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少
年
時
代
、
週
末
に
は
家
族
で
万
博
公
園
へ
出
か

け
た
。

自
然
文
化
園
の
北
口
か
ら
入
っ
て
す
ぐ
に
「
森
の
舞

台
」
と
い
う
一
角
が
あ
っ
て
、
い
つ
も
我
々
は
そ
こ
で

遊
び
、
母
の
用
意
し
て
く
れ
た
弁
当
を
食
べ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
幸
福
な
少
年
時
代
、
強
烈
な
印
象
を
与
え

ら
れ
た
も
の
が
二
つ
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
は
「
太
陽
の
塔
」

で
あ
り
、も
う
ひ
と
つ
が
「
国
立
民
族
学
博
物
館
」
だ
っ

た
。
当
時
の
私
に
と
っ
て
、
太
陽
の
塔
は
世
界
の
中
心

に
屹き

つ

立り
つ

す
る
謎
そ
の
も
の
、
国
立
民
族
学
博
物
館
は
森

羅
万
象
を
網
羅
し
た
「
驚
異
の
部
屋
」
と
い
う
べ
き
場

所
だ
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
に
出
版
し
た
デ
ビ
ュ
ー
作
の

タ
イ
ト
ル
が
『
太
陽
の
塔
』
で
あ
り
、
同
作
に
国
立
民

族
学
博
物
館
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
、
影
響
の
大
き

さ
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
う
。

小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
て
一
六
年
経
つ
。

最
新
作
『
熱
帯
』
は
、自
分
に
と
っ
て
小
説
と
は
何
か
、

物
語
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
そ
の
も
の
を
小
説
に
し
て

や
ろ
う
と
企
て
た
作
品
で
あ
る
。
構
想
に
悩
ん
で
い
た

時
期
に
出
会
っ
た
の
が
『
千
一
夜
物
語
』
だ
。「
シ
ャ
ハ

ラ
ザ
ー
ド
が
語
る
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
無
限
に
増

殖
し
て
い
く
物
語
群
は
、
物
語
と
い
う
も
の
の
生
命
力

を
感
じ
さ
せ
る
し
、
そ
の
複
雑
怪
奇
な
成
立
史
に
も
心

惹ひ

か
れ
た
。
驚
い
た
の
は
、『
千
一
夜
物
語
』
の
研
究
者

で
も
あ
る
西
尾
哲
夫
先
生
が
国
立
民
族
学
博
物
館
に
お

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
国
立
民
族
学
博
物
館
と
い
え
ば

少
年
時
代
の
私
を
圧
倒
し
た
「
驚
異
の
部
屋
」
で
は
な

い
か
。
自
分
に
と
っ
て
小
説
と
は
何
か
と
思
い
悩
ん
で

い
る
と
き
、私
は
『
千
一
夜
物
語
』
と
出
会
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
出
会
い
は
少
年
時
代
の
思
い
出
の
扉
を
開
い
た
わ

け
で
あ
る
。
運
命
を
感
じ
た
私
は
西
尾
先
生
の
も
と
へ

取
材
に
出
か
け
、
な
ん
と
か
『
熱
帯
』
を
書
き
終
え
る

こ
と
が
で
き
た
。

二
〇
一
九
年
二
月
、
国
立
民
族
学
博
物
館
で
西
尾
先

生
と
対
談
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
。

小
雨
の
降
る
午
後
、
久
し
ぶ
り
に
国
立
民
族
学
博
物

館
を
訪
ね
た
と
き
、
デ
ビ
ュ
ー
作
『
太
陽
の
塔
』
か
ら

最
新
作
『
熱
帯
』
へ
と
つ
な
が
る
大
き
な
円
環
が
閉
じ

て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
伏
線
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、

三
〇
年
以
上
前
の
少
年
時
代
へ
辿た

ど

り
つ
く
。
ず
い
ぶ
ん

長
い
時
間
を
か
け
て
伏
線
を
回
収
し
た
も
の
だ
。『
千
一

夜
物
語
』
の
成
立
史
が
ひ
と
つ
の
物
語
で
あ
る
よ
う
に
、

『
熱
帯
』
の
成
立
史
も
ま
た
（
き
わ
め
て
個
人
的
な
）
物

語
で
あ
る
。

物
語
の
円
環

森も
り

見み 

登と

美み

彦ひ
こ

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
9
年
奈
良
県
生
ま
れ
。
小
説
家
。
京
都
大
学
農
学
部

卒
業
、
同
大
学
院
農
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。
2
0
0
3

年
『
太
陽
の
塔
』（
新
潮
社
）
で
第
15
回
日
本
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

ノ
ベ
ル
大
賞
を
受
賞
し
デ
ビ
ュ
ー
。
2
0
0
7
年
『
夜
は
短
し

歩
け
よ
乙
女
』（
角
川
書
店
）
で
第
20
回
山
本
周
五
郎
賞
受
賞
。

2
0
1
0
年
『
ペ
ン
ギ
ン
・
ハ
イ
ウ
ェ
イ
』（
角
川
書
店
）
で

第
31
回
日
本
S
F
大
賞
受
賞
。
2
0
1
8
年
『
熱
帯
』（
文
藝

春
秋
）
は
第
1
6
0
回
直
木
賞
候
補
に
挙
が
る
な
ど
著
書
多
数
。



〈
企
画
展
〉

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
オ
ア
シ
ス
に
生
き
る

女
性
た
ち
の
五
〇
年
―
「
み
ら
れ
る
私
」
よ
り
「
み
る
私
」

会
期
／
六
月
六
日（
木
）〜
九
月
一
〇
日（
火
）

場
所
／
本
館
企
画
展
示
場

一
面
と
し
て
蘇
ら
せ
る
。
そ
の
研
究
プ
ロ
セ
ス
を
、
来
場
者

と
共
有
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
五
〇
年
経
っ
て一番
の
変
化
は
？
」

ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
地
域
の
年
配
の
女
性
た
ち
に

「
五
〇
年
経
っ
て
一
番
の
変
化
は
何
で
す
か
？
」
と
聞
い
て

み
る
と
、「
住
ま
い
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
一ひ
と

間ま

だ
け
の
家
や
テ
ン
ト
に
住
ん
で
い
た
の
が
、
幾
部
屋
も
あ
る

広
い
家
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。

そ
の
次
に
あ
げ
た
の
が
、「
水
く
み
に
行
か
な
く
て
よ
く

な
っ
た
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
乾
燥
地
に
適
応
し
て
き
た
人
間

の
歴
史
に
お
い
て
、
長
距
離
の
移
動
に
は
家
畜
の
皮
製
の

水
ぶ
く
ろ
、
定
住
地
で
は
土
製
の
水
つ
ぼ
を
使
う
の
が
長

く
一
般
的
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
は
生
活
用
水
を
井
戸

で
く
ん
で
い
た
が
、
配
水
車
と
水
道
の
普
及
で
井
戸
は
や

が
て
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
井
戸
へ
の
水
く
み
で
女
性
が
頭

上
に
の
せ
て
運
ぶ
容
器
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
ブ
リ
キ
缶

へ
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
へ
と
変
化
し
、

今
で
は
水
道

の
蛇
口
を
ひ
ね

れ
ば
よ
く
な
っ

た
。
当
時
、
井

戸
は
水
く
み
に

来
る
男
女
の

出
会
い
の
場
で

も
あ
っ
た
が
、

今
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
も
な
く

な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

本
企
画
展
で
は
、
片
倉
が
現
地
で
撮
影
し
た
貴
重
な
写
真

を
手
が
か
り
に
、
半
世
紀
後
に
実
施
し
た
最
新
の
追
跡
調
査

の
成
果
を
交
え
な
が
ら
、物
質
文
化
を
と
お
し
て
、ワ
ー
デ
ィ・

フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
に
生
き
る
人
び
と
の
生
活
世
界
の
変
遷
を
、

女
性
に
焦
点
を
あ
て
て
、
た
ど
っ
て
い
く
。
　

片
倉
が
撮
影
し
た
モ
ノ
ク
ロ
写
真
に
、
手
作
業
を
す
る
女

性
の
姿
を
と
ら
え
た
一
枚
が
あ
る
（
右
頁
下
）。
女
性
が
顔
を

覆
う
飾
し
ょ
く

面め
ん

、
体
に
ま
と
う
衣
装
、
床
に
置
か
れ
た
生
活
用
具
、

そ
し
て
手
作
業
に
よ
り
作
り
あ
げ
て
い
る
モ
ノ
な
ど
が
確
認

で
き
る
。
飾
面
で
あ
れ
ば
鼻
の
部
分
に
コ
イ
ン
が
配
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
頭
や
髪
を
覆
う
一
枚
布
は
、
少
し
透
過
性
が

あ
り
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
花
柄
が
つ
い
て
い
る
こ
と
、
床
に

置
か
れ
て
い
る
の
は
枕
に
も
肘
掛
け
に
も
な
る
ク
ッ
シ
ョ
ン

で
あ
る
こ
と
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
葉
を
帯
状
に
編
み
こ
ん
で
敷

物
を
作
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
さ
ら
に
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
。

ナ
ツ
メ
ヤ
シ
は
乾
燥
と
高
温
に
強
い
ヤ
シ
科
の
植
物
で
、

オ
ア
シ
ス
で
栽
培
さ
れ
る
代
表
的
な
作
物
で
あ
る
。
果
実

（
デ
ー
ツ
）
を
食
用
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
幹
は
建
材
に
、

葉
は
か
ご
や
う
ち
わ
、
敷
物
な
ど
の
生
活
用
具
を
作
る
た
め

に
用
い
ら
れ
る
。
特
に
乾
燥
し
た
葉
を
利
用
し
た
道
具
作
り

は
、
女
性
が
担
っ
て
き
た
。
現
在
で
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
に

と
っ
て
か
わ
り
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
製
品
を
作
る
こ
と
が
で
き
る

女
性
の
数
も
減
っ
て
き
て
い
る
。

展
示
場
に
お
い
て
は
、
古
写
真
と
そ
れ
に
写
り
込
ん
だ
モ

ノ
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
た
展
示
品
を
合
わ
せ
て
示
す
こ
と
に

よ
り
、
物
質
文
化
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
す
る
。
半
世
紀
前

の
暮
ら
し
を
記
録
し
た
貴
重
な
写
真
で
あ
る
反
面
、
白
黒
ゆ

え
に
わ
か
り
に
く
い
被
写
体
の
デ
ィ
テ
ー
ル
も
、
あ
る
時
期
、

あ
る
場
所
に
生
き
た
、
あ
る
女
性
の
等
身
大
の
日
常
生
活
の

ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ

ア
ラ
ビ
ア
半
島
は
国
土
の
大
半
が
乾
燥
し
た
沙
漠
で
、

雨
が
降
っ
た
と
き
だ
け
水
が
流
れ
る
季
節
河
川
が
あ
る
。

侵
食
さ
れ
た
谷
筋
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
ワ
ー
デ
ィ
（
ワ
ジ
）

と
よ
ば
れ
る
。「
涸か

れ
川
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
水
が

な
い
印
象
を
受
け
る
が
、
実
際
は
地
下
水
が
流
れ
て
い
る

こ
と
が
多
く
、
比
較
的
水
に
恵
ま
れ
た
場
所
で
あ
る
。

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
西
部
ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
地

域
は
、「
水
と
緑
に
恵
ま
れ
た
」
オ
ア
シ
ス
と
し
て
古
く
か

ら
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の

聖
地
メ
ッ
カ
と
紅
海
の
港
ジ
ェ
ッ
ダ
の
中
間
に
位
置
す
る

こ
と
か
ら
、
多
様
な
人
び
と
が
出
会
い
、
豊
か
な
文
化
が

育
ま
れ
て
き
た
。

乾
燥
地
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
オ
ア
シ
ス
に
生
き
る
女
性
た

ち
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
経
験
し
て
き
た
の
だ
ろ
う

か
？ ワ

ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
の
人
び
と
―
半
世
紀
の
変
化
を
お
っ
て

秋
田
大
学
教
授

片
倉
も
と
こ
記
念
沙
漠
文
化
財
団
代
表
理
事

民
博 

特
別
客
員
教
授

縄な
わ

田た 

浩ひ
ろ

志し

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、

女
性
の
暮
ら
し
の
半
世
紀

特
集

古
写
真
か
ら
見
え
る
生
活
世
界

一
九
六
〇
年
代
末
、
急
激
な
社
会
変
化
を
迎
え
た
同
地

で
、
片
倉
も
と
こ
（
国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
、
一
九
三

七
〜
二
〇
一
三
）
は
、
当
時
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
思
わ
れ
た

長
期
調
査
を
二
年
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
後
一
九

八
〇
年
代
に
も
同
地
を
複
数
回
、
再
訪
し
て
い
る
。

片
倉
は
、
世
界
各
地
の
ア
ラ
ブ
・
ム
ス
リ
ム
社
会
に
お

い
て
広
く
現
地
調
査
を
実
施
し
、
中
東
に
お
け
る
文
化
人

類
学
的
・
人
文
地
理
学
的
研
究
を
切
り
拓
い
た
先
駆
者
で

あ
る
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
地

域
で
定
着
が
す
す
む
遊
牧
民
社
会
を
浮
き
彫
り
に
し
た
英

語
版 B

edouin V
illage

（
一
九
七
七
年
）
と
そ
の
ア
ラ
ビ
ア

語
版
（
一
九
九
六
年
）
は
、
こ
の
地
域
の
歴
史
的
背
景
、
経

済
シ
ス
テ
ム
の
変
容
、
親
族
関
係
な
ど
の
社
会
的
側
面
を

初
め
て
明
ら
か
に
し
た
民
族
誌
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け

た
。

「
み
ら
れ
る
私
」
か
ら
「
み
る
私
」
へ

ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
に
お
け
る
女
性
た
ち
と
の
出

会
い
を
通
じ
て
、
片
倉
は
「
み
ら
れ
る
私
」
で
は
な
く
「
み

る
私
」と
し
て
の
女
性
像
に
気
づ
い
た
、と
い
う
。「
サ
ウ
デ
ィ

ア
ラ
ビ
ア
の
ベ
ー
ル
は
、
う
す
い
黒
い
紗
の
よ
う
な
も
の
で

で
き
て
い
て
、
こ
れ
を
顔
に
も
か
け
ま
す
。（
中
略
）
砂
よ
け
、

紫
外
線
よ
け
に
も
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
か
ぶ
る
と
、
わ
た

し
の
ほ
う
か
ら
外
は
大
変
よ
く
見
え
る
の
で
す
。
し
か
し
、

向
こ
う
か
ら
わ
た
し
の
顔
は
、
シ
ワ
も
シ
ミ
も
、
全
体
の
顔

も
よ
く
見
え
な
い
の
で
す
。（
中
略
）
向
こ
う
か
ら
こ
ち
ら

は
よ
く
見
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
、
と
き
め
く
よ
う
な

『
匿
名
の
解
放
感
』
が
あ
り
ま
す
。
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の

女
性
た
ち
は
、
匿
名
の
解
放
感
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
、
シ
ョ
ウ・

ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
な
ら
べ
ら
れ
て
、
値
ぶ
み
さ
れ
る
商
品
に
な

る
こ
と
を
き
っ
ぱ
り
と
こ
ば
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。（
中
略
）「
み
ら
れ
る
女
性
」
か
ら
「
み
る
女
性
」

へ
の
変
身
は
、
わ
た
し
た
ち
に
も
な
に
か
教
え
て
く
れ
る
よ

う
な
気
が
い
た
し
ま
す
」（『
旅
だ
ち
の
記
』
二
〇
一
三
年
、
中

央
公
論
新
社
、
三
一
九
〜
三
二
〇
頁
）。

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
女
性
は
黒
い
ベ
ー
ル
で
顔
ま
で
覆
い

隠
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
社
会
の
な
か
で
不
自
由
に
暮
ら
し
て

き
た
、
と
い
う
一
定
の
理
解
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
片
倉
が
提
起
し
た
「
み
る
私
」
と
い
う
視
点
に
寄
り

添
っ
て
、
当
時
現
地
で
撮
影
さ
れ
た
貴
重
な
写
真
を
手
が
か

り
に
、
こ
の
半
世
紀
の
生
活
世
界
の
変
遷
を
お
っ
て
い
く
と
、

個
性
的
な
女
性
の
一
人
ひ
と
り
の
姿
も
、
浮
き
ぼ
り
に
な
っ

て
き
た
。

次
頁
以
降
は
、企
画
展
実
行
委
員
六
名
が
、衣
装
、装
身
具
、

人
物
と
い
っ
た
展
示
内
容
の
柱
に
つ
い
て
、
そ
し
て
片
倉
も

と
こ
の
人
間
像
と
研
究
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
暮
ら
す
人
び
と
の
等
身
大
の
日
常
生
活
、
特
に
女
性
の
暮
ら
し
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、い
ま
だ
“
ベ
ー
ル

に
覆
わ
れ
た
”
ま
ま
で
あ
る
。
本
特
集
で
は
六
月
か
ら
開
催
の
企
画
展
に
連
動
し
、サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
女
性
の
生
活
文

化
の
変
遷
と
、
半
世
紀
前
に
同
地
を
訪
れ
た
文
化
人
類
学
者
・
片
倉
も
と
こ
の
人
物
像
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

女性の日常生活を写した写真とそのなかに写るモノの同定。左上から時計回りに飾面、クッション
（肘掛け兼枕）、ナツメヤシ製の敷物、頭・髪覆い（KM2397、撮影：片倉もとこ、1968～70年）

ブリキ缶で水を運ぶ女性（KM5559、撮影：片倉もとこ、撮影年不明）
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半
世
紀
前
の
被
写
体
女
性
に
会
う

片
倉
も
と
こ
記
念
沙
漠
文
化
財
団
理
事
・
事
務
局
主
事

河か
わ

田だ 

尚な
お

子こ

藤ふ
じ

本も
と 

悠ゆ
う

子こ

一
方
で
、
二
〇
一
九
年
に
再
度
訪
れ
、
写
真
の
利
用
許
諾

を
求
め
た
際
、
義
妹
は
自
身
の
顔
が
特
定
で
き
る
形
で
は
使

用
し
な
い
で
ほ
し
い
と
わ
た
し
た
ち
に
話
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
女
性
の
息
子
は
、
写
真
の
と
お
り
、
母
の
手
に
モ
ザ
イ

ク
な
ど
で
加
工
す
る
こ
と
を
条
件
に
使
用
を
許
諾
し
た
。
同

定
作
業
は
被
写
体
の
子
世
代
、
孫
世
代
に
ま
で
お
よ
び
、
被

写
体
個
人
、
そ
し
て
家
族
親
族
に
よ
っ
て
も
、
写
真
の
使
用

条
件
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
同
定
作
業

を
現
地
の
人
び
と
と
と
も
に
お
こ
な
う
こ
と
は
、
写
真
の
情

報
価
値
を
高
め
て
い
く
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

男
性
が
見
る
女
性
の
「
姿
」

片
倉
が
調
査
中
泊
ま
り
込
ん
で
い
た
一
家
の
女
性
た
ち
が

写
真
の
被
写
体
を
な
か
な
か
同
定
で
き
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、

ほ
ど
選
ん
で
み
た
。
こ
の
う
ち
、
著
作
に
掲
載
さ
れ
た
写
真

は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
片
倉
は
調
査
の
際
、

相
手
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
優
先
し
、
は
じ
め

の
う
ち
は
カ
メ
ラ
も
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
も
ノ
ー
ト
も
も
た

ず
に
い
た
と
い
う
。
特
に
写
真
に
つ
い
て
は
気
を
つ
か
い
、

日
本
で
出
版
さ
れ
た
雑
誌
（「
荒バ
ー
デ
ィ
ヤ野

に
生
き
る
女
た
ち
」『
季
刊

民
族
学
』
一
九
八
四
年
、
二
八
号
、
一
五
頁
）
に
掲
載
し
た
と

き
も
、「『
あ
な
た
た
ち
の
想
い
出
に
、
わ
た
し
だ
け
が
み
る

の
だ
か
ら
』
と
い
っ
て
撮
ら
し
て
も
ら
っ
た
写
真
は
、
約
束

を
守
っ
て
人
に
は
み
せ
て
い
な
い
。（
中
略
）
こ
こ
に
お
み
せ

し
た
写
真
で
も
彼
女
た
ち
は
い
や
が
る
か
も
し
れ
な
い
と
思

う
。
じ
つ
は
、
内
心
お
ど
お
ど
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

村
人
と
協
働
し
た
被
写
体
の
同
定

三
年
後
の
二
〇
一
八
年
に
ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
を

再
訪
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
の
女

性
は
他
界
さ
れ
て
い
た
。
ご
本
人
に
片
倉
の
撮
影
し
た
写
真

を
見
て
い
た
だ
き
お
話
を
聞
く
こ
と
は
、
か
な
わ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
女
の
子
ど
も
、
親

族
の
女
性
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
れ
、
被
写
体
女
性
の
同
定
を

お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
四
人
が
後
ろ
姿
で
写
っ
て
い
る

写
真
（
本
頁
下
）
で
は
、
全
員
が
親
族
と
の
こ
と
で
皆
の
名

前
を
見
事
に
同
定
し
て
い
っ
た
。
左
頁
下
の
写
真
に
つ
い
て

も
、
後
ろ
に
写
り
込
ん
で
い
た
人
物
本
人
が
義
妹
だ
と
名
乗

り
出
た
こ
と
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
女
性
こ
そ
が
そ
の
飾
面
の

女
性
で
あ
る
と
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
、片
倉
が『
ア
ラ
ビ
ア・

ノ
ー
ト
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
で
紹
介
し
て
い
る
、

親
の
紹
介
で
は
な
く
恋
愛
結
婚
し
た
女
性
も
、
そ
の
方
で
あ

る
と
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
女
性
の
長
女
は
、
母
が
片

倉
に
飾
面
を
買
っ
て
贈
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
、
同
時
に

母
の
遺
品
で
あ
る
衣
装
一
式
を
わ
た
し
た
ち
に
託
し
て
く
れ

た
。
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
飾
面
が
、
本
企
画
展
の
チ
ラ
シ

を
飾
る
と
と
も
に
、
展
示
品
の
顔
と
な
っ
た
。

片
倉
も
と
こ
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
急
激
な
社
会
変
化
を

迎
え
た
ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
に
お
い
て
、
顔
を
覆
う

飾
面
が
印
象
的
な
女
性
た
ち
に
出
会
っ
た
。
最
初
は
警
戒
さ

れ
、
砂
を
か
け
ら
れ
た
り
も
し
た
が
、
一
人
ひ
と
り
に
焦
点

を
当
て
た
調
査
を
お
こ
な
い
、
顔
の
見
え
る
つ
き
あ
い
を
重

ね
た
。
そ
の
結
果
、
著
書
や
論
文
で
彼
女
た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
度
々
紹
介
し
、
多
数
の
写
真
を
撮
影
し
、
そ
れ
ら
は
現

地
に
お
い
て
も
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い
っ
た
。

村
人
と
の
関
係
の
再
構
築

片
倉
は
同
地
を
、
晩
年
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
訪
れ
た
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
本
格
的
な
再
調
査
は
お
こ
な
わ
な
い

ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
二
〇
一
五
年
に
わ
た
し
た
ち

が
同
地
を
訪
れ
た
際
、片
倉
の
著
書
に
何
度
も
登
場
し
た「
あ

る
女
性
」
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
彼
女
は
親
族
を
集
め
て

大
歓
迎
し
て
く
れ
、
五
〇
年
前
の
調
査
当
時
に
使
っ
て
い
た

お
気
に
入
り
の
飾
面
や
衣
装
を
着
て
見
せ
て
く
れ
た
。

こ
の
女
性
に
出
会
え
た
こ
と
に
よ
り
、
人
び
と
の
生
活
が

調
査
当
時
と
半
世
紀
後
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
、

再
調
査
で
き
る
兆
し
が
見
え
て
き
た
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
片

倉
が
撮
影
し
た
膨
大
な
写
真
か
ら
、
①
半
世
紀
後
の
成
長
し

た
本
人
に
会
え
る
可
能
性
が
高
い
子
ど
も
が
被
写
体
の
も
の
、

②
著
作
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
手
が
か
り
に

あ
ら
た
な
情
報
が
得
ら
れ
そ
う
な
も
の
、
そ
し
て
③
著
作
未

掲
載
だ
が
女
性
の
暮
ら
し
を
生
き
生
き
と
と
ら
え
て
い
る
も

の
を
、
被
写
体
個
人
を
同
定
す
る
資
料
と
し
て
計
二
〇
〇
枚

当
時
一
〇
歳
未
満
だ
っ
た
親
族
の
男
性
が
、
飾
面
を
着
け
た

あ
る
女
性
を
見
て
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
母
だ
」
と
す
ぐ
に
同

定
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
素
顔
を
知
る
女
性
よ
り
も

男
性
の
方
が
、
飾
面
を
着
け
た
女
性
の
場
合
は
見
わ
け
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
と
認
識
し
た
。
こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ

て
あ
ら
た
な
発
見
だ
っ
た
。

片
倉
は
長
年
に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、

女
性
た
ち
は
「
み
ら
れ
る
私
」
よ
り
も
「
み
る
私
」
に
な
り

た
い
の
だ
、
と
気
が
つ
い
た
と
い
う
。
女
性
同
士
で
は
素
顔

の
つ
き
あ
い
が
基
本
で
、
他
者
か
ら
外
見
で
見
わ
け
ら
れ
る

こ
と
を
意
識
し
な
く
て
よ
い
。
被
写
体
が
飾
面
を
着
け
た
女

性
で
あ
る
と
き
、
外
見
的
特
徴
を
見
慣
れ
て
い
る
親
族
男
性

の
方
が
、
同
定
作
業
で
意
外
な
活
躍
を
み
せ
る
こ
と
も
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

学校で授業を受ける女性たち
（KM1035、撮影：片倉もとこ、
1983年）

飾面の内側から撮影者を見据える女性たち（KM0590、撮影：片倉もとこ、1971年）

お気に入りの飾面を着けた女性とその義妹（KM0584、撮影：片倉もとこ、1980年）
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衣
装
は
カ
ラ
フ
ル
、
リ
サ
イ
ク
ル
、
リ
バ
イ
バル

装
身
具
に
見
る
生
活
の
変
容

片
倉
も
と
こ
記
念
沙
漠
文
化
財
団
理
事

郡ぐ
ん

司じ 

み
さ
お現

代
中
東
地
域
研
究 

秋
田
大
学
拠
点
研
究
員

遠え
ん

藤ど
う 

仁ひ
と
し

き
る
。
ま
た
、
無

駄
な
く
残ざ
ん

布ぷ

を
使

う
継
ぎ
合
わ
せ
、

リ
サ
イ
ク
ル
し
繰

り
返
し
使
う
キ
ル

ト
、
裏
地
に
小
麦

粉
袋
の
布
を
流
用

す
る
こ
と
な
ど
に

は
、「
も
っ
た
い
な

い
精
神
」
が
垣か
い

間ま

見
ら
れ
る
。

顔
を
覆
う
飾
面
ブ
ル
グ
ア
は
、
村
に
よ
り
多
様
で
あ
っ
た
。

装
飾
に
も
意
味
が
あ
り
、
三
角
刺し

繍し
ゅ
う

に
は
、
家
庭
内
で
の
女

性
の
安
定
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
女
性
た
ち
は

飾
面
の
部
品
と
し
て
、
平ひ
ら

銀ぎ
ん

糸し

入
り
の
組く
み

紐ひ
も

を
使
っ
て
い
た
。

日
本
の
帯
締
め
と
よ
く
似
た
こ
の
組
紐
は
、
特
定
の
村
の
女

性
た
ち
が
内
職
で
作
っ
て
い
て
、
定
期
的
に
メ
ッ
カ
か
ら
商

人
が
や
っ
て
き
て
は
家
々
を
回
り
買
い
上
げ
て
い
っ
た
と
い
う
。

半
世
紀
を
へ
て
リ
バ
イ
バ
ル

男
性
衣
装
は
地
域
差
が
小
さ
く
、
こ
の
半
世
紀
で
の
変
化

も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
成
人

女
性
の
多
く
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
外
出
時
に
は
ア

バ
ー
ヤ
と
よ
ば
れ
る
「
統
一
さ
れ
た
黒
い
外
着
」
を
着
る
よ

う
に
な
っ
た
。
当
初
は
、生
地
を
切
る
こ
と
な
く
生
地
巾
い
っ

ぱ
い
に
縫
製
し
た
四
角
い
形
が
主
流
だ
っ
た
が
、
徐
々
に
動

も
銀
製
装
身
具
が
各
地
で
作
り
続
け
ら
れ
て
い
る
。

ベ
ド
ウ
ィ
ン
ジ
ュ
エ
リ
ー
は
、
派
手
な
外
見
か
ら
、
注
目

さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。
し
か
し
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
た
の
か
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
を
身
に
着
け
て
い
た
の
が
、
外
部
か
ら
の
接
触
を
極

端
に
忌
避
す
る
遊
牧
民
女
性
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼

女
た
ち
を
撮
影
し
た
り
、

聞
き
と
り
調
査
を
し
た

り
す
る
こ
と
は
、
非
常

に
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ

で
も
、
装
身
具
に
関
す

る
あ
る
程
度
の
特
徴
や

意
味
は
知
ら
れ
て
い
る
。

大
き
な
装
飾
に
は
邪
視

除
け
の
効
果
が
あ
る
と

さ
れ
、
緑
や
青
（
ト
ル
コ

石
）、
赤
（
メ
ノ
ウ
、
サ
ン

ゴ
）、黄
（
コ
ハ
ク
）
と
い
っ

た
色
の
石
を
組
み
合
わ

せ
た
り
、
鈴
や
コ
イ
ン
を

付
け
て
音
が
鳴
る
よ
う

に
し
た
り
す
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。

再
調
査
か
ら
見
え
た
機
能

装
身
具
に
関
し
て
も
、
片
倉
の
残
し
た
調
査
デ
ー
タ
を

カ
ラ
フ
ル
な
衣
装
と
気
候
風
土

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
に
暮
ら

す
女
性
の
衣
装
は
か
つ
て
、
じ
つ
に
カ
ラ
フ
ル
で
あ
っ
た
。

外
出
時
に
は
頭
や
顔
を
布
で
覆
い
、
た
っ
ぷ
り
し
た
外
着

を
着
て
肌
の
露
出
を
少
な
く
し
、
強
い
日
差
し
や
砂
の
侵
入
、

汗
の
蒸
発
を
防
ぐ
。
外
着
の
裾
に
は
丈
夫
な
キ
ル
ト
を
付
け

て
灌か
ん

木ぼ
く

の
ト
ゲ
か
ら
足
を
守
る
。
一
方
、
室
内
で
着
用
す
る

貫
頭
式
の
長
衣
（
内
着
）
は
風
通
し
、
動
き
や
す
さ
の
面
で

じ
つ
に
快
適
だ
。
ま
た
、
肌
着
（
下
着
）
は
足
首
部
分
を
す

ぼ
ま
せ
て
蠍さ
そ
り

や
蛇
、
虫
、
砂す
な

埃ぼ
こ
り

の
侵
入
を
防
ぐ
と
同
時
に
、

腰
か
ら
太ふ
と

腿も
も

部
分
は
ゆ
っ
た
り
と
さ
せ
熱
が
こ
も
ら
な
い
構

造
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
気
候
風
土
に
根
ざ
し
た
機
能
を
も
ち
あ
わ
せ

た
女
性
の
衣
装
は
、
さ
ら
に
カ
ラ
フ
ル
な
色
彩
と
模
様
を
と

り
入
れ
て
き
た
。
も
と
も
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
女
性
の
外

着
が
黒
一
色
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
も
っ
た
い
な
い
精
神
」
の
リ
サ
イ
ク
ル

女
性
衣
装
の
ひ
と
つ
に
、
ま
る
で
日
本
の
振
袖
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
晴
れ
着
で
祭
事
の
際
に
着

ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
ご
ろ
姿
を
消
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
着
物
と
同
様
に
肩か
た

山や
ま

に
は
縫
い
目
が
な
く
「
輪
」
に
な
っ

て
お
り
、
前ま
え

身み

頃ご
ろ

と
後
ろ
身
頃
を
肩
で
縫
い
合
わ
せ
る
洋
裁

と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
身
頃
や
袖
に
マ
チ
を

つ
け
て
立
体
的
に
仕
上
げ
る
点
は
西
洋
式
と
似
て
い
る
。
そ

う
い
っ
た
点
で
は
、
東
と
西
の
中
間
と
形
容
す
る
こ
と
も
で

ベ
ド
ウ
ィ
ン
ジ
ュ
エ
リ
ー

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
を
含
め
た
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
一
部
の
女

性
た
ち
が
身
に
着
け
て
い
た
銀
製
装
身
具
は
、「
ベ
ド
ウ
ィ

ン
ジ
ュ
エ
リ
ー
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

そ
の
特
徴
は
、
鋳
造
で
作
ら
れ
た
素
体
（
造
形
の
基
礎
部

位
）
に
、
粒
や
線
状
の
部
品
を
ろ
う
付
け
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

幾
何
学
模
様
で
装
飾
し
た
も
の
で
あ
る
。
ろ
う
付
け
と
は
、

金
属
を
接
合
す
る
た
め
に
、
母
材
よ
り
も
融
点
の
低
い
合

金
（
銀
製
品
の
場
合
は
銀
ろ
う
）
を
溶
か
し
て
、
母
材
を
融

解
さ
せ
ず
に
複
数
の
部
材
を
接
合
さ
せ
る
技
法
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
銀
製
装
身
具
の
多
く
は
、
お
も
に
イ
エ
メ
ン
の

サ
ナ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
系
職
人
の
手
に
よ
り
作
ら
れ
て
い
た
と
さ

れ
て
い
る
。
サ
ナ
ア
近
郊
は
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
有
数
の
銀
の

産
出
地
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
銀
細
工
職
人
も
多
く
居

住
し
て
い
た
。
こ
こ
数
百
年
程
の
政
治
動
乱
の
影
響
で
、
銀

細
工
職
人
は
ア
ラ
ビ
ア
半
島
各
地
に
拡
散
し
た
が
、
現
在

き
や
す
い
袖
付
き
、
お
し
ゃ
れ
な
装
飾
付
き
へ
と
移
行
し
た
。

ま
た
、
室
内
で
着
用
す
る
内
着
に
つ
い
て
も
か
つ
て
人
気
を

博
し
て
い
た
小
花
プ
リ
ン
ト
が
リ
バ
イ
バ
ル
し
、
宗
教
行
事

の
時
期
に
な
る
と
市
場
に
並
べ
ら
れ
て
彩
り
を
添
え
て
い
る
。

太
い
毛
糸
や
ひ
も
を
細
い
糸
で
縫
い
付
け
て
模
様
を
描
く

コ
ー
チ
ン
グ
刺
繍
な
ど
の
装
飾
技
術
も
、
そ
の
仕
様
を
変
え

な
が
ら
現
在
の
衣
装
に
息
づ
き
、
伝
統
は
母
か
ら
娘
へ
誇
り

を
も
っ
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
。

女
性
た
ち
は
言
う
、「
ア
バ
ー
ヤ
も
ブ
ル
グ
ア
も
わ
た
し

た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
よ
」
と
。

再
検
討

し
つ
つ
、

そ
の
半
世

紀
後
の
追
跡

調
査
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
現
在

は
ベ
ド
ウ
ィ
ン
ジ
ュ
エ

リ
ー
は
ほ
と
ん
ど
身
に
着
け

ら
れ
て
お
ら
ず
、
装
身
具
を
身

に
着
け
る
意
味
な
ど
に
つ
い
て
も
、
若

い
世
代
に
は
ほ
と
ん
ど
継
承
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

例
え
ば
、
片
倉
が
収
集
し
た
装
身
具
に
は
、
鈴
が
付
け

ら
れ
た
首
飾
り
や
、
音
が
鳴
る
指
輪
が
あ
る
。
筒
状
部
品

の
な
か
に
玉
が
入
れ
ら
れ
、
振
る
と
音
が
鳴
る
。
で
は
な
ぜ
、

装
身
具
が
音
を
鳴
ら
す
の
か
。
そ
の
理
由
を
聞
き
と
る
と
、

ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
地
域
で
は
、
音
を
鳴
ら
す
こ
と

に
よ
り
女
性
が
自
分
の
存
在
を
知
ら
せ
、
生
活
空
間
を
異

に
す
る
男
女
間
の
不
用
意
な
摩
擦
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
装
身
具
は
、
身
を
飾
る
こ
と
の
み
に
目
を

向
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
片
倉
の
調
査
地

で
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
た
。

そ
し
て
半
世
紀
が
経
つ
と
、
そ
う
い
っ
た
機
能
も
廃
れ
て

し
ま
い
、
生
活
自
体
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
装
身
具
か
ら
も
、

生
活
の
変
容
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

振袖のような形状が特徴の伝統衣装（撮影：遠藤仁、2018年）

女性用銀製腕輪一式。腕輪同士が触れ合い音が鳴る
（左：H0100437、H0100435、右：H0100436、H0100434）

大きな装飾の銀製首飾り。
鈴が付けられている
（H0100442）

大きな装飾の首飾りを着けた女性
（KM5563、撮影：片倉もとこ、1968～70年）

結婚式に参列した晴れ着姿の女性（KM5574、撮影：片倉もとこ、1970～71年）
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片
倉
も
と
こ
の
人
間
像

「
ゆ
と
ろ
ぎ
」
の
概
念
と
片
倉
も
と
こ

片
倉
も
と
こ
記
念
沙
漠
文
化
財
団
評
議
員
会
議
長

片か
た

倉く
ら 

邦く
に

雄お

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

西に
し

尾お 
哲て
つ

夫お

中
東
地
域
に
関
心

を
も
つ
よ
う
に

な
っ
た
。
わ
た
し

が
同
じ
交
換
学
生

計
画
の
先
輩
で
、

（
外
務
省
の
）
ア
ラ

ビ
ア
語
専
門
家
と

な
っ
た
こ
と
な
ど

す
べ
て
が
絡
み
合

い
、
一
九
六
三
年

カ
イ
ロ
で
結
婚
、
そ
れ
以
来
二
人
三
脚
で
主
と
し
て
中
東
地

域
で
活
動
し
た
。

も
と
こ
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
、
二
児
の
母
と
な
り
、
か

つ
東
京
大
学
大
学
院
の
博
士
課
程
に
籍
を
置
き
、
三
角
測
量

実
習
や
農
漁
村
で
住
み
込
み
調
査
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
ア

ラ
ブ
地
域
社
会
の
研
究
を
目
指
し
て
い
た
。
住
ま
い
の
公
務

員
住
宅
の
壁
に
は
、
難
解
な
ア
ラ
ビ
ア
語
が
書
か
れ
た
カ
ー

ド
を
小
児
の
手
の
届
か
な
い
高
さ
に
ベ
タ
ベ
タ
貼
っ
て
覚
え

て
い
た
。
わ
た
し
が
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
大
使
館
勤
務
の
内

示
を
受
け
た
と
き
、
も
と
こ
は
現
地
調
査
を
考
え
た
が
、
厳

し
い
戒
律
、
男
女
隔
離
と
い
っ
た
障
害
が
多
い
同
社
会
で
は
、

王
族
女
性
と
接
触
す
る
う
ち
に
何
か
得
ら
れ
る
か
も
…
…
ぐ

ら
い
し
か
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
、
同
王
国
は
紅
海
沿
岸
の
ジ
ェ
ッ
ダ
か
ら
メ
ッ

カ
方
向
に
出
れ
ば
道
路
の
両
側
斜
面
に
黒
い
遊
牧
民
の
テ
ン

ト
が
点
在
し
、
翌
日
に
は
さ
っ
と
消
え
て
い
る
風
景
が
常
だ
っ

ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
ア
ラ
ブ
世
界
の「
ラ
ー

ハ
」
が
つ
つ
み
込
ん
で
い
る
概
念
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
「
ゆ

と
ろ
ぎ
」と
い
う
こ
と
ば
を
造
り
だ
し
た
。
こ
の「
ゆ
と
ろ
ぎ
」

と
い
う
価
値
観
を
は
ぐ
く
ん
だ
も
の
は
、
片
倉
も
と
こ
が
強

調
し
た
「
移
動
文
化
」
だ
っ
た
。

片
倉
は
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
沙
漠
で
ベ
ド
ウ
ィ
ン
（
ア
ラ
ブ

遊
牧
民
）
と
生
活
を
と
も
に
し
、
そ
の
と
き
の
経
験
を
も
と

に
「
移
動
文
化
」
の
想
を
得
た
と
い
う
。
ベ
ド
ウ
ィ
ン
は
、

水
や
草
を
求
め
て
移
動
す
る
暮
ら
し
を
通
じ
て
移
動
に
適
し

た
生
存
戦
略
を
培
い
、
独
自
の
価
値
観
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

片
倉
の
著
書
『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
観

―
「
移
動
文
化
」

を
考
え
る
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
対
人

関
係
の
所
作
や
情
報
を
重
要
視
す
る
商
人
的
性
格
に
は
こ
の

よ
う
な
価
値
観
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

「
ゆ
と
ろ
ぎ
」
と
現
代
世
界

わ
た
し
が
調
査
を
し
て
き
た
エ
ジ
プ
ト
の
シ
ナ
イ
半
島
に

暮
ら
す
ベ
ド
ウ
ィ
ン
社
会
に
は
、
よ
そ
者
を
迎
え
入
れ
る
た

め
の
ダ
ヒ
ー
ル
と
よ
ば
れ
る
制
度
が
あ
る
。
例
え
ば
、
保
護

を
求
め
て
テ
ン
ト
に
入
っ
て
き
た
人
を
い
っ
た
ん
ダ
ヒ
ー
ル

と
し
て
受
け
入
れ
た
場
合
、
ホ
ス
ト
役
の
主
人
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
よ
そ
者
を
保
護
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
故
郷
の
テ
ィ
ク
リ
ー
ト
に
逃
げ
込
ん
だ
イ
ラ
ク

の
サ
ッ
ダ
ー
ム
・
フ
セ
イ
ン
元
大
統
領
の
捜
索
が
難
航
し
た

の
も
、
彼
が
地
元
の
住
民
に
ダ
ヒ
ー
ル
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。

妻
、
母
、
そ
し
て
研
究
者

あ
の
思
い
っ
き
り
明
る
い
笑
い
声
、
惚ほ

れ
っ
ぽ
く
惚
れ
ら

れ
や
す
い
人
柄
…
…
人
生
の
相
棒
と
し
て
「
一
研
究
者 

片
倉

も
と
こ
」
の
姿
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
。

も
と
こ
は
一
九
三
七
年
奈
良
県
で
生
ま
れ
た
。
父
親
の
赴

任
に
伴
い
上
海
の
小
学
校
で
学
ん
だ
が
、
太
平
洋
戦
争
が
激

化
し
、
米
潜
水
艦
に
追
わ
れ
な
が
ら
引
き
揚
げ
た
。
も
ち
前

の
国
際
性
は
そ
の
こ
ろ
培
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
津
田
塾
大
学

時
代
に
留
学
し
た
ア
メ
リ
カ
で
ア
ラ
ブ
の
学
生
ら
と
出
会
い
、

移
動
文
化
と
価
値
観

片
倉
も
と
こ
が
「
ゆ
と
ろ
ぎ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
は
じ
め

て
使
用
し
た
著
作
は
、『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
日
常
世
界
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
一
年
）
だ
っ
た
。
片
倉
は
長
年
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
に
基
づ
く
経
験
か
ら
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
休
息
」
を

意
味
す
る
「
ラ
ー
ハ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
日
本
語
の
「
く

つ
ろ
ぎ
」
だ
け
で
は
な
く
「
ゆ
と
り
」
と
い
う
意
味
を
も
含

た
。
も
と
こ
は
移
動
す
る
彼
ら
を
辛
抱
強
く
追
跡
し
、
東
方

に
七
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
ワ
ー
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
に

た
ど
り
着
い
た
。
調
査
の
手
が
か
り
を
掴つ
か

ん
で
か
ら
は
、
ジ
ー

プ
で
も
沈
没
す
る
沙
漠
の
悪
路
を
何
度
も
通
っ
た
。

研
究
に
捧
げ
た
生
涯

当
時
は
人
口
調
査
な
ど
も
進
ん
で
お
ら
ず
、
厳
し
い
宗
教

的
戒
律
や
閉
鎖
性
か
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
お
け
る
情
報
提

供
者
の
確
保
は
困
難
だ
っ
た
が
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
労

働
省
傘
下
の
社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
所
長
の
温
か
い
庇ひ

護ご

を
得

て
、
も
と
こ
は
家
族
構
成
、
家
畜
保
有
数
、
定
着
化
、
土
地

所
有
、
水す
い

利り

灌か
ん

漑が
い

の
実
態
な
ど
を
綿
密
に
調
査
し
た
。
本
人

が
い
つ
も
述
べ
て
い
た
が
、
自
分
が
女
性
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、

既
婚
者
で
あ
り
母
親
で
あ
る
こ
と
が
遊
牧
民
の
信
頼
を
得
る

大
切
な
要
素
と
な
っ
た
。
一
度
調
査
村
に
入
れ
ば
、
七
〜
一
〇

日
は
起
居
を
と
も
に
し
、
そ
の
間
沙
漠
で
満
天
の
星
を
眺
め

た
り
、
詩
歌
の
や
り
と
り
を
楽
し
ん
だ
り
し
た
。
一
方
、
子
ど

も
を
日
本
の
実
家
に
預
け
て
現
地
調
査
す
る
時
期
も
あ
り
、

成
果
は
あ
っ
て
も
、
う
つ
状
態
に
落
ち
込
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
村
民
か
ら
、「
友
人
」
と
し
て
の
つ
き
あ
い
な
の
か
、

「
研
究
者
」
と
し
て
の
情
報
収
集
な
の
か
、
疑
問
を
抱
か
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
研
究
者
の
宿
命
と
は
い
う
も
の
の
、
一
人
二

役
の
ジ
レ
ン
マ
に
悩
み
な
が
ら
、
一
研
究
者
と
し
て
「
和
し
て

同
ぜ
ず
」
を
貫
き
と
お
し
、
生
涯
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
解
に
努
め

つ
つ
も
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
。
こ
れ
は
「
情
の
人
」、
も

と
こ
に
と
っ
て
辛
い
試
練
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な

ダ
ヒ
ー
ル
制
度
は
、

生
活
空
間
に
明

瞭
な
境
界
を
引

か
な
い
移
動
文

化
が
は
ぐ
く
ん

だ
集
団
意
識
を

反
映
し
た
も
の
で

あ
り
、「
ゆ
と
ろ

ぎ
」
の
概
念
に
も

通
じ
て
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、「
ゆ

と
ろ
ぎ
」
と
は
対

人
関
係
に
お
け
る
緩
衝
地
帯
を
指
し
て
お
り
、
本
来
は
「
あ

そ
び
」
の
空
間
を
意
味
す
る
「
ラ
ー
ハ
」
と
い
う
ア
ラ
ビ
ア

語
の
原
義
に
も
対
応
し
て
い
る
。

「
ゆ
と
ろ
ぎ
」
は
、
移
動
の
民
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
世
界
観
か
ら

抽
出
さ
れ
た
「
移
動
文
化
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
結
び
つ

い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
読
み
解
く
有
効
な
概
念
と
も
な
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
だ
現
代
世
界
は
単
一
の
価
値
観
で
覆

わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
一
方
で
は
そ
れ
に
逆
行
す
る
か

の
よ
う
に
民
族
紛
争
や
文
化
衝
突
が
頻
発
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
共
生
関
係
を
築
い
て
い
く
た
め
に
は
、

移
動
に
よ
る
世
界
観
を
も
つ
人
び
と
が
他
者
と
の
共
生
戦
略

と
し
て
は
ぐ
く
ん
で
き
た
「
ゆ
と
ろ
ぎ
」
を
め
ぐ
る
思
索
が

大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

サウジアラビアの高地ターイフにて水タバコで一服する筆者と片倉もとこ
（KM2301、撮影者不明、1969年）部屋でコーヒーを飲みながら余暇を楽しむ様子（KM3002、撮影：片倉もとこ、1970年）

肘掛けにもたれてくつろぐ男性（KM3174、撮影：片倉もとこ、1968～70年）

サウジ北部で株式会社パスコがおこなっていた三角
測量に同行した片倉もとこ（撮影者不明、1968年）
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○○してみました世界のフィールド

佐
さ

藤
とう

 浩
こう

司
じ

屋根裏散歩者の夢想

夢
の
世
界
と
現
実

子
ど
も
の
こ
ろ
の
夢
は
忍
者
に
な
る
こ
と
だ
っ
た
。
小
学
校
の
行
き
帰
り
に
忍
者

走
り
を
し
た
り
、
忍
術
道
具
や
ら
忍
者
食
を
作
っ
て
み
る
く
ら
い
の
こ
と
は
当
時
の

子
ど
も
な
ら
誰
で
も
や
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
テ
レ
ビ
の
な
か
の
忍
者
た
ち
は
部

屋
に
い
な
が
ら
後
ろ
向
き
に
ひ
ょ
い
と
跳
び
上
が
る
と
鴨か
も
居い

に
足
を
か
け
、
す
る
り

と
天
井
裏
に
消
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
真
似
を
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
鴨
居
に

足
を
か
け
る
ま
で
。家
の
な
か
で
も
天
井
裏
や
床
下
は
忍
者
や
物も
の
の
怪け

の
世
界
、ま
っ

と
う
な
人
間
様
の
立
ち
入
る
領
域
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
、
子
ど
も
な
が
ら
に
感

じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

日
々
の
厳
し
い
鍛
錬
を
怠
っ
た
せ
い
か
、
忍
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
床

下
と
屋
根
裏
は
仕
事
場
に
な
っ
た
。
い
や
、
泥
棒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
頭
巾
の
か
わ

り
に
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
を
か
ぶ
り
、
手
裏
剣
の
か
わ
り
に
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
と
消
し
ゴ
ム
を

世界各地のさまざまな建築について研究を積み重ねてきた筆者。今号はそんな
筆者が、インドネシアの民家調査時の写真とともにエッセイをお届けする。屋根
にその特徴があるインドネシアの民家から見えてきた住まいのあり方とは。

「
非
常
識
」
の
探
究

な
ぜ
、
そ
う
ま
で
し
て
苦
渋
に
満
ち

た
（
？
）
屋
根
裏
散
歩
を
繰
り
返
す
の

か
？
と
お
お
か
た
の
読
者
は
訝い
ぶ
かる

で
あ

ろ
う
。

未
知
の
対
象
を
前
に
し
て
、
そ
の
内

部
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
知
り
た
い
、
と
思
い
め
ぐ
ら
す
の
は
人
間
が
ホ
モ
・
サ

ピ
エ
ン
ス
た
る
所
以
で
は
な
か
ろ
う
か
。
医
学
の
進
歩
も
工
学
の
発
展
も
こ
の
情
念

な
く
し
て
は
不
可
能
だ
っ
た
。
人
類
の
は
し
く
れ
た
る
わ
た
し
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず

無
謀
な
好
奇
心
に
か
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
争
中
の『
建
築
雑
誌
』を
飾
っ

た
「
大
東
亜
建
築
グ
ラ
フ
」
の
な
か
の
民
家
写
真
で
あ
っ
た
。
大
学
で
ま
な
ぶ
建
築

学
の
常
識
で
は
け
っ
し
て
実
現
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
建
築
造
形
の
数
々
。
と
ん
で
も

な
い
形
を
し
た
屋
根
を
見
て
、
そ
の
内
部
構
造
を
知
り
た
い
と
い
う
思
い
に
、
い
や
、

魔
が
差
し
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
ま
だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
な
い
時
代
、
本
を

探
し
て
も
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
分
の
眼
で
確
認
す
る
し
か
術す
べ

が
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

裏
か
ら
見
る
表
の
世
界

と
こ
ろ
で
、
屋
根
裏
か
ら
覗の
ぞ

く
人
間
界
ほ
ど
滑
稽
な
も
の
は
な
い
。
屋
根
裏
に
宿

る
と
い
う
祖
先
の
霊
（
つ
ま
り
俺
様
の
こ
と
か
？
）
に
む
け
て
儀
礼
や
供
犠
を
繰
り
返

す
の
は
き
ま
っ
て
男
た
ち
の
特
権
だ
。
無
意
味
な
会
議
に
あ
け
く
れ
、
仕
事
と
言
い

な
が
ら
飲
み
歩
く
現
代
人
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
心
が
い
た
む
。
そ
も
そ
も
祖
先
の

霊
が
人
間
界
に
意
思
を
つ
た
え
る
は
ず
も
な
く
、
要
は
誰
か
の
主
張
を
と
お
す
た
め

に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
傀か
い
儡ら
い
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
い
い
面
の
皮
だ
。

さ
て
下
手
な
夢
想
も
こ
の
へ
ん
で
。
最
後
に
散
歩
で
得
ら
れ
た
教
訓
を
ば
。

住
宅
は
か
な
ら
ず
し
も
人
間
が
快
適
に
住
む
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
教

え
。
屋
根
裏
、
こ
の
得
体
の
知
れ
な
い
空
間
こ
そ
、
人
間
中
心
に
凝
り
固
ま
っ
た
現

代
住
宅
が
是
が
非
で
も
取
り
も
ど
す
べ
き
領
域
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

民族建築学者（2019 年 3 月に本館を退職）

片
手
に
、
も
う
片
方
の
手
に
は
野
帳
、
懐
に
コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
（
メ
ジ
ャ
ー
）
を
忍
ば
せ

て
、
垂
木
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
小
屋
組
を
よ
じ
の
ぼ
る
。
油
断
は
禁
物
。
草
屋

根
の
屋
根
裏
は
曲く
せ
者も
の
が
呑の
ん
気き

に
散
歩
で
き
る
ほ
ど
快
適
な
場
所
で
は
な
い
。
も
う
も

う
と
舞
い
た
つ
埃ほ
こ
りの

堆
積
を
か
き
わ
け
、
ま
と
わ
り
つ
く
蜘く

蛛も

の
巣
を
は
ら
い
、
囲

炉
裏
か
ら
た
ち
あ
が
る
煤す
す
に
ま
み
れ
な
が
ら
、
し
た
た
る
汗
と
涙
と
鼻
水
に
耐
え
て

の
図
面
採
り
。
不
安
定
な
格
好
の
ま
ま
部
材
の
寸
法
を
測
り
、
ノ
ー
ト
に
記
入
す
る

の
が
い
わ
ば
忍
者
に
か
わ
る
わ
た
し
の
仕
事
だ
。

足
下
の
人
間
界
か
ら

は
、
大
学
ま
で
出
た
の

に
可か

哀わ
い

想そ
う

ね
え
な
ど
と

ひ
そ
ひ
そ
声
で
話
す
の

が
聞
こ
え
る
。
運
悪
く

昼
食
時
に
ぶ
つ
か
る
と

（
食
事
の
ご
相
伴
？ 

と

ん
で
も
な
い
！
）、
歓
迎

さ
れ
ざ
る
客
と
ば
か
り
、

火
を
お
こ
し
た
囲
炉
裏

の
煙
に
ま
か
れ
て
暗
い

屋
根
裏
で
一
人
涙
に
く

れ
る
あ
り
さ
ま
。
そ
れ

で
も
屋
根
裏
に
首
尾
よ

く
侵
入
で
き
れ
ば
よ
し
。

祖
霊
の
宿
る
神
聖
な
空

間
、
家
宝
を
安
置
す
る

不
可
侵
の
場
所
な
ど
と

一
蹴
さ
れ
て
、
宝
の
山

を
目
の
前
に
退
散
す
る

し
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。

インドネシア
フローレス島

３次元 CGで見せる建築データベース「東南アジア島嶼部の木造民家」　http://htq.minpaku.ac.jp/databases/3dcg1/
本稿で紹介した家屋の詳細については、本館ホームページで公開中の上記データベースをぜひご覧ください。

氏族の中心家屋サオ・リアのなかは昼でも暗い。屋根から洩れる太陽光とヘッドランプの明かりだけがたよりだ
（インドネシア、フローレス島、1986年）

フローレス島リオ族のサオ・リア
（大きな家）の実測図。煤と汗
（と涙？）の染みに注目
（インドネシア、1986年）

スンバ島で調査中の勇姿（インドネシア、1987年）
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お
問
い
合
わ
せ
先

企
画
課　
「
音
楽
の
祭
日
」
担
当

電
話　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
1
0

　
　
　
（
土
日
祝
を
除
く
9
時
〜
16
時
）

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
45
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
サ
ー
ミ
の
血
」

独
自
の
言
語
と
文
化
を
持
つ
サ
ー
ミ
人
の
少
女
が
、

国
の
分
離
政
策
に
よ
っ
て
差
別
的
な
扱
い
を
受
け
、

自
ら
の
ル
ー
ツ
と
葛
藤
し
な
が
ら
成
長
し
生
き
る

姿
を
と
お
し
て
、
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
時　

6
月
16
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
13
時
開
場
）

会
場　

特
別
展
示
館 （
定
員
3
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

※
参
加
券
を
当
日
11
時
か
ら
特
別
展
示
館
入
口
に

て
配
布

夏
休
み
こ
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
挑
戦
！

―
マ
イ
ナ
ス 

40
度
の
世
界
に
生
き
る
人
び
と
の
く
ら
し
」

夏
休
み
の
自
由
研
究
は
み
ん
ぱ
く
で
チ
ャ
レ
ン

ジ
！
み
ん
ぱ
く
で
１
日
研
究
者
に
な
っ
て「
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
」を
体
験
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
時　

7
月
28
日（
日
）

　
　
　

10
時
30
分
〜
16
時（
10
時
20
分
集
合
）

も
紹
介
し
、
妖
怪
や
モ
ン
ス
タ
ー
の
源
泉
に
あ
る

想
像
と
創
造
の
力
を
探
り
ま
す
。

会
期　

8
月
29
日（
木
）〜
11
月
26
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
場

企
画
展

「
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、オ
ア
シ
ス
に
生
き
る
女
性
た

ち
の
50
年 

―「
み
ら
れ
る
私
」よ
り「
み
る
私
」」

片
倉
も
と
こ（
本
館 

名
誉
教
授
）が
半
世
紀
前
に

撮
影
し
た
写
真
を
手
が
か
り
に
、
色
鮮
や
か
な
物

質
文
化
か
ら
サ
ウ
ジ
女
性
の
生
活
世
界
の
変
遷
を

た
ど
り
ま
す
。

会
期　

6
月
6
日（
木
）〜
9
月
10
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

第
17
回 

音
楽
の
祭
日
2
0
1
9 

in 

み
ん
ぱ
く

1
9
8
2
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
夏
至
の
日
に
み
ん

な
で
音
楽
を
楽
し
む「
音
楽
の
祭
典
」が
は
じ
ま
り

ま
し
た
。
み
ん
ぱ
く
で
も
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な

楽
器
を
使
っ
て「
音
楽
の
祭
日
」を
祝
い
ま
す
。

日
時　

6
月
23
日（
日
）10
時
15
分
〜
16
時
35
分

　
　
　
（
10
時
開
場
）

会
場　

特
別
展
示
館
、
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な
る

方
は
、
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
。）

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

講
師　

大
石
侑
香（
本
館 

特
任
助
教
）

会
場　

本
館
展
示
場
、
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

対
象　

小
学
4
年
生
〜
6
年
生

※
要
事
前
申
込（
先
着
順
／
定
員
12
名
） 

参
加
費
5
0
0
円

※
7
月
3
日（
水
）応
募
受
付
開
始

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　

6
月
8
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
。

日
時　

6
月
15
日（
土
）

13
時
30
分
〜
15
時

（
13
時
開
場
）

会
場　

特
別
展
示
館

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、

定
員
2
0
0
名

※
参
加
券
の
配
布
な
し

第
4
9
2
回

物
質
文
化
か
ら
見
た
沙
漠

社
会

―
ア
ラ
ビ
ア
半
島

オ
ア
シ
ス
の
半
世
紀

講
師　

西
尾
哲
夫（
本
館 

教
授
）

縄
田
浩
志（
本
館 

特
別
客
員
教
授
、
秋
田
大
学 

教
授
）

遠
藤
仁（
現
代
中
東
地
域
研
究 

秋
田
大
学
拠
点
研
究
員
）

ア
ラ
ビ
ア
半
島
の「
水
と
緑
に
恵
ま
れ
た
地
」を
舞
台
に
、
お
よ

そ
半
世
紀
前
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
と
人
文
地
理
学
的
・
文
化
人

類
学
的
記
述
を
て
が
か
り
に
、
物
質
文
化
の
特
質
と
生
活
世
界

の
持
続
と
変
容
に
つ
い
て
考
え
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
。

6
月
9
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
30
分

本
館
企
画
展
示
場
、
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

「
み
ら
れ
る
私
」
か
ら
「
み
る
私
」
へ
の
変
身

―
ベ
ー
ル
の
内
か
ら
み
る
世
界
へ

話
者　

西
尾
哲
夫 （
本
館 

教
授
）

　
　
　

縄
田
浩
志 （
本
館 

特
別
客
員
教
授
、
秋
田
大
学 

教
授
）

6
月
30
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分

本
館
展
示
場（
東
ア
ジ
ア
展
示
場〈
中
国
地
域
の
文
化
〉）

中
国
文
化
の
中
の
「
動
物
」
た
ち

話
者　

 

韓
敏 （
本
館 

教
授
）

7
月
14
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

「
サ
ウ
ジ
版
江
南
ス
タ
イ
ル
」
に
み
る

ハ
ラ
ー
ル
な
若
者
文
化

話
者　

 

相
島
葉
月 （
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

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/

観
覧
料
改
定
の
お
知
ら
せ

2
0
1
9
年
6
月
6
日（
木
）よ
り
、
本
館
展
示
観

覧
料
を
左
記
の
と
お
り
改
定
い
た
し
ま
す
。
な
お
、

特
別
展
観
覧
料
は
そ
の
都
度
、
別
に
定
め
ま
す
。

何
卒
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

各
種
割
引
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

特
別
展

「
驚
異
と
怪
異 

―
想
像
界
の
生
き
も
の
た
ち
」

な
ぜ
人
類
は
、
こ
の
世
の
キ
ワ
に
い
る
か
も

4

4

し
れ

な
い
不
思
議
な
生
き
も
の
を
思
い
描
き
、
形
に
し

て
き
た
の
か
？　

奇
妙
で
怪
し
い
、
不
気
味
だ
け

ど
か
わ
い
い
、
世
界
の
霊
獣
・
幻
獣
・
怪
獣
が
大

集
合
！　

現
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
漫
画
家
・
ゲ
ー

ム
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
に
よ
る
ク
リ
ー
チ
ャ
ー
制
作

※
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
。

一
般

高
校
・
大
学
生

中
学
生
以
下

4
2
0
円

2
5
0
円

無
料

◆
2
0
1
9
年
6
月
4
日（
火
）ま
で

◆
2
0
1
9
年
6
月
6
日（
木
）か
ら

一
般

大
学
生

高
校
生
以
下

5
8
0
円

2
5
0
円

無
料

刊行物紹介

21世紀の中国研究に新たな視座を提示。ダイナ
ミックな転換期に立ちつづける中国。本書は、
家族のディスコースとその実態、「民族」構築の
理論的系譜、国家・社会関
係のパラダイムという3方
向からその動態を見据え、
新たな分析枠組みを提示。
日・中・韓・米、台湾、香
港の人類学者による民博共
同研究の成果。

■杉本 良男、松尾 瑞穂 編
『聖地のポリティクス
―ユーラシア地域大国の比較から』
風響社　5,000円（税別）

歴史や文化はどう消費されるのか。ヒトや集団
の文化実践によって紡ぎ出された「歴史」は、市
場経済や政治権力によって加工され、より大き
な文脈として再配置されて
いく。本書は、現場の視点
からそのさまざまな水流を
汲み取り、全体としての動
態を見極めようとする試み
である。民博共同研究の成
果。

■長谷川 清、河合 洋尚 編
『資源化される「歴史」
―中国南部諸民族の分析から』
風響社　5,000円（税別）

■韓 敏 編
『家族・民族・国家
―東アジアの人類学的アプローチ』
風響社　5,000円（税別）

聖地はいつも「満員御礼」。聖地を成り立たせて
いるものは何なのか。「聖性」の議論を超え、本
書では、インド、中国、ロシアそれぞれの聖地
について、その物語性や観
光化、宗教や国家イデオロ
ギーの介入、「再」聖地化と
いった現代の諸相に切り込
む。人々にとって聖地とは
何かを考究する、民博共同
研究の成果。

国
立
民
族
学
博
物
館
・
国
立
科
学
博
物
館 

共
同
企
画
展

「
ビ
ー
ズ

―
自
然
を
つ
な
ぐ
、
世
界
を
つ
な
ぐ
」

会
期　

6
月
16
日（
日
）ま
で

会
場　

国
立
科
学
博
物
館 

日
本
館
1
階

　
　
　

企
画
展
示
室（
東
京
・
上
野
）

休
館
日　

月
曜
日

﹇
た
だ
し
、
6
月
10
日（
月
）は
開
館
﹈

主
催　

国
立
科
学
博
物
館

国
立
民
族
学
博
物
館

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
9
0
回　

7
月
6
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
企
画
展「
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、オ
ア
シ
ス
に
生
き
る
女
性
た
ち
の
50
年

 

―『
み
ら
れ
る
私
』よ
り『
み
る
私
』」関
連
】

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
女
性
の
日
常
世
界
の
い
ま・む
か
し

講
師　

郡
司
み
さ
お
（
片
倉
も
と
こ
記
念
沙
漠
文
化
財
団 

理
事
）

藤
本
悠
子
（
片
倉
も
と
こ
記
念
沙
漠
文
化
財
団
事
務
局

主
事
）

イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
地
マ
ッ
カ（
メ
ッ
カ
）の
近
郊
に
位
置
す
る
ワ
ー

デ
ィ
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
は
、「
水
と
緑
に
恵
ま
れ
た
」オ
ア
シ
ス
で

し
た
。
交
易
路
沿
い
の
都
市
遺
跡
が
み
ら
れ
、
多
様
な
人
び
と
が

出
会
い
、
豊
か
な
文
化
が
育
ま
れ
た
場
所
で
す
。
1
9
6
0
年
代

末
以
降
、
社
会
全
体
が
急
激
な
変
化
を
む
か
え
た
な
か
で
、
文
化

人
類
学
者
の
片
倉
も
と
こ
が
出
会
っ
た
女
性
た
ち
は
ど
の
よ
う
な

日
々
を
お
く
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

片
倉
の
撮
影
写
真
と

最
新
の
調
査
成
果
と
共
に
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
女
性
の
50
年
の
生

活
変
化
を
た
ど
り
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
解
説
付
き
で
企
画
展
の
見
学
会
を
お
こ
な
い
ま
す

（
40
分
）。  

 
 

 
 

【
解
説　

縄
田
浩
志（
本
館 

特
別
客
員
教
授
、
秋
田
大
学 

教
授
）】

※
見
学
会
に
ご
参
加
の
方
は
会
員
証
も
し
く
は
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
。

東
京
講
演
会

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン（
定
員
60
名
）

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
1
2
6
回　

7
月
13
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
シ
リ
ー
ズ
】

チ
ワ
ン（
壮
）族
の
文
化
の
資
源
化
の
現
状

講
師　

塚
田
誠
之（
本
館 

名
誉
教
授
）

チ
ワ
ン（
壮
）族
は
、
中
国
の
55
の
少
数
民
族
の
う
ち
最
大
の
人
口

を
有
し
、
そ
の
多
く
が
中
国
南
部
の
広
西
壮
族
自
治
区
に
居
住
し

て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
漢
文
化
の
影
響
を
受
容
し
て
き
ま
し
た
が
、

歌
掛
け
や
モ
チ
米
食
品
へ
の
嗜
好
性
な
ど
独
自
性
を
も
保
持
し
て

き
ま
し
た
。
1
9
9
0
年
代
以
降
、
中
国
の
経
済
発
展
に
と
も
な

い
、
か
つ
て
男
女
の
歌
掛
け
の
際
に
用
い
ら
れ
た「
繍
球
」が
商
品

化
さ
れ
、
高
床
式
住
居
が
観
光
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
る
な
ど
の

変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
こ
う
し
た
事
例
を
つ
う
じ

て
文
化
の
資
源
化
に
つ
い
て
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
）。

※
要
事
前
申
込
、
先
着
順

ブリキ缶を頭に乗せ井戸へ水くみに向かう女性

花飾りのついたクフル（顔料）容器
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の
刃
か
ら
柄
の
上
半
分
く
ら
い
ま
で
に
黒
い
布

を
巻
き
付
け
て
作
る
。
キ
サ
ラ
リ
は
ア
イ
ヌ
語
で

キ
サ
ラ
（
耳
）
リ
（
高
い
）
で
、
萱
野
氏
は
日
本

語
訳
を
「
耳
長
お
化
け
」
と
し
て
い
る
が
、
く

ち
ば
し
と
耳
の
長
さ
は
同
じ
く
ら
い
で
二
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
弱
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

鎌
は
「
女
の
道
具
」
で
あ
り
、
魔
を
祓は
ら

う
こ
と

が
で
き
る
特
別
な
道
具
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
子
ど
も
を
お
ど
か
す
お
化
け
を
作
る

と
効
き
目
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
そ
う
だ
。

あ
ま
り
明
る
く
も
な
い
家
の
な
か
か
ら
、
窓

の
向
こ
う
の
暗
闇
に
見
え
隠
れ
す
る
低
く
奇
妙

な
声
の
「
お
化
け
」
を
見
る
と
、
た
い
て
い
の
子

は
ぴ
た
り
と
泣
き
や
む
と
い
う
。
そ
の
声
の
出

し
方
は
、
歯
を
噛か

み
合
わ
せ
舌
を
前
歯
の
方
に

く
っ
つ
け
て
、
唇
を
引
き
か
げ
ん
に
し
て
奥
歯
の

後
ろ
の
方
か
ら
息
を
強
く
吹
き
出
す
そ
う
だ
。
一

度
お
ど
か
さ
れ
る
と
、
次
に
泣
い
た
と
き
「
キ
サ

ラ
リ　
エ
ッ
ナ（
キ
サ
ラ
リ
が
来
る
ぞ
）」と
言
わ
れ
、

「
も
う
泣
か
な
い
も
の
だ
っ
た
」と
の
こ
と
で
あ
る
。

♦
♦
♦
伝
承
に
見
る
妖
怪
♦
♦
♦

キ
サ
ラ
リ
は
人
が
作
っ
た
「
お
化
け
」
だ
が
、

ア
イ
ヌ
の
伝
承
に
は
、
巨
大
な
怪
魚
や
、
河か
っ
ぱ童

の
よ
う
な
化
け
物
、
病
気
や
災
い
を
も
た
ら
す

カ
ム
イ
（
神
）
な
ど
、
異
形
の
生
き
物
が
た
く
さ

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
連
載
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
怪
物
や
精
霊
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
を
お
ど
か
す
た
め
に
大

人
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
萱か
や

野の

茂し
げ
る

氏
（
一
九
二

六
〜
二
〇
〇
六
）
の
著
書
『
ア
イ
ヌ
の
民
具
』（
す

ず
さ
わ
書
店
、
一
九
七
八
年
）
に
掲
載
さ
れ
、
写

真
の
と
お
り
、み
ん
ぱ
く
に
も
同
氏
が
作
っ
た“
実

物
”
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

北
海
道
平び
ら

取と
り

町
二に

風ぶ

谷た
に

で
育
っ
た
萱
野
氏
は
、

著
書
『
お
れ
の
二
風
谷
』（
す
ず
さ
わ
書
店
、
一
九

七
五
年
）
で
、
子
ど
も
の
と
き
に
恐
ろ
し
か
っ
た

も
の
と
し
て
、
キ
サ
ラ
リ
を
挙
げ
て
い
る
。
二
冊

の
著
書
の
記
述
を
総
合
す
る
と
、「
自
分
で
も
忘

れ
な
い
く
ら
い
の
年
令
」
の
子
ど
も
が
泣
き
や

ま
な
い
と
き
（
特
に
夜
泣
き
）、
隣
近
所
の
大
人

が
急
い
で
作
っ
て
、
泣
い
て
い
る
子
の
家
の
窓
の

外
に
行
き
、
家
の
な
か
か
ら
は
人
間
が
動
か
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
体
を
か
が
め

て
、
ち
ら
り
ち
ら
り
と
見
せ
な
が
ら
、「
ぐ
ふ
ー

う
、
ぐ
ふ
ー
う
」
と
獣
か
鳥
か
わ
か
ら
な
い
よ

う
な
音
で
お
ど
か
す
の
だ
と
い
う
。

♦
♦
♦
お
化
け
の
正
体
♦
♦
♦

キ
サ
ラ
リ
の
本
体
は
草
な
ど
を
刈
る
鎌
で
、
草

の
束
ふ
た
つ
に
赤
い
布
を
巻
き
、
く
ち
ば
し
に
見

立
て
た
鎌
の
刃
の
両
側
に
耳
の
よ
う
に
配
し
、
鎌

ん
出
て
く
る
。
教
員
と
し
て
ア
イ
ヌ
児
童
の
教

育
に
携
わ
り
な
が
ら
ア
イ
ヌ
文
化
に
関
す
る
多

く
の
著
作
を
残
し
た
吉よ
し

田だ

巌い
わ
お（

一
八
八
二
〜
一
九

六
三
）
は
、「
ア
イ
ヌ
の
妖
怪
説
話
」「
ア
イ
ヌ
の

妖
怪
説
話
（
続
）」（『
人
類
学
雑
誌
』
二
九
（
七
）・

（
十
）、
一
九
一
四
年
）
で
、
三
八
の
説
話
と
四
〇

ほ
ど
の
化
け
物
な
ど
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。

そ
し
て
、吉
田
は
（
日
本
文
化
と
同
じ
よ
う
に
）「
ア

イ
ヌ
も
や
は
り
エ
テ
ッ
キ
チ
シ
、
オ
コ
ツ
コ
エ
ツ

キ
（
泣
く
な
、
お
化
来
る
ぞ
）
と
か
う
や
る
。（
中

略
）
背
に
負
は
れ
、
胸
に
抱
か
れ
て
既
に
お
化
の

お
そ
ろ
し
い
観
念
が
つ
く
」
と
し
、
年
長
者
ら

か
ら
人
の
死
や
病
、「
そ
の
他
の
災
禍
危
難
を
（
中

略
）
化
物
の
仕
業
と
し
て
解
釈
す
る
」
よ
う
に

聞
い
て
育
っ
て
き
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
の
あ
い

だ
で
妖
怪
談
が
と
て
も
多
い
と
書
い
て
い
る
。
そ

こ
に
は
今
の
倫
理
上
は
そ
の
ま
ま
引
用
で
き
な
い

表
現
も
出
て
く
る
が
、
長
く
ア
イ
ヌ
の
児
童
と

接
し
て
き
た
吉
田
の
実
感
な
の
で
あ
ろ
う
。

子
ど
も
に
い
う
こ
と
を
聞
か
せ
る
た
め
に
「
お

化
け
が
来
る
ぞ
」
と
お
ど
か
す
の
は
、
万
国
共
通
。

し
か
し
、
そ
の
お
化
け
の
姿
形
や
仕
草
に
は
、
土

地
柄
が
あ
る
よ
う
だ
。
キ
サ
ラ
リ
が
平
取
以
外
の

地
域
に
も
あ
っ
た
の
か
今
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い

の
で
、
地
方
差
が
あ
る
の
か
、
調
べ
て
み
た
い
。

想像界の生物相

泣く子をだまらすアイヌのお化け
民博 学術資源研究開発センター 齋

さい
藤
とう

 玲
れい
子
こ

資料名―キサラリ（耳長お化け）

標本番号― H0062343

地域―日本、北海道平取町二風谷

サイズ―長さ 62 cm
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みんぱく回遊

ガラス絵とガラスイコン
三
み

島
しま

 禎
てい

子
こ

民博 グローバル現象研究部

本号から始まる当コーナーでは
みんぱくの歩き方を紹介します

ス
絵
は
写
真
の
代
わ
り
に
教
祖
を
描
き
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
団
へ
の
所
属
を
示
す
も
の
と
し
て
受
容

さ
れ
た
。
そ
れ
以
外
の
モ
チ
ー
フ
に
は
宗
教
的
な

意
味
は
な
く
、過
去
の
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
や
『
季

刊
民
族
学
』
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
装
飾

的
な
も
の
と
し
て
発
展
し
た
。

イ
コ
ン
画
家
に
と
っ
て
は
、
イ
コ
ン
の
制
作
そ

の
も
の
が
宗
教
的
な
行
為
で
あ
り
、
制
作
に
取
り

組
む
前
に
特
別
な
修
練
と
修
行
が
必
要
で
あ
る
。

画
家
と
し
て
の
署
名
も
原
則
と
し
て
な
さ
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
セ
ネ
ガ
ル
の
ガ
ラ
ス
絵
は
初
期
は

無
記
名
の
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
画

家
独
自
の
画
風
を
表
現
し
た
作
品
が
生
ま
れ
、
多

く
の
画
家
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
を
現
代
ア
フ
リ
カ

の
ナ
イ
ー
ブ
・
ア
ー
ト
あ
る
い
は
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
・

ア
ー
ト
な
ど
と
解
釈
す
る
傾
向
も
あ
る
が
、
ガ
ラ

ス
絵
の
特
徴
に
イ
コ
ン
の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て

い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

海
と
砂
漠
を
越
え
て

さ
て
、
な
ぜ
セ
ネ
ガ
ル
で
ガ
ラ
ス
絵
が
発
展
し

た
か
を
探
る
と
き
、
セ
ネ
ガ
ル
が
置
か
れ
た
地
理

的
位
置
が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
大

陸
の
最
西
端
で
海
か
ら
の
利
便
性
に
長た

け
、
大
西

洋
交
易
の
拠
点
に
な
り
、
西
欧
諸
国
の
進
出
が
盛

ん
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
植
民
地
支
配
で
は

最
初
の
総
督
府
が
置
か
れ
た
地
域
で
も
あ
る
。
地

中
海
を
接
点
と
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
圏
と
イ
ス

ラ
ー
ム
圏
の
交
流
は
、
一
足
飛
び
に
砂
漠
を
越
え

見
え
る
と
い
う
。

他
方
、
ア
フ
リ
カ
で
は
セ
ネ
ガ
ル
を
中
心
に
ガ

ラ
ス
絵
と
し
て
独
自
の
変
遷
を
と
げ
た
。
例
え
ば

写
実
性
を
排
除
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
手
や

頭
、
目
な
ど
が
通
常
よ
り
大
き
く
描
か
れ
た
り
、

濃
淡
の
な
い
原
色
の
色
使
い
が
見
ら
れ
る
。
遠
近

法
を
あ
ま
り
用
い
な
い
平
面
的
な
構
成
と
、
画
一

化
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
の
描
き
方
、
そ
し
て
繰
り
返

し
同
じ
テ
ー
マ
が
登
場
す
る
点
も
、
イ
コ
ン
に
そ

の
原
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ム
ス

リ
ム
が
大
多
数
を
占
め
る
セ
ネ
ガ
ル
で
は
、
ガ
ラ

み
ん
ぱ
く
の
展
示
場
に
は
似
て
非
な
る
も
の
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
人
が
移
動
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
モ
ノ
が
運
ば
れ
、
文
化
や
文
明
が
伝で
ん
播ぱ

し
て
い
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
不
思
議
で
は
な
い
が
、
そ
の
思

い
も
か
け
ぬ
類
似
性
や
差
異
の
多
様
性
に
驚
き
や

発
見
も
あ
る
。
モ
ノ
の
起
源
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、

人
の
営
み
と
交
流
の
歴
史
の
一
端
が
見
え
て
く
る
。

ア
フ
リ
カ
展
示
場
に
三
点
の
ガ
ラ
ス
絵
が
あ
る
。

ガ
ラ
ス
の
裏
側
か
ら
反
転
し
て
描
い
て
い
る
点
が

特
徴
で
あ
る
。
画
材
が
ガ
ラ
ス
で
あ
る
と
い
う
点

か
ら
い
え
ば
、
時
代
を
問
わ
ず
世
界
中
に
ガ
ラ
ス

絵
は
存
在
す
る
が
、
ア
フ
リ
カ
の
ガ
ラ
ス
絵
に
は

中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ガ
ラ
ス
イ
コ
ン
（
聖
画
像
）
の

宗
教
的
な
様
式
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

展
示
場
に
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ガ
ラ
ス
イ
コ
ン
が
十
数

点
置
い
て
あ
る
の
で
、比
べ
て
み
る
と
お
も
し
ろ
い
。

宗
教
画
か
、
ア
ー
ト
か

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
イ
コ
ン
の
発
展

は
、
ガ
ラ
ス
の
大
量
生
産
と
キ
リ
ス
ト
教
と
り
わ

け
正
教
会
の
拡
大
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
り
、

人
び
と
が
敬
拝
す
る
対
象
と
し
て
求
め
ら
れ
て
き

た
。
ガ
ラ
ス
に
限
ら
ず
イ
コ
ン
は
神
の
光
を
象
徴

す
る
と
さ
れ
、
影
の
な
い
光
に
包
ま
れ
た
神
が
描

き
出
さ
れ
る
。
ま
た
図
柄
に
用
い
ら
れ
る
人
物
や

動
物
、
事
物
は
写
実
性
を
排
し
て
抽
象
的
に
描
か

れ
、
同
じ
対
象
が
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

神
や
人
の
顔
に
関
し
て
い
え
ば
、
ど
こ
か
ら
見
て

も
同
じ
よ
う
な
視
線
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に

た
。
ま
た
少

し
時
代
を
さ

か
の
ぼ
れ
ば
、

サ
ハ
ラ
砂
漠

の
南
端
に
位

置
す
る
サ
ヘ

ル
地
帯
で
は
、

一
六
世
紀
後

半
ま
で
サ
ハ

ラ
交
易
を
と
お
し
て
ア
ラ
ブ
世
界
と
の
交
流
が
盛

ん
で
あ
っ
た
。
メ
ッ
カ
へ
の
巡
礼
は
、
人
の
み
な

ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
易
品
が
行
き
交
う
機
会

だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
イ
コ
ン
が
セ
ネ

ガ
ル
に
も
た
ら
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
で
ガ
ラ

ス
絵
と
し
て
独
自
の
発
展
を
と
げ
た
と
思
わ
れ
る
。

現
存
す
る
セ
ネ
ガ
ル
の
古
い
ガ
ラ
ス
絵
に
は
キ

リ
ス
ト
教
の
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
。

し
だ
い
に
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
的
に
変
容
し
、「
画

家
」
の
誕
生
に
よ
っ
て
画
風
が
変
化
し
、
図
柄
の

対
象
も
多
様
に
な
っ
て
い
っ
た
。
み
ん
ぱ
く
で
収

集
し
た
三
六
五
点
の
ガ
ラ
ス
絵
に
は
、
人
び
と
の

生
活
や
歴
史
の
記
憶
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
描

か
れ
て
い
る
。
海
外
で
展
示
会
を
開
催
す
る
画
家

も
出
現
し
、
今
日
な
お
変
化
し
続
け
て
い
る
。

セ
ネ
ガ
ル
の
ガ
ラ
ス
絵
は
漫
画
的
で
ユ
ー
モ
ラ

ス
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
厳
格
な
宗
教
的
様
式
に

則
っ
た
イ
コ
ン
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
変
化
の
足
跡
に
、
人
の
交
流
の
歴
史
が
あ
る

こ
と
へ
思
い
を
馳は

せ
な
が
ら
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
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こ
の
映
画
を
見
終
え
た
後
、
塞
い
だ
気
分
が
回
復
す
る
ま
で

し
ば
ら
く
か
か
っ
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
先
住
民
族
と
し

て
の
サ
ー
ミ
人
が
国
家
の
近
代
化
の
も
と
で
受
け
て
き
た
苦
悩
、

差
別
を
、
こ
れ
ほ
ど
の
現
実
感
を
も
っ
て
辛
く
悲
し
く
描
い
た

作
品
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。

北
欧
の
山
地
で
ト
ナ
カ
イ
を
追
う
遊
牧
民
と
し
て
時
折
、
牧

歌
的
に
紹
介
さ
れ
る
サ
ー
ミ
人
。
だ
が
、
彼
ら
が
北
欧
各
国
の

近
代
化
の
な
か
で
経
験
し
た
試
練
は
、
地
球
上
、
各
地
で
国
家

と
多
数
派
に
よ
る
支
配
や
同
化
の
構
造
が
先
住
民
に
対
し
て
も

た
ら
し
て
き
た
も
の
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
サ
ー

ミ
の
歴
史
や
文
化
に
い
く
ば
く
か
興
味
を
も
つ
も
の
に
は
、
作

品
の
な
か
で
展
開
す
る
一
連
の
挿
話
も
、
す
で
に
史
実
と
し
て

語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
映
画
と
い
う
仮
想

現
実
と
は
い
え
、
少
女
と
い
う
一
人
の
人
格
を
通
じ
て
そ
れ
ら

を
追
体
験
す
る
の
は
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

「
サ
ー
ミ
」
を
捨
て
る
エ
レ
＝
マ
ル
ャ

舞
台
は
一
九
三
〇
年
代
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド

で
、
サ
ー
ミ
人
が
ま
だ
盛
ん
で
あ
っ
た
ト
ナ
カ
イ
遊
牧
に
家
族

と
と
も
に
従
事
し
て
い
た
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。
一
四
歳
の
主
人

公
エ
レ
＝
マ
ル
ャ
は
、
山
地
で
テ
ン
ト
生
活
を
お
く
る
家
族
か

ら
は
な
れ
、
夏
か
ら
の
数
カ
月
サ
ー
ミ
人
の
子
ど
も
の
た
め
の

サ
ー
ミ
学
校
で
妹
と
と
も
に
寄
宿
舎
生
活
を
過
ご
す
。
当
時

を
蔑
む
こ
と
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
社
会
へ
と
け
込
も
う

と
す
る
。
し
か
し
必
死
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
女
の
外
見
と
そ
れ
に
対
す
る
好
奇
の
視
線
は
ど
こ

ま
で
も
付
い
て
回
る
。
匂
い
を
消
す
た
め
湖
で
髪
と

う
な
じ
を
洗
い
、
こ
と
ば
を
纏ま
と

え
な
い
感
情
を
即
興

的
に
表
現
で
き
る
叙
情
歌
謡
、
ヨ
イ
ク
も
封
じ
る
こ

と
で
出
自
と
サ
ー
ミ
と
し
て
の
背
景
を
消
そ
う
と
す

る
エ
レ
＝
マ
ル
ャ
に
痛
々
し
さ
を
禁
じ
え
な
い
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
大
罪

か
つ
て
サ
ー
ミ
人
に
む
け
て
い
た
民
族
差
別
政
策

は
、
今
日
、
民
主
国
家
・
福
祉
国
家
と
評
さ
れ
る
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
歴
史
的
汚
点
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及

さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
移
民
や
少
数
派
に
対
し
進
め

る
寛
容
政
策
は
過
去
へ
の
反
省
と
贖
し
ょ
く

罪ざ
い

と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
人

類
の
尊
厳
に
か
か
わ
る
大
罪
に
加
担
し
て
い
た
こ
と

は
、
こ
の
映
画
の
潜
在
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

サ
ー
ミ
学
校
の
子
ど
も
た
ち
は
突
如
ウ
プ

サ
ラ
か
ら
の
来
客
を
迎
え
さ
せ
ら
れ
る
。
優

生
学
と
人
種
生
物
学
の
立
場
か
ら
健
全
な
国

民
を
守
る
と
い
う
名
目
で
一
九
二
二
年
ウ
プ

サ
ラ
に
設
立
さ
れ
た
人
種
生
物
学
研
究
所
の

職
員
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
家
畜
の
よ

う
に
機
器
で
鼻
の
高
さ
や
顔
の
幅
な
ど
あ
ら

ゆ
る
身
体
数
値
を
計
測
さ
れ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
人
の
少
年
た
ち
の
視
線
を
浴
び
る
な
か
エ

レ
＝
マ
ル
ャ
も
衣
服
を
は
が
さ
れ
写
真
を
撮

サ
ー
ミ
人
に
対
し
独
善
的
な
隔
離
政
策
を
と
っ
て
い
た
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
、
彼
ら
を
遊
牧
者
と
し
て
サ
ー
ミ
人
の
村

に
と
ど
ま
ら
せ
る
一
方
、
子
ど
も
た
ち
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語

を
強
要
し
、
口
を
つ
い
て
出
た
サ
ー
ミ
語
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

人
の
女
性
教
師
が
容
赦
な
く
鞭む
ち

の
罰
を
与
え
て
い
た
。

村
民
の
嘲
笑
の
視
線
の
も
と
、
厳
格
な
寮
生
活
で
子
ど
も

た
ち
が
サ
ー
ミ
人
で
あ
る
こ
と
に
萎
縮
し
て
い
く
な
か
、
教
師

を
志
す
エ
レ
＝
マ
ル
ャ
は
、
都
会
ウ
プ
サ
ラ
へ
の
進
学
を
希
望

す
る
。
し
か
し
、
サ
ー
ミ
人
は
文
明
に
は
適
応
で
き
な
い
と
さ

れ
て
い
た
当
時
、
彼
女
に
と
っ
て
都
会
で
の
進
学
の
道
は
閉
ざ

さ
れ
て
い
た
。
故
郷
と
と
も
に
サ
ー
ミ
人
で
あ
る
こ
と
を
捨
て

る
決
心
を
し
た
彼

女
は
、
名
を
変
え
、

仲
間
の
サ
ー
ミ
人

ら
れ
る
。
彼
女
の
屈
辱
的
な
表
情
に
は
す
で
に
権
力
に
抗あ
ら
がえ

な

い
サ
ー
ミ
人
か
ら
離
脱
す
る
決
心
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
全
土
を
カ
バ
ー
し
た
調
査
は
ゲ
ル
マ
ン
人
の

な
か
で
も
も
っ
と
も
純
粋
と
さ
れ
た
北
方
人
種
を
頂
点
と
す
る

国
民
の
人
種
分
類
の
基
礎
と
な
り
、
知
能
や
性
向
、
社
会
階
層

へ
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
出
さ
れ
た
、
サ
ー

ミ
人
は
頭
骨
の
構
造
か
ら
文
明
に
は
な
じ
め
な
い
と
い
う
結
論

が
当
時
の
隔
離
政
策
の
原
因
と
も
い
わ
れ
、
東
バ
ル
ト
人
種
に

分
類
さ
れ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
も
二
級
人
種
の
扱
い
を
受
け
て

い
る
。
研
究
所
の
ゲ
ル
マ
ン
人
種
に
関
す
る
研
究
成
果
は
や
が

て
ド
イ
ツ
の
人
種
論
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
人
種
学
の
潮
流
は
当
時
と
し
て
は
決
し
て
異
端
視
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
代
の
先
端
を
い
く
科
学
と

み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
研
究
所
の
代
表
的
な
出
版
物
（
一

九
二
六
年
）
に
む
け
た
『
ア
メ
リ
カ
ン
ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ス
ト
』

の
書
評
は
そ
の
実
証
性
を
評
価
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
種
生
物

学
研
究
所
設
立
議
案
を
投
票
な
し
で
通
過
さ
せ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
議
会
の
英
断
を
絶
賛
し
て
い
る
。

こ
の
映
画
は
、
サ
ー
ミ
を
捨
て
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
と
名
を
変

え
た
彼
女
が
約
六
〇
年
後
、
妹
の
葬
儀
に
お
と
ず
れ
た
故
郷
で

ふ
と
よ
み
が
え
る
過
去
か
ら
か
つ
て
の
自
分
を
追
想
し
て
い
く

形
で
展
開
す
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
と
し
て
生
き
た
六
〇
年

間
に
何
が
起
こ
っ
た
か
は
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し
妹
の
葬
儀
の

場
で
サ
ー
ミ
語
を
拒
否
し
、
親
せ
き
と
交
わ
ろ
う
と
し
な
い
彼

女
が
す
べ
て
の
過
去
と
絆き
ず
なを

捨
て
て
生
き
よ
う
と
し
て
き
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
女
が
か
た
く
な
に
守
っ
て
き
た

「
サ
ー
ミ
を
捨
て
る
」
と
い
う
決
心
の
み
が
彼
女
の
サ
ー
ミ
へ

の
こ
だ
わ
り
を
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

サ
ー
ミ
を
捨
て
サ
ー
ミ
を
生
き
る

庄し
ょ
う

司じ 

博ひ
ろ

史し

民
博 

名
誉
教
授

M
「サーミの血」

2016年／スウェーデン・ノルウェー・デンマーク／スウェーデン語・南サーミ語
／108分／DVDあり
脚本・監督：アマンダ・シェーネル
出演：レーネ・セシリア・スパロク、マイ＝ドリス・リンピ、  

ミーア・エリーカ・スパロク、ハンナ・アルストロムほか
2019年6月のみんぱく映画会にて上映予定（詳細は12頁をご覧ください）

原題：Sameblod

文中であげた出版物に典型例と
して掲載された北方人種、東バ
ルト人種、サーミ人（左より）。
体格の違いを強調する写真が恣
意的に選定された
出典：H. Lundborg & F. J. Linders 
(1926) The Racial Characters 
o f  t h e  S w e d i s h  N a t i o n . 
Anthropologia Suecica MCMXXVI, 
Plate XLI.

右：あこがれの都会ウプサラでの
エレ=マルャ

下：サーミ学校の子どもたち
（いずれも映画「サーミの血」より、
©2016 NORDISK FILM PRODUCTION）
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を
媒
介
と
し
て
い
た
。

例
え
ば
話
を
平
た
く
す
る
た
め
に
、
英
語
を
媒
介
に

用
い
て
日
本
語
を
調
査
す
る
と
考
え
て
み
よ
う
。
単
語

調
査
で
、「
ラ
イ
ス
﹇rice

﹈」
を
日
本
語
で
何
と
言
う
か

と
訊き

か
れ
た
ら
、
何
と
答
え
る
か
。「
米
」
か
。
だ
と
し

た
ら
、「
田た
ん
ぼ圃

に
米
が
植
わ
っ
て
い
る
」
と
か
、「
ほ
か
ほ

か
の
米
を
食
べ
る
」
な
ど
と
、
自
然
発
話
で
言
う
だ
ろ

う
か
。

何な
ん

等ら

か
の
言
語
現
象
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
た
と
き
、
そ

れ
が
対
象
言
語
の
特
徴
な
の
か
、
媒
介
言
語
の
招
い
た

不
具
合
な
の
か
に
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
代
英
語
の
二
人
称
代
名
詞
は
、
単
複
も
男
女
も
区

別
し
な
い
。「
ユ
ー
﹇you

﹈」
を
含
ん
だ
例
文
を
和
訳
し

て
く
れ
と
言
わ
れ
た
と
き
、「
あ
な
た
」
と
訳
す
だ
ろ
う

か
、そ
れ
と
も
「
あ
な
た
が
た
」
と
訳
す
だ
ろ
う
か
。「
お

ま
え
（
た
ち
）」
や
「
君
（
ら
）」
は
間
違
い
か
。
幾
つ
も

幾
つ
も
訊
か
れ
て
、
毎
度
毎
回
、
単
数
か
複
数
か
と
区

別
し
て
訊
い
た
り
、
登
場
人
物
の
関
係
性
は
ど
う
な
の

か
と
伺
っ
て
答
え
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
大
変

に
億お
っ

劫く
う

だ
ろ
う
。
男
女
で
動
詞
な
ど
の
活
用
形
が
変
わ

る
言
語
な
ら
、
ユ
ー
の
指
す
者
の
性
別
も
重
要
だ
。

言
語
の
構
造
は
奥
深
い
。
わ
け
入
っ
て
も
わ
け
入
っ
て

も
未
知
が
続
き
、
八や

幡わ
た

の
藪や
ぶ

知
ら
ず
の
よ
う
に
、
踏
み

入
れ
た
者
は
二
度
と
出
て
来
れ
な
い
、
終
着
点
へ
と
辿た
ど

り

着
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
懼お
そ

れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。「
だ

か
ら
こ
そ
楽
し
い
」
な
ど
と
言
語
学
者
が
言
う
こ
と
も

あ
る
が
、
強
が
り
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
、
言
語
探
究
の

道
が
闇
雲
な
迷
路
で
は
な
く
、
巨
視
的
に
、
い
ず
れ
最

奥
部
に
行
き
着
く
迷
宮
の
構
造
だ
と
信
じ
て
い
る
か
ら

な
の
か
も
知
れ
な
い
。

ク
レ
タ
島
の
、
ミ
ー
ノ
ー
タ
ウ
ロ
ス
が
幽
閉
さ
れ
て
い

た
迷
宮
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
彼
の
封
じ
ら
れ
て
い
た
そ

れ
は
、
ミ
ュ
ケ
ー
ナ
イ
語
で
「da-pu₂ -ri-to

﹇

﹈」、

後
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス

﹇Λαβύρινθος

﹈」
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
英
語
で
の
「
ラ

ビ
リ
ン
ス
」
の
名
が
日
本
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
だ
ろ
う
。

迷
宮
と
い
う
と
、
曾か
つ

て
一
九
八
〇
年
代
に
流
行
っ
た
よ

う
な
、
入
り
組
ん
だ
、
分
岐
が
多
く
て
行
き
止
ま
り
ば

か
り
の
、
道
に
迷
わ
せ
る
た
め
の
構
造
を
想
像
す
る
か
も

知
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
迷
路
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
ち

ら
は
英
語
で
は
「
メ
イ
ズ
」。
ラ
ビ
リ
ン
ス
と
は
別
物
で

あ
る
。
な
お
、
類
似
概
念
と
し
て
ゲ
ー
ム
な
ど
で
頻
繁

に
登
場
す
る
「
ダ
ン
ジ
ョ
ン
」
と
は
、
地
下
牢ろ
う
の
こ
と
だ
。

迷
宮
は
、
方
向
を
失
わ
せ
る
よ
う
に
右
へ
左
へ
と
紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ

す
る
が
、
基
本
的
に
は
一
本
道
で
、
目
的
地
に

近
付
い
た
り
離
れ
た
り
し
て
し
ま
う
よ
う
な
作
り
の
構

造
物
を
い
う
。
け
れ
ど
も
、
先
行
き
の
長
さ
は
計
れ
ず

と
も
、
決
し
て
道
に
迷
う
こ
と
は
な
い
。
道
に
迷
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
迷
路
と
は
理
念
が
一
八
〇
度
異
な
っ
て

い
る
。

他
の
分
野
と
違
わ
ず
、
言
語
の
研
究
は
一
筋
縄
で
は
い

か
な
い
も
の
。
そ
も
そ
も
、
言
語
を
調
査
す
る
の
に
、
言

語
を
用
い
て
探
究
し
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
話
が
厄
介

だ
。
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
は
、
未
知
の
言
語
を
知
る
た
め

に
、
そ
の
言
語
の
使
用
者
と
、
調
査
者
と
の
あ
い
だ
で
、

互
い
に
知
っ
て
い
る
別
の
言
語
を
用
い
る
こ
と
が
一
般
に

多
く
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
言
語
を
、
媒
介
言
語
と
い
う
。

例
え
ば
筆
者
は
、
ド
マ
ー
キ
語
を
知
る
た
め
に
ブ
ル
シ
ャ

ス
キ
ー
語
を
媒
介
言
語
と
し
て
調
査
し
て
い
る
。
ブ
ル

シ
ャ
ス
キ
ー
語
の
調
査
は
初
め
の
う
ち
、
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語

いことばの

吉
よし

岡
おか

 乾
のぼる

民博 人類基礎理論研究部

ことばの藪知らず

ことばの？を渡り歩く
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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「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
る当館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

本号では、企画展「サウジアラビア、オアシスに生きる女

性たちの 50年 ̶『みられる私』より『みる私』」と連動

した特集をお届けする。この展示は、片倉もとこ本館名誉教

授の研究や彼女の残した資料と密接に関係した内容である。

特集の執筆者もそうした展示の趣旨を考慮して選ばれている。

ひろく中東に対する興味関心をもつ方だけではなく、展示や

収蔵資料を多面的に見るための一助になればと思う。

なお通巻 501号となる本号からは内容を一部変え、新し

いコーナーが始まっている。本館の展示場の改修後の私的見

どころを紹介する「みんぱく回遊」と、ことばの不思議に迫

る「ことばの迷い道」である。こちらにもご注目いただきたい。

最後に、小生は本号をもって編集長の役を終えることとな

る。本誌 2019年 4月号の巻頭言に寄稿いただいた歌人・永

田紅氏の歌に「人はみな馴れぬ齢を生きている」で始まる一

首があったと記憶する。新しい仕事を始めるときには、その

歌の制作意図や意味とは無関係に、そのことばが脳裏をよぎ

ることがある。ともあれ、慣れぬ役割を無事終えて、今ほっ

とひと安心している。次号からは、南真木人編集長のもと新

体制で進められていく。これからの『月刊みんぱく』にも引

き続き読者の支援を請う次第である。（丹羽典生）

月刊みんぱく  2019年 6月号
第 43巻第 6号通巻第 501号　2019年 6月 1日発行
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 〒 565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1
 電話　06-6876-2151
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●表紙：サウジアラビア、ワーディ・ファーティマ地域の未婚女性が着る外出用
              衣装スマーダ（KM5578、撮影：片倉もとこ、1974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）


