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1 2021.10

ほ
ぼ
一
〇
〇
年
前
の
一
九
二
二
年
、
ひ
と
り
の
ア
メ
リ

カ
人
が
実
業
家
の
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

を
訪
ね
て
き
て
、
熱
弁
を
ふ

る
っ
た
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
に
居
住
す
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人

が
、
直
前
の
第
一
次
世
界
大
戦
以
来
、
政
府
の
迫
害
に
苦

し
め
ら
れ
て
い
る
。
無
数
の
生
命
が
奪
わ
れ
、
居
住
地
と

寝
食
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
難
民
と
な
っ
て
民
族
の
滅
亡

に
も
追
い
や
ら
れ
て
い
る
と
。

い
ま
な
お
「
ア
ル
メ
ニ
ア
人
迫
害
」
問
題
と
し
て
、
論

議
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
一
件
で
あ
る
。
同
情
心
に
震
え

た
渋
沢
は
、
す
ぐ
さ
ま
救
援
委
員
会
を
た
ち
あ
げ
、
救
援

基
金
の
た
め
の
募
金
運
動
の
先
頭
に
た
っ
た
。
難
民
を
め

ぐ
る
国
際
支
援
と
し
て
は
、
日
本
と
し
て
最
初
の
活
動
と

な
っ
た
。
練
達
の
渋
沢
に
と
っ
て
も
、
は
じ
め
て
の
経
験
。

「
た
と
え
宗
教
が
異
な
っ
て
も
、
人
類
と
し
て
見
殺
し

に
す
る
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
」
と
訴
え
た
。
こ
の
運
動
は
、

た
ち
ど
こ
ろ
に
、
大
正
時
代
の
日
本
で
反
響
を
よ
び
、
短

期
間
の
う
ち
に
二
万
円
の
支
援
基
金
が
集
ま
り
、
国
際
機

関
を
と
お
し
て
現
地
へ
届
け
ら
れ
た
と
い
う
。
時
に
、
渋

沢
は
八
二
歳
。
国
際
社
会
に
乗
り
出
す
に
は
遅
か
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
に
わ
か
な
国
際
化
の
時
代
の
波
を
感
じ

と
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
な
よ
う
だ
。
そ
の
前
年
の

一
九
二
一
年
、
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
国
際
連
盟
で
は
、

鳴
り
物
い
り
で
設
置
さ
れ
た
委
任
統
治
委
員
会
に
、
日
本

か
ら
代
表
者
が
参
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
派
遣
さ
れ
た

の
は
、
な
ん
と
直
前
ま
で
貴
族
院
書
記
官
長
を
務
め
て
い

た
元
官
僚
の
民
俗
学
者
・
柳

や
な
ぎ

田た

国く
に

男お

で
あ
る
。
前
後
二
回

の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
滞
在
の
あ
い
だ
、
柳
田
は
不
自
由
な
フ
ラ

ン
ス
語
で
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
世
界
各
地
の
旧
植
民
地

と
そ
の
民
族
へ
の
関
心
を
語
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
国
際
連
盟
に
あ
っ
て
、
事
務
次
長
に
任
じ
ら
れ
、

な
ま
な
ま
し
い
世
界
情
勢
を
見
守
っ
た
の
は
、
農
業
経
済

学
者
の
新に

渡と

戸べ

稲い
な

造ぞ
う

。
世
界
組
織
の
采
配
者
と
い
う
役
務

に
臆
す
る
こ
と
な
く
、
普
遍
的
価
値
と
国
益
と
を
あ
わ
せ

調
整
す
る
と
は
、
ど
れ
だ
け
困
難
な
作
業
だ
っ
た
こ
と
か
。

ま
た
、
す
で
に
国
際
ス
ポ
ー
ツ
交
流
の
場
と
し
て
の

近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
の
意
義
を
強
調
し
て
、
み
ず

か
ら
国
際
組
織
に
身
を
投
じ
て
い
た
の
は
、
柔
道
家
の

嘉か

納の
う

治じ

五ご

郎ろ
う

で
あ
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
日
本
人
の
初

参
加
は
、
一
九
一
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
こ
ろ
突
然
に
や
っ
て
き
た
か
の
よ
う
な
国
際
社

会
の
大
波
。
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
、
ど
ん
な
手
段
を
と
っ

て
こ
の
波
に
乗
り
、
重
要
な
構
成
員
と
し
て
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
る
か
。

熟
練
の
国
際
人
と
は
い
い
が
た
い
当
時
の
日
本
人

だ
っ
た
が
、
熟
慮
と
覚
悟
を
も
っ
て
、
こ
の
大
波
を
乗
り

こ
な
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
一
世
紀
の
時
を
隔
て
て
、
い

ま
あ
ら
た
め
て
そ
の
労
苦
を
し
の
び
つ
つ
、
あ
ら
た
な
行

動
の
指
針
に
想
い
を
い
た
し
て
み
た
い
。

一
〇
〇
年
前
の
大
波

樺か
ば

山や
ま 

紘こ
う

一い
ち 

プロフィール
1941年東京都生まれ。歴史学者。東京大学文学部卒業、同大学院をへて、1969年から京都大学人文科学
研究所助手。1976年から東京大学文学部助教授、のち教授。その間、短期で国立民族学博物館客員教授。
2001年から国立西洋美術館長。2005年から印刷博物館館長。2020年から渋沢栄一記念財団理事長。おもな
著作は『ルネサンスと地中海』（中央公論社）、『歴史の歴史』（千倉書房）など。
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1930年代のアチックミューゼアムの室内（提供：神奈川大学日本常民文化研究所、写4-1-7-2）

上：「日本民族学協会附属民族学博物
館（保谷民博）人物／資料データ
ベース」の画像一覧画面

左：衣冠用沓（くつ）。資料管理原簿
に詳しい記述はないが、受け入
れ時期などからみて、宮中儀礼
で敬三自身が用いたと推測される
（H0026797）

日本民族学協会附属民族学博物館（保谷民博）人物／資料データベース
https://ifm.minpaku.ac.jp/hoya/

学
博
物
館
、
二
〇
一
三
年
）
に
詳
し
い
。

み
ん
ぱ
く
と
渋
沢
敬
三

た
だ
し
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
敬
三
と
を
橋
渡
し
し
た
の

は
、
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
だ
け
で
は
な
い
。
ア
チ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
仲
間
と
と
も
に
敬
三
が
集
め
た
資
料

は
、
一
九
三
七
年
に
日
本
民
族
学
会
（
の
ち
の
日
本
民
族

学
協
会
、
現
在
の
日
本
文
化
人
類
学
会
）
に
寄
附
さ
れ
、
そ

こ
で
長
ら
く
敬
三
の
庇ひ

護ご

を
受
け
て
成
長
し
た
。
敬
三

は
、
資
料
を
研
究
・
展
示
す
る
た
め
に
東
京
府
保ほ
う

谷や

村む
ら

下し
も

保ほ
う

谷や

（
現
東
京
都
西
東
京
市
下
保
谷
）
の
土
地
と
建
物
を

寄
附
し
た
の
み
な
ら
ず
、
研
究
員
を
雇
用
す
る
た
め
の
経

費
も
定
期
的
に
学
会
（
協
会
）
に
寄
附
し
た
。
そ
し
て
、

没
年
ま
で
こ
の
団
体
の
理
事
、
理
事
長
、
会
長
を
歴
任
し

た
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、『
国
立
民
族
学
博
物
館
調

査
報
告 

一
三
九
』（
二
〇
一
七
年
）
な
ど
に
よ
り
、
少
し

ず
つ
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。

敬
三
は
学
会
（
協
会
）
の
重
鎮
を
務
め
た
が
、
け
っ
し

て
研
究
者
の
道
を
歩
ん
だ
の
で
は
な
い
。
彼
は
経
済
史
や

漁
業
民
俗
に
つ
い
て
の
著
作
を
残
し
、
日
本
農
学
賞
を
受

賞
し
た
が
、
本
業
は
銀
行
家
だ
っ
た
。
戦
前
は
第
一
銀
行

取
締
役
と
日
本
銀
行
総
裁
を
務
め
、
日
本
の
敗
戦
後
は
幣し
で

原は
ら

喜き

重じ
ゅ
う

郎ろ
う

内
閣
の
も
と
で
大
蔵
大
臣
を
務
め
た
。
G
H
Q

の
占
領
政
策
に
し
た
が
っ
て
財
閥
解
体
に
着
手
し
、
そ
の

矛
先
は
自
ら
の
資
産
に
も
お
よ
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

敗
戦
翌
年（
一
九
四
六
年
）に
は
公
職
追
放
の
対
象
と
な
っ
た
。

敗
戦
直
後
に
引
き
受
け
た
日
本
民
族
学
協
会
会
長
兼

理
事
長
と
い
う
重
責
を
、
敬
三
は
一
九
四
九
年
ま
で
務
め

あ
げ
る
。
し
ば
ら
く
の
の
ち
、
一
九
五
一
年
か
ら
は
会
長

と
な
り
、
在
任
の
ま
ま
生
涯
を
閉
じ
た
。
附
属
博
物
館
は
、

敬
三
が
亡
く
な
る
前
年
、
建
物
の
老
朽
化
を
理
由
に
閉
鎖

さ
れ
た
。
収
蔵
品
は
、
国
立
の
博
物
館
が
設
立
す
る
ま
で

と
い
う
期
限
付
き
で
文
部
省
史
料
館
（
当
時
）
に
預
け
ら

れ
、
の
ち
に
、
日
本
万
国
博
覧
会
跡
地
に
で
き
た
博
物
館

が
引
き
取
っ
た
。
そ
れ
が
み
ん
ぱ
く
で
あ
る
。

あ
た
ら
し
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

敬
三
が
築
き
あ
げ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
、
み
ん
ぱ
く
で

は
保
谷
民
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
よ
ん
で
い
る
。
保
谷
に
あ

る
学
会
（
協
会
）
附
属
の
民
族
学
博
物
館
で
収
蔵
・
展
示

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
大
阪
に
あ
る
み
ん
ぱ
く
が
一

九
七
五
年
に
受
け
入
れ
た
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
点
数
は
、

二
万
八
〇
〇
〇
点
あ
ま
り
と
も
二

万
一
〇
〇
〇
点
あ
ま
り
と
も
い
わ

れ
る
。
し
か
し
、
写
真
な
ど
異

な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
資
料
を

含
ん
で
い
た
り
、
受
け
入
れ

側
の
み
ん
ぱ
く
で
数
え
か
た
が

変
わ
っ
た
り
し
た
た
め
、
現
在
判

明
し
て
い
る
実
際
の
点
数
は
一
万
七

〇
〇
〇
点
あ
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
み
ん
ぱ
く
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
さ
れ
て
い
る
「
標
本
資
料
目
録
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
で
閲
覧
で
き
る
が
、
他
の
資
料
か
ら
区
別
す
る

の
は
む
ず
か
し
い
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
し
て
公
開
予
定
の
「
日
本
民
族
学
協
会
附
属
民
族
学

博
物
館
（
保
谷
民
博
）
人
物
／
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
、

保
谷
民
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
資
料
と
そ
れ
を
収
集
し
た

人
物
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
み
ん
ぱ
く
が

登
録
し
た
資
料
だ
け
で
な
く
、
み
ん
ぱ
く
設
立
前
に
行

方
不
明
に
な
っ
た
資
料
な
ど
も
閲
覧
で
き
る
。
こ
れ
ま
で

の
研
究
の
成
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
研
究
の
発

展
の
基
礎
で
も
あ
る
。

渋
沢
栄
一
と
渋
沢
敬
三

今
年
の
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
「
青
天
を
衝つ

け
」
の
主

人
公
は
、日
本
資
本
主
義
の
父
と
い
わ
れ
る
渋し
ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち（

一

八
四
〇
～
一
九
三
一
年
）
で
あ
る
。
ド
ラ
マ
に
は
、
彼
の

故
郷
で
あ
る
武む
さ
し
の
く
に

蔵
国
血ち

洗あ
ら
い

島じ
ま

村む
ら

（
現
埼
玉
県
深
谷
市
血
洗

島
）
が
た
び
た
び
出
て
き
て
、
筆
者
は
親
し
み
を
感
じ
て

き
た
。
な
に
し
ろ
、藍あ
い

玉だ
ま

（
染
料
）
の
製
造
や
養よ
う

蚕さ
ん

と
い
っ

た
商
品
生
産
に
力
を
入
れ
る
こ
の
村
の
よ
う
す
は
、
現
在

み
ん
ぱ
く
に
保
管
さ
れ
て
い
る
同
地
収
集
の
標
本
資
料

か
ら
も
想
像
が
つ
く
か
ら
だ
。
実
業
家
と
し
て
の
栄
一
の

キ
ャ
リ
ア
が
藍
の
葉
の
買
い
つ
け
と
藍
玉
製
造
に
始
ま
る

こ
と
は
、そ
の
自
伝
『
雨あ
ま

夜よ

譚が
た
り』（

岩
波
書
店
、一
九
八
四
年
）

に
も
活
き
活
き
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

血
洗
島
で
集
め
た
資
料
が
み
ん
ぱ
く
に
保
管
さ
れ
て

い
る
の
は
、
栄
一
の
孫
で
あ
る
渋し
ぶ

沢さ
わ

敬け
い

三ぞ
う

（
一
八
九
六
～

一
九
六
三
年
）
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
を
主
導
し
た
か

ら
で
あ
る
。
敬
三
は
、
学
生
時
代
の
友
人
た
ち
と
自
然
史

標
本
や
郷
土
玩
具
を
も
ち
よ
っ
て
品
評
し
合
っ
た
。
一
九

二
〇
年
代
に
は
そ
の
定
例
会
を
「
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア

ム
」
と
名
づ
け
て
次
第
に
仲
間
を
増
や
し
、
活
動
の
力
点

を
民
具
や
民
衆
史
へ
と
移
し
て
い
っ
た
。
民
具
と
い
う
こ

と
ば
そ
の
も
の
が
、
敬
三
や
そ
の
周
囲
に
よ
る
造
語
と
い

わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
る
民
具
研
究
の
よ
う
す
は
、
み

ん
ぱ
く
の
展
示
図
録
『
図
説 

大
正
昭
和
く
ら
し
の
博
物

誌
』（
近こ
ん

藤ど
う

雅ま
さ

樹き

編
、河
出
書
房
新
社
、二
〇
〇
一
年
）
や
『
屋

根
裏
部
屋
の
博
物
館 ATTIC M

U
SEU

M

』（
国
立
民
族

み
ん
ぱ
く
と
渋
沢
家

飯い
い

田だ 

卓た
く   

民
博 
学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

渋
沢
家
と

故
郷
の
民
具

特
集

今
年
、注
目
を
集
め
て
い
る
渋
沢
栄
一
。そ
の
孫
で
あ
る
渋
沢
敬
三
は
、

昭
和
初
期
に
栄
一
の
生
ま
れ
故
郷・血
洗
島
で
民
具
の
収
集
を
お
こ
な
い
、

現
在
、み
ん
ぱ
く
に
は
そ
の
う
ち
の
約
四
〇
点
が
収
蔵

さ
れ
て
い
る
。本
特
集
で
は
渋
沢
家
と
ゆ
か
り
の
あ
る

血
洗
島
に
焦
点
を
当
て
、み
ん
ぱ
く
の
収
蔵
資
料
か
ら

見
え
る
当
時
の
生
活
風
景
や
敬
三
が
か
か
わ
っ
た

民
具
収
集
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
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上：中の家全景（提供：渋沢史料館）
下：当時の取引帳簿である藍玉通（かよい）。「代 栄一郎」という記載から、父親に代
わり栄一が集金にいった様子がうかがえる（提供：渋沢史料館）

青淵図書館（提供：渋沢史料館）

諏訪神社の獅子舞。奥に見学する栄一の姿が見える（右の狛犬の右隣り、大正9年9月、提供：渋沢史料館）

血洗島●
諏訪神社

●
●旧渋沢邸 中の家

「青淵由来之跡」碑

中瀬

深 谷 市

利 根 川

深谷バイパス

旧中山道

埼 玉 県

深谷市
●血洗島

さいたま市
◉

深
谷
宿
と
い
う
大
き
な
宿
場
が

あ
っ
た
。
中
瀬
河
岸
が
あ
る
こ
と

や
、
寄よ
り

居い

方
面
へ
の
分
岐
点
で

あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
商
業
が
極

め
て
盛
ん
で
、
近お
う
み江

の
行
商
人
が

土
着
し
、
有
力
商
人
に
な
っ
た
者

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
さ
に

血
洗
島
村
周
辺
は
、
人
や
物
、
金

が
行
き
来
し
、
集
積
が
な
さ
れ
た

交
通
お
よ
び
地
域
経
済
の
要
衝
で

あ
っ
て
、「
農
村
」
と
一ひ
と

括く
く

り
に

で
き
な
い
、
あ
る
意
味
で
先
進
性

を
帯
び
た
地
域
で
あ
っ
た
。

人
材
育
成
と
栄
一

渋
沢
家
は
、
村
の
な
か
で
常
に

由
緒
あ
る
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
血
洗
島
で
は
、
今
も
、
毎

秋
に
「
さ
さ
ら
舞
」
と
い
う
獅し

子し

舞ま
い

の
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
村
の
鎮
守
・
諏す

訪わ

神

社
か
ら
出
て
、
吉よ
し

岡お
か

、
福ふ
く

島し
ま

、
笠か
さ

原は
ら

、
渋
沢
の
氏
神
で
あ

る
四
社
廻ま
わ

り
を
す
る
。
こ
の
祭
礼
は
、
栄
一
も
こ
よ
な
く

愛
し
、
毎
年
の
よ
う
に
見
学
に
足
を
運
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
『
新し
ん

編ぺ
ん

武む

蔵さ
し

風ふ

土ど

記き

稿こ
う

』
等
の
地
誌
に
は
、

「
血
洗
島
村
は
五
軒
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
」
旨
の
記
述
が

見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
四
軒
を
廻
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
村
の
な
か
に
お
い
て
由
緒
あ
る
家
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
初
は
五
軒
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
村
も
、
時
代
を
経
る

う
ち
に
家
数
も
徐
々
に
増
え
て
い
っ
た
。
渋
沢
家
も
栄
一

が
生
ま
れ
た
家
「
中
の
家
（
ナ
カ
ン
チ
）」（
カ
タ
カ
ナ
表

記
は
地
元
で
の
呼
称
）
で
は
、
代
々
「
市い
ち

郎ろ
う

右う

衛え

門も
ん

」
を

名
乗
っ
て
い
て
、
栄
一
の
父
親
も
名
主
見
習
い
を
勤
め
、

名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
格
の
高
い
家
柄
で
あ
っ
た
。
そ
こ

を
中
心
に
、「
前
の
家
（
マ
エ
ン
チ
）」「
東
の
家
（
ヒ
ガ
シ

ン
チ
）」、「
新
屋
敷
（
シ
ン
ヤ
シ
キ
）」「
古
新
宅
（
フ
ル
シ

ン
タ
ク
）」
と
増
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

栄
一
の
晩
年
期
、
血
洗
島
で
は
、
農
村
に
近
代
文
明
を

応
用
し
よ
う
と
す
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
折
に
ふ
れ
て

真
の
実
際
教
育
を
施
す
公
民
教
育
を
興
す
か
な
め
が
あ

る
と
唱
え
ら
れ
た
。
栄
一
も
大
い
に
賛
同
し
、
栄
一
の
寄

附
で
「
青せ
い

淵え
ん

図
書
館
」
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
図
書
館
に
て

公
民
教
育
を
施
す
機
関
公
民
学
校
が
成
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
他
の
教
育
と
あ
い
ま
っ
て
実
際
に
役
立
つ
人

を
つ
く
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。

渋
沢
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
人
が
育
ち
、
人
を
育
て

る
土
地
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
血
洗
島
？
」。
何
と
も
奇
妙
な
地
名
で
あ
る
。
何
か
し

ら
曰い
わ

く
の
あ
り
そ
う
な
こ
の
血
洗
島
と
渋
沢
家
と
の
関
係

は
如い

何か

に
…
…
？
　
こ
こ
に
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

そ
も
そ
も
血
洗
島
と
は
、
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
創

設
の
大
黒
柱
・
渋
沢
敬
三
の
祖
父
で
近
代
日
本
社
会
の
創

造
者
と
も
称
せ
ら
れ
る
渋
沢
栄
一
の
生
誕
地
で
あ
る
。
栄

一
が
天
保
一
一
（
一
八
四
〇
）
年
二
月
一
三
日
（
旧
暦
）
に

生
ま
れ
た
の
が
、
武
蔵
国
榛は
ん

沢ざ
わ

郡ぐ
ん

血
洗
島
村
で
あ
っ
た
。

商
売
が
盛
ん
な
村

北
関
東
の
農
村
地
帯
に
あ
る
血
洗
島
村
は
、
家
数
に

比
べ
て
安
定
し
た
耕
作
地
が
少
な
か
っ
た
。
特
に
水
田
が

ほ
と
ん
ど
で
き
ず
、
不
安
定
な
が
ら
も
畑
地
が
中
心
で

あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
日
本
は
「
米
社
会
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
主
た
る
税
を
米
で
納
め
て
い
た
が
、
血
洗
島
村

は
岡お
か

部べ

と
い
う
小
さ
な
藩
領
に
あ
り
、
こ
の
領
内
に
お
い

て
は
米
が
と
れ
な
い
の
で
、
米
で
納
め
る
こ
と
を
せ
ず
、

早
く
か
ら
「
金
納
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
近
世
の
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
貨
幣
経
済
が
浸

透
し
た
地
域
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
地
域
で
は
、
安
定
し
た
耕
作
地
が
少
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
農
作
だ
け
で
は
生
業
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
。

貨
幣
経
済
が
早
く
か
ら
浸
透
し
て
い
た
な
か
で
、
商
業
や

工
業
を
営
む
家
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
渋
沢
の
一
族

も
、
商
売
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
血
洗
島
周
辺
の

村
々
で
は
「
武ぶ

州し
ゅ
う

藍あ
い

」
と
い
う
藍
染
め
に
使
う
藍
の
葉

が
よ
く
と
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
買
い
集
め
て
加
工
し
、
染

料
と
な
る
藍
玉
を
製
造
し
て
、
信
州
や
上
州
の
紺こ
う

屋や

に
売

り
に
行
く
商
売
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
渋
沢
家

で
も
、
栄
一
の
父
親
の
代
か
ら
、
こ
の
商
売
を
本
格
的
に

お
こ
な
う
よ
う
に

な
り
、
こ
れ
が
ま

た
財
を
築
く
も
と

に
な
っ
て
い
っ
た
。

ま
た
周
辺
を
見
渡

す
と
、
北
に
利
根
川
が

流
れ
、
南
に
主
要
街
道

で
あ
る
中な
か

山せ
ん

道ど
う

が
と

お
っ
て
い
る
。
当
時
、

物
資
の
輸
送
は
舟
運

が
中
心
で
、
利
根

川
で
も
盛
ん
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。
血
洗
島

村
の
北
東
に
位
置
す
る
中な
か

瀬ぜ

と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
船

着
場
や
問
屋
、
蔵
が
建
ち
並
び
商
業
地
と
し
て
栄
え
た

河か

岸し

が
あ
り
、
ま
た
、
村
の
南
を
と
お
る
中
山
道
に
は

渋
沢
家
と
血
洗
島

井い
の

上う
え 

潤じ
ゅ
ん   

渋
沢
史
料
館
館
長
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桑モギ器（H0016894）

藍植鍬（H0016877）

藍の苗を移植しているところ（埼玉県羽生市、1985年、出典：『新編埼玉県史 別編1民俗1』、
提供：埼玉県立歴史と民俗の博物館）

上：煮ぼうとう（復元）
 （出典：『いただきます～食の文化史～』、
提供：埼玉県立歴史と民俗の博物館）

中：モリテ（H0016872）
下：ササラ笛（H0016878）

八基村青年団も参加した、敬三邸での八基村勢調査報告座談会の記念写真
（1931年、出典：『八基村勢調査書』、提供：埼玉県立図書館）

生
活
と
信
仰
の
民
具

生
活
用
具
の
な
か
に
モ
リ
テ
が
あ
る
。
こ
れ
は
竹
製

の
柄ひ

杓し
ゃ
くで
、
柄
を
さ
し
と
お
し
た
円
筒
部
分
の
半
分
に

長
い
歯
を
か
た
ど
る
も
の
。
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の

民
具
が
寄
贈
さ
れ
た
日
本
民
族
学
協
会
附
属
民
族
学
博

物
館
の
資
料
台
帳
『
民
具
標
本
収
蔵
原
簿
』
の
備
考
欄

に
は
「
ニ
ボ
ー
ト
盛
に
用
ふ
」
と
あ
る
。
血
洗
島
を
含

む
埼
玉
県
大お
お

里さ
と

地
域
の
冬
場
の
郷
土
料
理
で
、
小
麦
粉

を
こ
ね
て
う
ど
ん
の
三
倍
ほ
ど
の
幅
に
切
り
、
大
鍋
で

野
菜
と
と
も
に
醤
し
ょ
う

油ゆ

で
味
付
け
し
煮
込
む
「
煮
ぼ
う
と

う
」
を
盛
る
道
具
だ
。「
ニ
ボ
ー
ト
」
は
栄
一
が
帰
郷
の

た
び
に
味
わ
う
好
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

信
仰
や
民
俗
芸
能
に
関
す
る

も
の
を
見
る
と
、
底
抜
け
柄
杓

は
『
民
具
標
本
収
蔵
原
簿
』
の
備
考
欄
に
「
島
護
産
泰

神
社
の
産
泰
を
安
産
と
曲
解
し
た
る
当
地
方
人
の
信
仰
」

と
あ
る
よ
う
に
、
榛
沢
郡
の
総
鎮
守
と
い
わ
れ
る
島と
う

護ご

産さ
ん

泰た
い

神
社
（
さ
ん
た
い
さ
ま
）
に
「
楽
に
子
が
抜
け
た
」
安

産
の
お
礼
や
願
掛
け
の
た
め
納
め
る
。
自
家
製
の
サ
サ
ラ

笛
は
、
血
洗
島
の
鎮
守
の
諏
訪
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
一
人

立
ち
の
獅
子
三
頭
に
よ
る
獅
子
舞
の
曲
を
吹
く
横
笛
だ
。

花
笠
を
か
ぶ
っ
た
役
が
竹
で
作
る
楽
器
の
サ
サ
ラ
を
演

奏
す
る
の
で
、
獅
子
舞
の
こ
と
を
た
ん
に
「
サ
サ
ラ
」
と

も
よ
ぶ
。
若
き
栄
一
も
サ
サ
ラ
を
舞
い
、
ま
た
後
年
ま
で

毎
年
の
よ
う
に
帰
郷
し
楽
し
ん
だ
。

民
具
が
語
る「
郷
土
」へ
の
意
識

青
年
団
の
全
国
団
体
、
大
日
本
連
合
青
年
団
は
一
九

三
四
年
に
団
成
立
一
〇
周
年
を
記
念
し
て
郷
土
資
料
陳

列
所
を
設
立
し
、
全
国
の
青
年
団
に
郷
土
研
究
や
資
料

収
集
を
呼
び
か
け
た
。
そ
の
対
象
に
は
住
居
、
衣
服
な

ど
の
ほ
か
、「
郷
土
の
誇
り
」「
郷

土
の
行
事
」
と
い
っ
た
項
目

が
含
ま
れ
た
。
そ
う
し
た
郷

土
研
究
に
は
、
華
や
か
な
都
市
の
文
化
が
若
者
を
惹ひ

き
つ

け
る
他
方
で
、
恐
慌
に
よ
り
疲
弊
し
た
農
村
の
「
更
生
」

が
叫
ば
れ
た
時
代
に
、
青
年
団
の
よ
っ
て
立
つ
「
郷
土
」

を
再
認
識
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

八
基
村
青
年
団
で
も
、
一
九
三
一
年
に
死
去
し
た
栄
一

を
追
悼
す
る
団
報
を
刊
行
（
一
九
三
二
年
）
し
、
ま
た
同

じ
こ
ろ
実
施
さ
れ
た
耕
地
整
理
に
よ
り
村
の
景
観
が
一
変

す
る
な
か
、
栄
一
の
雅
号
「
青
淵
」
の
由
来
と
い
わ
れ
た

淵
に
「
青
淵
由
来
之
跡
」
碑
を
建
て
る
（
一
九
三
七
年
）

と
い
っ
た
顕
彰
運
動
を
お
こ
な
う
な
ど
、「
郷
土
」
に
か

か
わ
る
事
業
を
進
め
た
。

往
時
の
特
産
物
や
村
の
誇
り
で
あ
る
栄
一
を
連
想
さ
せ

る
血
洗
島
の
民
具
は
、
そ
う
し
た
同
時
代
に
お
け
る
青
年

団
の「
郷
土
」へ
の
意
識
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

渋
沢
栄
一
の
故
郷
、血
洗
島
の
民
具

み
ん
ぱ
く
に
は
、
渋
沢
栄
一
の
嫡
ち
ゃ
く

孫そ
ん

渋
沢
敬
三
が
開
設

し
た
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
に
よ
り
血
洗
島
か
ら
収
集

さ
れ
た
民
具
が
残
る
。
そ
の
一
部
は
、
二
〇
一
三
年
に
敬

三
の
没
後
五
〇
年
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
屋

根
裏
部
屋
の
博
物
館
」
が
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博

物
館
（
以
下
、
埼
玉
歴
民
博
）
に
巡
回
し
、
埼
玉
県
に
「
里

帰
り
」
し
た
。
そ
れ
ら
血
洗
島
の
民
具
か
ら
、
ど
ん
な
こ

と
が
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
か
。

近
世
後
期
の
地
誌
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
よ
れ
ば
、

武
蔵
国
榛
沢
郡
血
洗
島
村
は
利
根
川
の
南
に
天
正
年
間

（
一
六
世
紀
終
わ
り
ご
ろ
）
に
開
か
れ
た
。
畑
に
水
田
が
交

じ
る
農
村
で
、
幕
末
に
は
若
き
栄
一
が
商
あ
き
な

っ
た
藍
の
生
産

や
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
。
近
代
に
な
り
、
一
八
八
九
年
に

周
辺
七
村
と
合
併
、
栄
一
が
命
名
に
か
か
わ
っ
た
八や
つ

基も
と

村む
ら

が
誕
生
し
、
以
後
数
度
の
合
併
を
経
て
深
谷
市
と
な
っ
て

い
る
。

藍
と
蚕
の
農
具

ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
に
民
具
が
収
め
ら
れ
た
当
時
、

血
洗
島
は
八
基
村
の
大お
お

字あ
ざ

で
あ
り
、
地
域
の
有
力
者
や

八
基
村
青
年
団
血
洗
島
支
部
（
以
下
、
青
年
団
）
が
そ
れ

ら
を
採
集
し
た
。
青
年
団
が
一
九
三
四
年
に
採
集
し
た
も

の
の
う
ち
、
農
具
で
は
米
や
麦
の
生
産
に
関
す
る
も
の
の

ほ
か
、
藍あ
い

作さ
く

や
養
蚕
に
関
す
る
も
の

が
目
立
つ
。
藍
作
関
係
の
も
の
に
は
、

苗
を
移
植
・
定
植
す
る
藍あ
い

植う
え

鍬ぐ
わ

や
藍
玉

の
製
造
に
使
用
す
る
臼
や
杵き
ね

が
含
ま
れ
る
。
藍
植

鍬
は
苗
を
扱
う
の
に
便
利
な
よ
う
に
小
ぶ
り
の

作
り
だ
。埼
玉
歴
民
博
で
は「
ア
イ
ッ
テ
ン
ガ
」

（
藍
手
鍬
）
と
い
う
名
称
で
同
様
の
資
料
を

収
蔵
す
る
。

養
蚕
具
で
は
、
蚕か
い
こを

育
て
る
の
に
使

う
網
や
、
エ
サ
と
な
る
桑
の
葉
を
枝

か
ら
扱し
ご

き
と
る
桑
モ
ギ
器
が
あ
る
。

こ
れ
は
鉄
製
の
刃
を
交
差
さ
せ
、

木
製
の
台
に
と
り
つ
け
た
も

の
。
埼
玉
歴
民
博
収
蔵
の

民
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
北

武
蔵
の
農
具
」
に
も
同
型

の
も
の
が
多
数
含
ま
れ
る
、

一
九
世
紀
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
広
く
使
わ
れ
た
も
の
だ
。

こ
れ
ら
の
農
具
が
収
集
さ
れ
た
当
時
の
血
洗
島
で
も

藍
作
・
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
養
蚕
は
戦
後
ま
で
続
い
た
が
、
藍
作
は
イ
ン
ド

藍
、
合
成
染
料
に
押
さ
れ
、
一
八
九
六
年
を
境
に
急
激

に
衰
退
し
た
。
か
わ
っ
て
東
京
、
横

浜
市
場
向
け
の
野
菜
作
り
が
し

だ
い
に
広
が
り
、
現
在
の
深
谷

の
代
名
詞
と
も
い
え
る
ネ
ギ

の
作
付
け
も
増
加
し
た
。

血
洗
島
の
農
具
は
同
時

代
の
血
洗
島
を
表
象

す
る
も
の
と

い
う
よ
り
、

や
や
過
去
の

そ
れ
だ
っ
た
。

み
ん
ぱ
く
資
料
が
語
る「
郷
土
」血
洗
島

佐さ

藤と
う 

美よ
し

弥ひ
ろ   

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
主
任
学
芸
員
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八基村青年団血洗島支部が収集した底抜け柄杓（左：H0016886）とマネ引（右：H0016874）。底抜け柄杓は、深谷市・島護産泰神
社の安産祈願で使用されるもの。マネ引は水田二毛作による麦栽培の不整地蒔きに使用されるもの

敬三が収集した削り掛け
（左からH0014990、H0014991、H0014992）

尾高定四郎がアチックミューゼアムに寄贈した
家内吉樽。尾高家（当主）を示す「油磯」の文字が
見える（左からH0019481、H0019480）

『民具蒐集調査要目』（C921389715、本館所蔵）

る
い
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
に
よ
る
構
造
分
析
か
ら
文
献
・
絵
画

資
料
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
研
究
手
法
を
駆
使
し
た
民
具
研
究

の
金
字
塔
で
あ
る『
所い
わ

謂ゆ
る

足あ
し

半な
か

に
就つ

い
て（
豫よ

報ほ
う

）』（
ア
チ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
、
一
九
三
六
年
）
を
生
み
出
し
た
膨
大
な

ア
シ
ナ
カ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

に
は
い
ず
れ
も
広
域
か
ら
同
一
種
類
の
民
具
を
数
多
く
集

め
た
も
の
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
に

あ
っ
て
血
洗
島
・
下
手
計
の
収
集
資
料
は
、
極
め
て
狭
い

地
理
的
範
囲
か
ら
、
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
か
か
わ

る
も
の
が
広
範
に
集
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
特
異
で

あ
る
。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
隠
さ
れ
た
意
図

じ
つ
は
血
洗
島
・
下
手
計
収
集
資
料
の
収
集
時
期
は
、

ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
が
民
具
の
定
義
を
固
め
、
そ
の

収
集
と
調
査
の
体
制
の
拡
大
を
目
指
し
た
時
期
に
ぴ
た

り
と
重
な
る
。

こ
の
時
期
、
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
は
急
務
で
あ
る

民
具
収
集
の
全
国
的
拡
大
を
図
る
た
め
、『
蒐
し
ゅ
う

集し
ゅ
う

物ぶ
つ

目め

安や
す

』（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
、
一
九
三
〇
年
）、『
民
具

蒐
集
調
査
要
目
』（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
、一
九
三
六
年
）

と
い
う
ふ
た
つ
の
収
集
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
い
る
。

じ
つ
は
、
一
見
、
無
造
作
に
集
め
ら
れ
た
か
に
見
え
る
血

洗
島
・
下
手
計
収
集
資
料
の
内
容
は
、
す
べ
て
『
蒐
集
物

目
安
』
が
示
す
五
分
類
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。
敬
三
が

収
集
し
た
削
り
掛
け
を
除
け
ば
、
こ
れ
は
素
人
に
よ
る
総

合
的
な
民
具
収
集
の
嚆こ
う

矢し

と
い
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

残
念
な
が
ら
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
で
は
、
マ
ニ
ュ

ア
ル
が
目
指
し
た
広
範
な
担
い
手
に
よ
る
民
具
収
集
の
拡

大
と
い
う
夢
が
花
開
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。だ
が
、ア
チ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
で
育
っ
た
祝
ほ
う
り

宮み
や

静し
ず

、
宮み
や

本も
と

馨け
い

太た

郎ろ
う

ら
に

よ
っ
て
、
戦
後
の
文
化
財
行
政
の
な
か
で
『
民
具
蒐
集
調

査
要
目
』は「
重
要
民
俗
資
料
指
定
基
準
」に
お
け
る「
文

化
庁
分
類
」
と
し
て
発
展
的
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

昭
和
中
期
以
降
に
全
国
で
設
立
さ
れ
た
地
域
博
物
館

や
歴
史
民
俗
資
料
館
の
多
く
が
、「
文
化
庁
分
類
」
を
参

照
し
て
、
今
日
も
民
俗
資
料
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
に
励

ん
で
い
る
。
そ
の
担
い
手
の
中
心
は
埋
蔵
文
化
財
の
専
門

家
な
ど
で
あ
り
、
民
俗
・
民
具
研
究
者
は
決
し
て
多
く
は

な
い
。

非
専
門
家
が
、
限
定
さ
れ
た
地
理
的
範
囲
に
お
い
て
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
て
生
活
全
般
に
わ
た
る
有
形
民
俗

資
料
を
収
集
す
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
敬
三
が

父
祖
の
地
で
始
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

渋
沢
敬
三
と
父
祖
の
地・血
洗
島

渋
沢
敬
三
の
旅
行
を
記
録
し
た
「
旅
譜
と
片
影
」（『
澁し
ぶ

澤さ
わ

敬
三
著
作
集 

第
四
巻
』、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）
に
は
、

計
一
三
回
の
父
祖
の
地
で
あ
る
血
洗
島
訪
問
が
記
さ
れ
て

い
る
。
初
回
は
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
九
月
に
、
祖

父
の
栄
一
と
叔お

母ば

の
穂ほ

積づ
み

歌う
た

子こ

に
同
行
し
た
も
の
で
、
こ

の
と
き
は
栄
一
の
生
家
で
あ
る
中な
か

のん

家ち

に
一
泊
し
て
い
る
。

こ
の
日
は
鎮
守
で
あ
る
諏
訪
神
社
の
例
大
祭
で
、
栄
一
に

と
っ
て
恒
例
の
里
帰
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
敬
三
は

度
々
諏
訪
神
社
の
例
大
祭
に
合
わ
せ
て
血
洗
島
を
訪
問

し
、
血
洗
島
の
人
び
と
と
交
流
を
重
ね
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
父
祖
の
地
と
の
繋つ
な

が
り
が
生
ん

だ
、
小
さ
い
け
れ
ど
も
先
駆
的
な
民
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
血
洗
島
・

下
手
計
収
集
資
料

敬
三
と
そ
の
研
究
仲
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
ア
チ
ッ
ク

ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
は
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
二
万
点
を
超
え

る
一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
構
築
し
た
。

そ
の
な
か
に
、
血
洗
島
と
そ
の
隣
村
の
下し
も

手て

計ば
か

か
ら
収

集
さ
れ
た
、
六
八
件
の
民
具
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ち
な
み

に
下
手
計
は
、
栄
一
の
従い

と

こ
兄
弟
で
あ
り
、
栄
一
に
『
論
語
』

な
ど
を
教
え
た
最
初
の
学
問
の
師
で
も
あ
り
、
後
に
富
岡

製
糸
場
の
初
代
場
長
と
な
っ
た
尾お

高だ
か

惇じ
ゅ
ん

忠ち
ゅ
うの

家
が
所
在

し
た
集
落
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
地
で
あ
る
。

収
集
は
四
回
に
わ
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
最
初
は
昭
和

四
（
一
九
二
九
）
年
、敬
三
自
ら
が
血
洗
島
で
「
削
り
掛
け
」

三
点
を
収
集
し
て
い
る
。
次
い
で
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

年
に
は
、
血
洗
島
の
有
力
者
で
後
に
県
会
議
員
を
務
め
た 

吉よ
し

岡お
か

重じ
ゅ
う

三ぞ
う

が
藍
作
関
係
資
料
六
点
、
さ
ら
に
昭
和
九
（
一

九
三
四
）
年
に
八
基
村
青
年
団
血
洗
島
支
部
が
農
具
を
は

じ
め
と
す
る
生
活
全
般
に
わ
た
る
資
料
四
二
点
、
最
後
は

昭
和
一
二

（
一
九
三
七
）

年
に
惇
忠
の

娘む
す
め

婿む
こ

で
あ
る
定て
い

四し

郎ろ
う

が
機は
た

織お
り

関
係

資
料
二
五
点
を
収
集
、

寄
贈
し
て
い
る
。

血
洗
島
・
下
手
計
収
集

資
料
の
特
徴
は
、
全
体
の

点
数
が
少
な
い
割
に
は
、
そ

の
範
囲
が
灯
火
用
具
や
調
理

用
具
、
履
物
な
ど
衣
食
住
に

か
か
わ
る
も
の
、
農
具
や
染
織

用
具
な
ど
生
業
に
か
か
わ
る
も
の
、

絵
馬
や
削
り
掛
け
、
家や

内な

吉ぎ

樽だ
る

（
柳
樽
）
な
ど
儀
礼
や
信

仰
に
か
か
わ
る
も
の
と
、
一
見
ラ
ン
ダ
ム
に
集
め
ら
れ
た

か
と
思
う
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

小
さ
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
も
つ
総
合
性

ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
え
ば
、

国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
「
お
し
ら
さ

ま
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」「
背
負
運
搬
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」、
あ

父
祖
の
地
か
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

―
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
に
残
さ
れ
た
血
洗
島
・下
手
計
収
集
資
料

内う
ち

田だ 

幸ゆ
き

彦ひ
こ   

埼
玉
県
教
育
局
文
化
資
源
課
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本館展示場
観覧券売場
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A

中央 • 北アジア展示
「中央アジア」

中国地域の文化展示
「継承される伝統中国」

Ｄ

合掌造り（模型縮尺1/10）(日本、H0009514）Ｄ四合院（模型縮尺1/10）（中国、H0108501） の部分拡大（左）と全景（右）B

タシュケントの民家（模型縮尺1/10）（ウズベキスタン、H0105532）C

「タシュケントの民家」のモデルとなった
家の現在の様子（2019年） 

済州島の民家（模型縮尺1/10）（韓国、H0105533）
民家模型の横に民家の内部を覗くための懐中電灯が
備えつけてある

A

タシュケントの民家（模型縮尺1/10）の青焼き図面
（作成：株式会社トータルメディア開発研究所）

日本の文化展示
「日々のくらし」

朝鮮半島の文化展示
「住の文化」

模
型
の
横
に
備
え
つ
け
ら
れ
た
懐
中
電
灯
を
使
っ

て
民
家
内
部
を
照
ら
し
な
が
ら
覗の

ぞ

い
て
み
る
の
も

楽
し
い
。

中
国
地
域
の
文
化
展
示
場
の
「
四し

合ご
う

院い
ん

」
は
、
住

居
の
精
緻
さ
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
周
囲
に
植
え
ら

れ
た
樹
木
や
花
な
ど
の
植
物
の
リ
ア
ル
さ
に
も
目

を
奪
わ
れ
る
。
カ
メ
ラ
で
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
写

真
を
撮
れ
ば
、
ま
る
で
本
物
と
錯
覚
し
て
し
ま
う

よ
う
な
風
景
が
切
り
取
ら
れ
、
実
際
に
自
分
が
現

地
に
立
っ
た
か
の
よ
う
な
気
分
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
こ
は
わ
た
し
の
感
想
で
あ
り
、
そ
う
表
現

し
た
く
な
る
ほ
ど
建
物
以
外
の
細
部
に
も
気
配
り

が
な
さ
れ
た
模
型
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
文
化
展
示
場
に
あ
る
「
合
掌
造
り
」
は
、

富
山
県
南な

ん

砺と

市
の
五ご

箇か

山や
ま

の
合
掌
造
り
の
民
家
が

モ
デ
ル
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
当
時
の
秋
の
情
景

を
そ
の
ま
ま
再
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
側
面
に
回

り
込
め
ば
、
洗
濯
機
や
洗
剤
、
酒
瓶
な
ど
生
活
感

に
あ
ふ
れ
る
も
の
も
目
に
と
ま
る
。
ま
た
、
わ
ざ

と
未
完
成
の
ま
ま
に
し
て
い
る
茅か

や

葺ぶ

き
屋
根
も
見

ど
こ
ろ
で
あ
る
。
屋
根
の
三
分
の
一
ほ
ど
は
茅
葺

き
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
木
材
な
ど
の
骨
組
み
が

見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
工
夫
が

で
き
る
の
は
、
模
型
な
ら
で
は
の
利
点
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
模
型
自
体
は
一
九
七
七
年
度
受
け
入

れ
の
標
本
資
料
だ
が
、
二
〇
年
近
く
後
の
一
九
九

五
年
に
は
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
本
物
の
民
家

が
「
白
川
郷
・
五
箇
山
の
合
掌
造
り
集
落
」
と
し

て
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
（
文
化
遺
産
）
に
登
録

さ
れ
た
こ
と
も
特
筆
し
て
お
き
た
い
。

過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ
資
料 

わ
た
し
の
調
査
地
と
の
関
連
で
は
、
中
央
・
北

ア
ジ
ア
展
示
場
に
一
九
八
三
年
に
製
作
さ
れ
た
ウ

ズ
ベ
ク
人
の
民
家
の
模
型
「
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
の
民

家
」
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
模
型

は
、
当
時
の
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
ウ
ズ

ベ
ク
共
和
国
の
首
都
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト

に
実
際
に
存
在
し
た
民
家
が
モ
デ
ル

に
な
っ
て
い
る
。
模
型
製
作
を
請

け
負
っ
た
株
式
会
社
ト
ー
タ
ル

メ
デ
ィ
ア
開
発
研
究
所
が
作
成

し
た
家
屋
の
青
焼
き
図
面
も
、

み
ん
ぱ
く
に
残
さ
れ
て
い
る
。

青
焼
き
図
面
に
は
、
民
家
の

間
取
り
の
計
測
だ
け
で
は
な
く
、

屋
根
や
窓
枠
、
中
庭
の
涼
み

台
、
ブ
ド
ウ
棚
や
植
え
ら
れ
て

い
る
果
樹
に
至
る
ま
で
、
詳
細

な
ス
ケ
ッ
チ
も
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
精
緻
な
設
計
図
を
も

と
に
製
作
さ
れ
た
民
家
模
型
は
、

三
〇
年
以
上
前
の
民
家
や
人
び
と
の

暮
ら
し
の
様
子
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
現
代
ま
で

伝
え
る
役
割
も
担
っ
て
お
り
、
歴
史
的
な
資
料
と
し

て
も
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
民
家
模
型
は
、
単
に
過
去
の
情
報
を
伝
え

る
だ
け
で
は
な
い
。
二
〇
一
三
年
に
は
、
み
ん
ぱ

く
の
研
究
者
に
よ
る
調
査
の
ほ
か
さ
ま
ざ
ま
な
方

の
協
力
を
得
て
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
民
家
と
そ
こ

に
暮
ら
し
て
い
た
家
族
の
そ
の
後
の
状
況
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
九
年
に
は
わ
た
し

自
身
が
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
渡
航
し
、
現
在
の
暮

ら
し
の
様
子
や
民
家
の
現
状
を
、
映
像
撮
影
・
記

録
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
さ
に
、
み

ん
ぱ
く
の
標
本
資
料
が
取
り
持
つ
「
縁
」
で
あ
り
、

現
代
と
も
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
回
紹
介
し
た
こ
れ
ら
の
模
型
に
共
通
す
る
の

は
、
民
家
と
そ
こ
に
暮
ら
す
人
び
と
の
「
あ
る
日
・

あ
る
時
間
」
の
日
常
の
様
子
を
切
り
取
っ
て
、
精

確
に
一
〇
分
の
一
の
模
型
を
作
り
上
げ
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
た
か
が
模
型
と
侮
る
な
か
れ
、
調
査

に
基
づ
い
て
図
面
を
作
成
し
、
当
時
の
人
び
と
の

暮
ら
し
の
様
子
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
細
部
に
ま
で

こ
だ
わ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
た
学
術
的
な
標
本
資
料

な
の
で
あ
る
。「
あ
る
日
・
あ
る
時
間
」
を
再
現
し

た
民
家
模
型
か
ら
は
、
モ
ノ
単
体
の
資
料
と
は
違

っ
た
発
見
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「
模
型
」
と
聞
く
と
、
乗
り
物
や
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど

の
プ
ラ
モ
デ
ル
を
想
像
す
る
人
が
多
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
鉄
道
模
型
の
よ
う
な

ジ
オ
ラ
マ
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
み
ん
ぱ
く
の
展
示
場
に
は
、
縮
尺
が
一
〇

分
の
一
と
い
う
サ
イ
ズ
で
製
作
さ
れ
た
日
本
や
世

界
の
「
民
家
模
型
」
が
七
点
展
示
さ
れ
て
い
る
。

模
型
が
資
料
？
と
不
思
議
に
思
う
か
も
し
れ
な

い
が
、
製
作
は
緻
密
な
現
地
調
査
に
基
づ
い
て
お

り
、
学
術
資
料
と
し
て
も
価
値
の
高
い
れ
っ
き
と

し
た
標
本
資
料
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
標
本
番
号
も

付
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
展
示
場
に
陳

列
さ
れ
た
民
家
模
型
を
紹
介
し
な

が
ら
、
そ
の
魅
力
を
さ
ぐ
っ
て

み
た
い
。 

展
示
場
の
民
家
模
型 

朝
鮮
半
島
の
文
化
展
示
場
に
あ

る
、
一
九
八
三
年
に
製
作
さ
れ
た

「
済チ

ェ

州ジ
ュ

島
の
民
家
」
か
ら
は
、
屋

敷
地
を
取
り
囲
む
垣
や
、
建
物
の

壁
に
た
く
さ
ん
の
石
が
使
わ
れ
て
い

る
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
の
石
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
形
も
み
な
異
な
り
、
手
が

込
ん
で
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
ま

た
庭
の
畑
や
、
そ
の
傍そ

ば

に
干
さ
れ
て
い

る
洗
濯
物
な
ど
も
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
お

り
、
ま
る
で
本
物
と
見
ま
が
う
ほ
ど
の
出
来

で
あ
る
。
さ
ら
に
外
観
だ
け
で
な
く
、
民
家

の
な
か
の
間
取
り
も
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
民
家

民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

寺て
ら

村む
ら 

裕ひ
ろ

史ふ
み 

民
家
模
型
の

魅
力
を
さ
ぐ
る

11 2021.10 102021.10
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みんぱくゼミナール
参加形式
① 会場参加　みんぱくインテリジェントホール
（講堂）（定員160名）
②オンライン（ライブ配信）（定員300名）
・要事前申込、先着順、参加無料
イベント予約サイトはこちら
 https://www.minpaku.ac.jp/event/
lecture/seminar
・当日参加申込あり（会場参加のみ、定員30名）

第514回
10月16日（土）13時30分～15時（13時開場）
【特別展「ユニバーサル・ミュージアム
―さわる！“触”の大博覧会」関連】
ユニバーサル・ミュージアムとは何か
―暗闇で「野生の勘」を取り戻せ
講師 大石徹（芦屋大学 教授）
 黒澤浩（南山大学 教授）
 篠原聰（東海大学 准教授）
 広瀬浩二郎（本館 准教授）
【申込期間】
■一般受付　10月13日（水）まで
　※友の会電話先行受付は終了しました。

第515回
11月20日（土）13時30分～15時（13時開場）
産後三・七日間の変化
― 韓国の伝統慣習から産後ケア施設
まで

講師　諸昭喜（本館 助教）

出産をめぐる儀礼や習慣は文化によって多
様です。韓国では産後の母親と新生児に対
してどのようなタブーや規範、儀礼が存在し
たか、そして、現代の産後ケアまで紹介し
ます。
【申込期間】
■友の会電話先行予約
　（定員30名、会場参加対象）
　10月11日（月）～ 15日（金）
　【申込先】
　国立民族学博物館友の会（千里文化財団）
■一般受付　10月18日（月）～ 11月17日（水）

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう
会場　本館第5セミナー室
※申込不要（当日先着順、定員42名）、
　参加無料（要展示観覧券）

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」についてわかりやすくお話
しします。

10月24日（日） 14時30分～15時（14時開場）
居庸関の雲台
―万里の長城のもう一つの顔
話者　韓敏（本館 教授）

友の会
友の会講演会
要事前申込、先着順。
詳細は友の会ホームページをご確認くださ
い。

第517回　10月2日（土）13時30分～14時40分
【特別展「ユニバーサル・ミュージアム       
―さわる！“触”の大博覧会」関連】
さわる名画ができるまで
―その多様性と可能性
講師　辰巳明久（京都市立芸術大学 教授）

京都市立芸術大学の学生有志
広瀬浩二郎（本館 准教授）

京都市立芸術大学では、ビジュアル・デザ
イン専攻3年生の進級制作課題として、「絵
画の立体化」に取り組んでいます。これまで
にも視覚障害教育・福祉の文脈で「さわれる

絵画」が作られてきましたが、芸大生の「さ
わる絵画」は単なる視覚から触覚への置換で
はありません。視覚芸術の再解釈、名画の
再創造にトライした学生たちに、制作の裏話
を紹介してもらいます。

参加形式
オンライン（ライブ配信）（定員100名）
受付フォーム
https://www.senri-f.or.jp/517tomo/

第518回　11月6日（土）13時30分～14時40分
カフィル・カラ遺跡の食糧庫跡
―発掘調査成果から考える
「食」の過去と現在

講師　寺村裕史（本館 准教授）
ウズベキスタンのカフィル・カラ遺跡では、
2017年度までの調査でゾロアスター教関連
の木彫り板絵が発見されましたが、その後

の発掘で食糧庫と考えられる別の部屋が見
つかりました。今回の講演では食糧庫跡の
発掘成果を紹介しつつ、出土した遺物（炭化
した穀物やクルミ、ニンニクなど）と現在の
食べ物を比較しながら、オアシス都市での
「食」の過去と現在について考えます。
参加形式
①第5セミナー室（定員40名）
②オンライン（ライブ配信）（定員100名）
受付フォーム
https://www.senri-f.or.jp/518tomo/

みんぱく友の会オンラインレクチャー
みんぱく研究者によるミニレクチャー動画を、
友の会ホームページ内で公開しています。

公開ページ
https://www.senri-f.or.jp/category/
events/online/

国立民族学博物館友の会 （公益財団法人千里文化財団）　
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

お問い
合わせ

特
別
展

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

―
さ
わ
る
！〝
触
〞の
大
博
覧
会
」

会
期
　
11
月
30
日（
火
）ま
で

会
場
　
特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

「『
さ
わ
る
』を
デ
ザ
イ
ン
す
る

―
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
本
の
魅
せ
方
」

能
動
的
に
さ
わ
る
行
為
に
よ
っ
て
、
新
た
な

発
見
が
得
ら
れ
る
体
験
を
共
有
し
ま
し
ょ

う
。
特
別
展
示
場
の「
さ
わ
る
絵
本
」を
さ

わ
っ
て
観
察
し
た
後
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る

ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
絵
本
な
ら
で
は
の
魅
力
、「
さ

わ
っ
て
作
る
」仕
掛
け
を
紹
介
し
ま
す
。
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
作
品
も
作
り
ま

す
。

日
時
　
10
月
31
日（
日
）

　
　
　
①
10
時
30
分
〜
12
時
30
分

　
　
　
②
14
時
〜
16
時

会
場
　
特
別
展
示
館
地
下
休
憩
所

　
　
　
特
別
展
示
場

定
員
　
各
回
10
名

講
師
　
桑
田
知
明（
デ
ザ
イ
ナ
ー
）

　
　
　
広
瀬
浩
二
郎（
本
館 
准
教
授
）

対
象
　
小
学
3
年
生
以
上

※ 

要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料（
大

学
生
、一
般
の
参
加
者
は
要
特
別
展
示
観

覧
券
）

【
申
込
期
間
】

10
月
14
日 （
木
） 

10
時
受
付
開
始

申
込
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
往
復
は
が
き
に
て
。

1
通
に
つ
き
2
名
の
応
募
ま
で
。

イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら 

 h
ttp

s://e
n

try-re
se

rvatio
n

-e
ve

n
t.

m
inp

aku.ac.jp
/

み
ん
ぱ
く
映
画
会
関
連
企
画
上
映
会

「
そ
し
て
瞽
女
は
い
な
く
な
っ
た

―
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
辿
る
盲
目
の

女
性
旅
芸
人
の
実
像
」

1
9
7
0
年
代
に
制
作
さ
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
映
像
を
み
な
が
ら
、
瞽
女（
ご
ぜ
）

文
化
に
つ
い
て
深
く
考
え
、
語
り
合
い
ま
す
。

日
時
　
11
月
7
日（
日
）11
時
〜
12
時
30
分

　
　
　（
10
時
30
分
開
場
）

会
場
　 

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員
　
25
名

解
説
　
斎
藤
弘
美

 

（「
瞽
女
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
高
田
」顧
問
）

司
会
　
広
瀬
浩
二
郎（
本
館 

准
教
授
）

※
要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料

 

（
要
展
示
観
覧
券
）

※ 

オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。

【
申
込
期
間
】

10
月
8
日（
金
）9
時
受
付
開
始

イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら 

h
ttp

s://e
n

try-re
se

rvatio
n

-e
ve

n
t.

m
inp

aku.ac.jp
/

研
究
公
演

「
身
体
で
聴
く『
土
の
音
』

―
触
れ
て
打
つ
、
揺
ら
し
て
拡
げ
る
」

ラ
イ
ブ
演
奏
、
即
興
演
奏
の
迫
力
を
通
じ

て
、
全
身
で
音
を
味
わ
う
空
間
を
創
出
し

ま
す
。「
音
は
耳
だ
け
で
聞
く
も
の
で
は
な

い
」と
い
う
事
実
を
確
か
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

翌
日
14
日（
日
）に
関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
音
に
さ
わ
る

―
地
球
の
鳴
ら
し
方
」も

開
催
し
ま
す
。

日
時
　
11
月
13
日（
土
）

13
時
30
分
〜
15
時
15
分

（
13
時
開
場
）

参
加
形
式

①
会
場
参
加
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ト
ホ
ー
ル（
講
堂
）（
定
員
1
6
0
名
）

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）（
定
員

3
0
0
名
）

解
説 

渡
辺
泰
幸（
造
形
作
家
）

出
演 

永
田
砂
知
子（
打
楽
器
奏
者
）

司
会 

広
瀬
浩
二
郎（
本
館 

准
教
授
）

※
要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料

 

（
要
展
示
観
覧
券
）

※
手
話
通
訳
あ
り

【
申
込
期
間
】

10
月
4
日（
月
）9
時
〜
11
月
5
日（
金
）17
時

イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら 

h
ttp

s://e
n

try-re
se

rvatio
n

-e
ve

n
t.

m
inp

aku.ac.jp
/

■
特
別
展
会
期
中
の
毎
週
金
曜
日
に
タ
ッ
チ

ツ
ア
ー「
あ
の
手
こ
の
手
で
特
別
展
を
楽
し

む
」（
講
師 

広
瀬
浩
二
郎
）を
開
催
し
ま
す
。

企
画
展

「
躍
動
す
る
イ
ン
ド
世
界
の
布
」

会
期
　
10
月
28
日（
木
）〜

 

2
0
2
2
年
1
月
25
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ク
ロ
ス
ト
ー
ク

「
布
と
空
間
デ
ザ
イ
ン

―
イ
ン
ド
の
躍
動
感
を
伝
え
る
」

展
示
設
計G

EN
ETO

と
企
画
展
メ
ン
バ
ー
に

よ
る
展
示
づ
く
り
の
舞
台
裏
を
紹
介
し
ま
す
。

日
時
　
11
月
13
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時

開
催
方
法
　
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）

 

（
定
員
30
名
）

登
壇
者

山
中
コ
〜
ジ
・
山
下
麻
子

　（
合
同
会
社G

EN
ETO

 G
RO

U
P

）

五
十
嵐
理
奈

　（
福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館 

学
芸
員
）

上
羽
陽
子（
本
館 

准
教
授
）

小
関
万
緒

　（
本
館 

企
画
課
標
本
資
料
係
職
員
）

司
会
　 

金
谷
美
和（
国
際
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
専

門
職
大
学 

准
教
授
）

※
要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料

【
申
込
期
間
】

10
月
4
日（
月
）10
時
〜
11
月
5
日（
金
）16
時

イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら

h
ttp

s://e
n

try-re
se

rvatio
n

-e
ve

n
t.

m
inp

aku.ac.jp
/

公
開
講
演
会

「
流
動
化
す
る
家
族
の
か
た
ち

―
少
子
高
齢
社
会
を
文
化
人
類
学
か
ら

考
え
る
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
村
や
南
ア
ジ
ア
の
都
市
で
、

少
子
化
や
高
齢
化
に
直
面
し
て
い
る
家
族

の
よ
う
す
を
お
話
し
し
、
現
代
家
族
の
か
た

ち
が
流
動
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
考

え
ま
す
。

日
時
　
11
月
12
日（
金
）

 

18
時
30
分
〜
20
時
40
分

 

（
17
時
30
分
開
場
）

会
場
　
日
経
ホ
ー
ル（
東
京
）

定
員
　

3
0
0
名

講
演
　
森
明
子（
本
館 

教
授
）

 

松
尾
瑞
穂（
本
館 

准
教
授
）

コ
メ
ン
ト
　 

大
門
正
克（
早
稲
田
大
学
教
育
・

総
合
科
学
学
術
院 

特
任
教
授
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

森
明
子
×
松
尾
瑞
穂
×
大
門
正
克

主
催
　
国
立
民
族
学
博
物
館

日
本
経
済
新
聞
社

※
要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料

※ 

オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す
。

※
手
話
通
訳
あ
り

お
問
い
合
わ
せ
先

本
館 

研
究
協
力
課 

研
究
協
力
係

0
6
ー
6
8
7
8
ー
8
2
0
9

巡
回
展

「
ビ
ー
ズ 

ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
か
ら
世
界
へ
」

会
期
　
10
月
2
日（
土
）〜
12
月
5
日（
日
）

※ 

当
初
の
会
期
か
ら
変
更
に
な
り

ま
し
た
。

会
場
　
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館

　
　
　
特
別
展
示
室

主
催
　
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館

　
　
　
国
立
民
族
学
博
物
館

　
　
　
公
益
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団

国立民族学博物館 広報・IR係　
電話  06-6878-8560 （9時～17時、土日祝を除く）　 FAX  06-6875-0401
お問い合わせフォーム https://www.minpaku.ac.jp/information/contactus/form

お問い
合わせ

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。

中東・イスラームは日本
から遠い別世界なのだ
ろうか？ 「歴史」「宗教・
社会」「経済・産業」「政治」
「文化・精神」に関する
30のトピックから現代中
東・イスラーム世界を
ひもとく。日本と“世界”
の見え方が変わる一冊。

■西尾哲夫、東長靖 編著
『中東・イスラーム世界への30の扉』
ミネルヴァ書房　2,970円（税込）

刊行物紹介

産後の食事（ソウル、2016年）

雁木（がんぎ）のある町中を歩く

みんぱく
インフォメーション

重要なお知らせ               

新型コロナウイルス感染症の予防のため、
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、決まり次第みんぱくホームページに
掲載いたします。何卒ご理解のほど、お
願い申しあげます。



モ
ー
リ
ス・メ
ッ
セ
ゲ
の
養
生
術

一
九
九
七
年
、
わ
た
し
は
、
モ
ー
リ
ス
・

メ
ッ
セ
ゲ
の
養
生
法
を
体
験
し
た
。
わ
た
し

が
訪
ね
た
の
は
、
ス
イ
ス
の
ク
ラ
ン
＝
モ
ン

タ
ナ
の
植
物
治
療
所
で
あ
る
。

メ
ッ
セ
ゲ
は
、
一
九
二
一
年
に
フ
ラ
ン
ス

の
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
地
方
に
生
ま
れ
た
民
間
治

療
者
で
あ
る
。
彼
は
、
メ
ッ
セ
ゲ
家
に
数
百

年
前
か
ら
伝
わ
る
「
植
物
の
バ
イ
ブ
ル
」
を

頼
り
に
自
生
す
る
薬
草
を
自
分
に
試
し
、
ま

た
、
民
間
療
法
者
で
水
脈
占
者
で
も
あ
っ
た

父
親
か
ら
薬
草
の
採
集
の
し
か
た
や
用
法
を

学
ん
だ
。
し
か
し
、
医
師
免
許
を
も
っ
て
い

な
い
た
め
裁
判
も
経
験
し
た
。
正
規
の
医
者

の
み
が
治
療
や
助
産
を
手
が
け
る
よ
う
に
な

っ
た
一
九
世
紀
前
半
の
米
国
で
、
一
人
の
農

夫
が
は
じ
め
た
植
物
治
療
運
動
を
追
っ
て
き

た
わ
た
し
に
と
っ
て
、
メ
ッ
セ
ゲ
の
療
法
は

現
代
に
伝
わ
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
メ
デ
ィ
ス

ン
（
代
替
医
療
）
と
し
て
興
味
深
か
っ
た
の

で
あ
る
。

ス
イ
ス
で
は
モ
ー
リ
ス
・
メ
ッ
セ
ゲ
の
療

法
は
、
一
般
医
と
ホ
メ
オ
パ
シ
ー
の
医
師
が

常
駐
す
る
セ
ン
タ
ー
で
適
用
さ
れ
て
い
る
。

ホ
メ
オ
パ
シ
ー
と
は
、「
類
似
の
も

の
は
類
似
の
も
の
に
よ
っ
て
治
さ

れ
る
」
と
い
う
原
則
に
基
づ
く
代

替
医
療
の
一
種
で
あ
る
。

ま
ず
は
医
師
か
ら
問
診
を
受
け
、
次
に
リ

フ
レ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の
施
術
を
受
け
た
。
足
指

の
付
け
根
や
足
の
裏
全
体
を
眺
め
て
心
と
身

体
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
極
め
、
ツ
ボ
を
押
し
て

身
体
に
異
常
が
な
い
か
診
断
す
る
。
施
術
者

オ
リ
ビ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
施
術
は
、「
健
康

の
窓
」
と
「
病
気
の
窓
」
の
う
ち
、
前
者
を

の
ぞ
き
込
み
、
人
び
と
が
自
分
の
生
活
を
振

り
返
る
手
伝
い
を
す
る
と
い
う
。

こ
の
後
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
、

ハ
ー
ブ
浴
や
食
事
を
す
る
。
足
浴
は
朝
、
手

浴
は
夕
方
、
わ
た
し
の
た
め
に
選
ば
れ
た
数

種
類
の
ハ
ー
ブ
の
成
分
を
浸
出
さ
せ
た
液
体

に
手
足
を
つ
け
る
。
わ
た
し
に
使
用
す
る
ハ

ー
ブ
は
キ
ヅ
タ
、
ハ
マ
ム
ギ
、
イ
ラ
ク
サ
、

ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
で
あ
り
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ

免
疫
力
や
活
力
を
高
め
る
効
果
が
あ
る
と
い

う
。
キ
ャ
ベ
ツ
の
千
切
り
と
卵
の
白
身
を
混

ぜ
た
湿
布
は
、
週
四
回
肝
臓
の
あ
た
り
に
二

時
間
以
上
つ
け
る
。
臭
い
と
ひ
ん
や
り
し
た

感
じ
が
馴な

染じ

め
な
い
が
、
手
足
浴
と
並
び
こ

れ
こ
そ
が
、
メ
ッ
セ
ゲ
家
の
ハ
ー
ブ
治
療
の

伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
。

食
事
は
、
ア
ル
プ
ス
の
山
々
を
見
晴
ら
す

レ
ス
ト
ラ
ン
で
と
る
。
野
菜
と
魚
の
コ
ー
ス

だ
が
、
味
付
け
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
う

し
て
も
必
要
な
ら
、
岩
塩
を
溶
か
し
た
ハ
ー

ブ
液
の
瓶
か
ら
一
滴
ず
つ
慎
重
に
入
れ
る
。

食
材
の
味
が
こ
れ
ほ
ど
豊
か
で
、
ま
た
塩
も

強
い
味
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
は
、

こ
の
と
き
が
初
め
て
で
あ
る
。
黙
食
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
る
ほ
ど
に
、
味
と
口
当
た
り
に

集
中
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
も
コ
ー
ヒ
ー
も
な
し

の
食
事
に
満
足
し
た
。
朝
食
は
部
屋
で
と
る

が
、
す
っ
た
リ
ン
ゴ
や
ふ
す
ま
入
り
の
パ
ン

の
ほ
か
、
メ
ッ
セ
ゲ
の
朝
食
の
特
徴
で
あ
る

一
か
け
分
を
刻
ん
だ
ニ
ン
ニ
ク
を
食
べ
る
。

こ
う
し
て
、
触
覚
・
味
覚
に
集
中
す
る
時

間
を
過
ご
し
た
あ
と
は
、
経
験
し
た
こ
と
が

な
い
ほ
ど
身
体
が
軽
や
か
に
感
じ
ら
れ
た
。

ア
ッ
ペ
ン
ツ
ェ
ル
の
日
々
の
養
生 

こ
の
体
験
を
、
ス
イ
ス
北
東
部
の
ア
ッ
ペ

ン
ツ
ェ
ル
の
知
人
た
ち
に
話
す
と
、
湿
布
以

外
は
自
分
た
ち
の
日
常
的
な
養
生
法
と
違た

が

わ

な
い
、
と
口
々
に
感
想
を
述
べ
た
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
オ
ッ
テ
ィ
リ
ア
が
、

隣
人
の
モ
ニ
カ
と
わ
た
し
を
自
宅
へ
ラ
ン
チ

に
招
い
て
く
れ
た
。
オ
ッ
テ
ィ
リ
ア
は
助
産

師
で
あ
り
、
代
替
医
療
の
実
践
者
で
も
あ
る
。

一
四
歳
で
メ
イ
ド
と
し
て
働
き
始
め
、
二
一

歳
に
な
っ
て
か
ら
助
産
師
養
成
学
校
に
通
っ

た
彼
女
は
、
出
産
の
医
療
化
に
危
惧
を
覚
え
、

そ
の
後
六
〇
年
近
く
も
自
宅
で
助
産
師
の
仕

事
を
続
け
て
き
た
。
オ
ッ
テ
ィ
リ
ア
の
も
と

に
来
る
産
婦
た
ち
は
、
彼
女
の
家
に
滞
在
し
、

庭
で
一
緒
に
野
菜
を
育
て
、
そ
の
野
菜
を
調

味
料
な
し
に
味
わ
い
な
が
ら
、
安
産
を
目
指

し
て
い
る
。
モ
ニ
カ
は
、
航
空
会
社
で
働
き
、

旅
の
多
い
生
活
を
し
て
き
た
が
、「
ど
ん
な

生
活
を
し
て
ゆ
く
の
か
考
え
、
そ
れ
を
選
ん

で
い
る
」
の
が
ア
ッ
ペ
ン
ツ
ェ
ル
の
人
び
と

の
暮
ら
し
方
で
あ
る
と
考
え
、
季
節
の
行
事

に
は
熱
心
に
参
加
す
る
。
父
親
か
ら
教
え
て

も
ら
っ
た
、
山
奥
で
暮
ら
す
人
び
と
が
自
分

た
ち
や
家
畜
の
健
康
を
守
り
癒
す
養
生
の
教

え
を
今
も
大
切
に
し
て
い
る
。

野
菜
の
柔
ら
か
い
味
が
広
が
る
食
事
の
後
、

わ
た
し
た
ち
は
オ
ッ
テ
ィ
リ
ア
の
家
を
出
て
、

彼
女
の
運
転
す
る
車
で
、
山
の
中
腹
に
あ
る

ト
イ
フ
ェ
ン
と
い
う
町
の
「
ド
ク
タ
ー
・
フ

ォ
ー
ゲ
ル
の
診
療
所
」
に
出
か
け
た
。
フ
ォ

ー
ゲ
ル
は
、
彼
の
ホ
メ
オ
パ
シ
ー
の
施
術
に

も
っ
と
も
重
要
な
植
物
で
あ
る
ヤ
グ
ル
マ
ギ

ク
の
栽
培
に
適
し
た
こ
の
地
に
魅
せ
ら
れ
、

ド
イ
ツ
か
ら
移
り
住
み
、
診
療
所
と
薬
草
植

物
園
を
設
け
た
。
こ
こ
に
は
健
康
や
養
生
に

関
す
る
小
さ
な
展
示
も
あ
る
。
こ
こ
で
わ
た

し
た
ち
は
太
陽
の
も
と
で
庭
の
ハ
ー
ブ
を
か

き
分
け
な
が
ら
、
思
い
切
り
駆
け
回
っ
た
の

だ
っ
た
。

考
え
て
み
る
と
、
わ
た
し
に
と
っ
て
の
養

生
は
、
誰
か
か
ら
聞
か
せ
ら
れ
見
せ
ら
れ
、

驚
き
、
そ
し
て
誰
か
に
伝
え
る
流
れ
の
な
か

に
あ
る
よ
う
だ
。
静
か
に
目
の
前
の
こ
と
に

集
中
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、
各
地
に
伝
わ
る

養
生
の
物
語
を
語
り
合
い
賑に

ぎ

や
か
に
と
も
に

味
わ
う
こ
と
も
、
い
つ
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の

瞬
間
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

―
ス
イ
ス
の
養
生
の
旅 

鈴す
ず

木き 

七な
な

美み 

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

植
物
治
療
運
動
の
足
跡
を
訪
ね
て

15 2021.10 142021.10

フランス

イタリア

ドイツ

クラン=モンタナ

アッペンツェル

スイス
オーストリア

各
地
の
養
生
を
体
験
し
て
み
ま
し
た

植物治療所の朝食（クラン＝モンタナ、1997年）

モーリス・メッセゲの植物治療所のあるホテル（クラン＝モンタナ、1997年）

助産師オッティリアと筆者（右）
（アッペンツェル、1997年）

夏の終わりに山から下りてくる牛と牛飼いたち
（アッペンツェル、1999年）



た
し
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

村
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
づ
く
り

村
の
男
性
た
ち
は
五
〇
歳
も
す
ぎ
る
と
、
田
畑
の
耕
作
、

た
き
ぎ
取
り
、
建
築
な
ど
の
労
働
か
ら
引
退
し
、
菜
園
で

の
野
菜
づ
く
り
、
孫
の
世
話
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
づ
く
り
な

ど
を
し
て
、
家
の
周
り
で
す
ご
す
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り

カ
ゴ
や
敷
物
や
魚び

籠く

な
ど
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
つ
く
る
の
は

お
も
に
高
齢
者
の
役
割
だ
っ
た
。
だ
か
ら
村
の
バ
ス
ケ
タ

リ
ー
づ
く
り
を
思
い
出
そ
う
と
す
る
と
、
亡
く
な
っ
た
人

の
顔
ば
か
り
が
頭
に
浮
か
ぶ
。
ミ
ン
さ
ん
も
一
〇
年
以
上

前
に
亡
く
な
っ
た
。

彼
は
高
床
の
家
の
な
か
か
露
台
で
、
い
つ
も
バ
ス
ケ
タ
リ

ー
を
つ
く
っ
て
い
た
。
わ
た
し
の
訪
問
に
気
づ
く
と
、
少

ミ
ン
さ
ん
の
後
ろ
姿

こ
ん
な
話
か
ら
始
め
た
い
。

ラ
オ
ス
国
境
に
近
い
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
山
あ
い
に
あ
る
、

黒
タ
イ
と
よ
ば
れ
る
人
た
ち
の
村
に
い
た
一
九
九
七
年
の

あ
る
朝
の
こ
と
だ
。
町
に
出
た
わ
た
し
は
、
一
軒
の
麺
屋

で
、
客
た
ち
の
朝
食
の
後
片
付
け
も
す
ん
だ
店
主
M
と
だ

ら
だ
ら
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
店
頭
に
腰
を
下

ろ
し
て
ぼ
ん
や
り
往
来
を
眺
め
て
い
る
M
の
奥
さ
ん
ご
し

に
、
一
人
の
白
髪
の
男
性
が
足
を
と
め
る
の
が
見
え
た
。

村
の
ミ
ン
さ
ん
だ
。
彼
は
肩
掛
け
カ
バ
ン
か
ら
手
作
り
の

竹た
け

楊よ
う

枝じ

の
束
を
取
り
だ
し
な

が
ら
、
彼
女
に
ち
か
づ
こ
う
と

し
た
。
す
る
と
、
客
で
は
な
い

と
確
信
し
た
彼
女
は
す
ぐ
さ

ま
立
ち
上
が
り
、
眉
間
に
し
わ

を
寄
せ
て
大
き
な
声
で
「
い
ら

な
い
よ
」
と
語
気
強
く
ベ
ト
ナ

ム
語
で
言
い
放
ち
、
追
い
払
う

し
ぐ
さ
ま
で
し
た
。

無
言
で
踵き

び
す
を
返
す
ミ
ン
さ

ん
。
だ
が
一
瞬
、
暗
い
店
の
奥

に
い
た
わ
た
し
と
た
ま
た
ま
目

が
あ
っ
た
。
慚ざ

ん

愧き

に
堪
え
な

い
と
言
い
た
げ
な
、
情
け
な

い
、
か
な
し
い
表
情
が
彼
の
顔

に
浮
か
ん
だ
。
す
ご
す
ご
と

立
ち
去
る
彼
の
後
ろ
姿
を
、
わ

し
う
れ
い
の
あ
る
笑
み
を
浮
か
べ
、
だ
が
手
は
独
立
し
た

機
械
の
よ
う
に
動
き
続
け
て
い
た
も
の
だ
。

わ
た
し
は
彼
と
会
話
し
た
こ
と
が
な
い
。
彼
に
出
会
う
以

前
に
、
彼
の
耳
は
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
バ

ス
ケ
タ
リ
ー
づ
く
り
に
専
念
し
て
い
た
の
も
、
そ
の
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
M
の
奥
さ
ん
に
じ

ゃ
け
ん
に
対
応
さ
れ
た
と
き
も
、
こ
と
ば
は
聞
こ
え
な
か

っ
た
は
ず
だ
。
い
や
、
聞
こ
え
て
い
た
と
し
て
も
ベ
ト
ナ

ム
語
は
わ
か
ら
な
い
。
彼
の
世
代
だ
と
、
学
校
に
も
兵
隊

に
も
行
か
な
か
っ
た
少
数
民
族
に
ベ
ト
ナ
ム
語
を
学
ぶ
機

会
は
な
か
っ
た
の
だ
。

い
っ
ぽ
う
で
、
町
で
暮
ら
し
て
い
る
人
の
大
半
が
キ
ン

族
、
つ
ま
り
ベ
ト
ナ
ム
の
多
数
民
族
だ
。
M
の
家
族
も
例

に
も
れ
な
い
。
一
九
六
〇
年
代
に
、
海
岸
部
の
過
剰
な
人

口
を
減
ら
す
と
い
う
政
策
上
の
要
請
に
応
じ
て
、
移
住
し

て
き
た
の
だ
。

ベ
ト
ナ
ム
人
は
食
後
に
必
ず
楊
枝
を
使
う
か
ら
M
の
店

で
も
竹
楊
枝
は
必
需
品
だ
。
だ
が
、
も
し
M
の
奥
さ
ん
が

買
う
つ
も
り
だ
っ
た
と
し
て
も
、
ミ
ン
さ
ん
に
値
段
交
渉

は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
耳
が
聞
こ
え
な
い
と
か
、
ベ

ト
ナ
ム
語
が
わ
か
ら
な
い
と
か
の
理
由
で
は
な
い
。
町
で

そ
う
い
う
や
り
と
り
を
す
る
際
、
主
導
権
は
キ
ン
族
の
側

に
あ
っ
た
か
ら
だ
。
彼
は
さ
し
だ
さ
れ
る
な
け
な
し
の
カ

ネ
を
受
け
取
る
し
か
な
い
。
当
時
キ
ン
族
と
少
数
民
族
の

あ
い
だ
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
露
骨
な
不
均
衡
が
あ
っ
た
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
竹
へ
ぎ
か
ら

黒
タ
イ
の
村
に
は
、
手
製
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
が
あ
ふ
れ
て

い
た
。
米
を
運
ぶ
カ
ゴ
、
摘
ん
だ
野
菜
や
野
草
を
入
れ
る

カ
ゴ
、
ニ
ワ
ト
リ
や
ア
ヒ
ル
を
入
れ
る
カ
ゴ
、
野
菜
洗
い

カ
ゴ
、
床
の
上
の
敷
物
、
座
椅
子
、
食
卓
、
脱
穀
す
る
と

き
の
敷
物
、
魚
籠
、
つ
づ
ら
、
ザ
ル
、
床
、
柵
、
家
壁
な

ど
、
全
部
そ
う
だ
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
づ
く
り
は
、
一
に
も
二
に
も
竹
へ
ぎ
づ
く

り
か
ら
だ
。
刀
で
竹
を
割
り
、
裂
い
て
、
何
十
も
何
百
も

つ
く
っ
て
お
く
。
竹
は
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
消
費
さ
れ
、
節

の
部
分
は
コ
ッ
プ
、
容
器
、
ひ
し
ゃ
く
な
ど
に
な
る
。
だ

が
、
一
部
が
残
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
あ
ま
り
が
、
細
く
割
り
裂
か
れ
、
削
ら
れ
て

竹
楊
枝
に
な
る
の
だ
。

だ
が
今
で
は
黒
タ
イ
の
村
で
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
つ
く
る
人

は
減
り
、
ど
の
家
に
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
ゆ
た
か
さ
と
引
き
換
え
に
、
村
か
ら
古
い
バ
ス
ケ

タ
リ
ー
も
染
織
物
も
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
た
。
そ
ん
な
変

化
を
目
の
当
た
り
に
す
る
う
ち
、
町
の
人
で
さ
え
、
村
の

手
仕
事
を
文
化
の
遅
れ
た
人
た
ち
の
貧
乏
な
営
み
と
は
蔑

さ
げ
す

ま
な
く
な
り
、
伝
統
と
し
て
尊
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

最
初
の
話
に
戻
ろ
う
。

二
〇
年
以
上
前
の
あ
の
日
、
ミ
ン
さ
ん
は
、
一
束
あ
た
り

日
本
円
に
し
て
五
円
程
度
の
現
金
を
得
る
た
め
に
、
一
時

間
以
上
歩
い
て
竹
楊
枝
を
町
に
売
り
に
来
た
の
で
あ
っ
た
。

あ
れ
は
彼
が
割
り
、
裂
き
、
削
っ
て
き
た
や
む
に
や
ま
れ

ぬ
心
の
束
だ
っ
た
か
と
、
今
に
し
て
思
う
。

やむにやまれぬ竹楊枝
樫
かし

永
なが

 真
ま

佐
さ

夫
お

民博 超域フィールド科学研究部

わたしが調査していたベトナムの黒タイの村では、バスケタリーも楊枝も竹からつく
られていた。バスケタリーと楊枝。面（もしくは立体）と線という対照的なふたつは、
どのようにかかわり合っているのだろうか。

上：自宅で孫たちに囲まれ、カゴの底を組んでいるミンさん
下：竹へぎをつくる。細い繊維状の削りカスは燃料にする
（ディエンビエン省、1999年）

上：竹楊枝をくわえた男性（右から3人目）と卓上の竹楊枝。自分で裂いて適当な太さ
にして用いる

下：ほぼ竹でつくられた露台。その上にある敷物、カゴに加え、家壁もバスケタリー
（ディエンビエン省、1998年）
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二
年
前
に
ブ
ー
タ
ン
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ

た
。
面
積
が
九
州
ぐ
ら
い
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
麓

に
位
置
す
る
小
さ
な
国
だ
。首
都
の
テ
ィ
ン
プ
ー

は
、
標
高
二
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
谷
沿
い

に
家
屋
が
密
集
す
る
都
市
で
あ
る
。
そ
こ
は
、

野
菜
か
ら
チ
ー
ズ
ま
で
生
活
に
必
要
な
も
の
は

何
で
も
そ
ろ
う
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
土

の
大
部
分
が
山
地
か
ら
な
る
こ
の
国
で
は
、
車

や
徒
歩
を
組
み
合
わ
せ
て
標
高
四
〇
〇
〇
メ
ー

ト
ル
近
い
と
こ
ろ
ま
で
行
く
と
森
林
限
界
を
超

え
て
草
原
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

わ
た
し
は
、
山
の
上
で
牛
の
群
れ
と
と
も
に

チ
ー
ズ
づ
く
り
を
す
る
キ
ャ
ン
プ
を
訪
問
し
た
。

こ
こ
で
の
チ
ー
ズ
は
、
週
に
一
度
、
町
に
運
ば

れ
て
い
る
と
聞
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ー

タ
ン
の
地
図
で
見
つ
け
て
い
た
さ
ら
に
奥
地
に

位
置
す
る
秘
境
が
気
に
な
っ
て
い
た
。
中
国
と

の
国
境
に
近
く
氷
河
に
も
近
接
す
る
、
チ
ベ
ッ

ト
文
化
を
代
表
す
る
家
畜
で
あ
る
ヤ
ク
と
と
も

に
生
き
る
村
で
あ
る
。

ブ
ー
タ
ン
人
の
製
作
し
た
映
画

映
画
の
舞
台
は
、
車
で
到
達
で
き
る
村
か
ら

徒
歩
で
八
日
も
か
か
る
標
高
四
八
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
ル
ナ
ナ
村
で
あ
る
。
人
口
は
五
六
人
。
ヤ
ク

飼
い
の
多
い
村
で
も
あ
る
。
こ
の
映
画
の
主
人

公
は
、
首
都
に
暮
ら
す
都
会
育
ち
の
青
年
だ
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
移
住
し
て
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

に
な
る
こ
と
を
夢
見
る
主
人
公
は
、
テ
ィ
ン
プ
ー

か
ら
村
の
学
校
に
数
カ
月
、
教
師
と
し
て
赴
任

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
途
中
、
ラ
バ
に
荷

物
を
運
ば
せ
て
村
人
と
歩
い
て
い
く
。
そ
し
て
、

人
口
わ
ず
か
三
名
の
村
に
立
ち
寄
る
。
背
景
の

植
生
は
、
ま
だ
森
で
あ
る
。
そ
の
後
、
森
林
が

な
く
な
り
、
白
い
雪
で
覆
わ
れ
た
標
高
七
〇
〇

〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
並
み
が
見
え
て
き
た
。
ル

ナ
ナ
村
の
人
び
と
は
皆
、
歓
迎
し
て
く
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
初
、
村
の
暮
ら
し
は
彼

に
と
っ
て
は
過
酷
で
あ
っ
た
。
電
気
が
な
い
。

紙
も
貴
重
で
あ
る
。
暖
を
と
る
た
め
に
燃
料
と

す
る
ヤ
ク
の
糞ふ

ん

拾
い
が
欠
か
せ
な
い
。
学
校
に

は
黒
板
が
な
い
。
文
字
や
数
字
を
壁
に
書
く
こ

と
か
ら
始
め
る
。
一
方
で
、
子
ど
も
た
ち
は
先

生
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
意
外
に
も
、
子
ど
も

た
ち
は
教
師
に
な
り
た
い
、
歌
手
に
な
り
た
い
、

王
様
に
仕
え
た
い
と
い
っ
た
、
村
の
外
に
出
て

働
き
た
い
と
い
う
将
来
の
夢
を
も
っ
て
い
る
。
そ

う
し
た
生
活
の
な
か
で
主
人
公
が
惹ひ

か
れ
た
の

が
、
山
々
に
ひ
び
く
歌
声
で
あ
っ
た
。
主
人
公
は
、

村
で
い
ち
ば
ん
歌
が
う
ま
い
と
い
わ
れ
る
女
性

か
ら
「
ヤ
ク
に
捧さ

さ

げ
る
歌
」
を
学
ん
で
い
く
。

歌
声
が
人
と
生
き
物
を
つ
な
ぐ

わ
た
し
は
、
二
年
前
の
ブ
ー
タ
ン
へ
の
訪
問

を
思
い
出
し
な
が
ら
、
こ
の
映
画
を
見
て
と
て

も
感
動
し
た
。
ま
ず
は
、
村
の
子
ど
も
た
ち
の

キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

わ
た
し
が
テ
ィ
ン
プ
ー
の
学
校
で
見
た
と
き
と

似
た
も
の
が
あ
っ
た
。
の
ち
に
映
画
に
登
場
し

た
村
の
子
ど
も
た
ち
が
、
現
地
の
子
ど
も
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
驚
い
た
。
演
技
で
は
な
か
っ

た
の
だ
。「
教
師
は
、未
来
を
教
え
て
く
れ
る
人
」

と
い
う
村
人
の
こ
と
ば
も
印
象
深
い
。
こ
れ
ほ

ど
教
師
が
望
ま
れ
て
い
る
村
が
あ
る
の
に
は
驚

い
た
。
人
び
と
は
ど
こ
で
も
あ
ら
た
な
知
識
に

飢
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

次
に
、
町
と
村
と
の
暮
ら
し
の
違
い
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
現
代
の
日
本
で
も
そ
う
か
も
し
れ
な

い
。
都
会
の
人
は
村
の
暮
ら
し
を
知
ら
な
い
。

人
類
は
国
を
つ
く
っ
て
以
来
、
中
心
部
の
都
市

と
周
辺
部
の
村
を
生
み
出
し
た
。
主
人
公
は
、

ヤ
ク
と
人
が
共
存
す
る
高
地
の
暮
ら
し
を
知
ら

な
か
っ
た
が
、
次
第
に
村
の
暮
ら
し
に
適
応
し

て
い
く
。
そ
し
て
、
歌
を
と
お
し
て
村
の
文
化

を
学
ぶ
過
程
は
人
類
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

の
よ
う
に
も
見
え
る
。
人
と
人
を
つ
な
ぐ
歌
の

力
を
感
じ
さ
せ
る
。
特
に
「
ヤ
ク
に
捧
げ
る
歌
」

が
興
味
深
い
。
村
人
は
、
ヤ
ク
を
肉
や
毛
皮
で

は
な
く
、
聖
な
る
生
き
物
と
し
て
見
て
い
る
。

映
画
の
最
後
の
シ
ー
ン
で
は
、
主
人
公
が
シ

ド
ニ
ー
の
パ
ブ
で
ギ
タ
ー
を
片
手
に
歌
手
の
仕

事
を
し
て
い
た
。
突
然
、
欧
米
の
歌
を
や
め
て

「
ヤ
ク
に
捧
げ
る
歌
」
を
歌
う
場
面
が
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
、
主
人
公
は
こ
の
歌
を
歌
う
こ
と
で

ブ
ー
タ
ン
人
と
し
て
の
誇
り
を
示
し
た
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
あ
え
て
映
画
の
最

後
に
先
進
国
の
場
面
を
出
す
こ
と
で
、
ブ
ー
タ

ン
と
い
う
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
小
国
の
村
の
文
化
が
現

代
の
都
市
に
生
き
る
若
者
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
、
自
然
、
文
化
、
文
明
が
共
存
す
る
世
界
が

生
き
方
の
原
点
と
し
て
大
切
で
あ
る
こ
と
を
示

し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
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首都ティンプーの
市街地（標高2500
メートル、2019年、
筆者撮影）

上：映画の舞台ルナナ村（標高4800メートル）
左：山の学校の子どもたち
（提供：株式会社ドマ）

ティンプーの市場でチーズを売る女性（2019年、筆者撮影）

山の放牧地（標高4000メートル、2019年、筆者撮影）

「ブータン 山の教室」
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永 遠 の 愛 を
誓 い ま す か ？  

世界の諸言語において、「結婚（する）」を意味
することばがどのような語源をもつのか、そん
なことが気になったのは、何もわたしが結婚の
ことを真剣に考えるようになったからというわ
けではない。そうではなく、わたしの専門とす
る西フリジア語（インド＝ヨーロッパ語族ゲルマン
語派西ゲルマン語。英語やドイツ語の姉妹）で、「結
婚する」を意味する動詞t

ト ゥ ラ ウ ェ
rouweが、英語のt

トゥルー
rue

と同語源であること、すなわち、「真実」や「信
頼」を意味する語に由来することを知り、もし
や「真実、信頼」と「結婚」は世界的に見ても
つながりが強いのか？などと考えたからだ。

日本語固有の語で「結婚する」を意味する語
は、現代日本語でほとんど使わないものもある
が、いくつか存在している。例えば、【約束する】
の意味をもつ「契る」、【戸・処を継ぐ】という
語構成の「嫁ぐ」、【女を取る】に由来する「娶

めと

る」などである。これらが、諸言語での「結婚」
の語源の分類に活かせそうである。
「契る」に近い例として、イタリア語のs

スポザールスィ
posarsi

がある。「約束」と「信頼」を近い概念とみなす
ならば、先に見たtrouweやそれと同語源のドイ
ツ語t

トゥラウェン
rauen、オランダ語t

トゥラウェ（ン）
rouwenもここに分類で

きよう。「永遠の愛を約束する」「強い信頼関係
を結ぶ」ということが「結婚」の大事な条件と
なりえたのだろうか。
「嫁ぐ」に近い例として、ドイツ語h

ハ イ ラ ー テ ン
eiraten【家

の調度を調
ととの

える】、スペイン語c
カ サ ー ル セ
asarse【互いに

家を成す】、モンゴル語g
ゲ ル レ フ
erlex【家を成す】など

が挙げられる。「家を継承する」「あらたな家庭

をなす」ということが「結婚する」ということ
に他ならない、という例といえよう。
「娶る」に近い例として、英語にm

マ リ ー
arryとして

借用されているフランス語のs
ス
e m

マ リ エ
arier【若い女

性をえる】、中国語の成
チェンフン

婚【暗い時分に娶りを成
す】などが挙げられる。このあたりの語は、も
ともと「結婚」という行為を男性の目線で考え
ていたことを示すといえよう。なお、現代にお
いても、ロシア語では「結婚する」の言い方が
男女により異なるという。

このほか、英語w
ウ ェ ド

ed【身代金を払って妻とす
る】やインドネシア語で動物や虫の「結婚」を
あらわすk

カ ウ ィ ン
awin【嫁から婿への持参金】など、「結

婚」における風習が反映された語もある。スウ
ェーデン語の「結婚している」という形容詞 g

ギフトゥ
i f t

は【与えられた】という過去分詞が元になって
いる。モンゴル語x

フ リ ム ラ フ
urimlax【宴会を成す】、ウル

ドゥー語 s
シャーディー

hādī k
カ ル ナ ー
arnā【喜びを成す】、インドネ

シア語m
メ ニ カ ー
enikah【性交渉を成す】など、置かれる

焦点が異なっているものも興味深い。
世界の諸言語における「結婚」を見渡してみる

と、「誓い」だけが「結婚」に直結するものでも
ないことがわかる。ただ、わたしはtrouweに隠
れた「強い信頼関係の契り」を「結婚」に求め
たい。それが、「真実、信頼」と「結婚」の世界
的な結びつきを直感してしまった所以だったの
かもしれない。

佐
さ

田
た

 陸
ひとし
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編 集 後 記

渋沢栄一とその孫、敬三の偉業と功績は、今日のみんぱくの成り立ちに大き
なかかわりがある。今号の特集からはそのことを改めて認識した。両氏がもつ
幾多の肩書きからだけでも、日本の近代化の根幹に貢献したことは明らかであ
るが、特に政界にいながらにして学問の発展に直接、間接に寄与したことは意
味深い。そこには自分や社会、国を律する確固たる思想があったからこそだと
思われる。 

ひるがえって、今日の社会を眺めるとき、どんな思想がわれわれを支えてい
るだろうかと問わずにはいられない。身近な例では、コロナ禍を生き抜く思想
があってもよい。いやあるべきだと思う。地球全体が多民族社会になりつつあ
るグローバル化の時代、異質なものを排除するのではなく共存することが求め
られている。自然界では生物多様性こそが生態系の持続を可能にすることに人
類は気が付いた。ウイルスや細菌の分野にも共生の思想をもつ研究がある。コ
ロナとどう向き合うのか、現実的な対策に加えて思想の転換も重要かもしれな
い。 （三島禎子）
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