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ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
建
築

青あ
お

木き 

保た
も
つ

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
3
8
年
東
京
生
ま
れ
。国
立
新
美
術
館
館
長
。

1
9
6
5
年
以
来
、
タ
イ
を
中
心
に
ア
ジ
ア
各

地
で
研
究
調
査
。
1
9
7
2
年
か
ら
73
年
に
か

け
て
バ
ン
コ
ク
の
タ
イ
仏
教
寺
院
で
僧
修
行
を

す
る
。
大
阪
大
学
、
東
京
大
学
、
政
策
研
究
大

学
院
大
学
な
ど
で
文
化
人
類
学
の
教
鞭
を
と
る
。

2
0
1
2
年
1
月
か
ら
現
職
。
近
著
に
『「
文
化

力
」の
時
代
―
21
世
紀
の
ア
ジ
ア
と
日
本
』（
岩

波
書
店
）、『
作
家
は
移
動
す
る
』（
新
書
館
）、『
文

化
の
翻
訳
』（
東
京
大
学
出
版
会
、新
装
版
）な
ど
。
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東
京
六
本
木
に
あ
る
国
立
新
美
術
館
に
勤
め
る
よ
う
に

な
っ
て
二
年
に
な
る
が
、
建
築
と
美
術
館
の
関
係
に
つ
い
て

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
奇く

し
く
も
二
〇
一
四
年
の
二
月
か

ら
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
と
題
す
る
国
立
民
族
学
博
物
館
（
民

博
）
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
覧
会
を
こ
の
美
術
館
で
開
催
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
奇
し
く
も
、
と
書
い
た
の
は
両
館
と

も
日
本
を
代
表
す
る
建
築
家
、
故
黒
川
紀
章
氏
の
設
計
に

な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　「
民
博
」
は
二
〇
一
四
年
に
創
設
四
〇
周
年
を
迎
え
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
新
美
術
館
の
ほ
う
は
開
館
が
二
〇
〇
七

年
で
あ
る
。
私
は
こ
の
美
術
館
が
す
っ
か
り
気
に
入
っ
て
お
り
、

六
本
木
と
い
う
地
の
利
も
あ
る
が
、
建
物
が
す
ば
ら
し
い
。
正

面
の
入
口
か
ら
入
る
と
四
階
に
吹
き
抜
け
る
広
々
と
し
た
空

間
の
開
放
的
な
感
覚
が
い
つ
も
何
か
私
に
生
気
を
与
え
て
く
れ

る
気
が
す
る
。
ガ
ラ
ス
張
り
の
湾
曲
し
た
壁
面
も
美
術
館
と

し
て
は
珍
し
く
し
か
も
斬
新
で
あ
る
。
美
術
館
は
美
術
を
鑑

賞
す
る
場
に
は
違
い
な
い
が
、
同
時
に
来
館
す
る
人
た
ち
に
憩

い
の
ひ
と
と
き
を
味
わ
っ
て
も
ら
う
場
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
は
、
か
ね
て
か
ら
の
私
の
主
張
で
あ
る
が
、
一
階
の
カ

フ
ェ
を
始
め
三
階
に
あ
る
ポ
ー
ル
・
ボ
キ
ュ
ー
ズ
の
フ
レ
ン
チ
・

レ
ス
ト
ラ
ン
も
加
え
て
四
つ
の
カ
フ
ェ・
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
。
と
、

思
わ
ず
宣
伝
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ま
だ
の
人
は
一
度
来
て

下
さ
い
。
カ
フ
ェ
の
利
用
だ
け
で
も
結
構
で
す
。

　
実
は
美
術
館
と
建
築
の
関
係
は
い
ま
新
し
い
時
代
を
迎

え
て
い
る
。
建
築
家
の
隈
研
吾
氏
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
ビ

ル
バ
オ
現
象
」
と
い
う
ら
し
い
が
、
二
〇
世
紀
の
終
わ
り
ご

ろ
に
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ス
ク
地
方
の
古
都
ビ
ル
バ
オ
が
文
化
都

市
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
グ
ッ
ゲ

ン
ハ
イ
ム
美
術
館
の
分
館
を
誘
致
し
た
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の

建
築
家
、
フ
ラ
ン
ク
・
ゲ
ー
リ
ー
が
設
計
を
担
当
し
た
。
こ

の
建
築
が
大
評
判
と
な
り
、
こ
れ
を
見
る
た
め
に
多
数
の
観

光
客
が
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
文
化
都
市
ビ
ル
バ
オ
の

名
前
を
世
界
に
一
躍
轟と

ど
ろ

か
せ
た
。
こ
れ
以
後
、
新
し
い
美
術

館
を
建
て
る
場
合
、
世
界
的
に
名
の
あ
る
建
築
家
に
依
頼
す

る
こ
と
が
流
行
と
な
り
、
ラ
ン
ス
の
ル
ー
ブ
ル
の
分
館
は
金

沢
21
世
紀
美
術
館
で
名
を
馳は

せ
た
、
わ
が
妹
島
・
西
沢
両

氏
が
担
当
し
た
し
、
隈
氏
を
は
じ
め
日
本
の
建
築
家
も
多
忙

を
極
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
古
典
的
に
は
上
野
に
あ
る

国
立
西
洋
美
術
館
は
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
作
に
な
る
も
の

で
、
い
ま
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
中
心
と
な
っ
て
彼
の
他
の
作
品

と
と
も
に
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
を
申
請
中
で
あ
る
。

　
私
も
一
〇
年
以
上
も
前
ビ
ル
バ
オ
・
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
の

う
わ
さ
を
聞
い
て
一
度
訪
ね
て
み
た
い
と
思
っ
て
き
た
が
、

二
〇
一
二
年
五
月
に
そ
れ
が
実
現
し
た
。
建
物
は
す
で
に
写

真
な
ど
で
見
慣
れ
て
は
い
た
が
、
整
然
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
古
都
に
突
然
未
来
が
出
現
し
た
よ
う
な
、
そ
の
偉
容
（
異

様
、
威
容
）
に
は
感
銘
を
受
け
た
。
美
術
館
の
入
口
の
前
の

カ
フ
ェ
で
の
ひ
と
時
も
忘
れ
が
た
い
。
故
黒
川
氏
の
手
に
な

る
美
術
館
と
博
物
館
の
連
携
が
日
本
の
新
し
い
美
と
知
の
創

造
と
発
展
の
幕
開
け
に
な
れ
ば
、
と
願
う
も
の
で
あ
る
。



は
た
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
創
造
や
享
受
の
あ
り
か
た

に
人
類
に
共
通
の
普
遍
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

問
い
は
、
極
め
て
人
類
学
的
な
課
題
と
い
っ
て
よ
い
が
、

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
人
類
学
の
側
か
ら
は
こ
れ
ま
で
試
み

ら
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
類
学
の
分
野
で

は
、
と
く
に
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
以
降
、
文
化
相
対
主

義
へ
の
過
度
の
こ
だ
わ
り
か
ら
、
普
遍
的
な
美
の
基
準

や
普
遍
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
創
造
・
享
受
の
あ
り
方
に
つ

い
て
正
面
か
ら
問
う
こ
と
は
、
久
し
く
避
け
て
と
お
ら

れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
は
た
ら

き
の
普
遍
性
を
問
う
こ
と
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
介
し

た
文
化
を
超
え
た
相
互
理
解
の
可
能
性
を
考
え
る
う

え
で
、
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

ふ
た
つ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
協
働

国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
一
九
七
四
年
の
創
設
以
来
、

世
界
各
地
の
諸
民
族
の
文
化
の
研
究
を
進
め
る
と
と
も

に
、
世
界
各
地
の
人
び
と
が
生
み
出
し
た
生
活
用
具
や

造
形
を
収
集
・
展
示
し
て
き
た
。
現
在
の
そ
れ
ら
の
資

料
の
総
点
数
は
約
三
四
万
点
に
お
よ
ぶ
。
そ
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
は
、
世
界
の
人
び
と
が
生
み
出
し
た
イ
メ
ー
ジ

の
宝
庫
と
い
っ
て
よ
い
。

一
方
、
国
立
新
美
術
館
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
も
た

ず
、
多
彩
な
美
術
に
関
す
る
展
示
・
情
報
発
信
の
施
設

と
し
て
二
〇
〇
七
年
に
開
館
し
た
。
そ
の
六
本
木
と
い

う
立
地
を
生
か
し
、
開
館
か
ら
三
年
目
、
二
〇
一
〇
年

九
月
に
は
、
入
場
者
数
一
〇
〇
〇
万
人
を
達
成
し
て
い

る
。
そ
の
企
画
力
・
構
想
力
と
情
報
発
信
力
の
高
さ
は

国
内
で
も
群
を
抜
い
て
い
る
。

今
回
の
展
覧
会
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
は
、
こ
の
国
立

新
美
術
館
と
国
立
民
族
学
博
物
館
の
協
働
の
試
み
と

し
て
、
国
立
民
族
学
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か

イ
メ
ー
ジ
の
は
た
ら
き
の
普
遍
性

人
類
は
、
そ
の
歴
史
の
な
か
で
、
極
め
て
多
様
な
イ

メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
き
た
。
し
か
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
単
に
人
が
見
る
も
の
、
あ
る
い
は
人
に
見
ら
れ
る

対
象
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
神
仏
の
像
や

仮
面
舞
踊
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。

人
間
は
、
む
し
ろ
、
自
ら
が
作
り
出
し
た
そ
の
イ
メ
ー

ジ
と
か
か
わ
る
こ
と
で
、
世
界
を
改
変
す
る
も
の
と
し

て
操
作
し
、
あ
る
い
は
享
受
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

イ
メ
ー
ジ
の
創
造
と
享
受
の
あ
り
方
に
、
人
類
共
通

の
普
遍
性
は
あ
る
の
か
。

こ
の
問
い
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
み
ん
ぱ
く
が
所
蔵
す

る
膨
大
な
資
料
を
展
示
す
る﹁
イ
メ
ー
ジ
の
力

―

国
立
民
族
学
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
﹂が
、

二
月
よ
り
国
立
新
美
術
館
で
、
九
月
か
ら
は
み
ん
ぱ

く
で
開
催
さ
れ
る
。

美
術
史
学
と
人
類
学
、あ
る
い
は
美
術
館
と
博
物
館
、

西
洋
と
非
西
洋
、
自
己
と
他
者
な
ど
の
壁
を
乗
り
越

え
、
わ
れ
わ
れ
人
類
の
生
み
出
す
イ
メ
ー
ジ
の
多
様

性
と
共
通
性
を
発
見
し
よ
う
。

イ
メ
ー
ジ
の
力
を
さ
ぐ
る

𠮷よ
し

田だ 

憲け
ん

司じ

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

か
ら
世
界
各
地
の
造
形
を
精
選
し
、
人
類
の
生
み
出
し

た
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
す
る
感
覚
や
効
果
、
す
な
わ
ち
イ

メ
ー
ジ
の
は
た
ら
き
や
享
受
の
あ
り
か
た
に
普
遍
性
が

あ
る
か
否
か
を
観
客
と
と
も
に
体
験
的
に
検
証
し
て
み

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、

イ
メ
ー
ジ
の
も
つ
「
力
」
を
評
定
し
よ
う
と
い
う
試
み

で
あ
る
。「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
展
は
、
二
〇
一
四
年
二
月

か
ら
六
月
ま
で
国
立
新
美
術
館
で
開
催
さ
れ
、
九
月
か

ら
一
二
月
ま
で
は
、
民
博
の
特
別
展
示
館
で
公
開
す
る

予
定
で
あ
る
。

イ
メ
ー
ジ
と
の
出
会
い

展
示
場
に
並
ぶ
数
か
ず
の
造
形
か
ら
は
、
目
に
見
え

ぬ
世
界
を
人
間
が
ど
の
よ
う
に
可
視
化
し
て
き
た
の
か
、

色
と
か
た
ち
に
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な

効
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
の
か
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
外
部
の
世
界
と
の
接
触

に
よ
り
、
あ
ら
た
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く

軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
作
り
手

が
楽
し
み
な
が
ら
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と

が
、
視
る
者
に
も
実
感
さ
れ
る
例
に
も
出
会
え
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
ら
の
出

会
い
を
通
じ
て
、
イ

メ
ー
ジ
の
創
造
や
享

受
の
あ
り
か
た
に
人

類
に
共
通
の
普
遍
性

が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の

か
、
そ
の
答
え
を
展

示
を
見
て
い
た
だ
く

方
、
お
一
人
お
一
人
の

手
で
探
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。
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人
類
学
と
ア
ー
ト

―
作
品
の
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
か小こ

泉い
ず
み 

潤じ
ゅ
ん

二じ

　
日
本
文
化
人
類
学
会
会
長

あ
い
ま
い
さ
の
二
乗

「
人
類
学
」
と
い
う
概
念
あ
る
い
は
研
究
分

野
に
は
大
き
な
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
。
人
類

学
と
は
何
か
と
聞
か
れ
て
、
紋
切
型
の
、
あ

る
い
は
回
り
く
ど
い
説
明
を
越
え
て
答
え
を

示
す
の
は
難
し
い
。「
ア
ー
ト
」と
い
う
こ
と
ば
、

概
念
あ
る
い
は
分
野
も
さ
ら
に
あ
い
ま
い
で

あ
る
。
ア
ー
ト
と
は
、
ま
た
美
術
や
芸
術
と

は
何
な
の
か
。
や
は
り
紋
切
型
の
答
え
や
よ

く
知
ら
れ
た
定
義
は
あ
る
に
し
て
も
、
ア
ー

ト
の
企
て
が
さ
ま
ざ
ま
に
発
散
し
枠
を
破
壊

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
あ
い
ま
い
さ
が
増
幅

さ
れ
て
い
る
。
双
方
と
も
あ
い
ま
い
な
ふ
た
つ

の
概
念
を
掛
け
合
わ
せ
れ
ば
あ
い
ま
い
さ
の

二
乗
に
な
る

―
よ
う
に
思
え
る
が
、
今
回
、

日
本
文
化
人
類
学
会
五
〇
周
年
記
念
事
業
の

一
環
と
し
て
、
国
立
民
族
学
博
物
館
と
国
立

新
美
術
館
と
の
協
力
の
も
と
に
準
備
し
た
展

示
を
結
果
と
し
て
み
れ
ば
、
人
類
学
と
ア
ー

ト
の
そ
れ
ぞ
れ
が
か
え
っ
て
明
確
に
な
っ
た
よ

う
に
思
う
。

つ
く
ら
れ
た
か
た
ち
の
力

「
美
し
い
」「
綺き

麗れ
い

な
」「
力
強
い
」「
凄す
ご

い
」、

と
き
に
は
「
気
味
が
悪
い
」
と
い
っ
た
陳
腐
な

表
現
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
き
れ
な
い
、
こ
と
ば

で
分
節
化
で
き
な
い
も
の
、
こ
と
ば
で
分
節

さ
れ
る
以
前
の
何
も
の
か
が
、
一
旦
か
た
ち
を

つ
く
っ
て
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
世
界
の
あ

ら
ゆ
る
場
所
と
状
況
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の

営
み
を
続
け
て
い
る
名
前
の
な
い
、
と
き
に

は
歴
史
も
な
い
（
と
さ
れ
る
）
人
た
ち
が
そ
れ

を
つ
く
っ
て
い
る
。
つ
く
っ
た
人
た
ち
は
ア
ー

ト
や
芸
術
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

自
ら
作
者
と
し
て
そ
の
作
品
に
署
名
す
る
こ

と
も
ま
ず
な
い
。
美
の
創
造
を
企
図
す
る
の

で
も
な
く
、
そ
れ
を
売
る
こ
と
に
頓
着
す
る

の
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
の
人
た
ち
の
手
に

よ
り
つ
く
ら
れ
た
も
の
は
、
強
力
で
あ
る
。

も
の
の
側
と
ひ
と
の
側

構
成
さ
れ
た
素
材
、
ま
た
そ
こ
に
生
ま
れ

た
あ
る
種
の
秩
序
が
、
な
ぜ
か
視
る
人
に
何

か
を
感
じ
さ
せ
る
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ

の
よ
う
な
力
が
、
そ
こ
に
あ
る
木
や
布
、
石

や
金
属
や
顔
料
が
そ
れ
ぞ
れ
示
す
形
式
や
論

理
や
構
築
の
さ
れ
方
、
つ
ま
り
あ
る
種
の
「
構

造
」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
に
く
い
。

そ
こ
に
あ
る
「
も
の
」
の
側
に
は
確
か
に
力
が

あ
り
、
そ
れ
は
材
料
や
色
、
直
線
や
曲
線
、

面
や
図
形
な
ど
が
い
か
に
構
成
さ
れ
る
か
に

結
局
は
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
強
調
し

て
い
け
ば
、
構
造
主
義
的
な
ア
ー
ト
論
に
も

な
る
。

一
方
そ
の
よ
う
な
力
は
、そ
う
し
た
「
も
の
」

の
論
理
や
構
造
で
は
な
く
、
そ
れ
を
視
る
（
聞

く
、
触
る
、
読
む
）「
ひ
と
」
の
側
に
生
じ
る
と

い
う
事
実
が
あ
る
。
か
た
ち
の
な
か
に
力
が

内
在
す
る
の
で
は
な
く
、
か
た
ち
の
も
つ
力
は

そ
れ
を
視
る
人
の
側
に
生
ま
れ
る
。
も
し
人

が
そ
こ
に
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
ん
な
か
た

ち
を
し
て
い
て
も
、
た
だ
の
木
や
石
で
あ
る
。

同
じ
力
な
の
か

だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
人
さ
え
い
れ
ば
、

そ
こ
に
生
ま
れ
た
（
と
感
じ
ら
れ
る
）
力
は
同

じ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
こ
に
い
る
人
が
ど
の

よ
う
な
人
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
力
は
違
っ

て
く
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。
ア
フ
リ

カ
の
彫
刻
を
つ
く
っ
た
手
や
目
や
感
受
性
を

も
つ
人
び
と
自
身
が
そ
れ
を
視
て
い
る
場
合

と
、「
ア
ー
ト
」
に
と
く
に
関
心
を
も
っ
て
き

た
欧
米
や
、
日
本
や
ア
ジ
ア
や
オ
セ
ア
ニ
ア
に

生
ま
れ
た
人
び
と
（
あ
る
い
は
そ
こ
を
横
断
し

て
動
く
人
び
と
）
が
そ
れ
を
視
て
い
る
場
合
に
、

同
じ
こ
と
が
起
こ
り
同
じ
も
の
が
見
え
同
じ

力
が
生
ま
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
違
う

の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
ア
フ
リ
カ
の

彫
刻
を
荒
野
の
ピ
カ
ソ
と
し
て
眺
め
、
ジ
ャ
ワ

の
ガ
ム
ラ
ン
音
楽
を
騒
々
し
い
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー

と
し
て
聴
い
て
い
る
」
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
わ
た
し
た
ち
が
人
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
こ
と
と
、
わ
た
し
た
ち
が
そ

れ
ぞ
れ
の
場
や
世
界

―
日
本
や
韓
国
や
中

国
、
欧
米
や
ア
フ
リ
カ
、
オ
セ
ア
ニ
ア
や
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ

―
に
生
き
る
人
で
あ
る
こ
と

に
よ
る
こ
と
と
の
対
比
で
あ
り
、
人
類
学
の

中
核
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
問
題
で
あ
る
。

右―リチャード・ロング
“瀬戸内海の流木の円”（手前）
“瀬戸内海のエイヴォン川の泥の環”（奥）
写真・山本糾
1997年制作　
ベネッセホールディングス蔵
アートは、絵の具や金属や木やガラスな
ど、コンテクストに中立的な素材で作ら
れるとは限らない。コンテクストを強く
もった「流木」という素材による造形の
例。浜辺に打ち寄せられ、すてられた流
木が美術館に運ばれ丸く並べられたとき、
それは突然作品となり巨大な価値をもつ

中―仮面「グバ・グバ」　
民族：バウレ　
国名：コートジボワール　
1978年収集　国立民族学博物館蔵　
標本番号 H0062896

左―「ムラサキイガイ」
制作者：ボー・ディック
民族：クワクワカワクゥ　
国名：カナダ　1986年制作　
国立民族学博物館蔵　
標本番号 H0144651

食事や睡眠のほかはひたすら布をつくる。グアテマラ北西部マヤの女性
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青空床屋の看板というのも素敵だが、

人の顔がしっかりと浮き立つ不思議な

色彩感覚と全体に目がいってしまうバ

ランスの良い構図が素晴らしい。ヘア

スタイルに名称があり、4人の顔の特

長がしっかりと出ている。ガーナにお

けるSMAPのような有名グループなの

だろうか。NICE GUYのみ正面を向い

ていることもあり、一番人気だという

ことが伺える。それにしても、床屋の

主人、顔が真っ青なことから儲
もう

かって

いない様子。僕は、心配である。

毒 し々い色彩に「生命の樹」という名称を

聞いて、一番に思い出すのは岡本太郎が

制作した「太陽の塔」内部にある41メー

トルの「生命の樹」だった。じつはこちら

の「生命の樹」は、ユダ人形にも出てきた

成田亨のデザインによるもの。メキシコと

キリスト教と成田亨、不思議な縁が見えて

くる。メキシコの「生命の樹」は民芸品で

あり贈り物でもあることから、とっても幸

福が満ちあふれているが、僕は、これが

41メートルになったものを想像してワクワ

クしているのだ。

雪景色のなかに、この装束を着た人がすっと立って

いるのを想像した。首が長くみえるような模様は、ま

るで骨が見えているようで恐ろしくも感じる。聞くとこ

ろによると実際は5人以上が一組みとなり、歌って踊

るらしいが、丁度手を広げたくらいの角の幅が、隣

との距離をつくっているのかもしれない。東北に暮ら

す人たちが、鹿をどのように見て、どのように接して

いたのかが理解できるデザインは秀逸。

ア
�
ト
デ
�
レ
ク
タ
�
が
見
た

み
ん
ぱ
く
資
料

選
・
コ
メ
ン
ト
　

原は
ら

田だ 

祐ゆ
う

馬ま

　U
M

A
 / d

e
sig

n
 fa

rm

「
イ
メ
�
ジ
の
力
」
展
図
録
を
手
が
け
る

ア
�
ト
デ
�
レ
ク
タ
�
、
原
田
祐
馬
氏
。

原
田
氏
が
、
今
回
展
示
さ
れ
る
資
料
を
見
て
、

感
じ
た
こ
と
、
思
�
た
こ
と
。

生
命
の
樹

鹿し
し

頭が
し
ら

ユ
ダ
人
形

床
屋
用
看
板

棺
桶
（
ラ
イ
オ
ン
）

白い身体に黒いライン、これを見て

一番に思い浮かべたのは、成
なり

田
た

亨
とおる

が

デザインをしたウルトラ怪獣・ダダ。

手を挙げた姿もダダそのものだ。し

かし、この人形はイエスを裏切った

ユダを張り子人形にしたもの。復活

祭前日にメキシコでは悪の象徴として、

首つりにされ、焼かれ、むち打たれ、

花火をいれて爆破される。必死で逃

げ惑いウルトラマンに殺されたダダと、

ボロボロにされる無抵抗な人形、僕

はどっちも愛おしい。

このライオン、棺
かん

桶
おけ

らしい。確かになかに入れるようになって

いる。ガーナでは亡くなると故人が好きだったものや、想いが

あるものが棺桶になる。僕だったら何に入りたいかと考えてい

たところ、じつは、自分では決めることはないらしい。家族が

故人のためにどのような棺桶が相応しいのか考え、工房に制

作を依頼する。美しさというよりもこの不格好さが故人を想い、

みんなが一緒に笑えるのだろう。好きだったものを棺桶に入

れるよりもとってもストレートな方法で、僕は好きだ。

民族：メスティソ
国名：メキシコ
1985年収集
標本番号 H0131670

1979年大阪生まれ。京都精華大学芸術学部デザイン学科建築専
攻を卒業後、インターメディウム研究所（IMI）終了。
アートディレクター／デザイナーとして、ブックデザイン、グラ
フィックデザイン、エキシビジョンデザインなどを手がける。
大阪に国際水準のデザインを生み出すべく、その状況を創出しよ
うと取り組むイベント「DESIGNEAST」や、瀬戸内国際芸術祭2013
「小豆島・醤の郷＋坂手港プロジェクト」のディレクターをつとめ
るなど、その活動はデザインの枠にとどまらない。
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国名：日本
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﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂雑
感

―
美
術
史
学
の
立
場
か
ら

長な
が

屋や 

光み
つ

枝え

　
国
立
新
美
術
館
主
任
研
究
員

人
間
と
想
像
力
と
の
あ
い
だ
に

人
間
の
想
像
力
は
、
造
形
活
動
を
支
え
る

根
本
的
な
力
で
あ
り
、
生
み
出
さ
れ
た
イ
メ
ー

ジ
は
、
翻
っ
て
観
者
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
。

本
展
覧
会
は
、
人
間
と
イ
メ
ー
ジ
の
あ
い
だ

の
相
互
作
用
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
。「
イ
メ
ー

ジ
の
力
」
と
は
、
こ
う
し
た
主
旨
に
相
応
し

い
展
覧
会
タ
イ
ト
ル
だ
と
自
負
し
て
い
る
が
、

正
式
名
称
と
し
て
決
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
、

少
な
か
ら
ず
紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ

が
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
ば
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
、

は
て
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ブ
ー
ム
に
乗
っ
た

自
己
啓
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
が
喚
起
さ
れ
る
と

い
う
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
危
惧
は
、
美
術
史
を
学
ん
だ
わ
た
し
に
は

思
い
が
け
な
い
も
の
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
展

覧
会
の
目
的
を
意
外
な
方
向
か
ら
照
ら
し
出

し
て
い
て
興
味
深
く
も
感
じ
た
。

逆
転
す
る
イ
メ
ー
ジ

西
洋
美
術
史
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
「
イ

メ
ー
ジ
」
は
、狭
義
に
は
、模
倣
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）

と
い
う
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
イ
メ
ー
ジ
の
訳
語
で
あ
る
「
像
」
を
引

き
合
い
に
出
す
と
わ
か
り
や
す
い
。
た
と
え

ば
、
仏
像
が
仏
の
像
で
あ
り
、
肖
像
画
が
特

定
の
人
物
の
像
で
あ
る
よ
う
に
、
イ
メ
ー
ジ

と
は
、
実
在
す
る
対
象
や
概
念
が
あ
っ
て
初

め
て
存
在
可
能
な
、
い
わ
ば
写
し
で
あ
る
。

色
や
か
た
ち
を
駆
使
し
て
実
現
さ
れ
た
イ

メ
ー
ジ
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
模
倣
あ
る
い
は
具

現
化
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
わ
た
し
た
ち
は
、

現
実
に
は
無
い
何
か
を
あ
り
あ
り
と
思
い
浮

か
べ
る
行
為
を
「
イ
メ
ー
ジ
す
る
」
な
ど
と

表
現
す
る
し
、
程
度
の
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、

イ
メ
ー
ジ
に
現
実
を
変
え
る
力
が
あ
る
こ
と

を
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
。こ
の
文
脈
で
の「
イ

メ
ー
ジ
」
は
、
現
実
を
必
要
と
し
な
い
ば
か

り
で
は
な
く
、
現
実
を
凌
り
ょ
う

駕が

す
る
と
い
う
点

で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
写
し
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ

と
は
ま
っ
た
く
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
つ
。

イ
メ
ー
ジ
を
写
し
と
と
ら
え
る
見
方
が
強

い
西
洋
美
術
で
も
、
現
実
と
イ
メ
ー
ジ
の
関

係
を
逆
転
さ
せ
る
力
は
認
識
さ
れ
て
い
た
。

実
際
に
、
こ
れ
を
象
徴
的
に
表
し
た
物
語

「
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
伝
説
」
は
、
し
ば
し
ば
絵

画
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン

と
い
う
伝
説
上
の
人
物
が
、
自
ら
が
作
っ
た

彫
像
に
恋
を
し
、
そ
の
像
の
よ
う
に
美
し
い

女
性
と
結
婚
し
た
い
と
祈
る
。
そ
の
結
果
、

彫
像
に
生
命
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
の
伝

説
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
に
現
実
が
必
要
と

さ
れ
な
い
こ
と
、
イ
メ
ー
ジ
が
現
実
を
超
え

る
力
を
も
つ
こ
と
、
イ
メ
ー
ジ
が
人
間
と
身

体
的
に
か
か
わ
り
う
る
こ
と
、
な
ど
を
示
唆

し
て
い
る
。
絵
画
や
彫
刻
な
ど
の
視
覚
芸
術

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
模
倣
の
技
術
と
し

て
低
く
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
イ
メ
ー

ジ
の
魔
術
的
な
力
へ
の
怖
れ
も
反
映
し
て
い

た
こ
と
だ
ろ
う
。

展
示
物
と
の
距
離

さ
て
、
美
術
館
と
博
物
館
で
は
、
イ
メ
ー

ジ
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
に
大
き
な
違
い
が
あ

る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

博
物
館
で
は
触
る
こ
と
が
で
き
る
展
示
物
が

珍
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
美
術
館
は
、
展

示
物
に
触
る
こ
と
を
基
本
的
に
禁
じ
て
い
る
。

イ
メ
ー
ジ
は
、
距
離
を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
特
化
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
こ
の
こ
と

は
、
美
術
館
と
い
う
制
度
が
、
イ
メ
ー
ジ
を

模
倣
と
結
び
つ
け
て
き
た
西
洋
で
整
え
ら
れ

た
こ
と
を
少
な
か
ら
ず
反
映
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
残
念
な
が
ら
、
東
京
展
で
も
展
示
品
に

触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
イ
メ
ー
ジ

と
の
相
互
作
用
を
体
感
し
て
い
た
だ
く
こ
と

を
目
指
す
こ
の
展
覧
会
で
、
美
術
館
の
あ
ら

た
な
可
能
性
が
開
け
ば
と
願
っ
て
い
る
。

右上―オノレ・ドーミエ
≪『古代史』：（47）ピュグマリオン「うひゃあ、
芸術の輝ける大勝利！ 驚いたのなんのって／
大彫刻家もびっくり仰天、自分でつくった彫像
が息づき／みずみずしくも甘ったれた風情で、
のそのそ腰かがめ、ねえ、ちょっと／あたしに
もひとつまみちょうだいな、なんて目顔で言っ
てくれたひにゃ」（シメオン伯爵）≫
1842年制作　リトグラフ、国立西洋美術館蔵

左上―ナマハゲの面（赤鬼）
地域：秋田県男鹿半島入道崎　国名：日本
1984年収集　国立民族学博物館蔵　
標本番号 H0122399

左下―呪術用の像「ミンキシ」　
民族：ヨンベ　国名：コンゴ共和国　
1976年収集　国立民族学博物館蔵　
標本番号 H0007519
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❶ 男性用首飾り、南アフリカ、　　　　　　　 

縦 16 ×横 7 cm、H0233087　　　　　　 

中央に垂れ下がる四角のなかの柄は求愛の
メッセージで、恋人に去られたときは足首
に巻く

❷ 護符（符籍）「心をつかむ（恋愛）」、韓国、
縦 19.5 ×横 9cm、H0214184

❸ ひょうたん笛、中国、　　　　　　　　　
幅 13 ×奥行 54 ×高さ 13cm、H0237912 

雲南省西南部の少数民族のあいだで、恋心
を伝えるために用いられていた

❹ 農民画、中国、　　　　　　　　　　　　 

縦 79 ×横 54cm、H0226509　　　　　　 

苗族の恋愛歌を交わす場面が描かれている。
右の人物がひょうたん笛を吹いている

❺ 愛の告白用 弓矢、ナミビア、　　　　　
幅 4.7 ×奥行 14cm（弓矢入れの寸法）、
H0204332　　　　　　　　　　　　　
かつてサンの人びとは、愛の告白のため女
性の家に矢を打ったことから、矢 3本、弓
1本が袋に入ったセットがお土産用としてつ
くられている。男性から女性に贈る

❻ 婚約指輪、グアテマラ、　　　　　　　　
直径 2.2 ×高さ1.1cm、H0153529

❼ 糸取り棒、エストニア、　　　　　　　　
幅 16 ×奥行 37 ×高さ 2.3cm、H0188229

きれいな装飾をみずからほどこした糸取り
棒を婚約者に渡すことで、一人前の男と認
められた

❽ 高地マヤの衣装（男性用、女性用）、　　　
グアテマラ、H0065522ほか

※寸法は計測時の最大値を示す。

二
月
一
四
日
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
ヴ
ァ

レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
で
あ
る
。
愛
の
告
白
の
日

に
、
い
ま
で
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
女
性
か
ら

男
性
に
贈
る
習
慣
が
す
っ
か
り
定
着
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
会
社
の
販
売

戦
略
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
し
て
も
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
が
好
ま
れ
て
い
る
の
は
、
含
ま
れ

る
テ
オ
ブ
ロ
ミ
ン
の
効
果
で
何
と
な
く
や
さ

し
い
気
持
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
ポ
リ

フ
ェ
ノ
ー
ル
や
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
が
豊
富
で
健

康
に
も
い
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
愛
の
証
と
し

て
何
か
を
プ
レ
セ
ン
ト
す
る
の
は
、
世
界
中

ど
こ
に
で
も
あ
る
人
間
の
営
み
の
ひ
と
つ
で

あ
ろ
う
が
、
じ
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
選

ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
近
は
義
理
チ
ョ
コ

や
友
チ
ョ
コ
と
い
っ
て
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
す
る
こ
と
が
は
や
っ
て
い
る
よ
う

だ
が
、
た
と
え
義
理
チ
ョ
コ
で
も
、
ミ
ャ
オ

族
の
絵
画
の
よ
う
に
、
自
然
と
笑
顔
に
な
る

こ
と
請
け
合
い
で
あ
る
❹
。

愛
す
る
気
持
ち
は
互
い
に
感
じ
合
う
も
の

と
い
っ
て
も
、
何
か
の
形
に
し
た
く
な
る
も

の
で
あ
る
。
愛
の
証
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い

も
の
は
、
婚
約
指
輪
で
あ
ろ
う
し
、
結
婚
指

輪
で
あ
ろ
う
。
腕
輪
を
贈
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

愛
の
告
白
の
た
め
に
女
性
の
家
に
矢
を
打
つ

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
❶
❺
❻
。

最
近
は
、
既
製
品
を
贈
り
物
と
す
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
手
袋
や
マ

フ
ラ
ー
、
セ
ー
タ
ー
な
ど
を
自
ら
丹
精
込
め

て
作
っ
て
贈
る
女
性
も
多
い
に
ち
が
い
な
い
。

願
い
成
就
の
願
掛
け
や
お
守
り
を
も
つ
こ
と

も
あ
ろ
う
❷
。

わ
た
し
が
贈
り
物
と
し
て
も
っ
と
も
感
動

し
た
の
は
、
恋
人
や
夫
、
子
ど
も
の
た
め
に
、

何
ヶ
月
も
か
け
て
織
る
衣
服
で
あ
っ
た
❽
。

い
ま
で
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の

女
性
は
二
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
、
村
ご
と
に
異

な
る
衣
装
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
い
く
つ
か

の
村
で
は
男
性
の
衣
装
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

の
衣
装
に
み
と
れ
て
、
最
初
の
こ
ろ
は
、
女

性
が
腰
機
で
何
ヶ
月
も
か
け
て
織
る
こ
と
に

な
か
な
か
気
づ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
気
づ

い
た
と
き
、
女
性
の
細
や
か
な
仕
事
と
と
も

に
、
夫
や
子
ど
も
に
か
け
る
愛
情
の
深
さ
を

あ
ら
た
め
て
思
い
知
っ
た
。
日
常
の
家
事
の

空
い
た
時
間
に
織
る
そ
う
し
た
織
物
も
現
代

化
に
伴
い
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。
愛
の
表

現
の
形
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で

あ
ろ
う
か
。

愛の表現
八

や

杉
す ぎ

 佳
よ し

穂
ほ

　民博 民族文化研究部
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似てるけどどこか違う
似てないようでどこか似てる

いろんな工夫や思いを映す 
みんぱくの所蔵資料
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❸



オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
「
あ
り
が
と
う
ス
タ
ン
プ
」
に
新
し
い
こ
と

ば
が
登
場
し
、
第
一
弾
の
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
語
と
あ
わ
せ
て
全
8
種

類
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
武
庫
川
女
子
大
学
の
生
活
環
境
学
部
情

報
メ
デ
ィ
ア
学
科
の
学
生
さ
ん
に
よ
る
も
の
。
若
い
人
た
ち
の
感

性
を
商
品
に
活
か
し
た
い
と
い
う
私
た
ち
の
思
い
と
、「
ア
イ
デ

ア
」
か
ら
「
商
品
化
」
へ
の
実
際
の
道
の
り
を
学
生
た
ち
に
学
ば

せ
た
い
と
い
う
肥
後
有
紀
子
先
生
の
思
い
が
重
な
っ
て
、
今
回
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
実
現
し
ま
し
た
。

世
界
の
こ
と
ば
で
「
あ
り
が
と
う
」
は
ど
の
よ
う
に
言
う
の
か
、
ど

の
よ
う
な
文
字
で
書
か
れ
る
の
か
、
楽
し
み
な
が
ら
学
び
ま
し
ょ

う
。
今
後
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
な
ど
、
続
々
登
場
の
予
定
で
す
。

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館 

講
堂

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
（
13
時
開
場
）

定
員　
4
5
0
名
（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　
無
料
（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
、

　
　
　
　
　
　
　

2
月
20
日
（
木
）
以
降
は
観
覧
料
が
必
要
で
す
）

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（平日9時～17時）　FAX 06-6878-3716
 http://www.senri-f.or.jp/      e-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

電話  06-6876-3112
FAX  06-6876-0875
e-mail shop@senri-f.or.jp
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/

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

友の会

国立民族学博物館
ミュージアム・ 
ショップ

世
界
の
こ
と
ば
で
「
あ
り
が
と
う
」。

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
）

第
4
2
9
回　

3
月
1
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

梅
棹
忠
夫
の
モ
ン
ゴ
ル
調
査
を
た
ど
る

講
師　
小
長
谷
有
紀
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

梅
棹
忠
夫
の
民
族
学
研
究
に
と
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
研
究
は
格
別
な
意

味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
民
博
で
は
残
さ
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
や

フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
、
カ
ー
ド
な
ど
を
整
理
し
、
梅
棹
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
と
し
て
公
開
す
る
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
作
業

の
一
環
と
し
て
2
0
1
3
年
秋
に
張
家
口
や
渾
善
達
克
（
ぐ
ん
し
ゃ

ん
だ
く
）
砂
丘
、
蘇
尼
特
（
す
に
と
）
な
ど
梅
棹
ル
ー
ト
を
走
破
し

ま
し
た
。
梅
棹
の
克
明
な
記
録
の
数
々
を
整
理
す
る
楽
し
さ
、
そ

し
て
梅
棹
ル
ー
ト
を
実
際
に
回
っ
た
旅
の
途
上
で
の
出
来
事
な
ど

を
お
話
し
し
ま
す
。

今
年
の
秋
に
は
、
ス
ケ
ッ
チ
や
ノ
ー
ト
を
手
に
、
友
の
会
の
み
な

さ
ん
と
と
も
に
再
度
、
内
モ
ン
ゴ
ル
を
訪
ね
よ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
一
緒
し
ま
し
ょ
う
！
（
旅
の
詳
細
は
「
友
の
会
」
ま

で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
）

第
4
3
0
回　

4
月
5
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
新 

中
国
地
域
の
文
化
展
示
関
連
】

中
国
最
多
の
少
数
民
族
、
チ
ワ
ン
（
壮
）
族
の
現
在

講
師　
塚
田
誠
之
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

東
京
講
演
会

会
場　
国
立
新
美
術
館
研
修
室
Ａ
・
Ｂ

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
）

第
1
0
8
回　

3
月
9
日
（
日
）
13
時
半
〜
14
時
15
分

国
立
新
美
術
館
で
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
展
開
催
に
あ
た
っ
て

講
師　
須
藤
健
一
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

館
長
）

「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
展
は
本
館
所
蔵
の
34
万
点
の
標
本
資
料
か
ら

「
美
的
基
準
」
に
も
と
づ
い
て
6
0
0
点
を
選
り
だ
し
ま
し
た
。

美
術
館
の
展
示
は
ア
ー
ト
、
民
族
学
博
物
館
の
も
の
は
民
族
資
料

と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
民
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
国
立
新

美
術
館
で
披
露
す
る
試
み
で
す
。
み
な
さ
ん
、
世
界
各
地
の
住
人

が
創
り
だ
し
た
多
種
多
様
な
造
形
物
の
な
か
に
「
美
し
さ
」
や

「
ア
ー
ト
」
を
発
見
す
る
楽
し
み
を
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。
本
講

演
は
、「
美
の
普
遍
性
」
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
に
、
国
立
新
美
術
館
研
究
員
に
よ
る
展
示
概
要

の
解
説
（
30
分
）
も
お
こ
な
い
ま
す
。

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ 電話でのお問い合わせ　06 - 6878 - 8560（本館 広報係）
みんぱくfacebookページ　http://www.facebook.com/MINPAKU.official

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/

電話でのお問い合わせ　06 - 6878 - 8560（本館 広報係）
みんぱくフェイスブック　http://www.facebook.com/MINPAKU.official

みんぱくツイッター　http://twitter.com/MINPAKUofficial

第
4
2
9
回　

2
月
15
日（
土
）

ベ
ト
ナ
ム
の
黒
タ
イ
の
う
た
、お
は
な
し

講
師　
樫
永 

真
佐
夫（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

山
が
ち
な
ベ
ト
ナ
ム
西
北

地
方
に
は
、
た
く
さ
ん
の

民
族
が
高
度
に
応
じ
て

す
み
わ
け
て
い
ま
す
。
盆

地
で
は
そ
の
う
ち
黒
タ
イ

と
い
う
人
び
と
が
、
水
田

を
ひ
ら
い
て
く
ら
し
て
い

ま
す
。
か
れ
ら
が
村
で
伝

え
て
き
た
歌
や
お
話
を

紹
介
し
、
か
れ
ら
が
自
分

た
ち
の
く
ら
し
を
ど
の
よ

う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る

の
か
、
村
の
現
状
に
ふ
れ

な
が
ら
お
話
し
ま
す
。

ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
ン
バ
イ
省
ギ
ア
ロ

に
あ
る
黒
タ
イ
の
村
で

第
4
3
0
回　

3
月
15
日（
土
）

装
い
の
セ
ン
ス
と
伝
承

―
中
国
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら

講
師　
横
山
廣
子（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

中
国
雲
南
省
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
衣
装
を
目
に
し
ま
す
。

日
常
的
に
着
る
人
び
と
は
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
民
族
衣
装
は

大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

変
化
し
つ
つ
伝
承
さ
れ
、

洗
練
さ
れ
て
き
た
装
い
の

セ
ン
ス
が
、
色
合
い
、
形
、

装
飾
、
そ
し
て
何
よ
り
着

方
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
そ

れ
を
紹
介
し
、
伝
承
が
ど

の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
る

の
か
も
考
え
て
み
ま
す
。

大
理
白
族
自
治
州
の
イ
族（
１
９
９
０

年
撮
影
）

価格はすべて税込

国
立
民
族
学
博
物
館
創
設
40
周
年
記
念

日
本
文
化
人
類
学
会
50
周
年
記
念

「
イ
メ
ー
ジ
の
力
―
国
立
民
族
学
博
物
館

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」

迫
り
く
る
力
、
驚
き
と
の
出
会
い
、

こ
の
ア
ー
ト
を
体
験
し
よ
う

会
期　

2
月
19
日
（
水
）
〜
6
月
9
日
（
月
）

会
場　
国
立
新
美
術
館　

企
画
展
示
室
2
E
（
東
京
）ありがとうスタンプ　　各 420円

アラビア語
（シュクラン）

ベトナム語
（カム　オーン）

マダガスカル語
（ミサウチャ）

ヒンディー語
（ダンニャワード）

タガログ語
（サラマッートゥ）

日本語
（ありがとう）

英語
（サンキュー）

中国語
（シェーシェー）

展
示
場
新
構
築
の
お
知
ら
せ

朝
鮮
半
島
の
文
化
・
中
国
地
域
の
文
化
・
日

本
の
文
化
「
沖
縄
の
く
ら
し
・
多
み
ん
ぞ
く

ニ
ホ
ン
」
の
展
示
場
が
3
月
20
日
に
オ
ー
プ

ン
！

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
ペ
ル
ー
南
海
岸
に
お
け
る
社
会
の
実
態
と
変
容

（D
e
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llo

 y C
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b
io
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）」

ナ
ス
カ
お
よ
び
パ
ル
パ
地
区
を
中
心
に
現
地
調
査
を

実
施
し
て
い
る
ア
ン
デ
ス
考
古
学
者
が
集
ま
り
、
こ

の
地
域
に
成
立
し
た
諸
社
会
（
パ
ラ
カ
ス
、
ナ
ス
カ
、

イ
カ
な
ど
）
の
実
態
と
そ
の
動
態
に
関
す
る
知
見
を

深
め
る
と
と
も
に
、
共
有
し
ま
す
。

日
時　

2
月
16
日
（
日
）
10
時
〜
17
時
30
分

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
ス
ペ
イ
ン
語
【
通
訳
な
し
】

お
問
い
合
わ
せ
先

関
研
究
室　

sekiken@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
個
人・
家
族・
国
家
の
ゆ
く
え̶

文
化
人
類
学

と
人
口
学
か
ら
の
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

今
日
の
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
地
域
に
お
け
る
個

人
と
家
族
、
国
家
が
直
面
す
る
課
題
を
、
国
際
人
口

移
動
や
保
健
医
療
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
家
族
な
ど
の

テ
ー
マ
か
ら
検
討
し
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
国
立
パ
リ
・

デ
カ
ル
ト
大
学
の
人
口
開
発
研
究
所
と
連
携
し
、
日

仏
の
研
究
者
と
援
助
機
関
を
交
え
た
社
会
に
向
け

た
理
論
的
考
察
を
目
指
し
ま
す
。

日
時　

3
月
1
日
（
土
） 

10
時
〜
17
時
30
分

　
　
　

3
月
2
日
（
日
）
9
時
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館
第
４
セ
ミ
ナ
ー
室

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料

　
日
本
語･

フ
ラ
ン
ス
語
【
同
時
通
訳
あ
り
】

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

三
島
研
究
室　

m
ishim

a@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

人
間
文
化
研
究
機
構
第
23
回
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
高
齢
期
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
多
様
な
住
ま

い
方
」

高
齢
期
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
配
慮
し
た
多
様
な

住
空
間
構
想
が
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
住
み
心
地

の
よ
い
、
地
域
文
化
を
活
か
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

育
て
て
ゆ
く
可
能
性
と
道
筋
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

3
月
8
日
（
土
）
13
時
〜
17
時
20
分

会
場　

イ
イ
ノ
ホ
ー
ル

　
　
　
（
東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
2
ー
1
ー
1
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
手
話
通
訳
あ
り

公
開
講
演
会　

「
働
き
者
と
、
ナ
マ
ケ
モ
ノ
!?

̶

『
は
た
ら
き
か
た
』
文
化
論
」

働
き
者
は
ど
こ
に
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
高
度
福
祉

国
家
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
事
例
、
成
果
の
不
確

実
性
が
つ
ね
に
大
き
い
カ
ツ
オ
釣
り
漁
業
者
の
事
例

な
ど
か
ら
、「
は
た
ら
き
か
た
」
を
文
化
と
し
て
と

り
あ
げ
ま
す
。 

日
時　

3
月
20
日
（
木
）
18
時
30
分
〜
20
時
45
分

会
場　

オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル

　
　
　
（
大
阪
市
北
区
梅
田
3
ー
4
ー
5

　
　
　
　
毎
日
新
聞
社
ビ
ル
Ｂ
１
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
参
加
証
必
要

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

本
館　

研
究
協
力
係　

電
話　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
0
9

み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
人
生
は
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
」

75
歳
に
し
て
同
性
愛
者
だ
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
、

余
生
短
い
人
生
を
思
う
ま
ま
に
生
き
る
父
と
、
自
分

自
身
に
自
信
が
持
て
な
い
息
子
と
の
交
流
を
描
い
た

作
品
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
家
族
形
態
に
お
け
る

同
性
愛
者
の
存
在
と
人
間
関
係
、
こ
れ
か
ら
の
新
し

い
家
族
の
在
り
方
を
皆
さ
ん
と
と
も
に
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

日
時　

3
月
16
日
（
日
）
13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

※
当
日
10
時
か
ら
講
堂
入
口
に
て
整
理
券
を
配
布

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

「
点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

日
時　

2
月
8
日
（
土
）
12
時
〜
15
時
30
分

　
　
　

3
月
8
日
（
土
）
12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
当
日
受
付
、
参
加
無
料

地
球
お
は
な
し
村

「
お
は
な
し
、
お
は
な
し
〜
西
ア
フ
リ
カ
の
昔
話

を
か
た
る
〜
」

日
時　

2
月
27
日
（
木
）
11
時
15
分
〜
11
時
45
分

　
　
　

3
月
16
日
（
日
）
13
時
30
分
〜
14
時

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
当
日
受
付
、
参
加
無
料

※括弧内は各文字の
読み方を表します。

■
お
知
ら
せ

４
月
か
ら
、
研
究
公
演
、
み
ん
ぱ
く
映
画
会
、
み
ん

ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ
に
ご
参
加
い
た
だ
く
際
、
当

館
の
観
覧
券
の
ご
提
示
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
い
た

し
ま
し
た
。
観
覧
券
は
、
当
館
観
覧
券
売
場
ま
た

は
自
然
文
化
園
各
ゲ
ー
ト
脇
の
券
売
機
等
に
て
お

買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

な
お
、
み
ん
ぱ
く
フ
リ
ー
パ
ス
、
国
立
民
族
学
博
物

館
友
の
会
会
員
証
、
キ
ャ
ン
パ
ス
メ
ン
バ
ー
ズ
の
学

生
証
等
を
お
持
ち
の
方
は
、
ご
提
示
い
た
だ
く
と
、

観
覧
券
は
不
要
で
す
。

●
展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
お
知
ら
せ

展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
た
め
、
朝
鮮
半
島
の

文
化
・
中
国
地
域
の
文
化
・
日
本
の
文
化
（
沖
縄
の

く
ら
し
）
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

期
間　

3
月
19
日
（
水
）
ま
で

●
展
示
場
一
部
閉
鎖
の
お
知
ら
せ

本
館
2
階
展
示
場
の
空
調
設
備
更
新
の
た
め
2
月

19
日
（
水
）
ま
で
、
展
示
場
の
一
部
閉
鎖
を
い
た
し

ま
す
。
そ
の
間
は
観
覧
無
料
と
な
り
ま
す
（
た
だ
し

自
然
文
化
園
（
有
料
区
域
）
を
通
行
さ
れ
る
場
合

は
、
入
園
料
が
必
要
で
す
）。
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

閉
鎖
区
域

オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ア
フ
リ
カ
、
西
ア
ジ
ア
、
音
楽
の
一
部

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
か
ら

17
時
（
土
日
祝
を
除
く
）
で
す
。

カツオの一本釣り
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み
ん
ぱ
く
が
位
置
す
る
大
阪
府
で
は
、
五
年
ほ
ど
前
、
府
政
合
理
化
の
流
れ
の
な
か
で
博
物
館
を
は
じ
め
と
す
る
多

く
の
文
化
施
設
が
廃
止
さ
れ
た
。
み
ん
ぱ
く
は
国
立
機
関
な
の
で
影
響
が
な
か
っ
た
が
、
予
算
は
削
ら
れ
つ
づ
け
て
い

る
。
文
化
施
設
は
、
か
く
も
政
治
に
翻
弄
さ
れ
や
す
い
。

民
族
の
相
互
理
解
の
た
め
に

今
回
紹
介
し
た
い
の
は
、
大
阪
の
博
物
館
で
も
日
本
の
で
も
な
い
。
ま
ず
は
写
真
を
見
て
い
た
だ
こ
う
。
こ
れ
は
、

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
地
方
都
市
ト
ゥ
リ
ア
ラ
に
あ
る
、
大
学
付
属
博
物
館
の
展
示
で
あ
る
。
こ
の
博
物
館
は
、
マ
ダ
ガ
ス

カ
ル
口
承
記
録
研
究
セ
ン
タ
ー
と
い
う
大
学
の
研
究
機
関
が
運
営
し
て
い
る
。﹁
博
物
館
を
併
設
し
た
研
究
所
﹂
と
い

う
意
味
で
は
、
み
ん
ぱ
く
と
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
。

ち
が
う
の
は
、
み
ん
ぱ
く
が
国
立
で
あ
り
な
が
ら
世
界
じ
ゅ
う
の
文
化
を
紹
介
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
同
じ
く
国

立
の
ト
ゥ
リ
ア
ラ
大
学
付
属
博
物
館
は
、逆
に
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
一
地
域
だ
け
を
扱
っ
て
い
る
点
だ
。
後
者
が
扱
う
ト
ゥ

リ
ア
ラ
州
と
い
う
地
域
は
、
国
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
風
土
と
社
会
環
境
の
も
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
く
ら

し
が
営
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
と
く
に
村
落
部
で
は
、
く
ら
し
の
多
様
さ
の
理
由
が
民
族
の
ち
が
い
に
求
め
ら
れ
る

傾
向
が
強
い
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
博
物
館
は
、
こ
う
し
た
国
内
や
地
域
内
の
多
様
性
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
文
化
的

背
景
を
異
に
す
る
人
た
ち
の
相
互
理
解
を
支
援
す
る
よ
う
期
待
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

写
真
に
写
っ
て
い
る
彫
像
は
、
ア
ル
ア
ル
と
い
う
墓
標
の
先
端
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
装
飾
で
あ
る
。
こ
う
し
た
装
飾
は
、

マ
ハ
フ
ァ
リ
人
の
あ
い
だ
で
さ
か
ん
に
製
作
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
別
の
あ
る
民
族
集
団
で
も
墓
標
の
装
飾
が
一

般
的
だ
っ
た
が
、
詳
し
く
み
る
と
ア
ル
ア
ル
の
様
式
と
は
異
な
る
。
ア
ル
ア
ル
は
、
マ
ハ
フ
ァ
リ
人
の
民
族
的
シ
ン
ボ

ル
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

地
方
色
が
強
い
と
い
う
点
だ
け
な
ら
ば
、
日
本
で
も
類
似
の
展
示
を
地
方
博
物
館
で
み
か
け
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
過
去
の
く
ら
し
を
展
示
し
た
も
の
で
、
そ
の
地
域
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
を
示
す
こ
と
に
強
い
関
心

が
あ
る
。
ト
ゥ
リ
ア
ラ
大
学
付
属
博
物
館
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
、
身
近
な
他
者
の
現
在
を
理
解
す
る
意
図
の
も
と

に
、結
果
と
し
て
展
示
に
地
方
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、多
文
化
状
況
に
置
か
れ
た
国
に
共
通
だ
ろ
う
が
、

ア
フ
リ
カ
大
陸
な
ど
で
と
く
に
強
く
感
じ
る
点
で
あ
る
。

国
政
と
博
物
館

こ
こ
ま
で
に
書
い
た
こ
と
も
、
博
物
館
と
国
政
と
の
関
係
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
文
化
状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

博
物
館
に
よ
っ
て
多
文
化
の
共
存
や
価
値
観
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
国
政
の
課
題
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
博
物
館
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
は
、
別
に
あ
る
。
国
政
が
、
博
物
館
に
運
営
資
金
を
じ
ゅ

う
ぶ
ん
注
い
で
い
な
い
の
だ
。

最
初
の
写
真
を
も
う
一
度
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
背
景
に
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
か
ワ
ー
プ
ロ
で
印
字
し
た
A
4
の
紙

が
み
え
る
。
印
字
し
た
紙
を
そ
の
ま
ま
壁
に
貼
り
つ
け
て
、
展
示
解
説
と
し
て
い
る
の
だ
。
パ
ネ
ル
に
プ
リ
ン
ト
し
た

写
真
も
あ
る
が
、白
黒
で
あ
る
た
め
に
、遠
い
過
去
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
パ
ネ
ル
が
製
作
さ
れ
た
こ
ろ
︵
お

そ
ら
く
一
九
七
〇
年
代
︶
に
は
、
白
黒
写
真
も
ほ
ど
ほ
ど
に
リ
ア
ル
な
表
現
手
段
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
デ
ジ
タ

ル
写
真
が
普
及
し
た
現
在
で
は
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
人
び
と
で
も
、
こ
う
し
た
写
真
の
内
容
を
過
去
の
も
の
と
受
け
と

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

古
い
表
現
手
段
を
更
新
で
き
ず
に
長
ら
く
放
置
し
、
あ
た
ら
し
い
展
示
解
説
が
必
要
に
な
る
と
オ
フ
ィ
ス
機
器
で
簡

易
に
作
る
と
い
う
の
が
、マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
国
立
博
物
館
の
現
状
だ
。
そ
れ
は
、展
示
内
容
の
良
し
悪
し
に
は
関
係
な
い
。

だ
が
、
博
物
館
の
置
か
れ
た
状
況
が
か
く
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
例
は
、
あ
え
て
紹
介
し
て
お
き
た
か
っ
た
。

じ
つ
を
い
う
と
、
運
営
資
金
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
与
え
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
展
示
場
を
公
開
で
き
る
博
物
館
は
ま
だ
ま

し
で
あ
る
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
で
は
、
二
〇
〇
九
年
に
大
統
領
が
追
放
さ
れ
、
暫
定
政
権
が
発
足
し
て
以
来
、
大
学
生
に

よ
る
デ
モ
が
断
続
的
に
頻
発
し
て
い
る
。
大
学
に
よ
っ
て
は
博
物
館
を
開
く
ど
こ
ろ
で
は
な
い
し
、
高
等
教
育
省
直
属

で
大
学
と
関
係
な
い
博
物
館
も
、
新
装
開
館
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
は
か
ら
っ
て
閉
館
し
た
ま
ま
だ
。

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
で
は
二
〇
一
三
年
の
一
〇
月
と
一
二
月
に
大
統
領
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
、
正
常
化
の
道
を
た
ど
り
つ
つ

あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
国
政
が
正
常
化
す
る
の
は
ま
だ
時
間
が
か
か
り
そ
う
だ
が
、
博
物
館
の
状
況
も
一
刻
も
早
く
改
善

し
て
も
ら
い
た
い
。

翻
弄
さ
れ
る
博
物
館

飯い
い

田だ 

卓た
く

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

博
物
館
の
運
営
に
は
人
と
お
金
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
。

と
り
わ
け
公
的
な
博
物
館
に
は
、行
政
の
サ
ポ
ー
ト
が
欠
か
せ
な
い
。

必
然
的
に
博
物
館
は
施
政
者
の
思
惑
に
揺
れ
動
く
こ
と
に
な
る
。

市
民
、施
政
者
、博
物
館
の
三
者
の
関
係
は
博
物
館
の
課
題
の
ト
レ

ン
ド
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。

トゥリアラ大学付属博物館のアルアル（撮影・荒川裕子　みんぱく友の会会員） アルアルの彫像部分（み
んぱくのアフリカ展示場
で展示中）

墓地で用いられているアルアルアンタナナリブ大学付属博物館収蔵庫での
資料調査。この収蔵庫の保存管理には、日
本人研究者も協力している

トゥリアラ大学付属博物館の展示

アンタナナリブ

トゥリアラ

マダガスカル

トゥリアラ州
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チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
食
べ
た
こ
と
が
な
い

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
原
料
で
あ
る
カ
カ
オ
が
ア
フ
リ
カ
や
中

南
米
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
採
れ

る
と
知
っ
た
の
は
二
〇
一
〇
年
の
こ
と
。
詳
し
く
調
べ
て
み

る
と
、
採
れ
る
ど
こ
ろ
か
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
世
界
で
第
三

位
の
カ
カ
オ
の
一
大
産
地
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
カ
カ
オ
豆
の

価
格
は
過
去
一
〇
年
間
で
な
ん
と
約
四
倍
に
も
な
っ
て
い

た
。
そ
れ
な
ら
、
カ
カ
オ
農
家
の
所
得
も
四
倍
に
増
え
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
う
思
っ
た
が
現
実
は
そ
う
甘
く
は
な
い
。

一
万
八
〇
〇
〇
以
上
の
島
々
か
ら
な
る
世
界
最
大
の
島と

う
し
ょ嶼
国

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
、
カ
カ
オ
生
産
の
約
七
割
は
ス
ラ

ウ
ェ
シ
島
に
集
中
す
る
。
こ
の
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
最
大
の
都
市

マ
カ
ッ
サ
ル
か
ら
バ
ス
で
北
上
す
る
こ
と
一
〇
時
間
、
カ
カ

オ
栽
培
の
盛
ん
な
村
を
訪
れ
た
。
そ
こ
で
驚
く
べ
き
事
実
を

知
る
こ
と
に
な
る
。
カ
カ
オ
農
家
は
、
カ
カ
オ
豆
が
加
工
さ

れ
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
な
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
も
の
の
、チ
ョ

コ
レ
ー
ト
そ
の
も
の
を
食
べ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
カ
カ
オ
の
価
格
は
遠
く
離
れ
た
ロ
ン
ド

ン
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
際
相
場
で
決
ま
る
。
つ
ま
り
農
家

は
自
身
で
育
て
た
カ
カ
オ
豆
の
価
格
さ
え
自
ら
決
め
ら
れ

な
い
の
だ
っ
た
。

発
酵
へ
の
挑
戦

「
こ
の
状
況
を
何
と
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」。
当
時
金
融

業
界
で
ア
ナ
リ
ス
ト
を
し
て
い
た
わ
た
し
は
、
毎
日
め
ま

ぐ
る
し
く
動
く
株
価
を
追
う
日
々
の
連
続
だ
っ
た
。
し
か

し
、
学
生
時
代
に
バ
ッ
ク
パ
ッ
ク
で
五
〇
カ
国
以
上
旅
し
、

大
学
院
で
は
途
上
国
経
済
の
研
究
を
し
た
経
験
が
、
株
価

の
分
析
で
な
く
実
体
経
済
に
か
か
わ
り
た
い
と
い
う
思
い

を
強
く
し
た
。
し
か
し
仕
事
を
し
な
が
ら
片
手
間
で
世
界

の
不
条
理
な
現
実
を
変
え
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
覚

悟
を
決
め
て
金
融
ア
ナ
リ
ス
ト
の
仕
事
を
辞
し
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
再
度
渡
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
目
を
つ
け
た
の
は

「
発
酵
」
だ
。
カ
カ
オ
は
収
穫
後
に
発
酵
す
る
こ
と
で
香
り

が
良
く
な
る
。
こ
の
発
酵
の
作
業
そ
の
も
の
は
難
し
く
な

い
。
バ
ナ
ナ
の
葉
な
ど
に
包
ん
で
お
く
と
、
目
に
見
え
な
い

微
生
物
が
自お

の

ず
と
カ
カ
オ
豆
を
発
酵
さ
せ
て
く
れ
る
。
論

文
を
読
み
漁あ

さ

っ
て
え
た
知
識
を
元
に
、
村
の
農
家
を
一
軒

ず
つ
回
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
い
く
ら
発
酵
の
重
要

性
を
説
い
て
も
、「
発
酵
を
さ
せ
て
み
よ
う
！
」
と
い
う
農

家
が
あ
ら
わ
れ
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
無
理
も
な
い
。
発
酵

さ
せ
れ
ば
確
か
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
し
た
と
き
に
香
り
も
味

も
良
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
口
に
し
た

こ
と
も
な
く
、
ま
し
て
や
発
酵
さ
せ
て
も
価
格
の
決
定
権
が

な
い
農
家
に
と
っ
て
、
発
酵
と
は
対
価
を
伴
わ
ず
単
に
面
倒

な
作
業
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

試
行
錯
誤
の
日
々

こ
の
ま
ま
で
は
現
実
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
う
思
っ
た
わ
た

し
は
、
こ
の
と
き
会
社
設
立
の
決
心
を
し
た
。
カ
カ
オ
産

地
の
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
「
Ｋ
」
の
形
を

し
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
「
～
か
ら
」
を
意
味
す

る
「
Ｄ
ａ
ｒ
ｉ
」
を
前
に
つ
け
て
、「
Ｄ
ａ
ｒ
ｉ 

Ｋ
」（
ス

ラ
ウ
ェ
シ
島
か
ら
）
と
い
う
社
名
に
し
た
。
寄
付
や
補
助
金

に
頼
ら
ず
、
自
分
で
利
益
を
上
げ
再
投
資
す
る
株
式
会
社

と
し
て
の
挑
戦
。
ま
ず
は
自
社
で
カ
カ
オ
豆
を
買
い
取
る

こ
と
に
し
た
。「
し
っ
か
り
発
酵
し
た
カ
カ
オ
豆
な
ら
、
市

場
価
格
よ
り
高
く
買
い
ま
す
」。
わ
た
し
は
再
度
農
家
を
回

り
、一
緒
に
カ
カ
オ
を
発
酵
さ
せ
て
は
、そ
の
豆
を
買
い
取
っ

て
い
っ
た
。
し
か
し
買
い
取
っ
た
は
い
い
が
、
わ
た
し
は
元

金
融
ア
ナ
リ
ス
ト
。
菓
子
職
人
で
は
な
い
。
発
酵
し
た
高

品
質
の
カ
カ
オ
豆
は
あ
っ
て
も
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
作
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
シ
ョ
コ
ラ
テ
ィ
エ
と
て
カ
カ
オ
豆
か
ら
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
通
常
、
彼
ら
の
仕
事
は

既
製
の
製
菓
用
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
溶
か
す
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
の
だ
！
だ
っ
た
ら
自
分
で
や
る
し
か
な
い
。
こ
う
し
て

わ
た
し
と
シ
ョ
コ
ラ
テ
ィ
エ
の
カ
カ
オ
豆
か
ら
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
を
作
る
試
行
錯
誤
の
日
々
が
始
ま
っ
た
。

前
代
未
聞
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
誕
生

そ
れ
か
ら
数
週
間
後
、
出
来
上
が
っ
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は

奇
跡
的
な
味
を
見
せ
た
。
前
代
未
聞「
自
家
焙
煎
」の
フ
レ
ッ

シ
ュ
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
誕
生
だ
。
既
存
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
、
カ
カ
オ
が
香
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

は
口
コ
ミ
で
広
が
っ
た
。
高
級
ホ
テ
ル
や
百
貨
店
か
ら
も
引

き
合
い
が
来
る
。
現
在
は
京
都
で
店
舗
販
売
や
通
販
を
手

が
け
る
が
、
今
後
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
現
地
で
の
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
製
造
に
着
手
す
る
。
生
産
者
が
自
身
で
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

を
作
っ
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
よ
り
質
の
良
い
カ
カ

オ
を
作
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
は
ず
だ
。
そ
れ
に
、
カ

カ
オ
を
原
料
と
し
て
販
売
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
加
工

し
て
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
な
ど
の
商
品
に
す
れ
ば
、
国
際
相
場
で

価
格
が
決
め
ら
れ
る
カ
カ
オ
豆
と
は
違
い
、
自
ら
が
価
格

決
定
権
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
い
う
と
、
市
場
価
格
に
上
乗
せ
し
た

金
額
を
生
産
者
に
払
い
、そ
の
上
乗
せ
に
よ
っ
て
「
フ
ェ
ア
」

を
達
成
す
る
仕
組
み
が
多
い
。
し
か
し
Ｄ
ａ
ｒ
ｉ 

Ｋ
は
違

う
。
発
酵
さ
せ
て
付
加
価
値
を
つ
け
る
こ
と
を
生
産
者
に

教
え
、
納
得
で
き
る
上
質
の
も
の
だ
け
を
高
く
買
う
。
生

産
者
が
自
ら
学
び
、
努
力
を
し
て
良
い
も
の
を
作
ら
な
い

限
り
、
買
い
取
っ
て
さ
え
も
ら
え
な
い
。
生
産
者
に
や
さ

し
い
ど
こ
ろ
か
、
プ
ロ
意
識
を
も
っ
て
働
い
て
も
ら
う
こ
の

や
り
方
は
「
厳
し
い
」
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
当
に

良
い
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団

体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
な
く
て
も
、
ど
の
企
業
で
も
欲
し
が
る
だ

ろ
う
。「
与
え
ら
れ
る
」
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
か
ら
、
生
産
者

自
ら
が
「
勝
ち
取
る
」
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
へ
、
取
り
組
み
は

進
化
し
続
け
て
い
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

カ
カ
オ
生
産
者
が「
勝
ち
取
る
」フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
へ

吉よ

し

野の 

慶け

い

一い

ち 

D
a
r
i 

K
株
式
会
社
代
表
取
締
役
・
宇
都
宮
大
学
客
員
准
教
授

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
い
っ
て
も
、
そ
の
方
法
や
仕
組
み
は
千
差
万
別
で
あ
る
。

京
都
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
専
門
店
Ｄ
ａ
ｒ
ｉ 

Ｋ
は
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
の
カ
カ
オ
農
家
と
の
直
取
引
に
よ
り

カ
カ
オ
豆
の
品
質
の
向
上
と
、
市
場
価
格
に
と
ら
わ
れ
な
い
ト
レ
ー
ド
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

農家の女性が豆に混じった枝やサイズの小さい豆を取り除く

カカオの実をわると白い果実
がでてくる

カカオの果実を木箱に入れ、
バナナの葉で覆い発酵させる

現地では発酵の指導だけでなく、
せん定や接ぎ木のアドバイスも
おこなう

カカオはひとつの木に10 〜 20個
のラグビーボール大の実をつける

京都で自家焙煎（ばいせん）したチョコ
レートは、インドネシア産木材を使った
木箱に入れて販売される

16   17    2014 年 2月号



柱
を
立
て
て
か
ら
土
台
を
造
る
?!

一
九
七
一
年
以
来
、
四
五
年
ち
か
く
に
な
る
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
若
い
こ
ろ
の
思
い
込

み
と
、
そ
れ
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
て
、
あ
ら
た
な
見
方
へ

と
導
い
て
く
れ
た
人
び
と
の
こ
と
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
。

わ
た
し
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
の
文
化
と
歴
史
が
知
り

た
く
て
、
こ
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
そ
し
て
、
一
九
七
三

年
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
ヤ
ッ
プ
島
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
体
験

が
元
と
な
っ
て
、
一
九
七
六
年
と
一
九
八
二
年
に
、
当
時
の

職
場
で
ヤ
ッ
プ
島
の
家
屋
敷
を
、
都
合
二
回
、
建
築
す
る

機
会
に
恵
ま
れ
た
。
一
九
八
一
年
に
は
ヤ
ッ
プ
島
で
大
工

修
行
を
し
な
が
ら
、
家
屋
材
を
調
達
し
、
家
屋
の
仮
組
み

も
試
み
た
。

ヤ
ッ
プ
島
の
住
居
は
、
長
六
角
形
の
石
積
み
の
基
壇

上
に
建
て
ら
れ
、
ヤ
シ
の
葉
で
葺ふ

い
た
深
く
大
き
い
屋
根

が
つ
く
切
妻
の
掘
っ
立
て
小
屋
で
あ
る
。
家
の
建
て
方
は
、

当
然
、
基
壇
を
築
き
、
そ
れ
か
ら
柱
を
立
て
て
い
く
も
の

と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
柱

を
立
て
て
か
ら
、
そ
の
周
囲
に
石
を
積
ん
で
基
壇
と
し

て
い
く
の
で
あ
る
。
曲
が
っ
た
自
然
木
の
柱
を
い
く
本
も
、

し
か
も
深
く
直
線
に
立
て
る
の
は
、
な
か
な
か
む
ず
か
し

い
。
そ
れ
な
ら
、
柱
を
立
て
て
か
ら
そ
の
外
周
り
を
石
壁

で
築
く
方
が
、
確
か
に
理
に
適か
な

っ
て
い
る
。

棟と
う

梁り
ょ
うの
ワ
ー
ヤ
ン
さ
ん
は
、
伝
統
的
な
技
法
を
科
学

的
に
説
明
し
て
く
れ
よ
う
と
す
る
人
だ
っ
た
。
誠
実
で

熱
心
な
人
で
、
仕
事
の
手
を
休
め
て
で
も
、
問
い
か
け

に
き
ち
ん
と
答
え
て
く
れ
た
。
ヤ
ッ
プ
島
に
い
る
と
き

は
、
朝
七
時
か
ら
夜
一
〇
時
過
ぎ
ま
で
話
を
う
か
が
い
、

質
問
を
繰
り
返
す
と
い
う
、
じ
つ
に
充
実
し
た
日
々
を

送
っ
た
。

も
う
一
度
、
出
直
そ
う

一
九
七
四
年
に
は
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
シ
ア
シ
諸

島
で
、
遠
洋
航
海
を
と
も
な
う
贈
物
交
換
活
動
を
調
査
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
一
般
的
な
事
実
を
蓄
積
し
、
近
隣
で

の
交
換
な
ど
に
参
加
し
て
き
て
、
三
度
目
の
滞
在
と
な
る

一
九
八
八
年
は
、
い
よ
い
よ
遠
洋
航
海
に
参
加
す
る
こ
と

を
め
ざ
し
て
出
か
け
た
。
し
か
し
、
事
前
に
何
度
も
当
人

と
約
束
を
し
た
の
に
、
四
回
あ
っ
た
機
会
と
も
、
つ
い
に
一

度
も
同
行
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
後
日
、
帰
航

し
た
船
の
荷
下
ろ
し
を
見
て
、
話
し
を
聞
く
だ
け
で
あ
っ

た
。
理
由
が
は
っ
き
り
せ
ず
消
沈
す
る
わ
た
し
に
、
寄
宿

先
の
主
人
も
言
い
訳
を
口
に
す
る
だ
け
だ
っ
た
。

し
か
し
、
あ
る
と
き
、
彼
の
奥
さ
ん
が
、「
相
手
が
見

知
ら
ぬ
人
を
連
れ
て
行
く
と
、
交
換
が
う
ま
く
い
か
な
く

な
る
心
配
が
あ
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
の
か
し
ら
」
と
つ
ぶ
や

い
た
。
島
の
人
び
と
は
親
し
く
し
て
く
れ
て
い
た
と
思
う

の
だ
が
、
そ
れ
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
う
え
、

遠
隔
地
の
人
び
と
は
、
わ
た
し
を
誰
一
人
と
し
て
知
ら
な

い
。
こ
の
地
域
で
は
、「
よ
そ
も
の
」
が
殺
さ
れ
る
事
件
も

発
生
し
て
い
た
し
、
奥
さ
ん
に
よ
る
と
、「
誰
々
さ
ん
か
ら

も
ら
っ
た
タ
バ
コ
は
、
後
で
こ
っ
そ
り
捨
て
て
、
決
し
て
吸

わ
な
い
」
と
い
う
。

こ
の
調
査
で
は
、
と
く
に
家
庭
の
事
情
や
家
計
を
知
り
、

　
　
思
い
込
み
の
転
換
と

　
　
導
い
て
く
れ
る
人
び
と

小こ

林ば
や
し 

繁し
げ

樹き

　
　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

そ
こ
か
ら
意
義
を
抽
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
が
ま

だ
ま
だ
十
分
に
は
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、個
々
の
ケ
ー

ス
に
深
く
立
ち
入
っ
て
ほ
し
く
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

人
の
気
持
ち
を
知
る
こ
と
は
簡
単
に
は
い
か
な
い
も
の
で

あ
る
。
奥
さ
ん
の
一
言
で
、
取
組
み
の
甘
さ
を
痛
感
し
た
。

怒
る
と
顔
が
大
き
く
な
る
で
し
ょ
！

道
具
と
文
化
の
関
係
も
、
わ
た
し
の
研
究
の
関
心
事

で
あ
る
。
一
九
八
五
年
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
仏
画
を

描
く
際
、
儀
軌
（
規
定
）
に
基
づ
き
、
朱
で
い
く
筋
も
の

直
線
に
よ
る
補
助
線
を
引
い
た
図
像
を
粉
本
（
お
手
本
）

と
し
、
も
の
さ
し
を
使
っ
て
構
図
を
描
く
こ
と
を
知
っ
た
。

し
か
も
、
も
の
さ
し
の
目
盛
り
は
、
比
例
関
係
を
ご
く
お

お
ま
か
に
刻
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
写
生
と
い
う
画
法
に

慣
れ
て
い
た
わ
た
し
に
は
、
幾
何
学
的
描
画
法
と
い
え
る

こ
の
描
き
方
が
、
と
て
も
気
に
な
り
だ
し
た
。

そ
こ
で
、
一
九
九
三
年
に
ネ
パ
ー
ル
を
訪
れ
、
粉
本
の

朱
の
線
は
ま
さ
し
く
計
測
線
で
、
先
に
こ
れ
を
引
き
、
そ

こ
に
墨
で
仏
な
ど
を
描
く
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、

釈
迦
の
身
長
は
そ
の
顔
の
大
き
さ
の
一
〇
倍
分
（
一
〇
顔

身
）
で
あ
り
、
明
王
の
よ
う
な
忿ふ
ん

怒ぬ

形
の
身
長
は
、
そ
の

顔
の
大
き
さ
の
七
倍
分
（
七
顔
身
）
な
ど
で
あ
る
と
い
っ
た
、

諸
仏
の
格
に
応
じ
た
表
現
形
態
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

重
要
性
に
、
し
だ
い
に
気
づ
き
始
め
た
。

訪
問
直
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
仏
画
師
パ
ギ
ャ
ル
ツ
ェ
ン

さ
ん
の
ご
子
息
で
あ
る
プ
ル
バ
さ
ん
に
、
な
ぜ
忿
怒
形
は

七
顔
身
な
の
か
と
尋
ね
る
と
、
だ
っ
て
怒
る
と
顔
が
大
き

く
な
る
で
し
ょ
、
と
真
顔
で
説
い
て
く
れ
た
。
な
る
ほ
ど
、

図
法
は
画
一
的
で
は
な
く
、
心
理
的
社
会
的
影
響
も
ふ
く

め
た
種
類
も
あ
り
、
そ
れ
ら
も
数
学
的
で
あ
る
。
興
味
深

い
見
方
が
、
い
っ
そ
う
広
が
っ
て
き
た
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
は
い
ろ
い
ろ
な
制
約
が
つ
き
ま

と
う
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
気
づ
き
、
そ
れ
ま
で
の
思

い
込
み
を
転
換
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
も
、
さ
ら
に
謙
虚
で
慎
重
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

し
続
け
て
い
き
た
い
。

寺院の壁に描かれている忿怒形の合体仏（ネパール、ソル地方。1993年）

カヌー小屋の仮組作業（ミクロネシア、ヤップ島。1981年）

交換では、まず挨拶をし、持参した品物をいい、あとから欲しいもの
をいう（ニューギニア、ウムボイ島。1988年）

愛知県リトルワールドでの寺院復元のようす。ものさしを使って構図
を決めるパギャルツェンさん（1985年）

退官寄稿
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統ガ
ヴ
ァ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ

治
性
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

（
一
九
二
六
―
八
四
）
が
一
九
七
〇
年
代
末
に
つ
く
っ
た
表
現
で
、
統
治

の
あ
り
方
の
意
味
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
統
治
と
い
う
語
の
定
義
は
少
し

独
特
だ
。
主
権
者
に
よ
る
領
土
や
人
の
支
配
、
国
家
機
構
や
組
織
の
運

営
だ
け
が
統
治
の
対
象
で
は
な
い
。
フ
ー
コ
ー
の
統
治
性
論
は
「
自
己

と
他
者
の
統
治
」
を
扱
う
。

統
治
の
語
は
、
古
代
で
は
操そ
う

舵だ

を
指
し
た
。
そ
こ
か
ら
転
じ
、
あ
る

も
の
を
方
向
づ
け
し
、
導
き
、
支
配
す
る
こ
と
。
船
長
が
船
を
導
く

よ
う
に
し
て
、
統
治
者
は
国
家
や
都
市
を
導
く
。
し
か
し
こ
う
し
た
発

想
は
、
こ
ん
に
ち
の
も
の
と
は
異
な
る
。
古
代
人
に
と
っ
て
導
き
の
対

象
は
国
で
あ
り
、
現
在
の
よ
う
に
人
で
は
な
い
。
船
の
進
路
の
決
定
と
、

船
に
乗
っ
て
い
る
人
の
誘
導
と
は
別
の
話
だ
。

で
は
何
が
統
治
の
対
象
を
人
に
し
た
の
か
。
羊
飼
い
と
羊
の
群
れ

の
比
喩
を
用
い
る
キ
リ
ス
ト
教
だ
。
こ
の
モ
デ
ル
で
イ
エ
ス
と
人
び
と
、

聖
職
者
と
信
徒
は
結
び
つ
き
、
救
済
が
説
か
れ
る
。
一
〇
〇
頭
の
群
羊

を
昼
夜
問
わ
ず
世
話
す
る
牧
者
は
、
一
頭
の
迷
子
の
た
め
に
、
九
九

頭
を
残
し
て
探
し
に
出
る
。
マ
タ
イ
伝
に
描
か
れ
る
こ
う
し
た
牧
者

が
、
真
の
聖
職
者
の
姿
な
の
だ
。
司し

牧ぼ
く

た
る
聖
職
者
は
、
全
体
と
個
へ

の
同
時
の
配
慮
と
い
う
困
難
な
課
題
を
担
う
。
か
く
し
て
統
治
の
担
い

手
、
導
き
手
は
船
長
か
ら
羊
飼
い
に
交
代
し
、
そ
の
対
象
は
、
集
団
か

つ
個
人
と
し
て
の
人
と
な
る
。
西
洋
に
独
特
な「
司
牧
権
力
」の
図
式
が
、

初
期
近
代
か
ら
現
代
の
統
治
性
を
規
定
す
る
。

こ
の
「
人
の
統
治
」
は
「
真
理
」
と
切
り
離
せ
な
い
。
導
か
れ
る
側
は
、

統治性
Governmentality

箱
は こ

田
だ

 徹
て つ

　立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員

己
に
つ
い
て
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
語
り
、
知
り
、
認
め
る
こ
と
で
統
治

さ
れ
る
か
ら
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
の
告こ
っ
か
い解

（
懺ざ
ん

悔げ

）
は
、
導
か
れ
る
側
に

真
理
を
語
る
よ
う
促
し
、
初
期
精
神
医
学
は
、
暴
力
や
珍
妙
な
手
法

を
用
い
て
、
現
実
と
い
う
真
理
を
「
患
者
」
に
認
め
よ
と
強
い
る
。
こ

こ
に
も
あ
ら
わ
れ
る
、
ほ
ん
と
う
＝
真
理
を
媒
介
と
し
た
導
き
導
か
れ

る
関
係
、
フ
ー
コ
ー
は
こ
れ
を
統
治
の
構
図
と
す
る
。

近
代
国
家
の
統
治
に
つ
い
て
も
、
市
場
を
真
理
の
場
と
見
な
し
て
同

じ
こ
と
が
い
え
る
。
凶
作
で
穀
物
価
格
が
高
騰
す
れ
ば
論
争
が
起
き
る
。

食
糧
危
機
は
、
政
権
の
崩
壊
や
社
会
の
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
か
ら
だ
。

市
場
に
介
入
し
て
価
格
を
公
正
な
水
準
に
導
く
べ
き
か
、
放
置
し
て
自

然
な
水
準
へ
の
収
束
を
待
つ
べ
き
か
。
介
入
と
放
任
と
い
う
ふ
た
つ
の

立
場
は
、
価
格
が
真
の
水
準
に
至
る
べ
し
と
考
え
る
点
で
同
じ
だ
。
だ

が
そ
の
水
準
を
決
め
る
の
が
、
市
場
に
外
的
な
価
値
基
準
か
、
市
場
に

内
在
す
る
調
整
機
能
か
で
は
異
な
る
。
国
家
の
自
己
統
治
は
、
市
場
と

真
理
と
の
関
係
性
と
切
り
離
せ
な
い
。

統
治
性
論
は
、
分
析
対
象
の
規
模
に
と
ら
わ
れ
ず
、
統
治
の
構
図
を

用
い
る
。
集
団
や
個
人
間
の
ミ
ク
ロ
な
権
力
関
係
も
、
国
家
や
社
会
の

マ
ク
ロ
な
権
力
関
係
も
、
自
己
と
他
者
の
統
治
と
い
う
同
じ
フ
レ
ー
ム

で
考
え
る
の
だ
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
フ
ー
コ
ー
の
議
論
は
、
西
洋
古

代
哲
学
と
近
代
社
会
を
往
復
し
、
現
代
資
本
主
義
論
に
も
お
よ
ん
だ
。

統
治
の
問
い
が
元
の
意
味
で
扱
わ
れ
た
時
代
に
遡
り
、
そ
の
変
遷
を
現

代
ま
で
追
う
統
治
性
論
で
は
、
現
在
の
統
治
性
の
分
析
と
、
そ
の
反
転

可
能
性
と
が
同
時
に
模
索
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

統治の根源
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み
ん
ぱ
く
の
近
く
を
運
行
す
る
大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル
に
は
、
車

体
表
面
の
全
体
も
し
く
は
一
部
に
広
告
が
貼
付
さ
れ
た
ラ
ッ
ピ

ン
グ
車
両
が
六
編
成
運
行
し
て
い
る
。
広
告
な
ど
を
印
刷
し
た

フ
ィ
ル
ム
で
車
体
を
覆
っ
た
も
の
で
、

塗
装
に
比
べ
て
低
コ
ス
ト
で
あ
る
。
中

央
の
写
真
は
、
阪
急
電
車
の
車
体
カ

ラ
ー
を
模
し
た
ラ
ッ
ピ
ン
グ
車
両
で

あ
る
。
京
都
へ
の
行
楽
に
は
阪
急
京

都
線
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
の

広
告
で
あ
る
。

地
域
振
興
と
ゆ
る
キ
ャ
ラ
・
萌
え
キ
ャ
ラ

ラ
ッ
ピ
ン
グ
車
両
は
、
企
業
広
告

を
中
心
に
首
都
圏
や
関
西
な
ど
人
口

密
集
地
で
採
用
さ
れ
て
き
た
が
、
最

近
で
は
地
方
自
治
体
に
よ
る
も
の
が

増
え
て
い
る
。
熊
本
県
は
観
光
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
と
し
て
ご
当
地
キ
ャ
ラ
﹁
く

ま
モ
ン
﹂
を
中
心
に
し
た
ラ
ッ
ピ
ン
グ

広
告
を
大
阪
︵
環
状
線
︶
と
東
京
︵
中

央
線
快
速
︶
な
ど
で
実
施
し
て
き
た
。

い
っ
ぽ
う
地
元
で
は
肥ひ

薩さ
つ

お
れ
ん
じ

鉄
道
の
﹁
く
ま
モ
ン
﹂
の
全
面
ラ
ッ

ピ
ン
グ
車
両
を
運
行
さ
せ
、
さ
ら
に
、
大
阪
ま
で
直
通
運
転
す

る
九
州
新
幹
線
に
も
﹁
く
ま
モ
ン
﹂
ラ
ッ
ピ
ン
グ
を
施
し
て
い

る
。
ラ
ッ
ピ
ン
グ
車
両
を
点
と
線
で
展
開
し
た
地
域
振
興
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
で
あ
る
。

ラ
ッ
ピ
ン
グ
車
両
で
は
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
タ
ー
が
採
用
さ
れ

る
こ
と
も
増
え
て
い
る
。
J
R
境
線
の﹁
鬼
太
郎
列
車
﹂と
い
っ

た
有
名
な
も
の
か
ら
、
鹿
島
臨
海
鉄
道
の
﹁
ガ
ー
ル
ズ
＆
パ
ン

ツ
ァ
ー
列
車
﹂
と
い
っ
た
地
元
を

舞
台
と
す
る
深
夜
ア
ニ
メ
の
も
の

ま
で
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

観
光
資
源
に
も
な
っ
て
い
る
。

広
告
を
超
え
た
ラ
ッ
ピ
ン
グ
車
両

J
R
加
古
川
線
で
は
、
沿
線
の

西に
し
わ
き脇
市
出
身
の
画
家
・
横よ

こ

尾お

忠た
だ

則の
り

氏
の
作
品
に
よ
る
ラ
ッ
ピ
ン
グ
車

両
が
二
〇
一
二
年
ま
で
運
行
し
て

い
た
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
の
瀬

戸
内
国
際
芸
術
祭
で
は
写
真
家
の

荒あ
ら

木き

経の
ぶ

惟よ
し

氏
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る

﹁
ア
ラ
ー
キ
ー
列
車
﹂
が
作
品
と
し

て
出
展
さ
れ
、
実
際
に
予
讃
線
と

土
讃
線
で
運
行
し
て
い
た
。
ラ
ッ

ピ
ン
グ
車
両
が
ア
ー
ト
の
表
現
メ

デ
ィ
ア
に
な
っ
た
好
例
で
あ
る
。

ラ
ッ
ピ
ン
グ
車
両
は
単
な
る
広

告
媒
体
を
超
え
、
今
や
表
現
手
段

の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。
景
観
を
損
ね
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
喪
失
さ
せ
る
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
ず
は

人
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
と
し
て
の
活
用
が
望
ま
れ
る
。

一見、阪急電車かと思ってしまう大阪モノレールのラッピング広告

表現手段としてのラッピング車両

金
かね

田
だ

 純
じゅん

平
ぺい

　民博 機関研究員

 21    2014 年 2 月号



ホ
ピ
の
「
季
節
の
踊
り
」

乾
燥
地
に
暮
ら
す
農
耕
民
ホ
ピ
が
日
常
生
活
で
も
っ
と
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の

は
、ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
育
成
と
雨
乞
い
儀
礼
の
執
行
、お
よ
び
そ
の
準
備
で
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
冬
至
か
ら
夏
至
ま
で
は
、
雨
、
雨
雲
の
象
徴
で
あ
り
祖
霊

の
化
身
で
も
あ
る
カ
チ
ー
ナ
が
登
場
す
る
仮
面
儀
礼
が
執
り
お
こ
な
わ
れ
る
。
一
方
、

夏
至
か
ら
冬
至
に
は
宗
教
結
社
の
儀
礼
や
、仮
面
を
付
け
な
い
男
女
に
よ
る「
ツ
ェ
レ
」

と
よ
ば
れ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ダ
ン
ス
が
開
催
さ
れ
る
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
ダ
ン
ス
を
文
字
通
り
和
訳
す
れ
ば
「
社
交
ダ
ン
ス
」
で
あ
る
。
し
か
し

ホ
ピ
の
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
男
性
が
女
性
を
リ
ー
ド
す
る
、
我
々
が
よ

く
知
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
は
な
い
。
農
作
物
の
育
成
を
促
す
降
雨
・
降
雪
や
地
中
に

お
け
る
保
水
の
願
い
、
動
植
物
へ
の
祈
り
、
近
隣
の
先
住
民
集
団
を
礼
賛
す
る
多
様

な
「
季
節
の
踊
り
」
の
こ
と
で
あ
る
。
男
性
が
司
つ
か
さ
どる
カ
チ
ー
ナ
儀
礼
と
異
な
り
、「
季

節
の
踊
り
」
の
演
者
に
は
女
性
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
「
少
女
の
ダ
ン
ス
」
と
も
よ

ば
れ
る
。
主
た
る
開
催
場
所
は
現
在
で
も
保
留
地
の
村
落
だ
が
、
都
市
部
の
博
物
館

な
ど
で
祝
祭
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
披
露
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
民

羊
毛
を
紡
ぎ
、
染
色
し
、
織
り
を
手
が
け
る
の
は
、
現
在
で
も
男
性
で
あ
る
。
結
婚

を
間
近
に
控
え
た
花
婿
の
オ
ジ
た
ち
は
、
代
わ
る
代
わ
る
花
嫁
衣
装
を
織
っ
た
も
の

で
あ
る
。
だ
が
今
日
で
は
、
織
り
手
の
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
一
人
の

織
り
手
が
ひ
と
つ
の
作
品
を
手
が
け
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。
伝
統
文
化
の
再
興
を

目
的
と
し
て
保
留
地
内
に
創
設
さ
れ
た
私
立
学
校
が
、
夏
季
集
中
授
業
と
し
て
織
り

の
受
講
生
を
募
る
こ
と
も
あ
る
が
、
後
継
者
育
成
の
問
題
が
深
刻
と
な
っ
て
い
る
。

若
手
作
家
が
紡
ぐ
未
来

し
か
し
今
、
ホ
ピ
の
内
外
か
ら
注
目
さ
れ
る
若
手
の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
作
家
が
い
る
。

今
年
三
四
歳
に
な
る
ア
キ
ー
マ
・
ホ
ン
ユ
ン
プ
テ
ワ
で
あ
る
。
彼
は
、
織
り
と
絵
画

と
木
彫
人
形
の
制
作
で
生
計
を
立
て
る
プ
ロ
の
作
家
で
あ
る
。
幼
少
期
か
ら
思
春
期

ま
で
の
二
〇
年
近
く
を
大
都
会
で
過
ご
し
た
後
に
、
自
分
の
ル
ー
ツ
を
求
め
て
保
留

地
の
村
落
に
居
を
移
し
た
。
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
音
楽
の
鑑
賞
や
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を

好
む
と
こ
ろ
な
ど
、
他
の
米
国
市
民
や
ホ
ピ
の
若
者
と
変
わ
り
は
な
い
が
、
広
大
な

畑
を
一
人
で
世
話
し
た
り
、
高
齢
の
宗
教
的
指
導
者
な
ど
に
織
り
や
木
彫
な
ど
の
技

術
や
意
味
に
つ
い
て
の
教
え
を
請
う
た
り
、
髪
の
毛
を
降
雨
を
象
徴
す
る
結
い
方
に

す
る
な
ど
、
伝
統
的
な
生
活
ス
タ
イ
ル
を
志
向
し
実
践
し
て
い
る
の
だ
。
ア
キ
ー
マ

は
民
博
の
研
究
公
演
で
も
レ
ガ
リ
ア
を
着
て
踊
り
手
を
つ
と
め
て
く
れ
た
。
し
か
も

他
の
演
者
の
な
か
で
唯
一
レ
ガ
リ
ア
の
制
作
に
職
業
的
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
米
国
の
保
留
地
か
ら
発
送
し
忘
れ
た
毛
糸
（
サ
ク
ア
ッ
ニ
）
が
必
要
に
な
る
と
、

急き
ゅ
う
き
ょ遽
楽
屋
で
手
慣
れ
た
様
子
で
こ
し
ら
え
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。

伊い

藤と
う 

敦あ
つ

規の
り

　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

「
季
節
の
踊
り
」
の
盛
装
と
織
り
手

ア
メ
リ
カ
先
住
民
ホ
ピ
が
、
農
耕
儀
礼
に
と
も
な
い

開
催
す
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ダ
ン
ス
」。

踊
り
手
が
身
に
ま
と
う
レ
ガ
リ
ア
の
制
作
は
、

伝
統
技
能
と
し
て
今
で
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

博
は
、
ア
メ
リ
カ
展
示
場
の
新
構
築
オ
ー
プ
ン
を
祝
っ
て
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
研
究

公
演
「
ホ
ピ
の
踊
り
と
音
楽
」
を
開
催
し
た
。

レ
ガ
リ
ア
と
織
り
手

踊
り
手
が
身
に
ま
と
う
衣
装
は
、
英
語
で
は
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
で
は
な
く
レ
ガ
リ
ア

と
よ
ば
れ
て
い
る
。
レ
ガ
リ
ア
の
意
味
は
英
語
で
は
、
王
位
や
官
位
を
象
徴
す
る
宝

器
、
記
章
、
礼
装
な
ど
を
意
味
す
る
が
、
ホ
ピ
の
あ
い
だ
で
は
「
季
節
の
踊
り
」
や

カ
チ
ー
ナ
儀
礼
と
い
っ
た
催
事
・
祭
事
ご
と
に
伝
統
に
則
の
っ
と
っ
た
組
み
合
わ
せ
に
従
っ

て
身
に
ま
と
う
盛
装
の
こ
と
を
指
す
。い
わ
ば
儀
礼
的
な
意
味
を
有
し
た
ユ
ニ
フ
ォ
ー

ム
で
あ
る
。
例
え
ば
、
赤
と
緑
の
細
長
い
帯
（
ク
ウ
ェ
ワ
）、
白
を
基
調
と
し
た
幅
の

広
い
帯
（
マ
ツ
ァ
フ
ン
グ
ク
ウ
ェ
ワ
）、
男
性
な
ら
腰
巻
き
、
女
性
な
ら
肩
に
か
け
る

長
方
形
状
の
織
物
（
ピ
ッ
ク
ナ
）
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
素
材
は
、
か
つ
て
は
綿
で
あ
っ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
人
が
「
新
大
陸
」
に

持
ち
込
ん
だ
羊
が
普
及
し
て
か
ら
羊
毛
に
代
わ
っ
た
。
近
隣
の
ナ
バ
ホ
で
は
ブ
ラ
ン

ケ
ッ
ト
や
ラ
グ
（
敷
物
）
の
織
り
手
は
女
性
が
大
多
数
を
占
め
る
も
の
の
、
ホ
ピ
で

一人で畑の世話もおこなう。
畑にいるときが一番幸せだというアキーマ

レガリアを着た
アキーマ・
ホンユンプテワさん

テキスタイル作家以外の職ではベーシストに憧れている

民博所蔵の
ホピの飾り帯
H0012295

アキーマが織った
「マツァフングクウェワ」

アキーマの自宅の織機
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くりすo：

みんぱくフェイスブック
http://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
http://twitter.com/MINPAKUofficial

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茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約15分。
●乗用車は、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
　「イメージの力」展には実行委員として、企画の段階か
らかかわらせていただいた。みんぱくの研究者、国立新美
術館（新美）の学芸員、さらに館外の日本文化人類学会
の有志の総勢13名で、どのような展覧会が日本文化人類
学会50周年・みんぱく創設40周年を記念する事業として
ふさわしいか、話し合いが繰り返された。さらに館員たち
からも展示候補資料を募った。収蔵庫を館内外の実行委
員で何度かまわり、「こんなものもあったのか」という意外
な発見をした。
　ちなみに、小誌の昨年8月号、「ハイブリッド」特集の表
紙に使った「蛇口がついた木の手桶」は、この収蔵庫め
ぐりの際に偶然見つけた掘り出し物である。今回のような
コンセプトの展示がなければ、お寺での役目を終えた他の
道具とともに博物館に寄贈されたあの手桶は、終

つい

の棲
すみか

家の
収蔵棚でおそらくずっと眠り続けた。突然ひっぱり出され、
写真を撮られ雑誌表紙を飾り、展示台で照明をあびると
は、当の手桶は夢想だにしなかったであろう。六本木のお
しゃれな美術館でアートな人びとの視線にさらされながら
も、飄

ひょう

然
ぜん

と「イメージの力」を放つ手桶を、私はひそかに
応援している。（山中由里子）
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みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう2月

次号の予告
特集

夢か、うつつか

特典◆本館展示の無料入館◆特別展示の観覧料割引
◆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、一般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。
本館展示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。

●表紙：ゾウの仮面「ムバップ・ムテン」　標本番号 H0205174
 地域：カメルーン　民族：バミレケ

■ 14時 30分から 15時 30分
■ 2月 23日は展示観覧料が必要です。
※都合により、予定を変更することがあります。

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、
話題や内容は実に多彩。
どんどん質問をおよせください。展示場でお待ちしております。

話者 :関雄二（国立民族学博物館 教授）
話題 :南米アンデス文明の神殿で発見された
 ジャガー人間石彫
会場 :本館展示場（東南アジア横休憩所）

2日
（日曜日）

16日
（日曜日）

話者 :須藤健一（国立民族学博物館 館長）
話題 :重宝されるタパと織物
会場 :本館展示場（ナビひろば）

9日
（日曜日）

話者 :山中由里子（国立民族学博物館 准教授）
話題 :＜驚異＞の文化史
 ―アジャーイブとミラビリアってなに？
会場 :本館展示場（ナビひろば）

23日
（日曜日）

話者 :吉田ゆか子（国立民族学博物館 機関研究員）
話題 :仮面が育む芸能―バリ島仮面舞踊劇トペンの世界
会場 :本館展示場（ナビひろば）
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