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7
み
ん
ぱ
く
が
好
き
だ
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
い
る
方
々

は
全
員
好
き
だ
と
思
う
が
、
も
ち
ろ
ん
私
も
好
き
で
あ
る
。

み
ん
ぱ
く
に
来
る
と
、「
世
の
中
に
は
こ
ん
な
に
様
々

な
生
活
が
あ
る
の
か
」
と
思
う
。
特
に
私
が
好
き
な
の
は
、

日
常
で
使
う
道
具
の
展
示
だ
。「
な
ん
と
か
し
て
楽
を
し

た
い
ん
だ
！
」
と
い
う
執
念
が
感
じ
ら
れ
る
道
具
は
特
に

い
い
。
例
え
ば
漁
具
の
筌う

け

。
魚
の
通
り
道
に
ほ
っ
て
お
く

だ
け
で
魚
を
捕
ま
え
ら
れ
る
。
私
が
も
の
ぐ
さ
な
性
格
な

の
で
、
も
の
ぐ
さ
を
つ
き
つ
め
た
か
の
よ
う
な
道
具
を
見

る
と
親
近
感
が
わ
い
て
元
気
が
で
る
。
赤
の
他
人
の
中
に

自
分
を
見
つ
け
る
の
は
、
そ
れ
が
た
と
え
も
の
ぐ
さ
と
い

う
共
通
点
で
も
と
て
も
楽
し
い
。

で
も
、
そ
う
や
っ
て
道
具
を
通
し
て
世
界
の
文
化
と
素

敵
な
出
会
い
を
し
た
と
き
、
こ
う
も
思
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

「
こ
れ
を
実
際
に
使
っ
て
み
た
い
！
」

み
ん
ぱ
く
は
博
物
館
で
、
展
示
物
は
き
ち
ん
と
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
も
、
道
具
と
い
う
の
は
手
に
取
ら

な
い
と
ピ
ン
と
来
に
く
い
。「
こ
の
出
っ
張
り
が
大
事
な
の

か
！
」「
こ
こ
が
持
ち
手
だ
っ
た
の
か
！
」
と
い
う
恥
ず
か

し
い
勘
違
い
に
も
、
使
っ
て
初
め
て
気
づ
い
た
り
す
る
の
だ
。

と
い
う
わ
け
で
、
み
ん
ぱ
く
を
愛
す
る
皆
様
に
、
こ
の
場

を
借
り
て
私
か
ら
提
案
さ
せ
て
欲
し
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
「
み
ん
ぱ
く
監
修
で
世
界
の
民
族
の
生
活
を
体
験
で
き
る

ゲ
ー
ム
を
作
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

み
ん
ぱ
く
で
展
示
さ
れ
て
い
る
道
具
の
多
く
は
、
現
代

日
本
で
使
う
に
は
難
し
い
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な

シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
再
現
で
き
る
ゲ
ー
ム
の
中
な
ら
話
は

別
だ
。
特
に
「
狩
猟
」
な
ん
て
、
ま
さ
に
ゲ
ー
ム
の
テ
ー
マ

に
ぴ
っ
た
り
だ
ろ
う
。『
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
』『
モ
ン
ス

タ
ー
ハ
ン
タ
ー
』
な
ど
狩
猟
ゲ
ー
ム
は
す
で
に
山
ほ
ど
出
て

い
る
が
、
ど
れ
も
リ
ア
リ
テ
ィ
や
生
々
し
さ
に
は
欠
け
て
い

る
。
罠わ

な

を
し
か
け
て
何
日
も
待
っ
た
り
、
と
ら
え
た
獲
物
の

血
抜
き
を
し
た
り
、
み
ん
ぱ
く
の
豊
富
な
民
族
学
・
文
化

人
類
学
の
知
識
を
結
集
す
れ
ば
、
ゲ
ー
ム
界
に
一
石
を
投
じ

る
画
期
的
な
狩
猟
ゲ
ー
ム
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

と
、
こ
こ
ま
で
熱
弁
し
た
が
、
も
し
か
す
る
と
（
も
し
か

し
な
く
て
も
）
か
な
り
の
マ
ニ
ア
に
し
か
受
け
な
い
ゲ
ー
ム

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
た
と
え
数
は
少
な
か
っ
た

と
し
て
も
「
み
ん
ぱ
く
監
修
リ
ア
ル
狩
猟
ゲ
ー
ム
」
を
や

り
た
い
人
は
い
る
は
ず
だ
。少
な
く
と
も
、私
は
今
す
ぐ
や
っ

て
み
た
い
。

そ
れ
に
、
も
し
も
そ
ん
な
ゲ
ー
ム
が
出
来
た
ら
、
世
界

各
地
で
消
え
つ
つ
あ
る
狩
猟
文
化
を
、
ゲ
ー
ム
を
通
し
て

別
の
形
で
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

現
実
世
界
で
は
な
く
、
ゲ
ー
ム
と
い
う
仮
想
世
界
で
の
文

化
保
存
。
も
の
ぐ
さ
な
私
は
そ
ん
な
ゲ
ー
ム
を
早
く
誰
か

に
作
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

プロフィール
エンタメライター。データ分析やインタビューを通して、なんでもないことを真剣に調べてみた記事をたく
さん書いている。主なメディアにYahoo!ニュース個人、デイリーポータルＺなど。アート作品のマッスルを
延 と々解説する初書籍『アート筋トレでスリム美体に！』（さくら舎）が発売中。特に好きなものは音楽と映画。

み
ん
ぱ
く
の
ゲ
ー
ム
を

や
っ
て
み
た
い

ま
い
し
ろ

表紙
猟場に向かうハンター（猟師）たち
（撮影：蛯原一平、山形県小国町、2015年）



冬眠を終えたクマを探す（撮影：蛯原一平、山形県小国町、2022年）

現代のハンター。捕獲したイノシシを肩に担いで、罠を回収
（沖縄県、西表島、2021年）

上：アマゾンの吹き矢猟（エクアドル、2001年）
下：海外に輸出されるペッカリーの皮（ペルー、2010年）
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今
も
、
日
本
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
ジ
ビ
エ
ブ
ー
ム
は

続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
農
作
物
を
守
る
野
生
動
物

駆
除
の
た
め
の
狩
猟
が
ハ
ン
タ
ー
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
と
直
結
し
て
い
る
。
駆
除
さ
れ
た
動

物
の
肉
は
、
資
源
を
有
効
活
用
し
自
然
と
の
調
和
を
維

持
す
る
手
段
と
し
て
理
に
か
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向
に
獣
害
は
な
く
な
ら
な
い
。

老
齢
化
に
と
も
な
い
ハ
ン
タ
ー
が
減
少
し
て
い
る
と
い

う
社
会
の
側
の
理
由
も
あ
る
。

世
界
を
見
渡
せ
ば
、
獣
害
対
策
と
し
て
の
狩
猟
の
み

な
ら
ず
、
衣
食
の
た
め
の
狩
猟
、
娯
楽
の
た
め
の
狩
猟

も
、
今
な
お
盛
ん
で
あ
る
。
狩
猟
は
社
会
の
側
の
ど
の

よ
う
な
需
要
や
要
請
に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
本
特
集
で
は
、
王
権
と
か
か
わ
る
日
本

の
狩
り
、
中
央
ア
ジ
ア
の
騎き

馬ば

鷹た
か

狩が
り

猟り
ょ
う、

欧
米
人
に
よ

る
娯
楽
の
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
、
と
い
う

三
つ
の
側
面
か
ら
そ
の
テ
ー
マ
に
迫
っ
て
み
た
い
。

以
下
で
は
、
ま
ず
序
論
と
し
て
ハ
ン
タ
ー
た
ち
の
知

恵
の
話
を
し
よ
う
。
そ
の
知
恵
も
ハ
ン
タ
ー
の
社
会
の

あ
い
だ
で
継
承
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。

東
北
で
も
、カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
で
も

わ
た
し
は
、
過
去
四
〇
年
あ
ま
り
世
界
中
の
ハ
ン

タ
ー
に
弟
子
入
り
し
て
き
た
。
獲
物
を
追
う
ハ
ン
タ
ー

の
後
ろ
に
つ
い
て
彼
ら
の
見
方
を
学
ぶ
た
め
に
狩
猟
体

験
を
し
て
い
た
。
わ
た
し
が
最
初
に
弟
子
入
り
し
た
の

は
、
東
北
地
方
の
山
間
部
で
ク
マ
狩
り
を
お
こ
な
う
マ

タ
ギ
で
あ
る
。
春
先
の
山
は
雪
が
残
る
も
の
の
歩
き
や

す
く
、
樹
木
は
冬
に
葉
が
落
ち
尽
く
し
、
見
晴
ら
し
が

よ
い
。
山
の
な
か
で
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
探
す
の
は
大
変

か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
冬
眠
後
に
ク
マ
が
活
動
す
る
場

所
は
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
場
所
を
見
回

り
銃
で
し
と
め
る
猟
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
。

そ
の
後
、
人
類
誕
生
の
地
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
ハ
ン

タ
ー
に
弟
子
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
見
渡
す
限
り

地
平
線
の
見
え
る
平へ
い

坦た
ん

地ち

で
あ
る
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
で
、

当
初
は
自
分
の
位
置
す
ら
わ
か
ら
な
い
。
イ
ネ
科
の
草

に
覆
わ
れ
た
厚
い
砂
地
の
な
か
に
足
が
く
い
込
み
歩
き

に
く
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
砂
地
の
お
か
げ
で
動
物
の

足
跡
が
残
る
。
ハ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
足
跡
を
見
て
動
物

の
種
類
、
い
つ
ご
ろ
ど
の
方
向
に
向
か
っ
た
の
か
を
察

知
す
る
。

長
い
吹
き
矢
の
有
効
性

そ
の
後
も
、
わ
た
し
は
ハ
ン
タ
ー
を
探
し
て
各
地
を

ま
わ
っ
た
。
す
る
と
熱
帯
ア
ジ
ア
、
極
北
ロ
シ
ア
、
南

北
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
初
期
人
類
の
拡
散
し
た
道
に
沿
っ

て
、
地
球
全
体
が
対
象
に
な
っ
た
。
ア
ジ
ア
の
森
で
の

赤セ
キ

色シ
ョ
ク

野ヤ

鶏ケ
イ
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
で
の
コ
ク
ク
ジ
ラ
、
ア
マ

ゾ
ン
の
森
で
の
ウ
ー
リ
ー
モ
ン
キ
ー
な
ど
、
狩
猟
対
象

の
生
き
物
に
応
じ
て
異
な
っ
た
狩
猟
具
が
使
わ
れ
て
い

た
。
赤
色
野
鶏
に
は
笛
と
銃
、
コ
ク
ク
ジ
ラ
に
は
ダ
ー

テ
ィ
ン
グ
ガ
ン
（
爆ば
く

発は
つ

銛も
り
を
発
射
す
る
銃
装
置
）、
ウ
ー

リ
ー
モ
ン
キ
ー
に
は
吹
き
矢
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
森

や
海
で
の
鳥
獣
の
行
動
や
生
態
に
応
じ
た
ハ
ン
タ
ー
の

知
恵
だ
。

な
か
で
も
印
象
深
い
の
が
ア
マ
ゾ
ン
の
吹
き
矢
猟
で

あ
る
。
ハ
ン
タ
ー
は
、
ま
ず
草
笛
を
吹
き
サ
ル
と
の
会

話
を
試
み
る
。
樹
高
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
熱
帯

林
の
森
の
な
か
で
、
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
近
い
吹
き
矢
が

い
か
に
有
効
で
あ
る
か
を
知
り
、
感
動
し
た
。
矢
に
は

弱
い
毒
が
塗
ら
れ
て
い
て
、
獲
物
を
し
び
れ
さ
せ
て
落

下
し
た
と
こ
ろ
を
棒
で
な
ぐ
っ
て
獲
得
す
る
の
だ
。
い

つ
か
ら
、
誰
の
発
案
で
始
ま
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

長
い
あ
い
だ
に
わ
た
る
わ
た
し
た
ち
人
類
の
環
境
へ
の

適
応
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

一
方
で
、
別
の
ア
マ
ゾ
ン
地
域
で
は
イ
ノ
シ
シ
に
似

た
動
物
の
ペ
ッ
カ
リ
ー
猟
が
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

毎
年
、
お
よ
そ
一
〇
万
枚
の
ペ
ッ
カ
リ
ー
皮
が
、
手
袋

を
作
る
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
。ロ
ー

カ
ル
な
ハ
ン
タ
ー
の
知
恵
の
継
承
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経

済
と
あ
き
ら
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハン
タ
ー
の
知
恵
を
追
い
、

世
界
を
踏
破
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ハンターは、現代日本にもいくらでもいる。

鳥獣を狩る人、海や川で釣りをする人、潮干狩りや虫捕りをする人はもちろん、

バーチャルな世界も含めれば、モンスター狩りに熱中している人もハンターだ。

狩りは、なぜ、それほどまでに人を魅了するのだろうか。

コレクション展示

ハンターのみた地球
会期：2023年7月6日（木）〜8月8日（火）
場所：本館企画展示場の一部



右：《江戸図屛風》右隻（部分）、17世紀（国立歴史民俗博物館蔵）徳川家光が石神井でおこなった鹿狩を描く
左：諏訪社の供物の復元展示（長野県、茅野市神長官守矢史料館、2010年）

上：《月次風俗図屛風》16世紀（東京国立博物館蔵、出典：ColBase［https://　
　 colbase.nich.go.jp/］）
　 鎌倉時代に源頼朝がおこなった富士の巻狩を描く
下：歌川貞秀画『富士の裾野巻狩之図』嘉永元（1848）年、山口屋藤兵衛版（上智
　 大学中澤研究室蔵）
　 頼朝の姿は見えず、御立場とその前でくりひろげられた狩りの様子を詳細に描く
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王
朝
文
化
だ
っ
た
鷹
狩

王
の
狩
猟
は
、「
遊
興
」
や
「
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
っ

た
こ
と
ば
で
は
理
解
し
き
れ
な
い
意
味
を
も
つ
。
古
今

東
西
の
王
た
ち
が
く
り
ひ
ろ
げ
た
狩
猟
に
は
、
象
徴
性

や
高
い
政
治
性
を
帯
び
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
王
の

権
力
の
起
動
装
置
と
で
も
い
う
べ
き
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
も
あ
る
。

古
代
に
は
、
天
皇
も
狩
猟
を
お
こ
な
っ
た
。
例
え
ば
、

桓か
ん

武む

天
皇
は
平
安
京
の
近
郊
で
頻
繁
に
狩
猟
を
く
り
か

え
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
九
世
紀
以
降
、
殺
生
を
禁

じ
る
仏
教
の
影
響
力
が
強
ま
る
と
、
天
皇
主
催
の
狩
猟

は
減
る
が
、
鷹た
か
狩が
り
は
王
朝
文
化
の
一
部
と
し
て
受
け
継

が
れ
て
い
く
。
室
町
・
戦
国
時
代
に
は
、
武
家
の
あ
い

だ
で
も
鷹
狩
と
そ
の
獲
物
の
贈
答
が
流
行
し
、
天
皇
へ

鷹
狩
の
獲
物
を
献
上
す
る
こ
と
が
、
天
下
人
と
天
皇
と

の
結
び
付
き
を
象
徴
す
る
儀
礼
と
な
る
。

中
世
の
武
士
に
は
、鷹
狩
だ
け
で
な
く
、弓
矢
で
鹿・

猪い
の
し
しな
ど
を
射
と
め
る
獣
猟
を
職
能
と
す
る
者
が
多
く
、

神
社
に
供
え
る
鳥
や
獣
を
捕
獲
し
た
の
も
、
そ
の
地
域

の
武
士
た
ち
だ
っ
た
。
信し
な

濃の
（
長
野
県
）の
諏す

訪わ

大た
い

社し
ゃ

は
、

中
世
、
盛
大
な
狩
猟
神
事
が
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

五
月
初
め
の
五さ

月つ
き

会え

と
七
月
末
の
御み

射さ

山や
ま

祭ま
つ
りは

、
諏
訪

社
最
高
位
の
大お
お

祝ほ
う
りを
は
じ
め
と
す
る
神
官
が
頭と
う
人に
ん
（
祭

礼
に
奉
仕
す
る
当
番
の
武
士
た
ち
）
を
率
い
て
、
霧き
り

ヶが

峰み
ね

や
八や
つ

ヶが

岳た
け

の
麓
に
位
置
す
る
御
射
山
社
周
辺
の
狩
場
で
、

そ
れ
ぞ
れ
三
日
間
、
狩
猟
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。

「
狩
猟
王
」と
称
す
べ
き
カ
リ
ス
マ

狩か
り

人う
ど

で
も
あ
る
武
士
た
ち
を
従
え
た
源
み
な
も
と
の

頼よ
り

朝と
も

は
、

「
狩
猟
王
」
と
称
す
べ
き
カ
リ
ス
マ
で
あ
る
。
軍
事
政

権
の
首
長
と
な
っ
た
頼
朝
は
、建け
ん

久き
ゅ
う

四
（
一
一
九
三
）
年
、

那な

須す

、
浅あ
さ
間ま

山
麓
の
三み

原は
ら
、
そ
し
て
富ふ

士じ

野の

と
、
三
つ

の
火
山
の
裾
野
で
大
規
模
な
狩
猟
を
お
こ
な
う
。
富
士

の
巻ま
き

狩が
り

（
獣
を
集
団
で
と
り
ま
い
て
捕
獲
す
る
こ
と
）
に

お
い
て
、
頼
朝
の
嫡
子
頼よ
り

家い
え
が
初
め
て
鹿
を
射
と
め
る

と
、
そ
の
晩
、
山
の
神
を
祀ま
つ
り
、
矢や

開び
ら
き（

箭や

祭ま
つ
り）
と
い

う
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
獲
物
に
は
、
頼
家
が
首
長

の
地
位
を
受
け
継
ぐ
資
格
を
も
つ
者
で
あ
る
こ
と
が
神

に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
矢
開
は
一
人
前

の
狩
人
に
な
っ
た
こ
と
を
祝
う
祭
儀
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

頼
朝
の
富
士
の
巻
狩
は
、
東
国
の
王
の
一
大
イ
ベ
ン

ト
と
し
て
後
世
ま
で
語
り
継
が
れ
た
。
江
戸
に
幕
府
を

開
い
た
徳と
く

川が
わ

家い
え

康や
す
、
子
の
秀ひ
で
忠た
だ
、
孫
の
家い
え
光み
つ
、
こ
の
三

代
の
狩
猟
に
は
、
か
つ
て
の
頼
朝
・
頼
家
父
子
の
狩
猟

と
、
次
の
よ
う
な
共
通
点
が
あ
る
。
①
政
権
所
在
地
は

関
東
で
、
京
都
の
朝
廷
と
は
一
線
を
画
し
、
関
東
ま
た

は
東
海
地
方
で
大
規
模
な
狩
猟
を
お
こ
な
っ
た
。
②
鷹

狩
だ
け
で
な
く
、
王
朝
の
貴
族
社
会
で
は
忌
避
さ
れ
た

鹿し
か

狩が
り
（
獣
猟
）
を
含
む
。
③
将
軍
自
ら
獣
を
仕
留
め
、

首
長
の
実
力
を
直
接
・
明
確
に
示
し
た
。
④
合
戦
で
用

い
ら
れ
る
武
力
を
そ
の
ま
ま
獣
に
向
け
た
。
鎌
倉
時
代

に
は
馬
上
で
弓
矢
、
江
戸
初
期
に
は
弓
矢
だ
け
で
な
く
、

槍や
り
と
銃
も
使
用
し
て
い
る
。
動
員
し
た
人
び
と
の
編
制

も
実
戦
さ
な
が
ら
で
あ
っ
た
。

「
富
士
の
巻
狩
」イ
メ
ー
ジ
の
大
量
消
費

王
権
が
確
立
す
る
と
、
王
の
狩
猟
が
必
要
と
さ
れ
な

く
な
っ
た
点
も
共
通
し
て
い
る
。
鎌
倉
殿
は
三
代
実さ
ね

朝と
も

以
後
、
狩
猟
を
し
な
く
な
り
、
鎌
倉
幕
府
が
命
じ
る
殺

生
禁
断
令
は
厳
し
く
な
っ
た
。
江
戸
の
将
軍
も
四
代
家い
え

綱つ
な
か
ら
狩
猟
を
し
な
く
な
り
、
五
代
綱つ
な

吉よ
し
は
鷹
狩
も
廃

止
し
、「
生
類
憐あ
わ
れ
み
の
令
」
を
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、

秀
忠
か
ら
続
く
徳
川
宗
家
の
血
筋
が
絶
え
、
紀
伊
徳
川

家
出
身
の
吉よ
し

宗む
ね

が
八
代
将
軍
と
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば

王
統
の
交
替
で
あ
っ
た
。
吉
宗
は
、
鷹
狩
を
復
活
さ
せ
、

鹿
狩
も
再
興
さ
せ
る
。

も
っ
と
も
規
模
が
大
き
か
っ
た
の
は
、享
き
ょ
う

保ほ
う

一
〇（
一

七
二
五
）
年
と
翌
一
一
年
に
下し
も

総う
さ

国の
く
に

小こ

金が
ね

牧ま
き
（
小こ

金が
ね
原は
ら

と
も
。
現
在
の
千
葉
県
北
西
部
）
で
お
こ
な
わ
れ
た
鹿

狩
で
、
こ
れ
を
先
例
と
し
て
、
寛か
ん

政せ
い

七
（
一
七
九
五
）

年
に
は
一
一
代
将
軍
家い
え

斉な
り

、
嘉か

永え
い

二
（
一
八
四
九
）
年

に
は
一
二
代
の
家い
え

慶よ
し

も
、
小
金
原
で
鹿
狩
を
お
こ
な
っ

た
。
家
斉
は
「
鎌
倉
右
大
将
の
富
士
の
狩
場
」
す
な
わ

ち
頼
朝
の
富
士
の
巻
狩
を

意
識
し
て
お
り
、
小
金
原

に
設
営
さ
れ
た
土
盛
り
の

御ご

座ざ

所し
ょ
「
御お

立た
つ

場ば

」
は
、

「
小こ

富ふ

士じ

山や
ま
」と
称
さ
れ
た
。

こ
の
大
規
模
な
鹿
狩
の

様
子
は
、
瓦
か
わ
ら

版ば
ん

や
錦
に
し
き

絵え

に

も
な
っ
た
が
、
政
権
批
判

に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ

る
出
版
は
厳
し
く
統
制
さ

れ
て
お
り
、
将
軍
と
そ
の

行
事
を
そ
の
ま
ま
描
い
て

出
版
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
頼
朝
の
富

士
の
巻
狩
と
し
て
、
小
金

原
の
鹿
狩
を
描
い
た
。
富

士
の
巻
狩
は
、
庶
民
に
も
な
じ
み
深
い
物
語

の
舞
台
と
な
っ
て
お
り
、
頼
朝
の
巻
狩
と
徳

川
将
軍
家
の
鹿
狩
の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
は
、

ひ
ろ
く
庶
民
に
も
共
有
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

明
治
維
新
後
、
幕
府
の
鷹た
か

匠じ
ょ
うの

一
部
が
新

政
府
に
召
し
抱
え
ら
れ
、
天
皇
の
猟
場
が
設

営
さ
れ
た
。
現
在
も
埼
玉
県
越こ
し
が
や谷と
千
葉
県

新に
い

浜は
ま
に
あ
る
鴨か
も
場ば

は
そ
の
名
残
で
あ
る
。
動

物
愛
護
意
識
の
変
化
も
あ
っ
て
皇
族
の
狩
猟

は
な
く
な
っ
た
が
、
狩
猟
＝
野
生
の
キ
ャ
プ

チ
ャ
ー
だ
と
考
え
れ
ば
、海
洋
生
物
や
魚
類・

鳥
類
の
研
究
な
ど
に
現
代
の
王
権
と
野
生
と

の
結
び
付
き
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。

天
下
人
と
鹿
狩

中な
か

澤ざ
わ 

克か
つ

昭あ
き
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オオタカ

バヤンウルギー県のイヌワシ祭りで盛装したカザフ鷲使いの長老（モンゴル、2006年）

ハヤブサ イヌワシ
キルギスではイヌワシの他にも、ハヤブサやオオタカも鷹狩に用いられる
（キルギス、イシククル州グレゴリエフカ、2022年）

イヌワシの対地揚力は、簡易測定で四〇キログラムを超えることも。小家畜や人間の子ども
を引きずり運ぶ可能性もある（モンゴル、バヤンウルギー県トルボ村、2012年）

まだ頼りない若き鷲使い（16歳）の初めての出猟。
手練れた兄から薫陶を受けている
（モンゴル、バヤンウルギー県サグサイ村、2020年） 62023.7

騎
馬
鷹
狩
文
化
の
起
源
を
求
め
て

鷹
狩
の
技
法
は
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
遊
牧
民
の
あ
い
だ

で
受
け
継
が
れ
た
特
異
な
狩
り
の
手
法
で
あ
り
、
お
そ

ら
く
三
〇
〇
〇
年
前
ご
ろ
に
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ど
こ

か
で
始
ま
っ
た
。
そ
れ
ま
で
数
多
く
の
危
険
を
冒
し
て

獲
物
を
狩
っ
て
き
た
人
類
に
と
っ
て
、タ
カ
、ハ
ヤ
ブ
サ
、

イ
ヌ
ワ
シ
な
ど
に
狩
猟
を
「
代
替
」
さ
せ
る
鷹
狩
と
は
、

あ
る
意
味
で
は
革
命
的
な
発
想
の
転
換
で
も
あ
っ
た
。

特
に
大
型
で
「
最
強
の
空
の
王
者
」
イ
ヌ
ワ
シ
を
手
な

ず
け
る
騎
馬
鷹
狩
文
化
は
、
遊
牧
民
に
伝
わ
る
「
奥
義
」

で
あ
り
、
現
在
で
も
モ
ン
ゴ
ル
西
部
ア
ル
タ
イ
山
脈
や
、

キ
ル
ギ
ス
東
部
イ
シ
ク
ク
ル
州
の
鷲わ
し

使
い
《
イ
ー
グ
ル

ハ
ン
タ
ー
》
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
い
ま
で
も

鷲
使
い
の
数
多
い
モ
ン
ゴ
ル
西
部
の
サ
グ
サ
イ
村
を
訪

ね
て
み
る
と
、
村
の
軒
先
や
塀
の
上
に
無
造
作
に
イ
ヌ

ワ
シ
が
据
え
て
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

キ
ル
ギ
ス
東
部
の
イ
シ
ク
ク
ル
州
で
は
イ
ヌ
ワ
シ
だ
け

で
は
な
く
、
ハ
ヤ
ブ
サ
、
オ
オ
タ
カ
を
用
い
て
も
い
る
。

鷹
使
い
た
ち
は
一
〇
名
程
度
で
独
自
の
S
N
S
グ
ル
ー

プ
を
作
り
、TikTok
やInstagram

で
、
狩
り
や
猟
果

の
様
子
と
、
自
身
の
愛
鳥
の
動
画
を
シ
ェ
ア
し
て
楽
し

む
い
ま
ど
き
の
姿
が
あ
る
。
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
鷹

狩
の
「
奥
義
」
は
決
し
て
「
秘
技
」
な
ど
で
は
な
く
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
誰
も
が
そ
の
知
と
技
法
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
数
千
年
の
と
き
を
経
て
も

な
お
、
遊
牧
民
の
「
奥
義
」
と
し
て
い
ま
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
友
」と
し
て
の
イ
ヌ
ワ
シ
と
の
邂
逅

カ
ザ
フ
や
キ
ル
ギ
ス
の
騎
馬
鷹
狩
で
は
、
メ
ス
の
イ

ヌ
ワ
シ
の
み
が
馴
じ
ゅ
ん

致ち

さ
れ
る
。
オ
ス
よ
り
も
強
壮
で
、

戦
闘
的
な
性
格
だ
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
オ
ス
ワ
シ
は

鈍
重
で
狩
り
に
は
向
か
な
い
と
さ
れ
、
敬
遠
さ
れ
る
。

カ
ザ
フ
で
オ
ス
ワ
シ
を
あ
ら
わ
す
〝
サ
ル
チ
ャ
〟
と
は
、

「
で
く
の
坊
の
男
性
」
を
揶や

揄ゆ

し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
狩
猟
用
イ
ヌ
ワ
シ
は
、
巣
か
ら
捕
獲
し
た
巣
鷹

〝
コ
ル
バ
ラ
〟
と
、
罠わ
な

で
捕
ら
え
た
成
鳥
〝
ジ
ュ
ズ
〟
の

ふ
た
つ
の
方
法
で
入
手
さ
れ
る
。
ア
ル
タ
イ
山
脈
の

イ
ー
グ
ル
ハ
ン
タ
ー
は
、
イ
ヌ
ワ
シ
の
年
齢
に
応
じ
て

満
一
〇
歳
ま
で
齢
称
を
用
い
て
よ
び
あ
ら
わ
す
。
そ
れ

は
、
年
齢
に
よ
っ
て
馴
致
の
手
続
き
と
接
し
方
が
異

な
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
鷲
使
い
た
ち
は
言
う
。

「
イ
ヌ
ワ
シ
と
は
、
友
と
し
て
、
伴
侶
と
し
て
接
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
使
役
す
る
よ
う
な
主
従
関
係
で
は

な
い
ん
だ
」。

ヒ
ナ
か
ら
育
て
た
イ
ヌ
ワ
シ
は
、
四
～
五
年
間
を
と

も
に
し
た
後
に
再
び
産
地
へ
と
解
き
放
た
れ
る
。
人
間

界
で
ワ
シ
が
死
ぬ
こ
と
は
、
凶
兆
と
さ
れ
て
い
る
。
山

で
つ
が
い
と
な
っ
て
、
再
び
強
い
ワ
シ
に
め
ぐ
り
合
わ

せ
て
ほ
し
い
…
…
。だ
か
ら
こ
そ
、五
年
目
の
ワ
シ
は〝
ア

ナ
〟（
＝
母
親
）
と
よ
び
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
の
「
産
地

返
還
の
掟お
き
て」

に
は
、
イ
ヌ
ワ
シ
に
友
と
し
て
の
ま
な
ざ

し
を
向
け
る
掟
、
イ
ー
グ
ル
ハ
ン
タ
ー
た
ち
の
大
自
然

へ
の
深
い
愛
着
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

出
猟
で
知
覚
す
る
ヒ
ト
と
大
自
然
と
の
絆

そ
し
て
冬
場
の
出
猟
と
は
、
手て

練だ

れ
た
ハ
ン
タ
ー
で

な
い
限
り
あ
ま
り
楽
し
い
も
の
で
は
な
い
。
凍い

て
つ
く

荒
涼
と
し
た
山
岳
地
に
生
命
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
感
じ

ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
若
き
鷲
使
い
の
初
め
て
の
出
猟
に

同
行
す
る
と
、
放
鳥
で
き
ず
に
猟
果
が
上
が
ら
な
い
こ

と
も
多
い
。
吹
き
す
さ
ぶ
風
で
氷
点
下
四
〇
度
を
下
回

る
よ
う
な
酷
寒
の
大
地
で
、
イ
ー
グ
ル
ハ
ン
タ
ー
た
ち

は
わ
ず
か
な
獲
物
の
動
き
に
目
と
耳
を
研
ぎ
澄
ま
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
騎
馬
鷹
狩
猟
で
は
お
も
に
冬
毛
の

ア
カ
ギ
ツ
ネ
を
狙
う
。
そ
の
ふ
さ
ふ
さ
の
毛
皮
は
、
防

寒
具
作
り
に
は
欠
か
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。
や
み
く
も

に
騎
馬
登
行
す
る
の
で
は
な
く
、
イ
ー
グ
ル
ハ
ン
タ
ー

は
小
高
い
丘
上
の
見
晴
ら
し
の
良
い
場
所
で
、
獲
物
が

出
る
の
を
じ
っ
と
待
つ
。
大
声
を
あ
げ
て
眼
下
を
進
む

勢せ

子こ

と
の
連
携
が
成
果
を
左
右
す
る
。
勢
子
は
経
験
豊

富
な
ハ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
こ
と
も
あ
り
、
出
猟
で
初

め
に
捕
れ
た
獲
物
は
勢
子
に
優
先
取
得
権
が
あ
る
。
騎

馬
鷹
狩
と
は
た
っ
た
独
り
で
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

ワ
シ
の
捕
獲
も
、
知
と
技
法
の
継
承
も
、
出
猟
も
、
長

老
や
経
験
豊
富
な
ハ
ン
タ
ー
と
の
結
び
付
き
が
な
け
れ

ば
実
践
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

お
よ
そ
七
〇
〇
万
年
に
も
お
よ
ぶ
狩
猟
生
活
で
、
人

類
に
は
「
狩
り
」、「
屠ほ
ふ

り
」、
そ
し
て
「
喰く

ら
う
」
と

い
う
、
野
性
が
そ
の
身
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
で
も
、
鷹
狩
が
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
は
、

狩
る
と
い
う
残
虐
性
を
宿
し
な
が
ら
、
イ
ヌ
ワ
シ
を
慈

し
む
と
い
う
、
相
反
す
る
猛
り
と
畏
れ
の
感
情
を
、
ま

る
で
対
位
法
の
よ
う
に
精
神
文
化
の
な
か
に
育
ん
だ
こ

と
に
あ
る
。
そ
し
て
猛も
う

禽き
ん

飼
育
が
、
不
可
知
な
エ
コ
シ

ス
テ
ム
と
鷹
匠
と
の
つ
な
が
り
の
見
取
り
図
を
素
描
し

て
く
れ
た
と
と
も
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
同
士
の

つ
な
が
り
さ
え
も
も
た
ら
し
た
。
イ
ヌ
ワ
シ
が
つ
む
ぐ

「
ヒ
ト
と
大
自
然
と
の
絆き
ず
な」

―
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
、

「
文
明
」
を
自
認
す
る
社
会
に
も
っ
と
も
足
り
な
い
断

片
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

相そ
う

馬ま 

拓た
く

也や 
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イ
ヌ
ワ
シ
を
駆
る
悠
久
の
奥
義

《
騎き

馬ば

鷹た
か

狩が
り

猟り
ょ
う

》



右：狩猟に反対する動物愛護団体の看板（ケニア、ジョモ・ケニヤッタ国際空港、2008年）
左：壁に掛けられたトロフィー（南アフリカ共和国、2016年）

カメルーンのサバンナに広く生息するコブ（アンテロープの仲間）（2011年）

カメルーン北部州でバッファローを仕留めたスポーツハンター（2007年）

9 2023.7 82023.7

我
々
は
、
す
ぐ
に
彼
ら
の
痕
跡
を
見
つ
け
た
。
真
新

し
い
足
跡
と
排は
い

泄せ
つ

物ぶ
つ。

ど
う
や
ら
、
こ
の
小
高
い
丘
を

登
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
そ
し

て
臭
い
を
か
ぎ
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
息
を
殺
し
て

風
下
か
ら
群
れ
に
近
づ
く
。
丘
を
登
り
切
っ
た
と
き
、

木
々
の
間
か
ら
黒
と
赤
茶
色
の
巨
体
が
垣
間
見
え
た
。

ラ
イ
フ
ル
の
射
程
内
に
入
れ
る
た
め
に
、
さ
ら
に
近
づ

く
。
ガ
イ
ド
の
指
示
で
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
来
た
客
は
射

撃
体
勢
に
入
っ
た
。
サ
バ
ン
ナ
の
静
寂
を
切
り
裂
く
轟ご
う

音お
ん
。
硝
煙
の
臭
い
。
黒
い
巨
体
を
揺
ら
し
、オ
ス
の
バ
ッ

フ
ァ
ロ
ー
は
地
面
に
倒
れ
た
。
首
を
一
発
で
撃
ち
抜
か

れ
た
よ
う
だ
。
絶
命
し
た
の
を
確
か
め
る
た
め
に
、
ガ

イ
ド
は
倒
れ
た
獲
物
に
石
を
投
げ
つ
け
た
。
石
は
身
体

に
当
た
っ
た
が
、
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
は
ピ
ク
リ
と
も
動
か

な
か
っ
た
。
そ
れ
を
確
認
す
る
と
、
客
と
ガ
イ
ド
は
満

面
の
笑
み
を
浮
か
べ
、
が
っ
ち
り
と
握
手
を
し
た
。
そ

し
て
、
死
体
と
な
っ
た
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
を
起
こ
し
、
体

勢
を
整
え
、
記
念
撮
影
を
し
た
。

こ
れ
は
わ
た
し
が
『
護ま
も

る
た
め
に
殺
す
？

―
ア
フ

リ
カ
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
「
持
続
可

能
性
」
と
地
域
社
会
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
に

記
し
た
、カ
メ
ル
ー
ン
北
部
州
で
の
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ

ン
グ
の
様
子
で
あ
る
。

年
間
一
七
〇
億
円
も
の
観
光
収
入

人
間
は
、
野
生
動
物
の
肉
や
皮
、
骨
を
食
料
あ
る
い

は
生
活
資
源
と
し
て
利
用
す
る
た
め
、
田
畑
や
家
畜
、

人
命
を
守
る
た
め
に
狩
猟
を
お
こ
な
う
。
し
か
し
、
人

間
が
野
生
動
物
を
狩
る
と
い
う
行
為
は
、
野
生
動
物
と

対た
い

峙じ

す
る
ス
リ
ル
や
、
大
量
あ
る
い
は
巨
大
な
獲
物
を

仕
留
め
た
と
き
に
得
ら
れ
る
征
服
感
や
自
尊
心
を
も
た

ら
し
、
そ
れ
は
快
楽
や
娯
楽
へ
と
つ
な
が
る
。
こ
の
よ

う
な
娯
楽
性
を
主
た
る
目
的
と
し
て
お
こ
な
う
狩
猟
が
、

ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
狩
猟
と
い
え
ば
、
近
年
問
題
視
さ
れ

て
い
る
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
に
よ
る
農
作
物
被
害
を
防
ぐ

た
め
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
有
害
鳥
獣
捕
獲
が
思
い
浮

か
び
、
娯
楽
の
た
め
の
狩
猟
は
ど
こ
か
縁
遠
い
も
の
に

聞
こ
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ

ン
グ
ウ
ェ
イ
の
小
説
『
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
雪
』
や
『
フ

ラ
ン
シ
ス
・
マ
カ
ン
バ
ー
の
短
い
幸
福
な
生
涯
』
の
よ

う
に
、
遠
い
む
か
し
の
植
民
地
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、世
界
で
は
、現
在
で
も
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ

ン
グ
は
観
光
産
業
と
し
て
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
は
、
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
タ
ー
に
と
っ

て
今
も
む
か
し
も
、
お
も
に
欧
米
か
ら
や
っ
て
来
る
富

裕
層
ハ
ン
タ
ー
に
と
っ
て
の
「
故
郷
」
で
あ
り
、
メ
ッ

カ
で
あ
り
、
年
間
一
万
八
〇
〇
〇
人
以
上
が
訪
れ
る
。

ア
フ
リ
カ
最
大
の
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
産
業
国
で

あ
る
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ

ン
グ
の
た
め
に
「
野
生
」
動
物
を
繁
殖
飼
育
さ
せ
る
牧

場
が
一
万
カ
所
以
上
も
あ
り
、
年
間
約
一
七
〇
億
円
も

の
観
光
収
益
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
は
、

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
や
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
な
ど
の
中
央
ア
ジ

ア
諸
国
で
、
巨
大
な
角
を
も
っ
た
シ
カ
の
仲
間
を
目
玉

と
し
て
、
あ
ら
た
な
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る

観
光
振
興
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、 

野
生
動
物
を「
救
う
」の
か
？

こ
う
し
た
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
る
多
額
の
観
光
収
益
は
、
野
生
動
物
保
全
活
動

の
貴
重
な
資
金
源
と
な
り
、
ま
た
、
地
域
社
会
の
経
済

的
な
振
興
に
も
つ
な
が
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
は
、
狩
猟
で
き
る
野
生
動

物
の
性
別
や
種
類
、
頭
数
に
制
限
が
か
け
ら
れ
て
い
て
、

理
論
上
、
野
生
動
物
が
絶
滅
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、「
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
地
域
社

会
と
野
生
動
物
を
救
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、実
際
に
は
、ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
る
観
光
収
益
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
国

（
多
く
の
場
合
、途
上
国
）
や
地
域
社
会
に
は
落
と
さ
れ
ず
、

外
国
資
本
に
よ
っ
て
海
外
に
流
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
狩
猟
制
限
に
つ
い
て
も
守
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
例
え
ば
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
お
い

て
一
九
九
五
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
娯
楽
目
的
で
狩

猟
さ
れ
た
七
七
頭
の
ヒ
ョ
ウ
の
う
ち
、
約
三
割
が
狩
猟

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
雌
で
あ
っ
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
対
す
る
倫
理

的
な
批
判
も
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
。「
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン

テ
ィ
ン
グ
と
は
、
娯
楽
の
た
め
に
野
生
動
物
を
狩
る
こ

と
で
あ
る
」
と
聞
い
て
、「
そ
れ
は
残
酷
だ
し
、
動
物

が
か
わ
い
そ
う
だ
」
と
眉
を
ひ
そ
め
た
人
も
少
な
く
な

い
だ
ろ
う
。
二
〇
一
五
年
に
ジ
ン
バ
ブ
エ
に
お
い
て
、

セ
シ
ル
と
名
付
け
ら
れ
て
観
光
客
に
人
気
だ
っ
た
雄
ラ

イ
オ
ン
を
狩
猟
し
た
ハ
ン
タ
ー
が
強
い
非
難
の
的
と

な
っ
た
騒
動
の
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
は

動
物
愛
護
活
動
家
や
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
な
ど
か
ら
の
批
判

の
矢
面
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

ス
ポ
ー
ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、「
残
酷
で
時
代
遅
れ
な

狂
気
の
遊
び
」
か
、
あ
る
い
は
「
生
態
的
な
持
続
可
能

性
と
経
済
的
な
豊
か
さ
を
実
現
す
る
観
光
」
か
。
こ
の

娯
楽
に
特
化
し
た
狩
猟
が
、
今
後
も
お
こ
な
わ
れ
続
け

る
か
は
、
獲
物
と
な
る
野
生
動
物
が
十
分
に
生
息
し
て

い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、ハ
ン
タ
ー
と
ハ
ン
タ
ー

以
外
の
人
の
関
係
、
そ
し
て
地
域
社
会
と
国
際
社
会
と

の
か
か
わ
り
に
左
右
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

サ
バン
ナ
に
轟
く
銃
声
、

硝
煙
の
臭
い

安や
す

田だ 

章あ
き

人と
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本館展示場
観覧券売場

民
博
の
展
示
場
を
訪
れ
る
人
の
な
か
に
は
、
見
た

い
も
の
が
決
ま
っ
て
い
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
特

に
決
ま
っ
た
目
的
も
な
く
、

展
示
物
と
向
き
合
う
の
も

い
い
も
の
だ
。
そ
う
思
う
の

に
は
理
由
が
あ
る
。
あ
る
と
き
、

わ
た
し
は
民
博
の
展
示
物
の
な
か
に

サ
ル
に
関
す
る
も
の
が
ど
れ
ぐ
ら
い
あ

る
か
、
駆
け
足
で
展
示
場
を
回
り
な
が
ら
見

て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
サ
ル
を
探
し
た
の
は
、

わ
た
し
が
霊
長
類
を
研
究
し
て
い
る
か
ら
だ
。

結
果
は
残
念
な
も
の
だ
っ
た
。
展
示
場
の
な
か
で

見
つ
け
た
も
の
は
、
中
国
地
域
の
文
化
展
示
に
あ
っ

た
焼
き
も
の
で
で
き
た
十
二
支
の
申さ

る

だ
け
だ
っ
た
の

だ
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
別
の
発
見
が
あ
っ
た
。

「
東
南
ア
ジ
ア
の
な
か
の
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
」

を
発
見
！

そ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
展
示
に
到
達
し
た
と
き
の
こ

と
だ
。
民
博
の
本
館
展
示
場
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
か
ら

始
ま
り
、
世
界
を
一
周
す
る
よ
う
に
回
る
こ
と
が
で

き
る
。
東
南
ア
ジ
ア
展
示
は
少
し
疲
れ
て
き
た
と
思

う
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
、
そ
こ
で
見
た

あ
る
展
示
物
に
大
変
驚
い
た
。
そ
れ
は
「
掘
り
棒
」

と
表
示
さ
れ
て
い
た
が
、
わ
た
し
が
長
年
調
査
を
続

け
て
い
る
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る

ア
ン
ガ
デ
ィ
と
い
う
道
具
に
瓜う

り

二
つ
だ
っ
た
の
だ
。

ア
ン
ガ
デ
ィ
は
、
棒
の
先
に
鉄
の
刃
を
付
け
た
道

具
で
、
櫂か

い

型が
た

鋤す
き

と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
舟
を

こ
ぐ
と
き
に
使
う
櫂
に
似
た
形
を
し
て
い
る
か
ら

だ
。
水
田
耕
作
が
盛
ん
な
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
中
央
高
地

で
は
、
田
ん
ぼ
の
準
備
を
す
る
際
に
、
こ
の
道
具
を

使
っ
て
土
を
掘
り
起
こ
す
。
牛
を
使
う
よ
り
も
こ
の

道
具
を
使
う
方
が
深
く
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る

の
だ
と
い
う
。
鉄
の
刃
に
は
幅
や
形
の
異
な
る
い
く

つ
か
の
種
類
が
あ
り
、
幅
の
広
い
も
の
で
土
を
掘
り

起
こ
し
、
狭
い
も
の
で
種
ま
き
用
の
穴
を
作
る
と

い
っ
た
よ
う
に
、
作
業
に
応
じ
て
複
数
の
ア
ン
ガ
デ
ィ

を
使
い
わ
け
て
い
る
よ
う
だ
。

水
田
の
な
い
南
部
で
も
農
作
業
に
使
わ
れ
る
が
、

わ
た
し
が
実
際
に
何
度
か
目
に
し
た
使
い
道
は
穴
掘

り
や
除
草
で
あ
る
。
小
型
動
物
の
調
査
で
、
バ
ケ
ツ

を
地
面
に
埋
め
込
み
、
そ
こ
に
落
下
す
る
動
物
を
集

め
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
穴
掘
り
が
な
か
な
か
大
変

な
作
業
な
の
だ
が
、
保
護
区
の
従
業
員
に
頼
む
と
ア

ン
ガ
デ
ィ
を
使
っ
て
手
際
よ
く
穴
を
掘
っ
て
く
れ
た
。

ま
た
、
観
察
路
に
草
が
伸
び
て
く
る
と
、
従
業
員
が

並
ん
で
歩
き
な
が
ら
、
ア
ン
ガ
デ
ィ
を
使
っ
て
器
用

に
草
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
の
を
よ
く
見
か
け
た
。

な
ぜ
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
ア
ン
ガ
デ
ィ
が
東
南
ア
ジ

ア
展
示
に
あ
る
の
か
と
訝い

ぶ
かし

く
思
っ
た
が
、
そ
れ
が

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
も
の
だ
と
い
う
表
示
を
見
て
腑ふ

に

落
ち
た
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
人
の
祖
先
は
遠
く
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
か
ら
移
住
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
言
語

や
形
質
だ
け
で
な
く
、
文
化
に
も
近
い
も
の
が
見
ら

れ
る
か
ら
だ
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
は
よ
く
「
ア
フ
リ
カ

の
な
か
の
ア
ジ
ア
」
と
よ
ば
れ
る
が
、
展
示
場
で
は

「
東
南
ア
ジ
ア
の
な
か
の
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
」
を
発
見

し
た
こ
と
に
な
る
。

展
示
場
で
見
た
掘
り
棒
は
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
の
ト
ラ

ジ
ャ
族
の
も
の
だ
っ
た
。
後
日
、
民
博
の
標
本
資
料

目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
確
認
し
て
み
る
と
、
マ
ダ
ガ

ス
カ
ル
の
ベ
ツ
ィ
ミ
サ
ラ
カ
族
の
ア
ン
ガ
デ
ィ
と
よ

く
似
て
い
た
。

調
べ
て
み
る
と
、
過
去
に
も
わ
た

し
と
同
じ
よ
う
な
印
象
を
抱
い

た
研
究
者
た
ち
が
い
た
。
一

九
八
〇
年
代
に
文
部
省
科
学

研
究
費
海
外
学
術
調
査
「
マ
レ
ー
型
農
耕
文
化
の
系

譜
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
複
数
の
東
南
ア
ジ

ア
研
究
者
が
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
を
訪
れ
、
東
南
ア
ジ
ア

に
お
け
る
農
耕
と
の
比
較
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
と

き
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
ア
ン
ガ
デ
ィ
に
つ
い
て
の
議

論
が
あ
り
、
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
の
掘
り
棒
や
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
イ
フ
ガ
オ
族
の
櫂
型
鋤
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

中
央
高
地
と
同
じ
よ
う
に
、
水
田
で
の
作
業
に
使
わ

れ
る
そ
う
だ
。
東
南
ア
ジ
ア
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
す
る

研
究
者
た
ち
は
、
わ
た
し
と
は
逆
に
、
マ
ダ
ガ
ス
カ

ル
で
ア
ン
ガ
デ
ィ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
南
ア

ジ
ア
の
農
具
と
の
類
似
性
に
気
づ
い
た
よ
う
だ
。

よ
び
起
こ
さ
れ
た
穴
掘
り
風
景
の
記
憶

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
関
係
を
知
識

と
し
て
知
っ
て
い
て
も
、
実
際
の
展
示
物
を
見
る
と

圧
倒
的
な
説
得
力
を
感
じ
る
。
何
し
ろ
、
そ
の
掘
り

棒
を
見
た
途
端
、
わ
た
し
の
脳
裏
に
は
慣
れ
親
し
ん

だ
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
人
が
地
面
に
穴
を
掘
る
様
子
が

思
い
浮
か
ん
だ
か
ら
だ
。
興
味
深
い
の
は
、
わ
た
し

は
特
に
掘
り
棒
に
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
で
の
日
常
の
な
か
で
見
て
き
た
も
の

が
、
記
憶
の
な
か
に
よ
み
が
え
っ
て
き
た
こ
と
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
展
示
物
で
何
ら
か
の
引
っ
掛
か
り

を
感
じ
る
も
の
は
、
自
身
の
過
去
の
記
憶
と
何
か
し

ら
結
び
つ
く
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
体
験
は
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
発
見
の
プ

ロ
セ
ス
と
も
似
て
い
る
。
き
っ
と
誰
で
も
膨
大
な
展

示
物
の
な
か
か
ら
自
分
な
り
の
引
っ
掛
か
り
を
感
じ

る
も
の
が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
と
き
、
な

ぜ
そ
の
展
示
物
が
気
に
な
っ
た
の
か
考
え
て
み
る
と
、

自
分
の
な
か
で
新
し
い
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

民
博 

特
任
助
教

市い
ち

野の 

進し
ん

一い
ち

郎ろ
う

掘
り
棒
は

イ
ン
ド
洋
を
越
え
て

11 2023.7

H、Kからはじまる番号は本館の標本資料番号です。

刃の幅が広いアンガディを使って調査用のバケツを
埋め込む深い穴を掘る（マダガスカル、ベレンティ保
護区、2017年）

マダガスカル中央高地南部の棚田
（撮影：栗林愛、フィアナランツゥア近郊、2006年）

アンガディを手にもち、これから除草作業をおこなうベレンティ保護区の
従業員たち（マダガスカル、2010年）

A インドネシアの掘り棒
（長さ148センチメートル、K0000025）

東南アジア展示
「生業」

マダガスカルの掘り棒「アンガディ」
（長さ97センチメートル、
H0268937、収蔵庫にて保管中）

A
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コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示

「
ハ
ン
タ
ー
の
み
た
地
球
」

人
類
は
、
か
つ
て
皆
ハ
ン
タ
ー
で
し
た
。
こ

こ
で
は
、
世
界
各
地
の
ハ
ン
タ
ー
の
生
き
ざ

ま
を
と
お
し
て
人
と
動
物
、
人
と
人
と
の
か

か
わ
り
方
を
紹
介
し
ま
す
。
人
類
の
狩
猟

と
い
う
視
点
か
ら
地
球
の
未
来
を
考
え
る

こ
と
を
ね
ら
い
と
し
ま
す
。

会
期
　

7
月
6
日（
木
）〜
8
月
8
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場
の
一
部

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
H
A
R
A
J
U
K
U 
原
宿
」

日
本
に
憧
れ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
少
女
を
描
い

た
映
画
。
ク
リ
ス
マ
ス
直
前
、
少
女
を
取

り
巻
く
環
境
が
一
変
し
ま
す
。
彼
女
は
幸

せ
な
社
会
に
た
ど
り
着
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

日
時
　

7
月
29
日（
土
）13
時
30
分
〜

　
　
　
16
時
15
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
）

上
映
作
品
　「

H
A
R
A
J
U
K
U
」

（
2
0
1
8
年
）

参
加
費
　
要
展
示
観
覧
券（
イ
ベ
ン
ト
参
加

費
は
不
要
）

解
説
　
安
倍
オ
ー
ス
タ
ッ
ド
玲
子

（
オ
ス
ロ
大
学 

教
授
）

エ
イ
リ
ー
ク
・
ス
ヴ
ェ
ン
ソ
ン

（
映
画
監
督
）

※
と
も
に
オ
ン
ラ
イ
ン
登
壇

司
会
　
宮
前
知
佐
子（
本
館 

助
教
）

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順

※
事
前
申
込
の
方
へ
、
当
日
11
時
か
ら
本
館

2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券
を
確
認

後
、
入
場
整
理
券
を
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
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

■
一
般
受
付
　

7
月
21
日（
金
）ま
で

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

み
ん
ぱ
く
夏
休
み
こ
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
挑
戦
！

―
見
る
・
感
じ
る
・
描
く
　
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
先
住
民
ア
ー
ト
」

日
時
　

7
月
22
日（
土
） 

10
時
30
分
〜

　
　
　
15
時
40
分（
受
付
10
時
〜
）

会
場
　
本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

 
本
館
展
示
場

講
師
　
平
野
智
佳
子（
本
館 

助
教
）

対
象
　
小
学
4
年
生
〜
6
年
生
、
定
員
10
名

参
加
費
　

5
0
0
円

持
ち
物
　
昼
食
、
飲
み
物
、
タ
オ
ル

※
汚
れ
て
も
よ
い
服
装
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
事
前
申
込
制
、
先
着
順

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

（
M
M
P
）の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

日
時
　

7
月
8
日（
土
）、
8
月
12
日（
土
）

12
時
〜
15
時
30
分（
最
終
受
付
15
時
）

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
当
日
随
時
受
付

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90名）
②オンライン
友の会会員：無料
一般（会場参加のみ）：500円
※事前申込制、先着順
※会員は会場参加の場合、事前申込不要

第538回 7月1日（土）13時30分～15時
つないでほどく― アイヌとシサム
講師　北原モコットウナシ（北海道大学 教授、

本館 特別客員教員）
※講師はオンライン登壇

司会　齋藤玲子（本館 准教授）

第539回 8月5日（土）13時30分～15時
【コレクション展示
「ハンターのみた地球」関連】
人類の原点はハンターにあり！
話者　関野吉晴（探検家）
　　　池谷和信（本館 教授）
※オンライン配信はありません。

約700万年の人類の歴史のうち、狩猟採集
生活の時代が99.8パーセントを占めるといわ
れています。この時代に、共感力に富んだ
社会性を育んだ人類は、地球全体へと拡散
することに成功しました。その後、農耕や近
代文明を発達させてきましたが、人間性の
基盤をつくった狩猟採集の文化はいまも世
界中にみられます。人類拡散の旅路を逆ルー
トからたどった探検家と、世界各地の狩猟採
集社会の調査を続ける研究者が語り合い、
ハンターをとおして人類の普遍性や未来をさ
ぐります。

東京講演会
友の会会員：無料、一般：500円
※事前申込制、先着順（定員50名）
※オンライン配信はありません。

第135回　9月17日（日）13時30分～15時
【特別展「交感する神と人
―ヒンドゥー神像の世界」関連】
神になる人びと
―南インド・ケーララ州のテイヤム祭祀
講師　竹村嘉晃（平安女学院大学 准教授）
会場　モンベル渋谷店5階サロン
南インド・ケーララ州北部のヒンドゥー世界で
は、不可触民男性の身体を介して村人の前
に顕現する神霊（テイヤム）を祀った祭儀が
盛んにおこなわれています。本講演では、
祭儀空間で神霊と交感する村人の様子にふ
れながら、カーストの伝統的職業として神霊
の役割を世襲的に受け継いできた「不可触
民」たちの今日の姿を紹介します。

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

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535回
7月15日（土）13時30分～15時（13時開場）
情報工学研究者のフィールドワーク
講師 宮前知佐子（本館 助教）
【申込期間】
■一般受付　7月12日（水）まで
※友の会先行受付は終了しました。

第536回
8月19日（土）13時30分～15時（13時開場）
死してなお「生きる」者
― 現代イランにおける戦後と殉教者

講師 黒田賢治（本館 助教）
中東の国イランでは、戦没者は死してなお
「生きる」殉教者として扱われ、時に彼らは、
その生前・死後に起こした奇跡とともに語ら
れます。彼らの奇跡譚からイランの戦後社会
を考えます。

【申込期間】
■友の会先行予約
　7月10日（月）～14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　7月18日（火）～8月16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　本館展示場（ナビひろば）
※定員なし（ご自由に参加いただけます）
※申込不要、参加無料（要展示観覧券）

7月9日（日）14時30分～15時
ウズベキスタンにおける
考古学調査の最新情報
話者　寺村裕史（本館 准教授）

7月23日（日）14時30分～15時
人間にとって狩猟とは何か
話者　池谷和信（本館 教授）

マタギ

©Maipo Film

共同墓地に埋葬された殉教者たち（2019年）

大エジプト博物館のファサード（2023 年）©GEM-FAED

「
大
エ
ジ
プ
ト
博
物
館
の
い
ま

―
フ
ァ
ラ
オ
の
至
宝
を
ま
も
る
2
0
2
3
」

開
館
に
向
け
て
準
備
が
大
詰
め
を
迎
え
て

い
る
大
エ
ジ
プ
ト
博
物
館
に
対
し
て
、
日
本

の
国
際
協
力
機
構
や
民
博
は
さ
ま
ざ
ま
な

支
援
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。
大
エ
ジ
プ

ト
博
物
館
の
現
状
と
魅
力
を
語
り
、
そ
の

社
会
的
な
役
割
や
未
来
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時
　

8
月
5
日（
土
）13
時
30
分
〜

　
　
　
16
時
45
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
3
5
0
名
）

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す（
定
員
3
0
0
名
）。

【
申
込
期
間
】

6
月
30
日（
金
）〜
7
月
27
日（
木
）

※
事
前
申
込
制
、
先
着
順
、
参
加
無
料

※
申
込
方
法
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
詳
細

は
、
左
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

https://w
w

w.
m

inpaku.ac.jp/
ai1ec_event/44476

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

刊行物紹介

「酒は白人の毒だ」。酒によって失われたオー
ストラリア・アボリジニの文化と社会。飲酒
規制がしかれる町の一角で、祖先から受け継
がれてきた物語をキャンバスに描き、当たり
前のように酒を飲む人びと。「危機」に対峙す
るアボリジニの選択と決断を読み解く。

■平野智佳子 著
『酒狩りの民族誌
―ポスト植民地状況を生きる
アボリジニ』
御茶の水書房　8,800円（税込）

40年以上の有明海漁撈の写真記録と文献調
査を基に、ニホンウナギ資源量減少が水辺生
態系の劣化と深く関わること、それが食と生
態系の未来に直結することを論じ、それらの
持続可能な将来像を読者とともに考える。

■中尾勘悟 著、久保正敏 編著
『有明海のウナギは語る
―食と生態系の未来』
千里文化財団 発行、河出書房新社 発売
2,970円（税込） イメージをさまざまに表現してきたアート。

文化や技術、宗教とそれらに結びついたイ
メージの多様性を探究してきた人類学。ふた
つの交わるところで研究、制作、展示を行う
11人の実践に基づく論集。

■藤田瑞穂、川瀬慈、村津蘭 編
『拡張するイメージ
―人類学とアートの境界なき探究』
亜紀書房　2,970円（税込）

人が、人や集団とつながっていることのリア
リティは、何によってもたらされるのだろう
か。本書は、サブスタンスという概念を手が
かりに、身体と自然を根底から問い直し、多
様に構築／切断される人と人との関係の論理、
人が家族や親族、社会とつながる関係性のロ
ジックの解明を目指すものである。

■松尾 瑞穂 編
『サブスタンスの人類学
―身体・自然・つながりのリアリティ』
ナカニシヤ出版　4,180円（税込）

【お問い合わせ】
本館研究協力課国際協力係　kokkyo@minpaku.ac.jp

みんぱく
インフォメーション

みんぱくホームページ
催し物のご案内

https://www.minpaku.ac.jp/event
各イベントについて、
詳しくは本館ホームページをご覧ください。

イベント予約はこちら 



呪
文
を
か
け
る

マ
レ
ー
シ
ア
の
森
に
暮
ら

す
先
住
民
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ

の
村
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
し
た
と
き
の
こ
と
。
当
初

は
村
の
会
館
の
一
室
に
寝

泊
ま
り
し
て
い
た
が
、
使
え

る
空
き
家
が
あ
る
と
い
う
の

で
、
引
っ
越
す
こ
と
に
な
っ

た
。
幼
稚
園
の
先
生
用
に

と
政
府
が
建
て
た
高
床
式

の
家
屋
だ
っ
た
が
、
誰
も
住

ん
だ
こ
と
が
な
い
と
い
う
。

な
の
で
、
周
囲
は
草
ぼ
う
ぼ

う
で
、
家
の
な
か
に
は
家
具

ひ
と
つ
な
い
。

ま
ず
は
、
住
め
る
よ
う
に

掃
除
を
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
。
人
口
四
〇
〇
人

ぐ
ら
い
の
村
な
の
だ
が
、
子

ど
も
も
含
め
て
五
〇
～
六
〇
人
が

集
ま
っ
て
、
み
ん
な
で
裏
庭
の
草
刈

り
や
草
焼
き
、
家
の
な
か
の
大
掃
除

を
し
て
く
れ
た
。
次
は
電
気
と
水
を

と
お
す
作
業
だ
。
調
査
助
手
の
ア

サ
ッ
ト
君
と
一
緒
に
町
に
出
か
け
、

水
道
管
、
電
気
の
延
長
コ
ー
ド
、
照

明
器
具
な
ど
を
購
入
し
た
。
数
十

メ
ー
ト
ル
離
れ
た
隣
の
家
に
住
む
ア

サ
ッ
ト
君
の
家
か
ら
水
道
管
を
延
ば
し
て
土

に
埋
め
た
。
電
気
は
反
対
側
の
隣
の
家
か
ら

数
十
メ
ー
ト
ル
の
延
長
コ
ー
ド
で
つ
な
い
だ
。

隣
の
住
人
は
、
泊
ま
り
が
け
で
森
に
出
か
け

る
た
び
に
ブ
レ
ー
カ
ー
を
落
と
す
の
で
、
そ
の

つ
ど
わ
た
し
の
家
も
停
電
に
な
っ
た
。
わ
た
し

の
家
に
電
気
を
つ
な
い
で
い
る
こ
と
を
す
っ
か

り
忘
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
意
外
と
電

気
が
な
く
て
も
不
自
由
は
な
か
っ
た
。

引
っ
越
し
当
日
。
村
の
リ
ー
ダ
ー
で
呪
術
師

で
も
あ
る
バ
テ
ィ
ン
が
呪
文
を
か
け
た
樹
脂
を

ア
サ
ッ
ト
君
が
も
っ
て
き
た
。
ア
サ
ッ
ト
君
は

そ
の
樹
脂
ク
ミ
ア
ン
を
お
椀わ
ん

に
入
れ
、
ラ
イ

タ
ー
で
火
を
つ
け
て
煙
を
焚た

い
た
。
そ
し
て
、

何
や
ら
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
お
椀
を
も
っ
て
家

の
な
か
を
回
り
始
め
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
を

七
周
し
、
最
後
に
、
わ
た
し
に
ク
ミ
ア
ン
の
煙

を
顔
や
体
に
か
け
る
よ
う
に
言
っ
た
。
初
め
て

こ
の
家
に
住
む
わ
た
し
に
災
い
が
お
よ
ば
な
い

よ
う
に
、
こ
う
し
た
儀
式
が
必
要
ら
し
い
の

で
、
言
わ
れ
た
と
お
り
煙
を
か
け
て
お
い
た
。

一
人
だ
け
ど
一
人
じ
ゃ
な
い

わ
た
し
の
家
を
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
、
サ
ン

ダ
ル
を
脱
ぐ
。
そ
れ
か
ら
階
段
を
五
段
ぐ
ら
い

上
が
る
と
、
バ
ル
コ
ニ
ー
が
あ
る
。
庭
の
方
に

伸
び
て
い
る
バ
ル
コ
ニ
ー
は
、
村
の
お
じ
さ
ん

が
作
っ
て
く
れ
た
夕
涼
み
用
の
休
憩
場
で
あ

る
。
そ
こ
ら
に
あ
る
木
や
ヤ
シ
の
葉
を
使
っ

て
、
も
の
の
一
時
間
ぐ
ら
い
で
で
き
上
が
っ
た
。

ド
ア
は
内
側
に
開
く
。
玄
関
は
な
く
、
ど
の

部
屋
も
板
張
り
の
床
に
は
村
の
家
々
と
同
じ
よ

う
に
、
町
で
買
っ
て
き
た
柄
物
の
ビ
ニ
ー
ル
の
フ

ロ
ア
シ
ー
ト
を
敷
い
た
。
最
初
の
部
屋
は
リ
ビ

ン
グ
で
、
テ
レ
ビ
や
テ
ー
ブ
ル
、
椅
子
が
あ
る
。

こ
こ
で
一
年
半
あ
ま
り
毎
日
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト

を
書
い
て
い
た
。
次
の
部
屋
は
寝
室
で
あ
る
。

マ
ッ
ト
レ
ス
を
直
置
き
に
し
て
い
る
。
タ
ン
ス
は

な
い
の
で
、
服
は
壁
に
張
っ
た
紐ひ

も
に
つ
る
し
て

い
る
。
窓
に
は
ガ
ラ
ス
も
網
戸
も
な
い
の
で
、
蚊

帳
は
必
須
で
あ
る
。
壁
と
屋
根
の
あ
い
だ
に
も

大
き
な
隙
間
が
あ
る
の
で
、
い
ろ
ん
な
生
き
物

が
出
入
り
す
る
。
ヤ
モ
リ
は
と
き
ど
き
上
か
ら

落
ち
て
き
て
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
る
が
、
わ
た

し
が
し
ゃ
べ
る
と
チ
ッ
チ
ッ
チ
と
鳴
い
て
く
れ
る

の
で
、
同
居
人
と
し
て
認
め
て
い
た
。

一
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
ネ
ズ
ミ
と
は
「
闘
争
」

を
繰
り
返
し
た
。
い
ち
ば
ん
困
っ
た
の
は
コ
ウ

モ
リ
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
留
守
を
す
る
と
、
必

ず
暗
闇
に
コ
ウ
モ
リ
が
数
匹
い
る
。
箒ほ

う
きで

追
い

払
い
、
寝
室
に
散
ら
ば
っ
た
糞ふ

ん
を
掃
除
し
な
い

と
い
け
な
い
。
い
く
ら
掃
除
し
て
も
、
し
ば
ら

く
は
異
臭
が
と
れ
な
い
。
犬
が
し
ば
し
ば
家
の

周
り
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
て
、「
チ
ェ
ー
！
」
と

言
っ
て
追
い
払
う
と
逃
げ
て
い
っ
た
が
、
な
か

に
は
気
弱
そ
う
な
犬
も
い
て
、
そ
ん
な
と
き

は
、
わ
か
る
は
ず
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
日
本
語

で
話
し
か
け
た
り
し
た
。

い
ち
ば
ん
奥
の
部
屋
は
台
所
で
あ
る
。
台
所

と
い
っ
て
も
水
が
出
る
キ
ッ
チ
ン
や
冷
蔵
庫
、

食
器
棚
は
な
く
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
と
洗
濯
機
、
そ

の
他
荷
物
類
が
置
い
て
あ
る
。
こ
こ
で
ゴ
ザ
を

敷
い
て
地
べ
た
で
食
事
を
し
て
い
た
。
二
槽
式

の
洗
濯
機
は
、
使
う
と
き
だ
け
ホ
ー
ス
を
つ
な

い
で
水
を
入
れ
る
。
水
場
と
ト
イ
レ
は
家
の
外

に
あ
っ
て
、
水
場
で
は
食
材
や
食
器
を
洗
っ
た

り
、
水
浴
び
を
し
た
り
す
る
。
ト
イ
レ
に
は
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
の
和
式
の
便
器
が
埋
め
込
ま
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
は
な

く
、
用
を
足
し
た
あ
と
は
、
バ
ケ
ツ
の
水
で
お

し
り
を
洗
っ
て
、
水
を
流
す
。
ゴ
ミ
は
、
窓
の

外
に
掘
っ
て
あ
る
穴
に
放
り
込
ん
で
い
く
。

村
全
体
が

大
き
な
家

わ
た
し
の
家
に
は

村
び
と
が
よ
く
ふ

ら
っ
と
入
っ
て
く
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
貧

し
く
て
学
校
に
通

え
な
か
っ
た
と
い
う

生
い
立
ち
を
話
す

人
や
、
お
化
け
の
話

を
す
る
人
、
死
後
の

世
界
の
話
を
す
る

人
も
い
た
。
隣
の

家
の
少
年
が
泊
ま
り
に
来
た
こ
と
が
あ
っ
た

が
、
お
化
け
が
出
る
と
思
っ
て
怖
く
て
寝
つ
け

ず
、
早
朝
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

村
で
は
、
一
歩
外
に
出
れ
ば
誰
か
と
声
を
か

け
合
い
、
子
ど
も
を
叱
る
声
や
赤
ち
ゃ
ん
の
泣

き
声
が
ど
こ
か
し
ら
で
聞
こ
え
る
。
村
び
と
同

士
は
親
族
関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
知

ら
な
い
人
は
い
な
い
。
わ
た
し
も
養
子
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
親
族
関
係
の
輪
の
な

か
に
い
る
。
お
互
い
の
家
を
頻
繁
に
行
き
来
し
、

問
題
が
起
こ
れ
ば
み
ん
な
で
解
決
し
、
造
作
が

必
要
と
な
れ
ば
、村
び
と
総
出
で
作
業
を
す
る
。

一
人
暮
ら
し
と
い
っ
て
も
、
日
本
と
は
違
い
、
村

全
体
が
大
き
な
家
の
よ
う
で
、
そ
の
な
か
の
一

間
を
借
り
て
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
で

あ
っ
た
。
夜
に
な
っ
て
も
、
静
寂
は
訪
れ
ず
、

虫
の
声
が
う
る
さ
い
ぐ
ら
い
に
聞
こ
え
て
く
る
。

住
み
始
め
た
記
念
に
、
市
場
で
ラ
ン
ブ
ー
タ

ン
と
チ
ク
の
苗
木
を
買
っ
て
き
て
、
庭
に
植
え

た
。
チ
ク
の
木
は
住
宅
の
整
備
の
た
め
切
ら
れ

て
し
ま
っ
た
が
、
ラ
ン
ブ
ー
タ
ン
の
木
は
今
で
は

大
き
く
な
り
、「
ラ
ン
タ
ウ
（
村
で
の
わ
た
し
の

名
）
の
木
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
毎
年
実
が
な

り
、
村
び
と
の
現
金
収
入
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

家
の
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト
は
庭
か
ら
見
え
る

熱
帯
の
森
の
景
色
、
マ
イ
ナ
ス
ポ
イ
ン
ト
は
日

中
の
暑
さ
だ
。
も
の
す
ご
く
暑
く
て
、
天
井
の

板
が
み
し
み
し
鳴
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
そ
ん
な
わ

た
し
の
家
は
、
今
で
は
再
び
空
き
家
と
な
り
、

結
婚
式
の
際
に
新
郎
が
泊
ま
る
家
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
。
い
つ
で
も
助
け
て
く
れ
る
村
び

と
と
生
き
物
や
自
然
に
囲
ま
れ
た
、
寂
し
く
な

い
一
人
暮
ら
し
を
し
た
日
々
は
、
わ
た
し
の

と
っ
て
お
き
の
思
い
出
と
な
っ
て
い
る
。

信の
ぶ

田た 
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し
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誰
も
住
ま
な
か
っ
た
家

マレーシアマレーシア

クアラルンプールクアラルンプールクアラルンプール

毎朝、フィールドノートを書いていたテーブル。日中、気温が上がる
と、天井が少し高い台所の部屋に避難していた。台所とリビングと
のあいだには、コウモリよけのネットを張っていた

ねずみに遭遇

洗濯物をつるす紐

マット

バルコニー

水場

トイレ

ランブータン

ヤシ

チク

荷物

洗
濯
機

テレビ

炊飯器

テ
ー
ブ
ル

ゴ
ミ
の
穴

コ
ウ
モ
リ
の

フ
ン

蚊帳

家の裏側。トイレの後ろには身長ほどの深さの穴が掘ってあり、便器からパイプで流れていくしくみになって
いる。穴が排泄物でいっぱいになると、他の場所に穴を掘ってトイレごと移動する
（写真はすべて1998年に撮影）

　一
人
暮
ら
し
を
し
て
み
ま
し
た

森のなかにあるドリアン果樹園の小屋の前で、養子として受け入れてくれた家族とわたし（左下）。
姉（左から2番目）は、たびたび取れたての果物や野菜をわたしの家に届けてくれた
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古
い
セ
ネ
ガ
ル
の
知
人
が
「
民
族
文
化
週
間
」
を
見

に
来
な
い
か
と
声
を
か
け
て
き
た
。
彼
か
ら
の
誘
い
は

い
ろ
ん
な
意
味
で
意
外
で
あ
っ
た
が
、
わ
た
し
は
行
っ

て
み
る
こ
と
に
し
た
。
二
〇
一
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。

疑
問
ば
か
り
の
説
明

セ
ネ
ガ
ル
は
一
九
六
〇
年
の
独
立
後
、
初
代
大
統
領

か
ら
近
代
化
路
線
を
引
き
継
ぎ
、
二
〇
年
以
上
、
旧
宗

主
国
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
を
維
持
し
た
西
欧
志
向
の
政

策
下
に
あ
っ
た
。
民
族
文
化
な
ど
は
旧
態
依
然
た
る
も

の
と
し
て
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
し

か
し
二
〇
〇
〇
年
に
就
任
し
た
三
代
目
大
統
領
の
時
代

に
な
る
と
、
大
統
領
自
ら
が
民
族
文
化
へ
の
回
帰
を
積

極
的
に
訴
え
る
よ
う
に
な
り
、
主
要
民
族
の
ウ
ォ
ロ
フ

語
の
普
及
も
進
ん
だ
。

そ
ん
な
社
会
情
勢
の
な
か
で
、
少
数
派
の
民
族
に
属

す
る
知
人
た
ち
が
民
族
文
化
の
行
事
を
開
催
す
る
と
い

う
の
だ
か
ら
、
一
体
何
が
起
き
て
い
る
の
か
わ
た
し
は

興
味
津
々
で
あ
っ
た
。
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
（
自
民

族
中
心
主
義
）
の
徴
候
が
主
要
民
族
以
外
の
集
団
の
な

か
で
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
か
と
推
察
し
た
。

彼
に
開
催
理
由
を
た
ず
ね
る
と
、
誰
も
が
古
い
も
の

に
郷
愁
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

彼
の
故
郷
で
は
植
民
地
時
代
か
ら
男
性
の
移
動
が
顕
著

で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
フ
ラ
ン
ス
へ
の
労
働

移
民
と
し
て
ほ
と
ん
ど
の
男
性
が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、

伝
統
的
な
儀
礼
や
習
慣
が
廃
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

子
ど
も
時
代
に
そ
う
い
っ
た
も
の
を
経
験
し
て
い
る
世

代
が
中
心
に
な
っ
て
、
そ
れ
ら
を
後
世
に
残
し
て
ゆ
き

た
い
の
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
会
社
を
経
営
し
、
実
利
を

追
求
す
る
世
界
に
身
を
置
く
知
人
か
ら
聞
く
説
明
と
し

て
は
、
納
得
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
〇
一
五

年
に
こ
の
行
事
に
参
加
し
た
と
き
は
疑
問
ば
か
り
が

残
っ
た
が
、
今
度
は
撮
影
班
と
と
も
に
来
て
く
れ
と
強

く
頼
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。

文
化
の
力
で
変
え
て
い
く

そ
し
て
二
〇
一
七
年
、
一
〇
回
目
の
民
族
文
化
週
間
の

取
材
に
民
博
の
取
材
班
と
と
も
に
出
か
け

た
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
主
催
者

や
参
加
者
た
ち
の
異
な
る
思
惑
で
あ
っ
た
。

こ
の
行
事
の
立
案
者
は
、
地
域
ラ
ジ
オ

の
局
長
で
あ
る
。
地
域
ラ
ジ
オ
は
地
域
の

発
展
を
責
務
と
し
な
が
ら
も
、
広
告
や
政

治
活
動
な
ど
か
ら
収
入
を
得
る
こ
と
を
禁

止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
局
長
は
、

F
M
電
波
が
届
く
地
域
を
回
り
、
ニ
ュ
ー

ス
を
集
め
る
拠
点
を
作
っ
た
。
移
民
の
妻

た
ち
を
動
員
し
て
、
女
性
た
ち
の
自
立
的
な
経
済
活
動

を
支
援
し
た
。
そ
し
て
彼
女
た
ち
を
主
役
と
し
て
民
族

文
化
週
間
を
開
催
し
、
全
国
に
よ
び
か
け
た
寄
付
金
を

ラ
ジ
オ
の
運
営
資
金
に
充
て
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
民
族
文
化
週
間
は
、
ラ
ジ
オ
局
に
と
っ
て

は
資
金
源
、
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
伝
統
社
会
と
は
異

な
る
活
躍
の
場
、
知
人
に
と
っ
て
は
伝
統
文
化
の
継
承

の
機
会
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
隠
れ
た
意
図
も
あ
っ
た
。

局
長
は
、
彼
ら
の
住
む
地
域
が
中
央
政
府
や
他
地
域
か

ら
の
関
心
を
よ
び
、
発
展
の
契
機
に
な
る
こ
と
を
狙
っ

て
い
る
。
中
央
へ
の
圧
力
で
は
な
く
、
文
化
を
力
と
し

て
存
在
を
主
張
す
る
静
か
で
強
い
住
民
運
動
で
あ
る
。

華
や
か
さ
の
奥
を
見
つ
め
て

セ
ネ
ガ
ル
最
東
端
の
同
地
域
は
労
働
移
民
が
多
く
経

済
的
に
は
う
る
お
っ
て
い
る
が
、
首
都
か
ら
は
遠
く
、

独
立
後
の
国
家
政
策
に
お
い
て
は
忘
れ
ら
れ
た
地
域
に

な
っ
た
。
そ
う
し
た
「
周
辺
」
諸
民
族
で
あ
る
彼
ら
の

文
化
に
関
心
を
よ
び
、
自
身
の
誇
り
と
尊
厳
を
取
り
戻

し
た
い
と
い
う
野
心
も
あ
る
。
ま
た
海
外
か
ら
送
金
す

る
移
民
に
対
す
る
地
元
に
残
っ
た
人
び
と
の
対
抗
心
も

見
え
隠
れ
す
る
。

民
族
文
化
週
間
は
ソ
ニ
ン
ケ
民
族
が
中
心
に
な
っ
て

開
催
し
て
い
る
が
、
マ
リ
と
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
と
国
境
を

隔
て
る
セ
ネ
ガ
ル
河
流
域
に
共
存
す
る
多
民
族
の
連
帯

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
い
る
。
決
し
て
自
民
族
中
心
主

義
を
主
張
し
な
い
の
が
成
功
の
秘ひ

訣け
つ

だ
ろ
う
。
ラ
ジ
オ

は
連
帯
の
声
を
届
け
る
電
波
な
の
で
あ
る
。

取
材
に
は
民
博
か
ら
だ
け
で
な
く
、
国
営
や
民
放
の

テ
レ
ビ
局
な
ど
も
参
加
し
て
い
た
。
取
材
陣
の
存
在
は
、

主
催
者
や
参
加
者
に
対
し
て
行
事
の
価
値
を
高
め
る
役

割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
、
民
博
が
こ
の
取
材
で
収
録

し
た
儀
礼
、
歌
な
ど
の
演
目
を
ま
と
め
た
の
が
「
セ
ネ

ガ
ル
河
上
流
域
の
民
族
文
化
の
映
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

で
、
伝
統
文
化
の
保
全
と
活
用
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
映
像
だ
け
を
見
て
も
踊
り
や

華
や
か
な
衣
装
に
目
を
奪
わ
れ
る
が
、
ぜ
ひ
D
V
D
版

「
セ
ネ
ガ
ル
を
越
え
る
人
と
地
域
ラ
ジ
オ
」（
み
ん
ぱ
く
映

像
民
族
誌
第
三
四
集
）
と
合
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

コレクション
あれこれ

場を盛り上げるのは伝統楽師の役割である（写真はすべてバケル県にて2017年に撮影）

届け、連帯の声
三

み

島
しま

 禎
て い

子
こ

  民博 准教授

セネガル河上流域の民族文化の映像
映像本数：238本
2017年開催のセネガル河上流域における「民族文化週間」の映像を収めたデータベー
ス。20カ村で撮影した踊りや歌、伝統儀礼のほか、参加者の声なども収録。日本
語・英語・フランス語で公開中。利用者のコメントによって、今後も成長していく。
https://ifm.minpaku.ac.jp/hautsenegal/

演目を終えた
少女たち

伝統楽師が奏でるリズムに乗って
踊る女性

上：村で開催される民族文化週間に向かう道中
下：村の女性たちが取材陣や招待客に昼食をふ
るまってくれた



19 2023.7 182023.7

紹
介
す
る
映
像
は
、
二
〇
二
二
年
の
東
京
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
で
特
集
上
映
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
初
め
て
公
開
さ
れ
た
の
は
一
九
七

一
年
で
、テ
レ
ビ
番
組
「
す
ば
ら
し
い
世
界
旅
行
」

シ
リ
ー
ズ
の
な
か
で
三
週
に
わ
た
っ
て
放
送
さ

れ
た
。
撮
影
さ
れ
て
か
ら
お
よ
そ
五
〇
年
の
時

を
経
て
大
き
な
ス
ク
リ
ー
ン
で
上
映
さ
れ
た
映

像
を
観
な
が
ら
、
わ
た
し
は
自
分
の
旅
を
ま
ざ

ま
ざ
と
思
い
出
し
、
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。

迷
走
す
る
船
団

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ミ
ル
ン
ベ
イ
州
の

東
に
広
が
る
島と

う

嶼し
ょ

域
。
そ
こ
で
は
貝
か
ら
作
ら

れ
た
宝
物
、
首
飾
り
「
バ
ギ
」
が
時
計
回
り
に
、

腕
輪
「
ム
ワ
リ
」
が
反
時
計
回
り
に
、
島
々
の

あ
い
だ
で
や
り
取
り
さ
れ
る
。
B
・
マ
リ
ノ
フ

ス
キ
は
「
ク
ラ
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
こ
の
交
易
を
、

そ
の
後
人
類
学
の
古
典
的
名
著
と
な
っ
た
『
西

太
平
洋
の
遠
洋
航
海
者
』（
一
九
二
二
年
）
の
な

か
で
詳
細
に
描
い
て
み
せ
た
。
市い

ち

岡お
か

監
督
は
こ

の
本
を
読
ん
で
ク
ラ
に
強
く
惹ひ

か
れ
、
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
の
牛う

し

山や
ま

純じ
ゅ
ん

一い
ち

に
相
談
、
番
組
を
制

作
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
の
顛て
ん

末ま
つ

は
番
組

が
制
作
さ
れ
た
経
緯
を
記
録
し
た
監
督
の
著
書

『KULA

―
貝
の
首
飾
り
を
探
し
て
南
海
を
ゆ

く
』（
コ
モ
ン
ズ
、
二
〇
〇
五
年
）
に
詳
し
い
。

映
像
は
、
あ
る
村
の
首
長
ト
コ
ヴ
ァ
タ
リ
ヤ
が
、

バ
ギ
を
求
め
て
一
二
〇
キ
ロ
離
れ
た
島
ま
で
ク
ラ

の
船
団
を
組
ん
で
向
か
う
過
程
を
追
う
。
と
こ
ろ

が
船
団
が
目
的
の
村
へ
着
く
と
、
バ
ギ
は
ま
だ
到

着
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
先
の
島
に
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
を
知
っ
た
彼
ら
は
先
の
島
を
目
指
す
。
撮
影

隊
は
島
か
ら
島
へ
と
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
、
待
ち

ぼ
う
け
を
く
ら
い
、
ク
ラ
は
ま
っ
た
く
予
定
ど
お

り
に
進
ま
な
い
。
現
在
と
違
っ
て
使
用
で
き
る

フ
ィ
ル
ム
の
限
ら
れ
た
当
時
の
撮
影
隊
は
大
変

だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
バ
ギ
を
探
し
て
迷
走
す
る

船
団
と
、
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
撮
影
隊
を
想
像

し
て
映
画
館
の
端
で
笑
い
な
が
ら
、
わ
た
し
は
自

身
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
映
像
を
重
ね
て
い
た
。

あ
っ
ち
か
ら
ト
ボ
ト
ボ
、

こ
っ
ち
か
ら
ト
ボ
ト
ボ

映
画
「
ク
ラ
」
が
撮
影
さ
れ
て
か
ら
四
〇
年

後
の
二
〇
一
一
年
。
当
時
学
生
だ
っ
た
わ
た
し
は
、

初
め
て
ミ
ル
ン
ベ
イ
州
に
降
り
立
っ
た
。
そ
し
て
、

ク
ラ
の
撮
影
場
所
か
ら
四
〇
〇
キ
ロ
ほ
ど
離
れ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
諸
島
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
石せ

き

斧ふ

の
形
を
し
た
ま

た
別
の
宝
物
「
ト
ボ
ト
ボ
」
が
ク
ラ
と
似
た
よ

う
な
方
法
で
交
易
さ
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
、

映
画
に
出
て
き
た
首
長
ト
コ
ヴ
ァ
タ

リ
ヤ
と
同
じ
く
ら
い
の
歳
の
老
人
に

同
行
し
て
交
易
に
参
加
し
た
。
目

的
の
島
に
到
着
し
、
交
易
パ
ー
ト

ナ
ー
と
の
交
渉
を
終
え
た
老
人
に
、

わ
た
し
は
交
渉
の
結
果
と
こ
れ
か
ら

の
予
定
を
詳
し
く
聞
い
た
。
老
人
の

説
明
は
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

―
A
村
に
住
む
私
の
親
族
の
と
こ
ろ
に
、
B

村
の
私
の
イ
ト
コ
が
以
前
貸
し
た
ト
ボ
ト
ボ
を

取
り
に
来
る
。
イ
ト
コ
は
以
前
の
私
へ
の
借
り

を
返
す
た
め
、
私
に
そ
の
ト
ボ
ト
ボ
を
渡
す
。

そ
の
ト
ボ
ト
ボ
を
持
っ
て
、
私
は
隣
の
島
で
お

こ
な
わ
れ
る
、
妻
の
大
叔
父
の
葬
儀
に
参
加
し
、

ト
ボ
ト
ボ
を
贈
与
す
る
。
そ
の
葬
儀
で
ト
ボ
ト

ボ
を
受
け
取
っ
た
大
叔
父
の
親
族
か
ら
、
私
の

交
易
パ
ー
ト
ナ
ー
が
ト
ボ
ト
ボ
を
受
け
取
り
、

彼
ら
に
対
す
る
以
前
の
貸
し
を
回
収
す
る
。
彼

は
そ
の
ト
ボ
ト
ボ
を
私
に
贈
り
、
私
は
息
子
の

姻
族
が
お
こ
な
う
儀
礼
に
持
っ
て
い
き
そ
の
ト

ボ
ト
ボ
を
贈
与
す
る
。
息
子
の
姻
族
は
儀
礼
で

そ
の
ト
ボ
ト
ボ
を
ま
た
贈
与
す
る
。

何
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
本

当
に
そ
ん
な
予
定
で
事
が
進
む
の
か
。
彼
が
ト

ボ
ト
ボ
を
手
に
入
れ
る
と
こ
ろ
は
い
つ
に
な
っ

た
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
し
か
も
手
に

入
れ
た
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に
手
放
す
予
定
だ
と

い
う
。
一
体
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
わ
か
ら
な
い
こ

と
だ
ら
け
だ
っ
た
が
、
目
の
前
に
い
る
小
さ
な

老
人
が
、
自
身
の
知
力
や
体
力
を
振
り
絞
っ
て
、

必
死
に
こ
の
石
の
宝
物
を
追
い
か
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
け
は
わ
か
っ
た
。

人
生
を
か
け
た
航
海

映
画
「
ク
ラ
」
で
は
、
村
人
た
ち
が
振
り
回

さ
れ
苦
労
し
な
が
ら
も
、
命
を
賭
し
た
航
海
に

よ
っ
て
宝
物
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

が
、
丁
寧
に
描
か
れ
る
。
同
時
に
、
人
生
を
か

け
て
ク
ラ
に
興
じ
る
人
び
と
の
あ
い
だ
に
、
一
種

の
繋つ

な

が
り
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く

る
。
そ
こ
で
改
め
て
、
わ
た
し
た
ち
は
気
づ
か
さ

れ
る
。
彼
ら
は
命
懸
け
で
人
と
繋
が
っ
て
い
た
の

だ
と
。
人
生
を
か
け
て
生
み
出
す
こ
の
連
帯
こ

そ
が
、
ク
ラ
の
真
髄
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
が
調
査
を
し
て
か
ら
一
〇
〇
年

以
上
が
経
っ
た
。
ク
ラ
は
世
代
を
越
え
て
お
こ

な
わ
れ
人
び
と
を
魅
了
し
続
け
る
。
宝
物
は
今

日
も
ま
た
南
洋
の
小
さ
な
島
々
を
巡
っ
て
い
る
。

シネ
倶楽部M

 儀礼のために並べられたトボトボ。バギと現金も用意されている
（パプアニューギニア、2018年）

バギを手に入れた男性。今でも人
びとは宝物を求めて航海している
（パプアニューギニア、2017年）

 トボトボのやり取りをする老人たち
（パプアニューギニア、2014年）

現代の航海カヌー。クラで使われていたものより大きく性能がいい
（パプアニューギニア、2023年）

クラに向けて航海する船団
（どちらも映画「クラ―西太平洋の遠洋航海者」より。製作：日本映像記録センター）

カヌーの上で交渉するトコヴァタリヤ（右）

「クラ―西太平洋の遠洋航海者」
1971年／日本／日本語／67分／DVDなし
監督 ： 市岡康子
出演 ： トコヴァタリヤほか

今
日
も
宝
物
は

南
洋
の
島
か
ら
島
へ

門も
ん

馬ま 

一い
っ

平ぺ
い

　
民
博 

特
任
助
教



「すみません」
「かまいません」

相
さが

良
ら

 啓
けい

子
こ

民博 特任助教

最近、店頭や外出先で思いがけず手話で対応
してもらえる機会が増えた。手話を取り入れた
テレビドラマが続けて放映された影響だろうか。
手話でコミュニケーションができる機会が増え
るのは嬉

うれ

しいが、日本語に日本手話の語彙を当
てはめただけでは、ろう者とうまくコミュニケー
ションがとれないことがある。日本語と日本手
話では語の意味や用法が異なるからだ。

筆者は中途失聴者で、日本語を第一言語とし
て、日本手話を第二言語として習得している。日
本手話を覚えて使い始めたばかりのときは、こ
のふたつの言語のはざまで、時折、おや？と思
う場に遭遇してきた。例えば、「すみません」の
使い方だ。日本語の「すみません」には幅広い
意味があり、謝罪や依頼だけでなく、相手を立
てた感謝の意味でも使われるのに対して、日本
手話の「すみません」（利き手の親指と人差指で眉
間をつまむようにした後、その手を顔の前に立てて
少し前に出す）は、謝罪のときにしか使われない。
日本語では、差し入れをもらったとき、「すみま
せん、お気遣いいただいて」と感謝の意味も含
めて言うことがあるが、同じ状況で、日本手話
の「すみません」をあらわすと違和感が残る。こ
こは、お礼を言う場であり、謝る場ではないた
め、日本手話の「すみません」は、その場にそ
ぐわない語となり、「ありがとう」がふさわしい。

日本手話の「かまわない」（立てた小指をあごに
繰り返し当てる）についても、日本語とは違う用
法があり、少し複雑だ。日本手話の「かまわな
い」は、日本語と同様に「椅子に座ってもいい？」

「いいよ（かまわないよ）」というように、許可の
意味で使われるが、それだけではない。学生時

代、ろうの友人が忙しそうで困っているように
見えたので、「手伝おうか？」と聞くと、友人は、
にこにこしながら「かまわない」と手話を出し
た。少々戸惑いながらも「不要」と言っている
のだと受け止めたのだが、この場合の「かまわ
ない」は、「ありがとう、よろしくね」という意
味で使われるのだということを、だいぶ後になっ
て知った。つまり、手の表現だけを見ていて表
情に目が届いていなかったため、反対の意味に
とらえてしまったのである。ちなみに、ろうの
友人によると、首を横にふるしぐさと同時に「か
まわない」を出すと、「手伝わなくてもいいよ」
という意味になるという。「かまわない」の使い
方には個人差もあるようだが、日本手話は手だ
けであらわす言語ではなく、眉や口の動き、視
線、頭の動き等にも文法が組み込まれている。

このような、日本語とは異なる意味や用法を
もつ日本手話を身につけるためには、ろう者の
コミュニティに入ってともに活動し、語り合う
経験を積むことが求められるだろう。

日本手話の
「かまわない」

202023.7



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

編 集 後 記

大衆社会論の古典『大衆の反逆』で有名な思想家オルテガ・イ・ガセーに、
『狩猟の哲学』という人間洞察の書がある。「血を見ることが何よりも嫌いで
狩りとも縁遠い」と自身のことをことわったうえで、「ただ生きるだけ」というこ
とができない人間という地上でただひとつの生物が生きるために不可欠な、あ
らゆる「気晴らし」の根源的活動が狩りだと主張する。たしかに、どんなに文
明が発達しようと、狩りのイメージと比喩は生活のなかにあふれている（肉食
系……などもか）。まいしろさんのエッセイと今回の特集を読みながら、そんな
ことを感じた。要するに、「人類みなハンター！」
みなさん、戸締まりと火には用心しましょう。
お知らせがふたつあります。まず、4月から左記のとおり、編集長以下メンバー
が新しくなりました。今号から少しずつ新しい色が出ていくものと思います。ど
うかよろしくお願いします。次に、かつて編集長をつとめられた庄

しょう
司
じ
博
ひろ
史
し
名誉

教授が逝去されました。最後にお見舞いし
た際、こんなお言葉に寂

せき
寥
りょう
いかんともし

がたかったものです。「もういっしょに釣
り、行かれへんな」。ご冥福をお祈りいた
します。（樫永真佐夫）

特集「統制下を生きる」（仮）

次号の予告 8月号

P-B10282

月刊みんぱく  2023年7月号
第47巻第7号通巻第550号　2023年7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　樫永真佐夫（編集長）　河西瑛里子

黒田賢治　島村一平　中川理　松本雄一
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/

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。

〒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）

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。

みんぱくホームページ
https://www.minpaku.ac.jp/
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国立民族学博物館
ミュージアム・ショップ（水曜日定休）
オンラインショップ
「World Wide Bazaar」

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

Tシャツ

定価 各2,700円（税込）    

手話数字のイラスト
Ｔシャツも大好評！
カラー：デニム
サイズ：S、M、L、XL

お問い合わせ

ウォーターボトル

定価 2,300円（税込）

ポケットサイズの軽くて小さな水筒
日本手話で数字の1から10のイラストが描かれています。
おでかけやお散歩のお供に！ お家でのくつろぎタイムに！
保温保冷対応（ステンレス製マグボトル）
カラー：ネイビー　容量：120ml　重さ：約 115g（本体のみ）
本体サイズ：高さ 約 131mm×直径 約 45mm

NEW

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ

オリジナルグッズのご案内 2023年8月31日（木）まで
ウォーターボトルと
Tシャツのセット購入で
送料無料！

友の会割引との併用はできません
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