


太
陽
の
塔 

再
生

―
生い

の

ち命
の
空
間
が
よ
み
が
え
る

平ひ
ら

野の 

暁あ
き

臣お
み

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
５
９
年
東
京
都
生
ま
れ
。
空
間
メ
デ
ィ
ア
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
／
岡
本
太
郎
記
念
館
館
長
。
イ
ベ
ン
ト

や
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
な
ど
〝
空
間
メ
デ
ィ
ア
〞
の
領
域

で
多
彩
な
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
活
動
を
お
こ
な
う
。
岡
本

太
郎
関
連
で
は
「
明
日
の
神
話
」
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
、
生
誕
百
年
事
業
な
ど
に
続
い
て
、
太
陽
の
塔
の

再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
り
組
ん
で
い
る
。『
万
博
の

歴
史
』『
大
阪
万
博
』『
岡
本
太
郎
と
太
陽
の
塔
』（
い

ず
れ
も
小
学
館
）
ほ
か
著
書
多
数
。
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 1 エッセイ　千字文 

	 	 太陽の塔	再生—生命（いのち）の空間がよみがえる	
	 	 平野 暁臣

 	 インタビュー

　		吉田憲司新館長に聞く
　開館４０年、これからのみんぱく

 10  ◯◯してみました世界のフィールド 

第二の家族　ウィン一家
	 	 深川 宏樹

 12  みんぱくInformation

 14    想像界の生物相 

半人半魚の女神たち	
山中 由里子

 16     新世紀ミュージアム 

カナダ歴史博物館	
岸上 伸啓

 18  手芸考 
 工芸館所蔵の「手芸的」なもの 
木田 拓也

 20  ながなんぢゃ 

「フェイクニュース」としてのキラキラネーム	
小林 康正

 21 次号予告・編集後記

月刊

４月号目次

　
い
ま
太
陽
の
塔
の
内
部
を
再
生
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進

行
中
だ
。
耐
震
補
強
を
施
し
た
上
で
塔
内
を
復
元
／
公
開

す
る
計
画
で
、二
〇
一
八
年
春
の
オ
ー
プ
ン
を
目
指
し
て
い
る
。

　
こ
う
話
す
と
、
若
者
た
ち
は
一
様
に
驚
い
た
表
情
を
見
せ

る
。
太
陽
の
塔
は
知
っ
て
い
て
も
、
認
識
は
〝
大
き
な
彫
刻
〞

で
あ
り
、
中
は
ド
ン
ガ
ラ
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
半
世
紀

も
封
印
さ
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
無
理
も
な
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
太
陽
の
塔
は
大
阪
万
博
テ
ー
マ
館

と
い
う
「
パ
ビ
リ
オ
ン
」
の
一
部
で
あ
る
。
内
部
に
は
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
で
幻
想
的
な
展
示
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。
中
心

は
高
さ
四
五
メ
ー
ト
ル
の
《
生
命
の
樹
》
だ
。

　
一
本
の
樹
体
に
、
単
細
胞
生
物
か
ら
人
類
ま
で
、
進
化
の
歴

史
を
た
ど
る
二
九
二
体
も
の
「
い
き
も
の
」
が
び
っ
し
り
と
貼

り
つ
い
て
い
る
。
こ
の
周
り
を
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
上
り
な
が

ら
、
始
原
の
と
き
か
ら
営
々
と
つ
づ
く
生
命
の
生
長
と
変
貌
を

間
近
に
見
て
い
く
、
と
い
う
仕
掛
け
だ
っ
た
。

　
ア
メ
ー
バ
は
下
等
で
人
間
が
最
上
級
、
と
訴
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
逆
だ
。
ど
ん
な
い
き
も
の
も
一
本
の
幹
に
連

な
る
存
在
で
あ
っ
て
、
違
い
な
ん
か
な
い
。
足
元
を
よ
く
見

て
み
ろ
、
根
源
を
見
ろ
。
そ
う
語
り
か
け
て
い
る
。

　
地
下
か
ら
天
空
へ
と
貫
い
て
伸
び
る
生
命
の
時
間
。
根
源

か
ら
立
ち
の
ぼ
り
未
来
へ
と
向
か
う
生
命
力
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
。
そ
し
て
生
命
の
尊
厳
。

　
岡
本
太
郎
の
生
命
観
が
そ
の
ま
ま
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
塔
内
は
真
っ
赤
だ
。
当
時
、
太
郎
は
「
生
命
の
樹
は
太
陽

の
塔
の
〝
血
流
〞
だ
」
と
語
っ
て
い
た
ら
し
い
。
動
脈
、静
脈
、

神
経
系
、リ
ン
パ
の
流
れ
―
。
そ
し
て
内
壁
の
赤
い
襞ひ

だ

は
〝
脳

の
襞
〞〝
知
の
襞
〞
だ
、
と
。

　
塔
内
空
間
は
単
な
る
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
は
な
い
。
太
陽
の

塔
の
内
臓
な
の
だ
。
太
郎
は
臓
物
を
内
包
す
る
い
き
も
の
と

し
て
太
陽
の
塔
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
塔
内
は
廃は

い

墟き
ょ

同
然
だ
っ
た
。
生
命
の
樹
は
傷
み
、
生
物

群
の
多
く
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
丁
寧
に
復
元
す

る
の
だ
が
、
機
械
的
に
「
元
通
り
」
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

最
新
の
技
術
を
使
っ
て
、
当
時
の
演
出
意
図
を
よ
り
効
果
的

に
実
現
す
る
工
夫
を
凝
ら
す
つ
も
り
だ
。
当
時
や
り
た
く
て

も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
挑
戦
し
た
い
。

　
こ
の
再
生
は
、
単
に
「
万
博
の
遺
構
の
ひ
と
つ
が
復
元
さ

れ
る
」
と
い
う
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な
い
。
太
陽
の
塔
が
内
臓

を
取
り
戻
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ふ
た
た
び
生
命
が
吹
き

込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　
い
よ
い
よ
太
陽
の
塔
が
目
を
醒
ま
す
と
き
が
来
た
。

　
あ
の
と
き
岡
本
太
郎
が
日
本
社
会
に
問
い
掛
け
た
も
の
。

そ
れ
は
〝
い
の
ち
〞
だ
。
太
郎
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
い
ま
を
生

き
る
ぼ
く
た
ち
に
き
っ
と
ま
っ
す
ぐ
届
く
だ
ろ
う
。
太
陽
の

塔
が
仕
事
を
す
る
の
は
こ
れ
か
ら
だ
。
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二
足
の
わ
ら
じ
を
は
い
て

大
学
時
代
は
文
学
部
哲
学
科
に
在
籍
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
当
時
か
ら
文
化
人
類
学
・
民
族
学
へ
の

関
心
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

𠮷
田　

京
都
大
学
に
入
学
し
た
当
初
か
ら
関
心
は
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
当
時
、
京
大
に
は
文
化
人
類
学
を
専
攻

で
き
る
講
座
が
な
か
っ
た
。
人
類
学
を
学
び
た
い
者
の
多

く
は
社
会
学
の
講
座
に
進
み
ま
し
た
が
、
わ
た
し
自
身
は

も
と
も
と
モ
ノ
や
芸
術
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
、
美
学
美

術
史
学
の
講
座
を
選
び
ま
し
た
。
教
授
の
吉
岡
健
二
郎
先

生
は
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
、
助
教
授
の
清
水
善
三

先
生
は
平
安
彫
刻
史
の
専
門
家
で
、
そ
の
講
座
自
体
に
人

類
学
と
の
接
点
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
文
化
人
類
学
は
、
正
規
の
講
義
で
は
な
く
、

半
ば
独
学
で
学
ん
だ
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
梅
棹

忠
夫
さ
ん
が
み
ん
ぱ
く
に
移
ら
れ
た
あ
と
、
米
山
俊
直
さ

ん
（
京
都
大
学
・
当
時
）
が
面
倒
を
み
て
お
ら
れ
た
、
近

衛
ロ
ン
ド
と
い
う
毎
週
水
曜
日
の
自
主
サ
ー
ク
ル
や
、
谷

泰
さ
ん
が
主
宰
し
て
お
ら
れ
た
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
の
社
会
人
類
学
の
共
同
研
究
に
参
加
し
て
、
人
類
学
の

知
識
を
吸
収
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
関
し
て
い
え
ば
、
大
学
に
入
っ

た
あ
と
、
す
ぐ
に
探
検
部
に
入
部
し
て
、
見
よ
う
見
ま
ね

で
山
村
調
査
を
始
め
ま
し
た
。
は
じ
め
て
の
調
査
地
に
選

ん
だ
の
が
、
長
野
県
下し
も

伊い

那な

郡
の
遠と
お

山や
ま

郷ご
う

下し
も

栗ぐ
り
で
す
。
霜

月
神
楽
と
い
う
仮
面
の
芸
能
を
伝
え
て
い
る
、
南
ア
ル
プ

ス
を
望
む
山
上
の
村
で
す
。
こ
の
下
栗
に
は
、
昨
年
、
四

この4月より、𠮷田憲司教授が6代目館長
に就任しました。館内からの就任は、3代
目館長の石毛直道名誉教授以来、14年
ぶりとなります。𠮷田先生のこれまでの歩み
や、今年で開館40周年を迎えるみんぱくの
今後の展望などをうかがいました。
（聞き手＝丹

に

羽
わ

典
のり

生
お

　本誌編集長・超域フィールド科学研究部）

経
歴︵
※
は
受
賞
歴
︶

一
九
八
〇
年  

京
都
大
学
文
学
部
哲
学
科
美
学
美
術
史
学
専
攻
卒

一
九
八
七
年  

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
芸
術
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得

 
 

満
期
退
学

 
 

大
阪
大
学
文
学
部
助
手

一
九
八
八
年  

国
立
民
族
学
博
物
館
助
手

一
九
八
九
年  

学
術
博
士︵
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
︶

 
 ﹇

学
位
論
文
﹈﹃
チ
ュ
ワ
社
会
に
お
け
る
仮
面
と
変
身
信
仰
の
研
究
﹄

一
九
九
二
年  

国
立
民
族
学
博
物
館
助
教
授

一
九
九
三
年  

第
五
回
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞︵
※
︶

二
〇
〇
〇
年  

国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科

 
 

教
授
併
任

 
 

第
二
二
回
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
受
賞︵
芸
術
・
文
学
部
門
︶︵
※
︶

二
〇
〇
四
年  

第
一
回
木
村
重
信
民
族
藝
術
学
会
賞
受
賞︵
※
︶

二
〇
〇
六
年  

国
立
民
族
学
博
物
館
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
・
同
セ
ン
タ
ー
長

二
〇
一
五
年  

国
立
民
族
学
博
物
館
副
館
長

二
〇
一
七
年  

国
立
民
族
学
博
物
館
館
長

主
要
著
書

一
九
九
二
年  ﹃
仮
面
の
森

―
ア
フ
リ
カ
、チ
ェ
ワ
社
会
に
お
け
る
仮
面
結
社
、憑
霊
、邪
術
﹄

 
 

講
談
社

一
九
九
九
年  ﹃
文
化
の﹁
発
見
﹂
―
驚
異
の
部
屋
か
ら
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア

 
 

ム
ま
で
﹄岩
波
書
店︵
二
〇
一
四
年
再
版
︶

二
〇
一
三
年  ﹃
文
化
の﹁
肖
像
﹂―
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
ミ
ュ
ー
ジ
オ
ロ
ジ
ー
の
試
み
﹄岩
波
書
店

二
〇
一
四
年  ﹃
宗
教
の
始
原
を
求
め
て

―
南
部
ア
フ
リ
カ
聖
霊
教
会
の
人
び
と
﹄岩
波
書
店

二
〇
一
六
年  ﹃
仮
面
の
世
界
を
さ
ぐ
る

―
ア
フ
リ
カ
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
往
還
﹄臨
川
書
店

𠮷よ
し

田だ 

憲け
ん

司じ

〇
年
ぶ
り
に
足
を
運
び
ま
し
た
。

ア
フ
リ
カ
へ
の
関
心
も
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

𠮷
田　

海
外
へ
の
あ
こ
が
れ
は
す
で
に
あ
り
ま
し
た
。
探

検
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
イ
ン
ド
か
ら
喜
望
峰
ま

で
自
動
車
で
踏
破
す
る
と
い
う
計
画
を
立
て
た
の
で
す
が
、

先
輩
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
行
く
な
か
で
、
福
井
勝
義
さ
ん

（
民
博
・
当
時
）
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、「
君
た
ち
は
ア
ホ

で
す
か
？　

車
で
走
る
だ
け
で
何
に
な
る
！
」
と
言
わ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。「
そ
れ
よ
り
も
、
一
九
七
二
年
に
第
一

次
内
戦
が
終
わ
っ
た
ス
ー
ダ
ン
南
部
に
行
か
な
い
か
」
と

福
井
さ
ん
か
ら
誘
わ
れ
、
即
座
に
「
行
き
ま
す
」
と
答
え

た
の
が
、
ア
フ
リ
カ
と
の
つ
な
が
り
の
き
っ
か
け
で
す
。

　

一
九
七
八
か
ら
七
九
年
に
か
け
て
、
休
学
し
、
今
か
ら

思
え
ば
大
時
代
的
な
「
上
ナ
イ
ル
踏
査
隊
」
と
い
う
名
の

隊
を
組
織
し
て
、
ス
ー
ダ
ン
南
部
に
行
き
ま
し
た
。
こ
の

と
き
、
行
を
と
も
に
し
た
の
が
、
栗
本
英
世
さ
ん
（
現
・

大
阪
大
学
）
と
重
田
眞
義
さ
ん
（
現
・
京
都
大
学
）
で
す
。

半
農
半
牧
の
生
業
を
営
む
パ
リ
と
い
う
集
団
の
村
に
滞
在

し
た
あ
と
、
仮
面
を
も
っ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
入
る

つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
途
中
で
マ
ラ
リ
ア
に
か
か
っ

て
し
ま
い
、
結
局
自
分
が
行
き
た
か
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
で

は
調
査
が
で
き
ず
、
帰
国
の
日
を
迎
え
ま
し
た
。
ア
フ
リ

カ
で
の
仮
面
の
調
査
は
懸
案
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

復
学
し
ま
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
京
大
の
美
学
美
術
史
学
の

講
座
で
ア
フ
リ
カ
の
仮
面
の
研
究
を
続
け
る
の
は
難
し
い

と
判
断
し
、
京
大
を
離
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

大
学
院
は
大
阪
大
学
へ
進
学
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

𠮷
田　

そ
う
で
す
。
当
時
、
日
本
で
唯
一
、
先
史
美
術
や

現
代
美
術
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
美
術
史
学
に
収
ま
ら
な

い
分
野
の
芸
術
現
象
の
研
究
を
し
て
お
ら
れ
た
木
村
重
信

先
生
の
門
を
た
た
い
た
の
で
す
。
所
属
は
西
洋
美
術
史
講

座
で
す
が
、
そ
こ
で
わ
た
し
は
ア
フ
リ
カ
の
仮
面
の
造
形

や
儀
礼
に
つ
い
て
の
研
究
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
大
学
院

博
士
課
程
の
と
き
に
は
、
仮
面
結
社
を
も
つ
ザ
ン
ビ
ア
で

の
チ
ェ
ワ
の
人
び
と
の
村
で
二
年
間
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

パリの男たちによる大巻狩の朝。朝日に槍の穂先が光る。ラフォン、南部スーダン、1979年撮影

喪明けの儀礼ボナで、森から村に向かうかぶりもの型の仮面「ニャウ・ヨレンバ」
カリザ村、ザンビア。2000年撮影
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い
だ
、
人
類
学
と
美
術
史
学
、

民
族
学
博
物
館
と
美
術
館
の

あ
い
だ
に
は
ま
っ
た
く
交
渉

が
な
く
、
壁
で
隔
て
ら
れ
て

き
た
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
が
、
わ
た
し
自

身
は
い
つ
も
そ
の
両
方
を
横

断
す
る
か
た
ち
で
研
究
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

　

一
九
八
八
年
に
み
ん
ぱ
く

に
着
任
し
て
か
ら
も
、
そ

の
よ
う
な
視
点
や
問
題
意

識
に
基
づ
い
た
展
覧
会
を

企
画
さ
れ
ま
し
た
。

𠮷
田　

は
じ
め
て
企
画
し
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
の
「
赤

道
ア
フ
リ
カ
の
仮
面

―
秘
め
ら
れ
た
森
の
精
霊
た
ち
」

で
し
た
。
そ
の
あ
と
、「
異
文
化
へ
の
ま
な
ざ
し

―
大

英
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」（
一
九
九
七
年
）、「
ア

ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
肖
像
」（
二
〇
〇
八
年
）、そ
し
て
「
イ

メ
ー
ジ
の
力

―
国
立
民
族
学
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

さ
ぐ
る
」（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
、
美
術
館
と
博
物
館
に
お

け
る
文
化
表
象
の
あ
り
方
や
、
そ
こ
に
潜
む
ま
な
ざ
し
を

さ
ぐ
る
よ
う
な
一
連
の
展
示
を
企
画
し
ま
し
た
。
美
術
史

学
と
人
類
学
、
美
術
館
と
博
物
館
。
わ
た
し
自
身
の
仕
事

は
、
一
貫
し
て
、
そ
の
あ
い
だ
に
築
か
れ
た
壁
を
乗
り
越

え
る
作
業
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ル
バ
イ
ト
で
そ
の
準
備
の
手
伝
い
の
た
め
に
開
館
直
前
の

み
ん
ぱ
く
に
通
っ
て
来
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
一
九
八
三

年
よ
り
始
ま
っ
た
文
明
学
部
門
の
最
終
回
で
あ
る
、「
近

代
世
界
に
お
け
る
日
本
文
明

―
収
集
と
表
象
」（
第
一

七
回
、
一
九
九
八
年
）
で
は
、
奇
し
く
も
わ
た
し
が
主
宰
の

任
を
つ
と
め
ま
し
た
。
何
か
、
深
い
ご
縁
を
感
じ
ま
す
。

　

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
七
〇
年
の
万
博
の
と
き
に
は
、

お
祭
り
広
場
で
お
こ
な
わ
れ
た
日
本
中
の
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ

ト
に
よ
る
手
旗
信
号
シ
ョ
ー
に
出
演
し
ま
し
た
。
中
学
三

年
生
だ
っ
た
わ
た
し
は
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
に
入
っ
て
い

た
の
で
す
。
そ
の
と
き
は
、
ま
さ
か
将
来
、
万
博
の
跡
地

で
働
く
と
は
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
学
や
研
究
機
関
に
お
け
る
人
文
社
会
科
学
の
あ

り
方
が
、
国
内
外
で
問
わ
れ
て
い
る
印
象
が
あ
り

ま
す
。
研
究
機
関
と
し
て
の
み
ん
ぱ
く
の
展
望
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

𠮷
田　

み
ん
ぱ
く
は
、
い
ろ
ん
な
世
界
一
を
も
っ
て
い
る

と
思
う
の
で
す
。
世
界
第
一
級
の
規
模
の
博
物
館
と
大
学

共
同
利
用
機
能
を
も
つ
文
化
人
類
学
・
民
族
学
の
研
究
所

と
し
て
、
世
界
で
唯
一
の
存
在
で
す
。
み
ん
ぱ
く
は
今
や

三
四
万
点
と
い
う
標
本
資
料
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
も
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
二
〇
世
紀
後
半
以

降
に
築
か
れ
た
民
族
誌
資
料
（
標
本
資
料
）
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
で
は
世
界
最
大
規
模
の
も
の
で
す
。
国
内
で
は
、
世
界

全
体
を
カ
バ
ー
で
き
る
研
究
組
織
、
研
究
者
の
陣
容
を

も
っ
て
い
る
唯
一
の
研
究
機
関
で
す
。
こ
う
し
た
「
オ
ン

リ
ー
ワ
ン
性
」
を
、
今
ま
で
以
上
に
、
最
大
限
に
発
揮
し
、

ク
に
従
事
し
ま
し
た
。
一
年
以
上
、
辛
抱
強
く
待
ち
続
け

た
す
え
に
、
ニ
ャ
ウ
と
よ
ば
れ
る
仮
面
結
社
の
メ
ン
バ
ー

に
な
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
以
来
、
結
社
の
内
側
か
ら
仮
面

の
世
界
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。チ
ェ

ワ
の
人
び
と
と
の
付
き
合
い
は
、
今
も
続
い
て
い
ま
す
。

大
阪
大
学
で
は
、
そ
の
ま
ま
西
洋
美
術
史
の
講
座

に
お
ら
れ
た
の
で
す
か
。

𠮷
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助
手
を
終
え
る
ま
で
、
西
洋
美
術
史
の
研
究
室
に

所
属
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
最
初
か
ら
ず
っ
と
二

足
の
わ
ら
じ
を
は
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
長
い
あ

活
性
化
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
れ

ば
、
今
の
人
文
系
に
対
す
る
圧
力
な
ど
は
そ
れ
ほ
ど
気
に

す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
国
の
意
向

が
ど
う
で
あ
れ
、
分
野
を
問
わ
ず
、
日
本
の
研
究
者
や
組

織
が
海
外
へ
出
て
い
く
際
に
は
、
異
文
化
理
解
や
世
界
に

対
す
る
認
識
が
い
ち
ば
ん
ベ
ー
ス
に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
。

　

し
か
し
、
世
界
一
と
い
い
な
が
ら
、
情
報
発
信
の
面
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
不
十
分
な
面
も
み
ら
れ
ま
す
。
人
類

の
文
化
遺
産
、
文
化
資
源
と
そ
の
情
報
の
世
界
的
な
集
積

拠
点
と
し
て
、
国
際
的
に
も
っ
と
発
信
し
て
い
く
責
任
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
英
語
化
、
現
地
語
表

記
も
含
め
た
複
数
言
語
化
は
、
ま
っ
さ
き
に
と
り
か
か
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
み
ん
ぱ
く
の
展
示
の
あ
り
か
た
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

𠮷
田　

わ
た
し
は
み
ん
ぱ
く
の
創
設
二
〇
周
年
記
念
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
二
一
世
紀
の
民
族
学
と
博
物
館

―
異
文
化

を
い
か
に
提
示
す
る
か
」（
二
〇
〇
四
年
）で
、コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
を
つ
と
め
ま
し
た
。
そ
の
場
で
美
術
史
家
の
ダ
ン
カ

ン
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
提
唱
し
た
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
い
う
考
え
方
を
紹
介
し
ま
し
た
。

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
い
う
の
は
、

そ
こ
で
人
と
人
、
人
と
モ
ノ
が
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
議
論

や
活
動
が
広
が
っ
て
い
く
場
と
し
て
の
博
物
館
と
い
う
考

え
方
で
す
。
そ
の
理
念
は
、
み
ん
ぱ
く
の
本
館
展
示
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
の
も
と
と
な
っ
た
「
展
示
基
本
構
想
二
〇
〇

七
」
に
も
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
し
、
世
界
的
な
博
物
館
の

潮
流
に
も
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
考
え
方
は
、
人
類
学
に
も
当
て
は
ま
る
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
人
類
学
者
が
人
び
と
か
ら

情
報
を
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
文
化
を
語
る
と
い
う

作
業
を
し
て
い
る
以
上
、
そ
も
そ
も
人
類
学
の
営
み
自
体

が
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
な
け
れ
ば
な
り
た
ち
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
の
は
、
博
物
館
の
あ
り
方
と

同
時
に
、
人
類
学
の
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ

の
ビ
ジ
ョ
ン
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
み
ん

ぱ
く
が
進
め
て
い
る
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
、
そ
の
考
え
方
の
延
長
線
上
に

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
博
物
館
の
情
報
発
信
の

強
化
で
は
な
く
、
み
ん
ぱ
く
の
も
つ
資
料
情
報
を
、
国
内

外
の
研
究
者
を
は
じ
め
、そ
の
「
資
料
」
を
も
と
も
と
作
り
、

よ
り
開
か
れ
た
み
ん
ぱ
く
に

先
生
の
み
ん
ぱ
く
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

𠮷
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み
ん
ぱ
く
と
は
、
開
館
前
か
ら
の
つ
き
あ
い
が
あ

り
ま
す
。
か
つ
て
、
谷
口
財
団
の
支
援
に
よ
る
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
で
開
催
さ
れ
、
そ
の

う
ち
の
民
族
学
部
門
と
文
明
学
部
門
が
み
ん
ぱ
く
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
九
七
七
年
九
月
、
民
族
学
部
門

の
第
一
回
「
東
ア
フ
リ
カ
牧
畜
民
の
あ
い
だ
の
部
族
間
関

係

―
戦
争
と
平
和
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
福
井
勝
義

さ
ん
が
主
宰
さ
れ
、
京
大
の
学
生
だ
っ
た
わ
た
し
は
、
ア

丹羽典生編集長（左）と吉田憲司館長。撮影・千里文化財団

上：特別展「異文化へのまなざし―大英博物館コレクションにさぐる」。100年前の大
英博物館の民族誌ギャラリーを再現した。1997年。撮影・千里文化財団

下：「イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる」の展示風景。国立新美
術館にて、2014年

村入りから1年以上、村人から借りた畑を耕すだけの日々が続いた。
カリザ村、ザンビア。1984年撮影
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「ニャウ・ヨレンバ」の制作風景。左が吉田館長。
1990年。撮影・千里文化財団

ニ
タ
ー
上
で
展
示
場
を
め
ぐ
れ
る
よ
う
に
す
る
バ
ー
チ
ャ

ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
製
作
も
進
め
て
い
ま
す
。
全
展
示
場

の
パ
ノ
ラ
マ
ム
ー
ビ
ー
化
は
す
で
に
終
え
ま
し
た
。
そ
こ

に
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
番
組
情
報
な
ど
、
展
示
場
で
提
供
す

る
情
報
コ
ン
テ
ン
ツ
の
ほ
か
、
研
究
で
蓄
積
さ
れ
た
情
報

の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
組
み
込
み
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ

て
配
信
し
ま
す
。
と
は
い
え
、
ネ
ッ
ト
配
信
に
制
限
の
あ

る
コ
ン
テ
ン
ツ
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
し
た
も
の
は
、

ポ
ー
タ
ブ
ル
型
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
に
実
装
し
て
、
大
学
等

へ
貸
し
出
す
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

研
究
、
展
示
に
加
え
て
、
三
つ
目
の
み
ん
ぱ
く
の

役
割
と
し
て
教
育
が
あ
り
ま
す
。

𠮷
田　

ポ
ー
タ
ブ
ル
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
貸
し

出
す
と
い
う
の
も
、
大
学
教
育
へ
の
貢
献
の
た
め
で
す
。

す
で
に
、
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
番
組
を
す
べ
て
収
録
し
た
試

作
機
は
で
き
て
い
て
、
そ
の
貸
出
は
す
ぐ
に
で
も
始
め
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
さ
き
ほ
ど
の
新
し
い
ビ
デ

オ
テ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
搭
載
し
よ
う
と
し
て
い
る
最
新
の

研
究
情
報
を
盛
り
込
ん
で
い
く
と
、
大
学
の
研
究
室
で
み

ん
ぱ
く
が
蓄
積
し
て
き
た
情
報
を
活
用
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
講
義
に
も
研
究
に
も
使
っ
て
も
ら
え

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
大
学
共
同
利
用
機
関
と
し
て
の
役
割

を
よ
り
高
め
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
博
物
館
」
と
い
う
概
念
か
ら
い

う
と
、
み
ん
ぱ
く
を
社
会
に
対
し
で
き
る
だ
け
開
い
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
総
合
研
究
大
学
院
大
学
の
基
盤
機

関
と
し
て
教
育
活
動
だ
け
で
な
く
、
他
の
大
学
の
大
学
院

使
っ
て
い
た
人
び
と
、
つ
ま
り
ソ
ー
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
人
び
と
と
共
有
し
、
と
も
に
育
て
、
と
も
に
活
用
し
て

い
こ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
そ
れ
は
、結
果
的
に
、

み
ん
ぱ
く
の
研
究
の
国
際
化
や
、
世
界
的
な
研
究
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
構
築
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

今
年
三
月
に
、
本
館
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
完

了
し
ま
し
た
。

𠮷
田　
一
〇
年
が
か
り
で
よ
う
や
く
完
了
し
ま
し
た
。
た

だ
、
展
示
と
い
う
も
の
は
空
間
が
固
定
さ
れ
て
い
て
、
展

示
場
で
提
供
で
き
る
情
報
は
ご
く
わ
ず
か
で
す
。
一
方
で
、

そ
れ
を
作
り
上
げ
て
い
く
過
程
で
大
量
の
情
報
が
集
ま
り
、

今
も
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
計
画
し
て
い
る

の
は
、
こ
の
展
示
を
糸
口
と
し
た
、
情
報
提
供
の
高
度
化

の
事
業
で
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
、
次
世
代
の
電
子
ガ
イ
ド
の
開
発
と
導

入
で
す
。
携
帯
端
末
に
展
示
資
料
の
情
報
を
提
供
す
る
だ

け
で
な
く
、
観
覧
者
の
関
心
に
あ
わ
せ
て
電
子
端
末
が
展

示
場
の
コ
ー
ス
を
誘
導
し
て
く
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を

開
発
す
べ
く
、企
業
と
共
同
で
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
シ
ス
テ
ム
も
一
新
し
ま
す
。

展
示
場
で
見
た
も
の
や
関
心
を
も
っ
た
も
の
が
携
帯
端
末

に
記
録
さ
れ
、
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
ブ
ー
ス
で
関
連
情
報
が
ど

ん
ど
ん
引
き
出
せ
る
と
い
う
よ
う
な
、
電
子
ガ
イ
ド
と
ビ

デ
オ
テ
ー
ク
が
連
動
す
る
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
は
か
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
大
阪
か
ら
遠
く
離
れ
た
方
々
は
、
み
ん
ぱ
く
へ

の
来
館
が
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
こ
で
、
パ
ソ
コ
ン
の
モ

と
の
単
位
互
換
や
連
携
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
活
動
も
、
も
っ

と
積
極
的
に
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
二
〇
一
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
大
阪
・
梅
田
の

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
の
連
続
講
座
は
、
い
ま

ま
で
に
な
い
層
の
お
客
さ
ん
が
開
拓
で
き
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
友
の
会
や
M
M
P
の
一
層
の
活
性

化
に
も
力
を
注
ぎ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

東
京
・
国
立
新
美
術
館
と
の
共
催
で
開
催
し
た

「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
展
の
巡
回
で
は
、
手
応
え
を

覚
え
ま
し
た
。
特
に
国
立
新
美
術
館
で
の
開
催
で
は
、
独

自
企
画
と
し
て
は
同
館
で
過
去
最
高
の
入
場
者
数
を
数
え

ま
し
た
し
、
そ
の
後
も
、
国
内
各
地
で
の
巡
回
が
続
い
て

い
ま
す
。
こ
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
力
」
展
に
限
ら
ず
、
こ
れ

か
ら
も
巡
回
展
を
積
極
的
に
続
け
て
い
く
こ
と
で
、
大
阪

に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
く
と
同
時
に
、

国
内
外
の
博
物
館
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
に
も
つ
な
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

み
ん
な
の
夢
が
実
現
で
き
る
場
所
へ

𠮷
田
先
生
ご
自
身
の
今
後
の
研
究
の
ご
予
定
は
い

か
が
で
し
ょ
う
。

𠮷
田　

こ
れ
か
ら
は
、
な
か
な
か
フ
ィ
ー
ル
ド
に
は
行
け

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
館
長
職
に
支
障
の
無
い
こ
と

を
前
提
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
ぜ
ひ
と
も
続
け
て
い

き
た
い
と
ひ
そ
か
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　

一
九
八
四
年
の
最
初
の
訪
問
以
来
、
ず
っ
と
調
査
し
て

き
た
チ
ェ
ワ
の
人
び
と
の
秘
密
結
社
の
仮
面
舞
踊
が
、
二

〇
〇
五
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
た

こ
と
が
契
機
に
な
り
、
あ
ら
た
な
現
象
が
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
現
在
、
チ
ェ
ワ
の
人
び
と
は
ザ
ン
ビ
ア
、モ
ザ
ン
ビ
ー

ク
、
マ
ラ
ウ
イ
に
ま
た
が
っ
て
住
ん
で
い
る
の
で
す
が
、

ザ
ン
ビ
ア
で
お
こ
な
わ
れ
た
チ
ェ
ワ
の
祭
り
に
、
二
〇
〇

七
年
、三
国
の
大
統
領
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
チ
ェ
ワ
の
チ
ー

フ
た
ち
と
と
も
に
参
列
し
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
祭
り
の

な
か
で
、
ザ
ン
ビ
ア
の
チ
ェ
ワ
の
王
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
チ
ェ
ワ
の
チ
ー
フ
が
、
自
分
の
地
域
の
ニ
ャ
ウ

の
仮
面
舞
踊
を
奉
納
し
た
の
で
す
。
こ
の
祭
り
は
、
も
と

も
と
は
ザ
ン
ビ
ア
に
暮
ら
す
チ
ェ
ワ
が
「
伝
統
を
始
め
よ

う
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
、
民
族
全
体
の
祭
り

と
し
て
一
九
八
四
年
に
始
め
た
も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
、

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
に
住
む
チ
ェ
ワ
も
マ
ラ
ウ
イ
の
チ
ェ
ワ
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
チ
ー
フ
を
い
た
だ
い
て
い
て
、
ザ
ン
ビ
ア
に

お
け
る
チ
ェ
ワ
の
王
が
チ
ェ
ワ
と
い
う
民
族
全
体
の
王
様

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
で
き
ご
と
を
き
っ
か
け
に
、
チ
ェ
ワ
の
人
び

長男・吉田淳一朗の訪問を機に催されたニャウの踊りの場に、ほぼすべての村の女性が集まったときの貴重な写真。カリザ村、ザンビア。2009年撮影

リニューアルされたみんぱく本館展示のアフリカ展示場。「祈る」のセクションに並ぶチェワのか
ぶりもの型の仮面「ニャウ・ヨレンバ」は、自ら制作したもの。2009年3月。撮影・千里文化財団

王ガワ・ウンディの前で舞踊を披露するニャウの踊り手
「マカンジャ」。ザンビア、ムカイカ村にて。2007年撮影
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当
時
、
原
子
力
船
は
夢
の
技
術
で
し
た
。
そ
の

後
、
建
築
の
歴
史
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、

大
学
で
は
、
工
学
部
建
築
科
を
志
望
し
て
い
ま

し
た
が
、
入
試
で
失
敗
し
ま
し
た
。
翌
年
、
柳

田
国
男
の
全
集
に
出
会
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、

進
路
を
文
学
部
に
変
え
ま
し
た
。

子
ど
も
の
こ
ろ
の
夢
は
？

Q原
子
力
船
を
作
り
た
い

コ
ス
プ
レ
を

す
る
と
し
た
ら
？

Q子
ど
も
の
こ
ろ
の
自
分
な
ら
、
ヒ
ー

ロ
ー
も
の
、
特
に
月
光
仮
面
に
な
り
た

い
と
言
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
現
在
の
仮
面
研
究
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
の
か
も
。

月
光
仮
面

司
馬
遼
太
郎
と
対
談
し
て
み
た
い
と
い
う
の
は
、
彼
の
文

明
観
を
聞
い
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
わ
た
し
は

歴
史
小
説
が
好
き
で
、
海
音
寺
潮
五
郎
作
の
『
天
と
地
と
』

に
の
め
り
こ
ん
だ
時
期
が
あ
り
、
越
後
の
各
地
も
歩
き
回

り
ま
し
た
。
会
え
る
と
い
う
な
ら
上
杉
謙
信
と
い
う

人
物
に
は
、
会
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

仏
像
が
仮
面
研
究
の
原
点
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
仏
像
へ
の
興
味
か
ら
出
発
し
て
、
徐
々

に
静
的
に
た
た
ず
む
造
形
よ
り
も
、
人
間

の
身
体
に
装
着
し
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
躍

動
す
る
仮
面
と
い
う
造
形
に
魅
力
を
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

好
き
な
芸
術
作
品
は
？

Q渡
岸
寺
の
十
一
面
観
音
立
像

（
滋
賀
県
長
浜
市
）

第
一
作
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
４
）
は
映
画
館
で
だ

け
で
も
四
回
く
ら
い
見
ま
し
た
。『
ス
タ
ー

ウ
ォ
ー
ズ
』
は
人
間
に
と
っ
て
の
異
界
を

あ
ら
わ
し
て
い
て
、
自
分
の
研
究
対
象
や

関
心
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

好
き
な
映
画
は
？

Q『
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
』

新館長
の
横顔

𠮷
田
先
生
の
意
外
な
一
面
に
迫
り
ま
す
。

︵
聞
き
手
＝
山や

ま

中な
か

由ゆ

里り

子こ

本
誌
編
集
委
員
・
学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
︶生

ま
れ
変
わ
る
と
し
た
ら
？

Q霊
長
類
学
に
は
今
で
も
関
心
が
あ
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
長
年
犬
と
一
緒
に
暮
ら
し

て
き
た
の
で
、
普
段
犬
が
何
を
考
え
て
い

る
の
か
体
験
し
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち

も
あ
り
ま
す
。

霊
長
類
学
の
研
究
者
か
犬

国
立
民
族
学
博
物
館

開
館
四
〇
周
年
記
念
事
業

と
の
思
い
に
変
化
が
起
き
始
め
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
ば

ら
く
は
、
こ
の
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
化
の
プ

ロ
セ
ス
を
追
い
か
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

南
部
ア
フ
リ
カ
の
聖
霊
教
会
の
聖
霊
憑ひ
ょ
う

依い

や
病
気
治

し
の
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
三
年
前
、
本
に
ま
と
め
た
以
降

の
展
開
を
追
い
か
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
英
語
版
の
出
版
も
ひ
か
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
み
ん
ぱ
く
が
収
蔵
し
て
い
る
仮
面
資
料
に
つ
い

て
も
、
内
外
か
ら
展
覧
会
や
貸
出
な
ど
の
需
要
が
頻
繁
に

あ
り
ま
す
の
で
、
一
冊
の
本
に
ま
と
め
る
な
ど
、
わ
た
し
が

退
職
す
る
ま
で
に
整
理
し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
は
今
年
四
〇
周
年
と
い
う
節
目
を
迎
え

ま
す
。関
連
す
る
催
し
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

𠮷
田　

一
九
七
七
年
一
一
月
一
七
日
に
開
館
し
ま
し
た
の

で
、
そ
れ
に
近
い
一
一
月
一
日
に
関
係
者
の
方
が
た
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
い
て
、
開
館
四
〇
周
年
記
念
式
典
を
お
こ

な
い
ま
す
。
そ
の
場
を
展
示
場
の
お
披
露
目
、
生
ま
れ
変

わ
っ
た
み
ん
ぱ
く
を
み
な
さ
ん
に
あ
ら
た
め
て
見
て
い
た

だ
く
よ
う
な
機
会
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

特
別
展
「
ビ
ー
ズ
」
を
皮
切
り
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
別
展

や
企
画
展
も
予
定
し
て
い
ま
す
。
二
〇
一
八
年
三
月
に
は
、

太
陽
の
塔
の
改
修
工
事
が
終
わ
り
ま
す
の
で
、
万
博
と
民

博
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
特
別
展
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

最
後
に
、
𠮷
田
先
生
に
と
っ
て
、
み
ん
ぱ
く
と
は

ど
の
よ
う
な
場
所
な
の
で
し
ょ
う
か
。

展
示

小
・
中
学
生
の
本
館
展
示
・
特
別
展
示
の

観
覧
無
料
化

2
0
1
7
年
4
月
1
日﹇
土
﹈～

特
別
展

﹁
ビ
ー
ズ

︱
つ
な
ぐ
・
か
ざ
る
・
み
せ
る
﹂

2
0
1
7
年
3
月
9
日﹇
木
﹈～
6
月
6
日﹇
火
﹈

特
別
展

﹁
よ
み
が
え
れ
！ 

シ
ー
ボ
ル
ト
の
日
本
博
物
館
﹂

2
0
1
7
年
8
月
10
日﹇
木
﹈～
10
月
10
日﹇
火
﹈

企
画
展

﹁
カ
ナ
ダ
先
住
民
の
文
化
の
力

︱
過
去
、
現
在
、
未
来
﹂

2
0
1
7
年
9
月
7
日﹇
木
﹈～
12
月
5
日﹇
火
﹈

開
館
四
〇
周
年
記
念
特
別
展︵
企
画
立
案
中
︶

2
0
1
8
年
3
月
～
予
定

刊
行
物

﹃
国
立
民
族
学
博
物
館
展
示
案
内
﹄

2
0
1
7
年
10
月
末
発
行
予
定

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

﹁
み
ん
ぱ
く
大
集
合
﹂

2
0
1
7
年
11
月
4
日﹇
土
﹈

𠮷
田　

わ
た
し
に
と
っ
て
、
み
ん
ぱ
く
は
何
よ
り
も
ま
ず

夢
が
実
現
で
き
る
場
所
で
し
た
。
展
覧
会
や
共
同
研
究
、

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
、
や
り
た
い
こ
と
は
す
べ
て
実

現
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
思

い
は
、
今
も
む
か
し
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
の
み

ん
ぱ
く
も
、
誰
に
と
っ
て
も
、
夢
が
実
現
で
き
る
場
所
で

あ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
場
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
。
わ
た
し
に
と
っ
て
、
み
ん

ぱ
く
は
、
や
は
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
研
究
活
動
の
実
現
の
場
、
と
い
え

る
と
思
い
ま
す
。
観
覧
者
や
利
用
者
も
含
め
て
、
人
び
と

が
こ
こ
で
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
な
も
の
を
生
み
出

し
て
い
け
る
場
、
そ
の
よ
う
な
場
と
し
て
の
み
ん
ぱ
く
を

皆
さ
ん
と
と
も
に
作
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

我が家の前で、アシスタントのヨセフ・ピリと。カリザ村、ザンビア。
2011年撮影

Q
対
談
し
て
み
た
い

歴
史
上
の
人
物
は
？

司
馬
遼
太
郎
と
上
杉
謙
信
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○○してみました世界のフィールド

深
ふか

川
がわ

 宏
ひろ

樹
き

日本学術振興会特別研究員 PD（京都大学）

第二の家族　ウィン一家

出
会
い
は
偶
然

「
じ
ゃ
あ
、
家う
ち
に
来
て
み
な
い
か
？　
一年

で
も
二
年
で
も
居
た
ら
い
い
」。
バ
ス
停

で
会
っ
た
四
〇
代
の
男
性
ウ
ィ
ン
は
、
こ

と
も
な
げ
に
、
そ
う
言
っ
た
。
わ
た
し
た

ち
は
ま
だ
一
言
二
言
し
か
、
こ
と
ば
を
交

わ
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
当
時
、

わ
た
し
は
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
エ
ン
ガ
州

で
長
期
調
査
を
お
こ
な
う
村
落
を
探
し
て

い
た
。
わ
た
し
を
含
め
、
人
類
学
者
は
あ

る
奇
妙
な
信
仰
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
の
よ
う
に
、
人
類
学
の

フ
ィ
ー
ル
ド
と
な
る
よ
う
な
地
域
、
な
か
で
も
「
田
舎
」
で
は
、
身
ひ
と
つ
で
飛
び
込

め
ば
、
な
ん
と
か
人
び
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
長
期
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な

う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
根
底
の
部
分
に
お
け
る
、
人
間
へ
の
信
頼
と
で

も
い
え
よ
う
か
。
わ
た
し
も
そ
う
し
た
期
待
を
も
っ
て
、
エ
ン
ガ
州
に
身
ひ
と
つ
で
飛
び

込
み
、
た
ま
た
ま
バ
ス
停
で一
緒
に
な
っ
た
男
と
、
そ
し
て
そ
の
家
族
た
ち
と
、
二
年
近

く
に
わ
た
っ
て
濃
密
な
日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
出
会
い
は
偶
然
だ
っ
た
が
、

と
も
に
暮
ら
し
た
日
々
は
、
今
で
も
わ
た
し
の
人
生
の
最
良
の
部
分
を
な
し
て
い
る
。

ク
ラ
ン
の
一
員
に
な
る
？

先
ほ
ど
「
家
族
」
と
書
い
た
が
、
こ
れ
は
正
確
な
表
現
で
は
な
い
。
確
か
に
わ
た

し
は
ウ
ィ
ン
の
家
族
（
ウ
ィ
ン
と
そ
の
妻
の
三
〇
代
女
性
サ
ロ
ー
ン
、
そ
の
五
歳
の
息

子
と
三
歳
の
娘
に
く
わ
え
て
、
六
〇
代
に
達
す
る
ウ
ィ
ン
の
父
母
）
と
暮
ら
し
た
の
だ

が
、
そ
も
そ
も
わ
た
し
が
住
ん
だ
M
村
の
村
人
た
ち
は
、
皆
が
ウ
ィ
ン
の
親
族
で
あ
っ

た
。
エ
ン
ガ
州
の
人
び
と
は
、
人
類
学
で
父
系
ク
ラ
ン
（
氏
族
）
と
よ
ば
れ
る
親
族
集

団
の
ま
と
ま
り
の
な
か
で
暮
ら
す
。
ク
ラ
ン
を
単
位
と
し
て
村
落
が
形
成
さ
れ
、
土
地

が
所
有
さ
れ
る
。
そ
の
土
地
で
、
人
び
と
は
畑
を
耕
し
、
サ
ツ
マ
イ
モ
や
バ
ナ
ナ
、
サ

パプアニューギニアで長期調査を始めたころ、身ひとつで飛び込んだわ
たしを温かく受け入れてくれるクラン（氏族）に出会った。彼らととも
に過ごした濃密な二年間は今でも心の糧となっている。

ト
ウ
キ
ビ
を
植
え
、
豚
を
育
て
て
、
家

を
建
て
る
。
M
村
は
ヤ
カ
エ
マ
デ
ン
・

ク
ラ
ン
（
人
口
一三
〇
〇
人
程
）
の
居

住
村
で
あ
り
、
M
村
で
暮
ら
す
こ
と

と
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
ヤ
カ
エ
マ
デ

ン
・
ク
ラ
ン
の
一
員
と
し
て
暮
ら
す
こ

と
だ
っ
た
の
だ
。

具
体
的
に
は
、
誰
か
が
家
屋
を
建

て
る
の
で
あ
れ
ば
森
か
ら
木
材
を
切

り
出
し
て
提
供
し
、
畑
を
共
同
で
開

墾
し
、
自
分
の
豚
を
屠ほ
ふ

っ
て
は
仲
間

た
ち
に
ふ
る
ま
い
、
他
の
ク
ラ
ン
の

男
性
ら
と
の
喧
嘩
と
も
な
れ
ば
加
勢

し
…
…
と
い
っ
た
勇
ま
し
い
話
は
な
い
。

貧
弱
な
わ
た
し
は
、
ぬ
か
る
ん
だ
泥

道
に
足
を
と
ら
れ
て
は
肩
を
貸
し
て

も
ら
い
、
サ
ツ
マ
イ
モ
畑
の
耕
し
方
か

ら
薪
の
運
び
方
ま
で
一か
ら
教
え
て
も

ら
う
毎
日
だ
っ
た
。
自
分
で
も
と
ん
だ

お
荷
物
だ
っ
た
と
思
う
が
、
彼
ら
は
そ

れ
で
も
わ
た
し
を
温
か
く
迎
え
入
れ
、

「
お
前
は
ヤ
カ
エ
マ
デ
ン
（
の一員
）
だ
。

他
ク
ラ
ン
の
奴
ら
か
ら
『
お
前
は
ど
こ

か
ら
来
た
ん
だ
？
』
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、『
日
本
出
身
だ
』
と
言
う
な
よ
。『
M
村
出
身

だ
』
と
言
え
！
」
と
い
つ
も
笑
い
な
が
ら
声
を
か
け
て
く
れ
た
。
そ
ん
な
笑
い
に
包
ま

れ
な
が
ら
、
毎
日
一
緒
に
食
事
を
し
、
現
地
語
を
学
び
、
野
良
仕
事
に
つ
い
て
ま
わ
り
、

村
の
話
し
合
い
に
参
加
す
る
、
と
い
っ
た
生
活
を
続
け
て
い
く
な
か
で
、
多
少
な
り
と

も
わ
た
し
は
ク
ラ
ン
の一員
ら
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
と
、
願
い
た
い
。

「
ヤ
カ
エ
マ
デ
ン
・
ヒ
ロ
キ
！
」

そ
ん
な
わ
た
し
で
も
唯
一、
ク
ラ

ン
の
人
び
と
の
生
活
に
貢
献
で
き

る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
男
女

の
結
婚
に
際
し
て
夫
方
か
ら
妻
方

に
贈
ら
れ
る
婚
資
へ
の
現
金
の
供

出
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
貧
乏
学

生
で
あ
っ
た
わ
た
し
は
さ
ほ
ど
の

貢
献
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

で
も
ヤ
カ
エ
マ
デ
ン
・
ク
ラ
ン
の
男

性
が
婚
資
を
支
払
う
際
に
は
、
必

ず
そ
の
場
に
赴
い
て
現
金
を
供
出
し
た
。
婚
資
に
現
金
を
供
出
し
た
者
は
誰
で
も
、
妻

方
か
ら
お
返
し
に
貰も
ら
え
る
豚
肉
の
分
配
に
あ
ず
か
れ
る
。
豚
肉
の
分
配
は
、
村
落
の

広
場
で
お
こ
な
わ
れ
、
分
配
者
は
広
場
の
中
央
に
立
っ
て
、
豚
肉
を
頭
上
に
か
か
げ
て
、

大
勢
の
人
び
と
の
前
で
婚
資
に
現
金
を
供
出
し
た
者
の
名
前
を一人
ず
つ
呼
び
上
げ
て

ゆ
く
。
わ
た
し
も
毎
回
「
ヤ
カ
エ
マ
デ
ン
・
ヒ
ロ
キ
！　
ヒ
ロ
キ
！　
ヒ
ロ
キ
！
」
と

呼
ば
れ
る
度
に
、
豚
肉
を
受
け
と
り
に
小
走
り
で
広
場
の
中
央
へ
と
む
か
っ
た
。
外
国

人
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
の
珍
妙
さ
か
ら
か
、
あ
る
い
は
わ
た
し
の
走
り
方
が

滑こ
っ

稽け
い

だ
っ
た
か
ら
か
、
わ
た
し
に
豚
肉
が
分
配
さ
れ
る
と
き
に
は
、
い
つ
も
笑
い
が
巻

き
起
こ
っ
た
。

わ
た
し
は
彼
ら
の
こ
と
ば
に
甘
え
て
「
現
地
の
人
の
よ
う
に
な
れ
た
」
と
無
邪
気
に

主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
し
、
彼
ら
と
真
に
わ
か
り
合
え
た
と
い
え
る
ほ
ど
に
楽
観
主

義
者
で
も
な
い
。
だ
が
、
わ
た
し
の
よ
う
な
者
で
も
温
か
く
受
け
入
れ
る
懐
の
深
さ
が

彼
ら
の
ク
ラ
ン
に
は
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

パプアニューギニア
エンガ州

ニューギニア高地エンガ州の村落風景

家屋の柱を作るために集まった男性たち

夫方から妻方に婚資の豚を贈る場面

クランの土地に作られたサツマイモ畑

有袋類の毛皮で作られた伝統的な帽子をかぶった著者
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開
館
40
周
年
記
念
特
別
展

「
ビ
ー
ズ

―
つ
な
ぐ
・
か
ざ
る
・
み
せ
る
」

飾
り
玉
、数
珠
玉
、ト
ン
ボ
玉
な
ど
を
総
称
す
る
ビ
ー

ズ
。
本
展
示
で
は
、
私
た
ち
人
類
が
つ
く
り
出
し
た

最
高
の
傑
作
品
の
一
つ
と
し
て
ビ
ー
ズ
を
と
ら
え
て
、

つ
く
る
楽
し
み
、
飾
る
楽
し
み
を
と
お
し
て
日
本
や

世
界
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
ビ
ー
ズ
の
魅
力
を
紹
介

し
ま
す
。

体
験
コ
ー
ナ
ー

ダ
チ
ョ
ウ
の
卵
の
殻
で
で
き
た
ビ
ー
ズ
の
ア
ク
セ
サ

リ
ー
な
ど
を
さ
わ
っ
た
り
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
な
ど
の
自

然
素
材
を
ビ
ー
ズ
と
し
て
つ
な
げ
た
り
す
る
体
験
が

で
き
ま
す
。

日
時　

特
別
展
会
期
中

会
場　

特
別
展
示
館
2
階

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

会
期　

6
月
6
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

時
間　

19
時
〜
20
時
30
分（
18
時
30
分
開
場
）

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

4
月
12
日（
水
）

世
界
は
ビ
ー
ズ
で
つ
な
が
っ
て
い
る

講
師　

池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

4
月
19
日（
水
）

台
湾
の
ビ
ー
ズ

講
師　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

お
問
い
合
わ
せ
先

一
般
社
団
法
人
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

0
6
・
6
3
7
2
・
6
5
3
0

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

開
館
40
周
年
に
ち
な
み
、
本
館
展
示
の
地
域
区
分

（
12
地
域
）ご
と
に
、
地
球
に
暮
ら
す
人
び
と
の
多
様

な
営
み
を
紹
介
し
ま
す
。

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
1
0
0
0
円
、
定
員
各
回
50
名

主
催　

産
経
新
聞
社

共
催　

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

4
月
12
日（
水
）

南
太
平
洋
の
文
化
遺
産

―
宣
教
師
ブ
ラ
ウ
ン
と
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

講
師　

林
勲
男（
本
館 

教
授
）

4
月
19
日（
水
）

太
平
洋
の
探
検
家

―
朝
枝
利
男
の
探
検
と
生
涯

講
師　

丹
羽
典
生（
本
館 
准
教
授
）

お
申
し
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

企
画
展

「
津
波
を
越
え
て
生
き
る

―
大
槌
町
の
奮
闘
の
記
録
」

大
槌
町
の
被
災
前
の
文
化
を
紹
介
す
る
と
同
時
に
、

被
災
直
後
の
人
び
と
の
行
動
や
復
旧
の
試
み
を
展
示

の
形
で
た
ど
り
ま
す
。

会
期　

4
月
11
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
春
の
遠
足
・
校
外
学
習　
　
　
　
　
　

事
前
見
学
＆
ガ
イ
ダ
ン
ス

春
の
遠
足
・
校
外
学
習
に
む
け
て
、
事
前
見
学
に
来

館
さ
れ
る
学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し
た
ガ

イ
ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

4
月
4
日（
火
）、
6
日（
木
）14
時
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

※
参
加
無
料

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
参
加
申
込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
F
A
X
に
て
お
送
り

く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

国
立
民
族
学
博
物
館 

案
内
所

電
話　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
3
4
1

F
a
x  

0
6
・
6
8
7
8
・
8
4
4
1

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

―
世
界
の
ビ
ー
ズ
」

特
別
展「
ビ
ー
ズ

―
つ
な
ぐ
・
か
ざ
る
・
み
せ
る
」

に
関
連
し
た
連
続
講
座
を
行
い
ま
す
。
ビ
ー
ズ
は
、

お
よ
そ
10
万
年
前
に
は
じ
め
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
わ

れ
、
世
界
各
地
に
み
ら
れ
る
も
の
で
す
。
今
回
は
、

み
ん
ぱ
く
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
ビ
ー
ズ
と
人
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
具
体
的

に
紹
介
し
ま
す（
全
4
回
）。

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
6
6
回　

5
月
6
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
手
話
言
語
学
研
究
部
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
連
】

第
二
言
語
と
し
て
の
日
本
手
話

―
実
感
・
体
感
的
手
話
言
語
案
内

講
師　

飯
泉
菜
穂
子（
本
館 

特
任
教
授
）

手
話
言
語
は
音
声
言
語
と
は
異
な
る
音
素
・
語
彙
・
文
法
を
も
つ

独
立
し
た
言
語
で
す
。
音
声
言
語
が
耳
で
聞
き
口
で
話
す
こ
と
ば

な
ら
、
手
話
言
語
は
い
わ
ば「
目
で
聞
き
手
で
話
す
」こ
と
ば
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
暮
ら
す

日
本
で
使
用
さ
れ
て
い
る「
日
本
手
話
」は
ど
ん
な
言
語
で
、
ど
ん

な
人
た
ち
が
話
し
、
そ
の
人
た
ち
は
ど
ん
な
文
化
を
持
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
第
二
言
語
と
し
て
手
話
を
習
得
し
て
き
た
私
の
体

験
を
交
え
な
が
ら
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

第
4
6
7
回　

6
月
3
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

《
み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
シ
リ
ー
ズ
》が
ス
タ
ー
ト

人
類
史
の
な
か
の
遊
牧

講
師　

松
原
正
毅（
本
館 

名
誉
教
授
）

東
京
講
演
会

第
1
1
8
回　

5
月
13
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
第
89
回
民
族
学
研
修
の
旅
関
連
】

モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
お
け
る
遊
牧
民
の
遺
産

講
師　

小
長
谷
有
紀（
人
間
文
化
研
究
機
構 

理
事
、本
館 

併
任
教
授
）

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
Ｆ
サ
ロ
ン

モ
ン
ゴ
ル
高
原
で
は
古
来
、
匈
奴
・
鮮
卑
・
突
厥
な
ど
、
様
々
な
民

族
が
主
役
の
座
を
交
代
し
な
が
ら
、
遊
牧
文
明
が
維
持
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
遊
牧
と
は
、
乾
燥
し
た
気
候
に
あ
わ
せ
て
動
物
を
多
角
的
に

利
用
す
る
生
活
で
あ
り
、
移
動
に
よ
っ
て
随
時
、
自
然
や
社
会
の
変

化
に
対
応
す
る
柔
軟
性
を
備
え
て
い
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
は
、

そ
う
し
た
生
活
の
知
恵
や
移
動
精
神
を
、
現
在
に
受
け
継
ぐ
人
び
と

で
す
。
馬
に
乗
っ
て
草
原
を
駆
け
、
平
和
構
築
に
励
ん
だ
遊
牧
民
の

暮
ら
し
を
、
各
地
に
遺
る
史
跡
を
手
が
か
り
に
考
え
ま
す
。

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

民
族
学
研
修
の
旅

第
89
回「
モ
ン
ゴ
ル
、
遊
牧
の
民
で
出
会
う
」（
8
月
実
施
）は
好
評

に
つ
き
定
員
と
な
り
ま
し
た
。 

キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
で
の
み
受
付

し
て
お
り
ま
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
特
別
展「
ビ
ー
ズ

―
つ
な
ぐ
・
か
ざ
る
・
み
せ
る
」の
会
期
中
に
運

行
し
ま
す
。

運
行
日　

6
月
6
日（
火
）ま
で
の 

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

　
　
　
　

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分
、
無
料

運
休
日　

平
日
、
5
月
13
日（
土
）、
14
日（
日
）、

　
　
　
　

20
日（
土
）、
21
日（
日
）

※ 

万
博
記
念
公
園
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
場
合

は
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
。

●
小
・
中
学
生
の
観
覧
無
料
化
に
つ
い
て

開
館
40
周
年
を
記
念
し
、
4
月
1
日（
土
）よ
り
中
学

生
以
下
は
観
覧
料
が
無
料
と
な
り
ま
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

■小長谷有紀 著
『ウメサオタダオが語る、梅棹忠夫
̶アーカイブズの山を登る』
ミネルヴァ書房　2,800円（税別）
みんぱくには、初代館長梅棹忠夫が残した膨大
な資料集積である梅棹アーカイブズが存在する。

本書では、「ウメサオタ
ダオ展」の実行委員長
を務めた著者が、梅棹
忠夫自身とも言える
アーカイブズから、生
身の梅棹忠夫を浮かび
上がらせる。

大槌まつりの手踊り隊

■関雄二 編
『アンデス文明
̶神殿から読み取る権力の世界』
臨川書店　7,900円（税別）
古代文化興亡の地、アンデス。その文明形成期
における権力生成の過程を探求する。日本調査

団独自の画期的な仮説
として1998年に提示さ
れた「神殿更新」説の流
れを汲みながら、のこ
された課題を克服する
ため、分野横断的に展
開された最新の研究成
果を発表する。

■池谷和信 編
『ビーズ̶つなぐ・かざる・みせる』
国立民族学博物館　1,100円（税別）

開館40周年記念特別展「ビーズ―つなぐ・か
ざる・みせる」の図録。本書では、ビーズの誕

生から現代までの10万
年という歴史、日本を
含めた地球の隅々まで
の空間を視野に入れて、
素材も見た目も多種多
様な世界各地のビーズ
を紹介する。

ミイラのビーズマスク（エジプト）

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

研
究
部
の
改
組
に
つ
い
て

2
0
1
7
年
4
月
1
日
よ
り
、
総
合
的
研
究
力
の
強

化
及
び
学
術
資
源
の
研
究
開
発
力
の
強
化
の
た
め
研

究
組
織
を
変
更
い
た
し
ま
す
。
従
来
の
3
研
究
部
2

セ
ン
タ
ー
に
代
わ
り
、
人
類
基
礎
理
論
研
究
部
、
超

域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部
、
人
類
文
明
誌
研
究
部
、

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部
、
学
術
資
源
研
究
開
発
セ

ン
タ
ー
及
び
国
際
研
究
統
括
室
を
設
置
し
ま
す
。

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
7
回
4
月
15
日（
土
）

エ
ジ
プ
ト
で
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む

講
師　

相
島
葉
月
（
本
館 

准
教
授
）

思
想
研
究
の
主
た
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
テ
ク
ス
ト
分
析
で
す
が
、

著
者
の
手
を
離
れ
た
後
、
テ
ク
ス
ト
の
意
味
は
誰
の
モ
ノ
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。
エ
ジ
プ
ト
の
事
例
よ
り
思
想
研
究
へ
の
人

類
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
し
ま
す
。

エジプト人思想家
アブドゥルハリーム・
マフムード（1910−78）

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
。

4
月
2
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

特
別
展
示
館

身
近
な
素
材
、
貴
重
な
素
材

―
台
湾
原
住
民
族
の
ビ
ー
ズ
の
多
様
性

話
者　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

4
月
9
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

特
別
展
示
館

北
ア
メ
リ
カ
先
住
民
と
ア
イ
ヌ
の
ガ
ラ
ス
ビ
ー
ズ
利
用

話
者　

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

4
月
16
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

特
別
展
示
館

世
界
の
ビ
ー
ズ
、
日
本
の
ビ
ー
ズ

話
者　

池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

4
月
23
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

民
博
の
展
示
資
料
を
守
る

話
者　

日
髙
真
吾（
本
館 

准
教
授
）

4
月
30
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

「
異
教
徒
の
地
」と「
光
の
地
」

―
パ
キ
ス
タ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
カ
タ
人
と
カ
ラ
ー
シ
ャ
人

話
者　

吉
岡
乾（
本
館 

助
教
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）
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し
よ
う
。

♦
♦
♦ 

水
の
精
と
人
魚
像 

♦
♦
♦

ま
ず
は
メ
キ
シ
コ
、
ゲ
レ
ロ
州
バ
ル
サ
ス
河
付

近
の
ナ
ワ
の
人
び
と
が
豊
漁
を
願
う
芸
能
の
際

に
使
っ
た
と
さ
れ
る
銅
製
打
ち
出
し
細
工
の
仮
面

で
あ
る
。
笑
っ
て
い
る
女
性
の
顔
が
水
の
流
れ
の

よ
う
に
波
打
つ
髪
の
中
心
に
あ
り
、
そ
の
周
り
を

反
時
計
回
り
に
魚
の
尾
が
と
り
巻
い
て
い
る
。
メ

キ
シ
コ
の
イ
ン
デ
ィ
オ
文
化
の
研
究
者
で
あ
り
コ

レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
故
ド
ナ
ル
ド
・
コ
ー
ド
リ
ー

の
収
集
品
の
一
部
で
あ
っ
た
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

魚
を
支
配
す
る
ワ
ニ
や
精
霊
を
な
だ
め
て
漁
を

す
る
と
い
う
筋
書
き
の
魚
の
ダ
ン
ス
で
使
わ
れ
た

と
さ
れ
る
。
ス
ペ
イ
ン
人
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
来

る
前
か
ら
人
魚
の
表
象
が
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は

今
の
と
こ
ろ
な
い
そ
う
だ
が
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
マ

ヤ
系
先
住
民
族
の
な
か
に
は
水
の
女
神
が
半
人

半
魚
の
人
魚
で
あ
る
と
信
じ
る
人
び
と
も
い
る
と

す
る
研
究
も
あ
る
。

同
じ
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
極
北
圏
に
住
む
イ
ヌ

イ
ッ
ト
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
古
く
か
ら
語

ら
れ
て
き
た
神
話
や
伝
承
を
、
二
〇
世
紀
半
ば

ご
ろ
か
ら
版
画
や
彫
刻
の
媒
体
で
表
現
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
セ
ド
ナ
（
タ
レ
ー
ラ
ユ
な

ど
、
地
域
に
よ
っ
て
呼
び
名
は
異
な
る
）
と
い
う
、

ア
ザ
ラ
シ
や
セ
イ
ウ
チ
な
ど
海か
い

棲せ
い

哺
乳
類
を
支

♦
♦
♦ 

人
間
が
創
る
不
可
思
議
な
生
物 

♦
♦
♦

我
々
が
属
す
る
現
生
人
類
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン

ス
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
、
心
の
眼
で
見
た
心
的
な

像
を
、
眼
に
見
え
る
、
手
で
触
れ
る
こ
と
が
で

き
る
物
質
で
描
き
出
す
と
い
う
力
を
進
化
の
過

程
で
身
に
つ
け
た
。
こ
の
能
力
を
駆
使
し
て
ヒ

ト
は
、
半
人
半
獣
の
「
ラ
イ
オ
ン
マ
ン
」
か
ら

ゴ
ジ
ラ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
怪
物
や
幻
獣
を
想

像
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
想
像
界
の
生
物
た
ち
は
、

人
間
が
自
ら
を
と
り
ま
く
世
界
を
理
解
し
、
身

に
危
険
を
お
よ
ぼ
す
脅
威
や
眼
に
見
え
な
い
世

界
の
力
に
対
す
る
恐
れ
や
畏
敬
の
念
を
対
象
化

し
、
と
き
に
操
ろ
う
と
す
る
行
為
と
深
く
結
び

つ
い
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
民
博
の
所
蔵
資
料
の

紹
介
を
と
お
し
て
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

の
人
び
と
が
、
不
可
思
議
な
生
き
物
、
あ
る
い

は
人
知
を
超
越
す
る
存
在
を
ど
の
よ
う
に
思
い

描
い
て
き
た
の
か
を
み
て
ゆ
く
。
特
に
、
実
在

の
生
物
を
合
成
し
た
り
、
擬
人
化
し
た
り
、
歪わ
い

形け
い

化
し
た
表
象
が
生
み
出
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
、

そ
の
背
景
に
あ
る
自
然
認
識
や
宗
教
観
、
さ
ら

に
生
態
系
と
人
間
の
営
み
の
相
関
関
係
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
第
一
回
目
に
と
り
あ
げ
る

の
は
人
魚
。
特
に
、
水
に
か
か
わ
る
土
着
の
信

仰
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
入
っ
て
き
た
人
魚
イ

メ
ー
ジ
と
出
会
っ
て
創
造
さ
れ
た
モ
ノ
を
紹
介

配
す
る
女
神
を
人
魚
の
姿
で
描
く
。デ
イ
ビ
ッ
ド・

ル
ー
ベ
ン
・
ペ
ッ
ク
ト
ウ
ク
ン
に
よ
る
ソ
ー
プ
ス

ト
ー
ン
の
石
彫
作
品
で
は
、
人
間
の
頭
に
魚
の
尾
、

さ
ら
に
ア
ザ
ラ
シ
の
ひ
れ
の
要
素
が
組
み
合
わ

さ
っ
て
い
る
。
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
あ
い
だ
で
は
動
物

や
人
間
に
宿
る
霊
魂
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
人

間
が
動
物
に
変
身
で
き
、
そ
の
逆
も
起
こ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
変
身
の
概
念
は
古
く
か
ら
伝
わ

る
も
の
で
あ
る
が
、
人
魚
の
姿
で
水
の
神
を
描
く

と
い
う
の
は
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
マ
ー
メ
イ

ド
像
の
影
響
な
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
コ
ン
ゴ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ウ
ィ
ン

ジ
が
描
い
た
か
な
り
色
っ
ぽ
い
人
魚
に
は
蛇
が
巻

き
つ
き
、
な
ぜ
か
腕
時
計
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
し
て

電
話
で
お
話
を
し
て
い
る
。
西
・
中
央
ア
フ
リ
カ
、

カ
リ
ブ
海
域
で
信
仰
さ
れ
る
「
マ
ミ
・
ワ
タ
」

（「
水
マ
ミ
ー
・
ウ
ォ
ー
タ
ー

の
母
」
が
土
着
化
し
た
こ
と
ば
）
と
よ
ば

れ
る
水
の
精
が
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多

い
。
マ
ミ
・
ワ
タ
の
祭
壇
に
捧
げ
ら
れ
る
種
々
の

消
費
財
が
絵
に
描
き
込
ま
れ
、
蛇
は
マ
ミ
・
ワ
タ

の
予
知
能
力
を
象
徴
す
る
と
い
う
。
時
計
、
ネ
ッ

ク
レ
ス
、
電
話
は
マ
ミ
・
ワ
タ
を
喜
ば
せ
る
ア
イ

テ
ム
な
の
だ
ろ
う
。
西
洋
的
な
人
魚
像
が
ベ
ー
ス

に
な
っ
て
い
る
が
、
信
仰
形
態
は
混
交
的
な
も
の

で
あ
る
。
マ
ミ
・
ワ
タ
信
仰
が
、
人
魚
に
見
間
違

わ
れ
て
き
た
海
棲
哺
乳
類
の
マ
ナ
テ
ィ
ー
の
棲せ
い

息そ
く

地ち

と
重
な
る
と
い
う
説
も
あ
り
、
興
味
深
い
。

資料名―豊漁祈願舞踊用仮面（人魚）

標本番号―H0068139

地域―メキシコ

サイズ―高さ 8.5×幅 20×奥行 30

資料名―石彫像（セドナ）

標本番号―H0227851

地域―カナダ

サイズ―高さ 39×幅 73×奥行 29

資料名―絵画「セイレーンと蛇」

標本番号―H0237049

地域―コンゴ

サイズ―縦 47×横 102×厚さ 2.6

H0068139

H0237049

H0227851

※サイズの単位はセンチメートルです

想像界の生物相

半人半魚の女神たち
民博 学術資源研究開発センター 山

やま
中
なか

 由
ゆ
里
り
子
こ
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主
義
を
国
是
と
し
た
。

カ
ナ
ダ
に
は
国
名
を
冠
す
る
人
権
博
物
館
、

移
民
博
物
館
、
歴
史
博
物
館
な
ど
と
い
っ
た

六
つ
の
国
立
博
物
館
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
カ

ナ
ダ
歴
史
博
物
館
は
首
都
オ
タ
ワ
に
隣
接
す

る
ガ
テ
ィ
ノ
ウ
市
に
あ
り
、
毎
年
一
二
〇
万

人
以
上
が
来
館
す
る
観
光
名
所
で
も
あ
る
。

か
つ
て
の
名
称
は
人
類
博
物
館
で
あ
っ
た
が
、

一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
カ
ナ
ダ
文
明
博
物
館

へ
、
さ
ら
に
二
〇
一
三
年
末
に
現
在
の
名
称

へ
と
改
名
し
た
。
同
館
は
カ
ナ
ダ
の
歴
史
を

展
示
す
る
と
と
も
に
、
多
様
な
国
民
か
ら
な

る
国
家
の
一
体
性
を
示
す
こ
と
を
ミ
ッ
シ
ョ

ン
と
し
て
い
る
。

人
類
博
物
館
の
時
代
よ
り
、
カ
ナ
ダ
先
住

民
文
化
の
紹
介
を
展
示
の
核
と
し
て
き
た
。

現
在
も
そ
の
方
針
を
継
承
し
て
い
る
が
、
二

〇
〇
三
年
一
月
公
開
の
先
住
民
展
示
の
と
き

に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
き
っ
か

け
は
一
九
八
八
年
の
カ
ル
ガ
リ
ー
冬
季
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
グ
レ
ン

ボ
ー
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
精
霊
は
歌
う
」

岸
き し

上
が み

 伸
の ぶ

啓
ひ ろ

民博 学術資源研究開発センター

博
物
館
と
先
住
民
と
の
か
か
わ
り

二
〇
一
七
年
に
建
国
一
五
〇
周
年
を
迎
え

る
カ
ナ
ダ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
南
米
、
ア

ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
を
出
身
地
と
す
る
多
様
な

移
民
、
そ
し
て
先
住
民
か
ら
な
る
多
民
族
国

家
で
あ
る
。
建
国
以
来
、
英
系
と
仏
系
の
カ

ナ
ダ
人
が
主
流
派
で
あ
る
が
、
多
民
族
の
共

生
を
促
進
す
る
た
め
一
九
八
八
年
に
多
文
化

う
に
展
示
す
べ
き
か
に
つ
い
て
白
熱
し
た
議

論
と
調
整
の
連
続
で
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て

い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
・
文
化
的
利
害

に
も
か
か
わ
る
展
示
内
容
に
つ
い
て
先
住
民

族
間
の
異
な
る
意
見
の
調
整
が
も
っ
と
も
頭

を
悩
ま
す
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

先
住
民
と
の
協
働
展
示

こ
の
先
住
民
展
示
は「
文
化
的
多
様
性
」「
先

住
民
の
存
在
」「
大
地
と
の
結
び
つ
き
」「
異

人
の
到
来
」
の
計
四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。
導
入
部
の
「
文
化
的
多

様
性
」
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
先
住
民
族
出
身
者

の
自
己
紹
介
映
像
を
流
し
て
い
る
ほ
か
、
地

名
や
民
族
名
、
言
語
、
分
布
な
ど
を
パ
ネ
ル

で
紹
介
し
て
い
る
。「
先
住
民
の
存
在
」
で
は
、

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
社
会
的
に
活
躍
し
た
先
住

民
の
芸
術
家
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
大
学
教
授

ら
を
写
真
や
作
品
、
パ
ネ
ル
で
紹
介
し
た
後
、

カ
ナ
ダ
先
住
民
の
多
様
な
衣
類
や
靴
、
神
話

な
ど
を
通
文
化
的
に
展
示
し
て
い
る
。

「
大
地
と
の
結
び
つ
き
」
は
、
カ
ナ
ダ
の
西

部
極
北
地
域
の
捕
鯨
文
化
、
大
平
原
地
域
の

野
牛
狩
猟
文
化
、
大
西
洋
沿
岸
の
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

文
化
、

東
部
森
林
地
域
の
農
耕
文
化
の
伝
統
的
生
活

や
交
易
活
動
を
復
元
し
た
地
域
別
展
示
で
あ

る
。「
異
人
の
到
来
」
は
、先
住
民
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
と
の
出
会
い
か
ら
現
在
ま
で
の
負
の
歴

史
と
現
状
に
つ
い
て
先
住
民
の
視
点
を
重
ん

文
明
博
物
館
も
こ
の
方
針
に
基
づ
い
て
先
住

民
展
示
の
新
構
築
を
お
こ
な
っ
た
。

ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
カ
ナ
ダ
先
住
民

ホ
ー
ル
（
展
示
場
）
を
紹
介
す
る
。
そ
こ
で

の
展
示
は
、
構
想
か
ら
完
成
ま
で
一
〇
年
以

上
を
か
け
て
、
同
館
の
学
芸
員
が
各
地
の
先

住
民
族
を
代
表
し
た
委
員
の
意
見
を
重
ん
じ
、

彼
ら
を
補
助
す
る
か
た
ち
で
新
構
築
を
進
め

た
。
当
時
の
委
員
で
あ
っ
た
ク
ワ
ク
ワ
カ
ワ

ク
ゥ
の
グ
ロ
ー
リ
ア
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
さ
ん

は
、「
先
住
民
の
も
つ
ユ
ー
モ
ア
」
な
ど
を
展

示
に
盛
り
込
む
こ
と
を
提
案
し
、
そ
れ
が
実

現
し
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
た
。
一
方
、
学
芸

員
の
ア
ン
ド
レ
ア
・
ラ
フ
ォ
レ
さ
ん
は
先
住

民
文
化
を
表
象
す
る
た
め
に
、
何
を
ど
の
よ

展
で
あ
っ
た
。
そ
の
展
示
に
は
シ
ェ
ル
石
油

社
が
資
金
提
供
を
お
こ
な
っ
た
た
め
、
同
社

か
ら
環
境
破
壊
の
被
害
を
受
け
て
い
た
先
住

民
ル
ビ
コ
ン
・
ク
リ
ー
の
人
び
と
は
、
こ
の

展
示
お
よ
び
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
ボ
イ
コ
ッ

ト
運
動
に
立
ち
上
が
っ
た
。
こ
の
事
件
が
、

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
先
住
民
と
博
物
館
と
の
関

係
を
見
直
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

先
住
民
展
示
の
大
転
換

そ
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
事
件
の
後
、
カ
ナ
ダ
の

博
物
館
に
お
け
る
先
住
民
展
示
の
方
針
は
、

非
先
住
民
に
よ
る
一
方
的
な
展
示
か
ら
先
住

民
と
の
協
働
展
示
も
し
く
は
先
住
民
自
身
に

よ
る
展
示
へ
と
変
換
し
た
。
当
時
の
カ
ナ
ダ

じ
な
が
ら
展
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の

さ
ま
ざ
ま
な
政
治
運
動
や
ア
ー
ト
作
品
、
先

住
民
の
ユ
ー
モ
ア
も
紹
介
さ
れ
、
明
日
へ
の

期
待
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ナ
ダ
歴
史
博
物
館
の
先
住
民
展
示
は
先

住
民
と
学
芸
員
と
が
協
議
し
な
が
ら
創
り
上

げ
た
成
果
で
あ
る
。
み
ん
ぱ
く
の
展
示
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
で
も
現
地
社
会
か
ら
の
助
言
を

と
り
入
れ
て
き
た
も
の
の
、
十
分
で
あ
る
と

は
言
い
が
た
い
。
日
本
に
住
む
わ
れ
わ
れ
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
I
T
を
活
用
し
、
海

外
の
文
化
の
担
い
手
ら
と
常
に
意
見
を
交
換

し
な
が
ら
協
働
展
示
を
目
指
す
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
。

（
掲
載
写
真
は
す
べ
て
二
〇
一
六
年
七
月
に
撮
影
） スポーツ選手など著名な先住民の紹介展示

大平原地域の先住民文化の展示

国
内
外
の
博
物
館
・
美
術
館
に
お
け
る
ユ
ニ
ー
ク
な
展
示
や
革
新
的
な
活
動
を

紹
介
し
、
そ
の
多
様
な
あ
り
方
と
将
来
を
考
え
る
連
載
が
ス
タ
ー
ト
。
初
回
は
、

カ
ナ
ダ
歴
史
博
物
館
の
先
住
民
展
示
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

（Canadian Museum of History）カナダ歴史博物館 ／カナダ

現代の先住民アートの展示

カナダ歴史博物館の全景
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工
芸
は
手
芸
や
民
芸
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
工
芸
品
の
所
蔵
に
か
か
わ
っ
て
き
た
筆
者
の
視
点
か
ら
考
え
て
み

た
い
。
そ
こ
か
ら
見
え
る
手
芸
特
有
の
趣
と
可
能
性
と
は
。

工
芸
館
所
蔵
の「
手
芸
的
」な
も
の

木き

田だ 

拓た
く

也や

東
京
国
立
近
代
美
術
館
主
任
研
究
員

手芸考
工
芸
館
の
「
工
芸
」

現
代
「
手
芸
」
文
化
に
関
す
る
研
究
会
に
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
自
分
の
身
の
回
り
の
手

芸
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
た

し
の
場
合
は
東
京
国
立
近
代
美
術
館
の
工
芸
館
に

勤
務
し
て
い
る
の
だ
が
、
工
芸
館
が
収
集
や
展
示

の
対
象
と
し
て
い
る
工
芸
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は

か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。
明
文
化
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
工
芸
館
に
と
っ
て
の
「
工
芸
」

を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
個
人
作
家
が
自
己
表
現

と
し
て
作
っ
た
工
芸
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

近
代
美
術
館
と
い
う
看
板
の
下
で
工
芸
を
扱
う
以

上
、
個
人
作
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な
る
の
だ
。

そ
の
た
め
、
工
芸
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
民

芸
品
は
一
点
も
な
い
。
お
そ
ら
く
一
般
的
に
は
、

民
芸
も
工
芸
も
外
見
上
は
器
物
と
い
う
形
を
し
て

い
る
た
め
、
同
じ
よ
う
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
美
的
に
、
あ
る
い
は
、

造
形
的
に
い
か
に
優
れ
て
い
よ
う
と
も
、
個
人
作

家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
な
い
以
上
、
無
名

の
職
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
民
芸
品
を
工
芸
館
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

い
う
の
が
工
芸
館
の
学
芸
員
の
立
場
な
の
で
あ
る
。

工
芸
館
の
学
芸
員
と
し
て
い
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、

工
芸
は
、
民
芸
や
手
芸
な
ど
と
は
全
然
違
う
も
の

な
の
だ
。

シ
ロ
ウ
ト
に
よ
る
工
芸
作
品

工
芸
と
手
芸
の
相
違
点
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、

そ
の
作
り
手
の
属
性
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
工
芸

は
プ
ロ
、
手
芸
は
シ
ロ
ウ
ト
と
い
う
区
別
が
成
立

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ロ
ウ
ト
と
は
専
門
的

な
美
術
教
育
を
受
け
て
い
な
い
人
、
作
品
で
メ
シ

を
食
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
人
の
こ
と
と
い
っ

て
い
い
だ
ろ
う
。
シ
ロ
ウ
ト
の
工
芸
作
家
と
い
う

と
矛
盾
す
る
よ
う
な
響
き
が
あ
る
が
、
じ
つ
は
工

芸
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
シ
ロ
ウ
ト
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
作
品
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、《
志
野
茶
碗　

赤
不
動
》
は
シ
ロ
ウ

ト
と
自
称
し
な
が
ら
作
陶
に
と
り
組
ん
で
い
た
川か
わ

喜き

田た

半は
ん

泥で
い

子し

に
よ
る
有
名
な
作
品
で
あ
る
。
半
泥

子
は
今
で
も
回
顧
展
が
繰
り
返
し
開
催
さ
れ
る
人

気
作
家
だ
が
、
半
泥
子
の
本
業
は
あ
く
ま
で
銀
行

経
営
で
あ
り
、
茶
碗
作
り
は
い
わ
ば
道
楽
の
ひ
と

つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
半
泥
子
の
ほ
か
に
も
、
山

田
山さ
ん

庵あ
ん
（
銀
行
家
）
の
茶
碗
や
五ご

味み

文ふ
み

郎お

（
医
師
）

の
人
形
な
ど
、
シ
ロ
ウ
ト
に
よ
る
作
品
が
工
芸
館

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、

工
芸
を
本
業
と
し
な
い
作
り
手
に
よ
る
作
品
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
を
お
し
な
べ
て
「
手
芸
」

と
よ
ぶ
の
は
違
和
感
が
あ
る
。

藤
井
達
吉
の
手
芸
的
な
も
の

大
正
期
に
は
生
活
と
美
術
が
一
体
と
な
っ
た

暮
ら
し
の
な
か
で
、
身
の
回
り
の
工
芸
品
の
制

作
に
と
り
組
む
作
家
が
あ
ら
わ
れ
、
明
治
期
の

技
巧
重
視
型
の
職
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
工
芸

の
対
極
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
、
手
仕

事
の
味
わ
い
を
押
し
出
し
た
趣
味
性
の
高
い
作

品
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
時
代

の
ム
ー
ド
の
な
か
で
工
芸
の
す
そ
野
は
大
き
く
広

が
り
を
見
せ
、
主
婦
層
の
あ
い
だ
で
手
芸
が
流
行

し
、
手
芸
ブ
ー
ム
と
い
え
る
時
代
を
む
か
え
る
こ

と
に
な
る
。

藤
井
達た
つ

吉き
ち

は
雑
誌
『
主
婦
之
友
』
誌
上
に
お
い

て
手
芸
に
つ
い
て
の
連
載
を
す
る
な
ど
、
大
正
期

の
手
芸
運
動
に
お
い
て
指
導
者
的
な
役
割
を
果
た

し
た
工
芸
家
だ
っ
た
。
工
芸
館
に
は
藤
井
が
手
芸

に
熱
を
上
げ
て
い
た
大
正
期
に
作
ら
れ
た
《
電
気

ス
タ
ン
ド
》
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
木
の
樹
冠
を

シ
ェ
ー
ド
に
し
た
ラ
ン
プ
と
い
え
ば
ア
メ
リ
カ
の

テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
の
色
ガ
ラ
ス
の
作
品
が
有
名
で
、

藤
井
の
こ
の
作
品
も
お
そ
ら
く
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
を

念
頭
に
制
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の

作
品
で
注
目
さ
れ
る
の
は
木
の
幹
の
部
分
で
、
リ

ベ
ッ
ト
留
め
で
貼
り
合
わ
せ
た
こ
と
が
あ
か
ら
さ

ま
に
示
さ
れ
、
稚
拙
と
い
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
手

仕
事
の
痕
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

木
の
根
元
の
あ
た
り
に
は
、
ま
る
で
と
っ
さ
の
思

い
つ
き
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
タ
ン
ポ
ポ
が
彫
り

で
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
手
芸
的
な
雰
囲
気
を
感

じ
さ
せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
期
の
工
芸

と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
趣
を
そ
な
え
た
作
品
で
あ

り
、
旧
来
の
職
人
的
な
世
界
か
ら
脱
却
し
て
自
由

な
表
現
世
界
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
手

芸
的
な
も
の
が
も
つ
無
邪
気
な
破
壊
力
に
可
能
性

が
見
出
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

藤井達吉《電気スタンド》　1916ー23年ごろ
東京国立近代美術館
Photo: MOMAT/DNPartcom

川喜田半泥子《志野茶碗　赤不動》　1949年
東京国立近代美術館
Photo: MOMAT/DNPartcom

藤井達吉『素人のための手芸図案の描き方』
主婦之友社　1926年
（『藤井達吉の全貌』展図録［キュレイターズ、
2013年］）
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ながなんぢゃ

「フェイクニュース」としてのキラキラネーム

What’s in a name?

吹
奏
楽
部
で
の
高
校
生
た
ち
の
成
長
と
葛か
っ

藤と
う

を
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ

ド
に
描
い
た
秀
作
『
響
け
!　

ユ
ー
フ
ォ
ニ
ア
ム
』に
こ
ん
な
シ
ー

ン
が
あ
る
。
入
学
し
て
初
の
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
。
教
師
が
川
島
緑
輝

の
名
前
を
読
み
上
げ
よ
う
と
し
て
「
り
ょ
く
き
？
」
と
言
い
淀よ
ど

む
。

川
島
が
「
サ
フ
ァ
イ
ア
で
す
!!
」
と
叫
ん
で
赤
面
す
る
場
面
だ
。

こ
の
後
、
緑
輝
は
主
人
公
た
ち
に
「
み
ど
り
と
呼
ん
で
」
と
頼

む
。自

分
の
名
前
の
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
っ
ぷ
り
が
嫌
で
、
別
名
で

呼
ん
で
も
ら
う
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、ネ
タ
元
が
あ
る
。『
響

け
!
～
』
の
原
作
が
で
き
あ
が
る
少
し
前
に
「
Y
a
h
o
o
！

知
恵
袋
」
に
投
稿
さ
れ
た
「
私
の
名
前
は
、
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム

で
す
」
が
そ
れ
だ
。
一
〇
〇
〇
件
を
超
す
ア
ン
サ
ー
を
得
て
、
現

在
も
閲
覧
ラ
ン
キ
ン
グ
の
上
位
を
占
め
て
い
る
。
親
の
理
不
尽

さ
も
加
わ
っ
て
「
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
は
子
ど
も
に
迷
惑
」
と
い

う
論
調
を
勢
い
づ
け
た
。

現
代
の
名
前
を
代
表
す
る
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
だ
が
、
ど
う
も

評
判
が
よ
く
な
い
。
特
に
ネ
ッ
ト
上
で
は
散
々
な
言
わ
れ
よ
う

だ
。
い
わ
く
就
職
に
不
利
と
か
、
救
急
救
命
で
の
障
害
に
な
る

と
い
っ
た
指
弾
だ
け
で
な
く
、
親
の
人
格
否
定
は
ザ
ラ
だ
。

け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
名
前
が
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
な
の
か
と
い

う
と
判
然
と
し
な
い
。
そ
も
そ
も
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
は
ど
う
定

義
さ
れ
る
の
か
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
は
「
一
般
常
識
か
ら
著
し
く

外
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
珍
し
い
名
前
に
対
す
る
表
現
」
と
す
る

が
、
名
前
に
つ
い
て
の
「
一
般
常
識
」
が
ど
ん
な
内
容
で
、「
著

し
く
」
と
は
ど
の
程
度
を
指
す
の
か
が
決
ま
ら
な
い
以
上
、
そ

の
判
定
は
や
は
り
主
観
に
任
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
に
否
定
的
な
意
味
合
い
が
帯

び
て
い
る
経
緯
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
名
前
は
す
で
に

二
〇
〇
〇
年
ご
ろ
に
は
目
立
っ
て
い
た
。
た
だ
そ
の
こ
ろ
は

Dド
キ
ュ
ン

Q
N
ネ
ー
ム
と
い
う
別
の
こ
と
ば
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
誹ひ

謗ぼ
う

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
D
Q
N
は
、
い

わ
ゆ
る
「
放
送
コ
ー
ド
」
の
絡
み
か
ら
一
般
に
は
使
い
づ
ら

か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
二
〇
〇
九
年
の
終
わ
り
ご
ろ
に
キ

ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
と
い
う
上
手
い
表
現
が
発
見
さ
れ
る
と
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
は
こ
れ
を
使
っ
て
一
挙
に
こ
の
現
象
を
世
間
に

伝
え
て
い
く
。
キ
ラ
キ
ラ
は
D
Q
N
と
い
う
世
間
の
悪
意

を
覆
い
隠
す
綺き

羅ら

で
あ
っ
た
。

で
は
、
世
間
様
は
な
ぜ
そ
こ
ま
で
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
を
嫌

う
の
だ
ろ
う
か
。
不
謹
慎
な
い
い
方
に
な
る
が
、
公
共
性
が

あ
る
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
「
他
人
」
の
子
ど
も
の
名
前
で

あ
る
。
他
者
の
倫
理
に
対
し
て
倫
理
を
問
わ
れ
る
よ
う
な
や

り
方
で
非
難
を
お
こ
な
う
不
寛
容
や
そ
う
し
た
感
情
の
増
幅

は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
最
近
の
他
の
社
会
現
象
の
傾
向

を
見
た
場
合
で
も
、
重
要
な
視
点
だ
と
思
う
。

ト
ラ
ン
プ
現
象
は
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
に
後
押
し
さ
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
じ
つ
は
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
の
話
題
の
多

く
が
そ
れ
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
関
係
者
の
あ
い
だ
で
は
、
キ
ラ

キ
ラ
ネ
ー
ム
は
「
鉄
板
ネ
タ
」
で
、
実
在
し
な
い
名
前
を
並

べ
て
ア
ク
セ
ス
の
誘
因
と
し
た
り
、「
私
が
光
ピ
カ
チ
ュ
ウ宙の

父
で
す
（
な

ん
か
文
句
あ
る
か
）」
と
い
っ
た
「
釣
り
」
が
登
場
し
た
り
す
る
。

そ
し
て
何
よ
り
、
こ
の
も
っ
と
も
有
名
な
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム

「
光
宙
」
も
「
ネ
ッ
ト
ロ
ア
（
ネ
ッ
ト
上
の
都
市
伝
説
）」
な

の
で
あ
る
。「
光
宙
と
名
前
を
つ
け
る
よ
う
な
親
は
教
育
し
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
遊
説
が
お
こ
な
わ
れ
た
の

が
二
〇
一
二
年
の
総
選
挙
。
日
本
で
は
と
っ
く
に
ト
ラ
ン
プ
現

象
が
起
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

小
こ

林
ばやし

 康
やす

正
まさ

京都文教大学教授

20  



　

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

　みんぱくは、今年大きな節目を迎える。

　まず、この4月より𠮷田憲司教授が新館長に就任された。今号は

巻頭インタビューとして、新館長のこれまでの研究から今後のみ

んぱくのあり方への期待までお話を伺った。日本に限らずアカデ

ミズム、特に人文社会科学の制度的あり方が問われ、変化を余儀

なくされているなか、大変心強いお言葉をいただけたと考えてい

る。それに加えてプライベートな（仮面をはずした？）横顔をお

見せするべく前編集長の協力のもと一問一答を付した。なお編集

の都合上、写真の一部に小生の横顔まで写り込んでいるが、その

点はご寛
かん

恕
じょ

を請いたい。

　また、今年は開館40周年でもある。インタビューでも触れられ

ているように、みんぱくでは、年度内にさまざまなイベントを計

画している。本誌でも連動して40周年記念特集を組む予定である。

𠮷田館長を迎えた新体制となったみんぱくとさまざまなイベント

について、引き続きご注目ください。（丹羽典生）
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④

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。

　開催中の特別展「ビーズ――つなぐ・かざる・みせる」

（6月6日まで）では、世界中のありとあらゆるビーズを見

ることができます。色や形はもちろん、見慣れたガラス

や石のほか、ダチョウの卵の殻やイルカ、カピバラの歯、

さらにはオオスズメバチの頭など、素材にもさまざまな

ものがあります。

お気に入りのビーズがきっと見つかります　― 特別展「ビーズ」関連商品のご紹介

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
T E L :06 - 6876 -3112    FA X:06 - 6878-8421
e-mail shop@senri-f.or.jp　水曜日定休

オンラインショップ「World Wide Bazaar」
http://www.senri-f.or.jp/shop/

カットソー
2,300円（全２種類）
色：ネイビー
サイズ：S, M, WM,L, WL

クリアファイル
（A4サイズ）
各330円（全３種類）

　※価格はすべて税抜きです。
　※ 通信販売の場合、特別展会期中（6月6日まで）はカットソー、トートバッグ、
クリアファイル（３枚セット）は送料無料でお届けいたします。

お問い合わせ先

みんぱくフリーパスを有効期限内に再登録いただくと、登録期間がひと月延長になります。
お手続きの際、ぜひご利用ください！

　観覧後はミュージアム・ショップにもお立ち寄りくださ

い。本展の図録とあわせ、オリジナル商品、めずらしいビー

ズのアクセサリーなど、多数そろえています。注目してい

ただきたいのは、2階で展示中のビーズアートのアーティス

トの方々の作品です。みなさまのお越しをお待ちしており

ます。

カットソー、トートバッ
グにはメキシコの供物用
容器のビース模様があし
らわれています。

トートバッグ
1,000円（全２種類）
色：ネイビー

特別展図録

『ビーズ―つなぐ・かざる・みせる』
池谷和信 編
国立民族学博物館発行
全136ページオールカラー、B5変形判
1,100円

① ビーズ織り ブローチ　6,000円
② ペーパービーズ　ブレスレット（パキスタン）　1,600円
③ ワイヤー・アンド・ビーズアート カエル ブローチ（ジンバブエ）
　  2,800円
④ ビーズフラワー ミニローズ アレンジキット　
　  2,750円（全３種類）

ビーズアーティストの
作品の一部を紹介します

①

③

②


