
巻頭エッセイ 野村 進

特
集「

お供え」す
る

人

2 0 2 5

2025

令
和
七
年
一
月
一
日
発
行   

第
四
九
巻  

第
一
号（
通
巻
第
五
六
八
号
）  〈
編
集
・
発
行
〉国
立
民
族
学
博
物
館

昭和52年10月5日第1号刊行  ISSN0386-2283  令和7年1月1日発行  第49巻第1号通巻第568号　



＊本文中、撮影者・提供者を
記載していない写真は執
筆者の撮影・提供によるも
のです。
＊本誌掲載記事の無断転載
を禁じます。

沖永良部島・瀬利覚（せりかく）の水場
（鹿児島県、2023年、神川亜弓さん撮影）

1

南
の
島
に
着
く
と
、
か
な
ら
ず
体
に
変
化
が
起
き
る
。

な
に
、
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
肩
や
背
中
の
こ

わ
ば
り
が
、
ゆ
る
ゆ
る
と
ほ
ど
け
て
い
く
気
が
す
る
の
だ
。

東
京
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
身
構
え
て
生
き
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
最
近
訪
ね
た
奄あ

ま
み美
群ぐ
ん

島と
う

の
沖お
き
の
え永
良ら

部ぶ

島じ
ま

で

も
、
小
型
機
か
ら
降
り
立
つ
と
す
ぐ
、
全
身
に
心
地
よ
い
脱
力

感
が
広
が
っ
た
。

沖
永
良
部
島
に
は
、
か
つ
て
の
教
え
子
と
、
知
り
合
っ
て
ま

も
な
い
同
世
代
の
知
人
が
い
る
。
ふ
た
り
に
ま
ず
会
い
た
い
と

思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
南
国
の
植
生
が
大
好
き
な
の
で
、
南
の

森
を
ゆ
っ
く
り
と
散
策
し
た
か
っ
た
。

周
知
の
と
お
り
、
南
西
諸
島
の
ほ
と
ん
ど
の
島
に
は
、
猛

毒
を
持
つ
ハ
ブ
が
い
る
。
私
は
、
南
の
鬱う

っ

蒼そ
う

た
る
森
林
で
、
人

間
よ
り
上
位
に
位
置
す
る
ハ
ブ
に
畏
敬
の
念
を
抱
い
て
き
た
が
、

毒
蛇
に
お
び
え
な
が
ら
森
を
歩
き
た
く
は
な
い
。
沖
永
良
部
は

太
古
の
海
没
と
隆
起
に
よ
っ
て
、
南
西
諸
島
で
は
珍
し
く
ハ
ブ

が
生
息
し
て
い
な
い
島
な
の
で
あ
る
。

こ
の
島
で
私
は
南
の
森
を
久
々
に
堪
能
し
た
の
だ
が
、
新
鮮

な
驚
き
を
感
じ
た
の
は
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
だ
っ
た
。

い
た
る
と
こ
ろ
に
水
場
が
あ
る
。
近
所
の
人
々
が
湧
水
で

野
菜
を
洗
っ
た
り
、
子
ど
も
た
ち
が
プ
ー
ル
代
わ
り
に
水
遊
び

を
し
た
り
し
て
い
る
。
む
か
し
は
沐も

く

浴よ
く

場じ
ょ
うで

も
あ
っ
た
そ
う
だ
。

端
の
ほ
う
に
は
役
牛
に
水
浴
び
を
さ
せ
て
や
っ
た
場
所
も
あ
り
、

手た

綱づ
な

を
つ
な
ぎ
と
め
た
跡
が
残
っ
て
い
る
。

島
は
地
下
水
に
恵
ま
れ
、
鍾

し
ょ
う

乳に
ゅ
う

洞ど
う

は
世
界
で
も
屈
指
の
美

し
さ
を
誇
る
。
地
下
に
あ
る
水
場
も
多
く
、「
暗
川
（
ク
ラ
ゴ
ー
）」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

水
場
は
、
い
ま
も
地
元
の
社
交
場
だ
。
お
年
寄
り
た
ち
が
、

私
に
は
聞
き
取
れ
な
い
方
言
で
談
笑
し
て
い
る
。
そ
ば
で
は
子

ど
も
ら
が
水
を
掛
け
あ
い
、
歓
声
を
あ
げ
て
い
る
。
小
さ
な
滝

が
あ
る
水
源
に
は
、
控
え
め
な
虹
が
か
か
っ
た
り
し
た
。

私
は
、
バ
リ
島
か
ど
こ
か
の
水
場
に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て

き
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、「
懐
か
し
さ
」
と
「
新
し
さ
」
の

両
方
を
感
じ
て
い
た
。

島
に
は
、
北
と
南
に
小
さ
な
街
が
あ
る
。
ふ
た
つ
の
街
を
中

心
に
し
て
、
北
側
に
は
薩さ

つ

摩ま

の
文
化
が
、
南
側
に
は
琉
り
ゅ
う

球き
ゅ
うの

文

化
が
そ
れ
ぞ
れ
根
づ
き
、
人
々
の
気
質
も
微
妙
に
異
な
る
と
い
う
。

島
で
働
く
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
数
人
に
も
出
会
っ
た
。
タ
ガ

ロ
グ
語
で
話
し
か
け
る
と
、
み
な
ニ
コ
ニ
コ
顔
に
な
っ
た
。

私
は
、こ
れ
か
ら
何
度
も
、こ
の
島
に
通
い
そ
う
な
予
感
が
す
る
。

表紙
人間の首の代わりに、人物
をあらわした土偶や土器か
ら頭部のみを取ってお供え
することもあったようだ
(ペルー アヤクチョ、2022
年、ユリ・カベロ撮影 )
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紀元前2800年ころの儀礼場から、丁寧に掘り込まれた土坑
が確認され、その中には頭蓋骨が2つ並んで納められていた。
これもお供えと解釈できるかもしれない
(ペルー アヤクチョ、2013年）

左：石のお供え? 3000年前のアンデス高地の神殿で確認
された遺構。赤い石が丁寧に掘られた穴の中におさめら
れている。筆者はお供え（奉納物）と解釈したが、何かに
使ったあまりの石を埋めただけ、なんて可能性も……

チャビン・デ・ワンタル遺跡。中央アンデスにおいて紀
元前1000～500年ころに巡礼地として栄えた神殿。
遠隔地から人びとは奉納物（お供え）をもって訪れた

（ペルー、2019年、ジェイソン・ネスビット撮影）

正月棚（愛媛県、H0037023、日本の文化展示）
新しい箕（み）にシダをしき、お盆を置く。餅、ミカン、串柿、田作り、お神酒、ご飯、
味噌汁、箸、ロウソクをふたつずつのせる。これを恵方の方向に天井から吊るす

Hからはじまる番号は本館の標本資料番号です。

「
何
か
」に
願
い
を

み
な
さ
ん
は
正
月
の
お
供
え
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

意
味
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

な
に
が
正
解
か
は
さ
て
お
き
、
そ
れ
ぞ
れ
を
ち
ゃ

ん
と
答
え
ら
れ
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
意
味
な

ん
て
こ
と
は
考
え
ず
、
慣
習
と
し
て
続
け
て
い
る

の
が
ふ
つ
う
な
の
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
「
お
供
え
」
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。

本
来
、
目
に
見
え
な
い
、
あ
る
い
は
不
在
の
「
何
か
」

に
対
し
て
捧さ

さ

げ
ら
れ
る
モ
ノ
の
こ
と
だ
。
言
い
方

を
変
え
れ
ば
、
お
供
え
は
そ
の
「
何
か
」
に
、
願

い
や
思
い
を
伝
え
て
く
れ
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

し
か
し
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
そ
こ
に

込
め
ら
れ
る
願
い
や
思
い
が
忘
れ
ら
れ
た
り
、
ま

た
「
何
か
」
も
あ
い
ま
い
に
な
っ
た
り
し
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
う
な
っ
て
も
、
な
ぜ
な
く
な
ら

な
い
「
お
供
え
」
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
ろ
う
。

も
し
か
す
る
と
、
た
だ
の
慣
習
に
堕
し
た
お
供
え

の
事
例
の
な
か
に
、
そ
れ
を
し
続
け
て
い
る
わ
れ

わ
れ
側
の
事
情
、
い
わ
ば
「
ホ
ン
ネ
」
が
隠
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
仏
壇
へ
の
お
供

え
を
買
う
と
き
、
価
格
で
あ
っ
た
り
、「
御
下
が
り
」

を
食
べ
る
家
族
の
人
数
や
好
み
だ
っ
た
り
を
考
え

た
り
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

ホ
ン
ト
に
聖
な
る
お
供
え
？

筆
者
は
ア
ン
デ
ス
考
古
学
を
専
門
と
し
て
お
り
、

今
か
ら
三
〇
〇
〇
年
前
に
栄
え
た
神
殿
で
発
掘
調

査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
神
殿
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま

な
捧
げ
も
の
、
す
な
わ
ち
お
供
え
が
出
土
す
る
。

動
物
の
骨
か
ら
わ
ざ
と
壊
さ
れ
た
土
器
、
人
間
の

頭
骨
、
遠
く
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
希
少
な
石
ま
で

そ
の
様
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
豊
か
な
装
飾
品

を
身
に
着
け
た
人
物
の
埋
葬
と
て
、
神
殿
に
お
い

て
は
お
供
え
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
あ
る
と
き
ふ
と
感
じ
た
。
わ
れ
わ
れ
考

古
学
者
は
こ
れ
ら
の
お
供
え
に
過
剰
に
意
味
を
付

与
し
す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
、
古
代
の
人
び

と
を
あ
ま
り
に
敬け

い

虔け
ん

な
宗
教
人
と
し
て
描
き
す
ぎ

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
代
ア
ン
デ
ス
の
神
殿

で
は
、
あ
ら
た
な
神
殿
を
建
造
す
る
際
に
劇
場
型

の
儀
礼
と
宴
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
幻
覚
剤
を
用
い
て
華
や
か
な
装
身
具
を

身
に
ま
と
っ
た
神
官
が
中
心
と
な
り
、
多
く
の
聴

衆
が
広
場
に
集
ま
る
重
要
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
筆
者
の
調
査
で
は
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
で

使
わ
れ
た
食
器
や
道
具
が
あ
ら
た
な
神
殿
に
埋
め

込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
の
だ
。「
そ
こ
で
、

聖
な
る
儀
礼
で
用
い
た
も
の
を
奉
納
物
（
お
供
え
）

と
し
て
神
殿
の
一
部
と
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
」

と
い
う
解
釈
を
論
文
で
は
提
示
し
た
の
だ
が
、
よ

く
考
え
る
と
「
片
づ
け
る
の
が
面
倒
だ
か
ら
、
お

供
え
と
い
う
こ
と
に
し
て
埋
め
ち
ゃ
っ
た
」
な
ん

て
の
が
ホ
ン
ネ
だ
っ
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
ょ
っ

と
怖
く
な
っ
て
き
た
。
考
古
学
で
は
そ
う
い
う
こ

と
は
言
わ
な
い
の
が
暗
黙
の
了
解
の
よ
う
な
気
も

す
る
か
ら
だ
。
実
際
に
古
代
人
に
よ
る
お
供
え
の

現
場
を
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
古
代
人

に
ホ
ン
ネ
を
聞
い
て
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

ホ
ン
ネ
を
探
っ
て
み
よ
う

ま
た
現
代
に
戻
っ
て
き
て
、
わ
た
し
た
ち
の
身

の
回
り
の
お
供
え
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
お
供
え
が
、
ど
の
よ
う
に
形
を

変
え
生
き
延
び
て
い
る
、
あ
る
い
は
新
し
く
生
ま

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
年
の
社
会
に
お
け
る

デ
ジ
タ
ル
化
の
波
が
、
お
供
え
と
い
う
行
為
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
も
気
に
な
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
「
何
か
」
に
「
捧

げ
る
」
と
い
う
お
供
え
本
来
の
意
味
は
ど
の
よ
う

に
変
化
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ホ
ン
ネ
と

ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

こ
う
考
え
て
み
る
と
、「
お
供
え
」
の
ホ
ン
ネ
を

探
る
こ
と
は
、
そ
の
行
為
を
続
け
る
わ
れ
わ
れ
自

身
を
探
る
こ
と
。「
タ
テ
マ
エ
」
と
し
て
の
お
供
え

の
意
味
よ
り
も
、
そ
れ
を
実
践
す
る
人
の
生
き
方

の
意
味
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
各
地
の
社
会
に
密

着
し
、
聞
き
取
り
と
行
為
の
分
析
の
ど
ち
ら
も
扱
っ

て
い
る
人
類
学
者
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

「
お
供
え
」っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

松ま
つ

本も
と 

雄ゆ
う

一い
ち

　 

民
博 

准
教
授

「お供え」する人
特集

神社でも、お寺でも、家庭でも
正月に「お供え」はあたりまえ
でも、なぜ ?　そもそも人はお供えを
いつ始めたのだろう?
そして、なぜなくならないのだろう?
信心とは別のところから
お供えの現実が見えてくる……
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上：シュエダゴン・パゴダの輝き（2020年）（写真はすべてミャンマー ヤンゴン）

僧院での布施儀礼の様子（2008年）

右：パゴダでの布施の様子。お金を投げて入れば願いが叶う
（2007年）

左：洪水被災地への支援物資を準備する葬式支援協会の人びと
（2020年）

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
家
予
算
の
数
十
年
分

ミ
ャ
ン
マ
ー
最
大
の
聖
地
で
あ
る
シ
ュ
エ
ダ
ゴ

ン
・
パ
ゴ
ダ
は
、
金
色
に
輝
い
て
い
る
。
そ
の
頂

点
に
は
七
六
カ
ラ
ッ
ト
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
筆
頭
に
、

数
千
個
の
宝
石
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
、
ル
ビ
ー
、
サ
フ
ァ

イ
ア
な
ど
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
一
説
に
よ

る
と
、
シ
ュ
エ
ダ
ゴ
ン
・
パ
ゴ
ダ
に
は
ミ
ャ
ン
マ
ー

の
国
家
予
算
の
数
十
年
分
を
賄
え
る
だ
け
の
財
が

結
集
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
一
般
の
仏
教
徒

か
ら
の
布
施
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
仏
教
の
世
界
で
は
、「
お
供
え
」
は

布
施
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
人
生
儀
礼
（
誕
生
、

結
婚
、
死
去
な
ど
）
や
年
中
儀
礼
（
新
年
、
雨う

安あ
ん

居ご

前
後
な
ど
）、
厄や
く

除よ

け
・
願
掛
け
な
ど
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
機
会
に
パ
ゴ
ダ
（
仏
塔
）
や
出
家
者
に
布

施
を
す
る
。
年
収
を
上
回
る
額
を
布
施
す
る
こ
と

も
め
ず
ら
し
く
な
い
。

布
施
へ
の
熱
意

な
ぜ
ミ
ャ
ン
マ
ー
仏
教
徒
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

布
施
に
熱
心
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
背
景
に
あ
る

の
は
「
輪り

ん

廻ね

転て
ん

生し
ょ
う」「
業ご
う

」「
功く

徳ど
く

」
と
い
っ
た
仏

教
的
な
世
界
観
で
あ
る
。
仏
教
徒
の
実
践
の
要
は
、

善
行
に
よ
っ
て
功
徳
を
積
み
、
自
分
の
業
を
善
く

す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
輪
廻
転
生
の
な
か
で

良
い
生
ま
れ
変
わ
り
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。
そ

し
て
善
行
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
一
般
的
な
も
の

が
布
施
、
つ
ま
り
自
分
の
も
っ
て
い
る
ヒ
ト
（
労

力
）・
モ
ノ
・
カ
ネ
を
、
他
者
に
提
供
す
る
と
い
う

行
為
で
あ
る
。
大
切
な
何
か
を
手
放
す
こ
と
は
、

同
時
に
自
分
の
心
を
執
着
や
欲
望
か
ら
解
き
放
つ

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
執
着
か
ら
離
れ
た
心
の

状
態
を
功
徳
と
い
い
、
こ
の
功
徳
が
善
業
（
善
因
）

と
な
り
善
果
（
良
い
転
生
や
悟
り
）
を
も
た
ら
す
と

さ
れ
る
。

た
だ
し
実
際
の
布
施
の
動
機
は
多
様
で
あ
る
。

例
え
ば
『
パ
ー
リ
仏
典
』（
経

き
ょ
う

蔵ぞ
う

・
増ぞ

う

支し

部ぶ

）
の
記

述
で
は
、
仏
法
僧
へ
の
尊
敬
、
返
礼
（
功
徳
）
の

期
待
、
自
分
の
名
声
の
上
昇
、
他
人
か
ら
の
非
難

の
回
避
と
い
っ
た
動
機
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
あ

る
い
は
特
に
強
い
動
機
が
な
く
、
な
か
ば
慣
習
的

に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
側
面
も
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

熱
心
に
布
施
を
し
て
い
る
人
た
ち
は
じ
つ
に
生
き

生
き
し
て
い
る
。
そ
の
姿
を
見
る
と
、
人
間
は
「
も

ら
う
こ
と
」
よ
り
も
「
与
え
る
こ
と
」
の
方
が
好

き
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
自

分
の
も
っ
て
い
る
資
源
を
通
じ
て
他
者
に
貢
献
す

る
こ
と
。
そ
こ
に
わ
た
し
た
ち
の
大
き
な
喜
び
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。

功
徳
一
〇
倍
の
す
す
め

仏
教
徒
の
布
施
は
こ
れ
ま
で
、
仏
法
僧
に
集
中

す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
仏
法
僧
こ
そ
が
、
布
施
を

も
っ
と
も
功
徳
あ
る
善
行
へ
と
変
え
て
く
れ
る
存

在
（
実
り
多
い
福ふ

く

田で
ん

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
布
施
の

流
れ
は
仏
法
僧
か
ら
社
会
的
弱
者
（
障
害
者
、
老
人
、

病
人
、
子
ど
も
、
被
災
者
な
ど
）
へ
と
広
が
り
つ
つ

あ
る
。
例
え
ば
葬
式
支
援
協
会
で
は
、
貧
し
い
人

び
と
の
葬
儀
を
手
助
け
す
る
こ
と
が
、
僧
院
に
布

施
す
る
よ
り
も
一
〇
倍
の
功
徳
が
あ
る
こ
と
を
喧け

ん

伝で
ん

し
、
昨
今
の
福
祉
（
パ
ラ
ヒ
タ
）
ブ
ー
ム
を
牽け
ん

引い
ん

し
て
い
る
。

二
〇
二
一
年
の
国
軍
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
以
降
も
、

草
の
根
レ
ベ
ル
の
布
施
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
市
民
の

生
活
を
支
え
て
い
る
。
仏
法
僧
を
核
と
し
て
培
わ

れ
て
き
た
布
施
の
循
環
（
布
施
経
済
制
度
）
は
、

形
を
変
え
な
が
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
社
会
の
基
礎
と
な
っ

て
い
る
。

藏く
ら

本も
と 

龍
り
ょ
う

介す
け
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家に入ったよくない霊を追い出す儀礼では、霊の接近を感知
できるイヌが供犠される（1998年）

人が亡くなると、その魂は祖先のいる冥界に旅する。まじない師はそ
の長い道行を数晩かけて唱えて死者に教える。その道中の食物とし
てスイギュウが供犠される（1997年）（写真はすべてタイ チェンライ）

観光向けのブランコ祭の告知。稲の豊作を祈るブランコ祭で
は、雨期の最中に巨大なブランコに女性が乗り、空に向かって
高くこぐ。祖先祭祀を伴う儀礼だが、現在では観光客向けにお
こなわれることが多い（2024年）

と
に
か
く
多
い
供
犠

北
タ
イ
の
山
地
に
住
む
ア
カ
の
村
で
調
査
を
し

て
い
た
一
九
九
七
年
当
時
、
村
の
人
び
と
に
と
っ
て
、

年
に
一
二
回
の
祖そ

先せ
ん

祭さ
い

祀し

は
単
に
祖
先
を
敬
う
だ

け
で
な
く
、
農
耕
や
狩
猟
な
ど
の
生な

り
わ
い業
の
過
程
と

か
か
わ
る
重
要
な
機
会
で
も
あ
っ
た
。
祭
祀
祭
礼

に
は
必
ず
動
物
の
供
犠
が
伴
う
。
動
物
を
殺
し
て

祖
先
の
霊
に
お
供
え
す
る
の
で
あ
る
。

村
の
全
世
帯
で
新
米
の
収
穫
が
終
わ
っ
て
一
カ

月
半
か
ら
二
カ
月
ほ
ど
後
に
お
こ
な
わ
れ
る
新
年

の
祭
ガ
タ
ン
。
そ
の
初
日
「
水
牛
の
日
」
に
は
、

各
世
帯
で
祖
先
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
祭

を
過
ぎ
る
と
「
村
や
家
に
い
る
時
間
」
す
な
わ
ち

農
閑
期
が
は
じ
ま
り
、
家
の
改
修
や
新
築
、
結
婚

式
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ

か
ら
ほ
ぼ
二
カ
月
後
に
は
、
狩
猟
で
獲
物
が
た
く

さ
ん
獲と

れ
る
よ
う
に
願
う
フ
ン
ム
シ
ュ
イ
の
祭
が

あ
り
、
そ
の
初
日
に
は
、
や
は
り
、
各
世
帯
で
祖

先
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

供
犠
さ
れ
る
動
物

祖
先
祭
祀
や
祭
礼
ば
か
り
で
な
く
、
ア
カ
の
村

で
は
ほ
ぼ
毎
日
、
ど
こ
か
の
家
で
病
気
治
療
や
厄

払
い
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
動
物
が
供
犠
さ
れ
、

病
気
治
療
で
あ
れ
ば
病
気
を
治
す
託
宣
を
与
え
て

く
れ
る
祖
霊
に
捧さ

さ

げ
ら
れ
た
。
厄
払
い
で
あ
れ
ば
、

人
に
取
り
憑つ

い
た
精
霊
に
人
間
の
魂
を
取
る
代
わ

り
に
動
物
を
持
っ
て
い
く
よ
う
交
渉
が
お
こ
な
わ

れ
た
。

供
犠
さ
れ
る
動
物
は
、
そ
の
体
毛
の
色
や
雌
雄
、

ニ
ワ
ト
リ
で
あ
れ
ば
成
鳥
か
幼
鳥
か
な
ど
が
儀
礼

ご
と
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。
稲
の
播は

種し
ゅ

前
に
必
要

な
「
水
場
を
清
め
る
儀
礼
」
で
は
、
ニ
ワ
ト
リ
は

羽
毛
が
茶
色
の
「
清
浄
な
ニ
ワ
ト
リ
」
で
、
雌
雄
一

対
で
あ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
稲
の
播
種
の
初

日
に
お
こ
な
わ
れ
る
祖
先
祭
祀
で
は
、
ニ
ワ
ト
リ
は

雄
で
も
雌
で
も
よ
い
が
幼
鳥
が
必
要
で
あ
る
。
村

全
体
が
災
厄
に
み
ま
わ
れ
た
と
き
に
お
こ
な
わ
れ

る
大
掛
か
り
な
厄
払
い
で
は
、
雄
の

白
い
ニ
ワ
ト
リ
、
雌
の
茶
色
い
ニ
ワ
ト
リ
、
雌
の
黒

い
ニ
ワ
ト
リ
、
茶
色
の
イ
ヌ
に
加
え
て
、
若
い
雄
の

ヤ
ギ
と
雄
の
ブ
タ
各
一
頭
が
供
犠
さ
れ
る
。
三
羽
の

ニ
ワ
ト
リ
は
い
ず
れ
も
幼
鳥
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

徐
々
に
ブ
タ
が
小
さ
く
な
っ
て
…
…
、�

そ
し
て
改
宗
へ

ニ
ワ
ト
リ
か
ら
ス
イ
ギ
ュ
ウ
ま
で
、
供
犠
さ
れ

る
動
物
は
、
儀
礼
や
役
職
に
よ
っ
て
は
た
い
へ
ん

な
数
で
あ
る
。
そ
の
負
担
は
世
帯
に
重
く
の
し
か

か
る
。
村
の
儀
礼
的
指
導
者
の
男
性
は
、
自
ら
が

主
催
す
る
儀
礼
を
年
に
三
回
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
当
日
の
朝
に
ブ
タ
を
一
頭
供
犠
し
、

儀
礼
後
に
老
人
た
ち
を
自
宅
に
招
い
て
酒
食
を
ふ

る
ま
う
習
慣
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
が
調
査
し
て
い
た

村
で
儀
礼
の
指
導
者
だ
っ
た

男
性
の
場
合
、
当
時
一
〇
歳

ほ
ど
の
長
女
を
筆
頭
に
数
人

の
幼
児
を
抱
え
て
い
た
。
こ

の
男
性
の
よ
う
に
比
較
的
若

い
夫
婦
と
数
人
の
幼
児
だ
け

の
世
帯
は
、
労
働
の
担
い
手

が
少
な
い
た
め
に
経
済
的
に

苦
し
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。

供
犠
す
る
ブ
タ
は
徐
々
に
小

さ
く
な
り
、
つ
い
に
は
子
ブ
タ
を
供
犠
す
る
に
至
っ

た
。
五
〇
〇
バ
ー
ツ
前
後
（
日
本
円
で
約
一
六
〇
〇

円
）
で
購
入
し
た
も
の
だ
が
、
男
性
に
は
大
勢
の

老
人
た
ち
を
も
て
な
す
に
足
る
三
〇
〇
〇
バ
ー
ツ

（
約
九
六
〇
〇
円
）
前
後
の
中
型
の
ブ
タ
を
購
入
す

る
資
金
力
は
す
で
に
な
か
っ
た
。

で
は
最
終
的
に
ど
う
な
る
の
か
。
多
く
の
世
帯

が
動
物
供
犠
を
必
要
と
し
な
い
キ
リ
ス
ト
教
な
ど

に
改
宗
す
る
の
で
あ
る
。
北
タ
イ
の
山
地
で
は
、

一
九
六
〇
年
こ
ろ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
団
体

が
活
発
に
布
教
活
動
を
し
て
い
た
が
、
山
地
民
の

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
理
由
は
、
こ
の
よ
う
に
し

ば
し
ば
伝
統
を
維
持
す
る
た
め
の
経
済
負
担
が
大

き
い
こ
と
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
ア
カ
の
人
び
と
は
、

加
護
や
病
気
治
療
を
期
待
し
て

動
物
を
供
犠
し
、
祖
先
に
お
供

え
し
て
き
た
。
よ
く
な
い
霊
に

対
し
て
は
、
供
物
は
人
間
の
命

と
引
き
換
え
る
た
め
だ
っ
た
。

葬
式
で
は
、
供
犠
さ
れ
た
ス
イ

ギ
ュ
ウ
は
冥め

い

界か
い

へ
の
旅
を
す
る

死
者
の
旅
の
途
上
の
食
物
だ
っ

た
。
改
宗
と
は
、
単
に
信
仰
す

る
対
象
を
変
え
る
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
祖
霊
か
ら
悪
霊
ま
で

が
存
在
す
る
こ
う
し
た
世
界
そ
の
も
の
を
捨
て
る

（
世
界
の
見
方
を
変
え
る
）
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
へ
の
改
宗
で
は
祖
先
を
祀ま

つ

る
祭
壇
を
家
か
ら

捨
て
る
が
、
そ
れ
を
し
た
後
の
世
界
に
は
、
す
で

に
恐
ろ
し
い
霊
も
祖
霊
も
い
な
い
。

今
日
、
ほ
と
ん
ど
の
ア
カ
の
村
が
祖
先
祭
祀
と

精
霊
祭
祀
を
捨
て
た
が
、
今
年
八
月
に
久
し
ぶ
り

に
ア
カ
の
村
に
行
っ
た
と
き
、
少
数
の
村
で
は
、

一
二
回
は
無
理
だ
が
い
ち
ば
ん
大
事
な
三
回
の
祖

先
祭
祀
、
す
な
わ
ち
新
年
の
祭
、
大
猟
祈
願
、
雨

季
の
最
中
の
ブ
ラ
ン
コ
祭
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と

聞
い
た
。
そ
の
と
き
、
は
た
し
て
動
物
は
供
犠
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
回
現
地
に
行
く
と
き
に
確

か
め
て
き
た
い
。

村
で
ア
カ
の
家
族
が
供
犠
を
や
め
た
の
は

清し

水み
ず 

郁い
く

郎ろ
う
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浦浜念仏剣舞。地域の人びとが待っているので、雨でも剣舞を中止することはない
（岩手県 大船渡市 三陸町越喜来浦浜、2018年）

海への散骨後、飲み物を供えている
（横須賀港、2010年）

じゃんがら念仏の盆供養。青年会OBがいる家では家族も
一緒に踊った（福島県 いわき市 平下高久馬場、2023年）

死
者
を
弔
う「
念
仏
剣
舞
」

現
代
日
本
で
、
目
に
見
え
な
い
存
在
に
芸
能
を

「
捧さ

さ

げ
る
」
文
化
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
の
は
、

死
者
供
養
の
芸
能
だ
ろ
う
。
東
北
地
方
で
は
、
今

も
盆
の
時
期
に
家
々
を
訪
ね
て
演
じ
ら
れ
る
芸
能

が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

岩
手
県
大お

お

船ふ
な

渡と

市
越お

喜き

来ら
い

浦う
ら

浜は
ま

の
「
念ね
ん

仏ぶ
つ

剣け
ん

舞ば
い

」

は
、
盆
の
時
期
に
そ
の
年
に
亡
く
な
っ
た
人
を
悼

む
た
め
、
家
を
訪
ね
て
庭
先
で
踊
る
。
こ
の
踊
り

に
焼
香
の
動
作
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
が
特

徴
的
だ
。
踊
り
手
は
軒
先
に
用
意
さ
れ
た
位い

牌は
い

と

遺
影
の
前
で
実
際
に
焼
香
を
お
こ
な
う
。
抹
香
の

香
り
は
仏
の
食
べ
物
と
さ
れ
、
死
者
や
仏
に
極
楽

浄
土
を
思
わ
せ
る
良
い
香
り
を
捧
げ
る
と
同
時
に
、

参
拝
者
自
身
を
清
め
る
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

黒
い
翁

お
き
な

面め
ん

を
か
ぶ
っ
た
「
サ
サ
ラ
」
と
よ
ば
れ

る
踊
り
手
が
香
炉
を
高
く
掲
げ
、
他
の
踊
り
手
た

ち
の
前
に
進
み
出
る
。
そ
の
周
り
で
は
、
鬼
面
を

つ
け
た
踊
り
手
た
ち
が
扇
を
ゆ
っ
く
り
と
動
か
し

て
煙
の
揺
ら
ぎ
に
呼
応
す
る
。
一
人
ひ
と
り
が
立

ち
上
が
り
、
頭
を
垂
れ
て
焼
香
す
る
動
作
が
踊
り

の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
死
者
に
捧

げ
る
「
無
形
の
供
物
」
と
し
て
の
芸
能
の
姿
だ
。

飛
び
込
み
の
じ
ゃ
ん
が
ら
お
断
り
？

福
島
県
い
わ
き
市
に
は
「
じ
ゃ
ん
が
ら
念ね
ん

仏ぶ
つ

踊お
ど
り」

が
あ
る
。
浴
衣
姿
の
た
く
ま
し
い
青
年
た
ち
が
太

鼓
や
鉦か

ね

を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、
地
域
の
初
盆
の

家
を
訪
ね
、
念
仏
を
唱
え
踊
る

芸
能
で
あ
る
。
二
〇
二
三
年
夏

の
馬ば

場ば

青
年
会
の
盆
供
養
で
は
、

初
盆
の
家
に
親
族
一
同
が
集
ま
り
、

踊
り
手
た
ち
を
迎
え
る
伝
統
が

守
ら
れ
て
い
た
。
迎
え
る
家
族

の
な
か
に
青
年
会
の
Ｏ
Ｂ
が
い

る
場
合
も
多
く
、
喪
服
姿
の
人

が
踊
り
手
に
交
ざ
っ
て
太
鼓
を

叩た
た

く
光
景
は
、
と
も
に
故
人
を

偲し
の

ぶ
盆
供
養
の
本
来
の
意
味
を

示
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

一
方
で
、
あ
る
家
の
玄
関
灯と

う

篭ろ
う

に
は
「
予
約
以

外
の
じ
ゃ
ん
が
ら
団
体
は
お
断
り
」
と
の
貼
り
紙

が
あ
っ
た
。
じ
ゃ
ん
が
ら
で
は
、
担
い
手
が
地
区

内
の
新
盆
の
家
と
事
前
に
連
絡
を
取
り
合
う
の
が

基
本
だ
が
、
お
布
施
に
よ
る
稼
ぎ
を
求
め
て
他
地

域
で
飛
び
込
み
供
養
を
お
こ
な
う
例
も
あ
る
と
い
う
。

以
前
、
複
数
の
団
体
が
一
度
に
押
し
寄
せ
て
混
乱

し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
対
策
と
し
て
貼
り
紙
が

さ
れ
た
と
の
こ
と
だ
。

弔
い
の
芸
能
は
だ
れ
の
た
め

「
念
仏
剣
舞
」
や
「
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏
踊
」
を
は

じ
め
、
供
養
の
芸
能
の
目
的
は
亡
き
人
の
魂
を
慰

め
る
こ
と
だ
が
、
家
々
か
ら
い
た
だ
く
お
布
施
が

活
動
資
金
と
な
っ
て
い
る
現
実
も
あ
る
。
ま
た
、

終
わ
っ
た
後
に
メ
ン
バ
ー
で
打
ち
上
げ
を
す
る
こ

と
が
、
行
事
を
支
え
る
重
要

な
要
素
で
あ
る
こ
と
も
否
め

な
い
。
猛
暑
の
な
か
、
供
養

を
続
け
る
に
は
強
い
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
な
の
だ
。

一
方
、
迎
え
る
側
も
、
亡

き
家
族
の
冥
福
を
祈
る
だ
け

で
な
く
、
自
身
の
心
を
癒
す

た
め
に
芸
能
を
迎
え
、
手
厚

く
も
て
な
し
て
き
た
。
し
か

し
以
前
に
比
べ
、
お
布
施
の

負
担
や
他
人
を
家
に
呼
ぶ
こ

と
に
抵
抗
を
感
じ
る
人
が
増
え
た
。
そ
の
結
果
、
寺

や
墓
地
で
奉
納
す
る
形
式
に
移
行
し
た
芸
能
も
多
い
。

芸
能
と
は
、
人
び
と
の
願
い
が
重
層
的
に
反
映

さ
れ
て
作
ら
れ
る
文
化
で
あ
る
。
形
骸
化
や
変
化

が
進
ん
で
も
、
根
底
に
は
人
間
の
想
い
が
残
さ
れ

て
い
る
。
特
に
死
者
供
養
の
た
め
の
芸
能
は
、
ホ

ン
ネ
と
タ
テ
マ
エ
が
交
錯
し
つ
つ
も
、
今
も
地
域

文
化
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
も
っ
と
も
身
近
な
お
供
え
と
い
え
ば
、
や

は
り
仏
壇
、
つ
ま
り
死
者
へ
の
お
供
え
で
あ
ろ
う
。

わ
た
し
は
一
九
九
〇
年
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
た
日

本
の
自
然
葬（
海
、
山
な
ど
に
散
骨
す
る
葬
法
と
儀
礼
）

に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
。
お
墓
を
作
ら
ず
に
自

然
葬
を
お
こ
な
う
人
た
ち
の
な
か
に
は
、
お
墓
だ

け
で
な
く
仏
壇
を
中
心
と
し
た
死
者
儀
礼
に
も
懐

疑
的
な
人
が
多
い
。

S
さ
ん
（
一
九
四
三
年
生
ま
れ
、
女
性
）
も
そ
の

う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。
夫
が
長
男
だ
っ
た
た
め

夫
の
家
の
墓
と
仏
壇
を
継
い
だ
が
、
家
制
度
的
な

死
者
祭さ

い

祀し

へ
の
反
感
や
「
死
ん
だ
ら
無
に
な
る
」

と
い
う
死
生
観
か
ら
、
二
人
は
墓
と
仏
壇
は
要
ら

な
い
と
結
論
し
た
。
彼
ら
は
仏
壇
を
解
体
し
て
粗

大
ゴ
ミ
に
出
し
た
。

し
か
し
夫
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
S
さ
ん
が
実
際

に
と
っ
た
行
動
は
、「
死
ん
だ
ら
無
に
な
る
」
と

い
う
考
え
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
リ
ビ

ン
グ
の
棚
の
上
に
、
夫
の
遺
影
や
一
握
り
の
遺
灰

を
飾
り
、
毎
日
の
よ
う
に
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
を
供

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
夕
飯
前

に
夫
婦
で
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
を
つ
ま
み
な
が
ら
好

き
な
ビ
ー
ル
を
飲
む
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
う
。

彼
女
は
、
本
当
に
「
死
ん
だ
ら
無
に
な
る
」
と

思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
生
前
か

ら
の
習
慣
を
続
け
て
い
る
だ
け
い
う
見
方
も
あ
る

だ
ろ
う
。
た
だ
、「
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
は
時
間
が

経
つ
と
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
に
な
る
し
、
捨
て
る
と
き

は
何
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
、
嫌
な
気
持
ち
に
な

る
」
と
語
る
彼
女
の
表
情
は
複
雑
そ
う
に
見
え
た
。

い
ざ
大
切
な
人
を
亡
く
し
た
と
き
、
人
は
ど
の
よ

う
な
行
動
を
と
る
の
だ
ろ
う
か
。
死
者
に
何
を
供

え
る
か
、
ま
た
は
供
え
な
い
か
と
い
う
問
題
は
、

わ
た
し
た
ち
に
自
ら
の
死
生
観
の
ホ
ン
ネ
を
突
き

つ
け
て
く
る
。

「お供え」する人特集

神か
み

野の 

知ち

恵え

　 

岩
手
大
学 

准
教
授

「
無
形
の
供
物
」と
し
て
の
芸
能

金キ
ム 

セ
ッ
ピ
ョ
ル
　
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所 

客
員
助
教

「
死
ん
だ
ら�

�

無
に
な
る
」？
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空き地に繋がれた犠牲祭用のヤギたち
（インドネシア、2017年）

ルマ・ザカートの缶詰クルバーン（インドネシア、2014年）

寮で振舞われたヤギのスープ
（インドネシア、2017年）

銀鏡（しろみ）神楽で祭壇にイノシシ頭を供える（宮崎県、上：2012年、下：2013年、鈴木良幸撮影）

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
犠
牲
祭
の
日
に
、
神
へ
の
供

物
と
し
て
肉
を
捧さ

さ

げ
る
「
ク
ル
バ
ー
ン
」
と
い
う

習
慣
が
あ
る
。
旧

約
聖
書
の
ア
ブ
ラ

ハ
ム
が
息
子
を
神

に
捧
げ
る
説
話
が
、

ク
ル
ア
ー
ン（
コ
ー

ラ
ン
）
に
登
場
す

る
こ
と
を
ご
存
じ

の
方
も
い
る
だ
ろ

う
。 

そ
の
宗
教
的

な
祭
日
に
は
盛
大

な
祝
宴
を
開
き
、

家
族
や
近
隣
の
貧

し
い
人
び
と
と
食

物
を
分
か
ち
合
う
。

世
界
最
大
の
ム

ス
リ
ム
人
口
を
有

す
る
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
で
も
、
犠
牲
祭

の
日
に
は
ヤ
ギ
や
ウ
シ
が
捧
げ
ら
れ
る
。
わ
た
し

が
い
た
町
で
は
、
ウ
シ
よ
り
安
価
な
ヤ
ギ
が
多
く
、

犠
牲
祭
の
一
カ
月
ほ
ど
前
か
ら
空
き
地
に
供
物
と

な
る
ヤ
ギ
が
繫つ

な

が
れ
て
い
た
。
当
日
に
は
寮
母
さ

ん
が
ヤ
ギ
の
脚
を
ス
ー
プ
に
し
て
振
る
舞
っ
て
く
れ

た
。
香
辛
料
を
多
用
し
て
い
た
が
、
野
性
味
の
あ

る
匂
い
が
し
、
命
を
頂
い
て
い
る
こ
と
を
実
感
す

る
日
だ
っ
た
。
ま
た
、
近
く
の
モ
ス
ク
で
は
隣
組
や

組
合
で
お
金
を
出
し
合
い
、
ウ
シ
が
供
犠
と
し
て

用
意
さ
れ
て
い
た
。
神
の
御
名
を
唱
え
ら
れ
屠と

殺さ
つ

さ
れ
る
際
の
も
の
悲
し
い
鳴
き
声
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

近
年
、
国
内
第
二
位
の
ザ
カ
ー
ト
（
イ
ス
ラ
ー

ム
の
喜
捨
）
管
理
団
体
で
あ
る
ル
マ
・
ザ
カ
ー
ト
は
、

「
缶
詰
の
ク
ル
バ
ー
ン
」
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提

供
し
て
い
る
。
自
社
農
場
で
育
て
た
ウ
シ
を
自
社

工
場
で
缶
詰
化
し
、
生い

け
贄に
え

の
代
わ
り
に
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
画
期
的
な
点
は
、

ク
ル
バ
ー
ン
用
の
肉
を
缶
詰
化
す
る
こ
と
で
長
期

保
存
が
可
能
と
な
り
、
犠
牲
祭
で
分
配
さ
れ
た
肉

が
計
画
的
に
消
費
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
。

近
代
化
と
効
率
化
に
よ
り
、
犠
牲
祭
の
中
身
も

変
容
し
て
い
る
。
都
市
部
で
は
屠
殺
で
き
る
場
所

が
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
近
年
で
は
お
金
だ
け
寄

付
す
る
と
い
う
形
に
変
容
し
て
い
る
地
域
も
多
い
。

工
場
で
解
体
さ
れ
缶
詰
化
さ
れ
た
犠
牲
祭
用
の
肉

は
、
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
信
仰
を
示
し
な
が
ら
貧
し
い

人
び
と
へ
の
分
配
を
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
「
最

適
化
」
で
き
る
と
い
う
い
い
面
も
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
は
あ
の
ウ
シ
の
鳴
き
声
も
な
く
、

ヤ
ギ
特
有
の
野
性
味
の
あ
る
香
り
も
し
な
い
。「
最

適
化
」
の
名
の
も
と
に
、
命
の
大
切
さ
と
向
き
合

う
行
為
、
そ
し
て
食
べ
物
を
一
緒
に
分
か
ち
合
う

と
い
う
慣
習
と
し
て
の
役
割
は
形
骸
化
し
て
い
く

の
か
も
し
れ
な
い
。

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
、
世
界
中
で
狩
猟
採
集
を

生な
り
わ
い業
と
す
る
人
び
と
の
暮
ら
し
を
見
て
き
た
。
狩

猟
文
化
の
な
か
で
も
、
お
供
え
す
る
文
化
と
、
し

な
い
文
化
が
あ
る
。

今
か
ら
三
〇
年
前
、
東
北
マ
タ
ギ
の
ク
マ
猟
に

同
行
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。
マ
タ
ギ
は
集
落
周
辺

の
里
山
か
ら
、
山
の
神
の
領
域
で
あ
る
奥
山
へ
入

る
と
き
に
祈
り
を
捧さ

さ

げ
る
。
ク
マ
の
捕
獲
に
成
功
し
、

解
体
す
る
と
き
に
は
、
山
の
神
に
感
謝
の
祈
り
を

捧
げ
る
。
さ
ら
に
集
落
で
の
年
に
一
度
の
ク
マ
祭

り
で
は
、
山
の
神
に
ク
マ
の
毛
皮
な
ど
を
供
え
る
。

ま
た
、
九
州
地
方
の
イ
ノ
シ
シ
猟
で
は
、
捕
っ
た

イ
ノ
シ
シ
の
頭
骨
を
神
に
供
え
た
り
、
大
祭
で
多

く
の
イ
ノ
シ
シ
の
頭
が
祭
壇
に
並
べ
ら
れ
た
り
す
る
。

一
方
で
、
ア
フ
リ
カ
の
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
に
生
き

る
サ
ン
の
人
び
と
の
狩
猟
で
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

現
地
に
て
何
度
も
彼
ら
の
猟
に
同
行
し
た
が
、
祈

り
や
供
物
を
捧
げ
る
場
面
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

唯
一
、
ダ
イ
カ
ー
な
ど
小
型
の
カ
モ
シ
カ
類
を
狩

る
罠わ

な

猟り
ょ
う

で
捕
獲
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
に
、
猟

師
が
ダ
イ
カ
ー
の
毛
皮
を
振
っ
て
願
っ
た
ぐ
ら
い

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
猟
の
成
否
を
姿
の
見
え
な
い

存
在
に
依
存
し
な
い
現
実
主
義
者
で
あ
る
の
だ
。

人
類
は
、
い
つ
か
ら
お
供
え
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
。
お
そ
ら
く
遊
動
か
ら
定
住
へ
と
い
う
生

活
様
式
の
変
化
や
、
農
耕
の
導
入
と
関
係
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
マ
タ
ギ
の
場
合
は
、
農
耕
を
す
る

定
住
社
会
に
お
け
る
狩
猟
で
あ
り
、
彼
ら
は
集
落

の
周
辺
部
の
里
山
と
、
山
の
神
の
領
域
で
あ
る
奥

山
を
分
け
て
認
知
し
て
い
る
。
奥
山
は
山
の
神
が

支
配
す
る
領
域
で
あ
る
。
奥
山
で
の
獲
物
は
、
山

の
神
が
慈
悲
で
授
け
て
く
れ
た
も
の
と
い
う
思
い

が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
が
、
マ
タ
ギ
の
お
供
え
の
誕

生
で
あ
っ
た
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

足あ

立だ
ち 

真ま

理り

　 

立
命
館
大
学 

日
本
学
術
振
興
会 

特
別
研
究
員

池い
け

谷や 

和か
ず

信の
ぶ

　 

民
博 

名
誉
教
授

生
け
贄
の
缶
詰

お
供
え
の
誕
生

「お供え」する人特集
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み
ん
ぱ
く
映
画
会

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
セ
ー
ル
ス・ガ
ー
ル
の
考
現
学
」

日
時
　

2
月
24
日（
月
・
祝
）13
時
30
分
〜
16

時
40
分（
12
時
30
分
受
付
・
開
場
）

会
場
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
名
）

上
映
作
品
　「
セ
ー
ル
ス
・
ガ
ー
ル
の
考
現

学
／The Sales G

irl

」（
2
0
2
1
年
）

解
説
　
島
村
一
平（
本
館 

教
授
）

司
会
　
菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

参
加
費
　
要
展
示
観
覧
券（
イ
ベ
ン
ト
参

加
費
は
不
要
）

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順

※
事
前
申
込
の
方
へ
、当
日
12
時
30
分
か

ら
本
館
2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券

を
確
認
後
、入
場
い
た
だ
き
ま
す
。

※
受
付
期
間
中
に
定
員
に
満
た
な
い
場
合

の
み
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

▼
友
の
会
先
行
受
付

　
1
月
10
日（
金
）〜
17
日（
金
）　
定
員
70
名

お
申
し
込
み
先

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

（
千
里
文
化
財
団
）

▼
一
般
受
付

　
1
月
20
日（
月
）〜
2
月
19
日（
水
）

《
館
外
開
催
》

み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
シ
ア
タ
ー

本
館
制
作
オ
リ
ジ
ナ
ル
D
V
D「
み
ん
ぱ

く
映
像
民
族
誌
」シ
リ
ー
ズ
か
ら
、
2
つ
の

収
録
作
品
を
上
映
し
、監
修
者
に
よ
る
ト
ー

ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

参
加
形
式

会
場
参
加
　
第
七
藝
術
劇
場（
大
阪
・
十
三
） 

 

（
各
回
定
員
90
名
）

※
館
外
で
の
開
催
で
す
。

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順
、参
加
無
料

「
20
世
紀
の
証
言  

モ
ン
ゴ
ル

―
工
業
、牧
畜
、農
業
」

日
時
　

2
月
2
日（
日
）

 

14
時
30
分
〜
16
時
30
分（
14
時
開
場
）

解
説
　
小
長
谷
有
紀（
本
館 

名
誉
教
授
）

司
会
　
黒
田
賢
治（
本
館 

助
教
）

【
申
込
期
間
】

▼
一
般
受
付
　

1
月
29
日（
水
）ま
で

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

「
つ
な
が
り
を
生
き
る  

東
京
の

エ
チ
オ
ピ
ア
移
民
」

日
時
　

2
月
11
日（
火
・
祝
）

 

14
時
30
分
〜
16
時
30
分（
14
時
開
場
）

解
説
　
川
瀬
慈（
本
館 

教
授
）

司
会
　
黒
田
賢
治（
本
館 

助
教
）

※
「
東
京
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭

2
0
2
4
」で
人
類
学
・
民
俗
映
像
部
門

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
入
選
し

ま
し
た
。

【
申
込
期
間
】

▼
一
般
受
付

　
1
月
6
日（
月
）〜
2
月
5
日（
水
）

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

年
末
年
始
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
で
巳み

〜
つ
け
た
！

ヘ
ビ
の
資
料
を
さ
が
し
に
展
示
場
を
巡
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た
方
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
缶
バ
ッ

ジ
を
差
し
上
げ
ま
す（
各
日
先
着
1
2
0
名
）。

日
時
　

1
月
11
日（
土
）、
12
日（
日
）

 

10
時
〜
16
時
30
分（
15
時
30
分
受

付
終
了
、配
布
予
定
数
が
な
く
な

り
次
第
終
了
）

受
付
場
所
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

ホ
ー
ル

会
場
　
本
館
展
示
場

※
当
日
随
時
受
付
、要
展
示
観
覧
券

　（
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要
）

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

（
M
M
P
）の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ポ
ス
ト
カ
ー
ド
を
作
ろ
う
！

〜
み
ん
ぱ
く
で
さ
が
す

新
年
の
ラ
ッ
キ
ー
シ
ン
ボ
ル
〜

日
時
　

1
月
5
日（
日
）10
時
30
分
〜

 

15
時
30
分（
最
終
受
付
15
時
）

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

お
正
月
や
干
支
の
お
話
を

楽
し
も
う

新
年
や
干
支
に
ま
つ
わ
る
絵
本
の
読
み
聞

か
せ
で
す
。

日
時
　

1
月
5
日（
日
）

 

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
①
11
時
30
分

〜
11
時
50
分
、②
13
時
〜
13
時
20

分
、③
14
時
〜
14
時
20
分
、④
15
時

〜
15
時
20
分

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日
時
　

1
月
11
日（
土
）、
2
月
8
日（
土
）

 

12
時
〜
15
時
30
分（
最
終
受
付
15
時
）

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

干
支
の
動
物
で
絵
馬
を
作
ろ
う

日
時
　

1
月
13
日（
月
・
祝
）10
時
30
分
〜
15

時
30
分（
最
終
受
付
15
時
）

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

「
西
ア
フ
リ
カ
の
お
話
し
会
」の

公
演

日
時
　

1
月
13
日（
月
・
祝
）①
11
時
30
分

〜
12
時
、②
13
時
30
分
〜
14
時

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

22
世
紀
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

―
未
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
を

創
造
す
る
―

情
報
技
術
は
、博
物
館
で
ど
の
よ
う
に
活

か
さ
れ
、博
物
館
を
ど
の
よ
う
に
活
か
し

て
く
れ
る
の
か
。
時
間
と
空
間
、コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に「
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
博
物
館
」の
未
来
の
か
た
ち

を
語
り
合
う
。

日
時
　

3
月
8
日（
土
）13
時
30
分
〜
17
時

（
13
時
開
場
）

 

9
日（
日
）9
時
30
分
〜
17
時

 

（
9
時
開
場
）

会
場
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）（
定
員
4
0
0
名
）

趣
旨
説
明
　
宮
前
知
佐
子（
本
館 

助
教
）

言
語
　
日
英
同
時
通
訳

 

日
本
語
―
日
本
手
話
通
訳
あ
り

主
催
　
国
立
民
族
学
博
物
館

【
申
込
期
間
】　
3
月
5
日（
水
）ま
で

※
事
前
申
込
制
、先
着
順
、参
加
無
料

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す（
定
員
5
0
0
名
）。

※
詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Q
R
）か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　m
useum

22@
m

inp
aku.ac.jp

年
始
の
開
館
の
お
知
ら
せ

年
始
は
1
月
5
日（
日
）か
ら
開
館
し
ま
す
。

みんぱくゼミナール
会場　みんぱくインテリジェントホール（講堂）
参加無料

第553回
1月18日（土）13時30分～ 15時（13時開場）
ヨーロッパの多神教世界
―魔女、女神、ドルイド
講師　河西瑛里子（本館 助教）
ヨーロッパではキリスト教到来以前の信仰へ
の関心が高まっています。この多神教で自
然崇拝的な「ペイガニズム」のうち実践は多
様ですが、イギリスで特に盛んな魔女術、
女神運動、ドルイド教を取り上げます。歌に
合わせて、思いっきり自由に体を動かすワー
クショップ付き。打楽器のご持参大歓迎です。

第554回
2月15日（土）13時30分～15時（13時開場）
道具資源としての植物利用
―バスケタリーから考える
講師　上羽陽子（本館 准教授）
人類はどのように植物を採取・加工・利用し、

用具や器物をつくってきたのでしょうか。バ
スケタリー製品の編み材・結束材に注目し、
道具資源としての植物利用について考えま
す。

編み材や結束材となるタラバヤシの未展開葉
（2023年、西ティモール）

【お知らせ】
1月のみんぱくゼミナールより事前申込制を
廃止します。参加希望の方は、当日直接会
場へお越しください。また、事前申込制の
廃止に伴い、開場時間が13時からとなります。

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう　　　

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。

会場　本館展示場（ナビひろば）
※定員なし（ご自由に参加いただけます）
※ 申込不要、要展示観覧券（一般580円、
イベント参加費は不要）

1月26日（日）14時30分～15時
シーア派の殉教語り
話者　黒田賢治（本館 助教）

2月9日（日）14時30分～15時30分
欧米の博物館における
アフリカ資料
話者　飯田卓（本館 教授）

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

「20世紀の証言 モンゴル―工業、牧畜、
農業」より

「つながりを生きる  東京のエチオピア移民」
より

友の会講演会
参加形式：会場もしくはオンライン配信
友の会会員：無料
一般（会場参加のみ）：500円
※事前申込制、先着順
※会員は会場参加の場合、事前申込不要

第556回　1月11日（土）13時30分～15時
『アイヌ通史』にみる
アイヌ史研究の課題と展望
講師　マーク・ウィンチェスター（本館 助教）
会場　本館2階第5セミナー室（定員70名）

第557回
2月1日（土）13時30分～15時
GHQによる神楽台本の検閲
講師　鈴木昂太（本館 助教）
会場　本館2階第5セミナー室（定員70名）
1945年に戦争が終わると、日本を占領した
連合国最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）
は、通信・出版・放送・芸能にわたる幅広
い分野で検閲を実行していました。中国地
方の神楽には、実際に検閲を受けた台本が
残されています。こうした検閲はいかにおこ
なわれ、その結果神楽の伝承にどのような
影響が生じたのかについて、芸北神楽の事
例を中心に考えていきます。

会員交流のための企画
中牧理事長の　　　　　
オンラインサロン
日時　1月19日（日）13時30分～15時
新しい年を迎えたこの機会に、中牧理事長
を囲んで、おしゃべりを楽しみませんか？　
理事長のミニレクチャーも予定しています。
【申込期間】　1月15日（水）まで（事前申込制）

第87回 体験セミナー
万博からみんぱくへ
―そして、もうひとつの万博へ
日程　1月25日（土）13時～16時
講師　𠮷田憲司（本館 館長）
会場　太陽の塔ほか
【申込期間】　1月10日（金）まで（事前申込制）

友の会 講演会・セミナーへのお申し込みは友の会ホームページ内の受付フォームをご利用ください。
　　　　　     国立民族学博物館友の会 （公益財団法人千里文化財団）
電話  06-6877-8893 （9時～17時、土日祝を除く） FAX  06-6878-3716
E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp  https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/

お問い合わせ先

   本の紹介

本事典では、オセアニアの人びとの多様性を重視しなが
ら、重要な史実や出来事などを押さえたうえで「文化」に
ついて多様な側面を意識した章立て・項目立てを試みて
います。執筆陣は官公庁、国際機関、企業、大学・研究
機関などからフリーのアーティストまで多岐にわたります。

オセアニア文化事典編集委員会 編
『オセアニア文化事典』
丸善出版　26,400円（税込）

アンデス文明の全体像を最新の知見を交えて平易に描
き出しています。多くの研究者のご厚意で、貴重な写
真を多数収録することができました。豊富なカラー図
版によってビジュアル面からもアンデス文明への理解を
深めることができます。

松本雄一 著
『アンデス文明ガイドブック』
新泉社　1,980円（税込）

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

イベントの詳細・予約はこちら

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

五本指の足から、鳥が女性に憑依（ひょうい）している様を彫っていて、
いかにも「鳥の女」という感じでチャーミングです。左腕の貝殻のアクセ
サリーが、女性らしさをより強調するワンポイントになっています。 苗村松軒（なむらしょうけん）『御伽人形』

（1705年刊、国文学研究資料館所蔵）より、
射止められた姑獲鳥

石像（鳥女）
標本番号│H0031134
地域│リベリア共和国
展示場│非公開

ウブメがいた！！

この石像は、2019年の特別展「驚異と怪
異―想像界の生きものたち」の図録によれ
ば、空を飛

ひ

翔
しょう

できる女性の魔術師を象
かたど

ったも
のという。鳥の頭を被り、背に翼が生えた異
形を初めて見た瞬間、「あ、ウブメだ」と思った。
そう、わたしは長年ウブメという日本の化
物を研究している。「産女」などと書くウブ
メは、出産で死んだ女性が化けたもので、夜
中に赤子を抱いてあらわれ、通行人に子を抱
くように強要し、その抱いた子は重くなると
いう。
だが、ウブメが鳥となんの関係があるのだ
ろうか。じつは、同じく出産で死んだ女性が
化けた中国の怪鳥「姑

こ

獲
かく

鳥
ちょう

」とウブメが、江
戸時代に同一視されたからである。ただし姑
獲鳥は、子どもを攫

さら

う、ま
た毒の血を衣服に付けて子
どもを病気にするなど、ウ
ブメと正反対の行動をする
悪鳥である。出自は同じで
も性質が異なる両者が混在
する、その多面的なところ
がウブメの魅力である。
そんな姑獲鳥が日本に受
容されていく過程で、ふた
つの動きが起きる。ひとつ
は、ウブメを描くとき、白

い死装束に腰
こし

蓑
みの

状の線描（出産時の出血を表現）
を基本としているが、そこに鳥の足や翼など
を付け加えて姑獲鳥にする場合がある。図の
姑獲鳥は、推しの石像に造形が近い。

ウブメドリを探して

もうひとつは、日本で姑獲鳥を「発見」し
ようとした動きである。福岡藩主の黒

くろ

田
だ

斉
なり

清
きよ

による『本
ほん

草
ぞう

啓
けい

蒙
もう

補
ほ

遺
い

』（19世紀前半成立）には、
福岡の鞍

くら

手
て

郡と志
し

摩
ま

郡の村に毎年やって来る、
頭が美女で、木の枝に引っかかるほど長い髪
の小型の鳥、また並

なみ

木
き

定
さだ

恒
つね

『妖
よう

怪
かい

門
もん

勝
しょう

光
こう

傳
でん

』
（1816年成立）でも、頭が女で体が鳶

とび

、乳房が
長く垂れて髪をふり乱している鳥が、姑獲鳥
に類するものとして紹介される。ただし、中
国の姑獲鳥に人面の要素はない。姑獲鳥に
は「ウブメドリ」という和名がよく当てられ

ているが、上記の人面鳥は、
姑獲鳥ではなくウブメドリ
という名前の方がしっくり
くる。
人面鳥・半人半鳥は、迦

か

陵
りょう

頻
びん

伽
が

、ハルピュイア、
セイレーンなど世界中に見
られる。石像の正体はよく
わかっていないが、その得
体の知れなさが多面的な化
物のウブメにどことなく通
じているのかもしれない。

鳥の女
木
き
場
ば
 貴
たか

俊
とし

　 京都先端科学大学 准教授

推しコレ図鑑
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上：正臣氏を収集へと駆り立てたバンチェン土器　　
　 （2024年）
下：収蔵庫の内部。今年8月から資料整理を始めた
 　 （2024年）

ヨコタ博物館外観。庭に転がっている糞から、夜
間に来館するシカの多さが窺われる（2022年）

山
深
い
奥
三
河
地
方
に
行
っ
て
驚
い
た
。
ま
さ
か
日
本
の
こ
ん
な
山

奥
に
、
タ
イ
東
北
部
に
あ
る
世
界
遺
産
、
バ
ン
チ
ェ
ン
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
土
器
が
こ
ん
な
に
あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
ヨ
コ
タ
博
物
館
で
の
こ
と
。
横よ

こ

田た

正ま
さ

臣お
み（

一
九
二
五
〜
二
〇
〇
二

年
）
氏
が
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
な
ん
と
三
〇
〇
回
以
上
も
東
南
ア
ジ
ア

へ
渡
航
し
て
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
展
示
す
る
私
設
博
物
館
で
あ
る
。

ク
リ
ー
ム
色
の
地
に
赤
褐
色
の
彩
文
を
施
し
た
バ
ン
チ
ェ
ン
土
器
の
ほ
か
、

日
本
で
も
桃
山
時
代
か
ら
「
宋す

ん

胡こ

禄ろ
く

」
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
タ
イ
の

サ
ン
カ
ロ
ー
ク
陶
器
、
少
数
民
族
の
衣
装
な
ど
も
あ
る
。

横
田
正
臣
と
は
ど
の
よ
う
な
人
な
の
か
、
興
味
が
湧
く
。
彼
は
十
代

か
ら
働
き
始
め
、
豊
橋
市
で
ス
ー
パ
ー
の
経
営
者
と
し
て
成
功
し
た
。

四
〇
歳
を
機
に
自
分
の
人
生
を
見
つ
め
な
お
し
て
事
業
を
整
理
し
、
東

南
ア
ジ
ア
へ
渡
航
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
九
年
、
ラ
オ
ス
の
首
都

ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
で
得
体
の
し
れ
な
い
人
物
か
ら
三
点
の
バ
ン
チ
ェ
ン
土

器
を
購
入
し
た
。
帰
国
し
て
研
究
者
か
ら
お
墨
付
き
を
も
ら
う
と
、
こ

れ
ま
で
築
い
た
財
を
元
手
に
バ
ン
チ
ェ
ン
土
器
を
は
じ
め
と
す
る
考
古
資

料
の
収
集
に
情
熱
を

注
い
だ
。
今
日
で
は

考
古
遺
跡
か
ら
の
出

土
品
の
売
買
は
禁
止

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

一
九
七
〇
年
代
は
古

美
術
商
が
こ
ぞ
っ
て

考
古
遺
跡
か
ら
の
出

土
品
を
買
い
求
め
た
。

そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
日
本
へ
と
そ
れ
ら
は
流

出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
現
状
を
目
の
当
た
り
に
し
た
正
臣

氏
は
、
貴
重
な
出
土
品
が
散
逸
す
る
の
を
防
ご
う
と
し
た
。
同
時
に
多

く
の
人
に
見
て
も
ら
お
う
と
一
九
七
四
年
に
博
物
館
ま
で
建
て
て
し
ま
っ

た
の
だ
。

と
は
い
え
、
個
人
の
趣
味
で
集
め
た
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
膨
大

な
数
の
資
料
で
あ
る
。
彼
を
収
集
へ
と
駆
り
立
て
た
の
は
何
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
残
さ
れ
た
手
記
や
日
記
も
少
な
く
、
そ
の
思
い
を
く
み
取
る
こ

と
は
難
し
い
。
現
在
は
息
子
が
二
代
目
館
長
と
し
て
博
物
館
を
引
き
継

い
で
い
る
が
、
博
物
館
の
今
後
や
資
料
の
行
く
末
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
。

わ
た
し
は
正
臣
氏
の
遺
志
を
汲く

ん
で
、
他
の
研
究
者
ら
と
共
同
で
収
集

資
料
を
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
化
す
る
事
業
を
民
博
で
始
め
た
。

愛
知
県
の
静
か
な
山
の
な
か
で
東
南
ア
ジ
ア
で
の
膨
大
な
収
集
品
を

見
な
が
ら
、
故
人
の
情
熱
に
思
い
を
馳は

せ
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

JR飯田線新城駅から１日３本のバスがある。駐車場があるのでマイカーでの来館がおすすめ。
ヨコタ博物館公式サイト　https://www.yokota-museum.jp/

ヨコタ博物館 （愛知県新城市）

横田正臣の「古代への情熱」

中
なか

村
むら

 真
ま

里
り

絵
え

　 愛知淑徳大学 助教



ど

こ行
く？

乗って、 どこ
行く？

17 2025.1 

自転車のイベントには、老若男女、
じつに多くの人が集まるようになった

（ケニア ドゴト付近、2024年）

眼下に広がるサバンナ（ケニア マサイランド、2017年）

自
転
車
に
乗
る
、
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
は
ず
の

移
動
も
、
ケ
ニ
ア
で
は
新
鮮
で
あ
る
。
眼
の
前
に
広

が
る
サ
バ
ン
ナ
に
、
道
は
無
限
大
。「
ど
こ
を
走
っ

て
も
い
い
」。
ひ
と
た
び
踏
み
出
せ
ば
、
ま
る
で
、
大

地
も
風
も
暑
さ
も
匂
い
も
独
り
占
め
し
て
い
る
よ
う

だ
。
ク
ル
マ
の
轍わ
だ
ちを

た
ど
る
の
も
よ
し
、
け
も
の
道

に
誘
わ
れ
て
進
む
の
も
よ
し
。
ト
ゲ
ト
ゲ
の
植
物

や
岩
を
避
け
な
が
ら
、
大
地
と
一
対
一
で
会
話
す
る

か
の
よ
う
に
、
大
地
と
リ
ズ
ム
を
刻
み
な
が
ら
、
転

が
っ
て
い
く
。

街
な
か
の
リ
ズ
ム
は
少
し
異
な
る
。
歩
行
者
、
リ

ヤ
カ
ー
、
バ
イ
ク
、
日
本
よ
り
も
ほ
ん
の
少
し
（
？
）

威
勢
の
良
い
ク
ル
マ
、
の
っ
そ
り
と
動
く
大
型
ト

ラ
ッ
ク
。
路
肩
に
は
石
が
に
ら
み
を
き
か
せ
て
、
道

路
に
は
穴
が
口
を
開
け
て
待
っ
て
い
る
。
牧
畜
民
に

連
れ
ら
れ
た
ウ
シ
や
ヤ
ギ
の
群
れ
が
道
を
ふ
さ
い
で

い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ら
と
お
た
が
い
に
リ
ズ
ム

を
整
え
な
が
ら
、
自
転
車
を
走
ら
せ
て
い
く
。
そ

の
リ
ズ
ム
は
一
風
変
わ
っ
た
独
特
の
魅
力
に
満
ち
て

い
る
。

ケ
ニ
ア
で
自
転
車
は
バ
イ
シ
ィ
ケ
リ
と
よ
ば
れ
、

そ
れ
は
鉄
の
黒
い
塊
で
、
男
性
の
乗
り
物
で
、
貧
し

い
人
が
乗
る
も
の
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
移
動
や
荷
物

の
運
搬
に
使
う
も
の
、
と
い
う
の
が
共
通
認
識
で

あ
っ
た
。
近
年
で
は
、
環
境
意
識
や
健
康
意
識
の

高
ま
り
に
く
わ
え
、
余
暇
に
お
金
を
か
け
る
中
間

層
の
増
加
も
手
伝
っ
て
、
健
康
づ
く
り
や
気
分
転

換
の
た
め
に
自
転
車
に
ま
た
が
る
人
が
増
え
て
い
る
。

普
段
は
ナ
イ
ロ
ビ
の
オ
フ
ィ
ス
で
働
く
若
い
女
性
が
、

休
日
に
ス
ポ
ー
ツ
タ
イ
プ
の
自
転
車
で
サ
イ
ク
リ
ン

グ
を
楽
し
ん
で
い
る
姿
を
見
る
の
も
、
め
ず
ら
し
い

光
景
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。

ス
ポ
ー
ツ
タ
イ
プ
の
自
転
車
を
新
車
で
購
入
で

き
る
店
舗
は
少
な
く
、
ま
た
値
段
も
高
い
た
め
、
ケ

ニ
ア
で
は
状
態
の
良
い
中
古
車
が
人
気
で
あ
る
。
そ

ん
な
中
で
、
日
本
か
ら
は
る
ば
る
海
を
渡
っ
て
や
っ

て
き
た
中
古
自
転
車
た
ち
を
よ
く
見
か
け
る
。
な

ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
わ
か
る
の
か
。
自
転
車
の
フ
レ
ー

ム
に
防
犯
登
録
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
か
ら
だ
。
も
し
か
し
た
ら
み
な
さ
ん
の
む
か
し

の
相
棒
も
、
今
ご
ろ
ケ
ニ
ア
で
、
あ
ら
た
な
リ
ズ
ム

を
刻
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

自
転
車
が
刻
む
ケ
ニ
ア
の
リ
ズ
ム

萩は
ぎ

原わ
ら 

卓た
く

也や　
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中国

台湾

頭城
とうじょう

さんび
汕尾

媽祖廟の服を着る筆者（右）（台湾 宜蘭県、2024年、廟の関係者撮影）

右：酔っ払った現地若手幹部に撮られた動画に映る筆者
左：龍船レースを終え、宴会場にむかう漁村龍船隊　

（漁村の若手幹部撮影）
（どちらも中国 広東省 汕尾、2010年）

上：廟で神に祈る拝神組
下：拝神組と同じ格好をする筆者

（中国 広東省 汕尾、2006年、拝神組若手撮影）

来
て
ま
だ
三
日
な
の
に

二
〇
二
四
年
七
月
、
調
査
で
博
物
館
へ

移
動
す
る
た
め
、
台
湾
の
田
舎
の
港
町
で

バ
ス
を
待
っ
て
い
た
。
一
日
数
本
し
か
来

な
い
田
舎
の
バ
ス
な
の
で
、
乗
り
遅
れ
る

と
え
ら
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
少

し
早
め
に
停
留
所
に
行
っ
て
待
っ
て
い

た
。
目
の
前
に
立
派
な
車
が
止
ま
り
、
運

転
席
の
ご
婦
人
が
声
を
か
け
て
き
た
。「
ど

こ
行
く
の
？
　
頭と

う

城じ
ょ
う

？
」「
え
ー
と
、（
頭

城
の
手
前
の
）
蘭ら

ん

陽よ
う

博
物
館
で
す
」「
あ
ら
、

じ
ゃ
あ
乗
り
な
さ
い
よ
」と
い
う
わ
け
で
、

博
物
館
ま
で
送
っ
て
も
ら
っ
た
。

こ
の
土
地
へ
の
訪
問
は
二
回
目
だ
が
、

初
回
は
地
区
代
表
な
ど
へ
の
あ
い
さ
つ
だ

け
の
短
い
滞
在
だ
っ
た
の
で
、
知
り
合
い

は
少
な
い
。
彼
女
は
な
ぜ
わ
た
し
に
声
を

か
け
た
の
か
？
　「
あ
な
た
、
昨
日
、
媽ま

祖そ

（
女
神
さ
ま
）
の
写
真
を
撮
っ

て
い
た
で
し
ょ
。
わ
た
し
た
ち

の
廟び

ょ
う

の
服
を
着
て
」。

そ
う
、
昨
日
は
こ
こ
の
地
区

の
媽
祖
廟
と
関
係
の
あ
る
、
地

区
外
の
廟
の
神
々
を
連
れ
て
く

る
行
事
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
、

廟
代
表
に
も
ら
っ
た
黄
色
い
服

を
着
て
、
神
様
を
迎
え
る
一
行

に
つ
い
て
ま
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。

車
内
で
話
を
聞
く
と
、
彼
女
は

廟
代
表
の
弟
の
妻
で
、
昨
日
の

行
事
で
写
真
を
撮
る
わ
た
し
を

見
か
け
た
の
だ
と
い
う
。
同
じ

服
を
着
て
い
る
だ
け
で
、
来
て

ま
だ
三
日
な
の
に
地
元
の
人
の

よ
う
に
見
え
、
仲
間
と
し
て
扱

わ
れ
る
。「
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
」
の

効
果
は
デ
カ
イ
。

と
り
あ
え
ず
現
地
に
な
じ
む

思
い
返
せ
ば
約
二
〇
年
前
、
大
学
院
生

と
し
て
初
め
て
中
国
・
広
東
省
汕さ

ん

尾び

の
漁

村
で
長
期
調
査
を
始
め
た
ば
か
り
の
と
き

も
、「
現
地
の
人
と
同
じ
格
好
」
を
し
た

こ
と
が
あ
る
。
当
時
、
年
配
の
女
性
た
ち

を
中
心
に
し
た
「
拝
神
組
」
が
、
毎
日
の

よ
う
に
廟
に
出
か
け
参
拝
と
奉
仕
活
動
を

し
て
い
た
。
そ
こ
に
同
行
し
た
ら
、
お
前

も
こ
れ
を
着
て
拝
め
、
と
い
う
話
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
仲
間
に
入
れ

て
も
ら
っ
た
と
思
い
「
な
か
な
か
い
い
感

じ
の
調
査
の
始
ま
り
だ
」
と
日
本
に
い
る

指
導
教
員
に
意
気
揚
々
と
メ
ー
ル
で
報
告

し
た
。
そ
う
し
た
ら
「
な
じ
む
の
は
い
い

け
ど
、
調
査
の
目
的
は
な
じ
む
こ
と
で
は

な
い
か
ら
」
と
し
っ
か
り
と
研
究
の
方
向

を
定
め
る
よ
う
に
釘く

ぎ

を
さ
さ
れ
た
こ
と
を

思
い
出
す
。

ち
な
み
に
、
現
地
に
な
じ
ん
だ
と
思
っ

て
い
た
わ
た
し
だ
が
、
そ
の
数
日
後
、「
拝

神
組
」
リ
ー
ダ
ー
の
老
婆
に
「
あ
な
た
、

台
湾
人
だ
っ
け
？
　
ア
メ
リ
カ
人
だ
っ

け
？
」
と
聞
か
れ
て
か
な
り
び
っ
く
り
し

た
。
そ
こ
で
「
日
本
人
」
と
周
り
が
フ
ォ

ロ
ー
し
て
く
れ
た
が
、「
そ
う
か
。
日
本

は
こ
こ
か
ら
車
で
何
時
間
だ
い
？
」
と
聞

き
か
え
さ
れ
、
ま
だ
ま
だ
自
分
が
ま
っ
た

く
知
ら
な
い
世
界
観
が
あ
る
こ
と
を
思
い

知
っ
た
の
だ
っ
た
。

途
中
か
ら「
も
う
知
ら
ん
」

こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
同
じ
村
の
ド

ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ト
祭
り
の
打
ち
上
げ
の
と
き

の
こ
と
だ
。
わ
た
し
は
ボ
ー
ト
に
は
乗
ら

な
か
っ
た
が
、
同
じ
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着

て
宴
会
に
参
加
し
た
。
こ
の
宴
は
大
変
盛

り
上
が
り
、
酔
っ
払
っ
た
地
区
幹
部
の
青

年
に
カ
メ
ラ
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
好
き
勝

手
に
動
画
を
撮
ら
れ
た
。
動
画
は
電
池
を

食
う
の
で
無
駄
遣
い
は
「
や
め
て
ほ
し
い

な
ぁ
」
と
思
っ
た
が
、
途
中
か
ら
「
も
う

知
ら
ん
」
と
開
き
直
っ
た
。
同
じ
格
好
を

し
て
い
る
せ
い
か
、
み
な
い
つ
も
以
上
に

フ
レ
ン
ド
リ
ー
で
、
ど
ん
ど
ん
酒
を
注
が

れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
こ
と
ご
と
く

飲
み
干
す
わ
た
し
…
…
。
と

い
う
わ
け
で
、
こ
の
日
の
宴

会
の
記
録
は
、
途
中
か
ら
ほ

と
ん
ど
な
い
。
残
っ
た
の
は
、

盛
り
上
が
っ
た
、
た
く
さ
ん

飲
ん
だ
と
い
う
記
憶
だ
け
で

あ
る
。
伝
統
文
化
と
彼
ら
の

日
常
に
つ
い
て
聞
き
た
か
っ

た
の
だ
が
、
ま
あ
仕
方
な
い

の
だ
。
だ
っ
て
調
査
だ
も
の
。

稲い
な

澤ざ
わ 

努
つ
と
む  
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絅
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フィルめし
ちょっと腹ごしらえ。サクッと食べて、またフィールドへ

202025.1

肝試しに臨むわたし（神奈川県小田原市、2023年）

わたしは子どものとき、すごく好き嫌いが多かっ
た。しかし大人になるにつれ少しずつ食べられる
ものが増え、たぶん今では平均的な西洋人よりい
ろいろな食べ物を楽しんでいると思う。これまで
わたしは文学研究者としていろいろな国を訪れい
ろいろな料理を食べてきた。初めて日本に来たの
は50歳を超えてからなのだが、それまでに、各国
で食にまつわる恥ずかしい思いも、誇らしい思い
もしてきた。以来10年、イギリスの児童文学と日
本文化の関係を研究するため、ほとんど毎年日本
に通っているので、日本料理の種類にも文脈にも
だんだん慣れてきた。

それぞれの国の料理は独特な味や食感を含ん
でいる。たまに、外国人観光客はビックリするよ
うな食べ物を半ば強引に供され、その反応を観
察される。例えば、アイスランドでは強烈に臭う
発酵サメ肉「ハウカット」を笑顔で食べなければ
ならなかった。わたしも勇気がありそうな外国の
友人にときどきマーマイトのサンドイッチを渡す。
この酵母の副産物からできたとてもしょっぱいペー
ストをイギリスではパンに塗るのだが、究極に大
好きか大嫌いかの反応を刺激させる能力をもつ
ことで有名だ。

日本も同じだ。納豆を初めて食べたとき、日本
の友達がじっとわたしを見ていることに気づいた。

ウニの握り寿司や生カキを食べたときも、観察さ
れていることを強く意識した（わたしはウニが大好

きだ！）。ウナギ屋で肝が入った汁を食べたとき、
ひらめいた、「これが本当の『肝試し』だ！」。

わたしはほとんどの日本の食べ物を楽しめた。
しかし、残っている謎がある。その食べ物を食べ
られなかった場合、日本の友達はがっかりしてい
たのか、密かに喜んでいたのか。 わたしが「おいし
い！」と言ったときの彼らの表情ははっきり読め
なかったが、自分としてはたしかに得意な気持ち
であった。食べ物は友情を支えるが、ときには争
いも招くものなのかもしれない。人は意地っ張り
でもあるので、食をめぐって展開される心理現象
も面白い。

行く国々で「肝だメシ」
キャサリン・バトラー　 カーディフ大学 准教授
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世界の文化とみんぱくの展示、研究者の活動について
紹介しています。本誌は定期購読のほか、友の会会員
の方には毎月お届けします。

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

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

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

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

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係
にお願いします。

〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1　電話 06-6876-2151
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阪急茨木市駅から約20分  
JR茨木駅から約10分

主要ターミナルからのアクセス

本館までの交通手段は次の方法が便利です。

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

今月号の地図

開館時間　10:00～17:00（入館は16:30まで）

休  館  日　毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は直後の平日）
 年末年始（12月28日～1月4日）

ベトナムの山間部に住む黒タイ族は十日ごとの昼と夕の食事前、祖霊をまつ
る家の祭壇に食事をお供えをする。その際、肉料理が不可欠。「ご先祖たちに
日ごろの感謝を込めて」というのはタテマエで、動物性タンパク質が不足しが
ちな農村の食生活で「たまには家族で肉でも食わにゃあ」というのがホンネの
制度では、とわたしは疑っている。このように、お供えを信仰に根ざした霊的
存在に対する贈与としてみなすなら、そのタテマエとホンネは大きく乖

かい
離
り

しがち
である。だが、「カミだの、あの世だの、祟

たた
りだの、ほんと？」って世になって

もお供えがなくなるようすはない。なぜ？ということで本特集。むしろお供えの
本質は、絆

きずな
などの感情をモノで可視化し

たいという、人ならではの欲求にあるの
だろうか。もっといえば、人とは「お
供え」する動物？　だが、池谷和信さ
んのお供え発生論からすると、そ
れもちがう ???　わからないっ
て楽しい。（樫永真佐夫）

次号の予告  2 月号

特集「書なの？  画なの？」（仮）

ぱくっ！とフィルめし20ページ

ふらりミュージアム
16ページ

だって調査だもの18ページ

巻頭エッセイ1ページ

推しコレ図鑑 14ページ

世界の「乗っちゃえ！」17ページ
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