
月号

2015

刊
月

2015

平
成
二
七
年
七
月
一
日
発
行
　
第
三
九
巻  

第
七
号（
通
巻
第
四
五
四
号
）　〈
編
集
・
発
行
〉
国
立
民
族
学
博
物
館

昭和52年10月5日第1号刊行　ISSN0386-2283
平成27年7月1日発行　第39巻第7号通巻第454号

月
刊

7

7

異
東南アジア

の世界

東南アジアの一日　信田敏宏／靴を脱いでお上がりください　平井京之介
台所のカミさまがいる展示場　樫永真佐夫／ヒジャーブがあらわす女性の夢　福岡正太
豊かな影絵芝居　戸加里康子
他者と折り合うユーモア　吉田ゆか子
たんぼ道、女工と僧のすれ違い　平井京之介／先住民の店　信田敏宏

特
集

種混淆



ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ズ
・
ア
ジ
ア

大お
お

友と
も 

良よ
し

英ひ
で

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
５
９
年
神
奈
川
県
横
浜
市
生
ま
れ
。

音
楽
家
。
即
興
演
奏
や
ノ
イ
ズ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
、
ポ
ッ
プ
ス
ま
で
幅
広
い
音
楽
活
動
を
お
こ

な
う
。
映
画
や
テ
レ
ビ
の
音
楽
も
多
数
手
が
け
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」
で

は
音
楽
を
担
当
。
２
０
１
４
年
よ
り
、「
音
」

を
と
お
し
て
ア
ジ
ア
各
地
域
の
交
流
を
は
か
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ズ
・
ア
ジ

ア
（
主
催
・
国
際
交
流
基
金
）
の
ア
ー
テ
ィ
ス

テ
ィ
ッ
ク
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
る
。
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僕
の
最
初
の
ア
ル
バ
ム
は
香
港
か
ら
出
て
い
る
し
、
最
初

の
映
画
音
楽
も
中
国
映
画
だ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
二
〇
年
以

上
も
前
の
こ
と
だ
。
当
時
、
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
で
、
僕
が

や
っ
て
る
よ
う
な
即
興
や
ノ
イ
ズ
と
い
っ
た
音
楽
を
理
解
し

て
も
ら
う
の
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。
香
港
は
ま
だ
そ
の
素

地
が
多
少
は
あ
っ
た
け
ど
、
難
儀
し
た
の
は
北
京
だ
。
初
め

て
演
奏
し
た
の
は
一
九
九
四
年
。
千
人
以
上
の
観
客
を
集
め

た
ジ
ャ
ズ
フ
ェ
ス
で
ノ
イ
ジ
ー
な
ギ
タ
ー
ソ
ロ
を
や
ら
せ
て

も
ら
っ
た
ん
だ
け
ど
、
演
奏
が
終
わ
っ
た
と
き
拍
手
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
多
く
の
観
客
は
サ
ウ
ン
ド
チ
ェ
ッ
ク
を
し

て
い
る
だ
け
だ
と
思
っ
た
ら
し
い
。
次
い
で
演
奏
し
た
の
が

一
九
九
九
年
。Filam

ent

と
い
う
起
承
転
結
の
な
い
極
端
に

ミ
ニ
マ
ル
な
演
奏
を
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
で
の
コ
ン
サ
ー
ト
だ
っ
た
。

巨
大
な
会
場
に
お
客
さ
ん
は
わ
ず
か
九
人
。
さ
す
が
に
こ
れ

で
中
国
と
の
縁
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
そ
の
日
の
晩
、
ホ
テ
ル
の
部
屋
に
、

詩
人
だ
と
名
乗
る
若
者
が
押
し
掛
け
て
来
た
。
ど
う
や
ら
演

奏
に
え
ら
く
打
た
れ
た
ら
し
い
の
だ
け
ど
、
な
に
ぶ
ん
言
葉

が
通
じ
な
い
。
そ
れ
で
も
僕
ら
へ
の
興
味
と
疑
問
と
質
問
が

沢
山
あ
っ
て
、
結
局
朝
ま
で
筆
談
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し

続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
彼
が
、
今
や
中
国
の
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
な
音
楽
シ
ー
ン
を
牽
引
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
即
興
音
楽
家
の
ヤ
ン
ジ
ュ
ン
だ
。

　
中
国
に
は
そ
の
後
、
何
度
も
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る

と
き
青チ

ン
タ
オ島

の
コ
ン
サ
ー
ト
の
企
画
者
が
、
九
四
年
の
北
京
コ

ン
サ
ー
ト
の
話
を
し
だ
し
た
。
あ
ん
な
衝
撃
的
な
演
奏
は

な
か
っ
た
し
、
あ
れ
が
切
っ
掛
け
で
わ
た
し
は
今
こ
こ
に
い

る
ん
で
す
…
…
そ
う
言
い
き
る
の
だ
。
ソ
ウ
ル
で
も
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
も
同
じ
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
る
。
最
初
は
ほ

と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
で
も
数
年
後
に
、

あ
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
切
っ
掛
け
で
…
…
と
言
う
若
者
が
必
ず

と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
現
れ
る
。
そ
ん
な
若
者
た
ち
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
都
市
と
都
市
を
結
ん
で
わ
た
し
の
想
像
を
超
え
て
新

し
い
音
楽
シ
ー
ン
を
牽
引
し
て
い
る
。
わ
た
し
も
今
や
そ
の

波
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
だ
。

　
昨
年
か
ら
頻
繁
に
東
南
ア
ジ
ア
に
出
向
い
て
い
る
。
ど
こ

に
行
っ
て
も
、
状
況
は
相
変
わ
ら
ず
だ
。
そ
れ
で
も
根
気
よ

く
続
け
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
特
殊
な
音
楽
を
広
め
た
い
か

ら
じ
ゃ
な
い
。
た
だ
、
こ
う
い
う
音
楽
を
必
要
と
し
て
る
人

は
少
な
か
ら
ず
ど
こ
に
で
も
い
て
、
そ
ん
な
人
た
ち
が
国
を

超
え
て
繋つ

な

が
る
な
か
で
起
こ
す
化
学
反
応
を
楽
し
み
に
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
僕
ら
の
や
っ
て
る
よ
う
な
音
楽
の

世
界
で
は
、人
種
間
や
国
同
士
の
問
題
を
超
え
て
、イ
ン
デ
ィ

ペ
ン
デ
ン
ト
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
草
の
根
的
に
作
る
こ
と
が

日
常
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
希
望
を
見
る
の
も
悪

く
な
い
。
こ
う
し
て「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ズ・
ア
ジ
ア
」
が
始
ま
っ

た
。
こ
の
先
、
ど
ん
な
化
学
反
応
が
起
こ
る
の
か
、
誰
よ
り

も
僕
自
身
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
。



二
大
文
明
の
は
ざ
ま
に
あ
り
、
大
陸
部
と
島と

う

嶼し
ょ

部
か
ら
な
る
東
南
ア
ジ
ア
。
多
様
な
環
境
で
生

活
を
送
る
人
び
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ツ
を
も

つ
文
化
、
宗
教
が
入
り
交
じ
り
、
多
種
多
様
な

暮
ら
し
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
今
年
三
月

に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
展
示
を
中
心
に
、
東
南

ア
ジ
ア
の
異
種
混こ

ん

淆こ
う

の
世
界
を
紹
介
す
る
。

信の
ぶ

田た 

敏と
し

宏ひ
ろ

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

東
南
ア
ジ
ア
の
一
日

二
大
文
明
の
は
ざ
ま
で

中
国
と
イ
ン
ド
と
い
う
大
文
明
の
は
ざ
ま
に
位
置
し
、
そ
の
影
響
を
強

く
受
け
て
き
た
東
南
ア
ジ
ア
。
そ
こ
に
は
今
も
多
様
な
文
化
と
民
族
が
交

錯
し
、
心
躍
る
よ
う
な
活
気
あ
ふ
れ
る
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。

今
回
の
東
南
ア
ジ
ア
展
示
新
構
築
の
テ
ー
マ
と
し
て
考
え
た
の
は
、
異

種
混こ
ん

淆こ
う

の
世
界
の
日
常
、
つ
ま
り
「
東
南
ア
ジ
ア
の
一
日
」
で
あ
る
。
展

示
空
間
を
、
朝
、
昼
、
夕
方
、
夜
の
四
つ
に
わ
け
、
一
日
と
い
う
短
い
時

間
の
な
か
に
展
示
の
品
々
を
盛
り
込
み
、
そ
の
多
彩
な
文
化
を
感
じ
て
い

た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

一
日
を
味
わ
う

熱
帯
・
亜
熱
帯
の
東
南
ア
ジ
ア
は
、
と
に
か
く
暑
い
。
早
朝
の
涼
し
い

時
間
、
人
び
と
は
夜
明
け
と
同
時
に
働
き
は
じ
め
る
。
朝
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

「
生
業
」
で
あ
る
。
狩
猟
採
集
や
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

、
焼
畑
耕
作
や
水
田
耕
作
に
関
連

し
た
道
具
類
に
加
え
、
地
方
農
村
に
お
け
る
近
代
的
労
働
を
象
徴
す
る
女

工
を
展
示
し
て
い
る
。
朝
日
の
な
か
、
い
き
い
き
と
活
動
を
は
じ
め
る
人

び
と
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

ぐ
ん
ぐ
ん
と
気
温
が
上
が
り
、
昼
近
く
に
な
っ
た
こ
ろ
、
人
び
と
は
一

旦
仕
事
を
終
え
、
暑
さ
を
し
の
ぐ
。
昼
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
村
の
日
常
」

で
あ
る
。
高
床
の
家
屋
で
機
織
り
を
し
た
り
、
囲
炉
裏
で
く
つ
ろ
い
だ
り
、

と
き
に
は
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
儀
礼
も
催
さ
れ
る
。
家
や
木
陰
で
昼
寝
な
ど

し
な
が
ら
、
の
ん
び
り
過
ご
す
の
は
、
村
な
ら
で
は
の
の
ど
か
な
風
景
で

あ
る
。

日
が
か
た
む
き
は
じ
め
、
涼
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
人
び
と
は
再
び
活

動
を
は
じ
め
る
。
夕
方
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
都
市
の
風
景
」
で
あ
る
。
展

示
品
は
、
色
と
り
ど
り
の
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
人
び
と
が
活
気
あ
ふ
れ
る

町
に
で
か
け
、
買
い
物
を
楽
し
む
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス

ラ
ム
教
徒
）
女
性
の
ベ
ー
ル
や
先
住
民
の
工
芸
品
な
ど
、
近
年
東
南
ア
ジ

ア
で
注
目
さ
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
化
や
先
住
民
と
い
っ
た
テ
ー
マ
も
み

ど
こ
ろ
で
あ
る
。

東
南
ア
ジ
ア
の
夜
は
長
い
。
人
び
と
は
屋
台
や
露
店
に
集
っ
た
り
、
影

絵
な
ど
を
楽
し
ん
だ
り
、
寺
院
の
境
内
で
ゲ
ー
ム
や
娯
楽
に
興
じ
る
。
夜

の
セ
ク
シ
ョ
ン
「
芸
能
と
娯
楽
」
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
夜
が
か
も
し
だ

す
妖
し
い
世
界
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

熱
帯
に
生
き
る
人
び
と
の
活
気
は
東
南
ア
ジ
ア
世
界
を
熱
く
輝
か
せ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
日
常
が
意
外
な
ほ
ど
お
だ
や
か
で
ゆ
っ
た
り
と
流

れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
朝
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
新
し
く
設
け
ら
れ
た
「
ゆ
と
ろ
ぎ
ス
ペ
ー
ス
」

に
腰
を
か
け
、
そ
ん
な
の
ん
び
り
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
時
間
の
流
れ
を
ぜ

ひ
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

一
日
が
終
わ
り
、
夜
の
空
間
を
抜
け
た
と
こ
ろ
に
は
、
朝
焼
け
に
浮
か

ぶ
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
を
描
い
た
絵
画
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。「
朝
陽
ア

ン
コ
ー
ル
」
は
、
洋
画
家
の
大お
お

熊く
ま

峻し
ゅ
ん

が
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
一

日
の
始
ま
り
を
象
徴
す
る
こ
の
絵
画
も
、
新
し
く
な
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
展

示
場
と
と
も
に
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

異東
南
ア
ジ
ア
の
世
界

種
混
淆

特
集
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樫か
し

永な
が 

真ま

佐さ

夫お

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

平ひ
ら

井い 

京き
ょ
う

之の

介す
け

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

靴
を
脱
い
で

お
上
が
り
く
だ
さ
い

台
所
の
カ
ミ
さ
ま
が

い
る
展
示
場

寺
院
を
再
現
し
た
い

一
〇
年
以
上
前
に
な
る
が
、
わ
た
し
は
ラ
オ
ス
の
仏

教
寺
院
で
出
家
し
た
こ
と
が
あ
る
。
期
間
は
わ
ず
か
三

カ
月
だ
っ
た
の
で
、
悟
り
に
い
た
る
よ
う
な
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
一
応
の
心
得
の
よ
う
な
も
の
は
身
に
つ
い
た
。

な
に
族
の
台
所
？

東
南
ア
ジ
ア
展
示
場
に
、
山
地
民
の
高
床
家
屋
に
あ

る
台
所
を
再
現
し
た
。
こ
れ
が
な
に
族
の
も
の
か
と
訊

か
れ
る
と
、
即
答
で
き
な
い
。

囲
炉
裏
、
火
棚
、
食
器
棚
、
調
理
具
類
の
多
く
は
、

ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
ン
ホ
ア
省
の
白
タ
イ
の
村
に
お
け
る

収
集
品
で
あ
る
（
同
じ
集
団
の
ラ
オ
ス
側
に
い
る
片
割
れ

が
、
赤
タ
イ
を
自
称
し
て
い
る
か
ら
や
や
こ
し
い
）。
し
か

し
そ
れ
ら
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
省
の

黒
タ
イ
の
家
屋
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
配
置
し
て
い
る
。
だ

か
ら
囲
炉
裏
端
の
女
性
に
は
ラ
オ
ス
の
タ
イ
・
ワ
ッ
ト

そ
れ
で
、
帰
国
し
た
と
き
か
ら
、
み
ん
ぱ
く
で
寺
院
を

再
現
す
る
展
示
が
し
た
い
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
。

今
回
、
実
現
す
る
に
あ
た
り
、
チ
ェ
ン
マ
イ
国
立
博

物
館
館
長
の
ニ
タ
ヤ
ー
さ
ん
に
協
力
を
依
頼
し
た
。
彼

女
は
以
前
か
ら
の
知
り
合
い
で
、
仏
教
美
術
の
専
門
家

で
あ
る
。

寺
院
の
中
心
は
も
ち
ろ
ん
仏
陀
像
だ
。
タ
イ
ら
し
い
、

ピ
カ
ピ
カ
の
真
ち
ゅ
う
製
仏
陀
像
が
よ
い
だ
ろ
う
。
観

客
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
よ
う
に
、
最
初
は
な
る
べ

く
大
き
な
も
の
を
と
考
え
た
が
、
最
終
的
に
一
メ
ー
ト

ル
程
度
の
も
の
を
選
ん
だ
。
座
っ
て
見
上
げ
た
と
き
に
、

仏
陀
像
と
ち
ょ
う
ど
目
が
合
う
よ
う
に
す
る
に
は
、
コ
ー

ナ
ー
の
広
さ
を
考
え
る
と
、
こ
れ
く
ら
い
が
バ
ラ
ン
ス
が

よ
い
。
仏
陀
像
の
国
外
も
ち
出
し
に
は
タ
イ
政
府
の
許

可
が
必
要
な
の
だ
が
、
こ
れ
は
と
て
も
簡
単
だ
っ
た
。

北
タ
イ
地
域
で
こ
の
許
可
を
出
す
の
は
チ
ェ
ン
マ
イ
国

立
博
物
館
の
館
長
、
つ
ま
り
ニ
タ
ヤ
ー
さ
ん
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

苦
労
し
た
の
は
、
仏
陀
像
を
載
せ
る
台
座
の
収
集
で

あ
る
。
蓮は
す

を
様
式
化
し
た
タ
イ
独
特
の
デ
ザ
イ
ン
の
も

の
は
日
本
で
手
に
入
ら
な
い
。
現
地
で
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
作
り
つ
け
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
既
製
品
を
売
っ

て
い
な
い
。
ニ
タ
ヤ
ー
さ
ん
の
と
り
な
し
で
、
な
ん
と
か

展
示
業
者
に
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。

の
衣
装
が
着
せ
て
あ
る
。
タ
イ
・
ワ
ッ
ト
は
ベ
ト
ナ
ム

で
は
黒
タ
イ
に
分
類
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
い
で
に
、
女
性
が
腰
か
け
て
い
る
籐と
う

椅
子
は
東
南

ア
ジ
ア
大
陸
部
で
民
族
を
こ
え
て
広
く
使
用
さ
れ
る
も

の
で
、
囲
炉
裏
の
収
集
地
に
近
い
白
タ
イ
の
村
で
得
た

か
ら
白
タ
イ
が
作
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
ザ
オ
（
瑶
族
）

や
ム
オ
ン
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
食
器
棚
も
、
一
九
八

〇
年
ご
ろ
か
ベ
ト
ナ
ム
の
都
市
部
か
ら
普
及
し
た
タ
イ

プ
で
、
そ
れ
を
器
用
に
真
似
て
現
地
の
村
人
が
組
み
立

て
た
も
の
だ
。台

所
の
カ
ミ
さ
ま
の
依
り
代

さ
て
、
台
所
で
一
番
大
事
な
の
は
、
五

徳
の
役
割
を
果
た
す
三
つ
石
で
あ
る
。

マ
イ
チ
ャ
ウ
に
あ
る
タ
イ
族
文
化
博
物

館
に
一
時
保
管
し
て
い
た
囲
炉
裏
を
取
り
に

行
っ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
館
長
が

「
こ
れ
が
一
番
、大
事
だ
よ
」
と
笑
い
な
が
ら
、

頭ず

陀だ

袋ぶ
く
ろ

を
倉
庫
か
ら
引
っ
張
り
出
し
て
き

て
、
乱
暴
に
ひ
っ
く
り
返
し
た
。
ゴ
ロ
ン
、

ゴ
ロ
ン
と
転
が
り
出
た
の
は
、
熱
と
重
さ
に

う
ま
く
い
っ
た
か
？

こ
う
し
て
で
き
た
寺
院
コ
ー
ナ
ー
だ
が
、
観
客
に
は

靴
を
脱
い
で
上
が
り
、
寺
院
の
雰
囲
気
を
体
感
し
て
も

ら
い
た
い
。
そ
れ
に
は
仏
具
一
つ
ひ
と
つ
に
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
が
あ
る
と
邪
魔
に
な
る
。
そ
こ
で
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
を
設

置
し
、
そ
の
な
か
で
展
示
品
を
解
説
す
る
こ
と
に
し
た
。

わ
た
し
の
得と
く

度ど

式
や
修
行
生
活
の
様
子
も
同
時
に
写
真

つ
き
で
紹
介
し
て
い
る
。

タ
イ
仏
教
寺
院
の
再
現
は
う
ま
く
い
っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
の
答
え
は
、
展
示
を
み
た
タ
イ
人
が
、
な
か
へ
入
っ

て
礼
拝
を
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
わ
た
し
は

考
え
て
い
る
。

一
年
三
六
五
日
耐
え
続
け
、
何
代
も
家
族
の
生
活
を
守
っ

て
き
た
堅け
ん

牢ろ
う

な
石
。
そ
ん
な
も
の
で
割
れ
損
じ
は
し
な

い
。
と
は
い
え
台
所
の
カ
ミ
さ
ま
の
依よ

り
代し
ろ

で
あ
る
。
畏

れ
か
し
こ
む
べ
き
カ
ミ
さ
ま
へ
の
仕
打
ち
に
苦
笑
し
た
。

展
示
場
で
囲
炉
裏
を
組
み
立
て
る
と
き
、
こ
の
三
つ

石
の
置
き
方
に
は
迷
わ
さ
れ
た
。
わ
た
し
が
知
る
黒
タ

イ
の
囲
炉
裏
で
は
、
手
前
に
ひ
と
つ
、
奥
に
ふ
た
つ
、

石
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
収
集
し
た
お
宅
で

は
手
前
に
ふ
た
つ
、
奥
に
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
結

局
、
原
状
を
再
現
し
て
あ
る
。

カ
ミ
さ
ま
へ
の
不
敬
不
遜
を
お
詫わ

び
し
な
い
ま
ま
で

は
い
け
な
い
。
オ
ー
プ
ン
前
日
、
わ
た
し
は
祈き

禱と
う

師し

に

扮ふ
ん

し
、
囲
炉
裏
で
お
供
え
を
お
こ
な
っ
た
。
東
南
ア
ジ

ア
で
は
カ
ミ
さ
ま
も
融
通
が
利
く
は
ず
と
、
白
タ
イ
式

と
黒
タ
イ
式
チ
ャ
ン
ポ
ン
で
祈
禱
し
た
の
が
カ
ミ
さ
ま
の

怒
り
を
か
っ
た
の
か
、
自
宅
の
台
所
で
タ
マ
ネ
ギ
を
切
る

際
に
、
包
丁
で
左
手
の
人
差
し
指
を
切
っ
て
ケ
ガ
し
た
。

「村の日常」セクション、囲炉裏の再現展示

蒸しあがったばかりのおこわを主食にしてい
るタイ系民族は多い。筆者の大好物でもある。
2008年、ベトナム、ディエンビエン省

太古に巨人が、「五徳の三つ石」山（写真中央左寄り）に大鍋をおき、
コメを蒸したと伝えられる。2013年、ベトナム、ライチャウ省

東南アジア展示場にある仏教寺院の再現展示

真ちゅう製の仏陀像
標本番号 H0276217
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福ふ
く

岡お
か 

正し
ょ
う

太た

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
が
あ
ら
わ
す
女
性
の
夢

戸と

加が

里り 

康や
す

子こ

東
京
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師

豊
か
な
影
絵
芝
居

―
マ
レ
ー
シ
ア
の
ワ
ヤ
ン

隠
し
て
魅
せ
る

イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
よ
り
、
他
人
の
前
で
は
覆
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
体
の
部
位
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
ア
ウ

ラ
ッ
ト
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
女
性
信
者
の
場
合
、
大
体
、

顔
と
手
以
外
が
こ
れ
に
当
た
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ミ

ニ
ス
カ
ー
ト
や
ホ
ッ
ト
パ
ン
ツ
、
タ
ン
ク
ト
ッ
プ
は
も
っ

て
の
ほ
か
、
ス
キ
ニ
ー
パ
ン
ツ
も
タ
イ
ト
な
ド
レ
ス
も
体

の
線
が
見
え
る
の
で
だ
め
、
髪
型
を
工
夫
し
て
み
せ
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
彼
女
た
ち
に
は
、
お
し
ゃ
れ
は
許
さ
れ

な
い
の
か
。

夜
は
影
の
世
界

影
絵
芝
居
ワ
ヤ
ン
（
正
式
に
は
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
）
と
い

う
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
じ
つ
は
マ
レ
ー
シ
ア
に
も
同
じ
名
前

の
同
じ
よ
う
な
芸
能
が
あ
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
お
も
に

じ
つ
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
衣

料
品
の
市
場
を
訪
ね
る
と
、
か
な
り
の
店
が
女
性
イ
ス

ラ
ム
教
徒
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、特
に
髪
を
覆
う
ベ
ー
ル
（
ヒ

ジ
ャ
ー
ブ
あ
る
い
は
ジ
ル
バ
ブ
）
や
関
連
す
る
小
物
を

扱
っ
て
い
る
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
に
は
、
人
気
の
イ

ス
ラ
ー
ム・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン・
ブ
ラ
ン
ド
の
店
が
並
ぶ
。
ベ
ー

ル
は
、
女
性
を
縛
る
も
の
か
と
思
い
込
ん
で
い
た
が
、
女

性
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
し
て
の
自
分
を
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル

に
表
現
す
る
手
段
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

敬
虔
に
、
そ
し
て
お
し
ゃ
れ
に

今
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
若
い
女
性
の
あ
い
だ
で
、ヒ
ジ
ャ

バ
ー
ズ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
団
体
が
注
目
を
集
め
て

い
る
。
ベ
ー
ル
を
お
し
ゃ
れ
に
着
こ
な
す
若
い
女
性
を
中

心
と
し
た
集
ま
り
だ
。
二
〇
一
〇
年
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
設

立
さ
れ
た
。
彼
女
た
ち
は
、
次
々
と
新
し
い
ベ
ー
ル
の
巻

き
方
を
工
夫
し
て
、
そ
れ
を
ビ
デ
オ
に
録
っ
て
動
画
配
信

サ
イ
ト
で
公
開
し
た
り
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、ク
ル
ア
ー

ン
を
読
む
会
や
各
界
で
活
躍
す
る
女
性
の
講
演
会
な
ど

も
開
い
て
い
る
。
一
方
、
ヒ
ジ
ャ
バ
ー
ズ
マ
ム
と
い
う
、

お
母
さ
ん
た
ち
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
る
。
こ
ち

ら
は
家
庭
を
も
ち
な
が
ら
活
躍
す
る
女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
を
発
信
し
て
い
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
を
守
り
な
が
ら
、
現
代
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
お
け
る
女
性
の
生
き
方
を
探
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
情
報
発
信
を
続
け
る
。
敬け
い

虔け
ん

か
つ
有
能
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
に
自
分
を
表
現
す

る
女
性
、
彼
女
た
ち
の
活
動
か
ら
は
、
そ
う
し
た
理
想

の
女
性
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
像
が
浮
か
ん
で
く
る
。
み
ん
な

が
そ
ん
な
女
性
に
な
れ
る
訳
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
多
く
の
女
性
に
現
代
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
の

夢
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

や
文
献
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
歴
史
に
つ
い
て
は
は
っ

き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
研
究
者
は
さ
ま
ざ

ま
な
論
拠
を
挙
げ
る
が
、
演
者
た
ち
は
そ
れ
ほ
ど
こ
だ

わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
彼
ら
の
あ
い
だ
に
は

「
ク
ラ
ン
タ
ン
の
タ
イ
系
住
民
が
ジ
ャ
ワ
か
ら
も
ち
返
っ

て
始
め
た
」
と
い
う
折
衷
案
の
よ
う
な
伝
承
も
伝
わ
っ
て

い
る
。

伝
承
の
真
偽
の
ほ
ど
は
確
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
域

に
伝
わ
る
他
の
芸
能
と
同
じ
よ
う
に
、
交
易
な
ど
で
伝

わ
っ
た
近
隣
（
と
き
に
は
遠
方
）
地
域
の
文
化
や
芸
能
を

柔
軟
に
受
け
入
れ
、
ク
ラ
ン
タ
ン
の
ワ
ヤ
ン
は
豊
か
に
発

展
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
そ

う
あ
っ
て
欲
し
い
。

半
島
東
海
岸
北
部
、
タ
イ
と
国
境
を

接
す
る
ク
ラ
ン
タ
ン
州
を
中
心
と
し
た

地
域
で
演
じ
ら
れ
て
き
た
。

ク
ラ
ン
タ
ン
州
の
州
都
コ
タ
バ
ル
、

夜
九
時
。
ワ
ヤ
ン
の
上
演
小
屋
に
は
、

白
い
ス
ク
リ
ー
ン
が
貼
ら
れ
、
色
鮮
や

か
な
人
形
の
影
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

真
ん
な
か
に
は
団う
ち

扇わ

の
よ
う
な
形
の
ポ

ホ
ン
・
ブ
リ
ン
ギ
ン
。
そ
の
両
脇
に
は

「
矢
の
神
」
と
よ
ば
れ
る
一
対
の
人
形

が
向
か
い
合
い
、
ポ
ホ
ン
・
ブ
リ
ン
ギ

ン
の
後
ろ
に
仙
人
マ
ハ
リ
シ
が
控
え
る
。

前
座
の
音
楽
が
終
わ
る
と
、
す
べ
て

の
人
形
が
ス
ク
リ
ー
ン
か
ら
と
り
払
わ

れ
、
そ
の
後
再
び
ポ
ホ
ン
・
ブ
リ
ン
ギ

ン
が
映
し
出
さ
れ
る
。
影
は
、
左
右
に

大
き
く
振
ら
れ
、
揺
れ
、
ワ
ヤ
ン
の
世

界
が
始
ま
る
。
ポ
ホ
ン
・
ブ
リ
ン
ギ
ン
が
消
え
る
と
、
マ

ハ
リ
シ
が
ゆ
っ
く
り
と
あ
ら
わ
れ
、
し
ば
ら
く
歩
い
た
後
、

真
ん
な
か
で
止
ま
る
。
そ
し
て
呪
文
を
唱
え
る
。

オ
ー
ム
、
オ
ー
ム
、
シ
ー
シ
ー
プ
ラ
シ
ー
デ
ィ
ッ
…
…

こ
の
呪
文
、
じ
つ
は
マ
レ
ー
語
で
は
な
い
。
演
者
は
タ

イ
語
だ
と
思
う
と
い
う
が
、
タ
イ
の
人
に
訊
い
て
も
意
味

は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
上
演
に
使
わ
れ
る
こ
と
ば
は
、

お
も
に
ク
ラ
ン
タ
ン
方
言
の
マ
レ
ー
語
だ
が
、
ワ
ヤ
ン
独

特
の
言
い
回
し
が
あ
り
、
ジ
ャ
ワ
語
や
タ
イ
語
の
単
語
も

多
く
混
じ
る
。

芸
能
は
交
流
で
豊
か
に
な
る

ク
ラ
ン
タ
ン
の
ワ
ヤ
ン
は
、
ジ
ャ
ワ
か
ら
伝
わ
っ
た
と

い
う
説
と
タ
イ
か
ら
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
碑
文

ヒジャーブのインナーであるチプット。
このタイプは、その形からチプット・ニン
ジャとよばれる。2014年、インドネシア、
バンドゥン

イスラーム・ファッションのお店にて。中央が筆者。2014年、イン
ドネシア、バンドゥン

上：クランタンのワヤンはこのシーンから始まる。2008年、マレーシア、コタバル
下：「芸能と娯楽」セクションに展示されているマレーシアのワヤン人形

白いスクリーンに影を映し出して物語を演じる。2013年、マレーシア、コタバル 「都市の風景」セクション、インドネシアとマレーシアのベール。マネキンも現地のもの
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近
年
、
東
南
ア
ジ
ア
の
先
住

民
は
、
N
G
O
な
ど
の
支
援
を

得
て
、
従
来
は
儀
礼
や
日
常
生

活
で
使
用
し
て
き
た
手
作
り
の

腕
輪
や
か
ご
な
ど
を
、
観
光
用

の
商
品
と
し
て
市
場
な
ど
で
販

売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

マ
レ
ー
シ
ア
の
先
住
民
オ
ラ

ン
・
ア
ス
リ
の
工
芸
品
は
、
以
前

か
ら
観
光
客
用
の
シ
ョ
ッ
プ
で

売
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
売
り

上
げ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
仲
買
人

の
懐
に
入
っ
て
し
ま
い
、
制
作
者

の
収
入
は
少
な
か
っ
た
。
二
〇
〇

〇
年
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、
事
態
は

次
第
に
変
化
す
る
よ
う
に
な
る
。

一
人
の
マ
レ
ー
人
女
性
が
立
ち
上
げ
た
「
グ
ラ
イ
・
オ
ラ
ン
・
ア
サ
ル
（
先
住
民
の
店
）」

と
い
う
N
G
O
の
協
力
の
下
、
工
芸
品
を
制
作
し
た
り
、
こ
の
N
G
O
を
通
じ
て

自
ら
の
作
品
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
仲
買
の
役

割
を
担
う
N
G
O
「
先
住
民
の
店
」
は
、
利
ざ
や
を
一
切
受
け
と
ら
ず
、
売
り
上
げ

の
す
べ
て
を
制
作
者
の
元
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

こ
う
し
た
N
G
O
の
活
動
は
、
工
芸
品
の
制
作
者
の
家
計
を
支
え
る
だ
け
で
な

く
、
工
芸
品
制
作
へ
の
若
い
世
代
の
参
入
も
促
し
て
お
り
、
伝
統
技
術
の
継
承
に
も

寄
与
す
る
活
動
に
な
っ
て
い
る
。

他
者
と
折
り
合
う
ユ
ー
モ
ア

―
バ
リ
島
仮
面
劇
ト
ペ
ン

吉よ
し

田だ 

ゆ
か
子こ

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
民
博
）

民
博 

外
来
研
究
員

ム
ス
リ
ム
を
演
じ
る

バ
リ
島
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
寺
院
の
祭
り
で
、
友
人
の

ワ
ヤ
ン
さ
ん
が
演
じ
る
仮
面
劇
を
観
て
い
た
と
き
の
こ
と
。

中
盤
の
コ
メ
デ
ィ
シ
ー
ン
が
始
ま
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
帽
を

か
ぶ
っ
た
ワ
ヤ
ン
さ
ん
が
快
活
な
伴
奏
曲
に
の
っ
て
登
場

し
た
。
彼
は
お
も
む
ろ
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
大
げ
さ
に
イ

ス
ラ
ム
風
の
祈
り
の
し
ぐ
さ
を
し
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
儀

礼
の
真
っ
最
中
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
祈
り
を
あ
げ
る
と
い

う
少
々
ど
ぎ
つ
い
ギ
ャ
グ
に
、
観
客
た
ち
は
少
し
の
驚
き

を
交
え
な
が
ら
、
笑
い
声
を
あ
げ
た
。

バ
リ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
に
属
す
る
小
島
で

あ
る
。
バ
リ
の
人
口
の
約
八
割
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で

あ
る
が
、
国
全
体
で
は
約
九
割
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ

る
。
そ
ん
な
バ
リ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
り
、
イ
ス

ラ
ム
教
徒
と
は
、
国
内
で
圧
倒
的
な
影
響
力
を
も
ち
、

日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
も
か
か
わ
ら
ず
に
は

お
れ
な
い
異
教
徒
で
あ
る
。

異
種
混
淆
の
ト
ペ
ン
の
世
界

こ
の
仮
面
劇
は
ト
ペ
ン
と
よ
ば
れ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

の
各
種
の
儀
礼
に
お
い
て
、
そ
こ
に
集
う
神
々
、
人
間

の
参
拝
客
、
そ
し
て
悪
霊
た
ち
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に

上
演
さ
れ
る
。
軸
と
な
る
の
は
王
や
大
臣
な
ど
歴
史
上

の
英
雄
た
ち
の
物
語
で
あ
る
。
時
代
劇
で
あ
る
が
、
中

盤
以
降
は
、
時
事
問
題
や
現
在
の
村
の
ゴ
シ
ッ
プ
な
ど

が
コ
メ
デ
ィ
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
る
。
壮
麗
な
王
族
貴

族
の
歴
史
物
語
と
生
活
感
溢あ
ふ

れ
る
現
代
の
話
題
を
付
き

合
わ
せ
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
楽
し
む
。
こ
う
し
て
儀
礼

の
場
に
、
過
去
と
現
在
、
祖
先
の
世
界
と
我
々
の
世
界

が
交
錯
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
空
間
が
開
か
れ
る
の
で

あ
る
。

外
国
人
観
光
客
の
姿
は
バ
リ
の
日
常
の
風
景
の
一
部

と
な
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
も
恰か
っ

好こ
う

の
ト
ペ
ン
の
題
材
だ
。

演
者
は
誇
張
し
た
高
い
鼻
の
仮
面
を
つ
け
、き
ょ
ろ
き
ょ

ろ
と
辺
り
を
見
回
し
、
英
語
な
ま
り
の
つ
た
な
い
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
語
で
ナ
ン
セ
ン
ス
な
物
言
い
を
す
る
。
米
国

人
研
究
者
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
バ
リ

の
人
び
と
は
、
圧
倒
的
な
か
た
ち
で
迫
っ
て
く
る
西
欧

諸
国
の
影
響
を
、
ト
ペ
ン
の
な
か
で
笑
い
と
ば
し
、
歴

史
の
な
か
に
消
化
す
る
こ
と
で
対
処
し
て
き
た
。
現
在
、

政
治
的
経
済
的
利
害
が
対
立
す
る
こ
と
も
多
い
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
。
そ
の

緊
張
関
係
の
な
か
で
試
み
ら
れ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
道

化
も
ま
た
、
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
彼
ら
と
な
ん
と
か
折

り
合
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
方
法
の
模
索
と
い
え
そ
う
だ
。

平ひ
ら

井い 

京き
ょ
う

之の

介す
け

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

信の
ぶ

田た 

敏と
し

宏ひ
ろ

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

た
ん
ぼ
道
、

女
工
と
僧
の
す
れ
違
い

先
住
民
の
店

タ
イ
の
田
舎
の
た
ん
ぼ
道
。
車
が
一
台
や
っ
と
と
お
れ
る
く
ら
い
の
広
さ
で
あ
る
。

朝
七
時
前
、
出
勤
途
中
の
若
い
女
性
が
修
行
僧
の
一
団
に
会
う
。

列
を
な
し
て
歩
く
修
行
僧
た
ち
は
托た
く

鉢は
つ

へ
い
く
と
こ
ろ
だ
。
鉢
を
も
っ
て
近
隣
の

村
々
を
歩
き
、
家
の
前
に
立
つ
村
人
か
ら
施
し
の
米
や
お
か
ず
を
受
け
て
ま
わ
る
。

女
性
は
日
系
の
組
立
工
場
で
働
い
て
い
る
。
工
場
は
自
宅
か
ら
二
〇
キ
ロ
ほ
ど
離

れ
た
工
業
団
地
内
に
あ
る
。
彼
女
が
乗
る
バ
イ
ク
は
、
タ
イ
で
人
気
が
高
い
ホ
ン
ダ

「
ド
リ
ー
ム
」。
そ
の
名
の
と
お
り
、
農
村
の
若
者
に
と
っ
て
は
「
夢
」
の
乗
り
物
で

あ
る
。
彼
女
は
こ
れ
を
二
年
ロ
ー
ン
で
買
い
、
月
々
返
済
し
て
い
る
。

向
こ
う
か
ら
僧
が
や
っ
て
く
る
の
に
気
づ
い
た
彼
女
は
、
そ
の
手
前
で
脇
に
寄
っ

て
エ
ン
ジ
ン
を
止
め
、
乗
っ
て
い
た
バ
イ
ク
を
降
り
た
。
僧
を
先
に
と
お
す
た
め
だ
。

こ
れ
に
は
ふ
た
つ
の

意
味
が
あ
る
。
ひ

と
つ
は
敬
意
を
示

す
こ
と
。
も
う
ひ
と

つ
は
確
実
に
接
触

を
避
け
る
こ
と
。

僧
が
女
性
に
触

れ
る
こ
と
は
戒
律

違
反
。
触
れ
た
ら

最
後
、
そ
れ
ま
で

の
修
行
の
成
果
が

水
の
泡
に
な
る
そ

う
だ
。

イスラム教徒を演じて客の笑いをとるワヤンさん。2010年、インドネシア、バリ島

東南アジア展示場入口にある「女工と托鉢（たくはつ）僧」の展示

工芸品イベントで店を出すNGO「先住民の店」。2005年、マレーシア、クアラルンプール

外国人観光客の役を演じる。2007年、インドネシア、バリ島
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○○してみました世界のフィールド

敦煌

末
すえ

森
もり

 薫
かおる

　民博 機関研究員

敦煌莫高窟の日々

中
国
甘か
ん

粛し
ゅ
く

省し
ょ
うの

西
端
に
あ
る
敦と
ん
こ
う煌

は
、
東
西
文
明
を
つ
な
ぐ
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
要

衝
と
し
て
、
古
く
か
ら
人
び
と
が
行
き
交
う
場
所
で
あ
っ
た
。
敦
煌
の
街
か
ら
東
南
に

二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
砂
漠
の
な
か
に
、
世
界
遺
産
と
し
て
も
有
名
な
敦
煌
莫ば
っ

高こ
う

窟く
つ
が
存
在
す
る
。
南
北
一
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
崖
面
に
、
五
〇
〇
近
く
の
洞
窟

が
穿う
が
た
れ
、
そ
の
な
か
に
は
彩
色
豊
か
な
仏
教
の
壁
画
や
彫
像
が
残
さ
れ
る
。

わ
た
し
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
東
京
文
化
財
研
究
所
と
敦
煌

研
究
院
が
共
同
で
実
施
し
た
「
敦
煌
壁
画
の
保
護
に
関
す
る
日
中
共
同
研
究
」
に
研
修

生
と
し
て
参
加
す
る
機
会
を
得
て
、
四
カ
月
の
と
き
を
敦
煌
莫
高
窟
で
過
ご
し
た
。

朝
、太
陽
が
昇
る
と
、東
を
向
く
崖
面
に
光
が
反
射
す
る
。
そ
の
光
景
を
眺
め
な
が
ら
、

ラ
ジ
オ
体
操
の
音
源
に
合
わ
せ
て
体
を
動
か
す
の
が
日
課
で
あ
っ
た
。
昼
間
は
国
内
外

か
ら
訪
れ
た
大
勢
の
観
光
客
で
溢あ
ふ
れ
か
え
る
洞
窟
を
横
目
に
、
壁
画
の
保
存
修
復
を
は

じ
め
と
し
て
敦
煌
莫
高
窟
で
取
り
組
ま
れ
る
多
方
面
の
活
動
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
洞
窟

が
閉
じ
ら
れ
る
夕
方
を
迎
え
る
と
、
潮
を
引
い
た
よ
う
に
人
び
と
は
去
り
、
静
寂
の
と

き
が
訪
れ
る
。
夜
に
は
、
月
や
星
の
明
か
り
の
な
か
に
潜
む
洞
窟
の
気
配
を
感
じ
な
が

ら
、
友
人
た
ち
と
夜
の
ひ
と
と
き
を
饗き
ょ
うし
た
。

こ
の
日
常
を
繰
り
返
す
な
か
で
、
短
期
的
に
訪
れ
る
だ
け
で
は
知
る
こ
と
の
で
き
な

い
文
化
遺
産
と
人
び
と
と
の
か
か
わ
り
を
知
っ
た
。
悠
久
の
歴
史
を
も
つ
敦
煌
莫
高
窟

の
周
辺
で
は
、
文
化
遺
産
を
護ま
も
る
人
び
と
、
文
化
遺
産
と
生
き
る
人
び
と
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
営
み
を
繰
り
広
げ
て
い
た
。

文
化
遺
産
を
護
る
人
び
と

敦
煌
莫
高
窟
の
研
究
お
よ
び
管
理
を一手
に
担
う
敦
煌
研
究
院
で
は
、
職
員
が
そ
れ

ぞ
れ
の
専
門
を
活
か
し
て
、
文
化
遺
産
の
研
究
や
管
理
、
保
存
に
携
わ
っ
て
い
る
。
敦

煌
出
身
の
者
も
い
る
が
、
中
国
各
地
か
ら
、
敦
煌
へ
と
導
か
れ
て
き
た
者
も
多
い
。

文
化
遺
産
の
保
護
に
あ
た
る
専
門
家
は
、
敦
煌
莫
高
窟
に
忍
び
寄
る
さ
ま
ざ
ま
な

リ
ス
ク
と
向
き
合
い
、
そ
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
砂
漠
か
ら
運
ば
れ
る

砂
は
、
洞
窟
の
な
か
の
壁
画
や
彫
像
を
痛
め
る
大
き
な
天
敵
と
な
る
。
洞
窟
の
上
部
で

は
、
植
物
や
ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
て
、
砂
が
洞
窟
に
入
る
の
を
防
ぐ
試
み
が
進
め
ら
れ
る
。

ま
た
連
日
訪
れ
る
観
光
客
の
管
理
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
、一
般

に
開
放
す
る
洞
窟
の
制
限
や
同
時
に
入
れ
る
人
数
の
調
整
が
お
こ
な
わ
れ
る
ほ
か
、
温

湿
度
や
二
酸
化
炭
素
濃
度
な
ど
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
洞
窟
内
の
環
境
を
随
時
確
認
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
種
々
の
劣
化
の
症
状
が
見
ら
れ
る
壁
画
や
彫
像
に
対
し
て
、
適
切

な
方
法
を
検
討
し
た
う
え
で
保
存
修
復
作
業
が
進
め
ら
れ
る
。
彼
ら
の
取
り
組
み
に
、

終
わ
り
は
な
い
。

文
化
遺
産
と
生
き
る
人
び
と

他
方
、
レ
ス
ト
ラ
ン
や
土
産
物
屋
の
従
業
員
、
清
掃
員
、
警
備
員
、
観
光
ガ
イ
ド
な

ど
、
文
化
遺
産
に
関
係
す
る
多
様
な
職
に
つ
く
人
び
と
と
敦
煌
莫
高
窟
の
周
辺
で
大
勢

出
会
っ
た
。
地
元
の
人
び
と
に
と
っ
て
文
化
遺
産
は
生
き
る
糧
で
も
あ
る
。

二
〇一四
年
一〇
月
、
調
査
で
久
々
に
敦
煌
莫
高
窟
を
訪
れ
、
研
修
中
に
出
会
っ
た
人

び
と
を
探
し
て
歩
い
た
。
ま
ず
は
、
滞
在
し
た
ホ
テ
ル
、
三
食
を
賄
ま
か
な
っ
て
く
れ
た
レ
ス

ト
ラ
ン
を
訪
問
し
た
が
、オ
ー
ナ
ー
を
は
じ
め
、知
っ
て
い
る
従
業
員
は
、誰
も
い
な
か
っ

た
。
当
時
と
変
わ
ら
ぬ
景
色
を
眺
め
な
が
ら
も
、
と
き
の
流
れ
を
感
じ
た
。

し
ば
ら
く
歩
み
を
進
め
る
と
、
見
知
っ
た
姿
が
目
に
入
っ
た
。
以
前
ホ
テ
ル
と
レ
ス

ト
ラ
ン
を
切
り
盛
り
し
て
い
た
彼
は
、
洞
窟
の
近
く
に
あ
る
売
店
の
オ
ー
ナ
ー
へ
と
転

身
を
遂
げ
て
い
た
。
彼
が
作
る
懐
か
し
の
料
理
を
食
べ
な
が
ら
、
共
通
の
知
り
合
い
の

近
況
を
聞
い
た
。
土
産
物
屋
で
物
売
り
を
し
な
が
ら
ガ
イ
ド
を
目
指
し
て
い
た
友
人
は
、

そ
の
夢
を
叶
え
、
各
地
か
ら
や
っ
て
く
る
人
び
と
を
連
れ
て
、
敦
煌
莫
高
窟
に
通
っ
て

い
る
と
い
う
。
当
時
と
は
立
場
や
職
を
変
え
て
い
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
そ
の

多
く
は
や
は
り
文
化
遺
産
と
関
係
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
。

　
敦
煌
莫
高
窟
で
の
日
々
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
は
、
文
化
遺
産
が
、
過
去
の
芸
術
や
歴

史
、
宗
教
観
を
現
在
に
伝
え
る
存
在
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
代
に
生
き
る
人
び
と
を
つ

な
ぐ
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
経
験
か
ら
得
た
感
覚
は
、
そ
の
後
の

研
究
活
動
や
文
化
遺
産
の
周
辺
に
生
き
る
人
び
と
と
の
関
係
を
築
く
う
え
で
の
大
き
な

よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。

朝陽を浴びる敦煌莫高窟

壁画の保存修復について学ぶ筆者（左から2番目）

古代シルクロード文化の様子を伝える敦煌莫高窟。信仰の場として受け継がれ、
今では保護や観光の対象として、多くの人を集める。ときの流れとともに行き交う
人びとの様子を眺めてきた洞窟は、ただそこにたたずみ、人びととつながり続ける。

写真：莫高窟警備員との夜宴（左から2番目が筆者）土産物屋で働く友人。のちにガイドに転身した
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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
展
示
観
覧
券
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

「
韓
日
食
博

―
わ
か
ち
あ
い
・
お
も
て
な
し
の

か
た
ち
」

五
感
で
味
わ
う
韓
国
と
日
本
の「
食
」文
化
。
体
感
で

き
る
新
し
い「
食
」の
展
覧
会
で
す
。
両
国
の
食
文
化

が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
な
ど

「
食
」に
関
す
る
文
化
的
な
関
心
が
高
ま
る
な
か
、
日

韓
国
交
正
常
化
50
周
年
を
記
念
し
て
、
韓
国
国
立
民

俗
博
物
館
と
共
同
で
開
催
し
ま
す
。

会
期　

8
月
27
日（
木
）〜
11
月
10
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

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
に
暮
ら
す
先
住
民
族
ナ
ナ
イ
の
村
落
で

あ
る
シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
村
の
岩
面
画
に
つ
い
て
拓

本
と
写
真
を
使
っ
て
世
界
で
初
め
て
一
斉
に
紹
介
し

ま
す
。

会
期　

7
月
21
日（
火
）ま
で

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
南
ア
ジ
ア
展
示
に
あ
わ
せ
て
、
そ
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

◆
夏
休
み
こ
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
キ
ラ
キ
ラ　

カ
ラ
フ
ル　

イ
ン
ド
布

  

―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
挑
戦
！
」

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

「
点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

日
時　

7
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

台
湾
光
点
計
画
講
座

「
台
湾
客
家
文
化
を
学
ぶ
」

日
時　

7
月
11
日（
土
） 

13
時
〜
16
時
45
分

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
90
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
先
着
順

お
問
い
合
わ
せ
先

河
合
洋
尚
研
究
室

kaw
aihiro

nao
@

id
c.m

inp
aku.ac.jp

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
―
世
界
の

『
民
芸
』―
」

好
評
に
つ
き
大
阪
・
梅
田
の
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

で
連
続
講
座
の
第
2
弾
を
開
催
！

時
間　

19
時
〜
20
時
30
分

会
場　

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
北
館
1
階

　
　
　

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
「
カ
フ
ェ
ラ
ボ
」

※
要
事
前
申
込
、
参
加
費
5
0
0
円
（
１
ド
リ
ン
ク

付
き
）、
定
員
各
回
50
名

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館

　
　
　

一
般
社
団
法
人 

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

7
月
1
日（
水
）

講
師　

印
東
道
子
（
本
館 

教
授
）

メ
イ
ド　

イ
ン　

オ
セ
ア
ニ
ア
―
素
材
を
活
か
し

た
機
能
美

7
月
8
日（
水
）

講
師　

鈴
木
七
美
（
本
館 

教
授
）

ア
メ
リ
カ
ン
・
キ
ル
ト
の
世
界
―
キ
ル
ト
の
あ
る

生
活
、
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
す
る
人
び
と

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

一
般
財
団
法
人 

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

0
6
･
6
3
7
2
･
6
5
3
0

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
。

日
時　

8
月
1
日（
土
） 

10
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
集
合
10
時
20
分
）

場
所　

ナ
ビ
ひ
ろ
ば
、
本
館
展
示
場

※
要
事
前
申
込
、
定
員
12
名
、
参
加
費
5
0
0
円
、

申
込
は
定
員
に
達
し
次
第
受
付
終
了

「
は
じ
め
の
一
歩　

や
っ
て
み
よ
う
ミ
ラ
ー
刺
繍
」

日
時　

6
月
〜
8
月
の
毎
週
木
曜
・
土
曜

　
　
　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分
（
16
時
ま
で
受
付
）

場
所　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

プ
ロ
グ
ラ
ム

①
ミ
ラ
ー
刺
繍
の
仕
組
み
（
参
加
無
料
）

②
ス
パ
ン
コ
ー
ル
を
つ
け
て
み
よ
う
（
参
加
費
50
円
）

※
申
込
不
要
、
小
学
生
か
ら
大
人
ま
で
（
小
学
3
年

生
以
下
は
保
護
者
同
伴
の
こ
と
）
刺
繍
初
心
者
向
け

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

イ
ン
ド
映
画
特
集

現
代
イ
ン
ド
を
表
現
す
る
各
言
語
に
よ
る
イ
ン
ド
映

画
を
、
イ
ン
ド
研
究
者
に
よ
る
解
説
付
き
で
4
回
に

わ
た
っ
て
上
映
い
た
し
ま
す
。

7
月
20
日（
月
・
祝
）

「
フ
ァ
ン
ド
リ
ー
」

7
月
25
日（
土
）

「
カ
ー
ン
チ
ワ
ラ
ム

―
サ
リ
ー
を
織
る
人
」

8
月
2
日（
日
）

「
M
r.
＆
M
r
s.
ア
イ
ヤ
ル
」

8
月
8
日（
土
）

「
D
D
L
J

―
勇
者
は
花
嫁
を
奪
う
」

各
回
13
時
30
分
〜
16
時
30
分
（
開
場
13
時
）

た
だ
し
、
8
月
8
日（
土
）の
み
13
時
〜
16
時
30
分 

（
開
場
12
時
30
分
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券
、
先
着
順
（
整
理
券

は
配
付
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

※
各
日
11
時
30
分
よ
り
南
ア
ジ
ア
展
示
場
に
て
ミ
ニ

レ
ク
チ
ャ
ー
あ
り
、
8
月
8
日（
土
） 

の
み
11
時
か
ら
。

◆
展
示
場
ク
イ
ズ

「
み
ん
ぱ
Ｑ
」
南
ア
ジ
ア
編

日
時　

7
月
23
日（
木
）〜
8
月
25
日（
火
）

会
場　

本
館
南
ア
ジ
ア
展
示
場

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

共
催　

産
経
新
聞
社
、近
鉄
文
化
サ
ロ
ン
、ス
ペ
ー
ス
9

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
千
里
文
化
財
団

7
月
8
日（
水
）

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
故
郷
―
メ
キ
シ
コ
と
中
央
ア
メ
リ
カ

講
師　

鈴
木
紀
（
本
館 

准
教
授
）

7
月
22
日（
水
）

武
器
を
ア
ー
ト
に
―
ア
フ
リ
カ
・
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
に

お
け
る
平
和
構
築

講
師　

𠮷
田
憲
司
（
本
館 

教
授
）

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

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

●
夏
休
み
観
覧
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

夏
の
観
覧
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
8
月
1
日（
土
）か

ら
8
月
25
日（
火
）ま
で
実
施
し
ま
す
。
対
象
は
高
校

生
以
下
と
65
歳
以
上
の
方
で
す
。

●
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
の
情
報
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

人
間
文
化
研
究
機
構
の
現
代
イ
ン
ド
地
域
研
究
国
立

民
族
学
博
物
館
拠
点
で
は
、
4
月
25
日
に
発
生
し
た

ネ
パ
ー
ル
大
地
震
関
連
の
情
報
を
集
積
し
た
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

U
R

L　

h
ttp

://w
w

w
.m

in
p

aku
.ac.jp

/n
ih

u
/

m
in d

as/nep
al_earthq

uake2015_j.htm
l

※
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

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
5
回　

8
月
1
日（
土
）

イ
ン
ド
を
彩
る
日
本
の
タ
イ
ル

―
イ
ン
ド
近
代
化
遺
産
の
も
う
ひ
と
つ
の
物
語

講
師　

豊
山
亜
希（
現
代
イ
ン
ド
地
域
研
究
国
立
民
族
学
博
物
館

拠
点 

拠
点
研
究
員
）

日
本
で
も
最
近
耳
に
す
る
文
化
遺
産
の
あ
ら
た
な
概
念
「
近
代
化

遺
産
」。
イ
ン
ド
で
は
い
ま
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
の
記
憶

を
伝
え
る
多
様
な
「
印
洋
」
折
衷
建
築
の
再
評
価
が
進
ん
で
い
ま

す
。
そ
れ
ら
建
築
を
彩
る
タ
イ
ル
自
体
、
衛
生
観
念
の
浸
透
と
と

も
に
普
及
し
た
近
代
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。
植
物
文
様
や
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
神
が
み
を
表
し
た
色
彩
豊
か
な
タ
イ
ル
の
多
く
が
、
じ

つ
は
日
本
で
製
作
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
小
さ
な
「
文
化
遺
産
」
を

手
が
か
り
に
、
激
動
の
近
代
史
に
隠
さ
れ
た
日
本
と
イ
ン
ド
の
交

流
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。

●
講
義
と
併
せ
、
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

第
4
4
6
回　

9
月
5
日（
土
）

日
韓
の
汁
文
化
と
発
酵
食
品

講
師　

福
留
奈
美
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
専
門
食
育
士
）

●
講
義
と
併
せ
、
発
酵
調
味
料
等
の
味
わ
い
体
験
を
含
む
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
お
こ
な
い
ま
す
。

東
京
講
演
会

会
場　

J
I
C
A
地
球
ひ
ろ
ば　

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
6
0
0

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
、
会
員
無
料
・
一
般
5
0
0
円
）

第
1
1
3
回　

8
月
23
日（
日
） 

14
時
〜
16
時

食
の
歳
時
記

―
ベ
ト
ナ
ム
、
黒
タ
イ
の
村
か
ら

講
師　

樫
永
真
佐
夫
（
本
館 

准
教
授
）

山
が
ち
な
西
北
ベ
ト
ナ
ム
に
は
、
地
形
や
高
低
に
応
じ
て
さ
ま
ざ

ま
な
民
族
が
住
み
分
け
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
盆
地
で
水
田
を
つ

く
っ
て
い
る
黒
タ
イ
は
、
モ
チ
米
が
主
食
で
す
。
彼
ら
の
食
卓
は
、

季
節
の
移
り
変
わ
り
に
応
じ
、
素
材
の
特
性
を
活
か
し
た
さ
ま
ざ

ま
な
旬
の
食
材
で
豊
か
に
彩
ら
れ
ま
す
。
講
演
会
で
は
黒
タ
イ
の

食
を
歳
時
記
風
に
と
り
あ
げ
、
そ
こ
か
ら
モ
ノ
、
習
慣
、
信
仰
、

近
隣
の
民
族
と
の
関
わ
り
な
ど
、
彼
ら
の
生
活
の
実
相
に
迫
り

ま
す
。

●
講
義
と
併
せ
、
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

刊行物紹介
■ヌカ・K・ゴッツフレッセン 作・画、
沢広あや 訳、岸上伸啓 監修
『極北の大地・グリーンランドの夜明け
 ―THE FIRST STEPS』
清水弘文堂書房　3,0 0 0円 （税抜）

グリーンランドに人類
が初めて足を踏みい
れた4500年ぐらい前
の時代の生活を描き
出したグラフィック･ノ
ベル。本書は、デンマー
ク国立博物館の考古
学者が情報を提供し、
それをもとにイヌイッ
トの漫画家ゴッツフ
レッセンが描いたもの。

第
4
4
6
回　

7
月
18
日（
土
）

大
陸
中
央
の
末
端
へ
―
パ
キ
ス
タ
ン
の
山
奥
で
言
語
を
探
す

講
師　

吉
岡
乾
（
本
館 

助
教
）

ヒ
ト
の
移
動
や
く
ら
し
の
中
心
は
平
地
で
す
。生
活
世
界
の

「
端
っ
こ
」と
い
う
の
は
何
も
、陸
地
の
縁
の
海
に
面
し
た
部
分

ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。山
奥

も
ま
た
、「
端
っ
こ
」に
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
端
っ
こ
の
最
た
る
ひ
と
つ

で
も
あ
る
、〝
世
界
の
屋
根
〞と
呼

ば
れ
る
地
域
で
は
、ど
う
い
っ
た

人
び
と
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
話

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

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
。

7
月
5
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

シ
カ
チ
・
ア
リ
ャ
ン
の
岩
面
画
の
成
立
年
代
と
日
本
の
縄
文
時
代

話
者　

佐
々
木
史
郎
（
本
館 

教
授
）

7
月
12
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

イ
ン
ド
の
新
し
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

話
者　

杉
本
良
男
（
本
館 

教
授
）

7
月
19
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

イ
ン
ド
の
お
手
伝
い
さ
ん

―
女
性
家
事
労
働
を
考
え
る

話
者　

松
尾
瑞
穂
（
本
館 

准
教
授
）

7
月
26
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

言
語
か
ら
歴
史
を
読
み
解
く

―
南
ア
ジ
ア
を
例
に
し
て

話
者　

吉
岡
乾
（
本
館 

助
教
）

■杉本良男 著
『スリランカで運命論者になる
―仏教とカーストが生きる島』
臨川書店　2,0 0 0円 （税抜）

仏教とカーストが生き
る島スリランカでのさ
まざまな調査経験を
通じて、次第に現地の
社会文化に引き込ま
れて行った人類学者
の軌跡を詳細にたどり、
その後の南インドでの
経験についても述べ
ている。

■浜田明範 著
『薬剤と健康保険の人類学
―ガーナ南部における生物医療を
めぐって』
風響社　3,60 0円 （税抜）

生物医療（病院で行わ
れているタイプの医療）
が先進国のようには
普及していないと思わ
れるアフリカにおいて、
「意外にも」身近な存在
となっている薬剤や
健康保険。その実態を
起点に、医療と人間・
社会の関係を逆照射
する野心的な論考。

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　

8
月
23
日（
日
）ま
で

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

ウ
ル
タ
ル
峰
と
バ
ル
テ
ィ
ッ
ト

城
砦
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辛
さ
は
世
界
レ
ベ
ル

辛
い
料
理
と
い
え
ば
、
タ
イ
や
メ
キ
シ
コ
が
よ
く
連

想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
西
ア
フ
リ
カ
の
料
理
も
か
な
り

辛
い
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
で
も
最
近
よ
く
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
メ

ジ
ャ
ー
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
料
理
に
比
べ
る
と
、
サ
ハ
ラ
砂

漠
以
南
の
ア
フ
リ
カ
料
理
は
ご
く
限
ら
れ
た
レ
ス
ト
ラ

ン
で
し
か
味
わ
え
な
い
の
で
、
知
名
度
が
低
い
の
は
無

理
も
な
い
だ
ろ
う
。

西
ア
フ
リ
カ
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
と
り
わ
け
南
西
部

の
ヨ
ル
バ
の
人
び
と
の
料
理
は
、
日
本
人
の
感
覚
か
ら

す
る
と
激
辛
だ
。
主
食
の
イ
モ
に
、
肉
や
魚
と
野
菜
を

煮
込
ん
だ
シ
チ
ュ
ー
を
あ
わ
せ
た
も
の
が
定
番
で
あ
る
。

豆
ご
飯
や
炊
き
込
み
ご
飯
に
肉
や
卵
を
添
え
た
ワ
ン
プ

レ
ー
ト
料
理
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
だ
が
、
と
も
か
く
ど
れ
も

激
し
く
辛
い
。

辛
さ
の
源
は
「
ペ
ペ
」
の
よ
び
名
で
親
し
ま
れ
て
い

る
唐
辛
子
、
ス
コ
ッ
チ
・
ボ
ネ
ッ
ト
だ
。
日
本
で
一
般

的
な
「
鷹
の
爪
」
に
比
べ
て
、
丸
く
ふ
ん
わ
り
と
し
た

可
愛
ら
し
い
容
貌
と
は
裏
腹
に
火
傷
を
負
わ
せ
る
辛
さ

を
孕は

ら

む
。
そ
こ
に
フ
ル
ー
テ
ィ
な
香
り
が
絶
妙
に
溶
け

込
ん
だ
ペ
ペ
は
、
料
理
に
欠
か
せ
な
い
。

ネ
バ
ネ
バ
は
日
本
と
同
じ

ペ
ペ
の
辛
味
に
加
え
、
ネ
バ
ネ
バ
感
も
大
変
好
ま
れ

る
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
南
西
部
で
は
、
ペ
ペ
と
ト
マ
ト
を

ベ
ー
ス
に
し
た
基
本
の
シ
チ
ュ
ー
に
オ
ク
ラ
や
モ
ロ
ヘ

イ
ヤ
を
ス
ー
プ
状
に
し
た
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
鮮

や
か
な
緑
が
粘
る
透
明
の
糸
と
と
も
に
赤
い
シ
チ
ュ
ー

で
整
え
ら
れ
る
。「
ク
ノ
ー
ル
・
チ
キ
ン
コ
ン
ソ
メ
」

「
マ
ギ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
」
と
い
う
私
た
ち
に
馴
染
み
深

い
あ
の
味
で
あ
る
。
こ
う
し
た
化
学
調
味
料
入
り
の
洋

ナイジェリアの激辛ネバネバシチュー

オベ・エウェドゥ

緒
お

方
がた

 しらべ 　日本学術振興会特別研究員（九州大学）
	 民博	外来研究員

風
だ
し
は
食
料
品
店
に
必
ず
並
ん
で
お
り
、
約
六
円

（
約
五
グ
ラ
ム
）
か
ら
手
に
入
る
。
日
本
の
食
品
企
業
、

「
味
の
素
」
も
一
九
九
一
年
よ
り
う
ま
味
調
味
料
「A

JI-

N
O

-M
O

TO

」
を
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ

ア
の
シ
チ
ュ
ー
向
け
の
洋
風
だ
し
「M

aD
ish

」
を
販

売
し
て
い
る
ほ
ど
需
要
は
高
い
。

と
は
い
え
、
洋
風
だ
し
の
到
来
以
前
よ
り
西
ア
フ
リ

カ
で
生
産
さ
れ
て
き
た
調
味
料
も
使
わ
れ
る
。
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
南
西
部
で
は
、
イ
ル
と
よ
ば
れ
る
発
酵
し
た

ア
フ
リ
カ
イ
ナ
ゴ
マ
メ
（
ヒ
ロ
ハ
フ
サ
マ
メ
ノ
キ
の
種

子
）
が
使
わ
れ
、
そ
れ
は
魚
介
や
動
物
、
昆
布
や
椎し
い
た
け茸

の
だ
し
と
は
ど
こ
か
違
う
う
ま
味
を
生
み
出
す
。
風
味

は
日
本
の
干
し
納
豆
に
少
し
似
て
い
る
。
イ
ル
は
小
さ

な
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
詰
め
ら
れ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
南
西
部

で
は
も
っ
ぱ
ら
女
性
が
切
り
盛
り
す
る
八
百
屋
で
一
袋

約
六
円
で
売
ら
れ
る
。
土
地
の
水
と
空
気
に
ふ
れ
、
煮

炊
き
と
発
酵
に
三
日
以
上
か
け
て
で
き
る
イ
ル
は
、
シ

チ
ュ
ー
に
格
別
の
う
ま
味
を
も
た
ら
す
。
シ
チ
ュ
ー
に

ま
つ
わ
る
諺
こ
と
わ
ざは
南
西
部
だ
け
で
も
七
つ
以
上
あ
る
と
い

わ
れ
る
が
、こ
の
こ
と
か
ら
も
、シ
チ
ュ
ー
は
ナ
イ
ジ
ェ

リ
ア
の
郷
土
料
理
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

辛
く
な
い
食
べ
物
も

そ
ん
な
オ
ベ
・
エ
ウ
ェ
ド
ゥ
を
、
し
か
し
、
ナ
イ
ジ
ェ

リ
ア
で
慣
れ
親
し
ま
れ
た
味
と
言
い
切
る
の
は
難
し
い
。

あ
と
五
年
も
す
れ
ば
人
口
は
二
億
人
に
達
す
る
と
さ
れ

る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
お
い
て
、
そ
の
半
数
以
上
を
占
め

る
低
所
得
者
層
の
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
食
事
を
い

つ
も
と
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
彼
ら
の
毎
日
の

に
入
り
交
じ
り
、
見
た
目
も
栄
養
も
抜
群
だ
。
日
本
人

な
ら
、
メ
カ
ブ
や
納
豆
と
よ
く
似
た
こ
の
ネ
バ
ネ
バ
に

親
し
み
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
モ
ロ
ヘ
イ
ヤ
入
り
の
シ
チ
ュ
ー
、
オ
ベ
・
エ

ウ
ェ
ド
ゥ
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
南
西
部
の
家
庭
料
理
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
主
食
は
た
い
て
い
、
ヤ
ム
イ
モ
な
い

し
キ
ャ
ッ
サ
バ
の
粉
末
を
熱
湯
で
こ
ね
て
餅
状
に
し
た

も
の
。
こ
れ
を
手
で
一
口
サ
イ
ズ
に
ち
ぎ
り
と
っ
て
シ

チ
ュ
ー
に
く
ぐ
ら
せ
、
ネ
バ
ネ
バ
と
長
く
引
く
糸
を

一
、二
回
空
中
で
さ
さ
っ
と
巻
き
な
が
ら
口
も
と
に
運

ぶ
。
ア
ツ
ア
ツ
と
ピ
リ
ピ
リ
は
ネ
バ
ネ
バ
と
あ
い
ま
っ

て
、
喉
の
向
こ
う
へ
つ
る
り
と
降
り
て
は
腹
を
ふ
く
ら

ま
せ
て
い
く
。

洋
風
だ
し
と
ア
フ
リ
カ
イ
ナ
ゴ
マ
メ

味
は
野
菜
の
う
ま
味
と
塩
、
そ
し
て
即
席
洋
風
だ
し

食
べ
物
は
、
ガ
リ
と
い
う
最
安
値
で
手
に
入
る
キ
ャ
ッ

サ
バ
の
粗
い
粉
。
こ
れ
に
若
干
の
砂
糖
を
加
え
、
水
に

ひ
た
し
て
「
飲
む
」。
オ
ベ
・
エ
ウ
ェ
ド
ゥ
が
一
食
八
〇

円
だ
と
す
る
と
、
ガ
リ
は
二
〇
円
ほ
ど
で
と
り
あ
え
ず

腹
を
満
た
し
て
く
れ
る
。で
き
た
て
の
オ
ベ・エ
ウ
ェ
ド
ゥ

の
食
感
と
う
ま
味
を
堪た
ん
の
う能
し
つ
つ
も
、
辛
く
も
な
く
粘

り
も
し
な
い
も
の
を
毎
日
飲
む
人
た
ち
に
は
、
ま
た
別

の
慣
れ
親
し
ん
だ
味
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
た
く
な
い
。

タマネギ　大 2個

ペペ　5～10個 
（同量程度のハバネロまたは
これ以上の鷹の爪で代用可）

トマト　大 3個

パプリカ　2個

トマトピューレ　50g

モロヘイヤ　100g

洋風だし　2個 /袋（10g）

イル　1袋（約 40g）

塩、水　適量

パームオイル　大さじ3～5
（サラダ油で代用可）

オベ・エウェドゥ（4人分）

① タマネギ、ペペ、トマト、パプリカをフードプロセッサーにかける。
② トマトピューレ、パームオイルを①に加えて中火で15分ほど
煮込む。コンソメと塩で味を調えたら、これがペペとトマトの
基本のシチューとなる。

③ モロヘイヤの葉の部分だけをフードプロセッサーにかけ、それ
を沸騰した湯で 5分ほど煮立たせる。

④ 水で洗ったイルと塩を③に加え、さらに5分ほど煮る。
⑤ 皿に④をよそい、その上から②をかける。

＊ お好みで、肉や魚を②に加えて長めに煮込むとさらに美味しく
なる。主食は、ヤムやキャッサバの代わりにマッシュポテトや
白飯（餅米）でもよい。

＊ ペペやハバネロの摂取量は個人によって許容範囲が大きく異
なるので、注意が必要。

＊ イルはアフリカ食品店で手に入ることがあるが、日本で代用
できる調味料はない。

ナイジェリア南西部の八百屋。手前右からトマト、パプリカ、タマネギ。左奧（タマネ
ギの後）にイル、その右隣にペペ、女性の左手の横にモロヘイヤ、その隣はヒユ科の野菜。
2008年 8月 12日

オベ・エウェドゥ（右）と、ヤムの粉末を餅状にしたアマラ（左）。
2014年 2月 10日

ぺぺ（スコッチ・ボネット）は包丁で細かく刻むかフードプロセッサー
にかける。2009年 11月 1日

アフリカイナゴマメを発酵させた調味料、イル。
2008年 9月 10日
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危
機
言
語
は
救
え
る
か

庄し
ょ
う

司じ 

博ひ
ろ

史し 

　
民
博 

名
誉
教
授

危
機
と
向
か
う
ウ
ラ
ル
諸
語

わ
た
し
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
の
ほ

か
に
、
同
じ
ウ
ラ
ル
語
族
に
属
す
る

サ
ー
ミ
語
や
カ
レ
リ
ア
語
、
エ
ス
ト

ニ
ア
南
部
の
セ
ト
ゥ
語
と
も
か
か

わ
っ
て
き
た
。
い
ず
れ
も
母
語
話
者

は
数
万
か
ら
数
千
に
過
ぎ
ず
、
今
日

い
わ
ゆ
る
危
機
言
語
と
い
わ
れ
て
い

る
グ
ル
ー
プ
に
入
る
。
エ
ス
ト
ニ
ア

語
の
方
言
で
あ
る
セ
ト
ゥ
語
を
ふ
く

め
、
他
の
言
語
も
話
者
は
国
家
の
主

要
語
で
あ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
や
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
語
、
ロ
シ
ア
語
へ
急
速
に

シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン

言
語
の
危
機
か
ら
人
の
危
機
へ

今
日
、
存
続
の
危
機
に
瀕
し
て
い

る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ウ
ラ
ル
系
言
語

に
限
ら
な
い
。
世
界
中
で
話
者
が
急

速
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
諸
言
語
の

窮
状
が
指
摘
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、

一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
だ
っ
た
。
言

語
の
減
少
は
普
通
、
よ
り
有
力
な
言

語
へ
話
者
が
乗
り
換
え
る
言
語
交
替

に
よ
っ
て
お
こ
り
、
必
ず
し
も
人
が

消
滅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
そ
れ
を
民
族
の
消
滅
、
そ
し
て

個
々
の
言
語
に
支
え
ら
れ
て
き
た
世

界
観
や
知
識
の
消
滅
と
し
て
危
惧
す

多
く
の
報
告
書
が
発
表
さ
れ
た
。
世

界
中
で
消
滅
し
よ
う
と
す
る
言
語
の

救
済
策
が
い
く
つ
も
提
言
さ
れ
、
そ

れ
ま
で
言
語
構
造
の
記
述
に
没
頭
し

て
い
た
研
究
者
の
な
か
に
も
突
如
、

環
境
生
態
論
を
論
じ
は
じ
め
る
も
の

も
い
た
ほ
ど
だ
。

わ
た
し
は
一
九
九
四
年
、
民
博
で

北
方
少
数
言
語
の
状
況
に
つ
い
て
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
参
加
者

の
一
人
、
ア
ラ
ス
カ
大
学
の
Ｍ
・
ク

ラ
ウ
ス
氏
は
、
六
〇
〇
〇
近
く
あ
る

言
語
の
う
ち
百
年
後
ま
で
生
き
な
が

ら
え
る
の
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
満

た
な
い
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル

な
予
言
を
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
他
に
も
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学
の
ヤ

ン
フ
ネ
ン
氏
は
東
ア
ジ
ア
の
、
サ
ル

ミ
ネ
ン
氏
は
ロ
シ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
か
け
て
の
諸
言
語
の
状
況
に
詳

し
く
、
担
当
地
域
の
危
機
言
語
リ
ス

ト
は
今
日
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
危
機
言

語
地
図
（
二
〇
〇
九
年
）
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
リ
ス
ト
に
は
日
本

か
ら
も
ア
イ
ヌ
語
と
八
丈
方
言
の
ほ

か
、
沖
縄
語
、
八
重
山
、
宮
古
な
ど

琉
球
の
六
方
言
（
言
語
）
が
危
機
言

語
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。
わ
ず

か
に
残
る
こ
れ
ら
の
言
語
の
話
者
か

ら
言
語
デ
ー
タ
が
採
集
さ
れ
、
継
承

の
た
め
の
方
策
が
、
地
元
や
本
土
、

外
国
の
研
究
者
を
中
心
に
練
ら
れ
て

い
る
。

危
機
言
語
の
こ
れ
か
ら

危
機
言
語
が
認
識
さ
れ
、
そ
の
救

済
を
人
類
の
存
亡
や
民
族
、
個
人
の

尊
厳
と
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い

こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
何
千
、

何
万
と
い
う
言
語
が
地
上
に
は
生
ま

れ
、
ま
た
消
え
て
い
っ
た
の
は
間
違

い
な
い
。
こ
と
ば
の
存
続
に
命
を
か

け
る
人
が
い
る
一
方
で
、
母
語
が
消

滅
す
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
苦
痛
も

感
じ
な
い
人
び
と
が
大
半
な
の
も
現

実
で
あ
る
。
多
く
は
異
言
語
話
者
と

の
通
婚
や
同
化
政
策
を
背
景
に
主
流

言
語
に
乗
り
換
え
て
い
る
が
、
最
終

的
に
は
話
者
の
言
語
選
択
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
選
択
を
迫
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
選
択
肢
の
存
在
さ
え

知
ら
ず
に
進
む
の
が
普
通
だ
。
そ
し

て
多
く
の
場
合
、
現
実
的
な
選
択
肢

は
、
存
在
し
な
い
。
危
機
言
語
の
救

済
は
言
語
学
者
が
考
え
る
ほ
ど
単
純

な
こ
と
で
は
な
い
。

が
採
択
さ
れ
、
人
び
と
の
関
心
が
生

物
の
多
様
性
を
温
存
す
る
環
境
に
向

か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
も
な
く
生

物
の
多
様
性
は
言
語
の
多
様
性
と
も

つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
少

数
言
語
に
や
さ
し
い
環
境
は
、
そ
こ

に
住
む
生
物
、
つ
ま
り
人
類
を
と
り

ま
く
環
境
の
指
標
と
受
け
と
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

救
済
の
た
め
の
方
策

一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
世
界
中

で
危
機
言
語
関
連
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

や
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
。

日
本
で
も
膨
大
な
研
究
助
成
金
を
背

景
に
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
組
ま
れ

ド
湾
周
辺
に
は
同
じ
系
統
の
ヴ
ェ

プ
ス
語
、
リ
ー
ヴ
語
な
ど
が
あ
る

が
、
話
者
数
は
数
十
人
か
ら
数
人

で
、
ま
も
な
く
死
語
に
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
て
い
る
。

ウ
ラ
ル
系
の
言
語
は
二
〇
余
り
あ

る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
継
承

者
が
年
々
減
少
し
つ
つ
あ
り
、
こ
れ

ら
の
研
究
者
は
、
言
語
の
将
来
へ
の

存
続
に
常
に
危
機
感
を
も
っ
て
接
し

て
き
た
。
安
泰
と
い
わ
れ
る
の
は
、

国
家
を
も
つ
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
エ

ス
ト
ニ
ア
語
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
ぐ
ら

い
な
の
だ
。

あ
る
言
語
の
話
者
が
少
な
く
な
っ
た
と
き
、ユ
ネ
ス
コ
が
と
り
う
る
も
っ
と
も
効
果
的
な
保
護
措
置
は
、

無
形
文
化
遺
産
リ
ス
ト
へ
の
記
載
で
あ
ろ
う
。

無
形
文
化
遺
産
の
典
型
で
あ
る
口
頭
伝
承
は
、
個
別
の
言
語
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
か
ら
だ
。

ロシア

エストニア

ラトビア

る
人
は
少
な
く
な
い
。
た
し
か
に
今

ま
で
通
じ
て
い
た
民
族
語
が
次
第
に

目
の
前
か
ら
消
え
は
じ
め
た
こ
と
に

痛
み
を
お
ぼ
え
、
祖
先
の
智
恵
や
文

化
が
言
語
と
と
も
に
消
え
去
る
こ
と

を
嘆
く
人
が
い
る
の
は
理
解
で
き
る
。

近
年
、
個
々
の
言
語
の
盛
衰
を
環

境
生
態
学
と
結
び
付
け
る
試
み
を
と

お
し
て
、
そ
の
危
機
意
識
を
広
め
、

今
ま
で
特
に
言
語
問
題
に
関
心
の
な

か
っ
た
一
般
人
の
共
感
を
よ
ぶ
き
っ

か
け
に
な
っ
た
。
一
九
九
二
年
、
リ

オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
催
さ
れ
た
地

球
サ
ミ
ッ
ト
で「
生
物
多
様
性
条
約
」

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

セトゥ語

リーヴ語

ヴェプス語
カレリア語

サーミ語

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

フィンランドでは 1970年代にサーミ語教育が始
まり1980年代にはサーミ語で全科目の授業も
可能になった（1989年フィンランド、ウツヨキ）

年に一度のセトゥ民族祭。祭りの規模は大きくなるが
若いセトゥ語話者は減少しつつある（2005年、エス
トニア、ミッソ）

20年前10代のカレリア語話者はすでに珍しく
なっていた。夏休みに祖父母の村に帰省した
子どもたち。話すのはロシア語のみ（1996年
カレリア共和国、シェーメイェルビ）

北欧の危機言語地図
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ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
サ
ウ
ス
セ
ン
ト
ラ
ル
地
区
。
静

か
な
住
宅
街
の
一
角
に
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
派
洗
心

寺
が
あ
る
。
外
か
ら
は
寺
と
わ
か
ら
な
い
が
、
敷
地

内
に
は
大
き
な
仏
壇
と
装
飾
を
備
え
た
本
堂
、
図
書

室
や
セ
ミ
ナ
ー
室
、
日
本
の
小
学
校
の
講
堂
を
彷ほ
う

彿ふ
つ

と
さ
せ
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ホ
ー
ル
」
が
あ
る
。
中
庭

に
は
ゴ
ク
ラ
ク
チ
ョ
ウ
カ
、
フ
ェ
ン
ス
の
外
に
は
ヤ
シ

の
木
が
並
び
、
明
る
い
陽
射
し
と
と
も
に
そ
こ
が
南

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。

リ
ト
ル
東
京
と
異
な
り
、
洗
心
寺
を
訪
れ
る
日

本
人
は
多
く
な
い
。
檀だ
ん

家か

は
ロ
ス
周
辺
に
住
む
日

系
人
が
大
多
数
で
、
毎
日
曜
日
に
法
要
と
日
曜
学

校
、
仏
教
の
勉
強
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
だ
が
、

寺
の
施
設
は
、
陶
芸
教
室
、
和
太
鼓
、
雅
楽
舞
楽

な
ど
日
本
風
の
文
化
活
動
の
他
、
各
種
ダ
ン
ス
教

室
、
料
理
教
室
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽

の
練
習
や
リ
ハ
ー
サ
ル
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ア
ー

ト
の
稽
古
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、
平
日
の
夕
方

や
土
曜
日
に
は
ア
フ
リ
カ
系
、ラ
テ
ィ
ノ
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
系
、
そ
し
て
ム
ス
リ
ム
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
民
族

や
宗
教
の
人
び
と
が
寺
を
賑に
ぎ
わ
せ
る
。
洗
心
寺
は

北
米
和
太
鼓
の
パ
イ
オ
ニ
ア
「
緊き
ん

那な

羅ら

太
鼓
」
の

活
動
拠
点
で
も
あ
る
。

新
し
い
「
お
盆
ソ
ン
グ
」

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
日
系
寺
院
は
七
月
に
お
盆
を

お
こ
な
う
。
洗
心
寺
で
も
大
き
な
駐
車
場
の
中
心

に
櫓や
ぐ
らが
組
ま
れ
、メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
「
盆
お
ど
り
」

が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
年
齢
層
の

日
系
人
だ
け
で
な
く
、
近
所
に
住
む
ア
フ
リ
カ
系

や
日
頃
ソ
ー
シ
ャ
ル
ホ
ー
ル
を
利
用
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
民
族
・
宗
教
の
人
び
と
が
集
ま
り
、
輪
に
な
っ
て

踊
る
。

一
九
八
五
年
、
こ
の
寺
か
ら
英
語
の
お
盆
ソ
ン
グ

が
生
ま
れ
た
。
な
か
で
も
「Yuiyo

」「G
ardener

音
頭
」な
ど
を
手
掛
け
た
の
は
日
系
三
世
の
ノ
ブ
コ・

ミ
ヤ
モ
ト
で
あ
る
。
同
じ
く
三
世
の
洗
心
寺
住
職
マ

サ
オ
・
コ
ダ
ニ
開
教
師
が
、「
炭
坑
節
」
や
「
福
島

音
頭
」
な
ど
日
本
の
曲
に
加
え
、
日
系
人
の
生
活

体
験
を
反
映
し
た
曲
と
踊
り
が
必
要
と
考
え
て
制

作
を
依
頼
し
た
の
だ
っ
た
。
歌
詞
に
は
日
本
語
と
英

語
が
混
じ
り
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
ミ
ヤ
モ
ト
独
特
の
感

性
を
あ
ら
わ
す
ジ
ャ
ン
ル
化
で
き
な
い
も
の
だ
。
新

し
い
振
り
付
け
と
音
楽
は
、
リ
ト
ル
東
京
の
日
系
文

化
会
館
（
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
）
前
の
中
庭
で
、
他
の
寺
か

ら
も
大
勢
が
参
加
し
て
披
露
さ
れ
た
。

二
〇
一
四
年
一
〇
月
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
に
は
再
び
盆

踊
り
の
輪
が
で
き
た
。
し
か
し
今
度
の
お
盆
ソ
ン
グ

は
、
和
太
鼓
や
笛
、
三
味
線
だ
け
で
な
く
、
ジ
ェ
ン

ベ
な
ど
を
伴
っ
た
ア
フ
リ
カ
の
音
楽
と
ダ
ン
ス
、
そ

し
て
タ
ッ
プ
ダ
ン
ス
と
ハ
ラ
ナ
で
奏
で
ら
れ
る
チ

カ
ー
ノ
音
楽
と
歌
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
名
も

「
フ
ァ
ン
ダ
ン
ゴ
お
盆
」。
メ
キ
シ
コ
系
の「
死
者
の
日
」

と
「
お
盆
」
を
組
み
合
わ
せ
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

今
回
の
仕
掛
け
人
は
ノ
ブ
コ
・
ミ
ヤ
モ
ト
。「
も
っ
た

い
な
い
」を
テ
ー
マ
に
、わ
た
し
た
ち
と
地
球
と
祖
先
、

あ
ら
ゆ
る
生
命
と
の
関
係
を
、
人
種
を
超
え
て
ひ
と

つ
の
輪
に
な
っ
て
考
え
よ
う
と
い
う
企
画
だ
っ
た
。

ハ
リ
ウ
ッ
ド
か
ら
多
文
化
な
舞
台
へ

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ノ
ブ
コ
・

ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ヤ
モ
ト
は
、
一
九
三
九
年
に
ロ
サ
ン

ゼ
ル
ス
で
生
ま
れ
た
。
太
平
洋
戦
争
中
は
収
容
所

生
活
を
体
験
し
、
戦
後
に
プ
ロ
の
ダ
ン
サ
ー
と
な
っ

た
。
映
画『
王
様
と
私
』『
ウ
ェ
ス
ト
サ
イ
ド・ス
ト
ー

リ
ー
』
な
ど
に
出
演
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
フ
ラ
ワ
ー・

ド
ラ
ム
・
ソ
ン
グ
』
の
リ
ー
ド
ダ
ン
サ
ー
も
つ
と
め

た
。
し
か
し
六
〇
年
代
末
に
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
、

黒
人
運
動
な
ど
と
か
か
わ
る
よ
う
に
な
り
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
ユ
リ
・
コ
ウ
チ
ヤ
マ
ら
と
ア
ジ
ア
系
ア
メ

リ
カ
人
運
動
を
展
開
。
チ
ャ
ー
リ
ー・チ
ン
、ク
リ
ス・

イ
イ
ジ
マ
と
と
も
に
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
体

験
を
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
に
し
て
歌
い
、
多
く
の
若
者

を
運
動
へ
と
導
い
た
。

ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
カ
ン
パ

ニ
ー
と
し
て
一
九
七
三
年
に
グ
レ
ー
ト
リ
ー
プ
を
立

ち
上
げ
た
が
、
一
九
九
二
年
の
ロ
ス
暴
動
を
き
っ
か

け
に
、
多
文
化
な
舞
台
を
制
作
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
９
・
11
同
時
多
発
テ
ロ
後
に
は
ア
ラ
ブ
系
や

ブ
ラ
ッ
ク
ム
ス
リ
ム
の
人
び
と
と
の
コ
ラ
ボ
を
実

現
し
、
最
近
の
数
年
間
は
地
球
環
境
を
テ
ー
マ
に
、

音
楽
、踊
り
、歌
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
た
「B

ring 

Your O
w

n C
hopsticks

（
マ
イ
箸
を
使
お
う
）」

「M
ottainai

（
ゴ
ミ
を
減
ら
そ
う
）」「C

ycles of 

C
hange

（
自
転
車
に
乗
ろ
う
）」
と
い
っ
た
ビ
デ
オ

を
制
作
し
て
い
る
。

ミ
ヤ
モ
ト
の
周
り
に
は
い
つ
も
さ
ま
ざ
ま
な
民

族
・
宗
教
、
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
集

ま
る
。
そ
こ
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
音
楽
は
、
必
ず

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
自
身
の
物
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
若

者
の
自
己
表
現
を
ア
ー
ト
の
レ
ベ
ル
ま
で
高
め
、
同

時
に
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
と
つ
な
が
る
気
づ
き
を

促
す
「
コ
ラ
ボ
ラ
ト
リ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
開
始
か

ら
一
〇
年
に
な
る
。
ま
も
な
く
喜
寿
を
迎
え
る
彼

女
の
活
動
は
、
ま
さ
に
次
世
代
の
活
動
家
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
を
養
成
す
る
「
共コ
ラ
ボ
ラ
ト
リ

同
実
験
室
」
な
の
で
あ
る
。

ファンダンゴお盆（FandangObon）の歌い手たち

BYOC （Br ing  Your  Own 
Chopsticks）のビデオで、割り
箸おばけに扮するミヤモト。映像
はYoutubeで見ることができる

和い
ず
み泉 

真ま

澄す
み　

同
志
社
大
学
教
授

多民族の物語を紡ぐ「共同実験室」
―日系三世ノブコ・ミヤモトのパフォーマンス・アート

時代を経るにつれ変化し、より複雑化していくアメリカの文化・民族的状況。
それらを紡いでいこうとする日系三世ダンサーの活動は、パフォーマンスのもつ力
を再確認させてくれる。

右からノブコ・ミヤモト、PJ・ヒラバヤシ（サンノゼ太鼓）、藤本容子（鼓童）
の3人のコラボレーション「トライアングル・プロジェクト―タンポポの旅―」
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新
自
由
主
義
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
、
今
や
、
拡
大
す
る
経

済
的
格
差
を
ど
う
是
正
す
る
か
は
、
世
界
的
な
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
い
る
。「
マ
イ
ク
ロ
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
以
下
、
Ｍ
Ｃ
）」
は
、
貧
困
層
の
経
済

的
自
立
や
底
上
げ
を
目
的
と
し
た
無
担
保
少
額
融
資
の
こ
と
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
後
半
に
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
経
済
学
者
ム
ハ
マ
ド
・
ユ
ヌ

ス
博
士
が
考
案
体
系
化
し
、
一
九
八
三
年
、
Ｍ
Ｃ
専
門
の
銀
行
、
グ
ラ
ミ
ン

銀
行
を
創
設
し
た
。
こ
の
銀
行
の
Ｍ
Ｃ
が
と
り
わ
け
画
期
的
で
あ
っ
た
の
は
、

ま
ず
す
べ
て
の
人
間
に
は
返
済
能
力
が
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
、
ま
さ
に
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
「
信
用
」
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ま
で
は
融
資

対
象
と
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
貧
困
層
を
対
象
に
融
資
し
た
こ
と
で
あ
る
。

従
来
の
銀
行
で
は
、
借
り
手
は
富
裕
層
の
特
に
男
性
、
担
保
有
り
の
大
口

融
資
、
銀
行
で
の
窓
口
業
務
、
融
資
額
の
使
途
は
借
り
手
次
第
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
で
は
融
資
対
象
は
貧
困
層
の
特
に
女
性
、
無

担
保
で
の
小
口
融
資
、
行
員
が
出
向
く
業
務
、
融
資
目
的
は
収
入
創
出
活

動
に
限
定
、
さ
ら
に
五
人
一
組
で
の
連
帯
保
証
制
で
の
週
ご
と
の
少
額
返
済

と
、
前
者
と
は
正
反
対
の
手
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
Ｍ
Ｃ
融
資
へ
の
返
済
率
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
程
近
く
、
ま
た
多

く
の
借
り
手
が
そ
の
後
貧
困
状
態
か
ら
脱
出
し
た
こ
と
か
ら
、
世
界
的
に

も
貧
困
削
減
の
効
果
的
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

今
日
で
は
Ｍ
Ｃ
は
世
界
一
三
〇
カ
国
以
上
に
広
が
り
、
ま
た
融
資
に
加
え

て
、
貯
蓄
や
送
金
、
保
険
な
ど
の
多
様
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
マ

イ
ク
ロ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
へ
と
発
展
し
て
き
て
い
る
。
特
に
Ｉ
Ｔ
や
携
帯
電
話

の
普
及
に
よ
り
、
従
来
は
ア
ク
セ
ス
が
困
難
で
あ
っ
た
僻へ
き

地ち

へ
も
サ
ー
ビ
ス

マイクロクレジット
Microcredit

鷹
た か

木
き

 恵
け い

子
こ

　桜美林大学教授

が
よ
り
容
易
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
単
に
貧
困
層
や
女
性
だ

け
で
な
く
、
障
害
者
や
移
民
・
難
民
な
ど
、
さ
ら
に
戦
後
復
興
や
被
災
地

再
建
や
旧
社
会
主
義
国
の
資
本
主
義
経
済
へ
の
移
行
に
も
そ
の
効
果
が
期

待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
Ｍ
Ｃ
の
融
資
を
す
れ
ば
、
直
ち
に
貧
困
削
減
に
効
果
が
あ
る

と
考
え
る
の
は
短
絡
的
で
、
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
の
社
会
経

済
的
ま
た
文
化
的
実
状
に
十
分
適
し
た
融
資
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
か
に
設
計

す
る
か
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
鍵
と
な
る
。
融
資
機
関
の
限
ら
れ
た
財
源

を
い
か
に
有
効
に
貧
困
削
減
へ
と
結
び
付
け
る
の
か
、
そ
の
た
め
に
借
り
手

を
ど
の
よ
う
に
選
択
し
、
融
資
額
や
利
率
、
返
済
期
間
や
回
数
、
個
人
融

資
か
集
団
連
帯
制
で
の
融
資
か
、
助
言
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
ど
う
お
こ
な
う

か
な
ど
、
Ｍ
Ｃ
の
設
計
は
千
差
万
別
で
あ
り
得
る
。
ま
た
貧
困
削
減
と
同

時
に
融
資
機
関
自
体
の
財
政
的
自
立
や
健
全
性
、
持
続
発
展
性
を
い
か
に

確
保
し
両
立
さ
せ
て
い
く
か
は
決
し
て
容
易
な
問
題
で
は
な
い
。
貧
困
層
へ

の
Ｍ
Ｃ
融
資
は
一
般
的
に
返
済
率
が
高
い
た
め
、
貧
困
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

暴
利
を
貪
る
悪
徳
Ｍ
Ｃ
融
資
業
者
の
出
現
や
、
融
資
機
関
の
乱
立
に
伴
う

多
重
債
務
者
の
問
題
な
ど
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
（
倫
理
的
な
退
廃
）
を
招

き
か
ね
な
い
リ
ス
ク
も
あ
る
。

し
か
し
ま
た
融
資
の
借
り
手
自
身
が
お
こ
な
う
ビ
ジ
ネ
ス
が
、
環
境
問
題

の
解
決
や
地
域
活
性
化
な
ど
何
ら
か
の
社
会
貢
献
に
つ
な
が
る
「
ソ
ー
シ
ャ

ル
ビ
ジ
ネ
ス
」
と
い
う
新
し
い
概
念
も
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
利
潤
最

大
化
を
目
指
す
経
済
と
は
異
な
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
連
帯
経
済
の
模
索
や
社

会
的
価
値
の
創
造
を
目
指
す
動
き
も
、
目
下
、
広
が
り
を
み
せ
て
き
て
い
る
。

信用を見直
す
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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

　梅雨入りした。日本の雨はしとしとと物静かである。大学院生時

代にシンガポールでのシンポジウムに参加し、東南アジアを初めて

体験した際、ほぼ毎日、夕方になるとザーッと大雨が降って、サッ

とやんだ。「これが世に言う熱帯のスコールか！」と当時は感激した

のであるが、厳密には暴風を伴わないので、「スコール」とよばない

らしいということを最近になって知った。

　「新構築」とよばれる展示リニューアル作業も、いよいよ今年度が

最後となる。現在、中央・北アジアとアイヌ展示場の実施設計が佳

境に入っている。11月から来年の3月までは、例年どおり、これらの

展示場が一時閉鎖される。永年親しんでいただいた展示風景もあと

半年限り。特に、非常に正確に作られているアイヌの10分の1景観

民家模型は撤去されてしまうので、ぜひ夏休みに見納めにご来館

ください。

　福島県の郡山市立美術館では、巡回展「イメージの力」が6月27

日に開幕する。東京、大阪での特別展ほどの規模ではないが、選り

すぐりの約360点が再登場。東北にみんぱくパワーをお届けします！

（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/


