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エッセイ 千字文

 1    

月刊

5月号目次

コ
ロ
ナ
の
緊
急
事
態
宣
言
に
見
舞
わ
れ
、
こ
の
一
年
間
、

ず
っ
と
自
炊
を
し
て
い
た
。

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
二
月
は
、
故
郷
の
八や

重え

山や
ま

諸

島
で
「
十

じ
ゅ
う

六ろ
く

日に
ち

祭さ
い

」
と
い
う
先
祖
供
養
が
行
わ
れ
る
。
旧

暦
の
一
月
十
六
日
に
執
り
行
わ
れ
る
行
事
で
、
島
人
は
家

族
総
出
で
墓
に
参
り
、
お
重
を
広
げ
て
一
族
門
中
で
宴
会

を
す
る
の
だ
。

八
重
山
諸
島
で
は
沖
縄
本
島
で
行
わ
れ
る
旧
暦
三
月

の
清シ

ー

ミ

ー

明
祭
で
は
な
く
、
こ
の
十
六
日
祭
を
先
祖
供
養
の
日

と
す
る
。
違
い
は
先
祖
霊
の
新
旧
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
新
し
い
先
祖
霊
を
供
養
す
る
の
が
十
六
日
祭
で
、
旧ふ

る

い
先
祖
霊
を
供
養
す
る
の
が
清
明
祭
だ
と
い
う
が
、
実
際

は
、
新
旧
の
区
別
を
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

沖
縄
の
墓
は
亀き

っ

甲こ
う

墓ぼ

と
呼
ば
れ
る
中
庭
を
擁
し
た
造
り

で
、
一
度
に
五
家
族
二
十
人
ほ
ど
で
会
食
で
き
る
広
さ
だ
。

各
家
庭
が
拵こ

し
ら

え
た
お
重
の
中
で
も
、
富と

み

田た

の
オ
バ
ァ
が
作

る
ラ
フ
テ
ー
（
豚
の
角
煮
）
が
好
評
だ
っ
た
。
オ
バ
ァ
は
若

い
頃
に
料
亭
の
厨

ち
ゅ
う

房ぼ
う

で
働
い
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

経
験
か
ら
オ
バ
ァ
の
作
る
ラ
フ
テ
ー
は
格
別
だ
っ
た
。

今
日
は
オ
バ
ァ
か
ら
教
わ
っ
た
通
り
の
ラ
フ
テ
ー
を

作
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
豚
の
バ
ラ
肉
（
皮
つ
き
）
ブ
ロ
ッ
ク
を
用
意
す
る
。

ラ
フ
テ
ー
は
下し

た

茹ゆ

で
が
最
も
重
要
だ
。
沸
騰
し
た
鍋
に

バ
ラ
肉
を
入
れ
、
豚
の
臭
み
と
脂
を
徹
底
的
に
落
と
し
て

い
く
。
普
通
は
長
ネ
ギ
と
生

し
ょ
う

姜が

で
臭
い
を
取
る
が
、
オ
バ
ァ

は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
茶
を
使
っ
た
。
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
に
ジ
ャ
ス
ミ

ン
茶
を
入
れ
、
二
時
間
コ
ト
コ
ト
弱
火
で
下
茹
で
し
て
い
く
。

下
茹
で
が
終
わ
っ
た
ら
、
バ
ラ
肉
を
六
等
分
に
切
る
。

こ
の
時
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
茶
の
爽
や
か
な
香
り
が
豚
肉
か
ら

漂
い
、
い
か
に
も
高
級
そ
う
な
味
を
予
感
さ
せ
る
。
次
に

切
っ
た
バ
ラ
肉
に
フ
ラ
イ
パ
ン
で
焼
き
目
を
つ
け
る
。
こ
う

す
る
と
型
崩
れ
し
な
く
な
る
し
、
見
栄
え
が
よ
く
な
る
。

味
付
け
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
茶
の
香
り
を
殺
さ
な
い
よ
う
、

醬し
ょ
う

油ゆ

、
黒
砂
糖
を
控
え
目
に
、
そ
し
て
泡
盛
を
大
量
に
使

う
。
肉
を
柔
ら
か
く
す
る
の
は
、
こ
の
泡
盛
に
か
か
っ
て
い

る
と
言
っ
て
い
い
。

と
ろ
火
で
一
時
間
煮
込
み
、
火
を
消
し
て
一
時
間
冷
ま

す
。
冷
ま
し
た
ら
、
ま
た
一
時
間
と
ろ
火
で
煮
込
み
、
一
時

間
冷
ま
す
を
三
回
繰
り
返
す
。
既
に
作
り
始
め
て
か
ら
八

時
間
が
過
ぎ
て
い
る
。

出
来
あ
が
っ
た
ラ
フ
テ
ー
は
お
箸
で
持
つ
と
、
皮
の
ゼ

ラ
チ
ン
が
自
重
で
垂
れ
下
が
り
、
お
餅
の
よ
う
な
柔
ら
か

さ
で
あ
る
。
口
に
含
ん
だ
瞬
間
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
香
り
が

広
が
り
お
花
を
食
べ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
。
余

分
な
脂
身
も
な
く
、実
に
す
っ
き
り
と
し
た
味
わ
い
で
あ
る
。

食
べ
な
が
ら
、
ふ
と
富
田
の
オ
バ
ァ
が
亡
く
な
っ
て
十
三

年
が
経
つ
こ
と
に
気
づ
い
た
。
オ
バ
ァ
の
ラ
フ
テ
ー
美
味
し

か
っ
た
よ
。
こ
れ
を
お
供
え
す
る
ね
…
…
。
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十
六
日
祭
の
ご
馳
走

池い
け

上が
み 

永え
い

一い
ち

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
７
０
年
沖
縄
県
生
ま
れ
。
94
年
早
稲
田
大
学
在
学
中
に『
バ

ガ
ー
ジ
マ
ヌ
パ
ナ
ス
』（
新
潮
社
）で
第
6
回
日
本
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

ノ
ベ
ル
大
賞
を
受
賞
し
、デ
ビ
ュ
ー
。
97
年
刊
の『
風
車
祭
』（
文

藝
春
秋
）が
直
木
賞
候
補
に
。
2
0
0
5
年
刊
の『
シ
ャ
ン
グ
リ・

ラ
』（
角
川
書
店
）
は
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
化
、2
0
0
8
年
刊
の
『
テ

ン
ペ
ス
ト
』（
角
川
書
店
）
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
舞
台
化
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
、
映
画
に
も
な
っ
た
。
17
年
『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』（
K
A
D
O
K
A
W
A
）
で
第
8
回
山
田
風
太
郎
賞

を
受
賞
。
最
新
作
は
『
海
神
の
島
』（
中
央
公
論
新
社
）。



島
世
界
に
お
け
る
葬
送
の
人
類
史

島
世
界
の
弔
い

特
集

ネ
シ
ア
の
島
々
で
は
、
石
灰
岩
の
崖
や
洞
窟
内
に
複
葬
さ

れ
た
人
骨
が
残
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
の
ト

ラ
ジ
ャ
の
民
族
誌
事
例
か
ら
は
、
こ
う
し
た
遺
体
が
風
葬

や
壮
大
な
儀
礼
を
お
こ
な
っ
た
後
、
洞
窟
や
岩
陰
に
人
工

的
に
掘
ら
れ
た
横
穴
に
副
葬
品
や
木
棺
と
と
も
に
葬
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

同
じ
よ
う
な
光
景
は
、
琉
球
列
島
の
石
灰
岩
洞
窟
や
岩

陰
で
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
洞
窟
や
崖

下
な
ど
を
墓
域
と
す
る
葬
墓
は
崖が
い

葬そ
う

墓ぼ

と
よ
ば
れ
る
。
琉

球
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
島
世
界
で
は
、
こ
の
崖
葬
墓
に
代
表

さ
れ
る
複
葬
が
ひ
と
つ
の
弔
い
の
形
だ
っ
た
と
い
え
そ
う
だ
。

島
世
界
に
お
け
る
複
葬
の
多
様
性

弥
生
時
代
の
こ
ろ
、
日
本
列
島
で
は
西
日
本
か
ら
九
州

に
か
け
て
甕か
め

棺か
ん

葬そ
う

と
い
う
弔
い
の
方
法
が
流
行
し
た
。
大

型
の
甕
棺
を
使
い
、
遺
体
を
そ
の
ま
ま
納
め
葬
る
場
合
も

あ
っ
た
が
、
甕
棺
に
骨
の
み
を
納
め
て
埋
葬
す
る
の
が
一
般

的
だ
っ
た
よ
う
だ
。

つ
ま
り
こ
れ
も
複

葬
で
あ
る
。
そ
の

ほ
ぼ
同
時
期
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島

や
東
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
島
々
で
も
こ

の
甕
棺
葬
が
一
部

で
流
行
し
た
。
さ

ら
に
大
規
模
な

甕
棺
葬
が
出
現

し
た
の
が
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
諸
島
と
南

シ
ナ
海
を
挟
ん

で
対た
い

峙じ

す
る
ベ

ト
ナ
ム
沿
岸
部

で
あ
る
。
ベ
ト

ナ
ム
は
大
陸
部

に
位
置
す
る
が
、

そ
の
沿
岸
部
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
諸

島
と
の
関
係
を

無
視
で
き
な
い

こ
と
か
ら
、
こ

こ
で
は
島
世
界
の
一

部
と
し
て
注
目
し
た

い
。
弥
生
時
代
は
、

大
陸
の
金
属
器
文
化
や

稲
作
文
化
が
日
本
列

島
に
入
っ
て
き
た
時

代
で
あ
る
。
ほ
ぼ
と

き
を
同
じ
く
し
て
東
南
ア

ジ
ア
の
島
世
界
に
も
大
陸
部

よ
り
金
属
器
や
ガ
ラ
ス
製
品
と

い
っ
た
あ
ら
た
な
物
質
文
化
が

流
入
し
た
。
甕
棺
葬
の
流
行
は

そ
ん
な
時
代
の
変
化
と
も
関
係

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

崖
葬
墓
文
化
や
、
現
代
に
ま

で
続
く
骨
壺
の
文
化
に
も
つ
な

が
る
甕
棺
葬
は
、
島
世
界
に
お

け
る
弔
い
の
あ
り
方
を
我
々
に

物
語
っ
て
い
る
。

死
者
の
弔
い
は
、
わ
た
し
た
ち
人
類
の
暮
ら
し
に
欠
か

せ
な
い
行
為
で
あ
る
。
葬
式
や
墓
は
、
世
界
各
地
で
目
に

す
る
光
景
だ
。
で
は
人
類
は
、
一
体
い
つ
ご
ろ
か
ら
死
者
を

弔
う
行
為
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
問

題
意
識
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
二
〇
一
九
年
度
よ
り
「
島

世
界
に
お
け
る
葬
送
の
人
類
学
」
と
い
う
共
同
研
究
を
始

め
た
。
近
年
の
人
類
学
・
考
古
学
研
究
に
基
づ
く
な
ら
、

弔
い
の
文
化
が
発
展
し
た
の
は
わ
た
し
た
ち
現
生
人
類
（
ホ

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
、
以
降
で
は
サ
ピ
エ
ン
ス
）
や

そ
の
兄
弟
分
と
も
い
わ
れ
る
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー

ル
人
の
出
現
以
降
の
よ
う
だ
。
サ
ピ
エ
ン
ス
に

よ
る
最
古
の
例
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
カ
ル
メ

ル
山
南
麓
に
あ
る
カ
フ
ゼ
ー
洞
窟
や
ス
フ
ー
ル

洞
窟
で
発
見
さ
れ
た
約
一
〇
〜
九
万
年
前
の

埋
葬
遺
跡
が
有
名
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
近
く

に
あ
る
タ
ブ
ー
ン
洞
窟
か
ら
は
、
一
二
万
年
前

ご
ろ
に
遡
る
可
能
性
の
あ
る
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー

ル
人
の
埋
葬
人
骨
が
発
見
さ
れ
た
。

島
世
界
へ
移
住
し
た
サ
ピ
エ
ン
ス

ア
フ
リ
カ
大
陸
で
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
サ
ピ
エ
ン
ス
は
、

出
ア
フ
リ
カ
を
果
た
し
た
後
、
五
万
年
前
ご
ろ
ま
で
に
は

海
を
渡
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
島
世
界
や
オ
セ
ア
ニ
ア
の
サ
フ

ル
大
陸
（
現
在
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
な
ど
）

へ
の
移
住
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
遅
く
と
も
四
万

年
前
ご
ろ
ま
で
に
は
日
本
列
島
に
も
到
達
し
た
。
残
念
な

が
ら
、
火
山
に
よ
る
酸
性
土
壌
で
覆
わ
れ
て
い
る
日
本
列

島
で
は
、

旧
石
器
時

代
に
遡
る

人
骨
は
ほ

ぼ
残
さ
れ

て
い
な
い
。

た
だ
サ
ン

ゴ
島
の
多

い
琉
球
列

島
の
み
は

例
外
で
、
ア
ル
カ
リ
性
の
強
い
石
灰
岩
洞
窟
か
ら
は
多
く

の
古
人
骨
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
の
島

世
界
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
て
島
世
界
へ
と
移
住
し

た
サ
ピ
エ
ン
ス
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
弔
い
（
葬
送
）
を
営
ん

で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

島
世
界
の
弔
い
は
「
複
葬
」
に
あ
り

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
島
世
界
の
弔
い
な
の
か
。
島
と
い
う
環

境
の
最
大
の
特
徴
は
、
四
方
を
海
で
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
に

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
島
世
界
で
は
、
島
単
位
で
共
通
性
の

高
い
文
化
や
伝
統
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
比
較
的
長
期

に
わ
た
り
大
き
く
変
わ
ら
ず
に
残
り
や
す
い
傾
向
が
あ
る
。

特
に
離
島
ほ
ど
そ
の
傾
向
が
強
い
。
例
え
ば
日
本
の
琉
球

列
島
で
は
、
時
間
を
か
け
て
遺
体
を
白
骨
化
し
た
う
え
で

墓
に
合
葬
す
る
風
葬
が
近
年
に
い
た
る
ま
で
お
こ
な
わ
れ

て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
琉
球
独
自
の
葬
送
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
。
し
か
し
、
人
類
史
を
紐ひ
も

解
け
ば
、
風
葬
は
世

界
各
地
で
確
認
さ
れ
て
き
た
葬
送
の
形
の
ひ
と
つ
だ
。

死
者
を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
弔
う
葬
送
は
「
一
次
葬
」

と
い
い
、
体
全
体
を
伸
ば
し
て
埋
葬
す
る
伸
展
葬
や
手
足

を
折
り
曲
げ
て
埋
葬
す
る
屈
葬
が
一
般
的
で
あ
る
。
先
述

し
た
最
古
の
事
例
も
、
こ
う
し
た
一
次
葬
の
可
能
性
が
高

い
。
こ
れ
に
対
し
、
風
葬
な
ど
で
白
骨
化
し
た
遺
体
を
改

め
て
集
め
て
別
の
墓
域
や
蔵
骨
器
（
骨こ
つ

壺つ
ぼ

）
な
ど
に
葬
る

行
為
は
「
複
葬
」
と
よ
ば
れ
る
。
遺
体
を
火
葬
し
、
骨
壺

に
納
め
、
墓
に
葬
る
と
い
う
現
代
日
本
の
葬
送
も
「
複
葬
」

と
い
え
よ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
東
南
ア
ジ
ア
の
島と
う

嶼し
ょ

部
で
も
、
先
史

時
代
か
ら
西
欧
の
影
響
を
受
け
る
植
民
地
時
代
ま
で
は
、

風
葬
を
含
め
た
複
葬
が
一
般
的
だ
っ
た
。
今
で
も
東
イ
ン
ド

小お

野の 

林り
ん

太た

郎ろ
う

民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

風葬後に遺骨を甕などの蔵骨器に納めた、徳之島の伊仙町における崖
葬墓の事例（提供：伊仙町教育委員会）

人
の
死
に
直
面
し
た
と
き
、わ
た
し
た
ち
は
そ
の
死
を
悼
み
、葬
儀
を

お
こ
な
う
。
葬
儀
の
方
法
は
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
が
、人
類

史
の
時
間
軸
で
と
ら
え
な
お
す
と
、ま
た
違
っ
た
展
開
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
本
特
集
で
は
、ア
ジ
ア
の
島
嶼
部
に
注
目
し
、琉
球
列
島

や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
に
お
け
る
弔
い
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、そ
の
過

去
と
現
在
の
姿
を
最
新
の
人
類
学
・
考
古
学
研
究
か
ら
紹
介
す
る
。

石灰岩洞窟を利用した北トラジャ県ロンダの崖葬墓。入口付近に古い船形木棺が置かれている
（撮影：山下晋司、インドネシア、スラウェシ島、1984年）

インドネシア、スラウェシ島中部の石灰岩洞窟で発見
された、風葬後、木棺に複葬された人骨群（2016年）

右：ベトナム、ホアジェム遺跡で出土した甕
棺。ひとつの甕棺内に成人女性1体と幼児
2体の骨が納められていた（所蔵：カイン
ホア省博物館、撮影：山形眞理子、2010
年）

左：ベトナム、ビンイェン遺跡の甕棺に納め
られていた副葬品。上はネフライト（軟
玉）製の耳飾り、下はガラスビーズ製の
ネックレス（所蔵：クアンナム省博物館、
撮影：山形眞理子、1998年）

2   3    2021年 5月号



琉
球
列
島
の
葬
送
と
墓

沖
縄
に
お
け
る
崖
葬
墓
文
化
の
伝
統

こ
の
一
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
蔓ま
ん

延え
ん

し
、

親
し
い
人
の
突
然
の
死
に
直
面
し
て
も
、
そ
の
遺
体
に
触

れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
、
埋
葬
や
火
葬
を
経
て
墓
地

で
別
れ
を
つ
げ
た
方
も
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
類
人
猿
か
ら

わ
か
れ
た
人
類
は
他
人
を
思
い
や
る
心
を
手
に
し
、
人
を

慈
し
み
、
そ
の
死
を
哀
悼
す
る
気
持
ち
を
育
ん
で
き
た
が
、

コ
ロ
ナ
禍
は
弔
い
が
か
け
が
え
の
な
い
行
為
で
あ
る
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
さ
せ
た
。

遺
骨
を
重
視
す
る
文
化

二
〇
一
九
年
に
公
開
さ
れ
た
照て
る

屋や

年と
し

之ゆ
き

監
督
の
映
画
「
洗

骨
」
は
、
全
国
各
地
に
不
思
議
な
感
動
を
与
え
た
と
思
う
。

沖
縄
で
洞
穴
や
岩
陰
を
探
検
す
る
と
、
多
量
の
人
骨
が

ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
散
乱
し
て
い
る
衝
撃
的
な
光
景
を
目
の
当
た
り

に
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
人
骨
は
壁
際
に
集
め
ら

れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
陶
器
や
珊さ
ん

瑚ご

か
ら
作
ら
れ
た

蔵
骨
器
（
骨
壺
）
に
納
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
朽
ち

果
て
た
大
き
な
木
板
が
散
乱
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
か
つ

て
は
木
棺
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
こ
れ
が

崖
葬
墓
で
あ
る
。

崖
葬
墓
の
発
掘

崖
葬
墓
は
琉
球
王
国
時
代
か
ら
近
年
ま
で
盛
ん
に
営
ま

こ
の
作
品
で
は
、
沖
縄
の
一
部
で
現
在
ま
で
続
く
洗
骨
の
習

俗
が
描
か
れ
て
い
る
。

本
州
と
琉
球
列
島
の
葬
送
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、

そ
れ
は
告
別
式
の
場
面
で
あ
ら
わ
れ
る
。
本
州
で
は
お
も

に
遺
体
を
重
視
し
て
儀
礼
が
進
め
ら
れ
る
が
、
沖
縄
県
や

鹿
児
島
県
の
奄
美
群
島
で
は
遺
骨
が
重
視
さ
れ
る
。
基
本

的
に
沖
縄
の
告
別
式
で
は
遺
体
で
は
な
く
、
火
葬
を
終
え

た
遺
骨
を
祭
壇
に
安
置
す
る
の
だ
。
こ
の
一
連
の
行
為
の
文

化
的
背
景
に
は
、
か
つ
て
火
葬
が
普
及
す
る
前
に
主
流
で

あ
っ
た
遺
体
を
風
葬
す
る
と
い
う
行
為
と
、
白
骨
化
し
た

骨
を
弔
う
と
い
う
ふ
た
つ
の
行
為
が
あ
り
、
そ
れ
は
琉
球

列
島
の
墓
の
構
造
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
も

と
も
と
琉
球
列
島
各
地
で
は
、
崖
下
や
洞
穴
、
岩
陰
な
ど

に
遺
体
を
安
置
し
、
風
葬
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
墓
は

沖
縄
の
考
古
学
で
は
風ふ
う

葬そ
う

墓ぼ

と
よ
ば
れ
て
い
る
。

「
琉
球
式
墳
墓
」
の
成
立

現
在
、
沖
縄
に
お
い
て
死
者
を
葬
る
と
き
は
、
遺
骨
が

入
っ
た
厨ず

子し

甕が
め

と
よ
ば
れ
る
蔵
骨
器
（
骨
壺
）
を
墓
の
シ
ル

ヒ
ラ
シ
ド
ゥ
ク
ル
（「
遺
体
の
汁
を
減
ら
す
」
の
意
）
と
い
う

場
所
に
安
置
す
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
火
葬
が
普
及
す
る

前
の
沖
縄
で
は
、
こ
の
場
所
で
遺
体
を
風
葬
に
よ
っ
て
骨
に

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
名
称
だ
。
当
時
、
遺
体
は
約
三

年
な
い
し
七
年
の
期
間
を
経
て
改
め
て
墓
庭
に
出
さ
れ
、

遺
骨
は
洗
い
清
め
て
厨
子
甕
に
納
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

厨
子
甕
は
墓
の
タ
ナ
（
段
）
と
い
う
場
所
に
安
置
さ
れ
た

れ
て
い
た
文
化
で
、
沖
縄
で
は
「
風
葬
墓
」
と
よ
ば
れ
て
い

る
。
洞
穴
や
岩
陰
を
墓
地
と
し
、遺
体
は
墓
内
で
風
葬
さ
れ
、

白
骨
化
し
た
後
に
は
壁
際
に
集
骨
・
安
置
さ
れ
た
り
、
一

体
か
ら
複
数
体
分
が
蔵
骨
器
に
再
葬
さ
れ
た
り
す
る
。
発

掘
調
査
を
実
施
す
る
と
、
バ
ラ
バ
ラ
の
人
骨
が
次
々
と
発

見
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
に
は
人
骨
が
か
ろ
う
じ
て
ヒ
ト
の
形

を
と
ど
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
足
の
骨
の
一
部
や
椎
骨（
背

骨
）
が
並
ん
で
い
た
り
す
る
だ
け
だ
が
、
こ
れ
は
遺
跡
か
ら

の
と
て
も
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
、
遺
体
が
ま
さ
に
こ
の
場

所
で
風
葬
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
沖
縄
の
崖
葬
墓

で
は
、
風
葬
か
ら
再
葬
ま
で
、
死
者
を
何
度
も
手
厚
く
葬

る
と
い
う
複
葬
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
証
拠
だ
。

旧
石
器
時
代
に
遡
る
！？

じ
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
崖
葬
墓
は
琉
球
王
国
時
代
か
ら

グ
ス
ク
時
代
（
中
世
）
を
経
て
先
史
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
た
。

わ
た
し
が
発
掘
調
査
に
参
加
し
た
石
垣
島
の
白し
ら

保ほ

竿さ
お

根ね

田た

原ば
る

洞
穴
遺
跡
で
は
、
約
二
万
七
〇
〇
〇
年
前
の
旧
石
器

時
代
に
ま
で
遡
る
人
骨
群
が
多
量
に
発
見
さ
れ
た
。
そ
の

個
体
数
は
一
九
体
以
上
と
推
定
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
は
バ
ラ
バ

ラ
の
状
態
で
壁
際
に
集
め
ら
れ
て
い
た
が
、
出
土
状
況
を

三
六
年
の
『
四し

本ほ
ん

堂ど
う

家か

礼れ
い

』
な
ど
に
も
あ
る
。
亀
甲
墓
の

外
形
は
中
国
福
建
省
あ
た
り
の
墓
と
の
類
似
が
は
や
く
か

ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
沖
縄
の
亀
甲
墓
な
ど
は
長
い
歳
月

を
か
け
て
各
時
代
の
弔
い
の
方
法
な
ど
の
影
響
を
受
け
、

独
自
の
産
物
と
な
っ
た
わ
け
だ
。
破
風
墓
や
亀
甲
墓
は
、

現
在
で
も
よ
く
見
ら
れ
る
墓
の
形
態
で
あ
る
。

「
琉
球
式
墳
墓
」
以
前
の
葬
送
儀
礼

「
琉
球
式
墳
墓
」
が
確
立
し
た
の
は
一
七
世
紀
だ
が
、
風

葬
と
洗
骨
の
習
俗
が
始
ま
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
な
の
だ
ろ
う

か
。
洗
骨
に
つ
い
て
は
『
四
本
堂
家
礼
』
な
ど
の
史
料
か

ら
一
八
世
紀
に
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
が
、
風
葬
は
崖
下
や
洞
穴
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
る
考
古

の
だ
っ
た
。
現
在
で
は
あ
ら
た
に
死
者
が
出
た
場
合
、
シ
ル

ヒ
ラ
シ
ド
ゥ
ク
ル
に
あ
っ
た
厨
子
甕
が
タ
ナ
へ
移
さ
れ
、
新

し
い
死
者
の
厨
子
甕
が
シ
ル
ヒ
ラ
シ
ド
ゥ
ク
ル
に
置
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
弔
い
方
と
墓
の
構
造
は
、
琉
球
に
お
い
て

首し
ゅ

里り

、
那な

覇は

の
地
域
で
破は

風ふ
う

墓ば
か

や
亀か
め

甲こ
う

墓ば
か

な
ど
と
し
て
一

七
世
紀
に
成
立
し
、
浦う
ら

添そ
え

か
ら
沖
縄
本
島
の
中
部
、
北
部

へ
順
次
拡
大
し
て
い
っ
た
。
沖
縄
研
究
の
開
拓
者
で
民
俗

や
歴
史
、
言
語
、
文
学
な
ど
に
詳
し
い
伊い

波は

普ふ

猷ゆ
う

（
一
八
七

六
〜
一
九
四
七
年
）
は
、
遺
体
を
風
葬
し
、
そ
し
て
洗
骨
し

て
納
骨
す
る
こ
の
よ
う
な
形
式
の
墓
を
「
琉
球
式
墳
墓
」

と
名
づ
け
た
。
こ
の
一
連
の
習
俗
に
関
す
る
記
述
は
、
一
七

前ま
え

田だ 

一い
っ

舟し
ゅ
う

う
る
ま
市
立
海
の
文
化
資
料
館
学
芸
員

片か
た

桐ぎ
り 

千ち

亜あ

紀き

沖
縄
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
主
任
専
門
員

学
の
事
例
か
ら
、
縄
文
時
代
、
あ
る

い
は
更
新
世
期
に
ま
で
遡
る
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
一
一
世
紀
ま
で

は
遺
体
を
埋
葬
す
る
事
例
が
多
く
見

ら
れ
、
突
如
、
一
四
世
紀
よ
り
風
葬

と
い
う
弔
い
の
行
為
が
藪や
ぶ

や
洞
穴
な

ど
で
活
発
に
始
め
ら
れ
る
。
風
葬
が

琉
球
で
再
び
活
発
化
し
た
背
景
に
は
、

当
時
の
王
族
や
民
衆
の
宗
教
観
、
死

生
観
の
変
化
が
指
摘
で
き
よ
う
。
し

か
し
、
不
明
な
点
も
ま
だ
多
く
、
そ

の
解
明
が
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

シルヒラシドゥクルに安置された厨子甕（1996年）

上：那覇市の伊江御殿（イエウドゥン）の墓。1685年ごろに造営され、沖
縄県内でもっとも古い亀甲墓とされている（2013年）

下：屋慶名（やけな）集落に残っている14世紀ごろの「イタバカ」。陶器
の骨壺がなかった時代、このあたりではこのような木製・家型の大
型厨子に家族単位で納骨していた（2010年） 洗骨し、複葬するようす（1994年）
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注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
ヒ
ト
の
形
を
と
ど
め
て
い
る
も
の

も
あ
っ
た
。
こ
の
洞
穴
が
崖
葬
墓
と
し
て
利
用
さ
れ
、
風

葬
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
墓
地
で
は
乳
幼
児
の
遺

体
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
す
べ
て
成
人
か
ら
若
年
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
乳
幼
児
は
別
の
場
所
に

葬
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
縄
文
時
代
以
後
の

崖
葬
墓
で
も
成
人
の
み
が
葬
ら
れ
て
い
る
事
例
が

確
認
さ
れ
て
い
る
し
、
現
在
は
失
わ
れ
た
が
、
沖

縄
に
は
「
ワ
ラ
ビ
ン
チ
ャ
ー
墓ば
か

（
子
ど
も
の
墓
）」

と
よ
ば
れ
る
子
ど
も
の
み
を
葬
っ
た
墓
も
あ
っ
た
。

成
人
と
子
ど
も
を
区
別
し
て
葬
る
習
俗
が
先
史
時

代
か
ら
琉
球
王
国
時
代
に
ま
で
存
在
し
た
よ
う
だ
。

伝
統
的
な
島
文
化

沖
縄
の
崖
葬
墓
文

化
は
、
先
史
時
代
か

ら
現
代
に
ま
で
続
く

伝
統
的
な
文
化
だ
と

い
え
そ
う
だ
。
も
ち

ろ
ん
、
先
史
時
代
や

グ
ス
ク
時
代
に
は
崖

葬
墓
だ
け
で
な
く
、

遺
体
を
土
中
に
埋
め

た
り
、
火
葬
を
す
る

な
ど
、
多
様
な
弔
い

の
形
が
存
在
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
琉
球

王
国
時
代
に
崖
葬
墓

が
主
流
と
な
る
に
至
っ
た
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
。
先
史

時
代
か
ら
時
代
を
経
る
に
つ

れ
、
洞
穴
や
岩
陰
の
入
口
に

石
を
積
ん
で
外
の
世
界
と
明

確
に
区
別
し
た
り
、
洗
骨
し

た
遺
骨
を
蔵
骨
器
に
納
め
た
り
、
家
の
破
風
や
亀
の
甲
羅

の
よ
う
な
構
造
物
を
墓
の
外
側
に
取
り
付
け
た
り
す
る
よ

う
に
な
っ
た
（
破
風
墓
、
亀
甲
墓
）。
変
遷
の
過
程
で
風
葬

墓
に
は
定
型
化
し
た
も
の
も
生
ま
れ
、
そ
の
形
式
は
の
ち
に

「
琉
球
式
墳
墓
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

先
史
時
代
か
ら
連
綿
と
続
く
崖
葬
墓
文
化
か
ら
、
島
に

適
応
し
た
人
類
の
葬
送
の
あ
り
方
が
見
え
て
く
る
。

ト
ラ
ジ
ャ
の
葬
墓
文
化

ト
ラ
ジ
ャ
の
葬
送
儀
礼

今
か
ら
半
世
紀
近
く
前
、
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
七
八
年

に
か
け
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
の
ト
ラ
ジ
ャ

で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
調
査
に
基
づ

い
て
、
わ
た
し
は
『
死
の
人
類
学
』（
内
堀
基
光
と
共
著
、
弘

文
堂
、
一
九
八
六
年
）
や
『
儀
礼
の
政
治
学

│
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
・
ト
ラ
ジ
ャ
の
動
態
的
民
族
誌
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
八

年
）
な
ど
の
民
族
誌
を
著
し
た
。

民
族
誌
の
中
心
的
課
題
は
、
ト
ラ
ジ
ャ
の
伝
統
的
宗
教

（
ア
ル
ッ
ク
・
ト
・
ド
ロ
）
に
基
づ
く
儀
礼
の
記
述
と
分
析
だ
っ

た
。
当
時
、
ア
ル
ッ
ク
・
ト
・
ド
ロ
の
信
奉
者
は
住
民
の
約

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
が
、
今
日
で
は
そ
の
信
奉

者
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
切
り
、
住
民
の
ほ
と

ん
ど
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。
行
政
的

に
も
二
○
○
八
年
に
は
タ
ナ
・
ト
ラ
ジ
ャ
県

か
ら
北
ト
ラ
ジ
ャ
県
が
分
離
し
、
地
域
行

政
の
単
位
も
変
わ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

わ
た
し
の
民
族
誌
は
今
や
「
歴
史
資
料
」

と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
ト
ラ
ジ
ャ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒

は
伝
統
的
宗
教
の
や
り
方
を
「
慣
習
」（
ア

ダ
ッ
ト
）
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
で
、
水
牛

供
犠
を
伴
う
「
伝
統
的
な
」
葬
送
儀
礼
は

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
あ
い
だ
で
も
今
日
に
い
た

る
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ス
ハ
ル
ト
政
権
崩
壊
後
の
地

方
分
権
化
の
な
か
で
、
伝
統
文
化
の
復
興
も
進
ん
で
い
る
。

崖
葬
墓

ト
ラ
ジ
ャ
の
墓
は
崖
葬
墓 

（
リ
ア
ン
）
と
よ
ば
れ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
①
自
然
洞
窟
を
利
用
し
た
も
の
（
三

頁
参
照
）、
②
岩
壁
に
横
穴
を
掘
っ
て
作
っ
た
も
の
（
壁へ
き

龕が
ん

墓ぼ

）
が
あ
る
。
壁
龕
墓
は
地
上
十
数
メ
ー
ト
ル
の
高
所
に

掘
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
遺
体
だ
け
で
な
く
副
葬
品
な
ど

も
納
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
盗
掘
を
避
け
る
た
め
で

も
あ
る
。
加
え
て
、
③
断
崖
が
近
く
に
な
い
と
こ
ろ
で
は

小
さ
な
祠
ほ
こ
ら
を
作
っ
て
遺
体
を
納
め
る
パ
タ
ネ
と
よ
ば
れ
る

も
の
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
納
め
ら
れ
た
遺
体
は
自

然
に
ミ
イ
ラ
化
し
て
い
く
。
葬
法
と
し
て
は
風
葬
で
あ
る
。

山や
ま

下し
た 

晋し
ん

司じ

東
京
大
学
名
誉
教
授

右上：風葬され壁際に集められた人骨群（縄文時代、伊是名村具志川島の岩立遺跡西区）
（提供：沖縄県立埋蔵文化財センター、2006年）

左上：両膝を抱え込む姿勢で風葬された人骨（旧石器時代、白保竿根田原洞穴遺跡）
（提供：沖縄県立埋蔵文化財センター、2010年）竹竿のはしごをかけて遺体を壁龕墓に納める（1977年）

宮古島の岩陰に作られた琉球王国時代の風葬墓。細長く続く岩陰を墓としたからか、地元でこの墓は「長墓（ながばか）」とよばれて
いる（2015年）

タナ・トラジャ県レモの壁龕墓。副葬用人形の何体かが盗まれている （1984年）

石灰岩質の岩壁を鑿（のみ）で穿（う
が）って、壁龕墓を掘る。入口は約1メー
トルの方形で、奥行きは2～3メートル、
高さは1.5メートルぐらい（1977年）
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崖
葬
墓
の
近
辺
に
は
、
古
い
タ
イ
プ
の
船
形
木
棺

（
エ
ロ
ン
）
が
見み

出い

だ
さ
れ
、
葬
儀
で
遺
体
を
運
ぶ
の

に
使
わ
れ
た
伝
統
家
屋
の
形
を
し
た
運
搬
台
（
サ
リ
ガ

ン
）
や
副
葬
用
人
形
（
タ
ウ
タ
ウ
）
な
ど
が
置
か
れ
、

祖
先
祭
（
マ
ネ
ネ
）
な
ど
の
際
に
は
供
え
物
が
捧さ
さ

げ
ら

れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
場
合
は
、
土
葬
や
パ
タ
ネ

の
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、

崖
葬
墓
が
用
い
ら
れ

る
場
合
も
あ
る
。

こ
う
し
た
崖
葬
墓

は
、今
日
、観
光
の
対

象
に
も
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、副

葬
用
人
形
が
盗
掘
さ

れ
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や

パ
リ
の
古
美
術
品
シ
ョ
ッ
プ
に
並
ぶ
と
い
う
事
態
も
生
じ
た
。

考
古
学
的
時
間
と
民
族
誌
的
時
間

本
特
集
の
冒
頭
で
寄
稿
し
て
い
る
考
古
学
者
の
小
野
林

太
郎
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
中
部
や
北
マ
ル

ク
諸
島
で
発
掘
し
た
岩
陰
・
洞
窟
遺
跡
で
、
約
二
〇
〇
〇

年
前
ま
で
遡
る
二
次
葬
の
遺
跡
を
発
見
し
て
い
る
。
ト
ラ

ジ
ャ
の
自
然
洞
窟
を
利
用
し
た
崖
葬
墓
の
ル
ー
ツ
も
そ
う
し

た
古
い
時
間
に
遡
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
岩
壁
に
横
穴

を
掘
っ
て
作
ら
れ
る
壁
龕
墓
は
、
ト
ラ
ジ
ャ
に
鉄
器
が
入
っ

て
く
る
一
七
世
紀
初
頭
に
遡
り
、
パ
タ
ネ
は
一
八
世
紀
ご
ろ

始
ま
っ
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た
歴
史
考
古
学
的
時
間
と
同
時

代
的
な
民
族
誌
の
時
間
は
必
ず
し
も
直
接
つ
な
が
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
両
者
が
同
じ
「
現
代
」
と
い
う
時
間
と
空
間
の

な
か
に
併
存
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

ベ
ト
ナ
ム
の
甕
棺
埋
葬

ベ
ト
ナ
ム
中
部
で
は
約
二
五
〇
〇
年
前
か
ら
沿
岸
部
で

甕
棺
墓
が
著
し
い
発
展
を
見
せ
始
め
、
そ
の
発
展
は
紀
元

後
一
〜
二
世
紀
ご
ろ
ま
で
続
い
た
。
こ
の
金
属
器
時
代
の
考

古
文
化
は
、
サ
ー
フ
ィ
ン
文
化
と
名
付
け
ら
れ
た
。
日
本

で
は
ち
ょ
う
ど
、
弥
生
時
代
の
北
部
九
州
地
方
で
大
型
の

甕
棺
埋
葬
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
ろ
で
あ
る
。

サ
ー
フ
ィ
ン
文
化
の
甕
棺
墓
地
は
海
を
臨
む
砂
丘
や
川

の
岸
辺
に
作
ら
れ
た
。
甕
棺
は
縦
長
の
甕
と
帽
子
形
の
蓋

き
寄
せ
れ
ば
、
な
ん
と
か
入
れ
そ
う
だ
っ
た
。
こ
の
場
合
は

屈
葬
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
火
葬
な
ど
に
よ
っ
て
軟
組
織

を
完
全
に
除
去
せ
ず
と
も
、
遺
体
か
ら
水
分
を
抜
く
よ
う

な
処
理
を
す
れ
ば
も
っ
と
容
易
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
場
合
は
再
葬
と
な
る
が
、
サ
ー
フ
ィ
ン
文
化
に
お
け
る
甕

棺
葬
の
実
態
は
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。

供
え
ら
れ
た
遥よ
う

遠え
ん

の
地
の
品
々

サ
ー
フ
ィ
ン
文
化
の
甕
棺
墓
に
は
土
器
、
鉄
器
や
青
銅

器
、
石
や
ガ
ラ
ス
製
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
が
供
え
ら
れ
る

（
三
頁
参
照
）。
注
目
す
べ
き
は
、
日
本
の
弥
生
時
代
の
甕
棺

墓
か
ら
も
出
土
す
る
中
国
、
漢
の
鏡
や
五ご

銖し
ゅ

銭せ
ん

、
イ
ン
ド

の
影
響
を
思
わ
せ
る
カ
ー
ネ
リ
ア
ン
や
メ
ノ
ウ
製
ビ
ー
ズ
な

ど
、
し
ば
し
ば
遠
方
の
品
々
が
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

か
ら
な
り
、
地
中
に
縦
置
き
で
埋
め
ら
れ
る
。
甕
の
口
径

は
約
四
〇
〜
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
約
一
メ
ー
ト

ル
で
、
蓋
を
か
ぶ
せ
れ
ば
一
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に

な
る
。
な
か
か
ら
稀ま
れ

に
成
人
の
骨
が
出
土
す
る
場
合
も
あ

る
が
、
保
存
状
態
は
悪
い
こ
と
が
多
く
、
一
次
葬
か
再
葬
か

は
不
明
で
あ
る
。
一
次
葬
の
場
合
を
想
定
し
て
、
ど
の
よ
う

な
体
勢
を
と
れ
ば
人
一
人
が
な
か
に
入
る
か
同
僚
た
ち
と

検
討
し
た
と
こ
ろ
、
体
育
座
り
で
足
を
き
つ
く
上
体
に
引

る
。
ま
た
、
独
特
な
形
が
印
象
的
な
耳
飾
り
の
な
か
に
は

台
湾
で
と
れ
る
ネ
フ
ラ
イ
ト
（
軟
玉
）
を
使
っ
た
も
の
が
あ

り
、
同
じ
素
材
で
形
も
そ
っ
く
り
な
も
の
が
海
を
隔
て
た

フ
ィ
リ
ピ
ン
西
部
の
甕
棺
墓
遺
跡
か
ら
も
見
つ
か
る
こ
と
は

驚
き
で
あ
る
。

サ
ー
フ
ィ
ン
文
化
と
同
じ
こ
ろ
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
で
は
、
ち

密
な
文
様
で
飾
ら
れ
た
銅
鼓
な
ど
の
美
し
い
青
銅
器
で
有
名

な
ド
ン
ソ
ン
文
化
が
栄
え
て
お
り
、
そ
こ
で
の
弔
い
方
は
一
次

葬
の
木
棺
墓
や
土
坑
墓
が
主
流
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ベ
ト
ナ
ム

南
部
で
は
サ
ー
フ
ィ
ン
文
化
に
比
べ
て
、
じ
つ
に
多
様
な
甕

棺
墓
が
営
ま
れ
た
。
南
部
に
近
い
中
部
南
端
の
ホ
ア
ジ
ェ
ム

遺
跡
の
多
様
性
は
特
筆
に
値
す
る
。
甕
棺
の
形
は
一
様
で
は

な
く
、
ま
た
、
方
法
も
一
次
葬
以
外
に
成
人
と
小
児
、
あ
る

い
は
成
人
同
士
を
一
緒
に
納
め
た
再
葬
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
さ

ら
に
、
中
国
や
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
品
々
が
供
え
ら
れ
て
い

た
の
に
加
え
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
中
部
の
カ
ラ
ナ
イ
洞
穴
で
出
土
し

た
も
の
に
そ
っ
く
り
な
土
器
も
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
南
シ
ナ

海
を
ま
た
い
だ
人
び
と
の
往
来
を
鮮
明
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。

変
化
す
る
世
界
と
甕
棺
墓

ベ
ト
ナ
ム
中
部
と
南
部
で
は

な
ぜ
甕
棺
埋
葬
が
お
こ
な
わ
れ

た
の
か
。
甕
棺
墓
の
遺
跡
が
海

や
川
の
近
く
に
作
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
海

上·

水
上
交
通
が
重
要
で
あ
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の

交
通
路
は
一
方
で
社
会
に
も
大

き
な
動
き
を
も
た
ら
し
た
で
あ

ろ
う
。
広
大
な
海
上
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
組
み
込
ま
れ
、
変
化
を
目

の
当
た
り
に
し
た
人
び
と
は
、

自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
守
り
繫つ
な

げ
る
た
め
に
独
特
な

形
を
も
つ
甕
棺
墓
を
作
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ト
ナ
ム

と
日
本
の
甕
棺
埋
葬
の
あ
い
だ

に
直
接
的
な
繫

が
り
は
な
い
が
、

未
知
の
世
界
に

向
き
合
っ
た
と

き
に
、
守
ら
れ

安
ら
げ
る
「
自

分
が
還か
え

る
と
こ

ろ
」
を
求
め
た

気
持
ち
は
、
場

所
は
異
な
れ
ど
、

同
じ
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

鈴す
ず

木き 

朋と
も

美み

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
主
任
研
究
員

上：パタネ。キリスト教徒のものな
のか十字架が見え、墓の前には遺
体運搬に用いられた伝統家屋の
形をした運搬台が置かれている
（2009年）

左：マネネの際に開けられた壁龕墓。
なかに布で巻いた遺体が見える。
墓の前には供え物が捧げられてい
る（1977年）

ベトナム、クアンガイ省、サーフィン遺跡から南シナ海を臨む。20世紀初頭の調査で
は数百個の甕棺が出土した（2009年）

ベトナム、クアン
ナム省、ビンイェ
ン遺跡で出土した
サーフィン文化の
甕棺
（所蔵：クアンナ
ム省博物館、撮
影：山形眞理子、
1998年）

上：ベトナム、ホアジェム遺跡の発掘風景。人骨の出土状況の
図面作成をおこなっている（所蔵：カインホア省博物館、
2010年）

下：整理作業ののち接合されたホアジェム遺跡のさまざまな甕
棺たち（所蔵：カインホア省博物館、2011年）

右：フィリピン、マスバテ島カラナイ洞穴
から出土した浅鉢形土器
（所蔵：フィリピン国立博物館、撮
影：山形眞理子、2008年）

左：ホアジェム遺跡に副葬された土器の
ひとつ。カラナイ洞穴のもの（右）と
形態や文様がそっくり
（所蔵：カインホア省博物館、撮影：
山形眞理子、2011年）
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○○してみました世界のフィールド

韓
ハン

 敏
ミン

居庸関碑文を
現地に訪ねる

二
〇
一
二
年
八
月
、
中
国
社
会
科
学
院
民
族
学
・
人
類
学
研
究
所
お
よ
び
故
宮

博
物
院
と
の
学
術
協
定
の
締
結
手
続
き
の
た
め
、み
ん
ぱ
く
の
須す

藤ど
う
健け
ん

一い
ち
館
長
（
当

時
）と
北
京
へ
向
か
っ
て
出
発
し
た
。
多
忙
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
だ
っ
た
が
、合
間
を
縫
っ

て
、
居き
ょ

庸よ
う

関か
ん
を
訪
ね
た
。
み
ん
ぱ
く
に
は
、
居
庸
関
内
壁
の
碑
文
の
複
製
が
展
示

さ
れ
て
い
る
。
現
地
に
足
を
は
こ
び
、
七
〇
〇
年
も
前
に
刻
ま
れ
た
碑
文
を
自
分
の

目
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

碑
文
に
刻
ま
れ
た
六
種
類
の
文
字

居
庸
関
は
北
京
中
心
部
か
ら
北
西
に
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
あ

り
、
車
な
ら
一
時
間
あ
ま
り
で
着
く
。
華か

北ほ
く
平
野
と
モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
つ
な
ぐ
場
所

に
位
置
し
、
万
里
の
長
城
の
関
所
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
春
秋
戦
国
時
代
（
前
七
七
〇

〜
前
二
二
一
年
）、
燕え
ん

の
国
に
よ
っ
て
居き
ょ

庸よ
う

塞さ
い

と
い
う
要
塞
が
建
て
ら
れ
、
南
北
朝
時

代
（
四
三
九
〜
五
八
九
年
）
に
長
城
に
組
み
込
ま
れ
た
。
以
降
、
歴
代
王
朝
が
北
の

遊
牧
民
族
の
侵
攻
を
防
ぐ
た
め
の
長
城
線
上
の
重
要
な
関
所
と
し
て
軍
隊
が
駐
留

し
て
い
た
。

元
（
一
二
七
一
〜
一
三
六
八
年
）
の
時
代
に
な
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
人
が
中
ち
ゅ
う
原げ
ん
（
黄こ
う

河が

中
下
流
域
）
に
入
り
、
北
京
を
都

と
し
た
た
め
、
居
庸
関
は
、
モ
ン

ゴ
ル
人
が
故
郷
と
行
き
来
す
る
際

の
交
通
の
要
所
と
な
り
、
皇
帝
も

夏
は
ド
ロ
ン
・
ノ
ー
ル
（
現
在
の

内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
シ
リ
ン
ゴ
ル
盟
ド

ロ
ン
・
ノ
ー
ル
県
）
で
過
ご
す
た
め
、

毎
年
こ
こ
を
通
っ
て
往
復
し
て
い

た
。
元
の
最
後
の
皇
帝
、
順
じ
ゅ
ん

帝て
い
が

往
来
す
る
旅
人
の
安
全
を
祈
願
し

て
、
一
三
四
二
年
か
ら
一
三
四
五

年
に
か
け
て
、
居
庸
関
に
過か

街が
い

塔と
う

みんぱくの言語展示場に居庸関碑文の複製が展示されている。14世紀、旅行者の安全を祈
願する仏塔が万里の長城の関所、居庸関に建てられた。その内壁には、中国中原地域を行き交っ
た人びとの交流と交渉の証ともいえる6種類の文字が刻まれている。

異
な
る
時
期
に
歴
史
上
に
登
場
し
た
が
、
同
じ
大
理
石
に
、
同
様
の
大
き
さ
で
文
字

が
刻
ま
れ
た
こ
と
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
で
育
ま
れ
た
文
明
の
豊
か
さ
を
伝
え
る
と
同
時

に
、
寛
大
で
多
様
性
を
認
め
る
開
か
れ
た
元
王
朝
の
あ
り
か
た
を
証
明
し
て
い
る
よ

う
に
も
思
え
る
。

ふ
た
つ
め
は
、
過
街
塔
の
建
築
様
式
に
見
え
る
遊
牧
民
族
の
知
恵
で
あ
る
。
仏
教

に
と
っ
て
、
仏
塔
は
仏
そ
の
も
の
で
あ
る
。
過
街
塔
は
、
雲
台
が
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う

に
な
っ
て
お
り
、
仏
塔
の
下
を
人
や
馬
が
通
過
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
通
る

だ
け
で
、
仏
に
礼
拝
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
交
通
の
要
所
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
元
は
中
国
を
統
一
し
た
あ
と
、過
街
塔
を
中
原
一
帯
に
広
め
た
。
そ
の
後
、

道
路
建
設
の
た
め
、
ほ
ぼ
撤
去
さ
れ
た
が
、
江こ
う
蘇そ

省
鎮ち
ん

江こ
う
市
に
一
三
一
一
年
に
建
て

ら
れ
た
過
街
塔
が
今
も
残
っ
て
い
る
。

み
っ
つ
め
は
、
長
城
の
関
所
の
機
能
に
つ
い
て
の
再
発
見
で
あ
る
。
騎
馬
民
族
が

中
原
に
入
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
関
所
は
、
防
衛
だ
け
で
は
な
く
、
諸
民
族
が
行
き

来
す
る
際
の
要
所
と
も
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
過
街
塔
は
む
し
ろ
、
往
来

を
円
滑
に
す
る
た
め
に
築
か
れ
た
と
も
い
え
る
。

最
後
は
、
安
全
・
平
和
へ
の
願
い
と
そ
の
普
遍
性
で
あ
る
。
過
街
塔
が
建
設
さ
れ

た
元
の
末
期
は
権
力
闘
争
、
ゴ
ビ
砂
漠
周
辺
で
の
ペ
ス
ト
の
発
生
、
黄
河
大
氾
濫
が

続
い
た
。
元
王
朝
に
と
っ
て
過
街
塔
は
、
防

衛
の
た
め
の
危
機
管
理
の
機
能
と
と
も
に
、

自
然
災
害
や
疫
病
か
ら
人
び
と
を
守
る
と
い

う
役
割
も
期
待
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

コ
ロ
ナ
禍
の
現
在
、
居
庸
関
の
内
壁
に
刻

ま
れ
た
六
種
類
の
文
字
と
仏
の
姿
を
思
い
出

す
と
、
癒
さ
れ
、
勇
気
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な

気
が
す
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
に
身
を
置
き
、
自
分
の
目
で

観
察
し
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
現
場
力
を
い

つ
ま
で
も
大
切
に
も
ち
続
け
た
い
と
思
う
。

民博 超域フィールド科学研究部

と
よ
ば
れ
る
仏
塔
を
建
て
た
。
当
初
、
居
庸
関
に
は
三
基
の

仏
塔
が
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
破
壊
さ
れ
、
現
在
は
「
雲う
ん

台だ
い

」
と

よ
ば
れ
る
台
座
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
み
ん
ぱ
く
の
初
代
館
長
、

梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

が
一
九
四
四
年
、
蒙
古
善
隣
協
会
西
北
研
究
所
へ

赴
任
す
る
た
め
、
北
京
か
ら
張
ち
ょ
う
家か

口こ
う
に
向
か
っ
た
際
に
、
列
車

か
ら
居
庸
関
の
過
街
塔
が
見
え
た
と
『
世
界
を
集
め
る

―

研
究
者
の
選
ん
だ
み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
国
立
民
族
学
博

物
館
、
二
〇
〇
七
年
）
の
な
か
で
回
顧
し
て
い
る
。

み
ん
ぱ
く
で
展
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
大
理
石
の
雲
台
に
刻
ま
れ
て
い
る
碑

文
の
複
製
で
あ
る
が
、
現
地
で
見
る
と
よ
り
迫
力
が
あ
り
深
く
感
銘
を
受
け
た
。
雲

台
の
通
路
の
内
壁
に
は
、
諸
仏
の
姿
、
ダ
ラ
ニ
経
文
と
造ぞ
う

塔と
う

功く

徳ど
く

記き

が
ぎ
っ
し
り
と

刻
ま
れ
て
い
る
。
言
語
学
者
の
長な
が

野の

泰や
す

彦ひ
こ

に
よ
る
と
、
ダ
ラ
ニ
経
文
に
は
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
ダ
ラ
ニ
（
仏
教
の
呪
文
）
が
、
ラ
ン
ツ
ァ
文
字
、
チ
ベ
ッ
ト
文
字
、
パ

ク
パ
文
字
、
ウ
イ
グ
ル
文
字
、
西
夏
文
字
、
漢
字
で
音
写
さ
れ
て
い
る
。
六
種
類
の

文
字
は
ど
れ
も
力
強
く
、
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
。
特
に
、
タ
ン
グ
ー
ト
人
が
つ
く
っ

た
西
夏
文
字
を
目
に
し
た
と
き
、
心
が
打
た
れ
た
。
西
夏
文
字
は
六
種
類
の
う
ち
唯

一
、
漢
字
の
字
形
を
模
倣
し
て
生
み
出
さ
れ
た
文
字
だ
。
西
夏
王
朝
（
一
〇
三
八
〜

一
二
二
七
年
）
が
存
在
し
た
こ
と
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
わ
た
し
自
身
が
漢
字
文

化
圏
の
出
身
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
彼
ら
の
も
つ
文
化
的
な
創
造
力
に
圧
倒
さ
れ
た

の
だ
。

訪
れ
て
こ
そ
気
づ
く
こ
と

現
地
を
訪
れ
る
こ
と
で
気
づ

か
さ
れ
た
こ
と
は
多
か
っ
た
。
ま

ず
、
文
字
の
も
つ
伝
達
力
を
改

め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
六
種

類
の
文
字
は
東
ア
ジ
ア
、
南
ア

ジ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
の
も
の
で
、

みんぱくの言語展示場壁面にある居庸関碑文の複製と筆者
（H0009539、2021年）

中国、北京

居庸関の雲台（2012年） 八達嶺長城（万里の長城）。居庸関は長城の南東部に位置する（2012年）

雲台の内壁に刻まれている西夏文字
（2012年）
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お
問
い
合
わ
せ
先

企
画
課　
「
音
楽
の
祭
日
」
担
当

電
話
0
6
ー
6
8
7
8
ー
8
2
1
0

　
　
（
9
時
〜
16
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

研
究
公
演

「
伝
承
す
る
人
び
と

―
北
イ
ン
ド
古
典
音
楽
の
世
界
」

北
イ
ン
ド
古
典
音
楽
は
、
即
興
的
な
要
素
を
も
ち

な
が
ら
も
、
旋
法
や
リ
ズ
ム
の
法
則
に
基
づ
き
、

師
匠
か
ら
継
承
し
た
技
法
や
そ
の
表
現
が
大
変
重

要
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
公
演
で
は
４
名
の

器
楽
演
奏
と
語
り
を
通
し
て
、
現
代
の
北
イ
ン
ド

古
典
音
楽
の
伝
承
や
師
弟
制
度
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。

日
時　

6
月
26
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時
50
分

 
（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂

解
説　

岡
田
恵
美（
本
館 

准
教
授
）

研
究
公
演
の
参
加
方
法

①
会
場
で
の
参
加（
定
員
1
6
0
名
）

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
の
参
加（
定
員

3
0
0
名
）

※
要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料（
会
場
参

加
の
方
は
要
展
示
観
覧
券
）

※
本
人
を
含
む
2
名
ま
で（
会
場
参
加
の
み
）

※
会
場
参
加
の
方
に
は
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時

か
ら
本
館
2
階
講
堂
前
に
て
配
布
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

■
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
予
約

　
（
定
員
30
名
）

　

申
込
期
間　

5
月
10
日（
月
）〜
5
月
14
日（
金
）

　
【
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
）

※
先
行
予
約
は
会
場
で
の
ご
参
加
が
対
象
で
す
。

■
一
般
受
付

　

申
込
期
間　

5
月
17
日（
月
）〜
6
月
18
日（
金
）

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約

　

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
。

・
メ
ー
ル
・
電
話
予
約（
会
場
参
加
の
み
）

　
【
申
込
先
】

　

千
里
文
化
財
団
イ
ベ
ン
ト
予
約
受
付

　

メ
ー
ル yo

yaku-event@
m

inp
aku.ac.jp

　

電
話
0
6
ー
6
8
7
7
ー
8
8
9
4

　
（
9
時
〜
16
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

音
楽
展
示
、言
語
展
示
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

本
館
展
示（
音
楽
展
示
、
言
語
展
示
）が
、
3
月
25
日

（
木
）に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。 

 

音
楽
展
示
で
は
、
中
央
部
分
に
さ
ま
ざ
ま
な
音
の

イ
メ
ー
ジ
に
あ
わ
せ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ

ン
グ
を
導
入
、
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
河
内
音
頭
の

3
6
0
度
映
像
コ
ー
ナ
ー
も
新
設
し
ま
し
た
。
言
語

展
示
で
は
、
従
来
の
体
験
型
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
新
設
の「
世
界
の
言

語
カ
ー
ド
」を
使
っ
て
世
界
の
言
語
を
調
べ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。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（平日9時～ 17時）／ 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
」

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
ま
す
。

会
期　

5
月
18
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

音
楽
の
祭
日
2
0
2
1 

in 

み
ん
ぱ
く

1
9
8
2
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
夏
至
の
日
に
み
ん

な
で
音
楽
を
楽
し
む「
音
楽
の
祭
典
」が
は
じ
ま
り

ま
し
た
。
み
ん
ぱ
く
で
も
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な

楽
器
を
使
っ
て「
音
楽
の
祭
日
」を
祝
い
ま
す
。 

※ 「
音
楽
の
祭
日
2
0
2
1
in
み
ん
ぱ
く
特
設
サ

イ
ト
」に
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
ま
す（
事

前
申
込
不
要
）

日
時　

 

6
月
6
日（
日
）〜
6
月
27
日（
日
）　　

（
6
月
13
日（
日
）は
ラ
イ
ブ
配
信
を
予
定
）

特
設
サ
イ
ト　

http
s://o

ng
aku.s-m

inp
aku.co

m
/

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、お願い申しあげます。

会
場　

本
館
講
堂

第
5
0
9
回 

 

5
月
15
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

【
特
別
展「
復
興
を
支
え
る
地
域
の
文
化

―
3
・11
か
ら
10
年
」関
連
】

郷
土
芸
能
の
持
つ
力

講
師 

小
谷
竜
介（ 

国
立
文
化
財
機
構
文
化
財
防
災
セ
ン
タ
ー 

文
化
財
防
災
総
括
リ
ー
ダ
ー
）

 

日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

祭
り
や
行
事
に
お
い
て
演
じ
ら
れ
る
郷
土
芸
能
は
、
地
域
の
人

た
ち
を
結
び
つ
け
る
力
も
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
東
日
本
大

震
災
の
よ
う
な
大
き
な
災
害
時
に
力
を
発
揮
し
ま
す
。
郷
土
芸

能
の
持
つ
力
に
つ
い
て
事
例
を
と
お
し
て
紹
介
し
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

■
一
般
受
付　

5
月
12
日（
水
）ま
で

※
友
の
会
電
話
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

第
5
1
0
回 

 

6
月
19
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
・
モ
ン
ゴ
リ
ア

―
韻
が
つ
む
ぎ
だ
す
現
代
モ
ン
ゴ
ル
社
会

講
師 

島
村
一
平（
本
館 

准
教
授
）

現
在
、
モ
ン
ゴ
ル
で
は
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
が
大
人
気
で
す
。
ラ
ッ

パ
ー
た
ち
は
、
貧
富
の
格
差
や
政
治
の
腐
敗
の
現
実
を
韻
を
踏

み
な
が
ら
鋭
く
え
ぐ
り
出
し
ま
す
。
本
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
実
際

に
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
そ
の
文
化
社
会
的
背
景
を
考
察
し
ま

す
。

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付

　

5
月
10
日（
月
）〜
5
月
14
日（
金
）

■
一
般
受
付

　

5
月
17
日（
月
）〜
6
月
16
日（
水
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
参
加
方
法

①
会
場
で
の
ご
参
加（
定
員
1
6
0
名
）

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
の
参
加（
定
員
3
0
0
名
）

※
要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
参
加
無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な
る

方
は
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

※
本
人
を
含
む
2
名
ま
で（
会
場
参
加
の
み
）

※
会
場
参
加
の
方
に
は
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
2

階
講
堂
前
に
て
配
布
し
ま
す
。

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

※ 

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
。

5
月
23
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
30
分（
14
時
開
場
）

モ
ン
ゴ
ル
・
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
の
世
界

話
者　

 

島
村
一
平（
本
館 

准
教
授
）

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室
他

5
月
30
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分（
14
時
開
場
）

都
市
の
清
掃
制
度
に
つ
い
て

―
ベ
ル
リ
ン
を
中
心
に

話
者　

森
明
子（
本
館 

教
授
）

会
場　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

【
申
込
方
法
】

■
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
予
約（
定
員
30
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
）

　

※
先
行
予
約
は
会
場
で
の
ご
参
加
が
対
象
で
す
。

■
一
般
受
付

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約

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（
会
場
参
加
の
み
、
定
員
30
名
）

　

11
時
か
ら
本
館
2
階
講
堂
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
。

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
。

友
の
会
講
演
会
の
参
加
方
法

① 

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
で
の
参
加（
定
員
40
名
）　　
　

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
の
参
加（
定
員
1
0
0
名
）

第
5
1
2
回　

5
月
1
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

ア
ジ
ア
鍵
盤
楽
器
考

講
師　

岡
田
恵
美（
本
館 

准
教
授
）

1
8
4
2
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
発
明
さ
れ
た
鍵
盤
楽
器
ハ
ル
モ
ニ
ウ

ム
。
そ
の
後
、
西
欧
で
は
圧
縮
型
鞴（
ふ
い
ご
）の
ハ
ル
モ
ニ
ウ
ム

産
業
が
、
米
国
や
ア
ジ
ア
で
は
吸
入
型
鞴
の
リ
ー
ド
オ
ル
ガ
ン
産

業
が
興
隆
し
ま
し
た
。
本
講
演
で
は
、
19
世
紀
後
半
以
降
の
日

本
の
リ
ー
ド
オ
ル
ガ
ン
産
業
と
イ
ン
ド
の
ハ
ル
モ
ニ
ウ
ム
産
業
に

着
目
し
、
楽
器
改
良
や
楽
器
の
受
容
に
伴
う
音
楽
文
化
の
再
編

に
つ
い
て
考
察
し
ま
す
。

※
受
付
フ
ォ
ー
ム　

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/512to
m

o
/

第
5
1
3
回　

6
月
5
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

女
神
と
な
っ
た
疫
病

―
イ
ン
ド
の
天
然
痘
女
神
信
仰

講
師　

三
尾
稔（
本
館 

教
授
）

罹
患
率
も
致
死
率
も
高
い
疫
病
と
し
て
1
9
7
0
年
代
ま
で
猛

威
を
ふ
る
っ
た
天
然
痘
。
年
輩
の
方
は
予
防
の
た
め
種
痘
を
受
け

た
経
験
が
あ
る
は
ず
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
こ
の
病
そ
の
も
の
を
女

神
と
し
て
信
仰
し
て
き
ま
し
た
。
天
然
痘
が
絶
滅
し
た
後
も
さ

ま
ざ
ま
な
病
の
神
と
し
て
広
く
信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。
今
回
の

講
演
会
で
は
こ
の
病
の
歴
史
や
北
部
イ
ン
ド
の
天
然
痘
女
神
信

仰
の
事
例
に
基
づ
き
、
伝
染
病
に
対
応
し
、
災
い
を
乗
り
越
え

よ
う
と
す
る
イ
ン
ド
の
人
び
と
の
知
恵
や
想
像
力
の
特
徴
を
考

え
ま
す
。

※
受
付
フ
ォ
ー
ム　

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/513to
m

o
/

み
ん
ぱ
く
友
の
会
オ
ン
ラ
イ
ン
レ
ク
チ
ャ
ー

友
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
動
画
を
公
開
中
で
す
。

な
ぜ
古
代
文
明
の
建
物
は
大
き
い
の
か

―
南
米
ア
ン
デ
ス
文
明
か
ら
の
視
点

講
師　

関
雄
二（
本
館 

副
館
長
）

世
界
の
古
代
文
明
に
共
通
す
る
の
は
、
巨
大
な
建
物
、
い
わ
ゆ
る

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
築
い
た
こ
と
で
す
。
そ
の
理
由
、
そ
し
て
大
き

く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
社
会
が
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
か
に
つ

い
て
、
南
米
ア
ン
デ
ス
文
明
を
例
に
解
説
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

※
公
開
ペ
ー
ジ　

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/to
m

o
m

o
vie

0
04/

刊行物紹介

食文化の体系を理解するための基礎的、
学際的な知識を提供する事典。「理論・
概念」「食べ物・飲み物」「健康・科学」「地
域の料理と食文化」など12章で構成す
る。

■野林 厚志 編著
『世界の食文化百科事典』
丸善出版　22,000円（税込）

多発する大規模災害により再編を余儀
なくされる地域社会において、地域文
化はどのような役割を果たすのか。地
域住民とともに地域文化を再発見し、
保存し、活用するという実践研究から
明らかにする。

■日髙 真吾 編著
『継承される地域文化
――災害復興から社会創発へ』
臨川書店　4,730円（税込）

研
究
部
新
メ
ン
バ
ー

中な
か

川が
わ

理お
さ
む

准
教
授（
グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部
）

大
阪
大
学
大
学
院
で

博
士
号
を
取
得
。
大

阪
大
学
、
立
教
大
学

を
経
て
現
職
。
専
門

は
文
化
人
類
学
。
主

要
な
研
究
領
域
は
経

済
、
政
治
、
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
人
類
学
理
論
。
フ
ラ
ン
ス
を
調

査
地
域
と
し
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
農
民
や
ラ
オ
ス
出
身

の
モ
ン
難
民
な
ど
の
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

平ひ
ら

野の 
智ち

佳か

子こ 

助
教（
人
類
基
礎
理
論
研
究
部
）

神
戸
大
学
大
学
院
国

際
文
化
学
研
究
科
で

博
士
号
を
取
得
後
、

神
戸
大
学
大
学
院
保

健
学
研
究
科
の
助
教

を
経
て
現
職
。
専
門

は
文
化
人
類
学
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
飲
酒
実
践
、

ア
ー
ト
制
作
・
販
売
な
ど
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。

み
ん
ぱ
く
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル「
万
博
記
念
公
園
駅
」と
み
ん
ぱ
く
の
間
の
直
通

送
迎
バ
ス
を
特
別
展「
復
興
を
支
え
る
地
域
の
文
化
」の
会
期
中
の

5
月
15
日（
土
）、
16
日（
日
）に
運
行
し
ま
す（
急
遽
予
定
を
変
更

す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
）。
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色
鮮
や
か
な
ア
フ
リ
カ
の
籠「
ボ
ル
ガ
バス
ケ
ッ
ト
」
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
民
族
工
芸
品
や
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品

と
し
て
、日
本
で
も
広
く
流
通
し
て
い
る
こ
の
籠
の
歴
史
は
、
じ
つ
は
そ
う
古
く
は
な
い
。
地
域
経
済
を
支
え
る

輸
出
商
品
に
ま
で
成
長
し
た
ボ
ル
ガ
バス
ケ
ッ
ト
と
、つ
く
り
手
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

ガ
ー
ナ
の
輸
出
向
け
籠
づ
く
り

北
海
学
園
大
学 

講
師

牛う
し

久く 

晴は
る

香か

ボ
ル
ガ
タ
ン
ガ
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ

ト
は
貴
重
な
現
金
収
入
源
で
あ
り
、
地
域
経
済
を
支
え
る

重
要
な
輸
出
品
で
あ
る
。
た
だ
し
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
づ
く
り

を
専
業
に
す
る
人
は
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
な

収
入
源
の
ひ
と
つ
と
し
て
生
活
に
組
み
こ
ん
で
い
る
。

ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト
づ
く
り
は
一
に
も
二
に
も
経
済
活

動
だ
。
彼
ら
自
身
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
使
わ
な
い
の
で
当
然

と
も
言
え
る
が
、人
び
と
が
こ
の
籠
を
「
伝
統
」
や
「
文
化
」

と
結
び
つ
け
て
語
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
編
み
手
は
存
外

あ
っ
さ
り
し
た
態
度
で
ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト
と
向
き
合
っ
て

い
る
。

バ
ス
ケ
ッ
ト
づ
く
り
を
盛
り
上
げ
る「
自
分
た
ち
の
編
み
方
」

し
か
し
、
ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト
づ
く
り
を
動
か
し
て
き

ガ
ー
ナ
北
東
部
の
特
産
品
、
ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト

ガ
ー
ナ
北
東
部
の
ボ
ル
ガ
タ
ン
ガ
地
方
は
、
ア
フ
リ
カ

を
代
表
す
る
籠
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト
」

の
大
産
地
だ
。
イ
ネ
科
の
ギ
ネ
ア
キ
ビ
（Panicum

 

m
axim

um

）
の
稈か
ん

を
も
じ
り
編
み
に
し
た
こ
の
籠
は
、
イ

ン
テ
リ
ア
用
品
や
か
ご
バ
ッ
グ
、
民
族
工
芸
品
や
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
商
品
と
し
て
、
欧
米
諸
国
や
日
本
で
広
く
販
売
さ

れ
て
い
る
。
輸
出
個
数
は
毎
年
一
〇
〇
万
個
以
上
に
の
ぼ
る
。

西
ア
フ
リ
カ
の
内
陸
サ
バ
ン
ナ
帯
に
位
置
す
る
ボ
ル
ガ

タ
ン
ガ
地
方
で
は
、
イ
ネ
科
草
本
を
編
ん
で
多
様
な
道
具

が
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
直
接
の
「
祖

先
」
は
酒
の
濾こ

し
器
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
元
に
生
育
す
る

ベ
チ
バ
ー
グ
ラ
ス
（Vetiveria nigritana

）
を
も
じ
り
編
み

に
し
た
籠
だ
っ
た
が
、
酒
造
り
の
主
体
が
家
庭
か
ら
造
り

酒
屋
へ
と
移
る
に
つ
れ
て
、
よ
り
効
率
よ
く
酒
を
濾
す
こ

と
が
で
き
る
別
地
域
の
籠
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

役
目
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
た
一
九
五
〇
年
代
初
頭
、

濾
し
器
に
輸
出
商
品
と
し
て
の
可
能
性
が
見
い
だ
さ
れ
た
。

現
在
の
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
か
ら
来
た
商
人
ら
が
、
稈
を
染

め
た
り
持
ち
手
を
つ
け
た
り
し
て
、
濾
し
器
を
欧
州
で
売

れ
そ
う
な
形
に
変
え
て
い
っ
た
の
だ
。
ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト

の
誕
生
で
あ
る
。
そ
の
後
は
地
域
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
主

体
が
欧
米
や
日
本
の
需
要
に
合
う
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
考

案
し
、
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
た
。
外
来
の

成
形
技
術
も
と
り
こ
ま
れ
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
素
材

も
変
わ
り
、
ガ
ー
ナ
南
部
か
ら
ギ
ネ
ア
キ
ビ
を
と
り
寄
せ

る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
を
遂
げ
な
が

ら
、
ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト
は
世
界
に
広
く
流
通
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

経
済
活
動
と
し
て
の
ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト
づ
く
り

ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト
が
国
際
的
に
人
気
を
博
し
た
こ
と

で
、
濾
し
器
の
時
代
と
は
比
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
の
人

が
籠
編
み
の
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。
現
在
は
約
五

〇
の
村
の
老
若
男
女
が
こ
の
籠
を
編
ん
で
い
て
、
例
え
ば

わ
た
し
の
調
査
村
で
は
三
人
に
一
人
は
編
み
手
で
あ
る
。

た
の
は
経
済
だ
け
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
産
地

南
部
の
村
々
は
昔
か
ら

あ
る
デ
ザ
イ
ン
を
精
巧

に
編
む
こ
と
を
得
意
と

す
る
一
方
で
、
北
部
の

村
々
は
多
様
な
デ
ザ
イ

ン
を
編
む
こ
と
に
長た

け

て
い
る
。
こ
れ
に
は
、

両
地
の
編
み
方
の
微
細

な
違
い
と
そ
の
変
遷
が

関
係
し
て
い
る
。

ボ
ル
ガ
バ
ス
ケ
ッ
ト

の
発
祥
地
は
南
部
で
あ

る
。
北
部
は
南
部
か
ら
バ
ス
ケ
ッ
ト
づ
く
り
を
学
ん
だ
が
、

経た
て

材
の
素
材
と
本
数
を
自
己
流
に
修
正
し
た
。
南
部
で
は

ベ
チ
バ
ー
グ
ラ
ス
の
稈
二
本
を
使

う
と
こ
ろ
、
北
部
は
太
い
モ
ロ
コ

シ
（Sorghum

 bicolor

）
の
稈
一

本
に
変
え
た
の
だ
。
も
じ
り
編
み

は
、
反
発
力
の
あ
る
経
材
と
柔
軟

性
の
あ
る
緯よ
こ

材
の
バ
ラ
ン
ス
を
と

る
こ
と
に
技
術
的
な
特
徴
が
あ
る
。

経
材
の
反
発
力
に
比
例
し
て
、
緯

材
も
南
部
で
は
細
く
、
北
部
で
は

太
く
な
る
。
お
の
ず
と
、
編
み
目

の
密
度
は
南
部
が
密
に
、
北
部
が

粗
に
な
る
。

同
じ
よ
う
に
見
え
る
も
じ
り
編
み
の
籠
で
も
、
素
材
の

太
さ
と
反
発
力
の
違
い
は
、
異
な
る
技
術
を
習
得
す
る
ほ

ど
の
違
い
を
編
み
手
に
感
じ
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
す
べ
て

の
材
が
ギ
ネ
ア
キ
ビ
に
変
わ
っ
た
後
も
、
南
部
は
細
い
稈

を
、
北
部
は
太
い
稈
を
選
ん
で
使
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

の
ち
に
編
み
目
の
粗
い
バ
ス
ケ
ッ
ト
が
市
場
で
評
価
さ
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
北
部
は
細
い
稈
を
も
ち
い
る
南
部

の
編
み
方
を
努
め
て
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
今
度
は
北
部
の

太
い
稈
を
も
ち
い
る
編
み
方
が
外
来
の
デ
ザ
イ
ン
と
組
み

合
わ
さ
れ
て
人
気
を
博
し
た
。
以
降
、
北
部
は
太
い
稈
と

細
い
稈
を
使
い
わ
け
、
外
来
技
術
も
と
り
こ
み
な
が
ら
多

様
な
デ
ザ
イ
ン
を
編
む
よ
う
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
北
部
の
編
み
手
は
「
南
部
は
古
い
編
み
方

に
固
執
し
て
い
る
」
と
語
り
、
市
場
の
変
化
に
柔
軟
に
対

応
し
、
多
様
な
技
術
を
習
得
し
て
き
た
自
分
た
ち
の
進
取

の
気
性
を
誇
る
。
他
方
で
、
南
部
の
編
み
手
は
「（
北
部
と

は
違
っ
て
）
わ
た
し
た
ち
は
自

分
た
ち
の
編
み
方
だ
け
で
食
べ

て
い
け
る
」
と
言
い
、
発
祥
地

と
し
て
の
歴
史
と
精
巧
な
バ
ス

ケ
ッ
ト
づ
く
り
を
誇
る
。

編
み
手
は
市
場
と
向
き
合
う

過
程
で「
自
分
た
ち
の
編
み
方
」

を
見
い
だ
し
て
い
っ
た
。
そ
れ

が
村
の
あ
い
だ
の
好ラ
イ
バ
ル

敵
手
意
識

を
喚
起
し
て
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
づ

く
り
を
内
側
か
ら
盛
り
上
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。

昼下がり、庭先でおしゃべりを楽しみながらバスケットを編む（ボルガタンガ地方、2012年）

商人は３日に一度、市の日に合わせて各村でバスケットを買い付ける
（ボルガタンガ地方、2016年）

ギネアキビの稈を割いてよったものをひと目ずつ、緻密に編んでいく
（ボルガタンガ地方、2012年）
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みんぱく回遊

新・音楽展示の歩き方
岡
おか

田
だ

 恵
え

美
み

民博 人類基礎理論研究部

び
た
の
が
、
古
代
イ
ン
ド
の
演
劇
理
論
書
で
論
じ

ら
れ
た
四
綱
楽
器
分
類
法
で
あ
り
、「
発
音
体
（
振

動
し
て
音
源
と
な
る
も
の
）」
を
基
準
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
援
用
・
発
展
さ
せ
た
の
が
、
前

述
の
ザ
ッ
ク
ス
ら
に
よ
る
楽
器
分
類
法
で
あ
り
、

①
ゴ
ン
グ
の
よ
う
に
楽
器
自
体
が
振
動
し
て
発
音

す
る
「
体た
い

鳴め
い

楽
器
」、
②
太
鼓
の
よ
う
に
膜
の
振

動
で
発
音
す
る
「
膜ま
く

鳴め
い

楽
器
」、
③
ギ
タ
ー
の
よ

う
に
張
ら
れ
た
弦
の
振
動
で
発
音
す
る
「
弦げ
ん

鳴め
い

楽

器
」、
④
チ
ャ
ル
メ
ラ
の
よ
う
に
空
気
の
振
動
で
発

音
す
る
「
気き

鳴め
い

楽
器
」
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
分
類
法
は
今
日
、
世
界
中
の
楽
器
博
物
館
で
広

く
採
用
さ
れ
て
い
る
。

チ
ャ
ル
メ
ラ
世
界
地
図
と
ビ
デ
オ
テ
ー
ク

ラ
ー
メ
ン
屋
台
の
合
図
で
も
お
馴な

染じ

み
、
チ
ャ
ル

メ
ラ
の
展
示
も
一
部
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
。
チ
ャ

ル
メ
ラ
は
、
管
本
体
の
上
部
に
付
け
た
、
お
も
に
二

枚
の
リ
ー
ド
の
あ
い
だ
に
息
を
吹
き
込
ん
で
奏
で

る
気
鳴
楽
器
で
あ
る
。
あ
ら
た
に
世
界
地
図
に
配

置
さ
れ
た
三
三
種
類
の
各
地
域
の
チ
ャ
ル
メ
ラ
か

ら
、
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
そ
の
世
界
的

な
分
布
を
巨
視
的
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
同
時
に
、
形
状
・
素
材
・
装
飾
の
違
い
を
じ
っ

く
り
と
比
較
・
観
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

構
造
的
に
は
類
似
し
た
楽
器
で
あ
っ
て
も
、
演
奏

さ
れ
る
場
や
そ
の
土
地
の
音
楽
様
式
に
合
う
よ
う

に
改
良
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
息
づ
い
て
い

る
。
人
び
と
が
知
恵
を
絞
っ
て
き
た
こ
と
を
、
こ
の

う
な
空
間
や
場
面
で
、ど
の
よ
う
な
人
た
ち
に
よ
っ

て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、そ
れ
ぞ
れ
に
イ
メ
ー

ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

楽
器
を
ど
の
よ
う
に
分
類
す
る
か
？

音
楽
展
示
は
、
中
央
か
ら
放
射
状
に
「
ゴ
ン
グ
」

「
太
鼓
」「
ギ
タ
ー
」「
チ
ャ
ル
メ
ラ
」の
四
セ
ク
シ
ョ

ン
に
わ
か
れ
て
い
る
。
じ
つ
は
こ
の
わ
け
方
に
は
、

人
類
の
知
恵
の
歴
史
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

読
者
の
皆
さ
ま
も
、
多
種
多
様
な
世
界
の
楽
器
を

一
体
ど
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
か
、
少
し
考
え
て

み
て
ほ
し
い
。

例
え
ば
、
西
洋
音
楽
の
世
界
で
は
、「
管
弦
打
」

と
い
う
分
類
法
が
主
流
で
あ
る
。
だ
が
、「
管
」
は

形
状
、「
弦
」
は
発
音
体
、「
打
」
は
奏
法
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
分
類
す
る
基
準
が
「
ち
ぐ
は
ぐ
」
で
は

な
い
か
と
異
論
を
唱
え
た
人
物
が
、
ク
ル
ト・ザ
ッ

ク
ス
と
い
う
ド
イ
ツ
出
身
の
音
楽
学
者
で
あ
る
。

理
路
整
然
と
し
た
楽
器
分
類
法
の
模
索
に
西
欧
の

音
楽
学
者
た
ち
が
躍
起
に
な
る
な
か
、
脚
光
を
浴

み
ん
ぱ
く
の
展
示
エ
リ
ア
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
か

ら
始
ま
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ

リ
カ
と
続
き
、
ま
る
で
世
界
一
周
す
る
か
の
よ
う

な
地
域
別
の
展
示
が
魅
力
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
一

方
で
、通
文
化
展
示
と
し
て
、「
言
語
」
と
「
音
楽
」

の
エ
リ
ア
も
中
央
部
分
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
人

類
の
営
み
に
欠
か
せ
な
い
「
こ
と
ば
」
と
並
ん
で
、

世
界
の
多
様
な
楽
器
や
音
楽
文
化
に
着
目
し
た
エ

リ
ア
が
特
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
し
の
よ

う
な
音
楽
文
化
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
は
誇
ら

し
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
音
楽
展
示
に
尽
力

さ
れ
た
方
々
に
深
い
感
謝
の
念
を
抱
か
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
そ
の
音
楽
展
示
エ
リ
ア
の
一
部
が
、

今
年
の
三
月
下
旬
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
。

音
を
感
じ
る

今
回
、
音
楽
展
示
場
の
中
央
ス
ペ
ー
ス
に
、
音・

映
像
・
観
覧
者
の
動
き
を
相
互
に
連
動
さ
せ
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
・
マ
ッ
ピ
ン
グ
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
立
体
物
に
投
影
す
る
技
術
）
が

導
入
さ
れ
て
い
る
。
近
年
は
、
動
画
配
信
サ
イ
ト

を
通
し
て
、
生
活
音
そ
の
も
の
を
傾
聴
し
て
楽
し

む
文
化
が
世
界
的
に
浸
透
し
て
き
て
い
る
。
こ
の

ス
ペ
ー
ス
で
は
、
音
高
（
周
波
数
）・
強
弱
・
長
さ
・

音
質
と
い
っ
た
音
の
要
素
や
、
フ
レ
ー
ズ
、
音
の

重
な
り
を
聴
覚
で
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を

形
・
色
・
動
き
に
置
き
換
え
可
視
化
し
た
映
像
も

楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
耳
に
す

る
生
活
音
や
環
境
音
、
人
び
と
の
声
が
、
ど
の
よ

〈本館展示場〉

チ
ャ
ル
メ
ラ
世
界
地
図
が
物
語
っ
て
く
れ
る
。

ま
た
楽
器
と
い
う
「
モ
ノ
」
だ
け
で
は
わ
か
り

え
な
い
の
が
、
音
楽
で
あ
る
。
音
楽
は
時
間
と
と

も
に
流
れ
て
ゆ
く
、
人
び
と
が
営
む
「
行
為
」
で

あ
る
。
社
会
や
個
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音

楽
は
ど
の
よ
う
な
意
味
と
役
割
を
も
っ
て
い
る
の

か
、
楽
器
製
作
者
は
ど
の
部
分
に
誇
り
を
抱
い
て

い
る
の
か
、
演
奏
者
は
何
を
感
じ
、
何
を
伝
え
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
が
湧
い
て

き
た
と
き
は
、
音
楽
展
示
と
連
動
し
た
ビ
デ
オ

テ
ー
ク
番
組
を
視
聴
し
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う

か
。
文
化
に
お
け
る
音
楽
と
い
う
行
為
の
意
味
、

楽
器
製
作
者
や
演
奏
家
の
語
り
、
そ
こ
に
は
宝
物

が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
る
。

観覧券売場

ビデオテーク番組
「神につながる音―ブルガリアのズルナ奏者      
サミール・クルトフ」（番組番号7205）

上：プロジェクション・マッピング
下：チャルメラの世界的な伝播・分布
　　（「チャルメラ̶演じる音」セクション、H0144575ほか）

音楽展示のセクションもザックスの楽器分類
法に沿った配置になっている（筆者イラスト）

右：1キログラム近い大型のチャルメラ「ネー」（ミャンマー 、H0144575）
左：イベリア半島からアメリカ大陸に伝わったチリミア（グアテマラ、H0004543）

ビデオテーク

音楽展示
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戦
前
、
日
本
で
数
多
く
の
戦
争
映
画
が
作
ら
れ
た
が
、
反

戦
映
画
、
厭え
ん

戦せ
ん

映
画
を
作
っ
た
の
は
亀か
め

井い

文ふ
み

夫お

一
人
で
あ
ろ
う
。

彼
は
日
中
戦
争
を
題
材
に
「
上シ
ャ
ン
ハ
イ海」（

一
九
三
八
年
）
を
、
そ
の

後
「
戦
ふ
兵
隊
」（
一
九
三
九
年
）
を
作
っ
た
。「
上
海
」
は
劇

場
で
公
開
さ
れ
た
が
、「
戦
ふ
兵
隊
」
は
内
務
省
に
よ
る
検
閲

す
ら
拒
否
さ
れ
上
映
禁
止
に
な
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
二
年
後
、

亀
井
は
治
安
維
持
法
違
反
容
疑
で
検
挙
、
一
年
間
投
獄
さ
れ
、

演
出
家
資
格
を
抹
消
さ
れ
た
。
取
り
調
べ
を
お
こ
な
っ
た
特
別

高
等
警
察
の
主
任
は
、「
戦
ふ
兵
隊
」
の
よ
う
な
映
画
を
作
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、「
ま
さ
に
国
賊
で
あ
り
、
陛
下
に
対
し
て

は
罪
万
死
に
値
い
す
る
」
と
言
っ
た
と
い
う
（
亀
井
文
夫
『
た

た
か
う
映
画
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）。

ふ
た
つ
の
映
画

「
戦
ふ
兵
隊
」
の
冒
頭
の
シ
ー
ン
は
、
中
国
の
小
さ
な
村
落
の
祠

ほ
こ
ら

に
う
ず
く
ま
っ
て
祈
り
を
捧さ
さ

げ
る
農
夫
の
姿
で
は
じ
ま
る
。
日

本
兵
に
放
火
さ
れ
た
家
、
こ
ち
ら
を
向
く
悲
し
げ
な
老
人
の
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
、
さ
ら
に
燃
え
る
家
の
前
に
乳
飲
み
子
を
抱
え
る

子
ど
も
ら
数
人
が
映
し
出
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
後
、
家
を
失
い

流
民
化
し
た
中
国
人
た
ち
の
移
動
が
延
々
と
続
く
。
と
、
次
の

カ
ッ
ト
で
、
日
章
旗
を
掲
げ
た
戦
車
が
轟ご
う

音お
ん

を
上
げ
て
画
面
一
杯

に
通
過
す
る
。
中
国
と
日
本
の
関
係
が
鋭
く
炙あ
ぶ

り
出
さ
れ
る
編

集
だ
。
戦
意
高
揚
が
求
め
ら
れ
た
当
時
の
映
画
に
、
こ
の
よ
う

映
像
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
音
楽
の
対
立

「
上
海
」
の
手
法
は
こ
う
だ
。
街
に
入
城
す
る
日
本
軍
の
勇
壮

な
行
進
が
あ
る
。
そ
れ
に
「
こ
の
行
進
こ
そ
は
、
あ
ら
ゆ
る
意

味
に
お
い
て
、
上
海
の
黎れ
い

明め
い

を
意
味
す
る
画
期
的
な
も
の
で
あ

る
」
と
い
っ
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
被か
ぶ

さ
る
。
画
面
に
は
そ
の
こ

と
ば
を
裏
切
る
か
の
よ
う
に
、
無
表
情
な
、
と
き
に
は
鋭
く
凝

視
す
る
中
国
人
民
衆
の
表
情
を
差
し
込
ん
で
い
る
。

亀
井
は
、
音
（
現
実
音
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
音
楽
）
と
映
像
を

意
識
的
に
切
り
離
し
、
と
き
に
は
ち
ぐ
は
ぐ
に
し
て
対
立
さ
せ

て
い
る
の
だ
。
検
閲
を
と
お
す
た
め
に
入
れ
た
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
勇
ま
し
い
マ
ー
チ
に
、
相
反
す
る
画

面
を
ぶ
つ
け
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
想
念
を
、

観
客
の
感
覚
に
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。

「
戦
ふ
兵
隊
」
で
は
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
代
わ
り
に

字
幕
を
入
れ
て
い
る
。
映
像
の
補
助
的
な
説
明
で

な
く
、
字
幕
と
映
像
の
微
妙
な
ず
れ
か
ら
出
て
く

る
も
の
を
効
果
的
に
狙
っ
て
い
る
。
昨
年
の
N
H
K

の
朝
ド
ラ
「
エ
ー
ル
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
古こ

関せ
き

裕ゆ
う

而じ

が
音
楽
を
担
当
し
て
い
る
が
、
映
像
が
あ
ら
わ

す
内
容
に
音
楽
を
同
調
さ
せ
過
ぎ
て
い
る
と
、
亀

井
は
少
し
批
判
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。
音
楽
も
映
像

と
の
対
立
を
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

亀
井
を
と
お
し
て
考
え
る

わ
た
し
が
亀
井
文
夫
の
映
画
に
つ
い
て
考
え
た
い

と
思
っ
た
の
は
、
最
近
の
映
画
や
テ
レ
ビ
番
組
で
、

音
、
特
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
音
楽
が
、
画
面
の
補
足

に
な
り
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る

な
シ
ー
ン
を
意
図
的
に
入
れ
る
映
画
が
ほ
か
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
ろ
の
戦
争
ニ
ュ
ー
ス
映
画
（
時
事
問
題
な
ど
の
情
報
の

伝
達
お
よ
び
解
説
を
内
容
と
す
る
記
録
映
画
の
一
種
。
戦
時
中
は
、

国
策
宣
伝
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
）
を
見
る
と
、
日
本
兵
の
激
し

い
攻
撃
、
砲
弾
に
よ
る
破
壊
、
勝
利
の
日
の
丸
を
掲
げ
て
万
歳

と
叫
ぶ
と
い
っ
た
戦
意
高
揚
シ
ー
ン
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
こ
の
映
画
は
、
戦
う
兵
隊
は
出
て
こ
な
い
。
出

て
く
る
の
は
、
あ
の
広
大
な
中
国
大
陸
の
大
地
に
疲
れ
切
っ
て

飲
み
込
ま
れ
て
い
く
戦
わ
な
い
兵
隊
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
日
本

軍
が
前
進
し
て
い
っ
た
後
、
遠
く
に
伸
び
る
一
本
の
道
に
、
捨

て
置
か
れ
た
病
馬
が
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
で
写
さ
れ
る
。
カ
メ
ラ

を
ア
ッ
プ
に
し
な
い
。
道
と
馬
を
、
引
い
た
画
面
で
じ
っ
と
見

据
え
て
い
る
と
、
馬
は
崩
れ
落
ち
て
命
を
終
え
る
。
馬
も
兵
士

も
命
は
同
じ
だ
と

描
い
て
い
る
よ
う

だ
。「
上
海
」
で
も
、

戦
闘
シ
ー
ン
は
な
い
。

激
戦
地
跡
の
日
本

兵
の
墓
、
卒そ

塔と

婆ば

、

撃
ち
抜
か
れ
た
ヘ
ル

メ
ッ
ト
な
ど
を
長
い

移
動
シ
ョ
ッ
ト
で
ひ

た
す
ら
追
っ
て
い
る
。

か
ら
だ
。
テ
レ
ビ

の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
番
組
で
は
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

画
面
に
必
ず
説
明

的
な
ナ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
付
く
の
が
常

態
化
し
て
い
る
。

も
っ
と
映
像
と
音

の
重
層
的
な
組
み

合
わ
せ
が
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
戦
ふ
兵
隊
」
で
は
、
馬
に
蹄て
い

鉄て
つ

を
打
ち
付
け
る
音
と
磨
く
ヤ

ス
リ
の
音
を
強
調
し
て
、
そ
の
後
に
展
開
す
る
馬
の
悲
劇
を

い
っ
そ
う
際
立
た
せ
て
い
た
。

最
近
東
京
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
で
、
若
手
の
人
類
学

者
太お
お

田た

光あ
き
み海

の
映
画
「
カ
ナ
ル
タ

―
螺ら

旋せ
ん

状
の
夢
」
を
観
た
。

ア
マ
ゾ
ン
の
熱
帯
雨
林
に
暮
ら
す
民
の
薬
草
や
夢
に
よ
っ
て
自

分
や
家
族
、
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
原
初
的
な
感
覚
が
、

映
像
と
現
実
音
に
よ
っ
て
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
た
。
音
楽
を

使
わ
ず
音
に
工
夫
が
あ
っ
た
。

晩
年
の
亀
井
文
夫
は
、
自
然
、
環
境
、
生
き
物
と
民
俗
世

界
に
近
づ
い
て
い
っ
た
が
、
遺
作
「
生
物
み
な
ト
モ
ダ
チ
」
シ

リ
ー
ズ
の
「
ト
リ
・
ム
シ
・
サ
カ
ナ
の
子
守
歌
」（
一
九
八
七
年
）

で
は
、
音
、
特
に
音
楽
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
映

像
に
つ
け
て
い
た
。
一
種
、
観
念
の
叫
び
に
も
似
た
こ
の
映
画

に
、
あ
の
「
上
海
」
と
「
戦
ふ
兵
隊
」
の
亀
井
文
夫
は
ど
こ
に

い
っ
た
か
、
い
さ
さ
か
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

感
覚
に
訴
え
る
映
画「
戦
ふ
兵
隊
」の
方
法

北き
た

村む
ら 

皆み
な

雄お

日
本
映
像
民
俗
学
の
会
代
表

M
「戦ふ兵隊」

1939年／日本／日本語／66分／DVDあり

監督：亀井文夫

撮影：三木茂

中国大陸に飲み込まれていくような日本軍の行進
（提供：日本ドキュメントフィルム）

捨てられた病馬（提供：日本ドキュメントフィルム）

家を焼かれた中国農民の表情（提供：日本ドキュメントフィルム）
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いことばの

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

先日、岡山県某市の商店街で巻き寿司店のケースを覗
のぞ

いてい

ると、前にいた初老の女性に「ここの美味しいよ」と言われた

のも束の間、「あまりそばに来んどいて」と言われ凍りついた。

旅行者然
ぜん

としていたので仕方がないが、心が空っぽになった気

がした。新型コロナに起因する虚無感。それは感染して亡くなっ

た人との接触が、家族でもかなわないという不条理な状況にお

いても感じるものだろう。

本号の特集「島世界の弔い」では、沖縄やインドネシアのト

ラジャの複葬（崖葬墓）やベトナムの甕棺埋葬のあり方が、先

史時代から現在までを射程に紹介される。風葬により時間をか

けて白骨化した遺体をさらに別の墓域や骨壺などに納める複葬

は、死者との関係を長く保ちたいと願う心性のあらわれではな

いか。輪
りん

廻
ね

や復活といった大宗教による死生観と葬送法が拡
ひろ

が

る以前、人はかけがえのない人から引き裂かれる心身をこうし

て慰めてきたのだろう。終活や「墓じまい」ということばを聞

くようになって久しいが、本特集は死者との向きあい方をあら

ためて考えさせてくれる。

本号への寄稿を機に、山下晋司さんが弘文堂のウェブサイト・

弘文堂スクエアに「トラジャその日その日 1976/78 ─人類学

者の調査日記」という連載を始めることになったそうだ。貴重

な過去の記録や写真が公開されることを喜びたい。（南真木人）
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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、公益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　インドネシア、スラウェシ島タナ・トラジャ県レモの壁龕墓（へきがんぼ）。
今日、観光の対象にもなっている。1980 年代には副葬用人形が盗まれ、
欧米の古美術品ショップに並ぶという事態も生じた   

（撮影：山下晋司、1984 年）

石
い し

原
は ら

 和
やまと

立命館大学 授業担当講師

教団の名は誰のもの？

神
道
か
ら
の
独
立
性
が
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
﹁
如
来
教
﹂

像
は
信
者
に
も
共
有
さ
れ
、
彼
ら
は
自
ら
の
信
仰
を
自

覚
し
て
い
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
は
認
識
し
て
い
た
が
、
今
回

﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
こ
と
ば
の
自
覚
と
い
う
問
題
を
め

ぐ
っ
て
、
教
団
名
の
よ
う
な
制
度
の
次
元
と
実
際
の
信

仰
の
次
元
と
の
溝
が
、
現
代
に
至
る
ま
で
引
き
継
が
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。﹁
如

来
教
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
、
独
立
を
目
指
し
た
人
び
と
、

宗
教
制
度
に
か
か
わ
る
人
び
と
、
学
問
に
か
か
わ
る
人

び
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
集
団
を
指
す
道
具
と
し
て
つ
く

ら
れ
、
用
い
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
名
称
は
集
団
の
性

質
に
か
か
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
含
む
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
名
前
や
イ
メ
ー
ジ
は
、
信
仰
の
当
事
者

に
は
必
ず
し
も
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
も
と
に

あ
る
の
は
、
外
的
に
形
成
さ
れ
た
﹁
如
来
教
﹂
の
信
仰

で
は
な
く
、
神
や
教
祖
に
す
が
っ
て
生
き
る
日
常
だ
け

で
あ
ろ
う
。﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
、
あ
く
ま

で
も
教
団
の
指
導
者
、
役
所
、
学
者
の
も
の
で
あ
っ
て
、

信
仰
者
の
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
当
事
者
が
何
者
で
あ
る
か
を
規
定
す

る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
今
回
は
問
題
に
は
な
ら
な

か
っ
た
が
、
外
部
か
ら
の
視
線
に
当
事
者
が
抵
抗
感
を

示
す
事
例
も
少
な
く
な
い
。

宗
教
に
か
ぎ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
な
か
で

は
道
具
と
し
て
の
こ
と
ば
を
用
い
て
、
集
団
の
名
を
よ

ぶ
場
面
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
集
団
を
こ
と
ば
に
よ
っ

て
切
り
取
り
、
理
解
す
る
こ
と
が
、
当
事
者
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
。
わ
た
し

た
ち
は
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

昨
年
、
江
戸
時
代
後
期
に
登
場
し
た
如に
ょ

来ら
い

教き
ょ
うと
い
う

教
団
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
お
こ
り
広

が
っ
た
地
域
で
あ
る
名
古
屋
の
新
聞
で
論
じ
る
機
会
を

得
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
信
仰
の
当
事
者
が
ど
の

よ
う
な
感
想
を
抱
い
た
の
か
興
味
を
も
っ
た
の
で
、
交

流
の
あ
る
信
者
さ
ん
に
反
応
を
聞
い
て
み
た
。
す
る
と
、

信
者
の
あ
い
だ
で
は
特
に
感
想
は
出
な
か
っ
た
と
い
う
。

驚
い
た
こ
と
に
そ
の
理
由
は
、
記
事
の
内
容
と
は
関
係

な
く
、﹁
自
分
た
ち
の
信
仰
の
こ
と
を
﹃
如
来
教
﹄
と

認
識
し
て
い
な
い
の
で
、
新
聞
記
事
に
﹃
如
来
教
﹄
と

出
て
い
て
も
気
に
と
ま
ら
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
名
称
は
公
的
に
登
録
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
名
は
、
江
戸

時
代
の
開
教
当
初
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
当
時

は
決
ま
っ
た
名
を
も
た
ず
、
信
者
は
﹁
こ
の
た
び
﹂﹁
こ

の
た
び
の
利
益
﹂
と
自
称
し
て
い
た
。
明
治
維
新
後
は
、

曹そ
う

洞と
う

宗し
ゅ
うの

傘
下
で
活
動
し
て
い
た
が
、
一
九
二
〇
年
代

に
一
部
の
信
者
か
ら
独
立
教
団
化
運
動
が
起
こ
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
は
宗
教
法
制
度
が
変
わ
っ
て
い
く
ま
っ
た
だ

な
か
に
あ
り
、
独
立
の
た
め
に
は
自
ら
の
信
仰
集
団
を

公
に
定
め
ら
れ
た
宗
教
団
体
の
ひ
な
型
に
合
わ
せ
て
変

え
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
宗
教
学
者
の
石い
し

橋ば
し

智と
も

信の
ぶ

を
ブ
レ
ー
ン
に
迎
え
、
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。

書
類
に
記
載
す
る
必
要
性
か
ら
、
そ
れ
ま
で
無
名
で

あ
っ
た
こ
の
集
団
は
は
じ
め
て
﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
名

を
も
っ
た
。
ま
た
石
橋
の
研
究
を
通
じ
て
、
こ
の
当
時

の
教
祖
信
仰
、
個
人
修
養
的
な
あ
り
方
で
は
な
く
、
近

代
宗
教
の
あ
る
べ
き
姿
と
み
な
さ
れ
て
い
た
集
団
的
教

義
信
仰
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
に
強
調
さ
れ
、
仏
教
や

20 
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いてい
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史時代から現在までを射程に紹介される。風葬により時間をか
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は、死者との関係を長く保ちたいと願う心性のあらわれではな

いか。輪
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廻
ね

や復活といった大宗教による死生観と葬送法が拡
ひろ

が

る以前、人はかけがえのない人から引き裂かれる心身をこうし

て慰めてきたのだろう。終活や「墓じまい」ということばを聞

くようになって久しいが、本特集は死者との向きあい方をあら
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本号への寄稿を機に、山下晋司さんが弘文堂のウェブサイト・
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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、公益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　インドネシア、スラウェシ島タナ・トラジャ県レモの壁龕墓（へきがんぼ）。
今日、観光の対象にもなっている。1980 年代には副葬用人形が盗まれ、
欧米の古美術品ショップに並ぶという事態も生じた   

（撮影：山下晋司、1984 年）

石
い し

原
は ら

 和
やまと

立命館大学 授業担当講師

教団の名は誰のもの？

神
道
か
ら
の
独
立
性
が
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
﹁
如
来
教
﹂

像
は
信
者
に
も
共
有
さ
れ
、
彼
ら
は
自
ら
の
信
仰
を
自

覚
し
て
い
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
は
認
識
し
て
い
た
が
、
今
回

﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
こ
と
ば
の
自
覚
と
い
う
問
題
を
め

ぐ
っ
て
、
教
団
名
の
よ
う
な
制
度
の
次
元
と
実
際
の
信

仰
の
次
元
と
の
溝
が
、
現
代
に
至
る
ま
で
引
き
継
が
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。﹁
如

来
教
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
、
独
立
を
目
指
し
た
人
び
と
、

宗
教
制
度
に
か
か
わ
る
人
び
と
、
学
問
に
か
か
わ
る
人

び
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
集
団
を
指
す
道
具
と
し
て
つ
く

ら
れ
、
用
い
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
名
称
は
集
団
の
性

質
に
か
か
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
含
む
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
名
前
や
イ
メ
ー
ジ
は
、
信
仰
の
当
事
者

に
は
必
ず
し
も
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
も
と
に

あ
る
の
は
、
外
的
に
形
成
さ
れ
た
﹁
如
来
教
﹂
の
信
仰

で
は
な
く
、
神
や
教
祖
に
す
が
っ
て
生
き
る
日
常
だ
け

で
あ
ろ
う
。﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
、
あ
く
ま

で
も
教
団
の
指
導
者
、
役
所
、
学
者
の
も
の
で
あ
っ
て
、

信
仰
者
の
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
当
事
者
が
何
者
で
あ
る
か
を
規
定
す

る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
今
回
は
問
題
に
は
な
ら
な

か
っ
た
が
、
外
部
か
ら
の
視
線
に
当
事
者
が
抵
抗
感
を

示
す
事
例
も
少
な
く
な
い
。

宗
教
に
か
ぎ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
な
か
で

は
道
具
と
し
て
の
こ
と
ば
を
用
い
て
、
集
団
の
名
を
よ

ぶ
場
面
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
集
団
を
こ
と
ば
に
よ
っ

て
切
り
取
り
、
理
解
す
る
こ
と
が
、
当
事
者
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
。
わ
た
し

た
ち
は
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

昨
年
、
江
戸
時
代
後
期
に
登
場
し
た
如に
ょ

来ら
い

教き
ょ
うと
い
う

教
団
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
お
こ
り
広

が
っ
た
地
域
で
あ
る
名
古
屋
の
新
聞
で
論
じ
る
機
会
を

得
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
信
仰
の
当
事
者
が
ど
の

よ
う
な
感
想
を
抱
い
た
の
か
興
味
を
も
っ
た
の
で
、
交

流
の
あ
る
信
者
さ
ん
に
反
応
を
聞
い
て
み
た
。
す
る
と
、

信
者
の
あ
い
だ
で
は
特
に
感
想
は
出
な
か
っ
た
と
い
う
。

驚
い
た
こ
と
に
そ
の
理
由
は
、
記
事
の
内
容
と
は
関
係

な
く
、﹁
自
分
た
ち
の
信
仰
の
こ
と
を
﹃
如
来
教
﹄
と

認
識
し
て
い
な
い
の
で
、
新
聞
記
事
に
﹃
如
来
教
﹄
と

出
て
い
て
も
気
に
と
ま
ら
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
名
称
は
公
的
に
登
録
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
名
は
、
江
戸

時
代
の
開
教
当
初
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
当
時

は
決
ま
っ
た
名
を
も
た
ず
、
信
者
は
﹁
こ
の
た
び
﹂﹁
こ

の
た
び
の
利
益
﹂
と
自
称
し
て
い
た
。
明
治
維
新
後
は
、

曹そ
う

洞と
う

宗し
ゅ
うの

傘
下
で
活
動
し
て
い
た
が
、
一
九
二
〇
年
代

に
一
部
の
信
者
か
ら
独
立
教
団
化
運
動
が
起
こ
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
は
宗
教
法
制
度
が
変
わ
っ
て
い
く
ま
っ
た
だ

な
か
に
あ
り
、
独
立
の
た
め
に
は
自
ら
の
信
仰
集
団
を

公
に
定
め
ら
れ
た
宗
教
団
体
の
ひ
な
型
に
合
わ
せ
て
変

え
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
宗
教
学
者
の
石い
し

橋ば
し

智と
も

信の
ぶ

を
ブ
レ
ー
ン
に
迎
え
、
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。

書
類
に
記
載
す
る
必
要
性
か
ら
、
そ
れ
ま
で
無
名
で

あ
っ
た
こ
の
集
団
は
は
じ
め
て
﹁
如
来
教
﹂
と
い
う
名

を
も
っ
た
。
ま
た
石
橋
の
研
究
を
通
じ
て
、
こ
の
当
時

の
教
祖
信
仰
、
個
人
修
養
的
な
あ
り
方
で
は
な
く
、
近

代
宗
教
の
あ
る
べ
き
姿
と
み
な
さ
れ
て
い
た
集
団
的
教

義
信
仰
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
に
強
調
さ
れ
、
仏
教
や
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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
学の研究について、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）
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