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9
7
0
年
静
岡
県
生
ま
れ
。
民
俗
研
究
者
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
す
ま
い
る
ほ
ー
む
管
理
者
。

東
北
芸
術
工
科
大
学
芸
術
学
部
准
教
授
を
へ
て
、

高
齢
者
介
護
の
現
場
に
身
を
置
き
、「
介
護
民

俗
学
」
を
提
唱
。

お
も
な
著
書
に
、『
神
、
人
を
喰
う
―
人
身
御

供
の
民
俗
学
』（
新
曜
社
。
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
）、

『
驚
き
の
介
護
民
俗
学
』（
医
学
書
院
。
旅
の
文

化
奨
励
賞
）。
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   松岡 格

 8  台湾と沖縄　宮岡 真央子

	
 10  似たモノさがし

死者を弔うかたち
太田 心平

 12  みんぱくInformation

 14  地球ミュージアム紀行

歴史を織りなすキルト
鈴木 七美

 16   多文化をあきなう

マヤビニックと歩んだ一〇年、これからの一〇年
山本 純一、杉山 世子

 18  フィールドで考える

知り合いを助ける、見知らぬ誰かを助ける
浜田 明範

 20  人間学のキーワード

親密圏
加賀谷 真梨

 21  異聞逸聞

中央アジアの日本人抑留者
藤本 透子

 22   制服の世界、世界の制服

ダイビング・ショップのTシャツ
市野澤 潤平

 24 次号予告・編集後記

月刊

9月号目次

　
先
日
、
知
り
合
い
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
か
ら
、
以
前
私

が
勤
め
て
い
た
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
山
本
一
夫
さ

ん
（
仮
名
）
が
亡
く
な
っ
た
と
聞
き
、
昨
日
お
線
香
を
あ

げ
に
ご
自
宅
に
う
か
が
っ
た
。

　
私
が
出
会
っ
た
頃
の
山
本
さ
ん
は
時
々
暗
い
表
情
で
、

「
こ
ん
な
年
寄
り
に
な
っ
て
た
だ
生
き
て
い
る
の
は
地
獄

同
然
だ
」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
大
正
一
桁
生
ま
れ
で
気

骨
の
あ
る
山
本
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
生
活
上
の
ほ
と
ん
ど

の
こ
と
を
他
人
の
助
け
な
し
に
は
で
き
な
い
と
い
う
現
状

に
絶
望
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
聞
き
書
き
を
始

め
る
と
、「
生
き
地
獄
」
と
い
う
絶
望
的
な
言
葉
と
は
裏

腹
に
、
山
本
さ
ん
は
自
身
の
波
乱
万
丈
の
人
生
に
つ
い
て

雄
弁
に
語
っ
て
く
れ
た
。
と
り
わ
け
、
農
業
の
経
験
に

つ
い
て
の
語
り
は
実
に
詳
細
だ
っ
た
。
馬ば

く
ろ
う喰

に
高
く
買
い

取
っ
て
も
ら
う
た
め
に
作
業
効
率
の
悪
い
朝
鮮
牛
を
飼
っ

て
い
た
こ
と
、
特
産
だ
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
の
苗
づ
く
り
の

た
め
の
「
い
も
ぐ
ら
」
に
つ
い
て
等
。
そ
の
す
べ
て
が
私

に
は
初
め
て
聞
く
こ
と
ば
か
り
で
、
聞
き
書
き
の
度
に
民

俗
研
究
者
の
食
指
が
動
か
さ
れ
た
も
の
だ
。
山
本
さ
ん

も
、
自
分
の
一
代
記
を
書
い
て
ほ
し
い
、
と
希
望
を
抱
く

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
そ
う
し
て
一
〇
回
を
重
ね
た
聞
き
書
き
を
ま
と
め
た
も

の
が
、『
山
本
一
夫
さ
ん
　
思
い
出
の
記
』
で
あ
る
。
山

本
さ
ん
が
い
う
一
代
記
に
な
っ
た
か
ど
う
か
自
信
は
な
い

が
、
出
来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
『
思
い
出
の
記
』
を
何
度

も
め
く
っ
て
は
目
を
潤
ま
せ
て
い
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
山
本
さ
ん
は
、「
息
子
た
ち
も
読
ん
で
く

れ
る
か
な
」
と
た
め
息
を
も
ら
し
て
い
た
。
き
っ
と
山
本

さ
ん
は
、
私
に
語
り
な
が
ら
も
、
息
子
さ
ん
た
ち
ご
家
族

に
自
分
の
生
き
て
き
た
記
憶
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

『
思
い
出
の
記
』
は
ご
家
族
に
も
渡
し
た
が
、
ご
家
族
か

ら
は
特
に
感
想
な
ど
は
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
突
然
訪
ね
た
私
を
山
本
さ
ん
の
家
族
は
快
く
迎
え
入

れ
て
く
れ
た
。
仏
前
に
お
線
香
を
あ
げ
る
と
、
傍
ら
に

い
た
お
嫁
さ
ん
が
当
時
の
様
子
を
教
え
て
く
れ
た
。『
思

い
出
の
記
』
を
読
ん
で
み
る
と
自
分
た
ち
の
知
ら
な
い
お

じ
い
さ
ん
の
生
き
方
や
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
た
が
、
ど
う

受
け
と
め
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
当
時
は
感
想
も

お
礼
も
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
で
も
、
お
じ
い
さ
ん
の
葬

儀
で
、『
思
い
出
の
記
』
の
一
部
を
朗
読
し
て
も
ら
っ
た

ら
、
改
め
て
お
じ
い
さ
ん
の
人
生
は
す
ご
い
な
、
と
思
え
た
、

と
い
う
。『
思
い
出
の
記
』
を
介
し
て
、
山
本
さ
ん
の
記

憶
と
思
い
が
家
族
に
継
が
れ
た
、
そ
う
私
は
確
信
し
た
。

　
民
俗
学
が
聞
き
書
き
を
す
る
意
義
も
本
来
は
こ
れ
で

は
な
か
っ
た
の
か
。
生
活
者
の
記
憶
を
形
に
し
て
、
継
承

し
て
い
く
。
私
は
介
護
現
場
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
聞
き

書
き
の
原
点
と
は
何
か
を
考
え
て
い
る
。


