の
切
り
だ
し
や
ヒ
ゴ
作
り
も
含
め
、

時
間
と
手
間
を
か
け
な
が
ら
運
搬
籠
を
作
る
。
竹
製
の
籠

を
作
り
続
け
る
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
ウ
ミ
ウ
の
購

入
者
で
あ
る
鵜
匠
が
運
搬
籠
を
再
利
用
で
き
る
こ
と
も
重

要
な
点
で
あ
る
。
各
地
の
鵜
匠
た
ち
は
ウ
ミ
ウ
を
飼
育
す

る
た
め
に
、
運
搬
籠
と
は
異
な
る
竹
製
の
飼
育
籠
を
所
有

し
て
い
る
。
そ
の
飼
育
籠
が
破
損
し
た
場
合
、
運
搬
籠
に

編
み
込
ま
れ
た
ヒ
ゴ
な
ど
を
利
用
し
て
修
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
は
、
過
去
に
比
べ
て
ヒ
ゴ
な
ど
の
入
手
が

容
易
で
は
な
く
な
っ
た
現
在
に
求
め
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。

ひ
と
つ
の
籠
作
り
に
手
間
と
時
間
を
か
け
る
。
な
お
か

つ
購
入
者
に
よ
る
二
次
的
な
利
用
の
こ
と
も
考
え
る
。
い

く
つ
か
の
目
的
を
併
せ
も
つ
鵜
の
運
搬
籠
は
、
安
価
な
籠

が
あ
ふ
れ
る
大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
時
代
に
お
い
て
失
っ

た
も
の
を
映
し
だ
す
鏡
の
よ
う
で
あ
る
。

家の軒先で運搬籠を手際よく編む古老（山東省済寧市、2007年）

カワウをもち運ぶときに使用される円錐（えんすい）台のかたちをした籠（山東省済寧市、2007年）

上：完成した運搬籠（茨城県日立市、2018年）
下：鵜小屋におかれている、ウミウを飼育するための籠（岐阜県岐阜市、2012年）
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みんぱく回遊

オンライン展示の条件
伊
い

藤
とう

 敦
あつ

規
のり

民博 学術資源研究開発センター

思
想
や
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
代
替
不
可
能
な

著
作
物
も
多
分
に
含
ま
れ
る
。
制
作
者
か
ら
直
接

購
入
し
た
場
合
は
口
頭
で
許
諾
を
得
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
示
す
文
書
記
録
の
存
在
を
確

認
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
で
き
な
か
っ
た
。
著
作
権
を
専

門
と
す
る
複
数
の
弁
護
士
に
よ
れ
ば
、
収
蔵
資
料
の

高
解
像
画
像
を
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
ず
に
公
衆

送
信
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
が
非
営
利
の
研
究
目
的
で
お
こ
な
っ
た
と
し
て
も
、

違
法
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
そ
う

だ
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
遵
守
や
社
会
的
信
用
と

い
っ
た
観
点
か
ら
、
そ
う
し
た
運
用
は
相
当
な
リ
ス

ク
を
抱
え
る
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
た
。

「
再
会
」
が
生
み
出
す
「
も
の
語
り
」

こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
筆
者
は
米
国
南
西
部

先
住
民
製
と
さ
れ
る
資
料
の
作
者
や
そ
の
遺
族
を

探
し
、
利
用
許
諾
を
取
得
す
る
試
み
を
始
め
た
。
新

規
収
集
の
際
に
も
著
作
権
者
の
意
思
を
書
面
に
残

し
、
収
蔵
機
関
と
し
て
の
継
承
に
努
め
て
い
る
。
そ

れ
が
叶か
な
わ
な
い
場
合
は
表
示
サ
イ
ズ
を
小
さ
く
す
る
、

公
衆
送
信
の
対
象
か
ら
外
し
て
公
開
範
囲
を
館
内

に
狭
め
る
、
パ
ス
ワ
ー
ド
入
力
を
必
須
と
す
る
限
定

公
開
に
切
り
替
え
る
、
と
い
っ
た
対
応
を
選
択
的
に

お
こ
な
っ
て
い
る
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、国
外
の
著
作
権
者
と
の「
再

会
」
は
単
な
る
事
務
手
続
き
に
留
ま
ら
ず
、
資
料

に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
再
収
集
す
る

ま
た
と
な
い
機
会
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ

の
画
像
な
の
で
、
平
均
す
れ
ば
合
計
約
一
四
五
万
枚

が
公
開
済
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
公
開
と
著
作
権

た
だ
し
、
各
機
関
の
公
開
状
況
は
一
定
で
は
な
い
。

あ
え
て
低
解
像
度
や
サ
ム
ネ
イ
ル
サ
イ
ズ
で
提
供
す

る
場
合
も
あ
る
し
、
館
内
公
開
に
留
め
る
機
関
や
、

職
員
以
外
に
公
開
し
な
い
機
関
も
少
な
く
な
い
。
デ

ジ
タ
ル
化
イ
コ
ー
ル
高
解
像
度
の
館
外
公
開
、
と
一

律
に
い
か
な
い
の
は
、
著
作
権
と
い
う
国
際
ル
ー
ル

の
影
響
が
大
き
い
。
例
え
ば
日
本
で
は
、
作
り
手
の

知
名
度
や
出
自
、
作
品
の
形
態
や
金
銭
的
価
値
に

よ
ら
ず
、「
思
想
ま
た
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し

た
文
芸
、
学
術
、
美
術
ま
た
は
音
楽
の
範
囲
に
属
す

る
も
の
」
が
著
作
物
と
さ
れ
る
。
著
作
権
に
関
す
る

国
際
ル
ー
ル
を
定
め
た
「
ベ
ル
ヌ
条
約
」「
万
国
著

作
権
条
約
」「
W
I
P
O
著
作
権
条
約
」
に
従
え
ば
、

条
約
締
結
国
の
国
民
が
制
作
し
た
著
作
物
に
は
「
内

国
民
待
遇
の
原
則
」
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
著
作
権

の
保
護
期
間
内
な
ら
、
二
次
的
著
作
物
の
公
衆
送
信

は
保
護
対
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
著
作
物
の
画
像

を
オ
ン
ラ
イ
ン
公
開
す
る
際
に
は
、
制
作
者
が
日
本

国
民
で
な
い
国
外
著
作
物
で
あ
っ
て
も
、
著
作
権
の

保
護
期
間
が
終
了
し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
状

態
に
な
っ
た
場
合
を
除
き
、
原
著
作
物
の
制
作
者
や

著
作
権
者
か
ら
利
用
許
諾
を
得
る
必
要
が
生
じ
る
。

民
博
の
収
蔵
資
料
の
大
半
は
日
用
品
で
、
そ
れ
を

製
作
す
る
た
め
の
道
具
や
工
業
製
品
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
あ
る
民
族
集
団
に
属
す
る
制
作
者
個
人
の

二
〇
二
〇
年
二
月
、
米
国
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
協
会
は

収
蔵
資
料
の
高
解
像
画
像
（
二
次
元
デ
ー
タ
）
お
よ

び
三
次
元
デ
ー
タ
を
無
償
配
信
す
る
「
ス
ミ
ソ
ニ
ア

ン
・
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
」
を
公
開
し
た
。
収
録
画

像
数
は
約
二
八
〇
万
枚
に
お
よ
び
、
今
後
数
カ
月
で

さ
ら
に
二
〇
万
枚
を
追
加
す
る
ら
し
い
。
目
標
は
、

収
蔵
総
数
一
億
五
五
〇
〇
万
点
の
資
料
の
デ
ジ
タ
ル

化
と
オ
ン
ラ
イ
ン
共
有
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
、
大
英
博
物
館
、
メ

ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
、
オ
ラ
ン
ダ
国
立
民
族
学
博

物
館
、
東
京
国
立
博
物
館
と
い
っ
た
研
究
機
関
を
兼

ね
た
文
化
施
設
も
、
民
族
誌
資
料
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル

画
像
の
公
開
を
始
め
た
。「
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
」や「
ジ
ャ

パ
ン
サ
ー
チ
」
の
よ
う
な
複
数
機
関
を
横
断
検
索
す

る
仕
組
み
に
も
一
部
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。
推
進
の

背
景
は
、
貴
重
な
資
料
の
記
録
と
次
世
代
へ
の
継
承

の
観
点
に
基
づ
く
デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
期
待
、
情
報
通

信
機
器
の
個
人
所
有
化
の
拡
大
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

環
境
の
整
備
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
訪
問
が
困
難
な
人

び
と
に
対
す
る
利
用
機
会
の
創
出
な
ど
で
、
そ
れ
ら

が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
民
博
で
の
収
蔵
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
公

開
状
況
は
ど
う
か
。
法
人
化
し
た
二
〇
〇
四
年
か
ら

現
在
ま
で
の
一
六
年
間
、
つ
ま
り
創
設
以
来
三
分
の

一
の
年
月
を
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
事
業
の
運
用
に
費

や
し
て
き
た
。
二
〇
二
〇
年
三
月
現
在
、
約
三
五
万

点
あ
る
モ
ノ
資
料
の
八
割
（
約
二
九
万
点
）
が
、「
標

本
資
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
オ
ン
ラ
イ
ン
公
開

さ
れ
て
い
る
。
一
点
あ
た
り
一
枚
か
ら
一
〇
枚
程
度

の
成
果
が
、
資

料
の
制
作
者

の
氏
名
や
彼

ら
が
名
付
け

た
題
目
を
、
展

示
資
料
の

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

に
表
示
で
き

た
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
民

博
に
招
し
ょ
う

聘へ
い

し

た
ソ
ー
ス
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
び
と
に
よ
る
収
蔵
資

料
一
点
一
点
の
「
も
の
語
り
」
映
像
を
、
今
春
か
ら

本
館
展
示
場
二
階
の
多
機
能
端
末
室
で
視
聴
で
き

る
環
境
を
整
え
た
。
そ
こ
で
は
映
像
記
録
や
高
解
像

画
像
と
い
っ
た
膨
大
な
情
報
が
、
公
衆
送
信
を
伴
わ

な
い
や
り
方
で
配
信
さ
れ
る
。

標
題
を
自
ら
付
す
こ
と
や
「
も
の
語
り
」
は
、
ア

フ
リ
カ
展
示
場
の
「
働
く
」
セ
ク
シ
ョ
ン
に
設
置
さ

れ
た
使
用
者
本
人
に
よ
る
道
具
の
解
説
映
像
と
あ
る

意
味
共
通
す
る
。
両
者
は
個
人
の
記
憶
と
経
験
に
基

づ
く
自
文
化
の
語
り
を
収
録
し
た
も
の
で
、
文
化
的

他
者
に
よ
る
資
料
分
類
や
解
説
と
い
う
代
弁
と
は
趣

を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
と

オ
ン
ラ
イ
ン
公
開
の
た
め
の
著
作
権
処
理
や
自
文
化

の
語
り
の
た
め
の
配
慮
は
、
収
集
以
来
途
切
れ
が
ち

だ
っ
た
収
蔵
機
関
と
ソ
ー
ス
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
交

流
を
促
進
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
著
作
権
を
め
ぐ

る
民
族
学
博
物
館
な
ら
で
は
の
取
り
組
み
だ
ろ
う
。

〈本館展示場〉

観覧券売場

公衆送信ではないやり方でソースコミュニティの人びとによ
る「もの語り」を視聴できる環境が、今春、多機能端末室に整
えられた

米国南西部地域の宝飾品（アメリカ、H0281571ほか）
2020年春にリニューアルしたアメリカ展示場の先住民製銀細工。
約900年前に制作されたミンブレス土器を熟覧し、その模様やデ
ザインを現代の創作活動に展開した

アフリカ展示
「働く」セクション

多機能端末室

アメリカ展示
「創る」セクション

クワ（ザンビア）

民博3階スタジオで、ファナンダ・ロマイェスティワ作の「手首当
て」（H0268577）について語るホピのジェロ・ロマベンティマさん
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二
〇
二
〇
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
五
回
大
阪
ア
ジ
ア
ン

映
画
祭
で
上
映
さ
れ
た
本
作
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
出
身
の
女

性
監
督
ル
バ
イ
ヤ
ッ
ト
・
ホ
セ
イ
ン
（
一
九
八
一
〜
）
の
脚
本
・

監
督
に
よ
っ
て
、
ア
パ
レ
ル
生
産
工
場
で
働
く
女
性
た
ち
の
闘

い
を
描
い
て
い
る
。

映
画
の
舞
台
は
世
界
の
大
手
ア
パ
レ
ル
工
場
が
立
ち
並
ぶ
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
首
都
ダ
ッ
カ
。
二
三
歳
の
主
人
公
シ
ム
は
縫
製

工
場
で
働
い
て
い
る
。
過
酷
な
労
働
状
況
、
安
全
性
を
欠
く
工

場
設
備
、
低
賃
金

な
う
え
に
き
ち
ん

と
支
払
わ
れ
な
い

給
与
、
そ
れ
で
も

他
に
就
け
る
仕
事

が
な
く
葛
藤
し
な

が
ら
も
働
き
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
毎
日
の
な
か
で
、

シ
ム
は
労
働
組
合

の
立
ち
上
げ
を
決

意
す
る
。
経
営
者

か
ら
の
脅
し
や
家

族
の
反
対
に
も
め

げ
ず
、
同
僚
た
ち

や
り
に
よ
っ
て
団
結
し
、
抵
抗
す
る
姿
は
圧
倒
的
で
頼
も
し
い
。

ル
バ
イ
ヤ
ッ
ト
監
督
は
、
こ
の
映
画
は
「
女
性
の
抵
抗
」
を
描

く
と
同
時
に
、
ム
ス
リ
ム
女
性
に
対
す
る
犠
牲
者
と
い
う
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
を
壊
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
事
実
、
こ
の
映
画

の
舞
台
と
な
っ
た
二
〇
一
三
年
を
節
目
に
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

の
ア
パ
レ
ル
産
業
は
、
彼
女
た
ち
の
抵
抗
と
行
動
に
よ
っ
て
大

き
く
変
化
し
て
い
る
。

「
ラ
ナ
・
プ
ラ
ザ
崩
落
事
故
」
の
そ
の
後

映
画
は
実
在
す
る
人
物
ダ
リ
ヤ
・
ア
ク
タ
ー
・

ド
リ
氏
の
実
話
に
基
づ
い
て
い
る
。
冒
頭
で
述
べ
た

大
阪
ア
ジ
ア
ン
映
画
祭
で
、
映
画
祭
と
神
戸
女
学

院
大
学
文
学
部
英
文
学
科
と
の
共
催
に
よ
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「『
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
』

を
考
え
る
」を
開
催
し
、ダ
リ
ヤ
氏
と
の
ト
ー
ク
セ
ッ

シ
ョ
ン
を
お
こ
な
っ
た
。
ダ
リ
ヤ
氏
が
組
合
を
立
ち

上
げ
る
べ
く
奮
闘
し
た
の
は
二
〇
一
三
年
二
月
か
ら

四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
カ
月
の
闘
い
の
あ
い

だ
の
四
月
二
四
日
に
、
ダ
ッ
カ
で
は
「
ラ
ナ
・
プ
ラ

ザ
崩
落
事
故
」
が
起
き
た
。
縫
製
工
場
が
ひ
し
め

き
あ
う
ビ
ル
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
一
一
〇
〇
人
以
上

の
労
働
者
が
死
亡
、
約
二
五
〇
〇
人
が
負
傷
し
た
。

ラ
ナ
・
プ
ラ
ザ
崩
落
事
故
は
世
界
の
ア
パ
レ
ル
産
業

の
大
惨
事
と
し
て
問
題
を
露
呈
す
る
と
と
も
に
、
彼

女
た
ち
の
労
働
運
動
を
活
発
化
さ
せ
た
。
以
降
、

発
注
す
る
側
の
多
国
籍
企
業
は
、
工
場
の
施
工
条

件
や
最
低
賃
金
の
確
保
な
ど
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を

強
化
し
た
。

の
署
名
を
集
め
、
労
務
省
に
掛
け
合
い
奮
闘
す
る
。
衣
装
や
言

葉
遣
い
に
示
さ
れ
る
格
差
、
そ
れ
を
互
い
に
感
じ
つ
つ
も
階
層

を
超
え
て
助
け
合
う
女
性
た
ち
、
埃ほ
こ
りま
み
れ
の
ダ
ッ
カ
の
街
と

電
力
不
足
で
暗
い
部
屋
に
一
際
映
え
る
色
鮮
や
か
な
彼
女
た
ち

の
衣
装
が
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
示
す
。

女
性
た
ち
の
抵
抗

映
画
に
出
て
く
る
女
性
た
ち
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
急
速

な
経
済
成
長
を
支
え
る
主
要
労
働
力
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
世

界
の
ア
パ
レ
ル
産
業
を
担
っ
て
い
る
。
現
在
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

は
中
国
に
次
ぐ
世
界
第
二
位
の
輸
出
型
既
製
服
生
産
国
で
、

フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
世
界
の
主
要
ア
パ
レ
ル
ブ

ラ
ン
ド
が
彼
女
た
ち
の
「
豊
富
で
安
価
な
労
働
力
」
に
頼
っ
て

い
る
。
映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン
に
、
シ
ム
が
一
日
に
縫
う
T
シ
ャ

ツ
は
一
六
五
〇
枚
、
そ
の
T
シ
ャ
ツ
が
海
外
の
店
頭
に
並
ぶ
と

き
、
わ
ず
か
二
、
三
枚
の
値
段
が
彼
女
の
月
収
に
相
当
す
る
と

い
う
印
象
的
な
会
話
が
あ
る
。
こ
の
不
均
衡
な
経
済
シ
ス
テ
ム

の
も
と
で
の
搾
取
は
、
日
本
で
暮
ら
す
わ
た
し
た
ち
に
も
無
縁

で
は
な
い
。〝M

ade in B
angladesh

〞
は
、
今
や
わ
た
し
た

ち
が
日
々
纏ま
と

う
衣
類
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
彼
女
た
ち
の
闘
い
の

矛
先
は
、
わ
た
し
た
ち
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
映
画
は
彼
女
た
ち
を
決
し
て
「
無
力
な
犠
牲
者
」
に

は
描
い
て
い
な
い
。
状
況
を
憂
え
な
が
ら
も
強
い
感
情
と
思
い

し
か
し
こ
の
こ
と
で
、
工
場
で
働
く
女
性
た
ち
の
状
況
が
改

善
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
映
画
の
主
人
公
シ
ム
、
実
在
の
ダ
リ

ヤ
氏
が
働
い
て
い
た
工
場
は
、
施
工
条
件
を
満
た
せ
ず
数
年
後

に
は
閉
鎖
に
追
い
や
ら
れ
、
彼
女
を
含
む
多
く
の
労
働
者
は
仕

事
を
失
っ
た
。
彼
女
は
労
働
者
の
代
表
と
し
て
工
場
経
営
者
と

と
も
に
、
改
善
の
た
め
の
猶
予
期
間
や
労
働
確
保
を
多
国
籍
企

業
に
懇
願
し
た
が
応
じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
組
合
活
動
を

や
っ
て
い
た
彼
女
た
ち
は
他
の
工
場
で
も
な
か
な
か
雇
っ
て
も

ら
え
な
い
。
そ
し
て
現
在
、
世
界
の
ア
パ
レ
ル
産
業
は
、
労
働

環
境
が
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
か
ら
ヨ
ル
ダ
ン

な
ど
他
国
へ
と
工
場
を
移
転
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
働

く
の
は
、
ダ
ッ
カ
で
仕
事
を
失
い
、
海
外
出
稼
ぎ
労
働
者
と
し

て
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
か
ら
き
た
女
性
た
ち
で
あ
る
。
異
国
の
地

で
働
く
彼
女
た
ち
は
、
ダ
ッ
カ
で
働
い
て
い
た
と
き
の
よ
う
な

労
働
組
合
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
も
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
さ
ら
に
過

酷
な
労
働
状
況
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
世
界
の
ア
パ
レ
ル
産
業
の
歴
史
的
負
の
連
鎖
は
い
つ
ま

で
続
く
の
だ
ろ
う
か
。
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
先
端
に
い
る
消
費

者
の
わ
た
し
た
ち
が
、
そ
ろ
そ
ろ
立
ち
上
が
る
と
き
を
迎
え
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
と
闘
う
女
性
た
ち

南み
な
み

出で 

和か
ず

余よ

神
戸
女
学
院
大
学
准
教
授

M
「メイド・イン・バングラデシュ」

原題：Made in Bangladesh

2019年／バングラデシュ・フランス・デンマーク・ポルトガル／ベンガル語／95分
監督：ルバイヤット・ホセイン
出演：リキタ・シム、ノベラ・ラフマン、パルビン・パル、ディパニタ・マーティンほか

ダッカの縫製工場でライン作業をする
女性たち（2012年）

ダッカの一角にある複数の縫製工場が入る
ビル（2018年）

「メイド・イン・バングラデシュ」のワンシーン（提供：ルバイヤット・ホセイン）
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いことばの

岡
おか

本
もと

 真
ま

理
り

大阪大学教授

「わたしこそ、ありがとう」

だ
さ
い
」
と
ウ
ェ
イ
タ
ー
と
エ
ン
ド
レ
ス
の
言
い
合
い
に

な
っ
た
と
き
は
、
横
で
見
て
い
た
家
族
が
「
も
う
い
い
じ
ゃ

な
い
、
食
べ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
か
ら
払
っ
て
も
」
と
さ
す
が
に

あ
き
れ
顔
に
な
っ
た
。
わ
た
し
は
元
来
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
ぼ
ー
っ
と
し
た
の
ん
び
り
屋
だ
っ
た
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
留

学
を
境
に
、
や
や
攻
撃
型
の
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
当
時
ま
だ
社
会
主
義
国
か
ら
体
制

転
換
を
果
た
し
た
ば
か
り
の
混
乱
し
た
社
会
で
、
覚
え
た

て
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
全
身
全
霊
を
傾
け
て
自
己
主
張
し
、

と
き
に
勝
利
を
つ
か
み
と
り
、
と
き
に
涙
を
の
む
こ
と
で
、

わ
た
し
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
会
話
力
が
格
段
に
向
上
し
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

「
お
・
も
・
て
・
な
・
し
」
が
自
慢
の
ど
こ
か
の
国
と
は

違
い
、
一
九
八
九
年
ま
で
社
会
主
義
国
で
あ
っ
た
ハ
ン
ガ

リ
ー
は
、
お
世
辞
に
も
サ
ー
ビ
ス
が
行
き
届
い
た
社
会
と

は
い
え
な
い
。
ス
ー
パ
ー
の
レ
ジ
係
の
「
商
品
を
売
っ
て
や

る
」
と
い
う
態
度
、
客
の
「
あ
り
が
た
く
買
わ
せ
て
い
た

だ
く
」
と
い
う
態
度
は
、
残
念
な
が
ら
一
朝
一
夕
に
は
改
善

し
な
い
。
レ
ジ
の
会
計
が
終
わ
る
と
、
ま
ず
客
が
「
あ
り

が
と
う
」
と
言
い
、こ
れ
に
応
え
て
店
員
が
「
わ
た
し
こ
そ
、

あ
り
が
と
う
」
と
言
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
日
本
の
ス
ー
パ
ー
で
店
員
ば
か

り
が
一
方
的
で
過
度
に
丁
重
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
客

は
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
無
反
応
な
態
度
で
ス

ル
ー
す
る
光
景
が
、
逆
に
異
様
に
思
え
て
く
る
。
客
も
店

員
も
同
じ
人
間
だ
。
店
員
の「
わ
た
し
こ
そ
、あ
り
が
と
う
」

の
こ
と
ば
に
、
か
え
っ
て
平
等
な
人
権
を
も
つ
者
同
士
の
、

互
い
を
尊
重
し
合
う
響
き
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。

新
し
い
外
国
語
を
学
び
、
そ
の
こ
と
ば
を
上
手
に
話
せ

る
よ
う
に
な
り
た
い
、
と
強
く
思
っ
た
と
き
、
み
な
さ
ん

な
ら
ど
の
よ
う
な
勉
強
の
工
夫
を
す
る
だ
ろ
う
か
？
　
現

地
の
友
人
を
作
っ
て
会
話
を
す
る
、
映
画
や
ド
ラ
マ
を
、

台せ
り
ふ詞
を
暗
記
す
る
ま
で
繰
り
返
し
見
る
、
な
ど
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
わ
た
し
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
と
い
う
ち
ょ
っ
と
め
ず

ら
し
い
言
語
に
大
学
生
の
こ
ろ
に
出
会
い
、
結
局
そ
れ
を

研
究
・
教
育
す
る
こ
と
を
職
業
と
し
て
こ
れ
ま
で
や
っ
て

き
た
。
今
振
り
返
っ
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
会
話
力
を
ど
の

よ
う
に
身
に
着
け
た
の
か
考
え
て
み
る
と
、
留
学
時
代
の

知
人
友
人
と
の
交
流
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
よ
り
強
烈

な
記
憶
は
「
ケ
ン
カ
」
な
の
で
あ
る
。

タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
と
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
ウ
ェ
イ
タ
ー

と
、
郵
便
局
や
旅
行
社
、
駅
の
切
符
売
り
場
の
係
員
と
、

列
車
に
乗
れ
ば
切
符
を
め
ぐ
っ
て
検
札
員
と
、
さ
ら
に
査

証
を
め
ぐ
っ
て
国
境
警
備
員
と
…
…
な
ど
、
こ
れ
ま
で
い

ろ
ん
な
場
で
口
論
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
タ
ク
シ
ー
の

改
造
メ
ー
タ
ー
の
料
金
が
み
る
み
る
上
が
り
続
け
れ
ば
、

「
ち
ょ
っ
と
こ
の
メ
ー
タ
ー
お
か
し
い
よ
。
前
に
乗
っ
た
と

き
は
こ
ん
な
に
高
く
な
か
っ
た
。
な
ん
で
赤
信
号
で
こ
ん

な
に
上
が
る
の
」
と
文
句
を
言
わ
な
い
と
い
け
な
い
し
、

頼
ん
で
も
い
な
い
サ
ラ
ダ
が
運
ば
れ
、
そ
の
料
金
を
請
求

さ
れ
た
り
す
る
と
、「
こ
れ
は
頼
ん
だ
覚
え
が
な
い
」
と
主

張
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
る
と
、「
お
か
し
い
な
ぁ
」

と
と
ぼ
け
た
運
転
手
は
メ
ー
タ
ー
を
バ
ン
！
と
叩た
た

き
、
そ

の
衝
撃
で
表
示
は
ゼ
ロ
に
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
、
目
的
地
に
着

い
た
こ
ろ
に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
料
金
と
な
る
の
だ
。
食
べ

て
し
ま
っ
た
サ
ラ
ダ
の
こ
と
を
「
セ
ッ
ト
だ
と
思
っ
た
か
ら

食
べ
た
ん
だ
」「
セ
ッ
ト
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
、
払
っ
て
く
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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

本号の特集「釣り」は、釣り道具をとりあげてほしいという読

者からのお便りに端を発する。釣りは旧石器時代から続いてきた

営みだけに、釣りばりの起源や神話から生業、遊興、文学、故事

にいたるまで、また場所も元銭湯から渓流、大海原までと幅広い

充実した論稿がそろった。思えば現代人にとって、釣りほどヒト

が自然に能動的に働きかけ、その結果が即時に、かつ直にわかる

活動はないのではないか。

沖縄の粟
あ

国
ぐに

島
じま

の珊
さん

瑚
ご

礁
しょう

の端で釣りをしていて印象的な光景を目

にしたことがある。ヤマトンチュの小学 4年の男児が、魚信を感

じた途端にもっていた釣り竿を放り投げ、テグスを両手で手繰り

はじめたのだ。リールを巻くことなど頭から吹っ飛び、逃がして

なるものかと必死だったのだろう。釣りの本質はこの男児の反応

に凝縮される。細いテグスを介して見えない魚のブルブルという

生を感じる興奮と、それを獲りたいという欲望だ。釣りには動物

としてのヒトがもつ根源的なエクスタシーが伴うようだ。だとす

れば、釣りと一体の営みのはずだった、釣った魚をさばいて味わ

うことも大切だろう。粟国島でのかの男児は、釣り上げた魚をちゃ

んと食べていた。（南真木人）
月刊みんぱく  2020年 5月号
第 44巻第 5号通巻第 512号　2020年 5月 1日発行

編集・発行 人間文化研究機構 国立民族学博物館
 〒 565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1
 電話　06-6876-2151

発行人 園田直子
編集委員 南真木人（編集長）　上羽陽子　齋藤晃
                         菅瀬晶子　三島禎子　吉岡乾
デザイン 宮谷一款　長岡綾子
制作・協力 一般財団法人 千里文化財団
印刷 株式会社 遊文舎

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

次号の予告
特集

「食と博物館展示」（仮）

●表紙：アニメ「NieA_7（ニア アンダーセブン）」のモデルとなった銭湯「荏（え）
の花温泉」を改装した「旗の台つりぼり店」（東京都品川区、6頁参照） 
（撮影：木名瀬高嗣、2019年）

52020

月号

月
刊

みんぱくフェイスブック  https://www.facebook.com/MINPAKU.official
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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）




