


エッセイ 千字文

 1    

月刊

12月号目次

二
〇
一
三
年
に
初
め
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

を
訪
れ
た
。
一
九
八
六
年
に
原
発
事
故
を
起
こ
し
た
あ
の

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
で
あ
る
。
訪
問
は
原
発
事
故
跡
地
の
観

光
利
用
を
取
材
す
る
た
め
だ
っ
た
が
、
豊
か
な
自
然
に
ソ

連
時
代
の
廃は

い

墟き
ょ

が
沈
む
Ｓ
Ｆ
的
な
光
景
の
魅
力
に
取と

り
憑つ

か
れ
、
創
業
し
た
会
社
「
ゲ
ン
ロ
ン
」
で
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー

を
企
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ま
ま
で
五
回
開
催
し
て

い
て
、
コ
ロ
ナ
禍
が
な
け
れ
ば
こ
の
秋
も
行
く
は
ず
だ
っ
た
。

二
〇
一
三
年
と
現
在
で
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
状
況
は
か
な

り
異
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
の
時
点
で
は
政
権
は
親

ロ
シ
ア
で
、
街
中
に
ロ
シ
ア
語
が
溢あ

ふ

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

そ
の
後
、
民
族
主
義
が
台
頭
し
た
。
政
権
が
替
わ
り
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
は
い
ま
や
実
質
的
な
戦
争
状
態
に
あ

る
。
首
都
キ
エ
フ
の
標
識
か
ら
も
ロ
シ
ア
語
は
一
切
消
え
て

し
ま
っ
た
。

ゲ
ン
ロ
ン
の
ツ
ア
ー
は
原
発
事
故
と
復
興
に
つ
い
て
学

ぶ
も
の
だ
。
だ
か
ら
最
初
は
民
族
主
義
は
ツ
ア
ー
の
目
的

に
関
わ
ら
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
訪
問
を
重
ね

る
う
ち
に
、
そ
れ
は
誤
り
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
は
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
」
の
名
を

原
発
事
故
で
記
憶
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
同
地
に
は
事
故
以
前
に
長
い
歴
史
が
あ
っ
た
。
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
を
含
む
ポ
リ
ッ
シ
ャ
地
方
は
、
欧
州
最
大
の

森
林
地
帯
だ
。
ス
ラ
ブ
民
族
の
故
郷
と
も
い
わ
れ
る
同
地

は
、
近
代
の
国
境
で
は
境
界
に
位
置
し
て
い
て
、
二
〇
世

紀
に
は
繰
り
返
し
戦
禍
の
犠
牲
に
な
っ
た
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
は
か
つ
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
街
で
も
あ
っ
た
。
当
地
に
ソ
連

最
大
の
原
発
が
建
設
さ
れ
た
経
緯
に
は
、
そ
ん
な
「
辺
境

性
」
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
前
史

は
民
族
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。

大
き
な
事
件
に
は
土
地
固
有
の
歴
史
を
塗
り
つ
ぶ
す
効

果
が
あ
る
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
地
を
被
災
地
と
し
て
み

れ
ば
、
そ
こ
に
は
被
災
者
し
か
み
え
な
く
な
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
ら
に
は
被
災
以
外
の

人
生
も
あ
る
。
そ
れ
を
発
見
し
な
け
れ
ば
、
事
故
の
本
質

は
み
え
な
い
。
ゲ
ン
ロ
ン
の
「
観
光
」
を
通
し
て
、
参
加

者
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
く
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
」
と
無
造
作
に
記
し
て

き
た
。
じ
つ
は
そ
れ
は
ロ
シ
ア
語
で
の
地
名
で
あ
り
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
語
で
は
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
と
い
う
。
事
故
が
な
け

れ
ば
、
こ
の
地
が
い
ま
も
ロ
シ
ア
語
名
の
ま
ま
記
憶
さ
れ

続
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
を
「
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
」
と
呼
ぶ
こ
と
、
そ
こ
に
す
で
に
政
治
と
歴
史

が
入
り
込
ん
で
い
る
。

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
現
実

東あ
ず
ま 

浩ひ
ろ

紀き

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
1
年
東
京
都
生
ま
れ
。
批
評
家
、
作
家
。
東

京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
修
了

（
学
術
博
士
）。
ゲ
ン
ロ
ン
取
締
役
。
著
書
に
『
存
在

論
的
、
郵
便
的
』（
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
、
新
潮
社
）、

『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』（
講
談
社
）、『
ク
ォ

ン
タ
ム
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ
』（
三
島
由
紀
夫
賞
、
新

潮
社
）、『
一
般
意
志
2
・
0
』（
講
談
社
）、『
ゲ
ン
ロ

ン
0 

観
光
客
の
哲
学
』（
毎
日
出
版
文
化
賞
、
ゲ
ン

ロ
ン
）、『
テ
ー
マ
パ
ー
ク
化
す
る
地
球
』『
哲
学
の
誤

配
』（
と
も
に
ゲ
ン
ロ
ン
）
な
ど
多
数
。
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―
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
、
ク
ル
ー
ズ
船
観
光
の
事
例
と
と
も
に

ト
減
少
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
三
億
人
の
観
光
客
と
三

二
〇
〇
億
ド
ル
（
約
三
四
・
二
兆
円
）
の
流
れ
を
失
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
ま
た
五
月
の
国
際
観
光
客
数
に
限
定
し

て
い
え
ば
、
前
年
同
月
と
比
較
し
て
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
の

減
少
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
が
世
界
を
変
え
た
と
い
わ
れ
る
が
、
ア
ー
リ
の

ひ
そ
み
に
倣
う
と
少
し
修
正
が
必
要
だ
。
こ
れ
ま
で
だ
っ

て
世
界
は
常
に
変
化
し
続
け
て
い
た
し
、
わ
た
し
た
ち
は

そ
の
流
れ
と
波
に
否い
や

応お
う

な
く
乗
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
、
そ

の
動
き
を
止
め
た
の
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
拡
大

観光のあり方は多様化
している。これまで別
の文化現象だったもの

が「観光」という文脈に包含され、これまで「観
光」のなかで語られてきたものが、地域住民

や観光客との対立、環境破壊の
影響を受け、形を変え、文脈を
ずらされている。変化し続ける観
光から何が見えてくるだろうか。

コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
止
ま
る
世
界

社
会
学
者
の
J・ア
ー
リ
は
現
代
社
会
の
あ
り
方
を「
移

動
」
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
わ
た
し
た
ち
は
、
も
は
や
土
地
や
領
土
に
固
定
さ

れ
た
存
在
で
は
な
く
、
常
に
移
動
を
前
提
に
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
人
だ
け
で
な
く
、
モ

ノ
も
カ
ネ
も
情
報
も
移
動
す
る
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

絶
え
ず
流
動
す
る
な
か
で
社
会

が
再
編
成
さ
れ
続
け
る
。
観
光

は
、
こ
の
現
代
社
会
の
あ
り
方

を
示
す
も
っ
と
も
象
徴
的
な
現

象
だ
と
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
二
〇
二
〇
年
初
頭

か
ら
拡
大
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
で
、
観
光
産
業

は
未
曽
有
の
危
機
に
直
面
し
て

い
る
。
七
月
に
発
表
さ
れ
た
国

連

世
界

観

光

機

関

（
U
N
W
T
O
）
に
よ
る
報
告
書

で
は
、
二
〇
二
〇
年
一
月
〜
五

月
ま
で
の
国
際
観
光
客
数
は
、

前
年
同
期
比
で
五
六
パ
ー
セ
ン

向
こ
う
か
ら
（
多
く
は
シ
ド
ニ
ー
か
ら
）
や
っ
て
来
る
の
で

あ
る
。
ア
ネ
イ
チ
ュ
ム
島
の
南
西
沖
に
、
サ
ン
ゴ
礁
の
小

島
が
浮
か
ん
で
お
り
、
観
光
客
は
こ
こ
で
一
日
、
海
水
浴

や
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
、
夕
刻
に
は
別
の
停
泊

地
へ
と
向
か
う
。

こ
こ
数
年
、
こ
の
観
光
船
の
往
来
が
増
え
た
こ
と
で
、

島
が
ざ
わ
つ
い
て
い
る
。
一
方
に
は
観
光
客
の
落
と
す
現

金
で
、
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
と
喜
ぶ
人
が
い
る
。
そ
し

て
他
方
に
は
、
多
忙
に
な
っ
た
た
め
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な

生
活
が
で
き
ず
、
激
変
す
る
日
常
を
嘆
く
者
が
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
頻
繁
に
や
っ
て
く
る
観
光
船
は
島
の
生
活

を
少
な
か
ら
ず
変
え
、
島
民
た
ち
を
混
乱
さ
せ
た
。

そ
し
て
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
太
平
洋
の
小
島
で
暮
ら

す
人
び
と
の
生
活
に
も
降
り
か
か
っ
た
。
今
年
三
月
、オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
を
出
港
し
た
ク
ル
ー
ズ
船
の
な
か
に
陽
性
反

応
を
示
し
た
観
光
客
が
お
り
、
停
泊
地
だ
っ
た
ア
ネ
イ

チ
ュ
ム
も
感
染
が
疑
わ
れ
た
。
多
く
の
島
民
が
検
査
の
対

象
と
さ
れ
、
結
果
が
出
る
ま
で
の
数
週
間
、
島
は
完
全
に

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
状
態
と
な
り
、
外
部
と
の
接
触
が
絶
た
れ

た
（
結
局
、
島
民
に
感
染
者
は
い
な
か
っ
た
）。

ク
ル
ー
ズ
船
観
光
再
開
は
、
早
く
て
も
ク
リ
ス
マ
ス

シ
ー
ズ
ン
の
よ
う
だ
。
し
か
も
来
航
回
数
は
大
幅
減
が
予

想
さ
れ
る
。
現
金
に
依
存
し
始
め
た
生
活
が
、
ま
た
急
激

に
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
定
着
し
つ
つ
あ
る
観

光
業
を
取
り
戻
す
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
リ
ス
ク
ゆ
え
に

手
放
す
の
か
。
今
後
も
注
意
深
く
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

観
光
の
現
在
と
こ
れ
か
ら

こ
れ
ま
で
も
観
光
は
常
に
変
化
の
な
か
に
あ
っ
た
。
人

類
学
で
は
お
な

じ
み
の
議
論
な

の
だ
が
、
観
光

文
化
は
決
し
て

変
化
を
拒
む
も

の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
近
年
に

創
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が

多
い
。
あ
る
い

は
そ
れ
ま
で
観

光
と
は
無
縁

だ
っ
た
場
所
が
、

観
光
地
化
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
も
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
る
。
ド
ラ
マ
や
映

画
、
ア
ニ
メ
の
舞
台
に
な
れ
ば
、
と
た
ん
に
「
聖
地
巡
礼
」

の
観
光
客
が
押
し
寄
せ
る
。
ま
た
数
年
に
一
度
お
こ
な
わ

れ
る
芸
術
祭
は
、な
ん
の
変
哲
も
な
い
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
、
そ
の
ま
ま
巨
大
な
観
光
地
へ
と
変
え
て
し
ま
う
。

本
特
集
で
は
、
世
界
各
地
の
観
光
地
の
現
状
を
報
告
す

る
。
ど
の
場
所
も
、
人
と
モ
ノ
と
情
報
の
フ
ロ
ー
の
な
か

で
変
化
し
続
け
て
お
り
、
各
執
筆
者
は
そ
の
流
れ
の
一
瞬

を
と
ら
え
、
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
変
化
を
引
き
起
こ

す
の
は
、
何
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
だ
け
で
は
な
い
。
繰
り

返
す
が
、
観
光
地
は
移
動
と
変
化
の
中
継
地
点
で
あ
る
。

そ
こ
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
だ
け
で
、
わ
た
し
た
ち
は

現
代
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

動
く
世
界
と
止
ま
る
世
界

福ふ
く

井い 

栄え
い
二じ

郎ろ
う

島
根
大
学
准
教
授

激変する世界と
観光の現在
特
集だ

っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
移
動
を
や
め
る
こ
と
で
、
逆
説

的
に
、
い
か
に
移
動
に
依
存
し
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
。

観
光
船
が
や
っ
て
来
て
、
そ
し
て
来
な
く
な
っ
た

わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
調
査
し
て
き
た
の
は
、
南
太
平
洋

の
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
、ア
ネ
イ
チ
ュ
ム
島
で
あ
る
。
ヴ
ァ

ヌ
ア
ツ
の
最
南
端
に
あ
り
、
人
口
は
九
五
〇
人
ほ
ど
。
人

び
と
は
自
給
自
足
的
な
生
活
を
し
て
お
り
、
島
に
は
電
気

も
ガ
ス
も
な
い
し
、
当
然
、
観
光
ホ
テ
ル
も
な
い
。
し
か

し
こ
ん
な
島
に
も
観
光
客
は
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
も
大
型

の
ク
ル
ー
ズ
船
で
、
一
度
に
二
〇
〇
〇
人
以
上
が
、
海
の

アネイチュム島沖に停泊している観光船（2018年）

海水浴を楽しむ観光客（アネイチュム島、2013年）

アネイチュム島沖の小島にタグボートで上陸する観光客（2013年）観光客向けに売られているおみやげ品（アネイチュム島、2018年）

2   3    2020 年 12月号



国
士
舘
大
学
講
師

―
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ボ
ラ
カ
イ
島
の
開
発
と
汚
染

ビ
ー
チ
リ
ゾ
ー
ト
の
観
光
化
と
脱
観
光
化

か
り
そ
め
の
観
光
、
ゆ
き
ず
り
の

シ
ー
ジ
プ
シ
ー

鈴す
ず

木き 

佑ゆ
う

記き

東あ
ず
ま 

賢け
ん

太た

朗ろ
う

名
古
屋
大
学
准
教
授

イ
島
の
人
口
は
三
万
二
〇
〇
〇
人
程
度
、
そ
れ
に
対
し
二

〇
一
八
年
度
は
年
間
二
〇
〇
万
人
以
上
の
観
光
客
が
国
内

外
か
ら
押
し
寄
せ
た
の
で
あ
る
。

閉
鎖
と
再
開
、
そ
し
て
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ボ
ラ
カ
イ
島
で
の
環
境
汚
染
の
進
行
に
対
し
、
国
内
メ

デ
ィ
ア
で
観
光
客
数
規
制
に
つ
い
て
の
議
論
が
聞
か
れ
は

じ
め
た
二
〇
一
八
年
に
は
、
ド
ゥ
テ
ル
テ
大
統
領
が
島
を

訪
れ
、「
ボ
ラ
カ
イ
は
汚
水
溜
め
だ
」
と
発
言
し
た
。
そ

れ
で
も
十
分
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
な
い
こ
と
に
業
を
煮
や

し
た
大
統
領
は
、
同
年
四
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
、
前
代
未

聞
の
半
年
間
の
島
の
閉
鎖
を
決
定
し
た
。

閉
鎖
中
、
観
光
は
ス
ト
ッ
プ
し
、
環
境
保
全
の
た
め
の

大
規
模
な
工
事
や
改
修
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
当
初
は
地
元

か
ら
強
い
反
対
を
受
け
た
島
の
閉
鎖
も
、
半
年
後
の
再
開

時
に
は
自
然
環
境
の
大
幅
な
改
善
に
よ
っ
て
肯
定
的
に
評

価
さ
れ
、
さ
ら
に
は
今
後
も
同
様
に
、
断
続
的
な
閉
鎖
に

よ
る
持
続
可
能
な
観
光
開
発
を
望
む
声
も
聞
か
れ
る
。

そ
ん
な
激
変
の
渦
中
に
生
じ
た
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
観
光

の
停
止
は
、
ボ
ラ
カ
イ
を
さ
ら
に
不
安
定
な
状
況
に
陥
れ

た
。
島
に
残
る
観
光
従
事
者
は
今
、
観
光
化
と
脱
観
光
化

の
狭
間
で
揺
れ
な
が
ら
、
外
出
や
海
水
浴
が
禁
止
さ
れ
た

人ひ
と

気け

の
な
い
美
し
す
ぎ
る
ビ
ー
チ
を
前
に
、
い
つ
に
な
る

か
わ
か
ら
な
い
再
開
を
待
ち
続
け
て
い
る
。

「
シ
ー
ジ
プ
シ
ー
」
の
記
号
を
用

い
て
、
土
産
物
や
魚
介
類
を
観
光

客
に
販
売
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

タ
イ
を
訪
れ
る
観
光
客
の
な
か

で
も
、
二
〇
一
五
年
ご
ろ
か
ら
急

増
し
、
島と
う

嶼し
ょ

の
各
地
で
存
在
感
を

強
め
て
い
る
の
が
中
国
人
で
あ
る
。

バ
ス
や
ボ
ー
ト
に
乗
っ
て
各
地
の

シ
ー
ジ
プ
シ
ー
村
に
団
体
で
訪
れ
、

村
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
し
、
そ
こ
か
し
こ
で
自
撮
り
し
た
あ
と
、

そ
そ
く
さ
と
別
の
場
所
へ
移
動
す
る
。
た
い
て
い
の
観
光

客
は
シ
ー
ジ
プ
シ
ー
の
販
売
物
に
は
見
向
き
も
し
な
い
。

つ
ま
り
こ
こ
で
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
観
光

客
が
一
方
的
に
彷ほ
う

徨こ
う

し
、
記
念
撮
影
す
る
こ
と
で
完
結
し

て
い
る
。
現
地
に
経
済
的
恩
恵
は
ほ
と
ん
ど
も
た
ら
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
う
し
た
地
元
の
利
益
を
無
視
し
た
観
光
形

態
は
以
前
よ
り
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。

観
光
の
転
換
期

そ
こ
で
ス
リ
ン
諸
島
で
は
、シ
ー
ジ
プ
シ
ー
が
シ
ュ
ノ
ー

ケ
リ
ン
グ
の
案
内
役
と
な
り
、
現
金
収
入
を
観
光
客
か
ら

直
接
得
ら
れ
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ベ
ー
ス
ド
・
ツ
ー

リ
ズ
ム
（
C
B
T
）
に
着
手
し
た
が
、
認
知
度
が
低
い
た

め
か
、
ま
だ
利
用
客
は
少
な
い
。
そ
し
て
こ
の
コ
ロ
ナ
禍

で
あ
る
。
島
は
観
光
客
に
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
だ
。
こ
れ
ま

で
一
時
的
で
あ
れ
観
光
客
と
の
交
流
が
あ
っ
た
シ
ー
ジ
プ

シ
ー
だ
が
、
今
ま
さ
に
観
光
の
文
脈
か
ら
離
れ
る
と
い
う

転
換
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。

例
え
ば
、映
画
「
ザ・ビ
ー
チ
」
の
舞
台
と
な
っ

た
マ
ヤ
湾
が
あ
る
ピ
ピ
諸
島
は
東
方
に
浮
か
び
、

シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
注
目
さ

れ
つ
つ
あ
る
ス
リ
ン
諸
島
は
北
方
に
位
置
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
島
々
で
は
、
多
額
の
出
費
が
伴
う

マ
リ
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
脚
光
を
浴
び
る
一
方
で
、
少
数

民
族
の
村
落
を
訪
問
す
る
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ツ
ー
リ

ズ
ム
も
同
時
に
ひ
っ
そ
り
と
お
こ
な

わ
れ
て
き
た
。

一
方
通
行
の
観
光
形
態

プ
ー
ケ
ッ
ト
島
周
辺
の
島
々
に
は

少
数
民
族
の
モ
ー
ケ
ン
人
や
ウ
ラ

ク
・
ラ
ウ
ォ
イ
ッ
人
が
お
り
、
タ
イ

語
と
は
異
な
る
言
語
を
母
語
と
す
る
。

か
つ
て
は
船
を
住
ま
い
と
し
て
、
海

を
移
動
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
た
漁

民
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
生
活
形

態
か
ら
シ
ー
ジ
プ
シ
ー
と
よ
ば
れ
る

こ
と
が
あ
る
が
、
現
在
は
定
住
し
て

い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
彼
ら
の
村
落

は
、
道
路
上
の
看
板
や
地
図
な
ど
を

通
じ
て
シ
ー
ジ
プ
シ
ー
村
と
し
て
流

布
し
て
お
り
、
観
光
客
が
や
っ
て
来

る
。
他
方
で
少
数
民
族
側
も
自
ら

世
界
一
の
ビ
ー
チ

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ボ
ラ
カ
イ
島
は
、
二
〇
一
二
年
に
ア
メ

リ
カ
の
『
ト
ラ
ベ
ル
・
ア
ン
ド
・
レ
ジ
ャ
ー
』
誌
で
島
部

門
一
位
に
選
ば
れ
た
こ
と
も
あ
る
ビ
ー
チ
リ
ゾ
ー
ト
で
あ

る
。
全
長
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
白
い
砂
浜
、
青
い
海
と
立

ち
並
ぶ
ヤ
シ
の
木
、
ビ
ー
チ
か
ら
望
む
眼
前
に
沈
む
夕
日

な
ど
の
美
し
い
自
然
環
境
と
、
適
度
に
制
限
さ
れ
な
が
ら

も
十
分
に
開
発
さ
れ
た
施
設
や
設
備
の
両
立
が
、
ボ
ラ
カ

イ
の
魅
力
で
あ
る
。

観
光
開
発
と
環
境
汚
染

し
か
し
二
〇
一
〇
年
代
に
入
り
、
世
界
的
な
知
名
度
を

獲
得
し
観
光
客
が
急
増
す
る
と
、
観
光
開
発
も
急
速
に
進

行
し
、
自
然
環
境
が
目
に
見
え
て
悪
化
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
環
境
汚
染
の
象
徴
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出

さ
れ
る
の
が
、
異
常
発
生
し
た
緑
の
藻
で
あ
る
。
人
び
と

は
緑
の
海
の
な
か
で
藻
に
絡
ま
り
な
が
ら
泳
ぐ
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
る
ゴ
ミ
や
排
水
の
規
制
と

い
っ
た
対
策
は
、
ホ
ス
ト
に
も
ゲ
ス
ト
に
も
抑
圧
的
に
作

用
し
、
何
よ
り
も
急
速
に
増
加
す
る
観
光
客
数
と
そ
れ
に

と
も
な
う
開
発
に
は
到
底
追
い
つ
か
な
か
っ
た
。
ボ
ラ
カ

「
ア
ン
ダ
マ
ン
海
の
真
珠
」

ア
ン
ダ
マ
ン
海
に
浮
か
ぶ
プ
ー
ケ
ッ
ト
島
は
風ふ
う

光こ
う

明め
い

媚び

な
地
と
し
て
知
ら
れ
、
タ
イ
を
代
表
す
る
観
光
地
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
同
地
に
は
国
内
外
か
ら
観
光
客
が
集
ま
り
、

彼
ら
の
一
部
は
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
近
海
に
浮
か
ぶ
島
々

を
観
光
す
る
。

ボラカイ島のビー
チに異常発生した
緑の藻（2017年）

CBTでモーケンの伝統
的な船に乗りシュノー
ケリングをする観光客
（2010年）

シージプシーを
アピールする
魚介類販売店
（2016年）

バスでシージプシー村を訪れる中国人団体
観光客（2016年）
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中な
か

村む
ら 

香き
ょ
う

子こ
東
洋
大
学
准
教
授

特
に
、
社
会
的
弱
者
と
さ

れ
る
子
ど
も
と
女
性
の
姿
は

メ
デ
ィ
ア
で
も
よ
く
と
り
あ

げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
取
り

組
み
は
、
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ

ム
（
戦
争
、
災
害
、
貧
困
な
ど

と
い
っ
た
「
影
」
を
対
象
と
す

る
観
光
）
や
ス
タ
デ
ィ
・
ツ
ー

リ
ズ
ム
と
い
っ
た
新
し
い
観

光
の
潮
流
に
も
マ
ッ
チ
す
る
。

そ
し
て
、
ご
く
稀ま
れ

な
こ
と
で

は
あ
る
が
、
こ
れ
が
学
校
建

設
や
井
戸
作
り
へ
の
寄
付
と
い
っ
た
大
き
な
支
援
に
つ
な

が
る
こ
と
も
あ
る
。「
文
化
観
光
村
」
は
観
光
と
支
援
を

結
び
つ
け
る
舞
台
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
だ
。

観
光
と
の
ゆ
る
い
繋
が
り

人
び
と
は
、
観
光
業
の
「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
利
益
を
生

む
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
可
能
性
を
評
価
し
つ
つ
も
、

過
度
に
期
待
せ
ず
、
依
存
も
せ
ず
、
ゆ
る
い
繋つ
な

が
り
を
維

持
し
て
い
る
。
彼
ら
は
こ
れ
ま
で
に
、
テ
ロ
や
内
戦
、
エ

ボ
ラ
出
血
熱
な
ど
の
経
験
を
と
お
し
て
、
一
瞬
に
し
て
消

え
て
し
ま
う
観
光
客
と
の
つ
き
あ
い
方
を
学
ん
で
き
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
現
在
は
、
牧
畜
に
専
念
し
て
い
る
か
、
も
し

く
は
ま
っ
た
く
別
の
、
新
し
い
可
能
性
を
見
つ
け
出
し
て

い
る
に
ち
が
い
な
い
。

し
、
都
市
を
創
造
し
続
け
て
い
る
。

文
化
芸
術
政
策
に
よ
る
経
済
復
興

一
八
世
紀
の
奴
隷
貿
易
に
よ
る
舟
運
業
で
発
展
し
た
ナ

ン
ト
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
造
船
所
が
閉
鎖
さ
れ
、
経
済

的
に
衰
退
し
た
。
市
は
経
済
発
展
の
梃て
こ

入
れ
と
し
て
文
化

政
策
を
推
し
進
め
、
ア
ー
ト
の
展
示
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン

サ
ー
ト
な
ど
、
大
規
模
な
文
化
芸
術
イ
ベ
ン
ト
を
公
共
空

間
で
開
催
す
る
こ
と
を
奨
励
し
た
。
会
場
と
し
て
用
い
ら

れ
た
の
が
、
旧
造
船
施
設
や
工
場
な
ど
の
過
去
の
遺
産
で

「
文
化
観
光
村
」
の
現
状

「
マ
サ
イ
」
に
代
表
さ
れ
る
ケ
ニ
ア
の
牧
畜
民
は
、
近
代

化
を
拒
絶
す
る
「
伝
統
的
」
な
人
び
と
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

「
観
光
の
ま
な
ざ
し
」
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
観
光
客

が
多
く
訪
れ
る
野
生
動
物
保
護
区
周
辺
に
居
住
す
る
牧
畜

観
光
と
支
援
の
結
節
点
と
し
て
の

民
族
文
化
観
光―

フ
ラ
ン
ス
、
ナ
ン
ト
市
の
芸
術
祭
と
地
域
振
興

ア
ー
ト
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
創
造
都
市

越お

智ち 

郁い
く

乃の

東
北
大
学
准
教
授

あ
る
。
そ
こ
に
大
道
芸
集
団
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
・
ド
・
リ
ュ
ク

ス
を
誘
致
し
、
機
械
仕
掛
け
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
備
え

た
公
園
マ
シ
ン
・
ド
・
リ
ル
を
は
じ
め
、
文
化
施
設
を
次
々

と
展
開
。
再
び
人
び
と
を
集
め
る
こ
と
で
あ
ら
た
な
都
市

を
構
想
し
て
き
た
。
そ
の
動
き
の
な
か
で
始
ま
っ
た
「
ナ

ン
ト
へ
の
旅
」
は
、
観
光
政
策
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
と
比
較
す
る
と
二
〇
一
七
年
に

は
宿
泊
者
数
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
増
、
夏
季
の
夜
間
営
業
店

舗
数
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
増
、夏
の
訪
問
客
数
六
七
万
人
（
ナ

ン
ト
市
人
口
は
約
三
〇
万
人
）
と
な
り
、
地
域
経
済
へ
の
貢

献
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
で
、「
観
光
客
が
増
え
す
ぎ
た
」

と
い
う
否
定
的
な
意
見
や
、
今
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
拡
大
し
て
か
ら
は
「
街
が
住
民
の
手
に
戻
っ

た
」
と
い
う
声
も
あ
る
と
聞
く
。

「
旅
」
は
誰
の
も
の
？

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
六
八
年
の
五
月
革
命
を
経
て
、
経

済
的
に
平
等
な
社
会
を
求
め
る
声
が
高
ま
り
、
ま
た
地
域

文
化
を
振
興
す
る
運
動
が
起
こ
っ
た
。
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権

以
降
、
地
方
分
権
化
と
文
化
予
算
の
拡
大
が
進
み
、
文
化

と
経
済
を
結
び
つ
け
た
政
策
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
根
底

に
あ
る
の
は
、
誰
も
が
文
化
芸
術
を
享
受
で
き
る
社
会
を

目
指
す
「
文
化
の
民
主
化
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
を

基
に
再
度
ナ
ン
ト
の
芸
術
祭
に
つ
い
て
見
直
す
な
ら
ば
、

「『
ナ
ン
ト
へ
の
旅
』
は
誰
の
も
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
問

わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

芸
術
祭
と
都
市
再
開
発

パ
リ
か
ら
高
速
鉄
道
で
二
時
間
の
ナ
ン
ト
市
で
は
、
二

〇
一
二
年
か
ら
毎
年
、
バ
カ
ン
ス
の
時
期
に
な
る
と
芸
術

祭
「
ボ
ヤ
ー
ジ
ュ・ア・ナ
ン
ト
」（
以
下
「
ナ
ン
ト
へ
の
旅
」）

が
開
か
れ
、
旧
市
街
地
や
郊
外
の
再
開
発
地
に
大
胆
な
現

代
ア
ー
ト
作
品
が
出
現
す
る
。
一
昨
年
の
目
玉
は
旧
市
街

の
歴
史
的
な
噴
水
を
用
い
た
作
品
で
、
噴
水
が
外
に
飛
ぶ

よ
う
に
改
変
さ
れ
、
わ
た
し
も
直
撃
を
受
け
た
。
こ
う
し

た
「
遊
び
心
」
の
あ
る
作
品
が
都
市
に
組
み
込
ま
れ
、
建

物
自
体
が
作
品
で
あ
る
も
の
や
宿
泊
で
き
る
作
品
も
あ
る
。

「
ナ
ン
ト
へ
の
旅
」
は
こ
う
し
た
文
化
資
源
に
観
光
客
だ

け
で
な
く
住
民
を
も
誘
導
し
て
そ
の
場
所
の
再
解
釈
を
促

民
は
、
主
体
的
に
「
文
化
観
光
村
」

を
作
り
、
ダ
ン
ス
を
披
露
し
、
ビ
ー

ズ
の
装
身
具
を
販
売
し
て
い
る
。
観

光
客
は
こ
こ
を
訪
れ
れ
ば
、
ア
フ
リ

カ
の
原
野
で
「
伝
統
的
」
に
生
き
る

牧
畜
民
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
入
村
料
と
装
身
具
販
売
に

よ
る
収
益
は
著
し
く
限
ら
れ
て
お
り
、

観
光
は
牧
畜
民
の
生
活
を
支
え
る

基
盤
と
な
る
に
は
ほ
ど
遠
い
の
が
現

状
で
あ
る
。

「
光
」
と
「
影
」
の
利
用

そ
ん
な
「
文
化
観
光
村
」
に
、
近
年
、
ひ
と
つ
の
変
化

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
び
と
は
ダ
ン
ス
を
見
せ

た
あ
と
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
歌
を
う
た
わ
せ
て
学
資
の

ス
ポ
ン
サ
ー
を
募
っ
た
り
、
女
性
は
各
自
が
お
か
れ
て
い

る
状
況
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
語
る
こ
と
を
始
め
た
の
だ
。

「
ス
ト
ー
リ
ー
」
は
、
し
ば
し
ば
貧
困
、
児
童
婚
、
家
庭

内
暴
力
と
い
っ
た
、
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
用
い
る
キ
ー

ワ
ー
ド
を
含
ん
で
い
る
。

大
自
然
の
な
か
で
「
伝
統
的
」
に
生
き
る
牧
畜
民
の
姿

が
、
ア
フ
リ
カ
の
「
光
」
を
象
徴
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

の
ひ
と
つ
で
あ
る
な
ら
ば
、
貧
困
や
就
学
率
の
低
さ
は
、

ア
フ
リ
カ
の
「
影
」
を
象
徴
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
で
あ
る
。

ケニアの「文化観光村」では、男性が披露するダンスには観光客も参加できる（2016年）

旧造船所を用いたマシン・ド・リルのアトリエと機械仕掛
けの巨大な象。マシン・ド・リルでは、ナント市生まれの作
家ジュール・ヴェルヌの世界観を表現したマシンが体験で
きる（2018年）

1598年に「ナントの勅令」が発せられたブルターニュ公爵城の城壁に取り付けられ
た作品《滑走する風景》（Tact architects & Tangui Robert作、2017年）。滑り台からは
普段見ることができない視点で堀や城壁、街の風景を見ることができる（2018年）

観光客の支援で建設された小学校（2016年）
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藤ふ
じ

野の 
陽よ
う

平へ
い

北
海
道
大
学
准
教
授

価
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
こ
う
し
た
場
所
が
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
強
化
す
る
都
合
の
い
い
場
所
で
は
な
く
、

そ
こ
に
暮
ら
す
人
び
と
の
知
恵
を
学
ぶ
フ
ィ
ー
ル
ド
と
な

る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
等
で
取
り

上
げ
ら
れ
、「
親
日
的
な
台
湾
で
は
旧
日
本
軍

人
が
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
」
と
勘
違

い
を
し
て
訪
問
す
る
日
本
人
が
増
え
て
い
る
。

以
前
は
保
守
的
な
思
想
に
共
感
す
る
人
が
中

心
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
幅
広
い
層
へ
と
広

が
り
を
見
せ
て
い
る
。
問
題
は
こ
う
し
た
言

説
が
、
背
景
に
存
在
す
る
民
俗
宗
教
の
価
値

観
に
触
れ
る
こ
と
は
な
く
、
親
日
台
湾
言
説

に
の
み
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

旧
日
本
軍
人
を
祀
る
施
設
は
、
い
わ
ゆ
る

観
光
地
と
は
異
な
り
、
広
く
台
湾
人
が
参
拝

す
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
。
鬼
を
恐
れ
つ

つ
も
、
そ
の
強
烈
な
力
を
頼
り
と
す
る
台
湾

人
信
者
た
ち
と
、
そ
れ
を
親
日
的
だ
と
勘
違

い
し
て
感
動
す
る
日
本
人
観
光
客
ら
は
同
床

異
夢
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
あ
ら
か

じ
め
定
め
ら
れ
た
コ
ー
ス
を
巡
る
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
が
主
流

で
あ
っ
た
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、あ
ら
た
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
彼
ら
の
あ
い
だ
に
生
じ
て
い
る
と
評

台
湾
の
鬼

≠

日
本
の
鬼

台
湾
で
は
「
鬼
」
と
い
う
存
在
が
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
「
オ
ニ
」
で
は
な
く
、
台
湾
語
で
「
ク
イ
」
と
よ

ば
れ
る
も
の
の
こ
と
で
、
正
し
く
祀ま
つ

ら
な
け
れ
ば
祟た
た

り
を

な
す
、
恐
ろ
し
い
亡
霊
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
。
天

寿
を
ま
っ
と
う
せ
ず
死
ん
だ
者
は
鬼
と
し
て
地
獄
に
落
ち
、

そ
の
恨
み
か
ら
こ
の
世
に
祟
り
を
な
す
。
た
だ
し
、
鬼
は

永
久
に
鬼
な
の
で
は
な
く
、
正
し
く
祀
ら
れ
る
う
ち
に
、

福
を
も
た
ら
す
下
級
の
神
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

台
湾
で
戦
死
し
た
旧
日
本
軍
人
は
彼
ら
を
祀
る
家
族
が

い
な
い
の
で
、
鬼
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
旧
日
本
軍
人

の
祟
り
を
避
け
よ
う
と
、
彼
ら
を
神
と
し
て
祀
る
施
設
が

存
在
す
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
小
さ
な
祠ほ
こ
らで
あ
っ
た

り
、
墓
場
な
ど
の
不
吉
と
さ
れ
る
場
所
に
位
置
し
て
い
た

り
し
て
、
訪
れ
る
人
は
ほ
ぼ
い
な
い
の
だ
が
、
な
か
に
は

実
在
の
人
物
を
祀
り
、
地
域
で
信
仰
を
集
め
て
い
る
場
所

も
あ
る
。

親
日
か
民
俗
宗
教
か

こ
う
し
た
場
所
は
、
近
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
に
、

神
に
な
る
旧
日
本
軍
人
、

そ
れ
を
訪
ね
る
日
本
人止

ま
ら
な
か
っ
た
世
界

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
を
予
防
す
る
た
め
に
、

人
の
移
動
や
集
ま
り
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
経
験
が
商
品
化
さ
れ
た
も
の
と
い

え
る
観
光
産
業
は
大
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
。
一
方
で
、
止

ま
ら
な
か
っ
た
移
動
、
む
し
ろ
、
以
前
よ
り
も
活
性
化
し

た
移
動
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
情
報
空
間
や
虚
構
空
間
へ

の
「
精
神
的
移
動
」
だ
。

現
実
空
間
上
の
人
の
移
動
や
集
合
を
前
提
と
し
た
各
種

の
取
り
組
み
は
軒
並
み
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
定

額
制（
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
）で
の
コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
サ
ー

ビ
ス
や
デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
、
ア
ナ
ロ
グ
ゲ
ー
ム
、
プ
ラ
モ

デ
ル
な
ど
の
身
体
的
移
動
を
伴
わ
ず
に
刺
激
を
得
ら
れ
る

遊
び
は
止
ま
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
利
用
は
む
し
ろ
好
調

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
世
界
で
、
こ
れ
か
ら
の
観
光
は

ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
。

「
精
神
的
移
動
」
も
包
摂
し
た
観
光
へ

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
、
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
に
つ
い
て
研

究
し
て
き
た
。
ア
ニ
メ
の
背
景
と
し
て
描
か
れ
た
場
所
を

フ
ァ
ン
が
探
し
出
し
、
そ
の
情
報
は
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
情

報
空
間
に
発
信
さ
れ
、
後
続
の
フ
ァ
ン
は
そ
の
情
報
を
頼

―
精
神
的
移
動
か
ら
考
え
る
こ
れ
か
ら
の
観
光

止
ま
ら
な
か
っ
た
世
界
の
い
く
つ
も
の
片
隅
に

岡お
か

本も
と 

健た
け
し

近
畿
大
学
准
教
授

り
に
現
地
を
訪
れ
る
。
例
え
ば
、
上
の
写
真
は
佐
賀
県
唐

津
市
に
あ
る
旧
三
菱
合
資
会
社
唐
津
支
店
本
館
（
唐
津
市

歴
史
民
俗
資
料
館
）
な
の
だ
が
、
二
〇
一
八
年
に
公
開
さ
れ

た
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ「
ゾ
ン
ビ
ラ
ン
ド
サ
ガ
」の
舞
台
と
な
り
、

フ
ァ
ン
が
一
目
見
よ
う
と
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
こ
の
行
動
は
ア
ニ
メ
と
い
う
物
語
の
世
界
、

す
な
わ
ち
、
虚
構
空
間
を
体
験
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
。
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
体
験
す
る

と
い
う
、
物
語
の
世
界
へ
の
精
神
的
な
旅
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
そ
も
そ

も
す
べ
て
の
観
光
で
、
現
地
に
行
く
前
に
な
ん
ら
か
の
精

神
的
移
動
が
生
起
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
的
移
動
が
駆

動
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
、
人
間
の
精
神
的
移

動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
技
術
が
普
及
し
、
か
な
り
安
価
で
そ

の
成
果
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
現
実
空
間

上
の
移
動
に
意
味
が
な
い
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。

た
だ
、
今
、
こ
の
と
き
、
人
間
に
と
っ
て
の
観
光
の
意
味

を
考
え
る
な
ら
、
身
体
的
移
動
と
精
神
的
移
動
の
そ
れ
ぞ

れ
を
今
一
度
つ
ぶ
さ
に
見
つ
め
直
す
と
と
も
に
、
そ
れ
ら

の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と

思
う
の
だ
。

台南市の慶隆廟（けいりゅうびょう）に祀られる吉原元帥（前列右、2019年）

「ゾンビランドサガ」の聖地「旧三菱合資会社唐津支店本館（唐津市歴史民俗資料館）」（2019年）
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○○してみました世界のフィールド

渡
わた

部
なべ

 森
しん

哉
や

アンデス山中に残る古道

現
在
の
イ
ン
カ
道

わ
た
し
は
二
〇
〇
二
年
に

ペ
ル
ー
北
部
高
地
の
イ
ン
カ

道
を
、
直
線
距
離
で
三
〇
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
実
際
に
は

四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た

り
、
二
〇
日
間
か
け
て
テ
ン
ト

を
担
い
で
歩
い
た
。
イ
ン
カ
道
は
、
ペ
ル
ー
と
ボ
リ
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
チ
リ
、
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
六
カ
国
で
世
界
遺
産
に
申
請
さ
れ
、
二
〇
一四
年
に
登

録
さ
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
当
時
、
断
片
的
な
調
査
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
考
古
学
者
が

長
距
離
を
実
際
に
歩
い
て
調
査
し
た
と
い
う
例
は
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。ペ
ル
ー

南
部
に
位
置
す
る
首
都
ク
ス
コ
周
辺
の
イ
ン
カ
道
の
一
部
が
観
光
用
に
整
備
さ
れ
て

い
た
だ
け
で
あ
り
、
ペ
ル
ー
北
部
に
お
け
る
調
査
は
皆
無
で
あ
っ
た
。

遺
跡
の
発
掘
調
査
を
し
て
い
た
わ
た
し
を
、
フ
ェ
リ
ペ
・
バ
レ
ラ
と
い
う
人
物

が
突
然
訪
ね
て
き
た
。
研
究
者
で
は
な
く
「
カ
ミ
ナ
ン
テ
（
歩
く
人
）」
を
名
乗

り
、
自
分
が
歩
い
た
イ
ン
カ
道
に
つ
い
て
滔と
う
々と
う
と
語
っ
た
。
見
た
目
は
じ
つ
に
怪
し

い
。
彼
が
見
つ
け
た
と
い
う
イ
ン
カ
道
を
見
に
行
く
と
、
そ
れ
は
本
当
に
あ
り
、
数

時
間
歩
い
て
み
た
。
そ
し
て
、
イ
ン
カ
道
の
調
査
に
は
、
部
分
的
な
点
で
は
な
く
道

と
い
う
線
で
確
認
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
実
感
し
た
。
わ
た
し
は
フ
ェ
リ
ペ
と
一
緒
に

約
三
週
間
歩
く
こ
と
を
決
心
し
た
。

南米大陸に 15世紀から16世紀にかけてインカ帝国という国が栄えた。現在のペルー共和国を
中心に、南北 4000キロメートルという広大な範囲を支配下におさめていた。地方の住民を統
制するために帝国が整備した道は、現在「インカ道」とよばれ、世界遺産にも登録されている。

き
な
石
が
エ
ク
ア
ド
ル
ま
で
一
〇
〇
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
も
運
ば
れ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る
。

イ
ン
カ
の
道
は
あ
る
場
所
か
ら
次
の

場
所
へ
移
動
す
る
の
に
、
最
短
の
ル
ー
ト

を
と
お
る
。
急
斜
面
も
ま
っ
す
ぐ
に
進
む

そ
の
道
は
歩
く
と
疲
れ
る
。
登
山
道
で

あ
れ
ば
少
し
ず
つ
登
り
、
景
色
の
い
い
と

こ
ろ
を
通
過
し
、
尾
根
の
そ
ば
を
進
む
。

し
か
し
、
イ
ン
カ
道
に
景
色
は
関
係
な
く
、

あ
る
地
点
か
ら
あ
る
地
点
ま
で
を
一
気
に

進
む
。
現
代
の
車
道
で
あ
れ
ば
く
ね
く

ね
曲
が
る
が
、
車
輪
が
使
わ
れ
な
か
っ
た
イ
ン
カ
道
で
は
、
登
り
道
も
基
本
的
に
最

短
距
離
で
移
動
す
る
。

山
地
の
イ
ン
カ
の
道
を
歩
い
て
気
づ
い
た
の
は
、川
沿
い
に
走
っ
た
り
川
を
横
切
っ

た
り
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
登
山
経
験
の
あ
る
わ
た
し
は
、

い
ち
ば
ん
重
い
荷
物
で
あ
る
水
を
運
搬
し
な
く
て
よ
い
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
感
心
し
た
。
し
か
し
、
逆
に
そ
れ
が
す
ぐ
に
放
棄
さ
れ
る
原
因
と
も
な
っ
た
。

川
を
横
切
る
と
い
う
こ
と
は
、
橋
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
定
期
的
に
か
け

替
え
る
維
持
作
業
が
必
要
と
な
る
。
ア
ン
デ
ス
の
吊
り
橋
は
マ
ゲ
イ
と
い
う
植
物
製

で
あ
り
、
腐
食
す
る
た
め
二
年
に
一回
の
ペ
ー
ス
で
か
け
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
維
持
作
業
が
滞
れ
ば
、
す
ぐ
に
放
棄
さ
れ
る
。

イ
ン
カ
道
の
建
設
は
労
働
力
を
投
下
す
る
対
象
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
イ
ン
カ
道
は
そ
れ
以
前
の
道
を
再
利
用
し
て
建
設
し
た
の
で
は
な
く
、
新
規
に

造
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
効
率
を
重
視
し
て
整
備
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
イ
ン
カ
道
沿
い
に
あ
る
遺
跡
は
す
べ
て
イ
ン
カ
期
の
も
の
で
あ
っ

た
。
イ
ン
カ
帝
国
は
先
行
す
る
文
化
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
集
大
成
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
イ
ン
カ
の
人
び
と
は
ゼ
ロ
か
ら
道
や
建
物
を
造
っ
た
の
で
あ
る
。

南山大学教授

現
在
、
ペ
ル
ー
北
部
の
人
び
と
は
、
イ
ン
カ
の
道
の
存
在
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。

多
く
の
部
分
が
廃
道
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ア
ン
デ
ス
山
脈
は
南
北
に
連
な

る
。
現
在
は
、
高
地
に
あ
る
目
的
地
に
向
か
う
に
は
、
海
岸
地
帯
か
ら
山
地
に
入
る

東
西
の
道
が
主
流
で
あ
る
。
山
か
ら
山
へ
南
北
に
移
動
す
る
イ
ン
カ
道
は
途
切
れ
途

切
れ
に
な
り
、
長
距
離
移
動
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
川
を
渡

る
に
は
、
橋
が
利
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
朽
ち
果
て
た
箇
所
で
は
渡
渉
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
徒
歩
で
の
移
動
は
よ
り
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

イ
ン
カ
道
を
歩
く
た
め
に
は
ま
ず
、
ど
れ
が
イ
ン
カ
の
道
か
を
同
定
す
る
必
要
が

あ
る
。
イ
ン
カ
道
は
宿
駅
の
よ
う
に
各
地
に
設
置
さ
れ
た
行
政
セ
ン
タ
ー
と
行
政
セ

ン
タ
ー
を
繋
い
で
い
る
。
だ
か
ら
イ
ン
カ
時
代
の
行
政
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
遺
跡
か

ら
歩
き
始
め
る
。
そ
こ
か
ら
伸
び
る
道
は
必
ず
あ
る
。
と
こ
ろ
が
途
中
で
し
ば
し
ば

わ
か
ら
な
く
な
る
。
見
失
っ
た
場
合
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
が
残
し
た
記
録
と
現
在
の
地

図
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
、ル
ー
ト
を
推
定
す
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
を
狙
っ
て
い
く
と
、

道
が
あ
る
。
多
く
の
イ
ン
カ
道
は
、
斜
面
を
切
り
崩
し
た
形
で
建
設
さ
れ
て
い
る
の

で
形
態
か
ら
も
判
断
で
き
る
。
ま
た
現
在
多
く
が
廃
道
と
な
っ
て
い
る
イ
ン
カ
道
は
、

修
繕
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
逆
に
同
定
し
や
す
い
。
そ
し
て
歩
い

て
い
る
と
未
登
録
の
見
た
こ
と
も
聞
い

た
こ
と
も
な
い
遺
跡
に
遭
遇
す
る
。

イ
ン
カ
道
の
意
味

車
輪
を
も
た
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
大

陸
の
古
代
文
明
。
イ
ン
カ
道
を
と
お
る

の
は
人
間
の
ほ
か
に
リ
ャ
マ
と
ア
ル
パ

カ
と
い
う
ラ
ク
ダ
科
動
物
に
限
定
さ
れ
、

現
在
も
車
が
と
お
る
こ
と
は
な
い
。
動

物
に
頼
ら
ず
、
人
力
で
多
く
の
も
の

を
運
ん
だ
記
録
も
あ
る
。
例
え
ば
ク

ス
コ
周
辺
で
切
り
出
し
た
建
築
用
の
大

ペルー

インカ道ワンカバンバ川に残る朽ち果てた橋の痕跡

ウェコ・デル・インカ（インカのくぼみ）という名前のついた
インカ道の一部とわたし
（掲載写真はすべてペルーにて 2002年に撮影）

インカ道の真ん中に建つ家。平らだから建設したそうだ

10   11    2020 年 12月号



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
　
12
月
1
日（
火
）ま
で

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会

み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
シ
ア
タ
ー

本
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
映
像
作
品
で
あ
る「
み
ん
ぱ

く
映
像
民
族
誌
」シ
リ
ー
ズ
の
な
か
か
ら
選
定
し

た
作
品
を
上
映
後
、
監
修
者
に
よ
る
ト
ー
ク
を
お

こ
な
い
ま
す
。

会
場
　
淀
川
文
化
創
造
館 

シ
ア
タ
ー
セ
ブ
ン

申
込
方
法
　
要
事
前
申
込（
先
着
順
／
定
員
26
名
）、

 

参
加
無
料

申
込
期
間
　
12
月
23
日（
水
）〜

 

（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

※
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
専

用
サ
イ
ト
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
本
映
画
会
は
会
場
参
加
の
ほ
か
、
W
E
B
ラ
イ

ブ
中
継（
要
事
前
申
込
）で
も
ご
参
加
い
た
だ
け

ま
す
。

「
セ
ネ
ガ
ル
を
越
え
る
人
と
地
域
ラ
ジ
オ
」

日
時
　

2
0
2
1
年
1
月
23
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

司
会
　
福
岡
正
太（
本
館 

教
授
）

解
説
　
三
島
禎
子（
本
館 

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

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/

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
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
　
12
月
15
日（
火
）ま
で

会
場
　
特
別
展
示
館

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、お願い申しあげます。

「
ネ
パ
ー
ル
の
サ
ー
ラ
ン
ギ
音
楽
」

日
時
　

2
0
2
1
年
1
月
30
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

司
会
　
福
岡
正
太（
本
館 

教
授
）

解
説
　
南
真
木
人（
本
館 

准
教
授
）

●
み
ん
ぱ
く
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル「
万
博
記
念
公
園
駅
」と
み
ん
ぱ

く
の
間
の
直
通
送
迎
バ
ス
を
特
別
展「
先
住
民
の

宝
」の
会
期
中
に
運
行
し
ま
す
。

運
行
日
　 

12
月
15
日（
火
）ま
で
の
土
曜
・
日
曜
・

祝
日  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分
、
無
料

※
急
遽
予
定
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
予
防
の
た

め
、
座
席
数
な
ど
が
従
来
の
運
行
と
異
な
り
ま

す
。
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

申
込
先
着
順
、
参
加
無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
展
示

観
覧
券
が
必
要
で
す
）

※ 

予
約
は
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
。
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終

了
し
ま
す
。
左
記
の
該
当
期
間
中
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

事
前
予
約
の
方
は
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
配
付
し
ま

す
。

第
5
0
5
回
　
12
月
19
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

民
博
研
究
の
政
策
と
し
て
の
応
用

―
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
研
究
事
始
め

講
師
　
出
口
正
之（
本
館 

教
授
）

会
場
　
本
館
講
堂（
定
員
1
6
0
名
）

民
博
の
展
示
品
を
見
て
皆
さ
ん
は
何
を
感
じ
ま
す
か
？
　
も
し
、

従
来
の「
常
識
」が
覆
さ
れ
た
な
ら
、
そ
れ
が
す
べ
て
の「
研
究
」

の
始
ま
り
で
す
。
民
博
の
研
究
が
税
制
、
N
P
O
政
策
、
大
阪

の
活
性
化
政
策
な
ど
に
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。「
常
識
の
残
像
」

か
ら
脱
す
る
た
め
に
民
博
が
い
か
に
役
立
っ
て
い
る
か
を
お
話

し
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

■
一
般
受
付

　
期
間
：
12
月
17
日（
木
）ま
で

 

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約（
定
員
1
0
0
名
）

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

・
当
日
参
加
申
込（
定
員
30
名
）

11
時
か
ら
本
館
2
階
講
堂
前
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

※ 

友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付
は
終
了
し
ま

し
た
。

第
5
0
6
回 

 

2
0
2
1
年
1
月
16
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

図
像
資
料
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

―
「
地
域
研
究
画
像
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
」
の
取
り
組

み
か
ら

講
師
　
丸
川
雄
三（
本
館 

准
教
授
）

会
場
　
本
館
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
1
0
5
名
）

※ 

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

民
博
で
は
、
世
界
各
地
で
撮
影
さ
れ
た
調
査
写
真
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
構
築
を
進
め
て
い
ま
す
。
実
際
の
取
り
組
み
を
例
に
、

図
像
資
料
の
も
つ
可
能
性
と
情
報
技
術
を
も
ち
い
た
活
用
支
援

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

会
場
　
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※ 

申
込
不
要
（
当
日
先
着
順
／
定
員
42
名
）、
参
加
無
料
（
要

展
示
観
覧
券
）

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
6
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分（
14
時
開
場
）

台
湾
原
住
民
運
動
40
年

―
「
高
山
青
」
か
ら
移
行
期
正
義
ま
で

話
者
　
野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

刊行物紹介

コロナ禍に直面し、人・物との濃厚接触が忌避さ
れる昨今、あらためて「さわる」ことの意味を考察
する。「世界の感触」というテーマの下、民博所蔵
の資料写真約60点を紹介しつつ、「ユニバーサル・
ミュージアム」とは何かを多角的に考える。

現代の中東は、イスラーム以降の文明と、イス
ラーム以前の古代オリエントの文明の2層から
成り立っており、両者の間の断絶と連続を明ら
かにしようとする試みは非常に限られてきた。
日本国内外の中東・オリエント研究者・実務者
205名が総力をあげて編集した本書は、この課
題の解明に向けた第一歩である。

■広瀬 浩二郎 著
『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける!
̶世界の感触を取り戻すために』
小さ子社　1,500円（税別）

■編集代表 鈴木 董・近藤 二郎・赤堀 雅幸
『中東・オリエント文化事典』
丸善出版　20,000円（税別）

友
の
会
講
演
会

第
5
0
7
回
　
12
月
5
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

海
洋
考
古
学
の
世
界

―
―
沖
縄
の
水
中
文
化
遺
産
と
そ
の
魅
力

講
師
　
小
野
林
太
郎（
本
館 

准
教
授
）

会
場
　
本
館
講
堂（
定
員
1
6
0
名
）

海
洋
考
古
学
は
、
海
と
人
類
の
歴
史
を
探
求
す
る
学
問
で
す
。

そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
海
中
の
遺
跡
だ
け
で
な
く
、
島
や
沿
岸
域

に
残
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
遺
跡
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
講

演
で
は
、
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
水
中
文
化
遺
産
を
取
り
上
げ
、

こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
沖
縄
県
石
垣
島
の
海
底
遺
跡
を
事
例

に
、
そ
の
魅
力
や
水
中
遺
跡
の
保
護
の
現
状
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。
あ
わ
せ
て
、
水
中
文
化
遺
産
を
め
ぐ
る
世
界
的
な
動
き
や

今
後
の
課
題
に
つ
い
て
も
解
説
し
ま
す
。

【
聴
講
方
法
】

① 

館
内
講
堂
に
て
聴
講

友
の
会
会
員
は
予
約
不
要（
当
日
会
員
証
提
示
）

一
般
は
5
0
0
円（
受
付
フ
ォ
ー
ム
よ
り
要
予
約
）

② 

オ
ン
ラ
イ
ン
中
継
で
の
聴
講（
友
の
会
会
員
の
み
／
受
付

フ
ォ
ー
ム
よ
り
要
予
約
）

受
付
フ
ォ
ー
ム（
友
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
）

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/507to
m

o
/

　

第
5
0
8
回
　 

2
0
2
1
年
1
月
9
日（
土
）　
　
　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
魅
力
と
課
題

―
―
開
館
半
年
を
迎
え
て

講
師
　
佐
々
木
史
郎（
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
館
長
）

会
場
　
本
館
第
５
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
40
名
）

※ 

メ
イ
ン
会
場
が
満
席
の
場
合
は
、
中
継
会
場（
第
7
セ
ミ
ナ
ー

室
、
定
員
13
名
）に
ご
案
内
し
ま
す
。

【
聴
講
方
法
】

会
場
定
員
数
の
都
合
、
友
の
会
会
員
に
限
定
し
て
開
催
し
ま
す
。

① 

館
内
セ
ミ
ナ
ー
室
に
て
聴
講（
要
予
約
）

② 

オ
ン
ラ
イ
ン
中
継
で
の
聴
講（
受
付
フ
ォ
ー
ム
よ
り
要
予
約
）

受
付
フ
ォ
ー
ム（
友
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
）

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/508to
m

o
/

共
催
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
2
0
2
0
年
度
特
別
展

「
梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念

―
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」

会
期
　 

2
0
2
1
年
1
月
13
日（
水
）〜
3
月
14

日（
日
）

会
場
　  

京
都
大
学
総
合
博
物
館

休
館
日
　 

月
、
火
曜
日 （
平
日
・
祝
日
に
か
か
わ

ら
ず
）

主
催
　 

京
都
大
学
総
合
博
物
館
、
国
立
民
族
学

博
物
館

共
催
　 

京
都
大
学
野
生
動
物
研
究
セ
ン
タ
ー
、

高
等
研
究
院
、
文
学
研
究
科
、
理
学
研

究
科
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研

究
科
、
人
間
・
環
境
学
研
究
科
、
地
球

環
境
学
堂
、
人
文
科
学
研
究
所
、
東
南

ア
ジ
ア
地
域
研
究
研
究
所
、
霊
長
類
研

究
所
、
大
学
文
書
館
、
霊
長
類
学
・
ワ

イ
ル
ド
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
・
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
大
学
院
、
京
都
大
学
学
士
山
岳
会

協
力
　
三
菱
自
動
車
工
業
株
式
会
社

【
申
込
方
法
】

■
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付（
定
員
20
名
）

　
期
間
：
12
月
14
日（
月
）〜
12
月
18
日（
金
）

　 【
申
込
先
】千
里
文
化
財
団
友
の
会
事
務
局

　
電
話 

0 

6
ー

6
8
7
7
ー

8
8
9
3

　（
9
時
〜
17
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

■
一
般
受
付

　
期
間
：
12
月
21
日（
月
）〜
2
0
2
1
年
1
月
14
日（
木
）

 

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約（
定
員
65
名
）

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

・
当
日
参
加
申
込（
定
員
20
名
）

11
時
か
ら
本
館
2
階
セ
ミ
ナ
ー
室
前
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

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

覧
く
だ
さ
い
。

※ 

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

除
く
）で
す
。

舟（台湾、タオ）

「知的生産の技術」のための「こざ
ね」（撮影：尼川匡志）
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伝
統
的
な
暮
ら
し
に
お
い
て
、衣
服
や
生
活
用
具
な
ど
、そ
の
素
材
の
多
く
を
自
然
の
な
か
か
ら
手
に
い
れ
て
き
た
ア

イ
ヌ
。
北
太
平
洋
沿
岸
の
先
住
民
に
ひ
ろ
く
利
用
さ
れ
た
テ
ン
キ
グ
サ
も
、そ
う
し
た
素
材
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
今

月
は
テ
ン
キ
グ
サ
を
素
材
と
す
る
入
れ
物「
テ
ン
キ
」に
注
目
し
、ア
イ
ヌ
の
バス
ケ
タ
リ
ー
文
化
の一端
を
紹
介
す
る
。

ア
イ
ヌ
の
テ
ン
キ
と
そ
の
ひ
ろ
が
り

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

テ
ン
キ
グ
サ
（Leymus mollis

）
と
い
う
植
物
を
ご
存
じ

だ
ろ
う
か
。
別
名
ハ
マ
ニ
ン
ニ
ク
と
も
い
う
が
、
ネ
ギ
の
仲

間
で
は
な
く
、
海
岸
の
砂
浜
に
生
育
す
る
イ
ネ
科
の
多
年

生
草
本
で
あ
る
。
北
米
と
ア
ジ
ア
の
両
大
陸
に
分
布
し
、

日
本
で
は
、
太
平
洋
側
は
関
東
以
北
、
日
本
海
側
は
九
州

北
部
ま
で
見
ら
れ
、
こ
れ
が
南
限
と
さ
れ
て
い
る
。

テ
ン
キ
グ
サ
を
素
材
に
し
た
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
、
千
島

列
島
の
先
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
や
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
、
そ

し
て
北
米
に
至
る
ま
で
、
北
太
平
洋
沿
岸
の
先
住
民
に
ひ

ろ
く
使
わ
れ
て
き
た
。
一
八
〜
一
九
世
紀
の
民
族
誌
に
も

記
録
さ
れ
、
実
物
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

テ
ン
キ
グ
サ
と
い
う
和
名
は
、
こ
の
草
の
葉
を
編
ん
で

作
ら
れ
た
入
れ
物
「
テ
ン
キ
」
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

テ
ン
キ
自
体
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
知ち

里り

真ま

志し

保ほ

の
『
分

類
ア
イ
ヌ
語
辞
典 

第
一
巻 

植
物
篇
』（
日
本
常
民
文
化
研
究

所
、
一
九
五
三
年
）
に
二
説
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
旧
ア
イ

ヌ
民
族
博
物
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
ア
イ
ヌ
と
自
然
デ
ジ

タ
ル
図
鑑
」
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
関
心
の
あ

る
か
た
は
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

ア
イ
ヌ
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
文
化

ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
生
活
は
、
衣
服
や
住
居
を
は
じ
め

植
物
製
の
品
々
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
植
物
素
材
を
編
み
組

み
し
て
作
る
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
あ
た
る
も
の
を
あ
げ
る
と
、

家
の
な
か
に
は
ご
ざ
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
簾す
だ
れ
や
簀す

も
あ
ち

こ
ち
で
使
わ
れ
た
。
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
語
で
サ
ラ
ニ
プ
と
よ

ば
れ
る
袋
は
、
運
搬
や
貯
蔵
な
ど
に
用
い
ら
れ
、
大
き
さ

も
製
作
技
法
も
素
材
も
多
様
で
あ
っ
た
。
身
に
つ
け
る
も

の
で
は
わ
ら
じ
の
よ
う
な
履
物
が
あ
り
、
大
き
な
も
の
に

は
魚
を
捕
る
筌う
け

や
船
の
帆
が
あ
っ
た
。
素
材
は
、
シ
ナ
ノ
キ
、

オ
ヒ
ョ
ウ
、
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
の
樹
皮
、
ガ
マ
や
ヨ
シ
、
オ
ギ
な

ど
が
用
い
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
が
あ
る
な
か

で
、
じ
つ
は
、
テ
ン
キ
は
ア
イ
ヌ
の
民
具
と
し
て
一
般
的
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
収
集
地
が
明
ら
か
な
テ
ン
キ
は
、

ほ
と
ん
ど
が
千
島
の
も
の
で
あ
る
。
千
島
ア
イ
ヌ
は
人
口

が
少
な
く
、
一
八
八
四
年
に
北
千
島
か
ら
色し
こ

丹た
ん

島
に
強
制

移
住
さ
せ
ら
れ
た
と
き
は
九
七
人
、
人
類
学
者
の
鳥と
り

居い

龍
り
ゅ
う

蔵ぞ
う

が
一
八
九
九
年
に
色
丹
島
を
調
査
し
た
と
き
に
は
六
二

人
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
北
海
道
へ
の
戦
後
移
住
が
あ
り
、

二
〇
世
紀
な
か
ご
ろ
に
千
島
ア
イ
ヌ
で
あ
る
こ
と
を
表
明

す
る
人
は
い
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
千
島

で
収
集
さ
れ
た
テ
ン
キ
も
多
く
は
な
く
、
時
代
が
わ
か
っ

て
い
る
も
の
も
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
で
あ

る
。
古
く
は
、
和
人
が
残
し
た
江
戸
時
代
の
記
録
に
も
見

ら
れ
る
が
、
エ
ト
ロ
フ
、
シ
コ
タ
ン
、
カ
ラ
フ
ト
の
産
物
と

し
て
記
さ
れ
る
な
ど
、
今
の
北
海
道
で
は
あ
ま
り
作
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

製
作
技
術
の
復
元

ア
イ
ヌ
の
他
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
は
異
な
り
、
テ
ン
キ

は
製
作
技
術
が
継
承
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
登
別
市
の

知ち

里り

眞ま

希き

さ
ん
が
生
前
、
二
〇
〇
〇
年
ご
ろ
に
復
元
し
た
。

知
里
さ
ん
は
、
み
ん
ぱ
く
を
含
む
い
く
つ
か
の
博
物
館
が

所
蔵
す
る
テ
ン
キ
を
調
査
し
、
文
献
な
ど
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
、
復
元
に
成
功
し
た
の
だ
。

わ
た
し
は
知
里
さ
ん
か
ら
テ
ン
キ
グ
サ
製
の
バ
ス
ケ
タ

リ
ー
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
を
受
け
、
海
外
の
文
献
を
含

め
て
ま
と
め
た
も
の
を
送
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

テ
ン
キ
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
大
き
く
わ
け
て
ふ
た
つ
の

タ
イ
プ
が
あ
り
、
巻
き
編
み
技
法
（coiling

）
で
、
上
か

ら
見
て
円
や
楕
円
形
に
な
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
し
っ
か
り

と
し
た
容
器
と
、
捩も
じ

り
編
み
技
法
（tw

ining

）
で
作
ら
れ

た
袋
型
の
も
の
が
あ
る
。
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
先
住
民
コ
リ

ヤ
ー
ク
の
民
族
誌
で
両
タ
イ
プ
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
精
細

に
描
い
た
文
献
が
あ
り
、
テ
ン
キ
グ
サ
を
刈
り
と
る
時
期

に
関
す
る
記
述
な
ど
、
他
地
域
の
製
作
技
術
も
知
里
さ
ん

が
復
元
す
る
際
の
参
考
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
後
、
知
里
さ
ん
は
み
ん
ぱ
く
を
は
じ
め
、
各
地
で

実
演
や
講
習
会
を
お
こ
な
い
、
テ
ン
キ
作
り
を
ひ
ろ
め
る

活
動
を
続
け
ら
れ
た
。
わ
た
し
も
二
〇
〇
六
年
と
二
〇
〇

七
年
に
、勤
務
し
て
い
た
北
海
道
立
北
方
民
族
博
物
館
（
網

走
市
）
に
知
里
さ
ん
を
招
き
、
テ
ン
キ
作
り
の
講
習
会
を

お
こ
な
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
テ
ン
キ
グ
サ
を
刈
り
、

そ
の
葉
を
よ
り
わ
け
て
天
日
干
し
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、

小
さ
な
容
器
を
作
っ
た
。
知
里
さ
ん
は
、
登
別
付
近
の
テ

ン
キ
グ
サ
よ
り
も
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
岸
の
も
の
の
ほ
う
が
背

丈
が
高
く
、良
い
材
料
が
得
ら
れ
た
と
喜
ん
で
い
た
。
ま
た
、

登
別
は
夏
に
雨
が
多
く
、
テ
ン
キ
グ
サ
の
葉
を
う
ま
く
乾

燥
で
き
な
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
も
思
い
出
す
。

知
里
さ
ん
が
復
元
を
さ
れ
て
以
降
、
テ
ン
キ
作
り
を
す

る
人
も
出
て
き
た
が
、
材
料
の
準
備
か
ら
完
成
ま
で
手
間

も
時
間
も
か
か
る
た
め
な
の
か
、
普
及
し
た
と
ま
で
は
言

え
な
い
。
ま
た
、
歴
史
な
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。

こ
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
連
載
を
読
み
返
し
、
テ
ン
キ
に
関

す
る
世
界
規
模
で
の
比
較
研
究
と
歴
史
研
究
の
可
能
性
を

改
め
て
感
じ
て
い
る
。

テンキグサの刈りとり。網走市の海岸にて（2007年）

知里眞希さん（左）からテンキについて聞く筆者（右）（2007年）

上：鳥居龍蔵が色丹島で収集したテンキ（K0002352）。
みんぱくには鳥居収集のものをはじめ10点あまりの
テンキがある

中：テンキグサ製と思われるアラスカのイヌイットのバ
スケット。1990年ごろの収集と推定（Ｈ0227990）

下：アリュートのテンキグサ製のものと思われるバス
ケット。1880年ごろに収集（Ｈ0076158）
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みんぱく回遊

ムスリム女性の装い
藤
ふじ

本
もと

 透
とう

子
こ

民博 人類文明誌研究部

に
パ
ラ
ン
ジ
は
ム
ス
リ
ム
女
性
た
ち
の
後
進
性
の

象
徴
と
み
な
さ
れ
、
女
性
解
放
運
動
の
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
な
っ
た
。
パ
ラ
ン
ジ
を
一
掃
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
が
あ
ま
り
に
も
急
激
に
進
め
ら
れ
た
た
め
に
、

社
会
的
混
乱
も
生
じ
た
。
そ
の
後
、
中
央
ア
ジ
ア

で
は
次
第
に
、
頭
部
の
み
に
ス
カ
ー
フ
を
巻
く
ス

タ
イ
ル
が
既
婚
女
性
の
あ
い
だ
で
定
着
し
て
い
っ

た
。

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
も
反
映

中
央
ア
ジ
ア
の
女
性
た
ち
の
装
い
は
、
も
と
も

と
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
っ

た
。
例
え
ば
カ
ザ
フ
人
の
場
合
、
未
婚
女
性
は
長

い
髪
を
三
つ
編
み
に
し
て
垂
ら
し
、
毛
皮
で
縁
取

り
さ
れ
た
布
製
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
。
前
述
の
よ

う
に
キ
メ
シ
ェ
ク
を
着
用
し
て
髪
を
見
せ
な
い
の

は
、
既
婚
女
性
の
み
で
あ
っ
た
。
既
婚
女
性
が
髪

を
覆
う
と
い
う
習
慣
は
、
ス
カ
ー
フ
を
頭
部
に
巻

く
と
い
う
か
た
ち
で
、
ソ
連
時
代
に
も
村
落
部
を

中
心
に
続
い
た
。
カ
ザ
フ
人
の
あ
い
だ
で
、
嫁
入

り
の
際
に
花
婿
の
母
親
が
花
嫁
の
頭
部
に
白
い
ス

カ
ー
フ
を
か
ぶ
せ
る
の
は
、
既
婚
者
と
な
っ
た
こ

と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

生
活
場
面
に
よ
る
使
い
わ
け

ソ
連
崩
壊
後
に
は
、
未
婚
か
既
婚
か
に
か
か
わ

ら
ず
信
仰
心
を
あ
ら
わ
す
服
装
と
し
て
、
丈
の
長

い
ス
カ
ー
ト
に
長
そ
で
の
上
着
を
着
て
、
ヒ
ジ
ョ

ブ
と
よ
ば
れ
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
か

変
わ
り
の
一
端
に
も
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
中

央
ア
ジ
ア
に
イ
ス
ラ
ー
ム
が
伝で
ん

播ぱ

し
た
の
は
、
八

世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
。
オ
ア
シ
ス
都
市
の
定
住
民

が
い
ち
早
く
ム
ス
リ
ム
と
な
り
、
草
原
地
帯
の
遊

牧
民
は
そ
れ
よ
り
遅
れ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
を
徐
々
に

受
容
し
た
。

オ
ア
シ
ス
都
市
に
暮
ら
す
女
性
は
、
一
九
世
紀

後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
外
出
時
に
チ
ャ

チ
ヴ
ァ
ン
と
よ
ば
れ
る
織
り
目
の
粗
い
布
を
顔
の

前
に
垂
ら
し
、
パ
ラ
ン
ジ
と
よ
ば
れ
る
ヴ
ェ
ー
ル

を
か
ぶ
っ
た
。
パ
ラ
ン
ジ
は
丈
の
長
い
上
着
の
よ

う
な
形
を
し
て
い
る
が
、
頭
部
か
ら
す
っ
ぽ
り
か

ぶ
る
の
で
袖
に
手
を
と
お
す
こ
と
は
な
く
、
デ
ザ

イ
ン
化
さ
れ
た
「
飾
り
袖
」
が
後
ろ
で
結
わ
え
ら

れ
て
い
る
。
一
方
、
草
原
地
帯
に
暮
ら
す
カ
ザ
フ

人
の
場
合
、
既
婚
女
性
は
キ
メ
シ
ェ
ク
と
よ
ば
れ

る
ヴ
ェ
ー
ル
を
着
用
し
た
。
キ
メ
シ
ェ
ク
は
白
い

綿
布
を
縫
っ
て
作
ら
れ
、
頭
部
か
ら
胸
部
ま
で
を

覆
う
。
パ
ラ
ン
ジ
に
比
べ
る
と
丈
が
短
く
顔
も
出

す
と
い
う
、
遊
牧
民
と
し
て
の
動
き
や
す
さ
を
重

視
し
た
装
い
で
あ
っ
た
。

ソ
連
時
代
初
期
に
、
こ
う
し
た
ヴ
ェ
ー
ル
、
特

ム
ス
リ
ム
の
特
徴
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ル
で
頭
部

を
覆
い
隠
し
た
女
性
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も

多
い
か
も
し
れ
な
い
。
ク
ル
ア
ー
ン
に
は
「
外お
も
て部

に
出
て
い
る
部
分
は
し
か
た
が
な
い
が
、
そ
の
ほ

か
の
美
し
い
と
こ
ろ
は
人
に
見
せ
ぬ
よ
う
。
胸
に

は
蔽お
お
い
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
」（
井
筒
俊
彦
訳『
コ
ー
ラ

ン
』〈
中
〉 

岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
と
あ
り
、
身

内
以
外
に
「
美
し
い
と
こ
ろ
」
を
見
せ
て
は
な
ら

な
い
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ど
の
よ
う
に
身
体
を

覆
う
べ
き
か
と
い
う
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。
こ

の
た
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
世
界
に
広
が
る
過
程
で
、

地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
服
装
が
生
ま
れ
た
。

例
え
ば
西
ア
ジ
ア
展
示
場
で
は
、
ア
ラ
ビ
ア
半

島
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
ほ
か
、
エ
ジ
プ
ト
、
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
と
と
も
に
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
女
性
の
服

装
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
身
体
の
線
が
あ
ら
わ

に
な
ら
な
い
ゆ
っ
た
り
と
し
た
着
こ
な
し
は
共
通

す
る
が
、
ヴ
ェ
ー
ル
の
形
や
色
、
顔
を
ど
の
程
度

ま
で
隠
す
か
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア

展
示
場
に
も
、
ム
ス
リ
ム
女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を

示
す
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
の
女
性
た

ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ェ
ー
ル
の
巻
き
方
を
考
案

し
て
、
お
し
ゃ
れ
に
工
夫
を
凝
ら
す
と
い
う
。
ま
た
、

頭
部
に
華
や
か
な
色
合
い
の
布
を
巻
き
、
首
の
ま

わ
り
が
広
め
に
開
い
た
西
ア
フ
リ
カ
の
女
性
の
衣

服
は
、
ム
ス
リ
ム
の
装
い
の
多
様
性
を
示
し
て
い
る
。

時
代
の
変
化
と
と
も
に

中
央
・
北
ア
ジ
ア
展
示
場
で
は
、
装
い
の
移
り

ぶ
る
女
性
た
ち
も
あ
ら
わ
れ
た
。
し
か
し
、
全
体

か
ら
見
れ
ば
こ
う
し
た
女
性
は
ご
く
少
数
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

特
に
都
市
部
で
は
、
ふ
だ
ん
は
何
も
か
ぶ
ら
な

い
女
性
の
方
が
多
い
。
た
だ
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を

強
く
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
女
性
た

ち
も
、
モ
ス
ク
に
行
く
と
き
や
、
聖
者
廟
に
詣
で

る
と
き
な
ど
に
は
装
い
を
少
し
変
え
る
。
モ
ス
ク

で
は
礼
拝
や
結
婚
儀
礼
を
お
こ
な
い
、
聖
者
廟
で

は
子
授
け
や
病
気
の
治
癒
を
願
う
。
ま
た
、
墓
参

の
際
に
も
、
死
者
の
安
寧
を
願
っ
て
ク
ル
ア
ー
ン

を
朗
唱
す
る
習
慣
が
あ
る
。
こ
う
し
た
祈
り
の
場

面
で
は
、
ス
カ
ー
フ
で
頭
部
を
覆
う
。
現
在
の
中

央
ア
ジ
ア
で
は
、
こ
の
よ
う
に
生
活
の
場
面
に
よ
っ

て
、
柔
軟
な
対
応
を
し
て
い
る
ム
ス
リ
ム
女
性
が

多
い
。

〈本館展示場〉

観覧券売場

西アジア展示
「信仰」セクション

中央・北アジア展示
「中央アジア」セクション

東南アジア展示
「都市の風景」セクション

アフリカ展示
「装う」セクション

西アジアをはじめとする各地のムスリム女性の服装
（H0253290ほか）

中央アジアのムスリム女性の服装
（H0105908ほか）

婦人服店の店先でマネキンがかぶっているヴェール
（O0003377ほか）

西アフリカのムスリム女性の服装
（H0222362ほか）

ウズベク女性が着用したパランジ
（中国、H0105908、中央・北アジア
展示）

ソ連時代に定着した、スカーフを頭
部に巻くスタイル（カザフスタン、
H0278396、中央・北アジア展示）

カザフの既婚女性が着用したキメ
シェク（中国、H0105922、中央・北
アジア展示）
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文
化
事
象
の
記
録
と
研
究
を
映
画
的
な
手
法
で
お
こ
な
う

民
族
誌
映
画
の
制
作
は
、
映
像
人
類
学
の
中
心
的
な
実
践
に

位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
近
年
、
欧
州
人
類
学
映
画
祭
機
構

（
C
A
F
F
E
）
に
属
す
る
学
術
映
画
祭
を
基
盤
に
、
人
類
学

に
お
け
る
映
像
実
践
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
り
上
が
り
つ
つ
あ
る
。

わ
た
し
は
二
〇
二
〇
年
五
月
に
ド
イ
ツ
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
国

際
民
族
誌
映
画
祭
の
審
査
委
員
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
九
四
年
に
ス
タ
ー
ト
し
隔
年
で
開
催
さ
れ
て
き
た
本
映
画

祭
で
あ
る
が
、
第
一
五
回
の
今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
世
界
的
な
蔓
延
を
受
け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
と
な
っ
た
。

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
国
際
民
族
誌
映
画
祭

本
映
画
祭
は
ド
イ
ツ
国
立
科
学
映
画
研
究
所
（
I
W
F
）
の

元
職
員
が
中
心
と
な
っ
て
運
営
さ
れ
る
。
I
W
F
は
、
一
九
五

〇
年
代
半
ば
の
設
立
時
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
頭
ま
で
、
制
作

者
の
存
在
を
で
き
う
る
限
り
排
し
た
観
察
記
録
の
手
法
に
基
づ

く
映
像
百
科
事
典
「
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
シ
ネ
マ
ト
グ

ラ
フ
ィ
カ
」（
通
称
E
C
フ
ィ
ル
ム
）
の
制
作
を
お
こ
な
っ
て
き

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
I
W
F
は
制
作
し
た
フ
ィ
ル
ム
を
世
界

各
地
の
研
究
・
教
育
機
関
に
売
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
、
日
本

を
含
む
各
国
の
学
術
映
像
の
制
作
基
準
に
き
わ
め
て
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
国
立
民
族
学
博
物
館
も
一
三
〇
〇
本
を
超
え

る
E
C
フ
ィ
ル
ム
を
I
W
F
よ
り
購
入
し
て
い
る
。

協
議
は
難
航
し
、
三
日
間
、
じ
つ
に
八
時
間
も
の
時
間
を
費
や

し
た
。

最
終
的
に
、
最
優
秀
作
品
に
は
エ
ジ
プ
ト
人
監
督
ハ
デ
ィ
・

ム
ハ
ン
マ
ド
が
撮
影
・
制
作
し
た
「Flox

」
が
選
ば
れ
た
。
本

作
は
、
カ
イ
ロ
市
内
の
混
沌
と
し
た
交
通
状
況
に
お
け
る
ミ
ニ

バ
ス
運
転
手
た
ち
の
仕
事
の
様
子
を
描
く
。
男
性
中
心
の
マ
ッ

チ
ョ
な
競
争
社
会
に
お
け
る
、
運
転
手
間
の
狡こ
う

猾か
つ
な
か
け
ひ
き
、

顧
客
と
の
些さ

細さ
い

か
つ
豊
穣
な
や
り
と
り
、
さ
ら
に
は

運
転
技
術
を
め
ぐ
る
創
意
工
夫
を
記
録
し
た
観
察

映
画
で
あ
る
。
多
く
の
入
選
作
が
、
人
類
学
者
に

よ
る
長
期
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
き
、
特
定

の
個
人
や
そ
の
家
族
を
淡
々
と
観
察
す
る
手
法
を

と
る
の
に
対
し
、
本
作
は
運
転
手
間
の
つ
な
が
り
、

仕
事
が
要
求
す
る
緊
張
感
を
生
々
し
く
、
と
き
に

荒
々
し
く
伝
え
て
い
た
点
が
評
価
さ
れ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
上
映
の
可
能
性

と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
と
本
映
画
祭
と
の
か
か
わ
り

は
深
い
。
第
九
回
大
会
（
二
〇
〇
八
年
）
で
は
一
研

究
者
と
し
て
入
選
し
た
拙
作
の
発
表
を
お
こ
な
い
、

第
一
一
回
大
会
（
二
〇
一
二
年
）
で
は
学
生
映
画
部

門
の
審
査
委
員
を
担
当
し
、
第
一
二
回
大
会
（
二
〇

一
四
年
）
で
は
出
品
作
の
な
か
か
ら
入
選
作
を
絞
る

作
品
選
抜
委
員
を
務
め
る
と
同
時
に
映
画
祭
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
作
り
に
か
か
わ
っ
た
。
例
年
は
ゲ
ッ
テ
ィ

ン
ゲ
ン
市
内
に
あ
る
中
世
の
大
聖
堂
を
改
良
し
た

荘
厳
な
雰
囲
気
を
も
つ
文
書
館
を
利
用
し
て
映
画

祭
を
お
こ
な
う
。
今
回
は
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
い
う

本
映
画
祭
は
お

も
に
、
メ
イ
ン
プ
ロ

グ
ラ
ム
と
学
生
映

画
部
門
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
。
メ
イ
ン

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
毎
回

テ
ー
マ
を
設
定
し
て
、

数
百
の
出
品
作
か

ら
五
〇
〜
六
〇
本

の
作
品
を
選
抜
す

る
。
今
回
も
、〈
女

性
に
よ
る
危
機
へ
の

対
応
〉、〈
文
化
遺
産

保
護
へ
の
取
り
組

み
〉、〈
都
市
化
の
影

響
〉
を
は
じ
め
と
す
る
テ
ー
マ
が
掲
げ
ら
れ
た
。
学
生
映
画
部

門
は
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
が
設
け
ら
れ
、二
〇
本
の
上
映
作
（
一

一
七
本
の
出
品
作
よ
り
選
抜
）
の
な
か
か
ら
最
優
秀
作
品
を
一

本
選
ぶ
。
本
部
門
の
審
査
は
、
わ
た
し
と
ト
ロ
ム
ソ
大
学
の
映

像
人
類
学
者
の
ト
ロ
ン
ド
・
ワ
ー
グ
、
マ
イ
ン
ツ
大
学
の
社
会

人
類
学
者
ジ
モ
ネ
・
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
の
三
名
で
お
こ
な
っ
た
。

三
名
の
審
査
委
員
の
学
術
映
画
に
求
め
る
理
想
が
決
定
的
に
異

な
る
と
い
う
背
景
も
あ
り
、
受
賞
作
を
選
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン

こ
と
で
、
参
加
者
は
映
画
祭
事
務
局
よ
り
I
D
と
パ
ス
ワ
ー

ド
を
受
け
と
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
動
画
サ
イ
トV

im
eo

上
に

設
け
ら
れ
た
映
画
祭
の
ペ
ー
ジ
（
入
選
作
品
を
セ
ク
シ
ョ
ン
ご
と

に
ま
と
め
た
い
わ
ば
映
像
ア
ー
カ
イ
ブ
）
に
行
き
、
関
心
の
あ
る

作
品
を
二
週
間
に
わ
た
り
視
聴
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
視
聴
者
と
作
品
の
監
督
が
質
疑
応
答
を
お
こ

な
う
時
間
も
設
け
ら
れ
た
。
例
年
は
、
せ
い
ぜ
い
五
日
間
の
開

催
期
間
で
あ
る
。参
加
者
は
、プ
ロ
グ
ラ
ム
上
に
あ
る
気
に
な
っ

た
作
品
を
見
逃
す
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
今
回
は
、
二

週
間
と
い
う
比
較
的
余
裕
の
あ
る
期
間
、
参
加
者
は
関
心
を

も
っ
た
作
品
を
何
度
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
視
聴
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
た
。
映
画
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
例
年
で
あ
れ
ば
三

〇
〇
人
程
の
参
加
者
で
あ
る
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
た
今

年
は
、
通
常
の
四
倍
に
あ
た
る
一
二
〇
〇
人
が
参
加
し
議
論
も

じ
つ
に
充
実
し
て

い
た
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

時
差
へ
の
対
応

な
ど
決
し
て
容
易

で
は
な
い
が
、
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
終
息

後
も
、
映
画
祭
現

場
で
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
と
並
行
し
て
オ

ン
ラ
イ
ン
を
通
し

た
関
連
企
画
が
探

求
さ
れ
る
べ
き
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

コ
ロ
ナ
時
代
の
民
族
誌
映
画
祭

川か
わ

瀬せ 

慈い
つ
し

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

M
新型コロナウイルスの世界的蔓延に、映画業界も多大なる影響を受
けたことは今さら言うまでもない。映画館は長期間の休業を余儀な
くされ、主要な映画祭はオンライン開催へと移行した。
今回は今年を振り返るため、特別編として欧州の主要な学術映画祭
であるゲッティンゲン国際民族誌映画祭のオンライン開催の様子を
紹介する。

2020年の学生映画部門最優秀作品「Flox」
（提供：ハディ・ムハンマド）

作品選抜委員会による上映プログラム作成準備の様子
（撮影：ロベルト・シャク、2014年）

2020年の学生映画部門最優秀作品「Flox」の制作現場
（提供：ハディ・ムハンマド）
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民博 学術資源研究開発センター

モムサル薬
お願いします

る
。
急
に
病
気
を
患
っ
た
り
、
悪
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
り

す
る
場
合
は
「
急ク
ッ

煞サ
ル

に
当
た
る
」
と
い
う
表
現
も
使
わ

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
煞
」
が
、
仕
事
を
邪
魔
し
た
り
人

を
傷
つ
け
た
り
す
る
悪
い
気
運
を
包
括
的
に
示
し
て
使

わ
れ
る
た
め
、
全
身
が
痛
み
、
熱
が
出
る
症
状
が
民
間

で
「
モ
ム
サ
ル
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
。

し
か
し
、
一
九
世
紀
の
書
簡
文
で
、
モ
ム
サ
ル
が
ひ
と
つ

の
症
状
や
病
名
と
し
て
認
識
さ
れ
「
ひ
く
、
患
う
、
か
か

る
」
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
そ
の

当
時
す
で
に
、
煞
の
「
悪
霊
」
と
い
う
概
念
か
ら
は
分
離

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

現
代
の
モ
ム
サ
ル
は
、
運
動
会
や
引
っ
越
し
な
ど
の
過

度
の
身
体
的
労
働
の
後
に
か
か
る
こ
と
も
あ
る
が
、
仕

事
の
ス
ト
レ
ス
、
試
験
、
ま
た
は
失
恋
の
後
に
も
か
か
る

こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ
ム
サ
ル
は
、
精
神
的
に
も
身

体
的
に
も
、
そ
の
人
に
耐
え
難
い
ほ
ど
の
負
担
、
ま
た
は

刺
激
（
ウ
イ
ル
ス
も
含
む
）
が
加
わ
り
、
そ
の
結
果
と
し

て
発
熱
、
悪
寒
、
筋
肉
痛
な
ど
の
全
身
症
状
が
あ
ら
わ

れ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
風
邪
が
ウ
イ
ル
ス
と
細
菌
に

よ
る
感
染
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
一
方
、
モ
ム
サ
ル
に
は
さ

ら
に
、
心
身
の
「
気
」
が
衰
え
た
状
態
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、モ
ム
サ
ル
に
か
か
っ
た
人
に
は
普
通
、

周
り
は
同
情
し
て
く
れ
る
し
、
病
気
に
な
っ
た
個
人
の
責

任
も
、
比
較
的
問
わ
れ
な
い
。
も
し
、
あ
な
た
が
韓
国

の
薬
局
に
行
っ
て
「
モ
ム
サ
ル
薬
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
っ

た
ら
、
薬
剤
師
が
か
わ
い
そ
う
に
と
い
う
表
情
で
「
と
て

も
無
理
な
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」
と

慰
め
な
が
ら
、
栄
養
ド
リ
ン
ク
剤
を
た
だ
で
く
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

昨
年
九
月
中
旬
ご
ろ
、
大
切
な
試
験
の
後
、
わ
た
し

は
病
気
に
な
っ
た
。
骨
の
な
か
ま
で
風
が
入
る
よ
う
に
寒

く
感
じ
ら
れ
、
家
に
あ
る
布
団
を
全
部
と
り
出
し
て
、

鼻
以
外
の
体
を
す
べ
て
覆
っ
た
。
そ
う
し
て
も
体
が
ガ
タ

ガ
タ
震
え
た
。
四
〇
度
近
く
の
熱
が
続
き
、
全
身
が
殴

ら
れ
た
よ
う
に
痛
か
っ
た
。
高
熱
に
う
な
さ
れ
て
う
わ
ご

と
を
言
っ
て
、
ず
っ
と
悪
夢
を
み
て
い
た
。
熱
が
三
八
度

ま
で
下
が
る
と
、
今
度
は
体
に
全
然
力
が
入
ら
な
く
な
っ

た
。歩
く
こ
と
も
で
き
ず
、手
を
上
げ
る
気
力
す
ら
な
か
っ

た
。
わ
た
し
は
と
て
も
ひ
ど
い
「
モ
ム
サ
ル
（
몸
살
）」
に

か
か
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
病
院
や
薬
局
を
訪
ね
て
回
っ
た

が
、
ど
こ
に
も
「
モ
ム
サ
ル
」
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る

病
名
や
薬
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。日
本
に
は「
モ
ム
サ
ル
」

が
な
い
の
か
。

韓
国
に
お
け
る
モ
ム
サ
ル
は
一
般
的
に
風
邪
の
一
種
と

し
て
考
え
ら
れ
、
寒
気
が
す
る
、
体
調
を
崩
す
、
苦
痛

を
感
じ
る
、
う
ず
う
ず
す
る
、
む
ず
む
ず
す
る
な
ど
の

症
状
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
が
全
身
に
お
よ
ぶ
の
が
特

徴
で
あ
る
。
モ
ム
サ
ル
の
語
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

「
体
」を
意
味
す
る
固
有
語
の「
몸モ
ム

」と
漢
字
語
の「
煞サ
ル（

살サ
ル
）」

の
組
み
合
わ
せ
と
み
ら
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
「
煞
」
の

部
分
で
あ
る
。「
煞
」
は
中
国
の
文
献
に
由
来
す
る
と
み

ら
れ
、
凶
神
を
指
す
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
高
麗
時

代
に
朝
鮮
半
島
へ
伝
来
す
る
と
、
巫
俗
信
仰
と
風
水
地

理
論
、
そ
し
て
民
間
に
お
い
て
、
少
し
ず
つ
異
な
る
意
味

で
定
着
し
た
。
特
に
民
間
で
は
「
살サ

이リ 

끼キ

다ダ

（
煞
が
と

り
つ
く
）」、「
살
을 

맞マ
ッ
タ다

（
煞
に
当
た
る
）」
と
い
う
表
現

で
お
も
に
使
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
悪
鬼
に
と
り
つ
か

れ
た
り
、
邪
気
が
つ
い
て
運
が
悪
く
な
る
こ
と
を
意
味
す

サ
ル
ル

20 



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。
●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

観光庁によれば、観光需要喚起策「GoToトラベル」の利

用者は 10月 15日までに約 3138万人に上り、割引支援額は約

1397億円になるという。読者の皆さんももう利用されたかもし

れない。新型コロナウイルス感染症の影響が甚大な業種のひと

つが観光産業である。本号の特集「激変する世界と観光の現在」

では、コロナ以前から変化し続ける観光の現場に焦点をあてる。

目を開かされたのは、コロナが世界を変えたのではない、新型

コロナウイルスの拡大が常に変化する世界の動きを止めたのだ

という逆説である。そして、絶えず流動する現代社会を象徴的

に示すのが観光現象だという。そうであれば、変化する世界の

休止状態にいかに向き合うかのヒントが、縮図である観光の現

場に隠されているかもしれない。ケニアの牧畜民に倣って、あ

らたな可能性をしなやかに、強
したた

かに探る。あるいは、コロナ後

の身体的移動の再開を見据え、「精神的移動」をより豊かにする

よう取りくむ等々だ。手
て

前
まえ

味
み

噌
そ

になるが、前号の特集「世界温

泉めぐり」はそのような試みになっていたのではないか。期せ

ずして、日本文化人類学会の学会誌『文化人類学』最新号（85

巻 2号）の特集も「文化遺産、ツーリズム、防災」である。併

せてご覧いただければと思う。（南真木人）
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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 https://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）

●表紙：巨大な観光クルーズ船。一度に 2000人の観光客がやってくる
（撮影：福井栄二郎、ヴァヌアツ、アネイチュム島、2018年）


