
特
集

地
方
で
も
気
軽
に
出
会
え
る

異
文
化
の
入
口
、み
ん
ぱ
っ
く
　 

杉
山 

祐
子

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
創
造
に

標
本
資
料
の
熟
覧
を
活
か
す
　 
金
谷 
美
和

「
見
る
」か
ら「
視
点
」へ
　 

堤 

涼
子

研
究
者
の
熱
い
語
り
が
、み
ん
ぱ
く
で
の
学
び
を

有
意
義
な
も
の
に
す
る
　 

桑
島 

紳
二

録
音
が
つ
な
ぐ

民
俗
芸
能
の
過
去
と
現
在
　 

植
村 

幸
生

昭和52年10月5日第1号刊行  ISSN0386-2283  令和3年8月1日発行  第45巻第8号通巻第527号　

2021年

8



1 2021.8

A
「�
ひ
さ
し
ぶ
り
。
コ
ロ
ナ
禍
過
ぎ
て
色
々
変
わ
っ
た
ね
。�

最
近
ど
う
し
て
い
る
？
」

B
「�

最
近
は
発
酵
食
の
幅
が
広
が
っ
て
ね
。
今
日
も
お
土
産

が
あ
る
よ
」

A
「�

え
っ
、
い
つ
も
手
作
り
の
美
味
し
い
品
あ
り
が
と
う
ね
。

ウ
チ
の
菜
園
も
今
年
三
年
目
で
土
が
柔
ら
か
フ
カ
フ
カ

に
な
っ
て
き
て
、
良
い
野
菜
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た

よ
。
僕
か
ら
も
お
野
菜
を
お
土
産
で
。
ど
う
ぞ
。
お
仕

事
は
ど
う
な
っ
て
る
？
」

B
「�

相
変
わ
ら
ず
、
大
半
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
出
社
し
て
な
い

ね
。
生
活
が
全
て
で
、
仕
事
は
合
間
に
色
々
や
っ
て
る

わ
（
笑
）
。
そ
う
言
え
ば
、
小
電
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
会
社
の

支
援
や
っ
て
る
よ
、
あ
れ
か
ら
多
く
な
っ
た
か
ら
ね
」

A
「�

僕
は
ク
ラ
フ
ァ
ン
・
サ
ー
フ
ィ
ン
し
て
る
わ
。
ネ
ッ
ト
で

買
う
の
も
多
く
な
っ
た
け
ど
、
意
味
あ
る
買
い
物
っ
て

言
う
か
ね
。
み
ん
な
が
社
会
参
加
し
て
自
分
も
サ
イ
ク

ル
に
い
る
感
じ
の
買
い
物
、
そ
ん
な
や
つ
に
」

B
「�

な
る
ほ
ど
ね
。
医
療
デ
ー
タ
と
か
も
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
で
繋つ

な

が
っ
て
世
界
中
の
デ
ー
タ
が
共
有
さ
れ
て
、

様
々
解
決
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
け
ど
も
。

こ
れ
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
し
ね
。
医
療
デ
ー
タ
が
始

ま
る
と
、
他
の
社
会
デ
ー
タ
が
解
放
さ
れ
て
い
く
だ
ろ

う
な
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
な
っ
た
ね
」

　
自
宅
に
こ
も
り
気
味
で
妄
想
が
過
ぎ
て
い
る
が
、
数
年
後

に
は
こ
ん
な
世
の
中
が
や
っ
て
き
そ
う
だ
。
今
現
在
で
も
す

で
に
効
率
化
が
進
み
、
目
的
や
行
動
を
先
取
り
し
た
か
の
よ

う
な
サ
ー
ビ
ス
が
安
易
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
自

ら
作
っ
て
い
た
よ
う
な
モ
ノ
で
も
、
購
入
し
、
消
費
し
て
い

る
う
ち
に
作
り
方
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
様
な
流
れ
な

の
だ
と
思
う
。
で
も
効
率
化
に
も
隙
間
が
用
意
さ
れ
て
い
た

ら
、
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
。
思
考
の
た
め
の
余
白
の
よ
う
な
も

の
が
。
根
源
を
探
り
、
何
故
そ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
の
か
？
　

存
在
す
る
意
味
に
た
ど
り
着
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
認
識

す
る
。
本
来
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
深
め
る
こ
と
の
喜
び
が
、

わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
は
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
。

製
品
を
買
う
の
で
は
な
く
、
素
材
を
買
い
、
作
る
。
そ
う

し
て
み
る
と
、
今
日
で
は
作
る
と
い
う
行
為
が
、
何
か
を
学

ぶ
時
間
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
マ
ス
ク
一
枚

を
介
し
た
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
が
社
会
的
な
是
非
と
し
て
問
わ
れ

る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
相
手
を
気
遣
い
、
気
配
を
も
敏
感
に

感
じ
る
よ
う
に
感
覚
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
コ

ロ
ナ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
能
力
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。

私
た
ち
は
今
、
営
み
の
再
生
か
ら
能
力
の
再
生
へ
と
ス

テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
日
々
の
情
報
を
新
た
な
行

為
へ
結
び
つ
け
る
過
程
で
も
あ
る
。
か
つ
て
外
的
影
響
か
ら

生
き
る
こ
と
の
選
択
を
し
て
き
た
よ
う
に
、
ま
た
明
日
の
未

来
も
発
見
と
喜
び
を
味
わ
い
た
い
。

日
々
日
々
、
日
常
の
憂
い
と
共
に

服は
っ
と
り部 

滋し
げ

樹き 

プロフィール
1970年大阪府生まれ。大阪を拠点に活動するクリエイティブユニット「graf」代表。京都芸術大学教授。建築、
インテリアなどにかかわるデザインや、ブランディングディレクションなどを手掛け、近年では地域再生など
の社会活動にもその能力を発揮している。プロジェクトからプログラムへ、ムーブメントからカルチャーへ育
むデザインを目指し活動中。
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撮影：大道雪代、2020年
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みんぱっく「エチオピアのコーヒーセレモニー」制作の参考とするため、エチオ
ピアンコーヒーハウスのウオルデサアデク・ダウィット氏らを招き、コーヒー
セレモニーを実演してもらった（2019年）

みんぱっく
「イスラム教とアラブ世界のくらし」

シェタニ（精霊）合作絵巻
2018年に東京で開かれたタンザニアのアー
ティスト、ヘンドリック・リランガ展（右、提供：
座・高円寺、撮影：梁丞佑）。ワークショップ
で日本の子どもたちが描いたシェタニ絵巻に、
タンザニアの子どもたちが絵を描き加えた長
い合作絵巻（中、撮影：金山麻美、2019年）。
その後、絵巻は再び日本に戻り、弘前大学資
料館企画展で東北と中国の精霊が描き込まれ
た（左、2019年）。距離を超えた文化の交流
をめざす弘前大学の活動のひとつ

※
み
ん
ぱ
っ
く
は
適
宜
内
容
を
更
新
し
て
お
り
、
本
稿
の
内
容
と
異

な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

コーヒー豆用臼と杵

コーヒーポットと
コーヒーポット台

豆菓子用皿

ノ
に
触
れ
る
こ
と
に
ど
ん
な
可
能
性
が
あ
る
の
か
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
実
習
の
目
的
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
「
イ
ス
ラ
ム
教
と
ア
ラ
ブ
世
界
の
く
ら
し
」

を
皮
切
り
に
、
ア
ン
デ
ス
、
モ
ン
ゴ
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
地
域
の
ぱ
っ
く
の
ほ
か
、「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
な

ど
テ
ー
マ
企
画
も
の
も
含
め
て
十
種
類
ほ
ど
の
ぱ
っ
く

を
借
用
し
た
。

触
れ
る
資
料
の
可
能
性

実
習
で
は
一
回
あ
た
り
の
受
講
者
数
を
十
名
程
度
に

組
分
け
す
る
。
授
業
を
三
つ
の
パ
ー
ト
に
区
切
り
、
パ
ー

ト
ご
と
に
視
点
を
変
え
て
進
め
る
。
第
一
パ
ー
ト
で
は

博
物
館
の
視
点
に
立
つ
。
ま
ず
既
習
内
容
の
復
習
を
兼

ね
て
モ
ノ
の
状
態
を
確
認
し
、
各

自
メ
モ
を
し
る
す
。
同ど

う

梱こ
ん

さ
れ
て

い
る
説
明
書
を
検
討
し
、
込
め
ら

れ
た
ね
ら
い
を
知
る
。
学
生
が
気
づ

く
の
は
「
博
物
館
で
働
く
人
と
同

じ
よ
う
に
」
モ
ノ
を
扱
う
主
体
と

な
る
よ
う
借
り
手
に
促
し
て
い
る

点
だ
。
資
料
が
壊
れ
た
ら
「
修
理

を
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
返
却
」
す

る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
で
、
博

物
館
の
仕
事
の
実
際
を
伝
え
て

い
る
と
評
価
す
る
者
も
あ
っ
た
。

第
二
パ
ー
ト
で
は
借
り
手
の

立
場
で
、
モ
ノ
に
触
れ
る
驚
き

を
経
験
す
る
。
意
外
に
も
多
く

の
学
生
が
手
こ
ず
る
の
が
こ
の

パ
ー
ト
で
あ
る
。「
え
っ
、
こ
れ

何
？
」
と
素
直
な
驚
き
を
抱
く
の
に
、
実
際
に
触
れ
る

の
は
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

す
る
。
博
物
館
の
モ
ノ
に
触
れ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
長
年
の
固
定
観
念
が
呪
縛
と
な
っ
て
身
体
が

こ
わ
ば
る
の
だ
。
そ
ん
な
こ
わ
ば
り
を
ほ
ぐ
す
の
に
、「
ブ

リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
ぱ
っ
く
の
紙
芝
居
形
式
展
示
品
紹
介

解
説
カ
ー
ド
で
、
ク
イ
ズ
を
出
し
な
が
ら
モ
ノ
に
触
れ

て
い
く
方
法
が
役
立
っ
た
。

第
三
パ
ー
ト
で
は
学
生
の
立
場
に
戻
り
、
意
見
交
換

を
す
る
。
学
部
が
違
う
学
生
同
士
で
も
、
授
業
中
に
あ

れ
こ
れ
モ
ノ
を
触
っ
た
経
験
を
共
有
す
る
の
で
、
具
体

的
な
意
見
が
出
て
毎
回
盛
り
上
が
る
。
多
く
聞
か
れ
る

の
は
、
モ
ノ
に
触
れ
る
こ
と
の
新
鮮
さ
や
、
モ
ノ
の
肌き

理め

を
感
じ
る
楽
し
さ
を
知
っ
た
と
い
う
素
直
な
感
想
だ
。

授
業
後
は
み
ん
ぱ
く
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ぱ
っ
く
の

内
容
物
に
つ
い
て
の
詳
し
い
情
報
を
収
集
し
、｢

触
れ
る

資
料
の
可
能
性｣

と
い
う
題
で
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
。

授
業
で
は
内
容
物
の
予
備
知
識
な
し
に
モ
ノ
に
接
す
る

状
態
を
作
っ
て
い
る
の
で
、
授
業
中
の
気
づ
き
を
事
後

に
収
集
し
た
情
報
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
考
察
が
深

ま
る
効
果
が
あ
る
。
授
業
中
の
意
見
交
換
で
「
イ
ス
ラ

ム
文
化
の
服
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
日
本
製
だ
っ
た

の
が
残
念
」
と
言
っ
た
学
生
は
、
事
後
調
査
を
通
じ
て

あ
ら
た
に
こ
ん
な
発
見
を
し
て
い
た
。「
日
本
製
の
服
が

入
れ
て
あ
っ
た
の
は
、
現
地
で
高
級
品
と
し
て
好
ま
れ

て
い
る
事
実
を
伝
え
る
た
め
だ
っ
た
。
文
化
を
作
る
モ

ノ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
国
境
を
越
え
る
」。
小
さ
な
ス
ー
ツ

ケ
ー
ス
か
ら
覗の

ぞ

く
異
文
化
の
世
界
は
、
大
き
な
広
が
り

を
も
っ
て
い
る
。

距
離
を
超
え
る
出
会
い

「
み
ん
ぱ
く
に
行
っ
て
み
た
い
け
ど
、
遠
す
ぎ
て
無
理
。

異
文
化
を
学
ぶ
の
に
地
方
は
不
利
で
す
よ
ね
」。
あ
る
学

生
が
も
ら
し
た
こ
の
一
言
が
、「
み
ん
ぱ
っ
く
」
を
利
用

す
る
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
こ
の
学
生
の
言
う
と
お
り
、
大

学
の
あ
る
弘ひ

ろ

前さ
き

か
ら
み
ん
ぱ
く
に
行
く
に
は
往
復
二
〇

〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
旅
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
け
れ
ど
み
ん
ぱ
っ
く
な
ら
距
離
の
隔
た
り
も
な
ん

の
そ
の
、
地
方
で
も
気
軽
に
出
会
え
る
異
文
化
の
入
口
だ
。

弘
前
大
学
で
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
毎
年
み
ん
ぱ
っ

く
を
借
用
し
て
博
物
館
資
料
論
・
実
習
を
実
施
し
て
き

た
。「
こ
ど
も
の
た
め
の
…
…
」
を
謳う

た

う
み
ん
ぱ
っ
く
だ

が
、
資
料
の
貸
出
と
い
う
点
で
も
、
資
料
に
触
れ
ら
れ

る
と
い
う
点
で
も
、
博
物
館
の
活
動
を
学
ぶ
大
学
生
に

と
っ
て
良
い
材
料
な
の
で
あ
る
。
十
数
種
類
も
あ
る
ぱ
っ

く
は
ど
れ
も
、
限
ら
れ
た
容
量
の
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
地

域
の
文
化
を
特
徴
づ
け
る
モ
ノ
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。

モ
ノ
の
選
択
と
貸
出
に
込
め
ら
れ
た
意
図
は
何
か
、
モ

みんぱくホームページ「大学生・教員のためのみんぱく活用」
https://www.minpaku.ac.jp/teacher/university/manual

地
方
で
も
気
軽
に
出
会
え
る

異
文
化
の
入
口
、み
ん
ぱ
っ
く

みんぱくは膨大な数の資料を所蔵している。世
界各地で実際に使用されていた生活用品などの標
本資料、人びとの生活や儀礼、芸能などを記録
した映像・音響資料はいずれも世界の人びとの文
化を生き生きと伝えてくれる。異なる文化に触れる
きっかけになればという思いから、みんぱくはこれら
の文化資源を個人の来館者、研究者、教育機
関にさまざまな形で提供している。
本特集では大学の授業に焦点を当て、これま

で本館を活用された大学教員の方々による活用術
を紹介する。展示場を歩くだけでなく、いかに観る
か、利用するかといった視点が興味深い。研究・
教育目的では映像資料や学習キット「みんぱっく」
など、貸し出しできるものも多い。小・中学校、高
校の授業での活用例については、本誌2005年7
月号の特集「学校がみんぱくと出会ったら」、2006
年3月号の特集「博物館で総合学習」で紹介し
ている。みんぱくの活動の一端を読者のみなさんに
ぜひ知っていただきたい。

特
集

杉す
ぎ

山や
ま 

祐ゆ
う

子こ   

弘
前
大
学
教
授
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アメリカ合衆国の先住民スー
の女性用衣服（ワンピース）。
皮革の衣装は想像していたよ
りも重く、和紙のような手触り
であることに学生は驚いていた
（H0075561）

フランス、アルザス地方の女性用
胸当て（ピエスデストマ）。学生
たちは、胸当てを現代の服飾デ
ザインに活かす方法について考
察した（H0233686）

インドネシア、ニアス島の
楕円形平面の住居
（2010年）

フランス、アルザス地方の女性用頭
飾り（ボネタヌ）。学生たちは、大き
なリボンに惹かれてこの資料を選ん
だ。この地域では、頭飾りの形状が
着用者のアイデンティティを示してい
ることを学んだ（H0233688）

野蚕糸（やさんし）を手織りで製織する方法を学ぶ筆者（右）。
フィールドワークでの経験が授業に活かされる
（撮影：上羽陽子、インド、アッサム州、2018年）

視
点
を
養
う

大
学
は
一
概
に
若
い
世
代
が
通
う
と
こ
ろ
と
は
い
え

な
い
が
、
そ
れ
で
も
学
生
の
大
半
が
十
代
後
半
か
ら
二

十
代
と
い
っ
た
、
あ
る
種
特
殊
な
場
で
あ
る
と
い
う
認

識
の
も
と
話
を
進
め
た
い
。
わ
た
し
は
大
学
で
、
国
内

外
の
住
ま
い
や
暮
ら
し
を
、
デ
ザ
イ
ン

と
し
て
多
角
的
に
と
ら
え
紹
介
す
る
授
業
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ニ
ア

ス
島
の
楕だ

円え
ん

形け
い

平
面
の
住
居
や
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
マ
ト

マ
タ
の
地
下
穴
居
住
宅
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
形
づ

く
る
デ
ザ
イ
ン
の
条
件
に
つ
い
て
考
え
る
。
あ
る
い
は

み
ん
ぱ
く
の
所
蔵
資
料
に
は
、
世
界
各
地
か
ら
収
集

さ
れ
た
膨
大
な
衣
装
が
含
ま
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、

そ
れ
ら
が
「
本
物
」
で
あ
り
、
人
が
作
り
、
着
用
し
た

痕
跡
が
残
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
熟

覧
は
、
そ
れ
ら
「
本
物
」
の
衣
装
を
、
間
近
で
時
間
を

か
け
て
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
機
会
で
あ
る
。

創
造
に
活
か
す

国
際
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
専
門
職
大
学
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
産
業
で
活
躍
す
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
二
〇
一
九
年
に
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
専
門
職
大

学
で
あ
る
。
本
校
の
学
生
の
多
く
に
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
と
は
欧
米
の
服
飾
で
あ
る
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
。

世
界
に
は
、
豊
か
な
形
状
、
意
匠
、
素
材
を
用
い
た
多

様
な
衣
装
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
学
生
に
は
知
っ

て
ほ
し
い
と
思
う
。
そ
れ
ら
は
創
作
に
と
っ
て
の
宝
庫

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
世
界
的
に
も
民
俗
的
・
民
族
的

な
意
匠
を
創
作
に
取
り
入
れ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
多
い
。

し
か
し
、
国
際
的
に
知
名
度
の
高
い
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
っ

て
も
、
異
文
化
の
服
飾
を
利
用
可
能
な
素
材
と
し
て
し

か
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
よ
う
な
、
文
化

へ
の
配
慮
を
欠
い
た
取
り
入
れ
方
が
多
く
見
ら
れ
る
。

事
実
、
当
該
民
族
集
団
か
ら
文
化
へ
の
敬
意
を
欠

い
た
取
り
入
れ
方
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
が

次
々
と
起
こ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
わ
た
し
は
世
界
各
地
の
多
様
な
衣
装

を
、
文
化
的
背
景
を
知
っ
た
う
え
で
、
敬
意
を
は

ら
い
つ
つ
創
作
に
活
用
す
る
方
法
を
学
生
に
学
ん

で
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

資
料
台
帳
を
参
照
し
な
が
ら
実
際
の
モ
ノ
に
触
れ

る
「
熟
覧
」
と
い
う
方
法
が
適
し
て
い
る
。
デ
ジ

タ
ル
画
像
の
み
で
衣
装
を
見
る
と
、
衣
装
と
い
う

も
の
が
、
人
び
と
が
自
然
環
境
の
な
か
で
長
い
時

間
を
か
け
て
作
り
出
し
て
き
た
文
化
的
営
為
の
成

果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
が
ち
に
な
る
。

実
物
を
じ
っ
く
り
と
見
る
こ
と
で
、
衣
装
そ
の

も
の
か
ら
学
ん
で
ほ
し
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

事
前
学
習
が
大
切

作
業
は
、
四
人
ず
つ
ふ
た
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
わ
か
れ
て
お
こ
な
っ
た
。
ま
ず
、
人
類
史
に

お
け
る
衣
装
の
起
源
に
つ
い
て
の
文
献
を
読
み
、

テ
ー
マ
を
「
皮ひ

革か
く

の
衣
装
」
と
「
布
の
衣
装
」
に
絞
っ
た
。

次
に
、
み
ん
ぱ
く
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
対
象
と
な
る
収

蔵
資
料
を
検
索
し
た
。
選
ば
れ
た
の
は
、
皮
革
の
衣
装

か
ら
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
女
性
用
ワ
ン
ピ
ー
ス
で
あ

り
、
布
の
衣
装
は
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ザ
ス
地

方
の
女
性
用
頭
飾
り
と
胸
当
て
で
あ
っ

た
。
次
に
、
資
料
の
文
化
的
背
景
を
学

ぶ
た
め
、
文
献
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
の
う
え
で
、
熟
覧
す
る
資
料
の
「
何

を
、
ど
の
よ
う
に
、
何
に
注
目

し
て
」
調
査
す
る
の
か

に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ

で
話
し
合
い
を
し
た
。
ま
た
、

熟
覧
時
の
技
術
的
な
注
意
点
も
学

習
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
み
ん
ぱ
く
の
収

蔵
庫
で
熟
覧
を
お
こ
な
っ
た
。
学

生
た
ち
は
、
資
料
を
前
に
最
初
は
戸

惑
っ
て
い
た
。
事
前
に
決
め
て
い
た
ポ
イ
ン
ト

に
沿
っ
て
見
る
よ
う
に
勧
め
る
と
、
お
そ
る
お
そ
る
資

料
に
触
り
、
そ
の
う
ち
夢
中
に
な
っ
て
写
真
を
撮
っ
た

り
、
メ
モ
を
と
っ
た
り
し
始
め
た
。
ま
た
、
写
真
で
は

わ
か
ら
な
か
っ
た
縫
製
の
仕
方
や
着
用
方
法
に
つ
い
て
、

気
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
調
査
の
後
、

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
口
頭
発
表
を
し
、
最
終
的
に
は
一
人

一
人
が
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
た
。
自
分
た
ち
の
創
作
に

活
か
す
方
法
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

熟
覧
は
け
っ
し
て
気
軽
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
十
分
な
予
習
と
準
備
の
う
え
で

お
こ
な
え
ば
、
学
習
効
果
は
高
い
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
創
造
に

標
本
資
料
の
熟
覧
を
活
か
す

金か
ね

谷た
に 

美み

和わ   

国
際
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
専
門
職
大
学
准
教
授

「
見
る
」か
ら「
視
点
」へ

―
映
像
資
料
で
学
ぶ
こ
と

 

堤つ
つ
み 

涼り
ょ
う

子こ   

フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
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チュニジア、マトマタの地下穴居住宅（撮影：岸本章、2003年）

映像音響資料収蔵庫に保管されている映
像資料（2021年）

ホーンビル・ロックコンテスト（動画「インド・ナガランド州コヒマの音楽祭」より、制作：岡田恵美、2014年）

地域の音楽イベントに向けて、
ゼミでパーカッションのワーク
ショップを企画した。写真はそ
のリハーサル風景。ゼミ生が参
加者役になって進行を確認した
（左から2人目が筆者、2019年）

わ
た
し
が
所
属
す
る
大
学
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

ゼ
ミ
と
い
う
演
習
科
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ー

ル
ド
と
教
室
を
行
き
来
し
な
が
ら
課
題
解
決
に
取
り
組

み
、
社
会
的
問
題
を
解
決
す
る
能
力
を
育
む
こ
と
を
狙

い
と
し
、大
学
の
学
び
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

わ
た
し
の
ゼ
ミ
で
は
「
ア
ー
ト
と
地
域
活
性
化
」
と

い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
、
東
大
阪
市
の
市
民
団
体
や
西
宮

市
と
連
携
し
、
地
域
の
ア
ー
ト
フ
ェ
ス

や
音
楽
フ
ェ
ス
の
企
画
か
ら
運
営

ま
で
幅
広
く
か
か
わ
っ
て
き
た
。

昨
年
は
西
宮
市
文
化
振
興
課

と
連
携
し
、
市
内
の
ラ
イ
ブ

ハ
ウ
ス
二
十
数
軒
を
結
ん
で

音
楽
イ
ベ
ン
ト
を
お
こ
な
う
予

定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
コ
ロ
ナ

禍
が
収
束
せ
ず
中
止
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
重
視
す
る
ゼ
ミ
で
あ
る
。
学
外
に
出
て
何

ら
か
の
か
た
ち
で
社
会
と
接
す
る
機
会
は
な
い
も
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
思
い
つ
い
た
の
が
み
ん
ぱ
く
で
あ
る
。

音
楽
祭
に
期
待
が
膨
ら
む

み
ん
ぱ
く
は
世
界
か
ら
集
め
ら
れ
た
貴
重
な
民
族
資

料
を
じ
っ
く
り
観
賞
で
き
る
博
物
館
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、
文
化
人
類
学
・
民
族
学
の
研
究
者
に
よ

る
専
門
知
が
集
積
さ
れ
て
い
る
研
究
機
関
と
し
て
知
る

人
ぞ
知
る
存
在
で
も
あ
る
。
展
示
物
の
観
賞
と
と
も
に

民
族
学
に
つ
い
て
研
究
者
の
話
も
ぜ
ひ
聴
き
た
い
と
こ

ろ
だ
。
そ
こ
で
問
い
合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
音
楽
民

族
学
が
専
門
の
岡お

か

田だ

恵え

美み

氏
に
講
義
し
て
も
ら
え
る
こ

と
と
な
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
予
習
の
た
め
に
、
岡
田
氏
が
制
作
し

た
「
イ
ン
ド
・
ナ
ガ
ラ
ン
ド
州
コ
ヒ
マ
の
音
楽
祭
」
と

い
う
動
画
を
ゼ
ミ
で
視
聴
し
た
。
少
数
民
族
の
文
化
伝

承
や
若
者
へ
の
音
楽
振
興
政
策
な
ど
、
ナ
ガ
ラ
ン
ド
の

音
楽
文
化
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い

た
。
現
地
の
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ス
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
地

域
の
音
楽
イ
ベ
ン
ト
に
取
り
組
ん
で
い
る
ゼ
ミ
生
た
ち

の
期
待
は
膨
ら
ん
だ
。

二
月
八
日
、
午
前
一
一
時
よ
り
三
〇
分
間
、
岡
田
氏

の
講
義
を
受
講
し
た
。
演
奏
家
だ
け
で
な
く
音
楽
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
人
が
表
現
活
動

を
支
え
て
い
る
こ
と
を
、「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
キ
ン
グ
」
と
い

う
概
念
を
用
い
て
説
明
し
て
も
ら
っ
た
。
さ
ら
に
ナ
ガ

ハ
レ
の
日
に
対
応
し
た
つ
く
り
に
注
目
し
、
住
ま
い
が

神
楽
の
舞
台
に
も
な
る
宮
崎
県
椎し

い

葉ば

村そ
ん

の
並
列
型
平
面

の
住
居
や
、
五
月
祭
の
お
り
、
メ
イ
ポ
ー
ル
を
中
心
に

人
び
と
が
集
う
場
へ
と
変
化
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ム
ラ

や
マ
チ
の
広
場
を
紹
介
し
、
時
間
や
空
間
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
と
そ
こ
で
の
暮
ら
し
の
デ
ザ

イ
ン
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

授
業
で
取
り
上
げ
る
の
は
訪
れ
る
こ
と
が
難
し
い
場

所
や
祭
り
の
場
合
も
あ
る
が
、
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ

と
よ
ば
れ
る
世
代
の
学
生
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
、
世
界
各
地
の
ム
ラ
や
マ
チ
、
祭
り
の
写
真
の
み
な

ら
ず
、
動
画
ま
で
も
、
い
と
も
簡
単
に
「
見
る
」
こ
と

が
で
き
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
わ
た
し
の
授
業
で
は
、

行
く
こ
と
が
難
し
い
場
所
の
め
ず
ら
し
い
事
象
を
「
見

る
」
の
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
的
背
景
に
も
目
を
向
け

る
と
い
う
研
究
者
の
「
視
点
」
を
い
か
に
身
に
つ
け
る
か
、

そ
の
点
に
つ
い
て
伝
え
る
こ
と
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て

い
る
。

映
像
を
と
お
し
て
体
得
す
る

授
業
で
は
、
例
年
、
み
ん
ぱ
く
の
映
像
資
料
を
数
本

借
り
て
上
映
し
て
い
る
。
ど
れ
も
貴
重
な
映
像
だ
が
、
こ

こ
で
は
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
番
組
で
も
あ
る
「
ウ
ダ
イ
プ
ル
の

婚
礼
」（
監
修
：
三み

尾お

稔み
の
る、

制
作
：
二
〇
一
三
年
）
を
取
り

上
げ
よ
う
。
わ
た
し
は
以
前
イ
ン
ド
北
部
を
訪
れ
た
と
き

に
、
楽
隊
の
演
奏
と
そ
れ
に
合
わ
せ
て
踊
る
人
び
と
、
電

飾
で
彩
ら
れ
た
山だ

車し

や
馬
車
か
ら
な
る
華
や
か
な
パ

レ
ー
ド
に
出
く
わ
し
た
こ
と
が
あ
る
。
現
地
ガ
イ
ド
に
聞

く
と
結
婚
式
の
一
部
だ
と
い
う
か
ら
大
変
驚
い
た
。
そ
の

数
年
後
、
イ
ン
ド
の
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
で
撮
影
さ
れ

た
こ
の
番
組
を
視
聴
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
よ
う

や
く
、
イ
ン
ド
で
「
見
た
」
婚
礼
の
パ
レ
ー
ド
を
、
思
想

や
社
会
的
背
景
か
ら
生
ま
れ
た
文
化
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
授
業
の
な
か
で
、
学
生
た
ち
に
も

同
じ
体
験
を
し
て
も
ら
お
う
と
考
え
て
い
る
。

特
に
こ
の
映
像
資
料
に
は
学
生
と
同
世
代
で
婚
礼
を

迎
え
る
男
女
が
登
場
す
る
。
女
性
が
「
ま
だ
若
い
自
分

が
結
婚
相
手
を
決
め
る
よ
り
も
親
に
決
め
て
も
ら
っ
た

方
が
良
い
」
と
語
る
シ
ー
ン
で
は
、
同
時
代
に
生
き
る

同
世
代
の
こ
と
ば
と
し
て
、
学
生
が
真
剣
に
耳
を
傾
け

る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
現
地
で
得
た
膨
大

な
情
報
の
な
か
か
ら
要
点
を
選
び
出
し
た
研
究
者
の
「
視

点
」
で
あ
り
、
現
地
に
て
彼
ら
の
文
化
に
寄
り
添
い
、

調
査
に
没
頭
す
る
こ
と
で
得
た
、
そ
こ
に
あ
る
真
実
を

紡
ぎ
出
し
た
映
像
だ
か
ら
こ
そ
、
学
生
の
心
に
響
い
た

の
だ
と
思
う
。

ち
な
み
に
、
み
ん
ぱ
く
の
映
像
資
料
は
、
研
究
・
教
育

の
た
め
の
館
外
貸
し
出
し
が
可
能
で
あ
る
が
、
み
ん
ぱ
く

が
製
作
し
て
い
る
も
の
に
は
「
み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
」

と
い
う
D
V
D
シ
リ
ー
ズ
も
あ
り
、
こ
れ
は
全
国
の
図

書
館
な
ど
で
手
軽
に
視
聴
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。
今
回
取

り
上
げ
た
「
ウ
ダ
イ
プ
ル
の
婚
礼
」
も
、
よ
り
詳
細
な
研

究
用
映
像
「
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
の
結
婚
式
」
が
シ
リ
ー

ズ
第
一
五
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
数
カ
月
に

お
よ
ぶ
儀
礼
の
様
子
が
的
確
に
編
集
さ
れ
、
か
つ
大
学
の

授
業
で
も
視
聴
可
能
な
時
間
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
映
像
資
料
を
と
お
し
て
、
世
界
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な

暮
ら
し
に
つ
い
て
の
研
究
者
の
「
視
点
」
を
学
び
、
学
生

と
と
も
に
現
地

調
査
に
没
頭
し

て
い
る
感
覚
を

も
得
る
こ
と
が

で
き
る
。
今
後

も
さ
ま
ざ
ま
な

映
像
資
料
と
の

出
会
い
に
期
待

し
て
い
る
。

研
究
者
の
熱
い
語
り
が
、

み
ん
ぱ
く
で
の
学
び
を
有
意
義
な
も
の
に
す
る

桑く
わ

島じ
ま 

紳し
ん

二じ   

大
阪
商
業
大
学
教
授
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ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
音
楽
文
化
が
、
近
代
化
や
観
光
文

化
政
策
に
よ
っ
て
ど
う
変
化
し
た
の
か
を
視
覚
資
料
を

用
い
て
熱
く
語
っ
て
も
ら
っ
た
。
質
疑
応
答
で
は
質
問

が
相
次
ぎ
、
ゼ
ミ
生
た
ち
の
関
心
の
高
ま
り
に
驚
い
た
。

興
奮
冷
め
や
ら
ぬ
な
か
、
午
後
、
展
示
場
を
じ
っ
く
り

観
覧
し
帰
路
に
つ
い
た
。

学
び
の
ツ
ボ
を
刺
激
す
る
語
り

今
回
は
講
義
の
受
講
と
展
示
場
の
観
覧
を
通
じ
て
、

音
楽
を
切
り
口
に
地
域
文
化
を
解
読
し
て
い
く
音
楽
民

族
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
触
れ
、
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
で
あ
る

「
ア
ー
ト
と
地
域
活
性
化
」
に
関
す
る
多
く
の
気
づ
き
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。

民
族
資
料
と
し
て
人
び
と
の
暮
ら
し
か
ら
切
り
取
ら

れ
た
モ
ノ
。
展
示
場
に
は
そ
れ
ら
の
た
だ
な
ら
ぬ
気
配

が
充
満
し
て
い
る
。
民
族
学
の
見
方
や
知
識
を
得
る
こ

と
で
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
ら
が
語
り
か
け
て
く
る
何

か
を
理
解
し
、
異
文
化
理
解
の
面
白
さ
や
大
切
さ
に
目

覚
め
て
い
く
。
み
ん
ぱ
く
で
の
学
び
を
有
意
義
な
も
の

と
す
る
た
め
に
は
、
学
生
た
ち
の
興
味
・
関
心
に
応
じ

た
学
び
の
勘
ど
こ
ろ
を
熱
く
語
る
研
究
者
の
存
在
が
重

要
と
な
る
。
ぜ
ひ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
研
究
者
の
講
義
を

受
講
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
ご
紹

介
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

を
遂
げ
る
戦
後
日
本
の
民
俗
文
化
を
記
録
し
て
お
く
こ

と
も
急
務
で
あ
っ
た
。
北
は
渡お

島し
ま

半
島
、
下し
も

北き
た

半
島
か
ら
、

南
は
奄あ

ま

美み

、
沖
縄
ま
で
、
一
〇
地
域
に
お
よ
ぶ
民
俗
音

楽
調
査
の
テ
ー
プ
と
調
査
資
料
は
、
同
学
会
の
事
務
所

が
あ
っ
た
東
京
藝
術
大
学
の
一
室
に
長
く
保
管
さ
れ
て

い
た
が
、
一
九
九
五
年
に
み
ん
ぱ
く
に
寄
贈
さ
れ
、
デ

ジ
タ
ル
化
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
経
て
利
用
可
能
な
状

態
に
な
っ
て
い
る
。
寄
贈
当
時
、
同
大
学
の
助
手
だ
っ

た
わ
た
し
は
そ
の
経
緯
を
覚
え
て
い
る
が
、
自
分
が
二

〇
年
後
に
そ
の
録
音
資
料
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
と

は
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
。

二
〇
一
六
年
か
ら
わ
た
し
は
、
同
大
学
楽
理
科
の
「
初

級
演
習
」
と
い
う
授
業
を
き
っ
か
け
に
、
三さ

ん

匹び
き

獅し

子し

舞ま
い

と
よ
ば
れ
る
東
日
本
特
有
の
民
俗
芸
能
を
現
地
取
材
し
、

そ
の
音
楽
を
採
譜
・
分
析
す
る
活
動
に
学
生
と
と
も
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
過
程
で
、
九
学
会
連
合
に
よ

る
利と

根ね

川が
わ

流
域
共
同
調
査
の
際
に
収
録
さ
れ
た
三
匹
獅

子
舞
の
実
況
録
音
に
出
会
っ
た
。
そ
の
な
か
に
、
わ
た

し
た
ち
が
「
初
級
演
習
」
以
来
か
か
わ
っ
て
い
る
、
千

葉
県
酒し

す々

井い

町ま
ち

墨す
み

地
区
の
獅
子
舞
の
実
況
録
音
（
一
九
六

七
年
七
月
、
資
料
Q
1
2
6
1
9
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と

わ
か
り
、
学
生
と
一
緒
に
み
ん
ぱ
く
で
そ
れ
を
聴
か
せ

て
も
ら
っ
た
。

五
〇
年
前
の
音
に
出
会
う

採
譜
作
業
を
通
じ
て
聴
き
慣
れ
た
墨
地
区
の
獅
子
舞

の
、
五
〇
年
以
上
前
の
相
貌
に
、
わ
た
し
も
学
生
た
ち

も
驚
き
と
興
奮
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
久
し
く

演
じ
ら
れ
て
い
な
い
「
猿さ

る

獅じ

子し

」
の
一
部
や
、
今
は
用

い
な
い
歌
詞
で
「
念
仏
」
を
朗
々
と
歌
う
様
子
が
吹
き

込
ま
れ
て
い
る
。
現
行
演
目
「
芝し

ば

獅じ

子し

」
も
、
今
よ
り

テ
ン
ポ
が
は
や
く
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
た
だ
当
時
の
演
者
は
、
現
在
の
伝
承
者
よ
り
も
ず
っ

と
若
く
、
歳
月
に
伴
う
高
齢
化
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
地
元
保
存
会
で
は
、
学
会
チ
ー
ム
が
調
査
に

来
た
こ
と
を
誰
も
覚
え
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
録
音

が
み
ん
ぱ
く
に
あ
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
ん
な
録
音
が
あ
る
な
ら
一
度
聴
い
て
み
た
い
と
、
保
存

会
の
人
た
ち
は
口
を
そ
ろ
え
る
。
わ
た
し
と
し
て
も
そ
の

願
い
が
叶か

な

う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

こ
の
録
音
が
現
在
を
生
き
る
人
び
と
の
心
に
響
き
、
今
後

の
伝
承
活
動
の
活
性
化
や
、
地
域
文
化
の
再
認
識
の
た
め

に
役
割
を
果
た
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
お
り
し
も

二
〇
一
九
年
に
み
ん
ぱ
く
と
東
洋
音
楽
学
会
は
、
相
互
の

研
究
を
促
進
す

る
た
め
の
連
携

協
定
を
交
わ
し

た
。
こ
れ
を
ひ
と

つ
の
契
機
と
し
て
、

過
去
か
ら
や
っ
て

き
た
音
の
タ
イ

ム
カ
プ
セ
ル
を
未

来
に
活
か
す
方

策
を
、
学
生
や

地
元
の
方
々
と
と

も
に
模
索
し
て

い
き
た
い
。

古
い
録
音
、
と
り
わ
け
何
十
年
も
埋
も
れ
て
い
た
よ

う
な
録
音
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
、
む
か
し
の
ア
ル
バ
ム

を
広
げ
る
こ
と
に
似
て
、
つ
ね
に
胸
躍
る
経
験
で
あ
る
。

吹
き
込
ま
れ
た
当
時
の
声
、
物
音
、
ざ
わ
め
き
は
、
そ

の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
な
ら
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ま
っ
た

く
の
部
外
者
に
す
ら
、
そ
の
瞬
間
の
空
気
を
濃
厚
に
感

じ
さ
せ
る
。
録
音
は
ま
さ
に
時
代
の
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
で

あ
る
。
み
ん
ぱ
く
は
そ
う
し
た
音
の
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
を

膨
大
に
保
管
し
、
そ
れ
が
開
封
さ
れ
る
日
を
待
っ
て
い
る
。

東
洋
音
楽
学
会
資
料
と
は

み
ん
ぱ
く
に
は
、
一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
に
東
洋
音

楽
学
会
が
主
体
と
な
っ
て
収
録
し
た
日
本
各
地
の
民
俗

音
楽
の
テ
ー
プ
が
一
〇
〇
〇
本
以
上
保
管
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
部
は
同
学
会
が
九

き
ゅ
う

学が
っ

会か
い

連
合
（
一
九
五
〇
～
九
〇

年
代
ま
で
、
学
際
調
査
を
目
的
に
組
織
さ
れ
た
日
本
の
人
文
・

社
会
系
諸
学
会
の
連
合
）
に
属
し
て
お
こ
な
っ
た
共
同
調

査
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
日
本
で
は
、
当
時
の

民
族
音
楽
学
の
手
法
に
よ
っ
て
国
内
の
民
謡
や
民
俗
芸

能
が
盛
ん
に
収
録
、
分
析
さ
れ
て
い
た
。
急
速
に
変
化

墨地区の獅子舞「芝獅子」より「念仏」（2018年）

映像音響資料収蔵庫に保管されている音響資料（2021年）
映像に合わせてインドネシアのゴングを叩く。ガムランのリズム
とゴングの深い響きでガムランのグルーブが楽しめた
（東南アジア展示、H0006838ほか、2021年）

録
音
が
つ
な
ぐ

民
俗
芸
能
の
過
去
と
現
在

植う
え

村む
ら 

幸ゆ
き

生お   

東
京
藝
術
大
学
教
授

音響資料はオープンリールか
らデジタル化されている。収
録当時の紙資料が添えられ
ているものもある
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A
コーラン（ケースつき）
（カメルーン、H0227156）

聖書（ヒンディー語）
（インド、H0276928）

C

Ｄ
聖書（韓国、H0214483）

Ｅ
コーラン（中国語圏用）
（サウジアラビア、F109006902）
など

本館展示場
観覧券売場

B

コーラン 紙片（C942369811） B

C

A

中国地域の文化展示
「宗教と文字」

朝鮮半島の文化展示
「精神世界」

アフリカ展示
「祈る」

南アジア展示
「宗教文化－伝統と多様性」

西アジア展示
「信仰」

Ｄ
Ｅ

各
地
の
言
語
に
翻
訳
す
る 

キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
は
、
も
と
も
と
旧
約
聖
書

が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
（
お
よ
び
わ
ず
か
な
部
分
ア
ラ
ム
語
）

で
、
新
約
聖
書
が
ギ
リ
シ
ア
語
で
記
さ
れ
た
文
書

だ
っ
た
。
四
世
紀
以
降
に
そ
れ
ら
の
ラ
テ
ン
語
訳

が
完
成
し
、
九
世
紀
ご
ろ
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

で
公
式
に
用
い
ら
れ
た
。
宗
教
改
革
の
時
代
に
至

っ
て
聖
書
は
ド
イ
ツ
語
や
英
語
へ
翻
訳
さ
れ
た
が
、

同
時
に
世
界
各
地
で
の
宣
教
活
動
に
よ
っ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
言
語
へ
も
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

ア
フ
リ
カ
大
陸
へ
の
宣
教
活
動
の
結
果
は
、
ア

フ
リ
カ
展
示
「
諸
民
族
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
聖

書
」
の
コ
ー
ナ
ー
か
ら
窺う

か
がい
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
は
ズ
ー
ル
ー
語
、
コ
ー
サ
語
、
ツ
ォ
ン
ガ

語
、
リ
ン
ガ
ラ
語
、
ス
ワ
ヒ
リ
語
、
ア
ム
ハ
ラ
語
、

そ
し
て
ヨ
ル
バ
語
の
聖
書
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
イ
ン
ド
亜
大
陸
へ
の
宣
教
の
結
果
は
、
南
ア

ジ
ア
展
示
に
お
け
る
コ
ン
カ
ニ
語
、
タ
ミ
ル
語
、
マ

ラ
ヤ
ー
ラ
ム
語
、
オ
リ
ヤ
ー
語
、
そ
し
て
ヒ
ン
デ

ィ
ー
語
の
聖
書
か
ら
見
て
と
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

は
東
ア
ジ
ア
に
も
広
が
っ
た
。
朝
鮮
半
島
の
文
化

展
示
に
は
韓
国
語
の
聖
書
が
、
中
国
地
域
の
文
化

展
示
で
は
中
国
西
南
部
少
数
民
族
が
キ
リ
ス
ト
教

へ
集
団
改
宗
し
た
結
果
を
示
す
も
の
と
し
て
ミ
ャ

オ
語
や
ワ
語
の
聖
書
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
時
代

や
宗
派
に
よ
る
違
い
は
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の

世
界
宣
教
と
聖
書
の
現
地
語
へ
の
翻
訳
は
お
お
む

ね
並
行
し
て
進
ん
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

試
行
錯
誤
が
見
て
と
れ
る 

他
方
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
コ
ー
ラ
ン
に
目
を
向
け

る
と
、
聖
書
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
様
相
を
示
し

て
い
る
。
コ
ー
ラ
ン
は
神
が
ア
ラ
ビ
ア
語
で
人
類

に
下
し
た
啓
示
を
そ
の
ま
ま
書
き
留
め
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
す
べ
て
の
章
句
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
永

遠
の
神
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
原
則
と
し
て
コ
ー
ラ
ン
は
翻
訳
が
認
め

ら
れ
て
い
な
い
。
ア
フ
リ
カ
展
示
の
「
コ
ー
ラ
ン
」

を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
が
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ま
ま
ア

フ
リ
カ
大
陸
に
到
着
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

し
か
し
そ
ん
な
コ
ー
ラ
ン
も
、
伝
播
し
た
先
の
人

び
と
が
内
容
を
知
る
た
め
に
実
際
は
翻
訳
さ
れ
て

き
た
。
西
ア
ジ
ア
展
示
の
「
コ
ー
ラ
ン 

紙
片
」
を

見
る
と
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
章
句
は
き
ち
ん
と
記

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
下
に
ペ
ル
シ
ャ

語
の
逐
語
訳
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
中
国

地
域
の
文
化
展
示
を
の
ぞ
い
て
み
よ

う
。
そ
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
る
「
コ

ー
ラ
ン
（
中
国
語
圏
用
）」
で
は
、
右
ペ
ー
ジ
に
ア

ラ
ビ
ア
語
の
章
句
、
そ
し
て
左
ペ
ー
ジ
に
中
国
語

の
逐
語
訳
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
例
か
ら
、
神

の
啓
示
そ
の
も
の
と
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
の
コ
ー
ラ

ン
が
儀
礼
で
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
イ
ス
ラ
ー
ム
の
厳
格
な
規
則
だ
け
で
は
な
く
、
あ

ら
た
に
信
徒
と
な
っ
た
人
び
と
が
理
解
で
き
る
よ

う
に
現
地
語
で
も
翻
訳
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
当
時
の
試
行
錯
誤
が
見
て
と
れ
る
の

だ
。 今

回
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
コ

ー
ラ
ン
だ
け
を
取
り
上
げ
た
の
だ
が
、
民
博
の
展
示

場
に
は
、
仏
教
の
経
典
や
シ
ク
教
の
グ
ル
・
グ
ラ
ン

ト
・
サ
ー
ヒ
ブ
な
ど
そ
れ
以
外
の
聖
典
が
ま
だ
ま

だ
展
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
聖
典
が
ど
れ
ほ
ど

翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
翻
訳
さ
れ
て
い
な

い
の
か
、
ぜ
ひ
展
示
場
で
探
っ
て
み
て
ほ
し
い
。 

民
博
の
展
示
場
を
回
遊
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
聖

典
が
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
聖

典
に
記
さ
れ
た
内
容
は
、
も
と
も
と
教
祖
や
預
言

者
た
ち
の
こ
と
ば
が
、
記
憶
さ
れ
伝
承
さ
れ
る
べ

き
啓
示
と
し
て
口
承
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
は
文
字
化
さ
れ
、
教
団
的
権
威
の
下

で
、
正
し
い
伝
承
や
意
味
の
あ
る
も
の
へ
ふ
る
い

わ
け
ら
れ
、
聖
典
と
し
て
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
。 

展
示
場
に
遍
在
す
る
こ
れ
ら
聖
典

は
、
あ
る
宗
教
文
化
が
地
域
を
越

え
て
伝で

ん

播ぱ

し
、
各
地
で
信
者
を
獲

得
し
、
世
界
宗
教
へ
と
発
展
し
た

こ
と
を
示
す
ひ
と
つ
の
歴
史
的
証

左
だ
。
じ
っ
く
り
そ
れ
ら
展
示
資
料

を
見
比
べ
る
と
ま
っ
た
く
同
じ
聖
典

を
展
示
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
が
微
妙
に
違
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
地
域
を
越
え
た

人
や
モ
ノ
の
移
動
に
併
せ
て
、

宗
教
文
化
が
世
界
各
地
へ

伝
播
す
る
場
合
、
別
の
言

語
を
使
用
す
る
人
び
と
に

そ
の
内
容
を
理
解
し
て
も

ら
う
必
要
が
で
て
く
る
。
す

な
わ
ち
こ
れ
ら
展
示
資
料
は
各

地
で
翻
訳
さ
れ
る
必
要
性
に
迫

ら
れ
た
聖
典
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は

キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
コ
ー
ラ
ン

に
注
目
し
て
、
展
示
場
を
ひ
と
回
り
し
て
、
世
界

各
地
に
お
け
る
聖
典
の
翻
訳
を
め
ぐ
る
試
行
錯
誤

を
追
い
か
け
て
み
よ
う
。 

中
京
大
学
准
教
授

田た

中な
か 

鉄て
つ

也や

翻
訳
さ
れ
る
聖
書
、

翻
訳
さ
れ
な
い
コ
ー
ラ
ン
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みんぱくゼミナール
参加形式
①会場参加 本館講堂（定員160名）
②オンライン（ライブ配信）（定員300名）
・要事前申込、先着順、参加無料
イベント予約サイトはこちら
 https://www.minpaku.ac.jp/event/
lecture/seminar
・当日参加申込あり（会場参加のみ、定員30名）

第512回
8月21日（土）13時30分～15時（13時開場）
規則的配色がつくりだす宗教空間
―敦煌莫高窟の千仏壁画
講師　末森薫（本館 助教）
【申込期間】
■一般受付　8月18日（水）まで
　※友の会電話先行受付は終了しました。

第513回
9月18日（土）13時30分～15時（13時開場）
【特別展「ユニバーサル・ミュージアム
―さわる！“触”の大博覧会」関連】
健常者とは誰か
―琵琶なし芳一の話
講師　広瀬浩二郎（本館 准教授）

ユニバーサル・ミュージアムとは「誰もが楽し
める博物館」を意味します。では、「誰も」と
は何を指すのでしょうか。今回は怪談「耳な

し芳一」を素材として、「ユニバーサル」の真
意を考えます。
【申込期間】
■友の会電話先行予約
　（定員30名／会場参加対象）
　8月16日（月）～ 8月20日（金）
　【申込先】
　国立民族学博物館友の会（千里文化財団）
■一般受付　8月23日（月）～9月15日（水）

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう
※申込不要（当日先着順、定員各日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」についてわかりやすくお話

しします。

8月22日（日） 14時30分～15時（14時開場）
中国ムスリムの婚姻
話者　奈良雅史（本館 准教授）
会場　第5セミナー室

8月29日（日） 14時30分～15時15分（14時開場）
イタリアの食の博物館
話者　宇田川妙子（本館 教授）
会場　第5セミナー室

友の会
友の会講演会
当面のあいだ、友の会会員に限定して開催
します（要事前申込、先着順）。受付フォー
ムは友の会ホームページ内にあります。

第515回　8月7日（土）13時30分～14時40分
呪術を理解する
―ヴァヌアツの邪術をめぐって
講師　白川千尋（大阪大学 教授）
呪術とは、科学的な理解を超えた存在や力
に働きかけることで、特定の目的を達成しよ
うとする行為や知識を指します。占いや厄払
いなど私たちの身近にも珍しくありませんが、
今回の講演会では南太平洋のヴァヌアツ共
和国の邪術（不幸にかかわる呪術）を取りあ
げます。また、邪術や呪術をめぐる文化人
類学者の理解のあり方についても考えます。

参加形式
① 本館第5セミナー室（定員40名）
②オンライン（ライブ配信）（定員100名）

※受付フォーム
　https://www.senri-f.or.jp/515tomo/

第516回　9月4日（土）13時30分～14時40分
金曜日には墓地で会いましょう
―イランにおける死の多義性と「英霊」
講師　黒田賢治（本館 特任助教）
身近な人を亡くす経験は、生きているうえで
どうしても避けられないことのひとつです。
さまざまな死の形があるなかで、その解釈も
向き合い方も異なってきます。今回の講演で
は、中東の国イラン・イスラーム共和国にお
ける死をめぐる解釈について、特に「英霊」
とされた人びとへの弔いに目を向けながら
探っていきます。

参加形式
① 本館第5セミナー室（定員40名）
②オンライン（ライブ配信）（定員100名）

※受付フォーム
　https://www.senri-f.or.jp/516tomo/

みんぱく友の会オンラインレクチャー  
みんぱくの研究者によるミニレクチャー動画を
友の会のホームページ内で公開しています。

『季刊民族学』連動シリーズ
先生、教えてください！ vol.1 川瀬先生
話者　川瀬慈（本館 准教授）
家庭学術雑誌『季刊民族学』176号の特集
「隣りのアフリカ人」を企画、ご執筆いただ
いた川瀬慈先生に記事と関連したお話をイ
ンタビュー形式でうかがいました（2部構成）。

※公開ページ
https://www.senri-f.or.jp/category/
events/online/

国立民族学博物館友の会 （公益財団法人千里文化財団）　
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

お問い
合わせ

特
別
展

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

―
さ
わ
る
！〝
触
〞の
大
博
覧
会
」

さ
わ
っ
て
体
感
で
き
る
ア
ー
ト
作
品
が
大
集

合
！ 

本
展
で
は「
歴
史
に
さ
わ
る
」「
風
景

に
さ
わ
る
」「
音
に
さ
わ
る
」な
ど
の
テ
ー
マ

の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
と
手
法
を
用
い

て
、〝
触
〞の
可
能
性
を
追
求
し
ま
す
。
展

示
場
に
足
を
運
び
、
手
を
動
か
す
。
来
館

者
一
人
一
人
の
身
体
か
ら「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」（
誰
も
が
楽
し
め
る
博
物

館
）が
始
ま
り
ま
す
。

会
期
　

9
月
2
日（
木
）〜
11
月
30
日（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

「
こ
こ
ろ
の
か
た
ち
、
き
も
ち
の

か
た
ま
り
」

「
心
」や「
気
持
ち
」は
ど
ん
な
形
を
し
て
い

る
の
か
な
？ 

粘
土
の
か
た
ま
り
を
掘
っ
て

「
心
」や「
気
持
ち
」の
型
を
つ
く
り
、
石
膏

を
流
し
込
ん
で
立
体
作
品
を
つ
く
り
ま
す
。

完
成
し
た
作
品
は
、
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

ホ
ー
ル
で
展
示
し
ま
す（
希
望
者
の
み
）。

日
時
　

9
月
19
日（
日
）13
時
〜
16
時

会
場
　 

特
別
展
示
館
地
下
休
憩
所

　
　
　 （
定
員
10
名
）

講
師
　
高
見
直
宏（
彫
刻
家
）

　
　
　
広
瀬
浩
二
郎（
本
館 

准
教
授
）

対
象
　
小
学
3
年
生
以
上

※ 

要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料（
大

学
生
・
一
般
の
参
加
者
は
要
特
別
展
示

観
覧
券
）

【
申
込
期
間
】

9
月
2
日（
木
） 

10
時
受
付
開
始

イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら 

h
ttp

s://e
n

try-re
se

rvatio
n

-e
ve

n
t.

m
inp

aku.ac.jp
/

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
世
界
の
感
触
を
取
り
戻
せ
！

―
目
の
見
え
な
い
者
は
、
目
に

見
え
な
い
物
を
知
っ
て
い
る
」

「
最
後
の
瞽ご
ぜ女

」と
称
さ
れ
る
小
林
ハ
ル
の
生

涯
を
描
い
た
作
品
を
通
じ
て
、
盲
目
の
女
性

旅
芸
人
の
実
像
に
迫
り
ま
す
。
瞽
女
唄
の
ラ

イ
ブ
演
奏
も
聴
け
る
ス
ペ
シ
ャ
ル
企
画
で
す
。

日
時
　

9
月
23
日（
木
・
祝
）13
時
〜

　
　
　
16
時
20
分（
12
時
30
分
開
場
）

会
場
　
本
館
講
堂（
定
員
1
6
0
名
）

上
映
作
品
　「
瞽
女
G
O
Z
E
」

演
奏
　
萱
森
直
子（
瞽
女
唄
演
奏
者
）

解
説
　
斎
藤
弘
美（「
瞽
女
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
　
　
高
田
」顧
問
）

司
会
　
広
瀬
浩
二
郎（
本
館 

准
教
授
）

※
要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料

　（
要
展
示
観
覧
券
）

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）の
実
施
は

　
あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
電
話
先
行
予
約（
定
員
30
名
）

　
8
月
13
日（
金
）〜
8
月
20
日（
金
）

　【
申
込
先
】

　 

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会（
千
里
文
化

財
団
）

■
一
般
予
約

　
8
月
23
日（
月
）〜
9
月
15
日（
水
）

　
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら

　 http
s://entry-reservatio

n-event.
m

inp
aku.ac.jp

/

企
画
展

「
躍
動
す
る
イ
ン
ド
世
界
の
布
」

イ
ン
ド
世
界
の
布
は
、
場
を
く
ぎ
り
、
人
を

つ
な
ぎ
、
神
と
人
の
媒
介
と
な
り
、
政
治
を

う
ご
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
を
う
み
だ
し

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
躍
動
す
る
布
の
現
場

に
光
を
当
て
、
本
企
画
展
で
は
イ
ン
ド
社

会
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
人
び
と
の
営
み
を

多
彩
な
布
と
と
も
に
紹
介
し
ま
す
。

会
期
　
10
月
28
日（
木
）〜
2
0
2
2
年

　
　
　

1
月
25
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・

第
50
回
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
ム
ン
ナ
兄
貴
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
」

イ
ン
ド
で
社
会
現
象
と
な
っ
た
傑
作
コ
メ

デ
ィ
を
上
映
。
ラ
ジ
オ
D
J
に
恋
す
る
や

く
ざ
の
親
分
ム
ン
ナ
兄
貴
が
、
ガ
ン
デ
ィ
ー

に
取
り
憑
か
れ
た
?! 

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
幻
に

導
か
れ
る
ま
ま
、
人
助
け
を
す
る
兄
貴
と

D
J
の
恋
の
行
方
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時
　

9
月
11
日（
土
）13
時
〜
16
時
15
分

　
　
　（
12
時
30
分
開
場
）

会
場
　
本
館
講
堂（
定
員
1
6
0
名
）

解
説
　
杉
本
良
男（
本
館 

名
誉
教
授
）

司
会
　
松
尾
瑞
穂（
本
館 

准
教
授
）

※
要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料

　（
要
展
示
観
覧
券
）

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）の
実
施
は

　
あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
電
話
先
行
予
約（
定
員
30
名
）　

　
8
月
4
日（
水
）〜
8
月
10
日（
火
）

　【
申
込
先
】

　 

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会（
千
里
文
化

財
団
）

■
一
般
予
約

　
8
月
12
日（
木
）〜
9
月
3
日（
金
）

　
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら

　 http
s://entry-reservatio

n-event.
m

inp
aku.ac.jp

/
第
36
回「
大
同
生
命
地
域
研
究
奨
励
賞
」

受
賞

こ
の
度
、
本
館
の
上
羽
陽
子
准
教
授
、
小
野

林
太
郎
准
教
授
、
川
瀬
慈
准
教
授
が「
大
同

生
命
地
域
研
究
奨
励
賞
」を
受
賞
し
ま
し
た
。

同
賞
は
、
地
域
研
究
の
分
野
で
新
し
い
展
開

を
試
み
る
と
と
も
に
、
今
後
さ
ら
に
活
躍
が

期
待
さ
れ
る
研
究
者
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

巡
回
展

「
子
ど
も
／
お
も
ち
ゃ
の
博
覧
会
」

会
期
　

8
月
22
日（
日
）ま
で

会
場
　
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館

　
　
　
特
別
展
示
室

「
復
興
を
支
え
る
地
域
の
文
化

―
3
・
11
か
ら
10
年
」

会
期
　

8
月
4
日（
水
）〜
9
月
29
日（
水
）

会
場
　
国
文
学
研
究
資
料
館
1
階
展
示
室

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
新
番
組（
順
次
公
開
予
定
）

国立民族学博物館 広報・IR係　
電話  06-6878-8560 （9時～17時、土日祝を除く）　 FAX  06-6875-0401
お問い合わせフォーム https://www.minpaku.ac.jp/information/contactus/form

お問い
合わせ

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。

衆目の一致する「宗教」
ではないものの、異な
る視点から見れば宗教
的に見える活動や思想
の領域を「宗教性」の領
域ととらえ、その変化
の軌跡を追うことに
よって、本書は現代世
界における究極的価値
の行方を探求する。

■長谷千代子、別所裕介、
川口幸大、藤本透子 編

『宗教性の人類学
―近代の果てに、人は何を願うのか』
法藏館　4,400円（税込）

刊行物紹介

インドボダイジュに布が捧
げられ、聖木として祀られ
ている（撮影：福内千絵）

「ニューホライズン」
（制作：高見直宏）

ユニバーサルな歴史体感ツアー
（奈良県明日香村にて、2019 年 10月）

番組番号 タイトル 監修
1759 ウズベキスタンの美味しい羊料理 ― プロフ・ショルバ ―

寺村裕史1760 タンディルでパンを焼く
1761 ウズベキスタンの結婚式

1762
みんぱく村に神楽がやって来る！
― 伊勢大神楽ワークショップの記録 ― 山中由里子、神野知恵

6059 徳之島の歌と踊りと祭り 笹原亮二、福岡正太
6060 東南アジアの人形芝居 福岡正太
7117 津軽のカミサマ

大森康宏
7119 霊場恐山
7120 恐山のイタコたち
7159 津軽イタコ　工藤タキ
7124 伊勢大神楽；獅子舞と放下 笹原亮二
7208 マレーシア　クランタンの影絵人形芝居 福岡正太

みんぱく
インフォメーション

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、決まり次第みんぱくホームペー
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。



出
不
精
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
苦
手
で
、
酒
は
好
き

だ
が
弱
く
、
食
い
し
ん
坊
の
く

せ
に
お
腹
も
弱
く
、
清
潔
好
き
。

ぬ
る
ま
湯
的
環
境
で
し
か
生
存

で
き
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
わ
た
し
は
、
フ

ィ
ー
ル
ド
に
出
ず
に
室
内
で
研
究
で
き
る
文

献
学
を
志
し
た
。
誤
算
は
、
書
物
の
学
問
が

研
究
室
に
籠
っ
て
完
結
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
だ
。
渋
々
国
内
外
の
図
書
館
に
出

向
い
て
書
物
を
調
べ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
こ
で
四
、
五
〇
〇
年
前
の
古
刊
本
に
触
れ

る
こ
と
の
悦
楽
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
。
た
だ

し
、
ひ
た
す
ら
書
物
に
触
れ
て
い
た
の
で
、
わ

た
し
の
調
査
旅
行
に
は
語
る
に
値
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
な
い
。
代
わ
り
に
こ
の
文
章
で
は
、

長
い
旅
路
の
末
に
わ
た
し
の
書
斎
に
や
っ
て

来
た
め
ず
ら
し
い
本
を
と
お
し
て
、
書
物
を

め
ぐ
る
歴
史
の
旅
を
ご
一
緒
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
。 

『
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
』の
超
小
型
本 

わ
た
し
は
四
半
世
紀
ほ
ど
、
一
五
九
六
年

刊
の
キ
リ
シ
タ
ン
版
『
コ
ン
テ
ム
ツ
ス
・
ム

ン
ヂ
』
の
翻
訳
底
本
探
索
を
続
け
て
き
た
。

こ
の
日
本
語
訳
の
原
典
は
ド
イ
ツ
の
思
想
家

ト
マ
ス
・
ア
・
ケ
ン
ピ
ス
の
『
キ
リ
ス
ト
に

な
ら
い
て
』
で
あ
る
。
聖
書
に
次
い
で
よ
く

読
ま
れ
た
だ
け
あ
っ
て
、
版
の
数
が
と
て
も

多
く
、
底
本
探
索
は
困
難
を
極
め
て
い
る
の

だ
が
、
調
査
を
重
ね
る
う
ち
に
、
関
心
は
『
キ

リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
』
の
出
版
の
歴
史
に
移

っ
て
い
っ
た
。
た
だ
、
海
外
の
調
査
に
は
、
時

間
と
旅
費
を
捻
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
限
ら

れ
た
閲
覧
時
間
で
は
書
物
を
観
察
し
尽
く
せ

ず
、
帰
国
後
に
モ
ヤ
モ
ヤ
感
が
残
っ
た
。
わ

た
し
は
思
っ
た
。「
買
っ
た
方
が
安
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
？
」。
か
く
し
て
、
一
六
世
紀
初
頭
か

書
物
を
め
ぐ
る
歴
史
の
旅
二
題 

ら
一
七
世
紀
前
半
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
同
書

の
古
刊
本
八
点
が
わ
た
し
の
書
斎
に
集
ま
っ

た
。 

『
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
』
は
一
四
七
三
年

ご
ろ
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
初
め
て
出
版
さ

れ
た
。
同
版
は
大
型
の
フ
ォ
リ
オ
（
二
つ
折

判
）
だ
っ
た
が
、
八
三
年
版
が
ク
ァ
ル
ト
（
四

つ
折
判
）、
八
七
年
版
が
オ
ク
タ
ヴ
ォ
（
八
つ

折
判
）
と
、
短
期
間
に
サ
イ
ズ
が
小
型
化
し

て
い
っ
た
。
書
物
の
普
及
と
小
型
化
が
相
関

関
係
に
あ
る
こ
と
は
出
版
史
の
常
識
だ
が
、
他

の
書
物
に
比
し
て
小
型
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
明

ら
か
に
速
い
。
わ
た
し
の
書
斎
の
古
刊
本
も

一
六
世
紀
初
頭
の
刊
本
こ
そ
オ
ク
タ
ヴ
ォ
だ

が
、
同
世
紀
後
半
以
降
の
刊
本
は
小
型
化
が

さ
ら
に
進
ん
で
い
る
。 

そ
の
な
か
で
も
と
び
っ
き
り
小
型
の
本
は
、

北
フ
ラ
ン
ス
の
ド
ゥ
エ
ー
で
一
六
〇
八
年
に
刊

行
さ
れ
た
版
で
、
大
人
の
掌
て
の
ひ
らに
お
さ

ま
る
く
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
る
。
小

型
だ
が
し
っ
か
り
し
た
作
り
で
、
本

文
の
各
段
落
に
は
番
号
が
付
さ
れ
、

句
読
記
号
が
多
用
さ
れ
、
さ
ら
に
は

索
引
も
付
い
て
い
る
。
携
帯
に
便
利

な
だ
け
で
な
く
、
徹
底
し
て
実
用
的

な
の
だ
。
編
者
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ヘ

ン
リ
ク
ス
・
ソ
マ
リ
ウ
ス
が
『
キ
リ

ス
ト
に
な
ら
い
て
』
を
携
帯
可
能
な

実
用
書
に
仕
立
て
上
げ
た
の
は
な
ぜ

か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
本
の
主
題
で

あ
る
神
と
の
内
的
対
話
や
瞑め

い

想そ
う

の

修
練
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す

く
し
て
、
人
び
と
に
広
め
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

彼
が
本
文
に
施
し
た
工
夫
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー

プ
の
プ
ラ
ン
タ
ン
印
刷
所
版
で
も
お
こ
な
わ

れ
、
後
世
に
引
き
継
が
れ
た
。 

世
界
初
の
聖
書
の
用
語
索
引 

次
い
で
、
超
小
型
本
と
は
対
照
的
な
大
型

の
書
物
を
紹
介
し
た
い
。
フ
ォ
リ
オ
判
の
こ

の
書
物
は
、
一
五
五
五
年
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で

刊
行
さ
れ
た
ロ
ベ
ー
ル
・
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
編

『
旧
新
約
聖
書
用
語
索
引
』
で
あ
る
。
わ
た
し

が
こ
の
本
を
入
手
し
た
目
的
は
、
活
字
書
体

史
研
究
の
資
料
と
し
て
重
要
だ
か
ら
。
本
書

の
印
刷
に
は
、
一
六
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た

パ
リ
の
活
字
制
作
者
ク
ロ
ー
ド
・
ギ
ャ
ラ
モ

ン
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
ロ
ー
マ
ン
体
活
字
が
使

用
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

パ
リ
の
代
表
的
印
刷
業
者
ア
ン
リ
・
エ
テ

ィ
エ
ン
ヌ
の
次
男
に
し
て
古
典
学
者
の
ロ
ベ

ー
ル
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
聖
書
の
印
刷
者
と
し

て
著
名
で
あ
る
。
現
在
も
使
わ
れ
る
聖
書
の

節
番
号
は
、
彼
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
亡
命
し
て

出
版
し
た
一
五
五
一
年
の
ギ
リ
シ
ア
語
聖
書

第
四
版
で
本
文
に
使
用
し
た
の
が
始
ま
り
だ
。

こ
の
ラ
テ
ン
語
聖
書
用
語
索
引
も
、
聖
書
の

す
べ
て
の
語
を
前
後
の
文
脈
付
き
で
登
載
し

た
史
上
初
の
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に

し
た
の
は
、
版
が
違
っ
て
も
語
の
場
所
を
指

示
し
得
る
節
番
号
が
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
聖

書
本
文
に
付
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
彼

は
亡
命
後
も
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
印
刷
所
の
商

標
を
使
用
し
て
い
る
。
図
案
に
書
き
込
ま
れ

た
ラ
テ
ン
語
“N

ノ
ー
リ
ー

OLI A

ア
ル
ト
ゥ
ム

LTVM
 S

サ

ペ

レ

APERE

”

（
高
ぶ
る
勿な
か

れ
）
は
、
新
約
聖
書
「
ロ
ー
マ
の

信
徒
へ
の
手
紙
」
一
一
章
二
〇
節
に
拠
る
。

試
み
に
用
語
索
引
のN

ノ
ー
ロ
ー

OLO

の
項
を
検
索
し

て
み
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
こ
の
句
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

大
型
の
『
旧
新
約
聖
書
用
語
索
引
』
は
学

者
や
聖
職
者
の
た
め
の
書
物
で
あ
る
。
普
及

を
意
図
し
た
小
型
の
『
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い

て
』
と
は
対
照
的
だ
が
、
実
用
性
、
利
便
性

の
高
さ
で
共
通
す
る
。
活
版
印
刷
術
の
技
術

的
成
熟
に
よ
っ
て
書
物
に
付
与
さ
れ
た
そ
の

よ
う
な
性
質
の
歴
史
的
意
義
を
、
わ
た
し
た

ち
は
現
物
に
触
れ
る
こ
と
で
実
感
で
き
る
の

で
あ
る
。 

鈴す
ず

木き 

広ひ
ろ

光み
つ

奈
良
女
子
大
学
教
授

1415 2021.8 142021.8

フランス

ドゥエー
ジュネーブ

スイス

超小型本『キリストにならいて』の扉

ロベール・エティエンヌ編『旧新約聖書
用語索引』を持つ筆者（2021年）

『旧新約聖書用語索引』の扉にあるエティエンヌ印刷所の商標
（ラテン語句は「ローマの信徒への手紙」に拠る）

手におさまるほど小さい『キリストになら
いて』。本文には段落番号や句読記号が
付記されているのが見える

古
刊
本
の
ル
ー
ツ
を
調
べ
て
み
ま
し
た



に
対
し
、
特
に
ゴ
ザ
目
の
箕
は
、
厚
み
や
幅
、
質
感
の
異

な
る
四
～
五
種
類
の
素
材
を
組
み
合
わ
せ
て
作
る
。
道
具

と
し
て
の
堅け

ん

牢ろ
う

さ
と
、
作
業
に
必
要
な
し
な
や
か
さ
を
兼

ね
備
え
る
た
め
に
は
必
然
的
な
選
択
と
い
え
、
そ
こ
に
は

地
域
ご
と
の
植
生
が
見
事
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。 

東
北
を
中
心
と
す
る
降
雪
地
帯
に
多
い
の
は
、
樹
木
や
樹

皮
を
用
い
た
箕
だ
。
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
と
フ
ジ
を
編
ん
だ
も

の
が
も
っ
と
も
一
般
的
で
、
イ
タ
ヤ
は
木も

く

質し
つ

部ぶ

を
薄
く
剥は

い
で
ヒ
ゴ
状
に
し
、
フ
ジ
は
内な

い

皮ひ

を
テ
ー
プ
状
に
剥
ぐ
。

「
馬
が
乗
っ
て
も
潰
れ
な
い
」
と
い
わ
れ
る
堅
牢
さ
を
イ
タ

ヤ
材
が
、
脱
穀
作
業
に
必
要
な
し
な
り
を
柔
ら
か
い
フ
ジ

の
材
が
作
り
出
す
。 

新
潟
県
北
部
に
は
六
種
類
も
の
広
葉
樹
を
用
い
た
箕
が
あ

る
。
ヤ
マ
モ
ミ
ジ
と
テ
ツ
カ
エ
デ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
の
ヒ
ゴ
を

編
み
、
ウ
ワ
ミ
ズ
ザ
ク
ラ
の
持
ち
手
を
ヤ
マ
ウ
ル
シ
の
ヒ

「
箕
」
と
は 

「
箕
」
は
ほ
ん
の
数
十
年
前
ま

で
、
農
業
を
は
じ
め
と
す
る
日
本

の
さ
ま
ざ
ま
な
生
業
の
場
面
で
ご

く
当
た
り
前
に
使
わ
れ
て
き
た
民

具
だ
。 

お
も
な
用
途
は
、
穀
物
の
脱

穀
・
調
製
。
殻
と
実
に
わ
け
た
米

や
麦
な
ど
を
箕
に
入
れ
、
煽あ

お

る
よ

う
に
上
下
す
る
と
、
風
に
よ
っ
て

軽
い
殻
や
ゴ
ミ
が
飛
ば
さ
れ
、
重

い
実
だ
け
が
箕
の
な
か
に
残
る
。

物
を
運
ん
だ
り
干
し
た
り
す
る
に
も
重
宝
さ
れ
、
便
利
な

容
器
と
し
て
多
様
な
場
面
で
活
躍
し
て
き
た
。
現
在
も
見

ら
れ
る
片
方
の
口
が
開
い
た
形
の
箕
は
、
弥
生
前
期
の
遺

跡
か
ら
も
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
以
上
に
わ
た

っ
て
使
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。  

地
域
の
植
生
を
映
す 

一
口
に
箕
と
い
っ
て
も
、
そ
の
形
は
地
域
ご
と
に
特
色
が

あ
り
、
大
き
さ
や
深
さ
、
し
な
や
か
さ
は
さ
ま
ざ
ま
。
そ

の
多
様
性
を
生
み
出
す
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
の
が
、
地

域
性
豊
か
な
素
材
だ
。
大
雑
把
に
い
え
ば
、
近
畿
を
中
心

と
す
る
一
帯
に
は
マ
ダ
ケ
の
ヒ
ゴ
を
網あ

代じ
ろ

に
編
ん
だ
箕
が

多
く
、
そ
れ
以
外
の
広
い
一
帯
で
は
笹
竹
や
樹
木
・
樹
皮

を
組
み
合
わ
せ
て
ゴ
ザ
目
に
編
ん
だ
も
の
が
主
流
。 

カ
ゴ
な
ど
が
通
常
一
～
二
種
類
の
素
材
か
ら
作
ら
れ
る
の

ゴ
で
巻
い
て
と
め
る
。
補
強
と
装
飾
に
は
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の

樹
皮
。
広
葉
樹
林
帯
の
申
し
子
の
よ
う
な
箕
だ
。 

一
方
、
南
東
北
か
ら
九
州
ま
で
の
広
い
一
帯
で
は
、
ア
ズ

マ
ネ
ザ
サ
や
ネ
マ
ガ
リ
ダ
ケ
、
ヤ
ダ
ケ
な
ど
の
笹
類
と
、
フ

ジ
の
内
皮
や
ス
ギ
皮
な
ど
の
樹
皮
を
編
ん
だ
箕
が
主
流
と

な
る
。
同
じ
よ
う
な
素
材
の
組
み
合
わ
せ
で
も
、
材
の
質

や
加
工
法
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
り
の
印
象
は
異
な
る
。
例

え
ば
富
山
県
氷ひ

見み

市
の
論ろ

ん

田で
ん

・
熊く

ま

無な
し

地
区
の
箕
は
ヤ
ダ
ケ

を
、
千
葉
県
匝そ

う

瑳さ

市
木き

積づ
み

の
箕
は
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
を
用
い

る
。
縦
材
は
同
じ
フ
ジ
だ
が
、
論
田
・
熊
無
で
は
フ
ジ
を

叩た
た

き
潰
し
て
繊
維
を
ほ
ぐ
し
と
り
、
木
積
で

は
フ
ジ
を
一
定
期
間
土
に
埋
め
て
か
ら
手
と

口
で
内
皮
を
剥
ぐ
。
結
果
、
論
田
・
熊
無
の

箕
は
が
っ
ち
り
と
し
て
野
趣
に
富
み
、
木
積

の
箕
は
し
な
や
か
で
柔
ら
か
な
印
象
に
仕
上

が
っ
て
い
る
。 

箕
は
、
弥
生
時
代
に
稲
作
と
と
も
に
中
国

大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
と
き
は
ひ
と
つ
の
形
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
箕
が
、
長
い
歳
月
を
か
け
て
こ
れ
ほ
ど

ま
で
地
域
色
豊
か
に
展
開
し
て
き
た
、
そ
の

過
程
を
辿た

ど

る
こ
と
は
、
各
地
の
先
人
た
ち
が

よ
り
よ
い
道
具
を
求
め
て
積
み
重
ね
て
き
た
、

試
行
錯
誤
の
跡
に
思
い
を
馳
せ
る
営
み
で
も

あ
る
。 

民
俗
知
の
結
晶 

さ
て
、
箕
作
り
の
工
程
に
お
け
る
ハ
イ
ラ

イ
ト
は
編
み
組
み
作
業
で
あ
る
が
、
じ
つ
は

作
業
と
し
て
よ
り
重
要
な
の
は
素
材
の
採
取

と
加
工
だ
。
全
体
の
労
力
と
時
間
の
七
～
八

割
が
割
か
れ
、
自
然
と
向
き
合
う
た
め
の
豊
か
な
知
恵
が

惜
し
み
な
く
注
ぎ
込
ま
れ
る
。
す
べ
て
の
素
材
に
は
伐
採

の
適
期
が
あ
り
、
そ
れ
を
逃
す
と
よ
い
材
は
採
れ
な
い
。
ど

こ
に
ど
ん
な
材
が
あ
り
、
ど
の
部
位
を
ど
う
使
う
か
、
質

の
よ
い
材
を
ど
う
見
極
め
る
か
、
持
続
的
に
よ
い
材
を
採

る
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
、
そ
う
し
た
知
恵
と
わ
ざ
の
ひ

と
つ
ひ
と
つ
が
、
職
人
の
身
体
に
し
み
つ
い
て
い
る
。 

こ
う

し
た
民
俗
知
は
言
語
化
さ
れ
に
く
い
。
実
体
験
を
と
お
し

て
親
か
ら
子
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
な
か
で
、
途
方
も

な
く
長
い
時
間
を
か
け
て
洗
練
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
。 

箕―自然を編む知恵とわざ 

今
いま

石
いし

 みぎわ 
東京文化財研究所主任研究員 

現在の日本において、作り手・使い手ともに減少傾向にある「箕
み

」。しかし、その姿
形に目を凝らすと、複雑かつ高度な編み組みの技術が凝縮されていることがわかる。
日本各地に伝わる知恵とわざ、そしてそれらを生かそうとするあらたな動きについて
紹介したい。

日
本
で
は
、
生
活
様
式
の
変
化
や
新
し
い
素
材
の
台
頭
に

よ
っ
て
、
箕
の
居
場
所
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
か
つ
て
は

少
な
く
と
も
百
数
十
カ
所
以
上
あ
っ
た
全
国
各
地
の
箕
の

産
地
も
、
風
前
の
灯

と
も
し

火び

だ
。
職
人
が
い
な
く
な
る
の
と
と

も
に
、
こ
う
し
た
民
俗
知
も
一
緒
に
消
え
て
し
ま
う
こ
と

は
、
あ
ま
り
に
惜
し
い
。
　 

今
、
地
方
に
拠
点
を
移
し
て
農
業
な
ど
を
志
し
、
箕
を
使

い
た
い
と
い
う
若
い
人
た
ち
が
少
し
ず
つ
出
て
き
て
い
る
。

箕
の
技
術
を
使
っ
た
カ
ゴ
作
り
や
、
箕
の
新
し
い
用
途
を

考
え
る
努
力
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
美
し
い
民
具
と
、
そ

れ
を
作
り
・
使
う
文
化
を
、
ど
う
に
か
生
き
た
形
で
次
世

代
に
伝
え
た
い
と
、
切
に
願
っ
て
い
る
。 

6種類の広葉樹で作る若山箕（新潟県）イタヤとフジで編む太平箕（秋田県）

アズマネザサとフジで編む木積の箕（千葉県）ヤダケとフジで編む論田・熊無の箕（富山県）

ヤダケのヒゴのあいだにフジを挟んで編む（富山県論田・熊無、2016年） フジの内皮を層ごとに剝ぎ、箕の縦材とする（千葉県木積、2015年）
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不
思
議
な
こ
と
に
、
マ
ハ
ー
ト
マ
・
ガ
ン

デ
ィ
ー
の
生
涯
を
扱
っ
た
映
画
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ア
ッ
テ
ン
ボ
ロ
ー
監
督
に
よ

る「
ガ
ン
デ
ィ
ー
」 ( Gandhi

／
邦
題「
ガ
ン
ジ
ー
」

／
一
九
八
二
年)

が
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
は
、
近
代
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
を
蛇だ

蝎か
つ

の
ご
と
く
嫌
い
、
そ
の
代
表

と
も
い
え
る
映
画
も
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
生
存
中
は
も
ち
ろ
ん
没

後
も
何
か
し
ら
の
忖そ

ん

度た
く

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
映
画
「
ガ
ン
デ
ィ
ー
」
は
ガ
ン
デ
ィ
ー

の
聖
人
化
に
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
が
、
最

近
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ズ
・
マ
タ
ー
運
動
関

連
で
か
え
っ
て
そ
れ
が
仇あ

だ

に
な
っ
た
感
も
あ
る
。

特
に
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
チ
ャ
ー
チ

ル
元
首
相
を
は
じ
め
と
す
る
偉
人
の
像
が
攻
撃

対
象
に
さ
れ
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
像
も
撤
去
さ
れ
た

り
し
て
い
る
。

大
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
娯
楽
映
画

「
ム
ン
ナ
兄
貴
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
」
は
、
直
接
ガ

ン
デ
ィ
ー
の
生
涯
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
そ
の
存
在
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
映
画

で
あ
る
。
日
本
で
も
公
開
さ
れ
た
「
き
っ
と
、

う
ま
く
い
く
」（3

 idiots

／
二
〇
〇
九
年
）
な
ど

で
大
ヒ
ッ
ト
を
連
発
し
て
い
る
ラ
ー
ジ
ク
マ
ー

ル
・
ヒ
ラ
ー
ニ
ー
監
督
、プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、ヴ
ィ

ノ
ー
ド
・
チ
ョ
ー
プ
ラ
の
コ
ン
ビ
に
よ
る
優
れ

た
娯
楽
作
品
で
あ
る
。

こ
の
映
画
は
典
型
的
な
ボ
リ
ウ
ッ
ド
娯
楽
映

画
で
、
ギ
ャ
ン
グ
の
ム
ン
ナ
兄バ

ー
イ貴
を
主
役
に
し

た
シ
リ
ー
ズ
の
二
作
目
で
あ
る
。
第
一
作
の「
医

学
生
ム
ン
ナ
兄
貴
」（M

unna Bhai M
.B.B.S.

／

二
〇
〇
三
年)

は
大
ヒ
ッ
ト
と
な
り
、
国
民
映
画

賞
大
衆
娯
楽
映
画
賞
も
受
け
た
。
主
演
は
サ
ン

ジ
ャ
イ
・
ダ
ッ
ト
で
、
父
役
と
し
て
実
父
の
大

ス
タ
ー
、
ス
ニ
ル
・
ダ
ッ
ト
が
出
演
し
て
い
た
。

第
三
作
も
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
本
人
の
収
監

や
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
っ
て

実
現
し
て
い
な
い
。

「
ム
ン
ナ
兄
貴
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
」
で
は
、
ギ
ャ

ン
グ
の
ム
ン
ナ
兄
貴
が
ラ
ジ
オ
の
デ
ィ
ス
ク

ジ
ョ
ッ
キ
ー
の
女
性
ジ
ャ
ン
ヴ
ィ
ー
に
好
意
を

い
だ
き
、
誘
拐
し
た
教
授
た
ち
の
知
恵
を
借
り

て
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
つ
い
て
の
ク
イ
ズ
に
優
勝
し
、

夢
が
叶か

な

っ
て
直
接
面
会
の
機
会
を
得
る
。
ジ
ャ

ン
ヴ
ィ
ー
に
歴
史
学
の
教
授
だ
と
名
乗
っ
て
し

ま
い
、
講
演
の
依
頼
を
受
け
た
ム
ン
ナ
兄
貴
は
、

図
書
館
に
こ
も
っ
て
集
中
的
に
勉
強
す
る
う
ち
、

夢
か
う
つ
つ
か
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
す
が
た
が
見
え

る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
助
言
を
得
な
が
ら
、
特

に
非
暴
力
主
義
や
平
和
的
な
抵
抗
運
動
な
ど
に

強
い
影
響
を
受
け
て
改
心
し
、
つ
い
に
は
人
び

と
の
悩
み
に
ガ
ン
デ
ィ
ー
ば
り
の
答
え
を
与
え

て
ラ
ジ
オ
の
聴
取
者
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
が
荒こ

う

唐と
う

無む

稽け
い

で
あ
る
う
え
に
、

私
生
活
で
も
何
か
と
問
題
の
多
い
サ
ン
ジ
ャ
イ

が
主
役
を
務
め
て
い
て
楽
屋
落
ち
に
笑
え
る
の

だ
が
、
映
画
は
大
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
。
大
衆
娯

楽
映
画
部
門
を
は
じ
め
四
部
門
で
二
〇
〇
六
年

度
国
民
映
画
賞
を
受
け
た
ほ
か
、
国
内
の
映
画

賞
を
数
々
獲
得
し
た
。
さ
ら
に
、
海
外
か
ら
の

批
評
も
す
こ
ぶ
る
よ
く
て
、
国
際
的
に
高
く
評

価
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
栄
誉
を
受
け
て
い
る
。

ガ
ン
デ
ィ
ー
主
義
か
ら「
ガ
ン
デ
ィ
ー
ギ
リ
」へ

サ
ン
ジ
ャ
イ
は
、
ス
ニ
ル
・
ダ
ッ
ト
と
国
民
的

女
優
ナ
ル
ギ
ス
と
い
う
大
ス
タ
ー
の
あ
い
だ
に
う

ま
れ
た
。
た
だ
私
生
活
で
は
恵
ま
れ
た
と
は
い
え

ず
、
結
婚
と
離
婚
を
繰
り
返
し
、
女
優
の
ア
イ

シ
ュ
ワ
リ
ヤ
・
ラ
ー
イ
に
つ
き
ま
と
っ
て
物
議
を

か
も
し
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
一
九
九
三
年
の
ボ

ン
ベ
イ
騒
乱
の
際
に
武
器
の
不
法
所
持
で
逮
捕

さ
れ
、
最
高
裁
ま
で
争
っ
た
が
二
〇
一
三
年
に
有

罪
が
確
定
し
て
二
〇
一
六
年
ま
で
収
監
さ
れ
た
。

そ
の
波は

瀾ら
ん

の
前
半
生
は
ヒ
ラ
ー
ニ
ー
監
督
に
よ
っ

て
映
画
化
さ
れ
た
が
（Sanju

／
二
〇
一
八
年
）、

サ
ン
ジ
ャ
イ
の
苦
悩
が
よ
く
描
か
れ
た
佳
作
で
あ

る
。
若
手
ス
タ
ー
、
ラ
ン
ビ
ル
・
カ
プ
ー
ル
が
サ

ン
ジ
ャ
イ
役
を
演
じ
、
ひ
そ
か
に
本
人
も
出
演
し

て
い
る
。

「
ム
ン
ナ
兄
貴
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
」
は
、
ア
ッ
テ
ン

ボ
ロ
ー
版
の
「
ガ
ン
デ
ィ
ー
」
に
対
す
る
イ
ン
ド

か
ら
の
応
答
の
よ
う
に
な
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
に

学
ん
で
行
動
す
る
そ
れ
ま
で
の
「
ガ
ン
デ
ィ
ー
主

義
」
を
も
じ
っ
た
、よ
り
大
衆
的
な
「
ガ
ン
デ
ィ
ー

ギ
リ
」（
ガ
ン
デ
ィ
ー
気
取
り
）
を
流
行
さ
せ
て
社

会
的
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
た
だ
監
督

が
ひ
ど
く
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
は
、
逆
に
イ
ン

ド
国
内
で
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
い
か
に
知
ら
れ
て
い
な

い
か
、
だ
っ
た
と
い
う
。
あ
る
少
年
が
映
画
を
見

て
い
わ
く
、「
ム
ン
ナ
兄
貴
は
良
い
け
れ
ど
、
マ

ハ
ー
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
っ
て
誰
な
の
」。

シネ
倶楽部M

映画館前の大看板。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

映画の舞台となったムンバイの風景（撮影：松尾瑞穂、2016年）

「ムンナ兄貴とガンディー」
原題 ： Lage Raho Munna Bhai
2006年／インド／ヒンディー語／144分／DVDなし
監督 ： ラージクマール・ヒラーニー
出演 ： サンジャイ・ダット、ヴィディヤ・バランほか
2021年9月のみんぱく映画会にて上映予定（詳しくは12頁をご覧ください） ガ

ン
デ
ィ
ー
気
取
り

右：ムンナ兄貴（右）と仲間
のサーキット

左：ムンナ兄貴の前にあら
われたガンディー

©Vishnu Vinod Chopra 
Films Pvt. Ltd.
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平
ひら

野
の

 智
ち

佳
か

子
こ

迷える異文化理解

オーストラリアの中央砂漠でアボリジニとやり
とりをしていると頻繁に「パーリャ」というこ
とばを聞く。オッケーとかグッドという意味だ。

「パーリャ」と聞くとホッとする。それはわたし
が「道」からはずれていないことを意味するか
らだ。 

わたしはとある辺境のコミュニティでアボリジ
ニと共同生活を送っている。調査開始当初、わ
たしはまったくの出来損ないであった。見当は
ずれのことをしては注意を受けた。みんなを困
らせたいわけではない。が、アボリジニの自治
がおこなわれてきたその土地で、何が「正解」な
のかがわからないのだ。年端のいかない子ども
がさっと集めてくる薪

たきぎ

も、わたしはまともに拾
えない。 

そんな暮らしの道しるべとなったのが「パーリ
ャ」だった。わたしは落ちている枝木を見せて
は「パーリャ？」と尋ねた。枝木が適切だと「パ
ーリャ」という返事が返ってきた。わたしはみ
んなに「パーリャ」と言われるのが嬉

うれ

しかった。
まるで彼らの世界の「正解」を叩

たた

き出したよう
な気がしたからだ。「オーストラリア大陸にもっ
とも古くから居住するアボリジニ。過酷な土地
で生き抜いてきた人たちの言うとおりにしてい
たらまず間違いない！」。そう信じるようになっ
た。 

ところが、その考えは間もなく打ち砕かれた。
ある日、わたしたちは荒涼とした砂漠に狩りに
出かけた。「あの丘にカンガルーがいる」。アボ
リジニの狩りの名手の一言にみんなが高揚した。

運転手のわたしはただ言われるがまま車を走ら
せる。目の前のガスメーターの残量はみるみる
減っていく。「かなり減っているけどこのまま行
っていいのか？」。わずかに不安がよぎる。「パ
ーリャ?」と聞く。すかさず「パーリャ！」と返
ってくる。「さすが！　彼らの言うとおりにして
いたら大丈夫だ」。わたしは安心して車を走らせ
た。 

しかし、しばらくして悲劇は起きた。「お前、
ガソリンの予備は持っているのか？」。ガスメー
ターを一

いち

瞥
べつ

した狩りの名手が尋ねてきた。「予
備？　あるわけない！」。わたしは目を丸くした。
その返答にみんなの表情が曇った。「この残量だ
とガソリンスタンドまでもたない」。 
「さっきのパーリャは何だったんだ？」。頭のな

かで問いがこだまする。外の温度は40度を超え
ている。水場も木陰も人の気配もない。最寄り
のガソリンスタンドにたどり着くまでのあいだ、
わたしは死の恐怖を味わった。後日、砂漠の遭
難死のニュースを見かけた。隣にいたアボリジ
ニが呟

つぶや

く。「砂漠に魅せられて死ぬ奴もいるん
だ」。また、血の気が引いた。 

それから彼らの「パーリャ」を疑うようになっ
た。彼らは怪

け

訝
げん

な顔をするわたしに「パーリャ？」
と尋ねるようになった。わたしがそうしたよう
に、彼らもわたしのなかの「正解」を探ってい
るのだ。今でも「パーリャ」はわたしたちの会
話でもっとも頻出する単語だ。迷走しながらの
異文化理解は果てしなく続く。 

民博 人類基礎理論研究部

202021.8



編 集 後 記

民族学・文化人類学の基本は、フィールドワークとよばれる現地での人びと
とのかかわりをとおした参与調査である。みんぱくでは、モノの展示や資料の
公開などをとおしてそれらの成果を発信している。この時点で、現地での体験
はモノや音、映像など、いわば疑似的なものに変容している。そのうえ、コロ
ナ禍においては疑似的なものをさらに間接的に経験する機会が増えた。
そうしたことを考えるなか、本号の特集「みんぱく活用術 大学編」では、み

んぱくが提供する情報が想像力をふくらませ、過去への思いと未来への創造の
根源になることを改めて感じさせてもらった。
今日、博物館はモノや情報を保管する場所ではなく、交流する場へと向かっ

ている。世界の文化の担い手と来館者をつなぐのが博物館や研究者である。
人が現実的に触れ合う大切さを、われわれはコロナ禍で思い知ったように、疑
似的なものをとおしたとしても世界の人びとが理解し合い、交流する場として
博物館が機能することを期待したい。 （三島禎子）

〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1　電話 06-6876-2151

開館時間　10:00～17:00（入館は16:30まで）

休  館  日　毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日が休館日）
 年末年始（12月28日～1月4日）

特集「触発される展覧会
 ―ユニバーサル・ミュージアム」（仮）

次号の予告 9月号

2021年

8

バス　

万博記念公園駅

日本庭園前

大阪（伊丹）空港

新大阪駅 千里中央駅

徒歩

徒歩

約13分

約15分地下鉄
北大阪急行

約13分

大阪
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約6分

大阪モノレール

約18分

ＪＲ茨木駅
阪急茨木市駅

国
立
民
族
学
博
物
館

阪急茨木市駅から約20分  
JR茨木駅から約10分

主要ターミナルからのアクセス

本館までの交通手段はいくつか方法がありますが、主要ターミナルからのアクセスには、
次の方法が便利です。

みんぱくホームページ   
https://www.minpaku.ac.jp/

この雑誌は、再生産可能な大豆油由来のインク、環境に配慮した 
FSC®認証材および管理原材料から作られています。また、読みや 
すくするために、色づかいやレイアウトなどに配慮しています。
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『月刊みんぱく』は
国立民族学博物館の広報誌です。
世界の文化とみんぱくの展示、研究者の活動について
紹介しています。本誌は定期購読が可能です。また、友
の会会員の方には毎月お届けします。

国立民族学博物館友の会
みんぱくの活動を支援し、積極的に活用するために作
られました。本誌購読のほかにも、各種催しなど、さま
ざまなサービスがあります。

定期購読、友の会については国立民族学博物館友の会
（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）
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/



 

大学等教育機関とみんぱくが連携を図り、文化人類学、民族学にふれる学びの場を
学生のみなさんに提供することを目的とした会員制度です。学校、学部単位でご入会いただけます。

キャンパスメンバーズ
国立民族学博物館

学生証や職員証の提示で

 みんぱくを何度でも！

国立民族学博物館友の会（公益財団法人千里文化財団）
電話 06-6877-8893（平日 9:00 〜 17:00）　E-mail minpakutomo@senri-f.or.jpお問い合わせ

学生証および職員証の提示でご利用いただけます。
 ・展示の無料観覧（一部の特別展では入館料が必要になる場合があります）
 ・映画会や研究公演等催しへの参加
 ・友の会が主催する催しへの参加
 ・ミュージアム・ショップでの割引

ご登録校
大阪大学／京都大学／千里金蘭大学／
学校法人塚本学院（大阪芸術大学・大阪芸術大学短期
大学部・大阪芸術大学付属大阪美術専門学校 ※通信
過程を含む）／同志社大学 グローバル地域文化学部／
同志社大学 文化情報学部／学校法人立命館（立命館大
学）敬称略（2021年7月現在）

国立民族学博物館キャンパスメンバーズ
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/
about/campus_members/    
年会費は利用対象人数によって異なります。

学校、学部単位で提供いたします。
 ・広報誌『月刊みんぱく』の送付   
 ・家庭学術雑誌『季刊民族学』の送付
 ・みんぱく館内での登録校紹介コーナー
　（パンフレットなど）の設置

家庭学術雑誌『季刊民族学』のご案内

『季刊民族学』は国立民族学博物館ミュージアム・ショップで販売しております。
国立民族学博物館友の会の維持会員、正会員のみなさまには、年間 4 冊お届けしております。
ご購入は一般価格：2,750 円（税込）、会員価格：2,200 円（税込）。郵送の場合は別途発送手数料をご負担ください（会員は不要）。

最新号

177 号特集

焼畑と文明
—五木村から世界へ
国立民族学博物館第2代館長 佐々木
高明は、焼畑研究の第一人者、照葉
樹林文化論の提唱者のひとりとして知
られている。焼畑とは人類にとってどの
ような営みか、日本における焼畑のは
じまり、世界の焼畑の現在、焼畑の今
日的意義などを、佐々木の焼畑研究
の原点の地、五木村から発信する。

2021年7月31日発行！

バックナンバーのご案内

生き物と現代文明
175 号特集

キリスト教受容のかたち
—世界史のなかのかくれキリシタン

174 号特集

176 号特集
隣りのアフリカ人
—グローバル世界を 
　　生きる人びと
物理的にも心理的にも「遠い」と
いわれるアフリカから、彼らはなぜ
日本をめざしたのか。アフリカ文化
のもつゆたかなネットワーク性・身
体性・音楽性は日本文化になにを
もたらすのか。

講読方法

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
WEBサイト「World Wide Bazaar」
https://www.senri-f.or.jp/shop/
E-mail shop@senri-f.or.jp

国立民族学博物館友の会（公益財団法人千里文化財団）
電話 06-6877-8893（平日9:00〜17:00）
E-mail minpakutomo@senri-f.or.jpお問い合わせ
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