


異
文
化
適
応
能
力
と
女
性

山や
ま

崎ざ
き 

正ま
さ

和か
ず

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
３
４
年
京
都
府
生
ま
れ
。
劇
作
家
、
評
論

家
。
京
都
大
学
文
学
部
卒
業
。
関
西
大
学
教
授
、

大
阪
大
学
教
授
、東
亜
大
学
学
長
、サ
ン
ト
リ
ー

文
化
財
団
副
理
事
長
、
中
央
教
育
審
議
会
会
長

等
を
歴
任
。
戯
曲
作
品
に
『
世
阿
弥
』（
新
潮

文
庫
）、『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
昇
天
』（
福
武
書
店
）

な
ど
。
著
書
に『
劇
的
な
る
日
本
人
』（
新
潮
社
）、

『
鴎
外 

闘
う
家
長
』（
新
潮
文
庫
）、『
柔
ら
か
い

個
人
主
義
の
誕
生
』（
中
公
文
庫
）。
紫
綬
褒
章
、

文
化
功
労
者
、
日
本
芸
術
院
賞
を
受
賞
。
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 1 エッセイ　千字文
  異文化適応能力と女性
	 	 山崎 正和

 2	 特集　
	 	 コラボの力
 2  新美術館×みんぱく
	 	 	―座談会「イメージの力」展ができるまで
	 	 	長屋 光枝、山田 由佳子
   上羽 陽子、齋藤 玲子、山中 由里子
 4  千家十職×みんぱく
	 	 	―創造を生みだす刺激と美を追求した展示
	 	 	八杉 佳穂
 7  狂言×オペラ
	 	 	―ジャンルの枠を打ち破る
	 	 	小宮 正安

 10  集めてみました世界の◯◯

弁当箱編
杉本 良男

 12  みんぱくInformation

 14  文化遺産おもてうら

翻弄された地方劇―中国の秦腔
清水 拓野

 16   多文化をあきなう

貴重な植生と限界地の暮らしを守る	
ルイボス茶のフェアトレード
池上 甲一

 18  味の根っこ

ミサル
松尾 瑞穂

 20  人間学のキーワード

インクルーシブデザイン
平井 康之

 21  異聞逸聞

新時代のタブラ
ディアナ・ニコディノブスカ

 22   制服の世界、世界の制服

宇宙服―宇宙飛行士の制服
和田 理男

 24 次号予告・編集後記

月刊

9月号目次

　
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財
団
に
研
究
フ
ェ
ロ
ー
と
い
う
制
度

が
あ
っ
て
、
そ
の
人
た
ち
の
研
究
発
表
会
で
若
い
女
性
人

類
学
者
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
イ
ン
ド
の
田
舎
に

古
い
被
差
別
民
の
暮
ら
す
村
が
あ
る
の
だ
が
、
彼
女
は
そ

の
中
で
も
さ
ら
に
差
別
さ
れ
る
女
性
に
混
じ
っ
て
、
長
ら

く
体
験
調
査
を
お
こ
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
勇
気
そ

の
も
の
が
私
に
は
驚
異
だ
っ
た
が
、
彼
女
の
淡
々
と
し
た

冷
静
そ
の
も
の
の
話
し
ぶ
り
に
は
圧
倒
さ
れ
た
。
被
差
別

の
極
致
に
あ
る
人
々
と
同
じ
生
活
を
体
験
し
、
告
発
す
る

の
で
も
慨
嘆
す
る
の
で
も
な
く
、
客
観
的
な
科
学
的
観

察
に
徹
す
る
と
い
う
の
は
た
だ
ご
と
で
は
な
い
。

　
思
い
出
し
た
の
は
、
す
で
に
有
名
人
だ
が
、
ア
フ
リ
カ

の
民
族
楽
器
ニ
ア
テ
ィ
テ
ィ
を
習
得
し
、
こ
れ
を
世
界
に

広
め
た
日
本
人
女
性
ア
ニ
ャ
ン
ゴ
さ
ん
で
あ
る
。
ニ
ア
テ
ィ

テ
ィ
は
ア
フ
リ
カ
で
も
す
で
に
忘
れ
か
け
ら
れ
て
い
た
弦

楽
器
で
、
極
端
に
前
近
代
的
な
一
少
数
部
族
の
男
性
に
の

み
継
承
さ
れ
る
音
楽
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
単
身
、
そ
の
男

性
優
位
の
村
に
移
り
住
み
、
水
く
み
を
含
む
女
性
の
苦

し
い
義
務
に
従
い
な
が
ら
、
数
年
が
か
り
で
族
長
に
訴
え
、

つ
い
に
禁
断
の
楽
器
の
演
奏
を
習
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
。

　
た
ち
ま
ち
彼
女
の
技
量
は
村
の
男
を
凌し

の

ぎ
、
族
長
か
ら

ア
ニ
ャ
ン
ゴ
と
い
う
現
地
名
を
与
え
ら
れ
て
、
今
で
は
ニ

ア
テ
ィ
テ
ィ
を
世
界
中
に
紹
介
す
る
活
動
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。
現
在
の
彼
女
に
は
、
こ
の
楽
器
は
誇
る
べ
き
自
分

の
文
化
で
あ
り
、
族
長
は
敬
う
べ
き
師
匠
と
し
て
見
え
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
随
想
だ
か
ら
論
証
抜
き
に
言
う
の
だ
が
、
異
文
化
に

対
す
る
こ
の
よ
う
な
尊
敬
の
姿
勢
は
、
と
り
わ
け
女
性
に

顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
異
文
化

を
近
代
化
の
物
差
し
で
計
ら
ず
、
現
状
の
異
質
性
を
と

り
あ
え
ず
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
態
度
で
あ

る
。
一
時
的
で
あ
れ
、
異
文
化
の
価
値
観
そ
れ
自
体
を
受

容
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
生
活
様
式
へ
の
適
応
の
努
力
は

強
ま
り
、
能
力
も
お
の
ず
か
ら
高
ま
る
の
が
当
然
だ
ろ
う
。

　
そ
う
い
え
ば
ア
ジ
ア
に
単
身
で
赴
き
、
現
地
で
起
業
す

る
人
に
も
女
性
が
多
く
、
そ
の
業
種
も
現
地
の
伝
統
産

業
を
成
長
さ
せ
た
も
の
が
広
く
見
ら
れ
る
と
い
う
。
冗
談

め
く
が
、テ
レ
ビ
の
長
寿
番
組
「
世
界
ふ
し
ぎ
発
見
」
で
も
、

派
遣
さ
れ
る
ミ
ス
テ
リ
ー
･
ハ
ン
タ
ー
の
多
く
は
女
性
で

あ
る
。

　
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
世
界
中
で
男
性
よ
り
も
女
性

の
ほ
う
が
、
異
文
化
に
適
応
す
る
機
会
は
圧
倒
的
に
多

か
っ
た
。
女
性
は
身
分
が
高
い
ほ
ど
外
交
の
具
に
使
わ
れ
、

政
略
結
婚
の
か
た
ち
で
異
国
に
嫁
ぐ
こ
と
が
少
な
く
な

か
っ
た
。
そ
の
経
験
が
目
に
見
え
ぬ
遺
伝
子
と
な
っ
て
体

内
に
残
り
、
文
化
的
な
柔
軟
さ
と
強き

ょ
う
じ
ん靱

さ
を
生
ん
で
い
る

…
…
な
ど
と
い
う
妄
想
を
抱
か
さ
れ
る
ほ
ど
女
性
は
強
い

の
で
あ
る
。



コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
作
法
も
語
彙
も
違
う
異
分
野

同
士
が
、
違
和
感
を
覚
え
な
が
ら
も
、
互
い
に
刺
激
を

与
え
あ
っ
て
進
め
る
協
同
作
業
。
そ
の
先
に
は
、
既
存
の

枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
新
し
い
創
造
物
が
あ
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
、九
月
一一
日

に
み
ん
ぱ
く
で
開
幕
す
る
。東
京
の
国
立
新

美
術
館
で
二
月
か
ら
六
月
ま
で
公
開
さ
れ

注
目
を
集
め
た
同
展
は
、新
美
術
館
と
み
ん

ぱ
く
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
賜た
ま
物も
の
。

山
中　

本
日
は
、﹁
イ
メ
ー
ジ
の
力
﹂
展
の
実
行
委
員
を

つ
と
め
る
、
国
立
新
美
術
館
の
学
芸
課
と
み
ん
ぱ
く
の
研

究
部
の
み
な
さ
ん
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ビ
デ

オ
チ
ャ
ッ
ト
形
式
の
座
談
会
と
い
う
新
し
い
試
み
を
通
し

て
、
美
術
館
と
博
物
館
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

特集

上う
え

羽ば 

陽よ
う

子こ

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

山や
ま

中な
か 

由ゆ

里り

子こ

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

齋さ
い

藤と
う 

玲れ
い

子こ

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

長な
が

屋や 

光み
つ

枝え

国
立
新
美
術
館
主
任
研
究
員

山や
ま

田だ 

由ゆ

佳か

子こ

国
立
新
美
術
館
研
究
員

意
見
を
交
わ
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
〇
一
四
年

二
月
号
で
も
関
連
の
特
集
を
組
み
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き

は
展
覧
会
の
背
景
に
あ
る
理
念
や
文
化
人
類
学
的
な
議

論
が
中
心
で
し
た
。
今
回
は
展
示
の
準
備
や
公
開
期
間

中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
お
た
が
い
が
感
じ
た
こ
と
な
ど
を

ご
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
実
行
委
員
全
員
が

集
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
、
女
子
会
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
︵
笑
︶。

　

み
な
さ
ん
は
、
構
想
か
ら
展
示
作
業
、
そ
し
て
会
期

中
の
広
報
や
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
す
べ
て
の
過
程
に
こ
の
二

年
間
か
か
わ
っ
て
、
苦
楽
を
と
も
に
し
て
き
た
メ
ン
バ
ー

で
す
が
、
共
同
作
業
の
な
か
で
、
た
が
い
の
違
い
に
驚
か

れ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
展
示

が
で
き
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

破
格
の
人
数

長
屋　

ま
ず
初
体
験
だ
っ
た
の
が
、﹁
実
行
委
員
会
﹂
と

い
う
組
織
で
す
。
新
美
術
館
の
展
覧
会
で
は
主
担
当
の

学
芸
員
が
い
ろ
い
ろ
考
え
て
、
副
担
当
の
意
見
も
取
り
入

れ
な
が
ら
準
備
を
進
め
て
ゆ
く
の
で
、
主
担
当
者
の
権

限
と
責
任
が
強
い
ん
で
す
。
み
ん
ぱ
く
式
の
﹁
実
行
委

員
会
﹂
は
わ
た
し
た
ち
か
ら
す
る
と
破
格
の
人
数
で
組

織
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
複
数
の
実
行
委
員
の
意
見
を
集

約
し
て
展
覧
会
を
企
画
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
わ
た

し
に
と
っ
て
は
新
鮮
で
し
た
。

山
中　

新
美
術
館
と
み
ん
ぱ
く
、
そ
れ
に
今
回
は
日
本

文
化
人
類
学
会
創
設
五
〇
周
年
の
記
念
展
示
で
も
あ
る

の
で
、
学
会
か
ら
外
部
の
先
生
方
に
も
く
わ
わ
っ
て
い
た

だ
き
、
計
一
四
名
で
実
行
委
員
会
を
何
度
も
開
い
て
、
議

論
し
な
が
ら
構
想
を
練
り
、
展
示
物
も
み
な
で
選
ん
で
い

イメージの創造とその享受のあり方に、人類共通の普遍性はあるのか。この壮
大な問いをテーマに掲げ、みんぱくの膨大なコレクションより、仮面や神像から、
今活躍中の美術家の作品まで、世界のさまざまな地域で生み出された造形物
を選りすぐり紹介する。みんぱくと国立新美術館の共同企画。

東京 大阪国立新美術館
会期　2014年2月19日（水）
　　　    6月9日（月）

国立民族学博物館
会期　2014年9月11日（木）
　　　    12月9日（火）

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

︱
座
談
会
﹁
イ
メ
ー
ジ
の
力
﹂
展
が
で
き
る
ま
で

新
美
術
館

み
ん
ぱ
く

コ
ラ
ボ
1

国立新美術館で開催された「イメージの力」展のプロローグ。
来館者を出迎えるのは仮面から放たれる複数の視線（撮影・上野則宏）
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創
造
心
を
刺
激
し
て
や
ま
な
い
そ
ん
な
美
を
ど
の

よ
う
に
表
現
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

収
蔵
品
を
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
役
立
て
る
に
は
、

こ
れ
ら
の
資
料
に
刺
激
を
受
け
て
何
か
を
作
り
出

す
人
を
巻
き
込
ん
で
展
覧
会
を
し
た
ら
お
も
し
ろ

そ
う
だ
。
収
蔵
庫
に
眠
る
品
々
を
み
て
、
そ
こ
か
ら

受
け
る
刺
激
で
も
の
を
作
る
と
同
時
に
、
自
分
が

気
に
入
っ
た
も
の
を
選
ん
で
展
示
す
る
。
そ
う
す
る

と
、
収
蔵
品
の
利
用
範
囲
が
拡
が
る
だ
ろ
う
し
、

文
化
の
境
界
を
越
え
て
共
通
す
る
美
や
形
が
存
在

す
る
こ
と
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
地
域
ご
と
に
展
示

し
て
い
る
手
法
と
は
別
の
切
り
口
が
与
え
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

刺
激
か
ら
創
造
へ

そ
ん
な
思
い
か
ら
企
画
し
た
の
が
、
二
〇
〇
九
年

に
催
し
た
「
千
家
十
職
×
み
ん
ぱ
く
」
で
あ
っ
た
。

京
都
の
茶
道
具
を
作
る
千
家
十
職
の
皆
さ
ん
に
お

願
い
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
茶
道
具
を
十
数
代
に

わ
た
っ
て
つ
く
り
続
け
て
き
た
十
家
が
、
芸
術
家
的

な
人
か
ら
職
人
気
質
の
人
ま
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん

で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
四
〇
〇
年
あ
ま
り
続

い
た
お
家
の
人
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
お
茶
を
通
し

て
独
特
の
美
意
識
を
培
っ
て
き
た
人
に
違
い
な
い
と

思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

特
別
展
示
場
の
一
階
で
は
、
十
家
の
代
々
が
作
り

出
し
て
き
た
も
の
を
利
用
し
て
各
家
の
説
明
を
し
た

の
ち
、
各
家
当
代
が
み
ん
ぱ
く
の
も
の
を
み
て
作
り

出
し
た
作
品
と
、
彼
ら
が
選
ん
だ
資
料
を
並
べ
た
。

そ
れ
に
よ
り
み
ん
ぱ
く
の
も
の
た
ち
が
、
創
造
を
生

み
出
す
刺
激
と
な
り
、
美
を
通
し
て
通
文
化
的
な

展
示
が
で
き
た
。
二
階
で
は
、「
叩た
た

く
」「
描
く
」「
縫

う
」
な
ど
の
手
の
動
き
を
あ
ら
わ
す
一
一
個
の
動
詞

民
族
資
料
が
放
つ
魅
力

み
ん
ぱ
く
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
住
む
人

び
と
が
日
常
使
っ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
、
儀
式
に

使
う
も
の
や
土
産
物
な
ど
、
人
間
が
生
活
の
た
め

に
作
り
出
し
た
も
の
が
ほ
ぼ
何
で
も
そ
ろ
っ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
が
手
作
り
の
も
の
で
あ
る
。
展
示
場
で
は
、

そ
の
一
部
が
出
て
い
る
だ
け
で
、
残
り
は
収
蔵
庫
に

眠
っ
て
い
る
。

民
族
資
料
は
学
問
の
た
め
だ
け
に
あ
る
よ
う
に

ず
っ
と
思
っ
て
き
た
が
、
学
問
の
た
め
だ
け
に
使
わ

れ
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
な
か
に
は
薄
汚

れ
て
い
て
、
汚
い
と
思
っ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
が
、

ど
ん
な
も
の
も
何
か
と
て
も
魅
力
が
あ
る
も
の
ば

か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
情
念
が
発
露
し
て
い

る
の
か
、
単
に
美
と
よ
ぶ
だ
け
で
は
そ
の
魅
力
は
言

い
尽
く
せ
な
い
。
そ
ん
な
な
ま
や
さ
し
い
も
の
で
は

な
い
。
人
の
心
、
魂
を
揺
さ
ぶ
る
何
か
が
あ
る
。
そ

れ
を
な
ん
と
言
っ
た
ら
い
い
の
か
。
い
ろ
い
ろ
考
え

た
末
に
思
い
浮
か
ん
だ
の
が
、
根
源
美
で
あ
っ
た
。

く
と
い
う
作
業
に
な
り
ま
し
た
。

長
屋　
こ
れ
ま
で
は
少
数
で
つ
く
る
の
が
良
い
展
覧
会
へ

の
近
道
だ
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
で
も
実
行
委
員
会
で

議
論
を
交
わ
し
て
み
る
と
、
一
人
で
は
思
い
つ
か
な
い
よ

う
な
ア
イ
デ
ア
も
で
て
き
た
り
し
て
、
参
考
に
な
る
こ
と

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

山
中　

実
行
委
員
会
で
は
、
展
示
の
大
前
提
と
な
る
﹁
イ

メ
ー
ジ
﹂
と
い
う
こ
と
ば
の
理
解
か
ら
議
論
を
は
じ
め
た

わ
け
で
す
が
、
す
で
に
そ
の
段
階
で
美
術
館
と
博
物
館
・

文
化
人
類
学
者
と
の
あ
い
だ
で
微
妙
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い

山
田　

と
に
か
く
す
ご
い
数
の
、
い
ろ
い
ろ
な
モ
ノ
が
あ

る
の
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
で
も
何
回
か
入
っ
て
見
さ
せ

て
い
た
だ
く
う
ち
に
、
こ
れ
は
い
い
な
と
思
え
る
も
の
、

自
分
の
感
性
に
引
っ
か
か
る
も
の
が
だ
ん
だ
ん
見
え
て
き

て
、
そ
れ
が
面
白
か
っ
た
。﹁
こ
れ
が
名
品
だ
か
ら
﹂
と

い
う
よ
う
な
先
入
観
な
く
モ
ノ
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の

が
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

長
屋　

資
料
は
み
ん
ぱ
く
に
受
入
れ
ら
れ
た
順
に
並
ん

で
い
る
の
で
、
地
域
ご
と
、
用
途
ご
と
に
配
置
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
あ
の
収
蔵
庫
を
全
部
把
握

さ
れ
て
い
る
情
報
企
画
課
の
飯
島
さ
ん
は
、
頭
の
な
か
に

三
四
万
点
が
あ
る
っ
て
感
じ
で
す
ご
い
な
あ
と
思
い
ま
し

た
。
わ
た
し
な
ん
て
も
う
、
自
分
が
ど
こ
に
い
る
か
も
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

じ
つ
は
去
年
の
秋
に
展
示
準
備
の
た
め
み
ん
ぱ
く
に

行
っ
た
と
き
、
一
日
じ
ゅ
う
収
蔵
庫
に
こ
も
っ
て
作
業
を

し
た
の
で
す
が
、
夜
に
熱
が
出
て
し
ま
い
ま
し
た
︵
笑
︶。

な
に
か
迷
宮
に
入
っ
た
よ
う
な
、
あ
の
混こ
ん

沌と
ん
と
し
た
雰
囲

気
に
多
分
や
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

山
中　

日
常
、
美
術
品
に
接
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す

が
、
そ
う
い
う
体
験
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

長
屋　

美
術
館
で
扱
う
美
術
品
は
作
家
性
が
あ
っ
て
、

作
家
個
人
の
執
念
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
み
ん
ぱ
く
の
も
の
は
不
特
定
多
数

の
人
が
、
代
々
受
け
継
い
で
使
っ
て
い
た
り
す
る
の
で
、

そ
の
あ
た
り
が
美
術
作
品
と
違
う
。
膨
大
な
数
の
人
が

か
か
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
美
術
作
品
と
は
別
の
次
元
の

重
み
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

齋
藤　
か
か
わ
っ
て
き
た
人
数
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
の

重
み
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

長
屋　

も
ち
ろ
ん
美
術
史
で
も
社
会
的
に
ど
う
い
う
用

ま
し
た
。

長
屋　
﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂
と
い
う
こ
と
ば
自
体
が
難
し
い
で

す
よ
ね
。
日
常
会
話
で
使
わ
れ
る
場
合
、
哲
学
用
語
と

し
て
の
場
合
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
で
意
味
が
微
妙

に
異
な
る
こ
と
ば
だ
と
思
い
ま
す
。
美
術
館
の
人
間
は
、

頭
の
な
か
に
描
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
よ
り
は
、
目
に

見
え
る
表
象
物
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
定
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
辺
で
噛か

み
合
わ
な
い
な
と
思
う
と
こ
ろ
が
は
じ

め
は
あ
り
ま
し
た
。

上
羽　
﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂
の
ほ
か
に
も
、
こ
と
ば
の
使
い
方

に
つ
い
て
や
り
と
り
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
み
ん
ぱ
く
で
は

展
示
物
の
こ
と
を
﹁
作
品
﹂
と
よ
ば
ず
に
﹁
標
本
資
料
﹂

と
よ
ぶ
と
か
。
み
な
さ
ん
の
こ
と
ば
の
扱
い
方
が
整
っ
て

い
く
に
つ
れ
て
、
展
示
の
章
立
て
も
徐
々
に
ま
と
ま
っ
て

い
っ
た
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。

長
屋　

美
術
館
の
な
か
だ
け
に
い
る
と
基
本
的
に
は
み

な
さ
ん
同
じ
よ
う
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
き
た
、
同
じ

よ
う
に
仕
事
を
し
て
き
た
人
と
話
し
て
い
る
の
で
、
食
い

違
い
は
な
い
。
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
異
な
る
人
た
ち
と

こ
ん
な
に
議
論
し
た
の
は
は
じ
め
て
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

上
羽　

我
々
も
展
示
と
は
一
体
な
ん
だ
ろ
う
と
か
、
人
に

モ
ノ
を
見
せ
る
と
は
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
基
本
的
な
と
こ

ろ
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
機
会
に
な
り
ま
し
た
。
普
段

あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
用
語
が
全
然
通
用
し

な
い
と
い
う
こ
と
を
す
ご
く
実
感
し
ま
し
た
ね
。

収
蔵
庫
と
い
う
迷
宮

山
中　

あ
る
程
度
コ
ン
セ
プ
ト
が
か
た
ま
っ
て
き
た
段
階

で
、
み
な
で
収
蔵
庫
に
入
っ
て
展
示
物
の
選
定
が
は
じ
ま

り
ま
し
た
。
収
蔵
庫
体
験
に
つ
い
て
印
象
に
残
っ
た
こ
と

は
？

途
で
特
定
の
作
品
が
作
ら
れ
た
か
と
い
う
研
究
は
盛
ん

で
す
け
ど
、
わ
た
し
た
ち
は
作
家
と
作
品
の
関
係
、
あ
る

い
は
見
る
人
と
作
品
の
関
係
な
ど
、﹁
個
と
個
﹂
の
関
係

性
で
作
品
を
み
て
い
く
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
今
回
の
展

覧
会
は
、
そ
れ
と
は
違
う
ス
ケ
ー
ル
の
時
間
や
集
団
で
、

造
形
物
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
の
を
考
え
る
貴
重

な
機
会
で
し
た
。

作
法
の
違
い
、
視
点
の
違
い

山
中　

ま
さ
に
、
ツ
ボ
を
押
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
！

　

そ
れ
で
は
、
具
体
的
な
展
示
手
法
に
移
り
た
い
と
思
い

ま
す
。例
え
ば
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン︵
説
明
文
︶の
作
り
方
を
と
っ

て
も
、
記
載
す
る
情
報
や
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
ず
い
ぶ
ん
違

う
よ
う
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

長
屋　
み
ん
ぱ
く
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
ま
ず
不
思
議
だ
と

思
っ
た
の
が
、﹁
何
年
収
集
﹂
と
収
集
年
を
書
く
こ
と
で
す
。

美
術
館
で
は
制
作
年
を
記
し
ま
す
。
あ
や
ふ
や
な
場
合

は
、推
定
と
こ
と
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
。
だ
か
ら﹁
収

集
年
﹂
と
い
う
の
に
随
分
抵
抗
感
が
あ
り
ま
し
た
。

齋
藤　

博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
集
さ
れ
た
の
が
、

戦
時
中
な
の
か
戦
後
な
の
か
な
ど
、
学
問
的
に
ど
う
い
う

時
代
に
集
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
製
作
年
と
同
じ

く
ら
い
に
意
味
を
も
つ
場
合
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

上
羽　

た
と
え
ば
布
の
場
合
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
着
物

が
じ
つ
は
ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
り
し
て
、
製
作
年
代
を
推
定
す
る
の
が
そ
う
簡

単
で
は
な
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
文
様
や
技
法
で
製
作

年
代
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
ん
で
す
が
、
い
ち
ば
ん

学
術
的
に
正
確
な
情
報
と
な
る
と
、
今
そ
こ
に
モ
ノ
が

あ
っ
た
と
い
う
証
拠
で
あ
る
収
集
年
に
な
り
ま
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
み
ん
ぱ
く
は
収
集
年
と
い
う
も
の
に
重
き
を

八や

杉す
ぎ 

佳よ
し

穂ほ

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

み
ん
ぱ
く

千
家
十
職

︱
創
造
を
生
み
だ
す
刺
激
と

美
を
追
求
し
た
展
示

コ
ラ
ボ
2

みんぱくでの実行委員会の打ち合わせ。収蔵庫で選んだ候補資料の写真を、展示場の平面図に並べていく（撮影・齋藤玲子）

4   5    2014 年 9月号



お
豆
腐
狂
言

「
こ
れ
は
何
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
？
」。

ク
イ
ズ
の
ひ
と
つ
も
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
光
景
だ
。

伝
統
的
な
装
束
を
ま
と
っ
た
狂
言
師
の
向
こ
う
側

に
は
、
燕え
ん

尾び

服ふ
く

に
身
を
固
め
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の

演
奏
家
が
座
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
横
に
は
、
羽
織

袴は
か
ま

姿
の
鼓
奏
者
も
見
え
る
。

小こ

宮み
や 

正ま
さ

安や
す

　
横
浜
国
立
大
学
准
教
授

狂
言

オ
ペ
ラ

︱
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
を
打
ち
破
る

を
選
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
仕
事
を
ふ
た
つ
の
動

詞
で
代
表
さ
せ
て
、
十
職
の
仕
事
が
少
し
ず
つ
重

な
り
合
い
な
が
ら
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
や
、

同
じ
よ
う
な
手
の
動
き
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
生

み
出
さ
れ
る
こ
と
を
み
ん
ぱ
く
の
も
の
で
示
し
た
。

み
ん
ぱ
く
の
収
蔵
品
ば
か
り
で
な
く
十
家
の
仕
事

も
、
い
ず
れ
も
手
仕
事
で
あ
る
。
両
者
が
、
手
の

動
き
を
あ
ら
わ
す
動
詞
を
通
し
て
、
掛
け
合
う
よ

う
に
考
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
千
家
十
職
×
み
ん
ぱ
く
」
展
が
み
ん
ぱ
く
や
社

会
に
与
え
た
影
響
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
わ
た
し

に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
み
ん
ぱ
く
の
も
つ
も

の
の
魅
力
を
伝
え
よ
う
と
し
た
試
み
が
、「
イ
メ
ー

ジ
の
力
」
と
い
う
展
示
に
結
実
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
と
信
じ
た
い
。

置
い
て
い
る
ん
で
す
。

山
中　

展
示
準
備
を
進
め
る
な
か
で
少
し
違
和
感
を
覚

え
た
の
は
、
み
ん
ぱ
く
で
は
展
覧
会
企
画
の
初
期
の
段
階

か
ら
展
示
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
く
わ
わ
っ
て
も
ら
い
、
彼
ら
と

と
も
に
展
示
空
間
を
作
っ
て
い
く
ん
で
す
が
、
新
美
術
館

で
は
学
芸
員
の
方
々
が
図
面
も
引
い
て
配
置
ま
で
決
め

る
と
い
う
。
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

山
田　

正
確
な
寸
法
を
だ
し
た
り
、
支
持
具
を
作
っ
て

も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
は
自
分
た
ち
で
は
無
理
な
の
で
展

示
業
者
に
委
託
し
ま
す
が
、
基
本
的
に
レ
イ
ア
ウ
ト
図
面

は
学
芸
員
が
作
り
ま
す
。

山
中　

今
回
は
形
も
大
き
さ
も
、
置
き
方
も
違
う
も
の

が
多
か
っ
た
の
で
、
相
当
苦
労
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
す

か
？

長
屋　

そ
う
で
す
ね
。
わ
た
し
の
場
合
、
基
本
的
に
は

絵
画
の
展
覧
会
が
中
心
で
こ
ん
な
に
大
規
模
に
立
体
物

を
や
っ
た
の
は
初
め
て
で
し
た
。
そ
れ
で
も
レ
イ
ア
ウ
ト

図
面
を
引
く
の
は
一
番
楽
し
い
仕
事
で
も
あ
る
の
で
、
デ

ザ
イ
ナ
ー
さ
ん
に
全
部
任
せ
て
し
ま
う
の
は
非
常
に
も
っ

た
い
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

山
中　

展
示
空
間
で
の
、
モ
ノ
と
モ
ノ
の
距
離
に
つ
い
て

で
す
が
、
み
ん
ぱ
く
で
は
展
示
物
を
詰
め
込
ん
で
、
で
き

る
だ
け
た
く
さ
ん
見
せ
よ
う
と
い
う
傾
向
が
強
い
で
す
が
、

美
術
館
だ
と
通
常
は
作
品
と
作
品
の
あ
い
だ
に
か
な
り

ゆ
っ
た
り
と
距
離
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

長
屋　

確
か
に
通
常
の
美
術
展
よ
り
も
展
示
品
は
多

か
っ
た
で
す
よ
ね
。
で
も
新
美
術
館
は
天
井
が
高
い
の
で
、

そ
れ
ほ
ど
窮
屈
に
も
見
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
も
の
を
一
点
だ
け
象
徴
的
に
配

置
し
た
り
す
る
な
ど
、
も
う
少
し
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
す
る

こ
と
も
で
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
回
は
フ
ラ
ッ
ト

ち
が
伸
び
伸
び
と
し
て
い
て
、
楽
し
そ
う
で
心
地
よ
さ
そ

う
で
、
な
ん
だ
か
も
う
み
ん
ぱ
く
に
は
帰
っ
て
こ
な
い
か

も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
え
ま
し
た
。

齋
藤　

民
族
資
料
を
扱
う
場
合
、
展
示
物
の
置
き
方
に

も
文
化
的
な
配
慮
を
働
か
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
、
つ
ま

り
作
っ
た
、
あ
る
い
は
使
用
し
て
い
た
人
び
と
の
意
図
に

反
す
る
よ
う
な
置
き
方
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
倫
理

観
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
あ
た
り
い
か

が
で
し
た
か
？

長
屋　

今
の
わ
た
し
た
ち
が
ど
う
い
う
視
点
で
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
作
者
の
意
図
と
は

異
な
る
解
釈
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
美
術
館
で
は
可
能

に
見
せ
る
と
い
う
方
向
で
う
ま
く
い
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

あ
と
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
決
め
る
と
き
、
ひ
と
つ
大
き
な

ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
の
が
、﹁
全
部
見
渡
せ
る
よ
う
に
﹂

と
い
う
青
木
保
館
長
︵
国
立
新
美
術
館
︶
の
意
見
で
し
た
。

こ
れ
ま
で
新
美
術
館
で
は
迷
路
み
た
い
に
部
屋
を
巡
っ
て

い
く
よ
う
な
展
示
レ
イ
ア
ウ
ト
が
多
く
て
、
遠
く
ま
で
見

渡
せ
る
展
示
は
珍
し
い
ん
で
す
。

山
中　

出
来
上
が
っ
た
広
い
展
示
空
間
を
見
て
、
モ
ノ
た

な
ん
で
す
よ
ね
。
今
し
か
見
え
な
い
視
点
を
引
き
出
す

と
い
う
の
も
美
術
館
の
展
示
の
ひ
と
つ
の
手
法
な
の
で
。

そ
の
辺
が
決
定
的
に
違
う
な
と
思
い
ま
し
た
。

山
田　

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
美
術
館
的
な
視
点

で
は
、
ま
ず
は
作
品
そ
の
も
の
と
対
峙
す
る
こ
と
が
重
要

な
の
で
、
章
立
て
の
テ
ー
マ
設
定
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が

ら
、
展
示
す
る
モ
ノ
の
視
覚
的
な
特
徴
を
重
視
し
て
出

品
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
文
化
人

類
学
の
分
野
で
は
、
ど
の
地
域
も
平
等
に
扱
う
と
い
う
視

点
が
重
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
倫
理
観
を
作
品
選
定
の

と
き
に
も
強
く
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

モ
ノ
と
の
距
離
感

山
中　

展
示
が
で
き
て
か
ら
の
話
に
移
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

　

お
客
さ
ん
と
モ
ノ
と
の
距
離
感
が
、
美
術
館
と
博
物

館
で
は
違
う
ん
だ
な
、
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
感
じ

ま
し
た
。
展
示
物
の
前
の
床
に
﹁
こ
れ
以
上
は
入
ら
な
い

で
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
意
味
の
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
い
ま

し
た
。
美
術
作
品
の
展
示
で
は
、
あ
の
グ
レ
ー
の
ラ
イ
ン

が
き
ち
ん
と
認
識
さ
れ
て
い
て
、
あ
る
程
度
距
離
感
を

も
っ
て
作
品
と
人
が
対
峙
す
る
ん
で
し
ょ
う
が
、
今
回
の

展
覧
会
に
行
っ
た
方
か
ら
﹁
ラ
イ
ン
を
越
え
て
怒
ら
れ
ま

く
っ
た
﹂
と
い
う
感
想
を
ち
ら
ほ
ら
聞
き
ま
し
た
︵
笑
︶。

長
屋　

ラ
イ
ン
は
美
術
館
の
習
慣
と
し
て
あ
る
ん
で
す
。

そ
れ
に
お
借
り
し
た
資
料
を
無
事
故
で
お
返
し
す
る
の

が
大
前
提
な
の
で
、
そ
こ
は
ナ
ー
バ
ス
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
で
す
。
で
も
、
道
具
だ
っ
た
り
祈
り
の
対
象
だ
っ
た

り
す
る
み
ん
ぱ
く
の
モ
ノ
に
み
な
さ
ん
吸
い
寄
せ
ら
れ
る

よ
う
に
近
づ
き
た
が
る
と
い
う
の
は
、
博
物
館
の
資
料
が

も
っ
て
い
る
力
だ
な
と
思
い
ま
す
。

コ
ラ
ボ
3

遠くまで見渡せるレイアウト。国立新美術館にて（撮影・上野則宏）

狂言風オペラ「ドン・ジョヴァンニ」初演のようす。2014年4月25日大阪のいずみ
ホールにて（提供・ヴォイシング）

「千家十職╳みんぱく」展のようす（「千家十職の目と手」展示部分）

国立新美術館の展示場にて、一部の資料の前の床に引かれていたグレーのライン（撮影・上野則宏）
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じ
つ
は
こ
の
写
真
、「
狂
言
風
オ
ペ
ラ
」
な
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
撮
影
し
た
も
の
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の

オ
ペ
ラ
と
狂
言
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
の
も
と
、
二
〇
〇
二
年
に
始
ま
っ
た
。
狂
言
方
に

は
京
都
の
茂し
げ

山や
ま

一
門
を
迎
え
、
音
楽
は
ド
イ
ツ
の
ブ

レ
ー
メ
ン
に
本
拠
地
を
置
く
ド
イ
ツ
・
カ
ン
マ
ー

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
さ
ら
に
洋

の
音
に
和
の
色
合
い
を
添
え
る
べ
く
鼓
が
加
わ
る
。

筆
者
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
脚
本
家
と
し
て
加

わ
っ
た
の
は
、
二
作
目
の
初
演
が
お
こ
な
わ
れ
た
二

〇
〇
六
年
か
ら
で
、
そ
の
と
き
は
「
フ
ィ
ガ
ロ
の
結

婚
」
だ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、「
魔
笛
」、「
ド
ン
・
ジ
ョ

ヴ
ァ
ン
ニ
」
と
続
き
、
日
本
国
内
で
の
再
演
は
も
と

よ
り
、
ド
イ
ツ
で
も
公
演
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
突
飛
な
ア
イ

デ
ィ
ア
が
生
ま
れ
た
の
か
？
鍵
を
握
っ
て
い
る
の

が
、
茂
山
一
門
だ
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
狂
言
界

の
不
振
が
続
く
な
か
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
シ
チ
ュ

エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
柔
軟
に
舞
台
を
つ
と
め
る

「
お
豆
腐
狂
言
」
を
掲
げ
、
従
来
の
伝
統
芸
能
の
枠

組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。

思
い
切
り
遊
べ
ば
い
い

と
い
う
わ
け
で
、
狂
言
風
オ
ペ
ラ
も
茂
山
一
門
の

積
極
的
な
協
力
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
が
、
打

ち
合
わ
せ
の
際
に
驚
か
さ
れ
た
。「
オ
ペ
ラ
だ
か
ら
、

狂
言
だ
か
ら
と
い
っ
て
構
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
を
打
ち
破
り
、
ふ
た
つ
の
世

界
が
融
合
す
る
よ
う
な
脚
本
を
書
い
て
ほ
し
い
」
と

告
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
と
、
異
な
る
も
の
を
並
列
的
に
並
べ
て
、
は
い

お
し
ま
い
と
な
る
場
合
が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
は

ダ
メ
で
す
よ
と
い
う
こ
と
。

そ
の
意
味
は
、
本
番
に
向
け
て
全
員
の
リ
ハ
ー
サ

ル
が
始
ま
る
と
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
す
る
。
来
日
し

た
ド
イ
ツ
・
カ
ン
マ
ー
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
メ
ン

バ
ー
か
ら
も
、「
演
奏
す
る
だ
け
で
な
く
、
演
奏
以

外
の
場
面
で
も
舞
台
に
積
極
的
に
か
か
わ
ら
せ
て

ほ
し
い
」
と
い
う
発
言
が
折
に
触
れ
て
出
て
き
た
か

ら
だ
。
こ
こ
に
、
狂
言
方
に
あ
る
い
は
ク
ラ
シ
ッ
ク

音
楽
の
演
奏
家
に
こ
ん
な
こ
と
を
さ
せ
て
よ
い
の
だ

ろ
う
か
、
な
ど
と
い
っ
た
ち
っ
ぽ
け
な
遠
慮
は
吹
き

飛
ん
だ
。
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
培
っ
て
き
た
伝

統
や
型
に
安
心
し
て
身
を
ゆ
だ
ね
、
そ
の
う
え
で
思

い
切
り
遊
べ
ば
い
い
ん
だ
！

考
え
て
み
れ
ば
、
狂
言
は
下げ

剋こ
く

上じ
ょ
う

盛
ん
な
り
し

室
町
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
か
た
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
オ
ペ
ラ
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
勃
発
す
る
時
代
に

書
か
れ
た
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
価
値
転
換
が
起
こ

る
な
か
、
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
模
様
を
笑
い

に
昇
華
さ
せ
た
両
者
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
み
ご
と
な

ま
で
に
重
な
り
合
う
。
こ
こ
に
、
オ
ペ
ラ
本
来
の
旋

律
を
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
器
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
担
当

し
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
狂
言
師
が
台
詞
や
所
作
で
表

現
す
る
と
い
う
、
ま
っ
た
く
の
新
ジ
ャ
ン
ル
が
登
場

す
る
運
び
と
な
っ
た
。

ち
な
み
に
「
オ
ペ
ラ
」
と
は
元
来
「
作
品
」
と
い

う
意
味
。「
狂
言
風
オ
ペ
ラ
」
と
は
、
じ
つ
の
と
こ

ろ
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
に
題
材
を
と
り
つ
つ
も
、

オ
ペ
ラ
に
つ
き
も
の
の
人
間
の
歌
を
敢あ

え
て
排
し
た
、

ま
っ
た
く
新
し
い
「
狂
言
風
作
品
」
と
し
て
、
ジ
ャ

ン
ル
の
縦
割
り
状
況
や
洋
の
東
西
の
違
い
に
、

飄ひ
ょ
う

々ひ
ょ
うと

し
て
風
穴
を
開
け
続
け
て
い
る
。

山
中　

み
ん
ぱ
く
の
同
僚
は
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
文
化

人
類
学
関
係
者
も
展
覧
会
に
行
っ
て
く
れ
た
み
た
い
で
す

が
、
彼
ら
の
感
想
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
文
化
的
な
背

景
か
ら
脱
文
脈
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
も
ど
か
し
い
。
情

報
が
切
り
落
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
研
究
者
と
し
て

は
抵
抗
が
あ
っ
た
と
い
う
感
想
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

齋
藤　

わ
た
し
も
そ
う
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
ま
た
、

ア
イ
ヌ
文
化
の
伝
承
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
々
数
名
と
一

緒
に
行
っ
た
の
で
す
が
、こ
れ
ど
う
や
っ
て
作
っ
た
の
？

何
で
作
ら
れ
て
い
る
の
？
ど
ん
な
と
き
に
使
う
の
？　

と
い
う
と
こ
ろ
の
情
報
が
な
く
て
も
ど
か
し
い
、
と
言
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
実
際
に
も
の
づ
く
り
を
す
る
人
や
、

似
た
よ
う
な
も
の
が
身
近
に
あ
る
人
ほ
ど
、﹁
美
術
館
で

展
示
を
見
て
い
る
﹂
と
い
う
の
を
忘
れ
て
、
そ
の
モ
ノ
に

つ
い
て
﹁
知
り
た
い
！
﹂
と
思
う
の
で
し
ょ
う
。

上
羽　

モ
ノ
＋
背
景
で
文
化
情
報
を
提
供
し
な
い
と
い

け
な
い
と
い
う
研
究
者
の
性さ
が
み
た
い
な
も
の
を
背
負
っ
て

ま
す
よ
ね
。
た
だ
、わ
た
し
の
場
合
、新
美
術
館
で
は
い
っ

そ
の
こ
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
な
く
て
も
良
い
と
さ
え
思
っ

て
い
ま
し
た
。
今
は
美
術
館
で
も
博
物
館
で
も
、
つ
い
わ

た
し
た
ち
は
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
か
ら
見
て
し
ま
う
。﹁
西
ア

フ
リ
カ
の
ど
こ
ど
こ
で
作
ら
れ
て
い
る
仮
面
﹂
と
い
う
情

報
を
見
て
安
心
し
て
、
モ
ノ
を
見
た
気
に
も
な
る
し
、
わ

か
っ
た
気
に
な
る
。
文
字
情
報
に
依
存
し
す
ぎ
る
傾
向

が
あ
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
モ
ノ
の
本
質
を
自
分
の
目

で
見
抜
く
力
を
養
う
展
覧
会
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

山
中　
お
客
さ
ん
の
な
か
に
は
、﹁
こ
れ
ほ
し
い
﹂と
か﹁
う

ち
に
持
っ
て
帰
り
た
い
﹂
と
か
、
予
備
知
識
に
と
ら
わ
れ

な
い
素
直
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
方
も
多
か
っ
た

と
い
う
印
象
で
す
。
こ
の
展
覧
会
の
趣
旨
は
﹁
イ
メ
ー
ジ

の
生
成
や
享
受
に
普
遍
性
は
あ
る
の
か
﹂
と
い
う
問
い
か

け
で
し
た
。﹁
ほ
し
い
﹂﹁
怖
い
﹂﹁
気
持
ち
悪
い
﹂
と
い
っ

た
反
応
は
、
知
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
イ
メ
ー
ジ
の
力
を

感
じ
て
も
ら
え
た
か
ら
こ
そ
出
て
き
た
の
で
は
と
思
う
の

で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

上
羽　

目
の
前
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
自
分
が
感
じ
た

こ
と
を
率
直
に
言
う
と
い
う
こ
と
を
今
の
人
は
避
け
て
い

て
、
周
り
の
人
が
い
い
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
す
ご
く

不
安
に
な
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
名
の
知
れ
た
作
家
の
展

覧
会
で
、
い
わ
ゆ
る
﹁
名
画
﹂
を
見
て
そ
れ
を
﹁
い
い
と

思
わ
な
い
﹂
と
は
言
い
づ
ら
い
雰
囲
気
が
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
今
回
の
展
覧
会
に
は
、
そ
も
そ
も
ほ
と
ん
ど
知

ら
な
い
地
域
で
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
た
ち
が
作
っ
て
い

る
も
の
だ
か
ら
、﹁
か
わ
い
い
﹂
と
か
﹁
い
い
﹂
と
か
﹁
気

持
ち
悪
い
﹂
と
か
言
い
や
す
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
他
人
の
知
識
や
評
価
に
と
ら
わ
れ
な

い
で
楽
し
め
る
展
覧
会
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

長
屋　

美
術
館
は
権
威
付
け
を
す
る
機
関
な
の
で
、﹁
名

画
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
に

く
い
と
い
う
雰
囲
気
を
醸
し
て
い
る
の
は
た
し
か
で
す
。

で
も
今
回
の
展
示
に
は
い
わ
ゆ
る
美
術
館
の
美
の
基
準
と

は
違
う
基
準
が
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
間
口
が
と
て
も

広
い
の
で
、
お
客
さ
ん
が
入
り
込
み
や
す
い
。
美
術
館
が

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
与
え
て
い
る
強
制
力
を
開
放

す
る
ひ
と
つ
の
機
会
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
、
お
客
さ
ん
の
層
が
普
段
に
比
べ
て
幅
広
か
っ

た
で
す
。
若
い
方
か
ら
年
配
の
方
ま
で
。
お
子
さ
ん
の
姿

も
多
く
、
新
美
術
館
で
は
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
で
す
。

山
田　

ま
た
、
今
回
の
展
覧
会
で
は
、
面
白
さ
の
ポ
イ

ン
ト
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
の
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

仮
面
の
部
屋
に
反
応
し
た
人
も
い
れ
ば
、
約
六
メ
ー
ト

ル
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
葬
送
用
の
﹁
ビ
ス
﹂
の
と
こ
ろ
で

圧
倒
さ
れ
た
方
も
い
ら
し
た
。
ま
た
わ
た
し
の
身
の
回

り
の
美
術
関
係
者
の
な
か
で
反
応
が
良
か
っ
た
の
は
エ
ピ

ロ
ー
グ
の
部
屋
で
す
ね
。
展
示
さ
れ
て
い
た
モ
ノ
の
サ
イ

ズ
が
大
き
か
っ
た
の
も
展
示
空
間
に
合
っ
て
い
て
よ
か
っ

た
で
す
ね
。

み
ん
ぱ
く
で
の
み
ど
こ
ろ

山
中　

さ
て
、
同
じ
展
覧
会
を
九
月
か
ら
は
み
ん
ぱ
く

の
特
別
展
示
館
で
開
き
ま
す
が
、
雰
囲
気
は
ぜ
ん
ぜ
ん

違
う
も
の
に
な
り
ま
す
。
天
井
の
高
さ
も
違
う
し
、
二
階

建
て
と
い
う
構
造
で
す
し
、
面
積
も
異
な
り
ま
す
。

　
み
ん
ぱ
く
で
の
開
催
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
す
ぐ
近
く
に
本

館
展
示
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。﹁
イ
メ
ー
ジ
の
力
﹂

展
自
体
は
通
文
化
的
な
も
の
、
つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
文

化
の
モ
ノ
を
テ
ー
マ
ご
と
に
混
ぜ
て
い
る
展
覧
会
で
す
が
、

本
館
展
示
は
地
域
ご
と
の
展
示
で
す
。
特
別
展
の
お
気
に

入
り
の
展
示
物
を
見
て
﹁
こ
れ
は
ど
う
い
う
人
た
ち
が
何

の
た
め
に
作
っ
た
ん
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
疑
問
を
感
じ
た
と

き
に
、
本
館
展
示
に
行
っ
て
も
っ
と
深
く
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
ぶ
ん
特
別
展
会
場
と
本
館
展
示
を
一
日
で
全

部
見
よ
う
と
し
た
ら
疲
れ
果
て
て
し
ま
う
の
で
、
何
度
も

い
ら
し
て
ほ
し
い
で
す
！

「ビス」を見上げる。国立新美術館にて（撮影・ 田憲司）

エピローグに展示される品々への解釈は、観覧者にゆだねられている。国立新美術館にて（撮影・上野則宏）

8   9    2014 年 9月号



集めてみました世界の

台湾
台湾花蓮県のおそらく先住民族
ブヌンが使っていた籐製の弁当箱。
H 16 x W 20 x D 7.7

H0010620

フィリピン
フィリピン北部ルソン島ボントックの籐製の
弁当容器。日常用で米や飯などを入れる。
H 19 x W 28x D 13

H0008258

インドネシア
インドネシア、バタックで第二次世界大戦
前に使用されていた竹筒の飯入れ。野外
で仕事をする人が用いたもので、米やとう
もろこし、副食などを入れる。キンマ用の
材料入れにも用いていたと思われる。
H 17 x W 11 x D 11

H0009891

日本（沖縄県）
沖縄県那覇市で収集さ
れた弁当を入れる重箱。
H 18 x W 12 x D 12

H0005283

日本（石川県）
石川県で使用されていた弁当
箱で、現地名はメシゴーリ。
H 4.8 x W 16 x D 11

H0016908

タイ
形はインドと共通だが、側面に
タイ風の装飾が施されている
タイの弁当箱。
H 35 x W 17 x D 15

H0000396

タイ
タイ北部のものと推定される
竹編み、漆塗りの弁当箱。
H 15 x W 15 x D 14

H0005820

エチオピア
エチオピア中央部アムハラの弁当容器。アガルグ
ルとよばれる。インジェラ（テフという穀物を粉にして、
水で溶いて発酵させ、うすくクレープ状に焼いたもの）
に、ワット（シチュー状のおかず）をかけたものを入れ、
農作業の合間に食べる。
H 15 x W 31 x D 22

H0008658

オーストリア
オーストリアで収集されたアルミ製の弁当箱で、四隅
に小さなキノコ形の空気穴があいている。バターを塗っ
た黒パンと、ゆで卵、ソーセージ、チーズなどを入れる。
H 8.3 x W 20 x D 24

H0067305

ブータン
ブータンでよく使われている竹の弁当入れ籠で、
現地名はバンチュー（ボンチュー）。
H 10 x W 24 x D 24

H0000290

インド
インドでよく使われている4段
重ねの弁当箱で、2段、3段
のものもあるが、基本的な形は
共通している。それぞれの段に、
ご飯、カレー（1段または 2段）、
デザートなどを入れる。
H 29 x W 12 x D 11

H0099114

最近インドの弁当箱（ランチボックス）を話題にした映画が日本でも相
次いで公開された。日本の弁当や弁当箱の美しさにも、世界的な注目が
集まっているようだ。そこでは弁当箱を通じた心のつながりが人びとの
感動をよんでいる。民博が所蔵している世界の弁当箱を集めてみた。

杉
すぎ

本
もと

 良
よし

男
お

　民博 民族文化研究部

※寸法の単位はセンチメートルです。

インド
近年大都市で弁当配達がおこな
われているが、弁当箱のデザイン
も次第に斬新なものがあらわれて
きている。
H 23 x W 14 x D 14

H0276513

10   11    2014 年 9 月号



●
展
示
ガ
イ
ド
更
新
の
お
知
ら
せ

2
0
1
4
年
3
月
に
新
し
く
な
っ
た
東
ア
ジ
ア
展
示
の
展
示
ガ

イ
ド
更
新
版
が
完
成
し
ま
し
た
。
展
示
ガ
イ
ド（
バ
イ
ン
ダ
ー
形

式
）を
お
持
ち
の
方
に
は
、
無
料
で
差
し
替
え
分
を
お
渡
し
い
た

し
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

9
月
13
日（
土
）と
9
月
15
日（
月
・
祝
）は
、
本
館
展
示
と
特
別

展
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
15
日
は
、
自
然
文

化
園（
有
料
区
域
）を
通
行
さ
れ
る
場
合
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

●
南
ア
ジ
ア・
東
南
ア
ジ
ア
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
た
め
、
南
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
展

示
場
が
11
月
6
日（
木
）か
ら
3
月
18
日（
水
）ま
で
閉
鎖
さ
れ
ま

す
。
閉
鎖
前
に
是
非
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
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
〜
17
時
（
土
日
祝

を
除
く
）
で
す
。

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
（
13
時
開
場
）

会
場　
本
館
講
堂

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
観
覧
料
が
必
要
で
す
）

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

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

特
別
展

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
」

人
間
の
作
り
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
は
た
ら
き
や
受
け

と
め
ら
れ
方
に
、
人
類
共
通
の
普
遍
性
が
あ
る
の
か

否
か
を
さ
ぐ
り
ま
す
。

会
期　

9
月
11
日（
木
）〜
12
月
9
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
×
Ｍ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ 

p
r
e
s
e
n
t
s

「
角
淳
一
が
迫
る
！ 

す
み
か
ら
す
み
ま
で

『
イ
メ
ー
ジ
の
力
』」

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
お
な
じ
み
の
角
淳
一
さ
ん
が
𠮷

田
憲
司
（
本
館 

教
授
）
と
イ
メ
ー
ジ
の
力
に
迫
り

ま
す
。
司
会
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
古
川
圭
子
さ
ん
。

日
時　

9
月
14
日（
日
）14
時
20
分
〜
15
時
40
分

　
　
　
（
13
時
30
分
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
参
加
無
料

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
彫
像
ト
ゥ
ピ
ラ
ク
を
作
ろ
う
」

紙
粘
土
と
竹
べ
ら
で
ト
ゥ
ピ
ラ
ク
を
つ
く
り
ま
す
。

日
時　

9
月
7
日（
日
）

 

13
時
30
分
〜
16
時
30
分（
13
時
受
付
開
始
）

会
場　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
、
企
画
展
示
場

講
師　
田
主
誠（
版
画
家
）、岸
上
伸
啓（
本
館 

教
授
）

※
要
事
前
申
込
（
先
着
順
）、
参
加
費
5
0
0
円

（
別
途
要
展
示
観
覧
券
）、
小
学
1
年
生
以
上
対
象
、

定
員
15
名

お
問
い
合
わ
せ
先

情
報
企
画
課　

電
話　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
5
3
2

連
続
講
座 「
台
湾
文
化
を
知
る
」

日
時　

9
月
7
日（
日
）14
時
〜
16
時

講
師　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

話
題　
「
高
砂
族
」
と
向
き
合
っ
た
日
本
人
研
究
者

 

―
鹿
野
忠
雄
と
馬
淵
東
一

日
時　

9
月
13
日（
土
）14
時
〜
16
時

講
師　

宮
岡
真
央
子（
福
岡
大
学 

准
教
授
）

話
題　

原
住
民
族
ツ
ォ
ウ
の
社
会
と
祭
り

日
時　

9
月
23
日（
火
・
祝
）14
時
〜
16
時

講
師　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

話
題　

パ
イ
ワ
ン
族
工
芸
の
伝
統
と
今

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
80
名
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
参
加
無
料

「
民
族
藝
術
学
会
創
設
30
周
年
記
念
大
会
公
開
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
Ⅱ
」

人
間
に
と
っ
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
働
き
、
そ
の
重
要
性

を
、
学
問
分
野
を
超
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

検
証
し
ま
す
。

日
時　

9
月
22
日（
月
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

講
師　

小
川
勝
（
鳴
門
教
育
大
学 

教
授
）

　
　
　

齋
藤
亜
矢
（
中
部
学
院
大
学 

准
教
授
）

　
　
　

松
本
絵
里
子
（
神
戸
大
学
大
学
院 

准
教
授
）

　
　
　

𠮷
田
憲
司
（
本
館 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
参
加
無
料

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト 「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」

音
楽
、
デ
ザ
イ
ン
、
小
説
の
各
界
で
活
躍
す
る
ゲ
ス

ト
が
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
の
力
に
迫
り
ま
す
（
全

3
回
）。

日
時　

9
月
27
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時

　
　
　
（
開
場
12
時
30
分
）

第
１
回
ゲ
ス
ト　

Ｕ
Ａ
（
歌
手
）

聞
き
手　

川
瀬
慈
、
齋
藤
玲
子
（
本
館 

助
教
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
参
加
無
料

み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
を
さ
ぐ
る

大
阪
・
梅
田
の
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
特
別
展
と

連
動
し
た
連
続
講
座
を
開
催
し
ま
す
。（
全
7
回
）

時
間　

19
時
〜
20
時
30
分

会
場　

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
北
館
１
Ｆ

　
　
　

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル The Lab.C

A
FE Lab

9
月
12
日（
金
）

講
師　

𠮷
田
憲
司
（
本
館 

教
授
）

話
題　

み
え
な
い
力
を
あ
や
つ
る

　
　
　

―
仮
面
・
神
像
・
装
身
具

9
月
24
日（
水
）

講
師　

須
藤
健
一
（
本
館 
館
長
）

話
題　

み
ん
ぱ
く
40
周
年
と
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」

※
参
加
費
5
0
0
円
（
ド
リ
ン
ク
代
）、
定
員
各
回

50
名

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

一
般
財
団
法
人
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

電
話　

0
6
・
6
3
7
2
・
6
5
3
0

企
画
展

「
未
知
な
る
大
地

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
自
然
と
文
化
」

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
自
然
、
そ
こ
に
住
む
イ
ヌ
イ
ッ

ト
の
人
び
と
の
歴
史
と
文
化
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

9
月
4
日（
木
）〜
11
月
18
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
南
ア
フ
リ
カ
の
過
去
と
現
在　
　
　

―
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
か
ら
続
く
道
」

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
廃
止
後
、
進
行
す
る
国
内
の
都

市
化
に
注
目
し
て
、
持
続
可
能
な
資
源
利
用
や
生

き
方
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

10
月
11
日（
土
）

　
　
　

10
時
40
分
〜
13
時
25
分　

映
画
会

　
　
　

14
時
15
分
〜
16
時
30
分　

講
演
会

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
映
画
会
は
要
展
示
観
覧
券

研
究
公
演「
り
ん
け
ん
バ
ン
ド
み
ん
ぱ
く
公
演
」

沖
縄
の
新
し
い
音
楽
を
う
み
だ
し
て
い
る
り
ん
け
ん

バ
ン
ド
と
小
学
生
の
演
舞
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し

た
ス
テ
ー
ジ
で
す
。

日
時　

11
月
1
日（
土
）13
時
〜
15
時
30
分

　
　
　
（
開
場
12
時
30
分
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

申
込
締
切　

10
月
14
日（
火
）

※
要
事
前
申
込
、
要
展
示
観
覧
券

み
ん
ぱ
く
創
設
40
周
年
記
念  

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
み
ん
ぱ
く
の
地
球
探
究
紀
行
」

研
究
者
が
撮
影
し
た
世
界
各
地
の
記
録
映
像
と
研

究
者
に
よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
。
お
弁
当
付
き
。

時
間　

11
時
〜
13
時
30
分

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
館
「
ス
ペ
ー
ス
9
」

主
催　

産
経
新
聞
社

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
千
里
文
化
財
団

※
要
事
前
申
込
（
申
込
締
切
は
各
回
開
催
日
の
１
週

間
前
）、
参
加
費　

各
回
3
0
0
0
円

9
月
10
日（
水
）　

三
尾
稔（
本
館 

准
教
授
）

イ
ン
ド
の
女
神
に
さ
さ
げ
る
歌
と
踊
り

9
月
17
日（
水
）　

寺
田
𠮷
孝（
本
館 

教
授
）

島
々
に
響
く
青
銅
と
竹
の
音

―
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

伝
統
音
楽

9
月
24
日（
水
）　

川
瀬
慈（
本
館 

助
教
）

精
霊
と
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ザ
ー
ル
憑
依

儀
礼
（
エ
チ
オ
ピ
ア
）

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

ウ
ェ
ー
ブ
産
経
カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
係

電
話　

0
6
・
6
6
3
3
･
9
0
8
7　

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

友
の
会
講
演
会
（
大
阪
）

会
場　
本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

96
名
（
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示
）

第
4
3
6
回　

10
月
4
日（
土
）14
時
〜
15
時

【
特
別
展「
イ
メ
ー
ジ
の
力

―
国
立
民
族
学
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」
関
連
】

ア
ー
ト
（
美
術
）
と
人
類
学
の
あ
い
だ

―
特
別
展
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
に
よ
せ
て

講
師　
𠮷
田
憲
司
（
本
館 

教
授
）

ア
ー
ト
と
人
類
学
（
民
族
学
）。
20
世
紀
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

別
の
道
筋
を
た
ど
っ
て
き
た
こ
の
ふ
た
つ
の
領
域
が
、
近
年
、
急

速
に
接
近
し
、
交
流
を
も
ち
始
め
て
い
ま
す
。
国
立
新
美
術
館
と

民
博
の
共
同
で
企
画
し
た
今
回
の
特
別
展
「
イ
メ
ー
ジ
の
力

―

国
立
民
族
学
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」
も
、
ア
ー
ト
と

ア
ー
テ
ィ
フ
ァ
ク
ト
、
美
術
館
と
博
物
館
、
美
術
史
学
と
人
類
学

の
壁
を
越
え
た
試
み
の
ひ
と
つ
で
す
。
今
回
の
展
示
に
ち
な
ん
で
、

ア
ー
ト
と
人
類
学
の
関
係
を
改
め
て
考
え
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
講
師
の
案
内
の
も
と
１
時
間
程
度
の
特
別
展

見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

東
京
講
演
会

会
場　
モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
５
Ｆ
サ
ロ
ン

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
）

※
一
般
の
方
も
参
加
可
能
で
す
（
参
加
費
5
0
0
円
）

第
1
1
0
回　

10
月
19
日（
日
）14
時
〜
15
時

多
み
ん
ぞ
く
の
街
・
新
大
久
保
と
ハ
ラ
ー
ル
フ
ー
ド
産
業

講
師　
菅
瀬
晶
子
（
本
館 

助
教
）

日
本
有
数
の
多
み
ん
ぞ
く
の
街
、
東
京
都
新
宿
区
の
新
大
久
保
。

韓
流
の
街
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
じ
つ
は
多
種
多
様
な
移
民
が

混
住
し
て
い
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
新
大
久
保
が
多
み
ん
ぞ
く
の

街
と
な
っ
た
歴
史
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
近
年
も
っ
と
も
活
気

の
あ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
通
り
」
に
注
目
し
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の

教
え
に
沿
っ
た
食
べ
物
で
あ
る
ハ
ラ
ー
ル
フ
ー
ド
産
業
は
、
こ
の

街
で
い
か
に
し
て
花
開
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
当
日
は
、
新
大
久

保
で
売
ら
れ
て
い
る
ハ
ラ
ー
ル
フ
ー
ド
の
サ
ン
プ
ル
を
、
実
際
に

手
に
取
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
ま
じ
え
た
１
時
間
程
度
の
懇
談
会
を

開
催
し
ま
す
。

刊行物紹介
■岸上伸啓 著
『イヌピアット写眞帳
―バロー村の暮らし』
風土デザイン研究所　1,5 0 0円（税抜）

米国最北の村、
アラスカ州バ
ロー村を中心
に2006年から
2013年までの
フィールドワー
クで撮った写
真 を 通 し て、
先住民イヌピ

アットの現在の様子を紹介します。

■東賢太朗・市野澤潤平
　・木村周平・飯田卓 編
『リスクの人類学
―不確実な世界を生きる』
世界思想社　4,000円（税抜）

リスクが技術・
制度として浸透
し、個々人がリ
スク・コンシャ
スな主体として
立ち上がる「リ
スク社会」。本
書は、そのメカ
ニズムを人類

学の立場から批判的に考察し、オルタナ
ティブを模索する新たな試みです。

※国立民族学博物館ミュージアム・ショップの記事は、表紙うらに移りました。

第
4
3
7
回　

10
月
18
日（
土
）

【
企
画
展
関
連
】 

は
る
か
な
る
北
の
大
地
、グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の

自
然
と
人
び
と
の
暮
ら
し

講
師　
岸
上
伸
啓（
本
館 

教
授
）

第
4
3
6
回　

9
月
20
日（
土
）

【
特
別
展
関
連
】 

イ
メ
ー
ジ
の
力

―
み
ん
ぱ
く
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
が
語
る
も
の

講
師　
𠮷
田
憲
司（
本
館 

教
授
）

人
類
は
そ
の
歴
史
の
な
か
で
き
わ

め
て
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出

し
て
き
ま
し
た
。
果
た
し
て
そ
う

し
た
イ
メ
ー
ジ
の
創
り
あ
げ
方
や

受
け
と
り
方
に
人
類
に
共
通
の
普

遍
性
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
国

立
新
美
術
館
で
の
展
示
を
経
て
、

み
ん
ぱ
く
で
改
め
て
開
催
さ
れ
る

特
別
展
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
の
な

か
に
、
そ
の
答
え
を
さ
ぐ
り
ま
す
。

国立新美術館での「イメージの力」展
の展示風景

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン
　

研
究
者
と
話
そ
う

時
間　

14
時
30
分
〜
15
時
30
分

会
場　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

本
館
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
。

9
月
7
日（
日
）

話
者　
岸
上
伸
啓
（
本
館 

教
授
）

話
題　
【
企
画
展
関
連
】
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
自
然
と
文
化

9
月
28
日（
日
）

話
者　
山
中
由
里
子
（
本
館 

准
教
授
）

話
題　
【
特
別
展
関
連
】
絵
解
き
の
時

仮面「キフェベ」、民族／ルバ、
国名／コンゴ民主共和国

「トゥピラク像」
高円宮コレクション
／赤坂友昭撮影
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翻
弄
さ
れ
た
地
方
劇

―
中
国
の
秦
腔

清し

水み
ず 

拓た
く

野や 

　
神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

革
命
と
か
か
わ
っ
て
き
た
時
代

中
国
の
西
北
地
域
（
陝せ
ん

西せ
い

省し
ょ
うや

甘か
ん
し
ゅ
く
し
ょ
う

粛
省
な
ど
）
に
は
、
秦し
ん

腔こ
う

と
い

う
地
方
劇
が
あ
る
。
こ
の
演
劇
は
、

今
で
は
国
家
レ
ベ
ル
の
無
形
文
化
遺

産
認
定
を
受
け
て
い
る
が
、
か
つ
て

は
政
治
的
思
想
を
人
民
に
伝
達
す
る

手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
こ

れ
ま
で
政
治
と
か
か
わ
り
な
が
ら
複

雑
な
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
。
と
く
に
、

中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
は
、
俳
優

の
政
治
意
識
や
上
演
組
織
の
体
制
や

演
目
内
容
な
ど
に
関
す
る
演
劇
改
革

が
全
国
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
、
社
会

主
義
革
命
の
推
進
の
た
め
に
、
秦
腔

は
よ
り
本
格
的
に
政
治
利
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
文
化
大

革
命
期（
一
九
六
六
〜
一
九
七
六
年
）

に
は
、
人
民
を
政
治
的
に
啓
発
す
る

た
め
の
革
命
模
範
劇
と
よ
ば
れ
る
演

目
の
上
演
も
く
り
返
し
お
こ
な
っ
て

い
た
。

改
革
開
放
時
代
の
苦
難

と
こ
ろ
が
、
そ
の
文
革
が
終
わ
る

と
状
況
は
一
変
し
た
。
ま
ず
、
秦
腔

の
政
治
的
色
彩
は
次
第
に
薄
れ
、
娯

楽
色
が
よ
り
濃
厚
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
改
革
開
放
政
策
に
影

響
を
受
け
て
、
海
外
の
映
画
や
ド
ラ

マ
な
ど
も
含
め
て
娯
楽
が
多
様
化

し
、
テ
レ
ビ
も
普
及
し
た
結
果
、
人

び
と
は
秦
腔
に
か
つ
て
ほ
ど
興
味
を

も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
と
く
に
、
こ
の
傾
向
は
、
都
市

在
住
の
若
者
の
あ
い
だ
で
顕
著
に
み

ら
れ
、
彼
ら
は
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
に

は
興
味
を
示
し
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
劇

場
ま
で
秦
腔
を
観
に
行
こ
う
と
は
し

な
く
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
直
面
し
て
、
秦

腔
劇
団
の
公
演
収
入
も
減
少
し
、
多

く
の
劇
団
が
経
営
不
振
に
陥
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
い

に
は
他
の
劇
団
と
統
廃
合
し
、
人

員
整
理
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ば
、
秦
腔
が
き
わ
め
て

盛
ん
な
西
安
で
も
、
市
内
の
四
つ

の
秦
腔
劇
団
が
、
西
安
秦
腔
劇
院

と
し
て
二
〇
〇
七
年
六
月
に
合
併

統
合
さ
れ
た
。
そ
の
四
つ
の
な
か
に

は
、
西
安
易
俗
社
と
い
う
辛
亥
革
命

（
一
九
一
二
年
）
の
こ
ろ
か
ら
一
〇
〇

年
近
く
も
存
続
し
て
き
た
有
名
劇
団

ま
で
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
多
く
の

者
に
衝
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

無
形
文
化
遺
産
化
に
よ
る

あ
ら
た
な
展
開

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
秦
腔
を
取

り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
な
っ
て
い
る

が
、
明
る
い
変
化
の
兆
し
も
あ
ら
わ

れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
契
機

と
な
っ
た
の
が
、
秦
腔
が
二
〇
〇
六

年
に
国
家
レ
ベ
ル
の
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
改
革
開
放
政
策
に
よ
る

高
度
経
済
成
長
を
経
て
自
国
文
化
に

対
す
る
自
信
が
強
ま
り
、
か
つ
て
の

革
命
時
代
の
よ
う
に
、
中
国
政
府
が

伝
統
文
化
を
「
封
建
的
で
、
時
代
遅

れ
の
、
近
代
化
を
阻
害
す
る
も
の
」

で
あ
る
と
は
み
な
さ
な
く
な
り
、
逆

に
そ
れ
を
伝
統
的
な
価
値
を
体
現
す

る
貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
再
認
識

し
始
め
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺

産
の
保
護
条
約
に
も
影
響
を
受
け
て

い
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
無
形
文
化
遺

産
化
を
き
っ
か
け
に
、
秦
腔
の
保
護

と
保
存
を
め
ぐ
る
動
き
が
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
活
発
化
し
て
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
ず
、
二
〇
〇
九
年
五
月
に

は
、
秦
腔
の
芸
風
を
後
世
に
伝
え
る

た
め
に
、
政
府
が
流
派
の
伝
承
人
を

決
め
て
秦
腔
の
伝
承
活
動
を
奨
励
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
績
や
芸
歴
に

応
じ
て
、
実
際
に
何
人
か
の
名
優
が

伝
承
人
と
し
て
選
ば
れ
、
弟
子
へ
の

教
育
活
動
も
よ
り
積
極
的
に
お
こ
な

う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

二
〇
〇
九
年
九
月
に
は
、
政
府
の
出

資
で
陝
西
秦
腔
博
物
館
が
西
安
で
開

館
し
た
。
こ
れ
は
、
秦
腔
の
歴
史
や

芸
能
の
特
徴
な
ど
を
幅
広
く
紹
介
す

る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
陝
西
省
と
同
じ

く
秦
腔
が
盛
ん
な
甘
粛
省
の
蘭
州
に

も
秦
腔
博
物
館
が
あ
り
、
陝
西
秦
腔

博
物
館
と
開
館
日
を
競
う
よ
う
な
形

で
設
立
さ
れ
た
。
秦
腔
の
保
護
と
保

存
を
め
ぐ
る
動
き
が
そ
れ
だ
け
盛
り

上
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。か

く
し
て
、
こ
れ
ま
で
秦
腔
は
、

時
代
に
翻
弄
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦

難
を
経
て
き
た
が
、
無
形
文
化
遺
産

化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
注
目
度
が
上

が
り
、
人
び
と
の
保
護
と
保
存
の
意

識
も
一
層
高
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
芸
能
と
し
て
の
バ
イ
タ

リ
テ
ィ
を
保
つ
た
め
に
は
、
継
承
だ

け
で
な
く
、
革
新
し
て
い
く
こ
と
も

重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

促
進
し
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
で

あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
継
承
の
問
題

に
目
を
向
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
衰
退
の

一
途
を
辿た
ど

っ
て
い
た
秦
腔
が
復
興
し

つ
つ
あ
る
の
は
、
大
き
な
希
望
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

陝西秦腔博物館の展示。衣装や脚本から舞台装置の
展示まである

余巧雲さん。
秦腔の流派伝承人のひとりとして選ばれた女優

陝西秦腔博物館の開館式のようす。多くのメディアが
このようすを取りあげた

秦腔の若手俳優による上演のようす。秦腔では
最低限の小道具しか用いないで演じる

芸
能
の
か
た
ち
は
、
時
代
と
と
も
に
う
つ
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
今
回
紹
介
す
る
の
は
、
中
国
政
府
が
認
め
た
文
化
遺
産
。

し
か
し
認
定
後
も
、
か
た
ち
が
固
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

陝西省

甘粛省
北京

西安

蘭州

中国
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ル
イ
ボ
ス
茶
の
生
ま
れ
故
郷

日
本
で
も
最
近
に
な
っ
て
、
ル
イ
ボ
ス
茶
が
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ル
イ
ボ
ス
茶
は
、
ル
イ
ボ
ス
と
い
う
マ
メ
科

植
物
の
枝
葉
を
発
酵
さ
せ
た
ハ
ー
ブ
茶
で
あ
る
。
ル
イ
ボ

ス
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
西
ケ
ー
プ
州
と
北
ケ
ー
プ
州
の
一
部

だ
け
で
生
育
す
る
。
こ
の
地
域
の
年
間
降
水
量
は
一
五
〇
ミ

リ
程
度
、
夏
の
気
温
は
と
き
に
四
〇
度
に
お
よ
ぶ
が
、
冬

に
は
零
度
近
く
に
下
が
る
。
こ
う
し
た
厳
し
い
気
候
の
た

め
、
年
間
を
通
じ
て
荒
涼
と
し
た
景
観
が
こ
の
地
域
を
覆
っ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
い
っ
た
ん
雨
が
降
る
と
、
こ
の
地
域
は
花
の

絨じ
ゅ
う
た
ん
毯
を
敷
き
詰
め
た
か
の
よ
う
に
鮮
や
か
な
色
彩
に
満
ち
、

多
数
の
観
光
客
が
訪
れ
て
、
町
は
活
気
を
帯
び
る
。
フ
ラ

ワ
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
地
域
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
脆ぜ

い
じ
ゃ
く弱

な
生
態
系
を
し
っ
か
り
守
る
必
要
が
あ
る
。
資

源
の
持
続
的
な
利
用
が
生
態
系
管
理
上
か
ら
も
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

商
品
特
性
と
寡
占
的
な
市
場
構
造

ル
イ
ボ
ス
茶
は
カ
フ
ェ
イ
ン
・
フ
リ
ー
で
抗
酸
化
作
用
が

あ
り
、
健
康
に
よ
い
と
い
う
理
由
で
世
界
的
に
人
気
が
拡

大
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
生
産
は
、
南
ア
資
本
の
ル
イ
ボ

ス
茶
加
工
メ
ー
カ
ー
や
、
多
国
籍
紅
茶
メ
ー
カ
ー
と
契
約

関
係
に
あ
る
、
白
人
経
営
の
大
規
模
農
場
が
大
半
を
占
め

て
い
る
。
こ
う
し
た
農
場
の
な
か
に
は
み
ず
か
ら
加
工
場

を
も
っ
て
、
一
次
加
工
を
お
こ
な
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。

市
販
・
輸
出
さ
れ
て
い
る
ル
イ
ボ
ス
茶
の
大
半
は
少
数

の
大
手
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
製
品
で
あ
る
。
こ
の
寡
占
的
な

市
場
構
造
を
補
強
し
て
い
る
の
が
、
南
ア
・
ル
イ
ボ
ス
茶

評
議
会
で
あ
る
。
こ
の
評
議
会
は
大
規
模
農
場
主
、
加
工

メ
ー
カ
ー
、
小
売
関
係
者
を
メ
ン
バ
ー
と
し
、
ル
イ
ボ
ス

茶
の
基
準
・
規
格
を
決
め
て
い
る
。
し
か
し
、
黒
人
や
混

血
の
ア
フ
リ
カ
ー
ン
ス
人
が
大
半
を
占
め
る
小
規
模
農
民

の
要
求
は
ほ
と
ん
ど
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
ル
イ
ボ
ス
が
育
つ
地
域
の
農
民
た
ち
に

と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
地
域

で
は
厳
し
い
自
然
条
件
の
た
め
に
、
食
料
作
物
の
生
産

は
難
し
い
。
だ
か
ら
、
ル
イ
ボ
ス
を
細
々
と
生
産
す
る
か
、

大
規
模
農
場
の
賃
労
働
者
と
し
て
働
く
く
ら
い
し
か
生
計

手
段
が
な
い
。
ル
イ
ボ
ス
も
、
大
規
模
農
場
に
高
い
料
金

を
支
払
っ
て
製
品
に
加
工
す
る
か
、
ル
イ
ボ
ス
を
言
い
値

で
買
い
取
っ
て
も
ら
う
か
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、

大
規
模
農
場
に
依
存
す
る
枠
組
み
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は

難
し
い
の
で
あ
る
。

ル
イ
ボ
ス
茶
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
ア
イ
ベ
ル
ド
協
同
組
合

北
ケ
ー
プ
州
で
、
こ
の
状
況
を
決
定
的
に
変
え
た
の
が

二
〇
〇
一
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
イ
ベ
ル
ド
協
同
組
合
で
あ

る
。
ア
イ
ベ
ル
ド
は
二
〇
〇
一
年
に
複
数
国
の
有
機
認
証
を
、

二
〇
〇
三
年
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
認
証
を
そ
れ
ぞ
れ
取
得
し

た
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
に
は
有
機
と
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の

ダ
ブ
ル
認
証
も
取
得
し
て
い
る
。

ア
イ
ベ
ル
ド
が
重
視
し
て
い
る
の
は
有
機
栽
培
で
あ
り
、

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
始
め
た
の
は
そ
の
販
売
先
を
確
保
す

る
た
め
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ル
イ
ボ
ス
茶
自
身
が
寡
占

的
に
取
引
さ
れ
て
い
る
う
え
に
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
ル
イ

ボ
ス
茶
の
市
場
規
模
も
ま
だ
小
さ
い
と
い
う
現
実
の
も
と

で
、
貴
重
な
生
態
系
保
全
に
役
立
つ
有
機
農
業
を
前
面
に

打
ち
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
よ
る
経
済
的
成
果
も
大

き
い
。
と
く
に
、
グ
ル
ー
プ
や
地
域
社
会
の
社
会
的
発
展

や
能
力
開
発
を
目
的
と
す
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
社
会
プ
レ

ミ
ア
ム
な
ど
の
資
金
を
利
用
し
て
で
き
た
加
工
場
に
よ
っ
て
、

農
民
は
大
規
模
農
場
に
依
存
し
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
。
こ

の
点
で
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
意
義
は
と
て
も
大
き
い
。

具
体
的
な
作
業
と
し
て
は
、
ま
ず
ル
イ
ボ
ス
を
機
械
に

よ
っ
て
細
か
く
裁
断
す
る
。
次
に
、
こ
の
裁
断
さ
れ
た
ル
イ

ボ
ス
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
乾
燥
場
に
一
二
時
間
放
置
し
た
後
、

二
時
間
ご
と
に
木
製
の
レ
ー
キ
や
長
い
棒
で
数
回
か
き
回
す
。

こ
の
過
程
で
、
ル
イ
ボ
ス
は
自
然
発
酵
し
て
色
が
赤
変
す
る
。

乾
燥
し
た
ら
袋
詰
め
し
て
保
管
す
る
。
殺
菌
と
包
装
に
は

専
用
の
設
備
が
必
要
な
の
で
、
外
部
委
託
し
て
い
る
。

ア
イ
ベ
ル
ド
の
ル
イ
ボ
ス
茶
は
有
機
農
業
が
セ
ー
ル
ス
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ル
イ
ボ
ス
の
栽
培
だ
け
で
な
く
、

加
工
工
程
で
も
環
境
的
な
持
続
可
能
性
を
重
視
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
機
械
に
頼
る
の
で
は
な
く
た
く
さ
ん
の
手
作

業
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
だ
わ
り
は
、有
機
農
業（
持

続
可
能
性
）
と
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
（
仕
事
の
確
保
）
の
基
本

的
な
考
え
方
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

高
ま
る
農
民
の
自
立
意
識

農
民
た
ち
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
村
で
お
こ
な
っ
た
調
査
か
ら
、

い
く
つ
か
の
興
味
深
い
事
実
が
わ
か
っ
た
。
ま
ず
、
高
齢
女

性
が
ア
イ
ベ
ル
ド
で
い
ろ
い
ろ
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
就
き
、
大

き
な
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
次
に
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
一

緒
に
す
る
参
加
型
調
査
に
よ
っ
て
、
農
民
は
環
境
や
生
態
系

に
高
い
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
組
合
の
設

立
に
始
ま
っ
て
、
有
機
農
業
や
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
な
ど
組
合

の
方
向
性
を
主
導
し
て
き
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
自
立
し
よ
う
と

い
う
志
向
性
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
か
ら
の
「
卒
業
」
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
協
働
と
い
っ
て
も
、
現

実
に
は
指
示
―
服
従
と
い
う
側
面
が
避
け
ら
れ
な
い
。
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
で
力
を
つ
け
た
農
民
は
、
そ
の
こ
と
を
克
服
す

べ
き
課
題
と
し
て
認
識
し
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
本
来
の
目
的
で
あ
る
、
自
分
た
ち
で
物
事
を
決
め

て
い
く
力
の
強
化
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
識
が
み

ん
な
で
共
有
さ
れ
る
と
、フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
か
ら
の
「
卒
業
」

が
議
論
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

貴
重
な
植
生
と
限
界
地
の
暮
ら
し
を
守
る

ル
イ
ボ
ス
茶
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
池い

け

上が
み 

甲こ
う

一い
ち

　
近
畿
大
学
教
授

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
運
動
で
あ
っ
て
、
到
達
点
で
は
な
い
。

生
産
者
や
労
働
者
の
生
産
や
生
活
、
あ
る
い
は
意
識
に
影
響
を
与
え
た
そ
の
先
に
何
が
あ
る
の
か
。

南
ア
フ
リ
カ
、
ル
イ
ボ
ス
茶
生
産
の
現
場
か
ら
紹
介
す
る
。

雨が降ると花の絨毯に覆われるメルクラール村の大地

上：ルイボスを刈取る
下：ルイボスの枝を切断・粉砕する

上：粉砕したルイボスを集める
下：発酵したルイボスの粉末を
撹拌（かくはん）する

アイベルドのマネージャーたち

メルクラール村の典型的住居
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「
男
」
の
食
べ
物

地
域
差
が
大
き
い
イ
ン
ド
に
は
、「
イ
ン
ド
料
理
」

と
一
言
で
は
く
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
多
様
な
食

文
化
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
食
や
カ
レ
ー
に
と
ど
ま
ら

ず
、
ス
ナ
ッ
ク
と
総
称
さ
れ
る
軽
食
も
同
様
で
あ
り
、

そ
の
土
地
で
し
か
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
ロ
ー
カ

ル
・
フ
ー
ド
が
各
地
に
存
在
す
る
。

西
イ
ン
ド
、
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
の
ミ
サ
ル
と

い
う
軽
食
は
、
そ
う
し
た
ロ
ー
カ
ル
・
フ
ー
ド
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
現
地
語
の
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
「
混
ぜ
た

も
の
」と
い
う
意
味
の
と
お
り
、マ
ト
キ（
モ
ス
ビ
ー
ン
）

や
じ
ゃ
が
い
も
な
ど
の
野
菜
を
香
辛
料
と
と
も
に
煮
込

ん
で
混
ぜ
合
わ
せ
た
ペ
ー
ス
ト
状
の
も
の
で
、
う
え
に

生
玉
ね
ぎ
と
コ
リ
ア
ン
ダ
ー
の
み
じ
ん
切
り
、
フ
ァ
ル

サ
ン
や
セ
ー
ヴ
と
よ
ば
れ
る
揚
げ
た
チ
ッ
プ
ス
を
か
け
、

食
パ
ン
か
丸
パ
ン
と
一
緒
に
食
べ
る
。
家
庭
で
作
ら
れ

る
「
お
ふ
く
ろ
の
味
」
と
い
う
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
下
町
の
屋
台
や
村
の
食
堂
で
、
お
腹
を
空
か
し

た
若
者
や
労
働
者
が
食
べ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
庶
民

的
な
Ｂ
級
グ
ル
メ
で
あ
る
。
わ
た
し
が
は
じ
め
て
ミ
サ

ル
を
食
べ
た
の
も
、
調
査
村
に
あ
る
食
堂
で
、
わ
た
し

一
人
だ
け
女
性
と
い
う
状
況
で
少
し
肩
身
の
狭
い
思
い

を
し
な
が
ら
だ
っ
た
。
食
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ミ
サ
ル
は
ま
さ
し
く
「
男
」
の

食
べ
物
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ミ
サ
ル
の
本
場

ミ
サ
ル
は
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
全
土
で
食
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
本
場
と
い
え
ば
、
な
ん
と
い
っ
て

も
州
の
南
部
に
位
置
す
る
コ
ル
ハ
ー
プ
ル
と
い
う
町
で

あ
る
。
単
な
る
ミ
サ
ル
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
「
コ
ル

ハ
ー
プ
ル
（
コ
ル
ハ
ー
プ
ル
風
）
ミ
サ
ル
」
と
銘
打
つ

店
も
多
い
。

コ
ル
ハ
ー
プ
ル
は
、
一
七
世
紀
に
デ
カ
ン
に
登
場
し

た
シ
ヴ
ァ
ー
ジ
ー
・
ボ
ン
ス
レ
ー
が
建
国
し
た
マ
ラ
ー

タ
ー
王
国
の
王
家
の
拠
点
と
な
っ
た
都
で
あ
る
。
戦
士

で
あ
っ
た
マ
ラ
ー
タ
ー
の
人
び
と
は
肉
（
ノ
ン
・
ヴ
ェ

ジ
）
料
理
と
唐
辛
子
を
多
用
し
た
辛
い
食
べ
物
を
好
む

と
さ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
コ
ル
ハ
ー
プ
ル
料
理
は
、

マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
の
な
か
で
も
か
な
り
の
激
辛

で
有
名
だ
。
マ
ト
ン
や
チ
キ
ン
を
た
っ
ぷ
り
の
香
辛
料

で
味
付
け
し
炒
め
た
料
理
な
ど
、
名
物
も
多
い
。
ち
な

み
に
イ
ン
ド
で
は
、
食
べ
物
が
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

を
も
形
成
す
る
と
い
う
思
想
が
あ
り
、
肉
類
や
辛
い
物
、

刺
激
の
強
い
物
を
好
ん
で
食
べ
て
い
る
と
、
気
性
も
荒

く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
コ
ル
ハ
ー
プ
ル
ミ
サ

ル
」
は
、
め
っ
ぽ
う
辛
い
ミ
サ
ル
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

ま
さ
に
マ
ラ
ー
タ
ー
の
人
び
と
に
好
ま
れ
て
き
た
軽
食

の
代
表
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ラ
イ
バ
ル
都
市
の
マ
イ
ル
ド
な
ミ
サ
ル

さ
て
、
そ
ん
な
ミ
サ
ル
の
本
場
コ
ル
ハ
ー
プ
ル
に
対

し
て
、近
年
「
ミ
サ
ル
セ
ン
タ
ー
」
の
異
名
を
と
る
の
が
、

デ
カ
ン
高
原
の
西
端
に
位
置
す
る
プ
ネ
ー
と
い
う
都
市

で
あ
る
。
こ
の
町
は
、
マ
ラ
ー
タ
ー
王
国
が
内
部
分
裂

し
た
の
を
機
に
実
権
を
握
っ
た
宰
ペ
ー
シ
ュ
ワ
ー

相
が
、
実
質
的
な
王

国
の
首
都
と
し
て
治
め
た
古
都
で
あ
る
。
司
祭
階
級
に

あ
た
る
バ
ラ
モ
ン
・
カ
ー
ス
ト
出
身
の
宰
相
は
、
行
政

官
と
し
て
同
じ
バ
ラ
モ
ン
を
各
地
か
ら
プ
ネ
ー
へ
呼
び

寄
せ
た
。
そ
の
た
め
、
マ
ラ
ー
タ
ー
が
人
口
の
三
、四

割
を
占
め
る
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
の
な
か
で
、
プ

ネ
ー
は
例
外
的
に
バ
ラ
モ
ン
が
集
住
し
、
菜
食
主
義
の

よ
う
な
食
文
化
が
色
濃
く
残
る
町
で
あ
る
。
料
理
も
、

粗
糖
を
隠
し
味
に
使
っ
た
甘
め
の
味
付
け
が
特
徴
だ
。

そ
ん
な
プ
ネ
ー
の
ミ
サ
ル
は
、
コ
ル
ハ
ー
プ
ル
ミ
サ

ル
ほ
ど
辛
く
は
な
い
比
較
的
マ
イ
ル
ド
な
味
わ
い
で
、

家
族
連
れ
に
も
好
ま
れ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
プ
ネ
ー

リ
ー
（
プ
ネ
ー
風
）
ミ
サ
ル
」
と
名
付
け
、
コ
ル
ハ
ー

プ
ル
ミ
サ
ル
と
の
差
別
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
ぎ
れ
い
な
食
堂
や
カ
フ
ェ
で
食
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
も

増
え
、
ミ
サ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
の
刷
新
に
一
役
買
っ
て
い

る
。マ

ラ
ー
タ
ー
と
バ
ラ
モ
ン
は
、
と
も
に
上
位
カ
ー
ス

ト
と
し
て
こ
の
地
域
の
支
配
集
団
を
形
成
し
、
歴
史
的

に
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
両
者
の
競
い
合

い
が
、政
治
的
葛
藤
で
は
な
く
、ミ
サ
ル
の
バ
ラ
エ
テ
ィ

の
拡
大
へ
と
進
む
の
な
ら
ば
大
歓
迎
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の

町
の
特
徴
を
生
か
し
て
展
開
す
る
ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド
は
、

地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
、
Ｂ

級
グ
ル
メ
の
食
べ
く
ら
べ
と
い
う
あ
ら
た
な
楽
し
み
を

イ
ン
ド
に
生
み
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ミサルのセット。パンを浸して食べる。奥にはトッピング用の玉
ねぎ。左下は好みで加える激辛のソース。ヨーグルトドリンクも
一緒に（提供・ナチケット ペンセ）

ミサルを食べながらおしゃべりに興じるひととき

西インドのストリート・フード

ミサル

じゃがいも 1個、モスビーン 2
カップ、にんにく 2かけ、しょ
うが 1かけ、タマリンド 1個、
マスタードシード 小さじ 1、ク
ミンシード 小さじ 1

ターメリック粉 小さじ半分、赤
唐辛子粉 小さじ1、コリアンダー
粉 小さじ 1、ガラムマサラ 小さ
じ 1.5

油 小さじ 3、塩 少々

トッピング：生のコリアンダー、
玉ねぎ 半分、トマト 1個、ファ
ルサン orセーヴ（適量）、ライ
ム orレモン 半分

※モスビーンは緑豆でも代用可。
ファルサンやセーヴやタマリンド
は、インド食材店で手に入る。

基本的なミサルの作り方（3～ 4人分）

① じゃがいもを茹で、つぶす。にんにくとしょうがを
おろす。

② 圧力鍋に水でゆすいだモスビーン、茹でてつぶし
たじゃがいも、ターメリック粉半分、塩、モスビー
ンが完全に浸るくらいの水をいれて加熱し、2、3
回蒸気があがるまで加圧する。火から降ろし、圧
が下がるまでしばらくそのままで置いておく。

③ タマリンドを半カップの水に20～ 30分つけて戻
しておく。

④ フライパンに油を熱し、マスタードシードを熱
する。パチパチと音が鳴ったら、クミンシード
とみじん切りした玉ねぎを加えて炒める。

⑤ 玉ねぎがしんなりし色が変わったら、にんにく
としょうがを加え炒める。

村の食堂のメニュー表。ミサルは左列の上から 4番目。15ルピー（約 30円）

松
まつ

尾
お

 瑞
みず

穂
ほ

 　民博 先端人類科学研究部

⑥ 残りのターメリック粉、コリアンダー粉、赤唐
辛子粉、マサラを入れて炒める。

⑦ 圧力鍋の材料をすべて入れて混ぜあわせ、タマ
リンドの汁を加え炒める。

⑧ 8～ 10分ほどかき混ぜながらよく炒め、水分
が足りなければ 1カップの水を加える。

⑨ トッピング用のコリアンダー、玉ねぎ、トマト
を大きめのみじん切りにする。

⑩ 塩で味を調え、好みでトッピングとライムの絞
り汁をかける。パンと一緒にどうぞ。

18   19    2014 年 9月号



イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
デ
ザ
イ
ン
に

関
す
る
学
術
機
関
と
し
て
著
名
な
英
国
王
立
芸
術
大
学
（
ロ
イ
ヤ

ル
・
カ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ア
ー
ト
、
以
下
Ｒ
Ｃ
Ａ
）
の
名
誉
教
授
ロ

ジ
ャ
ー
・
コ
ー
ル
マ
ン
氏
が
一
九
九
四
年
に
提
唱
を
は
じ
め
た
こ
と

ば
で
あ
る
。

ま
ず
は
成
り
立
ち
を
見
て
み
よ
う
。
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ

ン
と
類
似
す
る
こ
と
ば
と
し
て
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
が
あ
る
。

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
立
大
学
に
あ
る
セ
ン

タ
ー
・
フ
ォ
ー
・
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
ロ
ン
・
メ
イ
ス
博
士

が
提
唱
し
た
こ
と
ば
で
、
日
本
で
も
二
〇
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
民
間
企

業
の
商
品
や
公
共
の
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
普
及
し
た
。
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
が
、
ア
メ
リ
カ
の
公
民
権
運
動
の
流
れ
か
ら
不
公
平
な

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
利
用
の
し
や
す
さ
）
の
解
決
を
う
た
っ
て

い
る
の
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
発
の
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
（
社
会
的
包
摂
）
の
視
点
が
中
心

に
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
は
、「
こ
れ
ま
で

除
外
さ
れ
て
き
た
人
び
と
を
包
摂
し
、
か
つ
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り

立
つ
デ
ザ
イ
ン
」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
社
会
的
排
除
の
解
決
に

重
点
が
あ
る
。

排
除
は
、
Ｒ
Ｃ
Ａ
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
研
究
拠
点
ヘ
レ
ン

ハ
ム
リ
ン・セ
ン
タ
ー・フ
ォ
ー・デ
ザ
イ
ン
の
客
員
特
別
研
究
員
ジ
ュ

リ
ア
・
カ
セ
ム
氏
に
よ
る
と
大
き
く
六
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

インクルーシブデザイン
Inclusive Design

平
ひ ら

井
い

 康
や す

之
ゆ き

　九州大学大学院准教授

は
、
社
会
的
な
解
決
が
身
体
的
な
障
が
い
に
対
応
で
き
て
い
な
い

「
身
体
的
排
除
」、
視
覚
や
聴
覚
な
ど
の
「
感
覚
的
排
除
」、
外
国
で

そ
の
国
の
こ
と
ば
を
理
解
で
き
な
い
な
ど
の
「
知
覚
的
排
除
」、
Ｉ

Ｔ
に
関
す
る
知
識
の
違
い
か
ら
く
る
「
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
排
除
」、

社
会
か
ら
の
疎
外
感
の
よ
う
な
「
感
情
的
排
除
」、
そ
し
て
貧
困
な

ど
の
「
経
済
的
排
除
」
の
六
つ
で
、「
感
情
的
排
除
」
が
一
番
難
し

い
と
述
べ
て
い
る
。

「
感
情
的
排
除
」
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

ロ
ジ
ャ
ー
・
コ
ー
ル
マ
ン
氏
の
友
人
に
車
椅
子
で
生
活
を
し
て
い
る

キ
ャ
サ
リ
ン
と
い
う
女
性
が
い
た
。
彼
女
は
住
ん
で
い
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
キ
ッ
チ
ン
の
デ
ザ
イ
ン
を
彼
に
依
頼
し
た
。
彼
は
、
下
肢
の
邪

魔
に
な
ら
な
い
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
や
車
椅
子
使
用
者
に
見
合
う
カ
ウ
ン

タ
ー
の
高
さ
な
ど
を
考
え
て
い
た
が
、
彼
女
の
口
か
ら
出
た
の
は
意

外
に
も
「
ご
近
所
さ
ん
が
羨
む
デ
ザ
イ
ン
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う

リ
ク
エ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
話
は
、
誰
で
も
が
他
の
人
び
と
と
同

じ
よ
う
に
楽
し
め
る
デ
ザ
イ
ン
や
、
不
安
や
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
な
く

て
済
む
「
感
情
的
排
除
」
の
解
決
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
は
最
近
よ
う
や
く
日
本
で
も
理
解
が

広
が
っ
て
き
た
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
も
関
連
の
深
い
内

容
で
あ
り
、
今
後
博
物
館
で
の
取
り
組
み
も
増
え
て
い
く
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
機
能
的
な
解
決
の
み
を
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、「
感
情

的
排
除
」
も
解
決
す
る
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
デ
ザ
イ
ン
が
望
ま
れ
る
。

みんなが　
　

　　うらや
む
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イ
ン
ク
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シ
ブ
デ
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イ
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は
最
近
よ
う
や
く
日
本
で
も
理
解
が

広
が
っ
て
き
た
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
も
関
連
の
深
い
内

容
で
あ
り
、
今
後
博
物
館
で
の
取
り
組
み
も
増
え
て
い
く
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
機
能
的
な
解
決
の
み
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考
え
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排
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れ
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。

タ
ブ
ラ
も
っ
て
る
？

よ
く
覚
え
て
い
る
が
、
わ
た
し
は
一
三
歳
の
こ
ろ
か
ら
タ
ブ
ラ
に

は
ま
っ
て
い
た
。
家
族
や
友
人
と
夏
、
故
郷
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
で
休
暇

に
行
く
と
き
は
い
つ
も
タ
ブ
ラ
を
携
え
、

夜
更
け
ま
で
何
時
間
も
サ
イ
コ
ロ
を
転

が
し
て
い
た
。
出
た
目
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
の
も
ち
駒
（
石
）
を
移
動
さ
せ
て

い
く
だ
け
な
の
だ
が
、
簡
単
そ
う
に
見

え
て
や
っ
て
み
る
と
奥
が
深
い
。
タ
ブ

ラ
趣
味
は
い
ま
も
続
い
て
い
て
、
外
国

に
い
る
と
き
も
、
こ
の
楽
し
み
を
満
足

さ
せ
て
く
れ
る
相
手
を
探
し
て
い
る
気

が
す
る
。
今
回
の
京
都
で
の
滞
在
も
例

に
も
れ
ず
、
外
国
か
ら
来
た
人
に
と
き

ど
き
「
タ
ブ
ラ
も
っ
て
る
？
」
と
尋
ね

て
い
る
。
友
人
を
つ
く
っ
て
故
郷
に
い

る
よ
う
な
気
分
に
ひ
た
る
に
は
最
高
の

手
段
で
、
実
際
、
ト
ル
コ
人
の
ハ
サ
ン

に
こ
の
質
問
を
し
て
以
来
、
一
か
月
に

二
回
は
公
園
の
ベ
ン
チ
な
ど
で
タ
ブ
ラ

を
や
っ
て
い
る
。

ル
ー
ツ
は
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

タ
ブ
ラ
は
、
広
く
「
バ
ッ
ク
ギ
ャ
モ

ン
」
と
し
て
知
ら
れ
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
一
種
で
、
古
く
は
メ
ソ
ポ

タ
ミ
ア
と
い
わ
れ
た
イ
ラ
ク
の
あ
た
り
に
起
源
が
あ
る
ら
し
い
。
考

古
学
の
研
究
で
は
す
で
に
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
も
昔
か
ら
あ
り
、

碁
や
チ
ェ
ス
と
と
も
に
世
界
最
古
の
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
と
も
い
わ
れ
て

い
る
。
特
に
古
代
ロ
ー
マ
で
は
大
変
人
気
だ
っ
た
ら
し
く
、
ロ
ー
マ

語
で
「
盤
」
を
意
味
す
る
〝
タ
ブ
ラ
〞
が
そ
の
ま
ま
マ
ケ
ド
ニ
ア

語
名
に
も
な
っ
て
い
る
。
今
日
も
っ

と
も
盛
ん
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
域
と

い
え
ば
ト
ル
コ
、
ギ
リ
シ
ア
、
マ
ケ

ド
ニ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
だ
。

安
ら
ぎ
の
源

チ
ェ
ス
と
違
っ
て
、
タ
ブ
ラ
は
複

雑
な
戦
略
も
い
ら
な
い
し
、
サ
イ
コ

ロ
が
決
め
手
の
、
運
に
左
右
さ
れ
る

ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ

ら
の
国
で
は
チ
ェ
ス
や
ほ
か
の
ゲ
ー

ム
よ
り
は
る
か
に
普
及
し
て
い
る
。

誰
で
も
で
き
る
と
い
う
簡
単
さ
の
お

か
げ
で
何
世
代
も
楽
し
ん
で
き
た
人

び
と
に
は
、
最
高
の
安
ら
ぎ
感
の
源

だ
。
各
国
内
に
普
及
し
た
の
は
も
ち

ろ
ん
だ
が
、
い
ま
で
は
移
民
の
流
れ

と
と
も
に
か
つ
て
な
か
っ
た
地
域
や

文
化
に
ま
で
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
ベ

ル
リ
ン
な
ど
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都

市
で
も
、
カ
フ
ェ
や
公
園
の
ベ
ン
チ

で
目
に
す
る
の
は
珍
し
く
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
の
人
た
ち
の

母
語
は
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
タ
ブ
ラ
を
知
っ
て
い
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
で
つ
き
あ
い
を
始
め
る
に
は
十
分
な
の
だ
。

それぞれが箱に入れたサイコロを振る。左側が筆者

新時代のタブラ

ディアナ・ニコディノブスカ　民博 外来研究員
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ISSで使用されている宇宙服　©JAXA／NASA

アポロ宇宙服（船外活動時の使用）©NASA

大阪万博の際にアメリカ館で展示されていた
アポロ宇宙服。現在は民博に収蔵されている

JAXA 次世代先端宇宙服
のコンセプト（3層構造）。 
宇宙服は目的地の環境に合
わせて開発する必要がある
©JAXA

人類初の船外活動（旧ソ連、アレクセイ・レオーノフ宇宙飛行士）
©RIA Novosti.

アポロ宇宙服（船内での与圧服として
の使用）©NASA

人
類
初
の
宇
宙
服

宇
宙
服
と
は
、
広
義
に
は
宇
宙
飛
行
士
の
服
装
一
般
で
あ
る
が
、
ふ
つ
う
は
宇
宙

飛
行
士
が
宇
宙
船
外
（
宇
宙
空
間
）
で
活
動
を
お
こ
な
う
際
に
着
用
す
る
服
を
さ
す
。

そ
の
お
も
な
機
能
は
、
気
密
性
、
気
圧
の
確
保
、
動
き
や
す
さ
、
温
度
調
整
機
能
、

生
命
維
持
機
能
（
酸
素
供
給
、
二
酸
化
炭
素
・
有
毒
ガ
ス
除
去
）、
有
害
紫
外
線
の

遮
蔽
な
ど
で
あ
る
。

人
類
初
の
宇
宙
服
は
、
一
九
六
五
年
三
月
、
旧
ソ
連
の
ア
レ
ク
セ
イ
・
レ
オ
ー
ノ
フ

宇
宙
飛
行
士
が
お
こ
な
っ
た
一
二
分
間
の
船
外
活
動
で
使
わ
れ
た
。
当
時
の
宇
宙
服

は
高
々
度
を
飛
行
す
る
航
空
機
パ
イ
ロ
ッ
ト
用
の
与
圧
服
を
改
良
し
た
も
の
で
あ
っ
た

た
め
、
超
高
真
空
の
宇
宙
空
間
で
は
風
船
の
よ
う
に
膨
張
し
て
体
を
満
足
に
動
か
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一
方
、米
国
は
旧
ソ
連
に
遅
れ
る
こ
と
約
三
か
月
、一
九
六
五
年
六
月
に
エ
ド
ワ
ー
ド・

ホ
ワ
イ
ト
宇
宙
飛
行
士
が
米
国
初
の
船
外
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。

冷
戦
期
の
宇
宙
開
発
競
争
と
し
て
、
初
の
人
工
衛
星
（
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
）
と
初
の

有
人
宇
宙
飛
行
（
ユ
ー
リ
・
ガ
ガ
ー
リ
ン
）
は
旧
ソ
連
に
軍
配
が
上
が
っ
た
こ
と
は
有

現
在
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
I
S
S
）
で
使
用
さ
れ
て
い
る
宇
宙
服
は
、
生

命
維
持
装
置
に
よ
り
約
七
〜
九
時
間
程
度
の
連
続
作
業
が
可
能
で
あ
る
。

一
方
、
宇
宙
服
の
膨
張
を
抑
え
る
た
め
に
内
部
の
気
圧
が
〇
・
三
気
圧
（
エ
ベ
レ
ス

ト
山
頂
程
度
）
に
調
整
さ
れ
て
お
り
、
一
気
圧
の
I
S
S
か
ら
宇
宙
服
を
着
用
し
て

船
外
へ
出
る
に
は
減
圧
症
予
防
の
た
め
に
脱
窒
素
作
業
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
作
業

は
、
体
内
に
溶
け
た
窒
素
を
体
外
へ
排
出
す
る
た
め
に
純
酸
素
吸
引
や
運
動
を
お
こ

な
い
な
が
ら
船
内
の
気
圧
を
徐
々
に
下
げ
る
も
の
で
あ
り
、
二
・
五
〜
一
二
時
間
を
要

す
る
と
い
う
課
題
が
あ
る
。

月
、
小
惑
星
、
火
星
に
向
け
て

各
国
の
宇
宙
機
関
は
、
国
際
協
働
の
有
人
宇
宙
探
査
と
し
て
次
に
目
指
す
目
標
を

月
、
小
惑
星
、
火
星
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
新
境
地
を
開
拓
す
る
に
は
現
在
の
宇

宙
服
で
は
不
十
分
で
、
宇
宙
服
自
体
の
軽
量
化
や
長
寿
命
化
を
は
じ
め
、
鋭
利
岩
石
、

細
か
い
砂
、
厳
し
い
温
度
環
境
な
ど
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
国
が
将
来
の
宇
宙
服
に
つ
い
て
積
極
的
に
検
討
を
進
め
る
な
か
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
で
も

次
世
代
先
端
宇
宙
服
の
研
究
を
進
め
て
い
る
。
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
の
宇
宙
服
の
一
番
の
ポ
イ
ン

ト
は
、
動
き
や
す
さ
を
確
保
し
な
が
ら
内
部
の
気
圧
を
約
〇・六
気
圧
（
富
士
山
山
頂

程
度
）
に
高
め
て
、
前
述
し
た
脱
窒
素
作
業
を
抜
本
的
に
な
く
そ
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

宇
宙
服
は
、
人
類
の
活
動
領
域
を
広
げ
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
宇
宙
空

間
と
い
う
過
酷
な
環
境
で
身
体
を
保
護
し
、
自
在
な
活
動
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
。

近
い
将
来
、
宇
宙
飛
行
士
が
月
、
小
惑
星
、
火
星
へ
挑
戦
す
る
と
き
に
向
け
て
ま
す

ま
す
進
化
す
る
宇
宙
服
を
見
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

和わ

田だ 

理よ
し

男お　

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）
有
人
宇
宙
ミ
ッ
シ
ョ
ン
本
部
有
人
宇
宙
技
術
セ
ン
タ
ー
開
発
員

宇
宙
服
―
宇
宙
飛
行
士
の
制
服

人
類
が
月
面
に
あ
の
小
さ
な
一
歩
を
し
る
し
た
瞬
間
を
、

テ
レ
ビ
と
い
う
新
し
い
魔
法
の
箱
が
、
世
界
に
し
ら
し
め
て
以
来
、
イ
メ
ー
ジ
は
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。

衣
服
で
あ
り
な
が
ら
生
命
維
持
機
能
を
有
す
る
、
あ
の
制
服
の
進
化
形
と
は
！

名
だ
が
、
宇
宙
服
に
つ
い
て
も
旧

ソ
連
が
米
国
に
先
立
っ
て
成
功
を

収
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ア
ポ
ロ
計
画
以
降
の
進
化

米
国
の
宇
宙
服
は
、
一
九
七
二

年
ま
で
進
め
ら
れ
た
ア
ポ
ロ
計
画

に
よ
っ
て
大
き
く
進
化
し
た
（
ア
ポ

ロ
計
画
の
予
算
は
約
二
五
〇
億
ド

ル
、
現
在
の
価
値
で
は
一
三
五
〇
億

ド
ル
相
当
、
当
時
の
日
本
の
国

家
予
算
を
大
幅
に
上
回
る
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
）。
ア
ポ
ロ
宇
宙
服
の
特
徴
は
、

重
力
が
あ
り
岩
石
や
細
か
い
砂
で
覆
わ
れ
て
い
る
月
面
で
使
用
可
能
、
生
命
維
持
装

置
が
備
わ
っ
て
い
て
五
時
間
程
度
の
単
独
活
動
が
可
能
、
地
球
と
月
と
の
往
還
時
に

宇
宙
船
内
で
使
用
す
る
与
圧
服
と
し
て
も
使
用
可
能
で
あ
る
。
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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。

編集後記

　本号の表紙に使ったメキシコの「生命の樹」。アダムとイヴがヘビ
にそそのかされて禁断の果実を食べる、という聖書の場面をかたどっ
た粘土細工である。ショッキングピンクの幹や枝に色とりどりの動
物や花が鈴なりになっている。なんともにぎにぎしいエデンの園で、
私のお気に入りの一点である。ワケあって新美術館での「イメージ
の力」展では展示ができなかったのであるが、みんぱくで開催され
る特別展でめでたく復活した。
　「イメージの力」展は、このような資料も宗教や儀礼などの文脈
からいったん切り離して、直感的に何かを感じ取ってほしい、とい
う意図で企画された。結果、これまで同じ展示空間に並ぶ機会がな
かった、さまざまな背景の収蔵品がまさに「協演」する展覧会となっ
た。これらのモノに宿った「つくも神」たちは、言葉も作法も違う
だろうが、万国百鬼夜行とでもいうべき宴を毎晩開いて盛り上がる
のかもしれない……、などと妄想するのも楽しい。

（山中由里子）
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みんぱくをもっと楽しみたい
人のために―会員制度のご案内
国立民族学博物館友の会
本館展示の無料入館や特別展示の観覧料割引にくわえ、 
『月刊みんぱく』や会員機関誌『季刊民族学』などの定
期刊行物や、毎月の友の会講演会、セミナーなどを通し
て多様な文化の情報を提供しています。

みんぱくフリーパス
1年間、本館展示へ何度でも無料で入館いただけます（特
別展示は観覧料割引）。他にも、みんぱくを楽しむための特
典がいっぱいです。

国立民族学博物館キャンパスメンバーズ
みんぱくと大学等教育機関との連携を図り、文化人類学、
民族学にふれる学びの場を提供することを目的とした会
員制度です。

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）

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

みんぱくホームページ

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

※みんぱくウィークエンド・サロンの情報は、13ページに移りました。




