


キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
走
り
出
す

野の

田だ 

サ
ト
ル

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

北
海
道
生
ま
れ
。
漫
画
家
。

2
0
0
3
年
、
読
切
「
恭
子
さ
ん
の
凶
と

い
う
今
日
」（
講
談
社
）
で
デ
ビ
ュ
ー
。
明

治
末
期
の
北
海
道
を
舞
台
と
し
た
冒
険
活

劇
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
カ
ム
イ
」
を
『
週
刊
ヤ

ン
グ
ジ
ャ
ン
プ
』（
集
英
社
）
に
連
載
中
。

2
0
1
6
年
マ
ン
ガ
大
賞
を
受
賞
。

主
な
作
品
に
第
54
回
ち
ば
て
つ
や
賞
ヤ
ン

グ
部
門
大
賞
を
受
賞
し
た
「
ゴ
ー
リ
ー
は

前
し
か
向
か
な
い
」（
講
談
社
）
や
「
ス
ピ

ナ
マ
ラ
ダ
！
」（
集
英
社
）
な
ど
。
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民
博
開
館
三
〇
周
年
の
際
に
ま
と
め
た「
展
示
基
本
構
想

二
〇
〇
七
」に
は
、
民
族
学
博
物
館
を
と
り
ま
く
状
況
の
変

化
に
則
し
て
、
双
方
向
・
多
方
向
的
な
交
流
の
場
と
し
て
博

物
館
の
再
編
が
も
と
め
ら
れ
る
と
あ
る
。
新
し
く
な
っ
た
ア

イ
ヌ
の
文
化
展
示
で
も
、
研
究
者
を
は
じ
め
と
す
る
展
示
の

作
り
手
、
展
示
対
象
の
文
化
に
属
す
る
人
び
と
、
そ
し
て
来

館
者
の
相
互
の
交
流
と
啓
発
の
場
を
め
ざ
し
た
。

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

齋さ
い

藤と
う 

玲れ
い

子こ

新
展
示
に
本
格
的
に
着
手
し
た
の
は
二
〇
一
三
年
度
か

ら
で
あ
る
。
館
内
の
教
職
員
に
加
え
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
関

連
団
体･

組
織
等
の
職
員
や
研
究
者
と
い
っ
た
ア
イ
ヌ
文

化
を
担
い
・
支
え
る
立
場
の
方
々
に
、
展
示
を
検
討
す
る

会
議
に
入
っ
て
い
た
だ
い
た
。
本
特
集
に
寄
稿
い
た
だ
い

た
北
原
、
山
崎
、
瀧
口
の
三
氏
の
ほ
か
、
貝
澤
和
明
氏
（
公

益
社
団
法
人
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
）、
佐
々
木
利
和
氏
（
北
海

道
大
学
ア
イ
ヌ・先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
）、津
田
命
子
氏
（
元・

北
海
道
立
ア
イ
ヌ
総
合
セ
ン
タ
ー
、
ア
イ
ヌ
服
飾
文
様
研
究

家
）、
床
州
生
氏
（
阿
寒
ア
イ
ヌ
工
芸
協
同
組
合･

木
彫
家
）、

野
本
正
博
氏
（
一
般
財
団
法
人
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
）（
五
十

音
順
）
で
あ
る
。
会
議
で
は
、「
伝
統
に
基
づ
く
あ
ら
た
な

文
化
の
創
造
」
を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

の
展
示
の
優
れ
た
手
法
や
資
料
を
活
か
し
つ
つ
、
現
代
に

お
け
る
多
様
な
ア
イ
ヌ
文
化
の
あ
り
か
た
を
、
ア
ー
ト
作

品
や
映
像
な
ど
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

「
人
」
を
感
じ
ら
れ
る
展
示
に

検
討
会
で
複
数
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
出
た
意
見
に
、「
人
の

気
配
が
感
じ
ら
れ
な
い
」「
整
然
と
し
す
ぎ
て
い
る
」「
色

が
少
な
い
」「
音
が
な
い
」「
同
時
代
性
を
あ
ら
わ
し
た
い
」

な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
改
善
す
る
た
め
に
、
実
体
と

し
て
復
元
家
屋
「
チ
セ
」
の
な
か
と
そ
の
と
な
り
の
祭
壇

の
前
に
マ
ネ
キ
ン
を
置
い
た
。
導
入
部
で
は
「
同
時
代
を

生
き
る
」
と
い
う
サ
ブ
セ
ク
シ
ョ
ン
で
、
現
代
の
作
家
に
よ

る
「
人
」
を
モ
デ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
し
た
木
彫
作
品
を
展
示

し
た
。
こ
の
三
点
の
作
品
を
は
じ
め
、
複
製･

復
元
資
料
以

外
で
作
者
が
あ
き
ら
か
な
も
の
は
、
で
き
る
だ
け
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
に
作
者
の
氏
名
を
明
記
し
、
新
展
示
の
た
め
に
収

集
し
た
も
の
を
中
心
に
作
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
も
の
せ
た
。

ま
た
、
多
く
の
方
々
に
文
化
継
承
の
取
り
組
み
等
の
写

真
を
提
供
い
た
だ
き
、
パ
ネ
ル
と
モ
ニ
タ
ー
で
紹
介
し
た
。

み
ん
ぱ
く
で
毎
年
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
カ
ム
イ
ノ
ミ
の
写

真
も
パ
ネ
ル
に
し
た
。
二
台
の
モ
ニ
タ
ー
で
は
動
画
も
用

い
、
芸
能
・
音
楽
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
歌
や
楽
器
演
奏
を
聴

け
る
装
置
も
設
け
た
。

交
流
の
場
を
め
ざ
し
て

し
か
し
、
課
題
も
残
っ
て
い
る
。
検
討
会
議
で
も
完
成

後
の
検
証
で
も
、
民
具
な
ど
が
使
わ
れ
る
場
面
や
使
い
方

の
解
説
不
足
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、「
楽
し
み
」
や
「
体
験
」

も
少
な
い
と
い
う
意
見
が
出
た
が
、
十
分
に
応
え
る
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
。
普
及
用
の
小
冊
子
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

な
ど
を
座
っ
て
読
む
た
め
の
机
と
椅
子
を
設
置
し
、
ハ
ン

ズ
オ
ン
（
触
れ
る
展
示
）
資
料
も
置
い
た
も
の
の
、
数
は
少

な
い
。
解
説
に
つ
い
て
は
電
子
ガ
イ
ド
で
補
い
つ
つ
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
充
実
さ
せ
る
な

ど
、
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
も
連
携
し
な
が
ら
改
善
し
て

い
き
た
い
。

ま
た
、
一
二
～
二
月
に
開
催
予
定
の
新
展
示
Ｐ
Ｒ
事
業

「
ア
イ
ヌ
展
示
チ
ア
シ
リ
カ
ラ
！
（
ア
イ
ヌ
の
展
示
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
ま
し
た
）
―
冬
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
〇
一
七
」
で
は
、

民
話
を
原
作
と
し
た
人
形
劇
の
上
演
や
音
楽
ラ
イ
ブ
を
は

じ
め
、展
示
作
品
の
作
家
に
よ
る
実
演
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

ク
な
ど
、
楽
し
み
な
が
ら
ア
イ
ヌ
文
化
に
ふ
れ
ら
れ
る
イ

ベ
ン
ト
を
計
画
し
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
語
研
究
者
を
招
い
て

の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
や
本
館
「
ア
イ
ヌ
の
文
化
」
展
示
チ
ー
ム

教
員
ら
に
よ
る
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
サ
ロ
ン
も
予
定
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
機
会
に
参
加
さ
れ
る
方
々
か
ら
ご
意
見
・

ご
感
想
を
い
た
だ
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

時
代
の
変
化
と
展
示
の
方
向
性

二
〇
〇
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
本
館
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

は
、「
中
央
・
北
ア
ジ
ア
」
と
「
ア
イ
ヌ
の
文
化
」
展
示
場

で
完
結
し
た
。
両
展
示
場
は
、
開
館
か
ら
二
年
後
の
一
九

七
九
年
に
公
開
さ
れ
た
の
で
、
三
七
年
ぶ
り
の
大
規
模
な

改
修
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
そ
の

文
化
を
め
ぐ
る
状
況
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
あ
っ
た
。

と
く
に
大
き
な
で
き
ご
と
は
、
一
九
九
七
年
に
「
ア
イ

ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識

の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
」（
通
称
：
ア
イ
ヌ
文
化

振
興
法
）
が
制
定
さ
れ
、
一
八
九
九
年
公
布
の
「
北
海
道

旧
土
人
保
護
法
」
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
二
〇

〇
八
年
に
国
会
で
「
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
す
る
こ

と
を
求
め
る
決
議
」
が
採
択
さ
れ
、
国
に
よ
る
総
合
的
な

ア
イ
ヌ
政
策
の
推
進
が
始
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
ま

で
日
本
政
府
は
、
公
式
に
は
ア
イ
ヌ
を
先
住
民
族
と
認
め

て
こ
な
か
っ
た
。
み
ん
ぱ
く
が
開
館
し
た
こ
ろ
は
、
ア
イ

ヌ
が
日
本
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
独
自
の
文
化
を

も
つ
民
族
だ
と
示
す
こ
と
が
、
ま
ず
必
要
だ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
旧
展
示
で
は
「
伝
統
的
な
」
衣
・
食
・
住
、
生
業
、

儀
礼
、
そ
し
て
工
芸
の
巧
み
さ
を
あ
ら
わ
す
資
料
を
展
示

す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
。

新展示の公開日におこなわれたカムイノミ。新しい展示ができたことの感謝と展示の普
及・継承の願い、そして物の神（資料自体）に祈っていただいた

「誇りを伝える」のサブセクション。手前の丸いテーブルにはハンズオンの資料を置いている

クマ送り儀礼の祭壇（復元）と祈りを捧げる人（マネキン）

アイヌ文化展示
特集交流の場としての
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北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授

北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授

北き
た

原は
ら 

次じ

郎ろ
う

太た

山や
ま

崎さ
き 

幸こ
う

治じ

み
ん
ぱ
く
開
館
当
初
の
ア
イ
ヌ
文
化
展
示
が
作
ら
れ
て

以
来
今
日
ま
で
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
的
状
況
や
研
究
の
動
向

に
も
大
小
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

に
あ
た
っ
て
は
、
以
前
の
展
示
の
優
れ
た
点
を
踏
襲
し
つ
つ
、

こ
の
間
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
留
意
し
た
。

イ
ナ
ウ
に
見
る
地
域
性

樹
木
を
削
っ
て
作
り
儀
礼
の
際
の
奉
納
物
と
な
る
イ
ナ

ウ
は
、
地
域
に
よ
り
形
状
や
用
い
方
が
多
様
で
あ
り
、
み

ん
ぱ
く
で
は
当
初
か
ら
こ
の
点
を
意
識
し
た
収
集
・
展
示

が
さ
れ
て
き
た
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
当
た
っ
て
は
展
示
物
を

刷
新
し
つ
つ
も
、
こ
の
方
向
性
を
踏
襲
す
る
こ
と
と
し
た
。

と
り
わ
け
千
島
の
イ
ナ
ウ
は
希
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回

も
同
地
方
の
別
資
料
を
展
示
し
た
。
ま
た
、
道
東
地
方
の

イ
ナ
ウ
で
、
明
治
期
以
前
に
属
す
る
資
料
は
少
な
い
。
あ

ら
た
に
展
示
し
た
芽め

室む
ろ

地
方
の
男
女
の
イ
ナ
ウ
は
、
収
集

が
明
治
後
半
と
古
く
、
イ
ナ
ウ
が
性
別
を
も
つ
擬
人
的
な

祭
具
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
も
適
し
た
資
料
で
あ
る
。

儀
礼
展
示
の
難
し
さ

以
前
の
展
示
で
は
、
祭
壇
と
復
元
家
屋
を
別
個
に
設
置

文
化
展
示
の
な
か
で
の
ア
ー
ト
作
品

現
在
、
世
界
各
地
の
民
族
学
博
物
館
で
の
先
住
民
に
関

す
る
展
示
に
お
い
て
、
ア
ー
ト
作
品
は
欠
か
せ
な
い
存
在

と
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
ア
イ
ヌ
文
化
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
も
例
外
で
は
な
く
、
伝
統
工
芸
品
に
加
え
て
、
い
わ
ゆ

る
ア
ー
ト
作
品
も
複
数
点
展
示
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
ア
ー

ト
作
品
が
展
示
物
と
し
て
選
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
複
数
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
す
べ
て
を
列
挙
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ま
ず
、

博
物
館
と
美
術
館
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
議
論
の
深
化

に
よ
り
、
展
示
の
ス
タ
イ
ル
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
モ
ノ
を
、
当
該
の
民
族
文
化
を
理

解
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
の
で
な
く
、

個
人
の
作
品
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
展
示
物
に
付

さ
れ
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
「
民
族
集
団
名
」
だ
け
で
は
な

く
「
作
家
名
（
個
人
名
）」
が
し
る
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

次
に
、
工
業
製
品
の
普
及
に
よ
り
物
質
文
化
が
世
界
的

に
均
一
化
し
て
き
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
モ
ノ
だ
け
に
よ

る
民
族
文
化
の
紹
介
が
困
難
と
な
り
、
同
時
に
、
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
人
間
の
内
面
や
、
現
代
に
生
き
る

療
具
、
近
年
収
集
さ
れ
た
シ
ャ
マ
ン
の
太
鼓
と
木
製
守
護

神
像
な
ど
を
展
示
し
た
。
展
示
の
構
築
作
業
は
、
研
究
上

の
課
題
を
再
認
識
す
る
機
会
で
も
あ
る
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
課
題
や
来
館
者
の
反
応
も

検
討
し
つ
つ
、
調
査
・
収
集
を
進
め
た
い
。

こ
と
が
多
い
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意

味
で
、
先
住
民
の
展
示
に
ア
ー
ト
作
品
が
展
示
さ
れ
る
こ

と
自
体
、
博
物
館
と
先
住
民
と
の
交
渉
の
現
時
点
で
の
結

果
と
い
え
る
。

時
代
を
映
し
、
生
ま
れ
続
け
る
ア
ー
ト
作
品
を

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
の
民
族
学
博
物
館
で
の
ア
ー
ト

作
品
の
展
示
で
は
、
各
民
族
の
伝
統
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
ア

レ
ン
ジ
し
た
も
の
な
ど
、
観
覧
者
が
す
で
に
も
っ
て
い
る

イ
メ
ー
ジ
と
の
連
続
性
が
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
担
保

さ
れ
て
い
る
ア
ー
ト
作
品
が
選
ば
れ
、
展
示
さ
れ
て
き
た

傾
向
が
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
れ
ら
の
ア
ー
ト
作
品
の
方
向

性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
伝
統
は
永

遠
の
テ
ー
マ
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
先

住
民
自
身
が
観
覧
者
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
き
、
そ
れ

を
ズ
ラ
し
て
み
せ
る
こ
と
自
体
が
ア
ー
ト
と
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
限

界
を
感
じ
、
あ
ら
た
な
刺
激
を
待
ち
わ
び
て
い
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。

ア
ー
ト
は
、
観
る
者
へ
訴
え
る
強
い
力
と
批
評
力
を
も

ち
、
そ
の
時
代
を
映
す
鏡
で
あ
る
。
今
回
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

さ
れ
た
ア
イ
ヌ
文
化
展
示
の
ア
ー
ト
作
品
も
、
継
続
的
に

展
示
替
え
を
お
こ
な
い
、
ま
た
、
次
々
と
生
ま
れ
て
く
る

ア
ー
ト
作
品
を
収
集
・
展
示
・
保
存
し
て
い
く
こ
と
が
、

民
族
学
博
物
館
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
十
数
年
後
、
現
在
か
ら
は
予
想
も
で
き
な
い
モ
ノ

や
コ
ト
が
、
ア
ー
ト
作
品
と
し
て
ア
イ
ヌ
文
化
展
示
コ
ー

ナ
ー
に
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

し
、
そ
れ
ら
の
位
置
関
係
も
ふ
く
め
た
暮
ら
し
の
様
子
は
、

大
型
の
ジ
オ
ラ
マ
で
示
し
て
い
た
が
、
無
人
の
復
元
家
屋

に
つ
い
て
は「
さ
び
し
い
」と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
に
際
し
て
は
ジ
オ
ラ
マ
を
撤
去
し
、
家
屋
と
祭
壇
を

実
際
の
位
置
関
係
に
即
し
て
配
置
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ

れ
に
マ
ネ
キ
ン
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
人
の
暮
ら

し
・
息
づ
か
い
が
感
じ
ら
れ
る
展
示
と
な
る
よ
う

心
が
け
た
。

祭
壇
の
前
に
は
祈
り
を
あ
げ
る
男
性
の
マ
ネ

キ
ン
を
置
き
、
祈
り
の
所
作
や
祭
具
の
用
い
方

を
示
し
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
屋
内
で
も
儀

礼
の
様
子
を
見
せ
る
こ
と
と
し
、
女
性
が
お
神

酒
を
注
ぐ
場
面
を
再
現
し
た
。

儀
礼
を
展
示
す
る
う
え
で
の
難
点
の
ひ
と
つ

は
、
そ
れ
に
関
す
る
情
報
が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。

儀
礼
の
所
作
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
お
こ

な
う
か
が
、
地
域
や
家
系
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
そ
れ
に
関
す
る
情
報
は
ご
く
限
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
家
屋
と
祭
壇
は
、
沙さ

流る

郡ぐ
ん

平び
ら

取と
り

町ち
ょ
う

二に

風ぶ

谷た
に
の
萱か
や

野の

茂し
げ
る

氏
を
中
心
に
製
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
マ
ネ
キ
ン
の
仕
草
も

同
地
方
の
も
の
を
再
現
す
る
こ
と
と
し
、
萱
野
氏

の
著
作
中
の
写
真
を
元
に
ポ
ー
ズ
を
決
め
た
。

呪
術
と
他
界
観

新
展
示
に
は
、
あ
ら
た
に
他
界
観
、
シ
ャ
マ
ニ

ズ
ム
と
呪
術
に
関
す
る
要
素
を
加
え
る
こ
と
と

し
、
死
者
用
の
装
束
や
墓
標
の
複
製
、
病
気
治

先
住
民
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
展
示
に
盛
り
込
む
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
要
因
と
し
て
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
性
を
「
作
品
」
と
い
う
名
の
モ
ノ
に
込
め
る
人
び

と
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
で
あ
り
、
博
物

館
は
、
彼
ら
の
ア
ー
ト
作
品
を
と
お
し
て
、
人
び
と
の
内

面
や
先
住
民
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
展
示
し
よ
う
と
試
み

る
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
も
、
自
ら
の
作
品
が
博
物

館
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
と
な
る

あらたに展示した芽室地方の男女のイナウ
左（男性）：K0002026、右（女性）：K0002025

右写真、芽室地方のイナウの詳細図
画・北原次郎太

展示場入り口で来館者を迎えるサブセクション「同時代を生きる」の３つの木彫作品
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わ
た
し
は
東
京
で
、
月
に
二
度
、
ア
イ
ヌ
語
を
ア
イ
ヌ
の
子
ど
も
た
ち

に
教
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
毎
回
、
プ
リ
ン
ト
を
配
る
。
ア
イ
ヌ
語
を

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
書
き
、
み
ん
な
で
そ
れ
を
読
む
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、

も
と
も
と
、
文
字
を
つ
か
わ
ず
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
ば
だ
。
歌
や

踊
り
、
お
し
ゃ
べ
り
、
た
く
さ
ん
の
物
語
、
祈
り
の
こ
と
ば
、
あ
い
さ
つ

の
こ
と
ば
、
お
ま
じ
な
い
。
人
間
だ
け
で
な
く
、
カ
ム
イ
の
声
や
、
自
然

の
音
に
満
ち
た
環
境
で
の
暮
ら
し
を
、
ア
イ
ヌ
語
か
ら
感
じ
る
。
わ
た
し

の
授
業
は
、
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
ど
こ
か
焦
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ

と
ば
に
接
す
る
態
度
が
、せ
せ
こ
ま
し
い
よ
う
で
も
あ
っ
て
、も
ど
か
し
い
。

エ
カ
シ
の
文
字
が
伝
え
る
も
の

新
し
い
ア
イ
ヌ
文
化
展
示
で
は
、
前
半
部
に
、
チ
セ
が
あ
り
、
伝
統

的
な
装
飾
品
や
衣
類
、
宗
教
儀
礼
の
道
具
、
農
具
な
ど
、
生
活
の
な
か

で
使
わ
れ
た
も
の
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
後
半
は
、
そ
れ
ら
の
伝
統
を

受
け
つ
ぐ
人
の
手
に
な
る
現
代
の
工
芸
品
や
、
先
住
民
族
の
権
利
に
関

す
る
歴
史
を
伝
え
る
。

展
示
の
前
半
と
後
半
の
ち
ょ
う
ど
中
間
あ
た
り
に
、
椅
子
と
テ
ー
ブ

ル
が
置
か
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
本
や
ア
イ
ヌ
語
の
テ
キ
ス
ト
、
よ
り
詳

細
な
資
料
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
。

テ
ー
ブ
ル
席
の
す
ぐ
近
く
に
は
、
エ
カ
シ
（
祖
父
や
高
齢
の
男
性
を
、

敬
意
を
こ
め
て
よ
ぶ
言
い
方
）
た
ち
が
書
き
残
し
た
ア
イ
ヌ
語
の
展
示
が

あ
る
。
時
代
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
ど
う
や
っ
て
自
分
た
ち
の

こ
と
ば
を
残
し
て
い
く
か
。
山や
ま

本も
と

多た

助す
け

は
「
ア
イ
ヌ
単
語
集
」
の
な
か

で
「
ア
イ
ヌ
発
音
中
、
初
頭
音
で
少
な
い
音
字
は
ロ
ミ
ヒ
ヱ
で
ヰ
ン
は

皆
無
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
。
鍋な
べ

沢さ
わ

元も
と

蔵ぞ
う

の
「
ユ
カ
ル
伝
」
を
し
る
す

カ
ナ
文
字
は
、
次
々
と
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
ペ
ー
ジ
を
う
め
つ
く
す
。
二
人

の
エ
カ
シ
に
共
通
す
る
の
は
、
自
分
の
も
つ
こ
と
ば
を
深
く
理
解
す
る

思
索
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
一
歩
外
に
出
て
、
別
の
言
語
の
使

い
手
の
立
場
に
た
ち
、
客
観
的
に
し
る
す
力
だ
と
思
う
。

時
代
の
流
れ
の
な
か
で

縦
長
の
展
示
の
順
路
を
歴
史
の
時
間
の
流
れ
と
し
て
見
る
と
、
中
間

の
テ
ー
ブ
ル
の
あ
る
位
置
で
、
わ
た
し
た
ち
ア
イ
ヌ
は
さ
ま
ざ
ま
な
変

化
を
経
験
し
た
。
ア
イ
ヌ
は
そ
の
時
代
時
代
で
日
本
や
そ
の
周
辺
の
文

化
を
取
り
入
れ
、
あ
ら
た
な
生
活
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
り
な
が
ら
暮
ら
し

て
き
た
。そ
の
大
き
な
画
期
が
、文
字
の
使
用
だ
。伝
統
か
ら
現
代
に
ぱ
っ

と
切
り
替
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
あ
い
だ
に
は
、
人
び
と
の
多
岐
に

わ
た
る
努
力
と
葛
藤
が
あ
る
。

近
ご
ろ
で
は
、「
も
う
伝
統
的
な
姿
で
暮
ら
す
ア
イ
ヌ
は
い
な
い
の
だ

か
ら
、ア
イ
ヌ
民
族
は
い
な
い
」
と
い
う
人
も
い
る
。
し
か
し
、こ
の
テ
ー

ブ
ル
席
か
ら
展
示
を
な
が
め
、
資
料
に
触
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、

ア
イ
ヌ
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
欲
し
い
。

チ
セ
を
活
か
す

「
ア
イ
ヌ
の
文
化
」
展
示
場
の
中
央
に
ど
っ
し
り
と
構
え

る
復
元
家
屋
。
ア
イ
ヌ
語
で
チ
セ
と
よ
ば
れ
る
こ
の
家
は
、

萱か
や

野の

茂し
げ
る（

一
九
二
六
―
二
〇
〇
六
）
氏
は
じ
め
北
海
道
沙さ

流る

郡ぐ
ん

平び
ら

取と
り

町ち
ょ
う

二に

風ぶ

谷た
に

の
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
一
九
七
九

年
の
展
示
公
開
に
合
わ
せ
て
造
ら
れ
た
も
の
だ
。
新
し
く

造
っ
た
と
は
い
え
、
伝
統
的
な
素
材
と
技
法
に
こ
だ
わ
っ

て
復
元
し
た
も
の
で
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
製
作
に
あ

た
っ
た
方
々
の
こ
と
を
思
う
と
、
新
展
示
で
は
あ
ま
り
手

を
加
え
ず
に
、
し
か
し
、
チ
セ
を
活
か
す
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
、
議
論
を
重
ね
た
。

以
前
は
、
チ
セ
の
と
な
り
に
一
九
二
〇
年
代
こ
ろ
の
二

風
谷
の
家
の
周
辺
を
再
現
し
た
一
〇
分
の
一
模
型
が
展
示

さ
れ
て
い
た
。
新
展
示
は
現
代
の
ス
ペ
ー
ス
を
増
や
す
た

め
に
、こ
れ
ま
で
の
展
示
資
料
の
縮
小
や
撤
去
が
必
要
だ
っ

た
。
悩
ん
だ
末
に
、こ
の
模
型
は
展
示
か
ら
外
す
こ
と
と
し
、

少
し
離
れ
た
壁
際
に
展
示
さ
れ
て
い
た
ク
マ
送
り
儀
礼
の

祭
壇
を
こ
こ
に
移
し
た
。
二
風
谷
で
は
チ
セ
の
東
側
の
窓

に
面
し
た
場
所
に
祭
壇
が
設
け
ら
れ
る
の
で
、
本
来
の
配

置
に
し
た
の
で
あ
る
。
チ
セ
の
な
か
と
祭
壇
の
前
に
マ
ネ

キ
ン
を
置
き
、
儀
式
の
様
子
を
再
現
し
た
。
ま
た
、
チ
セ

協
議
さ
れ
た
。

消
火
剤
が
大
量

に
飛
散
し
て
い

た
た
め
、
ア
イ

ヌ
の
文
化
展
示

場
を
含
む
北
ブ

ロ
ッ
ク
を
閉
鎖

し
、
一
部
の
展

示
資
料
は
外
し

て
、
全
面
的
に

清
掃
を
お
こ
な

い
、
再
展
示
を

す
る
た
め
に
、
公
開
は
三
カ
月
延
期
と
な
っ
た
。

萱
野
茂
氏
の
子
息
で
あ
る
志
朗
氏
ら
に
状
況
を
見
て
い

た
だ
い
た
う
え
で
、
チ
セ
の
修
復
に
つ
い
て
相
談
を
し
た
。

焼
失
を
免
れ
た
母
屋
に
も
消
火
剤
が
か
か
っ
て
い
た
の
で
、

屋
根
の
茅
は
す
べ
て
外
し
、
当
面
は
骨
組
み
が
見
え
る
状

態
で
公
開
す
る
こ
と
と
し
、
茅
（
ヨ
シ
）
や
シ
ナ
ノ
キ
樹

皮
の
縄
を
準
備
し
て
い
た
だ
き
、
来
年
三
月
に
全
面
的
な

葺ふ

き
替
え
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
回
の
失
火
で
は
、
大
切
な
資
料
を
損
傷
さ
せ
て
し
ま

い
、多
く
の
方
に
ご
心
配
と
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
心
が
痛
む
。
し
か
し
、
関
係
者
の
な
か
に
「
何

か
を
学
ぶ
日
に
な
る
よ
う
に
と
、
カ
ム
イ
が
そ
う
し
た
の

か
と
思
い
ま
す
」
と
こ
と
ば
を
か
け
て
く
だ
さ
る
方
も
い

た
。
全
面
的
な
葺
き
替
え
を
す
る
こ
の
機
会
に
、
記
録
を

撮
り
つ
つ
、
チ
セ
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
勉
強
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。

の
前
に
モ
ニ
タ
ー
を
設
置
し
、
建
築
時
の
写
真
や
、
萱
野

氏
に
よ
る
カ
ム
イ
ノ
ミ
、
萱
野
氏
と
大
塚
和
義
名
誉
教
授

と
の
対
談
の
動
画
を
流
す
こ
と
に
し
た
。

何
か
を
学
ぶ
日
と
な
る
よ
う
に

そ
う
し
て
、
二
週
間
後
に
公
開
を
控
え
た
三
月
三
日
、

委
託
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
完
成
し
た
と
こ
ろ
か
ら
記
録
写
真

を
撮
っ
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
照
明
の
光
を
和
ら

げ
る
た
め
に
ハ
ロ
ゲ
ン
ラ
ン
プ
の
前
に
垂
ら
し
て
い
た
ト

レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
が
熱
で
発
火
し
、
そ
れ
が
チ
セ
の
入

口
の
茅か
や

に
燃
え
移
っ
た
。
展
示
作
業
中
で
人
手
が
多
か
っ

た
た
め
、
消
火
器
と
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
の
水
で
消
し
止
め
、

焼
失
し
た
部
分
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

火
種
が
残
っ
て
い
る
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
入
口
の
屋
根

の
茅
は
す
べ
て
撤
去
し
た
。
偶
然
に
も
そ
の
日
、
ア
イ
ヌ

の
衣
類
の
調
査
の
た
め
北
海
道
か
ら
来
ら
れ
て
い
た
人
た

ち
の
な
か
に
、
チ
セ
の
建
築
に
携
わ
っ
た
こ
と
も
あ
る
方

が
い
ら
し
た
た

め
、
安
全
か
つ

手
際
よ
く
作

業
を
し
て
い
た

だ
け
た
。
本
当

に
心
強
く
、
感

謝
に
堪
え
な
い
。

す
ぐ
に
館

内
に
緊
急
対

策
部
会
が
作

ら
れ
、
対
応
が
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ち会っていただいて元に戻した。2016年4月

現在のチセの展示。奥のロルンプヤラ（上座･神の窓）から、
祭壇が見える

アイヌに関する資料が閲覧できるコーナー。左奥には「ユカル伝」
や「アイヌ単語集」が展示されている「ことば」のコーナー
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民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

岸き
し

上が
み 

伸の
ぶ

啓ひ
ろ

認
知
さ
れ
た
日
本
の
先
住
民

こ
の
五
〇
年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
に
先
住
民
と
い
う
こ
と

ば
が
世
界
的
に
人
口
に
膾か
い

炙し
ゃ

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
先
住

民
と
は
、
現
代
の
国
家
の
な
か
で
政
治
経
済
的
な
主
流
派

し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
意
気
投
合
し
た
イ
ヌ
イ
ッ

ト
が
翌
年
の
夏
に
二
名
の
ア
イ
ヌ
を
カ
ナ
ダ
の
ヌ
ナ
ヴ
ィ

ク
地
域
と
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
招
待
し
、
狩
猟
や
共
食
な

ど
生
活
体
験
を
含
め
た
文
化
交
流
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
海
外
の
先
住
民
と
の
相
互
交
流
・
体
験
を

と
お
し
て
、
ア
イ
ヌ
は
世
界
各
地
の
先
住
民
の
政
治
的･

文
化
的
な
状
況
を
知
り
、
自
ら
の
現
状
を
認
識
し
、
将
来

を
考
え
る
た
め
の
参
考
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
イ
ヌ

の
交
流
の
輪
は
、
い
ま
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
極
東
の
先
住
民
に
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

現
代
の
ア
イ
ヌ
は
海
外
の
先
住
民
と
積
極
的
に
意
見
交
換

し
、
世
界
の
先
住
民
の
一
員
と
し
て
自
ら
の
み
な
ら
ず
世

界
各
地
の
先
住
民
の
政
治
・
文
化
・
経
済
的
な
状
況
を
向

上
さ
せ
る
た
め
の
活
動
に
参
加
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

で
あ
る
人
び
と
が
到
来
す
る
以
前
か
ら
そ
の
土
地
に
住
ん

で
い
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
社
会
の
な
か
で
政
治
的
に
弱

者
の
立
場
に
あ
る
人
び
と
の
総
称
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
前
後
に
米
国
で
盛
ん
に
な
っ
た
黒
人
に
よ

る
公
民
権
運
動
か
ら
刺
激
を
受
け
た
米
国
先
住
民
が
権
利

運
動
を
展
開
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
世
界
各
地
で
先

住
民
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
国
連
は
一
九
九
三
年
を
国

際
先
住
民
年
と
宣
言
し
、
そ
の
後
、
積
極
的
に
先
住
民
運

動
を
支
援
し
、
先
住
民
の
政
治
的
地
位
の
向
上
に
尽
力
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
ア
イ
ヌ
は
日
本
の
先
住

民
で
あ
る
と
国
内
外
で
明
確
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
と
も
に
、
国
境
を
越
え
た
先
住
民
間
の
交
流
も
盛
ん
に

な
っ
た
。

国
際
交
流
す
る
ア
イ
ヌ

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
二に

風ぶ

谷た
に

の
ア
イ
ヌ
は
カ
ナ
ダ

国
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
ア
ラ
ー
ト
ベ
イ
に
住
む

先
住
民
ク
ワ
ク
ワ
カ
ワ
ク
ゥ
と
の
あ
い
だ
で
青
少
年
の
相

互
訪
問
を
始
め
、
白し
ら

老お
い
の
ア
イ
ヌ
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
サ
ー

ミ
と
交
流
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、
本
館
も
二
〇
〇
五
年
一
月

に
先
住
民
の
社
会
運
動
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
た
。
こ
の
と
き
に
、
カ
ナ
ダ
国
ヌ
ナ
ヴ
ィ
ク
地
域
の
イ

ヌ
イ
ッ
ト
の
政
治
リ
ー
ダ
ー
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
在
住
の

都
市
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
生
活
向
上
運
動
の
指
導
者
、
北
海
道

で
暮
ら
す
ア
イ
ヌ
文
化
の
継
承
者
、
関
東
在
住
の
ア
イ
ヌ

を
招
し
ょ
う

聘へ
い

し
、
当
事
者
が
中
心
と
な
っ
て
イ
ヌ
イ
ッ
ト
と
ア

イ
ヌ
の
生
活
、
政
治
的
な
状
況
、
文
化
継
承
問
題
を
検
討

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
設
立
準
備
室 

主
幹

佐さ

さ々

木き 

史し

郎ろ
う

民
族
共
生
の
象
徴
空
間

二
〇
二
〇
（
平
成
三
二
）
年
の
開
館
を
目
指
し
て
、
国

立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
設
立
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
博
物
館
は
北
海
道
白
老
郡
白
老
町
に
設
置
さ
れ
る

本
方
針
と
し
て
い
る
。

展
示
は
総
合
展
示
と

特
別
展
示
か
ら
な
り
、

前
者
は
さ
ら
に
基
本

展
示
、
テ
ー
マ
展
示
、

シ
ア
タ
ー
に
わ
か
れ

る
。
基
本
展
示
は
こ

の
博
物
館
の
中
核
的

な
存
在
で
、
ア
イ
ヌ

の
人
び
と
が
自
ら
の

文
化
を
紹
介
す
る
と
い
う
形
で
、「
私
た
ち
の
世
界
（
信
仰
）」

「
私
た
ち
の
く
ら
し
」「
私
た
ち
の
歴
史
」「
私
た
ち
の
し
ご

と
」「
私
た
ち
の
交
流
」「
私
た
ち
の
こ
と
ば
」
と
い
う
六
つ

の
テ
ー
マ
を
設
け
た
。
た
だ
し
、
基
本
展
示
と
い
え
ど
も

展
示
資
料
の
入
れ
替
え
や
テ
ー
マ
構
成
の
変
更
な
ど
不
断

の
展
示
更
新
を
お
こ
な
い
、
繰
り
返
し
来
館
し
て
も
常
に

ど
こ
か
で
新
し
い
展
示
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

み
ん
ぱ
く
の
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
か
ら
新
し
い
博
物
館
の
設
立
へ

今
年
の
三
月
ま
で
民
博
の
教
員
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
展
示

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
そ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

に
か
か
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
基
本
方
針
の
ひ
と
つ
に
、
同

じ
時
代
を
生
き
る
人
び
と
の
姿
を
伝
え
る
展
示
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
現
代
の
ア
イ
ヌ
の
人
び
と

の
姿
を
よ
り
多
く
伝
え
る
展
示
と
な
っ
た
。
四
月
か
ら
国

立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
設
立
準
備
に
従
事
す
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
こ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
精
神
は
新
し
い
博
物
館

の
展
示
に
も
生
か
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
。

「
民
族
共
生
象
徴
空
間
」
の
中
核
施
設
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
振
興
、
文
化
継
承
、
そ
し
て
ア
イ
ヌ

文
化
の
調
査
・
研
究
・
教
育
・
普
及
活
動
の
国
際
的
な
セ

ン
タ
ー
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
に
策
定
さ
れ
た
こ
の
博
物
館
の
基
本
計
画

で
は
そ
の
設
立
の
理
念
を
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。

「
こ
の
博
物
館
は
、
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
尊
厳
を
尊

重
し
、
国
内
外
に
ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
文
化
等
に
関
す
る
正

し
い
認
識
と
理
解
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
ア
イ

ヌ
文
化
の
創
造
及
び
発
展
に
寄
与
す
る
」（
文
化
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
）。
そ
し
て
、こ
の
理
念
を
具
現
化
す
る
た
め
に
、

ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
文
化
の
正
し
い
知
識
の
提
供
と
理
解
の

促
進
、
そ
の
知
識
を
も
つ
次
世
代
の
博
物
館
専
門
家
の
育

成
、
そ
の
調
査
・
研
究
、
博
物
館
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
築
の
四
つ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
か
か
げ
る
。

相
互
交
流
の
場
と
し
て

現
在
、
こ
の
基
本
計
画
に
も
と
づ
き
、
建
物
と
展
示
の

基
本
設
計
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

建
物
に
つ
い
て
は
、
白
老
の
ポ
ロ
ト
湖
周
辺
の
自
然
、

景
観
を
そ
こ
な
わ
な
い
高
さ
、
形
状
、
設
備
を
も
つ
も
の

と
し
、
火
災
、
地
震
、
津
波
、
浸
水
な
ど
の
被
害
を
回
避

す
る
た
め
の
対
策
を
十
分
に
と
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い

る
。
そ
れ
と
同
時
に
入
館
者
に
ポ
ロ
ト
湖
周
辺
の
美
し
い

風
景
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め
の
設
備
も
設
け
る
。

展
示
に
つ
い
て
は
、
国
内
外
の
多
様
な
人
び
と
に
、
ア

イ
ヌ
民
族
の
歴
史
や
文
化
を
正
し
く
理
解
し
て
も
ら
う
た

め
に
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
、
一
体
的
に
展
示
す
る
こ
と
を
基

ポロト湖に沈む夕日

カナダ極北地域のクージュアック村で日本とアイヌ民族について説明する長谷川由希さん。
2006年夏。提供・Makivik Corporation

アイヌと世界の先住民との交流について解説するサブセクション「世界を
ひろげる」の展示

ポロト湖畔のチセ（アイヌの伝統的家屋）。このチセが建つ一般財団法人アイヌ民族博物館が有
する博物館機能の一部は、国立アイヌ民族博物館に継承される予定である
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○○してみました世界のフィールド

山
やま

中
なか

 由
ゆ

里
り

子
こ

民博 民族文化研究部

ドイツのポップカルチャー
市場調査―1日目

二
〇
一
六
年
六
月
末
の
週
末
に
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
開
か
れ
た
「
コ
ミ

コ
ン
」
に
行
っ
て
き
た
。
コ
ミ
コ
ン
と
は
コ
ミ
ッ
ク
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
略
で
、
日
本
の

コ
ミ
ケ
（
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
コ
ミ
ッ
ク
や
ゲ
ー
ム
の
愛
好

家
が一
堂
に
会
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
チ
ケ
ッ
ト
が
余
っ
た
の
で
行
か
な
い
か
と
た
ま

た
ま
誘
わ
れ
た
の
だ
が
、
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
世
界
展
開
に
つ
い
て
の
科
学

研
究
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
分
担
者
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
機
会
を
逃
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
メ
ッ
セ
に
向
か
っ
た
。

う
ご
め
く
宇
宙
人
、
ヒ
ー
ロ
ー
、
プ
リ
ン
セ
ス
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
ゾ
ン
ビ
…
…

ま
ず
目
を
引
い
た
の
は
コ
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
中

央
駅
か
ら
メ
ッ
セ
ま
で
の
地
下
鉄
で
す
で
に
、「
オ
タ
ク
」
っ
ぽ
い
人
び
と
の
密
度
と
と

も
に
コ
ス
プ
レ
姿
の
数
も
高
ま
っ
て
ゆ
く
。マ
ー
ベ
ル
系
、D
C
系
の
ア
メ
リ
カ
ン・コ
ミ
ッ

ク
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
、「
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
」
な
ど
の
映
画
や
「
ゲ
ー
ム
・
オ
ブ
・
ス
ロ
ー

ン
ズ
」
な
ど
の
人
気
ド
ラ
マ
の
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
た
お
に
い
さ
ん
、
お
ね
え
さ
ん
は
、

も
と
も
と
体
格
が
よ
か
っ
た
り
、
美
人
だ
っ
た
り
す
る
の
で
、
カ
ッ
コ
イ
イ
。
な
か
に
は

「
ゼ
ル
ダ
の
伝
説
」
な
ど
の
日
本
発
の
ゲ
ー
ム
や
、「
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
」「
セ
ー
ラ
ー
ム
ー

ン
」「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
な
ど
の
ア
ニ
メ
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
結
構
い
た
。

メ
ッ
セ
の
建
物
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
・

ホ
ー
ル
に
は
、
ワ
ッ
フ
ェ
ン
・
チ
ェ
ッ
ク

（
武
器
チ
ェ
ッ
ク
）
と
書
い
た
ブ
ー
ス
が

あ
り
、休
憩
中
の
ス
ト
ー
ム
ト
ル
ー
パ
ー

が
係
り
の
お
じ
さ
ん
と
談
笑
し
て
い
る
。

ブ
ー
ス
の
奥
の
棚
に
は
巨
大
な
ハ
ン

マ
ー
や
槍や
り

や
鉈な
た

…
…
。
戦
闘
も
の
の
コ

ス
プ
レ
に
は
武
器（
も
ち
ろ
ん
、造
り
物
）

が
付
き
物
で
あ
る
が
、
そ
の
大
き
さ
や

重
量
に
は
規
定
が
あ
り
、
大
き
す
ぎ
て

マンガ、アニメの愛好家が集うイベント、コミコン。
日本のマンガ文化がドイツのコミックファンにどう消費されているか
調査してみた。

邪
魔
だ
っ
た
り
、
人
に
危
害
を
加
え
そ
う
な
武
器
は
会
場
に
も
っ
て
入
れ
な
い
。
つ
ま

り
付
帯
品
の
造
形
に
気
合
い
を
入
れ
す
ぎ
る
と
、一時
没
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

英
独
二
カ
国
語
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
ら
っ
て
巨
大
な
ホ
ー
ル
に
い
よ
い
よ
入
る
と
、
ド

イ
ツ
で
は
都
会
で
も
こ
れ
だ
け
の
人
混
み
は
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
く
ら
い
、
閉
じ

ら
れ
た
空
間
の
な
か
で
人
が
蠢う
ご
めい

て
い
る
。
人
で
は
な
い
怪
物
、
ゾ
ン
ビ
、
ロ
ボ
ッ
ト

も
、
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
い
る
。
暑
い
し
、
広
い
し
、
あ
ま
り
予
習
も
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、

何
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ど
う
見
れ
ば
よ
い
の
か
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。
撤
退
し
た

い
気
持
ち
を
抑
え
、一眼
レ
フ
カ
メ
ラ
を
構
え
て
「
日
本
か
ら
取
材
に
来
ま
し
た
」
と
い

う
面お
も

持も

ち
で
人
混
み
の
な
か
を
進
ん
だ
。

市
場
の
縮
図

案
内
図
を
見
な
が
ら
と
り
あ
え
ず
端
か
ら
端
ま
で
歩
い
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の

ゾ
ー
ン
に
わ
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
衣
装
制
作
の
道
具
や
素
材
を
展
示

販
売
し
て
い
る
「
コ
ス
プ
レ
王
国
」、
コ
ミ
ッ
ク
出
版
社
ブ
ー
ス
が
ま
と
ま
っ
た一角
、
映

画
お
よ
び
ゲ
ー
ム
産
業
に
関
連
し
た

広
報
・
販
売
を
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア

関
連
の
一
角
、
そ
し
て
イ
ラ
ス
ト
・

コ
ミ
ッ
ク
・
マ
ン
ガ
の
作
家
た
ち
が

自
ら
の
作
品
を
展
示
販
売
す

る
机
が
並
ん
だ
一
角
。
さ
ら

に
、
お
も
ち
ゃ
の
ブ
ロ
ッ
ク
で

映
画
や
ド
ラ
マ
の
場
面
を
組

立
て
、
ジ
オ
ラ
マ
風
に
再
現
し

た
「
ブ
リ
ッ
キ
ン
グ
」
作
品
の

展
示
コ
ー
ナ
ー
が
会
場
中
央
に

陣
取
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
ド

イ
ツ
独
自
の
ジ
ャ
ン
ル
な
の
か
、

コ
ミ
コ
ン
の
専
門
家
に
聞
い
て

み
た
い
。

「
オ
タ
ク
」
た
ち
の
購
買
欲

を
そ
そ
る
グ
ッ
ズ
販
売
の
ブ
ー

ス
も
多
く
あ
り
、
ボ
ワ
ッ
ト
・

ベ
ン
ト
ー
（
ボ
ワ
ッ
ト
／boite

は
フ
ラ
ン
ス
語
で
箱
）
と
し
て
お
弁
当
グ
ッ
ズ
が
山
積
み
に
さ
れ
て
い
た
り
、
日
本
で

は
百
均
で
売
っ
て
そ
う
な
和
製
ス
ナ
ッ
ク
が
二
〜
三
倍
の
値
段
で
も
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ

て
い
た
り
し
た
。
が
、
こ
れ
ら
は
日
本
人
が
直
接
出
店
し
て
い
る
の
で
な
く
、
フ
ラ
ン

ス
人
や
中
国
人
に
よ
る
個
人
経
営
で
あ
っ
た
。
日
本
の
出
版
社
の
ブ
ー
ス
も
探
し
た
が
、

和
製
マ
ン
ガ
の
翻
訳
・
流
通
は
ド
イ
ツ
の
大
手
コ
ミ
ッ
ク
出
版
社
が
市
場
を
押
さ
え
て

い
る
ら
し
い
。
日
本
の
会
社
で
直
接
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
出
し
て
い
た
の
は
任
天
堂
ぐ
ら

い
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
コ
ン
で
も
状
況
が
同
じ
な
の
か
知
ら
な
い
が
、
映
画
・

テ
レ
ビ
・
玩
具
産
業
と
が
っ
つ
り
手
を
組
ん
で
ド
イ
ツ
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
市
場
で
存

在
感
を
示
す
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ッ
ク
大
手
と
日
本
の
マ
ン
ガ
産
業
の
影
の
薄
さ
は
対
照

的
で
あ
っ
た
。
い
く
ら
首
相
が
ス
ー
パ
ー
マ
リ
オ
の
恰か
っ

好こ
う

を
し
て
も
、
市
場
開
拓
の
絶

好
の
機
会
を
見
逃
し
て
い
て
は
、「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
戦
略
」
も
看
板
倒
れ
に
終
わ
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
二
日
目
に
つ
づ
く
…
…
）

ドイツ、シュトゥットガルト

一日
目
に
し
て
す
で
に
疲
労
困
憊
の
筆
者

エントランスの武器チェックポイント

「ブリッキング」のコーナー

コスプレグッズの販売

10   11    2016 年 11月号
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特
別
展

「
見
世
物
大
博
覧
会
」

本
展
で
は
、
江
戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
大
い
に

流
行
し
、
現
代
に
至
る
ま
で
命
脈
を
保
っ
て
き
た
見

世
物
の
世
界
を
、
絵
看
板
、
錦
絵
、
一
式
飾
り
や
生

人
形（
い
き
に
ん
ぎ
ょ
う
）な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料

を
と
お
し
て
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

11
月
29
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト「
と
り
」

2
0
1
7
年
の
干
支
で
あ
る「
と
り
」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「
と
り
」を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

12
月
8
日（
木
）〜
2
0
1
7
年
1
月
24
日（
火
）

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

み
ん
ぱ
く
公
演

「
ア
イ
ヌ
民
話
人
形
劇

  

ふ
ん
だ
り
け
っ
た
り
ク
マ
神
さ
ま
」

新「
ア
イ
ヌ
の
文
化
」展
示
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
一
環
と
し

て
、
民
話
を
原
作
と
し
た
人
形
劇
を
上
演
し
ま
す
。

日
時　

12
月
3
日（
土
）

　
　
　

午
前
の
部　

上
演
の
み

　
　
　
　
　

11
時
〜
12
時（
10
時
20
分
開
場
）

　
　
　

午
後
の
部　

上
演
、
ト
ー
ク
シ
ョ
ー

　
　
　
　
　

14
時
30
分
〜
16
時（
13
時
50
分
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂（
各
回
定
員
4
5
0
名
）

出
演　

阿
寒
ア
イ
ヌ
工
芸
協
同
組
合

司
会　

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
及
び
特
別
展
示

館
休
憩
所（
地
階
）

※
申
込
不
要
、参
加
無
料（
当
日
は
無
料
観
覧
日
で
す
）

主
催　

北
大
阪
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

連
続
講
座 「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
」

「
展
示
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
誘
惑

―
新
し
い
み
ん
ぱ
く
の
展
示
が
で
き
る
ま
で
」

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
9
日（
水
）

新
し
い
ア
フ
リ
カ
展
示
が
で
き
る
ま
で（
仮
）

講
師　

𠮷
田
憲
司(

本
館 

教
授)

11
月
24
日（
木
）

新
し
い
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
が
で
き
る
ま
で（
仮
）

講
師　

須
藤
健
一 (

本
館 

館
長)

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

み
ん
ぱ
く
×
無
印
良
品
ら
ら
ぽ
ー
と
E
X
P
O
C
I
T
Y 

開
業
１
周
年
記
念
み
ん
ぱ
く
ツ
ア
ー

日
時　

11
月
12
日（
土
）、
13
日（
日
）13
時
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
等

主
催　

無
印
良
品

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館

※
参
加
方
法
や
参
加
費
な
ど
の
詳
細
は
無
印
良
品

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

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
」

※
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

台
湾
文
化
光
点
計
画　

上
映
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
民
族
誌
映
画
に
み
る
文
化
へ
の
視
点

―
台
湾
、
日
本
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
エ
チ
オ
ピ
ア

の
作
品
よ
り
」

日
時　

11
月
12
日（
土
）、
13
日（
日
）

　
　
　

10
時
30
分
〜
16
時
30
分（
10
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）、
先
着
順

公
開
講
演
会

私
た
ち
人
類
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？

「
ス
イ
カ
で
踊
る
、
ク
ジ
ラ
を
祭
る

―
生
き
物
と
人　

共
生
の
風
景
」

生
き
物
と
人
と
の
新
し
い
関
係
か
ら
人
類
社
会
の
未

来
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

11
月
10
日（
木
）

　
　
　

18
時
30
分
〜
20
時
40
分（
17
時
30
分
開
場
）

会
場　

日
経
ホ
ー
ル（
東
京
、
定
員
6
0
0
名
）

講
師　

遠
藤
秀
紀（
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館

教
授
・
作
家
）、
岸
上
伸
啓（
本
館 

教
授
）、

池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

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

公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
世
界
の
博
物
館
2
0
1
6
」

日
時　

11
月
23
日（
水
・
祝
）13
時
〜
17
時

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
70
名
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料

お
問
い
合
わ
せ
先

国
際
協
力
係　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
5
0

カ
ム
イ
ノ
ミ（
神
へ
の
祈
り
）

日
時　

12
月
1
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（
地
階
）に
て
開
催
）

※
見
学
可
能

北
大
阪
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
メ
ッ
セ

日
時　

11
月
19
日（
土
）、
20
日（
日
）

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
証
提
示（
会
員
外
5
0
0
円
）

第
4
6
1
回　

12
月
3
日（
土
） 
13
時
30
分
〜
14
時
40
分

イ
ン
ド
に
お
け
る
出
産
を
め
ぐ
る
信
仰
と
産
後
ケ
ア

講
師　

松
尾
瑞
穂（
本
館 

准
教
授
）

近
代
化
が
進
む
ア
ジ
ア
の
地
域
と
同
様
、
今
日
の
イ
ン
ド
で
は
、

か
つ
て
広
く
見
ら
れ
た
産
婆
の
立
ち
会
い
に
よ
る
自
宅
出
産
は
減

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
出
産
は「
け
が
れ
」の
観
念
と
深
く
結
び
つ
い

て
い
ま
す
が
、
病
院
出
産
の
普
及
と
と
も
に
、
出
産
の
慣
習
は
変

化
し
て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
母
親
を
取
り
巻
く
親
族
や
地
域
に

根
付
く
産
後
ケ
ア
が
あ
り
、
そ
れ
は
カ
ー
ス
ト
や
信
仰
と
も
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
本
講
演
会
で
は
、
変
わ
り
ゆ
く
出
産
と
産
後
ケ

ア
を
通
し
て
、
イ
ン
ド
社
会
へ
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

●
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
実
施
し
ま
す（
40
分
）

第
4
6
2
回　

2
0
1
7
年
1
月
7
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

ア
イ
ヌ
文
化
を
楽
し
く
学
ぶ

―
関
西
で
の
活
動
を
例
に

ゲ
ス
ト　

藤
戸
ひ
ろ
子（
ミ
ナ
ミ
ナ
の
会
代
表
）

講
師　

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

東
京
講
演
会

第
1
1
6
回　

2
0
1
7
年
1
月
9
日（
月
・
祝
）

　
　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

「
ア
イ
ヌ
・
ア
ー
ト
」
を
も
っ
と
身
近
に

―
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
踊
り
ま
で

ゲ
ス
ト　

小
笠
原
小
夜（
ア
イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
職
員
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
）

講
師　

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

会
場　

ア
イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー（
要
事
前
申
込
、
会
員
・
会

員
外
と
も
に
無
料
）

【
東
京
】連
続
講
座

「
素
顔
の
地
球
に
出
会
う

―
人
類
学
者
た
ち
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」

会
場　

モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
5
Ｆ
サ
ロ
ン

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分　

※
要
事
前
申
込
、
会
員
証
提
示（
会
員
外
1
0
0
0
円
）

11
月
12
日（
土
） 

シ
ベ
リ
ア
で
生
命
の
暖
か
さ
を
感
じ
る

講
師　

佐
々
木
史
郎（
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
設
立
準
備
室 

主
幹
）

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
6
2
回
11
月
19
日（
土
）

博
物
館
の
中
の
古
代
ア
メ
リ
カ
文
明

講
師　

鈴
木
紀（
本
館 

准
教
授
）

マ
ヤ
、
ア
ス
テ
カ
な
ど
の
古
代
ア
メ
リ
カ
文
明
は
博
物
館
で

ど
の
よ
う
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の

文
明
は
消
滅
し
た
過
去
の
文
明
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
、

現
代
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
主
に
北

米
と
中
南
米
諸
国
の
博
物
館
を
比
較
し
な
が
ら
、
古
代
文
明

展
示
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
探
り
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

本
館
の
研
究
者
が「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
」「
調
査
し
て
い
る
地

域（
国
）の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」に
つ
い
て
分
か
り
や

す
く
お
話
し
し
ま
す
。

11
月
6
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ア
ン
ケ
ー
ト
が
語
る
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
と
み
ん
ぱ
く
電
子
ガ

イ
ド

話
者　

山
本
泰
則（
本
館 

准
教
授
）

11
月
13
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
30
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ア
ラ
ブ
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
視
点
か
ら
み
た
中
東
情
勢

話
者　

菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

11
月
27
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時　

特
別
展
示
館

博
物
学
と
見
世
物

―
珍
獣
幻
獣
大
集
合

話
者　

山
中
由
里
子（
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

巡
回
展　
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
2
0
1
6
連
携
事
業

「
イ
メ
ー
ジ
の
力

―
国
立
民
族
学
博
物
館

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」

会　

期　

11
月
27
日（
日
）ま
で

主　

催　

香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
　
　
　

国
立
民
族
学
博
物
館

　
　
　
　

千
里
文
化
財
団

会　

場　

香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

休
館
日　

月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

11
月
9
日（
水
）

西
ア
フ
リ
カ
の
王
国
を
掘
る

―
文
化
人
類
学
か
ら
考
古
学
へ

講
師　

竹
沢
尚
一
郎（
本
館 

教
授
）

11
月
30
日（
水
）

ド
リ
ア
ン
王
国
探
訪
記

―
マ
レ
ー
シ
ア
先
住
民
の
生
き
る
世
界

講
師　

信
田
敏
宏（
本
館 

教
授
）

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

ウ
ェ
ー
ブ
産
経
カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
係

0
6
・
6
6
3
3
･
9
0
8
7

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ 

11
月
3
日（
木
・
祝
）、
11
月
19
日（
土
）及
び
11
月
20

日（
日
）は
、
本
館
展
示
と
特
別
展
を
無
料
で
観
覧
い

た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
3
日
は
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
。

●
み
ん
ぱ
く
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル「
万
博
記
念
公
園
駅
」と
み
ん
ぱ
く

の
間
の
直
通
無
料
送
迎
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。

運
行
日　

11
月
27
日（
日
）ま
で
の
土
曜
・
日
曜
・
祝
日

　
　
　
　

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分

運
休
日　

11
月
3
日（
木
・
祝
）

　
　
　
　

5
日（
土
）、
6
日（
日
）

※
臨
時
に
運
休
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
本

館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜
17

時（
土
日
祝
を
除
く
）で
す
。

大阪モノレール
万博記念公園駅発

時 国立民族学博物館
→万博記念公園駅

10  　　　　　　50

11  　　20

12  　　　 30

13  00　　 30

14  　 10　　 40

15  　 10　　 40

16  　　　 30

17  00

時 万博記念公園駅
→国立民族学博物館

10  06  　　36

11  06  　　36

12     　　　　46

13   　16  　　46

14    　　26 　　56

15  　　  26 　　56

16

17  

国立民族学博物館発

刊行物紹介

■国立民族学博物館 編
見世物大博覧会
国立民族学博物館　1,700円 （税抜）

特別展「見世物
大博覧会」の図
録。江戸から昭
和・平成まで、
人びとを惹きつ
けてきた多種多
様な見世物の世
界の魅力を、約

500点の絵看板や錦絵、写真資料など
フルカラー図版で紹介。実行委員による
解説・エッセイも収録。全212ページ。

■竹沢 尚一郎 著

The Aftermath of the 2011 East Japan 
Earthquake and Tsunami: Living among 

the Rubble
Lexington Books　$90 
東日本大震災で甚大な被災を受け
た岩手県大槌町の人びとが、被災
後にどのように行動したかを、イン
タビューに基づいて執筆したもの。
原著である『被災後を生きる―吉
里吉里・大槌・釜石奮闘記』は、

2013年講談社ノンフィクション賞最終選考5作に残った。
原著および本作は、日本語と英語で書かれた東日本大震
災に関する人文社会系の最初のモノグラフの１つである。

●みんぱく無料シャトルバス時刻表

運行日　11月27日（日）までの土曜・日曜・祝日
運休日　11月3日（木・祝）、5日（土）、6日（日）

マヤ民族の歴史を展示するメキシコ
の博物館
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モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
の
食
卓

モ
ン
ゴ
ル
人
、
特
に
遊
牧
民
の
食
生
活
に
目
を
向
け

て
み
る
と
、
日
常
的
に
使
う
材
料
の
種
類
は
か
な
り
少

な
い
。
小
麦
粉
、
と
き
ど
き
米
ま
た
は
プ
ン
ト
ゥ
ー
ズ

（
韓
国
の
タ
ン
ミ
ョ
ン
に
似
た
乾
麺
）、
そ
し
て
肉
や
内

臓
、
乳
製
品
、
塩
と
わ
ず
か
な
野
菜
で
ほ
と
ん
ど
の
料

理
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
日
常
の
料
理
と
よ
べ
る
も
の

は
、
茹ゆ

で
た
肉
や
内
臓
、
揚
げ
餃
子
、
蒸
し
餃
子
、
汁

う
ど
ん
、
ス
ー
プ
の
な
い
蒸
し
う
ど
ん
、
米
入
り
ス
ー

プ
、
モ
ン
ゴ
ル
風
の
パ
エ
リ
ヤ
、
プ
ン
ト
ゥ
ー
ズ
の
炒

め
物
な
ど
で
、
何
と
か
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
確
保
し

て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
少
な
い
こ
と
は
否
め
な
い
。

と
は
い
え
、
特
別
な
機
会
に
し
か
作
ら
れ
な
い
料
理

も
あ
る
。
彼
ら
が
心
待
ち
に
す
る
陰
暦
の
正
月
に
は
ヒ

ツ
ジ
の
丸
茹
で
や
専
用
の
型
を
使
っ
た
揚
げ
菓
子
な
ど

が
作
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド
ク
も
特

別
な
機
会
に
作
ら
れ
る
料
理
で
あ
る
。

軟
ら
か
く
、
ジ
ュ
ー
シ
ー

ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド
ク
と
は
、
ヤ
ギ
の
皮
を
袋
状
の
容
器

に
し
て
、
な
か
に
肉
や
野
菜
、
焼
い
た
石
を
入
れ
、
蒸

し
焼
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
常
の
食
事
を
作
る
の

は
お
も
に
女
性
の
仕
事
で
あ
る
が
、
こ
の
料
理
を
作
る

と
き
は
大
抵
男
性
の
出
番
で
あ
る
。
ヤ
ギ
の
皮
は
容
易

に
噛
み
切
れ
な
い
ほ
ど
固
い
も
の
の
、
表
面
を
直
火

で
炙あ
ぶ

っ
て
い
る
た
め
香
ば
し
い
。
そ
し
て
な
か
か
ら

じ
っ
く
り
と
石
で
蒸
し
焼
き
さ
れ
た
肉
は
軟
ら
か
く
、

ジ
ュ
ー
シ
ー
で
あ
る
。
彼
ら
に
い
わ
せ
れ
ば
焼
い
た
石

の
香
ば
し
さ
や
味
が
染
み
こ
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
極
上

モンゴルの記憶の起点となる料理

ヤギのボードク

辛
から

嶋
しま

 博
ひろ

善
よし

 　北東アジア地域研究国立民族学博物館拠点 拠点研究員

遊
牧
民
と
町
に
住
む
人
び
と
が
連
絡
を
取
り
合
い
、
必

要
が
あ
れ
ば
駆
け
つ
け
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
ほ
ん
の
十
数
年
前
ま
で
は
親
類
が
集
う
こ
と

は
非
常
に
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
の
調
査
地

で
は
当
時
遊
牧
民
が
町
に
住
む
親
類
と
連
絡
を
と
る
た

め
に
は
、
ま
ず
遊
牧
民
の
キ
ャ
ン
プ
か
ら
ウ
マ
を
駆
っ

て
約
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
集
落
に
赴
い
て
電
話

を
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
じ
め
て

親
類
た
ち
に
ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド
ク
を
作
る
か
ら
集
ま
る
よ

う
に
と
、
そ
の
日
時
が
伝
え
ら
れ
た
。
連
絡
を
受
け
た

親
類
は
近
く
に
住
む
別
の
親
類
に
そ
の
旨
を
伝
え
、
そ

れ
ぞ
れ
が
何
と
か
足
を
確
保
し
て
草
原
に
馳は

せ
参
じ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
集
ま
っ
た
親
類
た
ち
に
振
る
舞
わ
れ
る
の

が
ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド
ク
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
は
多
く
の

親
類
が
集
っ
た
た
め
、
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
と
二
頭
の
ヤ
ギ
で
ボ
ー
ド
ク
を
作
っ
た
の
で
あ
っ

よ
、
冷
凍
保
存
に
せ
よ
、
そ
れ
は
肉
を
一
度
に
大
量
消

費
せ
ず
に
長
期
保
存
で
き
る
よ
う
に
し
た
モ
ン
ゴ
ル
遊

牧
民
の
知
恵
の
結
晶
で
あ
る
。
こ
の
ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド
ク

の
場
合
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
度
に
一
頭
丸
ご
と
使

用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
大
変
贅ぜ
い

沢た
く

な
料
理
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
よ
り
異
な
る
が
、
通

常
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
は
、
家
族
、
あ
る
い
は
移
動
式
住

居
ゲ
ル
の
居
住
者
で
食
事
を
す
る
。
家
畜
の
世
話
の
手

伝
い
を
す
る
牧
夫
や
競
馬
大
会
の
騎
手
に
な
る
子
ど
も

な
ど
の
居
候
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た

人
が
家
を
訪
ね
て
く
れ
ば
お
茶
や
料
理
を
提
供
す
る
の

が
彼
ら
の
し
き
た
り
で
あ
る
の
で
、
食
卓
を
囲
む
人
数

が
増
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
多
く
て
一
〇

人
程
度
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
ら
は
調
理
さ
れ
た

も
の
は
当
日
か
せ
い
ぜ
い
翌
日
ま
で
に
消
費
す
る
。
電

子
レ
ン
ジ
は
お
ろ
か
冷
蔵
庫
も
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
の
あ

い
だ
で
は
一
般
的
で
は
な
い
し
、
作
っ
て
か
ら
時
間
が

経
過
し
た
料
理
は
体
を
壊
す
原
因
に
な
る
と
彼
ら
は
考

え
て
い
る
。
一
家
族
が
一
回
の
食
事
と
す
る
に
は
、
ヤ

ギ
の
ボ
ー
ド
ク
は
過
剰
な
量
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
む
ろ
ん
例
外
は
あ
る
が
、
ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド
ク
が
作

ら
れ
る
の
は
特
別
な
機
会
、
特
に
多
く
の
人
数
が
集
合

す
る
と
き
と
な
る
。

ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド
ク
が
作
ら
れ
る
と
き

草
原
の
キ
ャ
ン
プ
に
人
び
と
が
集
う
の
は
、
町
に
住

む
親
類
が
遊
牧
民
の
キ
ャ
ン
プ
を
訪
れ
た
と
き
で
あ
り
、

ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド
ク
が
作
ら
れ
る
の
は
こ
う
し
た
と
き
で

あ
る
。
今
で
こ
そ
携
帯
電
話
や
自
家
用
車
が
普
及
し
、

な
の
だ
と
い
う
。
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
脂
っ
こ

い
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
肉
好
き
な

彼
ら
に
と
っ
て
は
や
は
り
そ
れ
が
旨
さ
の
源
な
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
流
れ
出
し
た
脂
を
含
ん
だ
汁
も

彼
ら
の
好
物
で
あ
る
。「
余
分
な
脂
を
落
と
す
」
と
い

う
概
念
は
彼
ら
に
な
い
と
思
わ
れ
る
。

牧
畜
民
で
あ
る
彼
ら
に
と
っ
て
ヤ
ギ
は
手
近
に
あ
る

食
材
で
あ
る
た
め
、
ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド
ク
が
特
別
な
料
理

で
あ
る
の
は
一
見
奇
異
な
感
じ
が
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

日
常
の
食
事
で
は
、
肉
は
茹
で
る
の
が
調
理
法
と
し
て

一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
、
干
し
肉
に
し
た
も
の
や
、
冬

で
あ
れ
ば
冷
凍
保
存
し
た
も
の
を
切
り
分
け
て
小
麦
粉

な
ど
と
と
も
に
調
理
す
る
こ
と
が
多
い
。
干
し
肉
に
せ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
も
親
類
が
遊
牧
民
の
キ
ャ
ン

プ
を
訪
れ
る
こ
と
は
あ
り
、
そ
の
際
に
ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド

ク
を
振
る
舞
う
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
一
度
に
二
頭

の
ボ
ー
ド
ク
を
作
っ
た
こ
と
は
後
に
も
先
に
も
な
い
よ

う
で
、
十
数
年
た
っ
た
今
で
も
人
び
と
の
話
題
に
上
る

こ
と
が
あ
る
。
多
く
の
親
類
が
集
い
、
男
性
の
み
な
ら

ず
女
性
も
モ
ン
ゴ
ル
相
撲
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
や
、
そ

れ
ぞ
れ
が
余
興
で
歌
を
歌
っ
た
り
し
た
こ
と
、
そ
し
て

わ
た
し
が
酔
っ
て
横
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
次
々
に
思

い
出
す
の
で
あ
る
。
親
類
の
つ
な
が
り
を
強
化
す
る
と

い
っ
て
は
大
げ
さ
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヤ
ギ
の
ボ
ー
ド

ク
が
記
憶
を
た
ど
る
ひ
と
つ
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

ヤギ　　　　　　 1頭

塩　　適量（150g程度）

タマネギ　　　　　　 

適量（400g程度）

ヤギのボードク（ヤギの大きさにより30～ 40人分前後）

ヤギのボードク

① ヤギの皮を剥ぐ。耳の上から切り始め、
皮に付いている肉はそのまま残し、骨
付き肉や内臓を取り出し、皮を袋状に
する。

② こぶし大の石を35～ 50個ほど熱し、
骨付き肉とともに皮袋に詰める。この
とき肉と石が層になるように交互に入
れる。適宜塩などの調味料、好みに
より刻んだタマネギなどを入れる。

③ 皮袋の口をウマの尻尾の毛や針金で、
蒸気が出ないように固く結ぶ。

④ 外側を焚き火やバーナーであぶる
（バーナーの場合2時間30分が目安）。
適宜焦げた毛をナイフなどで削ぐ。脂
が染み出してきたら完成。

ヤギの放牧。モンゴルではヒツジとともに放牧されるのが一般的である

ヤギのボードクを味わいながら催された宴の一コマ。宴のために立
てたテントにて
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「
よ
そ
者
」
が
継
承
す
る 

文
化
遺
産 

―
モ
ロ
ッ
コ
・
マ
ラ
ケ
シ
ュ
の
リ
ア
ド

安や
す

田だ 

慎し
ん 

　
帝
京
大
学
講
師

中
東
に
お
け
る 

旧
市
街
と
生
活
空
間
の
保
全

中
東
各
地
で
は
近
年
、
旧
市
街
に

あ
る
文
化
遺
産
と
し
て
の
歴
史
的
建

造
物
を
観
光
に
活
用
す
る
こ
と
が
流

行
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
お
洒
落

な
レ
ス
ト
ラ
ン
や
カ
フ
ェ
、
ホ
テ
ル
、

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
ブ

テ
ィ
ッ
ク
が
建
ち
並
び
、
観
光
客
の

み
な
ら
ず
地
域
の
人
び
と
の
交
流
の

場
と
も
な
っ
て
い
る
。

ブ
ー
ム
の
背
景
に
は
、
中
東
の
旧

市
街
が
抱
え
る
特
有
の
事
情
が
横
た

わ
る
。
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
旧
市
街
は
、
保
全
の
た
め

翌
日
に
次
の
リ
ア
ド
に
移
る
と
、

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
の
奥
で
優
雅
に
モ

ロ
ッ
コ
・
テ
ィ
ー
を
す
す
っ
て
い
る

の
は
欧
米
人
の
オ
ー
ナ
ー
だ
と
ス

タ
ッ
フ
の
一
人
が
教
え
て
く
れ
る
。

中
庭
で
お
茶
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
、

近
く
に
住
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
別

の
欧
米
人
が
や
っ
て
き
て
、
中
庭
で

優
雅
に
パ
ソ
コ
ン
を
広
げ
な
が
ら

オ
ー
ナ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
語
で
会
話
を

楽
し
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
…
…
。

倒
錯
す
る
「
モ
ロ
ッ
コ
性
」

近
年
で
は
欧
米
人
の
あ
い
だ
で
も

旧
市
街
の
リ
ア
ド
を
購
入
し
、
自
分

の
好
き
な
装
飾
や
調
度
品
で
揃
そ
ろ

え
て
ホ
テ
ル
や
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
開

設
す
る
こ
と
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
背
後
に
は
、
モ
ロ
ッ
コ
政

府
に
よ
る
外
資
誘
致
や
観
光
振
興
政

策
の
動
き
、
欧
米
諸
国
と
モ
ロ
ッ
コ

と
の
あ
い
だ
の
給
与
水
準
や
物
価
の

格
差
と
い
っ
た
政
治
的
・
経
済
的
要

因
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
以

上
に
、
欧
米
人
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
「
モ
ロ
ッ
コ
性
」

と
は
何
で
あ
る
の
か
、
と

い
う
点
に
研
究
者
と
し
て

は
ど
う
し
て
も
目
を
向
け

た
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

こ
れ
ま
で
の
中
東
観
光

研
究
の
な
か
で
は
、
乱
暴

な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ゲ

ス
ト
と
し
て
の
先
進
国
観

光
客
と
、
ホ
ス
ト
と
し
て

の
新
興
国
の
地
域
住
民
の

非
対
称
性
が
も
た
ら
す
社

会
的
イ
ン
パ
ク
ト
が
研
究

対
象
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
議
論
で

は
、
文
化
遺
産
の
保
全
と
継
承
は
地

域
住
民
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
は
ず
で

あ
る
、
と
い
う
あ
る
種
の
「
思
い
込

み
」
が
前
提
と
な
っ
て
議
論
が
展
開

さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
リ
ア
ド
の
事

例
は
、
そ
の
固
定
化
さ
れ
た
前
提
そ

の
も
の
に
疑
問
符
を
つ
け
る
。
ゲ
ス

ト
で
あ
る
は
ず
の
欧
米
人
が
ホ
ス
ト

と
し
て
、
モ
ロ
ッ
コ
と
い
う
地
域
の

文
化
遺
産
を
「
洗
練
さ
せ
」、
継
承

し
て
い
く
。
む
し
ろ
、
地
域
住
民
が

生
活
空
間
の
日
常
の
諸
実
践
の
な
か

で
織
り
成
し
、
表
現
し
て
き
た
「
モ

ロ
ッ
コ
性
」
よ
り
も
、
欧
米
人
オ
ー

ナ
ー
の
演
出
す
る
「
モ
ロ
ッ
コ
性
」

に
こ
そ
、
観
光
客
の
み
な
ら
ず
地
域

住
民
た
ち
も
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ

を
感
じ
、
そ
し
て
消
費
し
て
い
く
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

文
化
遺
産
を
保
全
す
る
と
は
何
で

あ
る
の
か
。
モ
ロ
ッ
コ
で
の
フ
ィ
ー

ル
ド
調
査
の
最
中
、
こ
ん
な
疑
問
が

頭
の
な
か
を
め
ぐ
り
続
け
て
い
た
の

だ
。

中
庭
が
広
が
っ
て
い
た
。
特
に
、
マ

ラ
ケ
シ
ュ
や
モ
ロ
ッ
コ
各
地
で
作
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
伝
統
的
な
手
工
芸

品
や
調
度
品
、
装
飾
で
埋
め
尽
く
さ

れ
た
内
装
は
、
オ
ー
ナ
ー
の
セ
ン
ス

の
良
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
す
が
モ
ロ
ッ
コ
だ
と
感
心
し

て
い
る
と
、
一
人
の
欧
米
人
女
性
が

筆
者
に
あ
い
さ
つ
し
、
自
分
が
こ
の

リ
ア
ド
の
オ
ー
ナ
ー
だ
と
告
げ
る
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
瞬
間
、
筆
者
は
思

わ
ず
返
答
に
窮
す
る
の
だ
っ
た
。

く
逆
に
破
壊
を
招
い
て
し
ま
う
と
い

う
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
た
。

し
か
し
、
近
年
の
観
光
振
興
に
よ

る
保
全
活
動
は
、
観
光
客
や
地
域
住

民
た
ち
の
憩
い
と
交
流
の
場
を
生
み

出
し
、
旧
市
街
に
あ
ら
た
な
文
化
的

活
力
を
生
み
出
し
て
き
た
。
モ
ロ
ッ

コ
西
部
・
マ
ラ
ケ
シ
ュ
の
旧
市
街（
メ

デ
ィ
ナ
）
も
、
そ
う
し
た
場
所
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。

モ
ロ
ッ
コ
・
マ
ラ
ケ
シ
ュ
の 

リ
ア
ド
よ
り

マ
ラ
ケ
シ
ュ
の
旧
市
街
も
御
多
分

に
漏
れ
ず
、
リ
ア
ド
（
リ
ヤ
ー
ド
）

文
化
遺
産
の
保
全
は
、
地
域
住
民
に
の
み
託
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。

観
光
の
現
場
で
は
、
固
定
化
さ
れ
た
前
提
を
問
い
直
す
実
践
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

の
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
課
せ
ら
れ
る

結
果
、
改
装
費
用
が
高
騰
し
、
日
常

生
活
の
場
に
な
じ
ま
な
く
な
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
建

造
物
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

文
化
遺
産
の
登
録
が
、
保
全
で
は
な

モロッコ

マラケシュ

と
よ
ば
れ
る
伝
統
的
家
屋
を
改
装
し
、

手
頃
な
値
段
の
ホ
テ
ル
や
ゲ
ス
ト
ハ

ウ
ス
と
し
て
活
か
す
動
き
が
見
ら
れ
、

観
光
客
か
ら
の
人
気
を
博
し
て
い
る
。

筆
者
も
他
の
場
所
で
は
で
き
な
い
モ

ロ
ッ
コ
的
な
体
験
を
期
待
し
、
友
人

の
研
究
者
か
ら
聞
き
出
し
、
ウ
ェ
ブ

上
の
ホ
テ
ル
予
約
サ
イ
ト
で
い
く
つ

か
を
予
約
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

で
前
払
い
を
し
て
現
地
へ
と
赴
い
た
。

い
ざ
マ
ラ
ケ
シ
ュ
へ
と
足
を
運
び
、

旧
市
街
の
雑
踏
を
抜
け
、
狭
い
通
り

の
奥
に
あ
る
一
軒
の
リ
ア
ド
に
着
く

と
、
い
か
に
も
モ
ロ
ッ
コ
の
「
伝
統

的
な
」
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
部
屋
や

●

アルジェリア

●
ラバト

放棄された歴史的建造物

右上：マラケシュ旧市街の様子　左上：リアドの外観
下：改装されたリアドの中庭
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シ
ョ
ー
で
発
表
し
、
そ
れ
を
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
海

外
へ
発
信
し
よ
う
と
い
う
壮
大
な
試
み
で
あ
る
。

こ
こ
の
生
活
情
報
科
は
一
九
九
七
年
に
家
政
科
を

改
称
し
た
の
だ
が
、
そ
の
内
容
も
ま
た
時
代
に
つ

れ
て
変
化
し
て
い
る
の
だ
。指
定
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
従
来
の
家
族
の
た
め
に
手
作
り
す
る
事

か
ら
は
距
離
を
お
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
で
物
を

生
産
し
、
積
極
的
に
社
会
に
か
か
わ
っ
て
い
こ
う

と
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
若
い
世
代
の
そ
う

し
た
経
験
を
文
科
省
は
奨
励
し
て
お
り
、
い
わ
ば

広
義
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
だ
と
も
言
え
る
。

人
は
手
仕
事
に
惹
か
れ
る

近
年
、
手
芸
の
イ
ヴ
ェ
ン
ト
が
大
き
な
集
客
力

を
持
ち
、
個
人
製
作
や
少
量
生
産
の
手
仕
事
が
価

値
を
増
し
て
い
る
。
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

人
間
の
創
作
活
動
は
視
覚
の
み
な
ら
ず
、
皮
膚

感
覚
と
深
い
関
係
に
あ
り
、
手
指
の
運
動
能
力
が

脳
の
発
達
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事

実
を
、
遠
い
未
来
へ
の
準
備
段
階
で
も
あ
る
教
育

の
場
で
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
多
様
な
物
質
と

手
に
よ
る
接
触
体
験
は
、
現
代
人
に
は
以
前
に
増

し
て
大
切
な
は
ず
だ
。

我
々
が
手
芸
と
聞
い
て
思
い
出
す
の
は
、
か
つ

て
家
庭
科
の
授
業
で
刺し

繍し
ゅ
うや

縫
物
の
課
題
で
苦
心

し
た
遠
い
記
憶
だ
ろ
う
か
。

兵
庫
県
立
西
脇
高
校
生
活
情
報
科
が
文
科
省
か

ら
ス
ー
パ
ー・プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル・ハ
イ
ス
ク
ー

ル
の
研
究
指
定
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
わ
た
し
は

こ
こ
数
年
研
究
推
進
委
員
と
し
て
高
校
教
育
の
一

端
を
垣か
い
間ま

見
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
内
容
と
は
、
西
脇
市
の
地
場
産
業
で
あ
る

綿
織
物
の
デ
ザ
イ
ン
か
ら
起
こ
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
生
地
作
り
、
縫
製
作
業
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

技
で
あ
り
、
手
の
芸
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
染
織
、
陶
磁
器
、
木
竹
工
や
漆
、
和

紙
は
も
と
よ
り
、
各
種
の
絵
画
、
彫
刻
も
横
並
び

だ
。
そ
し
て
、
描
く
、
塗
る
、
彫
る
、
縫
う
、
織
る
、

組
む
、
染
め
る
な
ど
多
様
な
造
形
手
法
が
網
羅
さ

れ
、
木
、
竹
、
土
、
石
、
貝
、
革
、
布
、
糸
、
紙
、

ガ
ラ
ス
、
金
属
、
樹
脂
な
ど
の
手
で
加
工
で
き
る

あ
ら
ゆ
る
素
材
が
同
列
で
あ
る
。
も
は
や
手
芸
領

域
は
造
形
芸
術
を
飲
み
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
思
い
返
す
と
、
平
面
や
立
体
を
問
わ
ず
、

い
わ
ゆ
る
手
芸
的
手
法
を
取
り
込
ん
だ
ア
ー
ト
作

品
を
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
す
で
に
久
し
い
。

そ
も
そ
も
ア
ー
ト
は
貪
欲
な
の
で
あ
る
。

教
育
の
現
場
で
は

日
々
接
す
る
学
生
た
ち
の
幼
少
期
に
お
け
る
自

然
や
素
材
と
の
体
験
が
、
か
つ
て
よ
り
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
くだ
と

感
じ
る
の
は
わ
た
し
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

の
商
業
的
な
成
功
が
、
こ
う
し
た
動
き
を
後
押
し

い
て
い
る
。

七
月
に
リ
ト
ア
ニ
ア
で
展
覧
会
が
あ
り
、
そ
こ

に
出
品
す
る
の
を
機
に
初
め
て
バ
ル
ト
三
国
を
訪

れ
た
。
リ
ト
ア
ニ
ア
は
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ト
ビ
ア
や

エ
ス
ト
ニ
ア
で
も
、
民
族
衣
装
が
機
会
あ
る
ご
と

に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
着
用
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
地

元
の
需
要
が
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
に
用
い
る
材
料

や
織
物
や
紐ひ
も
、
リ
ネ
ン
や
刺
繍
等
の
素
材
が
専
門

店
に
並
ん
で
い
る
。
生
地
か
ら
織
る
人
も
い
る
が
、

最
近
は
半
製
品
を
買
い
そ
ろ
え
て
縫
製
し
、
不
足

の
も
の
を
購
入
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
。
こ

う
し
た
手
間
の
か
か
っ
た
製
品
や
素
材
が
手
に
入

る
と
い
う
の
で
、
日
本
を
は
じ
め
海
外
か
ら
の
観

光
客
が
徐
々
に
増
え
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
、
色

彩
豊
か
な
編
物
や
刺
繍
と
い
っ
た
手
芸
が
、
バ
ル

ト
三
国
に
お
け
る
大
き
な
観
光
資
源
で
あ
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

お
金
の
た
め
？ 

ア
ー
ト
や
自
己
表
現
の
た
め
? 

家
事
の
た
め
？

「
手
芸
」を
お
こ
な
う
の
は
何
の
た
め
な
の
か
。
手
を
使
う
と
い
う
人
間
と
し
て

の
よ
り
根
本
的
な
「
営
み
」
と
と
ら
え
た
と
き
、
何
が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

次
な
る「
手
芸
」へ

ひ
ろ
い 

の
ぶ
こ

染
織
造
形
作
家
／
京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授

手芸考

手
の
芸
の
こ
れ
か
ら

こ
の
よ
う
に
手
作
り
製
品
の
展
示
会
な
ど
を
見

渡
し
て
み
る
と
、
自
ら
の
身
体
は
使
わ
ず
、
他
人

に
よ
る
手
仕
事
を
求
め
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
こ
で

の
欲
求
は
、
何
で
あ
ろ
う
。
美
し
い
も
の
、
愛
ら

し
い
も
の
、
丹
念
な
手
業
、
卓
越
し
た
技
巧
、
あ

る
い
は
お
買
い
得
で
心
地
良
い
身
辺
の
雑
貨
な
の

だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
我
々
は
過
去
か
ら
長
い
あ
い
だ
、
生

活
上
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
物
を
作
り
続
け
て
き

た
。
ま
た
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
ら
作
る
こ

と
で
得
ら
れ
る
快
感
や
達
成
感
、
美
的
欲
求
に
け

ん
引
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
最
近
知
っ
た
の
だ
が
、
手
や
指
先
を
動
か

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
心
の
安
ら
ぎ
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
例
を
あ
げ
る
と
、
手
縫

い
や
糸
を
紡
ぐ
な
ど
の
慣
れ
た
作
業
を
す
る
と
心

身
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
、
α
波
と
い
う
脳
波
が
出

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

人
間
だ
け
が
も
の
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
、

そ
の
こ
と
に
依よ

っ
て
更
な
る
能
力
を
磨
き
、
こ
こ

ま
で
生
き
延
び
て
き
た
。
単
に
パ
ネ
ル
を
タ
ッ
チ

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
に
遡
っ
て
手
と
手
仕

事
へ
の
敬
意
を
思
い
起
こ
し
た
い
。

そ
し
て
、
次
な
る
モ
ノ
づ
く
り
も
ま
た
手
か
ら

始
め
た
い
と
思
う
。

〝
手
芸
〞
の
増
殖
と
ア
ー
ト
の
拡
張

手
芸
と
い
う
こ
と
ば
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索

し
て
み
る
と
、
そ
の
範は
ん

疇ち
ゅ
うは
驚
く
ほ
ど
広
い
。
こ

れ
ま
で
美
術
工
芸
と
見
な
さ
れ
て
き
た
も
の
も
吸

引
し
つ
つ
、
拡
大
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
解
釈
で
は
、
造
形
美
術
系

の
大
学
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
実
技
科
目
の
う
ち
、

映
像
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
そ
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
等
を
除
い
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
が
〝
手

芸
〞
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
手
の 資料を見ながら作り方を考える授業

タリン市内の店内。民族衣装の展示は見応えがある

ファッションショーに向けて高校生たちが縫製をする

18   19    2016 年 11月号



ながなんぢゃ

土地に名を刻む

What’s in a name? 内
うち

田
だ

 吉
よし

哉
や

　民博 機関研究員

「
名
前
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
の
企
画
、
こ
れ
ま
で
「
人
の

名
前
」
が
し
ば
し
ば
話
題
に
上
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
人
の

名
前
に
は
地
名
と
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
が
少
な
か
ら
ず
見

ら
れ
る
。
例
え
ば
日
本
の
場
合
、
加
藤
と
い
う
名
字
は
、
藤

原
氏
の
子
孫
が
加
賀
国
（
現
在
の
石
川
県
南
部
）
の
国
司
に

任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
「
加
賀
の
藤
原
」
を
略
し
て
称
し
た

も
の
と
さ
れ
る
。
逆
に
、
人
名
が
地
名
の
由
来
と
な
る
こ
と

も
あ
る
。
東
京
駅
八
重
洲
口
の
「
八
重
洲
」
が
、
江
戸
時
代

初
期
に
幕
府
に
仕
え
た
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ヤ
ン
・
ヨ
ー
ス
テ
ン

の
名
前
に
由
来
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
大
阪

の
歓
楽
街
「
道
頓
堀
」
は
、
堀
川
を
開
削
し
た
安や

す

井い

道ど
う

頓と
ん

の

名
前
に
ち
な
ん
で
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
名
が
地
名
の
由
来
と
な
る
ケ
ー
ス
は
、
日
本

の
場
合
だ
と
一
七
世
紀
以
降
に
開
発
さ
れ
た
地
域
に
多
い
。

国
立
民
族
学
博
物
館
の
所
在
地
で
あ
る
大
阪
の
場
合
で
い
え

ば
、
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

が
一
六
世
紀
末
に
大
坂
城
を
築
城
し
、
同
時

に
そ
の
城
下
を
造
成
し
て
以
降
の
話
と
な
る
。

大
阪
は
古
い
歴
史
を
も
つ
土
地
だ
が
、
現
在
の
大
都
市
・

大
阪
の
直
接
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
た
の
は
、
秀
吉
が
作
っ
た
城

下
町
と
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
江
戸
時
代
以
降
の
町
並
み
で

あ
る
。
現
在
で
も
大
阪
市
の
中
心
部
、
か
つ
て
「
船
場
」
と

よ
ば
れ
た
旧
市
街
地
は
、
南
北
に
走
る
道
路
を
「
筋す

じ

」、
東
西

に
走
る
道
路
を
「
通

と
お
り

」
と
し
て
マ
ス
目
状
に
区
画
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
作
ら

れ
た
当
時
の
町
割
り
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
船
場
地
域
の
大
部
分
は
、
低
湿
地
を
埋
め
立
て
て
造

成
し
て
い
っ
た
土
地
で
、
そ
れ
ま
で
何
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ

に
突
如
と
し
て
大
都
市
が
出
現
し
た
も
の
だ
か
ら
、
地
名
も

あ
ら
た
に
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
地
名

を
つ
け
る
に
あ
た
り
、
命
名
の
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、

開
発
に
か
か
わ
っ
た
人
物
や
、
そ
の
場
所
に
屋
敷
が
あ
っ
た

大
名
・
武
将
な
ど
の
名
前
に
由
来
す
る
方
法
が
と
ら
れ
、
今

も
大
阪
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
開
発
者
の
名
前
を
冠

し
た
例
と
し
て
は
、
先
述
の
安
井
道
頓
に
ち
な
む
「
道
頓
堀
」

の
他
に
、長
堀
川
（
昭
和
四
六
年
に
埋
立
）
の
開
削
に
携
わ
っ

た
美み

濃の

屋や

心し
ん

斎さ
い

の
名
前
に
由
来
す
る
「
心
斎
橋
」、
中
之
島
の

開
発
に
携
わ
っ
た
豪
商
・
淀よ

ど

屋や

の
名
前
に
由
来
す
る「
淀
屋
橋
」

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
大
名
・
武
将
の
屋
敷
地
に
由
来
す
る
例

と
し
て
は
、
戦
国
大
名
の
筒つ

つ

井い

順じ
ゅ
ん

慶け
い

の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
「
順

じ
ゅ
ん

慶け
い

町ま
ち

」
な
ど
が
あ
る
。

他
に
、
大
名
・
武
将
の
名
前
に
由
来
す
る
地
名
と
し
て
、

こ
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
こ
ろ
に
は
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
の

「
真
田
丸
」
が
大
詰
め
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
と
思
う
が
、

お
そ
ら
く
ド
ラ
マ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
で
あ
ろ
う
大

坂
冬
の
陣
・
夏
の
陣
に
ち
な
む
例
も
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も

有
名
な
も
の
が
、
大
阪
市
天
王
寺
区
の
「
真
田
山
町
」
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
は
大
坂
冬
の
陣
で
真さ

な

田だ

信の
ぶ

繁し
げ

（
幸ゆ

き

村む
ら

）
が
奮
戦

し
た
出
城
の
「
真
田
丸
」
の
あ
っ
た
場
所
と
さ
れ
る
。
厳
密

に
は
昭
和
四
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
町
名
な
の
だ
が
、
大
阪
の

人
び
と
に
真
田
幸
村
の
名
が
い
か
に
強
く
刻
み
つ
け
ら
れ
て

い
る
か
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
人
は
死
ん
で
も
地
名
は

残
る
。「
歴
史
に
名
を
残
す
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
か
。
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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「万博記念公園駅（エキスポシティ前）」「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

　6月に中央・北アジアとアイヌの文化の展示場が生まれ変わり、 

8年間続いたみんぱくの本館展示「新構築」がようやく一段落つい

た。本号がリニューアル展示特集号の最後になると思うと感慨深い

ものがある。本特集に齋藤さんが書いておられるように、オープン

予定日の直前にアイヌ家屋「チセ」の屋根の一部が燃えてしまうと

いう状況に見舞われながらも、多くのスタッフの迅速な対応と、偶

然居合わせたアイヌの方々の協力により、被害は最小限にとどめら

れた。その後の復旧作業は、みんぱくの現役スタッフにとって貴重

な学びの場となっているようである。

　新構築の目標のひとつがいわゆる「フォーラムとしての展示」、

つまり展示される文化に属する人びととの「双方向的・多方向的な

交流の場」としての展示であった。展示の制作現場にはさまざまな

現実的な制約もあるので、基本構想上の「フォーラム」の理想がな

かなか叶わない場合もあるが、「アイヌの文化」展示はみんぱくの

なかでも、「展示をつくる側の人びと」と「展示される側の人びと」

がもっとも密に協力しあってできた展示場であろう。

　今年のカムイノミも楽しみである。（山中由里子）
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　　　  協力・阿寒アイヌ協会
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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、「国立民族学博物館友の会（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。

今年も屋外でおごそかに
標本資料の安全と伝承を祈願する「カムイノミ」

カムイに祈りを捧げる　撮影・2015年

古式舞踊「フッタレチュイ」　撮影・2015年

ミンパク オッタ カムイノミ
（みんぱくでのカムイノミ）

日時：12月1日（木） 10時30分～11時50分
場所：玄関前広場（雨天の場合は特別展示館地下）

　12月1日（木）、みんぱく本館玄関前広場にて、カムイノミ

がおこなわれます。

　カムイノミとは、アイヌの伝統的な儀礼で、アイヌ・北方

先住民文化研究が専門の齋藤玲子准教授によると、カムイ

（神）に安寧や感謝などの祈りを捧げるもので、チセ（伝統

的家屋）や船の新築、鮭の初漁のときなど、多様な場面でお

こなわれるそうです。また、個人で簡素におこなうこともあり、

たとえば山に入るとき、木の根元に酒やたばこを供え、恵み

をいただくことを請うような場合です。

　みんぱくでのカムイノミは、本館所蔵のアイヌの標本資料

の安全な保管、後世への伝承を目的に執りおこなわれます。

かつては本館「アイヌの文化」展示場のチセ内で、故・萱野

茂さん（萱野茂二風谷アイヌ資料館前館長）が祭司となり、

館内の関係者のみで実施されてきましたが、2007年以降は、

北海道アイヌ協会の協力のもと、屋外に祭壇を設けて公開さ

れるようになりました。今年は、昨年に引き続いて阿寒アイ

ヌ協会の方々にお越しいただきます。

　儀式では漆器やござなど、本館所蔵の標本資料が多数使

用されます。そして、カムイへの捧げ物であり、祈りや供物

をカムイに届けてくれるイナウ（木弊）は、毎年新しいもの

が製作され、カムイノミ終了後、資料として保管されます。

また、人が多く集まる儀式には、踊りはつきものです。古式

舞踊もあわせて披露されます。

　おごそかな雰囲気に包まれる「カムイノミ」。どなたでも

見学可能ですので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。

また、12月3日（土）からは新展示に関するみんぱくフォー

ラムが始まります。随時イベントが開催されますので、新し

くなったアイヌの文化展示とともにお楽しみください。


