


エッセイ 千字文

 1    

月刊

7月号目次

内
戦
下
の
南
ス
ー
ダ
ン
を
二
〇
一
二
年
に
訪
れ
た
と
き

の
こ
と
。
電
気
も
通
じ
て
い
な
い
藁わ

ら

葺ぶ

き
の
家
々
が
サ
バ

ン
ナ
に
点
在
す
る
、
ほ
と
ん
ど
人
気
も
な
い
荒
廃
し
た
村

の
一
軒
屋
で
、
ホ
ン
ダ
の
小
型
蓄
電
機
が
稼
働
し
、
お
び

た
だ
し
い
数
の
携
帯
電
話
が
繫つ

な

が
れ
充
電
さ
れ
て
い
る
光

景
に
出
会
い
、
目
を
見
張
っ
た
。
通
信
網
を
確
保
す
る
ア

ン
テ
ナ
が
何
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
お
き
か
に
設
置
さ
れ
て
い
て
、

電
波
が
届
く
そ
の
周
辺
で
の
み
か
ろ
う
じ
て
通
話
が
可
能

と
い
う
ひ
ど
い
通
信
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
現

金
収
入
な
ど
皆
無
に
近
い
は
ず
の
極
貧
の
村
人
た
ち
の
あ

い
だ
に
、
携
帯
電
話
が
こ
れ
ほ
ど
に
も
普
及
し
て
い
る
こ

と
に
驚

き
ょ
う

愕が
く

し
た
こ
と
だ
っ
た
。

先
進
国
で
あ
れ
途
上
国
で
あ
れ
、
携
帯
電
話
に
よ
っ
て

世
界
が
一
変
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
も
そ

も
電
話
な
ど
触
っ
た
こ
と
も
な
く
、
通
信
と
い
う
発
想
す

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
最
辺
境
の
住
人
に
与
え
た
携
帯

電
話
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。

約
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
地
球
上
の
辺
境
に
息
づ
く
地

域
文
化
を
撮
影
し
て
き
た
。
見
知
ら
ぬ
民
族
文
化
に
刺
激

さ
れ
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
て
き
た
が
、
近
年
に
な
り
何
処

に
行
っ
て
も
ほ
ぼ
観
て
し
ま
っ
た
光
景
で
あ
る
と
感
じ
る

よ
う
に
な
り
、
と
く
に
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
、
そ
の
傾
向
が

顕
著
に
な
っ
た
。
無
理
も
な
い
、
ス
マ
ホ
の
普
及
に
よ
っ
て
、

世
界
中
で
ほ
ぼ
同
一
の
情
報
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
。
情
報
の
質
や
深
さ
に
違
い

は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
思
考
パ
タ
ー
ン
の
回
路
に
大
差

は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

標
高
四
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
極
限
高
地
に
一
万
人
近

い
僧
尼
が
暮
ら
す
、
東
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
ル
ン
ガ
ル
僧
院
を

二
〇
一
四
年
に
訪
れ
た
折
に
も
、
僧
尼
の
間
に
ス
マ
ー
ト
ホ

ン
が
も
の
す
ご
い
勢
い
で
普
及
し
て
い
る
様
に
、
チ
ベ
ッ
ト

よ
、
お
前
も
か
と
溜た

め
息い

き

を
つ
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
こ
ち

ら
は
I
T
大
国
中
国
の
領
域
で
あ
る
か
ら
南
ス
ー
ダ
ン
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
。
僧
院
で
は
テ
レ
ビ
の
持
ち
込
み
は

以
前
か
ら
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
ス
マ
ホ
は
規
制
が
な
か
っ

た
。
尼
さ
ん
と
チ
ャ
ッ
ト
に
熱
中
し
て
い
る
僧
も
い
る
と

の
こ
と
だ
っ
た
し
、
ス
マ
ホ
中
毒
で
生
気
の
な
い
、
疲
れ
眼

の
少
年
僧
も
い
た
。
ひ
と
昔
前
ま
で
チ
ベ
ッ
ト
の
修
行
僧

た
ち
が
発
し
て
い
た
底
知
れ
ぬ
オ
ー
ラ
が
影
を
潜
め
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
、
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
通
じ
て
向
き
合
っ
た
そ

の
面
構
え
か
ら
も
見
て
取
れ
る
の
だ
っ
た
。

思
え
ば
、
最
後
の
よ
き
時
代
に
地
域
文
化
の
原
形
に
か

ろ
う
じ
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
、
し
み
じ
み
感
じ
る

の
で
あ
る
。

ス
マ
ホ
が
激
変
さ
せ
た

地
域
文
化

野の

町ま
ち 

和か
ず

嘉よ
し

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
4
6
年
高
知
県
生
ま
れ
。
写
真
家
。
杵
島
隆

に
師
事
し
た
後
、
1
9
7
1
年
に
フ
リ
ー
。
サ
ハ
ラ

砂
漠
、
ナ
イ
ル
川
流
域
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
チ
ベ
ッ
ト
、

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
等
で
の
長
期
の
取
材
を
続
け
る
。

写
真
集
に
『
サ
ハ
ラ
』（
平
凡
社
）、『
ナ
イ
ル
』（
情

報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
）、『
メ
ッ
カ
巡
礼
』（
集
英
社
）

ほ
か
。
ロ
ー
マ
、
ミ
ラ
ノ
、
東
京
ほ
か
で
大
規
模
な

写
真
展
「
聖
地
巡
礼
」
を
開
催
。
土
門
拳
賞
、
芸
術

選
奨
文
部
大
臣
新
人
賞
、
日
本
写
真
協
会
国
際
賞
な

ど
受
賞
。
2
0
0
9
年
、
紫
綬
褒
章
を
受
章
。
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写
真
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

学
術
的
価
値

飯い
い

田だ 

卓た
く

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

本
特
集
で
は
、
民
博
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
し
て
い
る
写
真
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
紹
介
す
る
。

後
に
続
く
三
つ
の
論
稿
で
紹
介
す
る
の
は
、

佐さ

さ々

木き

高こ
う

明め
い

や
大お
お

島し
ま

襄じ
ょ
う

二じ

、
端は
た

信の
ぶ

行ゆ
き

と
い
っ

た
名
だ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
が
撮
影
し

た
写
真
と
、
そ
れ
を
も
と
に
構
築
し
た
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
写
真
は
、
過
去
の

習
俗
や
出
来
事
の
貴
重
な
記
録
で
あ
り
、
間

違
い
な
く
学
術
的
に
高
い
価
値
を
も
つ
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
学
術
的
に
価
値
の
高
い
写
真
と

は
何
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ

う
な
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

写
真
を
読
み
と
く

結
論
か
ら
い
う
と
、
多
数
の
写
真
を
し
か
る

デ
ジ
タ
ル
化
が
進
み
、
情
報
が
世
界
規
模
で
拡
散
す
る
今
日
、
写
真
も

ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
閲
覧
か
ら
学
術
利
用
ま
で
、

多
岐
に
わ
た
り
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
本
館
で
も
写
真
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
制
作
・
公
開
し
て
い
る
。
本
特
集
で
は
、
そ
の
な
か
か
ら
最
新
の
も

の
を
三
件
紹
介
し
、
写
真
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
。

べ
き
テ
ー
マ
や
時
間
軸
に
沿
っ
て
配
列
す
る
と
、

一
点
一
点
の
写
真
で
は
わ
か
ら
な
い
情
報
が
伝

わ
り
や
す
く
、
学
術
的
価
値
が
高
ま
る
。
例

え
ば
、
ま
っ
た
く
同
じ
構
図
の
二
枚
の
写
真
が

あ
る
と
す
る
。
似
た
よ
う
な
景
観
の
な
か
に
似

た
よ
う
な
人
物
が
写
っ
て
い
る
が
、
い
っ
ぽ
う

は
人
物
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
て
景
観
か
ら
場

所
を
特
定
で
き
ず
、
他
方
は
景
観
に
焦
点
が

当
た
っ
て
い
て
人
物
を
特
定
で
き
な
い
。
そ
う

し
た
場
合
、
二
枚
の
写
真
は
同
じ
場
所
で
同
じ

人
物
を
写
し
た
も
の
だ
と
い
う
推
測
が
生
ま
れ
、

特
定
の
人
物
が
特
定
の
場
所
に
い
た
こ
と
を
、

か
な
り
の
確
か
ら
し
さ
で
断
言
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
撮
影
の
日
時
や
場
所
、

意
図
な
ど
が
後
か
ら
わ
か
る
か
た
ち
で
分
類
さ

れ
た
り
配
列
さ
れ
た
り
し
て
い
れ
ば
、
写
真
を

「
読
み
と
く
」
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
「
読

本館の写真データベースは、おもに「映像・音響資料」と、フィールドノートや日記など、
写真以外の資料も含む「民族学研究アーカイブズ資料」の一部として公開している 

URL　http://htq.minpaku.ac.jp/menu/database.html
写真データベース一覧	

映像・音響資料（ホームページ上で写真の閲覧が可能）
ネパール写真
西北ネパール学術探検隊（1958年）に参加した高

たか

山
やま

龍
りゅう

三
ぞう

（元京都文教大学教授）ら
がネパールで撮影した写真と、同隊が収集し、現在本館に収蔵されている標本資料の
写真およびその情報

京都大学学術調査隊写真コレクション
「京都大学アフリカ学術調査隊」（1961～ 1967年）、「第二次京都大学ヨーロッパ学術
調査隊」（1969年）、「京都大学探検部トンガ王国調査隊」（1960年）が撮影した写真

沖守弘インド写真
写真家・沖

おき

守
もり

弘
ひろ

が1977年から1996年までインド各地やネパールで撮影した祭礼、芸能、
工芸や人びとの暮らしなどに関する写真

アフリカ カメルーン民族誌写真集―端信行コレクション
端
はた

信
のぶ

行
ゆき

（本館名誉教授）の、おもにアフリカ・カメルーン共和国における、1969年か
ら90年代のはじめにかけての、数度にわたる民族学的調査の過程で撮影された写真

西太平洋およびインド洋を中心とする海洋民族写真資料
―大島襄二写真コレクション
大
おお

島
しま

襄
じょう

二
じ

（元帝塚山学院大学教授）が、1967年から1991年にかけてアジアや大洋州
などを調査したときの記録写真の一部

焼畑の世界―佐々木高明のまなざし
佐
さ

々
さ

木
き

高
こう

明
めい

（本館第2代館長）が調査で撮影・記録した写真のうち、特に日本の焼畑
に関する写真

服装・身装文化資料（ホームページ上で写真の閲覧が可能）
衣服・アクセサリー
本館が所蔵する衣服標本資料とアクセサリー標本資料の詳細分析情報。
関連するフィールド写真として、「マヤの衣文化」「ネパールの衣文化」
および「ベトナムの衣文化」を公開

岩本公夫アーカイブ 
岩
いわ

本
もと

公
きみ

夫
お

が1990年代後半、北京語言文化大学に留学していたときに撮影
した「門

メン

礅
ドン

（北京の伝統的な住宅の正門前に置かれた石材）」の写真等

梅棹忠夫アーカイブズ 
梅
うめ

棹
さお

忠
ただ

夫
お

（本館初代館長）が残した文書資料と、1940年代から1980年
代に世界各地における調査研究活動の過程で撮影した写真 ｢梅棹忠夫
写真コレクション｣

大内青琥アーカイブ 
画家・大

おお

内
うち

青
せい

琥
こ

旧蔵の、ヤップ島から小笠原までを航海したカヌー「ペ
サウ号」の建造および航海に関わる紙資料と写真

小林保祥―台湾南部原住民族アーカイブ 
小
こ

林
ばやし

保
やす

祥
よし

によって撮影された1918年から1935年までの台湾原住民族
の記録写真および関連する原稿等の文書資料

民族学研究アーカイブズ資料
（ホームページ上では目録のみ公開、写真の閲覧は不可）

の
考
証
も
研
究
部
所
属
の
監
修
者
に
よ
っ
て
進

め
ら
れ
て
い
る
。表
に
は
そ
の
代
表
例
を
あ
げ
た
。

こ
こ
に
掲
げ
て
い
る
の
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
事

前
申
請
を
し
て
民
博
館
内
で
閲
覧
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
な
い
の
は
、
学
術
的

価
値
が
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
公
開
す
る
と
誰
の
目
に
と
ま
る
か
予
測
で

き
な
い
た
め
、
写
真
の
公
開
が
特
定
の
人
物
に

不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
撮
影

状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
時
間
を
か
け
て
検
討
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

民
博
が
保
管
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
は
、

ほ
ぼ
す
べ
て
が
近
現
代
に
形
成
さ
れ
た
た
め
、

古
文
書
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
な
ど
と
は
異
な
っ
た

基
準
で
運
営
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て

表
に
は
、
古
文
書
の
よ
う
な
参
照
資
料
と
し
て

写
真
を
位
置
づ
け
る
よ
う
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も

含
め
て
い
な
い
。
例
え
ば
、「
身
装
画
像
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
〈
近
代
日
本
の
身
装
文
化
〉」
の
よ

う
に
雑
誌
掲
載
の
写
真
を
多
く
含
む
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ア
ク
セ
ス
で

き
て
も
他
の
写
真
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
は
性
格
が

異
な
っ
て
い
よ
う
。

本
特
集
で
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
「
読
み
と

き
」
に
か
か
わ
っ
た
研
究
者
の
証
言
を
と
お
し

て
、
写
真
資
料
の
価
値
に
目
を
向
け
な
お
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

写
真
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

拡
が
る

特
集

み
と
き
」
が
で
き
な
け
れ
ば
、
い
か
に
め
ず
ら

し
い
も
の
が
写
っ
て
い
て
も
、
学
術
活
動
に
は

結
び
つ
き
に
く
い
。

ま
た
、
写
真
の
分
類
や
配
列
が
は
っ
き
り
し

て
い
な
く
て
も
、
何
を
写
し
た
か
を
示
す
信
頼

性
の
高
い
文
字
情
報
を
後
か
ら
加
え
れ
ば
、
学

術
的
価
値
は
い
っ
そ
う
高
ま
る
。
文
字
情
報
の

付
加
自
体
が
「
読
み
と
き
」
の
結
果
だ
が
、
そ

れ
を
ふ
ま
え
る
と
、
他
の
写
真
と
の
比
較
や
文

献
調
査
に
よ
っ
て
、「
読
み
と
き
」
は
さ
ら
に

深
ま
る
。
写
真
の
学
術
的
価
値
は
、
利
用
さ

れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
高
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

民
博
が
公
開
し
て
い
る
写
真
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
多
く
は
、
前
述
の
よ
う
に
撮
影
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
あ
る
て
い
ど
維
持
し
て
お
り
、
そ
の
後
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デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
生
み
出
す
多
様
な
視
座

―
「
ア
フ
リ
カ 

カ
メ
ル
ー
ン
民
族
誌
写
真
集
」
の
試
み
か
ら

民
博 

名
誉
教
授

端は
た 

信の
ぶ

行ゆ
き

ミ
ニ
・
ア
フ
リ
カ
あ
る
い
は
ア
フ
リ
カ
の
縮
図

カ
メ
ル
ー
ン
を
初
め
て
訪
れ
た
の
は
一
九
六
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
はE

X
PO

'70

す
な
わ
ち
大
阪
万
博
を
翌
年

に
ひ
か
え
、
前
年
の
六
八
年
に
組
織
さ
れ
た
日
本
万
国
博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
が
文
字
ど
お
り
世
界
中
に
調
査

員
を
派
遣
し
、
の
ち
に
民
博
の
所
蔵
資
料
と
な
る
各
地
の
民
族
資
料
の
調
査
と
収
集
に
あ
た
っ
て
い
た
。

ア
フ
リ
カ
で
は
カ
メ
ル
ー
ン
が
収
集
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
こ
の
国

が
、
ミ
ニ
・
ア
フ
リ
カ
と
か
ア
フ
リ
カ
の
縮
図
と
い
わ
れ
、
ア
フ
リ
カ
の
諸
民
族
文
化
を
集
積
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
か
ら
だ
。

南
北
に
ほ
そ
な
が
い
三
角
形
の
国
土
を
も
つ
カ
メ
ル
ー
ン
は
、
面
積
は
日
本
の
一
・
三
倍
ほ
ど
で
あ
る
が
、
南
端
は
北
緯
二

度
で
赤
道
直
下
に
あ
り
、
北
端
は
北
緯
一
三
度
で
サ
ハ
ラ
の
チ
ャ
ド
湖
に
至
る
。
南
北

を
へ
だ
て
る
中
央
部
に
は
標
高
一
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
高
地
帯
が
東
西
に
走
り
、

サ
バ
ン
ナ
疎
林
の
植
生
が
広
が
る
。
北
へ
向
か
う
と
サ
バ
ン
ナ
か
ら
ス
テ
ッ
プ
そ
し
て

砂
漠
へ
と
変
わ
り
、
南
部
は
南
に
向
か
う
ほ
ど
熱
帯
林
が
深
く
な
る
。
こ
う
し
た
自

然
環
境
を
背
景
に
、
大
陸
の
東
西
南
北
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
移
動
・
定
住
し
、

北
部
は
フ
ル
ベ
族
や
ド
ゥ
ル
族
な
ど
お
も
に
ス
ー
ダ
ン
系
の
民
族
、
中
南
部
は
お
も
に

バ
ン
ツ
ー
系
の
民
族
で
占
め
ら
れ
、
現
在
で
は
約
二
七
〇
も
の
民
族
の
居
住
が
知
ら
れ

て
い
る
。最
南
部
の
熱
帯
林
で
は
ピ
グ
ミ
ー
系
の
バ
カ
族
が
知
ら
れ
て
い
る
。カ
メ
ル
ー

ン
が
民
族
文
化
の
十
字
路
で
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
の
縮
図
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

物
質
文
化
の
比
較
研
究

六
九
年
に
わ
た
し
が
カ
メ
ル
ー
ン
に
向
か
っ
た
と
き
、
の
ち
に
民
博
で
同
僚
と
な
る

江え

口ぐ
ち

一か
ず

久ひ
さ

氏
（
故
人
）
が
収
集
団
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
現
地
で
調
査
収
集
に
従
事
し
て

い
た
。
彼
は
北
部
で
フ
ル
ベ
族
を
中
心
に
調
査
収
集
を
続
け
、
わ
た
し
は
中
央
高
地

の
サ
バ
ン
ナ
に
住
む
雑
穀
主
食
の
焼
畑
農
耕
民
の
ド
ゥ
ル
族
を
調
査
し
た
。
七
四
年

に
民
博
が
創
設
さ
れ
、
わ
た
し
た
ち
は
開
館
を
め
ざ
し
て
西
ア
フ
リ
カ
各
地
で
民
族

資
料
の
調
査
収
集
に
あ
た
っ
た
。

そ
し
て
開
館
後
の
七
八
年
か
ら
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
物
質
文
化
の
調
査
研
究（
代
表：

和わ

田だ

正し
ょ
う

平へ
い

）
が
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
時
期
か
ら
わ
た
し
は
カ
メ
ル
ー
ン
中
央
高
地
の
西

方
へ
視
線
を
向
け
、
バ
メ
ン
ダ
高
地
の
根
菜
主
食
の
焼
畑
農
民
の
調
査
に
従
事
し
た
が
、

こ
の
高
地
の
人
び
と
は
、
規
模
の
大
小
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
も
の
の
、
高
地
に
特
有
の

水
源
を
中
心
と
し
た
伝
統
的
王
制
を
も
つ
首
長
制
社
会
を
き
ず
き
、
現
在
も
カ
メ
ル
ー

ン
国
家
の
地
方
行
政
区
の
役
割
を
担
い
な
が
ら
、
王
制
社
会
の
伝
統
を
維
持
し
て
い
る
。

多
様
な
比
較
の
視
座

「
ア
フ
リ
カ 

カ
メ
ル
ー
ン
民
族
誌
写
真
集

―
端
信
行
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
わ
た

し
が
調
査
の
お
り
に
撮
影
し
た
約
六
五
〇
〇
点
の
写
真
資
料
を
収
め
た
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
で
、
写
真
デ
ー
タ
は
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
た
ス
ラ
イ
ド
で
あ
っ
た
。
い
ま
振

り
か
え
る
と
、
カ
ラ
ー
ス
ラ
イ
ド
は
個
人
で
完
全
に
保
存
・
管
理
す
る
の
が
な
か
な
か

困
難
で
あ
っ
た
。
上
映
会
や
印
刷
な
ど
、
必
要
あ
る
ご
と
に
ケ
ー
ス
か
ら
選
び
だ
し
、

終
わ
れ
ば
元
に
戻
す
の
だ
が
、
初
期
の
ス
ラ
イ
ド
の
劣
化
は
防
げ
な
い
し
、
出
し
入

れ
し
て
い
る
う
ち
に
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
ス
ラ
イ
ド
の
デ
ジ
タ
ル
化

か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
立
ち
あ
げ
ま
で
、
け
っ
こ
う
時
間
が
か
か
っ
た
が
、
こ
の
試
み

の
過
程
で
は
そ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
比
較
が
容
易
に
可
能
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。こ
こ
で
は
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
な
ふ
た
つ
の
例
を
紹
介
し
て
み
る
。

一
般
的
な
比
較
は
空
間
的
あ
る
い
は
地
域
的
比
較
で
あ
ろ
う
。
主
食
作
物
の
保
存
法
を

と
り
あ
げ
て
み
る
。
写
真
1
と
写
真
2
は
モ
ロ
コ
シ
を
主
食
と
す
る
ド
ゥ
ル
族
の
穀
物
倉
で

あ
り
、
写
真
1
が
内
部
で
写
真
2
は
全
景
で
あ
る
。
写
真
3
は
北
部
の
ト
ウ
ジ
ン
ビ
エ
を

主
食
に
す
る
山
地
民
の
貯
蔵
棚
、写
真
4
は
バ
メ
ン
ダ
高
地
の
ヤ
ム
イ
モ
の
貯
蔵
法
で
あ
る
。

も
う
一
例
は
仮
面
ダ
ン
ス
の
比
較
だ
が
、
装
束
や
ダ
ン
ス
に
み
る
進
化
の
時
間
的
変

化
も
追
跡
で
き
る
。
写
真
5
は
今
日
で
は
村
人
の
埋
葬
儀
礼
で
一
般
的
に
見
ら
れ
る

仮
面
で
あ
る
。
写
真
6
は
王
宮
に
伝
わ
る
仮
面
で
、
面
は
つ
け
ず
マ
カ
ボ
の
葉
を
頭
部

に
の
せ
て
お
り
、
よ
り
伝
統
的
な
様
式
だ
と
い
う
。
そ
し
て
写
真
7
は
有
力
な
ク
ラ
ン

（
氏
族
）
の
長
が
先
祖
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
仮
面
で
、原
初
的
な
様
式
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
空
間
的
・
時
間
的
比
較
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
容
易
に
想
起
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
な
旅
が
は
じ
ま
る
。

写真7    X0022646、ノース・ウエスト州、マンコン、1984年

写真2　X0071609、アダマワ州、ンゲセック・ガイ、1992年 写真1　X0018112、アダマワ州、ンゲセック・ガイ、1970年写真3    X0075302、ノース州、1997年写真4    X0019262、ノース・ウエスト州、マンコン、1979年

写真5    X0022762、ノース・ウエスト州、マンコン、1984年写真6    X0022915、ノース・ウエスト州、マンコン、1984年
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食
と
農
の
未
来

―
佐
々
木
高
明
の
見
た
最
後
の
焼
畑

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

池い
け

谷や 

和か
ず

信の
ぶ

大
学
生
で
あ
っ
た
一
九
八
〇
年
ご
ろ
、
わ
た
し
は
日

本
の
山
の
暮
ら
し
に
関
心
が
あ
っ
た
。
当
時
、
一
〇
年

ほ
ど
前
の
学
会
で
毎
回
、
日
本
の
焼
畑
に
つ
い
て
発
表

す
る
人
が
い
た
と
聞
い
た
。
参
加
者
は
皆
、
ど
う
し
て

消
え
ゆ
く
焼
畑
の
研
究
に
価
値
が
あ
る
の
か
わ
か
ら

な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
発
表
者
は
、
佐
々
木
高
明
さ

ん
（
民
博
第
二
代
館
長
）。
彼
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
イ

ン
ド
や
ネ
パ
ー
ル
の
焼
畑
を
調
査
し
て
、
二
冊
の
本
を

刊
行
し
た
。『
熱
帯
の
焼
畑
』（
一
九
七
〇
年
）、『
日
本

の
焼
畑
』（
一
九
七
二
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
本
の
内

容
は
、
刊
行
さ
れ
て
五
〇
年
近
く
経
過
す
る
の
だ
が
、

い
ま
だ
に
精
彩
を
失
っ
て
い
な
い
。

焼
畑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
当
時
は
日
本
の
焼
畑
が
観
察

で
き
る
最
後
の
時
期
で
あ
っ
た
。
佐
々
木
さ
ん
は
、
一

九
六
〇
年
に
熊
本
県
五い
つ

木き

村
を
訪
れ
て
焼
畑
の
調
査

を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
と
き
に
現
地
で
撮
影
し
た
写
真

が
、
二
〇
一
九
年
五
月
に
民
博
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

公
開
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

写
真
に
映
る
山
の
斜
面
に
は
焼
畑
耕
地
が
広
が
り
、

出
作
り
小
屋
（
道
具
を
置
い
た
り
、
休
憩
や
泊
ま
る
た
め

の
小
屋
）
が
点
在
す
る
。
木
に
登
り
、
そ
し
て
空
中
で

木
を
渡
り
歩
い
て
枝
木
を
伐
採
す
る
「
木
渡
り
」
と

よ
ば
れ
る
方
法
は
、
か
つ
て
九
州
山
地
に
広
く
見
ら
れ

た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
収
穫
さ
れ
た
ア
ワ
や
ヒ
エ
な

ど
の
雑
穀
は
、
食
文
化
の
一
部
を
占
め
て
い
た
。

そ
も
そ
も
焼
畑
と
は
、
森
を
伐
採
し
、
火
入
れ
を

し
た
後
に
四
年
ほ
ど
作
物
を
植
え
る
農
耕
の
こ
と
で

あ
る
。
作
物
は
毎
年
異
な
る
も
の
を
植
え
る
が
、
四

年
目
の
収
穫
の
の
ち
、
そ
の
耕
地
は
三
〇
年
ほ
ど
放

置
す
る
。
畑
が
森
へ
と
戻
り
、
土
壌
が
再
生
す
る
の
を

待
つ
と
い
う
自
然
に
優
し
い
農
法
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
佐
々
木
さ
ん
の
撮
影
し
た
写
真
を
見

て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
タ
イ
ト
ル
を
「
焼
畑
の
世
界

―
佐
々
木
高
明
の
ま
な
ざ
し
」
に
決
め
た
。
い
ず

れ
の
写
真
も
文
字
情
報
は
ま
っ
た
く
付
与
さ
れ
て
い
な

こ
と
が
で
き
た
。
わ
た
し
た
ち
は
出
作
り
小
屋
の
あ
っ

た
場
所
に
も
行
っ
た
。
現
在
で
は
林
道
が
と
お
り
、
車

で
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
が
、
か
つ
て
は
数
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
離
れ
た
小
屋
ま
で
谷
間
の
小
道
を
歩
い
て

登
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
改
築
は
さ
れ
て
い
た

も
の
の
、
佐
々
木
さ
ん
の
写
真
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
小

屋
が
健
在
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
村
の
人
が
シ
イ
タ
ケ

の
菌
を
ホ
ダ
木
に
打
ち
込
む
仕
事
を
し
て
い
た
。
わ
た

し
た
ち
は
、
佐
々
木
さ
ん
の
写
真
の
世
界
が
村
の
な
か

に
ま
だ
う
っ
す
ら
と
生
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。

地
域
へ
の
還
元
の
試
み

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
一
般
に
公
開
さ
れ
た
も
の
の
、
五

か
っ
た
が
、
五
木
村
や
沖
縄
な
ど
、
地
域
ご
と
に
は
ま

と
め
ら
れ
て
い
た
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
制
作
に
あ
た
り
、

わ
た
し
は
、
九
州
山
地
の
焼
畑
に
詳
し
い
川か
わ

野の

和か
ず

昭あ
き

さ

ん
（
南
方
民
俗
文
化
研
究
所
主
宰
）
に
連
絡
を
と
っ
て
、

作
業
の
手
伝
い
を
お
願
い
し
た
。
川
野
さ
ん
は
、
土
壌

調
査
の
様
子
や
、
タ
ロ
イ
モ
畑
を
撮
影
し
た
佐
々
木
さ

ん
の
五
木
村
へ
の
ま
な
ざ
し
に
感
激
し
て
い
た
。
一
方

わ
た
し
は
、
佐
々
木
さ
ん
が
研
究
に
は
使
用
し
な
か
っ

た
写
真
の
方
に
興
味
を
も
っ
た
。
伐
採
し
た
木
材
を

運
搬
す
る
ト
ラ
ッ
ク
や
、
焼
畑
耕
地
に
隣
接
す
る
水
田

な
ど
か
ら
は
、
当
時
、
村
に
は
焼
畑
以
外
に
も
多
様

な
な
り
わ
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

現
場
で
話
を
聞
く

焼
畑
に
関
す
る
写
真
情
報
を
さ
ら
に
得
る
た
め
に
、

川
野
さ
ん
と
二
人
で
現
地
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
五

木
村
は
、
球く

磨ま

川
の
支
流
・
川か
わ

辺べ

川
の
上
流
部
に
位

置
し
て
お
り
、
ダ
ム
の
建
設
予
定
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

だ
。
現
在
で
は
、
そ
の
建
設
は
中
止
さ
れ
て
い
る
が
、

す
で
に
中
心
集
落
は
高
台
に
移
っ
て
い
た
。
佐
々
木
さ

ん
は
、
梶か
じ

原わ
ら

と
い
う
集
落
で
調
査
を
し
て
い
た
。
こ
こ

は
、
ダ
ム
に
よ
る
移
転
は
免
れ
て
お
り
、
過
疎
化
は
進

ん
で
い
る
も
の
の
、
当
時
の
雰
囲
気
を
残
し
て
い
た
。

幸
い
に
も
、
佐
々
木
さ
ん
の
訪
問
を
記
憶
し
て
い
る

方
や
当
時
の
焼
畑
の
経
験
者
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

写
真
で
撮
影
さ
れ
た
焼
畑
耕
地
や
出
作
り
小
屋
の
場

所
、上
述
し
た
木
渡
り
の
際
に
使
用
す
る
竿さ
お

の
素
材（
タ

ケ
）、
当
時
木
渡
り
が
で
き
た
人
の
名
前
な
ど
も
聞
く

木
村
の
住
民
に
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
文
字
情
報
を
付
与
し
た
も
の
の
、
そ
の
内

容
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
が
気
に
な
っ

た
わ
た
し
は
、
昨
年
の
一
一
月
、
五
木
村
の
協
力
を
得

て
、
村
の
伝
統
文
化
伝
承
会
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
写

真
を
紹
介
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
お
こ
な
っ
た
。

会
に
は
、
約
三
〇
人
が
集
ま
っ
て
く
れ
た
。
佐
々
木

さ
ん
の
写
真
を
一
枚
ず
つ
見
せ
て
い
く
と
歓
声
が
わ
く

こ
と
も
あ
っ
た
。
解
説
が
違
う
と
い
う
指
摘
を
受
け
た

り
、
あ
ら
た
な
情
報
が
加
わ
っ
た
写
真
も
あ
る
。
当

時
の
写
真
を
見
て
涙
が
出
る
ほ
ど
懐
か
し
か
っ
た
と
い

う
人
も
い
た
。
そ
の
後
、
村
で
は
独
自
に
当
時
の
情

報
を
集
め
る
活
動
も
始
ま
っ
て
い
る
。

多
く
の
方
々
に
助
け
ら
れ
て
、
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は

作
ら
れ
た
。
佐
々
木
さ
ん
が
ご
存
命
な
ら
、
こ
れ
を
見

て
何
を
語
る
で
あ
ろ
う
か
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
の
拡
大
で
、
現
在
で
も
国
境
が
ほ
ぼ
封
鎖
さ
れ
て
い

る
。
食
料
の
多
く
を
海
外
か
ら
の
輸
入
に
依
存
し
て
い

る
日
本
の
リ
ス
ク

は
大
き
い
。
佐
々

木
さ
ん
な
ら
、
日

本
の
自
然
と
共
存

し
な
が
ら
食
料
自

給
率
を
高
め
る
な

ど
の
、
食
と
農
の

未
来
を
考
え
る
ヒ

ン
ト
が
焼
畑
に
は

あ
る
と
言
う
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

木渡りの様子。木と木のあいだに「キオロシザオ」とよばれる竿を渡し、その上を渡る
（X0398568、1960年）

出作り小屋の上の焼畑耕地（X0398899、1960年） 出作り小屋（X0398898、1960年）

出作り小屋の現在（2017年）

佐々木さんの写真をめぐる五木村でのセミナー（2019年11月2日）
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海
と
生
き
る
人
び
と
の
生
活
と
独
立
期
の

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
―
大
島
襄
二
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

大
島
襄
二
氏
は
、
東
ア
ジ
ア
の
島と
う

嶼し
ょ

部
か
ら
太
平
洋
に
か
け
て
の
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

文
化
に
関
心
を
抱
き
、
そ
う
し
た

島
嶼
世
界
に
暮
ら
す
人
び
と
を
対
象
に
人
文
地
理
学
や
民
族
学
的
視
点
か
ら
調
査
を
お
こ
な
っ
た
研
究
者
で

あ
る
。
お
も
な
調
査
地
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
パ
ラ
ワ
ン
島
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ト
レ
ス
海
峡
に
な
ろ
う
か
。

一
九
二
〇
年
に
生
を
受
け
、
旧
制
五
高
、
京
都
帝
国
大
学
を
卒
業
、
第
二
次
世
界
大
戦
へ
の
応
召
、
病
気
に

よ
る
長
期
の
療
養
を
経
て
、
戦
後
は
高
等
学
校
つ
い
で
大
学
で
教
き
ょ
う

鞭べ
ん

を
と
っ
た
。
戦
争
に
よ
る
大
き
な
影
響

を
受
け
た
世
代
と
い
え
よ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
学
会
で
も
要
職
を
務
め
、
わ
た
し
よ
り
お
よ
そ
五
〇
歳
年
上
の
方
で
あ
る
。
わ
た
し
が
日
本

オ
セ
ア
ニ
ア
学
会
に
参
加
し
始
め
た
二
〇
〇
〇
年
ご
ろ
、
大
島
氏
は
学
会
に
毎
回
の
よ
う
に
参
加
し
、
懇
親

会
で
は
同
じ
く
一
九
二
〇
年
代
生
ま
れ
の
石い
し

川か
わ

榮え
い

吉き
ち

氏
と
な
ら
び
、
つ
ね
に
学
会
の
重
鎮
と
し
て
上
座
に
お

ら
れ
た
印
象
が
あ
る
。
国
立
民
族
学
博
物
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
西
太
平
洋
お
よ
び
イ
ン
ド
洋
を
中
心
と
す

る
海
洋
民
族
写
真
資
料

―
大
島
襄
二
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
そ
う
し
た
彼
が
二
〇
一
一
年
に
本
館
に
寄

贈
し
た
約
一
万
枚
の
写
真
資
料
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

地
域
の
広
が
り

写
真
資
料
に
は
、
彼
が
現
地
調
査
時
に
撮
影
し
た
も
の
は
も
と
よ
り
、
学
会
や
私
用
で
訪
れ
た
と
お
ぼ
し

き
場
所
の
写
真
も
大
量
に
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
覆
う
地
域
も
、
ア
ジ
ア
（
日
本
、

中
国
、
台
湾
、
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）、
イ
ン
ド
洋
周
辺
（
イ

ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
）、
オ
セ
ア
ニ
ア
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
）、
中
東
（
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）、
北

米
（
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
）
な
ど
、
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
。

写
真
の
数
は
膨
大
で
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
大
島
氏
の
関
心
を
反
映
し
て
か
水
辺
で
の
生
活
を
撮
影
し
た

写
真
が
多
く
目
に
つ
く
。
そ
れ
以
外
に
も
、
晩
年
に
創
作
を
交
え
た
エ
ッ
セ
イ
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
る
カ

ナ
ダ
滞
在
時
の
写
真
や
、
沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
政
府
出
展
館
の
海
洋
文
化
館
資
料
収
集
調
査
団
の
メ
ン

バ
ー
と
し
て
一
九
七
五
年
に
沖
縄
で
撮
影
し
た
一
連
の
写
真
に
は
、
彼
の
果
た
し
た
役
割
な
ど
を
念
頭
に
置
い

て
み
る
と
い
ろ
い
ろ
想
像
力
を
掻か

き
立
て
ら
れ
る
。
ま
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
撮
影
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

パ
ラ
ワ
ン
島
関
係
の
写
真
は
、
比
較
的
撮
影
者
の
説
明
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
当
時
の
様
子
を
知

る
う
え
で
の
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

海
と
島
の
風
景
と
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
独
立

わ
た
し
の
関
心
か
ら
紹
介
し
た
い
の
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
関
係
の
写
真
で
あ
る
。
大
島
氏
自
身
の
研
究
上
の

関
心
も
深
く
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
だ
け
で
二
七
四
二
枚
（
そ
の
う
ち
ト
レ
ス
海
峡
が
含
ま
れ
る
ク
イ
ン
ズ
ラ
ン
ド

州
の
も
の
が
一
〇
七
五
枚
）、
そ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
一
九
七
五
年
ま
で
委
任
統
治
さ
れ
て
い
た
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
の
写
真
は
九
一
四
枚
に
も
な
る
。

ト
レ
ス
海
峡
の
写
真
の
な
か
に
は
、
木も
く

曜よ
う

島と
う

関
連
の
写
真
も
含
ま
れ
て
い
る
。
木
曜
島
は
戦
前
に
真
珠
の

採
集
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
で
あ
り
、
日
本
人
が
潜
水
夫
と
し
て
集
住
地
区
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
て
い
る
。
大
島
襄
二
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
ト
レ
ス
海
峡
に
住
む
先
住
民
の
漁
撈
文
化
に
関
す
る
興

味
深
い
写
真
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
の
墓
地
の
写
真
も
含
ま
れ
て
い
る
。

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
お
い
て
は
、
独
立
前
後
の
各
地
の
姿
を
写
真
に
収
め
て
い
る
。
な
か
で
も
紹
介
し

た
い
の
は
、
一
九
七
六
年
の
独
立
記
念
日
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
で
あ
る
。
同
国
の
独
立
は
、
一
九
七
五
年
九

月
一
六
日
。
一
年
前
に
独
立
を
果
た
し
た
ば
か
り
で
、
国
民
の
多
く
に
と
っ
て
独
立
記
念
祭
は
新
鮮
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
街
中
の
バ
ス
停
で
、
盛
装
を
し
て
記
念
祭
に
備
え
る
人
び
と
の
姿
が
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
。

大
島
氏
は
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
文
化
と
し
て
有
名
な
仮
面
や
身
体
装
飾
に
も
目
を
引
か
れ
た
の
だ
ろ

う
。
な
か
に
は
研
究
の
あ
い
ま
だ
ろ
う
か
、
大
学
の
庭
で
、
身
な
り
を
整
え
た
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
人
と

と
も
に
写
っ
た
写
真
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
写
真
と
は
逆
に
、く
し
く
も
独
立
一
年
前
の
も
の
で
あ
る
。

大
島
襄
二
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
こ
の
よ
う
に
魅
力
的
な
写
真
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し

撮
影
地
域
の
詳
細
が
不
明
な
写
真
も
多
く
、
撮
影
の
目
的
や
意
図
、
書
籍
や
論
文
で
の
使
用
歴
の
有
無
な
ど
、

情
報
と
し
て
ま
だ
ま
だ
不
明
確
な
個か

所し
ょ

は
多
い
。
大
島
氏
の
詳
細
な
年
譜
も
な
く
、
年
代
ご
と
の
検
索
も
で

き
な
い
の
で
、
大
島
氏
の
生
涯
と
研
究
歴
に
沿
っ
た
写
真
の
精
査
も
難
し
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
は
ま
だ
ま
だ
向
上
の
余
地
が
あ
る
。
何
よ
り
保
存
状
態
の
問
題
か
、
不
鮮
明
な
画
像
が
多
い
の
も
残
念
だ
。

し
か
し
、
探
求
心
を
も
っ
て
挑
め
ば
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
宝
の
山
で
あ
る
。
わ
た
し
は
今
、

時
間
を
見
つ
け
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
深
く
探
索
す
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
。
同
好
の
士
は
お
ら
れ
ぬ
だ
ろ
う
か
。

民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

丹に

羽わ 

典の
り

生お

トロブリアンド諸島から来た伝統的大型カヌー
「ラカトイ」（X0328636、パプアニューギニア、
ポートモレスビー、1976年）

ジュゴンをとらえた漁民（X0328000、オーストラリア、
クインズランド州マビオグ島、1976年）

ポートモレスビー市内のバス停。
独立記念式典の日（X0328623、
パプアニューギニア、1976年）

パプアニューギニア大学にて。右から2人目が大島襄二氏
（X0327713、パプアニューギニア、ポートモレスビー、1974年）
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内
戦
下
の
南
ス
ー
ダ
ン
を
二
〇
一
二
年
に
訪
れ
た
と
き

の
こ
と
。
電
気
も
通
じ
て
い
な
い
藁わ

ら

葺ぶ

き
の
家
々
が
サ
バ

ン
ナ
に
点
在
す
る
、
ほ
と
ん
ど
人
気
も
な
い
荒
廃
し
た
村

の
一
軒
屋
で
、
ホ
ン
ダ
の
小
型
蓄
電
機
が
稼
働
し
、
お
び

た
だ
し
い
数
の
携
帯
電
話
が
繫つ

な

が
れ
充
電
さ
れ
て
い
る
光

景
に
出
会
い
、
目
を
見
張
っ
た
。
通
信
網
を
確
保
す
る
ア

ン
テ
ナ
が
何
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
お
き
か
に
設
置
さ
れ
て
い
て
、

電
波
が
届
く
そ
の
周
辺
で
の
み
か
ろ
う
じ
て
通
話
が
可
能

と
い
う
ひ
ど
い
通
信
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
現

金
収
入
な
ど
皆
無
に
近
い
は
ず
の
極
貧
の
村
人
た
ち
の
あ

い
だ
に
、
携
帯
電
話
が
こ
れ
ほ
ど
に
も
普
及
し
て
い
る
こ

と
に
驚

き
ょ
う

愕が
く

し
た
こ
と
だ
っ
た
。

先
進
国
で
あ
れ
途
上
国
で
あ
れ
、
携
帯
電
話
に
よ
っ
て

世
界
が
一
変
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
も
そ

も
電
話
な
ど
触
っ
た
こ
と
も
な
く
、
通
信
と
い
う
発
想
す

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
最
辺
境
の
住
人
に
与
え
た
携
帯

電
話
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。

約
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
地
球
上
の
辺
境
に
息
づ
く
地

域
文
化
を
撮
影
し
て
き
た
。
見
知
ら
ぬ
民
族
文
化
に
刺
激

さ
れ
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
て
き
た
が
、
近
年
に
な
り
何
処

に
行
っ
て
も
ほ
ぼ
観
て
し
ま
っ
た
光
景
で
あ
る
と
感
じ
る

よ
う
に
な
り
、
と
く
に
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
、
そ
の
傾
向
が

顕
著
に
な
っ
た
。
無
理
も
な
い
、
ス
マ
ホ
の
普
及
に
よ
っ
て
、

世
界
中
で
ほ
ぼ
同
一
の
情
報
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
。
情
報
の
質
や
深
さ
に
違
い

は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
思
考
パ
タ
ー
ン
の
回
路
に
大
差

は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

標
高
四
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
極
限
高
地
に
一
万
人
近

い
僧
尼
が
暮
ら
す
、
東
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
ル
ン
ガ
ル
僧
院
を

二
〇
一
四
年
に
訪
れ
た
折
に
も
、
僧
尼
の
間
に
ス
マ
ー
ト
ホ

ン
が
も
の
す
ご
い
勢
い
で
普
及
し
て
い
る
様
に
、
チ
ベ
ッ
ト

よ
、
お
前
も
か
と
溜た

め
息い

き

を
つ
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
こ
ち

ら
は
I
T
大
国
中
国
の
領
域
で
あ
る
か
ら
南
ス
ー
ダ
ン
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
。
僧
院
で
は
テ
レ
ビ
の
持
ち
込
み
は

以
前
か
ら
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
ス
マ
ホ
は
規
制
が
な
か
っ

た
。
尼
さ
ん
と
チ
ャ
ッ
ト
に
熱
中
し
て
い
る
僧
も
い
る
と

の
こ
と
だ
っ
た
し
、
ス
マ
ホ
中
毒
で
生
気
の
な
い
、
疲
れ
眼

の
少
年
僧
も
い
た
。
ひ
と
昔
前
ま
で
チ
ベ
ッ
ト
の
修
行
僧

た
ち
が
発
し
て
い
た
底
知
れ
ぬ
オ
ー
ラ
が
影
を
潜
め
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
、
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
通
じ
て
向
き
合
っ
た
そ

の
面
構
え
か
ら
も
見
て
取
れ
る
の
だ
っ
た
。

思
え
ば
、
最
後
の
よ
き
時
代
に
地
域
文
化
の
原
形
に
か

ろ
う
じ
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
、
し
み
じ
み
感
じ
る

の
で
あ
る
。

ス
マ
ホ
が
激
変
さ
せ
た

地
域
文
化

野の

町ま
ち 

和か
ず

嘉よ
し

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
4
6
年
高
知
県
生
ま
れ
。
写
真
家
。
杵
島
隆

に
師
事
し
た
後
、
1
9
7
1
年
に
フ
リ
ー
。
サ
ハ
ラ

砂
漠
、
ナ
イ
ル
川
流
域
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
チ
ベ
ッ
ト
、

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
等
で
の
長
期
の
取
材
を
続
け
る
。

写
真
集
に
『
サ
ハ
ラ
』（
平
凡
社
）、『
ナ
イ
ル
』（
情

報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
）、『
メ
ッ
カ
巡
礼
』（
集
英
社
）

ほ
か
。
ロ
ー
マ
、
ミ
ラ
ノ
、
東
京
ほ
か
で
大
規
模
な

写
真
展
「
聖
地
巡
礼
」
を
開
催
。
土
門
拳
賞
、
芸
術

選
奨
文
部
大
臣
新
人
賞
、
日
本
写
真
協
会
国
際
賞
な

ど
受
賞
。
2
0
0
9
年
、
紫
綬
褒
章
を
受
章
。
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○○してみました世界のフィールド

福
ふく

岡
おか

 正
しょう

太
た

異文化の音楽をまなぶ

「
音
楽
は
聴
け
ば
わ
か
る
」。

世
界
の
多
様
な
音
楽
に
出
会
う
前
、

わ
た
し
は
そ
う
考
え
て
い
た
よ
う
に
思

う
。し

か
し
、
大
学
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

ジ
ャ
ワ
島
中
部
の
音
楽
ガ
ム
ラ
ン
の
演

奏
を
ま
な
び
、
そ
の
考
え
は
大
き
く
変

わ
っ
た
。
簡
単
そ
う
に
聞
こ
え
る
曲
で

も
、
い
ざ
演
奏
し
よ
う
と
す
る
と
難
し

か
っ
た
。
ど
こ
が
始
め
で
ど
こ
が
終
わ

り
な
の
か
、
ど
う
や
っ
て
リ
ズ
ム
を
合

わ
せ
て
い
る
の
か
、
ジ
ャ
ワ
か
ら
来
日

し
た
先
生
に
繰
り
返
し
教
え
て
も
ら
っ

て
、
や
っ
と
少
し
ず
つ
音
楽
の
流
れ
に
の
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
ゴ
ン
グ
な
ど
、
金
属
の
打
楽
器
を
多
く
使
う
ガ
ム
ラ
ン
は
、
圧

倒
的
な
存
在
感
と
独
特
の
響
き
を
も
っ
て
い
る
。
見
た
り
聴
い
た
り
す
る
だ
け
で
も
、

エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
魅
力
で
わ
た
し
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
。
し
か
し
実
際
に
演
奏
を
な

ら
っ
て
み
る
と
、
聴
き
ど
こ
ろ
も
よ
く
わ
か
ら
ず
あ
い
ま
い
に
響
く
だ
け
だ
っ
た
音

楽
が
、
明
瞭
な
形
を
と
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
予
想
外
の
音
楽
の
し

く
み
を
発
見
し
、
ど
ん
ど
ん
新
し
い
世
界
が
開
け
て
く
る
よ
う
で
楽
し
か
っ
た
。

上
下
、
大
小

そ
の
後
、
わ
た
し
は
西
ジ
ャ
ワ
の
ス
ン
ダ
人
の
音
楽
に
興
味
を
も
ち
、
現
地
を
訪

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
楽
器
を
な
ら
い
な
が
ら
、
ス
ン
ダ
音

楽
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
っ
た
。

わ
た
し
が
な
ら
っ
た
楽
器
の
ひ
と
つ
に
ル
バ
ッ
ブ
が
あ
る
。
ル
バ
ッ
ブ
は
、
弦
を

弓
で
こ
す
っ
て
演
奏
す
る
胡こ

弓き
ゅ
うや
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
仲
間
で
あ
る
。
西
ジ
ャ
ワ
の
音

楽
に
お
い
て
は
、
歌
を
さ
さ
え
導
く
重
要
な
楽
器
で
あ
り
、
歌
を
と
も
な
わ
な
い
音

世界には多様な音楽があり、その音のとらえ方も、強弱であらわしたり、大小で示したり
などさまざまだ。異文化の音楽をまなぶことは、他者を知ることでもある。インドネシア
の西ジャワで伝統楽器を教わった筆者が、その師弟関係からまなんだこととは……。

で
も
、
国
営
ラ
ジ
オ
の
放
送
で
も
、
彼
の
演
奏
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
人
の

弟
子
だ
と
言
え
ば
、
そ
れ
だ
け
で
一
目
お
か
れ
る
よ
う
な
人
だ
っ
た
。
わ
た
し
が
先

生
を
と
お
し
て
ま
な
ん
だ
の
は
演
奏
ば
か
り
で
は
な
い
。

わ
た
し
が
ル
バ
ッ
ブ
を
な
ら
う
こ
と
が
決
ま
る
と
、
先
生
は
ま
ず
、
腕
の
良
い
ル

バ
ッ
ブ
職
人
の
工
房
に
わ
た
し
を
連
れ
て
行
き
、
良
い
楽
器
を
選
ん
で
く
れ
た
。
先

生
は
職
人
と
話
し
込
み
、
し
ば
ら
く
し
て
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
出
て
き
た
。「
紹
介
料

を
も
ら
っ
た
よ
」。
西
ジ
ャ
ワ
の
伝
統
的
な
楽
器
は
、
顔
の
見
え
る
人
間
関
係
の
な
か

で
流
通
す
る
。
紹
介
料
は
、
そ
う
し
た
関
係
を
つ
な
い
で
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ

る
よ
う
だ
。

あ
る
と
き
、
日
本
の
食
材
を
手
に
入
れ
て
、
煮
込
み
う
ど
ん
の
よ
う
な
も
の
を
食

べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
先
生
が
ふ
ら
っ
と
や
っ
て
き
た
。
一
緒
に
お
昼
ご
飯
で

も
食
べ
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
器
の
な
か
を
の
ぞ
き
込
む
と
、
お
も
む

ろ
に
言
っ
た
。「
わ
た
し
は
お
腹
が
い
っ
ぱ
い
だ
」。あ
ま
り
お
い
し
そ
う
に
見
え
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

先
生
に
と
っ
て
も
、
わ
た
し
に
教
え
る
こ
と
は
異
文
化
と
の
出
会
い
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。
わ
た
し
が
何
か
質
問
す
る
た
び
に
、当
惑
し
て
考
え
込
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ

た
。
あ
ち
ら
は
あ
ち
ら
で
、
わ
ざ
わ
ざ
日
本
か
ら
ス
ン
ダ
音
楽
を
ま
な
び
に
き
た
外

国
人
を
と
お
し
て
、
異
文
化
を
知
る
過
程
を
楽
し
ん
で
い
た
節
も
あ
る
。

帰
国
の
と
き
、
先
生
は
お
手
製
の
弓
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
た
。
そ
の
弓
は
、

異
文
化
の
音
楽
は
聴
く
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
人
と
の
関
係
を
築
く
こ
と
に
よ
っ

て
理
解
を
深
め
て
い
く
も
の
な
の
だ
と
教
え
て
く
れ
て
い
る
気
が
す
る
。

民博 人類基礎理論研究部

楽
で
は
、
し
ば
し
ば
ル
バ
ッ
ブ
が
華
麗
な
メ
ロ
デ
ィ
を
か
な
で
る
。

あ
る
日
の
レ
ッ
ス
ン
で
、
先
生
か
ら
「
そ
こ
は
も
っ
と
下
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
。

わ
た
し
が
音
を
下
げ
る
と
、
さ
ら
に
言
う
。「
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
下
だ
」。
先
生
は
、

弦
を
押
さ
え
る
指
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
下
に
さ
げ
ろ
と
言
っ
た
の
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
、

五
線
譜
で
あ
ら
わ
す
よ
う
に
、
音
の
動
き
を
そ
の
ま
ま
上
下
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え

て
い
た
が
、
先
生
は
ル
バ
ッ
ブ
を
演
奏
す
る
と
き
の
手
の
運
動
感
覚
で
と
ら
え
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
音
を
高
く
す
る
の
は
指
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
下
げ
る
こ
と
だ
し
、
低
く

す
る
の
は
上
げ
る
こ
と
だ
。

ま
た
あ
る
と
き
、
先
生
が
言
っ
た
。「
そ
こ
は
大
き
く
」。
わ
た
し
が
弓
に
力
を
加

え
る
と
、「
い
や
い
や
そ
ん
な
に
強
く
す
る
必
要
は
な
い
」。
わ
た
し
の
頭
は
疑
問
符

で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
が
、
や
が
て
「
大
き
い
」
と
い
う
の
は
わ
た
し
の
考
え
る
「
低

い
音
」を
意
味
す
る
ら
し
い
と
わ
か
っ
て
き
た
。
反
対
に
高
い
音
の
こ
と
を「
小
さ
い
」

と
表
現
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
確
か
に
一
般
的
に
は
大
き
い
楽
器
は
低
い
音
、
小
さ

い
楽
器
は
高
い
音
を
出
す
。
音
量
は
強
弱
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
大
小
で

表
現
す
る
方
が
不
思
議
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

師
弟
関
係

わ
た
し
に
ル
バ
ッ
ブ
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
ス
ン
ダ
音
楽
の
愛
好
家
に
は
よ
く

知
ら
れ
た
人
だ
っ
た
。
当
時
広
く
流
通
し
て
い
た
ス
ン
ダ
音
楽
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ

インドネシア
西ジャワ

西ジャワで楽器をならったのは30年も前のこと。練習をさぼってすっ
かり腕がさびついてしまいました

プレゼントされた弓。先生の名前が
S.Sutisnaと刻まれている

西ジャワのルバッブ。演奏しているのはご近所に住
んでいた音楽家ママンさん（1995年）

中部ジャワのガムラン（1995年）

10   11    2020 年 7月号



展
示
場
に
お
け
る
本
館
の
取
り
組
み

み
ん
ぱ
く
で
は
、
ご
来
館
い
た
だ
い
た
お
客
様
が

安
心
し
て
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
左
記
の
こ

と
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

・ 

ス
タ
ッ
フ
は
、
マ
ス
ク
も
し
く
は
フ
ェ
イ
ス
ガ
ー

ド
を
必
ず
着
用
し
ま
す
。

・ 

ス
タ
ッ
フ
は
検
温
を
お
こ
な
い
、
発
熱
が
あ
る

場
合
や
体
調
不
良
の
場
合
は
、
出
勤
を
停
止
し

て
い
ま
す
。

・ 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
ト
イ
レ
や
手
す
り
な
ど
は
、
定

期
的
に
消
毒
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

・ 

館
内
各
所
に
手
指
用
の
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液
を

設
置
し
て
い
ま
す
。

・ 
館
内
清
掃
を
徹
底
す
る
た
め
、
一
部
の
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
や
自
動
販
売
機
な
ど
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

停
止
し
て
い
ま
す
。

・
館
内
の
換
気
の
強
化
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

事
前
の
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約
は
下
記

Q
R
コ
ー
ド
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

特
別
展
・
企
画
展
の
会
期
変
更
に
つ
い
て

特
別
展「
先
住
民
の
宝
」、
梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0

年
記
念
企
画
展「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」の

開
幕
日
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
で
会
期
を
延
期
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
時

点
で
左
記
の
予
定
と
な
り
ま
し
た
。

特
別
展

「
先
住
民
の
宝
」

世
界
に
は
、「
先
住
民
」と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い

ま
す
。
先
住
民
と
は
だ
れ
か
？　
「
宝
」に
こ
め
ら

れ
た
思
い
と
は
何
な
の
か
？　

本
展
覧
会
で
は
、

日
本
の
ア
イ
ヌ
を
は
じ
め
、
北
欧
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、中
南
米
、ア
フ
リ
カ
、台
湾
、ネ
パ
ー

ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
、
世
界
各
地
に
暮
ら
す
そ

れ
ぞ
れ
の「
先
住
民
」が
大
切
に
し
て
い
る「
宝
」を

展
示
し
ま
す
。

国立民族学博物館友の会　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 友の会

み
ん
ぱ
く
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
報
告

み
ん
ぱ
く
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ「
世
界
と
つ

な
が
る

―
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を
カ
ナ
ダ
先
住
民

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
造
ろ
う
」に
よ
り
、
温
か
い
ご

支
援
を
賜
り
ま
し
た
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
制
作
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
す
が
、
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
の
立
ち
上

げ
を
6
月
24
日（
水
）に
お
こ
な
い
ま
し
た
。
立
ち

上
げ
時
の
様
子
を
記
録
し
た
動
画
を
ユ
ー
チ
ュ
ー

ブ
に
て
公
開
予
定
で
す
。

「
お
う
ち
で
み
ん
ぱ
く
」の
ご
案
内

現
在
、
ご
自
宅
、
お
手
元
で
み
ん
ぱ
く
に
触
れ
て
い
た
だ
く
た
め

の「
お
う
ち
で
み
ん
ぱ
く
」の
サ
イ
ト
を
公
開
中
で
す
が
、
お
う
ち

に
い
な
が
ら
展
示
場
を
探
検
で
き
る
バ
ー
チ
ャ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

で
展
示
記
録
パ
ノ
ラ
マ
ム
ー
ビ
ー
を
順
次
追
加
し
て
お
り
ま
す
。

期
間
限
定
の
展
示
が
い
ま
目
の
前
に
よ
み
が
え
り
ま
す
。
是
非
お

楽
し
み
く
だ
さ
い
。

お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401
https://www.minpaku.ac.jp/

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
予
防
の
た

め
の
入
館
に
関
す
る
お
知
ら
せ

展
示
場
の
観
覧
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

再
開
に
あ
た
っ
て
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
開
館
時

間
の
短
縮
を
お
こ
な
い
ま
す
。
混
雑
状
況
に
よ
り
、

入
場
制
限
を
お
こ
な
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
館

展
示
の
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
の
オ
ン
ラ

イ
ン
予
約
を
お
す
す
め
し
て
お
り
ま
す
。
図
書
室

は
当
面
の
あ
い
だ
、
ご
利
用
は
本
館
の
研
究
活
動

に
従
事
す
る
方
に
限
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
一

般
の
方
の
ご
利
用
に
つ
い
て
は
、
今
し
ば
ら
く
お

待
ち
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ご
観
覧
に
あ
た
り
皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
と
ご
不
便

を
お
掛
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
本
館
展
示
場
開
館
時
間

   

10
時
〜
15
時
30
分（
入
館
は
15
時
ま
で
）

・
レ
ス
ト
ラ
ン
営
業
時
間

  

11
時
〜
15
時（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
14
時
30
分
）

・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
営
業
時
間

  

10
時
〜
15
時
30
分

く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

トーテムポールに取り付け予定の羽
（左翼、約 2 メートル）

刊行物紹介
■土佐桂子、田村克己 編
『転換期のミャンマーを生きる
̶「統制」と公共性の人類学』
風響社　5,000円（税別）

軍人支配から民政移管そして「アウンサン
スーチー政権」へ。激動のミャンマーを、
「統制」と「公共性」に注目し、長年の文化
や社会の研究に基づく
知見を生かし、過去か
らの分断でなく連続性
の中から描き出す。

■中谷文美 編
Fashionable Traditions:
Asian Handmade Textiles in Motion
Lexington Books　$115

アジアのさまざまな地域で作られ、使われ
てきた伝統的な布製品の生産や消費の現場
がくぐってきた変化をと
らえ、その背景にどのよ
うな要因が働いてきたの
かに注目した論文集。豊
富なフィールド経験を持
つ日本と海外の研究者の
論考を集めている。

友
の
会
講
演
会

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
9
8
回　

8
月
1
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

福
音
以
前
の
祖
先
の
救
済
―
―
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
日
本

講
師　

齋
藤
晃（
本
館 

教
授
）

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
一
行
は
1
5
4
9
年
に
来
日
し
、
神

が
人
類
に
与
え
た
救
済
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
日
本
人
に
も
伝
え
よ
う

と
し
ま
し
た
。
宣
教
師
た
ち
は
福
音
を
受
け
入
れ
る
人
び
と
は
死

後
救
済
さ
れ
る
と
説
き
ま
し
た
が
、
日
本
人
が
懸
念
し
た
の
は
、

す
で
に
亡
く
な
っ
た
祖
先
の
救
済
で
し
た
。
神
が
全
世
界
の
創
造

主
で
あ
り
、
全
人
類
の
救
済
者
で
あ
る
な
ら
、
な
に
ゆ
え
日
本
に

お
け
る
福
音
の
公
示
が
こ
れ
ほ
ど
遅
れ
た
の
か
、
と
い
う
彼
ら
の

問
い
に
、
ザ
ビ
エ
ル
ら
は
ど
う
答
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

※ 

講
演
会
終
了
後
の
懇
談
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

予
防
の
た
め
実
施
を
見
合
わ
せ
ま
す
。

※ 

館
内
で
開
催
し
ま
す
。
会
場
は
決
定
次
第
、
友
の
会
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
を
動
画
配
信
中

友
の
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
で
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
を
配
信
し
て
い

ま
す
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
友
の
会
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念
企
画
展

「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」に
寄
せ
て

話
者　

中
牧
弘
允（
本
館 

名
誉
教
授
、
千
里
文
化
財
団 

理
事
長
）

第
１
回

梅
棹
忠
夫
が
残
し
た「
こ
ざ
ね
」と
は
ど
う
い
う
も
の
か

第
2
回  ﹇
7
月
公
開
予
定
﹈

「
こ
ざ
ね
」か
ら
復
元
す
る
梅
棹
忠
夫
の『
日
本
人
の
宗
教
』

【
お
詫
び
】

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
予
防
の
た
め
、
左
記
友
の
会

講
演
会
は
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
日
程
で
の
実
施
を
見
合
わ
せ
る

こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
延
期
す
る
場
合
は
決
定
次
第
、
改
め
て

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

●
7
月
4
日（
土
）

「
植
物
と
人
の
関
わ
り

―
タ
ケ
科
植
物
、
ヤ
シ
科
植
物
の
道
具
利
用
を
中
心
に
」

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/to
m

o
m

o
vie

0
0

0/

重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、
本館関連の催し物について、本コーナーに掲
載の情報も含め、急遽、予定を変更する可能
性がございます。詳細につきましては、決ま
り次第本館ホームページに掲載いたします。
何卒ご理解のほど、お願い申しあげます。

開
幕
に
先
駆
け
て
、
教
員
に
よ
る
解
説
付
き
の
動

画
を
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に
公
開
し
ま
し
た
。
パ
ノ
ラ

マ
ム
ー
ビ
ー
と
組
み
合
わ
せ
た
動
画
で
す
の
で
、

特
別
展
示
館
の
館
内
を
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
解

説
を
お
聞
き
い
た
だ
け
ま
す
。

第
１
回
は
、
特
別
展「
先
住
民
の
宝
」実
行
委
員
長

の
信
田
教
授
に
よ
る「
総
論
」で
す
。
順
次
追
加
し

て
い
き
ま
す
の
で
お
楽
し
み
に
。

会
期　

10
月
1
日（
木
）〜
12
月
15
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念
企
画
展

「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長
を
務
め
た
梅
棹
忠
夫
が
残
し

た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
と
デ
ジ
タ
ル・
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
と
お
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
著
作

へ
の「
知
的
生
産
」を
く
わ
し
く
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

9
月
3
日（
木
）〜
10
月
20
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜
17
時（
土
日
祝
を

除
く
）で
す
。

巡
回
展

「
特
別
展　

驚
異
と
怪
異

―
モ
ン
ス
タ
ー
た
ち
は
告
げ
る

―
」

会
期　

6
月
23
日（
火
）〜
8
月
16
日（
日
）

会
場　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館

休
館
日　

月
曜
日

　
　
　
　

8
月
10
日（
月
・
祝
）は
開
館
、
8
月
11
日（
火
）は
休
館

主
催　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館　

神
戸
新
聞
社

　
　
　

国
立
民
族
学
博
物
館　

千
里
文
化
財
団

後
援　

兵
庫
県　

兵
庫
県
教
育
委
員
会

　
　
　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
神
戸
放
送
局

　
　
　

サ
ン
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン　

ラ
ジ
オ
関
西

協
力　

山
陽
電
気
鉄
道
株
式
会
社　

神
姫
バ
ス
株
式
会
社

特
別
協
力　

ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館

特別展解説付き動画

企画展「旅する楽器―南アジア、弦の響き」開館40周年記念新着資料展示「標 交紀の咖啡の世界」

企画展「アーミッシュ・キルトを訪ねて―そこに
暮らし、そして世界に生きる人びと」

開館 40 周年記念・カナダ建国 150 周年記念企画展
「カナダ先住民の文化の力―過去、現在、未来」

予
定

モンゴルのフィールドノート（撮影：尼川匡志）
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籠
が
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
る
社
会
が
あ
る一方
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
地
域
も
存
在
す
る
。

籠
が一般
的
で
な
い
社
会
と
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
な
の
か
。
そ
の
生
活
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、

そ
の
地
域
の
環
境
、
そ
し
て
籠
が
本
来
も
っ
て
い
る
特
性
が
あ
ら
た
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

籠
を
あ
ま
り
使
わ
な
い
社
会

国
際
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
専
門
職
大
学
准
教
授

金か
ね

谷た
に 

美み

和わ

ら
は
、
市
場
の
路
上
に
座
っ
て
い
る
花
売
り
の
と
こ
ろ
に

花
を
買
い
に
行
く
。
華
や
か
な
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
や
香
り

の
よ
い
バ
ラ
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
が
多
く
、
花か

柄へ
い

の
と
こ
ろ
で

切
り
離
し
て
糸
で
つ
な
げ
る
。
そ
の
花
を
入
れ
て
お
く
容

器
が
竹
籠
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
竹
籠
な
の
か
と
聞
く
と
、
花

が
傷
み
に
く
い
と
い
う
。
竹
籠
は
通
気
性
が
よ
く
、
ま
た

弾
力
性
が
あ
る
の
で
、
柔
ら
か
く
非
定
型
の
も
の
を
入
れ

て
お
く
の
に
適
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
最
近
で
は
、

竹
籠
に
代
わ
っ
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
籠
や
、
氷
を
詰
め
た

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の
蓋
付
き
箱
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

籠
は
、
も
の
を
入
れ
た
り
、
運
搬
し
た
り
す
る
の
に
使

わ
れ
る
。
日
本
の
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
で
、
籠
が
使
わ

れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
籠
を
使
っ
て

い
る
場
面
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
洗

濯
籠
、
屑く
ず

籠か
ご

、
自
転
車
籠
、
鳥
籠
、
買
い
物
籠
…
…
。

し
か
し
、
籠
が
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
地
域
も
あ
る
。

籠
の
代
わ
り
に
何
に
も
の
を
入
れ
、
ど
の
よ
う
に
運
ん
で

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
調
査
地
で
あ
る
イ
ン
ド
西

部
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
カ
ッ
チ
地
方
は
、
ま
さ
に
籠
の
あ
ま

り
使
わ
れ
な
い
地
域
で
あ
る
。

布
を
用
い
て
運
ぶ

で
は
、
カ
ッ
チ
地
方
で
は
、
も
の
を
入
れ
る
こ
と
、
も

の
を
運
ぶ
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
地
方
に
は
、
布
が
多
用
さ
れ
る
文
化
が

あ
る
。
一
枚
布
に
も
の
を
包
ん
で
運
搬
す
る
風
呂
敷
や
、

布
を
袋
状
に
仕
立
て
て
、
そ
の
な
か
に
も
の
を
入
れ
て
運

搬
す
る
布
袋
が
あ
る
。
風
呂
敷
も
布
袋
も
日
常
生
活
の
な

か
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
往
来
で
は
、
風
呂
敷
包

み
を
頭
に
載
せ
て
歩
い
て
い
る
女
性
に
行
き
あ
う
。
家
の

な
か
で
は
、
服
を
風
呂
敷
に
包
ん
で
、
そ
れ
を
戸
棚
の
な

か
に
し
ま
っ
て
い
る
の
を
見
る
。
布
は
収
納
に
も
使
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
男
性
た
ち
は
、
肩
に
大
判
の
布
を
か
け
て

歩
い
て
い
る
。
布
は
染
柄
が
入
っ
て
い
た
り
、
刺
繍
が
ほ

ど
こ
さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
と
て
も
お
し
ゃ
れ
で
あ
る
。

肩
に
か
け
て
い
る
と
き
は
服
飾
の
一
部
だ
が
、
市
場
で
買

い
物
を
し
て
荷
物
が
増
え
る
と
、
風
呂
敷
に
し
て
運
搬
具

に
も
す
る
。
家
畜
の
背
中
に
荷
物
を
載
せ
て
運
ぶ
と
き
に

は
、
や
は
り
布
で
で
き
た
振
り
分
け
袋
が
使
わ
れ
る
。

市
場
で
籠
を
探
す

で
は
、
籠
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
市
場
に
行
っ

て
、
籠
を
探
し
て
み
た
。
す
る
と
、
籠
は
あ
っ
た
も
の
の
、

そ
の
用
途
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
。
ま
ず
、目
に
留
ま
っ

た
の
は
花
籠
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
、
祭
壇
に
新

鮮
な
花
を
供
え
る
の
を
日
課
に
し
て
い
る
人
が
多
い
。
彼

籠
が
あ
た
り
前
で
な
い
社
会

籠
を
作
っ
て
い
る
の
は
、
外
か
ら
や
っ
て

来
る
移
動
民
で
あ
る
。
材
料
の
タ
ケ
は
、
カ
ッ

チ
地
方
か
ら
直
線
距
離
で
約
二
〇
〇
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
る
ア
ッ
サ
ム
地
方
か

ら
運
ば
れ
て
く
る
。
ア
ッ
サ
ム
地
方
は
、
温

暖
多
雨
気
候
で
、
タ
ケ
が
生
育
し
や
す
く
、

ま
た
籠
を
は
じ
め
と
し
て
日
常
生
活
の
な
か

で
タ
ケ
が
さ
か
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
カ
ッ

チ
地
方
で
は
、
材
料
の
タ
ケ
も
作
り
手
も
外
か
ら
や
っ
て

き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

籠
を
作
る
た
め
に
は
、
編
み
材
が

必
要
で
あ
る
。
編
み
材
と
し
て
不
可

欠
な
特
性
は
、
軽
く
て
強
度
が
あ
り
、

曲
げ
て
も
折
れ
な
い
弾
力
性
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
タ
ケ
は
そ
の
特
性
を

満
た
し
て
い
る
。
カ
ッ
チ
地
方
で
は
、

こ
の
よ
う
な
特
性
を
満
た
し
た
植
物

が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
、
籠
が
発
達

し
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

籠
を
多
用
す
る
ア
ッ
サ
ム
地
方
で
は
、
竹
籠
は
漁
具
と

し
て
も
多
用
さ
れ
て
い
た
。
カ
ッ
チ
地
方
は
河
川
や
池
で

の
漁
業
が
盛
ん
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
乾
燥
地
で
あ
る
と

い
う
自
然
環
境
的
な
制
約
と
と
も
に
、
も
し
か
し
た
ら
籠

が
な
い
か
ら
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。

籠
の
運
搬
具
と
し
て
の
特
性
は
、
壊
れ
や
す
い
も
の
、

傷
つ
き
や
す
い
も
の
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
布
で
は
運
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
運
ぶ
た

め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
籠
を
使
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
牧
畜
民

が
移
動
中
に
新
生
児
を
竹
籠
に
入
れ
て
運
ん
で
い
る
の
を

見
た
こ
と
が
あ
る
。
新
生
児
は
首
が
す
わ
っ
て
い
な
い
た

め
に
、
抱
き
か
か
え
て
長
距
離
を
運
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
竹
籠
が
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
新
生
児
は
布

で
包
ま
れ
、
籠
の
上
か
ら
布
を
何
枚
も
重
ね
て
大
事
に
運

ば
れ
て
い
た
。

な
ぜ
籠
が
な
い
の
か
と
考
え
る
と
、
逆
に
、
籠
の
特
性

が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

肩布に荷物を入れて風呂敷包にしてもち運ぶ男性（インド、カッチ地方、 2005年）

材木の卸商はアッサム地方からタケを仕入れて
いる（インド、カッチ地方、2020年）

上： 花売りの竹籠。プラスチックの籠や発泡
スチロールの箱と併用している（インド、
カッチ地方、2020年）

左： 牧畜民が新生児を入れて運ぶ、フンド
とよばれる竹籠（インド、カッチ地方、
2004年）

14   15    2020 年 7月号



みんぱく回遊

展示場で散歩する
今
いま

村
むら

 宏
ひろ

之
ゆき

総合研究大学院大学博士後期課程

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
ム
ス
リ
ム
の
友
人
と
回
る

わ
た
し
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
域
研
究
を
し
て
い

る
た
め
、
来
日
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
ム
ス
リ
ム
の

友
人
に
大
阪
案
内
を
頼
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
み

ん
ぱ
く
ま
で
足
を
運
ん
で
く
れ
る
人
も
い
る
。

彼
ら
は
一
様
に
、
西
ア
ジ
ア
展
示
に
来
る
と
び
っ

く
り
す
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
地
メ
ッ
カ
の
カ
ア
バ

神
殿
に
掛
け
ら
れ
る
黒
幕
（
キ
ス
ワ
）
が
出
迎
え
て

く
れ
る
か
ら
だ
。
ど
う
い
う
経
緯
で
入
手
し
た
も
の

な
の
か
質
問
攻
め
に
し
な
が
ら
、
わ
た
し
に
ス
マ
ホ

を
手
渡
し
て
く
る
。
キ
ス
ワ
の
前
で
記
念
撮
影
を
す

る
た
め
だ
。
そ
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
S
N
S
に
「
い

つ
の
日
か
必
ず
メ
ッ
カ
に
聖
地
巡
礼
に
行
く
ん
だ
」

と
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
投
稿
す
る
。
ど
ん
な
信
仰
生

活
を
送
っ
て
い
る
人
で
も
、
キ
ス
ワ
の
前
で
記
念
撮

影
を
す
る
と
き
は
改
ま
っ
た
表
情
に
な
る
。
ち
な
み

に
、
こ
の
キ
ス
ワ
は
一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
の
際

に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
政
府
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
だ
。

東
南
ア
ジ
ア
展
示
場
に
は
カ
キ
・
リ
マ
と
よ
ば
れ

る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
手
押
し
式
屋
台
が
展
示
さ
れ
て

い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
カ
キ
は
足
で
リ
マ
は
数

字
の
五
を
意
味
し
、
直
訳
す
れ
ば
五
本
足
だ
。
ふ

た
つ
の
車
輪
と
停
車
時
の
支
え
に
な
る
一
本
の
脚
部
、

そ
し
て
屋
台
を
押
し
て
売
り
歩
く
行
商
人
の
二
本

の
足
を
合
わ
せ
て
五
つ
の
脚
に
見
立
て
て
い
る
。
展

示
場
の
カ
キ
・
リ
マ
は
実
際
に
肉
団
子
入
り
の
汁
そ

ば
（
ミ
・
バ
ソ
）
売
り
が
使
用
し
て
い
た
も
の
だ
と

い
う
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
飲
食
業
を
営
む
友
人
は
、

こ
の
屋
台
が
本
当
に
実
用
さ
れ
て
い
た
の
か
並
々
な

品
で
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
よ
く
見
る
と
テ
レ

ビ
も
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
だ
。
ガ
ー
ナ
の
都
市
生
活
民
に

と
っ
て
あ
こ
が
れ
の
ブ
ラ
ン
ド
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

東
南
ア
ジ
ア
展
示
「
芸
能
と
娯
楽
」
セ
ク
シ
ョ
ン

の
大
画
面
は
、
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
伝
統
芸
能
の

映
像
を
流
し
続
け
て
い
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
の
下
に
は
、

イ
ン
ド
の
叙
事
詩
「
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
」
や
「
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
」
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

人
形
芝
居
用
の
操
り
人
形
、
ワ
ヤ
ン
・
ゴ
レ
ッ
ク
が

勢
ぞ
ろ
い
し
て
い
る
。「
善
と
悪
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ

て
、
そ
れ
が
大
戦
争
を
す
る
神
話
的
な
叙
事
詩
が

元
ネ
タ
で
…
…
」
と
説
明
し
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、

映
画
音
楽
家
の
友
人
は
「
あ
あ
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ア

ベ
ン
ジ
ャ
ー
ズ
ね
」
と
い
っ
て
写
真
を
撮
り
始
め
た
。

イ
ン
ド
の
勧
善
懲
悪
譚た
ん

を
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ア
ク
シ
ョ

ン
映
画
に
例
え
た
と
こ
ろ
は
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
で
は

数
千
年
に
わ
た
っ

て
語
り
継
が
れ
、

地
域
を
越
え
て
伝で
ん

播ぱ

し
て
き
た
と
い

う
ロ
マ
ン
が
削
が

れ
て
し
ま
う
。
民

族
文
化
を
普
遍

化
し
て
理
解
し
よ

う
と
す
る
に
は
無

理
が
あ
る
。

文
化
人
類
学
や
地
域
研
究
を
専
攻
す
る
わ
た
し

の
よ
う
な
学
生
に
と
っ
て
、
み
ん
ぱ
く
の
展
示
場
は

最
良
の
散
歩
道
の
ひ
と
つ
だ
。
展
示
場
を
ぐ
る
り
と

一
周
す
る
だ
け
で
、
自
分
の
研
究
地
域
・
テ
ー
マ
以

外
に
も
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
お
す
す
め
し
た
い
の
は
、

友
人
と
展
示
場
を
回
る
こ
と
だ
。
一
人
散
歩
で
は
気

づ
け
な
い
み
ん
ぱ
く
の
楽
し
み
方
に
、
ハ
ッ
と
さ
せ

ら
れ
る
か
ら
だ
。

音
楽
マ
ニ
ア
、
映
画
音
楽
家
の
友
人
と
回
る

ア
フ
リ
カ
展
示
場
に
は
、
ガ
ー
ナ
の
若
者
の
あ
い

だ
で
流
行
し
て
い
た
と
い
う
写
真
ス
タ
ジ
オ
体
験
展

示
が
あ
る
。
大
型
テ
レ
ビ
や
リ
ビ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
、

ソ
フ
ァ
が
描
か
れ
た
背
景
画
の
前
で
ポ
ー
ズ
を
き
め

て
写
真
を
撮
る
ら
し
い
。
音
楽
マ
ニ
ア
の
友
人
は

オ
ー
デ
ィ
オ
・
セ
ッ
ト
を
見
て
「
へ
え
」
と
声
を
あ

げ
た
。
イ
コ
ラ
イ
ザ
ー
な
ど
の
音
響
機
器
が
オ
ラ
ン

ダ
の
電
気
機
器
メ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
社
の
製

ら
ぬ
興
味
を
も
っ
た
よ
う
だ
。
屋
台
に
据
え
付
け
ら

れ
て
い
る
ア
ル
ミ
製
の
鍋
の
蓋
を
開
け
、
顔
を
突
っ

込
み
、
匂
い
を
か
ぎ
は
じ
め
た
。
鶏
の
出
汁
の
香
り

が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
ほ
ん
の
り
と

鶏
ガ
ラ
ス
ー
プ
の
香
り
が
す
る
。

展
示
場
に
た
ど
り
着
け
な
い

友
人
を
み
ん
ぱ
く
に
誘
っ
て
も
、
展
示
場
ま
で
た

ど
り
着
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。
万
博
記
念
公
園
の
正

面
口
で
太
陽
の
塔
に
見
入
っ
て
し
ま
い
、
満
足
し
て

し
ま
う
人
が
一
定
数
い
る
。

あ
る
い
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
資
料
か
ら
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
庶
民
の
姿
や
暮
ら
し
ぶ
り
を
想
像
し
、

具
合
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
も
い
る
。
標
本
資

料
は
実
生
活
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
も
少
な
く

な
い
か
ら
か
、
ふ
つ
う
の
人
で
も
モ
ノ
に
込
め
ら
れ

た
念
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
と
っ
て
し
ま
う
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
人
は
、
も
の
の
五
分
で
展
示
場
か

ら
引
き
上
げ
、
隣
の
大
阪
日
本
民
芸
館
に
入
っ
て

い
っ
た
。
悔
し
い
け
れ
ど
、
楽
し
み
方
は
人
そ
れ
ぞ

れ
だ
。

ぶ
ら
ぶ
ら
す
る
た
び
に
、
な
に
か
発
見
が
あ
る
。

順
路
は
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
散
歩
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
。

友
人
と
歩
く
と
、
そ
の
人
の
あ
ら
た
な
一
面
を
知
る

き
っ
か
け
に
も
な
る
。
本
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
こ
ろ

に
は
、
展
示
場
が
再
開
さ
れ
て
、
ま
た
誰
か
と
散
策

で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

〈本館展示場〉

観覧券売場

ミ・バソの屋台（インドネシア、H0198376ほか）

アフリカ展示
「都市に集う」セクション

西アジア展示
「信仰」セクション

東南アジア展示
「芸能と娯楽」セクション

写真屋のバックドロップ（背景画）（ガーナ、H0231455）

キスワ（サウジアラビア、K0006982）

ワヤン・ゴレックは東南アジアのアベンジャーズ？（H0229667ほか）

背景画の音響設備には「フィリップス社」の印字が
（H0231455）
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チ
ベ
ッ
ト
映
画

「
チ
ベ
ッ
ト
映
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
は
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ノ
ー
の
「
セ
ブ
ン
・

イ
ヤ
ー
ズ
・
イ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
」
や
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ス
コ
セ
ッ

シ
の
「
ク
ン
ド
ゥ
ン
」、
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ベ
ル
ト
リ
ッ
チ
の
「
リ

ト
ル・ブ
ッ
ダ
」
の
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
を
舞
台
と
し
、
チ
ベ
ッ

ト
社
会
を
一
種
の
シ
ャ
ン
グ
リ
ラ
と
し
て
描
く
西
側
の
映
画
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
当
然
中
国
は
、
こ
の
シ
ャ
ン
グ
リ

ラ
を
蹂
じ
ゅ
う

躙り
ん
し
、
征
服
し
た
悪
者
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。

そ
の
中
国
で
は
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
改
革
開
放
路
線
が

定
着
し
、
経
済
の
み
な
ら
ず
文
化
の
点
で
も
一
種
の
開
放
政
策

が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ

を
パ
イ
オ
ニ
ア
と
す
る
、
チ
ベ
ッ
ト
語
に
よ
っ
て
作
品
を
書
く

現
代
文
学
作
家
が
輩
出
し
、
ま
た
映
画
に
つ
い
て
も
、
ペ
マ
・

ツ
ェ
テ
ン
、
ソ
ン
タ
ル
ジ
ャ
と
い
っ
た
、
チ
ベ
ッ
ト
人
監
督
が

生
ま
れ
て
く
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
人
間
の
複
雑
な
心
理

や
内
面
の
声
を
表
現
す
る
、
現
代
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
映

像
表
現
を
試
み
て
き
た
。

ソ
ン
タ
ル
ジ
ャ
は
「
テ
ィ
メ
ー
・
ク
ン
デ
ン
を
探
し
て
」
や

「
オ
ー
ル
ド
・
ド
ッ
グ
」
と
い
っ
た
秀
作
で
日
本
で
も
知
ら
れ

て
い
る
ペ
マ・ツ
ェ
テ
ン
の
友
人
で
も
あ
り
、
自
身
撮
影
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
彼
の
作
品
に
協
力
し
て
き
た
。
彼
ら
を
、
い
わ
ば
チ

ベ
ッ
ト
「
国
民
映
画
」
の
第
一
世
代
と
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。

殆ほ
と
んど

省
か
れ
、
ロ
ー
ド
・
ム
ー
ビ
ー
の
形
を
と
り
な
が
ら
も
旅

の
結
末
が
描
か
れ
な
い
な
ど
、
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ
ン
の
映
画
と
も

共
通
す
る
ミ
ニ
マ
ル
な
表
現
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
映
画
第
一
世
代
の
監
督
た
ち
の
選
ぶ

テ
ー
マ
や
作
風
に
つ
い
て
は
、
イ
ラ
ン
の
ア
ッ
バ
ス
・
キ
ア
ロ

ス
タ
ミ
や
中
国
の
孫ス
ン

張チ
ョ
ウ、

台
湾
の
侯
ホ
ウ
シ
ャ
オ孝

賢シ
ェ
ンと
い
っ
た
現
代
ア
ジ
ア
の
監
督
た
ち
と

の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

そ
の
意
味
で
は
、ソ
ン
タ
ル
ジ
ャ
や
ペ
マ・

ツ
ェ
テ
ン
の
映
画
は
、
チ
ベ
ッ
ト
を
舞
台

と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
人
監
督
に
よ
る
作
品
で

は
あ
る
も
の
の
、
決
し
て
ロ
ー
カ
ル
な
映

画
で
は
な
い
。
同
時
代
の
世
界
の
映
画
の

思
潮
を
彼
ら
な
り
に
理
解
し
、
再
解
釈

し
て
作
ら
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
彼
ら

二
人
が
と
も
に
、
北
京

電
影
学
院
と
い
う
現
代

中
国
の
教
育
機
関
で
学

ん
で
お
り
、
そ
の
作
品

も
ま
た
、
漢
民
族
の
優

れ
た
映
画
人
た
ち
と
の

協
力
の
う
え
で
完
成
し

て
い
る
こ
と
を
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。

「
巡
礼
の
約
束
」

こ
の
映
画
は
、
二
〇
一
一
年
の
「
陽
に
灼や

け
た
道
」、
二
〇
一

五
年
の
「
草
原
の
河
」
に
続
く
ソ
ン
タ
ル
ジ
ャ
監
督
の
三
作
目

に
あ
た
る
。
前
二
作
は
国
際
的
に
高
い
評
価
を
受
け
、
多
く
の

映
画
賞
を
受
賞
し
た
。

本
作
も
前
作
と
同
じ
く
、
映
画
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
は
家
族

の
あ
い
だ
の
心
理
的
な
葛
藤
の
プ
ロ
セ
ス
を
描
く
こ
と
に
あ
る
。

特
に
本
作
で
は
、ラ
サ
へ
の
巡
礼
の
な
か
で
、一
人
の
亡
く
な
っ

た
女
性
へ
の
愛
を
抱
え
て
生
き
る
二
人
の
男
（
一
人
は
女
性
の

息
子
、
も
う
一
人
は
女
性
の
再
婚
相
手
）
の
緊
迫
し
た
関
係
が
描

か
れ
る
。
詳
し
い
筋
を
書
く
こ
と
は
控
え
て
お
く
が
、
こ
の
映

画
で
も
ス
ト
ー
リ
ー
の
背
景
を
示
す
よ
う
な
説
明
的
な
描
写
が

巡
礼
に
つ
い
て

こ
の
映
画
の
主
要
部
分
は
、
五
体
投
地
で
礼
拝
し
な
が
ら
ラ

サ
へ
巡
礼
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
、
ラ
サ
へ
の
五
体
投
地
に

よ
る
巡
礼
は
、
張
チ
ャ
ン

楊ヤ
ン
の
映
画
「
ラ
サ
へ
の
歩
き
方
」
で
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
ラ
サ
へ
の
巡

礼
が
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
行
為
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
じ
つ
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
に
中
国
青
海
省
で
出
版
さ
れ
た
、ナ
ク
ツ
ァ
ン・

ヌ
ロ
と
い
う
人
物
の
自
伝
的
小
説
で
あ
る
『
ナ
ク
ツ
ァ
ン
少
年

の
喜
び
と
悲
し
み
』
と
い
う
本
の
な
か
で
は
、
彼
の
子
ど
も
時

代
で
あ
っ
た
一
九
五
〇
年
代
の
東
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
の
巡
礼
に
つ

い
て
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
ラ
サ
へ
の
巡
礼

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
行
事
で
あ
り
、
首
長
の
配
下
、
数
十

軒
の
家
が
馬
と
ヤ
ク
に
よ
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
組
み
、
武
装
し
た

男
た
ち
が
そ
れ
を
守
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
。
道
中
に
は

他
の
部
族
か
ら
の
略
奪
や
、
狼
オ
オ
カ
ミの
襲
撃
と
い
っ
た
危
険
性
が
伴

い
、
北
部
平
原
で
吹
雪
に
遭
っ
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
が
全
滅
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
無
住
の
荒
野
を
進
む
た
め
に
は
、
そ

の
土
地
を
良
く
知
る
道
案
内
が
必
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ

の
映
画
で
描
か
れ
る
よ
う
な
形
の
巡
礼
は
、
中
国
に
よ
っ
て
、

車
の
と
お
る
こ
と
が
で
き
る
幹
線
道
路
が
ラ
サ
と
の
あ
い
だ
に

建
設
さ
れ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
映
画
の
な
か
に
は
、
西
側
の
監
督
た
ち
に
よ
る
作
品
の

よ
う
な
、
中
国
へ
の
直
接
的
な
批
判
は
な
い
。
し
か
し
中
国
内

で
生
き
る
チ
ベ
ッ
ト
人
た
ち
が
、
中
国
社
会
に
対
し
て
も
つ
複

雑
で
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
関
係
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
の
リ
ア
ル

棚た
な

瀬せ 

慈じ

郎ろ
う

滋
賀
県
立
大
学
教
授

M
「巡礼の約束」

原題：阿垃姜色

2018年／中国／ニャロン語、チベット語、中国語／109分
監督：ソンタルジャ
出演： ヨンジャンジャ、ニマソンソン、スィチョクジャ、ジンバほか

上： 風に舞うルンタとタルチョ
（2016年）

下： 甘粛ラブラン僧院のマニ車
の並ぶ回廊（2019年）

青海チベット牧民のテント（2019年）
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外国人は目が白い？

交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約13分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」横にあ
る当館専用通行口をお通りください。
●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

編集後記

新しい生活様式の模索が続くなか、読者の皆さまはいかがお過

ごしだろう。東京のラッシュアワーを知る海外の友人に、公共交

通を停めない緊急事態宣言など無意味だろうといわれていた。だ

が、不要不急の外出自粛や休業の要請だけで爆発的な感染は抑

えられている。ハグをしない習慣や室内で靴を脱ぐ生活、果ては

民度の違い（‼）まで、その社会的要因が取り沙汰されているが、

同調圧力の強さはあまり耳にしない。要請に背いてはじめて体感

する圧力で、構造的に巷
こう

間
かん

に伝わりづらいからだろうか。

特集では、再開しても全サービスを提供できない民博をご自宅

で利用してもらう一助として、民博がウェブ上で公開している写

真データベースを紹介した。情報を伴う過去の写真はそれ自体貴

重だが、さまざまに使われることで価値が高まる。わたしがかか

わるネパール写真データベースでは、被写体になった方の孫から

連絡があり、写真提供とバイラヴ仮面舞踊の映像取材に結びつ

いた。また、ポカラ市の古写真を展示するギャラリーに、民博が

80点の写真を正式に貸し出すことにつながった。民博は所蔵資

料を作ったり使ったりしてきた当事者集団などと対話する関係を

築く、フォーラム型の情報ミュージアムを目指す。写真データベー

スはその 1チャンネルになりつつある。（南真木人）
月刊みんぱく  2020年 7月号
第 44巻第 7号通巻第 514号　2020年 7月 1日発行

編集・発行 人間文化研究機構 国立民族学博物館
 〒 565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1
 電話　06-6876-2151

発行人 園田直子
編集委員 南真木人（編集長）　上羽陽子　齋藤晃
                         菅瀬晶子　三島禎子　吉岡乾
デザイン 宮谷一款　長岡綾子
制作・協力 一般財団法人 千里文化財団
印刷 株式会社 遊文舎

＊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。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

次号の予告
特集

「ヒトと感染症」（仮）

●表紙：木渡り。樹木の枝木を伐採するために樹木間を移動する
（「焼畑の世界―佐々木高明のまなざし」X0002649、熊本県五木村、
1960年）
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みんぱくフェイスブック  https://www.facebook.com/MINPAKU.official
みんぱくツイッター  https://twitter.com/MINPAKUofficial
みんぱくインスタグラム https://www.instagram.com/MINPAKUofficial/
みんぱくYouTube  https://www.youtube.com/user/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ https://www.minpaku.ac.jp/

みんぱくをもっと楽しみたい方のために
国立民族学博物館友の会のご案内
友の会は、みんぱくの活動を支援し、博物館を楽しく積極
的に活用するためにつくられました。
毎月『月刊みんぱく』をお届けするほか、さまざまなサービ
スをご用意しております。

維持会員・正会員
『月刊みんぱく』の送付／友の会機関誌『季刊民族学』の送付
／本館展示の無料観覧／特別展観覧料の割引／友の会講演
会への参加／研究者同行の国内外研修旅行への参加　など

ミュージアム会員
『月刊みんぱく』の送付／本館展示の無料観覧／特別展観
覧料の割引／友の会講演会への参加　など

繰り返し入館できるみんぱくフリーパスや、学校・学部
単位で利用できるキャンパスメンバーズなど各種会員種
別もございます。目的にあわせてご利用ください。

詳細は、一般財団法人千里文化財団まで
お問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）

地
域
に
住
む
チ
ベ
ッ
ト
人
や
ネ
パ
ー
ル
人
を
除
け
ば
、
近

年
に
至
る
ま
で
外
部
の
人
び
と
の
往
来
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
そ
の
ク
ン
ブ
地
方
に
初
め
て
西
洋
人
が
足
を
踏

み
入
れ
た
の
は
、一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
当
初
は

登
山
隊
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
な
る

と
山
歩
き
を
目
的
と
す
る
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
客
も
少
し
ず
つ

こ
の
地
域
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
に

入
る
こ
ろ
に
は
、
ク
ン
ブ
地
方
は
急
速
な
観
光
化
を
果
た

し
、
現
在
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
か
ら
観
光
客
が
や
っ

て
来
て
山
道
を
歩
い
て
ゆ
く
。

チ
ベ
ッ
ト
語
や
ネ
パ
ー
ル
の
諸
言
語
に
「
ミ
カ
ル
」
に

類
す
る
表
現
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
わ
た
し
は
寡
聞
に
し

て
知
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
険
し
い
山
間
部
に
突
如
と
し

て
あ
ら
わ
れ
た
「
目
の
白
い
」
人
び
と
の
姿
を
目
に
し
た

シ
ェ
ル
パ
た
ち
の
驚
き
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
の
う

え
奇き

矯き
ょ
うに

も
彼
ら
は
、
わ
ざ
わ
ざ
大
金
を
払
っ
て
山
村
を

巡
り
、
危
険
を
冒
し
て
ま
で
高
い
山
に
登
り
た
が
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
驚
き
は
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
目
の

色
に
象
徴
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

現
在
こ
の
地
域
に
住
む
シ
ェ
ル
パ
の
人
び
と
は
、
観
光

に
大
き
く
依
存
し
た
暮
ら
し
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多

く
の
民
家
が
ロ
ッ
ジ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
に
改
装
さ
れ
、
シ
ー

ズ
ン
が
来
る
と
男
性
た
ち
は
ガ
イ
ド
や
ポ
ー
タ
ー
と
し
て

働
き
に
出
か
け
る
。
シ
ェ
ル
パ
た
ち
は
、
年
を
追
う
ご
と

に
増
え
続
け
る
瞳
の
色
も
さ
ま
ざ
ま
な
「
ミ
カ
ル
」
た
ち

を
あ
り
が
た
が
る
と
同
時
に
、
今
も
不
思
議
そ
う
な
目
で

見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ネ
パ
ー
ル
の
東
部
、
エ
ベ
レ
ス
ト
の
す
ぐ
南
に
あ
た
る

ソ
ル
ク
ン
ブ
郡
ク
ン
ブ
地
方
に
は
、
シ
ェ
ル
パ
と
よ
ば
れ
る

人
び
と
が
居
住
し
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
の
一
方
言
で
あ
る

シ
ェ
ル
パ
語
を
母
語
と
す
る
人
び
と
で
あ
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

登
山
の
手
助
け
を
し
て
働
く
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。シ
ェ

ル
パ
た
ち
の
住
む
ク
ン
ブ
地
方
は
、
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
や
登

山
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
年
間
数
万

人
も
の
外
国
人
観
光
客
が
こ
の
山
岳
地
帯
を
訪
れ
て
い
る
。

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
途
上
で
シ
ェ
ル
パ
の
村
を
訪
れ
た
と

き
、彼
ら
の
会
話
に
注
意
深
く
耳
を
澄
ま
せ
て
み
る
と
、「
ミ

カ
ル
」
が
来
た
と
話
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。

ミ
カ
ル
と
は
外
国
人
も
し
く
は
「
ガ
イ
ジ
ン
」
に
近
い
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
も
つ
シ
ェ
ル
パ
語
で
あ
り
、文
字
ど
お
り
に
は「
目

（
ミ
ク
）
が
白
い
（
カ
ル
）」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
な
ぜ
外

国
人
を
ミ
カ
ル
と
よ
ぶ
の
か
と
尋
ね
れ
ば
、「
西
洋
人
は
瞳

の
色
が
白
い
だ
ろ
う
」
と
教
え
て
く
れ
る
。

一
般
に
シ
ェ
ル
パ
の
人
び
と
は
中
肉
中
背
で
瞳
は
黒
く
、

典
型
的
な
日
本
人
と
よ
く
似
た
身
体
的
特
徴
を
も
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
わ
た
し
が
日
本
人
も
ミ
カ
ル
な
の
か
と
聞
く

と
、
た
い
て
い
の
場
合
は
少
し
考
え
た
あ
と
で
、「
日
本
人

も
ミ
カ
ル
だ
よ
」
と
答
え
が
来
る
。
シ
ェ
ル
パ
語
で
識
別

さ
れ
る
他
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ロ
ン
バ
（
高
カ
ー
ス
ト
の

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
）、ド
ン
ブ
（
周
辺
諸
民
族
）、ペ
パ
（
チ
ベ
ッ

ト
人
）
と
い
っ
た
身
近
な
集
団
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
外
部
者
は
み
な
一
律
に
ミ
カ
ル
と
し
て
分
類

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ル
パ
た
ち
の
住
む
ク
ン
ブ
地
方
は
、
周
囲
か
ら
隔

絶
さ
れ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
険
し
い
山
岳
地
帯
で
あ
り
、
周
辺

20 



いことばの

古
ふる

川
かわ

 不
ふ

可
か

知
ち

九州大学大学院講師

外国人は目が白い？

交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約13分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」横にあ
る当館専用通行口をお通りください。
●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

編集後記

新しい生活様式の模索が続くなか、読者の皆さまはいかがお過

ごしだろう。東京のラッシュアワーを知る海外の友人に、公共交

通を停めない緊急事態宣言など無意味だろうといわれていた。だ

が、不要不急の外出自粛や休業の要請だけで爆発的な感染は抑

えられている。ハグをしない習慣や室内で靴を脱ぐ生活、果ては

民度の違い（‼）まで、その社会的要因が取り沙汰されているが、

同調圧力の強さはあまり耳にしない。要請に背いてはじめて体感

する圧力で、構造的に巷
こう

間
かん

に伝わりづらいからだろうか。

特集では、再開しても全サービスを提供できない民博をご自宅

で利用してもらう一助として、民博がウェブ上で公開している写

真データベースを紹介した。情報を伴う過去の写真はそれ自体貴

重だが、さまざまに使われることで価値が高まる。わたしがかか

わるネパール写真データベースでは、被写体になった方の孫から

連絡があり、写真提供とバイラヴ仮面舞踊の映像取材に結びつ

いた。また、ポカラ市の古写真を展示するギャラリーに、民博が

80点の写真を正式に貸し出すことにつながった。民博は所蔵資

料を作ったり使ったりしてきた当事者集団などと対話する関係を

築く、フォーラム型の情報ミュージアムを目指す。写真データベー

スはその 1チャンネルになりつつある。（南真木人）
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●表紙：木渡り。樹木の枝木を伐採するために樹木間を移動する
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国立民族学博物館友の会のご案内
友の会は、みんぱくの活動を支援し、博物館を楽しく積極
的に活用するためにつくられました。
毎月『月刊みんぱく』をお届けするほか、さまざまなサービ
スをご用意しております。

維持会員・正会員
『月刊みんぱく』の送付／友の会機関誌『季刊民族学』の送付
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覧料の割引／友の会講演会への参加　など

繰り返し入館できるみんぱくフリーパスや、学校・学部
単位で利用できるキャンパスメンバーズなど各種会員種
別もございます。目的にあわせてご利用ください。
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地
域
に
住
む
チ
ベ
ッ
ト
人
や
ネ
パ
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ル
人
を
除
け
ば
、
近

年
に
至
る
ま
で
外
部
の
人
び
と
の
往
来
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
そ
の
ク
ン
ブ
地
方
に
初
め
て
西
洋
人
が
足
を
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み
入
れ
た
の
は
、一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
当
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は

登
山
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が
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と
ん
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な
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す
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ト
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の
諸
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に
「
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に
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す
る
表
現
が
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の
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、
わ
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し
は
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に
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知
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い
。
と
は
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え
、
険
し
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山
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に
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如
と
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あ
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わ
れ
た
「
目
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い
」
人
び
と
の
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を
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に
し
た

シ
ェ
ル
パ
た
ち
の
驚
き
は
容
易
に
想
像
で
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。
そ
の
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も
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は
、
わ
ざ
わ
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を
払
っ
て
山
村
を
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、
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冒
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ま
で
高
い
山
に
登
り
た
が
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
驚
き
は
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
目
の

色
に
象
徴
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

現
在
こ
の
地
域
に
住
む
シ
ェ
ル
パ
の
人
び
と
は
、
観
光

に
大
き
く
依
存
し
た
暮
ら
し
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多

く
の
民
家
が
ロ
ッ
ジ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
に
改
装
さ
れ
、
シ
ー

ズ
ン
が
来
る
と
男
性
た
ち
は
ガ
イ
ド
や
ポ
ー
タ
ー
と
し
て

働
き
に
出
か
け
る
。
シ
ェ
ル
パ
た
ち
は
、
年
を
追
う
ご
と

に
増
え
続
け
る
瞳
の
色
も
さ
ま
ざ
ま
な
「
ミ
カ
ル
」
た
ち

を
あ
り
が
た
が
る
と
同
時
に
、
今
も
不
思
議
そ
う
な
目
で

見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ネ
パ
ー
ル
の
東
部
、
エ
ベ
レ
ス
ト
の
す
ぐ
南
に
あ
た
る

ソ
ル
ク
ン
ブ
郡
ク
ン
ブ
地
方
に
は
、
シ
ェ
ル
パ
と
よ
ば
れ
る

人
び
と
が
居
住
し
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
の
一
方
言
で
あ
る

シ
ェ
ル
パ
語
を
母
語
と
す
る
人
び
と
で
あ
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

登
山
の
手
助
け
を
し
て
働
く
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。シ
ェ

ル
パ
た
ち
の
住
む
ク
ン
ブ
地
方
は
、
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
や
登

山
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
年
間
数
万

人
も
の
外
国
人
観
光
客
が
こ
の
山
岳
地
帯
を
訪
れ
て
い
る
。

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
途
上
で
シ
ェ
ル
パ
の
村
を
訪
れ
た
と

き
、彼
ら
の
会
話
に
注
意
深
く
耳
を
澄
ま
せ
て
み
る
と
、「
ミ

カ
ル
」
が
来
た
と
話
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。

ミ
カ
ル
と
は
外
国
人
も
し
く
は
「
ガ
イ
ジ
ン
」
に
近
い
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
も
つ
シ
ェ
ル
パ
語
で
あ
り
、文
字
ど
お
り
に
は「
目

（
ミ
ク
）
が
白
い
（
カ
ル
）」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
な
ぜ
外

国
人
を
ミ
カ
ル
と
よ
ぶ
の
か
と
尋
ね
れ
ば
、「
西
洋
人
は
瞳

の
色
が
白
い
だ
ろ
う
」
と
教
え
て
く
れ
る
。

一
般
に
シ
ェ
ル
パ
の
人
び
と
は
中
肉
中
背
で
瞳
は
黒
く
、

典
型
的
な
日
本
人
と
よ
く
似
た
身
体
的
特
徴
を
も
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
わ
た
し
が
日
本
人
も
ミ
カ
ル
な
の
か
と
聞
く

と
、
た
い
て
い
の
場
合
は
少
し
考
え
た
あ
と
で
、「
日
本
人

も
ミ
カ
ル
だ
よ
」
と
答
え
が
来
る
。
シ
ェ
ル
パ
語
で
識
別

さ
れ
る
他
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ロ
ン
バ
（
高
カ
ー
ス
ト
の

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
）、ド
ン
ブ
（
周
辺
諸
民
族
）、ペ
パ
（
チ
ベ
ッ

ト
人
）
と
い
っ
た
身
近
な
集
団
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
外
部
者
は
み
な
一
律
に
ミ
カ
ル
と
し
て
分
類

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ル
パ
た
ち
の
住
む
ク
ン
ブ
地
方
は
、
周
囲
か
ら
隔

絶
さ
れ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
険
し
い
山
岳
地
帯
で
あ
り
、
周
辺
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