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箱
庭
を
つ
く
る
機
会
が
あ
っ
た
。
女
性
誌
の
企

画
で
箱
庭
療
法
を
手
が
け
る
心
理
療
法
家
と
対
談

し
、
つ
く
っ
て
み
な
い
か
と
誘
わ
れ
た
の
だ
。
公
開

さ
れ
る
も
の
な
の
で
手
が
動
く
だ
ろ
う
か
と
心
配

し
た
が
、
い
ざ
砂
箱
に
向
き
合
っ
て
み
る
と
雑
念

は
消
え
、
体
が
自
然
に
棚
へ
と
向
か
っ
た
。

　
棚
に
は
小
さ
な
玩
具
が
並
ん
で
い
た
。
人
形
や

家
や
怪
獣
、
マ
リ
ア
像
や
電
車
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
種
類
が
あ
る
。
箱
の
底
は
青
く
塗
ら
れ
て
お
り
、

砂
を
か
き
分
け
る
と
海
や
川
を
表
現
で
き
る
。
川

に
橋
を
渡
す
こ
と
も
で
き
る
し
、
船
を
浮
か
べ
る
こ

と
も
で
き
る
。
玩
具
が
箱
を
飛
び
出
し
て
も
か
ま

わ
な
い
し
、
箱
を
二
つ
並
べ
て
も
い
い
。
す
べ
て
自

由
だ
っ
た
。

　
私
は
あ
ま
り
深
く
考
え
ず
、
直
観
的
に
玩
具
を

置
い
た
。
血
の
池
、
砂
の
中
か
ら
の
ぞ
く
い
く
つ
も

の
手
、
野
蛮
な
部
族
、
彼
ら
に
追
い
つ
め
ら
れ
て

泣
き
叫
ぶ
女
性
と
子
ど
も
。
背
後
に
は
彼
ら
を
狙

う
大
蛇
が
い
る
。
こ
こ
ま
で
つ
く
っ
て
ふ
と
緑
が
欲

し
く
な
り
、
木
や
草
を
置
い
た
。

　「
緑
を
置
か
れ
た
の
で
ほ
っ
と
し
ま
し
た
」。
先

生
が
い
っ
た
。「
気
遣
い
の
木
で
す
」。
思
わ
ず
本
音

が
漏
れ
た
。
そ
の
雑
誌
に
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
箱

庭
は
似
合
わ
な
い
。「
心
の
庭
」
と
い
う
お
し
ゃ
れ

な
テ
ー
マ
で
あ
る
し
、
こ
れ
で
は
編
集
者
が
困
る
だ

ろ
う
と
思
い
、
緑
で
中
和
し
た
の
だ
。

　
私
が
つ
く
っ
た
の
は
こ
の
世
の
地
獄
だ
っ
た
。
こ

の
と
こ
ろ
中
東
や
ア
フ
リ
カ
で
続
く
テ
ロ
や
大
虐

殺
の
光
景
が
頭
か
ら
離
れ
ず
、
本
を
読
ん
で
い
て

も
、
親
し
い
友
人
と
一
緒
に
い
て
も
、
心
底
楽
し
め

ず
に
い
た
。
み
な
さ
ん
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
…
…
と
つ
ぶ
や
く
と
、
先
生
は
「
い
や
、

感
じ
な
い
人
も
い
ま
す
」
と
い
わ
れ
た
。

　
翌
日
、
二
人
の
日
本
人
が
テ
ロ
リ
ス
ト
に
拘
束
さ

れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
世
界
に
お
け
る
日
本

の
立
ち
位
置
が
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
瞬
間
だ
っ

た
。
私
の
心
は
こ
の
事
態
に
共
振
し
て
い
た
の
か
。

　
心
の
庭
は
正
直
だ
。
体
裁
を
繕
っ
て
も
す
ぐ
ば

れ
る
。
果
た
し
て
雑
誌
は
私
の
庭
を
掲
載
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
も
そ
も
人
の
心
を
覗の

ぞ

こ
う

だ
な
ん
て
恐
ろ
し
い
企
画
を
た
て
た
ほ
う
が
わ
る

い
の
だ
。



人のために何かをすること。
支えること、励ますこと。

ありふれたことに見える応援には、
文化的違いもある。

この特集では、応援団、チアリーダー、
応援歌、プロ野球応援など、
日本の応援文化の独自性は
何かを考えてみたい。

野次
と

喝采

応
援
す
る
遺
伝
子

味
方
の
チ
ー
ム
の
活
躍
に
は
、メ
ガ
ホ
ン
を
打
ち
鳴
ら
し
、歓
声
を
上
げ
る
。
フ
ァ

イ
ン
プ
レ
ー
に
は
拍
手
喝
采
。
相
手
チ
ー
ム
の
活
躍
に
は
、
野
次
を
飛
ば
す
。
チ
ー

ム
ご
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
選
手
ご
と
の
特
別
な
演
奏
が
割
り
振
ら
れ
、
試
合
ま

わ
り
の
あ
れ
こ
れ
か
ら
客
席
ま
で
応
援
団
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
。
日
本
の
野
球
、

サ
ッ
カ
ー
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
の
現
場
で
は
、
日
常
の
一
コ
マ
で
あ
る
。

丹に

羽わ 

典の
り

生お

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

応
援
文
化
論
序
説

特集
思
う
に
人
間
が
敵
と
味
方
に
わ
か
れ
て
何
か
を
競
い
合
え
ば
、
野
次
と
喝
采
が

交
差
す
る
空
間
が
生
ま
れ
る
の
は
、
普
遍
的
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
議
会
の
与

野
党
の
対
立
は
も
と
よ
り
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
と
い
う
と
、
む
や
み

や
た
ら
に
盛
り
上
が
る
人
が
出
て
く
る
の
は
、
そ
う
し
た
遺
伝
子
の
な
せ
る
わ
ざ

で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
こ
に
集
う
人
び
と
の
あ
り
よ
う
に
目
を
凝
ら

す
と
、
何
や
ら
文
化
的
と
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
お
国
柄
が
見
え
て
こ
な
く
も

な
い
。
応
援
団
も
か
つ
て
は
野
次
隊
と
よ
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
声
援
と

怒
号
の
飛
び
交
う
場
の
一
員
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
で
は
、
観
客
や
ス
タ
ジ
ア
ム

の
統
制
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
応
援
の
日
本
的
な
特
徴
に
は
、
何
か
ま
と
ま
り
を
好

む
側
面
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
特
集
で
は
、
応
援
や
フ
ァ
ン
の
集
ま
り
に
つ

い
て
紹
介
す
る
こ
と
で
、
応
援
と
日
本
文
化
の
特
徴
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

他
人
の
た
め
に
す
る
活
動
の
広
が
り

そ
も
そ
も
他
人
を
応
援
す
る
と
い
う
行
為
は
ス
ポ
ー
ツ
の
声
援
に
限
ら
な
い
。

ち
ょ
っ
と
し
た
手
助
け
、
募
金
か
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ま
で
は
ば
ひ
ろ
い
。
必
ず
し

も
相
手
の
利
益
と
な
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
せ
ず
に
は
お
ら
れ

な
い
の
が
、
人
間
の
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
文
化
論
の
視
点
か
ら
興
味

深
い
の
は
、声
援
を
送
る
の
が
個
人
と
は
限
ら
な
い
点
で
あ
る
。な
ぜ
か
人
は
集
ま
っ

て
エ
ー
ル
を
送
る
の
だ
。

大
学
や
野
球
の
応
援
団
は
、
応
援
す
る
組
織
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
。
戦
前
の
日

本
の
学
生
文
化
の
な
か
で
生
ま
れ
た
大
学
応
援
団
や
プ
ロ
野
球
の
応
援
に
お
け
る

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
歌
の
使
わ
れ
方
は
、
外
国
人
か
ら
奇
異
の
目
で
見
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
よ
う
に
、
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
か
に
も
な
男
性
的
応
援
ス
タ

イ
ル
は
、
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
変
貌
を
余
儀
な
く
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
し
て
何
ら
か
の
他
者
や
モ
ノ
に
熱
を
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
応
援
の
世
界
は
、

フ
ァ
ン
文
化
と
も
地
続
き
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
パ
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
も
よ
ば
れ
る
日
本

の
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
と
そ
の
フ
ァ
ン
の
独
特
の
行
動
は
、
日
本
研
究
者
の
格
好
の
研

究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
本
特
集
で
は
、
こ
う
し
た
切
り
口
か
ら
、
新
し
い
現
象
に

見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
意
外
と
古
い
か
も
し
れ
な
い
応
援
の
姿
を
通
じ
て
、
日

本
文
化
の
何
か
が
見
え
て
く
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

応援にかかせない太鼓。広島大学応援団
のものには、大学のシンボルである不死
鳥（フェニックス）の文字が書かれている

上：第五高等学校（現・熊本大学）の文科
理科対抗ボートレースの応援風景。昭和
14（1939）年ごろ、江津湖にて
下：ボートレース前日には、市中へ繰り出
した五高生による大規模な街頭行進がお
こなわれた。辛島公園付近より新市街を
望む。昭和10（1935）年ごろ。写真は上
下ともに熊本大学五高記念館の提供

応援団のシンボルである団旗。神聖な備品として取り扱いも要注意で
ある。2013年4月3日、神戸大学の新入生歓迎会にて（撮影・岩谷洋史）
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大
学
応
援
団
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

応
援
歌
の
御
利
益

日
本
の
大
学
応
援
団
は
独
特
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
あ
る
。
披
露
さ
れ
る
場
面

は
大
別
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
試
合
と
、
大
学
祭
や
大
学
応
援
団
が
参
加
す
る
演
舞
会

の
ス
テ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
日
常
的
な
場
で
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
、
独

特
な
語
勢
に
よ
る
発
声
や
特
徴
あ
る
身
振
り
手
振
り
か
ら
な
る
。
初
め
て
見
た
と

き
に
は
、
目
が
覚
め
る
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
た
。

祝
祭
的
な
空
間
へ

ス
ポ
ー
ツ
の
試
合
で
は
、
攻
守
交
代
に
沿
っ
て
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
繰
り
広
げ

ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
な
ど
日
本
人
に
な
じ
み
の
薄
い
ス
ポ
ー
ツ
の

岩い
わ

谷た
に 

洋ひ
ろ

史ふ
み

立
命
館
大
学
非
常
勤
講
師
／
民
博 

外
来
研
究
員

木き

村む
ら 

裕ひ
ろ

樹き

龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師

応
援
で
も
大
丈
夫
。
応
援
団
を
通
じ
て
観
客
は
ど
の
瞬
間
に
声
援
を
送
れ
ば
よ
い

の
か
わ
か
る
。
ま
た
、
音
楽
に
は
流
行
歌
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
親
し
み
や
す
い
。
ス

ポ
ー
ツ
試
合
の
応
援
は
、
味
方
チ
ー
ム
の
応
援
と
同
時
に
観
客
の
応
援
へ
の
参
加

を
促
す
の
だ
。

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
中
心
は
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
は
、
手
旗
信

号
や
手
の
動
き
や
空
手
の
突
き
を
彷ほ
う

彿ふ
つ

さ
せ
る
力
強
く
俊
敏
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
動

き
を
繰
り
返
す
。
こ
う
し
た
身
振
り
手
振
り
は
、
女
性
の
チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
や

吹
奏
楽
部
の
演
奏
と
重
な
り
合
う
こ
と
で
、
場
に
賑に
ぎ

や
か
さ
と
華
や
か
さ
を
も
た

ら
し
、
試
合
の
単
な
る
観
戦
を
こ
え
て
、
観
客
を
祝
祭
的
な
空
間
へ
と
誘
う
。

厳
粛
な
舞
い

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
お
も
に
ス
テ
ー
ジ
の
場
に
お
い
て
演
じ
ら
れ
る
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
は
、
応
援
団
が
主
役
と
な
る
演
舞
と
よ
ば
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
大
学
に
よ
っ

て
は
、
男
性
団
員
だ
け
に
継
承
さ
れ
る
な
ど
特
別
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

音
楽
に
旧
制
高
校
時
代
の
寮
歌
を
受
け
継
い
で
い
る
タ
イ
プ
も
あ
り
、
ス
ポ
ー

ツ
応
援
の
動
き
と
は
起
源
も
見
た
目
も
際
だ
っ
て
異
な
る
。
太
鼓
の
リ
ズ
ム
と
と

も
に
、
瞬
間
瞬
間
に
気
迫
の
あ
る
声
を
発
し
な
が
ら
、
身
体
全
体
を
ゆ
っ
く
り
と

動
か
す
よ
う
な
動
き
が
あ
る
一
方
で
、
全
身
全
霊
で
激
し
い
拍
手
を
続
け
た
り
、
小

刻
み
に
手
首
だ
け
を
震
わ
せ
た
り
す
る
動
き
な
ど
も
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
試
合
時
と

著
し
く
異
な
り
、
重
々
し
さ
や
厳
粛
さ
も
見
て
と
れ
る
。

こ
う
し
た
応
援
団
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
他
国
で
は
見
ら

れ
な
い
、
日
本
独
自
に
発
展
し
て
き
た
ひ
と
つ
の
文
化
と
い
え
よ
う
。

花
は
櫻
木
、
人
は
武
士

応
援
歌
と
は
学
生
の
応
援
団
員
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
使
用
す
る
歌
の
総
称

で
あ
る
。
大
学
の
応
援
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
記
念
誌
を
手
が
か
り
に
、
五
〇
〇
曲

近
く
の
応
援
歌
を
集
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
校
歌
を
筆
頭
に
、
応
援
歌
、
学
生
歌
、

団
歌
、
寮
歌
、
逍
し
ょ
う

遥よ
う

歌
、
部
歌
、
記
念
歌
、
愛
唱
歌
、
讃
歌
、
放
浪
歌
、
会
歌
、

小
唄
、
節
、
音
頭
、
数
え
歌
な
ど
が
あ
り
、
か
つ
て
の
学
生
た
ち
は
、
こ
ん
な
に
も

歌
っ
て
い
た
の
か
と
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
応
援
歌
に
は
今
の
大
学
の
形

に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
背
負
っ
た
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
。

応
援
歌
の
歴
史
は
学
生
ス
ポ
ー
ツ
の
歩
み
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
の
は
じ
ま

り
は
明
治
二
三
︵
一
八
九
〇
︶
年
、
第
一
高
等
学
校
︵
現
東
京
大
学
、
以
下
一
高
︶
と

東
京
高
等
商
業
学
校
︵
現
一
橋
大
学
︶
と
の
ボ
ー
ト
競
技
に
お
い
て
、
一
高
側
の
声

援
隊
が
歌
っ
た
端
艇
部
︵
ボ
ー
ト
部
︶
の
部
歌
﹁
花
は
櫻
木
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
部

員
の
赤
沼
金
三
郎
が
作
詞
し
た
も
の
で
、
最
初
の
寮
歌
と
い
わ
れ
て
い
る
。
メ
ロ

デ
ィ
ー
は
民
謡
調
の
短
い
旋
律
の
繰
り
返
し
で
あ
る
が
、
四
六
行
も
あ
る
七
五
調

の
歌
詞
に
は
一
高
生
の
誇
り
と
ボ
ー
ト
競
技
の
情
景
が
詠よ

み
こ
ま
れ
て
お
り
、
勇
壮

さ
と
と
も
に
爽
快
さ
も
感
じ
ら
れ
る
。
結
果
は
第
一
高
等
学
校
の
勝
利
で
あ
っ
た
。

勝
利
を
呼
び
込
む
応
援
歌

続
く
応
援
歌
の
登
場
は
野
球
の
早
慶
戦
で
あ
る
。
明
治
三
八
︵
一
九
〇
五
︶
年
、

早
稲
田
大
学
の
﹁
敵
塁
如
何
に
﹂︵
橘
静
二
作
詞
︶
と
明
治
三
九
︵
一
九
〇
六
︶
年
、
慶

應
義
塾
大
学
の
﹁
天
は
晴
れ
た
り
﹂︵
桜
井
弥
一
郎
作
詞
︶
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
前
者

は
軍
歌
﹁
敵
は
幾
万
﹂、
後
者
は
文
部
省
唱
歌
﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
﹂
の
替
え
歌
で
あ
っ
た
。

早
慶
戦
は
両
者
の
過
熱
し
た
応
援
ぶ
り
が
災
い
し
て
、
一
時
中
断
と
な
る
が
、
大

正
一
四
︵
一
九
二
五
︶
年
に
復
活
す
る
。
こ
の
と
き
、
劣
勢
で
あ
っ
た
慶
應
が
勝
利

の
悲
願
達
成
の
た
め
、
昭
和
二
︵
一
九
二
七
︶
年
に
発
表
し
た
の
が
、﹁
若
き
血
﹂
で

あ
る
。
こ
れ
は
洋
行
帰
り
の
新
進
作
曲
家
、
堀
内
敬
三
に
作
詞
作
曲
を
依
頼
し
た

も
の
で
、
従
来
の
軍
歌
調
を
打
破
し
た
斬
新
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
っ
た
。
歌
唱
指
導

に
は
当
時
、
普
通
部
に
在
籍
し
た
増
永
丈
夫
、
後
に
国
民
的
歌
手
と
な
る
藤
山
一

郎
が
あ
た
っ
た
。
そ
の
甲か

斐い

あ
っ
て
か
、
慶
應
は
早
稲
田
に
見
事
勝
利
す
る
。
一
方

の
早
稲
田
は
し
ば
ら
く
低
迷
す
る
が
、
こ
の
沈
滞
し
た
雰
囲
気
を
払
拭
す
る
た
め
、

昭
和
六
︵
一
九
三
一
︶
年
、﹁
若
き
血
﹂
に
対
抗
し
て
作
ら
れ
た
の
が
、
六
番
目
の
応

援
歌
と
な
る
﹁
紺こ
ん

碧ぺ
き

の
空
﹂
で
あ
る
。
歌
詞
は
学
生
か
ら
広
く
募
集
し
、
住す
み

治は
る

男お

の
詩
が
選
ば
れ
た
。
作
曲
は
当
時
、
ま
だ
若
く
て
無
名
で
あ
っ
た
が
新
進
作
曲
家
、

古こ

関せ
き

裕ゆ
う

而じ

が
担
当
し
た
。
そ
の
力
強
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
歌
詞
が
早
稲
田
を
勝
利
に

導
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

応
援
歌
は
現
在
も
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
首
都
大
学
東

京
の
﹁
校
歌
﹂︵
平
成
二
一
︵
二
〇
〇
九
︶
年
︶、
神
戸
大
学
の
﹁
ニ
ュ
ー
カ
レ
ッ
ジ
ソ

ン
グ　

光
と
風
の
ハ
ー
モ
ニ
ー from

 K
obe

﹂︵
平
成
二
二
︵
二
〇
一
〇
︶
年
︶
が
あ
る
。

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
母
校
へ
の
愛
で
あ
る
。
応
援
歌
を
通
し
て
、
愛
校
心
に

溢あ
ふ

れ
た
声
援
が
勝
利
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

第五高等学校（現・熊本大学）におけるもっとも有名な
寮歌「武夫原頭に（ぶふげんとうに）」。「武夫原」とは
運動場のことで、写真はその歌詞とともに、武夫原か
ら校舎方面を望んでいる。大正14（1925）年ごろ（提
供・熊本大学五高記念館）

応援歌「紺碧の空」の記念碑
『キャンパスがミュージアムvol.1《早稲田キャンパス編》』（編集発行・
早稲田大学文化推進部、2014年）より転載

上：神戸大学応援団によるアメ
リカンフットボールの試合の応
援。熱がこもった応援が繰り広
げられる。2013年12月8日
右：第五高等学校（現・熊本大
学）の文科理科対抗ボートレー
スの応援風景。長い紐がついた
采配を勢いよく振り上げる。昭
和16（1941）年ごろ、江津湖にて
（提供・熊本大学五高記念館）
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キ
ュ
ー
ト
＆
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク

ス
ポ
ー
ツ
に
応
援
は
つ
き
も
の
だ
が
、
こ
と
に
大

学
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
、
い
ま
や
女
子
学
生
に
よ
る

応
援
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
シ
ョ
ー
に
も

な
れ
ば
、
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
を
は
い
た
チ
ア
ガ
ー
ル
た

ち
が
キ
ュ
ー
ト
か
つ
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
演
技
で

わ
た
し
た
ち
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
日
本
の
大
学

熱
狂
よ
り
合
理
性

﹁
宝
塚
フ
ァ
ン
﹂
と
い
え
ば
、
劇
場
周
辺
で
整
然
と

並
ん
で
ス
タ
ー
を
待
つ
光
景
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
い
る
の
は
熱
狂
的

な
フ
ァ
ン
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
よ
く
観
察
す
る

吉よ
し

田だ 

佳か

世よ

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員

（
神
戸
大
学
）

宮み
や

本も
と 

直な
お

美み

立
命
館
大
学
教
授

女
子
応
援
の
登
場
と
そ
の
行
方

宝
塚
フ
ァ
ン
の
愛
と
組
織
力

に
お
い
て
女
子
応
援
が
普
及
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
一
九
六
〇
年
の
東
京
六
大
学
野
球
早
慶
戦

の
こ
と
で
あ
り
、
一
九
九
〇
年
代
ご
ろ
に
は
一
般
化

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
に
応
援
ス
タ
イ
ル

も
バ
ト
ン
か
ら
チ
ア
へ
と
移
り
か
わ
っ
て
き
た
。

こ
の
女
子
応
援
は
、
女
性
の
従
属
性
を
再
生
産
す

る
も
の
と
し
て
批
判
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ

の
内
実
を
み
て
み
る
と
、
組
織
の
形
態
に
い
く
つ
か

の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
カ
ラ
ー
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

な
か
で
も
、
も
と
も
と
男
子
学
生
に
よ
る
﹁
応
援
団
﹂

が
あ
っ
た
大
学
で
は
、
女
子
応
援
は
そ
の
一
部
に
組

み
込
ま
れ
る
形
で
組
織
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、

三
部
と
よ
ば
れ
る
男
子
応
援
︵
リ
ー
ダ
ー
︶・
女
子
応

援
︵
チ
ア
︶・
吹
奏
楽
に
よ
る
混
成
演
舞
な
ど
、
欧
米

文
化
の
単
な
る
輸
入
で
は
な
い
、
独
自
の
応
援
ス
タ

イ
ル
が
作
ら
れ
て
き
た
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
横
断
す
る
応
援

ス
ポ
ー
ツ
に
花
を
添
え
る
と
い
う
こ
と
ば
の
と
お

り
、
こ
れ
ま
で
女
子
応
援
と
い
え
ば
女
ら
し
さ
を
強

調
す
る
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
こ

う
し
た
応
援
の
あ
り
方
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
二

〇
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
い
く
つ
か
の
大
学
応
援
団
で
は

男
子
学
生
と
同
じ
よ
う
に
学
ラ
ン
を
着
る
女
子
学
生

が
現
れ
、
凛
々
し
く
応
援
す
る
︵
エ
ー
ル
を
切
る
︶
姿

が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
女
子
応

援
の
定
番
で
あ
っ
た
チ
ア
も
、
そ
れ
自
体
が
表
現
ス

ポ
ー
ツ
と
し
て
確
立
し
て
い
く
な
か
で
、
可
愛
ら
し

さ
や
華
や
か
さ
ば
か
り
で
な
く
、
技
巧
に
重
き
を
お

い
た
迫
力
あ
る
演
技
が
追
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
そ
の
結
果
、
男
女
混
成
や
男
子
学
生
の
み
の

チ
ー
ム
が
結
成
さ
れ
る
な
ど
、
こ
ち
ら
で
は
反
対
に

男
子
学
生
の
参
加
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
応
援
に
み
ら
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
区
分
が

乗
り
越
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
動
き
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
、
ス
ポ
ー
ツ
応
援
は
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
試
合
の
行
方

だ
け
で
な
く
、こ
ち
ら
の
行
方
か
ら
も
目
が
離
せ
な
い
。

と
見
え
て
く
る
の
は
熱
狂
よ
り
も
む
し
ろ
合
理
性

で
あ
る
。

じ
つ
は
﹁
宝
塚
フ
ァ
ン
﹂
の
特
徴
と
し
て
語
ら
れ

る
も
の
の
多
く
は
、
個
人
と
し
て
の
フ
ァ
ン
で
は
な

く
、
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
と
い
う
組
織
の
行
動
で
あ
る
。

非
公
式
な
が
ら
、
宝
塚
歌
劇
で
は
お
も
な
ス
タ
ー
に

そ
れ
ぞ
れ
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
連

携
し
て
公
演
全
体
を
支
え
て
い
る
。
劇
場
前
に
並
ん

で
い
る
集
団
は
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の
会
員
で
あ
る
。
も

と
も
と
は
、
そ
れ
こ
そ
﹁
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
﹂
に
囲

ま
れ
て
も
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
る
ス
タ
ー
を
一
部
の
フ
ァ

ン
が
守
る
た
め
に
輪
に
な
っ
て
囲
い
始
め
、
そ
れ
が

徐
々
に
人
垣
を
作
っ
て
ス
タ
ー
の
通
る
道
を
確
保
す

る
と
い
う
﹁
ガ
ー
ド
﹂
に
変
容
し
た
。
劇
場
前
の
こ

の
光
景
の
変
化
が
示
す
の
は
、バ
ラ
バ
ラ
な
個
人
フ
ァ

ン
が
集
ま
る
な
か
で
、
自
主
的
に
ル
ー
ル
が
定
め
ら

れ
、組
織
化
さ
れ
た
過
程
で
あ
る
。ガ
ー
ド
で
は
、フ
ァ

ン
は
ス
タ
ー
を
撮
影
し
た
り
、
ス
タ
ー
に
勝
手
に
近

づ
い
た
り
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

会
社
員
の
よ
う
な
応
援

ガ
ー
ド
で
は
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
ご
と
の
お
揃
い
の
服

や
小
物
を
身
に
つ
け
て
参
加
す
る
の
が
ル
ー
ル
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
ス
タ
ー
へ
の
愛
情
の
証
で
は
な
く
、

ガ
ー
ド
の
人
垣
の
な
か
で
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
を
識
別
す

る
た
め
の
目
印
で
あ
る
と
同
時
に
、
ど
の
ス
タ
ー
に

ど
れ
だ
け
多
く
の
フ
ァ
ン
が
集
ま
っ
て
い
る
か
と
い

う
人
気
を
競
わ
せ
る
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
。フ
ァ

ン
は
好
き
な
ス
タ
ー
の
人
気
を
高
め
る
た
め
に
、フ
ァ

ン
ク
ラ
ブ
の
ル
ー
ル
に
従
う
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
ス

タ
ー
へ
の
溢あ
ふ

れ
る
愛
情
表
現
と
い
う
よ
り
は
、
個
人

の
思
い
を
相
互
に
抑
制
し
つ
つ
、
組
織
内
の
役
割
を

果
た
す
こ
と
で
ス
タ
ー
の
後
方
支
援
を
す
る
と
い
う
、

ま
る
で
会
社
員
の
よ
う
な
応
援
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

数
千
人
が
集
ま
る
＂
熱
い
＂
場
で
あ
り
な
が
ら
、フ
ァ

ン
の
動
き
は
き
わ
め
て
組
織
的
で
合
理
的
で
あ
る

︱
と
い
う
の
が
宝
塚
フ
ァ
ン
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。

神戸大学応援団による三部。2013年4月3日東京宝塚劇場前。前列で座っている人びとがガードで後ろに立っているのは一般のファン

宝塚大劇場
神戸大学の大学祭（六甲祭）でエールを切る女子学生。
2014年11月6日（撮影・岩谷洋史）
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共
振
す
る
球
場

二・五
次
元
の
リ
ア
リ
テ
ィ

高た
か

橋は
し 

豪ひ
で

仁さ
と

奈
良
教
育
大
学
教
授

織お

田だ 

竜た
つ

也や

長
野
県
短
期
大
学
准
教
授

に
合
わ
せ
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

ス
ポ
ー
ツ
は
筋
書
き
の
な
い
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
よ

く
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
ゲ
ー
ム
の
進
行
は
明
確
な
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
、
起
こ
り
得
る
ゲ
ー
ム
の
場
面
は
限
定
さ
れ
る
。
バ
ッ
タ
ー
は
ア
ウ
ト
に
な
る
か

セ
ー
フ
に
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
に
な
る
し
か
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ
が

本
来
的
に
も
つ
ゲ
ー
ム
性
の
ゆ
え
に
、
応
援
行
動
が
定
式
化
さ
れ
、
繰
り
返
し
が

可
能
と
な
る
の
だ
。

儀
礼
と
し
て
の
応
援

プ
ロ
野
球
の
応
援
は
、
あ
る
特
定
の
状
況
下
で
固
有
の
秩
序
だ
っ
た
様
式
を
も

つ
と
い
う
儀
礼
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
自
チ
ー
ム
の
選
手
が
ヒ
ッ
ト
を

打
っ
た
と
き
、
打
者
が
ベ
ー
ス
に
た
ど
り
着
き
、
一
呼
吸
お
い
て
、
リ
ー
ド
の
団
員

が
﹁
ピ
ー
﹂
と
長
め
の
笛
を
吹
く
。
こ
れ
を
合
図
に
ヒ
ッ
ト
用
の
曲
を
吹
き
始
め
、

観
客
は
メ
ガ
ホ
ン
を
打
ち
鳴
ら
す
。
目
の
前
で
展
開
さ
れ
て
い
る
プ
レ
ー
に
即
応

し
て
、
応
援
団
員
同
士
が
阿あ

吽う
ん
の
呼
吸
で
応
援
を
リ
ー
ド
し
、
そ
れ
に
大
勢
の
観

客
が
身
振
り
や
声
を
合
わ
せ
る
の
だ
。
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
動
き
や
ゲ
ー
ム
展
開
と
応

援
団
・
観
客
の
応
援
が
同
時
的
に
交
差
し
な
が
ら
、
応
援
団
を
含
む
観
客
同
士
の

身
体
が
共
振
し
、
集
団
的
沸
騰
状
況
に
至
る
の
で
あ
る
。

甲
子
園
球
場
の
タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
が
メ
ガ
ホ
ン
で
打
ち
鳴
す
リ
ズ
ム
の
基
本

形
は
、﹁
バ
ゴ
ッ
、バ
ゴ
ッ
、バ
ゴ
バ
ゴ
バ
ゴ
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
を
早
く
す
れ
ば
﹁
ニ
ッ

ポ
ン
、
チ
ャ
チ
ャ
チ
ャ
﹂
の
リ
ズ
ム
に
な
る
。
こ
の
リ
ズ
ム
は
、
日
本
各
地
で
冬
至

前
後
の
夜
に
お
こ
な
わ
れ
る
農
耕
儀
礼
で
用
い
ら
れ
る
ビ
ン
ザ
サ
ラ
と
い
う
楽
器

で
奏
さ
れ
る
リ
ズ
ム
と
一
致
し
て
い
る
。
応
援
に
お
い
て
、
豊
穣
を
願
う
農
耕
儀
礼

と
同
じ
よ
う
に
、
勝
利
を
願
い
、
自
分
の
チ
ー
ム
を
勝
た
せ
よ
う
と
す
る
、
日
本
の

神
話
的
思
考
に
基
づ
い
た
呪
術
的
な
行
為
が
表
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

筋
書
き
の
あ
る
ド
ラ
マ

プ
ロ
野
球
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
内
野
ス
タ
ン
ド
で
活
動

し
て
い
た
私
設
応
援
団
が
外
野
ス
タ
ン
ド
に
移
動
し
、
一
般
客
を
巻
き
込
ん
で
応
援

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ど
の
応
援
団
も
共
通
し
て
、ゲ
ー
ム
前
の﹁
一
九
﹂︵﹁
イ
チ
ク
﹂

と
い
い
、
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
メ
ン
バ
ー
の
ヒ
ッ
テ
ィ
ン
グ
マ
ー
チ
＝
選
手
別
応
援
歌
を
打

席
順
に
一
回
ず
つ
奏
す
る
︶、
攻
撃
時
の
選
手
毎
の
ヒ
ッ
テ
ィ
ン
グ
マ
ー
チ
、
好
機
や

得
点
時
の
応
援
、勝
利
後
の
応
援
︵﹁
二
次
会
﹂
と
い
う
︶
等
を
お
こ
な
う
。
ス
ワ
ロ
ー

ズ
の
雨
傘
踊
り
、
カ
ー
プ
の
ス
ク
ワ
ッ
ト
コ
ー
ル
、
マ
リ
ー
ン
ズ
の
上
下
ジ
ャ
ン
プ
、

ホ
ー
ク
ス
の
メ
ガ
ホ
ン
ダ
ン
ス
等
、
チ
ー
ム
に
特
有
の
応
援
方
法
も
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
す
べ
て
野
球
独
自
の
ゲ
ー
ム
展
開
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
ゲ
ー
ム
状
況

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
は
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
に

よ
っ
て
膨
ら
み
を
も
つ
。
ア
ニ
メ
や
映
画
や
ゲ
ー
ム

は
、
原
作
の
テ
ク
ス
ト
と
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
し
て
創

造
さ
れ
る
。
詩
に
メ
ロ
デ
ィ
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
で

歌
が
流
れ
る
よ
う
に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
輪
郭
を
も

ち
、
声
を
発
し
、
ア
ニ
メ
イ
ト
さ
れ
て
動
き
始
め
る
。

デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
の
魅
力
は
、
創
作
世
界
を
鑑
賞

す
る
だ
け
で
な
く
、
機
器
を
介
し
て
作
品
に
没
入
す

る
こ
と
に
あ
る
。
二
次
元
の
世
界
は
三
次
元
に
生
き

る
人
類
に
と
っ
て
、
も
は
や
向
こ
う
側
の
世
界
で
は

な
い
。
身
体
感
覚
を
接
合
さ
せ
る
サ
イ
ボ
ー
グ
化
に

よ
っ
て
、
二
・
五
次
元
は
リ
ア
ル
な
経
験
と
な
る
。

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ア
ニ
メ
を
二
・
五
次
元
に
引
き
寄
せ

た
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
が
三
〇
年
以
上
も
人
気

を
博
す
の
は
、
創
作
世
界
に
参
入
す
る
楽
し
み
を
日

本
人
が
積
極
的
に
受
容
し
た
こ
と
を
示
す
。
参
入
の

一
般
的
な
手
法
は
コ
ス
プ
レ
で
あ
る
。
コ
ス
プ
レ
は

英
語
圏
で
C
O
S
P
L
A
Y
と
よ
ば
れ
て
、
世
界
的

な
広
が
り
を
も
つ
に
至
っ
た
。
衣
装
や
メ
イ
ク
を
工

夫
す
る
こ
と
で
二
次
元
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
受
肉
す

る
。
そ
こ
は
同
時
に
、
日
常
の
退
屈
な
自
分
を
別
の

人
格
に
変
容
さ
せ
、
趣
向
を
共
有
す
る
仲
間
た
ち
と

出
逢
う
カ
ー
ニ
バ
ル
的
な
祝
祭
の
時
空
で
も
あ
る
。

作
品
の
舞
台
や
縁
の
あ
る
場
所
を
訪
問
す
る
舞
台

探
訪
は
、
近
年
で
は
特
に
聖
地
巡
礼
と
し
て
注
目
を

集
め
て
い
る
。観
光
現
象
と
し
て
は
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー

リ
ズ
ム
に
分
類
さ
れ
る
が
、
絵
馬
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
描
い
て
神
社
に
奉
納
す
る
﹁
痛い
た

絵え

馬ま

﹂
な
ど
、
創

作
世
界
と
民
俗
宗
教
は
親
和
性
が
高
い
。
目
に
見
え

な
い
別
次
元
の
世
界
を
存
在
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、

類
似
し
た
思
考
構
造
を
も
つ
た
め
だ
。

独
自
の
追
体
験
を
求
め
る
フ
ァ
ン
は
、
作
品
の
ス

ピ
ン
オ
フ
や
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
二
次
的
に
創
作
す

る
。
貴
重
な
交
流
空
間
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
年

中
行
事
的
に
開
催
さ
れ
、
や
は
り
祝
祭
性
を
帯
び
た

空
間
と
な
る
。
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
フ
ァ
ン
は

自
分
の
経
験
を
創
作
世
界
に
接
合
さ
せ
て
、
二
・
五

次
元
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
希
求
す
る
。
そ
れ
は

彼
ら
に
と
っ
て
、
作
品
へ
の
応
援
に
他
な
ら
な
い
。

上：神宮球場ライトスタンド。中央は、私設応援団「ツバメ軍団」
団長 故 岡田正泰さん。1987年7月7日
下：旧・広島市民球場。2008年6月8日

海外でのCOSPLAY

木崎湖（長野県）での巡礼バスツアー
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カナダ
浅い枠に革を張った枠太鼓。手に持って
踊りながら打つ。東アジアから中央・北ア
ジア、アメリカにかけて、こうした太鼓を
打ちながら歌い、踊る伝統がみられる。
H9.7  x W53  x D56
H0219541

インド
うつわ型の胴をもつ。高い
音のタブラー（左）と低い
音のバーヤーン（右）を組
み合わせ、手のひらと指先
を使って演奏する。鉄粉と
でんぷんのペーストを塗り
音を調整する。
H32  x W23  x D24
H0008724

日本（大阪府）
河内音頭鉄砲節の音頭取り鉄砲光三
郎（てっぽうみつさぶろう）が用いた大
太鼓。こうした太鼓は、祖先の霊を供
養することを目的とした盆踊りなどで打
たれてきた。ビヤ樽形の胴の両面に鋲
（びょう）で革を固定する。音楽展示
場にて公開中。
H100  x W100  x D105
大阪府立上方演芸資料館蔵ポルトガル

木の枠を革で包み込み縫い合わせ
た太鼓アドゥーフェ。両手で太鼓
を支えて、指先で膜面を打つ。太
鼓の膜面はまるいことが多いが、ア
ドゥーフェは四角や三角などの形が
特徴的。音楽展示場にて公開中。
H5.2  x W41  x D42
H0150834

インドネシア
ジャワの伝統的合奏音楽ガムランに用いる太鼓クン
ダン・アグン。同じタイプの小型の太鼓クティプンと組
み合わせて演奏することが多い。胴の両端の膜を革
のひもで結び付けて締めている。
H83  x W78  x D43
H0006763

キューバ
ラテンアメリカ音楽などに用いられる細長い樽
形の胴の片面に革を張った太鼓コンガ。まるい
枠に革を張り、上からたがをはめて締める。ア
フリカ起源の太鼓の系譜を引くと考えられる。音
楽展示場にて公開中。
H78  x W40  x D37
H0196803

コートジボアール
細長い円筒形の胴の片面に革
を張った太鼓タムタム。底面に
脚があり、胴にさまざまな彫刻
がほどこされている。
H106  x W31  x D34
H0149345

パプアニューギニア
２メートル以上ある円筒形の胴をもつ片面太鼓ディ
ワカ。底面はワニの口の形に彫られている。かつて
は、男性の儀礼に用いられる神聖な楽器だった。音
楽展示場にて公開中。
H220  x W25
H0124181

イラン
ひざに楽器を横たえて、ひじでお
さえ両手の指で打つ太鼓ドンバック。
膜面の中央部分を打って「トム」と
いう深い音、端を打って「バク」とい
う高い音を出す。螺鈿（らでん）の
細工が美しい。西アジア展示場に
て公開中。
H42  x W26  x D26
H0000846

マリ
くびれた胴をもつトーキングドラムの一種タマンバ。
右手に持ったバチと左手の指で打つ。わきにはさ
んで、両面の革を結び付けているひもを締めたり
ゆるめたりすることで音を変化させる。
H36  x W19  x D19
H0254636

トルコ
円筒形の胴をもつ両面太鼓ダウル。この
タイプの太鼓は、軍楽の楽器として西洋
を経て日本にも伝わった。応援団が使う
大太鼓もこの太鼓に由来する。トルコで
は、肩からひもでかけ、太めのバチで大
きく打ち、細いバチで細かなリズムを刻む。
H38  x W54  x D53
H0237192

中国
ワイングラス形の胴をもつ片面
太鼓。雲南省のタイ族の楽器
で象脚鼓（ぞうきゃくこ）という。
ひもで肩からかけ、踊りながら打
つ。同種の太鼓は東南アジア
大陸部にも広く見られる。中国
地域の文化展示場にて公開中。
H98  x W32  x D30
H0268317

集めてみました世界の

※寸法の単位はセンチメートルです。

福
ふく

岡
おか

 正
しょう

太
た

　民博 文化資源研究センター

太鼓は、世界でもっとも広くみられる楽器のひとつだ。動物の革
などを枠や胴に張り、打ったり、こすったりして音を出す。さまざま
な音楽において、生き生きとしたリズムを生み出す源となっている。 
一方、ことばも違う多民族の軍隊に指示を与え、統率するために、
巨大な帝国の軍楽には太鼓が欠かせなかった。雨をよび、神に祈
り精霊と交わるために太鼓を打つこともある。わたしたちの身体を
ふるわせて遠くまで響く太鼓の音は、人間ばかりでなく、見えない
存在をも動かすと考えられてきたのだろう。
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●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

5
月
5
日（
火
・
祝
）の
こ
ど
も
の
日
は
、
本
館
展
示
を
無
料
で

観
覧
い
た
だ
け
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
。

●
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ（
M
M
P
）新
規

メ
ン
バ
ー
募
集

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
は
、
み
ん
ぱ
く
の
博

物
館
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
自
主
的
な
企
画
を
運
営
す
る

市
民
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
こ
の
度
9
月
か
ら
活
動
す
る
新
し
い

仲
間
を
募
集
し
ま
す
。
定
員
に
達
し
次
第
、
受
付
終
了
で
す
。

応
募
期
間　

4
月
25
日（
土
）〜
5
月
10
日（
日
）

お
問
い
合
わ
せ
先

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
務
局　

平
成
27
年
度
新
規

募
集
係
（
本
館 

社
会
連
携
室
内
）

Em
ail　

m
m

p
-jim

ukyo
ku@

id
c.m

inp
aku.ac.jp

※
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
詳
細
を
確
認
の
上
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

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

展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

3
月
19
日（
木
）か
ら
南
ア
ジ
ア
展
示
・
東
南

ア
ジ
ア
展
示
が
あ
た
ら
し
く
な
り
ま
し
た
!!

み
ん
ぱ
く
で
は
、
す
べ
て
の
展
示
場
を
順

次
、
刷
新
し
て
い
く
計
画
を
進
め
て
い
ま
す
。

南
ア
ジ
ア
展
示

南
ア
ジ
ア
は
、
豊
か
な
自
然
環
境
の
も
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
や
文
化
、
社
会
集
団
が

共
存
し
あ
う
知
恵
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

信
仰
や
く
ら
し
の
技
の
多
様
性
、
独
特
の

発
展
を
見
せ
る
大
衆
文
化
や
染
織
文
化
の

展
示
を
と
お
し
て
、
躍
動
す
る
南
ア
ジ
ア

の
姿
を
紹
介
し
ま
す
。

東
南
ア
ジ
ア
展
示

起
源
を
異
に
す
る
民
族
が
さ
ま
ざ
ま
な
生

活
ス
タ
イ
ル
で
く
ら
す
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、

民
族
や
文
化
が
入
り
組
み
、
異
種
混
淆
の

世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。「
東
南
ア
ジ
ア

の
１
日
」を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
そ
の
多
彩
な

文
化
を
紹
介
し
ま
す
。

企
画
展

「
岩
に
刻
ま
れ
た
古
代
美
術

―
ア
ム
ー
ル
川
の

少
数
民
族
の
聖
地
シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
」

極
東
ロ
シ
ア
の
シ
カ

チ
・
ア
リ
ャ
ン
村
に
は
、

考
古
学
で
は
世
界
的
に

有
名
な
岩
面
画
が
残
さ

れ
て
お
り
、
先
住
民
族

が
聖
な
る
遺
跡
と
し
て

守
っ
て
き
ま
し
た
。
本

展
で
は
現
在
見
ら
れ
る

す
べ
て
の
岩
面
画
を
拓

本
と
写
真
を
用
い
て
世

界
で
初
め
て
一
斉
に
紹

介
し
ま
す
。

会
期　

5
月
21
日（
木
）〜
7
月
21
日（
火
）

み
ん
ぱ
く
春
の
遠
足
・
校
外
学
習
事
前
見
学
＆
ガ
イ
ダ
ン
ス

春
の
遠
足
・
校
外
学
習
に
む
け
て
事
前
見
学
に
来
館

さ
れ
る
学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し
た
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。
新
し
く
な
っ
た
展
示
に
つ

い
て
も
研
究
者
が
展
示
場
で
説
明
し
ま
す
。

日
時　

4
月
3
日（
金
）、
4
月
6
日（
月
）

　
　
　

14
時
〜
16
時
30
分（
13
時
30
分
〜
16
時
受
付
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
参
加
申
込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。

企
画
課　

博
物
館
事
業
係

電
話　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
1
0

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
」

目
で
読
む
文
字
か
ら
手
で
読
む
文
字
へ
。
点
字
で

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
体
験
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

日
時　

4
月
11
日（
土
）12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

躍
動
す
る
南
ア
ジ
ア

―
春
か
ら
秋
の
み
ん
ぱ
く

フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
5

新
し
く
な
っ
た
展
示
に
あ
わ
せ
て
、
南
ア
ジ
ア
の
躍

動
感
あ
ふ
れ
る
姿
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
連
イ
ベ
ン
ト

を
通
じ
て
紹
介
し
ま
す
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
研
究
公
演

「
ネ
パ
ー
ル
の
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
舞
踊
チ
ャ
ル
ヤ
ー
」

動
く
ヨ
ー
ガ
と
も
い
わ
れ
る
、
ネ
パ
ー
ル
の
ネ
ワ
ー

ル
仏
教
舞
踊
チ
ャ
ル
ヤ
ー
を
鑑
賞
す
る
と
と
も
に
、

講
演
を
交
え
て
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
、
広
く
は
ネ
パ
ー
ル

文
化
の
一
側
面
に
関
す
る
理
解
を
深
め
ま
す
。

日
時　

4
月
19
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
12
時
30
分
開
場
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
1
0
0
名
）

※
参
加
無
料
、
事
前
申
込
（
先
着
順
）

◆
研
究
公
演
関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
舞
踊
チ
ャ
ル
ヤ
ー
へ
の
い
ざ
な
い
」

ネ
パ
ー
ル
の
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
舞
踊
チ
ャ
ル
ヤ
ー
を
体

験
し
、
身
体
の
隅
々
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
自
ら
が

仏
や
神
が
み
に
近
づ
く
修
行
の
一
端
を
体
感
し
ま
す
。

日
時　

4
月
18
日（
土
）11
時
〜
12
時
30
分

　
　
　
（
10
時
30
分
開
場
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
50
名
）

※
参
加
無
料
、
事
前
申
込
（
先
着
順
）

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
忠
実
再
現
！ 

イ
ン
ド
西
部
の
刺
繍
布

―
展
示
資
料
の
模
写
に
挑
戦
」

日
時　

5
月
24
日（
日
）、
6
月
7
日（
日
）、
28
日（
日
）

　
　
　

3
回
連
続
講
座

　
　
　

10
時
30
分
〜
16
時（
10
時
受
付
）

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
な
ど
（
定
員
12
名
）

講
師　

上
羽
陽
子
（
本
館 

准
教
授
）

　
　
　

三
尾
稔
（
本
館 

准
教
授
）
6
月
28
日
の
み

応
募
期
間　

4
月
10
日（
金
）〜
5
月
10
日（
日
）必
着

※
参
加
費
各
回
5
0
0
円
（
別
途
要
展
示
観
覧
券
）、

事
前
申
込
、
中
学
生
以
上
の
刺
繍
経
験
者
で
全
3

回
ご
参
加
い
た
だ
け
る
方
対
象

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
が
驚
き
と
感
動
を
お
届
け
し

ま
す
。
世
界
の
文
化
の
〝
奥
深
く
〞
へ
ご
一
緒
に
ど

う
ぞ
。

時
間　

13
時
〜
14
時
30
分

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
店
「
ス
ペ
ー
ス
9
」

※
要
事
前
申
込
（
参
加
状
況
に
よ
り
当
日
受
付
あ

り
）、
参
加
費
各
回
１
0
0
0
円

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

4
月
15
日（
水
） 

南
ア
ジ
ア
、
大
躍
動
。
そ
の
「
か
ら
く
り
」
と
、
こ

れ
か
ら
。

講
師　

三
尾
稔
（
本
館 

准
教
授
）

4
月
22
日（
水
）

異
種
混
淆
の
世
界
・
東
南
ア
ジ
ア

―
イ
ン
ド
文
明

と
中
国
文
明
の
は
ざ
ま
で

講
師　

信
田
敏
宏
（
本
館 

教
授
）

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

0
6
・
6
6
3
3
･
9
0
8
7

※
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
。

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
（
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示
）

第
4
4
2
回　

5
月
2
日（
土
）14
時
〜
15
時
10
分

躍
動
す
る
南
ア
ジ
ア
の
背
景
に
せ
ま
る

講
師　

三
尾
稔
（
本
館 

准
教
授
）

南
ア
ジ
ア
地
域
は
「
混
沌
と
停
滞
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ
き
ま

と
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
を
先
頭
に
し
た
目
覚
ま

し
い
経
済
発
展
が
続
き
、
今
ま
さ
に
南
ア
ジ
ア
は
政
治
経
済
的
に

も
文
化
的
に
も
躍
動
の
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。
み
ん
ぱ
く
の
南

ア
ジ
ア
新
展
示
も
こ
れ
を
テ
ー
マ
に
構
成
し
て
い
ま
す
。

宗
教
や
文
化
、
生
活
様
式
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
の
多
様
性
を

維
持
し
て
共
存
す
る
知
恵
こ
そ
が
、
今
日
の
南
ア
ジ
ア
の
躍
動
の

秘
密
で
あ
る
こ
と
を
本
講
演
会
で
解
明
し
ま
す
。

●
講
演
会
終
了
後
、
新
し
く
な
っ
た
南
ア
ジ
ア
展
示
場
を
講
師
の

案
内
の
も
と
見
学
し
ま
す
。（
1
時
間
程
度
）

第
4
4
3
回　

6
月
6
日（
土
）14
時
〜
15
時
10
分

聖
な
る
遺
跡
は
物
語
る

―
ア
ム
ー
ル
川
の
少
数
民
族
ナ
ー
ナ
イ

の
神
話
を
探
る

講
師　

佐
々
木
史
郎
（
本
館 

教
授
）

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
、
会
員
無
料
・
一
般
5
0
0
円
）

第
1
1
1
回　

4
月
11
日（
土
）13
時
半
〜
15
時

「
氷
の
島
」
に
生
き
る
人
び
と

―
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
・
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
文
化
と
歴
史

講
師　

岸
上
伸
啓
（
本
館 

教
授
）

極
北
に
位
置
す
る
、
世
界
最
大
の
島
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
。
全
島
の

8
割
を
厚
い
氷
床
が
覆
う
こ
の
「
氷
の
島
」
で
は
、
人
口
の
9
割

を
イ
ヌ
イ
ッ
ト
系
の
人
び
と
が
占
め
て
い
ま
す
。
海
域
の
狩
猟
と

漁
業
を
基
盤
に
、
寒
冷
な
自
然
環
境
に
適
応
し
た
生
活
を
営
む
グ

リ
ー
ン
ラ
ン
ド
・
イ
ヌ
イ
ッ
ト
と
は
ど
の
よ
う
な
人
び
と
な
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
地
球
規
模
の
環
境
問
題
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、

本
国
デ
ン
マ
ー
ク
と
の
関
係
は
、
彼
ら
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
彼
ら
の
文
化
と
歴
史
、
そ
し
て
現
在

の
様
相
を
併
せ
て
紹
介
し
ま
す
。

●
講
演
会
終
了
後
、
会
場
を
移
動
し
て
、
展
覧
会
「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル 

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
」（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）
の
見
学
を
予
定
し

て
い
ま
す
（
1
時
間
程
度
）。

刊行物紹介
■日髙真吾 著
『災害と文化財―ある文化財
科学者の視点から』
千里文化財団　1,80 0円 （税抜）

東日本大震災の発
生から四年。
被災地では、現在
もなお、復興にむ
けた懸命な努力が
続けられている。
民俗文化財を中心
としたレスキュー
活動を続けてきた

文化財科学者が、災害からの復興において
文化財が果たす役割を明らかにし、文化財
保存の意義について考察する。

第
4
4
3
回　

4
月
18
日（
土
）

10
世
紀
の
西
ア
フ
リ
カ
に
伝
わ
っ
た
中
国
製
磁
器

―
ア
フ
リ
カ
か
ら
世
界
史
を
考
え
る

講
師　

竹
沢
尚
一
郎（
本
館 

教
授
）西

ア
フ
リ
カ
の
10
世
紀
の
遺

跡
で
、私
た
ち
は
中
国
製
磁

器
片
を
発
掘
し
ま
し
た
。海

を
越
え
、砂
漠
を
越
え
て
運

ば
れ
て
き
た
こ
の
白
磁
は
、何

を
意
味
し
て
い
る
の
か
。ア
フ

リ
カ
の
歴
史
を
世
界
史
の
中

に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、私
た

ち
の
理
解
は
ど
う
変
わ
る
の

か
。そ
ん
な
問
い
を
考
え
た
い

と
思
い
ま
す
。

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

※
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
。

4
月
5
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

徹
底
解
説
！ 

ト
ラ
ジ
ャ
の
米
倉

話
者　

佐
藤
浩
司
（
本
館 

准
教
授
）

4
月
12
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

台
湾
客
家

―
日
本
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住

話
者　

河
合
洋
尚
（
本
館 

助
教
）

4
月
26
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

身
体
で
み
る
異
文
化

―
琵
琶
を
持
た
な
い
琵
琶
法
師
の
ア

メ
リ
カ
聴
き
語
り

話
者　

広
瀬
浩
二
郎
（
本
館 

准
教
授
）

水上人形（漁師の
夫婦）／ベトナム

ア
フ
リ
カ
の
大
地
に
未
知
の
世
界

が
埋
も
れ
て
い
る

■堀内正樹、西尾哲夫 編著
『〈断〉と〈続〉の中東
―非境界的世界を游（およ）ぐ』
悠書館　3,60 0円 （税抜）

既成の学問の枠組
みをはるかに超え
てしまった現実世
界を学問はどう捉
えかえすのか？
比較し分類し定義
し体系化するとい
う近代科学の方法
を大胆に突き崩し、

新たな世界理解の方法を模索する、知の
解体新書！

展
覧
会
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル 

グ
リ
ー
ン
ラ

ン
ド
」
in
代
官
山

会
期　

3
月
28
日（
土
）〜
4
月
19
日（
日
）

会
場　

ヒ
ル
サ
イ
ド
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
　
（
東
京
・
代
官
山
）

主
催　

駐
日
デ
ン
マ
ー
ク
大
使
館

共
催　

国
立
民
族
学
博
物
館
ほ
か

詳
し
く
は
、
展
覧
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.sp

iritualg
reenland

.jp

右からジャガンナート神、スバド
ラー神、バララーマ神／インド

雪
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
る

ヘ
ラ
ジ
カ
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フ
ラ
ン
ス
の
国
民
食

一
言
で
い
え
ば
、
ク
ス
ク
ス
は
、「
携
行
で
き
る
粒

パ
ス
タ
」
だ
。
ク
ス
ク
ス
の
「
粒
」
は
、セ
モ
リ
ナ
（
硬

質
小
麦
の
粗
粒
状
の
も
の
）
を
フ
ラ
ワ
ー
（
き
め
細
や

か
な
サ
ラ
サ
ラ
な
小
麦
粉
）
で
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
、
丸

め
、
乾
燥
さ
せ
た
も
の
。
糒
ほ
し
い
もの
よ
う
に
水
を
加
え
る
だ

け
で
食
す
こ
と
が
で
き
る
携
行
食
で
も
あ
る
の
だ
が
、

構
造
的
に
は
、
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
な
ど
と
同
じ
パ
ス
タ
で

あ
る
。

こ
の
ク
ス
ク
ス
を
使
っ
た
料
理
は
、
マ
グ
レ
ブ
（
北

ア
フ
リ
カ
）
で
常
食
さ
れ
て
い
る
が
、
今
や
フ
ラ
ン
ス

の
国
民
食
と
し
て
も
す
っ
か
り
定
着
し
た
。
一
九
九
八

年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
ク
ス
ク
ス
は
フ
ラ
ン
ス
人
が
二

番
目
に
好
き
な
料
理
で
、
実
際
、
ス
テ
ー
キ
の
次
に
食

べ
て
い
る
料
理
で
も
あ
る
。
周
囲
を
見
渡
せ
ば
、
ビ
ス

ト
ロ
や
学
校
給
食
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
離
乳
食
に
も

な
っ
て
お
り
、
冷
凍
料
理
、
缶
詰
、
デ
リ
バ
リ
ー
サ
ー

ビ
ス
も
あ
る
。
家
庭
の
日
常
に
す
っ
か
り
浸
透
し
て
お

り
、
ま
さ
に
現
在
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
料
理
な
の
だ
。

い
つ
か
ら
食
べ
始
め
た
か

一
体
、
い
つ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
人
は
ク
ス
ク
ス
を
食
べ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
？　

じ
つ
は
か
な
り
古
く
、

グ
ラ
タ
ン
や
シ
チ
ュ
ー（
い
ず
れ
も
一
八
世
紀
の
発
明
）

以
前
に
遡
る
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー
（
一
四
四
三

―
一
五
五
三
）
の
奇
書
『
パ
ン
タ
グ
リ
ュ
エ
ル　

第
五

之
書
』
に
も
登
場
し
て
お
り
、
ラ
ブ
レ
ー
に
よ
れ
ば
、

ク
ス
ク
ス
は
、
当
時
の
南
仏
（
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
イ
ス

ラ
ー
ム
文
化
の
影
響
が
濃
か
っ
た
）
の
名
物
料
理
だ
っ

人
が
本
国
へ
と
戻
っ
て
き
た
。
お
手
伝
い
さ
ん
の
作
る

ク
ス
ク
ス
を
物
心
つ
く
前
か
ら
食
べ
て
い
た
彼
ら
に

と
っ
て
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
。
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

団
結
と
友
愛
の
ク
ス
ク
ス

マ
グ
レ
ブ
で
は
、
ク
ス
ク
ス
は
、
聖
な
る
日
・
金

曜
日
の
食
べ
物
だ
。
家
族
だ
け
で
は
な
く
、
貧
し
い

人
、
恵
ま
れ
な
い
人
に
も
ク
ス
ク
ス
を
分
け
与
え
る
た

め
、
寺
院
な
ど
に
ク
ス
ク
ス
を
届
け
る
習
慣
が
あ
る
。

ク
ス
ク
ス
が
も
つ
こ
う
し
た
連
帯
の
精
神
は
フ
ラ
ン
ス

で
も
健
在
だ
。
パ
リ
で
は
、
毎
週
金
曜
日
に
ク
ス
ク
ス

を
無
料
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
カ
フ
ェ
が
数
件
あ

る
。
わ
た
し
も
、
留
学
時
代
に
無
料
ク
ス
ク
ス
の
お
世

話
に
な
っ
た
の
だ
が
、「
ど
う
し
て
無
料
な
の
？
」
と

お
店
の
ギ
ャ
ル
ソ
ン
に
聞
く
と
、「
俗
に
い
う
、〝
ク
ス

ク
ス
・
ソ
リ
ダ
リ
テ
（
連
帯
ク
ス
ク
ス
）〞
っ
て
や
つ
さ
。

ク
ス
ク
ス
は
皆
で
一
緒
に
食
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
？　

キ

リ
ス
ト
教
徒
で
も
、
ム
ス
リ
ム
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
も
、

　　　　自由、平等、そして、

クスクス（前編）

二
に

村
むら

 淳
じゅん

子
こ

 　ライター／比較文化研究者

君
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
人
で
も
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
か

つ
て
の
北
ア
フ
リ
カ
で
は
、
異
教
徒
間
で
も
め
事
が
あ

る
と
、
ク
ス
ク
ス
を
囲
ん
で
関
係
修
復
を
す
る
習
わ
し

が
あ
っ
た
と
い
う
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
料
理
は
異
民
族

共
生
の
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
よ
う
だ
。
彼
が
教
え
て
く
れ

た
「
連
帯
ク
ス
ク
ス
」
と
い
う
こ
と
ば
も
印
象
に
残
っ

た
。
こ
の
こ
と
ば
、
マ
グ
レ
ブ
か
ら
の
移
民
二
世
た
ち

に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
だ
が
、
人
と
人
を
つ
な

げ
て
く
れ
る
ク
ス
ク
ス
の
性
質
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い

る
と
思
う
。
日
本
の
「
炊
き
出
し
」
同
様
、
ク
ス
ク
ス

に
は
団
結
と
友
愛
の
精
神
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
人
権

団
体
や
社
会
運
動
家
た
ち
に
ク
ス
ク
ス
が
受
け
入
れ
ら

れ
、
イ
ベ
ン
ト
の
機
会
に
よ
く
登
場
す
る
の
も
頷う
な
ずけ
る
。

市
民
活
動
家
、
そ
し
て
、
文
化
の
多
様
性
を
楽
し
も
う

と
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
に
ク
ス
ク
ス
が
好
ま
れ
る
の

は
、
た
だ
単
に
ク
ス
ク
ス
が
美
味
し
い
か
ら
と
い
う
理

由
だ
け
で
は
な
い
。
武
器
も
、
ペ
ン
も
、
結
構
。
み
ん

な
で
ク
ス
ク
ス
を
食
べ
た
い
。

た
と
か
。

時
代
が
下
っ
て
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
エ
キ
ゾ

テ
ィ
ッ
ク
料
理
と
し
て
美
食
家
た
ち
に
珍
重
さ
れ
て

き
た
様
子
が
窺う
か
が
え
る
。
作
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド

（
一
八
〇
四
―
七
六
）
邸
の
定
番
料
理
の
ひ
と
つ
だ
っ

た
そ
う
だ
。

一
方
、
大
衆
料
理
と
し
て
ク
ス
ク
ス
が
定
着
し
始
め

る
の
は
一
九
一
〇
年
ご
ろ
だ
。
当
時
、
第
一
次
大
戦
の

外
国
兵
と
し
て
、
あ
る
い
は
工
場
の
低
賃
金
労
働
者
と

し
て
本
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
国
に
や
っ
て
き
た
北
ア
フ
リ
カ
移
民
が
増
え
る

に
つ
れ
、
彼
ら
が
集
う
パ
リ
十
八
区
の
バ
ル
べ
ス
地
区

に
庶
民
的
な
値
段
の
ク
ス
ク
ス
料
理
店
が
増
え
て
い
っ

た
。
大
戦
中
は
、
北
ア
フ
リ
カ
出
身
者
に
は
、
パ
ン
で

は
な
く
ク
ス
ク
ス
の
配
給
券
（
三
日
月
印
が
つ
い
て
い

た
と
い
う
）
が
配
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

だ
が
、
や
は
り
、
ク
ス
ク
ス
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
家
庭

料
理
と
し
て
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
決
定
的
な
要
因

は
、
マ
グ
レ
ブ
三
国
の
独
立
だ
っ
た
。
二
〇
世
紀
後
半
、

マ
グ
レ
ブ
に
住
ん
で
い
た
一
〇
〇
万
人
も
の
フ
ラ
ン
ス

クスクス　　　　1カップ

お湯　　　　　　1カップ

EXヴァージン 
オリーブオイル　　 適量

豆（グリーンピース、ソラ
マメなど）　　カップ１／５

野菜（きゅうり、コーン、
パプリカ、エシャロットな
ど）　　　　　カップ３／５

レモン汁 
　　　レモン 1～ 1.5個分

ペパーミントとパセリ　　
　　　　　　　　　適量

クスクスのタブレ風サラダ（4人分）　Taboulé de semoule à la menthe

① クスクスにオリーブオイルと塩少々を入れて混ぜ、
その後、お湯を加え、ラップをして15分ほど放置。

② 野菜とハーブを細かくみじん切りにし、①と混ぜる。

③ レモン汁、塩胡椒、オリーブオイルを２と混ぜ、
完成。レーズン、えび、ナッツ、ハム、パイナッ
プル、トマトなどを入れてもよく合います。

＊ フランスでもっとも好まれ、食べられているクスク
スの食べ方で、お総菜屋さんやスーパーの定番料
理です。

＊ タブレ（タッブーレ）とは、レバノンやシリアなど
東地中海地域で食べられている野菜料理で、本
来はクスクスではなくブルゴル（ひきわり小麦）
が用いられます。

2007年 12月 19日付日刊『パリジャン』。クス
クスを食べるエイズ支援のボランティアたち

にんじんと牛肉料理がのったクスクス

サフランやクミンのパウダーとパプリカ
を入れたクスクス

クスクスを打つ女性フランスではサラダとして食べる人
も多い
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文
化
遺
産
と
し
て
の
も
の
づ
く
り

―
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
ザ
フ
ィマニ
リ
の
木
彫
り
知
識

飯い
い

田だ 

卓た
く 

　
民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

霧
の
森
の
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
人

こ
の
数
年
間
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
山

間
部
で
製
作
さ
れ
て
い
る
木
彫
り
を

集
中
的
に
調
査
し
て
き
た
。
ザ
フ
ィ

マ
ニ
リ
と
い
う
人
た
ち
が
作
る
こ
の

木
彫
り
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
三
年

春
の
特
別
展
「
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

霧

の
森
の
く
ら
し
」
や
『
月
刊
み
ん
ぱ

く
』
の
特
集
な
ど
で
紹
介
し
た
。
今

回
は
、
特
別
展
閉
幕
後
に
ザ
フ
ィ
マ

ニ
リ
の
人
た
ち
が
直
面
す
る
問
題
を

報
告
し
よ
う
。
た
ゆ
ま
ぬ
実
践
を
と

お
し
て
う
け
継
が
れ
る
無
形
文
化
遺

産
と
、
そ
う
し
た
実
践
を
可
能
に
す

る
林
産
資
源
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

な
商
売
を
考
案
し
て
い
る
。

時
計
を
一
五
年
ま
き
戻
す

二
〇
一
三
年
七
月
に
、
特
別
展
閉

幕
後
は
じ
め
て
、
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の

村
を
訪
れ
た
。
来
場
者
が
書
い
た
手

紙
の
一
部
を
、
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
人

た
ち
に
届
け
て
紹
介
す
る
の
が
目
的

だ
っ
た
。
特
別
展
の
成
功
を
報
告
し
、

喜
び
あ
う
な
か
で
、
気
に
な
る
話
を

耳
に
し
た
。
村
の
な
か
に
建
つ
土
壁

作
り
の
家
屋
が
六
〇
軒
ほ
ど
壊
さ
れ

て
、
代
わ
り
に
木
造
家
屋
が
建
て
ら

れ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
木
造
家

屋
は
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
な
か
で
も

る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
家
屋
新

築
の
助
成
を
歓
迎
す
る
人
た
ち
は
少

な
く
な
さ
そ
う
だ
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純

で
は
な
い
。
木
造
家
屋
の
新
築
を
間

接
的
に
助
成
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ポ

ン
サ
ー
は
、
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
村
々

で
不
要
に
な
っ
た
木
製
窓
を
大
量
に

買
い
つ
け
、
そ
の
一
部
を
七
二
点
も

の
現
代
芸
術
作
品
に
仕
立
て
あ
げ
て

展
示
会
を
開
い
た
。
今
回
の
新
築
助

成
に
は
、
そ
の
収
益
の
一
部
が
充
て

ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

無
形
文
化
遺
産
で
あ
る
木
彫
り

技
術
の
結
晶
と
も
い
え
る
作
品
を
、

ま
っ
た
く
異
な
る
芸
術
表
現
に
仕
立

て
な
お
す
の
は
、
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の

作
り
手
に
対
す
る
冒ぼ
う
と
く涜

だ
と
個
人
的

に
思
う
。
し
か
し
こ
の
点
は
、
展
示

会
の
概
要
を
詳
し
く
知
っ
た
う
え
で

評
価
し
た
い
。
さ
し
あ
た
り
問
題
だ

と
思
う
の
は
、
短
期
間
に
多
数
の
家

屋
が
建
て
ら
れ
、
貴
重
な
木
材
が
伐き

り
つ
く
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。

後
で
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

六
〇
軒
の
新
築
と
い
う
の
は
大
げ
さ

で
、
じ
っ
さ
い
に
は
三
八
軒
の
新
築

と
一
〇
軒
の
補
修
が
申
請
さ
れ
た
だ

け
だ
っ
た
。
し
か
し
、
補
修
が
終

わ
っ
た
一
〇
軒
と
新
築
中
の
一
〇
軒

を
二
〇
一
四
年
夏
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、

必
ず
し
も
理
想
的
な
樹
種
が
建
材
に

使
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

適
当
な
樹
種
が
使
わ
れ
る
場
合
で
も
、

樹
齢
が
古
く
な
い
た
め
に
、
昔
の
家

ほ
ど
長
持
ち
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

声
が
聞
か
れ
た
。

形
の
過
度
な
重
視

人
び
と
の
日
常
的
な
い
と
な
み
を

と
お
し
て
伝
わ
る
無
形
の
遺
産
は
、

形
式
や
形
状
の
保
存
だ
け
に
よ
っ
て

保
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
形
式
や
形
状
だ
け
を
保

存
し
よ
う
と
す
る
と
、
逆
に
無
形
な

も
の
の
継
承
が
危
う
く
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
す
ら
あ
る
。
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ

の
事
例
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
木

彫
り
技
術
を
支
え
る
の
は
、
そ
の
技

術
を
伝
え
る
人
た
ち
、
そ
し
て
、
木

彫
り
の
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
木

材
だ
。
今
回
の
新
築
助
成
で
は
、
こ

の
ふ
た
つ
が
ず
い
ぶ
ん
軽
視
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。

人
に
つ
い
て
は
、
家
屋
に
住
む
人

の
利
便
性
が
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
新
築
に
は
居
住
者

本
人
が
同
意
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
、

大
き
な
矛
盾
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
建
材
の
問
題
は
す
で
に

深
刻
だ
。
新
築
バ
ブ
ル
に
踊
ら
さ
れ

た
結
果
、
適
当
な
木
材
が
広
範
な
地

域
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
家
を

建
て
る
技
術
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
れ

ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。

ユ
ニ
ー
ク
な
様
式
で
、
ザ
フ
ィ
マ
ニ

リ
伝
統
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
る
も
の

だ
。
か
つ
て
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
中
央

高
地
部
で
広
く
み
ら
れ
た
が
、
現
在

で
は
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
人
が
限
ら
れ
た

地
域
で
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。
日
本

で
い
え
ば
、
各
地
の
茅か
や

葺ぶ

き
民
家
建

築
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

土
壁
家
屋
が
壊
さ
れ
て
木
造
家
屋

が
新
築
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味

で
景
観
復
元
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

特
別
展
の
準
備
の
と
き
、
吉
本
忍

氏
（
現
在
、
民
博
名
誉
教
授
）
の
調

査
団
が
一
九
九
八
年
に
現
地
で
撮
っ

た
ビ
デ
オ
を
見
た
と
こ
ろ
、
木
造
家

屋
の
割
合
が
今
よ
り
も
っ
と
多
か
っ

た
こ
と
に
強
い
印
象
を
受
け
た
。
木

造
家
屋
を
増
や
せ
ば
、
村
の
景
観
を

一
五
年
前
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き

考
え
た
い
。

こ
の
木
彫
り
技
術
は
、
交
通
の
便

が
悪
く
生
活
物
資
が
不
足
す
る
な
か

で
培
わ
れ
て
き
た
。
近
年
増
え
て

き
た
「
よ
そ
者
」
た
ち
が
そ
の
価

値
を
見
い
だ
し
、
ユ
ネ
ス
コ
が
無

形
文
化
遺
産
と
し
て
認
定
し
た
が

（
二
〇
〇
八
年
）、
担
い
手
た
ち
は
あ

ま
り
認
定
を
意
識
し
て
い
な
い
。
む

し
ろ
、
日
常
で
当
た
り
ま
え
に
お
こ

な
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
珍
し
が
ら
れ

て
、
戸
惑
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え

る
。
い
っ
ぽ
う
で
、
一
部
の
村
に
は

観
光
客
が
大
勢
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、

才
知
に
長
け
た
人
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
こ
れ
ま
で
、
芸
能
や
儀
礼
と
い
っ
た
無
形
文
化
遺
産
を
と
り
あ
げ
て
き
た
。
こ
の
先
し
ば
ら
く
は
、

も
の
づ
く
り
や
言
語
、
食
な
ど
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
や
舞
台
に
仕
立
て
に
く
い
タ
イ
プ
の
遺
産
を
と
り
あ
げ
た
い
。

マダガスカル
ザフィマニリの「伝統的」家屋

新築中の家屋（2012年）

技巧を凝らした木製の窓（撮影・川瀬慈）
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あ
る
祭
り
の
光
景

新
宿
の
一
地
区
で
お
こ
な
わ
れ
た
あ
る
祭
り
。
最

後
の
演
舞
と
し
て
、
沖
縄
の
「
伝
統
芸
能
」
の
エ

イ
サ
ー
が
登
場
し
た
。
演
舞
者
六
〇
人
ほ
ど
が
二

列
に
並
び
座
る
な
か
、
道
化
的
な
姿
を
し
た
ダ
イ

サ
ナ
ジ
ャ
ー
の
二
人
は
、
エ
イ
サ
ー
の
始
ま
り
に
踊

ら
れ
る
、
そ
の
場
を
清
め
る
意
味
が
あ
る
と
い
う

踊
り
を
見
せ
た
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
今
度
は
色

の
異
な
る
六
枚
の
布
を
つ
る
し
た
細
長
い
竿
を
持

ち
出
し
、
そ
れ
を
皆
に
見
せ
る
か
の
よ
う
に
不
器

用
そ
う
に
く
る
く
る
と
ま
わ
っ
た
。
こ
っ
け
い
な
動

き
に
観
客
か
ら
笑
い
声
が
お
き
る
。
し
か
し
、
こ

の
祭
り
で
こ
の
六
色
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
大
切
な

意
味
が
あ
る
こ
と
を
、
多
く
の
観
客
が
知
っ
て
い

た
は
ず
だ
。

そ
し
て
、
ビ
ル
が
立
ち
並
ぶ
街
に
、
三さ
ん

線し
ん
を
奏

で
て
歌
わ
れ
る
沖
縄
の
民
謡
と
、
太
鼓
の
音
が
鳴

り
響
く
。
最
後
の
曲
「
唐と
う

船し
ん
ド
ー
イ
」
で
は
、
観

客
も
、
沖
縄
で
祝
い
事
な
ど
の
締
め
に
踊
ら
れ
る

カ
チ
ャ
ー
シ
ー
を
踊
り
、
一
体
感
を
生
じ
さ
せ
て
祭

り
最
大
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
。

六
色
の
布
が
あ
ら
わ
す
も
の

一
見
よ
く
あ
る
祭
り
の
光
景
だ
が
、
そ
の
祭
り
の

こ
と
や
エ
イ
サ
ー
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
に
つ
い
て
知
る

と
、
意
外
な
印
象
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
祭

り
は
、
ゲ
イ
バ
ー
や
レ
ズ
ビ
ア
ン
バ
ー
が
中
心
と
な

り
、
新
宿
二
丁
目
で
二
〇
〇
〇
年
以
降
毎
年
開
催

さ
れ
て
い
る
「
東
京
レ
イ
ン
ボ
ー
祭
り
」
で
あ
り
、

エ
イ
サ
ー
は
ゲ
イ
の
エ
イ
サ
ー
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
も

の
だ
。
先
の
描
写
は
、
二
〇
一
〇
年
八
月
の
と
き
の

様
子
で
あ
る
。

こ
の
祭
り
で
は
、
開
催
当
初
は
、
東
京
の
沖
縄

県
人
会
の
流
れ
に
あ
る
グ
ル
ー
プ
が
エ
イ
サ
ー
を

踊
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
実
行
委
員
長
が
そ

の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
と
知
り
合
い
だ
っ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
五

年
に
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
た
ゲ
イ
の
メ

ン
バ
ー
が
エ
イ
サ
ー
グ
ル
ー
プ
を
設
立
し
、
レ
イ
ン

ボ
ー
祭
り
で
踊
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
ゲ
イ
タ
ウ
ン

と
も
よ
ば
れ
る
街
で
、
ゲ
イ
が
中
心
と
な
っ
て
始

め
た
祭
り
な
の
だ
か
ら
、
ゲ
イ
中
心
の
グ
ル
ー
プ

で
踊
り
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
」
と
設
立
者
は

語
る
。
先
に
登
場
し
た
六
色
の
布
は
、

L
G
B
T
（
レ
ズ
ビ
ア
ン
、
ゲ
イ
、
バ

イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
）
な
ど
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

を
象
徴
す
る
旗
と
し
て
世
界
に
広

が
っ
て
い
る
六
色
の
レ
イ
ボ
ー
フ
ラ
ッ

グ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
だ
。

新
宿
二
丁
目
が
故
郷

わ
た
し
は
、
ゲ
イ
で
あ
る
こ
と
を

オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
る
文
化
人
類
学

者
と
し
て
、
こ
の
エ
イ
サ
ー
グ
ル
ー

プ
に
参
加
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
こ
な
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
と
き
印
象
に
残
っ
た
の
は
、じ
つ
は
、

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
は
、
メ
ン
バ
ー
は
「
ゲ
イ

で
あ
る
」
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
が
少
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
ゲ
イ
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
な
く
自
然
体
で
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
普
段
の
社
会
生
活
の
な
か
で
、
ど
こ
も
か

し
こ
も
異
性
愛
に
関
す
る
話
で
満

ち
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異

性
愛
者
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
ず
、

自
分
が
異
性
愛
者
で
あ
る
と
意
識

せ
ず
に
す
む
よ
う
に
。

そ
の
一
方
で
、
イ
ベ
ン
ト
で
踊
る

と
き
に
は
、
亡
く
な
っ
た
ゲ
イ
の
仲

間
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
踊
る
と

い
う
人
も
い
た
し
、
L
G
B
T
の
パ

レ
ー
ド
で
踊
り
な
が
ら
歩
く
こ
と

で
、
ゲ
イ
で
あ
る
自
分
を
肯
定
で

き
た
気
が
す
る
と
語
る
人
も
い
た
。

音
楽
が
奏
で
ら
れ
た
り
、
舞
が
踊
ら
れ
た
り
す

る
と
き
、
そ
れ
が
実
現
す
る
ま
で
の
背
景
や
思
い

が
あ
り
、
集
団
で
演
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の

関
係
性
が
重
要
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
し

て
、
さ
ら
に
、
奏
で
ら
れ
た
音
が
仲
間
を
つ
な
ぎ
、

自
分
た
ち
の
場
を
つ
く
り
出
す
。
東
京
レ
イ
ン
ボ
ー

祭
り
に
お
け
る
エ
イ
サ
ー
の
演
舞
は
、
そ
の
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
。
も
と

も
と
、
エ
イ
サ
ー
は
各
集
落
で
盆
に
踊
ら
れ
て
き

た
も
の
だ
が
、
ゲ
イ
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
こ
の
祭

り
で
エ
イ
サ
ー
が
踊
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
束つ
か

の
間

の
集
落
が
出
現
す
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

東
京
レ
イ
ン
ボ
ー
祭
り
の
初
代
実
行
委
員
長
は
、

初
め
て
の
開
催
の
と
き
の
挨
拶
文
に
、「
ゲ
イ
や
レ

ズ
ビ
ア
ン
の
故
郷
と
も
い
え
る
新
宿
二
丁
目
で
」
と

書
い
て
い
る
。
こ
の
祭
り
で
、
エ
イ
サ
ー
が
ず
っ
と

踊
ら
れ
続
け
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
自
分
た
ち
に

と
っ
て
本
当
の
故
郷
の
祭
り
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
て

く
れ
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

砂す
な

川が
わ 

秀ひ
で

樹き　
レ
イ
ン
ボ
ー
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
沖
縄
共
同
代
表

自分たちの故郷の祭り
主流社会において周縁化された人びとは、音楽や舞踊などを通して自ら
の居場所を作ろうとすることがある。かれらの実践は、音楽のもつ人を
変える力、人と人をつなぐ力について考える機会を与えてくれる。

東京レインボー祭りで踊る、ゲイを中心としたエイサーグループ

六色の布を観客に見せるダイサナジャー

東京レインボー祭りのフィナーレ
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わ
た
し
た
ち
の
経
済
的
行
動
は
、
も
ち
ろ
ん
「
得
か
損
か
」
と
い
う
勘

定
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
よ

い
か
悪
い
か
」
と
い
う
判
断
が
か
か
わ
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
近
年
の

ブ
ラ
ッ
ク
企
業
や
食
品
偽
装
に
対
す
る
批
判
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
す
ぐ

に
そ
の
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
新
入
社
員
を
使
い
捨
て
に
し
た
り
肉
の

産
地
を
ご
ま
か
し
た
り
し
て
ま
で
利
益
を
追
求
す
る
企
業
の
話
を
聞
く

と
、
許
せ
な
い
こ
と
だ
と
怒
り
を
感
じ
る
。
こ
の
怒
り
は
、
商
売
は
こ
う

あ
る
べ
き
、と
い
う
わ
た
し
た
ち
の
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、

怒
り
を
感
じ
る
ポ
イ
ン
ト
と
そ
の
背
景
に
あ
る
道
徳
的
基
準
は
、
時
と
場

所
に
よ
っ
て
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
こ
う
し

た
他
者
の
経
済
的
公
正
に
対
す
る
感
性
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
概
念
で
あ

る
。一

八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
食
糧
暴
動
を
見
て
み

よ
う
。
民
衆
は
、
た
ん
に
腹
が
減
っ
て
暴
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
で
は
、
生
活
に
必
要
な
穀
物
や
パ
ン
を
、
民
衆
が
市
場
で
安
く
優

先
的
に
買
え
る
よ
う
に
す
る
規
則
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
規
制
緩
和
」

で
規
則
は
守
ら
れ
な
く
な
り
、
飢き

饉き
ん
の
と
き
も
商
人
た
ち
は
食
糧
を
買

い
占
め
て
値
段
を
つ
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貧
し
い
人
た
ち
の
生
存

を
優
先
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
義
務
を
商
人
が
果
た
そ
う
と
し
な
い
の
で
、

民
衆
は
「
公
正
な
価
格
」
を
求
め
て
立
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
直

接
行
動
に
訴
え
て
も
よ
い
の
か
を
理
由
づ
け
る
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
認
識

を
、
歴
史
学
者
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ソ
ン
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
民
衆
の
モ
ラ
ル
・
エ

コ
ノ
ミ
ー
と
よ
ん
だ
。

一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
事
例
に
似
た
道
徳
的
認
識
は
、
他
の
時
代

モラル・エコノミー
Moral Economy

中
な か

川
が わ

 理
おさむ

　立教大学准教授

と
地
域
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。
政
治
学
者
Ｊ
・
Ｃ
・
ス
コ
ッ
ト
が
二
〇
世
紀

は
じ
め
に
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で
起
こ
っ
た
農
民
反
乱
を
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
と
し
て
分
析
し
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
が
こ
の
概
念
を

適
用
し
て
自
分
の
事
例
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
事
例
に
は
、

支
配
者
は
被
支
配
者
の
生
存
を
保
障
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
も
し
そ
の
義

務
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
被
支
配
者
は
反
抗
し
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
方
が

共
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
人
び
と
は
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
身
に

怒
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、支
配
者
が
義
務
を
果
た
さ
な
い
こ
と
に
怒
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
、反
乱
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、自
由
や
平
等
よ
り
も「
よ

き
支
配
」
を
求
め
る
保
守
的
と
も
い
え
る
道
徳
的
認
識
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
は
、
経
済
的
公
正
を
め
ぐ
る

民
衆
的
想
像
力
の
か
た
ち
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
し
て
き
た
。
し
か
し
今

日
で
は
、
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
こ
の
種
の
想
像
力
を
指
す
た
め
に
使

わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
本
来
、
こ
の
概
念
は
「
道
徳
的
な

3

3

経
済
」（
公

正
な
経
済
と
は
何
か
の
理
解
）
と
「
道
徳
の3

経
済
」（「
義
務
を
果
た
さ
な

い
か
ら

3

3

反
抗
し
て
も
よ
い
」
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
の
計
算
）
の
両
方
の
意
味

を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
後
者
の
意
味
を
強
調
し
て
、
も
は
や
経
済
と

も
民
衆
と
も
関
係
し
な
い
道
徳
的
認
識
を
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
し
て

と
ら
え
よ
う
と
す
る
研
究
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
例
え
ば
、
難
民
申
請

者
の
多
く
は
偽
装
さ
れ
た
経
済
移
民
な
の
だ
か
ら
認
定
拒
否
し
て
よ
い
が
、

病
気
の
申
請
者
は
人
道
的
見
地
か
ら
認
定
す
べ
き
と
判
断
す
る
時
の
フ
ラ

ン
ス
政
府
の
認
識
も
、
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
概
念
の
こ
の
よ
う
な
拡
張
が
新
し
い
可
能
性
を
切
り
開
く
の
か
、

本
来
の
威
力
を
損
な
う
の
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

損得を越え
て
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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13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

　本特集を読んで、日本における応援がいかに統制がとれているか、

ということに感心した。ファストフード店のマスコット像を勝利を祝

うファンらが興奮のあまり堀に投げ込むというような事件もあった

が、時おり暴徒と化す欧米のフーリガンに比べれば、日本の応援団

は概してお行儀が良いようだ。最近のドイツでは、フーリガンのグ

ループが排外主義を掲げる極右団体と結びついて、都市部で反イス

ラームのデモをおこない、政治のアリーナにまで進出してきている。

　しかし対岸の火事とは言っていられない。「日本人限定」と英語で

書いた横断幕を、一部のサポーターがサッカースタジアムに掲げて

処分を受けた、というニュースは記憶に新しい。日本人以外が入る

と「応援の統制がとれなくなるのが嫌だったから」という動機だっ

たらしい。一糸乱れぬ応援も美しいが、一歩間違えると全体主義に

陥る危険性をはらんでいるのである。

　さて、年度も替わり、紙面を少しリニューアルした。「集めてみま

した世界の〇〇」がカラーページに移り、「音の居場所」という新コー

ナーが始まった。今年度も『月刊みんぱく』を引き続き応援いただ

ければ幸いである。（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/

2015年 3月号「制服の世界、世界の制服」の内容に誤りがありました。
下記の通り訂正いたします。
　p23の下段、前から 3行目
　　誤）娘役トップの演じる
　　正）男役の演じる


