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何
度
か
チ
ベ
ッ
ト
に
出
か
け
た
こ
と

が
あ
る
の
だ
が
、
い
つ
も
恐
い
想

い
を
す
る
の
が
犬
で
あ
る
。

　

チ
ャ
ン
タ
ン
高
原
を
ジ
ー
プ
で
走
っ
て
い
る

と
、
は
る
か
遠
く
に
遊
牧
民
の
テ
ン
ト
が
見
え

る
。
そ
こ
か
ら
、
豆
つ
ぶ
の
よ
う
な
小
さ
な
黒

い
も
の
が
走
っ
て
く
る
の
が
見
え
る
。
こ
れ
が
、

な
ん
と
遊
牧
民
の
飼
っ
て
い
る
犬
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
も
、
車
め
が
け
て
真
っ
直
に
走
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
。
数
分
後
に
車
が
通
過
す
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
地
点
を
目
指
し
て
、
走
っ
て
く
る

の
だ
。

　

車
と
合
流
す
る
と
、
狂
っ
た
よ
う
に
吠
え
な

が
ら
、
後
を
追
っ
て
く
る
。
時
に
車
と
並
走
し
、

車
の
タ
イ
ヤ
に
噛
み
つ
か
ん
ば
か
り
の
勢
い
で

追
っ
て
く
る
の
で
あ
る

　

車
が
村
に
着
く
。
カ
メ
ラ
を
抱
え
て
、
村
の

中
を
歩
い
て
い
る
と
、
い
き
な
り
放
し
飼
い
の

犬
に
吠
え
か
け
ら
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
噛
み
つ
か

れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

　

明
治
の
頃
、
チ
ベ
ッ
ト
を
旅
し
た
日
本
人
河

口
慧
海
も
ま
た
犬
に
は
難
儀
し
て
い
る
。
遊
牧

民
の
ほ
と
ん
ど
が
犬
を
飼
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

遊
牧
民
の
テ
ン
ト
を
訪
ね
る
の
も
生
命
が
け
で
、

慧
海
は
持
っ
て
い
た
杖
で
、
寄
っ
て
く
る
犬
を

あ
し
ら
い
な
が
ら
旅
を
し
た
。
そ
れ
で
も
犬
に

噛
ま
れ
て
い
る
。

　

し
ば
ら
く
前
の
デ
ー
タ
で
恐
縮
だ
が
、
日
本

人
で
犬
に
噛
ま
れ
て
、
狂
犬
病
で
死
ぬ
人
が
、

年
に
何
人
か
い
る
ら
し
い
。
ぼ
く
は
こ
れ
を
、

チ
ベ
ッ
ト
か
ら
ネ
パ
ー
ル
へ
抜
け
て
日
本
へ
帰

る
お
り
、
カ
ト
マ
ン
ズ
で
聞
い
た
。

「
そ
れ
、み
ん
な
チ
ベ
ッ
ト
や
ネ
パ
ー
ル
、つ
ま

り
海
外
で
犬
に
噛
ま
れ
た
人
た
ち
な
ん
で
す
よ
」

　

と
、
こ
の
話
を
し
て
く
れ
た
通
訳
の
人
は
言

っ
た
の
で
あ
る
。

　

チ
ベ
ッ
ト
の
犬
は
、
痩
せ
細
っ
て
い
て
、
昼

に
見
る
と
元
気
が
な
い
。
し
か
し
、
夜
に
な
っ

た
途
端
お
い
お
い
こ
れ
が
お
ま
え
の
本
性
か
よ

と
い
う
く
ら
い
獰
猛
に
な
っ
て
、
吠
え
、
走
り

ま
わ
り
、
外
国
人
な
ど
が
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る

と
襲
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

チ
ベ
ッ
ト
の
西
に
あ
る
大
き
な
塩
湖
の
ほ
と

り
の
村
で
、
夜
半
に
ト
イ
レ
に
行
き
た
く
な
り
、

外
の
ト
イ
レ
に
行
っ
た
の
だ
が
、
犬
の
群
に
ト

イ
レ
を
囲
ま
れ
て
、
外
に
出
ら
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
屋
根
の
な
い
壁
だ
け

の
ト
イ
レ
で
あ
っ
た
の
で
、
な
ん
と
か
、
壁
―

―
つ
ま
り
塀
の
上
に
登
っ
て
そ
こ
で
夜
明
か
し

を
し
た
。
ぼ
く
が
、
壁
の
上
に
逃
げ
た
と
た
ん
、

入
っ
て
き
た
犬
が
、
ぼ
く
の
出
し
た
ま
だ
温
か

い
ウ
ン
チ
を
眼
の
前
で
食
べ
て
い
っ
た
の
に
は
、

思
わ
ず
感
動
。

　

夜
が
明
け
て
、
燃
料
の
ヤ
ク
の
糞
を
拾
い
に

来
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
、
塀
の
上
か
ら
飛
び
つ

く
よ
う
に
し
て
駆
け
寄
り
、
や
っ
と
脱
出
し
た

の
で
し
た
。
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西に
し
お尾 

哲て
つ
お夫　
　

民
博�

民
族
文
化
研
究
部

専
門
は
言
語
学
、ア
ラ
ブ
研
究
。
現
在
、ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ

イ
ト
の
形
成
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
研
究
に

従
事
。
近
著
に
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
―
文
明
の
は
ざ

ま
に
生
ま
れ
た
物
語
』（
岩
波
新
書
）。

着
し
て
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
、
西
ア
ジ

ア
と
い
う
地
域
を
単
独
で
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
こ
の
地
域
が
、
他
の
地
域
と
歴

史
的
・
文
化
的
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ

っ
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ

た
え
あ
っ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
は
地
球

規
模
の
変
動
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
容
し

て
い
く
の
か
を
中
心
に
、
い
く
つ
か
の
サ

ブ
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
み
ま
し
た
。

イ
ス
ラ
ー
ム
に
も
と
づ
く

多
彩
な
文
化

　

一
部
の
例
外
は
あ
り
ま
す
が
、
西
ア
ジ

ア
は
乾
燥
気
候
地
帯
に
属
し
て
お
り
、広

大
な
砂
漠
に
お
お
わ
れ
て
い
ま
す
。
砂
漠

の
舟
と
も
称
さ
れ
る
ラ
ク
ダ
を
飼
養
す
る

遊
牧
民
た
ち
は
、
砂
漠
を
舞
台
と
す
る
豊

か
な
生
活
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で
き
ま
し
た
。

開
館
三
〇
年
を
機
に
民
博
は
、展
示
も
変
革
の
時
を
迎
え
て
お
り
、六
か
年
計
画
で
常

設
展
示
場
の
改
修
を
進
め
て
い
る
。そ
の
第
一
弾
と
し
て
、ア
フ
リ
カ
と
西
ア
ジ
ア
展
示

を
一
新
し
た
。ま
ず
今
月
号
で
紹
介
す
る

の
は
、生
ま
れ
変
わ
っ
た
西
ア
ジ
ア
展
示
。

「
信
仰
」、「
砂
漠
の
く
ら
し
」、「
パ
レ
ス

チ
ナ
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」、「
日
本
人
と
中

東
」、「
音
文
化
と
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
」と

い
う
五
つ
の
軸
を
中
心
に
再
構
成
さ
れ
、

旧
展
示
場
で
お
な
じ
み
の
あ
の
お
宝
、収

蔵
庫
に
眠
っ
て
い
た
珍
し
い
資
料
、近
年

収
集
さ
れ
た
真
新
し
い
品
々
が
、新
し
い

舞
台
に
お
目
見
え
し
た

　

西
ア
ジ
ア
は
四
大
文
明
の
二
つ
ま
で
を

は
ぐ
く
み
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
（
イ
ス
ラ
ー
ム
）
と
い
う
重

要
な
宗
教
を
う
み
だ
し
ま
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
日
本
で
は
、
西
ア
ジ
ア
あ
る
い
は

中
東
世
界
と
い
う
言
葉
か
ら
ラ
ク
ダ
や
ア

ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
を
連
想
す
る
人
が
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
近
代
以
降
の

日
本
人
は
、
欧
米
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を

と
お
し
て
西
ア
ジ
ア
を
見
て
き
ま
し
た
。

ラ
ク
ダ
や
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
こ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
と
お
し
て
定

常
設
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル  

砂
漠
の
も
つ
特
性
は
独
自
の
自
然
観
や
人

間
観
の
発
展
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
り
、

や
が
て
は
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
基
盤
に
も

影
響
を
あ
た
え
た
の
で
す
。

　

西
ア
ジ
ア
で
誕
生
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ

リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
人
類
史
に

多
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
き
ま
し
た
。

西
ア
ジ
ア
の
各
地
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

が
発
展
し
ま
し
た
が
、
七
世
紀
に
ア
ラ
ビ

ア
半
島
で
誕
生
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
は
西
ア

ジ
ア
を
お
お
い
、
や
が
て
は
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
宗
教
上
の
し
き

た
り
に
そ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
生
ま

れ
、
コ
ー
ラ
ン（
ク
ル
ア
ー
ン
）
の
言
葉

で
あ
る
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
美
麗
に
書
く
た

め
の
イ
ス
ラ
ー
ム
書
道
が
発
展
し
ま
し
た
。

イ
ラ
ン
で
広
ま
っ
て
い
る
シ
ー
ア
派
な
ど

の
分
派
も
あ
り
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
は
共
通
す
る
ひ
と
つ
の
価
値
観
で
ま
と

ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
最
近
で
は

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
価
値
観
を
み
な
お
そ
う

と
す
る
動
き
も
出
て
い
ま
す
。

新
し
い
伝
統
と

民
族
文
化
に
そ
っ
て

　

西
ア
ジ
ア
で
は
長
ら
く
三
宗
教
が
共
存

し
て
き
ま
し
た
が
、
近
代
以
降
に
世
界
シ

ス
テ
ム
が
組
み
替
え
ら
れ
る
と
状
況
が
一

変
し
、
な
か
で
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
は

深
刻
な
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
に
よ
っ
て
土
地
を
失
い
、

各
地
に
離
散
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
あ
い

だ
で
は
、
伝
統
的
な
女
性
用
衣
装
に
代
表

さ
れ
る
民
族
文
化
が
再
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
も
と
で
民
衆
文
化
も

大
き
く
変
容
し
て
き
ま
し
た
。
西
ア
ジ
ア

の
各
地
で
は
、
生
活
の
場
面
ご
と
に
豊
か

な
音
文
化
が
受
け
つ
が
れ
て
お
り
、
世
界

的
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
ベ
リ
ー
ダ
ン
ス
も

そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
ア
ラ
ブ
世
界
の
民
俗

芸
能
で
あ
っ
た
ベ
リ
ー
ダ
ン
ス
は
、
世
界

に
輸
出
さ
れ
た
こ
と
で
質
的
な
変
化
を
遂

げ
、
こ
れ
を
伝
統
芸
能
と
し
て
再
評
価
し

よ
う
と
い
う
動
き
も
出
て
き
ま
し
た
。
西

ア
ジ
ア
で
は
保
守
と
世
俗
が
か
ら
み
あ
い

な
が
ら
、
日
々
新
し
い
伝
統
が
つ
く
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
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兜
と
の
再
会

　

二
〇
〇
八
年
秋
、
特
別
展
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
の
日
、
山
中
由
里
子
さ
ん
か
ら
の
依
頼

で
、
収
蔵
庫
に
入
っ
た
。
西
ア
ジ
ア
展
示

の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
た
め
、
新
た
に
展
示

予
定
の
イ
ラ
ン
の
兜
に
会
う
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
は
今
か
ら
四
〇
年
前
、
私
が
収
集
し

た
も
の
だ
と
い
う
の
だ
。
す
っ
か
り
忘
れ

て
い
た
が
、
そ
う
い
え
ば
た
し
か
に
私
が

集
め
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

岡
本
太
郎
氏
の
構
想
で
、太
陽
の
塔
の

地
下
に
、「
根
源
の
世
界
」を
表
現
す
る
た

め
の
、仮
面
と
神
像
そ
の
他
民
具
を
、世

界
中
か
ら
集
め
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
つ
く

ら
れ
た
。泉
靖
一
、梅
棹
忠
夫
両
先
生
の

も
と
、若
手
研
究
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
の
が
、Ｅ
Ｅ
Ｍ
す
な
わ
ち
「
日
本
万
国

博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
」

で
あ
る
。一
九
六
九
年
一
月
、西
ア
ジ
ア
南

ア
ジ
ア
を
担
当
し
た
私
は
、ま
ず
イ
ラ
ン

へ
飛
ん
だ
。二
か
月
半
の
間
、五
か
国
、

二
四
の
都
市
を
ま
わ
り
、民
族
資
料
の
買

い
つ
け
、梱
包
、発
送
な
ど
一
人
で
や
っ
た
。

　

ま
ず
町
に
着
く
と
、
博
物
館
へ
行
っ
た

り
、
人
に
聞
い
た
り
し
て
情
報
を
集
め
る
。

骨
董
屋
や
物
産
展
示
場
な
ど
、物
色
、買
い

つ
け
、
資
料
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
聞
き

と
る
。ま
あ
そ
う
い
う
行
動
の
連
続
だ
っ
た
。

　

イ
ラ
ン
の
イ
ス
フ
ァ
ハ
ン
は
京
都
に
も

似
た
古
い
町
だ
。
車
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
、

モ
ス
ク
、
広
場
、
バ
ザ
ー
ル
を
見
て
ま
わ

り
、
郊
外
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
寺
院
の
廃
墟

に
登
っ
た
り
、
ア
ル
メ
ニ
ア
派
の
教
会
を

見
た
り
し
た
。
買
い
物
に
は
時
間
が
か
か

っ
た
。
ず
い
ぶ
ん
交
渉
し
た
が
、
言
い
値

の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
に
し
か
な
ら

な
い
。
道
を
屋
根
で
覆
っ
た
古
い
バ
ザ
ー

ル
、
歩
い
て
い
る
と
感
じ
な
い
が
、
じ
っ

と
し
て
い
る
と
寒
い
。

　

た
し
か
古
い
バ
ザ
ー
ル
の
骨

董
屋
で
兜
、
錫
杖
、
斧
を
買
っ

た
。
ノ
ー
ト
に
は
「
イ
ミ
テ
ー

シ
ョ
ン
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、

古
い
も
の
で
は
な
い
。
ノ
ッ
カ

ー
、
ト
ル
コ
マ
ン
の
首
飾
り
、

ピ
ス
ト
ル
、
ナ
イ
フ
、
火
薬
入

れ
と
い
っ
し
ょ
に
八
点
六
五
〇

〇
リ
ア
ル
で
買
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
飛
び
、

ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
首
都
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
を

見
学
、
テ
ヘ
ラ
ン
に
戻
り
、
車
で
雪
の
エ

ル
ブ
ル
ズ
山
脈
を
越
え
、
ラ
ム
サ
ー
ル
で

一
泊
、
カ
ス
ピ
海
沿
岸
を
廻
っ
た
。

収
集
団
余
話

  『
Ｅ
Ｅ
Ｍ
』
第
一
章「〈
収
集
団
〉か
ら〈
博

物
館
〉へ
」
に
梅
棹
先
生
は
、
私
が
受
け
た

新
聞
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
ラ
ワ
ル
ピ
ン
デ
ィ
で
パ
キ
ス
タ

ン
・
タ
イ
ム
ズ
の
記
者
が
取
材
に
来
た
。

と
く
に
民
具
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
智
恵

の
展
示
で
あ
り
、
根
源
の
世
界
を
表
現
す

る
も
の
だ
と
い
う
と
、
ま
っ
た
く
ユ
ニ
ー

ク
だ
と
言
っ
て
く
れ
た
。
つ
い
で
Ｅ
Ｅ
Ｍ

の
こ
と
、
口
が
す
べ
っ
て
民
族
学
博
物
館

設
立
計
画
ま
で
言
っ
て
し
ま
う
。
先
生
が

書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
博
物
館

の
こ
と
は
関
係
者
の
暗
黙
の
了
解
だ
っ
た
。

だ
か
ら
お
し
か
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な

い
と
手
紙
に
書
い
た
の
だ
。「
古
民
具
の

展
示　

日
本
の
専
門
家
収
集
に
」
と
い
う

記
事
が
翌
日
の
同
紙
に
載
っ
た
。

高た
か
や
ま山 

龍り
ゅ
う
ぞ
う三　
　

京
都
文
教
大
学
元
教
授

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
修
了
。
東
京
工
業
大
学
、東
海

大
学
、大
阪
工
業
大
学
教
授
な
ど
を
歴
任
。
専
攻
は
ヒ

マ
ラ
ヤ
・
チ
ベ
ッ
ト
の
民
族
誌
、ア
ジ
ア
文
明
論
、近
年

は
河
口
慧
海
研
究
に
傾
倒
し
て
い
る
。

　

古
代
の
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の

王
墓
に
彫
ら
れ
た
レ
リ
ー
フ
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
楽
器
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
楽

器
は
、
演
奏
す
る
人
物
像
と
と
も
に
描
か

れ
て
い
て
、
楽
器
の
形
状
は
も
ち
ろ
ん
、

人
が
そ
の
楽
器
を
ど
の
よ
う
に
奏
で
た
か

も
、
観
察
で
き
る
。
ま
た
レ
リ
ー
フ
の
ほ

か
に
、
古
代
遺
跡
か
ら
は
楽
器
そ
の
も
の

も
出
土
し
て
い
る
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ウ

水み
ず
の野 

信の
ぶ
お男　
　

兵
庫
教
育
大
学
名
誉
教
授

東
京
芸
術
大
学
大
学
院
修
了
。
博
士
（
文
学
）。
兵
庫

教
育
大
学
教
授
、
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
（
併
任
）

な
ど
を
歴
任
。
専
攻
は
民
族
音
楽
学
。
中
東
を
軸
に

人
と
音
の
多
様
な
か
か
わ
り
を
探
求
し
て
い
る
。

バザールのなかの通り、両側に骨董屋が並んでいる。
天窓から光が射しこんでいるが、冬は寒い〈イスファハ
ン1969年冬〉

バザールのなかの金のアクセサリー屋、ウ
インドウ・ケースを覗いている人たち〈イス
ファハン1969年冬〉

刷新した西アジア展示の一画。中央下が兜

�

て
リ
ュ
ー
ト
や
ギ
タ
ー
に
姿
を
変
え
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
イ
ラ
ン
の
セ
タ
ー
ル
は
、

中
国
の
三
絃
、
つ
い
で
日
本
の
三
味
線
に
、

ま
た
、
葦
笛
の
ナ
ー
イ
は
、
東
ア
ジ
ア
の

竹
製
の
笛（
尺
八
な
ど
）

に
変
身
し
た
。
こ
れ
ら

の
諸
楽
器
は
、
た
と
え

そ
の
伝
播
の
ル
ー
ト
や

プ
ロ
セ
ス
が
、
と
き
に

は
っ
き
り
し
な
い
と
し

て
も
、
そ
の
源
流
の
一

端
が
、
こ
こ
中
東
の
地

に
あ
る
こ
と
だ
け
は
、

ま
ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
ど
西
ア
ジ
ア

展
示
場
に
新
た
に
登
場

し
た
「
中
東
地
域
の
楽

器
」
は
、
い
ず
れ
も
現

代
社
会
を
舞
台
に
、
現

役
で
活
躍
中
の
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら

一
つ
ひ
と
つ
の
楽
器
は
、

た
と
え
ば
リ
ラ
系
の
シ

ム
シ
ミ
ー
ア
が
、
あ
の

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
竪
琴

を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
よ

う
に
、
そ
れ
自
体
、
過

去
の
伝
統
を
忠
実
に
投

影
し
な
が
ら
、
人
び
と

の
暮
ら
し
に
息
づ
き
、

多
彩
な
音
を
響
か
せ
て

い
る
。

楽器をとおして文化・
文明の伝播と系譜を
紹介する

ル
王
墓
（
紀
元
前
二
五
世
紀
）
で
発
見
さ

れ
た
竪
琴
は
、
い
ま
は
、
イ
ラ
ク
国
立
博

物
館
や
大
英
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
精
巧
か
つ
華
麗
で
、

鑑
賞
者
の
目
を
あ
き
さ
せ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
途
方
も
な
く
古
い
時
代
に

生
ま
れ
た
楽
器
は
、
文
明
の
波
に
の
り
、

周
辺
地
域
に
拡
散
し
、
農
村
や
都
市
の
人

び
と
の
も
と
で
育
ま
れ
、
洗
練
さ
れ
て
い

っ
た
。
同
時
に
そ
れ
ら
は
、
西
ア
ジ
ア
文

化
圏
を
こ
え
て
、
ひ
ろ
く
ユ
ー
ラ
シ
ア
大

陸
に
む
け
て
旅
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
歴

史
の
経
緯
と
と
も
に
、
世
界
各
地
に
縦
横

に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
は
東
漸
し
て
中
国
の
洋

琴
に
な
り
、
そ
れ
は
琉
球
を
経
て
日
本
本

土
に
も
伝
来
し
た
。
一
方
、
こ
の
サ
ン
ト

ゥ
ー
ル
や
カ
ー
ヌ
ー
ン
な
ど
、
チ
タ
ー
系

の
楽
器
は
、
西
漸
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の

チ
ン
バ
ロ
ム
、
西
欧
の
ダ
ル
シ
マ
ー
、
チ

ェ
ン
バ
ロ
、
ひ
い
て
は
ピ
ア
ノ
へ
と
変
容

し
た
。
リ
ュ
ー
ト
系
の
ウ
ー
ド
（
ペ
ル
シ

ャ
語
で
は
バ
ル
バ
ッ
ト
）
も
、
や
は
り
東

漸
し
て
中
国
や
日
本
の
琵
琶
に
、
西
漸
し

ウル王墓出土の竪琴（イラク国立博物館蔵）
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シ
ド
ニ
ー
の
モ
ス
ク
を
訪
問
し
た
と
き

の
こ
と
、
一
緒
に
説
明
を
受
け
て
い
た
ヒ

ン
ド
ゥ
と
思お
ぼ

し
き
イ
ン
ド
人
一
行
は
、

「
と
こ
ろ
で
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
は
ど
ん
な

意
味
が
あ
る
の
か
？
」
と
尋
ね
、
ト
ル
コ

系
の
モ
ス
ク
管
理
者
を
困
惑
さ
せ
て
い
た
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
ム
ハ
ッ
ラ

ム
月
一
〇
日
（
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
）
に
お

こ
な
う
シ
ー
ア
派
ム
ス
リ
ム
の
哀
悼
行
事

は
見
た
人
の
耳
目
を
驚
か
す
。

　

シ
ー
ア
派
信
徒
は
カ
ル
バ
ラ
ー
で
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
六
一
年
に
悲
劇
的
に
殺
さ
れ
た
第

三
代
指
導
者
（
イ
マ
ー
ム
）
を
偲
び
、
ム

ハ
ッ
ラ
ム
月
一
日
か
ら
一
〇
日
ま
で
、
集

会
や
街
頭
行
進
で
、
号
泣
し
た
り
、
胸
を

叩
い
た
り
、
あ
る
い
は
わ
が
身
を
刃
物
で

傷
つ
け
て
指
導
者
の
名
前
を
叫
ん
だ
り
す

る
。
集
会
で
は
韻
文
･
散
文
で

カ
ル
バ
ラ
ー
で
の
出
来
事
を
朗

詠
し
語
る
が
、
演
劇
形
式
を
と

る
こ
と
も
あ
る
。
タ
ァ
ズ
ィ
エ

（
殉
教
劇
）
で
あ
る
。
一
九
世

紀
の
テ
ヘ
ラ
ン
で
は
国
立
タ
ァ

ズ
ィ
エ
劇
場
が
建
設
さ
れ
、
王

は
外
国
人
の
賓
客
も
招
待
し
て

大
が
か
り
な
哀
悼
集
会
を
催
し
、

山や
ま
ぎ
し岸 

智と
も
こ子　
　

明
治
大
学
准
教
授

専
門
は
イ
ラ
ン
地
域
研
究
、
文
化
論
。
最
近
は
シ
ー
ア

派
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」

と
い
っ
た
テ
ー
マ
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
る
。

そ
の
舞
台
に
は
最
新
の
自
動
車
や
外
国
大

使
役
な
ど
も
登
場
さ
せ
た
。
そ
こ
か
ら
ア

メ
リ
カ
の
研
究
者
に
は
タ
ァ
ズ
ィ
エ
を

「
前
衛
的
」
と
評
価
す
る
者
も
い
る
が
、

私
自
身
が
タ
ァ
ズ
ィ
エ
を
見
て
前
衛
的
だ

と
思
っ
た
こ
と
は
（
残
念
な
が
ら
）
な
い
。

　

タ
ァ
ズ
ィ
エ
の
題
材
は
一
九
世
紀
か
ら

二
〇
世
紀
に
か
け
て
カ
ル
バ
ラ
ー
の
出
来

事
の
み
な
ら
ず
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
歴
史

　

西
ア
ジ
ア
展
示
の
中
ほ
ど
に
設
け
ら
れ

た
、
色
と
り
ど
り
の
刺
繍
ド
レ
ス
の
コ
ー

ナ
ー
は
、
収
集
家
ウ
ィ
ダ
ー
ド
・
カ
ワ
ー

ル
夫
人
に
よ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

彼
女
は
現
在
ヨ
ル
ダ
ン
に
住
む
パ
レ
ス
チ

ナ
出
身
者
だ
。
自
宅
の
半
地
下
を
収
蔵
室

に
あ
て
た
膨
大
な
収
集
品
の
一
部
を
、
民

博
は
買
い
取
っ
た
。

パ
レ
ス
チ
ナ・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ

　

そ
れ
が
こ
の
た
び
「
パ
レ
ス
チ
ナ
・
デ

ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
と
し
て
公
開
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」と
い
う
言
葉
に
、な
じ

み
の
な
い
方
も
多
い
だ
ろ
う
。「
離
散
」を

意
味
す
る
こ
の
単
語
は
、
従
来
、
祖
国
を

破
壊
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
二
〇
〇
〇
年
間

の
放
浪
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ

こ
で
は
一
九
四
八
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国

に
よ
り
、
放
浪
を
終
え
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
代

わ
り
に
、
故
郷
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
現
状
を
表
し
て
い
る
。

　

刺
繍
は
「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
の
前
か
ら

女
性
た
ち
の
間
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
技

法
だ
っ
た
。
正
確
な
起
源
を
た
ど
る
の
は

困
難
だ
が
、
現
存
す
る
最
も
古
い
刺
繍
は

一
九
世
紀
初
め
の
物
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旅
行
者
や
宣
教
師
が
持
ち

帰
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
は
欧
米
各
国

の
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
大
英
博

錦に
し
き
だ田 

愛あ
い
こ子

早
稲
田
大
学
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
機
構
研
究
助
手

総
合
研
究
大
学
院
大
学
修
了
。
文
学
博
士
。
専
門
は

中
東
地
域
研
究
で
、ヨ
ル
ダ
ン
や
レ
バ
ノ
ン
に
お
け
る
離

散
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
帰
属
権
と
帰
属
意
識
に
つ
い
て
研

究
を
続
け
て
い
る
。

物
館
は
一
九
六
〇
〜
八
〇
年
代

に
か
け
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
伝

統
衣
装
に
関
す
る
調
査
を
お
こ

な
っ
た
。
中
心
と
な
っ
た
の
は

研
究
員
の
シ
ェ
イ
ラ
・
ヴ
ェ
イ

ル
だ
が
、
カ
ワ
ー
ル
夫
人
は
そ

の
聞
き
取
り
調
査
に
も
協
力
を

し
た
。

アイ
デ
ン
ティ
ティ

と
し
て
の
刺
繍

  

「
衣
装
は
女
性
の
“
パ
ス
ポ

ー
ト
”
で
あ
り
、
着
る
者
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
」。
二

〇
年
以
上
前
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

記
事
で
、
彼
女
は
そ
う
述
べ
て

い
る
。
農
村
部
で
発
達
し
た
刺

繍
は
、
村
ご
と
の
特
徴
を
示
し
、

模
様
の
パ
タ
ー
ン
を
見
れ
ば
ど

こ
の
出
身
か
分
か
っ
た
と
い
う
。

村
の
手
芸
品
だ
っ
た
刺
繍
は
、

後
に
パ
レ
ス
チ
ナ
文
化
を
代
表

す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル

と
な
る
。
日
常
着
と
し
て
着
ら
れ
る
機
会

は
減
っ
た
も
の
の
、
土
産
物
と
し
て
の
役

割
は
拡
大
し
て
い
る
か
ら
だ
。
外
か
ら
来

た
観
光
客
は
、「
パ
レ
ス
チ
ナ
土
産
」
と

し
て
刺
繍
製
品
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
売
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
機
能
し
て

い
る
の
が
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
店
舗
を
構
え

る「
ス
ン
ブ
ラ
」で
あ
る
。こ
こ
で
は
パ
レ

ス
チ
ナ
自
治
区
各
地
で
活
動
す
る
N
G
O

に
対
し
て
、
販
路
を
提
供
し
て
い
る
。
ま

た
日
本
で
も
複
数
の
N
G
O
が
収
入
創
出

事
業
と
し
て
製
品
を
輸
入
し
て
い
る
。
日

本
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
J
V
C
）や
、パ
レ
ス
チ
ナ
子
ど
も
の
キ
ャ

ペ
ー
ン
は
そ
の
ひ
と
つ
だ
。
刺
繍
製
品
の

作
製
は
、
占
領
下
の
難
民
の
生
活
を
支
え

る
貴
重
な
収
入
源
で
も
あ
る
。
厳
し
い
生

活
を
し
の
ぐ
た
め
に
布
を
手
に
す
る
女
性

た
ち
は
、
一
針
一
針
に
故
郷
の
村
へ
の
想

い
を
込
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

パレスチナの地理が特産品
とともに描かれた刺繍
（林�博貴氏提供）

に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た

タ
ァ
ズ
ィ
エ
の
小
道
具
や
関
連
の
品
を
一
新

さ
れ
た
常
設
展
で
じ
っ
く
り
見
て
ほ
し
い
。

　

な
お
カ
ル
バ
ラ
ー
の
悲
劇
の
絵
画
表
現

も
無
視
で
き
な
い
。
図
１
は
、
一
九
世
紀

の
作
と
推
定
さ
れ
る
絵
で
、
顔
の
描
き
方

に
イ
ス
ラ
ー
ム
陶
器
な
ど
に
も
共
通
す
る

特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
九
世
紀

後
半
か
ら
は
大
衆
的
な
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ

ス
絵
画
」
が
発
展
し
、
街
角
で
の
殉
教
語

り
に
も
用
い
ら
れ
た
。（
図
２
）

　

近
年
は
日
本
ア
ニ
メ
の
影
響
が
顕
著
な

例
が
見
ら
れ
る
（
図
３
）
一
方
、
フ
ァ
ル

シ
ュ
チ
ー
ヤ
ー
ン
の
近
代
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー

ル
（
図
４
）
が
広
汎
な
人
気
を
博
し
て
い

る
。
カ
ル
バ
ラ
ー
の
悲
劇
が
与
え
る
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
表
現

に
ま
だ
ま
だ
展
開
を
促
し
そ
う
だ
。

　

他
方
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
は
、
哀
悼

の
意
を
示
す
行
為
は
推
奨
し
つ
つ
も
、
さ

ま
ざ
ま
な
表
現
法
に
反
対
の
意
を
示
す
こ

と
が
少
な
く
な
い
。
聖
職
者
と
民
衆
の
創

意
と
葛
藤
を
想
像
し
つ
つ
哀
悼
の
〈
か
た

ち
〉
を
見
る
の
も
一
興
で
あ
る
。

図2　コーヒーハウ
ス絵画モハンマド・
モダッベル作「カルバ
ラーの悲劇」　[ヒジュ
ラ暦1325年／西暦
1907年]〈レザー・
アッバースィー美術
館所蔵〉

図１�カズヴィーンの哀悼行事施設に
飾ってあったアリー･アクバル（第３代
イマームの息子）の絵�〈19世紀？〉

図3　バハレーンの子ども用雑誌付録の「小さ
なフサイニー」〈バハレーン2008年〉

図4　イラン現代ミニアチュール　マフムード・ファルシュチー
ヤーン作｢アーシューラーの夜｣　〈テヘラン1976年〉

第一次インティファーダ（民衆蜂起）期の刺繍は、イスラエルへの抵抗運動の高まりを表す
アーシューラーの際にかつがれる旗など、シーア
派の哀悼行事に関連した品 を々見ることができる

衣装などの手工芸品は「離散」以前の人びとの生活を語る



社
会
と
時
代
が
織
り
な
し
た

ナ
シ
族
画
家
の
出
現

横よ
こ
や
ま山 

廣ひ
ろ
こ子　

　

民
博
民
族
社
会
研
究
部

専
門
は
文
化
人
類
学
。
中
国
雲
南
省
と
隣
接
す
る
地
域
に
住
む

人
々
の
社
会
組
織
、
文
化
変
化
、
民
族
意
識
、
民
族
間
関
係
な
ど

を
研
究
し
て
き
た
。
社
会
環
境
と
個
人
の
意
識
や
行
動
と
の
関
係

に
興
味
が
あ
る
。
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張
ち
ょ
う
う
ん
れ
い

雲
嶺
の
絵
画
を
初
め
て
見
た
の
は
、

一
九
九
〇
年
。「
日
本
に
来
た
」
と
い
う

電
話
が
突
然
、
雲
南
の
知
人
か
ら
か
か
っ

て
き
て
、
原
宿
に
出
か
け
た
。
表
参
道
の

画
廊
で
ナ
シ
族
の
画
家
の
個
展
が
あ
り
、

知
人
は
画
家
に
同
行
し
て
来
た
の
だ
と
い

う
。
日
本
で
雲
南
の
画
家
の
個
展
と
い
う

の
は
初
め
て
聞
く
。
一
体
、
ど
ん
な
絵
な

の
だ
ろ
う
か
と
出
か
け
た
。

　

絵
を
見
て
驚
い
た
。
彼
の
作
品
群
は
、

ナ
シ
族
の
宗
教
的
職
能
者
が
伝
承
し
て
き

た
「
ト
ン
パ
文
字
」
を
絵
の
造
形
表
現
に

取
り
込
み
、
独
特
の
詩
情
を
醸
し
出
し
て

い
た
。
強
烈
に
ナ
シ
族
を
感
じ
さ
せ
る
一

方
で
、
そ
れ
ま
で
よ
く
見
て
い
た
「
少
数

民
族
を
描
い
た
絵
」、
つ
ま
り
民
族
衣
装

や
時
に
女
性
の
細
い
腰
を
強
調
し
た
り
す

る
よ
う
な
絵
に
見
ら
れ
る
、
一
種
の
エ
キ

ゾ
チ
シ
ズ
ム
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。

　

六
月
二
三
日
ま
で
民
博
で
開
催
す
る
企

画
展「
ナ
シ
族
画
家
が
描
く
生
活
世
界
│

雲
南
省
西
北
部
で
は
ぐ
く
ま
れ
た
絵
心
│
」
│
」
│

は
、こ
の
張
雲
嶺
と
張
ち
ょ
う
し
ゅ
ん
て
い

春
亭
と
い
う
画
家

の
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

張
雲
嶺
は
、
ナ
シ
族
の
中
心
地
、
麗れ
い
こ
う江

地
区
で
一
九
五
五
年
に
、
張
春
亭
は
そ
こ

か
ら
数
十
キ
ロ
離
れ
た
石せ
っ
こ鼓

地
区
の
農
村

で
一
九
五
八
年
に
生
ま
れ
た
。
画
家
と
し

て
の
活
動
が
い
ず
れ
も
八
〇
年
代
後
半
に

始
ま
る
の
は
、
両
者
と
も
三
〇
歳
前
後
ま

で
に
あ
る
程
度
力
を
蓄
え
た
か
ら
だ
と
い

う
見
方
も
で
き
る
。し
か
し
私
は
、二
人
の

画
才
が
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
社
会
と
時
代

の
あ
や
の
中
で
伸
ば
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

二
人
が
物
心
つ
い
た
頃
の
中
国
は
、
人

民
公
社
化
に
突
き
進
ん
で
い
た
。「
ト
ン

パ
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
と
り
お
こ
な
う

ナ
シ
族
の
宗
教
儀
礼
は
、
迷
信
の
レ
ッ
テ

ル
を
貼
ら
れ
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。

他
方
、
少
数
民
族
が
伝
承
し
て
き
た
文
化

は「
民
族
研
究
」の
対
象
と
な
り
、六
六
年

か
ら
始
ま
る
文
化
大
革
命
の
一
〇
年
間
は

中
断
し
た
が
、
調
査
や
整
理
が
進
め
ら
れ

た
。
こ
う
い
っ
た
社
会
状
況
は
、二
人
が
画

家
と
な
っ
て
い
く
道
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
。

　

文
革
時
代
末
期
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
絵

の
腕
前
を
磨
く
場
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

七
四
年
に
中
学
を
卒
業
し
、
家
で
農
業
を

し
て
い
た
張
春
亭
は
、
共
産
党
の
宣
伝
の

た
め
に
絵
を
描
く
役
割
を
村
か
ら
与
え
ら

れ
た
。「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
絵
画
」
を
量
産

し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
高
卒
の
張
雲
嶺

は
知
識
青
年
と
し
て
農
村
に
住
ん
で
い
た
。

麗
江
で
開
か
れ
て
い
た
「
工
農
兵
美
術
ク

ラ
ス
」
に
は
参
加
資
格
が
な
か
っ
た
が
、

七
五
年
に
講
師
と
し
て
来
た
大
学
教
授
に

会
い
、
才
能
を
見
込
ま
れ
、
そ
の
後
、
昆

明
の
大
学
で
中
国
画
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

政
治
が
改
革
解
放
路
線
に
転
じ
た
八
〇

年
代
、
新
た
な
境
遇
が
訪
れ
る
。
張
雲
嶺

は
大
学
卒
業
後
、
麗
江
の
群
芸
館
に
職
を

得
る
。
群
芸
館
は
公
共
文
化
施
設
と
し
て

社
会
主
義
体
制
下
の
各
地
に
設
け
ら
れ
、

文
化
全
般
に
わ
た
り
、
娯
楽
活
動
の
組
織

も
す
れ
ば
、
調
査
研
究
も
す
る
と
い
っ
た

地
域
の
文
化
拠
点
で
あ
る
。
彼
は
こ
こ
で

ナ
シ
族
の
民
間
芸
術
や
文
化
遺
産
に
触
れ

る
。
特
に
ト
ン
パ
が
儀
式
で
唱
え
る
文
言

を
記
録
す
る
の
に
用
い
た
絵
の
よ
う
な

「
ト
ン
パ
文
字
」
を
初
め
て
知
り
、
深
く

入
り
込
む
。
ト
ン
パ
が
使
う
竹
筆
の
作
り

方
や
鉱
物
顔
料
に
も
精
通
し
た
彼
は
、
や

が
て
ト
ン
パ
が
伝
承
し
て
き
た
文
化
と
自

ら
の
芸
術
セ
ン
ス
を
合
体
さ
せ
、「
現
代

ト
ン
パ
画
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
画

風
を
確
立
し
て
い
く
。
他
方
、
張
春
亭
は
、

経
済
活
動
が
自
由
に
な
る
中
、
八
四
年
か

ら
石
鼓
の
町
に
出
て
、
映
画
広
告
を
描
く

よ
う
に
な
る
。
八
六
年
、
張
雲
嶺
の
作
品

は
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
「
中
国
雲
南
絵
画

展
」
に
出
品
さ
れ
、
張
春
亭
は
映
画
広
告

画
で
省
の
優
秀
賞
を
受
賞
す
る
。

　

天
安
門
事
件
を
は
さ
ん
で
中
国
が
経
済

発
展
の
ギ
ア
を
入
れ
な
お
し
た
八
〇
年
代

末
か
ら
九
〇
年
代
初
め
、
二
人
に
も
変
化

が
生
ま
れ
た
。

　

張
雲
嶺
は
八
八
年
の
雲
南
民
族
芸
術
祭

期
間
中
に
昆
明
で
開
い
た
個
展
が
国
内
外

の
来
場
者
の
評
判
に
な
り
、
日
本
に
招
か

れ
、
彼
を
認
め
た
雲
南
民
族
博
物
館
長
の

支
援
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、

九
五
年
に
職
を
麗
江
か
ら
昆
明
の
民
族
博

物
館
に
移
し
、
画
業
に
専
念
で
き
る
環
境

を
得
る
。

　

張
春
亭
は
、
九
〇
年
に
映
画
館
が
麗
江

県
の
映
画
会
社
に
売
却
さ
れ
た
の
を
機
に

農
村
に
戻
る
。
そ
の
後
、
漢
字
の
字
句
を

添
え
た
水
墨
画
な
ど
中
国

風
の
絵
画
を
試
み
た
り
も

す
る
が
、
以
前
に
描
い
た

人
物
画
が
観
光
客
の
目
に

留
ま
り
、
購
入
さ
れ
た
の

を
き
っ
か
け
に
、
身
の
回

り
の
人
々
や
生
活
を
題
材

と
す
る
農
民
画
を
描
い
て

い
こ
う
と
決
意
す
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
幼
い
頃
の
思

い
出
や
実
体
験
を
も
と
に
描
か
れ
る
、
ナ

シ
族
の
暮
ら
し
の
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
満

ち
た
彼
の
画
風
が
確
立
し
た
。

　

九
〇
年
代
後
半
以
降
、
雲
南
省
、
こ
と

に
九
七
年
に
街
並
み
が
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
麗
江
で
は
観
光
化
が
進
み
、
ト
ン

パ
文
化
の
観
光
へ
の
活
用
が
盛
ん
に
な
っ

た
。
か
つ
て
は
ト
ン
パ
の
手
で
経
典
用
に

だ
け
漉
か
れ
て
い
た
「
ト
ン
パ
紙
」
の
生

産
も
一
般
人
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
。
二
人

の
画
家
は
好
み
の
サ
イ
ズ
の
ト
ン
パ
紙
を

注
文
し
て
絵
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。
国

内
外
か
ら
の
旅
行
客
の
増
大
に
つ
れ
て
、

作
品
の
購
買
者
は
徐
々
に
増
え
、
近
年
、

画
家
と
し
て
の
地
歩
は
一
層
固
ま
り
つ
つ

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
二
人
の
画
家

の
出
現
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
才
能
や
努
力

が
下
地
に
あ
る
と
は
い
え
、
画
家
と
し
て

の
技
能
や
個
性
を
磨
く
機
会
や
画
家
と
し

て
生
き
る
居
場
所
を
与
え
て
い
る
社
会
や

時
代
の
関
与
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

周
囲
の
人
々
か
ら
画
家
と
し
て
認
め
ら
れ

る
人
間
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
ま
た
ど

こ
の
社
会
に
で
も
存
在
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

民
族
文
化
・
観
光
・
画
業
の
確
立

モ
ノ
・
グ
ラ
フ

文
化
大
革
命
期
に
始
ま
る

画
家
へ
の
道

　

張
雲
嶺
は
、
ナ
シ
族
の
中
心
地
、
麗

地
区
で
一
九
五
五
年
に
、
張
春
亭
は
そ
こ

か
ら
数
十
キ
ロ
離
れ
た
石

で
一
九
五
八
年
に
生
ま
れ
た
。
画
家
と
し

て
の
活
動
が
い
ず
れ
も
八
〇
年
代
後
半
に

始
ま
る
の
は
、
両
者
と
も
三
〇
歳
前
後
ま

で
に
あ
る
程
度
力
を
蓄
え
た
か
ら
だ
と
い

う
見
方
も
で
き
る
。し
か
し
私
は
、二
人
の

画
才
が
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
社
会
と
時
代

の
あ
や
の
中
で
伸
ば
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

添
え
た
水
墨
画
な
ど
中
国

風
の
絵
画
を
試
み
た
り
も

す
る
が
、
以
前
に
描
い
た

人
物
画
が
観
光
客
の
目
に

留
ま
り
、
購
入
さ
れ
た
の

を
き
っ
か
け
に
、
身
の
回

り
の
人
々
や
生
活
を
題
材

と
す
る
農
民
画
を
描
い
て

い
こ
う
と
決
意
す
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
幼
い
頃
の
思

「ナシ古画　祭りの楽しさ～冬の情景～」
張雲嶺　2002年  標本番号H0237930
冬は歌い、踊り、飲み、楽しむ季節。恋の歌を響
かせる笛の音に、二人の女性も山の動物たち
も聞きほれる。頭にとさかのようなものが付く
のは女性、三つに分かれた帽子のようなもの
が付くのは男性をあらわすトンパ文字

「ナシ古画　狩猟の季節～夏の情景～」
張雲嶺　2002年  標本番号H0237928
夏になると人々は農作業の合間に放牧や狩猟
に出かける。描かれている３人に特徴的な目は、
トンパ文字で「見る」を意味する文字。画家は眼
光を誇張したこの表現を好んで使う

「しっかり勉強するんだよ」「しっかり勉強するんだよ」
張春亭 2003年  標本番号H0237951張春亭 2003年  標本番号H0237951
町の市場に物売りにきた夫婦。まっさ町の市場に物売りにきた夫婦。まっさ
きに店先の公衆電話に向い、妻が話きに店先の公衆電話に向い、妻が話
す声が画家に聞こえた。相手は、親とす声が画家に聞こえた。相手は、親と
離れ、学校で学ぶ子ども。学費の仕送離れ、学校で学ぶ子ども。学費の仕送
りの遅れを詫びる母親に、奨学金がもりの遅れを詫びる母親に、奨学金がも
らえたから心配しないでと子どもは告らえたから心配しないでと子どもは告
げた。涙を流しながら母親は言った─げた。涙を流しながら母親は言った─
「しっかり勉強するんだよ」「しっかり勉強するんだよ」

「兄と弟」　張春亭　2005年
標本番号H0237948
婚礼に着ていく服がなく、兄弟で
一枚のシャツを交替で着て、ご馳
走の席に出た幼い頃の画家自身
の思い出

トンパ経典
標本番号
H0237785
トンパによる儀礼が
衰退したのにともな
い、経典も散逸して
しまった。近年は新
たに制作している
地域もある

トンパが経典を書くのに使う手
製の竹筆。細竹でつくる。張雲
嶺も自分で竹筆をつくり、それ
で輪郭線を描く〈個人蔵〉

「ナシ古画　狩猟の季節～夏の情景～」
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Ｊ
Ｒ
根
岸
線
本
郷
台
駅
の
ホ
ー
ム
に
降

り
立
つ
と
、
Ｓ
Ｆ
映
画
に
登
場
し
そ
う
な

近
未
来
的
な
建
物
が
、
東
側
に
近
接
し
て

見
え
る
。「
あ
ー
す
ぷ
ら
ざ
」の
愛
称
で
親

し
ま
れ
て
い
る
「
地
球
市
民
か
な
が
わ
プ

ラ
ザ
」で
あ
る
。こ
こ
で
働
く
友
人
が
関
わ

っ
た
企
画
展
の
見
学
の
た
め
、
今
回
初
め

て
訪
れ
た
の
だ
が
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
と

そ
の
友
人
が
施
設
内
を
案
内
し
て
く
れ
た
。

　

緩
や
か
な
傾
斜
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
建

物
内
に
入
る
と
、
吹
き
抜
け
の
ア
ト
リ
ウ

ム
「
地
球
の
広
場
」
が
あ
る
。
こ
こ
は
二

階
に
位
置
し
、
常
設
展
示
室
へ
は
エ
レ
ベ

ー
タ
で
最
上
階
の
五
階
ま
で
あ
が
る
。
常

設
展
示
は
、
想
像
力
を
掻
き
た
て

感
性
を
育
む
た
め
の
「
こ
ど
も
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
展
示
室
」、
世
界
各

地
の
暮
ら
し
を
生
活
道
具
や
楽
器
、

衣
装
な
ど
を
と
お
し
て
紹
介
す
る

「
こ
ど
も
の
国
際
理
解
展
示
室
」、

日
本
が
経
験
し
た
戦
争
や
、
紛

争
・
貧
困
・
環
境
と
い
っ
た
地
球

規
模
の
現
代
的
課
題
に
つ
い
て
考

え
る
「
国
際
平
和
展
示
室
」
の
三

室
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
ど
も
の
国
際
理
解
展
示
室
」

の
中
央
に
建
つ
、
タ
イ
の
「
チ
ャ

ー
ク
リ
ン
く
ん
の
家
」
の
隣
に
は

半
円
形
の
広
場
が
あ
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
こ
こ
で
催
さ
れ

る
。
私
が
訪
れ
た
日
は
、
月
に
一

度
の
「
ワ
ー
ル
ド
カ
ル
チ
ャ
ー
・

デ
イ
」
に
あ
た
り
、
日
本
で
学
ぶ

内
モ
ン
ゴ
ル
出
身
の
留
学
生
が
、

モ
ン
ゴ
ル
の
生
活
に
つ
い
て
三
〇
人
ほ
ど

の
来
場
者
に
紹
介
し
て
い
た
。
あ
ー
す
ぷ

ら
ざ
の
職
員
が
子
ど
も
た
ち
の
視
点
に
立

っ
て
進
行
役
を
務
め
、
数
名
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
・
ス
タ
ッ
フ
が
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
。
事
前
に
着
せ
て
も
ら
っ
た
モ
ン
ゴ
ル

声
を
か
け
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
イ
ベ
ン
ト

の
準
備
に
せ
わ
し
く
働
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
ス
タ
ッ
フ
と
言
葉
を
交
わ
し
な
が
ら
、展

示
物
の
位
置
を
直
し
て
い
く
。
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア・ス
タ
ッ
フ
も
準
備
の
手
を
し
ば
し
休

め
、
来
館
者
に
笑
顔
で
話
し
か
け
て
い
る
。

　

三
階
の
企
画
展
示
室
で
開
催
さ
れ
て
い

る
「
地
球
の
食
卓　

写
真
展
」
の
準
備
は
、

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
作
成
・
取
付
け
か
ら
照

明
の
調
整
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
が
ス
タ
ッ
フ

に
よ
る
「
手
づ
く
り
」
だ
と
友
人
は
再
三

言
う
が
、「
手
づ
く
り
」
だ
か
ら
こ
そ
の

温
か
さ
が
展
示
だ
け
で
な
く
、
ス
タ
ッ
フ

の
入
館
者
へ
の
接
し
方
か
ら
伝
わ
っ
て
く

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ

に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
各
国
の
料

理
セ
ミ
ナ
ー
、
食
材
の
生
産
か
ら
消
費
ま

で
を
考
え
る
講
演
会
や
映
画
会
な
ど
、
多

彩
な
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
や
運
営
に
も

感
じ
ら
れ
る
。

　

あ
ー
す
ぷ
ら
ざ
は
、「
こ
ど
も
の
豊
か

な
感
性
の
育
成
」、「
地
球
市
民
意
識
の
醸

成
」、「
国
際
活
動
の
支
援
」
の
三
つ
を
目

標
に
掲
げ
、
展
示
室
以
外
に
も
、
三
六
五

手づくりの温かさで
現代世界を伝え、考える

子どもたちの感性を育てながら、国際理解教育を実践。
しかも楽しく、わかりやすく。そんなミュージアムを訪ねた

地球ミュージアム紀行  　　
神奈川県立地球市民かながわプラザ・あーすぷらざ   

林は
や
し 

勲い
さ
お男　
　

民
博  

民
族
社
会
研
究
部

専
門
は
社
会
人
類
学
。
近
年
は
自
然
災
害
被
災
地
の

復
興
過
程
や
防
災
活
動
に
つ
い
て
、
オ
セ
ア
ニ
ア
、
東

南
ア
ジ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
日
本
で
研
究
し
て
い
る
。

展
示
場
は
国
際
交
流
の
場

お
互
い
の
手
の
温
も
り

外
へ
と
拡
が
る
活
動

毎月のワールドカルチャー・デイは、世界各地の出身者の話を聞きながらの交流が楽しい

あーすキャラバン隊は県内の学校で出前ワークショップをおこ
なう〈提供・あーすぷらざ〉

本郷台駅近くにあるあーすぷらざ〈提供・あーすぷらざ〉

◉詳細はhttp://www.k-i-a.or.jp/plaza/をご覧ください

　

ラ
ク
ダ
は
乾
燥
地
帯
を
移
動
す
る
人

び
と
に
と
っ
て
、
重
要
な
動
物
で
あ
る
。

自
動
車
や
ト
ラ
ッ
ク
が
登
場
す
る
以
前

に
お
い
て
、
ラ
ク
ダ
は
運
送
用
家
畜
と

し
て
大
切
な
役
割
を
は
た
し
て
き
た
。

　

人
は
ラ
ク
ダ
に
乗
る
た
め
、ラ
ク
ダ
に

荷
物
を
の
せ
る
た
め
、
大
事
な
ラ
ク
ダ

を
飾
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
や
装

具
を
用
い
て
き
た
。
こ
こ
で
紹
介
す
る

ラ
ク
ダ
の
道
具
と
装
具
は
、ヨ
ル
ダ
ン
南

部
に
く
ら
す
ア
ラ
ブ
系
遊
牧
民
ベ
ド
ウ

ィ
ン
た
ち
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
荷
物
を
運
ぶ
た
め
の
道
具
と

し
て
、「
振
り
分
け
袋
」
が
あ
る
。
振

り
分
け
袋
は
、
ヒ
ツ
ジ
や
ヤ
ギ
の
毛
を

紡
い
で
糸
に
し
て
織
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
大
き
さ
や
色
、
房
の
長
さ
な
ど
は

つ
く
り
手
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
鞍
の
上
か
ら
振
り
分
け
る
よ
う
に

か
け
、
左
右
の
袋
に
荷
物
を
入
れ
て

使
用
す
る
。
装
飾
と
し
て
の
房
飾
り

は
、
四
つ
編
み
や
糸
を
巻
き
付
け
る
コ

イ
リ
ン
グ
技
法
、
ま
た
は
巧
み
に
糸
を

撚
り
合
わ
せ
て
丁
寧
に
つ
く
ら
れ
て
い

る
。
ラ
ク
ダ
の
尻
尾
部
分
を
覆
う
、「
後

部
覆
い
布
」
も
同
様
に
、
家
畜
の
毛
を

用
い
て
織
ら
れ
て
い
る
。

　

男
性
は
移
動
す
る
と
き
、
ラ
ク
ダ
の

鞍
の
上
に
ま
た
が
り
、
片
足
を
鞍
の
前

部
分
の
取
っ
手
に
引
っ
掛
け
る
。
ラ
ク

ダ
は
歩
く
時
に
前
後
に
揺
れ
る
た
め
、

想
像
以
上
に
乗
り
心
地
の
悪
い
動
物
で

あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
男
性

は
、
片
足
を
鞍
の
取
っ
手
に
引
っ
掛
け

る
だ
け
で
、
両
手
を
離
し
て
も
バ
ラ
ン

ス
よ
く
乗
り
続
け
て
い
る
。
こ
の
時
に

足
が
あ
た
る
部
分
に
革
製
の「
足
あ
て
」

を
使
用
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
道
具
と
装
具
は
、
今
春
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
を
し
た
西
ア
ジ

ア
展
示
場
で
、
再
現
展
示
と

し
て
ラ
ク
ダ
の
模
型
の
上
に

取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、「
腹

帯
」
や
「
く
つ
わ
」
な
ど
ラ

ク
ダ
に
ま
つ
わ
る
資
料
が
展

示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

来
館
者
が
ラ
ク
ダ
の
前
を
通

る
時
、
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る

と
い
う
工
夫
も
施
さ
れ
て
い

る
。
ぜ
ひ
、
展
示
場
に
足
を
お
運
び
い

た
だ
き
、
ラ
ク
ダ
の
声
を
聞
き
な
が
ら

じ
っ
く
り
道
具
や
装
具
を
み
て
い
た
だ

き
た
い
。

ラクダの道具と装具
ラクダ用装身具（標本番号H229042）など

◉
上羽 陽子

民博 文化資源研究センター
専門は民族芸術学、染織研究。インドを中心に牧畜を生業とす 
る人びとの染織に関わるものづくりについて研究をしている。

表紙モノ語り

席
の
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
、
映
像
ホ
ー
ル
、
国

際
理
解
や
国
際
協
力
な
ど
に
関
す
る
雑
誌

や
資
料
が
閲
覧
で
き
る
情
報
フ
ォ
ー
ラ
ム
、

映
像
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
料
理
室
な
ど
の
館

内
施
設
を
活
用
し
た
活
動
も
盛
ん
だ
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
活
動
や
リ
ソ
ー
ス
を
生

か
し
、
県
内
の
学
校
で
の「
学
び
」
に
つ

な
げ
る「
か
べ
新
聞
」の
制
作
・
配
布
、
ア

ウ
ト
リ
ー
チ
事
業
と
し
て
の
出
前
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、
外
に
向
け
て
の
活
動
も

積
極
的
に
展
開
し
て
い
る
。
未
来
の
建
物

の
な
か
で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
「
手
づ
く
り
」

の
企
画
が
次
か
ら
次
へ
と
生
ま
れ
て
い
る
。

の
民
族
衣
装
で
話
に
聞
き
入
っ
て
い
る
子

ど
も
た
ち
の
姿
も
あ
っ
た
。

　

友
人
は
、ネ
パ
ー
ル
の「
ア
ニ
サ
ち
ゃ
ん

の
家
」
に
入
っ
て
遊
ぶ
小
学
生
三
人
組
に
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友の会講演会　会場●国立民族学博物館　第５セミナー室
　　　　　　　定員●96名（先着順、申込不要、当日会員証をご提示ください）

チベット仏教関連商品【心に響く美しい
音色のティンシャー（4,200円）、マニ車
（5,250円）、法具 かつ摩（17,850円）】

ポン教関連商品【声明を収めたＣＤ
（2,625円）、カラフルに刺繍されたお守
り（大1,260円、小525円）】
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千
家
十
職

      
×
み
ん
ぱ
く

      みん
ぱ
く

      
――
茶
の
湯
の
も
の
づ
く
り

と
世
界
の
わ
ざ

会
期　
六
月
二
日（
火
）ま
で

会
場　
特
別
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◇
樂
吉
左
門
氏
講
演
会

民
博
と
私

―
こ
の
た
び
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
展
に
つ
い
て

日
時
五
月
三
日（
日
・
祝
）一
三
時

〜
一
四
時
三
〇
分
ま
で（
開
場
一
二

時
三
〇
分
）

会
場
講
堂（
定
員
四
五
〇
名
）

参
加
費
無
料
・
先
着
順

●
竹
製
円
座
体
験
型
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

竹
製
円
座
体
験
型
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

◇
竹
と
お
茶
か
ら
学
ぶ

◇
竹
と
お
茶
か
ら
学
ぶ

伝
承
技
術
と
文
化

伝
承
技
術
と
文
化

〈
竹
で
工
芸
品
つ
く
り
〉

〈
竹
で
工
芸
品
つ
く
り
〉

日
時  

五
月
六
日（
水
・
祝
）一
三
時

三
〇
分
〜

参
加
費
三
五
〇
円

定
員  

三
〇
名（
事
前
申
込
制
）

〈
竹
で
楽
器
つ
く
り
〉

五
月
一
七
日（
日
）一
三
時
三
〇
分
〜

参
加
費  

三
五
〇
円

定
員  

三
〇
名（
事
前
申
込
制
）

〈
わ
く
わ
く
お
茶
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
〉

五
月
二
四
日（
日
）一
一
時
〜

参
加
費  
三
五
〇
円

〈
ア
フ
リ
カ
の
お
は
な
し
と

音
楽
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
〉

五
月
三
一
日（
日
）一
三
時
〜
、一
五

時
〜

会
場  

自
然
文
化
園　
平
和
の
バ
ラ

園
北
側
周
辺

●
Ｍ
Ｍ
Ｐ
企
画

◇
料
理
の
中
の
動
詞

実
施
日  

五
月
一
六
日（
土
）、
二
四

日（
日
）

会
場  

特
別
展
示
場
二
階

◇
茶
室
の
起
こ
し
絵
図
を

作
ろ
う
！

実
施
日  

五
月
一
七
日（
日
）

会
場  

特
別
展
示
場
二
階

定
員  

定
員  

定
員
各
回
五
名（
当
日
受
付
、先
着
順
）

◇
親
子
の
茶
道
教
室

実
施
日
五
月
三
〇
日（
土
）

会
場
第
七
セ
ミ
ナ
ー
室

参
加
費
三
〇
〇
円

定
員
各
回
八
名
（
事
前
申
し
込
み

優
先
、先
着
順
）

問
い
合
わ
せ
情
報
企
画
課
情
報
企
画
係

電
話
〇
六
―
六
八
七
八
―
八
五
三
二

（
平
日
九
時
〜
一
七
時
）

企
画
展

会
期  

六
月
二
三
日（
火
）ま
で

会
場  

常
設
展
示
場
内

＊
研
究
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

ク
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
ト
ン
パ
文

字
de
書
」を
開
催
し
ま
す
。

会
期  

七
月
二
一
日（
火
）ま
で

会
場  

常
設
展
示
場
内

第
四
回
人
類
学
関
連
学
会

協
議
会
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
飽
く
な
き
食
へ
の
希
求
を

め
ぐ
っ
て
」

　
人
類
学
関
連
学
会
協
議
会
に
参

加
し
て
い
る
各
学
会
か
ら
パ
ネ
リ

ス
ト
を
募
り
、人
類
の
飽
く
な
き
食

へ
の
希
求
を
め
ぐ
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ

の
学
問
領
域
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
。基
層
的
な
個
体
の
次
元
か
ら
グ

ロ
ー
バ
ル
な
社
会
の
次
元
ま
で
、多

様
な
考
え
を
述
べ
あ
い
、学
際
的
な

接
続
を
試
み
た
い
。

日
時  

五
月
二
九
日
（
金
）
一
三
時

三
〇
分
〜
一
七
時
五
分
（
開
場
一
三
時
）

会
場  

講
堂（
定
員
四
五
〇
名
）

参
加
費  

無
料
・
先
着
順

問
い
合
わ
せ  

広
報
企
画
室
企
画
連

携
係　

電
話
〇
六
―
六
八
七
六
―
八
二
一
〇

（
平
日
九
時
〜
一
七
時
）

●
外
国
人
研
究
員
の
紹
介

G
A
R
FIA
S, R

obert

（
ガ
ル
フ
ィ
ア
ス
ロ
ベ
ル
ト
）氏

　
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ア
ー
ヴ

ァ
イ
ン
校
人
類
学
部
教
授
。研
究

課
題
は
「
音
楽
展
示
の
方
法
に
関

す
る
研
究
」。

期
間
三
月
二
四
日
〜
六
月
三
〇
日

●
観
覧
料
に
つ
い
て

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
プ
リ
ペ
イ

ド
カ
ー
ド
で
の
お
支
払
い
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

＊
詳
細
及
び
お
申
し
込
み
に
つ
い

て
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

会場　国立民族学博物館 講堂
時間  13:30～15:00（13:00開場)
定員 450名（当日先着順）
参加費　無料
展示場をご覧になる方は、観覧料が必
要です。

第372回　5月16日（土）
 「千家と職方」【特別展関連】
講師　筒井紘一（財団法人 今日庵茶
道資料館副館長）

茶匠の美意識を受けて職人が道具を
製作するというパターンがはじまっ
たのが桃山時代です。利休と樂長次
郎、盛阿弥、辻与次郎、宗四郎などとの
関係がそれにあたります。その関係が
定着したのが、千家の歴代と現在の十
職といわれる職人集団。そうした関係
の歴史的展開を考えてみます。

第373回　6月20日（土）
｢辺境のキリスト教美術をたず
ねて―南米イエズス会ミッショ
ンの聖堂装飾」
講師  齋藤晃（先端人類学研究部准教授）

スペイン統治時代、南米の辺境地域に
イエズス会が建設したキリスト教聖
堂の現状を紹介します。また、イエズ
ス会の宣教師と先住民が、感覚に訴え
る美術の力をめぐって交渉を繰り広
げたことについてお話しします。

第372回 6月6日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
企画展「チベット ポン教の神がみ」関連
ポン教とチベット仏教

講師  立川武蔵（愛知学院大学教授・
民博名誉教授）
ポン教がどのような宗教かを説明する
のは容易ではありません。仏教と驚く
ほどの類似性を示しながら、独自の特
質ももちつづけています。ポン教の歴
史とチベット仏教との関係など、ポン
教のさまざまな要素を解説します。

常設展示場で開催中の、企画展「チベ
ット ポン教の神がみ」にちなみ、本館
ミュージアム・ショップでは、チベッ
ト文化域広範にわたり分布している
ポン教と、それとたがいに影響をおよ
ぼしあってきたチベット仏教に関連
した商品を取り揃えました。人びとの
祈りの心から生まれた品々を是非手
に取ってご覧ください。

友の会 みんぱくゼミナール

ミュージアム・ショップ

特
別
展

刊行物紹介

国立民族学博物館 友の会
電話  06 -6877-8893　
ファックス  06 -6878 -3716

電話でのお問い合わせは
月曜～金曜日午前９時から17時まで

にお願いします。
http://www.senri-f.or.jp/

E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

国立民族学博物館 ミュージアム・ショップ
電話  06 -6876 -3112

ファックス  06 -6876 -0875
水曜日定休

ウェブサイトもご覧ください。
オンラインショップ「World Wide Bazaar」
http://www.senri-f.or.jp/shop/
E-mail shop@senri-f.or.jp

「
チ
ベ
ッ
ト
ポ
ン
教
の

神
が
み
」

「
ナ
シ
族
画
家
が
描
く
生

活
世
界
││
雲
南
省
西
北
部

で
は
ぐ
く
ま
れ
た
絵
心
」

第74回 民族学研修の旅
食は全州にあり
──韓国の食文化体験
期間●６月13日(土)～15日(月)
ビピンパの本場として知られる全州を
訪問します。地元の人びとがかよう朝
市や、朝鮮人参の市場なども見学しま
す。また、伝統的な家屋を復元した宿泊
施設に１泊します。締め切りまであと
わずかです。お問い合わせは右記まで。

第373回　7月4日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
シリーズ「先住民のいま」①
狩猟採集は「先住民」の権利か？
──アフリカにて
講師  池谷和信（民族社会研究部教授）
新シリーズでは、長年、先住民社会に関
わってきた研究者を講師に、「先住民」
をめぐる最新の動向や、歴史的経緯を
ふまえた各地域の現況をとりあげま
す。今回は、サン（ブッシュマン）の人び
とが関わった裁判を事例に、世界的な
ネットワークのなかですすむ先住民運
動についてお話しいただきます。 ■山中 由里子　著

『アレクサンドロス変相
─古代から中世イスラームへ─』
名古屋大学出版会　定価：8,820円（税込）
大王が征服した広大な地域に流布した
伝承を、宗教・政治・歴史の分野にわた
って、アラブ・ペルシアの多様なテクス
トにたどり、語りや図像の担い手たちが
求めた「真実」に迫る。アレクサンドロス
が内包する本
質と、古代世
界の遺産を受
けいれ再解釈
していくムス
リムの精神史
を浮かび上が
らせた力作。

■小長谷 有紀　編
『昔ばなしで親しむ環境倫理
―エコロジーの心を育む読み聞かせ―』
（新時代教育のツボ選書）
くろしお出版　定価：1,680円（税込）
「昔ばなし」に生きる先人の自然観を子
どもたちに伝え、エコロジーの心を育む
ことを目指した
副読本教材。地
球温暖化やCO2
削減など理科知
識に偏りがちな
環境教育に、古
くて新しい視点
からのアプロー
チを提案する。

■ 藤 晃　編
『テクストと人文学
─知の土台を解剖する』
人文書院　定価：3,360円（税込）
書物や文書や図面を知的活動を支援す
る道具とみなし、人間とそれらの道具と
の関係を時代
や地域を横断
して総合的に
究明するため
の枠組みを構
築する。人文
諸科学の学際
的協働の成果。

『
茶
道
具
定
値
段
附
』

安
永
九
年（
一七
八
〇
）上
下
二
冊
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リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
西
ア
ジ
ア
常
設

展
に
は
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
（
遊
牧
民
）
の
テ

ン
ト
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
展
示
の

準
備
を
し
な
が
ら
、
一
五
年
ほ
ど
前
に
イ

ス
ラ
エ
ル
南
部
ネ
ゲ
ブ
地
方
に
あ
る
ベ
ン

グ
リ
オ
ン
大
学
の
ス
デ
ボ
ケ
ル
・
キ
ャ
ン

パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
文

化
・
歴
史
・
言
語
に
関
す
る
夏
季
講
座
に

参
加
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。

●
ネ
ゲ
ブ
の
砂
漠
研
究
所

　

講
座
が
開
か
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
テ

ル
ア
ビ
ブ
か
ら
バ
ス
で
二
時
間
ほ
ど
南
に

下
っ
た
ベ
ル
シ
ェ
バ
か
ら
さ
ら
に
バ
ス
で

一
時
間
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
テ
ン
ト
が
所
々

に
立
ち
並
ぶ
以
外
ほ
と
ん
ど
何
も
見
当
た

ら
な
い
荒
野
を
南
下
し
た
と
こ
ろ
に
、
ま

さ
に
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
に
現
れ
る
。

　

そ
の
敷
地
内
に
ブ
ラ
ウ
シ
ュ
タ
イ
ン
砂

漠
研
究
所
が
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
領
土

の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
も
占
め
る
砂

漠
地
帯
の
有
効
利
用
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま

な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
理
工
学
系
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

中
で
当
時
、
唯
一
の
人
文
社
会
系
の
研
究

ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
っ
た
社
会
学
セ
ン
タ
ー
が

ベ
ド
ウ
ィ
ン
夏
期
講
座
を
主
催
し
た
。

　

こ
の
セ
ン
タ
ー
は
ネ
ゲ
ブ
地
方
に
約
八

万
人
い
る
と
さ
れ
た
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
調
査

を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
民
族
学
や

言
語
学
等
の
分
野
に
お
け
る
成
果
を
あ
げ

る
た
め
だ
け
で
な
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
領

土
と
な
っ
た
地
に
生
活
す
る
ベ
ド
ウ
ィ
ン

た
ち
が
抱
え
る
諸
々
の
問
題
（
土
地
の
所

有
権
、
定
住
化
、
教
育
、
医
療
等
）
の
現

状
を
調
べ
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

ヒ
ツ
ジ
や
ラ
ク
ダ
を
連
れ
て
自
由
に
移
動

し
て
き
た
―
―
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
に
と
っ

て
は
少
々
厄
介
な
存
在
で
あ
る
―
―
ベ
ド

ウ
ィ
ン
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
デ
ー

タ
を
集
め
る
と
い
う
極
め
て
政
治
的
な
意

図
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

電
気
や
ガ
ス
を
使
わ
な
い
冷
房
シ
ス
テ

ム
を
導
入
し
た
、
ま
る
で
火
星
基
地
の
よ

う
な
建
物
の
中
で
講
義
が
お
こ
な
わ
れ
、

週
に
一
度
は
フ
ィ
ー
ル
ド
に
出
た
。
世
界

的
な
権
威
が
集
め
ら
れ
た
講
師
陣
に
学
ぶ
、

大
変
恵
ま
れ
た
機
会
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
、

週
に
一
度
だ
け
の
集
団
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
キ
ャ
ン
パ
ス
で
知

り
合
っ
た
人
の
つ
て
で
、
個
人
的
に
ベ
ド

ウ
ィ
ン
老
夫
婦
の
テ
ン
ト
を
訪
れ
、
夜
を

過
ご
す
こ
と
に
し
た
。

●
原
野
を
体
験

　

も
ち
ろ
ん
電
気
な
ど
ひ
か
れ
て
い
る
わ

け
が
な
い
。
老
婆
が
焚
き
火
で
料
理
し
て

く
れ
た
ご
っ
た
煮
は
、
暗
く
て
中
身
が
見

え
な
い
。
ほ
と
ん
ど
手
探
り
で
、
そ
れ
を

薄
い
パ
ン
と
い
っ
し
ょ
に
食
べ
た
後
、
お

茶
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
。
口
を
つ
け
た
コ
ッ

プ
の
ふ
ち
に
、
か
た
い
異
物
の
感
触
が
あ

り
、
焚
き
火
の
明
か
り
に
か
ざ
し
て
見
る

と
、
な
ん
と
巨
大
な
ア
リ
が
。
砂
糖
が
た

ん
と
入
っ
た
お
茶
を
吸
っ
て
た
っ
ぷ
り
と

膨
ら
ん
だ
腹
が
、
炎
の
ゆ
ら
め
き
の
中
で

飴
色
に
透
き
通
っ
て
い
る
。「
こ
の
茶
は

私
に
も
飲
む
権
利
が
あ
る
」
と
い
わ
ん
ば

か
り
に
、
堂
々
と
触
覚
を
震
わ
す
様
子
に

一
瞬
ひ
る
ん
だ
が
、
ご
め
ん
よ
と
爪
で
弾

き
と
ば
し
て
、
残
り
の
茶
を

い
た
だ
い
た
。

　

焚
き
火
も
消
え
か
か
っ
て

く
る
と
、
早
々
に
持
参
の
寝

袋
に
入
っ
た
の
だ
が
、
砂
漠

の
夜
は
結
構
寒
い
。
そ
れ
に

薄
い
敷
物
の
下
は
も
ち
ろ
ん

地
面
な
の
で
、
小
石
が
ご
ろ
ご
ろ
と
背
中

に
あ
た
っ
て
痛
い
。
起
き
る
で
も
な
く
寝

る
で
も
な
く
夜
が
白
み
始
め
た
頃
、
老
婆

の
「
ズ
ィ
ー
ブ
！　

ズ
ィ
ー
ブ
！
」（
オ

オ
カ
ミ
だ
！
）
の
声
が
響
い
て
き
た
。
ヒ

ツ
ジ
の
群
れ
を
狙
っ
て
い
た
オ
オ
カ
ミ
を

追
い
払
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　

新
し
く
な
っ
た
み
ん
ぱ
く
展
示
場
に
は

ヒ
ツ
ジ
も
オ
オ
カ
ミ
も
、
巨
大
ア
リ
も
い

な
い
が
、テ
ン
ト
か
ら
は
素
材
と
な
っ
て
い

る
黒
ヤ
ギ
の
毛
の
独
特
な
匂
い
が
漂
っ
て

く
る
し
、
ラ
ク
ダ
の
鳴
き
声
も
聞
こ
え
る
。

万国 津 浦々々

山や
ま
な
か中 

由ゆ

り

こ
里
子

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

専
門
は
比
較
文
学
比
較
文
化
。
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
死
後
に
彼
に
ま

つ
わ
る
様
々
な
言
説
が
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
へ
ど
の
よ
う
に
伝
わ
り
、
展
開
し

た
か
を
研
究
し
て
い
る
。
著
書
に
『
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
変
相
─
古
代
か
ら
中

世
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
』（
名
古
屋
大
学
出

版
会
、
2
0
0
9
年
）。

ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
テ
ン
ト
で
明
か
し
た
夜
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ネゲブのベドウィン〈1993年夏〉

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
製
作
さ
れ
た
映
画

の
な
か
で
、
日
本
で
は
一
九
八
七
年
に
上

映
さ
れ
た『
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル・ダ
ン
デ
ィ
ー
』

は
、
気
楽
に
観
る
こ
と
の
で
き
る
楽
し
い

お
話
だ
っ
た
。
だ
が
二
〇
〇
三
年
二
月
に

公
開
さ
れ
た
『
裸
足
の
一
五
〇
〇
マ
イ

ル
』
と
、
二
〇
〇
九
年
二
月
末
か
ら
ロ
ー

ド
シ
ョ
ウ
が
は
じ
ま
っ
た

『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
』
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
事
情
や

ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
政
策
を
背

景
に
し
て
い
る
だ
け
に
、

い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら

れ
る
映
画
だ
っ
た
。

　

そ
の
い
ず
れ
に
も
登
場

す
る
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
の
俳

優
が
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ガ
ル
ピ
リ
ル
で
あ

る
。
彼
は
一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
に
ア

ボ
リ
ジ
ナ
ル
・
ダ
ン
サ
ー
と
し
て
来
日
し

た
こ
ろ
か
ら
、
映
画
ス
タ
ー
の
道
を
歩
み

は
じ
め
て
い
た
。
そ
の
彼
を
国
立
民
族
学

博
物
館
は
一
九
八
五
年
六
月
一
五
日
に
、

「
ラ
マ
ン
ギ
ニ
ン
グ
・
ダ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
」

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
招
聘
し
た
。
そ
れ
は

「
科
学
万
博
─
つ
く
ば
'85
」（
国
際
科
学
技

術
博
覧
会
）
で
の
六
月
一
八
日
の
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
デ
ー
に
来
日
す
る
の
に
あ
わ

せ
て
、
ひ
と
あ
し
は
や
く
国
立
民
族
学
博

物
館
の
研
究
公
演「
狩
人
の
夢
─
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア・ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
歌
と
踊
り
─
」

に
出
演
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
日
は
小
山
修
三
助
教
授（
現
在
は

国
立
民
族
学
博
物
館
の
名
誉
教
授
で
吹
田

市
立
博
物
館
館
長
）の「
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ボ
リ
ジ
ニ

の
文
化
」
と
題
す
る
講
演
に

つ
づ
い
て
、「
歓
迎
の
歌
」

か
ら「
白
い
オ
ウ
ム
」に「
カ

ン
ガ
ル
ー
」、
そ
し
て
「
フ

ク
ロ
ウ
」
に
い
た
る
ま
で
、

三
人
の
ダ
ン
サ
ー
と
と
も
に

一
〇
曲
の
歌
と
踊
り
を
披
露

し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
『
ク

ロ
コ
ダ
イ
ル
・
ダ
ン
デ
ィ
ー
』

の
公
開
よ
り
少
し
前
の
こ
と

だ
っ
た
。

●
五
〇
歳
を
こ
え
て
磨
き
が
か
か
る

　

そ
の
後
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
出
演
す
る
映
画

で
私
が
観
た
の
は
、
一
九
三
一
年
の
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
を
舞
台
に
し
た
『
裸
足
の
一

五
〇
〇
マ
イ
ル
』
だ
っ
た
。
こ
の
映
画
で

彼
は
、
収
容
施
設
を
脱
走
し
た
三
人
の
少

女
を
追
跡
す
る
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
・
ト
ラ
ッ

カ
ー
に
扮
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
ト
ラ

ッ
カ
ー
は
、
辺
境
に
逃
げ
込
ん
だ
犯
罪
者

な
ど
を
足
跡
か
ら
特
定
し
て
追
跡
す
る
警

察
の
一
員
で
、
そ
の
隊
員
の
ほ
と
ん
ど
が

ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
一
九
三
九
年
こ
ろ
か
ら
四
〇
年
代

前
半
の
北
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
描
い
た
映

画
『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
』
で
は
、
デ
ヴ
ィ

ッ
ド
は
超
自
然
的
な
能
力
を
も
つ
呪
術
師

で
あ
り
、
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
孫
ナ
ラ
の
守

護
者
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
れ
は
五
〇
歳

を
こ
え
年
長
者
と
な
っ
た
彼
の
風
貌
に
ぴ

っ
た
り
の
役
柄
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ガ
ル
ピ
リ
ル

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
生
き
た
ア
ボ
リ

ジ
ナ
ル
を
演
じ
る
。
そ
の
彼
と
国
立
民
族

学
博
物
館
は
、
は
や
い
時
期
か
ら
つ
な
が

り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

松ま
つ
や
ま山 

利と
し
お夫

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

専
攻
は
文
化
人
類
学
。
一
九
八
〇
年

代
初
め
よ
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住

民
研
究
に
従
事
。
編
著
書
に
『
ブ
ラ

ッ
ク
フ
ェ
ラ
ウ
ェ
イ
─
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
の
選
択
─
』

御
茶
の
水
書
房
二
〇
〇
六
ほ
か
多
数

上：ステージにそろったダンスグループ。右から
２人目がデヴィッド・ガルピリル

下：躍動感あふれるデヴィッドのダンス

俳
優
デ
ヴ
ィ
ッ
ド・ガ
ル
ピ
リ
ル
の
こ
と

●
民
博
で
は
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
・

ダ
ン
サ
ー
と
し
て
公
演



庄し
ょ
う
じ司 

博ひ
ろ

史し　
　

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

言
語
学・言
語
政
策
論
。
２
０
０
４
年
に
特
別
展
「
多

み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」を
企
画
し
た
。
近
年
は
移
民
言
語

や
多
民
族
化
の
諸
現
象
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
共・

編
著
書
に
『
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
』（
２
０
０
４
年
）、

『
日
本
の
言
語
景
観
』（
２
０
０
９
年
）
な
ど
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
と
い
う
こ
と
ば
を
聞

い
た
の
は
一
〇
年
ほ
ど
前
で
あ
っ
た
。

　

確
か
に
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
一
九
九
〇

年
代
に
増
加
し
は
じ
め
、
労
働
者
と
し
て

各
地
で
集
住
地
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は

知
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
彼

ら
が
同
伴
し
た
子
ど
も
た
ち
の
学
校
を
設

立
し
た
と
い
う
情
報
は
、
私
に
は
唐
突
で
、

自
分
の
移
民
問
題
に
つ
い
て
の
不
勉
強
を

実
感
し
た
一
瞬
で
あ
っ
た
。

　

当
時
、
ま
だ
数
か
所
と
い
わ
れ
て
い
た

ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
は
そ
の
後
、
情
報
が
入

る
た
び
に
一
〇
校
、
三
〇
校
と
増
加
し
、

最
終
的
に
は
九
〇
校
に
ま
で
達
し
た
と
い

う
う
わ
さ
も
届
い
た
。

　

や
が
て
、
そ
の
よ
う
な
学
校
が
滋
賀
県

に
も
で
き
た
と
耳
に
し
た
。
関
東
や
東
海

地
方
に
く
ら
べ
て
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
比
較
的

少
な
か
っ
た
関
西
に
も
、
彼
ら
が
定
着
し

は
じ
め
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
三
年
前
の
二
〇
〇
六
年
、
よ
う

や
く
私
が
訪
問
す
る
機
会
を
え
た
サ
ト
ウ

学
園
も
、
そ
の
よ
う
な
学
校
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
。
琵
琶
湖
南
部
、
幹
線
道
路
沿
い

の
自
動
車
関
連
工
場
と
畑
に
挟
ま
れ
た
二

階
建
て
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
に
は
、
学
年
別
ク

ラ
ス
と
数
十
人
の
子
ど
も
た
ち
が
ひ
し
め

き
あ
っ
て
い
た
。
か
つ
て
訪
れ
た
こ
と
の

あ
る
群
馬
県
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
と
ほ
と

ん
ど
か
わ
ら
な
い
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
た
。

　

子
ど
も
た
ち
の
快
活
さ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
と
ブ
ラ
ジ
ル
方
式
で
運
営
さ
れ
る
ク
ラ

ス
に
妙
な
解
放
感
を
覚
え
、
私
自
身
は
ま

だ
知
ら
ぬ
ブ
ラ
ジ
ル
文
化
の
一
端
を
体
験

し
た
気
分
に
な
っ
た
。
サ
ト
ウ
・
ミ
ド
リ

園
長
が
七
人
の
先
生
と
と
も
に
立
ち
上
げ

た
ば
か
り
の
サ
ト
ウ
学
園
に
は
元
気
が
あ

ふ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
サ
ト
ウ
学
園
は
、
い
ま

は
も
う
存
在
し
な
い
。
流
動
性
の
高
い
労

働
市
場
と
と
も
に
ブ
ラ
ジ
ル
人
は
頻
繁
に

移
動
し
、
親
が
四
万
円
余
り
の
学
費
を
払

え
ず
通
学
を
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
子
ど

も
た
ち
も
多
い
。
制
度
的
に
私
塾
扱
い
の

た
め
、
自
治
体
の
援
助
や
免
税
措
置
も
な

い
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
は
恒
常
的
に
不
安
定

な
経
済
基
盤
に
あ
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
サ
ト
ウ
学
園
は
実
質
的
に

は
な
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
昨
二
〇
〇

八
年
の
春
、
経
営
が
行
き
詰
ま
っ
た
サ
ト

ウ
学
園
は
、
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ

で
、「
ア
ジ
ア
・
ブ
ラ
ジ
ル
学
園
」
と
し

て
存
続
し
て
い
た
。
サ
ト
ウ
さ
ん
も
園
長

と
し
て
働
い
て
い
た
。

　

経
営
を
引
き
つ
い
だ
の
は
渡
守
貴
之
さ

ん
で
あ
る
。
渡
守
さ
ん
は
日
系
ブ
ラ
ジ
ル

人
で
は
な
い
。
十
数
年
来
、
ブ
ラ
ジ
ル
人

の
人
材
派
遣
業
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
子
ど
も
た
ち
の
学
び
の
場
を
確
保
し

よ
う
と
事
業
を
引
き
受
け
た
の
だ
。
渡
守

さ
ん
は
、
か
つ
て
あ
る
事
業
者
が
漬
物
工

場
を
ブ
ラ
ジ
ル
学
校
用
に
改
築
し
よ
う
と

し
た
も
の
の
、
中
断
し
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
た
二
階
建
て
の
建
物
を
借
り
う
け
た
。

　

二
階
に
は
、
い
く
つ
も
の
教
室
に
く
わ

え
図
書
室
、
音
楽
室
、
食
堂
、
そ
れ
に
パ

ソ
コ
ン
・
ル
ー
ム
な
ど
も
備
え
た
。
保
育

児
も
い
れ
る
と
八
〇
名
も
の
子
ど
も
た
ち

が
こ
こ
に
通
い
、
遠
方
か
ら
も
何
台
も
の

車
が
子
ど
も
た
ち
を
送
迎
す
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
子
ど
も
た
ち
を
朝
か
ら
晩
ま
で
あ

ず
か
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
は
、
教
育
の
場

で
あ
る
ば
か
り
か
、
子
ど
も
た
ち
に
は
生

活
の
中
心
で
あ
り
唯
一
の
世
界
で
あ
っ
た
。

ど
も
の
い
な
い
教
室
が
、
そ
の
す

べ
て
を
物
語
っ
て
い
た
。

　

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
み
で
、
ブ
ラ

ジ
ル
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
し
た
が

う
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
の
あ
り
方
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
。
各

地
の
集
住
地
域
で
自
己
完
結
型
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
、
日
本

社
会
か
ら
距
離
を
お
き
が
ち
の
ブ

ラ
ジ
ル
人
は
、
日
本
語
学
習
や
情

報
の
面
で
自
ら
の
可
能
性
を
せ
ば

め
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
存
在
す

る
。
そ
の
一
方
で
、
同
化
的
で
画

一
的
な
日
本
の
学
校
に
な
じ
め
ず
、

い
つ
の
日
か
帰
国
す
る
可
能
性
を

信
じ
て
子
ど
も
た
ち
に
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を
身
に
つ
け
さ

せ
た
い
と
考
え
る
親
も
少
な
く
な
い
。
日

本
の
学
校
で
こ
と
ば
や
文
化
摩
擦
、
時
に

は
い
じ
め
で
な
や
む
こ
と
よ
り
、
多
少
無

理
を
し
て
で
も
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
で
子
ど

も
を
自
由
に
そ
だ
て
た
い
と
思
う
の
も
無

理
は
な
い
。

　

私
が
ア
ジ
ア
・
ブ
ラ
ジ
ル
学
園
を
訪
れ

た
日
、
渡
守
さ
ん
は
朝
か
ら
県
の
国
際
課

の
担
当
者
と
窮
地
に
あ
る
滋
賀
県
内
の
四

つ
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
へ
の
援
助
折
衝
に

奔
走
し
て
い
た
。
自
治
体
、
教
育
委
員
会
、

メ
デ
ィ
ア
に
、
一
人
で
も
多
く
の
子
ど
も

た
ち
が
一
日
で
も
長
く
学
校
に
と
ど
ま
れ

る
よ
う
訴
え
続
け
て
い
る
。

　

ご
本
人
に
人
権
問
題
の
関
心
が
あ
っ
た

と
は
い
え
、
私
財
を
な
げ
う
っ
て
ま
で
外

国
人
の
教
育
問
題
に
関
わ
る
と
は
思
っ
て

い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
派
遣
業
の
た
め
、

「
営
利
目
的
と
勘
ぐ
ら
れ
る
の
が
口
惜
し

い
」
と
い
う
。
そ
れ
で
も
よ
う
や
く
、
自

治
体
か
ら
給
食
費
と
施
設
費
の
援
助
が
う

け
ら
れ
そ
う
な
気
配
だ
。

　

半
年
も
の
学
校
生
活
の
空
白
は
、
子
ど

も
た
ち
の
心
と
学
力
に
ど
れ
ほ
ど
大
き
な

子
ど
も
た
ち
の
小
世
界　

ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
の
い
ま

負
担
を
の
こ
す
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
事
情

に
せ
よ
、
行
き
場
の
な
い
子
ど
も
た
ち
に

罪
は
な
い
。「
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
は
、
い
ま
が
非
常
事
態
な
の
で

す
」。
そ
う
い
う
渡
守
さ
ん
の
こ
と
ば
と
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
教
科
書
の
内
容
を
懸
命

に
説
明
し
よ
う
と
し
て
く
れ
た
子
ど
も
た

ち
の
明
る
い
表
情
が
、
帰
路
に
つ
い
た
私

の
脳
裏
に
、
幾
度
も
交
互
に
浮
か
ん
で
は

消
え
た
。

子どもたちの多くは日本語がほとんどできず、日本
の子どもと遊ぶ機会はほとんどない

一
時
は
九
〇
校
に
も
達
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
は
い
ま
窮
地
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。昨
年
末
か
ら
の
経

済
不
況
の
あ
お
り
で
学
校
に
行
け
な
い
子
ど
も
が
増
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。ブ
ラ
ジ
ル
人
の
子
ど
も

た
ち
が
生
活
の
中
心
で
あ
っ
た
学
校
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
、行
き
場
の
な
い
空
虚
な
時
間
を
過
ご
さ
ざ

る
を
え
な
い
な
か
、必
死
で
子
ど
も
た
ち
を
守
ろ
う
と
す
る
人
び
と
も
い
る

親
た
ち
も
学
校
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
参

加
し
、
経
営
面
で
も
順
調
に
す
す
む
か
に

み
え
た
。

　

し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
後
半
に
は
じ
ま

っ
た
世
界
的
な
不
況
の
な
か
で
状
況
は
一

変
し
た
。
多
く
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
労
働
者
が

職
場
を
失
っ
た
。
帰
国
す
る
人
、
授
業
料

が
払
え
な
い
人
た
ち
が
続
出
し
、
ブ
ラ
ジ

ル
人
学
校
は
生
徒
数
が
激
減
し
た
た
め
、

ど
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
も
経
営
は
瀕
死
の

状
態
に
あ
る
と
い
う
。

　

ア
ジ
ア
・
ブ
ラ
ジ
ル
学
園
も
子
ど
も
た

ち
は
二
〇
名
近
く
に
減
っ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル

教
職
免
許
を
も
つ
先
生
は
、
八
名
か
ら
三

名
と
な
っ
た
。
突
如
学
校
を
や
め
た
子
ど

も
た
ち
の
多
く
は
行
き
場
も
な
く
、
日
本

の
学
校
に
も
通
っ
て
い
な
い
ら
し
い
。
子

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

去年までのクラスの子どもたちの多くは転出してしまった 左から渡守さん、教師のナカザワさん、園長のサトウさん。後ろ
はアジア・ブラジル学園旗

ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
の
試
練

多
文
化
を

さ
さ
え
る

人
び
と

ポルトガル語の教科書を広げる子ども

滋
賀
県
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
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宮み
や
わ
き脇 

千ち

え絵　
　

総
合
研
究
大
学
院
大
学

文
化
科
学
研
究
科
博
士
課
程

専
門
は
文
化
人
類
学
。ミ
ャ
オ
族
の
服
飾
に
つ
い
て
、デ

ザ
イ
ン
や
装
い
方
の
変
化
が
、中
国
に
お
け
る
少
数
民

族
の
生
活
の
変
化
と
い
か
に
関
わ
り
あ
っ
て
き
た
の
か

を
、雲
南
省
を
中
心
と
し
た
地
域
の
調
査
に
基
づ
き
研

究
を
行
っ
て
い
る
。

米どころの中国雲南省に暮らすミャオ族の主食は、マオ・グアと呼ばれる
トウモロコシのごはんである。彼らが居住する標高が高く水の少ない土
地は、稲作にむかないからだ。トウモロコシはミャオ族の様 な々生活場面
で無駄なく使用されるが、その中でもマオ・グアは最も身近で重要な生活
の糧となっている

生きもの博物誌

碗によそったマオ・グア

マオ・グアは母の味　

ミ
ャ
オ
族
の
居
住
地
に
は
平
地
や
傾
斜

地
を
問
わ
ず
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
が
広
が
る
。

多
く
が
小
麦
と
の
二
毛
作
で
、
旧
正
月
前

後
に
小
麦
の
収
穫
を
終
え
、
牛
で
畑
を
耕

し
、
春
の
雨
が
降
る
四
月
頃
に
播
種
す
る
。

八
月
に
は
若
い
も
の
が
収
穫
で
き
る
が
、

本
格
的
な
収
穫
は
実
が
完
熟
し
て
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
の
よ
う
に
硬
く
な
っ
た
十
月
頃
で

あ
る
。

　

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ご
は
ん
マ
オ
・
グ
ア

に
用
い
ら
れ
る
の
は
モ
チ
種
の
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
で
あ
る
。
モ
チ
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
、

八
月
の
柔
ら
か
い
も
の
を
茹
で
た
り
焼
い

た
り
す
る
と
モ
チ
モ
チ
し
て
お
り
、
噛
む

ほ
ど
に
じ
ん
わ
り
と
甘
み
を
感
じ
る
。
こ

の
時
期
の
モ
チ
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
製
粉
し

て
水
と
混
ぜ
、
表
皮
に
包
ん
で
蒸
し
あ
げ

る
パ
・
パ
オ
グ
・
ツ
ャ
と
い
う
団
子
は
、

一
年
に
一
度
の
味
だ
。
十
月
に
は
家
を
埋

め
尽
く
す
ほ
ど
大
量
に
収
穫
し
、
表
皮
を

剥
が
し
脱
粒
し
て
、
マ
オ
・
グ
ア
や
家
畜

の
飼
料
と
し
て
日
常
的
に
使
用
す
る
。

　

マ
オ
・
グ
ア
を
作
る
に
は
ま
ず
モ
チ
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
を
、
以
前
は
石
臼
で
、
現
在

は
電
動
の
機
械
で
製
粉
す
る
。
一
回
に
蒸

す
量
は
、
直
径
二
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
柄
杓

に
山
盛
り
一
杯
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
を
目

の
細
か
い
ザ
ル
に
の
せ
、
水
を
加
え
な
が

ら
ダ
マ
に
な
ら
な
い
よ
う
両
手
の
ひ
ら
を

こ
す
り
合
わ
せ
な
が
ら
混
ぜ
る
。
そ
れ
を

木
製
の
蒸
し
器
に
い
れ
、
湯
を
張
っ
た
大

鍋
に
置
き
、
強
火
で
蒸
す
。
五
分
ほ
ど
蒸

し
た
ら
再
び
ザ
ル
に
あ
け
、
少
し
ず
つ
水

を
加
え
な
が
ら
空
気
を
含
ま
せ
る
よ
う
に

手
で
混
ぜ
、
目
の
粗
い
ザ
ル
で
ふ
る
う
。

再
度
蒸
し
器
に
い
れ
、
十
分
ほ
ど
蒸
せ
ば

出
来
上
が
る
。
こ
れ
を
各
自
碗
に
よ
そ
い
、

米
飯
と
同
じ
要
領
で
主
食
と
し
て
食
べ
る
。

　

村
に
滞
在
を
は
じ
め
た
頃
、
私
は
こ
の

マ
オ
・
グ
ア
が
苦
手
だ
っ
た
。
細
か
い
粒

状
の
パ
サ
パ
サ
と
し
た
食
感
が
喉
に
つ
ま

り
食
べ
難
い
。
周
囲
の
人
々
が
早
々
と
数

杯
食
べ
終
わ
っ
て
も
、
私
は
一
杯
を
食
べ

る
の
が
や
っ
と
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
外
か

ら
来
た
人
が
マ
オ
・
グ
ア
を
喜
ば
な
い
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
私
に
も
何
度
も
「
マ

オ
・
グ
ア
は
食
べ
ら
れ
る
の
か
？
」
と
聞

い
て
き
た
。
自
嘲
気
味
に
「
マ
オ
・
グ
ア

は
不
味
い
か
ら
ね
」
と
言
う
人
さ
え
い
た
。

新
年
や
結
婚
式
に
は
米
を
食
べ
る
が
、
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
の
売
値
の
三
、
四
倍
す
る
米

を
購
入
す
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
容
易
で
は

な
い
。
マ
オ
・
グ
ア
を
食
べ
て
い
る
自
分

た
ち
は
貧
し
い
と
い
う
意
識
も
あ
る
の
だ

ろ
う
。

　

そ
れ
で
も
マ
オ
・
グ
ア
は
ミ
ャ
オ
族
に

と
っ
て
最
も
慣
れ
親
し
ん
だ
味
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
老
人
は
米
よ
り
マ

オ
・
グ
ア
を
好
む
傾
向
に
あ
る
し
、
長
く

出
稼
ぎ
に
行
っ
て
い
る
若
者
も
時
折
マ

オ
・
グ
ア
を
懐
か
し
む
と
い
う
。
女
性
が

丹
念
に
手
で
混
ぜ
る
様
子
を
見
な
が
ら
、

私
は
日
本
の
母
が
手
で
握
る
お
に
ぎ
り
に

通
じ
る
も
の
を
感
じ
た
。
徐
々
に
マ
オ
・

グ
ア
に
慣
れ
て
き
た
私
に
、
村
の
人
々
が

「
あ
の
子
も
マ
オ
・
グ
ア
食
べ
ら
れ
る
ん

だ
ね
」
と
コ
ソ
コ
ソ
と
話
し
て
い
る
の
を

何
度
か
耳
に
し
た
。
そ
う
い
う
時
、
私
の

村
の
母
は
、
少
し
誇
ら
し
げ
な
顔
を
す
る

ミ 

ャ
オ
族
の
味
を
覚
え
る

ト 

ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ご
は
ん

トウモロコシ
学名：Zea mays

イネ科の一年生植物。人間の食
料や家畜の飼料として利用され
る。中国には16世紀ごろに伝
わった。モチ種のトウモロコシ
には、黄、白、赤紫などの色が
ある。マオ・グアに使われるの
は、黄色と白色のもので、白色
のほうがきめが細かく滑らかな
食感である。トウモロコシの茎
や表皮は牛の飼料に、実をとっ
たあとの軸や干した茎はかまど
の燃料にと、ミャオ族の生活に
おいて無駄なく使用される。

水を加えて手のひらでこすり合わせながら混ぜる

一度蒸し終えてザルに出した状態

1年に1度の新しいモチトウモロコシでつくる
蒸し団子

マオ・グアを蒸しているかまどの様子

の
で
あ
る
。
マ
オ
・
グ
ア
に
慣
れ
る
こ
と

は
ミ
ャ
オ
族
の
母
の
味
を
覚
え
る
こ
と
な

の
だ
。
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春の近江を彩る祭りには奇抜で華美なものが多い。平安末期から中
世にかけてはじまる美意識の系譜に連なるものだが、伝統と格式を誇
るものではない。様式を固定化させるのではなく、新たな趣向を凝らす
ところに個性が生まれる。祭りを自由に演出する伝統と近江の人と地
域性とは、どこかでつながりがあるのかもしれない

曳山と風流
春の祭りの民主主義

長浜市
曳山祭り

竜王町
ケンケト

守山市杉江町
サンヤレ

甲賀市油日
油日祭り

米原市筑摩
鍋冠祭り

余呉町
茶碗祭り

高島市勝野
大溝祭り

日野町
日野祭り

坂井市三国
三国祭り

福　井　県

滋　賀　県

琵

琶
湖

　

近
江
の
春
は
、
私
に
は
祭
り
の
季
節
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
関
西
に
居
を
移

し
て
一
〇
年
以
上
た
つ
が
、
そ
れ
以
前
も
、

四
月
か
ら
五
月
の
連
休
前
後
は
た
び
た
び

近
江
に
足
を
運
び
、
方
ぼ
う
の
祭
り
を
見

物
し
て
い
た
。
さ
し
ず
め
、
四
月
中
旬
の

長
浜
の
曳
山
祭
り
あ
た
り
は
早
い
ほ
う
に

な
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
祭
り
は

湖
北
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
陽
が
傾
く
と

急
に
気
温
が
下
が
っ
て
き
て
、
の
ん
び
り

祭
り
見
物
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ

に
比
べ
て
、
四
月
末
か
ら
五
月
初
旬
の
連

休
の
頃
に
な
る
と
す
っ
か
り
陽
気
も
よ
く

な
り
、
と
く
に
晴
れ
た
り
す
る
と
、
祭
り

見
物
に
は
ほ
ん
と
う
に
い
い
季
節
と
な
る
。

　

実
際
の
祭
り
も
、
気
分
が
浮
き
立
つ
華

や
か
な
も
の
が
少
な
く
な
い
。
蒲
生
郡
竜

王
町
山
之
上
の
ケ
ン
ケ
ト
や
守
山
市
杉
江

町
の
サ
ン
ヤ
レ
な
ど
、
か
ぶ
り
物
や
衣
装

に
さ
ま
ざ
ま
な
色
彩
や
意
匠
を
凝
ら
し
た

踊
り
手
が
登
場
す
る
も
の
、
奴
振
り
で
有

名
な
甲
賀
市
油
日
の
油
日
祭
り
や
、
一
閑

張
り
の
鍋
釜
を
か
ぶ
っ
た
少
女
が
行
列
す

る
米
原
市
筑
摩
の
鍋
冠
祭
り
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
扮
装
の
人
び
と
に
よ
る
御ご
じ
ん
こ
う
神
幸
が

お
こ
な
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
長

浜
の
曳
山
祭
り
以
外
に
も
、
伊
香
郡
余
呉

町
の
茶
碗
祭
り
や
高
島
市
勝
野
の
大
溝
祭

り
な
ど
、
曳
山
が
賑
や
か
な
囃
子
と
と
も

に
巡
行
す
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

　

こ
う
し
た
祭
り
の
踊
り
や
御
神
幸
行
列

や
曳
山
の
巡
行
に
は
共
通
し
て
見
ら
れ
る

特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
風
流
」
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、「
ふ
う
り
ゅ
う
」
で
は
な
く

「
ふ
り
ゅ
う
」
と
読
む
。「
ふ
う
り
ゅ
う
」

と
い
う
と
粋
で
渋
い
趣
味
を
連
想
す
る
が
、

「
ふ
り
ゅ
う
」
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異

な
る
。
そ
れ
は
、
色
彩
や
意
匠
や
動
作
や

音
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
奇
抜
で
派
手

で
華
美
な
趣
向
を
凝
ら
し
、
い
か
に
人
の

耳
目
を
集
め
る
か
、
見
物
人
を
驚
か
せ
る

か
を
第
一
と
す
る
美
意
識
で
、
平
安
末
か

ら
中
世
に
か
け
て
、
祭
り
に
お
い
て
大
い

に
流
行
し
た
。先
述
の
よ
う
な
、近
江
の
祭

笹さ
さ
は
ら原 

亮り
ょ
う
じ二

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

専
門
は
、
民
俗
学
・
民
俗
芸
能
研
究
。
最
近
は
、
九

州
各
地
の
島
々
を
巡
り
歩
き
、
祭
り
や
芸
能
の
伝
播
や

定
着
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。

14

り
で
踊
り
手
や
行
列
の
人
び
と
が
奇
抜
な

扮
装
や
動
作
を
す
る
の
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

彫
り
物
や
幕
で
曳
山
を
飾
り
た
て
る
の
も
、

囃
子
を
賑
や
か
に
奏
で
る
の
も
、
い
ず
れ

も
平
安
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
風
流
の

美
意
識
の
系
譜
に
連
な
る
趣
向
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
い
う
と
、
近
江
の
春
の

祭
り
を
、
平
安
･
中
世
以
来
の
伝
統
と
格

式
を
誇
る
日
本
古
来
の
祭
り
と
い
っ
た
か

た
ち
で
イ
メ
ー
ジ
し
そ
う
に
な
る
が
、
必

ず
し
も
そ
れ
は
適
当
で
は
な
い
。「
伝
統
」

や
「
格
式
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
想
起
さ

れ
る
物
事
の
あ
り
よ
う
の
固
定
化
は
、
そ

も
そ
も
風
流
の
発
想
か
ら
は
も
っ
と
も
遠

い
。
中
世
の
風
流
の
祭
り
の
よ
う
す
を
見

て
み
る
と
、
人
び
と
は
そ
の
時
々
の
流
行

の
風
俗
や
音
曲
な
ど
を
貪
欲
に
取
り
入
れ

て
、
競
い
合
っ
て
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
た
。

さ
ら
に
は
、
再
び
同
じ
趣
向
を
お
こ
な
う

こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
い
一
回
性
が
、

風
流
の
も
っ
と
も
重
要
な
眼
目
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
実
際
は
、
江
戸
時
代
に
な
る
と

祭
り
の
風
流
は
名
ば
か
り
と
な
る
と
こ
ろ

が
増
え
、
趣
向
が
す
っ
か
り
固
定
化
し
て
、

そ
れ
が
現
代
に
伝
わ
っ
て
い
る
場
合
も
多

い
。
そ
れ
で
も
、
風
流
の
美
意
識
や
精
神

が
感
じ
ら
れ
る
祭
り
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。や
は
り
近
江
の
春
の
祭
り
で
あ
る
、蒲

生
郡
日
野
町
の
馬
見
岡
綿
向
神
社
で
五
月

二
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
る

日
野
祭
り
は
そ
ん
な
祭
り
の
一
つ
で
あ
る
。

　

三
日
の
本
祭
り
で
は
、
紋
付
き
羽
織
袴

姿
の
田
楽
座
の
人
び
と
に
守
ら
れ
た
神
子

に
先
導
さ
れ
て
、
三
基
の
御
輿
と
一
六
基

の
曳
山
が
神
社
か
ら
御
旅
所
に
巡
行
し
て

戻
る
。
曳
山
は
、
古
い
も
の
で
二
〇
〇
年
、

新
し
い
も
の
で
も
百
数
十
年
た
つ
と
さ
れ
、

見
事
な
飾
り
金
具
や
見
送
幕
で
飾
ら
れ
た

漆
塗
り
の
豪
華
な
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
で

も
目
を
引
く
が
、
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、

曳
山
の
屋
上
に
飾
ら
れ
た
作
り
物
で
あ
る
。

　

こ
の
作
り
物
は
「
ダ
シ
」
と
呼
ば
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
曳
山
を
出
す
町
内
の
人
び
と

が
毎
年
趣
向
を
考
え
て
作
る
。「
源
義
経
」

や
「
浦
島
太
郎
」
と
い
っ
た
昔
か
ら
あ
る

古
典
的
な
題
材
の
作
り
物
が
あ
る
一
方
、

そ
の
時
々
の
時
事
的
な
話
題
を
作
っ
て
の

せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
わ
た
し
が
以
前
見

に
行
っ
た
と
き
は
、
大
リ
ー
グ
の
ユ
ニ
フ

ォ
ー
ム
を
着
た
イ
チ
ロ
ー
が
の
っ
て
い
た

記
憶
が
あ
る
の
で
、
二
〇
〇
一
年
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
昨
年
久
し
ぶ
り
に
見
に
行

っ
た
ら
、
N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人

公
の
篤
姫
が
の
っ
た
曳
山
が
複
数
あ
っ
た
。

ま
た
、
日
本
代
表
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
姿
の

野
球
選
手
が
の
っ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。

ブ
レ
イ
ク
し
た
タ
レ
ン
ト
や
芸
人
も
よ
く

の
る
題
材
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
作
り
物
に
は
、
人
び
と
が
、

祭
り
と
風
流

日
野
祭
り
の
曳
山

そ
の
時
々
に
何
に
対
し
て
興
味
関
心
を
抱

き
、
何
を
考
え
て
い
る
か
が
よ
く
表
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
素
人
が
作
っ
た
も
の
な

の
で
、
技
術
的
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い

る
と
は
い
え
な
い
し
、
選
ん
だ
題
材
も
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ス
テ
レ
オ
･
タ
イ
プ

で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
祭
り
で
は
、
作
り
物
の

趣
向
を
、
と
に
も
か
く
に
も
祭
り

に
関
わ
る
人
び
と
自
ら
が
毎
年
選

ん
で
自
由
に
更
新
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
そ
う
い
う
や
り
方
は
、
祭

り
に
参
加
す
る
人
び
と
の
主
体
性

が
基
本
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
あ

る
種
の
民
主
主
義
で
あ
り
、
一
部

の
階
層
が
特
権
的
に
差
配
し
て
古

来
の
格
式
を
遵
守
し
て
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
堅
苦
し
い
祭
り
よ
り
も
、

よ
ほ
ど
好
ま
し
く
私
に
は
感
じ
ら

れ
る
。

＊

　

と
は
い
え
、
そ
う
し
た
祭
り
の

あ
り
よ
う
も
、
決
し
て
手
放
し
で

礼
賛
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

福
井
県
坂
井
市
三
国
町
で
お
こ
な

わ
れ
る
三
国
祭
り
は
巨
大
な
人
形
の
作
り

物
を
の
せ
た
曳
山
で
知
ら
れ
る
が
、
戦
時

中
の
祭
り
の
写
真
に
は
、
巨
大
な
兵
隊
の

作
り
物
を
の
せ
た
曳
山
の
姿
が
写
っ
て
い

た
。
民
主
主
義
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
堕
し

て
し
ま
う
の
は
、
祭
り
の
風
流
に
お
い
て

も
例
外
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

2008年の日野祭りには、北京オリンピ
ックの日本代表選手を励ます作り物が
選ばれた



　

厚
生
労
働
省
の
人
口
動
態
統
計
に
よ
れ

ば
、
日
本
人
の
平
均
結
婚
年
齢
は
二
〇
〇

七
年
で
男
性
三
〇
・
一
歳
、
女
性
二
八
・

二
歳
で
あ
り
、
そ
の
数
字
は
年
々
上
昇
し

て
い
る
。
未
婚
率
が
日
本
一
と
さ
れ
る
東

京
都
で
は
、
三
〇
～
三
四
歳
の
男
性
の
半

数
以
上
、
女
性
の
三
分
の
一
以
上
が
結
婚

し
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
れ
に
は
い
く
つ

も
の
要
因
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
つ
言

え
る
こ
と
は
、
い
ま
や
結
婚
は
目
的
意
識

を
も
っ
て
積
極
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
現
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。

　

わ
た
し
が
関
わ
っ
て
い
る
イ
ン
ド
社
会

は
、
こ
う
し
た
結
婚
活
動
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
日
本

以
上
だ
と
い
え
る
。
依
然
と
し
て
見
合
い

結
婚
が
優
勢
な
イ
ン
ド
で
は
、
人
び
と
は

八
方
手
を
尽
く
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い

パ
ー
ト
ナ
ー
を
見
つ
け
よ
う
と
ひ
っ
し
で

あ
る
。
知
人
や
親
せ
き
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
結
婚
相
談
所
や
新

聞
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
駆
使
し
て
相
手

を
探
す
。
実
際
に
会
う
人
の
数
も
半
端
で

は
な
い
。
一
〇
人
程
度

と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

な
か
に
は
五
〇
人
以
上

の
候
補
者
と
会
っ
た
と

い
う
人
も
い
る
。

　

わ
た
し
の
友
人
男
性

は
現
在
二
六
歳
、
婚
活

の
真
っ
最
中
で
あ
る
。

彼
の
と
こ
ろ
に
届
い
た

あ
る
女
性
の
「
履
歴

書
」
を
見
せ
て
も
ら
う

と
、
学
歴
か
ら
職
歴
、

相
手
へ
の
希
望
条
件
、

結
婚
の
抱
負
ま
で
が
ず

ら
り
と
並
ん
で
お
り
、

ま
さ
に
就
職
活
動
の
よ

う
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
婚
活
に
は
、
多
く
は
本
人
で
は
な

く
両
親
の
ほ
う
が
熱
心
で
あ
り
、
息
子
や

娘
の
結
婚
相
手
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
候

補
者
の
選
定
に
も
、
家
族
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
都
市
中

間
層
の
若
者
の
場
合
で
は
、
男
性
は
二
六

～
二
七
歳
、
女
性
は
二
二
～
二
四
歳
が
結

婚
適
齢
期
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も

が
そ
の
年
齢
に
近
づ
く
と
親
た
ち
は
大
忙

し
で
あ
る
。
し
か
し
、
懸
命
な
婚
活
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
理
想
の
相
手
を
探
し
出
す

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　

イ
ン
ド
の
見
合
い
結
婚
で
は
、
カ
ー
ス

ト
、
学
歴
、
経
済
階
層
が
釣
り
合
っ
て
い

る
こ
と
が
第
一
条
件
で
あ
る
う
え
に
、
二

人
の
星
回
り
が
占
星
術
的
に
み
て
合
致
す

る
か
ど
う
か
を
気
に
す
る
家
族
も
多
い
。

こ
れ
以
外
に
も
、
最
上
位
カ
ー
ス
ト
に
属

す
る
バ
ラ
モ
ン
の
家
族
で
あ
れ
ば
、
二
人

が
属
す
る
ゴ
ー
ト
ラ
と
よ
ば
れ
る
氏
族
が

異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
条
件
と
な
り
、
い

き
お
い
、
パ
ー
ト
ナ
ー
探
し
は
難
航
し
て

し
ま
う
。

　

夫
に
は
、
学
歴
と
収
入
と
背
の
高
い
人

が
良
い
と
願
う
の
は
、
ど
こ
の
社
会
で
も

同
じ
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
最
近
で
は

女
性
も
親
の
言
い
な
り
で
は
な
く
、
積
極

的
に
夫
選
び
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
性

格
や
価
値
観
が
合
う
か
ど
う
か
も
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
自
由
恋

愛
が
一
般
的
で
は
な
い
イ
ン
ド
で
は
、
見

合
い
の
場
は
お
お
っ
ぴ
ら
に
異
性
と
出
会

う
こ
と
の
出
来
る
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
も
期

待
さ
れ
て
い
る
。

　

理
想
の
結
婚
相
手
を
見
つ
け
る
の
は
ま

す
ま
す
難
し
く
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
婚
活

が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
の
は
、
都
市
で

あ
れ
ば
日
本
も
イ
ン
ド
も
変
わ
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
イ
ン
ド
で
は
「
い
い
人
が
い

な
い
か
ら
結
婚
し
な
い
」
と
い
う
選
択
肢

は
、
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
が
決
定
的
な
違
い
だ
ろ
う
。

　

花
嫁
選
び
が
難
航
す
る
件
く
だ
んの

友
人
も
、

わ
た
し
が
「
そ
こ
ま
で
し
て
、
な
ぜ
結
婚

し
た
い
の
？
」
と
聞
く
と
、
本
人
は
そ
の

質
問
に
戸
惑
い
、「
僕
は
も
う
二
六
歳
だ

し
、結
婚
す
る
年
齢
だ
よ
」と
笑
っ
た
。
婚

活
に
い
そ
し
む
人
の
間
で
も
、「
そ
も
そ

も
な
ぜ
結
婚
し
た
い
の
か
」
と
い
う
問
い

が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

年
齢
や
世
代
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
決

め
ら
れ
た
役
割
や
立
場
が
明
確
で
、
そ
の

こ
と
に
と
く
に
疑
問
や
矛
盾
を
感
じ
る
こ

と
も
な
く
、
反
発
の
余
地
が
少
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
わ
た
し
に
は
新
鮮
な
驚
き
だ

っ
た
。こ
の
こ
と
は
、イ
ン
ド
社
会
に
お
け

る
女
性
の
性
と
生
殖
に
つ
い
て
研
究
す
る

わ
た
し
の
大
き
な
関
心
事
で
も
あ
る
。
だ

が
、
わ
た
し
が
驚
き
を
感
じ
る
と
い
う
こ

と
は
、ひ
い
て
は
、あ
る
選
択
に
は
必
ず
理

由
や
説
明
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
方

に
、
調
査
者
で
あ
る
わ
た
し
自
身
が
ど
っ

ぷ
り
と
浸
っ
て
い
る
こ
と
の
証
で
も
あ
る
。

　

日
本
で
未
婚
率
が
高
ま
っ
て
い
る
の
は
、

現
代
社
会
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
選
択
が

何
ら
か
の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、

自
己
反
省
的
に
問
題
化
し
確
認
す
る
よ
う

な
風
潮
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ほ
か
で
も

な
い
自
分
が
選
択
し
た
結
果
の
責
任
は
、

自
分
で
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
自
己
責
任
の
考
え
方
と
も
結
び
つ

い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
結
婚
相
手
を
選

ぶ
と
い
う
行
為
ひ
と
つ
に
も
、
複
数
の
選

択
肢
の
な
か
か
ら
、
な
ぜ
そ
の
選
択
を
す

る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
か
、
と
い
う
理
由
が
必
要
と
な
る
。

だ
が
、
納
得
で
き
る
確
固
た
る
根
拠
が
見

つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
選
択
そ
の
も
の
が
出

来
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
え
る
。

「
増
え
る
未
婚
」
と
は
、
人
生
に
お
け
る

決
定
的
な
選
択
を
、
未
来
へ
先
送
り
し
よ

う
と
す
る
も
の
だ
と
も
い
え
る
。

　

選
択
肢
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
確

か
に
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
で

も
多
く
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
肯
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
ま

っ
た
く
な
い
。
だ
が
、
複
数
化
し
た
選
択

肢
を
前
に
し
て
、
つ
ね
に
自
己
責
任
の
も

と
で
選
択
と
決
定
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う

の
は
、
少
々
し
ん
ど
い
こ
と
で
も
な
か
ろ

う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
二
六
歳
だ
か
ら

結
婚
す
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も

そ
れ
以
下
で
も
な
い
と
い
う
人
生
へ
の
シ

ン
プ
ル
な
心
持
ち
に
、
わ
た
し
は
素
直
に

ひ
き
つ
け
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

松ま
つ
お尾 

瑞み
ず
ほ穂　
　

民
博  

外
来
研
究
員
／

日
本
学
術
振
興
会 

特
別
研
究
員

専
門
は
文
化
人
類
学
。
イ
ン
ド
、
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト

ラ
社
会
に
お
け
る
生
殖
実
践
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て

研
究
し
て
い
る
。
現
在
は
生
殖
医
療
技
術
が
も
た
ら
す

身
体
部
品
の
文
化
的
意
味
の
変
容
過
程
に
関
心
を
持
っ

て
い
る
。

結
婚
相
手
を
選
ぶ
術

最
近
、「
婚
活
」と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

「
就
活
」が
希
望
の
会
社
に
就
職
し
よ
う
と
会
社
説
明
会
や
面
接
に
参
加
す
る

就
職
活
動
の
略
語
で
あ
る
よ
う
に
、婚
活
は
結
婚
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
さ
す

フィールドで
考える

男
性
は
二
六
〜
二
七
歳
、女
性

は
二
二
〜
二
四
歳
が
適
齢
期

「
い
い
人
が
い
な
い
か
ら
結
婚

し
な
い
」は
見
ら
れ
な
い
イ
ン
ド

豊
か
な
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
の

「
し
ん
ど
さ
」

結婚式当日の朝、花婿とその両親が年配女性から祝福を受ける

儀礼の最後に、花嫁
と花婿が布をはさ
んで向かい合う。正
面からはお互いの
姿はよく見えない

花嫁の親せきの女性が床に吉祥な模様である卍を描く

結婚式場の入り口に描かれたガネーシャ神の図像。
来客を迎える言葉が記されている

緊張した面持ちの花嫁。インドでは結婚式はたいてい2 ～ 3日続く
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次号の予告
特集 常設展示リニューアル

〈アフリカ〉

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･北大阪急行千里中央駅からバスで「日本庭園前」下車、徒歩

約15分（茨木方面からは、もっとも近い「自然文化園･日本庭園中央」バス停で下車でき
るバスが1時間に1本程度あります。詳しくは阪急バスにお問い合わせください）。

●自家用車は、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」
横にある民博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。

       みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

編集後記

　民博はこれまでも幾度か改修を重ねてきた
が、今回のリニューアルは、展示レイアウトの
変更や展示物の入れ替えという点だけに限られ
ない。より根本的な展示の方針にもメスが入っ
たのである。まず、従来の展示場の説明文は
日本語のみであったが、今回のリニューアルか
らは、展示の趣旨解説やキャプションの基本情
報は英語でも併記することになった。また、以
前はビデオテークや電子ガイド以外の場ではあ
まり使っていなかった映像音響資料も展示の中
に積極的に取り込み、モノの背景に息づく人び
との暮らしを伝えるようにした。色や音にあふ
れた賑やかで、楽しい展示になったと思う。資
料の寄贈、情報や画像の提供などにおいて貢
献してくださったすべての協力者の方々に感謝
したい。
　今年度は「音楽」と「言語」の展示を中心に
改修が予定されており、秋の終わりごろには長
年親しまれた両展示が工事のために閉鎖される
ことになる。民博の新旧を味わいに、今一度ぜ
ひ足をお運びいただきたい。（山中由里子）

月刊みんぱく
2009 年 5月号　
第 33 巻第 5 号通巻第 380 号　2009 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
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 電話　06-6876-2151
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 中牧弘允　三尾 稔　山中由里子
協力 財団法人 千里文化財団
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＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館企画連携係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

●予定時間　14 時 30 分から15 時 30 分（予定）。
●特別展示場または常設展示場観覧料が必要です。
＊都合により、予定を変更することもあります。

みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう

国立民族学博物館（みんぱく）の研究者が、来館された皆様の
前に登場し、「研究の内容」、「調査地域・国の最新情報」、

「展示資料にまつわる情報」についてお話しします。
質問もどんどんおよせください。展示場でお待ちしています。

5月の開催

5月3日（日）★この日のみ１５時から１６時（予定）
話者：三島禎子
　　（民族社会研究部准教授）
話題：アフリカ経済における
　　 布と商人の役割
場所：アフリカ展示

5月10日（日）
話者：西尾哲夫
　  （民族文化研究部教授）
話題：新しくなった西アジア展示
場所：西アジア展示

5月17日（日）
話者：韓敏（民族社会研究部准教授）

話題：トランプから見る中国文化のあり方
場所：中国地域の文化展示

5月24日（日）
話者： 田憲司（文化資源研究センター教授）

話題：新しいアフリカ展示が出来るまで
場所：アフリカ展示

★５月３１日（日）は、文化人類学会のため、お休みします。

美しく着飾った少女たち
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