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手
で
作
ら
れ
た
も
の
に
は
何
か
が
宿
っ
て
い
る
と
信
じ

て
い
る
。

言
葉
に
す
る
と
恥
ず
か
し
い
の
だ
が
、
自
分
の
手
で
何
か

を
描
い
た
り
、
作
っ
た
り
す
る
と
い
う
行
為
は
、
と
て
も
大

げ
さ
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
命
の
よ
う
な
何
か
を
吹
き
込
ん

で
、
宿
ら
せ
る
こ
と
だ
と
思
い
な
が
ら
作
っ
て
い
る
。

　
物
欲
も
き
っ
と
人
並
み
以
上
に
あ
る
の
で
、
海
外
旅
行
に

行
く
時
な
ん
か
は
常
に
何
か
を
手
に

入
れ
る
気
は
満
々
。
し
か
も
び
っ
く

り
す
る
も
の
を
見
つ
け
た
ら
そ
の
瞬

間
の
勢
い
で
考
え
る
暇い

と
まな

く
買
っ
て

し
ま
う
習
性
が
あ
る
の
で
、
最
近
は

パ
ー
ト
ナ
ー
に
「
び
っ
く
り
し
た
時

は
、
ま
ず
何
に
び
っ
く
り
し
た
の
か

を
教
え
て
ね
」
と
躾し

つ

け
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
も
い
ざ
本
物
ら
し
き
、
そ

れ
こ
そ
何
か
が
宿
っ
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
て
し
ま
う
も
の
を
目
に
し
て

し
ま
う
と
、
ビ
ビ
っ
て
買
う
の
を
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

し
て
し
ま
う
の
だ
。

　
も
う
ず
っ
と
以
前
の
こ
と
だ
が
、
ア
フ
リ
カ
の
マ
リ
共
和

国
に
行
っ
た
時
も
、
ド
ゴ
ン
族
の
仮
面
と
か
も
う
興
味
津
々

で
、
も
の
す
ご
い
か
っ
こ
い
い
仮
面
を
手
に
入
れ
て
く
る
気

満
々
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
は
土
産
物
屋
に
並
ぶ
、
手
ご
ろ
で
安
全
な
も
の
か
ら

目
に
す
る
。
移
動
と
と
も
に
、
だ
ん
だ
ん
奥
深
く
、
だ
ん
だ

ん
本
物
の
気
配
の
仮
面
に
近
づ
い
て
く
る
と
、
や
は
り
何
か

ゾ
ワ
ゾ
ワ
し
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

　
と
う
と
う
、
本
物
ら
し
き
気
配
を
放
つ
も
の
を
目
の
当
た

り
に
す
る
と
、
そ
れ
は
も
う
、
恐
ろ
し
く
美
し
く
、
か
っ
こ

い
い
の
で
あ
る
が
、
く
り
抜
か
れ
た
目
の
穴
の
闇
の
向
こ
う
に
、

こ
っ
ち
を
見
据
え
る
鋭
い
眼
球
が
現
れ
て
き
そ
う
な
気
が
し

て
、
連
れ
て
帰
る
な
ん
て
と
て
も
と
て
も
責
任
が
持
て
な
い
。

　
ま
あ
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
多
か
れ

少
な
か
れ
そ
ん
な
感
じ
。
結
局
買
っ

て
帰
る
も
の
と
い
え
ば
、
選
び
に
選

び
抜
い
た
マ
グ
ネ
ッ
ト
や
、
大
量
に

作
ら
れ
て
並
ん
で
い
る
も
の
の
中
か

ら
表
情
や
目
の
輝
き
な
ど
、
自
分
の

思
う
い
ち
ば
ん
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
一

体
を
安
い
値
段
で
買
っ
て
帰
る
。
結

局
家
に
は
価
値
な
ど
あ
ま
り
な
い
ガ

ラ
ク
タ
ば
か
り
が
ど
ん
ど
ん
溜
ま
っ

て
い
く
。

　
と
て
も
個
人
で
責
任
が
持
て
な
い
本
物
は
僕
は
所
有
せ
ず
、

そ
こ
は
全
て
み
ん
ぱ
く
に
お
任
せ
し
て
、
人
の
手
で
作
ら
れ

た
、
き
っ
と
い
ろ
ん
な
も
の
が
宿
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
た
く

さ
ん
の
展
示
物
を
、
物
欲
を
燃
え
上
が
ら
せ
な
が
ら
鑑
賞
す

る
の
が
僕
に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
の
だ
ろ
う
。

　
夜
、
照
明
の
消
え
た
博
物
館
の
闇
の
中
で
、
展
示
物
が
さ

さ
や
き
あ
っ
た
り
し
て
い
る
の
を
想
像
し
な
が
ら
。

表紙
「印章神官の墓」の発掘の様子
（ペルー カハマルカ ラ・カピー
ヤ遺跡、2023年）
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パコパンパ遺跡（ペルー パコパンパ、2024年、Alvaro Uematsu撮影）

22歳のころ。ライソン遺跡にて（ペルー ワカロマ、1979年）

パコパンパ

ワカロマ

マチュ・ピチュ

アンパト山

クントゥル・ワシ

リマ

ペルー

ア
ン
デ
ス
の
神
殿
と
昴
す
ば
る

関
　
樫
永
さ
ん
と
話
す
と
い
つ
も
ボ
ク
シ

ン
グ
か
釣
り
か
磐い
わ

座く
ら

（
注
1
）
の
話
ば
か

り
に
な
る
ね
（
笑
）。
基
本
的
に
は
ア
ン
デ

ス
も
石
の
文
化
…
…

樫
永
　
石
の
文
化
の
話
か
ら
伺
い
ま
し
ょ

う
（
笑
）。

関
　
ペ
ル
ー
の
遺
跡
で
は
、
自
然
の
岩
の

露
頭
を
囲
む
よ
う
に
し
て
神
殿
が
で
き
て

た
り
す
る
ん
だ
よ
。

樫
永

日
本
の
磐
座
み
た
い
で
す
ね
。
な

ぜ
そ
の
岩
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

関
　
実
際
の
山
が
後
ろ
に
あ
っ
て
、
岩
に

そ
の
山
を
そ
の
ま
ま
う
つ
し
込
む
見
立
て

で
も
あ
る
ん
だ
け
ど
。
山
に
形
状
が
似
て

る
岩
を
神
域
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
、
山

が
自
分
の
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
な
感
じ
に

な
る
。

樫
永
　
へ
え
、
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
景

観
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
み
た
い
。
そ
れ
っ
て
い

つ
ご
ろ
ま
で
遡
れ
そ
う
で
す
か
？

関
　
山
を
見
立
て
た
り
す
る
こ
と
自
体
は

紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
ま
で
遡
る
か
な
。

現
在
、
発
掘
調
査
を
し
て
い
る
パ
コ
パ

ン
パ
村
の
紀
元
前
一
二
〇
〇
～
四
〇
〇
年

こ
ろ
の
遺
跡
で
も
、
特
殊
な
形
状
を
呈
し

た
山
を
基
軸
に
建
築
を
造
っ
て
い
た
り
す

る
か
ら
。
自
然
の
地
形
へ
の
関
心
が
と
て

も
高
い
こ
と
が
わ
か
る
よ
ね
。

太
陽
の
運
行
も
か
な
り
気
に
し
て
る
ね
。

ず
っ
と
あ
と
に
な
る
け
ど
イ
ン
カ
の
時
代

で
は
春
分
秋
分
の
太
陽
の
位
置
を
、
建
物

の
窓
か
ら
差
し
込
む
光
の
角
度
か
ら
割
り

出
し
て
。
春
分
の
時
期
に
自
然
の
岩
の
少

し
と
ん
が
っ
た
と
こ
ろ
に
光
が
当
た
る
よ

う
に
窓
の
位
置
を
作
っ
た
り
し
て
い
た
。

パ
コ
パ
ン
パ
村
の
も
っ
と
古
い
神
殿
で

は
昴
、
プ
レ
ア
デ
ス
星
団
で
す
ね
。
南
米

だ
と
六
月
ぐ
ら
い
に
山
の
端
か
ら
昴
が
出

て
く
る
。
そ
れ
ま
で
は
引
っ
込
ん
で
い
て
、

見
え
な
い
ん
だ
け
ど
。

樫
永
　
赤
道
に
近
い
か
ら
夜
空
の
だ
い
ぶ

低
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

関
　
昴
が
見
え
る
と
雨
が
降
り
始
め
る
こ

と
が
わ
か
る
。
古
代
ア
ン
デ
ス
の
農
民
た

ち
は
そ
れ
か
ら
何
カ
月
後
か
に
種
ま
き
を

し
た
。
天
候
の
目
安
と
な
る
星
だ
か
ら
、

そ
の
星
が
出
る
方
向
に
建
築
の
軸
を
作
っ

た
。
一
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
の
遺
跡
群
を

全
部
整
備
し
て
い
る
。
相
当
な
天
文
知
識

と
建
築
技
術
を
も
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

樫
永
　
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
神
殿
を
造
っ
た

の
で
す
か
？

関
　
ア
ン
デ
ス
の
場
合
は
文
字
が
な
か
っ

た
か
ら
、
宗
教
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
物
質

化
す
る
の
は
文
字
や
書
物
で
は
な
い
。
巨

大
な
建
物
を
建
て
る
こ
と
が
と
て
も
大
事

だ
っ
た
。

樫
永
　
な
る
ほ
ど
。
神
殿
に
よ
っ
て
方
角

や
信
仰
を
可
視
化
す
る
の
で
す
ね
。

ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
の
成
果
と
　
　

フ
ワ
ニ
ー
タ
の
ミ
イ
ラ

樫
永
　
関
さ
ん
が
ア
ン
デ
ス
で
発
掘
調
査

を
は
じ
め
た
の
は
い
つ
か
ら
で
す
か
？

関
　
東
大
調
査
団
員
と
し
て
四
六
年
前
か

ら
。
最
初
に
掘
っ
た
の
が
ワ
カ
ロ
マ
遺
跡
。

こ
こ
を
一
〇
年
ぐ
ら
い
手
が
け
た
あ
と
に

ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
遺
跡
を
掘
り
ま
し
た
。

樫
永
　
日
本
で
も
有
名
な
遺
跡
で
す
ね
。

関

そ
の
大
き
な
成
果
は
、
一
〇
基
近
い

墓
を
発
見
し
た
こ
と
。
い
わ
ゆ
る
ブ
ー
ツ

型
の
墓
で
、
つ
ま
先
の
部
分
に
墓
室
が
あ

る
。
お
そ
ら
く
ア
ン
デ
ス
史
上
初
め
て
研

究
者
が
見
つ
け
た
金
の
副
葬
品
を
と
も
な

う
埋
葬
墓
が
こ
れ
。
盗
掘
者
の
方
が
い
つ

も
早
く
に
見
つ
け
た
わ
け
だ
（
笑
）。

ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
に
は
調
査
団
が
博

物
館
を
建
て
て
、
出
土
し
た
す
べ
て
の
金

製
品
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
ペ
ル
ー
は
国

に
よ
る
遺
跡
管
理
以
外
は
基
本
的
に
は
認

め
な
い
け
れ
ど
も
、
ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ

博
物
館
の
場
合
は
建
て
た
後
で
国
に
追
認

し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。

樫
永
　
そ
ん
な
ふ
う
に
文
化
行
政
が
柔
軟

だ
っ
た
の
は
い
つ
ぐ
ら
い
の
時
期
で
す
か
？

関
　
二
〇
〇
〇
年
ぐ
ら
い
ま
で
。
フ
ジ
モ

リ
政
権
の
最
後
ぐ
ら
い
ま
で
か
な
。

樫
永

特
に
九
〇
年
代
っ
て
世
界
的
に
規

制
緩
和
の
時
期
だ
っ
た
の
か
な
。

僕
が
調
査
し
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の

社
会
主
義
国
は
冷
戦
終
結
後
、
一
気
に
市

場
経
済
化
し
ま
し
た
。
新
し
い
社
会
の
か

た
ち
が
見
え
て
く
る
ま
で
の
九
〇
年
代
は

混こ
ん

沌と
ん

と
し
た
時
期
で
、
い
ろ
ん
な
も
の
が

先
に
や
っ
た
も
ん
勝
ち
と
い
う
面
も
あ
り

ま
し
た
。
ペ
ル
ー
は
ど
う
い
う
流
れ
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

関
　
ペ
ル
ー
は
フ
ジ
モ
リ
政
権
下
で
新
自

由
主
義
が
入
り
込
ん
で
き
た
。
政
府
を
小

さ
く
し
て
、
市
場
経
済
に
ゆ
だ
ね
て
新
し

い
事
業
や
観
光
業
な
ど
が
ど
ん
ど
ん
進
ん

だ
。
そ
の
一
方
で
、
規
則
や
法
律
が
ま
だ

整
っ
て
な
い
。
そ
れ
で
文
化
財
に
関
す
る

対
立
も
起
こ
っ
た
。
例
え
ば
マ
チ
ュ
・
ピ

チ
ュ
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
建
設
問
題
。

樫
永

以
前
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』（
二
〇
〇

三
年
八
月
号
）
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

関

フ
ワ
ニ
ー
タ
と
名
づ
け

ら
れ
た
ミ
イ
ラ
を
め
ぐ
る
騒

動
に
は
日
本
も
巻
き
込
ま
れ

ま
し
た
。
一
五
～
一
六
世
紀

の
イ
ン
カ
時
代
、
火
山
の
噴

火
や
干
ば
つ
を
抑
え
る
た
め

穢け
が

れ
な
き
少
年
少
女
を
捧さ
さ

げ

る
カ
パ
コ
チ
ャ
と
い
う
習
慣

が
あ
っ
た
。
ペ
ル
ー
南
高
地

の
六
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の

ア
ン
パ
ト
山
の
頂
で
カ
パ
コ

チ
ャ
で
捧
げ
ら
れ
て
ミ
イ
ラ

に
な
っ
た
少
女
を
、
一
九
九

五
年
に
ア
メ
リ
カ
の
考
古
学
者
と
山
岳
ガ

イ
ド
が
発
見
し
た
。
そ
の
ミ
イ
ラ
を
日
本

に
も
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
ま
ず
い
と
思
っ

た
ん
だ
け
ど
、
す
で
に
大
統
領
と
大
使
レ

ベ
ル
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
日
本
で
の
展
覧

会
の
開
催
が
決
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
か

ら
、
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
ペ
ル
ー
で
大
々
的
に
反
対
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。「
な

ぜ
わ
た
し
た
ち
の
文
化
の
遺
物
だ
け
が
晒さ
ら

し
も
の
に
さ
れ
る
の
か
」「
な
ぜ
先
進
国

の
人
の
身
体
は
晒
し
も
の
に
し
な
い
の

か
」「
日
本
は
ペ
ル
ー
に
国
宝
を
も
っ
て

き
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
。
我
々
の
友

人
た
ち
か
ら
直
接
的
に
攻
撃
さ
れ
て
、
と

て
も
い
た
た
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
九

〇
年
代
後
半
の
こ
と
。
対
立
が
南
北
問
題

の
様
相
で
一
気
に
表
面
化
し
た
。

（注1）磐座（いわくら）……日本に古くからある自然崇拝の
一種で、信仰対象となっている岩石

文
化
は
誰
の
も
の
？

こ
の
四
月
に
新
し
く
就
任
し
た
関
雄
二
館
長

ペ
ル
ー
高
地
の
村
落
で　
土
地
の
文
化
を
身
に
ま
と
い

土
中
の
文
化
を
探
り
あ
て　
未
来
の
文
化
へ
と
つ
な
ぐ

バ
リ
バ
リ
の
現
役
ア
ン
デ
ス
考
古
学
者

ズ
バ
リ
！　
世
界
の
文
化
研
究
で
直
面
す
る
問
題
と
は

樫か
し

永な
が 

真ま

佐さ

夫お

国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授

月
刊
み
ん
ぱ
く
編
集
長

関せ
き 

雄ゆ
う

二じ

国
立
民
族
学
博
物
館 

館
長

特
集

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

関
雄
二
新
館
長
に
聞
く
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「パコパンパの貴婦人の墓」の発掘（ペルー パコパンパ、2009年）

クントゥル・ワシ博物館で受付作業をおこなう文化協会スタッフと館内を清掃
する文化協会員（ペルー クントゥル・ワシ、2004年）

政
府
・
識
者
・
地
元
の
三
す
く
み

樫
永
　
自
分
た
ち
の
文
化
財
を
自
分
た
ち

の
文
化
と
し
て
考
え
る
意
識
が
覚
醒
し
た

一
方
で
、「
そ
れ
で
お
金
儲も
う

か
る
ん
や
っ
た

ら
え
え
や
ん
」
っ
て
い
う
意
識
と
の
相
克

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

関
　
そ
う
で
す
ね
。
新
自
由
主
義
的
な
風

潮
の
な
か
で
大
統
領
は
「
文
化
を
産
業
化

し
よ
う
」
と
。
次
々
に
法
令
や
大
統
領
令

を
出
し
て
、
ミ
イ
ラ
も
含
め
て
、
文
化
を

政
治
的
な
イ
ベ
ン
ト
に
利
用
し
て
い
く
。

一
方
で
、
研
究
者
や
学
者
あ
る
い
は
そ
の

文
化
を
愛
す
る
人
た
ち
は
「
文
化
財
は
国

が
き
ち
ん
と
守
る
も
の
だ
ろ
う
」
と
主
張

し
た
。

こ
の
対
立
だ
け
だ
っ
た
ら
ど
こ
で
も
見

ら
れ
る
話
だ
と
思
う
。
け
れ
ど
、
実
際
に

そ
の
ミ
イ
ラ
が
出
土
し
た
地
方
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
声
が
聞
こ
え
な
い
の
は
お
か
し

い
と
思
っ
て
た
。
そ
の
う
ち
地
元
の
人
た

ち
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
を
使
っ

て
「
わ
た
し
た
ち
に
は
情
報
が
シ
ャ
ッ
ト

ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
る
」
と
訴
え
た
。「
わ

た
し
た
ち
の
意
見
が
ま
っ
た
く
通
ら
な

い
」「
ミ
イ
ラ
は
わ
た
し
た
ち
の
も
の
だ

か
ら
、村
に
戻
せ
」
と
も
。
ミ
イ
ラ
で
も
っ

て
村
お
こ
し
し
た
い
っ
て
わ
け
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
識
者
た
ち
が
「
何
を

言
っ
て
る
。
お
前
た
ち
が
ミ
イ
ラ
を
守
れ

る
わ
け
が
な
い
だ
ろ
う
」と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
発
言
を
封
じ
て
し
ま
っ
た
。

樫
永
　
政
府
・
識
者
・
現
地
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
三
す
く
み
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

関
　
じ
つ
は
新
自
由
主
義
と
か
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
疲
弊
し
て
る
の

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
わ
け
で
す
。
経
済
的

に
も
社
会
的
に
も
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
ま
っ
た
く
味
方
し
な
い
識

者
に
も
僕
は
絶
望
し
て
し
ま
っ
た
。

で
も
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
。
僕
た

ち
研
究
者
は
、
国
が
や
ろ
う
と
し
て
る
施

策
を
十
分
理
解
し
、一
方
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
文
化
遺
産
に
対
す
る
思
い
を
き
ち
ん
と

汲く

み
上
げ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
れ
を
で

き
る
の
は
研
究
者
な
り
、
中
間
に
立
つ
人

間
だ
ろ
う
と
。

樫
永

発
掘
調
査
だ
け
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

関
　
ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
で
は
ま
さ
に
国

と
の
あ
い
だ
を
取
り
持
ち
、
許
可
書
を

取
っ
て
地
元
に
博
物
館
を
建
て
た
。
日
本

で
開
催
し
た
展
覧
会
の
協
賛
金
と
寄
付
金

を
使
い
ま
し
た
。
村
の
人
た
ち
に
は
N
G

O
組
織
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
、
彼
ら
自
身

が
博
物
館
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
二
〇
周
年

関

二
〇
〇
五
年
か
ら
パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡

の
発
掘
調
査
に
入
っ
て
、
す
で
に
二
〇
周

年
。
こ
の
間
、
村
人
た
ち
と
話
し
合
い
を

重
ね
て
き
た
。

文
化
財
は
誰
の
も
の
か
？
っ
て
言
わ
れ

た
ら
、
別
に
特
定
の
誰
の
も
の
で
も
な
い

ん
で
す
よ
ね
。
一
応
、
文
化
財
は
国
が
管

理
し
て
る
け
ど
、
そ
の
意
味
は
多
義
的
だ

し
、
研
究
者
に
と
っ
て
も
文
化
財
は
大
切

な
も
の
で
す
。
一
方
、村
の
人
た
ち
に
と
っ

て
は
、
そ
の
村
の
財
産
、
宝
で
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
し
、
自
分
た
ち
の
誇
り
の
源

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
思
い
を
、
遺
跡
の

運
用
や
管
理
と
い
う
面
に
ど
の
よ
う
に
活

用
で
き
る
か
を
ず
っ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。

だ
か
ら
パ
コ
パ
ン
パ
で
は
調
査
と
並
行

し
て
村
の
人
た
ち
と
遺
跡
を
保
存
す
る
公

園
化
を
進
め
た
。
今
、
ペ
ル
ー
北
高
地
で

い
ち
ば
ん
き
れ
い
な
遺
跡
公
園
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
村
に
来
る
人
と
地

域
を
結
び
付
け
る
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
注
2
）
を
建
て
る
計

画
を
進
め
て
い
ま
す
。

樫
永
　
今
の
時
代
の
可
視
化
装
置
を
村
に

建
て
る
ん
で
す
ね
。

関
　
冷
静
に
分
析
す
る
と
ク
ン
ト
ゥ
ル
・

ワ
シ
の
場
合
は
考
古
学
博
物
館
な
ん
だ
よ

ね
。
有
形
遺
産
で
あ
る
考
古
遺
物
に
つ
い

て
は
知
識
の
差
が
存
在
し
て
、
地
元
の
人

た
ち
よ
り
研
究
者
の
立
場
が
強
い
。
村
の

人
た
ち
は
研
究
者
の
シ
ナ
リ
オ
に
沿
っ
て

活
動
す
る
と
い
う
上
下
関
係
が
崩
せ
な
い
。

ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
は
素
晴
ら
し
い
例
だ

け
ど
、そ
こ
に
限
界
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

一
方
、
音
楽
や
芸
能
、
祭
り
と
い
っ
た

無
形
遺
産
で
あ
れ
ば
立
場
が
逆
転
す
る
。

知
識
は
圧
倒
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
も
っ

て
い
る
。
研
究
者
は
教
え
て
も
ら
う
立
場

な
ん
で
す
。

樫
永
　
文
化
遺
産
の
質
の
違
い
で
す
ね
。

関
　
パ
コ
パ
ン
パ
で
は
こ
れ
を
混
ぜ
ち
ゃ

え
と
。
無
形
遺
産
を
混
ぜ
れ
ば
、
村
の
人

た
ち
が
自
ら
の
知
識
を
利
用
し
な
が
ら
、

有
形
遺
産
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
！

樫
永
　
お
も
し
ろ
い
。
そ
こ
は
す
ご
く
人

類
学
的
で
す
ね
。

関
　
う
ち
の
調
査
団
は
東
京
大
学
の
文
化

人
類
学
教
室
を
ベ
ー
ス
に
し
て
き
た
か
ら
、

考
古
遺
物
そ
の
も
の
に
興
味
が
あ
る
と
同

時
に
、
人
に
対
す
る
興
味
が
非
常
に
強
い
。

文
化
財
に
ま
つ
わ
る
社
会
的
な
意
味
に
と

て
も
関
心
が
強
い
わ
け
で
す
。

イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

の
な
か
で
は
村
の
歴
史
や
無
形
遺
産
に
つ

い
て
知
る
こ
と
が
で
き
、
遺
跡
公
園
、
そ

し
て
村
全
体
が
総
合
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
な
る
計
画
で
す
。

樫
永

そ
れ
は
い
つ
建
設
さ
れ
ま
す
か
？

関

二
〇
二
六
年
、
二
七
年
に
建
設
予
定
。

計
画
し
て
か
ら
、
も
う
七
年
ぐ
ら
い
戦
っ

て
る
ん
だ
け
ど
さ
（
笑
）。
と
い
う
の
は
、

借
金
を
抱
え
る
途
上
国
や
新
興
国
の
場
合
、

公
共
事
業
は
国
が
掲
げ
る
経
済
の
投
資
計

画
の
枠
組
み
の
縛
り
が
強
い
。
で
も
日
本

も
そ
う
だ
け
ど
、
儲
か
る
遺
跡
な
ん
て
ほ

と
ん
ど
な
い
ん
だ
よ
。
ペ
ル
ー
だ
っ
て
マ

チ
ュ
・
ピ
チ
ュ
ぐ
ら
い
。
で
も
、
そ
の
枠

に
入
れ
な
い
と
国
は
動
い
て
く
れ
な
い
の

が
す
ご
く
大
変
な
と
こ
ろ
。

樫
永
　
第
二
、
第
三
の
マ
チ
ュ
・
ピ
チ
ュ

に
な
る
と
い
う
説
明
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。

関
　
わ
た
し
は
反
対
だ
ね
。こ
こ
を
マ
チ
ュ・

ピ
チ
ュ
に
す
る
必
要
は
な
い
し
、
ア
ン
デ

ス
文
明
の
こ
と
を
語
る
な
ら
、
パ
コ
パ
ン

パ
の
方
が
わ
か
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

村
の
人
た
ち
が
自
分
の
生
業
や
生
活
を

営
み
な
が
ら
、
一
方
で
こ
の
遺
跡
公
園
や

イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を

運
営
す
る
こ
と
で
、
そ
の
村
人
た
ち
の
生

活
水
準
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

樫
永

だ
と
す
る
と
、
村
か
ら
人
が
出
稼

ぎ
な
ど
で
都
市
に
流
出
し
て
い
く
と
問
題

で
す
ね
。

関

今
、
ペ
ル
ー
は
都
市
が
急
激
に
膨
張

し
て
い
る
。
経
済
的
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
都

市
に
集
中
し
て
る
し
、
教
育
の
機
会
も
大

都
市
の
方
が
多
様
だ
し
、
水
準
も
高
い
。

う
ち
の
村
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
ア
ン
デ
ス
の

村
は
ど
こ
も
人
口
流
出
の
問
題
が
あ
る
。

ペ
ル
ー
の
人
口
は
増
え
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
パ
コ
パ
ン
パ
の
村
の
小
学
校
の

校
長
先
生
か
ら
、
今
年
の
新
入
生
は
ゼ
ロ

だ
っ
た
と
聞
い
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。

将
来
、
多
様
な
文
化
と
か
無
形
遺
産
の
担

い
手
が
い
な
く
な
る
。
高
齢
化
が
進
み
、

遺
跡
を
管
理
し
て
く
れ
る
人
た
ち
も
い
な

く
な
る
。

現
在
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、
有
形
や

無
形
の
文
化
遺
産
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
学
校

教
育
の
な
か
に
組
み
入
れ
る
こ
と
。
村
の

な
か
で
文
化
遺
産
を
利
用
し
た
土
産
物
や

観
光
産
業
や
地
場
産
業
な
ど
い
ろ
ん
な
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
知
恵
を
学
校
教
育
の

な
か
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

考
古
学
者
は
盗
掘
者
？

樫
永

そ
ん
な
な
か
、
遺
跡
を
掘
る
考
古

学
者
の
活
動
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
盗
掘

に
つ
い
て
、
現
地
の
人
た
ち
は
ど
ん
な
見

方
を
し
て
い
ま
す
か
？

関
　
盗
掘
者
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
地

元
の
人
た
ち
な
の
で
、「
目
の
前
の
自
分

の
土
地
に
あ
る
も
の
を
利
用
し
て
何
が
悪

い
」
と
い
う
論
理
が
い
ち
ば
ん
強
い
。

盗
掘
者
と
考
古
学
者
の
違
い
は
、
ひ
と

つ
は
文
化
財
保
護
法
と
い
う
規
則
に
の
っ

と
っ
て
や
っ
て
る
か
ど
う
か
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
学
術
的
な
意
味
を
も
っ
て
掘
っ
て

い
て
る
か
ど
う
か
。
つ
ま
り
、
発
掘
の
仕

方
、
出
土
し
た
遺
物
の
扱
い
方
が
大
き
な

違
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
学
術
に
一
般
の

人
は
さ
ほ
ど
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
。

一
方
ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
や
パ
コ
パ
ン

パ
の
村
人
は
、
自
分
た
ち
の
歴
史
が
明
ら

か
に
な
っ
て
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。
じ
つ

は
、
こ
れ
は
そ
の
前
に
考
古
学
者
と
の
あ

い
だ
に
長
い
対
話
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

樫
永
　
宗
教
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
か
？

関
　
ア
ン
デ
ス
の
農
民
た
ち
の
多
く
は
カ

（注2）インタープリテーションセンター……旅行者などに村の
歴史と文化や遺跡を案内・解説する拠点となる施設

文化は誰のもの？特集
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パコパンパ遺跡での現場説明会
(ペルー カハマルカ、2006年）

1979年ワカロマ遺跡発掘調査（左）と2022年パ
コパンパ・プロジェクト（右）のフィールドノート。
祖先崇拝の象徴である埋葬墓について、発掘現場
で得られる情報を日々書き留める

ソ
リ
ッ
ク
教
徒
で
す
。
カ
ソ
リ
ッ
ク
は
植

民
地
時
代
以
降
、
四
五
〇
年
以
上
の
歴
史

が
あ
る
。
徹
底
的
に
異
教
徒
を
弾
圧
し
て
、

異
教
の
根
拠
と
な
る
遺
跡
を
破
壊
し
て
き

ま
し
た
。
ア
ン
デ
ス
は
山
の
頂
や
湖
や
い

ろ
ん
な
も
の
に
霊
的
な
も
の
を
認
め
て
い

た
。
廃は
い

墟き
ょ

と
な
っ
た
遺
跡
に
も
で
す
。
そ

の
よ
う
な
霊
の
見
方
、
精
神
性
は
カ
ソ

リ
ッ
ク
と
相
容
れ
な
い
。
遺
跡
は
悪
霊
が

住
む
場
所
と
し
て
否
定
的
に
認
識
さ
れ
て

い
た
り
す
る
。

二
〇
年
前
、
は
じ
め
て
パ
コ
パ
ン
パ
に

行
っ
た
と
き
は
、
住
民
た
ち
は
「
赤
ち
ゃ

ん
が
病
気
に
な
る
か
ら
遺
跡
に
は
連
れ
て

い
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
今

で
は
み
ん
な
遺
跡
に
赤
ち
ゃ
ん
を
連
れ
て

く
る
。
世
界
観
は
変
化
す
る
ん
で
す
よ
ね
。

植
民
地
時
代
に
世
界
観
が
変
化
し
て
、

自
分
の
愛
す
べ
き
先
祖
の
事じ

蹟せ
き

が
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
暗
黒
の
世

界
に
追
い
や
ら
れ
、
悪
霊
が
住
む
よ
う
な

場
所
に
変
換
さ
れ
た
。
し
か
し
現
在
、
調

査
団
が
そ
の
遺
跡
の
文
化
的
な
意
味
を
示

し
て
い
く
と
、
彼
ら
の
世
界
観
も
柔
軟
に

変
化
す
る
。

遺
跡
で
発
見
が
あ
る
と
、
ま
ず
最
初
に

住
民
説
明
会
を
開
き
ま
す
。
役
人
よ
り
先

に
村
の
人
た
ち
に
見
せ
る
こ
と
を
常
に
心

が
け
て
い
ま
す
。
と
も
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
な
ど
を
開
催
す
る
う
ち
に
住
民
た
ち
の

意
識
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
っ
て
、
文

化
遺
産
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
て
捉
え

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
時
間
は
か
か
る

け
れ
ど
こ
れ
を
繰
り
返
し
や
っ
て
い
く
こ

と
で
、
誰
も
盗
掘
な
ど
し
な
い
よ
う
な
場

所
に
変
わ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
盗
掘
よ

り
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
気
が
つ
く
！

関
雄
二
少
年
、
明
日
香
村
へ
一
人
旅

樫
永
　
関
さ
ん
は
考
古
学
へ
の
人
類
学
的

応
用
を
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
ア
ン
デ

ス
考
古
学
は
伝
統
的
に
東
京
大
学
の
文
化

人
類
学
教
室
が
中
心
で
す
よ
ね
。
そ
の
流

れ
と
い
う
の
は
大
き
い
で
す
か
？

関
　
当
初
は
ア
ン
デ
ス
考
古
学
が
で
き
る

と
思
っ
て
な
か
っ
た
。

樫
永
　
む
し
ろ
文
化
人
類
学
を
研
究
す
る

つ
も
り
だ
っ
た
ん
で
す
か
？

関
　
古
代
や
神
話
と
い
う
も
の
が
好
き

だ
っ
た
。
古
代
史
だ
と
か
。
折お
り

口く
ち

信し
の

夫ぶ

と

か
柳
や
な
ぎ

田た

國く
に

男お

で
す
よ
ね
。
特
に
僕
は
折
口

が
好
き
だ
っ
た
。
古
代
が
好
き
だ
っ
た
。

樫
永

関
さ
ん
は
学
生
時
代
に
奈
良
県
の

飛あ
す
か鳥

坐に
い
ま
す神

社
で
聞
き
取
り
調
査
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
よ
ね
。

関

折
口
の
祖
父
が
そ
こ
の
神
主
だ
っ
た

よ
ね
。
宮
司
さ
ん
に
親
切
に
し
て
も
ら
っ

て
。
中
学
二
年
の
と
き
か
ら
一
人
旅
で
明

日
香
村
の
民
宿
に
泊
ま
っ
て
。
思
え
ば
古

代
に
対
す
る
郷
愁
を
感
じ
て
た
ん
だ
ね
。

樫
永

あ
そ
こ
は
磐
座
が
た
く
さ
ん
あ
っ

て
大
好
き
な
神
社
で
す
（
笑
）。

関
　
そ
れ
か
ら
大お
お

林ば
や
し

太た

良り
ょ
う

先
生
の
比
較

神
話
学
。
日
本
の
古
代
史
を
研
究
す
る
の

に
外
か
ら
の
視
点
で
比
較
し
つ
つ
、
日
本

を
分
析
で
き
る
ん
だ
と
。
神
話
の
構
造
を

抽
出
し
て
、
そ
の
構
造
が
イ
ン
ド
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
経
て
、
韓
国

そ
し
て
日
本
列
島
ま
で
流
れ
込
ん
で
き
た
。

普
遍
的
な
人
間
の
構
造
み
た
い
な
も
の
が

時
代
と
と
も
に
伝で
ん

播ぱ

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

を
追
っ
た
と
い
う
の
は
、
時
間
性
に
は
疑

問
が
あ
る
と
し
て
も
古
代
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
論
理
的
で
説
得
力
が
あ
っ
た
。

権
力
の
は
じ
ま
り

樫
永

関
さ
ん
の
学
問
は
考
古
学
と
い
う

よ
り
先
史
人
類
学
と
い
っ
た
方
が
い
い
の

で
し
ょ
う
か
？

関

僕
は
あ
ん
ま
り
プ
レ
ヒ
ス
ト
リ
ー

（
先
史
）
っ
て
こ
と
ば
を
使
わ
な
い
か
な
。

常
に
歴
史
は
あ
っ
た
と
思
う
か
ら
。

例
え
ば
秋
祭
り
の
よ
う
な
毎
年
繰
り
返

さ
れ
る
循
環
的
な
時
間
観
と
、
歴
代
の
王

と
い
う
よ
う
な
過
去
か
ら
現
在
へ
と
つ
な

が
る
直
線
的
な
時
間
観
が
あ
る
。
直
線
的

な
時
間
観
を
物
質
化
し
た
り
利
用
し
よ
う

と
し
た
と
き
に
、
文
明
が
で
き
る
と
僕
は

思
っ
て
る
。

樫
永

直
線
的
な
時
間
観
に
よ
っ
て
こ
そ

発
展
が
明
確
に
定
義
さ
れ
る
と
い
う
意
味

で
し
ょ
う
か
？

関

発
展
と
い
う
か
、
過
去
の
人
と
自
分

と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
、
そ
れ
を
生

き
て
る
側
の
人
間
が
う
ま
く
利
用
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
歴
史
性
が
生
ま
れ
る
。

歴
史
性
と
い
う
考
え
方
は
、
文
明
と
か

権
力
者
の
権
力
維
持
に
と
っ
て
大
事
な
装

置
な
ん
で
す
。
血
縁
関
係
を
使
っ
て
権
力

を
も
つ
人
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
直
線
的

な
時
間
観
。「
あ
の
王
様
の
血
筋
を
引
い

て
い
る
の
が
わ
た
し
な
ん
で
す
」
な
ん
て

の
が
偽
り
で
あ
ろ
う
が
何
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
を
う
ま
く
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

権
力
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
こ
を
D
N
A

分
析
し
て
も
、
血
縁
関
係
が
で
な
か
っ
た

り
す
る
（
笑
）。
そ
う
い
う
よ
う
に
過
去
の

人
と
自
分
と
の
関
係
性
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

わ
け
だ
よ
ね
。

樫
永

極
端
な
の
が
万
世
一
系
で
す
ね
。

で
も
そ
の
前
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
権
力

者
が
登
場
す
る
の
で
し
ょ
う
？

関

今
、
実
践
論
と
か
偶
然
性
み
た
い
な

こ
と
に
す
ご
く
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
人

間
は
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
意

識
を
も
っ
て
や
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
や
っ
て
る
あ
い
だ
に
違
う
も
の
が
で

き
あ
が
る
と
い
う
こ
と
。
神
殿
こ
そ
が
そ

れ
な
ん
で
す
。
神
殿
を
作
り
始
め
て
、
村

人
た
ち
は
み
な
同
じ
儀
礼
を
や
っ
て
い
る

つ
も
り
な
ん
だ
け
ど
、
神
殿
が
だ
ん
だ
ん

高
く
な
る
と
、
そ
の
神
殿
の
上
で
や
っ
て

い
る
こ
と
が
見
え
な
い
人
が
下
に
生
ま
れ

る
。
そ
う
す
る
と
、
社
会
の
な
か
で
分
化

が
起
こ
る
。

樫
永

そ
う
い
う
意
味
で
す
か
！

な
る

ほ
ど
。
い
や
、
僕
は
ち
ょ
っ
と
違
う
意
味

で
捉
え
て
ま
し
た
。
モ
ノ
を
作
る
の
っ
て
、

最
初
に
プ
ラ
ン
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
作

り
始
め
る
と
実
際
に
は
そ
の
と
お
り
に
い

か
な
く
て
、
プ
ラ
ン
を
修
正
し
な
が
ら

作
っ
て
、「
ま
あ
こ
れ
で
え
え
や
ん
」
っ
て

と
こ
ろ
で
よ
し
と
す
る
こ
と
に
な
る
…
…
。

関

ど
っ
ち
も
あ
る
と
思
う
け
ど
、
僕
は

人
間
と
モ
ノ
と
の
関
係
性
の
な
か
で
文
化

が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
と
い
う
考
え
方
。

つ
ま
り
、
モ
ノ
は
人
間
の
考
え
方
を
単
に

反
映
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
と
。
違
う
も

の
が
で
き
あ
が
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
が
ま

た
人
間
同
士
の
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。

こ
れ
を
神
殿
の
建
設
の
な
か
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
か
を
考
え
て
い
る
。

樫
永

な
る
ほ
ど
。
ま
さ
に
実
践
理
論
の

考
古
学
的
応
用
！

関

社
会
が
分
化
す
る
と
き
、
誰
か
が
こ

れ
に
気
が
付
く
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
ま
す
。

う
ま
い
ぞ
、
こ
れ
は
利
用
で
き
る
っ
て
、

か
す
め
と
る
人
が
出
て
く
る
。

樫
永

逆
に
ま
た
「
そ
れ
は
本
来
と
は
違

う
！
」
っ
て
い
う
原
理
主
義
を
刺
激
す
る

か
も
し
れ
な
い
（
笑
）。

関

反
乱
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
（
笑
）。

だ
か
ら
、
そ
こ
が
リ
ー
ダ
ー
と
か
権
力
者

が
出
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
と
関
係
し
て
る
の

だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

樫
永

面
白
い
で
す
ね
。
社
会
集
団
か
ら

権
力
者
が
ど
う
生
ま
れ
る
の
か
っ
て
い
う

議
論
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
ピ
エ
ー
ル
・
ク

ラ
ス
ト
ル
の
『
国
家
に
抗
す
る
社
会
』。

平
等
主
義
的
な
社
会
集
団
か
ら
最
初
に
権

力
が
出
現
す
る
き
っ
か
け
は
外
来
王
で
あ

る
と
。
で
も
必
ず
し
も
外
来
王
じ
ゃ
な
く

て
も
権
力
が
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
は
あ

る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

関

偶
然
性
に
頼
る
の
で
は
な
く
て
ね
。

あ
る
と
き
や
は
り
意
識
化
し
て
、
そ
の
で

き
あ
が
っ
た
装
置
を
う
ま
く
利
用
し
て
い

く
人
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
が
お

そ
ら
く
最
初
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
そ
の
リ
ー

ダ
ー
は
権
力
を
維
持
す
る
た
め
に
い
ろ
ん

な
こ
と
を
し
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

樫
永

例
え
ば
？

関

祖
先
崇
拝
み
た
い
な
こ
と
を
し
だ
す
。

神
殿
の
中
央
に
、
祖
先
を
埋
葬
し
て
、
儀

礼
を
す
る
。
神
官
た
ち
は
農
業
生
産
や
生

業
の
方
に
携
わ
ら
な
く
て
も
生
き
て
い
け

る
社
会
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う

な
る
と
今
度
は
そ
の
差
を
生
み
出
す
た
め

の
実
践
を
意
図
的
に
作
り
出
し
て
い
く
の

だ
ろ
う
ね
。

文化は誰のもの？特集
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樫
永

カ
リ
ス
マ
な
き
後
は
、
制
度
化
し

て
、
官
僚
化
し
て
い
く
ん
で
す
ね
。

パ
コ
パ
ン
パ
の
少
年
が
考
古
学
者
に
！

関

現
代
に
話
を
戻
す
と
、
学
術
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
相
互
乗
り
入
れ
が
で
き
る

よ
う
な
仕
組
み
が
で
き
な
い
か
な
と
考
え

て
い
ま
す
。
僕
は
論
文
を
書
く
け
ど
、
村

人
は
論
文
に
参
加
で
き
な
い
。
そ
の
解
決

方
法
と
し
て
、
村
人
の
な
か
で
専
門
家
を

作
っ
ち
ゃ
お
う
！

じ
つ
は
そ
れ
が
パ
コ

パ
ン
パ
で
実
現
し
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
つ

き
あ
い
の
あ
る
村
人
が
考
古
学
者
に
な
っ

て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ト
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

僕
が
村
に
い
な
い
あ
い
だ
に
問
題
が
起

こ
っ
た
ら
中
心
と
な
っ
て
動
い
て
く
れ
る
。

樫
永

パ
コ
パ
ン
パ
村
の
少
年
が
考
古
学

者
に
な
り
ま
し
た
か
！

関

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ひ
と
つ
だ
ね
。
み
ん
ぱ

く
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ま
さ
に
知
識
の
相
互
乗
り

入
れ
だ
よ
ね
。
み
ん
ぱ
く
が
収
蔵
し
て
い

る
モ
ノ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

初
代

館
長
が
ガ
ラ
ク
タ
っ
て
言
っ
た
日
用
品
の

よ
う
な
モ
ノ
だ
け
ど
、
そ
の
使
い
方
は
研

究
者
以
上
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
知
っ
て
い
る
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が

大
切
。
み
ん
ぱ
く
を
訪
れ
る
来
館
者
で
す
。

こ
の
来
館
者
の
人
た
ち
も
フ
ォ
ー
ラ
ム
に

ど
う
巻
き
込
む
か
。
予
算
や
負
担
が
か
か

ら
な
い
方
法
と
か
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
な
が

ら
風
通
し
の
よ
い
博
物
館
に
し
た
い
で
す
。

失
わ
れ
る
文
化
の
身
体
性

樫
永

み
ん
ぱ
く
が
所
蔵
す
る
三
四
万
六

〇
〇
〇
点
の
標
本
資
料
。
そ
れ
を
梅
棹
さ

ん
が
ガ
ラ
ク
タ
っ
て
よ
ん
だ
時
代
は
、
現

地
に
行
け
ば
当
た
り
前
に
あ
る
モ
ノ
ば
か

り
で
、
そ
れ
に
触
る
こ
と
が
で
き
た
。
み

ん
ぱ
く
は
そ
う
い
う
モ
ノ
の
身
体
性
を
重

視
し
て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
。

社
会
全
体
で
情
報
化
が
進
ん
で
フ
ォ
ー

ラ
ム
型
と
し
て
モ
ノ
の
情
報
を
発
信
し
て

い
く
こ
と
は
可
能
だ
け
ど
、
今
後
ま
す
ま

す
身
体
性
は
隔
離
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

関

あ
り
ま
す
よ
ね
。
祭
り
も
人
と
の
距

離
感
や
接
触
は
ど
こ
ま
で
い
い
の
か
を
各

地
域
の
文
化
の
な
か
で
学
ぶ
わ
け
だ
よ
ね
。

で
も
祭
り
が
廃
れ
た
ら
祭
り
の
モ
ノ
に
も

触
れ
ら
れ
な
い
。
身
体
性
が
ど
ん
ど
ん
失

わ
れ
て
、
モ
ノ
だ
け
残
っ
て
、
さ
ら
に
情

報
だ
け
に
な
る
の
は
悲
し
い
こ
と
。

樫
永

一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
文

化
は
視
覚
的
な
も
の
と
い
う
捉
え
方
が
強

く
な
っ
て
き
て
る
か
な
。
モ
ノ
と
の
接
触

と
か
、
モ
ノ
に
対
す
る
身
体
性
が
欠
如
す

る
と
、
三
四
万
六
〇
〇
〇
点
は
全
部
捨
て

て
、
情
報
だ
け
残
し
た
ら
え
え
や
ん
っ
て

い
う
考
え
方
が
強
く
な
っ
て
い
く
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ヤ
バ
い
…
…
。

関

特
に
触
る
こ
と
。
本
館
の
広ひ
ろ

瀬せ

浩こ
う

二じ

郎ろ
う

さ
ん
が
研
究
し
て
い
る
触
文
化
だ
ね
。

人
類
史
に
お
い
て
視
覚
領
域
の
進
化
が
す

ご
く
大
き
か
っ
た
わ
け
だ
け
ど
、
現
在
の

文
化
は
あ
ま
り
に
視
覚
に
頼
り
す
ぎ
て
い

る
。
触
わ
る
こ
と
を
含
め
た
五
感
が
と
て

も
大
事
で
す
ね
。
そ
れ
を
博
物
館
の
な
か

で
ど
う
示
し
て
い
く
か
。

樫
永
　
そ
れ
こ
そ
関
さ
ん
は
現
地
で
闘
牛

も
し
て
ま
し
た
け
ど
（『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』

二
〇
二
一
年
一
一
月
号
）、
実
際
は
文
化
の

な
か
で
身
体
性
は
と
て
も
大
き
な
部
分
を

占
め
て
い
ま
す
。

関
　
闘
牛
を
し
た
と
き
の
緊
張
感
！
　
こ

ん
な
に
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
が
出
っ
ぱ
な
し
に

な
っ
た
の
は
人
生
で
初
め
て
（
笑
）。

樫
永

そ
の
興
奮
は
展
示
で
な
か
な
か
伝

え
ら
れ
な
い
。
ボ
ク
シ
ン
グ
で
も
試
合
前

は
「
グ
ロ
ー
ブ
を
自
分
で
外
せ
る
ん
や
っ

た
ら
ト
イ
レ
に
行
く
フ
リ
し
て
逃
げ
出
し

た
ろ
か
な
」
と
思
う
け
ど
、
試
合
終
わ
っ

た
瞬
間
、「
次
い
つ
や
ろ
か
な
」
っ
て
（
笑
）。

関

僕
は
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
を
や
っ
て
た
か

ら
そ
の
気
持
ち
わ
か
る
（
笑
）。
フ
ェ
ン
シ

ン
グ
は
読
み
だ
よ
ね
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

よ
う
に
相
手
の
パ
タ
ー
ン
を
読
ん
で
、
次

の
攻
撃
を
ど
う
す
る
か
コ
ン
マ
数
秒
で
決

め
た
り
す
る
。
し
か
も
、
自
分
の
や
り
た

い
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
た
と
き

に
ま
た
ど
う
す
る
か
。
突
拍
子
も
な
い
動

作
が
生
ま
れ
た
り
も
す
る
わ
け
だ
よ
ね
。

樫
永

そ
う
い
う
身
体
性
は
情
報
に
は
変

え
に
く
い
で
す
。

ク
イ
っ
て
美
味
し
い
の
？

樫
永

身
体
性
の
話
で
最
後
に
聞
き
た
い

こ
と
が
。ク
イ
っ
て
美
味
し
い
で
す
か
？（
笑
）

関

ク
イ
！

モ
ル
モ
ッ
ト
ね
。
僕
あ
ん
ま

り
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
パ
コ

パ
ン
パ
の
ク
イ
は
美
味
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

樫
永
　
丸
焼
き
で
す
か
？

関
　
丸
ご
と
フ
ラ
イ
だ
ね
。
お
皿
の
上
に

姿
揚
げ
そ
の
ま
ま
で
載
っ
て
く
る
（
笑
）。

牛
肉
と
か
豚
肉
よ
り
高
い
高
級
料
理
。
だ

か
ら
僕
の
誕
生
日
や
家
に
招
待
さ
れ
た
と

き
く
ら
い
し
か
食
べ
ら
れ
な
い
。
台
所
の

囲
炉
裏
の
辺
り
の
温
か
い
と
こ
ろ
に
集

ま
っ
て
て
、
ク
イ
ッ
ク
イ
ッ
ク
イ
ッ
て
大

合
唱
！

子ね
ず
み

年ど
し

に
ク
イ
を
丸
か
じ
り
に
し
て
る
写

真
の
年
賀
状
を
出
し
た
ら
す
ご
く
評
判
悪

く
て
（
笑
）。
干
支
を
食
べ
る
と
は
何
ご
と

だ
っ
て
み
ん
な
に
言
わ
れ
た
け
ど
（
笑
）。

特
に
頬
の
肉
が
美
味
し
い
ね
。
ク
イ
の
顔

を
見
つ
め
な
が
ら
食
べ
る
（
笑
）。
一
度
ペ

ル
ー
に
行
っ
た
ら
食
べ
て
み
て
。

1.	出身地は？
東京都

2.	研究のご専門は？
南米アンデス地域の古代文明研究と
文化遺産の保存と活用に関する研究

3.	みんぱくの推しの展示は？
アメリカ展示のチュルカナスの焼き物 
音楽展示の田端義夫のギター 
ヨーロッパ展示の墓碑

4.		子どものころにハマった　　　　　
漫画やアニメは？

「伊賀の影丸」。忍者になりたかった

5.	10歳のころの夢は？
天文学者かな

6.	学生時代のニックネームは？
ゆうちゃん

7.	初恋は何歳？
14歳かな

8.	得意なスポーツは？
フェンシング。部活でした

9.	好きな季節は？
春

10.	好きな色は？
緑

11.	 好きな花は？
ユリが好きですが、最近は山野草が
いいですね

12.	好きなのは計画的な旅？ふらり旅？
ふらり旅

13.	今まで落としたり盗られたりした　	
	 	 金品の最高額は？
1万円くらい

14.	晴れ男？ 雨男？
晴れ男

15.	暑がり？ 寒がり？
暑がり

16.	会ってみたい歴史上の人物は？
今 、発掘している遺跡を築いた人たち

17.	 自分を動物にたとえると？
タヌキ。生まれつき肋骨が張り出し、
腹が出て見えたから

18.	「人生で最大のピンチ！」は？
中学でけがをして入院し、成績が下
がって転校を勧められたとき

19.	好きな食べ物は？
日本そば

20.	苦手な食べ物は？
昆虫食くらいかな

21.	苦にならない家事は？
掃除、料理

22.	得意な料理は？
家庭料理ならなんでも作ります

23.	朝食はパン派？ ごはん派？
パン派

24.	コーヒー派？ 紅茶派？
コーヒー

25.	好きなお酒は？
赤ワイン

26.	ラーメンはとんこつ派？ 醤油派？
醤油派　細麺派です

27.	人生最後の食事に食べたいものは？
白飯と納豆、海苔

28.	人生のモテ期はいつ？
20代後半かな

29.	愛したい派？ 愛されたい派？
愛したい派かな

30.	話上手？ 聞き上手？
話し上手かな

31.	芸術家肌？ 科学者肌？
芸術家肌

32.	会議は対面派？ オンライン派？
対面派です

33.	大勢の人前に出るのは緊張する？
緊張しません

34.	イヌ派？ ネコ派？
ネコ派

35.	電子マネー派？ 現金派？
電子マネー派になりつつあります

36.	観るのが好きなスポーツは？
サッカーとラグビー

37.	有名人とのめずらしい出会いは？
大指揮者レナード・バーンスタインと　
草野球をしたことがあります

38. カラオケの十八番は？
アリスの「遠くで汽笛を聞きながら」

39.  今まで釣ったいちばん大きな魚は？
多摩川で釣った鯉。50センチあった

40.みんなが知らない驚きの特技は？
手を使わず、頭の毛を動かすことがで
きる

41.	占いは信じる？ 信じない？
信じません

42.	UFOをみたことはある？
残念ながらありません

43.	一日のなかでリラックスしているの
は何をしているとき？
庭の花を手入れするとき

44.腹が立ってしかたがないとき、
	 	 何をして解消する？
身体を動かす。歳のせいか、腹が立っ
てもすぐに忘れます

45.	健康のためにおこなっていることは？
ときどき体操とウォーキング。　　　　
先日、やり過ぎて腰を痛めました

46.	集めている物は？
世界各地を訪れたときに絵や版画を
購入します

47.	受賞していちばんうれしかった賞は？
調査地のペルーの村での功労者表彰

48.	 最近買ってよかったモノは？
マットレス。安眠第一！

49.	今、おすすめの本は？
ケン・フォレット『大聖堂―夜と朝と』

50.	今、おすすめの映画は？
「コンクラーベ（教皇選挙）」かな。でも
米国以外のサスペンスドラマが一番
好きです。たとえば「シェトランド」など

51.	今、一番行きたい場所はどこ？
北欧

52.	これからチャレンジしたいことは？
淡彩ですが、もっと絵を描きたい

53.	研究者になって、
	 	 よかったなと思うのはどんなとき？
自分の考えが論文や本になり、他の
研究者がよい評価してくれたとき

54.	研究者になって、
	 	 失敗だったなと思うのはどんなとき？
先行きが心配だと、彼女の親から思
われたとき

55.	研究者にならなかったら
	 	 今、どんなことをしていた？
インテリアデザイナーか、               
広告関係かな

関雄二新館長への 55の質問もっと知りたい！
文化は誰のもの？特集
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プトゥートゥス（巻き貝）神官の墓 パコパンパⅠ期前半
2022年、パコパンパ遺跡から600メートル東にあるラ・カピー
ヤ遺跡にて、1トンはあろう蓋石の下から出土した。被葬者はパコ
パンパ遺跡方向に顔を向けるように安置されたと考えられる。身
体の下に大型ストロンブス貝（カブトソデガイ）が数万点のビーズ
玉とともに置かれていたことから、プトゥートゥス（巻き貝）神官の
墓と名づけた。貝には赤色顔料（分析中）が撒かれていた

パコパンパの貴婦人の墓 パコパンパⅡ期
2009年、神殿の中央部から、紀元前700年ころの女性権力者の墓が出土した。
頭部に朱（硫化水銀）と青色顔料（藍銅鉱）がかけられ、金製耳輪や板状金製耳
飾りなど、金の装身具を身につけていた。パコパンパの貴婦人の墓と名づけた

出土した印章（スタンプ）

ヘビ・ジャガー神官の墓 パコパンパⅡ期
2015年、一部重なるようにして安置された2体の被葬者の墓が出土した。副葬品
としてヘビの胴体とジャガーの顔をもつ壺が出土したことから、ヘビ・ジャガー神
官の墓と名づけた。南北アメリカ大陸で最古級の金の首飾りも出土した

印章神官の墓 パコパンパⅠ期後半
2023年、ラ・カピーヤ遺跡にて、神官の墓が出土した。副葬品と
してジャガーの横顔や手形をモチーフにした印章（スタンプ）が3
つ出土したことから、印章神官の墓と名づけた

0 30mm

円形構造物
直径28メートル
夏至の日に入り口のベンチ状構造物
からラ・カピーヤ山を観測すると、
ちょうど山の頂上から昴（プレアデス
星団）があらわれる

ラ・カピーヤ山方向
昴の出現方向

第2基壇

第3基壇

第1基壇

方形半地下式広場
一辺30メートル

パコパンパの貴婦人の墓
2009年発見

ヘビ・ジャガー神官の墓
2015年発見

パコパンパ複合遺跡群
ペルー北高地カハマルカ州チョタ群に位置
海抜2500メートル　16ヘクタール
アンデス文明初期、形成期の大神殿遺跡
パコパンパI期（形成期前期、紀元前1200年～紀元前700年）
パコパンパⅡ期（形成期後期、紀元前700年～紀元前400年）

©パコパンパ考古学プロジェクト

パコパンパ遺跡と周辺の地形

ラ・カピーヤ遺跡

パコパンパ遺跡

2005年 パコパンパ考古学プロジェクト開始

2009年 「パコパンパの貴婦人の墓」の発見（Ⅱ期）

2015年 「ヘビ・ジャガー神官の墓」の発見（Ⅱ期）

2020年 パコパンパ遺跡から東に600メートル離れたラ・カピーヤ遺跡の調査開始

2022年 ラ・カピーヤ遺跡における「プトゥートゥス（巻き貝）神官の墓」の発見（Ⅰ期前半）

2023年 ラ・カピーヤ遺跡における「印章神官の墓」の発見（Ⅰ期後半）

2027年 パコパンパ村にインタープリテーションセンターを建設予定

パコパンパ複合遺跡群発掘調査
ペルー国立サン・マルコス大学と国立民族学博物館の発掘調査

もうひとつの
建築の軸

パコパンパ考古学プロジェクト20周年

パコパンパ遺跡の20年とこれから

パコパンパ遺跡	第3基壇

文化は誰のもの？特集
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観
覧
料
改
定
の
お
知
ら
せ

2
0
2
5
年
6
月
19
日（
木
）か
ら
、本
館
展

示
観
覧
料
を
左
記
の
と
お
り
改
訂
い
た
し

ま
す
。
な
お
、特
別
展
示
観
覧
料
は
そ
の
都

度
、別
に
定
め
ま
す
。
ご
来
館
者
の
み
な
さ

ま
に
は
ご
負
担
を
お
か
け
し
ま
す
が
、ご

理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

【
本
館
展
示
観
覧
料
】

◆
2
0
2
5
年
6
月
17
日（
火
）ま
で

一
般

大
学
生

高
校
生
以
下

5
8
0
円

2
5
0
円

無
料

◆
2
0
2
5
年
6
月
19
日（
木
）か
ら

一
般

大
学
生

高
校
生
以
下

7
8
0
円

3
4
0
円

無
料

各
種
割
引
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、み
ん
ぱ

く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

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 

6
月
3
日（
火
）ま
で

会
場 

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

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
）

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
】　
4
月
11
日（
金
）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
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

じ
っ
く
り
観
察
！

民
具
に
探
る『
デ
ザ
イ
ン
の
素
』

展
示
し
て
い
る
民
具
を
じ
っ
く
り
観
察
す

る
こ
と
で
見
え
て
く
る「
デ
ザ
イ
ン
の
素
」。

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
持
っ
て
民
具
を
観
察
し
、

ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
デ
ザ
イ
ン
の
魅
力
を

見
つ
け
、共
有
す
る
演
習
授
業
を
体
験
い

た
だ
き
ま
す
。

日
時 

5
月
4
日（
日･

祝
）

会
場 

特
別
展
示
館

講
師 

加
藤
幸
治（
武
蔵
野
美
術
大
学 

教

授
）、亀
山
裕
市（
武
蔵
野
美
術
大
学 

非
常
勤
講
師
）、神
垣
成
美
、中
川

百
合
、徳
永
彩
乃（
ミ
ン
グ
イ
ー
ナ
）

参
加
費　

要
特
別
展
示
観
覧
券（
一
般

8
8
0
円
）

※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

※
詳
細
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

民
具
の
4
コ
マ
マ
ン
ガ
を
作
ろ
う

展
示
の
各
ト
ピ
ッ
ク
の
デ
ザ
イ
ン
の
ア
イ

デ
ア
を
も
と
に
、民
具
や
仮
面
等
を
擬
人

化
し
て
４
コ
マ
マ
ン
ガ
を
作
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
す
。
み
ん
な
で
、４
コ
マ
マ
ン

ガ
を
制
作
し
展
示
し
ま
す
。

日
時 

5
月
5
日（
月･

祝
）

会
場 

特
別
展
示
館

講
師 

加
藤
幸
治（
武
蔵
野
美
術
大
学 
教
授
）

 

ツ
ル
タ
シ
ュ
リ（
デ
ザ
イ
ナ
ー
）

 

天
海
夏
矩（
マ
ン
ガ
家
）

参
加
費　

要
特
別
展
示
観
覧
券（
一
般

8
8
0
円
）

※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

※
詳
細
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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 

6
月
17
日（
火
）ま
で

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

―
書
い
て
み
よ
う
点
と
線

日
時　

5
月
18
日（
日
）

 

〈
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
20
名
）

講
師 

山
岡
幸
一（
日
本
ア
ラ
ビ
ア
書
道

協
会 

事
務
局
長
）

 

重
信
紀
子（
日
本
ア
ラ
ビ
ア
書
道

協
会 

講
師
）

 

相
島
葉
月（
本
館 

准
教
授
）

対
象 

小
学
5
年
生
以
上
を
推
奨

参
加
費　

5
0
0
円（
大
学
生
、一
般
の
参

加
者
は
要
本
館
展
示
観
覧
券
）

【
申
込
期
間
】

4
月
10
日（
木
）10
時
〜
24
日（
木
）16
時

※
事
前
申
込
制（
抽
選
の
の
ち
、
5
月
2
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
映
画
会

人
も
モ
ノ
も
う
つ
ろ
い
ゆ
く
時
代
に
、

点
と
線
は
変
わ
ら
ぬ
価
値
を
描
く

―
エ
ジ
プ
ト
映
画「
フ
ォ
ト
コ
ピ
ー
」

大
都
市
カ
イ
ロ
で
静
か
に
コ
ピ
ー
屋
を
営

む
元
植
字
工
の
マ
フ
ム
ー
ド
。
恐
竜
が
絶

滅
し
た
理
由
を
知
っ
た
彼
は
、長
年
恋
心

を
抱
い
て
い
た
隣
人
へ
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を

決
意
し
ま
す
。

日
時 

6
月
8
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時

（
受
付
・
開
場
12
時
30
分
）

会
場 

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
人
）

上
映
作
品　
「
フ
ォ
ト
コ
ピ
ー
」（
エ
ジ
プ
ト
、

2
0
1
7
年
）

解
説　

相
島
葉
月（
本
館 

准
教
授
）

参
加
費　

要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
）

※
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
し
て
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

　

4
月
28
日（
月
）〜
5
月
2
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

　

5
月
7
日（
水
）〜
6
月
4
日（
水
）

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　

4
月
12
日（
土
）、
5
月
10
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

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

（
M
M
P
）新
規
会
員
募
集

M
M
P
は
、み
ん
ぱ
く
に
来
館
さ
れ
る
皆

さ
ま
に
よ
り
楽
し
く
、親
し
み
を
も
っ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
活
動
を
お
こ
な
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
で
す
。
今
年
も
新
し
い
仲

間
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
期
間
】　
4
月
1
日（
火
）〜
7
日（
月
）

※
詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Q
R
）か
ら

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
新
番
組

本
館
2
階
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー

ン（
無
料
）の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
ブ
ー
ス
と
み

ん
ぱ
く
シ
ア
タ
ー
に
て
公
開
中
。

地域

アフリカ
日本／関東

アフリカ
日本／関東

時間

50分

50分

タイトル

つながりを生きる
東京のエチオピア移民

Living in Connection 
-Ethiopians in Tokyo-

番組番号

7254

7255

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、
筆遣いも披露していただきます。

第557回
5月17日（土）13時30分～ 15時（13時開場）
民具のミカタ博覧会ができるまで
―EEMコレクション╳ムサビ・コレクション
講師 加藤幸治（武蔵野美術大学 教授）
 日髙真吾（本館 教授）
 野林厚志（本館 教授）

特別展で紹介しているEEMコレクションとム
サビ・コレクションの概要を示しながら、民
具の魅力について紹介します。

　　　  ソマリアで収集された木の枕

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう　　　
※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、
会場が特別展示館の場合は一般880円）

※イベント参加費は不要

4月6日（日）14時30分～15時15分
太陽の塔の「地底の太陽」大考察
話者 末森薫（本館 准教授）
 春原史寛（武蔵野美術大学 教授）
会場 特別展示館

4月13日（日）14時30分～15時15分
『点と線』か『線と点』か？
―アラビア文字の変遷と
　  書道芸術への展開
話者 中道静香（本館 外来研究員）
 山中由里子（本館 教授）
会場 本館展示場（ナビひろば）

4月27日（日）14時30分～15時15分
数学者の民具論
話者 日髙真吾（本館 教授）
 正井秀俊（武蔵野美術大学 准教授）
会場 特別展示館

5月4日（日・祝）14時30分～15時
アラビア書道を刻む
―装飾タイルとモザイクタイル
話者　黒田賢治（本館 助教）
会場 本館展示場（ナビひろば）

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）

第560回　5月3日（土・祝）13時30分～ 15時
イザベラ・ウフマンと
レターリアリティの世界

講師 永井正勝（筑波大学 教授）
 相島葉月（本館 准教授）
会場 本館2階第5セミナー室（定員70名）
イザベラ・ウフマンは、絵もテキストとしてと
らえた古代エジプトの人々の思想を継承する
現代アートの作家です。本講演会では、絵
画でもありテキストとしても読めるウフマン
作品の世界観を解き明かします。

東京講演会
友の会会員：無料
武蔵野美術大学在学生・教職員：無料
一般：500円
※事前申込制、先着順（定員50名）
※オンライン配信はありません。

第139回　5月24日（土）13時30分～15時
みんぱく╳ムサビ
「民具で継ながるコレクション」
講師 加藤幸治（武蔵野美術大学 教授）
会場 武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス7階

コワーキングスペース「Ma」
　　   （東京都新宿区）
共催 武蔵野美術大学 美術館・図書館
国立民族学博物館が所蔵する、民具研究
黎明期のアチックミューゼアム・コレクション。
渋沢敬三に学んだ宮本常一が、戦後に若者
たちと収集したムサビ・コレクション。それと
同時代に大阪万博のために世界中から収集
されたEEMコレクション。三つの民具コレク
ションから、アチックミューゼアムが現代に残
したレガシーを探ります。

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

本田孝一が2000年にイスタン
ブールで授与されたアラビア書
道の免許状（イジャーザ）

壺 パプアニューギニア

©Red Star Films

監修　川瀬慈（本館 教授）

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 

耳部に紐（ひも）をかけるために空いた穴が推しポイント。人
がつける物なのだろうか？　いや、装着するにしては小さい気
がする。仮面をひっくり返してみると、背面には装着時、鼻が
納まる溝が彫られている。一体この仮面は何のために作られた
のだろう？

石川鴻斎（いしかわこうさい）『夜窓鬼談』1889
（明治22）年刊より、「牡丹燈」挿絵（著者蔵）

仮面
標本番号│K0002378
地域│色丹島
展示場│東アジア アイヌの文化
サイズ│15cm×8.9cm

フジルの仮面

みんぱくには仮面が無数にあるけれど、東
アジア展示〈アイヌの文化〉に展示されてい
る木製の仮面をごぞんじだろうか。装飾がな
く髭

ひげ

が描かれた面は虚
うつ

ろな表情がチャームポ
イント。じつはこれ、千島アイヌの「幽霊」
フジルの仮面。幽霊と聞くと俄

が

然
ぜん

興味を惹
ひ

か
れる。極東調査で知られる初期人類学者の鳥

とり

居
い

龍
りゅう

蔵
ぞう

が採集した資料。記録にはこのよう
に書かれている。

この幽霊は、小屋をはじめ、あらゆる場
所に不意にぼんやりと現れるという。それ
は必ず顔面に木製仮面をつけており、もし
仮面がとれると、顔はのっぺらぼうである
という。きわめて邪悪で、人を怖れさせ、
しかも憐れな人間を食べてしまうとさえい
われる。（「考古学民族学研究・千島アイヌ」

『鳥居龍蔵全集 第五巻』朝日新聞社、1976年）

仮面をつけた幽霊観とは生前のパーソナリ
ティや人間性が欠落したかのようで面白い。

多くの北海道アイヌは、人を具象化するこ
とを忌避したという。特に仮面は聞いたこと
がない。鳥居の報告によると、盗賊が幽霊の
フリをするために使うこともあったという。
フジル面から北海道アイヌと千島アイヌの

「見えないモノ」に対する感覚の違いが見て
とれる。

「見える化」される幽霊たち

物として表現しないだけで、アイヌの語り
では死者や怪物を詳細に描写する。目に見え
ない恐ろしいモノや光景は、その方が、より
こわく、より「効く」。受け手の想像力へ如

い

何
か

に働きかけるかが重要である。
死者の表現といえば、本州では江戸時代、

怪談文化の隆盛するなかで幽霊画も無数に描
かれた。当時の本州人は幽霊を描くことを楽
しんでいた節がある。死者の表現は鎮魂だけ
でなく、人を驚かす、教えを説く媒介、そし
て娯楽として深化していく。これらを丁寧に
比較して見ていけば、文化圏の死生観や、何
を恐れて来たかわかる……といいなあ、と思
いながら怪談を読んでいる。怪談もフジル面
と同じく死者表現の一形態である。

生者にとって死は、実体験として知る機会
は生涯に約一度しかなく、不安と好奇心の対
象である。フジル面や幽霊たちを考えるのは
生者の心を考える営みに他ならない。

「幽霊」仮面！
� 井

いの
上
うえ
�真
しん
史
し 怪談文化研究家

まち歩き案内人

推しコレ図鑑
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上： カムイノミの最後にイナウを捧げる様子
下：古式舞踊の演舞
（大阪府吹田市、2024年、奥村泰之撮影）

人
間
と
カ
ム
イ
の
関
係

一
一
月
が
近
づ
く
と
、館
内
は
少
し
楽
し
み
で
そ
わ
そ
わ
し
始
め
た
。

ミ
ン
パ
ク　

オ
ッ
タ　

カ
ム
イ
ノ
ミ
（
み
ん
ぱ
く
で
の
カ
ム
イ
ノ
ミ
）

が
開
催
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
世
界
観
で
は
、特
に
強
い
霊
力
を
持
つ
も
の
、人

間
（
＝
ア
イ
ヌ
）
に
と
っ
て
重
要
な
働
き
を
す
る
も
の
、人
間
へ
の
影

響
力
が
大
き
い
も
の
を
カ
ム
イ
と
よ
ぶ
。
カ
ム
イ
は
、自
分
た
ち
の
世

界
で
は
人
間
と
同
じ
姿
で
生
活
し
、人
間
の
世
界
を
訪
れ
る
と
き
は
動

植
物
や
自
然
現
象
な
ど
に
姿
を
変
え
る
。

カ
ム
イ
に
も
人
間
と
同
じ
く
、喜
怒
哀
楽
の
感
情
が
あ
り
、人
に
対

し
て
親
和
的
だ
っ
た
り
、無
関
心
だ
っ
た
り
、ま
た
は
敵
対
的
だ
っ
た

り
す
る
。
だ
が
、人
間
に
と
っ
て
善
な
る
カ
ム
イ
で
も
、そ
の
怒
り
を
買

え
ば
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
。
逆
に
、悪
な
る
カ
ム
イ
が
人
間
を
救
う
こ

と
も
あ
る
。
人
間
と
カ
ム
イ
の
関
係
は
、相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、互
恵

的
だ
と
も
い
わ
れ
る
。

カ
ム
イ
ノ
ミ
は
、カ
ム
イ
か
ら
の
恩
恵
に
対
し
て
祈
り
と
イ
ナ
ウ
（
木

の
表
面
に
削
け
ず
り

掛か
け

を
つ
く
り
だ
し
た
祭
具
）、神
酒
な
ど
を
贈
る
儀
礼
で
あ
る
。

カ
ム
イ
た
ち
に
特
別
な
援
助
を
求
め
る
手
段
で
も
あ
る
。
儀
礼
を
通
じ

て
人
間
と
カ
ム
イ
の
関
係
が
確
認
さ
れ
る
。

非
公
開
か
ら
公
開
へ

ミ
ン
パ
ク　

オ
ッ
タ　

カ
ム
イ
ノ
ミ
は
、本
館
が
所
蔵
す
る
民
族

資
料
の
安
全
な
保
管
と
後
世
へ
の
確
実
な
伝
承
を
目
的
と
し
て
い
る
。

一
九
七
九
年
に
み
ん
ぱ
く
の
「
ア
イ
ヌ
の
文
化
」
展
示
場
が
公
開
さ
れ

た
。
以
来
、カ
ム
イ
ノ
ミ
は
萱か

や

野の

茂し
げ
る氏

（
萱
野
茂
二に

風ぶ

谷た
に

ア
イ
ヌ
資
料
館

前
館
長
、元
参
議
院
議
員
）
が
祭
司
と
な
り
、非
公
開
で
お
こ
な
わ
れ
て

き
た
。
萱
野
氏
の
没
後
、二
〇
〇
七
年
か
ら
は
社
団
法
人
北
海
道
ウ
タ

リ
協
会
（
現
公
益
社
団
法
人
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
）
と
の
協
定
に
基
づ
き
、

地
域
ご
と
の
協
会
な
ど
が
交
替
で
カ
ム
イ
ノ
ミ
と
あ
わ
せ
て
ア
イ
ヌ
古

式
舞
踊
の
演
舞
を
実
施
し
、公
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
〇
二
四
年
は
、前
年
に
続
き
帯
広
カ
ム
イ
ト
ウ
ウ
ポ
ポ
保
存
会
が

実
施
し
た
。
前
日
は
、儀
礼
に
使
用
す
る
収
蔵
資
料
の
器
物
と
収
蔵
庫

へ
の
カ
ム
イ
ノ
ミ
が
お
こ
な
わ
れ
た
。一
一
月
二
八
日
、公
開
日
当
日
の

天
候
は
晴
れ
て
儀
礼
は
前
庭
で
お
こ
な
わ
れ
、そ
の
後
の
古
式
舞
踊
で

は
見
学
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
も
加
わ
っ
て
賑に

ぎ

や
か
な
も
の
と
な
っ
た
。

二
〇
二
四
年
四
月
に
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
か
ら
民
博
に
移
っ
て

き
た
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、日
本
の
博
物
館
と
先
住
民
族
と
の
も
っ
と

も
長
い
歴
史
を
も
つ
協
同
行
事
の
ひ
と
つ
を
内
側
か
ら
見
る
初
め
て
の

機
会
と
な
っ
た
。
今
後
も
、よ
り
多
く
の
人
が
、こ
の
歴
史
あ
る
儀
礼
に

ふ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

マーク・ウィンチェスター　 民博 助教

ミンパク  オッタ  カムイノミ
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馬上の風景。目の前には撫でたくなるたてがみ
（ブータン タシガン県、2014年）

村の中を通過する馬列
（ブータン トンサ県、2006年）

山
国
の
ブ
ー
タ
ン
に
も
馬
は
い
る
。
し
か
し
、
彼

ら
の
お
も
な
役
割
は
、
そ
の
背
に
た
く
さ
ん
の
荷

を
積
み
、
険
し
く
細
い
山
道
を
忍
耐
強
く
進
ん
で

い
く
こ
と
だ
。
例
外
的
に
「
馬
上
の
人
」
と
な
れ

る
の
は
、
高
位
の
仏
教
僧
や
王
た
ち
、
そ
し
て
高

地
に
不
慣
れ
な
旅
人
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
二
〇
年
前
の
夏
、
政
府
の
自
然
保
護

部
門
が
組
織
し
た
山
岳
調
査
に
参
加
し
た
と
き
の

こ
と
、
五
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
峠
越
え
を
含
む
二

週
間
の
縦
走
調
査
の
た
め
、
荷
駄
用
に
一
〇
頭
あ

ま
り
の
馬
を
雇
用
し
た
我
々
は
、
そ
の
背
に
人
数

分
の
テ
ン
ト
や
食
材
、
調
理
具
、
調
査
用
の
資
材

な
ど
を
す
べ
て
積
載
し
た
。
あ
る
と
き
、
県
境
で

馬
の
入
れ
替
え
を
し
た
際
に
二
頭
の
余
剰
が
出
て

し
ま
っ
た
。
せ
っ
か
く
雇
っ
た
の
に
馬
の
背
を
空

に
し
て
お
く
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
理
由
で

（
も
っ
と
も
足
弱
と
み
な
さ
れ
た
）
わ
た
し
と
ブ
ー
タ

ン
人
の
調
査
助
手
に
「
馬
上
の
人
」
と
な
る
機
会

が
め
ぐ
っ
て
き
た
。

馬
の
鞍く
ら

は
荷
駄
用
に
作
ら
れ
た
木
製
で
あ
り
、

人
間
が
乗
る
際
は
そ
の
上
に
厚
手
の
絨
じ
ゅ
う

毯た
ん

や
綿
入

り
の
座
布
団
を
乗
せ
る
。
馬
上
か
ら
眺
め
る
谷
の

美
し
さ
に
気
を
と
ら
れ
た
の
も
束つ
か

の
間
、
崖
が
迫

る
細
い
山
道
を
進
む
段
に
な
る
と
馬
の
背
は
途
端

に
不
安
定
さ
を
増
し
、
わ
た
し
は
す
ぐ
に
鞍
の
前

縁
に
し
が
み
付
く
こ
と
に
な
っ
た
。
乗
馬
か
ら
数

時
間
が
過
ぎ
た
こ
ろ
に
は
内う
ち

腿も
も

や
脚
の
付
け
根
に

痛
み
を
感
じ
始
め
、
下
馬
す
る
度
に
「
ア
ッ
ツ
ァ

ツ
ァ
」
と
ブ
ー
タ
ン
風
の
叫
び
声
を
上
げ
つ
つ
足

腰
を
さ
す
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
れ
は
、
歩
い
た
方

が
楽
な
の
で
は
…
…
？
」
と
い
う
疑
念
が
頭
を
よ

ぎ
っ
た
そ
の
と
き
、
急
に
空
が
暗
く
な
り
、
雨
が

降
り
出
し
た
。
降
り
続
く
雨
の
な
か
、
ぬ
か
る
ん

だ
山
道
を
歩
き
続
け
る
の
は
、
体
力
自
慢
の
人
た

ち
に
と
っ
て
も
厳
し
い
行
程
だ
。
そ
こ
を
傘
を
差

し
か
ざ
し
つ
つ
谷
を
見
下
ろ
し
、
馬
に
揺
ら
れ
て

行
け
る
と
は
。
有
り
難
さ
に
眼
前
の
た
て
が
み
を

撫
で
た
。

近
年
、
よ
う
や
く
ブ
ー
タ
ン
で
も
遠
隔
の
村
々

ま
で
自
動
車
道
路
が
届
く
よ
う
に
な
り
、
馬
が
運

搬
や
交
易
の
主
役
で
あ
っ
た
時
代
は
終
わ
り
を
迎

え
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
馬
で
し
か
行
け
な
い
場

所
に
ま
だ
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
風
景
が
残
さ
れ

て
い
る
と
想
像
す
る
と
、
あ
の
硬
く
て
無
骨
な
馬

上
に
戻
り
た
い
と
思
う
の
だ
。

ブ
ー
タ
ン
で
馬
上
の
人
と
な
る

	

宮み
や

本も
と	

万ま

里り

　	

慶
應
義
塾
大
学 

教
授
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ミャンマー

チェンマイ

バンコク

タイ

宿舎の裏の祠で祈るヌワンおばあちゃん。ピー・プーニャーに遭遇したあの日も、この祠に行ってお祈りを
してくれた（タイ チェンマイ県、2008年）

村の精霊が宿る森（ドン・ガム）での憑依儀礼。守護精霊
ジャオポー・インタノンが憑依している
（タイ チェンマイ県、2007年）

森の精霊、悪霊たちについての聞き取り（2007年）

右上： 2007～2008年調査で使用し
たフィールドノート。毎晩パソコ
ンに清書をしていた

左： 2007年7月26日ピー・プーニャー
に出会った日の記事。フィールド
ノートには記載がなく、呑気に朝
食のメニューのみ。電子データの
清書版にその夜の話が書かれてい
た

稲魂（クワン・カーウ）への祭祀（タイ チェンマイ県、2007年）

 ピー・プーニャーは母系で継承される祖霊。ヌワ
ンおばあちゃんの寝室にあるピー・プーニャー
の祭壇（上）に、年２回ほど豚の頭をお供えする
（タイ チェンマイ県、2007年）

至
る
と
こ
ろ
に
小
さ
な
神
様

タ
イ
国
北
部
の
町
チ
ェ
ン
マ
イ
か
ら
、

バ
イ
ク
で
一
時
間
半
ほ
ど
山
に
入
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
集
落
に
滞
在
し
て
い
た
と
き

の
話
を
し
よ
う
。
コ
ン
ム
ア
ン
は
平
地
に

住
む
タ
イ
系
民
族
で
仏
教
徒
で
あ
る
が
、

日
本
の
よ
う
に
至
る
と
こ
ろ
に
い
る
小
さ

な
神
様
も
ま
た
信
仰
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ

る
精
霊
信
仰
だ
。

彼
ら
の
精
霊
信
仰
の
視
点
で
見
る
の
で

あ
れ
ば
、
精
霊
は
村
人
の
生
活
を
い
つ
も

じ
っ
と
見
つ
め
て
お
り
、
時
折
、
存
在
証

明
を
す
る
か
の
よ
う
に
生
活
に
介
入
し
て

く
る
。
村
の
と
あ
る
三さ

ん

叉さ

路ろ

に
は
怖
い
死

霊
ピ
ー
・
ダ
ー
イ
ホ
ー
ン
が
お
り
、
声
を

か
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
く
て

は
い
け
な
い
（
返
事
す
る
と
死
ぬ
の
だ
）。

森
の
な
か
の
小
川
で
は
、
長
い
爪
を
も
っ

た
妖
怪
ピ
ー
・
ポ
ッ
カ
ロ
ー
ン
の
悪
戯

を
避
け
な
い
と
い
け
な
い
（
出
会
っ
た
ら

水
を
か
け
て
追
い
払
わ
な
い
と
ひ
っ
か
か
れ

る
）。
巨
木
に
は
双
子
の
美
女
の
精
霊
が

住
ん
で
い
る
の
で
切
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
木
こ
り
は
夜
中
に
美
女
が
訪
ね
て
来
た
ら

殺
さ
れ
る
の
で
要
注
意
だ
）。
そ
ん
な
話
を

僕
は
当
初
、
遠
い
異
世
界
の
話
か
の
よ

う
に
聞
い
て
い
た
。
し
か
し
、「
物
語
の

聞
き
手
」
が
い
つ
の
間
に
か
「
物
語
の

な
か
の
人
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
よ

く
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

黒
い
も
の
が
ど
ろ
り

あ
る
蒸
し
暑
い
夜
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
寝
苦
し
く
て
窓
を
開
け
て
寝
て
い

た
の
が
よ
く
な
か
っ
た
。
ふ
と
物
音
に

目
を
覚
ま
す
と
、
開
い
た
窓
か
ら
黒
い

も
の
が
ど
ろ
り
と
暗
い
室
内
へ
入
り
込

ん
で
来
る
の
が
見
え
た
。
そ
い
つ
は
ベ
ッ

ド
に
ウ
ー
ウ
ー
と
唸う

な

り
声
を
あ
げ
な
が

ら
近
づ
い
て
く
る
。
犬
の
よ
う
で
あ
っ

た
。
僕
は
逃
げ
よ
う
と
す
る
が
、
体
が

ま
っ
た
く
動
か
な
い
。
か
た
や
、
そ
い

つ
は
ず
る
ず
る
と
ベ
ッ
ド
ま
で
上
が
っ

て
覗の

ぞ

き
込
ん
で
く
る
。
生

温
か
い
息
づ
か
い
を
感
じ

る
。
最
後
に
伸
ば
し
た
ま

ま
の
右
腕
の
手
の
先
に
ピ

タ
リ
と
鼻
先
を
押
し
当
て

た
。
僕
は
声
に
も
な
ら
な

い
声
を
上
げ
て
気
を
失
っ

た
…
…
と
思
う
。
気
が
つ

い
た
と
き
は
す
で
に
朝

だ
っ
た
。
開
い
た
ま
ま
の

窓
か
ら
は
い
つ
も
ど
お
り

の
穏
や
か
な
朝
日
が
差
し

込
ん
で
い
た
。

僕
は
急
い
で
母
屋
に
い

る
ヌ
ワ
ン
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
い
っ

て
、
び
く
び
く
と
昨
晩
の

こ
と
を
話
し
た
。
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
は
驚
い
た
様
子
も
な
く
、

「
そ
れ
は
ピ
ー
・
プ
ー
ニ
ャ
ー
（
祖
霊
）

が
見
に
来
た
ん
だ
な
。
お
祈
り
し
て

お
こ
う
」
と
い
い
、お
供
え
物
を
も
っ

て
、
庭
の
裏
に
あ
る
精
霊
の
祠ほ

こ
ら

ま
で

行
く
と
、「
日
本
か
ら
勉
強
を
し
に
来

て
い
る
人
が
お
り
ま
し
て
な
…
…
む

に
ゃ
む
に
ゃ
」
と
お
祈
り
を
し
て
く

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
降
、
黒
い
も

の
は
二
度
と
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
降
、
僕

は
窓
を
開
け
て
寝
る
の
を
や
め
た
。

今
晩
見
に
行
く
か
ら
な
！

後
日
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

村
で
こ
の
ピ
ー
・
プ
ー
ニ
ャ
ー
に
遭
遇
し

た
こ
と
の
あ
る
人
は
多
い
。
し
か
も
厄
介

な
祖
霊
で
、
結
婚
前
の
男
女
が
一
緒
の
部

屋
で
寝
た
場
合
は
殺
す
と
い
う
極
端
な

性
格
で
あ
る
。
そ
の
わ
り
に
結
構
忘
れ
っ

ぽ
い
。
都
会
に
い
る
息
子
や
娘
が
と
き
ど

き
戻
っ
て
く
る
と
、
顔
を
忘
れ
て
し
ま
う

ら
し
く
、「
知
ら
な
い
人
が
い
る
ぞ
。
今

晩
見
に
行
く
か
ら
な
！
」
と
声
を
か
け
、

確
認
し
に
来
る
の
だ
と
い
う
。
な
ん
と
ハ

タ
迷
惑
な
祖
霊
だ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
は
、
村
で
は

あ
い
さ
つ
は
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
人
間

以
外
の
も
の
に
も
し
っ
か
り
し
て
お
か

な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
う
し
な
い
と
、
わ
ざ
わ
ざ
あ
ち
ら
か

ら
ご
足
労
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

西に
し

田だ 

昌ま
さ

之ゆ
き  

東
北
学
院
大
学 

講
師

祖
霊
に
よ
ろ
し
く
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スタッフ考案チーズリゾット。トッピングの分量は
お好みで

料理長お手製のスンドゥブやチヂミなど、忘年会のごちそう
（写真はどちらも長崎県 対馬 比田勝、2024年）

わたしは長崎県対
つ し ま

馬で絶滅危惧種ツシマヤマ
ネコの保全活動について調査しており、その合間
に比

ひ

田
た

勝
かつ

という町にある食堂を手伝っている。こ
の店は、釜

プ

山
サン

で22年間生活していた沖縄出身の
オーナーと、釜山出身の料理長、数名のスタッフ
で運営されている。

対馬は日本よりも韓国の方が近く、北部に位置
する比田勝は韓国との交流の窓口となってきた。
そのため、比田勝に訪れる観光客の大半は韓国人
で、この店の客も9割5分がそうだ。当初、この店
では韓国料理を提供していたが、観光客のニーズ
に合わせて現在はうどんと沖縄料理がメインと
なっている。

飲食店の少ない比田勝において、この食堂は観
光客にとって欠かせないご飯インフラだ。港から
近く、他店が閉まる時間帯や年末年始にも開いて
おり、ほぼ10分以内には注文品がそろう。「うちは
対馬のファストフード店」とオーナーは冗談めかす。

わたしたちスタッフは、店の混雑が落ち着く頃
合いを見計らってお昼を食べる。たいがいは、う
どんかご飯をベースに店の食材を自由に組み合
わせた、まかない飯である。例えば、ご飯に肉う
どん用の豚肉の甘辛煮と、タコライスのトッピン
グのチーズ、トマト、レタスをのせて、出汁をかけ
る。この「なんちゃってチーズリゾット」は、美味い、
早い、温まる、の三拍子そろった一品で2024年冬
の定番となった。

ときどき振舞われるオーナーや料理長の手料
理は、スタッフの楽しみとなっている。特に、料理

長の家庭料理はテンジャンチゲ（韓国風味噌汁）や
ニンニクの効いたクリームシチュー、ワカメとキュ
ウリの冷製スープなど、どれも絶品だ。

この店の営業時間は決まっていない。お昼を食
べ損ねた人がいないか、オーナーが通りを歩く人
に声をかけ確認してから店を閉める。訪れる人み
んなを笑顔にしたい。そんなオーナーの心意気あ
ふれるこの食堂は、韓国と対

テ

馬
マ

島
ド

を繋
つな

ぐ窓として
今日も元気に開いている。

対馬のアレンジまかない飯
田
た

中
なか

 瑠
る

莉
り

　 京都大学大学院 博士後期課程
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お問い合わせ

友の会

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

世界の「乗っちゃえ！」
17ページ
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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。
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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
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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）

表紙写真でつば広のハットをかぶっているのがインディアナ・ジョーンズ……
ではなく、関雄二新館長。ちゃんとお顔が写っている写真がいいのでは、とい
う意見もあった。だが、遠い過去に生きた人と交感し合うかのように、土中の
骨に身をこごめている考古学者の真剣な現場姿を選んだ。文化に対する敬意を
リーダーは背中で語るのだ！　無造作に置かれたスプーンも、最善の注意を払っ
て掘るためにとりそろえている小道具類の豊富なレパートリーを想像させる。あ
れっ、この日に限ってトレードマークのチェックシャツを着てないのは、洗濯中？

本号では下田昌克さんのすばらしい描き下ろ
しイラストにはじまり、千島アイヌのフジ
ル仮面、アイヌのカムイ、北タイのピー・
プーニャー（タイ族の人たちは精霊、妖
怪、お化けとのご近所づきあいがホント
多い！）他、カミさまたちも新館長をお
出迎え。桜咲く季節の華やかな号になっ
た。これからもよろしくお願いします。
（樫永真佐夫）

ぱくっ！とフィルめし
20ページ

もっと、みんぱく
16ページ

特集
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だって調査だもの
18ページ

推しコレ図鑑
14ページ

次号 の予 告  5 月 号

特集「薬草」（仮）
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