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で
す
。
草
を
刈
り
、
枝
を
払
っ
て
登
っ
て
い
く
と
、
石
川
町

が
一
望
で
き
る
場
所
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
経
験
を
す
る

と
、
高
校
生
の
意
識
も
変
わ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
に
は
行
政

が
か
か
わ
り
、
地
元
の
お
年
寄
り
も
参
加
し
て
い
ま
す
。
林

野
庁
の
関
係
で
、
山
林
の
仕
事
を
高
校
生
に
追
体
験
さ
せ
る

「
森
の
甲
子
園
」
と
い
う
の
も
軌
道
に
の
っ
て
ま
す
し
ね
。

赤
坂
●
会
津
で
カ
ノ
畑
を
復
活
さ
せ
た
と
き
は
、
大
学
院
生

や
学
生
が
一
〇
人
ぐ
ら
い
か
か
わ
り
ま
し
た
。
下
刈
り
か
ら

火
入
れ
、
種
蒔
き
、
収
穫
ま
で
全
部
や
り
ま
し
た
。
や
は
り

実
際
に
現
場
に
立
っ
て
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
世
界
が
あ
る

ん
で
す
ね
。
五
畝
開
い
た
だ
け
な
ん
で
す
が
、
や
っ
て
み
る

と
維
持
管
理
を
ふ
く
め
、
収
穫
ま
で
も
っ
て
い
く
に
は
大
変

な
労
働
力
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
ぼ

く
は
現
場
至
上
主
義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
場
か
ら
し

か
見
え
な
い
こ
と
が
確
実
に
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
若
い
人
た

ち
が
実
際
に
か
か
わ
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

神
崎
●
赤
坂
さ
ん
は
「
北
の
旅
学
」
と
い
う
こ
と
も
提
唱
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
、
今
と
い
う
時
代
に
い
か
に
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
可
能
か
と
い
う
問
い
と
か
ら
め
て
、
観

光
開
発
と
い
っ
た
も
の
を
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
、
最
後
に
コ

メ
ン
ト
を
い
た
だ
け
ま
す
か
。

赤
坂
●
そ
れ
は
、
と
て
も
難
し
い
問
い
か
け
で
す
。
柳
田
や

宮
本
さ
ん
の
時
代
に
は
、
そ
の
語
り
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
近
世
の
風
景
ま
で
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う

老
人
た
ち
、
語
り
部
た
ち
が
ま
だ
い
た
。
ど
こ
か
辺
境
に
行

け
ば
、
ま
だ
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
風
景
や
不
思
議

な
祭
り
が
残
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
時
代
は
遠
ざ

か
り
、
地
球
的
な
規
模
で
も
「
秘
境
」
は
す
で
に
失
わ
れ
た

と
い
う
こ
と
が
前
提
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
あ
る
と
す
れ

ば
、「
一
〇
〇
％
安
全
な
秘
境
ツ
ア
ー
」
と
い
っ
た
非
常
に

ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
も
の
で
し
ょ
う
。
一
昨
年
で
し
た
か
、
イ

ラ
ク
で
殺
害
さ
れ
た
青
年
が
い
ま
し
た
ね
。
彼
は
戦
場
と
い

う
最
後
の
「
秘
境
」
に
誘
わ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。
イ
ラ
ク
と
い
う
戦
場
に
赴
け
ば
、
日
常
と
非
日
常
の
接

点
で
生
と
死
が
む
き
出
し
で
ぶ
つ
か
り
合
う
よ
う
な
光
景
が

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
ん
な
秘
境
に
遭
遇
し
て
み
た
い
と

い
う
欲
望
が
、
た
ぶ
ん
彼
を
突
き
動
か
し
て
い
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
。
短
パ
ン
姿
で
、
泊
め
て
く
れ
る
と
こ

ろ
も
な
く
、
ウ
ロ
ウ
ロ
歩
き
ま
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
テ
ロ

グ
ル
ー
プ
に
つ
か
ま
っ
た
。
あ
の
青
年
の
死
は
、
幾
重
に
も

暗
示
的
な
も
の
で
す
。

今
「
秘
境
」
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
が
試
さ

れ
る
現
場
だ
と
考
え
る
べ
き
で
す
ね
。
異
文
化
に
触
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ

ま
り
旅
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
か
ら
は
い
よ
い
よ
内
面
化
さ

れ
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
が
試
さ
れ
る
。
民
俗
学
も

も
う
一
度
、
そ
う
い
う
場
所
か
ら
立
て
直
す
必
要
が
あ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

神
崎
●
旅
の
内
面
化
と
い
う
こ
と
で
は
、
最
近
は
「
文
化
観

光
」
と
い
う
こ
と
も
唱
え
ら
れ
だ
し
ま
し
た
。

赤
坂
●
文
化
と
観
光
を
い
か
に
つ
な
ぐ
か
と
い
う
の
は
、
と

て
も
大
切
な
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
は
じ
め
て

「
旅
学
」
と
い
う
か
た
ち
で
真
っ
向
か
ら
具
体
的
に
問
い
か

け
た
の
が
宮
本
常
一
さ
ん
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
観
光
を

主
役
に
す
る
、
あ
る
い
は
文
化
を
主
役
に
す
る
、
そ
の
せ
め

ぎ
合
い
だ
と
思
う
ん
で
す
。
観
光
学
と
い
う
も
の
が
現
実
の

経
済
的
な
欲
望
と
結
び
つ
い
て
動
き
だ
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ぼ
く
は
文
化
の
側
に
軸
足
を
お
い
た
旅
、
あ

る
い
は
旅
学
と
い
う
、
き
ち
ん
と
し
た
立
脚
点
を
つ
く
っ
て

お
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
る
ん
で
す
。

神
崎
●
民
俗
学
も
テ
ー
マ
が
い
く
つ
も
分
散
し
、
そ
れ
ぞ
れ

が
尖
化
し
て
、
一
方
だ
け
に
偏
っ
て
い
く
状
況
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
ま
た
そ
こ
で
見
落
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
も
の
を
ど
う
拾
っ

て
、
日
本
の
風
土
、
文
化
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
見
直
す
か
。
つ

ま
り
「
落
穂
拾
い
」
で
す
が
、
こ
の
言
葉
は
宮
本
常
一
に
教

わ
っ
た
言
葉
で
す
。
奇
を
て
ら
っ
て
は
い
か
ん
。
一
穂
ず
つ

拾
う
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

赤
坂
●
そ
う
で
す
か
。
あ
の
時
代
に
も
落
穂
拾
い
だ
っ
た
わ

け
で
す
ね
。

神
崎
●
そ
れ
が
二
〇
年
も
三
〇
年
も
た
っ
て
、
や
っ
と
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
理
解
で
き
た
と
き
に
は
余
命

い
く
ば
く
も
な
い
（
笑
）。
辛
い
こ
と
で
す
。

【
二
月
七
日
・
新
宿
中
村
屋
レ
ザ
ミ
に
て
】

撮
影：

野
口
賢
一
郎

◎写真と文　佐藤浩司 Koji Sato

イフガオ Ifugaoはフィリピン、
ルソン島北部の山岳地帯に居住
する民族。視界のおよぶかぎり
の山あいを棚田につくりかえ、
その人工自然のただなかで身を
寄せ合ってくらしている。その
住まいは四本の柱にのった日本
の高倉そのもの。

──東南アジア・オセアニアの住まい

秘
境
の
喪
失
と
旅
の
内
面
化
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インドネシア・スンバ島 Sumba
の集落。巨大な尖り屋根をもつス
ンバ島でも、屋根をささえる４本
の柱には高倉の名残の鼠返しがあ
る。ただし、屋根裏に収納されて
いるのは米ではなく氏族を象徴す
る祖先伝来の神器で、この家の主
人公は屋根裏にやどる祖霊のほ
う。住人たちはその床下に間借り
している格好だ。

上：４本柱にのるイフガオの家屋。
中／下：イフガオと踵を接してボントック
Bontokの地がある。おなじ棚田を築きな
がら高床住居をもたない東南アジアでも異
色の民族。ところが、彼らはいったん建設
した高倉構造を壁でかくして、わざわざそ
の床下でくらすのである。
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12.

13.

14.

ボントック（ルソン島）

イフガオ（ルソン島）

サダン・トラジャ（スラウェシ島）

ブナッ（ティモール島）

アトニ（ティモール島）

サヴ（サヴ島）

リオ（フローレス島）

マンガライ（フローレス島）

スンバ（スンバ島）

ミナンカバウ（スマトラ島）

トバ･バタック（スマトラ島）

カロ･バタック（スマトラ島）

ニアス（ニアス島）

バナ（ベトナム）
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インドネシア・ティモール島アトニ Atoniにある一本柱の儀礼家
屋。中心にたつ聖柱には祖先の遺品がとりつけられている。アトニ
には、首長の権威の象徴として蜂の巣状の長大な屋根の高倉がある。
現在の家屋はこの高倉構造をそのまま小さくしたもので、儀礼家屋
にのこる１本柱構造はふるい家屋形式の遺風かもしれない。

インドネシア・フローレス島リオ Lioの
家屋。家屋のなかにはさまざまな禁忌が
はりめぐらされている。屋根の棟には祖
霊がやどると信じられ、屋根裏をまとも
に見あげることさえしてはならないのだ。

フローレス島でも西部に住むマンガライ
Manggaraiの家屋はめずらしい円錐形の
高床住居。ひとつの建物に10数世帯が生
活する。屋根のなかは幾層にもわたるト
ーモロコシの保管庫になっている。
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〈船〉はこの地域の文化を理解するキー概念のひとつ。
サダン・トラジャでは船は祖先が乗ってきた乗り物で、
死者の霊魂はふたたび船に乗せられて祖先の国にもどる
と考えられている。ティモール島のブナッやサヴ島では、
家屋は船首と船尾をもつ船にたとえられる。

インドネシア・スラウェシ島サダン・トラジャ Sadan Torajaの家屋。

インドネシア・ティモ
ール島ブナッ Bunaq
の家屋。外壁をおおう
乳房と迷路の彫刻は豊
穣と永遠のシンボル。

インドネシア・サヴ島 Savu
の家屋。船首は男、船尾は
女の空間で入口も別。

集会所をかねた米倉と家屋が向き合って
ならぶトバ・バタックの集落。船のよう
にはりだした屋根の中はがらんどう。

母系社会で有名なインドネシア、ス
マトラ島ミナンカバウの家屋。独特
な屋根の形態は水牛の角の象徴とも。

インドネシア・スマトラ島カロ・バタッ
ク Karo Batakの集落。日本の竪穴住居を
おもわせる巨大な高床住居には8世帯が共
同で生活する。
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し
だ
い
に
近
く
な
る
生
活
の
息
吹
が
密
林
の
向
こ
う
に

ひ
ろ
が
る
村
の
存
在
を
告
げ
て
い
る
。
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
ひ

び
く
杵
の
音
、
洗
い
場
の
水
音
、
子
ど
も
の
歓
声
、
時
を

つ
く
る
雄
鶏
や
せ
わ
し
な
い
犬
の
吠
え
声
が
、
こ
の
地
に

も
人
間
た
ち
の
ド
ラ
マ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を

お
し
え
て
く
れ
る
。
鬱
蒼
と
生
い
し
げ
る
木
立
を
ひ
と
つ

す
ぎ
れ
ば
、
目
的
の
村
は
忽
然
と
視
界
に
そ
の
姿
を
あ
ら

わ
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
土
地
に
生
き
た
無
数
の
人

間
た
ち
の
い
と
な
み
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
積
み
か
さ
ね

て
き
た
風
景
。
動
物
が
種
ご
と
に
異
な
る
巣
作
り
を
な
し

と
げ
る
よ
う
に
、
人
間
さ
え
も
自
然
の
一
部
に
す
ぎ
な
い

と
訴
え
か
け
る
造
形
を
人
間
た
ち
は
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
。

東
南
ア
ジ
ア
に
足
を
踏
み
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ

か
け
は
、
と
び
ぬ
け
て
ユ
ニ
ー
ク
な
木
造
建
築
の
伝
統
が

そ
こ
に
あ
っ
た
せ
い
だ
。
住
ま
い
と
い
う
、
人
間
が
だ
れ

で
も
生
き
る
う
え
で
必
要
な
装
置
が
、
民
族
ご
と
に
こ
れ

ほ
ど
個
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
知
り
た
か
っ

た
。
摩
天
楼
さ
な
が
ら
に
天
空
め
ざ
し
て
の
び
あ
が
り
、

大
地
の
力
学
を
無
視
し
て
は
げ
し
く
反
り
返
る
屋
根
。
住

ま
い
の
常
識
か
ら
あ
ま
り
に
か
け
は
な
れ
た
造
形
は
、

か
え
っ
て
私
た
ち
に
住
む
こ
と
の
意
味
を
問
い
か
け
て

い
た
。

私
た
ち
の
文
化
は
住
む
こ
と
に
対
し
て
頑
な
に
な
り
す

ぎ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
屋
の
空
間
に
は
、
規
則
や
禁

忌
の
網
の
目
が
縦
横
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
。
男
と

女
、
大
人
と
子
ど
も
、
目
上
と
目
下
、
身
内
と
よ
そ
者
と

い
っ
た
人
間
関
係
が
、
日
常
の
立
ち
居
振
る
舞
い
を
通
じ

て
さ
え
家
の
な
か
で
は
峻
別
さ
れ
て
ゆ
く
。
理
不
尽
な
ほ

ど
規
範
に
し
ば
ら
れ
た
空
間
が
彼
ら
の
社
会
を
さ
さ
え
て

い
た
。
こ
と
に
よ
る
と
、
人
間
が
住
む
こ
と
は
住
ま
い
の

最
大
の
目
的
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
往
々
に
し
て
、

家
屋
の
も
っ
と
も
た
い
せ
つ
な
場
所
は
人
間
以
外
の
も
の

―
祖
先
の
霊
魂
だ
っ
た
り
、
穀
物
だ
っ
た
り
し
た
が
―
に

さ
さ
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
存
在
と
い
か
に
折
り
合

い
を
つ
け
て
ゆ
く
か
が
、
住
む
と
い
う
行
為
の
最
大
の
テ

ー
マ
だ
っ
た
。
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
空
間
が
家

屋
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
許
容
す
る
ゆ
と
り
を
い
ま
の
私

た
ち
は
失
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
住
ま
い
や
、
ひ

い
て
は
私
た
ち
の
住
環
境
そ
の
も
の
を
逃
げ
場
の
な
い
袋

小
路
に
追
い
込
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

部
屋
に
い
な
が
ら
に
し
て
世
界
中
の
情
報
が
手
に
は
い

る
時
代
に
な
っ
て
も
、
住
む
こ
と
、
つ
ま
り
は
、
生
身
の

肉
体
を
か
か
え
て
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
人
間
行
動
の
内
実

が
新
石
器
時
代
の
竪
穴
住
居
か
ら
大
き
く
変
化
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
私
た
ち
自
身
も
ま
た
否
応
な
く
そ
う
し
た

人
間
の
ひ
と
り
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
、
そ
の
実
感
を
あ

た
え
て
く
れ
る
こ
と
が
、
住
ま
い
の
一
番
た
い
せ
つ
な
役

割
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
の
手
に
し
た
住
ま

い
は
肝
心
の
役
割
を
十
分
満
足
に
果
た
し
て
い
る
だ
ろ

う
か
？
　
目
的
の
村
は
も
う
目
と
鼻
の
先
ま
で
き
て
い
る

は
ず
だ
。
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ベトナム中部高地はモン・クメール系や
オーストロネシア系民族のモザイクをな
している。彼らの多くはロングハウスに
居住し、共同体のシンボルとして若者男
子のたむろする共同家屋を建てる。

スンバ Sunbaの集落

上左：ベトナム中部高地コントゥムに住むバナ Bahnarの共同家屋。
上右上：レンガオRengaoの共同家屋。
上右下：セダン Sedangの共同家屋。

インドネシア・ニアス島 Niasの首長の家。巨石文
化的要素の強くのこる集落でもひときわ高い屋根
の棟には、かつて天上神にささげる無数の頭蓋骨
が吊り下げられていたという。


