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ヒトは誰でも、生まれ育つ環境で使われているコトバを身につけ、それを使って暮らしてゆく、というイメージがあるのでは
ないだろうか。実際には、ヒトとコトバとのかかわりは、そのスタートからさまざまであり、そして人生において遭遇する出
来事によっては大きく変化する。コトバは多様であるが、そのコトバを話すヒトも多様であり、ひいてはヒトとコトバのかか
わりも多様である。本特集ではその一端を紹介してみたい。

コトバとつきあう特集

特別展

Homō loquēns「しゃべるヒト」
―ことばの不思議を科学する

会期 ： 2022年9月1日（木）〜11月23日（水・祝）
場所 ： 特別展示館工夫して想いを伝える。―出版の可能性について打ち合せをする詩人堀江菜

穂子さん。脳性麻痺があり発声ができないため、筆談により考えを伝える
（東京、2022年）

触手話・指点字

手話言語

音声言語

図１：スピーチ・チェイン

「
言
語
」
と
い
う
と
き
に
は
、
な
ん
と
な
く
、
何
か
「
完

成
形
」、
も
し
く
は
「
正
し
い
形
」
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
は
、
個
人
個
人
が
使
う
コ

ト
バ
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
語
彙
も
文
法
も
、
少
し
ず
つ
異
な
っ

て
い
る
。
会
話
は
、「
え
っ
？
」「
そ
れ
何
？
」
と
聞
い
て
、

相
手
が
発
し
た
語
の
意
味
や
意
図
を
確
認
し
な
が
ら
進
む
。

聞
き
返
し
を
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
話
者
は
通
常
、

も
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
く
ら
い
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
話
す

コ
ト
バ
は
違
っ
て
い
る
。

「
完
成
形
」
が
話
せ
て
聞
け
て
、
読
め
て
書
け
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
社
会
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
、
コ
ト
バ
の
使

用
に
制
約
が
あ
る
人
た
ち
が
情
報
を
受
信
し
発
信
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
。
言
語
の
使
用
が

自
由
に
な
ら
な
い
人
た
ち
も
声
を
も
っ
て
い
る
。
一
方
で
、

今
、
言
語
を
自
由
に
使
え
て
い
て
も
、
そ
の
状
態
が
永
遠

に
続
く
と
は
限
ら
な
い
。
そ
ん
な
視
点
か
ら
、
秋
の
特
別

展
で
は
、「
言
語
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て

み
た
。

ヒ
ト
の
状
態
の
多
様
性
と
コ
ト
バ

ヒ
ト
の
身
体
と
コ
ト
バ
の
関
係
を
理
解
す
る
に
は
、
ス

ピ
ー
チ
・
チ
ェ
イ
ン
（
図
1
）
を
参
考
に
す
る
と
わ
か
り
や

す
い
。
こ
れ
は
、
話
し
手
の
脳
で
生
ま
れ
た
考
え
が
受
け

手
の
脳
に
伝
わ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
模
式
化
し
た
も
の

だ
。
話
し
手
の
脳
に
伝
え
た
い
こ
と
が
生
ま
れ
る
と
、
そ

れ
を
発
信
す
る
た
め
に
構
音
器
官
に
指
令
が
出
る
。
構
音

器
官
は
、
音
声
言
語
の
場
合
に
は
声
帯
か
ら
口こ

う

腔く
う

を
経
て

唇
ま
で
の
部
分
で
、
ほ
と
ん
ど
が
身
体
の
内
側
だ
。
手
話

言
語
の
場
合
に
は
、
顔
や
上
体
と
上
肢
全
体
で
、
外
か
ら

見
え
る
部
分
に
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
音
も
し
く

は
視
覚
シ
グ
ナ
ル
が
、
空
間
を
伝
わ
っ
て
受
け
手
の
受
容

器
官
―
耳
や
目
―
に
届
き
、
脳
で
の
言
語
処
理
を
経
る
こ

と
で
「
伝
わ
る
」。
こ
の
簡
略
図
か
ら
だ
け
で
も
、
コ
ト
バ

が
伝
わ
る
た
め
に
は
、
何
段
階
も
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
の

が
わ
か
る
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
の
ひ
と
つ
が
作
動
し
な
い
と
コ

ト
バ
で
の
意
思
疎
通
が
難
し
く
な
る
。
例
え
ば
、
脳
が
正

常
に
機
能
し
て
い
て
も
、
身
体
の
構
音
に
か
か
わ
る
器
官

（
図
1
の
②
の
部
分
）
が
作
動
し
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
発
信
は

途
切
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
脳の

う
性せ
い

麻ま

痺ひ

（
生
後

す
ぐ
を
含
む
先
天
的
要
因
に
よ
る
）
や
失
語
症
（
後
天
的
）
が

あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
生
後
か
ら
周
囲
の
人
た
ち
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
う
と
る
か
に
工
夫
が
必
要

に
な
る
。一
方
、後
者
の
場
合
に
は
、一
度
獲
得
し
、失
っ

た
言
語
能
力
と
ど
の
よ
う
に
つ
き
あ
っ
て
ゆ
く
の
か
模
索

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
に
も
、
癌が

ん

な
ど
で
咽
頭
や
舌

な
ど
の
除
去
手
術
を
受
け
る
と
、
発
声
が
で
き
な
く
な
る

し
（
②
）、
病
気
で
聴
力
を
失
う
と
音
声
の
受
信
が
で
き
な

く
な
る
（
④
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
、
ど
の
よ
う

に
コ
ト
バ
と
つ
き
あ
っ
て
ゆ
く
の
か
が
、
変
わ
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
、
言
語
と
の
つ
き
あ
い
方
は
、
ひ
と
り
ひ

と
り
異
な
り
得
る
し
、
変
化
し
得
る
。
言
語
と
の
つ
き
あ

い
方
が
多
様
で
、
変
化
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。「
言
語

ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
う
概
念
に
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
と
の
つ
き
あ
い
方
を
見
直
し
、
他
者
の

言
語
と
の
つ
き
あ
い
方
へ
の
理
解
に
つ
な
げ
た
い
、
と
い

う
想お

も
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
コ
ト
バ
へ
の
視
点

こ
こ
で
は
、
コ
ト
バ
と
ヒ
ト
の
基
礎
的
＝
身
体
的
な
関

係
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
コ
ト
バ
は
ヒ
ト
の
暮
ら
し
の
あ

ら
ゆ
る
場
面
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ヒ
ト
の
数
だ
け
コ
ト

バ
が
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
数
だ
け
コ
ト
バ
が
あ
る
。

そ
し
て
コ
ト
バ
の
方
に
も
、
音
声
言
語
あ
り
、
手
話
言
語

あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
方
言

や
変
種
が
あ
る
。
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ

な
の
で
、「
言
語
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
ゆ
く

と
、
人
間
と
し
て
、
つ
き
あ
う
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
か
か

わ
り
も
含
ま
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ト
以
外
の
も

の
に
コ
ト
バ
と
通
じ
る
も
の
を
感
じ
て
言
語
化
す
る
。
あ

る
い
は
、
人
工
物
の
制
作
を
と
お
し
て
コ
ト
バ
と
の
関
係

を
再
構
築
し
て
も
い
い
。
案
外
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
こ

れ
か
ら
の
社
会
に
お
け
る
コ
ト
バ
の
あ
り
か
た
の
ヒ
ン
ト

が
得
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ヒ
ト
と
コ
ト
バ
と
の

か
か
わ
り

菊き
く

澤さ
わ 

律り
つ

子こ　
民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部
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図１：マウスピースと入れ歯の装着による音声の特徴の変化
右：スポーツ外傷予防用マウスピース装着後すぐに、「うすいみそしる」と発音を繰り返したときのサウンドスペクトログラム。
初回と2回目で明らかに「す」が異なることがわかる。2回目で消えた「す」が3回目であらわれている

左：入れ歯の装着により「す」の高周波成分に変化が生じ、前歯の歯軸角度を変えるとその程度が変わる

図 2：口蓋裂の加療の流れ
口蓋裂の患者さんが、生まれたときから成人となるまでに受ける治療内容の詳細。大きな手術は基本的に2回あ
り、1回目は言語獲得のため、2回目はかみ合わせや構音機能のためにおこなわれる。そのあいだ、頭蓋骨（上顎
骨）と下顎骨の成長発育を注意深く観察する必要がある

上：盲ろうの森敦史さんに触手話で話す筆者
下：手話で話す森敦史さんとそれを見て理解する筆者（どちらも東京都、2022年）
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普
段
は
そ
れ
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
ヒ
ト

に
特
異
な
機
能
で
あ
る
は
ず
の
構
音
に
つ
い
て
深
く
考
え

た
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
音
声
言
語
の
場
合
に
は
、

構
音
は
口
全
体
を
動
か
し
、
コ
ト
バ
を
発
す
る
行
為
だ
。

ス
ポ
ー
ツ
用
の
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
を
装
着
し
話
し
て
み
て
、

違
和
感
を
覚
え
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

口
の
中
を
強
く
意
識
す
る
機
会
の
ひ
と
つ
と
し
て
歯
科

医
院
受
診
が
あ
る
だ
ろ
う
。
歯
が
失
わ
れ
た
部
分
を
補
う

た
め
、
古
来
よ
り
口こ

う

腔く
う

内
へ
の
補ほ

綴て
つ

物ぶ
つ
（
入
れ
歯
な
ど
）
の

装
着
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
入
れ
歯
の
装
着
に
よ
り
話

し
に
く
く
な
っ
た
と
訴
え
る
患
者
さ
ん
が
い
る
。
そ
の
装

着
に
よ
り
声
道
の
形
状
に
影
響
が
生
じ
、
声
の
特
徴
が
変

化
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
音
声
は
ヒ
ト
の
身
体
的

特
徴
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
入
れ
歯
に
よ
っ
て
そ

の
特
徴
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。

ヒ
ト
の
構
音
を
出
生
か
ら
老
年
期
ま
で
辿た

ど
っ
て
み
る
と
、

ま
ず
口
の
中
で
顎
の
成
長
に
伴
っ
て
乳
歯
の
萌ほ

う

出し
ゅ
つか
ら
永

久
歯
へ
の
生
え
変
わ
り
が
起
こ
り
、
六
歳
ご
ろ
に
は
会
話

に
必
要
な
す
べ
て
の
音
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
ま
れ
に
学
童
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
、
上
下
の
顎

の
成
長
の
問
題
が
生
じ
、
声
道
の
形
状
に
影
響
を
お
よ
ぼ

す
歯
科
矯
正
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
先
天
性
疾

患
で
あ
る
口こ

う

蓋が
い

裂れ
つ

患
者
さ
ん
は
、
生
後
し
ば
ら
く
し
て
言

語
獲
得
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う
に
口
蓋
を
閉
鎖
す
る

手
術
を
お
こ
な
う
。
言
語
聴
覚
士
が
言
語
獲
得
過
程
を
見

守
り
、
上
顎
の
成
長
に
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
青
年
期

に
二
回
目
の
手
術
を
お
こ
な
う
。

壮
年
期
後
半
か
ら
老
年
期
に
か
け
て
は
、
舌ぜ

つ

癌が
ん

な
ど
の

発
生
率
が
高
ま
り
、
患
者
さ
ん
に
は
手
術
や
放
射
線
治
療
、

化
学
療
法
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
舌
の
一
部
も
し
く
は

全
部
を
摘
出
し
た
場
合
、
術
後
に
構
音
障
害
が
生
じ
る
こ

と
が
あ
り
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
と
な
る
。

聴
覚
障
害
に
は
、
生
ま
れ
つ
き
耳
が
聞
こ
え
な
い
先
天

性
と
、
人
生
の
途
中
で
聴
覚
に
障
害
を
も
つ
後
天
性
の
も

の
が
あ
る
。

中
途
失
聴
者
の
後
天
性
と
い
っ
て
も
、
少
し
ず
つ
聞
こ

え
な
く
な
っ
て
い
く
ケ
ー
ス
や
突
然
聴
覚
が
使
え
な
く
な

る
ケ
ー
ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
音
声
言

語
を
使
っ
て
生
活
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
点
か
ら
次
第
に

あ
る
い
は
突
然
、
音
声
言
語
で
コ
ト
バ
を
交
わ
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
。
中
途
失
聴
者
の
多
く
は
、
相
手
の
口
の

形
を
読
み
と
る
読
唇
を
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
す
ぐ
に
手

話
を
習
得
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
手
話
を
習
得
す
る
機
会

が
あ
っ
て
も
、
最
初
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
手
話
単
語
を

覚
え
、
日
本
語
に
合
わ
せ
て
表
現
す
る
日
本
語
対
応
手
話

を
習
得
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

わ
た
し
は
成
人
に
な
っ
て

か
ら
突
然
両
耳
の
聴
力
を

失
っ
た
。
手
話
を
覚
え
始
め

た
ば
か
り
の
と
き
は
、
日
本

語
対
応
手
話
を
使
っ
て
い
た

が
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
ろ

う
者
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な

る
と
、
自
ら
の
表
現
も
変

わ
っ
て
い
き
、
日
本
語
と
は

異
な
る
文
法
を
も
つ
日
本
手

話
も
使
う
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。

日
常
的
に
手
話
を
使
っ
て

生
活
す
る
先
天
性
ろ
う
者
が
、

人
生
の
途
中
で
目
に
障
害
が

起
こ
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
ま
で
と
同
じ
手
話

を
使
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
難
し
く
な
り
、
手
話

と
の
つ
き
あ
い
方
は
視
力
の
程
度
に
左
右
さ
れ
る
。
例
え

ば
、
ま
っ
た
く
目
が
見
え
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
限

ら
れ
た
視
界
だ
け
が
見
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
手
話
全

体
が
視
界
に
入
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
う
っ

す
ら
と
見
え
る
弱
視
状
態
で
あ
れ
ば
、
よ
り
は
っ
き
り
見

え
る
位
置
を
確
認
し
適
切
な
位
置
で
手
話
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
目
が
ま
っ
た
く
見
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

手
を
触
れ
て
理
解
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
が
必

要
と
な
り
、
触
手
話
と
い
う
方
法
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に

な
る
。

他
に
、
病
気
や
事
故
が
原
因
で
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
手

話
を
流

り
ゅ
う

暢ち
ょ
うに
使
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
手
話
話
者
も
い
る
。

例
え
ば
、
脳
梗
塞
が
原
因
で
、
片
側
が
麻ま

痺ひ

に
な
り
、
非
利

き
手
の
み
で
手
話
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
手
話
の
語
彙
に
は
、
左
右
の
手
の

形
や
動
き
が
同
じ
も
の
も
あ
れ
ば
、
左
右
の
手
の
形
が
異
な

り
、
利
き
手
の
動
き
が
、
そ
の
語
の
意
味
の
認
識
に
重
要
と

な
る
語
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
片
手
だ
け
の
手
話
に
な
る
と
、

相
手
に
言
い
た
い
こ
と
を
十
分
に
伝
え
る
の
が
難
し
く
な

る
こ
と
が
起
こ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
は
、
片
手
だ
け
で

表
現
可
能
な
指
文
字
に
変
更
す
れ
ば
相
手
に
伝
わ
る
よ
う

に
な
り
、
話
者
の
手
話
に
慣
れ
た
手
話
話
者
を
通
訳
に
当
て

る
こ
と
で
、
コ
ト
バ
を
交
わ
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

聴
覚
障
害
者
の
身
体
変
化
と
コ
ト
バ
の
関
係
性
は
、
実

に
多
様
で
あ
る
。
明
ら
か
に
い
え
る
こ
と
は
、
身
体
変
化

に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
と
同
じ
方
法
に
よ
る
コ
ト
バ
が
使
え

な
く
な
っ
て
も
、
ヒ
ト
は
、
な
お
も
コ
ト
バ
を
交
わ
す
た

め
に
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
し
い
方
法
を
常
に
習
得

し
て
い
く
力
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

身
体
環
境
の
変
化
と
音
声
言
語
・
手
話
言
語

相さ
が

良ら 

啓け
い

子こ　
人
間
文
化
研
究
機
構 

人
間
文
化
研
究
創
発
セ
ン
タ
ー 

音
声
言
語
の
構
音
と
身
体
環
境
の
変
化

野の

崎ざ
き 

一か
ず

徳の
り　

大
阪
大
学
歯
学
部
附
属
病
院
准
教
授

+30°

normal

-30°
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京都の市民農園、溝のきわでサトイモが育っている
（2019年）

セーモンズ。ゴムでできた人工声帯にふいごで空気を送
り、張力をコンピュータ制御することで、歌を歌う装置

オタマトーン。シッポスイッチを押すと音が出る。押す所を変えると音の
高さが変わる。ほっぺたを押すとヒトがしゃべっているように演奏できる
（発売元：株式会社キューブ）

ニュージーランド北部、森のなかの庭
（手前）（2014年）

庭
の
言
葉

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
は
言
語
だ
！　

庭
は
、
そ
の
中
の
そ
れ

ぞ
れ
の
要
素
が
互
い
に
か
か
わ
り
合
い
、
さ
ら
に
そ
れ
を

取
り
巻
く
景
観
と
も
か
か
わ
り
合
う
、
そ
ん
な
構
造
を
も
っ

て
い
る
。
庭
は
、
人
び
と
が
人
間
や
他
の
生
物
や
景
観
を

ど
う
考
え
、
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
反
映
す
る
。
庭
の
境

界
は
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
庭
を

介
し
て
他
の
庭
師
や
、
他
の
住
人

―
人
間
、
動
物
、
鳥
、

昆
虫
、
微
生
物
な
ど
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。
庭

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
の
子
ど
も
時
代
、
祖
父
が
そ
の

昔
、
海
辺
に
建
て
た
浜
小
屋
で
休
暇
を
過
ご
し
た
。
周
囲

は
森
に
覆
わ
れ
て
い
た
が
、
開
け
た
場
所
が
一
カ
所
あ
り
、

街
の
家
か
ら
連
れ
て
き
た
ニ
ワ
ト
リ
を
放
し
飼
い
に
し
た
。

ニ
ワ
ト
リ
た
ち
は
森
の
中
で
自
分
た
ち
の
騒
が
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
、
専
用
の
獣

け
も
の

道み
ち

を
作
っ
て
い
た
。

わ
た
し
た
ち
の
庭

は
、
人
間
、
ニ
ワ

ト
リ
、
植
物
に
よ

る
多
言
語
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と

な
っ
て
い
た
。

植
物
は
単
な
る

動
か
ぬ
物
体
で
は

な
く
、
季
節
に
よ
っ
て
茂
っ
た
り
枯
れ
た
り
、
引
き
よ
せ

た
り
退
け
た
り
し
て
、
周
囲
の
世
界
と
複
雑
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
。
ニ
ワ
ト
リ
た
ち
は
夜
に
は
樹
木
を

ね
ぐ
ら
と
し
、
低
木
の
下
に
秘
密
の
巣
を
作
っ
て
卵
か
ら

ひ
な
を
孵か

え

し
て
、
独
自
に
植
物
と
の
重
要
な
関
係
を
築
い

て
い
た
。

休
暇
か
ら
街
の
家
に
戻
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
芝
生
や

庭
木
、
花
壇
、
菜
園
、
遊
び
小
屋
、
蜜
蜂
の
巣
箱
、
鶏
小

屋
と
い
っ
た
街
の
庭
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
と
再
び
ひ
と
つ

に
な
る
の
だ
。

森
の
言
葉

大
学
に
進
学
し
た
わ
た
し
は
、
考
古
学
、
植
物
学
、
地

質
学
、
動
物
学
な
ど
、
景
観
や
歴
史
に
直
接
か
か
わ
る

フ
ィ
ー
ル
ド
サ
イ
エ
ン
ス
に
惹ひ

か
れ
た
。
長
年
に
わ
た
る

わ
た
し
の
研
究
は
、
サ
ト
イ
モ
の
起
源
を
探
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
研
究
は
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
疑
問
か
ら

出
発
す
る
。
遠
い
昔
、
植
物
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
に

栽
培
化
さ
れ
た
の
か
。
自
生
し
て
い
る
そ
れ
ら
の
植
物
を

人
び
と
は
ど
こ
で
見
つ
け
た
の
か
。
そ
れ
ま
で
野
生
で
あ
っ

た
植
物
に
適
し
た
新
し
い
生
息
地
を
作
る
た
め
に
、
自
然

の
風
景
は
ど
の
よ
う
に
変
え
ら
れ
て
き
た
の
か
。
こ
れ
ら

の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
、
わ
た
し
は
森
を
読
み
解
く

方
法
を
学
ん
で
き
た
。

森
は
、
比
喩
的
に

も
文
字
ど
お
り
の

意
味
で
も
、
足
跡
を

覆
い
隠
す
。
だ
か

ら
、「
森
を
読
む
」

の
は
容
易
で
は
な

い
。
足
跡
は
、
人
や

動
物
が
森
を
移
動

す
る
こ
と
で
作
ら

れ
る
。
新
し
い
足
跡

は
、
森
の
ど
の
部
分

が
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
足
跡
は
畑
、

漁
場
、
狩
り
や
罠わ

な
猟り
ょ
うの
場
、
そ
し
て
村
を
繋つ
な
い
で
い
る
。

野
生
の
サ
ト
イ
モ
は
森
の
き
わ
に
生
育
す
る
。
そ
こ
は

植
物
や
動
物
が
森
の
恵
み
と
地
上
に
降
り
注
ぐ
太
陽
光
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
享
受
で
き
る
場
所
で
あ
る
と
生
態
学
者
や

考
古
学
者
は
考
え
て
い
る
。

わ
た
し
は
東
南
ア
ジ
ア
で
野
生
の
サ
ト
イ
モ
を
探
す
た

め
、
森
を
読
み
、
日
陰
と
光
、
水
、
土
壌
、
気
温
の
ど
ん

な
組
み
合
わ
せ
が
そ
の
生
育
に
適
し
て
い
る
の
か
を
突
き

と
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
調
査
の
た

め
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
森
は
貴
重
な
場
所
だ
。
多
く

は
過
度
の
伐
採
や
開
墾
か
ら
免ま

ぬ
がれ
て
い
る
が
、
人
の
手
の

入
ら
な
い
森
で
は
な
い
。
東
南
ア
ジ
ア
の
ほ
と
ん
ど
の
森

林
は
、
食
用
の
動
植
物
や
、
薬
用
植
物
の
供
給
源
と
し
て
、

地
元
の
人
び
と
に
よ
っ
て
今
も
利
用
さ
れ
て
い
る

―
す

な
わ
ち
、
森
と
人
と
の
密
接
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
森
は
、
自
然
の
サ
イ
ン
を
も
含

め
た
よ
り
幅
広
い
人
類
の
言
語
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
翻
訳
・
白
川
憩
）

顔
の
あ
る
楽
器
オ
タ
マ
ト
ー
ン

楽
器
に
は
リ
コ
ー
ダ
ー
か
ら
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
ま
で
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
明
和
電
機
の
オ
タ
マ
ト
ー
ン

が
そ
れ
と
異
な
る
点
は
、
顔
が
あ
る
こ
と
だ
。
こ
の
顔
は

装
飾
で
は
な
く
、
口
の
開
閉
に
よ
り
人
間
が
し
ゃ
べ
っ
て

い
る
よ
う
に
音
色
を
変
化
さ
せ
る
。
こ
の
顔
が
あ
る
こ
と

で
S

N

S
や
動
画
配
信
が
流
行
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
合
致
し
、
世
界
的
な
大
ヒ
ッ
ト
に

な
っ
た
。

声
と
い
う
楽
器

楽
器
を
構
成
す
る
要
素
は
大
き
く
三
つ
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
要
素
か
ら
人
間
の
「
声
」
を
楽
器
と
し
て

見
た
と
き
、
な
ん
と
奇
妙
な
楽
器
だ
ろ
う
と
感
心
す
る
。

「
ソ
ー
ス
部
」
は
声
帯
と
い
う
器
官
で
、
こ
れ
は
ニ
枚
の

肉
の
ひ
だ
だ
。
ほ
と
ん
ど
の
楽
器
が
金
属
や
木
材
と
い
っ

た
固
い
素
材
か
ら
で
き
て
い
る
の
と
対
照
的
だ
。「
ピ
ッ

チ
部
」
は
声
帯
の
張
力
を
変
え
て
音
程
を
変
化
さ
せ
る
。

ギ
タ
ー
の
フ
レ
ッ
ト
の
よ
う
に
音
程
が
き
ま
っ
て
な
い
の

で
音
痴
に
な
る
。
そ
し
て
最
大
の
特
徴
が
「
エ
フ
ェ
ク
ト

部
」。
歯
や
く
ち
び
る
、
舌
、
鼻び

腔く
う

な
ど
を
使
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
音
色
を
生
み
出
す
。
こ
れ
ほ
ど
「
エ
フ
ェ
ク
ト
部
」

が
複
雑
な
楽
器
は
な
い
。
人
間
は
こ
の
「
エ
フ
ェ
ク
ト
部
」

を
駆
使
し
て
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
高
度
に
発
達

さ
せ
た
。
オ
タ
マ
ト
ー
ン
は
こ
の
声
の
し
く
み
を
応
用
し

て
い
る
。「
ソ
ー
ス
部
」
は
電
子
音
だ
が
、「
ピ
ッ
チ
部
」

は
ギ
タ
ー
の
よ
う
な
フ
レ
ッ
ト
が
な
く
音
痴
だ
。「
エ
フ
ェ

ク
ト
部
」
は
シ
リ
コ
ン
で
で
き
た
顔
で
、
ほ
っ
ぺ
た
を
押

す
と
口
が
開
閉
し
、
声
の
よ
う
に
物
理
的
に
音
色
が
変
化

す
る
。

楽
器
に
お
け
る
呪
術
性
の
復
活

民
族
博
物
館
な
ど
で
古
代
の
楽
器
を
見
る
と
、
も
と
も

と
呪
術
的
な
道
具
と
し
て
儀
式
で
使
わ
れ
る
も
の
が
多
く
、

神
や
動
物
の
顔
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
時
代
が
市
民

社
会
へ
と
変
化
し
て
く
と
、
娯
楽
の
道
具
に
な
り
、
み
ん

な
で
同
じ
曲
を
演
奏
す
る
た
め
に
「
ピ
ッ
チ
部
」
は
一
二

音
階
に
固
定
さ
れ
、奏
法
が
む
ず
か
し
い
「
エ
フ
ェ
ク
ト
部
」

は
削
ら
れ
、
呪
術
的
な
顔
も
消
え
た
。
こ
う
し
た
近
代
楽

器
に
対
し
、
二
〇
世
紀
に
な
る
と
ふ
た
た
び
多
様
な
「
エ

フ
ェ
ク
ト
部
」
を
も
つ
楽
器
、
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
が
登
場

す
る
。
僕
自
身
も
小
学
生
の
と
き
に
、
冨と

み

田た

勲い
さ
おの
ア
ル
バ

ム
「
惑
星
」
で
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
が
宇
宙
飛
行
士
の
会
話

を
再
現
し
て
い
る
こ
と
に
感
動
し
た
。
言
葉
を
し
ゃ
べ
る

楽
器
「
初
音
ミ
ク
」
も
こ
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
声
の
呪

術
性
が
復
活
し
て
い
る
。
オ
タ
マ
ト
ー
ン
も
そ
う
だ
が
、

機
能
性
重
視
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
が
、
逆
に
呪
術
性

を
復
活
さ
せ
て
い
る
の
は
と
て
も
興
味
深
い
。

1　
音
を
発
生
さ
せ
る
「
ソ
ー
ス
部
」

2　
音
程
を
作
る
「
ピ
ッ
チ
部
」

3　
音
色
を
変
え
る
「
エ
フ
ェ
ク
ト
部
」

声
の
楽
器
に
お
け
る
機
能
性
と
呪
術
性

土と

佐さ 

信の
ぶ

道み
ち　

明
和
電
機
代
表
取
締
役
社
長

庭
を
読
む
、森
を
読
むピ

ー
タ
ー
Ｊ
・
マ
シ
ウ
ス　
民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

7 2022.9 62022.9



図１：「商店に入るときの呼びかけ」の全国方言分布
（東北大学、2002年調査）

※その他、無回答は表示しない。

コミュニケーションギャップの聞き取り調査。気仙沼市ボラン
ティアセンターにて（気仙沼市、2011年）

方言パンフレット『支援者のための気仙沼方言入門』
（東北大学、2011年作成）

右上：方言スローガンの一例。仙台市街中のアーケード内にて
　　 （仙台市、2011年）
左上・下：気仙沼市役所にて（気仙沼市、2011年）

存在確認類
      居ルカ系

意志表明類
      入ルゾ系
      チャービラ系
      買オウ系

販売要求類
      売ッテクレ系
      クレ系

許可要求類
       御免クダサイ系

符丁表現類
       コンニチワ系
       マイド系

呼びかけ類
       申シ系
       掛け声系

言
語
を
と
お
し
た
周
辺
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
と
、
す

ぐ
に
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
東
日
本
大
震
災
の
こ
と
で
あ
る
。

わ
た
し
の
研
究
室
で
は
、
学
生
た
ち
と
さ
ま
ざ
ま
な
被
災

地
支
援
の
取
り
組
み
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
で
見
え
て
き

た
の
は
、方
言
が
人
び
と
の
心
を
癒
し
、互
い
を
励
ま
す
〝
き

ず
な
〟
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

遠
方
に
避
難
し
た
被
災
者
は
、
ふ
る
さ
と
に
残
っ
た
人
た

ち
と
の
方
言
に
よ
る
電
話
に
安
ら
ぎ
を
覚
え
た
。
地
域
の

復
興
を
鼓
舞
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、「
が
ん
ば
ろ
う
」
よ
り

「
が
ん
ば
っ
ぺ
」
が
好
ま
れ
た
。
つ
ま
り
、
震
災
と
の
か
か

わ
り
の
な
か
で
、
方
言
は
単
な
る
「
言
葉
」
以
上
の
存
在

に
な
っ
て
き
た
。
効
率
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
流
れ
の
な

か
で
、
実
用
言
語
と
し
て
の
共
通
語
が
広
ま
っ
た
が
、
被

災
地
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
共
通
語
は
心
に
届
く
言
葉
に

は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
使
命
は
方
言
に
委
ね
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

〝
か
き
ね
〟を
作
る
方
言

し
か
し
、
方
言
は
言
葉
で
あ
る
以
上
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
道
具
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
志
疎
通
の
媒

体
と
し
て
の
方
言
は
、
被
災
地
で
は
少
な
か
ら
ず
問
題
に

な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
被
災
地
の
外
か
ら
駆
け

つ
け
た
支
援
者
が
、
被
災
者
の
方
言
を
理
解
で
き
ず
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
妨
げ
に
な
っ
た
と
い
う
事
態
で
あ

る
。
例
え
ば
、
東
京
か
ら
の
行
政
支
援
者
は
、「
ズ
ー
ズ
ー

弁
で
地
名
の
発
音
が
理
解
で
き
ず
、
困
っ
た
」
と
い
う
経

験
を
話
し
て
く
れ
た
。
ま
た
、
広
島
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
は
、
が
れ
き
撤
去
の
折
、「
テ
レ
ビ
、
投
げ
て
け
ろ
」
と

言
わ
れ
た
が
、「
投
げ
る
」
が
「
捨
て
る
」
の
意
味
と
は
知

ら
ず
、
と
ま
ど
っ
た
と
い
う
体
験
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
内
側
で
は
心
を
つ
な
ぐ
〝
き
ず
な
〟

と
な
る
方
言
が
、
そ
の
外
側
の
人
び
と
と
の
あ
い
だ
に
は

意
志
疎
通
を
阻
む
〝
か
き
ね
〟
と
な
る
姿
が
浮
か
び
上
が
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
実
態
を
、
被
災
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
宮
城
県

気け

仙せ
ん

沼ぬ
ま

市
で
学
生
た
ち
と
調
べ
て
回
っ
た
。
そ
し
て
、
ど

う
い
う
言
葉
の
特
徴
が
支
援
者
に
わ
か
り
づ
ら
い
の
か
、

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
。
そ
れ
を
も
と
に
作
成
し
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
、『
支
援
者
の
た
め
の
気
仙
沼
方
言
入
門
』
で
あ

る
。
B
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四
面
印
刷
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
も
の
だ
が
、
必
要

最
小
限
、
こ
れ
だ
け
知
っ
て
い
れ
ば
会
話
に
困
ら
な
い
と

い
っ
た
情
報
を
盛
り
込
ん
だ
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

や
避
難
所
、
宿
泊
施
設
な
ど
に
配
布
し
た
が
、
一
定
の
効

果
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。

も
の
の
言
い
方
の
ギ
ャ
ッ
プ

と
こ
ろ
で
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
盛
り
込
め
な
か
っ

た
内
容
に
、も
の
の
言
い
方
、あ
る
い
は
、話
し
ぶ
り
と
い
っ

た
面
に
か
か
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
発
音
や
単
語
の
こ
と
は

掲
載
で
き
た
が
、
も
の
の
言
い
方
の
特
徴
に
つ
い
て
は
ま

と
め
方
が
難
し
く
、
掲
載
を
断
念
し
た
。
そ
れ
は
、
や
は

り
支
援
者
の
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

横
浜
出
身
の
介
護
士
が
言
っ
て
い
た
。「
避
難
所
で
活
動

し
て
い
る
が
、こ
ち
ら
が
『
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
』

と
声
を
か
け
て
も
、地
元
の
人
は『
お
は
よ
う
』

と
返
し
て
く
れ
な
い
。
ず
い
ぶ
ん
違
う
土

地
に
来
た
ん
だ
な
と
思
っ
た
」。
ま
た
、
新

潟
か
ら
来
た
保
健
師
の
体
験
は
次
の
よ
う
で

あ
る
。「
避
難
所
の
一
室
で
住
民
の
血
圧

測
定
を
し
て
い
る
と
、『
け
つ
あ

つ
ー
！
』
と
大
き
な
声
で
言
い
な
が

ら
入
っ
て
く
る
男
性
が
い
た
。
用
件

わ
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
、
と
い
っ
た
感
じ
で
」。

あ
い
さ
つ
を
し
な
い
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
話
す
、
そ
ん
な

マ
イ
ナ
ス
の
印
象
を
支
援
者
は
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
も
の
の
言
い
方
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
は
、

そ
の
人
の
個
性
の
問
題
と
思
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。
し

か
し
、
こ
れ
は
方
言
の
地
域
差
の
問
題
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、

商
店
に
入
る
と
き
の
呼
び
か
け
を
調
査
し
て
み
る
と
、
東

北
地
方
に
は
「
買
う
ー
！
」
と
い
う
言
い
方
（
図
1
の
「
買

オ
ウ
系
」）
が
あ
り
、
用
件
そ
の
も
の
を
ず
ば
り
と
述
べ
る

の
は
「
け
つ
あ
つ
ー
！
」
と
同
じ
発
想
と
み
な
し
て
よ
い
。

「
入
る
ぞ
」「
く
れ
」
な
ど
も
含
め
て
、
東
北
の
表
現
は
か

な
り
直
接
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
の
の
言
い
方
に
は

地
域
差
が
あ
り
、
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ

プ
を
生
み
出
す
原
因
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
被
災
地
で
あ
る
東
北
地
方
は
仲
間
内
社
会
と
い

う
性
格
が
強
く
、
あ
え
て
他
人
行
儀
な
あ
い
さ
つ
な
ど
交
わ

す
必
要
が
な
い
。
直
接
的
な
言
い
方
を
し
て
も
、
用
が
足
り

れ
ば
済
む
と
い
う
面
も
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
的
背
景
を
理

解
せ
ず
に
、
言
葉
遣
い
の
み
を
取
り
上
げ
る
と
、
と
ん
で
も

な
い
誤
解
を
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

方
言
は
住
民
の
日
常
的
な
言
語
で
あ
り
、
地
域
の
暮
ら
し

の
言
葉
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
東
日
本
大
震
災
と
い
う

大
災
害
は
、
そ
の
使
い
手
と
他
者
と
の
か
か
わ
り
が
見
せ
る

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

〝
き
ず
な
〟と〝
か
き
ね
〟と
し
て
の
コ
ト
バ

―
方
言
と
ヒ
ト
と
の
か
か
わ
り

小こ

林ば
や
し 

隆た
か
し　

東
北
大
学
大
学
院
教
授
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A

東南アジア展示
「生業」

中国地域の文化展示
「工芸」

B

金
魚
の
ル
ー
ツ
を

旅
し
て

金
魚
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
何
か
ら
生
ま
れ
た
の

か
、
と
聞
か
れ
た
ら
答
え
ら
れ
る
方
は
少
な
い
だ

ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
読
者
の
な
か
で
金
魚
を
見
た

こ
と
が
な
い
と
い
う
方
は
い
な
い
と
思
う
。
き
っ

と
誰
し
も
が
日
常
の
一
ペ
ー
ジ
で
金
魚
を
見
た
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
縁

日
の
金
魚
す
く
い
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
ペ
ッ
ト

コ
ー
ナ
ー
、
は
た
ま
た
誰
か
の
家
の
水
槽
か
も
し

れ
な
い
。

み
ん
ぱ
く
の
な
か
の
金
魚

み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
・
収
蔵
資
料
の
な
か
に

も
金
魚
は
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
こ
で
は
金
魚
の
凧た

こ

と
金
魚
ね
ぶ
た
を
取
り
上
げ
た
い
。

「
中
国
地
域
の
文
化
展
示
場
」
を
訪
れ
た
な
ら
、

天
井
を
仰
ぎ
見
て
も
ら
い
た
い
。
生
き
物
を
意
匠

と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
凧
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る

だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
に
金
魚
が
描
か
れ
た
凧
も
あ

る
。
図
柄
か
ら
想
像
す
る
に
、
品
種
は
水す

い

泡ほ
う

眼が
ん

で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
春
節
（
旧
正
月
）
の

飾
り
に
金
魚
の
図
案
は
よ
く
描
か
れ
る
。
中
国
で

は
金
魚
は
金
運
を
も
た
ら
す
吉
祥
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
国
語
で
金
魚

の
発
音j

ジ
ン
ユ
イ

īnyú

が
金
余jīnyú

（
お
金
が
余
る
）
と
同

じ
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
金

魚
の
イ
メ
ー
ジ
は
中
国
で
は
日
本
と
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。

青
森
市
は
毎
年
八
月
に
な
る
と
ね
ぶ
た
祭
で
活

気
づ
く
。
金
魚
ね
ぶ
た
が
街
中
の
軒
先
に
吊つ

り
下

げ
ら
れ
、
祭
り
の
ム
ー
ド
を
盛
り
上
げ
る
。
青
森

（
津
軽
地
方
）
は
金
魚
と
ゆ
か
り
の
あ
る
土
地
で
あ

る
。
江
戸
時
代
、
京
都
か
ら
持
ち
帰
っ
た
金
魚
が

お
殿
様
に
献
上
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
そ

の
後
も
武
士
の
あ
い
だ
で
継
続
的
に
飼
育
さ
れ
続

け
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
生
ま
れ
た
の
が
青
森
の

ご
当
地
品
種
で
あ
る
津つ

軽が
る

錦に
し
きで

あ
る
。
金
魚
ね
ぶ

た
は
こ
の
津
軽
錦
を
モ
デ
ル
と
し
て
作
ら
れ
て
い

る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

文
化
に
よ
っ
て
金
魚
と
の
か
か
わ
り
方
が
多
様

な
の
は
お
も
し
ろ
い
。

金
魚
の
は
じ
ま
り

金
魚
の
起
源
は
、
三
世
紀
ご
ろ
の
中
国
南
部
で

見
つ
か
っ
た
野
生
の
赤
い
フ
ナ
で
あ
る
。
そ
れ
を

人
間
が
長
い
時
間
を
か
け
て
品
種
改
良
し
て
で
き

た
の
が
金
魚
で
あ
る
。

で
は
、
野
生
の
フ
ナ
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
魚
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
に
と
っ
て
も
か
か
わ

り
の
深
い
魚
で
あ
る
。
フ

ナ
は
日
本
の
ほ
か
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
に
広
く
分
布
す
る
。

フ
ナ
や
メ
ダ
カ
、
ド
ジ
ョ
ウ
な
ど
は
水
田

稲
作
に
高
度
に
適
応
し
て
き
た
魚
で
あ

る
。水

田
に
は
思
い
の
ほ
か
多
く
の
魚

が
生
息
し
て
い
る
。
稲
作
の
合
間
に

魚
を
と
る
な
ど
、
漁ぎ

ょ

撈ろ
う

活
動
の
場
と

し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
現
在
の
日
本

で
水
田
漁
撈
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
世
界
に
は
ま
だ

水
田
漁
撈
の
文
化
は
残
っ
て
い
る
。
魚う

お

伏ぶ

せ
籠か

ご

や
筌う

け

は
代
表
的
な
漁
具
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
漁
撈
活
動
の
な
か
で
、
偶
然
、

突
然
変
異
で
赤
く
な
っ
た
フ
ナ

を
見
つ
け
た
。
め
ず
ら
し
い
も
の

好
き
の
中
国
人
が
飼
い
始
め
た
の

だ
ろ
う
。

歴
史
は
下
り
、
一
〇
世
紀
ご
ろ

に
な
る
と
、
富
裕
層
の
あ
い
だ
で

飼
育
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明
代
（
一
三
六
八

～
一
六
四
四
年
）
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
品
種
が
産
み
出

さ
れ
て
い
た
。

日
本
に
金
魚
が
初
め
て
や
っ
て
き
た
の
は
室
町

時
代
と
さ
れ
る
。
文ぶ

ん

亀き

二
（
一
五
〇
二
）
年
に
中
国

か
ら
泉せ

ん

州し
ゅ
う（

現
在
の
大
阪
）
に
伝
来
し
た
と
い
う
記

録
が
残
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
中
期
に
な
る
と
よ

う
や
く
庶
民
の
あ
い
だ
に
も
金
魚
は
広
く
浸
透
す

る
。
寛か

ん

延え
ん

元
（
一
七
四
八
）
年
に
は
金
魚
の
飼
育
指

南
書
『
金
魚
養そ

だ
て
ぐ
さ

玩
草
』
が
大
ヒ
ッ
ト
す
る
。

浮
世
絵
の
題
材
と
し
て
も
金
魚
は
多
く
描

か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
日
本
文
化
の
な
か
に

金
魚
は
浸
透
し
て
い
っ
た
。

金
魚
の
い
ま
・
み
ら
い

金
魚
の
有
名
な
産
地
に
は
、
埼
玉
県
北
部
地
域
、

東
京
都
江
戸
川
区
、
愛
知
県
弥や

富と
み

市
周
辺
、
奈
良

県
大や

ま
と和

郡こ
お
り

山や
ま

市
、
熊
本
県
長な

が

洲す

町ま
ち

な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
田
ん
ぼ
を
改
変
し
た

金き
ん

魚ぎ
ょ

池い
け

な
ど
で
養
殖
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
金

魚
池
が
一
面
に
広
が
る
様
子
は
金
魚
の
産
地
な
ら

で
は
の
風
景
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
産
地
で
も
都
市

化
の
影
響
や
高
齢
化
に
よ
っ
て
生
産
者
の
数
は
減

少
の
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
文
化
に
浸
透

し
た
金
魚
の
養
殖
が
完
全
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

み
な
さ
ん
も
展
示
場
で
気
に
な
っ
た
生
き
物
に

つ
い
て
深
掘
り
す
る
旅
に
出
て
み
て
は
い
か
が
だ

ろ
う
か
。
新
し
い
発
見
に
出
会
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
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水田や河川での漁撈の道具（H0000315など）

金魚ねぶた
（日本、青森県、
H0036214）

A 金魚の凧
（中国、H0230049）

華麗に泳ぐ金魚たち（2018年）

水泡眼
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友の会
お申込みは友の会ホームページ内の受付
フォームをご利用ください。

友の会講演会

参加形式
①本館第5セミナー室（定員96名）
②オンライン
会員：無料
一般：500円（会場参加のみ）
※オンライン聴講ならびに会員以外の方の
ご参加には事前申込が必要です。

第528回　9月3日（土）13時30分～15時
【特別展「Homō loquēns 『しゃべるヒト』
―ことばの不思議を科学する」関連】
伝わらないことば
講師　吉岡乾（本館 准教授）
※特別展関連の友の会講演会はみんぱくフ

リーパスをお持ちの方も無料で聴講いた
だけます。

第529回　10月1日（土）13時30分～15時
ポップカルチャーからみる
インドネシア社会
講師　金悠進（本館 機関研究員）

インドネシアの文化といえば、ガムランやワ
ヤンといった伝統的な芸能はもちろんですが、
現代的なポップカルチャーも同国では人気で
す。デスメタル、シティポップ、K-POP、そ
してヒップホップが、都市部の若者たちを惹
きつけています。その背景を、インドネシア
の歴史、政治、社会から読み解きます。

東京講演会

第130回　10月23日（日）13時30分～15時
【企画展「海のくらしアート展―モノからみる
東南アジアとオセアニア」関連】

島世界に進出したサピエンスと
海のあるくらし
講師　藤田祐樹
　　　（国立科学博物館 研究主幹）
　　　小野林太郎（本館 准教授）
会場　モンベル御徒町店4階サロン
　　　（定員40名・要事前申込）
参加費　会員・モンベルクラブ会員：無料、
　　　　一般：500円
協賛　株式会社モンベル

アフリカで誕生したわたしたちホモ・サピエ
ンスは、やがてアジアやオセアニアの島世
界へも進出しました。島への移住には海を越
えるだけの技術や、漁撈など海の利用が不
可欠です。この講演会では、島世界へと移
住したサピエンス集団の果たした海洋適応
の人類史について、東南アジアやオセアニ
ア、琉球の事例から紹介します。

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

「H
om

ō
loquēns

『
し
ゃ
べ
る
ヒ
ト
』

―
こ
と
ば
の
不
思
議
を
科
学
す
る
」

会
期
　9
月
1
日（
木
）〜
11
月
23
日（
水・祝
）

会
場
　特
別
展
示
館

◆
関
連
イ
ベ
ン
ト

連
続
講
座　

SpringX 

超
学
校

み
ん
ぱ
く 

× 

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

「
コ
ト
バ
と
つ
き
あ
う
」シ
リ
ー
ズ

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
み
た
コ
ト
バ
研
究
を

紹
介
し
ま
す
。

第
2
回

音
声
の
工
学
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
編

日
時
　

9
月
2
日（
金
）19
時
〜
20
時

講
師
　
吉
永
司 

 
 

 

（
豊
橋
技
術
科
学
大
学 

助
教
）

第
3
回

身
体
の
違
い
と
コ
ト
バ
の
多
様
性
編

日
時
　
10
月
7
日（
金
）19
時
〜
20
時

講
師
　
中
島
武
史（
兵
庫
教
育
大
学 

講
師
）

第
4
回

英
語
学
習
の
脳
科
学
編

日
時
　
11
月
4
日（
金
）19
時
〜
20
時

講
師
　
尾
島
司
郎（
横
浜
国
立
大
学 

教
授
）

参
加
形
式

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ルYouTub

e
ア
カ
ウ
ン

ト
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
視
聴

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

※
ア
ー
カ
イ
ブ
配
信
あ
り

※
詳
細
は
本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

主
催
　一
般
社
団
法
人
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

 

国
立
民
族
学
博
物
館

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
シ
ニ
ェ
―
手
話
を
話
す
―
」

日
時
　
10
月
8
日（
土
）13
時
30
分
〜

 

15
時
50
分（
13
時
開
場
）

会
場
　 

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）（
定
員
2
0
0
名
）

総
合
司
会
　
吉
岡
乾（
本
館 

准
教
授
）

司
会
　 

相
良
啓
子（
人
間
文
化
研
究
機
構
・

民
博
）

解
説
　 Sara Lanesm

an

（
イ
ス
ラ
エ
ル
手

話
講
師
）

 

森
田
明（
明
晴
学
園 

教
頭
）

参
加
形
式
　
※
1

・ 

事
前
申
込
制（
代
表
者
を
含
む
2
名
ま

で
）、
先
着
順
、
参
加
無
料（
要
展
示
観

覧
券
）

・ 

事
前
申
込
の
方
へ
入
場
整
理
券
を
当
日

11
時
か
ら
本
館
2
階
会
場
入
口
に
て
配

布
し
ま
す
。

・ 

受
付
期
間
中
に
定
員
に
満
た
な
い
場
合

の
み
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
電
話
先
行
予
約（
定
員
40
名
）

　
9
月
2
日（
金
）ま
で

　【
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
5
日（
月
）〜
30
日（
金
）

「
た
き
火
」

ろ
う
者
と
し
て
日
本
の
デ
フ
・
ム
ー
ビ
ー
を

開
拓
し
た
映
画
監
督
・
深
川
勝
三（
1
9
2

4
〜
8
5
年
）の
遺
作
。
昭
和
40
年
代
の
ろ

う
者
の
手
話
と
生
活
を
記
録
し
た
貴
重
な

作
品
で
す
。

日
時 

 

11
月
3
日（
木
・
祝
）13
時
〜
16
時

25
分（
12
時
30
分
開
場
）

会
場 

 

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）（
定
員
2
0
0
名
）

総
合
司
会
　
菊
澤
律
子（
本
館 

教
授
）

司
会 

 
相
良
啓
子（
人
間
文
化
研
究
機
構
・

民
博
）

解
説 

大
舘
信
広（
映
画
監
督
）

 

尾
中
友
哉（
N
P
O
法
人 Silent

 
Voice 

代
表
）

 

千
々
岩
恵
子（
映
像
制
作
者
）

参
加
形
式
　
※
1
と
同
じ

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
電
話
先
行
予
約（
定
員
40
名
）　

　
9
月
26
日（
月
）〜
30
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

　
10
月
3
日（
月
）〜
28
日（
金
）

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

複
言
語
・
複
文
化
脱
出
ゲ
ー
ム 

中
国
語
編

「
本
の
世
界
か
ら
の
脱
出
」

冬
休
み
に
図
書
室
を
訪
れ
た
あ
な
た
。
宿

題
の
た
め
に
本
を
探
し
て
い
る
と
様
子
の
お

か
し
い
本
が
。
気
に
な
っ
て
本
を
開
い
た
あ

な
た
は
友
人
と
と
も
に
本
の
中
の
世
界
に
迷

い
込
ん
で
し
ま
う
。
舞
台
は
言
葉
も
文
化

も
わ
か
ら
な
い
、
お
正
月
を
迎
え
た
中
国
。

た
く
さ
ん
の
人
の
手
を
借
り
な
が
ら
あ
な

た
は
元
の
世
界
へ
た
ど

り
着
け
る
か
。
鍵
と
な

る
の
は
ラ
ン
タ
ン
祭

り
？
　
さ
あ
、
あ
な
た

も
中
国
正
月
之
旅
へ
。

日
時
　

9
月
23
日（
金
・
祝
）

 

10
月
29
日（
土
）、
11
月
12
日（
土
）

会
場
　
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

対
象
　 

小
学
生
以
上（
小
学
2
年
生
以
下

は
保
護
者
ま
た
は
高
校
生
以
上
の

同
伴
者
と
参
加
）※
脱
出
ゲ
ー
ム
の

レ
ベ
ル
と
内
容
は
小
学
校
高
学
年

程
度
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

定
員
　
各
回
20
名

※
事
前
申
込
制（
先
着
順
）、
参
加
無
料

※
申
込
は
こ
ち
ら（
大
阪
大
谷
大
学 https://

form
s.g

le/2S1evJr4ekPLG
D

H
o8

）

【
申
込
期
間
】　
9
月
1
日（
木
）10
時
か
ら

主
催
　
国
立
民
族
学
博
物
館

 
 

大
阪
大
谷
大
学
文
学
部
日
本
語
日

本
文
学
科 

杉
本
ゼ
ミ

イ
ン
タ
ー
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
生
物
と
し
て
の
ヒ
ト
と
言
語
に

つ
い
て
考
え
る
」

日
時 

10
月
9
日（
日
）

会
場 

 

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
2
0
0
名
）

講
師 

久
賀
谷
亮（
精
神
科
医
）

 

久
保
田
直
行

 
（
東
京
都
立
大
学 

教
授
）

 
齋
藤
陽
道（
写
真
家
）

 

土
佐
信
道

 

（
明
和
電
機 

代
表
取
締
役
社
長
）

企
画
・
協
力

 

菊
澤
律
子（
本
館 

教
授
）

 
 

上
田
信
行（
同
志
社
女
子
大
学 

名
誉

教
授
・
大
阪
工
業
大
学 

客
員
教
授
）

 
 

同
志
社
女
子
大
学
現
代
社
会
学
部

現
代
こ
ど
も
学
科 

吉
永
ゼ
ミ

浜
屋
敷　

民
博
楽
座

「
あ
な
た
に
と
っ
て『
こ
と
ば
』と

は
？
―
こ
の
秋
、
民
博
の
言
語
展
示
で

新
た
な
発
見
を
し
よ
う
！
」

こ
と
ば
や
身
体
と
の
関
係
、
こ
と
ば
が
通
じ

る
仕
組
み
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
こ
と
ば
…
…
。

こ
と
ば
に
つ
い
て
新
し
い
こ
と
を
い
っ
ぱ
い

発
見
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
　

9
月
17
日（
土
）14
時
〜
16
時

会
場
　 

吹
田
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー「
浜
屋
敷
」

 
http

s://ham
ayashiki.com

/

講
師
　
菊
澤
律
子（
本
館 

教
授
）

定
員
　
30
名

参
加
費
　

5
0
0
円

※
事
前
申
込
制（
先
着
順
）

※ 

申
込
は
こ
ち
ら（
浜
屋
敷 

電
話 

0
6
ー

4
8
6
0
ー
9
7
3
1
）

【
申
込
期
間
】　
9
月
1
日（
木
）か
ら

※
会
期
中
の「
み
ん
ぱ
く
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
運

行
」は
あ
り
ま
せ
ん
。

企
画
展

「
海
の
く
ら
し
ア
ー
ト
展
―
モ
ノ

か
ら
み
る
東
南
ア
ジ
ア
と
オ
セ
ア
ニ
ア
」

会
期
　

9
月
8
日（
木
）〜
12
月
13
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会

第
52
回
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
ム
ン
ナ
兄
貴
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
」

日
時
　

9
月
24
日（
土
）13
時
〜
16
時
15
分

　
　
　（
12
時
30
分
開
場
）

会
場
　 

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）（
定
員
2
0
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
）

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

みんぱくゼミナール
会場　みんぱくインテリジェントホール（講堂）
※定員200名
※事前申込制（先着順）、参加無料
・当日参加受付あり（定員40名）

第525回
9月17日（土）13時30分～15時（13時開場）
モノからみる海のあるくらし
― 東南アジア・オセアニアの漁具・舟具・
装飾品

講師　小野林太郎（本館 准教授）

【申込期間】

■ 一般受付
　9月14日（水）まで
　※友の会電話先行受付は終了しました。

第526回
10月15日（土）13時30分～15時（13時開場）
アートと学問のジャムセッション
講師　菊澤律子（本館 教授）
 川瀬慈（本館 准教授）
  山城大督（Twelve Inc.・京都芸術大

学 専任講師）

アーティストと人類学者の交流や協働の現場
における、思考や実践の交点、相違を検証。
アートと学問のジャムセッションがひらく、あ
らたな知と創造の地平を展望します。

【申込期間】

■友の会電話先行予約　
　9月12日（月）～16日（金） （定員40名）
　【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20日（火）～10月12日（水）

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（定員42名）
※申込不要（当日先着順）、参加無料（要展
示観覧券）、14時より整理券配布

※各回、開始30分前に開場

9月11日（日）14時30分～15時15分
モノが語る海のくらしと
人びとの精神世界
話者　小野林太郎（本館 准教授）

9月18日（日）14時30分～15時30分
殺魚棒とオタマトーン
話者　土佐信道（明和電機 代表取締役社
長）、菊澤律子（本館 教授）

参
加
形
式
　
※
1
と
同
じ

【
申
込
期
間
】

■
一
般
受
付

　
9
月
16
日（
金
）ま
で

・
友
の
会
電
話
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

巡
回
展

国
立
民
族
学
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

「
ビ
ー
ズ
―
つ
な
ぐ・か
ざ
る・み
せ
る
」

会
期
　

9
月
11
日（
日
）ま
で

　
　
　
会
期
中
無
休

会
場
　
石
川
県
七
尾
美
術
館

 

第
1
･
2
･
3
展
示
室

主
催
　 

石
川
県
七
尾
美
術
館（
公
益
財
団

法
人
七
尾
美
術
財
団
）

 

国
立
民
族
学
博
物
館

 

公
益
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団

訃
報
　
杉
村
棟
名
誉
教
授

本
館
の
杉す
ぎ

村む
ら

棟と
う

名
誉
教
授（
八
八

歳
）が
さ
る
七
月
一〇
日
に
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。ご
専
門
の
民
族
芸
術
学（
イ

ス
ラ
ー
ム
美
術
）で
優
れ
た
業
績
を
あ

げ
ら
れ
、一九
九
四
年
に
は
国
立
民

族
学
博
物
館
創
設
二
〇
周
年
記
念

特
別
展「
絨
毯

―
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の

華
」で
実
行
委
員
会
の
委
員
長
も
務

め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、『
ペル
シ
ア

の
名
陶

―
テ
ヘ
ラ
ン
考
古
博
物
館

所
蔵
』や『
世
界
美
術
大
全
集 

東
洋

編
一
七 

イ
ス
ラ
ー
ム
』等
多
く
の
編

著
書
で
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
ま

し
た
。
民
族
芸
術
学
会
評
議
員
も

務
め
ら
れ
ま
し
た
。
一九
七
六
年
に

助
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
、一九
九

七
年
に
定
年
退
職
さ
れ
る
ま
で
、
研

究
部
長
や
運
営
協
議
員
と
し
て
当

館
の
研
究
体
制
及
び
運
営
方
針
の

確
立
に
尽
力
さ
れ
、
館
の
発
展
に
多

大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で

お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。

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の状況によって
は、催し物の予定を変更・中止する場合が
あります。事前に本館ホームページでご確
認ください。

みんぱくホームページ
催し物のご案内

https://www.minpaku.ac.jp/event

イベント予約はこちら 



映
画
全
盛
期
の
少
年
時
代

わ
た
し
が
少
年
時
代
を
お
く
っ
た
一
九
五
〇

年
代
は
映
画
全
盛
期
だ
っ
た
。
相す

も
う撲

や
野
球

と
い
っ
た
遊
び
以
外
で
は
、
映
画
を
観
る
の

が
い
ち
ば
ん
の
娯
楽
で
あ
っ
た
。
高
校
の
入

学
試
験
で
、
自
由
作
文
の
課
題
で
は
、
ジ
ェ

ー
ム
ス
・
デ
ィ
ー
ン
主
演
の
「
理
由
な
き
反

抗
」
評
を
書
い
た
こ
と
だ
っ
た
。

当
然
な
が
ら
、
個
人
で
撮
影
を
楽
し
む
た

め
の
八
ミ
リ
映
写
機
も
大
流
行
し
て
い
た
。

学
生
時
代
に
、
ア
フ
リ
カ
研
究
会
の
場
で
、
当

時
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
に
お
ら
れ
た
木き

村む
ら

重し
げ

信の
ぶ

教
授
が
自
ら
撮
影
さ
れ
た
「
サ
ハ
ラ
の

先
史
壁
画
」
の
八
ミ
リ
映
像
を
上
映
さ
れ
た

の
を
今
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
今い

ま

西に
し

錦き
ん

司じ

先
生
を

隊
長
と
し
た
ア
フ
リ
カ
調
査
隊
に
参
加
す
る

機
会
を
得
た
が
、
こ
の
調
査
隊
は
テ
レ
ビ
上

映
を
目
的
と
し
た
プ
ロ
の
映
画
班
を
帯
同
し

「
ジ
ャ
ン
ボ
・
ア
フ
リ
カ
」
を
制
作
し
た
。
撮

影
現
場
で
は
、
し
ば
し
ば
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト

と
し
て
手
伝
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
少
年
時
代
か
ら
け

っ
こ
う
映
画
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
と
身

ぢ
か
に
触
れ
合
っ
て
き
た
が
、
当
時
は
自
分

が
カ
メ
ラ
を
ま
わ
す
こ
と
は
考
え
た
こ
と
も

な
か
っ
た
。

「
王
の
祭
り
」と
出
会
う

一
九
七
七
年
に
民
博
が
開
館
し
、
翌
年
か
ら

ア
フ
リ
カ
調
査
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
と
き
か

ら
、
わ
た
し
は
カ
メ
ル
ー
ン
北
西
部
、
バ
メ
ン

ダ
高
地
の
首
長
制
社
会
の
住
み
込
み
調
査
を

始
め
た
。
バ
メ
ン
ダ
高
地
に
は
、
大
小
さ
ま

ざ
ま
な
規
模
の
首
長
制
社
会
が
数
多
く
あ
り
、

わ
た
し
が
住
み
込
ん
だ
の
は
マ
ン
コ
ン
と
い

う
、
人
口
二
〇
万
ぐ
ら
い
の
中
規
模
と
い
っ
て

よ
い
首
長
制
社
会
で
あ
っ
た
。

人
類
学
で
は
首
長
制
と
い
う
が
、
ひ
ら
た

く
い
う
と
首
長
は
王
で
あ
る
。
こ
の
地
方
の

王
は
カ
ミ
な
る
王
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ

ブ
ー
を
ま
と
っ
て
い
る
。
一
般
の
人
は
王
に
直

接
触
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
玉
座
と
か
王
の

使
用
物
に
も
触
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
王

に
話
し
か
け
る
と
き
は
息
を
か
け
て
は
い
け

な
い
（
手
の
ひ
ら
で
口
を
覆
う
）
な
ど
日
常
的

な
細
か
な
マ
ナ
ー
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

ま
た
王
は
呪
術
医
の
元
締
め
で
あ
り
、
彼

ら
を
通
じ
て
領
地
を
守
る
薬
を
隣
国
に
通
じ

る
道
路
上
や
住
民
の
屋
敷
地
に
散
布
す
る
。

ま
た
住
民
の
土
地
争
い
の
調
停
な
ど
は
、
王

宮
の
仮
面
が
闇
夜
に
王
の
神
器
の
槍や

り

を
境
界

と
な
る
箇
所
に
突
き
立
て
て
争
い
を
裁
く
と

い
う
。
と
に
か
く
人
び
と
の
生
活
の
細
か
い
ヒ

ダ
の
な
か
に
王
の
存
在
が
す
り
込
ま
れ
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
王
は
、
原
則
と
し
て
、
男
系
の

末
子
相
続
で
継
承
さ
れ
る
。
王
の
死
に
際
し

て
、
選
ば
れ
た
皇
子
が
呼
び
込
ま
れ
、
唾
液

に
よ
る
秘
儀
に
よ
っ
て
神
性
が
伝
授
さ
れ
る

と
い
う
。
こ
う
し
た
秘
儀
は
王
宮
の
仮
面
が

執
り
お
こ
な
い
、
彼
ら
の
先
導
に
よ
っ
て
新

王
が
人
び
と
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
。
一
般
の
人

び
と
と
違
っ
て
、
王
の
葬
儀
は
お
こ
な
わ
れ

な
い
。
神
性
は
不
滅
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
王
が
、
数
年
に
一

度
、
す
べ
て
の
住
民
と
と
も
に
踊
る
行
事
が

あ
る
と
い
う
。
マ
ン
コ
ン
語
を
直
訳
す
る
と
、

「
王
の
踊
り
」
と
な
る
が
、
日
本
語
で
は
意
味

を
正
確
に
伝
え
な
い
の
で
「
王
の
祭
り
」
と

し
た
。
八
二
年
の
調
査
の
と
き
、
は
じ
め
て

こ
の
行
事
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
と
き
は
行
事
を
後
か
ら
追
っ
か
け
る
ば
か

り
で
あ
っ
た
が
、
行
事
の
あ
り
方
を
追
っ
て
い

る
う
ち
に
、
こ
の
行
事
は
、
マ
ン
コ
ン
の
人
び

と
に
と
っ
て
は
、
日
常
の
暮
ら
し
の
な
か
で
カ

ミ
な
る
王
と
、
と
も
に
踊
る
か
け
が
え
の
な

い
場
で
あ
り
、
こ
の
行
事
こ
そ
は
マ
ン
コ
ン
王

制
を
さ
さ
え
る
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ

の
行
事
は
な
ん
と
し
て
も
映
像
記
録
に
残
す

べ
き
で
は
な
い
か
と
の
思
い
が
強
く
残
っ
た
。

映
像
撮
影
あ
れ
こ
れ

こ
の
「
王
の
祭
り
」
を
撮
る
難
点
は
、
あ
ら

か
じ
め
そ
の
年
に
お
こ
な
わ
れ
る
か
ど
う
か
が

わ
か
ら
な
い
点
で
あ
っ
た
。
王
は
毎
年
、
時

節
的
に
は
年
末
の
こ
ろ
（
乾
季
の
真
っ
最
中
）

に
、
先
祖
詣
り
を
す
る
。
そ
し
て
先
祖
供
養

の
儀
礼
の
な
か
で
先
祖
と
語
ら
い
、
先
祖
の

声
か
ら
王
の
祭
り
を
開
催
す
る
許
し
が
出
る

と
、
そ
れ
を
人
び
と
に
王
宮
の
仮
面
を
と
お

し
て
告
知
す
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
「
王
の
祭

り
」
が
動
き
出
す
の
で
あ
る
。

満
を
持
し
て
八
七
年
に
博
物
館
の
ビ
デ
オ

カ
メ
ラ
を
持
参
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
そ
の

年
は
「
王
の
祭
り
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
八

二
年
に
一
度
観
て
い
る
の
で
、
流
れ
を
追
う
苦

労
は
な
か
っ
た
。
次
の
場
面
が
次
つ
ぎ
と
浮

か
ん
で
く
る
の
で
、
四
日
間
に
わ
た
っ
て
先
さ

き
と
移
動
し
な
が
ら
ほ
ぼ
全
体
像
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
点
は
よ
か
っ
た
が
、

わ
た
し
は
一
人
で
撮
影
し
た
の
で
、
何
カ
所
か

で
、
も
う
一
人
カ
メ
ラ
マ
ン
が
い
る
と
、
対
面

が
撮
れ
る
の
で
も
っ
と
よ
か
っ
た
の
で
は
と
思

わ
れ
た
。

そ
の
翌
々
年
に
再
訪
し
た
と
き
、
あ
ら
編
集

し
た
記
録
映
像
を
持
参
し
て
王
に
献
上
し
た

が
、
帰
国
の
挨
拶
に
訪
れ
る
と
、
王
は
す
で

に
ご
覧
に
な
っ
た
よ
う
で
、
満
足
の
表
情
で

お
礼
を
述
べ
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
な
か
な
か
ま
と
ま
っ
た
時
間
が
と

れ
ず
、
二
〇
二
〇
年
、
よ
う
や
く
作
品
（
ビ
デ

オ
テ
ー
ク
番
組
一
七
五
七
・
七
二
四
九
「
王
の
祭

り
」）
と
し
て
の
完
成
を
見
た
。
関
係
者
の
皆

さ
ん
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
。

生
涯
で
た
だ
一
度
の
映
像
撮
影

端は
た 

信の
ぶ

行ゆ
き

民
博 

名
誉
教
授
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映
像
作
品
の
監
督
に
な
っ
て
み
ま
し
た

男装すがたで踊る娘たち（1982年、X0021529）

カメルーンカメルーンカメルーン

マンコンマンコン

ヤウンデヤウンデ

1：玉座の王
（1982年、X0021637）

2：祖先詣りから王宮にもどる王とその一行
（1987年、X0023092）

3：ムソンゴン結社のみそぎ儀礼
（1987年、X0023101）

4：村の女性たちはそろいの衣装で参加
（1982年、X0021440）

祖先の埋葬石標。赤い粉は王が詣っ
たしるし（1978年、X0019206）

2

3

4
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マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
肖
像
や
イ
ン
ド
の
祭
礼
・
芸
能
・

工
芸
を
活
写
し
た
作
品
で
知
ら
れ
る
写
真
家
、
沖お

き

守も
り

弘ひ
ろ

氏
に
親
し
く
接
す
る
機
会
を
得
た
の
は
、
氏
が
晩
年
を

迎
え
て
か
ら
だ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
も
氏
の
写
真
を
目
に
す
る
機
会
は
あ
っ
た
。

筆
者
が
駆
け
出
し
の
こ
ろ
に
文
章
を
寄
せ
た
あ
る
展
示

関
連
書
に
イ
ン
ド
先
住
民
の
儀
礼
の
写
真
を
提
供
し
て

い
た
の
も
沖
氏
だ
っ
た
。
氏
の
写
真
と
解
説
が
特
集
さ

れ
た
数
編
の
『
季
刊
民
族
学
』
も
興
味
深
く
読
ん
で
い

た
。
ま
た
福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館
で
二
〇
一
二
年
に
開
催

さ
れ
た
特
別
展
「
魅
せ
ら
れ
て
、
イ
ン
ド
。」
に
展
示

さ
れ
た
氏
の
写
真
作
品
に
は
、
こ
ち
ら
が
魅
せ
ら
れ
る

思
い
で
見
入
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
ア
ー
カ
イ
ブ
の
受
け
入
れ

こ
の
展
示
の
あ
と
同
美
術
館
の
学
芸
員
か
ら
、
沖
氏
が

写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
一
括
し
て
寄
贈
で
き
る
博
物
館
を

探
し
て
い
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
。
こ
の
方
は
民
博
と
縁

が
深
く
、
寄
贈
先
に
民
博
を
斡あ
っ

旋せ
ん

し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で

あ
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
貌
を
確
か
め
る
た
め
、
二
〇

一
二
年
秋
に
こ
の
学
芸
員
の
方
と
東
京
・
練ね

り
ま馬

の
ご
自
宅

を
訪
問
し
た
の
が
氏
と
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

痩そ
う

身し
ん

長ち
ょ
う

躯く

の
氏
は
す
で
に
八
〇
歳
を
越
え
て
い
た
が
、

声
に
力
が
あ
り
、
取
材
の
様
子
を
生
き
生
き
と
話
し
て

く
だ
さ
っ
た
。
写
真
資
料
は
テ
ー
マ
別
に
整
理
さ
れ
、
保

存
状
態
も
良
好
だ
っ
た
。
そ
の
数
の
膨
大
さ
、
撮
影
対

象
の
豊
富
さ
に
は
圧
倒
さ
れ
た
し
、
日
本
で
ほ
と
ん
ど
紹

介
さ
れ
て
い
な
い
儀
礼
や
芸
能
の
写
真
が
多
数
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
イ
ン
ド
の
情
報
を
充
実
さ
せ
公
開

す
る
た
め
、民
博
に
全
点
を
受
け
入
れ
、写
真
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
作
成
し
た
い
と
お
伝
え
す
る
と
、
氏
は
快
く
同
意
し

て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
後
手
続
き
を
経
て
、
氏
の
思
い
入

れ
が
強
い
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
写
真
を
除
く
イ
ン
ド
お
よ

び
ネ
パ
ー
ル
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
す
べ
て
が
翌
年
民
博

に
寄
贈
さ
れ
た
。
ま
た
取
材
の
準
備
に
使
っ
た
文
献
や

資
料
、
取
材
メ
モ
、
関
係
者
へ
の
書
簡
な
ど
も
ア
ー
カ
イ

ブ
資
料
と
し
て
同
時
に
民
博
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
こ

れ
ら
の
資
料
は
「
沖 

守
弘
・
イ
ン
ド
民
族
文
化
資
料
ア
ー

カ
イ
ブ
」
と
し
て
民
博
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

二
人
三
脚
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
り

沖
氏
の
イ
ン
ド
取
材
は
一
九
七
七
年
か
ら
九
六
年
ま

で
二
〇
年
間
に
わ
た
り
、
七
〇
回
あ
ま
り
の
渡
印
で
撮

影
さ
れ
た
写
真
資
料
は
二
万
点
あ
ま
り
に
の
ぼ
る
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
そ
の
一
点
一
点
に
で
き
る
だ
け
詳
し

い
情
報
を
つ
け
公
開
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

写
真
資
料
は
大
ま
か
な
時
系
列
に
整
理
さ
れ
て
い
た

が
、
沖
氏
自
身
も
詳
細
な
撮
影
年
月
日
や
場
所
を
記
録

し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
残
さ
れ
た
取
材

メ
モ
や
資
料
、
地
図
な
ど
を
手
が
か
り
に
撮
影
期
間
と

場
所
を
推
定
し
た
。
保
管
さ
れ
て
い
た
パ
ス
ポ
ー
ト
に

記
録
さ
れ
た
出
入
国
日
と
場
所
、
残
さ
れ
た
メ
モ
と
撮

影
し
た
祭
礼
を
突
き
合
わ
せ
、
時
系
列
を
確
か
め
る
作

業
も
お
こ
な
っ
た
。
祭
礼
は
各
地
の
独
自
の
暦
に
従
っ

て
挙
行
さ
れ
る
た
め
、
沖
氏
が
あ
る
祭
礼
を
何
年
ご
ろ

撮
影
し
た
か
わ
か
る
と
、
暦
と
照
合
す
れ
ば
逆
に
正
確

な
撮
影
期
間
と
場
所
が
推
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
撮
影

後
早
い
段
階
で
ス
ラ
イ
ド
が
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
た
め
、
マ
ウ
ン
ト
に
打
刻
さ
れ
た
ス
ラ
イ
ド
作
成
年

月
の
情
報
も
役
立
っ
た
。

こ
の
作
業
に
ご
本
人
へ
の
聞
き
取
り
が
決
定
的
に
重

要
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
お
宅
に
も
何
度

も
お
邪
魔
し
た
し
、
民
博
で
一
週
間
集
中
的
に
聞
き
取

り
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。
自
ら
四
駆
を
運
転
し
て
広
大

な
イ
ン
ド
を
回
り
、
と
き
に
は
四
駆
に
泊
ま
り
な
が
ら

撮
影
を
し
た
こ
と
、
険
し
い
山
地
に
ガ
イ
ド
と
挑
ん
だ

こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
豪ご

う

放ほ
う

磊ら
い

落ら
く

に

語
っ
て
く
だ
さ
り
、
時
を
忘
れ
て
聞
き
入
っ
た
こ
と
は

懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
。
一
期
一
会
と
な
る
祭
礼
の

取
材
を
無
駄
に
し
な
い
た
め
、
テ
ー
マ
を
決
め
た
ら
文

献
調
査
を
重
ね
、
事
前
に
現
地
入
り
し
て
ア
ン
グ
ル
を

工
夫
す
る
な
ど
周
到
な
準
備
を
重
ね
て
撮
影
に
臨
ん
で

い
た
こ
と
も
聞
き
取
り
を
通
じ
て
よ
く
わ
か
っ
た
。

取
材
旅
行
の
追
体
験

こ
れ
と
並
行
し
て
写
真
に
写
っ
て
い
る
情
報
を
一
点

ご
と
に
整
理
し
た
。
テ
ー
マ
が
広
範
な
た
め
、
民
博
内

外
の
研
究
者
の
協
力
を
仰
ぎ
、
少
し
ず
つ
進
め
た
。
根

気
の
い
る
作
業
を
進
め
て
い
る
と
、
沖
氏
と
と
も
に
一

歩
一
歩
イ
ン
ド
を
旅
し
て
回
っ
て
い
る
よ
う
な
不
思
議

な
感
情
が
わ
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
進
捗
が
遅
い
！
と
沖

氏
か
ら
叱し

っ

咤た

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
受
け
入
れ
の

二
年
半
後
の
二
〇
一
六
年
に
は
何
と
か
公
開
で
き
た
。

沖
氏
は
こ
れ
を
見
届
け
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
二
年
後

に
惜
し
く
も
他
界
さ
れ
た
。

沖
氏
の
情
熱
と
周
到
さ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
貴
重
な
写

真
の
数
々
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
通
じ
て
接
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

写真家と旅するインド
三

み

尾
お

 稔
みのる

  民博 グローバル現象研究部

コレクション
あれこれ

ジャイナ教の女性修行者と語り合う沖氏。自身が写る写真はまれである
（撮影者不詳、インド・ラージャスターン州、1990年、X0303357） Photo by F.M.Oki

沖守弘インド写真
写真資料件数：館内公開22,120件（内インターネット公開21,971件）
写真家沖守弘氏が1977年から1996年のあいだに南アジアに赴き、インドやネパール
各地の祭礼・芸能・工芸などをテーマに撮影した写真コレクション。日
本からの訪問者が限られていた時期の写真や、今でもアクセスが難し
い地域の写真も多数含まれる。2013年に民博に受け入れ。
https://htq.minpaku.ac.jp/databases/moindia/japanese/
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先住民ラトワの神話壁画。沖氏は壁画
の更新儀礼の一部始終を撮影している
（撮影：沖守弘、インド・グジャラート
州、1990年ごろ、X0306683） 
Photo by F.M.Oki

Photo by F.M.Oki

女神祭礼用の神
像に眼を描きこ
む職人。神像作り
にかける情熱が
ほとばしる
（撮影：沖守弘、
インド・西ベンガ
ル州コルカタ、
1 9 8 0年ごろ、
X0308305）

インド東部で挙行される山車の巡行祭。
『季刊民族学』の特集でも反響をよんだ
（撮影：沖守弘、インド・オディシャー州プリー、
1980年ごろ、X0300881） Photo by F.M.Oki

Xからはじまる番号は本館の映像・音響資料番号です。



妖
し
い
ル
ー
ツ

本
作
は
、
一
九
一
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
ハ
ン

ス
・
ハ
イ
ン
ツ
・
エ
ー
ヴ
ェ
ル
ス
に
よ
る
ド
イ

ツ
語
の
小
説
『
ア
ル
ラ
ウ
ネ

―
あ
る
生
き

も
の
の
物
語
（Alraune. Die Geschichte eines 

lebenden W
esens

）』
に
基
づ
い
た
、
ド
イ
ツ
表

現
主
義
の
流
れ
を
く
む
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
で
あ

る
。ド

イ
ツ
語
で
ア
ル
ラ
ウ
ネ
と
は
、
マ
ン
ド
ラ

ゴ
ラ
の
こ
と
で
あ
る
。
引
き
抜
か
れ
る
際
に
凄

ま
じ
い
叫
び
声
を
あ
げ
、
そ
れ
を
聞
い
た
も
の

は
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
言
い
伝
え
の
あ
る
、

あ
の
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
で
あ
る
。
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ

と
い
う
植
物
自
体
は
想
像
の
産
物
で
な
く
、
古

来
、
薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
。
ヒ
ト
型
の

根
と
、
摂
取
量
に
よ
っ
て
は
死
に
も
至
る
作
用

の
た
め
、
そ
の
採
集
法
や
効
能
に
つ
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
伝
承
が
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
開
運

招
福
、
富
貴
繁
栄
の
魔
術
的
効
果
を
も
つ
呪
物

と
し
て
、
別
の
植
物
の
根
を
人
の
形
に
細
工
し

た
偽
の
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
も
中
世
か
ら
一
九
世
紀

ご
ろ
に
い
た
る
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
東
で
根

強
く
出
回
っ
た
。
こ
の
作
品
で
は
主
人
公
の
名

前
が
ア
ル
ラ
ウ
ネ
で
あ
り
、
彼
女
の
謎
め
い
た

出ル
ー
ツ自
に
こ
の
妖
し
い
根
が
か
ら
ん
で
い
る
。

マ
ッ
ド・サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
と

フ
ァ
ム･

フ
ァ
タ
ー
ル

映
画
に
は
ま
ず
動
物
の
人
工
授
精
実
験
に
た

ず
さ
わ
る
科
学
者
テ
ン
＝
ブ
リ
ン
ケ
ン
博
士
が

登
場
す
る
。博
士
の
珍
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
っ

た
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
に
想
を
得
た
博
士
の
甥お

い

は
、

動
物
実
験
を
人
間
に
も
応
用
で
き
な
い
か
と
提

案
す
る
。
ド
イ
ツ
語
で
別
名
「
ガ
ル
ゲ
ン
メ
ン

ラ
イ
ン
」（
絞
首
台
の
小
さ
い
人
）
と
い
う
よ
う
に
、

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
は
死
刑
囚
か
ら
流
れ
た
精
液
が

大
地
で
受
精
し
生
え
て
く
る
と
い
う
伝
承
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
流
布
し
て
い
た
。
博
士
は
そ

の
迷
信
と
科
学
を
融
合
さ
せ
、
絞
首
刑
に
処
せ

ら
れ
た
殺
人
犯
の
精
子
を
娼

し
ょ
う

婦ふ

に
人
工
授
精
さ

せ
る
と
い
う
実
験
を
思
い
付
く
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
生
ま
れ
て
き
た
娘
は
ア
ル
ラ
ウ
ネ
と
名

付
け
ら
れ
、
両
親
を
殺
人
や
売
春
に
走
ら
せ
た

精
神
的
な
素
質
は
遺
伝
す
る
か
否
か
と
い
う
優

生
学
の
実
験
台
と
さ
れ
る
。

ア
ル
ラ
ウ
ネ
は
遺
伝
と
環
境
の
影
響
関
係
を

見
極
め
る
た
め
に
修
道
院
の
寄
宿
舎
に
入
れ
ら

れ
る
が
、
い
た
ず
ら
の
限
り
を
尽
く
し
て
シ
ス

タ
ー
た
ち
を
困
ら
せ
た
挙
げ
句
の
果
て
に
男
と

逃
げ
出
し
、
サ
ー
カ
ス
団
員
に
な
る
。
博
士
は

こ
の
や
ん
ち
ゃ
娘
を
連
れ
戻
し
、
自
分
の
娘
と

し
て
社
交
界
に
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
も
、
そ
の
妖

美
に
魅
せ
ら
れ
言
い
寄
る
男
た
ち
を
遠
ざ
け
独

占
し
よ
う
と
す
る
。
一
方
、
博
士
の
観
察
記
録

を
盗
み
読
ん
で
自
分
の
出
自
の
秘
密
を
知
っ
た

ア
ル
ラ
ウ
ネ
は
博
士
を
憎
み
、
報
復
と
し
て
あ

ら
ゆ
る
男
た
ち
に
色
目
を
使
っ
て
博
士
を
嫉
妬

さ
せ
た
り
、
悩
殺
的
な
上
目
遣
い
で
誘
惑
し
て

お
き
な
が
ら
拒
絶
し
た
り
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
財

産
を
失
わ
せ
た
り
し
て
、
次
第
に
お
と
し
め
て

ゆ
く
。
最
後
に
は
、
人
と
し
て
の
ま
っ
と
う
な

生
を
求
め
て
博
士
の
甥
と
と
も
に
去
り
、
博
士

は
孤
独
と
狂
気
の
う
ち
に
と
り
残
さ
れ
る
。（
原

作
の
小
説
で
は
博
士
は
首
を
く
く
り
、
ア
ル
ラ
ウ
ネ

は
最
終
的
に
は
発
狂
し
て
屋
根
か
ら
落
ち
て
命
果
て

る
。）映

画
の
見
ど
こ
ろ
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
ブ

リ
ギ
ッ
テ
・
ヘ
ル
ム
が
演
じ
る
ア
ル
ラ
ウ
ネ
の

魔フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ー
ル

性
の
女
ぶ
り
で
あ
る
。
ブ
リ
ギ
ッ
テ
・
ヘ
ル

ム
と
い
え
ば
、
前
年
に
公
開
さ
れ
た
フ
リ
ッ
ツ
・

ラ
ン
グ
監
督
の
「
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
」
で
、
労
働

者
階
級
の
娘
と
そ
の
似
姿
に
作
ら
れ
た
機
械
人

間
の
二
役
を
演
じ
一
躍
有
名
に
な
っ
た
女
優
で

あ
る
。「
ア
ル
ラ
ウ
ネ
」
で
も
、
白
黒
映
画
だ
か

ら
こ
そ
際
立
つ
白
目
の
表
現
力
を
十
二
分
に
発

揮
し
た
蠱こ

惑わ
く

的
な
演
技
で
、
こ
の
世
な
ら
ざ
る

妖
艶
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
特
に
、
マ
ン
ド

ラ
ゴ
ラ
の
干
か
ら
び
た
人
型
の
根
と
ア
ル
ラ
ウ

ネ
の
艶
め
か
し
い
生
身
の
肢
体
の
対
照
的
な
姿

が
博
士
の
妄
想
の
な
か
で
重
な
る
場
面
な
ど
は
、

銀
幕
か
ら
放
出
さ
れ
る
妖
気
と
色
気
に
悶も
ん

絶ぜ
つ

し

そ
う
に
な
る
。

テ
ン
＝
ブ
リ
ン
ケ
ン
博
士
も
、
マ
ッ
ド
・
サ

イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

と
、
自
ら
作
っ
た
美
し
い
彫
像
と
恋
に
落
ち
る

ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
を
か
け
合
わ
せ
た
よ
う
な
強

烈
な
人
物
で
あ
る
。
博
士
を
演
じ
る
パ
ウ
ル
・

ヴ
ェ
ゲ
ナ
ー
は
一
癖
も
二
癖
も
あ
る
怪
優
で
、

人
造
人
間
ゴ
ー
レ
ム
を
演
じ
、
監
督
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
疑
似
親
子
の
あ
い
だ

に
漂
う
性
的
緊
張
感
は
、
ほ
ぼ
一
世
紀
前
の
サ

イ
レ
ン
ト
映
画
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
ビ
リ
ビ
リ

し
て
い
る
。

自
然
と
反
自
然
の
境
界

原
作
に
お
い
て
ア
ル
ラ
ウ
ネ
は
「
自
然
に
反

し
た
」（w ヴ

ィ
ー
デ
ア

ider d

デ
ィ
ー

ie N

ナ
ト
ゥ
ア

atur

）
実
験
の
結
果
生
ま
れ

た
、
一
種
の
「
化
物
」（Z

ツ
ァ
ウ
バ
ー
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン

auberwesen

）
と
み

な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
工
授
精
は
今
や

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
生
殖
補
助
医
療
技
術
で

あ
る
し
、
死
後
生
殖
も
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
的
・

法
的
論
議
が
あ
る
と
は
い
え
、
技
術
的
に
は
可

能
だ
。
時
代
と
と
も
に
「
自
然
」
と
「
反
自
然
」

の
境
界
が
揺
ら
い
で
き
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
る

映
画
で
も
あ
る
。

182022.919 2022.9

シネ
倶楽部M

博士の家に伝わ
るマンドラゴラ
（「妖花アルラウ
ネ」より）

右：神聖ローマ皇帝ルドルフ二世（1552～1612年）
が所蔵していたとされる雌雄のマンドラゴラ

左：19世紀に収集され、オックスフォードのピット・リ
ヴァース博物館に展示されている偽マンドラゴラ
（イギリス、2018年）

迷
信
と
科
学
の
は
ざ
ま
に

生
ま
れ
た
魔
性
の
女山や

ま

中な
か 

由ゆ

里り

子こ

民
博

人
類
文
明
誌
研
究
部

「妖花アルラウネ」
原題 ： Alraune
1928年／ドイツ／白黒無声映画／ドイツ語中間字幕／108分／DVDなし
監督：ヘンリック・ガリーン
出演：ブリギッテ・ヘルム、パウル・ヴェゲナー、イヴァン・ペトロヴィッチほか



甘い香りは「甘い」か 
三
さん

條
じょう

西
にし

 堯
ぎょう

水
すい

香道御家流 23 世宗家

香道は香りを記憶し鑑賞する芸道である。そ
の記憶・鑑賞の対象は世界的に希少な沈

じん

香
こう

をは
じめとする香木である。 

香道では香木を六
りっ

国
こく

と称し、その香りにより
6種類に分類し、伽

きゃ

羅
ら

、羅
ら

国
こく

、真
ま

南
な

蛮
ばん

、真
ま

那
な

賀
か

、
佐
さ

曽
そ

羅
ら

、寸
す

聞
も

多
た

羅
ら

という名称でよばれる。これ
ら香木の香りの特徴は五

ご

味
み

といい、味覚にたと
えられ、六国それぞれに当てはめられる。五味
は具体的には甘

かん

・辛
しん

・苦
く

・酸
さん

・鹹
かん

となる。六国
の6種に対し五味は5？と、誰もが疑問をいだく。
残り1つには無が当てはめられる。無というと
また疑問が湧いてくる。無から想像される香り
は無臭。しかしこれは香木の話、そもそも無臭
の香木などという自己矛盾の物がこの世のなか
に存在するはずもない。じつは無は甘・辛・苦・
酸・鹹の五味をすべて混ぜ合わせた香りをいう。
まるで光の三原色を混ぜ合わせると白色の光と
なるような表現方法だと感心してしまう。 

この六国と五味を合わせ六国五味という。こ
の組み合わせは古来より師から弟子への伝授の
ひとつとして取り扱われてきたが、情報化社会
の現代では少し調べると、すぐに詳細を知るこ
とができる。香道の体験・修得を志す人は初期
情報として、この六国五味を事前に調べてくる
人が多い。しかし香りはインターネットととて
も相性が悪い。そこに出てくるのは単語として
の甘い・辛いという情報のみである。このとき、
人は自分のなかの甘い香り、辛い香りを基準に

せざるをえない。実際の香席に入ると、「ネット
情報で辛い香りと書かれていた香木がくるはず」
と緊張のなか、初めて香木の香りを聞く。｢お
や？｣「あれ？」と疑問をもつ間もなく次々と香
炉が廻

まわ

ってくる。辛い香りが来るはずなのに、甘
い香りばかりと感じる。よくわからないまま答
えを記述し、答えが発表される。自分が甘いと
感じた香木が、ネットでは辛いとなっているこ
とがわかり疑問が大きくなる。何度か繰り返す
うちに自分の鼻が悪いのか、自分は向いていな
いのかもしれないと思うようになり香道への興
味がうすれていってしまう。 

五味について大学生に講義をする際、｢甘い
香りと聞いて思い浮かべる物は？｣ という質問
をする。その答えはチョコレートや生クリーム
などのスイーツから、薔

ば

薇
ら

や百
ゆ

合
り

などの花、香
水や石

せっ

鹸
けん

などさまざまで多岐にわたる。昼食前
の授業ではその答えが食べ物にかたよることも
一興である。 

さてこの五味は江戸時代に言われ出した概念
である。当然チョコレートや生クリームは当時
の日本には存在しない。そう、もし五味を参考
にするならば、少なくとも江戸時代の人びとの
香りの感覚を思い起こす必要があったのである。 

香席に参加する際は、余計な情報を調べるこ
となく、純粋に香木の香りを楽しむつもりで参
加していただきたいと思う。

202022.9



編 集 後 記

海外や国内各地で仕事をすることが多いわれわれは、さまざまなことばに出
会う。調査地では、その土地の人びとの心理に踏み込むまでにことばが上達し
ないせいか、わたしなどは道具と割り切って現地のことばを使っている。それに
対して、幼いころから家庭や学校で慣れ親しんだ日本語では、ことばは思考や
感情を伝え、人の心理領域に大きくかかわるものだという認識がある。
かつて、日本語しか使えない女性が、セネガルで子どもたちに日本語で絵本

を読み聞かせていた。子どもたちは毎日女性のところを訪ねてくる。そこにある
のはことばの意味ではなく、場と音を介した共感である。共感なく道具としてこ
とばを使っていたわたしはずいぶんと考えさせられたものである。
他方、本号の特集では、ことばとは何かということを、人の身体の機能、人

と自然との対話、人工的な声、人の心性にかかわる方言などさまざまな側面か
ら知ることができた。
まだまだいろんな疑問が湧いてくる。秋からの特別展では、ことばとの個人
的な体験をいろんな角度から問い直す発見ができるだろうと期待している。

（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）

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 みんぱくホームページ   

https://www.minpaku.ac.jp/

月刊みんぱく  2022年9月号
第46巻第9号通巻第540号　2022年9月1日発行

編集・発行　人間文化研究機構 国立民族学博物館
　　　　　 〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1
　　　　　 電話 06-6876-2151

発 行 人　園田直子
編集委員　三島禎子（編集長）　池谷和信　上羽陽子 
　　　　　 岡田恵美　中川理　吉岡乾
制作・協力   公益財団法人 千里文化財団
印　　 刷　能登印刷株式会社

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報・IR
係にお願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

『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/

特集「モノから見る海のくらし」（仮）

次号の予告 10月号

主要ターミナルからのアクセス

本館までの交通手段は次の方法が便利です。

この雑誌は、環境に配慮した工場で、再生産可能な大豆油由
来のインク、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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オリジナルグッズにフローティングボールペンが新登場！
絵本作家の岡島礼子さんのイラストで、
現地調査員が世界を巡ります。
ご来館の思い出に、大切な方への贈り物に。

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ

新作オリジナルグッズのご案内

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

オンラインショップ

フィールド・ノート

各500円（税込）

みんぱくの研究者や登山家たちが
愛用してきた測量野帳（コクヨ）
の表紙にロゴとイラストを刻印し
ています。〈オートリキシャ〉デザ
インが復刻しました！

各528円（税込）

世界の「ありがとう」を
スタンプにしました！
22種類のことばから、
どの「ありがとう」を
選びますか？

世界のありがとう
スタンプ

〈オートリキシャ〉

〈マイルポスト〉

フローティング
ボールペン

各990円（税込）

ペンを傾けると、オートリキシャ
に乗った現地調査員が世界を
巡ります！　コレクションアイ
テムとしても人気のペンです。
軸 色：オレンジ、グリーン、ブラック
インク：EU製（ドイツまたはスイス）
　　　 ウォータープルーフ　黒
　　　  0.8mm径

現地調査
員が

世界を巡
ります

のあり方を考えます。

国立民族学博物館友の会機関誌

沖縄―今に生きる記憶 特集

フェンスの向こうの故郷
山内健治

船乗りの島に祖先を
尋ねて
藤本透子

豚とともに生きる
比嘉理麻

現代沖縄のユタ
平井芽阿里

踊るエイサーから
魅せるエイサーへ
久万田晋

沖縄壺屋1938～40年
松井健

『季刊民族学』181号

琉球紅型
児玉絵里子

複数の沖縄、ひとつの沖縄
岸政彦

友の会会員価格　2,000円＋税
一般価格　2,500円＋税

ミュージアム・ショップにて販売中

今年は沖縄が日本に復帰して 50 年とい
う節目です。沖縄の人びとの暮らしや信
仰、芸能・文化をとりあげ、「沖縄の今」
を形づくる人びとの記憶に迫ります。

ISBN 978-4-915606-82-3
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