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私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
美
術
館
で
見
る
ア
ー
ト
よ
り

も
、
巷ち

ま
た

で
手
に
入
れ
や
す
く
、
身
近
に
置
け
る
ク
ラ
フ
ト

の
方
が
好
き
だ
。
幼
い
頃
か
ら
父
母
に
連
れ
ら
れ
て
駒
場

の
民
藝
館
に
行
っ
て
い
た
し
、
自
動
車
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の

機
械
類
の
、
中
身
や
理
論
で
は
な
く
外
側
の
形
態
に
興
味

を
持
つ
少
年
だ
っ
た
か
ら
、
当
時
言
わ
れ
て
い
た
工
業
デ

ザ
イ
ン
と
い
う
分
野
に
、
自
分
の
将
来
を
見
る
と
い
う
叶か

な

わ
ぬ
夢
を
抱
い
た
り
も
し
て
い
た
。

詩
を
書
き
始
め
て
か
ら
も
、
私
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
イ

エ
ー
ツ
を
読
む
よ
り
も
、「
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
」
の
よ
う
な

伝
承
わ
ら
べ
う
た
を
、
日
本
語
に
移
す
こ
と
の
方
に
、
詩

の
世
界
で
の
手
応
え
を
感
じ
て
い
た
。
無
名
の
作
者
の
手

に
な
る
日
用
品
や
、
歌
謡
の
中
に
、
自
分
の
求
め
る
美
を

見
つ
け
る
の
が
楽
し
か
っ
た
。

複
製
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
を
見
に
オ

ラ
ン
ダ
へ
行
っ
て
、
本
物
の
持
つ
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
深
く
心
を

動
か
さ
れ
た
時
、
私
が
旅
の
記
念
に
買
っ
て
帰
っ
た
の
は
、

子
ど
も
の
立
小
便
を
描
い
た
古
い
デ
ル
フ
ト
タ
イ
ル
の
一
枚

だ
っ
た
。
同
時
に
私
は
ま
た
空
港
の
売
店
で
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
の
車
載
カ
セ
ッ
ト
デ
ッ
キ
も
買
い
こ
ん
で
い
た
。
機
能
と

と
も
に
そ
の
無
駄
の
な
い
デ
ザ
イ
ン
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
、

自
分
で
当
時
乗
っ
て
い
た
〈
カ
リ
ー
ナ
〉
に
組
み
こ
ん
で
、

バ
ロ
ッ
ク
音
楽
な
ど
聴
い
て
い
た
。

民
俗
の
〈
学
〉
に
は
疎
い
が
、
私
は
常
民
が
生
み
出

す
広
義
の
ア
ー
ト
に
は
若
い
頃
か
ら
魅
力
を
感
じ
て
い
た
。

自
動
車
や
ラ
ジ
オ
に
し
て
も
設
計
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
切
り

離
せ
な
い
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
独
特
の
美
を
感
じ
て
い
た
の
だ
。

技
術
上
の
新
し
い
古
い
は
絵
画
や
彫
刻
と
同
じ
く
私
に

と
っ
て
は
あ
ま
り
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
車
に
も
ラ
ジ
オ
に

も
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
と
称
さ
れ
る
時
代
も
あ
る
の
だ
。

私
の
父
は
哲
学
を
学
ん
だ
人
だ
っ
た
が
、
学
問
よ
り
も

気
に
入
っ
た
骨こ

っ

董と
う

を
蒐

し
ゅ
う

集し
ゅ
う

す
る
方
に
熱
心
だ
っ
た
よ
う
に

思
う
。
一
九
七
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
骨
董
夜
話
』
と
い

う
本
に
、
白し

ら

州す

正ま
さ

子こ

ら
と
並
ん
で
父
も
い
く
つ
か
の
愛
蔵

品
を
披
露
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
例
え
ば
紀
元
前
に
作
ら

れ
た
エ
ト
ル
リ
ア
の
鏡
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
と
い
う
存
在
が
自
覚
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
の
民
芸
と
呼

ん
で
も
お
か
し
く
な
い
と
私
は
思
う
。
商
う
店
が
増
え
て

民
芸
と
い
う
言
葉
に
独
特
の
臭
み
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
、
私
は
残
念
に
思
っ
て
い
る
。

古
い
も
の
を
見
る
父
の
眼
を
私
は
信
頼
し
て
い
た
が
、

外
出
時
に
は
必
ず
三み

つ
揃ぞ

ろ

い
を
着
て
い
た
父
は
、
ジ
ー
パ

ン
・
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
私
に
困
惑
し
て
い
た
。
だ
が
そ
の
父
が
私

の
初
恋
の
車
、
ま
る
で
ブ
リ
キ
細
工
の
よ
う
な
シ
ト
ロ
エ
ン

２
Ｃ
Ｖ
を
気
に
入
っ
て
く
れ
た
の
は
意
外
だ
っ
た
。
用
途

は
異
な
っ
て
い
て
も
、
時
代
が
離
れ
て
い
て
も
、
世
間
の

評
価
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
美
し
い
も
の
は
美
し
い
と
感
じ
る

の
は
父
の
血
か
と
思
っ
た
。

２
Ｃ
Ｖ
も
民
芸
の
う
ち
？

谷た
に

川か
わ�

俊し
ゅ
ん

太た

郎ろ
う

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
3
1
年
東
京
都
生
ま
れ
。
詩
人
。
1
9
5
2
年

第
一
詩
集
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』（
創
元
社
）
を

刊
行
。
1
9
7
5
年『
マ
ザ
ー・グ
ー
ス
の
う
た
』（
草

思
社
）
で
日
本
翻
訳
文
化
賞
、
1
9
8
2
年
『
日
々

の
地
図
』（
集
英
社
）
で
読
売
文
学
賞
、
1
9
9
3

年
『
世
間
知
ラ
ズ
』（
思
潮
社
）
で
萩
原
朔
太
郎
賞
、

2
0
1
0
年
『
ト
ロ
ム
ソ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
』（
新
潮
社
）

で
鮎
川
信
夫
賞
な
ど
受
賞
・
著
書
多
数
。
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ご
存
知
の
か
た
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
〇
一

九
年
は
、
国
連
が
「
国
際
先
住
民
言
語
年
（International 

Year of Indig
enous Languag

es

）」
と
定
め
た
年
だ
っ
た
。

ま
ず
早
め
に
述
べ
て
お
き
た
い
の
だ
が
、「
先
住
民

（indig
enous p

eoples

）」
と
い
う
用
語
は
ふ
わ
ふ
わ
し
て

い
て
、つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
。「
先
住
の
（indig

enous

）」

と
い
う
形
容
詞
は
辞
書
的
に
、「
土
着
の
（native

）」「
原

住
の
（ab

original

）」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
い
え
、「
先

住
民
」
は
す
な
わ
ち
「
原
住
民
」
と
い
っ
て
も
構
わ
な
さ

そ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
の
日
本
語
で
は
「
原
住
民
」
と
い

う
と
、
植
民
地
主
義
と
も
相あ
い

俟ま

っ
て
、
侮
蔑
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な

時
代
は
過
去
で
あ
り
、
今
で
は
ど
の
切
り
口
に
重
き
を
置

く
か
に
よ
り
、
地
域
・
研
究
者
な
ど
の
別
に
よ
っ
て
、
似

た
概
念
を
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
で
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
現

状
が
あ
る
。
本
特
集
で
は
、
表
題
こ
そ
国
連
広
報
の
訳
語

に
合
わ
せ
た
が
、
各
論
に
つ
い
て
は
各
研
究
者
の
意
図
を

優
先
し
、
そ
の
点
に
関
し
て
の
用
語
の
統
一
は
し
な
い
方

針
を
貫
く
こ
と
と
し
た
。

国
際
先
住
民
言
語
年

こ
の
国
際
年
の
目
的
は
、
先
住
民
言
語
の
直
面
し
て
い

る
致
命
的
危
機
に
世
界
中
で
注
目
を
し
、
言
語
保
存
や
復

興
、
更
に
は
先
住
民
の
生
活
水
準
向
上
な
ど
を
と
お
し
て
、

言
語
・
文
化
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
こ
と
な
ど
だ
と
の

こ
と
。
活
動
の
主
導
は
ユ
ネ
ス
コ
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

国
連
が
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
る
「
先
住
民
言
語
」

は
、「
危
機
言
語
」
と
言
い
換
え
て
も
、
何
も
変
わ
ら
な

い
よ
う
に
見
え

る
。
確
か
に
、

い
わ
ゆ
る
「
先

住
民
」
の
民
族

語
は
、
世
界
中

で
消
滅
の
危
機

に
瀕ひ
ん

し
が
ち
で

あ
る
。
本
当
は

潑は
つ

剌ら
つ

な
先
住
民

言
語
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
国
際

先
住
民
言
語
年

の
理
念
も
、
常

に
「
先
住
民
の

言
語
が
危
機
的

だ
か
ら
保
護
・

再
活
性
化
を
」

と
言
い
張
っ
て

い
る
。
で
あ
れ

ば
、
国
際
危
機

言
語
年
と
す
れ

ば
良
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ユ
ネ
ス
コ
は
危
機
言
語
を
名
指
し
で
示
し
て
、
警
鐘
を

鳴
ら
す
。
最
近
で
は
二
〇
〇
九
年
に
大
々
的
に
報
じ
ら
れ

た
。
曰い
わ

く
、
危
機
言
語
は
二
五
〇
〇
言
語
以
上
だ
と
か
、

世
界
の
言
語
の
半
数
だ
と
か
。
ど
う
算
出
し
た
の
か
は
知

ら
な
い
が
、
な
る
ほ
ど
、
そ
ん
な
に
も
危
機
言
語
が
多
い

な
ら
、
言
語
多
様
性
も
大
い
な
る
危
機
に
直
面
し
て
い
る

と
い
え
る
。
世
界
規
模
の
言
語
危
機
だ
。
実
感
と
し
て
危

機
言
語
の
危
機
の
加
速
具
合
や
、
そ
う
い
っ
た
小
さ
な
言

語
の
研
究
者
の
圧
倒
的
不
足
を
覚
え
て
い
る
昨
今
な
の
で
、

危
機
言
語
年
だ
か
先
住
民
言
語
年
だ
か
で
取
り
組
む
の
も
、

当
然
良
い
。

そ
こ
で
本
特
集
で
は
、
実
際
に
危
機
に
瀕
し
て
い
る
、

も
し
く
は
瀕
し
て
い
た
「
先
住
民
言
語
」
の
専
門
家
た
ち

に
、
個
々
人
の
思
い
入
れ
な
ど
を
盛
り
込
み
つ
つ
、
各
言

語
の
実
情
な
ど
を
紹
介
し
て
も
ら
お
う
。

先
住
民
言
語

≠

危
機
言
語

と
言
い
つ
つ
、
筆
者
は
ひ
ね
く
れ
者
な
の
で
、
あ
た
か

も
す
べ
て
の
「
先
住
民
言
語
」
な
る
も
の
が
危
機
言
語
で

あ
る
か
の
よ
う
な
語
り
口
に
も
、
取
り
沙
汰
す
べ
き
は
危

機
言
語
全
般
で
は
な
く
「
先
住
民
言
語
」
の
み
で
あ
る
と

い
っ
た
建
前
に
も
、
疑
問
を
差
し
挟
み
た
い
。

ブ
ル
シ
ャ
ス
キ
ー
語
（
ブ
ル
シ
ョ
人
の
民
族
語
・
話
者
一

〇
万
人
）、
ド
マ
ー
キ
語
（
ド
マ
人
の
民
族
語
・
話
者
数
十
人
）、

カ
ラ
ー
シ
ャ
語
（
カ
ラ
ー
シ
ャ
人
の
民
族
語
・
話
者
五
〇
〇

〇
人
）、
こ
れ
ら
が
筆
者
の
調
査
し
て
い
る
パ
キ
ス
タ
ン
の

言
語
の
う
ち
の
、
ユ
ネ
ス
コ
に
指
名
さ
れ
た
危
機
言
語
で

あ
る
。
レ
ベ
ル
0
「
安

全
（safe

）」
か
ら
レ
ベ

ル
5
「
消
滅
（extinct

）」

ま
で
の
危
険
度
評
価
の

な
か
で
、
ブ
ル
シ
ャ
ス

キ
ー
語
は
レ
ベ
ル
1

「
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
く（vulnerable

）」、

ド
マ
ー
キ
語
と
カ
ラ
ー

シ
ャ
語
は
レ
ベ
ル
3「
ひ

ど
く
危
機
的
（severely 

endangered

）」
と
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
の
言

語
も
無
文
字
言
語
で

あ
っ
て
、
読
み
書
き
に

は
学
校
で
習
う
国
語
の

ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
が
第
一
に
用
い
ら
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
話
者
人
口
こ
そ
桁
違
い
で
は
あ
る
が
、
ブ

ル
シ
ャ
ス
キ
ー
語
も
カ
ラ
ー
シ
ャ
語
も
、
ま
だ
ま
だ
子
ど

も
た
ち
も
が
習
得
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
ユ
ネ
ス
コ

の
基
準
で
あ
れ
ば
「
安
全
」
扱
い
に
さ
れ
な
け
れ
ば
お
か

し
い
。
ど
う
し
て
上
で
述
べ
た
よ
う
な
判
定
が
さ
れ
て
い

る
の
か
、
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
一
方
で
ド
マ
ー
キ
語
は
、

三
つ
の
集
落
を
除
い
て
消
滅
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
集
落

内
で
も
す
で
に
高
年
層
以
上
し
か
用
い
ら
れ
ず
、
ま
た
老

年
層
で
も
話
さ
な
い
者
も
あ
る
の
で
、
危
機
的
だ
と
い
え

よ
う
。

そ
れ
と
は
別
の
視
点
を
持
ち
込
ん
で
み
る
と
、ブ
ル
シ
ョ

人
と
カ
ラ
ー
シ
ャ
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
谷
で
は
最
古
参
と

思
わ
れ
て
い
る
民
族
で
あ
り
、「
先
住
民
」
で
あ
る
と
い
え

る
。
だ
が
、
ブ
ル
シ
ョ
人
の
隣
人
で
も
あ
る
ド
マ
人
は
、

明
ら
か
に
ブ
ル
シ
ョ
人
よ
り
も
後
の
時
代
に
南
か
ら
移
住

し
て
来
た
者
た
ち
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
二
者
の
対

比
で
い
う
な
ら
ば
、「
先
住
民
」
だ
と
は
い
え
な
い
。

そ
ん
な
な
か
、
判
定
の
怪
し
い
危
機
言
語
だ
け
を
保
護

す
る
の
は
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
先
住
民
の
言
語
文
化
だ
け

に
光
を
当
て
て
活
動
す
る
の
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
人
は
全
般
的
に
、
学
校
教
育
の
せ
い
か
、
生
活
環

境
の
せ
い
か
、
民
族
・
言
語
と
い
っ
た
問
題
を
意
識
す
る

の
が
苦
手
な
よ
う
に
見
え
る
。
特
に
、
中
央
に
行
け
ば
行

く
ほ
ど
、
そ
れ
ら
を
別
世
界
の
も
の
と
し
て
関
心
か
ら
外

し
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か
。
も
う
国
際
先
住
民
言
語
年
も

終し
ゅ
う

焉え
ん

を
迎
え
る
が
、
そ
れ
で
問
題
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は

な
い
の
だ
か
ら
、
本
特
集
を
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
、
少

し
で
も
興
味
を
湧
か
せ
て
く
れ
た
ら
幸
い
に
思
う
。

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

吉よ
し

岡お
か 

乾の
ぼ
る

国
際
「『
先
住
民
』言
語
」
年
と

消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
言
語
と

国連が定めた２０１９年「国際先住民言語年」にちなんで、
本特集では先住民と彼らの言語がおかれている実情や再
生・存続に関する取り組みなどを紹介する。世界各地の
事例をとおして、先住民言語、ひいてはその話者の文化
や世界観を守ることの大切さを伝えていく。

先住民の言語
特集

上：ブルシャスキー語地名をウルドゥー文字とラ
テン文字で書いた看板（フンザ谷、2015年）

左：ブルシャスキー語・英語交じりの「ĆHAP 
SHOP（肉屋）」という看板（フンザ谷、2019年）

上：学校は、低学年はウルドゥー語で、その後は英語で教わる（フンザ谷、2017年）
下：老いも若きもカラーシャ語（ルンブール谷、2008年）

ブルシャスキー語を話すドマ人の子どもたち
（フンザ谷、2009年）
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ズ
の
二
国
に
分
断
さ
れ
て
い
る
。
グ
ア
テ
マ
ラ
側
の
モ
パ

ン
人
の
多
く
は
、
母
語
の
モ
パ
ン
語
に
加
え
ス
ペ
イ
ン
語

を
話
す
。
と
こ
ろ
が
ベ
リ
ー
ズ
の
モ
パ
ン
人
は
英
語
を
話

す
。
マ
ヤ
の
人
び
と
は
第
二
言
語
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
語
を

話
す
の
が
当
た
り
前
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
、
公
用

語
の
政
治
的
力
に
衝
撃
を
う
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

母
語
の
活
況

わ
た
し
が
は
じ
め
て
マ
ヤ
人
に
会
っ
た
の
は
一
九
七
五

年
で
あ
る
。
そ
の
当
時
グ
ア
テ
マ
ラ
で
は
、
彼
ら
の
言
語

は
「
方
言
」
と
し
て
蔑
視
さ
れ
、
学
校
で
母
語
を
話
す
と

罰
せ
ら
れ
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
使
う
よ
う
強
制
さ
れ
る
の
が

ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
ま
だ
ス
ペ
イ
ン
語
を
話
す
こ
と
が
で

き
る
マ
ヤ
の
人
は
少
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
状
況
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
先
住
民
運

動
が
盛
ん
に
な
り
、
変
わ
り
始
め
た
。
そ
し
て
「
グ
ア
テ

マ
ラ
の
マ
ヤ
言
語
ア
カ
デ
ミ
ー
（
A
L
M
G
）」
と
い
う
統

一
組
織
が
一
九
九
〇
年
に
な
っ
て
公
認
さ
れ
た
。

そ
の
後
は
国
の
予
算
や
諸
外
国
か
ら
の
援
助
が
増
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
文
法
書
や
辞
書
な
ど
が
続
々
と
出
版

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
欧
米
の
言
語

学
者
の
協
力
に
加
え
、「
世
界
の
先
住
民
の
国
際
年
」（
一

九
九
三
年
）
が
あ
っ
た
か
ら
で
き
た
の
だ
が
、
一
九
七
〇

年
ご
ろ
か
ら
増
え
始
め
た
欧
米
の
研
究
者
の
成
果
が
マ
ヤ

の
人
び
と
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
進
み
、
基
礎
が
で
き
て

い
た
こ
と
も
大
き
い
。
各
言
語
の
中
心
地
に
A
L
M
G
の

支
部
が
置
か
れ
、
母
語
を
研
究
す
る
言
語
学
者
が
輩
出
し
、

中
南
米
の
ほ
と
ん
ど
の
国
で
は
公
用
語
は
ス
ペ
イ
ン
語

で
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
語
が
で
き
な
け
れ
ば
、
政
治
、
経
済

的
ば
か
り
で
な
く
、
医
療
や
文
化
、
教
育
な
ど
、
あ
ら
ゆ

る
面
に
お
い
て
不
利
を
被
る
。
そ
の
た
め
、
先
住
民
言
語

は
、
い
ま
だ
に
た
く
さ
ん
話
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
た
え

ず
衰
退
、
絶
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

公
用
語
の
支
配
力
の
強
さ
を
思
い
知
っ
た
の
は
ベ
リ
ー

ズ
を
訪
ね
た
と
き
で
あ
っ
た
。
現
在
三
〇
認
め
ら
れ
て
い

る
マ
ヤ
諸
語
の
う
ち
二
〇
が
グ
ア
テ
マ
ラ
に
あ
る
が
、
そ

の
う
ち
の
ひ
と
つ
モ
パ
ン
語
は
、
グ
ア
テ
マ
ラ
と
ベ
リ
ー

言
語
学
で
「
飯
が
食
え
る
」
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
彼

ら
の
活
動
に
よ
っ
て
、
母
語
の
大
切
さ
が
広
く
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
ス
ペ
イ
ン
語
が
で
き
る
人
も

急
速
に
増
え
て
い
っ
た
。

理
想
と
現
実

と
こ
ろ
が
二
一
世
紀
に
入
り
、
資
金
や
援
助
が
少
な
く

な
る
に
つ
れ
、
言
語
学
で
食
え
な
く
な
り
、
あ
れ
だ
け
活

発
で
あ
っ
た
運
動
も
下
火
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

グ
ア
テ
マ
ラ
の
現
状
を
み
る
と
、
学
校
で
の
二
言
語
教

民
博 

名
誉
教
授

八や

杉す
ぎ 

佳よ
し

穂ほ

グ
ア
テ
マ
ラ
の
マ
ヤ
諸
語

国
立
国
語
研
究
所 

名
誉
教
授

角つ
の

田だ 

太た

作さ
く

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ワ
ロ
ゴ
語

―
宝
石
の
よ
う
な
言
語

育
の
試
み
や
文
化
再
活
性
化
の
運
動
に
よ
り
、
先
住
民
言

語
や
文
化
の
大
切
さ
が
知
れ
渡
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
携
帯
電
話
の
普
及
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
な

ど
で
、
社
会
が
急
速
に
変
わ
り
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
優
越
性

は
以
前
に
も
増
し
て
強
ま
っ
て
い
る
。
グ
ア
テ
マ
ラ
に
は

た
く
さ
ん
の
言
語
が
あ
り
、
互
い
に
通
じ
合
わ
な
い
の
で
、

共
通
語
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
語
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

も
あ
る
。
だ
か
ら
二
言
語
併
用
が
理
想
で
は
あ
る
が
、
ス

ペ
イ
ン
語
の
圧
倒
的
力
の
も
と
で
、
先
住
民
言
語
を
話
す

人
は
減
り
続
け
て
い
る
。

厳
し
い
言
い
方
に
な
る
が
、
母
語
を
話
し
て
も
社
会
的

な
便
益
は
何
も
な
い
。
し
か
し
母
語
は
民
族
の
誇
り
で
あ

る
。
言
語
の
多
様
性
は
人
類
の
宝
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
語

が
支
配
的
な
社
会
で
、
ど
こ
ま
で
母
語
を
ま
も
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
彼
ら
の
意
識
と
情
熱
に
か
か
っ
て
い
る
。

マヤ諸語のひとつチョルティ語を母語とする子が
通う学校（ホコタン、2001年）

現
地
調
査

わ
た
し
は
一
九
七
一
年
三
月
に
メ
ル
ボ
ル
ン
の
モ
ナ
シ
ュ

大
学
の
大
学
院
修
士
課
程
に
入
学
し
た
。
同
年
か
ら
一
九

七
四
年
に
か
け
て
三
回
、
大
陸
東
北
部
で
い
く
つ
か
の
言

語
を
調
査
し
た
。
調
査
の
中
心
は
ワ
ロ
ゴ 

（W
arrongo

） 

語
で
あ
る
。
タ
ウ
ン
ズ
ビ
ル
市
の
西
北
、
ケ
ア
ン
ズ
市
の

西
南
の
言
語
で
あ
る
。
お
も
に
、最
後
の
話
者
、故
ア
ル
フ・

パ
ー
マ
ー
（A

lf Palm
er

）
さ
ん
か
ら
記
録
し
た
。
こ
の
地

域
の
言
語
は
既
に
消
滅
寸
前
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
パ
ー

マ
ー
さ
ん
は
例
外
で
、
ワ
ロ
ゴ
語
を
流
り
ゅ
う

暢ち
ょ
うに
話
し
た
。

最
後
の
話
者
の
こ
と
ば

わ
た
し
は
ワ
ロ
ゴ
語
の
調
査
を
始
め
た
と
き
は
、
た
だ

デ
ー
タ
を
得
て
、
修
士
論
文
を
書
い
て
、
修
士
号
を
も
ら

え
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
パ
ー
マ
ー
さ
ん
は

繰
り
返
し
わ
た
し
に
言
っ
た
。「
ワ
ロ
ゴ
語
を
話
せ
る
の
は

わ
た
し
が
最
後
だ
。
わ
た
し
が
死
ん
だ
ら
、
こ
の
言
語
は

死
ん
で
し
ま
う
。
わ
た
し
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
す
べ
て

教
え
る
。
だ
か
ら
き
ち
ん
と
書
い
て
く
れ
よ
」。

今
に
し
て
思
う
と
、
パ
ー
マ
ー
さ
ん
は
「
何
の
た
め
に

学
問
を
す
る
の
だ
？ 

わ
た
し
の
言
語
を
調
べ
て
、
成
果
を

挙
げ
て
、
立
身
出
世
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
良
い
の
か
？　

デ
ー
タ
泥
棒
で
よ
い
の
か
？
」
と
言
お
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
言
語
の
価
値
、
消
滅
危
機
言
語
を
記
録
す
る
こ
と

の
大
事
さ
、
研
究
者
の
倫
理
・
役
割
を
教
え
て
く
れ
た
の

で
あ
る
。

再
活
性
化
運
動
の
開
始

一
九
八
一
年
に
パ
ー
マ
ー
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
ワ
ロ
ゴ

語
は
消
滅
し
た
。
約
二
〇
年
後
に
現
地
か
ら
依
頼
が
あ
り
、

わ
た
し
は
二
〇
〇
〇
年
に
ワ
ロ
ゴ
語
の
再
活
性
化
運
動
に 弁論大会の発表前に指導を受けるアワカテコの少女（アグアカタン、2001年）

マヤ諸語のひとつアワカテコ語を再活性化するための弁論大会（アグアカタン、2001年）

サン・ルイス・ヒ
ロテペケの小学校
のポコマムの少女
（2001年）

ポコマム語の主要
都市サン・ルイス・
ヒロテペケの小学
校の看板（2001年）
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七
つ
の
言
語

に
集
中
し
て

い
る
。
従
っ

て
、
こ
の
地

域
は
宝
庫
の

よ
う
な
も
の

だ
。
統
語
的

能
格
性
は
こ

の
地
域
の
人

た
ち
だ
け
で

な
く
、
人
類

全
体
に
と
っ

て
、
貴
重
な

文
化
財
だ
」。

ワ
ロ
ゴ
の
人
た
ち
は
「
何
だ
ろ
う
。
知
り
た
い
」
と
強

い
興
味
を
示
し
た
。原
住
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人（A

b
original 

A
ustralians

）
は
英
国
に
よ
る
植
民
地
化
が
始
ま
っ
て
以

来
、二
〇
〇
年
以
上
、虐
げ
ら
れ
、差
別
さ
れ
て
来
た
。
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
原
住
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
言
語
は
単

純
な
言
語
で
あ
る
と
い
う
偏
見
が
強
い
よ
う
だ
。
ワ
ロ
ゴ

の
人
た
ち
は
統
語
的
能
格

性
の
話
を
聞
い
て
、
自
分

た
ち
の
言
語
に
一
層
強
い

誇
り
を
感
じ
た
と
思
う
。

再
活
性
化
運
動
の
内
容

わ
た
し
は
二
〇
〇
二
年

に
ワ
ロ
ゴ
の
人
た
ち
の
た

め
に
ワ
ロ
ゴ
語
の
レ
ッ
ス

さ
ら
に
周
囲
の
耳
目
を
そ
ば
だ
て
な
い
よ
う
ア
イ
ヌ
語
で

伝
え
、
通
常
の
解
説
よ
り
ゆ
っ
く
り
話
し
、
身
振
り
を
細

か
に
す
る
な
ど
の
対
応
を
し
た
の
だ
と
い
う
。
泥
酔
者
が

来
た
ら
「
タ
ア
ン
ペ 

イ
ヨ
ス
ケ
（
こ
の
人
は
酔
っ
て
い
る
）」

と
警
告
し
て
、
若
い
女
性
職
員
を
隠
れ
さ
せ
た
そ
う
だ
。

こ
う
い
う
実
践
の
蓄
積
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
こ
と
に
、

ア
イ
ヌ
語
の
底
力
を
感
じ
る
。
た
だ
、
当
人
た
ち
は
「
話

し
手
」
を
自
認
し
て
い
な
い
こ
と
も
。
だ
か
ら
「
ア
イ
ヌ

語
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
！
」
と
正
面
切
っ
て
乗
り
込
む

と
恐
縮
し
て
し
ま
う
。
時
間
を
か
け
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

話
を
う
か
が
う
雰
囲
気
づ
く
り
が
大
切
だ
。

こ
う
し
た
、
ア
イ
ヌ
語
の
現
状
に
つ
い
て
、
ど
う
表
現

す
れ
ば
正
確
だ
ろ
う
。
楽
観
は
で
き

な
い
。
特
に
二
〇
〇
〇
年
代
に
、
指

導
的
な
話
し
手
が
次
々
亡
く
な
っ
た

衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。「
今
で
も
ど

こ
か
に
は
何
で
も
ス
ラ
ス
ラ
話
せ
る

古
老
が
い
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
は

期
待
で
き
そ
う
に
な
い
、
と
い
う
の

が
関
係
者
の
実
感
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
話
し
手
を
わ
た

し
た
ち
が
知
ら
な
い
だ
け
か
も
し
れ

な
い
が
、
研
究
・
教
育
に
協
力
す
る

こ
と
は
事
実
上
難
し
い
だ
ろ
う
か
ら
、

わ
た
し
た
ち
は
与
え
ら
れ
た
環
境
で

参
加
し
た
。
こ
の
運
動
の
中
心
人
物
は
パ
ー
マ
ー
さ
ん
の

孫
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ミ
ン
ズ
さ
ん
で
あ
る
。

世
界
で
も
稀
な
現
象

ワ
ロ
ゴ
語
に
は
統
語
的
能
格
性
と
呼
ぶ
現
象
が
あ
る
。

複
文
の
作
り
方
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ワ
ロ
ゴ
語
の
再
活
性

化
運
動
の
打
ち
合
わ
せ
の
際
に
、
ワ
ロ
ゴ
の
人
た
ち
に
以

下
の
こ
と
を
話
し
た
。

「
ワ
ロ
ゴ
語
に
は
統
語
的
能
格
性
と
よ
ぶ
現
象
が
あ
る
。

こ
れ
は
世
界
で
も
稀ま
れ

な
現
象
で
、
宝
石
の
よ
う
な
も
の
だ
。

お
も
に
、
豪
州
東
北
部
の
こ
の
地
域
の
、
ワ
ロ
ゴ
語
な
ど
、

ア
イ
ヌ
語
の
「
話
し
手
」

高た
か

橋は
し

志し

保ほ

子こ

（
シ
ホ
ロ
ロ
）
さ
ん
は
旧
ア
イ
ヌ
民
族
博

物
館
（
北
海
道
白
老
町
）
の
ベ
テ
ラ
ン
職
員
で
、
同
館
を

訪
れ
た
人
の
中
に
は
力
み
な
ぎ
る
歌
声
と
ホ
ロ
ロ
セ
（
舌

先
を
震
わ
せ
る
「
ホ
ロ
ロ
ロ
ロ
」
と
い
う
声
）
を
聞
い
た
こ

と
の
あ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
同
館
で
は
、
公
開
内
容
と

し
て
だ
け
で
な
く
、
簡
略
な
が
ら
も
職
員
同
士
の
意
思
疎

通
に
ア
イ
ヌ
語
が
使
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。
例
え
ば
聾ろ
う

の

来
館
者
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
気
づ
い
た
職
員
が
「
タ
ア

ン
ペ 

ソ
モ
」
と
い
っ
た
の
だ
と
か
。
直
訳
す
れ
ば
「
こ
の

人
は
そ
う
で
は
な
い
」だ
が
、言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は「
健

聴
者
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
。
障
が
い
に
つ
い
て
こ
と

ン
を
始
め
た
。
今
ま
で
に
、
発
音
、
基
礎
語
彙
、
活
用
（
名

詞
、
代
名
詞
、
動
詞
）、
単
文
（
自
動
詞
文
、
他
動
詞
文
、
平

叙
文
、
疑
問
文
、
命
令
文
）、
複
文
（
統
語
的
能
格
性
）、
ミ

ニ
会
話
、
親
族
体
系
、
神
話
、
名
付
け
な
ど
を
教
え
た
。

言
語
学
者
の
角つ
の

田だ

三み

枝え

博
士
が
、
レ
ッ
ス
ン
の
お
こ
な
い

方
、
教
材
の
準
備
な
ど
、
様
々
な
面
で
協
力
し
て
く
れ
た
。

終
わ
り
に

ア
ル
フ
・
パ
ー
マ
ー
さ
ん
は
、
ワ
ロ
ゴ
語
の
記
録
が
残

る
よ
う
、
全
力
で
教
え
て
く
れ
た
。
わ
た
し
は
で
き
る
限

り
ご
恩
返
し
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

何
と
か
す
る
し
か
な
い
。
今
の
暮
ら
し
に
生
き
て
い
る
ア

イ
ヌ
語
を
大
切
に
す
る
と
と
も
に
、
研
究
・
教
育
の
充
実

が
急
務
で
あ
る
。
近
年
、
旧
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
、
北
海

道
博
物
館
、
国
立
国
語
研
究
所
な
ど
が
音
声
と
テ
キ
ス
ト

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
公
開
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
ら
の

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

北き
た

原は
ら

モ
コ
ッ
ト
ゥ
ナ
シ

日
常
空
間
に
ア
イ
ヌ
語
を

上：アルフ・パーマーさん（クイーンズランド州、
パーム島、1972年）

左：アルフ・パーマーさん（右）と筆者（クイーンズ
ランド州、パーム島、1974年、撮影者不明）

高橋志保子（シホロロ）さん。ポロト湖畔にて（2019年、山道ヒビキ撮影）

地下鉄さっぽろ駅に設置されたモニターに映るアイヌ語天気予報（2019年） 筆者が教材の説明をしている（クイーンズランド州、パーム島、2011年、角田三枝撮影）

ワロゴの人たちと筆者。前列左はレイチェル・カミンズさん
（クイーンズランド州、タウンズビル市、2011年、角田三枝撮影）
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民
博 

名
誉
教
授

庄し
ょ
う

司じ 

博ひ
ろ

史し

道
路
標
識
か
ら
読
み
解
く
先
住
民
族
の
思
い

象
と
な
っ
て
き
た
の
は
民
族
語
サ
ー
ミ
語
で
、ノ
ル
ウ
ェ
ー

語
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
と
同
等
の
書
き
こ
と
ば
の
機
能
と

権
威
の
承
認
を
目
指
し
て
き
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、

彼
ら
の
言
語
運
動
は
め
ざ
ま
し
く
、
ま
た
各
国
家
に
は
以

前
の
抑
圧
的
な
同
化
政
策
へ
の
反
省
も
あ
っ
て
、
着
々
と

成
果
を
お
さ
め
て
き
た
。　
　

特
に
一
九
九
二
年
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
制

定
さ
れ
た
サ
ー
ミ
言
語
法
を
契
機
に
、
サ
ー
ミ
語
は
北
欧

三
国
で
サ
ー
ミ
伝
統
的
居
住
地
域
と
さ
れ
る
自
治
体
で
は

地
域
公
用
語
と
し
て
扱
わ
れ
、
例
え
ば
役
所
の
窓
口
で
は

サ
ー
ミ
人
は
サ
ー
ミ
語
で
の
口
頭
の
対
応
、
あ
る
い
は
通

訳
を
要
求
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
基
本
的
に
サ
ー

道
路
標
識
を
サ
ー
ミ
語
で

民
族
全
体
で
約
六
万
人
、
話
者
は
せ
い
ぜ
い
四
万
人
と

も
い
わ
れ
る
先
住
民
族
言
語
サ
ー
ミ
語
が
こ
れ
だ
け
の
地

位
を
獲
得
し
た
の
は
、
一
種
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
も
み
な

さ
れ
る
所
以
だ
が
、
さ
ら
に
彼
ら
の
重
視
す
る
の
が
サ
ー

ミ
語
地
名
の
回
復
と
そ
の
顕
在
化
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
公
的
看
板
や
道
路
標
識
の
地
名
、
街
路
名

を
サ
ー
ミ
語
で
し
る
す
と
い
う
こ
と
だ

が
、
サ
ー
ミ
大
学
の
地
名
専
門
家
へ
ラ

ン
デ
ル
教
授
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
一

九
世
紀
か
ら
同
化
政
策
と
し
て
地
名

の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
化
が
進
め
ら
れ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
他
の
二
国

で
も
三
、
四
〇
年
前
ま
で
は
道
路
標
識

も
公
的
施
設
の
名
称
も
国
家
語
の
み

が
一
般
的
で
、
サ
ー
ミ
人
た
ち
の
よ
び

方
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー

語
の
カ
ラ
シ
ョ
ク
は
カ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ヨ

ホ
カ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
の
イ
ナ
リ
は

ア
ナ
ー
ル
と
よ
ば
れ
る
。
先
に
触
れ
た

サ
ー
ミ
言
語
法
で
彼
ら
の
主
張
が
明

記
さ
れ
て
以
降
、
サ
ー
ミ
地
域
で
は
地

名
標
識
の
書
き
換
え
が
進
み
、
今
で

は
北
欧
諸
語
に
は
存
在
し
な
い
Á
、

Č
、
Š
な
ど
の
文
字
を
含
む
サ
ー
ミ

語
地
名
や
街
路
名
を
見
か
け
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
国
家
と
自
治
体
の
あ
い
だ
で

近
年
よ
う
や
く
日
本
で
も
サ
ー
ミ
人
は
こ
の
自
称
民
族

名
で
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
三
〇
年
あ
ま
り
前
、

ま
だ
ラ
ッ
プ
人
と
よ
ば
れ
ト
ナ
カ
イ
遊
牧
民
と
い
う
牧
歌

的
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
、
彼
ら
は
ノ
ル

ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
相
手
に
民
族

と
し
て
の
存
在
を
主
張
し
て
多
面
な
活
動
を
続
け
て
い
た
。

そ
の
成
果
と
し
て
今
日
彼
ら
は
E
U
圏
唯
一
の
先
住
民
族

と
し
て
、
経
済
活
動
へ
の
一
定
の
排
他
的
権
利
や
伝
統
的

居
住
地
域
に
お
け
る
文
化
的
自
治
権
を
獲
得
し
て
い
る
。

言
語
的
復
権
を
求
め
て

文
化
自
治
の
な
か
で
、
彼
ら
の
い
ち
ば
ん
の
関
心
の
対

ミ
語
を
用
い
て
の
育
児
や
教
育
は
就
学
以
前
か
ら
高
等
教

育
ま
で
う
け
ら
れ
る
制
度
が
整
い
、
教
材
や
遠
隔
授
業
の

シ
ス
テ
ム
も
充
実
し
つ
つ
あ
る
。
各
国
の
国
営
放
送
は
常

設
の
サ
ー
ミ
語
ラ
ジ
オ
局
を
も
つ
ほ
か
、
毎
日
夕
方
に
は

全
国
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
「
オ
ッ
ザ
サ
ト
」

を
流
し
て
お
り
、
サ
ー
ミ
語
の
存
在
感
に
も
た
ら
す
影
響

は
計
り
知
れ
な
い
。　
　

サ
ー
ミ
語
表
記
へ
の
熱
意
が
異
な
っ
た
り
、
サ
ー
ミ
語
の

み
を
許
す
自
治
体
も
あ
れ
ば
、
両
言
語
表
記
を
求
め
る
自

治
体
も
あ
る
。
ま
た
、
一
般
に
国
道
で
は
国
家
語
を
上
に
、

サ
ー
ミ
語
を
下
に
表
記
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
が
、

自
治
体
に
よ
っ
て
は
そ
れ
に
従
わ
な
い
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ

る
。
国
境
を
こ
え
た
瞬
間
、
原
則
が
変
わ
る
こ
と
も
見
ら

れ
、
外
部
者
に
は
ど
ち
ら
が
何
語
な
の
か
不
明
な
場
合
が

め
ず
ら
し
く
な
い
。
と
は
い
え
も
っ
と
深
刻
な
の
は
、サ
ー

ミ
人
口
の
都
会
へ
の
流
出
や
主
流
言
語
へ
の
同
化
の
問
題

で
、
サ
ー
ミ
語
話
者
の
維
持
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ

と
だ
。
サ
ー
ミ
語
話
者
が
消
え
、
サ
ー
ミ
語
表
記
の
み
残

る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

た
。
小
学
二
年
生
が
大
人
さ
な
が
ら
の
技
巧
で
子
守
歌
を

演
じ
た
か
と
思
え
ば
、
バ
ン
ド
を
組
ん
で
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

曲
や
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
が
披
露
さ
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
。

バ
ス
や
地
下
鉄
な
ど
、
公
共
空
間
で
ア
イ
ヌ
語
を
流
す

取
り
組
み
も
進
み
つ
つ
あ
る
。
ま
と
ま
っ
た
表
現
ば
か
り
で

は
な
い
。
家
族
と
の
会
話
や
メ
ー
ル
に
、
ひ
と
こ
と
ア
イ
ヌ

語
を
挟
む
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
人
が
増
え
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
ア
イ
ヌ
語
は
ち
ょ
っ
と
し
た
活
況
を
迎
え
て
い
る
。

こ
れ
が
ど
こ
ま
で
盛
り
上
が
る
か
。
そ
れ
は
、
研
究
の
充
実

と
、
誰
か
に
遠
慮
せ
ず
、
気
楽
に
気
長
に
ア
イ
ヌ
語
を
使
っ

て
い
く
雰
囲
気
の
醸
成
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

役
割
は
今
後
ま
す
ま
す
高
ま
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
身
近
に

嬉う
れ

し
い
こ
と
に
、
学
習
者
に
も
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
を

も
っ
た
人
が
増
え
て
い
る
。
口
承
文
芸
を
暗
唱
し
、
語
り

に
磨
き
を
か
け
る
人
や
ま
っ
た
く
新
し
い
音
楽
に
取
り
組

む
人
。
年
一
回
の
ア
イ
ヌ
語
弁
論
大
会
は
ど
ん
ど
ん
ハ
イ

レ
ベ
ル
に
な
り
、
特
に
子
ど
も
の
部
は
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
る
。
音
声
・
テ
キ
ス
ト
を
公
開
す
る
と
、
翌
年
に
は

そ
れ
を
語
る
人
が
出
て
く
る
か
ら
、
成
果
が
目
に
見
え
る

思
い
が
す
る
。二
〇
一
八
年
大
会
は
例
年
に
増
し
て
熱
か
っ

中学生のバンド「GREEN Bou GRINBO」。アイヌ語のオリジナル曲
を弁論大会で披露した（2018年、辺泥敏弘撮影）

イナリの道路標識。右2つの地名は上がフィンランド語で下がサーミ語。左は施設「サーミ教育センター」の表示。フィンランド語
に続き、イナリの3つのサーミ公用語の表記が続く（2019年）

隣接するフィンランド・カリガスニエミ（左）とノルウェー・カラショク（右）の街路名。前者では
サーミ語（上）とフィンランド語の二言語表記、後者では単独でサーミ語が表示されている（2019年）

カラショクの国道では地名は二言語表記。上がサーミ語で下がノル
ウェー語（フィンマルク県、2019年）
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たか

村人と一緒に演奏する

わ
た
し
が
ま
だ
学
部
生
だ
っ
た
こ
ろ
、
ク
リ
ン
タ
ン
と
よ
ば
れ
る
ゴ
ン
グ
と
太
鼓

で
奏
で
る
音
楽
を
習
っ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
南
部
に
住
む
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
り
伝
承

さ
れ
て
き
た
こ
の
音
楽
を
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
で
は
な
く
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
に
移
住
し
た
二
人
の
演
奏
家
か
ら
教
わ
っ
た
。
ク
リ
ン
タ
ン
は
そ
れ
ま
で
わ

た
し
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
ど
の
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
と
も
異
な
っ
て
お
り
、
未
知
の
領

域
に
踏
み
込
む
興
奮
も
手
伝
っ
て
、一
生
懸
命
練
習
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
当
時

は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
し
て
特
別
な
思
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
音
色
や
音
の
組

み
立
て
方
な
ど
音
楽
上
の
関
心
か
ら
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
に
は
、
師
匠
た
ち
が
結
成
し
た
演
奏
グ
ル
ー
プ
に
誘
わ
れ

て
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
は
国
の
助
成
金
な
ど
を

得
て
、
北
米
各
地
で
公
演
活
動
を
し
て
い
た
の
で
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
あ
る
ハ
リ
ウ
ッ

ド
ボ
ウ
ル
の
よ
う
な
巨
大
会
場
か
ら
、
メ
イ
ン
州
に
あ
る
田
舎
町
の
小
さ
な
教
会
の

チ
ャ
ペ
ル
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
さ
ま
ざ
ま
な
聴
衆
に
向
け
て
演
奏
し
た
。

村
で
の
演
奏

グ
ル
ー
プ
で
の
活
動
に
も
慣
れ
て
き
た
一
九
九
三
年
、
師
匠
の
一
人
に
付
き
添
っ
て

初
め
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
訪
れ
た
。
現
地
で
は
、
わ
た
し
は
彼
の
弟
子
と
し
て
紹
介
さ

れ
る
の
で
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
演
奏
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
村
人
た
ち
の
生
き

生
き
と
し
た
演
奏
の
あ
と
で
、
わ
た
し
が
出
て
行
く
の
は
勇
気
が
い
る
の
だ
が
、
素

晴
ら
し
い
演
奏
者
た
ち
と
共
演
で
き
る
の
は
夢
の
よ
う
な
機
会
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

初
め
て
そ
の
よ
う
な
機
会
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、「
あ
る
程
度
で
き
る
」
と
思
っ
て
い

た
そ
れ
ま
で
の
自
信
は
吹
っ
飛
ん
だ
。
村
人
た
ち
の
熱
い
視
線
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

彼
ら
の
創
り
出
す
音
が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
も
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
ク
リ
ン
タ
ン
は

打
楽
器
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
な
の
で
、
元
来
大
き
な
音
が
出
る
の
だ
が
、
彼
ら
の
打
ち

方
は
強
烈
で
、
自
分
が
演
奏
し
て
い
る
は
ず
の
音
が
よ
く
聞
こ
え
な
い
。
舞
台
で
マ

イ
ク
を
使
う
比
較
的
ソ
フ
ト
な
演
奏
法
に
慣
れ
て
い
た
た
め
か
、
頭
の
な
か
が
真
っ

白
に
な
っ
た
。

異
な
る
の
は
音
の
大
き
さ
だ
け
で
は
な
い
。
村
で
演
奏
し
て
い
る
と
、
共
演
者
の

独特の音の体系をもつフィリピン南部の音楽。その美しい音楽の世界が紛争に
巻き込まれ、存在を危うくしている。ゴングの演奏をとおして関心をもち、研
究を続けてきた筆者が音楽の未来に願うものとは……。

て
大
き
な
痛
手
で
あ
る
。
も
う
一
人

の
わ
た
し
の
師
匠
は
、
こ
の
よ
う
な

状
況
に
心
を
痛
め
、
若
者
た
ち
に
向

け
て
ネ
ッ
ト
で
情
報
発
信
を
し
て
い

る
。
村
で
わ
た
し
が
演
奏
す
る
姿

を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
の
も
、
ク

リ
ン
タ
ン
が
時
代
遅
れ
な
音
楽
で
は

な
く
、
外
部
者
も
興
味
を
示
す
普

遍
的
な
価
値
を
も
つ
こ
と
を
伝
え
る

た
め
の
戦
略
で
あ
る
。
自
分
の
拙
い

演
奏
が
ネ
ッ
ト
上
で
流
れ
続
け
る
の

は
気
が
重
い
の
だ
が
、
も
し
師
匠
が

願
う
よ
う
な
効
果
が
少
し
で
も
生

ま
れ
る
の
な
ら
喜
ん
で
そ
の
役
を
引

き
受
け
よ
う
。
あ
の
圧
倒
的
な
音
の

洪
水
の
な
か
に
存
在
で
き
る
至
福
が
、

ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を

祈
っ
て
。

民博 学術資源研究開発センター

打
ち
出
す
音
が
別
々
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
塊
と
な
っ
て
体
全
体
を
包
み
込

む
。
こ
の
よ
う
な
音
の
洪
水
に
見
舞
わ
れ
る
と
、
自
分
と
い
う
境
界
が
ぼ
や
け
て
く

る
。
自
分
の
意
志
で
楽
器
を
打
っ
て
い
る
の
に
、
制
御
し
て
い
る
感
覚
が
な
い
。
音

の
渦
に
溺
れ
て
間
違
っ
て
は
い
け
な
い
と
感
じ
る
自
分
が
い
る
一
方
で
、
誰
か
が
自

分
の
腕
を
動
か
し
て
い
る
よ
う
な
不
思
議
な
安
心
感
も
あ
る
。
言
い
あ
ら
わ
す
の
は

難
し
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
一
種
の
ト
ラ
ン
ス
状
態
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
経
験
を
境
に
、

音
楽
を
パ
ー
ト
ご
と
に
分
析
す
る
こ
と
の
限
界
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
後
の
音
楽
の
と
ら
え
方
に
大
き
く
影
響
し
た
よ
う
に
思
う
。

音
の
洪
水
の
行
方

こ
の
音
楽
が
演
奏
さ
れ
て
き
た
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
西
部
は
、
今
で
も
政
情
が
極
め
て

不
安
定
だ
。
一
九
七
〇
年
代
よ
り
イ
ス
ラ
ム
分
離
主
義
集
団
と
政
府
軍
と
の
あ
い
だ

で
断
続
的
に
戦
闘
が
続
い
て
き
た
。
二
〇
一
七
年
五
月
に
は
イ
ス
ラ
ム
国
の
支
援
を

受
け
る
武
装
集
団
マ
ウ
テ
が
蜂
起
し
、
ム
ス
リ
ム
の
中
心
都
市
の
ひ
と
つ
で
あ
る
マ

ラ
ウ
ィ
市
を
占
拠
し
た
こ
と
は
日
本
で
も
大
き
く
報
道
さ
れ
た
。
政
府
軍
が
空
爆
を

お
こ
な
い
、
マ
ラ
ウ
ィ
は
戦
場
と
化
し
た
。
民
博
は
こ
の
街
で
二
〇
〇
八
年
に
映
像

取
材
を
お
こ
な
っ
た
が
、
音
楽

演
奏
を
記
録
し
た
建
物
も
爆

撃
で
破
壊
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、

多
く
の
村
人
た
ち
が
難
民
と

な
っ
て
離
散
し
、
音
楽
演
奏
の

母
体
と
な
っ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
数
多
く
壊
さ
れ
た
。
特

に
子
ど
も
た
ち
が
ク
リ
ン
タ
ン

の
演
奏
を
聴
き
な
が
ら
育
つ
環

境
が
徐
々
に
失
わ
れ
て
き
た
こ

と
は
、こ
の
音
楽
の
伝
承
に
と
っ

フィリピン
ミンダナオ島

古老たちと演奏する筆者（中央）　（ブトアン市、2002年）

クリンタンの演奏がおこなわれたこの建物は 2017年の空爆で破壊された
（マラウィ市、2008年）

ネット上で公開されている映像のひとつ。ここでは筆者（右）の演奏に合わせて村人（中央）が踊ってくれた
 （ダトゥ・ピアン、1993年）

古老たちが醸し出すゆったりとしたグルーヴ感は格別
（ダトゥ・ピアン、1993年）
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※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券（
定
員
3
5
0
名
）

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

布
し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
年
末
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
み
ん
ぱ
く
村
に
神
楽
が
や
っ
て
く
る
！

―
伊
勢
大
神
楽
の
実
演
と
お
は
な
し
」

歳
末
の
お
祓
い
に
、
伊
勢
大
神
楽
が
み
ん
ぱ
く
へ

や
っ
て
き
ま
す
。
実
演
と
お
は
な
し
を
と
お
し
て

伊
勢
大
神
楽
の
世
界
を
体
験
し
ま
し
ょ
う
。

日
時　

12
月
14
日（
土
）　

13
時
〜
15
時
30
分

会
場　

特
別
展
示
館

講
師　

神
野
知
恵（
本
館 

機
関
研
究
員
）

出
演　

伊
勢
大
神
楽
講
社 

山
本
源
太
夫
社
中

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
定
員
2
0
0
名

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
飛
び
出
す
獅
子
舞 

福
ぬ
り
え

―
つ
く
っ
て 

か
ざ
っ
て 

厄
ば
ら
い
！
」

日
時　

1
月
11
日（
土
）、
12
日（
日
）

　
　
　

10
時
〜
17
時（
受
付
終
了
16
時
30
分
）

会
場　

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

対
象　

全
年
齢

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
定
員
各
日
1
5
0
名

「
ハ
ン
テ
ィ
の
文
様
の
世
界

―
フ
ェ
ル
ト
の
コ
ー
ス
タ
ー
づ
く
り
」

西
シ
ベ
リ
ア
に
居
住
す
る
ハ
ン
テ
ィ
の
人
び
と
は
、

身
の
回
り
の
動
物
や
植
物
、
精
霊
な
ど
を
あ
ら
わ

し
た
文
様
で
衣
服
や
生
活
小
物
を
飾
り
ま
す
。
ハ

ン
テ
ィ
の
文
様
を
学
ん
で
、
フ
ェ
ル
ト
の
コ
ー
ス

タ
ー
づ
く
り
に
挑
戦
し
ま
し
ょ
う
。

日
時
　

1
月
19
日（
日
）  

 

　
　
　

10
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
14
時
30
分

会
場　

本
館
2
階 

第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

講
師　

大
石
侑
香（
本
館 

特
任
助
教
）

対
象　

小
学
4
年
生
以
上

※
要
事
前
申
込（
先
着
順
）、
定
員
各
回
16
名
、

　

参
加
費
5
0
0
円

※
受
付
期
間　

12
月
4
日（
水
）か
ら

（
定
員
に
達
し
次
第
受
付
終
了
）

※
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示

「
朝
枝
利
男
の
見
た
ガ
ラ
パ
ゴ
ス

―
1
9
3
0
年
代
の
博
物
学
調
査
と
展
示
」

ア
メ
リ
カ
の
学
芸

員
で
写
真
家
の

朝
枝
利
男
が

1
9
3
0
年
代
に

撮
影
し
た
ガ
ラ
パ

ゴ
ス
の
風
景
に
つ

い
て
、
彼
の
描
い

た
美
し
い
魚
の
水

彩
画
と
と
も
に

紹
介
し
ま
す
。

日
時　

1
月
16
日（
木
）〜
3
月
24
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場
の
一
部

み
ん
ぱ
く
映
画
会・第
47
回
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
あ
ま
ね
き
旋
律（
し
ら
べ
）」

イ
ン
ド
北
東
部
ナ
ガ
ラ
ン
ド
州
の
チ
ャ
ケ
サ
ン
・
ナ

ガ
の
人
び
と
の
歌
を
集
め
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

画
。
季
節
が
移
り
変
わ
る
中
、
山
々
に
広
が
る
棚

田
で
農
作
業
を
し
な
が
ら
、
日
々
の
生
活
や
感
情
を

歌
に
紡
ぎ
な
が
ら
生
き
て
い
く
人
び
と
を
追
う
映

像
を
と
お
し
て
、
人
間
に
と
っ
て
歌
と
は
何
か
を
考

え
ま
す
。

日
時　

12
月
22
日（
日
）　

13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

特
別
展
示
館

司
会　

寺
田
𠮷
孝（
本
館 

教
授
）

解
説　

岡
田
恵
美（
琉
球
大
学 

准
教
授
）

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

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　

12
月
14
日（
土
）　

12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
1
階
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
。

世
界
と
つ
な
が
る
　
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を
カ
ナ
ダ
の

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
造
ろ
う

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
じ
め
ま
し
た

み
ん
ぱ
く
は
、
ま
も
な
く
創
設
50
周
年
を
迎
え
ま

す
。
こ
れ
を
機
に
、
現
在
の
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
は

そ
の
ま
ま
に
、
次
の
時
代
の
み
ん
ぱ
く
の
象
徴
と

し
て
、
も
う
一
本
の
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を
制
作
し

た
い
と
考
え
ま
し
た
。
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
を
と
お
し
た
、
み
な
さ
ま
の
温
か
い
ご
支
援
・

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

期
間　

12
月
26
日（
木
）23
時
ま
で

目
標
金
額　

3
0
0
万
円

●
休
館
日
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
は
12
月
28
日（
土
）か
ら
1
月
4
日（
土
）

ま
で
休
館
し
ま
す
。
年
始
は
1
月
5
日（
日
）か
ら

開
館
し
ま
す
。

日
時　

12
月
21
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
開
場
13
時
）

会
場　

特
別
展
示
館

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料

第
4
9
8
回

海
の
人
類
史

―
東
南
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
考
古
学
の
最
前
線

講
師　

小
野
林
太
郎

 （
本
館 

准
教
授
）

台
湾
か
ら
与
那
国
島
へ
の
航
海
実

験
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
、
海
の

人
類
史
へ
の
注
目
は
高
ま
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
東
南

ア
ジ
ア
や
オ
セ
ア
ニ
ア
の
島
々
を

舞
台
に
、
私
た
ち
人
類
の
海
洋
適

応
や
渡
海
に
つ
い
て
、
最
新
の
考

古
学
成
果
を
交
え
、
紹
介
し
ま
す
。

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/

企
画
展

「
ア
ル
テ
・
ポ
プ
ラ
ル

―
メ
キ
シ
コ
の
造
形
表
現
の
い
ま
」

メ
キ
シ
コ
で
は
、
職
人
や
一
般
の
人
び
と
に
よ
る

素
朴
で
お
も
し
ろ
い
造
形
表
現
を
ア
ル
テ
・
ポ
プ

ラ
ル
と
呼
び
ま
す
。
先
住
民
族
の
仮
面
と
毛
糸
絵
、

地
域
色
豊
か
な
陶
器
、
都
市
の
街
路
に
あ
ふ
れ
る

骸
骨
人
形
や
、
生
命
の
木
と
い
わ
れ
る
焼
き
物
の

オ
ブ
ジ
ェ
な
ど
、
現
代
の
ア
ル
テ
・
ポ
プ
ラ
ル
の

姿
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

12
月
24
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時　

12
月
5
日（
木
）　

14
時
〜

場
所　

本
館
企
画
展
示
場

講
師　

鈴
木
紀（
本
館 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※
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
。

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
5
回　

12
月
7
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
シ
リ
ー
ズ
】

聖
な
る
も
の 

俗
な
る
も
の

講
師　

立
川
武
蔵（
本
館 

名
誉
教
授
）

第
4
9
6
回　

2
0
2
0
年
1
月
11
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

中
国
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
た
ち

講
師　

奈
良
雅
史（
本
館 

准
教
授
）

中
国
に
は
約
二
〇
〇
〇
万
人
の
ム
ス
リ
ム
が
暮
ら
し
て
お
り
、
そ

の
約
半
数
を
回
族
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
が
占
め
て
い
ま
す
。
彼
ら

は
お
も
に
唐
代
か
ら
元
代
に
か
け
て
中
国
に
や
っ
て
き
た
外
来
ム

ス
リ
ム
と
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
漢
人
と
の
通
婚
を
通
し
て
形

成
さ
れ
た
民
族
集
団
と
さ
れ
て
お
り
、
中
国
全
土
で
漢
人
と
隣
り

合
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。
本
講
演
で
は
、
回
族
の
歴
史

と
文
化
に
つ
い
て
紹
介
し
た
う
え
で
、
宗
教
教
育
を
事
例
に
彼
ら

が
中
国
共
産
党
政
権
下
で
い
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
を
続
け
て
い

る
の
か
を
考
え
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま

す（
40
分
）。

東
京
講
演
会

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン

　
　
　
（
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

第
1
2
8
回　

2
0
2
0
年
1
月
25
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
言
語

講
師　

吉
岡
乾（
本
館 

准
教
授
）

二
〇
一
九
年
は
国
際
先
住
民
言
語
年
で
し
た
が
、
日
本
で
は
ほ
と

ん
ど
話
題
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
世
界
で
は
数
千
も
の
言
語
が

話
さ
れ
て
お
り
、
何
億
人
も
話
す
も
の
も
、
数
人
し
か
話
さ
な
い

も
の
も
あ
り
ま
す
。
近
年
、
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
言
語
に
つ
い

て
の
意
識
が
、
少
な
く
と
も
一
定
数
の
研
究
者
間
で
は
高
ま
っ
て

お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
シ
ョ
ン
が
起
こ
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

本
講
演
で
は
、
実
際
に
危
機
言
語
も
調
査
し
て
い
る
講
師
と
と
も

に
、
改
め
て
危
機
言
語
と
い
う
も
の
を
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
）。

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

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

て
い
る
地
域
／
国
の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」

に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

12
月
1
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

み
ん
ぱ
く
展
示
場
の
中
の
宗
教

話
者　

新
免
光
比
呂（
本
館 

准
教
授
）

12
月
8
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

「
健
常
者
」
幻
想
を
ぶ
っ
壊
せ
！

―
琵
琶
法
師
、
イ
タ
コ
の
触
角
力

話
者　

広
瀬
浩
二
郎（
本
館 

准
教
授
）

12
月
15
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
と
な
ま
は
げ

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時
間
と
季
節
の
感
覚

話
者　

宇
田
川
妙
子（
本
館 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

巡
回
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
」」

会
期　

12
月
22
日（
日
）ま
で

会
場　

横
浜
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
館

休
館
日　

月
曜
日

主
催　

横
浜
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
館

共
催　

片
倉
も
と
こ
記
念
沙
漠
文
化
財
団

国
立
民
族
学
博
物
館

横
浜
市
教
育
委
員
会

刊行物紹介

■信田 敏宏ほか 編
『東南アジア文化事典』
丸善出版　20,000円（税別）
世界に類をみない多様性を有する東南アジア。
その社会や文化の成り立ちから、人びとを魅
了し続ける食文化や伝統芸能、どこか懐かし
さを感じる生業や暮らしぶり、さらには、近年、
関心が高まっている観光
や文化遺産、そして日本
との交流などを、200名以
上の研究者が最新の研究
成果をもとに詳しく解説
する。

エチオピア、カメルーン、べナン、カーボベル
デ等、アフリカにおいてフィールドワークを行
う人類学者5名による小説
集。小説という語り口から
たちあがる芸術・映像人
類学の新たな境地。

■川瀬 慈 編著
『あふりこ―フィクションの重奏
／遍在するアフリカ』
新曜社　2,400円（税別）

■鈴木 七美 著
『エイジングフレンドリー・コミュ
ニティ―超高齢社会における人
生最終章の暮らし方』
新曜社　2,800円（税別）
人生の最終段階で心身面の支援が必要となっ
たとき、誰とどこで暮らすのか。本書では、
高齢者たちの希望と実践を、世界各国、日本
国内で訪ね歩いた軌跡を
綴った。そこには、変化
の中で、多世代が人生の
物語を紡ぎ、新たな異文
化と出会う、いくつもの
「居場所」のあり方が見い
だされたのである。

ੜ໋ͷ

τέϥͰͷڕར༻ͱ࠶ͷ෩ܠ

ΨϥύΰεͰύΠϓΛ;͔͢ேࢬརஉ

収穫を終えた金色の棚田と籾殻を
飛ばすチャケサン・ナガの女性
©the u-ra-mi-li project
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た
し
に
は
と
て
も
刺
激
的
で
あ
っ
た
。

♦
♦
♦
人
間
植
物
♦
♦
♦

さ
て
、
マ
ネ
キ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
マ
ヌ
カ
ン
」

（m
annequin 

服
を
着
て
客
に
見
せ
る
モ
デ
ル
）
か
ら

き
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
多
い
で
あ
ろ
う

が
、そ
も
そ
も
は
オ
ラ
ン
ダ
語
（
フ
ラ
マ
ン
語
）の
「
マ

ネ
ケ
ン
」（m

anneken

）
に
由
来
し
、 m

an

＝
「
人
」

に
指
小
辞
のken

が
付
い
た
「
小
さ
い
人
」
と
い
う

意
味
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
間

信
仰
に
お
い
て
「
マ
ネ
ケ
ン
」
と
い
う
と
、
魔
力
を

も
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ヒ
ト
型
の
植
物
、
マ
ン
ド

ラ
ゴ
ラ
（
マ
ン
ド
レ
イ
ク
）
を
指
し
た
。

地
面
か
ら
引
き
抜
く
際
に
そ
の
ヒ
ト
型
の
根
が

出
す
叫
び
声
を
聞
く
と
人
間
は
死
ん
で
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
描
写
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
映
画
を
と
お

し
て
一
般
に
も
広
ま
っ
て
い
る
た
め
、
マ
ン
ド
ラ
ゴ

ラ
は
空
想
上
の
植
物
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
、
古
代
・
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
中
東
の

医
学
書
な
ど
に
お
い
て
鎮
痛
・
鎮
静
な
ど
の
薬
効

が
あ
る
実
際
の
植
物
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
マ
ン

ド
ラ
ゴ
ラ
は
、
今
で
は
地
中
海
沿
岸
に
分
布
す
る

ナ
ス
科
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
属
の
「
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
・
オ

フ
ィ
シ
ナ
ル
ム
」
と
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
多
年

生
草
本
植
物
の
根
は
ア
ト
ロ
ピ
ン
系
ア
ル
カ
ロ
イ
ド

を
含
む
た
め
、
副
交
感
神
経
の
抑
制
を
も
た
ら
す

抗
コ
リ
ン
作
用
、
幻
覚
誘
発
、
催
眠
作
用
が
あ
り
、

摂
取
量
に
よ
っ
て
は
痙け
い

攣れ
ん
、
錯
乱
、
幻
覚
、
活
動

亢こ
う

進し
ん

な
ど
の
症
状
の
末
に
死
に
至
る
こ
と
も
あ
る
。

♦
♦
♦
ね
つ
造
さ
れ
た
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
♦
♦
♦

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
は
薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
非
常

に
高
価
で
あ
っ
た
た
め
、
ね
つ
造
品
も
流
通
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
十
三
世
紀
シ
リ
ア
の
著
述
家

ア
ル
＝
ジ
ャ
ウ
バ
リ
ー
は
、
ペ
テ
ン
師
ど
も
が
マ
ン

ド
ラ
ゴ
ラ
（
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
ヤ
ブ
ル
ー
フ
）
と
称

し
て
高
く
売
り
さ
ば
い
て
い
る
の
は
、
じ
つ
は
シ
ク

ラ
メ
ン
の
根
を
ヒ
ト
型
に
彫
っ
て
、
再
び
土
に
埋
め
、

し
ば
ら
く
し
て
掘
り
起
こ
し
た
擬も
ど

き
で
あ
る
こ
と

を
暴
露
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
自
然
を
細
工
し
た
「
偽
マ
ン
ド
ラ

ゴ
ラ
」
は
、
驚
く
こ
と
に
十
九
世
紀
末
ご
ろ
ま
で

呪
術
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ピ
ッ
ト
・
リ
バ
ー
ズ
博
物
館
に
は
、

一
八
九
〇
年
代
に
ト
ル
コ
や
マ
ケ
ド
ニ
ア
で
収
集
さ

れ
た
「
マ
ン
ド
レ
イ
ク
の
根
」
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

偽
物
で
あ
れ
、
な
ん
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
呪

具
と
並
ぶ
干
か
ら
び
た
「
小
さ
い
人
」
は
、
十
分

に
不
気
味
で
あ
っ
た
。

想像界の生物相

マネキンとマンドラゴラ―人
ひ と

形
が た

の不気味
民博 学術資源研究開発センター 山

やま
中
なか

 由
ゆ
里
り
子
こ

 

資料名―マネキン

年代― 1970年代後半

地域―日本

※ 

本
稿
は
『
驚
異
と
怪
異
―
想
像
界
の
生
き
も
の
た
ち
』
に
掲
載
さ
れ
た
コ

ラ
ム
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。

日
本
で
「
マ
ネ
キ
ン
」
と
い
う
と
、
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
で
使
わ
れ
る
等
身
大
の
人
形
の
こ
と
で
、
み
ん

ぱ
く
に
も
、
衣
装
を
着
た
数
多
く
の
マ
ネ
キ
ン
が

展
示
さ
れ
て
い
る
。
右
の
写
真
は
、
む
か
し
の
本

館
展
示
で
使
わ
れ
て
い
た
、
通
称
「
宇
宙
人
」（
と

よ
ん
で
い
る
の
は
わ
た
し
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
…
…
）。

特
定
の
人
種
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
色
や
体
形
は

人
種
差
別
に
も
つ
な
が
る
た
め
、
無
機
質
な
銀
色

の
塗
装
が
さ
れ
、
地
球
儀
の
緯
度
経
度
を
思
わ
せ

る
線
が
全
身
に
施
さ
れ
て
い
る
。
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
に
と
も
な
い
現
役
は
退
い
た
が
、
今
で
も
数
体

が
収
蔵
庫
の
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
立
っ
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
に
訪
れ
た
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル

グ
市
の
民
族
博
物
館
ク
ン
ス
ト
カ
メ
ラ
に
は
、
逆

に
、
肌
の
色
や
ポ
ー
ズ
、
表
情
ま
で
を
精
巧
に
再

現
し
た
「
生い
き

人に
ん

形ぎ
ょ
う」
タ
イ
プ
の
マ
ネ
キ
ン
が
並
ん

で
い
た
。
今
に
も
動
き
出
し
そ
う
だ
と
気
味
悪
が

る
わ
た
し
に
研
究
員
の
人
が
、「
夜
に
徘は
い

徊か
い
す
る
奴や
つ

も
い
る
ん
だ
よ
」
と
、
と
っ
て
お
き
の
怖
い
話
を
し

て
く
れ
た
。
展
示
マ
ネ
キ
ン
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
な

い
と
い
け
な
い
と
い
う
不
文
律
が
し
み
込
ん
だ
わ

ピット・リバーズ博物館の偽マンドレイク
（オックスフォード、2018年）

クンストカメラのマネキン（2015年）
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みんぱく回遊

ワヤン人形の目
福
ふく

岡
おか

 正
しょう

太
た

民博 人類基礎理論研究部

こ
ろ
か
ら
も
、
切
れ
長
の
目
が
中
国
に
由
来
し
て

い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
て
い
る
。

見
開
か
れ
た
目

切
れ
長
の
目
に
対
し
て
、
パ
ン
ド
ウ
ォ
五
兄
弟

の
な
か
で
も
、
体
が
大
き
く
て
力
も
強
く
、
気
性

が
激
し
い
次
男
の
ビ
モ
は
、
大
き
く
見
開
い
た
目

を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
怪
物
の
娘
や
蛇
の
娘
と
の

あ
い
だ
に
三
人
の
息
子
を
も
つ
が
、
そ
の
い
ず
れ

も
こ
の
大
き
く
見
開
い
た
目
を
引
き
継
い
で
い
る
。

ビ
モ
と
息
子
は
、
そ
の
力
強
さ
や
か
た
い
意
志
な

ど
に
よ
り
、
周
り
か
ら
大
き
な
信
頼
を
よ
せ
ら
れ

て
い
る
。

見
開
い
た
目
は
、
と
き
に
粗
暴
さ
も
あ
ら
わ
し

て
い
る
。
パ
ン
ド
ウ
ォ
家
に
敵
対
す
る
ク
ロ
ウ
ォ

家
の
人
物
の
多
く
が
こ
う
し
た
目
を
も
っ
て
い
る
。

武
芸
に
秀
で
る
が
短
気
な
ク
ロ
ウ
ォ
家
の
長
男

ド
ゥ
ル
ユ
ド
ノ
、傲
慢
で
わ
が
ま
ま
な
次
男
の
ド
ゥ

ル
ソ
ソ
ノ
、
ず
る
が
し
こ
い
策
略
で
パ
ン
ド
ウ
ォ

家
を
陥
れ
よ
う
と
す
る
叔
父
サ
ン
ク
ニ
な
ど
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
き
く
見
開
か
れ
た
目
と
い
え
ば
、
バ
リ
島
の

聖
獣
バ
ロ
ン
と
魔
女
ラ
ン
ダ
も
思
い
浮
か
ぶ
。
バ

ロ
ン
は
、
悪
霊
が
も
た
ら
す
災
い
か
ら
人
び
と
を

守
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ラ
ン
ダ
は
災
い
を
も

た
ら
す
存
在
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら

も
、
大
き
く
見
開
か
れ
飛
び
出
し
た
目
を
も
ち
、

黒
い
瞳
の
周
り
に
は
薄
い
朱
色
の
虹こ
う

彩さ
い

が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
の
目
か
ら
は
、
両
者
が
大
き
な
力
を

細
い
目
の
由
来

ワ
ヤ
ン
の
関
係
者
の
な
か
に
は
、
こ
の
切
れ
長

の
目
の
造
形
が
中
国
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
る

人
た
ち
が
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
切
れ
長

の
目
を
も
つ
こ
と
が
華
人
を
は
じ
め
、
東
ア
ジ
ア

の
人
び
と
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。「
シ

ピ
ッ
ト
」（
細
い
）
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
形
を
形

容
す
る
こ
と
ば
だ
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
あ
る
辞

書
に
は
、「
日
本
人
は
一
般
的
に
細
い
目
を
し
て
い

る
」
と
い
う
例
文
が
載
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ

う
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

細
い
目
の
造
形
が
何
に
由
来
す
る
か
に
つ
い
て

は
、
確
か
な
証
拠
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
今
の
と
こ
ろ
想
像
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、

中
国
の
人
形
は
、
そ
の
影
響
が
ワ
ヤ
ン
に
お
よ
ん

だ
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
せ
る
。
中
国
地
域
の
文

化
展
示
場
で
は
、
漢
族
の
影
絵
芝
居
と
人
形
芝
居

の
人
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
白は
く

蛇じ
ゃ

伝で
ん
』
の
登

場
人
物
の
影
絵
人
形
、『
西
遊
記
』
に
登
場
す
る

唐
僧
（
三さ
ん

蔵ぞ
う

法
師
）
の
人
形
に
は
、
ワ
ヤ
ン
の
人

形
に
も
や
や
似
た
切
れ
長
の
目
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
の
物
語
を
生
み
出
し
た
イ

ン
ド
で
は
、
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
切
れ
長
の
目

で
描
く
伝
統
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
だ
。
例
え
ば
、

ク
リ
シ
ュ
ナ
（
ク
レ
ス
ノ
）
を
切
れ
長
の
目
で
描

く
例
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
ぱ
っ
ち

り
と
し
た
目
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。ク
リ
シ
ュ

ナ
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
ジ
ャ
ガ
ン
ナ
ー
ト
神
の

目
も
、
大
き
く
丸
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
と

「
目
は
口
ほ
ど
に
も
の
を
言
う
」。

こ
れ
は
人
形
に
も
あ
て
は
ま
る
。
人
形
を
用
い

る
芸
能
な
ど
に
お
い
て
、
目
の
造
形
は
、
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
の
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
る
。

切
れ
長
の
目

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
形
芝
居
・
影
絵
芝
居
ワ
ヤ

ン
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
性
格
に

応
じ
て
造
形
の
型
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
強
く

印
象
に
残
る
の
が
目
の
形
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、ジ
ャ

ワ
島
の
ワ
ヤ
ン
独
特
の
目
の
形
の
ひ
と
つ
に
細
く

切
れ
長
の
目
が
あ
る
。
こ
う
し
た
目
で
描
か
れ
る

の
は
、
比
較
的
身
分
が
高
く
、
気
品
の
あ
る
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。

ワ
ヤ
ン
で
は
、
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
長
大
な
叙

事
詩
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
か
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
よ
く
演
じ
ら
れ
る
。
い
と
こ
同
士
で
あ
る
パ
ン

ド
ウ
ォ
家
の
五
兄
弟
と
ク
ロ
ウ
ォ
家
の
一
〇
〇
兄

弟
は
、
王
国
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て
戦
い
を
繰
り
広

げ
、
最
後
は
正
義
を
重
ん
じ
る
パ
ン
ド
ウ
ォ
家
が

勝
利
を
収
め
る
。
こ
の
パ
ン
ド
ウ
ォ
家
に
か
か
わ

る
人
物
の
多
く
が
切
れ
長
の
目
を
も
っ
て
い
る
。

平
和
を
愛
し
常
に
公
正
で
あ
ろ
う
と
つ
と
め
る
長

男
の
ユ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ロ
、
文
武
に
秀
で
優
美
な
身

の
こ
な
し
で
戦
う
三
男
の
ア
ル
ジ
ュ
ノ
、
神
に
も

お
よ
ぶ
力
を
も
ち
、
ア
ル
ジ
ュ
ノ
の
盟
友
と
し
て

そ
の
知
略
で
パ
ン
ド
ウ
ォ
家
を
さ
さ
え
る
ク
レ
ス

ノ
ら
を
例
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

宿
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
大
き
く
見
開

か
れ
た
目
の
表
現
は
、
世
界
に
比
較
的
広
く
見
ら

れ
る
。
何
か
大
き
な
力
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
感

じ
さ
せ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

展
示
場
を
歩
き
な
が
ら
、
資
料
と
目
と
目
で
会

話
し
て
み
る
の
は
楽
し
い
。
た
だ
し
、
そ
の
恐
ろ

し
い
力
に
取
り
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

〈本館展示場〉

観覧券売場

南アジア展示
「宗教文化
―伝統と多様性」セクション

中国地域の文化展示
「工芸」セクション

ジャガンナート神（インド、H0173504）

影絵人形 クレスノ（H0067631）影絵人形 白娘子（H0093225） 影絵人形 ドゥルユドノ（H0067669）

影絵人形（白蛇伝の許仙・白娘子）（中国、H0093225ほか）

東南アジア展示
「芸能と娯楽」セクション

上：バロンとランダ（インドネシア、H0276315～6）
左：影絵人形（インドネシア、H0067631ほか）
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日
本
で
の
在
留
資
格
が
認
め
ら
れ
ず
、
困
難
を
抱
え
る
ミ
ャ

ン
マ
ー
人
家
族
を
描
い
た
本
作
は
、
藤ふ
じ

元も
と

明あ
き

緒お

監
督
の
最
初
の

長
編
作
品
で
あ
る
。
東
京
国
際
映
画
祭
ア
ジ
ア
の
未
来
部
門
二

冠
独
占
を
は
じ
め
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
や
バ
ン
コ
ク
な
ど
の
映

画
祭
で
も
受
賞
を
重
ね
、
国
際
的
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
一
九
六
二
年
か
ら
五
〇
年
近
く
軍
政
が
続

き
、
八
八
年
の
民
主
化
運
動
や
僧
侶
ら
も
立
ち
上
が
っ
た
二
〇

〇
七
年
の
反
政
府
デ
モ
で
は
、
大
規
模
な
反
軍
政
活
動
が
展
開

し
た
。
軍
事
政
権
下
を
逃
れ
て
国
外
に
脱
出
す
る
者
も
少
な

く
な
く
、
本
作
の
家
族
は
二
〇
〇
七
年
ご
ろ
に
来
日
し
た
設
定

で
あ
る
。
父
親
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
が
暗

示
さ
れ
、
入
国
管
理
局
の
収
容
か
ら
仮
放
免
に
な
っ
た
も
の
の
、

難
民
申
請
は
却
下
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
政
治
や
法
律
関

連
の
描
写
は
少
な
い
。
対
照
的
に
丁
寧
に
映
し
出
さ
れ
る
の
は
、

日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
の
家
族
の
会
話
と
表
情
で
あ
る
。

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
的
質
感

モ
デ
ル
に
な
っ
た
家
族
が
た
ど
っ
た
時
間
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
再
構
築
し
た
作
品
だ
が
、
映
画
を
見
た
多
く
の
者
が
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
よ
う
だ
と
口
に
す
る
。
四
人
家
族
を
演
じ

る
の
は
、
じ
つ
の
親
子
で
あ
る
母
と
二
人
の
息
子
、
母
子
と
は

無
関
係
の
独
身
男
性
で
、
誰
も
演
技
経
験
は
な
い
。
し
か
し
実

際
の
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
撮
影
さ
れ
た
映
像
に
は
、「
家
族
」

の
撮
影
で
は
、
そ
れ
は
な
い
。
事
前
に
各
人
に
渡
し
て
お
い
た

台
本
ど
お
り
に
、
し
か
し
必
要
に
応
じ
て
監
督
が
役
の
人
物
の

心
情
を
十
二
分
に
説
明
し
、
三
歳
の
テ
ッ
の
場
合
は
喜
怒
哀
楽

を
操
っ
て
撮
影
が
進
め
ら
れ
た
よ
う
だ
。

そ
れ
ら
の
結
果
、
演
技
未
経
験
者
で
も
演
じ
て
い
る
と
い
っ

た
不
自
然
さ
が
な
く
、
他
方
、
支
援
者
ユ
ウ
キ
の
來き
た

河が
わ

侑ゆ
う

希き

や

居
酒
屋
店
主
の
津つ

田だ

寛か
ん

治じ

も
、
プ
ロ
俳

優
の
オ
ー
ラ
を
消
し
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
的
質
感
に
は
ま
り
込
ん
で
い
る
。

揺
れ
る
少
年
の
心

日
本
で
の
不
安
な
生
活
の
な
か
、
母

親
は
つ
い
に
倒
れ
て
入
院
す
る
。
ミ
ャ

ン
マ
ー
は
軍
政
か
ら
民
政
に
移
管
し
て

情
勢
が
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
彼
女
は
帰

国
を
決
意
す
る
。
日
本
で
育
ち
、
故
郷

の
こ
と
ば
も
よ
く
で
き
な
い
カ
ウ
ン
と

弟
は
、
父
を
残
し
、
母
と
一
緒
に
帰
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
映
画
の
中
心
軸
は
、

ふ
た
つ
の
国
の
は
ざ
ま
で
生
き
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
カ
ウ
ン
の
心
の
揺

れ
で
あ
る
。
特
に
舞
台
を
ミ
ャ
ン
マ
ー

に
移
し
た
後
の
カ
ウ
ン
の
言
動
が
絶
妙

に
配
置
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
痛
い
ほ

ど
伝
わ
っ
て
く
る
。

空
港
で
の
「
暑
い
」
と
い
う
第
一
声
、

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
売
り
に
来
た

子
の
眼
前
で
閉
め
た
車
の
窓
、
母
か
ら

の
空
気
感
が
漂
う
。

父
親
役
の
男
性

は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
帰

国
し
て
い
て
、
撮
影

一
カ
月
前
に
来
日
し
、

日
本
在
住
の
三
人
と

ア
パ
ー
ト
の
部
屋
や

近
く
の
公
園
で
多
く

の
時
間
を
過
ご
し
、

互
い
の
距
離
を
縮
め

て
い
っ
た
と
い
う
。

だ
が
、
そ
れ
以
上
に

わ
た
し
が
注
目
し
た

の
は
、
役
名
を
演
技

者
の
本
名
と
一
致
さ

せ
て
い
る
こ
と
だ
。
父
親
役
の
ア
イ
セ
が
日
本
で
初
対
面
し
た

の
は
七
歳
の
カ
ウ
ン
、
三
歳
の
テ
ッ
、
彼
ら
の
母
親
の
ケ
イ
ン

で
あ
り
、
カ
メ
ラ
が
回
っ
て
い
て
も
い
な
く
て
も
四
人
の
名
前

に
変
化
は
な
か
っ
た
。
一
種
、
虚
実
な
い
ま
ぜ
の
感
覚
が
醸
成

さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ケ
ン
・
ロ
ー
チ
監
督
と
是こ
れ

枝え
だ

裕ひ
ろ

和か
ず

監
督
は
、
俳
優
の
自
然
な

反
応
を
引
き
出
す
た
め
に
、
現
場
で
初
め
て
セ
リ
フ
を
伝
え
て

撮
影
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
検
閲
下

促
さ
れ
て
し
た
祖
母
へ
の
拝
礼
、
冷
水
の
シ
ャ
ワ
ー
。
ミ
ャ
ン

マ
ー
な
ら
で
は
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
対
し
、
彼
の
心
は
日
本
へ

と
向
か
い
、
学
校
の
お
別
れ
会
で
も
ら
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
眺

め
、
日
本
の
父
と
の
通
話
が
途
切
れ
て
床
に
落
と
し
た
ス
マ
ホ

を
祖
母
が
注
意
す
る
と
「
う
る
せ
え
バ
バ
ア
」
と
日
本
語
で
毒

づ
く
。
故
郷
に
戻
っ
た
母
は
、
市
場
で
買
っ
た
ロ
ン
ジ
ー
（
地

元
の
巻
き
ス
カ
ー
ト
）
に
は
き
か
え
、
サ
イ
カ
ー
（
自
転
車
タ
ク

シ
ー
）
に
乗
っ
て
外
出
し
、頬
に
タ
ナ
カ
（
伝
統
の
天
然
化
粧
ペ
ー

ス
ト
）
を
塗
っ
て
談
笑
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
く
な

い
カ
ウ
ン
は
、
母
の
ロ
ン
ジ
ー
を
切
り
裂
い
て
隠
す
。

そ
し
て
と
う
と
う
カ
ウ
ン
の
心
は
、
家
出
と
い
う
形
で
爆
発

す
る
。
そ
の
前
の
母
と
の
や
り
と
り
は
秀
逸
で
あ
る
。
カ
ウ
ン

は
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
の
勉
強
を
拒
み
、
自
分
は
日
本
人
だ
と
母
に

言
い
張
る
が
、
両
親
と
同
様
、
あ
な
た
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
だ
と

言
い
負
か
さ
れ
て
し
ま
う
。「
病
気
治
っ
た
の
？
　
日
本
に
帰

れ
ば
い
い
の
に
、
嘘う
そ
つ
き
」
と
小
さ
い
声
で
抵
抗
し
た
後
、「
マ

マ
な
ん
て
、病
院
で
死
ね
ば
よ
か
っ
た
」
と
言
い
放
つ
。
リ
ュ
ッ

ク
に
大
切
な
も
の
を
詰
め
て
家
を
出
て
、
夜
ま
で
帰
宅
せ
ず
、

母
を
心
配
さ
せ
る
。

映
画
の
最
終
盤
で
は
、
家
出
後
の
カ
ウ
ン
の
変
化
の
様
子
が

描
か
れ
る
。日
本
人
学
校
へ
の
入
学
も
許
可
さ
れ
、何
と
か
や
っ

て
い
く
だ
ろ
う
と
感
じ
さ
せ
る
結
末
で
あ
る
。
学
校
へ
と
歩
い

て
行
く
母
子
三
人
の
声
を
バ
ッ
ク
に
流
さ
れ
る
エ
ン
ド
ロ
ー
ル

は
、
こ
の
作
品
の
英
題"Passage of Life"

に
似
合
っ
て
い
る
。

本
作
は
移
民
家
族
の
物
語
だ
が
、
彼
ら
の
愛
と
葛
藤
を
少
年
の

心
情
を
中
心
に
繊
細
に
捉
え
る
こ
と
で
、
形
は
違
え
ど
多
く
の

家
族
に
、
ま
た
誰
も
が
人
生
で
た
ど
り
う
る
多
く
の
経
験
に
、

当
て
は
ま
る
普
遍
性
を
有
し
、
大
き
な
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
は
ざ
ま
で

横よ
こ

山や
ま 

廣ひ
ろ

子こ

民
博 

名
誉
教
授

M
「僕の帰る場所」

英題：Passage of Life

2017年／日本・ミャンマー／日本語・ミャンマー語／98分
監督：藤元明緒
出演：カウン・ミャッ・トゥ、ケイン・ミャッ・トゥ、アイセ、

テッ・ミャッ・ナインほか
家出の後、父親の実家を訪問
する途上、神の宿る樹木を見
上げる母子
© E.x.N K.K.

家出してヤンゴンの街をさまようカウン　© E.x.N K.K.
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いことばの

韓
ハン

 必
ピル

南
ナム

東京外国語大学非常勤講師

中央大学兼任講師

寂しさいろいろ、
　　惜しさいろいろ

ク
チ
ョ
カ
ダ
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
の
「
寂
し
い
」

が
、別
の
語
彙
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
つ
き
あ
っ

て
い
る
人
が
い
な
く
て
寂
し
い
」
と
い
う
文
脈
に
お
い

て
は
、砕
け
た
表
現
と
し
て
「
ウ
ェ
ロ
プ
タ
」
に
代
わ
っ

て
「
チ
ュ
プ
タ
」（
寒
い
）
と
い
う
比
喩
的
表
現
も
使
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
語
の
「
寂
し
い
」
に
対
す
る

朝
鮮
語
の
対
応
表
現
は
複
数
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
対

一
の
関
係
は
成
り
立
た
な
い
。

先
ほ
ど
の
「
友
達
に
会
え
な
く
な
っ
て
寂
し
い
」
の

「
ア
シ
ュ
ィ
プ
タ
」
は
、
日
本
語
に
す
る
な
ら
「
惜
し
い
」

や
「
残
念
だ
」
に
お
お
む
ね
相
当
す
る
も
の
で
、
名
残

惜
し
い
気
持
ち
や
、
何
か
が
足
り
な
く
て
欲
し
い
気
持

ち
、
残
念
な
気
持
ち
な
ど
を
あ
ら
わ
す
の
に
使
わ
れ
る
。

例
え
ば
、「
金
銭
的
に
余
裕
が
な
く
て
お
金
が
欲
し
い
」

と
き
は
「
ト
ニ
・
ア
シ
ュ
ィ
プ
タ
」（
お
金
が
ア
シ
ュ
ィ
プ

タ
）
と
言
い
、「
不
足
し
て
い
る
も
の
が
な
い
た
め
困
る

こ
と
は
な
い
」
と
言
い
た
い
と
き
は
「
ア
シ
ュ
ィ
ウ
ン
・

ゲ
・
オ
プ
タ
」（
ア
シ
ュ
ィ
プ
タ
な
も
の
が
な
い
）、
ス
ポ
ー

ツ
試
合
な
ど
の
「
残
念
で
惜
し
い
結
果
」
に
対
し
て
は

「
ア
シ
ュ
ィ
ウ
ン
・
キ
ョ
ル
ガ
」（
ア
シ
ュ
ィ
プ
タ
な
結
果
）

の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。
一
方
、
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
観

戦
し
て
い
て
、
も
う
少
し
の
と
こ
ろ
で
ゴ
ー
ル
を
逃
し

て
し
ま
っ
た
と
き
、
日
本
語
で
は
「
惜
し
い
！
」
と
い

う
人
が
多
い
よ
う
に
思
う
が
、
同
じ
状
況
に
お
い
て
朝

鮮
語
で
は
、
一
般
に
「
ア
カ
プ
タ
！
」
と
言
う
こ
と
が

多
い
。「
ア
カ
プ
タ
」
と
い
う
朝
鮮
語
は
、「
惜
し
い
」

と
い
う
よ
り
は
、「
も
っ
た
い
な
い
」
に
よ
り
意
味
合
い

の
近
そ
う
な
語
で
あ
る
。
日
本
語
と
微
妙
に
ず
れ
て
い

て
面
白
い
朝
鮮
語
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
紹

介
し
き
れ
な
い
の
が
本
当
に
ア
シ
ュ
ィ
プ
タ
。

ふ
た
つ
ま
た
は
複
数
の
言
語
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
そ

の
類
似
点
と
相
異
点
を
研
究
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の

特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
分
野
を
対
照
言
語
学
と
い

う
。わ

た
し
が
対
照
言
語
学
的
に
研
究
し
て
い
る
日
本
語

と
朝
鮮
語
は
、
敬
語
が
あ
り
、
助
詞
（
て
に
を
は
）
を

も
ち
、
漢
語
由
来
の
語
彙
も
た
く
さ
ん
あ
る
な
ど
、
共

通
点
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
事
物
の
認
識
の
仕
方
、
表
現
の
仕
方
は
言
語
に

よ
っ
て
各
々
異
な
る
の
で
、
当
然
、
両
言
語
間
で
の
対

応
関
係
も
一
対
一
で
き
れ
い
に
そ
ろ
う
わ
け
で
は
な
い
。

と
り
わ
け
形
容
詞
と
な
る
と
、
日
本
語
を
朝
鮮
語
に
訳

そ
う
と
す
る
際
に
も
、
ま
た
そ
の
逆
の
際
に
も
、
厄
介

な
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

例
え
ば
、
朝
鮮
語
母
語
話
者
に
日
本
語
の
「
寂
し
い
」

は
朝
鮮
語
で
何
と
言
う
か
と
聞
く
と
、「
ウ
ェ
ロ
プ
タ
」

と
答
え
る
者
が
多
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本

語
で
「
寂
し
い
」
を
用
い
る
文
脈
で
、
朝
鮮
語
で
は
常

に
「
ウ
ェ
ロ
プ
タ
」
を
使
え
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
日
本
語
の
「
寂
し
い
」
は
、「
独

り
ぼ
っ
ち
で
寂
し
い
」「
友
達
に
会
え
な
く
な
っ
て
寂

し
い
」「
物
静
か
で
寂
し
い
」「
口
が
寂
し
い
」
な
ど
な
ど
、

場
面
に
よ
っ
て
「
孤
独
だ
」「
侘わ
び

し
い
」「
う
ら
悲
し
い
」

「
切
な
い
」「
物
足
り
な
い
」
な
ど
と
置
き
換
え
ら
れ
る

よ
う
な
、
多
様
な
感
情
を
あ
ら
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
る

形
容
で
あ
る
。

一
方
で
、
朝
鮮
語
で
は
「
独
り
ぼ
っ
ち
で
寂
し
い
」

に
当
た
る
表
現
は
「
ウ
ェ
ロ
プ
タ
」
だ
が
、「
友
達
に
会

え
な
く
な
っ
て
寂
し
い
」
な
ら
「
ソ
プ
ソ
パ
ダ
」
や
「
ア

シ
ュ
ィ
プ
タ
」、「
物
静
か
で
寂
し
い
」の
場
合
に
は「
チ
ョ
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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

日本語を話せる人が地球上で自分一人だけになったら……。

想像するだけで身の毛もよだつが、かつてイシ（『イシ―北

米最後の野生インディアン』岩波書店）が経験したような言語

の消滅は、他地域でも起きていたし、黙
もだ

していれば今後も起こ

りうる。本号の特集「先住民の言語」はこうした危機感と言語

に関心を寄せる大切さを喚起する。「一言でもよいからマガー

ル語を覚えて死のう。そしてマガール人として死んでいこう」。

これはネパールの先住民マガールの民族運動家、故カパンギさ

んが、マガール語を失いネパール語化した同胞に向けて演説で

発したことばだ。先住民にとって言語はアイデンティティの根

幹にかかわるのだ。

巻頭エッセイのタイトルを見て、2CVの車体が目に浮かんだ

読者はかなりの車好きだろう。大量生産の工業製品にも確かに

独特の美や個性を放つものがある。メタ機能の曰
いわ

く言い難い美

にこそ文化＝遊びが宿る、というと少し大仰だろうか。その美

には「しばしば万人受けしない」という修飾語も付けたくなる

ところだが……。シトロエン2CVを目にしたら、きっと納得い

ただけると思う。（南真木人）
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次号の予告
特集

「世界の縁起モノ」（仮）

●表紙：カラーシャ語で話しかけてくるカラーシャ人の子どもたち
 （パキスタン、ルンブール谷、2016年、吉岡乾撮影）
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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）



2020 年 国立民族学博物館
オリジナルカレンダー

好評を博した特別展「驚異と怪異─想像界の生
きものたち」の展示資料をもとに作られたオリジナ
ルカレンダー。世界各地の人びとの想像のなかに息
づくクリーチャーがたくさん登場します。奇妙で怪
しい、不気味だけどかわいい、この世のキワにいる
かもしれない不思議な生きものを、一年間とおして
楽しめます！

企画展のご案内

1,320円〈税込〉
国立民族学博物館友の会 
会員価格 1,188円〈税込〉
監修：山中由里子
サイズ：25㎝× 25㎝
仕様：オールカラー　28頁　中綴じ
◆ 5冊以上まとめてのご購入の場合は、
    1冊 1,056円〈税込〉です。
◆通信販売の場合、別途送付手数料が必要です。

会期：12月24日（火）まで

場所：本館企画展示場

ミュージアム・ショップご来店の友の会会員の方は、カレンダーはじめ世界各
地のグッズを店頭価格より20％オフでお買い求めいただけます。

※書籍・食品・ＣＤなど、対象外の商品もございます。

１２月中開催！ 友の会感謝フェア〈お問い合わせ〉

国立民族学博物館
ミュージアム・ショップ	 　
水曜日定休　　email : shop@senri-f.or.jp

アルテ・ポプラルとは、特別な才能に恵まれた芸術家の作品
ではなく、職人や一般の人びとによる造形表現の総称です。本
企画展では、仮面や毛糸絵、陶器の資料とともに、骸骨の姿
があふれる都市の街路をイメージしたコーナーや典型的なアル
テ・ポプラルである生命の木など、現在のメキシコのアルテ・
ポプラルの多様な姿を紹介しています。

アルテ・ポプラル
―メキシコの造形表現のいま

「ウイチョルの毛糸絵」セクション 「陶器」セクション「カジェ（街路）」セクション

驚異と怪異
―想像界の生きものたち




