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産
科
フ
ィ
ス
チ
ュ
ラ
と
い
う
障
が
い

が
あ
る
。
難
産
や
、
母
親
が
低
年

齢
で
産
道
が
未
発
育
の
場
合
、
胎

児
に
圧
迫
さ
れ
て
膣
、
膀
胱
、
直
腸
に
穴
の
開

く
も
の
で
、
死
産
を
伴
う
こ
と
も
多
い
し
、
患

者
は
慢
性
的
な
大
小
便
の
失
禁
状
態
に
な
り
、

そ
の
臭
気
ゆ
え
に
離
縁
さ
れ
た
り
社
会
か
ら
疎

外
さ
れ
て
し
ま
う
。
手
術
で
九
割
は
直
る
が
、

女
性
が
低
年
齢
で
結
婚
す
る
社
会
で
は
よ
く
起

き
、
手
術
費
が
工
面
で
き
な
い
貧
困
層
に
悲
惨

な
例
が
多
い
。

　

エ
チ
オ
ピ
ア
の
ア
デ
ィ
ス
ア
ベ
バ
で
は
、

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
候
補
に
も
な
っ
た
豪
人
医
師

の
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ハ
ム
リ
ン
医
師
と
亡
夫
レ
ジ

ナ
ル
ド
医
師
が
一
九
五
九
年
か
ら
こ
の
問
題
に

携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
は
手
術
法
も
確

立
せ
ず
試
行
錯
誤
が
続
い
た
が
、
一
九
七
四
年

に
悲
願
だ
っ
た
専
門
病
院
を
開
き
、
無
料
で
手

術
や
治
療
を
行
い
、
回
復
後
の
自
立
の
た
め
の

教
育
や
訓
練
も
行
っ
て
き
た
。
す
で
に
三
万
人

以
上
を
治
療
し
た
が
、
毎
年
多
く
の
患
者
が
生

じ
て
追
い
つ
か
な
い
。
現
地
医
師
も
少
な
い
の

で
、
助
産
師
大
学
も
設
立
す
る
な
ど
、
医
療
従

事
者
育
成
も
進
め
て
い
る
。
昨
年
は
キ
ャ
サ
リ

ン
医
師
た
ち
の
活
動
五
〇
年
を
記
念
す
る
国
際

式
典
も
開
か
れ
た
。

　

私
は
、
米
国
滞
在
中
に
ハ
ム
リ
ン
医
師
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
番
組
を
見
て
こ
の
障
が
い
を
初
め

て
知
っ
た
。
そ
の
後
、
自
身
、
胎
盤
剥
離
で
大

量
出
血
の
末
に
超
未
熟
児
出
産
の
経
験
を
し
た
。

先
端
医
療
を
受
け
ら
れ
た
私
に
比
べ
、
貧
困
ゆ

え
に
苦
し
む
多
く
の
女
性
患
者
の
い
る
不
平
等

へ
の
思
い
か
ら
、
専
門
病
院
に
寄
付
を
し
た
。

す
る
と
支
援
団
体
の
立
ち
上
げ
を
依
頼
さ
れ
た

の
で
、
二
〇
〇
五
年
に
日
本
初
の
フ
ィ
ス
チ
ュ

ラ
患
者
支
援
団
体
を
立
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
。

以
来
、
皆
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
エ
チ
オ
ピ
ア
の

専
門
病
院
へ
資
金
や
物
資
を
送
る
活
動
を
行
っ

て
き
た
。
現
在
、
ハ
ム
リ
ン
医
師
率
い
る
ハ
ム

リ
ン
フ
ィ
ス
チ
ュ
ラ
グ
ル
ー
プ
は
、
エ
チ
オ
ピ

ア
の
ア
デ
ィ
ス
ア
ベ
バ
を
本
部
と
し
て
、
世
界

中
に
支
援
の
輪
を
広
げ
て
お
り
、
私
た
ち
の
団

体
も
、
そ
の
一
員
と
し
て
、「
ハ
ム
リ
ン
フ
ィ

ス
チ
ュ
ラ
ジ
ャ
パ
ン
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
三
年
に
国
連
人
口
基
金
（
U
 N
 

F
P
A
）
が
フ
ィ
ス
チ
ュ
ラ
撲
滅
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
始
め
て
以
来
、
こ
の
障
が
い
は
世
界
的
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
英
語
圏
で
は
支

援
活
動
が
広
が
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
で

は
、
障
が
い
自
体
が
ま
れ
な
の
で
医
学
界
で
さ

え
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
、

障
が
い
の
存
在
を
広
報
し
た
り
、
治
療
費
の
募

金
活
動
を
進
め
て
い
る
。
年
配
女
性
を
中
心
に

徐
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
ア

フ
リ
カ
研
究
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
分
野
の
方
々

に
も
知
っ
て
い
た
だ
き
、
支
援
の
輪
を
広
げ
た

い
と
願
っ
て
い
る
。
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の
遺
構
の
中
心
を
貫
く
。
墓
は
、
中
央
基
壇
の
床
下
、
し

か
も
中
心
軸
上
と
い
う
重
要
な
場
所
に
あ
っ
た
。
お
そ

ら
く
西
暦
紀
元
前
八
〇
〇
年
こ
ろ
、
神
殿
建
築
に
先
立
ち
、

宗
教
的
な
力
を
込
め
る
儀
礼
の
一
環
と
し
て
墓
を
設
け
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
八
月
初
旬
の
穴
の
発
見
か
ら
一
カ
月
あ
ま
り
慎
重
に
掘

り
進
め
た
結
果
、
地
下
一･

五
メ
ー
ト
ル
で
平
石
群
に
遭

遇
す
る
。
石
の
下
か
ら
は
、
副
葬
品
と
し
て
計
四
点
の
土

器
が
出
土
し
た
。
高た

か

坏つ
き

に
は
、
火
を
焚た

い
た
痕こ

ん

跡せ
き

が
あ

り
、
こ
の
上
に
別
の
鉢
を
載
せ
て
、
何
か
を
熱
し
た
よ
う

だ
。
南
北
に
置
か
れ
た
土
器
の
あ
い
だ
の
土
は
柔
ら
か
く
、

穴
は
続
い
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
ま
だ
掘
れ
る
。
穴
の
底

近
く
か
ら
骨
が
出
始
め
て
、
よ
う
や
く
墓
だ
と
確
信
し
た
。

そ
の
直
後
、
発
掘
用
竹
串
を
握
っ
た
指
先
に
違
和
感
を
覚

え
、
作
業
を
中
断
す
る
。
薄
暗
い
穴
の
中
で
金
の
輝
き
が

浮
か
び
上
が
る
や
、
全
身
か
ら
血
の
気
が
引
い
て
い
っ
た
。

　
被
葬
者
へ
の
敬
意
か
ら
、
ア
ン
デ
ス
流
の
儀
礼
を
お
こ

な
い
、
村
祭
り
の
休
日
を
返
上
し
て
作
業
に
あ
た
っ
た
。

こ
う
し
て
ち
ょ
う
ど
わ
た
し
の
誕
生
日
に
あ
た
る
九
月
三

日
未
明
に
は
屈
葬
状
態
の
全
身
骨
格
が
あ
ら
わ
れ
た
。
満

月
の
光
が
遺
跡
を
照
ら
し
出
す
な
か
、
発
電
機
を
回
し
て

の
夜
間
発
掘
で
あ
っ
た
。

金
製
品
と
女
性
被
葬
者

　
光
り
輝
く
金
の
正
体
は
、
直
径
六
セ
ン
チ
の
金
製
耳
輪

一
対
と
、
長
さ
二
六
セ
ン
チ
の
金
製
の
板
状
耳
飾
り
一
対

で
あ
り
、
ア
メ
リ

カ
大
陸
最
古
の

部
類
に
属
す
る
。

　

墓
の
分
析
は

こ
れ
か
ら
だ
が
、

自
然
人
類
学
者

の
長
岡
朋
人
さ

ん
や
鵜
沢
和
宏

さ
ん
に
よ
れ
ば
、

被
葬
者
は
女
性

で
、
身
長
は
当

時
の
平
均
を
は

る
か
に
上
回
る

一
五
五
セ
ン

チ
も
あ
る
と

い
う
。
頭ず

蓋が
い

骨こ
つ

に
は
、こ
の

遺
跡
で
は
唯

一
の
変
形
の

跡
が
認
め
ら

れ
る
。
変
形

は
幼
児
期
に

人
工
的
に
施

す
こ
と
か
ら
、

生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
、

社
会
の
リ
ー

ダ
ー
と
な
る

こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
現
場
説
明
会
や
、
遺
跡
の
麓ふ

も
と

の
村
で
展
示
会
も
開
催
し

た
。
わ
れ
わ
れ
が
盗
掘
者
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
だ
け
で

な
く
、
文
化
遺
産
の
活
用
に
は
地
域
住
民
の
理
解
と
関
与

が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
博
物
館
建
設

を
望
む
村
人
の
声
に
ど
う
応こ

た

え
る
の
か
、
重
い
課
題
を
背

負
う
こ
と
に
な
っ
た
。

み
ん
ぱ
く
は
、ペ
ル
ー
国
立
サ
ン・マ
ル
コ
ス
大
学
と
学
術
協
定
を
結
び
、南
米
ア
ン
デ
ス
山
中
に
あ
る
巨
大
な
神
殿
遺

跡
パ
コ
パ
ン
パ（
西
暦
紀
元
前
一 

二
〇
〇
年
～
前
五
〇
〇
年
）を
発
掘
調
査
し
て
い
る
。昨
年
九
月
、西
暦
紀
元
前

八
〇
〇
年
こ
ろ
に
さ
か
の
ぼ
る
黄
金
製
品
を
副
葬
し
た
墓
が
発
見
さ
れ
、「
ア
ン
デ
ス
の
卑
弥
呼
」と
し
て
日
本
で
も

報
道
さ
れ
た
。今
回
は
、さ
ま
ざ
ま
な
自
然
科
学
的
手
法
を
用
い
た
研
究
、そ
し
て
調
査
過
程
に
お
け
る
地
域
住
民

と
の
関
係
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い

　

昨
夏
、
金
製
品
が
発
見
さ
れ
た
パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
は
、

南
米
ペ
ル
ー
北
部
、
海
抜
二
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
中
に

位
置
す
る
形
成
期
の
巨
大
な
神
殿
遺
跡
で
あ
る
。
こ
こ
五

年
ほ
ど
、
科
学
研
究

費
補
助
金
の
支
援
を

受
け
、
み
ん
ぱ
く
と

ペ
ル
ー
国
立
サ
ン･

マ
ル
コ
ス
大
学
と
で

調
査
を
進
め
て
い
る
。

形
成
期
（
西
暦
紀
元

前
三
〇
〇
〇
年
～
紀

元
前
後
）
と
は
、
ア

ン
デ
ス
文
明
の
母
体

が
形
成
さ
れ
た
時
期

で
、
神
殿
で
の
活
動

を
通
じ
て
地
域
社
会
の
統
合
が
図
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

調
査
の
目
的
は
、
国
家
成
立
前
の
こ
の
時
代
に
お
い
て
、

社
会
階
層
が
出
現
す
る
過
程
を
考
古
学
的
に
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
黄
金
の
墓
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
解
明

す
る
た
め
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

黄
金
墓
の
発
見

　
遺
跡
は
三
段
の
テ
ラ
ス
か
ら
な
り
、
墓
が
発
見
さ
れ
た

の
は
最
上
段
の
テ
ラ
ス
で
あ
る
。
窪く

ぼ

ん
だ
広
場
を
囲
む
三

方
に
、
低
い
建
物（
基
壇
）が
配
置
さ
れ
、
正
面
の
中
央
基

壇
上
に
は
複
数
の
部
屋
が
連
な
る
。
部
屋
の
出
入
り
口
は

一
直
線
上
に
並
び
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
線
は
、
広
場
や
他

リマ

パコパンパ遺跡

ペルー

チクラーヨ

地域住民を対象とする現場説明会の様子
黄金の墓。横

おう

臥
が

屈
くっ

葬
そう

で、頭部に朱（硫化水銀）と
青色の顔料（藍

らん

銅
どう

鉱
こう

）がかけられていた

パコパンパ遺跡の位置

関せ
き 

雄ゆ
う

二じ

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

今
回
の
墓
の
こ
と
も
含
め
た
『
古
代
ア
ン
デ
ス 

神
殿
か
ら
始
ま
る
文
明
』

（
朝
日
選
書
）
を
上
梓
し
た
ば
か
り
。
ア
ン
デ
ス
文
明
の
成
立
と
変
容
の

解
明
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
文
化
遺
産
の
活
用
に
も
関
心
を
寄
せ
る
。

黄
金
の
墓
の
発
見
で
、
博
物
館
建
設
な
ど
悩
み
事
倍
増
中
。

パコパンパ遺跡遠景

墓の発掘風景金製耳飾りをとり上げる

金製耳輪（上部）、金製耳飾り（下部）、珪
けい

孔
くじゃく

雀石
せき

の円盤。円盤は口のなかにあった

墓が見つかった中央基壇

特
集
◉

古
代
ア
ン
デ
ス 

黄
金
の
墓
を
掘
る

古
代
ア
ン
デ
ス 
黄
金
墓
の
発
見

─
─
ペ
ル
ー
北
高
地
パコ
パ
ン
パ
遺
跡
プ
ロ
ジェク
ト
よ
り
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星
は
す
ば
る

　
「
星
は
す
ば
る
」
と
は
『
枕
草
子
』
に
あ
る
有
名
な
一

節
で
あ
る
。
こ
の
昴
（
ス
バ
ル
）
は
青
白
く
輝
く
星
々
が

密
集
し
た
星
団
で
あ
り
、
別
名
プ
レ
ア
デ
ス
星
団
と
も
よ

ば
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
各
地
の
神

話
や
伝
承
に
登
場
す
る
。

　
南
米
ペ
ル
ー
で
は
、
昴
は
四
月
下
旬
に
な
る
と
天
空
上

か
ら
姿
を
消
し
、
六
月
に
な
っ
て
東
の
空
か
ら
再
出
現
す

る
。
再
び
姿
を
見
せ
た
昴
を
農
民
た
ち
は
観
測
し
て
、
そ

の
見
え
方
に
よ
っ
て
種
ま
き
の
時
期
を
決
め
、豊
作
を
占
っ

て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
昴
は
農

耕
活
動
と
密
接

に
結
び
つ
い
た

星
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
天

体
や
地
形
を
考

古
学
デ
ー
タ
と

結
び
つ
け
て
解

釈
す
る
分
野
は

景
観
考
古
学
と

よ
ば
れ
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
昴
の

重
要
性
は
、
先

ス
ペ
イ
ン
期
の

諸
社
会
に
ま

で
遡

さ
か
の
ぼる

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
形
成
期
社
会

（
西
暦
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
～
紀
元
前
後
）、
チ
ム
ー
王
国

（
一
〇
世
紀
～
一
五
世
紀
）、
そ
し
て
イ
ン
カ
帝
国
（
一
五

世
紀
～
一
五
三
三
）
の
時
代
に
建
設
さ
れ
た
神
殿
や
王
宮

の
配
置
プ
ラ
ン
が
、
当
時
観
測
で
き
た
昴
の
出
没
方
向
を

基
準
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
の
配
置
プ
ラ
ン

　

そ
こ
で
、
パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
を
調
査
す
る
に
あ
た
っ
て
、

こ
の
形
成
期
神
殿
の
配
置
プ
ラ
ン
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
、
興

味
深
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
こ
の
神
殿
に
は
円
形
構

造
物
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
正
面
に
ベ
ン
チ
の
よ
う
な
構
造
物

が
設
定
さ
れ
た
。
当
時
こ
の
場
所
に
立
つ
と
、
カ
ピ
ー
ヤ
と

よ
ば
れ
る
東
側
の
山
の
頂
上
か
ら
、
昴
が
出
現
す
る
の
を
観

察
で
き
た
。
つ
ま
り
、
ベ
ン
チ
状
構
造
物
は
、
昴
と
山
を
観

測
す
る
た
め
の
場
所
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
円
形
構
造
物
の
南
東
に
は
中
央
基
壇
が
あ
り
、
そ
の
中

心
軸
は
当
時
観
測
で
き
た
昴
の
出
現
方
向
と
ほ
ぼ
一
致
す

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
方
向
軸
上
に
は
、
二
〇
〇
九

年
に
発
見
さ
れ
た
黄
金
の
墓
も
あ
り
、
こ
の
建
物
軸
の
重

要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
中
央
基
壇
の
東
側
に
は
、
窪く

ぼ

ん

だ
広
場
も
建
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
心
軸
も
同
じ
方
向
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
上
記
の
中
央
基
壇
や
ベ
ン
チ

状
構
造
物
よ
り
も
古
い
層
か
ら
、
方
向
の
少
し
ず
れ
た
壁

が
出
土
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
壁
を
含
む
建
物
全
体
の

配
置
プ
ラ
ン
は
ま
だ
未
調
査
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ

の
壁
の
方
向
は
、
中
央
基
壇
よ
り
も
数
百
年
前
に
お
け
る

昴
の
出
現
方
向
と
対
応
す
る
。
こ
の
古
い
壁
が
昴
の
方
向

を
基
準
に
し
て
設
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
昴
の
出
現
方
向

は
毎
年
少
し
ず
つ
変
化
す
る
の
で
、
い
ず
れ
昴
と
建
物
の

方
向
に
ず
れ
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
ず
れ
に
対

し
て
建
て
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
、
古
い
壁
が
埋
め
ら
れ
た

の
で
あ
れ
ば
、
形
成
期
神
殿
に

特
徴
的
な
神
殿
更
新
の
契
機

と
し
て
天
体
の
出
現
方
向
の
変

化
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
黄
金

の
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
女
性
を

は
じ
め
と
す
る
当
時
の
権
力

者
は
、
農
耕
の
豊ほ

う
じ
ょ
う穣

を
祈
り
、

星
と
結
び
つ
け
た
神
殿
建
設

を
計
画
し
た
可
能
性
が
高
い

の
で
あ
る
。

神
殿
か
ら
見
つ
か
る
動
物

　

古
代
ア
ン
デ
ス
の
神
殿
か
ら
出
土
す
る
の
は
、
華
麗
な

金
製
品
や
装
飾
の
施
さ
れ
た
土
器
ば
か
り
で
は
な
い
。
人

工
物
に
混
ざ
っ
て
大
量
の
動
物
骨
が
出
土
し
て
い
る
。
し

か
し
な
ぜ
神
殿
に
多
量
の
動
物
骨
が
存
在
す
る
の
か
、
じ

つ
は
詳
し
い
理
由
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
出
土
す
る
動
物

に
は
シ
カ
や
ク
イ（
食
用
に
家
畜
化
さ
れ
た
テ
ン
ジ
ク
ネ
ズ

ミ
）な
ど
食
料
と
さ
れ
た
動
物
の
ほ
か
、
荷
運
び
に
使
わ
れ

た
リ
ャ
マ
、
儀
礼
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
ジ
ャ
ガ
ー

な
ど
多
様
な
種
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、そ
れ
ぞ
れ
の
出

土
状
況
も
多
様
だ
。
お
そ
ら
く
饗

き
ょ
う

宴え
ん

や
儀
式
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
行
動
が
繰
り
返
し
営
ま
れ
た
結
果
な
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
神
殿
か
ら
見
つ
か
る
動
物
た
ち
は
、
生
息

す
る
生
態
系
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
リ
ャ
マ
な
ど
の

ラ
ク
ダ
類
は
高

原
、
シ
カ
は
山

脈
の
や
や
低
い

峡
谷
、
ジ
ャ

ガ
ー
は
ア
マ
ゾ

ン
の
密
林
を
も

と
も
と
の
棲す

み

か
に
し
て
い
る
。

パ
コ
パ
ン
パ
遺

跡
か
ら
は
ク
ジ

ラ
の
骨
ま
で
見 

つ
か
っ
て
い
る

か
ら
、
古
代
ア 

ン
デ
ス
人
は
、

海
岸
か
ら
ア
マ

ゾ
ン
ま
で
広
大 

な
領
域
に
わ
た
り
動
物
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

神
殿
か
ら
出
土
す
る
動
物
は
、人
び
と
の
生
活
、活
動
範
囲
、

信
仰
や
世
界
観
の
復
元
に
役
立
つ
情
報
を
含
ん
で
い
る
。

ペ
ル
ー
北
高
地
の 

自
然
動
物
相
と
遺
跡
動
物
相

　

パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
が
あ
る
ペ
ル
ー
北
高
地
は
、
南
部
に

く
ら
べ
標
高
が
低
く
温
暖
で
、
植
生
も
豊
か
で
あ
る
（
南

半
球
で
は
北
は
暖
か
く
南
は
寒
い
）。
北
高
地
で
も
っ
と

も
重
要
な
動
物
は
オ
ジ
ロ
ジ
カ
だ
。姿
、大
き
さ
と
も
ニ
ホ

ン
ジ
カ
と
よ
く
似
て
お
り
、標
高
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か

ら
二
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
領
域
を
中
心
に
分
布
し
て
い
る
。

パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
に
限
ら
ず
、北
高
地
に
居
住
し
た
先
史

ア
ン
デ
ス
の
人
び
と
は
、オ
ジ
ロ
ジ
カ
を
お
も
な
狩
猟
動

物
と
し
て
捕
獲
し
主
要
な
動
物
資
源
と
し
て
い
た
ら
し
い
。

パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
と
同
様
に
、
近
傍
の
ク
ン
ト
ゥ
ル・ワ
シ

遺
跡
で
も
本
種
が
出
土
動
物
骨
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。

　
ま
た
、
北
高
地
の
動
物
相
の
特
徴
と
し
て
、
ア
ン
デ
ス

高
地
の
代
表
的
な
動
物
で
あ
る
ラ
ク
ダ
の
仲
間
が
生
息
し

て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
現
在
の
リ
ャ
マ
、
ア
ル

パ
カ
は
、
西
暦
紀
元
前
四
〇
〇
〇
年
こ
ろ
、
ア
ン
デ
ス

中
央
高
地
で
野
生
祖
先
種
の
グ
ァ
ナ
コ
、
ビ
ク
ー
ニ
ャ

か
ら
作
り
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
北
高
地
の
神

殿
に
登
場
す
る
の
は
西
暦
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
こ
ろ
で
あ

る
。
約
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
距
離
を
、
じ
つ

に
二
〇
〇
〇
年
以
上
か
け
て
北
上
し
た
こ
と
に
な
る
。
安

定
し
た
シ
カ
狩
猟
や
、
温
暖
な
気
候
が
ラ
ク
ダ
家
畜
の
拡

散
を
遅
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
北
高
地
は
古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
の
後
進
地
だ
っ

た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
遺

跡
か
ら
は
、
ウ
ミ
ギ
ク
ガ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
海
岸
の
資

源
と
、
メ
ガ
ネ
グ
マ
や
ジ
ャ
ガ
ー
、
オ
マ
キ
ザ
ル
な
ど
森

林
性
の
動
物
相
が
混
在
し
て
見
つ
か
り
、
非
常
に
広
範
な

交
易
圏
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
北
高
地

は
低
い
山
脈
を
利
し
て
北
か
ら
南
へ
、
ア
マ
ゾ
ン
の
森

林
か
ら
海
岸
地
方
へ
、
縦
横
に
人
と
動
物
が
動
く
交
差
点

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

遺
跡
か
ら
出
土
す
る
動
物
相
は
古
代
ア
ン
デ
ス
の
人
び

と
が
自
然
か
ら
選
び
と
り
、
再
構
成
し
た
文
化
的
な
創
造

物
だ
。
パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
動
物
骨
が
ど
の

よ
う
な
情
報
を
も
た
ら
す
か
、今
後
の
調
査
が
期
待
さ
れ
る
。

坂さ
か

井い 

正ま
さ

人と

山
形
大
学 

教
授

一九
六
三
年
千
葉
県
生
ま
れ
。
専
門
は
文
化
人
類
学
・
ア
ン
デ
ス
考
古
学
。
無
文

字
社
会
に
お
け
る
建
築
活
動
と
景
観
に
関
心
が
あ
り
、
現
在
、
パ
コ
パ
ン
パ
遺

跡
お
よ
び
世
界
遺
産
ナ
ス
カ
の
地
上
絵
に
お
い
て
現
地
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

鵜う

澤ざ
わ 

和か
ず

宏ひ
ろ

東
亜
大
学 

教
授

遺
跡
か
ら
出
土
す
る
動
物
骨
の
分
析
を
専
門
と
し
て
、
人
類
の
動
物
利
用

の
変
遷
を
研
究
し
て
い
る
。
ネ
ズ
ミ
恐
怖
症
で
ど
う
し
て
も
ク
イ
が
食
べ

ら
れ
な
い
。
骨
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
大
丈
夫
。

パコパンパ遺跡の景観構造と昴加工されたジャガーの下アゴ

パコパンパ遺跡と周囲の地形

カピーヤ山の遠景円形構造物に付随するベンチ状構造物ビクーニャの群れ
毛が重用されるビクーニャ（野生ラクダ）

頭部がないラクダ科動物の埋葬

パコ
パ
ン
パ
遺
跡
の
景
観
構
造
と
昴

形
成
期
神
殿
と
動
物
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調
査
隊
の
一
日
は
パ
コ
パ
ン
パ
村
の
村
人
が
運
ん
で
く

れ
た
朝
食
か
ら
始
ま
る
。
パ
ン
と
ゆ
で
卵
、
チ
ー
ズ
、
ポ

テ
ト
フ
ラ
イ
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
飲
料
、
コ
ー
ヒ
ー
。
た
っ
ぷ

り
の
朝
食
を
食
べ
、
形
成
期
の
神
殿
遺
構
を
掘
り
に
遺
跡

へ
向
か
う
。
こ
の
朝
食
の
な
か
に
当
時
の
人
び
と
が
食
べ

て
い
た
も
の
と
同
じ
食
物
は
何
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
答
え

は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
み
で
あ
る
。
他
の
食
物
は
す
べ
て
植
民

地
時
代
以
降
に
も
た
ら
さ
れ
た
物
な
の
だ
。
そ
れ
で
は
西

暦
紀
元
前
の
北
部
ペ
ル
ー
山
岳
地
域
で
は
ど
の
よ
う
な
も

の
を
食
べ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
も
出
て
き
そ
う

な
メ
ニ
ュ
ー
の
朝
食
を
摂と

り
つ
つ
、
当
時
の
人
び
と
の
食

物
へ
思
い
を
馳は

せ
る
こ
と
か
ら
我
々
の
調
査
は
始
ま
る
。

古
代
人
の
食
性
推
定

　

そ
も
そ
も
、「
古
代
人
が
何
を
食
べ
て
い
た
の
か
。」
と

い
う
こ
と
を
推

定
す
る
に
は
ど

ん
な
方
法
が

あ
る
だ
ろ
う
か
。

一
番
確
か
な
方

法
は
文
献
に
記

載
さ
れ
た
食
材

や
料
理
か
ら
調 

べ
る
こ
と
で
あ 

る
。し
か
し
、ア 

ン
デ
ス
地
域
の

文
化
で
は
文
字 

が
発
達
し
な
か
っ
た

た
め
文
献
記
録
が
存

在
し
な
い
。
遺
跡
か

ら
出
土
す
る
動
物
骨

や
植
物
遺
存
体
も
重

要
な
情
報
源
で
あ
る

が
、
遺
跡
の
利
用
に

季
節
性
が
あ
っ
た
り
、

社
会
の
な
か
で
食
生

活
に
大
き
な
差
が

あ
っ
た
り
す
る
と
遺

物
の
情
報
を
読
み
解
く
こ
と
は
難
し
い
。

　
そ
こ
で
、
人
の
骨
か
ら
直
接
食
べ
た
も
の
を
推
定
す
る

方
法
が
考
え
出
さ
れ
た
。
人
は
食
べ
た
も
の
を
分
解
し
て

栄
養
分
を
吸
収
し
、
体
組
織
を
作
っ
て
い
く
。
そ
の
過
程

で
体
組
織
の
な
か
に
は
ど
ん
な
も
の
を
食
べ
た
か
と
い
う

記
録
が
残
る
。
化
学
分
析
を
通
し
て
そ
の
情
報
を
読
み
取

る
こ
と
で
、
古
代
人
が
摂
取
し
た
食
物
を
推
定
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。
我
々
は
、
古
代
人
の
遺
骨
に
含
ま
れ
る

タ
ン
パ
ク
質
の
炭
素
・
窒
素
同
位
体
比
に
注
目
し
て
研
究

を
進
め
て
い
る
。
こ
の
方
法
だ
と
、
同
位
体
比
に
特
徴
の

あ
る
海
産
物
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
重
要
性
を
個
体
ご
と
に

調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

古
代
パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
の
食
性

　
こ
れ
ま
で
え
ら
れ
た
結
果
か
ら
、
古
代
パ
コ
パ
ン
パ
の

人
び
と
の
食
生
活
の
時
代
変
化
が
わ
か
っ
て
き
た
。
西
暦

紀
元
前
一
二
〇
〇
年
こ
ろ
、
彼
ら
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
セ
リ

科
の
根
菜
類
な
ど
の
植
物
を
摂
取
し
て
い
た
。
西
暦
紀
元

前
一
〇
〇
〇
年
こ
ろ
か
ら
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
摂
取
量
が

増
加
し
、
そ
の
重
要
性
が
増
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、

主
食
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
炭
水
化
物

だ
け
で
は
タ
ン
パ
ク
質
が
不
足
す
る
の
で
、
陸
上
動
物
も

利
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
装
飾
品
に
用
い
ら
れ
る
貝
殻

な
ど
は
出
土
し
て
い
る
が
、
同
位
体
比
デ
ー
タ
か
ら
は
海

産
物
の
摂
取
は
な
く
、
彼
ら
が
海
産
物
を
食
べ
る
機
会
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　
タ
ン
パ
ク
質
源
と
し
て
食
べ
て
い
た
陸
上
動
物
は
、
動

物
骨
の
調
査
か
ら
シ
カ
や
ラ
ク
ダ
科
動
物
の
リ
ャ
マ
、
ア

ル
パ
カ
、
そ
し
て
ク
イ
（
テ
ン
ジ
ク
ネ
ズ
ミ
）
な
ど
が
考

え
ら
れ
て
い
る
。
初
め
は
野
生
の
生
物
を
捕
獲
し
て
い
た

が
、徐
々
に
リ
ャ
マ
、ア
ル
パ
カ
、ク
イ
の
飼
育
も
始
ま
っ

た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
、
パ
コ
パ
ン
パ
村
で
は
祭
り
の
時
期
や
発
掘
隊
隊

長
の
誕
生
日
に
ク
イ
の
丸
焼
き
が
供
さ
れ
る
が
、
筆
者
は

未い
ま

だ
ク
イ
を
食
べ
て

い
な
い
。
生
き
て
い

る
ク
イ
は
愛
ら
し
く
、

丸
焼
き
の
姿
を
み
た

く
な
い
の
で
避
け
て

き
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

今
年
こ
そ
は
挑
戦
し

よ
う
と
思
う
の
だ
が
、

想
像
す
る
だ
け
で
決

心
が
揺
ら
ぐ
。

　
パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、遺
跡
の
近
く
に
位
置

す
る
パ
コ
パ
ン
パ
村
の
住
民
と
連
携
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

作
業
員
の
選
出

　
毎
年
、
発
掘
調
査
は
、作
業
員
を
選
出
す
る
村
会
議
か
ら

始
ま
る
。こ
の
集
会
に
は
、実
際
に
作
業
員
と
し
て
働
く
男

性
の
み
な
ら
ず
、女
性
も
参
加
し
、子
ど
も
や
お
年
寄
り
の

姿
ま
で
み
ら
れ
る
。開
始
時
間
の
午
後
八
時
に
は
、村
の
集

会
場
は
多
く
の
人
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
。関
心
が
高
い
の
は
、

調
査
が
お
こ
な
わ
れ
る
六
月
末
か
ら
九
月
末
ま
で
が
農
閑

期
に
あ
た
り
、調
査
団
か
ら
支
払
わ
れ
る
給
与
が
貴
重
な
現

金
収
入
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

作
業
員
の
選
出
方
法
は
、調
査
団
と
村
人
で
話
し
合
い

を
重
ね
て
決
め
ら
れ
る
。調
査
の
質
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

熟
達
し
た
経
験
者
が
望
ま
し
い
が
、そ
れ
だ
と
他
の
村
人
に

雇
用
が
回
ら
な
い
。少
な
く
と
も
作
業
員
の
半
数
の
選
出
は

村
会
議
に
任
せ
る
こ
と
に

し
て
い
る
。毎
年
、数
時
間

に
わ
た
る
議
論
の
末
、貧
困

層
へ
の
優
遇
、あ
る
い
は
く

じ
引
き
な
ど
で
選
ば
れ
る
。

　
「
誰
か
、推
薦
者
は
い
ま

す
か
？
」と
い
う
議
長
の

発
言
を
皮
切
り
に
、
会
場

の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
手
が

挙
げ
ら
れ
る
。「
Ａ
さ
ん
は
、

皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
通
り

子
沢
山
で
、
家
計
が
苦
し

い
の
で
、
彼
を
推
薦
し
ま

す
。」と
村
人
の
一
人
が
進

言
す
れ
ば
、「
そ
う
だ
、そ

の
通
り
。彼
は
作
業
員
と

し
て
働
く
べ
き
だ
。」と
の
声
が
会
場
か
ら
聞
か
れ
る
。一
見

簡
単
そ
う
に
見
え
る
が
、貧
し
さ
の
な
か
で
雇
わ
れ
た
い
と

い
う
エ
ゴ
を
出
さ
ず
に
、他
人
の
境
遇
に
配
慮
す
る
の
は
結

構
難
し
い
も
の
だ
。こ
う
し
た
高
い
自
治
能
力
は
、牛
泥
棒

対
策
か
ら
始
ま
っ
た
農
民
自
警
団
、水
道
委
員
会
あ
る
い
は

電
気
委
員
会
な
ど
の
社
会
組
織
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

女
性
の
仕
事

　
村
の
社
会
組
織
は
男
性
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。農
民

自
警
団
に
は
女
性
委
員
会
も
あ
り
、こ
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し

て
調
査
団
員
は
衣
類
の
洗
濯
を
任
せ
る
。こ
の
洗
濯
担
当
の

女
性
の
選
出
に
際
し
て
も
貧
困
層
が
優
先
さ
れ
、ま
た
な
る

べ
く
多
く
の
女
性
に
雇
用
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、二
週

間
ご
と
に
交こ

う

替た
い

す
る
。
食
事
に
つ
い
て
も
同
様
で
、二
人
の

女
性
が
一
週
間
交
替
で
担
当
す
る
。

　
一
方
で
、出
土
し
た
土
器
な
ど
の
洗
浄
と
登
録
の
作
業
を

お
こ
な
う
女
性
は
固
定
さ
れ
て
い
る
。分
析
作
業
の
根
幹
に

か
か
わ
る
微
妙
な
作
業
で
あ
る
か
ら
だ
。そ
れ
で
も
と
き
に

は
、新
規
雇
用
の
た
め
に
試
験
を
お
こ
な
い
、資
質
を
見
極
め

た
う
え
で
採
用
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、集
団
で
村
に
入
り
、

し
か
も
多
大
な
経
済
的
影
響
を
お
よ
ぼ
す
考
古
学
調
査
で
は
、

対
象
地
域
の
社

会
組
織
を
慎
重

に
活
用
し
、極
端

な
収
入
の
格
差

を
生
じ
さ
せ
な

い
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

文
化
財
保
護
お
よ
び
観
光
開
発

と
の
か
か
わ
り

　
黄
金
の
墓
の
発
見
後
、村
で
は
博
物
館
を
建
設
し
よ
う
と

い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。と
く
に
、ペ
ル
ー
北
海

岸
に
位
置
す
る
大
都
市
チ
ク
ラ
ー
ヨ
に
あ
る
パ
コ
パ
ン
パ

村
の
郷
土
会
で
は
、観
光
開
発
を
視
野
に
入
れ
た
博
物
館
建

設
の
た
め
の
文
化
財
団
が
結
成
さ
れ
た
。

　
観
光
開
発
は
一
見
文
化
財
保
護
と
相
反
す
る
よ
う
に
見
え

る
が
、保
存
に
か
か
る
費
用
の
捻ね

ん
し
ゅ
つ出
や
、住
民
参
加
を
念
頭
に

置
け
ば
、悪
い
仕
組
み
で
は
な
い
。今
回
の
黄
金
の
墓
の
発
見

で
わ
か
る
よ
う
に
、好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、開

発
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く

の
が
現
代
の
調
査
と
す
る
な
ら

ば
、む
し
ろ
我
々
研
究
者
は
、観
光

を
あ
ら
た
な
文
化
の
生
産
、歴
史

認
識
の
創
造
の
場
と
し
て
と
ら
え
、

地
域
社
会
に
対
し
て
文
化
財
の
有

効
な
活
用
を
提
言
し
て
い
く
べ
き

で
あ
る
と
さ
え
考
え
て
い
る
。

南部高地における昔ながらの食物

クイ調理前出土した土器を洗浄する村人
クイ調理済み

瀧た
き

上が
み 

舞ま
い

東
京
大
学
大
学
院 

博
士
課
程
、
日
本
学
術
振
興
会 

特
別
研
究
員
Ｄ

Ｃ
１

古
代
ア
ン
デ
ス
社
会
に
お
け
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
利
用
の
意
義
と
そ
の
利
用

実
態
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。

荒あ
ら

田た 
恵め

ぐ
み

総
合
研
究
大
学
院
大
学 
博
士
課
程

二
〇
〇
七
年
よ
り
パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
調
査
に
参
加
。
お
も
に
、
出
土
し
た

石
器
・
骨
角
器
・
貝
製
品
な
ど
の
分
析
を
担
当
。
研
究
テ
ー
マ
は
形
成
期

の
祭
祀
遺
跡
と
社
会
と
の
関
係
性
。

発掘作業員を選出する村の集会

チクラーヨのパコパンパ村コミュニティによる文化財団組織のパンフレット

出土した土器片一点一点に登
録番号を振り、発掘区や層位の
情報が復元できるようにする

パコ
パ
ン
パ
村
の
食
事 

─
─
今・昔

遺
跡
調
査
と
現
地
社
会



小こ

島じ
ま 

摩ま

文ぶ
み

鹿
児
島
純
心
女
子
大
学 

准
教
授

専
門
は
民
俗
学
、
民
具
研
究
。
最
近
は
モ
ノ
と
物
語
に
つ
い
て

考
え
て
い
る
。
博
物
館
展
示
は
ま
さ
に
モ
ノ
が
物
語
に
収
ま
っ

て
い
る
姿
。
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ま
で
の
麻
の
服
を
着
て
い
た
時
代
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
生
活
の
有
り
様
や
感
覚
が
変

わ
っ
て
き
た
事
を
論
じ
た
が
、
そ
の
な
か

で
「
人
間
世
界
で
は
、
進
歩
の
途
が
常
に

善
に
向
か
っ
て
い
る
も
の
と
安
心
し
て
は

い
ら
れ
ぬ
」
と
し
て
「
モ
ノ
」
が
人
間
の

生
活
や
感
覚
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
が
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
も
利
点
ば

み
が
普
通
の
こ
と
に
な
る
と
、
水
筒
で
も

コ
ッ
プ
な
し
で
口
を
つ
け
て
飲
む
タ
イ
プ

の
も
の
が
出
て
き
た
。

　

わ
た
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
ジ
ュ
ー
ス

で
も
ラ
ッ
パ
飲
み
し
て
い
る
と
怒
ら
れ
た

も
の
だ
が
、
今
は
ラ
ッ
パ
飲
み
を
前
提
に

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
で
て
く
る
時
代
と
な
っ

た
。
便
利
さ
が
マ
ナ
ー
を
打
ち
破
っ
た
形

だ
。
講
演
会
の
後
で
、「
ど
う
ぞ
」
と
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
入
り
の
飲
料
を
ポ
ン
と
渡
さ
れ

る
こ
と
も
幾
度
か
経
験
し
た
。
そ
の
場
で
、

ラ
ッ
パ
飲
み
は
さ
す
が
に
は
ば
か
ら
れ
、

お
土
産
に
し
た
。
外
で
の
力
仕
事
の
一
服

に
は
ラ
ッ
パ
飲
み
も
風
情
が
あ
る
が
、
部

屋
の
な
か
で
ソ
フ
ァ
に
座
り
な
が
ら
ラ
ッ

パ
飲
み
は
、「
未い

ま

だ
」
な
じ
ま
な
い
。

　
柳
田
国
男
は
『
木
綿
以
前
の
事
』
で
、

日
本
人
が
木
綿
を
手
に
入
れ
た
後
、
そ
れ

か
り
で
喜
ん
で
も
い
ら
れ
な
い
。

　
中
高
生
の
部
活
動
内
で
の
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
感
染
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
飲
料
の
回
し
飲
み
が
あ
げ
ら
れ

て
い
た
。
単
な
る
マ
ナ
ー
で
は
な
く
衛
生

上
の
理
由
で
先
人
は
ラ
ッ
パ
飲
み
を
戒
め

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
度
、
口
を
つ
け
た

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
な
か
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
わ
た
し
た
ち
の
生
活

に
す
っ
か
り
な
じ
み
の
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。「
水
を
買
う
」
と
い
う
事
が

ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
た
時
代
か
ら
、
今
や

す
っ
か
り
水
は
買
う
も
の
に
な
っ
た
。

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
普
及
し
て
、
大
き
く

変
わ
っ
た
の
は
水
の
携
帯
性
で
あ
ろ
う
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
登
場
す
る
以
前
で
あ
れ

ば
、
水
筒
を
携
帯
す
る
し
か
な
か
っ
た
が
、

今
で
は
町
の
ど
こ
で
も
手
軽
に
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
に
入
っ
た
水
を
購
入
し
、
空
き
容
器

は
ど
こ
に
で
も
捨
て
ら
れ
る
。
ま
た
飲
み

か
け
で
も
ふ
た
を
閉
め
れ
ば
、
カ
バ
ン
に

入
れ
て
も
ち
歩
け
る
。
ガ
ラ
ス
瓶
と
違
い

軽
く
て
ゴ
ミ
箱
が
あ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
捨

て
ら
れ
る
の
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
以
前
の
飲

料
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
出
現

に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
た
の
が
、
ラ
ッ

パ
飲
み
に
対
す
る
認
識
で
あ
ろ
う
。
テ
レ

ビ
ニ
ュ
ー
ス
に
映
る
さ
ま
ざ
ま
な
会
合
や

委
員
会
を
見
て
い
て
も
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

水
や
お
茶
で
、
最
近
は
コ
ッ
プ

が
な
い
方
が
圧
倒
的
だ
。
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
が
そ
う
い
う
場
所
で

利
用
さ
れ
始
め
た
最
初
の
こ
ろ

は
グ
ラ
ス
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と

一
緒
に
置
い
て
あ
っ
た
が
、
や

が
て
グ
ラ
ス
が
紙
コ
ッ
プ
に
な

り
、
い
つ
の
間
に
か
飲
む
た
め

の
器
は
な
く
な
っ
た
。

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
以
前
か
ら
ラ
ッ
パ
飲
み

は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ご
く
当
た
り
前
の

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
の
普
及
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
瓶
や

缶
が
主
流
の
時
代
で
も
口
を
つ
け
て
飲
む

と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
缶
は
、

一
度
開
け
て
し
ま
う
と
保
存
容
器
か
ら
飲

む
器
に
意
味
を
変
換
さ
せ
て
い
た
。
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
で
は
ふ
た
を
閉
め
れ
ば
、
開
封

後
も
保
存
容
器
で
あ
り
続
け
る
の
だ
。
だ

か
ら
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
で
の
ラ
ッ
パ
飲
み
は

保
存
容
器
に
口
を
つ
け
て
飲
む
ラ
ッ
パ
飲

み
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
水
を
携
帯
す
る
た
め
の
保
存
容
器
は
、

以
前
は
水
筒
が
一
般

的
だ
っ
た
。
し
か
し
、

水
筒
に
は
必
ず
コ
ッ

プ
が
付
い
て
い
た
。

駅
弁
と
一
緒
に
売
ら

れ
て
い
た
お
茶
の
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
も

ふ
た
が
茶
碗
に
な
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
一

般
化
し
て
ラ
ッ
パ
飲

モ
ノ
・
グ
ラ
フ

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
以
前
の
事

水
を
買
う

ラ
ッ
パ
飲
み

モ
ノ
が
支
配

細
菌
が
繁
殖
を
続
け
て
い
る
と
い
う
。

　
わ
た
し
が
中
学
生
の
こ
ろ
、
部
活
動
が

終
わ
っ
た
後
で
瓶
の
ジ
ュ
ー
ス
を
買
い
、

み
ん
な
で
回
し
飲
み
を
す
る
と
き
、
口
を

つ
け
ず
に
飲
ん
で
い
た
。
口
を
つ
け
ず
に

高
い
と
こ
ろ
か
ら
大
き
く
開
け
た
口
の
な

か
に
ジ
ュ
ー
ス
を
注
ぎ
込
む
の
だ
。
ラ
ッ

パ
飲
み
よ
り
も
下
品
で
豪
快
な
感
じ
だ
が
、

今
普
通
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ラ
ッ
パ
飲
み

よ
り
も
衛
生
面
で
は
気
遣
っ
て
い
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
人
が
モ
ノ
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
が
、

し
か
し
そ
の
モ
ノ
に
よ
っ
て
人
は
変
化
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
自
己
家
畜

化
」
と
よ
ぶ
人
も
い
る
。
人
間
が
生
み
出

し
な
が
ら
モ
ノ
は
人
を
支
配
し
て
い
る
。

モ
ノ
だ
け
で
な
く
物
語
（「
モ
ノ
」
語
り
）

も
人
を
支
配
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
ふ

た
つ
の
「
モ
ノ
」
と
人
と
の
関
係
を
見
て

き
た
の
が
民
俗
学
だ
。

　
モ
ノ
や
道
具
は
使
い
方
次
第
だ
と
人
は

い
う
。
い
わ
ゆ
る
電
子
ゲ
ー
ム
の
是
非
が

議
論
さ
れ
る
と
き
必
ず
出
て
く
る
の
が
、

ゲ
ー
ム
は
道
具
だ
か
ら
使
う
人
次
第
で
、

時
間
を
決
め
て
や
れ
ば
問
題
は
な
い
、
と

い
う
意
見
だ
が
、
モ
ノ
が
も
っ
て
い
る
人

間
を
支
配
す
る
力
を
軽
ん
じ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
わ
た
し
た
ち
は
モ
ノ
で
あ
る
道

具
を
使
い
こ
な
し
て
い
る
つ
も
り
で
い
る

が
、
結
局
は
道
具
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

現在でもJR東海道線米原駅で販売されている、
ふたが茶碗になる駅弁茶ポリ容器

「
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
配
布
さ
れ
た
も
の
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル 

ト
ル
コ

吹
田
市
水
道
部
が
作
っ
た
高
度
浄
水
処
理
水
「
い
ず
み
の
水
」
ボ
ト
ル

ガラスびんをゴザで包んだ水筒。コロンビア

ガ
ラ
ス
び
ん
入
り
ボ
ト
ル
水
「
会
津
心
水
」

リ
ラ
の
僧
院
の
聖
水
入
り
ボ
ト
ル
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
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民
博
で
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
（
国
際
協
力
機

構
）
と
協
力
し
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物

館
と
共
同
で
海
外
か
ら
招
い
た
博
物
館
実

務
者
に
対
す
る
「
集
団
研
修
・
博
物
館
学

集
中
コ
ー
ス
」
を
毎
年
開
講
し
て
い
る
。

三
カ
月
に
お
よ
ぶ
長
丁
場
で
、
近
隣
博
物

館
の
協
力
も
え
な
が
ら
、
資
料
収
集
・
保

存
管
理
・
映
像
も
含
む
記
録
・
展
示
設
計

ま
で
を
幅
広
く
講
義
す
る
と
と
も
に
、
研

修
員
と
の
経
験
や
知
識
の
共
有
を
め
ざ
す

も
の
で
、
前
身
の
コ
ー
ス
も
含
め
る
と
、

既
に
一
七
年
目
の
コ
ー
ス
が
現
在
進
行
中

だ
。
全
体
像
は
い
ず
れ
本
誌
で
も
紹
介
さ

れ
る
だ
ろ
う
が
、
博
物
館
活
動
全
体
を
カ

バ
ー
す
る
コ
ー
ス
と
し
て
例
の
少
な
い
も

の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
コ
ー
ス
に
は
、
特
徴
あ
る
博
物
館

を
訪
問
す
る
研
修
旅
行
も
含
ま
れ
て
お
り
、

解
説
を
受
け
て
議
論
す
る
場
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
博
物
館
の
事
情
は
百
態
百
様
だ

か
ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
博
物
館
を
実

見
す
る
こ
と
が
、
博
物
館
を
学
び
考
え
る

も
っ
と
も
有
益
な
方
法
の
ひ
と
つ
な
の
だ
。

　
そ
う
し
た
研
修
旅
行
で
訪
れ
た
地
域
博

物
館
の
ひ
と
つ
に
、
恩お

ん

納な

村そ
ん

博
物
館
が
あ

る
。
沖
縄
に
は
、
沖
縄
戦
の
歴
史
を
語
る

数
多
く
の
博
物
館
が
あ
る
が
、
こ
の
恩
納

村
博
物
館
は
、
地
域
の
歴
史
・
文
化
を
中

心
に
紹
介
す
る
新
し
い
博
物
館
。
そ
の
設

立
経
緯
が
、
一
九
七
二
年
の
沖
縄
本
土
復

帰
と
そ
の
後
の
沖
縄
開
発
と
密
接
に
か
か

き
込
む
こ
と
で
そ
の
ハ
ン
デ
ィ
を
カ
バ
ー

し
、
積
極
的
な
活
動
を
進
め
て
い
る
。

　
住
民
参
加
や
県
内
博
物
館
の
協
力
も
え

な
が
ら
、
年
三
回
の
企
画
展
や
十
数
回
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
ほ
か
、
自
然
を
体
験

学
習
す
る
「
こ
ど
も
博
物
館
」
も
年
数
回

開
催
し
て
い
る
。
企
画
展
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
は
、
染
色
、
チ
ョ
ウ
、

泡
盛
、
海
藻
お
し
ば
、
サ
ン
ゴ
、
な
ど
、

豊
か
な
山
と
海
の
自
然
が
中
心
。
大
き
な

本土復帰後の観光開発を生かした
地域文化の継承と発信

沖縄の本土復帰とその後の開発と密接にかかわりながら設立された
地域密着型の小さな博物館。しかし、知恵と工夫で活発な活動を進めている

地球ミュージアム紀行  　　
沖縄県国頭郡「恩納村博物館」

久く

保ぼ 

正ま
さ

敏と
し

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
修
了
、
工
学
博
士
。

民
族
学
に
情
報
学
を
取
り
込
む
民
族
情
報
学
を
提
唱
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
成
立
史
の

研
究
な
ど
の
ほ
か
に
、
時
空
間
統
合
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

の
重
要
性
を
提
唱
し
て
い
る
。
開
催
中
の
企
画
展「
水

の
器
─
─
手
の
ひ
ら
か
ら
地
球
ま
で
」の
実
行
委
員
長
。

　

南
米
の
古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
は
、
山
岳
地

帯
の
イ
ン
カ
が
有
名
だ
が
、
そ
の
イ
ン
カ
を

遡
さ
か
の
ぼる

こ
と
一
五
〇
〇
年
も
前
に
、
モ
チ
ェ
と

よ
ば
れ
る
ア
ン
デ
ス
文
明
史
上
最
初
の
国
家

が
興
っ
た
。
西
暦
紀
元
後
か
ら
六
〇
〇
年
こ

ろ
ま
で
、
今
日
の
ペ
ル
ー
北
海
岸
で
栄
え
、

日
干
し
レ
ン
ガ
を
積
ん
で
巨
大
な
神
殿
を
築

い
た
。

　

建
築
と
と
も
に
モ
チ
ェ
で
有
名
な
の
が
、

表
紙
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
、
ク
リ
ー
ム
地

に
赤
色
顔
料
で
文
様
を
描
い
た
土
器
で
あ
る
。

農
耕
、
漁
労
、
機
織
り
、
狩
猟
な
ど
の
日
常

的
な
題
材
の
な
か
に
も
、
神
話
的
存
在
が
登

場
す
る
こ
と
も
あ
り
、
古
く
か
ら
、
写
実
的

な
図
像
な
の
か
、
そ
れ
と
も
観
念
世
界
を
表

現
し
て
い
る
の
か
、
議
論
の
的
と
な
っ
て
き

た
。
表
紙
写
真
の
よ
う
に
頭
飾
り
か
ら
戦
士

と
わ
か
る
像
や
戦
闘
場
面
も
数
多
い
題
材
の

ひ
と
つ
だ
が
、
実
際
の
戦
闘
の
証
拠
は
ほ
と

ん
ど
見
つ
か
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
近
年
、
モ
チ
ェ
の
中
核
的
な
神

殿
よ
り
、
戦
士
に
か
か
わ
る
人
身
供
犠
の
痕こ

ん

跡せ
き

が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
骨
は
バ
ラ
バ

ラ
に
さ
れ
、
足
の
ス
ネ
に
は
拷
問
で
い
た
ぶ

ら
れ
た
跡
が
残
り
、
の
ど
仏
あ
た
り
の
頸け

い

骨こ
つ

に
は
、
放
血
用
の
切
断
痕
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
骨
は
、
が
っ
し
り
と
し
て
、
骨

折
が
治
癒
し
た
跡
も
あ
っ
た
。
戦
闘
の
よ
う

に
常
に
暴
力
的
な
行
為
に
従
事
し
て
い
た
人

物
、
す
な
わ
ち
戦
士
の
末
路
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
以
前
か
ら
、
こ
う
し
た
戦
闘
捕

虜
の
人
身
供
犠
を
あ
ら
わ
し
た
土
器
が
報
告

さ
れ
て
い
た
の
で
、
考
古
学
的
証
拠
が
、
戦

闘
や
儀
礼
の
存
在
を
裏
付
け
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
土
器
に
描
か
れ
る
戦
闘
場
面
は
歩

兵
に
よ
る
集
団
戦
で
は
な
く
、
一
対
一
で
描

か
れ
、
ま
た
戦
闘
従
事
者
の
衣
装
や
武
具
が

似
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
同
士

の
戦
闘
で
あ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ

う
だ
。
人
物
象
形
土
器
は
、
こ
れ
ら
戦
士
の

肖
像
な
の

で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
同

一
人
物
の

肖
像
で
も
、

立
派
な
戦

士
に
成
長

し
、
や
が

て
捕
虜
と

な
り
、
裸

体
に
縄
を
打
た
れ
る
最
後
の
姿
ま
で
を
一
連

の
土
器
で
表
現
し
た
例
も
あ
る
。
モ
チ
ェ
的

武
士
道
と
は
何
か
。
お
も
し
ろ
い
研
究
テ
ー

マ
か
も
し
れ
な
い
。

戦士の頭を象
かたど

った壺
国名：ペルー共和国　1976年受入

標本番号：H0005790
◉

関
せき

 雄
ゆう

二
じ

民博 研究戦略センター

表紙モノ語り

収
入
に
は
な
ら
な
い
が
、
シ
ー
サ
ー
な
ど

モ
ノ
づ
く
り
教
室
へ
の
会
場
貸
し
も
お
こ

な
う
。

　
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
西
側
に
海
を
望
め
る

立
地
を
生
か
し
た
「
サ
ン
セ
ッ
ト
コ
ン

サ
ー
ト
」
や
芸
能
祭
は
、
失
わ
れ
か
け
た

琉
球
舞
踊
な
ど
伝
統
芸
能
の
伝
承
と
復
興

も
ね
ら
っ
た
も
の
だ
。
地
元
在
住
の
ダ
イ

バ
ー
が
撮
り
た
め
た
写
真
展
を
、
海
に
か

ら
め
て
日
本
財
団
か
ら
の
資
金
援
助
で
開

催
す
る
な
ど
、
資
金
と
知
恵
の
さ
ま
ざ
ま

な
工
夫
は
、
見
習
う
べ
き
と
こ
ろ
の
多
い
、

地
域
密
着
型
の
博
物
館
で
あ
る
。

わ
っ
て
い
る
点
が
、
同
道
し
た
わ
た
し
に

は
興
味
深
か
っ
た
。

　
復
帰
を
記
念
し
て
一
九
七
五
年
に
開
催

さ
れ
た
沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
は
、
そ
の

後
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
を
促
し
た
。
幸
い
恩

納
村
に
は
サ
ン
ゴ
礁
が
多
く
、
リ
ゾ
ー
ト

ホ
テ
ル
建
設
が
続
き
、
村
の
財
政
は
近
隣

に
比
べ
て
豊
か
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一

九
八
九
年
の
竹
下
内
閣
に
よ
る
「
ふ
る
さ

と
創
生
事
業
」
の
資
金
を
活
用
し
て
歴
史

民
俗
資
料
の
収
集
が
始
ま
り
、
防
衛
庁
か

ら
の
資
金
も
活
用
し
て
二
〇
〇
一
年
に
博

物
館
が
開
館
し
た
。
建
設
資
金
は
え
た
も

の
の
、
運
営
資
金
は
乏
し
い
と
い
う
ハ
コ

モ
ノ
の
難
点
か
ら
、
館
長
も
非
常
勤
で
、

臨
時
職
員
も
含
め
職
員
は
わ
ず
か
六
名
、

し
か
し
、
外
部
研
究
者
や
地
域
住
民
を
巻

歴史・考古ゾーン
で解説していただ
いた、2007年当
時の知念勇館長

西に海を望む
ホール

スイジガイ（水字貝）の展示。水の字形であるため、装飾用のほかに火除
よ

けや魔除
けとして玄関に吊

つる

す習慣があった。名護市や宮古島市では市の貝である

沖
縄
開
発
か
ら
生
ま
れ
た
博
物
館

地
域
と
の
密
着

恩納村博物館正面

博
物
館
を
学
び
考
え
る

常設展示は民俗ゾーンと歴史・考古ゾーンに分かれ
ている。露出展示とジオラマも多い。民俗ゾーンにある

「海の恵みと生きる」コーナー
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企
画
展

「
水
の
器
―
手
の
ひ
ら
か
ら

地
球
ま
で
」

　
生
命
の
根
源
、
水
。民
博
所
蔵
の

様
々
な
器
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
か
ら

地
球
規
模
ま
で
、
器
を
通
し
て
人
と

水
の
問
題
を
幅
広
く
考
え
ま
す
。

会
期　
六
月
二
二
日（
火
）ま
で

会
場　
本
館
展
示
内

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

「
海
の
不
思
議
・
水
の
不
思
議
」①

実
施
日　
五
月
二
二
日（
土
）

時
間　
一
三
時
三
〇
分
～
一
五
時

会
場　
第
五
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　
三
〇
名

参
加
費　
無
料

参
加
申
し
込
み
方
法

タ
イ
ト
ル
・
実
施
日
・
参
加
人
数
・

参
加
者
氏
名
・
年
齢
・
住
所
・
代

表
者
の
電
話
番
号
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

を
書
い
て
メ
ー
ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

に
て
左
記
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
水

の
器
）
係
」
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。お
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は

抽
選
と
な
り
ま
す
。

※
対
象
は
小
学
校
高
学
年
か
ら
で

す
。

申
し
込
み
締
め
切
り

五
月
一
二
日（
水
）

E
-m

ail:w
o

rksh
o

p
@

id
c

.
m

inpaku.ac.jp

Ｆ
Ａ
Ｘ　
〇
六
─
六
八
七
八
─
七
五
二
三

「
海
の
不
思
議
・
水
の
不
思
議
」②

実
施
日　
五
月
三
〇
日（
日
）

時
間　
一
三
時
三
〇
分
～
一
五
時

会
場　
第
五
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
・
申
込
不
要

※
対
象
は
小
学
校
高
学
年
か
ら
で

す
。

関
連
イ
ベ
ン
ト
の
お
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
）

「
伊
勢
の
染
型
紙
―
映
像
と

実
物
に
み
る
匠
の
技
―
」

　

江
戸
時
代
に
流
行
し
た
小
紋
染

め
に
は
、
お
も
に
伊
勢
で
作
ら
れ
た

伊
勢
型
紙
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

映
像
資
料
と
と
も
に
型
紙
を
展
示

し
、伝
統
の
技
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　
六
月
二
九
日（
火
）ま
で

会
場　
本
館
展
示
内

※
研
究
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト

ー
ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

実
施
日　
五
月
一
八
日（
火
）

時
間　

一
四
時
三
〇
分
～
一
五
時

三
〇
分

●
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
シ
リ
ア
の
花
嫁
」

実
施
日　
五
月
二
二
日（
土
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
～
一
六
時

（
開
場
一
三
時
）

会
場　
講
堂

定
員　
四
五
〇
名（
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

※
当
日
一
〇
時
よ
り
会
場
入
口
に

て
整
理
券
配
布
。

●
み
ん
ぱ
く
映
画
会

民
族
学
者
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
、南
極

◆「
南
極
大
陸
」

実
施
日　
六
月
五
日（
土
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
～
一
六
時

四
〇
分（
開
場
一
三
時
）

会
場　
講
堂

定
員　
四
五
〇
名（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

お
問
い
合
わ
せ　

広
報
企
画
室
企
画
連
携
係

電
話　
〇
六
─
六
八
七
八
─
八
二
一
〇

（
平
日
九
時
～
一
七
時
）

●
一
日
館
長

五
月
九
日（
日
）に
、
本
館
イ
メ
ー
ジ

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
宝
塚
歌
劇

団
雪
組　

早
霧
せ
い
な
さ
ん
を
一

日
館
長
と
し
て
お
迎
え
し
、
展
示
場

の
見
学
や
握
手
会
な
ど
の
行
事
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

＊
詳
細
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384回　5月15日（土）
［新言語展示関連］
世界のことば─語順と系統 
講師　長野 泰彦（民族文化研究部教授）

新しい言語展示では、3000とも
4000とも言われる世界の言語の多
様性を示すとともに、語順等に観察さ
れる普遍性を浮き彫りにします。また、
諸言語の歴史関係を大胆に鳥瞰でき
る図も作成しました。これらをどのよ
うに利用していただけるか、日本語は
世界の言語の中でどういった位置づ
けになるのかにも触れます。

第385回　6月19日（土）
北タイの精霊ダンス
講師　 田辺繁治（民博名誉教授）・ 

平井京之介（民族文化研究部准教授）

北タイでは、精霊が主として女性の身
体に憑依してダンスを演じる祭祀が
現在もおこなわれています。そのパフ
ォーマンスの華やかで躍動的な美し
さと、人びとを癒しや解放へ導く不思
議な魅力についてご紹介します。

ミュージアム・ショップのサイト「World  
Wide Bazaar」をご利用いただければ、遠
方にお住まいの方も、手軽にみんぱくで
のお買い物を楽しんでいただけます。
世界各地の民族楽器や民族音楽のCD、
工芸品や雑貨の他、過去に開催した特
別展の解説書などみんぱくの刊行物
を中心に、民族学・文化人類学関連の

書籍を、多数取りそろえております。
みんぱくミュージアム・ショップを
より身近な存在に。皆さまのご利用を
お待ちしております。
＊「国立民族学博物館友の会」会員の
方は、店頭と同じく会員価格で購入い
ただけます。

友の会 みんぱくゼミナール

オンラインショップ「World Wide Bazaar」をご存じですか。

刊行物紹介

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

第384回　6月5日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
文明の融合都市、 
イスタンブールのゆくえ
講師　新免光比呂（民族文化研究部准教授）
ボスポラス海峡をはさんで、アジアと
ヨーロッパにまたがるイスタンブー
ル。東ローマ、オスマン帝国の首都と
して、ふるくから多くの民族 が行きか
う十字路であり、また東西交易の中心
都市でもありました。トルコのEU加
盟は苦戦する一方、今年、欧州文化首
都に認定されたイスタンブールは、か
つてのように東西の文明を融合させ
る都市となりうるのでしょうか。

第385回　7月3日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
日本に暮らす外国人の今 
─特別展「多みんぞくニホン」その後
講師　庄司博史（民族社会研究部教授）

友の会講演会（大阪）　
会場● 国立民族学博物館 

第５セミナー室
定員●96名（当日先着順、会員証提示）

■竹沢尚一郎  著
『 社会とは何か　 

システムからプロセスへ』
中央公論新社　定価：798円（税込）
社会の語はいつで
きたのか。それが

「フランス社会」の
ような全体社会を
意味するようにな
ったのは17世紀
のことだ。その後、
社会の語はどのよ
うに変化したの
か。社会的な連帯
を築くには、社会
の何を変えなくて
はならないのか。水俣や移民の問題を通じて、そ
れらの問題を考える。

東京講演会
会場●JICA地球ひろば
 セミナールーム301
定員●60名（要申込、下記まで）

第93回　5月22日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
東北アジアのシルクロード
─人びとをつなぐ河の道
講師　佐々木史郎（民族社会研究部教授）

第76回　民族学研修の旅
シベリアの森を歩く
少数民族ナーナイの村を訪ねて
旅行期間●7月26日（月）～30日（金）
旅行代金●298,000円（燃油代等別途）
詳細は下記までお尋ねください。

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

■陳天璽  編
『忘れられた人々　日本の「無国籍」者』
明石書店　定価：1,890円（税込）

「国籍」とは何なの
か。世界から見過
ごされてきた「無
国籍」者。国々のは
ざまに置き去りに
され、正確な人数
や生活も明らかに
なっていない。当
事者が語る日本の

「無国籍」の姿。

■Edited by Maki Mita
『 Palauan Children under Japanese  

Rule: Their Oral Histories』
（国立民族学博物館調査報告No.87）

■О. А. Шагланова   Юки Конагая
『 Аннотированный каталог  

архивных материалов по  
бурятскому шаманизму: 
Центра Восточных  
Рукописей и Ксилографов 
Института Монголоведения, 
Буддологии и Тибетологии』

（国立民族学博物館調査報告No.88）

■土方久功著　須藤健一・清水久夫編
『土方久功日記 Ⅰ』
（国立民族学博物館調査報告No.89）
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手
元
に
は
た
く
さ
ん
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ノ
ー
ト
が
残
さ
れ
た
。
そ
の
す
べ
て
が
い

わ
ゆ
る
大
学
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

観
察
に
用
い
た
手
帳
型
ノ
ー
ト
の
記
録
を

書
き
写
し
整
理
し
た
も
の
で
、
聞
き
も
ら

し
や
不
用
意
な
誤
解
な
ど
を
見
つ
け
だ
す

た
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
そ
れ
は
わ
た
し
が

フ
ィ
ー
ル
ド
で
続
け
て
き
た
夜
の
作
業
の

成
果
で
あ
る
。

「
加
工
屋
さ
ん
」
の
こ
ろ

　
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
が
も
た

ら
し
た
仮
説
の
ひ
と
つ
が
、
日
本
列
島
主

要
部
に
お
け
る
堅け

ん

果か

類る
い

の
ア
ク
抜
き
技
術

の
分
布
圏
で
あ
る
。
東
北
日
本
の
ナ
ラ
林

帯
で
は
ナ
ラ
類
の
ド
ン
グ
リ
や
ト
チ
ノ
ミ

を
加
熱
に
よ
っ
て
ア
ク
抜
き
す
る
。
一
方
、

カ
シ
類
の
ド
ン
グ
リ
を
食
用
に
し
て
き
た

西
南
日
本
で
は
、
水
に
さ
ら
し
て
ア
ク
を

抜
く
と
あ
る
。
こ
の
記
録
を
も
と
に
堅
果

類
の
食
用
技
術
に
は
東
北
日
本
の
加
熱
処

理
技
術
圏
と
、
西
南
日
本
の
水
さ
ら
し
技

術
圏
が
設
定
で
き
る
と
考
え
た
。

　
こ
の
こ
ろ
の
わ
た
し
は
、
堅
果
類
を
は

じ
め
根こ

ん

茎け
い

や
鱗り

ん

茎け
い

な
ど
、
野
生
植
物
の
食

用
化
の
技
術
に
関
心
を
よ
せ
て
い
た
。
そ

の
た
め
み
ん
ぱ
く
で
は
「
加
工
屋
さ
ん
」

と
あ
だ
な
さ
れ
て
い
た
。
み
ん
ぱ
く
か
ら

ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
い
た
吉よ

し

田だ

集し
ゅ
う
じ而

さ

ん
の
車
に
同
乗
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

ヨ
セ
ミ
テ
国
立
公
園
に
先
住
民
ミ
ウ
ォ
ク

の
ド
ン
グ
リ
食
用
の
技
術
を
訪
ね
、
今
も

食
品
と
し
て
流
通
す
る
ド
ン
グ
リ
食
品
を

韓
国
で
調
査
し
た
の
も
、
一
九
七
〇
年
代

末
か
ら
八
〇
年
代
初
め
の
こ
と
だ
っ
た
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
『
斐
太
後
風
土
記
』

　

そ
ん
な
と
き
み
ん
ぱ
く
で
は
「
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
民
族
学
の
構
築
」
が
す
す
め

ら
れ
て
い
た
。
小こ

山や
ま

修し
ゅ
う
ぞ
う三

さ
ん
（
現
名
誉

教
授
）
と
と
も
に
こ
の
と
き
取
り
あ
げ
た

の
が
、
明
治
初
め
に
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
『
斐ひ

太た

後ご

風ふ

土ど

記き

』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
そ
れ

ぞ
れ
の
村
ご
と
に
人
口
、
田
畑
の
面
積
、

米
お
よ
び
雑
穀
の
収
量
、
野
菜
の
種
類
と

収
量
、
ク
リ
や
ド
ン
グ
リ
と
い
っ
た
堅
果

類
と
ク
ズ
や
ワ
ラ
ビ
な
ど
の
収
量
が
克
明

に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
に
入
力
し
て
分
析
し
た
。
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
杉す

ぎ

田た

繁し
げ
は
る治

さ
ん

（
現
名
誉
教
授
）
や
秋あ

き

道み
ち

智と
も

彌や

さ
ん
（
現
総

合
地
球
環
境
学
研
究
所
教
授
）
も
加
わ
っ

て
い
た
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
の
ひ
と
つ
が
、
当
時
の
飛
騨
で
は
主
要

な
食
料
に
利
用
さ
れ
た
栽
培
作
物
と
野
生

植
物
に
明め

い
り
ょ
う瞭

な
地
域
差
の
あ
る
こ
と
だ
っ

た
。
高
山
盆
地
で
は
米
が
酒
に
さ
え
つ
く

ら
れ
た
の
に
対
し
、
盆
地
周
辺
の
諸
村
で

は
雑
穀
の
比
重
が
増
し
、
さ
ら
に
外
縁
の

山
間
部
で
は
ド
ン
グ
リ
や
ト
チ
ノ
ミ
、
ク

ズ
や
ワ
ラ
ビ
が
な
お
大
き
な
比
重
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
が
空
間

に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

谷
口
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
変
容
す
る
狩
猟
採
集
民
」

　

こ
れ
ら
日
本
の
山
村
研
究
と
と
も
に
、

松ま
つ

山や
ま 

利と
し

夫お

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

立
命
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
地

理
学
専
攻
博
士
課
程
単
位
修
得
後
退

学
。
文
学
博
士
。
1
9
7
6
年
民
博

着
任
。
民
族
社
会
研
究
部
部
長
、
総

合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究

科
地
域
文
化
学
専
攻
長
な
ど
を
歴
任
。

専
門
は
文
化
人
類
学
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
先
住
民
研
究
。
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
）
、『
精
霊
た

ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
─
現
代
ア
ボ
リ
ジ

ニ
の
神
話
世
界
』（
角
川
書
店 

）
、

『
ユ
ー
カ
リ
の
森
に
生
き
る
─
ア
ボ

リ
ジ
ニ
の
生
活
と
神
話
か
ら
』（
日

本
放
送
出
版
協
会 

）
な
ど
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
を
読
む 

─
─
み
ん
ぱ
く
で
の
三
三
年

八
〇
年
代
な
か
ご
ろ
か
ら
本
格
的
に
取
り

組
ん
だ
の
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ボ

リ
ジ
ナ
ル
研
究
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
類
学
会
で
は
、
ア
ボ

リ
ジ
ナ
ル
研
究
が
盛
ん
で
あ
っ

た
。
北
部
準
州
な
ど
で
の
「
ア

ボ
リ
ジ
ナ
ル
土
地
権
法
」
の
施

行
に
よ
っ
て
、
土
地
権
保
有
者

の
確
定
な
ど
に
人
類
学
の
知
識

を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
ん
な
な
か
で
わ
た
し
の
調
査

を
助
け
た
の
は
、「
博
物
館
み
ん

ぱ
く
」
の
職
員
で
あ
る
こ
と

だ
っ
た
。
絵
画
や
彫
刻
を
制
作

し
て
も
ら
っ
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス

を
記
録
し
、
作
品
を
標
本
資
料

と
し
て
み
ん
ぱ
く
が
購
入
す
る

と
い
う
切
り
札
が
、
フ
ィ
ー
ル

ド
へ
の
定
着
に
大
き
く
貢
献
し

て
く
れ
た
。
こ
う
し
て
始
ま
っ

た
調
査
の
な
か
で
、
狩
猟
採
集

民
で
あ
る
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
が
商
品
経
済
に

深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
絵

画
な
ど
を
売
却
し
た
お
金
や
政
府
系
の
団

体
で
あ
る
ア
ー
ト
ク
ラ
フ
ト
セ
ン
タ
ー
か

ら
の
借
入
金
で
、
彼
ら
は
ト
ヨ
タ
製
の
ト

ラ
ッ
ク
を
は
じ
め
、
子
ど
も
用
の
自
転
車

や
発
電
機
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
を
買
い

入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
の
世

界
的
な
検
討
を
試
み
た
の
が
第
一
二
回
の

谷
口
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
民
族
学
部
門

「
変
容
す
る
狩
猟
採
集
民
」
で
あ
っ
た
。

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
ニ
コ
ラ

ス
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
と
と
も
に
み
ん
ぱ
く

の
英
文
誌
に
発
表
し
た
そ
の
成
果
は
、
英

語
圏
に
お
け
る
文
化
人
類
学
の
教
科
書
で

現
代
の
狩
猟
採
集
民
に
関
す

る
推
奨
文
献
に
指
定
さ
れ
た
。

わ
た
し
の
ひ
そ
か
な
誇
り
で

あ
る
。

　

そ
の
後
の
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル

研
究
は
一
〇
〇
万
都
市
ア
デ

レ
ー
ド
の
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
経
て
、
白

人
人
口
の
多
い
ニ
ュ
ー
サ
ウ

ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
の
地
方
町

へ
と
問
題
の
領
域
を
広
げ
て

い
っ
た
。
そ
ん
な
各
地
で
の

調
査
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、

植
民
地
を
生
き
ぬ
い
た
ア
ボ

リ
ジ
ナ
ル
の
歴
史
で
あ
っ
た
。

　

わ
た
し
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ノ
ー
ト
は
、
い
く
つ
か
の
著

作
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
み

ん
ぱ
く
で
の
三
三
年
に
お
よ
ぶ
わ
た
し
の

研
究
日
誌
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

屋根に雪岳ドングリ食品工場とある。韓国

韓国の観光地、雪岳山での記念撮影

アーネムランド・アボリジナルランドの境界標。オーストラリア大陸北
部のアーネムランドは、1980年代初めにアボリジナルに返還された

チャーター機でアボリジナルのむらから 
都市の親族を訪ねる姉と弟

トヨタ製のトラックによる狩り。オーストラリア大陸北部のアーネムランドで

わたしのオーストラリア最初のフィールド、ユーカリに囲まれたアーネムランドのむら

みんぱくを離れるにあたって
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陳チ
ェ
ン 

天テ
ィ
ェ
ン
シ璽

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

華
僑・華
人
研
究
を
は
じ
め
、移
民・マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

研
究
、
国
籍・パ
ス
ポ
ー
ト
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

人
び
と
の
移
動
に
と
も
な
う
文
化
の
移
動
と
変
容
、

そ
し
て
、個
人
と
国
家
の
関
係
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。

　

日
本
に
は
、
中
華
学
校
や
華か

僑き
ょ
う

学
校

と
よ
ば
れ
る
中
国
系
の
子
ど
も
た
ち
の

た
め
の
教
育
機
関
が
あ
る
。
東
京
、
横

浜
、
大
阪
、
神
戸
な
ど
に
合
計
五
校
あ

る
。
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
は
一
一
〇

年
以
上
の
歴
史
を
有
し
、
孫
文
が
革
命

活
動
の
た
め
来
日
し
て
い
た
際
に
創
設

に
か
か
わ
っ
た
と
い
う
学
校
も
あ
る
。

　

中
華
学
校
は
、
大
陸
系
（
中
華
人
民

共
和
国
系
）
と
台
湾
系
（
中
華
民
国
系
）

の
違
い
か
ら
、
生
徒
が
学
ぶ
歴
史
や
文

字
な
ど
、
い
く
ら
か
差
異
は
あ
る
も
の

の
、
い
ず
れ
も
日
本
に
暮
ら
す
華
僑
・

華
人
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
母
語
教
育
、

伝
統
文
化
に
そ
っ
た
道
徳
教
育
、
民
族

の
自
覚
、
日
本
と
母
国
の
友
好
親
善
事

業
に
積
極
的
に
貢
献
で
き
る
人
材
の
育

成
を
教
育
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。

　

授
業
は
一
部
の
科
目
を
の
ぞ
き
基
本

的
に
中
国
語
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

中
華
学
校
独
自
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成

を
し
て
い
る
た
め
、
日
本
の
学
校
教
育

法
で
決
め
ら
れ
て
い
る
「
学
校
（
一
条

校
）」
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
各
種

学
校
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
保
育
部

か
ら
中
学
部
、
な
か
に
は
高
等
部
ま
で

あ
る
学
校
も
あ
る
。

　

先
日
、
某
国
立
大
学
の
学
生
さ
ん
か

ら
メ
ー
ル
を
頂

ち
ょ
う

戴だ
い

し
た
。
日
本
で
生
活

し
て
い
る
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
を
通

し
て
多
文
化
共
生
を
考
え
る
授
業
を
受

け
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
学
年
末
に
課

さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
テ
ー
マ
に

中
華
学
校
を
選
ん
だ
そ
う
だ
。「
自
分
た

ち
と
年
齢
の
近
い
横
浜
中
華
学
院
の
高

校
生
と
議
論
を
し
た
い
の
で
、
同
席
し

て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
だ
。

　

大
学
側
か
ら
は
学
生
が
五
人
、
そ
し

て
付
き
添
い
の
先
生
が
一
人
い
ら
し
て

い
た
。
横
浜
中
華
学
院
側
も
、
学
生
た

ち
の
交
流
を
貴
重
な
教
育
、
啓
発
の
機

会
と
考
え
た
の
か
、
授
業
時
間
を
割
き

大
学
生
の
依
頼
に
対
応
し
て
い
た
。
中

華
学
院
側
か
ら
は
高
校
一
年
生
か
ら
三

年
生
の
生
徒
が
十
五
人
ほ
ど
参
加
し
た
。

二
〇
人
ほ
ど
で
輪
を
つ
く
り
、
ま
ず
は

自
己
紹
介
か
ら
始
め
た
。
日
本
生
ま
れ

の
中
国
系
四
世
で
中
国
語
よ
り
も
日
本

語
の
方
が
流

り
ゅ
う
ち
ょ
う暢だ

と
い
う
生
徒
も
い
れ

ば
、
両
親
が
国
際
結
婚
し
て
い
る
生
徒
、

来
日
し
て
ま
だ
一
、
二
年
な
の
で
日
本

語
が
う
ま
く
話
せ
な
い
生
徒
、
両
親
と

じ
て
い
た
。

　
「
自
分
が
親
に
な
っ
て
子
ど
も
が
で
き

た
と
き
、
ど
ん
な
学
校
に
通
わ
せ
た
い

か
」
と
い
う
質
問
も
あ
っ
た
。
高
校
生

た
ち
に
と
っ
て
は
、
少
々
気
の
早
い
話

に
思
え
た
が
、
み
ん
な
一
生
懸
命
将
来

を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
答
え
て
い
た
。

「
子
ど
も
と
相
談
し
て
決
め
る
」
と
い
う

生
徒
も
い
れ
ば
、「
で
き
れ
ば
中
華
学
院

に
通
わ
せ
た
い
」
と
い
う
子
も
い
た
。

「
中
華
学
院
の
今
後
の
教
育
方
針
を
見
て

決
め
る
」
と
い
う
冷
静
な
発
言
を
す
る

生
徒
も
い
た
。
通
わ
せ
た
い
理
由
と
し

て
、
中
華
学
院
の
先
生
と
生
徒
た
ち
の

関
係
が
親
密
で
家
庭
的
だ
か
ら
と
い
う
。

一
方
、
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇

を
示
し
た
学
生
は
、
近
年

生
徒
が
急
増
し
、
か
つ
て
の
ア
ッ
ト

ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
に
か
げ
り
が
見
え
て

い
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
。

　

す
っ
か
り
和
や
か
な
雰
囲
気
に
な
っ

た
こ
ろ
、
す

で
に
二
時
間

が
経
過
し
て

い
た
。
最
後

に
感
想
を
述

べ
合
う
と
、

大
学
生
の
一

人
が
、「
こ
う

し
て
直
接
み

ん
な
と
話
を

す
る
ま
で
は
、
日
本
に
暮
ら
す
外
国
人

の
方
、
特
に
日
本
の
学
校
に
行
か
ず
あ

え
て
中
華
学
院
に
通
っ
て
い
る
人

は
、
日
本
の
社
会
が
嫌
い
だ
っ
た

り
、
日
本
に
不
満
を
も
っ
て
い
る

も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」
と

自
分
の
先
入
観
が
間
違
っ
て
い
た

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
。

ほ
か
の
学
生
た
ち
も
「
今
日
、
い

ろ
ん
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
お
話
が
で
き
て
よ
か
っ

た
で
す
」
と
対
話
の
大
切
さ
を
か

み
し
め
て
い
た
。

　

最
近
に
な
っ
て
多
文
化
共
生
が

謳う
た

わ
れ
て
い
る
が
、
中
華
学
院
の

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
あ
た

り
前
の
こ
と
。
華
僑
・
華
人
と
し

て
日
本
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
か

ら
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
課
さ
れ
た

タ
ス
ク
で
も
あ
る
。
そ
の
種
を
い

か
に
育
て
文
化
や
民
族
の
橋
渡
し

対
話
か
ら
理
解
へ

と
し
て
開
花
さ
せ
る
の
か
、
は
た
ま
た
先

入
観
で
芽
を
摘
ん
で
し
ま
う
の
か
、
教
育

や
対
話
と
い
う
土
壌
が
鍵か

ぎ

を
握
っ
て
い
る
。

　

中
華
学
院
で
は
近
年
、
中
国
か
ら
転

校
し
て
く
る
生
徒
、
日
本
人
の
生
徒
、

さ
ら
に
は
多
国
籍
の
生
徒
が
増
え
た
。

「
一
人
一
人
違
う
の
が
あ
た
り
前
、
こ
の

学
校
は
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
し

て
自
分
に
誇
り
を
も
つ
こ
と
も
」
。

　
「
今
度
、
僕
た
ち
の
獅
子
舞
、
ぜ
ひ
見

に
来
て
く
だ
さ
い
」
。

　

別
れ
際
に
、
大
学
生
の
先
輩
を
誘
っ

た
無
邪
気
な
高
校
生
が
、
な
ん
だ
か
少

し
大
人
っ
ぽ
く
見
え
た
。

両
親
か
ら
生
ま
れ
た
生
徒
た
ち
か
ら
は
、

「
親
が
中
華
学
院
の
卒
業
生
だ
か
ら
」
と

か
、「
母
語
で
あ
る
中
国
語
を
身
に
つ
け

る
た
め
」
と
い
う
理
由
が
あ
が
っ
た
。

一
方
、
来
日
し
て
間
も
な
い
生
徒
た
ち

は
「
日
本
の
学
校
に
入
り
た
い
け
ど
、

日
本
語
で
は
勉
強
に
つ
い
て
い
け
な
い

と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
。

両
親
と
も
日
本
人
の
生
徒
は
、「
こ
じ
ん

ま
り
し
て
い
て
家
族
的
な
の
が
決
め
手

だ
っ
た
」
と
い
う
。

　

ほ
か
に
、
大
学
生
の
お
姉
さ
ん
か
ら

高
校
生
た
ち
に
「
結
婚
相
手
は
な
に
人

が
い
い
で
す
か
」
と
い
う
ド
キ
ッ
と
す

る
質
問
が
あ
っ
た
。
照
れ
な
が
ら
「
好

き
だ
っ
た
ら
、
な
に
人
で
も
い
い
で
す
」

と
答
え
た
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。

大
学
生
た
ち
は
、
中
華
学
院
の
生
徒
た

ち
が
民
族
や
国
籍
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
り

を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
に
意
外
性
を
感

多
文
化
を

さ
さ
え
る

人
び
と

～
大
学
生
た
ち
と
の
横
浜
中
華
学
院
訪
問
記
～

多
文
化
共
生
は
あ
た
り
前

も
日
本
人
だ
が
小
学
校
か
ら
中
華
学
院

に
通
っ
て
い
る
た
め
中
国
語
が
ペ
ラ
ペ

ラ
な
生
徒
な
ど
、
中
華
学
院
の
生
徒
た

ち
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
じ
つ
に
多

様
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
対
話

は
日
本
語
で
お
こ
な
わ
れ
、
日
本
語
の

理
解
に
苦
し
む
生
徒
に
は
近
く
に
座
っ

て
い
た
同
級
生
が
通
訳
を
し
て
い
た
。

　

わ
た
し
に
メ
ー
ル
を
く
れ
た
リ
ー

ダ
ー
格
の
大
学
生
が
ま
ず
高
校
生
た
ち

に
「
な
ぜ
中
華
学
院
に
通
っ
て
い
る
の

か
」
と
質
問
を
し
た
。
四
世
で
日
本
生

ま
れ
の
生
徒
や
国
際
結
婚
を
し
て
い
る

華
僑・華
人
子
弟
の
た
め
の 

教
育
機
関

日
本
に
暮
ら
す
中
国
系
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
教
育
機
関
、中
華
学
校
。こ
こ
で
学
ぶ
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
、多
文
化
共
生
は
あ
た
り
前
の
こ
と
だ
。日
本
の
大
学
生
と
横
浜
中
華
学
院
の
子
ど
も
た

ち
と
の
交
流
を
通
し
て
、相
互
理
解
に
お
け
る
対
話
の
大
切
さ
を
考
え
る

中
華
学
校
を
選
ん
だ
理ワ

由ケ

将
来
の
イ
メ
ー
ジ

運動場での体育の風景。欧米系の生徒もいる。奥には孫文の銅像も＜提供・庄司博史＞

中華学校への入学希望者の増加
（産経新聞2005年1月11日版）

学内に貼られた、バイリンガルで書かれた論語の標示。台湾系のた
め漢字は繁体字で学んでいる

伝統芸能の龍舞を学ぶ子どもたち

中華街のパレードで民族舞踊を披露する生徒たち
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中な
か

牧ま
き 

弘ひ
ろ

允ち
か

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

専
攻
は
宗
教
人
類
学
、経
営
人
類
学
。ブ
ラ
ジ
ル・ア
マ

ゾ
ン
の
日
系
人
社
会
や
先
住
民
社
会
の
研
究
を
お
こ
な

い
、サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
ス（
精
神
拡
張
剤
）の
調
査
に
も

従
事
し
た
こ
と
が
あ
る
。

ブラジルの清涼飲料水といえばガラナの右に出るものはな
い。色は薄茶で、甘い味だ。ガラナ・アンタルチカはビンの
形状がコカ・コーラに似ているが、コカ・コーラをはるかにし
のぐ人気をほこっている。年間販売量は8億リットルといわ
れ、ガラナ市場のシェアは約30パーセントである。ガラナは
ブラジルの国民的な飲み物といっても過言ではない

生きもの博物誌

ブラジルの
国民的な飲み物

〈ガラナ〉

　
ガ
ラ
ナ
は
も
と
も
と
植
物
名
称
で
あ
り
、

ト
ゥ
ピ
語
系
の
こ
と
ば
に
由
来
す
る
。
故

郷
と
目
さ
れ
る
の
は
ア
マ
ゾ
ン
川
中
流
域

で
あ
り
、
先
住
の
サ
テ
レ
・
マ
ウ
エ
人
が

愛
飲
し
て
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
心
地
で
あ
る
マ
ウ
エ
ス
市
に
は
ガ

ラ
ナ
・
ア
ン
タ
ル
チ
カ
の
工
場
も
あ
る
。

　
ガ
ラ
ナ
の
実
か
ら
い
わ
ゆ
る
ガ
ラ
ナ
・

パ
ン
や
ガ
ラ
ナ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
が
つ
く
ら

れ
る
。
種
子
を
乾
燥
さ
せ
て
臼う

す

で
つ
き
、

半
年
く
ら
い
乾
燥
さ
せ
て
パ
ン
状
に
し
た

も
の
が
ガ
ラ
ナ
・
パ
ン
。
丸
い
棒
状
に
固

め
た
の
が
ガ
ラ
ナ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
。
そ
の

棒
を
ピ
ラ
ル
ク
と
い
う
巨
大
な
淡
水
魚
の

舌
で
こ
す
っ
た
粉
末
が
ガ
ラ
ナ
・
パ
ウ

ダ
ー
で
あ
る
。
サ
テ
レ
・
マ
ウ
エ
人
の
あ

い
だ
で
は
、
家
庭
で
も
日
常
的
に
つ
く
ら

れ
、
集
会
の
と
き
な
ど
に
は
、
粉
末
を
水

で
溶
き
大
き
な
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
器
に
入
れ

て
回
し
飲
み
を
す
る
。
わ
た
し
も
一
度
、

そ
う
し
た
集
会
で
飲
ん
だ
経
験
が
あ
る
。

味
は
淡
白
だ
が
、
多
少
苦
み
と
渋
み
が
あ

る
。
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
と
し
て
の
鎮
静
作
用

が
あ
り
、
集
会
で
は
興
奮
を
抑
制
す
る
効

能
が
え
が
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
一
七
世
紀
に
サ
テ
レ
・
マ

ウ
エ
人
に
宣
教
を
こ
こ
ろ
み
た
イ
エ
ズ
ス

会
士
は
「
寒
さ
に
対
処
す
る
に
は
砂
糖
が

必
要
だ
が
、
暑
さ
に
対
抗
す
る
に
は
ガ
ラ

ナ
が
一
番
だ
」
と
し
る
し
て
い
る
。
炎
天

下
の
旅
に
は
必
需
品
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

ま
た
空
腹
を
感
じ
さ
せ
な
い
作
用
が
あ
り
、

頭
痛
、
発
熱
や
下げ

痢り

な
ど
の
症
状
に
も
効

く
と
い
う
。

　
サ
テ
レ
・
マ
ウ
エ
人
の
あ
い
だ
で
は
、

ガ
ラ
ナ
の
起
源
神
話
が
次
の
よ
う
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
む
か
し
む
か
し
、
二
人
の

兄
と
末
の
妹
が
暮
ら
し
て
い
て
、
妹
は
パ

ラ
栗
を
育
て
る
農
園
を
管
理
し
、
薬
草
か

ら
薬
を
調
合
す
る
役
目
を
負
っ
て
い
た
が
、

あ
る
日
、
蛇
が
彼
女
を
妻
に
し
た
い
と
思

い
、
股こ

間か
ん

に
侵
入
し
て
し
ま
っ
た
。
す
る

と
彼
女
は
妊
娠
し
て
男
の
子
を
生
ん
だ
。

そ
の
男
の
子
の
た
め
に
彼
女
は
パ
ラ
栗
を

植
え
た
。
そ
の
栗
は
大
人
に
な
っ
て
か
ら

で
な
い
と
食
べ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
に
、

男
の
子
は
タ
ブ
ー
を
破
っ
て
パ
ラ
栗
を
食

べ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
見
つ
か
り
、
見
張

り
番
の
動
物
た
ち
に
殺
さ
れ
て
、
墓
に
埋

め
ら
れ
る
。
そ
の
死
体
の
左
の
目
か
ら
は

偽
り
の
ガ
ラ
ナ
、
つ
ま
り
実
の
な
ら
な
い

も
の
が
で
き
、
右
目
か
ら
は
本
物
の
ガ
ラ

ナ
が
生
え
た
。
そ
の
後
こ
の
墓
か
ら
は
、

サ
ル
や
イ
ヌ
、
ブ
タ
、
そ
し
て
最
後
に
人

間
の
先
祖
が
生
ま
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な

筋
で
あ
る
。

　
サ
テ
レ
・
マ
ウ
エ
人
は
ガ
ラ
ナ
の
効
用

を
独
占
的
に
享
受
す
る
だ
け
で
な
く
、
他

の
民
族
と
の
交
易
に
も
使
用
し
て
い
た
。

そ
の
範
囲
も
遠
く
マ
ト
グ
ロ
ッ
ソ
州
や
ボ

リ
ビ
ア
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
。

　
日
本
で
は
滋
養
強
壮
剤
の
原
料
と
し
て

ガ
ラ
ナ
エ
キ
ス
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
炭
酸
飲
料
水
の
ガ
ラ
ナ
・
ド
リ
ン
ク

も
各
種
製
造
さ
れ
て
い
る
。

　
ガ
ラ
ナ
・
ド
リ
ン
ク
は
な
ぜ
か
北
海
道

で
か
な
り
販
売
さ
れ
て
い
る
。
小
原
の
コ

ア
ッ
プ
ガ
ラ
ナ
を
は
じ
め
ガ
ラ
ナ
エ
ー
ル
、

北
海
道
ガ
ラ
ナ
、
キ
リ
ン
ガ
ラ
ナ
、
ガ
ラ

ナ
ス
カ
ッ
シ
ュ
等
々
。
熊
出
没
注
意
コ

ア
ッ
プ
ガ
ラ
ナ
と
い
う
製
品
ま
で
あ
る
。

一
説
に
よ
る
と
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
日
本

解
禁
に
対
抗
し
て
ガ
ラ
ナ
の
製
造
を
全
国

的
に
は
じ
め
た
と
こ
ろ
、
他
地
方
と
く
ら

べ
北
海
道
へ
の
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
進
出
が

遅
れ
た
た
め
、
ガ
ラ
ナ
の
味
が
北
海
道
に

定
着
し
た
の
だ
そ
う
だ
。
北
海
道
で
は

ビ
ー
ル
に
ガ
ラ
ナ
を
入
れ
た
時
期
も
あ
っ

た
ら
し
い
。

　
在
日
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
多
数
暮
ら
す
地
域

で
は
ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク
の
ガ
ラ
ナ
は
必
需

品
で
あ
り
、
缶
の
ガ
ラ
ナ
・
ア
ン
タ
ル
チ

カ
が
主
力
商
品
と
な
っ
て
い
る
。
驚
い
た

こ
と
に
は
、
炭
酸
飲
料
だ
け
で
な
く
、
酎

ハ
イ
の
ガ
ラ
ナ
も
全
国
的
に
で
ま
わ
っ
て

い
る
。
ガ
ラ
ナ
は
日
本
で
も
意
外
と
健
闘

し
て
い
る
の
だ
。

　

か
つ
て
マ
ウ
エ
ス
市
に

は
、
日
本
人
が
入
植
し
た

時
代
が
あ
る
。
一
九
二
八

年
に
は
大
石
小
作
と
い
う

人
が
ガ
ラ
ナ
栽
培
の
夢
を

抱
き
、
ア
マ
ゾ
ン
興
業
株

式
会
社
を
設
立
、
自
身
も

一
九
二
九
年
、
六
名
の
移

住
者
と
と
も
に
入
植
し
た
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
か
な
り

奥
地
ま
で
入
っ
て
ガ
ラ
ナ

を
植
え
つ
け
た
が
、
ず
さ
ん
な
経
営
で
ガ

ラ
ナ
事
業
は
挫ざ

折せ
つ

す
る
。
そ
の
後
、
東
京

で
食
品
学
校
を
ひ
ら
い
て
い
た
崎さ

き

山や
ま

比ひ

佐さ

衛え

と
い
う
人
物
が
、
そ
の
分
校
を
ア
マ
ゾ

ン
に
つ
く
る
と
い
っ
て
、
親し

ん

戚せ
き

を
引
き
連

れ
て
入
植
し
た
。
そ
し
て
、
四
万
五
〇
〇

〇
本
の
ガ
ラ
ナ
園
の
経
営
に
力
を
尽
く
し

た
が
、
彼
も
マ
ラ
リ
ア
に
や
ら
れ
て
失
敗

す
る
。
崎
山
一
族
の
末ま

つ

裔え
い

は
今
で
も
マ
ウ

エ
ス
市
に
住
ん
で
い
る
が
、
ガ
ラ
ナ
の
栽

培
か
ら
は
手
を
引
い
て
い
る
。

　
国
内
で
ガ
ラ
ナ
が
登
場
し
た
の
は
一
九

二
七
年
で
あ
る
。
上
野
松
坂
屋
で
ガ
ラ
ナ

の
宣
伝
飲
料
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
戦
前
、

森
下
仁
丹
や
大
正
製
薬
は
ガ
ラ
ナ
飲
料
を

販
売
し
て
い
た
し
、
山
梨
醸
造
は
ガ
ラ
ナ

酒
を
製
造
し
て
い
た
。
戦
前
の
ガ
ラ
ナ
製

品
は
ア
マ
ゾ
ン
入
植
者
た
ち
の
夢
と
ど
こ

か
で
つ
な
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

日 

本
に
も
あ
る

　
　

  

ガ
ラ
ナ
・
ド
リ
ン
ク

ガラナ
Paulinia cupana

アマゾン原産のムクロジ科のつる性植物で赤い実をつける。コーヒー豆とおなじ
くらいの大きさであるが、コーヒーの３倍から５倍くらいのカフェインが含まれて
いる。タンニンの含有量も非常に多く、下痢や消化器系の症状によく効くという。
またサポニンは疲労症候群に効能があり、カテキンは偏頭痛や神経症に効果が
あるとされる。最近は体重の減量や認知症にも効くという宣伝がめだつ。

ガラナ・スティック
と淡水魚ピラルク
の舌。ざらざらした
舌でこすって粉末
にする

ブラジル製粉末ガラナ製品のサンプル

ガラナ・アンタルチカ
手前の料理はフェイジョアーダ

ガラナの実。熟すと殻が赤くなる

ア 

マ
ゾ
ン
先
住
民
の
飲
料

戦 

前
の
ガ
ラ
ナ

日本で販売されているガラナ・ドリンク
のサンプル

マウエス

ブラジリア

サンパウロ

ブラジル

ボリビア

マウエス

ブラジリア

サンパウロ

リオデジャネイロ

ブラジル

ボリビア

アマゾン川
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大甲媽祖遶境進香
夏の到来をつげる 
台湾の媽祖巡行

　
台
湾
で
一
昨
年
、
大
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画

『
海
角
七
号
』
が
今
年
の
は
じ
め
に
日
本

で
も
公
開
さ
れ
て
話
題
を
呼
ん
だ
。
第
二

次
世
界
大
戦
終
了
直
後
に
台
湾
か
ら
日
本

へ
引
き
揚
げ
た
日
本
人
青
年
が
台
湾
に
残

し
た
恋
人
に
あ
て
た
手
紙
が
戦
後
、
数
十

年
を
経
て
届
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
話
が
は

じ
ま
る
。
邦
題
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
君

想
う
、
国
境
の
南
」
と
つ
け
ら
れ
た
こ
の

映
画
は
、「
と
き
を
こ
え
た
日
本
と
台
湾

の
恋
愛
物
語
」、「
台
湾
と
日
本
と
の
絆き

ず
な

の

物
語
」
と
日
本
で
の
評
判
も
悪
く
な
い
。

が
、
筆
者
は
こ
の
映
画
を
そ
ん
な
視
点
で

は
あ
ま
り
と
ら
え
な
い
で
い
た
。
こ
の
映

画
は
、
台
湾
に
お
け
る
多
民
族
的
状
況
を

非
常
に
素
直
に
描
き
、
か
つ
て
日
本
人
が

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
台
湾
に
「
押
し
つ
け

た
」
こ
と
を
ユ
ー
モ
ア
と
皮
肉
を
も
っ
て

伝
え
て
い
る
な
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
如
実
に
あ
ら
わ
し
た
の
が
映
画
後
半
の

次
の
一
場
面
で
あ
っ
た
。

　
舞
台
は
台
湾
の
南
端
に
ほ
ど
近
い
町
。

日
本
人
歌
手
が
お
こ
な
う
ビ
ー
チ
コ
ン

サ
ー
ト
の
前
座
に
、
地
元
の
よ
せ
あ
つ
め

メ
ン
バ
ー
で
結
成
さ
れ
た
バ
ン
ド
が
出
演

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
メ
ン
バ
ー
が

な
か
な
か
個
性
的
な
の
で
あ
る
。
都
会
で

夢
破
れ
て
故
郷
に
も
ど
り
郵
便
配
達
を
し

て
い
る
本
省
人
青
年
、
地
元
で
警
察
官
を

し
て
い
る
酒
が
強
い
パ
イ
ワ
ン
族
青
年
、

日
本
語
世
代
の
本
省
人
の
お
じ
い
さ
ん
、

原
住
民
族
の
お
酒
を
商
品
化
し
て
売
り
込

む
客
家
人
男
性
と
い
っ
た
具
合
に
、
台
湾

社
会
の
現
状
や
民
族
の
モ
ザ
イ
ク
状
況
の

縮
図
と
も
い
え
る
構
成
に
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
に
、
バ
ン
ド
を
人
前
に
出
せ
る
ま
で

に
仕
上
げ
る
た
め
に
、
日
本
人
の
若
い
女

性
モ
デ
ル
（
ど
う
も
売
れ
な
い
ら
し
い
）

が
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
は
り
つ
け
ら
れ

る
。
彼
女
、
台
湾
の
文
化
や
社
会
に
か
な

り
疎
い
。
い
よ
い
よ
本
番
を
目
前
に
控
え

て
、
バ
ン
ド
が
な
か
ば
あ
き
ら
め
ム
ー
ド

で
練
習
を
放
り
出
し
か
け
て
い
る
と
き
に
、

こ
の
女
性
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
練
習
場
に

や
っ
て
き
て
、
バ
ン
ド
の
メ
ン
バ
ー
に
パ

イ
ワ
ン
族
の
ト
ン
ボ
玉
の
首
飾
り
を
お
守

り
だ
と
い
っ
て
渡
し
て
い
く
。
パ
イ
ワ
ン

族
青
年
は
脈
絡
の
な
い
ト
ン
ボ
玉
を
日
本

人
に
渡
さ
れ
不
愉
快
に
な
り
、
お
じ
い
さ

ん
は
、
自
分
が
も
と
も
と
信
仰
し
て
い
る

媽ま

祖そ

の
神
さ
ま
の
お
守
り
袋
を
さ
す
り
な

が
ら
、
神
さ
ま
同
士
が
喧け

ん

嘩か

し
な
い
か
な

と
困
惑
し
な
が
ら
も
、
バ
ン
ド
の
メ
ン

バ
ー
を
思
う
女
性
の
気
持
ち
に
こ
た
え
、

ト
ン
ボ
玉
を
受
け
と
る
の
で
あ
っ
た
。
相

手
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
日
本
人
が

台
湾
人
や
原
住
民
族
の
人
た
ち
に
よ
か
れ

と
思
っ
て
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
な
か
ば

あ
き
れ
な
が
ら
も
寛
容
に
接
し
て
き
て
く

れ
た
台
湾
の
人
び
と
の
懐
の
深
さ
を
筆
者

は
感
じ
た
の
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
省
人
の
お
じ
い
さ
ん
が
、

お
守
り
と
し
て
首
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
媽

祖
は
、
古
く
か
ら
台
湾
の
人
び
と
に
信
仰

さ
れ
て
き
た
道
教
の
神
さ
ま
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
海
運
や
漁
業
の
安
全
を
つ
か
さ
ど

る
海
の
神
で
あ
り
、
台
湾
だ
け
で
な
く
、

福
建
省
や
広
東
省
で
も
根
強
い
信
仰
が
見

ら
れ
る
。
古
来
、
山
の
神
は
女
性
が
つ
き

も
の
で
あ
る
が
、
海
の
神
が
女
性
と
い
う

の
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
媽
祖
は
女
神
で
、

宋
代
に
実
在
し
た
林
姓
の
女
性
に
そ
の
由

来
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
千せ

ん

里り

眼が
ん

と

順じ
ゅ
ん
ぷ
う
じ

風
耳
と
い
う
ふ
た
つ
の
神
さ
ま
を
し
た

が
え
、
先
を
見
通
し
、
荒
ぶ
る
海
の
な
か
、

人
び
と
を
導
い
て
い
く
こ
と
か
ら
、
海
に

囲
ま
れ
た
台
湾
で
は
と
り
わ
け
愛
着
を
も

た
れ
て
い
る
神
さ
ま
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
福
建
か
ら
台
湾
へ
渡
っ
た
移
民
の

人
び
と
や
世
界
に
飛
び
出
し
た
華か

僑き
ょ
うの

人

び
と
が
媽
祖
を
尊
ぶ
と
い
う
気
持
ち
は
よ

く
理
解
で
き
る
。

　

台
湾
の
各
地
に
は
こ
の
媽
祖
を
祀ま

つ

っ
た

廟び
ょ
うが
建
て
ら
れ
て
い
る
。
媽
祖
は
天
后
や 

天
上
聖
母
と
よ
ば
れ
、
祀
ら
れ
て
い
る
天
后

宮
や
廟
は
い
つ
も
そ
の
信
者
で
に
ぎ
わ
っ 

て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
誕
生
日
と
さ
れ
る
旧

暦
の
三
月
二
三
日
に
は
各
地
の
天
后
宮
で 

祭
典
が
年
中
行
事
と
し
て
催
さ
れ
る
。
そ

の
な
か
で
も
最
大
の
も
の
が
、
媽
祖
の
総 

本
山
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
台
中
県
の 

大
甲
に
あ
る
鎮
瀾
宮
（http://w

w
w

. 
dajiam

azu.org.tw
/

）の
媽
祖
像
が
、
毎

年
四
月
の
後
半
か
ら
五
月
に
か
け
て
嘉
義

県
の
新
港
に
あ
る
奉
天
宮
ま
で
運
び
こ
ま

れ
、
再
び
戻
っ
て
く
る
と
い
う
巡
行
（
遶ク

エ

境ギ
ン

）
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
は
四
月
一
六
日

の
夜
一一
時
に
大
甲
を
出
発
し
、
一
九
日
に

新
港
に
到
着
。
二
〇
日
に
お
祝
い
を
し
た

後
、
再
び
出
発
し
四
月
二
五
日
に
大
甲
に

帰
着
す
る
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
組
ま
れ

て
い
る
。
旧
暦
で
変
動
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
合
わ
せ
て
、
毎
年
、
台
湾
中
か
ら
媽
祖

の
信
仰
心
に
篤あ

つ

い
人
び
と
が
集
ま
り
、
媽

祖
を
か
つ
い
で
夜
通
し
練
り
歩
き
香
を
献

ず
る
（
進ジ

ン
ヒ
ョ
ン香

）
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
テ

レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
は
連
日
そ
の
様
子
が
映

し
だ
さ
れ
る
。
こ
の
行
列
が
終
わ
る
と
、
台

湾
は
本
格
的
に
夏
の
季
節
を
迎
え
る
。

　
現
在
、
台
湾
の
首
都
台
北
の
天
后
宮
は

日
本
時
代
の
寺
院
の
建
物
を
利
用
し
た
小

さ
な
建
物
で
あ
る
。
日
本
が
統
治
す
る
以

前
、
台
北
の
天
后
宮
は
現
在
の
総
統
府
の

近
く
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
度
重
な
る
台

風
や
水
害
の
た
め
、
か
な
り
傷
ん
で
い
た

天
后
宮
は
修
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
撤
去
さ

れ
た
。
そ
の
後
に
は
、「
科
学
的
」
な
知

を
伝
え
る
た
め
の
博
物
館
が
一
九
〇
五
年

に
建
設
さ
れ
た
。
現
在
の
国
立
台
湾
博
物

館
の
前
身
と
な
る
台
湾
総
督
府
博
物
館
で

あ
る
。
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
天

后
宮
の
か
わ
り
に
建
て
ら
れ
た
知
の
装
置

を
台
湾
の
人
び
と
は
受
け
い
れ
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
今
で
も
当
時
の
面
影
を
残
し
、

人
び
と
が
集
う
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
寛

容
の
文
化
と
歴
史
が
台
湾
に
あ
る
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
気
が
す
る
。

海
の
神
、媽
祖

海運や漁業の安全をつか
さどる海の神、媽祖。
その誕生日とされる旧暦の
3月23日には、各地の天
后宮で祭典が催され、集ま
った人びとは媽祖をかつい
で夜通し練り歩く。
この行列が終わると、台湾
は本格的に夏の季節を迎
える

天
后
宮
で
の
祭
典

映
画
に
み
る
台
湾
の
多
様
性

野の
ば
や
し林 

厚あ
つ

志し

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

人
間
と
動
物
と
の
関
係
を
歴
史
的
、
社
会
的
に
考
え
る

研
究
と
、
台
湾
原
住
民
族
の
社
会
や
歴
史
を
物
質
文
化

を
手
が
か
り
に
考
え
る
研
究
と
の
二
足
の
わ
ら
じ
を
は

い
て
い
る
。

台北市士林慈誠宮の天上聖母（媽祖）
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ト
ケ
ラ
ウ
は
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
あ
る
環
礁

島
だ
。
こ
れ
ま
で
同
じ
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ

ア
語
圏
の
東
南
ア
ジ
ア
の
島
々
で
フ
ィ
ー

ル
ド
調
査
を
し
て
き
た
が
、
南
太
平
洋
の

東
の
果
て
に
広
が
る
ポ
リ
ネ
シ
ア
は
オ
ー

ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
圏
の
最
辺
境
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
ト
ケ
ラ
ウ
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
領
に
属
し
て
お
り
、
島
の
人
び
と
は

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
で
も
あ
る
。
実
際
、

合
計
約
二
万
人
と
さ
れ
る
ト
ケ
ラ
ウ
出
身

者
の
う
ち
、
現
在
、
島
で
暮
ら
し
て
い
る

の
は
わ
ず
か
一
五
〇
〇
人
。
残
り
の
人
び

と
の
多
く
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
本
土

や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
居
住
し
て
い
る
。

　
ト
ケ
ラ
ウ
は
、
合
計
で
三
つ
の
環
礁
島

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
環
礁
島
は
、
次

の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
海
面
に
あ
ら

わ
れ
る
。
ま
ず
、
も
と
も
と
あ
っ
た
島
が

海
面
下
に
沈
降
す
る
と
、
そ
の
周
辺
に
生

息
し
て
い
た
サ
ン
ゴ
礁
が
太
陽
の
光
を
も

と
め
、
海
面
に
向
か
っ
て
隆
起
す
る
。
そ

の
後
に
急
激
な
海
面
変
動
や
地
殻
変
動
が

生
じ
る
と
、
海
面
す
れ
す
れ
ま
で
発
達
し

て
い
た
サ
ン
ゴ
礁
が
海
面
よ
り
高
く
な
っ

て
島
に
な
る
。
い
っ
ぽ
う
、
も
と
も
と

あ
っ
た
島
は
海
面
下
に
あ
る
た
め
、
ち
ょ

う
ど
ド
ー
ナ
ツ
状
に
サ
ン
ゴ
の
島
が
分
布

し
、
中
心
の
穴
の
部
分
が
比
較
的
浅
い
海

（
ラ
グ
ー
ン
）
に
な
る
。

　
環
礁
島
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
海
抜

わ
ず
か
数
メ
ー
ト
ル
と
い
う
島
の
低
さ
で

あ
る
。
こ
の
た
め
環
礁
島
は
、
昨
今
の
地

球
温
暖
化
や
そ
れ
に
よ
る
海
面
上
昇
の
影

響
を
も
っ
と
も
受
け
や
す
い
島
で
も
あ
る
。

こ
の
こ
と
で
は
ツ
バ
ル
環
礁
が
有
名
だ
が
、

ト
ケ
ラ
ウ
は
そ
の
ツ
バ
ル
に
近
く
、
海
面

上
昇
に
対
す
る
危
険
度
だ
け
で
な
く
、
言

語
や
文
化
も
ツ
バ
ル
に
似
て
い
る
。

　
サ
モ
ア
を
出
港
し
て
海
を
漂
う
こ
と
三

日
目
の
朝
、
彼か

な
た方

に
平
べ
っ
た
い
緑
の
島

影
が
見
え
て
き
た
。
ア
タ
フ
環
礁
だ
。
ア

タ
フ
は
ト
ケ
ラ
ウ
の
な
か
で
も
も
っ
と
も

北
に
位
置
し
、
我
々
の
調
査
も
こ
の
島
か

ら
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
島
数

は
四
一
と
多
い
が
、
人
び
と
が
住
ん
で
い

る
島
は
ひ
と
つ
だ
け
。
残
り
の
島
は
い
ず

れ
も
コ
コ
ヤ
シ
林
が
繁し

げ

る
の
み
で
あ
る
。

　
島
の
人
び
と
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は
こ

の
コ
コ
ヤ
シ
が
人
び
と
の
貴
重
な
食
料
源

だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
面
積
も
狭
く
、
海

抜
も
低
い
環
礁
島
で
育
つ
植
物
は
き
わ
め

て
限
ら
れ
て
い
る
。
ト
ケ
ラ
ウ
の
場
合
は

コ
コ
ヤ
シ
と
パ
ン
ダ
ナ
ス
（
タ
コ
の
木
）

の
実
の
み
で
あ
っ
た
が
、
一
七
世
紀
以
降

は
パ
ン
の
木
や
湿
地
タ
ロ
イ
モ
が
加
わ
り
、

近
年
で
は
コ
メ
を
は
じ
め
多
く
の
食
料
を

輸
入
に
頼
っ
て
い
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
主
食
と
な
る
植
物
資

源
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
場
合
、
重

要
と
な
る
の
が
タ
ン
パ
ク
源
だ
。
た
だ
陸

上
動
物
の
種
類
や
数
は
や
は
り
限
ら
れ
て

い
る
た
め
、
必
然
的
に
魚
や
ウ
ミ
ガ
メ
と

い
っ
た
海
産
物
が
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源
と

な
っ
て
き
た
。
今
で
も
島
の
男
た
ち
は
い

ず
れ
も
漁
の
達
人
で
あ
る
。
特
に
深
い
海

の
上
に
ポ
ツ
ン
と
突
き
出
し
て
い
る
環
礁

島
の
男
た
ち
は
、
外
洋
で
大
物
の
マ
グ
ロ

や
カ
ジ
キ
、
サ
メ
等
を
狙ね

ら

う
釣
り
や
ト

ロ
ー
リ
ン
グ
漁
に
も
秀
で
て
い
る
。
ポ
リ

ネ
シ
ア
人
特
有
の
屈
強
で
大
柄
な
彼
ら
の

体
を
一
目
見
れ
ば
、
彼
ら
の
自
信
の
ほ
ど

に
も
納
得
だ
。
い
っ
ぽ
う
子
ど
も
や
女
性

も
、
島
の
ラ
グ
ー
ン
や
沿
岸
の
リ
ー
フ
域

で
さ
ま
ざ
ま
な
漁
に
参
加
す
る
。

　
わ
た
し
も
、
暇
さ
え
あ
れ
ば
そ
ん
な
彼

ら
の
漁
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の

な
か
で
も
興
味
深
か
っ
た
の
が
、
リ
ー
フ

で
お
こ
な
う
集
団
漁
だ
っ
た
。
島
の
人
び

と
に
よ
れ
ば
、
こ
の
漁
は
年
に
数
え
る
く

ら
い
し
か
お
こ
な
わ
な
い
と
い
う
。
な
ぜ

な
ら
リ
ー
フ
に
生
息
し
て
い
る
魚
を
一
網

打
尽
に
す
る
漁
な
の
で
、

頻
繁
に
お
こ
な
う
と
魚

が
い
な
く
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
だ
と
い
う
。

　

一
体
ど
ん
な
漁
な
の

か
。
集
団
漁
が
お
こ
な

わ
れ
る
当
日
、
ワ
ク
ワ

ク
し
て
浜
に
出
て
み
る

と
す
で
に
男
や
子
ど
も

た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
。

や
が
て
そ
の
数
が
一
〇

〇
名
を
超
え
た
こ
ろ
、

お
も
む
ろ
に
漁
は
始

ま
っ
た
。
と
い
っ
て
も

大
半
の
人
び
と
が
手
に

し
て
い
る
の
は
コ
コ
ヤ

シ
の
葉
だ
け
。
刺
し
網

を
も
つ
男
た
ち
も
わ
ず

か
に
い
る
。
こ
れ
で
魚

を
追
い
込
み
、
網
で
漁

獲
す
る
と
い
う
。
半
信

半
疑
で
観み

て
い
る
と
、

一
時
間
も
し
な
い
う
ち
に
千
匹
以
上
（
約

六
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
ブ
ダ
イ
や
ニ
ザ

ダ
イ
と
い
っ
た
リ
ー
フ
の
魚
が
水
揚
げ
さ

れ
た
。

　
魚
が
水
揚
げ
さ
れ
る
や
、
早
々
と
魚
の

内
臓
を
取
り
出
す
人
び
と
が
出
て
き
た
。

良
く
見
る
と
、
取
り
出
し
た
内
臓
を
美う

味ま

そ
う
に
食
べ
て
い
る
。「
新
鮮
な
魚
の
内

臓
ほ
ど
美
味
い
も
の
は
な
い
」
と
老
人
た

ち
も
ご
満
悦
だ
。
こ
う
し
て
き
れ
い
に
内

臓
を
取
ら
れ
た
魚
は
、
島
の
メ
ン
ズ
ハ
ウ

ス
へ
と
運
ば
れ
、
そ
こ
で
村
中
に
平
等
に

分
配
さ
れ
る
。

　
こ
の
共
同
分
配
制
を
「
イ
ナ
テ
ィ
」
と

い
う
。
伝
統
的
に
イ
ナ
テ
ィ
で
分
配
さ
れ

て
き
た
の
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
や
カ
ジ
キ
と

い
っ
た
貴
重
な
海
産
物
だ
が
、
今
回
の
よ

う
に
集
団
漁
で
獲と

れ
た
魚
も
イ
ナ
テ
ィ
に

よ
っ
て
平
等
に
分
配
さ
れ
る
と
い
う
。
嬉

し
い
こ
と
に
見
学
し
て
い
た
わ
た
し
に
ま

で
同
じ
数
の
魚
を
分
け
て
く
れ
た
。
ト
ケ

ラ
ウ
で
生
ま
れ
た
イ
ナ
テ
ィ
と
は
、
資
源

に
乏
し
い
環
礁
島
ゆ
え
の
知
恵
の
結
晶
だ

ろ
う
。
た
だ
驚
き
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
よ

う
な
伝
統
的
な
知
恵
と
制
度
が
、
外
か
ら

輸
入
さ
れ
る
モ
ノ
や
食
糧
に
溢あ

ふ

れ
た
今
で

も
脈
々
と
続
い
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ

ん
な
感
動
を
胸
に
、
手
に
し
た
魚
と
と
も

に
わ
た
し
は
居
候
先
の
お
宅
へ
と
帰
路
に

つ
い
た
。
次
は
ど
ん
な
イ
ナ
テ
ィ
に
立
ち

会
え
る
だ
ろ
う
か
。
気
が
つ
け
ば
、
ト
ケ

ラ
ウ
は
す
で
に
辺
境
の
地
で
は
な
く
、
身

近
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
。

小お

野の 

林り
ん

太た

郎ろ
う

東
海
大
学 

専
任
講
師

専
門
は
海
洋
考
古
学
、
東
南
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア

地
域
研
究
。
先
史
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
魚
骨
や
漁
具

の
分
析
、
現
代
の
漁
撈
や
海
上
交
易
な
ど
、
人
類
に

よ
る
海
の
利
用
と
そ
の
歴
史
に
関
心
が
あ
る
。

海
の
恵
み
は
皆
で
分
け
る

二
〇
〇
八
年
夏
、わ
た
し
は
数
名
の
調
査
仲
間
た
ち
と
サ
モ
ア
北
方
の
沖
合
を
帆
船
で
漂
っ
て
い
た
。

我
々
が
目
指
す
の
は
サ
モ
ア
の
北
方
約
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
ト
ケ
ラ
ウ
の
環
礁
島
。

こ
の
環
礁
群
で
数
年
間
に
わ
た
っ
て
考
古
学
お
よ
び
人
類
学
的
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
が

我
々
の
目
的
で
あ
り
、こ
の
渡
航
が
最
初
の
ト
ケ
ラ
ウ
航
海
で
も
あ
っ
た

フィールドで
考える

イ
ナ
テ
ィ
で
分
け
る

ア
タ
フ
環
礁
の
集
団
漁

海
抜
わ
ず
か

数
メ
ー
ト
ル
の
島
々

魚を獲る人と解体する人たち

イナティで分けられた魚を取りにくる子どもたち

ココヤシの葉をもってのリーフ漁

イナティで分けられた魚たちとリーフ

水揚げ風景



次号の予告
 特集

ペットボトルの世界

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

　本号特集を監修した関教授のことを、わたしは勝
手に「みんぱくのインディアナ･ジョーンズ」とよんで
いる。ペルーの山奥で月明りのもと発掘をする姿を想
像すると、考古学アクション映画のヒーローを思い浮
かべる。廊下ですれ違うと、わたしの頭のなかで映
画のテーマ音楽が鳴り始めてしまう。
　しかし、映画のインディアナは、ペルーのジャング
ル奥の神殿からは黄金の神像をもち逃げする。エジ
プトの市場のど真んなかでは大きなムチをふるう。あ
げくに、「発掘」してきた至宝が、結局「お蔵入り」に
なってもハッピーエンド。よく考えると、遺跡のある地
域の人びとにやさしくない考古学者である。映画を批
難するつもりはないが、関発掘隊の実態を聞くと、遺
跡の地元への細やかな気遣いにつくづく感心する。
村の自治に参加し、発掘が生み出す収入が必要なと
ころに分配されるように配慮したり、村祭りに豪華な
仕掛け花火を寄付したり、現地の政府や大学とかけ
あって、遺跡と遺物の保存と観光資源化に頭を悩ま
せたり……。そこには痛快娯楽映画のヒーローとは
違う「かっこよさ」が漂う。（山中由里子）
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＊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
前に登場します！

「研究について」「調査している地域（国）の最新情報」「展示
資料について」などなど、話題や内容は千差万別！
どんどん質問もおよせください。展示場でお待ちしております。

5月の開催

5月2日（日）
話者：久保正敏（文化資源研究センター教授）
話題：水の器から水の問題を考える
場所：企画展「水の器」会場

5月16日（日）
話者：八杉佳穂（民族文化研究部教授）
話題：言語と文字
場所：言語展示

5月23日（日）
話者：庄司博史（民族社会研究部教授）
話題：言語展示の楽しみ方
場所：言語展示

5月30日（日）
話者：ピーター  J.  マシウス（民族社会研究部准教授）

話題：民族植物学の旅
場所：本館展示入口

特典◆常設展の無料入館◆特別展の観覧料割引
◆みんぱくミュージアム・ショップとレストランの10％割引

◆万博記念公園内および周辺施設での利用割引　など。
詳細については、財団法人千里文化財団までお問い合わせください。

（電話06－6877－8893／平日９：00 ～17：00）

１年間みんぱくに何度でも入館できる
「みんぱくフリーパス（3,000円）」をご利用ください。
常設展は何度でも無料で入館できます。他にも、みんぱくを楽しむための特典が
いっぱいです。
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日本語と同じ語順のことばにはど
んなことばがあるのかな。（新言語
展示）




