


エッセイ 千字文

 1    

月刊

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
5
7
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
書
評
家
。
立
命
館
大
学
卒
業
後
、
高
校

の
国
語
講
師
と
な
る
。
そ
の
後
、
出
版
社
勤
務
を
経
て
、
現
在
は
書
評

を
中
心
に
各
紙
誌
に
執
筆
す
る
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い

る
。『
女
子
の
古
本
屋
』（
筑
摩
書
房
）、『
人
と
会
う
力
』（
新
講
社
）、『
古

本
道
入
門
』（
中
央
公
論
新
社
）
な
ど
著
書
多
数
。

2月号目次

	 1	 エッセイ　千字文 

	 	 定住と放浪
	 	 岡崎 武志

	 	 特集		南アジア、弦の響き
 2  遥かなる弦楽器の旅	 	 	
	 	 	寺田 吉孝

 4  インドの弦楽器サロードとの出会い
	 	 	田森 雅一

   5  インドネシアのルバッブ	
	 	 	福岡 正太

 6  シタールを日本で使うということ	
	 	 	小日向 英俊

 7  イランの弦楽器	サントゥール
	 	 	谷 正人

 8  トルコでサズを奏でる日々	 	 	
	 	 	米山 知子

 9  南インドのゴットゥヴァーティヤム	 	 	
	 	 	寺田 吉孝

 10  ◯◯してみました世界のフィールド 

日本で唯一のユニバーサルシアター	
飯泉 菜穂子

 12  みんぱくInformation

 14  想像界の生物相 

龍に生まれ変わる	 	 	
信田 敏宏

 16    新世紀ミュージアム 

地中美術館 
三島 禎子

 18  シネ倶楽部 M 

サーミの歌、ヨイクをめぐる心の旅	 	
―「受け継ぐ人々」	 	  
川瀬 慈

 20  ながなんぢゃ 

トナカイのロメさん	
大石 侑香

 21 次号予告・編集後記

こ
の
秋
、
雨
の
日
、
林

は
や
し

芙ふ

美み

子こ

記
念
館
（
新
宿
区
）
を
訪
ね

て
き
た
。
林
に
と
っ
て
の
終つ

い

の
住す

み

処か

を
そ
の
ま
ま
記
念
館
と
し

て
い
る
。坂
の
途
中
の
瀟

し
ょ
う

洒し
ゃ

な
日
本
家
屋
で
あ
る
。代
表
作『
放

浪
記
』に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、林
は
出
生
か
ら
ま
さ
に「
放
浪
」

の
生
涯
で
、
住
居
を
転
々
と
し
、
現
・
上
落
合
か
ら
中
井
町
周

辺
で
二
度
目
の
転
居
の
末
「
定
住
」
場
所
を
見
つ
け
た
。
天
性

の
「
放
浪
」
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
林
が
建
て
た
「
定
住
」
の
家

が
、
じ
つ
に
趣
味
の
い
い
、
落
ち
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
は

意
外
だ
っ
た
。
し
か
し
、「定
住
」は
林
に
似
合
わ
な
か
っ
た
の
か
、

一
〇
年
ほ
ど
住
ん
で
、
あ
の
世
に
旅
立
っ
た
。

私
も
転
居
の
多
い
人
生
で
、
数
え
て
み
た
ら
生
ま
れ
て
か

ら
今
ま
で
に
少
な
く
と
も
一
五
回
は
引
越
し
を
し
て
い
る
。
上

京
し
て
か
ら
も
四
回
目
。
東
京
西
郊
の
一
軒
家
に
居
を
構
え

た
の
が
一
五
年
前
。
お
そ
ら
く
こ
こ
が
終

し
ゅ
う

焉え
ん

の
地
と
な
る
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
、「
定
住
」
が
約
束
さ
れ
て
か
ら
、

山さ
ん

頭と
う

火か

や
井せ

い

月げ
つ

な
ど
漂
泊
の
俳
人
、「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
寅と

ら

さ
ん
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
宮み

や

本も
と

常つ
ね

一い
ち

を
読
み
始
め

た
の
も
同
時
期
で
あ
る
。「
定
住
」
と
「
放
浪
」
は
、
天て

ん

秤び
ん

計

り
に
掛
け
た
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
に
比
重
が
傾
く
と
、
大
き
く

バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
反
対
を
重
く
し
た
く
な
る
ら
し
い
。
し
か

し
、
も
う
「
放
浪
」
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
無
性
に
旅
の
空

に
生
き
る
人
に
憧
れ
る
ら
し
い
。

日
本
で
は
、
菅す

が

江え

真ま

澄す
み

、
柳

や
な
ぎ

田た

国く
に

男お

、
宮
本
常
一
な
ど
、 旅

す
る
こ
と
で
学
問
の
端
緒
を
見
つ
け
、
人
生
の
立
ち
位
置
を
見

つ
け
て
き
た
人
も
じ
つ
に
多
い
。「
旅
に
で
て
、
自
分
の
生
活
と

は
異
な
る
世
界
に
身
を
お
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
発
見
す
る
。

民
俗
の
発
見
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
近
世
の
民
俗
の
発
見
は
旅

か
ら
始
ま
っ
た
」
と
、
先
述
の
人
た
ち
を
論
じ
た
『
日
本
民
俗

学
の
開
拓
者
た
ち
』
で
福
田
ア
ジ
オ
が
書
い
て
い
る
。
周
知
の

通
り
、
柳
田
は
一
九
〇
八
年
夏
に
九
州
を
長
く
旅
し
、
一一
月

に
は
佐さ

々さ

木き

喜き

善ぜ
ん

と
出
会
い
遠
野
の
不
思
議
な
話
を
聞
き
取

る
。「
定
住
」
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
知
識
と
発
想
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
芭ば

蕉し
ょ
う

に
始
ま
っ
て
、
そ
の
異
端
の
弟
子
・
路ろ

通つ
う

、

山
頭
火
、
井
月
、
牧ぼ

く

水す
い

と
放
浪
の
詩
人
を
並
べ
て
も
、「
放
浪
」

し
っ
ぱ
な
し
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
折
々
に
故
郷
へ
戻
っ
た
り
、

知
人
の
家
に
長
期
間
厄
介
に
な
る
な
ど
、「
定
住
」
の
匂
い
を

残
し
て
い
る
。
山
頭
火
は
家
庭
を
持
つ
が
そ
れ
を
捨
て
、
出

し
ゅ
っ

家け

得と
く

度ど

の
末
、
一い

っ

鉢ぱ
ち

一い
ち

笠り
ゅ
うの

旅
に
出
る
。
放
浪
の
途
中
、
知
人
の

家
を
訪
ね
歩
き
、
と
き
に
無
心
を
し
、
人
臭
さ
が
消
え
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
一
九
二
九
年
に
は
妻
が
営
む
額
縁
店 「
雅が

楽ら
く

多た

」

に
一
旦
腰
を
落
ち
着
け
る
も
再
び
家
を
出
る
。「
定
住
」
は
長

続
き
せ
ず
、
ふ
ら
ふ
ら
と
「
分
け
入
っ
て
も
分
け
入
っ
て
も
青

い
山
」
の
野
を
さ
す
ら
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
寅
さ
ん
は
、
啖た

ん

呵か

売ば
い

で
日
本
中
を
旅
す

る
が
、
故
郷
の
葛
飾
柴
又
に
は
「
定
住
」
す
る
優
し
い
妹
の

さ
く
ら
が
い
つ
も
待
っ
て
い
る
。
お
盆
時
期
や
正
月
に
な
る
と
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ
る
寅
さ
ん
は
聖
性
を
帯
び
、
折お

り

口く
ち

信し
の

夫ぶ

の
い
う
「
ま
れ
び
と
」
の
よ
う
に
見
え
る
。「
定
住
」
す

る
者
に
と
っ
て
「
放
浪
」
は
人
生
の
味
だ
が
、
と
き
に
寅
さ
ん
、

そ
れ
は
ず
る
い
よ
と
思
う
の
で
あ
る
。

定
住
と
放
浪

岡お
か

崎ざ
き 

武た
け

志し



弦
楽
器
と
歴
史
的
に
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
説
が

有
力
だ
。

企
画
展
「
旅
す
る
楽
器
」

南
ア
ジ
ア
で
演
奏
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
弦
楽
器
は

い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
南
ア
ジ
ア
に
紹
介

さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
改
良
さ
れ
、
定
着
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
楽
器
の
旅
路
と
来
歴
を
紹
介
す

る
た
め
に
、
企
画
展
「
旅
す
る
楽
器

―
南
ア
ジ
ア
、

弦
の
響
き
」
を
開
催
す
る
。
展
示
で
は
、
弦
楽
器
を

演
奏
法
に
よ
り
、
指
や
ピ
ッ
ク
な
ど
で
弦
を
は
じ
い

て
音
を
出
す
撥は
つ

弦げ
ん

楽
器
、
弓
で
弦
を
こ
す
る
擦さ
つ

弦げ
ん

楽

器
、
軽
い
木
な
ど
で
で
き
た
バ
チ
で
弦
を
叩た
た

く
打だ

弦げ
ん

楽
器
の
三
種
に
分
類
す
る
。
特
に
種
類
の
多
い
撥
弦

楽
器
は
、
シ
タ
ー
ル
系
、
タ
ン
ブ
ー
ラ
ー
系
、
サ
ロ
ー

ド
系
、ヴ
ィ
ー
ナ
ー
系
の
四
系
統
に
わ
け
て
紹
介
す
る
。

南
ア
ジ
ア
は
楽
器
の
宝
庫
で
あ
り
、
特
に
弦
楽
器

の
多
様
さ
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
楽
器
の
形

や
構
造
か
ら
演
奏
法
に
い
た
る
ま
で
千
差
万
別
で
あ

り
、
古
典
音
楽
、
宗
教
音
楽
、
民
俗
音
楽
、
映
画
音

楽
な
ど
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
で
演
奏
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
現
在
南
ア
ジ
ア
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
弦
楽
器

の
な
か
で
、
こ
の
地
域
を
起
源
と
す
る
も
の
は
め
ず

ら
し
く
、
地
域
外
か
ら
伝
え
ら
れ
た
楽
器
が
改
良
さ

れ
定
着
し
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
北
イ
ン
ド
を

代
表
す
る
弦
楽
器
と
し
て
世
界
中
で
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
シ
タ
ー
ル
は
、
中
央
ア
ジ
ア
ま
た
は
西
ア
ジ

ア
起
源
の
楽
器
が
少
し
ず
つ
形
を
変
え
て
一
八
世
紀

ご
ろ
ま
で
に
現
行
モ
デ
ル
の
原
型
が
で
き
た
と
考
え

ら
れ
る
し
、
シ
タ
ー
ル
以
前
に
北
イ
ン
ド
の
芸
術
音

楽
の
中
心
的
楽
器
で
あ
っ
た
ル
ド
ラ
・
ヴ
ィ
ー
ナ
ー

は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
演
奏
さ
れ
て
き
た
ツ
ィ
タ
ー
系

南
ア
ジ
ア
特
有
の
弦

楽
器
の
展
示
で
は
楽
器
全
体
の
形
に
目
が
向
い
て
し

ま
い
が
ち
だ
が
、
弦
楽
器
の
肝
で
あ
る
弦
そ
の
も
の
に

も
注
目
し
て
ほ
し
い
。
特
に
、
南
ア
ジ
ア
の
弦
楽
器
に

は
、
他
の
地
域
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
機
能
を
も
つ

弦
が
張
ら
れ
て
お
り
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
二
種
類
の
弦
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

第
一
は
共
鳴
弦
で
、
文
字
通
り
他
の
弦
で
演
奏
さ
れ
る

音
に
共
鳴
し
て
振
動
す
る
弦
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
直
接
は
じ
い
た
り
弓
で
弾
い
た
り
し
な
い
。

演
奏
さ
れ
る
音
ひ
と
つ
に
つ
き
一
本
の
共
鳴
弦
が
必
要

な
た
め
、
三
〇
本
以
上
の
共
鳴
弦
を
張
る
楽
器
も
あ
る
。

音
の
高
さ
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
異
な
る
共
鳴
弦
が
振

動
し
て
そ
の
音
を
増
幅
す
る
。
旋
律
弦
で
は
音
を
変
え

る
た
め
に
異
な
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
押
さ
え
る
た
め
、
直

前
に
演
奏
し
た
音
は
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
が
、
共
鳴

弦
は
少
し
の
あ
い
だ
鳴
り
続
け
る
。
こ
れ
ら
の
残
響
が

重
な
り
合
っ
て
陰
影
に
富
ん
だ
響
き
に
な
る
。
現
在
演

奏
さ
れ
て
い
る
シ
タ
ー
ル
の
特
徴
的
な
音
は
、
こ
の
共

鳴
弦
の
存
在
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
共
鳴
弦
が

つ
け
ら
れ
た
の
は
一
九
世
紀
の
後
半
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
今
回
の
企
画
展
で
は
、
新
旧
の
モ
デ
ル
を

合
わ
せ
て
展
示
す
る
の
で
見
比
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
旋
律
を
演
奏
し
な
が
ら
、
演
奏
の

リ
ズ
ム
的
側
面
を
示
す
た
め
に
は
じ
く
リ
ズ
ム
弦
（
チ

カ
ー
リ
ー
弦
）
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
弦
は
、
指
で
は
じ
く

撥
弦
楽
器
に
限
ら
れ
、
擦
弦
楽
器
に
は
存
在
し
な
い
。

リ
ズ
ム
弦
は
音
階
の
核
に
な
る
サ
と
パ
の
音
（
基
音
と

五
度
上
の
音
）、
お
よ
び
一
オ
ク
タ
ー
ブ
上
の
サ
の
音
に

調
弦
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
定
期
的
に
同
じ
音
が
演
奏

さ
れ
る
た
め
、
音
響
の
枠
組
み
を
継
続
的
に
示
す
一
種

の
持
続
音
の
役
割
も
兼
ね
て
い
る
。

タ
ゴ
ー
ル
家
と
楽
器

今
回
の
企
画
展
の
目
玉
の
ひ
と
つ
に
、
一
九
世
紀

後
半
に
イ
ン
ド
か
ら
日
本
に
「
旅
し
た
」
楽
器
が
あ
る
。

北
イ
ン
ド
の
古
典
音
楽
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
、
そ
の

発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
タ
ゴ
ー
ル
家
は
、
イ
ン
ド

東
部
ベ
ン
ガ
ル
州
の
名
家
で
あ
り
、
文
化
人
を
数
多

く
輩
出
し
て
き
た
。
こ
の
一
族

の
出
身
で
音
楽
学
者
の
S
・
M
・ 

タ
ゴ
ー
ル
は
イ
ン
ド
音
楽
を
紹

介
す
る
た
め
に
、
世
界
各
地
に

イ
ン
ド
の
楽
器
や
音
楽
書
を
寄

贈
し
た
。
こ
の
活
動
の
一
環
と

し
て
一
八
七
七
年
に
三
点
の
楽

器
が
日
本
の
皇
室
に
寄
贈
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
現
在
こ
れ
ら
の

楽
器
は
東
京
国
立
博
物
館
に
収

蔵
さ
れ
て
お
り
、
今
回
展
示
す

る
の
は
そ
の
う
ち
弦
楽
器
二
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
公
開
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
は

キ
ン
ナ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
と
よ
ば
れ
る
撥
弦
リ
ュ
ー

ト
で
あ
る
。
通
常
、
木
か
ふ
く
べ

4

4

4

（
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
）
で

作
ら
れ
る
共
鳴
胴
が
ダ
チ
ョ
ウ
の
卵
の
殻
で
作
ら
れ

て
お
り
、
棹さ
お

の
前
面
に
模
様
の
あ
る
布
が
張
ら
れ
て

い
る
点
と
と
も
に
、
非
常
に
め
ず
ら
し
い
。
も
う
一

点
の
擦
弦
楽
器
サ
ー
ラ
ン
ギ
ー
も
楽
器
全
体
に
彩
色

が
施
さ
れ
て
い
る
。
演
奏
に
耐
え
う
る
構
造
を
も
つ

が
、
通
常
で
は
見
え
な
い
箇
所
に
ま
で
模
様
が
施
さ

れ
て
お
り
、
職
人
魂
が
感
じ
ら
れ
る
一
品
で
あ
る
。

次
ペ
ー
ジ
以
降
、
企
画
展
実
行
委
員
六
名
が
、
そ

れ
ぞ
れ
特
別
な
思
い
の
あ
る
楽
器
を
一
点
ず
つ
選
ん

で
紹
介
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
群
に
つ
い

て
の
よ
り
詳
し
い
情
報
は
、『
季
刊
民
族
学
』（
一
六
六

号
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
刊
）
の
特
集
「
旅
す
る
楽
器
」

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

南
ア
ジ
ア
に
伝
わ
る
弦
楽
器
は
、個
性
あ
ふ
れ
る
音
色
や

外
形
で
人
び
と
を
魅
了
し
て
き
た
が
、日
本
で
は
ま
だ
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
特
集
で
は
、楽
器
の
演
奏
や

研
究
に
長
年
従
事
し
て
き
た
企
画
展
実
行
委
員
が
楽
器

と
の
出
会
い
や
思
い
出
を
語
り
、そ
の
魅
力
を
伝
え
る
。

【
企
画
展
】

旅
す
る
楽
器

―
南
ア
ジ
ア
、
弦
の
響
き

会
期
：
二
月
二
一
日（
木
）―
五
月
七
日（
火
）

場
所
：
本
館
企
画
展
示
場

遥は

る

か
な
る
弦
楽
器
の
旅

民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

寺て
ら

田だ 

𠮷よ
し

孝た
か

インド西部ラージャスターン州の擦弦楽器サーランギー
（撮影：Daniel M. Neuman、1989年）

ジャンタルとよばれる撥弦ツィターを伴奏に絵解きをする楽師
（ラージャスターン州パーリー県、2007年、提供：Vinod Joshi, Jaipur Virasat Foundation）

共鳴弦がない古い型のシタール。6ページ下に、
現在使われている共鳴弦付きのシタールが掲載
されているので見比べてほしい（H0278818）
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イ
ン
ド
の
弦
楽
器
サ
ロ
ー
ド
と
の
出
会
い

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ル
バ
ッ
ブ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
音
楽
や
人
と
の
出
会
い
を

と
お
し
て
、
や
が
て
彼
の
地
が
愛
憎
入
り
交
じ
る
第
二

の
故
郷
と
な
っ
た
。

バ
ザ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
流
れ
る
甲
高
い
女
性

の
歌
声
、
大
道
楽
師
が
操
る
太
鼓
の
唸う
な

る
よ
う
な
低
音

の
響
き
、
耳
に
残
る
倍
音
や
共
鳴
音
…
…
。
異
文
化
世

界
で
聴
く
そ
れ
ら
の
音
色
は
と
て
も
魅
惑
的
だ
っ
た
。

や
が
て
サ
ロ
ー
ド
と
い
う
撥
弦
楽
器
に
魅
せ
ら
れ
、
音

楽
修
行
の
た
め
に
渡
印
し
た
。
一
九
八
七
年
の
こ
と
で

あ
る
。
師
匠
の
家
に
住
み
込
ん
で
音
楽
を
学
び
、
そ
の

体
験
を
『
イ
ン
ド
音
楽
と
の
対
話
』（
一
九
九
〇
年
・
青

弓
社
）
に
ま
と
め
た
が
、
そ
の
過
程
で
方
向
性
の
少
し

異
な
る
二
つ
の
興
味
が
芽
生
え
た
。

一
つ
は
、
サ
ロ
ー
ド
な
ど
弦
楽
器
の
起
源
・
伝

播
・
変
容
に
関
す
る
音
楽
民
族
学
的
な
も
の
。
も

う
一
つ
は
、
音
楽
演
奏
を
生
業
と
す
る
人
び
と
の

社
会
組
織
や
口
頭
伝
承
に
関
す
る
文
化
人
類
学

的
な
関
心
で
あ
る
。
前
者
は
、
ア
ジ
ア
に
広
く
分

布
す
る
撥
弦
楽
器
の
地
理
的
連
続
性
と
音
楽
文

化
的
差
異
の
問
題
へ
と
向
か
い
、
サ
ロ
ー
ド
の
類

縁
楽
器
を
求
め
て
旅
し
た
経
験
を
『
幻
の
楽
器
を

求
め
て
』（
一
九
九
五
年
・
筑
摩
書
房
）
と
い
う
一

般
書
に
ま
と
め
た
。
ま
た
、
後
者
は
サ
ロ
ー
ド
を

演
奏
す
る
人
び
と
の
流
派
や
カ
ー
ス
ト
に
つ
い
て

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
、『
近
代
イ
ン
ド
に

は
、
メ
ロ
デ
ィ
を

導
く
リ
ー
ダ
ー
的

な
役
割
を
果
た
し

て
お
り
、
演
奏
者

は
み
な
、
ル
バ
ッ

ブ
が
次
に
ど
の
よ

う
な
メ
ロ
デ
ィ
を

奏
で
る
か
を
聴
き
、

ど
の
曲
に
移
っ
て

い
く
か
を
知
り
、

つ
い
て
い
く
。
ル

バ
ッ
ブ
は
ガ
ム
ラ

ン
の
レ
パ
ー
ト

リ
ー
を
良
く
知
り
、

上
手
に
他
の
演
奏

者
を
導
い
て
い
く

こ
と
の
で
き
る
音
楽
家
で
な
い
と
つ
と
ま
ら
な
い
。

わ
た
し
は
日
本
で
ガ
ム
ラ
ン
に
出
会
っ
た
の
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
ジ
ャ
ワ
島
西
部
に
住
む
ス
ン
ダ
人
の
音
楽

を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
に
出
会
っ
た
の
が

ジ
ャ
ワ
島
中
部
・
東
部
に
住
む
ジ
ャ
ワ
人
の
音
楽
だ
っ
た

た
め
、
西
ジ
ャ
ワ
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
、
ジ
ャ

ワ
人
と
ス
ン
ダ
人
の
音
楽
や
楽
器
の
違
い
が
新
鮮
に
目

に
映
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
両
者
の
ル
バ
ッ
ブ
の
違
い
で

あ
る
。

お
け
る
古
典
音
楽
の
社
会
的
世
界
と
そ
の
変
容
』（
二
〇

一
五
年
・
三
元
社
）
と
い
う
専
門
書
に
ま
と
め
た
。

今
回
の
民
博
で
の
企
画
展
「
旅
す
る
楽
器

―
南
ア

ジ
ア
、
弦
の
響
き
」
へ
の
参
画
は
、
楽
器
の
移
動
と
変

化
の
過
程
を
と
お
し
て
音
楽
文
化
を
再
考
す
る
旅
路
と

な
っ
た
。
楽
器
は
元
の
機
能
美
と
様
式
美
を
維
持
し
つ

つ
、
演
奏
さ
れ
る
文
化
の
な
か
で
あ
ら
た
な
命
を
吹
き

込
ま
れ
、
姿
形
を
変
え
る
。
楽
器
も
ま
た
人
類
文
化
の

共
通
点
と
多
様
性
の
あ
り
方
を
問
い
か
け
て
く
る
。

特
に
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
の
は
、
ス
ン
ダ
人
の
組
み

立
て
式
の
ル
バ
ッ
ブ
だ
っ
た
。
ル
バ
ッ
ブ
は
横
に
細
く
の

び
た
糸
巻
き
を
も
ち
、
胴
に
は
う
す
い
皮
が
は
ら
れ
て
い

る
。
雑
に
扱
え
ば
す
ぐ
壊
れ
て
し
ま
う
繊
細
な
楽
器
で

あ
る
。
ス
ン
ダ
人
は
こ
れ
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
小
型
の
ア

タ
ッ
シ
ュ
ケ
ー
ス
等
に
し
ま
っ
て
簡
単
に
持
ち
運
べ
る
よ

う
に
し
て
い
た
。わ
た
し
の
印
象
で
は
、ジ
ャ
ワ
の
ル
バ
ッ

ブ
は
思
索
を
深
め
て
い
く
よ
う
な
渋
い
響
き
を
も
つ
の

に
対
し
、
ス
ン
ダ
人
の
ル
バ
ッ
ブ
は
華
や
か
に
メ
ロ
デ
ィ

を
奏
で
る
。
ス
ン
ダ
人
の
あ
る
種
の
く
っ
た
く
の
な
さ
が
、

こ
の
よ
う
な
工
夫
を
可
能
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

異
な
る
文
化
と
の
遭
遇
が
、
そ
の
後
の
人
生
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
し
の
場
合
、
た

ま
た
ま
そ
れ
が
南
ア
ジ
ア
世
界
で
あ
り
、
北
イ
ン
ド
古

典
音
楽
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
大
学
に
入
り
演
劇
を
か
じ

り
は
じ
め
た
一
九
八
〇
年
の
春
休
み
。
カ
ル
カ
ッ
タ（
現

コ
ル
カ
タ
）
を
起
点
に
マ
ド
ラ
ス
（
現
チ
ェ
ン
ナ
イ
）、
ボ

ン
ベ
イ
（
現
ム
ン
バ
イ
）、
デ
リ
ー
を
約
一
カ
月
で
一
周

す
る
貧
乏
旅
行
に
出
か
け
た
。
そ
こ
で
の
カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ア
ン
リ･

ミ
シ
ョ
ー
は
「
イ
ン
ド
に
は
見
る
べ
き
も
の
は
な
く
、

す
べ
て
が
解
釈
す
べ
き
も
の
」
と
詩
的
に
表
現
し
た
が
、

感
じ
る
以
外
に
解
釈
を
可
能
に
す
る
術す
べ

は
も
ち
合
わ
せ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ジ
ャ
ワ
島
の
ガ
ム
ラ
ン
は
、
ゴ
ン
グ

や
鉄
琴
を
は
じ
め
、
多
様
な
楽
器
を
用
い
る
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
で
あ
る
。
王
宮
で
発
達
し
た
大
規
模
な
ガ
ム
ラ
ン

は
、
大
き
な
音
が
す
る
野
外
楽
的
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と

柔
ら
か
な
音
が
す
る
室
内
楽
的
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
い

う
、
対
照
的
な
性
格
を
も
つ
音
楽
を
吸
収
し
て
成
立
し

た
。
曲
の
種
類
に
よ
り
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
な
か
で
も
、
異
な
る
色
合
い
を
あ
ら
わ
す
の
が

ガ
ム
ラ
ン
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
。

柔
ら
か
な
音
の
す
る
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
な
か
で
中
心

的
な
役
割
を
果
た
す
楽
器
の
ひ
と
つ
が
ル
バ
ッ
ブ
だ
。
弦

を
弓
で
こ
す
っ
て
演
奏
す
る
楽
器
で
あ
る
。
ジ
ャ
ワ
島
中

部
の
ガ
ム
ラ
ン
で
は
、
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
な
し
に
、
複

数
の
曲
を
続
け
て
演
奏
す
る
こ
と
も
多
い
。
ル
バ
ッ
ブ

東
京
大
学
学
術
研
究
員

民
博 

特
別
客
員
教
員

田た

森も
り 

雅ま
さ

一か
ず

民
博 
人
類
基
礎
理
論
研
究
部

福ふ
く

岡お
か 

正し
ょ
う

太た

サロードは全長1～1.2メートルの撥弦楽器。主弦４
本の他に共鳴弦等が十数本張られている。共鳴胴に
は皮革が、広い棹には金属製指板（指で弦を押さえる
部分）が装着されフレットがないのが特徴的である。

逆三角形の胴に長めの棹と脚をとり付けた擦弦
楽器。西アジアのラバーブに由来する。同種の
楽器にマレーシアのルバッブやタイのソー・サー
ム・サーイなどがあり、胴の形に特徴がある。

ルバッブ （H0149092） サロード （筆者蔵）

上：サロードとタブラーの演奏（右が筆者、1995年）
下：筆者の師匠カリヤン・ムケルジー教授（1943–2010）

ルバッブを演奏する音楽家K.P.H.ノトプロジョ（1950年ころ）
［Attribution: Tropenmuseum, part of the National Museum of 
World Cultures（CC BY-SA3.0）］

スンダ人の組み立て式ルバッブ
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シ
タ
ー
ル
を
日
本
で
使
う
と
い
う
こ
と

イ
ラ
ン
の
弦
楽
器 

サ
ン
ト
ゥ
ー
ル

五
年
に
購
入
し
、
今
で
も
演
奏
し
て
い
る
。
今
は
亡
き

有
名
な
楽
器
職
人
に
オ
ー
ダ
ー
し
て
作
っ
て
も
ら
っ
た
。

自
分
の
師
匠
も
贔ひ
い
き屓
の
工
房
で
、
師
匠
に
も
で
き
あ
が

り
を
確
認
し
て
も
ら
い
、
わ
た
し
自
身
も
気
に
入
る
よ

う
に
調
整
し
て
も
ら
っ
た
。

楽
器
職
人
に
良
い
楽
器
を
作
っ
て
も
ら
う
に
は
、
演

奏
す
る
側
も
そ
れ
を
使
い
こ
な
せ
る
技
能
や
知
識
が
必

要
で
あ
る
し
、
購
入
す
る
者
に
音
の
善
し
悪
し
を
判
断

す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
職
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ

と
も
大
事
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
足
元
を
見
ら
れ

て
、
品
質
に
見
合
わ
な
い
値
段
で
買
う
羽
目
に
な
る
。

ま
た
モ
ノ
と
し
て
演
奏
者
に
渡
っ
た
楽
器
は
保
守
が
か

か
せ
な
い
。楽
器
の
音
質
を
左
右
す
る
ジ
ャ
ワ
ー
リ
ー（
ブ

リ
ッ
ジ
表
面
の
曲
面
）
は
、
演
奏
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
弦
の

振
動
に
よ
り
す
り
減
っ
て
い
く
。
こ
の
た
め
、
ブ
リ
ッ
ジ

の
視
覚
的
な
か
っ
こ
よ
さ
だ
っ
た
。
弦
を
は
じ
く
・
弓

で
こ
す
る
と
い
う
奏
法
で
は
な
く
、
バ
チ
で
叩
く
と
い

う
奏
法

―
と
り
わ
け
、
の
ち
に
師
事
し
た
フ
ァ
ラ
ー

マ
ル
ズ
・
パ
ー
イ
ヴ
ァ
ル
と
い
う
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
奏
者

の
美
し
く
華
麗
な
バ
チ
さ
ば
き
は
、
共
演
者
の
ト
ン
バ

ク
（
イ
ラ
ン
の
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
型
片
面
太
鼓
）
の
目
に
も

と
ま
ら
ぬ
素
早
い
指
さ
ば
き
と
相あ
い

俟ま

っ
て
わ
た
し
を
完

全
に
虜と
り
こに
し
た
。

イ
ラ
ン
音
楽
に
は
「
漂
う
部
分
」
と
「
動
き
の
速
い

部
分
」
と
で
も
い
え
よ
う
対
比
が
存
在
す
る
。「
漂
い
」

と
は
、
ア
ー
ヴ
ァ
ー
ズ
と
よ
ば
れ
る
伸
縮

自
在
で
決
ま
っ
た
拍
の
無
い
声
楽
形
式
で
、

そ
れ
は
ペ
ル
シ
ャ
古
典
詩
の
朗
唱
と
限
り

な
く
近
く
、
と
き
に
囁さ
さ
やき
、
と
き
に
雄
弁

で
堂
々
と
し
た
語
り
で
あ
る
。
サ
ン

ト
ゥ
ー
ル
が
も
つ
伸
び
や
か
な
余
韻
と
、

開
放
弦
な
ら
で
は
の
豊
か
な
倍
音
は
、
こ

う
し
た
語
り
の
間

―
音
と
音
と
の
間
の

（
一
瞬
の
）
静
寂
を
と
て
も
意
味
あ
る
も
の

に
し
て
く
れ
る
。

一
方
「
動
き
の
速
さ
」
と
は
、
上
記
の

ト
ン
バ
ク
と
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
そ

う
だ
が
、
チ
ャ
ハ
ー
ル
メ
ズ
ラ
ー
ブ
（「
四

つ
の
ば
ち
」
の
意
）
と
い
う
お
も
に
ソ
ロ
演

奏
の
た
め
の
速
度
の
速
い
形
式
に
お
い
て

の
表
面
を
定
期
的
に
削
り
直
し
て
、
弦
と
の
隙
間
を
調

整
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
イ
ン
ド
に
い
れ
ば
、
こ
の

ジ
ャ
ワ
ー
リ
ー
の
調
整
は
職
人
へ
簡
単
に
頼
め
る
が
、
シ

タ
ー
ル
職
人
は
日
本
に
は
い
な
い
。
旅
を
し
て
日
本
に

や
っ
て
き
た
シ
タ
ー
ル
は
、
筆
者
が
調
整
の
や
り
方
を
学

ん
で
お
こ
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
保
守
の
方
法

を
学
ん
で
、
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る

民
族
楽
器
店
も
あ
ら
わ
れ
始
め
た
よ
う
だ
。
旅
す
る
楽

器
が
い
い
音
を
出
し
続
け
る
に
は
、
楽
器
の
保
守
技
術

も
旅
し
て
く
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

顕
著
で
あ
る
。
同
形
式
は
パ
ー
イ
ェ
（
原
義
は
「
基
礎
」）

と
よ
ば
れ
る
、
ロ
ッ
ク
な
ど
の
リ
フ
の
よ
う
に
何
度
も

繰
り
返
さ
れ
る
音
型
を
基
礎
ま
た
は
伴
奏
と
し
て
展
開

し
て
ゆ
く
が
、
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
は
と
り
わ
け
、
バ
チ
で

叩
く
と
い
う
リ
ズ
ム
楽
器
的
な
特
性
を
活
か
し
て
、
非

常
に
疾
走
感
あ
ふ
れ
る
動
的
な
音
楽
が
展
開
さ
れ
る
の

だ
。
近
年
で
は
、
従
来
の
奏
法
か
ら
は
な
か
な
か
あ
り

え
な
い
腕
使
い
（
バ
チ
使
い
）
を
す
さ
ま
じ
い
速
さ
で

演
奏
す
る
な
ど
、
超
絶
技
巧
の
流
れ
も
顕
著
に
な
っ
て

き
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
代
後
半
の
東
京
で
巨
匠
ラ
ヴ
ィ
・
シ
ャ
ン

カ
ル
の
生
演
奏
を
初
め
て
聞
い
た
こ
ろ
、
シ
タ
ー
ル
を
演

奏
し
よ
う
と
先
生
を
探
し
た
。
家
で
練
習
す
る
楽
器
は
、

先
生
か
ら
レ
ン
タ
ル
で
調
達
し
た
。
弟
子
仲
間
の
な
か
に

は
、
イ
ン
ド
で
楽
器
を
買
っ
て
く
る
者
も
あ
ら
わ
れ
、
弦

は
ど
こ
製
の
も
の
が
い
い
音
か
、
太
さ
（
ゲ
ー
ジ
）
は
何

が
適
切
か
な
ど
、
楽
器
の
細
部
に
関
す
る
情
報
交
換
も

始
ま
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
あ
る
メ
ー
カ
ー
の
弦
が
、
ミ
ー
ン

ド
（
チ
ョ
ー
キ
ン
グ
）
奏
法
の
後
も
音
程
が
崩
れ
ず
音
色

も
い
い
と
い
っ
た
細
々
し
た
こ
と
も
議
論
さ
れ
た
の
だ
。

結
局
、
自
分
の
楽
器
を
入
手
し
た
の
は
、
一
九
八
一
年
初

頭
に
イ
ン
ド
周
辺
へ
旅
し
た
と
き
だ
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
、

カ
ル
カ
ッ
タ
の
シ

タ
ー
ル
演
奏
家
を
紹

介
し
て
も
ら
い
、
そ

の
方
に
楽
器
を
選
ん

で
も
ら
っ
た
。
い
わ

ゆ
る「
吊
し
」（
既
製
品
）

で
は
あ
っ
た
が
、
こ

の
先
生
の
お
か
げ
で

比
較
的
安
価
だ
が
音

が
良
い
も
の
が
手
に

入
り
重
宝
し
た
。
二

本
目
は
、
留
学
先
の

バ
ナ
ー
ラ
ス
で
一
九
八

サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
は
台
形
の
共
鳴
胴
の
上
に
コ
ト
状
に

弦
を
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
打
弦
楽
器
で
、
イ
ラ
ン
の
場
合
、

標
準
的
な
タ
イ
プ
は
一
八
駒
七
二
弦
タ
イ
プ
の
も
の
で
、

細
い
バ
チ
を
両
手
に
打
奏
す
る
。
音
を
止
め
る
機
構
は

な
く
、
い
わ
ば
開
放
弦
（
指
で
弦
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
な

い
状
態
）
の
み
の
お
よ
そ
三
オ
ク
タ
ー
ブ
に
わ
た
る
音

域
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
余
韻
が
重
な
り
合
っ
て
響
き
合
う

さ
ま
は
、
ま
さ
し
く
「
幻
想
的
」
だ
と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
わ
た
し
が
こ
の
楽
器
と
出
会
っ
た
当
初

感
じ
て
い
た
魅
力
は
、
音
色
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ

東
京
音
楽
大
学
客
員
教
授

小こ

日び

向な
た 

英ひ
で

俊と
し

神
戸
大
学
大
学
院
准
教
授

谷た
に 

正ま
さ

人と

北インド古典（ヒンドゥスターニー）音楽の代表的楽器で
弦をはじいて音を出す。起源は明らかではない。遅くとも
1930年代までは共鳴弦のないタイプもよく使われたが、そ
の前後に共鳴弦があるタイプに変化して現在に至る。

（H0001795）サントゥール

サントゥールのボディやバチは胡
くるみ

桃製が多く、弦は
低音が真

しん

鍮
ちゅう

と銅を合わせたもの、中・高音弦が鋼鉄
製の金属弦である。バチの先端下面には、フェルト
などの素材が貼り付けられているのが一般的で、そ
れを用いて弦を打つ打弦楽器である。

シタール （H0278308）

アーチ形の金属フレットと、棹の上部で弦を支える
上駒（かみごま）

ミーンド奏法。弦を押さえた指を、アーチ状のフレットに沿って引っ張り
音の高さを変える

上： 超絶技巧をその特徴のひとつとするコンテンポラリー・イラン・サントゥールの巨匠 
アルダヴァーン・カームカール氏の、筆者とのレッスンの様子（テヘラン、2018年）

下： サントゥールを弾く筆者とトンバクを演奏するサイード・ジャラリアン氏の共演
　　（撮影：清水恵、テヘラン、2018年）
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ト
ル
コ
で
サ
ズ
を
奏
で
る
日
々

南
イ
ン
ド
の
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム

歩
出
る
と
、
ト
ル
コ
民
謡
形
成
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
吟

遊
詩
人
ア
ー
シ
ュ
ク
と
し
て
知
ら
れ
、
儀
礼
以
外
で
も

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

筆
者
は
調
査
の
過
程
に
お
い
て
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
派
の

音
楽
家
に
サ
ズ
を
習
う
機
会
を
得
た
。
彼
は
イ
ス
タ
ン

ブ
ル
の
ア
レ
ヴ
ィ
ー
派
が
多
い
地
区
で
、
筆
者
が
親
し

く
し
て
い
た
兄
家
族
の
家
の
近
く
で
暮
ら
し
て
お
り
、

実
際
に
、
数
多
く
あ
る
サ
ズ
教
室
の
教
師
と
し
て
生
計

を
立
て
て
い
た
。
大
都
会
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
中
心
部
か
ら

ほ
ど
近
い
場
所
に
あ
り
な
が
ら
近
く
に
は
野
原
が
広
が

り
、
一
夜
で
作
ら
れ
た
小
屋
の
よ
う
な
兄
家
族
の
家
の
一

室
で
お
こ
な
わ
れ
る
即
席
の
サ
ズ
教
室
に
、
筆
者
は
二

カ
月
の
調
査
期
間
中
毎
週
末
通
い
、
演
奏
だ
け
で
な
く

イ
マ
ー
ム
（
指
導
者
）・
ア
リ
ー
の
化
身
と
考
え
ら
れ
て

い
る
サ
ズ
を
床
に
直
接
置
い
て
は
な
ら
な
い
な
ど
、
ア
レ

る
弦
楽
器
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
と
外
形
や
大
き
さ
が
そ
っ
く
り

だ
が
、
ど
ち
ら
が
先
に
存
在
し
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ー
ナ
ー
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
二
四
の
フ
レ
ッ
ト
を
取

り
外
し
て
作
ら
れ
た
の
が
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
で

あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
一
方
で
、
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ

ヤ
ム
に
フ
レ
ッ
ト
を
つ
け
て
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
が
完
成
し
た
と

い
う
正
反
対
の
説
も
あ
る
。
女
神
サ
ラ
ス
ワ
テ
ィ
ー
の

演
奏
す
る
楽
器
と
し
て
知
ら
れ
、
南
イ
ン
ド
音
楽
の
王

道
を
歩
ん
で
来
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
と
比
べ
れ
ば
、
ゴ
ッ
ト
ゥ

ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
は
目
立
た
な
い
存
在
だ
。

こ
の
楽
器
の
数
少
な
い
演
奏

家
の
一
人
で
あ
る
ガ
ー
ヤ
ト
リ
・

カ
セ
バ
ウ
ム
さ
ん
は
、
声
楽
の
薫

陶
を
受
け
た
あ
と
、
ゴ
ッ
ト
ゥ

ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
を
学
ん
だ
。
彼

女
が
師
事
し
た
ブ
ー
ダ
ル
ー
ル
・

ク
リ
シ
ュ
ナ
ム
ー
ル
テ
ィ
・

シ
ャ
ー
ス
ト
リ
（
一
八
九
四
ー
一

九
七
八
）
は
、
昔
む
か
し

気か
た
ぎ質
な
音
楽
家

で
人
目
を
引
く
よ
う
な
派
手
な

演
奏
や
演
出
を
嫌
っ
た
そ
う
だ
。

音
楽
界
で
は
有
名
だ
っ
た
が
、
清

貧
を
好
み
小
さ
な
家
で
質
素
な

暮
ら
し
を
し
な
が
ら
音
楽
一
筋
の

一
生
を
送
っ
た
。

ヴ
ィ
ー
派
の
サ
ズ
に
対
す
る
考
え
を
数
多
く
学
ん
だ
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
楽
器
街
で
筆
者
が
買
っ
た
サ
ズ
は

そ
れ
ほ
ど
良
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
店
の
天
井
か

ら
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
た
数
多
い
サ
ズ
の
な
か
で
い
ち
ば
ん

筆
者
の
気
を
引
い
た
。
そ
の
赤
く
輝
く
ボ
デ
ィ
の
サ
ズ

を
店
主
が
試
し
に
弾
く
と
、
繊
細
な
音
色
が
響
い
た
。

し
か
し
教
室
で
筆
者
が
慣
れ
な
い
手
つ
き
で
ピ
ッ
ク
を

上
下
に
動
か
し
弦
を
は
じ
く
と
、
重
た
い
音
し
か
し
な

い
。
同
じ
楽
器
を
先
生
が
弾
け
ば
、
や
は
り
美
し
い
音

が
響
く
。
楽
器
を
演
奏
す
る
難
し
さ
を
久
々
に
感
じ
た

日
々
で
あ
っ
た
が
、
楽
器
が
い
か
に
人
び
と
の
信
仰
心

を
表
象
す
る
か
な
ど
多
く
を
学
ん
だ
日
々
で
も
あ
っ
た
。

そ
ん
な
師
匠
を
深
く
敬
愛
す
る
ガ
ー
ヤ
ト
リ
さ
ん
に

と
っ
て
、
彼
の
愛
器
を
託
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
誇
り
で

あ
る
。
ベ
ン
ガ
ル
ー
ル
郊
外
に
あ
る
自
宅
に
特
注
の
収
納

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
し
つ
ら
え
、
家
宝
と
し
て
大
切
に
保
管

し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
楽
器
の
将
来
に
は
大
き
な
危

機
感
を
も
っ
て
い
る
。
一
見
盛
況
を
呈
し
て
い
る
南
イ
ン

ド
音
楽
界
だ
が
、
習
得
が
難
し
く
地
味
な
楽
器
に
一
生
を

捧
げ
よ
う
と
す
る
若
者
は
多
く
な
い
か
ら
だ
。
今
年
八

〇
歳
に
な
っ
た
彼
女
は
、
師
匠
か
ら
譲
り
受
け
た
楽
器

と
演
奏
ス
タ
イ
ル
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
る
。

日
本
か
ら
西
に
約
九
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

ア
ジ
ア
大
陸
の
西
の
果
て
に
位
置
す
る
ト
ル
コ
共
和
国
。

筆
者
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
ス
ン
ナ
派
が
多
く
を
占
め
る
ト

ル
コ
共
和
国
に
お
い
て
、
宗
教
的
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と

さ
れ
る
ア
レ
ヴ
ィ
ー
派
が
儀
礼
の
な
か
で
実
践
す
る
舞

踊
に
つ
い
て
調
査
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

ア
レ
ヴ
ィ
ー
派
は
儀
礼
の
な
か
で
音
楽
を
多
用
す
る
。

伴
奏
に
は
サ
ズ
と
よ
ば
れ
る
撥
弦
楽
器
が
使
用
さ
れ
、

儀
礼
を
遂
行
す
る
担
当
者
の
な
か
に
も
音
楽
家
が
い
る
。

こ
の
サ
ズ
と
よ
ば
れ
る
三
味
線
に
似
た
楽
器
は
、
ト
ル

コ
だ
け
で
は
な
く
ア

ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
や

イ
ラ
ン
な
ど
に
も
存

在
す
る
。
似
た
よ
う

な
形
態
の
楽
器
は
中

央
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ

ア
に
も
見
る
こ
と
が

で
き
、
こ
の
地
が
い

か
に
ア
ジ
ア
大
陸
各

地
と
つ
な
が
り
文
化

的
に
影
響
を
与
え

合
っ
て
い
る
か
を
強

く
感
じ
さ
せ
る
。
ア

レ
ヴ
ィ
ー
派
の
音
楽

家
は
儀
礼
の
外
を
一

南
イ
ン
ド
の
古
典
音
楽
で
用
い
ら
れ
る
楽
器
の
な
か

に
、
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
と
よ
ば
れ
る
め
ず
ら
し

い
弦
楽
器
が
あ
る
。
古
典
音
楽
の
中
心
地
と
さ
れ
る
チ
ェ

ン
ナ
イ
で
さ
え
生
演
奏
を
聴
け
る
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
な
い
。
ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
は
四
〇
〇
年
ほ
ど

前
に
現
在
の
形
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
ゴ
ッ
ト
ゥ
と
よ
ば

れ
る
木
片
を
弦
の
上
で
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
旋
律
を
演
奏

す
る
楽
器
（
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
）
な
の
で
、
こ
の
名
が
つ

い
た
。

ゴ
ッ
ト
ゥ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
は
、
南
イ
ン
ド
を
代
表
す

京
都
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師

米よ
ね

山や
ま 

知と
も

子こ

サズとは、ペルシャ語で「楽器」という意味で、
洋梨を半分に割ったような共鳴胴から長い棹が
伸びた撥弦楽器（リュート系）。名称は異なるが
同様な形態の楽器は広く世界中に分布する。

（H0230646）ゴットゥヴァーティヤム

南インドのヴィーナー系撥弦楽器。木片を弦上
で移動させることで音を滑らかに変化させる利
点があるが、フレットがないため音の高さをコ
ントロールしにくい厄介な楽器である。

民
博 
学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

寺て
ら

田だ 

𠮷よ
し

孝た
か サズ （H0102920）

イスタンブルの楽器店の天井から下げられたサズ（1998年）

上：自宅で開いた演奏会でゴットゥヴァーティヤムを弾くブーダルール・
　   クリシュナムールティ・シャーストリ（提供：ガーヤトリ・カセバウム）
下：ゴットゥヴァーティヤムを演奏するガーヤトリさん（2006年）

イスタンブル郊外にあるウンカパヌ楽器街（1999年）
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○○してみました世界のフィールド

飯
いいずみ

泉 菜
な

穂
お

子
こ

日本で唯一の
ユニバーサルシアター

視
覚
障
害
者
サ
ポ
ー
ト
か
ら
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
シ
ア
タ
ー
」
へ

「
シ
ネ
マ
・
チ
ュ
プ
キ
・
タ
バ
タ
」
は
二
〇
一
六
年
九
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
Ｊ
Ｒ
山

手
線
と
京
浜
東
北
線
の
田
端
駅
か
ら
徒
歩
約
五
分
の
商
店
街
の
な
か
に
あ
る
、
日

本
で
初
め
て
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
シ
ア
タ
ー
で
あ
る
。
運
営
母
体
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら

音
声
ガ
イ
ド
に
よ
る
視
覚
障
害
者
の
映
画
鑑
賞
サ
ポ
ー
ト
を
い
ち
早
く
手
が
け
て

き
た
「
シ
テ
ィ
・
ラ
イ
ツ
」
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
。
シ
テ
ィ
・
ラ
イ
ツ
の
名
前

は
、
盲
目
の
花
売
り
娘
が
登
場
す
る
Ｃ
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
映
画
「
街ま
ち
の
灯ひ

（C
ity 

Lights

）」
に
由
来
す
る
。
オ
ー
プ
ン
に
至
る
経
緯
を
当
シ
ア
タ
ー
お
よ
び
シ
テ
ィ
・

ラ
イ
ツ
代
表
を
務
め
る
平ひ
ら

塚つ
か
千ち

穂ほ

子こ

氏
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
長
年
の
夢
で
あ
っ

た
自
分
た
ち
の
自
前
の
映
画
館
を
開
館
す
る
に
あ
た
り
、
視
覚
障
害
者
サ
ポ
ー
ト
の

み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
を
盛
り
込
ん
だ
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
」
鑑
賞
環
境
を

目
指
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。

「
チ
ュ
プ
キ
」
と
い
う
の
は
ア
イ
ヌ
語
で
月
や
木
漏
れ
日
な
ど
の
「
自
然
の
光
」
を

意
味
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
シ
ア
タ
ー
は
緑
豊
か
な
森
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
柔
ら
か
で
明

る
い
色
彩
と
装
飾
が
あ
ふ
れ
る
居
心
地
の
良
い
空
間
だ
。
出
発
点
が
視
覚
に
障
害
を

も
つ
人
た
ち
へ
の
サ
ポ
ー
ト
活
動
で
あ
っ
た
だ
け
あ
っ
て
、
音
響
へ
の
こ
だ
わ
り
は
本

格
的
だ
。
北
欧
製
の
ス
ピ
ー
カ
ー
は
、
リ
ア
ル
な
サ
ウ
ン
ド
を
再
現
で
き
る
最
新
の

「障害の有無にかかわらず、映像文化をさまざまな人と共有したい」。そんな想いから筆者
は昨年 11月にみんぱく映画会「映画が拓く新たなバリアフリーの世界」を実施した。上
映会に先立ち、筆者は日本で唯一のユニバーサルシアター「シネマ・チュプキ・タバタ
（CINEMA Chupki TABATA）」に足を運ぶことにした。

我
が
町
の
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー

動
線
の
確
保
も
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
環
境
に
は
欠
か
せ
な
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
案

内
に
従
い
、
田
端
駅
北
口
改
札
を
出
て
映
画
館
ま
で
の
道
の
り
を
た
ど
っ
て
み
た
。

界
隈
の
地
形
は
比
較
的
高
低
差
が
あ
り
坂
道
が
多
い
印
象
が
あ
る
が
、
現
地
ま
で

は
駅
に
隣
接
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
と
車
い
す
利
用
者
や
移
動
に
困
難
を

抱
え
る
人
で
も
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
あ
り
、
途
中
で
「
だ
れ
で
も
ト
イ
レ
」
を
利
用

す
る
こ
と
も
可
能
だ
。
映
画
館
開
設
に
こ
の
地
を
選
ん
だ
理
由
は
そ
の
辺
に
も
あ
る

の
だ
ろ
う
か
？
と
尋
ね
て
み
る
と
、
思
い
が
け
な
い
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
候
補
地

に
な
っ
た
段
階
で
「
も
ち
ろ
ん
、
最
寄
り
駅
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
し
や
す
さ
や
映
画

館
の
建
築
・
防
火
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
要
素
で
し
た
。
で
も
、
じ

つ
は
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
た
ら
、
こ
の
辺
り
は
映
画
館
不
毛
地
帯
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
て
。
そ
れ
も
、
こ
の
地
を
選
ん
だ
理
由
の
ひ
と
つ
で
す
」
と
。

音
響
へ
の
こ
だ
わ
り
に
し
て
も
候
補
地
選
定
理
由
に
し
て
も
、
障
害
の
あ
る
方
た

ち
の
た
め
に
貢
献
す
る
と
い
う
福
祉
的
な
視
点
の
み
な
ら
ず
「
良
い
映
画
を
気
持

ち
の
良
い
環
境
で
映
画
を
愛
す
る
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
と
一
緒
に
観
た
い
」
と
い
う
、

本
格
的
な
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
と
し
て
の
気
概
が
あ
る
シ
ア
タ
ー
だ
。
一
映
画
好
き
と
し

て
も
、
そ
れ
が
と
て
も
頼
も
し
く
嬉
し
い
。
こ
の
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
継
続
す
る

こ
と
を
心
か
ら
応
援
し
た
い
と
思
う
。

民博 人類基礎理論研究部

音
響
設
備
で
あ
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に
対
応
し

て
い
る
。
じ
つ
は
、
森
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
装
飾
の
一
部
は
吸
音
材

の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
映
画
鑑
賞
環
境
と
は

一
般
に
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
何
か
を
楽
し
ん
だ
り
実
現
す
る
よ
う
目
指

す
こ
と
を
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
」「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
（
化
）」
な
ど
と
称
す
る
。

目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
も
、前
者
は
現
在
の
社
会
環
境
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁（
バ

リ
ア
）
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
を
目
指
し
、
後
者
は
さ
ま
ざ

ま
な
事
柄
の
デ
ザ
イ
ン
策
定
段
階
か
ら
障
壁
の
な
い
環
境
構
築
を
目
指
す
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
。「
シ
ネ
マ
・
チ
ュ
プ
キ
・
タ
バ
タ
」
が
目
指
す
と
こ
ろ

は
後
者
で
あ
る
。

視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
に
対
応
し
た
音
声
ガ
イ
ド
（
副
音
声
、
外
国
語
映
画
の
場

合
に
は
字
幕
読
み
上
げ
音
声
も
加
わ
る
）、
邦
画
に
は
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
の
鑑
賞

を
前
提
と
し
た
日
本
語
字
幕
を
常
時
付
与
し
た
上
映
を
お
こ
な
う
。
配
慮
の
対
象

は
い
わ
ゆ
る
障
害
を
も
つ
方
だ
け
で
は
な
い
。
上
映
時
間
中
に
泣
い
て
し
ま
っ
た
り

お
し
ゃ
べ
り
し
た
く
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
赤
ち
ゃ
ん
や
小
さ
な
子
ど
も
を
つ
れ
た

方
を
対
象
と
し
た
完
全
防
音
の
親
子
鑑
賞
室
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。

「
シ
ネ
マ
・
チ
ュ
プ
キ
・
タ
バ
タ
」
の
料
金
表
に
は
障
害
者
割
引
料
金
が
載
っ
て
い

な
い
。
障
害
者
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
る
シ
ア
タ
ー
な
の
に
何
故
？
と
一
瞬
不
思

議
に
思
っ
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
を
取
り
除
い
た
上
映
環
境
を
前
提
と
し
て
い
る

シ
ア
タ
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
敢
え
て
障
害
者
割
引
を
設
定
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
説

明
を
聞
い
て
、
い
た
く
納
得
し
た
。
障
害
の
有
無
の
み
を
理
由
と
し
た
割
引
は
お
こ

な
わ
な
い
代
わ
り
に
、
移
動
に
困
難
を
伴
う
た
め
に
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け

て
い
る
方
の
介
助
者
分
の
チ
ケ
ッ
ト
代
は
請
求
し
な
い
（
ヘ
ル
パ
ー
パ
ス
）、
心
身
の

障
害
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
結
果
的
に
就
労
困
難
・
生
活
困
窮
と
い
う
別
の
障
壁
に

悩
ま
さ
れ
て
い
る
方
へ
は
割
引
料
金
を
設
定
す
る
（
プ
ア
エ
イ
ド
）
と
い
っ
た
対
応
を

お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

日本、東京

森をイメージしたシアター内部。木の装飾の一部は吸音
材の役割も果たしている（写真はすべて 2018年に撮影）

上：音質にこだわったスピーカーは劇場の前面、側面、
後面そして天井にも配置されている

下：完全防音の親子鑑賞室

上：映画の音を震動で感じられる「抱っこスピー
カー」を希望者に貸し出している

下：全席に搭載されたイヤホンジャックには、左
右の音のボリュームを調節できるレバーがある
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※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料

※
申
込
締
切 

2
月
8
日（
金
）必
着

※
本
館
講
堂
が
改
修
中
の
た
め
、
館
外
で
の
開
催

と
な
り
ま
す
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
公
演 【
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
】

南
ア
ジ
ア
の
弦
楽
器
の
演
奏
を
お
楽
し
み
く
だ
さ

い
。

時
間　

13
時
30
分
〜
14
時
15
分
、

　
　
　

15
時
15
分
〜
16
時（
各
日
2
回
公
演
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場
出
口

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

3
月
9
日（
土
）

演
奏　

的
場
裕
子

楽
器　

ヴ
ィ
ー
ナ
ー

3
月
17
日（
日
）

演
奏　

伊
藤
香
里
、
勝
田
信
明

楽
器　

サ
ー
ラ
ン
ギ
ー
、
マ
ー
ダ
ル

3
月
30
日（
土
）

演
奏　

小
日
向
英
俊
、
藤
澤
ば
や
ん

楽
器　

シ
タ
ー
ル
、
タ
ブ
ラ
ー

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
44
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
マ
マ
の
お
客
」

涙
あ
り
笑
い
あ
り
の
イ
ラ
ン
映
画
の
名
作
を
上
映
。

食
卓
を
と
お
し
て
、
イ
ラ
ン
の
人
び
と
、
そ
の
日

常
生
活
や
社
会
を
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
時　

2
月
23
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

（
13
時
開
場
）

会
場　

ホ
テ
ル
阪
急
エ
キ
ス
ポ
パ
ー
ク

多
目
的
ホ
ー
ル（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）

（
定
員
4
0
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

※
参
加
券
を
当
日
11
時
か
ら
多
目
的
ホ
ー
ル

（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）前
受
付
に
て
配
布

※
本
館
講
堂
が
改
修
中
の
た
め
、
館
外
で
の
開
催

と
な
り
ま
す
。

企
画
展

「
旅
す
る
楽
器

―
南
ア
ジ
ア
、弦
の
響
き
」

南
ア
ジ
ア
の
弦
楽
器
は
、
中
央
ア
ジ
ア
や
西
ア
ジ

ア
か
ら
伝
え
ら
れ
た
楽
器
が
改
良
さ
れ
定
着
し
た

も
の
が
多
く
、
そ
の
い
く
つ
か
は
南
ア
ジ
ア
で
の
変

容
を
経
て
東
南
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
に
も
伝
え
ら

れ
ま
し
た
。
楽
器
が
広
大
な
地
域
を
旅
し
て
伝
播

し
て
い
く
様
を
知
る
こ
と
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け

る
長
期
的
な
文
化
の
交
流
を
実
感
し
て
く
だ
さ
い
。

会
期　

2
月
21
日（
木
）〜
5
月
7
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

研
究
公
演 【
コ
ン
サ
ー
ト
】

「
薫
り
立
つ
イ
ン
ド
宮
廷
の
華

―
弦
楽
器
サ
ロ
ー
ド
の
至
芸
」

サ
ロ
ー
ド
は
、
イ
ン
ド
の
宮
廷
音
楽
に
ル
ー
ツ
を

も
つ
北
イ
ン
ド
古
典
音
楽
で
演
奏
さ
れ
る
弦
楽
器

で
す
。
名
手
イ
ル
フ
ァ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ハ
ー

ン
が
古
式
の
古
典
音
楽
の
世
界
に
誘
い
ま
す
。

日
時　

3
月
2
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時

（
12
時
50
分
開
場
）

会
場　

ホ
テ
ル
阪
急
エ
キ
ス
ポ
パ
ー
ク

多
目
的
ホ
ー
ル（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）

（
定
員
4
0
0
名
）

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
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

み
ん
ぱ
く
映
画
会・み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
シ
ア
タ
ー

本
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
映
像
作
品
で
あ
る「
み
ん
ぱ

く
映
像
民
族
誌
」シ
リ
ー
ズ
の
な
か
か
ら
選
定
し

た
作
品
を
上
映
後
、
監
修
者
に
よ
る
ト
ー
ク
を
お

こ
な
い
ま
す
。

会
場　

淀
川
文
化
創
造
館 

シ
ア
タ
ー
セ
ブ
ン

（
定
員
60
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

「
ア
リ
ラ
ン
峠
を
越
え
て
い
く

―
在
日
コ
リ
ア
ン
の
音
楽
」

日
時　

2
月
9
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時

（
13
時
開
場
）

解
説　

髙
正
子（
神
戸
大
学 

非
常
勤
講
師
）

安
聖
民（
パ
ン
ソ
リ
演
奏
家
）

司
会　

寺
田
𠮷
孝（
本
館 

教
授
）

「
中
国
雲
南
省
大
理
盆
地
の
回
族
」

日
時　

2
月
17
日（
日
）14
時
〜
16
時

（
13
時
30
分
開
場
）

解
説　

横
山
廣
子（
本
館 

名
誉
教
授
）

司
会　

福
岡
正
太（
本
館 

准
教
授
）

点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

目
で
読
む
文
字
か
ら
手
で
読
む
文
字
へ
、
点
字
で

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
！
点
字
体
験
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

2
月
9
日（
土
）12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

※
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ（
Ｍ
Ｍ

Ｐ
）に
よ
る
催
し
で
す
。

2
月
17
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

カ
フ
ィ
ル
・
カ
ラ
遺
跡
（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
）
に
お
け
る

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
関
連
の
木
彫
り
板
絵
の
発
見

話
者　

寺
村
裕
史 （
本
館 

准
教
授
）

2
月
24
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
、
第
1
収
蔵
庫
前
の
コ
ー
ナ
ー

収
蔵
庫
を
窓
か
ら
の
ぞ
い
て
み
よ
う

話
者　

園
田
直
子 （
本
館 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

　

た
だ
し
、
24
日（
日
）は
展
示
観
覧
券
不
要

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

2
月
24
日（
日
）は
、
本
館
展
示
と
企
画
展
を
無
料
で
観
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

刊行物紹介

友
の
会
講
演
会

会
場　

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

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
8
6
回　

3
月
9
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

キ
リ
ス
ト
教
で
読
み
解
く
韓
国
の
歴
史
と
文
化

講
師　

太
田
心
平（
本
館 

准
教
授
）

日
本
に
仏
教
を
伝
え
た
地
域
と
し
て
知
ら
れ
る
朝
鮮
半
島
。
儒

教
の
国
と
し
て
も
知
ら
れ
る
韓
国
。
し
か
し
、
統
計
を
み
る
と
、

宗
教
が
あ
る
と
い
う
人
の
う
ち
過
半
数
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
す
。

ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
キ
リ
ス
ト
教
が
普
及
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
を
紐
解
け
ば
、
日
本
と
は
大
き
く
異
な
る
韓
国
の
近
現
代
史

と
、
あ
ま
り
知
ら
れ
ざ
る
現
在
の
姿
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
植
民
地

か
ら
軍
事
独
裁
へ
、
民
主
化
運
動
と
格
差
社
会
。
そ
し
て
、
エ
ネ

ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
若
者
た
ち
の
生
き
方
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
鍵
に

考
え
ま
す
。

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

第
4
8
7
回　

4
月
6
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

イ
ラ
ン
音
楽
の
楽
し
み

―
伝
統
打
弦
楽
器
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
を
例
に

講
師　

谷
正
人（
神
戸
大
学
大
学
院 

准
教
授
）

東
京
講
演
会

第
1
2
5
回　

3
月
9
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

米
国
先
住
民
ホ
ピ
の
暮
ら
し
と
世
界
観

講
師　

伊
藤
敦
規（
本
館 

准
教
授
）

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン

米
国
ア
リ
ゾ
ナ
州
の
グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
の
近
く
に
保
留
地
を

持
つ
先
住
民
ホ
ピ
は
、
乾
燥
し
た
土
地
に
暮
ら
す
農
耕
民
で
す
。

農
作
物
の
生
長
に
欠
か
せ
な
い
降
雨
を
祈
願
す
る
儀
礼
に
は
、
超

自
然
的
存
在
カ
チ
ー
ナ
が
現
れ
ま
す
。
動
物
や
植
物
や
自
然
現

象
そ
の
も
の
を
表
し
、
そ
の
存
在
自
体
が
雨
雲
の
化
身
と
み
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
民
博
は
カ
チ
ー
ナ
人
形
資
料
を
2
8
1
体
収
蔵
し

て
い
ま
す
。
ホ
ピ
の
人
び
と
に
よ
る
資
料
解
説
映
像
を
通
し
て
、

彼
ら
の
暮
ら
し
と
世
界
観
を
紹
介
し
ま
す
。

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

※
要
事
前
申
込
先
着
順（
定
員
60
名
）

　

会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

日
時　

2
月
16
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
セ
ミ
ナ
ー
室

参
加
費　

無
料

※
参
加
券
を
当
日
12
時
30
分
か
ら
本
館
1
階
案
内
所
前
に
て
配
布

※
メ
イ
ン
会
場
が
満
席
の
場
合
は
中
継
会
場
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

第
4
8
8
回

イ
ン
カ
帝
国
か
ら
先
住
民
共
同
体
へ

―
植
民
地
期
ア
ン
デ
ス
に
お
け
る
先
住
民
の
集
住
化

講
師　

齋
藤
晃（
本
館 

教
授
）

16
世
紀
末
、
ス
ペ
イ
ン
人
は
旧
イ
ン
カ
帝
国
で
約
1
5
0
万
の

先
住
民
を
碁
盤
目
状
に
区
画
さ
れ
た
1
0
0
0
以
上
の
町
に

強
制
移
住
さ
せ
ま
し
た
。
集
住
化
と
呼
ば
れ
る
こ
の
世
界
史

上
希
有
な
社
会
実
験
に
つ
い
て
、
最
新
の
研
究
成
果
を
紹
介
し

ま
す
。

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
。

2
月
3
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

は
じ
め
に
ヒ
モ
あ
り
き

―
人
類
の
線
状
物
利
用

話
者　

上
羽
陽
子 （
本
館 

准
教
授
）

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401
http://www.minpaku.ac.jp/

ピラミッドの“謎”を解く鍵がここにある。「ピラ
ミッド」とは何なのか。研究分野の異なる3名の
著者が、それぞれの
フィールドにおけるピラ
ミッドを紹介。わが国の
これまでのピラミッド学
の枠組を超え、世界中に
点在するピラミッドの謎
に迫る。項目数約180、
掲載図版約430点。

■大城 道則、青山 和夫、関 雄二 著
『世界のピラミッド大事典』
柊風舎　15,000円（税別）

特
別
展

「
子
ど
も
／
お
も
ち
ゃ
の
博
覧
会
」

明
治
時
代
以
降
に
お
け
る
日
本
の
社
会
の
大
き
な

変
化
は
、
そ
の
時
々
の
子
ど
も
の
あ
り
よ
う
や
人

び
と
の
子
ど
も
観
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
本
展

で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
戦
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
玩
具

を
つ
う
じ
、
子
ど
も
や
子
ど
も
を
め
ぐ
る
社
会
の

変
遷
と
そ
の
意
味
を
探
り
ま
す
。

会
期　

3
月
21
日（
木
・
祝
）〜
5
月
28
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

※
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
。

 

3
月
の
友
の
会
講
演
会
は
第
2
土
曜
日
に
開
催
し
ま
す
。

旧インカ帝国首都クスコに近いピサクの町

シーク教徒が演奏する擦弦楽器ターウス

自動車

12   13    2019 年 2月号



で
あ
る
。
モ
ヤ
ン
に
は
「
モ
ヤ
ン
・
ブ
ア
ヤ
」（
ワ

ニ
の
精
霊
）、「
モ
ヤ
ン
・
カ
チ
ャ
ン
」（
豆
の
精
霊
）

な
ど
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
名
前
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
役
割
が
あ
る
。
動
植
物
だ
け

で
な
く
、
大
嵐
な
ど
の
自
然
災
害
に
つ
い
て
も
、

モ
ヤ
ン
の
仕
業
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
嵐
が
起

こ
る
と
、
ふ
だ
ん
は
優
し
い
「
モ
ヤ
ン
・
プ
テ
ィ

ン
・
ブ
リ
オ
ン
」（
つ
む
じ
風
の
精
霊
、
右
頁
上
）

が
怒
っ
て
、
自
分
た
ち
に
何
か
を
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
。

右
頁
下
の
写
真
は
、
モ
ヤ
ン
・
ナ
ガ
と
よ
ば
れ

る
龍
の
精
霊
で
あ
る
。
想
像
上
の
動
物
で
あ
る

龍
も
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
な
の
で
あ
る
。
龍
は
、

人
が
そ
の
背
中
を
歩
け
る
ほ
ど
巨
大
で
、
ひ
と

た
び
動
け
ば
、
大
地
が
揺
れ
動
き
、
地
震
が
引

き
起
こ
さ
れ
る
と
恐
れ
ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う

な
逸
話
も
残
っ
て
い
る
。
村
の
男
性
が
狩
猟
の
た

め
森
に
入
り
、
獲
物
が
得
ら
れ
ず
洞
窟
で
休
ん

で
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

頭
上
か
ら
液
体
が
落
ち
て
き

て
、
最
初
は
水
か
と
思
っ
た

が
、
よ
く
見
て
み
る
と
、
赤

い
血
で
あ
っ
た
。
あ
わ
て
て

外
に
出
て
振
り
返
る
と
、
洞

窟
と
思
っ
て
い
た
の
は
龍
の

口
の
な
か
で
あ
っ
た
。
び
っ

く
り
し
て
、
そ
の
男
性
は
村

に
逃
げ
帰
っ
て
き
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
彫
像
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
先
住
民
オ

ラ
ン
・
ア
ス
リ
の
一
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
マ
ー
・
ム

リ
の
男
性
が
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ー
・
ム

リ
の
人
び
と
は
首
都
ク
ア
ラ
・
ル
ン
プ
ー
ル
近
郊

の
カ
レ
イ
島
に
暮
ら
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
ブ

ン
ブ
ン
村
は
男
性
の
ほ
と
ん
ど
が
彫
像
制
作
に

た
ず
さ
わ
る
村
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
彼
ら
の

優
れ
た
彫
刻
技
術
は
世
界
的
に
知
ら
れ
て
お
り
、

ユ
ネ
ス
コ
か
ら
賞
を
与
え
ら
れ
た
作
家
も
い
る
。

♦
♦
♦
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
の
精
霊
♦
♦
♦

村
び
と
は
、「
人
は
亡
く
な
る
と
『
果
実
の
島
』

と
よ
ば
れ
る
天
国
の
よ
う
な
場
所
で
暮
ら
す
よ

う
に
な
り
、
精
霊
と
な
っ
て
現
世
に
生
き
る
わ

た
し
た
ち
を
見
守
っ
て
い
る
」
と
信
じ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
霊
魂
が
こ
の
世
に
生

ま
れ
変
わ
る
と
い
う
輪
廻
転
生
の
考
え
方
に
基

づ
い
て
い
る
。
死
者
の
霊
魂
は
サ
ル
や
フ
ク
ロ
ウ

な
ど
の
動
物
や
、
バ
ッ
タ
や
ク
モ
な
ど
の
虫
、
バ

ナ
ナ
や
カ
ボ
チ
ャ
な
ど
の
植
物
と
し
て
生
ま
れ

変
わ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
周
囲
に
あ
る

も
の
は
す
べ
て
祖
先
の
生
ま
れ
変
わ
り
な
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
信
仰
か
ら
、
彼
ら
は
サ
ル
を

食
べ
る
と
き
も
バ
ナ
ナ
を
食
べ
る
と
き
も
、
そ
れ

ら
を
祖
先
が
与
え
て
く
れ
た
恩
恵
と
し
て
敬
い
、

大
切
に
扱
う
。

精
霊
は
モ
ヤ
ン
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
モ
ヤ
ン

と
は
厳
密
に
は
「
祖
先
」
を
意
味
す
る
こ
と
ば

♦
♦
♦
形
を
変
え
る
彫
像
♦
♦
♦

華
人
の
旧
正
月
か
ら
一
カ
月
後
に
設
定
さ
れ

る「
モ
ヤ
ン
の
日
」、村
び
と
は
祖
先
た
ち
の
霊（
彫

像
）
を
祀ま
つ
る
儀
礼
を
お
こ
な
う
。
儀
礼
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
で
は
、
民
族
楽
器
の
演
奏
が
鳴
り
響
く

な
か
、
伝
統
的
な
歌
と
と
も
に
モ
ヤ
ン
の
仮
面

を
か
ぶ
っ
た
男
性
が
あ
ら
わ
れ
、
女
性
た
ち
が

輪
に
な
っ
て
踊
り
始
め
る
。
近
年
で
は
観
光
客

を
招
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
精
霊
の
仮
面

や
彫
像
は
も
と
も
と
こ
う
し
た
儀
礼
の
た
め
に

使
用
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

彫
像
は
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
に
生
育
す
る
木
々

を
材
料
と
し
て
い
る
が
、
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
や
ゴ
ル
フ
場
開
発
の
た
め
、

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
は
年
々
減
少
し
て
お
り
、
彫
像

の
材
料
を
得
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
彫
像
の
大
き
さ
は
、
だ
ん
だ
ん
と

小
さ
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

想像界の生物相

龍に生まれ変わる
民博 グローバル現象研究部 信

のぶ
田
た

 敏
とし
宏
ひろ

資料名―彫像（龍の精霊）

標本番号― H0000164

地域―マレーシア

サイズ―全長 169 cm

上：彫像制作の作業場（2005年）
下：「モヤンの日」の儀礼（2003年）

資料名―彫像（つむじ風の精霊）

標本番号― H0276395

地域―マレーシア

サイズ―高さ 9 cm

 15    2019 年 2月号



際
芸
術
祭
の
舞
台
と
な
る
島
の
ひ
と
つ
と
し
て

知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
二
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て

島
全
体
を
文
化
活
動
の
場
と
す
る
意
欲
的
な
試

み
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
核
を
担
っ
た

の
は
「
ベ
ネ
ッ
セ
ア
ー
ト
サ
イ
ト
直
島
」
と
い
う

ア
ー
ト
活
動
で
あ
り
、
地
中
美
術
館
は
そ
の
象

徴
的
な
施
設
と
し
て
出
発
し
た
。

も
と
も
と
島
の
経
済
の
中
心
は
大
正
時
代
に

始
ま
っ
た
銅
製
錬
産
業
で
あ
っ
た
。
足
尾
銅
山
や

別
子
銅
山
な
ど
で
す
で
に
公
害
が
問
題
と
な
り
、

離
島
が
銅
製
錬
所
の
候
補
地
に
な
っ
た
情
勢
の

な
か
で
そ
の
誘
致
に
名
乗
り
を
上
げ
た
。
直
島

も
ま
た
煙
害
で
ほ
と
ん
ど
の
木
が
枯
れ
る
と
い

う
公
害
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
経
済
発
展
を
も

た
ら
し
た
産
業
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
の
後
、

銅
の
国
際
価
格
が
下
が
り
、
銅
製
錬
産
業
そ
の

も
の
が
低
迷
す
る
時
代
を
迎
え
、
新
し
い
事
業

開
拓
を
迫
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。

一
九
九
〇
年
に
隣
の
豊て

島し
ま
で
産
業
廃
棄
物
の

不
法
投
棄
問
題
が
発
覚
し
た
。
い
わ
ゆ
る
豊
島

事
件
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
調
停
の
結
果
、
一
九

九
八
年
か
ら
直
島
に
総
合
的
な
産
業
廃
棄
物
処

三
み

島
し ま

 禎
て い

子
こ

民博 グローバル現象研究部

宇
野
港
（
岡
山
県
）
か
ら
出
帆
す
る
船
は
、
瀬

戸
内
の
島
々
の
あ
い
だ
を
か
い
く
ぐ
る
よ
う
に

進
み
、
陸
か
ら
の
訪
問
者
た
ち
を
別
世
界
に
連

れ
出
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
二
〇
分
後
に
到
着

す
る
直
島
も
ま
た
あ
る
意
味
で
別
世
界
で
あ
る
。

こ
こ
に
地
中
美
術
館
が
あ
る
。

直
島
は
三
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
瀬
戸
内
国

人
の
芸
術
家
の
う
ち
二
人
は
当
時
は
活
躍
中
で
、

展
示
ス
ペ
ー
ス
の
設
計
に
も
参
加
し
た
と
い
う
。

作
品
を
展
示
す
る
空
間
を
作
る
と
い
う
行
為
は
、

芸
術
家
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か

興
味
深
い
。

「
特
殊
」
が
生
み
出
す
も
の

美
術
館
の
観
覧
は
、
日
時
指
定
の
予
約
制
で

お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
せ
い
か
、
館
内
に
は
あ
ま

り
人
気
が
な
い
。
静
か
に
ゆ
っ
た
り
と
作
品
を
鑑

賞
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
配
慮
な
の
だ
ろ
う
。
わ

と
も
島
の
風
景
と
も
交
じ
り
合
わ
な
い
も
の
い

わ
ぬ
人
工
色
の
造
形
物
は
、「
芸
術
」
と
い
う
絶

対
的
な
存
在
感
を
主
張
し
て
い
る
。

一
方
、
地
中
美
術
館
は
自
然
景
観
や
人
び
と

の
生
活
環
境
を
侵
害
し
な
い
よ
う
な
配
慮
か
ら
、

建
物
の
大
半
が
地
下
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
。
内

部
は
自
然
光
を
採
り
入
れ
る
構
造
で
、
建
物
そ

の
も
の
が
芸
術
作
品
で
あ
る
よ
う
な
た
た
ず
ま

い
と
な
っ
て
い
る
。
島
そ
れ
自
体
を
改
造
す
る
よ

う
な
建
築
が
、
い
か
に
大
掛
か
り
な
工
事
で
あ
っ

た
か
は
想
像
を
超
え
る
。
こ
こ
に
展
示
さ
れ
る
三

理
施
設
が
整
備
さ
れ
、
重
金
属
を
抽
出
し
て
資

源
と
し
て
再
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
豊
島
の
産

業
廃
棄
物
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
直
島
も
汚

染
さ
れ
る
と
い
う
風
評
が
立
つ
な
か
、
島
の
観
光

や
産
業
へ
の
対
策
は
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。

島
を
「
美
術
館
」
へ

日
本
で
は
美
術
館
と
博
物
館
を
区
別
し
て
い

る
が
、
欧
米
の
言
語
で
は
ど
ち
ら
も
同
じ
こ
と

ば
で
示
さ
れ
る
。
あ
え
て
言
い
換
え
れ
ば
、
美

術
館
は
美
術
品
の
博
物
館
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に

し
て
も
、
モ
ノ
や
作
品
が
、
作
っ
た
人
や
使
わ
れ

て
い
た
社
会
や
文
化
な
ど
の
脈
絡
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
異
空
間
に
展
示
さ
れ
る
点
が
共
通
し
て

い
る
が
、
そ
の
傾
向
は
い
わ
ゆ
る
博
物
館
に
お
い

て
よ
り
顕
著
に
問
題
と
な
る
。
直
島
を
中
心
と

す
る
文
化
活
動
は
、
作
品
を
展
示
す
る
環
境
そ

の
も
の
（
建
物
や
島
）
も
芸
術
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の

対
象
と
し
て
い
る
。
展
示
空
間
を
拡
大
す
る
こ

と
は
革
新
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
化
活
動

が
活
性
化
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
芸

術
作
品
の
展
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、
島
の
住
人
が

歴
史
や
文
化
、
社
会
に
関
心
を
深
め
て
ゆ
く
過

程
を
重
視
す
る
活
動
を
組
み
込
ん
で
い
る
点
は
、

今
日
の
博
物
館
が
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
地
域

や
当
事
者
に
密
着
す
る
展
示
、
そ
し
て
脈
絡
を

伝
え
る
展
示
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
て
、
船
を
降
り
る
と
、
浜
辺
に
無
造
作
に

置
か
れ
た
作
品
が
目
に
付
く
。
空
や
海
の
色
彩

香
川
県
直
島
は
芸
術
の
島
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
島
は
そ
れ
自
体
が
作

品
を
展
示
す
る
場
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
二
〇
〇
四
年
に
開
館

し
た
地
中
美
術
館
を
訪
れ
、直
島
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
芸
術
と
文
化
活
動
、

そ
し
て
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

た
し
は
自
分
ま
で
も
が
展
示
の
一
部
に
な
っ
た
か

の
よ
う
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
た
。

話
題
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
外
国

の
お
客
さ
ん
を
案
内
し
た
こ
と
が
あ
る
。
芸
術

的
な
鑑
賞
を
終
え
た
の
ち
、
彼
ら
は
遠
慮
が
ち

に
こ
ん
な
疑
問
を
わ
た
し
に
投
げ
か
け
た
。
こ
こ

に
来
る
の
は
特
殊
な
人
び
と
な
の
だ
ろ
う
か
と
。

わ
た
し
は
そ
ん
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
し
、
多

分
、
画
一
的
な
特
徴
な
ど
な
い
だ
ろ
う
と
答
え
た
。

た
だ
、
こ
の
質
問
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
が
特
殊

な
空
間
に
い
る
と
い
う
感
覚
が
顕
在
化
し
た
。

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
人
為
的
に
整
え
ら

れ
た
自
然
環
境
と
そ
れ
に
融
合
す
る

よ
う
に
作
ら
れ
た
展
示
空
間
か
ら
は
、

芸
術
に
潜
ん
で
い
る
は
ず
の
既
存
の

美
を
破
壊
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
島
の
産
業
構

造
の
転
換
と
い
う
き
わ
め
て
泥
臭
い

現
実
に
そ
れ
を
覆
い
隠
す
よ
う
な
芸

術
と
い
う
オ
ー
ラ
が
ま
と
わ
り
つ
い

て
い
る
せ
い
な
の
か
、
特
殊
な
展
示

空
間
の
せ
い
な
の
か
、
わ
れ
わ
れ
の

消
費
者
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
の
せ
い

な
の
か
、ざ
ら
っ
と
し
た
後
味
が
残
っ

た
。
直
島
の
人
び
と
は
ど
ん
な
思
い

で「
芸
術
の
島
」に
住
ん
で
い
る
の
か
、

近
年
の
「
芸
術
巡
礼
者
」
た
ち
に
よ

る
盛
り
上
が
り
を
ど
う
見
て
い
る
の

か
、
な
ま
の
声
を
聞
い
て
み
た
い
。

瀬戸内海に浮かぶ直島諸島（2011年）

地中美術館／日本

地中美術館
撮影：藤塚光政（上）、松岡満男（下）　提供：公益財団法人 福武財団
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先
住
民
サ
ー
ミ
を
描
い
た
映
画

北
欧
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
先
住
民
サ
ー
ミ
の
少
女
が
、
差
別
や
迫

害
を
受
け
な
が
ら
も
力
強
く
育
っ
て
い
く
姿
を
描
い
た
映
画

「
サ
ー
ミ
の
血
」
が
、
二
〇
一
六
年
の
東
京
国
際
映
画
祭
で
い
く

つ
か
の
賞
を
受
賞
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
話
題
に
な
っ
た
こ
と
は

記
憶
に
新
し
い
。
こ
の
映
画
を
と
お
し
て
、
サ
ー
ミ
と
よ
ば
れ
る

人
び
と
に
つ
い
て
は
じ
め
て
知
っ
た
方
、
興
味
を
も
っ
た
方
も
多

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

サ
ー
ミ
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ロ
シ
ア
に
居
住
す
る
先
住
民
で
あ
る
。
ト
ナ
カ
イ
の
遊
牧
を
は
じ

め
、
狩
猟
、
漁
労
、
農
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
生
業
を
営
ん
で
き
た
。

ま
た
サ
ー
ミ
は
上
述
の
国
々
に
お
い
て
、
同
化
政
策
や
キ
リ
ス
ト

ラ
の
葛
藤
や
模
索
を
、人
物
の
心
情
に
迫
る
繊
細
な
カ
メ
ラ
ワ
ー

ク
で
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

作
品
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
サ
ー
ミ
の
人
び
と
が
ヨ
イ
ク
の

特
質
に
つ
い
て
自
ら
の
こ
と
ば
で
説
明
す
る
シ
ー
ン
が
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
だ
。「
ヨ
イ
ク
と
は
披
露
す
る
歌
な

の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
サ
ー
ミ
の
身
体
を

支
配
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
」「
感
情
が

高
ぶ
る
な
か
で
、
サ
ー
ミ
は
ヨ
イ
ク
を
歌

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
」「
ヨ
イ
ク

は
必
要
な
と
き
に
サ
ー
ミ
の
肉
体
に
降
り

て
く
る
の
だ
」「
ヨ
イ
ク
は
大
地
の
下
に

住
む
も
の
か
ら
の
サ
ー
ミ
へ
の
贈
り
物

だ
」「
ヨ
イ
ク
を
と
お
し
て
聖
な
る
存
在

に
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」。
こ

れ
ら
の
語
り
か
ら
は
、
ヨ
イ
ク
が
サ
ー
ミ

の
豊
か
な
精
神
世
界
に
つ
い
て
理
解
す
る

う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

民
族
誌
映
画
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

本
作
は
、
商
業
映
画
で
は
な
い
も
の
の
、

国
際
的
な
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
や

人
類
学
系
の
学
術
映
画
祭
な
ど
で
入
選
、

受
賞
を
重
ね
、
高
い
評
価
を
得
て
き
た
。

民
博
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
六
年
一
一
月

に
開
催
さ
れ
た
上
映
会
「
民
族
誌
映
画
に

み
る
文
化
へ
の
視
点

―
台
湾
、
日
本
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
作
品
よ
り
」

教
化
の
な
か
で
抑
圧
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
今

回
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
の
「
サ
ー
ミ
の
血
」
よ
り
少
し
前
、
二

〇
〇
七
年
に
イ
タ
リ
ア
人
の
人
類
学
者
ロ
ッ
セ
ッ
ラ
・
ラ
ガ
ツ
ィ

に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
サ
ー
ミ
の
無
形
文
化
を

テ
ー
マ
と
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
あ
る
。

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
「
ヨ
イ
ク
」

本
作
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
、
サ
ー
ミ
の
歌
ヨ
イ
ク
の
継
承
で

あ
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
は
現
在
、
約
四
万
人
の
サ
ー
ミ
が
存
在

す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
歴
史
の
な
か
で
、
ヨ

イ
ク
は
キ
リ
ス
ト
教
と
は
相
容
れ
な
い
、
野
蛮
な
実
践
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
は
「
邪
悪
な
表
現
」
と

い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
排
除
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
作

の
主
人
公
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
若
い
サ
ー
ミ
で
あ
る
ラ
ウ
ラ
と
サ
ラ

は
ヨ
イ
ク
の
伝
統
的
な
歌
唱
法
を
継
承
す
る
と
同
時
に
、
ロ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と
ヨ
イ
ク
の
融
合
を
模
索
す
る
な
ど
、
ヨ
イ

ク
の
革
新
に
取
り
組
ん
で
き
た
。本
作
で
は
二
人
が
率
い
る
ロ
ッ

ク
バ
ン
ド
、
ア
ド
ヤ
ー
ガ
ス
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
本
国
や
英
国
ツ
ア
ー

で
の
活
動
を
追
い
か
け
る
。
ラ
ウ
ラ
と
サ
ラ
は
、伝
統
的
な
サ
ー

ミ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
家
族
と
の
対
話
を
大
切
に
し
つ
つ
も
、
同

時
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
音
楽
産
業
や
視
聴
者
と
の
つ
な
が
り
の
な

か
で
ヨ
イ
ク
に
あ
ら
た
な
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
、
歌
い
継
ぐ
こ
と

に
試
行
錯
誤
す
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
本
作
は
、
ラ
ウ
ラ
と
サ

で
台
湾
の
原
住
民
作
家
た
ち
の
作
品
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か

ら
上
映
・
議
論
さ
れ
た
。
上
映
直
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
な
か
で
、
ラ
ガ
ツ
ィ
監
督
は
、
サ
ー
ミ
が
自
ら
の
た

め
に
本
作
を
使
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

葛
藤
を
抱
え
る
他
の
先
住
民
が
こ
の
作
品
を
と
お
し
て
議
論
し
、

自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
認
識
と
そ
の
自
覚
の
手
助
け
に

な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
、
と
述
べ
て
い
た
。

伝
統
と
革
新
の
な
か
で
揺
れ
動
き
な
が
ら
も
歌
い
続
け
る

サ
ー
ミ
の
青
年
ラ
ウ
ラ
と
サ
ラ
の
旅
。
二
人
は
今
後
ヨ
イ
ク
に

ど
の
よ
う
な
色
ど
り
を
あ
た
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

サ
ー
ミ
の
歌
、
ヨ
イ
ク
を
め
ぐ
る
心
の
旅

川か
わ

瀬せ 

慈い
つ
し

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

M
「受け継ぐ人々」

原題：Firekeepers

2007年／ノルウェー／サーミ語･ノルウェー語･英語／57 分
監督：ロッセッラ・ラガツィ
出演：ラウラ・ソンビー、サラ・マリエ・ゴープほか

サーミのロックバンド、アドヤーガスのメンバー、サラの
幼少時代（すべての画像提供：ロッセッラ・ラガツィ）

アドヤーガスのメンバー、ラウラとサラ

アドヤーガスによる英国、
マンチェスターでのコンサートの様子
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ながなんぢゃ

トナカイのロメさん

What’s in a name?

西
シ
ベ
リ
ア
の
森
林
に
暮
ら
す
ハ
ン
テ
ィ
は
ト
ナ
カ
イ
牧

畜
と
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

、
狩
猟
採
集
を
営
み
、
日
々
の
糧
と
し
て
い
る
。
彼

ら
は
ト
ナ
カ
イ
を
乳
の
た
め
で
は
な
く
、
食
肉
と
毛
皮
利
用

と
橇そ
り

の
牽け
ん

引い
ん

の
た
め
に
飼
育
し
て
い
る
。
飼
育
と
い
っ
て
も
ほ

と
ん
ど
放
し
飼
い
の
状
態
で
、
夜
間
は
自
由
に
行
動
さ
せ
、
一

日
か
数
日
に
一
回
群
れ
を
集
め
る
程
度
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
の
冬
、
筆
者
は
人
里
離
れ
た
森
の
な
か
の
あ
る

ハ
ン
テ
ィ
の
家
庭
に
住
み
込
み
で
調
査
を
し
て
い
た
。
そ
の
家

庭
で
は
約
九
〇
頭
の
ト
ナ
カ
イ
を
所
有
し
て
い
た
。
あ
る
と
き

家
主
は
、
放
牧
か
ら
帰
っ
て
き
た
ト
ナ
カ
イ
群
の
一
頭
に
向

か
っ
て
何
度
も
ハ
ン
テ
ィ
語
で
「
ロ
～
メ
～
」「
ロ
～
メ
～
」

と
大
き
な
声
で
言
い
、
背
中
を
な
で
、
魚
や
パ
ン
を
与
え
て
い

た
。「
ロ
メ
」
は
「
静
か
な
」
や
「
お
と
な
し
い
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
筆
者
は
最
初
、
家
主
が
そ
の
個
体
を
な
だ
め
て

い
る
の
だ
と

思
っ
た
が
、
後

で
家
主
に
聞
い

て
み
る
と
、
そ

れ
は
そ
の
ト
ナ

カ
イ
の
名
前
で

あ
っ
た
。
彼
は

お
と
な
し
い
性

格
を
し
て
い
る

た
め
そ
う
名
づ

け
た
と
教
え
て

く
れ
た
。
そ
れ

ま
で
、
筆
者
に
は
九
〇
頭
の
ト
ナ
カ
イ
が
す
べ
て
同
じ
よ
う
に

見
え
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
初
め
て
、
飼
い
主
は
群
内
の
各
個

体
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ト
ナ
カ
イ
の
名
づ
け
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
ト
ナ

カ
イ
の
性
格
や
体
の
特
徴
か
ら
名
づ
け
た
り
、
そ
の
ト
ナ
カ
イ

を
所
有
し
て
い
る
人
や
そ
の
ト
ナ
カ
イ
を
調
教
し
た
人
の
名

前
か
ら
と
っ
て
き
た
り
、
そ
の
仔こ

ト
ナ
カ
イ
の
親
の
名
前
を
そ

の
ま
ま
つ
け
た
り
す
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
ト
ナ
カ
イ
に
名

前
を
つ
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
親
戚
に
贈
与
さ
れ
た
特
別
な
仔

ト
ナ
カ
イ
や
橇
を
引
か
せ
る
た
め
に
調
教
し
た
ト
ナ
カ
イ
、
優

秀
な
種
オ
ス
、
良
い
仔
を
産
む
メ
ス
な
ど
に
だ
け
名
前
を
つ
け

る
。
か
わ
っ
て
、
肉
と
し
て
利
用
す
る
、
つ
ま
り
長
く
生
き
な

い
去
勢
オ
ス
に
は
名
前
を
つ
け
な
い
。

ロ
メ
さ
ん
は
去
勢
さ
れ
た
オ
ス
の
ト
ナ
カ
イ
だ
が
、
彼
は
肉

畜
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
群
れ
を
先
導
す
る
と
い
う

重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い
る
。
家
主
は
自
分
の
好
み
の
ト
ナ
カ

イ
を
た
だ
か
わ
い
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
意
識
的
に
彼
に

餌
を
与
え
て
名
前
を
呼
び
、
自
分
に
馴な

れ
さ
せ
て
い
た
。
こ
う

す
る
こ
と
で
、
ロ
メ
さ
ん
に
こ
の
家
に
来
れ
ば
餌
や
必
要
な
塩

分
に
あ
り
つ
け
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
さ
せ
、
群
れ
が
遠
く
に

行
き
過
ぎ
な
い
よ
う
に
仕
向
け
て
い
た
。
広
大
な
土
地
で
自

由
度
の
高
い
放
牧
を
お
こ
な
う
こ
の
地
域
で
は
、
飼
い
主
に
よ

く
馴
れ
た
先
導
ト
ナ
カ
イ
が
必
要
だ
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
一
様
に
見
え
る
群
れ
の
な
か
に
も
人
間
と
親

密
な
ト
ナ
カ
イ
と
そ
う
で
な
い
ト
ナ
カ
イ
が
あ
り
、
そ
れ
は
名

前
の
あ
る
／
な
し
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

大
おお

石
いし

 侑
ゆ

香
か

民博 学術資源研究開発センター

手を差し出した筆者に近寄るロメ
（撮影：タチヤーナ・モルダノヴァ、2012年）
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今号は企画展「旅する楽器――南アジア、弦の響き」と

連動した特集である。本展示は本来 2018年 10月に開催予

定であったが、震災の影響で今年の 2月 21日（木）の開

幕となった。『季刊民族学』の方では、関連特集がすでに

10月に刊行されているのはそのためである。企画展の実行

委員の方々と楽器との個人的かかわりにも踏み込んだ本号

と異なり、楽器についてのより詳細な紹介がなされている。

関心のある読者は、そちらもあわせてご覧いただきたい。

ところで私事であるが 4歳の息子はインターネットの動

画サイトで好きな音楽が流れるのを「見る」と（この子に

は音楽は普通に「見る」ものであることに純粋に驚きを感

じる）、映像に合わせて団扇でエアギターをするので、小生

は知りもしない手の向きを正したりしている。ご丁寧にどこ

で見たのか舌を出すことまである。ロックよりカントリーを

聴かせて（もとい「見せて」）いたつもりなのだが……。本

企画展で南アジアの本物の楽器を見たとき息子にどんなケ

ミストリーが生まれるのか、今から非常に楽しみにしてい

る。（丹羽典生）
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次号の予告
特集

「子ども／おもちゃの博覧会」（仮）

●表紙：上から順に
　　　 1、コンテンポラリー・イラン・サントゥールの巨匠 アルダヴァーン・
　　　　   カームカール氏（撮影：谷正人、テヘラン、2018年）
　　　 2、女性初の本格的サロード奏者シャラン・ラーニー（1929～ 2008）
                 ［出典：Sharan Rani（1992）, The Divine Sarod, pp.44（Plate 25）］

3、インド西部ラージャスターン州の擦弦楽器サーランギー
　　　　  （撮影：Daniel M. Neuman、1989年）
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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
みんぱくインスタグラム https://www.instagram.com/MINPAKUofficial/
みんぱくYouTube  https://www.youtube.com/user/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方のために
国立民族学博物館友の会のご案内
友の会は、みんぱくの活動を支援し、博物館を楽しく積極
的に活用するためにつくられました。
毎月『月刊みんぱく』をお届けするほか、さまざまなサービ
スをご用意しております。

維持会員・正会員
『月刊みんぱく』の送付／友の会機関誌『季刊民族学』の送付
／本館展示の無料観覧／特別展観覧料の割引／友の会講演
会への参加／研究者同行の国内外研修旅行への参加　など

ミュージアム会員
『月刊みんぱく』の送付／本館展示の無料観覧／特別展観
覧料の割引／友の会講演会への参加　など

繰り返し入館できるみんぱくフリーパスや、学校・学部
単位で利用できるキャンパスメンバーズなど各種会員種
別もございます。目的にあわせてご利用ください。

詳細は、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）



弦楽器の宝庫である南アジア。西アジアや中央アジアから伝え
られた弦楽器は、演奏家や職人たちによって改造され、この地に
定着しました。本企画展では、さらに形や音を変えながら、東南ア
ジアや東アジアにも伝えられた弦楽器の遥かな旅を、「はじく」「こ
する」「うつ」という演奏スタイルにわけて紹介します。
『季刊民族学』166 号で、本企画展の関連特集が掲載されていま
すので、あわせてご覧ください。

（提供：Balasaraswati Institute of Performing Arts）

 『季刊民族学』は「国立民族学博物館友の会」の機関誌です。
 友の会にご入会いただければ、定期的にお届けいたします。

国立民族学博物館友の会機関誌

人を知り、世界を知る

『季刊民族学』

会期 ： 2019年2月21日（木）～5月7日（火）
場所 ： 国立民族学博物館　本館企画展示場

南アジア、弦の響き

企画展 旅する楽器
―

『季刊民族学』166 号  （2018 年 10 月 25 日発行）

【特集コンテンツ】

南アジア、弦の響き／南アジアの撥弦楽器／インタビュー 「タゴー
ル家とインド音楽」／シタールとタンブーラー／サロード誕生の
秘密／中央アジアからインドへ  短棹の擦弦リュートの旅／打弦
楽器をめぐる試行錯誤／撥弦楽器タンブールの多様な音風景／ボ
ロブドゥールに描かれた弦楽器

特集「旅する楽器」

『季刊民族学』最新号167号 2019年新春
特集「二つの顔をもつ山―世界遺産・富士山」Ａ4判、104ページ

［執筆者（掲載順）］
秋道智彌／内山高／堀内眞／小笠原輝／池口仁／竹村功／竹谷靭負／松島仁／リチャード・ノル／
加賀谷真梨

国立民族学博物館友の会	 詳細は千里文化財団までお問い合わせください。本誌はお試し購入も可能です。
 電話 06-6877-8893／平日 9:00～ 17:00　
 https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/


