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再
録
―
―
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
創
刊
の
こ
と
ば　
梅う

め
さ
お棹 

忠た
だ

夫お

　
こ
こ
に
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
の
創
刊
号
を
お
と
ど
け
す
る
。

 「
み
ん
ぱ
く
」
と
は
何
の
こ
と
か
と
、
一
瞬
不
審
の
念
を
も
た
れ

た
方
も
あ
ろ
う
か
と
お
も
う
。「
み
ん
ぱ
く
」
は
「
民
博
」
で
あ
る
。

国
立
民
族
学
博
物
館
の
略
称
な
い
し
は
愛
称
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
は
そ
の
国
立
民
族
学
博
物
館
の
広
報
誌
で

あ
る
。「
み
ん
ぱ
く
」
と
い
う
よ
び
方
は
、
す
で
に
一
般
に
定
着
し

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
が
、
こ
の
博
物
館
を
し
た
し
め
る
存
在
と

み
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
あ
え
て
四
角
ば
ら
ぬ
愛
称
「
み
ん
ぱ
く
」

を
、
こ
の
雑
誌
の
名
に
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

 「
み
ん
ぱ
く
」
つ
ま
り
国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
こ
の
秋
に
開
館
を

予
定
さ
れ
て
い
る
あ
た
ら
し
い
博
物
館
で
あ
る
。
大
阪
府
吹
田
市

千
里
の
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
公
園
の
な
か
に
、
現
在
建
設
中
で

あ
る
。
ま
も
な
く
で
き
あ
が
っ
て
、
一
一
月
一
七
日
か
ら
一
般
に
公

開
さ
れ
る
。

　
民
族
学
（
文
化
人
類
学
）
と
い
う
の
は
、
世
界
の
諸
民
族
の
社
会

と
文
化
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
民
族
学
博
物
館

と
い
う
の
は
、
世
界
の
諸
民
族
の
社
会
と
文
化
に
関
す
る
資
料
を
収

集
、
保
管
、
展
示
す
る
博
物
館
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ

で
は
、
こ
の
種
の
博
物
館
は
む
か
し
か
ら
各
地
に
存
在
す
る
が
、
日

本
に
は
い
ま
ま
で
ひ
と
つ
も
な
か
っ
た
。
民
族
学
関
係
者
た
ち
の

四
〇
年
来
の
悲
願
が
よ
う
や
く
実
を
む
す
ん
で
、
こ
ん
ど
、
こ
の
国

立
民
族
学
博
物
館
の
開
設
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
現
代
の
世
界
は
、
か
つ
て
な
い
国
際
化
の
時
代
を
む
か
え
て
、
諸

民
族
間
の
接
触
と
交
流
は
ま
す
ま
す
活
発
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
時
代
に
あ
っ
て
は
、
国
民
の
一
人
ひ
と
り
が
、
世
界
の
諸

民
族
の
社
会
と
文
化
に
つ
い
て
の
、
具
体
的
で
正
確
な
認
識
を
も

つ
こ
と
が
、
き
わ
め
て
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
国
立
民
族
学
博

物
館
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

国
際
理
解
の
た
め
の
、
世
界
に
む
か
っ
て
ひ
ら
く
文
化
の
窓
で
あ
る
。

　
国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
こ
の
よ
う
に
、
市
民
の
教
養
の
た
め

の
施
設
で
あ
る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
は
、
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関

と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
研
究
機
関
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い

か
め
し
く
「
国
立
」
の
字
を
冠
し
、
ま
た
「
民
族
学
」
と
学
問
の

名
を
名
の
っ
て
い
る
。
市
民
の
一
般
的
な
感
覚
か
ら
は
、
日
常
生
活

に
は
縁
ど
お
い
存
在
と
感
じ
ら
れ
て
、
敬
遠
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な

い
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
わ
れ
わ
れ
関
係
者
と
し
て
は
、
こ
の

施
設
を
市
民
に
身
ぢ
か
な
も
の
と
し
て
し
た
し
ん
で
も
ら
う
た
め

に
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
活
発
な
広
報
努
力
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
小
雑
誌
も
、
そ
の
よ
う
な
自
戒
的
努
力
の
ひ
と
つ
と
か
ん

が
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
さ
や
か
な
ひ
と
つ
の
施
設
に
も
、
し
っ
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
、

み
て
も
ら
い
た
い
も
の
が
す
く
な
く
な
い
。
ま
た
、
と
き
ど
き
の

ニ
ュ
ー
ス
も
あ
る
。
こ
の
雑
誌
は
、
こ
の
博
物
館
を
ひ
ろ
く
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
刻
々
の
う
ご
き
の
情
報
を
み
な
さ
ん
に
お
と
ど
け

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
雑
誌
が
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
こ
の
博

物
館
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
き
、
い
っ
そ
う
有
効
に
そ
れ
を
利
用

し
て
い
た
だ
く
た
め
の
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
た

し
ど
も
の
よ
ろ
こ
び
、
こ
れ
に
す
ぎ
る
も
の
は
な
い
。

月刊

10月号目次

今
号
の
特
集
で
は
、
去
る
七
月
に
逝
去
さ
れ
た
梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
が
民
博
に
託
し
た
思
い
を
振
り
返
る
。

表
紙
に
掲
げ
た
の
は
、一九
七
五
年
頃
、
梅
棹
さ
ん
が
、
館
員
に
向
け
て
の
民
博
の
理
念
を

ホ
テ
ル
の
バ
ー
で
メ
モ
書
き
し
た
コ
ー
ス
タ
ー
裏
と
、
後
に
そ
れ
を
推
敲
し
た
原
稿
用
紙
。

理
念
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
市
民
感
覚
を
大
切
に
す
る
思
い
が
、
本
誌
の
創
刊
に
つ
な
が
っ
た
。

そ
の
ね
ら
い
は
、
こ
こ
に
再
録
し
た一九
七
七
年
一〇
月
五
日
刊
行
の
創
刊
号
冒
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
が
二
〇
一
〇
年
七
月
三
日
、
ご
家
族

に
み
ま
も
ら
れ
て
永
眠
し
た
。
梅
棹
さ
ん
が
み
ん
ぱ
く
に
そ

そ
い
だ
情
熱
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
も
の

が
あ
る
。「
梅
棹
あ
っ
て
の
み
ん
ぱ
く
、
み
ん
ぱ
く
あ
っ
て

の
梅
棹
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
後
半
生
だ
っ
た
。
ま

さ
に
み
ん
ぱ
く
の
顔
で
あ
り
、
名
の
と
お
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
で

も
あ
っ
た
。

　

館
員
に
と
っ
て
は
モ
デ
ル
で
あ
り
、
か
つ
目
標
で
も
あ
っ

た
。
到
達
し
が
た
い
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
身

近
な
実
在
で
も
あ
っ
た
。
知
的
生
産
の
技
術
者
と
し
て
、
卓

越
し
た
研
究
経
営
者
と
し
て
、
ま
た
「
あ
か
る
い
ペ
シ
ミ
ス

ト｣

の
思
想
家
と
し
て
、独
特
の
境
地
を
ひ
ら
き
つ
づ
け
た
。

一
九
八
六
年
に
視
力
を
ほ
ぼ
喪
失
し
た
あ
と
も｢

み
え
な
い

な
り
の
知
的
生
産｣

に
は
げ
み
、｢

未
来
に
責
任
を
も
つ
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア｣

を
つ
ら
ぬ
い
た
。

「
遺
言
状
」

　

そ
の
梅
棹
さ
ん
が
み
ん
ぱ
く
に
「
遺
言
状
」
を
の
こ
し
て

い
る
。
館
長
を
退
任
す
る
と
き
の
記
念
講
演
で
、
右
頁
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　

た
え
ざ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
み
ん
ぱ
く
の
か
く
れ
た
モ

ッ
ト
ー
で
あ
り
、
最
前
線
を
き
り
ひ
ら
く
こ
と
は
い
わ
ず
も

が
な
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
。
も
し
み
ん
ぱ
く
カ
ラ
ー
な

る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
初
代
館
長
か
ら
刷
り
込

ま
れ
た
貴
重
な
遺
産
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

建
館
の
精
神

　

退
官
す
る
館
長
は
つ
づ
け
て
、つ
ぎ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

「
こ
の
二
冊
（『
研
究
経
営
論
』
と
『
情
報
管
理
論
』）
が
わ

た
し
の
遺
言
状
で
す
。（
笑
）…
…
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
創
業
の

精
神
、
建
館
の
精
神
と
し
て
、
ど
う
ぞ
ひ
き
つ
い
で
い
た
だ

き
た
い
と
念
願
し
ま
す
」。

　

具
体
的
実
践
に
裏
づ
け
ら
れ
た
研
究
経
営
・
情
報
管

理
論
を
み
ん
ぱ
く
は
創
設
の
初
期
段
階
か
ら
も
っ
て
い

た
。
こ
れ
を
死
蔵
し
て
い
て
は
デ
ッ
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

へ
の
道
を
あ
ゆ
み
か
ね
な
い
。「
ゆ
め
ゆ
め
油
断
め
さ
る

な
」
と
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

ご
先
祖
さ
ま
に
な
ろ
う

　

こ
の
よ
う
に
梅
棹
さ
ん
は
折
に
ふ
れ
機
会
を
と
ら
え
て

館
員
の
士
気
を
鼓
舞
し
て
き
た
。
そ
れ
は
一
九
七
四
年
六
月

一
〇
日
、
み
ん
ぱ
く
の
発
足
式
の
さ
い
、｢

ご
先
祖
さ
ま
に

な
ろ
う｣

と
式
辞
で
教
職
員
に
よ
び
か
け
た
こ
と
か
ら
は
じ

ま
る
。
そ
こ
で
は
、｢

初
代
た
ち｣

が
え
ら
か
っ
た
か
ら
だ

と
感
謝
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
り
た
い
と
、
柳
田
國
男
の

『
先
祖
の
話
』
を
ひ
い
て
述
べ
て
い
る
。
本
特
集
で
は
、
偉

大
な｢

ご
先
祖
さ
ま
」
と
な
っ
た
梅
棹
忠
夫
の
こ
と
ば
に
言

及
し
、
そ
の
ゆ
た
か
な
含
蓄
を
あ
ら
た
め
て
今
後
の
糧か
て

に
し

た
い
と
お
も
う
。

博
物
館
と
い
う
も
の
は
、

一
瞬
た
り
と
も
油
断
し
ち
ゃ
だ
め
な
ん
で
す
よ
。

い
つ
で
も
時
代
の
最
先
端
を
走
る
と
い
う
つ
も
り
で
、

と
く
に
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
群
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン（
刷
新
）を

つ
ね
に
か
ん
が
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
お
こ
た
り
ま
す
と
、

た
ち
ま
ち
デ
ッ
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
な
る
ん
で
す
。

・・・・・・
こ
れ
か
ら
ゆ
め
ゆ
め
油
断
め
さ
る
な
。

（『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
一
九
九
三
年
六
月
号
）

たえざる
イノベーション

中
なかまき

牧 弘
ひろちか

允
民博  民族文化研究部

『 研 究 経 営 論 』　　　　　　
（岩波書店  1989 年）

『 情 報 管 理 論 』　　　　　　
（岩波書店  1990 年）

開館当時の民博全景

特
集梅棹忠夫と
みんぱく



み
ん
ぱ
く
の
研
究
理
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

中な
か
ま
き牧 

弘ひ
ろ
ち
か允

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

業
績
を
き
そ
う

　

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
が
た
え
ず
胆
に
銘
じ
て
い
る
梅
棹
さ
ん
の
名

言
が
あ
る
。
研
究
の
自
由
は
あ
る
が
、
研
究
を
し
な
い
自
由
は
な
い
。

つ
ま
り
、
研
究
の
自
由
は
保
証
す
る
が
、
研
究
を
公
務
と
す
る
か
ら

に
は
、業
績
を
だ
さ
な
い
こ
と
は
み
と
め
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

競
争
原
理
を
導
入
し
、
研
究
者
を
き
そ
わ
せ
、
給
料
を
原
稿
枚
数
で

割
っ
て
、
業
績
ラ
ン
キ
ン
グ
を
こ
こ
ろ
み
た
一
九
八
九
年
頃
の
発
言

で
あ
る
。
冷
徹
に
聞
こ
え
る
が
、
真
の
ね
ら
い
は
、
研
究
者
の
内
発

的
な
意
欲
を
か
き
た
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
研
究
者
ご
と
に
刊
行
物

を
図
書
室
の
業
績
棚
に
な
ら
べ
、
館
の
内
外
に
研
究
業
績
を
開
示
し

た
の
も
、
研
究
経
営
・
情
報
管
理
の
卓
抜
な
る
発
想
に
基
づ
い
て
い

た
。『
民
博
通
信
』
の
「
館
員
の
刊
行
物
」
に
は
三
カ
月
ご
と
に
自

己
申
告
に
基
づ
く
業
績
が
掲
載
さ
れ
た
。
誰
が
ど
れ
ほ
ど
の
研
究
成

果
を
あ
げ
て
い
る
か
、
一
目
瞭
然
だ
っ
た
。

一
流
を
め
ざ
す

　

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
こ
え
ろ
と
い
う
指
導
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
専
門

分
野
に
閉
じ
こ
も
る
な
と
い
う
警
告
で
あ
る
と
同
時
に
、
共
同
研
究

や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
指
針
で
も
あ
っ
た
。
専
門
を
こ
え
て
議
論
す

る
か
ら
こ
そ
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
仲
良
し
ク
ラ
ブ
を
い
ま

し
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
谷
口
財
団
の
支
援
を
受

け
毎
年
開
か
れ
た
民
族
学
部
門
と
文
明
学
部
門
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
、
特
に
後
者
は
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
こ
え
た
学
術
交
流
の
場
で
あ
っ

た
。
ま
た
谷
口
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
実
行
委
員
長
は
部
門
を
問
わ
ず
、

そ
の
運
営
と
出
版
に
責
任
を
も
ち
、
学
際
的
・
国
際
的
な
デ
ビ
ュ
ー

を
は
た
す
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
。

　

民
族
学
・
文
化
人
類
学
の
専
門
分
野
で
は
み
ん
ぱ
く
は「
一
・
五
流
」

を
め
ざ
す
と
梅
棹
館
長
は
公
言
し
た
。木き

だ田
宏ひ
ろ
し

氏（
文
部
事
務
次
官
）

と
の
館
長
対
談
で
、
す
く
な
く
と
も
わ
た
し
が
館
長
を
や
っ
て
い
る

あ
い
だ
に
、
一
流
と
ま
で
は
ゆ
か
な
く
て
も
、
一
・
五
流
く
ら
い
に
ま

で
は
も
っ
て
ゆ
き
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
二
流
、
三
流
に
甘
ん
じ
る

こ
と
な
く
、
世
界
の
一
流
を
め
ざ
し
て
、
当
面
は
「
一
・
五
流
」
と

い
う
現
実
的
な
目
標
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が

文
部
省
を
説
得
す
る
と
き
に
有
効
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
。

だ
が
、
館
員
を
ふ
る
い
た
た
せ
る
効
果
は
絶
大
だ
っ
た
。
し
か
も
、

二
一
世
紀
初
頭
に
一
流
に
な
る
た
め
の
地
盤
を
つ
く
っ
て
お
き
た
い
と

ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。

　

梅
棹
流
の
一
流
指
向
（
嗜
好
）
は
博
物
館
の
建
物
か
ら
レ
ス
ト
ラ

ン
に
ま
で
お
よ
ん
だ
。
博
物
館
は
上
等
で
な
い
と
い
か
ん
。
安
物
で

や
っ
た
ら
だ
め
で
す
と
毛も
う

利り

正ま
さ

夫お

氏
（
日
本
博
物
館
協
会
専
務
理
事
）

と
の
対
談
で
述
べ
て
い
る
。
み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
に
た
い
し
て
は
教

授
に
な
っ
た
ら
グ
リ
ー
ン
に
乗
れ
と
す
す
め
て
い
た
。
や
せ
が
ま
ん

を
し
て
で
も
グ
リ
ー
ン
に
乗
れ
と
指
導
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

挑
発
の
名
手

　

梅
棹
さ
ん
は
挑
発
の
名
手
だ
っ
た
。『
知
的
生
産
の
技
術
』（
岩
波

新
書
）
で
カ
ー
ド
（
Ｂ
６
の
京
大
カ
ー
ド
）
を
一
万
枚
発
注
せ
よ
と

け
し
か
け
る
く
だ
り
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
人
文
系
で
は
異
例
の

大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
導
入
に
際
し
、
目
の
前
に
巨
大
な
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
が
で
き
た
ら
、
だ
れ
で
も
必
死
に
な
っ
て
こ
れ
を
つ
か
わ
な

な
ら
ん
と
情
報
科
学
の
専
門
家
で
あ
る
中な
か
や
ま山
和か
ず
ひ
こ彦
氏
（
筑
波
大
学
教

授
）
を
前
に
館
長
対
談
で
か
た
っ
て
い
る
。
館
員
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
は
鉛
筆
と
消
し
ゴ
ム
み
た
い
な
も
の
や
と
お
し
え
て
く
れ
た
が
、

ワ
ー
プ
ロ
が
登
場
す
る
ま
で
、
わ
た
し
に
は
そ
の
意
味
が
理
解
で
き

な
か
っ
た
。

　

供
給
が
需
要
を
か
き
た
て
る
と
い
う
の
も
梅
棹
流
の
挑
発
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。
常
識
を
ひ
っ
く
り
か
え
す
逆
転
の
発
想
だ
が
、
真

実
の
一
面
を
見
事
に
つ
い
て
い
る
。
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
も
み
ん

ぱ
く
自
体
も
、
い
く
ら
ニ
ー
ズ
を
聞
き
ま
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
必
要

性
は
で
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
や
る
、
と
い
う
決
意
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
、

ニ
ー
ズ
が
湧
き
お
こ
っ
て
く
る
と
中
山
氏
を
相
手
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
梅
棹
語
録
」
は
精
神
主
義
で
は
な
い
が
、
精
神
性
、
思
想
性
に

富
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
知
的
生
産
と
わ
か
ち
が
た
く
む
す
び
つ
き
、

か
つ
人
間
性
の
機
微
に
ふ
れ
、
と
き
に
意
欲
を
か
き
た
て
る
効
能
を

も
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
老
荘
ほ
ど
ニ
ヒ
ル
で
な
い
と
こ
ろ
が
絶
妙

で
あ
る
。語
録
の
発
掘
も
意
外
な
発
見
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。

博
物
館
の
思
想

	

久く

ぼ保	

正ま
さ
と
し敏

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
と
展
示
の
一
貫
性

　

梅
棹
さ
ん
の
考
え
た
み
ん
ぱ
く
の
根
本
の
ひ
と
つ
は
、「
研
究
と

展
示
の
一
貫
性
」
で
あ
る
。
み
ん
ぱ
く
が
学
芸
員
を
置
か
な
い
大
学

共
同
利
用
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
も
、
モ
ノ
を
扱
う
学
芸
員
と

研
究
者
を
分
離
し
な
い
方
針
か
ら
で
あ
る
。
収
集
に
関
し
て
は
、
収

集
、
展
示
す
る
の
は
、
宝
物
で
は
な
く
日
常
生
活
に
関
連
す
る
が
ら
く

た
に
見
え
る
学
術
研
究
資
料
と
し
た
。
こ
れ
が
収
集
の
基
本
方
針
と

な
っ
た
。
研
究
者
に
対
し
て
は
、
モ
ノ
の
も
つ
が
ら
く
た
性
、
そ
れ

を
作
り
だ
し
て
き
た
人
間
性
の
い
や
ら
し
さ
、
両
方
が
感
覚
的
に
分
か

ら
な
い
と
ダ
メ
で
あ
る
。
博
物
館
で
生
の
モ
ノ
に
触
れ
る
か
ら
、
人
間

文
化
に
対
す
る
感
覚
が
鋭
く
な
る
、
眼
力
が
で
き
る
。
だ
か
ら
研
究
者

と
し
て
も
優
秀
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
展
示
に
つ
い
て
も
モ
ノ

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
教
育
機
関
で
も
あ
り
た
い
と
述
べ
た
。
つ

ま
り
、
モ
ノ
を
核
と
し
た
研
究
か
ら
展
示
ま
で
の
一
貫
性
で
あ
る
。

展
示
は
研
究
者
に
よ
る
研
究
業
績
で
あ
り
、
展
示
が
で
き
る
ま
で
の

プ
ロ
セ
ス
も
論
文
に
し
な
さ
い
と
、
研
究
者
に
は
耳
の
痛
い
激
励
も

頂
戴
し
た
も
の
で
あ
る
。

構
造
展
示

　

梅
棹
さ
ん
は
、展
示
は
単
に
モ
ノ
を
並
べ
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
、

作
る
側
の
世
界
観
を
編
集
し
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
編

集
学
で
あ
る
か
ら
展
示
学
が
成
立
す
る
と
考
え
、
展
示
学
会
の
創
設

に
も
尽
力
さ
れ
た
。

　

展
示
で
は
、
文
化
を
相
対
的
に
と
ら
え
、
ひ
と
つ
の
価
値
を
押
し

つ
け
な
い
こ
と
を
基
本
と
し
た
。
そ
し
て
、
個
々
の
文
化
が
個
別
に
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存
在
す
る
の
で
は
な
く
互
い
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
観
点
、
一

方
で
は
ク
ロ
ス
カ
ル
チ
ャ
の
観
点
、
そ
の
両
方
か
ら
な
る
全
体
と
し
て

の
世
界
観
を
提
示
す
る
と
述
べ
た
。
観
覧
者
に
対
し
て
は
、
展
示
を

回
遊
し
、
そ
の
中
か
ら
、
モ
ノ
と
モ
ノ
と
の
間
に
あ
る
構
造
的
・
機
能

的
連
関
を
自
ら
再
構
成
し
て
ほ
し
い
と
希
望
し
た
。
こ
れ
が
「
構
造

展
示
」
の
考
え
で
あ
る
。
モ
ノ
の
状
況
を
再
現
す
る
ジ
オ
ラ
マ
の
導

入
を
避
け
た
の
も
、
観
覧
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
を
大
事

に
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
一
方
で
、
レ
プ
リ
カ
は
、
実
物
の
も

つ
迫
力
と
同
等
の
も
の
を
作
り
出
す
と
し
て
、
そ
の
導
入
に
は
前
向

き
だ
っ
た
。
数
多
い
民
家
模
型
な
ど
も
そ
の
一
環
だ
が
、
注
意
す
べ

き
は
、
そ
こ
に
人
の
模
型
が
配
さ
れ
て
は
い
な
い
点
。
人
を
置
い
た

復
原
模
型
に
は
ど
う
し
て
も
嘘
が
入
り
、
感
動
が
薄
れ
る
こ
と
を
梅

棹
さ
ん
は
嫌
っ
た
。

　

建
築
物
に
つ
い
て
も
、
格
子
状
の
展
示
棟
が
中
央
パ
テ
ィ
オ
を
取

り
囲
み
、
観
覧
者
が
そ
こ
を
回
遊
す
る
方
式
を
基
本
と
し
、
展
示
場

も
平
面
的
に
成
長
す
る
も
の
を
想
定
し
た
。
そ
れ
に
沿
っ
て
、
順
々

に
各
展
示
棟
が
オ
ー
プ
ン
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

モ
ノ
か
ら
情
報
へ

　

梅
棹
さ
ん
に
は
、
博
物
館
は
モ
ノ
を
集
め
る
よ
り
は
広
く
情
報
を

集
め
る
と
こ
ろ
、
一
種
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
役
目
を
も
つ
と
い
う
認

識
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
集
め
た
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
、「
知

的
生
産
の
技
術
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
い
ち

早
く
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
中
牧
弘
允
氏
の
稿
に
も
あ
る
通
り
、
梅

棹
さ
ん
は
、
人
文
系
に
も
使
い
や
す
い
技
術
開
発
を
求
め
、
人
文
系

の
ニ
ー
ズ
開
発
を
目
指
し
た
。
実
際
、
そ
の
後
の
情
報
技
術
が
ニ
ー

ズ
開
発
の
方
向
で
進
ん
で
き
た
の
を
見
る
と
、
情
報
産
業
に
関
す
る

梅
棹
さ
ん
の
先
見
性
が
見
て
取
れ
る
。

　

展
示
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
活
用
は
、
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
開
発

に
発
揮
さ
れ
た
。

一
か
ら
多
へ
の
放

送
と
は
逆
に
、
多

数
の
番
組
か
ら
一

人
が
選
択
す
る
シ

ス
テ
ム
を
発
案
し

た
。
現
在
の
ネ
ッ

ト
世
界
で
当
た
り

前
と
な
っ
た
ビ
デ

オ
オ
ン
デ
マ
ン
ド

（
Ｖ
O
Ｄ
）
の
先

駆
で
あ
る
。
そ
し

て
、
博
覧
会
の
よ
う
な
観
覧
者
す
べ
て
を
巻
き
込
む
「
共
同
幻
想
」

型
の
映
像
を
展
示
場
に
も
ち
込
ま
ず
、
個
々
が
自
ら
選
択
す
る
「
孤

独
な
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
」
た
る
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
を
、
映
像
展
示
と

し
て
別
の
場
所
に
置
い
た
。
そ
こ
に
も
、
個
人
の
選
択
を
重
視
す
る

梅
棹
さ
ん
の
考
え
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
民
族
学
と
は
、
価
値
と
い
う
人
間
精
神
に
内
在
す
る
体
系

的
な
も
の
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
う
し
た
価
値
の
客
観
的
研
究

を
数
学
で
で
き
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
活
用
し
た

い
と
希
望
し
た
。
手
回
し
計
算
機
と
格
闘
し
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を

材
料
に
社
会
性
の
数
理
モ
デ
ル
を
博
士
論
文
と
し
た
梅
棹
さ
ん
の
思

い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
今
で
も
な
か
な
か
実
現

が
難
し
い
、
情
報
学
へ
の
宿
題
で
あ
る
。

　

博
物
館
は
モ
ノ
だ
け
で
な
く
情
報
の
宝
庫
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た

梅
棹
さ
ん
の
意
図
を
生
か
し
、
映
像
音
響
資
料
の
収
集
と
自
主
制
作

も
み
ん
ぱ
く
独
自
の
活
動
と
し
て
継
続
さ
れ
て
き
た
。
今
や
み
ん
ぱ

く
の
大
き
な
財
産
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
種
々
の
資
料
と
情
報
を
ど
う

生
か
し
て
い
く
か
、
残
さ
れ
た
我
々
の
課
題
で
あ
る
。

梅
棹
忠
夫
の
言
語
ポ
リ
シ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

庄し
ょ
う
じ司 

博ひ
ろ

史し

　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

英
語
だ
け
を
特
別
扱
い
し
な
い

　

梅
棹
さ
ん
に
は
、
言
語
ポ
リ
シ
ー
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
み
ん
ぱ

く
の
来
館
者
に
も
は
っ
き
り
見
え
る
。
い
や
、「
見
え
な
い
」
と
い

っ
た
ほ
う
が
、
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
や
ど
こ
の
博
物
館
で

も
あ
っ
て
当
た
り
前
の
、
大
げ
さ
な
英
語
に
よ
る
解
説
が
み
あ
た
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　

み
ん
ぱ
く
の
展
示
場
で
英
語
を
全
面
に
出
す
こ
と
に
、
梅
棹
さ
ん

は
反
対
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
外
国
語
の
ひ
と
つ
で
あ
る
英
語
だ
け
を
特

別
扱
い
し
な
い
と
い
う
固
い
信
念
か
ら
き
て
い
た
。
国
家
機
関
と
し
て

も
お
か
し
い
し
、
民
族
や
文
化
を
平
等
に
あ
つ
か
お
う
と
す
る
文
化

人
類
学
の
観
点
か
ら
も
許
容
で
き
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
そ

の
か
わ
り
採
用
し
た
の
が
ユ
ネ
ス
コ
常
用
語
八
言
語
で
あ
る
。
各
展
示

場
名
に
か
ぎ
ら
れ
、
た
い
し
た
情
報
量
は
な
い
が
、
国
際
性
と
平
等

性
の
象
徴
と
し
て
、
そ
の
後
採
用
す
る
言
語
は
変
化
し
つ
つ
も
、
今

日
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

今
と
な
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
「
現
実
派
」
の
立

場
か
ら
、「
外
国
人
に
せ

め
て
英
語
で
も
情
報
提

供
し
た
い
」
と
い
う
意

見
が
た
か
ま
り
、
い
く

つ
か
の
コ
ー
ナ
ー
で
は

英
語
表
示
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
英
語
表
示
は
や
や

遠
慮
し
が
ち
だ
し
、
今
回
全
面
改
装
さ
れ
た
言
語
展
示
コ
ー
ナ
ー
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
英
語
表
示
に
は
ほ
ぼ
中
国
語
や
韓
国
語
が
併
置

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、梅
棹
さ
ん
の
信
念
は
い
く
分
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
。

日
本
語
の
致
命
的
欠
陥

　

言
語
学
者
で
は
な
い
か
ら
、
と
い
つ
も
こ
と
わ
り
が
き
を
つ
け
な

が
ら
も
、
言
語
に
つ
い
て
の
大
胆
な
発
言
を
し
て
い
た
梅
棹
さ
ん
だ

が
、
決
し
て
場
当
た
り
的
な
お
も
い
つ
き
な
ど
で
は
な
く
、
言
語
そ

の
も
の
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
と
合
理
主
義
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
。

　

そ
ん
な
梅
棹
さ
ん
に
と
っ
て
耐
え
が
た
い
の
が
、
漢
字
か
な
混

じ
り
表
記
の
無
原
則
さ
で
あ
っ
た
。
送
り
が
な
は
ゆ
ら
ぎ
、
漢
字
の

読
み
方
も
定
ま
ら
な
い
。
と
て
も
文
明
語
と
い
え
な
い
と
い
う
の
だ
。

そ
の
解
決
策
と
し
て
漢
字
の
訓
読
み
は
ひ
ら
き
、
音
読
み
漢
字
の
み

を
も
ち
い
た
。
冗
長
な
印
象
は
あ
る
が
、
な
れ
る
と
す
ん
な
り
頭
に

は
い
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、電
子
媒
体
が
可
能
に
な
っ
た
今
日
、

こ
の
非
合
理
性
は
日
本
語
の
致
命
的
な
欠
陥
に
み
え
た
。
ゆ
ら
ぐ
送

り
が
な
、
読
み
方
で
は
ま
と
も
な
検
索
も
で
き
な
い
し
、
漢
字
の
お
か

げ
で
メ
モ
リ
ー
は
半
減
す
る
と
い
う
の
が
口
ぐ
せ
だ
っ
た
。
誰
に
で

も
よ
め
、
習
得
に
時
間
の
か
か
ら
な
い
表
記
法
、
読
み
書
き
の
民
主

化
へ
の
あ
こ
が
れ
は
、
梅
棹
さ
ん
の
ひ
ら
が
な
主
義
、
そ
し
て
ロ
ー

マ
字
主
義
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
末
、
ロ
ー
マ
字
専
門
の
ワ
ー
プ
ロ
が
開
発
さ
れ
、

日
本
で
も
ロ
ー
マ
字
が
普
及
す
る
か
と
梅
棹
さ
ん
が
期
待
し
た
矢

先
、
漢
字
変
換
を
お
こ
な
う
日
本
語
ワ
ー
プ
ロ
も
開
発
さ
れ
た
。
余

計
な
事
を
し
て
く
れ
た
と
梅
棹
さ
ん
は
く
や
し
が
っ
た
。

日
本
語
の
解
放

　

と
に
か
く
、
梅
棹
さ
ん
は
こ
と
ば
好
き
で
あ
っ
た
。
世
界
各
地
の

こ
と
ば
に
並
々
な
ら
ぬ
興
味
を
も
ち
、
学
ん
で
は
実
践
し
て
い
た
。

1978

第１回みんぱくゼミナールでの挨拶

ビデオテークについて説明する梅棹さん。1979 年

新しくなった言語展示でも中国語や韓国語が
併置されている

入館入口にて来客を迎える

1979

100万人目の入館者を迎えるアイヌ民家チセ建築に先立つ儀礼カムイノミ。左は萱野茂氏

1980

還暦記念シンポジウム

1982

大壺・深鉢を制作した陶芸家中村豊氏と



「
言
語
学
者
で
は
な
い
」
学
者
で
あ
れ
だ
け
の
実
践
者
を
わ
た
し
は

知
ら
な
い
。
し
か
し
、
公
的
な
場
に
お
い
て
は
、
現
地
主
義
を
尊
重

し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
日
本
で
は
英
米
人
と
の
会
談
で
相
手
に
あ
わ

せ
て
英
語
を
話
す
必
要
は
な
い
と
い
う
主
張
に
も
み
え
た
。
相
手
に

通
訳
を
つ
け
た
り
、
英
語
で
は
な
し
て
あ
げ
る
の
は
単
な
る
好
意
で

あ
っ
て
、
日
本
語
が
で
き
な
い
な
ら
、
通
訳
を
つ
れ
て
く
る
の
が
筋

だ
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
梅
棹
さ
ん
の
周
囲
に
あ
つ
ま
る
外
国
人
は

ほ
と
ん
ど
が
日
本
語
の
達
人
で
あ
っ
た
。

　

か
と
い
っ
て
梅
棹
さ
ん
は
、
決
し
て
日
本
語
を
押
し
つ
け
よ
う
と

す
る
日
本
語
至
上
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
語
が
海
外
に
普
及

す
る
こ
と
は
す
な
お
に
喜
ん
だ
が
、
日
本
文
化
の
優
秀
性
の
証
し
と

も
、
そ
の
威
勢
の
拡
張
手
段
と
も
み
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
日
本

経
済
の
勢
い
に
の
っ
て
身
近
な
表
現
媒
体
が
広
が
る
の
を
個
人
的
に

歓
迎
し
た
だ
け
だ
。
し
か
し
、
梅
棹
さ
ん
に
と
っ
て
日
本
語
は
そ
の

た
め
に
は
欠
陥
が
多
す
ぎ
た
。
先
に
の
べ
た
漢
字
か
な
混
じ
り
の
複

雑
さ
、
そ
し
て
目
標
と
す
べ
き
標
準
語
規
範
の
不
在
で
あ
っ
た
。
む

し
ろ
梅
棹
さ
ん
は
、
国
際
語
へ
の
飛
躍
に
伴
い
こ
の
よ
う
な
日
本
語

の
不
合
理
さ
が
そ
り
お
と
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
れ
に
絡
ん
で
梅
棹
さ
ん
が
よ
く
口
に
し
て
い
た
「
お
ぞ
ま
し
い

日
本
語
」
論
が
あ
る
。
日
本
語
を
「
解
放
」
し
、
外
国
人
に
日
本
語

を
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
、
日
本
語
を
日
本
人
の
独
占
物
と
は
み
な

さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
日
本
人
の
魂
な
ど
神
秘
的
で
あ
い
ま
い

な
表
現
で
つ
つ
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
外
国
人
の

は
な
す
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
語
に
な
れ
、
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

梅
棹
さ
ん
は
表
記
法
だ
け
で
は
な
く
、
簡
潔
で
わ
か
り
や
す
い
表

現
を
こ
と
の
ほ
か
愛
し
た
。
簡
単
な
内
容
を
レ
ト
リ
ッ
ク
で
飾
っ
て
み

た
り
、
論
理
的
弱
さ
を
ご
ま
か
そ
う
と
す
る
の
は
恥
じ
た
。
文
化
人

類
学
者
に
は
耳
の
痛
い
話
で
あ
る
。
こ
の
梅
棹
さ
ん
の
切
れ
の
い
い
文

体
の
伝
統
は
、
今
も
み
ん
ぱ
く
で
は
ひ
そ
か
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

市
民
と
博
物
館

　
　
　
　
　
　
　
　		

朝あ
さ
く
ら倉	

敏と
し

夫お

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』「
館
長
対
談
」

　

み
ん
ぱ
く
と
市
民
を
つ
な
ぐ
、
そ
れ
が
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
の
お

び
た
使
命
だ
っ
た
。
開
館
ま
で
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
う
ひ

と
つ
の
仕
事
は
、
広
報
普
及
誌
の
発
刊
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
は

月
刊
の
も
の
を
か
ん
が
え
た
。
市
民
の
た
め
の
博
物
館
を
標
榜
す
る
以

上
は
、
こ
の
種
の
広
報
誌
は
か
な
ら
ず
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か

ん
が
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
ば
ど
お
り
一
九
七
七
年
一
一
月
の
開
館

に
先
だ
っ
て
、一
〇
月
に『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』創
刊
号
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

そ
の
目
玉
は
「
館
長
対
談
」
で
あ
っ
た
。「
館
長
対
談
」
は
、
梅

棹
さ
ん
が
ホ
ス
ト
と
し
て
各
界
の
識
者
を
ゲ
ス
ト
に
む
か
え
、
博
物

館
ま
た
は
民
族
学
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
に
つ
い
て
は
な
し

あ
う
知
的
交
遊
の
場
で
あ
っ
た
。
創
刊
号
か
ら
一
九
九
三
年
三
月
号

ま
で
一
八
二
回
つ
づ
い
た
。
こ
れ
に
は
ふ
た
つ
の
し
か
け
が
用
意
さ

れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
対
談
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
、
一
般
の
民
族
誌

の
も
つ
平
板
さ
、
無
味
乾
燥
さ
を
脱
し
、
平
易
で
し
た
し
み
や
す
い

形
で
、
世
界
の
諸
民
族
の
社
会
と
文
化
に
つ
い
て
の
知
識
を
市
民
に

提
供
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
あ
た
ら
し
い
時
代
を
み
す
え
た
テ
ー

マ
を
定
め
て
ゲ
ス
ト
を
む
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
一
冊

の
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
数
は
一
四
冊
に
も
お
よ
ぶ
。
こ

れ
ら『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』か
ら
生
ま
れ
た
本
の
一
覧
は
、本
誌
の「
三
〇

巻
記
念
号
」（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
生
け
る
験
し
る
し
あ
り
」

「
館
長
対
談
」
の
第
一
回
の
ゲ
ス
ト
は
、
小こ

松ま
つ

左さ
き
ょ
う京

氏
で
、
タ
イ

ト
ル
は
「
市
民
と
博
物
館
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
博
物
館
も
入
館

料
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
こ
の
博
物
館
の
財
政
が
さ
さ
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
サ
ポ
ー
ト
と
い
う
て
も
、
別
の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る

わ
け
で
す
よ
。
入
館
し
た
人
た
ち
が
、
こ
こ
で
十
分
に
、
知
的
な
享
楽
、

知
的
な
生
き
が
い
を
見
い
だ
す
。
こ
の
博
物
館
を
見
て
、
や
は
り
「
生
け

る
験
あ
り
」
と
お
も
っ
て
く
だ
さ
る
人
が
た
く
さ
ん
で
て
き
た
ら
、
そ
れ

は
民
主
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
つ
う
じ
て
ち
ゃ
ん
と
行
政
に
も
反
映
す
る

は
ず
だ
、
と
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
こ
の
こ
と
が
博
物
館
を
前
に

う
ご
か
す
い
ち
ば
ん
お
お
き
い
力
に
な
っ
て
く
る
。
税
金
を
つ
か
う
の
で

す
か
ら
、
税
金
を
い
か
に
有
効
に
つ
か
っ
て
い
る
か
、
そ
の
市
民
の
声

に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
ほ
ど
わ
か
り
や
す
く
、
梅
棹
さ
ん
が
考
え
た
市
民
と
み
ん
ぱ

く
と
の
関
係
を
伝
え
る
こ
と
ば
は
な
い
。

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

　

も
う
ひ
と
つ
、
み
ん
ぱ
く
と
市
民
を
む
す
ぶ
使
命
を
う
け
発
足
し
た

の
が
、
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会
で
あ
る
。「
友
の
会
」
の
会
員
は
、

み
ん
ぱ
く
の
活
動
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
み
ん
ぱ
く
か
ら
有
用
な
情

報
の
提
供
を
う
け
る
。
そ
の
よ
う
な
相
互
作
用
を
通
じ
て
、
み
ん
ぱ
く

の
い
っ
そ
う
有
効
な
利
用
を
は
か
ろ
う
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。

　

国
立
の
博
物
館
で
あ
る
み
ん
ぱ
く
は
、
市
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス

と
い
う
点
で
は
、
く
ふ
う
が
必
要
だ
っ
た
。
世
界
の
博
物
館
を
見
て

回
っ
た
梅
棹
さ
ん
は
、ど
こ
の
国
で
も
、政
府
と
市
民
と
の
あ
い
だ
に
、

か
な
ら
ず
そ
う
い
う
中
間
に
立
つ
媒
介
機
構
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
、

こ
う
い
う
組
織
は
ど
う
も
、
文
明
論
的
な
意
味
で
、
ど
う
し
て
も
必
要

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
、
後
に
独
立
し
て
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団

に
な
る
財
団
法
人
民
族
学
振
興
会
千
里
事
務
局
を
開
設
す
る
。
そ
し

て
市
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
業
務
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
友
の
会
」
を

組
織
し
た
。
民
博
が
市
民
の
あ
い
だ
に
し
っ
か
り
と
根
を
お
ろ
し
て
、

そ
の
機
能
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
は
た
す
に
は
、「
友
の
会
」
が
さ
か
ん
に

な
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
五
万
人
と
い
う
会
員
数
を

目
指
し
た
。

「『
お
も
ろ
い
で
っ
せ
。
見
に
き
な
は
れ
』
と
い
う
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ

も
こ
っ
ち
で
や
る
」。
梅
棹
さ
ん
の
思
い
を
代
弁
し
た
小
松
左
京
氏

の
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
の
「
こ
っ
ち
で
や
る
」
た
め
に
作
ら
れ
た
の

が
「
友
の
会
」
で
あ
る
。「
友
の
会
」
の
み
な
さ
ん
に
サ
ポ
ー
タ
ー

と
し
て
の
存
在
感
を
感
じ
て
い
た
だ
き
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
民
博
の

お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
る
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
で
あ
り
た
い
。 「館長対談」から誕生した単行本出版記

念に、サインをする梅棹さん

第１回目のゲストは、作家の小松左京氏
であった

8   9    2010 年 10月号

1984

千里文化財団の出発を祝う式典趣味の切手収集

1986

研究公演「狩人の夢」レセプションでディジュリドゥを吹く

19871989

開館10周年記念行事のひとつ「みんぱくチャレンジ・クイズ」会場で特別展示館完成を前に梅棹資料室にて

2000



手
近
と
な
っ
た
映
像
制
作

写
真
や
映
像
な
ど
視
覚
メ
デ
ィ
ア
は
、
科
学
者

自
身
に
と
っ
て
の
研
究
素
材
で
あ
り
、
か
つ
、
論

文
と
同
様
に
研
究
成
果
を
公
表
し
、
研
究
活
動
を

国
民
に
理
解
し
て
も
ら
う
の
に
有
効
な
媒
体
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
情
報
量
の
多
い
映
像
に
は
、
そ
の

撮
影
者
や
制
作
者
が
気
づ
か
な
か
っ
た
情
報
も
記

録
さ
れ
て
い
る
点
で
、
他
分
野
に
と
っ
て
の
研
究

資
料
、
科
学
研
究
活
動
を
後
世
に
残
す
記
録
資

料
と
し
て
の
役
割
も
も
つ
。

こ
れ
ま
で
、
映
像
の
制
作
は
、
撮
影
や
編
集
の

技
術
を
も
つ
専
門
家
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
近
年
、
フ
ィ
ル
ム
に
代
わ
る
ビ
デ
オ
テ
ー
プ

や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
出
現
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展

に
と
も
な
い
、
撮
影
機
器
や
編
集
機
器
の
小
型
化

と
低
廉
化
が
進
み
、
す
べ
て
の
分
野
の
研
究
者
が

自
ら
科
学
映
像
を
制
作
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
。
そ
こ
で
、
若
い
研
究
者
が
自
在
に
映
像
を
制

作
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
た
め
、
映
像
制
作
の

心
得
が
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
院
生
数
人
と
と
も

に
、
映
像
の
技
術
や
表
現
理
論
の
講
義
と
実
習
を

組
み
合
わ
せ
た
大
学
院
生
向
け
の
コ
ー
ス
を
自
主

的
に
二
〇
〇
一
年
夏
に
立
ち
上
げ
た
。

信
州
の
高
原
で

長
野
県
の
飯い

い
づ
な綱
高
原
を
実
施
場
所
に
選
び
、
二

年
間
に
わ
た
り
地
元
の
伝
統
芸
能
や
モ
ノ
作
り
技

法
な
ど
を
撮
影
し
て
映
像
表
現
の
研
究
を
進
め
た
。

そ
の
な
か
で
、
研
究
者
仲
間
だ
け
で
な
く
、
科
学

研
究
を
社
会
に
知
っ
て
も
ら
う
サ
イ
エ
ン
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
、
地

元
住
民
に
も
制
作
し
た
映
像
を
公
表
し
、
と
も
に

議
論
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、

映
像
を
視
聴
分
析
す
る
能
力
で
あ
る
映
像
リ
テ
ラ

シ
ー
は
、
人
文
社
会
科
学
、
自
然
科
学
と
も
に
必

要
で
あ
り
、
両
分
野
の
人
材
を
同
じ
場
で
養
成
す

る
こ
と
は
、
文
理
融
合
の
観
点
か
ら
も
望
ま
し
い

と
議
論
が
進
ん
だ
。
こ
れ
は
総
研
大
の
理
念
に
も

か
な
う
こ
と
か
ら
、
総
研
大
の
教
育
研
究
事
業

「
総
研
大
レ
ク
チ
ャ
ー
」
と
し
て
開
設
を
申
請
し

た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
三
年
度
か
ら
、
人
文
社

会
科
学
と
自
然
科
学
、
両
分
野
の
若
手
研
究
者
を

対
象
に
五
日
間
の
コ
ー
ス
「
科
学
映
像
の
制
作
理

論
と
制
作
」
が
開
設
さ
れ
た
。

人
を
描
く

初
め
の
数
年
間
は
、
飯
綱
高
原
周
辺
で
、
そ
ば

打
ち
、
カ
ゴ
作
り
、
陶
器
作
り
、
炭
焼
き
、
な
ど

の
手
仕
事
に
携
わ
る
人
び
と
を
対
象
に
、
三
人
か

ら
四
人
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
け
て
各
自
の
撮
影
視
点

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
と
技
術
を
描
く
五
分
程
度

の
作
品
を
制
作
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
仕
事
や
技

術
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
に
な
う
人
の
仕
事
観
や

人
生
を
も
描
く
民
族
誌
映
画
の
手
法
は
、
仕
事
の

背
景
と
な
る
社
会
状
況
を
表
現
す
る
う
え
で
重
要

で
あ
り
、
し
ば
し
ば
市
民
か
ら
遠
い
ブ
ラ
ッ
ク

ボ
ッ
ク
ス
と
な
り
が
ち
な
巨
大
科
学
を
よ
り
身
近

な
も
の
と
と
ら
え
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
自
然
科

学
研
究
を
に
な
う
人
を
描
く
手
法
は
役
立
つ
の
で

は
な
い
か
、
と
議
論
が
進
み
、
自
然
科
学
研
究
者

も
撮
影
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
は
、
モ
ノ
作
り
や

教
育
・
福
祉
関
係
の
現
場
に
加
え
て
、
野の

べ辺
山や

ま

天

文
台
、
筑
波
の
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
、

長
野
県
環
境
保
全
研
究
所
、
飯
綱
高
原
環
境
保

全
研
究
所
、
戸と

が
く
し隠
化
石
博
物
館
な
ど
自
然
科
学

関
係
施
設
を
訪
問
し
、
研
究
者
の
協
力
を
え
な
が

ら
活
動
と
生
活
の
様
子
を
対
象
に
映
像
を
制
作
し

て
き
た
。

異
な
る
眼
差
し

こ
う
し
た
七
年
以
上
に
わ
た
る
総
研
大
レ
ク

チ
ャ
ー
に
は
、
延
べ
一
五
〇
人
以
上
の
大
学
院
生
、

大
学
教
員
、
関
係
研
究
者
、
一
般
の
映
像
制
作
者

が
参
加
し
た
。
そ
の
多
く
が
、
映
像
技
術
の
向
上

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
映
像
記
録
に
対
す
る
考
え

方
に
さ
ま
ざ
ま
な
新
展
開
を
見
せ
た
。

ま
ず
、
映
像
は
制
作
者
の
た
め
だ
け
に
あ
る
の

で
は
な
い
、
と
い
う
基
本
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
を

充
分
理
解
し
て
い
な
い
と
、
自
我
流
の
撮
影
・
編

集
手
法
か
ら
抜
け
出
せ
ず
、
独
り
よ
が
り
な
作
品

と
な
る
こ
と
が
多
い
の
だ
。
こ
れ
が
理
解
で
き
る

と
、
撮
影
時
の
カ
メ
ラ
目
線
、
撮
ら
れ
る
側
の
文

化
背
景
や
社
会
背
景
な
ど
に
も
配
慮
す
る
カ
メ
ラ

ワ
ー
ク
、
そ
し
て
制
作
さ
れ
た
映
像
を
見
る
視
聴

者
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う

し
て
初
め
て
、
撮
影
者
で
あ
る
研
究
者
は
、
撮
影

す
る
自
分
の
文
化
背
景
と
撮
る
対
象
に
関
す
る
問

題
を
提
起
し
、
試
行
錯
誤
の
な
か
で
テ
ー
マ
を
設

定
で
き
る
。

こ
の
基
本
原
理
を
体
得
す
る
う
え
で
、
合
宿
形

式
で
議
論
し
な
が
ら
撮
影
か
ら
編
集
ま
で
を
一
貫

す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
同
一
の
撮
影
対

象
者
に
対
し
て
複
数
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
制
作

科学映像をめぐるフォーラム
総研大レクチャー「科学映像の制作理論と制作」

本年２月号の特集でも紹介したように、民博も一翼をになう総研大は、自然科学系の専攻科
も数多く所属し、自然科学と人文社会科学の融合を目指している。研究手段としてだけでな
く研究広報の手段としての科学映像の重要性が高まっているのを踏まえ、７年にわたり総研
大で映像制作の講義を実施してきた。そのなかで、科学研究へのあらたな展望が見えてきた。

大
お お も り

森 康
や す ひ ろ

宏
立命館大学映像学部教授 

民博 名誉教授

編集作業（２００８年）

環境保全研究所で撮影（２００８年）

し
た
映
像
を
見
て
議
論
す
る
こ
と
で
、
同
一
人
物
を

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
と
ら
え
た
場
合
の
画
面
構

成
や
内
容
の
違
い
、
す
な
わ
ち
、
撮
影
者
の
眼
差

し
の
違
い
を
学
ぶ
。
さ
ら
に
、
被
撮
影
者
を
交
え

た
作
品
上
映
会
で
は
、
映
像
の
技
術
面
、
画
面
構

成
、
解
説
な
ど
に
関
す
る
議
論
を
通
じ
て
、
制
作

者
の
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
こ
と
さ
ら
意
図
せ
ず

と
も
自
然
と
伝
達
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
、
映

像
の
も
つ
限
り
な
い
力
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

合
宿
の
の
ち
毎
年
秋
に
実
施
し
て
き
た
完
成
作

品
の
上
映
会
は
、
専
門
分
野
を
超
え
、
ま
た
と
き

に
留
学
生
も
交
え
る
な
か
で
文
化
を
超
え
た
議
論

の
場
と
し
て
重
要
視
し
て
き
た
。
特
に
異
文
化
か

ら
の
視
点
は
、
日
本
文
化
の
な
か
で
常
識
と
さ
れ
て

き
た
見
方
に
反
省
を
迫
る
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
科
学
映
像
の
制
作
理
論
と
制

作
」
レ
ク
チ
ャ
ー
は
、
撮
る
側
、
撮
ら
れ
る
側
、

観
る
側
の
三
者
が
集
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
の
違

い
を
互
い
に
気
付
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
議
論
す

る
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
成
長
を
続
け
て
き
た
。

現
地
合
宿
形
式
に
よ
る
総
研
大
レ
ク
チ
ャ
ー
は
二

〇
〇
九
年
度
で
い
っ
た
ん
終
了
し
た
が
、
今
後
も

あ
ら
た
な
形
で
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。

レ
ク
チ
ャ
ー
で
制
作
し
た
い
く
つ
か
の
作
品
は
、

折
に
触
れ
て
民
博
で
も
一
般
公
開
さ
れ
て
き
た
し
、

来
春
に
は
、
立
命
館
大
学
創
立
一
一
〇
周
年
記
念

事
業
・
映
像
学
部
主
催
「
科
学
映
像
祭
」
で
も
上

映
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

10   11    2010 年 10月号



刊
行
物
紹
介

■小長谷有紀／山極寿一　編
『日髙敏隆の口説き文句』

岩波書店　定価：２，１００円
専門の動物行動学研究のほか
に優れた業績を残すことを可
能にしたのは、常に適切な人
物を選び、共に活動して新し
い地平を拓く「口説き」だった。
その知的営みを、多彩な書き
手が伝える一冊。必ずしも弟
子ではなかった人たちから見
た行動学的検証。

特
別
展

「
彫
刻
家
エ
ル
・
ア
ナ
ツ
イ
の
ア
フ
リ
カ 

―
― 

ア
ー
ト
と
文
化
を
め
ぐ
る
旅
」

ガ
ー
ナ
生
ま
れ
で
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
在
住
の
エ
ル
・
ア

ナ
ツ
イ
は
、
現
代
ア
フ
リ
カ
を
代
表
す
る
彫
刻
家
で

す
。
木
の
彫
刻
や
廃
品
を
使
っ
た
織
物
の
作
品
で
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
本
展
で
は
、
ア
ナ
ツ
イ
の
作
品
と

そ
の
文
化
的
な
背
景
を
な
ぞ
っ
て
い
き
ま
す
。

会
期　

12
月
7
日（
火
）
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

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

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

第
3
8
9
回　

10
月
16
日（
土
）

【
特
別
展
関
連
】

西
ア
フ
リ
カ
―
―
ア
ー
ト
と
歴
史
の
交
差
点
で

講
師　
竹
沢
尚
一
郎 （
先
端
人
類
科
学
研
究
部
教
授
）

エ
ル
・
ア
ナ
ツ
イ
は
、
ガ
ー

ナ
生
ま
れ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

で
活
躍
す
る
、
世
界
的
な
現

代
美
術
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で

す
。
彼
の
作
品
は
、
ど
の
よ

う
な
歴
史
的
・
文
化
的
背
景

か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
か
ら
ど

の
よ
う
に
飛
翔
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
彼
の
作
品
を

よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、

お
話
し
し
ま
す
。

第
3
9
0
回　

11
月
20
日（
土
）

【
特
別
展
関
連
】

ア
フ
リ
カ
の
王
様
た
ち
は
今
―
―
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
政
治
と
文
化

講
師　
松
本
尚
之 （
横
浜
国
立
大
学
人
間
科
学
部
准
教
授
）

ア
フ
リ
カ
で
は
現
在
、
王
権
を

め
ぐ
る
様
々
な
現
象
が
起
き

て
い
ま
す
。
近
代
国
家
と
伝

統
王
権
が
並
び
立
つ
状
況
が

あ
り
、
元
来
王
制
を
持
た
な

か
っ
た
社
会
に
も
王
が
誕
生

し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
王
た
ち

は
、
時
に
は
外
国
人
を
も
首

長
に
任
命
し
て
い
ま
す
。
こ
の

講
演
で
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の

イ
ボ
社
会
を
例
に
、
今
日
の

ア
フ
リ
カ
で
王
位
や
首
長
位

が
持
つ
意
味
を
考
え
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

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

友の会

国立民族学博物館
ミュージアム・
ショップ

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
先
日
亡
く
な
ら
れ
た
初
代
館

長
・
梅
棹
忠
夫
先
生
の
著
作
コ
ー
ナ
ー
を
拡
張
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
も
流
通
す
る
書
籍
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
書
店
で
は

入
手
の
む
ず
か
し
い
著
書
も
と
り
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。

梅
棹
先
生
が
、
み
ん
ぱ
く
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
創
設
の
あ
ら
ま
し

を
綴
っ
た
「
み
ん
ぱ
く
早
わ
か
り
」（
５
２
５
円
）
や
、
昨
年

刊
行
さ
れ
た
「
梅
棹
忠
夫
著
作
目
録
（
国
立
民
族
学
博
物
館
調

査
報
告
86
）」（
３
，１
９
２
円
）
な
ど
も
ご
ざ
い
ま
す
。
通
信

販
売
も
承
り
ま
す
。
お
問
い
合
わ
せ
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・

シ
ョ
ッ
プ
ま
で
。

※
当
日
10
時
か
ら
会
場
入
口
に
て
整
理
券
配
付

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

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
）

み
ん
ぱ
く
ラ
ジ
オ　

〜
世
界
を
語
る
〜

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
の
お
話
を
ラ
ジ
オ
で
も

お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

ラ
ジ
オ
大
阪（
1
3
1
4
k
H
z
）

毎
週
水
曜
日　

23
時
30
分
か
ら
24
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

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
9
回　

11
月
6
日（
土
）

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
20
世
紀
に
何
を
も
た
ら
し
た
か

講
師　
竹
沢
尚
一
郎
（
先
端
人
類
科
学
研
究
部
教
授
）

時
間
●
14
時
〜
15
時
30
分
（
13
時
30
分
開
場
）

※
講
演
会
終
了
後
、
懇
談
会
が
あ
り
ま
す
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
20
世
紀
最
大
の
知
識
人
の
ひ
と
り
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
の
影
響
は
、
人
類
学
は
も
ち
ろ
ん
、
哲

学
、
思
想
史
、
精
神
分
析
、
社
会
学
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

に
及
ん
で
い
ま
す
。
彼
の
影
響
が
そ
れ
ほ
ど
ひ
ろ
が
っ
た
理
由

は
何
か
、
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

第
3
9
0
回　

12
月
4
日（
土
）

マ
ヤ
の
暦
に
つ
い
て
ー
ー
２
０
１
２
年
ま
で
あ
と
１
年

講
師　
八
杉
佳
穂
（
民
族
文
化
研
究
部
教
授
）

時
間
●
14
時
〜
15
時
30
分
（
13
時
30
分
開
場
）

※
講
演
会
終
了
後
、
懇
談
会
が
あ
り
ま
す
。

マ
ヤ
の
長
期
暦
で
は
２
０
１
２
年
の
暮
れ
に
大
き
な
周
期
が
終

わ
り
を
迎
え
ま
す
。
世
間
で
は
そ
れ
が
世
界
の
終
末
思
想
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
本
当
に
こ
の
世
界
は
終

わ
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
複
雑
な
マ
ヤ
暦
を
読
み
解
き

な
が
ら
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
１
０
０
０
人
で
音
楽
を
す
る
日
。」参
加
者
募
集
中
！

東
南
ア
ジ
ア
各
地
の
音
楽
を
調
査
し
た
ホ
セ
・
マ
セ
ダ
（
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
現
代
作
曲
家
）
は
、
音
楽
の
本
来
的
意
味
と
東
南
ア

ジ
ア
固
有
の
音
楽
の
ア
イ
デ
ア
を
出
発
点
と
し
て
新
し
い
音
楽

を
作
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
万
博
公
園
の
竹
や
木
を
切
っ
た
だ
け

の
シ
ン
プ
ル
な
楽
器
と
人
間
の
声
で
そ
の
新
し
い
音
楽
、「
ウ
ド

ロ
・
ウ
ド
ロ
」
を
演
奏
し
ま
す
。
西
洋
音
楽
の
シ
ス
テ
ム
に
慣

れ
て
い
る
私
た
ち
の
認
識
が
変
わ
る
は
ず
で
す
。
た
く
さ
ん
の

方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
１
０
０
０
人
の
音
で

「
太
陽
の
塔
」
を
ふ
る
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

日
時
●
10
月
23
日
（
土
）
13
時
〜
（
雨
天
中
止
）

会
場
●
万
博
記
念
公
園 

自
然
文
化
園 

お
祭
り
広
場

参
加
費
●
無
料
（
自
然
文
化
園
入
園
料
が
必
要
で
す
）

■ 

関
連
イ
ベ
ン
ト

「
地
球
お
は
な
し
村
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
ド

ラ
ム
の
演
奏
」

実
施
日　

10
月
23
日
（
土
）

時
間　

12
時
〜
13
時

場
所　

特
別
展
示
館　
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
前
広
場 

（
雨
天
の
場
合
、
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
）

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
」

実
施
日　

10
月
23
日
（
土
）

時
間　

14
時
〜
15
時

場
所　

特
別
展
示
館

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
エ
ル
・
ア
ナ
ツ
イ
の
世
界
」（
仮
）

実
施
日　

10
月
30
日
（
土
）

時
間　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

お
問
い
合
わ
せ

研
究
協
力
課
国
際
協
力
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
2
3
5

（
平
日
9
時
〜
17
時
）

※
特
別
展
関
連
の
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
及
び
み
ん
ぱ
く

ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン
は
13
ペ
ー
ジ
、
24
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

企
画
展

「
ア
ジ
ア
の
境
界
を
越
え
て
」

人
間
文
化
研
究
機
構
の
連
携
研
究
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
と

日
本
」
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
東
ア
ジ
ア
の
古
代
と

近
現
代
を
対
照
し
て
、
境
界
や
そ
れ
を
越
え
る
こ
と

の
意
味
を
考
え
ま
す
。

会
期　

10
月
14
日
（
木
）
〜
12
月
7
日
（
火
）

会
場　

本
館
展
示
場
内

み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
ト
ゥ
ル
ー
・
ヌ
ー
ン
―
―
イ
ワ
ノ
ビ
ッ
チ
の
村
」

日
時　

11
月
3
日
（
水
・
祝
）

時
間　

13
時
30
分
〜
16
時
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

「
ピ
ー
ク
」（
錫
、銅
線
、2
0
1
0
年
、作
家
蔵
）

電話  06-6876-3112
FAX  06-6876-0875
e-mail shop@senri-f.or.jp
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/

「
父
と
子
」（
木
、
金
属
、
彩
色
、

1
9
9
1
年
、
作
家
蔵
）

●
ア
メ
リ
カ
展
示
・
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
が
新
し
く

な
り
ま
す
。
そ
の
作
業
の
た
め
閉
鎖
に
な
り
ま
す
。

期
間　

11
月
25
日（
木
）〜
平
成
23
年
3
月
15
日

（
火
）ま
で

番号 番組タイトル （監修者） 番号 番組タイトル （監修者）

1698 マラプの家 ; インドネシア スンバ島 （佐藤浩司） 7070 サーミ人とテント ; 北極圏に暮らす人々の伝統的住まい （吉本忍）

6041 フィリピンのゴング音楽 （寺田𠮷孝） 7128 イラン機織り紀行 （吉本忍）

6042 プエルト・リコの弦楽器 クワトロ （笹原亮二 , ロベルト・ガルフィアス） 7143 アフリカの機織り ; セネガル・トーゴ・カメルーン （吉本忍）

6043 マリの太鼓と結婚式 （福岡正太） 7170 シナ布の里 ; 新潟県・山北町山熊田 （吉本忍）

6045 徳宏タイ族のうた （横山廣子） 7215 スンバ島の家を建てる ; そしてスンバの人たちにとって家とは何か （佐藤浩司）

7069 サーミ人の錘り機 ; 北極圏にのこされた手織機 （吉本忍） 7216 怒 ; 大阪浪速の太鼓集団 （寺田𠮷孝）

3634 Sbaek Tauch ; The Small Shadow Puppet Theater of Cambodia  
[ 英語版 ] (Yoshitaka Terada, Shota Fukuoka, Sam-Ang Sam)

8001 Sbaek Tauch ; The Small Shadow Puppet Theater of Cambodia 
[クメール語版 ] (Yoshitaka Terada, Shota Fukuoka, Sam-Ang Sam)

3635 Sbaek Thomm ; The Large Shadow Puppet Theater of Cambodia 
[ 英語版 ] (Yoshitaka Terada, Shota Fukuoka, Sam-Ang Sam)

8002 Sbaek Thomm ; The Large Shadow Puppet Theater of Cambodia 
[クメール語版 ] (Yoshitaka Terada, Shota Fukuoka, Sam-Ang Sam)

3636 Lkhaon Khaol ; A Cambodian Mask Theater 
[ 英語版 ] (Yoshitaka Terada, Shota Fukuoka, Sam-Ang Sam)

8003 Lkhaon Khaol ; A Cambodian Mask Theater 
[クメール語版 ] (Yoshitaka Terada, Shota Fukuoka, Sam-Ang Sam)

ビデオテーク新番組（7月22日より以下の番組を公開しました。詳しくはホームページをご覧ください。）

12   13    2010 年 10月号
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水み
な
ま
た俣
病び

ょ
うと
は
何
か
。伝
染
す
る
の
だ
ろ

う
か
。水
俣
湾
の
魚
を
食
べ
て
も
大
丈
夫

か
。

　

現
在
で
も
こ
れ
だ
け
テ
レ
ビ
や
新
聞

を
賑に

ぎ

わ
せ
て
い
な
が
ら
、水
俣
病
に
つ
い

て
正
確
な
知
識
を
も
つ
人
は
少
な
い
。和

解
の
プ
ロ
セ
ス
が
進
む
一
方
で
、い
ま
だ

に
差
別
や
偏
見
が
あ
る
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
博
物
館

　

水
俣
病
歴
史
考
証
館
は
、展
示
を
通

し
て
、水
俣
病
の
歴
史
と
教
訓
を
伝
え
る

こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
。運
営
す
る
の

は
、財
団
法
人
水
俣
病
セ
ン
タ
ー
相
思
社
。

水
俣
病
患
者
の
生
活
支
援
と
、水
俣
病

事
件
の
調
査
や
教
育
普
及
活
動
を
お
こ

な
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
だ
。

告
発
す
る
展
示

　

病
気
や
差
別
、運
動
が
テ
ー
マ
な
だ
け

に
、写
真
と
解
説
パ
ネ
ル
が
中
心
で
、モ

ノ
に
よ
る
展
示
は
少
な
い
。し
か
し
、以

下
の
四
点
は
必
見
で
あ
る
。水
俣
病
の
原

因
を
突
き
止
め
た
実
験
で
、実
際
に
使
わ

れ
て
い
た「
ネ
コ
実
験
の
小
屋
」。工
場
の

排
水
口
付
近
で
採
取
さ
れ
た
高
濃
度
水

銀
を
含
む
ヘ
ド
ロ
。黒
字
に
白
で「
怨
」と

書
か
れ
た
患
者
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
、通
称

「
怨
の
旗
」。水
俣
の
バ
イ
ブ
ル
と
い
わ
れ

る
小
説『
苦く

界が
い

浄じ
ょ
う
ど土
』の
自
筆
原
稿
。い
ず

れ
も
独
特
の
ア
ウ
ラ
を
も
っ
て
い
る
。

　

患
者
の
立
場
か
ら
水
俣
病
事
件
の
歴

史
を
描
く
。同
時
に
、加
害
者
の
意
図
的

な
隠い

ん
ぺ
い蔽
や
不
法
行
為
を
告
発
す
る
。こ

う
し
た
明
確
な
ス
タ
ン
ス
は
、科
学
的
、

中
立
的
な
展
示
を
謳う

た

う「
水
俣
市
立
水

俣
病
資
料
館
」と
対
照
的
で
あ
る
。水
俣

を
訪
れ
た
ら
、ふ
た
つ
の
博
物
館
を
ぜ
ひ

見
比
べ
て
ほ
し
い
。

水
俣
へ
の
窓
口

　

同
じ
敷
地
内
に
、Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
オ
フ
ィ
ス

や
資
料
室
、集
会
所
、宿
泊
施
設
な
ど
が

あ
り
、セ
ン
タ
ー
全
体
が
水
俣
へ
の
恰か

っ
こ
う好

の
窓
口
に
な
っ
て
い
る
。現
在
、四
名
の

常
勤
職
員
が
お
り
、訪
問
者
に
対
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。水
俣
病
関
連
資
料
の
提
供
、水
俣
の

ま
ち
案
内
、水
俣
名
産
品
の
販
売
、体
験

談
を
語
っ
て
く
だ
さ
る
患
者
の
紹
介
な

ど
。け
っ
し
て
愛
想
が
よ
い
と
は
い
え
な

い
人
た
ち
だ
が
、親
身
に
な
っ
て
相
談
に

乗
っ
て
く
れ
る
。

　

五
年
ほ
ど
前
か
ら
、わ
た
し
は
年
に
何

回
か
通
っ
て
い
る
。博
物
館
の
新
し
い
可

能
を
こ
こ
で
探
し
て
い
る
の
だ
。

水俣病歴史考証館

ネコ実験の小屋展示の一部職員による展示解説

平
ひら

井
い

 京
きょうのすけ

之介 民博 民族文化研究部

告発する博物館
──水俣病歴史考証館
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本
番
号 

H
0
1
6
2
5
1
4

地
域 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国　
ハ
ワ
イ
諸
島

収
集
年 

1
9
8
8
年
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今
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
前
、ワ
ン
ガ
ヌ
イ
地
域
博
物
館
の

マ
オ
リ
学
芸
員
フ
ラ
ベ
ル
氏
と
一
緒
に
私
が
収
蔵
庫
で
資

料
を
調
べ
て
い
た
日
の
こ
と
で
あ
る
。ガ
ラ
ス
蓋ふ
た
つ
き
の
小

さ
な
ケ
ー
ス
に
収
め
ら
れ
た
鳥
の
羽
根
を
見
つ
け
た
彼
は
、

一
目
見
る
な
り
、こ
れ
は
極
め
て
珍
し
い
宝
物
だ
よ
と
い
っ

て
、そ
の
鳥
に
捧
げ
る
祈
り
の
歌
を
小
声
で
唱
え
始
め
た
。

そ
れ
は
マ
オ
リ
文
化
に
と
っ
て
重
要
な
鳥
フ
イ
ア（
ホ
オ

ダ
レ
ム
ク
ド
リ
）の
尾
羽
根
だ
っ
た
。白
と
黒
の
美
し
い
尾

羽
根
が
髪
飾
り
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、一
九
世
紀
の

古
写
真
や
絵
画
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
北
方
の
荒
山
に
の
み
生
息
し
て
い
た
フ
イ
ア
は
、

二
〇
世
紀
初
め
に
は
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
銃
を
手
に

し
て
か
ら
、マ
オ
リ
の
人
び
と
が
羽
根
を
手
に
入
れ
る
の
が
容
易
に
な
っ
た
し
、

他
国
の
博
物
館
向
け
収
集
家
た
ち
も
こ
の
鳥
を
た
く
さ
ん
殺
し
た
か
ら
で
あ
る
。実

際
、フ
イ
ア
は
だ
ま
さ
れ
や
す
い
鳥
だ
っ
た
。フ
イ
ア
、フ
イ
ア
と
い
う
鳴
き
声
を
人
が
口
笛
で
ま

ね
る
と
、仲
間
と
勘
違
い
し
て
近
づ
い
て
く
る
フ
イ
ア
を
容
易
に
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

マ
オ
リ
の
人
び
と
は
フ
イ
ア
の
羽
根
を
珍
重
し
、彫
刻
を
施
し
た
特
別
な
保
管
箱
ワ
カ
・
フ
イ
ア
に
収
め
て
き
た
。

そ
の
後
、ワ
カ
・
フ
イ
ア
は
宝
物
箱
一
般
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、現
代
の
作
家
に
よ
る
も
の
は
、み
ん
ぱ
く
の
オ
セ

ア
ニ
ア
展
示
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

収
蔵
庫
の
フ
イ
ア
の
羽
根
は
、一
九
〇
四
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
収
集
さ
れ
、そ
の
後
、旧
東
京
大
学
理
学
部
文

化
人
類
学
教
室
を
経
て
、み
ん
ぱ
く
創
設
時
に
移
管
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、そ
の
最
初
の
収
集
状
況
は
詳
つ
ま
びら
か
で
は
な
い
。

ケ
ー
ス
越
し
に
よ
く
見
る
と
、か
な
り
劣
化
し
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
い
る
が
、今
で
も
元
の
形
や
色
を
確
認
で
き

る
。綿
枕
の
上
に
眠
る
フ
イ
ア
の
羽
根
は
、失
わ
れ
た
世
界
、銃
導
入
前
の
時
代
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
同
時
に
、マ
オ

リ
の
人
び
と
が
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
、彼
ら
が
今
で
も
フ
イ
ア
の
魂
を
身
近
な
も
の
と
感
じ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出

さ
せ
て
く
れ
る
。

標
本
番
号 

Ｋ
０
０
０
１
７
２
２

地
域 

ニュー
ジ
ー
ラ
ン
ド

受
入
年 

1
9
7
5
年

民
博 

民
族
社
会
研
究
部  

ピ
ー
タ
ー・マ
シ
ウ
ス

フ
イ
ア
の
羽
根
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博
物
館
と「
さ
わ
る
」

小こ

山や
ま 

修し
ゅ
う
ぞ
う三

吹
田
市
立
博
物
館
館
長

民
博 

名
誉
教
授

散
策
と

思
索
の
径

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
博
物
館

は
じ
ま
り
は
、
一
九
七
八
年
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
「
視
覚
障
が
い
者
の
た
め
の
展
示
―
―
バ

イ
キ
ン
グ
の
生
活
と
文
化
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
み
た
こ
と
だ
っ
た
。
村
の
生
活
や
戦
い
を
描
い
た
、

素
人
っ
ぽ
い
想
像
図
が
数
枚
、
さ
わ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
凹
凸
を
つ
け
て
あ
っ
た
。
発
掘
品
は

ケ
ー
ス
の
な
か
に
厳
重
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
と
思
う
。
そ
れ
で
も
「
さ
す
が
福
祉
国
家
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
、
し
か
し
博
物
館
は
将
来
こ
こ
ま
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
思
い
が
脳

裏
を
よ
ぎ
っ
た
。
わ
た
し
自
身
ま
だ
博
物
館
の
既
成
概
念
か
ら
抜
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
手
元

に
は
ス
ナ
ッ
プ
写
真
す
ら
な
い
。

ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
美
術
館

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
美
術
工
芸
品
が
注
目
さ
れ
始
め
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
に

な
っ
て
か
ら
だ
。
政
府
の
援
助
を
受
け
て
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
つ
く
ら
れ
、

た
く
さ
ん
の
美
術
工
芸
品
が
集
積
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
、
売
れ
す
じ
画
家
の
個

展
を
都
会
で
や
ろ
う
と
か
、
部
族
の
歴
史
が
わ
か
る
資
料
室
を
作
ろ
う
と
い
っ
た
案
が
出
て
く
る
。

ノ
ー
ザ
ン
テ
リ
ト
リ
・
マ
ニ
ン
グ
リ
ダ
の
町
は
特
に
意
欲
的
で
、
小
さ
な
博
物
館
ま
で
作
り
上
げ

た
。
と
こ
ろ
が
、
高
温
多
湿
な
熱
帯
性
気
候
に
対
し
、
空
調
な
ど
設
備
が
不
完
全
で
、
数
年
の
う

ち
に
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
た
ち
の
生
活
は
使
い
捨
て
、
高
価
な
芸
術
品

で
も
神
聖
な
儀
礼
具
で
も
「
モ
ノ
は
ま
た
作
れ
ば
い
い
、
大
切
な
の
は
精
神
だ
」
と
こ
だ
わ
ら
な

い
。
宝
物
館
と
は
対
極
の
考
え
方
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
政
府
の
援
助
な
ど
で
機
運
が
盛
り
上
が
れ

ば
再
び
博
物
館
を
作
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
そ
れ
な
り
の
形
が
で
き
て
く
る
。

ル
ー
ブ
ル
美
術
館

二
〇
〇
八
年
に
訪
れ
た
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
に
は
「
障
が
い
者
の
た
め
の
特
別
室
」
が
あ
っ
た
。

古
代
の
彫
刻
を
小
型
に
し
た
精
巧
な
レ
プ
リ
カ
が
並
べ
て
あ
り
、
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
連
れ
ら

れ
た
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
に
さ
わ
り
な
が
ら
熱
心
に
見
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
改
め
て
驚
い

た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
館
の
監
視
の
緩
や
か
さ
だ
。
壁
に
掛
け
た
名
画
の
前
は
低
い
ロ
ー
プ

の
柵
が
あ
り
、
監
視
員
が
い
る
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
露
出
展
示
で
あ
る
。
こ
れ
は
観
客
の
文
化

レ
ベ
ル
の
差
な
の
だ
ろ
う
か
。
絶
対
さ
わ
る
な
と
い
う
日
本
の
博
物
館
の
あ
り
方
は
い
っ
た
い
い

つ
、
ど
こ
か
ら
で
た
の
だ
ろ
う
、
と
不
思
議
に
思
っ
た
。

み
ん
ぱ
く
と
す
い
は
く

二
〇
〇
六
年
、
み
ん
ぱ
く
で
廣
瀬
浩
二
郎
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
た
企
画
展
「
さ
わ
る
文
字
、

さ
わ
る
世
界
」
が
開
か
れ
た
。
こ
の
と
き
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
開
催
さ
れ
、
今
世
界
で
進
行

し
て
い
る
誰
に
で
も
わ
か
る
博
物
館
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
状
況
が
よ
く
わ
か
っ

た
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
で
は
エ
ジ
プ
ト
の
石
造
彫
刻
に
直
接
さ
わ
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み

切
っ
て
い
た
の
に
驚
い
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
駆
使
も
め
ざ
ま
し
か
っ
た
。

同
じ
年
、
吹
田
市
立
博
物
館
で
も
実
験
展
と
し
て
「
さ
わ
る 

五
感
の
挑
戦
」
を
は
じ
め
た
。

仏
像
の
レ
プ
リ
カ
の
ほ
か
、
楽
器
、
お
も
ち
ゃ
な
ど
を
消
耗
品
と
し
て
購
入
し
て
な
ら
べ
、

自
由
に
さ
わ
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
後
、
広
瀬
さ
ん
と
一
緒
に
「
誰
で
も
楽
し
め
る
博
物
館
」

の
共
同
研
究
を
た
ち
上
げ
た
。
こ
こ
で
も
、
さ
わ
ら
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
議
論

が
沸
騰
し
て
い
る
。
み
ん
ぱ
く
を
開
館
し
た
と
き
梅
棹
館
長
は
「
さ
わ
る
」
の
は
当
た
り
前

だ
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
率
先
し
て
「
守
る
」
よ
り
「
開
く
」、
つ
ま
り

さ
わ
ら
せ
る
方
向
へ
リ
ー
ド
し
て
、
博
物
館
の
将
来
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ
て
ほ
し
い
と
思

う
。

博
物
館
に
人
が
来
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
流
れ
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
わ
た
し
も
宝
物
館

の
よ
う
な
博
物
館
が
ニ
ガ
テ
だ
っ
た
。
宝
物
を
ケ
ー
ス
に
お
さ
め
、
禁
止
札
を
は
り
め
ぐ
ら
せ
て
、
い
か
に
も
見
せ
て

や
る
と
い
う
雰
囲
気
が
い
や
だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
博
物
館
に
勤
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
機
会
が
あ
れ
ば
見
て

ま
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
カ
ギ
の
ひ
と
つ
が
、
こ
れ
ま
で
タ
ブ
ー
に
し
て
き
た
展
示
品
に
「
さ
わ
る
」
こ
と
だ
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
ま
で
の
思
考
の
径
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

マニングリダの博物館。 
エアコンはあるがよく止まる
1988年（撮影・久保正敏）

イルカラの博物館。劣化したものも多い
1980年

吹田市立博物館「さわる 五感の挑戦
Part Ⅳ」の関連イベント、香道の体験
講座 ２００９年９月（撮影・藤田京子）

ルーブル美術館。 
障がい者のための特別室

吹田市立博物館での実験展 
「さわる 五感の挑戦」にて。 
梅棹さんが来館したとき 
２００６年１０月（撮影・藤田京子）
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多文化の街の 
多言語メディア――ニューコム

中
な か

野
の

 克
か つ ひ こ

彦　立命館大学非常勤講師

外国籍住民の比率が１割を超えた東京都新宿区。多民族化しはじめたその街に、多言語のエスニック・メディアが活

動を繰り広げている。９つの言語で新聞を発行するニューコムである。その活動から見えてくるのは、多文化時代のあ

らたなコミュニケーションの在り方だ。

多
文
化
の
縮
図

新
宿
区
高
田
馬
場
に
あ
る
ニ
ュ
ー
コ
ム
の
事
務
所
を
訪

れ
て
筆
者
が
目
に
し
た
の
は
、
多
文
化
の
縮
図
と
い
う
べ

き
光
景
だ
っ
た
。
ア
ジ
ア
を
中
心
に
、
一
四
の
国
・
地
域

か
ら
来
日
し
た
ス
タ
ッ
フ
が
、
習
慣
や
文
化
の
違
い
を
の

り
越
え
て
、
新
聞
制
作
と
い
う
共
通
目
的
の
も
と
に
働
い

て
い
る
。
お
も
に
在
日
外
国
人
が
、
在
日
外
国
人
の
た
め

に
情
報
を
発
信
す
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

代
表
取
締
役
社
長
の
藍ら

ん

淑し
ゅ
く

人じ
ん

さ
ん
は
、
台
湾
出
身
。
留

学
生
と
し
て
来
日
し
、
一
九
九
一
年
に
ニ
ュ
ー
コ
ム
を
設

立
、「
新
交
流
時
報
」（
中
国
語
と
日
本
語
の
新
聞
）
を
創

刊
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
日
本
で
生
活
す
る
た
め
に

必
要
と
な
る
生
活
基
本
情
報
を
、
同
胞
に
母
語
で
送
り
届

け
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
後
、
ニ
ュ
ー
コ
ム
は
立
て
続

け
に
新
聞
を
手
掛
け
て
い
く
。
タ
イ
語
新
聞
「
ス
ー
マ

イ
・
タ
イ
ム
ズ
」（
一
九
九
二
年
）、
マ
レ
ー
語
新
聞
「
マ

レ
ー
シ
ア
・
タ
イ
ム
ズ
」（
一
九
九
四
年
）、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
語
新
聞
「
メ
デ
ィ
ア
・
ヌ
ア
ン
サ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」

（
一
九
九
六
年
）、
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
新
聞
「
シ
ュ
ウ
ェ
・
バ

マ
ー
」（
一
九
九
六
年
）、
中
国
語
新
聞
「
台
湾
報
」（
一

九
九
八
年
に
「
新
交
流
時
報
」
か
ら
名
称
変
更
）、
フ
ィ

リ
ピ
ン
語
（
タ
グ
リ
ッ
シ
ュ
）
新
聞
「
カ
イ
ビ
ガ
ン
」

（
一
九
九
九
年
復
刊
）、
ベ
ト
ナ
ム
語
新
聞
「
ジ
ャ
ウ
・

リ
ュ
ウ
」（
二
〇
〇
四
年
）、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
新
聞
「
マ
イ

ト
レ
イ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
」（
二
〇
〇
八
年
）、
シ
ン
ハ
ラ
語

新
聞
「
ジ
ャ
ヤ
ス
リ
」（
二
〇
〇
九
年
）
で
あ
る
。
各
新

聞
に
は
日
本
語
記
事
も
設
け
ら
れ
、
日
本
人
読
者
も
読
め

る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
多
彩
な
言
語
で
の
活
動
は
、

驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
の
現
状
と
ニ
ュ
ー
コ
ム

ニ
ュ
ー
コ
ム
が
活
動
を
始
め
た
一
九
九
〇
年
代
は
、
日

本
国
内
で
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
が
本
格
的
に
成
長
し

た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
国
際
電
話
業
界
の

成
長
が
あ
る
。
在
日
外
国
人
が
急
増
し
た
当
時
、
郷
里
の

家
族
に
国
際
電
話
を
か
け
る
在
日
外
国
人
を
対
象
に
、
国

際
電
話
会
社
が
多
く
の
広
告
を
出
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
に
繋つ

な

が
っ
た
。
し
か

し
現
在
、
国
際
電
話
市
場
は
か
つ
て
と
比
べ
て
か
な
ら
ず

し
も
好
調
と
は
い
え
な
い
。
広
告
の
減
少
に
よ
っ
て
、
エ

ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
業
界
に
も
、
深
刻
な
影
響
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
コ
ム
の
取
り

組
み
は
意
欲
的
だ
。
将
来
的
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
系
メ
デ
ィ
ア

を
発
行
す
る
構
想
も
あ
る
と
い
う
。「
確
か
に
ビ
ジ
ネ
ス
と

し
て
考
え
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
の
運
営
は
大
変
で
す
。
し
か

し
そ
れ
で
も
こ
の
事
業
を
続
け
る
の
は
、
何
よ
り
面
白
い

か
ら
」
と
藍
さ
ん
は
語
る
。「
多
言
語
の
新
聞
を
通
じ
て
、

日
本
人
と
外
国
人
の
心
の
交
流
と
あ
ら
た
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促う

な
が

し
た
い
の
で
す
」。

フ
ィ
リ
ピ
ン
系
新
聞「
カ
イ
ビ
ガ
ン
」の
例

そ
れ
で
は
、
ニ
ュ
ー
コ
ム
の
新
聞
は
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
の
か
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
系
新
聞
「
カ
イ
ビ
ガ

ン
」
を
例
に
み
て
み
よ
う
。
ち
な
み
に
同
紙
で
は
、
在
日

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
と
っ
て
読
み
や
す
い
「
タ
グ
リ
ッ
シ
ュ
」

（
英
語
と
タ
ガ
ロ
グ
語
の
交
じ
っ
た
言
語
）
と
日
本
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
特
徴
的
な
の
は
、
病
院
や
公
的
相
談
機
関
の
連
絡

先
の
一
覧
表
が
、
毎
号
か
な
ら
ず
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

「
日
本
に
や
っ
て
き
た
当
初
の
外
国
人
が
何
よ
り
必
要
と
し

て
い
る
の
は
、
病
気
や
怪け

が我
を
し
た
と
き
に
、
ど
こ
に
電

話
を
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
緊
急
情
報
で
す
」
と
、
同
紙

の
制
作
を
担
当
す
る
小
池
昌
さ
ん
は
語
る
。
こ
う
し
た
サ

ポ
ー
ト
情
報
を
母
語
で
送
り
届
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特

に
孤
立
感
を
抱
き
や
す
い
来
日
当
初
の
在
日
外
国
人
に
、

安
心
感
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
特
徴
的
な
の
は
、
日
本
社
会
に
関
す
る
タ

グ
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
記
事
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
だ
。
日

本
社
会
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
社
会
情
報
で
あ

る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴
史
、

文
化
、
地
誌
を
紹
介
す
る
記
事
も
多
い
。
そ
れ
も
タ
グ

リ
ッ
シ
ュ
で
書
か
れ
て
お
り
、
じ
つ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
読
者

を
対
象
に
し
た
記
事
な
の
で
あ
る
。
小
池
さ
ん
に
よ
る
と
、

在
日
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
の
な
か
に
は
、
も
と
も
と
若
い

こ
ろ
に
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ナ
ー
と
し
て
日
本
に
移
り
住
ん
だ

た
め
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
文
化
に
つ
い
て
深
く
学
ぶ
機
会
を

も
て
な
か
っ
た
人
も
い
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
そ
う
し

た
人
び
と
が
日
本
人
と
結
婚
し
、
子
ど
も
を
も
っ
た
と
き

に
、
自
分
の
文
化
を
説
明
し
、
継
承
さ
せ
て
い
く
必
要
が

生
じ
る
。
出
身
国
の
こ
と
を
改
め
て
知
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
願
い
か
ら
、
在
日
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
読
者
に
も
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
文
化
を
紹
介
す
る
記
事
が
う
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

「
カ
イ
ビ
ガ
ン
」
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
現
状
を
多
面
的

に
紹
介
す
る
日
本
語
記
事
も
あ
る
。
そ
れ
は
お
も
に
日
本

人
読
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
と
結

婚
し
た
日
本
人
男
性
が
、
妻
の
出
身
国
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
つ
い
て
、
偏
見
を
交
え
ず
、
よ
り
深
く
知
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
事

を
契
機
に
、
国
際
結
婚
家
庭
の
な
か
で
、
お
互
い
の
文
化

に
つ
い
て
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
見
方
が
生
ま
れ
、
あ
ら
た

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
活
性
化
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

異
な
る
文
化
を
情
報
で
つ
な
ぐ

「
カ
イ
ビ
ガ
ン
」
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
コ
ム
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
メ
デ
ィ
ア
は
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
も
ち
合
わ
せ
て
い

る
と
い
え
る
。
ま
ず
、
在
日
外
国
人
に
生
活
情
報
を
提
供

す
る
役
割
。
そ
し
て
、
在
日
外
国
人
と
日
本
人
読
者
の
双

方
に
、
多
言
語
で
社
会
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
す
役
割
。
単
に
在
日
外
国
人

に
情
報
を
伝
達
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
の
目
的
、

つ
ま
り
異
文
化
へ
の
偏
見
を
超
え
て
「
情
報
に
よ
っ
て
異

な
る
文
化
を
つ
な
ぐ
」
と
い
う
明
確
な
問
題
意
識
の
も
と

に
、
紙
面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
文
化
の
街

の
多
言
語
メ
デ
ィ
ア
。
そ
の
活
動
は
、
多
民
族
化
し
つ
つ

あ
る
日
本
の
将
来
の
課
題
を
先
取
り
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

ニューコム（出版部）の風景。スタッフの
文化的背景は多様だ（提供・小池 昌）

ニューコムが手掛けるエスニック・
メディア。９種類の新聞が発行さ
れている

「カイビガン」の表紙

ニューコムの事務所がある高田馬場周辺の街頭。エスニックレストランの
看板がならぶ
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イ
タ
リ
ア
の「
熱
い
秋
」

都
会
暮
ら
し
と
収
穫
祭

秋
と
い
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
で
も
収
穫
の
季

節
で
あ
る
。
九
月
半
ば
を
過
ぎ
る
と
イ
タ
リ

ア
中
は
ブ
ド
ウ
の
収
穫
と
ワ
イ
ン
作
り
で
忙

し
く
な
る
。
都
会
暮
ら
し
の
人
も
、
週
末
、

親し
ん
せ
き戚

や
友
人
の
ブ
ド
ウ
園
を
手
伝
い
に
行
っ

た
り
、
キ
ノ
コ
や
栗
な
ど
を
採
り
に
出
か
け

た
り
す
る
。
最
近
で
は
、
こ
れ
ら
秋
の
味
覚

に
便
乗
し
た
ブ
ド
ウ
祭
り
や
キ
ノ
コ
祭
り
な

ど
の
収
穫
祭
も
、
楽
し
み
の
ひ
と
つ
に
な
っ

て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
も
収
穫
祭

は
あ
っ
た
が
、
近
年
、
観
光
に
よ
る
地
域
振

興
と
い
う
思
惑
の
も
と
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま

な
収
穫
祭
が
競
う
よ
う
に
増
え
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
い
ま
だ
夏
の
バ
カ

ン
ス
気
分
が
抜
け
な
い
せ
い
も
あ
っ
て
か
、

週
末
ご
と
に
近
隣
の
町
々
を
訪
れ
、
田
舎
生

活
の
一
端
に
触
れ
な
が
ら
皆
で
飲
食
を
楽
し

む
と
い
う
習
慣
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
祭
り

と
こ
ろ
で
、
田
舎
か
ら
都
市
部
に
目
を
転

ず
る
と
、
イ
タ
リ
ア
の
秋
の
も
う
ひ
と
つ
の

風
物
詩
は
、
デ
モ
や
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
る
。

日
本
で
は
、「
春
闘
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ

る
よ
う
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
は
春
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
イ
タ
リ

ア
で
は
、
次
年
度
の
予
算
案
が
議
論
さ
れ
る

秋
が
、
抗
議
活
動
の
最
盛
期
に
な
る
。
た
し

か
に
イ
タ
リ
ア
は
一
年
を
通
し
て
ス
ト
な
ど

が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
る
国
だ
が
、
秋
は
格

別
な
の
だ
。
そ
の
熱
気
ゆ
え
、「
熱
い
秋
」

と
い
う
表
現
も
な
さ
れ
る
。

抗
議
活
動
の
担
い
手
も
、
日
本
の
そ
れ

が
労
働
者
に
偏
り
が
ち
な
の
に
比
べ
る
と
、

学
生
、
一
般
市
民
、
移
民
な
ど
、
じ
つ
に
多

様
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
予
算
案
の
議
論
に

は
、
労
働
問
題
を
は
じ
め
、
教
育
、
社
会

福
祉
、
移
民
政
策
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
政

策
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
問
題
の
当
事
者
が
、
政
府
案
を
め

ぐ
っ
て
意
見
や
抗
議
の
声
を
上
げ
る
べ
く
、

デ
モ
や
ス
ト
ラ
イ
キ
を
計
画
す
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
彼
ら
の
抗
議
は
、
プ
ラ
カ
ー

ド
を
掲
げ
て
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
上
げ
る

だ
け
で
な
く
、
多
分
に
娯
楽
的
な
要
素
が

あ
る
こ
と
も
印
象
的
だ
。
た
と
え
ば
デ
モ

行
進
中
、
彼
ら
は
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
、

仮
装
し
た
り
、
自
分
た
ち
で
作
っ
た
政
治

家
た
ち
の
ハ
リ
ボ
テ
人
形
を
も
ち
出
し
た

り
す
る
。
デ
モ
の
た
め
に
周
辺
各
地
か
ら

都
市
に
集
ま
り
、
皆
で
ワ
イ
ワ
イ
盛
り
上

が
り
な
が
ら
行
進
を
し
て
い
る
様
子
は
、
一

種
の
祭
り
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

最
大
の「
被
害
者
」は

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
デ
モ
や
ス
ト
ラ

イ
キ
は
、
九
月
半
ば
以
降
は
小
規
模
な
も

の
も
含
め
る
と
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
お
こ

な
わ
れ
、
人
び
と
の
生
活
、
特
に
交
通
事

情
に
支
障
を
き
た
す
。
人
び
と
の
足
を
直

撃
す
る
交
通
機
関
の
ス
ト
ラ
イ
キ
だ
け
で

な
く
、
デ
モ
行
進
も
交
通
規
制
を
伴
う
か

ら
で
あ
る
。
大
規
模
な
デ
モ
は
、
た
い
て

い
も
っ
と
も
交
通
量
の
少
な
い
日
曜
日
の

昼
過
ぎ
に
実
施
さ
れ
る
が
、
そ
の
間
は
幹

線
道
路
が
車
両
通
行
禁
止
に
な
る
。
小
規

模
な
デ
モ
の
場
合
は
平
日
に
お
こ
な
わ
れ
、

通
勤
通
学
な
ど
に
多
少
な
り
と
も
影
響
が

で
る
。
交
通
規
制
や
バ
ス
路
線
変
更
の
情

報
は
二
・
三
日
前
に
は
新
聞
等
で
公
表
さ

れ
る
も
の
の
、
周
知
は
難
し
い
。
こ
の
た

め
、
頻
繁
な
「
突
然
の
」
交
通
規
制
に
、

も
と
も
と
評
判
の
悪
い
イ
タ
リ
ア
の
交
通

事
情
は
さ
ら
に
混
乱
す
る
。
そ
ん
な
な
か
、

最
大
の
「
被
害
者
」
は
観
光
で
や
っ
て
き

た
外
国
人
だ
ろ
う
。
わ
た
し
も
、
バ
ス
停

で
い
く
ら
ま
っ
て
も
バ
ス
が
来
な
か
っ
た

り
、
突
然
途
中
で
バ
ス
を
降
ろ
さ
れ
た
り

し
て
、
右
往
左
往
し
て
い
る
観
光
客
に
何

人
も
出
く
わ
し
た
。

現
代
史
の
要

そ
の
一
方
で
、
イ
タ
リ
ア
人
自
身
は
、

常
日
頃
は
そ
れ
ほ
ど
忍
耐
強
く
な
い
の
に
、

こ
の
混
乱
は
あ
る
程
度
受
け
入
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
の
に
は
、
ち
ょ
っ
と
驚
き

だ
っ
た
。
た
し
か
に
彼
ら
は
文
句
を
言
う
。

デ
モ
に
よ
る
交
通
規
制
に
引
っ
掛
か
っ
た

バ
ス
の
車
内
で
は
、
運
転
手
や
乗
客
た
ち

が
、
デ
モ
に
対
す
る
不
満
を
声
高
に
口
に

し
て
い
る
光
景
も
し
ば
し
ば
見
か
け
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
デ
モ
や
ス
ト

ラ
イ
キ
の
規
制
を
強
化
し
た
り
無
く
そ
う

と
し
た
り
す
る
方
向
に
は
進
ま
な
い
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
彼
ら
が
こ
の
状

況
に
慣
れ
て
諦あ

き
ら
め
て
い
る
せ
い
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
こ
う
し
た
抗
議

活
動
が
、
イ
タ
リ
ア
の
重
要
な
歴
史
的
記

憶
に
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
か
も

し
れ
な
い
。
じ
つ
は
「
熱
い
秋
」
と
い
う

表
現
も
、
一
九
六
九
年
秋
、
ト
リ
ノ
の

フ
ィ
ア
ッ
ト
工
場
で
の
大
規
模
ス
ト
ラ
イ

キ
を
発
端
と
す
る
労
働
運
動
・
学
生
運
動

を
指
し
示
す
歴
史
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
。

前
年
の
一
九
六
八
年
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た

学
生
や
労
働
者
た
ち
の
運
動
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
に
（
さ
ら
に
は
日
本
に
も
）
飛
び
火

し
た
が
、
イ
タ
リ
ア
で
の
運
動
は
激
し

か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
も
他
の

国
々
以
上
に
継
続
し
た
。
現
在
も
、
内
実

は
大
き
く
変
容
し
た
に
せ
よ
系
譜
は
途
切

れ
て
い
な
い
。「
熱
い
秋
」
は
、
イ
タ
リ

ア
現
代
史
の
要か

な
め

の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
と
も

に
、
彼
ら
・
彼
女
ら
一
人
一
人
の
人
生
や

考
え
方
に
深
く
根
付
い
て
い
る
と
も
い
え

る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
も
、
ご
く
普
通
の
人

た
ち
が
「
熱
い
秋
」
の
思
い
出
を
熱
く

語
っ
た
り
、
自
分
の
子
ど
も
や
孫
た
ち
が

デ
モ
の
準
備
を
し
て
い
る
と
「
わ
た
し
た

ち
も
む
か
し
、
プ
ラ
カ
ー
ド
を
作
っ
た

ね
」
と
笑
い
な
が
ら
眺
め
た
り
し
て
い
る

場
面
に
何
度
も
出
く
わ
し
て
い
る
。

そ
し
て
イ
タ
リ
ア
人
は
、
一
般
的
に
政

治
的
な
話
題
が
好
き
で
、
自
分
た
ち
の
意

見
を
表
明
し
合
う
こ
と
を
好
む
傾
向
が
あ

る
こ
と
も
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。
近
現
代

の
イ
タ
リ
ア
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人

グ
ラ
ム
シ
は
、「
わ
が
国
で
は
、
叫
ん
だ

り
、
議
論
に
花
を
咲
か
せ
た
り
、
自
慢
話

を
し
た
り
す
る
場
と
し
て
、
広
場
が
、
他

国
に
比
較
し
て
著
し
く
家
庭
よ
り
重
要
な

の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
広
場
、
す
な

わ
ち
、
外
に
出
て
皆
で
政
治
を
論
じ
、
デ

モ
な
ど
の
抗
議
活
動
を
す
る
こ
と
は
、
イ

タ
リ
ア
で
は
決
し
て
特
別
な
行
為
で
は
な

く
、
む
し
ろ
日
常
生
活
の
一
部
で
あ
り
延

長
線
上
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
イ

タ
リ
ア
で
は
、
そ
う
し
た
風
土
と
歴
史
的

記
憶
に
支
え
ら
れ
、
今
年
も
「
熱
い
秋
」

が
や
っ
て
き
て
い
る
に
違
い
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
若
干
は
楽
し
み
の
ひ
と
つ
と
し
て

も
…
…
。

日
ご
と
太
陽
が
遠
の
き
、冬
の
足
音
が
急
速
に
し
の
び
よ
る
イ
タ
リ
ア
の
秋
。

田
園
地
帯
で
、恵
み
を
祝
う
収
穫
祭
が
に
ぎ
や
か
に
催
さ
れ
る
一
方
、

都
市
部
で
は
、も
う
ひ
と
つ
の
風
物
詩
デ
モ
や

ス
ト
ラ
イ
キ
が
最
盛
期
を
む
か
え
る
。

こ
の
抗
議
活
動
が「
熱
い
秋
」と
表
現
さ
れ
る
所
以
は
…
…

１０月の某日曜日午後、ローマ中心街の幹線道路いっぱいにひろがってデモ行進をする人びと（２００９年）
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え
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コ
コ
椰
子
の
木
々
が
生
い
茂
る
イ
ン
ド
南
西
部
の

ケ
ー
ラ
ラ
州
。
緑
豊
か
な
こ
の
地
域
の
北
に
位
置
す

る
カ
ン
ヌ
ー
ル
県
で
、
わ
た
し
は
土
着
の
神
霊
を
祀ま

つ

る
儀
礼
に
つ
い
て
、
こ
こ
数
年
来
調
査
を
続
け
て
い

る
。
最
近
、
そ
の
儀
礼
の
担
い
手
た
ち
が
依
頼
を
受

け
て
、
ム
ン
バ
イ
や
チ
ェ
ン
ナ
イ
と
い
っ
た
州
外
の

都
市
部
へ
出
か
け
て
い
く
姿
を
わ
た
し
は
何
度
も
目

に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

祝
福
と
託
宣
を
与
え
る
土
着
の
神
さ
ま

地
元
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、

ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
と
よ
ば
れ
る
土
着
の
英
雄
神
と
そ
の

儀
礼
が
人
気
を
集
め
て
い
る
。
市
街
を
散
策
す
る
と
、

バ
ス
や
オ
ー
ト
リ
キ
シ
ャ
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
、
レ

ス
ト
ラ
ン
や
日
用
品
店
の
店
先
な
ど
に
、
ム
ッ
タ
ッ

パ
ン
神
の
ご
利
益
に
あ
や
か
ろ
う
と
図
像
画
や
ス

テ
ッ
カ
ー
を
祀
っ
て
い
る
の
が
目
に
と
ま
る
。
ム
ッ

タ
ッ
パ
ン
の
讃さ

ん

歌か

が
入
っ
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
や
Ｃ

Ｄ
な
ど
も
広
く
出
回
り
、
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
の
巡
礼
地

と
し
て
有
名
な
寺
院
は
、
毎
日
、
州
内
外
か
ら
訪
れ

る
多
く
の
参
拝
者
で
賑に

ぎ

わ
っ
て
い
る
。

ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
は
、
観
念
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神

さ
ま
と
は
異
な
り
、
指
定
カ
ー
ス
ト
（
不
可
触
民
）

の
男
性
の
身
体
を
介
し
て
、
人
び
と
の
前
に
姿
を
あ

ら
わ
す
。
そ
し
て
、
参
拝
者
一
人
ひ
と
り
の
悩
み
に

耳
を
傾
け
、
か
れ
ら
に
祝
福
と
託
宣
を
与
え
る
。

参
拝
者
の
な
か
に
は
、
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
の
こ
と
ば
に

感
極
ま
っ
て
涙
を
流
す
者
や
、
自
ら
が
抱
え
る
問
題

を
言
い
当
て
ら
れ
、
呆ぼ

う
ぜ
ん然
と
す
る
者
が
い
る
。「
ム
ッ

タ
ッ
パ
ン
に
尋
ね
れ
ば
、
必
ず
答
え
が
返
っ
て
く
る
」

と
地
元
の
人
び
と
が
語
る
よ
う
に
、
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
信

仰
の
人
気
の
秘
密
は
、
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
が
語
る
託
宣
の

的
確
さ
と
そ
の
神
秘
性
に
あ
る
よ
う
だ
。

こ
の
土
着
の
神
さ
ま
、
じ
つ
は
酒
好
き
と
し
て
も

知
ら
れ
て
い
る
。
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
の
儀
礼
で
は
、
バ

ラ
モ
ン
（
最
高
位
の
カ
ー
ス
ト
）
が
司
祭
を
務
め
る

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
で
は
見
ら
れ
な
い
、
ヤ
シ
酒
や
干

し
魚
が
供
物
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
。
最
近
で
は
、
ブ

ラ
ン
デ
ー
や
ラ
ム
酒
の
ほ
か
、
中
東
湾
岸
諸
国
か
ら

の
出
稼
ぎ
帰
国
者
た
ち
が
も
た
ら
す
外
国
産
ウ
ィ
ス

キ
ー
も
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
儀
礼
の
際
、

ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
は
そ
れ
ら
の
酒
瓶
を
手
に
す
る
と
、

数
名
の
男
性
参
拝
者
を
呼
び
つ
け
て
、
プ
ラ
サ
ー
ダ

ム
（
お
下
が
り
）
と
い
う
名
目
で
彼
ら
に
酒
を
ふ
る

ま
い
、
冗
談
ま
じ
り
に
酒
を
酌
み
交
わ
す
。

出
稼
ぎ
移
民
に
よ
る
送
金
と
信
仰
の
隆
盛

古
老
た
ち
の
話
で
は
、
む
か
し
、
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン

の
儀
礼
は
祠ほ

こ
ら
で
年
に
一
、
二
回
程
度
し
か
お
こ
な
わ

れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
が

フ
ィ
ー
ル
ド
に
通
い
始
め
て
か
ら
こ
こ
数
年
ま
で
の

あ
い
だ
に
、
毎
週
定
期
的
に
儀
礼
を
お
こ
な
う
祠
は

増
え
、
個
人
宅
で
の
儀
礼
奉
納
も
活
発
に
お
こ
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
古
老
た
ち

に
尋
ね
る
と
、「
ガ
ル
フ
の
金
だ
よ
」
と
彼
ら
は
口
を

そ
ろ
え
る
。

産
業
基
盤
が
乏
し
い
ケ
ー
ラ
ラ
で
は
、「
親
族
内
に

必
ず
一
人
は
い
る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
仕
事
を
求
め

て
州
外
や
中
東
湾
岸
諸
国
（
ガ
ル
フ
）
へ
出
稼
ぎ
に
出

か
け
る
者
が
多
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
か
ら
の
送
金
で
生

活
を
営
む
家
族
は
、
そ
の
お
金
を
住
宅
の
新
改
築
や

土
地
の
購
入
、
個
人
消
費
財
な
ど
に
費
や
し
て
い
る
。

近
年
、
こ
う
し
た
送
金
を
も
と
に
儀
礼
奉
納
を
お

こ
な
う
人
び
と
が
増
え
て
い
る
。
新
築
祝
い
を
は
じ

め
、
結
婚
、
出
産
、
試
験
合
格
、
就
職
な
ど
の
祈
願

成
就
の
ほ
か
、
親
族
関
係
や
仕
事
上
の
問
題
と
い
っ

た
日
頃
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
解
決
す
る
た
め
、

人
び
と
は
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
に
託
宣
を
求
め
る
。
ム
ッ

タ
ッ
パ
ン
の
担
い
手
た
ち
の
も
と
に
は
儀
礼
の
依
頼
が

殺
到
し
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
ロ
ー
カ
ル
な
文
脈
だ

け
で
な
く
、
州
内
外
か
ら
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

地
方
の
神
さ
ま
が
大
都
会
に
あ
ら
わ
れ
る

デ
リ
ー
や
ム
ン
バ
イ
、
チ
ェ
ン
ナ
イ
と
い
っ
た
大

都
市
の
ほ
か
、
他
州
で
暮
ら
す
ケ
ー
ラ
ラ
出
身
の
移

住
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
最
近
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
催
し
と
し
て
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
の
人
気
は
州
外

で
も
高
く
、
祠
を
建
立
す
る
動
き
も
い
く
つ
か
み
ら

れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

急
速
な
経
済
成
長
を
続
け
る
現
代
イ
ン
ド
社
会
で

は
、
都
市
部
を
中
心
に
中
間
層
の
生
活
が
急
速
に
変

化
し
て
い
る
。
消
費
社
会
が
拡
が
る
一
方
、
共
同
体

的
な
つ
な
が
り
は
ま
す
ま
す
希
薄
に
な
っ
て
い
く
な

か
で
、
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
儀
礼
は
、
個
人
の
悩
み
を
解

決
す
る
だ
け
で
な
く
、
ケ
ー
ラ
ラ
出
身
者
と
し
て
の

つ
な
が
り
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
め
る
働
き
を

も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
と
い
う
地
方
の
神
さ
ま
は
、
ケ
ー

ラ
ラ
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
ロ
ー
カ
ル
な
文
脈
だ
け

で
な
く
、
州
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
に
も
「
出
張
」

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
そ
れ
ま
で
儀
礼
の

報
酬
だ
け
で
は
生
計
を
営
む
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
、

担
い
手
た
ち
の
生
活
環
境
や
社
会
経
済
的
な
状
況
に

も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

二
〇
〇
九
年
、
久
し
ぶ
り
に
カ
ン
ヌ
ー
ル
を
再
訪

し
た
際
、
そ
こ
に
は
中
東
の
ド
ゥ
バ
イ
で
お
こ
な
っ

た
儀
礼
の
様
子
を
自
慢
げ
に
語
る
、
担
い
手
の
友
人

の
姿
が
あ
っ
た
。
ム
ッ
タ
ッ
パ
ン
は
、
と
う
と
う
海

外
に
ま
で
「
出
張
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

ケ
ー
ラ
ラ
の
神
さ
ま
の
今
後
の
動
向
が
ま
す
ま
す
気

に
な
っ
て
き
た
。

竹た
け
む
ら村 

嘉よ
し
あ
き晃

民
博 

外
来
研
究
員

「
出
張
」に
で
か
け
る

地
方
の
神
さ
ま

儀礼の場に姿をあらわすムッタッパン神 さまざまな図像画が売られている日用品店の店先

化粧を終え装束を身につけるムッタッパンの担い手ケーララ出身の移住者コミュニティが主催する儀礼の様子（ムンバイ マハーラーシュトラ州）



o

話者 :信田敏宏（研究戦略センター准教授）
話題 :母系社会に生きる女と男
場所 :本館展示場内ナビひろば

話者 :塚田誠之（先端人類科学研究部教授）
話題 :【企画展「アジアの境界を越えて」関連】
 境界を越えて――ベトナムの事例から
場所 :企画展示場Ａ

話者 :鈴木七美（先端人類科学研究部教授）
話題 :北欧スウェーデンのウェルビーイングとケアの課題
場所 :本館展示場内ナビひろば

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
　この夏に逝かれた梅棹さんの思いを振り返る特集を組
むにあたり、梅棹さんの生き生きとした表情をとらえた写
真を通して、民博の歴史をたどろうと考えた。しかし、そ
うした写真を探すのには結構苦労した。というのも、創
設１０周年、開館３０周年などの節目には、他の文書資料
とともに過去の記録写真の整理が進むが、中間期に定常
的に整理・保存をおこなう体制がなかったからである。
　今回、関係各部署や梅棹資料室と協力しながら、梅棹
さんの姿をたどることとなったが、それは、民博に遅れ
てきた世代であるわたしにとって、民博創設前後のころの
熱気や民博に対する期待の大きさを、あらためて知る機
会であった。それと同時に、梅棹さんのことばの重みや
学識、研究経営センス、そして今や喧

かしま

しい納税者への還
元の視点など、その先見性をあらためて噛みしめる旅と
なった。もっともっといろいろなお話しを伺っておけばよ
かったのに、と今更ながら後悔の思いが深まるばかりで
ある。合掌。（久保正敏）
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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10月

話者 :川口幸也（文化資源研究センター准教授）
話題 :【特別展関連】
 彫刻家エル・アナツイが語るアフリカの歴史と行く末
場所 :特別展示館

話者 :白川千尋（先端人類科学研究部准教授）
話題 :特別な日の過ごし方
場所 :オセアニア展示場

3日
（日曜日）

10日
（日曜日）

17日
（日曜日）

24日
（日曜日）

31日
（日曜日）

次号の予告
 特集

考腹論

■時間　14時 30分から 15時 30分（予定）
■展示観覧料が必要です。
※都合により、予定を変更することがあります。

「梅棹忠夫先生をしのぶ会」開催のお知らせ
日時：平成２２年１０月２０日（水）午後１時３０分～４時３０分
場所：国立民族学博物館エントランスホール
　さる７月３日に逝去された梅棹忠夫先生をしのぶ会を開催します。ご遺族のご希望
もあり、多くの方が参列できる簡素な「しのぶ会」とし、式典は催さずに献花によって
先生への思いをあらわすことといたします。湯茶のみにて飲食等は用意いたしません。
また、ご供花・ご香典等はお断りさせていただきます。
　当日は、梅棹忠夫先生が調査研究に赴かれた地域の展示場等に、先生のお写真を
展示し、講堂とセミナー室では、民博創設以降の式典、ご講演や対談での先生のお
姿を映像で映写する予定です。当日は休館日ですが、本館展示場をご覧いただけます。
　なお、当日午後１時から５時まで、大阪モノレール「万博記念公園駅」と国立民族
学博物館のあいだにシャトルバスを運行いたしますのでご利用ください。
（「梅棹忠夫先生をしのぶ会」実行委員長　田村克己）
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