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シーサンパンナというところ
鎌
か ま ざ わ

澤 久
き ゅ う や

也

　
中
国
の
雲
南
省
を
は
じ
め
て
訪
れ
た
の

は
一
九
八
六
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
タ
イ
で

少
数
民
族
と
知
り
合
い
、
彼
ら
の
生
活
に

ひ
か
れ
て
通
い
つ
め
て
い
る
う
ち
に
、
雲

南
省
か
ら
南
下
し
た
民
族
だ
と
知
り
、
彼

ら
の
故
郷
を
見
た
く
て
訪
れ
た
の
が
き
っ

か
け
だ
。

　
雲
南
省
の
最
南
端
、
ラ
オ
ス
と
の
国
境

に
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
と
い
う
タ
イ
族
の
住

む
街
が
あ
る
。
今
で
は
日
本
か
ら
で
も
一

日
で
い
け
る
が
、
当
時
は
省
都
昆
明
か
ら

バ
ス
に
揺
ら
れ
て
二
泊
三
日
が
定
番
だ
っ

た
。
そ
う
し
て
訪
れ
た
か
の
地
は
亜
熱
帯

性
気
候
で
、
女
性
た
ち
は
目
も
眩く

ら

む
よ
う

な
原
色
の
サ
ロ
ン
（
腰
巻
状
の
ス
カ
ー
ト
）

を
身
に
ま
と
い
、
長
い
黒
髪
を
束
ね
、
ヤ

シ
の
木
が
並
木
道
を
つ
く
る
な
か
、
色

鮮
や
か
な
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
、
ブ
ー
ゲ
ン

ビ
リ
ア
と
絡
ま
り
、
も
つ
れ
、
戯
れ
て
い

る
。
ど
こ
か
東
南
ア
ジ
ア
の
一
地
方
都
市

と
い
っ
て
も
通
じ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

　
以
来
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
が
気
に
い
り
、

そ
の
後
何
度
と
な
く
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
が
、
あ
る
日
、
夕
涼
み
も
か
ね
、

メ
コ
ン
の
岸
辺
に
い
く
と
、
女
性
た
ち
が

川
で
洗
濯
や
、
髪
を
洗
っ
て
い
た
。
濡
れ

た
サ
ロ
ン
が
体
に
は
り
つ
き
、
あ
ら
わ
に

な
っ
た
曲
線
美
が
た
ま
ら
な
く
色
っ
ぽ
い
。

近
く
で
は
子
ど
も
が
一
〇
人
ほ
ど
い
て
、
泳

い
で
は
土
手
に
へ
ば
り
つ
き
、
み
ん
な
体

を
真
っ
黒
に
し
な
が
ら
遊
ん
で
い
た
。
ま

る
で
自
分
の
原
風
景
を
見
て
い
る
よ
う
だ
。

　
街
の
郊
外
で
は
毎
週
日
曜
に
な
る
と
、

青
空
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
方
々
で
開
催
さ
れ
る
。

会
場
と
な
っ
た
通
り
は
人
、
人
、
人
で
ご
っ

た
返
し
、
タ
イ
族
や
ア
イ
ニ
（
ハ
ニ
）
族
、

ラ
フ
族
、
プ
ー
ラ
ン
族
が
、
肉
や
野
菜
、
山

で
採
っ
た
山
菜
な
ど
を
売
っ
て
い
る
。
商

売
の
か
た
わ
ら
刺し

し
ゅ
う繍

に
精
を
だ
す
女
性
も

い
る
。
ど
の
民
族
も
一
目
で
わ
か
る
独
特

の
衣
装
を
着
て
い
る
。
自
分
た
ち
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
誇
示
し
て
い
る
の
だ
。

　
日
本
に
馴
染
み
深
い
食
べ
物
も
多
い
。

豆
腐
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
は
も
ち
ろ
ん
、
赤
飯
、

チ
マ
キ
、
納
豆
ま
で
売
ら
れ
て
い
る
で
は

な
い
か
。
一
時
、「
照
葉
樹
林
文
化
論
」
と

い
う
の
が
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

カ
シ
、
ツ
バ
キ
な
ど
の
照
葉
樹
が
自
生
す

る
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
南
部
か
ら
西
日
本
に
か
け

て
、
共
通
の
文
化
が
み
ら
れ
る
と
い
う
の

だ
。
そ
れ
が
高
じ
て
雲
南
が
日
本
文
化
の

発
祥
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
事
実

は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
地
域
を
ま
わ
っ
て

い
る
と
、
そ
う
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な

い
と
思
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
代
化
と
と
も
に
こ
う
し
た

定
期
市
も
簡
素
化
さ
れ
、
民
族
衣
装
も

徐
々
に
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

糸
を
紡
い
で
織
る
衣
装
よ
り
も
、
お
金
さ

え
払
え
ば
簡
単
に
手
に
入
る
プ
リ
ン
ト
さ

れ
た
布
が
魅
力
的
な
の
だ
。
ゆ
く
ゆ
く
は

民
族
衣
装
も
祭
り
、
結
婚
式
と
い
っ
た
ハ

レ
の
日
に
し
か
、
お
目
に
か
か
れ
な
く
な

り
そ
う
だ
。
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世
界
の
こ
と
ば
、

こ
と
ば
の
世
界

特
集

庄
司 

博
史

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

世
界
の
こ
と
ば
の

数
は
ど
こ
か
ら

し
ょ
う
じ

ひ
ろ
し

本
年
三
月
、
民
博
の
言
語
展
示
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
。

一
九
七
七
年
の
開
館
後
、
約
二
〇
年
後
に
一
度
大
き
な
改
装

が
あ
り
、
今
回
は
二
度
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
開
館
時
、

前
回
の
改
装
時
、
い
ず
れ
の
展
示
も
、
言
語
へ
の
理
解
を
深

め
る
装
置
を
当
時
最
新
の
技
術
で
開
発
し
た
点
で
注
目
を
あ

び
た
。
今
回
の
言
語
展
示
も
そ
れ
ら
に
ま
け
ず
大
胆
な
ア
イ

デ
ア
満
載
で
、
言
語
に
か
か
わ
っ
て
き
た
ス
タ
ッ
フ
が
協
力

者
と
と
も
に
総
力
を
結
集
し
て
実
現
し
た
。
展
示
は
三
つ
の

部
門
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
と
ば
を
構
成
す
る
音
声
、
単
語
、

文
の
構
造
を
、
装
置
と
の
対
話
に
よ
り
体
験
学
習
す
る
コ
ー

ナ
ー
。
世
界
の
こ
と
ば
の
多
様
性
を
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ

装
置
、
方
言
装
置
、
世
界
の
言
語
装
置
や
パ
ネ
ル
で
紹
介
す

る
コ
ー
ナ
ー
。
そ
し
て
世
界
の
文
字
の
多
様
性
、
そ
れ
ら
の

系
譜
や
分
布
を
説
明
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
将

来
へ
の
発
展
の
種
を
た
く
さ
ん
仕
込
ん
だ
進
化
す
る
展
示
で

あ
る

「
世
界
に
は
六
〇
〇
〇
と
も
七
〇
〇
〇

と
も
い
わ
れ
る
こ
と
ば
が
は
な
さ
れ
る
」

と
近
年
は
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
つ

い
数
年
前
ま
で
は
「
五
〇
〇
〇
と
も

六
〇
〇
〇
と
も
」
で
通
し
て
き
た
。
こ
の

短
い
あ
い
だ
に
こ
と
ば
が
一
〇
〇
〇
も
増

え
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
わ

た
し
が
数
え
な
お
し
た
の
で
も
、
確
証
的

根
拠
を
み
つ
け
た
の
で
も
な
い
。
単
に
多

い
こ
と
を
い
い
た
い
だ
け
で
、
正
直
い
っ

て
五
〇
〇
〇
で
も
七
〇
〇
〇
で
も
い
い
と

思
っ
て
い
る
。

基
準
と
話
者
の
意
識

じ
つ
を
い
う
と
、
こ
と
ば

の
数
と
い
う
の
は
判
断
の
基

準
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
ど

の
よ
う
な
基
準
で
数
え
る
か

で
多
く
も
少
な
く
も
い
え
る
。

た
と
え
ば
、
国
家
の
公
用
語
や
国
家
語
と

し
て
公
的
な
地
位
を
与
え
ら
れ
、
日
常
生

活
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
か
ら
文
学
、
科
学
、

教
育
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
ば
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
一
〇
〇

に
も
満
た
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
、
公
的
地
位
ど
こ
ろ
か
、
文
字
も
も
た
ず
、

小
さ
い
集
団
で
話
さ
れ
る
こ
と
ば
な
ら
、
一

挙
に
数
千
の
ラ
ン
ク
に
到
達
す
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
そ
ん
な
小

集
団
の
こ
と
ば
が
す
べ
て
独
立
し
た
言
語

と
い
え
る
か
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
基
準
と

し
て
、
話
者
ど
う
し
で
通
じ
合
う
か
ど
う

か
で
判
断
す
る
方
法
が
あ
る
。
こ
れ
な
ら

一
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
日
本
で
は
、
お
そ
ら

く
お
互
い
に
通
じ
合
わ
な
い
い
く
つ
か
の

言
語
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
方

で
、
れ
っ
き
と
し
た
書
き
こ
と
ば
を
も
ち

国
家
語
で
も
あ
る
チ
ェ
コ
語
と
ス
ロ
バ
キ

ア
語
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

語
話
者
は
難
な
く
通
じ
合
う
た
め
、
方
言

ど
う
し
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
話
者
の
意
識
、

す
な
わ
ち
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
を
周
囲
の

こ
と
ば
と
は
別
の
こ
と
ば
と
自
覚
し
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
基
準
も
絶
対
的
で
は
な
い
。
同
じ

集
団
の
こ
と
ば
で
も
、
話
者
に
よ
っ
て
意

識
が
同
じ
で
は
な
い
。
沖
縄
の
こ
と
ば
を

日
本
語
の
方
言
と
思
う
人
も
あ
れ
ば
、
独

立
し
た
沖
縄
語
と
主
張
す
る
人
も
い
る
。

関
西
弁
で
さ
え
そ
う
だ
。
そ
の
一
方
で
自

分
た
ち
の
こ
と
ば
が
何
語
か
考
え
た
こ
と

も
な
い
人
は
世
界
に
は
多
く
い
る
。

民
博
の
『
エ
ス
ノ
ロ
ー
グ
』

そ
れ
で
は
七
〇
〇
〇
と
い
う
数
は
ど
こ

か
ら
く
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
国
家
語
や

言
語
集
団
の
数
、
さ
ら
に
言
語
意
識
の
基

準
を
最
大
限
活
用
し
た
際
の
数
字
で
あ

ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
た
文
献
と
し
て
、
言

語
名
を
可
能
な
か
ぎ
り
登
録
し
た
『
エ
ス

ノ
ロ
ー
グ
』
と
い
う
本
が
あ
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
日
本
に
は
日
本
語
の
ほ
か
に
、
南

西
諸
島
の
宮
古
、
八
重
山
、
与
那
国
な
ど

一
〇
あ
ま
り
の
方
言
が
言
語
と
し
て
登
録

さ
れ
て
お
り
、
言
語
マ
ニ
ア
の
き
ま
ぐ
れ

が
採
用
さ
れ
た
と
し
か
思
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
今
回
の
言
語
展
示
で
は
、
こ

の
よ
う
な
世
界
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
映

像
や
音
声
、
文
字
資
料
と
と
も
に
、
話

者
数
、
使
用
地
域
、
言
語
の
地
位
な
ど
幅

広
い
情
報
を
提
供
す
る
装
置
が
登
場
し
た
。

現
在
約
一
八
〇
言
語
で
、
七
〇
〇
〇
に
は

程
遠
い
が
、
モ
ニ
タ
ー
を
通
し
て
普
段
、

聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
ば
や
話
者
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
う
れ
し
い
こ
と

に
今
回
は
音
声
言
語
に
な
ら
び
、
一
〇
近

く
の
世
界
の
手
話
を
動
画
や
文
字
解
説
で

紹
介
で
き
た
。
今
後
は
、
各
国
ご
と
に
公

用
語
、
民
族
語
、
手
話
と
と
も
に
、
移
民

言
語
も
採
用
し
、民
博
の『
エ
ス
ノ
ロ
ー
グ
』

と
し
て
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
。
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世
界
の
手
話
の
数
か
ず

耳
の
聞
こ
え
な
い
人
た
ち
（
ろ
う
者
）

が
手
話
を
話
し
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
手
話
は
声
を
使
わ

ず
手
で
話
す
た
め
、
こ
れ
ま
で
非
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
代
表
例
だ
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
に
そ
の
常
識
を

く
つ
が
え
す
発
見
が
あ
っ
た
。
手
話
に
は

音
声
言
語
と
は
異
な
る
れ
っ
き
と
し
た
文

法
が
あ
る
、
つ
ま
り
、
音
を
使
わ
な
い
視

覚
的
な
言
語
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
以
後
、
半
世
紀
に
わ
た
る
手
話

言
語
学
の
取
り
組
み
の
な
か
で
、
世
界
に

は
少
な
く
と
も
一
三
〇
種
類
の
さ
ま
ざ
ま

な
手
話
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
。

手
話
映
像
で
出
迎
え
る
言
語
の
コ
ー
ナ
ー

今
回
、
民
博
の
言
語
展
示
の
な
か
で
、

手
話
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
言
語

コ
ー
ナ
ー
の
入
口
で
来
館
者
を
迎
え
る
映

像
で
は
、
世
界
に
手
話
が
一
〇
〇
種
類
以

上
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ろ

う
者
と
聴
者
（
耳
が
聞
こ
え
る
人
）
の
ふ

た
り
が
登
場
し
て
、
日
本
手
話
と
日
本
語

の
ふ
た
つ
の
こ
と
ば
で
、
手
話
の
文
法
の

特
徴
を
説
明
す
る
映
像
も
あ
る
。

そ
し
て
、「
世
界
の
こ
と
ば
」
の
装
置

で
は
、
音
声
言
語
一
六
六
種
類
と
と
も
に
、

日
本
、
香
港
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ
ア
、

ス
リ
ラ
ン
カ
、
イ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
、
イ

タ
リ
ア
で
話
さ
れ
て
い
る
八
種
類
の
手
話

の
動
画
が
収
録
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
「
イ

タ
リ
ア
共
和
国
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
を
見
る

と
、「
イ
タ
リ
ア
語
」
の
下
に
「
イ
タ
リ

ア
手
話
」
が
並
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
ろ

う
者
が
語
る
イ
タ
リ
ア
手
話
の
映
像
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
日
本
や
外
国
の

ろ
う
者
た
ち
が
、
モ
デ
ル
や
映
像
提
供
者
、

解
説
文
作
成
者
と
し
て
展
示
制
作
に
か
か

わ
っ
た
こ
と
も
、
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。

ふ
つ
う
の
言
語
の
ひ
と
つ
と
し
て

わ
た
し
が
展
示
場
を
訪
れ
た
と
き
、「
へ

え
、
手
話
っ
て
国
に
よ
っ
て
ぜ
ん
ぜ
ん
違

う
の
ね
…
…
」
と
、
驚
き
と
と
も
に
展
示

を
見
つ
め
る
来
館
者
た
ち
が
い
た
。
今
回

の
新
し
い
展
示
が
、
手
話
へ
の
誤
解
を
正

す
こ
と
に
な
っ
た
瞬
間
で
あ
る
。
博
物
館

の
力
を
思
い
知
っ
た
。

手
話
言
語
学
誕
生
五
〇
周
年
の
節
目
で

あ
る
今
年
に
、
こ
の
画
期
的
な
展
示
が
で

き
た
こ
と
を
喜
び
た
い
と
思
う
。
社
会
の

な
か
に
あ
る
ふ
つ
う
の
言
語
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
手
話
が
広
く
認
知
さ
れ
る
日
も
近

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

亀
井 

伸
孝

大
阪
国
際
大
学
准
教
授

は
じ
め
て
の

手
話
の
展
示

か
め
い

の
ぶ
た
か

各国の音声言語
画面では、音声言
語と手話が並ぶ

手話と音声で、手
話の文法について
説明する

菊
澤 

律
子

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

「
こ
と
ば
ス
タ
ン
プ
」

が
で
き
た
！

き
く
さ
わ

り
つ
こ

「
こ
と
ば
ス
タ
ン
プ
」
っ
て
？

丸
い
テ
ー
ブ
ル
と
カ
ラ
フ
ル
な
ス
タ

ン
プ
が
入
っ
た
ワ
ゴ
ン
。
見
た
目
に
は
、

と
く
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
説
明

も
な
に
も
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
は

ス
タ
ン
プ
を
ひ
と
つ
、
テ
ー
ブ
ル
の
上

に
押
し
て
み
る
。
す
る
と
、

「
あ
〜
」

い
き
な
り
声
が
！？ 

さ
ら
に
別
の
ス
タ

ン
プ
を
押
す
と
、
こ
ち
ら
は
「
s
〜
」

と
声
に
な
ら
な
い
（
？
）
声
。
テ
ー

ブ
ル
の
上
に
は 

〝
s
〞 

の
文
字
が
映
る
。

思
い
つ
い
て
ふ
た
つ
の
ス
タ
ン
プ
を
組

み
合
わ
せ
て
押
す
と
、「
さ
」
と
い
う

声
と
と
も
に 

〝
さ
〞 

の
文
字
が
あ
ら
わ

れ
た
。

そ
う
、
こ
と
ば
ス
タ
ン
プ
は
、
い
ろ

い
ろ
な
音
を
組
み
合
わ
せ
て
こ
と
ば
を

つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
。
わ
た
し

た
ち
が
話
し
て
い
る
こ
と
ば
を
ど
ん
ど

ん
分
解
し
て
い
く
と
え
ら
れ
る
最
小
の

単
位
は
「
音
」（
音
素
）。
人
が
口
か
ら

発
し
た
音
の
連
続
は
、
話
者
が
頭
の
な

か
に
も
っ
て
い
る
「
こ
の
響
き
は
◆
だ
」

と
い
う
リ
ス
ト
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ

る
。
◆
は
、
日
本
語
で
あ
れ
ば
「
あ
」

で
あ
っ
た
り
「
ん
」
で
あ
っ
た
り
す
る

が
、
こ
れ
は
、
話
者
が
頭
の
な
か
に

も
っ
て
い
る
音
の
概
念
で
あ
る
。
音
が

集
ま
っ
て
語
が
で
き
、
語
が
集
ま
っ
て

文
が
で
き
る
。
語
や
文
に
は
さ
ら
に
意

味
の
解
釈
が
か
か
わ
っ
て
く
る
。
音
を

手
に
と
っ
て
遊
び
な
が
ら
、
こ
と
ば
を

構
成
す
る
「
音
」・「
語
」・「
意
味
」
の

三
つ
の
要
素
の
つ
な
が
り
に
気
づ
い
て

も
ら
え
る
仕
掛
け
を
つ
く
り
た
い
！
と

い
う
民
博
の
言
語
学
者
の
想
い
と
、
科

学
展
示
制
作
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も
つ
（
株
）

G
K
テ
ッ
ク
の
意
気
込
み
が
組
み
合
わ

さ
っ
て
、
世
界
初
の
こ
と
ば
の
展
示
装

置
が
で
き
あ
が
っ
た
。

繰
り
返
し
語
で
遊
ぼ
う
！

音
の
出
る
ス
タ
ン
プ
を
ぺ
た
ぺ
た
押
す

だ
け
で
も
十
分
楽
し
い
が
、
こ
と
ば
ス
タ

ン
プ
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
日

本
語
に
あ
る
音
を
ふ
た
つ
続
け
て
押
す

と
、
繰
り
返
し
語
が
で
き
る
。
た
と
え

ば
、「
す
」
と
「
や
」
な
ら
「
す
や
す
や
」。

繰
り
返
し
語
の
な
か
で
機
械
に
登
録
さ

れ
て
い
る
語
を
う
ま
く
当
て
る
と
、
五ご

み味

太た
ろ
う郎
さ
ん
に
よ
る
お
ち
ゃ
め
な
イ
ラ
ス

ト
に
加
え
て
例
文
、
英
訳
な
ど
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
繰
り
返
し
語

を
あ
ら
わ
す
ひ
ら
が
な
の
文
字
が
独
特

の
動
き
で
繰
り
返
し
語
の
意
味
を
表
現
。

こ
れ
が
見
た
く
て
、
繰
り
返
し
語
を
繰

り
返
し
次
か
ら
次
へ
と
つ
く
っ
て
し
ま
う

人
も
。

発
展
問
題

さ
て
、
こ
こ
ま
で
で
お
わ
か
り
の
よ

う
に
、「
こ
と
ば
ス
タ
ン
プ
」
は
耳
で

聞
く
言
語
を
手
に
と
っ
て
遊
ん
で
い
た

だ
く
装
置
。
そ
れ
で
は
、
目
で
見
る
言

語
で
あ
る
手
話
を
構
成
す
る
最
小
単

位
は
何
だ
ろ
う
？
そ
の
構
成
要
素
を
遊

び
に
し
た
ら
ど
ん
な
機
械
に
な
る
だ
ろ

う
？
「
こ
と
ば
ス
タ
ン
プ
」
で
遊
び
尽

く
し
た
ら
、
次
に
は
そ
ん
な
こ
と
も
考

え
て
み
て
ほ
し
い
。
良
い
案
が
浮
か
ん

だ
ら
、
ぜ
ひ
、
民
博
の
言
語
チ
ー
ム
に

ご
連
絡
を
。

ことばスタンプ。とってもカラフル

スタンプの裏はこんな感じ。「みんぱく」とつくってみました
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系
統
と
語
順

な
が
の

や
す
ひ
こ
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シナ・チベット語族 言語系統図（部分）

系
統
図

現
行
の
国
立
民
族
学
博
物
館
の
地
域
展

示
の
多
く
に
は
、
各
地
域
の
地
勢
図
や
生

態
分
布
図
な
ど
と
な
ら
び
、
言
語
の
分
布

図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
現
代
の
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
で
の
言
語
の
有
り
様
を
示
す
も

の
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
満
足
す
べ
き
か

と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
の
言
語
展
示
で
は
、

さ
ら
に
そ
れ
に
系
統
、
つ
ま
り
、
歴
史
的

関
係
を
反
映
さ
せ
た
地
図
は
で
き
な
い
も

の
か
と
知
恵
を
絞
っ
た
。
そ
の
結
果
で
き

あ
が
っ
た
の
が
、
窓
側
の
点
字
関
連
資
料

の
上
に
あ
る
地
図
で
あ
る
。

当
初
、
世
界
に
は
こ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い

こ
と
ば
が
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
ま

ず
示
し
た
い
と
の
発
想
だ
っ
た
の
で
、
な

る
べ
く
広
い
ス
ペ
ー
ス
を
使
っ
て
、
個
別

言
語
名
ま
で
書
き
込
も
う
と
考
え
た
。
と

こ
ろ
が
、
こ
れ
は
大
誤
算
だ
っ
た
。
地
球

上
で
海
が
巨
大
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い

た
。
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
諸
語
の
よ
う
に
、

島
に
分
布
す
る
言
語
は
別
と
し
て
、
多
く

の
言
語
は
大
陸
部
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る
。
窓
の
上
の
二
面
を
使
っ
て
も
書
き
き

れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
系
統
を
表
現
し
た

い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
、
個

別
言
語
名
は
諦あ

き
ら
め
て
も
、
語
族
・
語
派
・

語
群
と
そ
の
歴
史
的
分
岐
は
明
示
し
よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ

ト
語
族
を
例
に
と
る
と
、
ま
ず
歴
史
的
に

古
い
段
階
で
、
漢
語
派
と
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ

ル
マ
語
派
に
わ
か
れ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ

ル
マ
語
派
は
さ
ら
に
八
つ
の
語
群
に
分
岐

す
る
が
、
こ
の
系
統
関
係
は
不
明
な
の
で
、

チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
派
か
ら
直
接
枝
わ

か
れ
さ
せ
て
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
、
チ
ン

ポ
ー
・
ヌ
ン
・
ル
イ
語
群
を
詳
し
く
見
よ

う
。
こ
の
語
群
は
左
の
表
の
よ
う
な
下
位

分
類
に
な
る
。
地
図
の「
チ
ン
ポ
ー
・
ヌ
ン
・

ル
イ
語
群
」
の
す
ぐ
上
に
腕
だ
け
が
単
独

で
二
本
出
て
い
る
の
が
、
チ
ン
ポ
ー
語
と

ル
イ
語
、
下
に
あ
る
大
き
な
丸
が
左
か
ら

ヌ
ン
、
ボ
ド
・
コ
チ
、
コ
ニ
ャ
ッ
ク
で
あ
る
。

ボ
ド
・
コ
チ
の
下
に
小
さ
い
丸
が
ふ
た
つ

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ボ
ド
と
コ
チ
、
と
い

う
ふ
う
に
下
位
分
類
を
示
し
て
あ
る
。
個

別
言
語
は
記
述
せ
ず
、
線
香
花
火
の
よ
う

な
線
が
言
語
の
数
を
あ
ら
わ
す
。

こ
う
い
っ
た
作
業
を
各
語
族
ご
と
に
お

こ
な
い
、
地
図
上
に
落
と
す
と
で
き
あ
が

り
な
の
だ
が
、
か
な
り
混
み
合
っ
た
も
の

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
こ
れ
が
現

実
で
あ
り
、
言
語
の
多
様
性
と
絡
み
合
い

は
表
現
で
き
た
と
自
負
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
こ
の
地
図
は
あ
く
ま
で
も
模
式
的
な

概
念
図
で
あ
り
、
実
際
の
分
布
と
一
致
し

て
い
な
い
部
分
も
あ
る
し
、
歴
史
的
な
移

動
の
経
路
を
忠
実
に
写
し
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

語
順世

界
中
の
こ
と
ば
が
ど
う
い
う
統
辞
法

（
語ご

い彙
の
並
べ
方
）
を
取
る
か
を
類
型
的

に
示
す
の
が
語
順
装
置
で
あ
る
。「
お
ば

あ
さ
ん
が
子
ど
も
に
昔
話
を
語
っ
た
」
と

い
う
文
を
一
四
七
言
語
に
つ
い
て
調
べ
た
。

装
置
で
は
、
言
語
名
か
ら
も
語
順
の
類
型

か
ら
も
検
索
で
き
る
。
語
順
の
類
型
か
ら

入
っ
て
み
る
と
、
文
の
先
頭
に
「
お
ば
あ

さ
ん
」
が
く
る
こ
と
ば
が
圧
倒
的
に
多
い

が
、
逆
に
文
末
に
立
つ
言
語
は
ふ
た
つ
し

か
な
い
と
か
、「
語
っ
た
」
が
文
頭
に
立

つ
言
語
は
一
一
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同

じ
類
型
に
属
す
る
言
語
の
数
が
画
面
右
上

に
出
て
く
る
の
で
、
ど
の
程
度
変
わ
っ
た

語
順
か
も
わ
か
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
語
は
特
殊
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る

日
本
人
が
多
い
が
、
日
本
語
と
同
じ
語
順

夜寝る前にお母さんに読んでもらっていた本。
どこか遠い国にも、毎晩同じお話を聞いて眠りにつく子

がいたかもしれません。いつも持ち歩いていた大好きな絵本。自
分だけの宝物だと思っていたけれど、じつは世界の子どもたちと共有して

いたのかも?
新しい言語展示場には、おなじみ『はらぺこあおむし』と『星の王子さま』がいろいろ

な言語で集合しました。前者は 50 言語、後者は 200に近い言語で出版されています。ここでは、
世界各国から集まった本を手にとって見ることができるだけではありません。なんと、ネイティブスピー

カーによる朗読を聞くこともできるのです。
録音に協力してくださった方は、学生さんから年配の方までさまざま。「息子に毎晩せがまれて覚えてしまっ

たから本はいらないよ！」といって暗唱してくださった若いお父さん。「孫が小さかったころを想い出すよ」と、目

を細めながらゆっくり読んでくださったおばあちゃん。そして、身振り手振りをつけての力の入った朗読もありまし
た。録音風景をご披露できないのが残念です。読んでおられる方の様子をあれこれ想像しながら聞いてみるもよ
し。知らないことばの響きに無心に浸ってみるもよし。はたまたいろいろな言語をとりかえひきかえ比べてみ
るのもよし。お好きな楽しみ方でどうぞ。

絵本のコーナーにはまた、普段あまり目にすることのできない点字版も10 言語でお目見えしました。
絵の部分が手触りの異なるいろいろな布地を組み合わせて表現されており、目で読む人も触って

読む人も一緒に楽しめるすぐれもの。点字が実際にさまざまな言語を読むために使われて
いることを実感することもできます。

おなじみのお話を語っているはずの、世界各国から届いた見慣れない文
字、聞きなれないことばの響き。小さいけれど大きな世界につ

ながっている、そんな絵本のコーナーです。

を
取
る
言
語
は
四
六
、
英
語
と
同
じ
語

順
は
六
三
あ
る
。
英
語
は
方
言
と
仲
間
の

こ
と
ば
が
収
録
し
や
す
い
た
め
多
い
だ
け

で
、
実
際
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
考
え
て
よ

い
。
む
し
ろ
日
本
語
タ
イ
プ
の
方
が
多
い

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
語
順
だ
け
で
言
語

の
類
型
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

日
本
語
タ
イ
プ
の
普
遍
性
に
目
を
向
け
る

き
っ
か
け
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、「
お
ば
あ
さ
ん
が
・・・・・・
」
の

例
文
が
四
つ
の
構
成
要
素
に
収
ま
ら
な
い

言
語
も
あ
る
。
例
え
ば
、
中
国
語
粤え

つ

方
言

（
広
東
語
）
で
は

と
い
う
構
文
に
な
る
。
直
訳
す
る
と「
お

ば
あ
さ
ん
が
昔
話
を
子
ど
も
に
語
り
、
子

ど
も
は
（
そ
れ
を
）
聴
い
た
」
と
な
る
。

最
初
の
文
の
目
的
語
が
「
聽
」
の
主
語

に
な
る
、い
わ
ゆ
る
「
兼
語
文
」
の
一
種
で
、

「
聽
」
が
な
い
と
広
東
語
の
話
者
に
と
っ

て
は
落
ち
着
き
が
悪
い
。
語
順
装
置
で
は

「
聽
」
を
無
視
し
て
類
型
化
し
た
が
、
こ

う
い
っ
た
言
語
は
他
に
も
あ
り
、
ど
う
位

置
づ
け
る
か
が
今
後
の
課
題
と
し
て
残
っ

て
い
る
。

チ
ン
ポ
ー
・
ヌ
ン
・
ル
イ
語
群

Jinghpo

Luish

Nungish

Bodo-Koch

Konyak Tangsa
Nocte
Phom
Chang
Moshang
Wakching

Koch Koch
Rabha
A'tong
Ruga

Garo Garo

Bodo Bodo

Rawang
Dulong
Anong

Boro
Dimasa
Tiwa
Mech
Kachari
Kokborok



表
語
文
字
と
表
音
文
字

文
字
と
い
う
の
は
、
言
語
の
本
来
の
姿

で
あ
る
音
声
に
よ
る
伝
達
を
目
に
見
え
る

形
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
き
く
分
け
る

と
、
意
味
を
も
つ
表
語
文
字
と
音
し
か
あ

ら
わ
さ
な
い
表
音
文
字
が
あ
る
。
表
語
文

字
の
代
表
は
漢
字
で
あ
る
。
表
音
文
字
に

は
仮
名
の
よ
う
な
音
節
文
字
と
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
よ
う
な
単
音
文
字
が
あ
る
。
イ

ン
ド
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
使
わ
れ

て
い
る
イ
ン
ド
系
の
文
字
は
、
本
来
母
音

a
を
も
つ
基
本
文
字
に
、
他
の
母
音
を
あ

ら
わ
す
文
字
や
記
号
を
つ
け
て
文
字
に
し

て
い
る
。

我
々
の
用
い
る
漢
字
仮
名
交
じ
り
は
、

表
語
文
字
と
表
音
文
字
の
混
合
体
系
で

あ
る
。
同
じ
よ
う
な
文
字
体
系
に
、
楔

形
文
字
や
マ
ヤ
文
字
が
あ
っ
た
が
、
同
じ

文
字
を
使
い
分
け
て
い
た
。
漢
字
と
仮
名

と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
る
体
系
を
混
用
す

る
文
字
体
系
は
珍
し
く
、
人
類
の
生
み
だ

し
た
貴
重
な
る
財
産
と
い
え
る
も
の
で
あ

る
が
、
よ
く
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
二
六
文

字
で
す
べ
て
を
あ
ら
わ
せ
て
簡
単
な
の
に
、

漢
字
は
数
限
り
な
く
、
覚
え
る
の
が
た
い

へ
ん
だ
と
い
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
価
値
を
見

失
っ
て
い
る
人
が
い
る
。
し
か
し
、「
山
」

や
「
川
」
を
覚
え
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

m
o
u
n
t
a
i
n
や
r
i
v
e
r
と

い
っ
た
綴
り
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

八
杉 

佳
穂

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

世
界
の
文
字

や
す
ぎ

よ
し
ほ

漢
字
を
覚
え
る
の
と
そ
ん
な
に
か
わ
り
が

な
い
。
文
字
の
本
質
は
、
意
味
あ
る
単
位

を
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
す
か
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
用

い
る
に
し
て
も
、
漢
字
と
同
じ
よ
う
に
難

し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

インド系デーヴァナーガリー文字。キは iが k(a)の文字の前にある

ka ki ku ke ko

世
界
の
文
字
を
パ
ネ
ル
で
示
す

世
界
の
言
語
の
数
は
四
〇
〇
〇
と
も

七
〇
〇
〇
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
あ
ま

り
に
か
け
離
れ
た
数
の
違
い
は
、
言
語

と
は
何
か
の
定
義
の
違
い
に
よ
っ
て
い

る
。
文
字
も
同
じ
よ
う
に
、
定
義
の
仕
方

で
、
数
が
異
な
る
が
、
そ
れ
で
も
有
史
以

来
三
〇
〇
に
満
た
な
い
。
そ
れ
ら
も
、
も

と
を
た
ど
れ
ば
、
楔

く
さ
び
が
た形

文
字
、
エ
ジ
プ
ト

文
字
、
漢
字
、
中
米
の
文
字
と
い
っ
た
ほ

ん
の
ひ
と
握
り
の
文
字
に
行
き
着
く
。
文

字
を
発
明
す
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
事

業
か
が
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

新
し
く
な
っ
た
言
語
展
示
場
の
「
世
界

の
文
字
」
は
、
人
間
の
知
恵
と
工
夫
の
結

晶
と
も
い
え
る
五
〇
〇
〇
年
の
文
字
の
歴

史
を
、
無
謀
に
も
一
枚
の
パ
ネ
ル
で
あ
ら

わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
地
図

に
、
ま
ず
、
い
ま
世
界
で
使
わ
れ
て
い
る

文
字
を
、
漢
字
圏
、
イ
ン
ド
系
文
字
圏
、

ラ
テ
ン
文
字
圏
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
圏
、
キ

リ
ル
文
字
圏
、
そ
の
他
に
色
分
け
し
て
示

し
た
。
そ
し
て
そ
の
上
に
、
有
史
以
来
使

わ
れ
て
き
た
文
字
を
、
文
字
見
本
と
と

も
に
可
能
な
限
り
あ
げ
て
い
る
。
す
で
に

使
わ
れ
な
く
な
っ
た
文
字
は
灰
色
に
し
て
、

読
み
順
を
矢
印
で
し
る
し
て
い
る
。

多
様
な
読
み
順

人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
文
字
を
生
み

だ
し
た
が
、
読
み
順
も
多
様
で
、
横
書
き

の
場
合
も
縦
書
き
の
場
合
も
、
左
か
ら
右
、

右
か
ら
左
の
ど
ち
ら
も
あ
り
、
左
か
ら
右
、

右
か
ら
左
、
左
か
ら
右
の
よ
う
に
、
牛
が

畑
を
耕
す
よ
う
な
牛
耕
式
も
長
い
歴
史
の

あ
い
だ
に
は
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
オ
ガ

ム
文
字
や
リ
ビ
ア
文
字
の
よ
う
に
、
下
か

ら
上
に
書
か
れ
る
場
合
や
、
二
行
を
対
に

左
右
、
左
右
と
上
か
ら
下
へ
読
ん
で
い
く

マ
ヤ
文
字
の
よ
う
な
文
字
も
あ
っ
た
。
だ

い
た
い
書
き
順
と
読
み
順
は
同
じ
だ
が
、

マ
ン
ヤ
ン
文
字
の
よ
う
に
、
竹
の
い
っ
ぽ

う
を
腹
に
当
て
、
手
前
か
ら
向
こ
う
に
文

字
を
彫
り
刻
ん
で
い
く
が
、
読
み
順
は
ふ

つ
う
左
か
ら
右
と
い
っ
た
変
わ
り
種
も
あ

る
。
文
字
も
そ
う
だ
が
、
読
み
順
に
お
い

て
も
、
人
間
は
、
じ
つ
に
あ
ら
ゆ
る
可
能

性
を
追
求
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
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方言の
たのしみ方

井上 史雄
明海大学教授
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every

いのうえ ふみお

博
物
館
は
文
字
ど
お
り
モ
ノ
を
展
示
す
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
と

ば
は
、
文
字
に
し
る
さ
れ
な
い
限
り
、
展
示
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
言
語
の
博
物
館
は
、

世
界
に
そ
う
多
く
な
い
。
た
だ
し
見
方
を
変
え
て
、
音
声
と
し
て
の
こ
と
ば
を
紹
介

す
る
な
ら
、
画
期
的
な
展
示
が
で
き
る
。
言
語
は
時
間
軸
に
沿
っ
て
伝
え
ら
れ
る
の
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
言
語
や
方
言
の
音
を
聞
か
せ
る
装
置
を
置
け
ば
小
さ
い
ス
ペ
ー
ス
で
多

く
の
情
報
を
提
供
で
き
る
。

民
博
創
設
当
初
か
ら
言
語
コ
ー
ナ
ー
は
人
気
が
あ
っ
た
。
世
界
の
言
語
の
語
順
を

回
転
板
で
示
す
装
置
や
、
日
本
の
昔
話
が
ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ
で
聞
け
る
装
置
は
画
期

的
だ
っ
た
。
自
由
に
さ
わ
れ
る
展
示
も
魅
力
だ
っ
た
。
人
気
が
あ
り
す
ぎ
て
、
装
置

が
こ
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
、
技
術
の
進
歩
が
反
映
さ
れ
た
。
日
本
各
地
の
方
言

に
よ
る
昔
話
が
聞
け
る
が
、
以
前
よ
り
反
応
が
ず
っ
と
早
く
な
っ
た
。
ま
た
ス
ト
ー

リ
ー
に
応
じ
た
絵
が
画
面
に
出
る
。
諸
方
言
の
仲
間
に
日
本
各
地
の
若
者
こ
と
ば
を

入
れ
た
の
も
面
白
い
。
今
収
録
し
な
い
と
、
何
十
年
か
あ
と
に
は
変
わ
っ
て
し
ま
う

と
い
う
点
で
は
、
高
年
層
の
伝
統
的
方
言
と
同
じ
だ
。
高
年
層
の
貴
重
な
方
言
録
音

と
対
比
し
て
、
ど
の
程
度
わ
か
る
か
、
理
解
度
を
く
ら
べ
る
の
も
楽
し
い
。
一
カ
所

で
日
本
各
地
の
方
言
が
聞
け
る
場
所
は
、
今
の
と
こ
ろ
民
博
以
外
他
に
な
い
。

民
博
の
こ
と
ば
、
こ
と
に
方
言
へ
の
配
慮
は
、
初
代
館
長
梅
棹
忠
夫
の
発
想
に
も

よ
る
が
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
柳
田
国
男
の
民
俗
学
の
伝
統
と
も
、
解
釈
で
き
る
。
民
博

の
言
語
展
示
は
、
場
所
は
狭
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
や
ア
イ
デ
ア
を
凝
ら
し
た
言

語
解
説
が
あ
っ
て
、
独
立
し
た
と
し
て
も
、
世
界
に
誇
り
う
る
言
語
博
物
館
に
な
れ
る
。

パネル「世界の文字」（部分）



人
間
と
は
道
具
を
使
う
動
物
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
定
義
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
ほ
ど
、
モ
ノ
と

人
間
の
あ
い
だ
に
は
深
い
関
係
が
あ
る
。
火
打
石

を
用
い
て
火
を
起
こ
し
、
土
器
を
作
っ
て
煮
炊
き
し

て
、
植
物
の
硬
い
種
子
を
柔
ら
か
く
し
て
食
べ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
人
間
の
大
脳
皮
質
の
成
長

を
可
能
に
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
人
間

の
あ
り
方
は
モ
ノ
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
の
だ
。

と
す
れ
ば
、
大
量
消
費
社
会
と
い
わ
れ
、
機
械

や
ロ
ボ
ッ
ト
が
無
数
の
モ
ノ
を
生
産
す
る
よ
う
に

な
っ
た
現
代
、
わ
た
し
た
ち
人
間
と
モ
ノ
と
の
関

係
は
変
わ
っ
た
の
か
。
ユ
ニ
ク
ロ
に
代
表
さ
れ
る
、

大
量
生
産
さ
れ
る
安
価
な
商
品
が
世
界
の
マ
ー

ケ
ッ
ト
を
席せ

っ
け
ん巻
し
て
い
る
一
方
、
ア
ー
ト
作
品
に
常

軌
を
逸
し
た
価
格
が
つ
け
ら
れ
、
ブ
ラ
ン
ド
の
バ
ッ

グ
や
時
計
に
数
カ
月
分
の
給
料
を
支
払
う
消
費
者

の
行
動
は
、
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
さ
ら

に
、
モ
ノ
の
収
集
と
展
示
の
た
め
の
施
設
と
し
て
の

博
物
館
が
世
界
中
で
増
殖
し
て
い
る
現
象
は
、
な

に
を
示
し
て
い
る
の
か
。
タ
ト
ゥ
ー
や
整
形
医
療
、

臓
器
移
植
等
に
よ
る
身
体
の
加
工
が
一
般
化
し
た

今
日
、
わ
た
し
た
ち
の
身
体
も
ま
た
操
作
可
能
な

モ
ノ
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

使
い
捨
て
と
思
い
入
れ

ふ
り
か
え
る
と
、
わ
た
し
た
ち
の
行
動
は
二
極

化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
わ
た
し
た
ち
は
一
方

で
、
モ
ノ
を
消
費
し
、
思
い
通
り
に
加
工
し
、
使

い
捨
て
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、

一
部
の
モ
ノ
に
対
し
て
は
「
崇
拝
」
と
い
う
こ
と
ば

が
適
切
な
ほ
ど
、
深
い
思
い
入
れ
と
価
値
を
与
え

て
い
る
。
ア
ー
ト
作
品
や
ブ
ラ
ン
ド
品
だ
け
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、
結
婚
指
輪
や
家
族
の
写
真
、

日
々
使
う
お
茶ち

ゃ
わ
ん碗

、
愛
着
あ
る
衣
服
。
こ
れ
ら
が

な
く
な
っ
た
り
、
壊
れ
た
り
し
た
ら
、
あ
な
た
は

ど
れ
だ
け
落
胆
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
見
て

も
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
記
憶
が
モ
ノ
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
。

場
所
と
意
味

考
え
て
み
よ
う
。
わ
た
し
た
ち
が
今
日
、
博
物

館
や
美
術
館
で
目
に
す
る
古
い
絵
画
や
彫
像
の
多

く
は
、
も
と
も
と
は
寺
院
や
教
会
に
置
か
れ
、
儀

礼
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
薄

暗
が
り
の
お
ご
そ
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
祈
り

の
こ
と
ば
が
あ
た
り
を
満
た
す
な
か
で
目
に
す
る

そ
れ
ら
は
、
神
聖
な
感
情
を
引
き
起
こ
す
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
わ
た
し
た
ち
を
世
界
に
結
び

つ
け
、
神
や
仏
な
ど
の
存
在
を
実
感
さ
せ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
、
博
物
館
や
美
術
館
の

白
い
壁
の
上
に
置
か
れ
、
白
々
と
し
た
光
の
下
で

照
ら
さ
れ
る
そ
れ
ら
は
、
一
切
の
神
聖
さ
を
失
い
、

単
な
る
モ
ノ
と
化
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
モ
ノ

に
対
す
る
人
間
の
関
係
を
変
え
た
の
は
、
十
九
世

紀
以
降
世
界
中
に
広
が
っ
た
博
物
館
・
美
術
館
と

い
う
制
度
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
モ

ノ
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
、
近
代

の
制
度
と
し
て
の
博
物
館
・
美
術
館
の
あ
り
方
を

問
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

記
憶
媒
体
と
し
て

あ
る
い
は
、
モ
ノ
と
人
間
の
記
憶
の
関
係
で
あ
る
。

結
婚
指
輪
や
家
族
写
真
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
モ
ノ
は
、
人
間
の
記
憶
を
支
え
、
か
た
ち
づ

く
る
媒
体
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
津
波
や
地
震
の

よ
う
な
大
災
害
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
人
び
と
の
生

活
や
記
憶
は
、
な
に
に
よ
っ
て
再
現
で
き
る
の
か
。

大
量
殺
人
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
生
活
の
根
拠
を

根
扱こ

ぎ
に
さ
れ
た
人
び
と
の
生
活
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。「
ア
ウ
シ
ュ

ビ
ッ
ツ
以
降
、
詩
を
作
る
こ
と
は
野
蛮
で
あ
る
」
と

い
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
ア
ド
ル
ノ
で
あ

る
。
し
か
し
、
人
間
が
経
験
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
出

来
事
に
つ
い
て
語
る
こ
と
や
、
語
ろ
う
と
す
る
人
び

と
を
支
援
す
る
こ
と
は
、
歴
史
学
や
人
類
学
を
含

め
た
人
文
科
学
の
使
命
な
の
で
は
な
い
か
。

唯
一性
と
は

さ
ら
に
、
モ
ノ
と
し
て
の
身
体
の
固
有
性
に
か

か
わ
る
問
い
が
あ
る
。
モ
ノ
と
は
そ
の
定
義
か
ら

し
て
代
替
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
極
に
位

置
す
る
の
は
、
唯
一
無
二
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
タ
ト
ゥ
ー

や
整
形
、
臓
器
移
植
等
に
よ
る

身
体
の
加
工
が
日
常
化
し
た
今

日
、「
わ
た
し
」
の
観
念
は
以

前
の
ま
ま
な
の
か
。
も
し
身
体

が
代
替
可
能
な
モ
ノ
に
過
ぎ
な

い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
結
び
つ

け
て
考
え
ら
れ
て
き
た
「
わ
た

し
」
や
精
神
も
ま
た
固
有
性
を

失
い
、
代
替
可
能
な
モ
ノ
で
し

か
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
。

モノと人の関係を問い直す

文化をめぐる問いひとつひとつにこたえるには、学問の垣根を越え、世界中の知を結集する必要があります。
民博の研究者は、いったいどういう人たちと、どういう課題に取り組み、社会と学問の発展にどのように貢献
しようとしているのでしょうか。「研究フォーラム」では、機関研究や共同研究といった大小のプロジェクトや
シンポジウムなどが、どんな目新しさをもっているのか、発想の興奮を損なわずに、お伝えしていくつもりです。

われわれはモノとのかかわりによって生き、われわれの身体も、モノそのものです。今回は、人とモノのか
かわりをもう一度、人類史的視野から問い直してみようという壮大なプロジェクトからの発信です。

竹
た け ざ わ

沢 尚
しょういちろう

一郎
民博 先端人類科学研究部

民
博
機
関
研
究

マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
の
人
間
学

「
モ
ノ
の
崇
拝
：
所
有
・
収
集
・
表
象
研
究
の
新
展
開
」

	

２
０
０
９
年
４
月
～
２
０
１
３
年
３
月

代
表
者
：
竹
沢 

尚
一
郎

＊
関
連
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
＊

機
関
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
エ
ル
・
ア
ナ
ツ
イ
の
世
界
」

実
施
日 

2
0
1
0
年
10
月
30
日
、
31
日

場
所　

 

国
立
民
族
学
博
物
館

ス
ー
ザ
ン
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ル
ム
を
上
映

1954年、宝塚の遊園地で展示されていたテレビジョン。価格は
18万円、現在の価値で400万円を超える（提供・久保正敏）

国際セミナー（民博にて 2009.12.8）

モ
ノ
か
ら
見
た
世
界

本
研
究
は
、
こ
れ
か
ら
三
年
の
時
間
を
か
け
て

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
わ
た
し
た

ち
研
究
者
は
博
物
館
と
い
う
特
殊
な
施
設
で
働
い

て
い
る
が
、
個
々
の
展
示
の
内
容
を
改
善
す
る
こ

と
に
は
努
力
し
て
き
た
が
、
博
物
館
と
は
な
に
か

と
問
う
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
ま
た
、
博
物
館
と

は
モ
ノ
の
収
集
と
展
示
に
特
化
し
た
施
設
で
あ
る

の
だ
が
、
人
間
に
と
っ
て
モ
ノ
と
は
な
に
か
、
モ

ノ
は
人
間
に
い
か
な
る
力
を
与
え
て
い
る
の
か
、

と
あ
ら
た
め
て
問
う
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

モ
ノ
は
単
に
受
け
身
の
存
在
で
は
な
い
。
モ
ノ

は
わ
た
し
た
ち
を
動
か
し
、
魅
了
し
、
わ
た
し
た

ち
の
生
を
か
く
あ
ら
し
め
て
い
る
存
在
で
あ
る
。

モ
ノ
を
操
作
可
能
な
対
象
と
み
な
す
の
を
や
め
て
、

い
っ
た
ん
モ
ノ
の
側
か
ら
見
た
な
ら
、
世
界
と
わ

た
し
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
見
え
て
く
る
の

か
。
本
研
究
が
め
ざ
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
問
い

か
ら
は
じ
め
て
、
モ
ノ
と
人
間
の
関
係
を
み
な
お

す
こ
と
で
あ
る
。

10   11    2010 年 7月号



会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館 

講
堂

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）　

定
員　
４
５
０
名（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

※
本
館
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
、観
覧
料
が
必
要
で
す
。

第
3
8
6
回　

7
月
17
日（
土
）

【
新
音
楽
展
示
関
連
】

聖
人
の
力
を
伝
え
る
ガ
ム
ラ
ン

講
師　
福
岡
正
太 （
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ジ
ャ
ワ
島

北
海
岸
の
町
チ
ル
ボ
ン
に
あ

る
カ
ノ
マ
ン
王
宮
に
は
、
聖
人

の
力
を
伝
え
る
楽
器
ゴ
ン
・
ス

カ
テ
ィ
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
楽
器
は
、
年
に
１

回
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
預
言
者

ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
誕
祭
に
演

奏
さ
れ
ま
す
。
ゴ
ン
グ
と
鉄

琴
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
こ

の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
も
つ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
不
思
議
な
力

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

第
3
8
7
回　

8
月
21
日
（
土
）

【
新
音
楽
展
示
関
連
】

主
張
す
る
太
鼓

講
師　
寺
田
吉
孝
（
民
族
文
化
研
究
部
教
授
）

１
９
６
０
年
代
以
降
、
社
会

的
正
義
を
要
求
す
る
運
動
の

一
部
と
し
て
太
鼓
を
演
奏
す

る
例
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

日
本
（
大
阪
）
の
被
差
別
部

落
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
、

イ
ン
ド
の
ダ
リ
ッ
ト
（
不
可

触
民
）
な
ど
を
例
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
運
動
に
お
け
る

太
鼓
演
奏
の
意
味
・
位
置
づ

け
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

国立民族学博物館友の会　電話06-6877-8893（平日9時～17時）　FAX06-6878-3716  
 http://www.senri-f.or.jp/      e-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

電話  06-6876-3112
FAX  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

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

友の会

ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
映
え
る
季
節
で
す
。

国立民族学博物館
ミュージアム 
ショップ

陽
射
し
が
徐
々
に
夏
色
を
帯
び
て
き
ま
し
た
。

ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
映
え
る
こ
の
季
節
、
個
性
豊
か
な
ネ
ッ
ク
レ

ス
を
数
多
く
そ
ろ
え
ま
し
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ト
ン
ボ
玉
「
ペ
ラ
ン
ギ
」
や
、
ケ
ニ
ア
・
マ

サ
イ
族
の
深
い
赤
が
印
象
的
な
「
ソ
ー
ラ
・
ビ
ー
ズ
」
を
用
い

た
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
そ
し
て
エ
チ
オ
ピ
ア
ン
・
ク
ロ
ス
と
も
い
わ

れ
る
「
コ
プ
ト
・
ク
ロ
ス
」
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
・
ト
ッ
プ
。
そ
の

土
地
で
愛
さ
れ
た
彩
り
は
繊
細
で
思
い
の
ほ
か
シ
ッ
ク
、
柔
ら

か
な
色
調
に
魅
了
さ
れ
ま
す
。
す
べ
て
１
点
も
の
で
す
。
特
別

な
一
品
に
出
会
い
に
、
ぜ
ひ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
へ
お

立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

トンボ玉ネックレス各種　8,925円～

コプト・クロス　15,750円

企
画
展

「
歴
史
と
文
化
を
救
う
―
―
阪
神
淡
路
大
震

災
か
ら
は
じ
ま
っ
た
被
災
文
化
財
の
支
援
」

阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
１５
年
を
迎
え
た
今
、
こ
れ

ま
で
展
開
さ
れ
て
き
た
被
災
文
化
財
の
救
出
活
動

を
検
証
し
、
今
後
の
展
望
を
考
え
る
機
会
に
し
た
い

と
考
え
ま
す
。

会
期　

7
月
22
日
（
木
）
〜
9
月
28
日
（
火
）

会
場　

本
館
展
示
場
内

「
伝
統
の
布
の〝
い
ま
〞│ 

東
南
ア
ジ
ア
の
ふ

だ
ん
着
に
み
る
実
情
│
」

東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
で
収
集
し
た
「
四
角
い
布
」
や

「
筒
型
の
布
」
な
ど
の
ふ
だ
ん
着
を
展
示
し
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
な
か
で
変
貌
を
と
げ
つ
つ

あ
る
伝
統
の
布
の
実
情
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

7
月
22
日
（
木
）
〜
9
月
14
日
（
火
）

会
場　

本
館
展
示
場
内

音
の
力
―
―
夏
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
0

◆
研
究
公
演

「
侵
蝕
す
る
ガ
ム
ラ
ン
」

実
施
日　

7
月
11
日
（
日
）

時
間　

13
時
30
分
〜
16
時　
（
開
場
13
時
15
分
）

会
場　

特
別
展
示
館
1
階

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

◆
研
究
公
演

「
イ
ン
ド 

歓
喜
の
調
べ
―
―
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン

の
民
俗
音
楽
」

実
施
日　

8
月
1
日
（
日
）

時
間　

13
時
30
分
〜
16
時
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
し
込
み
締
切
り　

7
月
15
日
（
木
）
必
着

◆
研
究
公
演

「
ス
ロ
ラ
イ
と
太テ
ピ
ョ
ン
ソ

平
簫
―
―
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
韓
国
の

チ
ャ
ル
メ
ラ
音
楽
」

実
施
日　

8
月
14
日
（
土
）

時
間　

13
時
30
分
〜
16
時
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
し
込
み
締
切
り　

7
月
29
日
（
木
）
必
着

◆
研
究
公
演

「
揺
さ
ぶ
る
力
―
―
大
阪
浪
速
の
太
鼓
打
ち
」

実
施
日　

8
月
28
日
（
土
）

時
間　

座
談
会　

13
時
30
分
〜
14
時
（
開
場
13
時
）

太
鼓
演
奏　

14
時
15
分
〜
16
時

会
場　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
し
込
み
締
切
り　

8
月
12
日
（
木
）
必
着

研
究
公
演
の
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
・
電
話
番
号
・
参
加
人
数
（
本
人
を
含
め

4
人
ま
で
）、「
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会
」
会
員

番
号
（
会
員
の
み
。
維
持
会
員
お
よ
び
正
会
員
の
方
は

優
遇
枠
が
あ
り
ま
す
）
と
研
究
公
演
タ
イ
ト
ル
・
実

施
日
を
書
い
て
広
報
企
画
室
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
。

●
み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
わ
が
故
郷
の
歌
」

実
施
日　

7
月
24
日
（
土
）

時
間　

13
時
30
分
〜
16
時　
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

※
当
日
10
時
よ
り
会
場
入
口
に
て
整
理
券
配
付

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

以
上
、
研
究
公
演
・
映
画
会
の
お
問
い
合
わ
せ

広
報
企
画
室
企
画
連
携
係

電
話　

0
6・

6
8
7
8・

8
2
1
0

（
平
日
9
時
〜
17
時
）

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「The C
ity in South A

sia

」

日
時　

7
月
18
日
（
日
）
10
時
30
分
〜
17
時
30
分 

7
月
19
日
（
月
）
10
時
30
分
〜
18
時 

 

7
月
20
日
（
火
）
10
時
30
分
〜
15
時

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
英
語
で
お
こ
な
い
ま
す
。
通
訳
は
あ

り
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ

研
究
協
力
課
共
同
利
用
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
3
6
1

（
平
日
9
時
〜
17
時
）

博
学
連
携
教
員
研
修 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
2
0
1
0
in
み
ん
ぱ
く

「
学
校
と
博
物
館
で
つ
く
る
国
際
理
解
教
育 

 

│
新
し
い
民
博
展
示
を
活
用
す
る
│
」

国
立
民
族
学
博
物
館
を
活
用
し
た
国
際
理
解
教
育

の
実
践
事
例
の
紹
介
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
、

国
際
理
解
教
育
に
お
け
る
博
学
連
携
の
意
義
や
可

能
性
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

実
施
日　

8
月
5
日
（
木
）

時
間　

10
時
20
分
〜
17
時
（
受
付
10
時
よ
り
）

会
場　

セ
ミ
ナ
ー
室
及
び
本
館
展
示
場

〈
第
一
部
〉
講
演
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ツ
ア
ー

〈
第
二
部
〉
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

①
民
博
の
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
利
用
し
た
授

業
づ
く
り 
②
仮
面
を
つ
く
っ
て
語
っ
て
異
文
化
理

解 

③
「
思
い
を
込
め
た
音
」
っ
て
何
だ
ろ
う
？ 

④

こ
と
ば
の
不
思
議
・
魅
力 

⑤
裏
側
見
せ
ま
す
―
―

「
じ
ゅ
う
た
ん
を
つ
く
ろ
う
！
」
を
通
し
て 

⑥
コ
ー

ヒ
ー
モ
ノ
ガ
タ
リ
―
―
み
ん
ぱ
く
篇 

⑦
ア
フ
リ

カ
・
ア
カ
ン
族
「
砂
金
秤
の
分
銅
」
づ
く
り

※
参
加
無
料
（
定
員
に
余
裕
が
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、

当
日
参
加
も
可
能
で
す
）

刊行物紹介

■出口顯・三尾稔　編
『人類学的比較再考』
国立民族学博物館調査報告NO.９０

■山路勝彦　責任編集
『民博通信』 ２０１０ NO.１２８
特集　植民地時代の日本人類学

参
加
申
し
込
み
方
法
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

所
属
・
参
加
者
名
・
参
加
希
望
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

明
記
の
う
え
、
左
記
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

情
報
企
画
課
展
示
グ
ル
ー
プ

F
A
X　

0
6
・
6
8
7
8
・
7
5
2
3

e-m
ail:hakug

aku@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

夏
休
み
イ
ベ
ン
ト

「
氷
の
国
の
く
ら
し 

樹
の
国
の
お
ま
つ
り 

〜
カ
ナ
ダ
先
住
民
の
く
ら
し
と
文
化
を
体
験
〜
」

イ
グ
ル
ー
（
雪
の
家
）
の
模
型
の
組
立
体
験
や
、
イ

ヌ
イ
ッ
ト
の
け
ん
玉
、
ワ
タ
リ
ガ
ラ
ス
の
お
面
を
作

り
ま
す
。
お
面
を
か
ぶ
っ
て
ポ
ト
ラ
ッ
チ
（
カ
ナ
ダ

先
住
民
の
パ
ー
テ
ィ
）
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

実
施
日　

8
月
1
日
（
日
）「
氷
の
国
の
く
ら
し
」 

8
月
8
日
（
日
）「
樹
の
国
の
お
ま
つ
り
」

時
間　

10
時
30
分
〜
15
時

会
場　

本
館
展
示
場
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
、
第
3
セ
ミ

ナ
ー
室
、
他

※
参
加
無
料
（
一
部
参
加
費
・
本
館
展
示
観
覧
料
が
必
要

な
イ
ベ
ン
ト
も
あ
り
ま
す
）

参
加
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

財
団
法
人
千
里
文
化
財
団

電
話　

0
6・
6
8
7
7・
8
8
9
3

（
平
日
9
時
〜
17
時
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

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
提
示
）

第
3
8
6
回　

8
月
7
日（
土
）

時
間
●
14
時
〜
15
時
3 0
分

企
画
展「
歴
史
と
文
化
を
救
う
」関
連

被
災
し
た
文
化
財
が
語
り
か
け
る
歴
史
と
文
化
の
記
憶

講
師　
日
髙
真
吾（
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

文
化
財
の
保
存
・
修
復
活
動
と
は
、
単
に
「
壊
れ
た
も
の
を
直

す
」
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
活
動
を
通
し
て
「
過

去
の
人
び
と
の
生
活
の
記
憶
が
刻
ま
れ
た
歴
史
の
証
拠
品
」
か

ら
新
し
い
発
見
に
出
会
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
い
か
に
こ
の
財

産
を
次
世
代
に
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
被
災
文
化
財
の

保
存
・
修
復
活
動
の
視
点
か
ら
解
説
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
企
画
展
見
学
会
が
あ
り
ま
す
。

第
3
8
7
回　

9
月
5
日
（
日
）

※
今
回
は
日
曜
の
開
催
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

時
間
●
14
時
〜
15
時
30
分

19
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想

講
師　
鈴
木
七
美
（
先
端
人
類
科
学
研
究
部
教
授
）

「
若
草
物
語
」
は
作
者
の
オ
ル
コ
ッ
ト
自
身
の
少
女
時
代
を
も

と
に
し
た
半
自
伝
的
な
小
説
で
す
。
彼
女
の
家
族
は
エ
マ
ソ
ン

や
ソ
ロ
ー
と
い
っ
た
超
越
主
義
者
と
も
交
流
が
あ
り
、
当
時
と

し
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
家
庭
、
教
育
環
境
で
育
ち
ま
し
た
。
そ
の

背
景
に
あ
る
19
世
紀
ア
メ
リ
カ
で
展
開
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想

そ
の
理
想
的
な
生
活
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

東
京
講
演
会

第
94
回　

7
月
19
日
（
月
・
祝
）

時
間
●
14
時
〜
15
時
15
分

会
場
●
国
文
学
研
究
資
料
館　

大
会
議
室

定
員
●
2
0
0
名
（
要
申
込
）

参
加
費
● 

5
0
0
円
（
友
の
会
会
員
は
無
料
）

人
間
文
化
研
究
機
構 

連
携
展
示「
チ
ベ
ッ
ト 

ポ
ン
教
の
神
が
み
」関
連

チ
ベ
ッ
ト　
ポ
ン
教
と
は
何
か

講
師　
長
野
泰
彦
（
民
族
文
化
研
究
部
教
授
）

ポ
ン
教
は
、
仏
教
伝
来
以
前
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
文
化
域
に
広
く
分

布
し
て
い
る
宗
教
で
、
チ
ベ
ッ
ト
精
神
文
化
の
基
層
を
形
成
し
て

い
ま
す
。
ポ
ン
教
の
歴
史
や
仏
教
と
の
関
連
、
現
代
に
お
け
る
ポ

ン
教
の
実
態
と
ポ
ン
教
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

※
講
演
終
了
後
、
懇
談
会
と
展
示
解
説
が
あ
り
ま
す
。（
友
の
会
会
員
限
定
）

12   13    2010 年 7月号
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広
州
に
あ
る
広
東
民
間
工
芸
博
物
館
は
、じ

つ
に
ユ
ニ
ー
ク
な
博
物
館
だ
。ま
ず
、名
前
か
ら

し
て
、「
広
東
民
間
工
芸
博
物
館
」と
よ
ば
れ
る

こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、み
な
た
い
て
い「
陳
家

祠
」あ
る
い
は「
陳
氏
書
院
」と
よ
ぶ
。「
祠
」と
は

祖
先
を
祀ま

つ

る
施
設
の
こ
と
、「
書
院
」と
は
子
弟

へ
の
教
育
を
お
こ
な
う
民
間
の
施
設
の
こ
と
。

で
は
陳
氏
の
祖そ

せ
ん
さ
い
し

先
祭
祀
か
つ
子
弟
教
育
の
た
め

の
建
物
が
い
か
に
し
て
民
間
工
芸
博
物
館
に

な
っ
た
の
か
。そ
れ
を
知
る
に
は
、一
九
世
紀
終

わ
り
の
清
代
末
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、こ
の

建
物
の
歴
史
を
ひ
も
と
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

陳
氏一族
の
書
院
か
ら
工
芸
博
物
館
へ

　

一
八
八
〇
年
、広
東
省
各
地
の
陳
姓
の
人
び

と
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
、書
院
を
建
て
た
。陳

氏
の
書
院
、す
な
わ
ち「
陳
氏
書
院
」で
あ
る
。書

院
を
利
用
で
き
る
の
は
建
設
の
際
に
出
資
し
た

一
族
の
者
た
ち
だ
け
で
あ
り
、そ
こ
に
出
入
り

で
き
る
こ
と
、祖
先
の
位い

は
い牌
を
安
置
で
き
る
こ

と
は
、た
い
へ
ん
な
名
誉
で
あ
っ
た
。当
時
、陳

氏
に
限
ら
ず
広
東
各
地
の
一
族
は
こ
ぞ
っ
て
こ

う
し
た
施
設
を
建
て
、広
州
市
内
に
お
い
て
そ

の
数
は
三
〇
あ
ま
り
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。

　

と
き
は
流
れ
、一
九
四
九
年
に
新
中
国
を
建

国
し
た
共
産
党
は
、こ
の
よ
う
な
一
族
の
紐ち

ゅ
う
た
い帯

意
識
や
祖
先
崇
拝
な
ど
を「
封
建
迷
信
」と
し
て

激
し
く
排
撃
し
た
。と
り
わ
け
文
化
大
革
命
期

に
は
、陳
氏
書
院
は
印
刷
工
場
と
し
て
使
用
さ

れ
た
だ
け
で
な
く
、壁
や
柱
に
施
さ
れ
て
い
た

美
し
い
彫
刻
は
は
ぎ
取
ら
れ
、五
〇
〇
〇
あ
ま

り
あ
っ
た
祖
先
の
位
牌
も
ほ
ぼ
す
べ
て
燃
や
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
一
九
七
〇
年
代
の
末
に
共
産
党
政
府

が
階
級
闘
争
を
収
束
さ
せ
、「
改
革
開
放
」路
線

へ
と
国
策
を
転
換
す
る
と
、ま
も
な
く
し
て
陳

氏
書
院
の
修
築
が
始
め
ら
れ
て
、一
九
八
三
年

に
は
一
般
に
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一族
の
栄
華
と
現
代
中
国
の
歴
史
に

思
い
を
は
せ
る

　

こ
ん
に
ち
陳
氏
書
院
の
な
か
に
は
、刺し

し
ゅ
う繍
や

象ぞ
う
げ牙
彫
刻
な
ど
広
東
の
芸
術
・
工
芸
品
が
展
示

さ
れ
て
お
り
、「
工
芸
博
物
館
」の
面め

ん
も
く
や
く
じ
ょ

目
躍
如
と

い
っ
た
と
こ
ろ
だ
。し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も

見
ど
こ
ろ
は
、か
つ
て
陳
氏
一
族
の
ス
テ
イ
タ

ス
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
書
院
の
重
厚
で
静せ

い
ひ
つ謐
な

た
た
ず
ま
い
、修
復
さ
れ
た
柱
や
壁
の
精
巧
な

彫
刻
、そ
し
て
建
物
の
一
番
奥
の
祭
壇
に
置
か

れ
た
ふ
た
つ
の
位
牌
で
あ
ろ
う
。五
〇
〇
〇
あ

ま
り
の
位
牌
の
う
ち
、わ
ず
か
に
こ
の
ふ
た
つ

だ
け
は
、職
員
が
秘
密
裏
に
保
管
し
て
文
革
の

難
を
逃
れ
た
の
で
あ
る
。祭
壇
の
前
に
立
っ
て

こ
の
位
牌
を
眺
め
て
い
る
と
、清
代
末
期
の
陳

氏
の
栄
華
と
、共
産
党
に
よ
る
革
命
の
騒そ

う
じ
ょ
う擾

た

る
歴
史
に
思
い
を
は
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。

陳氏書院の外観

壁に施された精巧な彫刻 祭壇に置かれたふたつの位牌

陳氏一族の栄華と革命の歴史を刻む
広東民間工芸博物館（陳家祠・陳氏書院）

川
かわぐち

口 幸
ゆきひろ

大 東北大学准教授
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カ
メ
ハ
メ
ハ
王
朝
時
代
ま
で
、川
の
流
れ
る
谷
筋
が
ハ
ワ
イ
先

住
民
の
居
住
空
間
で
あ
っ
た
。上
流
に
は
タ
ロ
イ
モ
田
が
広
が

り
、中
流
に
平
民
の
家
々
が
、下
流
の
平
地
に
は
祭
壇
と
首
長
の

荘
宅
が
た
て
ら
れ
て
い
た
。そ
し
て
海
岸
に
は
ボ
ラ
の
養
殖
池
が

あ
っ
た
。戦
争
の
神（
ク
ー
）、生
命
の
神（
カ
ネ
）、農
耕
の
神（
ロ

ノ
）、海
の
神（
カ
ナ
ロ
ア
）な
ど
神
格
の
高
い
神
が
み
は
祭
壇
か

ら
人
び
と
の
生
活
を
見
守
っ
て
い
た
。首
長
は
毎
年
ロ
ノ
神
を
招

い
て
司
祭
に
供
物
を
さ
さ
げ
さ
せ
、豊ほ
う
じ
ょ
う
穣
に
感
謝
す
る
儀
礼
を
と

り
お
こ
な
っ
た
。恐
ろ
し
い
火
山
の
神
、ペ
レ
に
は
詠
唱
と
性
的

な
フ
ラ
の
踊
り
を
奉
納
し
、神
の
怒
り
を
な
だ
め
た
。

家
で
は
家
族
や
個
人
が
神
を
ま
つ
っ
た
。ア
ウ
マ
ク
ア
と
よ

ば
れ
る
女
性
神
像
は
祖
先
の
精
霊
。こ
の
祖
先
像
は
、鋭
い
輪
郭
、

真
珠
母
貝
の
目
、毛
髪
を
つ
け
た
頭
な
ど
頑
健
な
ハ
ワ
イ
人
の
身

体
を
あ
ら
わ
し
、力
強
く
好
戦
的
な
表
情
を
み
せ
て
い
る
。男
性

に
負
け
な
い
女
性
の「
指
導
力
」を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
。こ
の

神
は
、家
族
の
平
安
と
健
康
を
守
る
と
同
時
に
、邪
悪
な
悪
霊
を

退
治
し
て
く
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。さ
ら
に
妖
術
に
よ
っ
て

誰
か
に
危
害
を
く
わ
え
る
力
も
あ
る
と
い
う
。　

ハ
ワ
イ
王
国
は
一
九
世
紀
初
頭
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
、カ

プ（
タ
ブ
ー
）や
ハ
ワ
イ
の
伝
統
宗
教
を
信
ず
る
こ
と
を
禁
止
し

た
。そ
の
た
め
に
、ハ
ワ
イ
の
人
び
と
は
豊
か
で
平
和
な
社
会
で

暮
ら
す
た
め
に
頼
っ
て
き
た
、生
き
た
精
霊
や
神
が
み
と
の
関
係

を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
神
像
は
ホ
ノ
ル
ル
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
博
物
館
所
蔵
の
ア
ウ
マ

ク
ア
を
ハ
ワ
イ
人
芸
術
家
が
彫
り
あ
げ
た「
ほ
ん
も
の
」で
あ
る
。

民
博 

館
長  

須す

ど

う藤 

健け
ん
い
ち一

ハ
ワ
イ
の
女
性
神
像
（
ア
ウ
マ
ク
ア

）
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ド
イ
ツ・バ
イ
エル
ン
州
の

森
を
歩
く

佐さ

さ

き

々
木 

史し
ろ
う郎

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

散
策
と

思
索
の
径

狩
猟
官
の
仕
事

わ
た
し
が
ド
イ
ツ
の
森
林
問
題
に
接
す
る
機
会
を
え
た
の
は
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
で
あ
る
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
工
科

大
学
の
狩
猟
と
森
林
管
理
を
専
門
と
す
る
マ
ル
ク
ス
・
シ
ャ
ー
ラ
ー
博
士
と
、
彼
の
友
人
で
狩
猟
官
の
マ
ッ
ク
ス
・

ケ
ラ
ー
氏
と
知
己
を
え
た
か
ら
で
あ
る
。
狩
猟
官
と
は
日
本
で
は
聞
き
慣
れ
な
い
職
業
だ
が
、
特
別
な
訓
練
を
へ
て

資
格
を
え
た
プ
ロ
の
猟
師
で
、
森
の
な
か
の
野
生
動
物
の
管
理
や
有
害
鳥
獣
の
駆
除
、
密
猟
の
取
り
締
ま
り
、
ア
マ

チ
ュ
ア
猟
師
の
ガ
イ
ド
等
の
活
動
を
お
こ
な
う
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
は
州
有
林
が
多
く
、
森
の
資
源
は
州
の
貴
重
な

収
入
源
で
も
あ
る
。
野
生
の
鳥
獣
も
当
然
活
用
す
べ
き
森
林
資
源
で
あ
り
、
狩
猟
は
森
で
の
生
産
活
動
の
重
要
な
部

門
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
管
轄
す
る
専
門
の
官
職
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

集
団
追
い
込
み
猟

ケ
ラ
ー
氏
が
ま
ず
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
、
彼
が
所
属
す
る
オ
ー
バ
ー
ア
マ
ガ
ウ
の
営
林
署
が
主
催
す
る
秋
の
有

害
獣
狩
猟
だ
っ
た
。
場
所
は
観
光
地
で
有
名
な
ガ
ル
ミ
ッ
シ
ュ
＝
パ
ル
テ
ン
キ
ル
ヘ
ン
近
郊
で
、
狩
猟
対
象
は
ノ
ロ
ジ

カ
の
メ
ス
と
ア
カ
シ
カ
で
あ
る
。
ノ
ロ
ジ
カ
の
場
合
は
繁
殖
を
抑
え
、
食
害
を
予
防
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
こ
の
時

期
の
狩
猟
対
象
は
メ
ス
で
あ
る
。
こ
の
狩
猟
は
集
団
追
い
込
み
猟
だ
っ
た
。
ま
ず
、
複
数
の
猟
師
が
猟
場
と
な
る
山
の

斜
面
に
配
置
さ
れ
る
。
猟
師
た
ち
は
配
置
さ
れ
た
場
所
か
ら
動
け
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
彼
ら
が
連
れ
て
き
た
猟

犬
が
藪や

ぶ

の
な
か
を
走
り
回
っ
て
獲
物
を
探
し
出
し
、
猟
師
が
い
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
立
て
て
く
れ
る
。
猟
師
は
追
い
立

て
ら
れ
た
獲
物
が
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
撃
つ
。
こ
の
日
の
猟
で
は
一
九
人
の
猟
師
が
参
加
し
て
、
午
前
九

時
か
ら
一
一
時
ま
で
二
時
間
活
動
し
て
、
ノ
ロ
ジ
カ
一
頭
と
ア
カ
シ
カ
一
頭
と
い
う
の
が
成
果
だ
っ
た
。

人
工
の
塩
場

狩
の
翌
日
、
ケ
ラ
ー
氏
は
彼
が
管
理
す
る
森
を
案
内
し
て
く
れ
た
。
ド
イ
ツ
最
高
峰
の
ツ
ー
ク
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
の
麓ふ

も
と
に

広
が
る
美
し
い
森
で
あ
る
。
彼
が
ま
ず
見
せ
て
く
れ
た
の
は
、
所
々
の
空
き
地
に
あ
る
人
工
の
塩
場
だ
っ
た
。
空
き
地

の
な
か
に
塩
の
塊
が
置
か
れ
て
い
て
、
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
櫓や

ぐ
ら
が
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
塩

場
に
き
た
シ
カ
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
。
猟
期
に
は
そ
こ
か
ら
動
物
を
ね
ら
う
こ
と
も
で
き
る
。
わ
た
し
は
ロ
シ
ア
極

東
で
先
住
民
族
が
作
っ
た
塩
場
と
そ
の
近
く
の
樹
上
に
設
置
さ
れ
た
待
ち
伏
せ
用
の
台
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
狩
猟
方
法
は
ロ
シ
ア
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
ち
込
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
で
そ
の
本
当
の
姿

を
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

冬
の
禁
猟
区

さ
ら
に
ア
カ
シ
カ
の
冬
期
の
え
さ
場
を
案
内
さ
れ
た
。
今
バ
イ
エ
ル
ン
の
森
で
も
シ
カ
類
に
よ
る
木
の
食
害
が
深
刻

で
あ
る
。
冬
の
え
さ
が
少
な
い
時
期
に
多
く
の
シ
カ
が
樹
皮
や
新
芽
を
か
じ
っ
て
木
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
ケ
ラ
ー
氏
は
森
の
一
部
を
柵
で
仕
切
り
、
晩
秋
に
シ
カ
を
そ
の
な
か
に
追
い
込
ん
で
、
翌
春
ま

で
そ
の
な
か
で
ク
リ
や
ド
ン
グ
リ
、
リ
ン
ゴ
の
絞
り
か
す
を
与
え
て
越
冬
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
え
さ
場
と
周

辺
地
域
は
禁
猟
区
と
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
冬
の
食
害
を
防
ぎ
、
シ
カ
も
え
さ
に
困
ら
な
い
と
い
う
一
石
二
鳥
の
方

策
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
当
然
批
判
も
あ
る
。
森
林
業
者
か
ら
は
害
獣
を
せ
っ
か
く
集
め
る
の
だ
か
ら
一
網
打
尽

に
し
て
駆
除
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
あ
り
、
動
物
保
護
団
体
や
狩
猟
団
体
か
ら
は
、
ど
う
せ
夏
に
森
に
放
っ
て
狩

猟
対
象
と
す
る
の
だ
か
ら
、
え
さ
を
や
っ
て
越
冬
さ
せ
る
の
は
偽
善
だ
と
い
う
声
も
あ
る
。

密
猟
の
取
り
締
ま
り

そ
の
ほ
か
森
林
伐
採
と
植
林
の
現
場
も
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
ケ
ラ
ー
氏
が
自
分
の
森
で
も
っ
と
も
気
に

入
っ
て
い
る
場
所
と
し
て
、
ツ
ー
ク
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
が
で
き
る
美
し
い
湖
も
見
せ
て
く
れ
た
。
彼
自

身
こ
の
森
を
非
常
に
気
に
入
っ
て
い
て
、
一
日
の
大
半
を
森
の
な
か
で
過
ご
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
自
分
の
家
の

庭
の
よ
う
に
、
森
の
な
か
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
。
し
か
し
、
狩
猟
官
の
仕
事
に
は
危
険
も
伴
う
。
特
に
密
猟
の
取

り
締
ま
り
は
、
相
手
も
武
器
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
命
が
け
で
あ
る
。

野
生
動
物
資
源
と
木
材
資
源
、
そ
し
て
観
光
資
源
の
三
者
を
い
か
に
す
べ
て
共
存
さ
せ
つ
つ
持
続
的
に
利
用
す
る
の
か
。

美
し
い
南
ド
イ
ツ
の
森
で
、
狩
猟
官
は
こ
の
問
題
に
頭
を
悩
ま
せ
つ
つ
も
、
今
も
懸
命
に
パ
ト
ロ
ー
ル
を
続
け
て
い
る
。

ド
イ
ツ
南
部
に
広
が
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
は
南
に
ア
ル
プ
ス
を
控
え
、
山
と
森
と
湖
に
恵
ま
れ

た
風ふ

う
こ
う光
明め

い
び媚
な
観
光
地
が
多
い
。
ま
た
、
か
つ
て
は
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
と
い
う
独
立
国
で
あ

り
、
ノ
イ
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
城
を
は
じ
め
王
国
ゆ
か
り
の
歴
史
遺
産
も
多
数
あ
る
。

バ
イ
エ
ル
ン
の
美
し
い
森
は
州
の
観
光
資
源
で
あ
る
と
と
も
に
、
木
材
生
産
の
場
で
も
あ
り
、

野
生
動
物
の
宝
庫
で
も
あ
る
。
今
ド
イ
ツ
の
森
で
も
、
木
々
の
育
成
と
野
生
動
物
の
保
護
、

そ
し
て
観
光
振
興
の
三
者
を
い
か
に
共
存
さ
せ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

ドイツの最高峰ツークシュピッツ
の麓に広がるマックス・ケラー氏
が管理する森

塩の塊を置いてシカを
おびき寄せる人工の塩場

シカのえさ場
（フィーディング・ステーション）

捕獲したノロジカを検分する
マルクス・シャーラー博士

ノロジカとアカシカの猟場
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ある無料雑誌から垣間みる
在日ブラジル人の動向

アンジェロ・イシ
武蔵大学准教授

日本に住むブラジル人がもっとも頼りにするメディアは何だろうか。

在日ブラジル人の近況についてあまり詳しくない人なら、新聞やインターネットと答えるだろう。

しかし、彼ら彼女らとの付き合いが深い事情通ならば、「フリーペーパー」と答えるに違いない

一
九
九
〇
年
代
を
通
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
系
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
メ
デ
ィ
ア
は
有
料
の
週
刊
新
聞
や
衛
星
放
送
の
テ
レ

ビ
・
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
二
〇

〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
何
十
誌
も
の
無
料
雑
誌
が

創
刊
さ
れ
、
業
界
の
勢
力
地
図
を
一
気
に
塗
り
替
え
た
。

そ
し
て
、
常
に
こ
の
市
場
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
の
が
、

『
ア
ウ
テ
ル
ナ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
』（A

lternativa

）
と
い
う
隔

週
雑
誌
で
あ
る
。

『
ア
ウ
テ
ル
ナ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
』
は
、
神
奈
川
県
愛あ

い
か
わ
ま
ち

川
町

に
移
住
し
た
二
人
の
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
よ
っ
て
創
刊
さ

れ
た
。
当
初
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
記
事
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、「
求
人
広
告
」（Classificados
）
が
最
大
の

売
り
だ
っ
た
。
こ
れ
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
ニ
ー
ズ
に
見
合
っ

て
い
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
多
く
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
は
有
料
新

聞
を
買
い
、
記
事
よ
り
も
先
に
、
め
ぼ
し
い
転
職
先
が
な

い
か
と
求
人
広
告
に
目
を
通
し
て
い
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
普
及
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ス
な
ら
簡
単
に
パ
ソ
コ
ン
で

閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
求
人
募
集
の
情
報
だ
け

は
、
ネ
ッ
ト
空
間
で
の
収
集
が
困
難
で
あ
っ
た
。『
ア
ウ

テ
ル
ナ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
』
の
登
場
で
、
求
人
情
報
が
無
料
で

入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

総
合
誌
と
し
て
発
展

同
誌
は
二
〇
〇
四
年
に
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る
。
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
雇
わ
れ
、
本
格
的

な
総
合
誌
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
だ
。
硬
派
な
特
集

記
事
、
辛
口
の
連
載
コ
ラ
ム
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
風
刺
画
な

ど
、
徹
底
的
に
コ
ン
テ
ン
ツ
を
充
実
さ
せ
、
読
者
数
、

ペ
ー
ジ
数
、
そ
し
て
何
よ
り
広
告
覧
の
質
量
を
向
上
さ
せ

よ
う
と
い
う
戦
略
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
的
中
し
、
発
行
部

数
は
み
る
み
る
膨
れ
上
が
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
現
在
、
強

力
な
競
合
誌
と
の
市
場
争
い
も
あ
り
、
隔
週
で
六
万
部
を

発
行
す
る
と
い
う
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
の
世
界
で

は
驚
く
べ
き
数
字
を
維
持
し
て
い
る
。

さ
ら
に
驚
く
の
は
、
こ
の
六
万
部
と
い
う
数
字
が
「
公

称
」
で
は
な
く
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
協
会
に
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と

だ
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
協
会
と
い
え
ば
、
日
本
の
代
表
的
な
日
刊
紙

や
優
良
誌
が
加
盟
し
て
い
る
、
部
数
の
監
査
機
構
で
あ
る
。

数
多
い
ブ
ラ
ジ
ル
系
の
媒
体
の
な
か
で
、
最
初
に
こ
の
協

会
に
加
盟
し
た
の
が
他
で
も
な
い
『
ア
ウ
テ
ル
ナ
テ
ィ
ー

ヴ
ァ
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
狙ね

ら

い
は
、
ヒ
カ
ル
ド
・
タ
イ
社

長
に
よ
れ
ば
、
大
量
の
雑
誌
が
確
実
に
市
場
に
出
回
っ
て

い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
告
主
に
対
す
る

信
頼
感
を
高
め
る
こ
と
だ
っ
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
鏡

メ
デ
ィ
ア
は
社
会
の
鏡
で
あ
る
と
い
う
が
、
ブ
ラ
ジ
ル

系
の
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
を
通
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
動

向
や
課
題
、
そ
し
て
読
者
の
悩
み
や
願
望
が
垣か

い
ま間

み
ら
れ

る
。『

ア
ウ
テ
ル
ナ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
』
の
表
紙
や
中
身
を
見
渡

せ
ば
、
景
気
が
良
か
っ
た
こ
ろ
に
は
、
ア
ジ
ア
の
リ
ゾ
ー

ト
地
の
特
集
が
表
紙
を
飾
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
こ

と
に
気
づ
く
。
ま
た
、
マ
イ
ホ
ー
ム
を
購
入
す
る
人
が
増

え
て
く
る
と
、
日
本
で
自
宅
を
購
入
し
た
た
め
、
ブ
ラ
ジ

ル
に
い
る
大
嫌
い
な
姑

し
ゅ
う
と
めと
同
居
せ
ず
に
す
む
と
は
し
ゃ
い

で
い
た
男
が
、
妻
に
「
マ
マ
を
呼
び
寄
せ
た
の
」
と
告
げ

ら
れ
て
、「
マ
イ
ホ
ー
ム
の
夢
が
姑
と
の
同
居
と
い
う
悪
夢

に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
風
刺
画
が
掲
載
さ
れ
た
。

同
誌
が
一
貫
し
て
力
を
入
れ
て
き
た
の
が
日
本
語
学
習

へ
の
意
欲
の
促
進
で
あ
る
。
二
二
四
号
の
表
紙
を
飾
っ
た

「
努
力
は
報
わ
れ
る
〜
日
本
語
を
学
習
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
人

た
ち
が
何
が
変
わ
っ
た
か
を
語
る
」
と
い
う
特
集
は
、
こ

の
編
集
方
針
を
象
徴
し
て
い
る
。
他
方
、
ま
っ
た
く
日
本

語
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
記
者
に
よ
る
日
本
語
学
習
体
験
記

「
日
本
語
を
学
ぶ
」（A

prendendo Japonês

）
は
人
気
を

集
め
て
い
る
。

し
か
し
、
も
っ
と
も
印
象
的
な
表
紙
を
ひ
と
つ
選
ぶ
な

ら
ば
、
迷
わ
ず
二
〇
〇
八
年
六
月
一
九
日
発
行
の
一
八
一

号
だ
。
こ
の
日
付
を
見
て
ピ
ン
と
来
る
人
も
い
る
だ
ろ
う

が
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
八
日
は
ち
ょ
う
ど
日
本
か
ら
ブ

ラ
ジ
ル
へ
の
移
民
百
周
年
記
念
日
だ
っ
た
。
そ
の
翌
日
を

発
行
日
と
し
た
「
百
周
年
特
集
号
」
で
は
、「
表
紙
を
飾

れ
」
と
い
う
企
画
が
組
ま
れ
、
反
響
を
呼
ん
だ
。
愛
知
県

名
古
屋
市
で
毎
年
開
か
れ
る
ブ
ラ
ジ
ル
系
企
業
の
見
本
市
、

「
エ
キ
ス
ポ
・
ビ
ジ
ネ
ス
」
で
出
展
し
た
同
誌
の
ブ
ー
ス

を
訪
れ
た
二
〇
〇
〇
人
の
読
者
全
員
が
特
設
ス
タ
ジ
オ
で

写
真
撮
影
を
し
、
自
分
の
写
真
で
一
点
も
の
の
表
紙
を
無

料
で
作
成
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
大
胆
な
企
画
だ
っ
た
。

そ
し
て
一
八
一
号
で
は
、
選
ば
れ
た
一
〇
〇
人
の
表
紙
が

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
た
。

経
済
危
機
の
影
響

二
〇
〇
八
年
下
半
期
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の

雇
用
危
機
と
派
遣
切
り
で
、
多
く
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
職
を

失
い
、
六
万
人
以
上
が
帰
国
し
た
。
一
時
期
は
三
一
万
人

を
超
え
た
ブ
ラ
ジ
ル
国
籍
者
数
も
、
二
〇
一
〇
年
現
在
、

約
二
五
万
人
に
減
少
し
た
と
推
計
さ
れ
る
。
在
日
ブ
ラ
ジ

ル
人
向
け
の
ビ
ジ
ネ
ス
や
サ
ー
ビ
ス
は
不
況
と
デ
フ
レ
・

ス
パ
イ
ラ
ル
に
襲
わ
れ
、
多
数
の
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
が
廃

刊
に
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
ア
ウ
テ
ル
ナ

テ
ィ
ー
ヴ
ァ
』
や
そ
の
競
合
誌
は
部
数
を
減
ら
さ
ず
に
踏

ん
張
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
各
社
の
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る

と
も
い
わ
れ
る
が
、
従
来
の
部
数
を
死
守
す
る
と
い
う
決

断
は
各
経
営
者
の
プ
ラ
イ
ド
や
ラ
イ
バ
ル
意
識
と
も
無
縁

で
は
な
か
ろ
う
。
じ
つ
は
、
ど
の
メ
デ
ィ
ア
企
業
も
多
く

の
記
者
を
解
雇
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
取
材
能
力
、
編

集
能
力
が
著
し
く
弱
体
化
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
世
論

形
成
や
意
識
啓
発
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
メ

デ
ィ
ア
の
質
の
維
持
が
危
ぶ
ま
れ
る
、
い
や
、
望
ま
れ
る
。

移民百周年記念の画期的な企画

旬な話題を取り入れたユーモラスな漫画

名古屋市の見本市ではメディアも出展している

W杯の年にサッカー特集は欠かせない

日本語学習を促進する特集。
連載コラムも新設された
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ビ
ー
ル
の
美
味
し
い
こ
ろ

神
話
と
し
て
の

「
やって
み
な
は
れ
」

キ
リ
ン
と
サ
ン
ト
リ
ー
合
併
の
破
談

ビ
ー
ル
が
美
味
し
い
季
節
と
な
っ
た
。

ビ
ー
ル
と
い
え
ば
、
去
年
の
暮
れ
か
ら
今

年
の
初
め
に
か
け
て
、
キ
リ
ン
と
サ
ン
ト

リ
ー
の
合
併
騒
動
さ
ら
に
破
談
に
い
た
っ

た
一
連
の
動
き
が
世
情
を
賑
わ
せ
た
。
今

年
の
夏
は
、
こ
う
し
た
話
題
に
花
を
咲
か

せ
な
が
ら
ジ
ョ
ッ
キ
を
傾
け
る
御
仁
も
多

い
と
思
う
。
合
併
す
れ
ば
、
国
内
の
ビ
ー

ル
類
の
シ
ェ
ア
で
は
約
五
割
、
年
間
売
上

高
約
三
兆
八
〇
〇
〇
億
円
に
達
し
、
世
界

有
数
の
酒
類
・
飲
料
メ
ー
カ
ー
が
誕
生
す

る
は
ず
だ
っ
た
だ
け
に
、
破
談
報
道
も
新

聞
各
紙
の
一
面
を
飾
っ
た
。

面
白
か
っ
た
の
は
、
新
聞
各
紙
が
盛
ん

に
両
社
の
文
化
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
た

こ
と
だ
。

た
と
え
ば
、
経
済
専
門
紙
で
あ
る
日
経

産
業
新
聞
に
お
い
て
さ
え
、「『
や
っ
て
み
な

は
れ
』
の
伝
統
が
染
み
つ
い
て
い
る
オ
ー

ナ
ー
経
営
者
」
と
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
の
佐さ

じ治
信の

ぶ
た
だ忠

を
評
し
て
い
る
。

神
話
の
誕
生

そ
れ
で
は
「
や
っ
て
み
な
は
れ
」
の
企

業
風
土
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
？
筆

者
は
サ
ン
ト
リ
ー
で
働
い
た
経
験
を
も
つ
。

「
や
っ
て
み
な
は
れ
」
に
直じ

か

に
接
し
続
け

た
。
経
営
人
類
学
的
に
い
え
ば
、「
や
っ

て
み
な
は
れ
」
と
い
う
の
は
、
神
話
で
あ

る
。
創
業
者
の
鳥と

り
い井
信し

ん
じ
ろ
う

治
郎
と
そ
の
息
子

で
第
二
代
社
長
の
佐さ

じ治
敬け

い
ぞ
う三

と
の
会
話
か

ら
生
じ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
神

話
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
七
〇
年
社
史
に
よ
っ

て
完
成
し
た
。
完
成
さ
せ
た
の
は
芥
川
賞

作
家
開か

い
こ
う高

健た
け
しと

直
木
賞
作
家
山や

ま
ぐ
ち口

瞳ひ
と
み。

じ

つ
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
は
昭
和
三
〇
年
代
に
、

宣
伝
部
と
い
う
小
さ
な
所
帯
か
ら
、
開
高

と
山
口
の
二
人
の
大
作
家
を
誕
生
さ
せ
て

い
る
。
七
〇
年
史
は
こ
の
二
人
の
作
家
が

書
い
た
も
の
で
、
社
史
篇
の
第
一
巻
が

『
や
っ
て
み
な
は
れ
』、
資
料
篇
の
第
二
巻

が
『
み
と
く
ん
な
は
れ
』
の
タ
イ
ト
ル
。

『
や
っ
て
み
な
は
れ
』
で
は
「
戦
前
篇
」

が
山
口
著
、「
戦
後
篇
」
が
開
高
著
で
あ

る
。
社
史
と
は
い
っ
て
も
、
鳥
井
信
治
郎

と
佐
治
敬
三
の
伝
記
に
、
宣
伝
部
の
逸
話

が
混
じ
っ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
っ

た
も
の
で
、
芥
川
賞
直
木
賞
受
賞
者
が
執

筆
し
た
異
色
の
社
史
と
い
え
る
。
こ
の
社

史
こ
そ
「
や
っ
て
み
な
は
れ
神
話
」
を
完

成
さ
せ
た
聖
な
る
書
で
あ
っ
た
。

神
話
の
完
成

大
阪
の
商
人
で
、
道ど

し
ょ
う
ま
ち

修
町
の
丁で

っ
ち稚
だ
っ

た
鳥
井
信
治
郎
が
一
八
九
九
年
に
ワ
イ
ン

の
製
造
販
売
を
始
め
た
の
が
サ
ン
ト
リ
ー

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
あ
る
。
鳥
井
信
治

郎
は
赤
玉
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
の
成
功
で
え
た

資
金
を
も
と
に
、
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
製
造
に

挑
戦
し
た
。
ウ
ィ
ス
キ
ー
が
商
品
と
し
て

企
業
の
力
に
な
る
ま
で
は
、
歯
磨
き
、
紅

茶
、
ジ
ュ
ー
ス
と
多
種
多
様
な
も
の
の
小

口
の
ヒ
ッ
ト
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
時
代
、
正
確
に
は
昭
和
三

（
一
九
二
八
）
年
に
、
一
度
、
ビ
ー
ル
に

手
を
出
し
て
失
敗
し
た
と
い
う
苦
い
経
験

を
し
て
い
る
。「
オ
ラ
ガ
ビ
ー
ル
」
と
い

う
。
こ
の
「
創
業
者
の
失
敗
」
が
「
や
っ

て
み
な
は
れ
神
話
」
の
大
き
な
伏
線
と

な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
寶
酒
造

（
現
：
宝
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
）

が
、
ビ
ー
ル
の
製
造
販
売
を
試
み
て
い
る
。

当
時
米
国
占
領
下
の
沖
縄
で
の
オ
リ
オ
ン

ビ
ー
ル
を
除
け
ば
、
国
内
の
ビ
ー
ル
製
造

は
、
キ
リ
ン
、
ア
サ
ヒ
、
サ
ッ
ポ
ロ
の
三

社
だ
け
だ
っ
た
。
寶
酒
造
は
一
九
五
七
年

四
月
一
日
、「
タ
カ
ラ
ビ
ー
ル
」
を
発
売
。

一
〜
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
シ
ェ
ア
し
か
取
れ

ず
に
、
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
結
局
、

一
九
六
七
年
に
ビ
ー
ル
事
業
か
ら
撤
退
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、「
タ
カ
ラ

ビ
ー
ル
」
の
苦
戦
が
周
知
の
事
実
の
な
か

で
、
ビ
ー
ル
へ
の
挑
戦
と
い
う
の
は
、
創

業
者
の
屈
辱
か
ら
ほ
ぼ
タ
ブ
ー
に
な
っ
て

お
り
、
文
字
通
り
社
運
を
賭か

け
る
大
決
断

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
息
子
の
佐
治
敬
三
が

父
鳥
井
信
治
郎
の
枕ち

ん
と
う頭
で
、
ビ
ー
ル
製
造

の
決
意
と
意
図
を
打
明
け
、
信
治
郎
が

「
…
…
や
っ
て
み
な
は
れ
」
と
言
っ
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
創
業
者

と
二
代
目
の
や
り
取
り
を
『
や
っ
て
み
な

は
れ
』
の
な
か
で
開
高
は
生
き
生
き
と
描

い
た
。
こ
こ
に
、「
や
っ
て
み
な
は
れ
神

話
」
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

サ
ン
ト
リ
ア
ン
と
神
話

サ
ン
ト
リ
ー
の
職
員
は
自
ら
の
こ
と
を

「
サ
ン
ト
リ
ア
ン
」
と
よ
ぶ
。
神
話
は
こ
の

サ
ン
ト
リ
ア
ン
に
強
い
凝
集
性
と
矜き

ょ
う
じ持
を

与
え
て
い
る
。
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
、
伊

右
衛
門
、
青
い
バ
ラ
、
最
近
で
は
角
瓶
の

ハ
イ
ボ
ー
ル
作
戦
な
ど
成
功
し
た
事
業
の

新
展
開
が
「
や
っ
て
み
な
は
れ
」
の
神
話

に
基
づ
い
て
事
後
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

新
し
い
挑
戦
に
対
し
て
自
ら
に
「
や
っ
て

み
な
は
れ
」
と
言
っ
て
奮
い
立
た
せ
て
い

る
。
独
自
の
文
化
集
団
が
独
自
の
神
話
を

奉
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
経
産
業
新
聞
の
「
破
談
で
残
っ
た

『
や
っ
て
み
な
は
れ
』」
を
は
じ
め
、
キ
リ

ン
と
サ
ン
ト
リ
ー
の
破
談
に
際
し
て
は
、

こ
の
企
業
神
話
が
残
っ
た
こ
と
に
対
す
る

好
意
的
な
受
け
止
め
方
も
あ
る
。
キ
リ
ン

サ
イ
ド
の
個
性
が
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い

ま
ま
に
、
サ
ン
ト
リ
ー
の
神
話
だ
け
が
一

方
的
に
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
今こ

よ
い宵
は
ビ
ー
ル
の
泡
を
飛
ば
し

な
が
ら
、
神
話
に
つ
い
て
語
る
の
も
よ
い

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

キ
リ
ン
と
サ
ン
ト
リ
ー
の
合
併
話
が
泡
と
消
え
、

一
方
で
サ
ン
ト
リ
ー
の「
や
っ
て
み
な
は
れ
」精
神
が
強
調
さ
れ
た
。

サ
ン
ト
リ
ー
の「
や
っ
て
み
な
は
れ
」神
話
と
は
…
…
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お
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心し
ん
ぺ
い平

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

ソ
ウ
ル
を
自
分
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
決
め
て
か
ら
二
年
が

過
ぎ
、
市
の
南
端
の
新シ

ッ
リ
ム林
地
域
、
さ
ら
に
そ
の
南
部
に

引
っ
越
し
た
二
〇
〇
〇
年
の
終
わ
り
ご
ろ
、
わ
た
し
の
調

査
は
揺
れ
て
い
た
。

新
林
南
部
は
山
で
東
西
に
わ
か
れ
る
。
東
側
は
ソ
ウ
ル

大
学
で
、
西
側
に
は
そ
の
こ
ろ
ま
で
蘭ナ

ン
ゴ
ク谷
と
よ
ば
れ
る
貧

民
街
が
あ
っ
た
。
ソ
ウ
ル
大
に
は
、
蘭
谷
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
励
む
学
生
が
珍
し
く
な
か
っ
た
し
、
そ
う
す
る

う
ち
蘭
谷
の
人
び
と
の
声
な
き
声
を
記
述
す
る
こ
と
に
目

覚
め
る
社
会
科
学
徒
た
ち
も
い
た
。
そ
ん
な
学
生
た
ち
を

指
し
て
「
蘭
谷
派
」
な
る
呼
び
方
ま
で
聞
か
れ
た
。

当
時
の
わ
た
し
は
、
工
場
労
働
者
や
ホ
ー
ム
レ
ス
の
支

援
活
動
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
社
会
の
底
辺
層
の
研
究
を

始
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
蘭
谷
派
の
学
友
た
ち
か
ら
も
多

く
の
こ
と
を
学
ん
で
い
た
。
た
だ
、
自
分
は
ど
う
も
蘭
谷

派
に
は
な
り
き
れ
な
い
。
真
逆
に
近
い
こ
と
に
気
を
取
ら

れ
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

切
り
つ
き
の
机
が
並
ぶ
大
部
屋
が
あ
り
、
月
に
八
万
ウ
ォ

ン
で
机
と
ロ
ッ
カ
ー
を
貸
し
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
二
時
間

ほ
ど
勉
強
す
る
と
朝
食
だ
。
五
〇
枚
一
八
万
ウ
ォ
ン
ほ
ど

で
買
っ
た
食
券
を
も
ち
、
考
試
生
用
の
食
堂
の
列
に
並
ぶ
。

こ
の
と
き
新
聞
を
読
み
、
食
堂
の
テ
レ
ビ
に
見
入
る
の
が
、

彼
に
と
っ
て
外
界
と
の
唯
一
の
接
点
だ
っ
た
。
そ
の
後
は
、

昼
に
ま
た
同
じ
食
堂
に
行
く
の
を
除
き
、
夕
方
ま
で
予
備

校
だ
。
夕
食
は
考
試
仲
間
と
ど
こ
か
で
軽
く
と
る
の
だ
が
、

遠
出
も
せ
ず
一
時
間
以
内
に
は
読
書
室
に
戻
る
。
彼
が
考

試
院
に
帰
る
の
は
０
時
前
で
、
睡
眠
時
間
は
五
時
間
ほ
ど
。

予
備
校
に
行
か
な
い
日
も
、
読
書
室
に
い
る
だ
け
で
大
差

が
な
い
。
実
家
ま
で
は
二
時
間
ほ
ど
と
近
い
の
に
、
盆
正

月
と
試
験
直
後
の
年
三
回
し
か
帰
省
し
な
い
。
彼
は
こ
ん

な
生
活
を
五
年
も
続
け
て
い
た
が
、
そ
れ
も
考
試
村
で
は

ザ
ラ
な
こ
と
だ
っ
た
。

青
春
を
な
げ
う
つ
わ
け

ど
う
し
て
Ｗ
は
こ
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
司
法
試
験
に
受
か
り
、
法
曹
界
に
入
る
た
め
だ
。

た
だ
、
Ｗ
は
そ
の
理
由
を
「
こ
の
国
の
正
義
の
た
め
」
な

ど
と
い
う
、
あ
り
が
ち
な
口
上
で
は
語
ら
な
い
。「
結
局

は
人
よ
り
う
ま
く
生
き
た
い
か
ら
さ
」。

Ｗ
は
有
名
大
学
の
法
学
部
を
卒
業
し
て
い
る
。
大
学
の

友
だ
ち
の
な
か
に
は
、
一
流
企
業
に
就
職
し
て
、
そ
れ
な

り
に
う
ま
く
生
き
て
い
る
者
も
多
い
。「
も
う
係
長
に

な
っ
て
い
た
り
し
て
ね
」。
そ
れ
を
見
る
と
、
自
分
が
惨

め
に
思
え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
で
も
、
司
法
試
験
に

受
か
っ
た
ら
会
社
員
と
は
人
生
の
格
が
違
う
の
だ
と
い
う
。

Ｗ
は
よ
く
わ
た
し
の
研
究
の
話
を
聞
き
た
が
っ
た
。
底

辺
層
の
研
究
を
す
る
と
話
せ
ば
、
韓
国
で
は
し
ば
し
ば

考
試
生
の
暮
ら
し

わ
た
し
が
新
林
で
最
初
に
住
み
つ
い
た
の
は
ソ
ウ
ル
大

と
蘭
谷
の
狭は

ざ
ま間

に
あ
る
小
さ
な
地
区
、「
考コ

ー
シ
チ
ョ
ン

試
村
」。
こ
こ

は
国
家
試
験
の
受
験
（
考コ

ー
シ試

）
対
策
の
メ
ッ
カ
と
さ
れ
、

有
力
な
予
備
校
が
散
在
し
、
法
曹
人
や
高
級
官
僚
を
志
す

若
者
た
ち
が
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
い
た
。
わ
た
し
が
住
ん

だ
の
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
で
も
ワ
ン
ル
ー
ム
で
も
な
く
、

「
考コ

ー
シ
ウ
ォ
ン

試
院
」
の
ひ
と
つ
。
部
屋
は
四
畳
半
た
ら
ず
の
狭
さ

で
、
シ
ャ
ワ
ー
室
、
ト
イ
レ
、
洗
濯
機
は
共
用
だ
し
、
炊

事
施
設
も
な
い
。
た
だ
、
机
と
椅
子
と
本
棚
は
備
え
つ
け

で
、
保
証
金
が
不
要
、
家
賃
も
安
い
。
築
二
年
と
新
し
く
、

小
さ
い
な
が
ら
窓
も
あ
り
、
冷
暖
房
が
つ
ね
に
利
い
て
い

た
が
、
そ
れ
で
も
月
極ぎ

め
家
賃
が
公
共
料
金
込
み
で
二
七

万
ウ
ォ
ン
（
約
二
万
五
〇
〇
〇
円
）
だ
っ
た
。

こ
こ
に
引
っ
越
し
て
す
ぐ
、
同
じ
建
物
の
窓
な
し
の
部

屋
に
住
む
二
九
歳
の
「
考コ

ー
シ
セ
ン

試
生
」
Ｗ
と
知
り
あ
っ
た
。
彼

の
一
日
は
ざ
っ
と
こ
ん
な
ふ
う
だ
。
ま
ず
六
時
ご
ろ
に
起

き
、
す
ぐ
近
所
の
「
読ト

ク
ソ
シ
ル

書
室
」
に
行
く
。
こ
こ
に
は
間
仕

「
い
い
こ
と
だ
」
と
褒
め
ら
れ
た
り
、「
そ
れ
で
韓
国
全
体

が
語
れ
る
わ
け
？
」
と
貶け

な

さ
れ
た
り
す
る
も
の
だ
が
、
Ｗ

は
違
っ
た
。
た
だ
、
時
ど
き
「
考
試
生
も
あ
る
意
味
で
底

辺
な
ん
だ
け
ど
な
あ
」
と
苦
笑
い
し
て
い
た
。

エ
リ
ー
ト
の
帰
還

そ
れ
か
ら
四
年
が
経た

っ
た
こ
ろ
、
弁
護
士
に
な
っ
た
Ｗ

が
訪
ね
て
き
た
。
会
っ
て
近
況
を
話
す
う
ち
、
彼
は
熱
っ

ぽ
く
語
り
だ
し
た
。
お
お
よ
そ
こ
ん
な
ふ
う
に
。「
弁
護

士
も
人
間
さ
。
蘭
谷
の
人
び
と
と
同
じ
く
ね
。
癒い

え
な
い

傷
も
、
特
有
の
苦
悩
も
、
非
合
理
な
人
間
関
係
や
、
迷
信

的
な
精
神
世
界
も
あ
る
。
で
も
、
そ
れ
は
贅ぜ

い
た
く沢
話
だ
っ
て

い
わ
れ
て
、
大
き
な
声
じ
ゃ
い
え
な
い
。
他
の
立
場
の
人

に
は
理
解
も
代
弁
も
し
て
も
ら
え
な
い
。
き
っ
と
出
来
な

い
し
、
関
心
も
な
い
話
さ
」。

す
で
に
わ
た
し
は
底
辺
層
の
研
究
か
ら
身
を
引
い
て
い

た
。
底
辺
層
支
援
の
同
伴
知
識
人
の
思
考
や
、
そ
の
も
と

に
な
る
認
識
や
社
会
関
係
な
ど
を
調
査
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド

を
去
ろ
う
と
し
て
い
た
。
サ
バ
ル
タ
ン
（
虐し

い
た
げ
ら
れ
た
人

び
と
）
を
対
象
化
す
る
蘭
谷
派
と
は
対
照
的
に
、
エ
リ
ー

ト
を
対
象
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
あ
ら
た
め
て
こ
の
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蘭谷一帯はこの後に行政によりすべてとり壊された（2000年12月）蘭谷のボランティア施設で勉強する子ども（2000年11月  
撮影・趙文英）

考試食堂のひとつ。営業時間に月極めでも食
事ができる（2010年5月 撮影・李康元）

考試村の公園には、考試生が休息と情報交換
に集まる（2010年5月  撮影・李康元）

考試村にあふれる考試食堂、考試読書室、考試書店（2010年5月  撮影・李康元）
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時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :吉本忍（民族文化研究部教授）
話題 :伝統の布の “いま ”
場所 :企画展示場 B

時間 : 13時から 14時
話者 :鈴木裕之（国士舘大学教授、国立民族学博物館客員教授）
話題 :無文字社会から生まれたアフリカ音楽の魅力

――西アフリカのマンデ音楽を中心に
場所 :本館展示場内ナビひろば

時間 : 14時 15分から 16時
公演名 :アフリカン・ポップスの響き――ニャマ・カンテとジェリドン
場所 : １Fエントランスホール

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。

日本庭園前駐車場
バス停 自然文化園・
日本庭園中央

日本庭園前
駐車場入口

バス停
日本庭園前

日本庭園前
駐車場出口
公園東口駅東口

万博記念公園駅

阪大病院前

彩都西

徒歩
乗用車

国立民族学博物館専用通行口
日本庭園前ゲート

中央口 ●東駐車場

●南第１駐車場

●南第２駐車場

●中央駐車場

門真

中央環状線

大阪モノレ
ール

大阪空港

国立民族学博物館

中 国 自 動 車 道
中国豊中I.

C

日本庭園

●太陽の塔自然文化園
（有料区域）

R１７１

J
R
茨
木

吹田I.C

  　     みんぱくホームページ

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

編集後記
　山開き・海開きの７月、本誌もページを開いていただく
とわかるように、誌面がリニューアルされた。年度途中だ
が、３月末にリニューアルオープンした言語展示、音楽展
示の特集記事を順次掲載するのに合わせてこの時期と
なった。特集記事はページ数が増え、表紙も、今後はモ
ノにこだわらず特集に応じた柔軟なデザインとなる予定
だが、今号の表紙はいかがだろうか。
　新コーナーも登場した。研究の生々しい最前線、研究
を始める際の目のつけ所、などを紹介する「研究フォーラ
ム」、フィールドを歩きながらより広い視点で考える「散策
と思索の径」、研究者や民博を訪れる人びとの思い入れ
からモノを紹介する「みんぱく 私の逸品」など、民博の
さまざまな活動を研究者の眼

まな

差
ざ

しからより広く紹介する
コーナー。研究活動がさまざまな博物館活動と不即不離
であること、事業仕分けという動きのなかで、人文社会
系の基礎的な研究は効率・速効の視点だけでは測りにく
いことへの、読者諸賢からのご理解とご支援をお願いし
たい。編集委員や制作体制の一部に異動があったことも
付記しておく。（久保正敏）
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特典◆本館展示の無料入館◆特別展示の観覧料割引
◆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。
本館展示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。

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おります。

みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう7月

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :上羽陽子　（文化資源研究センター助教）
話題 :インドの花嫁衣裳 ――その形態と役割を考える
場所 :南アジア展示場

時間 : 11時から 12時
話者 :樫永真佐夫　（研究戦略センター准教授）
話題 :タイのボクシング 
場所 :１Fエントランスホール

4日

11日

18日

25日

（日曜日）

（日曜日）

（日曜日）

（日曜日）

次号の予告
 特集

音の力

■本館展示観覧料が必要です。
■開催日により時間が異なります。ご注意ください。
※都合により、予定を変更することがあります。

公演

お話

表紙 新しくなった言語展示場に掲げられているパネル「世界の言語」より
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