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「
迷
宮
」
を
探
す
旅

宮み
や

田た 

珠た
ま

己き

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
６
４
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
主
に
旅
を
テ
ー

マ
に
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
。

著
書
は
『
ふ
し
ぎ
盆
栽
ホ
ン
ノ
ン
ボ
』（
講
談

社
文
庫
）、『
だ
い
た
い
四
国
八
十
八
ヶ
所
』（
集

英
社
文
庫
）、『
四
次
元
温
泉
日
記
』（
ち
く
ま

文
庫
）、『
晴
れ
た
日
は
巨
大
仏
を
見
に
』『
東

南
ア
ジ
ア
四
次
元
日
記
』（
と
も
に
幻
冬
舎
文

庫
）、『
お
か
し
な
ジ
パ
ン
グ
図
版
帖　
モ
ン
タ

ヌ
ス
が
描
い
た
驚
異
の
王
国
』（
パ
イ
・
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
な
ど
。
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旅
に
出
る
と
、「
迷
宮
」
を
探
す
癖
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
路
地
が
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
古
い

町
並
み
で
あ
っ
た
り
、
内
部
が
迷
路
に
な
っ
て
い
る
忍
者

屋
敷
の
よ
う
な
建
物
で
あ
っ
た
り
、
と
き
に
は
そ
う
い
っ

た
生
身
で
入
っ
て
行
け
る
も
の
で
す
ら
な
く
、
彫
刻
や
壁

画
に
描
か
れ
た
架
空
の
世
界
で
あ
っ
た
り
す
る
。
と
に
か

く
現
実
で
あ
れ
空
想
で
あ
れ
、
そ
の
場
所
で
意
識
を
さ
ま

よ
わ
せ
、
異
空
間
の
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
に
浸
る
の
が
好
き
だ
。

　
な
の
で
、
ベ
ト
ナ
ム
で
ホ
ン
ノ
ン
ボ
と
呼
ば
れ
る
盆
栽

に
出
会
っ
た
と
き
は
興
奮
し
た
。

　
ホ
ン
ノ
ン
ボ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
伝
統
的
な
盆
栽
で
あ
る
。

水
を
張
っ
た
鉢
に
岩
を
置
き
、
そ
れ
を
島
に
見
立
て
て
植

物
や
ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
配
し
て
、
ひ
と
つ
の
景
色
を
作
る
。

　
ミ
ニ
チ
ュ
ア
は
主
に
、
楼
閣
や
釣
り
人
、
囲
碁
に
興
じ

る
老
人
な
ど
で
、
と
き
に
は
孫
悟
空
な
ど
も
登
場
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
植
物
が
主
体
で
は
な
く
、
桃
源
世
界
を

写
す
こ
と
が
目
的
な
の
で
、
箱
庭
と
呼
ぶ
ほ
う
が
ふ
さ
わ

し
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
私
は
そ
れ
を
、
ハ
ノ
イ
の
ホ
テ
ル
で
見
つ
け
た
。
テ
ラ

ス
に
出
た
ら
、
そ
こ
に
さ
り
げ
な
く
置
い
て
あ
っ
た
の
だ
。

ミ
ニ
チ
ュ
ア
が
載
っ
た
岩
は
、
遊
び
心
に
溢あ

ふ

れ
、
そ
れ
だ

け
に
は
じ
め
は
従
業
員
が
適
当
に
作
っ
た
オ
ブ
ジ
ェ
か
と

思
っ
た
。
し
か
し
、
以
来
あ
ち
こ
ち
で
見
か
け
た
た
め
、

不
思
議
に
思
っ
て
調
べ
て
み
れ
ば
、
伝
統
的
な
盆
栽
だ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

　
ホ
ン
ノ
ン
ボ
は
私
に
と
っ
て
紛
れ
も
な
い
「
迷
宮
」
で

あ
っ
た
。

　
自
分
が
小
さ
く
な
っ
た
つ
も
り
で
、
そ
の
世
界
の
中
を

散
策
す
る
。
す
る
と
ま
る
で
山
水
画
に
紛
れ
込
ん
だ
か
の

よ
う
な
心
地
が
し
て
、
穏
や
か
な
気
分
に
な
れ
た
。

　「
迷
宮
」
は
つ
ま
り
、
現
実
逃
避
の
た
め
の
道
具
な
の

で
あ
る
。
旅
に
出
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
さ
ら
な
る
現
実
逃

避
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
私
の
個
人
的
問
題
は
さ
て
お

き
、
ど
ん
な
文
化
に
も
何
ら
か
の
現
実
逃
避
の
道
具
が
用

意
さ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
一
般
に
は
宗
教

の
役
割
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
宗
教
と
ま
で
は
い

か
な
く
て
も
、
も
っ
と
卑
近
な
「
迷
宮
」
が
、
人
の
心
を

日
常
的
に
癒
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
す
る
と
き
、

遊
園
地
か
ら
、
リ
カ
ち
ゃ
ん
ハ
ウ
ス
に
至
る
ま
で
、
世
界

中
に
「
迷
宮
」
が
溢
れ
て
い
る
現
実
に
は
深
く
頷う

な
ず

け
る
。

　
ホ
ン
ノ
ン
ボ
の
よ
う
な
、
い
ま
だ
知
ら
れ
ざ
る
伝
統
的

「
迷
宮
」
が
、
世
界
に
は
も
っ
と
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
う
思
う
と
、「
迷
宮
」
を
探
す
癖
は
、
こ
れ
か
ら
も

治
る
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。



小説に

生まれ変わる

モノ

誰
が
作
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
モ
ノ
、
な
ん
だ
か
わ
か

ら
な
い
モ
ノ
、
べ
ら
ぼ
う
に
大
き
い
モ
ノ
、
不
思
議
な

モ
ノ
…
…
。
モ
ノ
か
ら
物
語
が
生
ま
れ
る
場
。
そ
こ

に
は
、
人
間
の
想
像
力
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

モ
ノ
か
ら

生
ま
れ
た

も
の
が
た
り

特 集

1

つ
で
あ
る
。
太
陽
を
射
落
と
す
英
雄
の
名
前
や
、
太
陽
が
三
つ
あ
る
こ
と
の

由
来
な
ど
に
い
く
つ
か
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
大
筋
は
同
じ
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
連
邦
の
極
東
地
方
の
中
心
都
市
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
か
ら
七
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
流
に
あ
る
シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
と
い
う
先
住
民
族
ナ
ー

ナ
イ
の
村
の
近
く
に
、
不
思
議
な
線
刻
画
が
描
か
れ
た
岩
が
河
原
に
ご
ろ

ご
ろ
し
て
い
る
場
所
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
歌
舞
伎
の
隈く
ま

取
り
の
よ
う
な
模

様
が
描
か
れ
た
マ
ス
ク
（
人
の
顔
）
ら
し
き
も
の
、
ヘ
ラ
ジ
カ
や
ウ
マ
な
ど

の
動
物
や
水
鳥
、
そ
し
て
船
に
乗
る
人
び
と
、
馬
に
乗
る
人
び
と
な
ど
の

姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
岩
面
画
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
人

の
手
で
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
か
は
学
術
的
に
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
線
刻
画
が
み
ら
れ
る
岩
が
あ
る
場
所

の
近
く
に
は
、
新
石
器
時
代
以
来
の
住
居
址あ
と
が
あ
り
、
土
器
も
見
つ
か
っ

て
い
る
。
も
っ
と
も
古
い
地
層
は
一
万
二
〇
〇
〇
年
前
に
さ
か
の
ぼ
り
、

人
び
と
の
居
住
と
活
動
の
痕
跡
は
そ
こ
か
ら
現
代
ま
で
断
続
的
に
続
い
て

い
る
。
恐
ら
く
そ
の
一
万
二
〇
〇
〇
年
の
あ
い
だ
に
、
こ
こ
で
暮
ら
し
た

岩
が
冷
え
て
固
ま
り
き
ら
な
い
う
ち
に

む
か
し
む
か
し
、
太
陽
が
三
つ
あ
っ
た
。
ア
ム
ー
ル
の
川
は
煮
え
た

ぎ
り
、
大
地
は
粘
土
の
よ
う
に
柔
ら
か
か
っ
た
。
人
び
と
は
昼
間
は
暑

く
て
地
上
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
人
の
英
雄
が
ふ
た
つ
を

射
落
と
し
て
太
陽
を
ひ
と
つ
だ
け
に
し
た
。
大
地
は
よ
う
や
く
冷
え
て

固
ま
り
、
人
び
と
が
地
上
で
住
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
び
と
は
岩
が

冷
え
て
固
ま
り
き
ら
な
い
う
ち
に
、
そ
の
上
に
指
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

を
描
い
た
。
そ
れ
が
今
の
シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
の
岩
面
画
の
由
来
で
あ
る
。

こ
れ
は
ア
ム
ー
ル
川
に
暮
ら
す
ナ
ー
ナ
イ
（
ナ
ナ
イ
）
と
よ
ば
れ
る
先
住

民
族
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
「
射
日
神
話
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
た
り
の
ひ
と

佐さ

さ々

木き 

史し

郎ろ
う

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

ア
ム
ー
ル
川
の
岩
面
画
と

三
つ
の
太
陽
の
も
の
が
た
り

い
し
い
し
ん
じ

︵
作
家
︶

山や
ま

中な
か 

由ゆ

里り

子こ

︵
民
博 

民
族
文
化
研
究
部
︶

対談

﹁
あ
ん
な
﹂
と
お
っ
さ
ん
は
骨
み
た
い
に
ま
っ
し
ろ
な
歯
を
見
せ

て
い
っ
た
。﹁
死
ん
だ
奴
が
な
。
あ
ー
、
あ
い
つ
ビ
ー
ル
好
き
や
っ

た
な
あ
、
っ
て
奴
や
っ
た
ら
、
ふ
つ
う
ビ
ー
ル
瓶
に
入
れ
た
る
や
ろ
﹂

﹁
え
、
そ
う
な
ん
で
す
か
﹂

﹁
こ
こ
で
は
そ
う
な
ん
﹂。
ガ
ー
ナ
の
お
っ
さ
ん
は
つ
づ
け
た
。

﹁
ベ
ン
ツ
乗
り
た
か
っ
た
や
ろ
な
ー
と
か
な
。
飛
行
機
乗
っ
て
ど
っ

か
行
き
た
か
っ
た
や
ろ
な
ー
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
る
や
ん
。
死
ん
だ

ら
身
軽
や
ん
。
乗
り
た
い
も
ん
乗
せ
た
っ
た
ら
え
え
や
な
い
か
。

こ
こ
で
は
そ
う
な
ん
や
﹂

よ
く
よ
く
間
近
で
見
る
と
ど
れ
も
き
わ
め

て
精
巧
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
て
い
ね
い

に
、
と
て
も
て
い
ね
い
に
死
者
の
乗
り
も
の

と
し
て
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
技
と
心
を
つ

く
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
た
ず
ね

て
み
る
と
製
作
費
は
バ
カ
安
だ
っ
た
。

︵
い
し
い
し
ん
じ
﹁
川
﹂
よ
り
︶

棺桶（ビール瓶）
パー・ジョー作　
標本番号 H0231429

企画展　岩に刻まれた古代美術―アムール河の少数民族の聖地シカチ・アリャン

会期　2015年5月21日（木）―7月21日（火）　 会場　国立民族学博物館　企画展示場

シカチ・アリャン村から見たアムール川の流れ

マスク（上下とも）
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昨
年
に
開
催
さ
れ

た
特
別
展
「
イ
メ
ー

ジ
の
力
」
関
連
の
ト
ー

ク
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

二
〇
一
四
年
一
一
月
二

九
日
に
、
作
家
の
い

し
い
し
ん
じ
さ
ん
が
、

展
示
品
か
ら
得
た
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

も
と
に
物
語
を
書
き

上
げ
る
「
そ
の
場
小
説
」
を
披
露
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
題
材
と
な
っ
た
の
は
、

ガ
ー
ナ
の
棺か
ん
桶お
け
。

い
し
い
さ
ん
は
淡
々
と
物
語
を
語
り
な
が
ら
、
同
時
に
え
ん
ぴ
つ
で
書

き
留
め
て
ゆ
く
。
博
物
館
資
料
の
収
集
の
た
め
に
ガ
ー
ナ
に
行
っ
た
「
わ

た
し
」
と
、な
ぜ
か
大
阪
弁
で
し
ゃ
べ
る
ガ
ー
ナ
の
棺
桶
屋
の
「
お
っ
さ
ん
」

と
の
軽
妙
な
や
り
と
り
を
聞
き
な
が
ら
、
聴
衆
は
物
語
の
な
か
に
誘
わ
れ

て
ゆ
く
。
漂
う
こ
と
ば
が
紡
ぎ
だ
す
不
思
議
な
空
間
に
浸
る
こ
と
半
時
ほ

ど
。
最
後
に
つ
け
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
は
「
川
」。

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
後
の
対
談
で
は
、
モ
ノ
と
物
語
の
つ
な
が
り
や
、
博

物
館
の
モ
ノ
た
ち
へ
の
思
い
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。

た
モ
ノ
、
そ
こ
に
展
示
し
て
あ
る
モ
ノ
に
想
を
得
た
物
語
が

生
ま
れ
ま
し
た
。

い
し
い　

す
ぐ
そ
の
裏
に
あ
る
ベ
ン
ツ
の
お
棺
と
か
。
飛

行
機
と
ビ
ー
ル
瓶
と
、
ラ
イ
オ
ン
は
わ
か
る
ん
で
す
が
、

イ
カ
の
棺
桶
は
す
ご
い
で
す
よ
ね
え
。

山
中　

い
し
い
さ
ん
は
何
の
お
棺
に
入
り
た
い
で
す

か
？

い
し
い　

や
っ
ぱ
り
「
川
」
だ
と
思
う
ん
で
す
。

だ
か
ら
今
日
の
話
に
も
川
が
出
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
。
僕
、
今
日
の
話
に
は
自
分
の
な

か
に
あ
る
理
想
が
素
直
に
出
て
き
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
ね
。
水
の
な
か
に
寝
て
い
る

と
か
水
辺
で
寝
て
い
る
と
い
う
の
は
、
僕
の
小

説
の
な
か
に
す
ご
く
よ
く
出
て
く
る
ん
で
す
。
死
ぬ
っ
て
い
う
こ
と
と
水
と

い
う
の
が
、
自
分
の
な
か
で
は
す
ご
く
結
び
つ
い
て
い
て
。

　

い
ろ
ん
な
人
に
、
君
や
っ
た
ら
ど
ん
な
棺
桶
に
入
る
？
と
聞
い
て
み
た
と

し
た
ら
、
ア
イ
ド
ル
の
形
を
し
た
棺
桶
に
入
り
た
い
と
い
う
人
も
い
る
で

し
ょ
う
し
、
携
帯
電
話
の
な
か
に
入
り
た
い
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
し

…
…
。

山
中　

わ
た
し
は
宇
宙
船
。
U
F
O
み
た
い
な
。

い
し
い　

宇
宙
人
が
乗
る
や
つ
み
た
い
な
や
つ
で
す
か
。
人
類
が
作
っ
た
よ

う
な
の
じ
ゃ
な
い
や
つ
。
そ
れ
は
ど
ん
な
か
た
ち
か
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
？

　

僕
も
書
き
な
が
ら
い
ろ
ん
な
棺
桶
が
出
て
く
る
う
ち
に
、「
川
の
棺
桶
」
っ

て
い
う
の
が
浮
上
し
て
き
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。

山
中　
「
川
の
棺
桶
」
は
博
物
館
に
は
持
っ
て
こ
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

い
し
い　

た
ぶ
ん
ね
。
流
れ
て
い
く
も
の
で
す
か
ら
川
か
ら
離
し
た
ら
干
上

が
っ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

山
中　
「
死
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
る
モ
ノ
を
現
地
の
文
脈
か
ら

取
り
出
し
て
博
物
館
に
入
れ
る
こ
と
も
、
あ
る
意
味
モ
ノ
の
「
死
」
を
意
味

す
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
、
愛
さ
れ
て
、
い
ろ
ん
な
記
憶
も
詰

3

本
の
縄
文
土
器
な
ど
に
み
ら
れ
る
文
様
と
の
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

ナ
ー
ナ
イ
の
人
び
と
も
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
の
か
、
先
史
時
代
以
来

の
文
化
伝
統
を
受
け
継
い
だ
の
か
、
渦
巻
き
文
様
が
好
き
で
あ
る
。
白し
ら

樺か
ば

樹
皮
を
加
工
し
て
作
っ
た
容
器
や
笠か
さ
の
文
様
や
服
の
刺し

繍し
ゅ
うな
ど
に
渦
巻
き

を
応
用
し
た
文
様
が
よ
く
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
お
祭
り
の
お
菓
子

と
し
て
よ
く
作
ら
れ
た
、エ
ゾ
ノ
ウ
ワ
ミ
ズ
ザ
ク
ラ
の
実
を
つ
ぶ
し
て
ペ
ー

ス
ト
状
に
し
て
乾
燥
し
て
固
め
た
ク
ッ
キ
ー
の
上
に
も
渦
巻
き
文
様
が
描

か
れ
た
。

じ
つ
は
射
日
神
話
と
渦
巻
き
文
様
は
日
本
文
化
と
も
因
縁
浅
か
ら
ぬ
も

の
が
あ
る
の
だ
が
、
日
本
と
ア
ム
ー
ル
地
方
と
の
先
史
時
代
、
歴
史
時
代

に
お
け
る
交
流
に
つ
い
て
は
ま
だ
謎
が
多
い
。

人
び
と
が
描
き
続
け
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
村
に
暮
ら
す
ナ
ー
ナ
イ
の
人
び
と
は
必
ず
し
も
こ

の
岩
面
画
の
作
者
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
こ
こ
に
住

み
着
い
て
以
来
、
こ
の
不
思
議
な
画
に
魅
せ
ら
れ
、
独
特
の
も
の
が
た
り

を
作
り
、
受
け
継
い
で
き
た
。
そ
れ
が
冒
頭
の
「
射
日
神
話
」
で
あ
る
。

岩
面
画
は
長
年
の
風
雨
と
波
に
洗
わ
れ
て
摩
耗
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
石

や
鉄
の
の
み
で
鋭
く
彫
ら
れ
た
線
も
い
つ
し
か
丸
く
な
り
、
人
が
粘
土
に

指
で
描
く
よ
う
な
柔
ら
か
い
線
に
変
わ
っ
た
。
岩
が
固
ま
り
き
ら
な
い
う

ち
に
指
で
描
い
た
と
い
う
の
は
、
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
し
か
も
、
岩
は

溶
岩
が
地
中
の
比
較
的
浅
い
と
こ
ろ
で
冷
え
て
固
ま
っ
て
で
き
た
玄
武
岩

で
あ
る
。

射
日
神
話
の
広
が
り

こ
の
岩
画
に
は
渦
巻
き
状
の
模
様
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
日

2

山
中　

い
し
い
さ
ん
の
即
興
短
編
を
集
め
ら
れ

た
『
そ
の
場
小
説
』、
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
世
界
の
人
口

九
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
死
に
絶
え
た
世
界
で
残
っ

た
の
は
大
阪
の
お
ば
さ
ん
だ
け
や
っ
た
、
と
い
う

短
編
大
好
き
で
す
。
あ
れ
は
大
阪
の
市
立
図
書

館
と
い
う
場
で
出
会
っ
た
人
び
と
を
題
材
に
さ
れ

て
い
る
み
た
い
で
す
が
、
今
日
は
こ
の
場
で
会
っ

ナーナイの切り絵の
部分（3つの太陽が空
に浮かぶ）。
エンマ・キレ作　
標本番号 H0221368

ヘラジカ

多数のウマ

棺桶（イカ）
パー・ジョー作
標本番号 H0231427

棺桶（メルセデス・ベンツ）
パー・ジョー作　
標本番号 H0204933
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ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
モ
ノ
が
、
お
金
で
買
わ
れ
た
り
、
譲
り
受
け
ら

れ
た
り
し
な
が
ら
違
う
国
に
持
ち
出
さ
れ
て
、
こ
う
や
っ
て
博
物
館
で
保
管

さ
れ
、
陳
列
さ
れ
て
い
く
。
本
来
は
屋
外
に
置
か
れ
て
朽
ち
て
ゆ
く
は
ず
の

も
の
が
、
未
来
永
劫
保
存
さ
れ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
、「
墓
場
」
と
も
い

え
る
よ
う
な
博
物
館
に
あ
る
モ
ノ
が
、
い
し
い
さ
ん
の
物
語
の
力
で
生
き

返
っ
て
く
る
ん
だ
、
と
す
ご
く
感
動
し
ま
し
た
。

い
し
い　
「
墓
場
」
と
か
「
死
」
と
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
も
、
だ
か

ら
こ
そ
大
切
に
さ
れ
る
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。
我
々
は
お
墓
を
蹴
っ
飛
ば

し
た
り
お
菓
子
を
撒ま

き
散
ら
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
よ
ね
。
墓
地
に
入
る
と

無
口
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
な
ん
だ
か
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
気
が

し
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
美
術
館
や
博
物
館
に
入
っ
た
と
き
の
態
度
と
通
じ

合
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
空
き
缶
を
潰
し
て
作
っ
た
ミ
ニ
カ
ー
は
、
子
ど
も
た
ち
の
手
で

使
わ
れ
て
い
れ
ば
生
き
て
い
る
し
使
っ
て
い
る
人
が
大
切
に
す
る
。
で
も
文

脈
を
切
り
離
し
て
博
物
館
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
は
死
者
と
な
る
。

だ
け
ど
決
し
て
か
わ
い
そ
う

な
わ
け
で
は
な
い
。
死
者
は

大
切
に
あ
つ
か
わ
れ
る
ん
で

す
。
人
間
は
そ
う
い
う
知
恵

を
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
う

い
う
博
物
館
と
い
う
も
の
を

建
て
て
大
切
に
す
る
す
べ
を

も
ち
、
発
展
さ
せ
て
き
ま
し

た
。

　

使
い
道
を
離
れ
た
と
こ
ろ

が
道
具
の
「
死
」
で
あ
る
ん

で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
意
味

で
は
こ
こ
の
モ
ノ
た
ち
は
妖

怪
。
も
の
の
け
な
ん
で
す
。

水
木
し
げ
る
先
生
が
描
く
妖

心
を
映
す
語
り

こ
の
三
つ
の
語
り
は
モ
ノ
と
語
り
の
三
つ
の
位
相
の
反
映
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
「
翔
」
の
噂
は
、
日
常
に
あ
る
不
可
思
議
な
モ
ノ

を
説
明
す
る
機
能
を
果
た
す
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
語
り
で
あ
り
、
ハ
チ

公
像
の
逸
話
は
、
モ
ノ
が
土
地
の
記
憶
の
要
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
語
り
で
あ
る
。
そ
う
し
て
タ
ケ
シ
君
像
の
都
市
伝
説
は
、
怪
談
の
興

味
が
現
実
の
渋
谷
に
幻
の
モ
ノ
を
幻
視
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

モ
ノ
を
説
明
す
る
た
め
創
ら
れ
る
語
り
、
歴
史
を
語
り
つ
ぐ
よ
す
が
に

な
る
モ
ノ
、
語
り
が
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
創
り
出
す
架
空
の
モ
ノ
。
モ
ノ
か

ら
生
み
出
さ
れ
／
モ
ノ
を
生
み
出
す
語
り
は
、
い
ま
・
こ
こ
を
生
き
る
わ

た
し
た
ち
の
心
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
。

生
み
だ
さ
れ
る
都
市
伝
説

話
を
足
も
と
か
ら
始
め
た
い
。
わ
た
し
の
勤
務
校
で
あ
る
東
京
・
渋
谷

の
國
學
院
大
學
は
、
正
門
を
入
っ
て
す
ぐ
に
二
本
の
石
柱
の
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
「
翔
」
が
そ
び
え
立
っ
て
い
る
。
学
生
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
の
石
柱
の

あ
い
だ
を
潜く
ぐ

り
抜
け
る
と
恋
人
が
で
き
る
、
単
位
が
取
れ
る
、
受
験
生
は

合
格
で
き
る
、
な
ど
の
噂う
わ
さが
あ
る
と
い
う
。
と
同
時
に
、
あ
の
石
柱
は
大

学
が
税
金
対
策
で
立
て
た
も
の
だ
、
な
の
で
足
も
と
を
見
ら
れ
て
建
設
費

を
ぼ
ら
れ
た
、
な
ど
の
至
極
生
々
し
い
「
都
市
伝
説
」
も
学
生
に
は
ひ
そ

か
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

渋
谷
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
い
え
ば
、
何
を
置
い
て
も
Ｊ
Ｒ
渋
谷
駅
前
の

ハ
チ
公
像
だ
ろ
う
。
昭
和
初
期
、
飼
い
主
の
帰
り
を
待
っ
て
駅
前
に
日
参

し
て
い
た
忠
犬
・
ハ
チ
公
。
し
か
し
彼
を
実
際
に
目
撃
し
て
い
た
渋
谷
っ

子
は
い
ま
や
、
多
く
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
在
も
ハ
チ
公
が
渋
谷

区
の
象
徴
と
し
て
通
用
す
る
の
は
、「
忠
犬
の
銅
像
」
と
い
う
ア
イ
コ
ン

が
（
待
ち
合
わ
せ
の
名
所
と
し
て
名
を
拡
大
し
た
た
め
も
あ
っ
て
）、
ハ
チ
公

の
忠
犬
の
語
り
、
渋
谷
駅
の
記
憶
を
現
在
も
多
く
の
人
に
伝
え
て
い
る
か

ら
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

渋
谷
と
銅
像
と
い
え
ば
、
近
年
ネ
ッ
ト
上
に
出
回
っ
て
い
る
都
市
伝
説

が
あ
る
。
渋
谷
駅
前
に
あ
る
タ
ケ
シ
君
像
に
「
遊
ぼ
う
」
と
声
を
か
け
る

と
タ
ケ
シ
君
の
幽
霊
が
来
て
連
れ
去
ら
れ
る
、
と
い
う
怪
談
だ
。
だ
が
渋

谷
駅
周
辺
に
「
タ
ケ
シ
君
像
」
と
い
う
像
は
存
在
し
な
い
。
タ
ケ
シ
君
像

は
「
イ
メ
ー
ジ
上
の
渋
谷
」
に
仮
構
さ
れ
た
架
空
の
存
在
、
松
谷
み
よ
子

が
『
現
代
民
話
考
』
で
い
う
「
あ
っ
た
る
べ
き
」
モ
ノ
な
の
で
あ
る
。

飯い
い

倉く
ら 

義よ
し

之ゆ
き

國
學
院
大
學
准
教
授

渋
谷
の
三
つ
の
モ
ノ
語
り

4

5

怪
が
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
よ
う
に
、
人
間
が
作
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、

そ
れ
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
妖
怪
に
な
っ
て
い
く
の
で
み
ん
な
愛
ら
し
い
ん
で

す
よ
。
ど
ん
な
も
の
で
も
。

山
中　

実
際
の
文
脈
や
用
途
と
ち
が
う
と
こ
ろ
で
、
モ
ノ
が
も
つ
不
思
議
な

力
が
語
り
を
産
ん
で
、
物
語
の
連
鎖
が
生
ま
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
わ
た

し
は
文
学
の
研
究
者
と
し
て
非
常
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

い
し
い　

モ
ノ
の
用
途
か
ら
よ
り
も
、
こ
と
ば
に
な
る
前
の
、
用
途
か
ら
離

れ
た
、
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
も
の
か
ら
話
の
芯
の
部
分
を
着
想
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
「
こ
れ
は
ザ
ル
で
す
。
豆
な
り
な
ん
な
り
を
入
れ
て
お
き
ま
す
。

あ
る
い
は
水
を
漉こ

す
と
き
に
つ
か
い
ま
す
」。
こ
れ
は
ザ
ル
の
一
要
素
で
し
か

な
い
と
僕
は
考
え
ま
す
。
そ
の
要
素
を
全
部
と
っ
ぱ
ら
っ
て
い
っ
た
と
き
に
、

こ
れ
が
こ
の
世
に「
あ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
」の
切
実
さ
。ど
う
し
て
こ
れ
じ
ゃ

な
き
ゃ
い
け
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
ん
で
す
。

　

人
間
も
名
前
や
職
業
、
年
齢
と
か
ど
ん
ど
ん
剥
ぎ
と
っ
て
い
っ
た
と
き
に
、

な
ぜ
こ
こ
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
思
う
。一
〇
〇
〇
年
前
じ
ゃ

な
か
っ
た
の
か
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
ゾ
ウ
で
も
、

サ
ナ
ダ
ム
シ
で
も
な
か
っ
た
の
か
。
人
間
と
い
う
生
命
と
し
て
こ
こ
に
い
る

と
い
う
こ
と
に
違
和
感
が
あ
る
ん
で
す
。
じ
ゃ
あ
な
ん
で
今
こ
こ
に
い
る
ん

だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
全
部
の
話
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
博
物
館
に
き
た
と
き
に
、
も
と
の
用
途
と
関
係
な
く
置
か
れ
て
い

る
、
そ
の
切
実
さ
、
切
な
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま
す
。「
な
ん
で
わ
た
し

は
大
阪
の
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
る
ん
だ
ろ
う
か
、
ザ
イ
ー
ル
の
ナ
ン
ト
カ
村

の
誰
そ
れ
ち
ゃ
ん
の
家
に
あ
っ
た
ら
運
命
を
ま
っ
と
う
で
き
て
そ
の
ま
ま
朽

ち
果
て
ら
れ
た
の
に
、な
ん
で
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
る
ん
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ

て
い
る
よ
う
な
違
和
感
、
ズ
レ
と
い
う
も
の
に
共
感
し
て
し
ま
い
ま
す
。

山
中　

み
ん
ぱ
く
は
す
ご
く
切
な
い
と
こ
ろ
な
ん
だ
な
っ
て
、
な
ん
だ
か
だ

ん
だ
ん
寂
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
…
…
。

い
し
い　

人
間
の
感
情
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
も
の
は
、
寂
し
さ
、
あ
る
い
は

哀
し
み
だ
と
思
う
ん
で
す
。「
喜
怒
哀
楽
」
の
「
哀
」。
寂
し
い
と
か
哀
し
い

「翔」のモニュメント

上：忠犬ハチ公像
右：地域で受け
継がれるハチ公の
「物語」
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い
し
い　

確
か
に
お
坊
さ
ん
に
似
た
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
お

坊
さ
ん
は
、
た
っ
た
三
人
の
前
で
も
千
人
の
前
で
も
お
経
を
読
む
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
誰
が
聞
い
て
る
と
か
じ
ゃ
な
く
、
自
分
の
意
志
や
体
調
に
関
係
な

く
、
出
て
く
る
も
の
を
す
ー
っ
と
素
直
に
だ
し
て
い
く
透
明
な
チ
ュ
ー
ブ
に

な
っ
て
る
み
た
い
な
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
今
日
は
う
ま
く
読
ん
で
や
ろ

う
と
か
、
今
日
は
女
の
人
が
多
い
か
ら
ち
ょ
っ
と
色
っ
ぽ
い
お
経
に
し
て
み

よ
う
と
か
思
わ
な
い
。
お
経
と
い
う
の
は
き
っ
と
温
泉
み
た
い
に
湧
い
て
く

る
こ
と
ば
だ
と
思
う
ん
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
祈
り
の
こ
と
ば
と
い
う
の

は
。
そ
れ
と
個
人
の
事
情
は
関
係
な
い
。

　

僕
は
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
も
そ
う
あ
っ
た
ら
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

自
分
自
身
は
透
明
に
な
っ
て
、
湧
い
て
き
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
そ
の
ま
ま
定
着

さ
せ
る
の
が
理
想
で
す
。
た
だ
、
人
間
な
ん
で
、
そ
ん
な
聖
人
君
子
み
た
い

な
こ
と
は
で
き
な
く
て
、
し
ん
ど
い
な
あ
と
い
う
と
き
も
あ
り
ま
す
。
い
つ

も
い
つ
も
同
じ
ペ
ー
ス
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
不
調
の
跡
は
小
説
の
う
え
に

残
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
人
間
だ
か
ら
し
ゃ
あ
な
い
。
ま

あ
、
な
る
だ
け
透
明
に
な
れ
れ
ば
い
い
な
と
い
う
つ
も
り
で
や
っ
て
ま
す
。

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
ま
つ
わ
る
物
語

飢き

饉き
ん
に
備
え
る
た
め
の
穀
物
庫
と
し
て
建
造
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
を

書
き
残
し
、
こ
れ
が
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
っ
と
も
広
く
流
布
し
た
。

一
方
、
七
世
紀
に
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
が
エ
ジ
プ
ト
を
征
服
し
た
後
に
は
、

彼
ら
も
ま
た
独
自
の
説
を
展
開
し
た
。
い
わ
く
、
エ
ジ
プ
ト
に
や
っ
て
き

た
巨
人
族
が
建
設
し
た
。
い
わ
く
、
エ
ジ
プ
ト
古
代
の
王
が
災
厄
の
夢
を

見
て
避
難
所
と
し
て
建
て
た
。
い
わ
く
、
伝
説
の
賢
人
ヘ
ル
メ
ス
・
ト
リ

ス
メ
ギ
ス
ト
ス
が
古
代
の
優
れ
た
知
識
を
後
世
に
残
す
た
め
に
作
っ
た
。

さ
ら
に
は
、
聖
書
に
お
け
る
人
類
の
祖
ア
ダ
ム
よ
り
も
前
の
時
代
に
建
造

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
ま
で
登
場
し
た
。

そ
の
よ
う
な
物
語
は
、
単
な
る
物
語
だ
け
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
七
代
カ
リ
フ
で
あ
る
マ
ア
ム
ー
ン
（
在
位
八
一
三
―
八
三

三
）
は
、
知
識
の
保
存
庫
説
を
信
じ
て
い
た
よ
う
で
、
エ
ジ
プ
ト
を
訪
れ

た
際
に
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
側
面
に
穴
を
開
け
、
内
部
を
調
査
し
た
と
い
う
。

残
念
な
が
ら
、
彼
が
な
に
か
決
定
的
な
も
の
を
見
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
が
、
現
代
の
観
光
客
が
ク
フ
王
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
な
か
に
入

る
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
入
り
口
は
、
こ
の
と
き
に
開
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

四
角
錐
に
魅
せ
ら
れ
て

さ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
の
余
波
を
受
け
、
近
代
の
エ
ジ

プ
ト
学
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
想
像
力
が
失
わ
れ
た
か

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
力
は
ま
だ
ま
だ
衰
え
ず
、

現
在
ま
で
多
く
の
人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
つ
い
て
独

自
の
見
解
を
発
表
し
て
い
る
。
グ
ラ
ハ
ム・ハ
ン
コ
ッ
ク
の
『
神
々
の
指
紋
』

で
は
、
そ
れ
は
超
古
代
文
明
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
う
説
が
堂
々
と
唱

え
ら
れ
て
い
る
し
、
食
べ
物
を
腐
ら
な
く
す
る
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
超
自

然
的
効
果
を
謳う
た
っ
た
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
パ
ワ
ー
」
が
テ
レ
ビ
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
時
代
も
、
そ
う
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。
あ
の
巨
大
の
四
角
錐す
い

に
は
、

い
つ
ま
で
も
人
び
と
の
心
に
納
得
で
き
な
い
も
の
を
喚
起
し
、
物
語
を
創

造
さ
せ
続
け
る
力
が
、
あ
る
い
は
備
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
つ
誰
が
作
っ
た
の
か

エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
の
首
都
カ

イ
ロ
の
西
方
、
ナ
イ
ル
川
が
う
る
お
す
緑
の

ベ
ル
ト
の
す
ぐ
外
側
に
、
ギ
ザ
の
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
は
幾
千
年
も
変
わ
ら
ず
に
存
在
し
て
い

る
。
エ
ジ
プ
ト
に
は
一
〇
〇
基
以
上
の
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
人
び
と
が

も
っ
と
も
よ
く
目
に
し
て
き
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

は
こ
の
ギ
ザ
の
三
連
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
あ
ろ
う
。

現
在
で
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ァ
ラ
オ
で
あ

る
ク
フ
王
、
カ
フ
ラ
ー
王
、
メ
ン
カ
ウ
ラ
ー

王
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
歴
史
家
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
記
述
を
も
と
に
一
七
世
紀
以
降

に
再
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
関
す
る
知
識
は
、
中

世
に
は
ほ
と
ん
ど
受
け
継
が
れ
ず
、
ヒ
エ

ロ
グ
リ
フ
な
ど
に
関
す
る
知
識
も
消
え
て

し
ま
っ
て
い
た
。

し
か
し
物
体
と
し
て
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は

厳
然
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
。
ど

う
見
て
も
自
然
の
も
の
で
は
な
い
そ
れ
を

目
に
し
て
、
人
び
と
は
そ
の
由
来
に
つ
い

て
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
を
生
み
出
し
た
の
で

あ
る
。
古
代
末
期
の
著
述
家
で
あ
る
ホ
ノ

リ
ウ
ス
は
、
聖
書
に
登
場
す
る
ヨ
セ
フ
が
、

亀か
め

谷や 
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﹁
あ
ー
、
あ
と
、
う
ち
の
ん
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
川
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
た
﹂

﹁
か
わ
？　

動
物
の
﹂

﹁
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
、
流
れ
て
る
川
﹂

﹁
へ
﹂。
わ
た
し
は
絶
句
し
た
。

﹁
そ
ん
な
ん
ど
う
や
っ
て
棺
桶
に
す
る
ん
で
す
か
﹂

﹁
い
や
ー
よ
う
し
ら
ん
け
ど
、
こ
の
村
か
ら
北
へ
九
〇
キ
ロ
く
ら
い
行
っ

た
と
こ
ろ
に
川
が
曲
が
り
く
ね
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
な
、
そ
こ
の
人
ら

は
け
っ
こ
う
川
の
棺
桶
選
ぶ
ら
し
い
で
﹂

︵
い
し
い
し
ん
じ
﹁
川
﹂
よ
り
︶

と
い
う
の
は
、
一
番
古
く
か
ら
日
本
の
古
語
の
な
か
に
あ
る
。
ま
た
、
自
分

た
ち
の
感
覚
の
古
い
層
に
あ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
き
っ
と
生
ま

れ
て
き
た
瞬
間
か
ら
み
ん
な
さ
み
し
い
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
哀
し
い
ん
だ

と
思
う
ん
で
す
。
お
な
か
の
な
か
に
い
る
と
き
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
理
想

の
宇
宙
な
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
ポ
ン
ッ
て
出
て
き
た
瞬
間
、寒
い
、う
る
さ
い
、

ま
ぶ
し
い
。

山
中　

お
な
か
も
す
く
し
。

い
し
い　

全
部
そ
れ
ま
で
と
正
反
対
な
も
の
が
襲
っ
て
く
る
。
僕
た
ち
は
そ

う
や
っ
て
徹
底
的
な
さ
み
し
さ
、
か
な
し
さ
で
こ
な
ご
な
に
な
っ
た
宇
宙
の

断
片
を
一
個
一
個
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
な
が
ら
辛
う
じ
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
た

め
の
糊の
り

が
、「
こ
と
ば
」
で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

山
中　

そ
の
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
原
始
の
世
界
を
、
神
話
や
物
語
の
こ
と

ば
に
し
て
、
そ
の
こ
と
ば
を
か
た
ち
に
し
て
描
い
た
よ
う
な
も
の
が
、
世
界

中
で
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
展
示
場
に
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ

リ
ジ
ニ
の
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
と
か
、
曼マ
ン

荼ダ

羅ラ

も
そ
う
い
っ
た
も
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
、
人
間
は
こ
と
ば

と
か
た
ち
と
儀
礼
な
ど
で
再
現
し
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。

　

い
し
い
さ
ん
は
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
の
一
一
月
号
に
「
ね
ぼ
け
た
世
界
」

と
い
う
巻
頭
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
目
が
覚
め
た
ば
っ
か

り
の
と
き
に
い
ろ
い
ろ
と
書
き
留
め
る
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
見
た

夢
を
記
録
す
る
ん
で
す
か
？

い
し
い　

夢
を
思
い
出
し
て
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
寝
起
き

と
い
う
の
は
、
筋
道
が
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
か
、
理
屈
抜
き
で
ス
ッ
ス
と

こ
と
ば
が
並
ぶ
の
を
ほ
っ
た
ら
か
し
に
で
き
る
状
態
な
ん
で
す
よ
。
起
き
て

い
る
け
ど
、
寝
ぼ
け
て
い
る
。

山
中　

そ
の
境
地
は
、
毎
日
の
修
行
の
成
果
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
潜
在
意
識

の
下
に
潜
っ
て
ふ
っ
と
こ
と
ば
を
探
し
て
く
る
と
い
う
の
は
、
す
ご
く
鍛
錬

を
積
ま
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。「
寝
ぼ
け
た
世
界
」
で

書
く
と
い
う
作
業
を
日
々
し
て
い
る
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
た
く
さ
ん
の
人
の

前
で
も
で
き
る
。

左からクフ王、カフラー王、メンカウラー王のピラミッド

そ
の
場
小
説﹁
川
﹂は
、み
ん
ぱ
く
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

http:/
/

w
w

w
.m

inpaku.ac.jp/
m

useum
/

show
case/

event/
ishii

16世紀のエジプトで
活躍したイブン・ズン
ブルがあらわした『被
造物の驚異の集成と
存在物の珍奇の蒐集』
（別名『世界の法則』）
の挿絵
ピラミッドは古代エ
ジプトの王スーリード
によって、災厄から逃
れるための避難所（保
存庫）として建設され
たと解説されている
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○○してみました世界のフィールド

須
す

藤
どう

 健
けん

一
いち

　民博 館長

　外洋航海してみました

初航海の
ふがいなさ

オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
場
に
雄
姿
を
見
せ
る
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
は
、
一
九
七
五
年
に

三
〇
〇
〇
キ
ロ
の
大
航
海
を
な
し
と
げ
、
沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
に
参
加
し
た
カ
ヌ
ー

で
あ
る
。

チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
の
故
郷
サ
タ
ワ
ル
島
は
、
先
祖
伝
来
の
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
・
カ
ヌ
ー
を
駆

使
し
て
外
洋
航
海
を
お
こ
な
う
航
海
師
が
い
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
技
と
知

識
が
、失
わ
れ
て
い
た
オ
セ
ア
ニ
ア
の
大
型
カ
ヌ
ー
と
航
海
術
を
復
興
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
は
一
九
七
八
年
か
ら
八
〇
年
に
か
け
て
延
べ一
五
か
月
、
サ
タ
ワ
ル
島
へ
航

海
術
の
調
査
に
赴
い
た
。
サ
タ
ワ
ル
は
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
ヤ
ッ
プ
州
の
州
都
か
ら

一〇
〇
〇
キ
ロ
東
方
の
サ
ン
ゴ
礁
島
。
三
か
月
に一
度
、
五
〇
〇
ト
ン
の
連
絡
船
が
通
う
、

周
囲
六
キ
ロ
、
人
口
五
〇
〇
人
の
絶
海
の
孤
島
で
あ
る
。
船
上
一
〇
泊
の
船
旅
で
た
ど

り
着
い
た
。

カ
ヌ
ー
航
海
事
は
じ
め

一九
七
九
年
一〇
月
に
初
航
海
の
機
会
に
恵
ま
れ
る
。
西
隣
の
ラ
モ
ト
レ
ク
島
へ
病
人

見
舞
い
に
行
く
カ
ヌ
ー
に
便
乗
し
た
。
老
女
と
孫
娘
と
そ
の
一
族
の
五
名
の
男
性
に
わ

た
し
が
加
わ
っ
た
。
航
海
師
は
信
望
の
厚
い
若
者
で
老
女
の
甥お
い
。
長
老
の
天
気
予
測
も

聞
か
ず
、
気
の
せ
く
老
女
は
朝
九
時
ご
ろ
に
カ
ヌ
ー
を
出
さ
せ
た
。

ラ
モ
ト
レ
ク
島
は
ほ
ぼ
真
西
に
あ
る
。
東
か
ら
の
う
ね
り
を
目
安
に
カ
ヌ
ー
を
進
め

る
。
し
か
し
、
海
面
は
鏡
の
よ
う
。
じ
り
じ
り
と
照
り
つ
け
る
太
陽
の
も
と
で
の
船
旅

で
あ
る
。
年
配
の
男
が
「
風
よ
来
い
。
風
よ
来
い
」
と
風
車
に
呪
文
を
唱
え
る
が
、
そ

よ
風
が
吹
く
の
み
。

老
女
の
口
ず
さ
む
歌
が
波
切
音
と
調
和
し
て
心
地
良
い
。
航
海
師
は
そ
の
歌
の
意
味

を
老
女
に
尋
ね
る
が
、
老
女
は
教
え
な
い
。
彼
女
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
著
名
な
航
海
師

の
父
に
連
れ
ら
れ
て
島
々
を
航
海
し
、
海
の
知
識
を
身
に
つ
け
た
と
い
う
。
航
海
術
は

男
性
の
世
界
だ
が
、
彼
女
の
知
識
は
一目
お
か
れ
て
い
る
。
夕
方
に
後
方
の
サ
タ
ワ
ル

島
が
視
界
か
ら
消
え
た
。一六
キ
ロ
進
ん
だ
だ
け
。

タ
ロ
イ
モ
と
魚
の
夕
食
を
終
え
た
日
没
の
こ
ろ
か
ら
心
細
く
な
っ
て
き
た
。
全
長
八

メ
ー
ト
ル
、
狭
い
客
室
と
甲
板
の
他
に
休
む
場
所
も
な
い
。
船
体
は
海
面
か
ら
わ
ず
か

三
〇
セ
ン
チ
浮
い
て
い
る
の
み
。
わ
た
し
の
寝
る
場
所
は
、一メ
ー
ト
ル
足
ら
ず
幅
三
〇

セ
ン
チ
の
横
木
の
上
。
足
を
の
ば
す
と
膝
か
ら
下
が
海
に
入
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
は
い
え
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
カ
ヌ
ー
で
航
海
に
出
た
の
か
？ 

嵐
が
来
て
船
体
に
海
水
が
入
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
な
ど
な
ど
、不
安
が
恐
れ
に
な
る
。

悪
い
状
況
を
想
定
し
て
は
た
め
息
を
つ
く
ば
か
り
。

嵐
と
漂
流
と
後
悔
と

日
没
後
、
北
東
の
風
を
う
け
て
ス
ピ
ー
ド
が
出
る
。
進
行
方
向
右
手
の
水
平
線
低
く

に
あ
る
北
極
星
と
左
手
の
中
空
に
輝
く
南
十
字
座
か
ら
針
路
を
割
り
出
し
て
進
む
。
上

空
に
は
天
の
川
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
航
海
師
が
中
間
点
に
来
た
と
告
げ
た一
一時
こ
ろ
、

前
方
に
雲
が
湧
き
上
が
る
。
あ
っ
と
い
う
間
に
全
天
雲
に
覆
わ
れ
、
年
配
の
男
が
法ほ

ら螺

貝
を
ふ
い
て
呪
文
を
叫
び
、
嵐
除よ

け
を
試
み
る
が
効
果
な
し
。
月
も
星
も
隠
れ
た
暗
闇

と
な
り
、「
こ
の
世
の
終
わ
り
」
と
い
う
絶
望
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
。

航
海
師
は
帆
を
お
ろ
し
て
漂
流
の
道
を
選
ぶ
。
熱
帯
と
は
い
え
風
雨
の
な
か
で
体
は

冷
え
て
震
え
る
。
ま
す
ま
す
、
不
安
が
つ
の
り
、
悶も
ん
も
ん々

と
す
る
。
こ
ん
な
気
持
ち
を
航

海
師
に
投
げ
つ
け
ら
れ
な
い
。
と
そ
の
と
き
、
救
い
の
知
恵
が
浮
か
ん
だ
。「
カ
ヌ
ー
は

木
製
、
沈
む
こ
と
は
な
い
」「
わ
た
し
は
泳
ぎ
に
自
信
が
あ
る
」「
こ
の
海
域
に
は
獰ど
う
も
う猛

な
サ
メ
は
い
な
い
」。
よ
っ
て
、
何
が
あ
っ
て
も
カ
ヌ
ー
に
し
が
み
つ
い
て
嵐
を
や
り
過

ご
せ
ば
よ
い
。
危
機
的
状
況
下
で
こ
の
単
純
明
快
な
答
え
が
わ
た
し
の
恐
怖
心
を
一
掃

し
て
、
正
常
心
で
航
海
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

二
時
間
ほ
ど
カ
ヌ
ー
を
流
し
、
嵐
が
去
っ
た
の
で
帆
を
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
若
き
航
海
師
は
、
漂
流
後
の
カ
ヌ
ー
の
位
置
を
見
失
い
、
ど
の
方
位
に
カ
ヌ
ー

を
進
め
る
の
か
混
乱
し
た
。
そ
こ
で
、
や
お
ら
携
帯
無
線
機
で
サ
タ
ワ
ル
島
の
父
に
、

カ
ヌ
ー
が
ど
こ
に
い
る
か
と
聞
い
て
い
る
。
情
け
な
い
航
海
師
で
あ
る
。
父
の
指
示
ど

お
り
、
帆
を
お
ろ
し
た
位
置
ま
で
戻
っ
て
、
そ
こ
か
ら
目
的
地
へ
と
カ
ヌ
ー
を
進
め
た
。

横
木
の
上
で
ま
ど
ろ
み
、
日
の
出
と
と
も
に
六
時
半
こ
ろ
に
目
を
覚
ま
す
と
、
前
方
に

平
ら
な
ラ
モ
ト
レ
ク
の
島
影
が
目
に
入
っ
た
。

アウトリガー側から風を受けて進むカヌー

人と荷物をおくカヌーの客室

フィールドに飛び込んだ研究者は、目と頭を使うだけでなく自らの身体も使って調
査をする。その貴重な経験から、見えてくるものとは。第1回目は、民博館長によ
るミクロネシアの大海原での冒険譚である。

こ
の
苦
い
体
験
が
や
み
つ
き
に
な
り
、
そ
の
後
も
暗
礁
へ
の
魚
釣
り
や
無
人
島
へ
の

カ
メ
捕
り
の
カ
ヌ
ー
航
海
を
試
み
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
星
と
波
と
風
に
も
と
づ
く
伝

統
的
航
海
術
を
十
分
に
学
ば
ず
に
海
へ
出
て
、
自
分
自
身
の
忍
耐
の
な
さ
と
航
海
術
の

知
識
の
未
熟
さ
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
若
い
こ
ろ
の
調
査
は
、
特
別
な
思
い
出
で
あ
る
。

サタワル島

帆綱で帆の角度を
調整する筆者

10   11    2015 年 5 月号



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
。

日
時　

5
月
9
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

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

5
月
13
日（
水
） 

星
と
風
と
波
と

―
オ
セ
ア
ニ
ア
の
偉
大
な
航
海
者

講
師　

須
藤
健
一
（
本
館 

館
長
）

5
月
27
日（
水
）

ア
ム
ー
ル
河
の
古
代
岩
画
と
神
話

―
少
数
民
族

の
聖
地
シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン

講
師　

佐
々
木
史
郎
（
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

研
究
部
新
メ
ン
バ
ー
の
ご
紹
介（
4
月
1
日
付
）

寺て
ら

村む
ら 

裕ひ
ろ

史ふ
み （

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー 

助
教
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
・
文
化
資
料
研
究
企

画
室
特
任
准
教
授
を
経
て
現
職
。
専
門
は
文
化
情
報

学
／
情
報
考
古
学
。
日
本
（
主
に
古
墳
時
代
）・
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
や
イ
ン
ド
な
ど
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
文
化

資
源
の
デ
ジ
タ
ル
化
・

情
報
化
に
関
す
る
研
究

や
、
G
I
S
（
地
理
情

報
シ
ス
テ
ム
）
を
援
用

し
た
歴
史
文
化
研
究
に

従
事
。
著
書
に
『
景
観

考
古
学
の
方
法
と
実
践
』

（
同
成
社
、
2
0
1
4

年
）
な
ど
が
あ
る
。

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

◆
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

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
締
切　

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

企
画
展

「
岩
に
刻
ま
れ
た
古
代
美
術

―
ア
ム
ー
ル
河
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
世
界
で
初
め
て

現
在
見
ら
れ
る
す
べ
て

の
岩
面
画
を
拓
本
と
写

真
を
用
い
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
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
。

●
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

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
。

※
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
）

時
間　

14
時
〜
16
時
（
講
義
と
併
せ
、
懇
談
会
も
し
く
は
展
示
見

学
会
を
開
催
し
ま
す
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室　

※
当
日
先
着
順
、
会
員
無
料

（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
4
3
回　

6
月
6
日（
土
）

聖
な
る
遺
跡
は
物
語
る

―
ア
ム
ー
ル
河
の
少
数
民
族
ナ
ナ
イ
の

神
話
を
さ
ぐ
る

講
師　

佐
々
木
史
郎
（
本
館 

教
授
）

ア
ム
ー
ル
河
流
域
の
諸
民
族
は
、
多
様
な
口
承
文
芸
を
も
っ
て
い

ま
す
。
シ
ベ
リ
ア
諸
民
族
と
共
通
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
射
日
神

話
や
兄
妹
始
祖
神
話
の
よ
う
に
日
本
や
中
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
と
共

通
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
神
話
の
世
界
を
探
る
と
、
精
神
文
化

や
宗
教
の
み
な
ら
ず
、
近
隣
諸
民
族
と
の
交
流
や
自
然
現
象
と
の

結
び
つ
き
な
ど
が
見
え
て
き
ま
す
。
聖
な
る
遺
跡
シ
カ
チ
・
ア

リ
ャ
ン
の
岩
面
画
を
た
よ
り
に
、
ア
ム
ー
ル
河
流
域
に
伝
わ
る
神

話
の
世
界
を
さ
ぐ
り
ま
す
。

●
講
義
と
併
せ
、
企
画
展
「
岩
に
刻
ま
れ
た
古
代
美
術
」
を
見
学

し
ま
す
。

第
4
4
4
回　

7
月
4
日（
土
）

ヨ
ー
ガ
の
隆
盛
を
さ
ぐ
る

―
現
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
伝
統
」

の
再
評
価

講
師　

竹
村
嘉
晃
（
現
代
イ
ン
ド
地
域
研
究
国
立
民
族
学
博
物
館

拠
点 

拠
点
研
究
員
）

イ
ン
ド
を
発
祥
と
す
る
ヨ
ー
ガ
は
、
近
年
、
新
た
な
エ
ク
セ
サ
イ

ズ
と
し
て
世
界
中
で
人
気
を
集
め
て
い
ま
す
。
そ
の
波
は
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
進
む
イ
ン
ド
社
会
に
も
環
流
し
、
美
容
や
健
康
は
も
と

よ
り
、
宗
教
や
政
治
、
産
業
や
ス
ポ
ー
ツ
と
い
っ
た
多
元
的
な
文

脈
に
お
い
て
展
開
し
て
い
ま
す
。
本
講
演
会
で
は
、
近
代
ヨ
ー
ガ

が
構
築
さ
れ
た
近
現
代
史
を
紐
解
き
な
が
ら
、
経
済
発
展
の
影
響

に
よ
る
社
会
変
化
が
著
し
い
現
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ガ
が

隆
盛
し
て
い
る
文
化
・
社
会
的
な
動
態
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

●
講
義
と
併
せ
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

体
験
セ
ミ
ナ
ー

第
70
回　

6
月
25
日（
木
）

日
本
の
食
文
化

―
昆
布
に
親
し
む

※
表
紙
ウ
ラ
の
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

刊行物紹介
■信田敏宏 著
『「ホーホー」の詩ができるまで
―ダウン症児、こころ育ての10年』
出窓社　1,30 0円 （税抜）

ダウン症に生まれた娘の
初めて書いた詩「ホー
ホ ー」が、第19回NHK
ハート展に入選するまで
の確かな成長を綴った勇
気と希望のあふれる「こ
ころ育て」の書。出生時の
心境から療育の様子、言
葉と心を育てる取り組み、
障害に対する考え方、娘

の成長と親としての気持ちなどを、写真を交えなが
ら紹介する。

第
4
4
4
回　

5
月
16
日（
土
）

先
住
民
が
守
る
古
代
遺
跡

―
ア
ム
ー
ル
河
流
域
シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
村
の
岩
面
画

講
師　

佐
々
木
史
郎（
本
館 

教
授
）

極
東
ロ
シ
ア
の
シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
村
の
岩
面
画
は
、ロ
シ
ア

考
古
学
の
父
と
称
さ
れ
る
A
・
P
・
オ
ク
ラ
ド
ニ
コ
フ
が
調
査

し
た
こ
と
で
有
名
に
な
り
ま
し
た
。そ
こ
に
描
か
れ
た
仮
面
や

動
物
は
、地
元
の
先
住
民
族
ナ
ナ
イ
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
神

話
の
世
界
を
物
語
る
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、今

は
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。古
代
遺

跡
、信
仰
対
象
、そ
し
て
観
光
資
源
と
3
つ
の
性
格
を
持
つ
こ
の

岩
面
画
の
将
来
を
考
え
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
。

5
月
3
日（
日
）　

本
館
南
ア
ジ
ア
展
示
場

く
ら
し
に
息
づ
く
豊
か
な
宗
教
伝
統

―
南
ア
ジ
ア
の
新
展
示
か
ら

話
者　

三
尾
稔
（
本
館 

准
教
授
）

5
月
10
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
↓
南
ア
ジ
ア
展
示
場

染
織
の
伝
統
と
現
代

―
新
し
く
な
っ
た
南
ア
ジ
ア
展
示
場

話
者　

上
羽
陽
子
（
本
館 

准
教
授
）

5
月
17
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

南
ア
ジ
ア
の
結
婚
式
と
音
楽

話
者　

寺
田
𠮷
孝
（
本
館 

教
授
）

5
月
24
日（
日
）　

本
館
企
画
展
示
場

シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
の
岩
面
画
と
ナ
ナ
イ
の
神
話

話
者　

佐
々
木
史
郎
（
本
館 

教
授
）

5
月
31
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
↓
西
ア
ジ
ア
展
示
場

な
ぜ
「
イ
ス
ラ
ム
の
語
源
は
平
和
」
と
い
う
誤
解
が
流
布
す
る

の
か
？

―
マ
ス
コ
ミ
と
御
用
学
者
の
功
罪

話
者　

西
尾
哲
夫
（
本
館 

教
授
）

水上人形（漁師の
夫婦）／ベトナム

■鈴木裕之・川瀬慈 編著
『アフリカン・ポップス！
―文化人類学からみる魅惑の音楽世界』 
明石書店　2,50 0円 （税抜）

本書は人類学者によるアフ
リカのポピュラー音楽研究
の成果を一般の読者にわか
りやすいかたちでまとめた。
執筆者それぞれが、アフリカ
のポピュラー音楽といかに
出会い、現地においてその担
い手たちとどのような交流
を行ってきたのかを紹介し、
各音楽を生み出した現地の

文化・社会背景についての考察する。

巡
回
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
」

会
期　

6
月
27
日（
土
）〜
8
月
23
日（
日
）

休
館
日　

毎
週
月
曜
日
（
た
だ
し
、
月
曜
日

が
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）

会
場　

郡
山
市
立
美
術
館
（
福
島
県
）

主
催　

郡
山
市
立
美
術
館

　
　
　

国
立
民
族
学
博
物
館

　
　
　

千
里
文
化
財
団

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

■広瀬浩二郎 著
『身体でみる異文化
―目に見えないアメリカを描く』
臨川書店　1,850円 （税抜）

13歳で視力を
失った著者によ
る、アメリカ・シ
カゴでの在外研
究記。マイノリ
ティとしての実
生活をいきいき
と描きながら、聴
覚や触覚、さらに
は皮膚感覚を駆

使してとらえたアメリカでの思索の日々を
綴る。
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マ
グ
レ
ブ
生
ま
れ
？ 

サ
ヘ
ル
生
ま
れ
？

ク
ス
ク
ス
の
発
祥
地
は
不
明
で
あ
る
。
現
在
、
ク
ス

ク
ス
が
「
常
食
」
と
し
て
食
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い

わ
ゆ
る
マ
グ
レ
ブ
（
日
が
沈
む
地
）
地
域
。
つ
ま
り
、

モ
ロ
ッ
コ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
そ
し
て
、

モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
そ
し
て
リ
ビ
ア
西
部
だ
。
こ
こ
は
、

地
図
上
に
国
境
が
引
か
れ
る
以
前
は
、
ベ
ル
ベ
ル
人
た

ち
が
自
由
に
移
動
し
て
き
た
一
帯
で
も
あ
る
。
ア
ラ
ブ

世
界
の
中
心
地
で
あ
る
マ
シ
ュ
リ
ク
（
日
が
昇
る
地
）

の
国
々
で
も
ク
ス
ク
ス
に
似
た
料
理
が
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
「
マ
グ
レ
ビ
ー
ヤ
」、つ
ま
り
「
マ
グ
レ
ブ
の
料
理
」

と
よ
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
呼
び
名
か
ら
も
、
ク
ス
ク
ス

が
マ
グ
レ
ブ
の
地
の
料
理
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ

ろ
う
。「
ク
ス
ク
ス
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
ベ
ル
ベ
ル

語
の
「
セ
ク
ス
」
が
語
源
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

ば
は
、「
よ
く
丸
め
ら
れ
た
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ

と
ば
の
派
生
語
だ
と
い
う
。

ベ
ル
ベ
ル
人
が
食
べ
て
い
た
初
期
の
ク
ス
ク
ス
に
は

ソ
ー
ス
が
な
か
っ
た
ら
し
い
。
カ
ビ
リ
ー
地
方
に
現
存

す
る
古
い
料
理
に
は
、「
ス
ク
ッ
ク
」
や
「
ア
マ
ク
フ
ル
」

な
ど
が
あ
る
が
、
前
者
は
乳
清
を
、
後
者
は
炒
め
た
野

菜
を
加
え
て
新
鮮
な
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
を
か
け
る
シ
ン

プ
ル
な
料
理
だ
。
ソ
ー
ス
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
七
〜

八
世
紀
ご
ろ
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島
か
ら
移
動
し
て
き
た
ア

ラ
ブ
人
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
ク
ス
ク
ス
の
発
祥
地
は
サ
ハ
ラ
砂
漠

以
南
の
西
サ
ヘ
ル
だ
」
と
い
う
説
も
あ
る
。
た
し
か
に
、

西
ア
フ
リ
カ
周
辺
に
は
、
モ
ロ
コ
シ
、
ヒ
エ
、
キ
ビ
な

ど
の
雑
穀
で
丸
め
ら
れ
た
ク
ス
ク
ス
粒
に
酷
似
し
た
粒

リ
や
ニ
ジ
ェ
ー
ル
の
遊
牧
民
た
ち
に
珍
重
さ
れ
、
食
さ

れ
て
い
る
「
ア
フ
ェ
ズ
ー
」
と
よ
ば
れ
る
イ
ネ
科
の
実

を
模
し
て
「
よ
く
丸
め
た
」
も
の
か
ら
き
て
い
る
で
は

な
い
か
と
い
う
。
ブ
ル
ゴ
ル
（
ひ
き
わ
り
小
麦
）
の
よ

う
に
ひ
き
わ
る
の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
丸
め
る
理
由

は
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

地
中
海
を
渡
っ
て

ク
ス
ク
ス
が
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
南
下
し
た
の
か
北

上
し
た
の
か
は
謎
だ
。
そ
の
後
、
ク
ス
ク
ス
は
、
一
〇

〜
一
一
世
紀
ご
ろ
、
地
中
海
を
渡
っ
た
。
現
在
発
見
さ

れ
て
い
る
ク
ス
ク
ス
最
古
の
レ
シ
ピ
は
ス
ペ
イ
ン
南
部

で
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、一
三
世
紀
の
書『
食

卓
の
秀
逸
』
に
よ
る
と
、
ム
ス
リ
ム
や
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け

で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
ク
ス
ク
ス
を
食
べ
て
い
た

と
い
う
。
ア
ン
ダ
ル
ス
で
は
、
一
度
焼
い
た
パ
ン
を
小

さ
く
ち
ぎ
っ
て
「
丸
め
て
」
ク
ス
ク
ス
に
す
る
方
法
も

あ
っ
た
。

イ
ベ
リ
ア
半
島
で
は
ク
ス
ク
ス
は
ほ
ぼ
消
滅
し
た
が
、

イ
タ
リ
ア
で
は
ク
ス
ク
ス
は
い
ま
だ
に
現
役
だ
。
と
り

わ
け
、
シ
チ
リ
ア
の
西
海
岸
で
は
、
ク
ス
ク
ス
は
絶
対

に
欠
か
せ
な
い
休
日
の
ご
馳
走
の
定
番
に
な
っ
て
い
る
。

主
婦
た
ち
は
朝
五
時
に
は
既
に
ク
ス
ク
ス
を
打
ち
始
め
、

イ
カ
ス
ミ
を
ま
ぶ
し
た
ク
ス
ク
ス
や
、
豚
肉
と
ブ
ロ
ッ

コ
リ
ー
の
ク
ス
ク
ス
な
ど
を
作
る
。
ト
リ
ポ
リ
で
は
、

ク
ス
ク
ス
に
ム
ー
ル
貝
を
入
れ
る
。
世
界
ク
ス
ク
ス
祭

り
が
年
に
一
度
開
か
れ
て
い
る
の
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ

の
シ
チ
リ
ア
で
あ
る
。

　　　　どこから来て、どこへ行く？

クスクス（後編）

二
に

村
むら

 淳
じゅん

子
こ

 　ライター／比較文化研究者

そ
し
て
新
大
陸
へ

「
新
大
陸
発
見
」
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
今
度
は
ク
ス

ク
ス
は
南
ア
メ
リ
カ
へ
と
渡
っ
て
い
っ
た
。
運
び
役
は
、

イ
ベ
リ
ア
半
島
出
身
の
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ム
系
ユ
ダ
ヤ
人

だ
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
ク
ス
ク
ス
、通
称「
ク

ス
ク
ス
・
パ
ウ
リ
ス
タ
」
は
、
モ
ロ
ッ
コ
の
西
沿
岸
部

の
港
か
ら
追
わ
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
の
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ

ム
た
ち
が
伝
え
た
も
の
だ
。
型
に
入
れ
て
オ
ー
ブ
ン
で

焼
く
こ
の
料
理
、
原
型
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う

な
感
じ
が
す
る
が
、
モ
ロ
ッ
コ
西
部
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち

の
ク
ス
ク
ス
と
比
べ
て
み
る
と
、
ソ
ー
ス
を
あ
ら
か
じ

め
粒
に
吸
わ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
共
通
点
が
あ
る
よ

う
な
気
が
す
る

遊
牧
民
や
離
散
民
に
運
ば
れ
移
動
を
続
け
、
そ
の
形

も
変
え
て
き
た
ク
ス
ク
ス
の
冒
険
は
現
在
で
も
続
い
て

い
る
。
ど
ん
な
国
の
料
理
に
も
収
ま
る
こ
と
な
く
、
国

境
を
軽
や
か
に
越
え
て
い
く
ク
ス
ク
ス
の
旅
は
こ
れ
か

ら
も
続
く
だ
ろ
う
。

　

パ
ス
タ
が
い
く
つ
も
あ
る
。一
四
世
紀
半
ば
の
イ
ブ
ン
・

バ
ト
ゥ
ー
タ
も
、
そ
の
旅
行
記
『
諸
都
市
の
新
奇
さ
と

旅
の
驚
異
に
関
す
る
観
察
者
た
ち
へ
の
贈
り
物
』
で
、

サ
ハ
ラ
以
南
で
ク
ス
ク
ス
が
食
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
民
族
学
者
マ
ル
ソ
ー
・
ガ
ス
ト
氏
に
よ

れ
ば
、
も
と
は
、
ク
ス
ク
ス
状
パ
ス
タ
は
、
今
で
も
マ

カビリー地方

サヘル地方

マグレブ マシュリク

肉（鶏、牛、羊など）    　   700g

玉ねぎ（大）　　　　　　 2個

にんじん（中）　　　　     3本

カブ（中）　3個、トマト　2個

ズッキーニ　　　　　  　2本

ひよこ豆　　         　 1カップ

オリーブオイル     　 大さじ３

＊香辛料（生姜、パプリカ、ター
メリック、クミンのパウダー）、 
シナモンスティック、 
コリアンダー、パセリ 　 適量

クスクス　　　  　 2.5カップ

塩コショウ　　　　  　　少々

無塩バター　　　 　 大さじ 1

モロッコ風クスクス（5～ 7人分）　

① 鍋にオリーブオイルをしき、玉ねぎと肉を炒める。
② 香辛料を入れてからめ、シナモンスティック、コリアンダー
とパセリを糸で束ねて水を入れ、中火で 30分煮込む。

③ カブやズッキーニなど早く煮える野菜を大きめに切り入
れ、さらに弱火で 25分煮込む。

④ シナモンスティックとコリアンダーとパセリの束を出し、
最後にひよこ豆を入れて弱火で 10分。

⑤ お湯でもどしたクスクス（前号参照）の上にソースをかけ、
好みによってアリッサ（ハリッサ）・ソースなどを添えて
いただく。

＊ このレシピは、マラケッシュのダダ（伝統料理人）から
伝授されたものをアレンジした。野菜は 7種類入れるの
が縁起がよいとされる。季節の野菜、プルーンなどの果
物も可。香辛料は何も入れない地方もあるので、好みに
よって加減を。

モロッコのユダヤ人コミュニティで食される
アーモンド入りクスクス

カビリー地方のソースなし「アマクフル」

乳、シナモン、砂糖だけの甘いクスクス
「スファ」

コートジボワー
ルのキャッサバ
で作ったクスク
ス「アティエケ」

モロッコ、アガディールの港の南瓜入りクスクス
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台
湾
原
住
民
族
の
工
芸
品
に
付
さ

れ
た
名
前
―
創
る
主
体
と
所
有
の
主
体

野の

林ば
や
し 

厚あ
つ

志し 

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

パ
イ
ワ
ン
族
の
刺
繍
を
学
ぶ

筆
者
が
台
湾
の
イ
ノ
シ
シ
狩
猟
に

つ
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
し
て
い

た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
何
が
き
っ

か
け
だ
っ
た
か
は
失
念
し
た
が
、
わ

た
し
が
居
候
し
て
い
た
パ
イ
ワ
ン
族

の
一
家
の
娘
婿
が
、
自
分
の
親
戚
が

パ
イ
ワ
ン
族
の
伝
統
的
な
衣
装
を

作
っ
て
い
る
の
で
紹
介
す
る
と
言
わ

れ
、
あ
る
工
房
を
訪
ね
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
主
人
で
あ
る

女
性
が
刺し

繍し
ゅ
うを
施
し
た
パ
イ
ワ
ン
族

の
衣
装
や
、
カ
バ
ン
、
小
物
を
制
作

し
販
売
し
て
い
た
。
当
時
、
あ
ま
り

台
湾
原
住
民
族
の
工
芸
や
も
の
作
り

い
訳
は
、
針
仕
事
な
ぞ
は
あ
ま
り
好

き
で
は
な
い
が
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
作
ら
れ
て
い
る
様
子
を
見

て
い
る
う
ち
に
、
自
分
で
も
作
っ

て
み
た
い
と
思
い
は
じ
め
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
刺
繍
の
手
法

や
運
針
を
知
る
こ
と
で
、
民
博
が
所

蔵
し
て
い
る
台
湾
の
原
住
民
族
の
衣

服
に
施
さ
れ
た
刺
繍
の
技
術
の
歴
史

的
な
変
化
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

紋
様
の
形
態
や
種
類
、
モ
チ
ー
フ
の

変
化
を
論
じ
る
前
に
、
刺
繍
そ
の
も

の
を
理
解
し
な
け
れ
ば
何
も
わ
か
ら

な
い
と
い
う
の
が
、
館
蔵
資
料
の
調

な
刺
繍
の
図
案

を
こ
の
衣
装
の

た
め
に
考
え
て

く
れ
た
。
工
房

で
働
く
助
手
も

こ
の
図
案
は
と

て
も
優
れ
て
い

る
か
ら
、
き
っ

と
い
い
作
品
に

仕
上
が
る
と
制
作
過
程
で
話
し
て
く

れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
ば
に
違た
が

わ
ず
、

世
界
に
ふ
た
つ
と
な
い
一
点
も
の
の

衣
装
を
作
っ
て
く
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
彼
女
の
工
房
に
は
い

ろ
い
ろ
な
人
が
出
入
り
す
る
。
一
般
の

観
光
客
、
彼
女
の
評
判
を
聞
い
て
作

品
を
見
た
り
買
い
に
来
た
り
す
る
人
、

彼
女
に
刺
繍
を
教
え
て
も
ら
い
に
来

る
人
、
彼
女
の
作
品
を
仕
入
れ
に
来

る
土
産
物
屋
等
々
、
じ
つ
に
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
彼
女
は
客
が

置
い
て
い
っ
た
名
刺
を
机
の
上
の
透

明
の
カ
バ
ー
マ
ッ
ト
の
下
に
広
げ
た

り
、
工
房
内
の
壁
や
扉
に
ず
ら
っ
と

な
ら
べ
て
い
る
。
こ
の
名
刺
を
見
る

だ
け
で
も
彼
女
の
社
会
関
係
の
広
が

り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

彼
女
は
来
客
、
す
べ
て
に
親
切
で
丁

寧
に
対
応
す
る
。
冷
や
か
し
で
写
真

だ
け
撮
り
に
来
る
客
や
わ
た
し
の
よ

う
な
調
査
者
に
も
分
け
隔
て
な
い
笑

顔
を
与
え
て
く
れ
る
。
彼
女
に
言
わ

せ
れ
ば
、
来
る
人
す
べ
て
が
自
分
に

と
っ
て
大
切
な
お
客
さ
ん
な
の
だ
。

も
の
に
付
さ
れ
た
名
前
の
も
つ
意
味

そ
ん
な
優
し
い
彼
女
も
夕
食
の
後

に
タ
バ
コ
を
燻く
ゆ

ら
せ
な
が
ら
筆
者
と

だ
べ
っ
て
い
る
と
き
は
、
ち
ら
ち
ら

本
音
を
喋
し
ゃ
べ

り
出
す
。
時
折
、
耳
に
す

る
の
が
自
分
の
刺
繍
の
図
案
が
勝
手

に
使
わ
れ
る
こ
と
へ
の
不
満
で
あ
る
。

パ
イ
ワ
ン
族
の
刺
繍
の
図
案
は
基
本

的
な
モ
チ
ー
フ
は
共
通
し
て
い
る
が

作
り
手
の
個
性
が
出
る
。
熟
練
し
た

作
り
手
が
熟
慮
し
工
夫
を
し
た
図
案

が
刺
繍
で
ほ
ど
こ
さ
れ
た
衣
装
や
カ

バ
ン
は
商
品
的
価
値
も
高
い
。
そ
う

し
た
独
創
的
な
図
案
は
と
き
と
し
て

他
人
に
別
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
素
材
に

さ
れ
て
し
ま
う
。
以
前
は
図
案
を
見

れ
ば
こ
れ
は
誰
そ
れ
の
作
品
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た
も
の
だ
が
、
今

は
そ
う
し
た
範
囲
を
越
え
て
彼
女
の

作
品
が
動
い
て
い
る
た
め
に
、
知
ら

な
い
あ
い
だ
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
自
分
が
創
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
す
た
め
に
、
作
っ
た
も
の

に
自
分
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
ロ
ゴ
を
刺
繍

で
縫
い
込
む
よ
う
に
な
っ
た
ほ
ど
だ
。

「
誰
が
創
っ
た
の
か
」、「
誰
が
も
っ

て
い
る
の
か
」。
も
の
に
付
さ
れ
た

名
前
に
は
こ
の
ふ
た
つ
の
要
素
を
あ

ら
わ
す
機
能
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
作

る
と
い
う
行
為
と
所
有
と
い
う
状
態

の
ふ
た
つ
の
主
体
で
あ
り
、
文
化
遺

産
の
無
形
性
と
有
形
性
と
い
う
属
性

が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
　

査
や
そ
れ
ら
を
使
っ
た
展
示
会
を
重

ね
て
き
た
筆
者
が
出
し
た
ひ
と
つ
の

結
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

無
形
文
化
財
保
持
者
の
ふ
る
ま
い

筆
者
が
弟
子
入
り
し
た
こ
の
女
性

は
、
じ
つ
は
台
湾
の
政
府
関
係
機
関

が
認
定
し
た
原
住
民
族
工
芸
の
無
形

文
化
財
保
持
者
で
あ
る
。
台
湾
と
日

本
と
で
は
制
度
が
異
な
る
の
で
、
人

間
国
宝
は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い

が
、
原
住
民
族
の
工
芸
作
家
と
し
て

は
か
な
り
有
名
で
、
作
品
は
海
外
の

展
覧
会
に
出
品
さ
れ
、
台
湾
の
企
業

が
広
報
に
彼
女
の
作
品
を
使
う
こ
と

も
少
な
く
な
い
。
民
博
の
常
設
展
示

場
に
も
彼
女
の
工
房
で
制
作
さ
れ
た

パ
イ
ワ
ン
族
の
首
長
の
衣
装
が
展
示

さ
れ
て
い
る
。筆
者
が
担
当
し
た「
台

湾
原
住
民
族
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
、
現

代
の
パ
イ
ワ
ン
族
の
伝
統
衣
装
の
制

作
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は

今
ま
で
作
っ
た
こ
と
の
な
い
あ
ら
た

に
関
心
が
な
か
っ
た
筆
者
は
、
こ
う

い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
新
し
い
製
品
が

生
ま
れ
る
の
だ
な
と
い
う
程
度
の
感

想
し
か
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら

一
〇
年
ほ
ど
た
っ
た
現
在
、
わ
た
し

は
こ
の
工
房
の
二
階
に
寝
泊
ま
り
を

し
な
が
ら
、
日
中
は
刺
繍
を
習
得

す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
し
て
い
る
。

師
匠
は
も
ち
ろ
ん
件
く
だ
ん
の
女
性
で
あ
る
。

刺
繍
を
勉
強
し
た
い
と
彼
女
に
伝

え
た
と
こ
ろ
、「
こ
こ
に
来
て
か
ら

一
〇
年
ほ
ど
に
な
る
の
に
、
そ
ん
な

こ
と
今
ま
で
一
言
も
言
わ
な
か
っ
た

じ
ゃ
な
い
か
」
と
冗
談
半
分
に
説
教

を
く
ら
っ
て
し
ま
っ
た
。
筆
者
の
言

工
芸
品
は
有
形
だ
が
、
そ
れ
が
作
ら
れ
る
過
程
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
無
形
の
要
素
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
素
材
に
つ
い
て
の 

知
識
や
手
の
動
か
し
か
た
、表
現
を
豊
か
に
す
る
技
巧
、そ
し
て
工
房
内
外
の
人
間
関
係
。
作
品
の
図
案
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。

台北

台湾

台東

太麻里（タマリ）
工房での制作の様子

外部から発注を受けて作ったブ
ヌン族のモチーフがほどこされた
ベスト

民博に展示されているパイワン族の首長
の衣装
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韓
国
の
伝
統
芸
パ
ン
ソ
リ
と
は

「
音
」を
韓
国
語
で
い
う
と「
음
（
ウ
ム
）」と「
소

리
（
ソ
リ
）」
の
ふ
た
つ
が
あ
る
。「
ウ
ム
」
は
漢
字

の
読
み
で
、「
ソ
リ
」
は
固
有
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

ソ
リ
に
は
音
の
ほ
か
に
声
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、

こ
の
声
の
芸
能
が
韓
国
に
は
あ
る
。
一
人
の
歌
い
手

が
太
鼓
の
伴
奏
、
鼓コ

手ス

に
合
わ
せ
、
語ア
ニ
リり

と
節
の

あ
る
歌ソ
リ
、
身パ
ル
リ
ム
振
り
に
よ
っ
て
物
語
を
紡
ぎ
だ
す
芸

能
で
、
パ
ン
ソ
リ
と
い
う
。
パ
ン
と
は
場
・
幕
な

ど
の
意
味
が
あ
り
、
パ
ン
ソ
リ
が
演
じ
ら
れ
る
形

態
を
い
う
。
韓
国
で
は
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に

認
定
さ
れ
、
伝
統
芸
能
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

一
八
世
紀
末
に
そ
の
原
形
が
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る

パ
ン
ソ
リ
は
、祭
り
や
市
が
立
つ
日
に
村
の
広
場
で
、

綱パ
ン
チ
ュ
ル

渡
り
や
民
俗
楽
器
の
演
奏
、
民
謡
や
踊
り
な
ど

と
と
も
に
演
じ
ら
れ
る
大
道
芸
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
吟
遊
詩
人
の
よ
う
に
全
国
を
巡

り
な
が
ら
、
つ
ら
く
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て

い
る
人
び
と
を
慰
め
、
癒
し
て
き
た
。
人
び
と
は

パ
ン
ソ
リ
の
物
語
の
な
か
に
自
分
を
重
ね
、
泣
い
た

り
笑
っ
た
り
す
る
こ
と
で
心
を
解
放
し
た
。
こ
の

よ
う
な
韓
国
の
伝
統
芸
能
を
継
承
と
し
て
い
る
在

日
コ
リ
ア
ン
三
世
が
い
る
。
彼
女
の
名
は
安ア
ン

聖ソ
ン
民ミ
ン
。

こ
こ
で
は
、
安
聖
民
の
活
動
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、

ソ
リ
が
人
の
人
生
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
、そ
し
て
、

人
と
人
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
い
で
い
る
の
か
を
考
え

て
み
た
い
。

パ
ン
ソ
リ
と
の
出
会
い

安
聖
民
が
パ
ン
ソ
リ
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
大
学
生

の
こ
ろ
だ
。
き
っ
か
け
は
大
学
の
先
輩
に
誘
わ
れ
学

び
始
め
た
韓
国
語
。
教
え
て
く
れ
た
在
日
二
世
の

彼
女
は
大
阪
、
在
日
集
住
地
で
「
生
野
民
族
文
化

祭
」
を
中
心
と
し
た
民
族
文
化
活
動
の
担
い
手
の
一

人
だ
っ
た
。
自
然
と
そ
の
活
動
に
参
加
し
、
そ
の
な

か
で
民
族
楽
器
や
民
謡
を
知
っ
た
。
初
め
て
聞
い
た

は
ず
の
そ
の
「
音
」
が
ど
こ
か
懐
か
し
い
。
そ
う
、

そ
れ
は
幼
い
と
き
に
母オ
モ
ニが
台
所
で
一
人
歌
う
朝
鮮
民

謡
の
あ
の
「
音
」。
原
点
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
安
聖

民
が
参
加
し
た〝
民
族
文
化
牌・マ
ダ
ン
〞（
一
九
八
三

年
結
成
、前
身
は
〝
マ
ダ
ン
劇
の
会
〞）
は
在
日
二
世・

三
世
た
ち
が
民
族
文
化
を
学
ぶ
場
と
し
て
作
ら
れ

た
グ
ル
ー
プ
で
、
公
立
の
小
・
中
・
高
校
で
民
族
楽

器
の
演
奏
や
民
話
の
演
劇
を
通
し
て
伝
統
文
化
の

紹
介
や
在
日
と
し
て
の
生
き
ざ
ま
・
思
い
を
伝
え
る

学
校
公
演
を
中
心
的
な
活
動
と
し
て
い
た
。
楽
器

の
リ
ズ
ム
、
民
謡
の
調
べ
、
そ
し
て
自
分
の
こ
と
を

語
る
在
日
の
言
葉
…
…
そ
れ
ら
の
「
音
」
が
子
ど

も
た
ち
に
響
き
、
そ
の
場
に
い
た
人
と
人
を
つ
な
ぐ

…
…
。〝
マ
ダ
ン
〞
の
活
動
に
の
め
り
込
ん
だ
安
聖

民
は
パ
ン
ソ
リ
を
学
ぶ
た
め
の
留
学
を
決
意
す
る
。

公
立
小
学
校
の
民
族
学
級
講
師
の
職
を
辞
し
、

パ
ン
ソ
リ
の
本
場
全
羅
南
道
・
光ク
ァ
ン
ヂ
ュ州へ
渡
り
、
基
礎

を
み
っ
ち
り
教
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
ソ
ウ
ル
で
伝
統

音
楽
の
理
論
を
学
ぶ
べ
く
大
学
院
へ
。
現
在
の
師

匠
、
パ
ン
ソ
リ
「
水
宮
歌
」
の
国
家
重
要
無
形
文
化

財
技
能
保
有
者
・
南ナ
ム

海ヘ

星ソ
ン

先
生
に
師
事
す
る
こ
と

に
な
る
。
毎
年
、
夏
に
な
る
と
全
羅
北
道
・
南ナ
ム
ォ
ン原
の

山
に
籠
っ
て
修
業
を
す
る
レ
ッ
ス
ン
合
宿
（
サ
ン
コ

ン
ブ
）
は
今
年
で
一
五
回
目
に
な
る
。「
ど
う
し
て

日
本
人
な
の
に
パ
ン
ソ
リ
を
習
う
の
？
」。
姉
妹
弟

子
た
ち
に
尋
ね
ら
れ
、
安
聖
民
は
答
え
る
。「
わ
た

し
は
日
本
で
生
ま
れ
た
韓
国
人
な
の
よ
。
わ
た
し

た
ち
は
ね
…
…
」。彼
女
た
ち
は
安
聖
民
の
語
る「
音
」

か
ら
在
日
コ
リ
ア
ン
を
感
知
す
る
。

在
日
の
思
い
を
ソ
リ
に
込
め
て

パ
ン
ソ
リ
は
も
と
も
と
広
場
で
楽
し
む
大
道
芸

で
、
人
び
と
は
歌
い
手
が
語
る
話
に
一
喜
一
憂
し
、

物
語
は
そ
の
場
で
ど
ん
ど
ん
創
ら
れ
て
い
く
。
安
聖

民
が
日
本
で
活
動
す
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
自

分
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
大
阪
で
、
と
も
に
暮
ら

す
人
び
と
に
自
分
の
話
を
「
音
」
と
し
て
伝
え
る
。

パ
ン
ソ
リ
が
語
ら
れ
る
場
が
一
体
と
な
っ
て
つ
な

が
っ
て
い
く
。そ
の
た
め
に
日
本
語
の
字
幕
を
入
れ
、

と
き
に
は
日
本
語
の
歌
詞
を
入
れ
、
共
感
・
共
有

で
き
る
時
間
を
増
や
す
。
昨
年
七
月
二
〇
日
に
民

博
で
の
研
究
公
演
「
ア
リ
ラ
ン
峠
を
越
え
て
い
く

―
在
日
コ
リ
ア
ン
の
音
楽
の
今
」
で
も
、
彼
女

の
「
音
」
は
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
好
評

を
博
し
た
。
ま
た
、
昨
今
は
日
本
の
語
り
芸
で
あ

る
浪
曲
と
の
コ
ラ
ボ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を

通
し
て
芸
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

彼
女
の
願
い
は
パ
ン
ソ
リ
を
創
作
す
る
こ
と
で

あ
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン
三
世
で
あ
る
彼
女
の
思
い
を

込
め
た
パ
ン
ソ
リ
を
聞
く
日
も
そ
う
遠
く
は
な
い

だ
ろ
う
。

南原でのレッスン風景

「アリラン」を競演する出演者たち（2014年 7月20日、みんぱく
での研究公演）

髙コ
ォ 

正ヂ
ョ
ン

子ジ
ャ　

神
戸
大
学
非
常
勤
講
師

ソリ（音）に思いを込めて
韓国の伝統芸能パンソリを継承する在日コリアン３世の女性。
彼女の生み出す「音」には日本人、韓国人、そして在日コリアンをつなぐ
「場」を作り出す力がある。

パンソリの登場人物になりきる安聖民
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「
ホ
ワ
イ
ト
」
と
は
色
の
こ
と
で
は
な
い
。
白
人
の
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
つ
ま
り
「
ホ
ワ
イ
ト
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
は
白
人
の
国
家
で
あ
る
。

し
か
し
白
人
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
か
ら
と
い
っ
て
誤
解
し
な
い
で

欲
し
い
。
白
人
・
黒
人
・
黄
色
人
と
い
っ
た
人
種
の
分
類
は
、
近
代
科

学
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
生
み
出
さ
れ
た
虚
構
で
、
現
在
で
は
こ
れ

ら
の
こ
と
ば
を
学
術
用
語
と
し
て
用
い
る
人
は
い
な
い
。
白
人
と
い
う

こ
と
ば
は
、
あ
る
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

わ
た
し
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
七
年
暮
ら
し
た
。
そ
の
間
、
あ
の
国

が
多
文
化
を
謳お
う

歌か

し
て
い
る
様
を
肌
で
感
じ
て
き
た
。
燦さ
ん

燦さ
ん

と
輝
く
太

陽
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
が
飛
び
交
う
市
場
、
活
気
に
満
ち
た
町
に
は

思
い
思
い
の
装
束
に
身
を
包
ん
だ
人
び
と
が
闊か
っ

歩ぽ

す
る
。
移
民
た
ち
は
、

あ
の
自
由
で
大
ら
か
な
国
を
目
指
し
は
る
か
世
界
を
旅
し
て
ゆ
く
の
だ
。

し
か
し
一
方
で
、
あ
の
国
の
根
底
に
は
イ
ギ
リ
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

出
自
を
遡
る
こ
と
が
で
き
る
人
び
と
が
、
支
配
的
な
立
場
を
独
占
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
思
想
が
存
在
す
る
。文
化
人
類
学
者
の
ガ
ッ

サ
ン
・
ハ
ー
ジ
は
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
第
一
人
者
だ
。
彼
は

一
九
九
八
年
に
、
そ
の
名
も
『
ホ
ワ
イ
ト
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
』
と
題
し
た

著
作
を
刊
行
し
た
。
ハ
ー
ジ
は
著
作
の
な
か
で
、
多
文
化
主
義
を
推
進

し
て
き
た
七
〇
年
代
以
降
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
、
多
様
な
出
自
を
も

つ
移
民
た
ち
を
寛
容
や
平
等
と
い
う
理
念
の
も
と
に
受
け
入
れ
て
き
た

こ
と
を
批
判
的
に
考
察
し
て
い
る
。

寛
容
に
平
等
、
大
い
に
結
構
で
は
な
い
か
。
し
か
し
ハ
ー
ジ
は
、
そ

れ
ら
の
こ
と
ば
に
隠
さ
れ
た
ト
リ
ッ
ク
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と

ホワイト・ネイション
White Nation

前
ま え

川
か わ

 真
ま

裕
ゆ

子
こ

　三重大学人文学部特任准教授

警
告
す
る
。
ま
ず
彼
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
『
寛
容
に
つ
い
て
の
書
簡
』

を
分
析
し
な
が
ら
、
人
が
誰
か
に
対
し
て
「
寛
容
で
あ
ろ
う
」
と
す
る

と
き
に
前
提
と
さ
れ
る
主
体
と
客
体
の
権
力
構
造
を
指
摘
す
る
。
寛
容

を
実
行
で
き
る
人
間
と
は
他
者
に
対
し
て
社
会
的
に
優
位
な
立
場
に
あ

る
人
間
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
領
主
が
領
民
た
ち
を
「
寛
容
に
扱
う
」

と
は
い
う
が
、
領
民
が
領
主
に
「
寛
容
に
接
す
る
」
と
は
い
わ
な
い
。

寛
容
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
こ
の
こ
と
ば
を
発
す
る
主
体
の
潜
在
的
な

優
位
性
が
内
在
し
て
い
る
の
だ
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
寛
容
の
発
話
者
は
、イ
ギ
リ
ス
な
ど
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
び
と
で
あ
る
と
ハ
ー
ジ
は
い
う
。
実
際
、

イ
ギ
リ
ス
の
入
植
が
始
ま
っ
た
一
七
八
八
年
以
来
、
あ
の
国
で
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
諸
規
範
が
主
流
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
以
外
の
国
々
か
ら

や
っ
て
来
た
人
び
と
は
肩
身
が
狭
く
、
彼
ら
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
暮

ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
諸
規
範
に
無
条
件
で
従
う
必
要
が
あ

る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
と
っ
て
平
等
を
約
束
し

て
く
れ
る
国
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
従
順
に

生
き
る
人
間
に
の
み
平
等
を
約
束
す
る
国
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
ホ

ワ
イ
ト
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
は
、
こ
の
暗
黙
の
う
ち
に
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
に
光
を
当
て
、
批
判
的
な
考
察
を
加
え
て
い
く
た
め
の
こ

と
ば
な
の
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
考
え
は
、
日
本
に
い
る
わ
た
し
た
ち
に

と
っ
て
も
遠
い
国
の
話
で
は
な
い
。
周
り
を
見
渡
せ
ば
、
そ
こ
か
し
こ

に
不
平
等
さ
が
潜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
国
に
潜
む
の
は
ど
の
よ
う

な
潜
在
的
優
位
性
だ
ろ
う
か
。

遠い国の

話ではない
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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

　本号でとりあげたいしいしんじさんの「その場小説」は、「川の

棺
ひつぎ

」という短編小説として『新潮』2015年4月号に掲載された。イ

ベントでの語りに比べると、活字になった小説では情景や人物がよ

り細かく描き込まれ、登場人物も増えている。ガーナの棺
かん

桶
おけ

屋の「おっ

さん」は「老店主」となっており、もはや大阪弁では語っていない。

みんぱくの特別展会場という場で共有された半時ほどの生の語りが

全国展開する文芸雑誌に13ページのテクストとなって掲載されたこ

とはうれしいかぎりであるが、作家のイマジネーションの源泉に近

いところで、彼の口から直接湧き出てくる言葉に浸る高揚感を味わ

うことができたことも忘れられない体験である。

　3月19日、南アジア展示場と東南アジア展示場が色鮮やかに生ま

れ変わり、リオープンした。さらには、本号の編集時点ではまだ準

備中である企画展「岩に刻まれた古代美術―アムール河の少数

民族の聖地シカチ・アリャン」が5月21日から開催される。新緑の候、

ますます活気あふれる展示場にぜひ足をお運びいただきたい。

（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/


