
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
か

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
か

特集硬
い
歯
・
し
な
や
か
な
甲
羅

生
物
が
歯
や
骨
、
貝
殻
真
珠
層
な
ど
の
硬
い
組
織
を
つ

く
る
こ
と
を
総
称
し
て
、
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
よ
ぶ
。
形
成
さ
れ
る
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
の
役
割
は
多
岐

に
わ
た
り
、
体
の
保
護
や
姿
勢
の
維
持
だ
け
で
な
く
金
属

イ
オ
ン
の
貯
蔵
や
、
眼
の
レ
ン
ズ
な
ど
の
機
能
を
兼
ね
備

え
た
も
の
も
あ
る
。
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
は
お
も
に
カ
ル
シ

ウ
ム
や
鉄
、
シ
リ
カ
な
ど
の
無
機
物
質
（
こ
れ
ら
は
チ
ョ
ー

そ
の
形
成
機
構
は
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
も

多
い
。
自
然
を
理
解
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
材
料
開
発
に

応
用
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
我
々
の
社
会
は
よ
り
豊
か

に
な
る
は
ず
だ
。

人
智
を
超
え
た「
も
の
づ
く
り
」

生
物
は
自
然
界
か
ら
カ
ル
シ
ウ
ム
や
鉄
な
ど
の
金
属
イ

オ
ン
を
体
内
に
取
り
込
み
、
タ
ン
パ
ク
な
ど
の
有
機
物
を

作
用
さ
せ
、
そ
の
結
晶
化
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
秩
序

高
い
構
造
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。
真
珠
光
沢
を
示
す
貝
殻

真
珠
層
の
ミ
ク
ロ
構
造
は
じ
つ
に
美
し
い
。
貝
殻
真
珠
層

は
、
厚
み
一
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
（
お
お
よ
そ
、
コ
ピ
ー
用

紙
の
一
〇
〇
分
の
一
）
の
薄
膜
状
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
結
晶
が

数
千
層
重
な
っ
て
で
き
て
い
る
。
結
晶
の
層
間
に
は
タ
ン

パ
ク
や
多
糖
な
ど
の
生
体
高
分
子
が
含
ま
れ
て
お
り
、
結

晶
化
を
制
御
す
る
の
と
同
時
に
、
形
成
し
た
結
晶
同
士
を

貼
り
付
け
る
糊の
り

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
層
状
構

造
は
真
珠
の
美
し
い
光
沢
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
が
、

力
学
的
強
度
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
炭

酸
カ
ル
シ
ウ
ム
だ
け
で
で
き
た
単
結
晶
に
く
ら
べ
て
真
珠

層
は
数
千
倍
も
破
壊
強
度
が
大
き
い
。
こ
の
よ
う
な
精
緻

な
構
造
を
も
っ
た
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
材
料
」
が
生
物
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
舞
台
裏
で
は
、
金
属
イ
オ
ン
の
選
択
的
な
取

り
込
み
、
生
体
高
分
子
同
士
の
分
子
認
識
、
核
形
成
の
制

御
、
制
限
さ
れ
た
結
晶
成
長
場
の
形
成
な
ど
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
最
先
端
の
技
術
を
も
っ

て
し
て
も
実
験
室
で
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
複

雑
で
高
度
な
科
学
で
あ
る
が
、
自
然
界
で
は
（
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
使
わ
ず
に
）
淡
々
と
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
と
い
う
と
耳
触
り
の
い
い
、
ち
ょ
っ
と
は
や
り
の
こ
と

ば
だ
。
少
し
前
ま
で
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
、
ミ
ッ
ク
ス
、
さ
ら
に
は
雑
種
と

ま
で
い
わ
れ
、
さ
げ
す
ま
れ
る
一
方
で
、
な
ぜ
か
強
靭
さ
へ
の
畏
敬

も
感
じ
さ
せ
る
。

異
種
な
も
の
ど
う
し
が
交
わ
り
、
融
合
す
る
こ
と
で
あ
ら
た
な
も

の
が
創
造
さ
れ
る
現
象
は
ど
こ
に
も
み
ら
れ
る
が
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

的
な
も
の
は
、
純
粋
性
を
追
及
し
た
が
た
め
に
硬
直
、
閉
塞
化
し

た
現
実
を
打
ち
壊
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
い
る
よ
う
だ
。

本
特
集
で
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
生
物
工
学
、
文
化
人
類
学
、
宗

教
学
、
言
語
学
な
ど
に
お
け
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
を
と
り
あ
げ
る
。
純

粋
性
の
概
念
を
あ
ら
た
め
て
問
い
な
お
す
契
機
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

自
然
界
の
ち
ゃ
ん
ぽ
ん

―
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
に
ま
な
ぶ
次
世
代
材
料
の
開
発

西に
し

村む
ら 

達た
つ

也や

　
東
京
大
学
助
教

天
然
を
ま
ね
る
・
超
え
る「
材
料
科
学
」

混
ざ
り
合
わ
な
い
ふ
た
つ
の
素
材
、
有
機
物
（
お
も
に

炭
素
で
で
き
て
お
り
、
火
を
つ
け
る
と
燃
え
る
物
、
た
と
え
ば

紙
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）
と
無
機
物
（
鉱
物
）
を
分
子
レ
ベ
ル

で
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
え
ら
れ
る
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
材
料
は
双
方
の
性
質
を
か
け
あ
わ
せ
た
高
機
能

な
も
の
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。「
環
境
に
や
さ
し
く
」

「
高
機
能
」
な
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
は
、
ま
さ
に
そ
の
手
本
だ
。

バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
の
形
成
過
程
に
お
け
る
科
学
を
理
解
し
、

そ
れ
を
抽
象
化
し
て
新
し
い
材
料
を
生
み
出
す
研
究
が
世

界
中
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
合
成
高
分
子
を
用

い
て
真
珠
層
に
類
似
し
た
均
一
な
厚
み
の
薄
膜
結
晶
の
形

成
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
薄
膜
は
、
車
や
飛
行
機
な
ど

の
新
し
い
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
は
精
緻
な
構
造
に
由
来
す
る
高
度
な

機
能
・
特
性
を
有
し
て
い
る
が
、
生
物
は
カ
ル
シ
ウ
ム
や

タ
ン
パ
ク
な
ど
限
ら
れ
た
素
材
し
か
使
え
な
い
た
め
、
目

の
レ
ン
ズ
や
甲
羅
な
ど
し
か
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一

方
、
我
々
は
今
や
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
の
知
識
を
手
に
入
れ
、

半
導
体
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
や
導
電
性
高
分
子
な
ど
生
体
が
使

え
な
い
機
能
性
素
材
も
「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
さ
せ
る
」
こ
と
が

で
き
る
。
我
々
が
作
る
材
料
が
天
然
の
美
し
さ
を
超
え
る

の
は
当
分
先
の
話
か
も
し
れ
な
い
が
、
機
能
は
ア
イ
デ
ア

次
第
で
充
分
に
超
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
真
珠
の
よ
う
な
層

状
構
造
を
も
つ
高
効
率
の
次
世
代
電
池
や
カ
ニ
の
甲
羅
の

よ
う
に
軽
く
て
丈
夫
な
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
開
発
さ
れ
る

日
も
近
い
は
ず
だ
。

ク
、
磁
石
、
ガ
ラ
ス
な
ど
、
身
近
で
シ
ン
プ
ル
な
材
料
と
同
じ

成
分
で
あ
る
）
と
、
タ
ン
パ
ク
や
多
糖
な
ど
の
有
機
物
（
そ

れ
ぞ
れ
、
肉
の
成
分
、
ナ
タ
デ
コ
コ
の
成
分
と
同
類
で
あ
る
）

と
の
複
合
体
で
あ
る
。
つ
ま
り「
有
機
」と「
無
機
」の
ち
ゃ

ん
ぽ
ん
が
バ
イ
オ
ミ
ネ
ラ
ル
で
あ
り
、
歯
の
よ
う
に
硬
い

も
の
や
カ
ニ
の
甲
羅
の
よ
う
に
し
な
や
か
な
も
の
な
ど
、

生
物
は
目
的
に
応
じ
た
特
性
や
機
能
を
有
す
る
こ
の
「
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
な
材
料
」
を
作
り
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
、

アワビの貝殻真珠層
アコヤガイが作る真珠と同じ構造な
ので真珠のような光沢が見られる

真珠層にならう高強度薄膜の開発
バイオミネラルと同様に有機高分子の力によって形成する薄膜状結晶。均一な厚
みをもち、基板一面を覆う。写真は鉱物を観察するための偏光顕微鏡により撮影

真珠層の秩序構造
真珠層の断面。電子顕微鏡写真からわかるように、同じ
厚みの薄膜状結晶が、数千層重なって形成されている
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日
本
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
人
び
と

京
都
の
街
が
例
年
に
も
ま
し
て
美
し
い
桜
で
賑に
ぎ

わ
っ
た

と
い
う
今
年
四
月
、
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
一
足
早
い
夏
の
陽

気
を
味
わ
っ
て
い
た
。
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
お
こ

な
わ
れ
た
「
ハ
パ
・
ジ
ャ
パ
ン
学
術
会
議
」
に
出
席
す
る

た
め
で
あ
る
。「
ハ
パ
」
と
は
、元
来
ハ
ワ
イ
の
ピ
ジ
ン
語
で
、

複
数
の
文
化
的
ル
ー
ツ
を
も
つ
人
び
と
を
意
味
す
る
が
、

現
在
で
は
、
ル
ー
ツ
の
ひ
と
つ
が
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人

で
あ
る
人
び
と
を
指
す
用
語
と
し
て
流
通
し
て
い
る
。
主

催
者
が
造
語
し
た
「
ハ
パ
・
ジ
ャ
パ
ン
」
と
は
、
ハ
パ
の

な
か
で
も
日
系
の
ハ
パ
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
ら
し
い
。

人
目
を
引
く
真
っ
赤
な
ポ
ス
タ
ー
の
中
央
を
飾
る
の
は
、

日
の
丸
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
円
形
の
四
分
の
三
や
二
分
の
一
の

な
ど
、
日
系
が
占
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
比
率
を
あ
ら
わ
す
パ

イ
を
重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。

学
術
会
議
も
含
め
計
五
日
間
の
祭
典
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
系
（「
白
人
」）
と
日
系
の
ミ
ッ
ク
ス
・
ル
ー
ツ
を
も
つ

当
事
者
が
大
半
を
占
め
る
な
か
で
、
少
数
な
が
ら
、
ア
フ

リ
カ
系
な
ど
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
日
系
の
ミ
ッ
ク
ス
・

ル
ー
ツ
を
も
つ
者
も
い
た
。
二
年
前
の
前
回
は
、
同
会
議

で
表
彰
さ
れ
た
演
歌
歌
手
の
ジ
ェ
ロ
が
多
く
の
観
客
を
集

め
た
。
今
回
も
、ア
フ
リ
カ
系
の
父
を
も
つ
劇
作
家
ベ
リ
ー

ナ
・
ハ
ス
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
に
よ
る
ト
ー
ク
が
あ
り
、
同

会
議
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
系
の
ハ
パ
の
存
在
感
は
希
薄
で

は
な
い
。

る
つ
ぼ
の
国
の
レ
イ
シ
ズ
ム

「
人
種
の
る
つ
ぼ
」
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
。
大

ヒ
ッ
ト
作
と
な
っ
た
イ
ズ
レ
イ
ル
・
ザ
ン
グ
ウ
ィ
ル
の
戯

曲
「The M

elting
 P

ot

」（
人
種
の
る
つ
ぼ
）
が
初
め
て
上

演
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
八
年
と
一
世
紀
も
前
の
こ
と
で
あ

る
。
移
民
大
国
ア
メ
リ
カ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
が
交
わ

り
合
い
、
新
し
い
「
ア
メ
リ
カ
人
」
の
誕
生
と
と
も
に
ユ
ー

ト
ピ
ア
が
生
ま
れ
る
、と
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、

一
九
六
七
年
ま
で
異
人
種
間
結
婚
禁
止
法
が
一
七
の
州
に

お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
う
や
く
二
十
年

ほ
ど
前
か
ら
、
紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ

を
経
な
が
ら
も
「
マ
ル
チ
レ
イ

シ
ャ
ル
運
動
」（
独
自
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
社
会
的
承
認
を

え
よ
う
と
す
る
運
動
）
が
波
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
述

の
ハ
パ
会
議
も
そ
の
大
き
な
う
ね
り
の
な
か
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
。

「
ハ
ー
フ
」が
自
分
を
語
る
と
き

さ
て
、
日
本
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
ら
し
き
女
性

と
欧
米
系
の
男
性
が
幼
児
を
抱
え
て
電
車
に
乗
り
降
り
す

る
姿
は
、
も
は
や
都
会
で
は
日
常
風
景
と
な
っ
て
い
る
。
地

方
で
は
、
中
国
や
韓
国
、
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
妻

を
迎
え
た
と
い
う
話
も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。
沖
縄
の
「
ア

メ
ラ
ジ
ア
ン
ス
ク
ー
ル
」
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
一

五
年
が
経
過
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
度
の
統
計
に
よ
る
と
、

あ
ら
た
な
婚
姻
の
二
〇
組
に
一
組
が
国
際
結
婚
だ
と
さ
れ
る
。

ミ
ッ
ク
ス
・
ル
ー
ツ
が
開
く
扉
竹た

け

沢ざ
わ 

泰や
す

子こ

　
京
都
大
学
教
授

関
西
を
拠
点
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
メ
デ
ィ
ア
等
を
と
お
し

て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て
い
る「
ミ
ッ
ク
ス
ル
ー
ツ・ジ
ャ

パ
ン
」
は
、
今
や
知
る
人
ぞ
知
る
存
在
で
あ
る
。
最
近
注

目
を
集
め
て
い
る
の
は
、
二
人
の
自
称
「
ハ
ー
フ
」
の
女

性
た
ち
が
、
映
像
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
、
日
本
で

生
き
る
「
ハ
ー
フ
」
た
ち
の
経
験
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
迫
る
「
ハ
ー
フ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
あ
る
。
ア
ジ
ア

系
の
ハ
ー
フ
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
が
、

ハ
ー
フ
の
容
姿
の
「
ち
が
い
」
を
意
識
的
に
取
り
あ
げ
る

こ
の
作
品
を
見
る
う
ち
に
、
日
本
社
会
に
お
い
て
、
外
見

が
「
日
本
人
」
ら
し
く
な
い
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、

改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

現
在
、
ミ
ッ
ク
ス・レ
イ
ス
／
ミ
ッ
ク
ス・ル
ー
ツ
を
テ
ー

マ
と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
大
学
院
の
授
業
で
、
あ
る
学

生
が
自
ら
の
体
験
か
ら
語
る
。
日
本
で
は
、国
籍
で
は
な
く
、

外
見
で
「
日
本
人
」
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
と
。
日
本
人

で
あ
り
な
が
ら
、
容
貌
が
異
な
れ
ば
「
ガ
イ
ジ
ン
」
と
指

さ
さ
れ
る
。
メ
デ
ィ
ア
で
「
ハ
ー
フ
」
が
憧
憬
の
対
象
と

さ
れ
、「
ハ
ー
フ
顔
」
が
消
費
さ
れ
る
一
方
で
、
日
常
世
界

に
お
い
て
は
、
排
除
の
掟お
き
ては

ま
だ
ま
だ
緩
み
そ
う
に
な
い
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
た
だ
ひ
と
つ
変
化
の
手
応
え
を
感

じ
る
も
の
が
あ
る
。
当
事
者
た
ち
が
次
世
代
研
究
者
と
し

て
育
ち
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
（
わ
た
し
の
授
業
で
も
、

他
大
学
所
属
も
含
め
て
四
、
五
人
い
る
）。
近
い
将
来
、
こ
れ

ま
で
闇
に
葬
ら
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
の
扉
が
ひ
と

つ
ひ
と
つ
開
け
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
は

日
本
宗
教
の
お
家
芸
だ
白し

ら

川か
わ 

琢た
く

磨ま

　
福
岡
大
学
教
授

経
験
と
し
て
の
神
仏
習
合

宗
教
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
は
、
一
般
に
シ
ン
ク
レ
テ
ィ

ズ
ム
と
称
さ
れ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
神
と
仏
の
融
合

＝
合
体
は
「
神
仏
習
合
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
歴
史
は
古
く
、
既
に
八
世
紀
後
半
、
畿
内
の
神
々

が
「
神
の
身
を
離
れ
て
仏
に
な
り
た
い
」
と
巫
女
の
口

を
借
り
て
語
り
出
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
や

が
て
中
世
に
至
る
と
そ
の
波
は
う
ね
り
と
な
っ
て
全
国

を
覆
い
、
明
治
初
期
の
「
神
仏
分
離
」
に
よ
っ
て
強
制

的
に
排
除
さ
れ
る
ま
で
、
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
我
々

の
文
化
の
支
配
的
様
式
と
し
て
そ
の
影
響
力
を
保
ち
続

け
た
の
で
あ
る
。

明
治
の
神
仏
分
離
が
強
烈
か
つ
徹
底
的
で
あ
っ
た
が

故
に
、
今
日
の
我
々
は
神
と
仏
は
ま
っ
た
く
の
別
物
で

「ハパ・ジャパン学術会議」の様子。ハパがその多くを占める

背景・Photo by ©Tomo.Yun　http://www.yunphoto.net

「ハーフ・プロジェクト」小冊子の表紙
©2013 The Hafu Project

「ハパ・ジャパン・フェスティバル2011」でパフォーマンスを披露する
演歌歌手のジェロ

「ハパ・ジャパン・フェスティバル2013」
のポスター

木造太郎天及び二童子立像（長安寺蔵）本来、屋山中腹の六所権現社
に祀（まつ）られていた。（撮影・鈴木一馨）
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衆
生
を
救
う
た
め
に
日
本
の
神
と
な
っ
て
現
れ
た
と
い

う
本ほ
ん

地じ

垂す
い

迹じ
ゃ
くの
思
想
と
な
る
。

「
鈴
鬼
」の
不
思
議

「
鬼
」
も
、
こ
の
人
と
神
の
間
隙
か
ら
出
現
す
る
。
同

じ
く
六
郷
満
山
の
長
岩
屋
、
天
念
寺
で
旧
一
月
七
日
に

「
修し
ゅ

正じ
ょ
う

鬼お
に

会え

」
と
い
う
正
月
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

主
役
は
、
昼
過
ぎ
か
ら
延
々
と
続
き
、
深
夜
、
最
後
の

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
登
場
す
る
「
災さ
い

払ば
ら

鬼お
に
（
赤
）
＝
愛

染
明
王
」
と
「
荒あ
ら

鬼お
に
（
黒
）
＝
不
動
明
王
」
の
二
鬼
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
両
鬼
が
登
場
す
る
直
前
に
、
両

鬼
を
「
招
く
」
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
「
鈴す
ず

鬼お
に

」
と
い

う
じ
つ
に
不
思
議
な
存
在
が
出
現
す
る
。
こ
の
鈴
鬼
、

男
女
一
対
で
鈴
と
団
扇
を
手
に
十
種
の
穏
や
か
な
法ほ
う

舞ま
い

を
披
露
す
る
。
男
女
の
性
別
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、

衣
装
を
見
て
も
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
人
で
あ
る
。
し
か

し
、
頭
に
は
紙し

手で

を
付
け
て
お
り
、
何
よ
り
も
神
の
象

徴
で
あ
る
鈴
を
鳴
ら
す
。
し
か
も
名
称
は
鬼
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
と
神
の
属
性
を
分
有
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

あ
り
、
習
合
の
感
覚
を
想
像
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
。

だ
が
、
今
日
で
も
そ
の
経
験
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
モ
ノ
か
ら
始
め
よ
う
。

豊
後
、
国
東
半
島
、
六
郷
満
山
の
ひ
と
つ
で
あ
る
屋

山
の
長
安
寺
が
所
蔵
す
る
「
木
造
太
郎
天
及
び
二
童
子

立
像
」
で
あ
る
。
銘
文
に
よ
る
と
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）

に
造
ら
れ
、
当
時
は
「
屋
山
太
郎
惣
大
行
事
」
と
よ
ば

れ
て
い
た
ら
し
い
。
じ
つ
に
不
思
議
な
神
像
で
あ
る
。

像
高
は
大
体
人
の
背
丈
く
ら
い
で
、両
脇
の
童
子
は
ち
ょ

う
ど
そ
の
半
分
ほ
ど
だ
。
髪
を
み
づ
ら
に
結
っ
た
等
身

大
の
若
者
像
に
対
面
す
る
と
生
々
し
い
親
近
感
を
覚
え

て
く
る
。
だ
が
住
職
が
最
初
に
こ
の
像
を
紹
介
し
た
と

き
、
太
郎
天
と
は
一
言
も
言
わ
ず
に
「
不
動
明
王
と
矜こ
ん

羯が

羅ら

・
制せ
い

多た

迦か

の
二
童
子
で
す
」
と
さ
ら
っ
と
言
っ
た
。

こ
れ
が
習
合
感
覚
で
あ
る
。
不
思
議
に
感
じ
る
の
は
、

我
々
が
強
引
に
「
神
」
と
「
仏
」
を
わ
け
よ
う
と
す
る

か
ら
で
あ
り
、
我
々
「
人
」
に
近
い
太
郎
天
の
背
後
に

不
動
明
王
の
鏡
像
を
感
じ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
大
日
如
来

の
教
き
ょ
う

令り
ょ
う

輪り
ん

身し
ん

で
あ
る
こ
と
を
感
得
す
れ
ば
、仏
と
神（
天
）

は
緩
や
か
に
繋つ
な

が
っ
て
く
る
の
だ
。

「
人
」と「
神
」の
近
さ

当
時
の
人
び
と
の
世
界
観
を
示
す
の
が
「
六
道
」
の

考
え
方
だ
。
輪り
ん

廻ね

転て
ん

生し
ょ
うを
余
儀
無
く
さ
れ
る
六
つ
の
世

界
で
、
下
か
ら
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
（
神
）

の
六
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
住
人
で
あ
る
限
り
、

性
別
や
寿
命
が
あ
る
。
仏
は
こ
の
六
道
を
超
越
し
た
世

界
に
存
在
す
る
。
人
と
神
は
、
性
別
や
寿
命
や
喜
怒
哀

楽
を
共
有
す
る
、
六
道
の
上
位
に
位
置
す
る
極
め
て
似

た
存
在
で
あ
る
。
人
で
あ
っ
た
菅
原
道
真
は
、
死
後
、

天
満
大
自
在
天
と
い
う
神
と
な
っ
た
。
や
が
て
、
仏
は

な
鬼
な
の
だ
。

「
駆
先（
ミ
サ
キ
）」の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
性

豊
後
の
北
、
豊
前
地
方
に
は
多
数
の
神
楽
が
分
布
し

活
発
に
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
豊
前
神
楽
の
主
役
が
、

駆
先
（
ミ
サ
キ
）
と
よ
ば
れ
る
鬼
で
あ
る
。
こ
の
ミ
サ
キ
、

同
系
統
の
古
い
祭
文
に
よ
れ
ば
、「
御
仏
の
前
に
て
荒
神

と
な
り
、
神
の
前
に
て
御
前
（
み
さ
き
）
と
な
る
、
有う

漏ろ

の
凡
夫
の
外
道
と
な
る
。･･･

仏
神
と
も
に
我
な
り

･･･

」
と
、荒
神
（
仏
）
＝
ミ
サ
キ
（
神
）
＝
外
道
〈
鬼
〉（
衆

生
）
と
い
う
見
事
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
近
世
後
期
か
ら
神
官
ら
を
中
心
に
、
ミ
サ
キ
は

記き

紀き

神
話
の
猿さ
る

田た

彦ひ
こ
の

尊み
こ
とに
該
当
す
る
と
い
う
解
釈
が
広

が
っ
て
い
き
、
や
が
て
習
合
を
敵
視
す
る
神
仏
分
離
を

迎
え
る
の
だ
。
日
本
宗
教
の
お
家
芸
で
あ
っ
た
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
化
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
近
代
明
治
は
、
文
化

の
豊ほ
う

饒じ
ょ
うさ
の
大
き
な
部
分
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

言
語
と
言
語
が
触
れ
合
う
と
き

一
八
世
紀
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
、
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
英
語
な
ど
が

共
通
の
祖
語
か
ら
枝
わ
か
れ
す
る
過
程
に
気
づ
い
て
か

ら
、
ず
っ
と
そ
う
し
た
樹
形
図
が
言
語
の
歴
史
や
系
統

を
説
明
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
言
語
接
触
に
関
す
る
デ
ー
タ
収
集
や
理
論
の

構
築
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
言
語
は
数
世
紀
単
位
で
起

こ
る
分
岐
だ
け
で
は
な
く
、
数
十
年
単
位
で
起
こ
る
接

触
が
も
た
ら
す
影
響
も
大
き
い
と
い
う
認
識
が
高
ま
っ

て
い
る
。
世
界
の
言
語
の
な
か
に
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
や

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
も
の
は
意
外
と
多
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

現
代
英
語
の
形
成
過
程
に
も
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
単
に
ド
イ
ツ
語
や

オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
枝
わ
か
れ
し
て
き
た
だ
け
で
は
な
く
、

約
一
〇
〇
〇
年
前
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
到
来
に
よ
っ
て
、

W
H
疑
問
詞
が
関
係
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
始
め
る
な

ど
、
文
法
体
系
が
大
き
く
方
向
転
換
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
日
本
語
も
同
様
で
あ
る
。
ア
ル
タ
イ
系
の
言
語

と
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
に
よ
っ
て

誕
生
し
た
と
い
う
説
が
有
力
な
の
で
、
日
本
人
や
英
語

圏
人
は
言
語
接
触
に
対
し
て
前
向
き
な
イ
メ
ー
ジ
を

も
っ
て
い
て
良
さ
そ
う
だ
が
、
じ
つ
は
逆
で
あ
る
。

ご
ち
ゃ
ま
ぜ
で
は
な
い
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
言
語

ダ
ニ
エ
ル
・
ロ
ン
グ
　
首
都
大
学
東
京
教
授

言
語
の
純
粋
性

言
語
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
は
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
さ
れ

る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
。「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
」
と
い
う
語

も
悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
う
。「
混
合
」
イ
コ
ー
ル

「
不
純
物
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
戦
時
中

の
日
本
で
は
、
日
本
語
か
ら
外
来
語
を
漢
語
や
和
語
に

置
き
換
え
る
と
い
う
敵
性
語
排
斥
運
動
が
あ
っ
た
し
、

戦
後
の
韓
国
で
は
、
韓
国
語
か
ら
日
本
語
起
源
の
単
語

を
無
く
す
純
化
運
動
が
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
個
人

レ
ベ
ル
で
も
、
ふ
た
つ
の
言
語
を
絡
み
合
わ
せ
て
話
す

話
者
は
「
セ
ミ
リ
ン
ガ
ル
」
と
決
め
付
け
ら
れ
る
。
本

当
は
そ
の
ふ
た
つ
の
言
語
を
巧
み
に
織
り
合
わ
せ
れ
ば
、

意
思
の
疎
通
が
で
き
る
。
そ
の
混
合
言
語
を
使
え
ば
考

え
て
い
る
事
は
何
で
も
思
う
存
分
に
表
現
で
き
る
の
だ

が
、
周
り
か
ら
（
そ
し
て
言
語
学
者
と
称
す
る
者
の
一
部
か

ら
も
）
言
語
的
に
欠
陥
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
」の
な
か
の
秩
序

わ
た
し
が
長
年
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い
る
小
笠
原
諸

島
に
は
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
混

合
言
語
体
系
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
欧
米
系
島
民
の
あ

い
だ
で
、「N

ext S
aturday m

orning, m
e

ら
はyou

のhouse

に
来
る
か
ら
、
タ
マ
ナ
の
木
で
作
っ
た
銛も
り

で

ワ
フ
ー
の
突
き
ん
棒
漁
し
よ
う
」
の
よ
う
な
言
い
方
が

湯駆先（ゆみさき）とよばれる湯立て神楽（山内神楽）。駆先が
手にしているのは扇と「シカンジョウ」の杖（つえ）、または鬼
杖とよばれる駆先独特の杖である

ハワイ語のヴィリヴィリが訛（なま）った木（デイゴの仲間）の名前ビーデビーデが
小笠原高校の学園祭の名称としても使われている

天念寺修正鬼会の荒鬼（不動明王の化身）と災払鬼（愛染明王
の化身）。松明を手に講堂内を暴れまわる

Tシャツを飾る挨拶のことばは島で使われてきた三つの言語、
英語、ハワイ語、そして小笠原混合言語

天念寺修正鬼会の鈴鬼（女）
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日
常
会
話
で
聞
か
れ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
言
語
コ
ー
ド

の
切
り
替
え
で
は
な
い
か
と
よ
く
聞
か
れ
る
が
、
そ
う

で
な
い
と
思
わ
せ
る
事
実
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、

欧
米
系
の
人
に
「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
家
の
な
か
や
近
所

の
人
と
話
す
と
き
に
使
っ
た
言
語
は
？
」
と
尋
ね
る
と
、

「m
e

ら
のlan

g
u

ag
e

はE
n

g
lish

 an
d

 Jap
an

ese

を

m
ix

し
て
い
た
も
の
だ
じ
ゃ
」
と
答
え
る
。
今
の
中
高

年
層
に
な
っ
て
い
る
彼
ら
が
第
二
、
第
三
の
言
語
と
し

て
英
語
と
日
本
語
を
身
に
つ
け
た
の
は
そ
の
後
だ
と
言

う
。
混
ぜ
方
が
適
当
（
恣
意
的
）
か
と
調
べ
て
み
る
と
、

代
名
詞
や
時
間
関
係
の
表
現
は
英
語
起
源
の
も
の
、
動

エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線
「
チ
ェ
レ
ン
」
呉ご

屋や 

淳じ
ゅ
ん

子こ

　
民
博 

機
関
研
究
員

レ
ン
と
名
付
け
た
の
か
に
つ
い
て
伺
っ
て
み
た
。
彼
が
中

学
生
の
と
き
、
父
親
の
照
屋
林り
ん

助す
け

氏
の
手
伝
い
で
伊
江
島

に
渡
っ
た
と
き
に
、
チ
ェ
レ
ン
と
声
を
発
し
な
が
ら
弦チ
ン

試ダ
ミ

を
す
る
光
景
を
目
に
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
そ
う

だ
。
三
線
は
、弾
く
前
に
か
な
ら
ず
チ
ン
ダ
ミ
を
お
こ
な
う
。

チ
ン
ダ
ミ
と
は
、
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
こ
と
で
あ
る
。

「
チ
ェ
レ
ン
」と
い
う
響
き

沖
縄
本
島
北
部
の
海
に
浮
か
ぶ
伊
江
島
に
は
、「
き
ー
ぷ

ぞ
ー
」
と
い
う
座ざ

興き
ょ
う

歌う
た

が
あ
る
。
沖
縄
の
多
く
の
歌
は
、

三
線
に
よ
る
伴
奏
を
付
け
て
唄
う
の
だ
が
、
き
ー
ぷ
ぞ
ー

は
、三
線
に
よ
る
伴
奏
を
必
要
と
せ
ず
、「
口く
ち

三さ
ん

線し
ん

」
と
い
っ

て
三
線
の
音
色
を
真
似
な
が
ら
口
ず
さ
む
だ
け
。
き
ー
ぷ

ぞ
ー
と
は
、
木
製
の
煙
草
入
れ
の
こ
と
で
、
こ
の
煙
草
入

れ
を
コ
ン
コ
ン
コ
ン
と
キ
セ
ル
で
叩た
た

き
な
が
ら
リ
ズ
ム
を

と
り
、
更
に
「
ト
ゥ
ル
ル
ン
テ
ン・テ
ン
ト
ゥ
ル
ル
ン
テ
ン
」

と
い
う
口
三
線
を
歌
の
前
後
、
あ
る
い
は
間
奏
に
入
れ
る

の
が
特
徴
の
座
興
歌
で
あ
る
。

伊
江
島
の
口
三
線
の
場
合
も
三
線
同
様
、
チ
ン
ダ
ミ
を

お
こ
な
う
の
だ
が
、
そ
の
際
、
チ
ェ
レ
ン
と
発
す
る
そ
う
だ
。

つ
ま
り
、
彼
が
伊
江
島
で
聴
い
た
「
チ
ェ
レ
ン
〜
チ
ェ
レ

ン
〜
チ
ェ
レ
ン
〜
」
と
い
う
音
（
声
）
は
、
き
ー
ぷ
ぞ
ー

を
唄
う
前
の
チ
ン
ダ
ミ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

数
十
年
経
っ
て
も
覚
え
て
い
る
と
い
う
そ
の
響
き
は
、

あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
な
音
（
声
）
だ
っ
た
そ
う
だ
。
エ
レ

ク
ト
ニ
ッ
ク
三
線
を
開
発
し
た
と
き
に
、
そ
の
響
き
を
思

い
出
し
、
迷
わ
ず
チ
ェ
レ
ン
と
名
付
け
た
。

　

深
化
す
る
沖
縄
音
楽

そ
も
そ
も
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線
を
最
初
に
発
案
し
た

の
は
、
父
親
の
照
屋
林
助
氏
だ
っ
た
と
い
う
。
彼
は
、
四ユ
ン

線シ
ン

と
い
う
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線
を
開
発
し
た
。
作
り
は

と
て
も
単
純
で
、
三
線
に
マ
イ
ク
を
付
け
た
だ
け
の
も
の

だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
息
子
の
林
賢
氏
が
開
発
し
た

チ
ェ
レ
ン
は
、
音
響
工
学
の
知
識
を
駆
使
し
て
設
計
さ
れ

た
新
し
い
タ
イ
プ
の
電
気
楽
器
な
の
で
あ
る
。
チ
ェ
レ
ン

の
音
色
は
三
線
の
音
色
と
は
異
な
り
、リ
ズ
ム
楽
器
や
リ
ー

ド
楽
器
の
よ
う
な
多
様
な
音
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
チ
ェ
レ
ン
は
黒
と
赤
の
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
曲
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
使
い
わ
け
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
民
博
で
展
示
さ
れ
て
い
る
チ
ェ
レ
ン
は
黒
の

タ
イ
プ
。
黒
の
ボ
デ
ィ
に
ヘ
ビ
柄
の
模
様
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、

そ
の
姿
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
、
柔
ら
か
く
、
ゆ
っ

く
り
と
し
た
甘
い
音
を
奏
す
る
。
そ
し
て
、
赤
の
チ
ェ
レ

ン
は
、
音
の
速
度
に
対
し
て
幅
広
く
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
、躍
動
感
の
あ
る
熱
い
音
を
響
か
せ
る
。
林
賢
氏
は
、「
三

線
に
は
で
き
な
い
こ
と
が
チ
ェ
レ
ン
に
は
で
き
る
」
と
い

う
。
こ
う
し
た
奏
法
の
自
由
度
が
高
ま
る
こ
と
で
、
沖
縄

音
楽
は
深
化
し
、
よ
り
豊
か
な
表
現
の
世
界
に
向
か
っ
て

い
く
と
い
う
の
だ
。従
来
の
三
線
が
電
気
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
に
よ
っ
て
、
三
線
の
そ
の
秘
め
た
る
可
能
性
を
生
み
出

し
、
ひ
い
て
は
沖
縄
音
楽
の
可
能
性
の
追
求
に
繋つ
な

が
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
林
賢
氏
は
、「
僕
た
ち
が
や
っ
て
い
る
沖
縄
音
楽

は
、
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
変
化
を
伴
い
な
が
ら

発
展
を
目
指
す
音
楽
な
ん
だ
よ
。
三
線
は
ま
だ
未
完
成
。

だ
か
ら
面
白
い
ん
だ
」
と
語
っ
た
。

詞
の
活
用
部
分
に
日
本
語
が
使
わ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
し
ゃ
べ
り
方
は
ひ
と

つ
の
「
言
語
」
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
も
っ
と
も
興
味
深

い
要
素
は
、
こ
ち
ら
が
提
示
し
た
ご
ち
ゃ
混
ぜ
文
に
対

し
て
、
彼
ら
は
き
ち
ん
と
文
法
性
判
断
が
で
き
る
点
で

あ
る
。
わ
た
し
の
よ
う
な
部
外
者
が
英
語
と
日
本
語
を

適
当
に
混
ぜ
て
話
す
と
、
彼
ら
は
渋
い
顔
を
し
て
、「
そ

れ
はsounds funny

だ
じ
ゃ
。m

e

ら
は
そ
れ
言
わ
な

い
よ
」
と
、
自
分
ら
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
言
語
は
「
な
ん

で
も
あ
り
」
で
は
な
い
こ
と
を
断
言
す
る
。

三
線
と
は
異
な
る
楽
器

沖
縄
の
伝
統
楽
器
、
三さ
ん

線し
ん

に
も
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
一
九
九
五
年
に
エ

レ
ク
ト
リ
ッ
ク
三
線
「
チ
ェ
レ
ン
」
が
沖
縄
で
誕
生
し
た
。

こ
の
チ
ェ
レ
ン
と
い
う
楽
器
は
、
三
線
を
モ
デ
ル
に
つ
く

ら
れ
て
お
り
、
ネ
ッ
ク
も
ボ
デ
ィ
も
三
線
と
同
じ
よ
う
に

蛇
模
様
が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
チ
ェ
レ
ン
は
、

三
線
と
は
異
な
る
弦
楽
器
な
の
で
あ
る
。

チ
ェ
レ
ン
の
制
作
者
で
あ
る
照て
る

屋や

林り
ん

賢け
ん

氏
に
な
ぜ
チ
ェ
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