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二
〇
二
〇
年
の
早
春
、
コ
ロ
ナ
禍
が
世
界
を
覆
い
尽
く
す
、

そ
の
寸
前
に
、
絶
海
の
孤
島
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
を
探
検
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
一
生
に
一
度
で
い
い
か
ら
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
諸
島

に
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
の
は
生
物
学
者
と
し
て
長
年
の
夢

だ
っ
た
。
か
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
、
一
八
三
五
年
、

艦
船
ビ
ー
グ
ル
号
に
乗
っ
て
、
こ
の
場
所
に
到
達
、
後
の
進

化
論
に
つ
な
が
る
着
想
を
得
た
場
所
だ
か
ら
だ
。
ダ
ー
ウ
ィ

ン
が
見
た
光
景
を
追
体
験
し
た
い
と
思
っ
た
。

日
本
で
は
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
あ
る
い
は
「
ガ
ラ
ケ
ー
」

な
ど
と
い
っ
て
、
世
界
の
潮
流
と
は
異
な
る
独
自
の
進
化
を

遂
げ
た
こ
と
を
揶や

揄ゆ

す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
と

い
う
場
所
は
そ
の
言
葉
の
も
と
に
な
っ
た
よ
う
に
、
進
化
の

最
前
線
を
た
ど
っ
た
、
奇
跡
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
諸
島
が
、
数

百
万
年
前
、
海
底
火
山
の
突
発
的
な
活
動
に
よ
っ
て
、
大

陸
か
ら
孤
立
し
た
場
所
に
、
突
然
生
成
し
た
全
く
新
し
い

天
地
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
初
は
水
も
土
壌
も
な
か
っ
た
。
焼

け
た
だ
れ
た
溶
岩
が
よ
う
や
く
冷
え
る
と
、
風
で
運
ば
れ

た
植
物
の
種
の
う
ち
、
乾
燥
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
苔こ

け

や
サ
ボ
テ
ン
が
わ
ず
か
な
雨
水
に
よ
っ
て
生
育
を
始
め
た
。

そ
の
後
、
こ
こ
に
た
ど
り
着
け
た
も
の
は
、
奇
跡
的
な

幸
運
に
助
け
ら
れ
た
ほ
ん
の
一
握
り
の
生
物
た
ち
だ
っ
た
。

羽
を
持
つ
鳥
、
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
る
ア
シ
カ
や
オ
ッ
ト
セ
イ
。

そ
し
て
、
流
木
や
藻も

屑く
ず

が
集
ま
っ
て
で
き
た
天
然
の
い
か
だ

に
よ
っ
て
流
れ
着
い
た
爬は

虫ち
ゅ
う

類る
い

の
卵
な
ど
で
あ
る
。
ト
カ

ゲ
の
一
種
、
イ
グ
ア
ナ
は
水
生
と
陸
生
に
わ
か
れ
た
。
海
辺

を
選
ん
だ
も
の
は
海
藻
を
食
べ
、
内
陸
を
選
ん
だ
も
の
は

サ
ボ
テ
ン
の
実
を
食
べ
る
な
ど
し
て
独
自
の
ニ
ッ
チ
を
切
り

開
き
、
自
分
の
す
み
か
と
し
た
。
淡
水
を
必
要
と
す
る
両

生
類
や
大
型
の
哺
乳
動
物
は
到
達
で
き
な
か
っ
た
。
か
く

し
て
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
諸
島
は
、
先
行
者
に
と
っ
て
、
天
敵
や
競

争
相
手
の
な
い
ブ
ル
ー
オ
ー
シ
ャ
ン
と
な
っ
た
。
陸
ガ
メ
は

長
寿
を
獲
得
し
、
二
〇
〇
年
以
上
を
生
き
る
巨
大
な
ガ
ラ

パ
ゴ
ス
ゾ
ウ
ガ
メ
と
な
っ
た
。

チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
小
船
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、
毎
日
、
何

も
な
い
水
平
線
か
ら
登
る
朝
日
を
見
、
何
も
な
い
水
平
線

に
沈
む
夕
日
を
眺
め
、
夜
は
満
天
の
星
を
見
上
げ
た
。
星

が
あ
り
す
ぎ
て
、
星
座
が
か
き
消
さ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
い

か
に
人
間
が
文
明
や
都
市
に
依
存
し
て
生
き
て
い
る
か
思

い
知
ら
さ
れ
た
。
星
座
も
ま
た
人
間
が
作
り
出
し
た
も
の

に
す
ぎ
な
い
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
見
た
光
景
を
た
ど
り
な
が
ら
、
生
命
進

化
の
来
し
方
行
く
末
を
考
え
た
。
一
番
最
後
に
地
球
上
に
現

れ
た
我
々
ヒ
ト
は
む
ろ
ん
地
球
の
支
配
者
で
は
な
い
。
最

悪
最
凶
の
外
来
種
で
あ
る
。
な
の
に
あ
ま
り
に
増
え
す
ぎ
、

傍
若
無
人
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。
本
来
、
生
命
系
の
一
員
で

あ
る
は
ず
な
の
に
、
ヒ
ト
と
自
然
の
共
存
の
道
は
険
し
い
。

ガ
ラ
パ
ゴ
ス
の
旅

福ふ
く

岡お
か 

伸し
ん

一い
ち

プロフィール
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北海道 日本本土 沖縄

日本列島における新しい年表
※佐々木高明がよく用いていた資料をもとに筆者作成

五木村立五木中学校の焼畑体験学習。焼畑の歴史や村の暮らしについて学び、
現代の焼畑のあり方を考える（提供：田村誠志、2021年）

佐々木高明の著作。彼は民博退官ののち、財団
法人アイヌ文化振興・研究推進機構（現公益財団
法人アイヌ民族文化財団）初代理事長も務めた

五木村での佐々木高明（左）。村人と交流を深めながら
フィールド調査をおこなった
（1960年、X0398905）
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昨
年
、
北
海
道
内
の
特
急
列
車
に
乗
っ
て
い
た
際

に
、
ア
イ
ヌ
語
の
放
送
を
初
め
て
聞
い
て
新
鮮
で
あ
っ

た
。二
〇
二
〇
年
七
月
に
一
般
公
開
し
た
ウ
ポ
ポ
イ（
民

族
共
生
象
徴
空
間
）
の
最
寄
り
駅
・
白し
ら

老お
い

駅
の
手
前
で

の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語
、
ア
イ
ヌ
語
、
英
語
、
中
国

語
の
順
に
放
送
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
わ
た
し
は
ア
イ
ヌ

が
先
住
民
族
で
あ
る
こ
と
を
理
解
は
し
て
い
た
が
、
こ

こ
は
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
、
ア
イ
ヌ
の
暮
ら
し
て
き
た
土
地

で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

民
俗
と
民
族
か
ら
と
ら
え
る

こ
れ
ま
で
人
文
学
の
分
野
で
は
、
日
本
列
島
内
の

文
化
の
多
様
性
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
東
日
本
と
西

日
本
、
民
俗
の
違
い
か
ら
見
た
い
く
つ
も
の
日
本
文
化

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
点
で
佐さ

さ々

木き

高こ
う

明め
い

の
日
本
の
と
ら

え
方
は
、
民
俗
と
民
族
の
両
方
の
視
点
が
兼
ね
備
え

ら
れ
て
い
て
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

彼
は
、「
照
葉
樹
林
文
化
」
と
「
ナ
ラ
林
文
化
」
を

唱
え
て
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
を
位
置
づ
け
る
一

方
で
、
北
の
ア
イ
ヌ
文
化
、
本
州
を
中
心
と
す
る
ヤ
マ

ト
の
文
化
、
南
の
琉
球
文
化
な
ど
、
列
島
の
文
化
の

地
域
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
時
に
、
民
俗
文
化
と

し
て
焼
畑
習
俗
や
山
の
神
信
仰
の
地
域
的
な
違
い
や

共
通
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。

佐
々
木
が

こ
の
よ
う
な

枠
組
み
に
い
た
る

に
は
、
次
の
よ
う
な

三
つ
の
研
究
の
段
階

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
一
九
六
〇
年
前

後
に
お
こ
な
っ
た
熊
本
県
五い
つ

木き

村む
ら

で
の
焼
畑
の
調
査
・

研
究
で
あ
る
。
彼
は
、
当
時
、
日
本
で
最
後
と
い
わ

れ
た
焼
畑
を
対
象
に
し
て
農
耕
技
術
や
土
地
利
用
の

調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
第
二
段
階
で
は
一
九
七
〇
年

代
、
西
南
日
本
か
ら
中
国
・
雲
南
省
、
ブ
ー
タ
ン
に

拡
が
る
照
葉
樹
林
帯
に
お
い
て
文
化
の
共
通
性
を
指

摘
し
た
植
物
学
者
・
中な
か

尾お

佐さ

助す
け
の
仮
説
を
、
農
耕
や
習

俗
な
ど
の
観
点
か
ら
検
証
し
た
。
そ
し
て
第
三
段
階
で

は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
海
上
の
道
か
ら
見
た
南
西

諸
島
と
本
州
の
か
か
わ
り
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
特
徴
な
ど
、

多
民
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
日
本
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

多
様
な
文
化
の
鍵

そ
れ
で
は
、
佐
々
木
高
明
の
研
究
を
手
が
か
り
に
し

て
あ
ら
た
な
日
本
文
化
像
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。
日
本
列
島
の
文
化
の
特
性
を
把
握
す

る
に
は
、
次
の
三
つ
の
視
点
が
欠
か
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
は
、
南
北
約
三
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た

る
日
本
列
島
の
自
然
環
境
の
違
い
に
基
づ
く
地
域
性

で
あ
る
。
北
は
亜
寒
帯
か
ら
南
は
亜
熱
帯
ま
で
、
気

候
の
違
い
に
応
じ
て
風
土
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
も

国
土
の
約
八
割
が
山
地
で
あ
る
。
山
地
と
平
地
と
い

う
枠
組
み
も
有
効
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
地
域
に
応
じ
た
時
代
区
分
が
必
要
と
い
う

こ
と
だ
。
今
か
ら
二
万
年
前
、
北
海
道
は
大
陸
と
陸
続

き
で
あ
っ
た
。
縄
文
時
代
に
は
北
海
道
か
ら
沖
縄
本
島

ま
で
縄
文
文
化
と
い
う
共
通
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
弥
生
や
古
墳
時
代
に
な
る
と
、
水
田
稲
作
や
古
墳

を
指
標
と
し
て
中
心
と
周
辺
と
い
う
見
方
が
生
ま
れ
る
。

第
三
は
、
列
島
内
の
地
域
文
化
の
動
態
を
描
く
に

は
、
中
世
日
本
が
鍵
を
に
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
一
三
～
一
五
世
紀
ご
ろ
は
、
北
の
ア
イ
ヌ
、
中

央
の
鎌
倉
幕
府
や
室
町
幕
府
、
南
の
琉
球
王
朝
が
互

い
に
関
係
を
も
ち
つ
つ
、
独
自
の
展
開
を
見
せ
、
日
本

列
島
の
文
化
の
多
様
性
が
明
瞭
に
存
在
し
た
時
代
で

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

あ
ら
た
な
文
化
像
を
求
め
て

こ
の
よ
う
に
佐
々
木
高
明
の
研
究
か
ら
日
本
列
島
全

体
を
と
ら
え
た
と
き
、
列
島
の
文
化
を
「
ア
イ
ヌ
」
と

「
日
本
の
文
化
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
展
示
空
間
に
わ
け

た
民
博
の
本
館
展
示
場
の
構
成
に
わ
た
し
は
疑
問
を
感

じ
た
。
そ
こ
で
本
特
集
で
は
、
地
域
軸
と
時
間
軸
を
十

分
に
意
識
し
て
日
本
列
島
全
体
を
丸
ご
と
と
ら
え
な
お

し
て
み
た
い
。
続
く
各
論
考
で
は
、
先
史
時
代
に
由
来

す
る
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
の
作
物
の
伝で
ん

播ぱ

（
四
頁
）、

北
海
道
や
北
東
北
な
ど
に
暮
ら
し
て
き
た
ア
イ
ヌ
の
文

化
（
六
頁
）、
近
現
代
の
焼
畑
の
民
俗
文
化
（
八
頁
）

と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
新
た
な
文
化
像
を
考
え
る
。

日
本
列
島
の

文
化
の
多
様
性

―
佐
々
木
高
明
の
世
界
か
ら
の
展
望

特
集

佐
々
木
高
明
の
見
た
日
本池い

け

谷や 

和か
ず

信の
ぶ

　
民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

3月から開幕する企画展では、佐々木高明
（元民博館長）が九州でおこなった焼畑の研
究を紹介する。彼はこの研究を出発点にして
日本列島の文化の多様性・多重構造をとら
えた。本特集では、佐々木の研究を手がかり
に日本列島におけるあらたな文化像を考える。

企画展  焼畑―佐々木高明の見た五木村、
 そして世界へ

会期 ： 2022年3月10日（木）～6月7日（火）
場所 ： 本館企画展示場



ニゴロブナのフナズシを漬ける（滋賀県守山市、2006年ごろ） 日本各地の多様なイネの品種（京都府木津川市、京都大学の実験圃場、2020年）

上：沖縄の田芋（那覇市、第一牧志公設市場、2019年）
下：淡水魚の食文化（京都市、錦市場、2020年）
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照葉樹林帯

雑穀（アワ、キビ、ヒエ）と魚

米と魚

イモと魚（沿岸部分）

東アジアにおける食のパッケージの諸相　※筆者作成

人
類
の
生
存
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
糖
質
や

脂
質
と
、
身
体
を
作
る
た
ん
ぱ
く
質
が
欠
か
せ
な
い
。

世
界
各
地
の
人
類
集
団
は
こ
の
原
則
に
よ
り
つ
つ
も
、

異
な
る
食
材
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
そ
の
地
域
に
特

有
の
食
文
化
を
生
み
出
し
た
。す
な
わ
ち
食
の
パ
ッ
ケ
ー

ジ
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
の

地
域
で
は
、こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は「
米
と
魚
」の
形
を
と
っ

て
き
た
。
地
域
に
よ
っ
て
は
米
が
キ
ビ
、
ア
ワ
な
ど
の

雑
穀
に
な
っ
た
り
、
イ
モ
に
な
っ
た
り
も
す
る
。
あ
る

い
は
魚
と
い
っ
て
も
種
類
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
特
に
淡
水

魚
か
海
の
魚
か
で
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
大
き
く
広
が
る
。

こ
の
「
米
と
魚
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

決
め
て
い
る
の
が
、緯
度
や
地
形
と
い
っ
た
要
素
で
あ
る
。

糖
質
源
と
な
っ
た
食
材

ま
ず
糖
質
源
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
佐
々
木
高
明

ら
は
照
葉
樹
林
文
化
と
そ
の
北
に
展
開
す
る
ナ
ラ
林

文
化
と
い
う
概
念
を
展
開
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
境
界

を
決
め
た
大
き
な
要
素
が
緯
度
で
あ
る
。
ご
く
大
雑

把
に
い
え
ば
、
イ
ネ
は
照
葉
樹
林
文
化
に
、
そ
し
て

雑
穀
は
ナ
ラ
林
文
化
に
育
ま
れ
た
糖
質
源
で
あ
る
。
ま

た
、
照
葉
樹
林
帯
の
南
に
は
、
ヤ
マ
ノ
イ
モ
、
サ
ト
イ

モ
な
ど
を
食
す
る
イ
モ
の
文
化
圏
が
広
が
っ
て
い
る
。

日
本
列
島
で
も
、
米
食
文
化
は
近
世
ま
で
は
東
北

南
部
ど
ま
り
で
、
そ
れ
よ
り
北
の
地
域
で
は
、
ア
ワ
や

ヒ
エ
を
ま
ぜ
た
糧か

て

め
し
が
食
さ
れ
て
い
た
。
米
食
を
東

北
全
体
に
広
げ
た
の
は
徳
川
幕
府
の
政
策
で
あ
っ
た

が
、
強
引
な
米
食
文
化
の
導
入
は
し
ば
し
ば
冷
害
な

ど
に
よ
る
飢き

饉き
ん

を
も
た
ら
す
な
ど
、
ひ
ず
み
が
大
き

か
っ
た
。
南
九
州
以
南
で
は
サ
ト
イ
モ
や
、
近
世
以
降

は
サ
ツ
マ
イ
モ
が
重
要
な
糖
質
源
と
し
て
食
さ
れ
て
き

た
。
ま
た
、
瀬
戸
内
か
ら
南
部
の
地
域
で
は
裸

は
だ
か

麦む
ぎ

（
オ

オ
ム
ギ
品
種
の
う
ち
、
熟
す
と
頴え
い［

皮
］が
種
子［
実
］か
ら

簡
単
に
剥
が
れ
る
タ
イ
プ
の
品
種
群
）
を
押
し
つ
ぶ
し
た

「
押
し
麦
」が
米
に
混
ぜ
て
炊
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

野
菜
類
に
つ
い
て
は
、
古
代
以
降
に
渡
来
し
た
多

く
の
野
菜
は
別
と
し
て
、
山
菜
へ
の
依
存
度
が
高
か
っ

た
こ
と
が
日
本
列
島
の
食
文
化
の
特
徴
で
あ
る
。
山

菜
の
利
用
は
古
代
よ
り
山
岳
修
験
の
行
者
ら
に
よ
る

い
わ
ば
伝
統
知
と
し
て
後
世
に
伝
わ
っ
た
が
、
修
験

者
が
里
に
下
り
て
広
め
た
里さ

と

修し
ゅ

験げ
ん

の
展
開
に
よ
り
里

地
で
の
利
用
が
始
ま
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で

も
、
大
規
模
な
生
産
や
流
通
は
現
代
で
も
起
き
ず
、

極
め
て
強
い
地
域
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。

た
ん
ぱ
く
源
と
な
っ
た
食
材

東
ア
ジ
ア
の
動
物
性
た
ん
ぱ
く
源
の
主
た
る
も
の

は
魚
介
や
野
鳥
、
そ
れ
に
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
野

生
動
物
で
あ
っ
た
。
家
畜
は
、
ブ
タ
や
ニ
ワ
ト
リ
な
ど

を
別
と
し
て
大
き
く
発
展
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
特

に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
西
部
の
よ
う
な
群
れ
を
な
す
大
型
哺

乳
動
物
の
家
畜
化
は
起
こ
ら
ず
、
動
物
資
源
の
大
半

が
天
然
資
源
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

魚
に
つ
い
て
は
内
陸
部
や
、
島
し
ょ
地
域
で
も
大
き

な
島
の
山
間
部
で
は
淡
水
魚
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
。

フ
ナ
な
ど
淡
水
魚
の
な
れ
寿
司
や
魚ぎ

ょ

醤し
ょ
うな

ど
の
発
酵

食
品
が
保
存
食
と
し
て
人
び
と
の
た
ん
ぱ
く
源
に

な
っ
て
い
た
。
沿
岸
部
で
は
海
の
魚
が
大
量
に
食
さ
れ

た
が
、
多
く
は
沿
岸
に
生
息
す
る
小
型
の
魚
や
貝
類
、

藻
類
な
ど
で
あ
っ
た
。
海
の
魚
は
塩
蔵
し
、
あ
る
い
は

乾
燥
さ
せ
て
保
存
食
と
し
、
内
陸
部
に
も
運
ば
れ
た
。

中
国
の
乾
燥
ナ
マ
コ
や
ア
ワ
ビ
な
ど
は
付
加
価
値
が

つ
け
ら
れ
て
流
通
し
た
。
日
本
で
も
、
塩
サ
バ
や
塩
サ

ケ
な
ど
の
塩
蔵
品
、
身
欠
き
ニ
シ
ン
や
棒ぼ

う

鱈だ
ら

な
ど
の
乾

（
干
）
物
が
、内
陸
部
の
貴
重
な
た
ん
ぱ
く
源
と
な
っ
た
。

東
ア
ジ
ア
で
は
植
物
性
た
ん
ぱ
く
質
も
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
。
特
に
、
日
本
列
島
を
含
む
東
ア
ジ

ア
原
産
と
さ
れ
る
ダ
イ
ズ
は
豆
腐
や
湯
葉
と
し
て
、
あ

る
い
は
味み

噌そ

や
醤
油
な
ど
の
発
酵
食
品
と
し
て
広
範

囲
に
使
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
が
古
代
末
か
ら
中
世
に
か

け
て
日
本
列
島
に
も
伝
わ
っ
て
、「
和
食
」
の
原
型
を

形
作
っ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
高
た
ん
ぱ
く
の
コ

ム
ギ
も
、
麺
類
や
麩ふ

と
し
て
日
本
に
も
持
ち
込
ま
れ
、

精
進
料
理
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
。

麹
に
よ
る
発
酵
食

発
酵
食
品
は
保
存
食
の
ひ
と
つ
と
し
て
世
界
中
に

見
ら
れ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
で
は
麹

こ
う
じ

菌き
ん

の
利
用
に
特
徴

が
あ
る
。
麹
は
カ
ビ
の
一
種
で
、
湿
潤
・
温
暖
と
い
う

こ
の
地
域
な
ら
で
は
の
微
生
物
で
あ
る
。
こ
れ
を
味
方

に
つ
け
た
こ
と
で
、
こ
の
地
の
食
は
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

東
ア
ジ
ア
の
食
文
化
を
一
言
で
言
い
あ
ら
わ
せ
ば
、

「
自
然
に
沿
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ

の
土
地
に
あ
る
動
植
物
性
の
食
材
を
強
引
に
育
種
す

る
こ
と
な
く
自
然
に
沿
っ
て
管
理
し
、ま
た
季
節
（
旬
）

に
応
じ
て
利
用
し
つ
つ
余
っ
た
も
の
は
発
酵
に
ゆ
だ
ね

て
長
期
間
保
存
す
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
の
う
え
に
成

立
し
た
の
が
日
本
の
「
和
食
」
と
そ
の
文
化
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
日
本
の
食
は
東
・
東
南
ア
ジ
ア
の
食
と
兄

弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
。

東
ア
ジ
ア
の
食佐さ

藤と
う 

洋よ
う

一い
ち

郎ろ
う

　
京
都
府
立
大
学
特
別
専
任
教
授
　



藤原守道筆  アイヌ絵《オムシャ図》19世紀前半 （筆者所蔵）
手前の漆盆にはオムシャ（アイヌに対する慰労行事）で下賜される貴重な赤布が載せられている

下北アイヌが残したアワビの貝塚。トド・アシカ・クジラなどの海
獣の骨とともに骨角製の狩猟・漁労具が出土した
（青森県東通村、浜尻屋貝塚、2001年）

「樽前ｂ火山灰」（1667年降下）の直下で見つかったエゾシカの
送り場。頭骨はすべて下顎骨が外され、雌雄にわけ積み重ねら
れていた。近くではヌサ（祭壇）跡と思われる柱穴列も発見されて
いる（北海道厚真町、ニタップナイ遺跡、2007年）

銭が使われた樺太アイヌのタマサイ（部分）。中
国・唐の開元通宝（621年初鋳）から幕末の文久
永宝（1863年初鋳）まで、中国銭20枚、日本銭
39枚、朝鮮銭1枚が使われている（市立函館博
物館所蔵、児玉コレクション KH13-095）

和鏡をシトキ（飾り板）に使ったタマサイ。江戸中
期に作られた藤原光政銘の柄鏡の柄を切断のう
え、2箇所に穿孔している
（市立函館博物館所蔵、児玉コレクション 691）
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ア
イ
ヌ
と
琉
球

日
本
（
ヤ
マ
ト
）
に
「
中
世
的
世
界
」
が
形
成
さ
れ

た
一
二
世
紀
ご
ろ
、
日
本
列
島
の
北
と
南
に
ヤ
マ
ト
と

は
異
な
る
独
自
の
民
族
社
会
が
誕
生
し
た
。
ア
イ
ヌ

と
琉
球
で
あ
る
。
日
本
が
中
世
か
ら
近
世
、
近
世
か

ら
近
代
へ
と
大
き
く
変
化
す
る
な
か
、
ア
イ
ヌ
社
会
や

琉
球
で
は
長
き
に
わ
た
り
固
有
の
文
化
が
保
持
さ
れ

続
け
て
き
た
。

国
家
を
形
成
し
た
琉
球
と
ア
イ
ヌ
の
部
族
社
会
で

は
社
会
組
織
は
も
ち
ろ
ん
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
も
農
業
を
中
心
と
す
る
中
世
・
近
世
の
日
本

と
違
っ
て
対
外
交
易
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
松
前
藩
や

鹿
児
島
藩
（
薩
摩
藩
）
に
よ
り
政
治
的
・
経
済
的
に
半

ば
包
摂
さ
れ
な
が
ら
も
、
江
戸
幕
府
の
支
配
が
直
接

お
よ
ば
な
い
「
異
域
」
で
あ
り
続
け
た
。

近
代
国
家
の
成
立
に
よ
り
交
易
型
社
会
が
失
わ
れ

た
後
も
、
北
海
道
と
沖
縄
で
は
独
自
の
社
会
と
文
化

が
根
強
く
維
持
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
今
な
お

ヤ
マ
ト
と
の
温
度
差
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
沖
縄
で
は

ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
近
世
後
期
以
降
、
和
人
の
移
住
が
進
ん
だ
北

海
道
で
は
現
在
、
ア
イ
ヌ
は
道
民
全
体
の
〇
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
以
下
と
圧
倒
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。

文
字
や
貨
幣
を
も
た
な
い
人
び
と

和
人
の
目
に
映
っ
た
ア
イ
ヌ
像
に
つ
い
て
は
、
古
文

書
や
ア
イ
ヌ
絵
な
ど
の
絵
画
資
料
か
ら
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
方
、
明
治
政
府
に
よ
る
国
民
化
政
策
以
前

の
ア
イ
ヌ
は
文
字
や
絵
に
よ
る
記
録
を
残
さ
な
か
っ

た
た
め
、
彼
ら
の
目
に
シ
サ
ム
（
隣
人
）
で
あ
る
和
人

や
日
本
の
文
化
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
か
は
、

口
承
文
芸
や
考
古
資
料
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
い
。

中
世
・
近
世
日
本
の
経
済
は
、
津
々
浦
々
を
結
ぶ

海
運
に
よ
る
物
資
の
広
域
流
通
と
貨
幣
経
済
の
発
達

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
ア
イ
ヌ
や
琉
球
の
対
外

交
易
の
最
大
の
相
手
は
日
本
で
あ
り
、
交
易
の
規
模

は
時
代
と
と
も
に
拡
大
し
た
。
ア
イ
ヌ
も
古
く
は
農

耕
や
金
属
加
工
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
対
和
人
交
易

品
を
生
み
出
す
た
め
次
第
に
狩
猟
・
漁
労
に
専
従
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
狩
猟
・
漁
労
な
ど
の
生せ
い

業ぎ
ょ
うや

儀
礼
な
ど
、
生
活
に
必
要
な
物
資
の
多
く
を
日

本
製
品
に
依
拠
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
ア
イ
ヌ

社
会
は
日
本
経
済
圏
に
組
み
込
ま
れ
、
和
人
に
よ
る

経
済
的
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
と
ア
イ
ヌ
間
の
交
易
で
は
、
日
本
か
ら
は
鉄
製

品
・
漆
器
・
布
・
米
・
酒
・
タ
バ
コ
・
煙き
せ
る管
な
ど
、
ア
イ

ヌ
か
ら
は
お
も
に
エ
ゾ
シ
カ
・
ク
マ
な
ど
の
陸
獣
や
ア
ザ

ラ
シ
・
ラ
ッ
コ
な
ど
海
獣
の
毛
皮
、
サ
ケ
・
ニ
シ
ン
・
ア

ワ
ビ
・
コ
ン
ブ
な
ど
の
海
産
物
が
取
引
さ
れ
た
が
、
遠
隔

地
交
易
に
便
利
な
は
ず
の
貨
幣
は
使
わ
れ
ず
、
ア
イ
ヌ

社
会
で
貨
幣
が
流
通
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ア
イ
ヌ
は

手
に
入
れ
た
中
国
や
日
本
の
銭
を
貨
幣
と
し
て
用
い
る

の
で
は
な
く
、
首
飾
り（
タ
マ
サ
イ
）な
ど
ア
ク
セ
サ
リ
ー

の
パ
ー
ツ
に
転
用
し
た
。
ア
イ
ヌ
社
会
に
は
多
数
の
日
本

製
品
が
見
ら
れ
る
が
、
彼
ら
は
自
ら
の
価
値
観
に
し
た

が
い
取
捨
選
択
し
、
受
容
す
る
場
合
で
も
、
自
ら
の
文

化
的
脈
絡
の
な
か
で
独
自
の
使
い
方
を
し
た
の
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
の
価
値
観

中
世
の
日
本
人
を
魅
了
し
た
お
茶
と
仏
教
は
、
日

本
が
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
的
世
界
の
一
員

で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
が
、
そ
れ
ら
が
ア
イ
ヌ
社
会
で

受
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
中
世
か
ら
日
本
で
盛

ん
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
陶
磁
器
も
彼
ら
の
生
活
用
具

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
イ
ヌ
の
物
質
文
化
に
は
、
海

獣
類
の
骨
や
牙
を
使
っ
た
道
具
や
装
身
具
・
ビ
ー
ズ

な
ど
北
太
平
洋
の
先
住
民
族
に
共
通
す
る
モ
ノ
と
、
太た

刀ち

・
玉ぎ
ょ
く・

鏡
・
漆
器
と
い
っ
た
古
代
日
本
の
価
値
観
に

則の
っ
と

っ
た
モ
ノ
と
が
「
同
居
」
し
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
モ
ノ
は
単
な
る
物
で
は
な
い
。
彼

ら
は
モ
ノ
に
は
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
、
人
が
作
り

出
す
モ
ノ
の
生
産
と
消
費
を
、
生
物
の
生
や
死
と
同

じ
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
う
考
え
る

と
、
交
易
に
便
利
な
は
ず
の
貨
幣
を
受
け
入
れ
な
か
っ

た
理
由
が
理
解
で
き
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
お
金
で

生
命
が
買
え
な
い
の
と
同
じ
理
屈
で
、
お
金
で
モ
ノ
は

買
え
な
い
の
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
は
縄
文
人
と
違
っ
て
自
給
自
足
の
生
活
を

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
交
易
の
た
め
と

は
い
え
、
狩
猟
や
採
集
に
生
業
の
基
盤
を
置
く
限
り
、

自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
シ
サ
ム
＝
和
人
に
は
希
薄
と
な
る
一
方

の
モ
ノ
に
対
す
る
魂た
ま

送お
く

り
の
思
想
が
保
た
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

ア
イ
ヌ
か
ら
見
た
日
本

関せ
き

根ね 

達た
つ

人ひ
と
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図 1：1950年の焼畑・切替畑を営む農家数
※ 1950年世界農業センサスと国土数値情報より筆者作成

図 2：1950年の焼畑・切替畑の面積
※ 1950年世界農業センサスと国土数値情報より筆者作成

紀の川上流の山村。大滝ダム建設時の地滑りにともな
い集落が移転したため、現在この光景は見られない
（奈良県川上村白屋、1992年）
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佐
々
木
高
明
の
『
稲
作
以
前
』
と
『
日
本
の
焼
畑

―
そ
の
地
域
的
比
較
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
た
の

は
、
も
う
半
世
紀
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
大
学

生
の
と
き
に
両
書
に
出
会
っ
た
わ
た
し
は
、

焼
畑
の
歴
史
に
興
味
を
も
ち
、
卒
業
論

文
の
テ
ー
マ
と
し
た
。
た
だ
し
、
わ
た

し
が
調
査
し
た
の
は
、
焼
畑
が
す
で
に

消
滅
し
て
い
た
紀
伊
山
地
で
あ
っ
た
。

佐
々
木
は
、
面
積
や
農
家
が
多
い
と
い
う
点
で
八
つ

の
山
地
（
北き
た

上か
み

、
奥お
う

羽う

・
出
羽
、
上
越
・
頸く
び

城き

、
飛ひ

濃の
う

越え
つ

［
飛

騨
高
地
・
両
り
ょ
う

白は
く

山
地
］、
山
陰
、
四
国
、
赤あ
か

石い
し

・
丹た
ん

沢ざ
わ

、
九

州
）
を
「
焼
畑
卓
越
地
域
」
と
よ
ん
だ
。
わ
た
し
が
そ

の
な
か
か
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
を
選
ば
な
か
っ
た
の
は
、
出

身
地
に
近
く
て
な
じ
み
が
あ
り
、
史
料
の
目
星
が
つ

い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
進
化
」す
る
焼
畑

紀
伊
山
地
の
北
部
、
紀き

の
川か
わ

上
流
の
山
村
の
古
文

書
か
ら
は
、
江
戸
時
代
に
焼
畑
で
チ
ャ
ノ
キ
や
コ
ウ
ゾ

が
栽
培
さ
れ
、
そ
れ
が
ス
ギ
の
植
栽
へ
と
進
ん
だ
こ
と

が
見
え
て
き
た
。
当
地
の
林
業
は
明
治
以
後
、「
吉
野

林
業
」
の
名
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
焼

畑
を
消
滅
さ
せ
た
原
因
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
進
化

形
態
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
焼
畑
も
林
業
も
、
人

が
意
図
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
を
山

に
も
ち
込
み
、
そ
の
生
長
に
応
じ

て
収
穫
・
伐
採
す
る
こ
と
で
、

遷
移
を
繰
り
か
え
す
営
み
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
佐
々
木
に
と
っ
て
は
、
主
食
と
な
る
穀

物
を
栽
培
す
る
焼
畑
こ
そ
が
、
よ
り
焼
畑
ら
し
い

焼
畑
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
佐
々
木
は
林
業
と

共
存
す
る
焼
畑
を
「
林り
ん

業ぎ
ょ
う

前ぜ
ん

作さ
く

農の
う

業ぎ
ょ
う

型が
た

」
と
よ
び
、

焼
畑
の
「
一
つ
の
進
化
の
方
向
」
だ
と
は
述
べ
た
が
、

そ
れ
は
卓
越
地
域
の
指
標
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

島
嶼
と
低
地
の
焼
畑

佐
々
木
高
明
の
『
日
本
の
焼
畑
』
の
重
要
な
出
発
点

と
な
っ
た
の
が
、
一
九
五
〇
年
の
世
界
農
業
セ
ン
サ
ス

に
記
録
さ
れ
た
焼
畑
面
積
・
農
家
数
で
あ
る
。
佐
々
木

が
市
郡
単
位
で
描
い
た
分
布
図
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献

に
再
掲
さ
れ
て
お
り
、
焼
畑
研
究
者
に
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。佐

々
木
は
卓
越
地
域
を
強
調

す
る
た
め
に
、
焼
畑
面
積
五

町
未
満
の
市
郡
を
捨
象
し
た
。
し
か
し
、

す
べ
て
の
市
町
村
の
焼
畑
面
積
・
農
家
数
を

図
示
し
て
み
る
と
、
日
本
の
焼
畑
の
違
う
側
面
が

見
え
て
く
る
。
焼
畑
農
家
の
分
布
図
（
図
1
）
は
佐
々

木
の
い
う
焼
畑
卓
越
地
域
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、

伊
豆
諸
島
や
隠お

岐き

、
対
馬
、
甑
こ
し
き

島し
ま

、
屋
久
島
の
よ
う
に
、

島と
う

嶼し
ょ
の
農
家
も
多
か
っ
た
。
焼
畑
面
積
を
見
れ
ば
（
図

2
）、
特
定
の
山
村
地
域
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
よ

り
も
、
都
市
近
郊
の
低
地
を
含
め
、
広
く
散
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
焼
畑
と
さ
れ
た
統
計
値

に「
切き
り

替か
え

畑ば
た

」が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。

セ
ン
サ
ス
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
切
替
畑
と
は
新
開

墾
地
や
肥
沃
で
な
い
土
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
、
休

閑
を
伴
う
耕
地
で
あ
る
が
、
統
計
の
項
目
は
焼
畑
と

ひ
と
く
く
り
に
な
っ
て
い
る
。
北
海
道
十
勝
地
方
の

大
き
な
円
は
新
開
墾
地
の
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、

そ
う
で
な
い
例
に
つ
い
て
は
、
焼
畑
と
切
替
畑
を
区

別
す
る
の
は
難
し
い
。
歴
史
的
に
は
、
焼
畑
も
切
替

畑
も
、
焼
畑
を
あ
ら
わ
す
語
彙
の
一
例
に
す
ぎ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

草
原
の
焼
畑

一
八
世
紀
末
に
農
政
学
者
・
大お
お

石い
し

久ひ
さ

敬た
か

が
著
し
た

『
地じ

方か
た

凡は
ん

例れ
い

録ろ
く

』
は
、
切
替
畑
だ
け
で
な
く
、
薙な
ぎ

畑ば
た

や

奥
羽
の
鹿か

野の

畑ば
た

、
甲か

斐い

の
苅か
り
ゅ
う
ば
た

生
畑
と
い
っ
た

方
言
を
列
挙
し
て
、
呼
称
や
農
法
に
違
い
は
あ
る
も
の

の
、
こ
れ
ら
も
す
べ
て
焼
畑
だ
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ

し
、
休
閑
期
間
が
五
年
か
ら
一
〇
年
あ
る
苅
生
畑
は
、

ふ
つ
う
の
焼
畑
で
は
な
く
、
特
殊
な
焼
畑
だ
と
い
う
。

同
書
が
い
う
ふ
つ
う
の
焼
畑
と
は
、
一
年
間
の
耕
作

期
間
と
一
、
二
年
の
休
閑
期
間
を
繰
り
か
え
す
と
い

う
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
速
い
焼
畑
で
あ
っ
た
。
こ
の

場
合
、
休
閑
地
に
森
林
が
再
生
す
る
こ
と
は
な
く
、

む
し
ろ
草
原
で
営
ま
れ
る
焼
畑
だ
っ
た
と
い
え
る
。
こ

の
よ
う
な
耕
作
期
間
も
休
閑
期
間
も
短
い
焼
畑
は
、

よ
く
注
意
す
れ
ば
近
世
の
史
料
に
散
見
さ
れ
る
。

佐
々
木
が
『
日
本
の
焼
畑
』
で
扱
っ
た
焼
畑
は
、

例
え
ば
三
年
の
耕
作
期
間
と
一
五
年
の
休
閑
期
間
を

も
つ
よ
う
な
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を

も
つ
森
林
の
焼
畑
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
江
戸

時
代
に
お
い
て
は
、
奥
地
の
山
村
で
発
達
し
た
特
殊

な
焼
畑
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
よ
り
短
期
的
な

草
原
の
焼
畑
こ
そ
が
、
人
び
と
が
よ
く
知
る
焼
畑
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
九
五
〇
年
の
セ
ン
サ
ス

か
ら
佐
々
木
が
捨
象
し
た
地
域
に
も
、
そ
の
よ
う
な

焼
畑
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

焼
畑
の
環
境
史
へ

日
本
文
化
の
源
流
に
目
を
向
け
て
い
た
佐
々
木
高

明
に
と
っ
て
は
、
よ
り
本
格
的
な
森
林
の
焼
畑
に
こ

そ
、
文
化
の
核
心
に
か
か
わ
る
何
か
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
た
だ
し
、
佐
々
木
の
文
化
論
的
な
議
論
か
ら
は
、

「
進
化
」
し
た
焼
畑
や
、
草
原
の
焼
畑
の
姿
は
、
こ
ぼ

れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
焼
畑
も
ま
た
、
人
為
的
な
植
物
の
景
観
を
生

み
だ
し
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、
日
本
の
環
境
史
を
考

え
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
生
業
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

考
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
求
め
て
、
わ
た
し
は
今
改

め
て
、『
日
本
の
焼
畑
』
を
丹
念
に
読
み
返
し
て
い
る
。

焼
畑
か
ら
見
た
日
本米こ

め

家い
え 

泰た
い

作さ
く

　
京
都
大
学
教
授
　



上：朝枝の過ごした棟のある風景（1942年）
左：朝枝が過ごした収容所の部屋（1942年）
（いずれもタンフォラン集合センターにて制作。本館所蔵）

南太平洋旅行中の朝枝利男。ゼーング
レー氏所有のヨット、フィッシャーマン
Ⅱ世号にて
（1931年、本館 朝枝利男コレクション、
X0075964）

映像音響資料「朝枝利男コレクション」の検索画面。
写真や水彩画をクリックすると、詳細情報が表示されるA

本館展示場
観覧券売場

ビデオテーク

日本の文化展示
「多みんぞくニホン」

れ
た
コ
ー
ナ
ー
「
移
民
と
日
本
」
で
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
国
や
地
域
か
ら
来
た
移
民
が
、
い
つ
、
ど
の

よ
う
に
し
て
日
本
を
生
活
の
場
と
し
た
の
か
、
ま

た
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
流
れ
の
な
か
で
来
日
し
た

の
か
が
、
豊
富
な
写
真
資
料
と
と
も
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

日
系
人
に
つ
い
て
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
の
入
口
に

掲
示
さ
れ
て
い
る
年
表
の
な
か
に
情
報
が
あ
る
。

コ
ー
ナ
ー
の
性
質
上
、
基
本
的
に
は
来
日
し
た
移

民
に
か
か
わ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
な
か
、
日

本
人
移
民
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
の
だ
。
例
え

ば
、
一
八
九
九
年
に
は
「
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
の
日

本
人
出
移
民
開
始
」、
一
九
二
四
年
に
は
「
米
国
へ

の
日
本
人
移
民
規
制
」
と
あ
り
、
日
系
人
の
な
か

で
も
ア
メ
リ
カ
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
事
項

が
見
ら
れ
る
。

日
系
人
収
容
所
体
験
を
見
る

日
系
人
の
経
験
と
し
て
看
過
で
き
な
い
資
料
が

ほ
か
に
も
あ
る
。
た
だ
し
展
示
場
の
な
か
の
標
本

資
料
で
は
な
く
、
映
像
音
響
資
料
だ
。
本
館
展
示

の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー
ン
に
あ
る
ビ
デ

オ
テ
ー
ク
ブ
ー
ス
で
「
朝あ

さ

枝え
だ

利と
し

男お

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

（
番
組
番
号
六
〇
〇
一
）
を
検
索
す
れ
ば
、
そ
れ
ら

を
閲
覧
で
き
る
。
番
組
を
選
択
し
、
目
次
の
一
番

下
に
あ
る
「
日
系
人
強
制
収
容
所
」
を
見
て
い
た

だ
き
た
い
。
日
系
人
の
体
験
を
絵
画
資
料
か
ら
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

朝
枝
利
男
は
、
戦
前
の
ア
メ
リ
カ
で
活
躍
し
た

写
真
家
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
富
豪
の
企

画
し
た
探
検
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
一
九
三
〇
年
代

の
太
平
洋
社
会
を
ひ
ろ
く
航
海
し
、
当
時
の
自
然
環

境
、
社
会
や
文
化
の
す
が
た
を
フ
ィ
ル
ム
に
焼
き
付

け
て
い
る
。
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
、
彼
の
ア
メ

リ
カ
で
の
生
活
は
急
激
に
様
変
わ
り
を
す
る
。
探
検

は
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
り
、
彼
は
妻
と
と
も
に
日
系

人
の
収
容
所
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

こ
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
番
組
に
収
め
ら
れ
て
い
る

の
は
、
朝
枝
利
男
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
タ
ン

フ
ォ
ラ
ン
と
ユ
タ
州
の
ト
パ
ー
ズ
で
過
ご
し
た
際

に
描
い
た
水
彩
画
で
あ
る
。
特
段
、
芸
術
の
修
練

を
積
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
日
系
人
が
、
収
容
所
で

の
滞
在
中
に
残
し
た
工
芸
作
品
な
ど
を
、「
尊
厳
の

芸
術
」
と
よ
ぶ
人
も
い
る
。
祖
国
と
居
住
地
の
は

ざ
ま
で
引
き
裂
か
れ
た
彼
ら
の
苦
渋
の
経
験
が
刻

み
込
ま
れ
た
作
品
群
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
朝
枝

の
一
連
の
作
品
も
そ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
ら
な

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
彼
の
残
し
た
水
彩
画
を
鑑

賞
す
る
こ
と
で
、
日
系
人
と
し
て
の
朝
枝
が
ど
の

よ
う
な
経
験
を
し
た
の
か
、
つ
つ
ま
し
く
も
独
特

な
世
界
を
、
ま
さ
に
朝
枝
の
肩
越
し
に
瞥べ

っ

見け
ん

で
き

る
。
日
系
人
収
容
八
〇
年
に
あ
た
る
本
年
は
、
閲

覧
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
機
会
と
い
え
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
四
二
年
二
月
一
九
日

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
は
、
大
統
領
令
九
〇
六
六
号
に
署
名
し
た
。
こ
れ

を
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
敵
性
国
人
は
、
強
制
収
容
所

で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

の
な
か
に
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
な
ど
の
西
海
岸
に

い
た
日
系
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
今
年
二
月
で
、
こ

の
大
統
領
令
が
発
令
さ
れ
て
八
〇
年
を
迎
え
る
。
そ

こ
で
今
回
は
、
本
館
展
示
場
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
日

系
人
関
係
の
資
料
を
探
訪
し
て
み
た
い
。

と
い
う
こ
と
で
展
示
場
を
散
策
し
て
み
て
も
、
じ

つ
は
そ
れ
ほ
ど
関
連
資
料
は
見
つ
か
ら
な
い
。
考
え

て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
通
文
化
展
示
の
コ

ー
ナ
ー
を
除
き
、
地
域
割
と
な
っ
て
い
る
本
館
展
示

で
は
、
移
民
資
料
は
な
か
な
か
居
場
所
を
見
い
だ
し

が
た
い
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
近
年
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や

多
文
化
化
の
状
況
は
、
ど
こ
の
地
域
展
示
で
も
認
識

さ
れ
て
お
り
、
各
地
の
移
民
状
況
や
日
本
と
の
か
か

わ
り
を
示
す
展
示
品
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
一
年
に
は
、
全
米
日
系
人
博
物
館
巡

回
展
「
弁
当
か
ら
ミ
ッ
ク
ス
プ
レ
ー
ト
へ
」
が
み
ん

ぱ
く
で
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
展

示
場
か
ら
日
系
ア
メ
リ
カ
人
資
料
を
探
し
て
も
な
か

な
か
見
つ
か
ら
な
い
の
だ
。

日
本
の
文
化
展
示
場
の
移
民
情
報

そ
う
し
た
な
か
、
日
系
人
に
関
す
る
何
ら
か
の
情

報
が
見
つ
か
る
の
は
、
ま
ず
、
日
本
の
文
化
展
示
の

最
後
に
あ
る
「
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」
セ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
。
日
本
に
暮
ら
す
移
民
に
注
目
し
て
設
置
さ

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

丹に

羽わ 

典の
り

生お

日
系
ア
メ
リ
カ
人
の

足
跡
を
探
る

BA

「多みんぞくニホン」セクションの
「移民と日本」のコーナーB
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友の会
友の会講演会
受付フォームは友の会ホームページ内にあり
ます。会場参加のみ、会員以外の方もご参
加いただけます。
※会員：無料（会員証提示）
　一般：資料代500円

参加形式
①本館第5セミナー室（定員40名）
②オンライン（ライブ配信）（定員100名）
※要事前申込、先着順

第521回　2月5日（土）13時30分～15時
記憶が生まれる、記憶をつむぐ
―南米アンデス文明の文化遺産保護
の道のり

講師　関雄二（本館 教授）
講演者は、過去40年以上にわたってアンデ
ス文明の形成過程を追うかたわら、文化遺
産の保護を地域住民とともに実施してきまし
た。本講演では、その足跡を辿るとともに、
地域住民が抱く文化遺産に関する記憶に注
目し、文化遺産保護の共創プロジェクトを実
現する方法を考えます。

受付フォーム
https://www.senri-f.or.jp/521tomo/

第522回　3月5日（土）13時30分～15時
病の語りにさぐる
―産後風と韓国女性の生活
講師　諸昭喜（本館 助教）
韓国には、産後に適切なケアを受けることが
できなかったときに発症する「産後風（サヌプ

ン）」とよばれる病があります。これはどんな
病気で、なぜ人びとに広く知られているのか、
なぜ女性たちは共通した思いをもっているの
かなどを、病についての語りから紹介します。
また、病をとおして韓国社会の女性が経験
してきた生活についても考えます。

受付フォーム
https://www.senri-f.or.jp/522tomo/

みんぱく友の会オンラインレクチャー
みんぱくの研究者によるミニレクチャー動画
を友の会ホームページ内で公開しています。
最新作では池谷和信先生が、焼畑について
お話しします。
公開ページ
https://www.senri-f.or.jp/category/
events/online/

国立民族学博物館友の会 （公益財団法人千里文化財団）
電話  06-6877-8893 （9時～17時、土日祝を除く）　  FAX  06-6878-3716
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/　 E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

お問い
合わせ

特
別
展

日
本
・
モ
ン
ゴ
ル
外
交
関
係
樹
立
50
周
年

記
念
特
別
展

「
邂
逅
す
る
写
真
た
ち

―
モ
ン
ゴ
ル
の
1
0
0
年
前
と
今
」

モ
ン
ゴ
ル
の
1
0
0
年
の
変
貌
を
写
真
で
辿

る
体
験
型
の「
写
真
展
」で
す
。
大
草
原
と
遊

牧
民
と
は
異
な
る
モ
ン
ゴ
ル
に
出
逢
え
ま
す
。

会
期
　

3
月
17
日（
木
）〜
5
月
31
日（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
か
ら
見
た

現
代
モ
ン
ゴ
ル
社
会

―
映
画『
モ
ン
ゴ
リ
ア
ン
・
ブ
リ
ン
グ
』

か
ら
考
え
る
」

モ
ン
ゴ
ル
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
を
テ
ー
マ
に
し
た

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
上
映
す
る
と
同

時
に
監
督
や
出
演
者
が
国
境
を
越
え
た
座

談
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時 

3
月
21
日（
月
・
祝
）13
時
30
分
〜

 

16
時
20
分（
13
時
開
場
）

参
加
形
式

①
会
場
参
加
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ト
ホ
ー
ル（
講
堂
）（
定
員
1
6
0
名
）

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）

　（
定
員
3
0
0
名
）

上
映
作
品「
モ
ン
ゴ
リ
ア
ン・
ブ
リ
ン
グ
」（
日

本
語
字
幕
あ
り
）、
2
0
1
2
年

座
談
会ベン

ジ
・
ビ
ン
ク
ス（
上
映
作
品
監
督
、

オ
ン
ラ
イ
ン
登
壇
）

ジ
ェ
ニ
ー（
ラ
ッ
パ
ー
、オ
ン
ラ
イ
ン
登
壇
）

ハ
ン
ガ
ー（
ラ
ッ
パ
ー
）

川
瀬
慈（
本
館 

准
教
授
）

司
会 

島
村
一
平（
本
館 

准
教
授
）

※
要
事
前
申
込（
会
場
参
加
は
本
人
を
含
む

2
名
ま
で
）、
先
着
順
、
参
加
無
料（
会

場
参
加
は
要
展
示
観
覧
券
）

※
事
前
予
約
の
方
へ
入
場
整
理
券
を
当
日

11
時
か
ら
本
館
2
階
会
場
入
口
に
て
配

布
し
ま
す
。

※
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
電
話
先
行
受
付

　
2
月
14
日（
月
）〜
2
月
18
日（
金
）

　
定
員
30
名

　【
申
込
先
】

　
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

　（
千
里
文
化
財
団
）

■
一
般
受
付

　
2
月
21
日（
月
）〜
3
月
11
日（
金
）

企
画
展

「
焼
畑
―
佐
々
木
高
明
の
見
た
五
木
村
、

そ
し
て
世
界
へ
」

日
本
や
世
界
の
焼
畑
を
事
例
に
し
て
、
現

代
社
会
と
焼
畑
と
の
か
か
わ
り
、
日
本
文

化
の
な
か
で
の
焼
畑
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。

会
期
　

3
月
10
日（
木
）〜
6
月
7
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会

み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
シ
ア
タ
ー

「
イ
ン
ド
の
染
色
職
人
カ
ト
リ
ー 

―
カ
ッ
チ
地
方
の
絞
り
染
め
と
更
紗
」

本
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
映
像
作
品
で
あ
る「
み

ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
」シ
リ
ー
ズ
の
な
か
か

ら
選
定
し
た
作
品
を
上
映
後
、
監
修
者
に

よ
る
ト
ー
ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時
　

2
月
23
日（
水
・
祝
）

 
13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

参
加
形
式

①
会
場
参
加
　
シ
ア
タ
ー
セ
ブ
ン（
大
阪
・

十
三
）（
定
員
26
名
）

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）

 

（
定
員
1
0
0
名
）

※
要
事
前
申
込（
会
場
参
加
は
本
人
を
含
む

2
名
ま
で
）、
先
着
順
、
参
加
無
料

解
説
　
上
羽
陽
子（
本
館 

准
教
授
）

　
　
　 

金
谷
美
和（
国
際
フ
ァッ
シ
ョ
ン
専
門

職
大
学 

准
教
授
）

司
会
　
南
真
木
人（
本
館 

教
授
）

【
申
込
期
間
】

■
一
般
受
付

　
2
月
18
日（
金
）ま
で

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

「
A
i
n
u
｜ひ
と
」

昭
和
初
期
に
生
ま
れ
、
時
代
の
過
渡
期
を

生
き
た
四
人
の
古
老
。
そ
の
生
き
様
と
ア

イ
ヌ
文
化
伝
承
の
今
を
伝
え
る
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
で
す
。

日
時
　

3
月
26
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時

 

（
13
時
開
場
）

参
加
形
式

①
会
場
参
加
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ト
ホ
ー
ル（
講
堂
）（
定
員
1
6
0
名
）

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）

 

（
定
員
3
0
0
名
）

解
説
　
溝
口
尚
美（
上
映
作
品
監
督
）

司
会
　
齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

※
要
事
前
申
込（
会
場
参
加
は
本
人
を
含
む

2
名
ま
で
）、
先
着
順
、
参
加
無
料（
会

場
参
加
は
要
展
示
観
覧
券
）

※
事
前
予
約
の
方
へ
入
場
整
理
券
を
当
日

11
時
か
ら
本
館
2
階
会
場
入
口
に
て
配

布
し
ま
す
。

※
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
電
話
先
行
受
付

　
2
月
18
日（
金
）〜
2
月
25
日（
金
）

　
定
員
30
名

　【
申
込
先
】

　
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

　（
千
里
文
化
財
団
）

■
一
般
受
付

　
2
月
28
日（
月
）〜
3
月
18
日（
金
）

研
究
公
演

「
絆
―
人
を
つ
な
ぐ
太
鼓
」

和
太
鼓「
絆
」に
よ
る
演
奏
を
通
じ
て
、
異

な
る
背
景
を
も
つ
人
び
と
が
、
違
い
を
違
い

と
し
て
認
め
合
い
、
楽
し
み
な
が
ら
学
び
合

う
社
会
を
作
る
可
能
性
を
さ
ぐ
り
ま
す
。

日
時
　

3
月
20
日（
日
）14
時
〜
16
時
30
分

 

（
13
時
30
分
開
場
）

参
加
形
式

①
会
場
参
加
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ト
ホ
ー
ル（
講
堂
）（
定
員
1
3
0
名
）

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）

 

（
定
員
3
0
0
名
）

出
演
　
和
太
鼓「
絆
」

解
説
　
寺
田
𠮷
孝（
本
館 

名
誉
教
授
）

司
会
　
福
岡
正
太（
本
館 

教
授
）

※
要
事
前
申
込（
会
場
参
加
は
本
人
を
含
む

2
名
ま
で
）、
先
着
順
、
参
加
無
料（
会

場
参
加
は
要
展
示
観
覧
券
）

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
電
話
先
行
受
付

　
2
月
14
日（
月
）〜
2
月
18
日（
金
）

　
定
員
25
名

　【
申
込
先
】

　
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

　（
千
里
文
化
財
団
）

■
一
般
受
付

　
2
月
21
日（
月
）〜
3
月
11
日（
金
）

公
開
講
演
会

「
イ
メ
ー
ジ
の
脈
動
に
ふ
れ
る
」

イ
メ
ー
ジ
は
、
人
の
制
御
を
超
え
て
生
成
、

変
化
し
、
世
界
を
形
づ
く
り
ま
す
。
ま
た
、

時
空
を
超
え
て
脈
打
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
媒

体
を
と
お
し
て
顕
現
し
増
殖
し
ま
す
。
人

間
の
感
覚
、
あ
る
い
は
感
覚
を
超
え
て
生

成
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
主
体
性
を
と
ら
え
、

知
や
学
問
の
あ
り
か
た
を
考
え
ま
す
。

日
時
　

3
月
25
日（
金
）18
時
30
分
〜
21
時

 

（
17
時
30
分
開
場
）

会
場
　 

オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル

 
 （

大
阪
市
北
区
梅
田
）

定
員
　

1
8
0
名

講
演
　
中
沢
新
一（
思
想
家
、
人
類
学
者
）

報
告
　
川
瀬
慈（
本
館 

准
教
授
）

 

末
森
薫（
本
館 

助
教
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

 

中
沢
新
一 

× 

川
瀬
慈 

× 

末
森
薫

司
会
　
平
野
智
佳
子（
本
館 

助
教
）

主
催
　
国
立
民
族
学
博
物
館

 

毎
日
新
聞
社

国立民族学博物館 広報・IR係　
電話  06-6878-8560 （9時～17時、土日祝を除く）　 FAX  06-6875-0401
お問い合わせフォーム https://www.minpaku.ac.jp/information/contactus/form

お問い
合わせ

みんぱくゼミナール
参加形式
① 会場参加　みんぱくインテリジェントホール
（講堂）（定員160名）
②オンライン（ライブ配信）（定員300名）
・要事前申込、先着順、参加無料
・当日参加受付あり（会場参加のみ、定員30名）

第518回
2月19日（土） 13時30分～15時（13時開場）
遙かなる山々
―アンデス文明探求40年の軌跡
講師　関雄二（本館 教授）

【申込期間】

■一般受付　2月16日（水）まで
※友の会電話先行受付は終了しました。

第519回
3月19日（土）13時30分～15時（13時開場）

焼畑は環境破壊か
―佐々木高明の研究とその後
講師　佐藤廉也（大阪大学 教授）
　　　米家泰作（京都大学 教授）
　　　池谷和信（本館 教授）

国立民族学博物館第2代館長・佐々木高明
は焼畑研究の第一人者です。本ゼミナール
では、日本や世界の焼畑の歴史と現状をわ
かりやすく紹介しながら、現代社会のなかで
の焼畑の意義について考えます。

【申込期間】

■友の会電話先行予約
　2月14日（月）～2月18日（金）
　定員30名、会場参加対象
　【申込先】
　国立民族学博物館友の会（千里文化財団）
■一般受付
　2月21日（月）～3月16日（水）
※会場参加のみの開催です。オンライン（ラ
イブ配信）はございません。

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう
会場　第5セミナー室（定員42名）
※申込不要（当日先着順）、参加無料（要展
示観覧券）、14時より整理券配布

※各回、開始30分前に開場

本館の研究者が「みんぱくの展示資料」「調
査している地域（国）の最新情報」「現在取り
組んでいる研究」についてわかりやすくお話
しします。

2月13日（日） 14時30分～15時
野生性と人類の論理
話者　卯田宗平（本館 准教授）

2月27日（日） 14時30分～15時
海を渡った一族
―沖縄の座間味島をめぐる移動史
話者　藤本透子（本館 准教授）

※
要
事
前
申
込
、
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
。

※
手
話
通
訳
あ
り

お
問
い
合
わ
せ
先

本
館 

研
究
協
力
課 

研
究
協
力
係

0
6
ー
6
8
7
8
ー
8
2
0
9

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
学
際
研
究
と
フ
ォ
ー
ラ
ム
型

情
報
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

文
化
遺
産
、
芸
能
、
博
物
学
、
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
を
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
紹
介
し
、
調
査
・
研
究
の
有
力
な
手
段
と

し
て
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

日
時
　

3
月
6
日（
日
）10
時
〜
17
時
25
分

　
　
　（

9
時
30
分
開
場
）

会
場
　
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

講
演
　
八
木
百
合
子（
本
館 

助
教
）

　
　
　
丹
羽
典
生（
本
館 

准
教
授
）

　
　
　
南
真
木
人（
本
館 

教
授
）

　
　
　
福
岡
正
太（
本
館 

教
授
）

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

　
　
　
栗
田
博
之

　
　
　（
東
京
外
国
語
大
学 

名
誉
教
授
）

　
　
　
ユ
ウ
・
ペ
イ
リ
ン

　
　
　（
ボ
イ
ジ
ー
州
立
大
学 

特
任
准
教

　
　
　
授
）

総
合
司
会
　
野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料

左
記
U
R
L
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

h
ttp

s://fo
rm

s.g
le

/kg
M

tfV
sB

q
e

m
A

k5
4

6
8

※ 

状
況
に
よ
っ
て
は
講
演
者
、
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
を
変
更
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

■
一
般
受
付

　
2
月
28
日（
月
）ま
で

みんぱく
インフォメーション

重要なお知らせ               

新型コロナウイルス感染症の状況によって
は、催し物の予定を変更・中止する場合が
あります。事前に本館ホームページでご確
認ください。

みんぱくホームページ
催し物のご案内

https://www.minpaku.ac.jp/event

イベント予約はこちら 



日
本
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
も
、
韓
国
の

携
帯
電
話
番
号
は
も
ち
続
け
て
い
た
。
昨
年

か
ら
そ
の
番
号
に
詐
欺
電
話
が
多
く
か
か
っ

て
く
る
よ
う
に
な
り
、
わ
た
し
は
大
学
入
学

時
に
初
め
て
携
帯
電
話
を
も
っ
て
以
来
、
二

〇
年
ぶ
り
に
韓
国
の
電
話
番
号
を
解
約
し
た
。

二
〇
二
一
年
夏
、コ
ロ
ナ
禍
の
韓
国
で

 

七
月
、
韓
国
に
入
国
す
る
と
き
に
は
、
日

本
の
電
話
番
号
が
入
っ
た
ス
マ
ホ
だ
け
で
問

題
は
な
か
っ
た
。「
自
宅
隔
離
者
安
全
保
護
」

ア
プ
リ
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
か
、
保

護
者
と
の
通
話
が
可
能
か
さ
え
確
認
が
取
れ

れ
ば
入
国
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
宅
待
機

中
、
わ
た
し
た
ち
家
族
の
体
調
を
確
認
す
る

た
め
に
、
保
健
所
か
ら
毎
日
連
絡
が
も
ら
え

る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
が
、
自
宅

待
機
用
の
ア
プ
リ
は
わ
た
し
に
と
っ
て
、
足

か
せ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
ア
プ
リ
は
、
ス

マ
ホ
の
位
置
情
報
で
も
ち
主
の
居
場
所
を
追

跡
し
て
お
り
、
指
定
さ
れ
た
場
所
か
ら
少
し

離
れ
る
だ
け
で
も
画
面
表
示
と
警
告
音
で
厳

し
く
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
外
出
は
お

ろ
か
、
玄
関
に
さ
え
も
近
づ
く
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
も
、
昼
間
は
二
時
間
程
度

ス
マ
ホ
を
触
ら
な
い
だ
け
で
警
告
音
が
鳴
る

の
で
、
風
呂
に
入
る
と
き
で
も
手
放
せ
ず
、
昼

寝
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
自
宅
待
機
を
始
め

て
か
ら
一
四
日
後
、
も
う
こ
り
ご
り
の
ス
マ
ホ

か
ら
解
放
さ
れ
て
、
わ
た
し
は
よ
う
や
く
外

出
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
さ
っ
そ
く
友
だ

ち
と
会
う
約
束
を
し
た
。
待
ち
合
わ
せ
の
場

所
で
あ
る
カ
フ
ェ
に
入
る
に
は
手
順
が
あ
っ

た
。
マ
ス
ク
の
着
用
と
手
の
消
毒
、
体
温
測

定
。
こ
こ
ま
で
は
日
本
と
同
じ
で
慣
れ
て
い

る
。
で
も
ス
マ
ホ
で
何
か
を
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
ま
ご
ま
ご
し
て
い
る
と
、
店
員
が

Q 

R
コ
ー
ド
を
提
示
す
る
よ
う
声
を
か
け
て

く
れ
た
。「
今
は
ス
マ
ホ
を
携
帯
し
て
い
ま
せ

ん
」
と
答
え
る
と
、
店
員
か
ら
手
書
き
で
連

絡
先
を
書
く
よ
う
に
言
わ
れ
た
。「
わ
た
し
は

韓
国
の
携
帯
電
話
番
号
を
も
っ
て
い
な
い
の

で
す
が
？
」
と
伝
え
る
と
、
店
員
は
困
っ
た

顔
で
わ
た
し
を
見
つ
め
た
。
押
し
問
答
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
ち
ょ
う
ど
や
っ
て
き
た
友

人
の
仲
裁
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
わ
た
し
は

カ
フ
ェ
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。

電
子
出
入
名
簿

　
こ
の
Q 

R
コ
ー
ド
の
正
式
名
称
は
「
電
子

出
入
名
簿
」
で
あ
る
。
韓
国
で
は
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
流
行
初
期
か
ら
感
染
者
の
位
置
把

握
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
七
月
時
点
、
韓

国
は
感
染
症
危
機
レ
ベ
ル
が
「
深
刻
」
で
あ

っ
た
の
で
、
多
人
数
が
出
入
り
す
る
感
染
の

危
険
性
が
高
い
場
所
、
ま
た
は
、
施
設
を
利

用
す
る
と
き
に
は
記
名
が
義
務
に
な
っ
て
い

た
。
手
書
き
の
名
簿
は
、
偽
名
の
使
用
や
個

人
情
報
の
流
出
が
問
題
視
さ
れ
る
ほ
か
、
ペ

ン
や
紙
か
ら
感
染
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、

Q 

R
コ
ー
ド
で
出
入
り
を
記
録
す
る
方
法
が

二
〇
二
〇
年
六
月
か
ら
全
国
的
に
導
入
さ
れ

た
。
ス
マ
ホ
の
も
ち
主
が
本
人
認
証
の
で
き

る
Q 

R
コ
ー
ド
を
提
示
し
、
施
設
管
理
者
が

読
み
取
る
と
い
う
し
く
み
だ
。
施
設
を
利
用

す
る
た
び
に
出
入
名
簿
の
Q 

R
コ
ー
ド
を
提

示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
自
宅

以
外
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
場
所
（
図
書
館
、
病
院
、

カ
フ
ェ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

な
ど
）
で
、
同
様
の
ト
ラ
ブ
ル
に
直
面
し
、
結

局
、
数
日
後
、
自
分
名
義
の
携
帯
番
号
を
も

つ
こ
と
に
し
た
。

携
帯
番
号
い
ま
ど
き
新
事
情

韓
国
で
携
帯
電
話
番
号
は
、
も
は
や
単
な

る
連
絡
先
で
は
な
い
。
調
査
に
よ
る
と
、
成

人
の
携
帯
電
話
保
有
率
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
ス
マ
ホ
使
用
者
は
九

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。
朝
鮮
戦
争
以
来
、

住
民
を
確
認
す
る
た
め
に
よ
く
使
わ
れ
て
い

た
「
住
民
登
録
番
号
」
は
二
〇
一
四
年
か
ら

収
集
や
使
用
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
代
わ
り

に
そ
の
役
割
を
担
っ
た
の
が
携
帯
電
話
番
号

で
あ
る
。
常
時
は
、
本
人
確
認
は
あ
ま
り
必

要
と
さ
れ
な
い
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
な
っ
て
以

来
、
個
人
の
健
康
、
移
動
ル
ー
ト
、
位
置
情

報
は
も
は
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
領
域
に
と
ど

ま
ら
ず
、
防
疫
政
策
上
、
国
に
と
っ
て
必
要

な
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い

る
。
韓
国
の
「
K
防
疫

モ
デ
ル
」
は
検
査
・
確

定
（Test

）
→
疫
学
調

査
・
追
跡
（Trace

）
→

隔
離
・
治
療
（Treat

）

と
い
う
３
T
を
中
心
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、い

つ
、
ど
こ
に
い
た
の
か
、

と
い
う
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
は
、
感
染
者
と

濃
厚
接
触
者
を
把
握

し
、
隔
離
す
る
と
い
う

国
の
政
策
を
遂
行
す
る

た
め
に
、
国
民
に
課
せ

ら
れ
た
義
務
と
な
っ
て

い
る
。
携
帯
電
話
番
号

を
も
た
な
い
わ
た
し
は

本
人
確
認
が
す
ぐ
に
で

き
な
い
不
審
者
で
、
追
跡
が
で
き
な
い
か
ら

ど
こ
に
も
入
れ
な
い
、
韓
国
人
で
あ
り
な
が

ら
異
邦
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

カ
フ
ェ
で
会
っ
た
友
だ
ち
は
、
人
び
と
の
位

置
を
正
確
に
把
握
す
る
の
が
重
要
だ
と
言
っ

た
。
こ
の
カ
フ
ェ
に
い
る
誰
か
が
感
染
者
な

ら
、
同
じ
時
間
、
同
じ
空
間
に
い
た
人
や
ま

た
そ
の
接
触
者
ま
で
全
員
の
P 

C 

R
検
査
を

し
て
隔
離
さ
せ
て
こ
そ
、
ウ
イ
ル
ス
の
拡
大

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
Q 

R
コ
ー
ド

と
防
犯
カ
メ
ラ
が
あ
る
方
が
「
安
心
」
な
の

だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
「
安
心
」
と
い
う

こ
と
ば
に
、
わ
た
し
は
釈
然
と
し
な
い
も
の

を
感
じ
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
韓
国
に
お
け
る

「
安
心
」の
感
覚 

諸チ
ェ 

昭ソ

喜ヒ

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

15 2022.2 142022.2

 

電
話
番
号
を
も
た
ず
に
帰
国
し
て
み
ま
し
た

韓国

QRコードの読み取り画面を撮影する筆者
（写真はいずれも2021年に撮影）

公共交通機関以外の手段で地方に移動する方法を説明する空港内の
案内所。スタッフは全身防護服を着用している

上： 病院の入口。サーモグラフィーカメラで体温が測定され、同時にQRコードが確認されないと 
ドアは開かない

右下：一定時間スマホに触らないと、警告音とともに位置確認をうながす画面表示が出る
左下：大学の入口に設置されたサーモグラフィーカメラ。右手には手順を示す掲示板

コロナ禍の韓国の街の様子。みな外出を控えているので閑散としている



た
。
編
み
籠
は
そ
の
編
み
方
ま
で
観
察
で
き
、
底
部
、
体

部
、
そ
し
て
口
縁
部
と
で
編
み
方
が
細
か
く
使
い
わ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
編
み
籠
の
底
部
に
括く

く

り
つ
け
ら
れ
て
い
た
木
製
品

は
、
角
錐
台
に
復
元
で
き
、
そ
の
板
の
長
辺
部
分
に
は
大

き
く
半
円
状
の
刳く

り
こ
み
が
施
さ
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
、

こ
の
出
土
し
た
編
み
籠
を
み
た
瞬
間
に
、
四
方
転
び
の
箱

が
編
み
籠
の
底
部
に
装
着
す
る
脚
台
で
あ
っ
た
こ
と
を
理

解
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
出
土
し
て
い
た
四
方
転
び
の
箱
に

は
、
刳
り
こ
み
が
あ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
板
と
板
と
の
結
合
方
法
や
、
板
の
上
部
に
残
さ
れ

た
緊
縛
の
痕
跡
と
、
出
土
し
た
編
み
籠
に
み
ら
れ
る
結
合

謎
の
木
製
品
「
四
方
転
び
の
箱
」
と
は
？

 

日
本
で
は
、
弥
生
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
古
墳
時
代

に
か
け
て
の
遺
跡
か
ら
、
角か

く

錐す
い

台だ
い

の
形
状
を
も
つ
箱
形
木

製
品
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
箱
の
側が

わ

板い
た

が
四
方

向
に
「
転こ

ろ

び
」
＝
傾
き
を
も
つ
こ
と
か
ら
「
四し

方ほ
う

転こ
ろ

び
の

箱
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
全
国
か
ら
五
〇
例
ほ
ど
が
出
土

し
て
い
る
こ
の
遺
物
は
、
箱
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
の
底

板
が
な
く
、
長
ら
く
用
途
不
明
で
あ
っ
た
。
台
形
の
箱
状

の
上
部
に
は
、
植
物
質
の
紐ひ

も

に
よ
る
緊
縛
の
痕
跡
が
残
さ

れ
て
お
り
、
わ
た
し
は
、
土
の
な
か
で
腐
食
し
て
し
ま
う

よ
う
な
何
か
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
た
。
ま

た
、
四
方
転
び
の
箱
の
上
部
は
い
ず
れ
も
正
方
形
に
近
い

形
を
し
て
お
り
、
あ
る
程
度
の
規
格
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

い
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
使
い
方
を
断
定
す
る
に
は
至
っ

て
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
二
〇
一
六
年
、
奈
良
県
橿か

し

原は
ら

市し

の
瀬せ

田た

遺い

跡せ
き
か

ら
出
土
し
た
編
み
籠
に
よ
っ
て
、
そ
の
用
途
が
判
明
し
た
。

め
ず
ら
し
い
編
み
籠
の
発
見

そ
の
籠
は
、
底
部
に
木
で
で
き
た
脚

き
ゃ
く

台だ
い

が
装
着
さ
れ
た
状

態
で
発
見
さ
れ
た
。
弥
生
時
代
後
期
末
～
終
末
期
（
三
世
紀

前
半
ご
ろ
）
の
編
み
籠
で
、
円え

ん

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

の
東
周
溝
内
の

溝
底
に
据
え
置
か
れ
た
か
の
よ
う
に
出
土
し
た
と
い
う
。

編
み
籠
な
ど
の
植
物
質
で
で
き
た
遺
物
は
土
中
で
腐
り
や

す
く
、
脆も

ろ

い
。
そ
の
た
め
、
み
つ
か
っ
た
編
み
籠
は
補
強

さ
れ
、
土
ご
と
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
室
内
で
丁
寧

な
洗
浄
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
全
体
像
が
姿
を
あ
ら
わ
し

紐
の
痕
跡
が
ぴ
っ
た
り
一
致
し
、
そ
し
て
そ
の
大
き
さ
が

こ
れ
ま
で
見
つ
か
っ
て
い
る
四
方
転
び
の
箱
の
範は

ん

疇ち
ゅ
うに
収

ま
っ
た
。
編
み
籠
の
脚
台
で
あ
る
と
解
明
で
き
た
の
は
、
こ

れ
ま
で
に
積
み
重
ね
て
き
た
四
方
転
び
の
箱
の
詳
細
な
分

析
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

籠
は
、
復
元
す
る
と
底
部
が
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
、

高
さ
は
約
一
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
口
縁
部
の
直
径
は

約
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
復
元
で
き
る
。
脚
台
に
は
ブ

ナ
科
の
ツ
ブ
ラ
ジ
イ
、
脚
台
と
編
み
籠
を
結
び
つ
け
る
植

物
質
の
紐
に
は
つ
る
植
物
の
ツ

ヅ
ラ
フ
ジ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
籠
本
体
に
は
、
割
り
裂

い
て
細
く
し
た
タ
ケ
亜
科
の
植

物
が
用
い
ら
れ
た
。
籠
の
な
か

の
土
か
ら
は
、
大
型
植
物
遺
体

が
出
土
し
た
が
、
残
念
な
が
ら

内
容
物
を
想
定
で
き
る
ほ
ど
で

は
な
か
っ
た
。

世
界
に
目
を
向
け
る
と

国
立
民
族
学
博
物
館
の
所
蔵

資
料
の
な
か
に
も
、
籠
の
底
部

に
「
脚
台
」
が
つ
い
て
い
る
籠

が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、

ラ
オ
ス
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の

国
々
で
収
集
さ
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
こ
こ
半
世
紀
の
あ
い
だ

の
収
集
品
で
あ
る
。
用
途
を
み

る
と
、「
飯
籠
」、「
運
搬
用
籠
」、

「
儀
礼
用
籠
」、「
背
負
い
籠
」、「
豆
保
存
用
籠
」、「
米
入

れ
」、「
収
納
用
籠
」
な
ど
、
食
品
入
れ
や
保
存
・
収
納
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
籠
の
底
面
を
地

面
か
ら
離
す
こ
と
で
、
地
面
の
湿
気
を
直
接
受
け
な
い
よ

う
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
瀬
田
遺
跡
の
籠
は
、
出
土
状

態
か
ら
は
儀
礼
用
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、
保
管
用
、

も
し
く
は
食
品
入
れ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

弥
生
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
脚
台
付
き
の
編
み
籠
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
脚
台
付
き
の
編
み
籠
は
、
現
在
の
日
本

の
民
具
や
民
芸
品
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

日
本
各
地
で
脚
台
付
き
の
編
み
籠
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
、
考
古
学
は
解
き
明
か
し
た
。
今
後
も
忘
れ
ら
れ
た

道
具
の
「
再
発
見
」
が
各
地
で
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

籠再発見

浦
うら

 蓉
よう

子
こ

奈良文化財研究所研究員

日本各地の遺跡から出土する、長らく用途不明であった謎の木製品「四方転びの箱」。
2016 年、奈良県橿原市の瀬田遺跡から出土した遺物によってその用途が判明した。現
在、日本では使われなくなってしまった脚台付きの編み籠のかつての姿を考古学は解き
明かす。

奈良県奈良市の平城宮下層遺跡から出土した「四方転びの箱」
（1983年出土、所蔵：奈良文化財研究所）

奈良県橿原市の瀬田遺跡から出土した脚台付き編み籠（2016年出土、所蔵：奈良文化財研究所）

飯籠（インドネシア、H0010257、
幅35cm×高さ28cm×奥行35cm）

運搬用籠（ベトナム、H0161103、
幅45cm×高さ82cm×奥行41cm）

運搬用籠（ラオス、H0028979、
幅36cm×高さ63cm×奥行36cm）
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本
コ
ー
ナ
ー
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
映
画
を
紹
介

す
る
の
は
二
度
目
に
な
る
。
二
〇
二
〇
年
四
月

号
で
「
ガ
ザ
の
美
容
室
」
を
取
り
上
げ
た
際
、

わ
た
し
は
パ
レ
ス
チ
ナ
映
画
に
今
後
必
要
な
の

は
、
普
遍
性
あ
る
物
語
と
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
の

現
状
を
描
く
こ
と
だ
と
述
べ
た
。
わ
た
し
の
知

る
限
り
、こ
の
点
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
の
は
「
ガ

ザ
の
美
容
室
」
と
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
を
自
己
表

現
の
手
段
と
し
て
獲
得
し
、
境
界
を
越
え
て
ゆ

く
若
者
た
ち
を
追
っ
た
「
自
由
と
壁
と
ヒ
ッ
プ

ホ
ッ
プ
」（
二
〇
〇
八
年
）
の
み
で
あ
る
。

今
回
取
り
上
げ
る「
テ
ル
ア
ビ
ブ
・
オ
ン
・
フ
ァ

イ
ア
」
は
、
一
見
す
る
と
既
存
の
ほ
と
ん
ど
の

作
品
同
様
、
パ
レ
ス
チ
ナ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い

う
環
境
に
依
拠
し
た
、
閉
じ
た
物
語
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
特
殊
な
舞
台
設
定
を
最

大
限
利
用
し
、
爆
発
的

0

0

0

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
つ

ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
で
、
事
情
を
知
ら
な
い
観

客
を
も
巻
き
込
ん
で
ゆ
く
快
作
に
仕
上
が
っ
て

い
る
。

ニ
ー
ト
の
受
難
と
逆
襲

舞
台
は
二
〇
一
〇
年
代
後
半
の
東
エ
ル
サ
レ
ム
、

つ
ま
り
一
九
六
七
年
の
第
三
次
中
東
戦
争
以
降
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
支
配
下
に
入
っ
た
ア
ラ
ブ
側
の
エ

ル
サ
レ
ム
と
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ヨ
ル
ダ
ン
川

西
岸
地
区
の
中
心
都
市
ラ
ー
マ
ッ
ラ
ー
。
東
エ
ル

サ
レ
ム
出
身
で
イ
ス
ラ
エ
ル
市
民
権
を
も
つ
、
覇

気
の
な
い
ニ
ー
ト
の
青
年
サ
ラ
ー
ム
が
、
ラ
ー
マ
ッ

ラ
ー
に
あ
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
制
作
会
社
で
ヘ
ブ
ラ

イ
語
監
修
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
は
じ
め
る
と
こ
ろ
か

ら
、
物
語
は
幕
を
開
け
る
。
撮
影
さ
れ
て
い
る
の

は
、
現
在
大
ヒ
ッ
ト
中
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
「
テ
ル
ア

ビ
ブ
・
オ
ン
・
フ
ァ
イ
ア
」。
第
三
次
中
東
戦
争
前

夜
の
テ
ル
ア
ビ
ブ
で
、
要
人
暗
殺
の
使
命
を
帯
び

た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
女
性
工
作
員
と
そ
の
恋
人
、
そ

し
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
将
軍

の
、
波は

瀾ら
ん

万ば
ん

丈じ
ょ
うの
三
角
関
係
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

サ
ラ
ー
ム
は
初
日
か
ら
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
語

法
を
め
ぐ
っ
て
脚
本
家
と
も
め
る
。
魅
力
的
な

女
性
を
「
爆
発
的
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
、
異

議
を
唱
え
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
彼
の
指
摘
は
的

外
れ
で
、
こ
れ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
日
常
会
話
で

よ
く
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
二
言
語
話
者
で

あ
る
は
ず
の
サ
ラ
ー
ム
が
、
巷ち

ま
たで

頻
用
さ
れ
る

表
現
に
疎
か
っ
た
の
は
、
ど
う
や
ら
人
間
に
関

心
が
な
い
た
め
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
彼
が
、

人
間
を
描
く
脚
本
に
か
か
わ
る
と
い
う
皮
肉
。

ラ
ー
マ
ッ
ラ
ー
の
職
場
に
通
う
た
め
、サ
ラ
ー

ム
は
毎
日
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
検
問
を
通
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ち
ょ
っ
と
し
た
虚

栄
心
か
ら
「
テ
ル
ア
ビ
ブ
〜
」
の
脚
本
家
だ
と

嘘う
そ

を
つ
い
た
た
め
に
、彼
は
検
問
の
司
令
官
ア
ッ

シ
に
目
を
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
ア
ッ
シ
の
妻

は
ド
ラ
マ
の
大
フ
ァ
ン
で
、
彼
自
身
も
内
容
を

く
さ
し
な
が
ら
、
じ
つ
は
筋
が
気
に
な
っ
て
仕

方
が
な
い
。
ア
ッ
シ
は
ド
ラ
マ
の
続
き
を
教
え

ろ
と
せ
が
む
ば
か
り
か
、あ
ろ
う
こ
と
か
サ
ラ
ー

ム
か
ら
身
分
証
を
取
り
上
げ
、
自
分
の
思
い
ど

お
り
に
脚
本
を
書
か
せ
よ
う
と
脅
迫
す
る
始
末
。

折
し
も
降
板
し
た
脚
本
家
の
代
役
に
抜ば

っ

擢て
き

さ
れ

て
し
ま
っ
た
サ
ラ
ー
ム
は
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

で
あ
る
叔
父
や
主
演
女
優
、
ア
ッ
シ
か
ら
の
要

求
が
砲
弾
の
よ
う
に
降
り
注
ぐ
な
か
、
す
べ
て

を
ま
る
く
収
め
る
た
め
、
最
終
回
に
向
け
て
文

字
ど
お
り
命
が
け
で
脚
本
を
書
く
は
め
に
な
る
。

平
和
の
暗
喩

イ
ス
ラ
エ
ル
軍
人
で
あ
り
な
が
ら
、
パ
レ
ス
チ

ナ
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
夢
中
な
ア
ッ
シ
。
政
治
的
に

も
文
化
的
に
も
、
も
は
や
深
く
か
か
わ
ら
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
姿

が
垣
間
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
優
位
に
立

つ
の
は
あ
く
ま
で
圧
倒
的
強
者
で
あ
る
イ
ス
ラ

エ
ル
で
あ
る
。
ア
ッ
シ
が
執し

つ

拗よ
う

に
求
め
る
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
、
つ
ま
り
パ
レ
ス
チ
ナ
人
女
性
工
作

員
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
将
軍
の
結
婚
は
こ
の
関
係

性
の
縮
図
で
あ
り
、
中
東
に
お
け
る
結
婚
生
活

同
様
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
パ
レ
ス
チ
ナ
を
力
で
支
配

す
る
こ
と
こ
そ
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
望
む
平
和
で

あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
創
造
主
と
し
て
君
臨
す
る
ア
ッ
シ

は
、
無
知
な
弱
者
に
知
恵
を
授
け
、
寛
大
に
ふ

る
ま
う
中
東
の
理
想
的
男
性
像
た
ら
ん
と
し
て

い
る
よ
う
だ
が
、
じ
つ
は
そ
の
裏
の
顔
で
あ
る
、

無
自
覚
な
暴
力
的
独
裁
者
と
し
て
の
姿
が
強
調

さ
れ
た
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
で
し
か
な
い
。

対
す
る
サ
ラ
ー
ム
は
決
し
て
ア
ッ
シ
に
抵
抗
せ

ず
、
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
巧
妙
に
利
用
し
、
綱
渡

り
を
続
け
て
ゆ
く
。
中
盤
ま
で
彼
を
支
配
し
て
い

る
覇
気
の
な
さ
は
、
口
先
ば
か
り
で
実
行
の
伴
わ

な
い
旧
世
代
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
対
す
る
、
若
い

世
代
の
失
望
を
体
現
し
て
い
る
。
ア
ラ
ビ
ア
語
で

平
和
を
意
味
す
る
名
を
も
つ
、
優
柔
不
断
で
流
さ

れ
や
す
い
こ
の
主
人
公
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
と
イ
ス

ラ
エ
ル
の
平
和
の
擬
人
化
と
も
解
釈
で
き
る
。
現

状
を
白
紙
に
戻
し
、
平
和
の
た
め
の
あ
ら
た
な
道

を
模
索
し
た
い
と
い
う
若
い
世
代
の
願
い
が
、
映

画
終
盤
が
む
し
ゃ
ら
に
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
つ
サ

ラ
ー
ム
を
突
き
動
か
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

サ
ラ
ー
ム
の
立
ち
回
り
が
功
を
奏
し
、
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
「
テ
ル
ア
ビ
ブ
・
オ
ン
・
フ
ァ
イ
ア
」

は
、
誰
も
が
予
測
し
え
な
か
っ
た
衝
撃
的
、
い

や
笑
撃
的
な
最
終
回
を
迎
え
る
。
し
か
し
根
本

的
な
問
題
は
解
決
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
火
種
が
あ
ち

こ
ち
に
く
す
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
、

映
画
も
終
わ
る
。「
続
編
決
定
！
」
の
煽あ

お

り
文
句

と
と
も
に
、
ド
ラ
マ
は
続
き
、
パ
レ
ス
チ
ナ
・

イ
ス
ラ
エ
ル
問
題
も
続
く
。
ま
さ
に
オ
ン
・
フ
ァ

イ
ア
、
尻
に
火
が
つ
い
た
状
態
で
。
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そ
し
て
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エルサレムとラーマッラーのあいだにある、カランディヤ検問。過去の
パレスチナ映画でも数多く登場する（ヨルダン川西岸地区、2014年）

「文化の盗用」の事例としてたびたび議論されるひよこ豆のディップ、
ホンモス。東地中海を代表する料理のひとつだが、本作でも重要な小
道具として登場する（ヨルダン川西岸地区、2013年）

ヨルダン川西岸地区の中心都市、ラーマッラー。
キリスト教徒も多く、開放的な雰囲気が漂う
（2014年）

「テルアビブ・オン・ファイア」
原題 ： תל אביב על האש
2018年／イスラエル、ルクセンブルク、フランス、ベルギー／アラビア語、ヘブライ語／97分／DVDあり
監督 ： サメフ・ゾアビ
出演 ： カイス・ナシェフ、ルブナ・アザバル、ヤニブ・ビトンほか 



市場の
ことばは貧しい？

南フランスのある青果市場では、まだ日も昇
らない朝早くから、取引のことばが交わされる。
この市場では毎朝、多くの生産者と仲買業者が
直接会ってズッキーニ、メロン、リンゴといっ
た生産物をトン単位で取引している。彼らのこ
とばは、とても短く端的だ。仲買業者「いくら
だ？」、生産者「85」、仲買業者「高すぎる、80」、
生産者「相場は上がってる、85」。彼らがぶっき
らぼうに口に出す数字は、1キロあたりの値段を
サンチーム（100サンチーム＝1ユーロ）であらわ
している。生産者の主張する値段が気に入らな
ければ、仲買業者は隣の生産者のところに行く
だろう。あるいは、生産者が少し譲歩して「83」
と言い、取引が成立するかもしれない。いずれ
にせよ、取引が決着すると、仲買業者はたいて
いあいさつもなく立ち去ってしまう。

このように見ると、市場のことばはとても貧
しいと感じるだろう。ことばは、微妙な感情を
表現したり、風景の美しさを描写したりできる。
しかしここでは、そんなことばの豊かさは関係
ない。取引が終わるころ、市場からは朝日に染
まる古城が見えるが、誰もその美しさをたたえ
たりはしない。関心は、今日の値段が上がった
か下がったかだ。もちろん、取引の前後には、み
んなカフェに集まって、ありとあらゆる話題に
花を咲かせてはいる。しかし、肝心の取引の場
面では、ことばは利益を追求するための道具へ
と切り詰められているように見える。

しかし、一見貧しく見える取引のことばにこ

そ、豊かな意味が込められているのかもしれな
い。ことばは、現実を描くためだけではなく、そ
れをとおして何かを「する」ものでもある。例
えば「絶対に迎えに行くよ」と言うとき、人は

「約束する」ことをしている。さらに、そう言う
ことで「友情を確かめる」こともできるだろう。
このときことばは、言外のメッセージを伝えて
いる。市場のことばもそうではないか。市場の
駆け引きは、「自分たちは平等だ」というメッセ
ージを伝えているのではないか。わたしは、市
場に親しむにつれて、そう感じるようになった。

生産者たちに話を聞くと、はるかに財力のあ
る仲買業者とも対等に渡り合える市場のしくみ
に、彼らが深い愛着をもっているとわかる。誰
にも従う必要はなく、自分の生産物の値打ちを
守れるのがいいのだと、彼らはしばしば言う。市
場での生産者の無骨なことばは、そのようなプ
ライドを反映している。市場では、日常生活で
は失礼にあたるはったりや嘘

うそ

もある程度許され
る。そのような駆け引きをとおして、自分たち
がお互いに競い合う平等な存在であることを、彼
らはほとんど演劇的に示そうとしているのだろ
う。ただし、この「プレイ」は、ときに本気の
喧
けん

嘩
か

へと発展してしまうのだが。
このように考えると、貧しいことばの豊かさ

が見えてくる。大げさにいうならば、市場で口
にされる数字は、人びとの社会的理想のあり方
さえ表現しているのだ。

中
なか

川
がわ

 理
おさむ

民博 グローバル現象研究部
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編 集 後 記

故佐々木高明は第 2代国立民族学博物館長（1993～ 1997年）であり、創
設期から梅

うめ
棹
さお
忠
ただ
夫
お
初代館長を支えつつ、照葉樹林文化論に代表される数多く

の業績を残した。特筆すべきは、中国西南部から台湾を経て日本の南西部に
いたる一帯が共通する文化をもつという説から、日本文化の独自性と東アジア
地域へひらかれた性格を明らかにしたことである。
昨今、日本文化を自画自賛する類いの言説が流布している。1998年にフラ

ンスで開催されたサッカーワールドカップでの日本代表の敗北と日本人観戦者
の礼儀正しさが話題になってから、テレビでも「素晴らしい日本文化」につい
て外国人に語ってもらう番組が人気を集めている。これも若者の海外旅行離れ
や、保守化と並ぶ自己閉鎖のあらわれだろうか。とらえ方はさまざまだろうが、
文化を情緒的に肯定しようとする姿勢の高まりを感じる。
佐々木元館長が、日本を固有文化論からだけではなく、地理学や生態学を

含んだ文化人類学的な見地からとらえ、東アジアの文明圏の一部であると主張
したことを、あらためて考えさせられる。（三島禎子）

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

開館時間　10:00～17:00（入館は16:30まで）

休  館  日　毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日が休館日）
 年末年始（12月28日～1月4日）
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阪急茨木市駅から約20分  
JR茨木駅から約10分 みんぱくホームページ   

https://www.minpaku.ac.jp/

この雑誌は、再生産可能な大豆油由来のインク、環境に配慮した 
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。

『月刊みんぱく』は
国立民族学博物館の広報誌です。
世界の文化とみんぱくの展示、研究者の活動について
紹介しています。本誌は定期購読が可能です。また、友
の会会員の方には毎月お届けします。

国立民族学博物館友の会
みんぱくの活動を支援し、積極的に活用するために作
られました。本誌購読のほかにも、各種催しなど、さま
ざまなサービスがあります。

定期購読、友の会については国立民族学博物館友の会
（千里文化財団）までお問い合わせください。
電話 06-6877-8893（平日9：00～17：00）
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