


夢
の
島
は
遠
く

浜は
ま

村む
ら 

淳じ
ゅ
ん

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
3
5
年
京
都
府
生
ま
れ
。
映
画
評
論
家
、ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
。

同
志
社
大
学
文
学
部
卒
業
。
タ
レ
ン
ト
と
し
て
は
初
め
て
国
立
大
学（
和

歌
山
大
学
経
済
学
部
）
の
講
師
と
な
っ
た
。
著
書
は
『
浜
村
淳
の
浜
村

映
画
史
』（
青
土
社
）、『
京
都
人
も
知
ら
な
い
京
都
の
い
い
話
』（
P
H
P

研
究
所
）
な
ど
多
数
。
2
0
0
9
年
、
文
化
庁
長
官
表
彰
。
M
B
S
ラ

ジ
オ
「
あ
り
が
と
う
浜
村
淳
で
す
」
な
ど
で
活
躍
中
。
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ハ
ワ
イ
へ
た
び
た
び
行
っ
た
。

　
ゆ
く
た
び
に
、
こ
の
島
の
日
本
人
の
話
を
聞
い
て
ま
わ
っ
た
。

な
る
べ
く
高
年
齢
の
か
た
に
伝
説
、
噂
話
、
想
い
出
話
を
語
っ

て
も
ら
っ
た
。

　
そ
れ
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
年
）
の
こ
ろ
に
さ
か
の
ぼ

る
。
横
浜
あ
た
り
に
ヴ
ァ
ン・
リ
ー
ド
と
い
う
男
が
あ
ら
わ
れ
た
。

ハ
ワ
イ
領
事
と
い
う
ウ
ソ
く
さ
い
肩
書
き
を
振
り
回
し
て
人
々

を
誘
っ
た
。

　「
ハ
ワ
イ
へ
来
ま
せ
ん
か
。
い
い
金
儲も

う

け
が
で
き
ま
す
。
蛇
一

匹
つ
か
ま
え
れ
ば
一
ド
ル
に
な
り
ま
す
」。
お
も
に
生
活
に
困
っ

た
農
民
、町
民
、浪
人
の
間
を
説
い
て
ま
わ
っ
た
。集
ま
っ
た
人
々

を
船
に
乗
せ
、
夜
の
闇
に
ま
ぎ
れ
て
密
航
さ
せ
た
。

　
火
山
島
に
蛇
は
い
な
い
。
ほ
ん
と
う
の
仕
事
は
、
そ
の
こ
ろ

さ
か
ん
に
な
り
は
じ
め
た
砂
糖
キ
ビ
畑
で
の
労
働
だ
っ
た
。
苅か

り
取
る
、
束
ね
る
、
は
こ
ぶ
。
炎
天
下
に
お
け
る
想
像
を
絶
す

る
苛
酷
な
労
働
だ
っ
た
。

　
白
人
の
現
場
監
督
は
馬
に
乗
り
、
鞭む

ち

を
ふ
る
っ
て
労
働
者
を

追
い
立
て
た
。
夜
は
体
を
休
め
る
小
屋
も
な
く
、
だ
れ
も
が
土

の
上
に
寝
こ
ろ
が
っ
た
。
奴
隷
以
下
の
悲
惨
な
暮
ら
し
だ
っ
た
。

　
そ
の
う
ち
、
う
め
く
よ
う
に
暗
い
歌
が
湧
き
出
し
て
来
た
。

〽
行
こ
か
メ
リ
ケ
ン
　
も
ど
ろ
か
ジ
ャ
パ
ン
　
こ
こ
が
思
案
の

ハ
ワ
イ
島
　
ホ
レ
ホ
レ

　
こ
の
こ
ろ
世
界
に
植
民
地
政
策
が
広
ま
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ

カ
は
ハ
ワ
イ
に
目
を
つ
け
た
。

　
宗
教
と
病
気
で
島
の
人
々
の
思
想
を
変
え
人
口
を
減
ら
し
た
。

王
制
を
廃
し
抵
抗
勢
力
に
は
海
兵
隊
の
武
力
で
制
圧
し
た
。

　
こ
の
と
き
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
岬
に
幽
閉
さ
れ
た
最
後
の
女
王
リ

リ
ウ
オ
カ
ラ
ニ
を
助
け
て
奮
戦
し
た
の
が
明
治
元
年
に
ハ
ワ
イ

に
移
住
し
た
人
々
の
息
子
た
ち
だ
っ
た
。
み
な
戦
死
し
た
。

　
亡
く
な
っ
た
若
者
た
ち
を
偲し

の

ん
で
丘
に
立
ち
、
女
王
が
青
い

海
に
向
か
っ
て
歌
っ
た
の
が
名
曲
「
ア
ロ
ハ
・
オ
エ
」
だ
と
云い

わ

れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
明
治
一
四
年
、
ハ
ワ
イ
の
カ
ラ
カ
ウ
ア
大

王
が
は
じ
め
て
日
本
を
訪
問
し
て
い
る
。

　
大
王
は
秘
か
に
明
治
天
皇
に
面
会
を
求
め
、
ア
メ
リ
カ
の
侵

略
か
ら
島
を
守
る
た
め
日
本
の
チ
カ
ラ
を
借
り
た
い
、
そ
の
た

め
に
御
一
族
の
山
階
宮
定
麿
王
と
姪め

い

の
カ
イ
ウ
ラ
ニ
王
女
と
の

縁
組
を
お
願
い
し
た
い
と
訴
え
た
。
し
か
し
天
皇
は
一
族
を
雲
、

煙
の
か
な
た
の
よ
う
な
想
像
も
つ
か
な
い
遠
く
の
島
へ
や
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
拒
否
さ
れ
た
。
そ
の
か
わ
り
正
式
な
移
民
は

認
め
よ
う
と
仰
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

　
こ
の
と
き
を
も
っ
て
日
本
人
の
ハ
ワ
イ
移
住
が
さ
か
ん
に

な
っ
た
が
、
そ
の
六
〇
年
の
ち
に
太
平
洋
戦
争
勃
発
と
い
う
新

た
な
悲
劇
が
ハ
ワ
イ
の
日
本
人
に
お
そ
い
か
か
っ
て
来
る
。

　
夢
の
島
は
夢
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
か
げ
に
民
族
の
歴
史
の
裏
が
あ
る
。
裏
の
真
実
は
わ
か

り
に
く
い
。

　
ど
の
民
族
に
も
興
亡
の
歴
史
が
あ
る
。
風
俗
習
慣
の
変
遷
も

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
民
博
は
わ
か
り
や
す
く
興
味
深
く
教
え
て

く
れ
る
。

　
一
九
五
九
年
、
ハ
ワ
イ
は
ア
メ
リ
カ
の
五
〇
番
目
の
州
に
な
っ

た
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
こ
れ
は
真
実
で
あ
る
。



み
ん
ぱ
く

特  集

周年

40

国
立
民
族
学
博
物
館
（
み
ん
ぱ
く
）
は
、
こ
の
た
び
、
開
館

四
〇
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
、

先
輩
諸
氏
の
ご
尽
力
、
そ
し
て
関
係
者
の
皆
さ
ま
の
ご
支
援
の

賜
物
と
、
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

ご
承
知
の
通
り
、
み
ん
ぱ
く
は
、
博
物
館
機
能
と
大
学
院

教
育
の
機
能
を
備
え
た
、
文
化
人
類
学
・
民
族
学
と
そ
の
関

連
分
野
の
大
学
共
同
利
用
機
関
と
し
て
、
世
界
で
唯
一
の
存
在

で
す
。
み
ん
ぱ
く
に
は
現
在
、
世
界
各
地
か
ら
集
め
た
三
四
万

五
〇
〇
〇
点
の
民
族
学
標
本
資
料
が
収
蔵
さ
れ
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
学
関
係
の
資
料
と
し
て
は
世
界
最
大
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。
開
館
時
に
は
四
棟
だ
け
で
あ
っ
た
展
示
棟
も
、
そ
の
後
三

棟
が
増
設
さ
れ
、
ま
た
特
別
展
示
館
も
加
わ
っ
て
、
み
ん
ぱ
く

は
世
界
最
大
の
民
族
学
博
物
館
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
世

界
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
展
示
、
研
究
の
陣
容

を
も
つ
機
関
と
し
て
は
、
ア
ジ
ア
で
唯
一
の
存
在
で
す
。
こ
の

こ
と
に
伴
っ
て
、
み
ん
ぱ
く
は
、
ア
ジ
ア
で
唯
一
、
し
た
が
っ

て
日
本
の
国
内
で
は
唯
一
、
世
界
全
体
、
地
球
全
体
を
カ
バ
ー

す
る
研
究
の
組
織
と
研
究
者
の
陣
容
を
も
つ
機
関
だ
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

梅
棹
忠
夫
・
初
代
館
長
は
、
創
設
の
段
階
か
ら
「
世
界
第
一

級
の
博
物
館
」
を
目
指
す
と
宣
言
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、

ぼ
く
は
海
外
旅
行
を
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
か
ら
始
め
た
。
行
っ
た
先
で
「
椰や

子し

の
使
い
み
ち
三
十
種
類
」
と
か
「
カ
ロ
リ
ン
諸
島
の
物
質
文
化
」
な

ど
と
い
う
本
を
手
に
入
れ
て
驚
喜
し
た
。
フ
ィ
ジ
ー
で
も
イ
ン
ド
で
も
ハ

ワ
イ
イ
で
も
同
じ
よ
う
に
本
を
漁
っ
た
。
人
の
暮
ら
し
の
基
本
に
返
り
た

い
と
い
う
の
が
動
機
だ
っ
た
。

だ
か
ら
、
国
立
民
族
学
博
物
館
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
具
体
物

が
展
示
さ
れ
て
い
る
と
知
っ
た
時
は
嬉
し
か
っ
た
。
そ
れ
以
来
ど
れ
ほ
ど

通
っ
た
だ
ろ
う
。
関
西
圏
に
住
む
親
友
を
強
引
に
連
れ
て
い
っ
た
こ
と
も

民博でいちばん心惹かれるモノを選べば、あのオー
シャン･カヌー「チェチェメニ号」になる。沖縄海
洋博の時にミクロネシア連邦ヤップ州のサタワル島
から伝統航法でやってきた舟。その後にはポリネシ
ア全域の古代の航海を再現したホクレア号などの
偉業が続く。

す
で
に
み
ん
ぱ
く
は
、
梅
棹
初
代
館
長
の
目
指
し
た
「
世
界
第

一
級
の
博
物
館
」
と
し
て
の
実
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
よ
う
で
す
。

人
類
の
文
明
は
、
今
、
数
百
年
来
の
大
き
な
転
換
点
を
迎
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
、
中
心
と
さ
れ
て
き
た
側
が
周
縁
と

規
定
さ
れ
て
き
た
側
を
一
方
的
に
ま
な
ざ
し
、
支
配
す
る
と
い

う
力
関
係
が
変
質
し
、
従
来
、
そ
れ
ぞ
れ
中
心
、
周
縁
と
さ
れ

て
き
た
人
間
集
団
の
間
に
、
創
造
的
な
も
の
も
破
壊
的
な
も
の

も
含
め
て
、
双
方
向
的
な
接
触
と
交
錯
が
至
る
所
で
起
こ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
異
な
る
文
化
を
尊
重
し

つ
つ
、
言
語
や
文
化
の
違
い
を
超
え
て
と
も
に
生
き
る
世
界
の

構
築
を
目
指
す
文
化
人
類
学
の
知
が
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
求
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
次
代
に
向
け
て
み
ん
ぱ
く

に
課
せ
ら
れ
た
責
務
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

あ
る
。
詩
を
書
く
男
だ
っ
た
か
ら
ぼ
く
の
意
図
を
す
ぐ
理
解
し
て
、
目
の

前
に
置
か
れ
た
品
々
を
一
つ
ま
た
一
つ
と
見
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
ぼ
く
は
後

ろ
か
ら
見
て
い
た
。
ぼ
く
よ
り
ず
っ
と
歳
下
だ
っ
た
彼
は
も
う
い
な
い
。

そ
う
い
う
風
に
し
て
、
ぼ
く
の
人
生
は
こ
の
博
物
館
の
四
十
年
に
重
ね
ら

れ
る
。

民
博
の
展
示
は
多
彩
で
、
賑に
ぎ

や
か
で
、
そ
れ
で
い
て
少
し
悲
し
い
。
道

具
は
人
の
手
で
作
ら
れ
て
先
、
使
わ
れ
て
、
そ
う
す
る
う
ち
に
色
と
形

が
少
し
ず
つ
変
わ
る
。
い
わ
ば
経
年
変
化
だ
。
だ
が
、
蒐
し
ゅ
う

集し
ゅ
う

さ
れ
て
博

物
館
に
収
め
ら
れ
る
と
そ
こ
で
民
具
た
ち
の
変
化
は
止
ま
る
。
手
か
ら

伝
わ
っ
て
い
た
体
温
が
抜
け
て
室
温
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
音

を
た
て
て
い
た
は
ず
な
の
に
静
ま
り
か
え
る
。

そ
う
思
う
一
方
で
、
モ
ノ
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
安
心
感
も
あ

る
。
考
古
学
で
言
え
ば
地
層
は
絶
対
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
文
化
人
類

学
に
お
い
て
は
、
地
域
Ａ
で
時
期
Ｂ
に
採
集
さ
れ
た
民
具
Ｃ
の
、
そ
の
材

質
と
形
と
色
合
い
は
そ
の
ま
ま
絶
対
不
変
だ
。
ア
フ
リ
カ
で
貴
金
属
の

細
工
師
た
ち
が
用
い
た
分
銅
は
一
つ
一
つ
が
意
匠
を
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、

日
常
使
用
の
先
に
し
て
芸
術
の
少
し
手
前
と
い
う
絶
妙
の
位
置
に
あ
っ

て
、
見
る
者
の
心
を
動
か
す
。
民
博
に
行
け
ば
見
ら
れ
る
。

ぼ
く
は
自
分
で
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
趣
味
が
ま
っ
た
く
な
い
。
身
辺
に
集

ま
る
モ
ノ
は
ひ
た
す
ら
散
ら
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
解
放
し

て
や
る
。
そ
う
し
な
い
と
自
分
の
移
動
の
自
由
が
確
保
で
き
な
い
。

モ
ノ
を
手
放
し
た
く
な
い
と
い
う
欲
望
は
す
べ
て
博
物
館
／
美
術
館

に
託
す
。
民
博
が
そ
の
筆
頭
。

二
〇
一
七
年
一
一
月
、

み
ん
ぱ
く
は
開
館
四
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

当
館
館
長
の
挨
拶
と
と
も
に
、

各
界
で
活
躍
さ
れ
、
当
館
に
ゆ
か
り
の
あ
る
方
か
ら

い
た
だ
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

みんぱく わたしのおすすめ

チェチェメニ号

国立民族学博物館長

𠮷
よし

田
だ

 憲
けん

司
じ

みんぱく開館40周年にあたって

作
家池い

け

澤ざ
わ 

夏な
つ

樹き

賑
や
か
で
、少
し
悲
し
く
て

（H0004975）

1945年北海道生まれ。小
学校から後は東京育ち。以
後、多くの旅を重ね、3年
をギリシャで、10年を沖縄
で、5年をフランスで過ご
し、今は札幌市在住。1987
年に『スティル・ライフ』
（中央公論社）で芥川賞を
受賞。その後の作品に『マ
シアス・ギリの失脚』（新潮
社）、『花を運ぶ妹』（文藝春
秋）、『静かな大地』（朝日新
聞社）、『キップをなくして』
（角川文庫）、『カデナ』（新
潮社）、『キトラ・ボックス』
（角川書店）など。自然と人
間の関係について明晰な
思索を重ね、数々の作品を
生んでいる。公式サイト：
http://www.impala.jp
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アフリカ展示場にならぶチェワのかぶりもの
型の仮面「ニャウ・ヨレンバ」。自ら製作した
もの（2016年撮影）

朝日を浴びてヒロの港をゆっくり曳航（えいこう）されるハワイイロア
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今
年
の
春
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
を
訪
れ
た
。
文
学
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
る
大
学
に
到
着
し
、
信
号
待
ち
を
し
て
い
た
ら
、
派
手
に
飾
り

付
け
ら
れ
た
車
が
現
れ
た
。
あ
っ
、
み
ん
ぱ
く
に
あ
る
や
つ
や
！
と
言

い
そ
う
に
な
っ
た
。
ジ
ー
プ
ニ
ー
と
呼
ば
れ
る
、
乗
り
合
い
バ
ス
だ
っ
た
。

三
日
後
、
車
で
五
時
間
の
距
離
の
港
で
、
南
の
島
へ
渡
る
船
が
現
れ
た

と
き
も
、
あ
っ
、
み
ん
ぱ
く
に
あ
る
や
つ
、
と
思
っ
た
。
細
長
い
ボ
ー
ト

の
両
側
に
そ
り
の
よ
う
な
長
い
部
分
が
つ
い
た
、
遠
浅
の
海
で
バ
ラ
ン

ス
を
取
る
た
め
の
形
。
竹
と
材
木
を
組
み
合
わ
せ
た
、
簡
素
な
、
理
に

か
な
っ
た
作
り
。
み
ん
ぱ
く
に
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
現
在
の
生

活
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
、
体
感
し
た
。

小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
何
度
も
訪
れ
た
み
ん
ぱ
く
は
、
常
に
わ
た
し
の

憧
れ
の
場
所
だ
っ
た
。
黒
い
壁
を
背
景
に
沈
黙
し
て
い
る
当
時
ジ
プ
シ
ー

と
よ
ば
れ
て
い
た
人
び
と
の
人
形
や
ア
フ
リ
カ
の
仮
面
な
ど
は
ち
ょ
っ

と
怖
く
も
あ
っ
た
が
、
見
た
こ
と
も
行
っ
た
こ
と
も
な
い
世
界
の
広
さ

と
複
雑
さ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
未
来
の
船
み
た
い
な
ブ
ー
ス
で
見
る

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
も
楽
し
み
だ
っ
た
。

い
っ
そ
う
興
味
を
深
く
持
っ
た
の
は
、
高
校
生
以
降
。
九
一
年
の
「
大

イ
ン
ド
展
」
は
、
巨
大
な
山だ

車し

や
楽
団
に
よ
る
演
奏
会
も
あ
っ
て
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
圧
倒
さ
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
昔
の
珍

し
い
も
の
が
置
い
て
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
博
物
館
と
は
違
っ
て
、
こ

こ
に
は
今
の
生
活
が
あ
る
の
だ
と
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
ボ
リ

ジ
ニ
系
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
（
デ
ィ
ン
ゴ
の
家
族
の
彫
刻
が
あ
ま
り

最
初
に
民
博
に
行
っ
た
の
は
、
あ
れ
は
い
つ
だ
ろ
う
か
。
も
う
三
〇

年
も
前
の
こ
と
だ
。
関
西
大
学
に
通
う
大
学
一
回
生
だ
っ
た
私
は
、
あ

る
冬
の
日
、
一
限
の
必
修
の
英
語
の
授
業
に
向
か
う
阪
急
千
里
線
が
あ

ま
り
に
も
満
員
だ
っ
た
た
め
に
、
す
っ
か
り
嫌
気
が
さ
し
て
し
ま
い
、
な

ぜ
か
関
大
前
駅
で
降
り
る
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
た
ま
た

ま
目
に
つ
い
た
、
山
田
と
い
う
駅
で
、
目
的
も
な
く
、
は
じ
め
て
降
り

て
み
た
。
改
札
を
出
る
と
、
案
内
板
の
地
図
に
、
万
博
公
園
が
書
い
て

あ
り
、
そ
の
な
か
に
「
国
立
民
族
学
博
物
館
」
と
い
う
表
示
が
あ
っ
た
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
こ
ん
な
も
の
が
。
予
定
外
の
行
動
だ
っ
た
が
、
私

は
躊
ち
ゅ
う

躇ち
ょ

な
く
、
冬
の
寒
い
朝
、
だ
れ
も
い
な
い
道
を
ひ
た
す
ら
ひ
と
り

で
歩
き
、
万
博
公
園
の
西
口
か
ら
入
っ
て
、
民
博
へ
向
か
っ
た
。
そ
れ

は
偶
然
の
出
会
い
だ
っ
た
の
だ
。

みんぱくに展示されている部屋や家は住んで
みたいものばかりですが、モンゴルの天幕は小
長谷有紀先生と対談させていただいたときに
中に入ることができました。天井が高く、外か
ら見るより広くてとても居心地がよかったです。
みんぱくに泊まるのは子供のころからの夢です。

自分でもギターやベースを弾くので、世界中
から集められた弦楽器の多様性と共通性に
惹
ひ

きつけられる。それにしても楽器というも
のはどうしてこんなに美しいのだろう。

に
か
わ
い
く
て
毎
回

と
き
め
い
た
）、
ア

フ
リ
カ
の
床
屋
の

ポ
ッ
プ
な
看
板
、
各

地
の
方
言
で
語
ら
れ

る
昔
話
。
し
か
も
そ

れ
が
増
築
さ
れ
る
展

示
室
と
と
も
に
ど
ん

ど
ん
増
え
、
更
新
さ

れ
て
い
く
。
二
〇
〇

二
年
の
「
2
0
0
2

年
ソ
ウ
ル
ス
タ
イ

ル
」
は
、
ソ
ウ
ル
に

住
む
あ
る
一
家
の
持

ち
物
が
一
つ
残
ら
ず

展
示
さ
れ
、
圧
巻
だ
っ
た
。

文
化
が
影
響
し
合
い
、
取
り
入
れ
、
抵
抗
し
、
そ
こ
か
ら
ま
た
新
し

い
文
化
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
、
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
だ
け
で
、
今
の

世
界
で
生
き
て
い
く
こ
と
を
勇
気
づ
け
ら
れ
る
。
み
ん
ぱ
く
に
い
る
と
、

人
間
が
工
夫
を
重
ね
て
生
き
て
き
た
、
厳
し
い
暮
ら
し
の
中
で
も
身
の

回
り
を
豊
か
に
感
じ
よ
う
と
し
て
き
た
営
み
に
、
わ
た
し
た
ち
が
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

私
が
民
博
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
二
つ
あ
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
人
び
と
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
、
と
い
う
こ
と
。
は
じ

め
て
の
偶
然
の
出
会
い
で
す
っ
か
り
民
博
に
魅
了
さ
れ
た
私
は
、
何
度

も
何
度
も
通
っ
て
、
大
き
な
地
域
ご
と
に
分
か
れ
、
ほ
ぼ
世
界
を
一
周

す
る
そ
の
展
示
を
、
飽
き
も
せ
ず
眺
め
続
け
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

複
雑
で
膨
大
な
多
様
性
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
。
世
界
は
な
ん
と
、
い
ろ

い
ろ
の
、
別
々
の
、
異
な
っ
た
人
び
と
が
存
在
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
人
び
と
は
そ
れ
ぞ
れ
似
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
特
に
楽
器
の
展
示
の
と
こ
ろ
で
私
は
、
私
自
身
が
ベ
ー

ス
を
弾
く
こ
と
も
あ
り
、
弦
楽
器
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
に
驚
い
た
。
し
か
し
、
も
っ
と
驚
い
た
こ
と
に
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
似
通
っ
て
い
て
、
私
た
ち
が
普
段
使
っ
て
い
る
ベ
ー
ス

や
ギ
タ
ー
と
、
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
の
だ
。

そ
れ
ぞ
れ
か
け
離
れ
た
、
多
様
な
も
の
た
ち
が
、
同
時
に
と
て
も
似

通
っ
て
い
る
。
私
は
民
博
の
展
示
物
か
ら
、
人
間
の
道
具
や
衣
服
の
多

様
性
と
共
通
性
を
学
ん
だ
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
人
間
そ
の
も
の
が

そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

私
が
は
じ
め
て
民
博
に
出
会
っ
た
と
き
か
ら
、
三
〇
年
と
い
う
時
間

が
流
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
い
ま
、
気
が
つ
け
ば
、
私
自
身
が
、
人

び
と
の
多
様
性
と
共
通
性
を
調
べ
て
書
く
、
と
い
う
仕
事
を
し
て
い
る
。

私
は
民
博
で
人
間
を
教
え
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
さ
ら
に
、
私
は
民
博

に
よ
っ
て
、
一
生
を
費
や
す
の
に
値
す
る
仕
事
ま
で
与
え
て
も
ら
っ
た
の

で
あ
る
。

みんぱく わたしのおすすめ みんぱく わたしのおすすめ

モンゴルの天幕 ギター展示

作
家柴し

ば

崎さ
き 

友と
も

香か
社
会
学
者

岸き
し 

政ま
さ

彦ひ
こ

何
度
で
も
楽
し
い

ま
っ
た
く
違
っ
て
い
て
、

と
て
も
似
て
い
る

（H0202021他）
（H0196397他）

1973年 大 阪 府 生 ま れ。
2000年『きょうのできご
と』（河出書房新社）を刊行
（同作は2003年に映画化）。
2007年『その街の今は』（新
潮社）で芸術選奨文部科学
大臣新人賞、織田作之助賞
大賞、2010年『寝ても覚め
ても』（河出書房新社）で野
間文芸新人賞、2014年『春
の庭』（文藝春秋）で芥川賞
受賞。著書『わたしがいな
かった街で』（新潮社）、『パ
ノララ』（講談社）、『よう知
らんけど日記』（京阪神Lマ
ガジン）、『千の扉』（中央公
論新社）他多数。

1967年生まれ、大阪府在
住。立命館大学教授。研
究テーマは沖縄と生活史。
主な著書に『同化と他者
化─戦後沖縄の本土就
職者たち』（ナカニシヤ出
版）、『街の人生』（勁草書
房）、『断片的なものの社会
学』（朝日出版社、紀伊國屋
じんぶん大賞2016受賞）、
『質的社会調査の方法─
他者の合理性の理解社会
学』（有斐閣、共著）、『ビ
ニール傘』（新潮社、第156
回芥川賞候補）など。

楽器の展示が好きでよく見るのだが、見慣れたフェンダー
とギブソンがそのまま飾ってあるのは、おもわず笑ってし
まった。この展示は、民族／民俗文化とは何か、という問
いそのものである（2017年撮影）

アボリジニ作家によるディンゴの彫刻。リアルでありながらアートとしてイメージが広
がる不思議な魅力があり、しかもとにかくかわいいのでみんぱくに行くたびに長時間見
ていました（2003年頃撮影）

※写真は現在展示中の資料とは異なります

4   5    2017年 11月号



十
数
年
前
、
初
め
て
民
博
城
を
訪
れ
、
ア
フ
リ
カ
の
部
屋
に
迷
い
込
む
と
、

カ
ラ
フ
ル
な
材
木
で
組
ん
だ
、
お
酒
も
飲
め
る
と
い
う
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
が
あ
り
、

手
前
の
テ
ー
ブ
ル
椅
子
に
腰
か
け
、
ア
ラ
ッ
ク
無
し
で
『
や
し
酒
飲
み
』
の

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
生
ま
れ
の
作
家
エ
イ
モ
ス
・
チ
ュ
ツ
オ
ー
ラ
を
想
い
出
し
、『
文

無
し
男
と
絶
叫
女
と
罵
り
男
の
物
語
』、『
妖ゴ
ー
ス
ト怪
の
森
の
狩
人
』（T

R
EV

ILLE

刊
、
絶
版
）
に
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
く
描
い
た
の
を
思
い
出
し
た
。

店
の
前
に
は
、
写
真
ス
タ
ジ
オ
？
が
あ
り
、
壁
か
ら
吊
し
た
巨
大
キ
ャ
ン

バ
ス
に
、
居
間
の
内
部
（
ソ
フ
ァ
ー
と
か
、
じ
ゅ
う
た
ん
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
）

十数年前民博城のヨーロッパの部屋に停め
てあった（馬はいなかったが）マヌーシュ
の家馬車。画は、ルーマニアのトランシル
バニア、シゲット行特急列車の窓から一瞬
かいま見た光景。

アフリカの仮面は、造形的にも社会的にも面白いの
だが、独特の「人間像」を象徴している点で、思想
的にも哲学的にも興味深い。人間と精霊、動物の間
を時空間を超えて自在に往来する主体は、自律した
理性的個人を至上とする人間観とは真逆なものだ。

が
描
い
て
あ
っ
て
、
靴
を
脱
い
で
、
キ
ャ
ン
バ
ス
の
中
で
写
真
撮
影
Ｏ
Ｋ
！
の

表
示
が
あ
り
、
江
戸
の
長
屋
に
住
む
八は
っ

つ
ぁ
ん
が
、
せ
ま
い
部
屋
の
壁
に
、

つ
た
な
い
画
で
、
立
派
な
家
財
道
具
を
ビ
ッ
シ
リ
描
い
て
ご
き
げ
ん
に
住
ん

で
い
た
の
を
思
い
出
し
た
。

そ
し
て
数
年
後
、
エ
ル
・
ア
ナ
ツ
イ
を
民
博
城
で
見
た
。

十
数
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
、
サ
ラ
サ
ラ
と
鳴
る
超
巨
人
マ
ン
ト
が
揺
れ
て
い

る
。
近
づ
い
て
ジ
ッ
と
仰
ぎ
見
る
と
、
こ
れ
は
、
ジ
ュ
ー
ス
や
酒
ビ
ン
に
付
い

て
い
る
ア
ル
ミ
蓋
チ
ッ
プ
が
、
数
十
万
個
数
珠
つ
な
ぎ
に
銅
線
で
編
み
込
ん

で
あ
る
で
は
な
い
か
。

ま
わ
り
か
な
た
を
見
廻
す
と
、
繊
細
か

つ
ド
大
胆
な
色
を
放
つ
ナ
イ
ア
ガ
ラ
瀑
布

が
絨
じ
ゅ
う

毯た
ん

の
ご
と
く
、
崇
高
に
そ
び
え
落
ち

て
い
る
。

そ
し
て
、
ふ
ら
ふ
ら
と
民
博
城
内
の
大

階
段
に
行
く
と
、
超
巨
大
繭マ
ユ

の
よ
う
な
物

体
が
あ
り
、
宇
宙
人
の
家
か
な
と
思
い
き

や
、
ゴ
ミ
箱
と
表
示
し
て
あ
り
、
い
つ
も

民
博
城
に
行
く
と
、
眼
球
が
破
裂
し
、
全

身
全
霊
フ
ラ
フ
ラ
に
な
る
の
で
、
是
非
緑

の
木
立
の
中
に
古
代
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
吊
る

し
、
お
い
し
い
ア
ラ
ッ
ク
を
飲
め
る
よ
う

な
い
や
し
の
休
憩
所
を
設
置
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

みんぱく わたしのおすすめみんぱく わたしのおすすめ

家馬車アフリカの仮面

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

ス
ズ
キ
コ
ー
ジ

エ
ル・
ア
ナ
ツ
イ
瀑ば
く

布ふ

（H0003431）（H0167125他）

1948年静岡県生まれ。物
心がついたころから絵を
描き始めて現在に至る。
1968年新宿歌舞伎町の路
上にて初個展、1971年個展
「コージズキンの世界」開
催。1973年最初の絵本『ゆ
きむすめ』（世界文化社）を
出版。絵本、ポスター、壁
画、舞台美術など幅広く
活動する。『エンソくんき
しゃにのる』（福音館書店、
1989年）で小学館絵画賞、
『ブラッキンダー』（イース
ト・プレス、2008年）で日
本絵本賞大賞などを受賞。
当誌2017年10月号にて表
紙絵を担当。

研
究
機
関
に
限
ら
ず
、
あ
る
組
織
が
よ
り
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
に
は
、

組
織
に
所
属
す
る
一
人
ひ
と
り
の
創
造
力
や
実
行
力
が
何
よ
り
重
要
だ
。

も
ち
ろ
ん
個
の
力
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
そ
れ
を
一
つ
の
目
的
に

向
か
っ
て
効
率
的
に
方
向
づ
け
る
組
織
の
力
も
同
じ
よ
う
に
重
要
だ
ろ
う
。

し
か
し
直
面
す
る
難
題
を
克
服
し
新
し
い
世
界
を
築
く
た
め
に
、
も
う
一
つ

の
決
定
的
な
力
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
マ
ス
の
力
」
で
あ
る
。
同
様
の
、
あ

る
い
は
隣
接
し
た
世
界
で
何
か
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
「
同
志
」
が
そ
れ

な
り
の
規
模
で
存
在
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
が
発
す
る
力
は
、
個
人
の
力
の

総
和
と
も
、
組
織
と

し
て
の
統
制
さ
れ
た

力
と
も
異
な
る
独
特

の
強
き
ょ
う

靭じ
ん

な
発
信
力
を

も
つ
も
の
だ
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
マ
ス
の
力
は
、

ど
の
組
織
で
も
持
っ
て

い
る
と
い
う
も
の
で
は

な
い
。
多
く
の
組
織

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
異

種
の
世
界
を
持
ち
場

と
す
る
人
々
が
協
働

し
て
成
り
立
っ
て
い
る

か
ら
だ
。
し
か
し
民
博

に
は
こ
の
マ
ス
の
力
が
あ
る
。
日
本
中
探
し
て
も
、
民
族
学
・
文
化
人
類

学
や
そ
の
関
連
分
野
を
専
門
と
す
る
研
究
者
が
、
民
博
ほ
ど
集
積
し
て
い

る
組
織
・
機
関
は
な
い
。
国
際
的
に
見
て
も
卓
越
し
た
マ
ス
の
力
を
備
え

て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

で
は
今
日
、
こ
の
マ
ス
の
力
が
挑
戦
す
る
難
題
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
民

博
が
誕
生
し
た
一
九
七
〇
年
代
は
、「
人
類
学
的
知
」
に
多
く
の
非
人
類
学

者
や
一
般
の
人
々
が
惹ひ

き
つ
け
ら
れ
た
時
代
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
常
識
と
さ

れ
て
き
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
、
異
文
化
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
相
対

化
し
て
い
く
破
壊
力
は
、
人
類
学
の
真
骨
頂
だ
っ
た
。
誕
生
し
た
ば
か
り

の
民
博
は
、
マ
ス
の
力
を
存
分
に
発
揮
し
て
、
こ
の
思
想
運
動
の
セ
ン
タ
ー

と
な
っ
た
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
人
類
学
的

知
自
身
の
も
つ
無
意
識
の
「
高
飛
車
で
傲
慢
」
な
視
点
が
批
判
さ
れ
て
い
っ

た
。
二
一
世
紀
に
は
い
る
と
、
民
族
学
・
人
類
学
は
、
よ
り
現
地
の
ひ
と
や

も
の
、
思
想
や
環
境
と
直
接
的
な
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
要
請
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
す
る
と
人
類
学
者
た
ち
は
、
そ
の
要
請
を
無
視
あ

る
い
は
拒
否
し
た
り
、
逆
に
無
条
件
に
そ
の
代
弁
者
や
保
護
者
に
な
っ
た

り
し
て
自
分
自
身
の
立
ち
位
置
を
喪
失
し
つ
つ
あ
る
。
今
こ
そ
、
民
博
は

再
び
マ
ス
の
力
を
発
揮
し
て
、
民
族
学
的
・
人
類
学
的
知
の
可
能
性
を
探
り
、

新
し
い
時
代
の
そ
の
知
の
在
り
方
を
指
し
示
す
野
心
的
な
事
業
の
セ
ン

タ
ー
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
こ
れ
が
、
七
〇
年
代
に
大
学
院
生
と

し
て
そ
の
力
を
間
近
に
実
感
し
、
現
在
、
文
化
人
類
学
会
の
会
長
と
し
て

こ
の
難
題
と
向
き
合
っ
て
い
る
私
の
個
人
的
な
希
望
な
の
で
あ
る
。

人
類
学
者

松ま
つ
田だ 

素も
と
二じ

個
の
力
、組
織
の
力

そ
し
て
マ
ス
の
力

1955年広島県生まれ。ナ
イロビ大学大学院修了。現
在、京都大学大学院教員、
文化人類学会会長。アフ
リカをフィールドとした文
化人類学が専門。主な受
賞歴は、第14回NIRA政策
研究・東畑記念賞、第22回
大同生命地域研究奨励賞、
第7回日本文化人類学会賞
等。主な著書は、『都市を
飼い慣らす』（河出書房新
社）、『呪医の末裔』（講談
社）、『日常人類学宣言！』
（世界思想社）等。

1979年から調査をつづけている西ケニアの山村の畑。最初に調査で訪れたとき現地
語を教わった友人（当時小学生だった）の長男と筆者（2015年撮影）

［※現在は展示場にございません］

©スズキコージ

©スズキコージ
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民
博
に
は
、
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
、
足
繁し
げ

く
通
い
ま
し
た
。
人
類
学
、

霊
長
類
学
、
法
制
史
、
民
俗
学
、
統
計
学
、
社
会
学
、
文
学
、
哲
学
な
ど
、

異
分
野
の
研
究
者
た
ち
の
集
う
研
究
会
に
で
す
。
調
査
研
究
の
フ
ィ
ー

ル
ド
も
ば
ら
ば
ら
だ
し
、
研
究
会
と
い
っ
て
も
た
が
い
に
頭
突
き
を
し
あ

う
よ
う
な
荒
々
し
さ
が
あ
っ
て
、
い
つ
も
異
種
格
闘
技
の
リ
ン
グ
に
上
が

る
よ
う
な
気
分
で
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
毎
回
、
日
が
暮
れ
る
と
阪
急

茨
木
市
駅
あ
た
り
の
居
酒
屋
に
席
を
移
し
て
、
エ
ン
ド
レ
ス
の
議
論
を

続
け
る
の
で
し
た
。

突
拍
子
も
な
い
企
画
展
示
、
と
い
う
か
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
も
参
加

し
、
大
道
芸
人
展
と
で
も
い
う
べ
き
「
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
劇
場

―
か
ら
だ
は
表
現
す
る
」（
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
、
美
術
家
の
森
村

泰
昌
さ
ん
と
「
キ
ー

坊
と
ヤ
ッ
さ
ん
の
哲

学
漫
才
」
と
い
う
の

を
来
館
者
の
前
で
や

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
客
席
の
椅
子

も
ま
っ
赤
な
ペ
ン
キ

缶
に
ラ
バ
ー
を
貼
り

つ
け
た
手
作
り
の
も

の
で
し
た
。
展
覧
会

で
は
、
会
場
を
真
っ

黒
の
布
幕
で
仕
切
っ

棄てられた飲料アルミ缶や鍋、洗濯ばさみやビニー
ル袋、それにものすごい枚数の食べ残しの写真な
ど、がらくたを所狭しと並べ、組み立てた展示に
頭がくらくらしました。

た「
赤
道
ア
フ
リ
カ
の
仮
面

―
秘
め
ら
れ
た
森
の
精
霊
た
ち
」
展（
一

九
九
〇
年
）
が
、ま
る
で
芝
居
小
屋
に
い
る
よ
う
で
、強
く
記
憶
に
残
っ

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
民
博
が
美
術
館
で
も
た
ん
な
る
博
物
館
で
も
な
く
、
資

料
庫
で
あ
り
ア
ー
カ
イ
ヴ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
き
た
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
で
は
、同
時
代
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
思
考
が
、「
知
」
や
「
美
」

の
枠
を
外
し
て
、
野
生
の
思
考
、
神
話
的
な
思
考
、
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー

な
思
考
と
渾こ
ん

然ぜ
ん

一い
っ

体た
い

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

当
時
、
民
博
と
い
う
機
関
は
、
研
究
に
お
い
て
も
展
示
に
お
い
て
も
、

学
問
の
か
き
ま
ぜ
役
を
し
か
と
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
現

在
、
大
学
で
研
究
外
の
業
務
が
急
増
し
て
い
る
な
か
で
、
い
ま
い
ち
ど

自
分
が
取
り
組
ん
で
き
た
研
究
を
激
し
く
シ
ャ
ッ
フ
ル
す
る
オ
ア
シ
ス

の
よ
う
な
場
所
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

みんぱく わたしのおすすめ

特別展「きのうよりワクワクしてきた。
―ブリコラージュ・アート・ナウ 日常の冒険者たち」（2005年）

哲
学
者
鷲わ
し
田だ 

清き
よ

一か
ず

学
問
の
か
き
ま
ぜ
役

1949年京都府生まれ。京
都大学文学部卒業。関西
大学教授、大阪大学教授、
大阪大学総長等を経て、
現在は京都市立芸術大学
理事長・学長、せんだいメ
ディアテーク館長。1990
年代より「臨床哲学」のプ
ロジェクトに取り組む。主
な著書に、『モードの迷宮』
（ちくま学芸文庫、サント
リー学芸賞）、『「聴く」こと
の力』（ちくま学芸文庫、桑
原武夫学芸賞）、『「ぐずぐ
ず」の理由』（角川選書、読
売文学賞）など。元日本倫
理学会会長。

私
は
、
大
阪
万
博
会
場
跡
地
、
今
の
万
博
記
念
公
園
の
近
く
の
茨

木
市
で
育
ち
ま
し
た
。
そ
の
前
は
、
八や

尾お

市
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
が
、

万
博
が
終
わ
っ
て
か
ら
引
っ
越
し
て
き
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
万
博
に

行
っ
た
記
憶
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す
が
、
万
博
会
場
の
パ
ビ
リ
オ
ン

が
解
体
さ
れ
、
未
来
都
市
が
一
瞬
に
し
て
消
え
て
い
く
過
程
は
覚
え
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
遊
び
場
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。「
太
陽
の

塔
」
だ
け
で
は
な
く
、
大
屋
根
や
お
祭
り
広
場
の
演
出
を
担
当
し
た

ロ
ボ
ッ
ト
も
残
っ
て
お

り
、
未
来
世
界
の
そ

の
後
に
迷
い
込
ん
だ

よ
う
な
気
が
し
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
を
「
未

来
の
廃は
い

墟き
ょ

」
と
呼
ん

で
い
ま
す
。

た
だ
、
ほ
と
ん
ど

更
地
に
な
っ
た
万
博

跡
地
は
逆
に
何
で
も

作
れ
る
よ
う
な
ワ
ク

ワ
ク
し
た
場
所
で
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
万
博
跡
地
は
公

園
へ
と
変
わ
っ
て
い
き

アメリカ展示場で見たこの資料は小学校の遠足で見
て他の展示物の印象が全て吹っ飛ぶほどの衝撃で、
学校中で話題になりました。多民族の存在と多様な
倫理観、価値観があることを知り、世界は広いと感
じました。

ま
す
。
人
々
が
去
っ
た
後
に
、
自
然
が
戻
っ
て
来
た
こ
と
は
と
て
も
象

徴
的
だ
と
思
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
広
大
な
森
の
中
に
、
万
博
の
パ
ビ
リ
オ
ン
を
引
き
継
い

だ
よ
う
な
未
来
的
な
民
族
学
博
物
館
の
施
設
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
も

し
か
し
て
、
未
来
と
い
う
の
は
人
工
的
な
空
間
ば
か
り
が
広
が
る
の
で

は
な
く
、
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
の
よ
う
な
感
じ
で
、
鬱う
っ

蒼そ
う

と
し
た
森
の
中

に
、
あ
ま
り
外
観
の
奇
抜
さ
を
主
張
し
な
い
民
族
学
博
物
館
の
よ
う

な
建
築
が
あ
る
と
い
う
の
が
主
流
に
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

民
族
学
博
物
館
の
中
央
に
は
大
き
な
パ
テ
ィ
オ
が
あ
り
、
古
代
の

遺
跡
の
よ
う
な
階
段
状
の
空
間
に
越
前
焼
の
大お
お

壺つ
ぼ

と
深
鉢
が
置
か
れ

て
お
り
、
惹ひ

き
つ
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
名
も
「
未
来
の
遺
跡
」
と
い

う
そ
う
で
す
。

展
示
を
巡
る
と
、
世
界
中
か
ら
集
め
ら
れ
た
人
々
の
生
活
用
品
が

見
ら
れ
て
、
人
は
い
な
い
け
れ
ど
そ
の
痕
跡
か
ら
生
々
し
い
生
活
に
浸

れ
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。
た
だ
、
子
供
心
に
も
っ
と
惹
か
れ
た
の
は
、

パ
イ
プ
状
の
コ
ッ
ク
ピ
ッ
ト
の
よ
う
な
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
で
、
入
場
チ

ケ
ッ
ト
を
入
れ
る
と
、
世
界
中
の
民
族
の
生
活
を
ビ
デ
オ
で
見
ら
れ

ま
し
た
。
創
造
の
背
景
に
な
る
営
み
を
知
る
こ
と
で
、
展
示
物
が
生

き
生
き
と
感
じ
ら
れ
る
効
果
が
あ
り
、
現
在
、
私
が
作
品
と
同
時
に

制
作
過
程
な
ど
の
映
像
を
作
る
こ
と
に
通
じ
て
い
ま
す
。
万
博
後
の

民
博
は
「
太
陽
の
塔
」
と
対
と
な
っ
て
、
自
分
の
作
品
世
界
に
命
を

吹
き
込
む
た
め
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

干し首

現
代
美
術
家

ヤ
ノ
ベ 

ケ
ン
ジ

作
品
世
界
に

命
を
吹
き
込
む
場
所

（H0029981）

1965年大阪府生まれ。京
都市立芸術大学大学院美
術研究科修了。90年初頭
より「サヴァイヴァル」を
テーマに大型機械彫刻を制
作。97年にチェルノブイリ
を訪問するプロジェクトを
行う。03年国立国際美術
館で個展を開催。11年には
震災復興を掲げるモニュメ
ント《サン・チャイルド》を
制作、南茨木駅前に設置さ
れる。デザイン、舞台、映
画等領域横断的な創作活
動も続けながら、京都造形
芸術大学で教授も務める。

国立国際美術館解体時に立ち入った際の写真（撮影：豊永政史　2004年）

「赤道アフリカの仮面」展の展示風景
撮影：千里文化財団

「キー坊とヤッさんの哲学漫才」（右が森村泰昌さん、左が筆者）

 先住民シュアルの人びとの
尊厳を守るため、現在は公
開の対象から外しております

みんぱく わたしのおすすめ
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○○してみました世界のフィールド

印
いん

東
とう

 道
みち

子
こ

民博 人類文明誌研究部

バグパイプを奏でる

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
南
島
に
あ
る
ダ
ニ
ー
デ
ン
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民

に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
都
市
。
そ
の
中
心
に
あ
る
オ
タ
ゴ
大
学
大
学
院
で
七
年
ほ
ど

研
究
生
活
を
送
っ
た
。
今
か
ら
三
〇
年
以
上
前
の
こ
と
だ
。
留
学
一
年
後
の
修
士
号

授
与
式
で
出
会
っ
た
の
が
バ
グ
パ
イ
プ
だ
っ
た
。
ガ
ウ
ン
を
ま
と
っ
た
卒
業
生
の
一
団

は
バ
グ
パ
イ
プ
奏
者
に
先
導
さ
れ
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
を
公
会
堂
ま
で
行
進
す
る
。

先
頭
付
近
を
歩
い
て
い
た
わ
た
し
は
、
そ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
的
な
サ
ウ
ン
ド
に
魅
了

さ
れ
、
い
つ
の
日
か
自
分
で
演
奏
し
た
い
と
感
じ
た
。

と
こ
ろ
が
、
発
掘
調
査
や
博
士
論
文
執
筆
な
ど
で
五
年
が
忙
し
く
過
ぎ
て
し
ま

い
、
帰
国
が
迫
っ
て
き
た
。
チ
ャ
ン
ス
は
待
っ
て
い
て
は
来
な
い
と
悟
り
、
市
内
で
評

価
の
高
い
ダ
ニ
ー
デ
ン
・
ハ
イ
ラ
ン
ド
・
パ
イ
プ
バ
ン
ド
を
訪
ね
た
。「
一
年
後
に
は
帰

国
す
る
け
れ
ど
バ
グ
パ
イ
プ

を
習
い
た
い
」
と
頼
ん
で
み

た
。ど
こ
か
ら
見
て
も
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
系
に
は
見
え
な
い

女
性
の
わ
が
ま
ま
な
願
い
に
、

「
通
常
は
バ
グ
パ
イ
プ
を
演

奏
で
き
る
ま
で
に
一
年
半
は

か
か
る
」
と
い
う
返
事
。
そ

れ
で
も
よ
い
か
ら
と
、
と
も

か
く
毎
週
一
回
、
バ
ン
ド
メ

ン
バ
ー
に
レ
ッ
ス
ン
し
て
も

ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。

調査・研究に没頭していた大学院生時代、バグパイプにあこがれたわたしは思い切って
地元のパイプバンドに入門を願い出た。さまざまな場所で演奏する機会をえて充実した
日々を送ったニュージーランドでの留学生活の思い出を振り返る。

猛
練
習
の
日
々

ま
ず
は
、
練
習
用
チ
ャ
ン
タ
ー
（
リ
ー
ド
を
も
つ
縦
笛
）
で
指
使
い
を
習
う
が
、
G

か
ら
は
じ
ま
る
九
音
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
以
外
に
半
音
を
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
す

ぐ
に
楽
譜
を
見
て
指
が
自
然
に
動
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
楽
勝
か
と
思
い
き
や
、
音
符

と
音
符
の
あ
い
だ
に
な
に
や
ら
細
か
い
装
飾
音
符
（
グ
レ
ー
ス
ノ
ー
ト
）
が
付
い
て
い

る
。
こ
れ
が
く
せ
も
の
で
、
メ
ロ
デ
ィ
の
合
間
に
す
ば
や
く
指
を
動
か
し
て
細
か
い
音

を
は
さ
む
の
は
難
し
い
。

一
緒
に
習
っ
て
い
た
の
は一〇
歳
ぐ
ら
い
の
男
の
子
。
楽
譜
を
見
る
の
も
初
め
て
の
彼

に
は
す
ぐ
に
追
い
つ
い
た
。
マ
ー
チ
の
他
、
ジ
グ
や
リ
ー
ル
と
い
っ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
曲
を
、
練
習
用
と
は
い
え
チ
ャ
ン
タ
ー
で
演
奏
す
る
の
が
楽
し
く
、

人
類
学
科
の
実
験
室
や
標
本
室
な
ど
で
毎
日
練
習
し
て
曲
を
覚
え
て
い
っ
た
。

三
カ
月
が
経
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ジ
ュ
ニ
ア
バ
ン
ド
の
練
習
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
さ

れ
、
コ
ン
テ
ス
ト
用
の
曲
も
一
緒
に
練
習
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
ま
だ
実
際
の

バ
グ
パ
イ
プ
で
の
演
奏
は
許
さ
れ
ず
、
練
習
用
チ
ャ
ン
タ
ー
で
の
練
習
が
続
い
た
。
四

カ
月
目
に
バ
ン
ド
所
有
の
バ
グ
パ
イ
プ
を
貸
与
さ
れ
、
初
め
て
そ
れ
を
演
奏
し
た
と
き

に
、
な
ぜ
暗
譜
す
る
ま
で
演
奏
を
許
さ
れ
な
い
の
か
が
理
解
で
き
た
。

バ
グ
パ
イ
プ
の
原
理
は
、
息
を
バ
ッ
グ
（
革
袋
）
の
な
か
に
吹
き
込
ん
で
溜た

め
、
肘

で
バ
ッ
グ
を
少
し
ず
つ
脇
に
押
し
付
け
る
こ
と
で
、
空
気
を
三
本
の
ド
ロ
ー
ン
パ
イ
プ

と
メ
ロ
デ
ィ
を
演
奏
す
る
チ
ャ
ン
タ
ー
へ
送
り
込
む
。
こ
れ
に
よ
っ
て
息
継
ぎ
す
る
あ

い
だ
も
音
は
途
切
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
大
量
の
息
を
吹
き
込
み
つ
つ一
定
量
の

空
気
を
バ
ッ
グ
か
ら
押
し
出
し
、
な
お
か
つ
メ
ロ
デ
ィ
演
奏
を
同
時
に
す
る
の
は
慣
れ

て
も
大
変
な
こ
と
で
、
暗
譜
し
て
お
か
な
く
て
は
と
て
も
演
奏
な
ど
で
き
な
い
。

デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す

猛
練
習
を
し
た
結
果
、
正
式
に
ジ
ュ
ニ
ア
バ
ン
ド
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
（
上
達
す
る

と
シ
ニ
ア
バ
ン
ド
に
あ
が
る
）、
地
方
大
会
や
全
国
大
会
に
も
参
加
し
た
。
バ
ン
ド
の
ユ

ニ
フ
ォ
ー
ム
は
も
ち
ろ
ん
キ
ル
ト
で
、
メ
ン
バ
ー
に
貸
し
出
さ
れ
る
。
バ
グ
パ
イ
プ
の

音
色
は
決
し
て
美
し
い
と
は
い
え
ず
、
チ
ャ
ル
メ
ラ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ド
ロ
ー
ン
パ

イ
プ
か
ら
出
る
通
奏
低
音
と
調
和
さ
せ
て
演
奏
す
る
と
厚
み
の
あ
る
音
に
な
る
の
が

不
思
議
だ
。

ダ
ニ
ー
デ
ン
最
古
の
こ
の
パ
イ
プ
バ
ン
ド
が
設
立
さ
れ
た
の
は
一八
九
八
年
に
さ
か

の
ぼ
る
。
現
在
で
も
市
の
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
で
バ
グ
パ
イ
プ
が
演
奏
さ
れ
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
色
が
色
濃
い
。
市
祭
で
の
パ
レ
ー
ド
は
も
ち
ろ
ん
、
老
人
ホ
ー
ム
で
の
慰
問
演

奏
、
恵
ま
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
を
招
待
し
た
演
奏
会
、
市
の
中
心
広
場
や
植
物
園
で

の
週
末
演
奏
な
ど
、
そ
れ
ま
で
過
ご
し
た
大
学
で
の
生
活
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
経

験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
バ
グ
パ
イ
プ
は
全
国
的
に
盛
ん
で
、
個
人
の
コ
ン
テ
ス
ト

も
各
地
で
開
催
さ
れ
、
全
国
統
一
基
準
で
審
査
さ
れ
る
。
あ
る
大
会
で
わ
た
し
も
優

勝
し
、
所
属
バ
ン
ド
か
ら
も
年
間
優
秀
賞
を
い
た
だ
い
た
。

結
局
、一八
カ
月
が
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
直
前
に

お
こ
な
わ
れ
た
市
祭
の
パ
レ
ー
ド
で
は
、パ
イ
プ
メ
ジ
ャ
ー（
パ
イ
プ
奏
者
の
リ
ー
ダ
ー
）

の
定
位
置
で
あ
る
先
頭
で
演
奏
さ
せ
て
く
れ
、
わ
た
し
の
バ
グ
パ
イ
プ
漬
け
の
日
々
は

終
わ
っ
た
。

ニュージーランド、
ダニーデン

ラーナック城で演奏する筆者（筆者所有、1987年）

バグパイプ奏者に先導されるオタゴ大学の卒業生（筆者所有、1983年）

上：市祭パレードで演奏する筆者（D.Anson撮影、1988年）
下： 所属バンド年間優秀賞トロフィーと個人コンテスト優勝の楯
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開
館
40
周
年
記
念
・
カ
ナ
ダ
建
国
1
5
0
周
年
記
念

企
画
展

「
カ
ナ
ダ
先
住
民
の
文
化
の
力

―
過
去
、
現
在
、
未
来
」

カ
ナ
ダ
は
2
0
1
7
年
に
建
国
1
5
0
周
年
を
迎
え

ま
し
た
。
同
国
と
先
住
民
と
の
関
係
の
変
化
に
着
目

し
な
が
ら
、
多
様
な
先
住
民
文
化
の
歴
史
と
現
状
、

未
来
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

12
月
5
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時　

企
画
展
開
催
期
間
中
の
月
曜
・
木
曜
14
時
〜

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

※ 

都
合
に
よ
り
時
間
帯
が
変
更
に
な
る
場
合
が　

あ
り
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
映
画
会

第
38
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
火
の
山
の
マ
リ
ア
」

グ
ア
テ
マ
ラ
の
高
地
に
暮
ら
す
17
歳
の
マ
ヤ
人
の
マ

リ
ア
の
運
命
を
と
お
し
、
現
代
社
会
に
お
け
る
先
住

民
族
マ
ヤ
の
問
題
を
考
え
ま
す
。

日
時　

11
月
5
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

※ 

入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
2
階
講
堂

前
に
て
配
布

公
開
講
演
会

「
料
理
と
人
間

―
食
か
ら
成
熟
社
会
を
問
い
な
お
す
」

生
態
資
源
の
利
用
、
共
食
や
分
配
等
の
社
会
的
機

能
、
味
や
食
感
を
伝
え
る
調
理
の
技
術
等
、
食
に
関

わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
か
ら
、
文
明
と
文
化
の
境
界

面
と
し
て
の
料
理
を
考
え
ま
す
。

日
時　

11
月
17
日（
金
）18
時
30
分
〜
20
時
40
分

　
　
　
（
開
場
17
時
30
分
）

講
師　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

　
　
　

中
嶋
康
博（
東
京
大
学
大
学
院 

教
授
）

　
　
　

宇
田
川
妙
子（
本
館 

准
教
授
）

総
合
司
会　

福
岡
正
太（
本
館 

准
教
授
）

会
場　

日
経
ホ
ー
ル（
東
京
、
定
員
6
0
0
名
）

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
日
本
経
済
新
聞
社

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
手
話
通
訳
あ
り

お
問
い
合
わ
せ
先

研
究
協
力
課
研
究
協
力
係

0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
0
9

カ
ム
イ
ノ
ミ（
神
へ
の
祈
り
）

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

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

を
え
て
、
カ
ム
イ
ノ
ミ
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時　

11
月
30
日（
木
）10
時
30
分
〜
11
時
50
分

会
場　

 

本
館
玄
関
前
広
場（
雨
天
の
場
合
、
古
式

　
　
　

舞
踊
は
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
て
実
施
）

※
見
学
可
能
、
申
込
不
要

開
館
40
周
年
記
念
企
画
展

ア
イ
ヌ
工
芸
品
展

「
現
れ
よ
。
森
羅
の
生い
の
ち命 

―

　
　
木
彫
家 

藤
戸
竹
喜
の
世
界
」

熊
を
は
じ
め
と
す
る
北
の

動
物
た
ち
か
ら
ア
イ
ヌ
文

化
伝
承
者
の
等
身
大
の
彫

像
ま
で
、
藤ふ
じ

戸と

竹た
け

喜き

（
1
9
3
4
〜
）の
主
な
作

品
を
と
お
し
て
、
創
作
活

動
の
軌
跡
と
そ
の
背
景
を

た
ど
り
ま
す
。

会
期　

2
0
1
8
年
1
月
11
日（
木
）〜
3
月
13
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

開
館
40
周
年
記
念
新
着
資
料
展
示

「
標
し
め
ぎ 

交ゆ
き

紀と
し

の
咖コ
ー

啡ヒ
ー

の
世
界
」

伝
説
の
自
家
焙
煎
咖
啡
店「
も
か
」の
店
主
、
標
交
紀

が
集
め
た
コ
ー
ヒ
ー
関
連
資
料
を
も
と
に
、
中
東
か

ら
日
本
へ
伝
わ
り
、
独
自
に
磨
か
れ
た「
咖
啡
」の
世

界
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

11
月
14
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

開
館
40
周
年
記
念
写
真
展

「
世
界
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ
」

本
館
の
収
蔵
品
、
展
示
品
の
母
体
を
つ
く
り
あ
げ
た

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
収
集
作
業
の
様
子
を
、
当
時

の
写
真
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

11
月
9
日（
木
）〜
12
月
26
日（
火
）

会
場　

本
館
各
展
示
場

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト「
い
ぬ
」

2
0
1
8
年
の
干
支
で
あ
る「
い
ぬ
」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「
い
ぬ
」を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

12
月
14
日（
木
）〜
2
0
1
8
年
1
月
30
日（
火
）

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

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

ア
イ
ヌ
工
芸
in
み
ん
ぱ
く

ア
イ
ヌ
民
族
が
培
っ
て
き
た
も
の
作
り
の
技
術
や

知
恵
、
伝
統
か
ら
創
造
さ
れ
た
数
々
の
作
品
に
ふ

れ
て
み
ま
せ
ん
か
。
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
優
秀
工

芸
師
に
よ
る「
刺
し
ゅ
う
」や「
木
彫
」の
実
演
が
行

わ
れ
ま
す
。

日
時　

11
月
30
日（
木
）〜
12
月
3
日（
日
）

　
　
　

11
時
〜
16
時

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

◆
も
の
作
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ア
イ
ヌ
文
様
を「
糸
巻
き
」に
彫
っ
た
り
、「
布
コ
ー

ス
タ
ー
」に
刺
し
た
り
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

時
間　

11
時
〜
16
時（
15
時
受
付
終
了
）

※
各
日
定
員
10
名
、
先
着
順
、
材
料
費
5
0
0
円

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
語
る
―
」

こ
の
秋
開
館
40
周
年
を
迎
え
る
み
ん
ぱ
く
の
展
示

を
生
み
出
す
も
と
と
な
っ
た
、
数
多
く
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
資
料
や

研
究
者
の
来
し
方
に
思
い
を
は
せ
、
こ
れ
か
ら
の

み
ん
ぱ
く
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
く
機
会
に
な

れ
ば
と
思
い
ま
す（
全
6
回
）。

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

日
時　

11
月
27
日（
月
）

　
　
　

19
時
〜
20
時
30
分（
18
時
30
分
開
場
）

講
師　

飯
田
卓（
本
館 

准
教
授
）

お
申
し
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

北西海岸先住民トリンギットの儀礼用
かぶりもの

友
の
会
講
演
会

【
第
90
回
民
族
学
研
修
の
旅
関
連
】

巨
石
の
島
に
生
き
る

―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ニ
ア
ス
島
の
家
屋
と
集
落

講
師　

佐
藤
浩
司（
本
館 

准
教
授
）

【
東
京
】　
第
1
2
0
回 

東
京
講
演
会

11
月
23
日（
木
・
祝
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン（
申
込
先
着
順・定
員
60
名
）

【
大
阪
】　
第
4
7
2
回 

友
の
会
講
演
会

12
月
2
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
当
日
先
着
順
・
定
員
96
名
）

一
万
を
超
え
る
島と
う

嶼し
ょ

に
二
〇
〇
以
上
の
民
族
が
暮
ら
す
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
。
こ
こ
で
は
、
島
ご
と
、
民
族
ご
と
に
異
な
る
個
性
豊
か
な

木
造
家
屋
が
生
み
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
独
特
の
巨

石
文
化
と
、
船
さ
な
が
ら
に
家
屋
が
並
ぶ
壮
大
な
集
落
景
観
が

知
ら
れ
て
い
る
ニ
ア
ス
島
で
は
、
今
も
人
が
溢
れ
、
あ
た
り
ま
え

の
よ
う
に
日
常
生
活
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
ニ
ア
ス
島
だ
け
が

何
故
、
伝
統
的
集
落
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
か
。
ニ
ア
ス
島
を
中
心
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
伝
統
家
屋
、
そ

し
て
建
築
文
化
財
が
直
面
す
る
課
題
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

【
大
阪
】　
第
4
7
3
回 

友
の
会
講
演
会

2
0
1
8
年
1
月
6
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
シ
リ
ー
ズ
】

日
本
文
明
の
夜
明
け 

―
梅
棹
忠
夫
と
三
内
丸
山
遺
跡

講
師　

小
山
修
三（
本
館 

名
誉
教
授
）

会
場　

本
館
第
５
セ
ミ
ナ
ー
室（
当
日
先
着
順
・
定
員
96
名
）

【
東
京
】　
第
1
2
1
回 

東
京
講
演
会

2
0
1
8
年
1
月
27
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
拠
点
関
連
】

カ
ザ
フ
の
食
と
儀
礼 

―
ひ
と
の
一
生
を
彩
る
草
原
の
恵
み

講
師　

藤
本
透
子（
本
館 

准
教
授
）

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン（
申
込
先
着
順・定
員
60
名
）

※ 

い
ず
れ
の
講
演
会
も
、
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
５
０
０
円
。

講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会（
40
分
）を
お
こ
な
い
ま
す
。

第
90
回
民
族
学
研
修
の
旅

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ニ
ア
ス
島
と

ス
マ
ト
ラ
島
北
部
の
住
ま
い
を
訪
ね
る

2
0
1
8
年
3
月
10
日（
土
）〜
18
日（
日
）﹇
9
日
間
﹈

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401みんぱくフェイスブック　https://www.facebook.com/MINPAKU.official

みんぱくツイッター　https://twitter.com/MINPAKUofficial

北
大
阪
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
メ
ッ
セ

北
大
阪
8
市
3
町
の
美
術
館
、
博
物
館
が
2
日
間
み
ん
ぱ
く
に

大
集
結
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
、
地
域
の
民
俗

芸
能
上
演
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

日
時　

11
月
18
日（
土
）、
19
日（
日
）

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
及
び

　
　
　

特
別
展
示
館
休
憩
所（
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

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
。

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

誰
が
た
め
に
涙
を
た
め
る

―
涙
壺
を
め
ぐ
る
文
化
考

日
時　

11
月
8
日（
水
）11
時
〜
12
時
30
分

講
師　

山
中
由
里
子（
本
館 

准
教
授
）

中
東
の
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

日
時　

11
月
22
日（
水
）13
時
〜
14
時
30
分

講
師　

菅
瀬
晶
子（
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

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

11
月
18
日（
土
）、
19
日（
日
）は
、
本
館
展
示
と
企
画
展
を
無
料

で
観
覧
い
た
だ
け
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
。

「鹿を襲う熊と狼」 藤戸竹喜 作

日
時　

11
月
18
日（
土
）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
7
4
回

仮
面
の
世
界
を
さ
ぐ
る

―
ア
フ
リ
カ
、
そ
し
て
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

講
師　

𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

私
の
、
1
9
7
5
年
に
始
ま
る
、
仮
面
を
め
ぐ
る
、
日
本
で
、

ア
フ
リ
カ
で
、
そ
し
て
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
の
軌
跡
を
つ
づ
り
、
仮
面
と
い
う
装
置
の
文
化
の
違
い
を
超

え
た
成
り
立
ち
に
つ
い
て
の
理
解
を
得
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を

た
ど
り
ま
す
。

ニャウの踊り手。
死者の霊の化身とされる

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
5
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

中
央
・
北
ア
ジ
ア
展
示
場

カ
ザ
フ
の
天
幕 

―
住
居
か
ら
祝
祭
の
空
間
へ

話
者　

藤
本
透
子（
本
館 

准
教
授
）

11
月
12
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

娯
楽
の
場
と
し
て
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス

―
イ
ラ
ン
の
ガ
フ
ヴ
ェ
・
ハ
ー
ネ

話
者　

山
中
由
里
子（
本
館 

准
教
授
）

11
月
26
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
30
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

博
物
館
の
中
の
文
化
遺
産
、
博
物
館
の
外
の
文
化
遺
産

話
者　

飯
田
卓（
本
館 

准
教
授
）

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

　

た
だ
し
、
12
日（
日
）は
展
示
観
覧
券
不
要
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想像界の生物相想像界の生物相

ハイブリッドな悪魔
太成学院大学教授 黒

くろ
川
かわ

 正
まさ
剛
たけ

資料名―悪魔仮面「ディアブロ」

標本番号―H0131791

地域―メキシコ

サイズ―高さ 50cm×幅 25cm×厚さ 17cm

　

さ
れ
る
こ
と
か
ら
カ
ス
テ
ル
サ
ル
ド
の
親
方
と
い
わ

れ
て
い
る
画
家
が
制
作
し
た
「
大
天
使
・
聖
ミ
カ
エ

ル
」（
一
五
世
紀
末
）
で
あ
る
。
悪
魔
と
の
戦
い
で

神
の
軍
の
総
帥
を
務
め
る
ミ
カ
エ
ル
が
槍や
り
で
突
き
刺

そ
う
と
し
て
い
る
の
が
悪
魔
だ
。
緑
色
の
皮
膚
は
死

体
の
腐
敗
色
で
あ
る
。
角
、
鋭
い
牙
、
猛も
う

禽き
ん

類
の
足

爪
の
ほ
か
、
女
性
的
な
乳
房
と
男
性
器
を
想
起
さ
せ

る
大
き
な
鼻
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
と
動
物
、
男
女

の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
だ
。
角
の
形
状
は
、
羊
か
山
羊
か

判
断
に
迷
う
と
こ
ろ
だ
が
、
山
羊
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
山
羊
髭ひ
げ

や
山
羊
角
は
悪
魔
表
象
の
定
番
だ
か

ら
だ
。
山
羊
は
繁
殖
力
が
高
く
、
性
的
紊び
ん

乱ら
ん
と
結
び

付
け
ら
れ
、
好
色
な
悪
魔
が
人
間
と
性
的
な
交
わ
り

を
も
つ
と
い
う
信
仰
と
関
連
付
け
ら
れ
た
。

ま
た
新
約
聖
書
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
二
五

章
に
あ
る
よ
う
に
、
神
は
最
後
の
審
判
で
す
べ
て
の

人
び
と
を
羊
飼
い
が
羊
と
山
羊
を
わ
け
る
よ
う
に
よ

り
わ
け
、
羊
側
の
人
び
と
に
は
祝
福
を
与
え
て
天
国

行
き
を
確
証
す
る
一
方
、
山
羊
側
の
人
び
と
に
は
悪

魔
の
た
め
に
用
意
し
て
い
る
永
遠
の
火
の
な
か
、
す

な
わ
ち
地
獄
に
堕お

ち
る
よ
う
厳
し
く
命
じ
て
い
る
。

山
羊
は
悪
魔
と
地
獄
に
結
び
付
け
ら
れ
る
動
物
な
の

で
あ
る
。

一
五
〜
一
八
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
は
魔

女
狩
り
が
お
こ
な
わ
れ
、
約
五
万
人
が
魔
女
と
し
て

処
刑
さ
れ
た
。
悪
魔
の
手
下
で
あ
る
魔
女
が
魔
術
を

つ
か
っ
て
人
畜
に
病
死
を
も
た
ら
し
た
り
、
嵐
を
起

こ
し
て
穀
物
に
損
害
を
与
え
た
り
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
彼
ら
の
究
極
の
目
的
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界

キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
悪
魔
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な

存
在
だ
。
動
物
と
人
間
の
要
素
が
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ

た
う
え
で
癒
着
し
、
確
固
と
し
た
ひ
と
つ
の
存
在
と

し
て
表
象
さ
れ
る
か
ら
だ
。
ひ
と
つ
の
存
在
と
述
べ

た
が
、
本
来
、
悪
魔
は
霊
的
な
存
在
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
が
ひ
と
た
び
図
像
や
像
と
し
て
創
作
さ

れ
る
と
悪
魔
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
物
質
的
実
在
と

し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
造
形
化
は
想

像
界
の
存
在
を
現
実
界
の
存
在
に
反
転
さ
せ
る
重

要
な
手
段
で
あ
る
。  

 
 

 
 

 
 

 

♦
♦
♦ 

悪
魔
の
形
状 

♦
♦
♦

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
悪
魔
は
神
に
敵
対
し
、
人

間
を
誘
惑
し
て
罪
に
陥
れ
る
存
在
で
あ
る
。
た
だ

し
、
悪
魔
が
悪
行
を
な
し
う
る
の
は
神
の
許
可
の

も
と
で
あ
り
、
悪
魔
が
神
と
同
等
の
力
を
も
つ
の
で

は
な
い
。
悪
魔
の
力
が
神
の
力
を
凌
り
ょ
う

駕が

す
る
こ
と
は

な
い
。
こ
の
こ
と
を
示
す
一
枚
の
絵
を
見
て
み
よ
う
。

イ
タ
リ
ア
の
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
島
で
活
躍
し
、
そ
の
北

岸
の
カ
ス
テ
ル
サ
ル
ド
大
聖
堂
の
絵
の
作
者
と
推
定

の
転
覆
で
あ
っ
た
。
当
時
、
魔
女
や
悪
魔
の
悪
辣
な

行
為
を
論
じ
た
悪
魔
学
書
が
多
数
出
版
さ
れ
た
が
、

そ
こ
に
は
悪
魔
や
魔
女
の
活
動
を
描
い
た
図
像
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
バ
ル
ナ
バ
会
修
道

士
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
マ
リ
ア
・
グ
ア
ッ
ツ
オ
が
著

し
た
『
魔
女
要
論
』（
一
六
〇
八
年
）
に
は
、
山
羊

顔
で
、
蝙こ
う

蝠も
り
の
羽
が
生
え
た
人
間
の
身
体
を
も
つ
悪

魔
が
魔
女
た
ち
か
ら
尻
へ
の
接せ
っ

吻ぷ
ん

を
受
け
て
い
る
版

画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

 
 

 
 

 

♦
♦
♦ 

メ
キ
シ
コ
の
悪
魔
仮
面 

♦
♦
♦

と
こ
ろ
か
わ
っ
て
、
民
博
所
蔵
の
メ
キ
シ
コ
の

悪
魔
の
仮
面
「
デ
ィ
ア
ブ
ロ
」
を
見
て
み
よ
う
。

一
五
二
一
年
に
ア
ス
テ
カ
王
国
が
ス
ペ
イ
ン
に
よ
っ

て
征
服
さ
れ
、
宣
教
師
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
布

教
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
過
程
で
現
地
に
元
か
ら
あ
っ

た
仮
面
に
角
が
付
け
ら
れ
悪
魔
化
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
山
羊
の
角
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
人
面
と
動

物
の
角
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。

フランチェスコ・マリア・グアッツオ著『魔女要論』
（1608年）より

カステルサルドの親方作「大天使・聖ミカエル」
（15世紀末）（出典：Robert Muchembled, 
Diable!, Seuil: Paris 2002）
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い
る
。
正
面
の
階
段
で
地
階
に
降
り
て
い
く

と
、
順
番
に
オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ア

メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
楽
器
の
コ
ー
ナ
ー

が
並
ん
で
い
る
。

展
示
さ
れ
て
い
る
楽
器
群
は
、
多
く
の
人

に
と
っ
て
は
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
か
も
し

れ
な
い
。し
か
し
、展
示
の
要
所
要
所
に
ヘ
ッ

ド
フ
ォ
ン
や
モ
ニ
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ

ら
が
ど
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
音
楽
を
奏
で
る

の
か
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た

一
日
に
何
回
か
、
展
示
さ
れ
て
い
る
楽
器
に

つ
い
て
職
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
が

あ
り
、
毎
週
日
曜
日
に
は
展
示
室
の
ガ
イ
ド

ツ
ア
ー
も
お
こ
な
わ
れ
、
世
界
の
音
楽
に
対

し
て
市
民
が
理
解
を
深
め
る
た
め
の
工
夫
を

随
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
博
物
館
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
楽
器

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
た
ど
り
つ
く
前
に
、
世
界

の
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
を
見
る
よ
う
展
示
コ
ー

ナ
ー
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
西

洋
の
音
楽
も
世
界
の
多
様
な
音
楽
の
ひ
と
つ

と
し
て
位
置
付
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ

の
博
物
館
の
明
確
な
意
志
を
読
み
と
る
こ
と

福
ふ く

岡
お か

 正
しょう

太
た

民博 人類基礎理論研究部

世
界
の
楽
器
を
知
る

博
物
館
に
入
り
左
手
を
見
る
と
、
ア
ジ
ア

の
楽
器
コ
ー
ナ
ー
に
展
示
さ
れ
た
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
ガ
ム
ラ
ン
な
ど
が
目
に
飛
び
込
ん
で

く
る
。
右
手
に
は
雅
楽
の
楽
器
を
は
じ
め
と

す
る
日
本
の
楽
器
の
コ
ー
ナ
ー
が
お
か
れ
て

は
耳
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
録
音

が
多
く
、
な
か
に
は
文
化
庁
芸
術
祭
レ
コ
ー

ド
部
門
大
賞
を
受
賞
し
た
C
D
も
含
ま
れ
て

い
る
。

次
代
の
音
楽
文
化
の
た
め
に

浜
松
市
楽
器
博
物
館
は
、
二
〇
〇
〇
年
か

ら
、
移
動
博
物
館
と
称
し
て
、
市
内
の
小
学

校
へ
の
訪
問
授
業
を
続
け
て
い
る
。
楽
器
を

体
験
す
る
こ
と
や
、
映
像
や
写
真
、
絵
、
音

な
ど
を
用
い
て
そ
の
楽
器
を
奏
で
る
人
び
と

に
つ
い
て
知
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い

る
。
博
物
館
か
ら
遠
い
地
域
に
重
点
を
お
き
、

を
丹
念
に
探
し
出
し
、
彼
ら
の
協
力
に
よ
り

資
料
の
保
存
管
理
や
展
示
に
加
え
て
、
レ
ク

チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な

ど
を
開
催
し
て
き
た
。
一
九
九
五
年
に
開
館

し
て
か
ら
二
〇
年
余
り
の
あ
い
だ
に
形
成
さ

れ
た
人
材
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
楽
器
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
と
結
び
付
き
、
こ
の
博
物
館
を
生

き
た
音
楽
文
化
を
発
信
す
る
場
と
し
て
い
る
。

浜
松
市
楽
器
博
物
館
が
制
作
し
て
い
る

C
D
シ
リ
ー
ズ
に
も
、
そ
の
成
果
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
二
〇
〇
四
年
以
降
、
所
蔵
楽

器
等
を
使
っ
た
C
D
が
継
続
的
に
制
作
さ
れ
、

シ
リ
ー
ズ
は
五
五
枚
に
達
し
て
い
る
。
他
で

が
で
き
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
音
楽
文
化

を
よ
り
広
い
視
野
か
ら
理
解
し
、
豊
か
に
し

て
い
く
た
め
に
不
可
欠
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

生
き
た
音
楽
文
化
の
場

日
本
に
は
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
を
演

奏
す
る
音
楽
家
が
い
る
。
海
外
か
ら
日
本
に

や
っ
て
き
た
演
奏
家
も
い
れ
ば
、
日
本
か
ら

出
か
け
て
い
っ
て
あ
る
音
楽
を
学
ん
で
帰
っ

て
き
た
演
奏
家
も
い
る
。
西
洋
楽
器
に
し
て

も
、
現
代
の
楽
器
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
的

な
楽
器
を
専
門
と
す
る
演
奏
家
も
い
る
。
ま

た
、
所
蔵
資
料
を
楽
器
と
し
て
維
持
す
る
た

め
に
は
、
楽
器
の
調
律
や
調
整
を
お
こ
な
う

知
識
と
技
術
を
も
つ
者
の
存
在
も
必
要
だ
し
、

展
示
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
研
究
者
の
協

力
も
必
要
と
さ
れ
る
。

浜
松
市
楽
器
博
物
館
は
、
こ
う
し
た
人
材

上：電子楽器の展示コーナーから（2017年8月）
下：移動博物館でモンゴルの馬頭琴を体験する生徒（浜松市楽器博物館提供）

浜
松
市
楽
器
博
物
館
は
、日
本
で
は
唯
一の
公
立
の
楽
器
博
物
館
と
し
て
生
き
た
音
楽

を
紹
介
し
、次
世
代
を
育
成
す
る
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。「
音
楽
の
ま
ち
」を
名
乗

る
浜
松
市
の
音
楽
文
化
を
さ
さ
え
る
貴
重
な
施
設
で
あ
る
。

浜松市楽器博物館／日本

職
員
二
人
が
一
組
と
な
っ
て
、
少
な
い
年
で

五
〜
六
校
、
多
い
年
で
は
一
〇
〜
一
二
校
を

ま
わ
っ
て
い
る
。

予
算
削
減
の
波
に
さ
ら
さ
れ
る
公
立
博
物
館

で
、
重
要
で
は
あ
る
が
地
味
な
活
動
を
続
け
て

い
く
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
、
工
夫
を

こ
ら
し
て
こ
う
し
た
事
業
を
続
け
る
背
景
に
は
、

次
代
の
音
楽
文
化
を
に
な
う
子
ど
も
た
ち
を
育

て
た
い
と
い
う
理
想
が
あ
る
。

浜
松
市
は
、
ヤ
マ
ハ
、
河
合
楽
器
製
作
所
、

ロ
ー
ラ
ン
ド
と
い
っ
た
世
界
に
名
だ
た
る
洋
楽

器
メ
ー
カ
ー
の
本
拠
で
あ
り
、
浜
松
国
際
ピ
ア

ノ
コ
ン
ク
ー
ル
を
始
め
と
す
る
コ
ン
ク
ー
ル
や

演
奏
会
、
次
世
代
の
音
楽
家
育
成
の
た
め
の
活

動
、
ま
た
市
民
の
音
楽
活
動
も
盛
ん
で
あ
る
。

二
〇
一
四
年
に
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
創
造
都
市

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
、
音
楽
部
門
で
は
ア
ジ
ア
で

初
め
て
加
盟
が
認
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
「
音
楽
」
は
、
西
洋
で
育

ま
れ
て
き
た
芸
術
音
楽
の
系
譜
を
引
く
も
の

に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
西
洋
芸
術
音

楽
を
日
本
社
会
が
積
極
的
に
受
容
し
て
自
分

の
も
の
と
し
て
き
た
歴
史
に
は
大
き
な
意
味

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
化
的
意
義
を
見

出
す
た
め
に
は
、
日
本
の
音
楽
や
世
界
の
他

の
地
域
の
音
楽
も
知
る
必
要
が
あ
る
。
浜
松

市
楽
器
博
物
館
の
努
力
は
、
日
本
に
お
い
て
、

音
楽
文
化
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
ひ
と
つ
の

方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 浜松市楽器博物館。浜松駅から約10分の場所に

位置する（2017年8月）

日本の楽器コーナーに展示された雅楽の楽器。壁に舞楽の様子を映したモニターが見える
（2017年8月）

16   17    2017年 11月号



『
つ
る
』『
バ
ン
パ
の
活
躍
』を
上
演
す
る
パ
ピ
プ
ッ

ペ
劇
場
な
ど
で
童
話
の
魅
力
を
伝
え
る
も
の
だ
っ

た
。
住
友
関
連
企
業
四
六
社
に
よ
る
共
同
出
展

で
、
そ
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
選
ば
れ
た
の

は
元
・
電
通
社
員
の
小
谷
正
一
で
あ
っ
た
。
万
博

と
い
う
空
間
で
小
谷
が
選
ん
だ
の
は
「
童
話
」
の

世
界
で
あ
っ
た
。
小
谷
は
、
社
会
を
進
歩
さ
せ
た

原
動
力
は
夢
で
あ
り
、
人
の
夢
が
童
話
を
生
み
、

童
話
が
人
間
社
会
を
進
歩
さ
せ
て
き
た
と
述
べ
、

「
子
供
に
希
望
を
、
お
と
な
に
童
心
を
」
を
モ
ッ

ト
ー
に
、
住
友
童
話
館
に
多
様
な
童
話
世
界
を

繰
り
広
げ
た
。

こ
の
展
示
の
最
後
を
飾
っ
た
の
が
「
童
心
曼
陀

羅
」
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
共
同
制
作
絵

画
を
下
図
と
し
、
戸
塚
刺
し
ゅ
う
協
会
の
全
国
一

万
人
の
女
性
会
員
が
刺
繍
し
、
ド
ー
ム
内
の
壁
面

を
飾
っ
た
。
動
物
や
花
の
下
図
を
描
い
た
の
は
神

戸
市
立
東
灘
小
学
校
の
児
童
で
、
絵
と
構
成
の
指

導
は
当
時
ま
だ
無
名
の
小
学
校
教
師
だ
っ
た
灰

谷
健
次
郎
だ
っ
た
。
灰
谷
は
万
博
の
翌
年
小
学
校

を
退
職
し
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
に
『
兎

の
眼
』
で
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
と
な
る
。
小

谷
が
絵
の
指
導
を
灰
谷
に
、
そ
の
刺
繍
を
戸
塚
刺

し
ゅ
う
協
会
に
依
頼
し
た
こ
と
で「
童
心
曼
陀
羅
」

は
完
成
し
た
。
戸
塚
刺
し
ゅ
う
独
特
の
メ
ル
ヘ
ン

な
西
洋
刺
繍
と
小
学
生
の
絵
が
う
ま
く
結
び
つ

き
、
こ
の
作
品
の
世
界
観
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
。

万
博
で
は
日
本
女
性
に
よ
る
共
同
制
作
の
巨
大

な
刺
繍
作
品
が
ひ
と
つ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
に
展
示
さ

れ
た
。
そ
れ
が
住
友
童
話
館
（
住
友
グ
ル
ー
プ
）

の
「
童
心
曼ま
ん

陀だ

羅ら

」
で
あ
る
。
素
朴
な
動
植
物

が
一
面
に
刺
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
日
本
有
数
の

刺
繍
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
戸
塚
刺
し
ゅ
う
協
会
の

女
性
た
ち
が
共
同
制
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

戦
後
の
手
芸
活
動
の
な
か
で
も
筆
者
が
知
る
限

り
最
大
規
模
の
共
同
制
作
品
で
あ
り
、
ま
た
手

芸
作
品
が
公
的
空
間
を
飾
っ
た
稀ま
れ
な
例
で
あ
る
。

「
童
心
曼
陀
羅
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

「
童
心
曼
陀
羅
」

住
友
童
話
館
は
球
体
の
カ
プ
セ
ル
の
よ
う
な
パ

ビ
リ
オ
ン
で
、
東
西
の
名
作
童
話
約
五
〇
作
品
の

名
場
面
の
立
体
上
映
や
、
市
川
崑こ
ん

監
督
に
よ
る

大
阪
万
博
に
見
る
手
芸

一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
に
大
阪
千
里
で
開

催
さ
れ
た
日
本
万
国
博
覧
会
（
以
下
、大
阪
万
博
）

は
、
ア
メ
リ
カ
館
の
「
月
の
石
」
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
当
時
の
最
先
端
の
科
学
技
術
の
展
示
に

よ
っ
て
、「
人
類
」
の
未
来
を
描
き
出
す
一
大
ス
ペ

ク
タ
ク
ル
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
民
族
文
化
や
伝
統
的
手
工
芸
品
も
展
示
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
館
で
の
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
キ
ル
ト
を
は
じ

め
、
各
国
の
パ
ビ
リ
オ
ン
で
は
手
工
芸
品
の
展
示

や
そ
の
制
作
実
演
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
う
し
た

展
示
物
の
一
部
は
現
在
国
立
民
族
学
博
物
館
や
大

阪
日
本
民
藝
館
の
収
蔵
品
と
な
っ
て
い
る
。
先
端

科
学
と
伝
統
文
化
は
、
こ
の
文
化
の
祭
典
に
お
い

て
ふ
た
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

現
在
残
さ
れ
て
い
る
大
阪
万
博
の
記
録
の
な

か
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
阪

戸
塚
刺
し
ゅ
う
と
万
博

戸
塚
刺
し
ゅ
う
協
会
は
一
九
五
二（
昭
和
二
七
）

年
、そ
の
前
身
と
な
る
西
宮
市
の
「
刺
繍
研
究
所
」

に
始
ま
る
。
創
設
者
戸
塚
き
く
は
、一
八
九
八（
明

治
三
一
）
年
山
口
県
阿
武
郡
椿
郷
西
分
村
（
現

在
の
萩
市
椿
）
に
生
ま
れ
、
阿
武
郡
立
実
科
高

等
女
学
校
を
卒
業
後
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
、

入
院
先
の
病
院
で
フ
ラ
ン
ス
刺
繍
に
出
会
っ
た
。

退
院
後
、
上
京
し
て
日
本
に
フ
ラ
ン
ス
刺
繍
を

も
た
ら
し
た
村
山
岩
の
内
弟
子
と
な
り
、
多
く

の
作
品
を
制
作
し
た
。
一
九
五
六
（
昭

和
三
一
）
年
、
初
の
教
則
本
『
フ
ラ
ン

ス
刺
繍
と
図
案
第
一
集
』
を
監
修
し
、

刺
繍
普
及
の
た
め
全
国
各
地
を
め
ぐ

り
、
大
阪
万
博
後
も
、
海
外
で
刺
繍

展
を
開
催
し
た
。
後
に
戸
塚
刺
し
ゅ

う
協
会
は
、
国
内
六
一
の
支
部
の
み
な

ら
ず
、
台
北
や
バ
ン
コ
ク
な
ど
に
も
支

部
を
置
い
て
現
在
も
広
く
活
動
を
続

け
て
い
る
。

戸
塚
き
く
は
女
性
た
ち
の
趣
味
の

集
い
と
し
て
協
会
を
運
営
し
て
き
た
と

さ
れ
る
が
、
万
博
を
契
機
に
広
く
社
会

的
な
か
か
わ
り
や
公
的
な
結
び
つ
き
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
住
友
童
話
館
に

戸
塚
刺
し
ゅ
う
協
会
を
参
加
さ
せ
る

よ
う
に
促
し
た
の
は
小
谷
で
あ
り
、
広

従
来
家
庭
的
、
趣
味
的
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
刺し

繍し
ゅ
うだ

が
、
万
国
博
覧
会
と
い
う
国
際

的
な
イ
ベ
ン
ト
で
披
露
さ
れ
、
女
性
た
ち
に
活
動
の
場
を
広
げ
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
。

約
五
〇
年
前
に
世
界
に
向
け
て
発
表
さ
れ
た
刺
繍
に
手
芸
の
も
つ
力
を
見
る
。

手
芸
で
社
会
と
つ
な
が
る

―
大
阪
万
博
の「
童
心
曼
陀
羅
」

山や
ま

崎さ
き 

明あ
き

子こ

奈
良
女
子
大
学
准
教
授

手芸考

告
業
界
で
著
名
な
瀬
戸
保
太
郎
（
小
谷
の
友
人
）

の
長
女
・
瀬
戸
貞
子
と
そ
の
妹
（
戸
塚
刺
し
ゅ
う

協
会
会
員
）
は
、
戸
塚
刺
し
ゅ
う
協
会
を
公
的
な

文
化
団
体
に
認
知
さ
せ
よ
う
と
、
き
く
を
説
得
し

た
と
さ
れ
る
。

大
阪
万
博
は
戸
塚
刺
し
ゅ
う
協
会
に
と
っ
て
大

き
な
転
機
と
な
っ
た
。
個
人
的
で
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
趣
味
と
考
え
ら
れ
て
き
た
手
芸
が
、
万
博
と

い
う
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
女
性
た
ち
に
社
会
参
画

の
道
を
拓
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

住友童話館の「童心曼陀羅」（写真提供：大阪府）

住友童話館外観（写真提供：大阪府）
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《テーマで読みとく》

「地域展示」では展示場の地域区分ごと、「通文化展示」

では人類共通の文化である音楽や言語について、各

10ページで展示や資料の魅力を紹介します。

線からうまれる造形物

衣装から読み取る「力」の存在

国立民族学博物館 展示案内
定価　1,944 円（税込）
国立民族学博物館友の会会員価格　1,750 円（税込）
編集・発行　国立民族学博物館
（B5判／全 232 ページ／オールカラー）

お問い合わせ先

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
T EL :06 - 6876 -3112    FA X:06 -6878-8421
e-mail contact@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/

みんぱく全体を衣・食・住・生業・娯楽・人生儀礼・宗

教といったテーマで読みとくエッセー 14本を収録しま

した。エッセーを読んでから展示場を回遊すると、人類

の営みの似ているところ、違うところが見えてきます。

《地域展示・通文化展示》

◆テーマの一覧

・線からうまれる造形物
・衣装から読み取る「力」の存在

・主食̶人を生かすもの
・酒̶自然の摂理が作る人類文化

・運べる家、動く家
・建てる・住まう・思考する

・生きるための移動
・動物をしとめる漁具と狩猟具

・ボードゲームの広がり
・人はなぜ踊るのか

・あの世とこの世
・世界各地のイスラーム

・すこやかな成長への願い
・世界の結婚−祝福のかたち

衣

食

住

生業

娯楽

人生儀礼

宗教

開館 40周年をむかえ、本館展示の全面改修が完了したことを記念して
新しい展示案内書が刊行されました。従来の展示場ごとの解説に加えて

あらたに、みんぱく全体をテーマで読みとくエッセーも収録。
地域文化を横断する、みんぱく回遊ガイドです。

新版『国立民族学博物館 展示案内』刊行！
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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

　1977年11月15日、国立民族学博物館の開館記念式典がお

こなわれた。一般公開は、11月17日である。今からちょう

ど40年前のことだ。本11月号は、開館の40周年の記念特集

として、各界で活躍する方々がみんぱくへのメッセージを

ご寄稿くださった。みんぱくの魅力をそれぞれの見方で提

示されており、最初の読者として編集段階から楽しく読ま

せていただいた。また、わたしのおすすめ欄にある今では

展示場にないものや、使わないキャプションを目にして、さ

まざまな変化に思いを馳せた。研究の進捗や時代や社会の

変化にあわせて展示は今後も変わり続けるであろう。しか

し展示されたものをたしかに見たという衝撃は、寄稿して

くださった方々の言葉からもわかるように、来館者の記憶

に残る。小生が多少なりともかかわってきた展示がそうし

たもののもつ力を十分にいかしているだろうかと、あらた

めて身の引き締まる思いがした。（丹羽典生）

月刊みんぱく  2017年 11月号
第 41巻第 11号通巻第 482号　2017年 11月 1日発行

編集・発行 人間文化研究機構 国立民族学博物館
 〒 565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1
 電話　06-6876-2151

発行人 園田直子
編集委員 丹羽典生（編集長）　寺村裕史　三島禎子
 南真木人　山中由里子　吉岡乾
デザイン 宮谷一款　長岡綾子
制作・協力 一般財団法人 千里文化財団
印刷 能登印刷株式会社

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

次号の予告
特集

「革命の残影」（仮）
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みんぱくフェイスブック
https://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
https://twitter.com/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ

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

みんぱくをもっと楽しみたい
人のために―会員制度のご案内
国立民族学博物館友の会
本館展示の無料入館や特別展示の観覧料割引にくわえ、
『月刊みんぱく』や会員機関誌『季刊民族学』などの定期
刊行物や、毎月の友の会講演会、セミナーなどを通して
多様な文化の情報を提供しています。

みんぱくフリーパス
1年間、本館展示へ何度でも無料で入館いただけます（特
別展示は観覧料割引）。他にも、みんぱくを楽しむための
特典がいっぱいです。

国立民族学博物館キャンパスメンバーズ
みんぱくと大学等教育機関との連携を図り、文化人類学、
民族学にふれる学びの場を提供することを目的とした会員
制度です。

詳細については、一般財団法人千里文化財団まで
お問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）
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オンラインショップ「World Wide Bazaar」

http://www.senri-f.or.jp/shop/

みんぱく全体を衣・食・住・生業・娯楽・人生儀礼・宗

教といったテーマで読みとくエッセー 14本を収録しま

した。エッセーを読んでから展示場を回遊すると、人類

の営みの似ているところ、違うところが見えてきます。

《地域展示・通文化展示》

◆テーマの一覧

・線からうまれる造形物
・衣装から読み取る「力」の存在

・主食̶人を生かすもの
・酒̶自然の摂理が作る人類文化

・運べる家、動く家
・建てる・住まう・思考する

・生きるための移動
・動物をしとめる漁具と狩猟具

・ボードゲームの広がり
・人はなぜ踊るのか

・あの世とこの世
・世界各地のイスラーム
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2018年カレンダー

張り子人形（犬張子）
国　　名：日本
標本番号：H0026833

犬張子は、子どもの初宮参り（生後約１ヵ月）に
用いる日本の儀礼具の一種。似たような姿に見え
るが、各地でつくり方や仕上げが異なり、互いに
比べてみる楽しさがある。
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  元旦

 成人の日

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
T EL :06 - 6876 -3112    FA X:06 -6878-8421
e-mail contact@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/

お問い合わせ先

2018年国立民族学博物館オリジナルカレンダー

定価 1,620円
国立民族学博物館友の会会員価格
1,458円

サイズ　29.5㎝×29.5㎝
（開くとタテ 59㎝×ヨコ 29.5㎝）
オールカラー　28頁中綴じ
◆  5冊以上まとめてのご購入の場合は、

1冊 1,296円です
◆ 通信販売の場合、別途発送手数料が
必要です

※価格は全て税込です

来年の干支・戌にちなみ、みんぱくに収蔵されて
いるイヌ科の動物が続々登場。イヌはもちろん、
オオカミやキツネ、タヌキもまじえ、ユニークな
「イヌ」を紹介しています。一年中さまざまな表情
が楽しめるカレンダーに仕上がりました。あなた
のお気に入りのイヌがきっと見つかるはずです！




