


エッセイ 千字文

 1    

月刊

1月号目次

二
〇
一
三
年
一
二
月
、官
民
挙
げ
て
の
取
り
組
み
が
実
っ

て
、「
和
食
̶
日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」
が
、
ユ
ネ

ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。

続
い
て
、
二
〇
一
五
年
、
政
府
は
食
文
化
を
テ
ー
マ
に

し
た
ミ
ラ
ノ
国
際
博
覧
会
に
日
本
館
を
出
展
。
美
濃
吉

も
業
界
を
代
表
し
て
懐
石
料
理
店
を
出
店
し
た
が
、
博

覧
会
は
、
約
二
三
〇
〇
万
人
の
来
場
者
を
記
録
し
て
成せ

い

功こ
う

裡り

に
閉
幕
し
た
。
日
本
館
の
テ
ー
マ
は
「H

arm
onious 

D
iversity

̶
共
存
す
る
多
様
性
」。
栄
養
学
的
に
も
優
れ

た
和
食
を
人
類
の
「
未
来
食
」
と
位
置
づ
け
、
飢
餓
と
飽

食
が
並
立
す
る
現
状
を
踏
ま
え
て
、
食
糧
危
機
、
気
候
変

動
な
ど
課
題
の
克
服
に
、
先
端
技
術
と
と
も
に
日
本
の
食

文
化
が
役
立
つ
と
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

和
食
の
人
気
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
二
〇
一
九

年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
日
本
料
理
店
の
数
は
、
実

に
一
五
万
六
〇
〇
〇
店
と
な
り
、
世
界
遺
産
の
登
録
か
ら

わ
ず
か
六
年
間
で
約
二・八
倍
に
急
増
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
日
本

人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。
わ
け

て
も
、
食
生
活
の
西
洋
化
志
向
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
。

こ
の
相
反
す
る
ト
レ
ン
ド
を
前
に
、
歴
史
と
伝
統
を
誇
る

和
食
の
立
ち
位
置
は
難
し
く
な
る
ば
か
り
な
の
だ
。

昨
今
、洋
風
の
飲
食
店
が
増
え
て
日
本
料
理
店
は
苦
戦

し
て
い
る
。例
外
は
、正
月
用
の「
お
せ
ち
料
理
」
の
予
約
販

売
が
好
調
な
こ
と
。年
頭
の
ハ
レ
の
日
、正
月
く
ら
い
は
伝
統

的
な
日
本
料
理
に
舌
鼓
を
打
ち
た
い
と
い
う
市
民
の
願
い
で

あ
ろ
う
。誠
に
あ
り
が
た
い
が
、喜
ん
で
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
、
日
本
の
食
文
化
の
成
立
背
景
に
は
、
人
の

一
生
と
地
域
の
習
俗
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
人
生
の
通

過
儀
礼
や
季
節
の
伝
統
行
事
な
ど
が
相あ

い

俟ま

っ
て
、
冠
婚
葬

祭
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
料
理
が
提
供
さ
れ
て
き

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
昆
布
や
鰹
節
の
出だ

汁し

、
味

噌
や
醬

し
ょ
う

油ゆ

な
ど
発
酵
食
品
の
活
用
な
ど
、
食
材
を
生
か
す

巧
み
な
ワ
ザ
が
あ
る
。
加
え
て
、
器
や
も
り
つ
け
、
室
内

外
の
し
つ
ら
い
、
心
を
込
め
た
お
も
て
な
し
な
ど
が
花
を

添
え
、料
理
を
よ
り
深
み
の
あ
る
も
の
に
仕
立
て
た
の
だ
っ

た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
日
本
の
食
文
化
は
生
活
の
知
恵
の

集
大
成
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

昨
年
来
の
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
人
類
に
新
た

な
問
題
を
提
起
し
た
。
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
、
危
機
的
状

況
に
あ
る
和
食
業
界
の
関
係
者
は
、
如
何
に
し
て
食
文
化

を
守
る
か
、
と
い
う
命
題
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。SD

G
s

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
の
目
標
達
成
に
向

け
て
、
関
係
業
界
は
も
と
よ
り
、
私
も
微
力
を
尽
く
す
覚

悟
だ
が
、
学
術
研
究
者
の
皆
さ
ま
の
さ
ら
な
る
お
力
添
え

を
、
伏
し
て
お
願
い
し
た
い
と
思
う
。

世
界
に
誇
る

日
本
の
食
文
化

佐さ

竹た
け 

力り
き

總ふ
さ

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
4
6
年
京
都
府
生
ま
れ
。
1
9
7
0
年
株
式

会
社
美
濃
吉
に
入
社
。
現
在
、
同
社
代
表
取
締

役
社
長
。
和
食
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録

に
際
し
、
そ
の
準
備
に
当
た
る
検
討
委
員
に
加
わ

る
な
ど
、
日
本
食
文
化
の
普
及
と
発
展
に
尽
力
す

る
。
2
0
1
3
年
藍
綬
褒
章
受
章
。
お
も
な
著
書
に

『
三
百
年
企
業
美
濃
吉
と
京
都
商
法
の
教
え
』（
商

業
界
）、『
川
魚
料
理
三
〇
〇
年
―
京
料
理
控
え
―

M
I
N
O
K
I
C
H
I
』（
世
界
文
化
社
）
な
ど
。
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ト
ッ
ク
ク
は
、
粳
う
る
ち

米
で
作
っ
た
白
い

棒
状
の
ヒ
ン
ト
ク

（
白
餅
）
を
薄
く
小

判
形
に
切
っ
て
汁

に
入
れ
た
も
の
だ
。

「
ト
ッ
ク
ク
を
食
べ

る
」
と
い
う
こ
と

ば
は
、
正
月
を
迎

え
て
、
歳
を
ひ
と

つ
と
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
松
餅
は
し
ん
粉
を
貝
の
形
に
ま
る
め
て
松
葉
を

敷
い
て
蒸
し
た
も
の
だ
。
日
本
で
は
も
ち
米
を
搗つ

い
た
餅

が
一
般
的
で
あ
る
が
、
韓
国
の
餅
は
粳
米
を
お
も
な
原
料

と
し
、
作
り
方
に
よ
っ
て
、
蒸
し
餅
、
つ
き
餅
、
焼
き
餅
、

ゆ
で
餅
に
わ
け
ら
れ
、
季
節
に
あ
わ
せ
て
、
ヨ
モ
ギ
や
ゴ

来
し
、「
い
つ

ク
ク
ス
を
食

べ
る
の
？
」

と
い
う
こ
と

ば
は
、
い
つ

結
婚
を
す
る

の
か
と
い
う

意
味
に
な
る
。

韓
国
で
は

儒
教
の
教
え

に
あ
る
「
孝
」

を
大
切
に
す
る
。
孝
は
、
生
き
て
い
る
親
だ
け
で
な
く
、

亡
く
な
っ
た
親
に
対
し
て
も
礼
を
つ
く
す
も
の
と
考
え
る
。

そ
の
具
体
的
な
か
た
ち
が
祖そ

先せ
ん

祭さ
い

祀し

で
あ
る
。
親
だ
け
で

な
く
、
祖
父
母
、
曽
祖
父
母
、
高
祖
父
母
と
、
自
分
を
起

点
に
四
代
上
の
祖
先
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
日
に
お
こ
な

う
忌キ

祭ジ
ェ

祀サ

の
ほ
か
、
ソ
ル
や
秋
夕
に
お
い
て
も
茶チ
ャ

礼レ

と
よ

ば
れ
る
祭
祀
を
お
こ
な
い
、
祖
先
の
霊
を
迎
え
入
れ
る
。

そ
こ
で
供
え
る
食
膳
に
は
、
基
本
的
に
飯
と
汁
、
餅
、
麺
、

魚
や
肉
の
焼
き
物
、
ス
ー
プ
、
お
か
ず
類
、
果
物
類
が
並

べ
ら
れ
る
が
、
供
え
方
は
家
々
で
決
ま
り
が
異
な
る
。

ま
た
、
還
暦
や
古
稀
と
い
っ
た
歳
祝
い
も
盛
大
に
祝
わ

れ
た
。
こ
う
し
た
歳
祝
い
は
特
定
の
歳
に
祝
わ
れ
る
も
の

だ
が
、
韓
国
で
は
毎
年
、
家
族
の
誕
生
日
に
は
ミ
ヨ
ッ
ク

ク
（
ワ
カ
メ
ス
ー
プ
）
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
。
こ
れ
は
自

分
を
産
ん
で
く
れ
た
母
親
に
対
す
る
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず

に
い
る
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ワ
カ
メ
は
、
子
授
け
祈

願
の
た
め
に
三サ
ム

神シ
ン
・
産サ
ン

神シ
ン
に
供
え
ら
れ
る
ほ
か
、
妊
産
婦

が
滋
養
を
と
る
た
め
に
も
食
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
韓
国

に
は
出
産
す
る
と
ワ
カ
メ
ス
ー
プ
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
。

そ
の
と
き
、
姑
し
ゅ
う
と
めは
嫁
の
実
家
に
、
ス
ー
プ
の
材
料
と
な
る

ワ
カ
メ
と
牛
肉
を
贈
る
。
コ
・
ヘ
ジ
ョ
ン
の
『
お
母
さ
ん
の

ワ
カ
メ
ス
ー
プ
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
）
と
い
う
本
に
は
、

初
孫
が
生
ま
れ
た
と
き
の
実
家
の
母
と
姑
の
贈
答
品
を
め

ぐ
る
熾し

烈れ
つ
な
や
り
と
り
が
描
か
れ
て
い
る
。

と
も
に
食
べ
、
と
も
に
祝
う

こ
の
よ
う
に
、
四
季
折
々
に
生
活
の
リ
ズ
ム
を
刻
む
年

中
行
事
は
自
然
と
人
間
の
関
係
に
お
い
て
、
生
と
死
の
輪り
ん

廻ね

を
め
ぐ
る
人
生
儀
礼
は
時
間
と
人
間
の
関
係
に
お
い
て
、

ア
ク
セ
ン
ト
と
な
る
日
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、「
食
」

は
、
夫
婦
、
親
子
、
家
族
、
仲
間
と
い
っ
た
人
間
と
人
間

を
繋
ぐ
も
の
と
な
り
、
ま
た
神
仏
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を

あ
ら
わ
す
も
の
に
も
な
る
。

韓
国
で
も
都
市
化
・
産
業
化
が
進
み
、
伝
統
的
な
年
中

行
事
や
人
生
儀
礼
は
大
き
く
変
質
し
、
こ
と
に
家
族
の
あ

り
方
が
問
わ
れ
て
き
て
い
る
。
ト
ル
の
祝
い
や
婚
礼
が
ホ

テ
ル
で
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
「
め
で
た
い
場
」
が
産
業
化

し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
ソ
ル
に
は
都
会
と
農
村
に
別
れ
て

暮
ら
す
家
族
・
親
族
が
一
緒
に
ト
ッ
ク
ク
を
食
べ
よ
う
と

民
族
大
移
動
が
起
こ
る
。
即
席
の
ワ
カ
メ
ス
ー
プ
や
ワ
カ

メ
ス
ー
プ
ラ
ー
メ
ン
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
も
、
誕
生
日

に
は
家
族
が
そ
ろ
っ
て
ワ
カ
メ
ス
ー
プ
を
食
べ
る
習
慣
が

ま
だ
健
在
の
よ
う
で
あ
る
。

「
め
で
た
い
場
」
で
「
食
」
を
介
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

何
を
食
べ
る
か
は
変
わ
っ
て
い
っ
て
も
、
誰
と
一
緒
に
食
べ

る
か
は
変
わ
ら
ず
に
あ
っ
て
ほ
し
い
。

世
界
に
は
、
年
中
行
事
や
人
生
儀
礼
、
宗

教
行
事
に
基
づ
く
祭
日
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
「
め
で
た
い
場
」
が
存
在
す
る
。
ま
た
、

そ
れ
を
彩
る
食
の
あ
り
方
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。

人
び
と
は
何
を
願
い
、
祝
い
、
誰
と
何
を

食
す
の
か
。
本
特
集
で
は
、
世
界
各
地
の
事

例
を
と
り
あ
げ
、
め
で
た
い
場
と
食
と
の
関

係
性
を
考
え
る
。

「
め
で
た
い
場
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
の
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
中
国
地
域
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
列
島
な
ど
東
ア

ジ
ア
に
お
い
て
は
、
年
中
行
事
や
人
生
儀
礼
が
思
い
つ
く
。

こ
こ
で
は
韓
国
の
伝
統
的
な
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

季
節
を
楽
し
む

韓
国
で
は
年
中
行

事
の
日
を
名
ミ
ョ
ン

節ジ
ョ
ルと
い
い
、

こ
の
日
に
食
べ
る
も
の

を
節
チ
ョ
ル

食シ
ク
と
い
う
。
こ
と

に
陰
暦
の
一
月
一
日
の

ソ
ル
と
八
月
一
五
日
の

秋チ
ュ

夕ソ
ク
が
二
大
名
節
で
あ

る
。
ソ
ル
に
は
ト
ッ
ク

ク
（
雑
煮
）、
秋
夕
に

は
松ソ
ン

餅ピ
ョ
ンが

登
場
す
る
。

マ
を
混
ぜ
た
り
、
果
実
や
穀
物
を
ま
ぶ
し
た
り
、
蜂
蜜
や

干
し
柿
の
あ
ん
が
入
っ
た
も
の
な
ど
も
作
ら
れ
た
。

成
長
を
願
い
、
祖
先
を
敬
う

人
生
儀
礼
に
お
い
て
も
餅
は
つ
き
も
の
だ
。
生
後
一
〇

〇
日
を
祝
う
百ペ
ギ
ル日
や
満
一
歳
の
誕
生
日
を
祝
う
ト
ル
で
も

餅
が
食
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
人
生
儀
礼
で

欠
か
せ
な
い
食
べ
物
が
ク
ク
ス
（
麺
）
で
あ
る
。
ク
ク
ス

は
長
寿
を
願
う
も
の
と
し
て
、
ト
ル
や
婚
礼
、
還
暦
、
古こ

稀き

と
い
っ
た
歳
祝
い
に
出
さ
れ
る
。
伝
統
的
な
結
婚
式
の

宴
で
ク
ク
ス
を
食
べ
た
り
ふ
る
ま
っ
た
り
し
た
こ
と
に
由

特
集
特
集

め
で
た
い
場
の
食

め
で
た
い
場
の
食

い
つ
、
何
を
、
誰
と
食
べ
る
か

朝あ
さ

倉く
ら 

敏と
し

夫お

立
命
館
大
学
教
授
、
民
博
名
誉
教
授

トックク（提供：韓国国立民俗博物館、2012年）儒教式でおこなわれる祖先祭祀（提供：韓国国立民俗博物館、2012年）

ククス（撮影：林史樹）

松餅（撮影：守屋亜記子）

礼式場でトルの宴。主役である赤ちゃんの前にはペッソルギ（粳米粉で作る餅）、各種餅、デコレー
ションケーキなどが並ぶ（撮影：守屋亜記子、2006年）
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武
大
川
（
き
ん
う
っ
か

が
ー
）
か
ら
歩
い
て
八

分
ほ
ど
下
っ
た
場
所
に

水
を
張
っ
た
田
芋
の
畑
が

広
が
る
。
田
芋
は
水
が
綺

麗
な
場
所
で
な
け
れ
ば
栽
培
が
難
し

い
。
作
付
け
の
あ
と
は
、
根
を
傷
つ
け

な
い
よ
う
人
が
田
芋
畑
に
入
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

田
芋
畑
は
鴨
や
渡
り
鳥
が
子
育
て
を
お
こ
な
っ
た
り
、
餌

を
食
べ
た
り
す
る
絶
好
の
隠
れ
家
と
な
っ
て
い
る
。
野
鳥

た
ち
に
根
や
茎
を
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
、農
家
に
と
っ

て
は
頭
の
痛
い
話
だ
…
…
。

若
手
の
田
芋
栽
培
農
家
か
ら
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
年

末
か
ら
年
明
け
、
特
に
旧
正
月
を
迎
え
る
時
期
に
収
穫
し

た
田
芋
が
一
番
美
味
い
」
と
い
う
。
田
芋
は
作
付
け
し
て

か
ら
一
年
で
収
穫
を
迎
え
る
。
従
来
は
、
旧
正
月
よ
り
少

し
前
の
一
二
月
か
ら
一
月
に
か
け
て
作
付
け
し
て
い
た
が
、

近
年
に
お
い
て
は
春
分
の
こ
ろ
や
夏
に
も
作
付
け
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

子
孫
繁
栄
の
願
い
を
込
め
る

田
芋
は
沖
縄
の
祭
事
の
場
で
は
欠
か
せ
な
い
食
材
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
大
人
の
拳
ほ
ど
の
大
き
さ

の
親
芋
の
ま
わ
り
に
直
径
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
子

芋
、
二
〜
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
孫
芋
が
た
く
さ
ん
付
く

こ
と
か
ら
、
子
孫
繁
栄
に
つ
な
が
る
縁
起
も
の
と
し
て
、

出
産
祝
い
や
結
婚
式
な
ど
の
祝
事
に
は
欠
か
せ
な
い
。
し

か
し
、
前
述
の
若
手
農
家
の
話
で
は
、
近
年
、
田
芋
も
「
少

子
化
」
が
進
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。
子
芋
よ
り
も
、
よ
り

大
き
な
親
芋
が
高
く
売
れ
る
た
め
、
子
芋
の
少
な
い
親
芋

を
収
穫
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
の
だ
。

田
芋
を
使
っ
た
代
表
的
な
伝
統
料
理
と
し
て
、
田
芋
、

田
芋
の
茎
、
人
参
、
か
ま
ぼ
こ
を
鰹
か
つ
お

出だ

汁し

で
煮
た
「
ど
ぅ

る
わ
か
し
ー
（
泥
沸
か
し
）」
や
砂
糖
で
甘
く
煮
た
「
た
ー

ん
む
で
ん
が
く
（
田
芋
田
楽
）」
な
ど
が
あ
る
。
最
近
は
田

芋
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
や
田
芋
パ
イ
な
ど
、
田
芋
ス
イ
ー
ツ
も

大
人
気
だ
。
ど
れ
も
下
準
備

の
か
か
る
面
倒
な
料

理
で
あ
り
、
味

を
ご
ま
か
す

こ
と
が
で
き

な
い
。
沖

縄
の
こ
と

ば
で
心
を

込
め
て
つ

く
っ
た
料

理
の
こ
と
を

「
て
ぃ
ー
あ
ん

だ
」
と
表
現
す
る

が
、
田
芋
料
理
は
ま
さ

に
「
て
ぃ
ー
あ
ん
だ
」
の
代
表
で
あ
る
。

綺
麗
な
水
を
好
む
芋

沖
縄
が
本
格
的
な
冬
を
迎
え
る
一
二
月
末
か
ら
一
月
に

か
け
て
収
穫
さ
れ
る
田
芋
（
た
ー
ん
む
、
た
ー
む
）。
南
西

諸
島
地
域
の
畑
で
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
沖
縄
本
島
で
は
水

が
豊
富
な
中
部
の
宜ぎ

野の

湾わ
ん

市
大お
お

山や
ま

と
北
部
の
金き

武ん

町ち
ょ
うが

田

芋
の
主
要
な
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

金
武
町
で
「
長
命
の
泉
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
金

餅
と
赤
飯

関せ
き

沢ざ
わ 

ま
ゆ
み
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

野鳥たちの隠れ家でもある田芋畑（2020年）

皮のひび割れは美味しく育った証拠

昭
和
一
六
〜
一
七
年
に
か
け
て
、
全
国
の
食
の
実
態
を
把
握

す
る
た
め
に
民
間
伝
承
の
会
が
お
こ
な
っ
た
調
査
の
記
録

で
あ
る
「
食
習
採
集
手
帖
」（
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
・

柳
田
文
庫
所
蔵
）
を
見
る
と
、「
ご
馳
走
と
い
え
ば
餅
」
と

い
う
回
答
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
正

月
の
餅
は
年
神
を
迎
え
、
家
族
そ
ろ
っ
て
ひ
と
つ
年
を
と

る
年
取
り
に
欠
か
せ
な
い
食
べ
物
で
、
生
命
力
を
象
徴
す

る
と
い
う
重
要
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
奈
良
市
大お
お

柳や
ぎ
ゅ
う生
の
氏
神
、
夜や

支ぎ
ゅ

布う

山や
ま

口ぐ
ち

神
社
の
一
〇
月
の
秋
祭
り
に

お
い
て
は
、
氏
神
の
分
霊
を
預
か
る
当と
う

屋や

の
家
で
は
、
長

老
衆
を
は
じ
め
み
ん
な
に
食
べ
て
も
ら
う
た
め
、
一
個
約

二
〇
〇
グ
ラ
ム
の
餅
を
何
百
個
も
作
り
、
縁
側
に
並
べ
て

お
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
餅
祭
り
」
と
も

い
わ
れ
て
い
た
。

赤
飯も

う
ひ
と
つ
の
ご
馳
走
が
、
赤
飯
で
あ
る
。
新

生
児
の
お
宮
参
り
や
お
食
い
初
め
、
七
五
三
、
初

潮
祝
い
、
結
婚
な
ど
人
生
の
折
々
に
赤
飯
が
炊
か

れ
て
き
た
。
太
陽
の
恵
み
や
血
液
の
生
命
力
を
連

想
さ
せ
る
小
豆
の
赤
い
色
が
め
で
た
さ
を
よ
く
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
赤
飯
を
炊
く
と
、
親
戚
や
近
所

の
家
に
、
重
箱
に
入
れ
て
配
る
と
い
う
こ
と
も
よ

く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
明
治
末
か
ら
大
正
初
め

の
習
俗
調
査
の
記
録
で
あ
る
「
奈
良
県
風
俗
誌
」

に
よ
る
と
、
赤
飯
を
も
ら
っ
た
人
は
重
箱
を
洗
わ

ず
に
返
し
て
い
た
そ
う
だ
。
め
で
た
い
こ
と
が
続

く
よ
う
に
と
い
っ
て
わ
ざ
と
洗
わ
な
い
の
だ
と
い
う
。

現
代
の
暮
ら
し
の
な
か
で
の
変
化

日
本
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
は
、
伝
統
的
に
米
、
飯
、
餅
、

酒
、
そ
し
て
赤
飯
が
め
で
た
い
食
の
代
表
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
現
在
で
は
、
餅
や
赤
飯
を
伝
え
な
が
ら
も
、
そ
の

一
方
で
は
食
の
商
品
化
が
進
む
な
か
で
メ
デ
ィ
ア
に
誘
導

さ
れ
、
多
様
な
選
択
肢
の
な
か
か
ら
個
人
の
好
み
が
優
先

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
み
ん
な
で
そ
ろ
っ
て
年
取

り
を
し
て
い
た
正
月
の
意
味
も
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
家

族
や
社
会
の
結
集
力
の
弱
体
化
と
い
う
動
き
が
見
て
と
れ

る
。

日
本
の
め
で
た
い
場
の
食
と
い
え
ば
、
や
は
り
正
月
の

お
節
料
理
で
あ
ろ
う
。「
め
で
た
い
」
の
鯛
、「
腰
が
曲
が

る
ほ
ど
長
生
き
」
の
海
老
、「
子
孫
繁
栄
」
の
数
の
子
、「
喜

ぶ
」
の
昆
布
、「
ま
め
に
元
気
に
」
の
黒
豆
や
ゴ
マ
メ
な
ど

の
縁
起
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
月
の
ご
馳ち

走そ
う
の
基
本
は
、

じ
つ
は
餅
で
あ
っ
た
。

正
月
の
餅
・
祭
り
の
餅

餅
は
、
か
つ
て
は
今
以
上
に
大
変
な
ご
馳
走
で
あ
っ
た
。

当屋の祝いの座敷（奈良市大柳生、1998年）

京都府の鏡餅と正月料理 ©中田昭／芳賀ライブラリー
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た
釜
の
う
え
で
煮
込
み
料
理
を
温
め
直
す
。
客
人
も
、
お

腹
が
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
に
食
べ
る
の
が
礼
儀
だ
。
タ
フ
ェ

と
よ
ば
れ
る
巻
き
ス
カ
ー
ト
は
、
そ
ん
な
と
き
に
と
て
も

便
利
だ
。
こ
っ
そ
り
ゆ
る
め
に
巻
き
直
せ
ば
、
も
う
限
界

だ
と
思
っ
て
い
て
も
さ
ら
に
入
る
。

大
鍋
料
理
に
大
わ
ら
わ

ジ
ェ
ン
ネ
で
、
調
査
助
手
コ
シ
ナ
ン
タ
オ
さ
ん
の
第
二

子
の
命
名
式
に
招
か
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
命
名
式
で
も
、

親
戚
や
お
世
話
に
な
っ
た
ア
ル
フ
ァ
（
コ
ー
ラ
ン
学
校
の
師
）、

近
所
の
人
な
ど
大
勢
の
客
人
を
招
き
食
事
を
ふ
る
ま
う
。

メ
リ
ッ
ク
や
ガ
ラ
ム
・

マ
サ
ー
ラ
ー
な
ど
を
加
え
た
カ
レ
ー
に
、
オ
ク
ラ
や
ジ
ャ

ガ
イ
モ
な
ど
の
野
菜
の
揚
げ
物
（
パ
コ
ー
ラ
ー
）
を
合
わ
せ

た
カ
デ
ィ
ー
・
パ
コ
ー
ラ
ー
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。

地
域
で
異
な
る
お
菓
子

翌
日
は
、
甘
味
菓
子
や
ス
ナ
ッ
ク
が
朝
か
ら
ふ
る
ま
わ

れ
る
。
乳
固
形
分
と
レ
ー
ズ
ン
、
カ
ル
ダ
モ
ン
・
パ
ウ
ダ
ー

な
ど
を
包
ん
で
揚
げ
た
餃
子
型
の
グ
ジ
ヤ
ー
、
す
り
お
ろ

し
た
コ
コ
ナ
ッ
ツ
に
小
麦
粉
、
砂
糖
、
ミ
ル
ク
、
フ
ェ
ン
ネ

ル
シ
ー
ド
な
ど
を
混
ぜ
円
形
に
し
て
揚
げ
た
マ
ー
ル
プ

ア
ー
と
よ
ば
れ
る
甘
味
菓
子
。
コ
リ
ア
ン
ダ
ー
や
タ
ー
メ

リ
ッ
ク
な
ど
種
々
の
ス
パ
イ
ス
と
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
ペ
ー
ス
ト

を
包
ん
で
揚
げ
た
ア
ー
ル
ー
・
カ
チ
ョ
ー
リ
ー
と
い
う
ス

ナ
ッ
ク
。
何
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
か
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な

る
。
ビ
ハ
ー
ル
州
出
身
の
友
人
が
デ
リ
ー
に
来
て
驚
い
た

女
性
た
ち
は
食
事
の
支
度
に
大
わ
ら
わ
だ
。
朝
早
く
か
ら

中
庭
で
忙
し
く
動
き
回
っ
て
い
た
。
中
庭
の
煮
炊
き
場
で

は
、
燻く
ん

製せ
い

ナ
マ
ズ
、
バ
オ
バ
ブ
の
葉
、
ピ
ー
ナ
ツ
な
ど
、

複
数
の
種
類
の
煮
込
み
料
理
が
大
鍋
で
調
理
さ
れ
て
い
る
。

メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
は
普
段
と
変
わ
り
な
い
が
、
と
に
か
く

大
量
だ
。
お
米
が
炊
け
る
ほ
く
ほ
く
し
た
香
り
も
、
中
庭

い
っ
ぱ
い
に
漂
う
。
わ
た
し
も
何
か
手
伝
お
う
と
女
性
た

ち
の
周
り
を
う
ろ
う
ろ
し
て
み
る
が
、
日
本
で
、
自
分
が

食
べ
る
分
の
料
理
し
か
作
ら
な
い
わ
た
し
に
は
、
い
つ
も

以
上
の
大
鍋
で
調
理
さ
れ
る
マ
リ
料
理
の
お
手
伝
い
な
ど

無
理
だ
っ
た
。
結
局
、
大
き
な
器
が
足
り
な
い
か
ら
ご
近

所
か
ら
借
り
て
こ
い
と
、
六
歳
の
子
ど
も
と
一
緒
に
お
使

い
に
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

子
ど
も
の
こ
ろ
は
漠
然
と
、
大
人
に
な
れ
ば
、
め
で
た

い
日
の
食
事
を
作
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
い
ま
だ
に
お
せ
ち
料
理
が

満
足
に
作
れ
な
い
し
、
餅
は
つ
け
な
い
の
で
餅
屋
で
買
う
。

ジ
ェ
ン
ネ
で
も

同
様
の
ふ
が
い

な
さ
だ
っ
た
が
、

コ
ロ
ナ
禍
で
大

人
数
で
の
食

事
が
は
ば
か

ら
れ
る
今
、
あ

の
賑
や
か
な

食
事
の
支
度

の
時
間
が
恋

し
い
。

の
は
、
地
元
で

有
名
な
太
陽
神

の
祭
り
の
と
き

に
食
べ
、
ホ
ー

リ
ー
祭
の
と
き

に
は
食
べ
な
い

グ
ジ
ヤ
ー
が
ふ

る
ま
わ
れ
る
こ

と
で
あ
っ
た
と

い
う
。
一
口
に

ホ
ー
リ
ー
祭

の「
食
」と
い
っ

て
も
地
域
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
の
で
あ
る
。

大
麻
入
り
の
飲
み
物

ホ
ー
リ
ー
祭
の
有
名
な
飲
み
物
と
し
て
バ
ー
ン
グ
・
タ

ン
ダ
ー
イ
ー
が
あ
る
。
ア
ー
モ
ン
ド
や
カ
ル
ダ
モ
ン
な
ど

の
ほ
か
、
大
麻
を
ミ
ル
ク
に
混
ぜ
て
作
る
北
イ
ン
ド
の
伝

統
的
な
冷
た
い
飲
み
物
だ
。
大
麻
の
販
売
や
購
入
が
法
律

上
禁
止
さ
れ
て
い
て
も
、
ホ
ー
リ
ー
祭
の
と
き
だ
け
許
可

さ
れ
る
州
が
あ
る
ほ
ど
だ
が
、
今
は
市
販
の
ア
ル
コ
ー
ル

飲
料
で
代
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ス
ー
マ
ン
さ
ん
の
家

で
は
朝
一
〇
時
か
ら
ビ
ー
ル
や
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
飲
み
な
が

ら
お
祝
い
し
た
。
ホ
ー
リ
ー
祭
は
、
色
粉
だ
け
で
は
な
く
、

多
種
多
様
な
料
理
や
お
菓
子
、
飲
み
物
に
よ
っ
て
も
彩
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
量
に
ふ
る
ま
う

め
で
た
い
日
、
客
人
に
は
大
量
の
食
事
を
ふ
る
ま
う
。

そ
れ
が
礼
儀
と
さ
れ
る
文
化
は
多
い
だ
ろ
う
。
ジ
ェ
ン
ネ

も
例
外
で
は
な
い
。
十
数
年
前
、
西
ア
フ
リ
カ
の
マ
リ
に

あ
る
古
都
ジ
ェ
ン
ネ
に
暮
ら
し
て
い
た
と
き
、
結
婚
式
、

割
礼
式
、
タ
バ
ス
キ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
の
犠
牲
祭
）
な
ど
、
多

く
の
行
事
に
参
加
し
た
。
そ
こ
で
は
、
い
つ
も
の
食
事
が

普
段
よ
り
ち
ょ
っ
ぴ
り
肉
を
多
め
に
し
た
り
し
て
大
量
に

作
ら
れ
、
入
れ
代
わ
り
立
ち
代
わ
り
や
っ
て
く
る
客
人
に

ふ
る
ま
わ
れ

て
い
た
。
冷

め
た
食
事
を

客
人
に
出
す

こ
と
は
よ
く

な
い
と
さ
れ

る
の
で
、
女

性
た
ち
は
絶

え
ず
米
を
炊

き
、
減
り
そ

う
な
頃
合
い

を
見
計
ら
っ

て
薪
を
く
べ

菜
食
料
理
か
ら
は
じ
ま
る

三
月
初
旬
、
デ
リ
ー
の
ス
ラ
ム
に
暮
ら
す
ス
ー
マ

ン
さ
ん
一
家
に
パ
ー
テ
ィ
ー
に
誘
わ
れ
た
。ホ
ー
リ
ー

と
い
う
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
春
の
豊ほ
う

穣じ
ょ
う

祈き

願が
ん

祭
で
あ
る
。

北
イ
ン
ド
や
西
イ
ン
ド
に
広
が
る
ホ
ー
リ
ー
祭
は
、

色
粉
を
投
げ
合
う
賑
や
か
な
祭
り
と
し
て
有
名
だ
。ホ
ー

リ
ー
祭
が
近
づ
く
と
路
上
や
公
園
に
木
の
枝
が
山
積
み
に

さ
れ
る
。
満
月
の
夜
に
そ
の
木
々
に
火
が
つ
け
ら
れ
、ホ
ー

リ
ー
祭
が
は
じ

ま
る
。
枝
を
燃

や
す
の
は
、
け

が
れ
を
は
ら
い
、

次
の
一
年
の
健

康
や
繁
栄
を
願

う
た
め
だ
。
祭

り
は
二
日
間
に

渡
る
。
初
日
は
、

非
菜
食
主
義
の

家
庭
で
あ
っ
て

も
菜
食
料
理
を

食
べ
る
。
ヒ
ヨ

コ
豆
粉
と
ヨ
ー

グ
ル
ト
に
タ
ー

イ
ン
ド
の
ホ
ー
リ
ー
祭
を
彩
る

た
く
さ
ん
作
っ
て

た
く
さ
ん
食
べ
る

伊い

東と
う 

未み

来く

西
南
学
院
大
学
講
師

茶ち
ゃ

谷や 

智と
も

之ゆ
き

人
間
文
化
研
究
機
構 

総
合
人
間
文
化
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
員

子どもの割礼式。母親たちはお揃いの布で仕立てた服を着て子の成
長を祝う（2009年）

ジャガイモのパコーラーとお酒でお祝い（デリー、2015年）

上：ケチャップをつけて食べるパコーラー
下：パコーラーにカレーをかけたカディー・パコーラー
（撮影：シャンブ・クマル&バルティ、2020年） 命名式の日、慌ただしく食事の支度をする親族の女性たち（2007年）

木を燃やし、けがれをはらうために集うスラム住民（デリー、2015年）
命名式で赤ちゃんにアッラーの祝福を授けるコーラン学
校の師（2007年）
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ま
で
続
く
ク
リ
ス
マ
ス
狂
騒
曲
の
幕
開
け
で
あ
る
。
ク
リ

ス
マ
ス
は
キ
リ
ス
ト
の
生
誕
を
祝
う
め
で
た
い
日
で
は
あ
る

が
、
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
そ
の
日
を
迎
え
る
準
備
に
大

変
な
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て
い
る
。
職
場
の
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー

テ
ィ
ー
に
着
て
い
く
服
を
買
い
に
奔
走
し
、
年
に
一
度
し
か

会
わ
な
い
親
族
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
選
び
に
憂
鬱
に
な
る
。

悩
ま
し
き
は
食
事

ギ
フ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
同
じ
く
ら
い
人
び
と
を
悩
ま

す
の
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
食
事
で
あ
る
。
定
番
メ
ニ
ュ
ー
は

丸
ご
と
焼
い
た
七
面
鳥
や
鴨
、
ガ
チ
ョ
ウ
で
あ
る
。
長
時

間
か
け
て
オ
ー
ブ
ン
で
焼
く
だ
け

4

4

の
料
理
で
は
あ
る
が
、

材
料
の
調
達
か
ら
下
準
備
、
焼
き
加
減
の
調
節
な
ど
、
熟

練
の
主
婦
で
も
毎
年
ハ
ラ
ハ
ラ
さ
せ
ら
れ
る
。
七
面
鳥
の

皮
に
思
い
っ
き
り
バ
タ
ー
を
塗
り
、
パ
ン
粉
と
ハ
ー
ブ
を

水
で
こ
ね
た
ス
タ
ッ
フ
ィ
ン
グ
を
詰
め
、
重
量
に
よ
っ
て
焼

き
時
間
を
調
節
す
る
。薄
く
切
り
わ
け
た
肉
に
グ
レ
イ
ビ
ー

を
か
け
、
ク
ラ
ン
ベ

リ
ー
ソ
ー
ス
を
添
え

て
食
べ
る
の
が
イ
ギ

リ
ス
式
だ
。
定
番
の

付
け
合
わ
せ
は
人

参
や
芽
キ
ャ
ベ
ツ
な

ど
の
蒸
し
野
菜
。
主

食
の
じ
ゃ
が
い
も
は
、

皮
ご
と
蒸
し
た
り
、

オ
ー
ブ
ン
で
焼
い
た

り
と
好
み
が
わ
か

れ
る
。
余
っ
た
肉
で
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
や
ス
ー
プ
を
作
り
、

年
末
ま
で
食
べ
続
け
る
。

彼
こ
そ
が
救
世
主

人
び
と
を
ク
リ
ス
マ
ス
狂
騒
曲
か
ら
解
放
す
べ
く
立
ち

上
が
っ
た
シ
ェ
フ
が
い
る
。
ジ
ェ
イ
ミ
ー
・
オ
リ
バ
ー
だ
。

一
九
九
九
年
に
テ
レ
ビ
番
組
「
裸
の
シ
ェ
フ
」
に
出
演
し
て

以
来
、
ヘ
ル
シ
ー
で
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
な
家
庭
料
理
を
提

唱
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
タ
ッ
フ
ィ
ン
グ
は
七
面
鳥
の

尻
の
方
か
ら
詰
め
る
の
が
定
番
だ
っ
た
が
、
首
か
ら
詰
め

る
こ
と
で
熱
が
満
遍
な
く
伝
わ
り
、
焼
き
時
間
を
短
縮
で

き
る
と
し
た
。
尻
か
ら
オ
レ
ン
ジ
を
丸
ご
と
押
し
込
み
、

胸
の
皮
の
下
に
ハ
ー
ブ
バ
タ
ー
の
塊
を
詰
め
る
こ
と
で

ジ
ュ
ー
シ
ー
な
焼
き
上
が
り
を
約
束
す
る
。
キ
ッ
チ
ン
に

立
つ
す
べ
て
の
人
び
と
は
、
彼
が
カ
メ
ラ
目
線
で
言
う
「
こ

れ
っ
て
す
ご
く
簡
単
な
ん
だ
ぜ
！
」
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

買
い
物
ス
ト
レ
ス

イ
ギ
リ
ス
で
は
秋
の
訪
れ
と
と
も
に
ク
リ
ス
マ
ス
商
戦

が
始
ま
る
。
大
手
チ
ェ
ー
ン
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
か
ら

高
級
老
舗
百
貨
店
ま
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
関
連
グ
ッ
ズ
や
食

材
が
一
斉
に
並
ぶ
。
一
二
月
二
六
日
の
ボ
ク
シ
ン
グ
・
デ
ー

鈴す
ず

木き 

七な
な

美み

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

マンチェスターのドイツ風クリスマスマーケット（撮影：相島香理、2017年）

人
気
の
あ
っ
た
料
理

本
な
ど
を
参
考
に
感

謝
祭
の
献
立
を
提
案

し
た
。
そ
の
後
メ

ニ
ュ
ー
は
多
様
化
し

た
が
、
メ
イ
ン
料
理

に
は
あ
ま
り
か
わ
り

は
な
い
。
こ
の
献
立
は
、
一
七
世
紀
の
最
初
の
収
穫
祭
を

理
想
化
し
た
よ
う
な
も
の
と
み
ら
れ
る
一
方
で
「
神
話
・

伝
説
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
で

移
住
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ィ
ン
ズ
ロ
ウ
が
書
い
た
記
録

に
は
「
鳥
（fow

l
）」
と
い
う
記
載
は
み
ら
れ
る
も
の
の
当

時
の
メ
ニ
ュ
ー
が
明
確
で
な
い
こ
と
、
食
用
に
適
し
た
家

畜
化
さ
れ
た
七
面
鳥
は
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
手
に
入
ら
な

か
っ
た
こ
と
、
栽
培
に
成
功
し
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
、
ア
メ

リ
カ
で
一
般
的
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
世
紀

以
上
後
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
だ
。
し
か
し
、
一

九
世
紀
末
生
ま
れ
の
画
家
ノ
ー
マ
ン
・
ロ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
の
絵

画
に
も
描
か
れ
、
い
つ
し
か
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や
宗
教
な
ど
に

か
か
わ
ら
ず
、誰
も
が
懐
か
し
さ
や
ホ
ー
ム
を
感
じ
る
「
ア

メ
リ
カ
ら
し
い
」
食
卓
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
と
な
っ
た

よ
う
だ
。

食
卓
は
家
族
の
歴
史
を
語
り
継
ぐ

現
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
家
族
も
仕
事
な
ど
で
遠
く
離
れ

た
地
で
生
活
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
誰
も
が
集
ま
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
人
と
結
婚
し
て
カ
ナ

ダ
か
ら
や
っ
て
き
た
わ
た
し
の
友
人
は
、
こ
の
日
の
料
理

を
作
り
続
け
て
い
る
。
グ
レ
イ
ビ
ー
ソ
ー
ス
は
家
に
よ
っ

て
味
が
異
な
る
。
働
い
て
い
て
、
普
段
は
手
の
込
ん
だ
料

理
を
作
ら
な
い
と
い
う
友
人
も
、
感
謝
祭
の
こ
の
ソ
ー
ス

だ
け
は
、
一
部
を
冷
凍
し
、
翌
年
に
も
利
用
し
て
同
じ
味

を
保
つ
の
だ
と
そ
の
こ
だ
わ
り
を
語
る
。
ド
イ
ツ
系
移
民

の
子
孫
で
あ
る
彼
女
ら
は
、
こ
の
ソ
ー
ス
を
滑
ら
か
な
マ
ッ

シ
ュ
ポ
テ
ト
に
た
っ
ぷ
り
と
掛
け
、
食
器
も
代
々
受
け
継

い
だ
も
の
を
使
う
。
食
事
の
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
高
齢
者
施

設
に
暮
ら
す
父
親
や
義
母
を
迎
え
に
行
き
、
各
地
か
ら
集

ま
っ
た
親
族
と
大
人
数
で
テ
ー
ブ
ル
を
囲
む
。

め
で
た
い
日
の
食
と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
サ
ン

ク
ス
ギ
ビ
ン
グ
（
感
謝
祭
）
の
デ
ィ
ナ
ー
で
あ
る
。
メ
イ
ン

料
理
は
、（
コ
ー
ン
）
ブ
レ
ッ
ド
な
ど
の
詰
め
物
を
し
た
七

面
鳥
の
丸
焼
き
、
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
、
パ
ン
プ
キ
ン
パ
イ
な

ど
で
あ
る
。
好
み
で
肉
に
ク
ラ
ン
ベ
リ
ー
ソ
ー
ス
を
つ
け
、

ポ
テ
ト
な
ど
に
は
グ
レ
イ
ビ
ー
（
肉
汁
）
ソ
ー
ス
を
か
け
て

味
わ
う
。

国
民
の
祝
日
の
誕
生

ア
メ
リ
カ
で
は
、
各
地
で
収
穫
祭
が
お
こ
な
わ
れ
て
き

た
が
、
特
定
の
日
を
祝
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

国
民
の

祝
日
（
一
一
月
の
第
四
木
曜
日
）
と
し
て
祝
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
南
北
戦
争
の
た
だ
中
で
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ

ン
カ
ー
ン
大
統
領
が
「
ひ
と
つ
の
ア
メ
リ
カ
」
の
象
徴
と

し
て
の
「
サ
ン
ク
ス
ギ
ビ
ン
グ
宣
言
」
を
出
し
た
一
八
六
三

年
の
こ
と
で
あ
る
。
都
市
化
や
工
業
化
が
急
速
に
進
ん
だ

一
八
二
〇
年
代
以
降
、
一
九
世
紀
に
影
響
力
の
あ
っ
た
女
性

誌
『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
レ
デ
ィ
ー
ズ
・
ブ
ッ
ク
』 

の
編
集
者

で
あ
っ
た
サ
ラ
・
ジ
ョ
セ
フ
ァ
・
ヘ
イ
ル
は
、
家
庭
や
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
な
ど
の
価
値
を
確
認
す
る
機
会
と
し
て
、
感

謝
祭
を
独
立
記
念
日
と
同
じ
く
国
民
の
祝
日
に
す
る
よ
う
、

精
力
的
な
ロ
ビ
ー
活
動
を
続
け
た
。
ヘ
イ
ル
は
同
時
代
に

上： キリスト教再洗礼派メノナイトの家族のサンクスギビング・
ディナー。高齢者施設で暮らす親たちもこの日は帰省する
（2010年）

下： 大皿に盛られた七面鳥の丸焼き、マッシュポテトやピクルスな
どを各々の皿にとる（2010年）

ク
リ
ス
マ
ス
狂
騒
曲

相あ
い

島し
ま 

葉は

月つ
き

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

家
族
が
集
う
日
の
食
卓

―
サ
ン
ク
ス
ギ
ビ
ン
グ
・
デ
ィ
ナ
ー

上：七面鳥とポテト
に人参とパースニッ
プが彩りを添える
（Photo: Becky Fatham, 
Unsplash)
下：イギリスのクリス
マスケーキ。食べる直
前にウィスキーをフラ
ンベする
（Photo: Becky Fatham, 
Unsplash)
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○○してみました世界のフィールド

鈴
すず

木
き

 紀
もとい

博物館でラテンアメリカの
先住民文化の意味を考える

二
〇
一
四
〜
二
〇
一
八
年
度
ま
で
、
科
研
費
の
新
学
術
領
域
研
究
（
研
究
領
域
提

案
型
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
古
代
ア
メ
リ
カ
の
比
較
文
明
論
」
の
一
環
と
し
て
、
南
北

ア
メ
リ
カ
と
欧
州
の
人
類
学
、
考
古
学
、
歴
史
学
関
連
の
博
物
館
を
訪
問
し
た
。
わ

た
し
の
関
心
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
先
住
民
文
化
を
博
物
館

が
ど
の
よ
う
に
展
示
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

二
七
カ
国
の
博
物
館

調
査
は
二
〇
一
四
年
一
〇
月
八
日
、
メ
キ
シ
コ
国
立
人
類
学
博
物
館
館
長
の
ア
ン

ト
ニ
オ
・
サ
ボ
リ
氏
と
の
面
談
か
ら
始
ま
っ
た
。
同
館
の
一
階
に
は
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
考

古
学
展
示
場
、
二
階
に
は
現
代
メ
キ
シ
コ
先
住
民
の
民
族
誌
展
示
場
が
あ
る
。
わ
た

し
は
冗
談
め
か
し
て
、
一
階
と
二
階
の
あ
い
だ
に
は
階
段
と
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
以
外
に

何
が
あ
る
の
か
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
理
論
が
ふ
た
つ
の
フ
ロ
ア
ー
を
繋つ
な

い
で
い
る
の
か

と
疑
問
を
ぶ
つ
け
て
み
た
。
サ
ボ
リ
館
長
も
こ
の
問
い
を
お
も
し
ろ
が
り
、
わ
た
し

の
調
査
に
賛
同
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
二
〇
一
九
年
三
月
一
日
、
最
後

に
訪
問
し
た
の
は
キ
ュ
ー
バ
国
立
美
術
館
の
「
キ
ュ
ー
バ
美
術
に
お
け
る
タ
イ
ノ
的

な
も
の
」
と
題
す
る
展
覧
会
だ
っ

た
。
先
住
民
族
タ
イ
ノ
の
文
化

を
学
ぶ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加

し
た
子
ど
も
た
ち
の
可
愛
ら
し

い
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
間
に
訪
れ
た
博
物
館
は
二
七
カ

国
、
一
〇
〇
以
上
に
の
ぼ
る
。

四
つ
の
意
味

調
査
し
た
博
物
館
の
展
示
を

比
べ
る
と
、
先
住
民
文
化
に
関
す

る
四
つ
の
意
味
が
浮
上
し
た
。

第
一
に
、
過
去
の
貴
重
な
文
化

マヤ、アステカ、インカなど古代文明が栄えたラテンアメリカ。世界各地の博物館では、その
文化を継承する先住民族のさまざまな姿を紹介している。筆者は、5年の年月を重ね 27カ国を
訪ね歩いて、各地の博物館が先住民文化をどのようにとらえているのか、その意味を調べた。

第
四
に
、
国
民
の
文
化
的
多
様
性
の
一
端
と
し
て
先
住
民
文
化
を
描
く
博
物
館

も
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
や
コ
ス
タ
リ
カ
の
国
立
博
物
館
で
は
、
先
コ
ロ
ン
ブ
ス
期
の
文

化
に
加
え
て
、
現
代
の
先
住
民
文
化
だ
け
で
な
く
、
ア
フ
リ
カ
系
の
人
び
と
や
メ
ス

テ
ィ
ソ
（
混
血
）
の
人
び
と
の
文
化
も
幅
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
博
物
館
は
い
わ

ば
多
文
化
共
生
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

博
物
館
で
の
出
会
い

博
物
館
を
訪
問
し
、
そ
の
場
で
遭
遇
す
る
予
期
せ
ぬ
出
来
事
が
、
先
住
民
文
化

の
あ
り
よ
う
を
生
き
生
き
と
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
の
マ
ヤ
世
界

博
物
館
の
展
示
場
で
は
、
案
内
役
の
青
年
が
マ
ヤ
語
で
話
し
か
け
て
く
る
。
当
惑
す

る
来
館
者
を
見
て
、
す
ぐ
に
ス
ペ
イ
ン
語
に
切
り
替
え
、
今
の
は
わ
た
し
た
ち
の
こ

と
ば
で
す
と
説
明
す
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
J
・
ア
ン
ブ
ロ
セ
ッ
テ
ィ
民
族
学
博
物

館
で
は
、
先
住
民
族
マ
プ
チ
ェ
の
女
性
歌
手
の
リ
サ
イ
タ
ル
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

二
〇
世
紀
に
絶
滅
し
た
と
い
わ
れ
る
先
住
民
族
セ
ル
ク
ナ
ム
を
悼
む
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
後
、
マ
プ
チ
ェ
の
民
謡
を
厳お
ご
そか

に
歌
う
声
が
響
い
た
。
そ
し
て
キ
ュ
ー
バ
で
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
タ
イ
ノ

文
化
に
触
発
さ
れ
た
子
ど
も

た
ち
の
作
品
に
出
会
っ
た
。
カ

ラ
フ
ル
な
色
を
塗
ら
れ
た
タ

イ
ノ
風
の
器
や
、
先
コ
ロ
ン
ブ

ス
期
の
暮
ら
し
を
再
現
し
た

ジ
オ
ラ
マ
を
見
学
し
た
。
こ

う
し
た
体
験
か
ら
い
え
る
こ

と
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
各

地
で
先
住
民
文
化
の
再
評
価

が
進
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て

博
物
館
が
そ
の
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

民博 人類文明誌研究部

遺
産
と
し
て
の
先
住
民
文
化
だ
。
大
英
博
物
館
の
メ
キ
シ
コ
室
や
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン

美
術
館
の
先
コ
ロ
ン
ブ
ス
期
美
術
室
な
ど
で
は
、
マ
ヤ
、
ア
ス
テ
カ
、
イ
ン
カ
な
ど

の
文
明
の
至
宝
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
そ
の
後
の
先
住
民
文
化

に
関
す
る
資
料
や
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
来
館
者
は
も
っ
ぱ
ら
古
代
文
明
の

断
片
と
し
て
展
示
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
先
住
民
文
化
を
近
代
国
家
の
基
層
と
し
て
位
置
付
け
る
場
合
で
あ
る
。

ペ
ル
ー
国
立
考
古
学
人
類
学
歴
史
学
博
物
館
や
チ
リ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル

の
国
立
歴
史
博
物
館
な
ど
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
系
の
博
物
館
で
は
、
先
コ
ロ

ン
ブ
ス
期
の
文
化
を
そ
の
後
の
歴
史
過
程
と
と
も
に
展
示
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら

の
博
物
館
で
も
現
代
の
先
住
民
に
関
す
る
情
報
は
乏
し
く
、
先
住
民
文
化
は
植
民

地
時
代
に
消
滅
し
た
と
い
う
印
象
を
来
館
者
に
与
え
や
す
い
。

こ
れ
ら
に
対
し
先
住
民
文
化
の
歴
史
的
連
続
性
を
強
調
す
る
博
物
館
も
あ
る
。

メ
キ
シ
コ
国
立
人
類
学
博
物
館
や
グ
ア
テ
マ
ラ
国
立
考
古
学
民
族
学
博
物
館
、
ボ

リ
ビ
ア
国
立
民
族
誌
民
俗
学
博
物
館
な
ど
で
は
、
先
コ
ロ
ン
ブ
ス
期
の
文
化
と
と
も

に
現
代
の
先
住
民
族
の
暮
ら
し
が
展
示
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
民
族
衣
装
を
着
た
マ

ネ
キ
ン
に
よ
っ
て
祝
祭
の
場
が
再
現
さ
れ
て
い
た
り
、
農
具
や
手
工
芸
品
な
ど
、
先

住
民
族
の
伝
統
的
な
生
業
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
展
示
を
通
じ
て
、

古
代
文
明
を
継
承
す
る
先
住
民
文
化
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。

メキシコ国立人類学博物館を象徴する大柱（2014年）

マプチェ歌手B・ピチ・マレンのリサイタル（2018年） キューバの子どもたちが作ったタイノ風の焼物（2019年）

コロンビア国立博物館の「多様性の壁」（2017年）
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み
ん
ぱ
く
映
画
会

み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
シ
ア
タ
ー

本
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
映
像
作
品
で
あ
る「
み
ん
ぱ

く
映
像
民
族
誌
」シ
リ
ー
ズ
か
ら
選
定
し
た
作
品

を
上
映
し
、
監
修
者
に
よ
る
ト
ー
ク
を
お
こ
な
い

ま
す
。

会
場
　
淀
川
文
化
創
造
館 

シ
ア
タ
ー
セ
ブ
ン

申
込
方
法
　 

要
事
前
申
込 

　
　
　
　
　
　
　
　

（
先
着
順
／
定
員
各
回
26
名
）

 

参
加
無
料

申
込
期
間
　

1
月
12
日（
火
）ま
で

 

（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

※
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ

イ
ト
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
本
映
画
会
は
会
場
参
加
の
ほ
か
、
W
E
B
ラ
イ

ブ
中
継（
要
事
前
申
込
・
先
着
順
／
定
員
各
回

1
0
0
名
）で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

「
セ
ネ
ガ
ル
を
越
え
る
人
と
地
域
ラ
ジ
オ
」

日
時
　

1
月
23
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

司
会
　
福
岡
正
太（
本
館 
教
授
）

解
説
　
三
島
禎
子（
本
館 
准
教
授
）

「
ネ
パ
ー
ル
の
サ
ー
ラ
ン
ギ
音
楽
」

日
時 

1
月
30
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

司
会 

福
岡
正
太（
本
館 

教
授
）

解
説 

南
真
木
人（
本
館 

准
教
授
）

み
ん
ぱ
く
お
正
月
イ
ベ
ン
ト

「
う
し
に
惹
か
れ
て 

み
ん
ぱ
く
め
ぐ
り
」

令
和
3
年
の
干
支
「
う
し
」
に
関
す
る
展
示
物
を

紹
介
す
る
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
を
配
布
し
ま
す
。
み
ん

ぱ
く
の
展
示
場
に
住
む
う
し
た
ち
を
探
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

日
時
　

1
月
9
日（
土
）、
10
日（
日
）

10
時
〜
17
時（
16
時
30
分
受
付
終
了
、た
だ

し
マ
ッ
プ
が
な
く
な
り
次
第
受
付
終
了
）

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

 

本
館
展
示
場

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

お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401
https://www.minpaku.ac.jp/

特
別
展

「
復
興
を
支
え
る
地
域
の
文
化

―
3
・11
か
ら
10
年
」

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
復
興
の
原

動
力
と
し
て
の「
地
域
文
化
」に
大
き
な
注
目
が
よ

せ
ら
れ
ま
し
た
。
本
展
示
で
は
東
日
本
大
震
災
か

ら
10
年
が
経
つ
今
、
災
害
か
ら
の
復
興
を
支
え
る

地
域
文
化
を
め
ぐ
る
活
動
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め

て
振
り
返
り
ま
す
。
ま
た
、
豊
か
な
社
会
の
礎
と

な
る
地
域
文
化
の
大
切
さ
と
そ
の
継
承
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
ま
す
。

会
期
　

3
月
4
日（
木
）〜
5
月
18
日（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

対
象
　
全
年
齢 

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

 

定
員
各
日
先
着
2
0
0
名

※
当
日
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方

に
、
み
ん
ぱ
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
缶
バ
ッ
ジ
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

「
干
支
の
動
物
で
絵
馬
を
作
ろ
う
」

展
示
場
で
干
支
の
動
物
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
絵
馬
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

日
時
　

1
月
10
日（
日
）10
時
30
分
〜
16
時 

（
用
意
し
た
小
絵
馬
が
な
く
な
り
次
第
受

付
終
了
）

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

対
象
　

3
歳
以
上（
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
に
よ

る
催
し
で
す
。

「
こ
け
し
の
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
を
つ
く
ろ
う
！
」

展
示
場
の「
伝
統
こ
け
し
」の
絵
柄
を
観
察
し
、
ポ

ス
ト
カ
ー
ド
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

日
時
　

1
月
11
日（
月
・
祝
）

 

10
時
30
分
〜
15
時
30
分（
15
時
受
付
終
了
）

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

対
象
　
全
年
齢 （
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
に
よ

る
催
し
で
す
。

本
館
展
示
場
の
一
部
閉
鎖
に
つ
い
て

本
館
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル（
音
楽
展
示
、
言
語
展
示
、

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
一
部
）の
た
め
、
左
記
の
期
間
、

展
示
場
の
一
部
を
閉
鎖
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

閉
鎖
期
間
：
3
月
24
日（
水
）ま
で

レ
ス
ト
ラ
ン
再
開
の
お
知
ら
せ

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
た
め
レ
ス
ト
ラ
ン
を
休
業
し
、

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

2
0
2
0
年
12
月
17
日（
木
）よ
り
、「
森
の
洋
食 

グ
リ
ル
み
ん
ぱ
く
」と
し
て
、
営
業
を
再
開
い
た

し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

場
所
　
本
館
1
階

営
業
時
間
　

11
時
〜
16
時
30
分

 

（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
16
時
）

休
業
日
　
毎
週
水
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
） 

年
末
年
始（
12
月
28
日（
月
）か
ら
1
月

4
日（
月
）ま
で
）

会
場
　
本
館
セ
ミ
ナ
ー
室

※ 

メ
イ
ン
会
場
が
満
席
の
場
合
は
中
継
会
場
を
ご
案
内
し
ま
す
。

※ 

要
事
前
申
込（
先
着
順
／
定
員
各
回
1
0
0
名
）、
参
加
無
料

（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

※ 

事
前
予
約
の
方
は
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
2
階

に
て
配
付
し
ま
す
。

第
5
0
6
回
　

1
月
16
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

図
像
資
料
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

―
「
地
域
研
究
画
像
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
」
の
取
り
組

み
か
ら

講
師
　
丸
川
雄
三（
本
館 

准
教
授
）

本
館
で
は
、
世
界
各
地
で
撮
影
さ
れ
た
調
査
写
真
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
構
築
を
進
め
て
い
ま
す
。
実
際
の
取
り
組
み
を
例
に
、

図
像
資
料
の
も
つ
可
能
性
と
情
報
技
術
を
も
ち
い
た
活
用
支
援

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

●
一
般
受
付
：
1
月
14
日（
木
）ま
で

※
友
の
会
電
話
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

第
5
0
7
回
　 

2
月
20
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

南
半
球
の
華
僑
華
人

―
客
家
を
中
心
と
し
て

講
師
　
河
合
洋
尚（
本
館 

准
教
授
）

21
世
紀
に
入
り
、
南
半
球
で
は
華
僑
華
人
の
移
住
が
急
増
し
て

い
ま
す
。
そ
の
う
ち
客
家
が
多
い
タ
ヒ
チ
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
、

ペ
ル
ー
を
と
り
あ
げ
、
中
国
系
新
移
民
の
流
入
に
よ
る
社
会
・

文
化
構
造
の
変
化
を
解
説
し
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

●
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付

　
1
月
8
日（
金
）〜
1
月
15
日（
金
）

●
一
般
受
付

　
1
月
18
日（
月
）〜
2
月
18
日（
木
）

【
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
申
込
方
法
】

本
人
を
含
む
2
名
ま
で
。
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
し
ま
す
。

右
記
の
該
当
期
間
中
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付（
定
員
20
名
）

【
申
込
先
】千
里
文
化
財
団
友
の
会
事
務
局

　
電
話
0 

6
ー
6
8
7
7
ー
8
8
9
3

　（
9
時
〜
17
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

会
場
　
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※ 

申
込
不
要（
当
日
先
着
順
／
定
員
各
日
42
名
）、参
加
無
料（
要

展
示
観
覧
券
）

本
館
の
研
究
者
が
「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
」「
調
査
し

て
い
る
地
域
／
国
の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」

に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

1
月
24
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時（
14
時
開
場
）

北
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
と
い
う
国

話
者
　
卯
田
宗
平（
本
館 

准
教
授
）

1
月
31
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時（
14
時
開
場
）

新
み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
紹
介

「
セ
ネ
ガ
ル
を
越
え
る
人
と
地
域
ラ
ジ
オ
」

話
者
　
三
島
禎
子（
本
館 

准
教
授
）

友
の
会
講
演
会

友
の
会
会
員
に
限
定
し
て
開
催
し
ま
す（
要
事
前
申
込
・
先
着
順
）。

受
付
フ
ォ
ー
ム
は
友
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
り
ま
す
。

※ 

1
月
は
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
の
み
で
の
開
催
に
な
り
ま
す
。

第
5
0
8
回
　 

1
月
9
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
魅
力
と
課
題

―
開
館
半
年
を
迎
え
て

講
師
　
佐
々
木
史
郎

 

（
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
館
長
、
本
館 
名
誉
教
授
）

ウ
ポ
ポ
イ（
民
族
共
生
象
徴
空
間
）と
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館

は
2
0
2
1
年
1
月
で
開
業
半
年
を
迎
え
ま
す
。
そ
の
間
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
を
徹
底
し
な
が
ら
の
運
営
を
続
け
て

き
ま
し
た
。
ウ
ポ
ポ
イ
と
博
物
館
の
魅
力
は
五
感
を
使
っ
た
ア
イ

ヌ
文
化
体
験
で
す
。
博
物
館
や
伝
統
的
コ
タ
ン
の
見
学
だ
け
で

な
く
、
ホ
ー
ル
で
は
伝
統
舞
踊
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
ア
イ
ヌ
料
理

を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。
来
場
者
に
全
身
で
ア
イ
ヌ
文
化
を

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

受
付
フ
ォ
ー
ム

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/508to
m

o
/

第
5
0
9
回
　

2
月
6
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

セ
ネ
ガ
ル
河
上
流
域
の
変
容
と
「
文
化
週
間
」

―
故
郷
に
残
っ
た
人
び
と
の
選
択

講
師
　
三
島
禎
子（
本
館 

准
教
授
）

西
ア
フ
リ
カ
の
ソ
ニ
ン
ケ
民
族
は
フ
ラ
ン
ス
な
ど
海
外
へ
の
労
働

移
民
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
元
に
残
っ
た
人
た
ち
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
開
発
援
助
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
巻
き
込
ま
れ
る
一
方
で
、

セ
ネ
ガ
ル
河
上
流
域
の
諸
民
族
の
文
化
や
職
人
技
術
を
紹
介
す

る「
文
化
週
間
」を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
行
事
は
政
府
の
援
助

な
し
に
、「
地
域
ラ
ジ
オ
」が
中
心
に
な
っ
て
10
年
来
、
継
続
し
て

い
ま
す
。
地
域
開
発
を
担
う
地
域
ラ
ジ
オ
と
女
性
グ
ル
ー
プ
の

活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
、
こ
の
行
事
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

【
聴
講
方
法
】 

 

会
場
　
本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
40
名
）

※
満
席
の
場
合
は
、
中
継
会
場（
定
員
13
名
）に
ご
案
内
し
ま
す
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
配
信
も
お
こ
な
い
ま
す（
定
員
1
0
0
名
）。

受
付
フ
ォ
ー
ム

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/509
to

m
o

/

共
催
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
2
0
2
0
年
度
特
別
展

梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念

「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」

本
共
催
展
は
、
本
館
で
2
0
2
0
年
秋
に
開
催

し
た
梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念
企
画
展「
知

的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」と
の
連
動
企
画
で
す
。

梅
棹
の
学
生
時
代
の
受
講
ノ
ー
ト
、
ス
ケ
ッ
チ
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
や
、
学
術
調
査
の
際
に
収

集
し
た
資
料
な
ど
、
京
都
大
学
と
関
係
す
る
資

料
を
新
た
に
加
え
て
展
示
を
お
こ
な
い
ま
す
。

会
期
　 

1
月
13
日（
水
）〜
3
月
14
日（
日
）

会
場
　  

京
都
大
学
総
合
博
物
館

休
館
日
　 

月
、
火
曜
日

 

（
平
日
・
祝
日
に
か
か
わ
ら
ず
）

主
催
　 

京
都
大
学
総
合
博
物
館

 

国
立
民
族
学
博
物
館

■
一
般
受
付

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約（
定
員
60
名
）

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・ 

当
日
参
加
申
込（
定
員
20
名
）

11
時
か
ら
本
館
2
階
セ
ミ
ナ
ー
室
前
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、
み
ん
ぱ
く

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜

17
時（
土
日
祝
を
除
く
）で
す
。

刊行物紹介

本書は、世界各地の捕
鯨の現状、日本の調査
捕鯨や商業捕鯨再開を
めぐる政治的な動き、
反捕鯨運動にかかわる
メディア展開、NGOに
よる鯨類保護活動、鯨
類に関連する動物倫理
問題などについて報告
し、検討を加えた。

■岸上 伸啓 編
『捕鯨と反捕鯨のあいだに
̶世界の現場と政治・倫理的問題』
臨川書店　4,000円（税別）

重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、本館関連の催
し物について、本コーナーに掲載の情報も含め、急遽、予
定を変更する可能性がございます。詳細につきましては、
決まり次第本館ホームページに掲載いたします。何卒ご理
解のほど、お願い申し上げます。
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イ
ン
ド
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
ま
た
が
る
地
域
に
暮
ら
す
ナ
ガ
の
人
び
と
に
と
っ
て
、竹
は
生
活
必
需
品
で
あ
る
。

ナ
ガ
の
農
村
社
会
に
お
い
て
、バス
ケ
タ
リ
ー
を
編
む
の
は
男
た
ち
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
る
が
、彼
ら
が
竹
や
籐と

う

か
ら

作
り
出
す
の
は
籠
だ
け
で
は
な
い
。
体
に
身
に
つ
け
る
装
飾
品
に
も
、
そ
の
技
が
活
き
て
い
る
。

編
ん
で
着
飾
る
男
た
ち

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

岡お
か

田だ 

恵え

美み

に
男
性
が
自
ら
編
ん
だ
背
負
い
籠
を
相
手
の
女
性
に
贈
る

風
習
も
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
欠
か
せ
な
い
素
材
は
何
と

い
っ
て
も
竹
で
あ
り
、
稈か
ん

齢れ
い

一
年
ほ
ど
の
若
竹
が
好
ま
れ

る
。
ま
た
ヤ
シ
科
の
籐
も
ナ
ガ
に
と
っ
て
身
近
な
素
材
で

あ
る
。
ダ
オ
と
よ
ば
れ
る
刀
で
竹
や
籐
を
薄
く
削
り
、
異

な
る
幅
の
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
程
の
ヒ
ゴ
を
作
る
。
背
負
い

籠
の
場
合
は
、
ヒ
ゴ
を
格
子
状
に
組
ん
で
底
面
を
整
え
、

側
面
は
竹
製
の
型
に
沿
う
よ
う
に
、
曲
線
を
帯
び
た
形
状

に
編
ん
で
ゆ
く
。
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
第
一
の
用
途
は
貯
蔵

で
あ
り
、
竹
で
作
ら
れ
た
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
米

用
の
籠
は
、
実
用
品
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
富
の
象
徴

イ
ン
ド
北
東
部
ナ
ガ
ラ
ン
ド
州
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
北
西
部

ザ
ガ
イ
ン
地
方
域
ナ
ガ
自
治
区
を
中
心
に
、イ
ン
ド
と
ミ
ャ

ン
マ
ー
の
国
境
周
辺
に
は
、「
ナ
ガ
」
と
よ
ば
れ
る
モ
ン
ゴ

ロ
イ
ド
系
の
人
び
と
が
暮
ら
す
。
ナ
ガ
は
異
な
る
言
語
を

も
つ
少
数
民
族
の
総
称
を
指
し
、
一
九
世
紀
末
か
ら
の
英

国
統
治
や
一
九
四
〇
年
代
か
ら
半
世
紀
以
上
も
続
い
た
イ

ン
ド
か
ら
の
独
立
運
動
の
な
か
で
、
多
様
性
の
統
一
の
も

と
に
形
成
さ
れ
た
民
族
概
念
と
も
い
え
る
。
ナ
ガ
の
大
半

は
標
高
一
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
密
林
山
岳
地
帯
に
居

住
し
、
急
斜
面
に
何
層
も
連
な
る
棚
田
で
の
稲
作
や
焼
畑

農
業
を
生
業
と
し
て
い
る
。

N
o B

am
boo, N

o L
ife

農
村
の
ナ
ガ
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
が
竹
で
あ
る
。

「
竹
の
揺
り
籠
で
人
生
を
始
め
、竹
の
棺
で
人
生
を
終
え
る
」

と
い
う
諺
こ
と
わ
ざ

も
あ
り
、
竹
林
を
有
し
て
い
れ
ば
飢
え
る
こ
と

は
な
い
と
い
わ
れ
て
き
た
。
竹
は
住
居
の
建
築
資
材
や
棚

田
へ
の
水
路
、
家
具
、
籠
、
食
器
、
笛
や
口
琴
と
い
っ
た

楽
器
に
も
使
わ
れ
る
万
能
な
素
材
で
あ
る
。
ま
た
ナ
ガ
に

と
っ
て
筍
た
け
の
こ

は
日
常
的
な
食
材
で
、
数
日
発
酵
さ
せ
た
も
の

を
豚
肉
と
一
緒
に
煮
込
ん
だ
り
、
漬
物
に
し
た
り
、
乾
燥

さ
せ
て
保
存
食
と
し
て
も
重
宝
す
る
。
イ
ン
ド
側
の
ナ
ガ

ラ
ン
ド
州
で
は
、
二
〇
〇
四
年
に
竹
資
源
に
関
す
る
州
政

府
の
政
策
が
始
ま
っ
て
以
降
、
竹
林
開
発
省
が
設
立
さ
れ
、

竹
林
の
保
護
や
竹
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
、
竹
製
品
の

流
通
や
産
業
の
促
進
が
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

女
性
は
布
を
織
り
、
男
性
は
籠
を
編
む

ナ
ガ
の
農
村
社
会
で
は
、
紡
績
や
織
物
、
刺し

繍し
ゅ
う

は
女
性

の
仕
事
、
木
彫
や
陶
芸
、
金
属
工
芸
は
男
性
の
仕
事
と
い

う
よ
う
に
分
業
化
さ
れ
て
き
た
。
植
物
素
材
を
編
み
組
み

す
る
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
男
性
の
仕
事
で
、
そ
の
技
法
や
形
、

デ
ザ
イ
ン
の
豊
富
さ
は
イ
ン
ド
国
内
で
も
指
折
り
で
あ
る
。

村
に
は
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
専
門
の
職
人
が
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
成
人
男
性
で
あ
れ
ば
か
つ
て
は
誰
も
が
お
こ
な
っ
た

乾
季
の
作
業
の
ひ
と
つ
で
、
村
に
よ
っ
て
は
、
結
婚
の
際

で
も
あ
る
。
ま
た
第
二
の
用
途
は
運
搬
で
、
薪
や
収
穫
物

を
運
ぶ
背
負
い
籠
は
村
人
誰
も
が
所
有
し
、
頭
に
幅
広
の

紐ひ
も

を
引
っ
掛
け
て
背
負
う
。
籠
を
は
じ
め
、
住
居
の
壁
材

や
床
材
、
円
形
の
ス
ツ
ー
ル
、
雨
合
羽
、
樹
皮
で
編
ん
だ

魚
網
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
日
用
品
に
植
物
素
材
を
編
む
技

法
が
溢あ
ふ

れ
て
い
る
。

男
性
衣
装
や
装
飾
品
に
見
る
バ
ス
ケ
タ
リ
ー

日
用
品
だ
け
で
は
な
く
、
祭
礼
な
ど
の
特
別
な
衣
装
や

装
飾
品
と
し
て
、
男
性
が
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
身
に
つ
け
る

の
も
ナ
ガ
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
帽
子
は
村
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
、
村
ご
と
に
お
そ
ろ
い

の
衣
装
、
お
そ
ろ
い
の
帽
子
を
身
に
つ
け
る
。
ポ
チ
ュ
リ
・

ナ
ガ
の
帽
子
は
円え
ん

錐す
い

型
の
竹
組
み
に
、
赤
と
黄
色
の
配
色

で
編
ん
だ
籐
の
装
飾
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
赤
く
染
色
し
た
山

羊
の
毛
が
モ
ヒ
カ
ン
状
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
チ
ャ
ケ

サ
ン
・
ナ
ガ
が
身
に
つ
け
る
、
ピ

パ
と
よ
ば
れ
る
脚き
ゃ

絆は
ん

も
、
黄
色
の

蘭ら
ん

の
茎
と
赤
や
白
に
染
め
た
籐
を

組
み
合
わ
せ
て
編
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。
ナ
ガ
の
な
か
で
も
編
み
方
、

配
色
、
形
状
は
多
様
で
、
民
族
や

村
独
自
の
意
匠
は
他
と
の
差
異
を

明
確
に
す
る
要
素
で
も
あ
っ
た
。

現
在
、
ナ
ガ
ラ
ン
ド
州
に
暮
ら

す
ナ
ガ
の
約
九
割
が
キ
リ
ス
ト
教

徒
（
最
大
教
派
は
バ
プ
テ
ス
ト
）
で

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
る
以

前
の
ナ
ガ
社
会
に
は
首
狩
の
慣
習
が
存
在
し
、
ノ
ク
テ
・

ナ
ガ
を
は
じ
め
北
部
の
ナ
ガ
に
は
竹
を
編
ん
だ
飾
り
籠
が

見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
狩
っ
た
首
の
数
だ
け
猿
の
頭
蓋
骨
を

籠
の
側
面
に
つ
け
た
も
の
で
、
村
の
祭
礼
の
際
に
男
性
が

斜
め
掛
け
を
し
て
身
に
つ
け
、
自
身
の
勇
敢
さ
を
示
し
た
。

今
日
で
も
ナ
ガ
の
村
々
を
訪
れ
る
と
軒
先
で
ヒ
ゴ
を
削

り
、
籠
を
編
む
男
性
の
姿
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
卓
越
し
た
技
術
を
有
す
る
世
代
は
高
齢
化
し
つ
つ

あ
り
、手
仕
事
の
継
承
は
課
題
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
流
行
に
よ
っ
て
、

ナ
ガ
ラ
ン
ド
州
で
も
二
〇
二
〇
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
続
き
、
州
外
か
ら
帰
省
し
た
ナ
ガ
の
若

者
た
ち
が
村
の
仕
事
を
手
伝
い
、
村
の
日
常
や
伝
統
文
化

を
紹
介
す
る
動
画
の
配
信
を
盛
ん
に
お
こ
な
う
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
う
し
た
現
象
が
、
今
後
の
伝
統
的
な
手
仕
事

の
継
承
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
く
る
の
か
見
守
り
た
い
。

脚絆ピパをつけたチャケサン・ナガ（インド、ナガランド州、2013年）

伝統衣装、帽子を身につけたポチュリ・ナガ
（インド、ナガランド州、2016年）

ノクテ・ナガの飾り籠（H0109212）

竹を編んだ住居の壁（インド、ナガランド州、2016年）

14   15    2021年 1月号



みんぱく回遊

〈本館展示場〉

観覧券売場

椅子―チカラの座とカラダの座
森
もり

 明
あき

子
こ

民博 グローバル現象研究部

接
合
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ぞ
接
ぎ
の
技
巧
は
洗
練
さ

れ
て
い
る
が
、
座
面
と
脚
の
つ
な
げ
方
は
、
乳
し

ぼ
り
用
腰
か
け
と
連
続
性
が
あ
る
。
背
も
た
れ
は

一
枚
板
で
、
こ
れ
も
座
面
に
ほ
ぞ
接
ぎ
し
て
い
る
。

背
も
た
れ
を
加
え
た
こ
と
は
、
乳
し
ぼ
り
用
腰
か

け
か
ら
大
き
く
展
開
し
て
い
る
。
同
じ
構
造
で
脚

が
四
本
の
も
の
が
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
シ
ュ
タ

ベ
レ
（
ま
た
は
農
民
椅
子
）
と
よ
ば
れ
る
椅
子
で
、

一
六
世
紀
後
半
か
ら
普
及
し
た
。
ほ
ぼ
同
じ
形
で
、

背
も
た
れ
に
旋
盤
加
工
を
施
し
た
細
い
棒
（
ス
ピ

ン
ド
ル
）
を
使
っ
て
い
る
の
が
ウ
ィ
ン
ザ
ー
チ
ェ

ア
で
、
英
米
に
普
及
し
て
今
日
に
い
た
る
。
こ
う

し
た
カ
ン
ト
リ
ー
チ
ェ
ア
の
特
徴
は
、
椅
子
の
座

腰
か
け
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
を
含
め
て
ア
フ
リ

カ
に
広
く
見
ら
れ
、
一
木
か
ら
彫
り
出
さ
れ
る
。

カ
メ
ル
ー
ン
の
バ
ミ
レ
ケ
の
首
長
の
腰
か
け
は
、

全
体
に
タ
カ
ラ
ガ
イ
の
ビ
ー
ズ
を
ほ
ど
こ
し
て
あ

る
。
一
方
、
背
も
た
れ
の
あ
る
椅
子
の
形
は
、
古

代
エ
ジ
プ
ト
か
ら
西
ア
ジ
ア
を
経
由
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
伝
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
世
界
に
広
ま
っ

た
。
西
ア
ジ
ア
展
示
場
の
客
間
用
肘
か
け
椅
子
は

そ
の
流
れ
を
汲く

む
。

作
業
に
使
う
椅
子

―
カ
ラ
ダ
の
座

カ
ラ
ダ
を
支
え
る
道
具
と
し
て
の
椅
子
の
役
割

は
、
労
働
の
場
で
本
領
を
発
揮
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
展
示
場
に
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
乳
し
ぼ
り
用
の

腰
か
け
は
、
高
さ
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、

乳
を
し
ぼ
る
た
め
に
し
ゃ
が
ん
だ
カ
ラ
ダ
を
支
え

る
。
一
頭
の
乳
を
し
ぼ
っ
た
ら
次
の
牛
へ
と
移
動

し
て
使
う
た
め
、
小
型
で
軽
量
、
か
つ
頑
丈
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
腰
か
け
は
、
座
面
に
三

つ
の
穴
を
あ
け
て
、
三
本
の
脚
を
な
な
め
に
接
合

し
て
あ
る
。

労
働
の
場
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
よ
う
な
腰
か
け

か
ら
、
地
方
に
固
有
の
カ
ン
ト
リ
ー
チ
ェ
ア
と
よ

ば
れ
る
椅
子
が
発
展
し
た
。
現
在
、
わ
た
し
た
ち

の
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
椅
子
の
多
く
は
、
カ
ン
ト

リ
ー
チ
ェ
ア
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

う
思
っ
て
展
示
場
を
見
回
し
て
み
る
と
、
西
ア
ジ

ア
展
示
場
の
旧
標し
め
ぎ

交ゆ
き

紀と
し

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
椅
子
が

目
に
留
ま
っ
た
。
三
本
の
脚
が
座
面
に
な
な
め
に

古
代
の
王
の
椅
子

―
チ
カ
ラ
の
座

王
の
椅
子
の
記
録
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
ま
で
さ
か

の
ぼ
る
。
王
の
椅
子
に
座
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の

は
王
だ
け
で
、
椅
子
そ
の
も
の
が
王
の
権
威
を
あ

ら
わ
し
た
。
椅
子
は
チ
カ
ラ
の
座
で
あ
り
、
そ
の

チ
カ
ラ
の
源
泉
は
、
政
治
的
権
威
の
場
合
も
あ
る

し
、
富
の
場
合
も
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
展
示
場
に
あ

る
ス
ワ
ヒ
リ
の
「
キ
テ
ィ
・
チ
ャ
・
エ
ン
ズ
ィ
」
は
、

富
の
チ
カ
ラ
の
座
と
し
て
の
王
の
椅
子
の
例
で
あ

る
。
も
ち
主
は
裕
福
な
商
人
で
、
イ
ン
ド
洋
交
易

と
と
も
に
育
ま
れ
た
イ
ス
ラ
ム
文
化
を
十
二
分
に

示
す
見
事
な
椅
子
は
、
謁
見
す
る
相
手
に
富
の
チ

カ
ラ
を
見
せ
つ
け
る
。
政
治
的
権
威
の
チ
カ
ラ
の

座
の
例
と
し
て
は
、「
ア
シ
ャ
ン
テ
ィ
王
国
」の
コ
ー

ナ
ー
に
、
背
も
た
れ
の
あ
る
王
の
椅
子
と
、
背
も

た
れ
の
な
い
王
の
腰
か
け
が
並
ん
で
い
る
。
ど
ち

ら
も
座
高
は
低
め
だ
。前
者
の
形
は
ア
シ
ャ
ン
テ
ィ

に
と
っ
て
比
較
的
新
し
い
も
の
で
、
一
七
、
八
世

紀
ご
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
使
っ
て
い
た
椅
子
の

形
を
取
り
入
れ
て
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
者
は

よ
り
伝
統
的
で
、
三
日
月
の
よ
う
な
弧
を
描
く
な

め
ら
か
な
座
面
が
独
特
の
フ
ォ
ル
ム
を
作
り
だ
す
。

ア
シ
ャ
ン
テ
ィ
を
含
む
ア
カ
ン
の
人
び
と
に

と
っ
て
、
腰
か
け
は
、
父
親
が
息
子
に
初
め
に
与

え
る
贈
り
物
の
ひ
と
つ
で
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
大

切
に
さ
れ
る
。
所
有
者
が
高
位
の
王
な
ら
、
腰
か

け
は
き
わ
め
て
強
い
霊
的
な
力
を
帯
び
る
。
重
要

な
儀
礼
の
と
き
に
特
別
な
配
慮
を
も
っ
て
扱
わ
れ
、

平
時
に
は
そ
の
あ
り
か
も
秘
密
に
さ
れ
た
。

面
と
背
も
た
れ
を
、カ
ラ
ダ
の
形
に
あ
わ
せ
て
作
っ

て
か
ら
接
合
し
て
い
る
こ
と
だ
。

誰
で
も
座
れ
る
ベ
ン
チ

展
示
場
を
さ
ら
に
歩
い
て
み
よ
う
。
休
憩
所
や
、

東
南
ア
ジ
ア
展
示
場
の
ゆ
と
ろ
ぎ
ス
ペ
ー
ス
に
は
、

来
館
者
が
座
る
こ
と
の
で
き
る
ベ
ン
チ
が
用
意
さ

れ
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
ベ
ン
チ
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。
ベ
ン
チ
は
、
数
人
で
わ
け
合
っ
て
座

る
こ
と
を
前
提
と
し
た
席
で
、
そ
こ
に
ど
う
座
る

か
は
、
居
合
わ
せ
た
人
同
士
の
阿あ

吽う
ん

の
呼
吸
で
き

ま
る
。
チ
カ
ラ
の
座
や
カ
ラ
ダ
の
座
と
し
て
の
椅

子
が
、
座
る
人
を
選
ぶ
の
と
は
正
反
対
で
、
ベ
ン

チ
に
は
、
誰
が
座
っ
て
も
い
い
。
誰
に
対
し
て
も

開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ベ
ン
チ
の
特
徴
で
あ
る
。

最
近
で
は
少
な
く
な
っ
た
日
本
の
縁
台
も
、
ベ
ン

チ
の
仲
間
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
人
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
喚
起
す
る
ベ
ン
チ
の

意
義
は
、現
代
世
界
で
増
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

客間用肘かけ椅子
（エジプト、H0168804）

旧標交紀コレクションの椅子
（日本、H0279502）

ヨーロッパ展示
「生業と一年」セクション

休憩所

東南アジア展示
ゆとろぎスペース

西アジア展示
「グローバル文化としてのコーヒー」／
「パレスチナ・ディアスポラ」セクション

アフリカ展示
「歴史を掘り起こす」／「装う」セクション

上：アシャンティ王国の王の椅子と腰かけ
（ガーナ、H0006705、H0062545）

左下：椅子「キティ・チャ・エンズィ」
（ケニア、H0007275）

右下：バミレケの首長の腰かけ
（カメルーン、H0007279）

乳しぼり用腰かけ
（デンマーク、H0118063）

農家の食卓。テーブルをあいだにして、シュタベレと壁際にコーナーベンチを配している
（オーストリア、1989年）

1980年ごろのユーゴスラビア（現スロベニア）の家の
前におかれたベンチ（個人の古いアルバムより）
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小
説
『
敦
煌
』
の
映
画
化

一
九
八
八
年
、
井い
の

上う
え

靖や
す
しが
小
説
を
書
き
上
げ
て
か
ら
三
〇
年

を
経
て
、
映
画
「
敦と
ん

煌こ
う

」
は
公
開
さ
れ
た
。
日
中
共
同
製
作
の

歴
史
大
作
で
あ
り
、
最
優
秀
作
品
賞
を
は
じ
め
、
日
本
ア
カ
デ

ミ
ー
賞
の
複
数
の
部
門
で
受
賞
し
た
。
一
九
七
四
年
に
製
作
発

表
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
馬
の
不
足
や
原
作
の
内
容
を
め
ぐ
る

対
立
な
ど
か
ら
準
備
に
時
間
を
要
し
、
監
督
や
キ
ャ
ス
ト
も
交

替
し
て
撮
影
が
開
始
さ
れ
た
。

小
説
『
敦
煌
』
に
は
、
井
上
靖
の
歴
史
へ
の
深
い
造
詣
と
、

西
域
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
の
情
熱
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
小

説
の
類
で
は
あ
る
が
、
時
代
考
証
が
な
さ
れ
た
歴
史
書
と
し
て

の
側
面
も
も
ち
合
わ
せ
、
史
実
に
基
づ
い
た
登
場
人
物
や
歴
史

上
の
出
来
事
の
描
写
が
、
物
語
の
基
礎
を
貫
い
て
い
る
。
映
画

で
は
、
時
系
列
が
前
後
し
た
り
、
登
場
人
物
の
地
位
や
性
格
が

異
な
っ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
脚
色
が
加
え
ら
れ
た
部
分
も
少

な
か
ら
ず
あ
る
が
、
そ
の
映
像
に
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
生
き
た

人
び
と
の
営
み
を
知
る
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
。

沙
漠
の
美
と
儚
さ

映
画
「
敦
煌
」
は
、
沙
漠
の
美
し
さ
と
儚は
か
なさ
を
映
し
出
す
場

面
で
は
じ
ま
る
。
太
陽
の
光
を
受
け
た
砂
丘
の
陰
影
は
美
し
く
、

西
域
へ
の
情
緒
を
掻か

き
立
て
る
。
一
方
で
、
沙
漠
に
落
ち
た
花

が
朽
ち
て
い
く
映
像
は
、
沙
漠
の
無
常
さ
を
伝
え
る
。
佐さ

藤と
う

浩こ
う

で
い
く
映
像
か
ら
は
、
沙
漠
で
生
き
る
こ
と
の
厳
し
さ
を
あ
ら

た
め
て
覚
え
る
。

混こ
ん

沌と
ん

と
し
た
民
族
模
様

「
敦
煌
」
の
舞
台
は
、
一
一
世
紀
の
は
じ
め
、
大
唐
帝
国
が
崩

壊
し
、
北
宋
が
中
国
を
治
め
て
い
た
時
分
で
あ
る
。
北
宋
は
、

河
西
回
廊
一
帯
の
領
有
を
め
ぐ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族
の
吐と

蕃ば
ん

、

ト
ル
コ
系
民
族
の
回か
い

鶻こ
つ

（
ウ
イ
グ
ル
）、
そ
し
て
物
語
の
中
心
と

な
る
新
興
の
西せ
い

夏か

と
争
っ
て
い
た
。
西
夏
は
チ

ベ
ッ
ト
系
民
族
の
タ
ン
グ
ー
ト
が
建
て
た
国
で

あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
滅
ぼ
さ
れ
る
ま
で
河

西
回
廊
一
帯
を
治
め
た
。

古
代
史
に
お
け
る
争
い
ご
と
は
、
領
土
を
め

ぐ
る
民
族
間
の
対
立
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と

も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
し
か
し
、
状
況
は
よ
り

複
雑
で
あ
り
、
単
に
民
族
間
の
争
い
に
帰
し
た

わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
西に
し

田だ

敏と
し

行ゆ
き

扮
す

る
朱し
ゅ

王お
う

礼れ
い

は
、「
西
夏
軍
に
は
、
吐
蕃
も
ウ
イ

グ
ル
の
部
隊
も
い
る
。
俺
た
ち
は
西
夏
軍
の
漢

人
部
隊
だ
。
こ
の
沙
漠
で
は
、
西
夏
も
ウ
イ
グ

ル
も
な
い
。生
き
る
た
め
に
は
戦
う
し
か
な
い
」

と
言
う
。
古
代
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
争
い
に
お
い

て
、
傭よ
う

兵へ
い

部
隊
が
活
躍
し
た
こ
と
は
、
歴
史
書

の
記
録
に
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
西

交
流
の
通
路
と
な
っ
た
河
西
回
廊
一
帯
で
は
、

物
資
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
や
文
化
が

入
り
混
じ
り
、
多
民
族
が
共
生
す
る
社
会
が
つ

く
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

市い
ち

扮ふ
ん

す
る
主
人
公
・

趙ち
ょ
う

行ぎ
ょ
う

徳と
く

は
、
沙
漠

に
お
い
て
戦
へ
の
準

備
を
お
こ
な
っ
て
い

る
際
に
「
負
傷
し
た

も
の
で
、
歩
け
る
も

の
、
馬
に
乗
れ
る
も

の
は
騎
乗
隊
に
同
行

さ
せ
ろ
。
歩
け
な
い

も
の
、
馬
に
乗
れ
な

い
重
傷
者
は
始
末
し

ろ
」
と
い
う
命
令
を

耳
に
す
る
。
負
傷
し

た
仲
間
が
い
た
行
徳

は
激
し
く
反
発
し
た

が
、
結
局
は
自
ら
の

手
で
仲
間
を
殺あ
や

め
る

こ
と
に
な
っ
た
。

今
で
こ
そ
、
飛
行

機
や
高こ
う

鉄て
つ
（
中
国
の

新
幹
線
）
に
乗
っ
て
河か

西せ
い

回か
い

廊ろ
う
の
各
都
市
に
も
あ
っ
と
い
う
間

に
辿た
ど

り
着
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
右
記
の
場
面
や
、
ラ
ク
ダ
や

馬
に
乗
っ
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
組
ん
で
ゆ
っ
く
り
と
沙
漠
を
進
ん

仏
の
世
界
を
知
る
ヒ
ン
ト

小
説
に
は
な
く
、
映
画
に
の
み
登
場
す
る
も
の
に
、
石
窟
寺

院
を
造
営
す
る
場
面
が
あ
る
。
石
窟
寺
院
は
、
崖
を
削
っ
て
掘

り
出
し
た
洞
窟
の
な
か
に
、
仏
像
や
仏
画
を
配
す
る
宗
教
空
間

で
あ
る
。
映
画
で
は
、
洞
窟
を
掘
っ
た
後
に
、
壁
面
に
仏
画
を

描
く
場
面
が
登
場
す
る
。
暗
い
洞
窟
の
な
か
、
足
場
が
組
ま
れ

た
高
い
場
所
で
絵
を
描
く
絵
師
は
、
灯
明
の
光
を
頼
り
に
仏
画

を
描
い
て
い
た
。
現
在
、
わ
た
し
た
ち
は
電
気
の
強
い
光
を
当

て
て
、
石
窟
内
の
仏
像
や
仏
画
を
鑑
賞
し
て
い
る
。
し
か
し
、

電
気
が
な
い
時
代
、
人
び
と
は
、
入
口
か
ら
差
し
込
む
わ
ず
か

な
太
陽
の
光
と
、
ろ
う
そ
く
や
松た
い

明ま
つ

の
揺
ら
ぐ
光
を
頼
り
に
、

仏
の
世
界
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
映
画「
敦
煌
」

は
、
石
窟
と
い
う
空
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
改

め
て
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
。

敦
煌
市
の
郊
外
に
あ
る
莫ば
っ

高こ
う

窟く
つ
の
崖が
け

面め
ん
に
は
、
映
画
の
た
め

に
つ
く
ら
れ
た
洞
窟
が
今
で
も
残
さ
れ
て
い
る
。
映
画
の
公
開

か
ら
三
〇
年
の
時
を

経
て
、
そ
の
洞
窟
も

莫
高
窟
の
歴
史
の
一

部
と
し
て
刻
ま
れ
つ

つ
あ
る
。
莫
高
窟
に

残
さ
れ
た
数
々
の
仏

た
ち
を
参
観
す
る
傍

ら
、
映
画
「
敦
煌
」

の
世
界
に
思
い
を
は

せ
る
の
も
一
興
で
あ

ろ
う
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
生
き
た
人
び
と
の

歴
史
も
の
が
た
り

末す
え

森も
り 

薫か
お
る

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

M
「敦煌」

1988年／日本・中国／日本語／143分／DVDあり

監督：佐藤純彌

出演：西田敏行、佐藤浩市、柄本明ほか

撮影現場が残る
莫高窟の崖面（2016年）

沙漠をゆくラクダの隊列（2007年）古代シルクロードの関所、陽関（ようかん）遺跡（2016年）
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いことばの

上
うえ

畑
はた

 史
ふみ

奏
（
ロ
マ
の
音
楽
家
が
多
い
）、
そ
し
て
セ
ル
ビ
ア
料
理
も
提

供
さ
れ
る
カ
フ
ァ
ナ
は
、
一
九
世
紀
に
誕
生
し
、
民
俗
文
化

の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
、
現
代
の
人
び
と
に
も
親
し
ま
れ
て
い

る
。
近
年
で
は
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
（
セ
ル
ビ
ア
語
で
ク
ル
ブ
）
と

カ
フ
ァ
ナ
を
融
合
し
た
「
ク
ル
バ
ナ
」
と
い
う
業
態
す
ら
登

場
し
、
若
者
を
魅
了
し
て
い
る
。

カ
フ
ァ
ナ
で
メ
ラ
ク
の
真
っ
最
中
に
あ
る
人
は
一
目
瞭
然

で
あ
る
。
感
極
ま
っ
て
グ
ラ
ス
を
床
に
投
げ
つ
け
割
っ
た
り
、

男
女
問
わ
ず
天
を
仰
ぐ
よ
う
に
両
手
を
広
げ
、
音
楽
に
陶
酔

し
て
い
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
メ
ラ
ク
を
盛
り
上
げ
る
音

楽
と
し
て
は
、
セ
ル
ビ
ア
南
部
に
顕
著
な
、
ト
ル
コ
風
の
オ

リ
エ
ン
タ
ル
な
音
楽
が
最
適
と
さ
れ
る
。
な
お
、
そ
う
し
た

音
楽
や
、
メ
ラ
ク
や
カ
フ
ァ
ナ
と
い
っ
た
語
彙
は
、
セ
ル
ビ

ア
が
一
九
世
紀
以
前
に
経
験
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
支

配
に
由
来
す
る
。

同
帝
国
の
支
配
を
脱
し
た
一
九
世
紀
後
期
、
あ
ら
ゆ
る
局

面
で
西
洋
化
が
推
進
さ
れ
る
な
か
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
文
化

を
温
存
し
た
の
が
カ
フ
ァ
ナ
で
あ
り
、
そ
の
古
風
な
佇た
た
ずま
い

ゆ
え
、
セ
ル
ビ
ア
ら
し
い
空
間
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
ん

な
カ
フ
ァ
ナ
で
繰
り
返
さ
れ
慣
例
化
し
た
メ
ラ
ク
に
起
因
す

る
行
為
は
、
セ
ル
ビ
ア
人
ら
し
い
心
性
の
発
露
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
。

大
酒
を
飲
み
、
演
奏
に
合
わ
せ
て
歌
っ
た
り
、
泣
い
た
り
、

わ
た
し
は
未
経
験
だ
が
グ
ラ
ス
を
割
っ
た
り
…
…
。
だ
が
、

そ
の
翌
日
は
意
外
に
も
清す
が

々す
が

し
い
。
む
し
ろ
そ
の
と
き
演
奏

さ
れ
て
い
た
楽
曲
が
一
生
の
宝
物
に
な
っ
た
り
す
る
。
な
ぜ

な
ら
メ
ラ
ク
に
浸
る
人
は
、迷
惑
な
「
の
ん
べ
え
」
で
は
な
く
、

セ
ル
ビ
ア
人
ら
し
い
「
愛
す
べ
き
人
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
か
ら
だ
。
引
用
し
た
二
曲
目
の
歌
詞
の
な
か
で
、
女
性

が
「
彼
を
愛
し
て
い
る
わ
」
と
語
る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。

東
欧
、
バ
ル
カ
ン
半
島
に
位
置
す
る
セ
ル
ビ
ア
の
大
衆
音

楽
に
、
こ
ん
な
歌
詞
の
楽
曲
が
あ
る
。

喜
び
悲
し
み
／
人
は
な
ぜ
酒
を
飲
む
の
か
／
俺
は

早
い
時
間
か
ら
飲
む
／
そ
れ
が
メ
ラ
ク
な
の
さ
／
一
生

ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
で
他
の
こ
と
は
知
ら
な
い
／
俺
は
ワ

イ
ン
と
女
を
楽
し
む
奴
だ
よ
／
だ
か
ら
家
が
な
く
て
通

り
で
寝
る
の
さ
（「
メ
ラ
ク
リ
ヤ
」
ベ
キ
・
べ
キ
ッ
チ
）

今
夜
、
わ
た
し
の
大
切
な
人
が
最
高
に
盛
り
上
が
る

の
／
酒
場
で
朝
ま
で
ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
／
彼
は
メ
ラ
ク

の
た
め
に
悪
魔
に
魂
を
売
る
で
し
ょ
う
／
そ
ん
な
豪
快

な
彼
を
愛
し
て
い
る
わ
（「
豪
快
な
人
」
ア
ナ・ベ
ク
ー
タ
）

 

こ
う
し
た
歌
詞
の
文
脈
に
お
い
て
「
メ
ラ
ク
（мелак

）」

は
、「
快
楽
」
と
で
も
訳
せ
る
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
き
っ
と
セ

ル
ビ
ア
人
は
納
得
し
な
い
。
メ
ラ
ク
は
セ
ル
ビ
ア
人
に
と
っ

て
さ
え
説
明
が
容
易
で
な
い
情
感
的
な
単
語
で
あ
る
。
あ
る

者
は
「
窮
屈
な
靴
を
履
い
て
歩
き
回
り
、
帰
宅
し
て
靴
を
脱

ぐ
瞬
間
」
に
例
え
、
ま
た
別
の
者
は
「
バ
ル
カ
ン
流
の
涅ね

槃は
ん

」

と
換
言
す
る
。

つ
ま
り
、
メ
ラ
ク
と
は
苦
悩
や
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
、

安あ
ん

堵ど

や
幸
福
感
に
満
た
さ
れ
る
感
覚
を
表
現
す
る
こ
と
ば
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歌
詞
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
を

単
な
る
「
の
ん
べ
え
」
と
み
な
す
の
は
正
し
く
な
い
。
彼
ら
の

人
生
や
生
活
の
背
後
に
悲
し
み
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
、
聴

衆
は
メ
ラ
ク
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
感
じ
と
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
セ
ル
ビ
ア
人
が
メ
ラ
ク
の
境
地
に
至
る
に
は
前
提

と
な
る
条
件
が
あ
る
。
酒
と
音
楽
で
あ
る
。
そ
の
た
め
メ
ラ

ク
は
、
こ
れ
ら
を
同
時
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
カ
フ
ァ
ナ

（
酒
場
）
で
生
じ
る
感
覚
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
酒
と
生
演

愛すべき「のんべえ」

民博 機関研究員

20 



交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約13分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。
●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

編集後記

新しい一年の多幸を期して、本号では「めでたい場の食」と

いう特集を組んだ。食や味覚は保守的だとよくいわれる。まし

て特別の日の、めでたい場の食であれば、古来変わらず続いて

きたように映る。だが、アメリカの感謝祭における七面鳥の丸

焼きがそうであったように、近年になって創造された伝統も少

なくないようだ。ホーリー祭にふるまわれる料理が、地域によっ

て異なるというインドの話も興味深い。国民文化になる前の食

とは、そのようなものだったのだろう。他ならぬ日本の雑煮も、

国民文化になってなお、その味や具材が地域によってさまざま

ではないか。他方、複数の執筆者がめでたい場の食を準備する

大変さにふれていることは時代を感じさせる。正月のおせち料

理が作るものから買うものへと変わるはずだ。

食の多様性の享受は、グローバル化した現代社会の賜物であ

る。それはまた食材の「旬」が、栽培や養殖方法の改良、貯蔵・

冷凍技術の発達、食糧の輸入により消失してきたからでもある。

今ここでしか食べられないものが減り、いつでもどこでも食べ

られるものであふれる現在、食糧の豊かさが逆にその価値のデ

フレを招いているといえそうだ。

今年こそ大手を振って海外調査に出かけられるようになるこ

とを切に願う。（南真木人）
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みんぱくフェイスブック  https://www.facebook.com/MINPAKU.official
みんぱくツイッター  https://twitter.com/MINPAKUofficial
みんぱくインスタグラム https://www.instagram.com/MINPAKUofficial/
みんぱくYouTube  https://www.youtube.com/user/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ https://www.minpaku.ac.jp/

みんぱくをもっと楽しみたい方のために
国立民族学博物館友の会のご案内
友の会は、みんぱくの活動を支援し、博物館を楽しく積極
的に活用するためにつくられました。
毎月『月刊みんぱく』をお届けするほか、さまざまなサービ
スをご用意しております。

維持会員・正会員
『月刊みんぱく』の送付／友の会機関誌『季刊民族学』の送付
／本館展示の無料観覧／特別展観覧料の割引／友の会講演
会への参加／研究者同行の国内外研修旅行への参加　など

ミュージアム会員
『月刊みんぱく』の送付／本館展示の無料観覧／特別展観
覧料の割引／友の会講演会への参加　など

繰り返し入館できるみんぱくフリーパスや、学校・学部
単位で利用できるキャンパスメンバーズなど各種会員種
別もございます。目的にあわせてご利用ください。

詳細は、一般財団法人千里文化財団まで
お問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）

●表紙　右上：命名式の日の食事の支度（撮影：伊東未来、マリ、2007年）
  右下：トル（満 1歳の誕生日）の宴（撮影：守屋亜記子、韓国、2006年）
  左上：感謝祭の日の食事。七面鳥の丸焼きを切り分けて食べる
   （撮影：鈴木七美、アメリカ、2010年）
  左下：ホーリー祭では初日に木々を燃やす
   （撮影：茶谷智之、インド、2015年）



　

　

みんぱくの広報誌『月刊みんぱく』では、催しの情報の
ほか、世界各地の文化、衣食住の生活用品の展示、最
新の民族学（文化人類学）研究について、研究者が親
しみやすいエッセイやコラムで、毎月紹介しています。定
期購読は年間をとおしていつでも始められます。

定期購読料：4,400 円（発送手数料込）

1年間お届けします！

『月刊みんぱく』
定期購読のご案内

定期購読、友の会のご利用は、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）　minpakutomo@senri-f.or.jp 
お問い
合わせ

展示も楽しみたい方には
こちらもオススメ！ 

『月刊みんぱく』が毎月届くほか、年間何度
でも本館展示をお楽しみいただけるミュージ
アム会員へのご登録もおすすめです。

ミュージアム会員…5,000 円（年会費）


