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＆
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た
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「
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わ
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ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・
ミ
ュ
ー
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ア
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を
デ
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す
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特
集

触 

の
可
能
性
を
問
う

特
別
展「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」が
で
き
る
ま
で
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私
は
視
覚
障
害
者
で
あ
る
。
学
生
時
代
に
、
網
膜
色
素

変
性
症
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
、
そ
れ
か
ら
現
在
ま
で
少

し
ず
つ
、
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
日
常
を
送
っ
て
い
る
。 

症
状
が
出
始
め
た
当
初
は
、
見
え
な
い
事
へ
の
恐
怖
や
、

思
う
よ
う
に
事
の
進
ま
な
い
現
状
へ
の
失
望
感
に
、
苛さ

い
な

ま

れ
る
日
々
が
続
い
た
。
だ
が
、
今
振
り
返
る
と
、
視
覚
情

報
を
過
度
に
信
じ
、
そ
れ
に
頼
り
き
っ
た
毎
日
を
過
ご
し

て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
か
ら
私
の
中
で
、

視
覚
か
ら
触
覚
へ
の
、
メ
イ
ン
感
覚
の
移
行
期
間
が
、
始

ま
り
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

私
が
そ
れ
に
気
付
か
さ
れ
た
の
は
、
あ
る
日
の
夕
方
の

事
だ
っ
た
。
自
宅
作
業
場
で
、
木
を
彫
る
私
へ
の
、
妻
の

何
気
な
い
一
言
、「
そ
ん
な
暗
い
所
で
、
よ
く
彫
れ
る
ね
え
」

に
よ
っ
て
、
私
は
我
に
返
っ
た
。
そ
の
日
、
私
は
朝
か
ら
制

作
を
始
め
、
夕
暮
れ
時
に
な
っ
て
も
照
明
を
点つ

け
ず
、
平

然
と
彫
り
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
で
も
知
ら
ぬ

間
に
、
自
作
を
さ
わ
り
ま
く
り
、
手
探
り
で
得
た
触
覚
情

報
を
手
掛
か
り
に
し
て
。

月
日
を
経
て
今
で
は
、
触
覚
メ
イ
ン
の
生
活
に
慣
れ
、

そ
れ
を
楽
し
み
つ
つ
あ
る
自
分
が
い
る
。
触
覚
、
触
察
の

良
い
と
こ
ろ
が
、
段
々
と
分
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。「
百

聞
は
一
見
に
如し

か
ず
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
通
り
、
何
事

に
も
ス
ピ
ー
ド
が
求
め
ら
れ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
視

覚
情
報
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
、
何
ら
疑
問
は
持
た
な
い
。

し
か
し
、
物
事
を
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
し
た
時
、「
観

た
だ
け
で
満
足
し
、
分
か
っ
た
気
に
な
っ
て
い
な
い
か
」
と

い
う
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
い
問
い
掛
け
が
、
私
の
心
に
浮
か

ん
で
く
る
。
視
覚
に
よ
る
観
察
メ
イ
ン
の
環
境
は
、
短
時

間
で
多
く
の
情
報
を
得
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
物
事
へ
の
更

な
る
興
味
や
、
よ
り
強
い
探
究
心
を
衰
え
さ
せ
て
し
ま
う

危
険
性
を
、
孕は

ら

ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
触
察
メ

イ
ン
の
環
境
に
は
、
真
逆
の
優
位
性
を
感
じ
て
い
る
。
さ

わ
れ
ば
さ
わ
る
ほ
ど
、
よ
り
興
味
が
湧
き
、
ど
ん
ど
ん
知
り
、

ま
た
探
し
た
く
な
る
。
自
分
が
心
に
思
い
浮
か
べ
た
イ
メ
ー

ジ
と
の
整
合
性
を
、
確
か
め
た
く
な
る
よ
う
な
衝
動
に
も

駆
ら
れ
る
の
だ
。
つ
い
つ
い
没
頭
し
て
し
ま
う
、
楽
し
く
豊

か
な
時
間
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
今
現
在
の
私
の
作
品
制
作

は
、
ま
さ
に
そ
れ
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。 

今
回
の
特
別
展
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
は
、

皆
様
に
触
察
を
楽
し
ん
で
頂
く
為
に
開
催
さ
れ
、
私
も
作

品
を
出
品
す
る
。
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
観
る
前
に
さ
わ
っ
て

欲
し
い
。
も
っ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
さ
わ
り
に
来
る
前
に
、

思
い
を
巡
ら
せ
て
頂
き
た
い
。
き
っ
と
、
思
っ
て
た
ん
と
ち

が
う
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
得
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
ゆ
っ

く
り
、
じ
っ
く
り
楽
し
ん
で
、
そ
こ
で
得
た
新
し
い
イ
メ
ー

ジ
と
豊
か
な
感
触
を
、
お
持
ち
帰
り
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。 

思
っ
て
た
ん
と
ち
が
う

―
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
を
求
め
て

高た
か

見み 

直な
お

宏ひ
ろ 

プロフィール
1973年東京都生まれ。彫刻家。東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。東京藝術大学美術学部彫刻
科非常勤講師などを経て、現在は代々木ゼミナール造形学校彫刻科主任講師。学生時代に網膜色素変性症で
あることが発覚し、その後症状の進行に応じて、徐々に写実ではないイメージの形を追うようになる。おもに
木を素材とした彫刻を制作、発表している。 
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こと」に展示）
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セクション2 「風景にさわる」
矢野徳也、さかいひろこ作 《ユニバーサル触地図》2021年

セクション1 「彫刻を超克する」
高見直宏作 《群雲―エクトプラズムの群像》2021年

「試触コーナー
―なぜさわるのか、どうさわるのか」
株式会社三木製作所所蔵
 《富士山立体地図》2021年

セクション1 「彫刻を超克する」
北川太郎作 《時空ピラミッド》2016年
（撮影：加賀雅俊）

セクション3 「アートで対話を拓く」
松井利夫作 《つやつやのはらわた》2021年

 

コ
ロ
ナ
へ
の
手
紙

よ
く
も
ま
あ
、
僕
の
や
る
こ
と
を
こ
こ
ま
で
邪
魔
し
て

く
れ
る
も
の
だ
。
お
ま
え
の
し
つ
こ
さ
に
は
あ
き
れ
て
し

ま
う
。

自
分
の
研
究
活
動
の
集
大
成
と
い
う
位
置
付
け
で
、
僕

は
二
〇
二
〇
年
の
秋
に
特
別
展
を
開
催
す
る
準
備
を
進

め
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
二
〇
年
の
二
月
ご
ろ
か
ら
、
お
ま

え
の
登
場
で
世
間
は
大
混
乱
、
展
示
の
実
施
が
怪
し
く

な
っ
た
。
四
月
に
緊
急
事
態
宣
言
が
出
て
、
特
別
展
の
延

期
が
決
ま
る
。
僕
の
思
い
は
蹴
散
ら
さ
れ
、
お
ま
え
、
す

な
わ
ち
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
感
染
拡
大
を
続
け
た
。

当
初
、
お
ま
え
は
僕
に
と
っ
て
紛
れ
も
な

く
憎
き
敵
だ
っ
た
。
お
ま
え
が
猛
威
を
振
る
う

な
か
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
と
い
う

語
を
耳
に
す
る
機
会
が
増
え
た
。
今
日
に
至
る
ま
で
、

各
方
面
で
人
・
物
と
の
距
離
を
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
一
方
、
人
・
物
と
の
濃
厚
接
触
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
の
が
視
覚
障
害
者
の
日
常
で
あ
る
。
僕
の
研

究
、
そ
し
て
人
生
そ
の
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
と
の

触
れ
合
い
に
よ
り
育
ま
れ
て
き
た
。「
接
触
＝
悪
」
と
決
め

つ
け
ら
れ
る
風
潮
の
下
で
、
僕
は
自
己
の
存
在
が
全
否
定

さ
れ
る
危
う
さ
を
味
わ
っ
た
。
僕
が
普
及
に
取
り
組
む「
さ

わ
る
展
示
」
に
対
し
て
も
、
お
ま
え
は
強
烈
な
逆
風
を
吹

か
せ
て
い
る
。
楽
天
家
の
僕
も
、「
な
ぜ
こ
の
時
期
に
コ
ロ

ナ
が
…
…
」
と
、
何
度
も
溜た

め
息い
き

を
つ
い
た
。

お
ま
え
と
の
つ
き
あ
い
も
、
も
う
一
年
半
ほ
ど
に
な
る
。

最
近
、
お
ま
え
に
対
す
る
僕
の

意
識
が
変
わ
っ
た
。
た
し
か
に
、「
非
接
触
」
を
強
制

す
る
お
ま
え
の
立
場
は
、
僕
と
は
真
逆
で
あ
る
。
近
代

と
は
視
覚
優
位
・
視
覚
偏
重
の
時
代
と
い
わ
れ
る
。
人

類
に
「
さ
わ
ら
な
い
・
さ
わ
れ
な
い
・
さ
わ
ら
せ
な
い
」

生
活
を
強
い
る
お
ま
え
は
、
視
覚
の
勝
利
、
近
代
化
の

完
成
を
決
定
づ
け
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
だ
と
、
僕
は

考
え
て
い
た
。
で
も
、
少
し
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
な

ぜ
、
現
代
人
は
お
ま
え
を
過
度
に
恐
れ
、
嫌
う
の
か
。
そ

れ
は
、
お
ま
え
が
「
目
に
見
え
な
い
」
ウ
イ
ル
ス
だ
か
ら

で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
僕
た
ち
の
周
囲
に
う

ご
め
い
て
い
る
が
、
そ
の
姿
を
肉
眼
で
と
ら
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
視
覚
に
依
存
す
る
現
代
人
に
対
し
、「
目
に

見
え
な
い
」
世
界
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
伝
え
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
お
ま
え
は
や
っ
て
き
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
な
ど
、
お
ま
え

の
出
現
後
、「
新
し
い
生
活
様
式
」
が
定
着
し
た
。「
新

し
い
生
活
様
式
」
は
僕
た
ち
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
一
方
、

対
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
触
れ
合
い
で
し
か
生

ま
れ
な
い
人
間
本
来
の
文
化
の
大
切
さ
を
想
起
さ
せ
る

き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
。「
新
し
い
生
活
様
式
」
へ
の
移

　
　  

“
触
”の

  
可
能
性
を
問
う

特
別
展「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」が
で
き
る
ま
で

特
集 

「
＆
コ
ロ
ナ
」の
大
博
覧
会広ひ

ろ

瀬せ 

浩こ
う

二じ

郎ろ
う   

民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

特別展
ユニバーサル・ミュージアム
―さわる！“触”の大博覧会
会期：2021年9月2日（木）～11月30日（火）
場所：特別展示館

今
回
の
特
別
展
で
は
、「
見
る
」の
で
は
な
く
、「
さ
わ
っ
て
」展
示
を
楽
し
も
う
。

展
示
場
に
は「
さ
わ
る
と
、よ
り
深
く
理
解
で
き
る
」ア
ー
ト
作
品
が
大
集
合
。

全
身
の
触
覚
を
駆
使
し
て「
創
る
」「
使
う
」「
伝
え
る
」実
体
験
が
楽
し
め
る
。

本
号
で
は「
さ
わ
っ
て
」楽
し
む
た
め
の
展
示
場
の
工
夫
や
、

図
録
な
ど
の
印
刷
物
の
仕
掛
け
を
紹
介
す
る
。

特
別
展
が
作
ら
れ
る
過
程
を
追
い
な
が
ら
、

誰
も
が
楽
し
め
る
博
物
館
の
あ
り
方
を
考
え
よ
う
。

※セクション名は特別展の展示内容に
即しています。

※本稿掲載の作品画像は、本頁下の
写真をのぞき、平垣内悠人氏による
撮影です。
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セクション5 「音にさわる」
渡辺泰幸作 《土の音》2008年

セクション4 「歴史にさわる」
堀江武史作 《服を土偶に》2020年

セクション6 「見てわかること、さわってわかること」
真下弥生作 《触察本》2021年

月刊みんぱく _182mm × 257
2021 年 8 月 16 日

﹁
さ
わ
る
﹂
感
覚
を

楽
し
む
た
め
に
、

展
示
場
の
照
度
を

細
か
く
調
整
。

「
作
品
を
守
る
」

「
安
心
し
て
さ
わ
る

こ
と
が
で
き
る
」を
軸
に
。

演
示
方
法
を

工
夫
し
ま
す
。

展
示
台
の

高
さ
や
角
度
は
、

作
品
の
さ
わ
り

や
す
さ
を

考
慮
し
て

設
計
し
ま
す
。

展
示
作
品
と

濃
厚
接
触
を
す
る

準
備
は
で
き

ま
し
た
か
？

新
作
を
出
展
す
る

作
家
さ
ん
に
、

作
業
進
捗
を
確
認
。

作
品
の
サ
イ
ズ
や
重
さ
な
ど

が
決
ま
ら
な
い
と
、展
示
プ
ラ
ン
が

確
定
で
き
ず

　
　
　
　
　
　
　 。

作
品
は
、

み
ん
ぱ
く
の

企
画
課
職
員
と

輸
送
会
社
さ
ん

と
で
、各
地
に

お
迎
え
に

行
き
ま
す
。

今
回
の
特
別
展

実
行
委
員
長
は
、

｢

さ
わ
る
プ
ロ
」。

特
別
展
が

で
き
る
ま
で

実
行
委
員
長
が
全
国

各
地
を
訪
ね
、
出
展

作
品
を「
さ
わ
っ
て
」

選
定
し
ま
す
。

行
が
、「
古
い
生
活
様
式
」
の
再
評
価
に
つ
な
が
っ
た
の

は
興
味
深
い
。

特
別
展
の
隠
れ
実
行
委
員

お
ま
え
の
真
の
目
的
は
、
視
覚
優
位
・
視
覚
偏
重
の
世

界
に
生
き
る
人
類
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
。「
ほ
ん
と
う

に
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
い
」。
多
種
多
様
な
資
料
を

集
め
、“
触
”
の
可
能
性
を
示
す
の
が
僕
の
や
り
方
だ
と

す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
さ
わ
ら
な
い
・
さ
わ
れ
な
い
状
態
を

創
出
し
、
そ
こ
か
ら
“
触
”
の
必
要
性
を
逆
照
射
す
る
の

が
お
ま
え
の
ス
タ
ン
ス
と
い
え
る
。な
ん
と
過
激
な
シ
ョ
ッ

ク
療
法
な
の
か
。

僕
は
、
多
く
の
尊
い
命
を
奪
っ
た
お
ま
え
と
一
緒
に

「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
」
の
展
覧
会
を
お
こ
な
う
つ
も
り
は
な

い
。と
い
っ
て
、お
ま
え
を
克
服
す
べ
き
対
象
と
し
て
、「
ポ

ス
ト
コ
ロ
ナ
」
を
主
題
と
す
る
こ
と
に
も
違
和
感
が
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
た
、「
＆
コ
ロ
ナ
」
の
展
覧
会
は
ど
う
だ
ろ
う
。

民
博
着
任
か
ら
二
〇
年
。
僕
は
仲
間
と
と
も
に
触
文
化
の

研
究
、
展
示
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
実
践
を
積
み
重
ね
て

き
た
。
お
ま
え
が
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
僕
た
ち
の
研
究

成
果
を
発
表
す
る
特
別
展
の
趣
旨
・
内
容
は
普
遍
（
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
お
ま
え
が
僕
た
ち
の
計

画
に
乱
入
し
て
き
た
こ
と
で
、
展
示
コ
ン
セ
プ
ト
が
鍛
え

ら
れ
た
の
も
た
し
か
だ
ろ
う
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、

お
ま
え
は
特
別
展
の
開
催
を
阻
む
邪
魔
者
で
は
な
く
、
特

別
展
を
深
化
さ
せ
る
た
め
の
実
行
委
員
な
の
で
あ
る
。

今
回
の
特
別
展
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
し
な
い
状
況
下
、

あ
え
て
“
触
”
の
意
義
を
訴
え
る
試
み
と
な
る
。「
こ
ん

な
時
期
に
、
さ
わ
る
展
示
を
開
く
な
ん
て
け
し
か
ら
ん
」

「
会
場
を
暗
く
し
て
触
覚
に
よ
る
鑑
賞
を
奨
励
す
る
演
出

は
、
来
館
者
の
見
る
楽
し
み
を
損
な
う
」
な
ど
、
批
判
の

声
が
寄
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
ち
ら
も
簡
単

に
退
く
つ
も
り
は
な
い
。
自
信
と
責
任
を
も
っ
て
、
三
カ

月
の
特
別
展
を
成
し
遂
げ
る
決
意
で
あ
る
。
来
館
者
の
批

判
を
受
け
て
僕
が
弱
気
に
な
っ
た
と
き
、
お
ま
え
は

シ
ョ
ッ
ク
療
法
を
ち
ら
つ
か
せ
て
、
僕
を
叱し
っ
た咤
激げ
き

励れ
い

す
る

だ
ろ
う
。「
な
ん
だ
、
君
の
自
信
・
責
任
は
こ
の
程
度
な

の
か
。
そ
れ
な
ら
俺
が
ま
た
大
暴
れ
し
て
、
展
示
物
に
さ

わ
ら
な
い
・
さ
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
ち
ゃ
う
ぞ
」。
い
や
、

そ
れ
は
困
る
。
隠
れ
実
行
委
員
の
お
ま
え
が
表
に
出
な
い

こ
と
が
、
特
別
展
を
成
功
さ
せ
る
必
須
条
件
な
の
だ
か
ら
。

「
＆
コ
ロ
ナ
」
の
特
別
展
は
、
僕
一
人
の
力
で
は
実
現
で
き

な
い
。「
さ
わ
る
展
示
」
の
あ
り
方
を
僕
と
と
も
に
模
索
し

て
き
た
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研

究
会
」
の
メ
ン
バ
ー
。
安
心
・
安
全
に
さ
わ
る

こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
え
る
た
め
に
知
恵

を
絞
っ
て
く
れ
る
館
内
の
保
存
科
学
チ
ー
ム

の
教
員
。
出
展
者
と
の
交
渉
を
進
め
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
予
算
を
調
整
す
る
企
画
課
の
職

員
。
さ
ら
に
は
、
前
例
の
な
い
大
規
模
な
「
さ

わ
る
展
示
」
の
プ
ラ
ン
に
賛
同
し
、
出
展
協

力
し
て
く
だ
さ
る
方
々
。
多
く
の
人
の
「
手
」

が
集
い
、
今
「
＆
コ
ロ
ナ
」
の
大
博
覧
会
が
始
ま
る
！
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本特別展のフライヤー

右：図録のカバー（ジャケット）
 特別展フライヤーと同様のデザイン上の工夫が凝らされた、UV印刷による「さわる表紙」となっている
（前ページ参照）

左：図録中面。わたる（石川智弥＋古屋祥子）による 《てざわりの旅》 のページ
 右のページの下に、作品の袖部分の実寸図版を掲載している 特別展フライヤーのグラフィック一部。

点字が背景の色に溶けいっており、視覚
では読むことができない

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
六
月
下
旬
の
時
点
で
、
出
展

リ
ス
ト
は
固
ま
り
、
出
展
作
品
の
撮
影
も
ほ
ぼ
終
え
た
。

い
つ
も
な
ら
、
こ
の
時
点
で
、
展
覧
会
が
オ
ー
プ
ン
し
た

と
き
の
風
景
や
、
会
場
で
受
け
る
感
動
も
大
ま
か
に
想
像

で
き
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
た
ぐ
り
寄
せ
る
よ
う
に
し
て
、

関
係
者
に
よ
る
校
正
を
す
す
め
て
い
け
ば
、
図
録
の
完
成

ま
で
一
直
線
だ
（
と
き
に
、
展
覧
会
オ
ー
プ
ン
に
間
に
合
わ

な
い
夢
を
見
て
う
な
さ
れ
な
が
ら
も
）。

し
か
し
今
回
ほ
ど
、
完
成
イ
メ
ー
ジ
が
描
き
に
く
い
展

覧
会
は
な
い
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
見
た
だ
け
で
は
わ
か

ら
な
い
の
だ
。
図
録
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
視
覚
に

頼
っ
た
メ
デ
ィ
ア
だ
。
今
回
の
図
録
制
作
で
は
、
そ
の
ジ

レ
ン
マ
が
常
に
つ
き
ま
と
う
。
展
覧
会
の
記
録
を
後
世
に

伝
え
る
と
い
う
使
命
を
第
一
に
、
特
別
展
の
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
「
さ
わ
る
感
覚
」
を
補
完
で
き
る
よ
う
な
図
録
に
な

る
よ
う
、
可
能
な
限
り
の
工
夫
を
考
え
て
み
た
。

さ
わ
り
た
く
な
る
図
録

ま
ず
、
出
展
作
家
全
員
に
少
し
長
め
の
文
章
を
お
願
い

し
た
。
一
人
六
〇
〇
字
か
一
二
〇
〇
字
で
、
出
展
作
品
に

よ
せ
る
文
章
を
自
由
に
書
い
て
も
ら
っ
た
。
単
な
る
作
品

解
説
を
超
え
て
、
作
家
の
周
到
な
意
図
や
、
既
存
の
世
界

観
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
よ
う
な
狙
い
な
ど
、
作
品
の
背

景
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

原
則
と
し
て
、
見
開
き
の
左
の
ペ
ー
ジ
に
作
家
の
こ
と
ば

を
、
右
に
作
品
の
写
真
を
並
べ
た
。
さ
わ
る
ガ
イ
ド
と
し
て

利
用
す
る
の
も
、
ま
た
、
さ
わ
っ
た
後
に
、
自
分
の
感
動
と

作
家
の
こ
と
ば
を
照
合
す
る
の
も
よ
い
と
思
う
。
こ
の
特
別

展
は
、
一
度
で
は
絶
対
に
味
わ
い
尽
く
せ
な
い
。
何
度
で
も

リ
ピ
ー
ト
し
て
楽
し
ん
で
ほ
し
い
。
作
品
の
写
真
に
つ
い
て

も
、
そ
の
多
く
を
図
録
用
に
あ
ら
た
に
撮
影
し
た
。
素
材

感
や
立
体
感
が
出
る
よ
う
心
が
け
た
。
ま
た
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ

イ
ン
を
手
が
け
た
桑
田
知
明
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
で
、
多
く
の

作
品
で
は
、
実
寸
の
部
分
図
版
も
掲
載
し
た
。
こ
れ
も
、
さ

わ
る
体
験
を
補
完
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
工
夫
だ
。

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
運
動
」の
到
達
点

そ
の
ほ
か
の
特
徴
と
し
て
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
に
関
係
す
る
論
考
、
コ
ラ
ム
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。

本
書
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
会
の
一

〇
年
に
わ
た
る
歩
み
の
集
大
成
と
い
う
意
味
も
も
つ
。「
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
運
動
」
の
現
在
の
到
達
点

を
示
す
論
考
・
コ
ラ
ム
を
、
民
博
の
教
員
や
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
執
筆

し
て
も
ら
っ
た
。
論
考
・
コ
ラ
ム
は
、
各
章
（
展
示
の
各

セ
ク
シ
ョ
ン
に
対
応
し
て
い
る
）
に
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
配

置
し
、最
後
に
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
未
来
」

と
い
う
図
録
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
章
を
設
け
た
。
本
書
編
者
で

も
あ
る
広
瀬
浩
二
郎
氏
の
「
総
論
」
や
「
結
語
な
ら
ぬ
決

語
」
も
充
実
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
総
論

四
名
、
出
展
作
品
に
関
す
る
文
章
三
五
名
、
論
考
一
四
名
、

コ
ラ
ム
七
名
の
総
勢
六
〇
名
の
執
筆
者
と
な
っ
た
。

さ
わ
る
体
験
の
後
に
民
博
で
購
入
す
る
の
が
最
善
だ

が
、
一
般
流
通
す
る
書
籍
な
の
で
、
全
国
の
書
店
で
も
入

手
可
能
で
あ
る
。
視
覚
障
害
な
ど
で
本
書
の
文
字
情
報
に

ア
ク
セ
ス
が
難
し
い
方
へ
は
、
付
属
の
「
テ
キ
ス
ト
デ
ー

タ
引
換
券
」
と
交
換
で
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
提
供
も
可
能

だ
。
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
読
み
上
げ
ソ
フ

ト
な
ど
に
よ
り
、
音
声
で
再
生
可
能
で
あ
る
。
ぜ
ひ
多
く

の
方
に
手
に
と
っ
て
ほ
し
い
。

「
さ
わ
る
」
と
「
さ
わ
れ
る
」
の
違
い
は
何
だ
ろ
う
か
。

前
者
は
触
覚
で
情
報
を
得
る
こ
と
を
指
し
、
後
者
は
触
覚

情
報
を
視
覚
で
も
得
る
こ
と
と
考
え
る
。

「
さ
わ
る
」
と
は
、
主
た
る
情
報
が
触
覚
に
依
拠
し
、
触

覚
情
報
の
み
で
も
情
報
は
担
保
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、

「
さ
わ
れ
る
」
と
は
、
主
た
る
情
報
が
視
覚
に
依
拠
し
て

い
る
た
め
に
、
必
然
的
に
視
覚
情
報
を
触
覚
表
現
へ
展
開

す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
触
覚
情
報
は
視
覚
表
現
を

前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
視
覚
か
ら
触
覚
情
報
を
取
得
す

る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
つ
ま
り
、
視
覚
情
報
の

み
で
情
報
が
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
わ
ら
な
い

こ
と
を
誘
発
し
か
ね
な
い
の
だ
。

触
覚
情
報
か
ら
視
覚
表
現
を
模
索

こ
の
「
さ
わ
る
」
と
「
さ
わ
れ
る
」
の
意
味
の
違
い
は
、

印
刷
物
の
フ
ラ
イ
ヤ
ー
（
美
術
館
や
博
物
館
な
ど
の
展
覧
会

や
イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ
を
お
こ
な
う
紙
の
広
報
物
）
に
も

当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
さ
わ
れ
る
フ
ラ
イ
ヤ
ー
」
は
、
視
覚
、
触
覚
の
い
ず
れ

で
も
情
報
を
取
得
で
き
る
の
で
、
一
見
大
変
便
利
な
も
の

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
し
か
し
、
触
覚
情
報
を
視
覚
で

得
て
も
、
そ
れ
は
過
去
の
経
験
か
ら
触
覚
の
イ
メ
ー
ジ
を

膨
ら
ま
せ
る
こ
と
に
留
ま
る
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
感
覚
で

も
同
じ
情
報
を
享
受
で
き
る
と
は
限
ら
ず
、
さ
わ
ら
な
け

れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
、
実
際
に
は
存
在
す
る
の
だ
。

フ
ラ
イ
ヤ
ー
を
さ
わ
る
情
報
ツ
ー
ル
と
す
る
こ
と
の
理

由
に
、
さ
わ
る
こ
と
と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
相
性
の
よ
い
組
み

合
わ
せ
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
紙
へ
情
報
を
印
刷
・
加

工
す
る
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
人
が
手
に
と
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
お
り
、
手
に
と
ら
れ
る
こ
と
で
情
報
が
伝
わ
る
。
こ

の
「
手
に
と
る
」
と
い
う
さ
わ
る
行
為
を
活
か
し
、「
さ

わ
る
フ
ラ
イ
ヤ
ー
」
と
し
て
情
報
発
信
す
る
こ
と
は
と
て

も
理
に
適か
な

っ
て
い
る
。

フ
ラ
イ
ヤ
ー
で
さ
わ
る
と
い
う
要
素
を
扱
う
際
に
は
、

フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
情
報
を
触
覚
で
表
現
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え

て
、
触
覚
情
報
を
視
覚
表
現
へ
展
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
さ
わ
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
に
す

る
な
ら
ば
、
主
た
る
情
報
源
が
触
覚
と
な
り
、
触
覚
情

報
を
視
覚
表
現
へ
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
デ
ザ
イ
ン

を
模
索
す
る
べ
き
だ
。
し
か
し
、
視
覚
優
位
な
社
会
の
な

か
で
は
、
視
覚
情
報
を
前
提
と
し
て
触
覚
表
現
を
お
こ
な

う
た
め
に
、
さ
わ
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
が
ら
も
、

無
意
識
の
う
ち
に
「
さ
わ
れ
る
フ
ラ
イ
ヤ
ー
」
を
作
る
手

順
を
踏
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

触
覚
と
視
覚
が
互
い
に
か
か
わ
り
合
う
デ
ザ
イ
ン

今
回
の
特
別
展
で
は
、「
さ
わ
る
フ
ラ
イ
ヤ
ー
」
制
作
に

挑
ん
だ
。
デ
ザ
イ
ン
の
要
素
を
「
墨
字
（
ひ
ら
が
な
や
漢
字

な
ど
の
文
字
）
と
点
字
」「
色
と
点
字
」
と
し
、
さ
わ
ら
な

け
れ
ば
情
報
が
取
得
で
き
な
い
仕
掛
け
も
施
し
て
い
る
。

表
面
に
は
出
展
作
品
の
表
面
の
素
材
の
写
真
を
並
べ
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
二
色
の
組
み
合
わ
せ
で
ダ
ブ
ル
ト
ー
ン

に
加
工
し
、
そ
の
上
に
無
色
透
明
な
U
V
硬
化
型
ニ
ス

で
点
字
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
箇
所
は
、
目
に
は
、

点
字
が
出
現
し
た
り
消
失
し
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え

ず
、
さ
わ
ら
な
け
れ
ば
明
確
な
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
た
フ
ラ
イ
ヤ
ー
上
半
分
へ
は
、
特
別
展
の
名
称

や
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
な
ど
の
点
字
情
報
だ
け
で
は
な
く
、

点
字
模
様
を
作
る
こ
と
で
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
も
取
り
入
れ

た
。
点
字
で
模
様
を
作
る
と
い
う
遊
び
を
と
お
し
て
、
点

字
ユ
ー
ザ
ー
の
方
の
み
な
ら
ず
、
点
字
に
な
じ
み
の
な
い

方
に
も
さ
わ
る
こ
と
の
可
能
性
を
自
分
ご
と
と
し
て
探
り
、

楽
し
む
き
っ
か
け
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

「
さ
わ
る
」感
覚
を
補
完
す
る

原は
ら 

宏こ
う

一い
ち  

合
同
会
社
小ち
い

さ
子ご

社し
ゃ

代
表

本
展
図
録
編
集
者

誰
の
た
め
の
点
字
フ
ラ
イ
ヤ
ー
な
の
か

桑く
わ

田た 

知ち

明あ
き   

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

本
展
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
担
当
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準備中の特別展示場にて、1階吹き抜け空間に設置された巨大なさわれる絵画、間島秀徳作《Kinesis No.743 dragon 
vein》 のさわり具合を検証する（左が広瀬さん、右が筆者、2021年8月）

民博「探究ひろば」の「世界をさわる」コー
ナーは、「じっくりさわる」「見てさわる」「見
ないでさわる」の3つのセクションから構成
されている。
写真は、資料とじっくり向き合うために椅
子が設置されている「見ないでさわる」セク
ション。黒い壁の奥に隠された資料を手
触りだけで鑑賞する（2012年）

2020年にKYOTOGRAPHIEでおこなわ
れた「二つの世界を繫ぐ橋の物語」展。パ
リ盲学校の生徒たちの内面を探る手がか
りとして、写真を触察デバイスに変換した
マリー・リエスの作品が展示された。この
うち5点の作品が今回の特別展に出品され
る予定

1

32

4

1：特別展示場での設営の様子。エントランスに設置予定の立体文字のさ
わり心地を確かめる（2021年7月）

2：試作した会場の触地図を検証してもらう。会場を歩くように指先でたど
る広瀬さん（2021年7月）

3：幻の 2020年企画展「見てわかること、さわってわかること」で展示予
定だった選定資料を収蔵庫で検証する
（詳しくは広瀬浩二郎著『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける！』を
参照。2019年）

4：特別展示館2階にて照度の検証をおこなった（2020年12月）

い
な
い
矛
盾
や
思
考
の
浅
さ
が
露
呈
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

視
覚
に
甘
ん
じ
て
い
た
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
を
見
直
す
き
っ

か
け
と
な
っ
た
。

今
回
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
特
別
展
で
は
す

べ
て
の
来
館
者
に
触
察
鑑
賞
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、

一
部
を
除
く
展
示
物
に
は
あ
え
て
照
明
を
当
て
ず
、
会
場

全
体
も
可
能
な
限
り
薄
暗
い
空
間
に
す
る
こ
と
を
提
案

し
た
。
普
通
の
博
物
館
で
あ
れ
ば
ま
ず
却
下
さ
れ
る
提
案

だ
が
、
特
別
展
は
あ
ら
た
な
展
示
演
出
の
実
験
の
場
で
も

あ
る
と
す
る
民
博
で
は
、
照
度
の
実
証
実
験
を
お
こ
な
っ

た
う
え
で
、
実
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
や
出
展
作
家
の
賛

同
も
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
広
瀬
さ
ん
の
研
究
活
動
に
触

発
さ
れ
た
作
家
や
研
究
者
の
出
展
作
品
は
ど
れ
も
斬
新

で
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
作
品
に
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
来
は
視
覚
伝
達
の
た
め
の
サ
イ
ン
や
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
も
、

身
体
感
覚
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
て
、
視
覚

偏
重
の
現
代
社
会
に
一
石
を
投
じ
る
展
覧
会
に
な
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
読
者
の
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、
視
覚
を
捨
て

て
民
博
へ
出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

も
の
を
介
し
た
自
己
と
の
対
話

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
六
月
現
在
、
大
阪
で
は
コ
ロ

ナ
禍
で
緊
急
事
態
宣
言
が
延
長
さ
れ
、「
書
を
捨
て
よ
、

町
へ
出
よ
う
」
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
巣
ご
も
り
状

態
が
続
い
て
い
る
。
食
器
な
ど
の
生
活
用
品
を
ネ
ッ
ト
で

探
し
て
も
、
や
は
り
現
物
の
手
触
り
な
ど
を
確
認
せ
ず
に

購
入
す
る
の
は
気
が
引
け
る
。
そ
れ
は
博
物
館
に
つ
い
て

も
同
様
で
、
臨
時
休
館
が
続
く
博
物
館
の
多
く
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
と
お
し
た
紹
介
動
画
な
ど
の
配
信
に
力
を

入
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
博
物
館
で
出
会
う
実
物
資
料
と

の
一
期
一
会
の
感
動
は
バ
ー
チ
ャ
ル
で
は
味
わ
え
な
い
。

博
物
館
で
実
物
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
視
覚
だ
け
で
は

な
い
身
体
感
覚
、
展
示
さ
れ
て
い
る
空
間
、
同
行
者
と
の

会
話
な
ど
も
含
め
た
多
様
な
接
触
行
為
の
総
体
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

二
〇
〇
〇
年
に
神
戸
で
開
催
さ
れ
た
「
ダ
イ
ア
ロ
グ
・

イ
ン
・
ザ
・
ダ
ー
ク
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
。

参
加
者
は
数
人
の
グ
ル
ー
プ
と
な
り
、
完
全
に
光
が
遮
断

さ
れ
た
暗
闇
空
間
を
手
探
り
で
歩
き
回
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
生
活
シ
ー
ン
を
体
験
す
る
。
そ
こ
で
は
視
覚
障
害
を
も

つ
ス
タ
ッ
フ
が
案
内
し
て
く
れ
る
の
だ
が
、
視
覚
以
外
の

感
覚
が
す
っ
か
り
退
化
し
た
我
々
と
は
、
暗
闇
で
は
立
場

が
逆
転
す
る
。
暗
闇
が
日
常
の
彼
ら
に
は
そ
こ
に
あ
る
も

の
が
ち
ゃ
ん
と
見
え
て
い
る
。
そ
し
て
驚
く
こ
と
に
暗
闇

で
し
ば
ら
く
過
ご
す
と
視
覚
以
外
の
感
覚
が
覚
醒
し
は

じ
め
、
自
分
に
も
暗
闇
に
潜
む
も
の
が
知
覚
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
。

わ
た
し
は
、
民
博
の
本
館
に
二
〇
一
二
年
に
開
設
さ
れ

た
「
探
究
ひ
ろ
ば
」
を
設
計
し
た
が
、
そ
の
な
か
の
「
世

界
を
さ
わ
る
」
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
広
瀬
さ
ん
ら
に
よ
っ
て

選
定
さ
れ
た
収
蔵
資
料
が
、
触
察
鑑
賞
資
料
（
実
際
に
手

に
と
っ
て
感
触
を
確
か
め
ら
れ
る
資
料
）
と
し
て
常
設
さ
れ

て
い
る
。
一
部
の
資
料
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
て

見
え
な
い
状
態
に
し
、
手
触
り
だ
け
で
資
料
を
鑑
賞
で
き

る
よ
う
に
し
た
。
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
さ
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
視
覚
だ
け
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
ご
と
を
発
見
で
き
、「
も
の
を
介
し
た
自
己
と
の

対
話
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

身
体
感
覚
で
と
ら
え
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

そ
し
て
、
二
〇
二
〇
年
に
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
同

時
開
催
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
本
特
別
展
が
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
で
一
年
延
期
さ
れ
、
今
年
九
月
か
ら
開
催
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
博
物
館
に
お
け
る
触
察
の
意
義
を
長
年
追
究

し
続
け
て
き
た
広
瀬
さ
ん
の
研
究
活
動
の
集
大
成
と
な

る
特
別
展
で
、
そ
の
展
示
設
計
を
依
頼
さ
れ
た
。

普
段
の
仕
事
で
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
意
図
や
企
画
内

容
を
図
面
や
ス
ケ
ッ
チ
に
落
と
し
込
み
、
打
ち
合
わ
せ
で

は
そ
れ
ら
を
見
せ
な
が
ら
説
明
を
お
こ
な
う
。
と
こ
ろ
が
、

全
盲
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
る
広
瀬
さ
ん
に
は
、
図
面
や

ス
ケ
ッ
チ
に
描
い
た
内
容
す
べ
て
を
言
語
に
変
換
す
る
必

要
が
あ
る
。
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
と
い
う
が
、
一
見
を

百
の
こ
と
ば
に
し
て
み
る
と
、
絵
や
図
で
は
描
き
き
れ
て

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

北き
た

村む
ら 
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Hからはじまる番号は標本番号です。

路上で売られているスパイス（インド、マハーラーシュトラ州、2012年）

A
ウコン
（ミクロネシア連邦、H0010127）

ココナツミルク漉し
（タイ、H0095525）

G 

乳鉢
（インド、H0099173）

スパイス入れ（インド、H0099112）

本館展示場
観覧券売場

B

平石臼とすり棒
（グアテマラ、
H0153491、H0153492）

B
C

A

東南アジア展示
「村の日常」

オセアニア展示
「島での暮らし」

アメリカ展示
「食べる」

南アジア展示
「都市の大衆文化」

ＤＥF 

G 

トウガラシ（複製）C

石臼  
（インド、H0092544）

F 

Ｄ Ｅ

る
が
、
展
示
場
に
は
各
地
の
平ひ

ら

石い
し

臼う
す

（
メ
タ
テ
）
と

石
の
す
り
棒
（
マ
ノ
）
も
並
ん
で
い
る
。 

さ
て
、
わ
た
し
が
イ
ン
ド
を
調
査
地
に
し
て
い

る
と
言
う
と
、「
イ
ン
ド
で
は
毎
日
カ
レ
ー
を
食
べ

て
い
る
の
？
」
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
な
か
な
か
返
答
に
窮
す
る
質
問
で
あ
る
。
イ

ン
ド
の
家
庭
で
は
毎
日
「
カ
レ
ー
」
を
食
べ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
我
々
が
一
般
に
「
カ
レ
ー

味
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
、
複
数
の
ス
パ
イ
ス

の
調
合
か
ら
な
る
マ
サ
ラ
が
料
理
に
多
用
さ
れ
、
確

か
に
ほ
と
ん
ど
が
「
カ
レ
ー
味
」
に
感
じ
ら
れ
る

の
も
無
理
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

に
は
ウ
コ
ン
（
タ
ー
メ
リ
ッ
ク
）
や
ク
ロ
ー
ブ
、
ク

ミ
ン
、
シ
ナ
モ
ン
、
ア
サ
フ
ェ
テ
ィ
ダ
な
ど
数
多

く
の
ス
パ
イ
ス
に
よ
る
無
数
の
組
み
合
わ
せ
が
あ

り
、
そ
の
味
付
け
は
地
域
的
に
も
宗
教
的
に
も
、
ま

た
カ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
も
多
様
で
あ
る
。
南
ア
ジ

ア
展
示
で
は
、
日
々
の
調
理
に
不
可
欠
な
ス
パ
イ

ス
入
れ
が
二
点
展
示
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
な
家

庭
で
使
わ
れ
る
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
丸
形
の
ス
パ
イ

ス
入
れ
と
、
真し

ん

鍮ち
ゅ
う

製
の
小
型
の
も
の
で
あ
る
。
マ

サ
ラ
は
代
々
女
性
の
あ
い
だ
に
伝
わ
る
、
そ
の
家

の
味
を
決
め
る
大
事
な
調
味
料
で
あ
り
、
手
作
り

さ
れ
て
き
た
。
ス
パ
イ
ス
入
れ
の
近
く
に
は
、
ホ

ー
ル
ス
パ
イ
ス
を
挽ひ

く
た
め
の
石
臼
や
乳
鉢
も
あ

る
。
今
で
は
、
既
製
品
の
マ
サ
ラ
を

使
う
人
も
増
え
て
い
る
が
、
か

つ
て
は
乾
季
な
ど
に
女
性

た
ち
が
集
ま
り
、
と
も
に

ス
パ
イ
ス
を
挽
い
て
数

カ
月
分
の
マ
サ
ラ
を
作

る
と
い
う
習
慣
も

あ
っ
た
。 

東
南
ア
ジ
ア

は
ス
パ
イ
ス
の

原
産
地
と
し
て

有
名
だ
が
、
辛

味
や
刺
激
の
あ
る

も
の
だ
け
で
な
く
、

甘
み
を
帯
び
た
コ
コ
ナ

ツ
ミ
ル
ク
も
味
付
け
に
は
重
要
で
あ
る
。

ア
フ
リ
カ
か
ら
太
平
洋
ま
で
広
が
る
コ
コ

ヤ
シ
の
汎
用
性
の
高
さ
は
、
ほ
か
の
植
物
の
追
随

を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
コ
コ
ナ
ツ
ウ
ォ
ー
タ

ー
や
果
肉
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
油
や
ミ
ル
ク
、

酒
、
酢
に
も
加
工
さ
れ
る
し
、
殻
や
繊
維
も
さ
ま

ざ
ま
な
用
途
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
万
能

植
物
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
東
南
ア
ジ
ア
展
示
場

に
は
、
タ
イ
の
コ
コ
ナ
ツ
ミ
ル
ク
漉こ

し
が
あ
る
。
な

め
ら
か
で
濃
厚
な
味
わ
い
は
、
ス
パ
イ
シ
ー
料
理

を
和
ら
げ
、
味
に
深
み
を
出
す
効
果
を
も
つ
。 

用
途
は
食
に
と
ど
ま
ら
ず 

オ
セ
ア
ニ
ア
で
は
、
イ
ン
ド
原
産
で
南
ア
ジ
ア

の
人
び
と
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
ス
パ
イ
ス
で
あ

る
ウ
コ
ン
が
、
着
色
剤
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
。
ヤ
ッ
プ
島
で
は
、
ウ
コ
ン
は
コ
コ
ナ
ツ
オ
イ

ル
と
混
ぜ
て
、
新
生
児
や
呪
術
師
、
死
者
、
儀
礼

の
踊
り
手
の
身
体
に
塗
っ
た
り
す
る
と
い
う
。
種

で
は
な
く
根
茎
で
繁
殖
す
る
ウ
コ
ン
が
、
は
る
ば

る
ポ
リ
ネ
シ
ア
ま
で
分
布
し
て
い
る
の
は
、
人
び

と
が
カ
ヌ
ー
に
乗
せ
て
わ
ざ
わ
ざ
運
ん
だ
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
オ
セ
ア
ニ
ア
の
伝
統
社
会
で
も
、

人
生
儀
礼
と
結
び
つ
い
た
貴
重
な
植
物
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。 

着
色
剤
料
と
し
て
の
利
用
以
外
に
も
、
ウ
コ
ン

は
多
く
の
地
域
で
消
毒
や
解
毒
作
用
に
優
れ
た
生

薬
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
伝
統
医

療
で
あ
る
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
、
喉
が
痛
い

と
き
に
は
、
は
ち
み
つ
に
ウ
コ
ン
の
粉
を
よ
く
混

ぜ
て
舐な

め
る
と
効
く
と
さ
れ
て
い
る
。
読
者
の
み

な
さ
ん
も
一
度
試
し
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。 

暑
く
て
食
欲
が
な
い
と
き
に
は
、
刺
激
的
な
ス
パ

イ
ス
料
理
を
食
べ
た
く
な
る
と
い
う
人
も
多
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
パ
イ
ス
は
飲
食
物
に
香

気
や
辛
味
を
加
え
て
風
味
を
増
す
た
め
の
植
物
性

物
質
の
総
称
で
あ
る
。
和
食
で
は
ス
パ
イ
ス
は
あ

ま
り
使
わ
れ
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
食
物
の

保
存
や
風
味
付
け
を
目
的
と
す
る
も
の
と
し
て
、
ワ

サ
ビ
や
シ
ョ
ウ
ガ
、
ミ
ョ
ウ
ガ
の
よ
う
な
薬
味
が

多
用
さ
れ
て
い
る
。「
み
ん
ぱ
く
回
遊
」
で
は
こ
れ

ま
で
何
度
か
食
に
ま
つ
わ
る
展
示
が
紹
介
さ
れ
て
き

た
が
、
今
回
は
夏
バ
テ
を
吹
き
飛
ば
す
ス
パ
イ
ス
を

め
ぐ
っ
て
み
よ
う
。 

世
界
の
食
を
彩
る 

人
類
は
古
代
よ
り
ス
パ
イ
ス
を
食
用
だ
け
で
は
な

く
、
保
存
料
や
薬
と
し
て
も
重
用
し
て
き
た
。
ス
パ

イ
ス
は
交
易
に
よ
っ
て
原
産
地
を
離
れ
た
遠
い
世
界

ま
で
運
ば
れ
る
貴
重
な
商
品
で
あ
り
、
大
航
海
時
代

の
立
役
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ン
ブ
ス

が
「
発
見
」
し
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
世

界
を
大
き
く
変
え
た
も
の
は
、
間
違
い
な
く
ト
ウ
ガ

ラ
シ
や
ト
マ
ト
、
カ
カ
オ
と
い
う
新
大
陸
を
原
産
と

す
る
植
物
だ
ろ
う
。
ト
ウ
ガ
ラ
シ
は
、
今
で
は
多
く

の
地
域
で
欠
か
せ
な
い
ス
パ
イ
ス
だ
が
、
そ
れ
も
ア

メ
リ
カ
到
達
以
降
に
広
ま
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ

ま
で
、
辛
味
は
イ
ン
ド
を
原
産
と
す
る
コ
シ
ョ
ウ
に

よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
展
示
で
は
、
世

界
に
広
ま
っ
た
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
さ
ま
ざ
ま
な
品
種
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
南
米
で
は
生
の
ト
ウ
ガ
ラ

シ
を
す
り
つ
ぶ
し
て
ソ
ー
ス
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

松ま
つ

尾お 

瑞み
ず

穂ほ 

ス
パ
イ
ス
を
め
ぐ
る
旅

11 2021.9 102021.9
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みんぱくゼミナール
参加形式
① 会場参加　みんぱくインテリジェントホール
（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）
【申込期間】
■一般受付　9月15日（水）まで
　※友の会電話先行受付は終了しました。
　※ 第513回につきましては、参加形式は②
オンライン（ライブ配信）のみです。

第514回
10月16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】
ユニバーサル・ミュージアムとは何か
―暗闇で「野生の勘」を取り戻せ

講師 大石徹（芦屋大学 教授）
 黒澤浩（南山大学 教授）
 篠原聰（東海大学 准教授）
 広瀬浩二郎（本館 准教授）

特別展「ユニバーサル・ミュージアム」では、
触覚の潜在力を引き出すために、会場を暗
くしています。視覚情報を遮断することで、
私たちは何を得るのでしょうか。各地の実践
事例に基づき、「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）
　9月13日（月）～ 9月17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　9月21日（火）～ 10月13日（水）

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
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/

第517回　10月2日（土）13時30分～14時40分
【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】
さわる名画ができるまで
―その多様性と可能性
講師　辰巳明久（京都市立芸術大学 教授)
　　　京都市立芸術大学の学生有志
　　　広瀬浩二郎（本館 准教授）
京都市立芸術大学では、ビジュアル・デザ
イン専攻3年生の進級制作課題として、「絵
画の立体化」に取り組んでいます。これまで
にも視覚障害教育・福祉の文脈で「さわれる
絵画」が作られてきましたが、芸大生の「さ
わる絵画」は単なる視覚から触覚への置換で
はありません。視覚芸術の再解釈、名画の

再創造にトライした学生たちに、制作の裏話
を紹介してもらいます。

参加形式
① みんぱくインテリジェントホール（講堂）
 （定員160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/517tomo/

みんぱく友の会オンラインレクチャー  
みんぱく研究者によるミニレクチャー動画を友
の会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）
※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

お
知
ら
せ

本
館
講
堂
が
、
多
目
的
な
使
用
に
対
応
で

き
る「
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）」と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
の

で
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

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

「『
さ
わ
る
』を
デ
ザ
イ
ン
す
る

―
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
本
の
魅
せ
方
」

能
動
的
に
さ
わ
る
行
為
に
よ
っ
て
、
新
た
な

発
見
が
得
ら
れ
る
体
験
を
共
有
し
ま
し
ょ

う
。
特
別
展
示
場
の「
さ
わ
る
絵
本
」を
さ

わ
っ
て
観
察
し
た
後
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る

ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
絵
本
な
ら
で
は
の
魅
力
、「
さ

わ
っ
て
作
る
」仕
掛
け
を
紹
介
し
ま
す
。
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
作
品
も
作
り
ま

す
。

日
時
　
10
月
31
日（
日
）

　
　
　
①
10
時
30
分
〜
12
時
30
分

　
　
　
②
14
時
〜
16
時

会
場
　
特
別
展
示
館
地
下
休
憩
所

　
　
　
特
別
展
示
場（
定
員
各
回
10
名
）

講
師
　
桑
田
知
明（
デ
ザ
イ
ナ
ー
）

　
　
　
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
】

10
月
14
日 （
木
） 

10
時
受
付
開
始

申
込
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
往
復
は
が
き
に
て
。

1
通
に
つ
き
2
名
の
応
募
ま
で
。

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
/

■ 

特
別
展
会
期
中
の
毎
週
金
曜
に
タ
ッ
チ

ツ
ア
ー「
あ
の
手
こ
の
手
で
特
別
展
を
楽

し
む
」（
講
師 

広
瀬
浩
二
郎
）を
開
催
し

ま
す
。

■ 

左
記
の
日
に
特
別
展
出
展
者
に
よ
る
ギ
ャ

ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
実
施
し
ま
す
。

　
9
月
4
日（
土
）　
戸
坂
明
日
香

　
9
月
20
日（
月
・
祝
）　
北
川
太
郎

　
9
月
25
日（
土
）　
真
下
弥
生

　
9
月
26
日（
日
）　
前
川
紘
士

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

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」の
会
期
中

に
運
行
し
ま
す
。

運
行
日
　 

9
月
2
日（
木
）〜
11
月
30
日（
火
）

の
土
曜
・
日
曜
・
祝
日

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
約
10

分
、
無
料

運
休
日
　
平
日
、
10
月
30
日（
土
）、

31
日（
日
）、
11
月
3
日（
水
・
祝
）、

6
日（
土
）、
7
日（
日
）

※ 

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
を
従
来
よ
り
減
ら
し

て
運
行
し
ま
す
。

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

巡
回
展

「
復
興
を
支
え
る
地
域
の
文
化

―
3
・
11
か
ら
10
年
」

本
展
は
、
2
0
2
1
年
3
月
〜
5
月
に
本

館
で
開
催
し
た
特
別
展
を
巡
回
展
と
し
て

開
催
す
る
も
の
で
す
。
震
災
・
原
子
力
災

害
か
ら
地
域
が
ど
の
よ
う
に
復
興
を
目
指

し
て
い
る
か
、
地
域
文
化
が
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
か
、
本
館
で
の
展
示
の

エ
ッ
セ
ン
ス
を
、
モ
バ
イ
ル
展
示
を
中
心
に

展
示
し
ま
す
。

会
期
　

9
月
29
日（
水
）ま
で

会
場
　
国
文
学
研
究
資
料
館
1
階
展
示
室

※
事
前
予
約
制

「
ビ
ー
ズ 

ア
イ
ヌ
モ
シ
ㇼ
か
ら
世
界
へ
」

本
展
は
、
2
0
1
7
年
3
月
〜
6
月
に
本

館
で
開
催
し
た
特
別
展
を
巡
回
展
と
し
て

開
催
す
る
も
の
で
す
。
本
館
お
よ
び
国
立

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
所
蔵
の
民
族
資
料
と

北
海
道
内
の
考
古
資
料
な
ど
を
中
心
に
、

世
界
に
お
け
る
多
様
な
ビ
ー
ズ
の
歴
史
と

そ
の
役
割
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
同
時
に
、

世
界
の
ビ
ー
ズ
と
ア
イ
ヌ
の
ビ
ー
ズ
を
比
較

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
特
徴

を
世
界
に
発
信
し
ま
す
。

会
期
　

9
月
18
日（
土
）〜
11
月
21
日（
日
）

会
場
　
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館 

　
　
　
特
別
展
示
室

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。

「とろける身体―古墳をひっく
り返す」（制作：岡本高幸）

東海大学でおこなわれた高校生対象の彫刻メン
テナンス体験会（2019 年 8月）

ポップアップ絵本
（デザイン：桑田知明）

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）

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。

フィールド言語学と
は、言語使用の現場
で採ったデータを基
に言語学的考察をす
る学問である。人が
いれば言語がある。
日常にも言語は溢れ
ている。この本では、
身近な言語現象を漫
遊しつつ、言語学の
門前まで案内する。

■吉岡乾 著
『フィールド言語学者、巣ごもる。』
創元社　1,980円（税込）

刊行物紹介

■山本紀夫 著
『高地文明
―「もう一つの四大文明」の発見』
中央公論新社　1,155円（税込）

四大文明は、大河の
ほとりで生まれたと
されるが、熱帯高地
でも独自の文明が誕
生し、開花している。
本書はアンデス、メ
キシコ、チベット、
エチオピアなどの熱
帯高地で生まれ、発
展してきた古代文明
を紹介する。



瀬せ

上が
み

政ま
さ

市い
ち

は
わ
た
し
の
曽
祖
父
で
、
一
九

〇
六
年
に
、
二
一
歳
で
熊
本
県
か
ら
ペ
ル
ー

に
移
住
し
、
そ
の
後
の
人
生
の
ほ
と
ん
ど
を
、

首
都
リ
マ
の
北
に
あ
る
チ
ャ
ン
カ
イ
と
い
う

村
で
過
ご
し
た
。
曽
祖
父
に
会
っ
た
こ
と
は

な
い
が
、
家
族
よ
り
聞
か
さ
れ
て
い
た
話
か

ら
、
曽
祖
父
の
や
っ
て
き
た
場
所
や
、
海
の

向
こ
う
側
に
い
る
親
戚
た
ち
の
生
活
に
、
ず

っ
と
思
い
を
馳は

せ
て
き
た
。
わ
た
し
が
留
学

生
と
し
て
来
日
し
た
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
曽

祖
父
の
出
身
地
を
訪
ね
る
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
今
で
は
日
系
ペ

ル
ー
人
家
族
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関

す
る
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。  

自
ら
の
起
源
を
知
り
、

郷
土
の
暮
ら
し
を
体
験
す
る  

曽
祖
父
の
兄
弟
た
ち
の
う
ち
、
ふ
た
家
族

が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
う
ち
一
軒
は
熊

本
県
北
部
の
玉た

ま

名な

市
在
住
で
、
も
う
一
軒
は

宮
崎
県
の
中
央
に
位
置
す
る
高た

か

鍋な
べ

町ち
ょ
うに
住
ん

で
い
る
。
二
〇
〇
一
年
、
わ
た
し
は
玉
名
市

の
親
族
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
親
族
は
曽

祖
父
の
姉
妹
が
眠
る
寺
や
、
曽
祖
父
が
住
ん

で
い
た
家
の
見
え
る
場
所
に
連
れ
て
行
っ
て

く
れ
た
。
海
に
近
い
家
だ
と
聞
い
て
い
た
が
、

実
際
に
は
海
に
さ
ほ
ど
近
く
な
い
谷
間
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
驚
き
だ
っ
た
。
こ
の

と
き
か
ら
、
ペ
ル
ー
の
家
族
か
ら
聞
い
て
い

た
話
は
真
実
な
の
か
、
ま
た
は
年
月
を
経
て

別
の
話
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

二
〇
〇
四
年
に
熊
本
県
の
奨
学
金
を
得
て
、

熊
本
大
学
考
古
学
研
究
室
で
一
年
間
勉
強
す

る
機
会
を
得
た
。
こ
の
期
間
、
わ
た
し
は
熊

本
県
の
興
味
深
い
側
面
を
ふ
た
つ
知
る
こ
と

が
で
き
た
。
ひ
と
つ
は
方
言
だ
。
い
く
つ
か

地
元
の
こ
と
ば
を
覚
え
た
が
、「
肥ひ

後ご

も
っ
こ

す
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、
寡
黙
で
頑
固
な
熊

本
男
児
を
指
す
と
い
う
。
こ
れ
が
、
偶
然
な

の
か
、
ペ
ル
ー
の
お
じ
た
ち
が
揃そ

ろ

っ
て
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
特
徴
だ
っ
た
の
で
と
て
も
面

白
か
っ
た
。
お
ば
た
ち
の
話
を
黙
っ
て
聞
き

続
け
、
発
言
は
必
要
最
低
限
。
一
方
で
、
何

か
を
決
断
す
る
と
き
に
は
頑
と
し
て
譲
ら
な

い
。 も

う
ひ
と
つ
の
発
見
は
、
地
元
の
祭
り
だ
。

熊
本
で
い
く
つ
か
の
祭
り
に
参
加
し
た
の
だ

が
、
な
か
で
も
と
り
わ
け
大
勢
の
人
び
と
が

参
加
す
る
の
が
、
火
の
国
ま
つ
り
だ
。
こ
の

祭
り
の
雰
囲
気
は
、
ペ
ル
ー
の
各
地
域
で
お

こ
な
わ
れ
る
宗
教
関
連
の
祭
り
に
よ
く
似
て

い
る
。
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
り
、
地
域
交

流
の
機
会
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
ま
た
、
花
火
大
会
も
両
国
に
共
通

す
る
催
し
だ
。
人
び
と
が
こ
れ
ら
の
祭
り
を
、

地
域
の
行
事
と
し
て
い
か
に
取
り
入
れ
て
き

た
の
か
、
ま
た
、
祭
り
を
と
お
し
て
ど
の
よ

う
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の

か
は
興
味
深
い
テ
ー
マ
だ
。

祖
先
の
墓
を
探
し
て 

　
す
で
に
玉
名
市
を
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
ペ

ル
ー
の
親
族
か
ら
、「
瀬
上
」
の
墓
が
玉
名
市

に
あ
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
わ
た
し
は
見
た

こ
と
が
な
か
っ
た
。
お
じ
の
ひ
と
り
が
、
祖

父
の
爪
と
髪
を
そ
の
墓
に
持
っ
て
い
っ
た
そ

う
な
の
だ
が
、
玉
名
市
の
親
族
は
墓
の
こ
と

を
知
ら
な
い
と
い
う
。 

ペ
ル
ー
の
お
じ
た
ち
を
頼
っ
て
、
宮
崎
県

高
鍋
町
に
住
む
曽
祖
父
の
兄
の
孫
と
連
絡
が

つ
い
た
。
熊
本
か
ら
宮
崎
に
引
っ
越
し
た
際

に
、
一
族
の
墓
も
持
っ
て
い
っ
た
そ
う
で
、

彼
を
訪
ね
る
と
墓
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。

そ
こ
で
彼
ら
が
墓
を
掃
除
す
る
様
子
を
見
て

感
動
し
た
。
ペ
ル
ー
に
住
む
曽
祖
父
の
子
孫

も
墓
掃
除
を
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
そ
れ

が
、
も
と
は
日
本
の
習
慣
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
い
の
だ
。 

歴
史
を
取
り
戻
す 

二
〇
〇
一
年
以
降
、
玉
名
市
の
親
族
を
何

度
か
訪
ね
た
。
あ
る
と
き
、
ペ
ル
ー
に
あ
る

写
真
や
手
紙
の
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
親
族
は
曽

祖
父
か
ら
届
い
た
手
紙
を
見
せ
て
く
れ
た
。
戦

時
中
、
日
本
の
家
族
に
食
糧
を
仕
送
り
し
て
い

た
こ
と
、
曽
祖
父
の
妻
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の

こ
と
な
ど
、
当
時
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き

た
。 二

〇
一
四
年
に
は
両
親
を
玉
名
市
に
連
れ

て
行
っ
た
。
特
に
母
は
、
家
族
か
ら
の
聞
き

伝
え
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
場
所
を
つ
い
に

訪
れ
た
と
あ
っ
て
、
感
動
も
ひ
と
し
お
だ
っ

た
。
ペ
ル
ー
の
日
本
人
移
民
の
子
孫
に
と
っ

て
、
祖
先
の
地
に
帰
る
と
い
う
こ
と
は
、
自

身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
に
形

成
さ
れ
た
の
か
を
知
る
重
要
な
機
会
で
あ
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、
日
本
の
親
族
に
と
っ
て
も
、

異
な
る
国
の
習
慣
を
知
り
、
そ
の
文
化
を
理

解
す
る
大
切
な
機
会
と
な
る
の
だ
。 

追
い
求
め
て 

ダ
ニ
エ
ル
・
ダ
ン
テ
・
サ
ウ
セ
ド
・
セ
ガ
ミ 

立
命
館
大
学
准
教
授

ペ
ル
ー
よ
り
日
本
の
祖
先
を 
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わ
た
し
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て
み
ま
し
た

宮崎県高鍋町にある瀬上家の墓前にて（2014年）

玉名市の親族を訪問したわたしの両親（2014年） 

瀬上政市（前列右端）、妻とその子どもたち（瀬上家のアーカイブズ、1940年代）

熊本県玉名市の親族を初めて訪問。曽祖父の姪（前列左から五番目）に会う
（2001年）

火の国まつりにて。右端が筆者（2004年）

ペルー

日本

玉名市

高鍋町



ま
と
め
て
も
じ
る
こ
と
で
タ
テ
材
の
本
数
を
減
ら
し
、
上

部
は
ま
と
め
た
タ
テ
材
で
ご
ざ
目
に
編
ん
で
、
上
端
に
向

か
っ
て
窄す

ぼ

ま
る
形
状
を
し
て
い
た
。
さ
ら
に
全
体
を
作
り

上
げ
た
後
に
、
か
ご
の
口
を
閉
じ
る
紐ひ

も

を
か
け
る
「
耳み

み

部ぶ

」

を
ツ
ヅ
ラ
フ
ジ
で
足
し
て
い
た
。
一
見
、
機
能
的
に
見
え

る
素
材
と
技
法
の
使
い
わ
け
で
あ
る
が
、
地
の
ヘ
ギ
材
の

薄
黄
色
に
対
し
て
、
深
い
紫
色
（
生
の
状
態
で
は
濃
い
緑
色
）

の
ツ
ル
が
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
り
、
デ
ザ
イ
ン
も
意
識
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
技
法
か
ら
見
て
も
、
ツ
ル
の
部
分

を
あ
え
て
複
数
の
段
と
し
た
り
、
網
代
の
部
分
に
お
い
て

も
か
ご
と
し
て
の
機
能
と
は
直
接
関
係
の
な
い
波な

み

形が
た

網
代

や
連
続
枡ま

す

網
代
に
し
た
り
と
複
雑
な
技
法
を
使
っ
て
い
た
。

植
物
を
用
い
た
製
品
や
構
築
物
は
、
台
地
上

に
立
地
す
る
遺
跡
で
は
分
解
さ
れ
て
残
り
に
く

い
た
め
、
考
古
学
で
は
や
や
特
殊
な
遺
物
や
遺

構
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
八

〇
年
代
以
降
に
、
低
湿
地
遺
跡
と
よ
ば
れ
る
地

下
水
位
が
高
い
遺
跡
の
調
査
事
例
が
増
え
て
植

物
の
検
出
例
が
増
加
し
た
。
さ
ら
に
今
世
紀
に

入
っ
て
か
ら
、
植
物
の
種し
ゅ

レ
ベ
ル
で
の
同
定
方

法
が
開
発
さ
れ
、
分
析
技
術
が
進
展
し
て
、
単

に
自
然
界
の
植
物
を
利
用
し
た
だ
け
で
は
な
い

縄
文
人
の
資
源
利
用
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
か
ご
や
縄
な
ど
の
編へ

ん

組そ

製
品
で
あ
る
。

八
〇
〇
〇
年
前
の
出
土
か
ご
か
ら
見
え
る
情
報 

編
組
製
品
と
は
、
文
字
ど
お
り
「
編
む
」
と

「
組
む
」
技
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
製
品
を
指
す
。
約
八
〇

〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
早
期
、
佐
賀
県
東ひ

が
し

名み
ょ
う

遺
跡
か
ら

は
、
国
内
で
は
も
っ
と
も
多
い
約
七
四
〇
点
の
編
組
製
品

が
出
土
し
、
大
多
数
が
ド
ン
グ
リ
類
を
水
漬
け
す
る
た
め

に
使
わ
れ
て
い
た
か
ご
で
あ
っ
た
。
東
名
遺
跡
で
は
、
現

代
に
つ
な
が
る
編
組
技
法
が
ほ
ぼ
す
べ
て
確
認
で
き
た
ほ

か
、
形
状
に
よ
っ
て
素
材
植
物
や
技
法
が
使
い
わ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

例
え
ば
、
も
っ
と
も
多
く
出
土
し
た
高
さ
七
〇
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
か
ご
は
、
下
部
を
ム
ク
ロ
ジ
や
イ
ヌ
ビ
ワ

と
い
っ
た
木
材
の
ヘ
ギ
材
を
使
っ
て
網あ

代じ
ろ

を
編
み
、
途
中

で
ツ
ル
植
物
の
ツ
ヅ
ラ
フ
ジ
を
用
い
て
タ
テ
材
を
何
本
か

こ
う
し
た
縄
文
人
の
「
美
」
の
意
識
は
、
時
代
が
進
む
に

つ
れ
て
よ
り
顕
著
に
な
る
。
約
四
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文
時

代
後
期
の
福
岡
県
正し

ょ
う

福ふ
く

寺じ

遺
跡
で
は
装
飾
的
な
か
ご
が
作

ら
れ
て
お
り
、
機
能
と
は
直
接
関
係
が
な
い
チ
ェ
ー
ン
ス

テ
ッ
チ
の
よ
う
な
飾
り
が
施
さ
れ
て
い
た
。 

素
材
と
な
る
植
物
の
管
理 

縄
文
時
代
の
編
組
製
品
を
復
元
し
て
見
え
て
き
た
の
は
、

素
材
植
物
の
資
源
管
理
で
あ
る
。
材
料
に
は
、
集
落
周
辺

で
十
分
な
量
が
確
保
で
き
る
身
近
な
植
物
で
、
か
つ
編
組

製
品
に
適
し
た
植
物
が
使
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
木
材
を
ヘ
ギ
材
に
す
る
に
は
、
根

元
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
高
さ
ま
で

で
、
か
つ
素
性
が
良
い
幹
し
か
粘
り
が
な

く
て
使
え
な
い
。
ツ
ヅ
ラ
フ
ジ
な
ど
の
ツ

ル
植
物
は
、
地
上
か
ら
巻
き
上
が
る
ツ
ル

で
は
な
く
、
分ぶ

ん

枝し

し
な
い
地
表
面
に
真
っ

直
ぐ
に
這は

う
ツ
ル
を
使
い
、
ウ
ド
カ
ズ
ラ

は
枝
わ
か
れ
せ
ず
空
中
に
垂
れ
下
が
る
根

（
気き

根こ
ん

）
を
、
サ
サ
類
は
一
年
目
の
葉
が
つ

い
て
い
な
い
素
直
な
部
分
を
使
う
な
ど
、
編

組
製
品
に
使
え
る
部
位
は
限
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
編
組
製
品
の
材
料
を
伐
採
し
た

り
採
集
す
る
に
は
季
節
も
限
ら
れ
て
く
る
。

現
代
の
我
々
が
縄
文
時
代
の
か
ご
を
復
元

製
作
す
る
と
、
素
材
と
な
る
植
物
は
見
つ

け
ら
れ
て
も
、
か
ご
の
材
料
と
し
て
使
え

る
素
材
を
量
的
に
揃そ

ろ

え
る
の
は
簡
単
で
は

な
か
っ
た
。
縄
文
時
代
の
編
組
製
品
に
は
、

素
材
の
特
性
に
合
わ
せ
た
良
い
材
料
が
使

わ
れ
て
お
り
、
良
い
材
料
を
確
保
し
続
け

る
に
は
、
人
間
が
植
生
を
常
に
管
理
し
て

い
な
い
と
難
し
い
。
編
組
製
品
の
材
料
か

ら
得
ら
れ
た
知
見
は
、
技
法
や
形
態
の
観

察
の
み
で
は
気
づ
け
な
い
当
時
の
植
物
管

理
の
実
態
で
あ
っ
た
。

植
物
資
源
の
多
岐
に
わ
た
る
利
用
法 

縄
文
時
代
早
期
の
初
め
（
約
一
万
年
前
）
ご
ろ
に
な
る
と
、

定
住
的
な
ム
ラ
で
は
有
用
な
植
物
資
源
を
選
択
的
に
利
用

し
て
い
た
。
木
の
実
だ
け
で
な
く
、
縄
文
時
代
に
栽
培
化

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ダ
イ
ズ
や
ア
ズ
キ
の
祖
先
野
生

種
で
あ
る
マ
メ
類
や
、
外
来
の
栽
培
種
で
あ
る
ウ
ル
シ
や

ア
サ
な
ど
の
利
用
が
見
え
始
め
る
。
早
期
の
終
わ
り
ご
ろ

に
は
、
ム
ラ
の
な
か
や
周
り
に
有
用
な
ク
リ
を
栽
培
し
て

林
と
し
、
そ
の
外
に
は
陽
樹
が
多
く
生
育
す
る
二
次
林
が

広
が
っ
て
い
た
。

縄
文
時
代
の
植
物
資
源
利
用
の
特
徴
は
、
ク
リ
な
ら
ば
果

実
を
食
料
に
、
木
部
を
構
造
部
材
や
道
具
に
利
用
し
、
サ

サ
類
な
ら
ば
稈か

ん

を
編
組
製
品
に
、
種
子
を
食
用
に
す
る
と

い
う
よ
う
に
、
有
用
な
資
源
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
位
を
利
用

す
る
点
で
あ
る
。
世
界
で
は
同
時
期
に
イ
ネ
科
の
穀
類
を

栽
培
し
、
農
耕
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
縄
文
人

は
食
料
の
増
産
の
み
を
志
向
し
た
の
で
は
な
い
。
縄
文
時

代
の
人
び
と
は
、
森
林
か
ら
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
植
物

資
源
を
見
い
だ
し
て
、
食
料
を
含
め
、
木
製
品
や
編
組
製

品
な
ど
と
い
っ
た
多
様
な
利
用
に
主
軸
を
お
い
た
生
活
シ

ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

縄文人の植物資源利用  
佐
さ

々
さ

木
き

 由
ゆ

香
か

金沢大学特任准教授

縄文時代、人びとは植物資源をどう選択し、生活のなかでどう利用してきたのか。そ
れを知る手がかりになるのは、約 8000 年前に使われていたかごの遺物だ。今号では
それらを科学的に解析し、復元製作することでわかってきた縄文人の多彩な植物利用
について見ていこう。

東名遺跡から出土したかご（左）とその復元品（右）。色の濃い部分がツヅラフジ
［提供：佐賀市教育委員会（左）、あみもの研究会（右）］

かごの素材となる1年目のアズマネザサのみを採集している場面の復元画（画：石井礼子、提供：国立歴史民俗博物館）

ウドカズラの気根（2014年）
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「
水
祭
り
」
と
は
ビ
ル
マ
暦
の
年
末
最
後
の
四

日
間
（
四
月
中
旬
）
に
、
ビ
ル
マ
全
土
で
広
く

お
こ
な
わ
れ
る
年
中
行
事
で
あ
る
。
天
界
か
ら

地
上
に
降
臨
す
る
ダ
ヂ
ャ
ー
ミ
ン
（
イ
ン
ド
ラ

神
）
を
水
で
迎
え
る
た
め
の
も
の
だ
が
、
年
末

に
そ
の
年
の
け
が
れ
を
洗
い
流
す
た
め
だ
と
説

明
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
乾
季
真
っ
盛
り
の
四

月
に
、
人
び
と
は
バ
ケ
ツ
で
水
を
掛
け
合
い
、

ま
た
特
設
ス
テ
ー
ジ
で
は
歌
謡
シ
ョ
ー
と
と
も

に
ホ
ー
ス
で
勢
い
よ
く
放
水
が
な
さ
れ
、
町
全

体
が
お
祭
り
騒
ぎ
と
な
る
。

お
祭
り
と
い
え
ば
男
女
の
出
会
い
の
場
で
あ

る
。
映
画
「
水
祭
り
の
雨
」
で
は
、
一
九
五
〇

年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
マ
ン
ダ
レ
ー
の
水
祭
り

を
舞
台
に
、
二
世
代
の
音
楽
家
た
ち
の
切
な
い

恋
愛
が
描
か
れ
る
。
祭
り
の
喧け

ん

噪そ
う

の
な
か
で
の

劇
的
な
出
会
い
は
、
乾
季
の
最
中
に
時
折
降
る

突
然
の
雨
に
も
似
て
い
る
。
ま
た
雨
季
を
控
え

た
こ
の
時
期
に
だ
け
咲
く
パ
ダ
ウ
の
花
が
二
人

の
出
会
い
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
め
ぐ
り

ゆ
く
時
の
流
れ
を
も
表
現
す
る
。
毎
年
水
祭
り

の
時
期
に
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
、
世
代
を
超
え

て
親
し
ま
れ
て
い
る
国
民
的
映
画
で
あ
る
。

水
祭
り
と
音
楽
と
酒
と

本
作
は
一
九
五
七
年
の
親
世
代
の
出
会
い
か

ら
始
ま
る
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
「
ミ
ョ
ー
マ
楽
団
」

を
率
い
る
青
年
ニ
ェ
イ
ン
マ
ウ
ン
は
裕
福
な
女

性
キ
ン
キ
ン
タ
ー
に
歌
を
教
え
る
よ
う
に
な
る
。

彼
女
と
恋
仲
に
な
る
も
の
の
、
彼
女
の
母
親
は

身
分
の
違
い
を
理
由
に
交
際
に
反
対
。
二
人
は

駆
け
落
ち
の
約
束
を
す
る
が
、
不
運
が
重
な
り

ニ
ェ
イ
ン
マ
ウ
ン
は
約
束
の
場
所
に
あ
ら
わ
れ

な
い
。
失
意
の
キ
ン
キ
ン
タ
ー
は
許い

い
な
ず
け嫁

と
結
婚

し
、
腹
い
せ
に
自
分
の
結
婚
式
に
ミ
ョ
ー
マ
楽

団
を
よ
び
、
か
つ
て
彼
が
自
分
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

し
た
ラ
ブ
ソ
ン
グ
を
演
奏
さ
せ
た
。
ニ
ェ
イ
ン

マ
ウ
ン
は
そ
の
屈
辱
か
ら
酒
に
手
を
出
す
よ
う

に
な
る
。

ニ
ェ
イ
ン
マ
ウ
ン
は
別
の
女
性
と
結
婚
し
一

人
息
子
を
も
う
け
る
も
、
妻
を
す
ぐ
に
亡
く
し
、

さ
ら
に
酒
に
溺お

ぼ

れ
る
。
し
か
し
彼
を
心
配
し
た

友
人
の
助
け
も
あ
り
息
子
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
志

し
、
キ
ン
キ
ン
タ
ー
の
娘
も
歌
手
へ
と
成
長
。

親
世
代
の
因
縁
を
知
ら
ず
に
彼
ら
は
互
い
に
惹ひ

か
れ
合
う
。

二
世
代
に
渡
る
音
楽
家
た
ち
の
中
心
に
あ
る

の
が
ミ
ョ
ー
マ
楽
団
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
在
の

楽
団
で
、一
九
二
五
年
に
芸
術
の
都
マ
ン
ダ
レ
ー

で
誕
生
し
約
一
〇
〇
年
の
歴
史
を
誇
る
。
彼
ら

の
活
動
の
真
骨
頂
が
水
祭
り
で
の
演
奏
で
、

ミ
ョ
ー
マ
楽
団
は
水
祭
り
の
代
名
詞
で
も
あ
る
。

劇
中
も
音
楽
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
こ
の

映
画
を
観
る
こ
と
は
ミ
ョ
ー
マ
楽
団
の
音
楽
を

楽
し
む
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

も
う
ひ
と
つ
触
れ
て
お
き
た
い
の
が
酒
に
溺

れ
る
男
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
ビ
ル
マ
映
画
で
繰

り
返
し
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
常
時
ウ

イ
ス
キ
ー
を
傍
ら
に
置
き
、
生
活
に
も
支
障
を

き
た
し
て
い
る
重
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
者
と

し
て
描
か
れ
る
。
飲お

ん

酒じ
ゅ

は
、
仏
教
の
五
戒
に
お

け
る
ほ
か
の
過
ち
（
殺
生
や
妄も
う

語ご

な
ど
）
の
引
き

金
に
な
る
た
め
、
五
戒
の
な
か
で
も
っ
と
も
罪

が
重
い
。
こ
う
し
た
男
性
像
は
飲
酒
の
恐
ろ
し

さ
の
反
面
教
師
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
誘
惑
に

抗あ
ら
がえ
な
い
人
間
の
弱
さ
も
伝
え
て
い
る
。

軍
政
下
で
の
映
画
製
作

本
作
に
お
い
て
ビ
ル
マ

の
伝
統
文
化
や
宗
教
観
が

色
濃
い
の
は
、
軍
事
政
権

下
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
が

関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

当
時
こ
の
映
画
が
大
ヒ
ッ

ト
し
た
と
い
う
事
実
、
そ

し
て
今
で
も
広
く
支
持
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は

興
味
深
い
。

軍
事
政
権
下
で
の
映
画
産
業
に
つ
い
て
は
不

明
な
部
分
も
多
い
が
、
ビ
ル
マ
式
社
会
主
義
に

基
づ
く
国
民
統
合
と
い
う
価
値
観
の
も
と
、
新

聞
な
ど
と
同
様
に
厳
し
い
検
閲
を
受
け
た
こ
と

は
確
か
だ
。
脚
本
と
完
成
し
た
作
品
の
二
段
階

で
検
閲
を
受
け
、
政
府
に
と
っ
て
不
都
合
な
情

報
を
取
り
除
い
た
も
の
だ
け
が
最
終
的
に
映
画

館
で
上
映
さ
れ
た
。

不
都
合
な
情
報
と
は
、
国
民
を
混
乱
さ
せ
、

国
民
統
合
を
妨
げ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
例

え
ば
政
治
批
判
、
ビ
ル
マ
の
伝
統
文
化
や
仏
教

に
対
す
る
冒ぼ
う

瀆と
く

、
ま
た
治
安
を
乱
し
う
る
反
道

徳
的
な
内
容
を
指
す
。
さ
ら
に
検
閲
官
は
、
そ

れ
ら
の
描
写
の
み
な
ら
ず
、
作
り
手
も
予
期
し

な
い
理
不
尽
な
理
由
で
、
気
に
入
ら
な
い
箇
所

を
削
除
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
作
り
手
た
ち
は

安
全
無
害
な
作
品
作
り
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な

る
。
仏
教
的
な
道
徳
を
推
奨
す
る
も
の
は
当
然

の
こ
と
、
わ
か
り
や
す
い
恋
愛
も
の
、
と
く
に

三
角
関
係
も
の
が
増
え
た
と
い
わ
れ
る
。
本
作

の
よ
う
に
ビ
ル
マ
の
伝
統
文
化
（
楽
団
や
劇
団
な

ど
）
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
も
多

い
。
例
え
ば
、
楽
団
員
を
中
心
に
親
友
二
人
が

一
人
の
女
性
を
愛
し
て
し
ま
う
三
角
関
係
を
描

い
た
「
モ
ン
シ
ュ
エ
イ
ー
」（
一
九
七
〇
年
）
は

そ
の
代
表
作
だ
。

そ
の
意
味
で
「
水
祭
り
の
雨
」
は
当
時
の
検

閲
事
情
を
反
映
し
た
、
き
わ
め
て
ビ
ル
マ
的
な

映
画
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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水祭りでは地元住民によって軽
食（写真はノーカウスェとよばれ
る牛乳麵）が無料でふるまわれ
る。こうした行為は仏教徒にとっ
て徳を積む行為とされる
（ヤンゴン、2010年）

上：タマダ映画館。自己検閲の結果、安易なコ
メディ映画も激増した

下：ヤンゴンにある映像製作会社。1990年代
から約20年間、検閲項目を気にしながら
作られたビデオ映画が全盛期を迎えた。
ダウンタウンにある35番通りには、かつて
このような製作会社がひしめき合うよう
に並んでいた（ともにヤンゴン、2015年）

ミャンマーの国花であるパダウの花。本作冒頭では、水祭りの最中、キンキンターがパゴダ（仏塔）でパダウの花を落とし
てしまい、それをニェインマウンが拾いあげるシーンがある。劇中でしばしば登場するパダウの花は２人の出会いを常に
思い出させる（ヤンゴン、2020年）

「水祭りの雨」
原題 ： သ"က$န်မိ)း

1985年／ミャンマー／ミャンマー語／126分／DVDなし
監督 ： マウンティンウー
出演 ： ネーアウン、キンタンヌーほか

軍
事
政
権
下
の
名
作山や

ま

本も
と 

文あ
や

子こ  

三
重
大
学
非
常
勤
講
師



大
おお

谷
たに

 育
いく

恵
え

遺 跡 に
名 前 を つ け る と き  

モンゴルで遺跡の調査をおこなっていると、し
ばしばその遺跡に名前をつける機会がある。と
いうのも、モンゴルでおこなわれる埋蔵文化財
の調査の多くは学術調査なので、これまで発掘
調査がおこなわれたことのない遺跡を試掘調査
したり、調査が手薄な地域を踏

とう

査
さ

したりするこ
とが多いためである。 

それではあらたに遺跡に名称をつけることにな
った場合どうするかというと、その近くにある
遊牧民のゲルを訪ねて、古老から「あの辺りは
何と呼ばれているのでしょうか？」と聞き取り
をして名づけることが多い。しかし、遺跡名を
登録する都合上困ってしまうのは、同じ遺跡名
称になりがちということだ。モンゴルには、そ
の地形に由来する自然地名が多い。 

ある研究によると、モンゴルの地名に含まれる
単語のうち、①地形（山、川、泉など）、②位置・
方角・形状（～の南、大きな～など）、③色彩（赤
い、黒いなど）という土地を形容する語が全体の
60パーセントを占めるという。なかには畜産文
化と深く結びついているモンゴルならではと感
じる「オーシグ（肺）」、「ズルフ（心臓）」など内
臓に関連する語もあるが、これも岩肌のざらざ
らした質感と色が肺のよう、心臓のような丸い
形、といったように土地を形容することばであ
る。したがって、「オラーン・ハド（赤い岩

がん

崖
がい

、赤
せき

峰
ほう

）」のような呼称は各地にあり、歴史的に古代
より漢字好

こう

字
じ

2字で表記するよう変形を受けてき
た日本の地名に比べると、バリエーションが多
いわけではない。もちろんモンゴルにも土地に

まつわる伝承など豊かな文化はあるのであるが、
意図せず同じ遺跡名になってしまうことがある。
遺跡を登録するうえでは同じ名称の遺跡がいく
つもあることは都合が悪く、例えば、ゴル・モ
ド遺跡（「特

ゴ ル モ ド

別な木」の意）は偶然同名の遺跡がふ
たつあり、80キロメートル離れたまったく別の
遺跡であるものの、その両方が匈

きょう

奴
ど

時代の王陵
級の墓地なのでややこしい。 

モンゴルでは同じ名称の遺跡が生まれがちとい
う点はどうしようもなく、今後さらに多くの遺
跡が登録されていくにしたがって不便な例も増
加するだろうが、位置情報の記録の面ではGPS
測位データの活用で登録が容易となり、文化遺
産登録地図の作成において大きな助けとなって
いる。

しかしながら聞いてみると、学術の枠を超えて
一般に遺跡地図を公表することには慎重にならざ
るを得ないという。観光はモンゴルの成長産業の
ひとつであり、そのなかで遺跡探訪は魅力的な観
光コンテンツなのであるが、遺跡情報の公開は一
方で盗掘被害を招くおそれがあるからだ。

加えて、草原地帯にも開発の波が押し寄せてい
る。遺跡とは地球上に残る過去の人間活動の痕
跡と定義されているけれども、実際には研究や
文化財行政の対象として記録・登録されなけれ
ば「遺跡」ではない。したがって、認知されな
い遺跡は保護されることもなく、消滅すること
になってしまう。鉱山開発や風力発電の開発が
急速に進むなか、遺跡の登録もそのスピードを
いかに上げてゆけるかが課題となっている。 

民博 機関研究員

202021.9



編 集 後 記

今秋の特別展実行委員長の広瀬さんは、展示の課題をコロナ禍の状況に例
えて「視覚優位・視覚偏重の人類への問いかけ」であると書いている。見えな
い世界の感覚を伝えようとする展示をいかに受け止めるのか、観賞する側も試
される。 

そもそも民族学博物館は、文化人類学や民族学の課題である「文化の翻訳」
を実現するための装置である。そこに「触」の可能性を探るというのは、あら
たな「翻訳」にほかならない。 

ひるがえってコロナ禍を「翻訳する」とどう世界が見えてくるのかという問題
は、地球に生きるわれわれの最大の関心事にもなっている。各分野の研究か
ら井戸端会議にいたるまで、さまざまな説が飛び交っていて、何を根拠にどう
理解したらいいのかわからない。まるで視覚を奪われた世界にいるかのようで
ある。 

しかし暗闇のなかで光にすがり、何かを見ることだけが理解ではないことを
特別展は問いかけている。ともにあり、共感し、感じとることから、ものごとの
本質を知ることを積極的に体験したい。 （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）

2021年

9

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
モノレール

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/
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2022 年のオリジナルカレンダーは、まもなく開幕する企画展
「躍動するインド世界の布」の展示資料から選びました。人生
儀礼における贈与品、神がみへの奉納品、社会運動のシンボル
など、多様な布の世界をお楽しみいただけます。

企画展「躍動するインド世界の布」
会期：2021年10月28日（木） 〜2022年1月25日（火）
場所：本館企画展示場

定価 1,320 円〈税込〉

国立民族学博物館友の会 会員価格 1,188 円〈税込〉

サイズ　25cm × 25cm（開くとタテ 50cm ×ヨコ 25cm）
オールカラー 28 頁 中綴じ

◆ 5 冊以上まとめてご購入の場合は、1 冊 1,056 円〈税込〉です。
◆通信販売の場合、別途発送手数料が必要です。

2022年 国立民族学博物館オリジナルカレンダー

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

● オンラインショップ「World Wide Bazaar」 https://www.senri-f.or.jp/shop/
お問い合わせ
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