


エッセイ　世界へ◉世界から

古くて新しい路面電車
羽
は が わ

川 英
ひ で き

樹

年
ま
た
路
面
電
車
が
見
直
さ
れ
て
き
て

い
る
。
昭
和
四
〇
年
代
に
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
台
頭
で
各
地
で
廃
線
に

追
い
込
ま
れ
た
チ
ン
チ
ン
電
車
。
日
本
で
最
初
に

走
ら
せ
た
我
が
ふ
る
さ
と
京
都
で
も
昭
和
五
三
年

に
そ
の
幕
を
閉
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
ん
な
苦
境
の
時
代
も
歯
を
く
い
し

ば
っ
て
耐
え
、
今
も
な
お
元
気
に
走
り
続
け
る
路

線
が
全
国
に
は
二
〇
も
存
在
す
る
の
だ
。
わ
た
し

の
住
む
関
西
で
も
大
阪
の
下
町
を
走
る
阪
堺
電
車
、

京
都
市
内
を
の
ん
び
り
走
る
嵐
電（
京
福
嵐
山
線
）、

浜
大
津
付
近
を
路
面
最
長
の
四
両（
京
都
市
営
地

下
鉄
乗
り
入
れ
の
た
め
）で
豪
快
に
走
る
京
阪
京

津
線
な
ど
が
庶
民
の
足
と
し
て
頑
張
っ
て
い
る
。

　

ま
た
中
国
・
四
国
に
多
い
の
も
特
徴
だ
。
広
島

電
鉄
は
「
走
る
電
車
の
博
物
館
」
と
い
わ
れ
、
か

つ
て
大
阪
・
京
都
・
神
戸
・
北
九
州
で
走
っ
て
い

た
車
両
に
今
も
出
会
え
る
。
ま
た
一
九
九
九
年
に

登
場
の
低
床
連
接
車
グ
リ
ー
ン
・
ム
ー
バ
ー
は
熊

本
市
電
と
と
も
に
Ｌ
Ｒ
Ｔ
（
次
世
代
型
路
面
電

車
）
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
。

　

岡
山
電
気
軌
道
で
は「
Ｍ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
」と
い
う
低
床

車
が
人
気
だ
。
設
計
は
あ
の
Ｊ
Ｒ
九
州
の
人
気

車
両
や
和
歌
山
電
鉄
の
「
た
ま
電
車
」
な
ど
を

手
が
け
た
地
元
出
身
の
水
戸
岡
鋭
治
氏
。
木
目

調
の
車
内
に
ポ
ス
ト
や
テ
ー
ブ
ル
な
ど
も
設
置

し
今
ま
で
に
な
い
楽
し
さ
を
演
出
し
て
い
る
。

　

高
知
の
土
佐
電
鉄
は
創
業
一
九
〇
三
年
と
路

面
電
車
で
は
最
も
歴
史
が
古
く
、
路
面
の
営
業

距
離
も
二
五
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
日
本
一
を

誇
る
。「
欧
州
土
電
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、
今

も
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
オ
ー
ス
ト
リ

ア
な
ど
の
市
電
が
「
は
り
ま
や
橋
」
を
縦
横
無

尽
に
通
過
し
て
い
く
。

　

長
崎
電
鉄
は
一
九
六
四
年
に
全
国
初
の
車
体

全
面
広
告
を
敢
行
。
現
在
の
通
常
運
賃
一
二
〇

円
は
全
国
最
安
値
（
〇
九
年
九
月
ま
で
は
一
〇

〇
円
だ
っ
た
）。
こ
れ
で
毎
年
黒
字
経
営
と
は

あ
っ
ぱ
れ
だ
。

　

ま
た
数
年
前
に
ウ
ィ
ー
ン
で
乗
っ
た
市
電
に

は
び
っ
く
り
し
た
。
日
本
で
は
路
面
電
車
は
道
路

の
中
央
部
分
を
走
る
が
、
こ
こ
で
は
歩
道
寄
り
に

線
路
が
敷
設
し
て
あ
り
、
車
が
中
央
部
分
を
走
っ

て
い
た
。
こ
れ
だ
と
乗
客
は
道
路
中
央
の
停
留
所

で
待
た
な
く
て
、
バ
ス
停
の
よ
う
に
歩
道
部
分
で

電
車
を
待
て
る
の
で
安
全
で
あ
る
。
今
後
日
本
で

新
た
に
Ｌ
Ｒ
Ｔ
を
作
る
際
に
は
、
ぜ
ひ
参
考
に
し

て
も
ら
い
た
い
事
例
で
あ
る
。

　

路
面
電
車
が
見
直
さ
れ
て
き
た
の
は
、（
一
）

渋
滞
に
影
響
さ
れ
に
く
い
（
二
）
環
境
に
優
し
い

（
三
）
低
床
で
高
齢
者
で
も
乗
り
や
す
い
…
…
な

ど
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
で
も
わ
た
し
に
は
そ

れ
プ
ラ
ス
、
あ
の
独
特
の
揺
れ
、
ゆ
っ
た
り
流
れ

る
車
窓
の
景
色
、
車
内
で
の
方
言
交
じ
り
の
会
話

な
ど
が
た
ま
ら
な
い
魅
力
な
の
だ
。

　

仕
事
柄
講
演
で
全
国
各
地
に
出
向
く
こ
と
も
多

く
、
路
面
電
車
の
あ
る
町
で
は
主
催
者
の
迎
え
を

断
り
必
ず
電
車
利
用
で
会
場
へ
向
か
っ
て
い
る
。

あ
と
函
館
市
電
に
乗
れ
ば
、
わ
た
し
の
「
路
面
電

車
全
国
二
〇
路
線
走
破
」
は
達
成
さ
れ
る
。

フリーアナウンサー。1953年、京都生まれ。同志社大学文学部文化学科心理学専攻卒業。
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旅』（扶桑社）の著書もある。

1

2

8

10

11

12
14

15

16

18

20

22

24

近

 �  月刊 　2010 年 2 月号 

月刊　　　　　　　　2010 年 2 月号
もくじ

エッセイ　世界へ◉世界から　

古くて新しい路面電車
羽川 英樹

特集 

座談会　総研大・文化科学研究科
「学術交流フォーラム」をふりかえって

モノ・グラフ

雲南の映像事情
伊藤 悟

地球ミュージアム紀行

東北学院大学博物館
大学博物館の資源は教授陣！？
加藤 幸治

表紙モノ語り

竹夫人
久保 正敏

みんぱくインフォメーション

万国 津々浦々

牌楼のないチャイナタウン
陳 天璽

時論 新論 理想論

躍動する中国で
──第一六回国際人類学民族学会議──
横山 廣子

多文化をささえる人びと

時代のさきがけとしての多言語放送局
FM COCOLO
庄司 博史

生きもの博物誌

干潟の小さきものたち  
〈ミドリシャミセンガイ〉
飯田 卓

歳時世相篇

ハルマッタンの吹くころ
ナイジェリアの老アーティストの挑戦
川口 幸也

フィールドで考える

屋根葺きのカネを集める伝統的首長
飯髙 伸五

みんぱくウィークエンド・サロン
研究者と話そう
次号予告・編集後記



� 月刊 　2010 年 2月号� � �  月刊 　2010 年 2月号

「
極
限
の
文
化
」を
論
じ
た

フ
ォ
ー
ラ
ム

近
藤 

■
今
回
の
学
術
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
初
日
は
、

定
例
の
「
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
に
組
み
入
れ

て
、
大
阪
大
学
の
廣ひ
ろ
か
わ川
和わ

か花
助
教
も
お
招
き
し
た

座
談
会
と
し
ま
し
た
。
ポ
ス
タ
ー
発
表
と
二
日
目

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
文
化
科
学
研
究
科
の
六
専

攻
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
出
さ
れ
た
学
生
企
画
委
員
た

ち
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
し
ま
し
た
。
国
立
極
地
研

究
所
（
極
地
研
）
の
渡わ
た
な
べ邉
研け
ん
た
ろ
う
太
郎
准
教
授
と
、
比

較
文
化
学
専
攻
の
岸
上
伸
啓
教
授
と
の
対
談
を

セ
ッ
ト
し
た
の
は
、
学
生
企
画
委
員
の
伊
達
さ
ん

で
し
た
ね
。

伊
達 

■
南
極
と
北
極
と
い
う
ふ
た
つ
の
極
限
の
世

界
で
、
人
は
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の

か
、
そ
の
際
に
ど
の
よ
う
な
問
題
点
・
共
通
点
が

あ
る
の
か
な
ど
、
あ
い
対
す
る
位
置
に
あ
る
地
域

を
研
究
さ
れ
て
い
る
お
二
人
に
、
我
々
が
知
ら
な

い
世
界
に
つ
い
て
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特

別
展
「
自
然
の
こ
え　

命
の
か
た
ち
─
カ
ナ
ダ
先

住
民
の
生
み
だ
す
美
」
を
開
催
中
だ
っ
た
の
で
、

参
加
者
も
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
や
す
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
ん
な
地
域
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
知
識
や
資
料
、
価
値
観
・
視
点
が
集
ま
っ
て

く
る
博
物
館
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
ふ
た
つ
の
極
の

話
を
聞
け
た
の
は
有
意
義
で
し
た
。

久
保 

■
「
極
限
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
学
生
が
選

ん
だ
の
で
す
か
。

近
藤 

■
前
回
の
テ
ー
マ
が
「
地
域
」
だ
っ
た
こ
と

を
念
頭
に
、
学
生
企
画
委
員
と
相
談
し
て
決
め
ま

し
た
。「
極
地
」
で
は
、
日
本
文
学
専
攻
な
ど
が

な
じ
み
に
く
い
の
で
、
精
神
世
界
も
含
め
た
「
極

限
」
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
ま
し
た
。

岸
上 

■
わ
た
し
に
と
っ
て
あ
り
が
た
か
っ
た
の
は
、

渡
邉
さ
ん
が
理
系
の
方
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
ま
っ

た
く
分
野
の
ち
が
う
方
と
の
対
談
は
、
か
み
合
っ

た
部
分
も
、
か
み
合
わ
な
か
っ
た
部
分
も
あ
っ
た

だ
ろ
う
け
れ
ど
、
よ
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
総
研
大

だ
か
ら
で
き
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

近
藤 

■
渡
邉
さ
ん
所
属
の
極
地
研
に
は
、
総
研
大

の
複
合
科
学
研
究
科
の
極
域
科
学
専
攻
が
お
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
他
の
研
究
科
か

ら
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
を
お
招
き
し
た
の
は
、
初

め
て
の
試
み
で
し
た
。
お
た
が
い
に
と
っ
て
よ
い

刺
激
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

南
極
大
陸
で

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

近
藤 

■
昭
和
基
地
に
は
、
極
地
研
以
外
か
ら
も
参

加
で
き
る
公
募
枠
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
。

学
部
を
も
た
な
い
総
研
大〈
総
合
研
究
大
学
院
大
学
〉は
、

六
つ
の
研
究
科・二
三
の
専
攻
が
各
地
の
研
究
機
関
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
基
盤
機
関
の
ひ
と
つ
で
あ
る
民
博
に
は
一
九
八
九
年
、

最
初
の
文
系
の
研
究
科
二
専
攻（
地
域
文
化
学
専
攻・比
較
文
化
学
専
攻
）が
お
か
れ
ま
し
た
。

昨
年
一
〇
月
、こ
の
文
化
科
学
研
究
科
開
設
二
〇
周
年
を
迎
え
て
、民
博
で

公
開
学
術
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム「
極
限
の
文
化　
─
─
人
は
ど
こ
で
生
き
て
い
る
か　

生
き
ら
れ
る
か
」が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。今
号
の
特
集
で
は
、フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
わ
っ
た
総
研
大
の
学
生
企
画
委
員
と
教
員
が
、

共
同
利
用
機
関
と
し
て
の
民
博
と
、教
育
研
究
の
場
で
あ
る
総
研
大
の
こ
れ
ま
で
を
ふ
り
か
え
り
、

今
後
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た

座
談
会
出
席
者
（
五
十
音
順
）

大お
お
も
り森 

裕ゆ

み巳  　
　

総
研
大�

地
域
文
化
学
専
攻
（
民
博
）

荻お
ぎ
の野 

夏な
つ
き木    　
　

総
研
大�

日
本
歴
史
研
究
専
攻
（
歴
博
）

岸き
し
が
み上 

伸の
ぶ
ひ
ろ啓

民
博�

先
端
人
類
科
学
研
究
部
・
総
研
大�

比
較
文
化
学
専
攻
教
授

久く

ぼ保 

正ま
さ
と
し敏 

〈
本
誌
編
集
長
〉　
　

民
博�

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
・
総
研
大�

比
較
文
化
学
専
攻
教
授

近こ
ん
ど
う藤 

雅ま
さ
き樹　
　

民
博�

民
族
文
化
研
究
部
・
総
研
大�

比
較
文
化
学
専
攻
長

サ
ウ
セ
ド・セ
ガ
ミ・ダ
ニエ
ル・ダ
ン
テ　

総
研
大�

比
較
文
化
学
専
攻
（
民
博
）

伊だ

て達 

元も
と
し
げ成　

　
　
　

総
研
大�

日
本
歴
史
研
究
専
攻
（
歴
博
）

張チ
ャ
ン　

培ペ
イ
ホ
ワ華　

　
　
　

総
研
大�

日
本
文
学
研
究
専
攻
（
国
文
研
）

陳チ
ン　

可カ
ゼ
ン冉�　

　
　
　
　
　

総
研
大�

日
本
文
学
研
究
専
攻(

国
文
研)

テ
レ
ビ
会
議
参
加

梅メ
イ　

定テ
イ
ガ娥　

　
　
　
　

総
研
大�

国
際
日
本
研
究
専
攻
（
日
文
研
）

楊ヤ
ン　

爽
シ
ュ
ァ
ン

�　
　
　
　
　
　

総
研
大�

国
際
日
本
研
究
専
攻
（
日
文
研
）

歴
博
…
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
国
文
研
…
国
文
学
研
究
資
料
館
、

日
文
研
…
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

「みんぱくゼミナール」で報告する廣川和花助教
（大阪大学総合学術博物館）

特
集
◉
座
談
会
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参
加
費
用
は
七
〇
万
円
く
ら
い
…
…
。

岸
上 
■
シ
ド
ニ
ー
ま
で
た
ど
り
つ
け
ば
、
あ
と
は

な
ん
と
か
な
る
そ
う
で
す
（
笑
）。

　

南
極
に
は
、
ま
ず
探
検
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
次

に
越
冬
隊
の
話
が
あ
り
ま
す
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の

ポ
ー
ラ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
で
は
、
南
極
探

検
の
歴
史
や
探
検
家
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い
る
。

日
本
の
場
合
は
、
研
究
者
や
マ
ス
コ
ミ
の
方
が
昭

和
基
地
に
住
み
込
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
お
目
当
て

は
お
も
に
ペ
ン
ギ
ン
や
地
質
・
オ
ー
ロ
ラ
で
す
。

人
間
の
こ
と
は
研
究
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

南
極
の
す
ご
さ
は
、
多
く
の
国
が
乗
り
入
れ
て

い
る
の
に
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
領

有
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
世
界
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化

す
る
と
き
の
縮
図
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
す
べ

て
を
、
と
り
き
め
の
う
え
で
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

意
味
で
も
場
所
的
に
お
も
し
ろ
い
。
も
う
ひ
と
つ

の
可
能
性
は
、
調
査
隊
員
を
調
査
す
る
こ
と
で
す
。

近
藤 

■
佐さ

さ

き々木
高こ
う
め
い明

さ
ん
の
面
接
を
う
け
た
と
き

「
民
博
に
来
た
ら
世
界
中
ど
こ
へ
行
っ
て
も
い
い
。

た
だ
、
う
ち
の
研
究
ス
タ
ッ
フ
が
ま
だ
誰
も
行
っ

て
い
な
い
場
所
が
あ
る
。
南
極
大
陸
だ
。
そ
こ
で

越
冬
隊
を
調
査
す
る
の
も
趣
向
だ
ぞ
」
と
、い
わ

れ
ま
し
た
。
二
〇
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。

陳 

■
わ
た
し
は
、
学
生
企
画
委
員
を
二
年
間
つ
と

め
ま
し
た
。
今
回
、
初
め
て
基
盤
機
関
の
施
設
で

開
催
し
た
こ
と
、
し
か
も
、
一
般
公
開
し
た
こ
と

が
強
く
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
民
博
の
展
示
が
観

覧
で
き
る
な
ど
オ
マ
ケ
の
部
分
も
あ
り
、
学
術
的

な
内
容
と
専
攻
間
の
交
流
以
外
の
部
分
で
も
、
と

て
も
魅
力
的
で
し
た
。

荻
野 

■
理
系
の
先
生
を
お
招
き
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
は
、
正
直
、
フ
タ
を
開
け
て
み
な
い
と
わ
か
ら

な
い
と
い
う
気
持
ち
で
し
た
。
研
究
科
内
で
お
願

い
で
き
た
の
も
、
民
博
以
外
で
は
国
文
学
研
究
資

料
館
（
国
文
研
）
の
寺て
ら
し
ま島

恒つ
ね
よ世

教
授
だ
け
で
し
た

し
…
…
。
南
極
・
北
極
に
、
日
本
文
学
系
統
の
話

が
ど
う
な
じ
む
の
だ
ろ
う
と
不
安
で
し
た
が
、
寺

島
先
生
は
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
な
ど
か
ら
、
極

限
状
態
で
の
創
作
活
動
を
読
み
解
か
れ
た
の
で

「
生
き
て
い
く
た
め
の
精
神
的
な
活
動
と
は
」
と
、

気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

人
類
学
の
先
生
か
ら
、
ア
フ
リ
カ
へ
行
く
と
き

に
は
必
ず
「
歳
時
記
」
を
も
っ
て
行
く
と
い
う
話

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
自
分
の
研
究
に

必
要
な
、角
度
の
違
う
視
点
や
観
察
眼
が
養
え
る
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
本
業
の
研
究
以
外
の
も
の

を
、
ど
う
消
化
し
て
本
業
に
い
か
し
て
い
く
の
か

を
追
求
し
て
み
る
の
も
お
も
し
ろ
い
か
な
と
思
い

ま
し
た
。

楊 

■
学
生
企
画
委
員
に
な
っ
て
学
ん
だ
こ
と
は
多

く
、
と
く
に
大
事
だ
と
思
う
こ
と
が
二
点
あ
り
ま

し
た
。
ひ
と
つ
は
、
学
生
み
ん
な
で
企
画
し
た
こ

と
。
各
地
・
各
専
攻
か
ら
集
ま
っ
て
き
て
、
ア
イ

デ
ア
を
出
し
あ
っ
て
、
協
力
し
な
が
ら
イ
ベ
ン
ト

を
形
づ
く
る
こ
と
を
体
験
し
た
こ
と
で
す
。
留
学

生
が
何
人
も
い
て
、
異
文
化
の
人
た
ち
が
一
緒
に

集
ま
っ
て
ひ
と
つ
の
イ
ベ
ン
ト
を
つ
く
り
あ
げ
て

い
く
な
か
で
、
各
自
の
行
動
の
あ
り
方
や
考
え
方

を
知
る
こ
と
が
で
き
、
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
学
術
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
自
体

に
つ
い
て
で
す
。
総
研
大
は
基
盤
機
関
ご
と
に
専

攻
が
あ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
分
野
の
人
た
ち
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
、
学
び
合
え
る
。
そ

の
特
色
が
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
発
揮
で
き
た
と

思
い
ま
す
。
先
輩
方
の
ポ
ス
タ
ー
発
表
・
口
頭
発

表
を
見
て
い
て
、
自
分
も
こ
う
い
う
ふ
う
に
努
力

す
れ
ば
い
い
の
だ
と
思
っ
た
こ
と
が
、
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。

近
藤 

■
学
生
の
ポ
ス
タ
ー
発
表
の
方
が
、
教
員
の

も
の
よ
り
デ
キ
が
よ
か
っ
た
（
笑
）。

サ
ウ
セ
ド 

■
他
の
専
攻
の
人
た
ち
に
何
を
や
っ
て

い
る
の
か
見
せ
た
い
の
で
、
簡
単
な
こ
と
ば
で
、

わ
か
り
や
す
く
な
る
よ
う
考
え
ま
し
た
。
学
生
と

し
て
は
、
ア
ピ
ー
ル
も
し
た
い
の
で
、
パ
ッ
シ
ョ

ン
を
い
れ
る
と
か
…
…
。
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
も
気
を

く
ば
り
ま
し
た
。

伊
達 
■
ス
タ
ン
バ
イ
し
て
い
る
と
き
か
ら
「
こ
の

ポ
ス
タ
ー
、誰
が
つ
く
っ
た
の
？
」
と
か
「
ち
ょ
っ

と
聞
き
た
い
ん
だ
け
ど
」
と
か
い
わ
れ
て
「
一
般

の
方
た
ち
の
興
味
も
か
な
り
だ
な
ぁ
」
と
実
感
し

ま
し
た
。
そ
う
い
う
場
所
で
一
生
懸
命
説
明
す
る

よ
い
経
験
が
で
き
た
し
、
研
究
内
容
を
み
て
も
ら

え
、総
研
大
の
こ
と
も
知
っ
て
も
ら
え
て
よ
か
っ
た
。

久
保 

■
「
サ
イ
エ
ン
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
は
、
理
系
に
か
ぎ
ら
ず
人
文
系
で
も
大
切
で

す
。
博
物
館
と
い
う
、
一
般
の
人
が
学
問
に
親
し

み
や
す
い
場
で
も
あ
る
民
博
で
開
催
し
た
今
回
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
画
期
的
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
で

し
ょ
う
ね
。

近
藤 

■
閉
会
あ
い
さ
つ
で
、
平ひ
ら
た田
光こ
う
じ司
総
研
大
学

長
補
佐
が
「
来
年
も
、
ホ
テ
ル
な
ど
で
は
な
く
基

盤
機
関
で
開
催
し
た
方
が
よ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
基
盤
機
関
の
特
色
を
い
か
し
た

味
の
あ
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
で
き
そ
う
で
す
。

梅 

■
わ
た
し
は
二
〇
〇
六
年
以
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
に

か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
留
学
生
な
の
で
、
日
本

人
学
生
と
一
緒
に
仕
事
を
す
る
こ
と
自
体
が
勉
強

に
な
り
ま
す
。
企
画
段
階
か
ら
役
割
分
担
し
て
、

協
力
し
な
が
ら
で
き
る
の
が
、
と
て
も
よ
い
で
す
。

張 

■
わ
た
し
も
二
年
目
の
委
員
で
す
。
今
年
は
総

研
大
の
特
徴
を
は
っ
き
り
感
じ
ま
し
た
。
こ
う
い

う
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
セ
ミ
ナ
ー
に
多
く
の
人
が
集

ま
っ
て
く
る
民
博
の
、
基
盤
機
関
と
し
て
の
実
力

を
す
ご
く
感
じ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
基
盤
機
関
に

専
攻
を
置
く
総
研
大
が
他
の
大
学
と
違
う
と
こ
ろ

は
、
基
盤
機
関
に
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
研
究
者
が
い

て
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と
同
じ
よ
う
に
連
携
し

て
い
る
こ
と
で
す
。

大
森 

■
わ
た
し
は
新
入
生
の
企
画
委
員
で
、
何
も

か
も
が
初
め
て
の
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
普
通
、

ポ
ス
タ
ー
発
表
に
は
あ
ま
り
人
が
来
な
い
と
聞
い

て
い
ま
し
た
が
、今
回
は「
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」

と
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
が
奏
効
し
た
よ
う
で
、
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
会
場
か
ら
出
て
き
た
大
勢
の
人
た
ち
が

ポ
ス
タ
ー
発
表
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
民

博
と
共
催
し
た
効
果
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

学
生
企
画
委
員
の

苦
労
と
役
得

久
保 

■
企
画
委
員
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
経
験
で
き
た

こ
と
が
あ
る
、
異
文
化
と
の
交
流
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
、
そ
の
体
験
を
自
分
の
研

究
に
生
か
せ
そ
う
だ
、
と
い
う
感
想
が
あ
り
ま
し

た
が
…
…
。

伊
達 

■
そ
れ
は
み
ん
な
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

岸
上 

■
あ
る
テ
ー
マ
を
扱
う
と
き
に
、
従
来
は
自

分
の
専
門
で
し
か
語
っ
て
い
な
か
っ
た
。
今
回
は
、

日
本
文
学
や
ア
メ
リ
カ
の
医
療
社
会
史
研
究
な
ど
、

い
ろ
ん
な
視
点
か
ら
と
り
扱
え
ま
し
た
。
こ
れ
も

や
は
り
、
総
研
大
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
だ
と

い
え
ま
す
ね
。
学
際
性
や
超
領
域
を
考
え
る
な
ら
、

今
後
、
新
し
い
も
の
を
つ
く
り
出
す
に
は
、
こ
う

い
う
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
し
、
そ
の
可
能
性
が
見

え
た
気
が
し
ま
す
。
テ
ー
マ
が
よ
け
れ
ば
、
す
べ

て
の
専
攻
や
、
専
攻
以
外
の
人
た
ち
も
参
加
し
て

く
る
で
し
ょ
う
。
新
し
い
学
問
が
誕
生
す
る
か
も

し
れ
な
い
。

近
藤 

■
同
じ
研
究
科
内
で
も
、
専
門
領
域
の
異
な

る
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
る
。

伊
達 

■
渡
邉
先
生
も
「
い
つ
も
は
理
系
の
研
究
会

ば
か
り
だ
け
ど
、
今
回
は
文
化
的
な
話
が
聞
け
て
、

す
ご
く
刺
激
的
で
楽
し
か
っ
た
」
と
、
感
想
を
述

べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
単
一
専
攻
と
か
、
文
系
だ

け
と
か
い
う
の
は
、
そ
ろ
そ
ろ
限
界
か
と
。
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近
藤 
■
折
紙
や
剪せ
ん
し紙

ア
ー
ト
な
ど
、
文
系
の
発
想

を
理
系
の
学
問
に
応
用
し
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
技
術

革
新
に
役
に
立
つ
も
の
が
で
き
る
の
だ
そ
う
で
す
。

久
保 

■
人
工
衛
星
の
太
陽
電
池
の
た
た
み
方
な
ど

で
す
ね
。

荻
野 

■
地
震
を
研
究
し
て
い
た
寺
田
寅
彦
は
、
夏

目
漱
石
の
も
と
に
出
入
り
し
て
小
説
も
書
い
て
い

ま
し
た
。
文
理
両
方
に
鋭
い
感
覚
を
も
っ
て
い

る
人
で
、
植
物
の
実
が
回
転
し
な
が
ら
落
ち
る
現

象
の
研
究
も
あ
り
ま
す
。
俳
句
な
ど
を
つ
く
る
た

め
に
自
然
を
観
察
し
て
い
て
気
が
つ
い
た
こ
と
を
、

物
理
的
に
解
く
こ
と
に
も
結
び
つ
け
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
文
系
・
理
系
と
言
わ
ず
に

壁
を
低
く
し
て
交
流
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。
総

研
大
に
は
理
系
の
人
た
ち
が
大
勢
い
ま
す
。
文
系

だ
け
で
囲
わ
ず
に
、
こ
う
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど

の
機
会
に
話
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
り
、
聞
か
せ
て

も
ら
っ
た
り
、
総
研
大
な
ら
で
は
、
で
き
る
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

陳  

■
わ
た
し
は
江
戸
時
代
の
漢
文
学
を
研
究
し
て

い
ま
す
。儒
者
や
漢
学
者
の
随
筆
を
み
る
と
、や
っ

て
い
る
こ
と
が
文
学
の
分
野
だ
け
で
な
く
、
も
っ

と
全
般
的
で
す
。
専
門
的
に
な
り
す
ぎ
な
い
で
、

多
様
な
興
味
を
持
っ
た
方
が
絶
対
に
い
い
。

サ
ウ
セ
ド 

■
学
生
企
画
委
員
に
は
留
学
生
が
多

か
っ
た
の
で
す
が
、
会
議
は
日
本
語
で
通
し
ま

し
た
。
そ
れ
も
い
い
勉
強
・
交
流
に
な
り
ま
し
た
。

他
の
分
野
、
他
の
機
関
と
の
交
流
方
法
が
そ
れ
ぞ

れ
違
う
の
で
、
そ
の
調
整
が
と
て
も
大
切
な
こ
と

だ
と
知
る
い
い
機
会
に
も
な
り
ま
し
た
。

張 

■
今
後
も
各
基
盤
機
関
が
順
番
に
開
催
す
る
の

が
よ
い
と
思
い
ま
す
。自
分
た
ち
の
研
究
と
密
接
な

関
係
が
あ
る
環
境
で
、
各
分
野
の
研
究
者
と
も
交

流
で
き
ま
す
。
経
済
的
に
も
よ
い
と
思
い
ま
す（
笑
）。

大
森 

■
運
営
面
で
は
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
し
た
。

所
属
機
関
が
離
れ
す
ぎ
て
い
て
、
気
軽
に
行
き
来

で
き
な
い
。
異
分
野
交
流
と
い
う
点
で
は
、
有
意

義
だ
っ
た
ん
で
す
が
…
…
。

梅 

■
わ
た
し
が
入
学
し
た
二
〇
〇
六
年
は
、フ
ォ
ー

ラ
ム
を
始
め
た
ば
か
り
で
、
誰
も
何
も
わ
か
ら
な

い
。
み
ん
な
が
自
由
に
意
見
を
出
し
あ
っ
て
進
め

た
の
が
刺
激
的
で
し
た
。
今
年
は
経
験
者
の
荻
野

さ
ん
に
す
っ
か
り
頼
り
き
っ
て
、
他
の
人
た
ち
が

あ
ま
り
頭
を
使
わ
な
か
っ
た
み
た
い
で
す
（
笑
）。

マ
ン
ネ
リ
化
も
よ
く
な
い
。
教
員
も
も
っ
と
関
心

を
も
っ
て
欲
し
い
。

荻
野 

■
企
画
委
員
の
半
分
く
ら
い
は
昨
年
か
ら
の

続
き
で
、
今
年
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
進
め
方
を

し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
意
味
が
あ
る
こ
と
で
す

が
、
逆
に
昨
年
を
引
き
ず
っ
て
し
ま
っ
て
新
し
い

発
想
が
出
て
こ
な
い
。
後
期
か
ら
参
加
し
た
大
森

さ
ん
か
ら
「
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
図
で
？
」「
ど

う
い
う
趣
旨
で
？
」と
改
め
て
質
問
さ
れ
て
、ち
ゃ

ん
と
説
明
し
て
い
な
か
っ
た
な
あ
と
気
が
つ
き

ま
し
た
。
梅
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、

初
心
に
戻
っ
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
意

義
を
考
え
直
す
、
コ
ン
セ
プ
ト
か

ら
問
い
直
す
こ
と
も
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。

さ
て
、来
年
は

荻
野 

■
昨
年
か
ら
感
じ
て
い
た
こ
と
は
、
学
生
の

企
画
に
限
界
が
あ
る
こ
と
で
す
。
サ
ポ
ー
ト
が

あ
っ
て
も
う
ま
く
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

企
画
を
ま
と
め
る
に
は
、
教
員
の
協
力
が
欠
か
せ

な
い
。
で
も
、
そ
う
す
る
と
教
員
主
導
に
な
り
か

ね
な
い
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
い
。

楊 

■
中
国
で
こ
う
い
う
こ
と
を
や
る
と
き
は
、
最

初
か
ら
責
任
を
分
散
さ
せ
ま
す
。
役
割
分
担
を
明

確
に
し
て
お
い
て
、
失
敗
し
た
ら
「
そ
の
責
任
者

は
あ
な
た
だ
」
と
い
う
で
し
ょ
う
。
責
任
が
あ

い
ま
い
だ
と
手
を
抜
き
た
く
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
ま
さ
に
中
国
式
の
考
え
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
式
は
、
み
ん
な
で
責
任
を
も
と
う
と
し
ま

す
。
二
〇
人
い
れ
ば
、
二
〇
分
の
一
の
責
任
を
も

つ
。
ど
ち
ら
が
よ
い
の
か
、
悪
い
の
か
で
は
な
く

て
、
考
え
方
の
違
い
で
す
。

　

今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
所
与
の
テ
ー
マ
に

対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
な

が
ら
も
、
同
じ
目
的
に
達
す
る
こ
と
を
学
び
ま
し

た
。
文
学
作
品
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
病
床
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
…
…
。

　

結
局
、
専
門
知
識
と
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法

に
過
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
経
験
を
自
分
の

研
究
に
い
か
し
て
考
え
方
を
ひ
ろ
げ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

陳 

■
国
文
研
と
極
地
研
は
、
同
じ
建
物
の
な
か
に

あ
る
の
で
、
ロ
ビ
ー
の
大
型
テ
レ
ビ
が
南
極
の
基

地
の
様
子
を
中
継
し
て
い
ま
す
。
以
前
は
無
関
心

で
し
た
が
、
最
近
は
、
足
を
と
め
て
眺
め
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

基
盤
機
関
で
の
開
催
は
、
他
の
専
攻
を
理
解
す

る
う
え
で
も
意
義
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

何
度
も
民
博
に
通
い
ま
し
た
が
、
民
博
の
建
物
に

は
、
謎
や
知
的
な
香
り
が
、
ま
だ
ま
だ
、
た
く
さ

ん
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

伊
達 

■
こ
の
事
業
の
よ
い
と
こ
ろ
は
、
学
生
が
や

り
た
い
こ
と
を
実
現
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。学
生
の
意
図
を
上
手
に
く
ん
で
、総
研

大
本
部
の
事
務
局
と
各
専
攻
の
教
職
員
が
サ
ポ
ー

ト
し
な
が
ら
、
学
生
た
ち
に
成
功
経
験
を
積
ま
せ

る
効
果
的
な
事
業
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

近
藤 

■
学
生
企
画
委
員
は
忙
し
く
て
大
変
だ
け
ど
、

立
ち
上
げ
た
組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
経
験
さ
せ

て
人
材
を
養
成
す
る
実
践
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な

の
で
す
。

久
保 

■
な
る
ほ
ど
。
ど
う
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

地域文化学専攻

比較文化学専攻

国際日本研究専攻

日本歴史研究専攻

メディア社会文化専攻

日本文学研究専攻

文化科学研究科

国際日本文化研究センター

国立歴史民俗博物館

ICT活用・遠隔教育センター

国文学研究資料館

国立民族学博物館

物理科学研究科 構造分子科学専攻

機能分子科学専攻

天文科学専攻

核融合科学専攻

宇宙科学専攻

国立天文台

核融合科学研究所

宇宙科学研究本部

分子科学研究所

高エネルギー加速器
科学研究科 加速器科学専攻

物質構造科学専攻

素粒子原子核専攻

加速器研究施設

物質構造科学研究所

素粒子原子核研究所

複合科学研究科 統計科学専攻

極域科学専攻

情報学専攻

生命科学研究科 遺伝学専攻

基礎生物学専攻

生理科学専攻

国立遺伝学研究所

基礎生物学研究所

生理学研究所

先導科学研究科

生命体科学専攻

光科学専攻

生命共生体進化学専攻

国立大学法人総合研究大学院大学本部（葉山キャンパス）

放送大学

自然科学研究機構

（独）宇宙航空研究開発機構

高エネルギー加速器研究機構

情報・システム研究機構

人間文化研究機構

統計数理研究所

国立極地研究所

国立情報学研究所

研究科 専攻 基盤機関             大学共同利用機関等法人

専攻 基盤機関 大学共同利用機関等法人

総研大  組織図（抜粋）

二日目のシンポジウム会場風景

総研大各専攻が設置されている研究機関（基盤機関）の所在地



伊い
と
う藤 

悟
さ
と
る

総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
課
程
、

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員

専
門
は
民
族
音
楽
学
と
文
化
人
類
学
。
主
に
中
国
雲
南
省
と
隣

接
地
域
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
ビ
ル
マ
）、
タ
イ
北
部
に
住
む
タ
イ
族

の
音
文
化
、
そ
の
変
容
を
研
究
し
て
い
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー（
ビ
ル
マ
）
や
遠
く
離
れ
た

タ
イ
北
部
で
販
売
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
コ

ピ
ー
メ
デ
ィ
ア
は
、
国
家
に
対
す
る
抵
抗

や
、
故
郷
を
離
れ
て
暮
ら
す
デ
ィ
ア
ス
ポ

ラ
の
人
び
と
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
よ

り
ど
こ
ろ
に
も
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
が
編
集
し
た
記
念

映
像
作
品
だ
が
、
三
人
の
民
間
芸
能
者
が

有
名
だ
っ
た
た
め
、
も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
さ

ま
海
賊
版
と
し
て
州
内
全
土
で
売
ら
れ
は

じ
め
た
。
わ
た
し
自
身
は
ち
ょ
っ
と
し
か

登
場
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
と
き
ど
き
す

れ
違
う
お
ば
さ
ん
た
ち
に
呼
び
止
め
ら
れ
、

そ
の
記
念
映
像
の
内
容
に
つ
い
て
聞
か
れ

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
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年
安
価
に
な
っ
た
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
と
パ
ソ

コ
ン
を
購
入
し
、
遠
隔
地
の
農
村
住
民
ら

に
貸
与
し
て
自
ら
の
手
で
自
文
化
の
記
録

映
像
を
撮
影
・
制
作
し
て
も
ら
う
と
い
う
、

文
化
復
興
や
開
発
、
環
境
保
護
を
実
践
す

る
活
動
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　

ビ
デ
オ
撮
影
は
な
に
も
都
市
部
だ
け
の

特
権
で
は
な
い
。
少
数
民
族
は
こ
れ
ま
で
、

奇
異
な
文
化
を
も
つ
人
び
と
と
し
て
常
に

巷
で
は
世
界
各
地
の
映
画
の
不
正
コ
ピ
ー

V
C
D
が
氾
濫
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、

正
価
品
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
た
め
、
本

物
が
偽
物
と
間
違
わ
れ
る
と
い
う
皮
肉
な

出
来
事
ま
で
あ
っ
た
。
海
賊
版
は
安
価
な

う
え
に
日
本
で
は
珍
し
い
新
旧
さ
ま
ざ
ま

な
映
画
も
手
に
入
る
の
で
、
お
金
の
な
い

若
者
た
ち
に
歓
迎
さ
れ
た
。

　

驚
い
た
こ
と
に
、
ど
の
国
の
映
画
で
あ

れ
、
海
賊
版
メ
デ
ィ
ア
に
は
必
ず
中
国
語

字
幕
が
入
っ
て
い
る
の
だ
。
友
人
は
そ
う

し
た
海
賊
版
の
た
め
に
翻
訳
を
お
こ
な
う

者
た
ち
を
「
無
名
の
英
雄
」
と
よ
ん
だ
。

海
賊
版
映
画
で
育
っ
た
若
い
世
代
の
な
か

に
は
、
世
界
各
地
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
に
興
味
を
も
つ
者
た
ち
も
多
か
っ
た
。

　

こ
こ
雲
南
省
は
中
国
五
六
民
族
の
う
ち

二
五
の
少
数
民
族
が
住
む
地
域
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
建
国
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
少
数

民
族
記
録
映
画
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
雲

南
に
お
け
る
人
類
学
や
民
族
学
研
究
が
隆

盛
に
向
か
う
な
か
、
雲
南
大
学
に
東
ア
ジ

ア
映
像
人
類
学
研
究
所
（East A

sia 
Institute of V

isual A
nthropology

）
が

一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
開
設

さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
十
数
名
の
学
生
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
招
聘
し
た
専
任
講
師
か

ら
映
像
人
類
学
の
基
礎
か
ら
実
践
ま
で
を

学
ん
だ
。
二
〇
〇
三
年
三
月
か
ら
は
隔
年

で
、
若
者
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
全
国
規

模
の
雲
之
南
記
録
映
像
展
が
開
催
さ
れ
る

ま
で
に
な
っ
た
。

　

映
像
展
の
ス
タ
ッ
フ
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
近

テ
レ
ビ
取
材
班
や
研
究
者
か
ら
記
録
さ
れ

る
側
に
い
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
自
分

た
ち
の
手
で
自
文
化
を
表
象
す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。

　

民
族
に
よ
っ
て
は
、
中
年
の
男
女
な
ら

ば
即
興
で
歌
を
掛
け
合
う
文
化
を
い
ま
も

保
持
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
若
者
た
ち

に
は
そ
の
技
術
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
だ
が
、
消
え
か
か
っ
て
い
た
即
興
歌
の

文
化
は
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
登
場
に
よ
っ

て
新
し
い
娯
楽
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
つ

つ
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
農
村
で
は
大
金
を
つ
ぎ
込

ん
で
開
催
さ
れ
る
結
婚
式
や
伝
統
的
祝
祭

な
ど
に
、
名
の
知
れ
た
歌
手
た
ち
を
招
い

て
一
席
歌
っ
て
も
ら
う
。
場
合
に
よ
っ
て

は
村
人
た
ち
も
参
加
し
た
掛
け
歌
大
会
に

早
変
わ
り
す
る
。
主
催
者
は
、
そ
ん
な
賑

や
か
な
ハ
レ
の
日
を
記
念
と
し
て
映
像
作

品
に
残
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た

自
主
制
作
ビ
デ
オ
は
個
人
で
所
有
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
海
賊
版
と
し
て
コ
ピ
ー
さ

れ
、
一
般
に
向
け
て
（
勝
手
に
）
安
く
売

ら
れ
る
こ
と
だ
。

　

日
本
に
お
招
き
し
た
徳
宏
州
タ
イ
族
の

三
人
と
同
じ
く
、
タ
イ
族
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
人
び
と
は
中
国
の
み
な

ら
ず
、
ミ
ャ
ン
マ
ー（
ビ
ル
マ
）
や
タ
イ

北
部
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
中
国
領
内

の
自
主
制
作
ビ
デ
オ
は
コ
ピ
ー
が
繰
り
返

さ
れ
、
そ
の
海
賊
版
は
国
境
を
越
え
、

　

民
博
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
深
奥
的

中
国
」
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
二
〇
〇
八
年
五
月
、
中
国
雲
南
省
の

少
数
民
族
の
歌
と
踊
り
を
紹
介
す
る
研
究

公
演
「
タ
イ
族
の
こ
こ
ろ
の
調
べ
」
が
お

こ
な
わ
れ
た
。
徳
宏
タ
イ
族
ジ
ン
ポ
ー
族

自
治
州
（
徳
宏
州
）
の
タ
イ
族
の
民
間
芸

能
者
三
名
が
現
地
か
ら
飛
行
機
を
乗
り
継

い
で
来
日
し
、
大
阪
や
京
都
で
も
公
演
を

お
こ
な
っ
た
。

　

わ
た
し
は
現
地
か
ら
ず
っ
と
三
人
の
民

間
芸
能
者
に
同
行
し
、
彼
ら
が
日
本
の
社

会
と
文
化
に
一
喜
一
憂
す
る
姿
を
見
た
。

歌
の
名
手
の
タ
イ
族
の
お
か
あ
さ
ん
と
お

じ
さ
ん
は
、
行
く
先
々
で
感
想
を
即
興
歌

に
表
現
し
て
歌
い
、
わ
た
し
は
そ
の
姿
を

ビ
デ
オ
に
収
め
た
。

　

そ
の
後
、
徳
宏
州
に
帰
り
、
住
み
込
み

調
査
を
再
開
し
た
わ
た
し
は
、
空
い
た
時

間
を
利
用
し
て
撮
影
し
た
映
像
記
録
を

D
V
D
と
V
C
D
メ
デ
ィ
ア
に
編
集
し
、

三
人
の
親
戚
や
友
人
に
日
本
渡
航
記
念
と

し
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
の
だ
っ
た
─
─
。

　

中
国
は
、
い
ま
や
急
速
な
経
済
成
長
を

遂
げ
、
社
会
や
文
化
も
急
激
な
変
化
の
な

か
に
あ
る
。
一
方
で
、
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の

不
正
コ
ピ
ー
な
ど
の
著
作
権
侵
害
は
、
海

外
企
業
に
甚
大
な
損
害
を
与
え
て
い
る
。

現
在
も
一
向
に
不
正
は
な
く
な
ら
な
い
が
、

村
や
街
の
人
び
と
は
、
そ
の
「
恩
恵
」
を

受
け
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

　

わ
た
し
が
初
め
て
雲
南
省
昆
明
市
に
留

学
し
た
一
九
九
八
年
二
月
こ
ろ
、
す
で
に

モ
ノ
・
グ
ラ
フ

雲
南
の
映
像
事
情

来日した三名のタイ族民間芸能者と筆者（左）

コ
ピ
ー
さ
れ
る

娯
楽
の
自
主
制
作
ビ
デ
オ

自主制作ビデオもかなり
本格的な機材を使う

民間歌手フーカムが
聴衆たちと歌を掛け合う

「
無
名
の
英
雄
」

海賊版の自主制作ビデオやポップスが売られている店
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日
本
の
大
学
に
お
け
る
学
芸
員
養
成
は
、

大
き
な
転
換
点
に
あ
る
。
資
格
課
程
を
有

す
る
大
学
・
短
大
は
全
国
に
三
〇
〇
校
以

上
あ
る
が
、
法
改
正
に
よ
る
教
科
の
増
加

に
対
応
す
る
た
め
、
い
ず
れ
の
大
学
も
教

員
の
確
保
と
実
習
施
設
や
備
品
整
備
に
苦

慮
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
厳
し
い
状
況
を
む
し
ろ
追
い

風
と
と
ら
え
て
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一

八
日
に
東
北
学
院
大
学
博
物
館
（
宮
城
県

仙
台
市
）
が
開
館
し
た
。
大
学
の
も
つ
歴

史
的
資
産
を
公
開
す
る
博
物
館
の
建
設
は
、

本
学
文
学
部
歴
史
学
科
創
設
か
ら
四
〇
余

年
来
の
悲
願
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
学
の
研
究
成
果
は
、
こ
れ
ま
で
各
教

員
の
研
究
室
や
倉
庫
、
学
内
の
研
究
所
の

棚
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は

死
蔵
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
少
な
く
と

も
市
民
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

大
学
博
物
館
は
、
大
学
の
研
究
成
果
と
一

般
社
会
と
を
つ
な
ぐ
貴
重
な
場
と
な
る
。

　

シ
ン
ボ
ル
展
示
は
、
社
会
科
教
科
書
に

掲
載
さ
れ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
墨
書

人
面
土
器
」
で
あ
る
。
古
代
の
人
び
と
が

病
気
や
災
い
を
吹
き
込
ん
で
川
に
流
し
た

に
引
き
出
せ
る
か
、
そ
れ
が
大
学
博
物
館

の
社
会
的
責
任
で
も
あ
る
と
思
う
」。
こ

の
助
言
は
大
学
博
物
館
の
進
む
べ
き
道
筋

を
提
示
し
て
く
れ
る
。

　

博
物
館
は
開
館
時
の
常
設
展
示
を
作
り

終
え
る
と
、
と
た
ん
に
硬
直
化
す
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
大
学
の
教
授
陣
を
大
学
博
物

館
の
最
大
の
資
源
と
と
ら
え
る
な
ら
、
各

教
員
の
研
究
の
進
展
が
そ
の
ま
ま
展
示
の

更
新
と
し
て
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
循
環
を

つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
研
究
を
身

近
で
見
て
い
る
大
学
院
生
は
、
研
究
内
容

を
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
解
説
員

大学博物館の資源は教授陣！？
教員の研究室や倉庫の棚などに保管されてきた大学の研究成果。

これを活かす方途として大学博物館にいま、新しい風が吹いている。
その可能性とあるべき方向は
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う藤 
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東
北
学
院
大
学 

文
学
部
講
師

専
門
は
、
日
本
民
俗
学
と
く
に
物
質
文
化
論
。
紀
伊

半
島
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
農
山
漁
村
の
民
俗
技
術
の
研

究
を
進
め
て
き
た
。
最
近
は
明
治
〜
昭
和
初
期
の
郷

土
玩
具
愛
好
運
動
を
調
査
し
て
い
る
。

　

一
見
す
る
と
竹
カ
ゴ
に
見
え
る
こ
れ
は
、

韓
国
の
チ
ュ
ク
プ
イ
ン
（
竹
夫
人
）。
抱
き
枕

の
一
種
で
、
暑
く
て
寝
苦
し
い
夏
、
こ
れ
を

抱
く
と
ひ
ん
や
り
と
し
、
風
通
し
も
良
い
の

で
涼
し
く
眠
れ
る
。
し
か
し
エ
ア
コ
ン
が
普

及
し
た
現
在
の
韓
国
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ず
、

土
産
用
の
ア
イ
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

　

抱
き
枕
は
も
と
も
と
、
蒸
し
暑
い
中
国
南

部
地
域
で
タ
ケ
や
籐
で
作
ら
れ
、
夾
膝
（
き
ょ

う
し
つ
）
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
北
宋
時
代

の
政
治
家
・
詩
人
の
蘇
東
坡
が
、
漢
の
武
帝

の
寵
姫
の
一
人
の
名
前
を
借
り
て
竹
夫
人
と

命
名
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
竹
夫
人
は

そ
の
後
、
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
な
ど
に
も

広
が
っ
た
。
植
民
地
拡
大
の
時
代
、
ジ
ャ
ワ

を
植
民
地
と
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
が
竹
夫

人
を
使
う
の
を
見
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
、
商

売
敵
オ
ラ
ン
ダ
を
か
ら
か
う
言
葉
の
ひ
と
つ

と
し
て
竹
夫
人
を
ダ
ッ
チ
ワ
イ
フ
と
英
訳
し

た
、
と
の
説
も
あ
る
。

　

日
本
に
も
伝
わ
っ
て
竹
婦
人
（
ち
く
ふ
じ

ん
）
と
よ
ば
れ
、
夏
の
季
語
と
し
て
俳
句
に

も
登
場
す
る
。
蕪
村
や
子
規
の
句
も
あ
る
が
、

最
近
は
、
性
具
と
し
て
の
ダ
ッ
チ
ワ
イ
フ
に

か
ら
め
る
句
が
多
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
円
筒
状
の
形
は
、
カ
ー

ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
の
原
子
構
造
に
よ
く
似

て
い
る
。
こ
れ
は
、
炭
素
の
層
状
結
晶
が
髪

毛
の
一
万
分
の
一
ほ
ど
の
大
き
さ
の
円
筒
形

に
な
っ
た
も
の
で
、
金
属
以
上
の
熱
伝
導
性
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
並
み
の
強
度
、
非
常
に
大
き

な
表
面
積
な
ど
の
特
徴
を
も
ち
、
ナ
ノ
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
新
素
材
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い

る
。
六
角
形
の
網
目
の
頂
点
に
炭
素
原
子
が

位
置
す
る
結
晶
層
が
継
目
な
く
繋
が
り
、
筒

の
両
端
が
閉
じ
る
部
分
で
は
、
五
角
形
や
七

角
形
の
網
目
構
造
を
も
つ
と
こ
ろ
も
、
竹
夫

人
や
竹
カ
ゴ
に
そ
っ
く
り
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
然
科
学
の
対
象
と
人
文

社
会
科
学
の
対
象
の
あ
い
だ
に
意
外
な
類
似

性
が
見
ら
れ
る
の
は
、
今
号
の
特
集
で
あ
る

総
研
大
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
相
通
じ
る
か
も

知
れ
な
い
。
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の
役
割
を
担
う
。
開
館
業
務
を
終
え
た
大

学
博
物
館
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ

ム
づ
く
り
で
あ
る
。

　

新
た
な
大
学
博
物
館
建
設
や
総
合
博
物

館
へ
の
拡
大
な
ど
の
動
き
は
、
二
〇
〇
〇

年
以
降
と
み
に
盛
ん
で
あ
る
。
地
域
博
物

館
の
統
合
・
閉
鎖
が
進
む
一
方
、
大
学
博

物
館
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
博
物
館
界

に
お
い
て
は
、
新
た
な
ア
ク
タ
ー
の
出
現

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

と
さ
れ
る
土
器
で
あ
る
。
常
設
展
示
は
、

発
掘
成
果
と
し
て
賀
篭
沢
遺
跡
（
旧
石
器

時
代
）、
西
の
浜
遺
跡
（
縄
文
時
代
）、
大

塚
森
古
墳
、
歓
請
内
古
墳
、
松
島
雄
島
中

世
板
碑
群
、
一
関
藩
家
老
の
境
沢
家
の
一

括
文
書
、
初
期
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
高
名

な
押
川
方
義
関
連
史
料
、
東
北
地
方
の
民

具
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

あ
る
大
学
博
物
館
で
仕
事
を

さ
れ
て
い
る
教
授
が
、
大
学
博

物
館
の
展
示
を
担
当
す
る
こ
と

に
な
っ
た
わ
た
し
に
次
の
よ
う

に
話
し
て
く
れ
た
。「
大
学
博

物
館
の
最
大
の
資
源
は
な
ん
だ

と
思
う
？　

そ
れ
は
全
学
の
教

授
陣
で
す
よ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教

員
は
研
究
成
果
と
と
も
に
さ
ま

ざ
ま
な
モ
ノ
を
保
管
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
ど
れ
だ
け
市
民
の
前

シンボル展示：多賀城市市川橋遺跡出土の墨書人面土器
（東北学院大学蔵）

仙台市のメインストリートに面した東北学院大学博物館の外観

研
究
成
果
と
一
般
社
会
と
を
つ
な
ぐ

建
設
ラ
ッ
シ
ュ
の
大
学
博
物
館

大
学
博
物
館
の

社
会
的
責
任

1606（慶長11）年の紀年銘があるおしらさま（東北学院大学蔵）
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〇
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習
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追
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台
市
）
が
開
館
し
た
。
大
学
の
も
つ
歴

史
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史
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た
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で
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。
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。
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触
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で
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」。
こ
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助
言
は
大
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博
物
館
の
進
む
べ
き
道
筋

を
提
示
し
て
く
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る
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博
物
館
は
開
館
時
の
常
設
展
示
を
作
り

終
え
る
と
、
と
た
ん
に
硬
直
化
す
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
大
学
の
教
授
陣
を
大
学
博
物

館
の
最
大
の
資
源
と
と
ら
え
る
な
ら
、
各

教
員
の
研
究
の
進
展
が
そ
の
ま
ま
展
示
の

更
新
と
し
て
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
循
環
を

つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
研
究
を
身

近
で
見
て
い
る
大
学
院
生
は
、
研
究
内
容

を
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
解
説
員
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昭
和
初
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の
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土
玩
具
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好
運
動
を
調
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一
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る
と
竹
カ
ゴ
に
見
え
る
こ
れ
は
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国
の
チ
ュ
ク
プ
イ
ン
（
竹
夫
人
）。
抱
き
枕

の
一
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で
、
暑
く
て
寝
苦
し
い
夏
、
こ
れ
を

抱
く
と
ひ
ん
や
り
と
し
、
風
通
し
も
良
い
の

で
涼
し
く
眠
れ
る
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し
か
し
エ
ア
コ
ン
が
普

及
し
た
現
在
の
韓
国
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ず
、

土
産
用
の
ア
イ
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
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抱
き
枕
は
も
と
も
と
、
蒸
し
暑
い
中
国
南

部
地
域
で
タ
ケ
や
籐
で
作
ら
れ
、
夾
膝
（
き
ょ

う
し
つ
）
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
北
宋
時
代

の
政
治
家
・
詩
人
の
蘇
東
坡
が
、
漢
の
武
帝

の
寵
姫
の
一
人
の
名
前
を
借
り
て
竹
夫
人
と

命
名
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
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竹
夫
人
は

そ
の
後
、
東
南
ア
ジ
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や
イ
ン
ド
な
ど
に
も

広
が
っ
た
。
植
民
地
拡
大
の
時
代
、
ジ
ャ
ワ

を
植
民
地
と
し
て
い
た
オ
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ン
ダ
人
が
竹
夫
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を
使
う
の
を
見
て
、
イ
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リ
ス
人
が
、
商

売
敵
オ
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ン
ダ
を
か
ら
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う
言
葉
の
ひ
と
つ

と
し
て
竹
夫
人
を
ダ
ッ
チ
ワ
イ
フ
と
英
訳
し

た
、
と
の
説
も
あ
る
。

　

日
本
に
も
伝
わ
っ
て
竹
婦
人
（
ち
く
ふ
じ

ん
）
と
よ
ば
れ
、
夏
の
季
語
と
し
て
俳
句
に

も
登
場
す
る
。
蕪
村
や
子
規
の
句
も
あ
る
が
、

最
近
は
、
性
具
と
し
て
の
ダ
ッ
チ
ワ
イ
フ
に

か
ら
め
る
句
が
多
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
円
筒
状
の
形
は
、
カ
ー

ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
の
原
子
構
造
に
よ
く
似

て
い
る
。
こ
れ
は
、
炭
素
の
層
状
結
晶
が
髪

毛
の
一
万
分
の
一
ほ
ど
の
大
き
さ
の
円
筒
形

に
な
っ
た
も
の
で
、
金
属
以
上
の
熱
伝
導
性
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
並
み
の
強
度
、
非
常
に
大
き

な
表
面
積
な
ど
の
特
徴
を
も
ち
、
ナ
ノ
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
新
素
材
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い

る
。
六
角
形
の
網
目
の
頂
点
に
炭
素
原
子
が

位
置
す
る
結
晶
層
が
継
目
な
く
繋
が
り
、
筒

の
両
端
が
閉
じ
る
部
分
で
は
、
五
角
形
や
七

角
形
の
網
目
構
造
を
も
つ
と
こ
ろ
も
、
竹
夫

人
や
竹
カ
ゴ
に
そ
っ
く
り
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
然
科
学
の
対
象
と
人
文

社
会
科
学
の
対
象
の
あ
い
だ
に
意
外
な
類
似

性
が
見
ら
れ
る
の
は
、
今
号
の
特
集
で
あ
る

総
研
大
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
相
通
じ
る
か
も

知
れ
な
い
。
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の
役
割
を
担
う
。
開
館
業
務
を
終
え
た
大

学
博
物
館
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ

ム
づ
く
り
で
あ
る
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新
た
な
大
学
博
物
館
建
設
や
総
合
博
物

館
へ
の
拡
大
な
ど
の
動
き
は
、
二
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〇
〇

年
以
降
と
み
に
盛
ん
で
あ
る
。
地
域
博
物

館
の
統
合
・
閉
鎖
が
進
む
一
方
、
大
学
博

物
館
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
博
物
館
界

に
お
い
て
は
、
新
た
な
ア
ク
タ
ー
の
出
現

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

と
さ
れ
る
土
器
で
あ
る
。
常
設
展
示
は
、

発
掘
成
果
と
し
て
賀
篭
沢
遺
跡
（
旧
石
器

時
代
）、
西
の
浜
遺
跡
（
縄
文
時
代
）、
大

塚
森
古
墳
、
歓
請
内
古
墳
、
松
島
雄
島
中

世
板
碑
群
、
一
関
藩
家
老
の
境
沢
家
の
一

括
文
書
、
初
期
キ
リ
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ト
者
と
し
て
高
名

な
押
川
方
義
関
連
史
料
、
東
北
地
方
の
民

具
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

あ
る
大
学
博
物
館
で
仕
事
を

さ
れ
て
い
る
教
授
が
、
大
学
博

物
館
の
展
示
を
担
当
す
る
こ
と

に
な
っ
た
わ
た
し
に
次
の
よ
う

に
話
し
て
く
れ
た
。「
大
学
博

物
館
の
最
大
の
資
源
は
な
ん
だ

と
思
う
？　

そ
れ
は
全
学
の
教

授
陣
で
す
よ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教

員
は
研
究
成
果
と
と
も
に
さ
ま

ざ
ま
な
モ
ノ
を
保
管
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
ど
れ
だ
け
市
民
の
前

シンボル展示：多賀城市市川橋遺跡出土の墨書人面土器
（東北学院大学蔵）

仙台市のメインストリートに面した東北学院大学博物館の外観

研
究
成
果
と
一
般
社
会
と
を
つ
な
ぐ

建
設
ラ
ッ
シ
ュ
の
大
学
博
物
館

大
学
博
物
館
の

社
会
的
責
任

1606（慶長11）年の紀年銘があるおしらさま（東北学院大学蔵）



「キリム」を再 利用したポーチ
（1,890円～）約80年前の保管袋
「チュバル」（52,500円）など
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春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム

二
〇一〇
年「
西
ア
ジ
ア
再
発
見
」

大
村
次
郷
写
真
展「
西
ア
ジ
ア
、

祈
り
の
風
景
」

会
期　
三
月
三
〇
日（
火
）ま
で

場
所　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

観
覧
料　
無
料

　
じ
ゅ
う
た
ん
を
つ
く
ろ
う
！

「
じ
ゅ
う
た
ん
を
織
ろ
う
！
」

実
施
日　
三
月
二
七
日（
土
）ま
で
の

火
・
木
・
土
・
日
・
祝
日

時
間　
一
一
時
～
一
二
時

　
　
　
一
三
時
～
一
六
時

会
場　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

※
申
込
不
要
。参
加
は
無
料
で
す
。

絵
本
読
み
聞
か
せ「
絵
本
で
旅
す
る
、

詩
の
国
イ
ラ
ン
」

実
施
日　
二
月
七
日（
日
）

時
間　
一
一
時
～
、一
四
時
～

会
場　
本
館
一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

※
申
込
不
要
。参
加
は
無
料
で
す
。

以
上
、二
件
の
お
問
い
合
わ
せ

情
報
企
画
課
情
報
企
画
係

電
話　
〇
六
―
六
八
七
八
―
八
五
三
二

（
平
日
九
時
～
一
七
時
）

◆
研
究
公
演

「
ア
ラ
ブ
・
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
宮
廷
音

楽
の
馨か
お

り
―
〈
モ
ロ
ッ
コ
の
花
〉
ア

ミ
ナ
・
ア
ラ
ウ
ィ
の
典
雅
な
歌
声
」

実
施
日　
三
月
二
二
日（
月
・
振
休
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
～
一
六
時

（
開
場
一
三
時
）

会
場　
講
堂

定
員　
四
五
〇
名

参
加
費　
無
料　

参
加
申
し
込
み
方
法

往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
（
返
信

用
お
も
て
に
も
）・
年
齢
（
任
意
）・

電
話
番
号
・
参
加
人
数
（
本
人
を
含

め
四
人
ま
で
）・
研
究
公
演
タ
イ
ト

ル
を
書
い
て
左
記「
企
画
連
携
係
」ま

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。応
募
者

多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

申
し
込
み
締
切
り

三
月
四
日（
木
） 

必
着

お
問
い
合
わ
せ

広
報
企
画
室
企
画
連
携
係

電
話　
〇
六
―
六
八
七
八
―
八
二
一
〇

（
平
日
九
時
～
一
七
時
）

◆
公
開
講
演
会

ベ
リ
ー
ダ
ン
ス
が
世
界
を
ゆ
ら
す

―
音
楽
と
舞
踊
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

実
施
日　
三
月
一
九
日（
金
）

時
間　

一
八
時
三
〇
分
～
二
〇
時

三
〇
分（
開
場
一
七
時
三
〇
分
）

会
場　
オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル
（
大
阪
･

梅
田 

毎
日
新
聞
社
ビ
ル
地
下
一
階
）

定
員　
四
〇
〇
名
（
申
し
込
み
先
着

順
）・
手
話
通
訳
あ
り

参
加
費　
無
料

参
加
申
し
込
み
方
法

「
公
開
講
演
会
参
加
」
と
明
記
の
上
、

氏
名
・
郵
便
番
号
・
住
所
・
電
話

番
号
・
今
後
の
講
演
会
な
ど
の
案

内
送
付
希
望
の
有
無
を
書
い
て
、
ハ

ガ
キ
、
F
A
X
、
メ
ー
ル
に
て
左
記

「
研
究
協
力
係
」
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

F
A
X    

〇
六
―
六
八
七
八
―
八
四
七
九

E
-m

a
il:k

o
e

n
k

a
i@

id
c

.
m

inpaku.ac.jp

「
映
像
に
見
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の〈
周
縁
〉」

若
手
人
類
学
者
の
民
族
誌
映
画
上

映
会

実
施
日　
二
月
一
三
日（
土
）

　
　
　
　
三
月
七
日（
日
）

時
間　

一
〇
時
五
〇
分
～
十
六
時

四
〇
分（
開
場
一
〇
時
三
〇
分
）

会
場　
第
五
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　
九
六
名

※
申
込
不
要
。参
加
は
無
料
で
す
。

以
上
、二
件
の
お
問
い
合
せ

研
究
協
力
課
研
究
協
力
係

電
話　
〇
六
―
六
八
七
八
―
八
二
〇
九

（
平
日
九
時
～
一
七
時
）

●
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
ト
ル
パ
ン
」

実
施
日　
二
月
二
七
日（
土
）

時
間　

一
三
時
三
〇
分
～
一
六
時

（
開
場
一
三
時
）

会
場　
講
堂

定
員　
四
五
〇
名（
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

※
当
日
一
〇
時
よ
り
会
場
入
口
に

て
整
理
券
配
付
。

お
問
い
合
わ
せ

広
報
企
画
室
企
画
連
携
係

電
話　
〇
六
―
六
八
七
八
―
八
二
一
〇

（
平
日
九
時
～
一
七
時
）

●
国
際
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
未
来
社

会
―
北
欧
の
思
想
と
実
践
」

実
施
日　
三
月
六
日（
土
）

時
間　

一
三
時
～
一
七
時
（
開
場

一
二
時
三
〇
分
）

会
場　
講
堂

定
員　
四
五
〇
名（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

●
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
広
が
る
教
育
空
間
―
子
ど
も
た
ち

の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
か
ら
考
え
る
」

実
施
日　
三
月
七
日（
日
）

時
間　
一
〇
時
～
一
七
時
（
開
場
九

時
三
〇
分
）

会
場　
第
四
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　
八
〇
名（
申
し
込
み
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

参
加
申
し
込
み
方
法

「
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
明
記

の
上
、氏
名
・
電
話
番
号
・
所
属（
任

意
）
を
書
い
て
、
メ
ー
ル
に
て
左
記

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

E-m
aill :suzunana-ken@

idc.
m

inpaku.ac.jp

以
上
、二
件
の
お
問
い
合
わ
せ

鈴
木
七
美
研
究
室

電
話　
〇
六
―
六
八
七
八
―
八
二
九
〇

●
音
楽
展
示
・
言
語
展
示
を
改
修
の

た
め
閉
鎖
し
て
い
ま
す

期
間　
三
月
二
三
日（
火
）ま
で（
予
定
）

＊
詳
細
に
つ
い
て
は
、
み
ん
ぱ
く

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

会場　国立民族学博物館 講堂
時間  13:30～15:00（13:00開場)
定員 450名（当日先着順）
参加費　無料
展示場をご覧になる方は、観覧料が必
要です。

第381回　2月20日（土）
あたらしいアフリカ展示のメッセージ
講師　竹沢尚一郎（民族文化研究部教授）ほか
30年前に誕生した民博のアフリカ展
示が、2009年３月、はじめて全面的
に改修されました。アフリカを知らな
い人が見ても、アフリカ理解の手がか
りを得られる、そんな展示にしたい。
アフリカ展示チームは、そのような思
いで展示作りに励んできました。「展
示ができるまで」の熱い議論を、少し
だけ紹介します。

第382回　3月20日（土）
トンガの王様と民主主義
講師　須藤健一（館長）
王権・貴族制と国民主権・代表民主
制とが並存するオセアニアで唯一の
王国、トンガ。９世紀に系譜をたどれ
る王家が社会経済的特権を独占して
いますが、国王は国民からあつく敬ま
われています。この王国で起きている
民主化運動をとおして、21世紀の島
嶼世界に生きる人びとの生活戦略を
みていきます。

「春のみんぱくフォーラム2010年
　西アジア再発見」に関連して、中央・
西アジアで暮らしを営む遊牧民たち
が生みだした、色・素材・デザインと
もに個性あふれる織物の数かずを集

めました。
　伝統的な毛織物「キリム」を再利用し、
現代風にアレンジしたポーチから、移
動に最適な保管袋「チュバル」まで、民
博のショップならではのお買い物を
お楽しみいただけます。3月まで開催
される多彩な「再発見」イベントのご参
加の際には、ぜひお立ち寄りください。

友の会 みんぱくゼミナール

ミュージアム・ショップ

刊行物紹介

国立民族学博物館
ミュージアム・ショップ

電話  06 -6876 -3112
ファックス  06 -6876 -0875

水曜日定休
ウェブサイトもご覧ください。

オンラインショップ
「World Wide Bazaar」

http://www.senri-f.or.jp/shop/
E-mail shop@senri-f.or.jp

第３80回　2月6日（土）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
ガンディーの大英帝国
講師  杉本良男（民族社会研究部教授）

第３81回　3月6日（土）
時間●14：00～15：30 （13：30開場）
アジアにとってのアジア
講師  田村克己（民族社会研究部教授）
アジアとは、何を意味しているのでしょ
うか。民博のアジアに関する展示も、
いくつかの地域に分かれており、文化
的に一括りにできるものではありま
せん。アジアにおけるフィールドワー
クの経験から、アジアに住む人々がア
ジアをどのように捉えているのか、そ
して私たち日本人にとってのアジア
とは何か、アジアが実態のあるものな
のか。こういったことを一緒に考えて
いきたいと思います。

友の会講演会（大阪）　
会場●国立民族学博物館　
 第５セミナー室　　　　
定員●96名（当日先着順、会員証を

ご提示ください）

ミュージアム・ショップでも
「西アジア再発見」

■岸上伸啓　編著
『開発と先住民』
みんぱく実践人類学シリーズ７
明石書店　定価：6,720円（税込）
世界各地の先住民は、国
家や企業、ＮＧＯによる
開発活動からどのような
影響を受けているのか。
また、彼ら自身はどのよ
うな開発活動を展開して
いるのか。本書は、世界各
地における先住民に関係
する開発の様相を紹介。 

■窪田幸子・野林厚志　編
『「先住民」とはだれか』
世界思想社　定価：4,095円（税込）
20世紀の終わりになっ
て、広く使われるようにな
った ｢先住民｣ という概念
にこだわり、歴史的経緯を
検討した上で、これまでの
先住民の議論の中心とな
ってきたオーストラリア
などの移民国家の少数者
だけでなく、アジア、アフ
リカ、そして日本をふくめ
た「新しい」先住民にも対
象を広げ、その多様性を同じアリーナで議論し、現
代社会の少数者との関係性のあり方に迫る。

東京講演会
会場●JICA地球ひろば
 第91回──セミナールーム202
 第92回──セミナールーム301
定員●40名（申込制、下記「友の会」まで）

第91回　2月28日（日）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
先住民の現在を読み解く（2）
先住民としての「権利」獲得とその後
講師　松山利夫（民族文化研究部教授）

第92回　4月10日（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）
文化人類学に生きる
ー館長就任1周年を迎えてー
講師　須藤健一（館長）

国立民族学博物館友の会
電話  06 -6877-8893

ファックス  06 -6878 -3716
電話でのお問い合わせは

月曜～金曜日９時から17時までにお願いします。
http://www.senri-f.or.jp/

E-mail
minpakutomo@senri-f.or.jp
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仰
々
し
く
そ
び
え
た
つ
牌パ
イ
ロ
ー楼
は
、
世
界

各
地
で
中
国
系
移
民
の
街
の
シ
ン
ボ
ル
と

な
っ
て
い
る
。
街
を
訪
れ
る
人
び
と
は
記

念
写
真
と
い
う
と
牌
楼
を
背
景
に
選
ぶ
人

が
多
い
。
中
国
系
移
民
の
研
究
を
し
て
い

る
わ
た
し
は
、
海
外
に
い
く
と
必
ず
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
訪

れ
る
。
気
が
つ
く
と
牌
楼
の
写
真
を
カ
メ

ラ
に
収
め
て
い
る
。
世
界
各
地
の
チ
ャ
イ

ナ
タ
ウ
ン
の
牌
楼
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
似

た
り
寄
っ
た
り
だ
が
、
現
地
独
特
な
味
わ

い
が
見
出
せ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

●
旧
来
の
移
民
と
新
来
の
移
住

　

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
牌
楼
を
く
ぐ
り
、

域
内
の
街
を
散
策
す
れ
ば
、
そ
の
国
や
地

域
の
中
国
系
移
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
限

ら
な
い
。
中
国
系
移
民
の
人
口
流
出
は
絶

え
ず
続
い
て
お
り
、
か
つ
多
様
化
し
て
い

る
。
同
じ
中
国
系
移
民
と
い
え
ど
も
、
出

身
や
生
活
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
分
化
現
象
が
起
き
て
い
る
た
め
だ
。

　

各
地
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
訪
れ
る
と
、

牌
楼
が
出
迎
え
て
く
れ
る
よ
う
な
オ
ー
ル

ド
・
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
は
、
そ
の
地
域
に

お
け
る
旧
来
の
移
民
を
中
心
に
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
く
、
新
来
の
移
民
た
ち

が
オ
ー
ル
ド
・
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
自
分

の
生
活
圏
に
選
ぶ
の
は
む
し
ろ
稀
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
。
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
た
ち
は

独
自
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た
地
域

に
住
み
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成

さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。

●
ア
ジ
ア
系
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

　

先
日
、
カ
ナ
ダ
の
バ
ン
ク
ー
バ
ー
に

行
っ
た
際
、
飛
行
場
ま
で
迎
え
に
来
て
く

れ
た
現
地
の
友
人
が
、「
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ

ン
に
寄
ろ
う
」
と
空
港
近
く
に
あ
る
リ
ッ

チ
モ
ン
ド
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
そ

こ
は
、
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
林

立
す
る
商
業
地
域
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
系

モ
ー
ル
群
と
し
て
は
カ
ナ
ダ
最
大
だ
。
日

本
で
有
名
な
一
〇
〇
円
シ
ョ
ッ
プ
も
北
米

第
一
号
店
を
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
牌

楼
な
ど
な
い
。
そ
の
代
わ
り
と
い
っ
て
は

な
ん
だ
が
、
地
域
一
帯
に
は
駐
車
場
が
完

備
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高
級
車

が
並
ん
で
い
る
。
モ
ー
ル
の
な
か
は
、
香

港
や
台
湾
、
中
国
の
物
産
な
ど
を
売
る
店

舗
が
並
ん
で
お
り
、
売
る
人
も
買
う
人
も

ア
ジ
ア
人
ば
か
り
だ
。
生
鮮
食
品
売
り
場

は
、
カ
ナ
ダ
で
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
難

し
い
食
材
が
多
い
た
め
特
に
に
ぎ
わ
っ
て

い
た
。
モ
ー
ル
の
入
り
口
で
は
、
中
国
語

で
声
高
に
台
湾
の
震
災
援
助
の
募
金
活
動

を
し
て
お
り
、
今
さ
っ
き
自
分
が
ア
ジ
ア

圏
か
ら
一
〇
時
間
か
け
て
カ
ナ
ダ
に
つ
い

た
の
が
嘘
の
よ
う
だ
。
モ
ー
ル
群
を
み
て

「
こ
れ
が
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
？
」
と
思
っ

て
い
た
わ
た
し
も
、
市
民
向
け
講
座
や
託

児
施
設
な
ど
地
域
内
の
中
国
系
移
民
に
関

す
る
情
報
量
や
施
設
の
豊
富
さ
を
見
て
、

渋
々
う
な
ず
か
さ
れ
る
面
も
あ
っ
た
。

●
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
未
来

　

屋
内
の
モ
ー
ル
は
エ
ア
コ
ン
完
備
の
た

め
気
候
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
便

利
か
つ
洗
練
さ
れ
た
雰
囲
気
は
若
者
や
家

族
連
れ
、
そ
し
て
富
裕
層
に
人
気
が
高
い
。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
ニ
ュ
ー
・
チ
ャ
イ
ナ
タ

ウ
ン
を
好
む
人
が
増
え
た
た
め
、
ダ
ウ
ン

タ
ウ
ン
に
あ
る
オ
ー
ル
ド
・
チ
ャ
イ
ナ
タ

ウ
ン
に
衰
え
が
み
ら
れ
る
と

い
う
声
も
聞
く
。
牌
楼
を
く

ぐ
る
と
街
路
の
両
側
に
小
さ

な
商
店
と
看
板
が
林
立
す
る

オ
ー
ル
ド
・
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ

ン
と
モ
ー
ル
型
の
ニ
ュ
ー
・

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
。
ふ
と
、

日
本
に
お
け
る
商
店
街
の
衰

退
と
大
型
ス
ー
パ
ー
店
の
台

頭
が
重
な
っ
た
。
人
び
と
が

便
利
さ
を
求
め
る
ぶ
ん
、
小

道
を
散
策
し
な
が
ら
の
ひ
そ

か
な
楽
し
み
や
人
情
味
に
触

れ
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
よ
う
で
、
ち
ょ
っ
ぴ
り

寂
し
い
感
じ
も
し
た
。

万国 津 浦々々

陳チ
ェ
ン 

天テ
ィ
エ
ン
シ璽

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

華
僑
・
華
人
研
究
を
は
じ
め
、
移
民
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
研
究
、
国
籍
・
パ
ス

ポ
ー
ト
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

人
び
と
の
移
動
に
と
も
な
う
文
化
の

移
動
と
変
容
、
そ
し
て
、
個
人
と
国

家
の
関
係
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。

牌
楼
の
な
い
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン

●
一
年
遅
れ
で
開
催
さ
れ
た
会
議

　

二
〇
〇
九
年
七
月
二
七
日
か
ら
三
一
日

ま
で
中
国
雲
南
省
の
昆
明
で
、
第
一
六
回

国
際
人
類
学
民
族
学
会
議（
I
C
A
E
S
）

が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
自
然
人
類

学
と
社
会
・
文
化
人
類
学
の
両
方
を
含
む

人
類
学
・
民
族
学
研
究
の
国
際
的
な
議
論

と
情
報
の
交
換
の
場
と
し
て
一
九
三
四
年

か
ら
始
ま
っ
た
。
当
初
は
四
年
に
一
度
、

東
京
で
開
か
れ
た
一
九
六
八
年
以
降
は
五

年
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
八
年
の
昆
明
開
催
が
正
式
決
定

し
た
と
き
の
中
国
の
関
係
者
の
喜
び
よ
う

は
、
規
模
は
小
さ
い
な
が
ら
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
招
致
を
連
想
さ
せ
た
。
し
か
し
皮
肉
な

こ
と
に
、
そ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
万
全
に

開
催
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
八
年
の
春
以

降
、
一
定
規
模
以
上
の
国
際
会
議
の
開
催

を
中
国
政
府
が
認
め
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

五
月
初
め
に
七
月
の
会
議
延
期
の
知
ら
せ

が
届
い
た
。
一
年
遅
れ
の
開
催
が
判
明
し

た
の
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
で
あ
る
。

●
人
類
、
発
展
、
文
化
多
様
性

　

今
回
の
大
会
の
テ
ー
マ
は
中
国
語
で

「
人
類
、
発
展
、
文
化
多
様
性
」
。
人
類

学
が
射
程
と
す
べ
き
今
日
の
世
界
の
諸
問

題
を
大
き
く
包
み
込
ん
で
い
る
。

　

閉
幕
後
の
発
表
に
よ
る
と
一
〇
〇
近
い

国
や
地
域
か
ら
四
三
〇
〇
名
余
り
が
参
加

し
、
分
科
会
は
一
八
〇
を
超
え
た
。
生
態

環
境
の
維
持
、
女
性
や
民
族
を
含
む
少
数

派
の
社
会
参
加
や
権
利
の
拡
大
、
文
化
的

多
様
性
の
確
保
、
そ
し
て
経
済
発
展
と
文

化
を
め
ぐ
る
報
告
が
多
か
っ
た
。
映
像
人

類
学
関
連
の
比
重
の
大
き
さ
も
目
立
っ
た
。

分
科
会
数
で
全
体
の
約
一
二
パ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
、
そ
の
他
に
二
三
篇
の
民
族
誌
映

画
が
上
映
さ
れ
た
。
映
像
は
、
と
き
に
こ

と
ば
に
で
き
な
い
現
実
も
人
び
と
に
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

期
間
中
、
六
つ
の
展
示
が
開
催
さ
れ
た
。

「
多
彩
な
中
華
─
中
国
の
少
数
民
族
」、

「
中
国
人
類
学
民
族
学
の
百
年
」
は
内
容

豊
富
だ
っ
た
。
世
界
の
土
着
文
化
を
展
示

す
る
「
世
界
本
土
文
化
展
」
は
、
中
国
の

資
料
が
大
半
を
占
め
た
。
た
と
え
ば
日
本

か
ら
の
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展
示
、

イ
ラ
ン
か
ら
の
民
族
衣
装

の
展
示
が
、
広
東
省
大
埔

県
の
客ハ
ッ
カ家
の
写
真
展
と
と

も
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、

呼
び
か
け
に
応
じ
て
提
供

さ
れ
た
も
の
の
寄
せ
集
め

と
い
う
感
は
否
め
な
い
。

し
か
し
眺
め
て
い
る
う
ち

に
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
社

会
そ
の
も
の
を
感
じ
た
。

統
一
の
ゆ
る
や
か
さ
が
多

様
な
現
実
を
映
し
出
し
て
い
た
。

●
ひ
ら
か
れ
た
人
類
学
へ

　

私
が
参
加
・
傍
聴
し
た
な
か
で
は
、

ミ
ャ
オ
／
モ
ン
や
ナ
シ
研
究
と
い
っ
た
、

中
国
国
内
に
居
住
す
る
民
族
名
を
冠
し
た

分
科
会
の
熱
気
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
当

該
民
族
出
身
の
研
究
者
や
民
間
芸
術
に
携

わ
る
人
び
と
が
多
数
参
加
し
て
い
た
ほ
か
、

海
外
か
ら
も
研
究
者
に
加
え
、
N
G
O
と

し
て
開
発
援
助
に
関
わ
る
人
び
と
な
ど
多

彩
な
人
び
と
が
揃
っ
た
。
関
係
者
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
日
常
的
に
交
流
す

る
場
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

盛
り
上
が
り
の
一
因
と
思
わ
れ
た
。
難
民

と
し
て
合
衆
国
に
渡
っ
た
モ
ン
の
な
か
か

ら
研
究
者
が
育
ち
、
ラ
オ
ス
の
モ
ン
の
調

査
報
告
を
し
て
い
た
し
、
中
国
の
研
究
者

の
、
自
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
社

会
変
化
の
な
か
で
の
民
族
文
化
の

維
持
・
発
展
に
関
す
る
発
表
に
は
、

情
熱
と
と
も
に
研
究
の
深
み
が
感

じ
ら
れ
た
。

　

社
会
変
化
や
科
学
技
術
の
進
展

に
と
も
な
い
、人
類
学
の
研
究
自
体

が
よ
り
ひ
ら
か
れ
た
場
に
導
か
れ
、

調
査
者
・
被
調
査
者
の
関
係
や
視

点
が
多
様
に
交
錯
す
る
な
か
で
今

後
の
研
究
が
展
開
し
て
い
く
こ
と

を
改
め
て
感
じ
た
会
議
で
あ
っ
た
。

横よ
こ
や
ま山 

廣ひ
ろ
こ子

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

専
門
は
文
化
人
類
学
。中
国
雲
南
省
と

隣
接
す
る
地
域
に
住
む
人
び
と
の
社

会
組
織
、文
化
変
化
、民
族
意
識
、民
族

間
関
係
な
ど
を
研
究
し
て
き
た
。広

い
意
味
で
の
社
会
環
境
と
個
人
の
意

識
や
行
動
と
の
関
係
に
興
味
が
あ
る
。

躍
動
す
る
中
国
で 

─
─
第
一
六
回
国
際
人
類
学
民
族
学
会
議
─
─

モントリオールのチャイナタウン

活気があった分科会「ナシ族研究の新しい地平」

映像の放映とディスカッションの分科会も多数開催された リッチモンドのニュー・チャイナタウン
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仰
々
し
く
そ
び
え
た
つ
牌パ
イ
ロ
ー楼
は
、
世
界

各
地
で
中
国
系
移
民
の
街
の
シ
ン
ボ
ル
と

な
っ
て
い
る
。
街
を
訪
れ
る
人
び
と
は
記

念
写
真
と
い
う
と
牌
楼
を
背
景
に
選
ぶ
人

が
多
い
。
中
国
系
移
民
の
研
究
を
し
て
い

る
わ
た
し
は
、
海
外
に
い
く
と
必
ず
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
訪

れ
る
。
気
が
つ
く
と
牌
楼
の
写
真
を
カ
メ

ラ
に
収
め
て
い
る
。
世
界
各
地
の
チ
ャ
イ

ナ
タ
ウ
ン
の
牌
楼
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
似

た
り
寄
っ
た
り
だ
が
、
現
地
独
特
な
味
わ

い
が
見
出
せ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

●
旧
来
の
移
民
と
新
来
の
移
住

　

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
牌
楼
を
く
ぐ
り
、

域
内
の
街
を
散
策
す
れ
ば
、
そ
の
国
や
地

域
の
中
国
系
移
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
限

ら
な
い
。
中
国
系
移
民
の
人
口
流
出
は
絶

え
ず
続
い
て
お
り
、
か
つ
多
様
化
し
て
い

る
。
同
じ
中
国
系
移
民
と
い
え
ど
も
、
出

身
や
生
活
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
分
化
現
象
が
起
き
て
い
る
た
め
だ
。

　

各
地
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
訪
れ
る
と
、

牌
楼
が
出
迎
え
て
く
れ
る
よ
う
な
オ
ー
ル

ド
・
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
は
、
そ
の
地
域
に

お
け
る
旧
来
の
移
民
を
中
心
に
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
く
、
新
来
の
移
民
た
ち

が
オ
ー
ル
ド
・
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
自
分

の
生
活
圏
に
選
ぶ
の
は
む
し
ろ
稀
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
。
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
た
ち
は

独
自
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た
地
域

に
住
み
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成

さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。

●
ア
ジ
ア
系
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

　

先
日
、
カ
ナ
ダ
の
バ
ン
ク
ー
バ
ー
に

行
っ
た
際
、
飛
行
場
ま
で
迎
え
に
来
て
く

れ
た
現
地
の
友
人
が
、「
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ

ン
に
寄
ろ
う
」
と
空
港
近
く
に
あ
る
リ
ッ

チ
モ
ン
ド
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
そ

こ
は
、
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
林

立
す
る
商
業
地
域
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
系

モ
ー
ル
群
と
し
て
は
カ
ナ
ダ
最
大
だ
。
日

本
で
有
名
な
一
〇
〇
円
シ
ョ
ッ
プ
も
北
米

第
一
号
店
を
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
牌

楼
な
ど
な
い
。
そ
の
代
わ
り
と
い
っ
て
は

な
ん
だ
が
、
地
域
一
帯
に
は
駐
車
場
が
完

備
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高
級
車

が
並
ん
で
い
る
。
モ
ー
ル
の
な
か
は
、
香

港
や
台
湾
、
中
国
の
物
産
な
ど
を
売
る
店

舗
が
並
ん
で
お
り
、
売
る
人
も
買
う
人
も

ア
ジ
ア
人
ば
か
り
だ
。
生
鮮
食
品
売
り
場

は
、
カ
ナ
ダ
で
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
難

し
い
食
材
が
多
い
た
め
特
に
に
ぎ
わ
っ
て

い
た
。
モ
ー
ル
の
入
り
口
で
は
、
中
国
語

で
声
高
に
台
湾
の
震
災
援
助
の
募
金
活
動

を
し
て
お
り
、
今
さ
っ
き
自
分
が
ア
ジ
ア

圏
か
ら
一
〇
時
間
か
け
て
カ
ナ
ダ
に
つ
い

た
の
が
嘘
の
よ
う
だ
。
モ
ー
ル
群
を
み
て

「
こ
れ
が
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
？
」
と
思
っ

て
い
た
わ
た
し
も
、
市
民
向
け
講
座
や
託

児
施
設
な
ど
地
域
内
の
中
国
系
移
民
に
関

す
る
情
報
量
や
施
設
の
豊
富
さ
を
見
て
、

渋
々
う
な
ず
か
さ
れ
る
面
も
あ
っ
た
。

●
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
未
来

　

屋
内
の
モ
ー
ル
は
エ
ア
コ
ン
完
備
の
た

め
気
候
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
便

利
か
つ
洗
練
さ
れ
た
雰
囲
気
は
若
者
や
家

族
連
れ
、
そ
し
て
富
裕
層
に
人
気
が
高
い
。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
ニ
ュ
ー
・
チ
ャ
イ
ナ
タ

ウ
ン
を
好
む
人
が
増
え
た
た
め
、
ダ
ウ
ン

タ
ウ
ン
に
あ
る
オ
ー
ル
ド
・
チ
ャ
イ
ナ
タ

ウ
ン
に
衰
え
が
み
ら
れ
る
と

い
う
声
も
聞
く
。
牌
楼
を
く

ぐ
る
と
街
路
の
両
側
に
小
さ

な
商
店
と
看
板
が
林
立
す
る

オ
ー
ル
ド
・
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ

ン
と
モ
ー
ル
型
の
ニ
ュ
ー
・

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
。
ふ
と
、

日
本
に
お
け
る
商
店
街
の
衰

退
と
大
型
ス
ー
パ
ー
店
の
台

頭
が
重
な
っ
た
。
人
び
と
が

便
利
さ
を
求
め
る
ぶ
ん
、
小

道
を
散
策
し
な
が
ら
の
ひ
そ

か
な
楽
し
み
や
人
情
味
に
触

れ
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
よ
う
で
、
ち
ょ
っ
ぴ
り

寂
し
い
感
じ
も
し
た
。
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華
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・
華
人
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を
は
じ
め
、
移
民
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
研
究
、
国
籍
・
パ
ス

ポ
ー
ト
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

人
び
と
の
移
動
に
と
も
な
う
文
化
の

移
動
と
変
容
、
そ
し
て
、
個
人
と
国

家
の
関
係
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。

牌
楼
の
な
い
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン

●
一
年
遅
れ
で
開
催
さ
れ
た
会
議

　

二
〇
〇
九
年
七
月
二
七
日
か
ら
三
一
日

ま
で
中
国
雲
南
省
の
昆
明
で
、
第
一
六
回

国
際
人
類
学
民
族
学
会
議（
I
C
A
E
S
）

が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
自
然
人
類

学
と
社
会
・
文
化
人
類
学
の
両
方
を
含
む

人
類
学
・
民
族
学
研
究
の
国
際
的
な
議
論

と
情
報
の
交
換
の
場
と
し
て
一
九
三
四
年

か
ら
始
ま
っ
た
。
当
初
は
四
年
に
一
度
、

東
京
で
開
か
れ
た
一
九
六
八
年
以
降
は
五

年
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
八
年
の
昆
明
開
催
が
正
式
決
定

し
た
と
き
の
中
国
の
関
係
者
の
喜
び
よ
う

は
、
規
模
は
小
さ
い
な
が
ら
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
招
致
を
連
想
さ
せ
た
。
し
か
し
皮
肉
な

こ
と
に
、
そ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
万
全
に

開
催
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
八
年
の
春
以

降
、
一
定
規
模
以
上
の
国
際
会
議
の
開
催

を
中
国
政
府
が
認
め
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

五
月
初
め
に
七
月
の
会
議
延
期
の
知
ら
せ

が
届
い
た
。
一
年
遅
れ
の
開
催
が
判
明
し

た
の
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
で
あ
る
。

●
人
類
、
発
展
、
文
化
多
様
性

　

今
回
の
大
会
の
テ
ー
マ
は
中
国
語
で

「
人
類
、
発
展
、
文
化
多
様
性
」
。
人
類

学
が
射
程
と
す
べ
き
今
日
の
世
界
の
諸
問

題
を
大
き
く
包
み
込
ん
で
い
る
。

　

閉
幕
後
の
発
表
に
よ
る
と
一
〇
〇
近
い

国
や
地
域
か
ら
四
三
〇
〇
名
余
り
が
参
加

し
、
分
科
会
は
一
八
〇
を
超
え
た
。
生
態

環
境
の
維
持
、
女
性
や
民
族
を
含
む
少
数

派
の
社
会
参
加
や
権
利
の
拡
大
、
文
化
的

多
様
性
の
確
保
、
そ
し
て
経
済
発
展
と
文

化
を
め
ぐ
る
報
告
が
多
か
っ
た
。
映
像
人

類
学
関
連
の
比
重
の
大
き
さ
も
目
立
っ
た
。

分
科
会
数
で
全
体
の
約
一
二
パ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
、
そ
の
他
に
二
三
篇
の
民
族
誌
映

画
が
上
映
さ
れ
た
。
映
像
は
、
と
き
に
こ

と
ば
に
で
き
な
い
現
実
も
人
び
と
に
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

期
間
中
、
六
つ
の
展
示
が
開
催
さ
れ
た
。

「
多
彩
な
中
華
─
中
国
の
少
数
民
族
」、

「
中
国
人
類
学
民
族
学
の
百
年
」
は
内
容

豊
富
だ
っ
た
。
世
界
の
土
着
文
化
を
展
示

す
る
「
世
界
本
土
文
化
展
」
は
、
中
国
の

資
料
が
大
半
を
占
め
た
。
た
と
え
ば
日
本

か
ら
の
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展
示
、

イ
ラ
ン
か
ら
の
民
族
衣
装

の
展
示
が
、
広
東
省
大
埔

県
の
客ハ
ッ
カ家
の
写
真
展
と
と

も
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、

呼
び
か
け
に
応
じ
て
提
供

さ
れ
た
も
の
の
寄
せ
集
め

と
い
う
感
は
否
め
な
い
。

し
か
し
眺
め
て
い
る
う
ち

に
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
社

会
そ
の
も
の
を
感
じ
た
。

統
一
の
ゆ
る
や
か
さ
が
多

様
な
現
実
を
映
し
出
し
て
い
た
。

●
ひ
ら
か
れ
た
人
類
学
へ

　

私
が
参
加
・
傍
聴
し
た
な
か
で
は
、

ミ
ャ
オ
／
モ
ン
や
ナ
シ
研
究
と
い
っ
た
、

中
国
国
内
に
居
住
す
る
民
族
名
を
冠
し
た

分
科
会
の
熱
気
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
当

該
民
族
出
身
の
研
究
者
や
民
間
芸
術
に
携

わ
る
人
び
と
が
多
数
参
加
し
て
い
た
ほ
か
、

海
外
か
ら
も
研
究
者
に
加
え
、
N
G
O
と

し
て
開
発
援
助
に
関
わ
る
人
び
と
な
ど
多

彩
な
人
び
と
が
揃
っ
た
。
関
係
者
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
日
常
的
に
交
流
す

る
場
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

盛
り
上
が
り
の
一
因
と
思
わ
れ
た
。
難
民

と
し
て
合
衆
国
に
渡
っ
た
モ
ン
の
な
か
か

ら
研
究
者
が
育
ち
、
ラ
オ
ス
の
モ
ン
の
調

査
報
告
を
し
て
い
た
し
、
中
国
の
研
究
者

の
、
自
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
社

会
変
化
の
な
か
で
の
民
族
文
化
の

維
持
・
発
展
に
関
す
る
発
表
に
は
、

情
熱
と
と
も
に
研
究
の
深
み
が
感

じ
ら
れ
た
。

　

社
会
変
化
や
科
学
技
術
の
進
展

に
と
も
な
い
、人
類
学
の
研
究
自
体

が
よ
り
ひ
ら
か
れ
た
場
に
導
か
れ
、

調
査
者
・
被
調
査
者
の
関
係
や
視

点
が
多
様
に
交
錯
す
る
な
か
で
今

後
の
研
究
が
展
開
し
て
い
く
こ
と

を
改
め
て
感
じ
た
会
議
で
あ
っ
た
。

横よ
こ
や
ま山 

廣ひ
ろ
こ子

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

専
門
は
文
化
人
類
学
。中
国
雲
南
省
と

隣
接
す
る
地
域
に
住
む
人
び
と
の
社

会
組
織
、文
化
変
化
、民
族
意
識
、民
族

間
関
係
な
ど
を
研
究
し
て
き
た
。広

い
意
味
で
の
社
会
環
境
と
個
人
の
意

識
や
行
動
と
の
関
係
に
興
味
が
あ
る
。

躍
動
す
る
中
国
で 

─
─
第
一
六
回
国
際
人
類
学
民
族
学
会
議
─
─

モントリオールのチャイナタウン

活気があった分科会「ナシ族研究の新しい地平」

映像の放映とディスカッションの分科会も多数開催された リッチモンドのニュー・チャイナタウン
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庄し
ょ
う
じ司 

博ひ
ろ
し史　
　

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

言
語
学・言
語
政
策
論
。
二
〇
〇
四
年
に
特
別
展
「
多

み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」
を
企
画
。
近
年
は
移
民
言
語
や

多
民
族
化
の
諸
現
象
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
共
・

編
著
書
に
『
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
』、『
ニ
ホ
ン
の
言

語
景
観
』
な
ど
。

　

一
九
九
五
年
秋
、FM

 C
O

C
O

LO
（
コ

コ
ロ
）
と
の
遭
遇
は
ち
ょ
っ
と
し
た
衝
撃

で
あ
っ
た
。
関
西
の
、 

そ
れ
も
民
放
Ｆ
Ｍ

局
が
一
三
も
の
外
国
語
を
用
い
て
放
送
を

は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　

大
阪
市
に
日
本
最
大
の
集
住
地
を
も
つ

コ
リ
ア
ン
の
存
在
は
、
当
時
か
ら
広
く
知

ら
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
の
こ
と
ば
と
て
日

本
人
が
直
接
き
く
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。

ま
だ
韓
流
ブ
ー
ム
の
は
じ
ま
る
前
で
あ
る
。

そ
こ
に
一
般
の
人
び
と
に
は
ほ
と
ん
ど

な
じ
み
の
な
い
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
や
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
が
公
共
の
電
波
を
通
し
て
流
れ

は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　

当
初
、
番
組
は
対
象
国
ご
と
に
放
送
時

間
が
わ
り
あ
て
ら
れ
、
母
国
話
者
の
Ｄ
Ｊ

た
ち
が
、
本
国
の
ニ
ュ
ー
ス
や
日
本
の
生

活
情
報
を
日
々
伝
え
て
い
た
。
わ
た
し
に

は
通
勤
の
車
の
な
か
で
曜
日
ご
と
に
か
わ

る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
の
放
送
を
聞
く
の

が
た
の
し
み
に
な
っ
た
。
こ
と
ば
の
中
身

が
わ
か
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
母
語

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
故
郷
の
音
楽
と
と
も
に

関
西
在
住
の
仲
間
に
直
接
語
り
か
け
る
口

調
は
、
い
か
に
も
多
言
語
社
会
の
到
来
を

予
感
さ
せ
る
よ
う
で
聞
い
て
い
て
心
地
よ

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

開
局
が
阪
神
大
震
災
の
あ
っ
た
年
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
情
報
不
足
で
苦
境
に
あ
っ

た
外
国
人
住
民
へ
の
救
済
策
と
し
て
設
置

さ
れ
た
も
の
と
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
が
、

震
災
以
前
か
ら
企
画
は
進
ん
で
い
た
。
増

加
す
る
外
国
人
住
民
と
と
も
に
、
観
光
や

ビ
ジ
ネ
ス
で
日
本
に
滞
在
す
る
外
国
人
へ

の
情
報
提
供
と
い
う
使
命
も
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、F

M
 C

O
C

O
LO

は
、
開

局
と
と
も
に
非
常
時
下
で
の
多
言
語
情
報

サ
ー
ビ
ス
と
い
う
役
割
を
偶
然
に
経
験
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
だ
地
震
後
の
混
乱

の
な
か
で
戸
惑
い
と
不
安
の
な
か
に
あ
っ

た
外
国
人
に
、
故
郷
や
こ
と
ば
を
共
有
す

る
人
び
と
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
意
味
で

も
大
き
な
安
ら
ぎ
を
与
え
た
は
ず
だ
。

　

当
時
のF

M
 C

O
C

O
LO

に
は
、
多
言

語
放
送
が
関
西
の
国

際
化
や
活
性
化
に
つ

な
が
る
と
い
う
出
資

者
や
ス
ポ
ン
サ
ー
の

前
向
き
の
期
待
と
支

援
も
あ
っ
た
。そ
し
て
、

F
M

 C
O

C
O

LO

は
も

う
ひ
と
つ
の
役
割
を

果
た
し
た
。そ
れ
は
多

様
な
こ
と
ば
や
文
化

的
背
景
を
も
つ
外
国

人
に
活
躍
す
る
場
を

提
供
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
日
本
語

の
み
で
運
営
さ
れ
て

い
た
放
送
メ
デ
ィ
ア

に
、
外
国
人
が
自
分

た
ち
の
こ
と
ば
で
同

郷
者
に
語
り
か
け
る
機
会
は
ま
ず
な
か
っ

た
と
い
え
る
。
当
時
、
ほ
と
ん
ど
シ
ロ
ウ

ト
に
近
か
っ
た
外
国
人
ス
タ
ッ
フ
の
な
か

に
は
そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
才
能
や
経
験

を
活
か
し
、
今
日
、
他
局
で
の
番
組
出
演

あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
た
っ
て
し
ま
う
。

　

大
学
生
と
し
て
初
め
て
日
本
を
訪
れ
、

あ
ら
た
め
て
慶
應
義
塾
大
学
の
大
学
院
に

留
学
し
て
以
来
、
約
三
〇
年
日
本
に
く
ら

す
松
尾
さ
ん
の
活
動
は
じ
つ
に
多
彩
だ
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
一
放
送
の
多
文
化
情
報
番
組
の

Ｄ
Ｊ
、
大
阪
市
人
権
推
進
委
員
会
委
員
な

ど
外
国
人
へ
の
理
解
を
促
進
す
る
活
動
の

ほ
か
、
都
市
計
画
に
も
国
土
審
議
会
委
員

な
ど
と
し
て
か
か
わ
っ
て
い
る
。
現
在
は

タ
イ
観
光
局
の
Ｈ
Ｐ
を
通
じ
、
タ
イ
情
報

を
日
本
人
に
伝
え
る
仕
事
も
ま
か
さ
れ
て

い
る
。

　

そ
う
い
う
松
尾
さ
ん
に
と
っ
て
、
活
動

の
原
点
と
も
い
え
るF

M
 C

O
C

O
LO

は

切
っ
て
も
切
れ
な
い
存
在
で
あ
る
よ
う
だ
。

松
尾
さ
ん
が
欠
か
さ
ず
続
け
る
担
当
番
組

か
ら
は
、
情
報
の
仲
介
者
と
し
て
の
意
欲

が
い
つ
も
感
じ
ら
れ
る
。

　

F
M

 C
O

C
O

LO

は
今
年
で
開
局
一
五

周
年
を
む
か
え
る
。
不
況
に
も
か
か
わ
ら

ず
日
本
に
在
住
す
る
外
国
人
は
増
え
続
け
、

い
ま
や
開
局
当
時
の
一
・
六
倍
に
な
っ
た
。

日
本
語
を
学
び
、た
と
え
意
思
疎
通
に
不

自
由
し
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
さ
さ
え
る
と
い
う
点
で
母
語
の

重
要
性
は
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。

　

と
は
い
え
、
民
放
の
多
言
語
放
送
局
に

と
っ
て
、
こ
の
一
五
年
は
試
練
の
連
続
で

も
あ
っ
た
。
近
年
の
大
不
況
は
民
放
を
支

え
て
き
た
ス
ポ
ン
サ
ー
に
大
打
撃
を
あ
た

え
て
い
る
。
さ
ら
に
多
言
語
放
送
局
に
は
、

外
国
人
と
い
う
限
ら
れ
た
リ
ス
ナ
ー
の
増

減
は
ス
ポ
ン
サ
ー
の
数
に
は
ね
か
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
外
国
語
に
な

じ
み
の
な
い
日
本
人
を
リ
ス
ナ
ー
と
し
て

取
り
こ
む
番
組
編
成
に
あ
る
程
度
向
か
う

の
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
向
け
た
番
組
は
朝
と
夜
に

ふ
り
わ
け
ら
れ
、
全
体
と
し
て
音
楽
番
組

や
日
本
語
ト
ー
ク
が
増
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
外
国
語
放
送
に
も
し
ば
し
ば
日
本
語

の
要
約
が
そ
え
ら
れ
る
。

　

と
は
い
え
、F

M
 C

O
C

O
LO

は
多
言

語
放
送
局
と
い
う
理
念
を
お
ろ
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
言
語
の
数
は
ひ
と
つ
減
っ
た

と
は
い
え
、
非
常
時
に
は
在
日
外
国
人
に

時
代
の
さ
き
が
け
と
し
て
の

多
言
語
放
送
局

緊
急
情
報
を
即
座
に
つ
た
え
る
態
勢
も
と

と
の
え
て
い
る
。
む
し
ろ
、
多
言
語
放
送

局
と
し
て
の
理
念
を
維
持
す
る
道
を
懸
命

に
模
索
し
て
い
る
あ
か
し
で
あ
ろ
う
。

　

レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
一
二
も
の
外
国
語
番
組

を
も
つ
と
い
う
の
は
日
本
の
多
言
語
Ｆ
Ｍ

の
な
か
で
も
他
を
圧
倒
し
て
い
る
。
こ
れ

は
外
国
人
ス
タ
ッ
フ
の
理
念
へ
の
共
感
と

支
援
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

一
五
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
松
尾
カ
ニ
タ

さ
ん
は
い
う
。「
日
本
社
会
が
か
わ
っ
た

と
こ
ろ
？　

う
ー
ん
、
す
く
な
く
と
も
外

国
語
へ
の
拒
否
感
は
以
前
に
比
べ
て
減
っ

た
の
で
は
？
」
。F

M
 C

O
C

O
LO

が
時

代
を
先
取
り
し
て
い
た
こ
と
は
、
確
か
な

よ
う
だ
。

　

古
く
か
ら
のC

O
C

O
LO

リ
ス
ナ
ー
な

ら
、
松
尾
カ
ニ
タ
さ
ん
を
知
ら
な
い
人
は

ま
ず
い
な
い
。
す
く
な
く
と
も
彼
女
の
な

め
ら
か
で
、
ち
ょ
っ
と
鼻
に
か
か
っ
た
日

本
語
に
は
聞
き
お
ぼ
え
が
あ
る
は
ず
だ
。

多
言
語
放
送
の
理
念
に
賛
同
し
番
組
制
作

に
か
か
わ
り
、
み
ず
か
ら
も
母
語
で
あ
る

タ
イ
語
放
送
の
Ｄ
Ｊ
と
し
て
情
報
を
発
信

し
続
け
て
き
た
。
タ
イ
に
関
連
す
る
番
組

に
加
え
、
現
在
は
海
外
在
住
経
験
の
あ
る

人
び
と
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
構
成
す
る

日
本
語
番
組
も
担
当
し
て
い
る
。
リ
ス

ナ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ

る
側
も
彼
女
の
話
術
に
つ
い
ひ
き
こ
ま
れ
、

多
文
化
を

さ
さ
え
る

人
び
と

FM
 C

O
C

O
LO

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
・

松
尾
カ
ニ
タ
さ
ん

松尾カニタさん。翻訳家、関西の
都市・文化行政関連の委員とし
ても活躍している

多
言
語
放
送

先
駆
者
と
し
て
の
試
練

大阪南港WTCビルのホールに面したＦＭ COCOLO局。ホールからスタジオもみる
ことができる

や
メ
デ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
観
光

大
使
な
ど
、
国
際
交
流
に
か
か
わ
る
分
野

で
活
躍
し
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。
タ

イ
出
身
の
松
尾
カ
ニ
タ
さ
ん
も
そ
の
よ
う

な
多
才
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
。

＊�周波数：７６．５ＭＨz：（近畿二府四県の都市部で聴取可能）
　http://www.cocolo.co.jp/pc/w_top.php

ふ
た
つ
の
役
割

一
五
年
ま
え
関
西
を
中
心
に
放
送
を
は
じ
め
た
多
言
語
放
送FM

 C
O

C
O

LO

の
試
み
は
画
期
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
在
住
外
国
人
に
し
ぼ
り
、彼
ら
の
こ
と
ば
で
語
り
は
じ
め
た
の

で
あ
る
。困
難
を
か
か
え
な
が
ら
も
多
民
族
化
・
多
言
語
化
す
る
社
会
の
さ
き
が
け
で
も
あ
っ
た

番組収録中の松尾カニタさん。
現在、タイ人向けの番組（水
曜朝6:30）と、海外情報番組

「Heart Lines」(土曜朝7:30)
を担当している

2009年9月スマトラ島沖地震の際は、在大阪インドネシア総領事が来局し、
インドネシア語で現地の被害状況や義援金の受付情報をつたえた
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飯い
い
だ田 

卓た
く　
　

民
博　
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

漁
撈
技
術
、漁
撈
に
お
け
る
慣
行
と
規
範
、漁
家
経
済

の
変
化
な
ど
を
視
点
に
、奄
美
大
島
や
八
重
山
諸
島
、

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
な
ど
の
漁
村
を
訪
れ
、人
間
の
営
み
と

自
然
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

有機物や栄養塩類が豊かに堆積し、微生物から渡り鳥まで多くの生物を守
り育てる干潟では、多様な食物連鎖が展開する。その生態系の一員のミドリ
シャミセンガイは、カイの名がつくが貝ではない

生きもの博物誌

干潟の小さきものたち
〈ミドリシャミセンガイ〉

　

奄
美
大
島
で
貝
類
調
査
を
し
て
い
た
と

き
の
こ
と
。
潮
が
引
い
た
昼
ど
き
の
干
潟

に
、
二
人
の
女
性
が
出
て
い
た
。
一
人
は

足
が
悪
い
ら
し
い
。
い
つ
も
の
よ
う
に
、

ど
ん
な
も
の
を
探
し
て
い
る
の
か
見
せ
て

も
ら
っ
た
。
干
潮
時
に
干
潟
を
歩
い
て
い

る
人
は
、
日
本
で
も
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
で
も
、

こ
こ
ろ
よ
く
話
を
し
て
く
れ
る
。

　

足
が
悪
い
ほ
う
の
女
性
は
八
三
歳
で
、

体
が
な
ま
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
海
に
出

て
い
る
だ
け
だ
と
言
っ
た
。
も
う
一
人
の

初
老
の
女
性
は
、つ
き
添
い
の
隣
人
だ
っ
た
。

「
で
も
、
こ
ん
な
も
の
も
拾
っ
て
い
ま
す

よ
」
と
言
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
の
は
、
メ

タ
リ
ッ
ク
・
グ
リ
ー
ン
の
あ
ざ
や
か
な
殻

を
も
つ
小
動
物
。
ミ
ド
リ
シ
ャ
ミ
セ
ン
ガ

イ
で
あ
る
。
貝
類
に
似
て
い
る
が
、
軟
体

動
物
と
は
ま
っ
た
く
別
系
統
の
動
物
だ
。

奄
美
大
島
北
部
で
は
ツ
ム
（
爪
）
ま
た
は

ツ
ム
ン
ニ
ャ
（
爪
貝
）、
ツ
ム
ッ
ク
ヮ
（
爪

ち
ゃ
ん
）
な
ど
と
よ
ば
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、

マ
ニ
キ
ュ
ア
を
塗
っ
た
爪
の
よ
う
に
き
ら

き
ら
光
る
。

「
食
べ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、お
い
し
い
か
ら
」

　

言
わ
れ
る
ま
ま
に
、
殻
か
ら
長
く
と
び

出
し
た
柄
の
部
分
（
肉
茎
、
三
味
線
に
見

立
て
れ
ば
棹
の
部
分
）
を
口
に
運
ぶ
。
太

い
モ
ヤ
シ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
こ
り
こ

り
と
歯
ご
た
え
が
あ
り
、
悪
く
な
い
。
酢

味
噌
あ
え
に
す
る
と
よ
い
と
聞
き
、
な
る

ほ
ど
と
思
っ
た
。
汁
に
す
る
と
、
最
高
の

だ
し
が
と
れ
る
と
い
う
。

　

次
つ
ぎ
と
シ
ャ
ミ
セ
ン
ガ
イ
を
掘
り
当

て
る
老
人
を
ま
ね
て
、
や
み
く
も
に
地
面

を
掘
っ
て
み
る
が
、
ま
っ
た
く
見
つ
か
ら

な
い
。

「
小
さ
な
穴
が
三
つ
、
一
列
に
並
ん
で
い

る
の
が
、
ツ
ム
の
隠
れ
て
い
る
と
こ
ろ
」

と
説
明
す
る
う
ち
に
も
、
老
人
の
獲
物
は

増
え
て
い
く
。
目
を
こ
ら
し
て
掘
っ
て
み

て
、
よ
う
や
く
二
個
、
三
個
と
掘
り
当
て

た
。
土
ご
と
つ
か
ん
で
掘
り
あ
げ
る
と
き
、

固
着
し
て
い
た
柄
が
地
面
か
ら
ぶ
ち
っ
と

離
れ
る
の
が
わ
か
る
。

　

一
〇
分
ほ
ど
し
て
、
老
人
は
帰
ろ
う
と

言
い
だ
し
た
。
わ
た
し
は
、
つ
き
添
い
の

女
性
と
話
し
な
が
ら
歩
き
だ
す
が
、
ふ
り

返
る
と
、
帰
ろ
う
と
言
い
だ
し
た
当
人
が
、

ま
た
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
穴
を
掘
っ
て
い
た
。

潮
干
狩
り
は
、
好
き
な
者
に
は
な
か
な
か

や
め
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
。

　

じ
つ
は
こ
の
シ
ャ
ミ
セ
ン
ガ
イ
、
人
類

学
と
も
関
わ
り
が
深
い
。
ア
メ
リ
カ
人
エ

ド
ワ
ー
ド
・
S
・
モ
ー
ス
が
明
治
時
代
に

日
本
に
や
っ
て
来
た
の
は
、
こ
の
シ
ャ
ミ

セ
ン
ガ
イ
を
研
究
す
る
た
め
だ
っ
た
。

モ
ー
ス
は
の
ち
に
、
東
京
帝
国
大
学
の
動

物
学
研
究
室
を
創
始
し
、
大
森
貝
塚
を
発

見
し
て
縄
文
研
究
を
開
拓
し
た
。
ま
た
、

日
本
滞
在
中
に
集
め
た
民
具
を
も
ち
帰
り
、

セ
イ
ラ
ム
・
ピ
ー
ボ
デ
ィ
博
物
館
に
収
め

た
。
こ
の
資
料
を
も
と
に
、
民
博
で
は
、

一
九
九
〇
年
に
特
別
展
「
海
を
渡
っ
た
明

治
の
民
具
」
を
開
催
し
た
。

　

モ
ー
ス
が
日
本
で
は
じ
め
て
シ
ャ
ミ
セ

ン
ガ
イ
と
出
会
っ
た
の
は
、
彼
が
日
本
初

の
臨
界
実
験
所
を
設
置
し
た
江
ノ
島
海
岸

だ
っ
た
。
生
物
学
者
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し

た
珍
種
が
江
ノ
島
に
い
た
こ
と
は
、
今
と

な
っ
て
は
大
き
な
驚
き
だ
と
い
う
。
海
岸

線
の
人
工
化
が
、い
つ
の
ま
に
か
シ
ャ
ミ
セ

ン
ガ
イ
を
希
少
種
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

同
じ
こ
と
は
、
民
具
に
つ
い
て
も
い
え

る
。好
景
気
と
不
景
気
を
く
り
返
し
、さ
ま

ざ
ま
な
理
由
で
暮
ら
し
が
変
化
す
る
う

ち
、
気
づ
い
て
み
る
と
、
身
の
ま
わ
り
か

ら
消
え
て
し
ま
っ
た
も
の
が
少
な
く
な

い
。
生
き
も
の
た
ち
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、

わ
が
暮
ら
し
へ
の
ま
な
ざ
し
に
も
大
き
く

重
な
る
。

潮 
干
狩
り
の
達
人

ミドリシャミセンガイ
 

腕足動物門舌殻綱舌殻目シャミセンガイ科シャミセンガイ属の代表的な種。潮間帯の砂泥地
中に生息する。２枚の殻をもつ点で貝類に似るが、まったく別系統の動物で、固着のための器官
である柄（肉茎）は殻に収まらない。干潟の埋め立てとともに数が減少しており、環境省のレッド
リストのカテゴリーでは準絶滅危惧種に分類される。有明海に生息する同属のオオシャミセン
ガイは、絶滅危惧Ⅰ類。いずれも、有明海では「メカジャ」とよばれ、食用にされてきた。

シ 

ャ
ミ
セ
ン
ガ
イ
と

　
　

 

E・S・モ
ー
ス

有明海

種子島

屋久島

奄美大島

徳之島

沖永良部島

沖縄本島

南西諸島

江ノ島

モースが設立した江ノ島の臨海実験所（黒の矢印）。1877（明
治10）年頃〈出典・写真集図説集刊行会編『図説ふじさわの歴
史』藤沢市〉

エドワード・Ｓ・モースは、動物学者で
あると同時に、日本の縄文研究やア
イヌ研究、民具研究にも先鞭をつけ
た人類学者だった〈出典・『Edward 
Sylvester Morse』（1942, by 
Dorothy G. Wayman）横浜開港資
料館所蔵〉

ミドリシャミセンガイ

特別展「海を渡った明治の民
具」のちらし。約140点の民具
が展示された

学童たちも、シャミセンガイの干潟で課外学習をする。後景には、人工的に潮だ
まりをつくる石垣が見える。かつては、この潮だまりで魚をひろっておかずにした
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赤道

ニジェール川

ザリア

イバダン
アバラ＝オトール

ナイジェリア

ギニア湾

サハラ砂漠

ハルマッタンの吹くころ
ナイジェリアの

老アーティストの挑戦

　

ア
フ
リ
カ
大
陸
の
西
端
セ
ネ
ガ
ル
か
ら
、

海
沿
い
に
東
へ
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、

ガ
ー
ナ
、
さ
ら
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
至
る

ま
で
、
ギ
ニ
ア
湾
に
面
す
る
沿
岸
お
よ
び

内
陸
の
国
ぐ
に
で
は
、
ほ
ぼ
一
一
月
か
ら

三
月
の
初
め
に
か
け
て
の
乾
季
に
な
る
と

毎
年
、
は
る
か
サ
ハ
ラ
砂
漠
か
ら
季
節
風

が
吹
い
て
く
る
。

　

ハ
ル
マ
ッ
タ
ン
と
よ
ば
れ
る
こ
の
風
は
、

砂
漠
か
ら
や
っ
て
く
る
か
ら
熱
風
だ
と
勘

違
い
さ
れ
や
す
い
。
だ
が
、
じ
つ
は
乾
い

た
北
風
で
あ
り
、
こ
の
季
節
に
な
る
と
朝

晩
な
ど
は
セ
ー
タ
ー
な
し
で
は
い
ら
れ
な

く
な
る
。
と
き
お
り
朝
早
く
、
背
の
高
い

木
々
の
こ
ず
え
を
真
っ
白
い
朝
霧
が
包
み

こ
ん
で
い
る
さ
ま
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ

る
が
、
一
瞬
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
の

だ
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
肌
寒

い
の
だ
。

　

し
か
も
砂
漠
の
微
細
な
砂
塵
を
運
ん
で

く
る
た
め
、
少
し
街
な
か
を
歩
い
た
だ
け

で
、
唇
は
割
れ
、
喉
は
乾
き
、
髪
の
毛
は

ぱ
さ
ぱ
さ
に
な
る
。
た
だ
し
、
熱
帯
の
強

烈
な
太
陽
の
光
を
和
ら
げ
て
く
れ
る
か
ら
、

昼
間
は
い
く
ぶ
ん
し
の
ぎ
や
す
い
と
い
う

利
点
も
あ
る
。

　

こ
の
西
ア
フ
リ
カ
の
乾
季
の
風
物
詩
ハ

ル
マ
ッ
タ
ン
の
名
を
冠
し
た
ア
ー
ト
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
、
一
九
九
八
年
以
来

毎
年
、
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
実
施
さ

れ
て
い
る
。
場
所
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
南
東

部
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
河
口
の
デ
ル
タ
地
帯

に
位
置
す
る
小
さ
な
町
ア
バ
ラ
＝
オ
ト
ー

ル
。
対
象
は
主
に
国
内
の
若
手
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
た
ち
で
あ
る
。
主
宰
し
て
い
る

の
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
を
代
表
す
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
と
し
て
国
民
的
な
人
気
を
誇
る

川か
わ
ぐ
ち口 

幸ゆ
き
や也

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

専
門
は
ア
フ
リ
カ
同
時
代
美
術
、
展
示
表
象
論
。
美

術
を
通
し
て
、
ア
フ
リ
カ
の
内
と
外
で
ア
フ
リ
カ
が

ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
テ
ー
マ
と
し
て

い
る
。

23

ブ
ル
ー
ス
・
オ
ノ
ブ
ラ
ク
ペ
ヤ
だ
。

　

一
九
三
二
年
、
ア
バ
ラ
＝
オ
ト
ー
ル
に

生
ま
れ
た
オ
ノ
ブ
ラ
ク
ペ
ヤ
は
、
長
じ
て

美
術
を
志
し
、
一
九
五
七
年
に
ナ
イ
ジ
ェ

リ
ア
北
部
の
古
都
ザ
リ
ア
に
移
っ
て
、
現

在
の
ア
ー
マ
ズ
・
ベ
ロ
ー
大
学
美
術
学
部

で
美
術
を
学
ん
だ
。
こ
こ
で
ウ
チ
ェ
・
オ

ケ
ケ
ら
、
の
ち
に
「
ザ
リ
ア
の
反
逆
児
」

と
よ
ば
れ
、
独
立
後
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の

近
代
美
術
を
担
う
こ
と
に
な
る
逸
材
た
ち

と
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。

　

卒
業
後
、
彼
は
、
イ
バ
ダ
ン
で
小
学
校

教
師
を
す
る
か
た
わ
ら
制
作
に
励
み
、
や

が
て
、
リ
ノ
リ
ウ
ム
を
使
っ
た
レ
リ
ー
フ

（
浮
き
彫
り
）
や
、
自
分
を
育
ん
で
く
れ

た
ウ
ロ
ボ
文
化
の
伝
統
宗
教
の
祭
壇
に
取

材
し
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
発
表
す

る
な
ど
独
自
の
境
地
を
切
り
拓
く
。

　

そ
し
て
一
九
九
〇
年
に
は
、
世
界
の
現

代
美
術
界
の
最
高
峰
た
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア

フ
リ
カ
か
ら
事
実
上
初
め
て
招
か
れ
た
四

人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ひ
と
り
と
し
て
名

前
を
連
ね
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
彼

の
作
品
は
欧
米
を
は
じ
め
、
世
界
じ
ゅ
う

の
主
だ
っ
た
美
術
館
や
博
物
館
で
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
わ
が
民
博
も
そ
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

　

さ
て
、
ハ
ル
マ
ッ
タ
ン
・
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
だ
が
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

は
絵
画
、
彫
刻
は
も
と
よ
り
、

染
織
、
版
画
、
陶
芸
、
鋳
金
、

宝
飾
に
い
た
る
ま
で
、
幅
広
い

分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
。
参
加

者
は
各
コ
ー
ス
に
分
か
れ
、

コ
ー
ス
ご
と
に
内
外
か
ら
招
い

た
講
師
の
話
を
聴
き
、
ま
た
仲

間
う
ち
で
議
論
を
重
ね
、
実
際

に
作
品
を
つ
く
り
、
そ
れ
ら
を

展
示
す
る
。
も
ち
ろ
ん
い
く
つ

か
の
コ
ー
ス
を
梯
子
す
る
こ
と

も
大
歓
迎
だ
。

　

こ
う
し
て
ひ
と
と
き
、
若
手

が
先
輩
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
か
ら

学
び
、
ま
た
若
者
が
た
が
い
に

交
流
し
、
刺
激
し
あ
う
場
が
立

ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ハ
ル
マ
ッ
タ
ン
の
時
期
は
ま

た
、
ヤ
シ
の
実
の
収
穫
の
季
節

で
あ
り
、
と
く
に
デ
ル
タ
地
帯

で
は
魚
に
ち
な
ん
だ
多
彩
な
お

祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
季
節
で

も
あ
る
。
各
地
か
ら
や
っ
て
き

た
参
加
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
デ
ル
タ
地

帯
の
風
物
を
見
聞
す
る
ま
た
と
な
い
好
機

な
の
だ
。
そ
の
う
え
、
い
ま
で
は
こ
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
自
体
が
、
ア
ー
ト
を

テ
ー
マ
に
し
た
ひ
と
つ
の
お
祭
り
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
面
も
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ば
功
な
り
名
を

遂
げ
た
老
大
家
と
い
っ
て
よ
い
オ
ノ
ブ
ラ

ク
ペ
ヤ
が
、
八
〇
歳
近
く
に
も
な
っ
て
、

な
ぜ
若
手
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に

こ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
り
続
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

な
に
し
ろ
日
本
と
違
っ
て
、
平
均
寿
命
の

短
い
ア
フ
リ
カ
で
は
七
〇
や
八
〇
と
い
え

ば
た
い
へ
ん
な
年
寄
り
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
謎
を
解
く
鍵
は
、
た
ぶ
ん
彼
の
若

い
時
分
の
体
験
に
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
の
初
期
、
つ
ま
り
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
直
後
で
あ
る
。
西
部
の

大
都
市
イ
バ
ダ
ン
で
は
、
当
地
に
住
む

オ
ー
ス
ト
リ
ア
生
ま
れ
の
ド
イ
ツ
人
ウ

リ
・
バ
イ
ア
ー
が
、
地
元
の
若
い
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
相
手
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
定

期
的
に
開
い
て
い
た
。

　

そ
の
参
加
者
の
な
か
に
、
小
学
校
で
美

術
を
教
え
て
い
た
青
年
オ
ノ
ブ
ラ
ク
ぺ
ヤ

の
姿
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
独
立
し
て
間

も
な
い
当
時
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
あ
っ
て
、

新
し
い
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
国
民
文
化
を

創
出
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
血
気
に
は
や

る
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
あ
い
だ
で

は
、
分
野
を
問
わ
ず
最
優
先
の
課
題
で

あ
っ
た
。

　

オ
ノ
ブ
ラ
ク
ペ
ヤ
も
そ
う
し
た
若
者
の

ひ
と
り
で
あ
り
、
そ
ん
な
彼
の
熱
い
心
を
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
講
師
た
ち
の
話
は
お

お
い
に
鼓
吹
し
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
と

き
の
胸
躍
る
鮮
や
か
な
記
憶
が
、
い
ま
な

お
彼
を
駆
り
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
、
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
。

　

か
つ
て
北
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
主

義
に
壟ろ
う
だ
ん断
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
歴
史

を
踏
ま
え
て
、「
自
分
で
唇
を
舐な

め
な
い

と
、
ま
た
北
の
方
か
ら
ハ
ル
マ
ッ
タ
ン
が

吹
い
て
き
て
唇
が
ひ
び
割
れ
て
し
ま
う
…

…
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い
っ
た
の
は
、

た
し
か
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
作
家
チ
ヌ
ア
・

ア
チ
ェ
ベ
で
あ
る
。

　

独
立
し
て
以
来
、
手
さ
ぐ
り
で
国
造
り

に
邁ま
い
し
ん進
し
て
き
た
自
分
た
ち
の
経
験
を
、

あ
と
に
続
く
若
者
た
ち
に
語
り
継
が
な
い

と
、
二
一
世
紀
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
文
化
は

ま
た
北
か
ら
や
っ
て
く
る
ハ
ル
マ
ッ
タ
ン

に
飲
み
込
ま
れ
、
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
─

─
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
、
オ
ノ
ブ

ラ
ク
ペ
ヤ
の
そ
う
し
た
憂
い
も
込
め
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ハ
ル
マ
ッ
タ
ン
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と

い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
わ
た
し

た
ち
に
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
、
な
か
な
か

に
味
わ
い
深
い
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

「
ザ
リ
ア
の
反
逆
児
」の

一
員
と
し
て

アフリカ最大の人口を擁するナイジェリア。乾季になると、北
方のサハラ砂漠からハルマッタンとよばれる北風が吹く。その
名を冠したワークショップをひきいるのは、ブラック・アフリカ
を代表するアーティスト、オノブラクペヤ。一九六〇年の

ナイジェリア独立直後から活躍する
老アーティストの意気は北風にも

ひるむことはない

オノブラクペヤ（右端）とその家族

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
自
体
が

お
祭
り

老
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

パ
ワ
ー
の
源

北
風
に
立
ち
向
かって
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石
畳
の
上
に
建
つ
伝
統
的
集
会
所
、
ア

バ
イ
。
パ
ラ
オ
の
伝
統
を
体
現
す
る
こ
の

切
妻
造
り
の
建
築
物
は
、
奥
行
き
が
約
二

〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
破
風
（
正
面
の
装

飾
板
）
や
梁
（
屋
内
の
水
平
の
柱
）
に
は
、

神
話
や
伝
説
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
彫
刻
、

装
飾
が
色
鮮
や
か
に
施
さ
れ
て
い
る
。

　

か
つ
て
、
ア
バ
イ
に
は
、
集
落
の
伝
統

的
首
長
が
寄
り
合
い
を
お
こ
な
う
も
の
と
、

村
落
の
若
者
が
寝
泊
ま
り
す
る
も
の
と
が

あ
っ
た
。
前
者
は
、
通
常
一
〇
人
い
た
集

落
の
首
長
た
ち
に
帰
属
し
、
首
長
の
序
列

に
応
じ
て
座
順
や
使
用
す
る
出
入
り
口
が

定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
新
築
・
改
築

す
る
際
に
、
首
長
た
ち
が
ど
の
部
分
の
骨

組
み
や
葺
き
屋
根
を
負
担
す
る
の
か
も
、

序
列
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
世
紀
末
以
降
の
植
民

地
統
治
過
程
で
、
首
長
た
ち
が
寄
り
合
い

に
よ
っ
て
政
治
を
運
営
す
る
機
会
は
失
わ

れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
多
く
の
ア
バ
イ
は

消
滅
し
て
い
っ
た
。
現
在
で
は
、
国
立
博

物
館
に
移
設
さ
れ
た
も
の
も
含
め
て
、
伝

統
様
式
の
ア
バ
イ
は
、
わ
ず
か
数
棟
だ
け

で
あ
る
。
集
落
の
ア
バ
イ
が
新
築
・
改
築

さ
れ
た
と
し
て
も
、
地
方
政
府
の
資
金
で

近
代
様
式
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

そ
れ
で
も
、
伝
統
的
首
長
は
、
近
代
国

家
の
な
か
で
一
定
の
権
威
を
保
持
し
て
お

り
、
伝
統
文
化
の
番
人
と
し
て
の
役
割
を

果
た
す
こ
と
も
あ
る
。
わ
た
し
は
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
最
中
に
、首
長
が
、伝
統
様

式
の
ア
バ
イ
の
修
繕
の
た
め
に
、
屋
根
葺

き
の
カ
ネ
を
集
め
る
場
面
に
居
合
わ
せ
た
。

　

二
〇
〇
九
年
九
月
、
ア
イ
ラ
イ
州
の
あ

る
集
落
の
首
長
Ｒ
（
七
〇
代
、
男
性
）
か

ら
、
宴
へ
の
招
待
状
が
わ
た
し
の
も
と
に

届
い
た
。
こ
の
宴
は
、
ア
バ
イ
の
屋
根
の

葺
き
替
え
の
費
用
を
集
め
る
と
と
も
に
、

か
れ
の
自
宅
の
改
築
費
用
を
集
め
る
た
め

に
計
画
さ
れ
た
。
前
者
は
、
屋
根
を
意
味

す
る
パ
ラ
オ
語
に
ち
な
ん
で
ロ
ス
、
後
者

は
ハ
ウ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

ロ
ス
は
、
伝
統
領
域
に
属
す
る
事
柄
で
あ

り
、
他
の
集
落
の
首
長
と
と
も
に
、
首
長

Ｒ
に
も
修
繕
の
割
り
当
て
が
定
め
ら
れ
た
。

　

招
待
状
に
は
、
屋
根
葺
き
に
は
一
万
一

千
米
ド
ル
、
自
宅
改
築
に
は
一
万
三
千
三

五
〇
米
ド
ル
を
要
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
多
額
な
カ
ネ
を
集
め
る
た
め
に
、

氏
族
の
成
員
が
広
く
参
加
を
求
め
ら
れ
た
。

首
長
Ｒ
と
同
じ
氏
族
に
属
す
る
Ｅ
さ
ん

（
八
〇
代
、
女
性
）
の
家
に
居
候
し
て
い

た
わ
た
し
は
、
Ｅ
さ
ん
と
そ
の
娘
二
人
と

と
も
に
宴
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

宴
と
い
っ
て
も
形
式
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

午
前
一
〇
時
こ
ろ
か
ら
午
後
三
時
こ
ろ
ま

で
の
あ
い
だ
、
ば
ら
ば
ら
と
首
長
Ｒ
の
家

に
人
び
と
が
集
ま
り
、
タ
ロ
イ
モ
や
豚
肉

の
入
っ
た
弁
当
を
受
け
取
り
、
食
事
と
会

話
を
楽
し
み
、
カ
ネ
を
支
払
っ
て
帰
っ
て

行
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
首
長
Ｒ
は
、

こ
の
日
の
た
め
に
豚
を
屠
殺
さ
せ
る
な
ど
、

参
加
者
の
食
事
の
準
備
に
追
わ
れ
る
。
支

払
わ
れ
る
カ
ネ
に
は
、
パ
ラ
オ
の
通
貨
で

あ
る
米
ド
ル
と
、ト
ゥ
ル
ク
と
よ
ば
れ
る

べ
っ
甲
皿
の
伝
統
貨
幣
と
が
使
用
さ
れ
る
。

　

多
く
の
参
加
者
は
、
家
の
外
に
置
か
れ

た
椅
子
や
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
て
い
る
が
、

家
の
な
か
に
は
首
長
Ｒ
の
家
族
と
氏
族
の

年
長
女
性
が
控
え
て
お
り
、
会
計
係
が
集

ま
っ
た
カ
ネ
を
勘
定
し
て
い
る
。

　

パ
ラ
オ
で
は
、
出
産
儀
礼
や
葬
儀
、
家

の
新
築
・
改
築
祝
な
ど
、
現
在
で
は
日
本

語
か
ら
の
借
用
語
で
シ
ュ
ー
カ
ン
と
総
称

さ
れ
る
機
会
に
お
い
て
、
カ
ネ
の
支
払
い

を
怠
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

Ｅ
さ
ん
は
、
す
で
に
夫
を
亡
く
し
て
お
り
、

決
し
て
経
済
的
な
余
裕
が
あ
る
と
は
い
え

な
い
。
そ
れ
で
も
氏
族
の
な
か
で
最
年
長

の
女
性
で
、
首
長
Ｒ
と
の
つ
な
が
り
も
深

い
た
め
、
支
払
い
の
責
任
が
あ
る
。
Ｅ
さ

ん
は
、
現
金
一
〇
〇
米
ド
ル
と
べ
っ
甲
皿

一
枚
を
支
払
っ
た
。
個
人
の
支
払
い
と
し

て
は
、
そ
う
と
う
高
額
で
あ
っ
た
。

　

わ
た
し
と
Ｅ
さ
ん
の
娘
た
ち
が
支
払
っ

た
金
額
、
当
日
は
つ
ご
う
で
来
ら
れ
な

か
っ
た
Ｅ
さ
ん
の
息
子
か
ら
預
か
っ
た
金

額
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
米
ド
ル
か
ら
四
〇

米
ド
ル
で
あ
っ
た
。
な
か
に
は
五
米
ド
ル

で
支
払
い
を
済
ま
す
者
も
い
れ
ば
、
親
子

あ
る
い
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
わ
せ
て
五
〇
〇

米
ド
ル
も
支
払
う
者
も
い
た
。
集
め
ら
れ

た
カ
ネ
の
明
細
は
、
丹
念
に
大
学
ノ
ー
ト

に
記
入
さ
れ
、
宴
の
終
わ
り
に
首
長
Ｒ
に

報
告
さ
れ
た
。ノ
ー
ト
は
、支
払
い
の
記
録

と
し
て
、
し
ば
ら
く
大
事
に
保
管
さ
れ
る
。

　

こ
の
日
、
個
人
、
親
子
、
兄
弟
姉
妹
な

ど
合
計
七
四
の
名
義
で
集
め
ら
れ
た
カ
ネ

は
、
総
額
五
七
〇
〇
米
ド
ル
と
べ
っ
甲
皿

四
枚
に
も
お
よ
ん
だ
。
こ
の
時
点
で
は
、

ま
だ
必
要
な
金
額
に
は
遠
く
お
よ
ば
な

か
っ
た
が
、
パ
ラ
オ
の
所
得
水
準
を
考
え

れ
ば
、
こ
れ
は
大
金
で
あ
る
。
後
日
に
支

払
っ
た
者
や
、
海
外
か
ら
送
金
し
た
者
も

い
た
の
で
、総
額
は
ま
だ
増
え
て
い
る
。首

長
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
着
々
と
多
額

の
カ
ネ
が
集
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

パ
ラ
オ
共
和
国
の
立
法
、
行
政
、
司
法

の
各
機
関
の
公
式
ロ
ゴ
は
、
ど
れ
も
ア
バ

イ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
。
ア
バ
イ
は
、

も
は
や
首
長
の
寄
り
合
い
の
場
で
は
な
く

な
っ
た
が
、
近
代
国
家
の
文
化
的
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
ア
イ
ラ
イ
州
の
ア
バ

イ
も
ま
た
、
パ
ラ
オ
の
名
所
の
ひ
と
つ
と

し
て
観
光
ガ
イ
ド
に
も
掲
載
さ
れ
、
国
家

の
歴
史
保
存
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
史
跡
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。
州
政
府
も
、
ア
バ
イ
の

修
繕
の
た
め
に
、
予
算
を
組
ん
で
い
る
。

　

し
か
し
、
ア
バ
イ
は
、
な
に
よ
り
も
集

落
の
首
長
た
ち
の
財
産
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
首
長
Ｒ
ら
は
、
自
分
た
ち
の
ア
バ

イ
の
修
繕
費
用
を
、
国
家
や
州
政
府
と
は

ま
た
別
の
回
路
で
、
す
な
わ
ち
氏
族
の
成

員
か
ら
カ
ネ
を
集
め
る
こ
と
で
、
な
ん
と

か
賄
お
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
た
現
在
で
は
、

集
め
る
側
も
支
払
う
側
も
カ
ネ
の
負
担
は

大
き
く
、
政
府
の
援
助
に
ま
っ
た
く
頼
ら

ず
に
ア
バ
イ
を
維
持
管
理
す
る
こ
と
は
難

し
い
だ
ろ
う
。
伝
統
文
化
の
番
人
で
あ
る

首
長
た
ち
が
、
い
か
な
る
対
応
を
し
て
い

く
の
か
、
今
後
も
注
目
し
た
い
。

飯い
い
た
か髙 

伸し
ん
ご五　
　

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ（
筑
波
大
学
）

専
門
は
社
会
人
類
学
、
オ
セ
ア
ニ
ア
民
族
誌
学
。
ミ

ク
ロ
ネ
シ
ア
に
お
け
る
植
民
地
経
験
、
現
代
の
土
地

訴
訟
と
伝
統
的
知
識
の
関
係
な
ど
を
研
究
テ
ー
マ
に
、

パ
ラ
オ
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
し
て
い
る
。

屋
根
葺
き
の

カ
ネ
を
集
め
る
伝
統
的
首
長

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
嶼
国
家
、パ
ラ
オ
共
和
国
。ア
バ
イ
と
呼
ば
れ
る
伝
統
的
集
会
所
は
、

か
つ
て
首
長
た
ち
が
寄
り
合
い
を
お
こ
な
う
場
で
あ
っ
た
。植
民
地
期
か
ら
国
家
形
成
期
に
か
け
て
、

首
長
の
政
治
的
実
権
は
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、現
在
で
も
ア
バ
イ
の
存
続
を
か
け
て
、

首
長
た
ち
は
カ
ネ
集
め
に
奔
走
す
る

フィールドで
考える

ど
れ
だ
け
の
カ
ネ
が

集
ま
っ
た
か
？

太平洋

オーストラリア

赤道
パラオ

パプア
ニューギニア

インドネシア

グアム
フィリピン

ア
バ
イ
と
伝
統
的
首
長

屋
根
葺
き
の
カ
ネ
集
め
に

参
加
し
て

家のなかで歓談する人たち。奥では首長が見守るなか、カネ勘定がおこなわれている

石畳の上に建築中の近代様式のアバイ（オギワル州）

近
代
国
家
の
シ
ン
ボ
ル

パラオ共和国アイライ州のアバイ。屋根の葺き替え前

支払いにあてる米ドルとべっ甲皿を確
認する

屋根葺きのカネの支払いに集まった人たち



次号の予告

 特集 ふたつの「みんぱく」

     

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･北大阪急行千里中央駅からバスで「日本庭園前」下車、徒歩

約15分（茨木方面からは、もっとも近い「自然文化園･日本庭園中央」バス停で下車でき
るバスが1時間に1本程度あります。詳しくは阪急バスにお問い合わせください）。

●自家用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」
横にある民博専用通行口をお通りください。

●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。

       みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

編集後記

　今月号では総研大（総合研究大学院大学）の
設立二〇周年に関連して、学生と教員たちを交
えた座談会を企画した。国立民族学博物館に
設置された文化科学研究科の二専攻（地域文
化学専攻と比較文化学専攻）のこの二〇年の
歩みは決して順風満帆ではなかったが、それで
も文化人類学・民族学に関連する分野の優秀な
人材を数多く輩出してきたことは間違いない。
　ただ、近年の学生たちの研究内容を見てい
て、少々 気になることがある。それは研究テーマの
多様性が徐々に狭まっている印象を受ける点で
ある。現代の焦眉の問題（環境、多文化共生、
グローバル化など）に関心を集中させるのはい
いが、同時にもっと興味の対象を広げるべきで
ある。ただ、その責任は学生だけにあるのでは
ないかもしれない。まず、指導する教員側の関心
に多様性がなくなってきている。そして、文化人
類学・民族学の研究対象となる人びとの社会、
文化にも多様性が失われてきているのだろう。
　人口増加と環境破壊で狭くなっている地球
を、人類はますます狭く使おうとしているような
気がする。（佐々木史郎）

月刊みんぱく
2010 年 2 月号　
第 34 巻第 2 号通巻第 389 号　2010 年 2 月1日発行
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 電話　06-6876-2151

発行人 西尾哲夫
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●予定時間　14 時 30 分から15 時 30 分（予定）。
●常設展示場観覧料が必要です。
＊都合により、予定を変更することもあります。

みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう

国立民族学博物館（みんぱく）の研究者が、来館された皆様の
前に登場します！
「研究について」「調査している地域（国）の最新情報」「展示
資料について」などなど、話題や内容は千差万別！
どんどん質問もおよせください。展示場でお待ちしています。

2月の開催

2 月7日（日）
話者：鈴木紀（先端人類科学研究部准教授）
話題：チョコレートに託すもう一つの愛情
場所：アメリカ展示

2 月14日（日）
話者：水野信男（兵庫教育大学名誉教授・本館共同研究員）

　　　  西尾哲夫（民族文化研究部教授）
話題：中東の音楽風土を探る
場所：西アジア展示

2 月21日（日）
話者：山本泰則（文化資源研究センター准教授）

話題：ビデオテークのむかし、いま…
場所：常設展示入口

2 月28日（日）
話者：韓敏（民族社会研究部准教授）

話題：トランプから見る中国文化のあり方
場所：中国地域の文化展示

特典◆常設展の無料入館◆特別展の観覧料割引
　　　◆みんぱくミュージアム・ショップとレストランの10％割引

　　　◆万博記念公園内および周辺施設での利用割引　など。
詳細については、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）

１年間みんぱくに何度でも入館できる
「みんぱくフリーパス（3,000円）」をご利用ください。
常設展は何度でも無料で入館できます。他にも、みんぱくを楽しむための特典が
いっぱいです。
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中央アメリカ、
ベリーズ国南部の
カカオ畑




