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8
二
〇
二
二
年
九
月
、
一
一
年
ぶ
り
に
目
に
し
た
シ
リ
ア
中

部
の
オ
ア
シ
ス
都
市
パ
ル
ミ
ラ
。
廃は

い

墟き
ょ

と
化
し
た
街
で
、
私

は
立
ち
尽
く
し
た
。

パ
ル
ミ
ラ
は
シ
リ
ア
砂
漠
の
中
央
部
に
位
置
し
、
古
代

か
ら
東
西
を
結
ぶ
交
易
の
要
衝
と
し
て
栄
え
て
き
た
。
か

つ
て
の
人
口
は
約
一
〇
万
人
。
郊
外
に
は
世
界
遺
産
パ
ル
ミ

ラ
遺
跡
が
残
さ
れ
、
一
大
観
光
地
と
し
て
賑に

ぎ

わ
っ
た
。

街
の
郊
外
で
ラ
ク
ダ
の
放
牧
を
手
が
け
る
大
家
族
に
出

会
い
、
砂
漠
の
暮
ら
し
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
の
は
二
〇
〇
八

年
の
こ
と
だ
。
や
が
て
一
家
が
暮
ら
し
を
奪
わ
れ
、
難
民
と

な
っ
て
い
く
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
、
難
民
の
取
材
を
始
め

た
。
現
在
で
は
、
ト
ル
コ
南
部
を
主
な
取
材
地
と
し
て
足あ

し

繁し
げ

く
通
っ
て
い
る
。

写
真
家
と
し
て
、
シ
リ
ア
難
民
と
向
き
合
っ
て
感
じ
る

異
質
さ
が
あ
る
。
人
々
は
難
民
と
な
っ
て
シ
リ
ア
か
ら
離
れ

て
も
な
お
、
シ
リ
ア
政
府
に
精
神
的
支
配
を
受
け
て
い
る
。

政
治
に
関
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
や
故
郷
で
の
記

憶
で
す
ら
、
人
々
は
語
る
こ
と
を
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

す
る
。
言
葉
や
写

真
を
ど
こ
か
に
残
す
こ
と
で
、
い
つ
か
身
の
危
険
に
繋つ

な

が
る

の
で
は
と
恐
れ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
長
い
時
間
を
か
け
、
シ

リ
ア
で
の
政
治
体
制
が
人
々
の
心
の
奥
深
く
に
植
え
付
け

て
き
た
も
の
だ
。

六
〇
年
近
い
独
裁
体
制
が
続
い
て
き
た
シ
リ
ア
で
は
、

自
由
な
政
治
参
加
を
許
さ
れ
ず
、
体
制
に
異
を
唱
え
る
者

は
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
、
口
を
封
じ
ら
れ
た
。
二
〇
一
一
年

初
め
に
は
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
が
波
及
し
、
市
民
に
よ
る
民

主
化
の
気
運
が
高
ま
っ
た
が
、
政
府
は
武
力
で
こ
れ
を
弾

圧
。
武
力
衝
突
が
広
が
り
、
国
内
は
内
戦
状
態
へ
と
陥
っ
た
。

現
在
ま
で
か
つ
て
の
人
口
二
二
四
〇
万
人
中
、
六
七
〇
万
人

ほ
ど
が
国
外
に
逃
れ
て
難
民
と
な
っ
た
。

パ
ル
ミ
ラ
で
も
二
〇
一
五
年
か
ら
一
七
年
に
か
け
、
I
S

（
イ
ス
ラ
ム
国
）
と
政
府
軍
と
の
間
で
激
し
い
戦
闘
と
占
領

と
が
繰
り
返
さ
れ
、
シ
リ
ア
政
府
軍
と
ロ
シ
ア
軍
に
よ
る

空
爆
で
、
市
街
地
の
ほ
と
ん
ど
が
壊
滅
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
占
領
下
、
敵
へ
の
協
力
者
が
数
百
人
規
模
で
処
刑
さ
れ

た
た
め
、
人
々
は
政
治
的
立
場
を
明
確
に
す
る
必
要
に
迫

ら
れ
た
。
そ
う
し
て
残
っ
た
の
が
、
現
在
の
パ
ル
ミ
ラ
の
住

人
五
〇
〇
人
ほ
ど
だ
。
全
員
が
政
府
支
持
者
と
さ
れ
る
。

「
街
の
破
壊
者
は
I
S
だ
。
政
府
軍
じ
ゃ
な
い
」。「
こ
こ

で
は
何
も
起
き
て
い
な
い
」。
目
を
疑
う
ほ
ど
の
廃
墟
の
中

で
、
住
人
た
ち
は
全
く
真
逆
の
こ
と
を
口
に
す
る
。

人
々
は
嘘う

そ

を
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
あ
え
て
真
実

を
語
ら
な
い
」。
い
や
「
語
れ
な
い
」
の
だ
。
そ
れ
が
、
こ

の
シ
リ
ア
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
彼
ら
か
ら
の
、
見
え
な
い

メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
だ
。
真
実
は
、
そ
こ
に
生
き
る
者
の
視
点

に
よ
っ
て
形
を
変
え
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
人
々
は
こ
こ
で

命
を
永
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
か
つ
て
「
楽
園
」

と
謳う

た

わ
れ
た
パ
ル
ミ
ラ
の
街
で
、
人
々
は
そ
の
状
況
を
肯
定

し
続
け
る
こ
と
で
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
。

プロフィール
ドキュメンタリーフォトグラファー。秋田県生まれ。2006年、世界第2の高峰K2(8611メートル)登頂。
2012年からシリア内戦・難民を取材。主にトルコ南部のシリア難民コミュニティを継続して訪問。著書に『人
間の土地へ』（集英社インターナショナル）など。第8回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞。
公式ホームページは「YUKA KOMATSU」　https://yukakomatsu.jp

「
こ
れ
が
、
あ
の
パ
ル
ミ
ラ
…
…
」
小こ

松ま
つ 

由ゆ

佳か



独裁体制

下：古書の夜店で熱心に本を探す人びと（ブカレスト、1986年）
左：2カ月先の民主革命など予想もできない地方都市の路上
（シビウ、1989年）

3000を超える部屋があるという国民の館（通称）。チャウシェ
スクの野望の遺産だが、現在は国会議事堂となっている
（ブカレスト、2009年）

チャウシェスク大統領の独裁を終わらせた民主革命で倒れた女性を悼む十字架（ブカレスト、2007年）
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熱
狂
的
拍
手
と
夜
の
闇

私
事
と
な
る
が
、
わ
た
し
の
父
は
シ
ベ
リ
ア
抑
留
兵

で
あ
る
。
収
容
所
で
の
飢
餓
と
重
労
働
の
過
酷
な
体
験

を
語
っ
て
く
れ
た
が
、
わ
た
し
に
は
生
き
抜
い
た
父
の

こ
と
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
自
分
な
ら
早
く
死
ん
で
ら

く
に
な
り
た
か
っ
た
だ
ろ
う
。

長
じ
て
悲
惨
な
現
実
に
向
き
合
う
は
め
に
な
っ
た
。

チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
独
裁
体
制
下
に
お
け
る
ル
ー
マ
ニ
ア

調
査
で
の
経
験
で
あ
る
。

モ
ノ
を
求
め
る
長
い
行
列
、
役
人
た
ち
の
無
表
情
で

高
圧
的
な
姿
、
こ
っ
そ
り
と
語
ら
れ
る
不
満
や
絶
望
、

テ
レ
ビ
で
繰
り
返
し
放
映
さ
れ
る
大
統
領
の
演
説
と
熱

狂
的
な
拍
手
、
そ
し
て
夜
の
闇
に
消
さ
れ
て
い
く
人
び

と
。
こ
の
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
独
裁
体
制
は
一
九
六
五
年

か
ら
一
九
八
九
年
ま
で
続
い
た
。

西
側
世
界
に
秋
波
を
送
っ
た
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
だ
が
、

そ
の
高
度
経
済
成
長
の
目も
く

論ろ

見み

は
破
綻
し
、
膨
大
な
対

外
債
務
が
残
っ
た
。
債
務
を
返
済
す
る
た
め
に
飢
餓
輸

出
と
も
い
わ
れ
た
小
麦
輸
出
を
お
こ
な
っ
た
。
人
び
と

は
飢
餓
に
苦
し
み
、
配
給
を
受
け
る
た
め
に
な
ら
ん
だ
。

電
力
は
制
限
さ
れ
冷
た
い
シ
ャ
ワ
ー
と
凍
え
る
よ
う
な

寒
さ
の
部
屋
で
震
え
た
。
秘
密
警
察
セ
ク
リ
タ
ー
テ
は

密
告
を
奨
励
し
て
人
び
と
の
不
満
を
抑
え
た
。
子
ど
も

た
ち
は
学
校
で
親
の
会
話
を
先
生
に
報
告
し
た
。
そ
れ

で
も
人
び
と
は
生
き
て
き
た
。
彼
ら
の
生
を
支
え
る
と

同
時
に
支
配
し
て
い
た
の
は
、
永
遠
の
生
を
保
証
す
る

信
仰
だ
ろ
う
か
、
西
側
か
ら
漏
れ
伝
わ
る
自
由
の
息
吹

だ
ろ
う
か
。
人
の
心
の
な
か
を
推
し
量
る
の
は
難
し
い

が
、
外
面
的
に
見
れ
ば
、
人
び
と
の
暮
ら
し
を
実
質
的

に
支
え
て
い
た
の
は
縁ネ
ポ
テ
ィ
ズ
ム

故
主
義
、
裏
取
引
、
闇
経
済
で

は
な
い
か
。

縁
故
主
義
が
も
た
ら
す
も
の

縁
故
主
義
は
、
少
数
の
人
び
と
が
大
き
な
権
力
を
維

持
し
、
そ
の
力
を
家
族
や
親
し
い
人
び
と
へ
配
分
し
、

引
き
継
が
せ
よ
う
と
す
る
し
く
み
だ
。
現
代
日
本
に
生

き
る
我
々
に
も
な
じ
み
深
い
。
ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
国
家

の
上
層
部
か
ら
地
方
の
工
場
や
農
場
に
い
た
る
ま
で
、

十
分
な
身
元
の
保
証
と
確
か
な
政
治
的
信
頼
性
を
も
つ

人
び
と
だ
け
が
利
益
を
得
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
効

果
的
な
人
間
関
係
（
い
わ
ゆ
る
コ
ネ
）

を
構
築
す
る
こ
と
が
、
職
場
で
の
配

置
改
善
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
の
緩
和
、

報
奨
金
の
獲
得
の
手
段
に
な
っ
た
。

縁
故
主
義
が
促
進
し
た
の
が
コ
ネ

を
利
用
す
る
裏
取
引
で
あ
る
。
国
家

レ
ベ
ル
で
の
経
済
計
画
、
必
要
な
資

材
・
労
働
力
の
確
保
に
す
ら
影
響
し
、

国
家
レ
ベ
ル
で
（
少
な
く
と
も
書
類

上
は
）
目
標
を
達
成
し
て
い
て
も
、

地
方
レ
ベ
ル
で
は
裏
取
引
が
横
行
し
、

生
産
実
態
は
惨さ
ん

憺た
ん

た
る
も
の
だ
っ
た
。

半
面
、
現
場
で
の
集
団
と
個
人
が
差

配
す
る
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
あ
る
種
の
自

律
性
を
生
む
こ
と
に
も
な
っ
た
。

そ
し
て
闇
経
済
だ
。
国
家
が
公
的
経
済
に
物
資
を
提

供
で
き
な
い
の
で
、
人
び
と
は
必
要
を
充
足
す
る
た
め

に
公
式
の
数
字
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
生
産
と
交
換
へ
向

か
っ
た
。
ド
ル
の
闇
レ
ー
ト
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
生

産
工
場
か
ら
の
横
流
し
は
日
常
茶
飯
事
だ
っ
た
。

生
き
る
知
恵
か
、不
正
の
温
床
か

こ
れ
が
強
大
す
ぎ
る
国
家
権
力
の
支
配
の
も
と
で
、

人
び
と
が
意
識
的
に
、
無
意
識
的
に
選
び
取
っ
た
生
き

る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
こ
ん
な
状
況
の
下
で
、
正
し

く
生
き
る
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
絵
空
事
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
調
査
で
出
会
っ
た
人
び
と
の
な
か
に
は
節
を
曲

げ
な
い
姿
も
確
か
に
あ
っ
た
。

ル
ー
マ
ニ
ア
の
一
部
の
地
域
で
は
、「
シ
ュ
メ
ッ
ケ

リ
」
と
い
う
狡ず
る

さ
を
称
賛
す
る
こ
と
ば
が
あ
る
と
い
う
。

状
況
を
抜
け
目
な
く
利
用
し

て
生
き
る
こ
と
を
さ
す
。
こ

う
し
た
生
き
る
技
術
は
、
管

理
体
制
の
網
の
目
を
潜く
ぐ

り
抜

け
よ
う
と
す
る
個
人
の
実
践

に
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
社
会
全
体
と
な
る
と
、

人
び
と
の
社
会
的
差
違
を
拡

大
し
、
経
済
的
な
機
会
主
義

を
も
た
ら
し
、
政
治
的
連
帯

の
弱
体
化
を
促
進
す
る
恐
れ

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 独

裁
体
制
下
で
生
き
る
技
術

政治的なるものと
不条理の超克

特集

新し
ん

免め
ん 

光み
つ

比ひ

呂ろ　

 

民
博 

教
授

社会主義イデオロギーに彩られた独裁国家、キリスト教に
支えられた植民地国家、危機にある民主主義国家、大規模
な管理統制社会。個人を超えた政治なるものは、不条理と
して人びとの前に立ちあらわれる。
人びとはいかにして不条理を生き抜いてきたのだろうか。



C
O
VID-19 住民の陰性証明を確認する団地の警備員（天津市、2022年）

食料品の備蓄（天津市、2022年）団地の敷地内でPCR検査を待つ人びと（天津市、2022年）

配給制時代の食料品の購入証（天津市発行、1970年代）。
手帳形式のもので、世帯ごとに配られる。裏面には世帯の
構成や住所、購入できる食料品の種類と数量が明記されて
いた

世帯ごとに配られる外出通行証（天津市発行、2022年）。
裏面には、外出は2日に1度、世帯ごとに1名のみ可能で、買い物は指定
された店舗でおこなうようにと書かれている
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「
万
全
」の
隔
離
準
備

二
〇
二
〇
年
に
始
ま
っ
た
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
流

行
に
対
し
て
、
中
国
は
感
染
症
の
完
全

な
封
じ
込
め
を
は
か
る
た
め
、
地
域
の

封
鎖
、
P
C
R
検
査
の
徹
底
、
感
染

者
や
濃
厚
接
触
者
の
強
制
隔
離
な
ど

を
実
施
し
て
、
厳
し
く
対
応
し
た
。
以
下
は
、
二
〇
二

二
年
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
わ
た
し
が
天て
ん

津し
ん

市し

の
実

家
で
体
験
し
た
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
生
活
の
リ
ア
ル
な
記

録
で
あ
る
。

当
時
、
入
国
後
の
隔
離
措
置
で
は
、
二
週
間
の
ホ
テ

ル
隔
離
と
一
週
間
の
自
宅
隔
離
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
わ
た
し
は
日
本
を
出
発
す
る
前
、
S 

N 

S
で

の
個
人
投
稿
の
記
事
を
閲
覧
し
、
政
府
指
定
の
隔
離
ホ

テ
ル
の
ク
チ
コ
ミ
や
入
国
手
続
き
の
流
れ
に
関
す
る
情

報
を
多
く
収
集
し
た
。
さ
ら
に
、
実
家
の
団
地
の
行
政

上
の
担
当
者
「
網ワ
ン

格ゲ

員ユ
ア
ン

」
とW

eC
hat

で
連
絡
を
取

り
合
い
、
出
発
地
や
到
着
日
時
、
人
数
、
滞
在
期
間
な

ど
を
報
告
し
、
地
元
の
最
新
の
防
疫
政
策
を
確
認
し
た
。

こ
の
よ
う
な
「
万
全
」
の
準
備
の
お
か
げ
で
、
ホ
テ
ル

で
の
集
中
隔
離
は
無
事
に
終
わ
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
行
動
制
限

自
宅
で
の
隔
離
期
間
は
定
年
退
職
し
た
両
親

と
と
も
に
過
ご
し
た
。
期
間
中
は
全
員
の
外
出

が
禁
止
さ
れ
る
た
め
、
両
親
は
食
料
品
と
日
用

品
を
買
い
だ
め
し
、
一
週
間
分
の
生
活
必
需
品

を
事
前
に
準
備
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
父
が
赴
い

た
市
場
で
感
染
者
が
出
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ

の
追
跡
記
録
か
ら
父
は
網
格
員
に
接
触
者
と
し

て
判
断
さ
れ
、
わ
が
家
の
隔
離
期
間
は
一
週
間

延
長
さ
れ
た
。
幸
い
な
こ
と
に
デ
リ
バ
リ
ー
の

利
用
や
隣
人
か
ら
の
助
け
が
あ
っ
て
、
わ
た
し

た
ち
は
こ
の
隔
離
延
長
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で

き
た
。

天
津
到
着
後
一
カ
月
を
経
て
、
わ
た
し
は
や
っ

と
外
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
団
地
を
出
入

り
す
る
際
や
諸
施
設
に
入
る
と
き
は
お
お
む
ね
、
マ
ス

ク
は
も
ち
ろ
ん
、
健
康
状
態
を
示
す
デ
ジ
タ
ル
証
明
書

の
提
示
が
必
要
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
行
動
履
歴
を
残

す
た
め
、
利
用
施
設
の
Q 

R
コ
ー
ド
を
ス
キ
ャ
ン
す
る

こ
と
も
求
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
政
府
が
公
表
す
る
感

染
者
の
行
動
履
歴
を
常
に
確
認
し
、
感
染
リ
ス
ク
の
高

い
場
所
を
避
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
中
の
市
内
の
感
染
拡
大
を
抑

え
る
た
め
、
政
府
は
地
域
を
指
定
し
、
全
住
民
を
対
象

と
し
た
P
C
R
検
査
を
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

住
民
た
ち
は
検
査
の
陰
性
証
明
が
出
る
ま
で
は
、
出
勤

や
買
い
物
な
ど
の
外
出
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

わ
が
家
で
は
、
両
親
は
網
格
員
か
ら
の
検
査
案
内
を
確

認
し
な
が
ら
、
事
前
に
買
い
だ
め
を
し
た
り
ネ
ッ
ト
通

販
を
用
い
る
こ
と
で
、
団
地
封
鎖
中
の
食
料
確
保
に
努

め
た
。

こ
れ
ら
の
行
動
制
限
に
や
っ
と
慣
れ
て
き
た
こ
ろ
に
、

わ
た
し
の
三
カ
月
間
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
生
活
が
終
わ
っ

た
。

買
い
だ
め
、助
け
合
い
、保
存
食

二
〇
二
二
年
の
年
末
か
ら
、
中
国
政
府
は
ゼ
ロ
コ
ロ

ナ
政
策
を
見
直
し
、
厳
格
な
行
動
制
限
を
緩
和
し
て

い
っ
た
。
こ
の
二
年
間
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
生
活
に
お
い

て
、
人
び
と
は
必
需
品
の
買
い
だ
め
・
ま
と
め
買
い
や

隣
人
と
の
助
け
合
い
な
ど
、
多
様
な
手
段
を
用
い
て
、

臨
機
応
変
に
対
応
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
手
段
に
は
、

通
販
ア
プ
リ
の
利
用
と
い
う
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る

あ
ら
た
な
ツ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
の
配
給
制
の

時
代
（
一
九
五
三
〜
一
九
九
三
年
）
に
お
け
る
食
料
品

確
保
の
知
恵
も
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
配
給
制
の
も
と
で
は
食
料
品
は
決
ま
っ
た

量
し
か
購
入
で
き
な
い
た
め
、
人
び
と
は
密ひ
そ

か
に
購
入

証
を
借
用
し
た
り
、
配
給
券
を
交
換
し
た
り
、
ま
た
野

菜
を
買
い
だ
め
し
て
乾
物
や
漬
物
を
作
っ
た
り
し
て
、

日
常
の
食
料
不
足
を
補
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
ダ
ウ

ン
で
は
、
団
地
封
鎖
の
知
ら
せ
が
届
く
と
、
み
な
肉
類

や
卵
、
牛
乳
な
ど
の
生
鮮
食
品
を
多
め
に
購
入
し
て
、

冷
蔵
庫
に
詰
め
込
ん
だ
。
さ
ら
に
、
野
菜
を
長
持
ち
さ

せ
る
た
め
、
ゆ
で
て
か
ら
冷
凍
し
た
り
、
漬
物
を
作
っ

た
り
、
あ
る
い
は
新
聞
紙
に
包
ん
で
日
陰
で
保
存
す
る

な
ど
の
工
夫
を
加
え
た
。
ま
た
、
近
隣
住
民
間
で
は
嗜し

好こ
う

品ひ
ん

や
栄
養
食
品
の
物
々
交
換
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
特

に
、W

eC
hat

で
の
近
隣
住
民
グ
ル
ー
プ
の
投
稿
に

は
、
調
味
料
や
即
席
麵
、
缶
詰
、
お
や
つ
、
コ
カ
・
コ
ー

ラ
を
求
め
る
若
者
の
姿
が
よ
く
見
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
配
給
制
の
時
代
に
培
わ
れ
た

食
料
品
確
保
の
知
恵
は
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
下
の
人
び
と

に
も
活
用
さ
れ
、
さ
ら
に
次
の
世
代
に
も
引
き
継
が
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

劉り
ゅ
う 

征せ
い

宇う 　
民
博 

外
来
研
究
員

ロッ
ク
ダ
ウ
ン
で
よ
み
が
え
る

配
給
制
時
代
の
市
民
の
知
恵



植民地
16世紀後半のスペイン人官僚の建白書に描かれた
レドゥクシオンの概念図
出典： Juan de Matienzo, "Gobierno del Perú" （1567）
所蔵：ニューヨーク公共図書館

ペルー、クスコ県のピサクの町（2016年）

17世紀初めの年代記に描かれた先住民の信徒会会員
出典：Felipe Guaman Poma de Ayala, "El primer nueva 

corónica y buen gobierno" (1615/1616)
所蔵：デンマーク王立図書館

7 2023.8 62023.8

ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
る
レ
ド
ゥ
ク
シ
オ
ン
建
設

ペ
ル
ー
や
ボ
リ
ビ
ア
の
農
村
部
を
旅
し
て
い
る
と
、

町
や
村
の
多
く
が
キ
リ
ス
ト
教
聖
堂
と
広
場
を
中
心
と

し
た
碁
盤
目
状
の
区
画
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
こ
の
整
然
と
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
一
六
世

紀
に
イ
ン
カ
帝
国
を
征
服
し
、
ア
ン
デ
ス
地
域
を
支
配

下
に
置
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
が
広
め
た
も
の
で
あ
る
。
征

服
者
た
ち
は
小
さ
な
集
落
に
散
ら
ば
っ
て
暮
ら
す
先
住

民
を
自
力
で
社
会
を
建
設
で
き
な
い
「
野
蛮
人
」
と
み

な
し
、
彼
ら
を
強
制
的
に
社
会
生
活
に
導
こ
う
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、
レ
ド
ゥ
ク
シ
オ
ン
と
よ
ば
れ
る
碁
盤
目
状

の
町
を
建
設
し
、
大
勢
の
先
住
民
を
そ
こ
に
集
め
て
住

ま
わ
せ
よ
う
と
し
た
。

集
住
化
と
よ
ば
れ
る
こ
の
政
策
は
、
征
服
当
初
か
ら

散
発
的
に
実
施
さ
れ
た
が
、
一
五
七
〇
年
代
に
第
五
代

ペ
ル
ー
副
王
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
ト
レ
ド
に
よ
り
最

重
要
課
題
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ア
ン
デ
ス
全
土
で
断
行

さ
れ
た
。
ト
レ
ド
の
政
策
は
、「
野
蛮
人
」
の
教
化
と

い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
租
税
の

徴
収
や
賦
役
労
働
者
の
徴
発
、

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
を
促
進
さ

せ
る
と
い
う
実
際
的
な
効
果
も

狙
っ
て
い
た
。

集
住
化
は
失
敗
し
た
の
か
？

住
み
慣
れ
た
居
住
環
境
を
激

変
さ
せ
る
こ
の
政
策
に
、
先
住

民
は
ど
う
対
処
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
初
期
の
研
究
で
は
、
彼
ら

は
征
服
者
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ

た
異
質
な
外
観
の
町
に
住
む
こ

と
を
好
ま
ず
、
住
み
慣
れ
た
旧

来
の
集
落
に
舞
い
戻
っ
た
、
と

唱
え
ら
れ
た
。実
際
、第
九
代
ペ
ル
ー
副
王
ル
イ
ス
・
デ
・

ベ
ラ
ス
コ
は
、
レ
ド
ゥ
ク
シ
オ
ン
に
集
め
ら
れ
た
先
住

民
の
多
く
が
死
亡
す
る
か
逃
亡
す
る
か
し
た
た
め
、
ト

レ
ド
が
造
っ
た
町
は
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
、
と
嘆
い
て

い
る
。

し
か
し
、
集
住
政
策
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ

の
説
は
、
レ
ド
ゥ
ク
シ
オ
ン
の
多
く
が
今
で
も
残
っ
て

い
る
、
と
い
う
事
実
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
。
実
際
、
筆

者
の
研
究
チ
ー
ム
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
史
料
に
記
載
さ

れ
た
八
八
一
の
町
の
う
ち
、
七
割
以
上
が
現
存
し
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
初
期
の
研
究
者
が
唱
え
た
集
住
化
失

敗
説
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
っ
と
も
、
レ
ド
ゥ
ク
シ
オ
ン
に
集
め
ら
れ
た
先
住

民
の
多
く
が
旧
集
落
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
た
し
か
な
史
料
上
の
根
拠
が
あ
る
。
ト
レ
ド
が

造
っ
た
町
は
し
ば
し
ば
農
地
や
牧
場
か
ら
離
れ
て
い
た

た
め
、
先
住
民
は
生
業
上
の
必
要
性
に
訴
え
て
、
植
民

地
当
局
か
ら
旧
集
落
へ
の
帰
還
の
許
可
を
勝
ち
得
て
い

る
の
で
あ
る
。

初
期
の
研
究
者
は
こ
の
よ
う
な
帰
還
を
集
住
化
へ
の

先
住
民
の
抵
抗
の
証
あ
か
し

と
み
な
し
た
。
帰
還
の
理
由
と
さ

れ
た
生
業
上
の
必
要
性
は
口
実
に
す
ぎ
ず
、
真
の
目
的

は
ス
ペ
イ
ン
人
の
官
僚
や
司
祭
の
統
制
か
ら
逃
れ
、
彼

ら
の
目
の
届
か
な
い
旧
集
落
で
在
来
の
神
々
を
崇
拝
し

続
け
る
こ
と
だ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
実
施
し
た

在
来
宗
教
の
根
絶
活
動
の
記
録
か
ら
は
、旧
集
落
が「
偶

像
崇
拝
」
の
温
床
と
な
っ
て
い
た
事
実
が
浮
か
び
上
が

る
。
し
か
し
、
記
録
を
丹
念
に
読
め
ば
、
別
の
側
面
も

見
え
て
く
る
。
在
来
宗
教
の
要
素
が
た
ぶ
ん
に
入
り
交

じ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
旧
集
落
の
先
住
民
は
彼
ら
な

り
に
キ
リ
ス
ト
教
を
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
守
護
聖
人
を
定
め
、
礼
拝
堂
を
建
設
し
、
信
徒

会
を
立
ち
上
げ
、
祭
礼
を
執
行
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
司
教
に
請
願
し
、
教
区
司
祭
が
彼
ら
の
集
落

を
訪
れ
て
礼
拝
堂
で
ミ
サ
を
挙
げ
る
こ
と
す
ら
求
め
て

い
る
。

自
立
と
自
治
を
求
め
て

旧
集
落
の
先
住
民
は
、
宗
教
だ
け
で
な
く
政
治
の
面

で
も
、
自
立
的
な
共
同
体
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
カ
ビ
ル
ド
と
よ
ば
れ
る
住
民
主
体
の
自
治

組
織
を
立
ち
上
げ
、
レ
ド
ゥ
ク
シ
オ
ン
に
居
を
構
え
る

在
来
の
首
長
の
政
治
的
干
渉
に
対
抗
し
、
住
民
自
身
の

利
益
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
信
徒
会
に
せ
よ
、
カ
ビ
ル
ド
に
せ
よ
、

旧
集
落
の
再
建
に
利
用
さ
れ
た
制
度
が
、
い
ず
れ
も
集

住
政
策
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
先
住
民
社
会
に
も
ち
込
ま

れ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
レ
ド
ゥ
ク
シ
オ
ン
は
先

住
民
を
囲
い
込
み
、
彼
ら
の
生
産
物
と
労
働
力
を
搾
取

し
、
彼
ら
を
征
服
者
の
宗
教
に
改
宗
さ
せ
る
た
め
の
装

置
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
信
徒
会
や
カ

ビ
ル
ド
の
組
織
化
を
通
じ
て
、
先
住
民
に
自
立
と
自
治

の
合
法
的
な
機
会
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

征
服
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
こ
の
機
会
を
先
住
民
が
逃

さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
植
民
地
時
代
末
期
の
動
乱
の
際
、

ア
ン
デ
ス
の
多
く
の
地
域
で
彼
ら
が
自
分
た
ち
を
搾
取

す
る
ス
ペ
イ
ン
人
の
官
僚
と
在
来
の
首
長
を
と
も
に
排

除
し
、
自
治
政
府
を
立
ち
上
げ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の
民
衆
革
命
の
種
を
ま
い

た
の
は
、
一
六
世
紀
の
副
王
ト
レ
ド
の
強
権
的
政
策

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ン
デ
ス
に
お
け
る
先
住
民
の
集
住
化
と
そ
の
帰
結

齋さ
い

藤と
う 

晃あ
き
ら　

 

民
博 

教
授



司法
改革

右頁：ガリラヤ地方のアラブ人のクフル・ビルアム村の教会。イスラエル建国時、村民たちは村から追放されたが、イスラ
エル最高裁は彼らの帰還権を認めた。これはイスラエル最高裁の公平性を物語る事例である。しかしその直後の
1953年、イスラエル軍が村を破壊した。教会のみは再建が許され、元村民がたまに使用している（2010年）

司法改革反対デモの様子。プラカードに「ビビはわたしの王ではない」とあるが、ビビとはネタニヤフの愛称。
このデモは、英国チャールズ3世の戴冠式の直前におこなわれた（テルアビブ、2023年、提供：AFP=時事）

イスラエルの最高裁判所（2006年、Wikimedia Commons）
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「
民
主
主
義
の
危
機
」

民
主
主
義
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
、
今
大
き

く
揺
れ
て
い
る
国
が
あ
る
。「
中
東
唯
一
の
民
主
主
義

国
家
」
を
自
認
す
る
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
あ
る
。

こ
と
の
起
こ
り
は
、
二
〇
二
二
年
末
に
発
足
し
た
ネ

タ
ニ
ヤ
フ
政
権
が
打
ち
出
し
た
、
司
法
制
度
改
革
で
あ

る
。
こ
れ
は
最
高
裁
の
判
決
を
国
会
の
過
半
数
の
賛
成

で
無
効
化
で
き
る
と
い
う
も
の
で
、
す
で
に
政
権
発
足

当
初
か
ら
三
権
分
立
を
崩
壊
さ
せ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民

主
主
義
を
危
機
に
さ
ら
す
も
の
だ
と
、
物
議
を
か
も
し

て
き
た
。
テ
ル
ア
ビ
ブ
な
ど
の
都
市
で
は
、
司
法
改
革

に
対
す
る
賛
成
、
反
対
両
陣
営
に
よ
る
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
規
模
の
デ
モ
が
毎
週
末
に
展
開
さ
れ
、
週
を
追
う
ご

と
に
そ
の
規
模
は
膨
れ
上
が
っ
て
い
っ
た
。

三
月
下
旬
、
改
革
を
公
然
と
批
判
し
て
い
た
ガ
ラ
ン

ト
国
防
相
が
解
任
さ
れ
る
と
、
国
民
の
反
発
は
最
高
潮

に
達
し
た
。
労
働
組
合
を
束
ね
る
ヒ
ス
タ
ド
ル
ー
ト
が

大
規
模
な
ス
ト
を
決
行
し
、
企
業
や
大
学
の
み
な
ら
ず

空
港
ま
で
閉
鎖
さ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
大
混
乱
に
陥
っ

た
。
街
に
は
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
を
「
独
裁
者
」
と
揶や

揄ゆ

す
る
落
書
き
が
溢あ
ふ

れ
、
結
局
首
相
は
改
革
の
一
カ
月
延

期
を
決
め
、
ス
ト
は
解
除
さ
れ
た
が
、
毎
週
末
の
大
規

模
な
抗
議
デ
モ
は
続
行
中
だ
。
さ
ら
に
こ
の
混
乱
の
な

か
、
極
右
宗
教
政
党
の
党
首
の
要
求
を
飲
み
、
軍
や
警

察
と
は
別
の
あ
ら
た
な
「
治
安
部
隊
」
の
創
設
を
閣
議

決
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
第
一

歩
で
は
な
い
か
と
批
判
を
浴
び
て
い
る
。

手
加
減
は
無
用

ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
が
最
高
裁
の
権

限
を
制
限
す
る
こ
と
に
拘
泥
す
る
理

由
、
そ
れ
は
彼
自
身
に
長
ら
く
か

か
っ
て
い
る
汚
職
疑
惑
に
あ
る
。
通
算
一
五
年
も

の
長
き
に
亘わ
た

っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
界
の
「
王
」
で
あ

り
続
け
た
彼
は
二
〇
一
九
年
に
起
訴
さ
れ
た
が
、
こ
れ

に
よ
り
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
局
は
大
き
く
混
乱
す
る
。

わ
ず
か
三
年
間
に
五
回
も
総
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
、

連
立
政
権
は
次
々
と
短
命
に
終
わ
り
、
結
局
二
〇

二
二
年
秋
の
選
挙
で
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
の
首
相
返
り
咲
き

が
決
ま
っ
た
。
そ
の
途
端
に
発
表
さ
れ
た
司
法
改
革

は
、
汚
職
疑
惑
裁
判
の
訴
追
を
逃
れ
る
た
め
と
受
け
取

ら
れ
て
も
、
致
し
方
な
い
。

第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
彼
が
連
立
政

権
を
組
ん
で
い
る
、
極
右
宗
教
政
党
の
意
向

で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
超
正
統
派
政
党
と
宗
教

シ
オ
ニ
ス
ト
の
政
党
が
あ
り
、
前
者
は
ユ

ダ
ヤ
教
の
価
値
観
の
世
俗
派
ユ
ダ
ヤ

人
市
民
へ
の
適
用
、
後
者
は
ユ
ダ
ヤ
人
入
植
地
の
拡
大

に
よ
る
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
の
併
合
や
、
国
内
の
ア

ラ
ブ
人
排
斥
を
公
然
と
訴
え
て
い
る
。
そ
ん
な
彼
ら
に

と
っ
て
、
し
ば
し
ば
入
植
地
拡
大
に
異
を
唱
え
る
最
高

裁
は
、
煙
た
い
存
在
で
あ
る
。
司
法
改
革
を
機
に
最
高

裁
の
権
限
を
そ
ぎ
、
判
事
の
人
事
に
も
介
入
し
よ
う
と

い
う
思
惑
が
透
け
て
見
え
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
の
フ

ラ
ン
シ
ス
・
ラ
ダ
イ
名
誉
教
授
は
、
左
派

高
級
紙
の
ハ
ア
レ
ツ
に
、
舌ぜ
っ

鋒ぽ
う

鋭
い
論
説

を
寄
稿
し
て
い
る
。
超
正
統
派
に
特
権
を

与
え
、
宗
教
的
価
値
観
の
も
と
女
性
や

L
G
B
T
Q
へ
の
差
別
を
助
長
し
、
汚

職
政
治
家
へ
の
訴
追
を
防
ぐ
た
め
に
司
法

の
権
限
を
そ
ぎ
、
西
岸
を
非
人
道
的
に
征

服
し
よ
う
と
す
る
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
に
対
し

て
、
抗
議
の
手
加
減
な
ど
無
用
で
あ
る

と
。「
民
主
主
義
の
危
機
」の
旗
印
の
も
と
、

抗
議
デ
モ
に
参
加
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
市
民

た
ち
の
焦
燥
感
が
、
こ
こ
に
ま
さ
に
集
約

さ
れ
て
い
る
。

い
び
つ
な
国

イ
ス
ラ
エ
ル
は
い
び
つ
な
国
だ
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
か
ら
の

ア
ジ
ー
ル
と
し
て
、
一
九
四
八
年
に
建
国

さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ
人
か
ら
土
地

を
奪
う
と
い
う
暴
力
行
為
に
よ
っ
て
成
立

し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
口
の
約
二
割
を

ア
ラ
ブ
人
が
占
め
、
彼
ら
に
も
市
民
権
を

与
え
た
が
、
実
際
に
は
彼
ら
は
二
級
市
民

と
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
な
か
に
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
系
と
中
東
系
の
あ
い
だ
に
は
厳
然

た
る
格
差
が
あ
る
。
す
べ
て
の
国
民
が
共
有
で
き

る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
存
在
し
な
い
こ
の
国
で
、

「
中
東
唯
一
の
民
主
主
義
国
家
」
は
、
誰
も
が
共

有
で
き
る
た
っ
た
ひ
と
つ
の
誇
り
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
国
民
の
怒

り
は
大
き
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
混
乱
は
国
民
の
あ
い
だ

に
い
く
つ
も
存
在
す
る
分
断
の
深
さ
を
、
あ
ら
た

め
て
浮
き
彫
り
に
も
し
た
。
そ
れ
は
所
属
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
と
ど
ま
り
、
他
者
に
対
し
て
目

を
塞
ぎ
が
ち
な
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
び
と
が
、
日
ご

ろ
目
を
背
け
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
司
法
制
度

改
革
の
今
後
は
い
ま
だ
不
透
明
だ
が
、
よ
り
境
界

を
越
え
た
視
野
を
、
あ
の
国
の
人
び
と
が
も
つ
こ

と
を
祈
ら
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

傷
つ
い
た「
民
主
主
義
」の
誇
り

菅す
が

瀬せ 

晶あ
き

子こ　
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博 
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コ
ロ
ナ
禍
で
の
「
さ
わ
る
」
展
示

二
〇
二
一
年
の
秋
、
コ
ロ
ナ
禍
の
真
っ
た
だ
な
か

で
特
別
展
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

―

さ
わ
る
！
〝
触
〟
の
大
博
覧
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。

各
方
面
で
「
非
接
触
」
が
強
調
さ
れ
る
状
況
下
、

あ
え
て
さ
わ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
る
特
別
展

を
実
施
し
た
意
義
は
大
き
い
。
二
〇
二
三
年
の
春

以
降
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
巡

回
展
が
各
地
で
開
か
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
が
収

束
か
ら
終
息
に
向
か
う
今
、
た
く
さ
ん
の
人
に
〝
触
〟

の
可
能
性
を
実
感
し
て
も
ら
え
る
の
は
嬉う

れ

し
い
。

特
別
展
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

で
は
、
民
博
所
蔵
資
料
の
出
展
は
な
く
、
さ
わ
る

こ
と
を
前
提
に
制
作
さ
れ
た
多
彩
な
ア
ー
ト
作
品

が
会
場
に
並
ん
だ
。
館
の
収
蔵
資
料
を
使
わ
な
い

巡
回
展
は
め
ず
ら
し
い
が
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
い
う
概
念
は
民
博
で
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
展
示
物
と
の
触
れ
合
い
を
通
じ

て
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
い

う
あ
ら
た
な
考
え
方
に
親
し
み
、
共
感
す
る
。
そ

ん
な
巡
回
展
が
あ
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

民
博
の
「
さ
わ
る
展
示
」
は
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ン

ズ
オ
ン
と
は
一
線
を
画
す
る
。「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
展
で
は
、
単
に
手
で
さ
わ
る
の

み
で
な
く
、
全
身
の
触
覚
を
刺
激
す
る
仕
掛
け
が

工
夫
さ
れ
て
い
る
。
特
別
展
で
は
「
音
に
さ
わ
る
」

「
風
景
に
さ
わ
る
」
な
ど
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
設
け
、

身
体
感
覚
へ
の
気
づ
き
を
促
し
た
。
博
物
館
の
展

示
は
見
る
こ
と
、
見
せ
る
こ
と
を
前
提
に
発
展
し

て
き
た
。「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
展

で
は
視
覚
優
位
の
常
識
を
問
い
直
す
た
め
、
モ
ノ

の
迫
力
を
体
感
で
き
る
空
間
配
置
に
心
が
け
て
い
る
。

モ
ノ
に
優
し
く
、「
さ
わ
る
マ
ナ
ー
」

民
博
の
本
館
展
示
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
露

出
展
示
」
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
は
極
力
置
か

ず
、
モ
ノ
の
魅
力
を
間
近
で
味
わ
っ
て
も
ら
う
の

が
民
博
の
伝
統
と
い
え
る
。
結
果
と
し
て
、
民
博

で
展
示
さ
れ
る
多
く
の
資
料
に
は
、
手
を
伸
ば
せ

ば
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
料
保
存
の
観
点
か

ら
、
展
示
物
に
積
極
的
に
さ
わ
る
こ
と
を
奨
励
す

る
の
は
難
し
い
。「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
」
展
で
も
出
展
作
品
の
汚
損
・
破
損
が
多
発

し
、
そ
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
大
き
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
。
と
は
い
え
、
自
由
に
さ
わ
る
こ
と
が
で

き
る
民
博
の
柔
軟
性
と
寛
容
さ
は
、
こ
れ
か
ら
も

堅
持
し
て
い
き
た
い
。

「
さ
わ
っ
て
も
い
い
」
を
「
ぜ
ひ
さ
わ
っ
て
ほ
し

い
」
に
変
換
し
て
い
く
た
め
に
は
、「
さ
わ
る
マ

ナ
ー
」
の
定
着
が
不
可
欠
で
あ
る
。
清
潔
な
手
で

優
し
く
丁
寧
に
さ
わ
る
。
来
館
者
と
博
物
館
が
こ

の
シ
ン
プ
ル
な
原
則
を
共
有
で
き
れ
ば
、
汚
損
・

破
損
事
故
は
激
減
す
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
「
優

し
く
丁
寧
に
」
さ
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

民
博
の
展
示
物
は
世
界
各
国
・
地
域
の
人
び
と
が

創
り
、
使
い
、
伝
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
多
く

の
場
合
、
創
・
使
・
伝
は
人
間
の
手
を
介
し
て
な

さ
れ
る
。
民
博
の
資
料
に
さ
わ
る
と
は
、
創
・
使
・

伝
を
追
体
験
す
る
行
為
と
も
い
え
る
。
多
種
多
様

な
モ
ノ
の
背
後
に
は
、
そ
れ
を
創
り
、
使
い
、

伝
え
て
き
た
人
が
い
る
。
目
に
見
え
な
い

人
の
存
在
を
ど
う
や
っ
て
、
ど
れ
だ
け

想
像
で
き
る
の
か
が
「
さ
わ
る
展
示
」

の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
に

出
展
さ
れ
る
ア
ー
ト
作
品
は
、
作
家
が
制
作
し
た

も
の
な
の
で
、
比
較
的
容
易
に
「
人
」
を
意
識
で

き
る
。
子
ど
も
た
ち
が
乱
暴
に
展
示
物
を
扱
っ
て

い
た
ら
、「
こ
れ
を
一
生
懸
命
に
作
っ
た
人
が
い
る

ん
だ
よ
。
作
品
が
壊
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
、
そ
の
人
は

ど
う
思
う
か
な
」
と
問
い
か
け
る
。
物
に
優
し
く

丁
寧
に
さ
わ
る
経
験
は
、
者
と
の
対
話
に
リ
ン
ク

す
る
。「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
い

う
民
博
発
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
回
遊
す
る
触
発
の
連

鎖
が
、
全
国
に
広
が
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

さ
わ
る
意
味
の
普
遍
性

「
さ
わ
る
マ
ナ
ー
」
の
普
及
に
つ
い
て
、
民
博
で

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
取
り
組
み
と
し
て
、
視
覚
障

害
者
案
内
が
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
の
企
画
展
「
さ

わ
る
文
字
、
さ
わ
る
世
界
」
が
き
っ
か
け
と
な
り
、

民
博
で
は
「
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー

ズ
（
M
M
P
）」
の
協
力
の
下
、
視
覚
障
害
の
あ

る
来
館
者
の
展
示
場
体
験
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。

盲
学
校
の
遠
足
・
修
学
旅
行
を
は
じ
め
、
全
国
各

地
の
団
体
・
個
人
か
ら
依
頼
が
寄
せ
ら
れ
る
。
案

内
活
動
で
は
、
ま
ず
M
M
P
メ
ン
バ
ー
が
各
展

示
場
か
ら
触
学
・
触
楽
に
適
し
た
資
料
を
選
び
、

館
内
教
員
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
立
案
す
る
。
企
画
課
の
事
務
職
員
、
複
数
の
研

究
部
ス
タ
ッ
フ
と
の
協
働
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら

れ
る
案
内
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ク
オ
リ
テ
ィ
が
高
く
、

民
博
独
自
の
来
館
者
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
評
価
で
き

る
。視

覚
障
害
者
案
内
は
、
社
会
的
弱
者
に
対
す
る

支
援
で
は
な
い
。
じ
つ
は
、
触
察
を
ベ
ー
ス
と
す

る
視
覚
障
害
者
た
ち
へ
の
展
示
案
内
は
、
優
し
く

丁
寧
に
物
・
者
に
さ
わ
る
実
践
な

の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
目
が
見

え
る
・
見
え
な
い
に
よ
っ
て
、
さ

わ
り
方
、
さ
わ
る
意
味
は
異
な
る
。

だ
が
、
視
覚
障
害
者
が
展
示
物
に

接
す
る
作
法
・
技
法
が
「
さ
わ
る

マ
ナ
ー
」
を
育
む
ヒ
ン
ト
に
な
る

の
は
間
違
い
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
で

中
断
し
て
い
た
視
覚
障
害
者
案
内

も
、
徐
々
に
数
が
増
え
て
い
る
。

M
M
P
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
、
引

き
続
き
「
さ
わ
る
展
示
」
の
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
な
意
義
を
館
内
外
に
発

信
し
て
い
こ
う
。

11 2023.8 102023.8
H・Lからはじまる番号は本館の標本資料番号です。

カヌー（H0004975）に触れて航海気分を味わう
（撮影：生田尚子、オセアニア展示場、2021年）

MMPによる視覚障害者案内（東南アジア展示場、2023年）

2023年4～5月に開催された「ユニバーサル・ミュージ
アム」岡山巡回展の会場風景
（撮影：桑田知明、岡山市、2023年）

見てさわる
投槍器
（オーストラリア、L0000449）

A

「ユニバーサル・ミュージアム」展示作品
高見直宏作《叢雲―エクトプラズムの群像》2021年

探究ひろば
「世界をさわる」

じっくりさわる
内山春雄作
《タッチカービング（トキ）》2009年
（日本、H0267806）

A

A

見ないでさわる
砧（きぬた）（つやだしたたき棒）
（セネガル、L0000395）

A

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」か
ら
の

触
発

民
博 

教
授

広ひ
ろ

瀬せ 

浩こ
う

二じ

郎ろ
う
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特
別
展

「
交
感
す
る
神
と
人

―
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
像
の
世
界
」

さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
に
現
れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

の
神
が
み
の
姿
や
五
感
を
通
じ
て
神
像
に

働
き
か
け
る
人
び
と
の
営
み
を
紹
介
し
、
神

と
の
交
感
を
核
と
す
る
信
仰
の
世
界
に
迫

り
ま
す
。

会
期
　

9
月
14
日（
木
）〜
12
月
5
日（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

◆
関
連
イ
ベ
ン
ト

研
究
公
演

「
バ
ジ
ャ
ン

―
神
々
に
捧
げ
る
信
愛
の
詩う
た

」

日
時
　

9
月
23
日（
土
・
祝
）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
4
0
0
名
）

出
演
　
ミ
ー
タ
ー
・
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト（
北
イ
ン 

 

ド
古
典
音
楽
声
楽
家
、
S
o
m
a 

 

i
y
a
大
学 

教
員
）

 

林
怜
王（
タ
ブ
ラ
ー
奏
者
） 

 
 

ナ
カ
ガ
ワ
ユ
ウ
ジ（
サ
ー
ラ
ン
ギ
ー 

 

奏
者
）

参
加
費
　
要
展
示
観
覧
券

 

　（
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要
）

解
説
　
田
中
多
佳
子（
京
都
教
育
大
学 

教 
 

授
）

司
会
　
三
尾
稔（
本
館 

教
授
）

 

虫
賀
幹
華（
京
都
大
学
白
眉
セ
ン 

 

タ
ー 

特
定
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
。

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
先
行
受
付

　
8
月
10
日（
木
）〜
18
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

　
8
月
21
日（
月
）〜
9
月
15
日（
金
）

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
讃
歌

『
バ
ジ
ャ
ン
』を
歌
っ
て
み
よ
う
」

日
時
　

9
月
24
日（
日
）14
時
〜
15
時
30
分 

 

（
13
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
30
名
）

講
師
　
三
尾
稔（
本
館 

教
授
）

 

ミ
ー
タ
ー
・
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト（
北
イ
ン 

 

ド
古
典
音
楽
声
楽
家
、
S
o
m
a 

 

i
y
a
大
学 

教
員
）

 

虫
賀
幹
華（
京
都
大
学
白
眉
セ
ン 

 

タ
ー 

特
定
助
教
）

 

林
怜
王（
タ
ブ
ラ
ー
奏
者
）

対
象
　
高
校
生
以
上

参
加
費
　
無
料

※
事
前
申
込
制（
8
月
30
日（
水
）10
時
〜
定

員
に
達
し
次
第
受
付
終
了
）

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

「
イ
ン
ド
の
日
常
の
祈
り
　
床コ

ー
ラ
ム絵

を
描
く
」

日
時
　
10
月
9
日（
月
・
祝
）13
時
〜

 

16
時
15
分（
12
時
30
分
開
場
）

会
場
　
特
別
展
示
館
地
下
休
憩
所（
B
F
） 

 

（
定
員
15
名
）

講
師
　
三
尾
稔（
本
館 

教
授
）

 

永
田
郁（
崇
城
大
学 

教
授
）

 

安
森
大
樹（
ル
ー
テ
ル
学
院
高
等
学 

 

校 

非
常
勤
講
師
）

対
象 

小
学
3
年
生
以
上

参
加
費
　

5
0
0
円

持
ち
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（
9
月
6
日（
水
）10
時
〜
定

員
に
達
し
次
第
受
付
終
了
）

企
画
展

「
カ
ナ
ダ
北
西
海
岸
先
住
民
の

ア
ー
ト
―
ス
ク
リ
ー
ン
版
画
の
世
界
」

北
ア
メ
リ
カ
北
西
海
岸
先
住
民
は
、

1
9
6
0
年
代
か
ら
神
話
や
口
頭
伝
承
な

ど
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
版
画
制
作
を
始
め

ま
し
た
。
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
と
そ
れ
ら
の
意

味
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期
　

9
月
7
日（
木
）〜
12
月
12
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示

「
ハ
ン
タ
ー
の
み
た
地
球
」

会
期
　

8
月
8
日（
火
）ま
で

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場
の
一
部

み
ん
ぱ
く
映
画
会

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
最
後
の
渡
り
鳥
た
ち
」

ト
ル
コ
南
部
の
都
市
メ
ル
ス
ィ
ン
と
そ
の
郊

外
を
舞
台
に
、
遊
牧
と
定
住
の
は
ざ
ま
で

揺
れ
る
ア
ナ
ト
リ
ア
の
遊
牧
民
ユ
ル
ッ
ク
の

姿
を
、
職
業
俳
優
を
使
い
な
が
ら
も
き
わ

め
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
近
い
か
た
ち
で

撮
影
し
た
作
品
。

日
時
　

9
月
30
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時 

 

（
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  「The Last Birds of Passage

　
　
　
　   / Turna M

isali

」（
2
0
2
1
年
）

参
加
費
　
要
展
示
観
覧
券

 

　（
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要
）

解
説
　
松
原
正
毅（
本
館 

名
誉
教
授
）

司
会
　
菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

※
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
け
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
先
行
受
付

　
8
月
21
日（
月
）〜
25
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

　
8
月
28
日（
月
）〜
9
月
22
日（
金
）

「
点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

日
時
　

8
月
12
日（
土
）、
9
月
9
日（
土
） 
 

12
時
〜
15
時
30
分

 

（
最
終
受
付
15
時
）

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。

第540回　9月2日（土）13時30分～15時
パプアニューギニアの
貝と石のお金の話
講師　門馬一平（本館 特任助教）
珊瑚礁に囲まれた南洋の小さな島々。貝や
石のお金を求めてカヌーで航海する人びと
が住んでいます。隔絶された環境で、島と
島は、人と人は、どうやって繋がっているの
でしょうか。彼らの交易を丹念にみつめると、
資本主義とは違うもうひとつの経済、贈り物
の世界がみえてきました。テレビディレクター
から転身した人類学者が最新の写真と映像
を交えてお話しします。

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）
【申込期間】
■一般受付　8月16日（水）まで
※友の会先行受付は終了しました。

第537回
9月16日（土）13時30分～15時（13時開場）
ベトナムの黒タイの神話
講師 樫永真佐夫（本館 教授）

ベトナム西北部に広く居住するタイ系民族、
黒タイの神話をご紹介しながら、たくさんの
民族が雑居する地域における人びとのくらし
について、歴史を踏まえたお話をします。

【申込期間】
■友の会先行予約
　8月10日（木）～ 18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　8月21日（月）～9月13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、要展示観覧券（イベント参加　
費は不要）

8月27日（日）14時30分～15時
セネガルの食事
―輸入穀物と伝統穀物に注目して
話者　三島禎子（本館 准教授）

9月10日（日）14時30分～15時15分
カナダ北西海岸先住民の
スクリーン版画の世界
話者　岸上伸啓（本館 教授）

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
随
時
受
付

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
新
番
組

本
館
2
階
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー
ン

（
無
料
）の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
ブ
ー
ス
と
み
ん
ぱ

く
シ
ア
タ
ー
に
て
公
開
中
。

番
組
番
号

6
0
6
1

タ
イ
ト
ル

奄
美
大
島
の
踊
り
と
歌
と
祭
り

監
修

笹
原
亮
二
、
福
岡
正
太
、
寺
村

裕
史
、
久
万
田
晋
（
沖
縄
県
立

芸
術
大
学
芸
術
文
化
研
究
所
）

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

訃
報
　
君
島
久
子
名
誉
教
授

本
館
の
君き
み

島し
ま

久ひ
さ

子こ

名
誉
教
授（
98

歳
）が
さ
る
６
月
８
日
に
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。
中
国
民
間
伝
承
が
ご
専

門
で
、
本
館
に
は
１
９
７
５
年
に
教

授
と
し
て
着
任
さ
れ
、
１
９
８
９
年

に
定
年
退
官
さ
れ
ま
し
た
。
君
島

先
生
は
、
中
国
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
民

族
の
現
地
調
査
を
お
こ
な
い
、「
民

間
伝
承
の
比
較
研
究
」に
関
す
る
共

同
研
究
を
主
催
し
、
日
本
と
中
国

の
学
術
交
流
を
促
進
さ
れ
ま
し
た
。

著
書『
中
国
の
神
話

―
天
地
を
分

け
た
巨
人
』（
筑
摩
書
房
）で
は
産
経

児
童
出
版
文
化
賞
を
受
賞
さ
れ
ま

し
た
。『
西
遊
記
』（
上
）（
下
）（
福
音

館
書
店
）で
は
日
本
翻
訳
文
化
賞
を

受
賞
さ
れ
る
な
ど
、
中
国
民
話
・
童

話
翻
訳
の
第
一
人
者
で
も
あ
り
ま

し
た
。
定
年
退
官
後
、
聖
徳
学
園

岐
阜
教
育
大
学（
現
岐
阜
聖
徳
学

園
大
学
教
育
学
部
）に
１
９
９
９
年

ま
で
在
職
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
謹
ん

で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。

ハイダ人の住宅の壁面（撮影：岸上伸啓、ブリティッシュ
コロンビア州オールド・マセット、2006 年）

カラハリ砂漠の弓矢ハンター
（撮影：池谷和信、ボツワナ、2003 年）

バール・ゴーパール
（幼子クリシュナ）
（ 撮 影：増 田 大 輔、
撮影協力：株式会社
エスパ）

黒タイの「カメの甲」型の家（2011 年）

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



タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
を
生
ん
だ
港

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
都
市
ベ
ル

フ
ァ
ス
ト
の
中
心
部
か
ら
東
に
少
し

行
っ
た
と
こ
ろ
に
は
港
湾
エ
リ
ア
が

広
が
る
。
そ
の
近
辺
を
歩
く
と
、
ま

ず
目
に
入
る
の
は
二
台
の
巨
大
な
ク

レ
ー
ン
だ
。
黄
色
い
構
造
物
の
て
っ
ぺ

ん
に
「
H
＆
W
」
の
黒
い
ゴ
シ
ッ
ク
文

字
。
一
八
六
一
年
創
業
の
造
船
所
ハ
ー
ラ
ン

ド
・
ア
ン
ド
・
ウ
ル
フ
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ

る
。
最
盛
期
に
は
三
万
人
以
上
を
雇
用
し
て

い
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
は
日
本
を
含

む
世
界
と
の
競
争
に
敗
れ
イ
ギ
リ
ス
造
船
業

全
体
が
衰
退
す
る
に
と
も
な
い
、
経
営
規
模

を
縮
小
し
た
。
二
〇
二
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン
の

企
業
の
子
会
社
と
な
り
、
現
在
の
従
業
員
は

一
〇
〇
名
あ
ま
り
と
い
う
。

今
の
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
港
は
、
造
船
業
と
い
う

よ
り
観
光
業
の
目
玉
で
あ
る
。
じ
つ
は
こ
こ

で
は
、
あ
の
豪
華
客
船
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
が

建
造
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
悲
劇
的
沈
没
か
ら

一
〇
〇
年
に
あ
た
る
二
〇
一
二
年
に
は
、
大
規

模
博
物
館
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
・
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
が

オ
ー
プ
ン
し
た
。

双
子
の
ガ
ン
ト
リ
ー
・
ク
レ
ー
ン
は
一
九
六

〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
建
て
ら

れ
た
も
の
で
、「
ゴ
リ
ア
テ
」「
サ
ム
ソ
ン
」
と

名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
旧
約
聖
書
に
登
場
す
る

巨
人
と
怪
力
の
も
ち
主
の
名
前
だ
。
高
さ
一
〇

〇
メ
ー
ト
ル
前
後
に
も
な
る
ふ
た
つ
の
ク
レ
ー

ン
は
、
東
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
に
広
が
る
労
働
者
居

住
区
の
ど
こ
か
ら
で
も
よ
く
見
え
る
。
抜
け
る

よ
う
な
青
空
で
も
、
灰
色
の
曇
天
で
も
、
黄
色

い
ふ
た
つ
の
四
角
形
は
い
つ
も
空
の
一
部
だ
。

わ
た
し
が
長
く
調
査
を
し
て
き
た
居
住
区

も
港
の
そ
ば
に
あ
る
。
三
方
向
を
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
居
住
区
に
囲
ま
れ
た
「
飛
び
地
」
の

カ
ト
リ
ッ
ク
居
住
区
だ
。
二
〇
一
三
年
の
調

査
の
と
き
、
住
民
の
高
齢
男
性
と
地
域
を
歩

い
て
い
て
サ
ム
ソ
ン
と
ゴ
リ
ア
テ
の
話
に
な
っ

た
。
こ
こ
か
ら
も
よ
く
見
え
ま
す
ね
、
と
わ

た
し
は
言
っ
た
。
彼
は
「
本
当
に
な
」
と
言
っ

た
。
そ
し
て
、
自
分
の
お
じ
は
造
船
所
で
働

い
て
い
て
同
僚
数
名
に
海
に
突
き
落
と
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
、
と
続
け
た
。「
あ
そ

こ
で
働
く
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
命
が

け
だ
っ
た
さ
」。
ハ
ー
ラ
ン
ド
・
ア
ン
ド
・
ウ

ル
フ
が
長
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
優
遇
す
る
企

業
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
も
読
ん
だ

こ
と
が
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
な
の
に
造
船
所

の
仕
事
に
つ
け
た
の
は
め
ず
ら
し
か
っ
た
と
思

う
が
、
幸
運
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
ん
ね
、
と

男
性
は
言
う
。
彼
の
居
住
区
で
は
二
〇
世
紀

を
と
お
し
て
失
業
が
深
刻
な
問
題
だ
っ
た
。

目
と
鼻
の
先
に
あ
る
巨
大
な
職
場
は
自
分
た

ち
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
閉
ざ
さ

れ
た
機
会
」
の
象
徴
を
毎
日
外
に
出
る
た
び

目
に
し
な
が
ら
、
こ
の
居
住
区
の
人
び
と
は

生
き
て
き
た
の
だ
。

暴
力
と
、分
断
と
、共
有
の
風
景
と

イ
ギ
リ
ス
連
合
王
国
領
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
イ
ギ
リ
ス
系
住
民

と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
住
民
の
あ

い
だ
に
根
深
い
分
断
が
あ
る
。
先
に
ふ
れ
た
居

住
区
は
、一
九
六
九
～
一
九
九
八
年
の
紛
争
で

激
し
い
住
民
衝
突
、
ゲ
リ
ラ
戦
、
治
安
当
局

に
よ
る
弾
圧
を
経
験
し
た
。
一
九
七
五
年
に

は
、
地
元
民
で
ご
っ
た
返
す
パ
ブ
に
爆
弾
が
投

げ
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
六
人
が
亡
く

な
り
、
五
〇
名
が
重
軽
傷
を
負
っ
た
。

そ
の
パ
ブ
は
、
す
ぐ
近
く
に
場
所
を
変
え
て

今
も
営
業
を
続
け
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
代

に
は
元
の
パ
ブ
の
姿
が
外
壁
に
描
か
れ
て
い

た
。
ブ
ル
ー
と
白
の
壁
、
窓
ガ
ラ
ス
に
貼
ら

れ
た
お
酒
の
ポ
ス
タ
ー
、
屋
根
の
向
こ
う
に

そ
び
え
る
黄
色
い
ク
レ
ー
ン
。
建
物
か
ら
す

ぐ
横
の
空
に
視
線
を
流
せ
ば
ク
レ
ー
ン
の
本

物
が
目
に
入
る
。
気
の
利
い
た
構
図
だ
っ
た
。

少
し
前
に
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
が
。

サ
ム
ソ
ン
と
ゴ
リ
ア
テ
を
描
い
た
壁
画
は
周

辺
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
居
住
区
で
も
多
く
目
に

し
た
。
も
と
も
と
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
で
は
歴
史
や

政
治
を
題
材
に
し
た
壁
画
が
市
街
地
に
多
く

描
か
れ
、
風
景
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
近
年

は
和
解
を
題
材
に
し
た
壁
画
も
多
く
登
場
し
、

「
共
有
の
風
景
」と
い
う
こ
と
な
の
か
ク
レ
ー

ン
も
描
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
カ

ト
リ
ッ
ク
居
住
区
か
ら
大
通
り
を
は
さ

ん
で
向
か
い
に
は
、
青
い
服
を
着
た

少
年
と
緑
の
服
を
着
た
少
女
が
握

手
す
る
壁
画
が
あ
ら
わ
れ
た
。

分
断
を
抱
え
る
ふ
た
つ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
象
徴
す
る

と
思
わ
れ
る
二
人
の
あ

い
だ
に
は
ク
レ
ー
ン
。

地
元
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ワ
ー
カ
ー
が

詠
ん
だ
詩
も
し
る
さ
れ

て
い
る
。「
も
う
墓
前
に

は
立
ち
た
く
な
い
」「
停と

ま
っ
て
い
る
だ
け
の
車
に
も

う
お
び
え
た
く
な
い
」「No 

m
ore

」「 No m
ore

」。

平
和
を
祈
念
す
る
こ
の
壁
画

の
な
か
で
、
暴
力
と
差
別
の
歴

史
を
も
象
徴
す
る
サ
ム
ソ
ン
と
ゴ

リ
ア
テ
を
い
か
に
読
む
べ
き
だ
ろ

う
か
。
双
子
の
黄
色
い
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
が
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
の
風
景
と
し
て
印
象
に
残

る
の
は
、
そ
の
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
ア
イ
ロ

ニ
ー
の
た
め
で
あ
る
。

酒さ
か

井い 

朋と
も

子こ

京
都
大
学 

准
教
授

双
子
の
ク
レ
ー
ン
が

見
下
ろ
す
町
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ロンドン

ベルファスト

イギリス

北アイルランド

アイルランド

左の少年は詩"No 
More"の作者の孫
がモデルという。ア
イルランド系らし
き少女と握手する
（2012年）

　港
町
の
壁
画
を
め
ぐ
っ
て
み
ま
し
た

1975年に爆弾が投げ込まれたパブの移転先。
壁には移転前の姿が描かれている（2012年）

モダンな巨大建築のタイタニック・ベルファスト（2013年）

市の中心部からも双子のクレーン、サムソン（奥）とゴリアテ（手前）が見える（2009年）



EEM（日本万国博覧会世界民族資料調査収集団）コレクション
点数：約2,500点
70年大阪万博のためにEEM（日本万国博覧会世界民族資料調査収集団）が世界各地
で収集した神像や仮面、生活用具。現在、民博に収蔵されている。

17 2023.8 162023.8

一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
（
日
本
万
国
博
覧
会
）
会

期
中
に
、
E
E
M
（
日
本
万
国
博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調

査
収
集
団
）
が
収
集
し
た
神
像
や
仮
面
を
太
陽
の
塔
内

部
で
展
示
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
民
族

誌
資
料
は
各
国
・
各
州
の
パ
ビ
リ
オ
ン
で
も
展
示
さ
れ

て
い
た
。
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
館
で
は
キ
ウ
イ

の
羽
根
で
作
ら
れ
た
チ
ー
フ
用
の
大
き
な
外が

い

套と
う

（
マ
オ

リ
製
）
が
飾
ら
れ
て
い
た
し
、
カ
ナ
ダ
館
で
は
四
名
の

イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
彫
刻
家
と
版
画
家
が
半
年
間
日
本
に
滞

在
し
て
制
作
実
演
を
し
た
。

ア
メ
リ
カ
館
の
ク
ロ
ウ
・バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
ティ
ピ
ー

ア
メ
リ
カ
館
は
来
館
者
数
で
ソ
連
館
、
カ
ナ
ダ
館
に

続
く
第
三
位
の
人
気
で
、
集
客
理
由
の
ひ
と
つ
は
「
月

の
石
」
だ
っ
た
。
パ
ビ
リ
オ
ン
自
体
は
空
気
で
屋
根
を

支
え
る
楕だ

円え
ん

形
の
ド
ー
ム
で
支
柱
は
一
本
も
な
い
。
特

集
記
事
「
ア
メ
リ
カ
館
の
す
べ
て
」
を
掲
載
し
た
講
談

社
『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
第
一
二
巻
第
三
六
号
に
よ

る
と
、
そ
の
白
い
巨
大
な
テ
ン
ト
の
内
側
の
展
示
会
場

は
上
下
二
層
。
下
層
の
一
角
に
、
米
国
南
西
部
先
住
民

製
の
土
器
、
銀
細
工
、
仮
面
、
織
物
や
、
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
先
住
民
製
と
思
わ
れ
る
籠
細
工
約
一
〇
〇
点
を
展

示
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
特
に
目
立
つ

の
が
直
径
四
メ
ー
ト
ル
の
テ
ン
ト
で
あ
る
。
テ
ン
ト
状

の
パ
ビ
リ
オ
ン
の
内
部
に
建
て
ら
れ
た
先
住
民
製
の
テ

ン
ト
の
標
題
は
「
ク
ロ
ウ
・
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
テ
ィ

ピ
ー
」、
作
者
は
大
平
原
先
住
民
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ィ
ー
ト

の
ダ
ロ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
だ
っ
た
。

大
阪
市
長
に
贈
呈
。
そ
の
後
は
？

民
族
誌
資
料
は
収
集
者
側
の
都
合
で
無
銘
と
さ
れ
が

ち
だ
が
、
こ
の
テ
ィ
ピ
ー
は
作
者
も
来
歴
も
は
っ
き
り

し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
館
の
先
住
民
関
連
展
示
の
企
画

者
は
米
国
内
務
省
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
美
術
工
芸
委
員
会
で
、

米
国
広
報
文
化
交
流
局
が
一
九
六
九
年
に
ブ
ラ
ッ
ク
マ

ン
に
制
作
を
依
頼
し
、
彼
は
地
元
モ
ン
タ
ナ
州
ブ
ロ
ウ

ニ
ン
グ
の
大
平
原
先
住
民
博
物
館
に
て
完
成
さ
せ
た
。

万
博
閉
会
か
ら
一
カ
月
が
経
っ
た
一
〇
月
一
二
日
、
大

阪
市
庁
舎
ホ
ー
ル
で
再
び
建
立
さ
れ
、
翌
一
三
日
に
は

贈
呈
式
が
開
催
さ
れ
た
。
ハ
ワ
ー
ド
・
チ
ャ
ー
ノ
フ
米

国
万
博
代
表
か
ら
中

ち
ゅ
う

馬ま

馨か
お
る

大
阪
市
長
に
贈
ら
れ
た

テ
ィ
ピ
ー
は
、
米
国
に
は
戻
ら
ず
日
本
に
留
ま
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
五
〇
余
年
。
筆
者
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
大
学

で
米
国
先
住
民
美
術
史
を
専
攻
し
て
い
る
ジ
ェ
シ
カ
・

ホ
ー
ト
ン
准
教
授
か
ら
連
絡
を
受
け
た
。
こ
の
テ
ィ

ピ
ー
の
所
在
を
調
べ
て
い
て
、
大
阪
市
に
照
会
し
た
も

の
の
、「
所
蔵
な
し
」
と
い
う
返
事
が
あ
り
困
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
彼
女
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
を
手
が
か
り
に
、

筆
者
が
大
阪
の
複
数
の
機
関
に
問
い
合
わ
せ
た
。

大
阪
市
庁
舎
で
の
贈
呈
式
後
に
展
示
予
定
の
あ
っ
た

大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
か
ら
は
、「
ま
っ
た
く
聞
い

た
こ
と
が
な
い
。
民
俗
資
料
な
の
で
歴
博
に
い
っ
た
と

考
え
る
方
が
自
然
に
思
う
」
と
い
う
回
答
を
得
た
。
大

阪
歴
史
博
物
館
で
は
前
身
の
大
阪
市
立
博
物
館
時
代
の

資
料
リ
ス
ト
も
調
べ
て
い
た
だ
い
た
が
「
該
当
な
し
」

だ
っ
た
。
同
じ
く
贈
呈
式
後
に
展
示
予
定
が
あ
っ
た
天

王
寺
動
物
園
か
ら
も
「
該
当
す
る
記
録
も
職
員
の
記
憶

も
な
い
」
と
い
う
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
念
の
た
め
動

物
園
に
隣
接
す
る
大
阪
市
立
美
術
館
と
現
在
多
く
の

E
E
M
資
料
を
所
蔵
す
る
民
博
の
標
本
資
料
係
に
も

連
絡
し
た
が
、
ど
ち
ら
も
記
録
・
所
蔵
な
し
だ
っ
た
。

「
未
登
録
資
料
」と
い
う
希
望

「
ク
ロ
ウ
・
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
テ
ィ
ピ
ー
」
は
一
体
ど

こ
へ
い
っ
た
の
か
。
贈
呈
式
後
に
廃
棄
さ
れ
た
の
か
も

知
れ
な
い
が
、
私
は
将
来
偶
然
巡
り
会
え
る
希
望
を
捨

て
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
博
物
館
収
蔵
庫
内
で
は

「
未
登
録
資
料
」
に
出
会
う
機
会
が
少
な
か
ら
ず
あ
る

か
ら
だ
。

一
般
的
に
、
博
物
館
に
資
料
が
辿た

ど

り
着
く
ま
で
の
行

程
は
、
①
作
り
手
→
現
所
有
者
、
②
作
り
手
→
前
所
有

者
→
現
所
有
者
の
二
通
り
が
あ
る
。
現
所
有
者
で
あ
る

博
物
館
に
到
着
し
た
段
階
で
必
ず
資
料
登
録
さ
れ
る
。

登
録
を
経
な
い
も
の
は
収
蔵
庫
に
は
入
れ
な
い
の
が
原

則
だ
。
こ
こ
で
い
う
「
未
登
録
資
料
」
と
は
、
作
り
手
、

も
し
く
は
、前
所
有
者
か
ら
現
所
有
者
に
所
有
権
が
移
っ

た
後
に
資
料
登
録
を
待
つ
状
態
の
も
の
で
は
な
い
。
収

蔵
庫
内
で
発
見
さ
れ
た
所
有
権
の
帰
属
す
ら
わ
か
ら
な

い
も
の
の
こ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
の
業
界
で
は
「Found 

in collection

（
F
I
C
）」
と
よ
ば
れ
る
。
F
I
C
が

生
じ
る
要
因
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
登
録

漏
れ
と
い
う
作
業
上
の
単
純
ミ
ス
も
あ
れ
ば
、
資
料
調

査
に
や
っ
て
来
た
人
が
持
ち
込
ん
だ
私
物
の
置
き
忘
れ

や
、
未
返
却
の
他
機
関
借
用
資
料
の
場
合
も
あ
る
。

筆
者
は
こ
の
テ
ィ
ピ
ー
が
廃
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

畳
ま
れ
た
状
態
で
F
I
C
と
し
て
今
も
ど
こ
か
の
収

蔵
庫
で
眠
っ
て
い
る
と
信
じ
た
い
。
そ
し
て
、
ホ
ー
ト

ン
准
教
授
と
同
じ
よ
う
に
、
い
つ
の
日
か
制
作
者
や
そ

の
遺
族
を
は
じ
め
と
す
る
ソ
ー
ス
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人

び
と
と
の
再
接
続
を
実
現
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

コレクション
あれこれ

大阪万博アメリカ館の
ティピーの行方
伊

い

藤
とう

 敦
あつ

規
の り

　民博 准教授

「クロウ・バッファロー・ティピー」。直径４メートル、高さ６メートル、キャンバス地
（大阪府吹田市、1970年）National Archives photo no. 306-exn-3378-28
※所在をご存じの方は月刊みんぱく編集室までお知らせください。

70年大阪万博でのアメリカ館内の展示風景
（大阪府吹田市、1970年）
National Archives photo no. 306-exn-3398-27

上：アメリカ館鳥瞰
     （大阪府吹田市、1970年）National Archives photo no. 306-exn-48-24
下：70年大阪万博でのアメリカ館内の「クロウ・バッファロー・ティピー」展示風景
     （大阪府吹田市、1970年）National Archives photo no. 306-exn-3315-9
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「
私
は
全
生
涯
を
か
け
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人

を
笑
わ
せ
る
た
め
に
全
力
を
尽
く
し
て
き

ま
し
た
。
…
…
今
後
は
、
少
な
く
と
も
ウ

ク
ラ
イ
ナ
人
が
こ
れ
以
上
泣
く
こ
と
が
な

い
よ
う
に
全
力
を
尽
く
し
ま
す
」

二
〇
一
九
年
に
現
職
の
ポ
ロ
シ
ェ
ン
コ
を
大

差
で
破
り
、
第
六
代
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
に
選

出
さ
れ
た
ヴ
ォ
ロ
デ
ィ
ミ
ル
・
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー

は
、
就
任
演
説
で
開
口
一
番
に
こ
う
述
べ
た
。

こ
の
こ
と
ば
ど
お
り
、
彼
の
キ
ャ
リ
ア
は
コ
メ

デ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
経
歴
の
延
長
線
上
に
築
か

れ
た
も
の
だ
っ
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
み
な
ら
ず
、

旧
ソ
連
諸
国
で
も
人
気
だ
っ
た
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー

の
名
を
不
動
の
も
の
に
し
た
の
が
、
テ
レ
ビ
シ

リ
ー
ズ
「
国
民
の
僕し

も
べ」
で
あ
る
（「
国
民
の
僕
２
」

は
二
〇
一
六
年
に
映
画
化
も
さ
れ
た
）。

汚
職
と
闘
う
元
高
校
教
師

「
国
民
の
僕
」
は
、
誠
実
さ
だ
け
が
取
り
柄
の

し
が
な
い
高
校
教
師
ワ
シ
ー
リ
ー
・
ゴ
ロ
ボ
ロ

ヂ
コ
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
汚
職
文
化
を
糾
弾
す

る
様
子
を
生
徒
が
撮
影
し
た
動
画
が
拡
散
さ
れ

た
の
を
き
っ
か
け
に
、
大
統
領
に
な
る
と
い
う

奇
想
天
外
な
物
語
で
あ
る
。
政
界
の
黒
幕
で
あ

る
新
興
財
閥
オ
リ
ガ
ル
ヒ
三
人
衆
と
の
対
決
を

軸
に
、
素
人
大
統
領
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
政
治
を

刷
新
す
る
ま
で
を
描
い
た
こ
の
ド
ラ
マ
が
メ
ス

を
入
れ
る
の
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の
機
能
不

全
と
い
う
問
題
に
留
ま
ら
な
い
。
数
々
の
滑
稽

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
じ
て
、
主
人
公
た
ち
の
身

内
も
含
め
て
社
会
の
末
端
に
ま
で
巣
食
う
汚
職

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
白
日
の
下
に
晒さ
ら

さ
れ
る
。
同

時
に
、
難
局
を
乗
り
越
え
、
政
治
家
と
し
て
成

長
を
遂
げ
て
ゆ
く
ゴ
ロ
ボ
ロ
ヂ
コ
ら
の
姿
を
通

じ
て
、
社
会
変
革
は
可
能
な
の
だ
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

歴
史
と
の
対
話
を
と
お
し
た
教
養
ド
ラ
マ

主
人
公
が
歴
史
教
師
で
あ
る
の
も
ポ
イ
ン
ト

の
ひ
と
つ
だ
。
ゴ
ロ
ボ
ロ
ヂ
コ
は
白
昼
夢
の
な

か
で
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
、
シ
ー
ザ
ー
、
ル
イ
一

六
世
、
リ
ン
カ
ー
ン
、
チ
ェ
・
ゲ
バ
ラ
な
ど
の

ほ
か
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
歴
史
上
の
人
物
た
ち
と

対
話
を
重
ね
る
。
彼
ら
は
助
言
役
な
い
し
は
反

面
教
師
と
し
て
教
訓
と
霊
感
を
与
え
、
岐
路
に

立
つ
ゴ
ロ
ボ
ロ
ヂ
コ
の
迷
い
を
解
い
て
ゆ
く
。

か
く
し
て
、「
素
人
政
治
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」

と
い
う
命
題
を
追
究
し
た
「
国
民
の
僕
」
は
、「
ウ

ク
ラ
イ
ナ
人
と
は
誰
か
」、「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
ど

こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
」
と
い
う
国

民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
再
考
を
迫
る
、

優
れ
た
教
養
ド
ラ
マ
に
な
っ
て
い
る
。

現
実
化
す
る
虚
構

「
国
民
の
僕
」
で
素
人
大
統
領
を
待
ち
受
け
る

数
々
の
難
題
を
徹
底
的
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し

た
後
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
と
彼
の
芸
能
プ
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
「
９ク

ヴ
ァ
ル
タ
ル

５
街
区
」
は
、
こ
の
作
品
と
同
名
の

政
党
「
国
民
の
僕
」
を
立
ち
上
げ
、
現
実
の
大

統
領
選
に
打
っ
て
出
た
（
シ
ー
ズ
ン
３
は
大
統
領

選
の
最
中
に
放
映
さ
れ
た
）。
選
挙
戦
で
は
、
討
論

へ
の
参
加
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
質
問
を
巧
み
に

避
け
な
が
ら
、
ド
ラ
マ
と
親
和
性
の
高
い
動
画
を

発
信
す
る
型
破
り
な
戦
術
を
採
り
、
腐
敗
政
治

に
辟へ

き

易え
き

し
て
い
た
国
民
の
心
を
掴つ

か

ん
で
地
滑
り
的

勝
利
を
収
め
た
。
現
実
と
虚
構
の
区
別
が
つ
か
な

く
な
っ
た
有
権
者
は
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
そ
の
人
と

い
う
よ
り
、
愛
す
べ
き
「
国
民
の
僕
」
ゴ
ロ
ボ
ロ

ヂ
コ
に
投
票
し
た
の
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

「
プ
ー
チ
ン・ジ
ョ
ー
ク
」と

タ
ブ
ー
化
さ
れ
た
ロ
シ
ア
の
脅
威

全
編
ロ
シ
ア
語
の
「
国
民
の
僕
」
は
、
親
ロ

シ
ア
派
の
ヤ
ヌ
コ
ヴ
ィ
チ
政
権
を
転
覆
さ
せ
た

マ
イ
ダ
ン
革
命
後
に
生
じ
た
ロ
シ
ア
と
の
紛
争

の
最
中
に
制
作
さ
れ
、
放
映
さ
れ
た
。
騒
然
と

し
た
議
場
を
鎮
め
る
た
め
に
「
プ
ー
チ
ン
が
失

脚
し
た
ぞ
！
」
と
叫
ぶ
シ
ー
ン
や
、「
プ
ー
チ
ン

は
間フ

ィ

ロ
抜
け
」
と
い
う
お
な
じ
み
の
フ
レ
ー
ズ
を

捩も
じ

っ
た
「
プ
ー
チ
ン
（
の
腕
時
計
）
は
ウ
ブ
ロ
」

と
い
う
セ
リ
フ
（
ロ
シ
ア
国
内
で
の
放
映
時
に
は

カ
ッ
ト
さ
れ
た
）
な
ど
、
ロ
シ
ア
大
統
領
を
揶や

揄ゆ

す
る
場
面
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
本
筋
と

は
無
関
係
の
ジ
ョ
ー
ク
の
類
で
あ
り
、
本
編
で

ロ
シ
ア
の
問
題
が
本
格
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。

唯
一
の
例
外
は
、
主
人
公
が
白
昼
夢
の
な
か
で

イ
ワ
ン
雷
帝
と
対
話
す
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。「
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
と
リ
ト
ア
ニ
ア
人
の
支
配
か
ら
お
前
た

ち
を
解
放
し
て
や
ろ
う
」
と
言
う
イ
ワ
ン
雷
帝

に
、ゴ
ロ
ボ
ロ
ヂ
コ
は
「
結
構
で
す
、我
々
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
行
き
ま
す
か
ら
」
と
無む

碍げ

に
答
え
る
。

「
同
じ
血
を
わ
け
た
ス
ラ
ヴ
の
兄
弟
で
は
な
い

か
」
と
訴
え
る
相
手
に
、
彼
は
き
っ
ぱ
り
と
言
う
。

「
我
々
は
別
々
の
方
向
に
行
っ
て
、
三
〇
〇
年
後

に
ま
た
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
」。
そ
こ
で
押
し
問

答
に
な
っ
た
挙
げ
句
、
イ
ワ
ン
雷
帝
は
錫

し
ゃ
く

杖じ
ょ
うで

ゴ
ロ
ボ
ロ
ヂ
コ
を
殴
っ
て
殺
し
て
し
ま
う
。

ロ
シ
ア
に
よ
る
突
然
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
、

こ
の
白
昼
夢
が
正
夢
に
な
っ
た
か
の
よ
う
だ
。

プ
ー
チ
ン
大
統
領
を
意
識
し
て
「
笑
い
は
大
理

石
の
男
に
と
っ
て
致
命
的
な
武
器
な
の
で
す
」
と

か
つ
て
語
っ
た
こ
と
の
あ
る
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
は
、

今
や
侵
略
者
を
迎
え
撃
つ
総
司
令
官
の
役
目
を

担
っ
て
い
る
。
人
相
も
人
格
も
ま
る
で
別
人
の
よ

う
だ
が
、カ
ー
キ
色
の
軍
服
の
下
で
は
、コ
メ
デ
ィ

ア
ン
魂
が
今
も
脈
打
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

シネ
倶楽部M

ゼレンスキー率いる95街区の人気コント
番組「夜の街角」の一場面。「国民の僕」
のシナリオはこのメンバーによる共作であ
り、彼らはゼレンスキーが演じる主人公ゴ
ロボロヂコを支える閣僚役などを演じた
（キーウ、95街区スタジオ、2018年）

出典：Wikimedia Commons/ Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0

2019年7月のウクライナ議会選挙で投票するゼレンスキー大統領。左は妻のオレーナ・
ゼレンスカ氏（キーウ、2019年）
出典：Wikimedia Commons/ The Presidential Office of Ukraine, CC BY 4.0

ドニプロ川を臨むキーウのペチェールシク大修道院
（キーウ、2000年）

95

2020年の地方選挙における「国民の僕」党の選
挙広告。「ウクライナ―それはあなた！」
（キーウ、2020年）出典：Wikimedia Commons/ 
Tohaomg, CC BY-SA 4.0

「国民の僕」
原題 ： Слуга Народу
2015～2019年／ウクライナ／ロシア語（一部ウクライナ語）／Ｎetflixで全編視聴可
監督 ： ヴォロディミル・ゼレンスキー、アンドリィ・ヤコヴレフ、ボリス・シェフィル、オレクシィ・キリュシェンコ
出演 ： ヴォロディミル・ゼレンスキー、スタニスラフ・ボクラン、イェヴヘン・コショヴィ、オレーナ・クラヴェッツほか

大
統
領
は
コ
メ
デ
ィ
ア
ン赤あ

か

尾お 

光み
つ

春は
る

　
民
博 

特
任
助
教



ドマリ語、教えようか？
北
きた

村
むら

 萌
もえ

日本学術振興会 特別研究員DC1

「彼はシャイだから」。エルサレムにあるドム人
のためのNPO団体のセンターで、センター長が
肩をすくめて言った。その朝、ドマリ語の話者
の方を紹介してもらい、しばらくセンターに通っ
てドマリ語の記録に取り組むことになっていた。
気が進まなくなってしまったのだろうか、わた
しのドマリ語の先生になる人は、なかなかセン
ターに入ろうとせず、外に置いてあったほうき
を持って、建物の周りをうろうろしていた。や
せた頬

ほお

、焼けた肌、白い髪とひげ。60代、といっ
ても日本人の同世代より老いた印象だ。彼は2時
間、センターの周囲を掃除した。その後、セン
ターのスタッフらを交えて昼食をとり、コーヒー
を飲んで、やっと「ドマリ語を教えてくれます
か？」と話しかけることができた。表情は硬かっ
たが、「いいよ」と返事が返ってきた。

わたしが研究しているドマリ語は、消滅危機
言語のひとつだ。話者は、ヨルダン、パレスチ
ナ、シリア、レバノンなどの中東地域に散住す
るドム人で、放浪の歴史をもついわゆるジプシー
とよばれる民族に含まれる。ドム人たちは、周
囲のアラブ人社会において差別されてきた歴史
がある。このような背景をもつ言語は、威信（社
会的な評価の高さの程度）が低いと言われる。話
者たちはコミュニティに受け継がれてきた継承
語を隠し、手離し、権威のある周囲の言語に同
化しようとする。話者数は次第に減少し、威信
の高い言語へのシフトが生じる。ドマリ語の場
合、移行先の言語はアラビア語だ。1200～1500
人程度いると言われているエルサレムのドム人

は、ほんの数人のお年寄りを除くほとんどがも
うアラビア語しか話すことができないし、ドマ
リ語を学ぼうとする若者もいない。先生の消極
的な態度も、このような背景を考慮すると頷け
る。

だが、先生のドマリ語への態度は、わたしに
レッスンを重ねるうちに、みるみる変わっていっ
た。ドマリ語を話すとわたしが異常に喜ぶこと
に気づいたからだろうか。わたしが落ち込んで
いるときには、慌てた様子で、「`

アッリモーシー

allimōšī d
ド ー ム

ōm?
（ドマリ語、教えようか？)」「n

ンキーリ

kīri a
アトワル

ṭwal d
ダ ル ス

ars a
アジョティ

joti !
（今日は特別に長いレッスンをしよう！）」と元気づ
けてくれ、新型コロナウイルス感染拡大の波が
エルサレムにまで及び始めたときには、「コロナ
にかかっても俺はドマリ語のレッスンをやめな
い」とまで言ってくれた（さすがにそんなことに
なっては大変なので調査はしばらく休止にした）。外
国人の訪問客がセンターを訪れた際には、頼ま
れてもいないのにドマリ語のレッスンを始め、訪
問客を困らせる姿も見かけた。わたしが別のド
マリ語話者に調査を試みた際には、自分の方が
ドマリ語がうまいと喧

けん

嘩
か

を売りにいったことも
ある。これには困った。が、先生がドマリ語に
対する誇りを取り戻したようで、そんな姿を見
るたびにじんわり嬉

うれ

しい気持ちになった。
たとえ威信の低い言語であっても、自分たち

にしか話せない言語があることは、本来、話者
にとって誇らしいことであるはずだ。「`

アッリモーシー

allimōšī 
d
ド ー ム

ōm?（ドマリ語、教えようか？)」と得意げな先
生の笑顔が忘れられない。

202023.8
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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/

編 集 後 記

8
2023年

四角い格子の向こうに、堅
けん
牢
ろう
に閉じ込められた生活風景が透けて見えてい

る。今月号はそんなイメージの表紙デザインで、強い管理下で人びとが感じて
いる息苦しさを、デザイナーさんが見事に表現してくれた。
そういえば子どものころ、鉄格子の扉などを見つけると、向こう側に行って
両手で格子を握って揺さぶり、｢俺は無実だ～！｣ と叫んで笑いをとろうとする
子が、どこにでもいたものだ（関西だけ？）。テレビやアニメの影響にちがいな
いが、管理社会ということばもすでによく耳にしていたから、当時の子どもも感
じていた、目に見えない格子のなかにいるような閉塞感の表現だったのかもし
れない。それから40年は経ち、皆とっくに社会と正義に馴

じゅん
化
か
された大人にな

り、「丸く」なっていることだろう。
それにしても、不思議なことがあるものだ。大阪万博でアメリカ館に展示さ
れていた、6メートルもの巨大テント「ティピー」が迷子のままだなんて。また、
まるで自身が主演したドラマの再現みたいにコメディ
アンが一国の大統領に就任し、国際的に存在感を高
めているだなんて。世界は、まだまだ驚きに満ちている。
世界の驚きを探すなら、みんぱく！　無料ゾーンの

利用だけでも十分涼みながらお楽しみいただけますよ。
（樫永真佐夫）



ミュージアム・オブ・ドリームス

世
作
創
の
家
画
版
だ
ん
歩
と
く
ぱ
ん
み

界

今春、亡くなった版画家・田主誠（1942-2023）は、国立民族学博物
館(みんぱく）の開館当初から広報誌『月刊みんぱく』や研究連絡誌『民
博通信』の挿画をはじめ、新聞や雑誌の仕事を数多く手掛けました。
みんぱくをこよなく愛し、みんぱくから広がった体験や交流を心と表現
の糧とした版画家の創作世界の一端をお楽しみください。

展
画
版田 主 誠しぬたとこま

12023年9月7日[木]～ 1月28日[火]

期間中、ミュージアムショップで関連作品、書籍、グッズ等販売いたします。
本館展示、特別展は別途観覧料が必要です。

10:00～17:00（入館は16:30まで）水曜日休館　観覧無料

　

9月7日［木］～10月3日［火］【第1期】 民話の世界／民族博物誌／民博百景 など 
10月5日［木］～31日［火］【第2期】 心をひろう旅／いい日本みつけた など
11月2日［木］～28日［火］【第3期】 心の旅 西国三十三所／山頭火の風景 など

【通 期】仮面の世界／装丁・装画の仕事 など 

主催：公益財団法人 千里文化財団　　協力：国立民族学博物館、編集工房is
後援：茨木市、舞鶴市、NHK大阪放送局、京都新聞、産経新聞社、毎日新聞社、読売新聞社

国立民族学博物館 本館1階エントランスホール会場：

友の会会員価格　2,000円＋税 一般価格　2,500円＋税
国立民族学博物館ミュージアム・ショップにて販売中

国立民族学博物館友の会機関誌

ビーズ大陸 アフリカ［特集］

『季刊民族学』185号　ISBN 978-4-915606-87-8

ビーズからみた
新たなアフリカ文化史
池谷 和信

ビーズからみた
ナイル川流域世界
遠藤 仁

発掘が物語る
アフリカのビーズ
竹沢 尚一郎

スタンリのビーズ
鈴木 英明

サンブルの恋愛とビース装飾
中村 香子

ビーズ細工を仕事にする
緒方 しらべ

ナミビアのヒンバの儀礼と
ビーズ
宮本 佳和

出稼ぎするアーティストたち
北窓 恵利香

世界に発信するアフリカンビーズ
池谷 和信

ビーズ展、日本列島を駆けめぐる
池谷 和信

人類発祥の地であるアフリカは、人類最古のビーズが生まれ
た地域として知られています。ビーズは美意識やアイデンティ
ティの象徴であるとともに、交易品としてさまざまな地域を結
びつけました。アフリカ社会とビーズとのかかわりを紹介します。




