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食
べ
る
・
食
べ
ら
れ
る

坂さ
か

本も
と 

大だ
い

三ざ
ぶ

郎ろ
う

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
5
年
生
ま
れ
。
山
伏
／
美
術
作
家
／

文
筆
家
。
千
葉
県
出
身
。
山
伏
と
の
関
連
が

考
え
ら
れ
る
芸
術
や
芸
能
の
発
生
や
民
間
信

仰
、
生
活
技
術
に
関
心
を
も
ち
祭
り
や
芸
能
、

宗
教
思
想
の
調
査
研
究
を
お
こ
な
う
。
現
在

は
山
形
・
東
北
を
拠
点
に
自
然
と
人
と
の
か
か

わ
り
を
テ
ー
マ
に
執
筆
。
さ
ま
ざ
ま
な
美
術
展

に
参
加
し
作
品
を
制
作
し
て
い
る
。
著
作
に

『
山
伏
と
僕
』（
リ
ト
ル
モ
ア
）、『
山
伏
ノ
ー
ト
』

（
技
術
評
論
社
）
な
ど
。
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僕
は
山
形
の
月
山
中
腹
、
標
高
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
場
所
に
暮
ら
し
て
い
る
。
月
山
周
辺
で
は
毎
年
秋
に

な
る
と
た
く
さ
ん
の
カ
メ
ム
シ
が
発
生
し
、
刺
激
す
る
と

臭
い
オ
ナ
ラ
を
出
す
た
め
に
害
虫
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

僕
は
カ
メ
ム
シ
を
見
つ
け
る
と
瓶
な
ど
に
入
れ
て
お
い
て
、

何
匹
か
集
ま
る
と
調
理
し
て
食
べ
て
い
る
…
…
と
言
う
と

多
く
の
人
に
は
怪け

訝げ
ん

な
顔
を
さ
れ
て
し
ま
う
。
近
頃
は
食

虫
文
化
も
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
日
本
社
会
で
暮
ら
す

者
に
と
っ
て
は
虫
の
中
で
も
カ
メ
ム
シ
に
対
す
る
忌
避
感

は
強
い
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
世
界
に
目
を
向

け
て
み
れ
ば
カ
メ
ム
シ
は
多
く
の
地
域
で
食
べ
ら
れ
、
貴

重
な
タ
ン
パ
ク
源
と
な
っ
て
い
る
。

　
カ
メ
ム
シ
を
食
べ
る
た
め
に
は
調
理
の
手
順
が
大
切
と

な
る
。
虫
を
食
べ
る
際
に
は
安
全
の
た
め
火
を
通
す
の
だ

が
、
カ
メ
ム
シ
の
場
合
は
ま
ず
生
き
た
ま
ま
熱
湯
に
入
れ

オ
ナ
ラ
を
出
し
て
か
ら
揚
げ
た
り
茹ゆ

で
た
り
し
て
調
理
す

る
。
油
で
揚
げ
味
付
け
し
た
カ
メ
ム
シ
は
少
し
パ
ク
チ
ー

の
よ
う
な
香
り
が
す
る
こ
と
も
あ
る
が
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
の

よ
う
で
美
味
し
い
。

　
ま
た
僕
は
カ
メ
ム
シ
以
外
に
も
カ
エ
ル
や
ヘ
ビ
、
季
節

ご
と
の
山
菜
や
キ
ノ
コ
も
食
べ
る
。
要
す
る
に
自
然
の
中

で
食
べ
ら
れ
そ
う
な
も
の
は
何
で
も
食
べ
た
い
と
思
っ
て

い
る
。

　
僕
は
山
伏
失
格
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
神
仏
を
熱

心
に
お
祈
り
す
れ
ば
良
い
こ
と
が
あ
る
と
か
、
お
こ
な
い

が
悪
い
と
バ
チ
が
当
た
る
と
い
っ
た
こ
と
は
全
然
信
じ
て

い
な
い
。
し
か
し
自
然
の
中
で
生
存
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い

る
と
感
じ
て
、
海
や
山
や
街
な
ど
自
分
を
取
り
囲
ん
で
い

る
世
界
に
対
し
て
深
い
敬
意
を
持
っ
て
い
る
。

　
僕
が
暮
ら
し
て
い
る
山
形
で
は
人
が
亡
く
な
る
と
魂

が
山
に
宿
る
と
考
え
る
文
化
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
て
、
実

際
、
人
は
死
ん
で
か
ら
時
間
を
か
け
て
身
体
や
、
そ
こ
に

蓄
積
さ
れ
て
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
自
然
の
中
に
拡
散
吸
収

さ
れ
て
い
く
。
そ
う
考
え
れ
ば
自
然
と
い
う
の
は
自
分
た

ち
の
祖
先
が
姿
を
変
え
た
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
は
自
分

も
自
然
に
食
べ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
加
わ
る
の
だ
と
も
思
え

て
く
る
。

　
す
る
と
自
然
の
一
部
で
あ
る
カ
メ
ム
シ
が
愛
お
し
く
思

え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
害
虫
だ
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に

殺
し
捨
て
る
気
持
ち
に
は
と
て
も
な
れ
な
い
。
虫
や
道
路

で
轢ひ

か
れ
た
動
物
も
痛
ん
で
い
な
け
れ
ば
食
べ
た
い
。
そ

う
僕
は
思
っ
て
い
る
。

　
近
頃
は
「
カ
メ
ム
シ
を
食
べ
て
い
る
」
と
い
う
噂う

わ
さ

だ
け

が
広
ま
っ
て
し
ま
い
、
僕
を
山
の
怪
人
の
よ
う
に
思
っ
て

い
る
人
も
い
る
よ
う
な
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
そ
れ
で
子

供
の
頃
に
抱
い
た
「
妖
怪
に
な
り
た
い
」
と
い
う
夢
に
一

歩
近
づ
け
た
よ
う
で
悪
い
気
は
し
て
い
な
い
。
…
…
で
も

ホ
ン
ト
は
少
し
寂
し
い
。



く
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
モ
ル
グ
街
」
の
怪
異
譚
化
と

そ
れ
に
よ
る
ネ
タ
割
れ
は
じ
つ
は
我
が
国
に
固
有
の
現
象

な
の
で
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン

「
モ
ル
グ
街
」
は
一
八
四
六
年
、
仏
訳
さ
れ
て
「
裁
判
記

録
に
も
例
を
見
な
い
殺
人
」
と
い
う
表
題
で
フ
ラ
ン
ス
の

日
刊
紙
に
、
さ
ら
に
「
血
み
ど
ろ
の
謎
」
な
る
お
ど
ろ
お

ど
ろ
し
い
表
題
で
雑
誌
掲
載
さ
れ
る
。「
モ
ル
グ
街
」
が
フ

猩
々
の
怪
異
譚

近
代
探
偵
小
説
の
要
件
は
、
推
理
方
法
、
探
偵
像
か
ら
、

密
室
殺
人
、
意
外
な
犯
人
像
に
到
る
ま
で
す
べ
て
、
新
大

陸
ア
メ
リ
カ
の
作
家
エ
ド
ガ
ー･

ア
ラ
ン･

ポ
ー
の
「
モ
ル

グ
街
の
殺
人
」（
一
八
四
一
年
）一
篇
を
そ
の
淵え
ん

源げ
ん
と
す
る
。「
モ

ル
グ
街
」
の
本
邦
初
訳
、
饗あ
え

庭ば

篁こ
う

村そ
ん

訳
「
ル
ー
モ
ル
グ
の

人
殺
し
」（
一
八
八
七
年
）
は
、
こ
れ
を
猩
し
ょ
う

々じ
ょ
うに
よ
る
怪
奇

な
人
殺
し
の
顛て
ん

末ま
つ

を
語
っ
た
講
談
調
の
探
偵
譚た
ん

に
仕
立
て

上
げ
た
。
長お
さ

田だ

秋し
ゅ
う

濤と
う

訳
「
猩
々
怪
」（
一
八
九
九
年
）
は
邦

題
で
し
っ
か
り
犯
人
を
明
か

す
の
み
な
ら
ず
、「
此
怪
談
は

予
が
嘗
て
巴
里
に
居
つ
た
時

分
、
人
か
ら
聞
い
た
話
」
だ

と
し
て
著
作
権
ま
で
侵
害
し

て
い
る
の
だ
か
ら
た
ち
が
悪

い
。
雑
誌
『
新
青
年
』
一
九

二
二
年
新
年
号
の
「
モ
ル
グ

街
」
抄
訳
は
（
江
戸
川
乱
歩
が

「
二
銭
銅
貨
」
で
同
誌
に
華
々
し

い
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
る
一
年
少
し
前

の
こ
と
だ
）、
挿
絵
に
よ
っ
て

犯
人
が
猩
々
で
あ
る
と
早
々

と
教
え
て
く
れ
る
ば
か
り
か
、

剃か
み
そ
り刀
を
手
に
夜
の
パ
リ
を
徘

徊
す
る
様
か
ら
殺
害
の
場
面

ま
で
し
っ
か
り
描
い
て
見
せ
て

犯罪、サスペンス、超常現象。
ミステリーを解き明かす物語は、どのように生まれたのか。

現実の名探偵ならぬ研究者は、どのような手法をもちい、「謎」を解き明かすのか。
秋の夜長はミステリーと洒落込みたい。

モ
ル
グ
街
の
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
井い

の

上う
え 

健け
ん

日
本
大
学
教
授

ミステリーに挑む
特集

が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ポ
ー
の
同
時
代
に
目
を
向

け
れ
ば
、
黒
人
と
猿
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
殊
更
に
言
い
立

て
る
動
物
学
的
言
説
や
多
元
論
的
思
潮
と
、
ア
メ
リ
カ
ン・

ゴ
シ
ッ
ク
固
有
の
悪
夢
の
源
泉
た
る
黒
人
奴
隷
の
存
在
が

浮
上
し
て
く
る
。「
モ
ル
グ
街
」
執
筆
前
後
、
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
に
居
住
し
て
い
た
ポ
ー
は
、
大
規
模
な
黒
人
暴
動

に
遭
遇
し
て
い
る
。
理
髪
業
に
携
わ
る
黒
人
も
多
か
っ
た

と
い
う
史
的
事
実
は
、
モ
ル
グ
街
の
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
が

人
間
の
髭ひ
げ

剃そ

り
の
真
似
を
し
て
剃
刀
を
振
り
回
す
理
由
を

説
明
し
て
も
く
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
う
し
た
議
論
に
は
、

一
九
世
紀
中
葉
の
南
部
家
庭
に
飼
わ
れ
た
黒
猫
に
ま
つ
わ

る
怪
異
・
復
讐
譚
「
黒
猫
」（
一
八
四
二
年
）
を
、
通
常
は

従
順
な
黒
人
奴
隷
へ
の
潜
在
的
恐
怖
を
反
映
し
た
物
語
と

解
す
る
の
と
同
様
の
陥か
ん

穽せ
い

が
潜
ん
で
い
る
。
天
才
の
創
造

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
し
ば
し
ば
時
代
を
軽
や
か
に
乗
り
越
え

て
、
想
像
力
の
深
淵
た
る
「
黒
」
や
「
闇
」
の
領
域
に
し

か
と
入
り
込
ん
で
い
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ラ
ン
ス
で
、
ま
ず
は
大

猿
の
猟
奇
的
怪
異
談
と

し
て
読
ま
れ
た
こ
と
は
、

の
ち
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
訳

ポ
ー
短
編
集
に
添
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
、
ダ
ニ

エ
ル･

ヴ
ィ
エ
ル
ジ
ュ
の

有
名
な
挿
絵
を
見
て
も

納
得
さ
れ
る
。
オ
ラ
ン

ウ
ー
タ
ン
が
巨
大
で
凶

暴
で
あ
る
こ
と
に
か
け

て
は
、
英
語
オ
リ
ジ
ナ

ル
版
の
ハ
リ
ー･

ク
ラ
ー

ク
の
挿
絵
も
ひ
け
は
と

ら
ず
、
思
わ
ず
エ
ン
パ

イ
ア
・
ス
テ
ー
ト
・
ビ
ル

に
追
い
詰
め
て
戦
闘
機

で
攻
撃
し
た
く
な
る
ほ

ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「
モ
ル
グ
街
」
で
は
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
は
新
聞
記
事
と
書

物
と
伝
聞
情
報
の
内
に
生
息
す
る
の
み
で
、
一
度
も
そ
の

実
像
を
読
者
の
前
に
さ
ら
す
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
対

す
る
探
偵
デ
ュ
パ
ン
も
、
徹
底
的
に
記
号
を
読
み
解
く
人
、

言
語
表
現
に
か
か
わ
る
人
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
ン･

ゴ
シ
ッ
ク
と
黒
人
恐
怖

ポ
ー
の
参
照
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
動
物
学
者
キ
ュ
ビ
エ

の
書
は
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
を
温
和
な
動
物
で
あ
る
と
し

て
い
た
。
な
ぜ
に
そ
れ
が
か
く
も
扇
情
的
脚
色
を
誘
発
す

る
、
生
々
し
い
凶
行
の
主
と
化
し
た
の
か
。
ひ
と
つ
に
は

探
偵
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
、
怪
奇
性
、
ゴ
シ
ッ
ク
性

を
そ
の
発
端
と
し
て
構
造
的
に
必
要
と
す
る
と
い
う
事
情

「名作物語1 モルグ街の殺人」
『新青年』「正月探偵小説名作
集」号（1922年1月）

ダニエル・ヴィエルジュ。ボードレール訳『異常な物語集』（1884）より

「歯を噛み鳴らし、目から炎を発して、そいつは娘めがけて躍りかかった」
ハリー・クラーク。Tales of Mystery and Imagination (1919)より
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犯
罪
と
身
体

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
「
生
来
性
犯
罪
者
説
」

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
発
達
し
た
犯
罪
人
類
学
は
、
犯
罪
の
原
因
を
身
体
的
・

生
物
学
的
な
特
質
に
求
め
よ
う
と
し
た
学
問
で
あ
る
。
ロ

ン
ブ
ロ
ー
ゾ
と
並
ぶ
犯
罪
人
類
学
の
権
威
と
し
て
君
臨
し

た
フ
ラ
ン
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ラ
カ
サ
ー
ニ
ュ
は
、「
動

物
犯
罪
学
」
を
構
想
し
、
ず
る
賢
い
犬
や
性
欲
の
強
す
ぎ

る
馬
の
な
か
に
、
人
間
と
共
通
す
る
犯
罪
的
な
性
向
を
見

て
と
ろ
う
と
し
た
。
悪
名
高
い
「
優
生
学
」
は
そ
の
延
長

線
上
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
名
付
け
親
で

橋は
し

本も
と 

一か
ず

径み
ち

早
稲
田
大
学
准
教
授

あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン
こ
そ
、
指
紋
法
の
生
み
の
親

の
一
人
で
あ
る
。

ゴ
ル
ト
ン
が
指
紋
に
興
味
を
抱
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で

優
生
学
的
な
関
心
か
ら
だ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
は
そ
こ
に
人

種
や
性
別
に
よ
る
違
い
を
見
出
そ
う
と
し
た
り
、
犯
罪
者

の
指
紋
だ
け
を
集
め
て
、
共
通
す
る
特
徴
が
な
い
か
を
確

か
め
よ
う
と
し
た
り
し
た
。
結
果
は
ゴ
ル
ト
ン
に
と
っ
て

満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
指
紋
は
種
差
や
性
差

で
は
な
く
、
た
だ
個
体
差
し
か
示
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
指
紋
は
、
や
が
て
科
学

的
な
犯
罪
捜
査
の
切
り
札
と
し
て
、
確
固
た
る
地
位
を
確

日
本
ミ
ス
テ
リ
ー
の
夜
明
け

指
紋
は
何
の
証
拠
？

―
犯
罪
人
類
学
か
ら
科
学
捜
査
へ

堀ほ
り 

啓け
い

子こ

東
海
大
学
教
授

を
思
い
や
っ
た
と
さ
れ
、
実
母
と
認
め
ら
れ
た
、
と
い
う

話
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
名
奉
行
・
大お
お

岡お
か

越え
ち

前
ぜ
ん
の

守か
み

忠た
だ

相す
け
の
裁
き
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
だ
が
じ

つ
は
こ
れ
は
、
大
岡
の
実
話
で
は
な
い
。

大
岡
の
名
裁
定
の
数
々
は
、
実
録
体
小
説
『
大
岡
政
談
』

に
詳
し
い
。
だ
が
実
際
に
は
こ
の
「
子
争
い
」
を
含
め
、

中
国
渡
来
の
名
裁
き

二
人
の
女
が
一
人
の
子
ど
も
を
争
っ
た
話
が
あ
る
。
訴

え
出
た
二
人
は
、子
ど
も
の
手
を
両
側
か
ら
思
い
切
り
引
っ

ぱ
り
、
引
き
勝
っ
た
方
を
母
親
と
み
な
す
と
言
い
渡
さ
れ

る
。
だ
が
両
手
を
引
っ
張
ら
れ
泣
き
出
し
た
子
を
見
て
一

人
が
思
わ
ず
手
を
放
し
た
。
こ
の
女
こ
そ
が
本
能
的
に
子

読
者
の
な
か
に
ひ
と
つ
の
素
地
を
形
成
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、

ミ
ス
テ
リ
ー
へ
の
馴
染
み
や
す
さ
で
あ
る
。
元
来
、
ミ
ス

テ
リ
ー
は
日
本
に
は
存
在
せ
ず
、
明
治
維
新
の
開
国
で
初

め
て
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
当
初
は
翻
訳

は
涙
香
か
ら
聞
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
編
年
体
に
書
き
直
し

て
し
ま
い
、
結
果
的
に
謎
解
き
と
い
う
要
素
の
な
い
失
敗

作
と
な
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ミ
ス
テ
リ
ー
は
ま
だ
珍
し
か
っ

た
の
で
あ
る
。
以
降
、
涙
香
は
自
ら
翻
訳
の
筆
を
と
っ
て

次
々
に
名
訳
を
発
表
、〈
探
偵
小
説
の
父
〉
と
し
て
日
本
で

の
ミ
ス
テ
リ
ー
の
普
及
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
明
治
二
〇
年
代
に
日
本
は
ミ
ス
テ
リ
ー
ブ
ー
ム

を
迎
え
た
。
中
国
由
来
の
裁
判
小
説
を
歓
迎
し
た
日
本
人

読
者
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
西
洋
種
の
ミ
ス
テ
リ
ー
に
す

ん
な
り
と
な
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
ミ
ス
テ
リ
ー

は
、
洋
の
東
西
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
要
素
の
結
集
に
よ
っ

て
発
展
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

い
く
つ
か
は
別
人
の
話
で
あ
る
。
素
材
の
典
拠
は
、
中
国
・

宋
の
時
代
の
裁
判
小
説
『
棠と
う

陰い
ん

比ひ

事じ

』
に
あ
る
。「
棠
陰
」

と
は
優
れ
た
政
治
や
裁
判
を
意
味
し
、
類
似
テ
ー
マ
の
裁

判
例
を
一
対
に
し
て
収
録
し
た
こ
と
か
ら
「
比
事
」
と
い
う
。

そ
の
た
め
こ
の
話
も
、『
棠
陰
比
事
』
で
は
二
人
の
「
父
親
」

が
子
を
争
う
話
と
対
に
な
っ
て
い
た
。
よ
り
魅
力
的
と
思

わ
れ
た
「
母
親
」
の
話
だ
け
が
、そ
れ
ら
し
く
直
さ
れ
、『
大

岡
政
談
』
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

裁
判
も
の
か
ら
ミ
ス
テ
リ
ー
へ

そ
の
後
も
、『
棠
陰
比
事
』
に
倣
っ
て
次
々
に
上
じ
ょ
う

梓し

さ
れ

た
裁
判
小
説
は
、「
○
○
比
事
」
と
題
さ
れ
、
江
戸
時
代

を
通
じ
て
大
変
な
人
気
を
博
し
た
。
裁
判
小
説
の
主
た
る

魅
力
は
、
容
疑
者
が
裁
か
れ
る
〈
お
白し
ら

洲す

〉
に
あ
る
。
そ

こ
で
時
間
を
遡
っ
て
事
件
を
審
理
す
る
過
程
は
、
ミ
ス
テ

リ
ー
の
謎
解
き
を
髣ほ
う

髴ふ
つ

さ
せ
る
。
こ
こ
に
、
通
常
の
編
年

体
の
小
説
と
は
異
な
る
、
サ
ス
ペ
ン
ス
と
面
白
さ
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
裁
判
小
説
の
人
気
は
、
日
本
の

立
す
る
こ
と
に
な
る
。
犯
罪
人
類
学
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん

ど
無
意
味
だ
っ
た
指
紋
こ
そ
が
出
発
点
だ
っ
た
犯
罪
科
学

は
、
い
わ
ば
犯
罪
人
類
学
の
鬼
子
で
あ
る
。

指
紋
の
ト
リ
ッ
ク

だ
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
指
紋
に
個
体
差
以
上
の
も

の
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
動
き
も
ま
だ
く
す
ぶ
っ
て
い
た
。

と
り
わ
け
日
本
は
指
紋
の
人
類
学
的
な
研
究
を
二
〇
世
紀

も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
読
者
が
抵
抗
な
く
受

け
い
れ
た
の
は
そ
う
し
た
土
壌
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

東
洋
の
土
壌
と
西
洋
の
上
物
と

た
だ
、
そ
の
経
緯
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
に
ミ

ス
テ
リ
ー
を
広
め
た
黒く
ろ

岩い
わ

涙る
い

香こ
う

は
、
英
語
に
堪
能
で
多
く

の
ミ
ス
テ
リ
ー
を
原
書
で
読
破
し
て
い
た
。
だ
が
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
彼
は
、
小
説
を
書
こ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
当
初
、
あ
る
原
書
の
あ
ら
ま
し
を
友
人
の
戯
作

者
に
伝
え
、書
き
直
し
て
も
ら
っ
て
発
表
し
た
。
不
運
だ
っ

た
の
は
こ
の
友
人
が
、
初
め
に
謎
あ
り
き
と
い
う
ミ
ス
テ

リ
ー
の
形
式
を
ま
る
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼

泉竜亭是正「石地蔵吟味の話」
『リプリント日本近代文学61　大岡美政談』国文学研究資料館　平成18年（歌川国政、画）

図1：指紋占いの第一人者児島三郎による大正
期の指紋占い本（筆者蔵）
児島三郎『指紋に現はれた個性』大正15年

明治時代の探偵小説の新聞広告
『読売新聞』（明治26年2月10日）紙上

明治時代に口演され、その後に出版された外国ミステリーの口絵
快楽亭ブラック『薔薇娘』三友舎　明治24年（国立国会図書館近代デジタルライブラリーより）

彩霞園柳香『双子奇縁二葉草』
薫志堂　明治22年
（黒岩涙香が原書の要旨を話し、
友人の柳香が書き直した作品）
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オ
ー
ス
チ
ン
・
フ
リ
ー
マ
ン
の
探
偵
小
説
『
赤
い
拇ぼ

指し

紋も
ん
』（
一
九
〇
七
）で
は
、こ
の
「
指
紋
帳
」
が
犯
罪
の
ト
リ
ッ

ク
に
使
わ
れ
て
い
る
。
犯
罪
現
場
か
ら
検
出
さ
れ
た
容
疑

者
の
指
紋
は
、じ
つ
は
指
紋
帳
か
ら
偽
造
さ
れ
た
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
見
事
に
暴
き
だ
し
た
主
人
公

の
科
学
探
偵
ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
博
士
は
、
今
日
で
も
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
な
ど
で
お
馴
染
み
の
科
学
捜
査
官
の
、
い
わ
ば
元

祖
で
あ
る
。
こ
の
ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
博
士
の
例
が
典
型
的
な

よ
う
に
、
探
偵
小
説
に
登
場
す
る
指
紋
は
、
警
察
が
そ
れ

を
証
拠
に
犯
人
と
決
め
つ
け
て
し
ま
っ
た
人
物
の
冤え
ん

罪ざ
い

が
、

探
偵
に
よ
っ
て
晴
ら
さ
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
い
。
か

の
名
探
偵
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
も
、

そ
う
や
っ
て
警
察
の
鼻
を
あ
か
し
た
こ
と

が
あ
る
（「
ノ
ー
ウ
ッ
ド
の
建
築
業
者
」）。

犯
罪
捜
査
を
単
な
る
記
録
の
照
合
に
還

元
し
て
し
ま
う
指
紋
は
、
僅
か
な
手
が

か
り
を
元
に
推
理
の
翼
を
広
げ
る
探
偵

の
知
と
は
、
根
本
的
に
相
性
が
悪
い
の
で

あ
ろ
う
。

お
化
け
に
は
な
い
も
の
？

と
こ
ろ
で
ホ
ー
ム
ズ
の
生
み
の
親
コ
ナ

ン
・
ド
イ
ル
が
、
心
霊
主
義
に
熱
を
上
げ

て
い
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
そ
の
心
霊
主

義
の
交
霊
会
に
お
い
て
も
、
指
紋
が
用
い

ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
霊
媒

師
マ
ー
ジ
ャ
リ
ー
が
、
一
九
二
〇
年
代
の

ボ
ス
ト
ン
で
、
自
ら
の
呼
び
出
し
た
霊
に
、

証
拠
と
し
て
指
紋
を
捺お

さ
せ
た
の
で
あ
る

（
図
3
）。
交
霊
会
の
列
席
者
に
お
み
や
げ

と
し
て
振
る
舞
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
の

指
紋
の
蝋ろ
う

型が
た

は
、
鑑
定
の
結
果
、
存
命

以
降
も
続
け
た
例
外
的
な
国
で
あ
り
、
そ
の
第
一
人
者
の

古ふ
る

畑は
た

種た
ね

基も
と
ら
が
遺
伝
調
査
の
た
め
に
収
集
し
た
膨
大
な
指

紋
の
サ
ン
プ
ル
は
、
今
も
国
立
科
学
博
物
館
の
人
類
研
究

部
に
眠
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
で
は
「
指
紋
占
い
」

が
大
正
期
よ
り
地
味
に
存
在
し
続
け
て
い
る
の
も
、
そ
れ

と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
図
1
）。
ま
た
二
〇
世

紀
初
頭
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
「
指
紋
帳
」
な
る
も
の
が
流
行
し
、

人
び
と
は
サ
イ
ン
帳
に
互
い
の
サ
イ
ン
を
寄
せ
合
う
よ
う
に
、

家
族
や
友
人
の
指
紋
を
集
め
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
（
図
2
）。

の
人
物
の
そ
れ
と
一
致
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
か
え
っ
て

マ
ー
ジ
ャ
リ
ー
を
窮
地
に
陥
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
仮
に
そ

の
よ
う
な
事
実
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
指
紋
は
幽
霊
と

も
、
や
は
り
相
性
が
悪
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

幽
霊
と
思
わ
し
き
存
在
に
出
く
わ
し
た
と
し
て
、
そ
の
人

が
指
紋
を
捺
し
て
み
せ
た
と
し
た
ら
、
果
た
し
て
そ
れ
は
、

そ
の
人
が
何
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

お
化
け
に
は
足
が
な
い
と
い
う
が
、で
き
れ
ば
指
紋
も
あ
っ

て
ほ
し
く
は
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
確
認
を
迫
ら
れ
る
よ

う
な
場
面
に
は
、
な
る
べ
く
遭
遇
し
た
く
な
い
も
の
で
あ

る
が
。

未
知
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る

「
異
文
化
」
を
読
み
解
く
文
化
人
類
学
者
を
、
些さ

細さ
い
な
手

が
か
り
を
元
に
謎
を
解
く
名
探
偵
に
な
ぞ
ら
え
る
。
ア
メ

リ
カ
の
人
類
学
の
教
科
書
に
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の

推
理
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
、
一
般
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー

で
あ
る
。
だ
が
わ
た
し
は
、
と
お
り
す
が
り
の
人
び
と
の

素
性
を
一
瞬
で
読
み
解
く
ど
こ
ろ
か
、
つ
い
さ
っ
き
電
車

で
隣
り
合
っ
た
人
の
服
装
を
訊き

か
れ
て
も
覚
え
て
い
な
い

自
信
が
あ
る
。

で
は
、
普
段
は
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
人
類
学
者
で
あ
っ

て
も
、
ひ
と
た
び
フ
ィ
ー
ル
ド
に
足
を
踏
み
入
れ
れ
ば
、

そ
の
土
地
に
潜
む
謎
を
暴
き
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
八
つ

墓
村
』
や
『
犬
神
家
の
一
族
』
の
よ
う
に
、
人
類
学
者
も

閉
鎖
的
な
村
へ
入
り
込
ん
で
い
く
の
だ
ろ
う
か
？ 

だ
が
、

現
在
は
ど
ん
な
辺
境
の
村
落
で
あ
っ
て
も
世
界
と
繋つ
な

が
っ

て
い
る
し
、
人
類
学
者
の
研
究
対
象
も
多
様
化
し
て
い
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
社
会
・
保
健
医
療
ケ
ア
と
い
う
領
域

で
参
与
観
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
わ
た
し
が
、
自
分
自
身

を
重
ね
合
わ
せ
た
く
な
る
の
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
・
ミ
ス
テ
リ

の
主
人
公
が
見
知
ら
ぬ
邸
宅
へ
と
、
恐
る
恐
る
足
を
踏
み

入
れ
て
い
く
姿
だ
。

「
館
」
を
訪
れ
る

ゴ
シ
ッ
ク
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
ホ
レ
ス
・
ウ
ォ
ル

ポ
ー
ル
の
『
オ
ト
ラ
ン
ト
城
奇き

譚た
ん

』
を
嚆こ
う

矢し

と
し
て
、
一

八
世
紀
に
誕
生
し
た
。
中
世
風
の
建
物
を
舞
台
と
し
、
怪

奇
と
懐
古
に
彩
ら
れ
た
物
語
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
流
れ

を
受
け
継
い
で
、
現
在
も
ミ
ス
テ
リ
小
説
に
は
謎
に
満
ち

た
古
め
か
し
い
館
が
盛
ん
に
登
場
す
る
。

興
味
深
い
の
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
な
館
を
訪
れ
る
主
人
公
の

多
く
が
女
性
で
あ
る
こ
と
だ
。
余よ

所そ

者
を
拒
絶
す
る
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
空
間
で
あ
っ
て
も
、
女
性
な
ら
ば
家
庭
教
師
、

メ
イ
ド
、
当
主
の
新
妻
と
い
っ
た
役
柄
を
背
負
っ
て
入
り

込
み
、
家
庭
に
隠
さ
れ
た
秘
密
を
目
撃
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
だ
ろ
う
。

実
際
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
現
場
で
は
個
人
宅
を
訪
れ
る
機

会
が
多
い
。
森
の
奥
の
木
造
家
屋
や
、平
原
に
建
つ
マ
ナ
ー

ハ
ウ
ス
を
訪
れ
る
た
び
に
、
物
語
の
予
感
に
わ
く
わ
く
し

て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り
ゴ
シ
ッ
ク
・
ミ
ス
テ
リ
の
影
響

だ
ろ
う
。

人
類
学
者
は
名
探
偵
か
髙た

か

橋は
し 

絵え

里り

香か

千
葉
大
学
准
教
授

図2：指紋帳（筆者蔵）　
イギリス、1904年ごろ刊

図3：霊媒師マージャリーによって呼び出された心霊ウォルターが交霊会に残した指紋の数々。
Brackett K. Thorogood, “The Margery Mediumship: The “Walter” Hands: A Study of Their Dermatoglyphics,” 
Proceedings of the American Society for Psychical Research, vol. 22, 1933, fig. 43. より

マナーハウスの書斎。壁に貼られた所有地を示す地図に一族の歴史がうかがえる

ホームケア利用者宅。田園地帯に建つマナーハウスで、築200年以上は経過しているという
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セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
を
求
め
て

た
だ
し
、
小
説
と
違
っ
て
家
族
の
隠
さ
れ
た
過
去
を
暴

く
こ
と
は
人
類
学
の
目
的
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
個
人

情
報
を
書
き
散
ら
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
で
は
、
現
代

の
人
類
学
は
ど
ん
な
謎
を
解
く
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
で
あ
る
。

セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
と
は
、
探
求
の
途
中
に
偶
然
出
会
う

発
見
を
意
味
す
る
造
語
だ
。
も
と
も
と
は
ペ
ル
シ
ア
語
で

ス
リ
ラ
ン
カ
を
指
す
「
サ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ブ
」
か
ら
き
て
い
て
、

前
述
の
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
が
『
セ
レ
ン
デ
ィ
ッ
プ
の
三
人
の
王

子
』
と
い
う
ペ
ル
シ
ア
童
話
を
引
き
合
い
に
考
案
し
た
。

ゴ
シ
ッ
ク
小
説
の
創
始
者
が
思
い
つ
い
た
だ
け
あ
っ
て
、

見
知
ら
ぬ
世
界
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
る
経
験
の
特
性
を
よ

く
あ
ら
わ
し
た
こ
と
ば
だ
と
思
う
。

証
拠
を
集
め
推
理
す
る

「
考
古
学
ミ
ス
テ
リ
ー
」
と
聞
け
ば
、
ど
う
い
っ
た
「
謎
」

を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

は
、
な
ぜ
・
ど
の
よ
う
に
造
ら
れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
日

本
で
あ
れ
ば
、
女
王
卑
弥
呼
が
治
め
た
邪
馬
台
国
の
場
所

は
ど
こ
な
の
か
？ 

と
い
っ
た
事
柄
を
想
像
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。

例
え
ば
、
ケ
ア
と
い
う
行
為
は
日
常
的
な
ル
ー
テ
ィ
ン

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
常
に
変
化
し
て
い
く
体
調
や
生
活
環

境
と
向
き
合
う
複
雑
な
判
断
を
要
求
さ
れ
る
。
も
し
、
ケ

ア
の
受
け
手
が
転
ん
で
し
ま
っ
た
ら
？ 

白
夜
を
日
中
と
間

違
え
て
外
出
し
て
し
ま
っ
た
ら
？ 

そ
う
し
た
偶
然
の
出
来

事
を
目
撃
す
る
こ
と
で
、
当
た
り
前
の
行
為
の
意
味
を
問

い
直
す
き
っ
か
け
が
生
ま
れ
る
。

研
究
対
象
の
性
質
に
よ
っ
て
発
見
の
種
類
は
異
な
る
だ

ろ
う
が
、
長
期
の
参
与
観
察
を
前
提
と
す
る
人
類
学
が
セ

レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
を
期
待
す
る
学
問
で
あ
る
こ
と
は
確
か

だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
人
類
学
者
が
名
探
偵
に
な
る
こ

と
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
ゴ
シ
ッ
ク
物
語
の
主
人
公
に
な

る
可
能
性
は
常
に
拓
か
れ
て
い
る
の
だ
。

筆
者
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、
そ
の
よ
う
な
考
古
学

ミ
ス
テ
リ
ー
を
「
情
報
工
学
で
解
け
る
か
」
で
あ
る
が
、

結
論
か
ら
言
え
ば
情
報
工
学
・
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
使
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
魅
惑
的
な
歴
史
の
ミ
ス
テ
リ
ー
（
謎
）
が

一
挙
に
解
き
明
か
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
言
い
切
っ

て
し
ま
う
と
、
読
者
の
方
を
が
っ
か
り
さ
せ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
が
、考
古
学
は
地
道
な
発
掘
調
査
な
ど
に
よ
っ

て
遺
構
や
遺
物
と
い
っ
た
過
去
の
人
間
が
遺の
こ

し
た
「
証
拠
」

を
た
く
さ
ん
集
め
、
そ
こ
か
ら
「
推
理
」
し
て
過
去
の
歴

史
を
復
元
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
説

が
提
起
さ
れ
「
謎
解
き
」
の
議
論
が
な
さ
れ
る
と
い
う
と

こ
ろ
が
、
考
古
学
ミ
ス
テ
リ
ー
の
醍だ
い

醐ご

味み

か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
情
報
工
学
で
一
挙
に
「
解
決
」
と
は
い
か
な
い

ま
で
も
、
近
年
の
情
報
技
術
の
発
展
に
伴
い
、「
証
拠
」
を

集
め
た
り
「
推
理
」
す
る
際
に
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
が
考
古

学
研
究
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
そ
の
ほ
ん
の
一
例
を
以
下
で
紹
介
し
た
い
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
（
以
下
C
G
）
は
、
土

に
埋
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
年
月
の
経
過
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
過
去
の
「
情
報
」
を
、
現
代
に
視
覚
的
に
描
き
出
す
。

古
墳
時
代
の
前
方
後
円
墳
を
デ
ジ
タ
ル
で
測
量
し
、
C
G

寺て
ら

村む
ら 

裕ひ
ろ

史ふ
み

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

考
古
学
ミ
ス
テ
リ
ー
は

情
報
工
学
で
解
け
る
か

で
古
墳
を
立
体
的
に
表
現
す
る
。
実
際
の
古
墳
は
樹
木
が

生
い
茂
り
墳
丘
を
観
察
す
る
こ
と
が
難
し
く
て
も
、
地
表

面
を
直
接
計
測
し
た
デ
ー
タ
か
ら
墳
丘
の
C
G
復
元
を
す

れ
ば
、
樹
木
や
葉
な
ど
の
影
響
を
受
け
ず
に
墳
丘
の
観
察

が
可
能
と
な
り
、
古
墳
の
構
造
や
土
砂
が
流
れ
た
痕
跡
な

ど
を
視
覚
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

三
次
元
計
測
・
パ
タ
ー
ン
認
識

三
次
元
ス
キ
ャ
ナ
を
用
い
て
、遺
跡
全
体
や
、出
土
遺
物・

遺
構
を
計
測
す
る
手
法
が
研
究
に
応
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
下
の
写
真
は
イ
ン
ダ
ス
文
明
期
の
遺

跡
か
ら
出
土
し
た
、
イ
ン
ダ
ス
印
章
で
ス
タ
ン
プ
さ
れ
た

ペ
ン
ダ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
図
柄
が
三
つ
と
も
同

じ
構
図
、
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
同
じ
ひ
と

つ
の
印
章
を
使
っ
て
ス
タ
ン
プ
さ
れ
た
物
と
考
え
ら
れ
る

（
見
た
目
は
）。
そ
う
い
う
と
き
に
こ
そ
、
本
当
に
同
じ
印
章

が
使
わ
れ
た
の
か
、
検
証
す
る
た
め
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
が

応
用
で
き
る
。
パ
タ
ー
ン
認
識
技
術
を
応
用
し
た
犯
罪
捜

査
で
使
わ
れ
る
よ
う
な
指
紋
の
照
合
と
同
じ
原
理
で
、
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
か
ら
図
柄
が
一
致
す
る
か
ど
う
か
の
「
確

か
ら
し
さ
」
を
判
定
す
る
。
肉
眼
で
見
て
、「
同
じ
模
様
に

見
え
る
か
ら
同
じ
印
章
を
使
っ
た
」
で
は
、
学
問
的
に
は

研
究
者
の
単
な
る
推
測
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
デ
ジ

タ
ル
技
術
を
用
い
る
こ
と
で
、よ
り
客
観
的・科
学
的
な「
証

拠
」
と
し
て
の
説
得
力
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
足
飛
び
に
、
壮
大
な
歴
史
ミ
ス
テ
リ
ー
が
解
け
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
基
礎
資
料
と
な
る
情
報
工
学
を
応
用
し

た
デ
ー
タ
が
少
し
ず
つ
収
集
さ
れ
、
分
析
事
例
も
蓄
積
さ

れ
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
地
道
な
研
究
の
積
み
重
ね
の

先
に
、
考
古
学
ミ
ス
テ
リ
ー
を
解
明
す
る
大
き
な
ヒ
ン
ト

が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

森の奥深くに暮らす利用者宅まで、ケアワーカーたちは一日に何度も車を走
らせる

インダス文明期の都市遺跡から出土したペンダントの写真（上）と3次元モデル（下）
［3次元モデルを作成することで、図柄の凹凸（おうとつ）を「数値」として比較検討できるようになった］

前方後円墳（岡山市・造山古墳）の現状での風景写真［上］と、3Dで復元したCG画像（写真とおおよそ同じ位置・方向から）［下］

発掘調査で出土した考古遺物のレーザー
スキャナを用いた3次元計測の様子
［実際の土器の形がコンピュータに読み
取られていく様子がわかる］
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○○してみました世界のフィールド

ネパール・シンドゥパルチョーク郡

南
みなみ

 真
ま

木
き

人
と

　民博 研究戦略センター

ネパール地震の
被災地を訪ねて

山
地
の
村
へ

ネ
パ
ー
ル
地
震
が
発
生
し
て
約
二
カ
月
後
の
六
月
と
七
月
、
遅
き
に
失
し
た
感
は

あ
る
が
、
被
災
状
況
と
現
状
を
見
る
た
め
に
ネ
パ
ー
ル
に
行
っ
て
き
た
。
行
く
か
ら

に
は
で
き
る
だ
け
支
援
の
手
が
届
き
に
く
い
山
地
の
村
を
、
特
に
社
会
的
弱
者
の
置

か
れ
た
状
況
を
見
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
も
と
不
可
触
カ
ー
ス
ト
（
ダ
リ
ッ
ト
）
の
被

災
者
を
救
援
し
て
き
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
・
ダ
リ
ッ
ト
・
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｏ
）
と
い
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
ま
ず
は
訪
ね
た
。
Ｆ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
職
員
は
こ
こ
ろ
よ
く
救
援
先

の
村
々
の
情
報
と
コ
ン
タ
ク
ト
す
べ
き
人
物
の
連
絡
先
を
教
え
て
く
れ
、
そ
の
ひ
と
つ

シ
ン
ド
ゥ
パ
ル
チ
ョ
ー
ク
郡
バ
タ
セ
行
政
村
の
ビ
カ
ダ
ー
ダ
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。

ビ
カ
ダ
ー
ダ
は
六
三
戸
の
鍛
冶
師
カ
ー
ス
ト
と
五
戸
の
仕
立
師
カ
ー
ス
ト
か
ら
な

る
村
だ
。
ジ
ー
プ
で
行
け
る
ジ
ャ
ル
ビ
レ
か
ら
南
西
に
歩
い
て
登
る
こ
と
二
時
間
半
、

尾
根
の
上
に
村
は
あ
っ
た
。
泊
ま
る
と
こ
ろ
も
食
事
も
手
配
で
き
る
か
ら
来
て
く
だ

さ
い
と
電
話
で
い
わ
れ
、
用
意
し
た
テ
ン
ト
も
三
〇
キ
ロ
の
米
も
持
た
ず
に
、
と
い
う

よ
り
持
て
ず
に
、小
雨
の
中
を
歩
い
た
。
ジ
ャ
ル
ビ
レ
ま
で
の
バ
レ
フ
ィ
川
沿
い
の
村
々

の
倒
壊
状
態
か
ら
予
想
は
し
て
い
た
が
、
目
の
前
に
広
が
る
瓦が

礫れ
き

の
山
に
こ
と
ば
を

失
く
し
た
。
全
六
八
戸
が
跡
形
も
な
く
全
壊
し
て

お
り
、
瓦
礫
の
整
理
も
未
だ
手
つ
か
ず
の
と
こ
ろ
が

多
い
の
だ
。
壁
材
で
あ
っ
た
石
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て

い
る
窪く
ぼ
み
は
、
二
人
の
犠
牲
者
を
救
出
し
よ
う
と
し

た
跡
だ
と
い
う
。

波
形
鋼
板
の
住
ま
い
で

仮
設
住
居
は
尾
根
筋
か
ら
少
し
下
っ
た
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
畑
に
並
ん
で
い
た
。
当
初
は
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ー

シ
ー
ト
で
小
屋
掛
け
し
て
い
た
が
、
雨
風
に
耐
え

ず
、
今
は
シ
ー
ト
も
利
用
し
つ
つ
壁
と
屋
根
を
波
形

鋼
板
で
覆
っ
て
い
る
。
波
形
鋼
板
は
一
枚
五
キ
ロ
あ

る
重
厚
な
も
の
で
、
ペ
ラ
ペ
ラ
の
ト
タ
ン
板
と
は
似
て
非
な
る
も
の
だ
。
村
に

は
政
府
か
ら
各
戸
一
万
五
〇
〇
〇
ル
ピ
ー
（
約
一
万
八
〇
〇
〇
円
）
の
給
付

金
が
既
に
支
給
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
一
枚
約
一
〇
〇
〇
円
の
波
形
鋼
板
を
買

い
そ
ろ
え
た
人
が
多
い
。
給
付
金
が
二
カ
月
以
内
に
支
給
さ
れ
た
こ
と
は
幸
い

だ
っ
た
。
だ
が
、
支
給
が
遅
れ
て
い
る
ダ
デ
ィ
ン
郡
の
あ
る
地
域
で
は
、
国
際

Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
波
形
鋼
板
一
二
枚
を
無
償
で
配
布
し
、
そ
れ
が
不
要
な
家
に
は
現
金

一
万
ル
ピ
ー
を
支
給
し
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
後
日
支
給
さ
れ
る
給
付
金
は

波
形
鋼
板
に
費
や
さ
な
く
て
済
む
と
い
う
不
公
平
が
生
じ
る
が
、
他
の
郡
の

こ
と
な
ど
誰
も
知
る
由
が
な
い
。

食
糧
や
毛
布
な
ど
の
救
援
物
資
は
Ｆ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
以
外
か
ら
は
届
い
て
い
な
い

そ
う
だ
。
特
別
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
ダ
リ
ッ
ト
の
村
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

近
隣
村
の
非
ダ
リ
ッ
ト
の
人
び
と
が
救
援
物
資
を
要
求
し
入
手
し
て
い
る
ら

し
い
が
、
そ
れ
が
こ
こ
の
ダ
リ
ッ
ト
の
人
た
ち
に
ま
で
届
く
こ
と
は
な
い
と
も

い
う
。
カ
ー
ス
ト
や
民
族
を
超
え
た
平
等
な
助
け
合
い
が
見
ら
れ
た
の
は
震
災

後
一
週
間
だ
け
だ
っ
た
、
と
い
う
語
り
は
誇
張
と
は
い
い
き
れ
な
い
面
が
あ
る
。

仮
設
住
居
で
は
土
間
に
持
参
の
マ
ッ
ト
を
ひ
き
寝
袋
に
入
っ
て
寝
た
。
疲
れ
も

手
伝
っ
て
熟
睡
で
き
た
が
、
こ
れ
が
毎
日
続
く
生
活
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

ろ
う
。
お
礼
を
包
ん
だ
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
状
況
下
、
わ
た
し
た
ち
を
泊
め

て
く
れ
た
村
人
の
好
意
に
応
え
る
こ
と
は
個
人
で
は
な
か
な
か
難
し
い
。
救
わ

れ
た
の
は
、
後
日
、
同
行
し
た
ネ
パ
ー
ル
人
の
友
人
が
事
務
長
を
つ
と
め
る
医

療
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
ビ
カ
ダ
ー
ダ
の
学
校
再
建
の
た
め
支
援
に
乗
り
出
し
て
く
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
だ
。

こ
れ
ま
で
も
わ
た
し
は
仮
店
舗
や
仮
小
屋
な
ど
波
形
鋼
板
を
用
い
た
建
物

に
泊
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
こ
と
さ
ら
悲
惨
な
印
象
を
も
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
今
も
変
わ
ら
な
い
の
だ
が
、
今
回
の
仮
設
住
居
で
の
一
夜
は
、
自
ら
の

無
力
さ
と
災
害
研
究
の
難
し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。

狭い畑に仮設住居が並ぶ。キリスト教徒もいて仮設教会も
再建されていた

丸めた波形鋼材をひとり2枚運ぶ。雨季に入り仮設
住居の補修が急ピッチ

フィールドに出たならば、どこで寝るのかということも、
現地のやりかたに順応し「日常」のものとなっていく。
しかし、それが被災地の仮の住まいであればどうであろうか。

写真：カトマンズで JICA専門家と情報交換。（右から2番目が筆者）

泊めてもらった仮設住居。バクタプルに
住む二男が携帯電話でアレンジしてくれた

ビカダーダの尾根筋。2階建ての住居が並んでいたという
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特
別
展

「
韓
日
食
博

 

―
わ
か
ち
あ
い
・
お
も
て
な
し
の
か
た
ち
」

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
。
韓
国
と
日
本

の「
食
」文
化
を
五
感
で
味
わ
う
新
し
い「
食
」の
展
覧

会
で
す
。

会
期　

11
月
10
日（
火
）ま
で   

会
場　

特
別
展
示
館

研
究
公
演

「
時
を
超
え
る
南
イ
ン
ド
の
踊
り
」

寺
院
舞
踊
の
ス
タ
イ
ル
を
伝
え
る
舞
踊
家
ナ
ル
タ

キ
・
ナ
タ
ラ
ー
ジ
の
演
技
を
通
し
て
、
イ
ン
ド
舞
踊

文
化
の
多
様
性
を
紹
介
し
ま
す
。

日
時　

11
月
22
日（
日
） 

13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
12
時
50
分
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
要
事
前
申
込
、
要
展
示
観
覧
券

　

申
込
締
切 

11
月
4
日（
水
） 

必
着

ゆ
っ
た
り
東
南
ア
ジ
ア

―
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
6

新
し
く
な
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
展
示
や
イ
ベ
ン
ト
を
通

じ
て
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
日
常
を
紹

介
し
ま
す
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

研
究
公
演

「
息
づ
く
仮
面

 

―
バ
リ
島
の
仮
面
舞
踊
劇
ト
ペ
ン
と
音
楽
」

バ
リ
島
か
ら
、
第
一
線
で
活
躍
中
の
舞
踊
家
2
名
を

迎
え
、
ガ
ム
ラ
ン
を
伴
奏
に
仮
面
舞
踊
劇
ト
ペ
ン
を

上
演
し
ま
す
。

会
場　

本
館
講
堂

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

■
関
連
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
台
湾
の
客
家
文
化
産
業
」

台
湾
南
部
の
客
家
に
よ
る
紙
傘
、
藍
染
、
八
音
の
実

演
と
解
説
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時　

11
月
29
日（
日
） 

13
時
〜
16
時
40
分

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料

北
大
阪
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
メ
ッ
セ

北
大
阪
7
市
3
町
の
美
術
館
、
博
物
館
が
2
日
間
み

ん
ぱ
く
に
大
集
結
し
、
楽
器
演
奏
に
よ
る
コ
ン
サ
ー

ト
、
地
域
の
民
俗
芸
能
上
演
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

日
時　

11
月
14
日（
土
）、
15
日（
日
）

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
及
び
特
別
展
示

館
休
憩
所
（
Ｂ
Ｆ
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

主
催　

北
大
阪
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

■
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　

11
月
14
日（
土
） 

12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

「
や
っ
て
み
よ
う
！ 

ミ
ラ
ー
刺
繍
」

日
時　

11
月
14
日（
土
）、15
日（
日
）12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

特
別
展
示
館
休
憩
所（
B
F
）

公
開
講
演
会

「
育
児
の
人
類
学
、
介
護
の
民
俗
学

 
―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
再
発
見
」

育
児
と
介
護
の
現
場
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

か
ら
、
少
子
高
齢
化
を
む
か
え
た
日
本
社
会
の
ゆ
く

え
を
探
り
ま
す
。

日
時　

11
月
13
日（
金
） 

18
時
30
分
〜
20
時
40
分

会
場　

日
経
ホ
ー
ル
（
東
京
、
定
員
6
0
0
名
）

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館
・
日
本
経
済
新
聞
社

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
手
話
通
訳
あ
り

お
問
い
合
わ
せ
先

研
究
協
力
係　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
0
9

日
時　

12
月
6
日（
日
） 

14
時
〜
16
時

　
　
　
（
13
時
20
分
受
付
開
始
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
要
事
前
申
込
、
要
展
示
観
覧
券

　

申
込
締
切 

11
月
18
日（
水
） 

必
着

■
関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
仮
面
を
生
か
す
踊
り
」

バ
リ
の
舞
踊
家
の
指
導
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
柄
に
特

有
な
か
ら
だ
の
動
き
を
体
験
し
、
舞
踊
家
が
い
か
に

仮
面
に
命
を
吹
き
込
ん
で
い
く
の
か
を
学
び
ま
す
。

日
時　

12
月
5
日（
土
） 

11
時
〜
13
時

　
　
　
（
10
時
30
分
受
付
開
始
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
40
名
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料

　

申
込
締
切 

11
月
18
日（
水
） 

必
着

カ
ム
イ
ノ
ミ （
神
へ
の
祈
り
）

本
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
の
標
本
資
料
へ
の

感
謝
と
安
全
を
願
い
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
の
協
力

を
え
て
、
カ
ム
イ
ノ
ミ
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時　

11
月
12
日（
木
） 
10
時
30
分
〜
11
時
50
分

会
場　

本
館
玄
関
前
広
場

※
雨
天
の
場
合
は
、
特
別
展
示
館
休
憩
所（
B
F
）に
て

開
催

ア
イ
ヌ
工
芸
in
み
ん
ぱ
く

ア
イ
ヌ
民
族
が
培
っ
て
き
た
も
の
作
り
の
技
術
や
知

恵
、
伝
統
か
ら
創
造
さ
れ
た
数
々
の
作
品
に
ふ
れ
て

み
ま
せ
ん
か
。ア
イ
ヌ
協
会
優
秀
工
芸
師
に
よ
る「
刺

し
ゅ
う
」や「
木
彫
」の
実
演
が
行
わ
れ
ま
す
。

日
時　

11
月
12
日（
木
）〜
15
日（
日
） 

10
時
〜
17
時

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

◆
も
の
作
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日
時　

11
月
12
日（
木
）〜
15
日（
日
） 

11
時
〜
15
時

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
各
日
定
員
10
名
、
材
料
費
5
0
0
円

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
台
湾
文
化
光
点
計
画
　

伝
統
と
創
意

―
台
湾
客
家
の
工
芸
と
音
楽
」

日
時　

11
月
28
日（
土
） 

13
時
〜
16
時
40
分

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

 

―
世
界
の
天
然
素
材
―
」

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

で
第
3
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

11
月
4
日（
水
）

講
師　

佐
々
木
史
郎
（
本
館 

教
授
）

毛
皮
―
防
寒
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と

11
月
18
日（
水
）

講
師　

木
村
裕
樹
（
本
館 

外
来
研
究
員
）

木
で
つ
く
ら
れ
る
挽
物

―
「
木
材
の
工
芸
的
利
用
」
の
探
究

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

一
般
社
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
」

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

11
月
11
日（
水
）

イ
ン
ド
染
織
文
化
の
今

―
村
落
か
ら
世
界
へ

講
師　

上
羽
陽
子
（
本
館 

准
教
授
）

11
月
25
日（
水
）

み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
見
る

―
世
界
の
イ
ス
ラ
ー
ム

講
師　

山
中
由
里
子
（
本
館 

准
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
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友
の
会
講
演
会
（
大
阪
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
96
名
）

※
当
日
先
着
順
、
会
員
無
料
（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
4
8
回　

11
月
7
日（
土
） 
14
時
〜
16
時 

移
住
が
つ
く
る
客
家
の
食

講
師　

河
合
洋
尚
（
本
館 

助
教
）

広
大
な
面
積
を
誇
る
中
国
は
、
地
理
的
条
件
が
多
様
で
あ
れ
ば
、

人
び
と
の
生
活
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
食
文
化
も
一
様
で
は
な
く

「
中
国
料
理
」
と
い
っ
て
も
一
言
に
括
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

漢
族
の
一
集
団
で
あ
る
客
家
は
中
国
北
部
か
ら
南
下
し
、
中
国
南

部
や
台
湾
に
移
動
・
定
着
し
た
歴
史
を
も
ち
ま
す
。
ま
た
、
海
外

に
居
住
す
る
華
僑
・
華
人
の
な
か
に
も
客
家
は
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
食
文
化
か
ら
彼
ら
の
移
動
性
を
さ
ぐ
る
と
と
も
に
、
近
年
、

移
住
先
で
再
構
築
さ
れ
る
客
家
料
理
に
着
目
し
、
食
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
ロ
ー
カ
ル
化
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

●
講
義
（
14
時
〜
15
時
10
分
）
終
了
後
、
講
師
と
気
軽
に
交
流

で
き
る
懇
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

第
4
4
9
回　

12
月
5
日（
土
） 

14
時
〜
16
時 

カ
ナ
ダ
の
魚
食
文
化

―
日
本
人
移
民
と
の
関
わ
り
か
ら

講
師　

河
原
典
史
（
立
命
館
大
学
教
授
）

カ
ナ
ダ
の
食
文
化
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち

で
し
ょ
う
か
。
ビ
ー
フ
や
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
、
そ
し
て
や
は
り

サ
ー
モ
ン
な
ど
の
魚
食
の
文
化
が
挙
げ
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
カ
ナ
ダ
に
は
多
様
な
魚
食
文
化
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は

19
世
紀
末
に
カ
ナ
ダ
へ
と
渡
っ
た
日
本
人
移
民
と
も
深
い
関
係
が

あ
り
ま
す
。
イ
ク
ラ
や
カ
ズ
ノ
コ
、
ニ
シ
ン
の
ほ
か
、
今
で
は

す
っ
か
り
カ
ナ
ダ
社
会
に
溶
け
込
ん
で
い
る
巻
き
寿
司
「
Ｂ
Ｃ

ロ
ー
ル
」
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
魚
食
文
化
と
日
本
人
移
民
史
に
つ
い

て
考
え
ま
す
。

●
講
義
（
14
時
〜
15
時
10
分
）
終
了
後
、
講
師
と
気
軽
に
交
流

で
き
る
懇
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

第
71
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

「
九
州
の
な
か
の
朝
鮮
文
化
を
歩
く
」

第
86
回
民
族
学
研
修
の
旅 

「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
ふ
る
さ
と
を
訪
ね
て
」

体
験
セ
ミ
ナ
ー
、
民
族
学
研
修
の
旅
と
も
に
、
定
員
に
達
し
ま

し
た
。
今
後
の
予
定
に
つ
い
て
は
、
友
の
会
事
務
局
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
武
器
を
ア
ー
ト
に

  

―
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
に
お
け
る
平
和
構
築
」

会　

期　

11
月
23
日（
月
・
祝
）ま
で

休
館
日　

月
曜
日 （
11
月
23
日（
月
）は
開
館
）

会　

場　

東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館　

本
館 

展
示
室
3

主　

催　

東
京
藝
術
大
学
、
国
立
民
族
学
博
物
館

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

第
4
5
0
回　

11
月
21
日（
土
）

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
古
代
都
市
遺
跡
と
歴
史
空
間

講
師　

寺
村
裕
史
（
本
館 

助
教
）

中
央
ア
ジ
ア
は「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」

を
通
じ
た「
人
と
物
」の
活
発
な

交
流
に
よ
っ
て
人
類
史
・
文
明
史

に
お
け
る
重
要
な
舞
台
と
な
っ
て

き
ま
し
た
。ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の

サ
マ
ル
カ
ン
ド
近
郊
に
営
ま
れ
た

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
古
代
都
市
の
考

古
学
的
な
発
掘
調
査
を
題
材
に
、

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
た
情

報
考
古
学
と
い
う
視
点
か
ら
、そ

の
調
査
成
果
に
つ
い
て
お
話
し

し
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
。

11
月
1
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

オ
セ
ア
ニ
ア
の
食
文
化

―
パ
ン
の
実
と
タ
ロ
イ
モ
の
料
理

話
者　

須
藤
健
一
（
本
館 

館
長
）

11
月
8
日（
日
）　

特
別
展
示
館
※
要
特
別
展
観
覧
券

石
毛
さ
ん
に
聞
く

―
日
韓
の
食
文
化
研
究

話
者　

石
毛
直
道（
本
館 

名
誉
教
授
）、朝
倉
敏
夫（
本
館 

教
授
）

11
月
29
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

聖
者
崇
敬
か
ら
み
た
シ
リ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
、
ヨ
ル
ダ
ン
、

パ
レ
ス
チ
ナ

話
者　

菅
瀬
晶
子
（
本
館 

助
教
）

●
中
央
・
北
ア
ジ
ア
、
ア
イ
ヌ
の
文
化

　
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
た
め
、
中
央
・
北
ア
ジ
ア
、
ア
イ

ヌ
の
文
化
展
示
場
を
11
月
18
日（
水
） 

か
ら
3
月
16
日（
水
）ま
で

閉
鎖
し
ま
す
。

●
展
示
場
閉
鎖
の
お
知
ら
せ

設
備
工
事
の
た
め
、
2
0
1
6
年
1
月
か
ら
3
月
に
各
展
示
場

を
順
次
閉
鎖
す
る
予
定
で
す
。
詳
細
は
11
月
初
旬
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
本
誌
1
月
号
以
降
で
も
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

11
月
3
日（
火
・
祝
）、
14
日（
土
）、
15
日（
日
）は
、
特
別
展
示
、

本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
、3
日（
火
・

祝
）に
つ
い
て
は
自
然
文
化
園
を
通
行
さ
れ
る
場
合
、
入
園
料
が

必
要
で
す
。

※
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
。

研
究
部
新
メ
ン
バ
ー

卯う

田だ 

宗し
ゅ
う

平へ
い　

准
教
授
（
先
端
人
類
科
学
研
究
部
）

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
汎
ア
ジ
ア
研
究
部
門
特
任
講
師
を

経
て
現
職
。
専
門
は
環
境
民
俗
学
。
日
本
列
島
と
中
国
大
陸
を

フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
内
水
面
漁
撈
民

の
適
応
戦
略
や
人
と
動
物
と
の
か

か
わ
り
、
生
業
を
裏
打
ち
す
る
文

化
に
つ
い
て
研
究
。
著
書
に
『
鵜

飼
い
と
現
代
中
国
―
人
と
動
物
、

国
家
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
2
0
1
4

年
）
な
ど
。

ダ
ブ
シ
ア
城
の
城
壁
と

ザ
ラ
フ
シ
ャ
ン
川
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「
本
当
の
鮭
」
を
探
し
て

二
〇
一
四
年
一
一
月
二
六
日
の
晩
、
わ
た
し
は
霧
雨

の
降
る
な
か
を
自
転
車
で
茨
木
駅
近
く
の
食
料
品
店
な

ど
を
回
っ
て
い
た
。
翌
日
の
カ
ム
イ
ノ
ミ
の
料
理
「
オ

ハ
ウ
」
に
使
う
鮭
が
、
手
違
い
で
足
り
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
の
で
、
探
し
て
い
た
の
だ
。「
半
身
く
ら
い
欲

し
い
」
と
言
わ
れ
た
が
、
最
初
に
行
っ
た
ス
ー
パ
ー
に

は
塩
を
し
た
紅
鮭
の
切
り
身
し
か
な
く
、
次
の
店
は
贈

答
用
の
塩
鮭
の
半
身
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
紅
。
三
軒

目
の
鮮
魚
店
に
は
鮭
が
な
く
、
四
軒
目
で
よ
う
や
く
白

鮭
の
切
り
身
が
あ
っ
た
が
、
二
パ
ッ
ク
し
か
な
い
。
五

軒
目
の
店
に
二
〜
三
切
れ
入
り
の
白
鮭
を
見
つ
け
、
売

り
場
に
出
て
い
た
ほ
ぼ
全
部
、
八
パ
ッ
ク
ほ
ど
を
買
い

込
み
、
ほ
っ
と
し
て
帰
宅
し
た
。
時
期
も
遅
か
っ
た
の

だ
ろ
う
が
、
関
西
で
は
紅
鮭
が
好
ま
れ
る
の
だ
と
、
北

海
道
と
の
違
い
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
。

翌
日
こ
の
話
を
し
た
ら
、「
鮭
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
種

類
が
あ
る
ん
で
す
か
？
」
と
若
い
職
員
に
聞
か
れ
た
。

思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
関
東
の
海
無
し
県
に
育
っ
た
筆

者
も
、
大
学
進
学
で
北
海
道
に
住
む
よ
う
に
な
る
ま

で
は
「
塩
鮭
（
切
り
身
）」
と
「
新
巻
（
一
尾
ま
る
ご

と
）」
く
ら
い
し
か
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
現
在
、
日
本
沿
岸
で
捕
獲
し
て
い
る
お
も
な
鮭

は
シ
ロ
ザ
ケ
、
カ
ラ
フ
ト
マ
ス
お
よ
び
サ
ク
ラ
マ
ス
で
、

ベ
ニ
ザ
ケ
と
マ
ス
ノ
ス
ケ
は
多
く
が
輸
入
、
ギ
ン
ザ
ケ
、

ニ
ジ
マ
ス
、
タ
イ
セ
イ
ヨ
ウ
サ
ケ
も
養
殖
も
の
の
輸
入

が
大
部
分
で
あ
る
。
日
本
で
も
っ
と
も
多
く
獲
れ
る
ふ

つ
う
の
鮭
が
シ
ロ
ザ
ケ
だ
が
、
捕
獲
時
期
や
成
熟
度
に

よ
っ
て
も
よ
び
名
が
変
わ
る
。
ち
な
み
に
ア
イ
ヌ
語
で

た
ち
が
中
心
と
な
り
、
職
員
が
手
伝
い
な
が
ら
準
備
し

て
お
い
た
も
の
だ
。
こ
う
し
た
食
事
に
欠
か
せ
な
い
の

が
オ
ハ
ウ
（
汁
物
）
で
あ
る
。

オ
ハ
ウ
は
具
だ
く
さ
ん
の
汁
で
、
味
付
け
は
伝
統
的

に
は
塩
（
と
油
）
で
あ
る
。
み
ん
ぱ
く
で
は
、
二
〇
一
一

年
秋
の
特
別
展
「
千
島
・
樺
太
・
北
海
道　

ア
イ
ヌ

の
く
ら
し
」
の
開
催
期
間
中
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
限
定
メ

ニ
ュ
ー
と
し
て
提
供
し
た
。
三
平
汁
を
ご
存
知
の
方
は
、

似
た
よ
う
な
も
の
と
思
っ
て
い
た
だ
い
て
よ
い
。

北海道アイヌの魚の汁物

チェプオハウ

齋
さい

藤
とう

 玲
れい

子
こ

 　民博 民族文化研究部

も
っ
と
も
日
常
的
な
料
理

オ
ハ
ウ
は
儀
式
の
と
き
の
特
別
な
食
べ
物
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
伝
統
的
な
日
常
の
食
事
の
基
本
は
オ
ハ

ウ
と
サ
ヨ
（
粥か
ゆ

）
で
、ラ
タ
シ
ケ
プ
な
ど
と
よ
ば
れ
る
（
野

菜
主
体
の
）
煮
物
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
オ
ハ
ウ
の

具
材
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
魚
（
チ
ェ
プ
）
を
入
れ
た
も
の
は

チ
ェ
プ
オ
ハ
ウ
、
シ
カ
肉
（
ユ
ク
）
を
入
れ
た
も
の
は
ユ

ク
オ
ハ
ウ
、
野
菜
中
心
の
も
の
は
キ
ナ
オ
ハ
ウ
（
キ
ナ
は

食
用
・
薬
用
・
物
を
作
る
素
材
な
ど
有
用
な
「
草
」
を

指
す
）
な
ど
と
い
う
。
農
耕
は
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ

て
お
り
、
江
戸
時
代
の
記
録
に
も
豆
や
大
根
・
か
ぶ
な

ど
の
野
菜
を
食
し
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
、
明
治
時
代

に
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
カ
ボ
チ
ャ
な
ど
も
主
要
な
食
材
と

な
っ
た
。
大
根
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
、
オ
ハ
ウ
の
定
番
材

料
で
あ
る
。
さ
ら
に
香
り
が
よ
く
栄
養
価
の
高
い
ギ
ョ

ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
や
、
オ
ハ
ウ
キ
ナ
と
も
よ
ば
れ
る
ニ
リ

ン
ソ
ウ
な
ど
が
あ
れ
ば
、
文
句
な
し
。
ち
な
み
に
、
ア

イ
ヌ
語
で
は
オ
ハ
ウ
に
は
「
飲
む
」「
吸
う
」
と
い
う
動

詞
は
使
わ
ず
、「
エ
（
食
べ
る
）」
を
使
う
。

カ
ム
イ
ノ
ミ
の
際
に
は
、
団
子
や
酒
が
作
ら
れ
、
日

常
の
食
事
に
加
え
て
飯
や
さ
ま
ざ
ま
な
ラ
タ
シ
ケ
プ
と
、

菓
子
や
果
物
な
ど
も
添
え
ら
れ
る
。
み
ん
ぱ
く
の
カ
ム

イ
ノ
ミ
の
日
に
も
、
北
海
道
産
の
魚
や
野
菜
を
使
っ
た

料
理
が
用
意
さ
れ
る
。

現
代
の
ア
イ
ヌ
の
食
事
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
一
般

家
庭
と
同
じ
よ
う
に
和
洋
中
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
季
節
ご
と
の
山
菜
や
魚
や
シ
カ
肉
な
ど
を
、

自
ら
と
っ
た
り
、
知
人
に
わ
け
て
も
ら
っ
た
り
し
て
保

存
し
て
お
く
人
も
多
く
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
伝
統
的
な

オ
ハ
ウ
を
作
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
寒
い
季
節
、

滋
味
豊
か
な
汁
物
は
、
芯
か
ら
体
を
温
め
て
く
れ
る
。

※
今
年
の
カ
ム
イ
ノ
ミ
は
一
一
月
一
二
日
（
木
）
で
儀
式
と

古
式
舞
踊
は
一
般
に
公
開
。「
ア
イ
ヌ
の
文
化
」
展
示
場
は
、

来
年
三
月
一
七
日（
木
）の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
向
け
、

一
一
月
一
八
日
（
水
）
か
ら
閉
鎖
。

は
、シ
ペ（
本
当
の
食
べ
物
）、カ
ム
イ
チ
ェ
プ（
神
の
魚
）

と
よ
ば
れ
、
も
っ
と
も
大
切
な
魚
で
あ
る
。
オ
ハ
ウ
に

赤
い
鮭
が
入
っ
て
い
る
の
は
想
像
し
が
た
い
。

み
ん
ぱ
く
と
ア
イ
ヌ
伝
統
料
理

毎
秋
、
み
ん
ぱ
く
で
は
カ
ム
イ
ノ
ミ
（
ア
イ
ヌ
語
で

「
カ
ム
イ
へ
の
祈
り
」）
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。「
ア
イ

ヌ
の
文
化
」
展
示
場
が
公
開
さ
れ
た
一
九
七
九
年
、
復

元
し
た
伝
統
的
な
家
屋
「
チ
セ
」
の
完
成
を
祝
う
チ
セ

ノ
ミ
に
始
ま
り
、
以
来
、
標
本
資
料
の
安
全
な
保
管
と

ア
イ
ヌ
文
化
の
継
承
を
願
う
目
的
で
、
ず
っ
と
続
い
て

き
た
。
チ
セ
の
復
元
に
携
わ
っ
た
萱か
や

野の

茂し
げ
る

氏
が
長
ら

く
祭
司
を
務
め
た
が
、
逝
去
後
の
二
〇
〇
七
年
か
ら
は
、

（
公
社
）
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
と
協
定
を
結
び
、
各
地

域
の
団
体
を
招
し
ょ
う

聘へ
い

し
て
実
施
す
る
か
た
ち
で
継
続
し
て

い
る
。
儀
式
の
あ
と
は
、
関
係
者
と
館
の
職
員
ら
で
伝

統
的
な
料
理
を
試
食
す
る
。
前
日
に
ア
イ
ヌ
協
会
の
方

サケやタラなどの魚
300～ 400g 

（身・あら。塩をしたものでもよい）

ダイコン　　　　　　 約8cm 
ニンジン　　　　   3分の 1本 
（またはゴボウ、ジャガイモなど
の根菜）

シメジなどのキノコ　  約 50g

ギョウジャニンニクなどの青物 
（小松菜や白菜、フキノトウでも
よい。小松菜なら1～ 2株） 

長ネギ　　　　　　   約10cm 
昆布　　　　　　　10cm角位 
塩、油（サラダ油などでも可） 

適量

チェプオハウ （約 4人分）

① 根菜は皮をむき、食べやすい大きさに切る。ゴボウやジャ
ガイモを入れる場合は、水にさらしておく。シメジなど
も一口大にする。葉物は３cmくらいに切る。

② 鍋に昆布を敷いて水と根菜とキノコを入れて火にかける。

③ 野菜が柔らかくなってきたら、魚を入れ、灰汁をひきなが
ら、火がとおるまで煮る（葉物を入れる場合は、根菜と
魚にほぼ火がとおった後で入れる）。

④ 塩と油で味を調え、仕上げにネギを散らす。

＊ 昆布は火であぶってから鍋に入れたり、仕上げにあぶった
りあげたものを粉々にして振りかけるなど、さまざま。

＊ 灰汁に薬効があるとの考えから、すくわずに、最後に入れ
る葉物に吸わせてしまう、という人もいる。

みんぱくのカムイノミの後、料理について説明する
苫小牧アイヌ協会の大竹房子さん（2014年）

副菜として作ったカボチャラタシケプ（2014年）

アイヌ民族博物館（白老町）で開催された国立のアイヌ文化
博物館（仮）の会議時の昼食。右の椀がサケのオハウ

調理中のスケトウダラのオハウ（2011年）
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和
食
が
ユ
ネ
スコの
無
形
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
て
見
え
て
き
た
こ
と

熊く
ま

倉く
ら 

功い
さ

夫お 

　
静
岡
文
化
芸
術
大
学
学
長
／
民
博
名
誉
教
授

驚
異
的
な
速
さ

和
食
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺

産
の
代
表
一
覧
に
登
録
さ
れ
る
ま
で

の
経
緯
は
、
今
に
な
っ
て
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
奇
跡
的
な
ス
ピ
ー
ド

感
を
も
っ
て
推
進
さ
れ
た
と
い
え
よ

う
。
正
式
に
検
討
会
が
設
け
ら
れ
た

の
が
二
〇
一
一
年
七
月
。
そ
れ
か
ら

四
回
の
検
討
会
で
枠
組
み
が
決
定

さ
れ
、
提
案
書
が
ユ
ネ
ス
コ
本
部
に

送
ら
れ
た
の
が
二
〇
一
二
年
三
月
で

あ
っ
た
。
そ
の
間
に
修
正
が
加
え
ら

れ
、
文
化
庁
の
無
形
文
化
遺
産
特

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
意
見
が

委
員
会
か
ら
本
部
に
送
ら
れ
た
こ

と
が
公
表
さ
れ
、
提
案
書
を
と
り

ま
と
め
て
き
た
一
員
と
し
て
、
正
直
、

ホ
ッ
と
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
の

約
一
カ
月
後
の
二
〇
一
三
年
一
二
月

四
日
に
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
で

開
催
さ
れ
た
政
府
間
委
員
会
で
登

録
が
正
式
決
定
に
至
っ
た
。
つ
ま

り
、
二
〇
一
一
年
七
月
の
ス
タ
ー
ト

か
ら
二
〇
一
三
年
一
二
月
の
決
定
の

間
、
二
年
五
カ
月
で
登
録
に
至
っ
た

の
は
驚
異
的
な
速
さ
で
あ
っ
た
と
い

い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
和
食
の

申
請
で
は
、
国
民
全
体
が
そ
の
に
な

い
手
と
い
う
の
で
、
こ
れ
も
前
例
の

な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
す
で
に

登
録
の
候
補
に
あ
が
っ
て
い
る
案
件

よ
り
先
と
さ
れ
た
こ
と
も
め
ず
ら
し

い
。
つ
ま
り
和
食
申
請
の
緊
急
性
が

評
価
さ
れ
た
わ
け
で
、
そ
の
要
因
は

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本

大
震
災
に
よ
っ
て
、
食
に
対
す
る
風

評
被
害
が
世
界
的
に
生
じ
た
こ
と
に

対
す
る
危
機
感
が
働
い
た
と
理
解
し

て
い
る
。

こ
う
し
た
特
別
な
配
慮
の
な
か
で

和
食
文
化
の
登
録
が
進
め
ら
れ
た
背

景
に
は
国
を
あ
げ
て
の
（
特
に
農
林

水
産
省
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
）
応
援

と
国
民
的
支
持
が
あ
っ
た
か
ら
に
違

い
な
い
。
そ
の
な
か
で
共
有
さ
れ
た

の
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
和
食
文
化
が

崩
壊
す
る
と
い
う
危
機
感
で
あ
る
。

ユ
ネ
ス
コ
へ
の
登
録
を
契
機
に
、
国

内
で
そ
の
保
護
継
承
の
運
動
を
お

こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

意
識
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
異
例

づ
く
め
の
推
進
を
可
能
に
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

法
整
備
の
必
要
性

結
果
と
し
て
、
新
し
い
課
題
が
文

化
行
政
の
な
か
に
生
ま
れ
た
。
和
食

文
化
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
以
上
、
他
の
無
形
文

化
財
同
様
に
、
国
内
法
で
も
こ
れ
を

保
護
の
対
象
に
加
え
る
べ
く
、
法
の

整
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
課
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
化
財

保
護
法
の
対
象
の
領
域
に
食
文
化
を

加
え
る
必
要
が
出
て
き
た
。

そ
も
そ
も
文
化
財
保
護
法
に
問
題

が
あ
っ
て
、
食
文
化
の
よ
う
な
生
活

文
化
を
認
め
て
い
な
い
だ
け
で
は
な

く
、
西
欧
の
文
化
概
念
に
な
い
日
本

独
自
の
文
化
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の

が
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
歌
舞
伎
や
能
は
日
本
独
自
の
芸
能

で
あ
る
が
、
演
劇
と
い
う
日
欧
に
共

通
す
る
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
の
で
文
化

財
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

茶
の
湯
や
い
け
ば
な
の
よ
う
な
生
活

文
化
は
、
西
欧
に
該
当
す
る
ジ
ャ
ン

ル
が
な
い
の
で
、
対
象
と
は
な
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
茶
の
湯
や
い
け

ば
な
は
日
本
文
化
の
代
表
の
よ
う
に

外
交
面
で
扱
わ
れ
な
が
ら
、
伝
統
文

化
と
し
て
文
化
財
保
護
法
の
対
象
に

な
ら
な
い
こ
と
こ
そ
異
常
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に

「
和
食
：
日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文

化
」
が
登
録
さ
れ
た
の
を
機
に
、
日

本
の
文
化
財
保
護
法
を
見
直
し
、
現

代
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
整
理
さ
れ
て

ゆ
く
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
た
い
。

無
形
文
化
遺
産
登
録
の
方
式
に
反
す

る
い
さ
さ
か
異
例
な
手
続
き
が
と
ら

れ
た
。
そ
れ
ま
で
に
日
本
が
申
請
し

て
登
録
さ
れ
て
い
る
案
件
は
、
い
ず

れ
も
国
内
に
お
い
て
重
要
無
形
文
化

財
、
あ
る
い
は
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
に
登
録
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
な

か
か
ら
候
補
が
あ
げ
ら
れ
、
諸
案
件

が
勘
案
さ
れ
て
順
番
に
申
請
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
和
食

は
、
そ
う
し
た
無
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
も
い
な
い
し
、
当
然
、
技
術

保
存
の
個
人
も
団
体
も
指
定
さ
れ
て

別
委
員
会
を
と
お
っ
て
、
同
年
九
月

に
、
二
〇
一
三
年
最
優
先
審
査
案
件

と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
に
送
ら
れ
た
こ
と

が
文
化
庁
か
ら
発
表
さ
れ
た
。
そ

の
後
も
提
案
書
の
修
正
は
続
き
、
付

録
し
て
提
出
す
る
映
像
資
料
（
約

一
〇
分
間
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
）
が
完
成
し
た

の
は
、
ほ
と
ん
ど
二
〇
一
二
年
の
年

末
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
翌

二
〇
一
三
年
六
月
ご
ろ
に
は
専
門
家

委
員
会
の
審
査
が
進
ん
で
い
た
は
ず

だ
が
、
そ
の
間
の
消
息
は
ま
っ
た
く

知
ら
さ
れ
ず
、
同
年
一
〇
月
に
登
録

日
本
の
重
要
無
形
文
化
財
・
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
考
え
か
た
は
、

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
の
考
え
か
た
と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
、
文
化
財
に
対
す
る
考
え
か
た
も
再
考
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

う
。
昨
年
、
来
日
し
た
ス
ペ
イ
ン
の

バ
ス
ク
料
理
の
登
録
を
め
ざ
す
調

査
団
か
ら
わ
た
し
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
受
け
た
が
、
彼
ら
に
い
わ
せ
る
と
、

和
食
の
登
録
が
各
国
の
提
案
書
の
手

本
に
な
っ
て
い
る
と
の
話
で
あ
っ
た
。

他
国
か
ら
み
て
も
、
和
食
登
録
の
経

過
は
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

和
食
へ
の
危
機
感

和
食
の
登
録
に
障
害
が
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
第
一
に
、
従
来
の

検討会（2011年 7月）

和食が無形文化遺産条約の代表一覧に記載されたことを
記した通知書で、ユネスコのボコバ事務局長のサインが
入っている

記者発表（2013年 12月）。登録を受けて、決定の２日後に農林水
産省で開かれた記者会見の模様
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ホ
ピ
展
の
目
玉

七
月
四
日
は
米
国
独
立
記
念
日
。
数
あ
る
祝
日

の
な
か
で
も
特
に
祝
福
の
ム
ー
ド
が
高
ま
り
、
市

街
地
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
花
火
が
上
が
る
。
ア
リ
ゾ

ナ
州
フ
ラ
ッ
グ
ス
タ
ッ
フ
に
あ
る
北
ア
リ
ゾ
ナ
博
物

館
は
毎
年
こ
の
週
末
に
ホ
ピ
展
（H

opi Festival

）

を
開
催
す
る
。
二
〇
一
五
年
に
八
五
年
目
を
迎
え
た

こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
地
元
先
住
民
で
あ
る
ホ
ピ
の

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
招
し
ょ
う

聘へ
い
し
、
先
住
民
自
身
に
よ
る

文
化
発
信
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
週
末

に
は
ホ
ピ
の
親
族
が
た
く
さ
ん
集
う
だ
け
で
な
く
、

フ
ラ
ッ
グ
ス
タ
ッ
フ
市
の
主
流
社
会
を
構
成
す
る
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
市
民
と
先
住
民
と
の
交
流
が

深
ま
る
。

近
年
の
ホ
ピ
展
で
は
宝
飾
品
や
木
彫
や
土
器
や

籠
細
工
や
テ
キ
ス
タ
イ
ル
と
い
っ
た
ア
ー
ト
だ
け
で

な
く
、
伝
統
食
や
踊
り
や
音
楽
と
い
っ
た
無
形
文

化
を
紹
介
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
登
場
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
屋
外
テ
ン
ト
に
設
置
さ
れ
た
ス
ピ
ー
カ
ー

か
ら
は
先
住
民
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
歌
声
が
響
き
、

数
百
名
規
模
の
観
客
を
魅
了
す
る
。

そ
の
な
か
で
も
ひ
と
き
わ
人
気
の
あ
る
の
が
エ

ド
・
カ
ボ
ー
テ
ィ
さ
ん
で
あ
る
。
彼
は
ホ
ピ
と
カ
ー

ポ
・
オ
ウ
ィ
ン
ゲ
（
サ
ン
タ
・
ク
ラ
ラ
・
プ
エ
ブ
ロ
）

と
い
う
ふ
た
つ
の
民
族
集
団
の
血
を
受
け
継
ぐ
音
楽

家
で
あ
る
（
サ
ン
タ
・
ク
ラ
ラ
語
で
の
彼
の
名
前
は

オ
ク
ワ
・
ピ
ン
グ
）。
恵
ま
れ
た
才
能
を
も
つ
彼
は
、

画
家
で
も
あ
り
銀
細
工
師
で
も
あ
る
。
近
親
に
は

そ
の
道
の
大
家
が
多
い
。
父
方
祖
父
は
ホ
ピ
に
銀
細

工
を
普
及
さ
せ
た
画
家
フ
レ
ッ
ド
・
カ
ボ
ー
テ
ィ
で
、

父
は
詩
人
・
画
家
・
銀
細
工
師
で
も
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・

カ
ボ
ー
テ
ィ
だ
。
母
方
の
祖
父
は
米
国
先
住
民
初
の

人
類
学
者
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ド
ー
ジ
ア
で
あ
り
、
ホ
ピ

と
テ
ワ
の
言
語
や
音
楽
を
収
集
・
記
録
を
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
る
。

ホ
ピ
、
銀
細
工
、
人
類
学
、
先
住
民
ア
ー
ト
、
博

物
館
を
専
門
と
す
る
筆
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
ア
イ

ド
ル
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
る
。
と
は
い
え
音
楽
活

動
に
関
し
て
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ド
ル
の
よ
う

な
派
手
さ
は
な
い
。
レ
ゲ
エ
と
ス
ロ
ー
ロ
ッ
ク
の
曲

調
に
ギ
タ
ー
と
フ
ル
ー
ト
と
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
一

人
で
あ
や
つ
り
、
ホ
ピ
語
や
サ
ン
タ
・
ク
ラ
ラ
の
テ

ワ
語
の
歌
詞
を
の
せ
た
親
し
み
の
あ
る
温
か
み
の
あ

る
曲
風
を
奏
で
る
こ
と
が
多
い
。

聖
地
保
護
の
た
め
の
楽
曲

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
シ
ー
と
し
て

数
年
間
生
活
し
て
き
た
フ
ラ
ッ
グ
ス
タ
ッ
フ
で
の

経
験
を
ま
と
め
た
最
新
作
と
な
る
三
枚
目
の
Ｃ
Ｄ

『S
hadow

ed by the M
ountain

』
に
は
、「P

'ing
 

Ts'aw
ae

（
雲
・
山
）」
と
題
さ
れ
た
曲
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
曲
に
は
フ
ラ
ッ
グ
ス
タ
ッ
フ
市
が

抱
え
る
環
境
問
題
に
対
す
る
彼
の
主
張
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。

フ
ラ
ッ
グ
ス
タ
ッ
フ
は
グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
に

も
近
い
観
光
産
業
の
町
で
あ
り
、
冬
場
は
ス
キ
ー
客

で
賑に
ぎ

わ
う
。
環
境
問
題
と
は
ス
ノ
ー
ボ
ウ
ル
と
い
う

名
前
の
ス
キ
ー
場
に
確
実
に
集
客
す
る
た
め
の
人
工

降
雪
計
画
の
こ
と
だ
。
そ
の
人
工
雪
と
は
上
水
で
は

な
く
下
水
を
再
生
水
処
理
し
た
も
の
が
原
料
と
な

る
。
ス
ノ
ー
ボ
ウ
ル
は
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
連
峰
の
西
麓
に
あ
る
の

だ
が
、
こ
の
連
峰
は
先
住
民
ホ
ピ

が
信
仰
す
る
精
霊
カ
チ
ー
ナ
が

住
む
聖
地
と
さ
れ
て
い
る
。
聖
地

に
再
生
水
処
理
す
る
と
は
い
え
下

水
を
ば
ら
ま
く
と
い
う
の
は
、
先

住
民
に
対
す
る
侮
辱
に
他
な
ら
な

い
、
と
い
う
の
が
彼
を
は
じ
め
と

す
る
先
住
民
側
の
主
張
な
の
で
あ

る
。
エ
ド
さ
ん
は
、
調
和
を
欠
い

た
世
界
（koyaanisqatsi

）
と
い

う
ホ
ピ
語
を
用
い
て
こ
の
事
業
を

鋭
く
批
判
す
る
。
本
件
に
つ
い
て
は
事
業
を
推
進

し
よ
う
と
し
て
い
る
フ
ラ
ッ
グ
ス
タ
ッ
フ
市
を
相
手

ど
っ
て
、ホ
ピ
政
府
が
訴
訟
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

楽
曲
「P

'ing Ts'aw
ae

」
は
エ
ド
さ
ん
の
絵
画
作

品
「
聖
地
を
覆
う
黄
色
い
雪
（
原
題Yellow

 Snow
 

on the M
ountain

）」
に
対
応
す
る
。
下
水
処
理

し
た
黄
色
い
雪
が
降
り
積
も
っ
た
連
峰
の
ス
キ
ー

場
の
斜
面
を
ホ
ピ
の
道
化
が
滑
走
し
、
地
面
か
ら

水
竜
が
激
怒
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
曲
と

絵
画
作
品
は
反
ス
ノ
ー
ボ
ウ
ル
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

し
ば
し
ば
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
て
き
た
。
数
年
間

続
く
訴
訟
は
決
着
し
な
い
ま
ま
に
あ
る
。
絵
画
と

歌
に
込
め
ら
れ
た
エ
ド
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
先

住
民
社
会
か
ら
の
聖
地
保
護
の
願
い
は
、
ア
ン
グ
ロ

サ
ク
ソ
ン
系
主
流
社
会
に
よ
る
意
思
決
定
を
ギ
リ

ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
思
い
と
ど
ま
ら
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。

伊い

藤と
う 

敦あ
つ

規の
り　

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

米国先住民ミュージシャン
エド・カボーティ

少数派が多数派に対抗する手段として、アートが用いられることがある。
米国、フラッグスタッフ市の先住民アーティストの作品に込められた願いは、
主流社会を動かすまでになっている。

ホピ展で演奏するエド・カボーティさん

標高 3,851メートルのサンフランシスコ連峰（ホピ語で
ヌヴァトゥキャオヴィ）はホピの聖地である

エドさんの初期の銀細工（ペンダ
ント）を、民博は 2010年に収集
した（H0268571）

CD『Shadowed by the Mountain』の裏表紙に使用された
「聖地を覆う黄色い雪」
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カ
ン
ト
が
晩
年
書
い
た『
人
間
学
』の
文
脈
に
お
い
て
、「
共
生
」と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
を
考
え
る
こ
と
は
意
味
深
い
こ
と
だ
。

共
生
と
い
う
こ
と
ば
は
今
後
、
人
類
学
を
未
来
に
向
け
て
解
き
放
と
う
と

す
る
際
、
確
か
に
ひ
と
つ
の
鍵
と
な
る
概
念
な
の
だ
が
、
そ
の
力
は
今
も
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
の
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
来
し
方
を
踏
ま
え
、
行
く

末
に
備
え
よ
う
。

共
生
は
、
戦
前
か
ら
発
生
し
て
き
た
日
本
語
で
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
に

こ
の
こ
と
ば
を
冠
し
た
多
数
の
書
籍
が
出
版
さ
れ
た
。
人
類
学
で
は
、
狩
猟

採
集
民
エ
フ
ェ
と
農
耕
民
レ
ッ
セ
の
自
然
と
の
か
か
わ
り
が
相
互
の
共
生
を

実
現
さ
せ
て
い
る
と
し
た
寺て
ら
し
ま
ひ
で
あ
き

嶋
秀
明
の
『
共
生
の
森
』。
理
想
的
社
会
へ
と

至
り
得
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
生
の
在
り
方
を
集
め
た
竹た
け

沢ざ
わ

尚し
ょ
う

一い
ち

郎ろ
う
の
『
共

生
の
技
法
』。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
認
識
を
身
近
な
暮
ら
し
の
変
革
に
結
び

付
け
ん
と
し
た
渡わ
た

部べ

重し
げ

行ゆ
き

の
『
共
生
の
文
化
人
類
学
』
な
ど
が
著
名
で
あ

る
が
、
人
間
と
家
畜
と
の
共
生
や
、
人
間
と
機
械
と
の
共
生
も
あ
る
。
た
だ

こ
の
こ
と
ば
が
日
本
で
育
ま
れ
て
き
た
れ
ば
こ
そ
、
共
生
に
相
当
す
る
英
語

さ
え
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
手
さ
ぐ
り
し
て
い
る
。

ひ
と
つ
の
対
応
語
はconviviality

で
あ
る
。
も
と
も
と
宴う
た
げを
意
味
す
る

こ
の
語
彙
は
、
人
類
学
に
も
親
和
性
が
高
か
っ
た
イ
リ
イ
チ
が
用
い
、
ま
た

法
哲
学
者
の
井い
の

上う
え

達た
つ

夫お

が
用
い
た
た
め
、
共
生
と
い
え
ばconviviality

だ

と
思
い
込
ん
で
い
る
研
究
者
は
多
い
。
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
正
確
で
は

な
い
。

例
え
ば
そ
の
井
上
達
夫
に
生
物
学
的
な
意
味
で
の
「
共
き
ょ
う

棲せ
い

」
と
さ
れ
て

し
ま
っ
た
こ
と
ば
がsym

biosis

で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
こ
と
ば
は
細
胞
共

生
説
が
唱
え
ら
れ
て
か
ら
著
名
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
以
前
に
精
神
的
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飯
い い

嶋
じ ま
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しゅう

治
じ

　九州大学准教授

共
生
と
し
て
、
フ
ロ
ム
や
ユ
ン
グ
も
使
っ
て
い
た
。

他
に
もliving-together

も
あ
る
。
こ
れ
は
生
態
学
で
用
い
ら
れ
た
一
方
、

結
婚
な
ど
の
制
度
に
裏
付
け
ら
れ
な
い
同
棲
の
可
能
性
を
あ
ら
わ
す
文
脈
な

ど
で
出
て
き
た
。
Ｒ
・
バ
ル
ト
の
晩
年
の
関
心
が
こ
の
、
と
も
に
生
き
る
こ
と

で
あ
り
、栗く
り

原は
ら

彬あ
き
らも

こ
れ
を
対
応
語
に
選
ん
で
い
る
。co-existence

も
あ
る
。

こ
う
し
た
混
乱
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
共
生
と
い
う
こ
と
ば
が
日
本
の
土

壌
か
ら
発
育
し
、
の
ち
に
そ
の
対
応
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
海
外
の
著

作
に
求
め
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
問
題
は
混
乱
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
こ
の
混
乱
を
い
か
に
学
問
的
に
生
産
的
に
解
き
放
つ
か
で
あ

る
。
共
生
を
わ
た
し
た
ち
が
語
る
と
き
、
そ
の
背
後
に
は
、
こ
の
語
を
放
ち

た
く
な
る
「
共
苦
」
が
暗あ
ん

黙も
く

裡り

に
横
た
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

世
界
の
現
実
は
そ
の
目
前
に
あ
る
姿
が
唯
一
の
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
別

の
在
り
方
が
あ
り
得
る
は
ず
で
あ
り
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
せ
た
そ

の
課
題
こ
そ
が
、
わ
た
し
た
ち
が
人
間
学
の
な
か
で
の
共
生
を
語
り
合
う
足

場
で
あ
ろ
う
。

冒
頭
の
カ
ン
ト
が
青
年
期
、
論
文
で
負
か
さ
れ
た
の
が
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
彼
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
言
語
と
法
制
下

で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
生
活
世
界
を
作
る
言
語
や
法
政
策
を
諮
問
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
が
の
ち
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
の
共
生
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
て

想
い
を
馳は

せ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
が
今
日
生
じ
て
い
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

や
外
国
人
を
国
家
に
摂
り
込
み
な
が
ら
社
会
的
に
排
除
す
る
包
摂
的
排
除

の
在
り
方
が
、
人
類
が
何
度
も
直
面
し
て
き
た
課
題
で
あ
り
、
な
ら
ば
こ
そ
、

人
類
学
が
こ
う
し
た
課
題
を
克
服
す
る
た
め
、
世
界
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
知
恵

を
集
め
得
る
人
間
学
と
な
り
得
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。

人類の課
題
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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

　会議や打ち合わせが一日中あって疲れて家に帰ると、脳のギア

チェンジをしたくなる。そういうときは、インターネット配信の海外

ドラマをよく見る。犯罪ものは結構好きだ。シリーズにはまって

しまうとついつい、数エピソード続けて見てしまうこともある。ミス

テリー小説にお決まりの「約束事」があるように、ドラマの脚本や

演出もパターンがある程度見えてくる。人物の登場の仕方、せりふ

の内容やタイミングなどの劇作術を心得ると、「あ、こいつが犯人！」

とわかってくる。「意外な犯人像」も「推理」に織り込み済みで見ると、

結構当たるのだ。40分ほどで正解がわかり、スッキリ感が得られる、

というところが探偵ドラマの魅力なのだろう。

　髙橋・寺村両氏が本特集に書いているように、我々がおこなう

研究も推理の積み重ねで、探偵の事件捜査に通じる。しかし、現

実はドラマとは違って小一時間で答えが出るものではない。しかも

「正解」がひとつとも限らない。5年、10年、20年とかけて、こつ

こつ、ちまちまと証拠を蓄積し、ようやく全体像がおぼろげながら

見えてくる。気が遠くなる作業だけに、即時解決型の娯楽につい

逃避したくなるのである。（山中由里子）
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みんぱくをもっと楽しみたい人のために―会員制度のご案内
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）

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。

展示場が生まれ変わるとき

中央・北アジア展示、アイヌの文化展示のリニューアル工事
閉鎖期間：11月18日（水）～ 2016年3月16日（水）

中央・北アジア展示とアイヌの文化展示がリニューアル工事のため閉鎖

されます。両展示について、担当の藤本透子先生（中央・北アジア展示）

と齋藤玲子先生（アイヌの文化展示）にお話を伺いました。

　中央アジア、モンゴル、シベリア地域から成る中央・北アジア展示。

手薄だった中央アジアに力を入れ、暮らしや職人の技、イスラームと

人生儀礼にまつわる資料が展示

されるそうです。さらにモンゴル

のゲルは現代のものに替わるほ

か、シベリアの大きな樹皮舟や

そりが新たに加わるなど、みどこ

ろがたくさんあります。また、動

物とともにある暮らしや、この

地域が経験した社会主義時代の

コーナーも新設されます。

　アイヌの文化展示がオープンした当初、アイヌの民族文化を独立

して紹介すること自体が画期的だったといいます。新展示では、伝統

を受け継ぐとともに、新たな文化を創造する現代に生きるアイヌの人

びとについての展示が充実。権利回復運動や文化の伝承、アイヌの

現代作家の作品も多数展示されるとのことです。

　旧展示の資料には、再展示されるものも、これで見納めとなるもの

もあります。すでに展示をご覧になっている方はいま一度、まだの方は、

リニューアル前後で比較ができる最後のチャンスです。また、11月12日

（木）にはカムイノミもひらかれます。みんぱくへお急ぎください。

1920年代の北海道・二風谷での実際の生活記録にもとづいて
作られた、精巧な「アイヌの母屋とその周辺」模型（1/10）は
撤去され、この場所にクマ送りの祭壇が展示されるそうです

色鮮やかなウズベキスタンの陶器と
カザフスタンの弦楽器ドンブラ。
リニューアル後に展示されます

新しいモンゴルのゲルは、パラボラアンテナや
オートバイなど、現代の遊牧生活に欠かせない
ものとともに展示されます。写真は現展示のもの

アイヌの文化展示のイントロ
ダクションでは、アイヌの現代
作家の木彫が3点展示されま
す。「今までのアイヌの工芸の
イメージをくつがえすような
作品です」と齋藤先生。写真
はそのひとつ、貝澤徹さんの
「アイデンティティ3」です


