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さ
る

サ
ル
と
人
と
の
絆
　
池
谷
和
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食
べ
ら
れ
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サ
ル
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力
す
る
サ
ル
　
五
百
部
裕

ハ
ヌ
マ
ー
ン
　
三
尾
稔

一筋
縄
で
は
い
か
な
い
霊
長
類
の
色
覚
　
河
村
正
二

変
わ
り
三
猿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
中
牧
弘
允

特
集



申
年
を
迎
え
て

山や
ま

極ぎ
わ 

壽じ
ゅ

一い
ち

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
５
２
年
東
京
生
ま
れ
。
京
都
大
学
総
長
。

理
学
博
士
。
京
都
大
学
大
学
院
理
学
研
究
科
博

士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
。
カ
リ
ソ
ケ
研
究

セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
、
日
本
モ
ン
キ
ー
セ
ン

タ
ー
・
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー
、
京
都
大
学
霊
長

類
研
究
所
助
手
、
京
都
大
学
大
学
院
理
学
研
究

科
教
授
を
経
て
現
職
。
著
書
に
、『
京
大
式
お

も
ろ
い
勉
強
法
』（
朝
日
新
聞
出
版
）、『「
サ
ル
化
」

す
る
人
間
社
会
』（
集
英
社
）、『
家
族
進
化
論
』

（
東
京
大
学
出
版
会
）、『
暴
力
は
ど
こ
か
ら
き
た

か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）
な
ど
が
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
サ
ル
の
す
む
国
を
歩
い
て
、
三
猿
が
日
本
だ

け
の
言
い
伝
え
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
中
南
米
に
も
、

ア
ジ
ア
に
も
、
ア
フ
リ
カ
に
も
三
猿
の
像
が
あ
り
、
人
々
に

親
し
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
意
味
は
た
い
て
い
「
見
ざ
る
、
聞

か
ざ
る
、
言
わ
ざ
る
」
で
、
サ
ル
た
ち
が
座
っ
て
そ
の
場
所

を
手
で
隠
し
て
い
る
。
中
に
は
、
股
間
を
手
で
隠
し
て
い
る

サ
ル
が
加
わ
っ
て
い
る
四
猿
の
像
も
あ
る
。

　
こ
の
教
訓
を
誰
に
向
け
て
い
る
か
は
、
子
ど
も
、
お
と
な
、

妊
婦
な
ど
場
所
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
お
お
か
た
子

ど
も
に
対
し
て
「
悪
い
こ
と
は
見
な
い
、
聞
か
な
い
、
言
わ

な
い
よ
う
に
し
よ
う
」と
い
う
教
え
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、

悪
い
こ
と
は
生
ま
れ
つ
き
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
学

習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
だ
道
徳
観
念
の

な
い
未
熟
な
子
ど
も
に
悪
い
こ
と
を
示
せ
ば
、
そ
れ
が
悪
い

と
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
実
行
し
て
し
ま
う
と
い
う
戒
め
な
の

だ
ろ
う
。

　
な
ぜ
こ
の
教
え
が
他
の
動
物
で
は
な
く
、
サ
ル
な
の
か
と

言
え
ば
、
そ
れ
は
姿
か
た
ち
や
五
感
が
人
間
に
よ
く
似
て
い

る
せ
い
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
、「
猿
真
似
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
サ
ル
は
他
人
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
も
わ
か
ら

ず
真
似
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
他
人
の
す
る
こ
と
を
参
考
に

す
る
前
に
、
猿
真
似
を
せ
ず
に
、
じ
っ
く
り
そ
の
意
味
を
考

え
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
教
訓
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の

か
も
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
最
近
の
研
究
で
サ
ル
は
「
猿
真
似
」
が
で
き
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
サ
ル
も
仲
間
の
や
っ

て
い
る
行
動
を
見
て
共
感
す
る
能
力
は
あ
る
。
で
も
、
す
ぐ

さ
ま
行
動
を
同
調
さ
せ
る
に
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
行
動
の

意
味
と
、
そ
れ
ら
の
行
動
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
達
成
さ
れ
る

目
的
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
サ
ル
は
食
物
を
お
い

し
く
食
べ
る
な
ど
と
い
っ
た
目
的
を
理
解
し
て
も
、
そ
れ
に

連
な
る
行
動
の
組
み
合
わ
せ
や
意
味
は
試
行
錯
誤
で
習
得

す
る
し
か
な
い
。意
味
を
確
か
め
ず
に
他
人
の
行
動
を
コ
ピ
ー

で
き
る
の
は
、
人
間
だ
け
に
与
え
ら
れ
た
能
力
な
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
三
猿
は
つ
い
「
猿
真
似
」
を
し
て
し
ま
い
が
ち

な
人
間
の
子
ど
も
だ
け
に
意
味
の
あ
る
教
訓
な
の
だ
。
現
代

の
I
T
社
会
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
つ
い
危
険
な
情
報
に
ア

ク
セ
ス
し
て
し
ま
い
が
ち
で
、
三
猿
の
教
訓
は
風
前
の
灯
で

あ
る
。
情
報
を
隠
す
よ
り
、
む
し
ろ
お
と
な
た
ち
が
率
先
し

て
悪
い
行
い
や
危
険
な
こ
と
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
こ
と
が
必

要
だ
ろ
う
。
人
間
の
高
い
同
調
能
力
は
、
他
人
の
や
っ
て
い

る
こ
と
に
感
動
し
た
り
、
強
く
共
感
し
た
り
す
る
際
に
現
れ

る
。
そ
の
と
き
歯
止
め
に
な
る
の
は
、
文
字
情
報
で
は
な
く
、

自
分
の
信
頼
で
き
る
人
が
生
き
た
言
葉
で
語
っ
た
経
験
で
あ

る
。
社
会
の
価
値
観
が
多
様
化
す
る
昨
今
、一
度
立
ち
止
ま
っ

て
考
え
、
他
者
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
以

上
に
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
申さ

る

年
を
期
に
、
真
の
人
間
ら
し

い
営
み
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。



サ
ル
の
視
座

今
か
ら
三
〇
年
も
前
に
、
わ
た
し
は
、
宮
城
県
の
金

華
山
で
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
群
れ
を
み
る
機
会
が
あ
っ
た
。

周
囲
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
小
さ
な
島
で
は
あ
る
が
、

四
つ
の
群
れ
が
生
息
し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
わ

た
し
は
、
サ
ル
た
ち
が
植
物
を
食
べ
て
い
る
の
を
遠
く

か
ら
な
が
め
な
が
ら
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
が
流
れ

て
い
る
の
を
感
じ
た
。
サ
ル
の
群
れ
は
、
誰
か
が
指
示

す
る
こ
と
も
な
く
移
動
し
て
い
き
、
わ
た
し
は
そ
の
あ

と
を
静
か
に
追
っ
た
。
今
思
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
経
験

か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
大
地
は
人
類
だ
け
の
も
の
で
は

な
い
、
生
き
物
と
の
共
生
が
い
か
に
必
要
で
あ
る
の
か

十
二
支
の
動
物
の
な
か
で
、
見
た
目
も
、
生
物
学
的
に
も
い
ち
ば
ん
人
間
に
近
い
サ
ル
。

「
サ
ル
で
も
わ
か
る
」「
猿
知
恵
」と
い
っ
た
こ
と
ば
に
あ
る
よ
う
に
、

人
間
か
ら
は
下
に
見
ら
れ
て
い
た
り
、
擬
人
化
さ
れ
教
訓
や
風
刺
に
使
わ
れ
た
り
す
る一方
で
、

「
人
な
ら
ざ
る
」神
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

人
間
は
サ
ル
に
何
を
見
出
し
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
か
。

特
集サ

ル
と
人
と
の
絆

池い
け

谷や 
和か

ず

信の
ぶ

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

を
学
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら
三
〇
年
、
わ

た
し
は
人
類
学
と
い
う
分
野
を
専
攻
す
る
よ
う
に
な

り
、
地
球
的
視
野
か
ら
む
し
ろ
人
の
側
に
焦
点
を
当
て

て
サ
ル
を
み
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

人
が
食
べ
る
サ
ル

人
と
サ
ル
と
の
か
か
わ
り
は
、
ま
ず
は
食
べ
る
こ
と

か
ら
始
ま
っ
た
。
食
べ
る
地
域
は
、
サ
ル
が
豊
富
に
生

息
し
て
き
た
熱
帯
地
域
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
コ
ン
ゴ

川
の
下
流
域
に
は
、
人
口
が
八
〇
〇
万
人
を
超
え
る
キ

ン
シ
ャ
サ
と
い
う
大
都
市
が
あ
る
。
こ
こ
の
中
央
市
場

は
、
ア
フ
リ
カ
の
産
物
を
ま
ぢ
か
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
興
味
深
い
場
所
だ
。
な
か
で
も
、
動
物
の
コ
ー
ナ
ー

に
は
、
野
生
の
ワ
ニ
、
イ
ノ
シ
シ
類
、
カ
メ
類
、
そ
し
て

サ
ル
類
が
目
白
押
し
で
あ
る
。
サ
ル
類
は
、
丸
焼
き
で

そ
の
ま
ま
売
ら
れ
て
い
る
の
で
、
わ
か
り
や
す
い
。
顔

の
表
情
が
リ
ア
ル
で
あ
る
。
こ
う
し
た
サ
ル
の
状
況
は
、

南
米
の
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
の
都
市
イ
キ
ト
ス
で
も
同
様

で
あ
っ
た
。
こ
こ
の
市
場
に
も
ま
た
、
サ
ル
の
丸
焼
き

が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
サ
ル
の
種
類
こ
そ
新
世
界
ザ
ル

で
異
な
る
も
の
の
、
住
民
の
タ
ン
パ
ク
源
と
な
る
ブ
ッ

シ
ュ
ミ
ー
ト
と
い
う
点
で
は
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。

た
だ
、
南
米
の
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
で
は
サ
ル
は
市
場

で
販
売
し
て
い
る
商
品
の
み
な
ら
ず
、
サ
ル
を
ペ
ッ
ト

の
よ
う
に
飼
育
し
て
か
わ
い
が
る
文
化
が
根
付
い
て
い

る
の
が
特
徴
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
市
場
の
サ
ル

は
、
あ
ま
り
元
気
が
あ
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
ペ
ッ

ト
と
し
て
飼
わ
れ
、
最
終
的
に
は
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち

ら
の
地
域
で
も
サ
ル
の
肉
は
食
べ
物
の
な
か
で
は
お
い

し
い
も
の
の
代
表
で
あ
っ
て
、
肉
食
の
需
要
は
大
き
い

の
で
そ
れ
ら
の
供
給
は
今
後
も
追
い
つ
き
そ
う
に
も
な

い
。

人
が
う
や
ま
う
サ
ル

サ
ル
と
人
と
の
関
係
は
、
食
に
関
す
る
文
化
ば
か
り

で
は
な
い
。
ネ
パ
ー
ル
の
山
中
に
は
ラ
ウ
テ
と
よ
ば
れ

る
狩
猟
や
採
集
の
民
が
暮
ら
し
て
い
る
が
、
彼
ら
の
好

物
は
サ
ル
の
肉
で
あ
る
と
い
う
。
現
在
、彼
ら
の
一
部
は
、

移
動
し
な
が
ら
サ
ル
を
獲
得
す
る
が
、
森
林
の
破
壊
が

進
行
し
て
お
り
動
物
資
源
の
不
足
も
著
し
い
と
い
う
。

同
時
に
、
周
囲
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
、
サ
ル
（
と
く
に
、

ハ
ヌ
マ
ン
ラ
ン
グ
ー
ル
）
を
神
聖
な
生
き
物
と
み
て
お
り
、

食
用
に
は
決
し
て
し
な
い
。
こ
の
た
め
、
首
都
カ
ト
マ

ン
ド
ゥ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
で
も
、
こ
こ
に
す
む
サ
ル

が
増
え
す
ぎ
て
観
光
客
に
近
づ
き
困
っ
て
い
る
と
い
う
。

日
本
で
は
、
青
森
の
下
北
半
島
以
南
に
サ
ル
が
身
近

に
い
る
の
で
温
帯
で
は
珍
し
く
サ
ル
と
共
存
し
て
き
た

地
域
が
多
い
。
日
本
の
伝
統
的
な
猟
師
と
し
て
知
ら
れ

る
マ
タ
ギ
は
、
お
も
に
東
北
地
方
で
活
躍
し
て
き
た
が
、

サ
ル
猟
は
あ
ま
り
好
ま
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
サ

ル
の
容
姿
が
人
の
そ
れ
と
近
い
の
で
、
サ
ル
を
殺
す
と

孫
の
代
ま
で
た
た
り
が
続
く
と
い
う
の
だ
。
現
在
、
日

本
全
国
で
は
サ
ル
の
害
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
青
森

県
の
津
軽
地
方
で
は
リ
ン
ゴ
園
で
の
被
害
額
が
大
き
い
。

し
か
し
、
一
頭
当
た
り
二
万
円
近
く
も
ら
え
る
と
い
う

が
、
た
た
り
を
信
じ
て
い
る
の
で
サ
ル
猟
を
し
て
く
れ

る
人
を
探
す
の
が
難
し
い
。

民
博
に
は
世
界
中
か
ら
集
め
ら
れ
た
数
多
く
の
仮
面

が
あ
る
が
、
そ
の
仮
面
の
モ
チ
ー
フ
に
サ
ル
の
顔
も
使

わ
れ
て
き
た
。
朝
鮮
半
島
に
は
木
製
の
赤
色
仮
面
、
ア

マ
ゾ
ン
川
流
域
に
は
ヤ
シ
製
の
仮
面
に
加
え
て
サ
ル
の

頭
骨
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
た
仮
面
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
世
界
の
熱
帯
か
ら
温
帯
に
か
け
て
、

サ
ル
と
人
と
の
関
係
は
、
食
料
に
は
じ
ま
り
、
信
仰
や

た
た
り
の
対
象
と
い
っ
た
文
化
的
意
味
を
も
た
さ
れ
た

り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
現
在
民
博
で
開
催

中
の
年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト
「
さ
る
」
展
（
一
月
二

六
日
（
火
）
ま
で
）
で
は
、
そ
の
よ
う
な
サ
ル
と
人
と

の
関
係
を
あ
ら
わ
す
資
料
が
多
数
紹
介
さ
れ
て
い
る
の

で
、
申
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ぜ
ひ
民
博
に
お
越

し
い
た
だ
き
た
い
。

さ
る

上：朝鮮半島の文化展示場にあるサルの仮面。 
H0035143、下：サルの頭骨が使用されているブラ
ジルの仮面。「さる」展で展示中。H0008094

市場で売られているウーリーモンキーとリスザル。
リスザルはカゴのなかに入れられている（ペルー）

ペットとして飼われているリスザル（エクアドル）

市場で売られているサルの丸焼き
（コンゴ民主共和国）
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日
本
に
は
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
一
種
の
み
が
生
息
し
て
い

る
。
そ
こ
で
な
か
な
か
想
像
す
る
の
が
難
し
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
サ
ル
の
故
郷
で
あ
る
熱
帯
林
で
は
、
複
数

の
種
が
共
存
し
て
い
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。
そ
の

た
め
サ
ル
同
士
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
み
ら
れ
る
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
ユ
ニ
ー
ク
だ
と
思
わ
れ

る
関
係
を
、
申さ
る

年
の
は
じ
め
に
紹
介
し
た
い
。

肉
を
食
べ
る
サ
ル

サ
ル
の
食
べ
物
と
聞
い
て
、
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な

も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
た
ぶ
ん
多
く
の
方
が

木
の
実
や
葉
を
思
い
出
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確

か
に
多
く
の
サ
ル
た
ち
は
、
こ
う
し
た
食
べ
物
を
主
食

に
し
て
い
る
。
し
か
し
わ
た
し
た
ち
人
間
が
植
物
性
の

も
の
だ
け
で
な
く
動
物
性
の
も
の
も
食
べ
る
雑
食
で
あ

る
の
と
同
様
に
、
多
く
の
サ
ル
た
ち
は
動
物
性
の
も
の

も
よ
く
食
べ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
霊
長
類
は
、
昆
虫
を

主
食
に
し
て
い
る
食
虫
類
と
よ
ば
れ
る
動
物
の
仲
間
か

大
き
さ
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
襲
わ
れ
た
と
き
の
逃
げ
方

の
拙つ
た
なさ

が
、
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

は
っ
き
り
と
し
た
原
因
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
単
純
に
「
美
味
し
い
か
ら
」
好
ん
で
食
べ
ら
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ

う
に
極
め
て
「
敵
対
的
」
な
関
係
が
サ
ル
同
士
の
あ
い

だ
で
観
察
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

仲
良
く
す
る
サ
ル

し
か
し
サ
ル
同
士
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
敵
対
的

な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
わ
た
し
が
コ
ン
ゴ
民
主
共

和
国
で
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
近
縁
な
ピ
グ
ミ
ー
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
（
ボ
ノ
ボ
）
を
観
察
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ

る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
は
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
る
ア
カ

コ
ロ
ブ
ス
の
単
独
個
体
の
オ
ス
が
近
づ
い
て
き
て
、
何

日
も
ピ
グ
ミ
ー
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
群
れ
の
後
を
つ
い
て

食
べ
ら
れ
る
サ
ル
、協
力
す
る
サ
ル

五い

百ほ

部べ 

裕ひ
ろ
し

椙
山
女
学
園
大
学
教
授

ら
進
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
昆
虫
や
小
型

の
無
脊
椎
動
物
を
食
べ
る
サ
ル
は
多
い
。
加
え
て
、
多

く
の
サ
ル
が
、
哺
乳
類
や
鳥
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
先
日
も
北
ア
ル
プ
ス
に
生
息
す
る
ニ
ホ

ン
ザ
ル
が
、
天
然
記
念
物
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
を
食
べ
て
い

る
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
。
な
か
で
も
、
か
な
り
の
頻
度

で
ほ
ぼ
日
常
的
に
肉
を
食
べ
て
い
る
の
が
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
だ
。

食
べ
ら
れ
る
サ
ル

で
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
肉
食
対
象
は
ど
の
よ
う
な
動

物
な
の
か
？ 

人
間
は
、
直
立
二
足
歩
行
に
よ
っ
て
地

ま
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
き
に
は
、
ア
カ
コ
ロ
ブ
ス

が
ピ
グ
ミ
ー
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
（
毛
づ

く
ろ
い
）
し
て
い
た
。
こ
の
関
係
は
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
ア
カ
コ
ロ
ブ
ス
の
側
か
ら
の
一
方
的
な
働
き
か
け

で
成
立
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
異
な
る
種
が
近
づ
い

て
き
た
り
、
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
し
て
き
た
り
し
て
も
拒
ま

な
い
と
い
う
ピ
グ
ミ
ー
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
態
度
が
こ
う

し
た
関
係
を
維
持
す
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
。

正
直
言
っ
て
、
な
ぜ
ア
カ
コ
ロ
ブ
ス
が
ピ
グ
ミ
ー
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
の
後
を
追
い
か
け
て
い
た
の
か
は
不
明
だ

が
、
こ
う
し
た
「
友
好
的
」
な
関
係
も
ま
た
、
サ
ル
同

士
の
あ
い
だ
に
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

協
力
す
る
サ
ル

ま
た
、
ア
フ
リ
カ
や
南
米
の
熱
帯
林
で
は
「
混
群
」

と
よ
ば
れ
る
現
象
も
観
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
異

な
る
種
の
サ
ル
た
ち
が
、
あ
た
か
も
ひ
と
つ
の
群
れ
で

あ
る
か
の
ご
と
く
行
動
を
と
も
に
す
る
現
象
で
あ
る
。

短
け
れ
ば
数
時
間
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
何
日
も
一
緒
に
行
動
す
る
。
興
味

深
い
の
は
、
比
較
的
食
べ
物
や
行
動
パ
タ
ー
ン
が
似

通
っ
た
サ
ル
た
ち
が
混
群
を
つ
く
る
こ
と
が
多
い
と
い

う
点
で
あ
る
。
生
態
学
の
主
要
な
考
え
方
の
ひ
と
つ
に
、

「
ニ
ッ
チ
（
生
態
的
地
位
）
が
近
い
も
の
の
あ
い
だ
ほ
ど

競
合
関
係
が
強
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
食
べ
物
や

生
活
様
式
が
似
て
い
る
ほ
ど
、
種
間
の
争
い
が
激
し
く

な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
る

と
、
混
群
を
形
成
し
て
い
る
サ
ル
同
士
は
、
本
来
、
強

い
競
合
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

四
六
時
中
一
緒
に
い
る
の
だ
。
で
は
な
ぜ
混
群
を
つ
く

上
を
お
も
な
生
活
の
場
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
肉
食
の

対
象
は
地
上
性
の
有ゆ
う

蹄て
い

類
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
確
か

に
サ
ル
類
も
狩
猟
採
集
民
な
ど
の
肉
食
対
象
と
な
っ
て

は
い
る
が
、
そ
の
割
合
は
決
し
て
高
く
な
い
。
一
方
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
の
主
要
な
肉
食
対
象
は
、
同
じ
場
所
に
す

ん
で
い
る
サ
ル
類
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
サ
ル
が
サ
ル
を
食
べ
て
い
る
の

だ
。
な
か
で
も
、
ア
カ
コ
ロ
ブ
ス
と
よ
ば
れ
る
サ
ル
が

好
ん
で
食
べ
ら
れ
て
い
る
。

な
ぜ
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
ア
カ
コ
ロ
ブ
ス
を
好
む
の

か
？ 

こ
の
謎
は
い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
体
の

る
の
か
？ 

一
緒
に
い
る
こ
と
で
、
採
食
効
率
を
上
げ
た

り
、
天
敵
か
ら
身
を
守
り
や
す
く
し
た
り
し
て
い
る
の

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
競
合
関
係
に
あ
り
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
超
え
た
利
益
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
互
い
に
協
力

し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
サ
ル
同
士
の
あ
い
だ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
関
係
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
な
ぜ
こ
う
し
た
関
係
が

成
立
し
て
い
る
の
か
、
不
明
な
点
も
数
多
く
あ
る
。
サ

ル
と
い
う
と
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

ま
だ
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
の
だ
。

木の実を食べるニホンザル（宮崎県幸島）

アカコロブスのおとなオス（タンザニア、マハレ山塊国立公園）

アカコロブスを食べるチンパンジー（左）。右のチンパンジーは
レモンを食べている（タンザニア、マハレ山塊国立公園）

ピグミーチンパンジーのおとなオス（コンゴ民主共和国ワンバ）

倒木上のレッドテイルモンキー（左側の2個体）とロエストモンキー（右側の2個体）。このように
アフリカの熱帯林では、異なる種が混群を形成している（ウガンダ、カリンズ森林）
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そ
も
そ
も
色
覚
と
は

色
覚
と
は
波
長
の
違
い
で
光
を
識
別
す
る
感
覚
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
同
じ
明
る
さ
で
も
五
〇
〇
ナ
ノ

メ
ー
ト
ル
の
光
は
緑
、
六
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
の
光
は

赤
と
い
う
ふ
う
に
区
別
で
き
る
。
そ
の
仕
組
み
は
こ
う

だ
。
目
の
網
膜
に
は
光
の
セ
ン
サ
ー
と
し
て
働
く
細
胞

が
あ
る
。
視
細
胞
と
い
う
。
視
細
胞
に
は
オ
プ
シ
ン
と

い
う
セ
ン
サ
ー
の
実
体
と
な
る
物
質
が
作
ら
れ
て
い
る
。

オ
プ
シ
ン
は
す
べ
て
の
波
長
に
均
等
に
敏
感
な
の
で
は

な
く
、
も
っ
と
も
敏
感
な
波
長
を
中
心
に
徐
々
に
鈍
感

に
な
る
山
型
の
波
長
感
受
性
を
も
つ
。
敏
感
な
波
長
の

光
を
受
け
る
と
視
細
胞
は
強
く
応
答
し
、
強
い
電
気

信
号
を
視
神
経
に
出
力
し
脳
に
伝
え
る
。
も
っ
と
も
敏

感
な
波
長
が
異
な
る
二
種
類
以
上
の
視
細
胞
が
あ
る

と
、
色
覚
が
可
能
に
な
る
。

同
じ
光
に
対
し
て
、
違
う
種
類
の
オ
プ
シ
ン
を
も
つ

視
細
胞
は
違
う
強
さ
の
出
力
を
す
る
。
視
細
胞
の
種

類
間
の
出
力
の
比
を
色
と
し
て
感
じ
て
い
る
の
だ
。
オ

プ
シ
ン
が
二
種
類
だ
と
二
色
型
、
三
種
類
だ
と
三
色
型
、

四
種
類
だ
と
四
色
型
色
覚
と
よ
ぶ
。
ヒ
ト
の
三
色
型
色

覚
の
場
合
、
数
百
万
種
類
く
ら
い
の
色
を
区
別
で
き
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
二
色
型
は
二
種
類
の
視
細
胞
の
出

力
比
、
三
色
型
は
三
種
類
の
視
細
胞
の
出
力
比
、
四
色

型
は
四
種
類
の
視
細
胞
の
出
力
比
を
色
と
し
て
感
じ

る
た
め
、
数
字
が
高
い
ほ
ど
区
別
で
き
る
色
の
種
類
数

は
格
段
に
増
え
る
訳
で
あ
る
。

イ
ン
ド
に
は
数
種
の
サ
ル
が
棲す

む
が
、
ど
の
サ
ル
も

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
寺
院
で
は
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
信

者
た
ち
が
エ
サ
を
与
え
る
の
で
す
っ
か
り
人
に
馴
れ
、

大
き
な
寺
院
の
あ
る
界
隈
で
サ
ル
が
群
れ
を
な
し
て
い

る
光
景
を
見
る
の
も
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

神
に
仕
え
る
力
も
ち

サ
ル
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
愛
さ
れ
る
最
大
の
理
由

は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
神
話
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
に

お
け
る
サ
ル
軍
の
武
将
ハ
ヌ
マ
ー
ン
に
求
め
ら
れ
る
だ

ろ
う
。『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
の
主
人
公
ラ
ー
マ
王
（
じ

つ
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
）
は
、
愛
す
る
妻
シ
ー
タ
ー

を
ラ
ン
カ
ー
島
を
根
城
と
す
る
魔
王
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
に
奪

わ
れ
る
。
こ
の
長
大
な
神
話
の
最
大
の
山
場
は
、
ラ
ー

マ
王
が
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
を
討
伐
し
無
事
シ
ー
タ
ー
を
取
り

戻
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
で
大
活
躍
す
る
の
が
ハ
ヌ

マ
ー
ン
だ
。
ラ
ー
マ
は
シ
ー
タ
ー
を
探
す
旅
の
途
中
で
、

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
霊
長
類
の
色
覚

ハ
ヌ
マ
ー
ン
―
神
に
な
っ
た
サ
ル

三み

尾お 

稔み
の
る

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

河か
わ

村む
ら 

正し
ょ
う

二じ

東
京
大
学
大
学
院
教
授

脊
椎
動
物
全
体
の
な
か
で
は
中
く
ら
い

遠
い
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
に
脊
椎
動
物
は
す
で
に
四
色
型

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
魚
類
と
鳥
・
爬は

虫
類
で
四
種
類
の

色
覚
セ
ン
サ
ー
オ
プ
シ
ン
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら

わ
か
る
。
色
覚
は
浅
瀬
や
森
林
の
よ
う
に
明
る
さ
が
ち

ら
ち
ら
と
不
規
則
に
変
動
す
る
環
境
で
威
力
を
発
揮
す

る
。
明
る
く
て
も
暗
く
て
も
色
味
（
出
力
比
）
は
保
た

れ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
で
お
そ
ら
く
大
陸
棚
の
浅
瀬
で
進

化
し
た
我
ら
の
ご
先
祖
様
は
早
く
も
高
度
な
色
覚
を

獲
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
き
は
流
れ
て
、
中
生
代
の
恐
竜
の
時
代
、
我
ら
哺

乳
類
の
ご
先
祖
は
二
色
型
に
な
っ
て
い
た
。
二
種
類
の

オ
プ
シ
ン
を
手
放
し
た
の
で
あ
る
。
代
わ
り
に
薄
明
視

に
特
化
し
た
桿
体
視
細
胞
を
増
量
し
、
加
え
て
多
数
の

色
覚
視
細
胞
が
ひ
と
つ
の
視
神
経
に
出
力
す
る
方
式
に

網
膜
を
改
造
し
た
。
彼
ら
は
夜
行
性
の
小
動
物
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
解
像
度
を
犠
牲
に
し
て
昼
間
の

高
度
色
覚
よ
り
夜
の
高
感
度
ビ
ジ
ョ
ン
を
選
ん
だ
の
だ
。

夜
行
性
へ
の
適
応
だ
。

さ
ら
に
と
き
は
流
れ
て
恐
竜
絶
滅
後
の
新
生
代
に

霊
長
類
は
視
覚
装
置
の
さ
ま
ざ
ま
な
改
造
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。
顔
面
が
平
た
く
な
り
ふ
た
つ
の
眼
球
が
正
面

を
向
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
両
眼
の
視
野
の
重
な
り
が
増

え
立
体
視
が
発
達
し
た
。
真
猿
類
（
ヒ
ト
、
類
人
猿
、

旧
世
界
ザ
ル
類
、
新
世
界
ザ
ル
類
）
は
網
膜
中
央
部
に

視
細
胞
密
度
の
極
め
て
高
い
フ
ォ
ベ
ア
と
い
う
部
位
が

虐
げ
ら
れ
て
い
た
サ
ル
部
族
の
長
ス
グ
リ
ヴ
ァ
を
助
け

る
。
ス
グ
リ
ヴ
ァ
に
仕
え
て
い
た
ハ
ヌ
マ
ー
ン
は
こ
れ

に
感
謝
し
、
自
ら
の
部
隊
を
率
い
て
ラ
ー
マ
軍
に
加
わ

る
。
ハ
ヌ
マ
ー
ン
は
身
体
の
大
き
さ
を
自
由
に
変
え
る

能
力
を
も
っ
て
い
る
た
め
、海
峡
も
ひ
と
ま
た
ぎ
。真
っ

先
に
ラ
ン
カ
ー
島
に
渡
っ
て
シ
ー
タ
ー
の
囚と
ら
わ
れ
て
い

る
場
所
を
探
し
当
て
る
。
ま
た
敵
軍
の
攻
撃
で
瀕
死

の
傷
を
負
っ
た
ラ
ー
マ
王
の
弟
を
救
う
ハ
ー
ブ
が
ヒ
マ

ラ
ヤ
山
脈
に
し
か
な
い
と
聞
く
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ま
で
ひ

と
飛
び
し
、
ハ
ー
ブ
の
生
え
る
山
を
そ
の
ま
ま
引
き
抜

い
て
片
手
に
持
っ
て
戻
る
と
い
う
活
躍
も
見
せ
る
。

危
険
も
顧
み
ず
ラ
ー
マ
に
忠
誠
を
尽
く
す
ハ
ヌ
マ
ー

ン
は
、
自
ら
の
選
ん
だ
神
へ
の
無
償
の
帰
依
を
説
く
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
世
界
に
お
い
て
信
者
の
手
本
と
さ
れ
る
。

ま
た
無
類
の
力
も
ち
で
あ
り
な
が
ら
気
が
優
し
く
、
上

記
の
逸
話
の
よ
う
に
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
と
こ
ろ
も

見
せ
る
た
め
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
く
愛
さ
れ

る
存
在
で
も
あ
る
。

ひ
と
と
神
、
ひ
と
と
動
物
の
仲
立
ち

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
超
人
（
猿
？
）
的
な
信
心
の

深
さ
や
悪
を
倒
す
力
か
ら
、
ハ
ヌ
マ
ー
ン
じ
た
い
が
信

仰
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
各
地

の
町
の
辻
や
村
の
は
ず
れ
に
は
、
彼
の
特
徴
的
な
色
で

あ
る
朱
色
に
ペ
イ
ン
ト
さ
れ
た
ハ
ヌ
マ
ー
ン
が
ま
つ
ら

れ
た
祠ほ
こ
らが
あ
り
、
多
数
の
参
拝
者
を
集
め
て
い
る
。
ハ

ヌ
マ
ー
ン
は
あ
ら
ゆ
る
災
厄
を
の
ぞ
き
、
旅
人
を
守
っ

て
く
れ
る
。
ま
た
雷
が
鳴
っ
た
ら
心
の
な
か
で
「
ハ
ヌ

マ
ー
ン
、
ハ
ヌ
マ
ー
ン
、
…
…
」
と
唱
え
る
と
雷
に
打

た
れ
な
い
と
い
う
。

ハ
ヌ
マ
ー
ン
は
人
び
と
の
生
活
に
根
ざ
し
た
悩
み
や

願
い
に
寄
り
添
う
。
信
者
た
ち
は
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な

サ
ル
を
ハ
ヌ
マ
ー
ン
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
見
立
て
、
功

徳
を
願
っ
て
エ
サ
を
与
え
る
。
ハ
ヌ
マ
ー
ン
は
、
ひ
と

と
神
、
ひ
と
と
動
物
の
両
方
を
仲
立
ち
す
る
英
雄
と
し

て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
暮
ら
し
に
息
づ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

赤い果実を採食するクモザル。左：通常の3色型の画像。右：2色型のシミュレーション画像。3色型では果実を葉との色味の違いで
見いだせるが、2色型でも明るさの違いで見いだせる

ヒマラヤからドローナギリ山を運ぶハヌマーン。
（神話を描いたポスター）

町の辻のハヌマーン神。巨石に眼をうがち、
持ち物や装束はスパンコールできれいに作
られている。（ラージャスターン州ウダイプ
ル市。2006年）

祭礼のパレードでハヌマーンに扮装した信者。
（ラージャスターン州ウダイプル市。2000年）
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あ
る
。
そ
こ
で
は
視
神
経
ひ
と
つ
当
り
に
中
心
投
射
す

る
視
細
胞
の
数
が
ひ
と
つ
で
あ
る
。
正
面
視
野
の
解
像

度
を
大
幅
に
上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
、
霊
長
類
と
は

正
面
の
一
点
を
注
視
す
る
こ
と
に
長た

け
た
動
物
な
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
昼
の
世
界
の
素
早
い
樹
上
移
動
へ
の

適
応
に
大
き
く
舵か
じ
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。

霊
長
類
の
視
覚
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
改
造
が
三

色
型
色
覚
の
獲
得
で
あ
る
。
哺
乳
類
に
残
さ
れ
た
二
種

類
の
色
覚
オ
プ
シ
ン
の
う
ち
の
一
方
は
い
わ
ゆ
る
青
オ

プ
シ
ン
で
、
も
う
一
方
は
い
わ
ゆ
る
赤
オ
プ
シ
ン
で

あ
っ
た
。
大
ま
か
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
こ
の
赤
オ
プ

シ
ン
か
ら
緑
オ
プ
シ
ン
を
産
み
出
し
た
。
血
液
型
の

A
、B
、O
は
ひ
と
つ
の
遺
伝
子
の
三
つ
の
変
異
型
（
ア

リ
ー
ル
と
い
う
）
だ
が
、
当
初
の
赤
オ
プ
シ
ン
と
緑
オ

プ
シ
ン
の
関
係
も
ア
リ
ー
ル
と
し
て
始
ま
っ
た
。
こ
の

遺
伝
子
は
X
染
色
体
に
乗
っ
て
い
た
た
め
、
X
染
色

体
を
二
本
も
つ
メ
ス
に
の
み
三
色
型
が
実
現
し
た
。
そ

れ
が
中
南
米
に
生
息
す
る
新
世
界
ザ
ル
で
あ
る
。
一
方

ア
フ
リ
カ
・
ア
ジ
ア
に
生
息
す
る
旧
世
界
霊
長
類
（
ヒ

ト
、
類
人
猿
、
旧
世
界
ザ
ル
類
）
で
は
赤
と
緑
の
ア
リ
ー

ル
を
一
本
の
X
染
色
体
上
に
並
べ
直
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
オ
ス
も
三
色
型
に
な
っ
た
。
霊
長
類
は
森
林
と
い
う

色
覚
の
強
み
が
発
揮
で
き
る
環
境
の
な
か
で
三
色
型
色

覚
を
育
み
、
他
の
哺
乳
類
に
抜
き
ん
で
た
訳
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
鳥
な
ど
に
一
般
的
な
四
色
型
に
は
遠
く

お
よ
ば
な
い
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。

霊
長
類
の
三
色
型
色
覚
は
成
熟
し
た
緑
葉
の
色
調

を
異
な
る
樹
種
間
で
識
別
す
る
こ
と
が
極
め
て
不
得

見
破
る
う
え
で
役
に
立
つ
の
だ
。
こ
れ
ら
か
ら
い
え
る

こ
と
は
二
色
型
も
条
件
に
よ
っ
て
は
三
色
型
に
採
食
効

率
に
お
い
て
遜
色
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
ら
に
三

〇
年
に
お
よ
ぶ
オ
マ
キ
ザ
ル
の
観
察
記
録
を
調
べ
て
み

る
と
二
色
型
と
三
色
型
の
生
存
・
繁
殖
率
に
有
意
な
差

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
ぜ
旧
世
界
霊
長
類
で
ヒ
ト
に
だ
け
色
覚
変
異
が
？

ヒ
ト
に
は
「
赤
緑
色
盲
」（
二
色
型
色
覚
）
や
「
色
弱
」

（
変
異
三
色
型
色
覚
）
と
い
っ
た
呼
称
で
知
ら
れ
る
色
覚

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
赤
あ
る
い
は
緑
オ
プ
シ

ン
遺
伝
子
の
欠
失
に
よ
り
二
色
型
が
生
じ
、
両
オ
プ
シ

ン
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
遺
伝
子
に
よ
っ
て
変
異
三
色
型
が

生
じ
る
。
こ
れ
ら
は
多
数
派
の
「
正
常
三
色
型
色
覚
」

に
対
し
て
「
異
常
色
覚
」
と
さ
れ
、
そ
れ
ほ
ど
希ま
れ
で
な

い
変
異
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
旧
世
界
霊
長
類
は
正
常

三
色
型
ば
か
り
で
変
異
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
な

ぜ
ヒ
ト
だ
け
が
？ 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
概
観
し
て

く
る
と
、
ヒ
ト
に
み
ら
れ
る
色
覚
の
変
異
は
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
も
の
で
は
な
く
、
意
味
が
あ
る
と
積
極
的
に
と
ら

え
直
す
根
拠
が
見
え
て
く
る
。
霊
長
類
の
三
色
型
色

覚
は
森
林
の
樹
上
生
活
へ
の
適
応
と
し
て
は
重
要
だ
が
、

カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
見
破
る
に
は
二
色
型
の
方
が
優
れ

て
い
る
。
約
二
〇
〇
万
年
前
か
ら
森
林
を
離
れ
平
原
に

進
出
し
石
器
を
使
っ
て
狩
猟
を
し
て
き
た
我
々
の
祖
先

に
と
っ
て
は
霊
長
類
型
三
色
型
色
覚
の
重
要
性
は
高
く

な
く
、
む
し
ろ
色
覚
に
多
様
性
が
あ
る
こ
と
が
重
要

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

手
で
あ
る
。
皆
一
様
に
「
緑
色
」
に
見
え
る
の
だ
。
鳥・

爬
虫
類
な
ら
こ
れ
ら
を
明
瞭
に
区
別
で
き
る
。
し
か
し
、

森
で
生
活
す
る
サ
ル
た
ち
に
と
っ
て
は
食
べ
ら
れ
る
果

実
や
若
葉
、
そ
し
て
仲
間
や
敵
対
個
体
や
捕
食
者
を
、

成
熟
し
た
木
の
葉
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
検
出
す

る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
。
そ
れ
に
は
木
々
の
葉
は
一
括く
く

り
に「
緑
色
」で
果
実
や
若
葉
や
体
色
が「
赤
」や「
黄

色
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
、
ほ
ど
ほ
ど
に
良
い
色
覚

が
霊
長
類
に
と
っ
て
は
絶
妙
な
適
応
な
の
で
あ
る
。

じ
つ
は
二
色
型
の
方
が
よ
い
こ
と
も
あ
る

わ
た
し
た
ち
の
研
究
チ
ー
ム
は
中
米
の
コ
ス
タ
リ
カ

で
新
世
界
ザ
ル
で
あ
る
オ
マ
キ
ザ
ル
と
ク
モ
ザ
ル
の
野

生
群
の
採
食
行
動
を
観
察
し
た
。
個
体
の
わ
か
っ
て
い

る
糞
を
集
め
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
個

体
の
オ
プ
シ
ン
の
ア
リ
ー
ル
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
種
類
の
ア
リ
ー
ル
を
も
っ
て
い
る
メ
ス
は
三
色
型
で
、

一
種
類
し
か
な
い
メ
ス
は
オ
ス
同
様
に
二
色
型
と
わ
か

る
。
行
動
観
察
の
結
果
は
、
予
測
に
反
し
て
果
実
の
時

間
当
た
り
摂
食
量
に
お
い
て
二
色
型
個
体
は
三
色
型
個

体
と
同
等
で
あ
っ
た
。
果
実
と
葉
は
色
だ
け
で
な
く
明

る
さ
も
違
う
。
明
る
さ
の
違
い
な
ら
二
色
型
で
も
わ
か

る
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
嗅
覚
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
。
色
調
を
周
囲
に
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ

せ
て
い
る
昆
虫
の
採
食
効
率
を
オ
マ
キ
ザ
ル
で
観
察
し

た
と
こ
ろ
、
む
し
ろ
二
色
型
の
方
が
三
色
型
よ
り
良

か
っ
た
。
二
色
型
は
明
る
さ
や
輪
郭
な
ど
色
以
外
の
情

報
に
よ
り
敏
感
で
あ
る
こ
と
が
、
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を

「
ざ
る
」
に
あ
ら
ざ
る
三
猿

民
博
に
は
世
界
中
か
ら
集
め
た
三
猿
が
一
二
五
〇
点

あ
ま
り
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
人
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
が
発
端
と
な
り
、
民
博
収
集
の
資
料
の
ほ
か
に

も
国
内
の
ふ
た
つ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
加
わ
っ
た
。

大
部
分
は
ふ
つ
う
の
「
見
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
、
言
わ

ざ
る
」
だ
が
、「
変
わ
り
三
猿
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
も

多
少
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
二
種
類
あ
り
、「
見
ろ
、

聞
け
、
言
え
」
と
い
う
タ
イ
プ
と
、「
見
ろ
、
聞
け
、

言
う
な
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

前
者
の
三
猿
は
「
逆さ
か
さ
三
猿
」
と
も
よ
ば
れ
、
イ
タ

リ
ア
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
双
眼
鏡
や
ラ
ッ
パ
を
手
に
し

て
い
る
。
日
本
で
も
熊
本
県
の
木
の
葉
猿
の
な
か
に
そ

変
わ
り
三
猿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中な

か

牧ま
き 

弘ひ
ろ

允ち
か

吹
田
市
立
博
物
館
館
長
／
民
博
名
誉
教
授

の
種
類
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
終
戦
直
後
、
民
主
主
義

の
掛
け
声
と
と
も
に
解
放
感
に
満
ち
た
「
文
化
猿
」
が

登
場
し
た
。
そ
れ
が
「
見
ろ
、
聞
け
、
言
え
」
の
タ
イ

プ
だ
っ
た
。

他
方
、
後
者
の
ほ
う
は
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、

ア
メ
リ
カ
、
ウ
ル
グ
ア
イ
な
ど
欧
米
の
三
猿
に
み
ら
れ

る
。
オ
ラ
ン
ダ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
は
そ
の
名

を
と
っ
た
題
名
の
単
行
本
す
ら
あ
る
。
と
な
る
と
、
こ

の
種
の
三
猿
は
ど
う
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
に
お
い
が

す
る
。

三
つ
の
格
言
、
三
匹
の
猿

こ
れ
を
解
く
ヒ
ン
ト
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に

あ
っ
た
。
と
あ
る
手
紙
の
な
か
に
「
見
て
、
聞
い
て
、

口
を
慎
め
ば
、
平
和
と
安
息
が
え
ら
れ
る
」
と
い
う
文

句
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ホ
イ
ド
・
ヘ
ゼ
ー
レ
の
名
で
。

ホ
イ
ド
・
ヘ
ゼ
ー
レ
は
ベ
ル
ギ
ー
の
フ
ラ
ン
ド
ル
地

方
の
神
父
と
し
て
、
ま
た
詩
人
と
し
て
一
九
世
紀
を
生

き
た
。
理
想
主
義
、
郷
土
愛
に
も
燃
え
て
い
た
よ
う
で
、

上
司
の
神
父
と
ぶ
つ
か
り
、
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
の
神
学
校

の
教
師
に
転
じ
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の

才
も
発
揮
し
、
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
ヘ
ン
リ
ー
・
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
・
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
の
翻
訳
で
も
名
を
は
せ
た
。

た
し
か
に
「
見
ろ
、
聞
け
、
言
う
な
」
の
格
言
は
一
九

世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
で
ヘ
ゼ
ー
レ
が
ひ
ろ
め
た

よ
う
だ
が
、
彼
の
独
創
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
三

〇
〇
年
ご
ろ
の
パ
リ
で
同
様
の
説
教
が
な
さ
れ
、
一
四

世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
の
バ
ラ
ー
ド
に
も
詠う
た

わ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

「
平
安
に
暮
ら
し
た
い
な
ら
、
見
て
、
聞
い
て
、
口
を

慎
む
よ
う
に
」
と
い
う
格
言
は
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
作
と
い

わ
れ
、
イ
タ
リ
ア
人
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

す
く
な
く
と
も
中
世
の
ラ
テ
ン
世
界
ま
で
は
「
見
ろ
、

聞
け
、
言
う
な
」
の
ル
ー
ツ
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で

き
そ
う
だ
。

最
後
に
格
言
が
三
猿
に
ど
う
結
び
つ
い
た
か
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
猿
は
棲せ
い

息そ
く

せ
ず
、
動
物
園
に
い
る
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
が
も
っ
と
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
。
日
本
の

三
猿
像
を
み
た
と
き
、
彼
ら
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
に
重
ね
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ

し
て
地
元
の
格
言
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
自
然
に
結
合
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

イタリアの三猿（置物）。「見ろ、聞け、言え」のタイプ。
「さる」展で展示中。H0199948

ベルギーの三猿（壁掛け）。
「見ろ、聞け、言うな」のタイプ。
「さる」展で展示中。H0199923
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○○してみました世界のフィールド

エジプト・シナイ半島

巡
礼
路
に
は
涸か

れ
谷
の
ワ
ー
デ
ィ
・
ヘ
ブ
ラ
ー
ン
と
い
う
難
所
が
あ
る
。
わ
た
し
た

ち
は
二
〇
頭
ほ
ど
の
ラ
ク
ダ
と
ラ
ク
ダ
引
き
を
ム
ゼ
イ
ナ
部
族
か
ら
借
り
て
い
た
の

だ
が
、
ワ
ー
デ
ィ
・
ヘ
ブ
ラ
ー
ン
を
し
き
っ
て
い
る
の
は
ア
ウ
ラ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
部

族
だ
っ
た
。

ワ
ー
デ
ィ
・
ヘ
ブ
ラ
ー
ン
の
入
り
口
に
さ
し
か
か
る
と
、
案
の
定
、
ア
ウ
ラ
ー
ド
・

サ
イ
ー
ド
の
人
び
と
が
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
自
分
た
ち
が
し
き
っ
て
い
る
か
ら
、

自
分
た
ち
か
ら
ラ
ク
ダ
と
ラ
ク
ダ
引
き
を
調
達
す
る
の
が
筋
だ
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん

ム
ゼ
イ
ナ
部
族
も
負
け
て
は
い
な
い
。
双
方
が
一
歩
も
ゆ
ず
ら
ず
、
丁
々
発
止
の
や
り

と
り
が
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
ま
ま
日
が
暮
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
は
じ
め
た
と
き
、
同
行
し
て
い
た

発
掘
隊
の
親
方
が
仲
裁
に
入
っ
て
く
れ
た
の
で
ワ
ー
デ
ィ
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

親
方
の
話
を
聞
い
て
い
た
同
僚
に
よ
る
と
、
親
方
は
こ
う
言
っ
た
ら
し
い
。「
自
分
は
上

エ
ジ
プ
ト
出
身
の
よ
そ
も
の
だ
が
、
俺

た
ち
は
み
ん
な
同
じ
ア
ラ
ブ
じ
ゃ
な
い

か
。
よ
そ
か
ら
や
っ
て
来
た
日
本
人
の

前
で
み
っ
と
も
な
い
口
論
は
や
め
よ
う
」。

つ
い
で
に
書
い
て
お
く
と
、
慣
れ
な

い
人
が
ア
ラ
ビ
ア
の
ロ
レ
ン
ス
を
気
取
っ

て
全
速
力
で
沙
漠
を
駆
け
る
の
は
や
め

た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
ラ
ク
ダ
レ
ー
ス

の
様
子
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本

気
の
ラ
ク
ダ
は
競
馬
の
馬
と
同
じ
よ
う

に
宙
を
飛
ぶ
よ
う
な
走
り
方
を
す
る
。

時
速
五
〇
キ
ロ
は
出
る
ら
し
い
。
ち
な

み
に
わ
た
し
は
ラ
ク
ダ
を
走
ら
せ
た
こ

と
は一度
も
な
い
。

西
にし

尾
お

 哲
てつ

夫
お

　民博 民族社会研究部

「沙漠の船」の
乗り心地

最
高
に
カ
ッ
コ
い
い
登
場
シ
ー
ン

茫ぼ
う
ば
く漠
と
し
た
果
て
し
な
い
地
平
線
か
ら
黒
づ
く
め
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
あ
ら
わ
れ
、

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
ラ
ク
ダ
の
足
音
と
と
も
に
一
直
線
に
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
く
る
…
…
。

映
画
「
ア
ラ
ビ
ア
の
ロ
レ
ン
ス
」
で
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
若
き
族
長
を
演
じ
た
エ
ジ
プ
ト

の
名
優
オ
マ
ー
・
シ
ャ
リ
フ
が
、
初
め
て
画
面
に
あ
ら
わ
れ
る
シ
ー
ン
だ
。
こ
の
場

面
は
、
映
画
史
上
、
最
高
に
カ
ッ
コ
い
い
登
場
シ
ー
ン
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

現
代
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
が
移
動
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
ラ
ク
ダ
で
は
な
く
て
大
型
の

四
輪
駆
動
車
だ
。
だ
が
、
沙
漠
で
の
調
査
に
ラ
ク
ダ
は
欠
か
せ
な
い
。
シ
ナ
イ
半
島

を
踏
査
し
た
お
り
に
も
、
ラ
ク
ダ
に
乗
っ
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
さ
な
が
ら
の
毎
日
を
す
ご

し
た
。
沙
漠
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
い
る
言
語
学
者
は
、
オ
マ
ー
・
シ
ャ
リ
フ
と
同

じ
く
ら
い
上
手
に
ラ
ク
ダ
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
ラ
ク
ダ

を
馬
の
よ
う
に
操
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

オ
マ
ー
・
シ
ャ
リ
フ
登
場
シ
ー
ン
の
ラ
ク
ダ
は
走
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
ラ
ク
ダ
は
キ
ャ
ン
タ
ー
（
駆
け
足
）
よ
り
も
ゆ
っ
た
り
し
た
歩ほ

様よ
う

で
動
い
て
い

る
。
馬
術
で
い
う
「
ト
ロ
ッ
ト
（
速
歩
）」
だ
。
ト
ロ
ッ
ト
を
し
て
い
る
馬
に
初
心

者
が
乗
る
の
は
か
な
り
つ
ら
い
。
馬
が
一
歩
進
む
た
び
に
反
動
で
尻
が
は
ね
あ
げ
ら

れ
、
そ
の
ま
ま
ド
ス
ン
と
鞍
に
落
ち
る
。
痔じ

主ぬ
し
だ
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
馬

の
ト
ロ
ッ
ト
で
は
、
左
（
右
）
の
前
脚
と
右
（
左
）
の
後
脚
が
同
時
に
前
に
出
る
た

め
、
背
中
が
上
下
に
動
く
か
ら
だ
。
騎
手
に
は
、
こ
の
上
下
動
を
う
ま
く
逃
が
す
テ

ク
ニ
ッ
ク
が
要
求
さ
れ
る
。
一
方
、
ラ
ク
ダ
の
場
合
だ
と
、
同
じ
側
の
前
脚
と
後
脚

が
同
時
に
前
に
出
る
。
つ
ま
り
騎
手
に
伝
わ
る
の
は
上
下
で
は
な
く
前
後
の
揺
れ
に

な
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
少
し
慣
れ
れ
ば
ゆ
っ
た
り
と
歩
く
ラ
ク
ダ
に
揺
ら
れ
て
沙

漠
を
旅
す
る
の
は
、
そ
れ
な
り
に
楽
だ
。

「
お
れ
た
ち
は
み
ん
な
ア
ラ
ブ
」

と
は
い
っ
て
も
調
査
に
は
予
想
外
の
ト
ラ
ブ
ル
が
つ
き
も
の
だ
。
シ
ナ
イ
半
島
の

南
に
あ
る
港
町
ト
ゥ
ー
ル
か
ら
モ
ー
セ
が
十
戒
を
さ
ず
か
っ
た
と
さ
れ
る
山
の
麓
に

あ
る
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
修
道
院
に
通
じ
る
古
い
巡
礼
路
を
探
査
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
。

世話になっている部族長と彼のラクダ。むかしはラクダは
ステータスシンボルだった

サウジアラビアのリヤドで開催されたラクダレースで、ゴールインした
ジョッキーに順位札が手渡されるところ
（2003年 12月17日、撮影・ 縄田浩志）

ラクダは乾燥地域に暮らす人びとの生活に欠かせない家畜である。
モータリゼーションが世界中を席巻したとしても、
沙漠を行くための乗り物としてラクダは現役である。

写真：調査で初めて乗ったころのへっぴり腰姿。今はもっとうまく乗れる！今ではほとんどが観光用ラクダ。（聖カトリーヌ修道院近くで撮影）
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ゆ
っ
た
り
東
南
ア
ジ
ア

―
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
6

舞
踊
や
音
楽
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
ゆ
っ
た
り

と
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
日
常
を
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会「
映
画
で
知
る
東
南
ア
ジ
ア
」

現
代
の
東
南
ア
ジ
ア
社
会
が
か
か
え
る
課
題
と
そ
の

中
で
生
き
る
人
び
と
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

「
虹
の
兵
士
た
ち
」

日
時　

1
月
10
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

「
消
え
た
画　

ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
の
真
実
」

日
時　

1
月
24
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券
、
13
時
開
場
、
11
時

か
ら
本
館
2
階
観
覧
券
売
場
に
て
整
理
券
を
配
布

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
東
南
ア
ジ
ア
の
仮
面
と
人
形
」

① 

2
月
13
日（
土
）（
定
員
60
名
）

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
知
る
マ
レ
ー
シ
ア
の
影

絵
芝
居
の
現
在

講
師　

戸
加
里
康
子
（
拓
殖
大
学 

非
常
勤
講
師
）

② 

2
月
14
日（
日
）（
定
員
20
名
）

バ
リ
島
の
影
絵
芝
居 

：
お
話
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

講
師　

梅
田
英
春
（
静
岡
文
化
芸
術
大
学 

教
授
）

③ 

2
月
20
日（
土
）（
定
員
20
名
）

ジ
ャ
ワ
の
影
絵
芝
居 

：

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

講
師　

ハ
ナ
ジ
ョ
ス
（
ジ
ャ
ワ
芸
能
ユ
ニ
ッ
ト
）

満
の
方
は
保
護
者
同
伴
で
参
加

◆
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ

「
お
り
が
み
で
遊
ぼ
う
！
〜
干
支
シ
リ
ー
ズ
〜『
申
』」

日
時　

1
月
11
日（
月
・
祝
）

　
　
　

11
時
／
11
時
30
分
／
13
時
／
13
時
30
分
／

　
　
　

14
時
（
各
回
30
分
程
度
）

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル（
定
員
各
回
10
名
）

※
当
日
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料

「
干
支
の
申
で
絵
馬
を
作
ろ
う
」

日
時　

1
月
24
日（
日
）10
時
〜
16
時

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
（
定
員
80
名
）

※
当
日
随
時
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料

「
西
ア
フ
リ
カ
の
昔
話
を
語
る
」

日
時　

1
月
24
日（
日
）

　
　
　

11
時
30
分
〜
／
14
時
〜
（
各
回
30
分
）

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
あ
の
日
の
声
を
探
し
て
」

第
32
回
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

日
時　

1
月
30
日（
土
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分（
開
場
13
時
）

「
波
伝
谷
に
生
き
る
人
び
と
」

日
時　

2
月
6
日（
土
）

　
　
　

13
時
〜
16
時
15
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
、
11
時
か
ら
本
館
2

階
観
覧
券
売
場
に
て
整
理
券
を
配
布

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　

1
月
9
日（
土
）12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

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

④ 

2
月
21
日（
日
）（
定
員
20
名
）

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
仮
面
舞
踊 

：

お
話
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

講
師　

福
岡
ま
ど
か
（
大
阪
大
学 

准
教
授
）

⑤ 

2
月
27
日（
土
）（
定
員
40
名
）

ラ
オ
ス
の
自
然
か
ら
生
ま
れ
る

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

講
師　

あ
さ
ぬ
ま
ち
ず
こ
（
パ
ン
ト
マ
イ
ミ
ス
ト
）

⑥ 

2
月
28
日（
日
）（
定
員
40
名
）

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
影
絵
芝
居 

：
お
話
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

講
師　

福
富
友
子（
東
京
外
国
語
大
学 

非
常
勤
講
師
）

時
間　

全
日
程
11
時
〜
13
時（
開
場
10
時
30
分
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※
要
事
前
申
込（
12
月
11
日
〜
1
月
26
日
17
時
必
着
）、

参
加
無
料

◆
展
示
場
ク
イ
ズ「
み
ん
ぱ
Ｑ
」
東
南
ア
ジ
ア
編

ク
イ
ズ
に
全
問
解
答
す
る
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
記
念
品

が
も
ら
え
ま
す
。

会
期　

1
月
12
日（
火
）ま
で

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト 「
さ
る
」

2
0
1
6
年
の
干
支
で
あ
る「
さ
る
」を
テ
ー
マ
に
、

み
ん
ぱ
く
所
蔵
の
資
料
や
写
真
を
展
示
し
、
世
界
各

地
の「
さ
る
」を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

1
月
26
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば（
観
覧
無
料
）

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト

「
み
ん
ぱ
く
×
ニ
フ
レ
ル
―
人
と
生
き
物
を
つ
な
ぐ
」

日
時　

1
月
11
日（
月
・
祝
） 

13
時
30
分
〜
15
時

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※
定
員
に
達
し
ま
し
た
の
で
、
申
込
受
付
を
終
了
し

ま
し
た
。

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
ふ
む
ふ
む 

な
る
ほ
ど
！ 

み
ん
ぱ
く
初
歩
き
」

日
時　

1
月
11
日（
月
・
祝
）

　
　
　

10
時
30
分
〜
16
時
30
分（
受
付
16
時
ま
で
）

会
場　

本
館
展
示
場
、

　
　
　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
（
定
員
3
5
0
名
）

※
当
日
随
時
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料
、
6
歳
未

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

う
ぞ
。

時
間　

13
時
〜
14
時
30
分

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
店
「
ス
ペ
ー
ス
9
」

※
要
事
前
申
込
（
参
加
状
況
に
よ
り
当
日
受
付
あ
り
）、

参
加
費
各
回
１
0
0
0
円
（
定
員
各
回
50
名
）

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

1
月
13
日（
水
）

イ
ン
ド
の
家
族
と
そ
の
か
た
ち
、
い
ま
・
む
か
し

講
師　

松
尾
瑞
穂
（
本
館 

准
教
授
）

1
月
27
日（
水
）

中
国
の
世
界
遺
産
建
築

―
円
形
土
楼
と
囲
龍
屋

講
師　

河
合
洋
尚
（
本
館 

助
教
）

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

●
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
2
0
1
6
年
3
月

16
日（
水
）ま
で
閉
鎖
し
て
い
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
次
の
と
お
り
閉
鎖
し
ま
す
。

1
月
20
日（
水
）〜
1
月
27
日（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

1
月
27
日（
水
）〜
2
月
3
日（
水
） 

オ
セ
ア
ニ
ア

2
月
3
日（
水
）〜
2
月
10
日（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
ア
ジ
ア
・
音
楽
・
言
語

2
月
10
日（
水
）〜
2
月
17
日（
水
） 

ア
フ
リ
カ

2
月
17
日（
水
）〜
2
月
24
日（
水
）

朝
鮮
半
島
の
文
化
・
中
国
地
域
の
文
化

2
月
24
日（
水
）〜
3
月
2
日（
水
） 

南
ア
ジ
ア

3
月
2
日（
水
）〜
3
月
9
日（
水
） 

日
本
の
文
化

3
月
9
日（
水
）〜
3
月
16
日（
水
） 

東
南
ア
ジ
ア

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

友
の
会
講
演
会
（
大
阪
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
96
名
）

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

第
4
5
0
回　

1
月
9
日（
土
） 
14
時
〜
16
時 

イ
ス
ラ
ー
ム
化
と
向
き
合
う
先
住
民

―
新
東
南
ア
ジ
ア
展
示
か
ら
読
み
と
く

講
師　

信
田
敏
宏
（
本
館 

教
授
）

世
界
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
の
影
響
を
受
け
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府

は
、
1
9
7
0
年
代
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
化
政
策
を
推
進
す
る
よ
う

に
な
り
、
1
9
8
0
年
代
以
降
は
、
精
霊
信
仰
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を

保
持
す
る
先
住
民
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
宣
教

活
動
を
本
格
化
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。
30
年
以
上
に
及
ぶ
イ
ス

ラ
ー
ム
化
政
策
は
、
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
の
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
も
た
ら
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

熱
帯
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
生
き

る
森
の
民
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
の
未
来
可
能
性
に
つ
い
て
、
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
講
義
（
14
時
〜
15
時
10
分
）
終
了
後
、
東
南
ア
ジ
ア
展
示
場
の

見
学
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

第
4
5
1
回　

2
月
6
日（
土
） 

14
時
〜
16
時 

世
界
の
食
文
化
を
学
ぶ
⑥

博
物
館
で
食
文
化
を
考
え
る

―
み
ん
ぱ
く
展
示
場
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
見
立
て
て

講
師　

池
谷
和
信
（
本
館 

教
授
）

地
球
上
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
飲
食
文
化
が
み
ら
れ
ま
す
。
米
や
小
麦
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
芋
類
な
ど
の
主
食
、
肉
や
魚
や
野
菜
か
ら
得
る

副
食
、
茶
や
酒
、
乳
な
ど
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
は
地
域
的

な
多
様
性
が
み
ら
れ
ま
す
。
一
方
で
「
調
理
を
す
る
」「
食
糧
を

分
か
ち
あ
う
」
と
い
っ
た
行
為
に
は
、
人
類
文
化
と
し
て
の
共
通

性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
講
演
会
で
は
、
展
示
場
を

フ
ィ
ー
ル
ド
に
見
立
て
、
各
地
の
食
の
在
り
方
を
さ
ぐ
る
と
と
も

に
、
食
文
化
研
究
の
動
向
に
も
触
れ
な
が
ら
、
食
の
過
去
、
現
在
、

未
来
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

●
講
義
（
14
時
〜
15
時
10
分
）
終
了
後
、
展
示
場
の
見
学
会
を

お
こ
な
い
ま
す
。

第
4
5
2
回　

3
月
5
日（
土
） 

14
時
〜
16
時 

祖
先
と
と
も
に
住
ま
う
家

―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
ン
バ
島
で
家
屋
を
建
て
る

講
師　

佐
藤
浩
司
（
本
館 

准
教
授
）

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
2
回　

1
月
16
日（
土
）

東
南
ア
ジ
ア
の
人
形
芝
居

講
師　

福
岡
正
太
（
本
館 

准
教
授
）影

絵
人
形
か
ら
、あ
や
つ
り

人
形
、棒
人
形
、そ
し
て
水
の

中
で
あ
や
つ
る
人
形
ま
で
、

東
南
ア
ジ
ア
に
は
多
く
の
魅

力
的
な
人
形
芝
居
が
み
ら
れ

ま
す
。み
ん
ぱ
く
東
南
ア
ジ

ア
展
示
場
に
展
示
さ
れ
た
人

形
を
中
心
に
、人
形
を
も
ち

い
た
芸
能
の
魅
力
を
紹
介
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
。

1
月
10
日（
日
）　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
、
11
時
〜
12
時

バ
リ
島
の
仮
面
作
り
と
職
人

―
命
を
ふ
き
こ
む
技
と
祈
り

話
者　

吉
田
ゆ
か
子
（
本
館 

外
来
研
究
員
）

1
月
17
日（
日
）　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
見
る
・
学
ぶ「
近
代
日
本
の
身
装
文
化
」

話
者　

丸
川
雄
三
（
本
館 

准
教
授
）

1
月
24
日（
日
）　

本
館
東
南
ア
ジ
ア
横
休
憩
所
、
11
時
〜
12
時

東
南
ア
ジ
ア
の
人
形
芝
居

―
撮
影
裏
話

話
者　

福
岡
正
太
（
本
館 

准
教
授
）

1
月
31
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
博
物
館

話
者　

鈴
木
紀
（
本
館 

准
教
授
）

●
休
館
日
、
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

1
月
4
日（
月
）ま
で
休
館
し
ま
す
。
1
月
11
日（
月
・
祝
）成
人
の

日
は
本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
自
然

文
化
園（
有
料
区
域
）を
通
行
さ
れ
る
場
合
、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
。

刊行物紹介
■朝倉敏夫 著
『コリアン社会の変貌と越境』
臨川書店　2,0 0 0円 （税抜）

1980年代の初めから韓国社会
が変貌する姿と、故国を離れて
なお逞しく生きる海外コリアン
の実像を描きだす。
韓国の島での住みこみ先の三
人の子どもたちの成長を追い
かけながら、食卓を囲み、仕事を
ともにすることで次第にムラの
成員として認められていき、調
査地が第二の故郷となるまで

の個人調査と、中国朝鮮族、コリアンアメリカン、サハリ
ン韓人など、海外コリアンの生活についての共同調査で
の体験を描くフィールドワークの半生記かつ反省記。

■韓敏 著
『大地の民に学ぶ
―激動する故郷、中国』

臨川書店　2,0 0 0円 （税抜）
中国の民衆にとって社会主義
的近代化とは果たして何だっ
たのか―1980年代、改革開
放路線を歩み始めた中国で、ひ
とりの女子大学院生は自社会に
対する疑問を解明するため、人
類学を志した。農民の語る革命
の実態と国家のシンボルであ
る毛沢東への人びとの視線の

変遷を切り口に、社会主義革命の意義を見つめ直す。国
家によって語られる歴史とは異なる、中国激動の時代、
そのもうひとつの姿を伝える！

西
ジ
ャ
ワ
人
形
芝
居
ワ
ヤ
ン
・
ゴ
レ
ッ
ク
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都
市
の
朝
食
ム
ト
リ

ア
フ
リ
カ
大
陸
の
東
部
に
位
置
す
る
タ
ン
ザ
ニ
ア
連

合
共
和
国
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
外
国
か
ら
の
投
資
、

資
源
開
発
な
ど
を
背
景
と
し
て
急
速
な
経
済
成
長
を
経

験
し
て
い
る
。
仕
事
を
求
め
て
人
び
と
は
大
都
市
へ
と

移
動
し
、
都
市
人
口
は
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
経
済

成
長
の
結
果
な
の
か
車
を
購
入
す
る
人
び
と
が
増
え
て

お
り
、
首
座
都
市
ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム
で
は
車
の
渋
滞

が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

早
朝
、
街
中
を
歩
く
と
、
つ
ら
い
通
勤
ラ
ッ
シ
ュ
を

乗
り
越
え
、
仕
事
前
に
街
角
の
食
堂
や
露
店
で
朝
食
を

と
る
人
び
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
砂
糖
た
っ
ぷ
り

の
ミ
ル
ク
テ
ィ
ー
、
煮
込
ん
だ
豆
、
臓
物
ス
ー
プ
、
肉

の
串
焼
き
、
揚
げ
パ
ン
と
い
っ
た
多
様
な
メ
ニ
ュ
ー
が

提
供
さ
れ
て
い
る
。
バ
ナ
ナ
の
ス
ー
プ
、
ム
ト
リ
も
朝

の
定
番
メ
ニ
ュ
ー
の
ひ
と
つ
だ
。

ム
ト
リ
に
は
未
熟
で
甘
み
の
で
て
い
な
い
緑
色
の
バ

ナ
ナ
が
使
わ
れ
る
。
牛
肉
と
野
菜
（
ピ
ー
マ
ン
、
人
参

な
ど
）を
煮
込
ん
で
と
っ
た
ス
ー
プ
に
、短
冊
状
に
切
っ

た
バ
ナ
ナ
を
入
れ
、
ム
ト
リ
専
用
の
か
き
ま
ぜ
棒
キ
ペ

ケ
チ
ョ
で
つ
ぶ
し
な
が
ら
ト
ロ
ト
ロ
に
な
る
ま
で
煮
て

い
く
。
固
形
の
ス
ー
プ
の
素
を
入
れ
る
店
も
あ
る
が
、

基
本
は
塩
で
味
を
調
え
る
。
ポ
タ
ー
ジ
ュ
ほ
ど
の
と
ろ

み
に
な
れ
ば
で
き
あ
が
り
だ
。
器
に
は
ラ
イ
ム
、
生
唐

辛
子
、
塩
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
お
客
は
そ
れ
ぞ
れ
の

好
み
の
味
に
仕
上
げ
る
。味
は
、ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
ポ
タ
ー

ジ
ュ
に
似
て
お
り
、
食
感
は
滑
ら
か
だ
。
シ
ン
プ
ル
な

味
付
け
で
飽
き
の
こ
な
い
料
理
だ
。
牛
肉
も
入
っ
て
お

り
、
仕
事
前
に
活
力
を
つ
け
て
く
れ
る
。
タ
ン
ザ
ニ
ア

タンザニアのバナナのスープ

ムトリ

溝
みぞ

内
うち

 克
よし

之
ゆき

 　NPO法人アフリック・アフリカ

故
郷
の
味
バ
ナ
ナ

キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
中
腹
に
換
金
作
物
の
コ
ー
ヒ
ー
、

そ
し
て
バ
ナ
ナ
が
繁
茂
す
る
チ
ャ
ガ
人
の
村
々
が
あ
る
。

バ
ナ
ナ
は
チ
ャ
ガ
人
の
主
食
だ
。
煮
込
み
料
理
、
豆
と

と
も
に
煮
て
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
状
に
し
た
料
理
、
素
揚

げ
、
焼
い
た
も
の
な
ど
多
様
な
バ
ナ
ナ
料
理
が
あ
る
。

酒
も
バ
ナ
ナ
で
造
ら
れ
る
。
わ
た
し
の
調
査
村
の
人
び

と
は
バ
ナ
ナ
を
二
〇
以
上
の
品
種
に
分
類
し
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ナ
ナ
に
適
し
た
調
理
法
が
あ
る
と
い
う
。

近
年
、
バ
ナ
ナ
は
自
家
消
費
の
み
な
ら
ず
、
村
の
世

帯
に
現
金
を
も
た
ら
す
重
要
な
作
物
と
認
識
さ
れ
て
い

る
。
一
九
九
四
年
の
流
通
の
自
由
化
以
降
、
コ
ー
ヒ
ー

生
産
は
低
迷
傾
向
に
あ
り
、
村
の
世
帯
の
主
要
な
収

入
源
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
生
産
に
手
間
と
費
用
が

か
か
り
、
価
格
変
動
が
激
し
い
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
を
辞
め
、

都
市
向
け
販
売
用
の
バ
ナ
ナ
ば
か
り
を
畑
に
植
え
る
世

帯
も
出
現
し
て
い
る
。
都
市
へ
の
販
路
は
確
立
さ
れ
て

お
り
、
都
市
で
の
バ
ナ
ナ
の
需
要
が
増
え
た
こ
と
も
あ

る
の
か
、買
付
商
人
へ
と
転
身
す
る
村
人
も
少
な
く
な
い
。

村
と
都
市
を
繋
ぐ
バ
ナ
ナ

商
人
た
ち
に
よ
っ
て
村
で
買
い
取
ら
れ
た
バ
ナ
ナ
は
、

夕
方
、
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
込
ま
れ
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
を

出
発
す
る
。
そ
し
て
深
夜
に
ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム
郊
外

の
卸
市
場
、
通
称
「
バ
ナ
ナ
裁
判
所
」
に
た
ど
り
着
く
。

キ
リ
マ
ジ
ャ
ロ
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
南
西
部
の
ム
ベ
ヤ
、
中

央
部
モ
ロ
ゴ
ロ
な
ど
産
地
ご
と
に
並
べ
ら
れ
て
「
判

決
」
を
待
つ
。
夜
明
け
前
か
ら
料
理
人
、
露
店
の
野
菜

売
り
な
ど
が
や
っ
て
き
て
バ
ン
チ
（
房
）
ご
と
買
っ
て

い
く
。
仲
買
商
人
に
よ
る
と
「
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
バ

ナ
ナ
を
買
っ
て
い
く
の
は
チ
ャ
ガ
人
ば
か
り
」
だ
と
い

う
。
故
郷
の
味
を
再
現
す
る
た
め
に
料
理
人
た
ち
は
キ

リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
バ
ナ
ナ
を
買
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
チ
ャ
ガ
人
た
ち
は
、
故
郷
に
思
い
を
馳は

せ
な
が

ら
渋
滞
で
疲
れ
た
体
を
ム
ト
リ
で
癒
し
、
都
市
に
生
き
、

故
郷
の
村
を
支
え
る
た
め
に
仕
事
や
商
売
へ
と
向
か
っ

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
村

を
第
二
の
故
郷
だ
と
感
じ
て
い
る
わ
た
し
の
ノ
ス
タ
ル

ジ
ッ
ク
な
想
像
か
も
し
れ
な
い
。

で
生
活
し
た
こ
と
の
あ
る
日
本
人
に
も
ム
ト
リ
好
き
の

人
は
多
い
。
日
本
で
販
売
す
れ
ば
人
気
が
出
る
味
か
も

し
れ
な
い
。

ム
ト
リ
は
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
北
部
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
山

間
部
を
故
郷
と
す
る
チ
ャ
ガ
人
の
料
理
だ
。
チ
ャ
ガ
人

は
、
村
で
の
農
地
不
足
を
背
景
に
、
故
郷
を
離
れ
、
都

市
へ
と
積
極
的
に
移
動
す
る
人
び
と
と
し
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
政
府
や
民
間
企
業
の
職
員
、
企
業
経
営
者

か
ら
露
天
商
ま
で
多
様
な
社
会
・
経
済
階
層
で
活
躍

し
て
い
る
。
バ
ー
や
食
堂
の
経
営
者
や
料
理
人
も
多
く
、

彼
ら
が
自
身
の
店
で
ム
ト
リ
を
提
供
し
始
め
た
こ
と
で
、

故
郷
の
味
が
都
市
へ
と
広
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。

青いバナナ（料理用）　　　　
　　　　　　　　8～10本 
※バナナのサイズによる。また
お好みのスープのとろみ具合
に合わせて調整

牛肉（骨付き）　200～ 300g
※しっかりと味をつけたい場合
は固形の牛スープの素を追加

タマネギ／人参／ピーマン
などお好みの野菜

各1～ 2個（みじん切り）

ニンニク　　1片（みじん切り）

水　　　  5カップ（1000ml）
塩　　　　　　　　　少々
生唐辛子／ライム（もしくは
レモン）　　　　お好みの量

ムトリ　（4、5人分）

① バナナの皮に包丁で切り込みをいれ、皮を剥き、
果実の表面を薄くそぎ落とす。短冊状に切り10分
ほど水にさらしてあくを抜く。

② タマネギ／人参などお好みの野菜をみじん切りに
しておく。牛肉をひと口大に切る。

③ 牛肉と野菜を水から煮込み、スープを作る。

④ 別の鍋にスープを半分うつし、バナナを煮込む。

⑤ バナナをつぶしながら、残りの牛肉スープを入れ、
塩で味を調えながら、好みのとろみに仕上げてい
く。ポタージュスープ程度のとろみが適当。

⑥ 器にうつし、輪切りにした生唐辛子、切ったライム、
塩を添えてできあがり。

通称「バナナ裁判所」で購入され運び出される バナナを運ぶ仲買人の女性

朝食を提供するバー

店で出されるムトリ。小麦粉でできたチャパティと一緒に
食べるとお腹いっぱいになる
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「
聖
地
」と「
遺
跡
」の
あ
い
だ

―
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
に
お
け
る
寺
院
管
理

前ま
え

島じ
ま 

訓の
り

子こ 

　
民
博 

外
来
研
究
員

仏
教
最
大
の
聖
地

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
（
イ
ン
ド
・
ビ

ハ
ー
ル
州
南
部
）
は
仏
教
創
始
者

で
あ
る
ブ
ッ
ダ
が
悟
り
を
開
い
た

地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
現
地
に
は

五
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
塔

（M
ahabodhi Tem

ple

）
が
佇
た
た
ず

ん
で
お
り
、
二
〇
〇
二
年
に
世
界
遺

産
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
遺
産
登
録

の
意
義
は
、
遺
跡
の
有
す
る
人
類
に

と
っ
て
の
普
遍
的
価
値
を
損
な
う
こ

と
な
く
、
後
世
に
継
承
し
て
い
く
と

い
う
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
地

域
の
遺
跡
の
意
義
は
そ
れ
だ
け
に
止

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
だ
ろ

う
。
こ
の
道
は
、
ネ
パ
ー
ル
人
仏
教

徒
の
寄
進
に
よ
っ
て
、
一
九
八
〇
年

代
に
敷
設
さ
れ
た
。
大
理
石
の
敷
設

は
、
考
古
調
査
局
に
よ
っ
て
寺
院
の

真
正
性
や
遺
跡
の
聖
性
を
減
退
さ
せ

る
と
し
て
問
題
視
さ
れ
た
。
だ
が
、

結
果
的
に
、
大
理
石
敷
設
の
中
止
に

は
至
ら
ず
、
仏
教
帰
依
者
の
要
望
を

受
け
入
れ
る
形
と
な
っ
た
。

巡
礼
路
が
整
備
さ
れ
る
と
、
今

度
は
土
足
の
可
否
が
争
点
と
な
っ

た
。
大
塔
管
理
敷
地
内
へ
の
土
足
で

の
入
場
は
法
律
上
禁
じ
ら
れ
て
お

二
〜
四
度
と
低
く
道
が
冷
え
、
夏
場

は
気
温
が
高
く
道
が
高
温
に
な
る
こ

と
か
ら
、
土
足
の
許
可
を
求
め
て
い

た
参
詣
者
に
配
慮
し
た
対
応
で
あ
っ

た
。
だ
が
、
こ
の
決
定
に
は
異
論
も

あ
っ
た
。
仏
教
徒
の
な
か
に
は
、
聖

域
へ
の
土
足
で
の
入
場
を
反
対
す
る

者
も
お
り
、
彼
ら
は
こ
の
決
定
を
抗

議
し
、
違
反
し
た
場
合
は
罰
金
を
科

す
よ
う
要
求
す
る
な
ど
、
異
議
を
申

し
立
て
た
。
そ
の
後
、
寺
院
管
理
地

内
へ
の
土
足
で
の
入
場
は
再
び
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
管
理
委
員
会
の
決
定

は
一
時
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
土
足
可
否
を
め
ぐ
る

事
例
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
信
仰
の

要
素
が
遺
跡
の
あ
り
方
に
影
響
を
お

よ
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
」
の
行
方

遺
跡
の
保
存
・
保
護
の
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
で
き
る
限
り
遺
跡
へ
の
接

触
を
制
限
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て

も
そ
の
選
択
肢
は
は
ず
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
可
能
性
が
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
同
地
域
の
遺
跡

管
理
を
、
管
理
委
員
会
（
一
九
五
三

年
以
来
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
の
遺
跡
を

管
理
す
る
専
門
機
関
）
か
ら
、
考
古

調
査
局
に
移
譲
す
る
提
案
が
あ
っ
た
。

だ
が
、
管
理
委
員
会
は
、
遺
跡
が
単

な
る
遺
跡
で
は
な
く
現
に
生
き
て
い

る
寺
院
で
あ
り
、
考
古
学
的
意
義
以

上
に
宗
教
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
る
場
所
だ
と
し
て
、
当
の
提
案
を

受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

と
は
い
え
、
世
界
遺
産
登
録
以
降
、

遺
跡
管
理
は
、
管
理
委
員
会
に
よ
る

管
理
だ
け
で
は
完
結
し
な
く
な
っ
て

い
る
。
管
理
委
員
会
は
、
考
古
調
査

局
と
の
連
携
を
図
り
、遺
跡
の
保
存
・

保
護
を
強
化
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
信
仰
上
の
差
異
は
い
う
に

お
よ
ば
ず
文
化
的
、
社
会
的
背
景
を

異
に
す
る
参
詣
者
の
数
が
増
す
な
か
、

遺
跡
の
あ
り
方
が
思
わ
ぬ
緊
張
の
火

種
と
な
る
可
能
性
は
常
に
存
在
す
る
。

同
地
域
の
遺
跡
が
宗
教
的
に
生
き
て

い
る
（
生
き
ら
れ
る
）
場
所
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
こ
う
し
た
緊
張
の
可
能
性

は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
要
す
る

に
、「
世
界
遺
産
登
録
」
は
、「
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
ー
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と

い
う
問
題
の
決
着
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
今
後
も
そ
の
行
方
が
問
わ
れ
る

あ
ら
た
な
争
点
の
始
ま
り
な
の
で

あ
る
。

た
習
慣
の
な
い
チ
ベ
ッ
ト
人
仏
教
徒

が
土
足
で
遺
跡
に
詣
で
た
た
め
、
当

時
の
管
理
委
員
会
関
係
者
と
の
あ
い

だ
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
。
警
察
が

出
動
し
、
一
〇
人
も
の
仏
教
徒
が
と

ら
え
ら
れ
た
。
地
元
住
民
が
仏
教

徒
の
釈
放
を
求
め
て
抗
議
し
、
地
域

を
巻
き
込
む
事
態
に
発
展
し
た
。
こ

の
事
件
を
受
け
て
、
管
理
委
員
会
は
、

土
足
禁
止
を
徹
底
的
に
実
施
す
る
の

で
は
な
く
、
土
足
許
可
エ
リ
ア
の
修

正
を
図
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
八

年
に
は
、
管
理
委
員
会
が
土
足
で
の

寺
院
入
場
の
禁
止
を
解
除
す
る
決
定

を
下
し
た
と
の
報
道
が
あ
っ
た
。
こ

の
決
定
は
、
冬
場
は
早
朝
の
気
温
が

ま
ら
な
い
。
そ
の
場
所
は
現
に
仏
教

最
大
の
聖
地
で
あ
り
、
世
界
遺
産
登

録
に
込
め
ら
れ
る
歴
史
的
意
義
と
は

別
に
宗
教
的
な
意
義
を
も
も
ち
合
わ

せ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
遺

跡
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
、
そ
の
歴

史
的
な
意
義
と
信
仰
上
の
意
義
を
い

か
に
調
和
さ
せ
両
立
さ
せ
ら
れ
る
の

か
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
　

「
聖
地
」か「
遺
跡
」か

た
と
え
ば
、
こ
の
地
を
訪
れ
た
人

な
ら
誰
も
が
、
大
塔
の
周
囲
に
お
い

て
白
色
の
大
理
石
の
巡
礼
路
が
整
備

仏
教
の
発
祥
地
で
あ
る
イ
ン
ド
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。

そ
れ
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
争
点
の
決
着
な
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
ら
た
な
は
じ
ま
り
な
の
か
。

り
、
ま
た
聖
域
へ
の
土
足
規
制
は
決

し
て
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、

一
九
九
〇
年
代
、
伝
統
的
に
こ
う
し

大塔に参詣する仏教巡礼者

大理石が敷設された参道。写真正面で確認できるのは参
詣者が触れないように周囲を囲われた菩提樹。この樹は、
ブッダが悟りを開いた当時の樹のDNAを受け継ぐという

大塔周囲に設置されたチベット仏教徒の祭壇

世界遺産に登録された大塔（Mahabodhi Temple)

インド

ブッダガヤー

ビハール州
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南
イ
ン
ド
・
タ
ミ
ル
ナ
ー
ド
ゥ
州
で
形
成
さ
れ

た
バ
ラ
タ
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
は
、
イ
ン
ド
を
代
表
す
る

古
典
舞
踊
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
中
心
地
で

あ
る
チ
ェ
ン
ナ
イ
（
旧
マ
ド
ラ
ス
）
市
は
も
と
よ
り
、

イ
ン
ド
各
地
で
人
気
が
あ
る
ほ
か
、
国
外
の
南
ア

ジ
ア
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
も
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
南
イ
ン
ド
古
典
舞
踊
界
で
今
も
っ
と
も

注
目
を
集
め
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
一
人
が
、
ナ

ル
タ
キ
・
ナ
タ
ラ
ー
ジ
で
あ
る
。
伝
統
に
根
ざ
し

た
踊
り
を
忠
実
に
伝
え
る
舞
踊
家
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

し
て
初
め
て
成
功
を
収
め
た
古
典
舞
踊
家
で
あ
る

点
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

混
乱
の
日
々
と
救
い

ナ
ル
タ
キ
は
、
タ
ミ
ル
ナ
ー
ド
ゥ
州
の
古
都
マ

ド
ゥ
ラ
イ
に
男
性
と
し
て
生
を
受
け
た
。
小
さ
い
こ

ろ
か
ら
、
自
分
が
他
の
男
の
子
た
ち
と
違
う
こ
と

に
気
が
つ
い
て
い
た
と
い
う
。
女
性
と
い
る
方
が
居

心
地
よ
く
、
母
親
の
サ
リ
ー
を
ま
と
っ
て
踊
る
の
が

好
き
だ
っ
た
。
女
の
子
の
よ
う
な
行
動
を
両
親
や

親
族
か
ら
咎と
が
め
ら
れ
、
自
分
の
性
に
つ
い
て
混
乱

す
る
日
々
が
続
い
た
。

マ
ド
ゥ
ラ
イ
は
、
女
神
ミ
ー
ナ
ー
ク
シ
の
寺
院
が

あ
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
境
内
に
あ
っ
た
女
神
の

石
像
に
ナ
ル
タ
キ
は
目
を
奪
わ
れ
た
。
乳
房
が
三
つ

あ
っ
た
か
ら
だ
。
ミ
ー
ナ
ー
ク
シ
は
幼
い
と
き
男
の

子
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
が
、
シ
ヴ
ァ
神
に
恋

し
た
と
き
、
第
三
の
乳
房
が
消
え
女
神
と
な
っ
た
と

い
う
話
を
祖
母
か
ら
聞
き
、
自
分
の
性
と
重
ね
あ

わ
せ
た
。
自
分
の
よ
う
な
神
さ
ま
が
い
る
こ
と
で
救

わ
れ
た
思
い
が
し
た
。

五
歳
に
な
っ
た
こ
ろ
、
村
の
広
場
で
一
人
遊
ん
で

い
る
ナ
ル
タ
キ
に
、
そ
っ
と
近
づ
い
て
肩
を
叩
い
た

の
が
シ
ャ
ク
テ
ィ
だ
っ
た
。
シ
ャ
ク
テ
ィ
の
目
を
見

て
、
自
分
と
同
じ
境
遇
に
い
る
こ
と
が
す
ぐ
に
わ

か
っ
た
と
い
う
。
ナ
ル
タ
キ
は
、
そ
の
と
き
初
め
て

自
分
の
踊
り
を
披
露
し
た
。
シ
ャ
ク
テ
ィ
は
最
初
の

観
客
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
二
人
は
い
つ
も
行
動
を
と

も
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
映
画
で
活
躍
し
て
い
た
舞

踊
家
に
憧
れ
、
彼
女
た
ち
の
踊
り
を
真
似
た
。
学

校
で
踊
り
を
披
露
し
賞
ま
で
も
ら
っ
た
が
、
家
人
に

は
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

次
第
に
、
家
族
か
ら
の
侮
蔑
や
圧
迫
に
耐
え
ら

れ
な
く
な
り
、
一
二
歳
に
な
る
と
シ
ャ
ク
テ
ィ
と

一
緒
に
家
を
出
た
。
路
上
演
劇
集
団
に
入
っ
た
が
、

極
貧
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
高
位
カ
ー
ス
ト

の
裕
福
な
家
庭
で
育
っ
た
二
人
に
は
辛
い
日
々
だ
っ

た
が
、
シ
ャ
ク
テ
ィ
は
ナ
ル
タ
キ
の
才
能
を
信
じ
、

我
慢
し
て
精
進
す
れ
ば
き
っ
と
立
派
な
舞
踊
家
に

な
れ
る
と
励
ま
し
続
け
た
。

居
場
所
と
し
て
の
舞
踊

ナ
ル
タ
キ
の
踊
り
は
人
気
が
あ
っ
た
が
、
ま
っ
た

く
の
自
己
流
だ
っ
た
。
一
八
歳
に
な
っ
た
こ
ろ
、
小

さ
い
と
き
か
ら
憧
れ
て
い
た
舞
踊
家
の
師
匠
が
雑

誌
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
と
、
居
て
も

立
っ
て
も
い
ら
れ
ず
、
翌
日
に
は
彼
の
家
の
門
を
叩

い
た
。
粘
り
強
く
懇
願
し
、
一
年
後
に
師
匠
の
家
に

住
み
込
み
で
舞
踊
を
習
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
学

び
始
め
る
や
い
な
や
、
探
し
て
い
た
自
分
の
居
場

所
や
生
き
が
い
を
見
つ
け
た
と
感
じ
、
そ
の
後
一
五

年
間
に
わ
た
っ
て
踊
り
を
学
ぶ
こ
と
だ
け
に
没
頭
し

た
。
師
匠
が
住
み
込
み
を
許
し
た
の
は
、
ナ
ル
タ
キ

の
資
質
を
認
め
た
か
ら
だ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
二
人
を
社
会
の
無
知

や
中
傷
か
ら
守
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
恩
を
二

人
は
決
し
て
忘
れ
な
い
。

ナ
ル
タ
キ
は
、
神
の
世
界
を
表
現
す
る
古
典
舞

踊
を
通
し
て
、
自
分
を
発
見
し
た
と
い
う
。
バ
ラ
タ

ナ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
は
、
寺
院
に
お
け
る
奉
納
舞
踊
を
起

源
と
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
超
越
す
る
絶
対
的

存
在
と
の
合
一
を
願
う
人
間
の
姿
が
、
男
女
間
の
情

感
（
献
身
、
ロ
マ
ン
ス
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
）
に
置

き
換
え
ら
れ
て
表
現
さ
れ
る
。
多
様
な
性
の
在
り

方
を
内
包
す
る
神
々
の
世
界
を
演
じ
る
こ
と
は
、
ナ

ル
タ
キ
に
と
っ
て
単
な
る
比
喩
で
は
な
く
、
自
分
の

存
在
と
わ
か
ち
が
た
く
繋つ
な

が
っ
て
い
る
。

師
匠
が
一
九
九
九
年
に
亡
く
な
る
と
、
二
人
は

意
を
決
し
て
舞
踊
の
中
心
地
チ
ェ
ン
ナ
イ
に
移
り

住
ん
だ
。
古
典
舞
踊
界
の
保
守
層
か
ら
は
中
傷
も

受
け
た
が
、
ナ
ル
タ
キ
の
才
能
は
徐
々
に
評
価
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
数
多
く
の
賞
を
受
賞
し
、

毎
年
海
外
公
演
を
お
こ
な
う
ほ
ど
活
動
の
幅
も
広

が
っ
た
。
ナ
ル
タ
キ
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で

あ
る
こ
と
を
前
面
に
出
し
て
舞
踊
活
動
を
し
て
お

り
、
彼
女
の
舞
踊
界
で
の
成
功
は
、
性
の
多
様
性

に
関
す
る
意
識
を
高
め
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

寺て
ら

田だ 

𠮷よ
し

孝た
か　

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

ジェンダーを超える踊り
―ナルタキ・ナタラージ

演者はパフォーマンスの場で、何を内在化し、体現するのか。男女の境
界を往来し、超越する神々の世界の踊りのなかで、南インドの古典舞踊家
が見出したのは自分自身であった。

チェンナイで公演するナルタキ・ナタラージ（2014年）

ナルタキの盟友、シャクティ・バスカル

民博の研究公演「時を超える南インドの踊り」で熱演するナルタキ（2015年）
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「
○
○
ケ
ア
」
と
か
「
ケ
ア
△
△
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
日
常
の
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
に
溢あ

ふ
れ
て
い
る
。
ヘ
ア
ケ
ア
や
ス
キ
ン
ケ
ア
を
謳う
た

っ
た
美
容
商

品
。
健
康
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
人
気
を
高
め
て
い
る
ヘ
ル
ス
ケ
ア
。
福
祉
や

看
護
の
現
場
で
耳
に
す
る
デ
イ
ケ
ア
や
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
。
ケ
ア
と
い
う
こ

と
ば
を
、わ
た
し
た
ち
は
ご
く
普
通
に
用
い
て
い
る
が
、そ
も
そ
も
「
ケ
ア
」

と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

英
語
の
「
ケ
ア
（care

）」
は
、
悲
嘆
や
病
床
を
意
味
す
る
古
英
語
や

ゴ
ー
ト
語
のkara

に
由
来
す
る
。
こ
の
語
に
前
置
詞
のfor

が
付
け
加

わ
る
こ
と
で
、何
か
し
た
い
と
気
持
ち（
配
慮
）を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、

一
四
世
紀
に
な
る
と
保
護
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
欧
米

の
思
想
や
人
間
観
の
な
か
で
、
他
者
へ
の
深
い
思
い
や
り
や
道
徳
的
な
関

係
を
築
く
、
倫
理
と
し
て
の
ケ
ア
が
発
展
し
て
き
た
。
そ
し
て
今
日
で
は
、

ケ
ア
は
「caring for

（
世
話
す
る
）」
と「caring about

（
配
慮
す
る
）」

の
意
味
が
重
な
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
世
話
」
に
注

目
す
れ
ば
身
体
的
・
物
理
的
な
側
面
を
、「
配
慮
」
に
焦
点
を
当
て
れ
ば

精
神
的
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
「
自
己
へ
の

ケ
ア
」
と
い
う
用
例
ま
で
登
場
し
て
き
た
の
だ
。

他
方
、
日
本
に
お
い
て
「
ケ
ア
」
と
い
う
カ
タ
カ
タ
ナ
こ
と
ば
が
使
わ

れ
は
じ
め
た
の
は
最
近
に
な
っ
て
か
ら
だ
。
日
本
語
に
は
も
と
も
と
、
育

児
（
子
ど
も
の
ケ
ア
）、介
護
（
高
齢
者
の
ケ
ア
）、介
助
（
障
害
者
の
ケ
ア
）、

看
護（
傷
病
人
の
ケ
ア
）と
い
っ
た
用
語
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
総
じ
て「
ケ

ア
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
に

お
け
る
介
護
福
祉
の
導
入
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
核
家
族

 ケア
Care

戸
と

田
だ

 美
み

佳
か

子
こ

　民博 機関研究員

化
と
経
済
成
長
を
背
景
に
、
ケ
ア
が
労
働
と
し
て
市
場
で
調
達
・
選
択

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
社
会
化
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
と
い
え
る
。「
ケ
ア

の
社
会
化
」
に
よ
っ
て
、
身
内
で
な
い
人
に
、
自
分
の
、
あ
る
い
は
身
内

の
ケ
ア
を
委
ね
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
。
日
本
に
お
い
て
「
ケ
ア
」

と
い
う
新
し
い
用
語
の
登
場
は
、
こ
れ
ま
で
家
庭
と
い
っ
た
私
的
な
領
域

で
担
わ
れ
て
い
た
た
め
に
、
社
会
の
な
か
で
存
在
し
な
か
っ
た
問
い
を
浮

び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
ま
で
誰
も
が
「
問
題
」
と
思
わ
な
か
っ
た
も
の
を
社

会
問
題
化
す
る
効
果
を
も
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
ケ
ア
は
人

間
愛
に
も
と
づ
き
自
然
に
発
生
す
る
現
象
と
い
う
よ
り
は
、
歴
史
的
な

構
築
物
だ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
は
、
ケ
ア
に
は
つ
ね
に
倫
理
的
な
負
荷
が

か
か
り
、
無
条
件
に
「
よ
き
も
の
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
と
、

社
会
学
者
の
上う

え

野の

千ち

鶴づ

子こ

は
指
摘
す
る
。
ケ
ア
が
じ
つ
は
、「
で
き
れ
ば

避
け
た
い
や
っ
か
い
な
重
荷
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ア
と
い
う

こ
と
ば
に
は
そ
れ
を
「
解
毒
」
す
る
作
用
が
あ
る
と
い
う
。

超
高
齢
社
会
を
迎
え
た
日
本
は
、
誰
も
が
他
者
と
支
え
あ
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
「
ケ
ア
社
会
」
へ
と
突
入
し
た
。
ケ
ア
は
今
や
社
会
問
題
だ
。

ケ
ア
の
現
場
に
は
受
け
手
と
担
い
手
と
の
あ
い
だ
に
立
場
の
入
れ
変
わ
り

が
難
し
い
、
非
対
称
な
関
係
も
内
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
リ
ケ
ー
ト

な
側
面
が
あ
る
た
め
、
そ
の
議
論
に
は
し
ば
し
ば
あ
る
種
の
息
苦
し
さ
が

と
も
な
っ
た
ま
ま
だ
。
こ
う
し
た
状
況
に
風
穴
を
開
け
、
ケ
ア
さ
れ
る
も

の
と
ケ
ア
す
る
も
の
が
双
方
的
な
関
係
を
築
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
。「
ケ
ア
」
と
は
何
か
を
語
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
れ
か

ら
の
わ
た
し
た
ち
の
生
き
方
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

生き方を
問う
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化
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経
済
成
長
を
背
景
に
、
ケ
ア
が
労
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と
し
て
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場
で
調
達
・
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る
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に
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り
、
社
会
化
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て
い
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た
過
程
と
い
え
る
。「
ケ
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の
社
会
化
」
に
よ
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て
、
身
内
で
な
い
人
に
、
自
分
の
、
あ
る
い
は
身
内

の
ケ
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を
委
ね
る
こ
と
が
可
能
に
な
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て
き
た
。
日
本
に
お
い
て
「
ケ
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と
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新
し
い
用
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の
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は
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れ
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と
い
っ
た
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的
な
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た
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を
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上
が
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せ
、
そ
れ
ま
で
誰
も
が
「
問
題
」
と
思
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な
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っ
た
も
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会
問
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い
た
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そ
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し
た
意
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で
は
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は
人

間
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に
も
と
づ
き
自
然
に
発
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す
る
現
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と
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よ
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的
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だ
と
い
え
る
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ら
に
は
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に
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的
な
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が

か
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り
、
無
条
件
に
「
よ
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も
の
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
と
、

社
会
学
者
の
上う

え

野の

千ち

鶴づ

子こ

は
指
摘
す
る
。
ケ
ア
が
じ
つ
は
、「
で
き
れ
ば

避
け
た
い
や
っ
か
い
な
重
荷
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ア
と
い
う

こ
と
ば
に
は
そ
れ
を
「
解
毒
」
す
る
作
用
が
あ
る
と
い
う
。

超
高
齢
社
会
を
迎
え
た
日
本
は
、
誰
も
が
他
者
と
支
え
あ
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
「
ケ
ア
社
会
」
へ
と
突
入
し
た
。
ケ
ア
は
今
や
社
会
問
題
だ
。

ケ
ア
の
現
場
に
は
受
け
手
と
担
い
手
と
の
あ
い
だ
に
立
場
の
入
れ
変
わ
り

が
難
し
い
、
非
対
称
な
関
係
も
内
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
リ
ケ
ー
ト

な
側
面
が
あ
る
た
め
、
そ
の
議
論
に
は
し
ば
し
ば
あ
る
種
の
息
苦
し
さ
が

と
も
な
っ
た
ま
ま
だ
。
こ
う
し
た
状
況
に
風
穴
を
開
け
、
ケ
ア
さ
れ
る
も

の
と
ケ
ア
す
る
も
の
が
双
方
的
な
関
係
を
築
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
。「
ケ
ア
」
と
は
何
か
を
語
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
れ
か

ら
の
わ
た
し
た
ち
の
生
き
方
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

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

　大阪はミナミのアメリカ村でサルが捕獲されたというニュースを

見た。珍しいペットが逃げたのかと思いきや、野生のサルらしい。

みんぱくのある大阪府の北摂地域でサルが出没したというのであ

れば、まあ山も近いし、さほど驚かないが、はるばるミナミの繁

華街まで、いったいどうやって辿りついたのだろう？　箕面の滝を

仮に出発点とすると、ほぼ真南に人間の足で下ること5時間弱でア

メリカ村に着く。サルの足でも不可能ではないが、途中で見つかっ

てしまいそうなものだ。トラックの積荷に紛れ込んでいたのだろう

か？　アマゾンの吹き矢猟師さながらに、麻酔薬入りの吹き矢で

サルを射止めることができる市の職員が大阪にいる、ということも

さらに驚きである。

　2004-5年のとり展に始まり、毎年恒例になったみんぱくの年末

年始展示も、「さる」でついに干支を一巡したことになる。この干

支展は、普段は展示にかかわらないみんぱくの職員が企画に加わ

る研修の機会でもあるのだが、チラシのデザインやキャッチコピー

（「さる、時々ひと、ところにより神」）の完成度もなかなか。関連

イベントも盛りだくさんである。

　年末年始は、ぜひみんぱくへ。　　　　　　　　　（山中由里子）
月刊みんぱく  2016年 1月号
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●表紙：三猿の土人形　地域：日本
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 すべて「さる」展にて展示中。
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みんぱくフェイスブック
http://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
http://twitter.com/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ

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

みんぱく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）



さる展の、見えざる側面

年末年始展示イベント「さる」
1月26日（火）まで、本館展示場ナビひろばにて開催中

　恒例の年末年始展示イベント「さる」展が開催中です。

今年の干支「さる」にまつわるみんぱくの資料を、「さる

になるひと」「かみになるさる」「ひとになるさる」の３

つのキーワードで紹介します。毎年恒例となったこのイ

ベントは、みんぱくの教職員の展示活動研修会としての

側面ももっています。資料の構成や選択、写真パネルの

撮影、展示作業、広報チラシの作成などをとおして、博

物館の活動をより深く理解することを目的としています。

　「部署を越えていろいろな人と作業ができたことが、い

い経験になりました」と語るのは、研修に参加した広報

係の細木由美さん。さるが何かを担いでいる姿が気にな

なって、滋賀の大津絵の絵馬を展示資料に選びました。

　いちばん思い出深いのは、デザインにも携わったチラ

シづくり。３つのキーワードをあらわすいいキャッチコ

ピーがなかなか浮かばず、難航したそう。最後の最後で、

メンバーの一人がふと発した「さる、時々ひと ところに

より、神」という一言が、決め手となりました。

　会期中にはトークイベントやワークショップなども開

かれますので、新年はぜひみんぱくでお過ごしください。

展示作業中の細木さ
ん。「お客さんの動線
や目線を意識しなが
ら、資料の向きや角
度を調整して置いて
いきました」とのこと
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