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 1    

月刊

6月号目次

も
と
も
と
母
親
の
料
理
を
手
伝
う
の
が
好
き
で
、
路
地

の
公
園
で
遊
ん
で
い
て
も
「
夕
食
つ
く
る
か
ら
手
伝
っ
て
」

と
言
わ
れ
る
と
、
団
地
の
我
が
家
へ
走
っ
て
帰
る
ほ
ど
だ
っ

た
。
二
五
年
後
に
『
被
差
別
の
食
卓
』（
新
潮
社
）
と
い
う

料
理
を
テ
ー
マ
に
し
た
本
で
デ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
な
る
の

だ
か
ら
、
そ
の
萌ほ

う

芽が

は
す
で
に
幼
児
の
頃
か
ら
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

本
で
取
り
上
げ
た
料
理
は
、路
地
（
同
和
地
区
）
で
代
々

食
さ
れ
て
き
た
料
理
や
食
材
で
、
当
時
は
路
地
以
外
で
は

食
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ア
ブ
ラ
カ
ス
（
牛
の
腸
を
煎
り
揚

げ
た
も
の
）、
サ
イ
ボ
シ
（
馬
肉
の
燻く

ん

製せ
い

）
な
ど
が
主
だ
っ
た

食
べ
物
だ
。

他
に
も
フ
ク
（
牛
の
肺
臓
）
の
天
ぷ
ら
や
味
噌
煮
、
お

で
ん
そ
ば
、
ミ
ノ
の
す
き
焼
き
、
ご
し
ど
り
（
亀
の
煮
つ
け
）

な
ど
も
あ
り
、
同
じ
路
地
と
い
っ
て
も
地
方
に
よ
っ
て
か

な
り
違
い
が
あ
る
の
だ
が
、
や
は
り
象
徴
的
な
存
在
と
い

え
ば
ア
ブ
ラ
カ
ス
と
サ
イ
ボ
シ
に
な
る
。
中
で
も
ア
ブ
ラ

カ
ス
は
現
在
、
大
阪
あ
た
り
で
「
カ
ス
う
ど
ん
」
と
し
て

若
者
を
中
心
に
人
気
で
、
現
在
で
は
東
京
で
も
食
べ
ら
れ

る
。
私
の
若
い
頃
は「
臭
い
」と
言
っ
て
妻
子
も
食
べ
な
か
っ

た
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
隔
世
の
感
が
あ
る
。

路
地
の
料
理
は
、
世
界
的
に
は
「
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
」
と

呼
ば
れ
る
。
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
と
い
う
と
、
日
本
で
は
「
故

郷
の
味
」
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
実

は
そ
ん
な
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
本
来
は
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
料
理
の
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
被
差

別
民
が
編
み
出
し
た
余
り
物
料
理
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

こ
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
の
特
徴
は
、
脂
っ
こ
く
て
高
カ
ロ

リ
ー
な
こ
と
だ
。
だ
か
ら
健
康
に
は
あ
ま
り
良
く
な
い
と

思
わ
れ
が
ち
で
、
私
も
長
年
そ
う
思
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
近
年
に
な
っ
て
か
ら
輸
入
食
材
や
添
加
物
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
料
理
法
が
変
化
し
た

か
ら
そ
う
な
っ
た
だ
け
で
、
元
々
は
国
産
・
無
添
加
の
健

康
的
な
も
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
ア
ブ
ラ
カ
ス
は
腸
に
元
々

付
い
て
い
る
脂
を
溶
か
し
、
自
ら
出
た
脂
で
煎
り
揚
げ
る

だ
け
だ
か
ら
、
牛
の
腸
以
外
は
一
切
何
も
加
え
て
い
な
い
。

サ
イ
ボ
シ
も
基
本
的
に
は
馬
肉
と
塩
し
か
使
わ
な
い
。

も
と
も
と
日
本
の
伝
統
食
は
、
総
じ
て
シ
ン
プ
ル
な
も

の
だ
。
本
物
の
味
噌
は
大
豆
と
塩
、
米
（
麦
）
麴こ

う
じ

だ
け
で

作
ら
れ
る
が
、
古
く
か
ら
の
歴
史
を
持
つ
路
地
の
食
べ
物

も
、
そ
の
大
半
は
素
朴
な
食
べ
物
だ
っ
た
。

そ
ん
な
路
地
の
料
理
が
ネ
ッ
ト
通
販
や
納
税
返
礼
品
と

し
て
気
軽
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
良
い
が
、
同

時
に
大
量
に
安
く
作
る
た
め
輸
入
食
材
や
添
加
物
な
ど
、

余
計
な
も
の
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
隔

世
の
感
が
あ
る
。

変
わ
り
ゆ
く
日
本
の

余
り
物
料
理

上う
え

原は
ら 

善よ
し

広ひ
ろ

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
3
年
大
阪
府
出
ま
れ
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

作
家
。
2
0
1
0
年
、『
日
本
の
路
地
を
旅
す
る
』（
文

藝
春
秋
）
で
大
宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
受
賞
。

2
0
1
2
年
、
第
18
回
編
集
者
が
選
ぶ
雑
誌
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
賞
大
賞
受
賞
。
2
0
1
7
年
、『
一
投
に
賭

け
る
』（
K
A
D
O
K
A
W
A
）
で
第
27
回
ミ
ズ
ノ
ス

ポ
ー
ツ
ラ
イ
タ
ー
賞
優
秀
賞
受
賞
。
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特集

食と博物館展示

民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

菅す
が

瀬せ 

晶あ
き

子こ

の
ノ
ン
か
ら
立
ち
上
る
香
気
ま
で
伝

わ
っ
て
き
そ
う
で
、
シ
リ
ア
の
ア
レ
ッ

ポ
で
調
査
中
、
早
朝
に
パ
ン
屋
に
並
ん

だ
と
き
の
記
憶
が
鮮
明
に
よ
び
起
こ
さ

れ
る
。
た
と
え
現
地
を
知
ら
な
く
と
も
、

観
る
者
そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
の
な
か
に
眠

る
、
食
に
ま
つ
わ
る
一
場
面
を
思
い
出

さ
せ
る
よ
う
な
展
示
を
作
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
食
の
展
示
は
大
成
功
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
ら
た
な
ス
タ
イ
ル
を
模
索
し
て

食
の
展
示
の
普
遍
的
な
テ
ー
マ
は
、
食
と
人
、
食
を
介

し
て
つ
な
が
る
人
と
人
の
つ
な
が
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た

め
の
あ
ら
た
な
手
法
や
視
点
の
ヒ
ン
ト
と
す
る
た
め
、
海

外
出
張
中
も
食
の
展
示
を
で
き
る
だ
け
観
る
よ
う
つ
と
め

て
い
る
。
そ
ん
な
な
か
で
と
り
わ
け
刺
激
的
で
あ
っ
た
の

が
、
食
の
生
産
、
流
通
、
消
費
そ
し
て
廃
棄
ま
で
を
今
一

度
見
直
す
と
い
う
趣
旨
の
も

と
、
昨
年
ロ
ン
ド
ン
の
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル

バ
ー
ト
博
物
館
で
開
催
さ
れ

た
企
画
展
「
食
―
―
皿
よ
り

も
大
き
な
も
の
」
で
あ
っ
た
。

会
場
に
入
る
な
り
、
い
き

な
り
出
現
し
た
の
は
便
器
。

こ
れ
は
じ
つ
は
、
現
代
の
く

み
取
り
便
所
で
あ
る
。
野
外

音
楽
イ
ベ
ン
ト
で
簡
易
ト
イ

レ
を
提
供
し
て
い
る
企
業
が
、
家

庭
の
排は
い

泄せ
つ

物ぶ
つ

を
回
収
し
て
堆
肥

に
加
工
す
る
と
い
う
こ
こ
ろ
み
を

は
じ
め
て
お
り
、
そ
の
と
き
わ
た

し
が
宿
泊
し
て
い
た
ホ
テ
ル
の
近

く
で
も
、
こ
の
く
み
取
り
便
所
を

屋
外
に
設
置
し
て
い
る
家
を
見
か

け
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
源

と
な
っ
た
の
が
、
一
九
七
〇
年
代

初
期
に
ロ
ン
ド
ン
郊
外
に
実
在
し

た
、
完
全
自
給
型
の
実
験
的
農

業
施
設
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

と
り
わ
け
完
全
自
給
、
廃
棄
物
ゼ
ロ
に
重
点
を
置
い
た
う

え
で
、
種
の
保
存
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
循
環
、
イ
メ
ー
ジ
重
視

の
食
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
へ
の
疑
問
な
ど
を
訴
え
る
、
先
鋭
的

な
展
示
が
並
ぶ
。
な
か
で
も
一
匹
の
子
ブ
タ
の
一
生
を
追
っ

た
展
示
は
、
す
さ
ま
じ
い
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
。

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
愛
ら
し
い
子
ブ
タ
が
ゼ
ラ
イ
と
名

付
け
ら
れ
、
農
場
を
元
気
よ
く
走
り
回
る
う
ち
に
成
長
し
、

食
品
に
加
工
さ
れ
る
。
そ
の
さ
ま
を
逐
一
撮
影
し
た
写
真

が
、
ゼ
ラ
イ
の
内
臓
か
ら
加
工
さ
れ
た
パ
テ
と
ソ
ー
セ
ー

ジ
の
缶
詰
に
貼
り
付
け
ら
れ
、
誕
生
か
ら
ハ
ム
と
な
っ
て

出
荷
さ
れ
る
ま
で
に
ゼ
ラ
イ
が
移
動
し
た
軌
跡
を
示
す
地

図
と
と
も
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
生
々
し
い
写
真
も
多
く
、

い
さ
さ
か
露
悪
的
と
批
判
さ
れ
そ
う
だ
が
、
食
べ
る
と
は

本
来
、
他
の
生
物
の
い
の
ち
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
。

食
の
生
産
現
場
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
人
に
向

け
て
、
こ
れ
く
ら
い
の
問
題
提
起
を
込
め
て
食
を
展
示
す

る
こ
と
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
が
ま
ま
を
展
示
す
る
た
め
に

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
四
月
下
旬
の
時
点
で
、
み
ん
ぱ

く
はC

O
V

ID
-19

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
）
の
感

染
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
休
館
中
な
の
だ
が
、
二
月
上

旬
以
降
、
休
館
ま
で
の
短
い
期
間
に
足
を
運
ば
れ
た
方
は
、

本
館
西
ア
ジ
ア
展
示
の
一
部
が
変
更
さ
れ
た
の
に
お
気
づ

き
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
「
日
本
人
と
中
東
」
に
代
わ
り
、

二
〇
一
七
年
秋
の
新
着
資
料
展
示
「
標
し
め
ぎ

交ゆ
き

紀と
し

の
咖コ
ー

啡ヒ
ー

の
世

界
」
を
も
と
に
し
て
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
文
化
と
し
て
の
コ
ー

ヒ
ー
」
と
い
う
新
し
い
セ
ク
シ
ョ
ン
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
自
家
焙ば
い

煎せ
ん

専
門
店
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
標

交
紀
（
一
九
四
〇
〜
二
〇
〇
七
）
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
、
西
ア

ジ
ア
各
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
写
真
か
ら
、
西
ア
ジ
ア
を
起
点

に
世
界
的
に
広
が
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
文
化
の
今
が
見
え
て
く
る
。

新
着
資
料
展
示
の
準
備
を
し
て
い
た
三
年
前
、
展
示
企

画
チ
ー
ム
が
ど
よ
め
い
た
一
瞬
が
あ
っ
た
。
コ
ー
ヒ
ー
ミ

ル
の
な
か
か
ら
、
コ
ー
ヒ
ー
豆
が
数
粒
出
て
き
た
の
で
あ

る
。
標
は
生
前
、
世
界
各
国
か
ら
収
集
し
た
コ
ー
ヒ
ー
関

連
器
具
を
店
で
展
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
使
用
し

て
い
た
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
き
れ
ば
こ
の
豆
を
、
標
の
コ
ー
ヒ
ー
に
か
け
る
情
熱
の

置
き
土
産
と
し
て
展
示
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
さ
す
が
に

断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
豆
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
虫

に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
資
料
が
食
害
を
受
け
る
の
を
避
け
る

た
め
で
あ
る
。

食
は
人
間
の
生
活
の
基
本
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
み

ん
ぱ
く
の
本
館
展
示
の
あ
ち
こ
ち
に
、
食
に
か
か
わ
る
展

示
が
あ
る
。
食
べ
物
は
腐
り
や
す
く
虫
が
食
う
も
の
で
も

あ
り
、
実
物
を
展
示
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
の
だ
が
、

世界各地のさまざまな食べ物。その香
りや味は、いかに博物

0 0

館といえども、
来館者に体験させることはなかなか難

しい。しかし博物館は、我々の生活の基本要
素である「食」を、さまざまな工夫で紹介しようとしている。本
特集では、食文化研究に基づいた展示をおこなう日本各地の博
物館の事例から、食と博物館展示のありかたを考えてみたい。

み
ん
ぱ
く
の
基
本
的
な
展
示
方
針
は
日
常
生
活
で
使
わ
れ

る
も
の
を
、
で
き
る
限
り
あ
る
が
ま
ま
展
示
す
る
こ
と
。

そ
の
た
め
か
な
り
の
数
の
実
物
が
、
虫
害
や
カ
ビ
を
防
ぐ

た
め
の
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
た
う
え
で
展
示
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
ア
フ
リ
カ
展
示
の
ス
イ
カ
の
種
や
ア
メ
リ
カ

展
示
の
チ
ュ
ー
ニ
ョ
（
乾
燥
ジ
ャ
ガ
イ
モ
）
は
、
ケ
ー
ス
に

密
封
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
ア
メ
リ
カ
展
示
の
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
は
露
出
展
示
の
た
め
、
厳
重
な
殺
虫
処
理
を
ほ

ど
こ
し
た
う
え
で
、点
検
も
念
入
り
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
豆
や
乾
物
な
ど
、
保
存
に
適
し
た

食
べ
物
を
展
示
す
る
か
ら
こ
そ
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
て
、

調
理
済
み
の
も
の
は
さ
す
が
に
実
物
を
展
示
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
こ
で
威
力
を
発
揮
す
る
の
が
、
日
本
で
独

自
に
発
展
し
た
食
品
サ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展

示
の
パ
ン
、
朝
鮮
半
島
の
文
化
展
示
の
儀
礼
用
供
物
な
ど

で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
た
し
が
と
り
わ
け
気
に
入
っ

て
い
る
の
は
中
央
・
北
ア
ジ
ア
展
示
の
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
の
か
ま
ど
を
再
現
し
た
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
焼
き
た
て

食
の
展
示
、
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

インゲンマメの実物（アメリカ展示）

ウズベキスタンの民家の台所の再現展示で見られるノン
（中央・北アジア展示、H0126901ほか）

トウモロコシの実物（アメリカ展示）

カボチャの複製（アメリカ展示）

標交紀が経営し
ていた喫茶店
「もか」で使用
されていたコー
ヒー豆挽き器
（H0279356）

オムライスの複製
（朝鮮半島の文化展示、
H0275486）

2   3    2020 年 6月号



に
標
本
室
に
は
、
教
材
と
し
て
農
具
を
は
じ
め
、
作
物
、

剥
製
、
昆
虫
、
鉱
物
等
の
標
本
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
戦

災
に
よ
り
そ
れ
ら
を
焼
失
し
た
が
、
キ
ャ
ン
パ
ス
を
現
在

の
世
田
谷
に
移
転
後
、
近
代
化
で
失
わ
れ
ゆ
く
古
農
具
を

中
心
に
収
集
を
再
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
標
本
室
か
ら

農
業
資
料
室
へ
の
改
名
を
経
て
、
二
〇
〇
四
年
に
あ
ら
た

な
博
物
館
と
し
て
開
館
し
た
。

館
創
設
の
背
景
に
は
、
農
地
を
耕
し
、
そ
の
生
産
物
を

食
す
る
ま
で
の
農
業
全
体
を
丸
ご
と
と
ら
え
よ
う
と
い
う

意
図
が
あ
る
。
そ
れ
は
当
館
が
、
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら

す
農
地
か
ら
人
間
の
健
康
や
栄
養
、
醸
造
等
の
伝
統
食
を

は
じ
め
、
食
の
あ
ら
た
な
開
発
や
保
存
、
流
通
と
い
っ
た
、

食
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
ま
で
を
研
究
対
象
と
し
た
学

部
・
学
科
が
あ
る
大
学
博
物
館
だ
か
ら
だ
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
博
物
館
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
建

物
の
構
造
に
館
の
理
念
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
館
内
に

は
自
然
光
を
取
り
入
れ
た
カ
フ
ェ
が
あ
り
、
隣
接
し
て
卒

業
生
が
働
く
企
業
の
食
品
等
を
紹
介
す
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

ボ
ッ
ク
ス
が
あ
る
。
こ
れ
ら
と
展
示
室
と
の
明
確
な
区
切

り
は
な
く
、
そ
の
う
え
、
時
と
と
も
に
変
化
す
る
窓
の
景

色
を
背
に
し
た
来
館
者
が
軽
食
を
と
る
食
器
の
音
が
心
地

よ
く
館
内
に
響
き
、
料
理
と
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
ま
で
も
が

漂
う
。
こ
う
し
た
構
造
は
食
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
と
は

い
え
、
資
料
保
存
を
使
命
と
す
る
博
物
館
学
と
は
相
反
し

と
な
っ
た
。
銘
柄
牛
で
あ
る
前ま
え

沢さ
わ

牛ぎ
ゅ
う

の
定
義
を
わ
か
り
や

す
く
示
す
た
め
に
は
、
ウ
シ
の
枝
肉
（
皮
を
剥
ぎ
、
頭
部
、

四
肢
の
先
端
、
内
臓
を
取
り
除
い
た
骨
付
き
の
状
態
）
の
写

真
を
ど
れ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
展
示
す
る
の
が
最
適
で
あ

る
か
が
議
論
の
的
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
結
果
、
ほ

ぼ
実
物
大
に
近
い
サ
イ
ズ
で
壁
一
面
に
展
示
し
た
の
だ
が
、

思
っ
て
い
た
よ
り
、
来
館
者
の
忌
避
反
応
は
小
さ
か
っ
た
。

心
配
は
杞き

憂ゆ
う

に
終
わ
っ
た
わ
け
だ
が
、
今
と
な
っ
て
み
れ

ば
、
定
義
を
説
明
し
た
こ
の
展
示
は
、「
命
を
い
た
だ
く
」

と
い
う
事
実
か
ら
目
を
背
け
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。

開
館
か
ら
四
半
世
紀
が
経
ち
、
食
と
命
に
ど
の
よ
う
に
向

き
合
う
か
、
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

目
で
見
て
舌
で
味
わ
う

牛
博
の
常
設
展
示
の
た
め
に
、
牛
の
部
位
と
そ
の
適
し

た
調
理
法
を
示
す
「
牛
肉
料
理
あ
ら
か
る
と
」
と
い
う
装

置
も
製
作
し
た
。牛
の
姿
に
肩
ロ
ー
ス
、リ
ブ
ロ
ー
ス
、サ
ー

ロ
イ
ン
、
ヒ
レ
な
ど
の
部
位
を
示
し
、
パ
ネ
ル
を
ひ
っ
く

り
返
す
と
肉
の
切
り
身
の
複
製
と
料
理
の
写
真
が
出
て
く

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
牛
肉
の
複
製
の
製
作
に
あ
た
っ

そ
れ
は
田
中
芳
男
か
ら
始
ま
っ
た

「
食
と
農
」
の
博
物
館
の
始
ま
り
は
、「
日
本
の
博
物
館

の
父
」
と
よ
ば
れ
る
田た

中な
か

芳よ
し

男お

が
、
東
京
農
業
大
学
の
前

身
で
あ
る
東
京
高
等
農
学
校
初
代
校
長
時
代
の
一
九
〇
四

（
明
治
三
七
）
年
に
設
置
し
た
標
本
室
に
遡
る
。
博
物
学

者
の
田
中
は
、
幕
命
に
よ
り
昆
虫
標
本
を
作
り
パ
リ
万
博

に
出
向
き
、
帰
国
後
、
東
京
上
野
の
博
物
館
や
動
物
園
の

設
立
に
貢
献
し
た
。
ま
た
日
本
最
古
の
産
業
博
物
館
で
あ

る
神
宮
農
業
館
を
開
設
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け

牛
と
牛
肉
の
あ
い
だ

日
本
で
暮
ら
す
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
生
き
て
い
る

牛
と
触
れ
あ
う
機
会
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
一
方
、
食
品

ス
ー
パ
ー
の
チ
ラ
シ
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
牛

肉
と
牛
乳
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
毎
日
の
わ
た
し

た
ち
の
食
卓
を
賑
わ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
日

本
人
に
と
っ
て
、
牛
を
テ
ー
マ
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

食
を
テ
ー
マ
と
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

牛
の
博
物
館
（
以
下
、
牛
博
）
の
建
設
準
備
段
階
で
は
、

屠と

畜ち
く

や
死
と
い
う
テ
ー
マ
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
が
問
題

新
緑
、
紅
葉
、
雪
景
と
変
化
す
る
四
季
を
直
接
体
感
さ
せ
、

展
示
を
楽
し
く
見
せ
た
い
と
い
う
氏
の
挑
戦
的
な
思
い
が

見
え
て
く
る
。
村
の
古
民
家
の
再
現
展
示
で
は
、
軒
下
に

干
し
大
根
と
柿
の
レ
プ
リ
カ
を
掲
げ
た
。
晩
秋
の
陽
光
が

美
し
く
入
る
。
そ
こ
に
日
本
の
食
料
保
存
の
文
化
が
リ
ア

ル
に
演
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
醸
造
科
学
科
の

卒
業
生
が
活
躍
す
る
全
国
の
蔵
元
の
日
本
酒
瓶
と
伝
統
的

な
酒
造
具
類
の
展
示
は
、
生
産
現
場
の
一
端
を
も
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
、
醸
造
文
化
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
人

気
が
あ
る
。

て
い
る
。
し
か
し
リ
ピ
ー
タ
ー
も
多
く
、
意
外
な
ほ
ど
の

人
気
だ
。

﹁
食
と
農
﹂
は
四
季
と
と
も
に
語
る

館
の
設
計
者
は
新
国
立
競
技
場
を
手
掛
け
た
隈く
ま

研け
ん

吾ご

氏
で
あ
る
。
季
節
感
と
い
う
自
然
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ

な
い
「
食
と
農
」
の
展
示
と
な
れ
ば
人
工
照
明
で
は
限
界

が
あ
り
、
限
ら
れ
た
館
内
で
そ
れ
を
表
現
す
る
の
は
な
か

な
か
難
し
い
。
し
か
し
、
大
き
く
と
ら
れ
た
窓
か
ら
は
、

地
域
に
根
差
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
イ
ベ
ン
ト
も
多
い
。
卒

業
生
が
経
営
す
る
蔵
元
の
日
本
酒
の
試
飲
会
や
農
家
に
よ

る
野
菜
の
直
売
、
料
理
講
習
会
な
ど
、
地
方
（
農
村
）
と

都
市
を
繋つ
な

ぎ
、
さ
ら
に
食
を
来
館
者
に
五
感
で
体
感
さ
せ
、

刺
激
す
る
試
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
大
学
博
物
館
に
あ

り
が
ち
な
難
し
さ
や
格
式
高
い
雰
囲
気
は
薄
い
。
か
つ
て

神
宮
農
業
館
を
創
設
し
た
田
中
は
、
誰
に
で
も
わ
か
り
や

す
い
形
で
示
す
博
物
館
を
理
想
と
し
た
。
館
内
か
ら
望
む

青
空
と
と
も
に
食
を
楽
し
み
な
が
ら
農
を
丸
ご
と
考
え
る

博
物
館
は
、
田
中
の
理
想
に
も
繋
が
る
。

奥
州
市
牛
の
博
物
館
館
長
補
佐
、
上
席
主
任
学
芸
員

川か
わ

田だ 

啓け
い

介す
け

東
京
農
業
大
学
非
常
勤
講
師

黒く
ろ

澤さ
わ 

弥や

悦え
つ

農
業
か
ら
食
ま
で
丸
ご
と
考
え
る

︱
東
京
農
業
大
学
﹁
食
と
農
﹂
の
博
物
館

食
を
と
お
し
て
命
と
向
き
合
う

︱
牛
の
博
物
館

展示室と隔たりのない空間にあるカフェ。隣に置かれた展示ケース（中央）では、
2018年度の企画展「ブタになったイノシシたち」で展示された玩具を紹介してい
る。手前右の棚がコマーシャルボックス（2020年）

来館者に人気の「東京農業大学卒業生の蔵元 銘酒紹介
コーナー」（2020年）

村の古民家。自然光の影響を受けやすい資料は外光の届かない場所やエアタイトケースのな
かで展示するだけでなく、定期的に展示替えもおこなうよう配慮している（2020年）
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地
域
の
飲
食
店
（
前
沢
牛
販
売
指
定
店
）
で
提
供
し
て
い

る
牛
肉
料
理
の
サ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
見
学
後
、
店
に
も
足

を
運
ん
で
も
ら
え
た
ら
、
実
際
に
食
べ
る
こ
と
が
可
能
だ
。

こ
れ
ら
飲
食
店
や
、
牛
博
の
周
辺
に
広
が
る
牛
の
産
地
の

風
景
も
、
展
示
の
一
部
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

民
族
資
料
か
ら
見
え
る
食
と
牛

国
立
民
族
学
博
物
館
に
勤
務
さ
れ
て
い
た
福ふ
く

井い

勝か
つ

義よ
し

氏
の
協
力
で
、
牛
博
に
は
エ
チ
オ
ピ
ア
、
ボ
デ
ィ
ー
族
の

資
料
も
展
示
し
て
い
る
。
ボ
デ
ィ
ー
族
が
望
み
の
毛
色
の

牛
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
蓄
積
し
た
、
牛
の
交
配
に
関
す

る
知
識
に
は
感
心
す
る
ば
か
り
だ
。
乳
に
混
ぜ
て
飲
む
と

い
う
牛
の
血
液
を
得
る
た
め
の
弓
矢
な
ど
も
興
味
深
い
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ト
ラ
ジ
ャ
族
の
葬
儀
で
は
、
犠
牲
に
し

た
水
牛
の
魂
が
死
者
の
魂
を
あ
の
世
に
送
る
と
い
う
。
そ

の
水
牛
の
肉
は

生
者
が
わ
け

合
っ
て
食
べ
る

の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
貴
重
な

動
物
性
蛋た
ん

白ぱ
く

質し
つ

を
分
配
す
る

た
め
の
民
族
の

知
識
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
、
牧
畜

民
の
乳
加
工
の

用
具
や
稲
作
民

の
牛
に
ひ
か
せ

「
生
命
を
さ
さ
え
る
塩
」
展
示
で
は
、
マ
ル
ミ
ミ
ゾ
ウ
の

塩
な
め
場
を
導
入
と
し
て
、
生
命
の
起
源
ま
で
遡
る
。
塩

水
は
細
胞
に
と
っ
て
の
活
動
環
境
で
あ
り
、
動
物
の
多
く

が
「
体
液
と
い
う
名
の
海
」
を
細
胞
の
周
囲
に
取
り
込
ん

で
進
化
し
た
た
め
、
塩
が
不
可
欠
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

を
映
像
で
示
し
て
い
る
。

「
世
界
の
塩
資
源
」
展
示
で
は
、
世
界
遺
産
で
あ
る
ヴ
ィ

エ
リ
チ
カ
岩
塩
坑
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
の
岩
塩
を
現
地
の
坑

夫
が
加
飾
し
た
岩
塩
彫
刻
を
中
心
に
据
え
、
岩
塩
・
塩
湖
・

海
水
と
い
う
資
源
別
に
世
界
各
地
の
塩
標
本
や
産
地
の
写

真
を
展
示
し
て
い
る
。
世
界
の
塩
生
産
の
主
流
は
岩
塩
な

ど
の
内
陸
資
源
で
、
海
水
は
三
分
の
一
を
担
う
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
海
水
か
ら
の
製
法
の
大
半
は
天
日
製
塩
で
あ
る
と
い

う「
世
界
の
常
識
」を
印
象
づ
け
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
「
日
本
の
塩
づ
く
り
」
展
示
で
は
、
岩
塩

な
ど
の
資
源
が
な
く
、
天
日
製
塩
も
難
し
い
気
候
の
日
本

は
「
塩
に
恵
ま
れ
な
い
国
」
で
あ
り
、
燃
料
を
使
っ
て
海

水
を
煮
詰
め
る
方
法
を
工
夫
す
る
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を

紹
介
し
て
い
る
。
不
利
な
条
件
下
で
必
需
品
の
塩
を
調
達

す
る
工
夫
を
重
ね
て
き
た
歴
史
を
、
能
登
地
方
の
釜か
ま

屋や

の

移
築
再
現
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
地
域
の
製
塩

模
型
で
語
る
。
塩
が
生
命
維
持
に
欠
か
せ
な
い
理
由
や
、

前
述
の
「
世
界
の
常
識
」
を
踏
ま
え
た
う
え
で
は
じ
め
て
、

日
本
の
塩
事
情
が
理
解
で
き
る
。

て
は
、
型
を
と
り
、
着
色
の
参
考
と
す
る
た
め
実
物
が
必

要
と
の
こ
と
で
、
地
域
の
精
肉
加
工
業
者
に
協
力
し
て
も

ら
い
、
牛
肉
の
全
部
位
を
展
示
業
者
に
送
付
し
た
と
い
う

苦
心
作
だ
。
こ
の
装
置
は
、
部
位
に
よ
っ
て
異
な
る
肉
質

と
牛
肉
料
理
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
示
す
も
の
で
、
子
ど

も
だ
け
で
な
く
大
人
に
も
人
気
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
開
館
一
〇
周
年
記
念
特
別
展
で
製
作
し
、
そ

の
後
、
常
設
展
示
の
な
か
で
人
気
を
博
し
て
い
る
の
が
、

異
端
の
食
品
を
語
る
常
設
展
示
の
主
軸

ひ
と
く
ち
に
塩
と
い
っ
て
も
、
塩
を
専
門
と
す
る
立
場

の
常
識
と
、
世
間
の
常
識
に
は
ズ
レ
が
あ
る
。
た
ば
こ
と

塩
の
博
物
館
の
常
設
展
示
は
、
そ
の
ズ
レ
を
埋
め
る
た
め

の
試
み
と
も
い
え
る
。
ほ
と
ん
ど
の
食
品
が
生
物
由
来
で

あ
る
の
に
対
し
、
塩
は
無
機
物
で
あ
る
。
そ
の
「
異
端
の

食
品
」
が
生
命
維
持
に
代
替
不
能
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

他
の
食
品
と
は
性
質
も
役
割
も
著
し
く
異
な
る
た
め
、
調

味
料
の
話
題
に
終
始
し
て
も
塩
を
語
っ
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
当
館
で
は
、
来
館
者
の
常
識
の
範
囲
を
超

え
た
多
様
な
視
点
か
ら「
塩
と
は
何
か
」
を
語
り
つ
つ
、「
必

需
品
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
展
示
の
主
軸
を
構
成
し
て
い
る
。

る
犂す
き

な
ど
、
牛
と
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
博
物
館
資

料
に
は
食
に
関
す
る
も
の
が
と
て
も
多
い
。

マ
ス
コ
ミ
に
「
見
て
か
ら
食
べ
る
か
、
食
べ
て
か
ら
見

る
か
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
牛
博
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
や
は
り
牛
博
は
食
を
テ
ー
マ
と
す
る
博
物

館
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

﹁
食
﹂
に
か
か
わ
る
新
展
示

地
域
の
条
件
に
適か
な

っ
た
塩
の
入
手
方
法
の
「
多
様
性
」

と
、
日
本
の
「
特
異
性
」
を
示
す
主
軸
ス
ト
ー
リ
ー
に
対

し
、「
塩
の
サ
イ
エ
ン
ス
」
展
示
で
は
「
共
通
点
」
を
抽

出
す
る
こ
と
で
「
塩
と
は
何
か
」
を
語
る
。
例
え
ば
、
海

水
を
原
料
と
し
た
製
法
は
世
界
各
地
で
多
彩
だ
が
、
サ
イ

エ
ン
ス
目
線
で
い
え
ば
、
い
ず
れ
も
海
水
を
分
離
し
塩
を

残
す
と
い
う
共
通
し
た
操
作
で
あ
る
こ
と
を
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
で
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
塩
の
主
成
分
（
塩
化

ナ
ト
リ
ウ
ム
）
以
外
の
物
質
（
例
え
ば
塩
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
）

の
含
有
量
を
左
右
す
る
の
は
、
塩
と
苦に
が
り汁
を
分
離
す
る
脱

水
工
程
の
操
作
の
違
い
、
つ
ま
り
は
人
間
の
意
志
に
よ
る

も
の
で
、「
天
然
塩
」
か
否
か
と
い
っ
た
議
論
は
意
味
を

な
さ
な
い
こ
と
に
も
気
づ
い
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
。

ま
た
、
塩
の
味
と
は
正
確
に
は
「
塩
水
の
味
」
で
あ
り
、

異
端
の
食
品
に
し
て
必
需
品
で
あ
る
﹁
塩
﹂
を
展
示
す
る

︱
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館

た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
主
任
学
芸
員

高た
か

梨な
し 

浩ひ
ろ

樹き

牛はかつて水田を耕すことでも人間の食に貢献した

きれいに処理された枝肉は、直前まで命があったことを微塵も感じさせない（写真はすべて2020年に撮影）

グラフィックと実物を交えた「塩のサイエンス」展示
（写真はすべて2015年に撮影）

食の魅力を食品サンプルで視覚的に伝える「牛肉料理あらかると」コーナー

上： モニターに商品サンプルを置くと情報を表示
する「いろいろ塩図鑑」

下： 能登揚浜の釜屋（移築再現）。釜屋には「揚浜」
方式で濃縮した海水を煮詰めて結晶にするた
めの鉄釜がおさめられている
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い
か
」
よ
り
前
に
「
あ
る
か
な
い
か
」
が
問
題
と
な
る
食

品
で
あ
る
。「
人
と
塩
の
か
か
わ
り
」
展
示
で
は
、
食
品

保
存
や
発
酵
調
整
な
ど
、
塩
が
味
以
外
の
面
で
も
食
文
化

に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
遊
牧
に
お
け
る
家
畜

群
の
制
御
な
ど
、
食
以
外
の
生
業
活
動
に
も
役
立
っ
て
き

た
こ
と
を
パ
ソ
コ
ン
装
置
で
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、

味
や
機
能
・
役
割
に
つ
い
て
理
解
し
て
も
ら
う
に
は
、
視

覚
に
よ
る
伝
達
を
得
意
と
す
る
展
示
と
い
う
手
法
で
は
限

界
が
あ
り
、
質
問
と
回
答
を
く
り
か
え
す
対
話
に
よ
る
伝

達
が
不
可
欠
だ
と
も
考
え
て
い
る
。
食
に
ま
つ
わ
る
情
報

で
は
、「
味
は
あ
く
ま
で
主
観
で
あ
り
、
口
に
入
れ
た
物

質
は
同
じ
で
も
、
味
わ
う
主
体
（
人
）
が
異
な
れ
ば
、
そ

い
が
徐
々
に
深
く
変
化
す
る
様
子
を
は
じ
め
、
カ
プ
チ
ー

ノ
や
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
に
適
し
た
焙
煎
の
度
合
も
併
せ
て

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
る
と
き
、
子
ど
も
か
ら
「
焙
煎
っ
て
な
に
？
」
と
い

う
質
問
を
受
け
た
。「
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
『
炒
る
』
こ
と
」

と
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
次
は
「『
炒
る
』
っ
て
な
に
？
」
と

返
っ
て
き
た
。
子
ど
も
と
の
や
り
取
り
を
機
に
、
わ
た
し

は
見
慣
れ
た
展
示
に
疑
問
を
抱
く
こ
と
と
な
っ
た
。
コ
ー

発
し
や
す
い
低
沸

点
化
合
物
で
、
し

か
も
油
脂
分
を
多

く
含
み
酸
化
し
や

す
い
。
そ
の
た
め

コ
ー
ヒ
ー
の
香
り

を
展
示
す
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
く
、

常
に
ユ
ニ
ー
ク
な

視
点
や
チ
ャ
レ
ン

ジ
精
神
が
不
可

欠
と
な
る
。
そ
ん

な
な
か
当
館
に
は

「
香
り
の
ボ
ト
ル
」

と
よ
ぶ
小
さ
な
展
示
物
が
あ
る
。

こ
れ
は
館
員
自
ら
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
産
の
豆
を
「
浅
炒
り
」

「
中
炒
り
」「
深
炒
り
」
に
炒
り
わ
け
、
粉
に
し
て
か
ら
樹

脂
製
の
柔
ら
か
い
ボ
ト
ル
に
詰
め
た
も
の
で
あ
る
。
ボ
ト

ル
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
ガ
ラ
ス
製
の
洒し
ゃ

落れ

た
モ
ノ
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
容
器
を
試
み
た
が
、
ど
こ
で
も
手
に
入
る

安
価
な
樹
脂
製
の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
ボ
ト
ル
が
、
香
り
を
嗅

ぐ
に
は
も
っ
と
も
効
率
的
で
あ
っ
た
。
ボ
ト
ル
の
側
面
を

指
先
で
押
す
と
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
が
鼻び

腔く
う

を
直
撃
す
る
。

上
品
に
漂
う
と
い
う
表
現
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
ま
さ
に

鼻
腔
を
刺
激
す
る
面
白
さ
が
楽
し
め
る
。
深
炒
り
の
強
い

香
り
は
大
人
で
あ
っ
て
も
思
わ
ず
の
け
反
る
ほ
ど
で
、
う

め
き
声
に
も
似
た
笑
い
が
起
こ
る
人
気
の
展
示
物
と
な
っ

て
い
る
。

口
内
の
水
分
に
塩
が
溶
け
る
速
度
、
つ
ま
り
は
塩
の
結
晶

サ
イ
ズ
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
サ
イ
ズ
は
、

結
晶
工
程
の
操
作
に
よ
っ
て
変
わ
る
（
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か

け
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
）
こ
と
も
堤
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
味
や
成
分
の
違
い
を
科
学
的
に
解
説
し
た
う
え
で
、

市
販
商
品
サ
ン
プ
ル
を
モ
ニ
タ
ー
に
の
せ
る
と
情
報
を
表

示
す
る
「
い
ろ
い
ろ
塩
図
鑑
」
を
配
置
し
、
そ
れ
ま
で
の

展
示
全
体
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
そ
の
塩
の
原
料
や
製
法
、

結
晶
の
形
や
大
き
さ
を
調
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

常
設
展
示
で
で
き
る
こ
と
、
で
き
な
い
こ
と

専
門
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
塩
は
「
美
味
し
い
か
不
味

見
慣
れ
た
展
示
に
疑
問
を
抱
く

U
C
C
コ
ー
ヒ
ー
博
物
館
は
「
コ
ー
ヒ
ー
の
あ
る
豊
か

な
生
活
」
を
テ
ー
マ
に
、
コ
ー
ヒ
ー
の
起
源・栽
培・鑑
定・

焙
煎
・
抽
出
・
文
化
に
つ
い
て
の
展
示
室
を
設
け
て
い
る
。

「
焙
煎
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
浅
炒い

り
か
ら
深
炒
り
に
至

る
焙
煎
の
度
合
を
八
段
階
に
わ
け
、
展
示
室
の
ス
ロ
ー
プ

に
広
が
る
大
き
な
壁
面
を
使
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ

で
来
館
者
は
、
焙
煎
が
進
む
に
つ
れ
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
色
合

ヒ
ー
を
い
れ
た
り
飲
ん
だ
こ
と
の
あ
る
来
館
者
（
一
般
的

に
は
大
人
）
の
場
合
は
、
焙
煎
が
深
く
な
れ
ば
、
味
や
香

り
が
強
く
な
る
こ
と
を
、
展
示
を
見
な
が
ら
想
像
し
、
理

解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
コ
ー
ヒ
ー
を
飲

ん
だ
経
験
や
コ
ー
ヒ
ー
に
関
す
る
知
識
が
限
ら
れ
て
い
る

子
ど
も
に
と
っ
て
、
こ
の
壁
面
の
展
示
は
、
単
な
る
色
の

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
と
感
じ
た
。

鼻
腔
を
直
撃
す
る
﹁
香
り
の
ボ
ト
ル
﹂ 

人
び
と
を
魅
了
す
る
芳か
ぐ
わ

し
い
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
。
そ
の

香
気
成
分
は
八
〇
〇
種
を
超
え
る
と
さ
れ
、
常
温
で
も
揮

れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
味
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
大
前
提
が

理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
じ
物
質
な
ら
誰
で
も
い
つ
で
も

同
じ
味
に
感
じ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
、

「
塩
は
な
ぜ
し
ょ
っ
ぱ
い
の
？
」
な
ど
、
大
人
で
も
に
わ
か

に
答
え
に
く
い
質
問
を
さ
れ
た
と
き
、
体
の
し
く
み
や
進

化
史
な
ど
、
多
く
の
例
を
あ
げ
な
が
ら
対
話
す
る
こ
と
で
、

相
手
の
頭
の
な
か
に
イ
メ
ー
ジ
を
再
構
築
で
き
れ
ば
、
小

学
生
で
あ
っ
て
も
「
味
は
塩
の
な
か
に
あ
る
と
思
っ
て
い

た
け
れ
ど
、
わ
た
し
の
な
か
に
あ
る
ん
で
す
ね
」
と
い
う

よ
う
な
形
で
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
。
常
設
展

示
は
当
館
の
守
備
範
囲
の
表
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
対
話

の
き
っ
か
け
を
提
供
す
る
も
の
だ
と
も
考
え
て
い
る
。

展
示
解
説
と
こ
と
ば
を
超
え
る
力

コ
ー
ヒ
ー
は
同
じ
産
地
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
焙
煎
の

度
合
に
よ
っ
て
異
な
る
香
り
を
生
む
。
浅
炒
り
は
甘
く
、

中
炒
り
は
香
ば
し
く
、
深
く
炒
る
ほ
ど
強
い
香
り
を
放
つ
。

コ
ー
ヒ
ー
に
関
す
る
経
験
が
限
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
ボ

ト
ル
を
手
に
と
り
、
各
々
の
香
り
の
違
い
を
体
感
す
る
。

子
ど
も
た
ち
の
嗅
覚
と
感
性
が
フ
ル
回
転
を
始
め
る
。
そ

れ
は
こ
と
ば
に
よ
る
展
示
解
説
を
吹
き
飛
ば
し
、
強
烈
な

印
象
を
彼
ら
に
残
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
香
り
の

ボ
ト
ル
の
事
例
は
、
多
額
の
費
用
を
投
じ
た
展
示
方
法
で

な
く
と
も
、
低
コ
ス
ト
で
展
示
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

を
可
能
に
し
、
来
館
者
と
館
の
距
離
感
を
縮
め
る
一
例
に

な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
館
員
の
「
伝
え
た
い
」
と
い
う
思

い
を
カ
タ
チ
に
し
て
い
き
た
い
。

U
C
C
コ
ー
ヒ
ー
博
物
館
学
芸
員

香か

月つ
き 

麻ま

里り

目
に
は
見
え
な
い
香
り
の
展
示

︱
U
C
C
コ
ー
ヒ
ー
博
物
館

展示室4  「焙煎」
壁面に8段階の焙煎の度合を見ることができる。スロープを歩くと、焙煎時にコーヒー豆がハゼ
る音が聞こえてくる（2013年）

上：ドレッシングボトルを用いた「香りのボトル」（2020年）
下： 「香りのボトル｣を楽しむ親子。飲用経験の有無にかかわらず楽しめる
体験型の展示（2020年）

UCCコーヒー博物館（神戸市中央区）。1987年設立。カップから農園ま
でを網羅した世界で唯一のコーヒー専門博物館
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○○してみました世界のフィールド

神
かみ

野
の

 知
ち

恵
え

「みんぱく村に神楽がやって来る！」
ワークショップの軌跡

伊
勢
大
神
楽
と
は

伊
勢
大
神
楽
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。「
毎
年
う
ち
に
来
る
」と
い
う
読
者
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
。
伊
勢
大
神
楽
は
、
西
日
本
各
地
の
村
々
を
訪
ね
て
、
厄や
く

祓ば
ら

い
の
獅し

子し

舞ま
い
や
曲
芸
を
奉
納
す
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る
人
び
と
で
あ
る
。
今
で
も
ほ

ぼ
一
年
中
旅
を
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
一
般
に
獅
子
舞
は
正
月
の
縁
起
物
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
春
、
夏
、
秋
に
大
神
楽
を
迎
え
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。
二
〇
一
六
年
の
秋
に
小
豆
島
に
初
め
て
調
査
に
行
く
ま
で
、
わ
た
し
は

そ
の
事
実
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。

「
み
ん
ぱ
く
村
」
に
大
神
楽
を
迎
え
る

わ
た
し
は
そ
の
後
、
伊
勢
大
神
楽
研
究
に
の
め
り
込
み
、
大
阪
や
滋
賀
を
は
じ
め
、

瀬
戸
内
海
の
島
々
や
岡
山
の
沿
岸
部
な
ど
の
村
々
を
神
楽
師
と
と
も
に
歩
い
て
き
た
。

村
人
た
ち
が
玄
関
先
で
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
獅
子
舞
を
出
迎
え
、
有
難
く
頭
を
噛か

ん
で
貰も
ら
っ
て
い
る
姿
を
見
る
度
に
、
自
分
が
も
し
こ
の
村
の
住
民
だ
っ
た
ら
ど
ん
な

感
じ
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
て
き
た
。
大
阪
で
働
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
大
神
楽
が

来
る
地
域
に
住
ん
で
み
た
い
と

い
う
想
い
は
さ
ら
に
膨
ら
ん
だ
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
み
ん
ぱ

く
で
伊
勢
大
神
楽
を
招
し
ょ
う

聘へ
い
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
非
常
勤
の
機
関

研
究
員
と
は
い
え
、
み
ん
ぱ
く

は
ま
ぎ
れ
も
な
く
自
分
が
所
属

す
る
共
同
体
で
あ
る
。
い
わ
ば

自
分
の
「
村
」
に
大
神
楽
を
迎

え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
せ
っ

か
く
な
ら
ば
単
純
に
演
舞
を
観

覧
す
る
だ
け
の
公
演
で
は
な
く
、

実
際
の
村む
ら

廻ま
わ
し
の
よ
う
に
大
神

昨年 12月、みんぱく年末ワークショップにおいて、民博（みんぱく村）に
伊
い

勢
せ

大
だい

神
か

楽
ぐら

がやって来た。今号では、その企画者であり、準備に奔走した
筆者の目線をとおして、企画の立ち上げから当日の様子までをレポートする。

し
に
神
楽
の
接
待
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
よ
く
わ
か
っ
た
。
昼
食
が
済

む
と
、
午
後
一
時
か
ら
総
舞
が
始
ま
る
旨
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
と
、
笛
太
鼓
の
寄
せ
囃ば
や

子し

を
守
衛
室
か
ら
生
放
送
し
た
。
こ
れ
も
ぜ
ひ
再
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
「
よ
く
あ

る
村
の
風
景
」
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

村
廻
し
の
力
は
継
続
性
に
あ
り

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
本
番
は
、
特
別
展
示
館
を
神
社
の
境
内
に
見
立
て
て
お
こ
な
っ

た
。
ふ
つ
う
、
境
内
に
敷
く
筵
は
そ
の
村
に
あ
る
も
の
を
使
用
す
る
が
、
今
回
は
山や
ま

本も
と

源げ
ん

太だ

夫ゆ
う

社し
ゃ

中ち
ゅ
うを
通
じ
て
式
内
社
大
津
神
社
（
大
阪
府
羽は

曳び
き
野の

市
高た
か

鷲わ
し

）
か
ら
お

借
り
し
た
。
会
場
に
は
、一
般
来
館
者
を
含
め
、
三
〇
〇
人
を
超
え
る
老
若
男
女
の

「
村
人
」
が
来
場
し
、
神
楽
師
た
ち
の
旅
の
話
に
耳
を
か
た
む
け
、
剣
つ
る
ぎ

三さ
ん

番ば

叟そ
う

や
長な
が

水み
ず

の
曲
な
ど
の
曲
芸
に
歓
声
を
上
げ
た
。
最
後
に
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
学
ん
だ「
伊

勢
音
頭
」
を
歌
い
な
が
ら
、
優
美
な
獅
子
の
花お
い

魁ら
ん

道
中
（
魁ら
ん

曲ぎ
ょ
く）
に
見
入
っ
た
。
そ

の
一
体
感
は
本
物
の
村
さ
な
が
ら
だ
っ
た
。
終
演
後
、
頭
を
噛
ん
で
貰
お
う
と
た
く

さ
ん
の
人
が
待
つ
列
を
見
な
が
ら
、
二
〇
〇
年
以
上
続
く
伊
勢
大
神
楽
の
歴
史
の
な

か
で
、
み
ん
ぱ
く
と
の
縁
が
点
で
は
な
く
線
と
し
て
続
い
て
い
く
よ
う
に
心
の
な
か

で
願
っ
た
。
関
係
性
を
継
続
し
て
こ
そ
本
当
の「
村
廻
し
」で
あ
る
。
今
後
も
、本
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
番
組
化
な
ど
、
伊
勢
大
神
楽
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

研
究
と
企
画
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

民博 機関研究員

楽
を
迎
え
る
村
人
の
気
持
ち
を
体
験
で
き
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
に
し
よ
う
と
考
え
た
。

村
で
の
出
来
事
を
徹
底
ト
レ
ー
ス
す
る

村
々
で
は
む
か
し
か
ら
、
自
治
会
長
や
青
年
会
な
ど
が
大
神
楽
の
世
話
役
を
担
っ

て
き
た
。
住
民
に
日
程
の
案
内
を
出
し
、
神
楽
師
に
昼
食
を
ふ
る
ま
い
、
総そ
う

舞ま
い

（
神

社
な
ど
で
の
曲
芸
や
獅
子
舞
の
奉
納
）
に
必
要
な
筵む
し
ろを
用
意
す
る
な
ど
、
大
忙
し
で

あ
る
。
今
度
は
わ
た
し
が
そ
の
役
割
を
担
う
の
だ
と
思
う
と
、
緊
張
感
が
高
ま
っ
た
。

現
場
で
見
て
き
た
熱
い
心
の
や
り
と
り
を
み
ん
ぱ
く
で
も
繰
り
広
げ
た
い
と
い
う
想

い
で
、
準
備
に
奔
走
し
た
。
当
日
は
、
朝
早
く
ハ
イ
エ
ー
ス
で
乗
り
入
れ
る
大
神
楽

一
行
を
出
迎
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
村
へ
の
到
来
を
知
ら
せ
る
「
朝あ
さ

神か

楽ぐ
ら

」
の

奉
納
に
続
い
て
、
館
長
室
、
収
蔵
庫
、
展
示
場
、
管
理
部
事
務
室
や
研
究
部
各
所

な
ど
、
計
二
〇
カ
所
で
獅
子
舞
に
よ
る
お
祓
い
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
個
人
の
研
究
室

も
事
前
申
し
込
み
を
受
け
付
け
、
特
に
特
別
展
「
驚
異
と
怪
異

―
想
像
界
の
生

き
も
の
た
ち
」
を
直
前
に
終
え
た
ば
か
り
の
山や
ま

中な
か
由ゆ

里り

子こ

教
授
の
研
究
室
で
の
お
祓

い
に
は
力
が
入
っ
た
。

一
番
気
が
か
り
だ
っ
た
の
は
昼

食
の
接
待
だ
っ
た
。
わ
た
し
は

お
祓
い
に
同
行
す
る
た
め
食
事

の
準
備
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で

総
合
研
究
大
学
院
大
学
の
学
生
、

外
来
研
究
員
、
わ
た
し
の
友
人

な
ど
で
構
成
さ
れ
た
有
志
の
精

鋭
ス
タ
ッ
フ
を
「
み
ん
ぱ
く
村
婦

人
部
」
と
名
付
け
、
調
理
を
担

当
し
て
も
ら
っ
た
。
心
の
こ
も
っ

た
数
々
の
料
理
は
皆
美
味
し
か
っ

た
。
こ
う
い
っ
た
陰
の
功
労
者
な

日本、大阪

ワークショップに先立ち、寄せ囃子の館内放送をする神楽師と筆者
（筆者は中央）

ワークショップ本番で披露された「長水の曲」。
室内では滅多に上演されない（撮影：出水伯明）

特別展「驚異と怪異―想像界の生きものたち」プロジェクト研究室で獅子に
頭を噛んで貰う山中由里子教授（撮影：稲垣諭）

「村長室」（館長室）でお祓いを受ける𠮷田憲司館長（撮影：出水伯明）
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特
別
展
・
企
画
展
の
会
期
変
更
に
つ
い
て

特
別
展「
先
住
民
の
宝
」、
梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0

年
記
念
企
画
展「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」の

開
幕
日
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
で
会
期
を
延
期
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
時

点
で
左
記
の
予
定
と
な
り
ま
し
た
。

梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念
企
画
展

「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長
を
務
め
た
梅
棹
忠
夫
が
残
し

た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
と
デ
ジ
タ
ル・
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
と
お
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
著
作

へ
の「
知
的
生
産
」を
く
わ
し
く
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

9
月
3
日（
木
）〜
10
月
20
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

特
別
展

「
先
住
民
の
宝
」

世
界
に
は
、「
先
住
民
」と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い

ま
す
。
先
住
民
と
は
だ
れ
か
？　
「
宝
」に
こ
め
ら

れ
た
思
い
と
は
何
な
の
か
？　

本
展
覧
会
で
は
、

日
本
の
ア
イ
ヌ
を
は
じ
め
、
北
欧
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）　FAX 06-6878-3716
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

み
ん
ぱ
く
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
報
告

み
ん
ぱ
く
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ「
世
界
と

つ
な
が
る

―
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を
カ
ナ
ダ
先
住

民
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
造
ろ
う
」に
温
か
い
ご
支

援
を
賜
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ト
ー

テ
ム
ポ
ー
ル
は
3
月
上
旬
に
バ
ン
ク
ー
バ
ー
ま
で

陸
送
さ
れ
、
4
月
1
日
に
大
阪
港
に
到
着
、
4
月

10
日
に
み
ん
ぱ
く
に
運
び
込
ま
れ
ま
し
た
。

現
在
、
6
月
24
日
に
立
ち
上
げ
を
お
こ
な
う
べ
く
、

調
整
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
休
館
日
の
た
め
、
立

ち
上
げ
の
様
子
を
皆
さ
ま
に
公
開
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
何
卒
、
ご
理
解
い
た
だ
け
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル

の
立
ち
上
げ
に
あ
た
っ
て
は
、
制
作
者
の
ビ
ル
・

ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
氏
を
は
じ
め
、ク
ワ
ク
ワ
カ
ワ
ク
ゥ

の
方
々
を
招
聘
し
、
立
ち
上
げ
に
伴
う
伝
統
的
な

儀
式
を
お
こ
な
う
予
定
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
伴
い
、
今
な
お
カ
ナ

ダ
か
ら
の
来
日
が
か
な
わ
ず
、
儀
式
の
実
施
が
難

し
い
状
況
で
す
。
後
日
、
改
め
て
、
ク
ワ
ク
ワ
カ

ワ
ク
ゥ
の
方
々
を
招
聘
し
、
祝
福
の
儀
式
を
実
施

す
る
予
定
で
す
。
期
日
が
決
ま
り
次
第
、
み
ん
ぱ

く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

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

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
あ
た
っ

て
の
館
長
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
館
長
室
だ
よ
り
に
5
月
6
日
付

け
で
𠮷
田
館
長
か
ら
の
4
0
0
0
字
に
も
迫
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
過
去
の
感

染
症
の
例
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
、
そ
の
共
通
性
を

考
察
し
、
さ
ら
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
意
識
が
求
め
ら
れ
る
か
、
に
つ
い

て
語
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

刊行物紹介
■Richard L. Burger, Lucy C. Salazar, 関雄二 編著
Perspectives on Early Andean Civilization in 
P e r u :  I n t e r a c t i o n ,  A u t h o r i t y ,  a n d 
Socioeconomic Organization during the First 
and Second Millennia B.C.
Yale University Department of Anthropology and the 
Yale Peabody Museum of Natural History　$ 35.00
世界の古代文明と比べると、アンデス文明で
は、その初期に都市ではなく、巨大な公共建造
物（神殿）が出現することで知られる。本書では、
その出現と、社会統合や社会
的格差の関係が論じられてい
る。この分野は、世界でも日
本の学術的蓄積が群を抜いて
おり、国際学界に対するより
強いアピールになろう。

■池谷和信 編
『ビーズでたどるホモ・サピエンス史
̶美の起源に迫る』
昭和堂　2,800円（税別）

■河合洋尚 著
『〈客家空間〉の生産
̶梅県における「原郷」創出の民族誌』
風響社　5,000円（税別）　

ビーズは現生人類の最初のアートといわれる。
その素材や細工は地域や時代によって多種多
様。富や威信、集団の象徴など社会的役割も
担ってきた。本書では、ビー
ズの誕生した約十万年前か
ら現在まで、地球全域を
フィールドに、ビーズを軸
にホモ・サピエンス史をた
どる。

近年の中国はエスニックな資源を用いて、開発・
観光を進める傾向が顕著になっている。本書は、
広東の地方都市であった梅県が「客家の故郷」とし
て変貌していく姿を、歴史人類学
の視点から描き出している。なお、
梅県は、歴史的に日本とのつなが
りが深い地でもある。本書は、梅
県をめぐる日本初の体系的なエス
ノグラフィーとなっている。

ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
を
動
画
配
信
し
ま
す

6
月
順
次
公
開
予
定
！　

ご
遠
方
の
方
も
友
の
会
を
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

話
者　

中
牧
弘
允（
本
館 

名
誉
教
授
、
千
里
文
化
財
団 

理
事
長
）

第
1
回

梅
棹
忠
夫
が
残
し
た「
こ
ざ
ね
」と
は
ど
う
い
う
も
の
か

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長 

梅
棹
忠
夫
が
残
し
た「
こ
ざ
ね
」と
称
す
る
手

書
き
の
メ
モ
。
知
的
生
産
の
た
め
に
駆
使
し
た
技
術
の
ひ
と
つ
で
す
。

そ
の「
こ
ざ
ね
」を
手
が
か
り
に
、
幻
に
終
わ
っ
た
著
作『
日
本
人
の

宗
教
』の
復
元
に
い
ど
み
ま
し
た
。
初
回
は「
こ
ざ
ね
」と
は
ど
う
い

う
も
の
で
、
ど
う
使
う
の
か
を
紹
介
し
ま
す
。

第
2
回

「
こ
ざ
ね
」か
ら
復
元
す
る
梅
棹
忠
夫
の『
日
本
人
の
宗
教
』

梅
棹
忠
夫
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
残
さ
れ
た
約
3
5
0
枚
の「
こ
ざ
ね
」。

梅
棹
は
そ
れ
を
並
べ
、
つ
な
が
り
の
あ
る
も
の
を
ま
と
め
、
配
列
し

な
が
ら『
日
本
人
の
宗
教
』の
構
想
を
固
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
例

と
し
て「
箱
段
方
式
」と
名
づ
け
た
モ
デ
ル
を
紹
介
し
ま
す
。

【
お
詫
び
】

・ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
、
左
記
友
の
会

講
演
会
は
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
日
程
で
の
実
施
を
見
合
わ
せ
る

こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
延
期
す
る
場
合
は
決
定
次
第
、
改
め
て

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

●
6
月
6
日（
土
）

「
ア
ヌ
コ
コ
ロ 

ア
イ
ヌ 

イ
コ
ロ
マ
ケ
ン
ル
」

●
7
月
4
日（
土
）

「
植
物
と
人
の
関
わ
り

―
タ
ケ
科
植
物
、
ヤ
シ
科
植
物
の
道
具
利
用
を
中
心
に
」

・ 

本
紙
5
月
号
で
ご
案
内
し
て
お
り
ま
し
た
、
左
記
の
動
画
は
、
諸

般
の
事
情
に
よ
り
配
信
延
期
と
な
り
ま
し
た
。
公
開
予
定
が
決
ま

り
ま
し
た
ら
改
め
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

●
動
画
配
信（
5
月
公
開
予
定
）

「
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
つ
な
ぐ
風
」

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/to
m

o
m

o
vie

0
0

0/

重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、本館関連
の催し物について、本コーナーに掲載の情報も含め、
急遽、予定を変更する可能性がございます。詳細につ
きましては、決まり次第本館ホームページに掲載いた
します。何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。

ス
ト
ラ
リ
ア
、中
南
米
、ア
フ
リ
カ
、台
湾
、ネ
パ
ー

ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
、
世
界
各
地
に
暮
ら
す
そ

れ
ぞ
れ
の「
先
住
民
」が
大
切
に
し
て
い
る「
宝
」を

展
示
し
ま
す
。

会
期　

10
月
1
日（
木
）〜
12
月
15
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜
17
時（
土
日
祝
を

除
く
）で
す
。

【
開
幕
を
延
期
し
ま
す
】

巡
回
展

「
特
別
展
　
驚
異
と
怪
異

―
モ
ン
ス
タ
ー
た
ち
は
告
げ
る

―
」

会
期　

未
定

会
場　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館

休
館
日　

月
曜
日

主
催　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館　

神
戸
新
聞
社

　
　
　

国
立
民
族
学
博
物
館　

千
里
文
化
財
団

後
援　

兵
庫
県　

兵
庫
県
教
育
委
員
会　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
神
戸
放
送
局

　
　
　

サ
ン
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン　

ラ
ジ
オ
関
西

協
力　

山
陽
電
気
鉄
道
株
式
会
社　

神
姫
バ
ス
株
式
会
社

特
別
協
力　

ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館

http
s://w

w
w

.m
inpaku.ac.jp/m

useum
/new

s/ouchi

http
s://w

w
w

.m
inpaku.ac.jp/research/new

s20200506

「
お
う
ち
で
み
ん
ぱ
く
」の
ご
案
内

現
在
、
ご
自
宅
や
お
手
元
で
み
ん
ぱ
く
に
ふ
れ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
る
サ
イ
ト「
お
う
ち
で
み
ん
ぱ
く
」を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公

開
中
で
す
。
新
し
く
、
み

ん
ぱ
く
で
過
去
に
お
こ

な
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め

た
動
画「
お
う
ち
で
み
ん

ぱ
く
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」を

追
加
し
ま
し
た
。さ
い
し
ょ

の
テ
ー
マ
は「
ビ
ー
ズ
の
素

材
に
注
目
！
ペ
ー
パ
ー

ビ
ー
ズ
づ
く
り
に
挑
戦
」

で
す
。
動
画
を
ご
覧
に
な

り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
み
な

さ
ん
も
ペ
ー
パ
ー
ビ
ー
ズ

づ
く
り
に
挑
戦
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。

イントロダクション広場。世界中には多様な先住民が存在して
いることを伝える

オラン・アスリのコーナー。マレーシアの先住民オラン・ア
スリの彫像の展示風景

「ビーズの素材に注目！ペーパービーズづくりに挑戦」

トーテムポール立ち上げ前のようす。鉄製の支柱の基に立つ予定
です

モンゴルのフィールドノート（撮影：尼川匡志）
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ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
人
は
、
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
を
素
材
に
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
製
作
し
て
い
る
。

湿
地
の
近
く
に
村
を
作
る
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
人
と
、同
じ
く
湿
地
を
好
み
生
息
す
る
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
植
物
。

そ
の
両
者
の
つ
な
が
り
か
ら
、
く
ら
し
と
環
境
の
関
係
性
を
考
え
る
。

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、

カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
植
物
素
材

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

飯い
い

田だ 

卓た
く

植
物
と
し
て
の
特
徴
、
編
み
材
と
し
て
の
特
徴

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
テ
ン
ツ
キ
属
の
ハ
レ
フ
や
、
ア
ブ
ラ
ガ

ヤ
属
の
ラ
ヴ
ィ
ン
ダ
ハ
サ
も
、
同
じ
地
域
で
バ
ス
ケ
タ
リ
ー

に
用
い
ら
れ
る
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
草
本
で
あ
る
。
な
ぜ
こ

の
地
域
で
は
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
草
本
が
か
く
も
多
く
、
し

か
も
こ
と
ご
と
く
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
用
い
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
種
は
す
べ
て
川
や
池
な
ど
の
水
辺
、

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
素
材
と
聞
い
た
ら
、
読
者
の
皆
さ
ん

は
ま
っ
先
に
な
に
を
思
い
う
か
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。
幅
の

あ
る
竹
ひ
ご
？
　
籐と
う

（
ラ
タ
ン
）
や
山や
ま

葡ぶ

萄ど
う

な
ど
の
つ
る

植
物
？
　
あ
る
い
は
、
細
い
ヤ
ナ
ギ
な
ど
し0

な
り

0

0

の
あ
る

木
材
？
　
今
回
は
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
一
部
地
域
で
よ
く

用
い
ら
れ
て
い
る
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
草
本
を
と
り
上
げ
た

い
。

多
様
な
素
材

文
字
を
記
す
た
め
の
基
体
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
で
用
い
ら

れ
て
き
た
パ
ピ
ル
ス
も
、
こ
の
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
の
仲
間
で

あ
る
。
た
だ
し
、
わ
た
し
が
調
査
し
て
い
る
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ

人
た
ち
が
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
用
い
る
の
は
、
パ
ピ
ル
ス
属
の

大
型
種
だ
け
で
は
な
い
。
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
植
物
に
は
、

ヒ
ト
の
腰
の
高
さ
よ
り
低
い
小
型
種
か
ら
、
背
丈
を
超
え

る
大
型
種
ま
で
あ
っ
て
、
製
作
物
の
大
き
さ
や
形
な
ど
に

よ
っ
て
素
材
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
ご
ざ
の
よ
う
に
大
き
な
敷
物
を
編
む
と
き
は
、

ズ
ル
ズ
ル
と
い
う
草
本
を
用
い
る
。
い
わ
ゆ
る
パ
ピ
ル
ス

（C
yperus papyrus

）
の
こ
と
で
、
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
属
に
属
す

る
。
ズ
ル
と
は
建
物
の
隅
や
角か
ど

の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、

ズ
ル
ズ
ル
と
い
う
名
称
は
、
断
面
に
稜り
ょ
う
を
も
つ
カ
ヤ
ツ
リ
グ

サ
属
の
特
徴
を
よ
く
言
い
あ
て
て
い
る
。
同
じ
く
カ
ヤ
ツ

リ
グ
サ
属
に
属
す
る
リ
ン
ヂ
ャ
（C

yperus sp.

）
は
、
も
う

少
し
小
さ
い
。
敷
物
の
ほ
か
、
衣
類
な
ど
を
入
れ
る
か
ご

を
編
む
の
に
使
う
。
さ
ら
に
小
さ
い
ス
リ
ン
ヂ
ャ（C

yperus 

sp.

）
と
い
う
草
本
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、稈か
ん

（
茎
）

の
表
皮
を
は
い
で
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
編
み
材
と
す
る
。

表
皮
を
は
が
ず
、
稈
を
そ
の
ま
ま
編
み
材
と
す
る
種
類

も
あ
る
。
敷
物
に
用
い
る
フ
ル
ン
ブ
ア
イ
と
、
帽
子
に
用

い
る
フ
ル
ン
ピ
サ
カ
（
い
ず
れ
も
学
名
不
明
）
で
あ
る
。
帽

子
と
い
っ
て
も
つ
ば
が
な
い
の
で
、
日
よ
け
で
な
く
、
森

の
植
物
や
雨
か
ら
頭
を
保
護
す
る
役
割
が
大
き
い
。
フ
ル

ン
ピ
サ
カ
は
、
こ
の
記
事
で
と
り
上
げ
た
草
本
の
な
か
で

も
っ
と
も
小
さ
い
。
フ
ル
ン
ブ
ア
イ
と
フ
ル
ン
ピ
サ
カ
は
、

き
ぬ
た
（
槌つ
ち

）
で
叩
い
て
平
ら
に
し
て
編
み
材
と
す
る
。

あ
る
い
は
水
田
の
畦け

い

畔は
ん

な
ど
に
生
息
し
て
い

る
。
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
草
本
が
湿
地
を
好
む

理
由
は
不
明
だ
が
、
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
人
に
と
っ

て
湿
地
が
特
別
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
特
筆

し
て
よ
い
。
彼
ら
の
居
住
地
は
山
が
ち
で
森

に
覆
わ
れ
て
お
り
、
湿
地
は
ど
こ
に
で
も
あ

る
と
は
い
え
な
い
が
、
生
活
に
必
要
な
湧
水

の
近
く
に
は
し
ば
し
ば
湿
地
が
あ
っ
た
。
数

百
年
前
に
平
地
か
ら
移
住
し
て
き
た
ザ
フ
ィ

マ
ニ
リ
人
は
、
好
ん
で
こ
う
し
た
湿
地
の
近

く
に
村
を
結
ん
だ
だ
ろ
う
。
右
記
の
植
物
は

ま
た
、
他
の
草
本
や
樹
木
に
邪
魔
さ
れ
な
い
明
る
い
場
所

を
好
ん
だ
。
陸
生
植
物
が
育
ち
に
く
い
湿
地
は
、
そ
の
生

育
場
所
と
し
て
う
っ
て
つ
け
で
あ
る
。
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
人
た

ち
は
、
毎
日
の
水み
ず

汲く

み
な
ど
の
つ
い
で
に
、
こ
う
し
た
植

物
を
採
取
し
た
。
二
〇
世
紀
後
半
に
な

る
と
、
こ
の
地
域
に
水
田
稲
作
と
い
う

あ
ら
た
な
農
法
が
導
入
さ
れ
、
カ
ヤ
ツ

リ
グ
サ
科
草
本
は
ま
す
ま
す
身
近
な

植
物
と
な
っ
た
。

水
辺
に
育
つ
と
い
う
性
格
の
た
め
、

カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
草
本
は
少
々
濡
れ
て

も
傷
ま
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ヤ
ツ

リ
グ
サ
科
草
本
が
有
用
な
編
み
材
と

し
て
選
択
さ
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
草
で
編
ん
だ
か
ご
は
、

水
場
で
も
水
を
は
じ
く
た
め
、
な
か
の

も
の
を
濡
ら
さ
ず
守
る
こ
と
が
で
き
る
。

帽
子
の
素
材
と
な
る
理
由
も
同
様
で
あ
る
。
マ
ダ
ガ
ス
カ

ル
の
他
の
地
域
で
、
わ
た
し
は
、
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
草
本

で
編
ん
だ
雨
具
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。

編
み
材
に
適
し
た
特
徴
と
し
て
は
、
太
さ
が
一
定
し
て

い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
人
の
バ
ス
ケ
タ

リ
ー
は
、
タ
テ
材
と
ヨ
コ
材
を
網あ

代じ
ろ

編
み
に
組
ん
で
作
る

が
、
太
さ
が
一
定
し
な
い
材
で
は
こ
の
や
り
か
た
を
使
え

な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
性
質
は
、
イ
ネ
科
や
イ
グ
サ
科
、

ヤ
シ
科
、
シ
ョ
ウ
ガ
科
、
タ
コ
ノ
キ
科
な
ど
、
多
く
の
単

子
葉
植
物
に
共
通
す
る
。

わ
た
し
は
専
門
家
で
な
い
の
で
断
言
で
き
な
い
が
、
単

子
葉
植
物
は
湿
地
で
も
っ
と
も
多
く
目
に
す
る
植
物
分
類

群
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
太
さ
が
一
定
で
湿
地

を
好
む
単
子
葉
植
物
は
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
素
材
と
し
て
、

水
辺
の
人
び
と
に
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
、
く
ら
し
と
環
境
の
結
び
つ
き
を
考
え

る
糸
口
と
な
る
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
仮
説
で
あ
る
。

株立ちする有用草本。水田耕起のときも抜かないという（撮影：上羽陽子、マダガスカル、アムルニ・マニア地域圏、2012年）

帽子をかぶる女性とその孫
（マダガスカル、アムルニ・マニア地域圏、2011年）

上： フルンブアイは乾燥してから用いる
（マダガスカル、アムルニ・マニア地
域圏、2012年）

左： フルンピサカの編み材を網代に組ん
で帽子を作る

　　 （マダガスカル、アムルニ・マニア地
域圏、2012年）
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みんぱく回遊

キリスト教図像あれこれ―偶像崇拝をめぐって
新
しん

免
めん

 光
みつ

比
ひ

呂
ろ

民博 超域フィールド科学研究部

の
世
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
受
肉
）、
目
に

見
え
な
い
神
が
イ
エ
ス
と
い
う
人
の
形
を
と
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
ら
を
証
し
た
と
い
う
の
と
同
じ
論
理
と

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
コ
ン
は
そ
れ
を
客
観
的
に

眺
め
観
賞
す
る
も
の
で
は
な
く
、
イ
コ
ン
の
な
か
の

人
物
は
真
正
面
を
む
き
、
そ
れ
を
見
る
人
は
イ
コ
ン

の
な
か
に
参
与
す
べ
き
な
の
だ
と
さ
れ
る
。
ぜ
ひ
展

示
場
で
ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
。

同
じ
イ
コ
ン
で
も
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ガ
ラ
ス
イ
コ

ン
は
「
民
衆
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
で
も
い
う
べ
き
素

朴
な
信
仰
理
解
を
直
ち
ょ
く

截せ
つ
に
表
現
し
て
い
る
。「
民
衆

的
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
ガ
ラ
ス
イ
コ
ン
で
は

比
較
的
自
由
な
モ
チ
ー
フ
を
描
く
こ
と
が
で
き
る

た
め
に
、
民
衆
の
素
朴
な
レ
ベ
ル
で
理
解
さ
れ
た
信

仰
が
単
純
な
構
図
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
修
道
士
に
限
ら
ず
農
民
な
ど
の
世
俗
的
人
間
も

製
作
が
許
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

世
界
各
地
で
見
ら
れ
る 

キ
リ
ス
ト
教
の
図
像

こ
う
い
っ
た
点
を
踏
ま
え
て
、
キ

リ
ス
ト
教
に
か
か
わ
る
図
や
像
を
探

し
て
展
示
場
を
歩
い
て
み
る
の
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
と

て
も
多
い
朝
鮮
半
島
の
展
示
場
で
は
、

伝
統
的
な
衣
装
を
身
に
着
け
た
聖
母

子
像
が
あ
る
。
同
様
に
南
ア
ジ
ア
展

示
場
で
は
、
イ
ン
ド
の
伝
統
衣
装
サ

リ
ー
を
身
に
着
け
た
聖
母
子
像
も
あ

に
は
正
式
の
教
会
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が

影
響
し
て
、
四
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
図
像
の
使
用
が

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

だ
が
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
ビ
ザ
ン

ツ
帝
国
で
は
、
当
時
勃
興
し
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の

影
響
も
あ
っ
て
か
、
偶
像
崇
拝
禁
止
の
考
え
に
基
づ

く
破
壊
運
動
（
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
）
が
生
じ
た
。
多

く
の
イ
コ
ン
が
破
壊
さ
れ
た
が
、
八
四
三
年
の
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
公
会
議
で
イ
コ
ン
崇
敬
が
正

式
に
認
め
ら
れ
、
よ
う
や
く
決
着
が
つ
い
た
。

イ
コ
ン
崇
敬
を
認
め
る
根
拠
は
、
感
覚
的
な
も

の
は
超
感
覚
的
な
も
の
を
認
識
す
る
た
め
に
必
要

で
あ
り
、
イ
コ
ン
は
単
な
る
モ
ノ
で
は
な
く
、
こ
れ

を
と
お
し
て
神
そ
の
も
の
を
崇
拝
す
る
手
段
で
あ

る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
そ
の

人
自
体
、
神
的
な
も
の
が
人
間
の
肉
体
と
な
っ
て
こ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
場
に
は
、
東
方
正
教
会
で
一
般

に
用
い
ら
れ
る
板
イ
コ
ン
と
ル
ー
マ
ニ
ア
で
製
作
さ

れ
た
ガ
ラ
ス
イ
コ
ン
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
イ
コ
ン

と
い
う
こ
と
ば
は
、も
と
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
像
」

を
意
味
し
た
が
、
一
般
に
は
板
イ
コ
ン
や
ガ
ラ
ス
イ

コ
ン
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
崇
敬
対
象
を
さ
す
こ

と
が
多
い
。
板
や
ガ
ラ
ス
の
上
に
は
、
全
能
者
キ
リ

ス
ト
や
聖
母
マ
リ
ア
（
生
神
女
マ
リ
ア
）、
あ
る
い
は

聖
人
、
預
言
者
な
ど
が
描
か
れ
る
。
人
物
の
表
情

が
厳お
ご
そか
で
い
か
め
し
い
顔
つ
き
で
あ
る
板
イ
コ
ン
に

対
し
て
、
ガ
ラ
ス
イ
コ
ン
で
は
ど
こ
と
な
く
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
構
図
が
見
ら
れ
る
。

イ
コ
ン
崇
敬
は
東
方
正
教
会
を
他
の
キ
リ
ス
ト

教
宗
派
か
ら
際
立
た
せ
る
神
学
的
、
外
形
的
な
特

徴
で
あ
る
。
東
方
正
教
会
で
は
偶
像
崇
拝
が
強
く

禁
じ
ら
れ
る
た
め
、
立
体
的
な
彫
像
が
否
定
さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
く
見
ら
れ

る
立
体
的
な
十
字
架
の
イ
エ
ス
像
や
マ
リ
ア
像
は
用

い
ら
れ
な
い
。
聖
書
の
み
を
信
仰
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
で
は
、
立
像
ど
こ
ろ
か
イ
コ
ン
も
偶
像
崇
拝
と

し
て
拒
否
さ
れ
る
の
で
、
東
方
正
教
と
の
違
い
が
際

立
つ
。

偶
像
崇
拝
の
禁
止
と
イ
コ
ン

偶
像
崇
拝
の
禁
止
は
、
そ
も
そ
も
ユ
ダ
ヤ
教
に

お
け
る
最
重
要
な
規
則
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、

初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
順
守
が
求
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
聖
者
の
聖
遺
体
・
遺
物

を
祭
壇
の
下
に
お
さ
め
る
習
慣
が
生
じ
、
こ
れ
な
し

る
。
イ
エ
ス
が
生
ま
れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
の
風
俗
を
離

れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
布
教
さ
れ
る
過
程
で
聖
母
子

の
イ
メ
ー
ジ
が
現
地
化
し
た
事
例
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
要
素
が
と
り
込
ま
れ
て
い
る

と
い
う
、
仏
教
の
モ
チ
ー
フ
か
と
見
間
違
う
よ
う
な

蓮は
す

の
花
と
孔く

雀じ
ゃ
くの

上
に
立
つ
復
活
の
イ
エ
ス
像
が
あ

る
。
複
数
宗
教
の
重
層
と
い
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
展
示

場
に
は
聖
母
マ
リ
ア
と
同
一
視
さ
れ
る
ア
ン
デ
ス
の

地
母
神
パ
チ
ャ
マ
マ
を
祀ま
つ
っ
た
祭
壇
「
パ
チ
ャ
マ
マ

の
門
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
信
仰

と
キ
リ
ス
ト
教
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
各
展
示
場
で
は
、
普
遍
を
主
張
す

る
キ
リ
ス
ト
教
と
現
地
の
観
念
体
系
と
が
融
合
し

た
、
さ
ま
ざ
ま
な
キ
リ
ス
ト
教
の
図
像
が
見
ら
れ

る
。
偶
像
崇
拝
の
禁
止
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対

的
な
理
念
が
、
人
び
と
の
実
際
の
生
活
や
教
会
の

社
会
的
性
格
か
ら
求
め
ら
れ
て
変
容
し
て
い
く
姿

に
、
生
き
た
（
生
き
ら
れ
た
）
宗
教
の
本
質
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈本館展示場〉

観覧券売場 サリーをつけた聖母子像
（インド、H0276922、H0276924）

聖母子像
（大韓民国、H0214363）

ヨーロッパ展示
「宗教・信仰」セクション

アメリカ展示
「出会う」セクション

南アジア展示
「宗教文化―伝統と多様性」セクション

朝鮮半島の文化展示
「精神世界」セクション

ガラスイコン（ルーマニア、H0211497ほか）

祭壇「パチャママの門」（ペルー、H0210691）

外壁にあふれ出たモルドバの教会壁画（ルーマニア、1997年）

ハチュカルと呼ばれる特異なアルメニア十字
架石碑（アルメニア、2013年）

16   17    2020 年 6月号



本
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
で
、
韓
国
映
画
「
パ
ラ
サ
イ
ト 

半

地
下
の
家
族
」（
以
下
、「
パ
ラ
サ
イ
ト
」）
が
主
要
部
門
の
四
冠

に
輝
い
た
。「
作
品
賞
」
に
英
語
以
外
の
作
品
が
選
ば
れ
た
の

は
初
め
て
だ
し
、
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
の
最
高
賞
「
パ
ル
ム
・

ド
ー
ル
」
と
の
ダ
ブ
ル
受
賞
も
じ
つ
に
六
五
年
ぶ
り
だ
。
ご
く

普
通
の
人
び
と
の
可
笑
し
な
日
常
を
題
材
と
し
つ
つ
、
社
会
を

強
烈
に
風
刺
す
る
と
い
う
奉ポ
ン

俊ジ
ュ

昊ノ

監
督
お
得
意
の
作
風
は
、
コ

メ
デ
ィ
や
ら
ス
リ
ラ
ー
や
ら
と
い
っ
た
既
成
の
ジ
ャ
ン
ル
を
越

え
て
い
る
と
、
高
い
評
価
を
受
け
た
。
ま
た
奉
監
督
は
、「
そ

こ
ま
で
や
る
か
!?
」
と
仰
天
す
る
ほ
ど
徹
底
的
に
作
品
の
細
部

を
作
り
込
む
こ
と
で
も
有
名
で
、「
パ
ラ
サ
イ
ト
」
で
も
、
上

流
階
層
を
光
、
下
流
階
層
を
陰
の
な
か
に
映
す
と
か
、
同
じ
画

面
に
収
ま
っ
て
い
て
も
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
何
ら
か
の
線
が

こ
っ
そ
り
映
し
込
ま
れ
て
い
る
と
か
、
ま
た
も
や
凝
っ
た
こ
と

を
や
っ
て
く
れ
た
。

現
代
韓
国
を
映
し
出
す
「
グ
エ
ム
ル
」

そ
ん
な
奉
監
督
が
二
〇
〇
六
年
に
韓
国
で
大
旋
風
を
呼
ん

で
お
き
な
が
ら
、
国
際
的
に
は
失
敗
し
た
作
品
が
、
今
月
紹
介

す
る
「
グ
エ
ム
ル

―
漢ハ
ン

江ガ
ン
の
怪
物
」（
以
下
、「
グ
エ
ム
ル
」）
だ
。

米
軍
基
地
か
ら
垂
れ
流
さ
れ
た
汚
水
が
水
生
動
物
を
突
然
変

異
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
ソ
ウ
ル
の
中
心
部
を
流
れ
る
漢

江
に
肉
食
の
怪
物
が
あ
ら
わ
れ
る
。
河
川
敷
で
物
売
り
を
し
な

が
ち
だ
が
、
じ
つ
は
奥
深
い
隠
喩
と
寓ぐ
う

話わ

に
満
ち
て
い
る
。
い

か
に
い
い
加
減
な
都
合
で
政
権
や
米
軍
が
国
民
を
切
り
捨
て
る

か
、
愚ぐ

弄ろ
う
さ
れ
た
人
び
と
は
ど
ん
な
苦
渋
か
ら
起
き
上
が
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
な
ど
、
ま
さ
に
現
代
韓
国
の
核
心
的
問
題

を
訴
え
か
け
て
い
る
の
だ
。

現
代
韓
国
の
不
条
理

そ
も
そ
も
主
人
公
の
家
族
構
成
が
面
白
い
。
カ

ン
ド
ゥ
は
、
ボ
ー
ッ
と
し
た
社
会
不
適
合
者
だ
が
、

動
物
的
な
勘
が
鋭
い
。
弟
ナ
ミ
ル
は
、
兄
と
違
っ
て

大
学
に
行
き
、
一
九
八
〇
年
代
の
民
主
化
学
生
運
動

に
加
担
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
就
職
の
時
期
を
逃

し
、
酒
浸
り
の
毎
日
。
ス
ト
ー
リ
ー
内
で
も
、
運
動

世
代
の
損
失
感
や
左
派
勢
力
の
脆も
ろ

さ
を
表
現
す
る
。

一
方
で
妹
ナ
ム
ジ
ュ
は
、
地
方
自
治
体
に
勤
務
す
る

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
選
手
。
ナ
ミ
ル
と
は
逆
に
、
無
意
識

の
ま
ま
政
権
か
ら
の
庇ひ

護ご

を
享
受
し
た
民
衆
の
姿

だ
と
い
え
よ
う
。
九
三
年
の
民
主
化
以
前
に
は
じ

ま
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
選
手
育
成
政
策
で
は
、
人
気
競
技

だ
け
で
な
く
、
韓
国
が
国
際
舞
台
で
活
躍
し
や
す

い
競
技
で
も
、
有
望
な
子
ど
も
た
ち
が
特
化
教
育

を
受
け
た
。
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
の
道
で
一
流
に
な
れ
な

か
っ
た
の
に
、
そ
れ
以
外
は
で
き
な
い
ナ
ム
ジ
ュ
は
、

や
は
り
「
負
け
組
」
だ
。
そ
ん
な
二
人
が
力
を
合

わ
せ
、
ナ
ミ
ル
の
火
炎
瓶
と
ナ
ム
ジ
ュ
の
矢
が
ひ
と

つ
に
な
る
シ
ー
ン
は
、
民
衆
の
団
結
が
も
た
ら
す
イ

ン
パ
ク
ト
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
映
画
の
ハ
イ

ラ
イ
ト
と
な
る
。

が
ら
、
キ
オ
ス
ク
の
な
か
で
生
活
し
て
い
る
主
人
公
カ
ン
ド
ゥ

は
、
一
人
娘
を
怪
物
に
さ
ら
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
局
は
娘

の
生
存
を
信
じ
て
く
れ
な
い
ば
か
り
か
、
怪
物
に
寄
生
す
る
未

知
の
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
と
し
て
カ
ン
ド
ゥ
を
隔
離
し
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
カ
ン
ド
ゥ
は
、
同
居
す
る
父
や
、
弟
妹
と
と
も
に
、

自
力
で
娘
を
助
け
よ
う
と
す
る
。

こ
の
「
グ
エ
ム
ル
」
は
、
家
族
愛
を
主
題
と
し
た
ハ
リ
ウ
ッ

ド
的
な
特
撮
ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
の
真
似
事
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ

ナ
ミ
ル
と
ナ
ム
ジ
ュ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
に
ナ
ム
と
い
う

一
字
が
共
通
し
て
い
る
の
に
、
カ
ン
ド
ゥ
は
違
う
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
長
男
と
弟
妹
と
は
、
出
自
が
少
し
違
う
の
か
も
し
れ
な

い
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
カ
ン
ド
ゥ
は
、
弟
妹
か
ら
も
社
会
か

ら
も
疎
遠
に
な
り
、
偶
然
出
会
っ
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
男
と
怪
物

に
立
ち
向
か
う
。
カ
ン
ド
ゥ
と
男
の
あ
い
だ
に
は
、
既
存
の
絆

な
ど
何
も
な
い
。
カ
ン
ド
ゥ
（
素
の
韓
国
国
民
の
具
現
？
）
と

娘
（
現
代
韓
国
の
希
望
の
具
現
？
）
と
の
関
係
も
重
要
な
の
だ
が
、

最
後
に
は
血
縁
を
越
え
た
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
描
く
、
不

思
議
な
ラ
ス
ト
が
待
っ
て
も
い
る
。

朝
鮮
半
島
の
人
間
関
係
は
、
血
縁
・
地
縁
・
学
縁
と
い
う
型

に
は
め
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
が
ち
だ
。
で
も
、「
グ
エ
ム
ル
」
の

主
題
は
、
や
は
り
そ
ん
な
旧
式
の
枠
組
み
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
突
き
抜
け
た
先
に
あ
る
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
、
国
家
と
国
民
と
の
関
係
、
国
際
社
会
の
不
条
理
を
描
こ

う
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
具
現

し
て
い
る
の
か
、
登
場
す
る
固
有
名
詞
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
実
際

の
何
を
示
す
の
か
…
…
。
こ
の
映
画
の
解
釈
は
、
ま
る
で
韓
国

文
化
論
の
授
業
の
期
末
試
験
で
あ
る
。

「
パ
ラ
サ
イ
ト
」
の
原
題
が
〝
기
생
충
〞（
寄
生
虫
）、「
グ
エ

ム
ル
」
の
英
語
題
目
が
〝The H

ost

〞（
寄
生
宿
主
）
な
の
は
、

最
初
か
ら
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
た
だ
、「
グ

エ
ム
ル
」
が
現
代
韓
国
を
よ
く
知
ら
な
い
と
作
品
中
の
意
味
と

象
徴
が
理
解
で
き
な
い
作
品
だ
っ
た
反
面
、「
パ
ラ
サ
イ
ト
」

は
万
国
共
通
の
格
差
問
題
や
映
像
表
現
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。

わ
た
し
に
は
、
両
者
の
あ
い
だ
に
「
国
内
向
け
の
荒
削
り
モ
ー

ド
」
と
「
輸
出
用
の
成
熟
期
モ
ー
ド
」
の
よ
う
な
、
対
関
係
が

見
え
て
な
ら
な
い
。

「
パ
ラ
サ
イ
ト
」
の
成
功
を
呼
ん
だ

難
解
な
作
品

太お
お

田た 

心し
ん

平ぺ
い

民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

M
「グエムル―漢江の怪物」

原題：괴물

2006年／大韓民国／韓国語／120分／DVDあり
監督：奉俊昊（ポン・ジュノ）
出演： 宋康昊（ソン・ガンホ）、邊希峰（ピョン・ヒボン）、朴海日（パク・ヘイル）、

裵斗娜（ペ・ドゥナ）ほか

「グエムル―漢江の怪物」のワ
ンシーン。怪物にさらわれる一
人娘ヒョンソ（提供：ピカンテ
サーカス、ディメンション、ハピ
ネット・メディアマーケティング 
©2006 Chungeorahn Film. All 
rights reserved）

弟ナミル（左）、妹ナムジュ（左から2人目）、主人公カンドゥ（右から2人目）
（提供：ピカンテサーカス、ディメンション、ハピネット・メディアマーケティング 
©2006 Chungeorahn Film. All rights reserved）
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いことばの

黒
くろ

田
だ

 賢
けん

治
じ

人間文化研究機構
総合人間文化研究推進センター

研究員

悩ましい夜

と
こ
ろ
が
、
後
の
調
査
で
二
〇
一
〇
年
代
前
半
に
イ
ラ

ン
系
住
民
が
多
く
暮
ら
す
ア
メ
リ
カ
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に

行
き
、
イ
ラ
ン
系
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
セ
ン
タ
ー
を
訪
れ

る
と
事
情
は
異
な
っ
て
い
た
。
英
語
と
ペ
ル
シ
ア
語
で
そ

れ
ぞ
れ
書
か
れ
て
い
た
宗
教
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
案
内
を
見
る

と
、Thursday N

ight

と
英
語
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
に
、

「
木
曜
（
パ
ン
ジ
ュ
シ
ャ
ン
ベ
）
の
夜
」
と
ペ
ル
シ
ア
語
で
書

か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
ペ
ル
シ
ア
語
で
の
日
の
と
ら
え
方
が
、

英
語
の
日
の
と
ら
え
方
と
一
対
一
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
の
だ
。
一
方
で
、
イ
ラ
ン
の
元
々
の
一
日
の
考
え
方
も

残
さ
れ
て
い
た
。
イ
ラ
ン
暦
で
新
年
を
迎
え
る
前
の
最
後

の
「
水
曜
（
チ
ャ
ハ
ー
ル
シ
ャ
ン
ベ
）
の
夜
」
に
は
、
火
渡

り
を
お
こ
な
っ
て
無
病
息
災
を
願
う
チ
ャ
ハ
ー
ル
シ
ャ
ン

ベ
・
ス
ー
リ
ー
と
い
う
祭
事
が
あ
る
。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
も
、

こ
の
行
事
は
火
曜
の
晩
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
と

き
の
英
語
の
案
内
は
、Tuesday N

ight

と
な
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
ペ
ル
シ
ア
語
の
「
水
曜
の
夜
」
と
英
語
の
「
火

曜
の
夜
」
が
併
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
こ
う
し
た
ふ
た
つ
の
日
を
め
ぐ
る
概

念
が
使
わ
れ
て
い
る
な
か
で
、
こ
ん
が
ら
が
っ
た
わ
た
し

は
イ
ラ
ン
で
お
こ
な
っ
て
い
た
の
と
同
じ
や
り
方
で
確
認

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
「
そ
の
〇

〇
曜
日
の
夜
と
い
う
の
は
、
×
×
日
の
夜
と
い
う
意
味
で

す
か
」
と
確
認
す
る
方
法
だ
。
わ
た
し
が
し
ば
し
ば
非
イ

ラ
ン
系
の
人
び
と
に
も
同
じ
よ
う
に
確
認
し
た
た
め
、
怪け

訝げ
ん
な
顔
を
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

イ
ラ
ン
で
調
査
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
、

「『
金
曜
の
夜
』
に
お
こ
な
う
集
会
に
行
か
な
い
か
」
と
誘

わ
れ
た
わ
た
し
は
、
予
定
ど
お
り
の
時
刻
に
待
ち
合
わ
せ

の
場
所
に
た
た
ず
ん
で
い
た
。
約
束
の
時
間
に
な
っ
て
も
、

い
っ
こ
う
に
相
手
は
来
な
い
。
調
査
地
で
待
た
さ
れ
る
こ

と
に
す
っ
か
り
慣
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
さ
す
が
に
お
か
し

い
と
思
い
相
手
に
電
話
を
し
た
。す
る
と
反
対
に「
な
ぜ〈
昨

晩
〉、
お
前
は
来
な
か
っ
た
の
か
」
と
問
い
詰
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
行
き
違
い
は
、
一
日
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を
め
ぐ

る
概
念
的
な
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
語
で
、

一
日
は
、
日
没
か
ら
始
ま
る
の
だ
。
知
人
と
わ
た
し
が
約

束
を
し
た
「
金
曜
の
夜
」
は
、
イ
ラ
ン
の
公
用
語
で
あ
る

ペ
ル
シ
ア
語
で
「
ジ
ョ
ム
エ
の
夜
」
で
あ
り
、「
金
曜
（
ジ
ョ

ム
エ
）」
は
木
曜
の
日
没
か
ら
金
曜
の
日
没
前
と
い
う
こ
と

な
の
だ
か
ら
、
木
曜
の
夜
を
指
す
。
わ
た
し
が
待
っ
て
い

た
金
曜
の
夜
は
、
イ
ラ
ン
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
土
曜
（
シ
ャ

ン
ベ
）
の
夜
」
だ
っ
た
の
だ
。

日
没
か
ら
一
日
が
始
ま
る
と
い
う
の
は
、
イ
ラ
ン
に
限
ら

ず
、
今
日
の
中
東
地
域
で
広
く
通
用
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

そ
の
た
め
イ
ラ
ン
の
多
数
派
の
宗
教
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム

に
限
ら
ず
、
中
東
発
祥
の
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗

教
行
事
は
日
没
を
起
点
と
し
て
始
ま
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
が

ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
か
ら
始
ま
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一
日
の
サ
イ
ク
ル
が
、
人
び
と
の
話
す
こ
と
ば
の

な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
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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

緊急事態宣言を受け、5月 13日現在、民博でも在宅勤務が続

いており、本誌の編集作業はメール上でおこなっている。これま

で当たり前に思っていたやり方が問われ、潜在していた課題も浮

き彫りになるなど一定の効用はあった。だが、人と会って話せな

いという前代未聞の事態に隔
かっ

靴
か

掻
そう

痒
よう

感がつきまとう。慣れたころ

にはワクチンが開発され、原発事故がそうだったように何事もな

かったかのように元に戻るのだろうか。

本号では「食と博物館展示」という特集を組んだ。食の展示は、

百聞一見どころか「百見は一食に如かず」という致命的なハンディ

を背負う。幸いグローバルな人の移動のおかげで、世界各地の

めずらしい料理が日本にいながらにして食べられる時代になった。

だが、新型コロナ感染拡大によって、そうした状況が一変するか

もしれない。インド・ネパール料理店を経営するネパール人の知

人は「ノービジネス。今日のランチはお客さん 1人」（3月 18日、

金沢市）と SNSで連絡をくれ、店を手放したいが、こんな時期

では買い手も見つからないという。食を介した異なる文化への関

心が、せっかく広がってきたところなのだ。飲食店を経営する外

国人にもわかる簡単な日本語で休業補償の手続きを知らしめてほ

しい。（南真木人）
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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）




