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エッセイ 千字文

 1    

月刊

6月号目次

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ア
メ

リ
カ
の
音
楽
業
界
で
は
二
〇
二
〇
年
上
半
期
の
売
り
上
げ

の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
配
信
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
日
本
は

ま
だ
そ
こ
ま
で
伸
び
て
い
ま
せ
ん
が
、
時
間
の
問
題
だ
と

思
い
ま
す
。
配
信
の
便
利
さ
に
一
度
慣
れ
れ
ば
や
め
ら
れ
ま

せ
ん
。
音
質
に
つ
い
て
否
定
的
な
こ
と
を
言
う
人
も
い
ま

す
が
、
昔
の
ノ
イ
ズ
混
じ
り
の
A
M
ラ
ジ
オ
に
し
て
も
、
飲

食
店
の
客
の
会
話
と
競
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ジ
ュ
ー
ク

ボ
ッ
ク
ス
に
し
て
も
、
ぼ
く
が
大
学
生
ま
で
使
っ
て
い
た
安

物
の
レ
コ
ー
ド・
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
し
て
も
、
決
し
て
オ
ー
デ
ィ

オ
環
境
と
し
て
誇
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い

い
音
楽
を
楽
し
む
媒
体
は
何
で
も
い
い
と
、
個
人
的
に
は

思
い
ま
す
。
ま
た
音
楽
を
ア
ル
バ
ム
で
聴
か
ず
、
曲
単
位

で
消
費
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
の
も
、
昔
か
ら
の
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
音
楽
の
姿
で
す
。一
九
六
〇
年
代
の
後
半
以
降
、ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
が
ア
ル
バ
ム
を
意
識
し
て
音
楽
を
作
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
名

盤
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
C
D
の
時
代
に
な
っ
て

か
ら
次
第
に
シ
ン
グ
ル
盤
が
発
売
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
、
お
金
の
な
い
若
者
た
ち
が
無
料
で
（
違
法
の
）

フ
ァ
イ
ル
交
換
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
音
楽

業
界
の
流
れ
が
決
定
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

ラ
ジ
オ
番
組
を
生
業
と
し
て
い
る
ぼ
く
は
毎
日
色
々
な

と
こ
ろ
か
ら
新
た
な
音
楽
の
情
報
が
入
る
と
、
イ
ン
タ
ネ
ッ

ト
の
お
陰
で
瞬
時
に
音
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
気
に

入
っ
た
曲
は
す
ぐ
放
送
で
共
有
で
き
る
の
で
、
番
組
作
り

は
ラ
ジ
オ
の
仕
事
を
始
め
た
一
九
八
〇
年
代
に
比
べ
た
ら
ケ

タ
違
い
に
楽
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
音
源
探
し
の
た
め

に
レ
コ
ー
ド
店
を
駆
け
ず
り
回
っ
た
り
、
レ
コ
ー
ド
会
社
の

人
た
ち
と
情
報
交
換
を
し
な
が
ら
ち
ょ
っ
と
渋
め
の
面
白

い
新
人
の
こ
と
を
知
っ
た
り
し
た
時
代
に
比
べ
る
と
、
新
し

い
出
会
い
が
で
き
た
と
き
の
あ
り
が
た
味
が
少
し
減
っ
た
気

が
し
ま
す
。

一
年
ほ
ど
前
に
、
久
し
ぶ
り
に
ラ
ジ
オ
番
組
で
か
か
っ
た

曲
に
感
激
し
た
時
の
嬉
し
さ
は
今
も
甦

よ
み
が
え

っ
て
き
ま
す
。元
々

ラ
ジ
オ
番
組
を
持
ち
た
か
っ
た
の
は
や
は
り
そ
ん
な
出
会

い
の
機
会
を
提
供
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
ぼ
く
が
何

十
年
も
聴
き
続
け
て
い
る
愛
聴
盤
で
も
、
ラ
ジ
オ
を
聴
い

て
い
る
人
に
と
っ
て
初
め
て
聴
く
「
新
曲
」
か
も
知
れ
な
い

こ
と
を
今
で
も
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ラ
ジ
オ
で
聴
い
た
も
の
を
気
に
入
っ
た
ら
今
度
は
配
信
で

繰
り
返
し
聴
く
こ
と
も
、
S
N
S
機
能
で
友
だ
ち
に
そ
れ

を
拡
散
す
る
こ
と
も
簡
単
で
す
。
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
ラ

ジ
オ
と
配
信
の
コ
ラ
ボ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
多
様
な
音
楽

を
幅
広
く
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

よ
く
も
悪
く
も
出
か
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
多
く

の
人
が
ラ
ジ
オ
を
再
発
見
し
て
い
る
こ
の
ご
ろ
、
ぜ
ひ
そ
れ

ぞ
れ
の
好
き
な
音
楽
を
積
極
的
に
見
つ
け
て
欲
し
い
で
す
。
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楽
こ
そ
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る

ピ
ー
タ
ー
・
バ
ラ
カ
ン

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
5
1
年
ロ
ン
ド
ン
生
ま
れ
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
日
本

語
学
科
を
卒
業
後
、
1
9
7
4
年
に
音
楽
出
版
社
の
著

作
権
業
務
に
就
く
た
め
来
日
。
現
在
フ
リ
ー
の
ブ
ロ
ー

ド
キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
活
動
、「
バ
ラ
カ
ン・ビ
ー
ト
」（
イ

ン
タ
ーFM

897

）、「
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
」
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H

K
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）、「
ザ・ラ
イ
フ
ス
タ
イ
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ュ
ー
ジ
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ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
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プ
ラ
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」（N

H
K
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）
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ど
を
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当
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ウ
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ブ
サ
イ
ト"p
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dot net"

に
て
活
動
を
紹
介
し
て
い
る
。



鉄琴、電子ドラム、音声合成による歌声などで童謡・唱歌を
演奏するロボットバンド（2019年） 講堂で演奏する豊中エイサー 豊優会（2018年）

アラブの歌謡曲や映画音楽を披露するハサン・サビ（2019年）

音
楽
の
祭
日
と
の
か
か
わ
り

「
音
楽
の
祭
日
」
は
、
一
九
八
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
始
ま
っ
た

「
音
楽
の
祭
典
」
に
端
を
発
す
る
、
プ
ロ
・
ア
マ
を
問
わ
な
い

音
楽
家
に
よ
る
ラ
イ
ブ
・
コ
ン
サ
ー
ト
で
あ
る
。「
音
楽
は
す

べ
て
の
人
の
も
の
」
と
い
う
精
神
に
則
り
、
入
場
無
料
と
し
、

参
加
協
力
を
え
た
会
場
で
夏
至
の
日
前
後
に
お
こ
な
う
と
い

う
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
つ
。 

そ
の
後
、
一
九
八
五
年
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
年
」
に
発

展
し
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
フ
ラ
ン
ス
国
外
に
も
広
が
っ
た
。

日
本
で
も
二
〇
〇
二
年
に
開
始
さ
れ
、
み
ん
ぱ
く
で
は
江え

口ぐ
ち

一か
ず

久ひ
さ

教
授
（
一
九
四
二
〜
二
〇
〇
八
年
）
率
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー
プ
「
地
球
お
は
な
し
村
」
が
、
二
〇
〇
三
年
に
西

ア
フ
リ
カ
の
太
鼓
ジ
ェ
ン
ベ
の
演
奏
を
お
こ
な
っ
た
の
が
始

ま
り
で
あ
る
。

わ
た
し
が
音
楽
の
祭
日
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
任
さ
れ
た
の

は
、
そ
の
翌
年
、
み
ん
ぱ
く
が
国
立
大
学
法
人
法
の
施
行
で

法
人
化
し
た
二
〇
〇
四
年
四
月
の
下
旬
だ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ

と
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
出
演
者
も
公
募
で
募
る
こ
と
に
し

た
。
当
時
、
音
楽
の
祭
日
は
ま
っ
た
く
の
無
名
で
あ
り
、
ど

の
く
ら
い
の
グ
ル
ー
プ
が
集
ま
る
の
か
、
不
安
の
ス
タ
ー
ト

だ
っ
た
。
ま
し
て
開
催
は
梅
雨
時
。
し
か
し
、
あ
り
が
た
い

こ
と
に
一
一
組
の
音
楽
家
、
グ
ル
ー
プ
が
集
ま
っ
て
く
だ
さ

り
、
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
好
評
の
う
ち
に
終
了
し
た
。

多
様
な
音
楽
の
秘
密

そ
れ
か
ら
毎
年
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
み
な

さ
ま
の
お
力
添
え
を
え
て
、
音
楽
の
祭
日
は
み
ん
ぱ
く
の
恒

例
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
例
年
、
抽
選
に
な

る
ほ
ど
の
出
演
申
込
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、
開
催
当
日
は
み

ん
ぱ
く
の
来
館
者
も
特
に
多
い
日
に
な
っ
て
い
る
。

あ
る
年
の
こ
と
、
行
事
終
了
後
、
二
階
の
控
室
か
ら
い
ろ

ん
な
出
演
者
が
太
鼓
を
た
た
き
、
笛
を
鳴
ら
し
、
踊
り
、
歌

い
な
が
ら
階
段
を
下
り
、
誰
も
い
な
い
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー

ル
の
な
か
を
、
ま
る
で
「
ブ
レ
ー
メ
ン
の
音
楽
隊
」
の
よ
う

に
歩
き
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
知
る
人
ぞ
知
る
、「
音
楽
の

祭
日
の
出
演
者
懇
親
会
」
の
自
然
発
生
的
な
ス
タ
ー
ト
で
あ

る
。
こ
の
日
以
降
、
出
演
者
の
な
か
に
も
急
速
に
一
体
感
が

生
ま
れ
た
よ
う
に
思
う
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
わ
た
し
が
驚
い
た
こ
と
は
、
多
様
な

音
楽
の
広
が
り
で
あ
る
。
世
界
各
地
の
楽
器
を
も
ち
寄
り
、

み
な
が
演
奏
す
る
。
演
奏
ば
か
り
で
な
く
、
衣
装
や
演
出
も

本
格
的
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
広
が
り
は
ど
う
し
て
起
こ
る

の
だ
ろ
う
か
。機
会
が
あ
る
た
び
に
出
演
者
に
聞
い
て
回
っ
た
。

企
業
等
の
海
外
駐
在
員
の
ご
家
族
が
現
地
の
音
楽
を
本
格

的
に
習
得
し
、
現
地
で
楽
器
を
調
達
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

日
本
に
も
ち
帰
っ
て
、
そ
の
音
楽
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
い

る
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
逆
に
留
学
生
が
自
国
の
音
楽

を
日
本
に
も
ち
込
み
、
次
第
に
広
が
っ
て
い
っ
た
ケ
ー
ス
も

あ
る
。
さ
ら
に
は
西
洋
音
楽
の
教
育
を
受
け
た
方
が
、
そ
こ

か
ら
次
第
に
自
身
の
関
心
を
広
げ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ

た
。み

ん
ぱ
く
は
世
界
各
地
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
を
収
集
し

て
い
る
が
、
参
加
者
の
な
か
に
は
み
ん
ぱ
く
で
見
る
こ
と
の

で
き
な
い
楽
器
を
使
う
グ
ル
ー
プ
も
あ
る
。
現
地
で
の
楽
器

の
入
手
の
他
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
調
達
方
法
の
普
及

も
多
様
な
音
楽
の
広
が
り
に
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
は
、
ハ
ワ
イ
の
「
カ
ー
エ
ケ
エ
ケ
」
と
い
う
、
竹
を
材

料
に
し
た
楽
器
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
が
、
入
手
手

段
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
竹
を
切
り
出
し
て
自
ら

作
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
が
毎
年
、
一

堂
に
会
し
て
お
り
、
出
演
時
に
は
楽
器
の
説
明
を
し
て
く
れ

る
方
も
少
な
く
な
い
。

み
ん
ぱ
く
ら
し
さ

出
演
者
は
近
畿
圏
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
各
地
か
ら
ご
参

加
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
出
演
者
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
何
に

も
ま
し
て
あ
り
が
た
く
思
う
の
は
、
み
な
「
み
ん
ぱ
く
で
演

奏
す
る
こ
と
」
の
意
味
を
考
え
な
が
ら
集
ま
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
音
楽
の
祭
日
の
主
役
は
音
楽
家
で
あ

り
、
み
ん
ぱ
く
は
場
を
提
供
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、

出
演
者
の
方
々
の
お
か
げ
で
、
わ
た
し
は
、
み
ん
ぱ
く
に
も

磁
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
出
演

者
の
方
か
ら
「
み
ん
ぱ
く
ら
し
い
音
楽
と
は
何
で
す
か
」
と

聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
単
一
の
答
え
は

な
い
。
だ
が
わ
た
し
は
、
み
ん
ぱ
く
を
選
ん
で
く
だ
さ
っ
た

方
々
の
思
い
に
支
え
ら
れ
た
音
楽
が
「
み
ん
ぱ
く
ら
し
い
音

楽
」
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

み
ん
ぱ
く
ら
し
い
音
楽
を
求
め
て

出で

口ぐ
ち 

正ま
さ
之ゆ
き　

民
博 

名
誉
教
授

　
み
ん
ぱ
く
の
恒
例
イ
ベ
ン
ト
「
音
楽
の
祭
日
in 

み
ん
ぱ
く
」。
六

月
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
音
楽
を
愛
す
る
方
々
が
各

地
か
ら
集
ま
り
、
演
奏
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
み
な
で
音
楽
を
楽

し
む
こ
の
日
、
み
ん
ぱ
く
は
音
楽
で
満
た
さ
れ
る
。

　
本
特
集
で
は
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
紹
介
す
る
べ
く
、
出
演
者
の
方
々

に
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
や
み
ん
ぱ
く
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
。
企

画
・
運
営
に
た
ず
さ
わ
る
本
館
教
員
に
よ
る
解
説
も
加
え
、
み
ん
ぱ
く
の
「
音
楽
の

祭
日
」
に
迫
る
。

の

特集

日祭
楽音

エントランスホールで演奏する「地球おはなし村」音楽隊
（2004年）

カーエケエケを手に歌い踊るハラウ フラ オ マカナアロハ
（2013年）

インドネシアの竹の楽器アンクロンなどの美しい音色を奏で
るパシール・ビンタン。右端は司会の福岡正太教授（2019年）
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わ
た
し
は
五
〇
年
近
く
民
族
楽
器
を
収
集
し
、
演
奏
す
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
音
楽
の
祭
日
に
も
琵び

琶わ

、
尺
八
、

パ
ン
フ
ル
ー
ト
、
オ
カ
リ
ナ
、
フ
ル
ス
、
カ
ヌ
ー
ン
な
ど
、

毎
年
の
よ
う
に
違
っ
た
楽
器
で
出
演
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

ど
ん
な
音
楽
を
演
奏
す
る
か
と
い
え
ば
、
ひ
と
つ
目
は
そ

の
楽
器
を
作
っ
た
民
族
が
生
み
出
し

た
音
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ふ
た
つ
目
は
自

分
の
知
っ
て
い
る
曲
や
、
や
り
た
い
曲
を
弾
い
て
楽
し

む
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
バ
ッ
ハ
の
曲
を
尺
八
で
演
奏

し
た
り
す
る
。
そ
し
て
三
つ
目
は
自
分
で
そ
の
楽
器
の

た
め
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
を
作
っ
て
演
奏
す
る
こ
と
で

あ
る
。
楽
器
の
個
性
的
な
音
色
に
よ
り
個
性
的
な

音
楽
に
な
る
し
、
ま
た
、
た
と
え
間
違
え
て
も

誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。

民
族
楽
器
に
は
洗
練
さ
れ
た
も
の
か
ら
手

作
り
感
が
溢あ

ふ
れ
た
も
の
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
。

手
作
り
感
の
溢
れ
た
楽
器
を
見
る
と
、自
分
で
も
作
っ

て
み
よ
う
と
い
う
気
に
な
る
。
最
近
は
民
族
楽
器
の
キ
ッ
ト

も
販
売
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
も
イ
ン
ド
で
見
た
ギ
タ
ー
が

忘
れ
ら
れ
ず
、
中
古
ギ
タ
ー
を
買
っ
て
き
て
共
鳴
弦
つ
き
の

ギ
タ
ー
を
作
っ
て
み
た
り
、
琵
琶
風
に
改
造
し
て
み
た
り
し

て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
デ
ィ
ジ
リ
ド
ゥ
な
ど
は
パ
イ

プ
や
竹
を
使
え
ば
簡
単
に
で
き
る
。
ま
た
安
い
中
古
楽
器
に

手
を
加
え
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
楽
器
を
作
る
の
も
楽
し
い
も
の
で

あ
る
。
わ
た
し
は
、
ネ
ッ
ト
で
三
味
線
を
手
に
入
れ
、「
二に

味み

線せ
ん

」
と
い
う
の
も
作
っ
た
。

楽
器
は
海
外
旅
行
で
買
う
の
も
よ
い
が
、
今
は
ネ
ッ
ト
で

検
索
し
た
ら
比
較
的
簡
単
に
売
っ
て
い
る
店
が
見
つ
か
る
し
、

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
も
多
い
。
も
し
先
生
に
つ
い
て
習
お
う
と

思
う
の
な
ら
、
楽
器
を
買
う
前
に
先
生
を
探
し
て
相
談
し
た

方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な
ら
ば
、
め
ず

ら
し
い
楽
器
が
安
く
手
に
入
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
当

た
り
は
ず
れ
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
中
古

の
楽
器
を
買
う
場
合
は
、
あ
る
程
度
自
分
で
修
理
で
き
な
い

と
困
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
し
て
楽
器
を
手
に
入
れ
た
ら
、
一
人
で
楽
し
む
の
も

よ
い
が
、
仲
間
と
バ
ン
ド
を
組
ん
で
演
奏
す
る
の
も
楽
し
い
。

西
洋
楽
器
を
中
心
と
し
た
バ
ン
ド
に
入
る
の
も
面
白
い
が
、

和
楽
器
バ
ン
ド
の
よ
う
に
民
族
楽
器
ば
か
り
で
や
れ
ば
目
立

つ
こ
と
請
け
合
い
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
や
り
方
で
楽

し
め
ば
よ
い
と
思
う
。

和
太
鼓
奏
者
と
し
て
世
界
各
地
で
演
奏
し
、
ま
た
演
奏
先

で
和
太
鼓
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
開
い
て
い
る
が
、
以

前
の
わ
た
し
は
一
日
中
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
前
に
座
り
、
エ
ン
ジ

ニ
ア
と
し
て
、
三
角
関
数
な
ど
を
使
っ
て
仕
事
を
す
る
生
活

を
送
っ
て
い
た
。
和
太
鼓
の
演
奏
経
験
は
も
と
よ
り
、
音
楽

を
聴
く
こ
と
も
な
く
、ス
ト
レ
ス
解
消
で
始
め
た
和
太
鼓
だ
っ

た
が
、
そ
れ
が
次
第
に
自
己
表
現
の
手
段
と
な
り
、
気
が
つ

け
ば
職
業
と
な
っ
て
い
た
。 

和
太
鼓
を
始
め
て
か
ら
は
デ
ザ
イ
ン
や
工
芸
品
等
、
い
わ

ゆ
る
伝
統
文
化
に
興
味
が
湧
き
、
そ
こ
で
知
っ
た
の
が
み
ん

ぱ
く
で
あ
っ
た
。
館
内
を
め
ぐ
る
う
ち
に
国
内
外
の
楽
器
や

風
習
を
目
の
当
た
り
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
軽
い
興
奮
状
態

に
な
っ
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
ソ
ロ
活
動
を
始
め
て
か

ら
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
映
像
を
使
う
場
面
が
あ
る
が
、「
木
火

土
金
水
」
と
い
う
「
五
行
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
と
き
や
、
制

作
の
段
階
で
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
な
ど
、
み
ん
ぱ
く
に
行
っ

て
展
示
物
を
見
て
い
る
と
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
出
て
き
た
。 

音
楽
の
祭
日
に
は
二
〇
〇
五
年
よ
り
出
演
し
て
い
る
が
、

最
近
は
指
導
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
の
子
ど
も
た
ち

に
声
を
か
け
て
、
混
成
チ
ー
ム
を
結
成
し
て
参
加
す
る
こ
と

が
多
い
。
演
奏
に
際
し
て
参
加
メ
ン
バ
ー
に
は
「
特
別
な
場

所
で
の
演
奏
は
練
習
も
特
別
」
と
檄げ

き
を
飛
ば
し
て
い
る
が
、
い

つ
も
活
動
し
て
い
る
地
元
を
飛
び
出
て
、
自
分
の
力
量
を
超
え
、

緊
張
感
を
も
っ
て
演
奏
す
る
こ
と
で
、
み
な
何
か
を
感
じ
た
り
、

特
別
な
体
験
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。
当
日
は
世
界
各
国
の
音
楽
を
聴
く
こ
と
も
で
き

る
。
和
太
鼓
の
演
奏
と
、
演
奏
者
と
し
て
の
音
楽
の
祭
日
へ
の

参
加
が
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
に
つ
な
が
れ
ば
嬉う

れ
し
い
と
の
想

い
も
あ
る
。
ま
た
、
み
ん
ぱ
く
の
展
示
場
に
今
は
興
味
が
な

く
と
も
、
こ
の
場
所
に
縁
を
も
ち
、
身
近
に
世
界
を
感
じ
る

場
所
と
し
て
心
に
残
れ
ば
良
い
な
と
い
う
思
惑
も
あ
る
の
だ
。

昨
今
、「
見
え
る
化
」
と
い
う
こ
と
ば
を
よ
く
耳
に
す
る
。

し
か
し
、
展
示
さ
れ
て
い
る
物
を
見
る
と
、
そ
の
背
景
に
、

目
に
見
え
な
い
風
景
や
音
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
簡
単

に
見
え
る
こ
と
も
大
事
な
の
だ
が
、
見
え
な
い
物
を
感
じ
考

え
る
こ
と
も
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

和
太
鼓
奏
者
に
と
っ
て
の

み
ん
ぱ
く
と
音
楽
の
祭
日神か

奈な

川が
わ 

馬ば

匠し
ょ
う　

和
太
鼓
奏
者

民
族
楽
器
の
楽
し
み
方
加か

藤と
う 

敬た
か
徳の
り　

民
族
楽
器
演
奏
家

エントランスホールでトルコのカヌーンを演奏（2016年）

右：ギターに琵琶風の高いフレットをつけた「ビター」。撥（ばち）
で弾く

中：セミオリジナル楽器の「二味線」。三味線の棹（さお）を短くし、
破れた革を紙で補強してある

左：三線キットのネックを琵琶風にし、高いフレットをつけて作っ
た「琉球琵琶」

上：特別展示館での神奈川馬匠の演奏（2014年）
下：講堂での小学生のメンバーを中心とした和太鼓の演奏（2018年）

の

特集

日祭
楽音
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日
本
の
音
楽
シ
ー
ン
、
と
り
わ
けJ-P

O
P

や
歌
謡
曲
に

お
い
て
、
民
族
音
楽
の
影
響
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
演

歌
の
四よ

七な

抜ぬ

き
五
音
音
階
を
含
め
、
朝
鮮
半
島
や
ユ
ー
ラ
シ

ア
大
陸
、
果
て
は
西
ア
フ
リ
カ
の
音
楽
に
影
響
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
あ
ま
り
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
歌
謡
曲
で
い
う
な
ら
、

具
体
的
に
は
ギ
ニ
ア
の
オ
ル
ケ
ス
ト
ル
・
デ
・
ラ
・
パ
イ
ロ

テ
の
「
ラ
　
ギ
ネ
　
モ
ソ
ロ
」
の
イ
ン
ト
ロ
と
、
昭
和
五
四

年
の
歌
謡
曲
「
別
れ
て
も
好
き
な
人
」
の
サ
ビ
の
旋
律
の
類

似
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

例
外
は
故
中な

か
村む
ら
と
う
よ
う
の
「
大
衆
音
楽
の
真
実
」（
ス
ー
プ・

レ
コ
ー
ド
、
一
九
八
六
年
）
に
連
な
る
一
連
の
仕
事
だ
が
、
一

般
的
に
認
知
は
ま
だ
ま
だ
だ
。

と
こ
ろ
が
、
み
ん
ぱ
く
の
音
楽
展
示
は
世
界
各
地
の
音
楽

を
並
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
と
そ
の
先
の
大
陸
、

そ
し
て
も
っ
と
広
い
地
域
か
ら
の
影
響
を
「
展
示
」
と
い
う

形
で
広
く
訴
え
か
け
て
い
る
。

河か
わ
ち
お
ん
ど

内
音
頭
や
大
分
の
「
流
し
」
は
っ
ち
ゃ
ん
ぶ
ん
ち
ゃ
ん

の
演
歌
、
博
多
め
ん
た
い
ロ
ッ
ク
「
サ
ン
ハ
ウ
ス
」
の
ア
ル

バ
ム
、
木き

村む
ら

充あ
つ

揮き

の
ギ
タ
ー
。
こ
れ
ら
の
展
示
は
、
そ
れ
ら

が
朝
鮮
半
島
や
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
音
楽
、
ア
メ
リ
カ
大
陸

の
ゴ
ス
ペ
ル
、
ブ
ル
ー
ス
等
が
「
越
境
」
し
混こ

ん
淆こ
う
す
る
こ
と

で
成
立
し
て
き
た
こ
と
を
雄
弁
に
示
し
て
い
る
。

音
楽
の
祭
日
出
演
の
た
め
、
み
ん
ぱ
く
を
訪
ね
た
と
き
、

こ
の
視
点
に
深
く
共
鳴
し
た
。
エ
ン
ジ
ン
ズ
の
目
指
す
音
楽

と
同
じ
匂
い
を
感
じ
た
。
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
「
民
族

音
楽
」
で
は
な
く
、
日
々
の
暮
ら
し
と
地
続
き
で
つ
な
が
っ

て
い
る
鼻
歌
の
よ
う
な
音
楽
、
酒
や
た
ば
こ
、
汗
や
土
の
匂

い
の
す
る
「
体
臭
」
音
楽
に
。

た
だ
エ
ン
ジ
ン
ズ
は
そ
れ
を
、
実
際
に
「
演
奏
」
と
い
う

形
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
み
ん
ぱ
く
の
「
動
態
展
示
」

で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
い
る
。
曲
の
旋
律
や
ビ
ー
ト
を
体

で
感
じ
る
演
奏
は
、
別
の
解
釈
を
生
む
契
機
に
な
る
。
例
え

ば
ベ
ト
ナ
ム
の
ス
ト
リ
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
、
ア
ニ
・
サ
ン

の
「
ト
ッ
テ
ン
ソ
ン
グ
」
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
が
、
歌
詞
は

原
曲
か
ら
の
翻
訳
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
変
え

て
い
る
。
翻
案
を
超
え
、
誤
読
と
も
い
え
る
こ
の
行
為
は
、

カ
バ
ー
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
た
な
意
味
を
生
成
さ
せ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
み
ん
ぱ
く
は
音
楽
の
祭
日
を
と

お
し
て
、
博
物
館
の
従
来
の
姿
で
あ
る
「
展
示
」
を
超
え
、

雑
多
で
豊
潤
な
文
化
を
「
発
信
」
し
て
い
く
場
所
に
変
わ
り

つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

バ
ン
チ
ャ
・
パ
リ
ワ
ー
ル
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
で
ネ

パ
ー
ル
に
滞
在
し
た
と
き
に
サ
ー
ラ
ン
ギ
奏
者
バ
ー
ラ
ト
・

ネ
パ
リ
師
に
師
事
し
た
日
本
人
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
サ
ー
ラ
ン
ギ
や
マ
ー
ダ
ル
を
含
め
た
ネ
パ
ー
ル
の
民
族

楽
器
や
民
族
音
楽
に
深
い
愛
着
を
も
っ
て
演
奏
活
動
を
楽
し

ん
で
い
る
。
み
ん
ぱ
く
の
音
楽
の
祭
日
に
は
二
〇
〇
七
年
か

ら
参
加
し
て
お
り
、お
も
に
日
本
に
帰
国
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー

に
よ
り
楽
器
演
奏
の
他
に
も
ダ
ン
ス
と
の
コ
ラ
ボ
、
多
様
な

民
族
衣
装
の
解
説
な
ど
も
交
え
な
が
ら
ネ
パ
ー
ル
の
音
楽
と

文
化
を
紹
介
し
て
き
た
。

じ
つ
は
ネ
パ
ー
ル
滞
在
時
に
サ
ー
ラ
ン
ギ
に
つ
い
て
調
べ

て
い
た
と
き
、
み
ん
ぱ
く
の
音
楽
の
祭
日
の
こ
と
を
知
り
、

博
物
館
で
の
サ
ー
ラ
ン
ギ
の
展
示
に
も
興
味
を
も
っ
た
の
だ

が
、
帰
国
し
て
み
ん
ぱ
く
を
訪
れ
る
と
サ
ー
ラ
ン
ギ
の
展
示

は
な
く
、 

収
蔵
資
料
の
閲
覧
に
は
事
前
申
し
込
み
が
必
要
な

ど
、
一
般
入
館
者
が
気
楽
に
見
る
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と

感
じ
た
。
し
か
し
、
音
楽
の
祭
日
で
は
、
展
示
し
て
い
な
い

楽
器
で
も
、
演
奏
者
が
も
ち
込
め
ば
、
訪
れ
た
人
び
と
に
生

の
音
を
聴
い
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
し
た
ち
の
演

奏
が
生
き
た
展
示
に
な
り
え
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
を
感
じ

た
。ま

た
、み
ん
ぱ
く
で
演
奏
す
る
こ
と
で
思
わ
ぬ
発
見
も
あ
っ

た
。
み
ん
ぱ
く
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
に
は
一
九
八
二
年
に
撮
影

さ
れ
た
ネ
パ
ー
ル
の
サ
ー
ラ
ン
ギ
の
記
録
「
ガ
イ
ネ
―
―
ヒ

マ
ラ
ヤ
の
吟
遊
詩
人
」（
番
組
番
号
一
二
五
五
）
が
あ
る
が
、
そ

の
元
の
映
像
資
料
や
報
告
書
な
ど
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、

約
三
〇
年
前
に
バ
ー
ラ
ト
・
ネ
パ
リ
師
を
は
じ
め
多
く
の

サ
ー
ラ
ン
ギ
奏
者
が
み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
に
よ
り
調
査
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。

こ
れ
を
機
に
二
〇
〇
九
年
の
音
楽
の
祭
日
で
は
、『
東
西

音
楽
交
流
学
術
調
査
報
告
Ⅲ
―
―
ネ
パ
ー
ル
民
族
音
楽
学
術

調
査
報
告
書
』（
藤
井
知
昭
編
、
国
立
民
族
学
博
物
館
、
一
九
八

四
年
）
に
採
譜
さ
れ
て
い
た
曲
か
ら
「
ク
リ
シ
ュ
ナ
」
を
演

奏
し
た
。
報
告
書
に
記
さ
れ
た
シ
ン
プ
ル
な
譜
面
を
わ
た
し

た
ち
が
演
奏
す
る
に
あ
た
り
音
程
の
修
正
、
繰
り
返
し
や
装

飾
を
追
加
す
る
と
い
う
試
行
錯
誤
の
な
か
で
の
発
表
だ
っ
た

が
、
こ
の
よ
う
な
試
み
が
で
き
る
の
も
み
ん
ぱ
く
の
音
楽
の

祭
日
な
ら
で
は
だ
と
思
う
。

音
楽
の
祭
日
で
の
演
奏
に
よ
り
楽
器
や
民
族
音
楽
の
名
前

と
存
在
を
人
び
と
に
知
っ
て
も
ら
い
、
ま
た
み
ん
ぱ
く
に
蓄

積
さ
れ
て
い
る
学
術
資
料
と
人
び
と
を
繫つ

な
ぐ
橋
渡
し
が
少
し

で
も
で
き
て
い
れ
ば
光
栄
で
あ
る
。

み
ん
ぱ
く
の「
動
態
展
示
」

―
―
民
族
音
楽
と
し
て
の
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル

柳や
な
ぎ
も
と本 

多た

津つ

之し　

TH
E EN

G
IN

ES

生
き
た
展
示
と
し
て
の
音
楽
の
祭
日

―
―
ネ
パ
ー
ル
の
サ
ー
ラ
ン
ギ
演
奏
と
み
ん
ぱ
く
の
資
料

片か
た
山や
ま 

美み

貴き

　
伊い

藤と
う 

香か
お
里り

バ
ン
チ
ャ
・
パ
リ
ワ
ー
ル

エントランスホールでの演奏。お客さんもノリノリだった（2018年）

ネパールの弦楽器サーランギ（右）と太鼓のマーダル（左）
（撮影：南真木人、2019年）

特別展示館でのライブパフォーマンス（2019年）

サーランギ、マーダル、タブラー、ティンシャなどのネパール楽器を使った演奏
（撮影：南真木人、2011年）

の

特集

日祭日祭
楽音楽音
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音
楽
展
示

み
ん
ぱ
く
は
、
一
九
七
七
年
に
開
館
し
て
以
来
、
音
楽
を

テ
ー
マ
と
し
た
通
文
化
展
示
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
音

楽
展
示
は
、
二
〇
一
〇
年
に
全
面
的
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
。

太
鼓
、
ゴ
ン
グ
、
チ
ャ
ル
メ
ラ
、
ギ
タ
ー
の
四
種
の
楽
器
を

取
り
上
げ
、
四
つ
の
異
な
る
視
点
か
ら
人
間
に
と
っ
て
の
音

楽
の
重
要
性
を
示
す
努
力
を
し
て
い
る
。

人
の
体
を
震
わ
せ
る
太
鼓
の
音
は
、
音
楽
の
リ
ズ
ム
の
原

動
力
と
な
る
と
同
時
に
、
人
間
の
祈
り
や
強
い
主
張
を
届
け

る
手
段
と
し
て
も
使
わ
れ
る
。
金
属
を
素
材
と
し
、
長
い
余

韻
を
も
つ
ゴ
ン
グ
は
、
精
霊
と
交
信
す
る
儀
礼
で
鳴
ら
さ
れ
、

ま
た
権
力
を
示
す
も
の
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。
チ
ャ

ル
メ
ラ
は
耳
を
つ
ん
ざ
く
よ
う
な
鋭
い
音
を
特
徴
と
し
、
儀

礼
、
軍
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
、
武
道
、
演
劇
な
ど
、
幅
広
い
人
間

の
活
動
を
支
え
、
鼓
舞
す
る
よ
う
に
奏
で
ら
れ
て
き
た
。
大

航
海
時
代
以
降
、
全
世
界
へ
と
広
が
っ
た
ギ
タ
ー
の
多
様
性

は
、
人
類
の
交
流
の
歴
史
の
な
か
で
相
互
の
つ
な
が
り
を
も

ち
つ
つ
、
特
色
あ
る
音
楽
が
世
界
各
地
で
生
み
出
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
展
示
に
そ
な
え
て
、
世
界
各
地
で
収
集
と

映
像
取
材
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
、
可
能
な
限
り
楽
器
と

写
真
、
ビ
デ
オ
映
像
を
一
組
と
し
て
展
示
を
構
成
し
た
。
そ

の
楽
器
を
演
奏
す
る
人
び
と
が
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込
め

て
、
ど
ん
な
音
を
奏
で
る
の
か
、
資
料
と
映
像
の
組
み
合
わ

せ
か
ら
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
来
館
者

の
皆
さ
ん
か
ら
、
展
示
さ
れ
た
楽
器
を
鳴
ら
し
て
み
た
い
と

い
う
要
望
が
よ
く
寄
せ
ら
れ
る
。
確
か
に
楽
器
に
触
れ
て
音

を
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
楽
し
い
だ
ろ
う
が
、
目
の
前
に
あ

る
楽
器
を
じ
っ
く
り
と
見
て
想
像
力
を
働
か
せ
た
う
え
で
、

ビ
デ
オ
で
実
際
の
演
奏
を
見
て
音
を
確
か
め
て
ほ
し
い
と
い

う
の
が
わ
た
し
た
ち
の
希
望
だ
。
そ
れ
は
資
料
の
消
耗
を
お

さ
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

音
楽
の
祭
日

一
方
で
、
多
く
の
人
が
、
展
示
さ
れ
た
楽
器
を
見
て
、
音

を
出
し
て
み
た
い
と
思
う
の
は
、
こ
う
し
た
衝
動
が
音
楽
を

生
み
出
す
根
源
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
展
示
で
は
、

そ
う
し
た
要
望
に
こ
た
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
音
楽
の
祭

日
は
、「
音
楽
を
奏
で
た
い
」
と
い
う
欲
求
を
受
け
止
め
る
イ

ベ
ン
ト
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

展
示
だ
け
で
楽
器
や
音
楽
の
す
べ
て
の
側
面
を
示
す
こ
と

み
ん
ぱ
く
と
音
楽
福ふ
く
岡お
か 

正し
ょ
う
た太

　

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

は
難
し
い
。「
無
形
の
文
化
遺
産
」
と
し
て
の
音
楽
は
、
実

際
に
同
じ
空
間
で
聴
い
た
り
、
自
分
で
奏
で
て
み
た
り
す
る

こ
と
で
し
か
実
感
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
。
音
楽
の
祭
日
は
、

展
示
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
音
楽
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

貴
重
な
機
会
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
、
展
示
に
加
え
て
、
研
究
公
演
の
開
催
や

映
像
番
組
の
制
作
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ

て
、
音
楽
を
多
面
的
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
工
夫
し

て
い
る
。
音
楽
展
示
は
こ
の
三
月
に
、
高
い
壁
を
取
り
払
う

な
ど
、一
部
の
手
直
し
を
お
こ
な
い
、
装
い
も
あ
ら
た
に
な
っ

た
。
ま
た
、
音
楽
の
祭
日
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
を
注
視
し

な
が
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
を
計
画
し
て
い
る
（
一
二
頁

参
照
）。
皆
さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
、
み
ん
ぱ
く
の
展
示
や
イ
ベ
ン

ト
を
通
じ
て
、
世
界
の
音
楽
を
多
面
的
に
理
解
し
、
楽
し
ん

で
い
た
だ
き
た
い
。

ギターは、音楽を通じた世界のつながりと、同じ楽器から多様な音楽を生み出す人間の創造性
を示している（2021年）

世界の太鼓の多様性を示した展示。わたしは密かに「太鼓の山」とよんでいる（2021年）

エントランスホールでの演奏。インドネシアのガムランの演奏と舞踊を披露したダル
マ・ブダヤの皆さん（2019年）

特別展示館での演奏。ブラジルのビリンバウを披露したCapoeira Berimbau Orquestraの
皆さん（2019年）

講堂での演奏。タイの合奏音楽ピー・パートを披露したウォン ドントリー タイの皆さ
ん（2018年）

  「音楽の祭典」の
はじまり
園
その

田
だ

 直
なお

子
こ

　民博 人類基礎理論研究部

一
九
八
二
年
、
﹁
音
楽
の
祭
典 F

フ
ェ
ト
ゥ

ête d

ドe 
l

ラa M

ミ
ュ
ジ
ッ
ク

usique

﹂
は
と
て
も
自
由
な
雰
囲
気

で
は
じ
ま
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
夏
の
夜
は
長
い
。
夜
一
一
時

を
過
ぎ
て
も
、
人
々
は
カ
フ
ェ
に
集つ
ど

っ
た
り
、

そ
ぞ
ろ
歩
き
を
し
た
り
し
て
い
る
。
だ
れ
も

が
何
と
な
く
ワ
ク
ワ
ク
し
、
何
か
楽
し
い
こ

と
を
し
た
い
気
分
に
な
る
季
節
。
そ
の
よ
う

な
な
か
、
六
月
二
一
日
、
夏
至
の
日
を
﹁
音

楽
の
祭
典
﹂
に
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は
、

す
ぐ
に
フ
ラ
ン
ス
中
に
広
ま
っ
た
。
プ
ロ
の

演
奏
家
に
か
ぎ
ら
ず
、
だ
れ
も
が
参
加
で
き

る
。
音
楽
の
ジ
ャ
ン
ル
も
問
わ
な
い
。
一

晩
中
、
街
中
が
音
楽
で
あ
ふ
れ
る
と
い
う
。

企
画
の
発
端
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
文
化
活

動
に
関
す
る
調
査
結
果
だ
っ
た
ら
し
い
。
フ

ラ
ン
ス
人
の
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
何
か
楽
器

を
も
ち
、
一
〇
人
に
一
人
は
︵
若
者
に
い

た
っ
て
は
二
人
に
一
人
が
︶
定
期
的
に
演
奏

し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
九
八
二
年
の
﹁
音
楽
の
祭
典
﹂
は
大

成
功
で
あ
っ
た
。
パ
リ
で
は
、
広
場
、
街
頭
、

歩
行
者
天
国
の
道
、
セ
ー
ヌ
川
に
か
か
る
橋

の
上
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
人
々
が
く
り
出

し
て
い
た
。
演
奏
を
し
よ
う
と
す
る
人
々
は

も
と
よ
り
、
そ
れ
以
上
に
大
勢
の
人
々
が
心

待
ち
に
し
て
い
た
こ
の
日
、
み
な
音
楽
を
聴

く
た
め
に
外
に
出
て
、
音
楽
を
楽
し
ん
だ
。

あ
れ
か
ら
約
四
〇
年
。
プ
ロ
の
演
奏
も

あ
っ
た
が
、
ほ
ん
と
う
に
普
通
の
人
た
ち
が

自
由
に
、
自
然
発
生
的
に
外
に
出
て
、
参

加
し
て
い
た
﹁
音
楽
の
祭
典
﹂
は
、
今
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

︵
本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
﹁
音
楽
の
祭
日

2
0
0
4
﹂
の
︿
ミ
ニ
コ
ラ
ム
﹀
を
改
題
、

一
部
修
正
の
う
え
再
録
︶

の

特集

日祭
楽音
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○○してみました世界のフィールド

小
こ

谷
たに

 訓
のり

子
こ

ゴア調査旅行の思い出

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
葛
藤

わ
た
し
の
専
門
領
域
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
史
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
原
稿
を
書

い
て
い
る
二
〇
二一
年
三
月
の
わ
た
し
は
、
昨
年
か
ら
続
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
巣
籠
も
り
生
活
中
で
あ
る
。
お
ま
け
に
、
現
在
小
学
生
に

な
る
娘
二
人
の
子
育
て
中
で
も
あ
る
。
も
う
一
〇
年
近
く
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
を
上
手
く
実
践
し
よ
う
と
喘あ
え

ぎ
な
が
ら
、
勤
務
先
の
授
業
を
捌さ
ば

き
、
出
産
、
育

児
、
お
受
験
を
な
ん
と
か
乗
り
越
え
て
、
登
坂
車
線
を
走
っ
て
い
る
よ
う
な
女
研
究

者
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
実
態
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
二
〇
一
四
年
か
ら
民

博
の
齋さ
い

藤と
う

晃あ
き
らさ
ん
の
共
同
研
究
に
交
ぜ
て
頂
き
、
昨
年
は
『
宣
教
と
適
応
』（
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）
の
第
八
章
と
し
て
拙
論
を
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

何
故
こ
の
研
究
出
版
に
、
子
育
て
優
先
で
細
々
と
研
究
し
て
い
る
わ
た
し
が
参
加
で

き
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
出
産
以

前
に
が
む
し
ゃ
ら
に
研
究
し
て
い
た
と

き
の
貯
金
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
勝
手
に

思
っ
て
い
る
。

じ
つ
は
わ
た
し
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映

画
「
イ
ン
デ
ィ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
」
の
主

人
公
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
と
そ
の
父
ヘ
ン
リ
ー

の
所
属
先
と
い
う
こ
と
で
、
よ
り
有
名

に
な
っ
た
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
芸
術

お
よ
び
考
古
学
科
で
博
士
号
を
取
得
し
、

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
ル
ネ
サ
ン
ス
研
究

所
で
研
究
員
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。

あ
の
イ
ン
デ
ィ
と
同
じ
学
科
で
あ
れ
ば
、

研
究
調
査
は
さ
ぞ
か
し
面
白
い
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
な
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
し
の
研

究
の
主
作
業
は
、
図
書
館
で
研
究
本
を

ルネサンス美術史を専門とする女性研究者がインドを訪ねた。布教美術を研究テーマに据え
ると、インドや東南アジア諸国へと足を運ぶ機会にも恵まれる。2006年当時、不安を抱きつ
つ訪れたインドの街は、新しい価値観との出会いにあふれる場所だった。

に
美
術
館
で
所
蔵
さ
れ
る
レ
ベ
ル
の
宗
教
絵
画
が
、
教
会
堂
の
壁
の
あ
ち
こ
ち
に
長

年
の
蝋ろ
う

燭そ
く

の
煤す
す

で
真
っ
黒
に
な
っ
た
状
態
で
飾
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
訪
問
当

時
、
ゴ
ア
に
は
美
術
館
が
ふ
た
つ
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
で
所
蔵
さ
れ
て
い
た
作
品

は
適
切
に
保
存
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
教
会
の
所
蔵
品
は
ま
た
別
の
基
準
や
価
値
観

で
受
容
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。

あ
り
が
と
う
マ
コ
ト

現
地
で
は
、
司
祭
や
責
任
者
の
方
々
に
比
較
的
簡
単
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
で

き
、
調
査
に
は
と
て
も
親
切
に
協
力
し
て
頂
い
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
こ
の
旅
行

を
可
能
に
し
て
く
れ
た
諏
訪
氏
の
お
か
げ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ゴ
ア

最
終
日
に
ま
さ
か
の
出
来
事
が
起
き
て
し
ま
う
。「
僕
は
胃
が
強
い

の
で
大
丈
夫
で
す
が
、
訓
子
さ
ん
は
イ
ン
ド
で
は
、
完
全
に
火
が
と

お
っ
て
い
な
い
も
の
は
食
べ
な
い
方
が
良
い
で
し
ょ
う
」
と
教
え
て

く
れ
た
彼
の
方
が
、
朝
食
の
半
熟
卵
に
あ
た
っ
て
食
中
毒
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
。
た
だ
、
並
外
れ
た
体
力
と
回
復
力
の
お
か
げ
で
、
二
、三
回
の
嘔お
う
吐と

を
済
ま
す
と
、
彼
は
す
っ
か
り
元
気

に
な
り
、
無
事
旅
路
を
続
け
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
そ
ん

な
諏
訪
氏
も
そ
の
後
J
I
C
A
の
青

年
海
外
協
力
隊
に
参
加
し
、
素
晴
ら

し
い
女
性
と
出
会
い
、
今
で
は
二
児

の
パ
パ
に
な
っ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
D
．C
．

の
世
界
銀
行
で
活
躍
し
て
い
る
。
マ

コ
ッ
チ
、
あ
の
と
き
は
本
当
に
あ
り
が

と
う
。
そ
し
て
も
う
そ
ろ
そ
ろ
あ
の

こ
ろ
の
よ
う
に
が
む
し
ゃ
ら
に
研
究
し

た
い
な
ぁ
と
ゴ
ア
調
査
旅
行
を
思
い

出
す
今
日
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。

大阪芸術大学准教授

読
む
こ
と
で
あ
る
。
実
物
の
作
品
を
見
る
た
め
に
足
も
使
う
が
、
ほ
と
ん
ど
が
美
術

館
か
教
会
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
っ
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
美
術
館
や
教
会
堂
な
ど
を
訪
れ
る
地
味
な
も
の
で
、
イ
ン
デ
ィ
の
よ
う
な
冒
険
的

な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
博
士
論
文
を
執
筆
し
て
い
た
と
き
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の

布
教
美
術
が
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
、調
査
の
た
め
ゴ
ア
（
イ
ン
ド
）
や
マ
カ
オ
（
中
国
）、

マ
ラ
ッ
カ
（
マ
レ
ー
シ
ア
）
な
ど
を
訪
れ
た
。
今
回
は
そ
の
と
き
の
話
を
さ
せ
て
頂
く
。

二
〇
〇
六
年
当
時
の
イ
ン
ド
西
海
岸

二
〇
〇
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
新
婚
だ
っ
た
わ
た
し
は
、
ゴ
ア
に
夫
が
つ
い

て
き
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
た
。
先
進
国
な
ら
い
そ
い
そ
と
一
人
で
調
査

旅
行
に
出
か
け
て
い
た
が
、
イ
ン
ド
に
は
友
人
も
い
な
い
し
、
流さ
す
が石
に
女
一
人
で
不

安
だ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
夫
は
仕
事
の
都
合
が
つ
か
ず
同
行
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
現
地
で
ボ
デ
ィ
・
ガ
ー
ド
を
雇
う
か
？
な
ど
と
悩
ん
で
い
た
ら
、
プ
リ

ン
ス
ト
ン
大
学
の
友
人
諏す

訪わ

理ま
こ
と

氏
が
手
を
挙
げ
て
く
れ
た
。
諏
訪
氏
は
専
門
が
地

球
科
学
で
、
南
極
や
発
展
途
上
国
に
よ
く
旅
行
す
る
バ
ッ
ク
・
パ
ッ
カ
ー
だ
っ
た
の
で
、

彼
が
同
行
し
て
く
れ
る
こ
と
と
な
り
百
人
力
の
思
い
だ
っ
た
。

旅
行
準
備
と
し
て
A
型
肝
炎
や
狂
犬
病
な
ど
の
予
防
接
種
を
受
け
、
い
ざ
イ
ン

ド
へ
と
向
か
い
、
ム
ン
バ
イ
経
由
で
ゴ
ア
に
到
着
し
た
。
ゴ
ア
に
は
一
週
間
ほ
ど
滞
在

し
、
ボ
ム
・

ジ
ェ
ズ
教
会

や
セ
ー
大
聖

堂
な
ど
旧
ゴ

ア
の
要
所
を

回
っ
た
。
驚

い
た
の
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

や
ア
メ
リ
カ

な
ら
確
実

インド、
ゴア

ゴ
ア
の
ボ
ム
・
ジ
ェ
ズ
教
会
前
に
立
つ
諏
訪
氏
と
筆
者

（
写
真
は
す
べ
て
2
0
0
6
年
撮
影
）

ゴアのビーチ 地元のタクシー運転手おすすめの高台から眺めた旧ゴア

セー大聖堂の主祭壇
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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
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︵
定
員
1
6
0
名
︶

 

オ
ン
ラ
イ
ン︵
ラ
イ
ブ
配
信
︶あ
り

 

︵
定
員
3
0
0
名
︶

演
奏
者
　
ア
ミ
ッ
ト
・
ロ
イ︵
シ
タ
ー
ル
奏
者
︶

　
　
　
　
ク
ル
・
ブ
ー
シ
ャ
ン
・
バ
ル
ガ
ヴ
ァ

　
　
　
　︵
タ
ブ
ラ
ー
奏
者
︶

　
　
　
　
ナ
カ
ガ
ワ
ユ
ウ
ジ
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　︵
サ
ー
ラ
ン
ギ
ー
奏
者
︶

　
　
　
　
グ
レ
ン
・
ニ
ー
ビ
ス︵
タ
ブ
ラ
ー
奏
者
︶

解
説
　
岡
田
恵
美︵
本
館 

准
教
授
︶

︻
申
込
期
間
︼

■
一
般
受
付
　

　
6
月
18
日︵
金
︶ま
で

※
友
の
会
電
話
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

国立民族学博物館友の会（千里文化財団）　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）
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・IR係）
電話 06 - 6878 - 8560（9時～ 17時、土日祝を除く）／ FAX 06 - 6875 - 0401
https://www.minpaku.ac.jp/

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
︶

特
設
サ
イ
ト
　

http
s://o

ng
aku.s-m

inp
aku.co

m
/

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
︶

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。

み
ん
ぱ
く
映
画
会・第
50
回
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
は
じ
ま
り
へ
の
旅
」

日
時
　

7
月
10
日︵
土
︶13
時
30
分
～
16
時
30
分

 
 

︵
13
時
開
場
︶

会
場
　
本
館
講
堂︵
定
員
1
6
0
名
︶

解
説
　
深
海
菊
絵︵
本
館 

外
来
研
究
員
︶

司
会
　
菅
瀬
晶
子︵
本
館 

准
教
授
︶

︻
申
込
期
間
︼

■ 

友
の
会︵
維
持
会
員
・
正
会
員
︶電
話
先
行
受
付

　
6
月
2
日︵
水
︶～
6
月
8
日︵
火
︶ 

　
　
　

■
一
般
受
付
　

　
6
月
9
日︵
水
︶～
7
月
2
日︵
金
︶

※
会
場
の
み
で
の
開
催
と
な
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン︵
ラ

イ
ブ
配
信
︶は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

会
場
　
本
館
講
堂

※
参
加
方
法
お
よ
び
申
込
方
法
は
下
記
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

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
︼

■
一
般
受
付
　

6
月
16
日︵
水
︶ま
で

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

第
5
1
1
回 

7
月
17
日︵
土
︶

 

13
時
30
分
～
15
時︵
13
時
開
場
︶

人
は
な
ぜ
共
に
歌
う
の
か
？

―
イ
ン
ド
北
東
部
ナ
ガ
の
伝

統
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
事
例
か
ら

講
師 

岡
田
恵
美︵
本
館 

准
教
授
︶

イ
ン
ド
北
東
部
の
山
岳
民
族
ナ
ガ
は
、
稀
少
な
伝
統
合
唱
文
化

を
伝
承
し
て
い
ま
す
。
棚
田
で
の
農
作
業
で
は
自
然
と
声
を
重

ね
、
相
互
扶
助
の
精
神
が
歌
の
中
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。
人
は

な
ぜ
共
に
歌
う
の
か
、
こ
の
根
源
的
な
問
い
を
取
り
上
げ
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

︻
申
込
期
間
︼

■
友
の
会︵
維
持
会
員
・
正
会
員
︶電
話
先
行
予
約

　
6
月
14
日︵
月
︶～
6
月
18
日︵
金
︶

■
一
般
受
付

　
6
月
21
日︵
月
︶～
7
月
14
日︵
水
︶

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
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︵
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
。

︻
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
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

/

第
5
1
4
回
　

7
月
3
日︵
土
︶13
時
30
分
～
14
時
40
分

河
西
回
廊
の
石
窟
寺
院
と
美
術

講
師
　
末
森
薫︵
本
館 

助
教
︶

イ
ン
ド
で
誕
生
し
た
仏
教
は
、
陸
路
、
海
路
で
各
地
に
伝
播
し

て
い
き
ま
し
た
。
北
伝
仏
教
が
伝
わ
っ
た
中
国
北
西
部
の
河
西
回

廊
沿
い
に
は
、
像
や
壁
画
で
荘
厳
さ
れ
た
石
窟
寺
院
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
南
北
朝
時
代
に
開
か
れ
た

敦
煌
莫
高
窟
と
天
水
麦
積
山
石
窟
を
中
心
に
、
石
窟
寺
院
の
空

間
や
そ
れ
を
彩
る
美
術
か
ら
仏
教
伝
播
の
諸
相
を
探
り
ま
す
。

※
受
付
フ
ォ
ー
ム
　http

s://w
w

w
.senri-f.o

r.jp
/514to

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/

研
究
公
演
と
映
画
会
の
参
加
に
つ
い
て

・
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
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
。

・
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

inpaku.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
︶

刊行物紹介

ヒップホップと現代モンゴル
における政治･経済･社会的状
況、そしてラッパー個人の経
験が複雑に絡み合う緊張関係
の中で生み出された世界―
ヒップホップ・モンゴリアを
描き出したものである。

■島村 一平 著
『ヒップホップ・モンゴリア
ー韻がつむぐ人類学』
青土社　2,860円（税込）

広大なラテンアメリカで花開
く文化に特化して紹介する本
邦初の事典。古代文明や植民
地史をはじめ、民族、食、宗教、
言語、生業、文化遺産、観光、
音楽・映画、文学、スポーツ、
政治、経済、日本との関係を
紹介。

■ラテンアメリカ文化事典
　編集委員会 編
『ラテンアメリカ文化事典』
丸善出版　22,000円（税込）

人類にとって食とは何だろうか。現生人
類（ホモ・サピエンス）の誕生した約30万
年前から現在までの歴史、および日本を
中心とした地球という空間のなかで「人間
の食」の普遍性と多様性を追求した１冊。
文化人類学を中心にして霊長類学、考古
学、調理学、栄養学、建築学ほか、学際
的に統合するアプローチを試みている。 

■池谷 和信 編
『フォーラム人間の食1 
食の文明論』
農山漁村文化協会　5,940円（税込）

左：アミット・ロイ
右：ナカガワユウジ
（撮影：井上明）

チャケサン・ナガの小学生と一絃琴タティ
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バス
ケ
タ
リ
ー
の
主
要
な
素
材
で
あ
る
竹
。
強
靭
で
、反
発
力
に
富
ん
だ
そ
の
素
材
は
、日
用
品
か
ら
工
芸
作
品

ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
造
形
物
を
つ
く
り
出
す
。
日
本
の
竹
工
芸
は
国
際
的
な
工
芸
美
術
の
分
野
で
と
り
わ
け
注

目
を
集
め
て
き
た
。
そ
の
魅
力
を
、収
集
家
の
動
向
と
と
も
に
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。

日
本
の
竹
の
造
形
に

魅
了
さ
れ
た
世
界
の
人
び
と

元
東
京
国
立
近
代
美
術
館
主
任
研
究
員

諸も
ろ

山や
ま 

正ま
さ

則の
り

す
な
わ
ち
、
明
治
か
ら
大
正
期
の
こ
ろ
の
初
代
お
よ
び

三
世
早
川
尚
古
斎
と
初
代
田た
な
べ辺
竹ち
く

雲う
ん

斎さ
い

の
文
人
嗜し

好こ
う

の
伝

統
の
系
譜
が
あ
り
、
竹
の
工
芸
美
術
の
近
代
化
を
大
成
し

た
飯い
い

塚づ
か

琅ろ
う

玕か
ん

斎さ
い

と
生
し
ょ
う

野の

祥し
ょ
う

雲う
ん

斎さ
い

ら
の
系
譜
へ
と
繋つ
な

が
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
後
継
で
時
代
に
即
し
た
創
作
の
感
覚
を
あ
ら

わ
し
た
現
代
作
家
ら
へ
と
、
い
う
な
ら
そ
の
伝
統
が
発
展

し
て
き
た
こ
と
こ
そ
が
今
日
の
国
際
的
関
心
が
高
ま
る
原

動
力
と
な
っ
た
と
思
う
。
そ
の
伝
統
継
承
の
姿
は
、
幼
少

期
か
ら
次
代
を
伴
い
後
継
を
育
成
し
て
き
た
大
阪
の
田
辺

竹
雲
斎
家
に
代
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
明
治
期
後
半
に
時

代
の
寵
ち
ょ
う

児じ

と
な
っ
た
初
代
田
辺
竹
雲
斎
は
繊
細
で
優
美
な

創
作
に
個
性
を
重
ん
じ
た
表
現
を
獲
得
し
て
近
代
化
の
端

緒
を
拓
き
、
二
代
は
工
芸
美
術
に
わ
ざ
と
気
品
あ
る
表
現

世
界
を
拡
張
し
た
。
三
代
は
戦
後
の
激
動
し
た
現
代
美
術

に
接
近
し
て
立
体
造
形
と
し
て
の
可
能
性
を
押
し
広
げ
、

そ
し
て
平
成
か
ら
令
和
の
時
代
を
担
う
四
代
竹
雲
斎
は
、

ま
さ
に「
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン（
つ
な
が
り
）」
を
制
作
の
ポ
リ
シ
ー

と
し
て
、
洗
練
さ
れ
た
竹
雲
斎
家
の
伝
統
の
わ
ざ
と
革
新

性
を
自
己
の
本
領
と
し
つ
つ
、
国
内
外
各
地
で
精
力
的
に

活
動
し
て
評
価
を
い
よ
い
よ
高
め
て
い
る
。

コ
レ
ク
タ
ー
を
魅
了
す
る
現
代
的
な
造
形
美

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
ロ
イ
ド
・
コ
ッ
ツ
ェ
ン
は
、
世
界
的
な

竹
工
芸
収
集
の
熱
を
起
こ
し
た
直
接
の
祖
で
あ
ろ
う
。
一

九
五
〇
年
代
か
ら
半
世
紀
を
か
け
て
優
に
一
〇
〇
〇
点
を

超
え
る
驚
異
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
た
が
、
そ
の
歴

史
的
発
展
や
伝
統
的
な
美
意
識
よ
り
も
、
自
身
の
直
観
に

も
と
づ
く
作
家
の
創
作
性
と
造
形
そ
の
も
の
へ
の
関
心
か

き
っ
か
け
は
万
国
博
覧
会

幕
末
の
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
、
明
治
期
に
入
っ
た
ウ
ィ
ー
ン

や
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
等
の
欧
米
の
主
要
都
市
で
開
催
さ

れ
た
万
国
博
覧
会
で
は
、
世
界
に
開
け
た
遥は
る

か
東
洋
の
日

本
へ
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
関
心
が
喚
起
さ
れ
、
そ
こ
に
あ
る

美
し
さ
や
驚
き
ょ
う

愕が
く

の
わ
ざ
が
発
揮
さ
れ
た
陶
磁
器
や
、
金
工

品
、
漆
工
品
等
の
工
芸
が
特
に
珍
重
愛
好
さ
れ
た
。
竹
製

品
も
ま
た
、
東
洋
の
自
然
観
を
映
し
て
、
収
集
家
ら
に
コ

レ
ク
シ
ョ
ン

さ
れ
た
。
ハ

ン
ブ
ル
ク
美

術
工
芸
博

物
館
の
初

代
館
長
ユ
ス

ト
ュ
ス
・
ブ

リ
ン
ク
マ
ン

は
、
一
八
七

三
年
ウ
ィ
ー

ン
万
博
で
見
い
だ
し
た
日
本
美
術
に
熱
烈
な
関
心
を
抱
き
、

竹
製
品
を
収
蔵
し
た
と
い
う
。
後
に
、「
籠か
ご

師し

（
竹
細
工
に

技
巧
と
創
意
を
あ
ら
わ
し
た
専
門
職
）」
の
先
駆
を
な
し
た
大

阪
の
初
代
早は
や

川か
わ

尚し
ょ
う

古こ

斎さ
い

の
制
作
に
特
異
な
創
作
性
と
美
し

さ
を
見
い
だ
し
て
、
パ
リ
や
ベ
ル
リ
ン
の
美
術
商
を
通
じ
同

博
物
館
に
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
く
っ
た
。

伝
統
と
革
新
性
の
共
存

工
芸
と
も
深
く
か
か
わ
る
日
本
の
自
然
や
文
化
と
同
様

に
、
日
本
の
工
芸
に
対
す
る
世
界
の
関
心
は
、
近
年
に
い

よ
い
よ
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。
特
に
は
、
二
〇
〇
七
年
に

大
英
博
物
館
が
企
画
し
開
催
し
た
「
わ
ざ
の
美

―
伝
統

工
芸
の
五
十
年
」
展
が
改
め
て
契
機
と
な
っ
た
。
記
録
的

な
観
覧
者
数
の
成
果
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
伝
統
の
わ
ざ

の
美
の
継
承
と
と
も
に
連
綿
と
今
日
的
な
創
作
と
表
現
が

発
展
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
学
術
的
な
高
い
評
価
が
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
飯い
い

塚づ
か

小し
ょ
う

玕か
ん

斎さ
い

や
五
世
早
川
尚
古
斎
な
ど
の
現

代
を
代
表
す
る
伝
統
作
家
の
竹
工
芸
作
品
も
陳
列
さ
れ
た
。

ら
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
。
幾
度
も
来
日
し
、
当
時
お
よ
び

現
代
の
作
家
ら
と
交
流
を
深
め
た
。
厳
選
さ
れ
た
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
よ
る
大
型
の
作
品
集
を
刊
行
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

を
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
各
地
、
そ
し
て
日
本
各
地
を
展
覧
会

巡
回
さ
せ
て
成
功
を
収
め
た
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
す
べ
て
は

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
ア
ジ
ア
美
術
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
活
動
が
欧
米
の
収
集
家
た
ち
を
大
い
に
刺

激
し
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ビ
ー
夫
妻
は
、
コ
ッ
ツ
ェ
ン
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
魅
了
さ
れ
、
現
代
絵
画
と
同
様
に
日
本
の
竹

の
造
形
に
自
由
な
創
作
を
見
い
だ
し
直
観
と
美
的
思
考
と

で
収
集
を
し
、
作
家
を
支
援
し
て
き
た
。
厳
選
さ
れ
た
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
は
二
〇
一
七
〜
一
八
年
に
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美

術
館
で
展
示
公
開
さ

れ
、
絶
大
な
観
覧
者

数
と
評
価
を
得
て
、

昨
春
に
同
館
に
約
八

〇
点
が
収
蔵
さ
れ
た
。

コ
ッ
ツ
ェ
ン
や
ア

ビ
ー
夫
妻
ら
の
竹
工

芸
に
対
す
る
感
動
は
、

床
の
間
の
花
籠
鑑
賞

や
機
能
美
で
な
く
、

何
よ
り
も
現
代
の
造

形
芸
術
と
し
て
の
す

ば
ら
し
さ
と
い
う
認

識
を
示
し
て
い
る
と

理
解
し
た
。
同
様
の

感
動
を
熱
く
語
っ
た
パ
リ
の
ケ
・
ブ
ラ
ン
リ
美
術
館
の
ス
テ

フ
ァ
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ン
館
長
は
、
二
〇
一
八
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
初
の
大
々
的
な
竹
工
芸
展
を
企
画
・
開
催
し
、
主
要

作
品
を
収
蔵
し
た
と
聞
い
た
。

竹
は
日
本
の
自
然
文
化
を
精
神
的
に
象
徴
す
る
も
の
で

あ
り
、
竹
の
工
芸
美
術
は
、
素
材
の
特
質
に
よ
る
明
快
な

美
し
さ
と
成
形
手
法
や
、
伸
び
や
か
で
強
き
ょ
う

靭じ
ん

な
造
形
性
と

が
あ
っ
て
、
い
う
な
ら
世
界
の
人
び
と
の
理
解
が
得
や
す
い

も
の
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
、
長
い
歴
史
文
化
を
連
綿
と

継
承
し
発
展
さ
せ
て
き
た
日
本
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心

が
増
す
な
か
、
日
用
品
で
あ
れ
美
術
品
で
あ
れ
、
入
手
し

て
愛め

で
ら
れ
る
竹
工
芸
品
は
い
よ
い
よ
喜
ば
れ
て
い
く
だ

ろ
う
。

四代田辺竹雲斎の作品「インスタレーション―Connection」（東京・日本橋高島屋エントランスホール、2017年）

上：「わざの美―伝統工芸の五十年」展陳列（大英博物館、2007年）
下：「日本の竹工芸展」の歴代竹雲斎コーナー（メトロポリタン美術館、2017年）

｢花器陳列会 デモンストレーション」。初代田辺竹雲斎
（右）と幼少の二代竹雲斎（左） （提供：田辺竹雲斎、大阪
三越、1915年）
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みんぱく回遊

ひょうたんで悪鬼を祓
はら
う？

諸
チェ

 昭
ソ

喜
ヒ

民博 グローバル現象研究部

て
い
け
」
と
叫
ぶ
。
こ
の
と
き
包
丁
の
先
が
門
の

外
側
に
向
け
ば
悪
鬼
が
去
り
、
家
側
に
向
け
ば
ま

だ
残
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
た
め
、
外
側
に
向
く

ま
で
何
度
も
投
げ
る
。
そ
の
後
、
ひ
ょ
う
た
ん
を

燃
や
す
こ
と
で
患
者
の
病
気
が
治
る
と
考
え
ら
れ

た
。
こ
こ
で
の
ひ
ょ
う
た
ん
は
民
間
療
法
の
道
具

で
あ
る
。

置
く
場
所
に
よ
る
意
味
の
変
化

巫ふ

俗ぞ
く

儀
礼
の
場
で
は
、
ひ
ょ
う
た
ん
は
音
を
利

用
し
た
呪
術
的
道
具
に
な
る
。
ひ
ょ
う
た
ん
の
内

側
を
強
く
掻か

い
た
と
き
に
出
る
音
は
悪
鬼
を
祓
う

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
空
の
ひ
ょ
う
た
ん
を
家

の
門
の
前
に
伏
せ
て
置
け
ば
、
帰
宅
し
た
家
族
や

来
客
に
対
し
て
、
そ
れ
を
強
く
踏
み
潰
し
て
悪
い

気
を
祓
っ
て
か
ら
家
に
入
る
よ
う
に
と
い
う
意
味

に
な
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
臨
月
を
む
か
え
た
女

性
の
い
る
家
族
は
葬
式
や
病
気
の
見
舞
い
に
行
か

な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
臨
月
前
の

妊
婦
が
い
る
家
で
家
族
に
そ
の
よ
う
な
機
会
が
あ

る
場
合
に
は
、
家
に
入
る
前
に
塩
を
ま
き
、
ひ
ょ

う
た
ん
を
強
く
踏
み
潰
す
こ
と
で
悪
鬼
を
祓
う
慣

習
が
あ
っ
た
。

ひ
ょ
う
た
ん
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
問
題
に

加
え
て
、
な
か
に
何
を
入
れ
る
か
に
よ
っ
て
も
意

味
が
変
化
す
る
。
米
を
詰
め
、
白
い
紙
で
包
ん
だ

ひ
ょ
う
た
ん
が
神
棚
に
置
か
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ

は
サ
ン
神
の
ひ
ょ
う
た
ん
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

韓
国
で
の
サ
ン
神
は
、
祈き

子し

（
子
宝
祈
願
）、
産
前
、

く
う
道
具
に
な
る
。し
か
し
、ひ
ょ
う
た
ん
を
脱
穀・

風
選
用
の
箕み

と
組
み
合
わ
せ
た
場
合
に
は
、
韓
国

で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
と
な
る
。
今
は
な
く

な
っ
た
風
習
だ
が
、
男
の
子
が
夜
に
お
ね
し
ょ
を

す
る
と
、
箕
を
頭
に
か
ぶ
り
、ひ
ょ
う
た
ん
を
も
っ

て
村
中
か
ら
塩
を
集
め
て
ま
わ
っ
た
。
村
人
は
男

の
子
が
か
ぶ
っ
て
い
る
箕
を
棒
で
た
た
い
た
り
、

塩
を
あ
げ
つ
つ
も
か
ら
か
っ
た
り
す
る
。箕
と
ひ
ょ

う
た
ん
の
組
み
合
わ
せ
は
、
お
ね
し
ょ
を
な
お
す

た
め
の
、
一
種
の
し
つ
け
の
道
具
で
あ
っ
た
。 

一
方
、
調
理
用
包
丁
と
の
組
み
合
わ
せ
で
は
、

ひ
ょ
う
た
ん
は
呪
術
的
治
療
の
道
具
に
も
な
る
。

近
代
医
学
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
、
原

因
不
明
の
痛
み
が
あ
っ
た
り
、
病
気
が
な
か
な
か

治
ら
な
い
、
ま
た
葬
式
に
参
列
し
て
か
ら
体
の
調

子
が
良
く
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
悪
鬼

の
仕
業
だ
と
認
識
さ
れ
た
。
こ
ん
な
と
き
、
地
域

に
よ
る
差
は
あ
る
が
、
女
性
が
ひ
ょ
う
た
ん
に
飯

を
三
さ
じ
、
少
量
の
味み

噌そ

と
塩
を
入
れ
、
ま
た
、

症
状
に
よ
っ

て
は
患
者
の

髪
の
毛
も
加

え
て
、
庭
や

門
の
外
に
置

い
た
。
そ
し

て
包
丁
を
そ

れ
に
向
か
っ

て
投
げ
つ
け
、

「
食
べ
た
ら
出

み
ん
ぱ
く
の
朝
鮮
半
島
の
文
化
展
示
場
に
は
、

ひ
ょ
う
た
ん
で
作
ら
れ
た
三
つ
の
「
水
汲
み
椀
（
パ

ガ
ジ
）」
が
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
が
原
産
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
ウ
リ
科
の
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
種
は
、
全
世

界
で
昔
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ひ
ょ
う
た

ん
を
活
用
し
た
料
理
や
物
は
各
地
で
見
ら
れ
る
。

み
ん
ぱ
く
の
「
標
本
資
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

で
検
索
し
て
み
る
と
、
世
界
各
地
で
使
わ
れ
て
い

る
ひ
ょ
う
た
ん
を
展
示
に
な
い
も
の
も
含
め
て
一

目
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
食
器
、
楽
器
、
飾
り

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
形
の
ひ
ょ
う
た
ん
が
世
界
各
地

域
か
ら
お
よ
そ
五
〇
〇
点
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
み
て
も
、
ひ
ょ
う
た
ん
は
人
間
の
歴
史
と
な

じ
み
深
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

博
物
館
と
し
て
は
標
本
名
で
分
類
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
側
面
は
あ
る
が
、
日
常
生
活
で

使
わ
れ
る
道
具
は
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
当
て

は
ま
ら
な
い
場
合
も
多
い
。
冒
頭
で
紹
介
し
た

ひ
ょ
う
た
ん
は
そ
の
標
本
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、手て

桶お
け
や
椀
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
だ
が
、ひ
ょ

う
た
ん
製
の
器
は
、
韓
国
で
は
呪
術
、
民
間
療
法

の
道
具
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
。
今
回
は
韓
国

の
ひ
ょ
う
た
ん
に
ま
つ
わ
る
風
習
を
事
例
と
し
て
、

展
示
さ
れ
た
も
の
の
多
義
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

も
の
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
意
味
の
変
化

朝
鮮
半
島
の
文
化
展
示
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

大
型
の
桶
と
ひ
ょ
う
た
ん
は
一
般
的
な
組
み
合
わ

せ
で
、
こ
の
場
合
の
ひ
ょ
う
た
ん
は
水
や
米
を
す

〈本館展示場〉

分ぶ
ん

娩べ
ん
、
産
後
と
出
生
の
全
過
程
に
か
か
わ
り
、
子

ど
も
の
成
長
を
見
守
っ
て
く
れ
る
神
で
あ
る
。
家

庭
で
は
ひ
ょ
う
た
ん
、
つ
ぼ
、
ま
た
は
綿
の
袋
の

な
か
に
米
を
入
れ
て
、
神
棚
に
置
き
、
サ
ン
神
に

供
え
る
。
こ
の
と
き
、
米
を
入
れ
た
ひ
ょ
う
た
ん

は
サ
ン
神
が
宿
る
「
神
体
」
と
認
識
さ
れ
、
子
ど

も
が
一
〇
歳
に
な
る
ま
で
大
切
に
祀ま
つ
ら
れ
る
。 

韓
国
で
は
「
耳
に
か
け
れ
ば
耳
飾
り
、
鼻
に
か

け
れ
ば
鼻
輪
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
そ
れ

は
日
本
語
の
「
玉
虫
色
」
と
同
じ
意
味
で
、
見
方

に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
モ
ノ
に
は
使
う
人
や
状
況
に
よ
っ
て
多
様
な

意
味
が
付
与
さ
れ
る
。
文
化
に
裏
付
け
ら
れ
た
モ

ノ
の
多
様
な
活
用
を
考
え
な
が
ら
展
示
を
観
覧
す

る
こ
と
も
ひ
と
つ
の
楽
し
み
方
で
あ
る
。

観覧券売場

脱穀・風選用 箕（韓国、H0018273）

みんぱくホームページの「標本資料目録データベース」から見られる世界
のひょうたん

右端が包丁（韓国、H0214957ほか）
（この資料が展示されている
「酒幕」は、現在閉鎖中）

水汲み椀（韓国、H0085483ほか）

巫具（韓国、H0214601ほか）

朝鮮半島の文化展示
「住の文化」セクション

朝鮮半島の文化展示
「精神世界」セクション

朝鮮半島の文化展示
「食の文化」セクション
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
日
本
で
は

年
末
年
始
の
帰
省
自
粛
が
、
中
国
で
は
「
今
い
る
場
所
で
旧
正

月
を
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
政
府
に
よ
っ
て
国
民
に
よ
び

か
け
ら
れ
た
。
ま
し
て
海
外
か
ら
の
帰
省
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら

だ
。
こ
こ
で
は
移
民
の
望
郷
の
念
に
思
い
を
は
せ
つ
つ
、「
八
バ
ー
ッ

両ロ
ェ
ン

金ガ
ム
ン」
と
い
う
映
画
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
一
九
八
〇
年
代
の

経
済
的
に
遅
れ
た
中
国
の
村
に
里
帰
り
し
た
海
外
移
民
の
恋
愛

物
語
で
あ
る
。

移
民
の
時
代
に
翻
弄
さ
れ
る
恋

主
人
公
で
あ
る
サ
イ
ン
ア
ン
（
細
奀
、
痩
せ
て
小
さ
い
と
い
う

意
の
あ
だ
名
）は
中
国
の
文
化
大
革
命（
一
九
六
六
〜
一
九
七
六
年
）

の
な
か
、
む
か
し
か
ら
多
く
の
移
民
を
海
外
に
送
り
出
し
て
き

た
中
国
広か
ん

東と
ん

省
台た
い

山さ
ん

の
村
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
密
航
し
た
。

サ
イ
ン
ア
ン
は
八
両
金
を
龍
と
鳳ほ
う

凰お
う

の
模
様
が
彫
刻
さ
れ
た

ネ
ッ
ク
レ
ス
に
作
り
直
し
て
も
ら
い
、
結
婚
祝
い
と
し
て
ジ
ェ

ニ
ー
に
贈
っ
て
、
彼
女
が
乗
っ
た
船
を
見
送
っ
た
。

故
郷
に
錦
を
飾
る

こ
の
恋
愛
物
語
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
が
、
村
の
風
景
、
宴
会

や
見
合
い
の
場
面
は
、
中
国
系
移
民
と
故
郷
と
の
複
雑
な
関
係

を
映
し
出
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
前
半
、
海
外
へ
働
き
に
出
た

台
山
出
身
者
は
、
送
金
す
る
こ
と
で
故
郷
に
残
っ
た
家
族
に
豊

か
な
生
活
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
家
族
へ
送
っ
た
財
産
を

匪ひ

賊ぞ
く
か
ら
守
る
た
め
に
、
防
御
を
兼
ね
た
望
楼
で
あ
る
碉
デ
ィ
ウ

楼ロ
ウ

を

村
に
建
て
た
。
サ
イ
ン
ア
ン
も
一
棟
の
碉
楼
を
見
た
瞬

間
、
故
郷
に
つ
い
た
と
気
づ
き
、
小
さ
い
こ
ろ
碉
楼
で

匪
賊
と
戦
っ
た
記
憶
を
一
緒
に
村
に
帰
る
途
中
、
ジ
ェ

ニ
ー
に
語
る
。

中
国
で
は
、
文
化
大
革
命
に
よ
り
移
民
の
送
金
と

里
帰
り
は
一
時
止
ん
で
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
な

る
と
徐
々
に
再
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
帰
省
す

る
移
民
の
多
く
は
村
人
た
ち
を
も
て
な
す
宴
会
を
開

い
た
。
本
映
画
に
お
い
て
も
、
サ
イ
ン
ア
ン
の
両
親
は

誇
ら
し
げ
に
宴
会
を
開
い
た
。
そ
の
際
、
金
の
腕
時

計
と
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
借
り
て
見
栄
を
張
っ
た
サ
イ
ン
ア

ン
は
、
自
分
が
苦
労
し
て
稼
い
だ
米
ド
ル
を
、
お
め

で
た
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
赤
い
紙
で
包
ん
で
仕
方
な

く
村
人
に
配
っ
た
。

村
人
の
夢

村
人
は
故
郷
に
錦
を
飾
る
移
民
を
羨
ま
し
く
思
い
、

タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
と
な
っ
た
彼
は
、
十
数
年
を
か
け
て
よ
う

や
く
ア
メ
リ
カ
で
の
永
住
権
を
得
た
。
そ
の
直
後
、
彼
は
一
度

里
帰
り
を
す
る
こ
と
を
決
め
る
が
、
そ
の
際
に
友
だ
ち
か
ら
金

の
腕
時
計
と
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
借
り
た
。
も
と
も
と
自
分
が
も
っ

て
い
た
金
の
指
輪
と
腕
輪
、
お
よ
び
借
り
た
腕
時
計
と
ネ
ッ
ク

レ
ス
の
合
計
の
重
さ
は
八
両
（
香
港
や
マ
カ
オ
の
貴
金
属
の
重
量

単
位
。
一
両
は
約
三
七
グ
ラ
ム
）
で
、
つ
ま
り
八
両
金
で
あ
る
。

中
国
に
一
時
帰
国
し
た
サ
イ
ン
ア
ン
は
、
幼
な
じ
み
の
ジ
ェ

ニ
ー
と
再
会
し
た
。
ジ
ェ
ニ
ー
と
い
う
名
前
は
、
ア
メ
リ
カ
へ

の
憧
れ
を
も
つ
彼
女
の
自
称
で
あ
る
。
彼
女
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

で
中
華
料
理
店
を
経
営
す
る
中
国
系
移
民
と
翌
年
の
春
に
結

婚
す
る
予
定
だ
。
サ
イ
ン
ア
ン
は
村
の
宴
会
や
見
合
い
の
対
応

に
忙
し
い
が
、
妹
の
出
産
を
助
け
て
く
れ
た
心
優
し
い
ジ
ェ

ニ
ー
に
恋
を
し
た
。
ジ
ェ
ニ
ー
も
英
語
を
教
え
て
く
れ
、
ユ
ー

モ
ア
に
富
む
サ
イ
ン
ア
ン
に
次
第
に
恋

心
を
い
だ
く
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、

サ
イ
ン
ア
ン
は
自
分
の
将
来
が
安
泰
で

あ
る
と
約
束
で
き
な
い
と
思
い
、
告
白

し
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ニ
ー
も
い
つ
ア
メ
リ

カ
に
戻
る
か
も
定
か
で
な
い
サ
イ
ン
ア
ン

と
で
は
な
く
、
家
族
の
期
待
に
背
か
ず
、

頼
り
に
な
る
婚
約
者
と
ア
メ
リ
カ
へ
行

く
こ
と
を
決
め
る
。
物
語
の
最
後
に
、

海
外
へ
行
く
夢
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
女
性

が
出
稼
ぎ
に
出
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
た
め
、
移
住
し
た
男
性

は
故
郷
に
戻
っ
て
結
婚
相
手
を
探
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
娘
を
海
外
へ
嫁
が
せ
る
こ
と
は
、
移
民
へ
の
道
の
足
が
か

り
と
な
っ
た
。
映
画
の
な
か
で
も
、
そ
う
し
た
婚
姻
を
期
待
す

る
村
人
の
様
子
が
流
行
り
文
句
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

「
儲も
う

け
て
い
な
い
と
だ
め
だ
、
少
し
お
金
の
あ
る
人
は
顔
立
ち

次
第
。
香
港
人
な
ら
良
い
縁
談
、
金
ガ
ム
ン

山サ
ー
ン

阿ア
ー

伯バ
ー
ッは
誰
も
が
望
む

花
婿
だ
」。

「
金
山
阿
伯
」
は
、
も
と
も
と
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
な
ど
の
金

山
へ
働
き
に
出
た
中
国
系
の
男
性
を
指
し
た
が
、
後
に
出
世
し

た
男
性
移
民
一
般
を
指
す
呼
称
と
な
っ
た
。
映
画
で
は
、
金
山

阿
伯
だ
と
思
わ
れ
た
サ
イ
ン
ア
ン
は
、
村
の
娘
数
人
と
見
合
い

を
し
た
。
ジ
ェ
ニ
ー
の
婚
約
者
は
名
実
と
も
に
金
山
阿
伯
で

あ
っ
た
た
め
、
彼
女
の
結
婚
は
移
民
す
る
の
が
夢
の
時
代
に
お

い
て
は
取
り
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

移
民
母
村
の
変
容

本
映
画
が
描
く
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
中
国
の
高
度
経
済
成

長
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
。
わ
た
し
が
二
〇
一
一
年
に
台
山

で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
際
、
村
人
は
海
外
に
移

住
し
た
家
族
の
送
金
で
家
屋
を
修
繕
し
、
村
の
公
共
施
設
ま
で

も
整
備
し
て
い
た
が
、
全
面
的
に
送
金
に
依
存
す
る
状
況
で
は

も
は
や
な
か
っ
た
。
ま
た
、
里
帰
り
し
た
移
民
に
よ
る
村
人
た

ち
へ
の
宴
会
は
見
ら
れ
ず
、
村
の
若
い
女
性
た
ち
も
海
外
へ
嫁

ぐ
よ
り
も
、
中
国
国
内
の
大
都
市
で
働
く
こ
と
を
選
ぶ
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
移
民
と
故
郷
に
残
る
家
族
、
故
郷
の
人
び
と
と

の
相
互
関
係
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

里
帰
り
と
里
離
れ

辺へ
ん 

清せ
い
お
ん音

民
博 

外
来
研
究
員

M
「8テールのゴールド」

1989年／香港／広東語／105分
監督：メイベル・チャン
出演：サモ・ハン、シルヴィア・チャンほか
日本での公開なし

原題：八両金

移民の送金により整備される移民母村
（掲載写真はすべて2011年に撮影）

上：中国と西洋の建築様式が融合した碉楼
下：帰国移民の家屋
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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

例年、夏至前後の日曜日に開催している「音楽の祭日 in みん

ぱく」は、一日の入館者数が 6636 人（2019 年）に上るほど親

しまれ、民博のひとつの顔になっている。わたしも何度か見て

きたが、出演者が奏でる楽器と音楽の多様性が「in みんぱく」

ならではの魅力だろう。本号では、この 6 月の好評イベント「音

楽の祭日」を特集としてお届けする。まだ見たことのない読者

のために付言すると、その日は 28 組の出演者による、それぞれ

20 ～ 25 分のライブ演奏が、特別展示館とエントランスホール

の 2 会場で催される（2019 年の場合）。本特集では、これまで

数多く出演してくれている 4 組 5 人に寄稿をお願いした。いず

れも地球上各地の音楽に親しみ、演奏してきた強
つわ

者
もの

で、自らの

演奏を民博の「動態展示」だとまで言ってくれる方もいて有り

難い。残念ながら、新型コロナの影響で昨年の音楽の祭日は中

止となり、今年はオンライン開催が予定されている（詳細は本

誌 12 頁）。また一堂に会して、さまざまな音楽にどっぷり浸る

一日がくることを切に願う。

本号をもって、わたしは編集長の任を終えることになる。7

月号からは三島禎子編集長の元、表紙や誌面デザインも刷新さ

れる。どうぞご期待ください。（南真木人）
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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。
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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：「音楽の祭日 in みんぱく」、特別展示館での演奏。アフリカの音楽と舞踊
を披露する YéréYa African dance & percussion の皆さん（2019 年）
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信頼してはいないけれど

主
婦
は
よ
い
人
だ
が
、
そ
の
夫
は
暴
力
を
ふ
る
う
。
だ
か

ら
同
じ
路
地
の
隣
人
は
誰
も
信
頼
し
て
い
な
い
」
と
言

う
。
隣
人
に
子
ど
も
を
見
て
い
て
も
ら
い
な
が
ら
「
信

頼
し
て
い
な
い
」
と
言
い
切
る
彼
女
を
不
思
議
に
思
っ
て

い
た
わ
た
し
に
対
し
、
彼
女
は
隣
人
の
こ
と
は
「
バ
ロ
ー

サ
ー
し
て
い
る
」
と
説
明
を
付
け
加
え
た
。
し
か
し
、
そ

の
説
明
は
わ
た
し
を
余
計
に
混
乱
さ
せ
た
。「
バ
ロ
ー

サ
ー
」
も
、
こ
れ
ま
た
「
信
頼
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
単

語
だ
か
ら
だ
。

ど
う
や
ら
ス
ラ
ム
の
人
び
と
は
隣
人
を
信
頼
し
て
い

る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
あ
て
に
は
し
て
い

る
よ
う
だ
。
そ
の
相
手
は
、
信
頼
で
き
な
い
さ
ま
ざ
ま
な

理
由
を
も
つ
隣
人
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
お
金
を
払
う
と
選

挙
カ
ー
ド
な
ど
の
公
的
証
明
書
を
作
っ
て
く
れ
る
身
元

の
不
明
な
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
ど
の
こ
と
も
あ
る
。
ス
ラ
ム
に

暮
ら
し
て
い
る
と
、
一
人
で
は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い

こ
と
が
よ
く
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
、
何
か
状
況
が
よ
く

な
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
そ
の
場
に
い
る
誰
か
に
頼
っ

て
い
る
。「
バ
ロ
ー
サ
ー
し
て
い
る
」
と
い
う
彼
女
の
こ

と
ば
に
は
、「
期
待
し
て
い
る
」
や
「
当
て
に
し
て
い
る
」

と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

「
信
頼
」
と
い
う
同
じ
意
味
を
含
む
ふ
た
つ
の
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
の
こ
と
ば
。
そ
れ
ら
が
も
つ
細
か
な
意
味
の
違

い
は
、
完
全
に
は
信
頼
し
て
い
な
く
て
も
、
あ
て
に
で
き

る
誰
か
と
つ
な
が
っ
て
生
き
る
ス
ラ
ム
の
人
び
と
の
あ
い

だ
で
、
大
き
な
違
い
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
自
分
自
身
で
は
解
決
で
き
な
い
困
難

に
直
面
し
た
と
き
、
他
人
に
頼
る
。
そ
の
と
き
頼
る
相

手
は
誰
で
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
信
頼
で
き
る
相
手
を

探
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
な
か
ば
当
た
り
前
の
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
た
。
イ
ン
ド
の
首
都
デ
リ
ー
の
ス
ラ
ム
に
暮

ら
す
人
び
と
も
、
何
か
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
他
人
に
頼

る
。
例
え
ば
、
ス
ラ
ム
周
辺
で
は
犯
罪
が
多
く
、
子
ど

も
だ
け
を
家
に
残
し
て
市
場
に
買
い
物
に
行
く
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
う
し
た
と
き
は
、
子
ど
も
が
路
地
で
遊
ん

で
い
て
危
な
い
こ
と
を
し
な
い
か
な
ど
、
同
じ
路
地
の
隣

人
に
見
て
い
て
も
ら
う
よ
う
に
頼
む
。

異
な
る
宗
教
や
カ
ー
ス
ト
、
出
身
地
の
人
び
と
が
暮

ら
す
ス
ラ
ム
の
な
か
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
路
地
に
暮
ら
す

隣
人
の
こ
と
は
信
頼
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
様
子
を
観

察
し
て
い
た
わ
た
し
は
そ
う
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ス

ラ
ム
の
友
人
女
性
に
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
で
「
同
じ
路
地
の
隣

人
を
ウ
ィ
シ
ュ
ワ
ー
ス
（
信
頼
）
し
て
い
る
の
で
す
ね
」

と
尋
ね
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
「
違
う
」
と
は
っ
き
り
否

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
は
隣
人
を
信
頼
し

て
い
な
い
理
由
を
詳
し
く
説
明
し
て
く
れ
た
。

「
い
つ
も
話
し
て
い
る
仕
立
屋
の
男
性
は
不
倫
を
し
て
い

て
、
と
き
に
は
隣
人
の
女
性
に
卑ひ

猥わ
い

な
こ
と
ば
を
か
け

て
く
る
。
わ
た
し
も
同
様
の
被
害
に
遭
い
、
そ
れ
を
知
っ

た
夫
と
そ
の
男
性
は
殴
り
合
い
の
喧け
ん

嘩か

に
な
っ
た
。
ま
た

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
女
性
は
お
金
に
困
っ
て
い
る
様
子
が

な
い
。
そ
れ
は
中
間
層
の
人
と
性
行
為
を
す
る
こ
と
で

お
金
を
稼
い
で
い
る
か
ら
だ
と
噂う
わ
ささ
れ
て
い
る
。
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家
の

20 
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難い。残念ながら、新型コロナの影響で昨年の音楽の祭日は中

止となり、今年はオンライン開催が予定されている（詳細は本

誌 12 頁）。また一堂に会して、さまざまな音楽にどっぷり浸る

一日がくることを切に願う。

本号をもって、わたしは編集長の任を終えることになる。7

月号からは三島禎子編集長の元、表紙や誌面デザインも刷新さ

れる。どうぞご期待ください。（南真木人）
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の
女
性
に
卑ひ

猥わ
い

な
こ
と
ば
を
か
け

て
く
る
。
わ
た
し
も
同
様
の
被
害
に
遭
い
、
そ
れ
を
知
っ

た
夫
と
そ
の
男
性
は
殴
り
合
い
の
喧け
ん

嘩か

に
な
っ
た
。
ま
た

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
女
性
は
お
金
に
困
っ
て
い
る
様
子
が

な
い
。
そ
れ
は
中
間
層
の
人
と
性
行
為
を
す
る
こ
と
で

お
金
を
稼
い
で
い
る
か
ら
だ
と
噂う
わ
ささ
れ
て
い
る
。
隣
家
の
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