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1 2022.5

一
九
八
〇
年
代
の
一
時
期
、
料
理
書
の
編
集
を
し
て
い

た
こ
と
が
あ
る
。
料
理
の
レ
シ
ピ
に
は
紋
切
り
型
の
表
現

が
あ
っ
て
、「
供
し
ま
す
」
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
最

後
の
盛
り
付
け
方
に
出
て
く
る
表
現
で
、「
レ
モ
ン
の
く

し
切
り
を
添
え
て
供
し
ま
す
」「
パ
セ
リ
の
み
じ
ん
切
り

を
ふ
っ
て
供
し
ま
す
」
の
よ
う
な
形
で
使
う
。

「
供
し
ま
す
」
と
い
う
以
上
、
そ
れ
は
「
人
に
食
べ
さ
せ

る
た
め
の
料
理
」
で
、
料
理
と
は
す
な
わ
ち
女
性
が
、
家

族
や
恋
人
の
た
め
に
、
作
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。「
わ
た

し
作
る
人
、ぼ
く
食
べ
る
人
」と
い
う
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー

メ
ン
の
C
M
を
女
性
団
体
が
告
発
し
た
の
は
一
九
七
五

年
。
そ
れ
か
ら
一
〇
年
た
っ
て
も
、
料
理
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

を
め
ぐ
る
状
況
に
変
化
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
が
少
し
変
わ
り
は
じ
め
た
の
は
九
〇
年
代
だ
。

ま
ず
一
九
九
〇
年
一
二
月
に
「
男
子
厨

ち
ゅ
う

房ぼ
う

に
入
る
べ

し
」
を
旨
と
す
る
雑
誌
『
d
a
n
c
y
u
（
ダ
ン
チ
ュ
ウ
）』

が
創
刊
さ
れ
た
。
当
時
、
私
が
苦
笑
し
た
の
は
「
d
a
n

c
y
u
」
に
は
「
供
し
ま
す
」
の
姿
勢
が
ま
る
で
な
い
こ

と
だ
っ
た
。
自
分
が
食
べ
た
い
料
理
（
主
と
し
て
酒し
ゅ

肴こ
う

）

を
自
分
の
た
め
に
作
る
。
そ
れ
が
こ
の
雑
誌
の
レ
シ
ピ
の

姿
勢
で
、「
っ
た
く
男
っ
て
の
は
ど
こ
ま
で
自
己
中
心
的

な
ん
だ
」
と
思
っ
た
覚
え
が
あ
る
。

一
九
九
七
年
に
は
テ
レ
ビ
番
組
「
S
M
A
P
×

S
M
A
P
」
の
一
コ
ー
ナ
ー
を
書
籍
化
し
た
『
ビ
ス
ト
ロ

ス
マ
ッ
プ
完
全
レ
シ
ピ
』（
発
売
は
九
六
年
一
二
月
）
が
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。「
ビ
ス
ト
ロ
S
M
A
P
」
は
ゲ

ス
ト
の
オ
ー
ダ
ー
に
応
え
、
二
手
に
分
か
れ
た
メ
ン
バ
ー

が
腕
を
競
う
コ
ー
ナ
ー
で
、
料
理
の
目
的
は
完
全
に
「
も

て
な
し
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
や
た
ら
と
凝
っ
た
料

理
が
多
か
っ
た
。
男
性
が
料
理
を
す
る
目
新
し
さ
は
あ
っ

て
も
、「
d
a
n
c
y
u
」
も
「
ビ
ス
ト
ロ
S
M
A
P
」
も
、

要
は
非
日
常
性
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
、
あ
く
ま
で
も
「
趣

味
の
料
理
」
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
二
十
数
年
。
現
在
、
多
く
の
料
理
レ
シ
ピ
は

ネ
ッ
ト
上
の
「
ク
ッ
ク
パ
ッ
ド
」
や
「
ク
ラ
シ
ル
」
で
入

手
可
能
だ
。
レ
シ
ピ
の
表
現
も
簡
素
化
し
、「
供
し
ま
す
」

な
ん
て
言
い
回
し
も
消
え
た
。

最
近
の
傾
向
を
ひ
と
つ
あ
げ
る
な
ら
、
ド
ラ
マ
な
ど
で

「
料
理
を
す
る
男
性
」
が
好
意
的
に
描
か
れ
る
ケ
ー
ス
が

増
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
男
性
カ
ッ
プ
ル
を
描
い
た
ド
ラ

マ
「
き
の
う
何
食
べ
た
？
」（
二
〇
一
九
年
）
は
そ
の
好
例
。

家
事
能
力
の
高
い
男
性
と
仕
事
人
間
の
女
性
の
恋
模
様

を
描
い
た
映
画
や
ド
ラ
マ
も
少
な
く
な
い
。
い
う
な
ら
ば

「
供
し
ま
す
男
子
」
の
登
場
で
あ
る
。
料
理
自
慢
の
男
は

い
ら
な
い
。
家
族
や
恋
人
の
た
め
に
日
常
的
に
台
所
に

立
つ
男
性
が
好
ま
し
い
。「
彼
女
の
手
料
理
が
食
べ
た
い
」

な
ん
て
ほ
ざ
く
男
は
じ
き
に
駆
逐
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
供
し
ま
す
男
子
」の
登
場
ま
で

斎さ
い

藤と
う 

美み

奈な

子こ

プロフィール
1956年、新潟市生まれ。文芸評論家。1994年『妊娠小説』（筑摩書房）でデビュー。2002年『文章読本さん江』（筑
摩書房）で第１回小林秀雄賞受賞。他の著書に『名作うしろ読み』（中央公論新社）、『戦下のレシピ』（岩波書店）、
『学校が教えないほんとうの政治の話』（筑摩書房）、『日本の同時代小説』（岩波書店）、『挑発する少女小説』（河
出書房新社）など多数。

2022年

 1 エッセイ　千字文 
	 	 「供します男子」の登場まで
  斎藤 美奈子

	 	 特集
食と戦争・帝国主義

 2	 戦争・帝国主義と食の変容
	 	 宇田川 妙子
 4	 冷戦期の中国都市部の食生活
  劉 征宇
 6	 植民地期インドの禁酒運動
  井坂 理穂

	 8	 ナチズムを台所から眺める
  藤原 辰史

 10	 みんぱく回遊
  タバコの利用あれこれ
  黒田 賢治

 12	 みんぱくインフォメーション

 14 ◯◯してみました世界のフィールド
	 	 仏領ギアナで
	 	 ｢大きさの感覚の違い」を知る
	 	 中川 理 

 16 世界のバスケタリー×バスケタリーの世界
	 	 消えゆくオアシスのバスケタリー
  石山 俊

 18	 シネ倶楽部 M
  「汚れなき祈り」に見る
  現代ルーマニア社会
	 	 新免 光比呂

 20	 ことばの迷い道
	 	 あいさつは難しい
  市野 進一郎

 21	 編集後記・次号の予告

目次

表紙
1920年代イタリアのトマト缶（5キログラム入り）
© Musei del cibo 
（出典：Wikimedia Commons/ CC-BY-SA 3.0）

5



現
在
、
わ
た
し
た
ち
の
食
生
活
は
豊
か
さ
を
通
り
越
し

て
過
剰
と
も
い
え
る
時
代
に
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
状
況

は
そ
れ
ほ
ど
む
か
し
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ

の
変
化
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
、
食
生
活
は
戦
後
大

き
く
変
わ
っ
た
な
ど
と
、
戦
争
に
か
か
わ
る
こ
と
ば
を
よ

く
耳
に
す
る
。

む
ろ
ん
そ
の
こ
と
ば
も
、
た
ん
に
歴
史
的
な
時
代
区
分

を
示
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
は
多
い
。
し
か
し
、
例
え
ば

日
本
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
学
校
給
食
に
パ
ン
と

ミ
ル
ク
（
脱
脂
粉
乳
）
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
、
後
の

わ
た
し
た
ち
の
食
習
慣
や
嗜し

好こ
う

、
そ
し
て
食
産
業
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
当
時
食
糧
難
だ
っ
た
日
本
へ
の
支
援
と
い
う
意
味
の

み
な
ら
ず
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
余
剰
食
物
の
市
場
と
し

て
好
都
合
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
。

戦
争
は
、
往
々
に
し
て
食
糧
難
を
も
た
ら
す
。
し
か
し

そ
の
一
方
で
、
だ
か
ら
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
や
技
術
革

新
が
お
こ
な
わ
れ
、
各
地
の
食
の
転
換
期
に
も
な
る
な
ど
、

そ
の
関
係
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
。
特
に
そ
の
背
景
に

帝
国
主
義
的
な
国
家
権
力
が
存
在
す
る
一
九
～
二
〇
世
紀

の
戦
争
は
、
実
際
に
人
び
と
の
食
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、

し
ば
し
ば
現
在
ま
で
続
く
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

戦
争
・
帝
国
主
義
と
食
と
の
多
様
な
関
係

続
け
て
身
近
な
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
日
本
の
「
ナ
ポ

リ
タ
ン
」
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
横
浜
に
進
駐
し
て

い
た
G 

H 

Q
か
ら
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

戦
争
を
機
に
あ
ら
た
な
食
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。

ほ
か
に
も
、
英
国
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
地

中
海
料
理
」
と
い
う
概
念
と
レ
シ
ピ
が
普
及
し
た
き
っ
か

け
の
ひ
と
つ
は
、
大
戦
中
、
通
訳
等
と
し
て
地
中
海
諸
国

で
働
い
て
い
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
と
い
う
英
国
人

女
性
が
戦
後
帰
国
し
て
出
版
し
た
『
地
中
海
食
の
本
』
と

い
う
レ
シ
ピ
本
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
ま
だ
食
糧
難
が

続
い
て
い
た
英
国
社
会
に
豊
か
な
食
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た

ら
す
も
の
と
し
て
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
他
の
国
で

も
次
々
と
翻
訳
さ
れ
た
。
戦
争
は
、
人
の
動
き
を
さ
ま
ざ

ま
な
レ
ベ
ル
で
強
制
的
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
活
発
化
さ

せ
る
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
食
も
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
食
産
業
も
戦
争
を
機
に
発
達
し
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
缶
詰
で
あ
り
、
ナ

ポ
レ
オ
ン
が
遠
征
時
の
兵
士
の
食
糧
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
、
運
び
や
す
い
保
存
食
の
技
術
を
公
募
し
た
こ
と
に

端
を
発
す
る
。
こ
の
と
き
、
密
封
し
て
加
熱
殺
菌
す
る
と

い
う
原
理
に
よ
る
瓶
詰
が
提
案
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
よ

り
軽
く
堅け
ん

牢ろ
う

な
ブ
リ
キ
缶
に
な
り
改
良
が
重
ね
ら
れ
、
一

般
家
庭
に
も
浸
透
し
た
。
米
国
で
は
、
一
八
六
〇
年
代
の

南
北
戦
争
の
際
に
缶
詰
の
需
要
が
膨
れ
上
が
り
、
戦
後
そ

の
拡
大
し
た
市
場
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
家
庭
に
向
け
ら
れ
、

缶
詰
産
業
の
繁
栄
に
つ
な
が
っ
た
。
今
で
も
缶
詰
で
有
名

な
ハ
イ
ン
ツ
や
キ
ャ
ン
ベ
ル
な
ど
は
、
こ
の
時
代
に
創
設

さ
れ
た
食
品
会
社
で
あ
る
。

食
か
ら
見
る
戦
争
の
諸
相
、

　
　
　
戦
争
か
ら
見
る
食
の
諸
相

以
上
は
、
戦
争
と
食
と
の
関
係
の
ご
く
一
部
で
あ
る
。

た
だ
し
、そ
の
関
係
が
、国
家
権
力
だ
け
で
な
く
民
間
企
業
、

兵
士
や
一
般
の
人
び
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
展

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
強
制
的

な
も
の
か
ら
、
戦
争
を
利
用
し
た
も
の
や
偶
然
に
起
き
た

も
の
も
あ
り
、
そ
の
後
定
着
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、

一
時
的
だ
っ
た
も
の
も
多
い
。

そ
も
そ
も
戦
争
お
よ
び
帝
国
主
義
は
、
た
ん
な
る
地
図

上
の
領
土
侵
略
や
拡
大
で
は
な
く
、
現
実
的
な
人
の
支
配

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
は
、
食
べ
な
け
れ

ば
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
ず
、
よ
っ
て
戦
争
や
帝
国
主

義
も
必
然
的
に
食
と
か
か
わ
り
を
も
つ
。
前
述
の
よ
う
に
、

戦
時
中
は
し
ば
し
ば
食
糧
難
に
な
る
が
、
そ
の
理
由
の
ひ

と
つ
は
戦
略
と
し
て
食
料
補
給
が
絶
た
れ
る
た
め
で
あ
る
。

一
方
国
内
で
は
、
配
給
制
度
が
導
入
さ
れ
る
ほ
か
、
食
糧

増
産
の
た
め
、
品
種
改
良
等
に
か
か
わ
る
学
問
・
技
術
が

発
達
す
る
こ
と
も
あ
る
。さ
ら
に
は
節
約
や
代
替
食
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
等
が
お
こ
な
わ
れ
、
学
問
、
女
性
、
家
庭
な
ど
、

多
種
多
様
な
立
場
の
人
び
と
を
巻
き
込
み
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
も
結
び
つ
く
。
ま
た
、
闇

市
な
ど
の
よ
う
に
、
統
治
側
の
思
惑
と

は
別
の
工
夫
や
動
き
が
社
会
の
さ
ま
ざ

ま
な
場
所
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
も
忘

れ
て
は
い
け
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
争
・
帝
国
主
義
を

食
と
の
関
係
か
ら
見
て
い
く
こ
と
は
、

戦
争
・
帝
国
主
義
が
多
様
な
権
力
や

人
び
と
を
複
雑
に
巻
き
込
み
、
だ
か
ら

こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
多
大
な
影
響

を
与
え
て
き
た
実
態
を
、
よ
り
具
体
的

に
あ
ら
わ
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
食

が
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
と
複
雑
に

絡
み
合
っ
て
社
会
を
動
か
し
て
い
る
こ

と
も
改
め
て
示
し
て
く
れ
る
。
こ
う
し

た
食
と
人
間
社
会
と
の
、
本
質
的
か
つ

構
造
的
と
も
い
え
る
か
か
わ
り
は
、
い

つ
の
時
代
も
、
そ
し
て
現
在
も
続
い
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
の
翌
年
、
一
九
五
〇
年
、
朝

鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
。
毛も

う

沢た
く

東と
う

を
は
じ
め
と
す
る
共
産
党

指
導
部
は
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
介
入
を
帝
国
主
義
的
侵
略

と
み
な
し
、「
抗こ

う

美び

援え
ん

朝ち
ょ
う（

ア
メ
リ
カ
に
抵
抗
し
て
北
朝
鮮
を

支
援
す
る
）」
運
動
を
全
国
に
展
開
し
、
中
国
人
民
志
願
軍

を
派
遣
し
て
朝
鮮
戦
争
に
参
戦
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
国

は
西
側
諸
国
の
封
じ
込
め
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の

攻
撃
に
備
え
る
準
戦
時
状
態
を
長
期
間
続
け
て
い
っ
た
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
下
の
人
び
と
は
、
日
々
の
食
生

活
を
ど
の
よ
う
に
送
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
こ
で

は
、
毛
沢
東
時
代
（
一
九
四
九
～
七
六
年
）
の
都
市
部
を
事

例
に
紹
介
し
た
い
。

農
産
物
の
国
家
統
制
と
都
市
部
の
食
料
調
達

ア
メ
リ
カ
と
の
対
抗
の
な
か
で
、
共
産
党
政
府
は
ソ
連
モ

デ
ル
の
社
会
主
義
体
制
を
導
入
し
、
国
家
の
計
画
に
則

の
っ
と

っ
て

農
産
物
の
生
産
・
流
通
・
分
配
を
管
理
し
は
じ
め
た
。
具
体

的
に
は
、
農
村
地
域
に
お
い
て
農
産
物
を
定
価
か
つ
定
量
で

強
制
的
に
買
い
上
げ
る
と
同
時
に
、
都
市
部
に
お
い
て
食
料

の
販
売
量
を
制
限
し
た
。
こ
の
よ
う
な
農
産
物
の
管
理
は
、

当
時
の
人
び
と
の
食
生
活
に
大
き
な
制
限
を
加
え
た
。

な
か
で
も
都
市
部
で
は
、
穀
物
や
野
菜
、
肉
類
、
卵
、

水
産
物
、
調
味
料
を
含
む
ほ
ぼ
す
べ
て
の
食
料
は
有
償
の

配
給
制
と
な
り
、
国
営
店
舗
を
と
お
し
て
公
定
価
格
で
販

売
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
政
府
は
食
料
販
売
の
種
類

と
数
量
を
管
理
す
る
た
め
、
都
市
住
民
に
購
入
証
や
配
給

券
を
発
行
し
た
。
購
入
証
と
は
、
世
帯
ご
と
に
配
ら
れ
る

通
帳
形
式
の
証
明
書
で
あ
る
。
そ
の
裏
面
に
は
、
世
帯
の

住
所
や
人
数
構
成
、
購
入
で
き
る
食
料
の
種
類
と
数
量
な

ど
、
必
要
な
情
報
が
す
べ
て
明
記
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、

配
給
券
は
、
紙
幣
の
よ
う
な
形
の
印
刷
物
で
一
枚
に
つ
き

一
度
の
み
使
用
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
食
料
の
種
類
や
購

入
で
き
る
数
量
、
利
用
可
能
な
地
域
、
有
効
期
間
が
記
さ

れ
て
い
た
。
都
市
住
民
は
、
そ
れ
ら
の
購
入
証
や
配
給
券

を
提
示
し
な
い
と
、
食
料
を
購
入
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

配
給
制
下
の
都
市
住
民
の
食
生
活

配
給
制
下
の
都
市
住
民
は
指
定
の
国
営
店
舗
に
お
い
て
、

現
金
や
購
入
証
・
配
給
券
を
持
参
し
、
指
定
の
割
当
量
で

食
料
を
購
入
し
た
。
そ
の
場
合
、
彼
ら
は
基
本
的
に
店
舗

に
入
荷
さ
れ
る
も
の
し
か
入
手
で
き
ず
、
自
分
が
欲
し
い

も
の
を
あ
ま
り
買
え
な
か
っ
た
。
こ
の
制
約
に
よ
っ
て
、
当

時
の
人
び
と
の
家
庭
の
食
卓
は
よ
り
均
質
化
さ
れ
、
お
も

に
穀
物
と
旬
の
野
菜
の
料
理
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
実
際
に
都
市
住
民
が
食
生
活
を
送
る
際
に
、
店

舗
か
ら
の
購
入
以
外
に
、
人
間
関
係
の
活
用
や
保
存
食
の

手
作
り
な
ど
の
多
様
な
工
夫
も
加
え
て
、
自
分
や
家
族
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
食
料
を
入
手
し
た
。
例
え
ば
、人
び
と
は
、

農
村
地
域
の
親
族
か
ら
豚
肉
、
魚
あ
る
い
は
卵
を
も
ら
っ

た
り
、
隣
人
ま
た
は
同
僚
と
配
給
券
を
密ひ

そ

か
に
交
換
し
た

り
し
て
、
家
族
・
友
人
間
の
助
け
合
い
を
頻
繁
に
お
こ
な
っ

て
い
た
。
ま
た
、
冬
の
野
菜
供
給
の
不
足
を
補
う
た
め
、

秋
に
ハ
ク
サ
イ
や
ダ
イ
コ
ン
、
カ
ラ
シ
ナ
、
ト
マ
ト
を
買

い
だ
め
し
て
、
乾
燥
や
塩
漬
け
、
発
酵
な
ど
の
既
存
の
加

工
方
法
を
活
か
し
て
保
存
食
を
手
作
り
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
手
段
を
と
お
し
て
、
都
市
住
民
は
日
常
の

食
料
を
確
保
し
、
各
々
の
食
生
活
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

赤
い
年
代
の
記
憶
と
食
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア

一
九
七
〇
年
代
末
期
か
ら
、
共
産
党
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ

と
の
関
係
を
改
善
し
、
準
戦
時
状
態
を
解
除
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
に
と
も
な
い
、
市
場
経
済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
導
入
さ
れ
、

農
産
物
の
国
家
統
制
が
緩
和
さ
れ
て
い
っ
た
。
特
に
、
配
給

制
が
廃
止
さ
れ
、
都
市
住
民
は
購
入
証
や
配
給
券
を
使
わ

ず
と
も
食
料
を
自
由
に
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
現
在
の
都
市
部
で
は
、
毛
沢
東
時
代
の
影
響

が
強
く
残
っ
て
い
る
。
人
び
と
の
日
常
生
活
で
は
、
野
菜
を

買
い
だ
め
し
て
保
存
食
を
手
作
り
す
る
習
慣
、
あ
る
い
は
親

戚
や
知
り
合
い
を
と
お
し
て
、
自
分
の
欲
し
い
も
の
を
入
手

す
る
こ
と
が
依
然
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
共
産

党
の
革
命
や
戦
争
の
時
期
に
創
り
出
さ
れ
た
「
紅
色
文
化

（
レ
ッ
ド
カ
ル
チ
ャ
ー
）」
は
、
近
年
、
政
治
的
求
心
力
を
高
め

る
た
め
、政
府
に
よ
っ
て
「
先
進
的
な
文
化
」
と
し
て
ア
ピ
ー

ル
さ
れ
、
全
国
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

紅
色
文
化
を
テ
ー
マ
と
す
る
観
光
施
設
や
料
理
店
が
全
国

に
相
次
い
で
オ
ー
プ
ン
し
た
。
そ
こ
に
は
、
過
去
の
集
団
生

活
を
懐
か
し
む
年
配
の
人
だ
け
で
な
く
、「
赤
い
」
年
代
の

雰
囲
気
を
体
験
し
た
い
若
者
も
多
く
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
か
つ
て
の
準
戦
時
状
態
は
解
除
さ
れ
た
が
、
そ
の

時
代
に
定
着
し
た
消
費
の
観
念
は
、
中
国
人
の
現
在
の
日

常
生
活
に
も
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。

朝鮮戦争期のプロパガンダ用ポスター「抗美援朝志願軍を全力で支援する」
（中国、H0254355）

穀物購入証。「戦争に備え、飢饉に備え、人民のため」
という毛沢東語録が載せられている
（天津市発行、1970年代）

配給券（西安市発行、1961年旧正月）

1970年代の雰囲気が残る食料販売店（北京市、2016年）

毛沢東時代のスローガンやイラストがデザインされている料理店のメニューや食器 
（天津市、2015年）

毛沢東時代のポスターやスローガン、食器を活用する料理店
（長春市、2017年）
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イ
ン
ド
憲
法
と
禁
酒
州

最
近
は
日
本
で
も
イ
ン
ド
産
ビ
ー
ル
、
ワ
イ
ン
な
ど
が

ネ
ッ
ト
販
売
さ
れ
て
い
て
、
イ
ン
ド
人
は
あ
ま
り
お
酒
を

飲
ま
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
一
昔
前
ほ
ど
語
ら
れ
な
く

な
っ
た
。
都
市
部
で
は
若
者
が
お
し
ゃ
れ
な
バ
ー
に
集
う

姿
も
見
ら
れ
、
経
済
自
由
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
象
徴
す

る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
な
か
、
筆
者
の
調
査

地
で
あ
る
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
は
、
一
九
六
〇
年
に
州
が
成

立
し
て
以
降
、今
日
ま
で
禁
酒
政
策
を
継
続
し
て
い
る
（
と

は
い
え
、
法
規
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い

の
だ
が
）。

イ
ン
ド
で
は
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
ほ
か
に
も
、
全
面
的
・

部
分
的
な
禁
酒
政
策
を
か
つ
て
試
み
た
り
、
現
在
実
行
中

で
あ
る
州
が
複
数
存
在
す
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
が
、

イ
ン
ド
憲
法
第
四
編
「
国
家
政
策
の
指
導
原
則
」
に
含
ま

れ
る
第
四
七
条
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
は
「
国
民
の
栄

養
水
準
・
生
活
水
準
の
向
上
、
公
衆
衛
生
の
改
善
を
そ
の

主
要
な
義
務
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、

医
療
目
的
の
場
合
を
除
き
、「
健
康
に
害
の
あ
る
酒
類
・
麻

薬
物
の
消
費
禁
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
る

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項
は
、
植
民
地
期
に
盛
り
上
が
り

を
見
せ
た
禁
酒
運
動
の
延
長
線
上
に
制
定
さ
れ
、
制
憲
議

会
で
同
条
項
が
議
論
さ
れ
た
と
き
に
は
、「
独
立
の
父
」モ
ー

ハ
ン
ダ
ー
ス
・
カ
ラ
ム
チ
ャ
ン
ド
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
（
通
称

マ
ハ
ー
ト
マ
ー
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
）
が
禁
酒
運
動
に
い
か
に

尽
力
し
た
か
が
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
た
。
イ
ン
ド
の
植
民

地
支
配
、
独
立
運
動
と
禁
酒
運
動
の
あ
い
だ
に
は
、
一
体

ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

植
民
地
支
配
と
酒
税
制
度

ま
ず
、
イ
ン
ド
で
は
古
代
か

ら
多
様
な
酒
が
つ
く
ら
れ
、
消

費
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
強
調
し

て
お
き
た
い
。
確
か
に
バ
ラ
モ
ン

な
ど
上
位
カ
ー
ス
ト
の
あ
い
だ
で

は
、
飲
酒
を
忌
避
す
べ
き
も
の

と
す
る
見
方
が
存
在
し
た
が
、

そ
う
し
た
社
会
層
は
ご
く
限
ら

れ
て
い
た
。
教
義
上
で
は
酒
の
摂

取
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
ム
ス
リ
ム

の
あ
い
だ
で
も
、
飲
酒
行
為
は

広
範
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
お

酒
を
飲
ま
な
い
イ
ン
ド
人
、
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
、
近
代
に
な
っ
て

か
ら
つ
く
ら
れ
た
「
伝
統
」
で

あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

一
九
世
紀
後
半
、
イ
ギ
リ
ス
に

よ
る
イ
ン
ド
統
治
体
制
が
確
立
し
て
い
く
な
か
で
、
植
民

地
政
府
は
酒
税
収
入
の
安
定
的
確
保
を
目
的
に
、
以
前
よ

り
も
広
範
で
厳
格
な
酒
税
制
度
を
導
入
し
た
。
酒
の
製
造
・

販
売
は
、
許
可
証
を
も
つ
一
部
の
人
び
と
に
よ
っ
て
独
占
さ

れ
、
品
質
低
下
や
価
格
上
昇
が
起
こ
る
。
農
民
の
経
済
的

負
担
が
増
え
る
一
方
で
、
政
府
の
酒
税
収
入
は
大
き
く
増

加
し
た
。

こ
う
し
た
変
化
に
対
し
て
、
農
民
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な

か
た
ち
で
抵
抗
す
る
が
、
な
か
に
は
禁
酒
を
呼
び
か
け
る

動
き
も
あ
っ
た
。
ま
も
な
く
イ
ン
ド
国
民
会
議
の
指
導
者

な
ど
、
エ
リ
ー
ト
層
も
禁
酒
運
動
に
関
心
を
示
し
始
め
る
。

イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
、
禁
酒
運
動
家
た
ち
も
、

イ
ン
ド
の
禁
酒
運
動
に
積
極
的
に
関
与
し
た
。
彼
ら
は
在

地
の
協
力
者
と
連
携
し
つ
つ
、
飲
酒
が
社
会
的
下
層
の
人

び
と
の
生
活
に
及
ぼ
す
弊
害
を
指
摘
し
、
酒
税
か
ら
の
利

益
を
優
先
す
る
か
に
見
え
る
植
民
地
政
府
の
対
応
を
批
判

し
た
。
イ
ン
ド
の
禁
酒
運
動
に
は
、
こ
の
よ
う
に
西
洋
に

お
け
る
禁
酒
の
思
想
・
運
動
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
禁
酒
運
動

こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
イ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
飲
酒
の
習
慣
を
イ
ン
ド
の
伝
統
に

反
す
る
も
の
、
植
民
地
支
配
の
産
物
と
し
て
非
難
す
る
声

が
強
ま
り
、
禁
酒
運
動
は
次
第
に
政
治
化
し
て
い
っ
た
。

そ
の
方
向
を
さ
ら
に
後
押
し
し
た
の
が
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
で

あ
る
。

一
九
二
〇
年
代
以
降
、
禁
酒
運
動
は
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
指

導
下
の
独
立
運
動
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
彼
は
、

も
し
自
分
が
一
時
間
ほ
ど
全
イ
ン
ド
の
独
裁
者
に
な
っ
た

な
ら
、
ま
ず
初
め
に
す
べ
て
の
酒
店
を
賠
償
な
し
に
閉
鎖

す
る
だ
ろ
う
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
個
々
人
が
自
ら
の
欲

望
を
統
御
す
べ
き
こ
と
を
説
く
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
と
っ
て
、

飲
酒
行
為
は
到
底
認
め
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
見
解

で
は
、
イ
ン
ド
で
飲
酒
の
習
慣
を
も
つ
者
は
少
数
に
す
ぎ

ず
、
世
界
中
で
イ
ン
ド
ほ
ど
禁
酒
を
実
行
す
る
の
が
容
易

な
地
域
は
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
彼
の
指
導
下
で
展
開
さ

れ
た
非
暴
力
・
不
服
従
運
動
で
は
、
酒
店
を
取
り
囲
ん
で

人
び
と
に
酒
の
購
入
を
や
め
さ
せ
る
運
動
が
広
く
組
織
さ

れ
、
女
性
も
多
数
参
加
し
た
。

こ
の
禁
酒
運
動
の
流
れ
は
、
イ
ン
ド
憲
法
制
定
過
程
や

独
立
後
の
各
州
で
の
ア
ル
コ
ー
ル
政
策
へ
と
引
き
継
が
れ

て
い
く
。
し
か
し
、
州
財
政
に
占
め
る
酒
税
の
重
要
性
や

取
り
締
ま
り
の
難
し
さ
か
ら
、
禁
酒
政
策
は
容
易
に
は
広

ま
ら
な
か
っ
た
。
今
日
ま
で
禁
酒
政
策
を
と
り
続
け
て
い

る
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
は
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
出
身
地
だ
が
、

こ
こ
で
も
近
年
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
や
平
等
権
の
観
点
か

ら
、
禁
酒
法
を
違
憲
と
す
る
訴
え
が
次
々
と
高
等
裁
判
所

に
出
さ
れ
て
い
る
。
植
民
地
期
か
ら
続
く
飲
酒
・
禁
酒
を

め
ぐ
る
議
論
は
、
今
後
も
続
き
そ
う
で
あ
る
。

付
記

現
代
イ
ン
ド
の
飲
酒
事
情
に
つ
い
て
は
、
池
亀
彩
「
飲
む
べ
き
か
飲
ま
ぬ
べ
き
か

―
ベ
ン
ガ
ル
ー
ル
市
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
」（
井
坂
理
穂
・
山
根
聡
編

『
食
か
ら
描
く
イ
ン
ド
―
近
現
代
の
社
会
変
容
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
春
風
社
、

二
〇
一
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

若者たちの集うバー（ニューデリー、2016年）

ヤシの樹液を発酵させたトディーはインド亜大陸で広く飲まれてきた
（撮影：粟屋利江、ケーララ州、2016年）

アメリカの禁酒運動家ウィリアム・E・“プッシーフット”・ジョン
ソンのインド訪問（1921年）（出典：Tarini Prasad Sinha, 
"Pussyfoot" Johnson and His Campaign in Hindustan, 
Madras: Ganesh, 1922.）町の酒店（撮影：小松久恵、ジャイプル、2017年）
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台
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所
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シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
の
聖
地

世
界
台
所
史
と
い
う
本
が
も
し
書
か
れ
る
と
す
れ
ば
、

二
〇
世
紀
の
章
は
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
捧さ

さ

げ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
住
宅
難
ゆ
え
に
広

大
な
団
地
が
造
成
さ
れ
た
都
市
で
あ
り
、
発
電
所
を
運
営

し
て
、
積
極
的
に
電
気
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
た
代

表
的
な
都
市
で
も
あ
る
。

そ
の
都
市
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
初
の
女
性
建
築
家
で
、

共
産
主
義
者
だ
っ
た
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
・
シ
ュ
ッ
テ
＝
リ
ホ
ツ

キ
ー
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
キ
ッ
チ
ン
と
い
う
大
量
生

産
型
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
を
設
計
し
た
。
集
合
住
宅
の

狭
い
部
屋
の
狭
い
台
所
で
あ
っ
て

も
、
お
し
ゃ
れ
に
、
機
能
的
に
、

衛
生
的
に
料
理
が
で
き
る
キ
ッ
チ

ン
は
、
そ
の
後
、
世
界
中
に
普
及

し
て
い
く
。
拙
著『
ナ
チ
ス
の
キ
ッ

チ
ン

―
「
食
べ
る
こ
と
」
の
環

境
史　

決
定
版
』（
共
和
国
、
二
〇

一
六
年
）
で
、
わ
た
し
は
シ
ュ
ッ

テ
＝
リ
ホ
ツ
キ
ー
の
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
・
キ
ッ
チ
ン
の
歴
史
を
調
べ

た
が
、
そ
の
過
程
で
気
づ
い
た
の

は
、
工
場
の
よ
う
な
機
能
性
を
も

つ
キ
ッ
チ
ン
の
魅
力
で
あ
っ
た
。

ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
キ
ッ
チ
ン

南
西
ド
イ
ツ
の
中
心
都
市
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
の
州
立
博

物
館
の
特
別
展
で
、
再
現
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
キ
ッ

チ
ン
を
見
学
し
た
こ
と
が
あ
る
。
無
駄
を
排
し
た
棚
、座
っ

て
調
理
で
き
る
調
理
台
、
水
が
切
り
や
す
い
皿
置
き
、
煤す

す

や
煙
が
出
な
い
電
気
ま
た
は
ガ
ス
の
コ
ン
ロ
、
青
で
統
一

さ
れ
た
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
外
観
。「
料
理
し
て
み
た
い
」

と
思
わ
せ
る
お
し
ゃ
れ
な
空
間
づ
く
り
に
は
、
シ
ュ
ッ
テ

＝
リ
ホ
ツ
キ
ー
の
あ
る
願
い
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
。
そ

れ
は
、
女
性
た
ち
が
単
調
な
家
事
か
ら
解
放
さ
れ
、
充
実

し
た
人
生
を
生
き
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
、
二
度
と
第
一
次

世
界
大
戦
時
の
よ
う
に
子
ど
も
た
ち
が
飢
え
な
い
よ
う
な

世
界
に
な
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

拙
著
刊
行
後
に
、
北
ド
イ
ツ
の
都
市
ツ
ェ
レ
で
、
一
九

二
〇
年
代
当
時
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
キ
ッ
チ
ン
の
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
映
像
を
観
た
。
そ
こ
に
は
、
お
し
ゃ
れ
な
服

を
着
た
ま
ま
椅
子
に
座
っ
て
野
菜
を
切
る
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル

の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
た
。

ナ
チ
ス
の
キ
ッ
チ
ン

一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
掌
握

す
る
と
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
洗
礼
を
受
け
た
女
性
た
ち
は
ど

う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
女
た
ち
に
は
少
な
く
な
い
変

化
が
訪
れ
た
。
ま
ず
、
ナ
チ
ス
は
、
女
性
は
生
殖
と
家
事

に
専
心
す
る
性
だ
と
し
た
。
さ
ら
に
、
戦
争
に
耐
え
う
る

国
家
を
建
設
す
る
た
め
に
女
性
は
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
女
性
指
導
者
で
あ
る
ゲ

ル
ト
ル
ー
ト
・
シ
ョ
ル
ツ
＝
ク
リ
ン
ク
は
、「
わ
た
し
た
ち

の
領
分
に
お
け
る
武
器
が
た
だ
の
調
理
用
ス
プ
ー
ン
で
し

か
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
破
壊
力
は
他
の
武
器
に
劣
っ
て
は

な
ら
な
い
の
だ
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
ナ
チ
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
と
っ
て
「
か
ま
ど
」

は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
火
を
守
る
の
が

女
性
で
あ
っ
た
。
家
事
の
効
率
重
視
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ

ン
を
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
、

居
間
に
キ
ッ
チ
ン
が
併
設
さ
れ
て
い
る
居
心
地
の
良
い「
居

間
キ
ッ
チ
ン
」
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
幹
部
た
ち

の
お
気
に
入
り
だ
っ
た
。

だ
が
、
個
人
的
な
好
み
は
別
と
し
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
ポ
ー

ラ
ン
ド
に
侵
攻
し
て
以
来
、
キ
ッ
チ
ン
は
居
心
地
よ
り
も

効
率
化
が
優
先
さ
れ
て
い
く
。
短
時
間
で
栄
養
の
あ
る
食

べ
も
の
を
料
理
し
、
フ
ー
ド
ロ
ス
を
な
く
す
こ
と
が
最
重

要
課
題
と
な
る
。
主
婦
た
ち
は
生
ゴ
ミ
の
分
別
を
し
っ
か

り
と
し
な
け
れ
ば
、
民
族
の
敵
だ
、
通
報
す
る
ぞ
と
脅
さ

れ
た
。
生
ゴ
ミ
を
豚
の
エ
サ
と
し
て
利
用
す
る
政
策
を
実

施
し
て
い
た
か
ら
だ
。
で
き
る
だ
け
国
産
の
食
材
を
使
う

よ
う
に
も
指
導
さ
れ
た
。
バ
ナ
ナ
で
は
な
く
て
リ
ン
ゴ
、

紅
茶
で
な
く
て
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
。
家
政
学
の
雑
誌
に
は
、

い
か
に
料
理
中
に
無
駄
な
動
き
を
な
く
す
か
と
い
う
研
究

論
文
が
並
ぶ
。
空
襲
で
家
が
破
壊
さ
れ
る
と
、
狭
い
簡
易

住
宅
の
キ
ッ
チ
ン
が
設
計
さ
れ
た
。
そ
れ
は
居
間
に
併
設

さ
れ
て
い
な
が
ら
、
必
要
最
低
限
の
も
の
し
か
な
い
大
量

生
産
さ
れ
た
キ
ッ
チ
ン
だ
っ
た
。

ナ
チ
ス
は
キ
ッ
チ
ン
を
民
族
の
象
徴
と
し
な
が
ら
、
合

理
化
を
否
定
せ
ず
、
キ
ッ
チ
ン
を
通
じ
て
女
性
の
男
性
や

政
治
へ
の
従
属
を
推
進
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
キ
ッ

チ
ン
に
心
弾
ま
せ
た
女
性
た
ち
も
ま
た
、
台
所
の
戦
場
化

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。
ド
イ
ツ
の
子
ど
も
た
ち
は
ほ
と

ん
ど
飢
え
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
占
領
地
の
、

社
会
的
な
弱
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
や
女
性
た
ち
を
飢
え

さ
せ
る
こ
と
で
よ
う
や
く
実
現
し
た
砂
上
の
楼
閣
で
あ
っ

た
。
シ
ュ
ッ
テ
＝
リ
ホ
ツ
キ
ー
の
夢
は
、
結
局
果
た
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

復元されたフランクフルト・キッチン（カールスルーエ州立博物館、2013年）

フランクフルト・キッチンの外観。作業台、シンク、小麦や砂糖な
どを入れる棚などが見える（出典：Noever, Die Frankfurter 
Küche von Margarete Schütte-Lihotzky, 1992, S. 15.）

ゲルトルート・ショルツ＝クリンク
（出典：Wikimedia Commons/ Bunde-
sarchiv, Bild 146II-104/ CC-BY-SA 3.0）

ナチスが推奨した節約料理であるアイントップ料理に自社製のブイヨンを使うように宣
伝するマギーの広告 （出典：Erna Horn, Der Eintopf des deutschen Sparger-
icht , Erna Horn Verlag, Frasdorf-München, 1933.）

戦争中のナチス・ドイツの家政学雑誌の記事。パン
ひと切れ分を切る手の動きを光の軌跡であらわし、
台所での効率的な作業の分析がされている。上か
ら、左手に持つパンを切る動き、テーブル上でパン
を切る動き、スライサーを使用したときの動き（出
典：Georg Villwock, Physiologische Rationa-
lisierung der Hausarbeit , in: Hauswirtschaft-
liche Jahrbücher, Heft 1, 1942, S. 85.）
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本館展示場
観覧券売場

ガフヴェハーネで提供される水タバコ
（イラン、テヘラン、2016年）

ロッパ族の煙管
（中国、H0087159）

A

シガレットケース
（モンゴル、H0277348）

B
キオスク（ガーナ、H0205092）
台のわきにはマッチなどとともにたばこが
並べられている

C
C 水タバコ用パイプ
（エジプト、H0091280）

嗅ぎタバコ入れと、それを入れるための袋
（モンゴル、H0203428）

嗅ぎタバコ用パイプ（２人用）
（コロンビア、H0010904）

D

B

中央・北アジア展示
「社会主義の時代」
「モンゴル」

西アジア展示
「パレスチナ・ディアスポラ」

中国地域の文化展示
「装い」

アフリカ展示
「都市に集う」

アメリカ展示
「食べる」

A

Ｅ

Ｅ

Ｅ

タ
バ
コ
の
利
用

あ
れ
こ
れ

日
本
の
酒
場
に
そ
れ
ぞ
れ
の
雰
囲
気
や
暗
黙
の

ル
ー
ル
が
あ
る
よ
う
に
、
筆
者
が
調
査
す
る
酒
場

の
な
い
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国
で
も
、
ガ

フ
ヴ
ェ
ハ
ー
ネ
と
よ
ば
れ
る
飲
食
店
に
、
店
ご
と

の
「
流
儀
・
作
法
」
が
あ
る
。
ガ
フ
ヴ
ェ
ハ
ー
ネ

で
は
、
瓶
に
貯
め
た
水
を
と
お
し
て
煙
を
吸
う
水

タ
バ
コ
と
と
も
に
、
紅
茶
や
軽
食
が
出
さ
れ
る
。
あ

る
店
で
は
絨

じ
ゅ
う

毯た
ん

が
敷
か
れ
た
高
床
式
の
小
上
が
り

席
に
靴
を
脱
い
で
上
が
り
、
背
面
の
ク
ッ
シ
ョ
ン

に
も
た
れ
か
け
、
水
タ
バ
コ
を
吸
い
な
が
ら
、
客

同
士
が
卑ひ

猥わ
い

な
内
輪
話
も
含
め
屈
託
な
く
大
き
な

声
で
話
し
合
う
。
ま
た
別
の
店
で
は
、
目
の
前
の

テ
ー
ブ
ル
に
供
さ
れ
た
水
タ
バ
コ
を
黙
々
と
吸
い

な
が
ら
、
紅
茶
を
す
す
り
、
一
緒
に
来
た
知
人
と

ひ
っ
そ
り
と
語
ら
い
合
う
。
だ
が
、
ど
の
店
も
、
基

本
的
に
客
が
成
人
男
性
に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
に

加
え
、
近
年
で
は
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
施
行
さ

れ
た
「
禁
煙
法
」
に
よ
っ
て
、
店
内
で
の
紙
巻
た

ば
こ
（
以
下
、
た
ば
こ
と
表
記
）
の
喫
煙
が
禁
止
さ

れ
て
い
る
。
水
タ
バ
コ
の
店
で
た
ば
こ
が
禁
止
さ

れ
る
と
い
う
の
は
可お

笑か

し
い
が
、
イ
ラ
ン
で
も
、
た

ば
こ
の
喫
煙
に
よ
る
健
康
面
へ
の
影
響
が
危
惧
さ

れ
て
い
る
の
だ
。

旅
す
る
タ
バ
コ

南
米
原
産
の
ナ
ス
科
の
植
物
で
あ
る
タ
バ
コ
は

大
航
海
時
代
に
、
乾
燥
さ
せ
た
葉
だ
け
で
な
く
、
栽

培
用
に
苗
な
ど
の
状
態
で
も
世
界
各
地
に
も
た
ら

さ
れ
、
以
後
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
根
差
し
た
利
用

が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
み
ん
ぱ
く

の
展
示
場
を
歩
け
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
展
示

で
タ
バ
コ
に
関
連
し
た
資
料
に
出
く
わ
す
。
オ
セ

ア
ニ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
展
示
場
に
は
な
か
っ
た

が
、
標
本
資
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
す
る

と
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
タ
バ
コ
関
連
資
料
も
収
蔵

さ
れ
て
い
た
。

多
く
の
地
域
の
展
示
で
見
ら
れ
る
の
は
、
椀わ

ん

型
の
先
端
部
分
の
火
皿
に
刻
ん
だ
乾
燥
葉
タ

バ
コ
な
ど
を
の
せ
、
火
を
つ
け
て
煙
を
吸

う
煙き

せ
る管
や
、
煙
管
や
乾
燥
葉
タ
バ
コ
を
携

帯
す
る
た
め
の
タ
バ
コ
入
れ
で
あ
る
。

中
国
地
域
の
文
化
展
示
で
は
、
一
見

わ
か
り
づ
ら
い
が
、
ロ
ッ
パ
族
の

男
性
用
盛
装
を
し
た
マ
ネ
キ
ン
の

右
手
に
煙
管
が
握
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
西
ア
ジ
ア
展
示
で
は
、
エ
ジ
プ

ト
の
水
タ
バ
コ
に
出
く
わ
し
た
。
こ
れ
ら
の
資
料

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
タ
バ
コ
と
い
え
ば
そ
の
煙

を
吸
う
利
用
法
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
。

し
か
し
な
が
ら
、
タ
バ
コ
の
「
故
郷
」
で
あ
る

ア
メ
リ
カ
大
陸
で
は
、
煙
を
吸
う
他
に
、
噛か

ん
で

口こ
う

腔く
う

か
ら
吸
収
し
た
り
、
細
か
く
し
て
鼻
か
ら
吸

引
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
タ
バ
コ
は

煙
の
吸
引
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
噛
ん
だ
り
嗅
い

だ
り
と
多
様
な
方
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
噛
む

方
法
に
つ
い
て
は
展
示
の
解
説
プ
レ
ー
ト
に
限
ら

れ
た
が
、
嗅
ぐ
方
法
に
つ
い
て
は
、
中
央
・
北
ア

ジ
ア
展
示
の
モ
ン
ゴ
ル
の
嗅
ぎ
タ
バ
コ
入
れ
や
、
ア

メ
リ
カ
展
示
の
嗅
ぎ
タ
バ
コ
の
道
具
と
い
っ
た
資

料
が
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
道
具
を
用

い
た
タ
バ
コ
の
利
用
は
、
今
日
で
は
少
数
派
に
と

ど
ま
る
。
今
日
、
タ
バ
コ
の
利
用
の
中
心
を
占
め

る
の
は
無
論
、
た
ば
こ
の
喫
煙
で
あ
る
。

消
え
ゆ
く
た
ば
こ

一
九
世
紀
半
ば
に
あ
ら
わ
れ
た
刻
ん
だ
葉
タ
バ

コ
を
紙
で
巻
い
た
た
ば
こ
は
、
一
九
世
紀
後
半
ま

で
贅ぜ

い

沢た
く

品ひ
ん

で
あ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
街
頭
で
販

売
員
が
一
本
ず
つ
手
で
巻
い
て
作
っ
て
い
た
。
例

え
ば
イ
ラ
ン
で
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
都
市
部
で
客

寄
せ
の
た
め
に
「
十
代
の
美
少
年
」
も
こ
れ
を
お

こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
一
九
世
紀

末
に
な
る
と
、
西
洋
で
た
ば
こ
の
自
動
巻
上
機
が

発
明
さ
れ
、
機
械
化
に
よ
っ
て
廉
価
な
製
品
が
大

量
に
生
産
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
口
の
増
加

も
あ
り
、
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
世
界
の
た
ば
こ
の

消
費
は
増
え
、
一
般
的
な
タ
バ
コ
の
利
用
方
法
と

な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
展
示
場
を
め
ぐ
る
と
、
大
量
生
産
品
で

あ
る
た
め
か
、
た
ば
こ
の
関
連
資
料
は
思
っ
た
以

上
に
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
中
央
・
北
ア
ジ

ア
展
示
に
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
の
シ
ガ
レ
ッ
ト
ケ
ー
ス

の
ほ
か
、
ア
フ
リ
カ
展
示
の
キ
オ
ス
ク
（
小
型
売

店
）
に
商
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
の

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
ビ
デ
オ
テ
ー

ク
の
「
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
の
『
ス
ラ
ム
』
の
一
日
」

（
番
組
番
号
1
6
2
9
）
で
は
、
ス
ラ
ム
の
家
庭
で

た
ば
こ
を
バ
ラ
売
り
す
る
様
子
も
見
ら
れ
た
。

例
外
は
あ
る
も
の
の
、
健
康
面
へ
の
危
惧
と
禁

煙
諸
政
策
が
実
施
さ
れ
た
結
果
、
各
国
の
喫
煙
率

は
下
降
し
続
け
て
お
り
、
世
界
の
た
ば
こ
の
消
費

も
二
〇
〇
九
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
の
ち
、
減
少

傾
向
に
あ
る
。
た
ば
こ
は
、
こ
の
世
界
か
ら
消
え

つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る
の
だ
。

展
示
場
を
回
遊
し
な

が
ら
、
い
ず
れ
は
展
示

場
や
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の

た
ば
こ
が
貴
重
な
史
料

と
し
て
観
覧
者
の
眼
に

触
れ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
と
思
い
浮
か
べ
た
。

D

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

黒く
ろ

田だ 

賢け
ん

治じ
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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。
※会員：無料
　一般：500円（会場参加のみ）
※要事前申込、先着順

第524回　5月7日（土）13時30分～15時
企画展「焼畑―佐々木高明の見た五木村、
そして世界へ」関連
佐々木高明を語る
―研究とその人物像
講師 ヨーゼフ・クライナー（ボン大学 名誉 
 教授）
 宇野文男（元福井大学 教授）
 池谷和信（本館 教授）

参加形式
本館第5セミナー室（定員40名）

国立民族学博物館第2代館長を務めた佐々
木高明は、焼畑研究の第一人者、照葉樹
林文化論の提唱者のひとりとして知られてい
ます。生前の佐々木とゆかりの深い話者3名
による対談をとおして、研究者という側面に
とどまらない佐々木高明の素顔に迫ります。

受付フォーム
https://www.senri-f.or.jp/524tomo/

※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。

第525回　6月4日（土）13時30分～15時
コサックの国で生まれた
ユダヤ人の大統領？
―ウクライナとロシアにおける
      民族問題の諸相

講師 赤尾光春（大阪大学 非常勤講師）

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）

2014年の「ユーロ・マイダン革命」とともに民
族主義が台頭したウクライナでは今、ユダ
ヤ系の大統領がロシアとの戦いで指揮を
執っています。この驚くべき状況はどのよう
にして生まれ、どのような影響をもたらすの
でしょうか。ウクライナとロシア、そしてユダ
ヤ人との歴史的な関係を紐解き、複雑な民
族問題の諸相を読み解きます。

受付フォーム
https://www.senri-f.or.jp/525tomo/

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
　

5
月
31
日（
火
）ま
で

会
場
　
特
別
展
示
館

み
ん
ぱ
く
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の

ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル「
万
博
記
念
公
園
駅
」と

み
ん
ぱ
く
の
間
の
直
通
送
迎
バ
ス
を
特
別
展

の
会
期
中
に
運
行
し
ま
す
。
詳
し
く
は
み

ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

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
　

6
月
7
日（
火
）ま
で

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

研
究
公
演

「
伝
承
す
る
人
び
と

―
北
イ
ン
ド
古
典
音
楽
の
世
界
」

北
イ
ン
ド
古
典
音
楽
家
4
名
の
器
楽
演
奏

を
と
お
し
て
、
師
弟
制
度
や
師
匠
か
ら
継

承
し
た
伝
統
を
日
本
の
地
で
繋
ぐ
、
現
代
の

北
イ
ン
ド
音
楽
の
伝
承
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時 

6
月
11
日（
土
）13
時
30
分
〜

15
時
50
分（
13
時
開
場
）

解
説 

岡
田
恵
美（
本
館 

准
教
授
）

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
）

※
要
事
前
申
込（
代
表
者
を
含
む
2
名
ま

で
）、
先
着
順
、
参
加
無
料（
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
。

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）

※
申
込
不
要
、
当
日
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
自
由
視
聴
可
能
。

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会
電
話
先
行
予
約
　

　
5
月
6
日（
金
）ま
で

　
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

　
5
月
9
日（
月
）〜
6
月
3
日（
金
）

そ
の
他
の
イ
ベ
ン
ト

「
音
楽
の
祭
日
2
0
2
2

in 

み
ん
ぱ
く
」

1
9
8
2
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
夏
至
の
日
に

み
ん
な
で
音
楽
を
楽
し
む「
音
楽
の
祭
典
」

が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
み
ん
ぱ
く
で
も
、
世

界
の
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
を
使
っ
て「
音
楽
の

祭
日
」を
祝
い
ま
す
。

日
時
　

6
月
26
日（
日
）

 

10
時
30
分
〜
16
時
30
分（
予
定
）

会
場  

 

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）あ
り

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料（
展
示
を
ご
覧

に
な
る
方
は
、
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
） 

お
問
い
合
わ
せ
先	

企
画
課「
音
楽
の
祭
日
」担
当

電
話 

0
6
ー
6
8
7
8
ー
8
2
1
0

（
土
日
祝
を
除
く
10
時
〜
16
時
）

巡
回
展

「
驚
異
と
怪
異

―
世
界
の
幻
獣
と
霊
獣
た
ち
」

会
期 

6
月
26
日（
日
）ま
で

会
場 

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

主
催 

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館（
公

益
財
団
法
人
高
知
県
文
化
財
団
）

 

国
立
民
族
学
博
物
館

 

公
益
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団

 

K
U
T
V
テ
レ
ビ
高
知

第
11
回「
梅
棹
忠
夫
・
山
と
探
検
文
学
賞
」

受
賞

人
類
学
的
冒
険
の
魅
力
を
よ
く
伝
え
て
い

る
な
ど
と
し
て
、
著
作『
エ
チ
オ
ピ
ア
高
原

の
吟
遊
詩
人

―
う
た
に
生
き
る
者
た
ち
』

を
対
象
に
本
館
の
川
瀬
慈
准
教
授
が
第
11

回「
梅
棹
忠
夫
・
山
と
探
検
文
学
賞
」を
受

賞
し
ま
し
た
。

お
知
ら
せ

ご
協
力
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
予
約
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
来
館
予
約
及
び
入

館
の
際
の
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
で
の
来

館
者
連
絡
先
記
入
票
の
記
載
が
不
要
に
な

り
ま
し
た
。

研
究
部
新
メ
ン
バ
ー

岸き
し

上が
み 

伸の
ぶ

啓ひ
ろ 

副
館
長
・
教
授

（
学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
）

総
合
研
究
大
学
院

大
学
で
博
士
号
を
取

得
。
1
9
9
6
年
よ

り
民
博
。
2
0
1
8

年
か
ら
人
間
文
化
研

究
機
構
本
部
に
出

向
し
、
2
0
2
2
年
に
復
帰
。
専
門
は
文

化
人
類
学
。
北
米
極
北
地
域
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト

や
イ
ヌ
ピ
ア
ッ
ト
の
捕
鯨
や
食
物
分
配
、
北

西
海
岸
先
住
民
の
社
会
変
化
な
ど
を
研
究
。

松ま
つ

本も
と 

雄ゆ
う

一い
ち 

准
教
授

（
人
類
文
明
誌
研
究
部
）イ

ェ
ー
ル
大
学
大

学
院
で
博
士
号
取

得
。
ダ
ン
バ
ー
ト

ン
オ
ー
ク
ス
研
究

所
フ
ェ
ロ
ー
、
民
博

機
関
研
究
員
、
山

形
大
学
人
文
社
会
科
学
部
を
経
て
現
職
。

専
門
は
ア
ン
デ
ス
考
古
学
で
、
文
明
の
形
成

過
程
に
お
け
る
祭
祀
建
築
の
役
割
な
ど
を

研
究
。

黒く
ろ

田だ 

賢け
ん

治じ 

助
教

（
グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部
）

京
都
大
学
大
学
院

で
博
士
号
を
取
得

後
、
人
間
文
化
研

究
機
構
基
幹
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
現

代
中
東
地
域
研
究

国
立
民
族
学
博
物
館
拠
点
特
任
助
教
な
ど

を
経
て
現
職
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ

く
現
代
イ
ラ
ン
の
政
治
研
究
に
従
事
す
る

他
、
近
現
代
の
日
本

–

中
東
関
係
史
の
研

究
に
携
わ
る
。

宮み
や

前ま
え 

知ち

佐さ

子こ 

助
教

（
人
類
基
礎
理
論
研
究
部
）東

京
工
業
大
学
大

学
院
で
博
士
号
取

得
。
凸
版
印
刷
株

式
会
社
、ロ
ン
ド
ン・

サ
イ
エ
ン
ス
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム（
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
）、
東
京
工
業
大
学
博
物
館
を
経

て
現
職
。
科
学
的
手
法
・
技
術
を
用
い
た

文
化
資
源
の
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と

ア
ー
カ
イ
ブ
デ
ー
タ
の
利
活
用
、
デ
ジ
タ
ル

技
術
を
導
入
し
た
博
物
館
展
示
に
関
す
る

研
究
に
取
り
組
む
。

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521回
5月21日（土）13時30分～15時（13時開場）
ドキュメンタリー写真家
B.インジナーシが見た現代モンゴル
講師　B.インジナーシ（写真家）
　　　港千尋（写真家、多摩美術大学 教授）
　　　川瀬慈（本館 准教授）
　　　島村一平（本館 准教授）
【申込期間】
■一般受付
　5月18日（水）まで
　※友の会電話先行受付は終了しました。

第522回
6月18日（土）13時30分～15時（13時開場）
フランスのモン難民から考える
グローバル化
講師　中川理（本館 准教授）

大規模な人や資本の移動をとおして、これ
まで遠くにいた他者が隣人になり、異なる
人々がよりいっそう社会的・経済的につなが
り合うようになっています。この状況をどう

理解すればよいのか、フランスに住むモン
難民の事例から考えます。

【申込期間】
■友の会電話先行予約　
　5月16日（月）～ 20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
　5月23日（月）～ 6月15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。

5月8日（日） 14時30分～15時
マヤの焼畑 ― 儀礼と世界観
話者　鈴木紀（本館 教授）

5月29日（日） 14時30分～15時
メディア化されたイスラームと
知識人
話者　相島葉月（本館 准教授）

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

本書は「憑依」と「抵
抗」をキーワードに
現代モンゴルにおけ
る宗教とナショナリ
ズムの諸相に迫った
論考である。扱う
テーマは、化身ラ
マ、シャーマニズ
ム、ヒップホップ、
民族衣装、そしてチ
ンギス・ハーン。

■島村一平著
『憑依と抵抗−現代モンゴルにおけ
る宗教とナショナリズム』
晶文社　2,420円（税込）

刊行物紹介

一生懸命に勉強する子どもたち（撮影：B. インジ
ナーシ、2017 年） ©Injinaash, Bor

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
南フランスの畑で働くモン難民（2015年）

イベント予約はこちら 



ジ
ャ
ン
グ
ル
の
な
か
の
集
落

コ
ロ
ナ
禍
が
始
ま
る
前
、
短
い
期
間
で
は
あ

る
が
南
米
の
仏
領
ギ
ア
ナ
に
行
く
機
会
が
あ

っ
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
海
外
県
に
住
ん
で
い

る
モ
ン
の
人
び
と
を
訪
ね
る
た
め
だ
。
モ
ン

は
、
も
と
も
と
は
中
国
南
西
部
や
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
（
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
）
の
山

間
部
に
住
ん
で
い
た
少
数
民
族
で
あ
る
。
ラ

オ
ス
内
戦
に
巻
き
込
ま
れ
て
、一
九
七
〇
年
代

後
半
に
多
く
の
モ
ン
が
難
民
と
な
っ
た
。
そ
の

大
半
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
フ
ラ
ン
ス
本
土

に
移
り
住
ん
だ
が
、
仏
領
ギ
ア
ナ
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
人
た
ち
も
い
る
。
彼
ら
は
政
府
か

ら
与
え
ら
れ
た
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
切

り
拓
い
て
、
一
か
ら
集
落
と
農
地

を
作
り
上
げ
た
。
今
で
は
、
モ
ン

は
仏
領
ギ
ア
ナ
の
主
要
な
農
業
生

産
者
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
い
っ
た
ん
フ

ラ
ン
ス
本
土
に
定
住
し
た
モ
ン
の
な
か
に
も
、

あ
ら
た
に
仏
領
ギ
ア
ナ
に
再
移
住
す
る
人
た

ち
も
い
る
。
も
と
も
と
南
フ
ラ
ン
ス
で
農
業

を
営
む
モ
ン
に
つ
い
て
調
査
を
し
て
い
た
わ

た
し
は
、
本
土
か
ら
移
住
し
て
い
っ
た
人
た

ち
の
足
跡
を
追
い
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
ど
ん

な
場
所
か
想
像
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
仏
領

ギ
ア
ナ
に
恐
る
恐
る
足
を
踏
み
入
れ
た
。

仏
領
ギ
ア
ナ
の
モ
ン
は
、
い
く
つ
か
の
集
落

に
わ
か
れ
て
住
ん
で
い
る
。
一
九
七
〇
年
代

の
終
わ
り
に
最
初
に
到
着
し
た
モ
ン
は
、
ふ

た
つ
の
集
落
を
築
い
た
。
県
庁
所
在
地
カ
イ

エ
ン
ヌ
の
南
に
あ
る
カ
カ
オ
と
、
西
に
あ
る

ジ
ャ
ヴ
エ
で
あ
る
。
両
者
は
、
今
で
は
学
校

や
教
会
と
い
っ
た
施
設
を
備
え
た
立
派
な
集

落
へ
と
発
展
し
て
い
る
。
特
に
カ
カ
オ
は
、
日

曜
市
の
民
芸
品
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
料
理
を
目
当

て
に
観
光
客
が
大
挙
し
て
訪
れ
る
、
仏
領
ギ

ア
ナ
で
も
指
折
り
の
観
光
地
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
古
い
集
落
の
ほ
か
に
も
、

新
し
い
モ
ン
の
集
落
が
あ
ち
こ
ち
に
点
在
し

て
い
る
。
仏
領
ギ
ア
ナ
で
は
、
未
開
地
を
国

か
ら
借
り
受
け
て
自
ら
の
手
で
開
拓
す
る
と
、

一
定
期
間
を
経
た
あ
と
で
自
分
の
所
有
地
に

で
き
る
し
く
み
が
あ
る
。
こ
の
し
く
み
を
利

用
し
て
あ
ら
た
に
入
植
し
た
人
た
ち
が
、
小

さ
な
集
落
を
作
っ
て
い
る
の
だ
。
カ
イ
エ
ン
ヌ

郊
外
に
住
む
知
人
に
住
民
を
紹
介
し
て
も
ら

い
、
わ
た
し
は
自
分
で
車
を
運
転
し
て
不
便

な
場
所
に
あ
る
こ
れ
ら
の
集
落
を
巡
っ
て
み

る
こ
と
に
し
た
。

エ
ン
ジ
ン
よ
止
ま
ら
な
い
で

そ
う
や
っ
て
訪
れ
た
ひ
と
つ
の
集
落
で
の
話

だ
。
わ
た
し
は
二
日
間
こ
の
集
落
に
滞
在
し

て
、
住
民
か
ら
そ
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
話

を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
集
落
は
、
リ

ヨ
ン
や
リ
モ
ー
ジ
ュ
な
ど
フ
ラ
ン
ス
の
都
会
か

ら
や
っ
て
き
た
モ
ン
が
、
一
九
九
二
年
に
切
り

拓
い
た
。
行
政
は
道
を
一
本
引
い
て
く
れ
た
だ

け
で
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
切
り
拓
く
作
業
は
す

べ
て
入
植
者
自
身
が
お
こ
な
っ
た
と
い
う
。
そ

の
作
業
は
過
酷
で
、
最
初
に
入
植
し
た
二
〇

ほ
ど
の
家
族
の
う
ち
残
っ
た
の
は
わ
ず
か
三

家
族
だ
け
だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
後
、
親
類

の
つ
て
な
ど
を
頼
っ
て
新
し
く
入
植
す
る
モ
ン

が
徐
々
に
加
わ
り
、
現
在
で
は
三
〇
家
族
程

度
に
ま
で
増
え
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
わ

た
し
が
調
査
地
と
す
る
南
フ
ラ
ン
ス
か
ら
来

た
家
族
も
い
た
。
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な

選
択
を
す
る
彼
ら
の
勇
気
に
驚
か
さ
れ
た
。

聞
き
取
り
の
成
果
に
満
足
し
て
、
わ
た
し

は
次
の
目
的
地
へ
向
か
お
う
と
車
に
乗
り
込

ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
エ
ン
ジ
ン
が
う
ん
と
も
す

ん
と
も
い
わ
な
い
。
知
人
か
ら
借
り
た
日
本

車
は
新
し
い
と
は
い
い
難
か
っ
た
が
、
そ
れ
ま

で
は
順
調
に
走
っ
て
く
れ
て
い
た
の
に
。
聞
き

取
り
を
し
た
住
民
の
一
人
が
助
け
て
く
れ
て
、

本
土
で
自
動
車
修
理
工
だ
っ
た
と
い
う
別
の

住
民
を
呼
ん
で
い
ろ
い
ろ
と
試
し
、
け
っ
き
ょ

く
押
し
が
け
で
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
る
の
に
成
功

し
た
。
し
か
し
、
ま
た
止
ま
っ
た
ら
二
度
と

動
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
は
気
が

進
ま
な
か
っ
た
が
、
二
人
の
勧
め
に
し
た
が
っ

て
エ
ン
ジ
ン
を
切
ら
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て

カ
イ
エ
ン
ヌ
に
戻
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
と
き

ほ
ど
、
運
転
で
緊
張
し
た
こ
と
は
な
い
。
集

落
を
出
る
と
、
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
渡

っ
て
周
り
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
だ
け
で
、
人
の
気
配

は
ま
っ
た
く
な
い
。
も
し
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た

ら
…
…
。
延
々
と
続
く
緑
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ

る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
な
が
ら
、
な
ん
と

か
無
事
に
カ
イ
エ
ン
ヌ
ま
で
た
ど
り
着
い
た
。

こ
の
経
験
を
と
お
し
て
、
仏
領
ギ
ア
ナ
と
本

土
の
大
き
さ
の
感
覚
の
違
い
を
、
わ
た
し
は

身
を
も
っ
て
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
地
で

は
、
ま
る
で
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
海
の
な
か
の
小
島

の
よ
う
に
、
人
が
住
む
場
所
と
場
所
の
あ
い

だ
の
距
離
は
遠
く
離
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の

環
境
の
な
か
で
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
経
験

な
の
だ
ろ
う
か
。
コ
ロ
ナ
禍
が
収
ま
っ
て
再
び

現
地
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

ら
、
よ
り
深
く
聞
い
て
み
た
い
。

仏
領
ギ
ア
ナ
で

「
大
き
さ
の
感
覚
の
違
い
」を
知
る

中な
か

川が
わ 

理
お
さ
む

民
博 

グ
ロ
ー
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ル
現
象
研
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部
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ジ
ャ
ン
グ
ル
を
車
で
走
っ
て
み
ま
し
た

開拓地の写真を撮る筆者
（写真はいずれも2018年に撮影）

仏領ギアナ仏領ギアナ仏領ギアナ

カイエンヌカイエンヌ

上：1992年に拓かれた集落の遠景。周囲に農地が広がる
下：カイエンヌの中央市場の風景。売り手の多くはモンである

泊めてもらった家の窓から。この車が後で故障することに……



飲
食
用
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー

サ
ハ
ラ
・
オ
ア
シ
ス
の
食
事
で
は
、
料
理
が
入
っ
た
大
き

な
容
器
を
多
勢
で
取
り
囲
む
。
そ
の
と
き
に
敷
か
れ
る
の

が
ア
ラ
ビ
ア
語
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
方
言
で
ヒ
シ
イ
ラ
と
よ
ば

れ
る
敷
物
で
あ
る
。
ヒ
シ
イ
ラ
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
く
ず
を

う
け
と
め
、
ぶ
つ
切
り
肉
の
骨
の
置
き
場
と
な
る
。
食
事

が
終
わ
る
と
、
屋
外
で
ヒ
シ
イ
ラ
を
軽
く
は
た
く
。
食
事

場
の
後
片
付
け
は
い
と
も
簡
単
に
終
わ
る
。

カ
ス
カ
ス
は
、
北
ア
フ
リ
カ
で
よ
く
食
べ
ら
れ
る
ク
ス
ク

ア
フ
リ
カ
大
陸
北
部
に
東
西
五
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

南
北
一
七
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
広
が
る
世
界

最
大
の
砂
漠
で
あ
る
サ
ハ
ラ
に
は
、
多
数
の
オ
ア
シ
ス
が

点
在
す
る
。
オ
ア
シ
ス
と
は
砂
漠
に
お
い
て
人
間
が
利
用

で
き
る
水
が
あ
る
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
乾
燥
と
高
温

と
い
う
特
徴
的
な
自
然
環
境
の
な
か
で
、
人
び
と
の
生
活

が
営
ま
れ
て
き
た
。
降
雨
量
が
極
端
に
少
な
い
砂
漠
の
オ

ア
シ
ス
で
、
農
業
が
可
能
と
な
る
理
由
は
灌か

ん

漑が
い

に
あ
る
。
灌

漑
農
業
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
植
物
が
ナ
ツ
メ
ヤ
シ

だ
。
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
は
高
温
・
乾
燥
に
強
い
植
物
で
あ
る
ゆ

え
、
熱
帯
・
亜
熱
帯
の
砂
漠
に
点
在
す
る
オ
ア
シ
ス
で
古

く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
き
た
。

ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
お
も
な
利
用
法
は
、
そ
の
実
で
あ
る
デ
ー

ツ
を
食
べ
る
こ
と
に
あ
る
が
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
木
陰
が
作

り
だ
す
地
表
の
温
度
低
下
・
湿
度
保
持
機
能
は
、
高
温
・
乾

燥
下
で
営
ま
れ
る
オ
ア
シ
ス
の
灌
漑
農
業
に
不
可
欠
な
作

物
栽
培
環
境
を
提
供
し
て
き
た
。
列
状
に
植
え
ら
れ
た
ナ

ツ
メ
ヤ
シ
の
下
で
は
、
オ
オ
ム
ギ
、
コ
ム
ギ
、
野
菜
な
ど

が
栽
培
さ
れ
、
オ
ア
シ
ス
の
人
び
と
の
食
料
、
あ
る
い
は

現
金
収
入
源
と
な
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
幹
は
建
材
と
し
て
重
宝
さ
れ
、
枝
打
ち
で
落
と

さ
れ
た
古
葉
は
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
作
り
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
製
作
は
、
農
作
業
や
家
事
の
合
間
に
お
も
に
女
性
に

よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
葉
で
編
ま
れ
た
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
な
か
で

も
、
カ
ゴ
や
小
物
入
れ
は
自
家
用
、
土
産
物
用
と
し
て
目

に
す
る
機
会
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
今
で
は
稀ま

れ

と

な
っ
て
し
ま
っ
た
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

消えゆくオアシスの
バスケタリー
石
いし

山
やま

 俊
しゅん

民博 プロジェクト研究員

乾燥した砂漠地帯で、人びとはどのように植物を育て、利用しているのだろう。そして
植物を素材としてどのようなバスケタリーを作っているのだろう。本号ではアフリカ北
部のサハラ砂漠におけるバスケタリーを追ってみたい。

ス
を
蒸
す
た
め
の
蒸せ

い
ろ籠

で
あ
る
。
カ
ス
カ
ス
の
底
に
は
穴

が
空
い
て
い
る
。
素
焼
き
の
壺つ

ぼ

に
入
れ
ら
れ
た
ク
ス
ク
ス

用
ソ
ー
ス
を
温
め
る
際
、
壺
の
上
に
カ
ス
カ
ス
を
置
き
、
同

時
に
ク
ス
ク
ス
を
蒸
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
オ
ア
シ
ス
の
農
園
で
使
用
さ
れ
た
水
を
汲く

む
た
め

の
容
器
に
グ
ニ
ナ
が
あ
る
。
か
つ
て
、
オ
ア
シ
ス
の
農
園

地
帯
で
は
、
農
園
の
あ
い
だ
を
と
お
る
小
道
の
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
に
水
を
入
れ
た
素
焼
き
の
甕か

め

が
置
か
れ
て
い
た
。
サ

ハ
ラ
・
オ
ア
シ
ス
で
は
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
酷
暑

期
に
は
、
日
陰
で
も
摂
氏
四
五
度
に
達
す
る
。
こ
の
水
甕

は
道
行
く
人
び
と
が
自
由
に
喉
を
潤
す
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
甕
か
ら
水
を
す
く
う
た
め
の
グ
ニ
ナ
も
ナ
ツ
メ
ヤ
シ

の
葉
を
編
ん
だ
も
の
だ
。
し
か
し
、
葉
を
編
ん
だ
だ
け
で

は
、
隙
間
か
ら
水
が
漏
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
グ
ニ

ナ
に
は
ビ
ャ
ク
シ
ン
属
の
植
物
の
樹
液

を
抽
出
し
た
植
物
性
タ
ー
ル
が
塗
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
香
り
は
、
日
本
で

お
な
じ
み
の
整
腸
薬
に
近
い
。
し
か

し
、
サ
ハ
ラ
・
オ
ア
シ
ス
の
人
び
と
は
そ
の
香
り
を
、
渇

き
を
癒
や
す
香
り
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
よ
う
だ
。

暮
ら
し
の
変
化
と
と
も
に

オ
ア
シ
ス
の
老
人
い
わ
く
、
若
い
こ
ろ
の
楽
し
み
の
ひ
と

つ
は
罠わ

な

猟り
ょ
うで

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
使
わ
れ
た
の
が
シ

ャ
ル
カ
と
よ
ば
れ
る
罠
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ル
カ
を
作
っ
た

の
は
猟
を
担
っ
た
男
性
自
身
で
あ
っ
た
。
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の

葉
で
編
ま
れ
た
円
状
の
枠
に
、
葉
柄
基
部
に
生
え
る
ト
ゲ

を
は
め
込
ん
で
い
く
。
そ
れ
を
野
生
動
物
の
と
お
り
道
に

し
か
け
て
お
き
、
足
を
は
め
て
し
ま
っ
た
ガ
ゼ
ル
な
ど
を

と
ら
え
た
の
だ
そ
う
だ
。
罠
を
し
か
け
る
際
、
シ
ャ
ル
カ

に
結
ん
だ
紐ひ

も

の
も
う
一
方
の
端
に
は
木
切
れ
を
つ
な
い
で

お
く
。
そ
の
木
切
れ
は
地
面
に
打
ち
込
ん
で
固
定
す
る
た

め
の
も
の
で
は
な
い
。
罠
に
足
を
は
め
て
し
ま
っ
た
動
物

は
、
速
く
走
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
シ
ャ
ル
カ
に
結
ば
れ

た
木
切
れ
が
つ
け
た
跡
を
追
っ
て
い
け
ば
、
労
せ
ず
に
獲

物
に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
た
そ
う
だ
。

こ
れ
ら
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
、
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
手
間
を
か
け
て
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
作
る

よ
り
も
、
安
価
な
輸
入
品
を
購
入
し
た
方
が
楽
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
。
ヒ
シ
イ
ラ
は
ア
ル
ミ
製
の
盆
に
、
カ
ス
カ
ス
は

ア
ル
ミ
製
の
蒸
籠
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
ナ
ツ
メ
ヤ
シ

の
葉
を
編
ん
だ
う
え
に
タ
ー
ル
を
塗
る
と
い
う
手
間
が
か

か
る
グ
ニ
ナ
も
、
安
価
な
輸
入
品
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
や

ア
ル
ミ
製
の
カ
ッ
プ
に
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
の

野
生
動
物
保
護
政
策
の
推
進
に
と
も
な
っ
て
、
狩
猟
も
お

こ
な
わ
れ
な
く
な
り
、
シ
ャ
ル
カ
も
姿
を
消
し
た
。
オ
ア

シ
ス
の
知
恵
が
詰
ま
っ
た
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
、
観
光
物
産

展
や
土
産
物
屋
に
お
い
て
の
み
そ
の
存
在
感
を
さ
さ
や
か

に
主
張
し
て
い
る
。
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サハラ・オアシスの小さな集落、イン・ベルベル。左側に見えるのが灌漑農園
（アルジェリア、アドラール県、2010年）

シャルカ

グニナ

カスカス

上： ナツメヤシの枝打ち作業
（アルジェリア、エル・ウェド県、2019年）
下： オアシスの小道に置かれた水容器。現代ではポリ
タンクが使われ、グニナもアルミ製のカップになった
（アルジェリア、アドラール県、2010年）

ヒシイラ



こ
の
映
画
は
二
〇
〇
五
年
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の

正
教
会
に
属
す
る
女
子
修
道
院
で
一
人
の
女
性

が
悪
魔
祓ば

ら

い
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
事
件
を
も
と

に
し
て
い
る
。
西
欧
諸
国
で
も
複
数
メ
デ
ィ
ア

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
が
、
色
濃
く
見
ら
れ
た

の
は
現
代
世
界
に
お
け
る
「
野
蛮
」
な
行
為
へ

の
驚

き
ょ
う

愕が
く

や
旧
東
欧
社
会
へ
の
懐
疑
で
あ
っ
た
。

そ
の
根
底
に
は
、
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
独
裁
政
権

を
打
倒
し
た
一
九
八
九
年
の
民
主
革
命
か
ら
十

数
年
を
へ
て
も
、
ル
ー
マ
ニ
ア
が
な
お
バ
ル
カ

ン
の
「
未
開
地
域
」、「
中
世
社
会
」
で
あ
る
と

の
思
い
込
み
が
あ
る
。

映
画
で
は
、
女
子
修
道
院
で
神
を
求
め
る
生

活
を
送
る
幼
な
じ
み
の
女
性
に
か
つ
て
の
愛
を

再
び
求
め
た
女
性
が
、
そ
の
愛
を
拒
絶
さ
れ
た

た
め
に
、
し
だ
い
に
司
祭
を
は
じ
め
修
道
女
た

ち
へ
の
憎
し
み
を
深
め
て
ゆ
く
。攻
撃
的
と
な
っ

た
女
性
を
恐
れ
た
修
道
女
た
ち
は
、
と
う
と
う

悪
魔
祓
い
と
い
う
手
段
を
と
る
が
、
そ
の
結
果
、

女
性
は
死
亡
し
て
し
ま
う
。

事
件
の
社
会
背
景

社
会
主
義
時
代
の
ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
、
他
の

東
欧
諸
国
と
同
じ
く
無
神
論
に
も
と
づ
く
宗
教

政
策
が
お
こ
な
わ
れ
、
何
百
と
い
う
修
道
院
が

閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
た
り
、
宗
教
的
指
導
者
が

投
獄
さ
れ
た
り
し
た
。
し
か
し
、
一
九
八
九
年

の
民
主
革
命
以
後
の
宗
教
の
自
由
化
に
よ
っ
て

状
況
は
一
変
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
よ
っ
て
、
地
元
の

誇
り
や
敬け

い

虔け
ん

さ
の
証
と
し
て
教
会
や
修
道
院
が

建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
多
く
が
正

教
会
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

筆
者
の
お
こ
な
っ
た
一
九
九
四
年
か
ら
九
五

年
に
か
け
て
の
現
地
調
査
で
も
、
ル
ー
マ
ニ
ア

各
地
で
続
々
と
建
造
さ
れ
る
教
会
が
印
象
的

だ
っ
た
。
そ
れ
は
資
本
主
義
の
混
乱
の
な
か
で

貧
困
化
が
進
ん
で
い
る
状
況
と
は
そ
ぐ
わ
な
い

奇
異
な
現
象
と
思
わ
れ
た
が
、
新
し
く
作
ら
れ

た
教
会
や
修
道
院
は
、
精
神
的
な
支
え
を
求
め

て
い
た
地
元
の
住
人
に
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、

貧
し
い
地
区
で
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
と
も
い
わ

れ
る
。

現
代
の
呪
術
信
仰

政
治
家
に
対
す
る
人
び
と
の
深
い
不
信
感
に

対
し
て
、
軍
隊
と
並
ん
で
民
衆
か
ら
大
き
な
信

頼
を
得
て
い
る
と
さ
れ
る
正
教
会
は
、
家
族
や

一
般
の
倫
理
規
範
を
と
お
し
て
民
衆
の
心
に
深

く
根
ざ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
民
衆
の
宗
教
性

は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
対
す
る
西
欧
の
特
殊
な
眼

差
し
の
原
因
と
も
な
る
ル
ー
マ
ニ
ア
の
呪
術
信

仰
な
ど
に
も
見み

出い

だ
さ
れ
る
。

二
〇
一
三
年
と
一
四
年
に
お
こ
な
わ
れ
た

ル
ー
マ
ニ
ア
の
調
査
戦
略
研
究
所
に
よ
る
社
会

学
調
査
で
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
と
呪
術
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
指
摘

さ
れ
た
。
ま
た
ブ
ラ
シ
ョ
フ
大
学
の
社
会
学
専

攻
学
生
を
対
象
に
お
こ
な
わ
れ
た
調
査
で
も
、

同
様
な
キ
リ
ス
ト
教
と
呪
術
信
仰
の
つ
な
が
り
、

広
い
意
味
で
の
宗
教
性
へ
の
学
生
た
ち
の
親
和

性
が
見
ら
れ
た
。

映
画
の
な
か
で
も
、
日
常
生
活
に
お
け
る
呪の

ろ

い
の
存
在
が
さ
り
げ
な
く
台
詞
に
示
さ
れ
て
い

る
。
夫
の
心
を
若
い
女
が
呪
い
で
盗
ん
だ
た
め
、

妻
が
反
対
呪
術
を
か
け
る
と
い
う
会
話
で
あ
る
。

こ
う
し
た
呪
い
の
担
い
手
は
ロ
マ
（
ジ
プ

シ
ー
）
の
人
び
と
と
さ
れ
、
占
い
と
並
ん
で
呪

い
で
財
を
な
し
た
と
い
う
話
も
耳
に
す
る
。
以

前
、
話
題
を
さ
ら
っ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
魔
女
に

対
す
る
課
税
問
題
で
あ
っ
た
。
財
政
赤
字
に
苦

し
む
政
府
が
苦
肉
の
策
と
し
て
と
っ
た
あ
ら
ゆ

る
職
業
へ
の
課
税
強
化
の
な
か
で
、
魔
女
も
ま

た
職
業
と
し
て
課
税
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、時
の
首
相
バ
セ
ス
ク
が
魔
女
に
よ
っ

て
呪
い
を
か
け
ら
れ
た
と
い
う
噂う

わ
さも
あ
る
一
方
、

職
業
と
し
て
政
府
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ

魔
女
も
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

魔
女
、
呪
い
と
い
っ
た
も
の
が
、
ル
ー
マ
ニ
ア

社
会
の
な
か
で
当
た
り
前
の
存
在
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

救
済
を
担
う
正
教
会

そ
の
一
方
で
、
伝
統
的
な
制
度
的
宗
教
の
影

響
力
も
根
強
く
見
ら
れ
る
。
代
表
的
な
存
在
で

あ
る
正
教
会
は
ル
ー
マ
ニ
ア
社
会
の
な
か
で
精

神
的
な
支
え
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
革
命
後

の
混こ

ん

沌と
ん

の
な
か
で
指
針
を
見
失
っ
た
人
び
と
は
、

欧
米
か
ら
進
出
し
た
福
音
主
義
派
キ
リ
ス
ト
教

に
強
く
惹ひ

か
れ
る
一
方
で
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
伝

統
を
体
現
す
る
正
教
会
に
救
済
を
見
出
だ
し
て

い
る
。
映
画
の
な
か
で
も
、
家
族
も
お
ら
ず
経

済
的
に
困
窮
し
た
若
者
が
修
道
院
に
逃
げ
場
を

見
出
だ
す
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
他
方
、
正
教

会
は
政
治
的
存
在
と
し
て
も
無
視
し
が
た
い
。

中
絶
や
同
性
愛
な
ど
に
対
す
る
正
教
会
の
否
定

的
見
解
が
、政
治
家
の
動
向
を
も
支
配
し
て
い
る
。

こ
の
映
画
は
、
自
己
を
見
失
い
、
同
性
へ
の

愛
に
救
い
を
求
め
る
女
性
、
そ
の
愛
の
挫
折
、

そ
し
て
神
を
め
ぐ
っ
て
異
な
る
考
え
方
を
も
つ

が
ゆ
え
の
悲
劇
的
な
結
末
を
と
お
し
て
、
伝
統

的
な
宗
教
と
呪
術
信
仰
が
奇
妙
に
混
在
し
て
い

る
現
代
ル
ー
マ
ニ
ア
を
映
し
出
し
た
も
の
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
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シネ
倶楽部M
「
汚
れ
な
き
祈
り
」に
見
る

現
代
ル
ー
マ
ニ
ア
社
会

右：夜明け前、復活祭のミサに向かう人びと
左上：神への帰依を身を投じて示す信者
左下：信者の告白に耳を傾ける修道士

「汚れなき祈り」
原題 ： După dealuri
2012年／ルーマニア、フランス、ベルギー／ルーマニア語／155分／DVDあり　　
監督 ： クリスティアン・ムンジウ
出演 ： コスミナ・ストラタン、クリスティーナ・フルトゥルほか

新し
ん

免め
ん 

光み
つ

比ひ

呂ろ  

民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

正教会の特徴であるイコノスタシス
（写真はいずれも1995年に撮影）



あいさつは難しい

最初にマダガスカルに調査に入ったとき、島
中央に位置する首都アンタナナリヴの本屋や路
上で売られているマダガスカル語の辞書と教科
書を買った。教科書で最初に取り上げられてい
た会話は、出会いのあいさつ「マナウアナ？（こ
んにちは）」だった。

しかし、マダガスカル南部の調査地に入り、現
地の人たちとかかわるようになると、誰も「マ
ナウアナ？」と言っていないことに気がついた。

「マナウアナ？」と話しかけて怪
け

訝
げん

な顔をされる
ことすらあった。これはどういうことなのか、教
科書に載っているあいさつのことばを誰も使っ
ていないとは。

その後、すぐに現地の人たちが「サラマ」と
話しかけてくることがわかった。辞書を見ると

「サラマ」も載っている。なるほど、南部では「マ
ナウアナ？」の代わりに「サラマ」を使うのだ
な、と理解して、村や森で人に会うたびに「サ
ラマ」とあいさつするようになった。

そのうち、現地での生活に慣れてくると、今
度は別のことが気になるようになった。現地の
人どうしがあいさつしている場面を見ると、思
っていたほど「サラマ」ともあいさつしていな
いのだ。むしろ、「サラマ」とあいさつしている
のは、たまたま道で会ったような、それほど親
しくない人どうしのようにすら見える。「サラマ」
はよそよそしいあいさつなのか、とわたしは再
び悩むことになった。

親しい人たちは出会うと「アコーリ、イレ！」
と大声で叫ぶ。これは南部方言のことばで、直
訳すると「あんた、どうだい？」くらいの意味

である。「アコーリ、ゲア！」など最後につける
ことばが変わることもある（なお、「ゲア」はおも
に女性に対して使われる）。現地の人たちのあいさ
つは力強い。よく観察してみると、こうしたあ
いさつは離れた距離から相手に投げつけるよう
にされている。お互いに立ち止まらずに、すれ
違いながら投げつけるような会話が続けられる
こともある。

もう少しきちんと会話する場合には、「イヌ、
ヴァウヴァウ？」ということばをよく耳にする。

「イヌ」は「何か」、「ヴァウヴァウ」は「ニュー
ス」を意味し、直訳すると「何かニュースはな
いか？」という意味だが、実際は「イヌ、ヴァ
ウヴァウ？」「チミシ（ない）」という慣用的なや
り取りが繰り返される。

考えてみると、マダガスカルに限らず、わた
したちも、どういう相手か、相手との距離や会
話の状況などであいさつの仕方や言い方を変え
ている。あいさつは、ことばを習い始めて最初
に出てくるが、正確に使うのはじつはとても難
しいものではないか。

教科書に載っていた「マナウアナ？」という
あいさつをマダガスカル南部の人たちはほぼ使
わない。使うのは首都からやってきた人だけで、
ずいぶん堅苦しい感じがする。しかし、使える
場面もある。親しくなったマダガスカル南部の
人に、ことさらにうやうやしい態度で「マナウ
アナ、トゥンプク？」（「トゥンプク」は相手に対
する敬称）と言ってみる。すると、大抵は冗談と
して演技のような会話が続いていく。これこそ
あいさつという気がしないでもない。

市
いち

野
の

 進
しん

一
いち

郎
ろう

民博 人類基礎理論研究部

202022.5



編 集 後 記

戦争は人間の生 し々い欲望と身勝手を象徴するものである。一方、人にとっ
て食べることは、生存のみならず文化の多様性に裏付けられた生活の豊かさを
あらわしている。このふたつを結び付けた本号の特集は、戦争が異常なまでに
人の移動を活性化し、それに伴って食も動いている点に焦点を当てている。中
国、インド、ドイツの例から食のあり方はイデオロギーにもなりうることが理解
できた。
一方、地球上のグローバル化もまた人やモノ、文化の移動を活性化している。
現代の食生活はグローバル化の産物といってもよい。今まで手に入らなかった
ような食品が地球の裏側から運ばれてくる。急に特定の食品が市場に大量に出
回るようになる。これらの裏には、産地と消費地のあいだのフェアトレード（公
正で公平な貿易）の問題があり、ある種の食品を購買する、あるいはしないと
いう姿勢が世界の経済にも影響する。
このように食品の選択にはイデオロギーが関係しており、無意識にでもその
流れに乗ってしまうことを自覚すると、食べることは自らの身体の問題だけでは
済まない。何かに加担することなく「清らかな」食生活を送るためには自分で
作り出すしかない。しかし、それもまたひとつのイデオロギーであるというジレ
ンマに陥ってしまう。（三島禎子）
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　　　　　 岡田恵美　齋藤晃　吉岡乾
制作・協力   公益財団法人 千里文化財団
印　　 刷　能登印刷株式会社

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報・IR
係にお願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

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

特集「アイヌ民族と『共生』」（仮）

次号の予告 6月号

主要ターミナルからのアクセス

本館までの交通手段は次の方法が便利です。

この雑誌は、環境に配慮した工場で、再生産可能な大豆油由
来のインク、FSC®認証材および管理原材料から作られていま
す。また、読みやすくするために、色づかいやレイアウトなどに
配慮しています。
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お問い
合わせ

国立民族学博物館（みんぱく）はまもなく創設50周年
を迎えます。それを記念して２０２０年に立てら
れた新しいトーテムポールが Tシャツにな
りました。トーテムポールは上から
ワシ、想像上の双頭の大ウミヘ
ビ「シシウトル」、サケを抱い
たクマの姿が刻まれており、人
びとを見守る「偉大な力」を象徴し
ています。

フィールドワークに欠かすことのできない携帯ノート。
みんぱくオリジナルのフィールド・ノートが新しくなりました。
研究者や登山家たちが愛用してきた測量野帳（コクヨ）の表紙に、
ロゴと絵本作家・岡島礼子さんのイラストを刻印しました。

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

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ

新しいオリジナルグッズのご案内

ベージュ色に
ブラウン系のプリント

白地にフルカラーの
プリント

カラー 3,500 円（税込）

単色 2,700 円（税込）
サイズ：S、M、L、XL

トーテムポール T シャツ 〈全２種〉

フィールド・ノート

500 円（税込）　中紙サイズ：タテ16cm×ヨコ 9.1cm  40 枚
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