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「
い
わ
」
と
「
ひ
と
」
は
、
密
接
に
関
わ
り
あ
っ
て
き
た
。

「
磐い

わ

・
巌い

わ

・
岩
・
石
・
岩
石
・
鉱
物
・
鉱
石
・
宝
石
・
石
材
」
に

関
す
る
日
本
語
の
語
彙
の
豊
富
さ
は
世
界
に
冠
た
る
「
い
わ

言
葉
文
化
」
と
も
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
近
接
す
る
大
小
の

岩
塊
を
「
夫め

お
と婦
岩い

わ

」、
垂
直
な
壁
の
よ
う
な
岩
を
「
屏

び
ょ
う

風ぶ

岩い
わ

」、

平
ら
に
広
が
る
岩
を
「
畳

た
た
み

岩い
わ

」、
ま
た
、
生
物
名
に
因ち

な

む
「
象

岩
」「
猫
岩
」「
茸

き
の
こ

岩い
わ

」「
竹ち

く

葉よ
う

石せ
き

」
な
ど
枚
挙
に
暇い

と
ま
が
な
い
ほ

ど
で
あ
る
。

か
の
宮み

や

沢ざ
わ

賢け
ん

治じ

は
、
少
年
時
に
「
石
っ
こ
賢
さ
ん
」
と
あ

だ
名
さ
れ
た
ほ
ど
石
好
き
で
、
長
じ
て
盛
岡
高
等
農
林
学
校

に
進
学
し
地
質
学
の
専
門
的
教
育
を
受
け
た
。
ま
た
、
野
外

調
査
で
の
ち
に
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
」
と
呼
ん
だ
岩
手
県
下
の

岩い
わ

手て

山さ
ん

（
火
山
岩
）・
種た

ね

山や
ま

ヶが

原は
ら

（
堆
積
岩
）・
早は

や

池ち

峰ね

山さ
ん

（
蛇

紋
岩
）
な
ど
各
地
を
巡
り
、
地
質
図
を
作
る
と
と
も
に
そ
れ

ら
は
彼
の
作
品
世
界
の
舞
台
と
も
な
っ
た
。
彼
の
作
品
に
は
、

鉱
物
名
だ
け
で
七
〇
余
り
出
て
く
る
。
ま
た
、
ル
ビ
を
活
用

し
て
「
い
わ
」
の
視
覚
的
表
現
と
聴
覚
的
表
現
を
組
み
合

わ
せ
、
よ
り
豊
か
な
独
自
の
地
学
的
表
現
を
用
い
た
。
例
え

ば
、「
藍ア

ズ
ラ
イ
ト

銅
鉱
」「
玉

キ
ヤ
ル
セ
ド
ニ
髄
」「
黄シ

ト
リ
ン

水
晶
」「
土タ

キ

ス

耳
古
玉
」「
天ア

マ
ゾ
ン河
石ス

ト
ン」

「
蛇サ

ー
ペ
ン
タ
イ
ン

紋
岩
」「
流リ

パ
ラ
イ
ト

紋
岩
」「
石デ

サ

イ

ト

英
安
山
岩
」「
飛ギ

ヤ
ブ
ロ

白
岩
」「
砕ブ

ロ
ツ
ク塊

熔レ
ー
バ岩

」「
捕ゼ

ノ
リ
ス

虜
岩
」
他
で
あ
る
。

岩
手
県
稗ひ

え

貫ぬ
き

郡
花は

な

巻ま
き

町ま
ち

（
当
時
）
小こ

舟ぶ
な

渡と

付
近
の
北き

た

上か
み

川が
わ

沿
岸
部
を
賢
治
が
「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
」
と
命
名
し
た
と
い
わ

れ
る
。
そ
こ
に
分
布
す
る
泥
岩
（
マ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
）
の
地
質

時
代
は
、
当
時
は
第
三
紀
（
タ
ー
シ
ャ
リ
ー
）
鮮
新
世
（
プ
リ

オ
シ
ン
）
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
賢
治
作
詞
の
「
イ
ギ
リ
ス
海

岸
の
歌
」
に
も
、
そ
れ
ら
の
地
質
学
用
語
が
英
語
表
記
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
」
は
、
ド
ー
バ
ー

海
峡
の
崖
を
連
想
し
た
た
め
と
さ
れ
て
い
た
が
、
実
は
地
形

地
質
学
的
に
は
両
者
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
む
し
ろ
テ
ー
ム

ズ
河
上
流
の
風
景
写
真
に
触
発
さ
れ
、
ま
た
、
両
者
に
共
通

す
る
水
際
に
近
い
と
い
う
地
理
的
位
置
関
係
や
付
近
に
分
布

す
る
岩
石
の
白
っ
ぽ
い
色
な
ど
い
く
つ
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
複
合

し
て
命
名
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
童
話
『
銀
河
鉄

道
の
夜
』
に
「
七
　
北
十
字
と
プ
リ
オ
シ
ン
海
岸
」
と
し
て

も
登
場
す
る
。
も
と
よ
り
「
い
わ
」
の
楽
し
み
方
は
人
そ
れ

ぞ
れ
だ
が
、
あ
る
程
度
の
地
質
学
的
知
識
が
あ
る
方
が
、
こ

う
し
た
「
い
わ
」
を
よ
り
よ
く
理
解
で
き
、
よ
り
深
く
楽
し

め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
作
品
世
界
と
現

実
世
界
の
「
い
わ
」
と
は
、
必
ず
し
も
厳
密
に
一
致
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
が
、
誤
読
は
避
け
る
べ
き

で
あ
る
。
賢
治
作
品
は
、
近
年
、
新
た
な
文
理
融
合
研
究
分

野
と
し
て
成
立
し
つ
つ
あ
る
「
文
化
地
質
学
」
の
絶
好
の
テ
ー

マ
で
も
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
新
た
な
評
釈
が
期
待
さ
れ
る
。

な
お
、
賢
治
が
採
集
し
た
標
本
類
が
「
岩
手
大
学
農
業
教

育
資
料
館
（
旧
盛
岡
高
等
農
林
学
校
本
館
）」（
盛
岡
市
）
に
あ
り
、

ほ
か
に
も
「
宮
沢
賢
治
記
念
館
」（
花
巻
市
）
や
「
石
と
賢
治

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」（
一
い
ち
の

関せ
き

市
）
で
、
関
わ
り
の
あ
る
鉱
物
・
岩

石
標
本
類
が
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

宮
沢
賢
治
の
見
た
「
い
わ
」

加か

藤と
う 

碵ひ
ろ

一か
ず

プロフィール
1947年横浜市生まれ。産業技術総合研究所名誉リサーチャー。幼いころから「いわ」に興味をもち、地質学
を専攻し、国内外で地質調査に勤しんだ。著書に『地震と活断層の科学』（朝倉書店、1989年）、『宮澤賢治の
地的世界』（愛智出版、2006年、第17回宮沢賢治賞奨励賞）、『賢治と鉱物』（共著、工作舎、2011年）、『日本
列島地質総覧』（共編著、朝倉書店、2022年）他。
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アンコールワットの回廊にある石彫像
（カンボジア、シェムリアップ、2001年）

上：黒タイ始祖の依り代となる磐座だが、東南アジア大陸
部に磐座信仰はそれほど多くない
（ベトナム、ギアロ、2000年）

左：20世紀初頭に黒タイの首領一族がたてた廟の石柱。
黒タイ文字が縦に刻まれているのは、中国の碑文の
伝統の土着化の証（ベトナム、ソンラー省、2007年）

播磨国の山あいにある岩上神社は、か
つて光を発していた磐座を御神体と
し、オオカミを神の使いとする。耕牛の
守護、疫病よけの崇敬が厚かった
（兵庫県宍粟市、2022年）
©Masao Kashinaga
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死
の
起
源

死
の
起
源

『
古
事
記
』
に
こ
ん
な
話
が
あ
る
。

高た
か

天ま
が

原は
ら

か
ら
天
下
っ
た
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
麗

し
い
少
女
に
出
会
っ
た
。
名
を
き
く
と
コ
ノ
ハ
ナ
サ

ク
ヤ
ヒ
メ
。「
結
婚
し
な
い
？
」
と
、
い
き
な
り
の

告
白
に
彼
女
は
こ
う
返
事
し
た
。

「
お
父
さ
ん
が
『
う
ん
』
と
言
っ
た

ら
ね
」父

オ
オ
ヤ
マ
ツ
ミ
は
申
し

出
に
大
喜
び
。持
参
の
品
々

の
ほ
か
、
姉
の
イ
ワ
ナ
ガ

ヒ
メ
と
い
う
お
ま
け
つ
き

で
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ

が
お
よ
め
に
来
た
。
だ
が
姉

は
ブ
サ
イ
ク
す
ぎ
た
。
だ

か
ら
彼
女
に
だ
け
は
お
引

き
取
り
い
た
だ
い
た
。

す
る
と
、
オ
オ
ヤ
マ

ツ
ミ
が
恥
じ
な
が
ら
申

し
上
げ
た
。

「
イ
ワ
ナ
ガ
ヒ
メ
を

お
く
っ
た
の
は
、
あ

な
た
さ
ま
の
命
が
い
わ
の
よ
う
に
永
く
不
動
で
あ
ら

ん
が
た
め
。
し
か
し
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
だ
け

を
そ
ば
に
置
い
た
こ
と
で
、
あ
な
た
さ
ま
の
命
は
こ

の
は
な
の
よ
う
に
も
ろ
い
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
」

こ
の
神
話
か
ら
は
、
は
な
と
い
わ
、
美
と
醜
、
生
物
と

物
体
、
生
命
と
不
死
、
つ
か
の
間
と
永
遠
、
も
ろ
さ
と
堅

さ
、
可
変
と
不
変
、
動
と
不
動
、
と
い
っ
た
二
項
対
立
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
不
死
、

不
変
、
不
動
の
い
わ
を
手
放
し
、
は
か
な
い
は
な
の
美
を

選
ん
だ
が
た
め
に
、
人
は
そ
れ
ら
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

だ
が
人
は
欲
深
い
。
な
ん
と
か
し
て
美
、
強
さ
、
繁
栄

を
手
に
入
れ
、
そ
れ
ら
を
増
や
し
、
永
続
さ
せ
よ
う
と
し

て
き
た
。
そ
ん
な
現
実
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
神
話
は
人

の
死
の
起
源
の
み
な
ら
ず
、
欲
の
起
源
を
も
説
い
て
い
る

気
が
す
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
は
か
な
く
も
ろ
い
運
命
に

対
し
、
飽
く
な
き
抵
抗
を
し
め
し
て
き
た
人
の
欲
深
さ
こ

そ
が
、
文
明
を
発
展
さ
せ
て
き
た
と
も
思
い
至
る
。

い
わ
離
れ
の
現
代

お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
こ
の
特
集
で
は
「
い
わ
」
を

ひ
ら
が
な
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ば
に
は
岩
、
石
、
巌
、

磐
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
意
味
範
囲
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
地
質
学

的
に
と
い
う
よ
り
人
を
中
心
に
話
を
展
開
し
た
い
し
、

テ
ー
マ
を
狭
め
す
ぎ
た
く
な
い
の
で
、
あ
え
て
ひ
ら
が

な
に
し
た
。

い
わ
は
、
人
に
と
っ
て
と
て
つ
も
な
く
大
き
く
も
あ

り
、
小
さ
く
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
二
〇
年
代

の
山
梨
に
お
け
る
子
ど
も
の
石
合
戦
の
記
憶
を
発
端
に
、

文
化
と
し
て
の
つ
ぶ
て
の
解
明
に
挑
ん
だ
中な
か

沢ざ
わ

厚あ
つ
しが
『
つ

ぶ
て
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
）
で
す
で
に
示

し
て
い
る
。
ガ
リ
レ
オ
的
観
点
で
は
地
球
そ
の
も
の
が

一
個
の
磁
石
で
あ
り
宇
宙
に
投
ぜ
ら
れ
た
つ
ぶ
て
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
、
人
は
太
古
の
む
か
し
よ
り

い
わ
を
片
手
で
さ
え
も
て
あ
そ
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

人
は
い
わ
な
し
に
存
在
し
え
ず
、
い
わ
な
し
に
文
化

も
文
明
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

代
の
都
市
生
活
で
い
わ
を
意
識
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
長

い
歴
史
の
な
か
で
、
い
わ
に
依よ

り
、
い
わ
を
祀ま
つ

り
、
い

わ
を
用
い
、
い
わ
を
放
り
、
い
わ
を
壊
し
、
い
わ
を
つ

く
り
、
い
わ
を
凌
り
ょ
う

駕が

し
よ
う
と
し
て
き
た
人
は
、
い
っ

ぽ
う
で
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
い

わ
か
ら
離
れ
よ
う
と
さ
え
し
て
き
た
。

だ
が
、
人
に
ど
こ
ま
で
い
わ
離
れ
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
ん
な
問
い
も
頭
の
片
隅
に
お
き
な
が
ら
、
ま

ず
は
、
い
わ
を
文
化
史
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
特

集
で
は
、
い
わ
に
対
す
る
信
仰
、
い
わ
を
賞
し
ょ
う

翫が
ん

す
る
思

想
と
そ
の
表
現
、
都
市
の
い
わ
に
見
る
「
文
化
」
と
「
自

然
」、
環
境
へ
の
適
応
と
い
わ
の
利
用
、
と
い
っ
た
観
点

か
ら
い
わ
へ
多
面
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。

す
る
と
、
す
ぐ
に
気
づ
く
。
本
稿
冒
頭
の
イ
ワ
ナ
ガ
ヒ

メ
を
め
ぐ
る
神
話
に
あ
る
、
永
遠
に
変
わ
ら
ず
ブ
サ
イ
ク

な
物
体
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、
い
わ
は
は
る
か
に
超
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
と
き
に
美
し
く
、
感
情
的
で
、

生
命
力
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。

い
わ
に
こ
の
よ
う
な
生
命
を
与
え
た
の
は
、
原
初
に
い

わ
に
生
命
を
与
え
ら
れ
た
側
の
人
で
あ
る
。欲
が
人
を「
い

わ
」
化
さ
せ
る
に
応
じ
て
、
い
わ
も
「
人
」
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

いわと人特集

自
然
環
境
の
未
来
に
対
す
る
危
惧
が
高
ま
っ
て
い
る
。

い
わ
は
生
命
誕
生
以
前
か
ら
の
元
祖「
自
然
」で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、水
、空
気
、森
な
ど
に
対
し
て
脇
役
か
、む
し
ろ
悪
者
だ
。

そ
ん
な
い
わ
に
つ
い
て
、「
文
化
」の
視
点
か
ら
と
り
あ
げ
よ
う
。

い
わ
と
不
死

樫か
し

永な
が 

真ま

佐さ

夫お

　
民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部



上：わが三種の神器（石笛・横笛・法螺貝）
下：福島県飯館村　虎捕山山頂
大山祇神社奥宮の拝所で法螺貝を奉奏する筆者
（撮影：須田郡司、2021年）

重森三玲作、昭和の名庭　東福寺本坊庭園（京都府）

「巨石ハンター」「石の語り部」として各地で活躍する写真家、
須田郡司氏が撮影した石峰山の神籬（ひもろぎ）
（宮城県石巻市、2011年）
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石
の
永
遠
性

庭に
わ

は
、
建
物
の
前
の
敷
砂
な
ど
ド
ラ
イ
エ
リ
ア
。
園そ
の

は
、

果
樹
な
ど
植
物
が
植
栽
さ
れ
て
い
る
緑
地
。

英
語
の
ガ
ー
デ
ン
（garden

）
は
、
防
犯
の
意
の
ガ

ン
（gan,gun

）
と
悦よ
ろ
こび
の
意
の
エ
デ
ン
（eden

）
の
合

成
語
で
、安
全
で
快
適
な
「
生
き
ら
れ
る
景
観
」（
J
・
ア
ッ

プ
ル
ト
ン
）
と
さ
れ
る
。
理
想
都
市
を
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ

と
よ
ぶ
の
が
そ
れ
で
、
き
わ
め
て
人
間
的
で
あ
る
。

必
ず
死
を
迎
え
る
人
間
は
不
老
不
死
を
願
う
。
不
死
・

永
遠
性
の
象
徴
が
岩
石
。
そ
れ
も
巨
大
な
立た
て

石い
し

に
古
代
日

本
人
は
神
が
宿
る
と
感
じ
て
注し

連め

縄な
わ

を
め
ぐ
ら
し
、
天あ
ま

津つ

磐い
わ

座く
ら

、
天あ
ま

津つ

磐い
わ

境さ
か

と
よ
ん
だ
。

磐
座
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
よ
る
巨
石
信
仰
だ
が
、
日
本
庭

園
は
世
界
の
庭
園
様
式
と
ち
が
っ
て
、
自
然
石
を
そ
の
ま

ま
活
用
す
る
。「
石
を
立
て
る
」
こ
と
を
「
作
庭
」
と
同

義
に
使
う
ほ
ど
日
本
庭
園
の
骨
格
的
構
成
は
、「
石い
し

組ぐ
み

」

と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
真
中
に
背
の
高
い
立
石
、
両

言
問
う
石
根

み
な
さ
ん
は
、
石
や
岩
の
声
を
聴
い
た
こ
と
が
お
あ
り

だ
ろ
う
か
？

古
代
の
日
本
人
は「
い
わ
」（
古
語
で
は「
い
は
」と
表
記
）

が
言
葉
を
発
し
て
い
た
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
証
拠
に
、

「
常ひ
た
ち
の
く
に

陸
国
風ふ

土ど

記き

」（『
日
本
古
典
文
学
大
系
二 

風
土
記
』
岩

波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
に
は
、「
荒あ
ら

ぶ
る
神か
み

等た
ち

、
又ま
た

、
石い
は

根ね

・
木こ

立だ
ち・

草く
さ

の
片か
き

葉は

も
辞こ
と

語ど

ひ
て
」
と
あ
っ
て
、「
石
根
」

や
「
木
立
」
や
「
草
の
片
葉
」
が
「
こ
と
と
い
（
言
問
い
）」

し
て
い
た
と
し
る
し
て
い
る
。

こ
の
表
現
法
や
章
句
は
長
ら
く
定
型
表
現
を
成
し
て
い

た
よ
う
で
、
平
安
中
期
に
編へ
ん

纂さ
ん

さ
れ
た
「
延え
ん

喜ぎ

式し
き

祝の
り

詞と

」

（『
日
本
古
典
文
学
大
系
一 

古
事
記 

祝
詞
』
岩
波
書
店
、
一
九

五
八
年
）
の
な
か
に
は
、「
事
問
ひ
し
磐い
は

ね
木こ

の
立
ち
、

草
の
片か
き
は葉
を
も
言こ
と

止や

め
て
」（
大
お
お
と
の
ほ
が
い

殿
祭
祝
詞
）、「
語こ
と

問と

ひ

し
磐い
は

ね
樹こ

の
立た
ち

・
草
の
片か
き
は葉
も
語こ
と

止や

め
て
」（
大
お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

祓
詞
・

遷た
た
り
が
み
を
う
つ
し
や
る

却
崇
神
祝
詞
）
と
い
う
言
葉
が
定
型
的
に
使
わ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
巨
大
な
稲
を
も
つ
岩
（
磐
・
巌
）
も
、

草
木
も
、
み
な
当
初
は
「
言
問
い
」
を
し
て
い
た
の
だ
が
、

そ
の
声
は
新
し
く
入
植
し
て
き
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
言こ
と

向む

け
和や
わ

」
さ
れ
て
、「
言
問
い
」
を
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
じ
く
延
喜
式
祝
詞
の
な
か
の
「
出
い
づ
も
の
く
に
の
み
や
つ
こ
の
か
む
よ
ご
と

雲
国
造
神
賀
詞
」

に
は
、「
豊
葦
原
の
水
穂

の
国
は
、
昼ひ
る
は
五さ

月ば

蠅へ

な

す
水み
な

沸わ

き
、
夜よ
る

は
火ほ

瓫べ

な
す
光か
が
やく
神
あ
り
、
石い
は

ね
・
木こ

立だ
ち・
青あ
を

水み
な
わ沫
も

事こ
と

問と

ひ
て
荒あ
ら

ぶ
る
国
な

り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
列

島
は
、
水
が
湧
き
溢あ
ふ
れ
、

火
山
が
噴
火
し
、
自
然

の
さ
ま
ざ
ま
な
物
象
が

言
葉
を
発
し
て
い
る
「
荒

ぶ
る
国
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
自
然
の
発
動
が
激

し
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
表
記
を
見
る
と
、『
古
事
記
』
や
『
延
喜
式
』

を
編
纂
し
て
い
た
八
世
紀
初
頭
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て
、

「
い
わ
」
の
語
り
が
畏
れ
と
敬
い
を
も
っ
て
受
け
取
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
人

類
史
の
は
る
か
太
古
の
旧
石
器
時
代
か
ら
の
感
覚
の
名
残
で
、

縄
文
時
代
や
平
安
時
代
も
す
っ
飛
ば
し
て
、
現
代
の
わ
た

し
た
ち
の
心
の
深
部
に
も
生
き
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
証
拠
に
、
宮
沢
賢
治
は
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』

の
な
か
の
「
狼お
い
の
も
り森と
笊ざ
る

森も
り

、
盗ぬ
す
と
も
り森」（『

校
本 

宮
澤
賢
治
全

集
』
第
十
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
）
で
、
次
の
よ

う
に
「
巌
」
の
語
り
を
し
る
し
て
い
る
。

「
小こ

岩い
は

井ゐ

農の
う

場ぢ
や
うの

北き
た

に
、
黒く
ろ

い
松ま
つ

の
森も
り

が
四
つ
あ

り
ま
す
。
い
ち
ば
ん
南み
な
み
が
狼オ
イ
ノ
も
り森で
、
そ
の
次つ
ぎ

が

笊ざ
る

森も
り
、
次つ
ぎ
は
黒く
ろ

坂さ
か

森も
り
、
北き
た
の
は
づ
れ
は
盗ぬ
す
と
も
り森で
す
。

／
こ
の
森も
り

が
い
つ
ご
ろ
ど
う
し
て
で
き
た
の
か
、

ど
う
し
て
こ
ん
な
奇き

体た
い

な
名な

前ま
へ

が
つ
い
た
の
か
、

そ
れ
を
い
ち
ば
ん
は
じ
め
か
ら
、
す
つ
か
り
知し

つ

て
ゐ
る
も
の
は
、
お
れ
一ひ
と
り人

だ
と
黒く
ろ

坂さ
か

森も
りの

ま
ん

な
か
の
巨お
ほ
き
な
巌い
は
が
、
あ
る
日ひ

、
威ゐ

張ば

つ
て
こ
の

お
は
な
し
を
わ
た
く
し
に
聞き

か
せ
ま
し
た
」

「
し
か
し
そ
の
粟あ
は

餅も
ち

も
、
時じ

節せ
つが

ら
、
ず
ゐ
ぶ
ん

小ち
い
さ
く
な
つ
た
が
、
こ
れ
も
ど
う
も
仕し

方か
たが
な
い

と
、
黒く
ろ

坂さ
か

森も
り
の
ま
ん
中な
か

の
ま
つ
く
ろ
な
巨お
ほ

き
な

巌い
は

が
お
し
ま
ひ
に
云い

つ
て
ゐ
ま
し
た
」

「
ボ
ク
を
吹
い
て
！
」

か
く
い
う
わ
た
し
は
、
毎
朝
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

に
向
か
っ
て
一
〇

種
類
ほ
ど
の
「
石
笛
」
を
奉
奏
し
て
い
る
の
で
、
石
が
語

る
こ
と
は
身
に
染
み
て
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
ど
こ
に
行

く
に
も
肌
身
離
さ
ず
も
ち
歩
く
石
笛
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

ア
ラ
ン
島
で
祈
り
を
捧さ
さ

げ
た
後
、
海
岸
線
を
歩
い
て
い
た

と
き
に
、
わ
た
し
に
向
か
っ
て
、「
ボ
ク
を
吹
い
て
！
」

と
呼
び
か
け
て
き
た
の
だ
か
ら
、
間
違
い
は
な
い
。
わ
が

心
は
そ
の
「
聲こ
え

」
を
し
か
と
記
憶
し
、
わ
が
身
体
は
そ
の

「
聲
＝
波
動
」
を
し
か
と
記
録
し
て
い
る
。

ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
は
不
朽
の
S
F
映

画
の
名
作
「
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の

旅
」（
一
九
六
八
年
製
作
）
の
な
か
で
、

サ
ル
か
ら
ヒ
ト
へ
の
進
化
を
促
す
、

時
空
を
超
え
る
不
思
議
な
巨
石
「
モ

ノ
リ
ス
」
を
登
場
さ
せ
た
が
、
改

め
て
今
、
そ
の
宇
宙
モ
ノ
リ
ス

や
地
球
モ
ノ
リ
ス
の
「
い
わ
」

の
声
を
し
っ
か
り
と
聴
く
べ
き

と
き
が
到
来
し
た
と
思
う
。
そ

し
て
、
そ
の
声
に
適
切
に
応
答

で
き
な
け
れ
ば
、
人
類
の
未
来
は

な
い
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

い
わ
の
声
を
聴
く
べ
き
と
き

鎌か
ま

田た 

東と
う

二じ

　
京
都
大
学
名
誉
教
授

い
わ
を
見
る
―
い
わ
と
庭
園

進し
ん

士じ 

五い

十そ

八や

　
東
京
農
業
大
学
名
誉
教
授



兼六園黄門橋（石川県）

松濤園（立花氏庭園）（福岡県）

上：常栄寺雪舟庭（山口県）
下：秋吉台（山口県）

マチュピチュ遺跡の太陽の神殿。
精緻な石積みの壁が周りを囲み、露頭を他から際立たせている
（撮影：関雄二、ペルー、2013年）

ポマコチャ遺跡。自然のいわの形に合わせて造られた石積み（撮影：ジェイソン・ネスビット、ペルー、2015年）
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脇
に
そ
れ
よ
り
低
い
石
を
、
左
右
に
高
さ
を
違た
が

え
て
、
阿あ

弥み

陀だ

三
尊
、
釈し
ゃ

迦か

三
尊
、
薬
師
三
尊
の
仏
に
見
立
て
る
。

こ
れ
を
「
三さ
ん

尊ぞ
ん

石い
し

組ぐ
み

」
と
よ
ぶ
。
こ
の
と
き
石
は
か
な
り

土
中
深
く
埋
め
、
い
か
に
も
大
地
の
底
か
ら
隆
起
し
た
か

の
よ
う
に
見
せ
自
然
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

職
人
ら
は
、
三
分
の
二
は
埋
め
よ
と
い
っ
て
い
る
。
お

よ
そ
日
本
人
な
ら
、
自
然
石
に
は
霊
性
や
仏
性
が
宿
る
と

感
じ
、
石
組
に
腰
を
か
け
る
よ
う
な
事
は
し
な
い
。

象
徴
化

中
国
古
代
、
道
教
や
神
仙
思
想
で
は
、
東
海
の
海
中
に

は
人
間
が
近
づ
け
な
い
蓬ほ
う

莱ら
い

島じ
ま

や
方ほ
う

丈じ
ょ
う、
瀛え
い

洲し
ゅ
う、
壺こ

梁
り
ょ
う

島と
う

の
四
神
仙
島
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
不
老
不
死
の
薬
（
徐じ
ょ

福ふ
く

伝
説
で
は
、
天て
ん

台だ
い

烏う

薬や
く

と
い
う
ク
ス
ノ
キ
科
の
植
物
）
が

あ
り
、
仙
人
が
す
む
と
さ
れ
る
。
同
様
に
古
代
イ
ン
ド
の

宇
宙
観
が
仏
教
に
影
響
し
た
須し
ゅ

弥み

山せ
ん

思
想
が
あ
る
。
世
界

は
、
九く

山せ
ん

八は
っ

海か
い

で
で
き
て
い
て
そ
の
中
心
の
ひ
と
き
わ
高

い
山
が
須
弥
山
（
シ
ュ
メ
ー
ル
、
妙
み
ょ
う

高こ
う

山せ
ん

）
で
帝た
い

釈し
ゃ
く

天て
ん

が

お
ら
れ
る
。
鎌
倉
臨
済
禅
の
感
性
表
現
と
し
て
、
昭
和
の

作
庭
家
重し
げ

森も
り

三み

玲れ
い

が
設
計
し
た
京
都
の
東と
う

福ふ
く

寺じ

本ほ
ん

坊ぼ
う

庭て
い

園え
ん

に
は
須
弥
山
と
蓬
莱
世
界
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
成
が
見

ら
れ
る
。
重
森
の
は
象
徴
的
表
現
だ
が
、
写
実
的
表
現
も

自
然
石
の
使
い
方
次
第
で
い
ろ
い
ろ
。

山
口
県
の
常
じ
ょ
う

栄え
い

寺じ

雪せ
っ

舟し
ゅ
う

庭て
い

は
画
聖
雪
舟
作
と
さ
れ
る

が
、
わ
た
し
の
見
解
で
は
カ
ル
ス
ト
で
知
ら
れ
る
秋あ
き

吉よ
し

台だ
い

を
ヒ
ン
ト
に
し
た
写
実
的
石
組
で
あ
る
し
、
明
治
末
期
作

の
立
花
家
松し
ょ
う

濤と
う

園え
ん

（
福
岡
県
柳や
な

川が
わ

）
は
、
池
中
に
自
然
石

を
多
数
配
置
し
て
奥
州
松
島
を
見
立
て
た
縮
し
ゅ
っ

景け
い

庭
園
で

あ
る
。

ま
た
、
大
自
然
を
見
立
て
る
た
め
の
自
然
石
の
使
い
方

で
も
、
龍
り
ょ
う

安あ
ん

寺じ

石
庭
の
よ
う
に
「
象
徴
式
」、
妙
み
ょ
う

心し
ん

寺じ

退た
い

蔵ぞ
う

院い
ん

の
狩か

野の
う

元も
と

信の
ぶ

の
庭
の
よ
う
に
「
写
意
式
」、
大だ
い

徳と
く

寺じ

大だ
い

仙せ
ん

院い
ん

の
よ
う
な
「
写
景
式
」
と
多
様
な
手
法
が
使
わ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
庭
園
で
も
切き
り

石い
し

を
用
い
た
石
橋

も
少
な
く
な
い
し
、
重
さ
を
軽
く
見
せ
る
面
取
り
等
の
工

夫
も
見
ら
れ
る
。

い
わ
と
い
う
状
態

新
大
陸
最
大
の
帝
国
と
し
て
知
ら
れ
る
南
米
の
イ
ン
カ

（
一
四
三
八
～
一
五
三
二
年
）
に
お
い
て
、
い
わ
は
必
ず
し

も
永
久
に
変
化
し
な
い
無
機
物
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
あ
る
種
の
い
わ
は
、「
生
き
て
い
る
」
も
の
だ
っ

た
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
示
す
代
表
的
な
事
例
を
ふ
た
つ
挙

げ
て
み
よ
う
。

ひ
と
つ
目
は
イ
ン
カ
の
起
源
神
話
と
し
て
知
ら
れ
る
も

の
で
、
イ
ン
カ
の
初
代
皇
帝
マ
ン
コ
・
カ

パ
ッ
ク
の
兄
弟
で
あ
る
ア
ヤ
ル
・
カ
チ
と

ア
ヤ
ル
・
ウ
チ
ュ
が
旅
の
途
中
で
い
わ
と

な
り
、彼
ら
の
こ
と
ば
に
従
っ
た
マ
ン
コ
・

カ
パ
ッ
ク
に
よ
っ
て
そ
の
近
く
に
首
都
ク

ス
コ
が
建
設
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
神
話
は
、
い
わ
が
彫
刻
の
よ
う
な
か

た
ち
で
何
か
を
表
象
す
る
の
で
は
な
く
、

い
わ
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
存
在
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
事
例
は
、
イ
ン
カ
が
ま

さ
に
帝
国
へ
と
向
か
う
転
換
点
と
し
て
語

ら
れ
る
、
チ
ャ
ン
カ
族
と
の
戦
争
を
め
ぐ

る
伝
承
で
あ
る
。
首
都
ク
ス
コ
に
攻
勢
を

か
け
る
チ
ャ
ン
カ
族
に
対
し
て
、
八
代
皇

帝
ビ
ラ
コ
チ
ャ
は
ク
ス
コ
か
ら
逃
げ
出
し

た
が
、
そ
の
息
子
ク
シ
・
ユ
パ
ン
キ
は
数

で
圧
倒
的
に
上
回
る
チ
ャ
ン
カ
軍
を
相
手

に
立
ち
向
か
い
こ
れ
を
撃
退
す
る
。
そ
の

際
に
い
わ
が
兵
士
と
な
っ
て
イ
ン
カ
軍
に

味
方
し
、
戦
の
後
に
ま
た
い
わ
に
戻
っ
た

と
い
う
。
こ
の
伝
承
は
、
い
わ
が
必
ず
し

生
き
て
い
る
い
わ

―
イ
ン
カ
帝
国
の
建
築
に
見
る「
自
然
」

松ま
つ

本も
と 

雄ゆ
う

一い
ち

　
民
博 

人
類
文
明
誌
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部



岩の上で毛づくろいをするワオキツネザル。お互いに相手の体をなめたり、歯を使って毛をすいたりする
（撮影：栗林愛、アンジャ・コミュニティ保護区、2006年）

上：水を飲むワオキツネザル。長い乾季を乗り切るためには食物と水が必要である
（撮影：栗林愛、ベレンティ保護区、2009年）

左：マダガスカル中央高地南部の景観。岩山が多く、その周辺には棚田が見られる
（撮影：栗林愛、フィアナランツゥア近郊、2006年）

アンタナナリヴ

アンジャ・コミュニティ
保護区

ベレンティ保護区

イサロ国立公園 中央高地

マダガスカル島

フィアナランツゥア

 ワオキツネザルの生息域
※Mittermeier et al. （2006） Lemurs of Mada-

gascar （Second Edition）をもとに作成
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も
静
的
か
つ
永
続
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の

と
い
え
よ
う
。

い
わ
を
接
ぐ

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
イ
ン
カ
帝
国
の
建
築
か
ら
も

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
名
な
マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ
遺
跡

に
は
「
太
陽
の
神
殿
」
と
よ
ば
れ
る
建
物
が
あ
り
、
美
し

い
曲
線
を
描
く
石
壁
が
自
然
の
露
頭
を
囲
む
よ
う
に
造
ら

れ
て
い
る
。
我
々
の
目
か
ら
見
る
と
単
な
る
露
頭
に
し
か

見
え
な
い
い
わ
の
形
状
に
合
わ
せ
た
形
で
美
し
い
石
積
み

が
築
か
れ
、
何
か
の
表
象
で
は
な
い
特
別
な
存
在
そ
れ
自

体
と
し
て
の
い
わ
を
他
か
ら
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
太

陽
の
神
殿
の
基
盤
に
は
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
点
が
あ

る
。
花か

崗こ
う

岩が
ん

の
露
頭
の
裂
け
目
に
、
強
引
に
も
見
え
る
方

法
で
精
緻
な
人
工
の
石
積
み
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
の
だ

（
表
紙
写
真
）。

こ
の
よ
う
な
、
自
然
の
露
頭
と
石
積
み
が
融
合
し
た
建

築
も
ま
た
、
イ
ン
カ
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
機
能
的
な
理

由
か
ら
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
こ
の
よ
う
な
事
例
に
関
し

て
は
、
米
国
の
美
術
史
家
で
あ
る
キ
ャ
ロ
リ
ン
・
デ
ィ
ー

ン
が
興
味
深
い
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、

自
然
石
を
組
み
込
ん
だ
建
築
は
、
起
源
と
な
る
い
わ
か
ら

建
築
が
育
っ
て
い
く
と
い
う
農
耕
や
植
物
の
生
育
と
似

通
っ
た
過
程
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
建
て
る

（building

）
で
は
な
く
接
ぎ
木
す
る
（grafting

）
こ
と

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
自
然
と
し
て
の
い
わ

と
文
化
と
し
て
の
建
築
と
い
う
な
じ
み
深
い
二
分
法
は
こ

こ
で
は
ま
っ
た
く
通
用
し
な
い
。

イ
ン
カ
帝
国
を
征
服
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
は
、
自
然
の
地

形
や
い
わ
が
聖
な
る
場
を
意
味
す
る
ワ
カ
と
い
う
名
前
で

よ
ば
れ
る
こ
と
に
困
惑
し
た
よ
う
だ
。
自
然
と
文
化
を
対

立
さ
せ
る
西
欧
的
な
枠
組
み
か
ら
は
、
両
者
の
境
界
を
前

提
と
し
な
い
、
状
態
と
し
て
の
「
生
き
て
い
る
い
わ
」
を

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う

で
、
イ
ン
カ
帝
国
の
建
築
の
な
か
に
融
合
し
た
「
自
然
の

い
わ
」
は
、
我
々
が
生
き
る
世
界
と
は
異
な
る
「
い
わ
が

生
き
て
い
る
世
界
」
を
垣か
い

間ま

見
せ
て
く
れ
る
。
イ
ン
カ
の

人
び
と
は
「
生
き
て
い
る
い
わ
」
と
と
も
に
生
き
て
い
た

の
で
あ
る
。

霊
長
類
の
ナ
ッ
ツ
割
り

霊
長
類
の
「
い
わ
」
利
用
と
し
て
、
す
ぐ
に
思
い
つ
く

の
は
西
ア
フ
リ
カ
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
よ
る
ナ
ッ
ツ
割
り

で
あ
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
一
組
の
石
を
ハ
ン
マ
ー
と
台

に
し
て
、
硬
い
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
種
を
割
っ
て
、
中
身
を
食

べ
る
。
あ
き
ら
か
に
道
具
と
し
て
「
い
わ
」
を
利
用
し
て

い
る
。
こ
の
行
動
は
、
ヒ
ト
の
道
具
使
用
の
起
源
と
の
関

連
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
道
具
と
し
て
の
「
い
わ
」
利
用
は
、
ヒ
ト

に
近
縁
の
種
に
限
ら
な
い
。
例
え
ば
南
米
に
生
息
す
る
オ

マ
キ
ザ
ル
の
仲
間
も
、
石
を
使
っ
て
硬
い
ナ
ッ
ツ
を
割
っ

て
中
身
を
食
べ
る
。
ま
た
、
京
都
・
嵐
あ
ら
し

山や
ま

の
ニ
ホ
ン
ザ
ル

は
、
地
面
に
あ
る
小
石
を
転
が
し
た
り
、
打
ち
鳴
ら
し
た

り
す
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
行
動
は
、

遊
び
と
し
て
の
「
い
わ
」
利
用
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
霊
長
類
全
体
を
見
わ

た
せ
ば
、「
い
わ
」
は
利
用
す
る
道
具
と
い
う
よ
り
、
む

し
ろ
利
用
す
る
環
境
と
い
っ
て
い
い
。
霊
長
類
は
熱
帯
地

域
を
中
心
に
数
多
く
の
種
が
生
息
し
て
い
る
が
、そ
の「
い

わ
」
の
利
用
は
生
息
地
域
の
環
境
の
特
性
と
密
接
に
関
連

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
マ

ダ
ガ
ス
カ
ル
南
部
に
生
息
す
る
ワ
オ
キ
ツ
ネ
ザ
ル
の
例
か

ら
示
そ
う
。

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
南
部
に
す
む
ワ
オ
キ
ツ
ネ
ザ
ル

ま
ず
、
ワ
オ
キ
ツ
ネ
ザ
ル
が
多
く
生
息
す
る
マ
ダ
ガ
ス

カ
ル
南
部
の
半
乾
燥
地
域
は
、
総
じ
て
平へ
い

坦た
ん

な
土
地
で
、

岩
も
石
も
ほ
と
ん
ど
見
か
け
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
、

そ
こ
に
生
息
し
て
い
る
ワ
オ
キ
ツ
ネ
ザ
ル
で
は
、「
い
わ
」

利
用
が
そ
も
そ
も
生
じ
る
こ
と
が
な
い
。

次
に
、
そ
こ
か
ら
北
に
向
か
う
と
あ
ら
わ
れ
る
、
水
田

と
岩
山
と
い
う
対
照
的
な
景
観
か
ら
な
る
中
央
高
地
南
部

の
例
を
述
べ
よ
う
。
こ
の
地
域
の
ワ
オ
キ
ツ
ネ
ザ
ル
は
群

れ
で
岩
山
を
移
動
し
、
岩
の
上
で
日
光
浴
を
し
、
お
互
い

に
毛
づ
く
ろ
い
を
す
る
。
日
当
た
り
の
よ
い
岩
場
は
見
通

し
が
よ
く
、
安
全
で
快
適
な
社
交
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
石
灰
岩
の
崖
や
洞
窟
が
あ
る
島
の
南
西
部
に
行

く
と
、
ワ
オ
キ
ツ
ネ
ザ
ル
が
そ
う
い
っ
た
岩
場
を
泊
ま
り

場
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
岩
場
を
捕
食

者
か
ら
身
を
守
る
避
難
場
所
や
泊
ま
り
場
と
す
る
行
動
は
、

ワ
オ
キ
ツ
ネ
ザ
ル
に
限
ら
ず
、
他
の
多
く
の
種
の
霊
長
類

の
あ
い
だ
で
も
見
ら
れ
る
。

「
い
わ
」の
あ
る
環
境

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
「
い
わ
」
利
用
が
生
じ
る
の
は
、

「
い
わ
」
自
体
の
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ

り
は
、「
い
わ
」
の
あ
る
環
境
を
利
用
し
た
結
果
の
よ
う

に
も
思
え
る
。
中
央
高
地
か
ら
南
西
に
あ
る
イ
サ
ロ
国
立

公
園
で
は
、
強
い
日
差
し
を
遮
る
も
の
が
な
い
草
原
を

延
々
と
歩
い
た
後
に
涼
し
い
岩
場
が
あ
ら
わ
れ
る
。
岩
に

囲
ま
れ
た
谷
は
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
か
、
ワ
オ
キ
ツ
ネ

ザ
ル
の
食
物
と
な
る
植
物
が
多
く
生
育
し
て
い
る
。
ワ
オ

キ
ツ
ネ
ザ
ル
の
例
で
は
な
い
が
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
西
部
で

は
、
乾
季
に
川
の
水
が
ほ
と
ん
ど
干
上
が
っ
た
後
に
、
岩

場
の
穴
に
溜
ま
っ
た
水
を
飲
み
に
ア
カ
ビ
タ
イ
キ
ツ
ネ
ザ

ル
が
集
ま
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
、「
い
わ
」
の
あ
る
環
境
が
ワ
オ
キ
ツ

ネ
ザ
ル
に
と
っ
て
重
要
な
資
源
の
場
所
で
あ
る
可
能
性
を

示
し
て
い
る
。
霊
長
類
の
「
い
わ
」
の
利
用
に
つ
い
て
は
、

「
い
わ
」
の
あ
る
環
境
に
お
け
る
生
活
と
の
関
連
か
ら
知

る
必
要
が
あ
る
。

い
わ
が
道
具
に
な
る
と
き

―
霊
長
類
の
生
息
環
境
か
ら
考
え
る

市い
ち

野の 

進し
ん
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ち
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レユニオン島から見た夕暮れのインド洋
とココヤシの木
（撮影：岡本尚子、レユニオン、2012年）
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本館展示場

みんぱくミュージアム・ショップ
本館 1 階

オセアニア展示
「島での暮らし」

A

シ
ン
ド
バ
ッ
ド
航
海
記
の
新
訳
を
準
備
し
て
い

る
。
通
説
で
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ガ
ラ
ン
が
一

八
世
紀
初
頭
に
仏
訳
し
た
『
千
一
夜
』
の
な
か
の

も
の
が
い
ち
ば
ん
古
く
て
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た

児
童
文
学
や
映
画
、
ア
ニ
メ
が
巷こ

う

間か
ん

に
広
ま
っ
て

い
る
（『
ガ
ラ
ン
版 

千
一
夜
物
語
』
第
二
巻
、
西
尾
哲

夫
訳
、
岩
波
書
店
を
参
照
）。
ち
な
み
に
シ
ン
ド
バ
ッ

ド
の
歌
と
い
え
ば
、
ピ
ン
ク
・
レ
デ
ィ
ー
の
「
渚

な
ぎ
さ

の
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
」
と
サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ

の
「
勝
手
に
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
」
が
す
ぐ
に
浮
か
ぶ
。

ど
ち
ら
の
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
も
、
な
ん
と
も
軽
薄
そ

う
な
色
男
で
あ
る
。
船
乗
り
と
い
う
と
港
々
に
女

あ
り
、
な
ど
と
い
う
月
並
み
な
連
想
か
も
し
れ
な

い
。
旅
の
先
々
で
危
険
な
目
に

あ
う
た
め
に
、
冒ぼ

う

険け
ん

譚た
ん

と
し
て

英
語
訳
で
は
ア
ド
ヴ
ェ
ン

チ
ャ
ー
、
仏
語
訳
で
は
ア
ヴ
ァ

ン
チ
ュ
ー
ル
な
ど
が
使
わ
れ
る

が
、
後
者
の
単
語
は
日
本
語
読

者
に
は
別
の
想
像
を
か
き
た
て

る
か
も
し
れ
な
い
。

商
人
シ
ン
ド
バ
ッ
ド

だ
が
本
来
の
シ
ン
ド
バ
ッ
ド

は
船
乗
り
と
い
う
よ
り
商
人
、

そ
れ
も
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の

貿
易
商
人
か
商
社
マ
ン
に
近
い
。

彼
の
口
癖
は
「
わ
た
し
ほ
ど
苦

難
を
あ
じ
わ
い
、
危
な
い
橋
を

わ
た
っ
た
人
の
話
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
？
」
で
、
毎
回
判
で
押
し
た
よ

う
に
船
は
難
破
す
る
し
、
大
蛇
や
巨
人
に
出
あ
っ

て
は
難
を
切
り
抜
け
て
、
最
後
に
は
巨
万
の
富
を

得
る
。
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
航
海
記
の
舞
台
は
、
八
世

紀
か
ら
一
三
世
紀
ご
ろ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
の
ペ

ル
シ
ア
湾
か
ら
イ
ン
ド
洋
、
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア

に
至
る
広
大
な
海
域
世
界
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム

の
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
世
に
生
を
受
け
た
こ
ろ

を
境
に
、
交
易
網
は
陸
路
か
ら
海
路
、
つ
ま
り
陸

の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
と

徐
々
に
代
わ
っ
て
い
く
。
そ
の
海
域
世
界
を
生
き

て
い
た
実
際
の
船
乗
り
た
ち
の
経
験
談
を
も
と
に

し
て
生
ま
れ
た
の
が
、
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
航
海
記
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ガ
ラ
ン
版
よ
り
も
か
な
り
古
い
版

が
最
近
に
な
っ
て
い
く
つ
も
発
見
さ
れ
た
。
じ
つ

は
ガ
ラ
ン
と
同
時
代
人
の
ペ
テ
ィ
ス
・
ド
・
ラ
・

ク
ロ
ワ
が
、
ガ
ラ
ン
よ
り
も
先
に
仏
訳
し
て
い
る

こ
と
も
わ
か
っ
た
。
そ
れ
を
読
む
と
、
ム
ス
リ
ム

の
伝
承
に
よ
る
ガ
ラ
ン
版
と
は
趣
の
異
な
る
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
伝
承
に
よ
る
も
の
で
、
シ
ン
ド
バ
ッ

ド
航
海
記
の
も
と
に
な
っ
た
船
乗
り
た
ち
の
航
海

実
用
書
や
地
理
案
内
書
と
で
も
い
え
る
内
容
を
残

し
て
い
る
。
船
乗
り
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
決
ま
り

事
や
船
上
で
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
わ
か
る
記
述
も
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
島
と
見
間
違
え
る
よ
う
な
大
魚

（
ク
ジ
ラ
）、
人
喰く

い
巨
人
や
大
蛇
、
そ
れ
に
不
思

議
な
森
の
老
人
な
ど
も
登
場
す
る
が
、
イ
ン
ド
や

東
南
ア
ジ
ア
に
暮
ら
す
人
び
と
や
そ
こ
の
動
植
物

な
ど
に
関
す
る
博
物
誌
的
あ
る
い
は
民
族
誌
的
な

情
報
も
満
載
な
の
で
あ
る
。

実
用
書
か
ら
冒
険
譚
へ

で
は
、
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
と
い
っ
し
ょ
に
船
出
し

て
み
よ
う
。
遊
び
暮
ら
し
て
遺
産
を
使
い
は
た
し

た
青
年
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
は
一
念
発
起
し
て
バ
ス
ラ

か
ら
船
出
し
た
。
島
と
思
っ
て
上
陸
し
た
先
が
ク

ジ
ラ
の
背
中
だ
っ
た
た
め
、
海
に
放
り
出
さ
れ
て

漂
流
し
て
し
ま
う
。
ガ
ラ
ン
版
で
は
「
焚た

き
火
を

す
る
た
め
に
船
か
ら
持
ち
出
し
て
い
た
木
切
れ
」
に

つ
か
ま
っ
て
と
あ
る
が
、
ド
・
ラ
・
ク
ロ
ワ
版
で

は
「
洗
濯
用
の
木
片
」
と
あ
る
。
船
上
で
ど
の
よ

う
に
洗
濯
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
が
す
こ
し
わ

か
る
。
ま
た
ド
・
ラ
・
ク
ロ
ワ
版
で
は
、
イ
ン
ド

の
カ
ー
ス
ト
制
度
に
関
し
て
か
な
り
詳
細
に
記
述

さ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
地
理
書
（
例
え
ば
、
イ

ブ
ン
・
ホ
ル
ダ
ー
ズ
ベ
『
諸
道
と
諸
国
の
書
』）
の
記

述
に
よ
り
近
く
、
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
航
海
記
が
成
立

す
る
な
か
で
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
情
報
源
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
記
述
か
ら
ま
だ
あ
ま
り
変
容
し
て
い
な

い
段
階
に
あ
る
と
も
い
え
る
。

も
う
ひ
と
つ
最
高
度
に
興
味
深
い
こ
と
を
あ
げ

て
お
こ
う
。
ド
・
ラ
・
ク
ロ
ワ
版
に
は
、「
日
本

（Japon

）」
と
い
う
単
語
が
登
場
す
る
。
い
わ
く

「
紅
海
か
ら
だ
と
東
方
の
海
の
端
に
あ
る
ワ
ク
ワ
ク

（
ワ
ー
ク
ワ
ー
ク
）
島
は
（
中
略
）
日
本
の
島
々
の

方
角
に
あ
り
ま
す
」。
今
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、

「
倭わ

国こ
く

」
の
な
ま
り
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

る
ワ
ク
ワ
ク
と
日
本
が
結
び
付
け
ら
れ
た
最
初
の

例
だ
と
思
わ
れ
る
。
海
を
知
る
人
た
ち
に
と
っ
て

の
実
用
的
案
内
書
か
ら
、
街
に
暮
ら
す
人
た
ち
に

と
っ
て
の
娯
楽
的
冒
険
譚
へ
と
変
わ
る
過
程
か
ら

は
、
異
域
を
移
動
す
る
こ
と
で
集
積
し
て
い
く
情

報
が
ど
の
よ
う
に
人
び
と
の
世
界
観
に
影
響
を
与

え
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

さ
て
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
は
わ
が
日
本
に
も
来
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
？
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島だと思っていたのはクジラの背中だった（レオン・カレ画、F200100123）
（出典：Le livre des mille nuits et une nuit.  Traduction littérale 
et complète du texte arabe par le docteur J.-C. Mardrus ; 
illustrations de Léon Carré, Paris : H. Piazza, 1926-32）

Hからはじまる番号は本館の標本資料番号です。 Fからはじまる番号は本館の文献図書資料番号です。

A ココヤシ。第四の航海では人喰いの村で
ココナッツ油の料理を食べさせられる
（サモア、H0004850）

第二の航海に登場するルフ鳥。
19世紀英国製の幻灯機用ガラ
ス絵（イギリス、H0253672）

B
B 沈香や麝香、竜涎香などの香料を求めて
シンドバッドは航海をした
（撮影：西尾哲夫、2022年）

アラブ世界研究所（パリ）のシンドバッド展。シンドバッドはこのようなダウ船に乗っ
てインド洋を航海した（撮影：岡本尚子、フランス、2016年）

シ
ン
ド
バ
ッ
ド
が

日
本
に
や
っ
て
来
た
？
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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

参加費 友の会会員：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531回　12月3日（土）13時30分～15時
分断された商世界をつなぐ
「ローカル・インフルエンサー」
―タンザニアにおける商人のソーシャル
 メディアの利用とビジネスの未来
講師　小川さやか（立命館大学 教授）
参加形式
①本館第5セミナー室（定員96名）
②オンライン配信

第532回 2023年1月7日（土）
 13時30分～15時
フランスのモン農民と考える「自由」
講師　中川理（本館 准教授）
会場　本館第5セミナー室（定員96名）
※オンライン配信はありません。

ラオスから難民としてフランスにやって来た
モン（Hmong）の農民たちと付き合っている
と、彼らの「自由」へのこだわりに驚かされま
す。しかし、どうやら彼らにとっての「自由」は、
私たちの考える「自由」とはどこか違っている
ようです。この講演会では、モンの生き方を
とおして、「自由」のとらえ方を見直してみた
いと思います。

東京講演会
参加費　友の会会員：無料、一般：500円
※ご参加には事前申込が必要です。
※オンライン配信はありません。

第131回　2023年1月28日（土）
　　　　  13時30分～15時
古代エジプト文明の新たな研究拠点
―大エジプト博物館への日本の支援
講師　末森薫（本館 准教授）
会場　JICA地球ひろば セミナールーム600
 (東京都新宿区市谷本村町10-5）
定員 40名

ギザの三大ピラミッドの近くに、古代エジプト
文明の新たな研究拠点「大エジプト博物館」
が建設中です。建物は完成目前であり、多
くの来館者を迎えるべく展示の準備などが進
められています。世界最大規模の博物館の
建設にあたって、日本は資金援助だけでな
く、人材育成や技術支援を進めてきました。
その背景や成果をお話しします。

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

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
」

東
南
ア
ジ
ア
や
オ
セ
ア
ニ
ア
の
島
や
沿
岸
部

に
暮
ら
し
て
き
た
人
び
と
の
漁
具
や
船
具
、

儀
礼
具
や
装
飾
品
に
み
ら
れ
る
海
と
の
関

わ
り
を
、
そ
の
ア
ー
ト（
美
術
）性
に
も
注

目
し
つ
つ
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

12
月
13
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会

第
53
回
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
ハ
ニ
ー
ラ
ン
ド 

永
遠
の
谷
」

日
時　

 

2
0
2
3
年
1
月
14
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
15
時
45
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
3
5
0
名
）

司
会　

菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

解
説　

池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※
事
前
予
約
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
先
行
予
約

　

12
月
5
日（
月
）〜
9
日（
金
）

　

定
員
70
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　

12
月
12
日（
月
）〜

　

2
0
2
3
年
1
月
6
日（
金
）

み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
シ
ア
タ
ー

本
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
映
像
作
品「
み
ん
ぱ
く

映
像
民
族
誌
」シ
リ
ー
ズ
の
な
か
か
ら
4
つ

の
作
品
を
上
映
し
、
監
修
者
に
よ
る
ト
ー

ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

参
加
形
式

① 

会
場
参
加　

シ
ア
タ
ー
セ
ブ
ン（
大
阪
・

十
三
）（
各
回
定
員
45
名
）

② 

オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）参
加（
各
回

定
員
1
0
0
名
）

※
館
外
で
の
開
催
で
す
。

※ 

事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順
、
参
加
無
料

「
そ
れ
で
も
獅
子
は
旅
を
続
け
る

―
山
本
源
太
夫
社
中 

伊
勢
大
神
楽
日
誌
」

日
時　

2
0
2
3
年
1
月
22
日（
日
）

 

13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

解
説　

神
野
知
恵（
本
館 

特
任
助
教
）

　
　
　

山
中
由
里
子（
本
館 

教
授
）

　
　
　

 

杉
浦
康
博
・
斎
藤
晋（
伊
勢
大
神
楽

講
社 

山
本
源
太
夫
社
中
）

司
会　

黒
田
賢
治（
本
館 

助
教
）

「
マ
レ
ー
シ
ア 

ク
ラ
ン
タ
ン
の
影

絵
人
形
芝
居
」

日
時　

2
0
2
3
年
1
月
28
日（
土
）

 

14
時
〜
16
時（
13
時
30
分
開
場
）

解
説　

福
岡
正
太（
本
館 

教
授
）

　
　
　

 

戸
加
里
康
子（
東
京
外
国
語
大
学 

非
常
勤
講
師
）

司
会　

黒
田
賢
治（
本
館 

助
教
）

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
先
行
受
付

　

12
月
12
日（
月
）〜
16
日（
金
）

　

定
員
各
回
9
名
、
会
場
参
加
対
象

　
【
申
込
先
】

　

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

　
（
千
里
文
化
財
団
）

■
一
般
受
付　

12
月
19
日（
月
）〜

　

2
0
2
3
年
1
月
13
日（
金
）

「
漢
族
の
祖
先
祭
祀
と
祖
廟
」

日
時　

2
0
2
3
年
2
月
5
日（
日
）

 

14
時
〜
16
時（
13
時
30
分
開
場
）

解
説　

韓
敏（
本
館 

教
授
）

司
会　

黒
田
賢
治（
本
館 
助
教
）

「
オ
ア
シ
ス
都
市
の
く
ら
し
」

日
時　

2
0
2
3
年
2
月
11
日（
土
・
祝
）

13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

解
説　

寺
村
裕
史（
本
館 

准
教
授
）

司
会　

黒
田
賢
治（
本
館 

助
教
）

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
先
行
受
付

　

12
月
19
日（
月
）〜
23
日（
金
）

　

定
員
各
回
9
名
、
会
場
参
加
対
象

　
【
申
込
先
】

　

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

　
（
千
里
文
化
財
団
）

■
一
般
受
付　

12
月
26
日（
月
）〜

　

2
0
2
3
年
1
月
27
日（
金
）

人
間
文
化
研
究
機
構
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
連

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
地
域
文
化
と
博
物
館
」　

第
1
部

「
地
域
文
化
の
保
存
と
活
用

―
博
物
館
の
視
点
か
ら
」

日
時　

12
月
16
日（
金
）

 

13
時
30
分
〜
16
時
40
分

趣
旨
解
説　

日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

発
表
者 

 

小
谷
竜
介（
国
立
文
化
財
機
構

文
化
財
防
災
セ
ン
タ
ー
）

 
 

井
上
舞（
本
館 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研

究
員
）

 
 

武
知
邦
博（
枚
方
市
立
旧
田
中
家

鋳
物
民
俗
資
料
館
）

総
合
討
論　

　

 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

川
村
清
志（
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館 

准
教
授
）

　

 

パ
ネ
ラ
ー　

小
谷
竜
介
、
井
上
舞
、

武
知
邦
博

総
合
司
会　

末
森
薫（
本
館 

准
教
授
）

第
2
部

「
市
民
参
画
型
博
物
館
の
可
能
性
」

日
時　

12
月
17
日（
土
）

 

10
時
30
分
〜
16
時
10
分

趣
旨
解
説　

日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

基
調
講
演 

 

陳
倩
慧（
桃
園
市
立
大
渓
木

藝
生
態
博
物
館 

館
長
）

 
 

黄
貞
燕（
国
立
台
北
藝
術
大

学
博
物
館
研
究
所 

所
長
）

発
表
者 

邱
君
妮（
東
京
文
化
財
研
究
所
）

 
吳
敏
惠（
社
頭
文
化
計
画
の
主
宰
）

 
 

張
柏
宥（
元
桃
園
市
立
大
渓
木

藝
生
態
博
物
館 

館
員
）

総
合
討
論　

　

 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

 
 

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

　

パ
ネ
ラ
ー 

陳
倩
慧
、
黄
貞
燕
、

　

 
 

邱
君
妮
、
吳
敏
惠
、
張
柏
宥

総
合
司
会　

 

和
髙
智
美（
合
同
会
社
文
化

創
造
巧
芸
）

※
各
回
と
も
に
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配

信
）で
の
参
加
と
な
り
ま
す（
定
員

4
5
0
名
）。

【
申
込
期
間
】　
12
月
14
日（
水
）ま
で

主
催　

 

国
立
民
族
学
博
物
館
、
桃
園
市
立

大
渓
木
藝
生
態
博
物
館（
台
湾
）

※
事
前
申
込
制
、
先
着
順
、
参
加
無
料

お
問
い
合
わ
せ
先

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
地
域
文
化
と
博
物
館
」事

務
局　

hid
akakikan4@

g
m

ail.co
m

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

年
末
年
始
イ
ベ
ン
ト

「
み
ん
ぱ
く
　
う
さ
ぎ
さ
が
し
」

み
ん
ぱ
く
の
新
し
い
ワ
ー
ク
シ
ー
ト「
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
・
カ
ー
ド
」を
使
い
な
が
ら
、
展

示
場
に
い
る
2
0
2
3
年
の
干
支
で
あ
る

「
う
さ
ぎ
」を
探
し
ま
す
。
参
加
者
に
は
参

加
賞
を
贈
呈
し
ま
す
。

日
時　

 

12
月
25
日（
日
）、
2
0
2
3
年
1

月
7
日（
土
）、
8
日（
日
）

 
 

10
時
〜
17
時（
16
時
受
付
終
了
、
配

布
予
定
数
が
な
く
な
り
次
第
終
了
）

受
付
場
所　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

会
場　

本
館
展
示
場

※
当
日
随
時
受
付
、
各
日
先
着
1
0
0
名
、

参
加
無
料

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　

2
0
2
3
年
1
月
15
日（
日
）ま
で

会
場　

渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館

開
場
時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
6
時

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400名
※事前申込制（先着順）、参加無料
・当日参加受付あり（定員80名）

第528回
12月17日（土）13時30分～15時（13時開場）
神殿をつくることから生まれた文明
― 古代アンデスの祭祀建造物
講師　松本雄一（本館 准教授）

【申込期間】
■ 一般受付
　12月14日（水）まで
　※友の会先行受付は終了しました。

第529回
2023年1月21日（土）
13時30分～15時（13時開場）
アラビアンナイトと
ヨーロッパの音楽風景
講師 西尾哲夫（本館 教授）
 岡本祥子（ピアニスト）
 岡本尚子（本館 特任助教）

18世紀に仏語訳されたアラビアンナイトは世
界文学となり、芸術の源泉ともなってきまし
た。異文化との遭遇が生んだヨーロッパの
音楽風景から、他者との共感を共創していく
ことについて考えます。

【申込期間】
■友の会先行予約　
　12月12日（月）～16日（金） （定員80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
　12月19日（月）～2023年1月18日（水）

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう
本館の研究者が「みんぱくの展示資料」「調
査している地域（国）の最新情報」「現在取り
組んでいる研究」についてわかりやすくお話
しします。

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

※開始30分前に開場

12月11日（日） 14時30分～15時15分
マダガスカルの霊長類と人
話者　市野進一郎（本館 特任助教）

（
入
館
は
閉
館
時
刻
の
30
分
前

ま
で
、
毎
週
金
曜
日
は
夜
8

時
ま
で
開
館
）

休
館
日 

 

月
曜
日（
た
だ
し
1
月
9
日
は
除

く
）、
12
月
29
日（
木
）
〜

2
0
2
3
年
1
月
3
日（
火
）、

10
日（
火
）

主
催　

渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館

 

国
立
民
族
学
博
物
館

 

公
益
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団

休
館
日
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
は
12
月
28
日（
水
）
か
ら

2
0
2
3
年
1
月
４
日（
水
）ま
で
休
館
し

ま
す
。
年
始
は
1
月
5
日（
木
）か
ら
開
館

し
ま
す
。

訃
報
　
小
山
修
三
名
誉
教
授

本
館
の
小こ

山や
ま

修
し
ゅ
う

三ぞ
う

名
誉
教
授（
83

歳
）が
さ
る
10
月
26
日
に
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。
民
族
学
、
考
古
学
が
ご

専
門
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ
リ

ジ
ニ
研
究
、
青
森
市
の
三
内
丸
山
遺

跡
の
調
査
研
究
で
、『
狩
人
の
大
地

―
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ボ
リ
ジ
ニの

世
界
』や『
縄
文
時
代
―
コ
ン
ピュー

タ
考
古
学
に
よ
る
復
元
』等
多
く
の

著
書
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
本
館

に
は
1
9
7
6
年
に
助
教
授
と
し
て

着
任
さ
れ
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
関
連
の
資

料
を
数
多
く
収
集
さ
れ
ま
し
た
。

2
0
0
2
年
に
退
職
後
は
、
吹
田

市
立
博
物
館
長
と
し
て
、
民
博
の

所
在
す
る
吹
田
市
の
文
化
振
興
に

も
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
千

里
文
化
財
団
の
理
事
長
も
務
め
ら

れ
、
本
館
の
支
援
活
動
に
ご
尽
力
い

た
だ
き
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 



朝
鮮
戦
争
期
に
描
か
れ
た
仏
像
の
絵

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
、
金キ

ム

煥フ
ァ
ン

基ギ

（
一
九
一
三

～
一
九
七
四
年
）
と
い
う
韓
国
人
画
家
の
朝
鮮

戦
争
期
の
活
動
を
調
査
し

て
き
た
。
朝
鮮
半
島
に
お

け
る
南
北
分
断
と
朝
鮮
戦

争
の
惨
禍
は
筆
舌
に
尽
く

し
難
く
、
芸
術
史
に
お
い

て
も
ま
さ
に
半
身
を
も
が

れ
る
よ
う
な
出
来
事
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
金
煥
基

も
ま
た
失
意
の
な
か
で
ソ

ウ
ル
か
ら
臨
時
首
都
・
釜プ

山サ
ン

に
避
難
し
制
作
を
続
け

て
お
り
、
わ
た
し
は
こ
の
時

期
に
彼
が
ど
の
よ
う
に
絵

画
制
作
と
向
き
合
っ
て
き

た
の
か
を
資
料
調
査
と
現

地
踏
査
か
ら
考
え
て
き
た
。

現
存
作
品
か
ら
の
判
断
で
は
あ
る
が
、
金

煥
基
は
朝
鮮
戦
争
期
に
の
み
仏
像
の
絵
を
描

い
て
い
る
。
普
段
の
制
作
に
結
び
付
か
な
い

モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
な
ぜ
描
か
れ
た
の
か
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
詳
し
く
言
及
さ
れ

て
は
こ
な
か
っ
た
。
油
彩
画
は
仏
の
顔
の
部

分
だ
け
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
描
い
た
も
の
ば
か
り

で
、《
石ソ
ッ
ク
ラ
ム

窟
庵
の
印
象
》と
い
う
慶キ

ョ
ン
サ
ン
ブ
ッ
ド

尚
北
道
・

慶キ
ョ
ン

州ジ
ュ

の
寺
社
を
示
す
タ
イ
ト
ル
の
作
品
が
一

点
あ
っ
た
。
ま
た
顎
の
下
部
が
損
傷
し
顔
の

左
側
が
縦
に
ひ
び
割
れ
た
仏
頭
を
描
い
た
ド

ロ
ー
イ
ン
グ
が
あ
り
、
こ
れ
は
特
定
の
仏
像

を
写
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
顔
だ
け
が

描
か
れ
た
油
彩
画
の
原
案
に
な
っ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
推
測
で
き
た
。

こ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
資

料
を
探
し
て
み
る
と
、
日
本
統
治
期
に
慶
州

で
撮
影
さ
れ
た
写
真
の
な
か
に
同
じ
仏
頭
が

あ
り
、
こ
れ
が
当
時
か
ら
知
ら
れ
た
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
現
在
は
国
立
慶
州
博

物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
ら
に
釜
山
避
難
期
に
金
煥
基
が
美
術
大
学

の
学
生
を
連
れ
て
慶
州
に
出
か
け
て
い
た
こ

と
、
く
わ
え
て
別
の
西
洋
画
家
も
ま
た
当
時

の
雑
誌
に
挿
画
と
し
て
同
じ
仏
頭
を
描
い
て

い
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
金
煥
基
が
描

い
た
仏
頭
の
実
物
を
見
る
こ
と
と
、
な
ぜ
朝

鮮
戦
争
期
に
韓
国
の
画
家
た
ち
が
相
次
い
で

こ
の
仏
頭
を
描
い
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
と

い
う
ふ
た
つ
の
目
的
の
た
め
、
慶
州
で
現
地

踏
査
と
文
献
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
。

慶
州
の
ベ
テ
ラ
ン
水
先
案
内
人
、

タ
ク
シ
ー
の
運
転
士
さ
ん

仏
教
文
化
が
花
開
い
た
慶
州
は
、
統
一
新

羅
時
代
の
仏プ

ル

国グ
ク

寺サ

と
石
窟
庵
の
世
界
遺
産
で

知
ら
れ
る
観
光
名
所
で
あ
る
。
慶
州
の
タ
ク

シ
ー
会
社
の
ワ
ン
デ
イ
プ
ラ
ン
を
予
約
し
現

地
で
待
ち
合
わ
せ
る
と
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
も

仏
国
寺
へ
運
転
で
き
そ
う
な
年
配
の
ベ
テ
ラ

ン
運
転
士
さ
ん
に
迎
え
ら
れ
た
。
い
つ
も
の
孤

独
な
資
料
調
査
と
は
異
な
り
、
車
内
で
は
慶

州
こ
と
ば
に
よ
る
観
光
案
内
が
に
ぎ
や
か
で
、

同
僚
や
家
族
か
ら
の
着
信
を
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー

で
受
け
「
今
お
客
さ
ん
乗
せ
て
っ
か
ら
！
」
と

言
い
な
が
ら
も
続
く
雑
談
を
聞
く
の
も
楽
し

い
。
こ
の
運
転
士
さ
ん
の
お
か
げ
で
ど
ん
な
小

さ
な
資
料
館
も
迷
わ
ず
行
く
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
ど
ん
な
に
辞
退
し
て
も
「
こ
れ
が
仕

事
だ
か
ら
！
」
と
す
べ
て
の
目
的
地
の
入
口

で
記
念
写
真
を
撮
影
し
て
く
れ
る
の
だ
っ
た
。

こ
の
現
地
踏
査
と
関
連
資
料
調
査
を
通
じ

て
わ
か
っ
た
の
は
、
新
羅
の
都
が
あ
っ
た
慶
州

は
、
近
現
代
史
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
文

脈
を
も
つ
地
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
統
治
期
、
朝
鮮
総
督
府
は
植
民
地
政
策

の
一
環
と
し
て
古
跡
調
査
を
お
こ
な
っ
た
が
、

同
時
に
密
売
目
的
の
盗
掘
や
破
壊
も
進
み
、

金
煥
基
が
描
い
た
仏
頭
も
ま
さ
に
こ
の
時
期

に
盗
掘
犯
が
し
か
け
た
爆
発
物
に
よ
っ
て
破

壊
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
南
北
分

断
に
よ
っ
て
大
韓
民
国
が
建
国
さ
れ
る
と
、
南

側
の
統
一
王
朝
で
あ
っ
た
新
羅
の
歴
史
や
文

化
が
国
民
国
家
形
成
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。
慶
州
に
ゆ
か
り
の
あ
る
文
学
者
た

ち
が
熱
心
に
創
作
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
一

方
で
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
と
再
び
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
財
が
被
害
を
受
け
た
。
朝
鮮
戦
争

期
に
お
い
て
金
煥
基
と
ほ
か
の
画
家
た
ち
が

し
ば
し
ば
こ
の
仏
頭
を
画
題
と
し
た
の
は
、
目

ま
ぐ
る
し
い
社
会
変
化
に
翻
弄
さ
れ
る
朝
鮮

美
術
の
運
命
を
傷
つ
い
た
仏
の
顔
に
映
し
て

い
た
か
ら
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

慶
州
滞
在
の
最
後
に
国
立
慶
州
博
物
館
で

こ
の
仏
頭
の
現
在
の
姿
を
見
た
。
そ
れ
は
日

本
統
治
期
の
写
真
や
金
煥
基
の
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
で
見
た
、
地
面
に
置
か
れ
黒
ず
ん
だ
頭
だ

け
の
仏
さ
ま
と
は
異
な
り
、
石
肌
が
真
っ
白

に
洗
わ
れ
本
来
の
立
ち
姿
の
状
態
で
胸
の
部

分
ま
で
が
修
復
さ
れ
た
巨
大
な
胸
部
像
で
あ

っ
た
。
あ
ま
り
に
真
新
し
く
修
復
さ
れ
衝
撃

的
で
も
あ
っ
た
が
、
過
去
の
辛
い
歴
史
を
ま

っ
た
く
思
い
起
さ
せ
な
い
明
る
く
堂
々
と
し
た

現
在
の
姿
に
も
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
っ
た
。

慶
州
を
発た

っ
た
後
、
お
世
話
に
な
っ
た
運
転

士
さ
ん
か
ら
ス
マ
ホ
に
や
け
に
重
い
デ
ー
タ
が

送
ら
れ
て
き
た
。
こ
わ
ご
わ
開
い
て
み
る
と

各
所
で
の
わ
た
し
の
記
念
写
真
が
動
画
仕
立

て
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

な
歌
謡
曲
の
B
G
M
が
つ
き
、
徐
々
に
疲
れ

果
て
て
い
く
半
笑
い
の
自
分
を
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ

ー
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
時
下
の
美
術

調
査
に
対
す
る
緊
張
を
し
ば
し
忘
れ
、
最
後

に
大
笑
い
し
て
慶
州
の
旅
が
終
わ
っ
た
。

松ま
つ

岡お
か 

と
も
子こ

民
博 

外
来
研
究
員
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　画
家
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
た

仏国寺天王門 四天王像（2019年）

韓国

韓国韓国韓国
慶州慶州

石造仏立像（修復後）  統一新羅時代  国立慶州博物館（2019年）

 金煥基 《壊れた仏頭》 1952年  紙・鉛筆  29×41㎝  煥基美術館
©煥基財団・煥基美術館
（出典：煥基美術館学芸室『WHANKI MUSEUM HIGHLIGHTS』
煥基財団・煥基美術館、2019年）

石窟庵の広場（2019年）

―
画
家
が
描
い
た
仏
頭
を
訪
ね
て

朝
鮮
戦
争
と
慶
州

上：仏国寺紫霞門（2019年）
下：仏国寺回廊（2019年）

ウェブサイトでは
非掲載にしています。
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バ
ッ
ジ
は
本
来
、
衣
服
の
襟
ま
た
は
胸
の
部
分
に
付

け
、
着
用
者
の
所
属
、
資
格
、
階
級
、
功
績
等
を
あ
ら

わ
す
徽き

章し
ょ
う・

記
章
の
こ
と
で
あ
る
。
毛も

う

沢た
く

東と
う

の
肖
像
が

入
っ
て
い
る
バ
ッ
ジ
は
、
文
化
大
革
命
初
期
（
一
九
六

六
～
一
九
六
九
年
）
に
集
中
的
に
中
国
大
陸
の
各
地
で
製

造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
毛
沢
東
バ
ッ
ジ
の
表
面
と
裏

面
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
や
文
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
が
毛
沢
東
バ
ッ
ジ
を
研
究
の
テ
ー
マ
に
し
た

き
っ
か
け
は
、
一
九
九
四
年
か
ら
着
目
し
て
い
る
現
代

中
国
に
お
け
る
毛
沢
東
観
光
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。

中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
の
父
で
あ
る
毛
沢
東
は
、

一
九
八
〇
年
代
に
中
国
政
府
に
よ
り
再
評
価
さ
れ
、
国

家
を
ま
と
め
る
政
治
的
象
徴
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
時

期
に
導
入
さ
れ
た
社
会
主
義
市
場
経
済
に
よ
っ
て
、
観

光
業
者
や
毛
氏
一
族
と
一
般
の
村
人
が
毛
沢
東
を
テ
ー

マ
と
す
る
観
光
産
業
に
参
入
し
、
生
家
が
聖
地
化
さ
れ

る
な
ど
、
毛
沢
東
の
イ
メ
ー
ジ
は
よ
り
多
元
化
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
毛
沢
東
の
象
徴
性
に
関
す
る
聞
き

取
り
調
査
の
な
か
で
、
バ
ッ
ジ
が
人
び
と
の
語
り
や
生

活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
気

づ
い
た
。
そ
の
後
、
バ
ッ
ジ
の
入
手
ル
ー
ト
や
使
用
状

況
、
バ
ッ
ジ
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
な
ど
に
つ
い
て
調
査

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
〇
億
枚
つ
く
ら
れ
た
毛
沢
東
バ
ッ
ジ

本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
わ
た
し
が
二
〇
〇
八
年
と
二

〇
一
〇
年
に
遼

り
ょ
う

寧ね
い

省
瀋し

ん

陽よ
う

市
、
雲う

ん

南な
ん

省
昆こ

ん

明め
い

市
、
安あ

ん

徽き

省
宿し

ゅ
く

州し
ゅ
う

市
で
調
査
し
た
と
き
に
収
集
し
た
も
の
で
あ

る
。毛

沢
東
バ
ッ
ジ
は
、
文
化
大
革
命
初
期
の
中
国
に
お

い
て
、
地
域
や
民
族
の
範は

ん

疇ち
ゅ
うを

超
え
た
、
国
民
的
装
身

具
と
な
っ
た
。
当
時
、
瀋
陽
市
で
小
学
生
だ
っ
た
わ
た

し
も
、
同
級
生
の
ほ
と
ん
ど
が
バ
ッ
ジ
を
胸
に
付
け
て

い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
バ
ッ
ジ
の
着
用
率
が
い
ち
ば

ん
高
い
一
九
六
九
年
に
は
、
全
人
口
の
九
四
パ
ー
セ
ン

ト
に
達
し
て
い
た
。
当
時
、
中
国
の
各
省
、
市
、
県
、

工
場
、
政
府
機
関
、
解
放
軍
部
隊
、
学
校
、
民
間
組
織

が
毛
沢
東
バ
ッ
ジ
を
製
造
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
製

造
さ
れ
た
毛
沢
東
バ
ッ
ジ
の
数
は
、
三
〇
億
枚
に
上
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

バ
ッ
ジ
が
語
る
ス
ト
ー
リ
ー

毛
沢
東
バ
ッ
ジ
の
存
在
は
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る

一
方
、
誰
が
何
の
た
め
に
製
造
し
た
の
か
、
あ
る
い
は

ど
の
よ
う
に
入
手
し
て
使
用

し
た
の
か
は
、
十
分
に
説

明
さ
れ
て
い
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。
本
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
は
で
き
る
か

ぎ
り
バ
ッ
ジ
の
情
報
や

使
用
状
況
を
反
映
さ
せ
る

よ
う
に
し
て
い
る
。

バ
ッ
ジ
１
の
毛
沢
東
の
肖
像
の

下
に
あ
る
皿
に
載
っ
て
い
る
の
は
果
物
の
マ

ン
ゴ
ー
で
あ
る
。
一
九
六
八
年
八
月
五
日
、
毛
沢
東

は
パ
キ
ス
タ
ン
外
相
と
の
会
見
の
際
に
マ
ン
ゴ
ー
を

も
ら
っ
た
。
毛
沢
東
は
当
時
め
ず
ら
し
か
っ
た
そ
の

マ
ン
ゴ
ー
を
清せ

い

華か

大
学
に
進
駐
し
た
ば
か
り
の
労
働

者
毛
沢
東
思
想
宣
伝
隊
に
贈
り
、
宣
伝
隊
を
支
持
す

る
態
度
を
表
明
し
た
。
一
方
、
毛
沢
東
か
ら
マ
ン
ゴ
ー

を
も
ら
っ
た
労
働
者
た
ち
は
そ
の
マ
ン
ゴ
ー
を
聖
な

る
も
の
と
し
、
そ
し
て
多
く
の
人
や
次
の
世
代
の
目

に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
マ
ン
ゴ
ー
を
蠟ろ

う

で
封
じ
て
保
存
し
た
。
そ
の
後
、
実
物
サ
イ
ズ
の
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
の
マ
ン
ゴ
ー
が
複
製
さ
れ
、
各
地
の
労
働

者
宣
伝
隊
に
贈
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
記
念
す
る
た
め
、

各
地
で
マ
ン
ゴ
ー
バ
ッ
ジ
が
製
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

バ
ッ
ジ
２
は
通
常
の
バ
ッ
ジ
よ
り
サ
イ
ズ
の
大
き
い

鉄
製
の
も
の
で
あ
る
。
バ
ッ
ジ
の
所
有
者
で
あ
る
徐じ

ょ

氏

は
、
文
化
大
革
命
の
こ
ろ
、
職
場
の
労
働
模
範
と
し
て

表
彰
さ
れ
た
際
に
奨
励
品
と
し
て
こ
の
バ
ッ
ジ
が
贈
呈

さ
れ
た
と
筆
者
に
語
っ
て
く
れ
た
。

日
英
中
の
多
言
語
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

こ
の
よ
う
に
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
バ
ッ
ジ
の
図
案

や
文
字
に
つ
い
て
の
解
説
と
現
地
調
査
に
基
づ
い
た
詳

細
な
関
連
情
報
を
掲
載
し
て
お
り
、
社
会
主
義
中
国
に

お
け
る
国
民
的
装
身
具
の
実
態
や
歴
史
的
背
景
と
社
会

的
状
況
に
関
す
る
基
本
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
日
本
語
・
英
語
・
中
国
語
に
よ
る
多
言
語

で
の
情
報
発
信
に
よ
り
、
多
く
の
国
の
研
究
者
と
一
般

の
人
び
と
に
、
中
国
の
社
会
主
義
的
近
代
化
の
暮
ら
し

に
対
す
る
理
解
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
世
界
初
の
毛

沢
東
バ
ッ
ジ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
い
え
る
。

コレクション
あれこれ

世界初の毛沢東バッジ
データベース
韓
ハ ン

 敏
ミ ン

 民博 超域フィールド科学研究部

毛沢東バッジデータベース
資料点数：98点
この毛沢東バッジコレクションは、筆者が2008年と2010年に中国の遼寧省瀋陽市、
安徽省宿州市、雲南省昆明市で収集したものである。98点のバッジは、1966〜69年
に中国大陸の各地で製造されたものであり、バッジの表裏にある文字
や文様の情報、意味およびその時代背景について、日本語・英語・中
国語の3言語で説明している。2022年6月からWEB公開中。
https://htq.minpaku.ac.jp/databases/mzbadge/

バッジ1：マンゴーバッジ（左、H0326604）
バッジ2：徐氏が職場から贈呈されたバッジ

（下、H0326581）

文化大革命のころ、職場で労働模範として表彰さ
れた竹細工職人の徐氏（安徽省宿州市、2008年）

毛沢東グッズの買い取りと販売をしている店
（雲南省昆明市、2008年）

Hからはじまる番号は本館の標本資料番号です。

胸にバッジを付けた小学生の記念写真
（瀋陽中山広場、1969年、提供：H氏）

毛沢東の生家がある韶山郷にて、毛沢東バッジなどの土産品コーナーで聞き取り調査をおこなう筆者
（右）。生家は1951年に革命記念地として一般公開された（撮影：韓春栄、湖南省韶山市、1994年）

H0254045

H0254000

H0254043 H0254025

H0326606H0254076

H0254016

H0254029
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わ
た
し
は
一
〇
年
以
上
前
に
、ジ
ョ
ー
ジ
ア（
旧

グ
ル
ジ
ア
）
の
カ
ヘ
テ
ィ
州
の
北
東
部
に
位
置
す

る
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
地
方
を
訪
れ
た
。
ロ
シ
ア
の
ダ

ゲ
ス
タ
ン
共
和
国
と
チ
ェ
チ
ェ
ン
共
和
国
に
接
す

る
山
岳
地
帯
の
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
で
は
、
古
く
か
ら

牧
羊
が
営
ま
れ
て
き
た
。
山
岳
民
の
生
活
に
興

味
が
あ
っ
た
わ
た
し
は
、
北
東
部
に
ル
ー
ツ
を
も

つ
知
人
の
伝
手
で
、
一
カ
月
ほ
ど
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ

の
人
び
と
と
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に

「
観
て
ほ
し
い
」と
勧
め
ら
れ
た
の
が
こ
の
映
画
だ
。

山
の
頂
へ
の
過
酷
な
道
の
り

一
九
七
六
年
に
公
開
さ
れ
た
「
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ

の
牧ぼ

く

人じ
ん

」
は
、
ソ
ソ
・
チ
ハ
イ
ゼ
（
一
九
三
七
～

一
九
九
二
年
）
監
督
に
よ
る
長
編
映
画
だ
。
主
人

公
以
外
の
俳
優
に
は
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の
人
び
と
が

起
用
さ
れ
、
牧
人
た
ち
の
日
常
が
あ
り
の
ま
ま
に

描
か
れ
て
い
る
。
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の
牧
人
た
ち
の

村
で
、
一
年
間
働
く
こ
と
に
な
っ
た
主
人
公
の
レ

ク
ソ
は
、
母
の
心
配
を
よ
そ
に
数
百
頭
も
の
羊
の

群
れ
を
引
き
連
れ
て
山
に
移
動
す
る
。「
道
端
で

倒
れ
て
い
る
ヒ
バ
リ
を
見
た
者
は
、
旅
路
で
息
絶

え
た
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の
牧
人
の
よ
う
に
哀
れ
に
思

う
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
物
語
る
よ
う
に
、
牧
人

の
道
の
り
は
過
酷
な
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
冬
場
は

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
国
境
付
近
の
カ
ヘ
テ
ィ
州
の

平
原
ま
で
羊
を
連
れ
て
い
き
、
雪
解
け
が
始
ま

る
五
月
ご
ろ
に
北
東
部
山
岳
の
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の

山
の
頂
ま
で
羊
を
連
れ
て
い
く
。
五
月
の
山
道
は

雪
が
完
全
に
解
け
て
お
ら
ず
、
雪
崩
に
巻
き
込

ま
れ
る
危
険
も
あ
り
、
牧
人
た
ち
の
旅
は
常
に

死
と
隣
り
合
わ
せ
だ
。
映
画
の
な
か
に
登
場
す

る
幼
い
ズ
リ
コ
の
父
親
も
羊
を
連
れ
て
い
く
最
中

に
命
を
落
と
し
て
い
る
。
牧
人
た
ち
は
山
の
ふ
も

と
か
ら
三
日
ほ
ど
歩
い
て
、
よ
う
や
く
山
の
頂
に

た
ど
り
着
く
。
そ
し
て
電
気
も
ガ
ス
も
な
い
山
の

牧
草
地
で
夏
の
終
わ
り
ま
で
羊
を
放
牧
さ
せ
た

後
、
雪
が
降
る
前
の
九
月
に
山
を
後
に
す
る
。

映
画
の
な
か
で
も
牧
人
た
ち
は
カ
ヘ
テ
ィ
の
平

原
か
ら
山
の
頂
を
目
指
す
。
山
へ
向
か
う
途
中

で
羊
を
盗
も
う
と
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、

牧
人
た
ち
は
雪
の
山
道
を
越
え
て
、
陽
光
が
差

す
山
の
頂
に
た
ど
り
着
く
。

ソ
連
時
代
以
降
、
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の
人
び
と
の

多
く
は
山
か
ら
下
り
て
、
便
利
な
暮
ら
し
を
求

め
て
カ
ヘ
テ
ィ
州
の
村
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
毎
年
七
月
末
に
お
こ
な
わ
れ
る
四
世
紀

の
セ
バ
ス
テ
イ
ア
の
殉
教
者
・
聖
ア
テ
ノ
ゲ
ネ
ス

の
祭
の
時
期
に
な
る
と
、
人
び
と
は
故
郷
の
山

を
目
指
す
。
映
画
の
な
か
に
も
山
を
目
指
す
牧

人
た
ち
が
、
幼
い
ズ
リ
コ
に
「
こ
こ
が
お
前
の
故

郷
だ
」
と
声
を
か
け
る
印
象
的
な
場
面
が
登
場

す
る
。
最
近
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
車
に
乗
っ
て

山
を
目
指
す
が
、
羊
を
連
れ
て
歩
き
な
が
ら
険

し
い
山
道
を
登
る
牧
人
た
ち
に
、
畏
敬
の
念
を

抱
く
人
も
多
い
。

ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の
暮
ら
し

ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
、
先
祖

た
ち
が
暮
ら
し
て
い
た
山
は
聖
な
る
場
所
だ
と

み
な
さ
れ
て
い
る
。
山
の
頂
に
や
っ
て
来
た
人
び

と
は
、
野
牛
の
角
の
杯
に
酒
を
注
ぎ
、
山
で
命

を
落
と
し
た
牧
人
た
ち
に
祈
り
を
捧さ

さ

げ
る
。
山

で
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
他
地
域
と
は
異
な
り
、
ワ
イ

ン
を
飲
む
習
慣
が
な
く
、
自
家
製
の
黒
ビ
ー
ル

や
蒸
留
酒
が
振
る
舞
わ
れ
る
。
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の

人
び
と
は
正
教
徒
で
あ
る
が
、
何
故
か
山
に
や
っ

て
来
る
と
豚
肉
を
食
べ
よ
う
と
し
な
い
。
映
画
の

な
か
に
も
、
山
の
頂
に
や
っ
て
来
た
牧
人
た
ち

が
、
祝
祭
日
の
宴
に
加
わ
り
、
石
造
り
の
祠ほ

こ
らの

前
で
、
蒸
留
酒
や
ビ
ー
ル
が
入
っ
た
杯
を
掲
げ
て

祈
り
を
捧
げ
る
場
面
が
登
場
す
る
。
宴
も
た
け

な
わ
に
な
る
と
、
老
若
男
女
が
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン

の
旋
律
と
と
も
に
歌
い
踊
り
は
じ
め
る
。
現
在
で

も
お
な
じ
み
の
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の
光
景
だ
。
宴
が

終
わ
る
と
、
レ
ク
ソ
は
再
び
都
会
の
日
常
に
戻

り
、
ズ
リ
コ
は
山
の
寄
宿
学
校
に
身
を
寄
せ
る
。

映
画
で
は
男
性
の
生
活
に
焦
点
が
当
て
ら
れ

る
が
、
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
で
は
古
く
か
ら
羊
毛
を

使
っ
た
靴
下
や
絨
じ
ゅ
う

毯た
ん

の
製
作
は
女
性
に
よ
っ
て

お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
他
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い

幾
何
学
模
様
が
あ
し
ら
わ
れ
た
靴
下
や
絨
毯
は
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
全
域
で
よ
く
知
ら
れ
た
存
在
だ
。

ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の
羊
毛
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
生
産

さ
れ
る
羊
毛
の
八
割
以
上
を
占
め
る
。
そ
の
頑

丈
な
毛
は
、
ソ
連
時
代
に
は
兵
士
の
服
に
用
い

ら
れ
て
い
た
。
ソ
連
崩
壊
後
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
は
、

羊
毛
を
国
外
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
動
き
も

あ
っ
た
が
、粗
い
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
の
羊
毛
は
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
不
評
だ
。
し
か
し
な
が
ら
最
近
で
は

カ
ヘ
テ
ィ
州
の
羊
毛
加
工
企
業
が
奮
闘
し
、
年
々

増
え
つ
つ
あ
る
ト
ゥ
シ
ェ
テ
ィ
を
訪
れ
る
国
外
か

ら
の
観
光
客
を
対
象
に
あ
ら
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
を

展
開
し
て
い
る
。

シネ
倶楽部M

靴下を履いて踊る少女たち。お洒落は足元から
（カヘティ州、ゼモ・アルヴァニ村、2011年）

トゥシェティ地方の幾何学模様
（カヘティ州、ゼモ・アルヴァニ村、2011年）

ジ
ョ
ー
ジ
ア
北
東
部
に
お
け
る

牧
人
と
山
岳
民
の
暮
ら
し

山の斜面で草を食む羊たち（カヘティ州、オマロ村近郊、2011年）

久ひ
さ

岡お
か 

加か

枝え

民
博 

外
来
研
究
員

「トゥシェティの牧人」
原題 ： თუში მეცხვარე
1976年／ジョージア（グルジア）／グルジア語／240分／DVDなし
監督 ： ソソ・チハイゼ
出演 ： イラクリ・ヒザニシュヴィリ、ラマズ・スラカウリほか

馬で山道を駆け抜ける青年たち
（カヘティ州、オマロ村、2011年）

羊毛製の部屋履き。
毛染には化学染料の
他、ヤマハッカなどの
天然素材も用いられる
（2022年）



耳を怠けさせろ？
林
はやし

 明
あき

仁
ひと

上智大学アジア文化研究所客員所員

仕事で東南アジアに住んで8年が過ぎようとし
ている。まずラオスに6年強、そして現在カンボ
ジアに住んで2年が経

た

つ。ラオスとカンボジアは
東南アジアの小国であり、隣国である。日本人
の多くは、この2つの国と接点のないままに人生
を過ごすだろう。かろうじて一部の人は「アン
コール・ワットに行きたい」という理由でカン
ボジアに来るかもしれない。そんな事情を反映
してか、海外旅行をする人であれば誰しもが購
入したか購入を検討したであろう『地球の歩き
方』（ダイヤモンド・ビッグ社）のカンボジア版だ
け、タイトルが『アンコール・ワットとカンボ
ジア』となっている。通常、ガイドブックのタ
イトルは国名であるにもかかわらず、だ。ラオ
スにいたっては、村上春樹が『ラオスにいった
い何があるというんですか？』（文藝春秋）とい
う本まで出してしまった。
こんな2つの国のことばは、似ているようで似
ていないなんとももどかしい関係になっている。
2つのことばは、語族は異なるのに文字の系統が
同じなのだ。ラオス語をなんとか読めるように
なっていたわたしはカンボジアに来た当初、「な
んとなく文字も似ているし、ちょっと勉強した
ら大丈夫」と考えていた。しかし、現実は甘く
なかった。まず、たしかに文字の作り方は似て
いるが、かなり複雑だった。子音の数も母音の
数もクメール語の方が多い。しかも、同じ母音
の文字を使っても子音の種類によって発音が変
わってくる。文字を覚えるモチベーションは一
瞬で喪失した。
発音も難しかった。ラオス語と比べると子音

連続や二重母音をもつ単語の数が多いように感
じる。声帯を緊張させない弛

し

喉
こう

母音というもの
もあるらしい。音のもつ雰囲気がベトナム語に
近いと思ったので、カンボジア人の同僚たちに
伝えたら、「全然近くない。タイ語の方がかなり
近い」と一蹴された。言語学的な分類では、ク
メール語とベトナム語が同じ語族でラオス語と
タイ語が同じ語族なのだそうだが、言語学者は
人びとの実感と言語学的な分類の乖

かい

離
り

をどう整
理しているのだろうか。
ところで、カンボジアではラオスと比べて英

語が通じる。しかも、流
りゅう

暢
ちょう

な英語に聞こえる。し
かし、住み始めてしばらく経ったときに気になっ
たことがある。わたしの英語が通じないときが
よくあるのだ。相手は滑らかな英語でしゃべっ
ているのに、わたしがしゃべると「？？」とい
う顔をする。そして気づいた。カンボジア人は
耳がよすぎるのではないかと。クメール語が複
雑な発音の体系をもつためにわずかな発音の違
いも大きな違いと認識してしまうことで、わた
しのジャパニーズイングリッシュが理解できな
のではないかと。
この疑問をプノンペン大学外国語学部卒業の

同僚にぶつけてみた。返事は「そのとおりだと
思う」だった。カンボジア人の英語を聞いたと
きは、発音が滑らかなのでうらやましいと思っ
たが、現実には彼らなりの難しさを抱えて英語
を勉強しているのだ。日本人が英語を学ぶとき
には耳を鍛えないといけないと言われる。カン
ボジアでは、耳を怠けさせろと教えられるのだ
ろうか。今度聞いてみたい。
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月刊みんぱく  2022年12月号
第46巻第12号通巻第543号　2022年12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「パンデミックと世界の芸能」（仮）

次号の予告 1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。

P-B10282

編 集 後 記

かつて、里の石には因縁があるから拾わないほうがいいと聞いたことがある。
そのことはずっと記憶の奥にひっかかっていたが、今号の特集を読んでやっと腑

ふ

に落ちた。「いわ」には人の精神が反映されていて、何かをまとったものだからだ。
このように「いわ」をはじめとする具象的なものに意味を与える文化に対し、
そういった物的存在に心のよりどころを求めない文化もある。具象的なもので
はなく抽象的な概念が人の精神の核になることは、宗教の違いにもあらわれる
のだろう。イスラームは砂漠がほとんどのアラビア半島からはじまった。西アフ
リカのマリにあるジェンネのモスクは泥をこねて造る。サヘル地帯のセネガルで
はムスリムの墓に墓石はない。石のメタファーをもち、堅強な石を積み上げて
建設したキリスト教会とは対照的である。
「いわ」に対する思いと、「いわ」がない世界の観念は、文化の多様性などといっ
た概念で理解できるものなのか、あらためて考えさせられた。（三島禎子）
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お問い
合わせ

2023 年の国立民族学博物館オリジナルカレンダーは、企画展
「海のくらしアート展ーモノからみる東南アジアとオセアニ
ア」の展示資料から選びました。海のくらしから生まれたモノ
の魅力を一年をとおしてお楽しみください。

定価 1,430 円〈税込〉

国立民族学博物館友の会 会員価格 1,287 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 1,144 円〈税込〉です。
◆通信販売の場合、別途発送手数料が必要です。

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
オンラインショップ「World Wide Bazaar」

オンラインショップ

E-mail shop@senri-f.or.jp 10:00〜17:00 水曜日定休

企画展「海のくらしアート展
	 ーモノからみる東南アジアとオセアニア」
会期：2022年 9月8日（木）〜12月13日（火）
場所：本館企画展示場

https://www.senri-f.or.jp/shop/
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