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今
年
一
月
末
、
漫
画
家
の
芦あ
し

原は
ら

妃ひ

名な

子こ

先
生
が
連
載
中

の
作
品
を
遺の

こ

し
て
旅
立
た
れ
た
。

彼
女
は
原
作
ド
ラ
マ
の
一
件
に
つ
い
て
の
経
緯
を
語
り
、
漫
画

家
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
が
注
目
を
し
て
い
る
中
で
命
を
絶
っ
た
。

私
も
ド
ラ
マ
化
の
時
に
色
々
あ
っ
た
の
で
多
少
な
り
と
も
芦

原
先
生
の
ご
苦
労
は
理
解
で
き
る
。

だ
け
ど
、
な
ぜ
？
　
ど
う
し
て
芦
原
先
生
は
死
を
選
ぶ
ま
で

に
至
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
に
納
得
が
い
か
な
く
て
、
し
ば
ら
く

は
上
の
空
で
漫
画
原
稿
を
描
き
終
え
た
。

話
は
少
し
飛
ぶ
が
、
私
が
芦
原
先
生
の
名
前
を
初
め
て
知
っ

た
の
は
三
〇
年
ほ
ど
前
に
な
る
。

当
時
私
は
講
談
社
の
『
別
冊
フ
レ
ン
ド
』
に
投
稿
を
し
て

い
た
が
好
き
な
少
女
漫
画
雑
誌
は
『
別
冊
少
女
コ
ミ
ッ
ク
』
で
、

彼
女
は
そ
こ
で
年
に
一
度
の
新
人
漫
画
大
賞
の
上
か
ら
二
番
目

の
賞
を
受
賞
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。

同
い
年
の
女
性
が
憧
れ
の
雑
誌
で
大
き
な
賞
を
も
ら
っ
て
い

る
の
を
見
て
正
直
羨
ま
し
か
っ
た
し
、
強
く
意
識
し
た
の
を
よ

く
覚
え
て
い
る
。

絵
も
可
愛
い
、
話
作
り
も
上
手
い
。
芦
原
先
生
の
作
品
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
時
は
自
然
と
目
が
追
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
間
も
な
く
し
て
私
も
デ
ビ
ュ
ー
が
決
ま
り
、
漫
画

業
界
の
端
っ
こ
で
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

月
日
は
流
れ
、
特
に
芦
原
先
生
と
も
縁
は
な
く
、
作
品
を
追

い
か
け
る
事
は
少
な
く
な
っ
た
が
「
セ
ク
シ
ー
田
中
さ
ん
」
の

ド
ラ
マ
が
始
ま
る
前
に
作
品
の
こ
と
を
知
り
久
々
に
芦
原
先
生

が
描
く
世
界
を
読
ん
だ
。

一
言
で
言
う
と
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
面
白
か
っ
た
。

過
去
最
高
に
登
場
人
物
た
ち
の
個
性
が
立
っ
て
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
背
景
が
し
っ
か
り
と
描
か
れ
、
練
り
込
ま
れ
た
話
作
り

に
同
じ
漫
画
家
と
し
て
ま
た
も
や
羨
ま
し
い
と
言
う
気
持
ち
が

湧
き
起
こ
っ
た
。

馬
鹿
み
た
い
な
事
を
書
く
が
、
時
間
を
戻
せ
る
な
ら
漫
画
家

全
員
で
芦
原
先
生
が
旅
立
つ
こ
と
を
決
め
た
あ
の
場
所
へ
行
き

彼
女
を
全
力
で
引
き
止
め
た
い
。

寒
い
中
、
一
人
き
り
で
何
を
思
い
命
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、

考
え
る
だ
け
で
胸
が
張
り
裂
け
そ
う
に
な
る
。

か
つ
て
モ
ン
キ
ー
パ
ン
チ
先
生
が
テ
レ
ビ
で
語
っ
て
い
た
。

ア
イ
デ
ア
が
思
い
つ
か
な
い
時
は
頭
の
中
の
手
拭
い
を
絞
っ
て

一
滴
出
る
か
出
な
い
か
の
中
で
話
を
作
り
出
す
の
だ
と
。

真
っ
白
な
所
か
ら
物
を
生
み
出
す
作
業
は
そ
う
簡
単
な
事

じ
ゃ
な
い
。
芦
原
先
生
は
間
違
い
な
く
魂
を
削
っ
て
描
い
て
い
た
。

読
め
ば
わ
か
る
。
そ
れ
く
ら
い
細
部
ま
で
拘こ

だ
わり
抜
か
れ
、
漫
画

に
対
す
る
愛
を
感
じ
ら
れ
る
作
品
だ
っ
た
。

「
セ
ク
シ
ー
田
中
さ
ん
」
は
惜
し
く
も
未
完
と
い
う
形
に
な
っ

た
が
、
き
っ
と
こ
の
先
も
彼
女
の
世
界
に
触
れ
て
救
わ
れ
る
読

者
は
後
を
絶
た
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
こ

と
を
切
に
願
っ
て
や
ま
な
い
。
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表紙
油井の豊年踊りの紙面（かみ
めん）は頬を赤く、笑みをうか
べた表情をしている（鹿児島
県 奄美大島）

巻 頭 エッセイ

2024年

真
っ
白
な
紙
に
漫
画
を
描
く

プロフィール
1974年大阪府生まれ。代表作『きみが心
に棲みついた（S）』シリーズ（2018年実写ド
ラマ化）『そして、晴れになる』『アイヒアオ
の境界』『恋傷』など。現在、FEEL YOUNG
（祥伝社）にて40代女性の主人公が引きこ
もりから脱出し便利屋で働く姿を描いた漫
画『再生のウズメ』を連載中。

天て
ん

堂ど
う

き
り
ん
　
漫
画
家

4



3 2024.4 22024.4

3：上鴨川住吉神社神事舞（兵庫県 加東市、2023年）
4：千本ゑんま堂大念佛狂言(京都府 京都市、2023年）

西金砂神社の田楽舞の猿田彦(茨城県 常陸太田市、1991年) 御霊神社の面掛行列(神奈川県 鎌倉市、2023年）

1：槻の屋神楽（島根県 雲南市、2018年）
2：稲佐神社のくんちの獅子舞（佐賀県 白石町、2013年）
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い
ち
お
う
伎
楽
が
は
じ
ま
り

｢

日
本
の
仮
面｣

と
聞
い
て
人
び
と
が
ま
ず
思
い

浮
か
べ
る
の
は
、現
在
も
古
典
芸
能
と
し
て
演
じ

ら
れ
る
舞ぶ

楽が
く

や
能
狂
言
の
面
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
伎ぎ

楽が
く

の
面
を
加
え
れ
ば
、確
か
に
、古
代
か

ら
現
在
に
至
る
仮
面
の
歴
史
を
一
応
た
ど
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。

六
世
紀
に
朝
鮮
半
島
か
ら
仏
教
と
と
も
に
伝
来

し
、宮
中
や
大
社
寺
の
祭
儀
の
荘

し
ょ
う

厳ご
ん

の
芸
能
と
し

て
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
伎
楽
の
面
。
伎
楽

に
や
や
遅
れ
て
海
外
か
ら
伝
来
し
た
芸
能
や
国
内

の
芸
能
を
整
理
し
て
構
成
さ
れ
、伎
楽
に
代
わ
っ

て
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
舞
楽
の
面
。
中
世
、

社
寺
の
祭
り
や
行
事
に
お
い
て
猿さ

る

楽が
く

座ざ

が
演
じ
、

そ
の
後
は
時
の
権
力
者
の
庇ひ

護ご

を
受
け
て
大
成
し
、

江
戸
時
代
に
は
武
家
の
式し

き

楽が
く

と
な
る
に
至
っ
た
能

の
面
や
、能
と
と
も
に
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
狂
言
の
面
と
い
っ
た
工ぐ

合あ
い

で
あ
る
。

祭
り
、
芸
能
か
ら
プ
ロ
レ
ス
ま
で

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
そ
う
し
た
理
解
の
み
で

十
分
か
と
い
う
疑
問
も
湧
い
て
く
る
。
そ
の
時
々

の
政
治
、経
済
、宗
教
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
突

出
し
た
力
を
有
し
た
権
力
者
や
文
化
人
な
ど
の
一

部
の
人
び
と
や
、彼
ら
が
集
住
し
た
都み

や
こ

な
ど
の
一

部
の
地
域
を
も
っ
て｢

日
本｣

と
み
な
す
な
ら
ば
、

そ
ん
な
理
解
も
一
定
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
人

び
と
や
地
域
の
周
囲
に
は
大
勢
の
人
び
と
や
彼
ら

が
暮
ら
す
多
く
の
地
域
が
広
範
に
存
在
し
、
そ
れ

ぞ
れ
独
特
の
歴
史
や
文
化
を
つ
む
い
で
き
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
の
地
域
に
も
多
種
多
様
な
多
く
の

仮
面
が
存
在
し
て
き
た
こ
と
は
、現
在
も
全
国
各

地
に
伝
わ
る
芸
能
や
祭
り
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

と
な
る
と
、前
述
の
よ
う
な
日
本
の
仮
面
の
理
解

が
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
く
る
。

例
え
ば
そ
れ
は
、面
を
つ
け
て
神
々
の
祭
り
の

場
へ
の
出
現
を
演
じ
る
神
楽
、面
を
つ
け
て
他
界

か
ら
訪
れ
る
神
霊
に
扮ふ

ん

し
、人
び
と
に
福
を
授
け

て
ま
わ
る｢

マ
レ
ビ
ト｣

の
祭
り
、面
を
つ
け
て
神み

輿こ
し

の
行
列
に
加
わ
り
、道
々
を
浄
め
て
行
列
を
先

導
し
た
り
、異
様
な
風
体
で
行
列
を
華
麗
に
彩
っ

た
り
、各
所
で
芸
能
を
演
じ
た
り
す
る
神し

ん

幸こ
う

の
祭
り
、

仏
や
菩ぼ

薩さ
つ

の
面
を
つ
け
て
臨
終
に
臨
ん
だ
人
を
極

楽
か
ら
迎
え
に
く
る
様
を
演
じ
る
練ね

り

供く

養よ
う

、
さ
ま

ざ
ま
な
人
物
の
面
を
つ
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
踊
り
や

物
語
を
演
じ
る
狂
言
や
芝
居
な
ど
、全
国
各
地
の

仮
面
が
登
場
す
る
芸
能
や
祭
り
は
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
。
さ
ら
に
、各
地
の
祭
り
の
お
面
売
り
の
屋

台
や
プ
ロ
レ
ス
の
仮マ

ス

ク

マ

ン

面
レ
ス
ラ
ー
も
視
野
に
収
め

る
と
、
そ
の
多
様
性
は
一
層
際
立
っ
て
く
る
。

ふ
た
つ
と
同
じ
表
情
が
な
い

こ
う
し
た
ふ
た
つ
と
同
じ
表
情
が
な
い
全
国
各

地
の
多
種
多
様
な
芸
能
や
祭
り
の
仮
面
を
前
に
す

る
と
、日
本
の
仮
面
を
一
言
で
定
義
す
る
こ
と
が

い
か
に
困
難
か
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
踏
ま

え
て
日
本
の
仮
面
を
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
か
。

特
別
展
で
は
、全
国
各
地
の
多
種
多
様
な
仮
面
を

通
じ
て
、日
本
の
仮
面
と
は
な
に
か
を
考
え
て
み

た
い
。

日
本
の
仮
面
と
は
な
に
か

仮面と人
特集

笹さ
さ

原は
ら 

亮り
ょ
う
じ二

　 

民
博 

教
授

みんぱく創設50周年記念特別展

日本の仮面―芸能と祭りの世界

会期：2024年3月28日（木）〜6月11日（火） 場所：特別展示館

仮面はかりそめの顔をもつために、

物としてつくられ、置かれている。

木？　紙？　布？　いったいなにで？

これをかぶる者は、なにものかにたちまち変
へん

化
げ

し、

見る人も異世界へと誘われ、うつし世もかわる。

仮面のものの奥深さに、本特集では迫る。
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林木屋の神楽面。一部の神楽面を除いて現在、
島根県立古代出雲歴史博物館に寄託されている
（2017年、勝部一郎氏蔵［林木屋コレクション］）

和田済／餹若彦（あめのわかひこ）

裏面の墨書
（島根県 出雲市、2017年、藤原宏夫撮影）

彦晴（ひこはる）の仕掛け。出雲神楽では
鬼面に角などを用いず、大型の仕掛け面
が用いられることが多い

勝部一郎氏蔵（林木屋コレクション）、島根県立古代出雲歴史博物館寄託・写真提供

新羅王（しんらおう）佐田老神／天ノ御中主／翁大国主

経津主 猿（道化カ）

岩長姫／埴山姫（はにやまひめ）

武甕槌 狐。林木屋では、狂言面とも伝えられる

林は
や
し

木ぎ

屋や

の
神
楽
道
具

面め
ん

や
衣
裳
な
ど
神か
ぐ
ら楽
道
具
一
式
を
専
門
に
貸
出

す
業
者
が
、出い

ず
も雲
に
あ
っ
た
し
、今
も
あ
る
こ
と
を

ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
明
治
初
期
、政
府
の
方
針
に
よ

り
そ
れ
ま
で
神
楽
を
舞
っ
て
い
た
神
職
が
演
舞
を

禁
じ
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、氏う

じ

子こ

を
担
い
手
と
し
た

新
た
な
神
楽
団
体
が
多
く
結
成
さ
れ
た
が
、神
職

か
ら
受
け
継
い
で
間
も
な
い
団
体
に
は
面
な
ど
の

神
楽
道
具
が
不
足
し
た
。
こ
こ
で
生
じ
た
の
が
貸

出
し
屋
で
あ
る
。
現
在
、出
雲
市
域
で
四
軒
確
認

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
林
木
屋
で

あ
る
。

林
木
屋
に
は
神
楽
面
二
三
六
面
、衣
裳
三
○
七

点
な
ど
が
伝
わ
る
。
面
は
林
木
屋
の
勝か

つ

部べ

豊と
よ

市い
ち（

一

八
三
一
〜
九
七
年
）の
手
に
よ
る
も
の
で
、遅
く
と

も
明
治
八（
一
八
七
五
）年
に
製
作
さ
れ
始
め
た
。
ま

た
姫
役
が
頭
の
上
に
の
せ
る
天て

ん

冠か
ん

が
明
治
一
二
年

に
準
備
さ
れ
て
お
り
、明
治
初
年
ご
ろ
に
は
貸
出

し
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
昭
和
三
〇

年
代
に
は
、見み

み々

久く

神
楽（
出
雲
市
見
々
久
町
）な
ど

少
な
く
と
も
出
雲
市
域
一
一
神
楽
団
体
に
貸
出
し
、

出
雲
の
神
楽
を
側
面
か
ら
支
え
て
い
た
。

失
わ
れ
た
演
目

林
木
屋
の
神
楽
面
に
は
、使
用
さ
れ
る
演
目
や

役
名
が
墨ぼ

く

書し
ょ

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
武た
け

甕み
か

槌づ
ち

が
六
面
、

経ふ

津つ

主ぬ
し

が
九
面
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
面
の
状
況

か
ら
国
譲
り
神
話
を
舞
う「
荒こ

う

神じ
ん

」
は
当
時
も
人
気

の
演
目
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
林

木
屋
の
資
料
か
ら
、演
目
の
人
気
度
な
ど
、神
楽
台

本
の
み
で
は
わ
か
ら
な
い
明
治
前
半
期
の
出
雲
神

楽
の
状
況
が
推
察
可
能
な
の
だ
。
ま
た
、現
在
ま
で

に
途
絶
え
た
演
目
も
わ
か
る
。
そ
の
う
ち
三
つ
を

紹
介
し
よ
う
。

「
佐さ

陀だ

」
旧
暦
十
月
、出
雲
に
神
々
が
集
う
と
伝
承
さ
れ

る
が
、
そ
の
由
来
な
ど
松ま

つ

江え

市
に
あ
る
佐さ

太だ

神
社

の
由
緒
を
語
る
演
目
。
出い

づ
も雲

大お
お

社や
し
ろ

へ
の
神か
み

集つ
ど

い
を

語
る
能「
大お

お

社や
し
ろ」
を
、佐
太
神
社
を
舞
台
に
改
変
し

た
も
の
で
あ
る
。「
佐
陀
」
は
火ほ

守も
り

神
社（
出
雲
市
宇う

那な

手て

町
）の
神
楽
台
本（
寛
政
五
年
）や
、出
雲
大
社

の
お
膝
元
の
大お

お

土ど

地ち

神
楽（
出
雲
市
大た

い

社し
ゃ

町ま
ち

）の
古こ

台だ
い

本ほ
ん（

大
正
一
〇
年
以
前
）な
ど
多
く
の
台
本
に
載

る
が
、現
在
、出
雲
市
域
で
は
ほ
と
ん
ど
舞
わ
れ
て

い
な
い
。一
方
、出
雲
大
社
を
舞
台
と
し
た
神
楽
と

し
て
の「
大
社
」
は
、出
雲
市
域
の
古
台
本
に
は
載

ら
な
い
も
の
の
、大
土
地
神
楽
な
ど
多
く
の
神
楽

で
舞
わ
れ
て
い
る
。
林
木
屋
お
よ
び
林
木
屋
由
来

の
面
を
用
い
る
見
々
久
神
楽
に
は
佐さ

田だ（
太
）老ろ
う

神じ
ん

面め
ん

が
各
一
面
伝
わ
る
。一
方
、大お
お

国く
に

主ぬ
し

面
は
五
面
伝

わ
っ
て
お
り
、明
治
時
代
以
後
、出
雲
大
社
へ
の
神

集
い
が
よ
り
浸
透
す
る
に
つ
れ
、「
佐
陀
」
で
は
な

く「
大
社
」
が
舞
わ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
と
思
わ

れ
る
。

「
天あ
め

ノの

御み

中な
か

主ぬ
し

」

天あ
め
の
み
な
か
ぬ
し

御
中
主
は
じ
め
造ぞ
う

化か

三さ
ん

神し
ん

が
天
地
海
を
創
成

し
た
由
来
を
語
る
演
目
。
近
年
、新
し
い
台
本
が

発
見
さ
れ
、演
目
の
内
容
が
判
明
し
て
い
る
。
こ
の

演
目
は
明
治
以
前
の
台
本
に
は
載
ら
な
い
。
造
化

三
神
は
明
治
初
期
ご
ろ
に
重
視
さ
れ
た
神
格
で
あ

り
、明
治
政
府
が
神
道
に
よ
る
国
民
教
化
を
図
っ

た
明
治
初
期
ご
ろ
に
、創
作
さ
れ
た
演
目
と
推
測

で
き
る
。
天
御
中
主
面
は
林
木
屋
に
二
面
、見
々
久

神
楽
に
一
面
伝
わ
り
、明
治
前
半
ご
ろ
に
は
一
定

程
度
舞
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
和わ

田だ

隅ず
み

」

伊い

弉ざ

諾な
き

に
仕
え
る
大お
お

和わ

田だ

隅ず
み

が
悪あ
く

神じ
ん

を
退
治
す

る
演
目
。
面
に「
ワ
ダ
ツ
ミ
」
と
墨
書
が
あ
り
、海わ

だ

神つ
み

が
か
か
わ
る「
住す
み

吉よ
し

」

「
白は

く

楽ら
く

天て
ん

」
な
ど
の
演
目

に
使
用
さ
れ
た
と
想
定

さ
れ
て
い
た
が
、「
天
ノ

御
中
主
」
同
様
、
発
見

さ
れ
た
台
本
に
よ
り
、

そ
の
内
容
が
判
明
し
た
。

和
田
隅
面
は
林
木
屋
に

四
面
、見
々
久
神
楽
や
、

林
木
屋
の
面
で
は
な
い

が
仮か

り

の
宮み
や

神
楽（
出
雲
市
大
社
町
・
中
絶
）に

も
各
一
面
伝
わ
っ
て
お
り
、一
定
程
度
舞
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

現
在
途
絶
え
て
い
る
演
目
の
状
況
に
つ

い
て
触
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
以
外
に
も
此こ

の

花は
な

咲さ
く

屋や

姫ひ
め

、岩い
わ

長な
が

姫ひ
め

、猿
、狐
な
ど
演
目
の
墨

書
が
な
く
、使
用
演
目
が
不
明
確
な
面
も
伝

わ
る
。一
体
ど
ん
な
演
目
に
用
い
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
想
像
を
か
き
立
て
て
く
れ
る

と
と
も
に
、氏
子
た
ち
が
神
職
か
ら
引
き
継

い
だ
当
時
の
神
楽
の
状
況
を
伝
え
て
く
れ

る
の
が
、林
木
屋
の
神
楽
資
料
な
の
で
あ
る
。

品し
な

川が
わ 

知と
し

彦ひ
こ

　 

前
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館 

学
芸
部
長

出
雲
神
楽
を
支
え
て
き
た
貸
出
し
屋

仮
面
と
人

特
集
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上：油井の豊年踊りの紙面製作途中のようす
下：油井の豊年踊り保存会が挑戦した巨大紙面の土台。
 　 伝統にのっとり、これも田んぼの泥で作った
　  （どちらも鹿児島県 奄美大島）

与論十五夜踊りの一場面。現在はマイクを通してセリフが響きわたる
(鹿児島県 与論島、2015年)

上：油井の豊年踊りのオープニングを飾る演目「綱切り」。その先頭をしきる紙
面(鹿児島県 奄美大島、2015年)

下：諸鈍シバヤの演目「ダットドン」。盲目の座頭役のため目を細く表現してい
る (鹿児島県 加計呂麻島、2017年)

奄美群島
（地理院地図を元に作成）

木
よ
り
も
紙

日
本
に
伝
わ
る
仮
面
と
い
え
ば
、能
や
神
楽
に

み
る
よ
う
に
木
彫
り
の「
木も

く

面め
ん

」
が
主
流
。
し
か
し
、

そ
う
で
な
い
地
域
も
あ
る
。
鹿
児
島
と
沖
縄
の
あ

い
だ
に
位
置
す
る
奄あ

ま
み美
群
島
で
は
、紙
を
貼
り
重

ね
た「
紙か

み

面め
ん

」
が
主
流
。
そ
の
紙
面
の
世
界
を
少
し

の
ぞ
い
て
み
よ
う
。

奄
美
群
島
の
紙
面
は
、旧
暦

八
月
一
五
日
を
中
心
と
し
て

お
こ
な
わ
れ
る
豊ほ

う

年ね
ん

祭ま
つ
り

な
ど

で
披
露
さ
れ
る
伝
統
芸
能
の

な
か
に
登
場
す
る
。
国
や
県
の
文
化
財
指
定
を
受

け
て
い
る
も
の
を
北
か
ら
順
に
あ
げ
る
と
、奄
美

大
島
南
部
の
瀬せ

戸と

内う
ち

町ち
ょ
う

油ゆ

井い

に
伝
わ
る「
油
井
の

豊ほ
う

年ね
ん

踊お
ど

り
」、同
じ
く
瀬
戸
内
町
の
加か

計け

呂ろ

麻ま

島じ
ま

に

伝
わ
る「
諸し

ょ

鈍ど
ん

シ
バ
ヤ
」、

奄
美
群
島
最
南
端
の
与よ

論ろ
ん

島と
う

に
伝
わ
る「
与
論

十じ
ゅ
う

五ご

夜や

踊お
ど

り
」
が
あ
る
。

す
べ
て
、組
ま
れ
た
舞

台
上
で
は
な
く
野
外
で

群
衆
に
囲
ま
れ
る
な
か

で
披
露
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
紙
面
に
注
目

し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、作

り
方
は
大
き
く
二
つ
。

油
井
と
諸
鈍
の
紙
面
は
、

田
ん
ぼ
や
川
底
の
粘
土
で
顔
型
と
な
る
土
台
を
作

る
。
そ
の
上
に
白
紙
を
重
ね
て
貼
っ
て
い
き
、紙
が

乾
い
た
ら
土
台
か
ら
外
し
て
色
を
塗
っ
て
い
く
。

一
方
、与
論
島
で
は
、細
く
割
い
た
竹
で
ザ
ル
を
作

る
よ
う
に
骨
格
を
整
え
、
そ
の
上
に
紙
を
貼
っ
て

顔
を
描
き
込
む
こ
と
か
ら
、泥
型
の
よ
う
な
土
台

は
存
在
し
な
い
。

目
の
穴
、
口
の
穴

形
は
ど
う
だ
ろ
う
。
唄
や
セ
リ
フ
が
ほ
と
ん
ど

な
い
諸
鈍
や
油
井
の
紙
面
は
、踊
り
手
の
顔
と
の

密
着
度
が
高
い
平
板
的
な
作
り
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、与
論
の
よ
う
に
セ
リ
フ
が
多
く
狂
言
風
の

芸
能
だ
と
、顔
と
接
す
る
内
側
に
空
気
の
膨
ら
み

が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
、紙
面
の
形
状
は
丸
み

を
帯
び
て
い
る
。

目
は
ど
う
だ
ろ
う
。
紙
面
を
か
ぶ
る
人
が
外
を

見
る
目
の
穴
の
開
け
方
は
、油
井
と
諸
鈍
は
そ
の

ま
ま
紙
面
の
目
を
く
り
ぬ
い
て
視
界
を
確
保
し
て

い
る
が
、与
論
の
も
の
は
筆
で
描
い
た
目
を
傷
付

け
ぬ
よ
う
、
そ
れ
を
さ
け
て
の
ぞ
き
穴
を
設
け
た

作
り
に
な
っ
て
い
る
。

口
は
ど
う
か
。
油
井
は
開
い
て
い
て
も
わ
ず
か

な
隙
間
で
、諸
鈍
と
与
論
の
紙
面
は
穴
が
開
い
て

い
な
い
。
こ
れ
は
呼
吸
が
た
い
へ
ん
し
づ
ら
そ
う

で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
セ
リ
フ
を
周
囲
に
響
か
せ

よ
う
と
し
た
り
、呼
吸
し
や
す
く
す
る
に
は
、
ア
イ

デ
ア
と
し
て
紙
面
の
口
元
を
大
き
く
開
放
さ
せ
る

方
法
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
そ
う
し
な
か
っ

た
こ
と
で
、目
、口
の
穴
を
通
し
て
生
身
の
人
間
が

見
え
る
こ
と
が
極
力
さ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
仮
面

が
も
つ
最
大
の
効
果
で
あ
る〈
変
身
〉に
、
ほ
つ
れ

が
で
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

紙
ゆ
え
の
親
し
み
や
す
さ

木
面
が
重
厚
感
と
緊
張
感
を
醸
し
だ
す
の
に
対

し
て
、紙
と
い
う
素
材
の
柔
ら
か
さ
と
軽
さ
ゆ
え
に
、

紙
面
に
は
親
し
み
や
す
い
空
気
感
が
あ
る
。
ま
た
、

木
面
は
神
社
な
ど
で
恭

う
や
う
や

し
く
何
世
代
に
も
わ
た
っ

て
宝
物
と
し
て
保
管
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
少
な
く

な
い
。
対
し
て
、紙
面
は
傷
む
と
そ
の
都
度
修
復
さ

れ
、
あ
っ
さ
り
ま
る
ご
と
作
り
直
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

紙
素
材
は
比
較
的
自
由
に
大
き
さ
を
変
化
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
油
井
で
は
、高
さ
二
メ
ー
ト
ル
の

紙
面
を
作
る
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た（
そ

の
完
成
品
は
集
落
公
民
館
に
飾
っ
て
あ
る
）。

日
本
の
南
に
広
が
る
奄
美
群
島
の
紙
面
の
世
界
。

機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
訪
ね
て
い
た
だ
き
た
い
。

町ま
ち 

健け
ん

次じ

郎ろ
う

　 

瀬
戸
内
町
立
図
書
館
・
郷
土
館 

学
芸
員

奄
美
群
島
の
紙
面

仮
面
と
人

特
集

鹿児島市

油井

加計呂麻島

奄美大島

与論島
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左：太鼓と矢旗を体に密着させるため晒（さらし）できつく縛りあ
げ、パターンの異なる四つの踊りを繰り返す

右：突如踊りに乱入するメンドン。観客のボルテージも一気に上
がる

上：三島村硫黄島の空撮写真
下：海底から鉄分を含んだ温泉が湧出する硫黄島港。
表層はさび鉄色をしている

左頁：矢旗を大きくしならせ、いかにダイナミックに見せるか
が八朔太鼓踊りのポイントとなる

8～10頁の写真はすべて鹿児島県 三島村 硫黄島、2019年、三島村提供

薩
摩
硫
黄
島
の
八
朔
太
鼓
踊
り

三
島
村
は
、鹿
児
島
県
本
土
と
屋や

久く

島し
ま

の
中
間

の
洋
上
に
点
在
す
る
三
つ
の
島
で
構
成
さ
れ
る
小

さ
な
村
で
あ
る
。
硫い

黄お
う

島じ
ま

は
そ
の
真
ん
中
に
位
置
し
、

か
つ
て
鬼き

界か
い

ケが

島し
ま

と
よ
ば
れ
て
い
た
火
山
の
島
だ
。

二
〇
一
八
年
に
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
メ
ン
ド
ン
は
、旧
暦
の
八
月
一
日
と
二

日
に
硫
黄
島
で
お
こ
な
わ
れ
る
八は

っ

朔さ
く

太た
い

鼓こ

踊お
ど

り
に

登
場
す
る
天
下
御
免
の
仮か

面め
ん

神し
ん

。
祭
り
の
二
日
間

は
島
の
少
年
に
と
っ
て
一
年
の
う
ち
で
も
っ
と
も

ワ
ク
ワ
ク
す
る
二
日
間
だ
。

八
朔
太
鼓
踊
り
は
、
カ
ネ
タ
タ
ッ
ド

ン（
鉦か

ね

叩た
た

き
）と
よ
ば
れ
る
唄
い
手
と
、

そ
れ
を
囲
む
一
〇
名
の
男
た
ち
が
、太

鼓
を
叩
き
な
が
ら
背
中
に
背
負
っ
た
矢や

旗は
た

を
振
り
回
し
、躰か
ら
だ

を
大
き
く
躍
動
さ

せ
る
勇
壮
な
伝
統
行
事
で
、中
学
生
に

な
る
と
大
人
に
ま
じ
っ
て
踊
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
。
太
鼓
と
矢や

旗は
た

を
身
に
着
け

て
四
〇
分
も
踊
り
続
け
る
の
は
か
な
り

大
変
だ
が
、一
人
前
の
大
人
と
認
め
て

も
ら
え
る
通
過
儀
礼
の
よ
う
な
も
の
で
、

特
に
意
中
の
子
、
ま
た
は
相
手
が
い
よ

う
も
の
な
ら
、
そ
の
晴
れ
姿
を
見
て
も

ら
い
た
い
と
大
い
に
張
り
切
る
。

ス
ッ
ベ
ン
キ
で
祓
い
ま
く
る

そ
し
て
メ
ン
ド
ン
は
、一
日
目
の
踊
り
の
最
中

に
突
如
と
し
て
あ
ら
わ
れ
二
日
目
の
夜
中
ま
で
延
々

と
島
中
を
徘
徊
し
、島
で
ス
ッ
ベ
ン
キ
と
よ
ば
れ

る
神
木
の
枝
で
観
客
の
厄
を
祓は

ら

う
、何
を
し
て
も

と
が
め
ら
れ
な
い
神
の
化
身
だ

―
も
ち
ろ
ん
常

識
の
範
囲
内
だ
が
。
そ
の
出
で
立
ち
は
バ
ッ
テ
ゴ

又
は
ヤ
ッ
ガ
ヅ
ラ
と
よ
ば
れ
る
面
を
か
ぶ
り
、全

身
に
藁わ

ら

と
茅か
や

を
編
ん
だ
蓑み
の

を
ま
と
っ
て
な
か
に
誰

が
入
っ
て
い
る
か
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
手
袋
も
は

め
る
。

メ
ン
ド
ン
に
入
れ
る
の
も
男
の
み
で
、誰
が
入
っ

て
い
る
の
か
詮
索
す
る
の
も
御
法
度
だ
か
ら
や
り

た
い
放
題
だ
。
と
に
か
く
、目
に
つ
い
た
人
び
と
を

片
っ
端
か
ら
ス
ッ
ベ
ン
キ
で
叩
き
散
ら
す
の
で
あ
る
。

優
し
く
撫な

で
て
あ
げ
て
も
よ
い
の
で
は
と
思
う
だ

ろ
う
が
、
し
っ
か
り
と
祓
っ
て
あ
げ
る
の
が
メ
ン

ド
ン
の
使
命
。
ど
う
い
う
訳
か
若
い
女
性
の
場
合

は
特
に
気
合
い
が
入
る
よ
う
で
、逃
げ
る
後
ろ
か

ら
必
死
に
追
い
か
け
力
の
限
り
使
命
を
果
た
す
。

メ
ン
ド
ン
は
と
て
も
責
任
感
が
強
い
の
だ
。

神
の
化
身
大
暴
れ

メ
ン
ド
ン
に
は
男
で
あ
れ
ば
小
学
生
で
も
入
れ
る
。

し
か
し
、一
五
〇
人
に
も
満
た
な
い
小
さ
な
島
だ

か
ら
、誰
が
入
っ
て
い
る
の
か
お
お
よ
そ
の
見
当

は
付
く
。
大
人
た
ち
は
加
減
を
す
る
が
、小
学
生
く

ら
い
ま
で
だ
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
え

な
い
。
な
か
に
は
自
分
の
母
親
に
一
目
散
に
駆
け

寄
っ
て
い
っ
て
、
ス
ナ
ッ
プ
を
効
か
せ
な
が
ら
力

の
限
り
叩
く
強
者
も
い
た
。
彼
は
よ
ほ
ど
う
っ
ぷ

ん
を
溜た

め
て
い
た
の
か
、念
の
入
っ
た
こ
と
に
、葉

が
ほ
と
ん
ど
落
ち
て
枝
だ
け
の
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ

選
ん
で
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
神
の
化
身
の
す

る
こ
と
だ
か
ら
、母
親
は
何
も
言
わ
ず
に
叩
か
れ

て
い
た
が
、家
に
帰
っ
た
後
の
こ
と
を
心
配
し
た

の
は
わ
た
し
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

今
で
は
そ
う
で
も
な
い
が
、
わ
た
し
の
小
さ
な

こ
ろ
の
メ
ン
ド
ン
は
と
に
か
く
暴
れ
回
っ
て
い
て
、

幼
い
子
ど
も
に
と
っ
て
は
羨
望
と
畏
怖
の
対
象
だ
っ

た
。
さ
ら
に
遡
る
と
む
か
し
は
も
っ
と
ひ
ど
か
っ

た
よ
う
で
、
そ
の
証
拠
に
築
一
〇
〇
年
近
い
わ
た

し
の
実
家
に
は
、母
と
叔
母
を
メ
ン
ド
ン
か
ら
隠

し
た
秘
密
の
部
屋
が
作
ら
れ
て
い
る
。

今
で
も
秘
密
の
部
屋
の
隠
し
扉
を
見
る
度
に
、

賑
や
か
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
硫
黄
島
が
思
い
起
こ
さ
れ
、

あ
の
鉦
の
リ
ズ
ム
を
聴
く
と
、
ド
キ
ド
キ
し
な
が

ら
踊
っ
た
甘
酸
っ
ぱ
い
思
い
出
と
、見
物
客
を
追

い
回
し
て
い
た
遠
い
記
憶
が
甦
り
、歳
甲
斐
も
な

く
う
ず
う
ず
す
る
。

天
下
御
免
の
メ
ン
ド
ン

佐さ

藤と
う 

央ひ
さ

隆た
か

　 

三
島
村
教
育
委
員
会 

事
務
局
長

仮
面
と
人

特
集
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スペル・デルフィン
（緑×シルバーVer.、日本製）

スペル・デルフィン
（ブラックVer.、日本製）

スペル・アストロ
（メキシコ製）

イホデル・サント
（メキシコ製）

人
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、仮
面
を
着
用
し
て
い
る
。 

誰
も
が
一
度
は
仮
面
を
作
り
お
面
を
買
い
、

友
達
と
ヒ
ー
ロ
ー
ヒ
ロ
イ
ン
ご
っ
こ
を
し
た
記
憶
が
あ
る
ハ
ズ
。 

仮
面
は
第
二
の
人
格
に
な
れ
、着
用
す
る
事
で
パ
ワ
ー
が
溢あ
ふ

れ
出
す
。

 

わ
た
し
が
マ
ス
ク
を
被
る
理
由
は
、

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
の
夢「
ヒ
ー
ロ
ー
」
に
な
り
た
か
っ
た
か
ら
だ
。 

憧
れ
た
最
初
の
ヒ
ー
ロ
ー
は
仮
面
の
忍
者
赤
影
。 

忍
者
マ
ス
ク
と
赤
い
仮
面
は
自
分
で
手
作
り
し
た
。 

忍
者
赤
影
の
革
製
の
赤
い
仮
面
と

強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
黄
金
の
仮
面
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
る
。 

 

被
れ
る
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
マ
ス
ク
も
多
数
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
る
。 

幼
稚
園
の
こ
ろ
見
た
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
は
い
わ
ゆ
る
新
一
号
が
好
き
だ
が
、

な
か
で
も
桜
島
一
号
が
自
分
の
ヒ
ー
ロ
ー
だ
っ
た
。 

 

わ
た
し
は
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
に
な
り「
リ
ア
ル
ヒ
ー
ロ
ー
」
に
も
な
れ
、

す
で
に
三
六
年
以
上
も
仮
面
を
被
り
続
け
て
い
る
。 

議
場
で
も
被
れ
て
い
る
。 

家
の
な
か
に
は
、自
分
の
デ
ル
フ
ィ
ン
マ
ス
ク
や

タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
の
立
体
マ
ス
ク
な
ど
一
五
〇
枚
は
あ
る
。 

 

仮
面
と
は
ヒ
ー
ロ
ー
、救
世
主
を
生
み
出
す

人
類
に
と
っ
て
魔
法
の「
顔
」
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
ス
マ
ス
ク
の
本
場
は
メ
キ
シ
コ
。 

メ
キ
シ
コ
の
ア
ス
テ
カ
文
明
も
仮
面
だ
。 

メ
キ
シ
コ
で
は
素
顔
を
隠
し
て
戦
う
。 

過
去
か
ら
現
在
ま
で
メ
キ
シ
コ
の
レ
ス
ラ
ー
は
ほ
と
ん
ど
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
る
。

ヒ
ー
ロ
ー
は
素
顔
を
晒
さ
な
い
。 

世
界
で
も
古
く
は
バ
ッ
ト
マ
ン
だ
し
、

ア
ベ
ン
ジ
ャ
ー
ズ
も
い
ろ
い
ろ
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
仮
面
を
被か

ぶ

っ
て
戦
う
。

日
本
で
も
月
光
仮
面
や
仮
面
の
忍
者
赤
影
、

最
近
で
は
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
シ
リ
ー
ズ
や
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
シ
リ
ー
ズ
、

戦
隊
シ
リ
ー
ズ
と
ヒ
ー
ロ
ー
は
仮
面
。 

仮
面
と
い
う
魔
法
の「
顔
」

メンドン大図解 解説：佐藤 央隆 

ヤッガヅラ

ス
ペ
ル
・
デ
ル
フ
ィ
ン
　
大
阪
府
和
泉
市
議
会
議
員

プ
ロ
レ
ス
ラ
ー

仮
面
と
人

特
集

バッテゴ 赤と黒の渦巻き模様の丸い大きな耳、ひょうたん型の目、
眉間の一本角など、南方系の特徴を色濃く残す仮面

スッベンキ
観客の厄を祓う神木の枝。
食べ物や飲み物もお構いなしに観客を叩き散
らすタタキダシ

メンドンと踊り子が海に向かって厄を落とす
タタキダシ。これが祭りの締めとなり、ワクワ
クの二日間が幕を閉じる

幼児を抱きかかえるメンドン。
子どもにはすこぶる優しい

子どもたちは大きなバッテゴ
ではなく、身軽なヤッガヅラ
を被って厄を祓う
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み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
特
別
展

日
本
の
仮
面

―
芸
能
と
祭
り
の
世
界

国
内
各
地
で
は
、仮
面
を
つ
け
た
役
が
登

場
す
る
芸
能
や
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
本
展
示
で
は
、仮
面
と
人
び
と
の

多
様
な
か
か
わ
り
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

6
月
11
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
創
設
　
周
年
記
念
研
究
公
演

千
本
ゑ
ん
ま
堂
大
念
佛
狂
言

民
博
公
演

日
時　

4
月
14
日（
日
）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
4
0
0
名
）

出
演　

千
本
ゑ
ん
ま
堂
大
念
佛
狂
言
保
存
会

解
説   

宮
田
勝
行（
千
本
ゑ
ん
ま
堂
大
念
佛

狂
言
保
存
会 

会
長
）

司
会　

笹
原
亮
二（
本
館 

教
授
）

参
加
費　

要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
、

特
別
展
を
ご
覧
に
な
る
場
合
は
一

般
8
8
0
円
）

　
　
　

※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

※
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
】

▼
一
般
受
付　

4
月
10
日（
水
）ま
で

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

創
設
　
周
年
記
念
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
島
と
人
と
メ
ン
ド
ン
」

日
時　

5
月
3
日（
金
・
祝
）13
時
30
分
〜

16
時
30
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　

福
岡
正
太（
本
館 

教
授
）

解
説　

藤
岡
幹
嗣（
監
督
／
立
命
館
大
学 

教
授
）

座
談
会　
藤
岡
幹
嗣（
監
督
／
立
命
館
大
学 

教
授
）、徳
田
保（
硫
黄
島
八
朔
太

鼓
踊
り
保
存
会 

会
長
）、
室
之
園

晃
徳（
三
島
村
教
育
長
）、佐
藤
央

隆（
三
島
村
教
育
委
員
会
事
務
局
）、

笹
原
亮
二（
本
館 

教
授
）

参
加
費　

要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
、

特
別
展
を
ご
覧
に
な
る
場
合
は
一

般
8
8
0
円
）

　
　
　

※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

※
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
】

▼
一
般
受
付　

4
月
1
日（
月
）〜
30
日（
火
）

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
企
画
展

「
水
俣
病
を
伝
え
る
」

熊
本
県
の
水
俣
・
芦
北
地
域
で
は
、水
俣
病

の
教
訓
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
活
動
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
展
示
で
は
、こ
う

し
た
活
動
の
意
味
と
課
題
を
考
え
ま
す
。

会
期　

6
月
18
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

創
設
　
周
年
記
念
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
水
俣
一
揆
―
一
生
を
問
う
人
々
」

土
本
典
昭
監
督
に
よ
る
記
録
映
画
を
上
映

し
ま
す
。
な
ぜ
彼
ら
は「
一
揆
」を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、そ
の
背
景
に

つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

日
時　

6
月
8
日（
土
）13
時
〜
16
時

　
　
　
（
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
）

解
説   

吉
永
利
夫（（
一
社
）水
俣
病
を
語
り

継
ぐ
会 

理
事
）

司
会　

平
井
京
之
介（
本
館 

教
授
）

参
加
費　

要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
）

　
　
　

※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

※
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

4
月
25
日（
木
）〜
5
月
2
日（
木
）

定
員
80
名

お
申
し
込
み
先

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

（
千
里
文
化
財
団
）

▼
一
般
受
付

5
月
7
日（
火
）〜
6
月
5
日（
水
）

創
設
50
周
年
記
念
み
ん
ぱ
く
映
画
会

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
G
A
G
A
―
ハ
ヨ
ン
の
家
族
」

台
湾
の
原
住
民
族
の
ひ
と
つ
タ
イ
ヤ
ル
族

の
ハ
ヨ
ン
家
の
人
び
と
が
、慣
習（
ガ
ガ
）

を
守
り
つ
つ
、長
老
の
死
や
村
長
選
挙
を

め
ぐ
っ
て
、一
度
は
壊
れ
た
一
族
の
絆
を

結
び
な
お
し
て
ゆ
く
姿
を
描
き
ま
す
。

日
時　

5
月
25
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時

10
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　
「
G
A
G
A
／
哈
勇
家
」

解
説　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

司
会　

菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

参
加
費  

要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
）

　
　
　

※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

※
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

4
月
15
日（
月
）〜
19
日（
金
）定
員
80
名

お
申
し
込
み
先

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

（
千
里
文
化
財
団
）

▼
一
般
受
付

4
月
22
日（
月
）〜
5
月
22
日（
水
）

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　

4
月
13
日（
土
）、
5
月
11
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

あ
そ
び
の
広
場
2
0
2
4

「
み
ん
ぱ
く
を
あ
そ
ぼ
！
」

日
時　

5
月
5
日（
日
・
祝
）

　
　
　

10
時
〜
16
時
終
了
予
定

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

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

海
域
か
ら
み
る

人
類
の
文
化
遺
産

日
時　

5
月
11
日（
土
）、
12
日（
日
）10
時
30

分
〜
16
時
30
分（
両
日
10
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
）

趣
旨
説
明　

小
野
林
太
郎（
本
館 

准
教
授
）

国
内
外
で
活
躍
す
る
計
14
名
に
よ
る
発
表

（
日
英
で
の
同
時
通
訳
あ
り
）

第
1
部　
有
形
文
化
遺
産
の
現
状
と
博
物
館

第
2
部　
オ
セ
ア
ニ
ア
の
カ
ヌ
ー
と
文
化
復
興

第
3
部　
樹
皮
布
と
カ
ジ
ノ
キ

　
　

―
起
源
・
伝
統
・
ア
ー
ト

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館

共
催　

N
I
H
U
グ
ロ
ー
バ
ル
地
域
研
究
推

進
事
業
「
海
域
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ

ア
研
究
」

【
申
込
期
間
】

5
月
2
日（
木
）17
時
ま
で

※
事
前
申
込
制
、先
着
順
、参
加
無
料

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す（
定
員
5
0
0
名
）。

詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Ｑ
Ｒ
）か
ら

お
問
い
合
わ
せ
先

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
事
務
局

（
千
里
文
化
財
団
）

50thsym
p

o
@

senri-f.o
r.jp

本
館
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

南
ア
ジ
ア
展
示
場
が
一
部
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

し
ま
し
た
。
新
し
く
な
っ
た
展
示
を
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

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544回
4月20日（土）13時30分～15時（13時開場）
日本の仮面
講師　笹原亮二（本館 教授）
【申込期間】

▼一般受付　4月17日（水）まで
　※友の会先行受付は終了しました。

第545回
5月18日（土）13時30分～15時（13時開場）
東南アジアの仮面
講師　福岡正太（本館 教授）
東南アジアでは仮面を用いた芸能がさかん
です。写真と映像により、みんぱくが所蔵す
る東南アジアの仮面を概観し、ジャワ島を例
に仮面芸能とその芸能にたずさわる人びと
について紹介します。

【申込期間】

▼友の会先行受付
　4月15日（月）～19日（金）（定員80名）
お申し込み先

　国立民族学博物館友の会（千里文化財団）
▼一般受付　4月22日（月）～5月15日（水）

　西ジャワの仮面舞踊（2014 年）

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）、企画展示 
 場など
※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（一般580円、
特別展をご覧になる場合は一般880円）

※イベント参加費は不要

4月21日（日）14時30分～15時
特別展「日本の仮面」を巡って
話者　笹原亮二（本館 教授）

4月28日（日）14時30分～15時
水俣病を伝える
―水俣病センター相思社の事例から
話者　小泉初恵（（一財）水俣病センター相

思社職員）、平井京之介（本館 教授）

5月5日（日・祝）14時30分～15時
八朔太鼓踊りとメンドン
話者　福岡正太（本館 教授）

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547回 4月6日（土）13時30分～15時
ベトナム中部高原のゴング文化
講師　柳沢英輔（京都大学 特任助教）
ゴングは東南アジア各地で宗教的な儀礼の
際に演奏される神聖な楽器です。ベトナム
中部高原では、先住少数民族がゴングセット
を受け継ぎ、村落の儀礼・祭礼において演

奏に使用しています。本講演ではゴングが
どのように作られ、調律され、演奏されてい
るのかについて、現地で撮影した映像や録
音をご紹介しながら解説します。

第548回 5月4日（土・祝）13時30分～15時
仮面とわたし
講師　吉田憲司（本館 館長）
大学へ入学した年から始めた仮面をめぐる
フィールドワーク。今年2024年でちょうど
50年越しの仮面との付き合いになります。
日本国内から始まった仮面の探究は、アフリ
カへ、そして、アジア、アメリカ、ヨーロッ
パへと広がっていきました。その原点はどこ
にあったのか。そして、その到達点は?　
わたしの仮面研究の軌跡をたどります。

※講演会終了後、講師が担当した資料を中
心に、本館展示の見学会をおこないます。
（事前申込制、要会員証もしくは展示観
覧券)

ご入会キャンペーン2024
期間中、正会員に新規ご登録いただいた先
着20名の方に、みんぱくの資料を描いた絵
札がモチーフの「民族学いろはかるたキャン
バスバック」をプレゼントします!

キャンペーン期間　4月30日（火）まで

友の会 講演会・セミナーへのお申し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。
　　　　　     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
E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp  https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/

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/

お問い合わせ先

上鴨川住吉神社神事舞（兵庫県 加東市）

「水俣一揆」©1973青林舎

「GAGA―ハヨンの家族」

みんぱくホームページ
催し物のご案内
https://www.minpaku.ac.jp/event/

イベントの詳細・予約はこちら

各イベントについて、
詳しくはホームページを
ご覧ください。
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 推しコレポイント 

つぶらな瞳がキュート！
門柱によって鳥の数、大きさ、形はさまざ
まである。
展示場の門柱にはハトっぽいのと、カラ
スっぽいのがいて、足は一本、目が丸くく
りぬいてある。

アカの村の門柱（ラオス ルアンナムター県、2019年）

門柱
標本番号│H0121887
地域│タイ
展示場│東南アジア展示場

なぜ鳥居？

「これぞ、鳥居！」
タイ、ラオス、中国雲南省の山地に深く分
け入り、アカの村の入り口にこれが立ってい
るのを見ると、誰もがそう思う。なにしろ2
本の立ち柱の上に笠

かさ

木
ぎ

が渡っているばかりか、
その上に木彫りの鳥たちまで並んでいるのだ
から。笠木にいつも鳥がいるとは限らない日
本の鳥居とは大ちがいである。
実際、鳥居の起源を、アカをはじめとする
チベット・ビルマ語系やタイ・カダイ語系ほか、
多数の民族が雑居する東南アジア北部に求め
る文化史家もいる。だが定説はない。そもそ
も鳥居と鳥の関係からしてよくわからないか
らだ。鳥居研究を概観した稲

いな

田
だ

智
とも

宏
ひろ

によると、
この日本語が文献にはじめてあらわれるのは
記紀編

へん

纂
さん

から200年を経た10世紀、と寺社の
歴史に照らして比較的新しい。またなぜ鳥居
とよぶのかについても諸

しょ

説
せつ

紛
ふん

々
ぷん

あり、結論で
きないからだ。

ヤダとミタ

さて、この門柱はアカの村で、焼畑に稲を
播
は

種
しゅ

する直前4月ごろに男たちが立てる。毎
年立てるので、何本も縦列していることがあ
る。お稲荷さんの参道みたいだが、彩色はし
ないし、後ろのものほど傷んでいる。

鳥居にしばしば注
し

連
め

縄
なわ

がかかっているよう
に、アカの門柱にも竹へぎを輪にして連ねた
類似物が付いていることがある。さらに柱の
傍らに、ヤダとミタという男女2体の祖先の
木像が置かれることもある。2体とも裸で性
器まであらわ。生殖による一族の再生産の意
味だろう。この祖先たちが天上の霊的世界と
地上を行き来する乗り物が、笠木にとまって
いる鳥だ。
日本にも鳥居の注連縄に「鬼の目」という
邪視よけを吊

つ

るす地域もあるが、アカの門柱
にも細い竹へぎを組んで作った呪標タ・レオ
がついている。つまり、この門柱は災厄の侵
入から村を守る結界なのである。
もっとも、アカの門柱も地域と時代による
変異が大きい。だからわたしもこれまでラオ
ス北部でアカの村を5つ訪ねたが、ヤダとミ
タのある門柱を「やだ〜、見たことがない」。

鳥が居る
樫
かし

永
なが

 真
ま
佐
さ
夫
お

民博 教授

推しコレ図鑑



もっと、
みんぱく
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上：民博オリジナル番組の原版など、貴重なフィルムを収蔵する
摂氏12度管理の収蔵庫（2023年）

下：収蔵庫での作業（2024年）

Uマチック(上)、オープンリール音声テープ（中）、
1インチオープンリールビデオテープ（下）

12
℃
と
18
℃

「
さ
ぶ
っ
」。
身
構
え
な
い
で
入
る
と
こ
ご
え
る
場
所
が
民
博
に
は
あ
る
。

フ
ィ
ル
ム
や
テ
ー
プ
な
ど
民
博
が
収
集
し
て
き
た
映
像
音
響
資
料
を
保

管
す
る
収
蔵
庫
だ
。
年
間
を
通
じ
て
摂
氏
一
二
度
あ
る
い
は
一
八
度
と

低
い
温
度
で
管
理
さ
れ
て
い
る
。

一
九
九
六
年
、民
博
は
第
七
展
示
棟（
言
語
、南
ア
ジ
ア
、企
画
展
用
の

展
示
室
が
入
る
建
物
）を
増
設
し
、そ
の
一
部
に
映
像
音
響
資
料
専
用
の

収
蔵
庫
を
設
置
し
た
。
一
二
度
で
管
理
す
る
収
蔵
庫
は
比
較
的
狭
く
、

民
博
が
独
自
に
制
作
し
た
番
組
の
原
版
と
な
る
フ
ィ
ル
ム
な
ど
限
ら
れ

た
資
料
を
保
管
し
て
い
る
。
一
方
の
一
八
度
の
収
蔵
庫
で
は
、ア
ナ
ロ

グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
ま
で
、さ
ま
ざ
ま
な
記
録
媒
体
の
資
料
を
保
管
し
て

い
る
。
一
イ
ン
チ
の
オ
ー
プ
ン
リ
ー
ル
や
U
マ
チ
ッ
ク（U

-m
atic

）、ベ
ー

タ
カ
ム（Betacam

）な
ど
、今
で
は
お
目
に
か
か
る
機
会
の
少
な
い
メ

デ
ィ
ア
も
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、音
声
や
映
像
を
記
録
し
て
き
た
営
み

の
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
は
再
生
す

る
機
械
が
手
に
入
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
、そ
の
デ
ジ
タ
ル
化

は
急
務
な
課
題
だ
。

ビ
ネ
ガ
ー
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

「
つ
ー
ん
」。
長
ら
く
し
ま
わ
れ
て
い
た
フ
ィ
ル
ム
を
あ
け
る
と
、お
酢

の
よ
う
な
鼻
を
突
く
香
り
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ィ
ル
ム
ベ
ー
ス

の
素
材
に
よ
っ
て
は
、空
気
中
の
水
分
や
熱
と
反
応
す
る
こ
と
で
酢
酸

が
発
生
し
、「
ビ
ネ
ガ
ー
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」と
よ
ば
れ
る
劣
化
が
お
き
る
。

こ
の
現
象
は
一
度
発
生
す
る
と
完
全
に
止
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の

た
め
、低
い
温
度
、低
い
湿

度
の
環
境
で
保
管
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
発
生
を
抑
制
し
て

い
る
の
だ
。
肌
さ
む
い
収
蔵
庫

は
、温
湿
度
の
変
化
に
敏
感
な

映
像
音
響
資
料
を
な
る
べ
く
長
い
あ
い
だ
保
存

す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
特
別
な
場
所
な
の
で
あ
る
。

映
像
音
響
資
料
の
管
理
に
当
た
る
職
員
は
、定
期
的

に
収
蔵
庫
に
入
り
、フ
ィ
ル
ム
の
保
存
状
態
を
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
し
て
い
る
。
酢
酸
の
発
生
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、他
の
資
料
に

う
つ
ら
な
い
よ
う
に
隔
離
し
、酢
酸
を
吸
着
す
る
な
ど
の
対
策
を
と
る
。

音
声
や
映
像
の
記
録
を
継
い
で
い
く
た
め
に
、上
着
を
ま
と
い
な
が
ら
、

肌
さ
む
い
収
蔵
庫
で
の
地
道
な
作
業
は
続
い
て
い
く
。

末
すえ

森
もり

 薫
かおる

　 民博 准教授

肌さむい収蔵庫
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モーケン人の伝統的な船、全長約10メートル
（タイ スリン諸島、2007年）

本土で購入した木材で小型船を造るモーケン人
（タイ スリン諸島、2018年）

イ
ン
ド
洋
の
東
端
に
位
置
す
る
ア
ン
ダ
マ
ン
海

に
は
、一
〇
〇
〇
以
上
の
島
が
浮
か
ぶ
。そ
の
島
々

を
移
動
し
な
が
ら
、お
も
に
漁
を
す
る
こ
と
で
生

活
し
て
き
た
少
数
民
族
が
い
る
。
モ
ー
ケ
ン
人
で

あ
る
。

モ
ー
ケ
ン
人
が
移
動
す
る
際
に
利
用
し
て
き
た

の
は
船
で
あ
り
、古
く
は
彼
ら
の

生
誕
の
場
所
で
あ
り
、住
ま
い
で

も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
船
を
家え

船ぶ
ね

と
い
う
。
通
常
、家
船
に
は
一

組
の
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
暮
ら
す
。
男
性

は
結
婚
後
、妻
方
の
船
に
乗
り
込
み
、義
父
母
と
し

ば
ら
く
暮
ら
し
な
が
ら
、義
父
や
そ
の
仲
間
と
と

も
に
あ
ら
た
な
家
船
を
造
る
。
そ
し
て
新
婚
夫
婦

は
新
し
い
船
に
移
り
親
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
家
船

集
団
は
大
き
く
な
っ
て
い
く
。

長
年
、船
が「
家
」で
あ
っ
た
モ
ー
ケ
ン
人
だ
が
、

徐
々
に「
陸お
か

上あ

が
り
」す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九

八
〇
年
代
以
降
、ア
ン
ダ
マ
ン
海
の
タ
イ
側
で
は
、

モ
ー
ケ
ン
人
が
生
活
し
て
き
た
島
と
そ
の
海
域
が

次
々
と
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
、木
材
伐
採
が
自

由
に
行
え
な
く
な
っ
た
。
モ
ー
ケ
ン
人
の
住
ま
い

で
あ
り
移
動
手
段
で
も
あ
る
船
を
造
る
の
が
困
難

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。そ
し
て
各
地
に
暮
ら
す
モ
ー

ケ
ン
人
は
特
定
の
島
の
入
り
江
に
恒
久
的
な
家
屋

を
建
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

現
在
、モ
ー
ケ
ン
人
が
伝

統
的
な
船
を
造
る
こ
と
は
ほ

ぼ
な
い
。
木
材
伐
採
の
厳
し

い
取
り
締
ま
り
だ
け
が
理
由

で
は
な
い
。
大
き
な
き
っ
か

け
は
二
〇
〇
四
年
末
に
起
き

た
、イ
ン
ド
洋
大
津
波
に
あ

る
。
津
波
に
よ
り
船
を
失
っ

た
モ
ー
ケ
ン
人
に
対
し
て
、

国
内
外
の
支
援
団
体
が
タ
イ
で
一
般
的
に
み
ら
れ

る
漁
船
を
寄
贈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
さ

ら
に
そ
の
後
、材
料
を
本
土
で
購
入
し
、零
細
漁
民

が
用
い
る
漁
に
特
化
し
た
小
型
船
を
自
分
達
で
造

る
よ
う
に
な
り
、か
つ
て
の
伝
統
船
を
造
る
者
は

い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
で
は
長
距
離
移
動

時
に
は
漁
船
、村
落
周
辺
海
域
で
漁
を
お
こ
な
う

際
に
は
小
型
船
を
用
い
る
。

伝
統
船
の
喪
失
は
、船
造
り
に
必
要
な
樹
種
の

知
識
や
伐
採
儀
礼
、そ
れ
に
丸
太
の
運
搬
や
刳く

り

抜
き
と
い
っ
た
共
同
作
業
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
数
百
年
と
続
い
て
き
た
伝
統
船
造
り
を

や
め
た
モ
ー
ケ
ン
人
は
、乗
り
物
と
の
関
係
性
だ

け
で
な
く
、社
会
そ
の
も
の
を
大
き
く
変
え
つ
つ

あ
る
。

海
洋
少
数
民
族
モ
ー
ケ
ン
の
船

鈴す
ず

木き 

佑ゆ
う

記き

　 

国
士
舘
大
学 

准
教
授
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イスラエル

エジプト

ヨルダン

パレスチナ自治区
ヨルダン川西岸地区

カイロ

エルサレム
アンマン

パスポートに押された入国拒否の
スタンプ（筆者再現）

運転手など肉体労働に従事するキリスト教
徒男性は、守護を得るために聖人や聖母子
の姿を刺青師に依頼して腕や背中に彫っ
てもらう。このときは聖ゲオルギオスが彫ら
れていた（エジプト ミート・ダムスィース、
1997年）

大学の寮。キリスト教徒の姉妹2人、イスラー
ム教徒の3人とここで9カ月を過ごした。キリ
スト教徒の姉妹とは、親しい友人になった
（ヨルダン川西岸 ビールゼィト、1998年）

キリスト教徒の子どもの洗礼は、最近は個別におこなわれることが多いが、本来は聖霊降臨祭にまとめておこなわれていた。
このように、芋の子を洗うように洗礼を授ける光景は、いまのところここでしか見たことがない（エジプト ミート・ダムスィース、1997年）

上：ビールゼィト村から大学への道。日々歩いて通った。
　  ビールゼィトはキリスト教徒が優勢の村である
下：ビールゼィト大学。村の女性篤志家によって設立さ
れた女子校が大学の前身である

　  （ヨルダン川西岸 ビールゼィト、1997年）

ヨ
ル
ダ
ン
川
の
国
境
で
詰
む

一
九
九
七
年
七
月
下
旬
。
東
京
外
大
の

博
士
前
期
課
程
の
大
学
院
生
だ
っ
た
わ
た

し
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
国
境
で
、
途
方
に

暮
れ
て
い
た
。

パ
ス
ポ
ー
ト
に
は
、
一
旦
押
さ
れ
た
イ

ス
ラ
エ
ル
入
国
の
ス
タ
ン
プ
の
上
に
、
無

慈
悲
に
引
か
れ
た
赤
ボ
ー
ル
ペ
ン
の
二
重

線
。
そ
の
上
か
ら
、さ
ら
に
「
入
国
拒
否
」

の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
い
る
。
く
ち
ゃ

く
ち
ゃ
と
ガ
ム
を
嚙か

み
、
横
柄
な
口
を
き

く
入
国
管
理
員
に
、
な
ん
で
こ
ん
な
仕
打

ち
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

後
で
考
え
れ
ば
、
理
由
は
簡
単
で
あ
っ

た
。
当
時
わ
た
し
は
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治

区
内
の
ヨ
ル
ダ
ン

川
西
岸
地
区
（
通

称
西
岸
）
に
あ
る

ビ
ー
ル
ゼ
ィ
ト
大

学
に
自
費
留
学

中
。
イ
ス
ラ
エ
ル

政
府
は
パ
レ
ス
チ

ナ
に
留
学
す
る
外

国
人
に
就
学
ビ
ザ

を
出
さ
な
い
の

で
、
イ
ス
ラ
エ
ル

の
観
光
ビ
ザ
を
再
入
国
で
更
新
す
る
た

め
、
も
っ
と
も
近
い
隣
国
で
あ
る
、
ヨ
ル

ダ
ン
川
東
岸
に
あ
る
ヨ
ル
ダ
ン
の
首
都
ア

ン
マ
ン
に
出
て
き
た
。持
ち
物
は
少
な
く
、

所
持
金
は
五
〇
〇
ド
ル
の
み
、
日
本
に
帰

国
す
る
航
空
チ
ケ
ッ
ト
も
持
っ
て
い
な
い

（
寮
の
引
き
出
し
に
置
い
て
き
た
）。
ど
う
見

て
も
、
不
法
労
働
者
に
し
か
見
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
に
入
国
で
き
な
け
れ
ば
、

当
然
西
岸
に
も
帰
れ
な

い
。
ア
ン
マ
ン
に
戻
っ
て

す
ぐ
、
わ
た
し
は
ビ
ー
ル

ゼ
ィ
ト
大
学
の
オ
フ
ィ

ス
に
電
話
を
か
け
た
。
す

る
と
、
ア
ン
マ
ン
に
あ
る

大
学
の
連
絡
事
務
所
で

在
学
証
明
を
取
れ
ば
、
入

国
で
き
る
と
い
う
。
さ
っ

そ
く
在
学
証
明
を
手
に
、
再
度
ヨ
ル
ダ
ン

川
の
国
境
に
向
か
っ
た
が
、
結
果
は
パ
ス

ポ
ー
ト
に
入
国
拒
否
の
ス
タ
ン
プ
が
増
え

た
だ
け
で
あ
っ
た
。
ビ
ー
ル
ゼ
ィ
ト
大
学

は
、
反
イ
ス
ラ
エ
ル
の
学
生
活
動
家
を
多

く
出
し
て
い
る
。
よ
く
考
え
れ
ば
、
不
利

な
条
件
が
増
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

日
本
大
使
館
に
も
相
談
し
た
が
、
お
茶

濁
し
に
ス
テ
ー
キ
を
奢お

ご

ら
れ
、
や
ん
わ
り

と
帰
国
を
勧
め
ら
れ
た
。

「
東
京
外
大
の
院
生
さ
ん
な
ん
で
し
ょ
？　

別
に
パ
レ
ス
チ
ナ
に
執
着
し
な
く
て
も
」。

大
嫌
い
な
ス
テ
ー
キ
は
ゴ
ム
み
た
い
で
、

わ
た
し
は
ひ
そ
か
に
怒
り
に
燃
え
た
。
わ

た
し
の
調
査
対
象
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
聖

ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
崇
敬
。
一
一
月
に
は
大
祭

も
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
な
ん
と
し
て
で
も

イ
ス
ラ
エ
ル
に
再
入
国
し
、
調
査
を
再
開

し
て
こ
い
つ
ら
を
見
返
し
て
や
る
。
し
か

し
、
ど
う
や
っ
て
？

そ
れ
か
ら
ま
る
一
カ
月
、
わ
た
し
は
ア

ン
マ
ン
の
安
宿
で
、
無
為
に
日
々
を
消
す

こ
と
に
な
る
。

カ
イ
ロ
で
一
発
逆
転
を
果
た
す

く
す
ぶ
る
わ
た
し
に
希
望
の
光
を
く
れ

た
の
は
、
当
時
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
大
学

に
留
学
中
の
先
輩
Ｙ
さ
ん
だ
っ
た
。
パ
レ

ス
チ
ナ
に
遊
び
に
来
て
、
わ
た
し
が
入
国

拒
否
を
受
け
た
こ
と
を
知

り
、
宿
に
電
話
を
く
れ
た

の
で
あ
る
。
彼
女
が
カ
イ
ロ

に
帰
る
の
を
見
計
ら
っ
て
、

わ
た
し
も
ア
ン
マ
ン
か
ら

カ
イ
ロ
に
飛
ん
だ
。
そ
し
て

カ
イ
ロ
の
日
本
大
使
館
で

パ
ス
ポ
ー
ト
を
新
調
し
、
イ

ス
ラ
エ
ル
に
再
入
国
を
果

た
し
て
、
ビ
ー
ル
ゼ
ィ
ト
大
学
の
女
子
寮

で
友
人
た
ち
と
涙
の
ハ
グ
を
交
わ
し
た
。

さ
な
が
ら
牢ろ

う

獄ご
く

だ
っ
た
ア
ン
マ
ン
の
一

カ
月
に
比
べ
る
と
、
カ
イ
ロ
で
の
二
週
間

は
夢
の
よ
う
だ
っ
た
。
ナ
イ
ル
・
デ
ル
タ

の
村
で
、
聖
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
の
マ
ウ
リ
ド

（
殉
教
祭
）
が
開
か
れ
る
こ
と
を
Y
さ
ん

か
ら
聞
き
、
二
人
で
出
か
け
た
の
は
、
ま

さ
に
怪け

我が

の
功
名
的
な
僥

ぎ
ょ
う

倖こ
う

で
あ
っ
た
。

そ
の
後
パ
レ
ス
チ
ナ
で
見
た
大
祭
と
は
あ

き
ら
か
に
異
な
る
、
エ
ジ
プ
ト
の
熱
狂
に

満
ち
た
マ
ウ
リ
ド
の
空
気
は
、
今
で
も
忘

れ
が
た
い
。
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
国
境
で
の
押

し
問
答
と
不
愉
快
な
助
言
と
と
も
に
、
電

話
で
の
Ｙ
さ
ん
の
一
声
、
子
ど
も
の
洗
礼

を
喜
ぶ
母
親
た
ち
の
笑
顔
、
そ
し
て
男
性

の
腕
に
聖
人
像
を
彫
る
刺ほ

り

し

青
師
の
真
剣
な

ま
な
ざ
し
が
、
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思

い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

菅す
が

瀬せ

晶あ
き

子こ

民
博
准
教
授

一
九
九
七
年
夏
、
パ
レ
ス
チ
ナ
往
還
記
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ちょっと腹ごしらえ。サクッと食べて、またフィールドへ
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上：カツオ漁船でのフィールドワーク。釣果・大型カツオに満悦の筆者
（沖縄県、2014年、中村良三撮影）

下：カツオ漁船・トモ（船尾）での食事風景
　  （高知県、2015年、林勇作提供）

「カツオの狩
かりゅうど

人」。大海原で、カツオを追い求め、
発見すれば活

いき

餌
え

のイワシを投げ入れて漁船へ誘
引し、竿

さお

で一気に釣り上げる人たちを、わたしは
こうよぶ。カツオ一本釣りは豪快で勇壮な伝統漁
法だ。わたしはオキ・海上にいる視点から、彼ら
の世界を探究すべく、漁船単位で営まれる社会を

「漁
ぎょ

撈
ろう

集団」、その生活サイクルを「海上生活構造」
ととらえ、カツオ漁船への乗船フィールドワーク
をおこなっている。その糧となる船上めしを素描
しよう。

まず、船上めしにありつくには、船酔いの克服
が必要だ。漁船では縦揺れと横揺れが常時、不規
則に発生する。慣れもあるが、体調を整えて乗船
しても、嘔

おう

吐
と

で胃が空っぽになり胃液混じりの唾
液が込み上げ、胃痛に苦しむような重症に陥るこ
ともある。そのとき、調理場から炊き立てご飯の
香りが漂ってくる。本来ならここで食欲が増すは
ずだが、わたしは妊婦さんのツワリのごとく、鼻を
つまんで避けてしまう。

次に、船酔いを克服すると、至福のときが訪れる。
というのも、釣りたてのカツオの刺身を堪能でき
るからだ。新鮮なカツオはプリプリ・モチモチの
食感で脂がのり、さっぱりとした旨味がある。マ
ヨネーズ醬

じょう

油
ゆ

で食しても絶品だ。カツオ漁船には
マヨネーズ好きが多く、わたしもそんなマヨラー
のひとりである。カツオの生食は、カツオ一本釣
りとともに、乗船フィールドワークの醍

だい

醐
ご

味
み

だ。
ただ、カツオの刺身をゆっくり堪能している時

間はない。カツオの群れは気まぐれだ。ひとたび、

釣りが始まると、戦場と化した船上では食事どこ
ろでなくなる。早飯のわたしも、漁船員を見習っ
て立ったままで茶漬けにしたカツオを流し込むが、
彼らのスピードには到底かなわない。入れ食い状
態が続けば、絶食を余儀なくされ、漁獲最優先と
いうカツオ漁船の宿命を実感する。

同じ釜の飯を食べ、帰港前に釣果の祝杯をあげ
ることで、わたしは、現場・現物・現実を重視する

「3現主義」をモットーに「カツオの狩人」と一体化
して、彼らの世界に迫っている。

「カツオの狩人」の世界に迫る
船上めし

若
わかばやし

林  良
よし

和
かず

　 愛媛大学 教授
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お問い合わせ

友の会

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

P-B10282

『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。本誌は定期購読のほか、友の会会員
の方には毎月お届けします。

『月刊みんぱく』定期購読
本誌を1年間お届けいたします。年間を
とおして、いつからでも始められます。

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つ
くられました。本誌送付のほかにも、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）

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。

＊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。

〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1　電話 06-6876-2151
バス　

万博記念公園駅
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学
博
物
館
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JR茨木駅から約10分

主要ターミナルからのアクセス

本館までの交通手段は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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推しコレ図鑑 14ページ

ぱくっ！とフィルめし 20ページ

もっと、みんぱく16ページ

世界の「乗っちゃえ！」
17ページ

だって調査だもの 18ページ

表紙には奄
あまみ

美の伝統芸能のお面をドーンともってきた。コミカルで親しみや
すいお顔が、いかにも福をもたらしてくれそうだからである。現物も紙製でほ
ぼ実寸大なので、表紙から切り抜き、両目の部分に穴をあけ、輪ゴムで耳に
かけてかぶってみるも良し。いつもとちがう自分になった快楽をきっと味わえる
ことだろう。
「え、仮面ならいつもかぶってるって？　しかも、いくつも使いわけてる？　そっ
か、スペル・デルフィンさんでしたか。え、ちがう！？　大人になるってそういう
こと、ってか。はぁ……」

違う存在になるために顔を隠すの
が仮面だとすると、観光地などでよ
く見る「顔ハメ看板」は顔だけ露
出させる、いわば逆仮面。しかし、
これだと仮面ほどの変身は実感でき
ない。身体による所作が表現できな
いからだろうか。これと仮面との関
係が気になるが、その発祥はアメリ
カとも聞く。（樫永真佐夫）

次号の予告  5 月号

特集「母の日」（仮）



オンラインショップ「World Wide Bazaar」で Amazon Pay（アマゾンペイ）が使えます。
ただし、国立民族学博物館友の会会員の方の会員割引につきましては、Amazon Pay をご利用の場合は適用できませんので、
あらかじめご了承ください。友の会会員割引の適用を希望の場合は、会員番号をお知らせいただくとともに、お支払い方法を郵
便振替・銀行振込を選択ください。

オンラインショップ

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ E-mail  shop@senri-f.or.jp 水曜日定休
オンラインショップ「World Wide Bazaar」 https://www.senri-f.or.jp/shop/

お問い
合わせ

国内各地には、仮面がさまざまなかたちで用いられ、重要な役割
を果たしている芸能や祭りが伝えられています。本著では約600
点の日本の仮面をカラー写真で掲載。書き下ろしエッセイ6篇も収
録。多様性に富む日本の仮面のあり様を紹介します。

編者：笹原 亮二　発行：国立民族学博物館
本文192頁　A4判　ISBN：978-4-910055-12-1

定価 2,090円（税込）

みんぱく創設50周年記念特別展図録

『日本の仮面―芸能と祭りの世界』

2024年3月28日発売

みんぱく創設50周年記念特別展

会期：2024年3月28日（木）～6月11日（火）
場所：国立民族学博物館 特別展示館

日本の仮面
―芸能と祭りの世界

特別展図録・オリジナルグッズのご案内
国立民族学博物館ミュージアム・ショップ

肌触りがいいよ！

タオルハンカチ
オーガニックコットン使用。肌触りのよい
タオル地にメンドンのワンポント！
カラー：オフホワイト
素材：綿 100%

定価 1,122円（税込）

ピンズ
鹿児島県・ 硫黄島の「硫黄島八朔太鼓踊り」の
メンドンがピンズになりました。

定価 850円（税込）
いつも一緒に！

※商品イメージ




