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1

発
端
は
、
一
八
歳
の
時
に
読
ん
だ
人
類
学
者
オ
ス

カ
ー
・
ル
イ
ス
の
『
貧
困
の
文
化
』
だ
っ
た
と
思
う
。

メ
キ
シ
コ
市
の
ス
ラ
ム
に
暮
ら
す
貧
困
家
庭
を
記
録
し
た
労

作
は
冷
蔵
庫
普
及
率
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
生
活
が
い
か
に

家
事
を
煩
わ
し
く
し
、
日
に
な
ん
ど
も
牛
乳
を
買
い
足
し
に

走
る
妻
の
大
変
さ
を
明
か
し
て
い
た
。
し
か
も
天
井
裏
か
ら

男
女
の
諍い

さ
かい

ま
で
覗の
ぞ

く
よ
う
な
文
体
の
臨
場
感
。
そ
の
記
憶

を
引
き
ず
り
つ
つ
、
自
分
初
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
し
て

東
京
に
住
む
地
方
出
身
の
独
身
女
性
を
訪
ね
て
肖
像
写
真
を

撮
る
シ
リ
ー
ズ
に
着
手
し
た
。
訪
問
先
で
は
冷
蔵
庫
の
中

を
見
せ
て
下
さ
い
と
必
ず
お
願
い
し
、
大
半
は
快
諾
し
た
け

れ
ど
食
生
活
の
公
開
を
頑か

た
くな
に
拒
む
方
も
い
た
。
八
〇
年
代

に
は
息
の
あ
う
雑
誌
編
集
者
と
共
に
都
会
の
路
上
生
活
者
即

す
な
わ

ち
冷
蔵
庫
と
無
縁
な
人
々
の
持
ち
物
調
べ
を
行
い
、
そ
の
ユ

ニ
ー
ク
さ
に
驚
か
さ
れ
た
。
さ
る
男
性
五
十
代
は
結
婚
歴
あ

り
浮
浪
歴
五
年
の
猛
者
で
、
大
き
な
紙
袋
か
ら
は
賞
味
期
限

切
れ
オ
ニ
ギ
リ
類
と
一
緒
に
大
切
な
帳
面
が
現
れ
、
前
に
入

院
先
で
出
さ
れ
た
病
院
食
の
献
立
が
細
か
く
記
述
さ
れ
て
い

た
。
毎
日
、
廃
棄
食
品
で
命
を
繋つ

な

い
で
も
バ
ラ
ン
ス
の
良
い

食
事
を
心
が
け
よ
う
と
知
恵
を
絞
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
九
〇
年
代
に
は
犯
罪
人
類
学
を
提
唱
す
る
故
朝あ

さ

倉く
ら

喬き
ょ
う
じ司

さ

ん
と
東
京
地
裁
の
法
廷
見
学
に
時
々
通
い
、
あ
る
帰
り
に
氏

の
導
き
で
日
比
谷
公
園
の
東

あ
ず
ま

屋や

に
住
む
怪
し
き
御
仁
を
訪
ね

た
。
そ
の
元
左
官
親
方
は
初
秋
の
黄た
そ
が
れ昏

が
深
ま
る
と
カ
ッ
プ

酒
と
一
緒
に
小こ

う
な
ご

女
子
と
練
り
物
一
品
を
勧
め
て
く
れ
た
。
当

然
冷
蔵
庫
は
な
く
素
性
の
知
れ
ぬ
肴さ

か
なと

食
中
毒
の
季
節
だ
。

一
瞬
の
た
め
ら
い
を
見
透
か
さ
れ
て
し
ま
い
、「
大
丈
夫
だ
よ
、

こ
れ
築
地
で
働
く
客
か
ら
の
差
し
入
れ
だ
」
と
安
心
さ
せ
た
。

そ
れ
か
ら
一
時
間
ば
か
り
電
池
ラ
ン
タ
ン
の
下
で
キ
ャ
ン
プ

風
な
酒
盛
り
を
楽
し
ん
だ
。

実
は
こ
の
方
、
熱
愛
盛
ん
な
日
比
谷
公
園
に
夜
な
夜
な
集

ま
る
覗
き
愛
好
者
ら
に
欠
か
せ
な
い
黒
装
束
と
靴
を
預
か
る

商
い
を
考
案
。
そ
こ
に
は
霞
ヶ
関
役
人
か
ら
築
地
市
場
で
働

く
者
ま
で
い
て
新
鮮
な
差
入
れ
品
を
あ
れ
や
こ
れ
や
折
々
よ

く
貰も

ら

う
の
だ
と
か
。

彼
ら
は
一
九
九
三
年
東
京
サ
ミ
ッ
ト
開
催
と
某
事
件

を
機
に
日
比
谷
か
ら
そ
の
後
一
掃
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
。

二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
食
糧
難
パ
ニ
ッ
ク
は
、

都
市
生
活
の
命
脈
が
コ
ン
ビ
ニ
と
い
う
代
理
保
冷
庫
に
支
え

ら
れ
て
い
る
日
本
の
実
像
を
突
き
つ
け
た
。
冷
蔵
の
深
化
は

更
に
続
く
。
厄
災
か
ら
四
年
後
の
春
に
母
が
九
五
歳
で
他
界

し
都
内
の
モ
ダ
ン
な
斎
場
で
通
夜
が
営
ま
れ
た
。
亡
骸
は
美

貌
を
保
つ
ア
ク
リ
ル
半
円
筒
に
安
置
さ
れ
、
中
を
摂
氏
〇
度

に
保
つ
小
さ
な
冷
却
器
が
繋
が
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
泉
下

の
人
ま
で
冷
風
で
涼
む
と
は
！
　
誰
か
が
「
冷
蔵
庫
の
文
化
史
」

な
る
本
を
ぼ
ち
ぼ
ち
著
す
べ
き
好
機
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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「
民
具
」と
名
付
け
ら
れ
た
の
ち

民
具
っ
て
、
な
ん
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
「
我
々
の
同
胞
が
日
常
生
活
の
必
要
か

ら
技
術
的
に
つ
く
り
だ
し
た
身
辺
卑
近
の
道
具
」

と
最
初
に
定
義
し
た
の
は
、
一
万
円
札
で
馴な

染じ

み

に
な
っ
た
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち
の
孫
、
渋し
ぶ

沢さ
わ

敬け
い

三ぞ
う

（
一
八
九

六
～
一
九
六
三
年
）（
以
下
、
渋
沢
）
で
あ
る
。
こ
う

定
義
し
た
う
え
で
渋
沢
は
、
私
設
博
物
館
「
ア
チ
ッ

ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
」
を
主
宰
し
、
全
国
各
地
の

民
具
を
広
く
収
集
し
た
。
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ

ア
ム
の
活
動
が
発
展
す
る
な
か
で
、
渋
沢
は
一
九

三
五
年
に
白し

ら

鳥と
り

庫く
ら

吉き
ち

（
一
八
六
五
～
一
九
四
二
年
）

ら
と
と
も
に
日
本
民
族
学
会
を
設
立
し
た
。
さ
ら

に
一
九
三
七
年
に
は
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム

に
収
蔵
し
て
い
た
民
具
な
ど
約
二
万
点
を
日
本
民

族
学
会
に
寄
贈
し
、
日
本
民
族
学
会
附
属
民
族
学

博
物
館
を
東
京
都
保ほ

う

谷や

市
（
現
西
東
京
市
）
に
設
立
。

こ
れ
ら
の
資
料
は
文
部
省
史
料
館
に
移
管
さ
れ
た

後
一
九
七
五
年
、
そ
の
前
年
に
創
設
さ
れ
た
ば
か

り
の
国
立
民
族
学
博
物
館（
民
博
）が
「
ア
チ
ッ
ク
・

ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
受
け

入
れ
た
。
現
在
も
そ
の
一
部
は
日
本
の
文
化
展
示

場
の
東
北
地
方
の
く
ら
し
「
こ
け
し
の
産
地
の
コ
ー

ナ
ー
」
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
。
遡
れ
ば
民
博
創
設
も
、
日
本
民
族

学
会
設
立
期
に
、
渋
沢
が
国
立
の
民
族
学
博
物
館

設
立
を
陳
情
し
て
い
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
概
観
す
る
と
、
多
く
の
研
究
者
が

全
国
を
旅
し
て
収
集
し
た
民
具
は
、
研
究
資
料
と

し
て
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
と
な
っ
た
の
ち
、
日
本
民
族
学
会
附
属
民
族
学

博
物
館
、
文
部
省
史
料
館
、
そ
し
て
民
博
へ
と
旅

し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
民
具
は
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
展
開

を
見
せ
る
の
か
。
例
え
ば
民
博
で
は
、
ア
チ
ッ
ク
・

ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
容
を
見
渡

せ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
制
作
し
た
。
こ
の
「
日
本

民
族
学
協
会
附
属
民
族
学
博
物
館
（
保
谷
民
博
）

人
物
／
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
、
民
博
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ

る
民
具
に
つ
い
て
誰
で
も
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
民
博
で
は
、
民
具
を
は
じ
め
と
す
る

収
蔵
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
積
極
的
に
図
り
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
と
お
し
て
、
多
く
の
研
究
者

の
も
と
へ
と
収
蔵
資
料
が
い
つ
で
も
旅
立
て
る
環

境
を
整
え
て
い
る
。

「
同
様
で
同
等
」ゆ
え
に

ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
活
動
は
、
そ
の
後
、

日
本
全
国
の
博
物
館
や
郷
土
資
料
館
の
モ
デ
ル
と

な
り
、
各
県
、
各
市
町
村
の
暮
ら
し
の
文
化
を
地

域
で
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
う

し
た
活
動
で
は
、
地
域
の
暮
ら
し
の
文
化
を
理
解

す
る
た
め
に
、「
同
様
で
同
等
」
の
民
具
が
多
数

収
集
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
一
見
、
同
じ
も
の
が
単

に
集
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
見
え
る
が
、
そ
う
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
田
畑
の
耕
作
で
欠
か
せ
な
い

「
鍬く

わ

」。
こ
れ
ら
の
鍬
を
複
数
並
べ
て
見
て
み
る
と
、

刃
の
長
さ
や
角
度
、
柄
の
長
さ
の
違
い
を
観
察
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
耕
作
地

の
広
さ
や
、
平
野
部
な
の
か
、
山
間
部
な
の
か
な

ど
の
環
境
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
使
用
者

の
「
知
恵
の
素
」
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

工
夫
し
て
改
良
を
重
ね
た
結
果
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
個
々
の
民
具
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

形
の
特
徴
や
使
っ
て
い
た
人
び
と
の
記
憶
や
知
恵

が
内
在
し
て
い
る
。
博
物
館
へ
と
旅
し
て
き
た
「
同

様
で
同
等
」
の
民
具
を
「
み
つ
め
て
」、「
知
恵
の
素
」

を
探
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
が
民
具
の
旅
学
な
の
で

あ
る
。 民

具
は
博
物
館
を
旅
す
る

日ひ

髙だ
か 

真し
ん

吾ご

　 

民
博 

教
授

民具の旅学
特集

旅するミンゾク学者が出逢ったのは
どこにでもいそうでいない人たち

どこにでもありそうでないモノたち。
民具と名づけられたそのモノたちは
博物館にやってきて新たに出逢い

また新たな旅をはじめる。

みんぱく創設50周年記念特別展

民具のミカタ博覧会―見つけて、みつめて、知恵の素

場所：特別展示館
会期：�2025年3月20日（木）〜6月3日（火）
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民具展示での授業風景（東京都小平市、2022年）

万
まいわい
祝着

ぎ
（ムサビ・コレクション）

万祝着とよぶ房総半島の大漁祝い着。「祭魚洞（さいぎょどう）」
という渋沢敬三の号が記されており、収集地は「東京都港区」と
あるので渋沢邸で宮本常一が受け取ったと推測される

右：学生も参加しての資料整理作業（東京都小平市、2022年）
左：学生によるスケッチ（東京都小平市、2022年）

宮
本
常
一
と
若
者
た
ち
の
旅

民
具
研
究
は
、
戦
前
に
渋
沢
敬
三
が
主
宰
し
た

ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
が
、
日
本
の
常
民
文

化
研
究
の
資
料
と
し
て
着
目
し
、
全
国
規
模
で
呼

び
か
け
て
標
本
資
料
収
集
を
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
後
に
国
立
民
族
学
博
物

館
の
基
幹
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

そ
の
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
諸
活
動
に

か
か
わ
り
、
戦
後
も
日
本
全
国
を
歩
き
続
け
た
民

俗
学
者
宮み

や

本も
と

常つ
ね

一い
ち

は
、
晩
年
に
教
き
ょ
う

鞭べ
ん

を
と
っ
た
武

蔵
野
美
術
大
学
の
生
活
文
化
研
究
会
（
一
九
六
六

年
発
足
）
と
近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
日
本
観
光
文

化
研
究
所
（
一
九
六
六
～
八
九
年
。
以
下
、
観
文
研
）

を
率
い
た
。
ど
ち
ら
も
美
大
生
を
は
じ
め
と
す
る

当
時
の
若
者
た
ち
と
と
も
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
と
民
具
収
集
に
よ
っ
て
日
本
文
化
の
多
様
性
に

光
を
当
て
る
活
動
を
精
力
的
に
お
こ
な
っ
た
。

観
文
研
の
雑
誌
『
あ
る
く
み
る
き
く
』（
一
九
六

七
～
八
八
年
、
全
二
六
三
号
）
は
、
毎
号
ひ
と
つ
の

特
集
を
設
定
し
、
観
文
研
の
所
員
や
同
人
の
若
者

た
ち
に
よ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
地
域

の
生
活
文
化
の
見
方
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。

定
番
の
目
的
地
を
効
率
よ
く
巡
る
団
体
旅
行
の
全

盛
期
に
あ
っ
て
、
土
地
の
人
に
は
あ
た
り
ま
え
と

思
え
る
よ
う
な
文
化
の
魅
力
を
、
自
分
の
足
で
歩

い
て
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
を
広
く
共
有
し
て
い
く

よ
う
な
「
よ
り
良
い
旅
」
の
文
化
の
普
及
を
目
指

し
た
の
で
あ
る
。

観
文
研
が
収
集
し
た
民
具
は
、
陶
磁
器
・
竹
細

工
・
染
織
品
な
ど
を
軸
と
し
、
そ
こ
に
写
真
家
薗そ

の

部べ

澄き
よ
しの
膨
大
な
郷
土
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
加
わ
っ

た
。
最
終
的
に
は
一
九
七
五
年
を
目
標
に
計
画
さ

れ
た
民
族
文
化
博
物
館
の
展
示
資
料
と
な
る
は
ず

で
あ
っ
た
が
、
博
物
館
建
設
は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク

な
ど
の
影
響
か
ら
未
完
に
終
わ
っ
た
。
民
具
は
そ

の
後
、
武
蔵
野
美
術
大
学
に
寄
贈
さ
れ
、
収
集
の

継
続
に
よ
っ
て
九
万
点
に
お
よ
ぶ
日
本
屈
指
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
が
ム
サ
ビ
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

デ
ザ
イ
ナ
ー
な
し
の
デ
ザ
イ
ン

ム
サ
ビ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
授
業
期
間
中
の

週
二
日
、
美
術
・
デ
ザ
イ
ン
を
学
ぶ
学
生
た
ち
が

自
由
に
民
具
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
、
収
蔵
庫
公
開

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
民
具
の
魅
力
は
、
実
物
を

よ
く
観
察
し
、
可
能
で
あ
れ
ば
手
に
と
っ
て
こ
そ

見み

出い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
く
つ
か
の
授
業
や

展
示
で
は
、
博
物
館
の
学
芸
員
が
お
こ
な
う
「
熟

覧
」
と
、
美
大
生
が
得
手
と
す
る
ス
ケ
ッ
チ
や
デ
ッ

サ
ン
を
組
み
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
知
恵
の

素
」
を
探
っ
て
共
有
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実

践
し
て
い
る
。

現
代
の
美
大
生
た
ち
が
、
か
つ
て
若
者
が
旅
に

よ
っ
て
収
集
し
た

民
具
か
ら
創
作
の

ア
イ
デ
ア
を
見
出

だ
す
。そ
れ
を
き
っ

か
け
に
、自
身
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
出
か
け
、
作
品
制
作
や
デ

ザ
イ
ン
の
糧
と
し
て
い
く
。
過
去
の
人
び
と
の
自

然
の
素
材
へ
の
理
解
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
合

わ
せ
て
創
出
さ
れ
た
暮
ら
し
の
造
形
は
、
ま
さ
に

「
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
し
の
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
え
る
。

単
体
で
は
古
道
具
に
す
ぎ
な
い
民
具
は
、
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
こ
と
で
生
活
文
化
の
造
形
ア
ー

カ
イ
ブ
と
な
り
、
身
体
の
延
長
に
あ
る
労
働
や
動

作
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
な
る
。
民
具
は
地
域
の
歴

史
・
民
俗
資
料
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
美
術
制

作
の
ヒ
ン
ト
も
そ
こ
に
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宮
本
常
一
の
旅
と
ム
サ
ビ
・コ
レ
ク
シ
ョ
ン

加か

藤と
う 

幸こ
う

治じ

　 

武
蔵
野
美
術
大
学 

教
授

民
具
の
旅
学

特
集
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収集された仮面と対面する岡本太郎（右）（1969年、株式会社現代芸術研究所提供）

ウェワク

ポートモレスビー
12/27

シドニー 12/22

ホニアラ 1/13

エスピリトゥサント 1/17
ニューカレドニア 1/21

オークランド

西サモア 2/1

マジュロ 2/20

ハワイ 2/15

タヒチ 2/8

グアム

タイペイ
11/23

ジュセルトン 11/28シブクチン 12/4
バンジェルマシン12/13シンガポール 12/4

ジャワ 12/10 バリ 12/12

ホンコン 11/24

トラック 2/24
ポーンペイ 2/26

ウェリントン

日本

インドネシア

オーストラリア

ニュージーランド

ソロモン諸島

ハワイ

ニューギニア島

マレーシア

「日本万国博覧会世界民族資料収集団」オセアニア担当団員収集の軌跡
都市名と航路は1968～69年当時の記録に基づいて作成

上から
カヴァ用木鉢（サモア アピア地方、EEM245003）
仮面（ニューギニア、EEM212021）
人形（ニューギニア、EEM219001）

太
陽
の
塔
か
ら
や
っ
て
き
た

一
九
七
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
大
阪
万
博
の

テ
ー
マ
館
で
あ
っ
た
太
陽
の
塔
の
内
部
に
展

示
す
る
民
族
資
料
の
収
集
が
、
一
九
六
八
年

九
月
か
ら
約
一
年
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
。

こ
れ
を
担
っ
た
の
が
「
日
本
万
国
博
覧
会
世

界
民
族
資
料
収
集
団
」（
通
称
E

E

M
）で
あ
っ

た
。収

集
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
四
七
の
国
と

地
域
で
あ
る
。「
日
本
」「
韓
国
」「
台
湾
」「
東

南
ア
ジ
ア
」「
イ
ン
ド
・
中
近
東
」「
東
ア
フ

リ
カ
」「
西
ア
フ
リ
カ
」「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」「
中
・

南
米
」「
北
米
」「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
に
収
集
地

域
が
区
分
さ
れ
た
。
大
陸
中
国
や
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
連
邦（
当
時
）が
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
、
当
時
の
外
交
状
況
を
如
実
に
反

映
し
て
い
る
。
収
集
さ
れ
た
資
料
は
お
よ
そ

二
五
五
〇
件
で
、
そ
の
大
半
が
民
博
に
今
も

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

数
万
キ
ロ
の
急
ぎ
旅

「
イ
ン
ド
・
中
近
東
」
を
担
当
し
た
高た
か

山や
ま

龍り
ゅ
う

三ぞ
う

は
、

そ
の
旅
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。「
収
集

旅
行
で
は
公
用
旅
券
を
用
い
、
あ
ら
か
じ
め
訪
問

す
る
国
々
の
査
証
を
日
本
で
取
得
し
て
行
っ
た
。

一
筆
書
き
の
航
空
券
を
事
前
に
買
い
求
め
て
お
り
、

空
港
に
着
く
と
航
空
会
社
の
カ
ウ
ン
タ
ー
で
次
の

出
発
便
の
予
約
を
入
れ
、
つ
い
で
に
ホ
テ
ル
を
と
っ

て
も
ら
う
こ
と
を
繰
り
返
す
、
じ
つ
に
忙
し
い
急

ぎ
旅
だ
っ
た
。
現
地
で
は
ま
ず
博
物
館
へ
行
っ
て

収
集
す
べ
き
資
料
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
、
お
も
に

都
会
の
古
道
具
屋
な
ど
で
そ
れ
に
準
じ
た
も
の
を

購
入
し
た
。」（
野
林
厚
志
編
『
国
立
民
族
学
博
物
館

開
館
40
周
年
記
念
特
別
展

太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く

へ

―
70
年
万
博
収
集
資
料
』
七
四
頁
）

「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
を
担
当
し
た
石い
し

毛げ

直な
お

道み
ち

と
松ま
つ

原ば
ら

正ま
さ

毅た
け

は
約
四
カ
月
で
約
五
万
五
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
（
推
定
）
を
移
動
し
た
。
一
日
に
単
純
に
換

算
し
て
も
約
四
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
飛

行
機
、
船
、
自
動
車
、
動
物
、
徒
歩
と
あ
ら
ゆ
る

手
段
を
用
い
て
、
空
、
海
、
川
、
道
路
、
そ
し
て

道
な
き
道
を
、
自
分
た
ち
の
荷
物
、
収
集
資
料
、

収
集
費
用
を
た
ず
さ
え
て
、
収
集
団
は
世
界
中
を

駆
け
抜
け
た
。
関
連
ア
ー
カ
イ
ブ
を
調
べ
て
も
当

時
の
写
真
が
あ
ま
り
な
い
の
は
、
忙
し
く
て
写
真

な
ん
て
撮
っ
て
い
る
暇
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
貧
乏
旅
行
」!?

『
E

E

M
日
本
万
国
博
覧
会
民
族
資
料
調
査
集
団

（1968-1969

）
記
録
』
の
な
か
に
、
各
収
集
者
が

旅
先
か
ら
送
っ
た
手
紙
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

現
地
で
の
経
験
、
そ
こ
か
ら
湧
き
上
が
る
感
情
が

し
た
た
め
ら
れ
た
文
面
か
ら
「
異
文
同
音
」
に
伝

わ
っ
て
く
る
の
は
、「
忙
し
い
、
金
が
な
い
」
で
あ
る
。

収
集
予
算
は
約
六
〇
〇
〇
万
円
、
一
ド
ル
は
じ

つ
に
三
六
〇
円
だ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
旅
費
、
運

送
費
、
資
料
収
集
費
（
仮
面
、
神
像
、
そ
の
他
）
に

あ
て
ら
れ
た
予
算
は
収
集
終
了
時
に
は
数
百
円
し

か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

旅
す
る
筆
ま
め
た
ち

旅
人
た
ち
は
収
集
団
を
統
括
し
て
い
た
梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

、
そ
し
て
日
本
で
事
務
局
の
任
に
あ
っ
た
吉よ
し

田だ

集し
ゅ
う

而じ

に
宛
て
た
手
紙
に
旅
の
記
録
を
し
た
た
め
て

送
っ
た
。
金
の
無
心
や
愚
痴
、
と
き
に
は
日
本
で

待
機
す
る
吉
田
を
羨
ま
し
が
ら
せ
そ
う
な
内
容
も

含
ま
れ
て
い
る
。
今
、
そ
こ
で
、
何
が
起
こ
っ
て
、

何
を
感
じ
、
考
え
た
の
か
を
伝
え
る
行
為
は
、
ま

さ
し
く
現
代
の
S

N 

S
上
に
あ
ふ
れ
て
い
る
旅
の

投
稿
の
先
取
り
で
は
な
い
か
。
旅
の
経
験
を
伝
え

た
い
と
い
う
人
間
の
欲
求
は
、
時
代
を
変
え
て
も

同
じ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

野の

林
ば
や
し 

厚あ
つ

志し

　 

民
博 

教
授

万
博
資
料
収
集
団
の
旅
の
つ
ぶ
や
き

民
具
の
旅
学

特
集
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デジタル空間で再会した「箱」の仲間たち。ノルウェーの文化資源のプラットフォームで「kiste」と検索。今後、民博のデータベースとも連携させたい
出典：https://digitaltmuseum.no/search/?q=kiste&o=0&n=108［2025年1月10日閲覧］

収納用品としての機能を果たすだけではなく、現代風の
インテリアのアクセントとして飾られている
（ノルウェー オスロ、2024年、グン・インゲル撮影）

ノルウェーの一般家庭で見つけた「箱」の仲間
（ノルウェー オスロ、2024年、個人蔵、グン・インゲル撮影）

写真1
衣装箱
ノルウェーから民博にたどり着いた「箱」。現在は収蔵庫に
保管されている（H0100513）

現
役
引
退
後
は
、
旅
を

慣
れ
親
し
ん
だ
地
か
ら
遠
い
道
の
り
を
経
て
、

は
る
ば
る
民
博
ま
で
旅
し
て
き
た
民
具
た
ち
。
果

た
し
て
、
こ
こ
が
旅
の
終
着
点
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
に
根
づ
き
、
そ
の
必
要
性
か
ら

製
作
・
使
用
さ
れ
た
道
具
が
民
具
で
あ
る
。
使
い

込
ま
れ
た
道
具
た
ち
は
、
物
理
的
な
距
離
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
長
い
時
間
を
か
け
て
民

博
ま
で
た
ど
り
着
い
た
。
そ
し
て
わ
た

し
た
ち
は
こ
の
場
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
表

情
を
み
せ
る
民
具
を
享
受
し
、
異
文
化

に
想
い
を
馳は

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
民
具
は
、
日
常
の
ツ
ー
ル
と
し
て

の
役
目
を
終
え
、
第
二
の
人
生
を
過

ご
す
。
現
地
の
文
化
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

本
来
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
の
な

い
民
具
は
、
ど
こ
か
寂
し
そ
う
に
も

見
え
る
。

―
そ
の
よ
う
な
民
具
た
ち
に
、

も
う
一
度
旅
へ
出
て
も
ら
お
う
。

現
役
を
退
い
た
民
具
は
、
少
々
く

た
び
れ
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

そ
う
簡
単
に
は
旅
立
て
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
、
今
は
「
デ
ジ
タ
ル
」
の
時
代
。

デ
ジ
タ
ル
の
力
を
借
り
れ
ば
再
出
発

が
実
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

デ
ジ
タ
ル
空
間
に
国
境
は
な
い
。
筆
者
は「
民

博
所
蔵
北
欧
の
日
用
品
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

構
築
～
デ
ザ
イ
ン
の
観
点
か
ら
～
」と
い
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
今
年
度
、
始
動
し
た
。
そ
こ
で
目
指

し
た
の
は
、日
用
品
、ま
さ
に
、民
具
が
主
役
と
な
っ

て
デ
ジ
タ
ル
な
旅
を
す
る
こ
と
。

写
真
1
の「
箱
」は
、
こ
こ
で
扱
う
資
料
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
来
た
収
蔵
品
で
、「
衣

装
箱
」と
い
う
味
気
な
い
タ
イ
ト
ル
と
、「
衣
類
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
物
を
保
存
す
る
の
に
使
用
す
る
」と

だ
け
、
記
さ
れ
て
い
る
。
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
使
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
行こ

う

李り

」と
の
共
通
点
は
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
情
報
が
少
な
い
分
、
想
像
も
無

限
大
。
一
方
で
、「
未
知
の
文
化
」を
知
り
た
く
な
る
。

好
奇
心
を
か
き
立
て
ら
れ
た
研
究
者
は
、
ソ
ー
ス

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
よ
ば
れ
る
「
箱
」
の
ふ
る
さ
と

へ
赴
き
、
見
聞
を
広
げ
て
き
た
。
そ
こ
で
筆
者
は

こ
の
「
箱
」
の
仲
間
を
見
つ
け
る
こ
と
に
成
功
。

見
つ
け
た
仲
間
は
、
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
の
一
点
物
で
、

現
所
有
者
の
母
が
一
八
歳
だ
っ
た
一
九
五
五
年
の

ク
リ
ス
マ
ス
に
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
受
け
取
っ

た
の
だ
と
い
う
。
母
が
身
の
回
り
の
物
を
収
納
し

て
い
た
と
き
の
思
い
出
を
語
っ
て
く
れ
た
。

懐
か
し
い
再
会
、
新
た
な
出
会
い

さ
て
、
民
具
の
ふ
る
さ
と
に
直
接
足
を
運
ぶ
の

も
楽
し
い
け
れ
ど
、
じ
つ
は
北
欧
地
域
は
デ
ジ
タ

ル
先
進
国
と
し
て
評
価
が
高
い
。「
箱
」
の
ふ
る

さ
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
も
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
社
会

の
実
現
を
は
じ
め
、
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
が

進
み
、
文
化
資
源
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
国
に
は
、

D
igitaltM

useum

と
い
う
文
化
資
源
の
大
規
模
な

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
「
箱
」

を
あ
ら
わ
す
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
「kiste

」
と
入
力
し

て
み
る
。
す
る
と
、「
箱
」
の
仲
間
た
ち
が
ず
ら
り
。

こ
う
し
て
デ
ジ
タ
ル
空
間
を
利
用
す
れ
ば
、
民
具
は
、

た
だ
旅
に
出
る
だ
け
で
は
な
く
、
懐
か
し
い
仲
間

と
再
会
し
、
多
く
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
お
土
産
と
し

て
持
ち
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
シ
ー
ム
レ
ス
に
見
え
る
デ
ジ
タ
ル

の
世
界
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
壁
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を

乗
り
越
え
、
民
具
の
懐
か
し
い
再
会
や
新
た
な
出

会
い
を
来
館
者
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
参
加
・
体
験

で
き
る
仕
掛
け
を
、
特
別
展
「
民
具
の
ミ
カ
タ
博

覧
会

―
見
つ
け
て
、
み
つ
め
て
、
知
恵
の
素
」

の
な
か
に
用
意
し
た
。
国
境
を
超
え
た
デ
ジ
タ
ル

な
旅
先
で
民
具
た
ち
を
待
ち
受
け
て
い
る
の
は
研

究
者
や
仲
間
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。
皆
さ
ん
の
目

に
留
ま
っ
た
と
き
、
そ
れ
も
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
出

会
い
で
あ
る
。
少
し
の
あ
い
だ
、
展
示
場
で
、
旅

の
お
と
も
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

こ
れ
か
ら
旅
す
る
民
具
た
ち

宮み
や

前ま
え 

知ち

佐さ

子こ

　 

民
博 

助
教

民
具
の
旅
学

特
集
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寝袋
ロシア
西シベリアを流れるケチ川流域で使用されていたもの。トナカイの
毛皮でつくられており、防寒性に優れる（H0088529）

首飾り
イラン
明るいターコイズブルーの装身具は、魔除
けとして旅行の際のお守りにも用いられて
きた（モハンマド・サーダートマンド製作、
H0224015）

水入れ容器
南アフリカ共和国
先住民が長旅に用いていたひょうたん
の水入れ。ビーズで装飾された網に包ま
れ、とても軽い（H0232914）

菅笠
日本
雨や雪をしのぐかぶりものとし
て、菅笠は江戸時代から明治
初期の旅によく使われていた。
しっかりしたつくりでありなが
ら、とても軽い（H0032186）

航海旅行用物入れ
イギリス
世界をめぐる定期船に乗る旅行者たちが、
19世紀後半に使っていたもの。大きさのわ
りに軽く、内側は紙張りになっている。現代
のスーツケースに近い（H0081664）

腰帯
台湾
パイワンの人びとが狩猟の際に用いていた腰帯。き
つく締め付けることで体幹が安定し、長時間の歩行
が可能となるとのことである（H0176265）

タリスマン
ボリビア
「家内安全、旅行無事などの祈願のた
めに用いる」用具のひとつ。手のひらに
すっぽりと収まるほどの大きさで、表面
はとてもなめらか（H0133172）

携帯用かまど
モンゴル
旅行用のかまど。狩猟の際などに持ち運ん
だと思われる。小ぶりで軽く、煙突部分は
外すことができる（H0205556）

鞍掛け袋
アルゼンチン
袋が両側についた振り分け式の荷物入れ。馬やロバ
などで旅行をする際に使用する。人が肩に掛けたり、
手に提げたりすることもあるそうだ（H0132796）

発火道具（携帯用）
中華人民共和国 内モンゴル自治区
携帯用の火打ち金。装飾が施されてお
り、片面に小さな石が入る収納部があ
る。男性の正装に欠かせない持ち物である
（H0021919）

旅には常に危険や不便がつきまとう。ふだん暮らしている場所から離れて移動し、昼夜を安全かつ快

適に過ごすために、人は古来よりさまざまな道具を生み出し活用してきた。平原や山河を幾日にもわたっ

て移動する無補給の旅もあれば、交通機関や宿場が整備された街道の旅もある。時代や地域によって、

旅に用いられる民具にも違いや変遷が見られるようである。長きにわたり人びとの移動を支えた知恵と

工夫、旅に向かいまた見送る人びとの困難や想いに、民具をとおして触れてみたい。

民
具
の
旅
学

特
集

丸
まる

川
かわ

 雄
ゆう

三
ぞう

　 民博 教授

集めてみました
「旅行に便利な民具たち」
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み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
特
別
展

民
具
の
ミ
カ
タ
博
覧
会

―
見
つ
け
て
、み
つ
め
て
、知
恵
の
素

本
特
別
展
で
は
、日
常
の
生
活
で
必
要
な

も
の
と
し
て
つ
く
ら
れ
、使
用
さ
れ
て
き

た
民
具
に
つ
い
て
、く
ら
し
の
な
か
の
美

の
造
形
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。

会
期 

3
月
20
日（
木・祝
）〜
6
月
3
日（
火
）

会
場 

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
系
譜
学

日
時 

3
月
30
日（
日
）13
時
20
分
〜
16
時

25
分（
12
時
30
分
開
場
）

会
場 

本
館
2
階
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

 

（
定
員
50
名
）

講
師 

加
藤
幸
治（
武
蔵
野
美
術
大
学 

教
授
）

 

神
野
善
治（
日
本
民
具
学
会 

会
長
、

武
蔵
野
美
術
大
学 

名
誉
教
授
）

 

川
村
清
志（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館 

准
教
授
）

 

日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

 

西
ま
ど
か（
編
集
者
）

参
加
費
　
無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
場

合
は
展
示
観
覧
券
が
必
要
）

【
申
込
期
間
】　
3
月
24
日（
月
）ま
で

※
事
前
申
込
制
、先
着
順

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す
。（
定
員
4
5
0
名
）

※
詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Q
R
）か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

Doing TSU
N

EICH
I

『
忘
れ
ら

れ
た
日
本
人
』を
読
み
直
す

日
時 

4
月
13
日（
日
）13
時
20
分
〜
16
時

25
分（
12
時
30
分
開
場
）

会
場 

本
館
2
階
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

 

（
定
員
50
名
）

講
師 

加
藤
幸
治（
武
蔵
野
美
術
大
学 

教
授
）

 

北
條
勝
貴（
上
智
大
学 

教
授
）

 

山
川
志
典（
武
蔵
野
美
術
大
学 

非
常

勤
講
師
）

 

小
谷
竜
介（
文
化
財
防
災
セ
ン
タ
ー

統
括
リ
ー
ダ
ー
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

 

加
藤
幸
治
、北
條
勝
貴
、山
川
志
典
、

小
谷
竜
介
、日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

参
加
費
　
無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
場

合
は
展
示
観
覧
券
が
必
要
）

【
申
込
期
間
】

3
月
13
日（
木
）〜
4
月
11
日（
金
）

※
事
前
申
込
制
、先
着
順

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す
。（
定
員
4
5
0
名
）

※
詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Q
R
）か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
企
画
展

点
と
線
の
美
学

―
ア
ラ
ビ
ア
書
道
の
軌
跡

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
デ
ジ
タ
ル
化
が

進
む
今
日
。
20
世
紀
以
降
の
ア
ラ
ビ
ア
書

道
の
変
容
と
再
生
の
軌
跡
か
ら
、手
で
文

字
を
書
く
こ
と
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て

探
求
し
ま
す
。

会
期 
3
月
13
日（
木
）〜
6
月
17
日（
火
）

会
場 
本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ア
ラ
ビ
ア
書
道
こ
と
は
じ
め

―
や
っ
て
み
よ
う
筆
づ
く
り

日
時 

3
月
29
日（
土
）〈
午
前
の
部
〉10
時

30
分
〜
12
時
45
分（
受
付
開
始
10
時
）

 

〈
午
後
の
部
〉14
時
15
分
〜
16
時
30
分

 

（
受
付
開
始
13
時
45
分
）

会
場 

本
館
2
階
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
、

 

企
画
展
示
場（
定
員
各
回
10
名
）

講
師 

山
岡
幸
一（
日
本
ア
ラ
ビ
ア
書
道

協
会 

事
務
局
長
）

 

相
島
葉
月（
本
館 

准
教
授
）

対
象
　
中
学
生
以
上
を
推
奨

参
加
費
　

5
0
0
円（
大
学
生
、一
般
の
参

加
者
は
要
展
示
観
覧
券
）

【
申
込
期
間
】

2
月
28
日（
金
）10
時
〜
3
月
16
日（
日
）16
時

※
事
前
申
込
制（
抽
選
の
の
ち
、
3
月
21
日

（
金
）ま
で
に
抽
選
結
果
を
通
知
）。
1
回

に
つ
き
1
名
の
応
募
が
可
能
。

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

（
M
M
P
）の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日
時
　

3
月
8
日（
土
）、
4
月
12
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

公
開
講
演
会

不
安
の
時
代

―
若
き
人
び
と
の
心
の
ゆ
く
え

不
安
の
時
代
を
生
き
る
若
年
層
。
グ
ロ
ー

バ
ル
な
状
況
を
敷
衍
し
つ
つ
、ロ
ー
カ
ル

な
人
類
の
実
践
に
目
を
向
け
、不
安
を
め

ぐ
る
多
様
な
視
点
と
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索

し
ま
す
。

日
時
　

3
月
21
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
）

 

（
定
員
4
8
0
名
）

趣
旨
説
明
　
𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

司
会 

飯
田
卓（
本
館 

教
授
）

主
催 

国
立
民
族
学
博
物
館
、毎
日
新
聞
社

【
申
込
期
間
】　
3
月
11
日（
火
）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
。

※
手
話
通
訳
あ
り

※
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

　
本
館
研
究
協
力
課 

研
究
協
力
係

　

0
 6 -

6
8
7
8 -

8
2
0
9

　m
inp

akuko
enkai@

m
inp

aku.ac.jp

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

メ
キ
シ
コ
動
物
木
彫
の
世
界

―
カ
ラ
フ
ル
な
民
衆
芸
術
は
い
か
に

発
展
し
て
き
た
か

メ
キ
シ
コ
の
木
彫
作
家
イ
サ
イ
ア
ス
・
ヒ

メ
ネ
ス
氏
を
囲
み
、オ
ア
ハ
カ
地
方
の
動

物
木
彫
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
か

を
学
び
ま
す
。
イ
サ
イ
ア
ス
さ
ん
の
木
彫

実
演
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

日
時 

3
月
16
日（
日
）14
時
〜
15
時
45
分

（
13
時
30
分
開
場
）

会
場 

本
館
2
階
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

 

（
定
員
70
名
）

趣
旨
説
明
　
鈴
木
紀（
本
館 

教
授
）

講
師 

イ
サ
イ
ア
ス・ヒ
メ
ネ
ス（
木
彫
作
家
）

鼎
談 

イ
サ
イ
ア
ス・ヒ
メ
ネ
ス
、山
本
正
宏

（LA
BRA

V
A

）、鈴
木
紀

主
催 

国
立
民
族
学
博
物
館
、科
研
基
盤

（
B
）鈴
木
紀「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

の
民
衆
芸
術
に
関
す
る
文
化
人
類

学
的
研
究
」（2021.4-2025.3

）

【
申
込
期
間
】　
3
月
10
日（
月
）ま
で

※
事
前
申
込
制
、先
着
順
、参
加
無
料

※
詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Q
R
）か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

 
m

o
to

i@
m

inp
aku.ac.jp

フ
ォ
ー
ラ
ム
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
公
開
！

■
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

  ﹁
ア
フ
リ
カ
の
物
質
文
化
﹂

http
s://ifm

.m
inp

aku.
ac.jp

/africanM
aterial

C
ulture/

共
催
イ
ベ
ン
ト

い
ま
、中
東
世
界
で
何
が
起
こ
っ

て
い
る
の
か
？

―
前・駐
レ
バ
ノ
ン
大
使
に
聞
く

日
時 

3
月
22
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
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
）

主
催 

N
I
H
U
グ
ロ
ー
バ
ル
地
域
研
究

推
進
事
業「
グ
ロ
ー
バ
ル
地
中
海

地
域
研
究
」

共
催 

国
立
民
族
学
博
物
館

 

公
益
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団

【
申
込
期
間
】　
3
月
14
日（
金
）ま
で

※
事
前
申
込
制
、先
着
順
、参
加
無
料

※
詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Q
R
）か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　
友
の
会
事
務
局（
千
里
文
化
財
団
）

　m
inp

akuto
m

o
@

senri-f.o
r.jp

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、申込不要（定員400名）

第555回
3月15日（土）13時30分～15時（13時開場）
「知のフォーラム」をめざした
博物館づくり
―みんぱくとの50年、みんぱくでの37年
講師　𠮷田憲司（本館 館長）
私と民博との関わりは、はじめて足を踏み入
れてから50年、着任から37年になります。
その間、多くの時間を「知のフォーラム」をめ
ざした博物館づくりに費やしてきたような気
がします。私の研究の軌跡を振り返ります。

第556回
4月19日（土）13時30分～15時（13時開場）
本田孝一の書と宇宙
講師　本田孝一（アラビア書道家）
 相島葉月（本館 准教授）
日本におけるアラビア書道の第一人者であ
る本田孝一先生をお迎えして、このアートの

魅力について語り合います。本企画展のた
めに制作した作品や道具の解説とともに、
筆遣いも披露して頂きます。

本田孝一作「青の方舟」（2023年）

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう　　　
会場　本館展示場（ナビひろば）
※定員なし（ご自由に参加いただけます）
※申込不要、要展示観覧券（一般580円、
イベント参加費は不要）

3月9日（日）14時30分～15時15分
世界の文字をたった45分で!?
話者　吉岡乾（本館 准教授）

3月23日（日）14時30分～15時30分
ハサン・マスウーディーのフランス
―抽象画と日本書道の間で
話者 鈴木慈子（兵庫県立美術館 学芸員）

相島葉月（本館 准教授）

3月30日（日）14時30分～15時
アボリジニのデジタル世界
話者　平野智佳子（本館 准教授）

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/

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558回　3月1日（土）13時30分～15時
布のオーセンティシティは
誰が決めるのか
─インドの染色品アジュラクとその職人
講師　金谷美和
 （国際ファッション専門職大学 教授）
会場　本館2階第5セミナー室（定員70名）

第559回　4月5日（土）13時30分～15時
「民具のミカタ博覧会─見つけて、み
つめて、知恵の素」の展示を概観する
講師　日髙真吾（本館 教授）
会場　本館2階第5セミナー室（定員70名）
民具を見ると、日常の暮らしのなかで人びと
が育んできた自然観や世界観にふれること
ができます。特別展「民具のミカタ博覧会
─見つけて、みつめて、知恵の素」はこう
した民具の魅力をさまざまなミカタから引き
出すことを目的としました。そこで、本講演
では特別展の展示内容について、その全容
を解説します。

第89回 体験セミナー
美大生企画
「民具のミカタ・ワークショップ」
民具をじっくり観察するワークショップをとお
して、民俗資料の魅力に迫ります。特別展
関連企画です。

日程　5月31日（土）13時30分～15時30分
講師　加藤幸治（武蔵野美術大学 教授）
　　　武蔵野美術大学 学芸員課程在学生
会場　武蔵野美術大学 民俗資料室
　　　（東京都 小平市）
共催　武蔵野美術大学 美術館・図書館
【申込期間】　4月30日（水）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

ハサン・マスウーディー作
「人」1996年

アラビア書道の道具（エジプト、2023年）

枕／椅子 ソマリア

「間食」とは何か？ 霊長類
学、民俗学、文化人類学、
心理学、栄養疫学などの
多角的視点から、間食の起
源と歴史、現代社会におけ
る意味を考察します。間食
という日常的な行為から人
間の食の本質に迫ります。

野林厚志 編著
『現代“間食”考
―狭間からみる人類の食』
平凡社　3,300円（税込）

本の紹介

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 

兄妹は色白なのに、真っ黒な肌と大きな目！　一瞥（いちべつ）で「なんじゃこりゃ！」
と惹きつけられる姿は唯一無二です。

ロッカーに貼られたジャガンナート様のシール（2025年）

ジャガンナート神
標本番号│H0173504
地域│インド オディシャー州 プリー市
展示場│南アジア

大人気のジャガンナート様

真っ黒な顔に大きな目玉、（たぶん）にっ
こり笑った口元、前に突き出た棒のような腕。
とことん身体のパーツが簡略化された二頭身
のその姿は、まるでマスコットのように愛ら
しく、肉感的な神々が並ぶ南アジア展示では、
強烈な異彩を放つ。その名はジャガンナート、
インド東部のオディシャー州で崇

あが

められる神
だ。
どうしてこんなにほかの神々と姿が違うの
か。その理由は、この神がもとはオディシャー
州の部族神であったことにあるようだ。おそ
らくあまりに人気があったため、後発のヒン
ドゥー教にとり込まれたのだろう。ヒンドゥー
教のトップスターであるクリシュナと同一視
されているのだから、ただものではない。わ
たしが研究しているキリスト教の殉教者聖ゲ
オルギオスも、パレスチナの豊

ほう

穣
じょう

神バァル
が一神教にとり込まれた姿だといわれている。
そういう意味でも、ジャガンナート様にはと
ても親近感がわくし、神像とは縁のない西ア
ジア研究者としては、羨望すら感じてしまう。
じつはみんぱく事務室内のロッカーには、笑
顔いっぱいのジャガンナート様のシールが貼
られているのだが、これは30年ほど前にイン
ドの特別展示がおこなわれたとき、ジャガン
ナート様のご尊顔をあしらったシールを広告
目的で作った名残なのだそうだ。

山車に飛び込み轢死する信徒も

ところが、かわいらしい見た目に反して、
彼は犠牲を欲する神だという説がある。夏に
プリーでおこなわれる大祭では、ジャガンナー
トとその兄妹神を載せた巨大な山車が練り歩
くのだが、13～14世紀のフランシスコ会の
宣教師が、救済を求めて山車に飛び込み轢

れき

死
し

する信徒がいると記録しているのである。そ
のいっぽうで、しばしば菜食主義の守護者と
される一面もあるようで、いくつかの菜食専
門料理店で、彼が兄妹神と一緒に祀

まつ

られてい
るのを見たことがある。
ヨガ教師だった友人は言う。「かわいいけど、
なんだか話が通じなさそうなんだよね。話し
かけても『ア！』とか『オ！』とか言われそう」。
かわいいだけじゃないからこそ、人はジャガ
ンナート様に惹

ひ

かれるのであろう。

かわいさと、畏ろしさと、ジャガンナート
菅
すが

瀬
せ
 晶
あき

子
こ
　 民博 准教授

推しコレ図鑑
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上： カラ・テパの仏教遺跡。トタン屋
根は遺跡保護のため加藤先生
が私財を投じて建設した

    （テルメズ市郊外、2024年）

下： 故加藤九祚民博名誉教授の紹
介パネルと著作など

    （テルメズ市、2024年）

考古学博物館の外観（テルメズ市、2024年）

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
境
を

目
の
前
に
し
た
テ
ル
メ
ズ
市

の
中
心
に
は
、
二
〇
〇
一
年

に
設
立
さ
れ
た
考
古
学
博
物

館
が
あ
る
。
正
面
の
入
り
口

周
辺
は
幾
何
学
文
様
の
モ
ザ

イ
ク
タ
イ
ル
で
彩
ら
れ
、
改

修
を
経
た
方
形
の
土
色
の
建

物
に
は
、
タ
ー
コ
イ
ズ
ブ
ル
ー

の
ド
ー
ム
が
三
つ
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。
モ
ス
ク
か
神
学
校

に
見
え
る
が
、
し
っ
か
り
と
正
面
の
壁
に
「
考
古
学
博
物
館
」
と
ウ
ズ

ベ
ク
語
で
書
か
れ
て
い
る
。

一
階
と
二
階
の
展
示
場
に
は
、
テ
ル
メ
ズ
近
郊
で
発
掘
さ
れ
た
さ
ま

ざ
ま
な
時
代
の
考
古
遺
物
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
。『
西
遊
記
』
の
三
蔵

法
師
の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
た
唐
の
玄

げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う

奘
三
蔵
が
訪
れ
た
と
き
に
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
仏
教
都
市
と
し
て
栄
え
た
時
代
が
あ
っ
た
。
ま
た
イ

ス
ラ
ー
ム
到
来
以
降
の
貨
幣
や
陶
器
の
破
片
な
ど
も
展
示
さ
れ
、
テ
ル

メ
ズ
の
長
い
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
展
示
場
の
一
角
で
、

筆
者
の
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、「
加か

と
う
き
ゅ
う
ぞ
う

藤
九
祚
展
示
室
」
で
あ
る
。

加
藤
九
祚
民
博
名
誉
教
授
（
一
九
二
二
～
二
〇
一
六
年
）
は
、
み
ん
ぱ

く
の
中
央
ア
ジ
ア
研
究
の
礎
を
築
い
た
人
類
学
者
で
あ
る
。
退
官
後
に

は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
と
共
同
で
、
テ

ル
メ
ズ
近
郊
の
カ
ラ
・
テ
パ
な
ど
の
仏
教
遺
跡
を
発
掘
し
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
て
い
る
。

「
加
藤
九
祚
展
示
室
」
と
記
さ
れ
、
肖
像
や
発
掘
風
景
な
ど
の
写

真
が
壁
に
飾
ら
れ
て
い
る
堂
々
た
る
入
り
口
。
展
示
室
の
な
か
に

入
る
と
、
加
藤
先
生
が
か
か
わ
っ
た
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
資
料

な
ど
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
先
生
の
紹
介
パ
ネ
ル
は
最
奥
に

あ
る
。
そ
の
前
に
お
か
れ
た
展
示
ケ
ー
ス
の
な
か
に
は
、
先
生
の

著
作
と
と
も
に
、
テ
ル
メ
ズ
名
誉
市
民
と
し
て
贈
ら
れ
た
表
彰
状

も
あ
っ
た
。

加
藤
先
生
の
よ
う
な
、
調
査
地
で
も
愛
さ
れ
る
研
究
者
に
筆
者

は
到
底
な
れ
な
い
だ
ろ
う
。
み
ん
ぱ
く
の
五
〇
年
の
歴
史
の
な
か

に
い
た
先
人
に
、
た
だ
た
だ
圧
倒
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

テルメズ考古学博物館 （ウズベキスタン スルハンダリヤ州 テルメズ市）

みんぱくの大先輩に圧倒される

黒
くろ

田
だ

 賢
けん

治
じ

　 民博 助教

テルメズ駅より徒歩約10分。市内中心部に向かう道路沿いにありアクセスもしやすい。
テルメズ考古学博物館公式サイト https://stam.uz/
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シベリアの大河レナ川の上で（ロシア サハ共和国、2008年）

来ない船を待ちくたびれて寝ている、筆者の
共同研究者（ロシア カレリア共和国、2002年）

ロ
シ
ア
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
、
い
つ

も
移
動
に
苦
労
す
る
。
国
土
が
広
い
た
め
、
移
動

距
離
が
長
く
な
る
が
、
ま
っ
た
く
予
定
通
り
に
は

い
か
な
い
。
例
え
ば
列
車
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
遅
れ

る
の
で
、
乗
り
継
ぎ
の
列
車
に
間
に
合
わ
ず
、
駅

で
夜
を
明
か
す
は
め
に
な
っ
た
り
す
る
。

車
で
の
移
動
も
道
が
悪
く
て
つ
ら
い
。
車
が
は

ね
た
拍
子
に
、
天
井
に
頭
を
思
い
っ
き
り
ぶ
つ
け

る
こ
と
も
あ
る
し
、
車
が
横
転
し
か
け
て
、
首
の

骨
を
折
る
の
で
は
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
ロ
シ

ア
で
は
冬
に
凍
っ
た
川
を
道
路
と
し
て
使
う
地
域

が
あ
り
、
あ
ん
が
い
普
通
の
道
よ
り
快
適
な
の
だ

が
、
こ
の
場
合
の
問
題
は
ト
イ
レ
休
憩
で
あ
る
。

陸
を
走
っ
て
い
る
と
き
な
ら
、
森
に
入
っ
て
隠
れ

ら
れ
る
が
、
シ
ベ
リ
ア
を
流
れ
る
雄
大
な
川
の
上

は
、
あ
ま
り
に
遮
る
も
の
が
な
さ
す
ぎ
て
困
っ
た
。

飛
行
機
に
関
し
て
は
、
地
方
都
市
と
村
落
部
を

結
ぶ
十
数
人
乗
り
の
飛
行
機
だ
と
、
フ
ラ
イ
ト
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
あ
っ
て
な
き
が
ご
と
し
。
空
港
に

電
話
し
て
も
通
じ
ず
、
い
つ
飛
ぶ
の
か
は
ウ
ワ
サ

で
し
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
す
る
。
荷
造
り
を
済

ま
せ
て
、
い
つ
で
も
出
発
で
き
る
状
態
に
し
て
お

き
、「
飛
ぶ
ぞ
ー
！
」
と
い
う
ウ
ワ
サ
を
聞
き
つ
け

た
瞬
間
に
、
荷
物
を
ひ
っ
つ
か
ん
で
、
全
速
力
で

空
港
に
走
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
切
符
を
持
っ

て
い
て
も
、
本
当
に
乗
れ
る
か
ど
う
か
は
飛
び
乗

る
ま
で
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
じ
つ
に
ス
リ
ル
に

満
ち
た
旅
に
な
る
。

湖
が
点
在
す
る
地
域
で
は
船
で
の
移
動
が
必
要

に
な
る
が
、
チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
船
の
船
長
が
な
ぜ

か
来
な
く
て
、
一
日
中
待
ち
続
け
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
後
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
船
長
は
酒
を

飲
ん
で
寝
て
い
た
ら
し
い
。
ロ
シ
ア
で
は
よ
く
あ

る
話
で
あ
る
。
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
で
移
動
す
る
と

き
に
、
ひ
ど
い
悪
天
候
に
見
舞
わ
れ
て
、
死
ぬ
か

と
思
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
山
の
よ
う
に
う
ね
る
大

波
に
乗
り
上
げ
て
は
、
宙
に
浮
い
て
ド
ン
ッ
と
落

ち
、
ま
た
乗
り
上
げ
て
は
、
ド
ン
ッ
と
落
ち
る
の

で
、
衝
撃
で
内
臓
が
痛
か
っ
た
。
湖
で
の
溺
死
事

故
や
、
溺
死
者
に
呪
わ
れ
た
話
を
さ
ん
ざ
ん
聞
い

た
後
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
本
当
に
怖
か
っ
た
。

そ
ん
な
こ
ん
な
で
ロ
シ
ア
で
の
移
動
は
大
変
だ

が
、
二
〇
二
二
年
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が
始
ま
っ

て
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
ロ
シ
ア
に
行
く
こ
と
自
体

が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
早
く
平
和
が
も

ど
っ
て
、
面
倒
な
が
ら
も
楽
し
い
ロ
シ
ア
に
、
ま

た
行
け
る
日
が
来
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

ロ
シ
ア
は
広
す
ぎ
る

�

藤ふ
じ

原わ
ら�

潤
じ
ゅ
ん

子こ

神
戸
市
外
国
語
大
学 

准
教
授

か
け
は
し
出
版 

代
表
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インド

中国

カトマンズ
ラリトプール

ネパール

儀礼中に食事をした人がいたと知り愕然としているとき。空腹で生気がない筆跡なりにもカースト間のやり取りについて大
事な内容を書き取っている（左）。空腹での調査に慣れたころのノート。聞き取ったネワール語やネパール語はアルファベッ
トで書き残す（右） （カトマンズ、2013年）

死者供養の儀礼の様子（カトマンズ、2013年）

儀礼前、祭司の朗誦に合わせ沐浴する（カトマンズ、2013年）

年次祭事のため聖水を２日がかりで取りに行く。沐浴し裸足の
まま10キロメートルもの道のりを歩く（ラリトプール、2014年）

ネ
ワ
ー
ル
社
会
の
ケ
ガ
レ
観
念

わ
た
し
は
ネ
パ
ー
ル
の
ネ
ワ
ー
ル
と
い

う
人
び
と
の
儀
礼
文
化
を
研
究
し
て
い

る
。
少
し
や
や
こ
し
い
話
に
な
る
が
、
ネ

ワ
ー
ル
社
会
に
は
仏
教
徒
で
あ
れ
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
れ
カ
ー
ス
ト
の
考
え
が

あ
っ
て
、
良
く
も
悪
く
も
そ
れ
が
社
会
を

機
能
さ
せ
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
カ
ー
ス

ト
の
考
え
に
は
ケ
ガ
レ
は
伝
染
す
る
と
い

う
観
念
が
あ
る
た
め
、
儀
礼
を
お
こ
な
う

当
事
者
の
関
心
は
、
沐も

く

浴よ
く

や
断
食
な
ど
を

と
お
し
て
身
体
的
・
性
質

的
な
清
浄
さ
を
維
持
す
る

こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。

そ
こ
で
調
査
を
さ
せ
て

も
ら
う
身
と
し
て
そ
の
場

を
け
が
す
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
し
か
し
厄
介
な
こ

と
に
、
わ
た
し
に
は
月
経

と
い
う
も
の
が
く
る
し
、

お
な
か
も
空
く
。

儀
礼
は
真
剣
勝
負

女
性
は
月
経
中
は
不
浄

な
（
モ
ジ
ュ﹇
触
れ
ら
れ
な
い
﹈）
状
態
と

さ
れ
、
四
日
目
に
沐
浴
を
す
る
ま
で
、
台

所
で
火
を
使
う
こ
と
や
儀
礼
の
聖
所
に
入

る
こ
と
、寺
院
の
参
拝
な
ど
が
で
き
な
い
。

当
然
、
わ
た
し
も
そ
の
禁
忌
を
守
っ
て
生

活
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
し
か
し
調
査

期
間
は
有
限
だ
。

あ
る
と
き
、
生
理
が
来
そ
う
だ
と
わ

か
っ
て
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
見
た
い

儀
礼
の
時
期
が
や
っ
て
き
た
。
し
れ
っ
と

参
加
す
る
つ
も
り
で
日
程
を
確
認
し
て
い

る
と
、
姉
と
慕
う
女
性
か
ら
「
五
日
後
だ

と
あ
な
た
の
生
理
が
始
ま
る
わ
ね
、
儀
礼

が
終
わ
る
ま
で
部
屋
に
来
ち
ゃ
い
け
な
い

か
ら
ね
」と
ピ
シ
ャ
リ
。そ
れ
が
見
た
か
っ

た
の
に
。
し
か
し
数
秒
後
に
は
、
す
み
ま

せ
ん
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
。
そ

れ
ほ
ど
に
儀
礼
は
、
真
剣
勝
負
な
の
だ
。

儀
礼
を
完
璧
に
遂
行
す
る
た
め
、
そ
し
て

そ
の
間
、
裏
方
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
親

族
を
確
保
し
て
お
く
と
い
う
実
務
的
な
理

由
も
あ
り
、
女
性
は
他
人
の
生
理
の
タ
イ

ミ
ン
グ
を
よ
く
把
握
し
て
い
る
。

食
べ
た
ら
ケ
ガ
レ
る

ケ
ガ
レ
は
食
事
を
摂
る
こ
と
で
も
蓄
積

さ
れ
る
。
朝
起
き
て
沐
浴
を
し
た
直
後
が

一
日
の
う
ち
も
っ
と
も
清
浄
と
さ
れ
、
食

事
を
口
に
す
る
ご
と
に
ケ
ガ
レ
が
た
ま
っ

て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
、

重
要
な
祭さ

い

祀し

は
早
朝
か
ら
始
ま
る
こ
と

が
多
い
。

ど
れ
ほ
ど
早
朝
か
と
い
う
と
、
あ
る

日
の
男
児
の
人
生
儀
礼
で
は
、
午
前
五

時
、
親
族
が
家
に
集
ま
っ
て
く
る
。
六

時
半
、
床
屋
カ
ー
ス
ト
が
来
て
住
人
の

浄
化
を
お
こ
な
う
、
時
を
同
じ
く
し
て

祭
司
が
到
着
す
る
。
七
時
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
人
た
ち
が
直な

お
ら
い会

の
準
備
を
始
め

る
…
…
。
外
の
宴
会
場
で
、
蒸
留
酒
や

タ
バ
コ
を
の
み
な
が
ら
水
牛
の
肉
を
切
っ

た
り
、
豆
を
煮
は
じ
め
た
こ
ろ
、
祭
祀
を

お
こ
な
う
部
屋
で
待
っ
て
い
る
わ
た
し

は
睡
眠
不
足
と
空
腹
で
く
ら
く
ら
し
て
い

る
。「
明
日
は
早
い
わ
よ
」
と
言
わ
れ
て

床
に
つ
い
た
の
も
束
の
間
、
深
夜
二
時
半

に
同
室
の
姉
が
起
き
出
し
て
準
備
を
始
め

た
た
め
に
目
が
覚
め
て
し
ま
い
、
そ
こ
か

ら
ず
っ
と
断
食
で
あ
る
。
祭
祀
は
午
前
八

時
に
始
ま
っ
た
ば
か
り
。
し
か
し
何
か
を

口
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
き
お

り
、「
プ
プ
（
母
方
の
お
ば
さ
ん
、
こ
こ
で

は
わ
た
し
の
こ
と
）、
お
茶
と
軽
食
が
あ
る

よ
」
と
声
を
か
け
ら
れ
る
が
、
過
去
に
そ

れ
を
口
に
し
て
し
ま
い
儀
礼
部
屋
に
居
ら

れ
な
く
な
っ
た
失
敗
が
あ
り
、
頑か
た
く

な
に
断

る
癖
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

午
前
一
〇
時
、
す
で
に
限
界
だ
。
お
腹

と
背
中
が
く
っ
つ
く
ぞ
と
は
よ
く
言
っ
た

も
の
だ
、
完
全
に
く
っ
つ
い
て
い
る
感
覚

が
あ
る
。

結
局
、
こ
の
と
き
の
儀
礼
が
終
わ
る
の

は
午
後
〇
時
過
ぎ
で
、
そ
の
こ
ろ
に
は
も

う
空
腹
が
限
界
を
と
う
に
超
え
て
、
な
に

か
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
よ
う
に
覚
醒
し
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

工く

藤ど
う 

さ
く
ら  

民
博 

特
任
助
教

お
な
か
と
背
中
が
く
っ
つ
き
な
が
ら



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

202025.3

鈴なりに実をつけるラムヤイは、枝ごと束ねて量り売りされる。写
真は格安で有名な学内の市場のもので、1キログラム20バーツほど
（当時約70円）で売られていた（タイ チェンマイ、2018年8月）

見た目は小粒の新ジャガイモのよう。日本語で
はリュウガン（竜眼）とよぶ。といっても、日本では
食べたことも見たこともなく、わたしはタイでは
じめてその果物を知った。ラムヤイという、茶色
い皮に包まれたゼリー状の果肉をもつ果物。チェ
ンマイはその主要な産地であり、わたしがはじめ
て訪れたのがちょうど旬に当たる8月だった。そ
して、あとで知ったことだが、その年は特に豊作
だったらしい。会う人誰からもラムヤイを勧めら
れた。おかげで年月が経った今でもわたしにとっ
てフィールドの味は、何をおいてもこのラムヤイ
なのである。

大学のフィールドトリップでタイ人の学生と一
緒に遺跡を見学していたときのことだ。野生のラ
ムヤイが目に入り、もしかしたら届くのではない
かと思わず手を伸ばした。近くを通りがかった男
性から、「なにをしてるんだ」との声がかかり、咎

とが

められるかと慌てて手を引っ込めたが、「こうやっ
て穫るんだよ」と、その人は二股の枝を拾い上げ、
器用に枝を手繰り寄せると、あっと間にラムヤイ
を収穫してしまった。しかも、こちらが日本の学
生が交ざっている団体だということを知ると、も
てなしのつもりなのか、「もっと持ってけ」と張り
切り、わたしたちが遺跡の見学をしているあいだ
にも周囲の木々からさらに収穫。いつの間にか
別の通行人や、見学に飽きた学生もそこに加わり、
遺跡見学はラムヤイ狩りと化した。「遠慮するな」
と男性は得意げに笑っていたが、地元住民だった

としても、遺跡は彼の庭ではあるまいに……。
結局ありがたく頂戴した山盛りのラムヤイは、

帰りのバス車内でも食べきれず、寮に戻ってから
も車座になってみんなで食べ続けた。「一生分食
べたかも」などとうそぶいたが、今にして思えば
序の口だった。

以来、フィールドで何度もラムヤイと再会し、
たらふく食べてきた。パイナップルやスイカなど
は一食分のカットを屋台で買うこともできるが、
ラムヤイはキロ売りが基本。分け合う人との思い
出も増えた。

とまらないラムヤイ
小
お

川
がわ

 絵
え

美
み

子
こ

　 東京外国語大学 ジュニア・フェロー
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お問い合わせ

友の会

https://www.senri-f.or.jp/
minpaku_associates/
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『月刊みんぱく』は
国立民族学博物館の広報誌です。
世界の文化とみんぱくの展示、研究者の活動について
紹介しています。本誌は定期購読のほか、友の会会員
の方には毎月お届けします。

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

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

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

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

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係
にお願いします。

〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1　電話 06-6876-2151
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万博記念公園駅
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大阪（伊丹）空港
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徒歩

約13分

約15分地下鉄
北大阪急行

約13分

大阪
モノレール

約6分

大阪モノレール

約18分

ＪＲ茨木駅
阪急茨木市駅

国
立
民
族
学
博
物
館

阪急茨木市駅から約20分  
JR茨木駅から約10分

主要ターミナルからのアクセス

本館までの交通手段は次の方法が便利です。

みんぱくホームページ
https://www.minpaku.ac.jp/

編 集 後 記

3
2025年

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

今月号の地図

開館時間　10:00～17:00（入館は16:30まで）

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

工藤さくらさんの記事で、ネワール社会で血のケガレ観念が今でも強く意
識されているようすが、なんだか新鮮だった。日本の都市生活で血や死のケガ
レを意識させられることなどほとんどなく、今はそんなの迷信だと無視しようと
思えばできるからだ。瀬戸山玄さんの「巻頭エッセイ」でも、死のケガレの観
念よりむしろ肉体の腐敗や屍

し
臭
しゅう

を防ぐ冷凍技術の進歩の方が印象的であった。
科学への信頼は血や死のケガレの観念を駆逐してしまうのだろうか。

いっぽう過度の科学主義は、文化人類学のような
人文学と相容れない。カミさまに関する
ウワサ話なんかもわたしは気になる。
世界の人口は増える一方、なのに
価値観は画一化する一方、なんて
のは奇妙だ。

𠮷田憲司館長は今月退任されます。
8年間お疲れ様でした。（樫永真佐夫）

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

世界の「乗っちゃえ！」
17ページ

次号の予告  4 月号

特集「文化は誰のもの？」（仮）

2025年2月号において誤りがありました。下記のとおり訂正いたします。
  6頁　誤）「クルアーン第28章78～82節」　             正）「クルアーン第26章78～82節」

11頁　誤）『アル＝マディーナ紙』（1974年1月7日）   正）『アル＝マディーナ紙』（1974年4月7日）
21頁　誤）「今月号の地図」ふらりミュージアム　   正）「今月号の地図」もっと、みんぱく

10頁　誤）العدل 秩序　النظام 正義　　　　　　　正）العدل 正義　النظام 秩序

推しコレ図鑑 14ページ
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