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私
は
「
世
界
で
唯
一
土
偶
に
養
わ
れ
て
い
る
女
」
を
自
認

し
て
い
る
文
筆
家
で
あ
る
。

…
…
こ
の
人
、
大
丈
夫
か
な
？
と
思
っ
た
読
者
も
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
本
当
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。

日
本
の
先
史
時
代（
縄
文
・
弥
生
・
古
墳
）を
中
心
に
執
筆
や

講
演
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
こ
れ
も
土
偶
に
取
り
憑つ

か
れ
、

導
か
れ
、
土
偶
お
よ
び
縄
文
時
代
の
魅
力
を
発
信
す
る
の
が
生

業
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
回
の
よ
う
な
寄
稿
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。

さ
て
。

土
偶
と
は
一
体
な
ん
な
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、「
縄
文
時
代

に
粘
土
で
作
ら
れ
た
人ヒ

ト

形ガ
タ
の
焼
物
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

で
は
な
ぜ
土
偶
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
目
的
は
何

か
、
誰
が
作
っ
て
い
た
の
か
、
何
を
象
っ
て
い
る
の
か
、
な
ど
様
々

な
問
い
が
立
て
ら
れ
る
が
、
真
実
は
縄
文
人
に
し
か
わ
か
ら
な

い
。
研
究
者
と
い
え
ど
「
こ
う
だ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
」

と
し
か
言
え
な
い
。
だ
っ
て
、
本
人（
縄
文
人
）た
ち
が
文
字
と

し
て
明
確
な
答
え
を
残
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。

発
掘
さ
れ
た
状
況
や
当
時
の
自
然
環
境
な
ど
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
こ
と
を
考
え
て
も
推
論
し
か
言
え
な
い
。
真
実
に
近
づ

き
た
い
と
、
研
究
者
が
土
偶
と
に
ら
め
っ
こ
し
て
い
る
の
が
現

状
だ
。

つ
ま
り
、
断
定
で
き
る
こ
と
が
な
い
の
が
土
偶
な
の
だ
。
白

黒
つ
け
た
が
る
現
代
に
あ
っ
て
、「
縄
文
人
し
か
真
実
は
わ
か

ら
な
い
よ
ね
」
な
ん
て
こ
と
が
ま
か
り
通
り
、
対た

い

峙じ

す
る
現
代

人
に
、
考
え
妄
想
す
る
喜
び
を
存
分
に
与
え
て
く
れ
る
。
こ
れ

が
土
偶
最
大
の
魅
力
だ
と
思
っ
て
い
る
。
な
ん
て
贅ぜ

い

沢た
く

で
豊
か

な
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
先
日
、
縄
文
時
代
に
魅
了
さ
れ
た
人
に
話
を
聞
い
た
。

妙
齢
の
そ
の
女
性
は
、
先
代
社
長
の
父
親
に
代
わ
っ
て
会
社

を
継
い
だ
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
数
年
は
社
内
で
の
対
立
や
争

い
が
絶
え
ず
、
疲
弊
し
き
っ
た
と
い
う
。
争
わ
な
い
と
組
織
は

回
ら
な
い
の
か
。
本
当
は
争
い
な
ど
好
ま
な
い
の
に
。「
寝
る

と
き
に
、
こ
の
ま
ま
朝
、
目
覚
め
な
け
れ
ば
い
い
の
に
と
ま
で

思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
」
と
い
う
話
に
言
葉
を
な
く

す
。
そ
ん
な
と
き
に
彼
女
は
、
縄
文
時
代
は
日
常
的
な
小
競
り

合
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
大
き
く
争
う
こ
と
な
く
社
会
が
運
営
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
世
界
観
に
触
れ
る
。
そ
の
話

を
聞
い
て
肩
の
力
が
ふ
っ
と
抜
け
、
楽
に
な
っ
た
と
彼
女
は
笑
う
。

「
あ
あ
、
私
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
人

は
争
わ
な
く
て
も
い
い
の
だ
と
」

土
偶
に
し
ろ
、
縄
文
時
代
に
し
ろ
、
真
実
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ

た
の
か
現
代
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
私
を
含
め
、
多

く
の
人
々
を
救
い
、
励
ま
し
、
楽
し
ま
せ
、
人
生
を
変
え
る
よ

う
な
転
機
を
与
え
る
土
偶
や
縄
文
時
代
に
触
れ
る
こ
と
は
、
生

き
て
い
く
上
で
大
い
に
意
味
が
あ
る
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
楽

し
み
、
妄
想
す
る
。
そ
れ
を
生
き
て
い
く
力
に
変
え
る
。

土
偶
に
養
わ
れ
て
い
る
女
と
し
て
は
、
そ
の
楽
し
み
方
を
強

く
読
者
に
推
し
た
い
の
で
あ
る
。
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表紙
大森準平
《Neo Jomon Dogu Gold》

2018年
大きな目でウインクしてい
る黄金土偶。陶芸家の大森
準平氏は縄文をモチーフに
数多くの陶芸作品を生み出
している（大森準平撮影）
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土
偶
妄
想
の
ス
ス
メ

プロフィール
岐阜県生まれ。京都女子大学卒業。
奈良県橿原市の観音寺本馬遺跡の
土偶との出会いをきっかけに各地
の博物館や遺跡を訪ね歩き、土偶
や縄文時代の研究を重ねている。
先史時代に関する著作多数。近著
に『こんだあきこの  わたしの偏愛
遺跡旅』（新泉社）がある。
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荒井恵子《祈源Ⅱ》　藍染廃液や墨で染めた和紙の造形＋縄文土器
第21回縄文コンテンポラリー展 in ふなばし「とびはくへのトビラ ～縄文と出会う～」

（千葉県 船橋市 飛ノ台史跡公園博物館、2022年）

縄文造形家である猪風来（いふうらい）氏主催の「縄文野焼き祭り」では、土器や土偶などを
縄文時代の技法と同様の「野焼き」で作成する（岡山県 新見市 猪風来美術館、2023年）

堀江武史《ウルトラ・スカルプチャー》2015年（モデル：秋田県漆下遺跡出土土偶）
合成樹脂製の土偶作品。土偶の模造品も堀江氏制作 ©Takeshi HORIE

猪風来《土夢華・宇宙創生》　縄文野焼きで制作
した現代縄文作品　「現代縄文造形三人展」

（岡山県 備前市立備前焼ミュージアム、2021年）

現
代
ま
で
生
き
残
る
大
昔
の
モ
ノ

人
間
が
作
り
出
し
た
モ
ノ
は
、
し
ば
し
ば
作
り

手
よ
り
長
生
き
し
て
、
と
き
に
は
何
百
年
も
何
千

年
も
生
き
残
る
。
日
本
列
島
を
舞
台
に
一
万
年
以

上
続
い
た
縄
文
時
代
に
作
ら
れ
た
モ
ノ
の
な
か
に

は
、
石
器
や
土
器
や
土
偶
の
よ
う
に
、
現
代
ま
で

辿た
ど

り
着
く
も
の
も
多
い
。
偶
然
出
土
し
た
り
意
図

的
に
掘
り
出
さ
れ
た
り
し
て
姿
を
あ
ら
わ
し
た
大

昔
の
モ
ノ
は
、
わ
た
し
た
ち
を
ど
の
よ
う
な
行
為

へ
と
誘い

ざ
な
う
の
か
。

こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
、
一
般
の
人
び
と
の
縄
文
文

化
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
あ
ら
わ
れ

と
し
て
、
わ
た
し
が
「
縄
文
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
よ

ぶ
現
象
、つ
ま
り
「
知
ら
な
か
っ
た
縄
文
文
化
（
の

モ
ノ
）
に
、
気
づ
か
な
か
っ
た
価
値
を
見み

出い

だ
し
、

現
代
社
会
に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
活
か

す
、
多
種
多
様
な
現
象
」
が
あ
る
。
ま
ず
、
遺
跡

や
博
物
館
を
実
際
に
あ
る
い
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
介
し
て

訪
れ
て
縄
文
時
代
の
モ
ノ
に
親
し
む
人

び
と
が
増
え
、
縄
文
遺
跡
の
世
界
遺
産

登
録
も
与

あ
ず
か

っ
て
活
況
を
呈
し
て
い
る
。

縄
文
に
触
発
さ
れ
た
モ
ノ
作
り

現
代
人
が
縄
文
時
代
の
遺
物
に
見

出
だ
す
意
味
や
価
値
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、

ま
す
ま
す
多
様
化
し
て
い
る
が
、
縄
文

時
代
の
モ
ノ
に
触
発
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま

特 集

日本列島一万年の文化が　いま熱い！
土偶や土器だけじゃない　多彩なクリエイション

令和の縄文アートに縄文人が嫉妬する！？

「
縄
文
ル
ネ
サ
ン
ス
」到
来古ふ

る

谷や 

嘉よ
し

章あ
き
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42024.115 土偶・Play time （平井優子・前田英一） 衣装：前田征紀 （京都市 京都芸術センター、2015年、森川諒一撮影）

アクセサリーブランド《Do_goods》
遮光器土偶をミニチュアで再現した純銅製ペンダ
ント（甲府市、2024年、遠藤千昭撮影）

石原道知《土・革》
縄文土器（左）＋そのモデルかもしれない革製品の復元作品（右）
縄文コンテンポラリーアート展 in ふなばし2009 「縄文ピュア」

（千葉県 船橋市 飛ノ台史跡公園博物館、2009年）

松井利夫《黒漆碗型土器（銘 二本松）》2015年　「遺跡茶碗」と菓子
菓子：加藤祐基（京都市 京都芸術センター、2015年、森川諒一撮影）

堀江武史《ウルトラ・スカルプチャー》　土偶の摸造品による構成
「縄文遺物と現代美術 考古学から生まれるアート」展
（新潟県 津南町 農と縄文の体験実習館 なじょもん、2018年）

い
い
感
じ
の
ゆ
る
い
同
じ
さ

「
ア
ー
ト
＆
考
古
学
」
は
、
現
代
ア
ー
ト
と
考
古

学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
、
手
法
、
理
論
を
も
ち
寄

り
、
あ
ら
た
な
思
考
を
切
り
拓
こ
う
と
す
る
試
み

で
あ
る
。
現
代
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
縄
文
考
古
学
者

は
異
な
る
活
動
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

人
間
や
文
化
の
「
多
義
性
」
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
ま
な
ざ
し
は
同
じ
で
あ
る
。
多
義
性
と
は
、
ひ

と
つ
の
物
事
に
対
し
、
い
く
つ
も
の
解
釈
や
意
味

づ
け
が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
あ
る
物
事
の
理
解

の
仕
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
も
、
差
異
の
な
か
に
見

つ
か
る
「
同
じ
さ
」
に
注
目
し
、
共
通
の
認
識
を

も
つ
こ
と
は
可
能
だ
。「
同
じ
さ
」
と
は
カ
テ
ゴ

ラ
イ
ズ
の
仕
方
と
も
い
え
、
そ
れ
次
第
で
物
事
の

見
え
方
が
変
わ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
「
い
い
感
じ

で
ゆ
る
く
」
こ
の
「
同
じ
さ
」
を
と
ら
え
よ
う
と

試
み
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
異
な
る
物
事
を
関
係

づ
け
、
あ
ら
た
な
発
想
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
新
し
い
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
る
。

た
と
え
ば
土
偶
の
気
持
ち

二
〇
一
五
年
に
開
催
し
た
「
明
倫
茶
会
　
超
縄

文
」
で
は
、「
土
偶
・Play tim

e

」
の
試
み
を
披
露

し
た
。
土
偶
に
つ
い
て
考
古
学
者
と
勉
強
会
を
お

こ
な
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
た
ち
が
、
東
日
本
の
縄

文
時
代
で
広
く
み
ら
れ
る
土
偶
の
ポ
ー
ズ
を
真
似

な
モ
ノ
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
が
目
を
引

く
。
実
際
に
作
ら
れ
る
モ
ノ
は
、
遺
物
の
（
広
い

意
味
で
の
）「
複
製
品
」、
遺
物
や
遺
跡
に
触
発
さ

れ
た
「
ア
ー
ト
作
品
」、
遺
物
や
遺
跡
の
イ
メ
ー

ジ
を
活
用
し
た
「
商
品
」
に
大
別
で
き
る
が
、
重

な
り
合
い
も
多
く
、
峻

し
ゅ
ん

別べ
つ

は
難
し
い
。

例
え
ば
、
土
器
づ
く
り
同
好
会
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
土
器
や
土
偶
を
お
手
本
と
し
て
作
ら

れ
る
膨
大
な
数
の
（
玉

ぎ
ょ
く

石せ
き

混こ
ん

淆こ
う

の
）
複
製
品
や
模

造
品
、
実
験
考
古
学
的
研
究
に
基
づ
く
卓
越
し
た

技
術
で
製
作
さ
れ
る
展
示
用
の
精
巧
な
レ
プ
リ
カ
、

縄
文
人
の
思
想
に
つ
い
て
の
独
自
の
解
釈
を
造
形

と
し
て
表
現
し
た
「
現
代
縄
文
作
品
」、
遺
物
や

遺
跡
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
制
作
さ

れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
現
代
ア
ー
ト
作
品
、
遺
物
か

ら
着
想
を
得
て
作
ら
れ
た
販
売
目
的
の
雑
貨
や
装

身
具
や
食
品
な
ど
の
グ
ッ
ズ
。
そ
の
ど
れ
も
が
遺

跡
・
遺
物
と
の
出
会
い
の
所
産
と
い
う
点
で
は
共

通
す
る
が
、
現
代
人
の
製
作
・
創
作
意
欲
を
刺
激

し
た
の
が
縄
文
文
化
の
モ
ノ
の
ど
の
よ
う
な
魅
力

な
の
か
は
一
様
で
は
な
い
。
原
初
的
な
根
源
性
、

異
界
と
の
交
感
、
自
然
と
の
共
生
、
超
絶
的
な
技

術
、
独
特
の
造
形
美
、
外
見
の
可か

愛わ
い

さ
な
ど
、
千

差
万
別
で
あ
る
。

「
縄
文
ル
ネ
サ
ン
ス
」
に
お
け
る
モ
ノ
作
り
は
、

縄
文
人
か
ら
贈
り
物
を
受
け
取
る
だ
け
の
一
方
的

な
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
互
恵
的

な
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
わ
た
し
は
思
う
。
つ

ま
り
、
縄
文
時
代
の
遺
物
に
触
発
さ
れ
て
現
代
人

が
作
る
新
し
い
モ
ノ
が
、
縄
文
人
の
モ
ノ
作
り
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
役
立
つ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
か
ら
彼
ら
へ
の
価
値
あ
る
返

礼
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

中な
か

村む
ら 

大
お
お
き

　 

立
命
館
大
学 

リ
サ
ー
チ
・
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー 

超
縄
文
を
め
ざ
す「
ア
ー
ト
＆
考
古
学
」

特集
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自由に気軽に語り合える茶会。「縄文を楽しむ」というゆるい同じさを
共有する茶会が、異なる意見（多義性）の共存を可能にする。そこから
さまざまな気付きが得られ想像力がひろがる

（京都市 京都芸術センター、2015年、森川諒一撮影）

江戸時代の建物跡の柱穴から茶碗の型を写し取る陶芸家の松井利夫氏
（京都市、2014年）出典：京都文化博物館編『アートと考古学展―物
の声を、土の声を聴け』61頁、2016年

1：「小牧野石棒」 青森市 小牧野遺跡にて
　 遺跡の隣の畑に転がっていた
2：「ヤツデ」 京都市 東山区にて
　 息子がヤツデの葉の上には神様がいると言って拝んでいた
3：「銀杏」  青森県 北金ケ沢にて
　 銀杏の気根。垂乳根（たらちね）とよばれる
4：「縄文のビーナス」  京都市 左京区にて
　 陶芸家、大森準平氏作の土偶本歌取りのお守り

「土偶に類似する自然のなかのエロス」 photo by Koyamada

43
2

1

曲
面
の
誘
惑

長
ら
く
土
偶
に
魅
入
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、

世
界
中
の
太
古
の
偶
像
に
（
地ち

母ぼ

神し
ん

に
も
）
惹ひ

か

れ
て
き
た
。
縄
文
の
ビ
ー
ナ
ス
や
旧
石
器
時
代
の

ビ
ー
ナ
ス
た
ち
は
明
ら
か
に
女
性
像
だ
と
思
う
。

土
偶
に
は
女
性
で
は
な
い
像
も
あ
る
が
、
女
性
像

に
つ
い
て
美
術
家
の
立
場
か
ら
妄
想
を
語
っ
て
み

る
。な

ぜ
、
こ
れ
ら
の
女
性
像
に
惹
か
れ
る
の
か
。

わ
た
し
の
場
合
、
問
題
は
曲
面
で
あ
る
。
ふ
く
よ

か
な
曲
面
や
、
膨
ら
み
か
ら
窄す

ぼ

ま
り
、
細
く
し
な

や
か
に
伸
び
る
形
、
手
の
ひ
ら
に
収
ま
る
感
じ
の

丸
み
、
そ
れ
ら
が
連
続
し
て
作
り
出
す
リ
ズ
ム
、

な
め
ら
か
さ
の
質
感
な
ど
の
魅
力
に
囚と

ら

わ
れ
て
い

る
自
分
を
自
認
し
て
い
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
、

世
界
を
認
識
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
「
愛
」
の

な
か
の
ひ
と
つ
、
エ
ロ
ス
。
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
物
、

人
工
物
に
も
同
様
の
エ
ロ
ス
を
見み

出い

だ
す
の
だ
。

椿つ
ば
き

の
幹
や
枝
の
し
な
や
か
な
梨
地
の
木
肌
と
そ
の

曲
面
は
い
つ
見
て
も
う
っ
と
り
と
し
て
し
ま
う
。

果
実
が
実
り
始
め
る
前
の
膨
ら
み
、
手
の
ひ
ら
に

す
っ
ぽ
り
収
ま
る
触
り
ご
こ
ち
の
い
い
丸
石
、
幾

多
の
手
で
磨
か
れ
た
階
段
の
手
す
り
、
何
百
年
も

踏
み
続
け
ら
れ
た
石
の
階
段
、
液
体
を
入
れ
る
古

代
の
壺つ

ぼ

の
膨
ら
み
、
蛇
の
し
な
や
か
さ
、
な
ど
無

限
に
世
界
の
細
部
に
エ
ロ
ス
が
存
在
す
る
。
同
じ

も
の
を
土
偶
や
地
母
神
像
に
も
見
出
だ
す
の
だ
。

太
古
の
人
び
と
の
感
覚
に
も
同
様
の
も
の
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

女
性
た
ち
の
祈
り
と

造
形
の
感
覚

勝
手
な
想
像
だ
が
、
こ

れ
ら
土
偶
や
地
母
神
像
の

作
者
の
多
く
は
女
性
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
多
産

や
出
産
の
安
全
を
祈
る
目

的
と
し
て
、
自
ら
の
、
同

胞
の
身
体
的
特
徴
と
変
化

を
体
験
的
に
認
知
し
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
土
偶
は
出

産
の
主
体
で
あ
る
女
性
自

て
土
偶
の
気
持
ち
を
想
像
し
表
現
す
る
も
の
だ
。

縄
文
土
偶
に
対
す
る
理
解
を
、
論
文
や
展
示
と
は

違
う
あ
ら
た
な
ス
タ
イ
ル
で
表
現
し
て
い
る
。
見

て
い
る
人
た
ち
も
同
じ
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
し
て
楽

し
ん
で
も
い
い
。
自
由
な
茶
会
な
の
で
あ
る
。

茶
会
で
は
「
遺
跡
茶ち

ゃ

碗わ
ん

」
で
桑
の
葉
茶
を
飲
ん

だ
。「
遺
跡
茶
碗
」
と
い
う
焼
き
物
は
あ
ら
た
な

遺
跡
保
存
の
ス
タ
イ
ル
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
京
都

市
内
で
発
見
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
建
物
跡
の
柱
穴

の
型
を
と
り
、
そ
こ
に
別
の
遺
跡
か
ら
掘
り
出
し

た
弥
生
時
代
の
水
田
跡
の
土
を
は
め
込
み
、
焼
き

上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
柱
穴
と
茶
碗
に
は
対
象
物

を
受
け
る
凹く

ぼ

み
と
い
う
「
ゆ
る
い
同
じ
さ
」
が
あ

る
。
内
側
に
は
漆
を
塗
り
重
ね
る
こ
と
で
、
茶
碗

と
し
て
使
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
開
発
で
失
わ

れ
た
遺
跡
の
一
部
を
手
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

超
縄
文
の
「
超
」
は
、
英
語
で
い
え
ばbeyond

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
縄
文
が
時
代
の
境
界
を
超

え
て
現
代
の
わ
た
し
た
ち
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
与
え
る
と
い
う
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

ア
ー
ト
＆
考
古
学
が
め
ざ
す
時
代
を
超
え
て
物
事

を
結
び
付
け
る
自
由
な
想
像
力
は
、
こ
れ
ま
で
気

づ
か
な
か
っ
た
人
間
、
社
会
、
文
化
の
意
味
や
価

値
を
発
見
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
す
る
。
そ
こ
か

ら
わ
た
し
た
ち
の
未
来
像
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
得

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

小こ

山や
ま

田だ 

徹
と
お
る 

美
術
家

京
都
市
立
芸
術
大
学 

教
授

土
偶
と
エ
ロ
ス

特集
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子どもたちと一緒に土偶マイム
（青森県 八戸市埋蔵文化財センター 是川縄文館、
2023年、是川縄文館提供）

 1 、5：東京国立博物館蔵、出典：ColBase（https://colbase.nich.go.jp）
　2：風張1遺跡 国宝 合掌土偶（八戸市埋蔵文化財センター 是川縄文館蔵）
3、4：国宝「土偶」（縄文のビーナス、仮面の女神）（茅野市蔵、茅野市尖石縄文考古館提供）

1 遮光器土偶 2 合掌土偶

3 縄文のビーナス

六本柱建物の前で
（青森市 三内丸山遺跡、2014年、石井龍太撮影）

4 仮面の女神 5 みみずく土偶

全
身
タ
イ
ツ
と
お
手
軽
な
小
道
具
で

わ
た
し
は
横
浜
に
あ
る
博
物
館
に
勤
務
す
る
学

芸
員
で
あ
り
、「
土
偶
マ
イ
ム
」
を
お
こ
な
う
パ

フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
も
活
動
し
て
い
る
。

土
偶
マ
イ
ム
と
は
、
土
偶
の
形
態
模
写
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
。
土
偶
と
は
お
も
に
縄
文

時
代
に
作
ら
れ
た
土
製
の
人
形
で
あ
る
。
人
間
の

か
た
ち
が
リ
ア
ル
に
写
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

怪
異
な
姿
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
土
偶
マ
イ
ム
で
は
こ
の
よ
う
に
デ
フ
ォ
ル
メ

さ
れ
た
土
偶
の
姿
形
を
体
ひ
と
つ
で
、
正
確
に
言

え
ば
、
全
身
タ
イ
ツ
と
小
道
具
を
使
っ
て
表
現
し

て
い
る
。
着
ぐ
る
み
や
メ
イ
ク
で
も
っ
と
写
実
的

に
再
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

土
偶
マ
イ
ム
の
目
指
す
方
向
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。

自
分
の
身
体
と
お
手
軽
な
小
道
具
で
ど
こ
ま
で
土

偶
に
近
づ
け
ら
れ
る
か
、
そ
の
ズ
レ
か
ら
生
ま
れ

る
面
白
さ
こ
そ
が
狙
い
で
あ
る
。

土
偶
マ
イ
ム
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
じ
つ
は

縄
文
の
面
白
さ
を
伝
え
た
い
と
か
そ
う
い
う
も
の

で
は
な
か
っ
た
。も
と
も
と
パ
ン
ト
マ
イ
ム
を
や
っ

て
い
た
な
か
で
作
品
の
ネ
タ
と
し
て
思
い
つ
い
た

も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
な
ん
だ
か
ん
だ
一
五

年
近
く
演
じ
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
最
近
は
博
物

館
や
遺
跡
公
園
の
イ
ベ
ン
ト
に
呼
ん
で
い
た
だ
い

て
、
い
わ
ゆ
る
「
教
育
普
及
」
活
動
の
お
手
伝
い

を
す
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

「
違
う
」
と
い
う
ツ
ッ
コ
ミ

そ
れ
で
は
、
教
育
普
及
活
動
と
し
て
の
土
偶
マ

イ
ム
の
強
み
は
何
だ
ろ
う
か
。
見
た
目
の
イ
ン
パ

ク
ト
や
わ
か
り
や
す
さ
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
博

物
館
学
芸
員
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
い
ち
ば
ん
は

「（
本
物
の
）
土
偶
を
見
て
も
ら
う
」
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
土
偶
マ
イ
ム
を
見
る
人
は
、
必

然
的
に
土
偶
（
の
写
真
）
と
演
者
を
見
比
べ
る
こ

と
に
な
る
。
素
直
な
お
客
さ
ん
だ
と
、「
す
ご
い
！

そ
っ
く
り
！
」
と
喜
ん
で
く
れ
る
。
た
ま
に
意
地

悪
な
お
客
さ
ん
も
い
て
、「
こ
の
土
偶
の
足
の
向

き
が
違
う
じ
ゃ
な
い
か
」

み
た
い
な
ツ
ッ
コ
ミ
を
受

け
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か

し
こ
う
し
た
ツ
ッ
コ
ミ
は
、

そ
の
お
客
さ
ん
が
（
そ
れ
ま

で
は
全
然
興
味
の
な
か
っ
た
）

土
偶
と
わ
た
し
を
一
生
懸

命
見
比
べ
て
く
れ
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
、
じ
つ
は

こ
ち
ら
と
し
て
は
大
勝
利

な
の
で
あ
る
。

資
料
を
よ
く
見
て
も
ら

う
と
い
う
こ
と
は
博
物
館

で
と
て
も
大
切
だ
が
、
現
代
人
は
ど
う
し
て
も
こ

と
ば
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
た
め
か
、
な
か
な
か

う
ま
く
い
か
な
い
。
解
説
パ
ネ
ル
を
読
む
だ
け
で

モ
ノ
に
は
目
も
く
れ
ず
に
展
示
室
を
通
り
過
ぎ
る

お
客
さ
ん
の
姿
を
見
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

土
偶
マ
イ
ム
で
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
通
じ
て

自
然
に
土
偶
に
注
目
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。

土
偶
マ
イ
ム
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
土
偶
を
見
て

ほ
し
い
。
さ
ら
に
欲
を
い
え
ば
土
器
や
石
器
や
骨

角
器
な
ど
い
ろ
ん
な
縄
文
遺
物
を
見
て
ほ
し
い
。

そ
ん
な
思
い
で
、
今
日
も
全
身
タ
イ
ツ
を
着
る
の

で
あ
る
。

ら
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。
ほ
と
ん
ど

は
乳
房
や
女
性
器
な
ど
を
記
号
的
に
象
徴

化
し
た
も
の
が
多
い
が
、
な
か
に
は
、
ふ

く
よ
か
な
身
体
、
は
ち
切
れ
そ
う
な
膨
ら

み
を
造
形
で
き
た
も
の
も
生
ま
れ
た
。
生

存
に
か
か
わ
る
緊
張
感
の
な
か
で
作
り
出

さ
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
ら
の
女
性
的
身
体
の
特
徴
は
、
自

然
界
の
植
物
や
動
物
の
な
か
に
も
通
底
す

る
感
覚
が
あ
り
、
栗く

り

の
丸
み
や
窄
ま
り
、

貝
の
滑
ら
か
な
曲
面
、
実
の
膨
ら
み
、
丸

い
石
な
ど
に
共
鳴
し
て
造
形
に
も
取
り
込

ま
れ
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
、
粘
土
で
造
形
す
る
と
き
、
ぬ

る
っ
と
し
た
粘
土
を
指
で
膨
ら
み
あ
る
形

に
し
た
り
滑
ら
か
な
面
に
撫な

で
付
け
た
り

す
る
と
き
に
は
、
手
の
感
覚
に
え
も
言
わ

れ
ぬ
エ
ロ
ス
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
石
や

木
を
削
っ
て
滑
ら
か
に
す
る
場
合
も
同
様

で
あ
る
。
手
作
業
の
悦
楽
と
自
然
造
形
と

の
エ
ロ
ス
的
関
係
は
、
殊こ

と

、
わ
た
し
個
人

の
感
覚
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
普

遍
的
な
感
覚
と
し
て
世
界
中
の
人
び
と
に

も
共
有
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
夢

想
す
る
。

土
偶
造
形
の
根
源
に
は
世
界
に
対
す
る

愛
と
エ
ロ
ス
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。

土
偶
マ
イ
ム白は

く

鳥
ち
ょ
う

兄き
ょ
う

弟だ
い

　 

大
道
芸
人
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儀式中の様子（栃木県、2021年）

大森準平《 Recomposition Neo Jomon Doki-Kaen》2019年

大森準平《 a piece of Neo Jomon Doki-Kaen》2019年

儀式に参加する会員2名（大阪府、2020年 ）

数名の会員が交互に紋様を描きながら完成させた刺繡布
（和歌山県、2024年）

彫って月日が経った箇所はダークグレーに落ち着いていく
（東京都、2024年、大島托撮影）

有名土偶９点をあしらったTシャツ《土偶NINE》など、オリジナル縄文グッズを展開。
ミュージアムショップやオンラインショップで販売をおこなっている

（甲府市 山梨県立美術館「縄文―JOMON―展」、2022年）

JO
U

M
O

N
 

甦
り
と
創
造 

学
生
時
代
に
ず
っ
と
野
焼
き
を
し
て
い
た
。
黒
陶
と

言
わ
れ
る
土
器
の
漆
黒
の
色
に
魅
了
さ
れ
、
薪ま
き

や
枝

を
燃
や
す
原
初
の
行
為
が
僕
に
は
心
地
良
く
、
低

火
度
の
持
つ
柔
ら
か
な
フ
ォ
ル
ム
が
堪た
ま

ら
な
く
愛
お
し

か
っ
た
か
ら
だ
。
テ
ー
マ
は
「
日
本
的
な
も
の
」
。
ア

ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
家
紋
な
ど
で
あ
っ
た
。
あ
る

時
、
博
物
館
で
見
た
縄
文
土
器
の
装
飾
過
剰
な
モ

ノ
に
身
体
を
包
み
込
ま
れ
た
。
今
の
僕
に
何
が
出
来

る
？　

僕
が
選
ん
だ
方
法
は
米
国
で
開
発
さ
れ
た

鮮
や
か
な
色
の
釉ゆ
う

薬や
く

と
電
気
窯
に
よ
る
焼
成
だ
っ
た
。

 

大お
お

森も
り 

準
じ
ゅ
ん

平ぺ
い　

陶
芸
家

縄
文
魔
女
術

縄
文
魔
女
術
と
は
、
日
本
に
お
け
る
モ
ダ
ン

ペ
イ
ガ
ニ
ズ
ム
の
実
践
の
た
め
に
二
〇
一
三

年
に
作
ら
れ
た
谷
崎
榴
美
に
よ
る
造
語
。
縄

文
時
代
か
ら
我
々
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
る
〝
か
も
し
れ
な
い
〞
眠
れ
る
野
生
を
夢

想
し
、
そ
れ
を
呼
び
覚
ま
す
よ
う
な
祈
り
の

方
法
の
再
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。
縄
文
土

器
、
特
に
香
炉
型
土
器
や
土
偶
装
飾
付
土
器

の
紋
様
の
再
解
釈
を
軸
に
、
時
代
に
と
ら
わ

れ
な
い
民
間
信
仰
と
の
折
衷
を
お
こ
な
い
、

儀
式
、
歌
、
刺し

繡し
ゅ
うや

染
色
作
品
な
ど
を
制
作

し
て
い
る
。

 

谷た
に

崎ざ
き 

榴る

美み

大
島
托
の
縄
文
タ
ト
ゥ
ー

縄
文
時
代
に
こ
の
列
島
を
生
き
た
人
び
と
の
皮
膚
は
現
存
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
世

界
各
地
に
存
在
す
る
ト
ラ
イ
バ
ル
・
タ
ト
ゥ
ー
や
縄
文
土
器
の
デ
ザ
イ
ン
、
顔
に
線

刻
さ
れ
た
土
偶
か
ら
彼
ら
が
タ
ト
ゥ
ー
を
彫
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
大お
お

島し
ま

托た
く

は

二
〇
一
六
年
以
降
、
世
界
各
地
の
ト
ラ
イ
バ
ル
・
タ
ト
ゥ
ー
な
ど
か
ら
得
た
知
識
や
技

術
を
も
と
に
こ
の
列
島
に
ふ
さ
わ
し
い
図
柄
を
創
造
し
彫
り
進
め
て
い
る
。
あ
ら
た
な

縄
文
性
を
身
に
帯
び
た
縄
文
人
な
ら
ぬ「
縄
文
族
」
は
日
本
人
だ
け
で
な
く
日
系
人
に

も
増
え
て
い
る
。

 

神か
み

本も
と 

秀
し
ゅ
う

爾じ　

久
留
米
大
学 

教
授

縄
文
グ
ッ
ズ

縄
文
土
器
は
現
代
に
お
い
て
は
博
物
館
の
展
示
物
で
す
が
、
か
つ
て
縄
文
時
代
の
人
び
と
が

調
理
に
使
っ
た「
実
用
品
」
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
方
が
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。

縄
文
ド
キ
ド
キ
会
が
取
り
組
む
グ
ッ
ズ
作
り
に
お
い
て
も
、
日
常
生
活
に
沿
っ
た
も
の
づ
く
り

を
心
が
け
て
い
ま
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
グ
ッ
ズ
は「
記
念
品
」
と
「
実
用
品
」
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

縄
文
を
テ
ー
マ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
「
実
用
」
で
あ
り
、
身
近
な
日
用
品
で
あ
る

こ
と
を
大
切
に
し
た
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

小こ
ば
や
し林 

亨と
お
る

　

縄
文
ド
キ
ド
キ
会 

代
表

縄文文化の表現者＝縄文ist　その活動をご紹介
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み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
特
別
展

吟
遊
詩
人
の
世
界

会
期　

12
月
10
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
映
画
会

音
楽
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー「The Path

―
パ
ル
バ
ティ・バ
ウ
ル 

風
狂
の
歌
ご
え
」

日
時 

11
月
23
日（
土
・
祝
）13
時
30
分
〜

15
時
30
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
）

上
映
作
品 

「The Path

―
パ
ル
バ
テ
ィ・バ

ウ
ル 

風
狂
の
歌
ご
え
」（
2
0
1
9
年
）

【
申
込
期
間
】

▼
一
般
受
付　

11
月
20
日（
水
）ま
で

※
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

客は
っ
か家
と
日
本

―
華
僑
華
人
が
つ
む
ぐ
、も
う
ひ
と
つ

の
東
ア
ジ
ア
関
係
史

会
期　

12
月
3
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

ミ
ン
パ
ク 

オ
ッ
タ 

カ
ム
イ
ノ
ミ

（
み
ん
ぱ
く
で
の
カ
ム
イ
ノ
ミ
）

当
館
が
所
蔵
す
る
ア
イ
ヌ
の
標
本
資
料
の

安
全
な
保
管
と
後
世
へ
の
確
実
な
伝
承
の

た
め
に
、北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
の
協
力
を

え
て
、祈
り
の
儀
式（
カ
ム
イ
ノ
ミ
）と
ア

イ
ヌ
古
式
舞
踊
の
演
舞
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時 

11
月
28
日（
木
）10
時
30
分
〜
11
時

50
分

会
場 

本
館
玄
関
前
広
場（
雨
天
時
は
演
舞

の
み
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
）

※
一
般
公
開（
参
加
無
料
）、事
前
申
込
不
要

み
ん
ぱ
く
映
画
会

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
ペト
ル
ー
ニ
ャ
に
祝
福
を
」

日
時 

12
月
14
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
16
時

15
分（
12
時
30
分
開
場
）

会
場 

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
名
）

上
映
作
品　
「
ペ
ト
ル
ー
ニ
ャ
に
祝
福
を 

/ G
o

d
 E

xists, H
e

r N
a

m
e

 Is 
Petrunya

」（
2
0
1
9
年
）

司
会
・
解
説　

菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

参
加
費　

要
展
示
観
覧
券（
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
12
時
30
分
か

ら
本
館
2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券

を
確
認
後
、入
場
い
た
だ
き
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

11
月
1
日（
金
）〜
8
日（
金
）  

定
員
70
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

11
月
11
日（
月
）〜
12
月
11
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 

11
月
9
日（
土
）、
12
月
14
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

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
・
特
別
研
究

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

国
家
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

―
ポ
ス
ト
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
時
代
の
関
係

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、国
家
や
権
力
主

体
が
民
族
を
単
位
に
し
た
市
民
・
国
民
へ
の

作
用
に
注
目
し
、人
々
と
国
家
と
の
関
係

の
な
か
で
民
族
が
実
体
化
さ
れ
て
い
る
諸

相
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
公
式
、非
公
式
な

関
係
を
通
し
て
、民
族
の
存
在
が
人
々
の

な
か
で
意
識
さ
れ
て
い
く
過
程
を
考
え
ま
す
。

日
時 

11
月
30
日（
土
）、
12
月
1
日（
日
）

10
時
〜
17
時

会
場 

本
館
2
階
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

言
語 

日
本
語
・
英
語

 

（
日
英
同
時
通
訳
付
き
）

趣
旨
説
明　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

主
催 

国
立
民
族
学
博
物
館

【
申
込
期
間
】　

11
月
22
日（
金
）ま
で

※
事
前
申
込
制
、先
着
順
、参
加
無
料

※
詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Ｑ
Ｒ
）か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
公
開
！

■
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
人
類
文
化
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

  

﹁
稲
作
調
査
団
タ
イ

　
写
真
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂

http
s://ifm

.m
inp

aku.
ac.jp/inasakuthai/

  

﹁
奄
美
大
島
の

　
踊
り
と
歌
と
祭
り
﹂

http
s://ifm

.m
inp

aku.
ac.jp/am

am
io

shim
a/

■
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

  

﹁
ネ
パ
ー
ル
の

　
サ
ー
ラ
ン
ギ
音
楽
﹂

http
s://ifm

.m
inp

aku.
ac.jp/saranginep

al/

無
料
観
覧
日

11
月
16
日（
土
）、
17
日（
日
）は
、「
関
西
文

化
の
日
」と
し
て
本
館
展
示
を
無
料
で
観

覧
い
た
だ
け
ま
す
。
な
お
、特
別
展
の
観
覧

は
有
料
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

創
設
50
周
年
募
金
の
お
願
い

み
ん
ぱ
く
の
活
動
へ
の
皆
様
の
温
か
い
ご

支
援
、
ご
協
力
を
心
よ
り

お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
受

付
終
了
／
12
月
27
日（
金
））

巡
回
展

驚
異
と
怪
異

―
想
像
界
の
生
き
も
の
た
ち

会
期 

11
月
17
日（
日
）ま
で

会
場 

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館 

特
別
展

示
室（
北
海
道
）

主
催 

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
、国
立

民
族
学
博
物
館
、公
益
財
団
法
人

千
里
文
化
財
団

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）
参加無料
※事前申込制、先着順（定員320名）
※当日参加申込も可能。当日12時30分より
受け付けます。（定員80名）

第551回　11月16日（土）
13時30分～ 15時（12時30分開場）
サトイモを探り、世界を識る
講師　ピーター・マシウス（本館 教授）
【申込期間】

▼一般受付　11月13日（水）まで
　※友の会先行受付は終了しました。

第552回　12月21日（土）
13時30分～ 15時（12時30分開場）
地域社会で生きること―グローバル
化のなかのイタリアの人びとの暮らしから
講師　宇田川妙子（本館 教授）
現代日本において都市への人口集中は社会
問題の一つです。イタリアでもその傾向はあ
りますが、生まれた土地での生活を続ける

人も少なくありません。そのイタリアの事例
から地域社会に生きることを考えます。

ローマ近郊の町のブドウ祭り（2012年）

【申込期間】

▼友の会先行受付
　11月11日（月）～15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　11月18日（月）～12月18日（水）

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう　　　
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（一般580円、
イベント参加費は不要）

11月3日（日）14時～14時45分
タール沙漠の芸能世界
話者　小西公大（東京学芸大学 准教授）

11月10日（日）14時30分～15時
徐福と日本の客家
話者　奈良雅史（本館 准教授）

11月17日（日） 14時～14時30分
マリ帝国の歴史を伝える
語り部の音楽世界
話者　鈴木裕之（国士舘大学 教授）

11月24日（日）14時～14時30分
ネパールの旅する楽師
話者　南真木人（本館 教授）

12月1日（日） 14時～14時45分
越境する韻律の世界
話者　矢野原佑史（京都大学 特任研究員）
　　　志人（語り部、ラッパー）

国立民族学博物館 広報係
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/

2023年のカムイノミの様子

©️ Pyramide International

友の会講演会
参加形式：会場もしくはオンライン配信
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
※11月の友の会講演会は、会員も会場・オ
ンライン配信ともに、事前申込制
※12月の友の会講演会は、会員は会場参
加の場合、事前申込不要

第554回　11月2日（土）13時30分～ 15時
世界を席巻するRAPの魅力
―あなたもわたしも吟遊詩人
講師　矢野原佑史（京都大学 特任研究員）
会場　本館第5セミナー室（定員40名）

第555回　12月7日（土）13時30分～ 15時
異郷の聖母子たち
―アジアの美術とキリスト教
講師　古沢ゆりあ（本館 機関研究員）
会場　本館第5セミナー室（定員70名）
本講演では、アジアのキリスト教美術のうち、
近現代、特に20世紀に焦点を当てます。
1920年代から宣教師らにより、中国、日本、
東南アジアなど、各地で「現地の様式による
キリスト教美術」の制作が奨励されました。
それらは、現地での宣教に用いられたほか、
西洋に渡り、博物館や博覧会で展示されま
した。洋の東西を行き来した聖母子の図像
についてお話しします。

会員交流のための企画
中牧理事長の　　　　　
オンラインサロン
日時　11月9日（土）13:30～15:00
今回は、名誉教授の藤井龍彦先生と名誉教
授の久保正敏先生も交え、熱量あふれる当
時のみんぱくを振り返ります。
※会員限定のオンラインイベントです。
　（事前申込制）

第95回 民族学研修の旅
アルテ・ポプラル
―メキシコの民族芸術を訪ねる
日程　2025年2月17日（月）～25日（火）
【申込締切】　11月14日（木）

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/

お問い合わせ先

   本の紹介

海域アジアとオセアニアにおける旧石器時代にお
ける人類移動史を対象に、第一線で活躍する研究
者らが最新の考古・人類学的な成果に基づき論じ
ます。とくに旧石器における資源利用や葬墓制に
注目した意欲作です。

世界の辺境でラッパーたちは何を叫んでいるのか。彼ら
の怒りと苦しみは何なのか。本書は、世界の様々な地域
のラッパーたちが、それぞれが暮らす世界の矛盾を叫び
ながら生きている姿を描き出した論考集。専門や手法は異
なるものの、現地に密着して取材した「声の民族誌」です。

Rintaro Ono and Alfred Pawlike 編
The Prehistory of Human Migration :
Human Expansion, Resource Use, and 
Mortuary Practice in Maritime Asia
IntecOpen　※デジタル版はオープンアクセス（無料）

島村一平 編、ダースレイダーほか 著
『辺境のラッパーたち―立ち上がる「声の民族誌」』

青土社　3,520円（税込）

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 

編み編みの技術もさることながら、スマホで後ろから撮影しないとわからない仮面の穴―それは被った
者（イモ）にしかわからない「世界の覗（のぞ）き穴」だ。ヤムイモに宿った祖先霊になった気分に否応な
くアガる！（もしかしたら筆者だけかも知れないが）

昨年の我が村の冬至祭精霊たち（一部）。後列中央は筆者
（京都府 京北山国地区、2023年）

儀礼用 仮面（ヤムイモ用）
標本番号│H0002482
地域│パプアニューギニア
民族│アベラム
展示場│オセアニア展示場

生き方を取り戻す

僕は毎年、夏至と冬至に地元で密やかな祭
を続けている。それらは地元住民以外参加で
きないし、冬至祭の方は動画撮影も基本的に
は禁止だ。僕は普段の音楽活動やイベント企
画と区別する意味で、それらを「閉じた祭」
と呼んでいる。考えてみれば恋人とのデート
に見物客を募る人はいない。家族の催しに観
客席を設け集客や収益の結果で成功だ失敗だ
と騒ぐ人もいないだろう。でも僕たちはそ
んな奇妙な社会―祭がイベントやフェス、
ショーに姿を変えてしまった社会に生きてい
る。子どものころから世界各地の古い文化に
心惹

ひ

かれていたが、いざさまざまな土地を訪
れてみると否応なく気づかされることもある。
僕たちは多くのものを失った社会に生きてい
るからこそ、失ったものに出会いたいと願う。
辺境の音楽文化にかかわってきた僕のよう
な人間が本当に求めてきたのは「自分がフィー
ルドワークされる側になる」ような生き方を
取り戻すことだったのかも知れない。

祈りの格が違う！

そんな訳で僕は「音楽文化をゼロからつく
る会」なるものを始めたのだが、教育や商業
の影響は想像以上に人びとの感性や創造性に
影を落としていた。これはもう祭や儀礼―

暮らしのなかの小さな祈りを復活させるとこ
ろから始めるしかない。こうして、冬至にな
ると精霊の仮面や装束を作り、骨や竹の笛を
奏でながら家々を巡る暮らしが始まった。こ
の祭をとおして、僕たちは少しづつ「祈り」
というものを取り戻しつつあるように感じて
いる。しかし僕らのお手本ともなったニュー
ギニアはやはり祈りの格が違った！　彼らは
収穫したヤムイモに仮面を被せ祖先霊を招く
のだ。イモに顔などあるのか？　イモ用なの
にこのキュートさと精巧度はどうだ！？　い
や、命を支えるイモだからこそのハイ・クオ
リティなのだろう。
僕たちもイモ用の仮面を作らねば……まず
はイモ畑を整え、そして一番大きなイモを収
穫したら亡き祖父と祖母の名をつけよう（ト
ラキチとクマヨだけど）。

イモ仮面…いや、イモ精霊
きしもと タロー　 辺境音楽演奏家

　　　　　　　　　　　  大阪大学 講師
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上：レンネル・ベローナ州の首長小屋。後ろには官公庁
や大使館等が入ったビル（2009年）

下：芸術祭のために建設された屋内会場。後ろに見える
のは上の写真と同じビル（2012年）

博物館内の広場にあった彫像
（すべてホニアラ、2009年）

ソロモン諸島国立博物館はホニアラ国際空港から車で約30分。太平洋戦争の戦没者の慰霊など
で訪れる日本人がよく利用するソロモン・キタノ・メンダナ・ホテルから道路を挟んで目の前にある。

文
化
人
類
学
者
が
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
で
の
調

査
許
可
を
取
得
す
る
に
は
、
首
都
ホ
ニ
ア
ラ
の

中
心
地
に
あ
る
国
立
博
物
館
か
ら
の
レ
タ
ー
が

必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
一
九
九
八

年
に
同
国
で
生
じ
た
内
戦
と
そ
の
後
の
平
和

構
築
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
る
せ
い
も
あ
っ
て
、

調
査
許
可
を
取
る
た
め
に
足
繁
く
通
う
の
は

平
和
構
築
に
関
係
す
る
省
庁
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
国
立
博
物
館

へ
立
ち
寄
る
の
は
ほ
ん
の
気
ま
ぐ
れ
、
ま
さ
し
く
「
ふ
ら
り
」
な
の
だ
。

二
〇
〇
九
年
、
初
め
て
の
海
外
渡
航
で
や
っ
て
き
た
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
。
も

と
も
と
展
示
な
ど
に
関
心
が
な
か
っ
た
わ
た
し
は
、
国
立
博
物
館
に
一
応

4

4

立
ち
寄
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
た
だ
、
初
海
外
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
見
る

も
の
す
べ
て
が
新
鮮
だ
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
と
写
真
に
収
め
て
お
い
た
。

そ
れ
か
ら
三
年
経
っ
た
二
〇
一
二
年
、
オ
セ
ア
ニ
ア
で
四
年
に
一
度
お

こ
な
わ
れ
る
太
平
洋
芸
術
祭
が
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
で
開
催
さ
れ
た
。
あ
る
演

奏
集
団
か
ら
記
録
撮
影
を
乞
わ
れ
て
当
地
に
や
っ
て
来
た
わ
た
し
は
、
そ

の
演
奏
集
団
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
を
証あ

か

す
メ
デ
ィ
ア
パ
ス
の
取
得
が
必

要
と
な
り
、
博
物
館
の
敷
地
内
に
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
芸
術
祭
実
行
委

員
会
を
訪
ね
た
。

驚
い
た
。
か
つ
て
敷
地
内
の
広
場
に
展
示
さ
れ
て
い
た
各
州
の
伝
統
家

屋
や
彫
像
が
す
べ
て
撤
去
さ
れ
、
芸
術
祭
の
事
務
局
や
屋
内
会
場
、
野

外
ス
テ
ー
ジ
に
置
き
換
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
と
き
は
、
か
つ
て
の

展
示
物
は
観
光
客
の
目
に
触
れ
や
す
い
芸
術
祭
特
設
会
場
に
移
転
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
、
く
ら
い
に
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
特
設
会
場

が
あ
っ
た
場
所
は
国
立
大
学
の
敷
地
に
な
っ
た
り
、
二
〇
二
三
年
に
開
催

さ
れ
た
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
ゲ
ー
ム
ズ
の
競
技
場
が
建

設
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
み
ん
ぱ
く
の
よ
う
に

巨
大
な
収
蔵
庫
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ソ
ロ
モ

ン
諸
島
で
、
か
つ
て
の
伝
統
家
屋
や
彫
像
が
ど

こ
か
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

ふ
ら
り
と
立
ち
寄
っ
た
博
物
館
で
も
っ
と
も

目
を
引
い
た
大
型
展
示
物
の
一
群
が
完
全
に
姿

を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
一
〇
年
以
上
前
に
撮
っ
た
写

真
を
送
っ
て
尋
ね
て
み
た
。
細
か
な
経
緯
は
わ
か
ら
な
い
が
、
当
時
は
文

化
財
保
存
の
重
要
性
や
そ
の
社
会
教
育
上
の
意
義
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て

お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
展
示
物
の
廃
棄
処
分
を
決
定
し
た
ら
し
い
。
し
か
し

同
時
に
、
か
つ
て
あ
っ
た
大
型
展
示
物
を
処
分
し
て
し
ま
っ
た
事
実
に
対

し
て
現
在
の
職
員
ら
が
嘆
い
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
一
〇
年
以
上
経
っ

て
、
文
化
財
保
存
に
対
す
る
意
識
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。

ソロモン諸島国立博物館 （首都ホニアラ）

あの大型展示物はどこへ？

藤
ふじ

井
い

 真
しん

一
いち

　 民博 助教
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上：海から揚げた網を濡れたまま荷台にド
サッと（佐渡島、2018年）

下：バンコクの通りに並ぶ古いダイハツハイ
ゼット。プロパンガスや古タイヤなど色々
と積んでいる（タイ、2018年）

荷台に人や太鼓や神輿が乗ることは祭りの風景
（佐渡島、2014年）

作
業
車
と
し
て
、日
本
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
ほ
ど
有

能
な
も
の
は
な
い
。ま
ず
は
、第
一
次
産
業
に
特
化

し
た
使
い
や
す
さ
。
農
業
、漁
業
に
必
要
な
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
運
ん
だ
り
積
ん
だ
り
し
や
す
い
。
コ
ン

テ
ナ
ボ
ッ
ク
ス
に
タ
マ
ネ
ギ
を
詰
め
て
ガ
ツ
ン
と

荷
台
に
置
き
、ず
ず
ず
っ
と
ス
ラ
イ
ド
し
て
も
問

題
な
い
。
土
で
汚
れ
て
も
海
水
で
濡ぬ

れ
て
も
さ
っ

と
洗
え
ば
い
い
し
、走
る
の
も
家
と
畑
の
あ
い
だ

な
の
で
、汚
れ
た
長
靴
を
荷
台
に
雑
に
投
げ
て
も

大
丈
夫
。
座
席
周
り
に
転
が
っ
た
煙
草
の
吸
い
殻

も
空
き
缶
も
、ま
あ
そ
の
う
ち
捨
て
れ
ば
ヨ
シ
。
車

は
き
れ
い
で
な
き
ゃ
と
い
う
固
定
観
念
か
ら
解
放

さ
れ
、ス
ト
レ
ス
ゼ
ロ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、日
本

（
の
都
市
）ほ
ど
ピ
カ
ピ
カ
の
車
ば
か
り
走
っ
て
い

る
国
は
そ
う
そ
う
な
い
。

次
に
、小
回
り
の
良
さ
。道
と
畦あ
ぜ

の
中
間
み
た
い

な
細
い
と
こ
ろ
に
も
入
れ
る
し
、路
地
の
入
り
組
ん

だ
海
村
で
も
現
場
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
近
づ
け
る
。少
々

こ
す
っ
て
も
気
に
し
な
い
。納
屋
に
直
付
け
し
て
荷

下
ろ
し
で
き
る
の
で
超
便
利（
イ
ナ
カ
で
は
歩
か
な

い
こ
と
に
価
値
が
あ
る
！
）。そ
の
機
能
性
は
、祭
り

の
と
き
に
本
領
を
発
揮
す
る
。家
々
を
廻
っ
て
獅
子

舞
や
太
鼓
を
見
せ
る
と
き
に
み
ん
な
で
乗
っ
た
り
、

担
ぎ
手
不
足
の
集
落
だ
と
神み

輿こ
し

も
荷
台
に
載
せ
て

巡
行
し
た
り
と
、行
事
に
軽
ト
ラ
は
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
し
て
、機
械
と
し
て
の
わ
か
り
や
す
さ
。
以
前

佐さ
ど
が
し
ま

渡
島
を
車
で
走
っ
て
い
た
ら
、な
ん
と
無
人
の

軽
ト
ラ
が
こ
ち
ら
に
近
づ
い
て
く
る
。
し
か
し
よ

く
見
た
ら
、腰
の
曲
が
っ
た
小
さ
な
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
ち
ょ
こ
ん
と
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
て
い
る
で
は

な
い
か
。
軽
ト
ラ
に
は
難
し
い
機
能
は
何
も
な
く
、

A

M
ラ
ジ
オ
と
エ
ア
コ
ン
ぐ
ら
い
な
の
で
、何
歳

に
な
っ
て
も
運
転
で
き
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
軽
ト
ラ
は
、日
本
の
農
村
社
会
の
あ
り

方
と
一
体
化
し
た
乗
り
物
な
の
だ
。し
た
が
っ
て
、過

疎
化
は
販
売
減
に
直
結
す
る
。「
農
道
の
ポ
ル
シ
ェ
」

の
異
名
を
持
つ
サ
ン
バ
ー
を
出
し
て
い
た
ス
バ
ル
も

撤
退
し
、製
造
メ
ー
カ
ー
は
ス
ズ
キ
と
ダ
イ
ハ
ツ
の

み
と
な
っ
た
。そ
の
代
わ
り
ア
メ
リ
カ
な
ど
海
外
で

は
、排
気
量
六
六
〇
c
c
以
下
と
い
う
日
本
独
自
の

規
格
が
妙
に
人
気
を
博
し
て
い
る
。わ
た
し
は
海
外

で
見
か
け
た
ら
必
ず
車
種
年
式
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、軽

ト
ラ
の
来
し
方
に
思
い
を
馳は

せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

軽
ト
ラ
の
ス
ス
メ

門か
ど

田た 

岳た
け

久ひ
さ

　 

立
教
大
学 

教
授
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モザンビーク

モザンビーク島

マプト

ナンプラ

倒壊してしまった、かつて住んでいた家
（写真はすべてモザンビーク島、2024年）

島のシンボルの一つでもあるサント・アントニオ教会。植民
地期に建てられ、今は使われていない

大家族でとる食事
左： 大きな鍋で米を炊き、いくつもの皿にこんもりと盛る
下： 大鍋で練られた主食のシマ（トウモロコシ粉の練りがゆ）と、

魚のココナッツカレー 

引越し先の家を訪れた直後に書いたフィールドノート。率直な雑感が書き込まれている

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
島
の
女
性
の
近
所
づ
き
あ
い

ア
フ
リ
カ
大
陸
南
東
部
の
国
モ
ザ
ン

ビ
ー
ク
に
、
そ
の
名
も
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
島

と
い
う
小
さ
な
島
が
あ
る
。
わ
た
し
は

二
〇
一
七
年
か
ら
そ
の
島
に
通
い
、
島
の

女
性
た
ち
の
近
所
づ
き
あ
い
に
つ
い
て
調

べ
て
き
た
。
滞
在
先
の
女
性
マ
リ
ア
モ

（
二
〇
二
四
年
時
点
で
三
三
歳
）
は
、
ご
く
近

所
の
女
性
た
ち
と
の
あ
い
だ
で
こ
ま
ご
ま

と
し
た
食
材
を
や
り
取
り
し
た
り
、
と
き

に
は
そ
の
う
ち
の
誰
か
と
、
皿
に
盛
っ
た

料
理
を
日
々
交
換
し
あ
う
関
係
を
結
ん
だ

り
す
る
。
だ
が
こ
の
料
理
の
や
り
取
り
は

時
間
と
と
も
に
途
切
れ
、
親
し
い
つ
き
あ

い
の
相
手
は
他
の
隣
人
へ
と
移
っ
て
い
く
。

わ
た
し
は
、
そ
う
し
た
関
係
が
近
所
に
ど

の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
る
の
か
、
濃
密
に

見
え
つ
つ
も
関
係
が
流
動
的
に
組
み
替
わ

る
つ
き
あ
い
の
な
か
で
、
女
性
た
ち
が
相

手
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
や
距
離
感

で
振
る
舞
う
の
か
に
興
味
を
も
っ
て
、
マ

リ
ア
モ
の
近
所
づ
き
あ
い
を
追
っ
て
い
た
。

サ
イ
ク
ロ
ン
と
住
ま
い
方
の
変
化

だ
が
、
マ
リ
ア
モ
の
近
所
づ
き
あ
い
の

調
査
を
一
時
的
に
で
も
断
念
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍

の
あ
る
年
に
島
を
襲
っ
た
サ
イ
ク
ロ
ン
に

よ
り
、
マ
リ
ア
モ
の
夫
が
所
有
す
る
家
は

倒
壊
し
た
。
夜
、
も
の
す
ご
い
風
雨
の
音

が
し
て
恐
怖
を
感
じ
、
マ
リ
ア
モ
は
夫
と

息
子
と
と
も
に
隣
人
の
家
で
寝
る
こ
と
に

し
て
な
ん
と
か
難
を
逃
れ
た
が
、
夜
の
あ

い
だ
に
家
は
倒
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い

う
。
そ
れ
か
ら
二
週
間
ほ
ど
隣
家
で
寝
起

き
を
し
た
の
ち
に
、
隣
の
地
区
に
あ
る
マ

リ
ア
モ
の
お
じ
の
持
ち
家
に
移
る
こ
と
に

し
た
。
お
じ
自
身
は
首
都
マ
プ
ト
に
住
ん

で
い
た
の
で
、
そ
の
家
に
は
マ
リ
ア
モ
家

族
が
寝
起
き
で
き
る
空
室
が
い
く
つ
か

あ
っ
た
。

二
〇
二
三
年
二
月
に
わ
た
し
が
訪
れ
た

と
き
に
は
、
マ
リ
ア
モ
の
家
族
と
父
方
の

親
族
で
あ
る
若
い
男
性
が
そ
の
家
に
住
ん

で
い
た
。「
以
前
の
家
は
売
っ
て
し
ま
っ

た
」
の
だ
と
い
う
。
あ
る
親
族
が
お
金
に

困
っ
て
い
た
の
だ
。

こ
の
状
況
は
マ
リ
ア
モ
一
家
に
と
っ
て

は
厳
し
い
も
の
で
、
持
ち
家
が
な
い
こ
と

は
将
来
に
わ
た
っ
て
経
済
的
な
不
安
定
さ

を
生
む
し
、
マ
リ
ア
モ
夫
婦
は
「
自
分
の

家
」
を
懐
か
し
み
そ
れ
を
失
っ
た
こ
と
を

悲
し
ん
だ
。
人
の
家
に
間
借
り
し
た
り
賃

借
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、「
自
分
の

家
」
を
持
つ
こ
と
が
い
か
に
大
事
か
を
わ

た
し
に
切
々
と
語
っ
た
。

そ
し
て
、
マ
リ
ア
モ
た
ち
の
困
難
に
は

比
べ
よ
う
も
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
元
い
た

地
区
で
の
マ
リ
ア
モ
の
近
所
づ
き
あ
い
を

追
い
か
け
て
き
た
わ
た
し
も
、
調
査
が
突

如
振
り
出
し
に
戻
る
こ
と
に
な
り
ど
う
し

よ
う
か
と
途
方
に
暮
れ
た
。
二
〇
二
三
年

二
月
当
時
の
マ
リ
ア
モ
は
あ
ら
た
に
家
を

買
う
夢
を
も
ち
な
が
ら
朝
か
ら
晩
ま
で
忙

し
く
外
で
働
い
て
い
た
し
、
二
〇
二
四
年

の
な
か
ば
に
訪
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
家

は
マ
リ
ア
モ
の
妹
夫
婦
を
は
じ
め
、
お
も

に
マ
リ
ア
モ
と
そ
の
近
親
女
性
た
ち
の
家

族
が
集
ま
る
大
所
帯
に
な
っ
て
い
て
、
近

所
で
の
食
べ
物
の
や
り
取
り
は
め
っ
き
り

減
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

大
所
帯
の
家
族
づ
き
あ
い

現
在
こ
の
家
に
住
ん
で
い
る
の
は
、
マ

リ
ア
モ
と
息
子
、
マ
リ
ア
モ
の
妹
夫
婦
と

彼
ら
の
子
ど
も
た
ち
、
マ
リ
ア
モ
の
母
の

妹
の
娘
、
マ
リ
ア
モ
の
弟
な
ど
合
わ
せ
て

一
〇
人
だ
。
マ
リ
ア
モ
の
夫
は
、
島
か
ら

一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
ナ
ン

プ
ラ
市
で
食
い
扶ぶ

持ち

を
探
し
て
い
る
。
少

し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
む
マ
リ
ア
モ
の
母

親
も
、
午
前
中
で
仕
事
を
終
え
る
と
毎
日

顔
を
出
し
、
昼
食
と
夕
食
を

と
も
に
す
る
。
マ
リ
ア
モ
の

亡
く
な
っ
た
姉
の
子
ど
も
も

こ
こ
で
食
事
を
と
る
。
今
、

食
べ
物
の
や
り
取
り
は
彼
女

の
母
親
を
起
点
と
し
た
母
系

親
族
が
中
心
で
あ
り
、
お
金

を
出
し
合
い
な
が
ら
食
事

を
作
っ
て
食
べ
る
。
大
所
帯

な
の
で
、
近
所
の
誰
か
に
ふ

る
ま
う
余
裕
は
な
か
な
か
な

い
。そ

う
し
た
変
化
を
見
る
な

か
で
、
自
分
の
関
心
が
徐
々

に
移
っ
て
い
く
の
を
感
じ
て

い
る
。
調
査
の
対
象
と
し
て

い
た
物
ご
と
が
す
っ
か
り

変
容
し
て
し
ま
う
ま
ま
な
ら

な
さ
は
「
だ
っ
て
調
査
だ
も

の
」
と
い
う
言
葉
に
お
さ
め

て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
る
。

け
れ
ど
、
ま
ま
な
ら
な
さ
は

フ
ィ
ー
ル
ド
の
人
の
人
生
そ

の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
ま
ま

な
ら
な
さ
の
渦
中
に
と
ど
ま

り
な
が
ら
知
っ
て
い
く
ほ
か

な
い
の
だ
。

松ま
つ

井い 

梓
あ
ず
さ  

民
博 

特
任
助
教

家
と
近
所
づ
き
あ
い
が
な
く
な
る



フィルめし
ちょっと腹ごしらえ。サクッと食べて、またフィールドへ

202024.11

祭礼に参集した人びと。手にはカフェ・デ・オジャ
（メキシコ ミチョアカン州 T村、2015年）

まだ薄暗さも残る朝6時過ぎ、眠る村を起こす
ように爆竹とバンドの音が鳴り響く。メキシコ西
部ミチョアカン州T村のカトリック祭礼は朝が早
い。標高1980メートル、針葉樹林に覆われた山間
部にあるその村では夏でも朝晩は冷え込むため、
わたしは５時半ころに起きて最低限の身支度だ
けして会場に向かうつもりでいた。朝食はいらな
い。早朝から村祭りがあるときには役員の女性た
ちから参集した人びとに、コーヒーの粉と砂糖と
シナモンを鍋に入れて煮出したあったかいカフェ・
デ・オジャが振る舞われるからだ。これが甘い。眠
気も吹き飛ぶくらい甘くて、お腹もなんとなく膨
れてくる。

それを当て込んでギリギリまであたたかいベッ
ドで粘り、朝食抜きで飛び出して行きたいのだが、
これをわたしの「村のお母さん」である滞在先の
ファティさんは許さない。押し問答の末、わたし
たちが見つけた落とし所が日本でもおなじ
みのヤクルトである。出発前にヤクルトを
飲んで空っぽの胃になにか入れていくこ
とで「お母さん」はやっと納得。以来毎月
のように行われる祭礼や、毎週日曜の朝早
くから開かれていた祈りの会に向けて、ファ
ティさんは週に一度の定期市で買ったヤ
クルトをそっと冷蔵庫に入れておいてくれ
るようになるのである。

ファティさんの娘セシーも似たようなも
のだ。セシーは毎朝出勤前にシャワーを浴
びて身支度にたっぷり時間をかける。メキ

シコでは身なりが重視されるからだ。もはや朝食
を食べる時間もその気もないセシーに、ファティ
さんはフルーツと牛乳をミキサーしたジュース「リ
クアード」をそっと用意しておく。早足で食堂に
来たセシーはリクアードをぐびっと飲んで颯

さっ

爽
そう

と
職場へ向かう。

じつのところ女たちにとってこれは武勇伝でも
あるのだ。「どんなに忙しくても子どもを空腹の
まま行かせたことはない。たとえリクアードだけ
でも飲ませたのよ」という話は他の人からも聞い
たことがある。昼食を２時から３時と遅くにとる
メキシコ人たちは学校や職場で合間に軽食を食
べたりするので、それでもなんとかなるのであろう。

あぁ、優雅な朝とはいずこ。「子ども」というの
はぐびっと飲んで学校や仕事、ときには調査に飛
び出して行くものなのかもしれない。よし、ジャ・メ・
ボイ！（行ってきます！）

母はおなかからっぽを見逃さない!?
川
かわ

本
もと

 直
なお

美
み

　 岡山大学 客員研究員
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お問い合わせ

友の会

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

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
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2024年

観  覧  料　一般 580円／大学生 250円／高校生以下 無料
 特別展の観覧料金は、その都度、別に定めます。
 ※観覧料割引についてはホームページでご確認ください。

今月号の地図

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直後の平日）
 年末年始（12月28日～1月4日）

「蟻
あり

の熊
くま

野
の

詣
もう

で」ということばさえ生まれた中世の貴
き

賤
せん

を問わぬ熊野巡礼ブー
ムは、都人にとってもはや異世界であった縄文への文化回帰の情熱であった
（梅
うめ

原
はら

猛
たけし
「私の熊野」）。だとすると、中世のは信仰という無形の縄文 ism の

発露だった。いっぽう、今、ものづくりや表現芸術の分野で起きている「縄文
ルネサンス」は有形の縄文 ism。だが本号特集で、有形のモノを直接扱う考
古学には後景に退いてもらった。縄文時代、と名づけたのは大森貝塚発見で
有名な E. S. モースだが、縄文文化について語るのはとっくに考古学者や歴史
学者の専売特許ではない。

本号の主役は新しい令和の縄文 ist たち。「巻頭エッセイ」の譽田亜紀子さ
んもそのひとり。女性の縄文 ist は
まちがいなく増えている。とはいえ
本特集を企画した河西瑛里子さ
んの指摘のとおり、図らずも本号
特集の執筆者は男性に偏っている。
たしかに縄文とジェンダーも大きな
テーマである。（樫永真佐夫）

次号の予告  12 月号

特集「ペーパーレス時代の紙」（仮）

ぱくっ！とフィルめし
20ページ

ふらりミュージアム
16ページ

だって調査だもの
18ページ

推しコレ図鑑
14ページ

世界の「乗っちゃえ！」
17ページ

P-B10271



入会方法は友の
会ホームページ
に記載しており
ます。

お問い合わせ、お申し込みはこちら

公益財団法人 千里文化財団
国立民族学博物館友の会
友の会はいつでも、どなたでもご入会いただけます。

電話 06-6877-8893（平日9:00～17:00）

年間何度でも本館展示と特別展
をお楽しみいただけます（一部の
特別展は割引料金適用）。館内で開
催する催しへの参加もスムーズ。
研究公演など一部の催しの参加
の参加会員優遇枠もあります。

年12回発行

年4回発行

年12回開催

訪れるたびに発見がある

博物館を
何度でも楽しめる

人びとの営みの真髄にふれる

友の会の機関誌。世界の諸民族
の社会や文化に関する正確な
情報を平易かつ読み応えのあ
る文章、豊富なカラー写真で
紹介する、あなたの知的欲求に
応える市民向けビジュアル学術
誌です。

『季刊民族学』

さらに踏み込んだ話題提供
友の会講演会 『月刊みんぱく』はみんぱくの広報誌です。展

示や催しの情報のほか、資料の解説や現地の
様子、調査の動向を
親しみやすい
エッセイやコラム
で紹介します。

最新の情報をいち早くお届け

『月刊みんぱく』

ひとりひとりのご参加が、
国立民族学博物館と友の会の活動を支えています。
国立民族学博物館友の会は、国立民族学博
物館（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。21世紀は地球
上のいたるところでおたがいを認めながら、と
もに生きてゆく考え方が求められています。世
界の暮らしの多様性にふれ、それを解き明か
す文化人類学・民族学の知見がますます重
要になっています。みなさまのご支援とご参加
をお待ちしております。

186号　ISBN 978-4-915606-88-5
［特集］ 争いの終わらせ方̶紛争解決と共生の人類学

国立民族学博物館友の会の維持会員、正会員のみなさまには、年間4冊お届けしております。
おためし購入は一般価格：2,750円（税込）、会員価格：2,200円（税込）。郵送の場合は別途発送手数料をご負担ください（会員は不要）。

『季刊民族学』は国立民族学博物館ミュージアム・ショップで販売しております。
講読方法

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

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（平日9:00～17:00）

E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

お問い
合わせ

国立民族学博物館友の会機関誌『季刊民族学』のご案内

188号　ISBN 978-4-915606-91-5
［特集］ シン・シャーマニズム論̶カミとつながる技術

187号　ISBN 978-4-915606-89-2
［特集］ 境界をゆきかう日系人

『季刊民族学』190号
ISBN 978-4-915606-93-9 

［国立民族学博物館 創設50周年記念 特集］

私たちが歩んだ半世紀

最新号

国立民族学博物館が創設50周年を迎えた。
半世紀を経てみんぱくは世界第ー級の博物
館に成長したが、この間、私たちはどんな経
験をしてきたのだろうか。私たちの社会、文
化はどのように変化したのだろうか。日本
社会の「いま」を確かめたい。

西田 慎／縄田 浩志／鈴木 宣弘／大田 俊寛
輪島 裕介／栗田 宣義／床呂 郁哉／及川 昭文
岸上 伸啓

連載 フィールドワーカーの布語り、モノがたり 第8回
「伝統」を継ぎ接ぎする
―トルコ絨毯の新たな展開

平野 智佳子／栗田 梨津子／土井 冬樹
山越 英嗣／額田 有美／渡辺 浩平
神崎 隼人／長岡 慶／北原 モコットゥナシ

ほか

『季刊民族学』189号
ISBN 978-4-915606-92-2 

［特集］

先住民のデジタル世界
̶ありふれた日常実践と、 　
　   あらたなる挑戦

日々の暮らしやこれからの社会を
変える、先住民コミュニティのデ
ジタル世界の可能性を探ります。

A4判・104頁　2024年10月31日刊行

表紙：民博誕生前夜の創設準備室 大阪分室
提供：国立民族学博物館

オンラインショップ 友の会

田村 うらら
ほか


