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或る生還
平
ひ ら い で

出 隆
たかし

　
四
十
八
年
前
に
卒
業
し
た
小
学
校
で
、

六
年
生
を
相
手
に
、
一ひ

と
こ
ま齣

だ
け
授
業
を
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
半
島
の
要
に
位
置
す

る
山
裾
の
校
舎
は
、
今
年
度
限
り
で
取
り

壊
さ
れ
、
建
て
替
る
と
い
う
。
私
が
学
ん

だ
こ
ろ
に
は
新
校
舎
だ
っ
た
か
ら
、
最
初

と
最
後
を
見
つ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
廊

下
の
窓
か
ら
は
海
峡
が
一
望
の
下
に
あ

り
、
教
室
の
窓
か
ら
は
山
側
の
運
動
場
が

見
え
る
。
こ
こ
で
私
も
、
体
育
の
授
業
や

昼
休
み
の
遊
び
で
身
体
を
動
か
し
た
ん
だ

よ
、と
子
供
た
ち
に
話
し
な
が
ら
、窓
の
下
、

不
規
則
な
模
様
を
な
し
て
運
動
場
を
駆
け

め
ぐ
る
低
学
年
の
児
童
た
ち
を
眺
め
た
。

　
子
供
と
接
す
る
機
会
が
日
頃
か
ら
少

な
く
、
戸
惑
い
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
滅

多
に
は
な
い
機
会
な
の
で
、
こ
れ
し
か
な

い
、
と
い
う
話
に
し
よ
う
と
思
っ
た
。
生

れ
た
の
は
あ
そ
こ
の
神
社
の
近
く
、
育
っ

た
の
は
あ
の
山
間
の
新
興
の
市
営
ア
パ
ー

ト
、
造
成
予
定
地
で
大
人
も
女
の
子
も
一

緒
に
す
る
草
野
球
を
覚
え
て
、
こ
の
小
学

校
に
転
校
し
て
き
た
。
運
動
場
に
は
土
俵

が
あ
っ
た
。
ボ
ー
ル
遊
び
は
公
園
で
の
草

野
球
の
ほ
か
、
住
ん
で
い
た
駅
前
の
公
団

住
宅
の
通
路
で
の
「
ロ
ク
ム
シ
」。

　
こ
の
「
ロ
ク
ム
シ
」
が
ひ
そ
か
な
テ
ー

マ
だ
っ
た
。
二
極
の
円
の
間
を
、
ボ
ー
ル

を
当
て
ら
れ
な
い
よ
う
に
走
っ
て
六
往
復

し
よ
う
と
す
る
チ
ー
ム
と
、キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー

ル
六
往
復
の
完
遂
に
よ
っ
て
相
手
の
六
往

復
を
阻
も
う
と
す
る
チ
ー
ム
と

―
両

方
が
競
う
奇
妙
な
ボ
ー
ル
ゲ
ー
ム
が
、
ま

だ
遊
ば
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
野
球
の
起

源
を
調
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
、
ず
っ

と
気
に
懸
っ
て
き
た
あ
の
幼
年
時
代
の
遊

び
は
、
あ
れ
は
ラ
ウ
ン
ダ
ー
ズ
系
な
の
か
、

ク
リ
ケ
ッ
ト
系
な
の
か
。

　
あ
ら
か
じ
め
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
。

い
ま
、
ど
ん
な
遊
び
を
し
て
い
ま
す
か
。

そ
の
絵
を
描
い
て
、
ル
ー
ル
を
説
明
し
て

く
だ
さ
い
。「
ロ
ク
ム
シ
」
が
残
っ
て
い

る
こ
と
を
ひ
そ
か
に
願
っ
て
臨
ん
だ
授
業

だ
っ
た
が
、
直
前
に
渡
さ
れ
た
集
計
で
は
、

そ
れ
は
影
も
か
た
ち
も
な
か
っ
た
。

　
子
供
た
ち
の
遊
び
を
描
い
た
十
八
世

紀
イ
ギ
リ
ス
の
小
さ
な
絵
本
の
ペ
ー
ジ
を
、

モ
ニ
タ
ー
画
面
に
示
し
た
。「
こ
の
絵
本
は

み
ん
な
の
ア
ン
ケ
ー
ト
そ
っ
く
り
。
遊
び

の
光
景
の
絵
と
、
ル
ー
ル
の
説
明
を
す
る

四
行
詩
と
で
で
き
て
い
ま
す
。」

　
こ
の『
小
さ
な
可
愛
い
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
』

に
よ
れ
ば
、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
に
は
、
大
海
原

に
漕こ

ぎ
出
し
、
世
界
を
一
周
し
な
が
ら
財
宝

を
獲
て
、
喜
び
勇
ん
で
故
郷
に
帰
る
船
乗

り
の
譬た

と

え
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。「
自
分
の

遊
び
の
ル
ー
ル
を
説
明
し
た
こ
と
ば
を
、
四

行
詩
に
書
き
直
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。」

　
東
京
に
戻
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
宿

題
が
送
ら
れ
て
き
た
。
相
変
ら
ず
そ
こ
に

「
ロ
ク
ム
シ
」
は
な
か
っ
た
が
、
説
明
の
こ

と
ば
が
、
生
き
生
き
と
し
た
詩
に
変
ろ
う

と
し
て
い
た
。
私
は
卒
業
式
ま
で
に
、
一
冊

の
絵
本
に
造
っ
て
贈
る
こ
と
に
し
た
。
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知
的
生
産
を
支
え
る
情
報
管
理
施
設

 

『
知
的
生
産
の
技
術
』
で
示
さ
れ
た
考
え
は
、
民
博
の
経
営
に
も

生
か
さ
れ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
民
博
創
設
時
に
、
既
存
の
研
究

機
関
や
博
物
館
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
形
態
の
組
織
、「
情
報
管

理
施
設
」
設
立
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
た
。

　

民
族
学
・
文
化
人
類
学
や
関
連
す
る
諸
領
域
の
学
術
研
究
に
必

要
な
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
収
集
し
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
研

究
の
成
果
も
ま
た
整
理
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
含
め
て
、
学
界
の

み
な
ら
ず
一
般
市
民
に
も
公
開
す
る
施
設
と
し
て
民
博
は
構
想
さ

れ
た
。

　

梅
棹
さ
ん
は
、
博
物
館
も
情
報
産
業
の
ひ
と
つ
と
み
な
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
収
集
し
た
民
族
学
関
係
の
諸
資
料
の
な
か
か
ら
発
見

さ
れ
た
研
究
成
果
を
編
集
し
て
情
報
を
発
信
す
る
手
段
が
、
学
術

論
文
で
あ
り
展
示
で
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
民
博
は
情
報
を
発
信

す
る
情
報
産
業
に
他
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

情
報
を
編
集
す
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
整
理
し
情
報

を
編
集
で
き
る
基
盤
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
組
織

が
「
情
報
管
理
施
設
」
で
あ
る
。

　

本
誌
一
九
七
八
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
当
時
の
木き

だ田
宏ひ
ろ
し・

文
部
事
務
次
官
と
梅
棹
館
長
と
の
対
談
に
そ
の
ね
ら
い
が
語
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、梅
棹
さ
ん
は
、個
人
レ
ベ
ル
を
扱
っ
た『
知

的
生
産
の
技
術
』
を
壮
大
な
レ
ベ
ル
で
実
践
す
る
組
織
と
し
て
立

ち
あ
げ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
「
情
報
管
理
施
設
」
の
名
前
は
、
創
設
に
先
立
つ
一
九
七
一

年
五
月
に
設
置
さ
れ
た
「
民
族
学
研
究
博
物
館
に
関
す
る
調
査
会

議
」
が
翌
年
一
月
に
ま
と
め
た
概
要
に
初
め
て
登
場
す
る
。
民
族

文
化
資
料
室
、
分
析
試
験
室
、
録
画
・
録
音
室
、
電
子
計
算
機
室
、

標
本
整
備
室
、
展
示
技
術
室
な
ど
か
ら
な
る
組
織
が
構
想
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
現
在
に
い
た
る
資
料
の
三
区
分
、
標
本
資
料
、
映
像

音
響
資
料
、
文
献
図
書
資
料
、
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
資
料
管
理

と
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
施
設
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

梅
棹
忠
夫
民
博
初
代
館
長
は
、

知
的
関
心
を
、
生
物
学
か
ら
民
族
学
、
そ
し
て
比
較
文
明
学
へ
と
広
げ
、

集
積
し
た
資
料
を
駆
使
し
た
知
的
生
産
は
、

生
涯
を
通
じ
て
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
の
世
界
を
展
開
す
る
の
が
、

三
月
一
〇
日
か
ら
開
催
の
特
別
展
「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」
で
あ
る
。

梅
棹
さ
ん
自
身
の
発
想
に
基
づ
く
知
的
生
産
の
技
術
を

巨
大
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
実
現
し
た
の
が
、
民
博
の
創
設
と
経
営
で
あ
る
。

梅
棹
さ
ん
の
掲
げ
た
民
博
の
理
念
は
、

現
場
で
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
を
前
提
に
考
え
ら
れ
て

い
た
。

　

最
終
的
に
は
一
般
市
民
や
学
界
に
提
供
さ
れ
る
情
報
サ
ー
ビ
ス

を
担
う
舞
台
裏
の
よ
う
な
こ
の
施
設
が
、
じ
つ
は
民
博
の
屋
台
骨

の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
、
こ
の
「
情
報
管
理
施
設
」（
以
後
、
情
管
と
略
す
）

が
作
ら
れ
運
用
さ
れ
る
な
か
で
、
梅
棹
理
念
が
ど
の
よ
う
に
具
現

化
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
、
知
的
生
産
の
技
術
を
組
織
的
に

具
体
化
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。

　

創
設
当
初
か
ら
こ
の
組
織
に
か
か
わ
っ
た
人
た
ち
は
団
塊
の
世

代
、
す
で
に
民
博
を
は
な
れ
た
方
も
お
ら
れ
る
が
、
民
博
の
誕
生

か
ら
三
〇
年
以
上
も
情
管
を
支
え
て
き
た
、
飯い
い
じ
ま島
善よ
し
あ
き明
、
宇う

じ治
谷た
に

恵め
ぐ
む、

宇う

の野
文ふ
み

男お

、
鈴す
ず
む
ら村

明あ
き
ら、

田た

上が
み

仁ひ
と

志し

の
五
名
の
人
た
ち
に
、
あ

ら
た
め
て
梅
棹
理
念
の
具
体
化
の
経
緯
を
聞
い
た
。

梅
棹
理
念
の
浸
透

　

民
博
の
基
本
構
想
は
一
九
七
二
年
五
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
が
、

そ
の
骨
子
は
民
族
学
の
研
究
所
、
資
料
や
情
報
の
セ
ン
タ
ー
、
市

民
に
研
究
成
果
を
発
信
す
る
展
示
場
、
三
つ
の
機
能
を
合
わ
せ
も

つ
大
学
共
同
利
用
機
関
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

既
存
の
博
物
館
の
姿
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し
い
タ
イ
プ
の
博
物
館

像
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
、
世
界
で
も
一
流
の
機
関
を
目
指
す
こ
と
、

と
い
う
梅
棹
さ
ん
の
大
き
な
理
念
が
あ
っ
た
。

　

梅
棹
さ
ん
は
、
自
分
の
理
念
を
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
公
に
す
る

と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
民
博
の
全
ス
タ
ッ
フ
に
浸
透
す
る
こ
と
を

心
が
け
た
。
本
誌
の
創
刊
号
以
来
、
巻
頭
で
続
け
ら
れ
た
一
八
二

回
に
お
よ
ぶ
館
長
対
談
も
、
自
ら
の
理
念
を
語
る
場
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
部
は
『
民
博
誕
生
』
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
館
員
に
配

ら
れ
、
そ
の
後
赴
任
し
た
館
員
に
も
、
著
者
謹
呈
の
文
言
入
り
の

書
籍
が
、「
民
博
の
教
科
書
だ
よ
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
手
渡
さ
れ
た
。

ま
た
、
本
誌
昨
年
一
〇
月
号
の
表
紙
で
紹
介
し
た
五
カ
条
の
民
博

『知的生産の技術』
梅棹 忠夫　著　岩波新書（岩波書店）
刊行は１９６９年、現在８６刷、累計１３６万部、いま
だに読み継がれている。カードを使った情報整理の
指南書としてとらえられがちだが、その神髄は、自分の
脳で解釈した情報を小わけに記述・整理し、それを繰
り返し組み替えるなかから情報のあいだの思わぬ関
連性を発見し、あらたな情報を生み出し、ひとにわか
る形で提出することが知的生産である、と説いた点で
ある。そこには既に、来たるべきコンピュータ時代にこ
そ有効な考え方であるという確信があった。
※写真は初版本
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専
門
家
と
の
協
業

専
門
知
識
を
も
つ
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
集
団
へ

　

梅
棹
さ
ん
の
理
念
の
ひ
と
つ
に
、
専
門
家
へ
の
信
頼
・
信
任

が
あ
る
。
情
報
発
信
に
お
け
る
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
期
待

は
、『
情
報
産
業
論
』
な
ど
で
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、

プ
ロ
、
そ
れ
も
一
流
の
プ
ロ
に
任
せ
る
べ
き
は
任
せ
る
、
と
い
う

姿
勢
は
、
博
物
館
経
営
で
も
一
貫
し
て
い
た
。
理
念
を
館
員
に
示

す
が
、
そ
の
具
体
化
は
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン
を
信
頼
し
て
任
せ
る
、

そ
し
て
一
流
の
専
門
知
識
集
団
を
外
部
委
員
と
し
て
招
き
、
専
門

を
果
た
し
た
。
既
存
の
博
物
館
が
資
料
目
録
を
台
帳
で
作
っ
て
い

た
時
代
に
、
同
書
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
ま
た
、
近
々
導
入
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
を
前
提
に
、
目
録
カ
ー
ド
や
研

究
情
報
カ
ー
ド
の
項
目
の
設
計
が
進
め
ら
れ
た
。
標
本
資
料
や
映

像
音
響
資
料
を
棚
に
配
置
す
る
方
法
に
つ
い
て
も
、
同
書
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
「
分
類
し
な
い
」
原
則
が
徹
底
さ
れ
た
。
こ
れ
も
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
化
を
前
提
と
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

一
九
七
六
年
、
情
管
の
組
織
は
、
資
料
室
、
技
術
室
に
大
別
さ
れ
、

開
館
に
向
け
て
の
体
制
が
整
っ
た
。

理
念
、
す
な
わ
ち
、「
ふ
か
い
学
識
、
ひ
ろ
い
教
養
、
ゆ
た
か
な

国
際
性
、柔
軟
な
実
務
感
覚
、ゆ
き
と
ど
い
た
サ
ー
ビ
ス
精
神
」
も
、

梅
棹
さ
ん
と
直
接
話
す
機
会
の
少
な
い
情
管
ス
タ
ッ
フ
に
と
っ
て
、

梅
棹
理
念
を
理
解
す
る
バ
イ
ブ
ル
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
後
発
の
博
物
館
で
あ
る
ゆ
え
に
、
今
ま
で
に
な
い
世
界

の
一
流
を
目
指
す
と
い
う
熱
気
も
、
館
員
全
員
に
共
有
さ
れ
て
い

た
。
研
究
経
営
に
関
す
る
梅
棹
さ
ん
の
理
念
は
よ
く
語
ら
れ
て
き

た
が
、
博
物
館
経
営
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
著
書
や
講
演
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
と
お
し
て
、
自
ら
の
理
念
を
館
員
に
浸

透
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
、
す
べ
て
の
館
員
を
牽け
ん
い
ん引
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

情
報
化
の
バ
イ
ブ
ル

　

一
九
七
四
年
に
創
設
さ
れ
た
時
点
で
、
情
管
は
資
料
と
情
報
の

整
理
か
ら
発
信
ま
で
を
担
う
と
と
も
に
、
研
究
活
動
の
支
援
も
お

こ
な
う
組
織
と
性
格
づ
け
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
研
究
機
関
で
あ
る
と
い
う
基
本
性
格
を
踏
ま
え
て
、

学
芸
員
を
置
か
な
い
組
織
と
し
て
発
足
し
た
民
博
は
、
博
物
館
運

営
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
教
員
と
共
同
で

資
料
の
整
備
と
情
報
化
を
進
め
る
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
情
管
に
大

き
な
役
割
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
七
四
年
、
常
勤
職
員
す
べ
て
を
合
わ
せ
て
も
わ
ず
か
三
〇

名
で
発
足
し
た
民
博
は
、
一
九
七
七
年
の
展
示
場
開
館
に
向
け
て
、

文
献
図
書
資
料
や
標
本
資
料
の
収
集
・
整
理
・
情
報
化
、
展
示
の

基
本
的
な
事
項
の
決
定
な
ど
、
急
ピ
ッ
チ
で
多
く
の
仕
事
を
こ
な

さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
創
設
前
後
に
加
わ
っ
た
情
管
ス
タ
ッ
フ

も
、
少
人
数
な
の
で
資
料
の
区
分
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
相

互
に
協
力
し
な
が
ら
仕
組
み
を
整
え
て
い
っ
た
。

　

す
べ
て
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
委
員
会
に
正
式
に
加
わ

り
、
具
体
化
の
仕
事
を
教
員
と
共
同
で
進
め
る
民
博
の
慣
行
は
、

こ
の
と
き
に
で
き
あ
が
っ
た
。

　

資
料
の
収
集
や
映
像
取
材
な
ど
も
、
教
員
と
情
管
ス
タ
ッ
フ
が

一
緒
に
現
地
に
出
か
け
て
お
こ
な
い
、
収
集
・
整
理
・
情
報
化
の

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ス
テ
ム
の
設
計
や
具
体
化
に
つ
い
て
も
、

毎
週
開
か
れ
た
教
員
も
加
わ
る
「
情
報
管
理
施
設
ス
タ
ッ
フ
会
議
」

で
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
に
は
、
や
は
り
『
知
的
生
産
の
技
術
』
が
大
き
な
役
割

　おそらく戦後の日本で自らの思想や学問をもっとも明
めいせき

晰な論
理で展開し、実践性を備えたものにしたひとりが梅棹忠夫であ
ろう。その実践性とは思想や学問あるいは研究の可視化といえ
るあらたな情報産業理論に支えられた博物館の創造であった。
梅棹忠夫の情報産業理論からいえば、創造される博物館は世界
の民族文化の理解のための装置であり、宝物を拝観させる宝物
殿ではなかった。梅棹忠夫の論理がしばしば演

えんえきてき
繹的であること

は、彼の多くの著作にみられる傾向である。だから民族文化理
解の装置の部分たる展示物は、演繹的に結果としてショーケー
スに入れずに露出展示の方法を採用したのは当然の帰結であっ
た。いまどきはそれを展示物のハンズオン手法としてさまざまな
博物館や美術館が部分的に採用しているが、一種の流行りであ
り、悪くいえば観客中心主義への迎合である。
　梅棹忠夫の実践性でもうひとつ重要なことは、学問や研究
の世界に経営という視点をもち込んだことであろう。梅棹忠夫
の思想や学問の根源に生物学（生態学）と探検があることを否
定する人はいないであろう。生態学とは生物の生活の科学とか
生物の家政学ともいわれる。生態学とは自然の経済学でもあり、
経営とか生存戦略は梅棹忠夫の学問には元来なじみやすいこと
ばだったのではないだろうか。
　もうひとつの根源である探検においては失敗することは死を
意味するので、鑑賞用の道具など必要はないし、あらゆる道具
は使いこなさなくてはならない。探検や登山は発見や登頂とい
う明確な目的をもっている。全体の計画をストラテジー（戦略）
というなら、探検や登山を成功させるかどうかは地図や磁石や
ピッケルやハーケンという個々の道具の使い方である。それはタ
クティックス（戦術）といってもいいだろう。民族文化理解のた
めの博物館の経営戦略が情報産業理論なら、露出展示は経営
戦術に相当する。梅棹忠夫の博物館の露出展示は、彼が思想を
道具化し、道具を思想化（露出展示はその一部）する達人であっ
た故に可能なもので、通常でいうところの思想なきハンズオン導
入の先駆者とは異なると思う。民博の露出展示の内外に与えた
インパクトは、諸民族の道具を露出展示という形で思想化して
提示したことであり、ハンズオンという展示手法などに矮

わいしょう
小化さ

れるのは迷惑な話であろう。

思想の道具化と道具の思想化
篠
しのはら

原 徹
とおる

　滋賀県立琵琶湖博物館館長

標本資料収蔵庫での点検作業 借用資料を借用元の学芸員とともに点検する

標本資料の写真カードや
情報カード

１９８０年代中ごろのコンピュータ・ルーム。大きな汎用コンピュータと磁気テープを使っていた



取材した映像の編集と内容の記録作業。１９８０年ごろさまざまなメディアを保存・管理する映像音響資料収蔵庫 海外から研究者を招きパフォーマンスをスタジオで収録する。１９８０年ごろ
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オ
へ
と
設
備
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
と
同
様
に
、
当
時
の

国
立
機
関
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
教
員
に
よ
る
国
内
外
映
像
取

材
の
仕
組
み
も
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。

取
材
に
は
、
教
員
だ
け
で
な
く
情
管
ス
タ
ッ
フ
や
映
像
の
プ
ロ
が

同
行
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
必
ず
し
も
映
像
制
作
が
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
教
員
が
監
修
す
る
映
像
取
材
で
は
、
制
作
す
る
ス
タ
ッ

フ
が
撮
影
現
場
の
文
化
背
景
を
わ
か
っ
て
い
な
い
と
そ
の
後
の
映

像
編
集
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
プ
ロ
と
ア
マ
の

共
同
作
業
と
い
う
観
点
が
貫
か
れ
て
い
る
。

的
な
技
術
開
発
も
外
部
の
プ
ロ
集
団
に
任
せ
、
そ
こ
か
ら
館
員
は

学
ぶ
、
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
情
管
ス
タ
ッ
フ

に
は
、
プ
ロ
と
民
博
教
員
と
の
仲
介
機
能
が
期
待
さ
れ
た
。
専
門

知
識
集
団
か
ら
学
ん
だ
専
門
知
識
を
も
っ
て
、
具
体
の
技
術
開
発

を
任
せ
る
外
部
プ
ロ
と
さ
ま
ざ
ま
な
折
衝
・
調
整
に
あ
た
る
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。

　

創
設
当
初
、
あ
く
ま
で
も
情
報
整
備
を
お
も
な
任
務
と
す
る
情

管
は
展
示
を
担
当
し
て
お
ら
ず
、
管
理
部
に
置
か
れ
た
展
示
係
が

担
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
管
理
部
に
も
展
示
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
な
い
。

そ
こ
で
、
建
築
や
デ
ザ
イ
ン
な
ど
、
展
示
に
か
か
わ
る
一
流
プ
ロ

が
委
員
会
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
し
て
検
討
を
進
め
る
ス
タ
イ
ル

を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
参
加
し
た
外
部
の
展
示
技
術
者

集
団
も
そ
の
後
進
化
し
て
、
現
在
で
は
日
本
に
お
け
る
展
示
関
連

会
社
の
雄
に
な
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
梅
棹
さ
ん
は
、

展
示
も
情
報
の
編
集
に
相
当
す
る
か
ら
展
示
学
が
成
立
す
る
と
考

え
て
、
そ
の
研
究
を
促
進
す
る
た
め
に
日
本
展
示
学
会
の
創
設
に

た
ず
さ
わ
っ
た
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
つ
い
て
も
、
そ
の
道
の

一
流
専
門
家
や
研
究
者
を
迎
え
た
委
員
会
が
牽
引
役
と
な
っ
て
方

向
を
決
め
、
そ
れ
を
受
け
た
情
管
ス
タ
ッ
フ
が
館
内
教
員
と
協
力

し
な
が
ら
技
術
開
発
業
者
と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
役
を
果
た
し
て

き
た
。

　

情
管
ス
タ
ッ
フ
も
、
こ
う
し
た
委
員
会
や
会
議
に
参
加
し
プ
ロ

か
ら
専
門
知
識
を
学
ん
で
い
く
と
と
も
に
、
外
部
の
専
門
家
と
の

人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
専

門
知
識
を
備
え
た
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
集
団
へ
と
成
長
せ
よ
、
と
梅

棹
さ
ん
は
情
管
ス
タ
ッ
フ
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

梅
棹
さ
ん
が
教
員
に
向
け
て
語
っ
た
『
研
究
経
営
論
』
に
も
相
通

じ
る
。
専
門
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、研
究
組
織
を
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
し
、
研
究
資
金
を
工
面
し
、
専
門
領
域
だ
け
で
は
な
く
広

く
市
民
に
研
究
成
果
を
発
信
す
る
能
力
を
研
究
者
に
求
め
た
が
、

そ
れ
は
館
員
す
べ
て
に
と
っ
て
の
呼
び
か
け
で
も
あ
っ
た
。

　わたしが民博に勤めることになったきっかけは、梅棹さんのビ
デオテーク構想である。梅棹さんは元来、文章の人である。読
む人がいろいろなイメージを作り出せる文章の力を生かしてきた。
しかし、民博創設に当たり、これとは逆に、イメージから物事を
考える映像の仕掛けを実現できないかと考えた。そして放送とは
まったく逆に、観覧者が自由に映像を選べるビデオテークを構想
した。梅棹さんは、映像機器を展示に導入している数多くの博物
館を視察したうえで、モノへの集中を損ねないように映像展示は
別の場所に置くことに決めた。
　提供する番組をどのようにして作るかに関しても、当初は大き
な議論があった。外部に制作を任すというのが当時の文部省も含
め大勢の意見だったが、映像制作会社にも関与していたわたしは、
映像が著作権のかたまりであることを良く知っていたので、将来、
自由に映像を複製、改編、上映するためには、民博自身が映像を
自主制作し著作権をもつことが大事だと説いて回った。博物館に
おける情報提供の大きな柱として映像を育てていきたいと考えて
いた梅棹さんも賛同し、民博が自ら映像を作る現在のシステムが
出来上がった。実際、映像制作を外部に任せた多くの博物館や
研究機関では、導入後十数年たって蓄積媒体を移行するための
複製だけでも高額な著作権使用料を請求されて苦労しているの
を見れば、民博の先見性が見て取れる。
　映像を自主制作するにあたっても、作る側の主張を込めたプロ
パガンダ映像やジャーナリスティックな映像作りを避ける方向を
梅棹さんは目指した。観覧者が展示を見て自ら現地の生活や文
化を発見するのが、梅棹さんの構造展示の理念だったが、映像
展示についても同じことを狙ったのである。この点は、映像を撮
る側にとっても同じだ。撮影者が現地の日常生活を撮り、それを
何度も見直すなかから文化について何らかの発見をし、それを検
証するためにまたフィールドに戻る、という映像民族学の理念も、
まさに梅棹さんの知的生産の技術の考え方と同じ方向であり、こ
れにわたしも共感したのだ。
　ホロテーク構想もそうだが、梅棹さんはあらゆる情報を連動さ
せて検索・視聴するなかから、さまざまな発見があり、それが知
的生産につながると考えておられた。その意味では、民族学の原
点である物質文化研究と、目に見えない声の文化や身体性をあら
わすことのできる映像の力とを連結する方向性が、今あらためて
求められているとわたしは思っている

梅棹忠夫の映像へのまなざし
大
おおもり

森 康
やすひろ

宏　立命館大学教授、民博 名誉教授

収集資料を教員と情管スタッフが協力しながら点検する

映
像
の
自
主
制
作

　

一
九
七
五
年
に
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
開
発
が
始
ま
り
、
開
館
ま
で

に
三
〇
〇
本
の
映
像
番
組
を
そ
ろ
え
る
と
い
う
大
号
令
の
も
と
、

映
像
音
響
資
料
の
収
集
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で

生
ま
れ
て
き
た
の
が
、
左
の
コ
ラ
ム
に
あ
る
と
お
り
、
映
像
の
自

主
制
作
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。
ス
タ
ジ
オ
設
備
は
当
初
の
建
築

計
画
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
が
、
民
博
に
お
け
る
新
し
い
研
究

の
目
玉
の
ひ
と
つ
と
し
て
映
像
民
族
学
を
育
て
て
い
き
た
い
、
と

い
う
梅
棹
さ
ん
の
思
い
も
あ
っ
て
、
本
格
的
な
映
像
編
集
ス
タ
ジ



映像資料を楽しむことができるビデオテーク文献図書資料を収蔵する開架式書庫

特別展示館で２０００年３月〜５月に開催された「みんぱくミュージアム
劇場―からだは表現する」。会場で毎日おこなわれたビズビニ・ファミ
リーによるパフォーマンス。その演出にも情管スタッフがかかわった
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梅
棹
美
学
の
実
践

　

一
九
八
一
年
の
講
堂
完
成
、
一
九
八
九
年
の
特
別
展
示
館

完
成
に
合
わ
せ
て
、
一
九
八
九
年
に
は
、
資
料
の
受
入
か
ら

展
示
ま
で
を
一
貫
し
て
担
う
べ
く
情
管
が
改
組
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
施
設
を
活
用
し
て
、
民
博
は
展
示
だ
け
で
な
く
研
究

公
演
や
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
き
た
。
そ
の
際

に
、
イ
ベ
ン
ト
業
者
や
展
示
業
者
と
の
あ
い
だ
に
立
つ
情
管

ス
タ
ッ
フ
に
は
、
梅
棹
さ
ん
の
美
学
が
浸
透
し
て
い
た
。
が

ら
く
た
を
集
め
て
展
示
す
る
と
い
う
梅
棹
さ
ん
の
こ
と
ば
を

真
に
受
け
て
、
が
ら
く
た
然
と
展
示
し
て
は
、
一
流
の
展
示

と
し
て
は
失
格
で
あ
る
。
入
館
者
に
感
動
や
驚
き
を
感
じ
て

も
ら
う
に
は
、
照
明
や
資
料
の
配
置
、
造
作
に
も
工
夫
が
必

要
だ
。
講
堂
を
使
っ
た
公
演
や
講
演
会
、
特
別
展
に
お
け
る

関
連
催
し
物
に
お
い
て
も
、舞
台
設
定
や
小
道
具
な
ど
、テ
ー

マ
に
応
じ
た
演
出
が
求
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
市
民
に
向
け
た
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
一

流
と
し
て
の
品
質
を
保
つ
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
支
え
る

機
材
や
設
備
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
、
情
管
の
ス
タ
ッ
フ
が
心

が
け
、
ま
た
後
輩
ス
タ
ッ
フ
を
指
導
し
て
き
た
点
で
あ
る
。

ノ
ウ
ハ
ウ
と
知
識
を
次
世
代
に
伝
え
る
に
は

　

民
博
は
開
館
後
も
、
常
設
展
示
場
の
相
次
ぐ
増
築
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
更
新
や
新
開
発
な
ど
、
次
々
と
新

し
い
事
業
を
展
開
し
て
き
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム

に
関
し
て
見
れ
ば
、
三
区
分
に
対
応
す
る
あ
ら
ゆ
る
資
料
の

情
報
を
蓄
積
し
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
を
実
現
し
よ
う
と
、
数

年
次
の
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
計
画
が
次
々
と
立
ち
あ
げ
ら
れ

て
き
た
。
一
九
八
三
年
度
末
に
立
ち
あ
げ
ら
れ
た
「
情
報
シ

ス
テ
ム
構
想
委
員
会
」
で
は
、
そ
の
最
終
形
と
し
て
、
映
像

に
対
す
る
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
、
写
真
に
対
す
る
フ
ォ
ト
テ
ー
ク
、

　民博には、梅棹さんが残されたアーカイブズ資料がある。自分の知的生産活動から発生する情報すべての記録であり、
大きくは下記のとおりである。

（１）自ら生産した情報：著作、直筆原稿、フィールドノート、スケッチ、写真、カード類、スケジュール帳
（２）生産物に対して外部から結びつけられた情報：引用、紹介、批評、言及
（３）自分に外部から届いた情報：手紙やＤＭ

　今後、これらの整理が進められるだろうが、それは、梅棹さんの探検や研究、民博設立構想など、日本の民族学研究史
を探るという視点での研究活動でもあるとともに、梅棹さんの知的生産の考えと実践を探る機会ともなる。
　梅棹さんは『知的生産の技術』のなかで、「覚えるためではなく、忘れるためにカードを作る」と名言を述べておられるが、
梅棹アーカイブズは忘れるために残しておかれた資料類であり、いわば、梅棹さんの脳を外化したものといえる。
　実際、これらメモや資料類を活用されて数多くの著作をものされたし、失明されてからも「月刊梅棹」とよばれるほどに
活発な著作活動を続けられたのも、外化されたアーカイブズがあったからだ。おそらく梅棹さんは、素材から始まる知的生産、
外部との相互作用の情報、それをまた生産に生かす、という繰り返しの過程として生産活動をとらえておられたのだ。
　梅棹さんは、知的生産とは、情報間の関連性、あらたなリンクの発見から生まれると考え、これは誰にでもできることである、
だから情報産業はアマチュアリズムが根底にある、と考えられた。生物学アナロジーによる産業史のユニークさに焦点が当
てられる『情報産業論』ではあるが、このアマチュアリズムも重要なポイントだろう。
　梅棹さんは、情報産業のひとつとしての民博の創設と運営に後半生を捧げられたが、展示については、観覧者にとっての
知的生産の場たることを目

も く ろ
論み、構造展示の考えを示された。観覧者は展示を回遊しながらモノとモノとのあいだにある構

造的・機能的連関を自ら再構成してほしいと希望した。すなわち、展示場とは、観覧者が情報のあいだの関連性を自ら見出
して構造を把握し、自ら知的生産する場、と位置づけたに違いない。情報の編集、創出と、その受容から始まるあらたな情
報創出という、展示を作る側と観る側のサイクリックな相互作用の場が展示というわけだ。
　こうしてアーカイブズから展示にいたるまでを見ると、梅棹さんには、資料や情報を不断に組み替えるなかから、それら
のあいだにある関連性を自ら発見することが知的生産である、という一貫した考えがあったのだろう。

梅棹アーカイブズと知的生産の技術
久
く ぼ

保 正
まさとし

敏　民博　文化資源研究センター

音
響
音
声
に
対
す
る
フ
ォ
ノ
テ
ー
ク
、
文
献
図
書
に
対
す
る

ビ
ブ
リ
オ
テ
ー
ク
を
す
べ
て
統
合
し
た
「
ホ
ロ
テ
ー
ク
」
と

い
う
名
称
が
唱
え
ら
れ
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
教
員
だ
け

で
は
な
く
情
管
ス
タ
ッ
フ
が
邁ま
い
し
ん進

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
構
想
自
体
、
創
設
に
先
立
つ
一
九
七
三
年
の
段
階
で
構
想

さ
れ
て
お
り
、さ
ら
に
元
を
た
ど
れ
ば
、『
知
的
生
産
の
技
術
』

に
行
き
着
く
と
い
え
よ
う
。

　

息
つ
く
暇
も
な
く
、
情
管
ス
タ
ッ
フ
は
こ
う
し
た
仕
事
の

具
体
化
を
担
当
し
て
き
た
が
、
常
に
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
れ
、

と
い
う
梅
棹
さ
ん
の
号
令
が
心
の
支
え
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

他
の
機
関
で
は
例
の
少
な
い
情
管
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
組

織
は
、
代
々
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
現
在
そ
こ
に
は
、
人
事
制
度
の
壁
と
い
う
大
き
な
問

題
が
あ
る
。
教
員
組
織
で
は
な
い
情
管
は
、
事
務
職
と
同
様

に
他
機
関
と
の
人
事
交
流
に
よ
り
昇
進
す
る
と
い
う
シ
ス
テ

ム
下
に
あ
る
。
し
か
し
、
ユ
ニ
ー
ク
な
組
織
で
あ
る
だ
け
に
、

交
流
相
手
の
機
関
が
見
つ
か
ら
な
い
。
永
年
に
わ
た
り
情
管

を
支
え
て
き
た
五
名
の
人
た
ち
は
い
ず
れ
も
、
梅
棹
理
念
に

共
感
し
、
栄
達
を
求
め
ず
、
ひ
た
走
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
次
世

代
に
継
承
す
る
シ
ス
テ
ム
が
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
。
事

務
職
の
人
事
シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
る
、
専
門
知
識
を
も
っ
た

ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
集
団
が
永
続
的
に
知
識
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
継

承
で
き
る
仕
組
み
を
考
え
て
い
か
な
い
と
、
充
分
な
博
物
館

活
動
が
で
き
な
く
な
る
恐
れ
も
あ
る
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
世
界
第
一
級
の
博
物
館
を
目
指
す
と
い

う
梅
棹
理
念
を
あ
ら
た
め
て
味
わ
い
、
現
代
に
適
応
し
た
民

博
は
ど
ん
な
姿
な
の
か
、
じ
っ
く
り
考
え
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。（

久
保 

正
敏
　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
）

民博が公開しているデータベース。
所蔵資料（標本、映像音響、文献図書）をはじめ、
さまざまな研究資料や研究成果の情報を検索するこ
とができる。ホームページから利用することができる



に
し
た
。
先
住
民
は
集
住
化
に
抵
抗
し
、
出
身
の

集
落
に
舞
い
戻
っ
た
り
、
都
市
や
鉱
山
に
逃
亡
し

た
り
し
た
。
そ
の
た
め
、
町
の
人
口
は
急
速
に
減

少
し
、
危
機
感
を
覚
え
た
ス
ペ
イ
ン
人
は
、
再
集

住
化
の
命
令
を
繰
り
返
し
た
。
集
住
化
の
必
要
性

が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
政
策
が
期
待

さ
れ
た
効
果
を
上
げ
て
い
な
い
こ
と
は
、
誰
の
目

に
も
明
ら
か
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
先
住
民
の
町
を
訪
れ

る
と
、
植
民
地
時
代
の
集
住
政
策
の
ま
ぎ
れ
も
な

い
影
響
が
み
て
と
れ
る
。
直
行
す
る
街
路
、
方
形

の
中
央
広
場
、
そ
び
え
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
聖
堂
な

ど
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
だ
ろ

う
か
。
集
住
体
制
下
、
先
住
民
は
ス
ペ
イ
ン
化
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
集

住
政
策
が
先
住
民
に
よ
り
骨
抜
き
に
さ
れ
、
彼
ら

に
好
都
合
な
か
た
ち
に
変
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

社
会
的
動
物
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
人
の
人
間
観
は
、

先
住
民
に
よ
り
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う

な
帰
結
を
招
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ

る
。
三
年
の
研
究
期
間
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
問

い
へ
の
答
え
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

人
間
観
の
多
様
性

人
間
が
人
間
で
あ
る
条
件
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
人
間
は
人
間
と

し
て
み
と
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
と
は
潜

在
的
な
存
在
で
あ
る
。
生
物
学
的
に
人
間
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
人
間
社
会
の
仲
間
入
り
は

で
き
な
い
。
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
や
資
質
を

身
に
つ
け
な
け
れ
ば
、
真
の
人
間
と
は
み
な
さ
れ

な
い
。
そ
れ
で
は
、
真
の
人
間
、
人
間
ら
し
い
人

間
と
は
何
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
問
い
に
は
、
時
代

や
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
答
え
が
あ
り
う
る
だ

ろ
う
。
こ
の
人
間
観
の
多
様
性
は
、
人
間
の
可
塑

性
や
創
造
性
の
あ
ら
わ
れ
な
の
だ
が
、
人
間
同
士

の
対
立
の
原
因
と
も
な
り
う
る
。

一
五
世
紀
末
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
航
海
以
降
、
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人
は
、
人
間
の
条
件

に
つ
い
て
比
較
的
均
一
で
明
確
な
考
え
を
も
っ
て

い
た
。
た
と
え
ば
、
服
を
着
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
ア
メ
リ
カ
の
住
民
の
多
く
は
お
よ
そ

人
間
的
で
は
な
か
っ
た
。
裸
体
を
さ
ら
す
こ
と
へ

の
羞
恥
心
の
欠
如
は
、
ア
メ
リ
カ
が
地
上
の
楽
園

で
あ
り
、
そ
の
住
民
が
原
罪
を
免
れ
て
い
る
こ
と

の
し
る
し
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
多

く
の
場
合
、
彼
ら
が
人
間
以
下
の
存
在
、
す
な
わ

ち
「
野
蛮
人
」
で
あ
る
あ
か
し
と
み
な
さ
れ
た
。

実
際
、
先
住
民
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト

教
の
宣
教
師
が
真
っ
先
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
の
ひ

と
つ
は
、
綿
花
を
栽
培
す
る
こ
と
で
あ
る
。

人
間
の
条
件
と
し
て
の
社
会
性

こ
こ
で
紹
介
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ス

ペ
イ
ン
人
が
ア
メ
リ
カ
の
住
民
に
課
し
た
別
の
人

間
の
条
件
、
す
な
わ
ち
社
会
性
に
注
目
す
る
。
古

代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
人
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
人
間

は
本
性
上
、
寄
り
集
ま
っ
て
社
会
を
つ
く
る
と
述

べ
た
が
、
こ
の
人
間
観
は
近
世
ス
ペ
イ
ン
で
も
大

き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
当
時
の
考
え
で
は
、

社
会
を
つ
く
る
こ
と
は
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
必

要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
本
性
に
か

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
生
存
に
必
要
な
装

備
や
能
力
、
知
識
を
備
え
て
生
ま
れ
て
く
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
助
け
合
う
こ
と
で
生
存
の
チ
ャ

ン
ス
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
人
間
は
ま
た
、
無

力
な
幼
年
時
代
が
長
く
続
く
た
め
、
年
長
者
が
年

少
者
を
保
護
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が

社
会
的
動
物
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
住
民
は
ど
う
か
。
ア

ス
テ
カ
や
イ
ン
カ
の
よ
う
な
国
家
の
存
在
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人
は
、

先
住
民
の
社
会
性
の
欠
如
を
強
調
し
て
い
る
。
い

わ
く
、
先
住
民
は
数
多
く
の
小
さ
な
集
落
に
わ
か

れ
て
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
集
落
は
互
い
に

敵
対
し
て
お
り
、
戦
争
が
頻
繁
で
あ
る
。
首
長
は

い
る
が
、
強
制
力
を
も
た
ず
、
各
人
が
勝
手
気
ま

ま
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。
家
族
の
絆き

ず
な
は
も
ろ
く
、

妻
は
夫
に
、
子
ど
も
は
親
に
従
わ
な
い
。
言
語
は

い
ち
じ
る
し
く
多
様
で
、
意
思
疎
通
を
妨
げ
て
い

る
、
云
々
。
要
す
る
に
、
ア
メ
リ
カ
の
住
民
は
い

ま
だ
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
し
ら
ず
、
共
同
生
活

の
利
益
を
享
受
で
き
な
い
ま
ま
、
野
獣
に
も
等
し

い
み
じ
め
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
集
住
政
策

ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
化
は
、

先
住
民
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
す
る
に
先
立
っ
て
、

ま
ず
彼
ら
を
「
人
間
に
す
る
」
こ
と
を
目
指
し
て

い
た
。
そ
の
た
め
の
方
策
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
テ
ー
マ
で
あ
る
集
住
政
策
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

広
い
範
囲
に
散
ら
ば
っ
て
暮
ら
す
先
住
民
を
、
計

画
的
に
つ
く
ら
れ
た
大
き
な
町
に
強
制
移
住
さ
せ

る
政
策
で
あ
り
、
一
六
世
紀
以
降
、
ス
ペ
イ
ン
領

ア
メ
リ
カ
全
土
で
実
施
さ
れ
た
。
町
は
碁
盤
目
状

に
区
画
さ
れ
た
人
工
的
な
空
間
で
あ
り
、
中
央
に

は
広
場
が
、
そ
の
周
囲
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
堂

や
役
場
、
学
校
な
ど
が
立
ち
並
ん
で
い
た
。
町
に

集
め
ら
れ
た
先
住
民
は
、
役
人
や
司
祭
の
監
視
下
、

秩
序
正
し
い
社
会
生
活
を
営
み
、
人
間
に
ふ
さ
わ

し
い
礼
節
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
。

集
住
政
策
の
実
施
は
ア
メ
リ
カ
の
住
民
に
多
大

な
否
定
的
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
町
へ
の
集
住
化

は
、
多
様
な
自
然
資
源
の
利
用
を
妨
げ
、
伝
染
病

の
蔓ま

ん
え
ん延
を
助
長
し
、
社
会
組
織
を
か
き
乱
し
、
自

然
景
観
と
一
体
化
し
た
在
来
宗
教
の
実
践
を
困
難

人間は社会的動物か？

人工的に整備された街並、そびえ立つキリスト教の聖堂。
かつて抵抗したはずの植民地政策の残像が、今もアメリカの先住民の暮らしを取りかこむ。
コロンブスの航海以降、先住民たちは西欧の人間観をどのように受けとめてきたのだろうか。
３年間にわたるあらたな研究プロジェクトがはじまった。

齋
さ い と う

藤 晃
あきら

民博 先端人類科学研究部

ペルー山岳部の先住民の町。植民地時代の大農園主の領地に建設された
（２０１０年撮影）

ボリビア低地の先住民の町。植民地時代には宣教師のつくった町だった
Alcide d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale, vol.8, P.Bertrand 
et V.Levrault,1845.

科
学
研
究
費
補
助
金　

基
盤
研
究
（
B
）

「
旧
ス
ペ
イ
ン
領
南
米
に
お
け
る
集
住
政
策
と
先
住

民
社
会
へ
の
そ
の
影
響
の
地
域
間
比
較
」

	

２
０
１
０
年
4
月
～
２
０
１
3
年
３
月

代
表
者
：
齋
藤 

晃

10   11    2011年 3月号



特
別
展

「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長
・
梅
棹
忠
夫
の
軌
跡
を
た
ど

り
未
来
を
み
つ
め
る
特
別
企
画
展

日
本
の
ど
の
よ
う
な
問
題
も
、
日
本
だ
け
で
は
解
決

で
き
な
い
、
そ
ん
な
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
世
界
へ
の

知
的
好
奇
心
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
世
界
中
を
あ
る
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
感
動
を
記
録
し
た
、
梅
棹
忠
夫
の
生
涯

を
、
み
ん
ぱ
く
で
﹁
探
検
﹂
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し

て
、
世
界
へ
の
あ
く
な
き
好
奇
心
を
お
持
ち
帰
り
く

だ
さ
い
。

会
期　

3
月
10
日
︵
木
︶
～
6
月
14
日
︵
火
︶

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

企
画
展

「
民
族
学
者　
梅
棹
忠
夫
の
眼
」

梅
棹
忠
夫
が
、
世
界
各
地
で
自
身
が
撮
影
し
た
写

真
の
な
か
か
ら
自
ら
46
点
を
選
び
、
国
内
各
地
で
開

催
し
た
写
真
展
﹁
民
族
学
者　

梅
棹
忠
夫
の
眼
﹂

を
再
現
し
ま
す
。

会
期　

3
月
3
日
︵
木
︶
～
6
月
14
日
︵
火
︶

会
場　

本
館
展
示
場
内

※
特
別
展
関
連
の
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
や
名
誉
教
授
が

登
場
す
る
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン
に
つ
い

て
は
13
ペ
ー
ジ
、
24
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館 

講
堂

時
間　

13
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
9
4
回　

3
月
19
日︵
土
︶

【
特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」関
連
】

み
ん
ぱ
く
誕
生

講
師　
佐
々
木
高
明 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
︶

聞
き
手　
小
長
谷
有
紀 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長
・
梅
棹

忠
夫
の
軌
跡
を
た
ど
り
、
そ

の
思
想
の
先
見
性
と
行
為
の

実
効
性
を
再
発
見
す
る
特

別
展
を
開
催
し
ま
す
。
こ
の

展
示
に
ち
な
ん
で
、
佐
々
木

高
明
二
代
目
館
長
を
招
き
、

創
設
前
夜
に
つ
い
て
の
話
を

聞
き
な
が
ら
、
私
た
ち
に
託

さ
れ
た
未
来
を
考
え
ま
す
。

第
3
9
5
回　

4
月
16
日︵
土
︶

【
特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」関
連
】

霊
長
類
学
か
ら
み
た
ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
の
文
明
論

講
師　
山
極
寿
一 ︵
京
都
大
学 

教
授
︶

梅
棹
忠
夫
の
名
著
﹃
文
明
の

生
態
史
観
﹄
は
、
現
在
の
先

史
学
や
霊
長
類
学
の
発
見
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、

そ
の
輝
き
は
失
わ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
人
間
共
同
体
の
歴
史

を
生
活
様
式
の
変
化
と
と
ら

え
、
生
態
学
の
遷
移
概
念
を

用
い
て
そ
こ
に
段
階
的
な
法

則
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
こ

ろ
が
新
し
い
発
想
で
し
た
。

そ
れ
を
、
人
類
の
進
化
と
自

然
に
学
ぶ
市
民
力
の
歴
史
と

し
て
と
ら
え
直
し
て
み
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
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/

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

﹁
い
ろ
は
紋
﹂
や
﹁
四
季
紋
﹂
で
知
ら
れ
る
染
色
家
、
芹
沢
銈

介
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
の
風
呂
敷
を
と
り
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。

カ
バ
ン
に
し
の
ば
せ
て
エ
コ
バ
ッ
グ
と
し
て
利
用
す
る
だ
け
で

な
く
、
壁
掛
け
や
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
な
ど
、
イ
ン
テ
リ
ア
に
と

り
い
れ
て
も
お
し
ゃ
れ
で
す
。
新
生
活
を
は
じ
め
ら
れ
る
方
や

外
国
の
方
へ
の
贈
り
物
に
も
お
す
す
め
で
す
。

日
本
の
伝
統
文
化
が
息
づ
く
風
呂
敷
を
、
す
て
き
な
ア
イ
デ
ィ

ア
で
使
い
こ
な
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
世
界
の
捕
鯨
文
化
の
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
」

人
類
と
ク
ジ
ラ
と
の
関
係
は
歴
史
的
に
大
き
く
変
化

し
て
き
ま
し
た
。
世
界
各
地
の
捕
鯨
文
化
の
過
去
、

現
在
、
そ
し
て
未
来
に
つ
い
て
紹
介
し
、
検
討
し
ま
す
。

日
時　

3
月
13
日
︵
日
︶
13
時
10
分
～
16
時
30
分

場
所　

第
５
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

お
問
い
合
わ
せ

岸
上
研
究
室

電
話　

0
6・
6
8
7
6・
2
1
5
1
︵
代
表
︶

F
A
X　

0
6・
6
8
7
6・
2
1
6
0
︵
研
究
部
︶

公
開
ダ
ン
ス
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
イ
ン
ド
刺
繍
〜
思
い
と
出
会
う
・
願
い
で
つ
な
が
る
」

イ
ン
ド
西
部
の
刺
繍
と
の
出
会
い
を
も
と
に
、ダ
ン
ス

表
現
を
創
り
、発
表
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。

日
時　

3
月
19
日
︵
土
︶
13
時
～
17
時

3
月
20
日
︵
日
︶
10
時
～
15
時

場
所　

第
５
セ
ミ
ナ
ー
室
、
第
７
セ
ミ
ナ
ー
室
な
ど

※
要
申
込︵
見
学
は
自
由
で
す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
︶

春
の
こ
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
絣
っ
て
な
に
?

―
糸
を
括
っ
て
、染
め
て
、織
っ

て
み
よ
う
」

絣
︵
か
す
り
︶
と
呼
ば
れ
る
技
法
で
小
作
品
を
つ
く

り
な
が
ら
、
世
界
各
地
の
染
織
技
法
の
特
徴
や
文

様
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

日
時　

3
月
21
日
︵
月
・
祝
︶
10
時
30
分
～
16
時

定
員　

12
名
︵
小
学
４
年
生
以
上
の
方
対
象
︶

※
要
申
込
︵
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
︶、
材
料
費
の
実

費
５
０
０
円
が
必
要
で
す

お
問
い
合
わ
せ

情
報
企
画
課
展
示
グ
ル
ー
プ　

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
5
3
2

み
ん
ぱ
く
春
の
遠
足
・
校
外
学
習 

事
前
見
学
＆
ガ
イ
ダ
ン
ス

春
の
遠
足
・
校
外
学
習
に
む
け
て
事
前
見
学
に
来
館

さ
れ
る
学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し
た
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ア
メ
リ

カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
に
つ
い
て
も
研
究
者
が
展
示

場
で
説
明
し
ま
す
。

実
施
日　
4
月
5
日︵
火
︶、4
月
7
日︵
木
︶、4
月
8
日︵
金
︶

時
間　

14
時
～
17
時

場
所　

第
５
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

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
9
4
回　

4
月
2
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」関
連
】

ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
の
す
べ
て

講
師　
小
長
谷
有
紀
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

梅
棹
忠
夫
先
生
は
、
３
５
，０
０
０
点
を
超
え
る
写
真
を
は
じ
め
、

ス
ケ
ッ
チ
や
カ
ー
ド
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
記
録
と
し
て
の
こ

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
膨
大
な
ア
ー
カ
イ
ブ
を
﹁
発
掘
﹂
し
て
ゆ

く
と
、
梅
棹
先
生
の
思
考
形
成
、
知
的
生
産
の
過
程
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
作
業
は
ま
さ
に
﹁
ウ
メ
サ
オ

タ
ダ
オ
﹂
の
世
界
を
﹁
探
検
﹂
す
る
こ
と
で
し
た
。
こ
の
﹁
探

検
﹂
の
中
か
ら
見
え
て
き
た
成
果
を
お
話
し
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
見
学
会
が
あ
り
ま
す
。

東
京
講
演
会

第
96
回　

3
月
26
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時
30
分

【
特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」関
連
】

『
梅
棹
忠
夫　
語
る
』の
背
景

講
師　
小
山
修
三
︵
吹
田
市
立
博
物
館
館
長
、

国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
︶

会
場　

埼
玉
大
学
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
カ
レ
ッ
ジ

定
員　

80
名
︵
要
申
込
︶

第
97
回　

4
月
30
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」関
連
】

梅
棹
忠
夫
の
人
と
な
り

講
師　
石
毛
直
道
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
︶

会
場　

東
京
都
中
小
企
業
会
館
講
堂
︵
銀
座
︶

定
員　

1
3
0
名
︵
要
申
込
︶

第
78
回
民
族
学
研
修
の
旅

遥
か
な
る
ビ
ザ
ン
ツ
文
明
の
現
在

―
民
族
と
宗
教
の
モ
ザ
イ
ク
の
歴
史
を
ひ
も
と
く

5
月
12
日︵
木
︶～
25
日︵
水
︶　

14
日
間

訪
問
先
：
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ト
ル
コ

古
い
修
道
院
や
モ
ス
ク
を
は
じ
め
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
街
並
み
な

ど
世
界
遺
産
も
数
多
く
残
る
バ
ル
カ
ン
地
域
を
訪
ね
、
多
文
化
、

多
民
族
が
共
存
し
て
き
た
歴
史
を
た
ど
り
ま
す
。

※
詳
細
は
上
記
﹁
友
の
会
﹂
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
・
ア
メ
リ
カ
展
示
オ
ー
プ
ン

3
月
17
日
に
オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
・
ア
メ
リ
カ
展
示
が

生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
あ
ら
た
な
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア

メ
リ
カ
を
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

「
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
１

―
こ
と
ば
の
世
界
へ
」

会
期　

開
催
中
～
3
月
31
日︵
木
︶

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
公
開
講
座

「
こ
と
ば
で
世
界
一
周
」

世
界
各
地
の
ち
ょ
っ
と
め
ず
ら
し
い
こ
と
ば
の
入
門

講
座
。
90
分
で
完
結
す
る
講
座
を
23
言
語
で
開
催

し
ま
す
。

時
間　

13
時
～
14
時
30
分
︵
た
だ
し
3
月
6
日︵
日
︶

は
11
時
～
12
時
30
分
︶

定
員　

各
講
座
30
名
︵
高
校
生
以
上
の
方
対
象
︶

※
参
加
無
料
、
要
申
込

※
各
講
座
の
申
込
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
特
別
講
演

「
ご
み
た
ろ
う　
こ
と
ば
を
か
た
る
」

こ
と
ば
で
絵
の
世
界
を
表
現
し
て
こ
ら
れ
た
絵
本
作

家
五
味
太
郎
さ
ん
に
そ
の
ゆ
た
か
な
言
語
観
を
こ
と

ば
で
描
い
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
時　

3
月
6
日
︵
日
︶
15
時
～
16
時
30
分
︵
開
場

14
時
30
分
︶

場
所　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
︵
先
着
順
︶

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「『
日
常
』
を
構
築
す
る

―
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る

平
和
構
築
実
践
に
学
ぶ
」

日
時　

①
3
月
5
日
︵
土
︶
13
時
～
17
時
︵
講
堂
︶

②
3
月
6
日
︵
日
︶
10
時
～
17
時
5
分

︵
第
４
セ
ミ
ナ
ー
室
︶

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。

suzuki-cr@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

大
風
呂
敷
と
小
風
呂
敷

５５ｃｍ幅 １，０５０円
７０ｃｍ幅 １，５７５円
１００ｃｍ幅 ３，１５０円　など

■小長谷有紀・川口幸大・長沼さやか編
『中国における社会主義的近代化
 ―宗教・消費・エスニシティ』
勉誠出版　定価：４，２００円
中国の人々はどのような価値観を持ち、いかに日常を生きて
いるのか。隣国理解のための最大の鍵である「社会主義」とい
う多面体を、宗教・信仰、消費システム、少数民族問題という
アプローチから、民衆の暮らしのなかに読み解く。常に最大
の関心事である中国と偏見なく対話するために、私たちは
「他人」になることをやめよう。

刊行物紹介

申
込
方
法
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
参
加
申
込
書
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
F
A
X
に

て
お
送
り
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

広
報
企
画
室
広
報
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
5
6
0

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

3
月
13
日
︵
日
︶
は
万
博
公
園
ふ
れ
あ
い
の
日
の

た
め
本
館
展
示
・
特
別
展
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

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

く
だ
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
平
日
9
時
か
ら
17
時
で

す
。

12   13    2011年 3月号
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視
覚
を
使
わ
ず
に
聴
覚
や
触
覚
に
集

中
す
る
と
、見
え
な
い
は
ず
の
物
が
み

え
て
く
る
。視
覚
障
害
者
は「
全
身
で

み
る
」極
意
を
来
場
者
に
伝
え
る
ア
テ

ン
ド
・
ス
タ
ッ
フ
の
役
割
を
担
っ
て
い

る
。闇
と
は
、人
間
が
本
来
も
っ
て
い

る
感
覚
の
多
様
性
を
呼
び
覚
ま
す
た

め
の
装
置
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
壁
」の
向
こ
う
に
あ
る
も
の

　

Ｄ
Ｉ
Ｄ
の
目
的
は
、単
に
障
害
者
理

解
を
促
進
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。

真
っ
暗
闇
の
な
か
を
七
〜
八
人
の
参

加
者
が
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
な
っ

て
歩
く
。ア
テ
ン
ド
役
の
視
覚
障
害
者

の
指
示
を
頼
り
に
文
字
ど
お
り
暗
中

模
索
す
る
過
程
で
、ご
く
自
然
に
グ

ル
ー
プ
内
の
メ
ン
バ
ー
は
互
い
に
声

を
か
け
合
い
助
け
合
う
。外
見
や
肩
書

き
に
惑
わ
さ
れ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
新
鮮
な
感
動
を
も
た
ら
す
。

Ｄ
Ｉ
Ｄ
が
国
や
こ
と
ば
の「
壁
」を
超
越

し
世
界
の
人
び
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
た

の
は
、現
代
社
会
が
人
間
ら
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、真
の
対
話
を
必
要

と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
証
拠
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
Ｄ
Ｉ
Ｄ
の
ア
テ
ン

ド
役
が
あ
ら
た
な
視
覚
障
害
者
の
職
業

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
の
Ｄ
Ｉ
Ｄ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
一

四
人
の
視
覚
障
害
ス
タ
ッ
フ
が
働
い
て

お
り
、そ
の
う
ち
八
人
が
全
盲
で
あ
る
。

Ｄ
Ｉ
Ｄ
に
お
い
て
、暗
闇
の
創
造
的
可

能
性
を
引
き
出
す
視
覚
障
害
者
の
存
在

意
義
は
大
き
く
、そ
れ
だ
け
に
長
期
の

研
修
に
裏
打
ち
さ
れ
た
柔
軟
性
と
プ
ロ

意
識
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、「
壁
」を
創
る
の
も

壊
す
の
も
人
間
で
あ
る
。文
化
人
類
学

は
多
種
多
様
な「
壁
」と
真
正
面
か
ら
対た

い

峙じ

し
て
き
た
学
問
と
も
い
え
る
。僕
は

ハ
イ
ネ
ッ
ケ
博
士
の
慧け

い
が
ん眼
に
敬
意
を
表

す
る
一
方
、文
化
人
類
学
の
研
究
成
果

に
根
ざ
す
日
本
版
Ｄ
Ｉ
Ｄ
が
そ
ろ
そ
ろ

提
案
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と

密ひ
そ

か
に
期
待
し
て
い
る
。

「
壁
」を
飛
び
越
え
る
し
た
た
か
さ
、

し
な
や
か
さ

　

一
九
八
九
年
の「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」

崩
壊
は
、大
学
生
だ
っ
た
僕
に
と
っ
て

衝
撃
的
な
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
り
、現
在
で

は
世
界
史
を
変
え
た
出
来
事
と
し
て

教
科
書
等
で
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。同

じ
年
、ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で

「
ダ
イ
ア
ロ
グ
・
イ
ン
・
ザ
・
ダ
ー
ク
」

（
Ｄ
Ｉ
Ｄ
）と
い
う
暗
闇
体
験
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
が
始
ま
っ
た
。Ｄ
Ｉ
Ｄ
は
、い

わ
ゆ
る
健
常
者
と
障
害
者
の
あ
い
だ

に
横
た
わ
る「
壁
」を
崩
す
ユ
ニ
ー
ク

な
試
み
と
し
て
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心

に
世
界
各
地
に
広
が
っ
て
い
る
。す
で

に
全
世
界
で
七
〇
〇
万
人
を
超
え
る

来
場
者
が
暗
闇
体
験
を
楽
し
ん
だ
と

い
う
。日
本
に
お
い
て
も
東
京
で
長
期

開
催
さ
れ
て
お
り
、常
設
化
を
め
ざ
す

地
道
な
活
動
が
展
開
し
て
い
る
。

　

Ｄ
Ｉ
Ｄ
は
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ハ
イ

ネ
ッ
ケ
博
士
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
。

一
九
八
六
年
、ハ
イ
ネ
ッ
ケ
氏
は
ラ
ジ

オ
局
に
入
社
し
た
若
い
視
覚
障
害
者

の
教
育
係
と
な
り
、「
見
え
な
い
世
界
」

と
出
会
っ
た
。当
事
者
と
の
日
常
的
な

付
き
合
い
の
な
か
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

な
視
覚
障
害
観
が
生
ま
れ
、彼
の
心
の

「
壁
」の
崩
壊
が
Ｄ
Ｉ
Ｄ
の
着
想
へ
と

つ
な
が
る
の
で
あ
る
。Ｄ
Ｉ
Ｄ
の
特
徴

は
、「
視
覚
を
使
え
な
い
不
自
由
」で
は

な
く「
視
覚
を
使
わ
な
い
自
由
」を
体

感
す
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　

Ｄ
Ｉ
Ｄ
で
は
光
を
遮
断
し
た
暗
闇

の
空
間
で
来
場
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
を
す
る
。暗
闇
の
案
内
役
と
な
る
の

が
視
覚
障
害
者
で
あ
る
。普
段
の
生
活

で
は
晴
眼
者
が
視
覚
障
害
者
を
誘
導

す
る
の
が
当
た
り
前
だ
が
、暗
闇
に
入

る
と
あ
っ
け
な
く
立
場
が
逆
転
し
て

し
ま
う
。僕
た
ち
が
常
識
と
し
て
信
じ

て
い
る
こ
と（「
壁
」）を
飛
び
越
え
る

し
た
た
か
さ
、し
な
や
か
さ
を
実
感
で

き
る
の
が
Ｄ
Ｉ
Ｄ
の
醍だ

い

醐ご

味み

だ
ろ
う
。 開催地リストが記された壁面

フランクフルトのＤＩＤは期間限定のワークショップ
ではなく歴としたハコモノ 廣

ひろ

瀬
せ

 浩
こう

二
じ

郎
ろう

 民博 民族文化研究部

「壁」を崩せ
フランクフルトの「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」ミュージアム

「
壁
」
の
向
こ
う
は
本
当
に
真
っ
暗
だ
っ
た
。
目
を
つ
ぶ
っ
た
り
、

目
隠
し
を
し
て
も
、
ま
ぶ
た
の
裏
に
は
何
ら
か
の
残
像
が
ち
ら
つ

く
も
の
で
あ
る
が
、
必
死
に
目
を
見
開
い
て
も
ま
っ
た
く
何
も
見

え
な
い
と
い
う
の
は
、
真
の
暗
闇
な
の
で
あ
る
。
手
を
伸
ば
し
て

み
て
も
、
何
も
な
い
。
宇
宙
空
間
に
放
り
出
さ
れ
た
よ
う
な
、「
と

ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
場
所
に
い
る
」
と
い
う
不
安
が
襲
う
。

立
ち
す
く
ん
で
い
る
と
、
案
内
役
の
男
性
が
落
ち
着
い
た
、
深

い
声
で
迎
え
て
く
れ
た
。「
わ
た
し
の
声
の
方
に
来
て
く
だ
さ
い
。」

ぎ
こ
ち
な
く
声
の
方
に
進
ん
で
み
る
と
、
ウ
ー
ル
の
セ
ー
タ
ー
を

ま
と
っ
た
腕
（
？
）
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
な
ん
と
も
温
か
く
、
頼
も

し
い
手
触
り
だ
。

「
そ
れ
で
は
、
左
側
の
壁
を
つ
た
っ
て
行
っ
て
。
前
を
触
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。
何
が
あ
り
ま
す
か
。
そ
う
、水
が
流
れ
て
い
ま
す
ね
。

は
い
、
進
ん
で
く
だ
さ
い
。
吊
り
橋
を
渡
り
ま
す
よ
。」

最
初
の
部
屋
に
は
、
水
が
流
れ
、
木
が
植
え
ら
れ
、
ベ
ン
チ

や
ご
み
箱
が
設
置
さ
れ
た
公
園
が
再
現
さ
れ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。

真
っ
暗
闇
の
な
か
で
い
き
な
り
吊
り
橋
を
渡
ら
さ
れ
て
、
不
安
は

い
っ
そ
う
募
る
。
恐
る
恐
る
、
慣
れ
な
い
白は
く
じ
ょ
う杖
で
足
元
を
確
か

め
な
が
ら
進
む
。
視
覚
障
害
者
で
あ
る
ガ
イ
ド
の
男
性
に
も
何
も

見
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
お
ろ
お
ろ
す
る
わ
た
し
を
誘
導
し

て
く
れ
る
彼
に
は
す
べ
て
が
見
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
不
思
議
な
「
錯
覚
」
に
と
ら
わ
れ
た
。
同
行
し
た
廣
瀬
氏
の
い

う
健
常
者
と
障
害
者
の
立
場
の
逆
転
、「
壁
」
の
崩
壊
と
は
こ
の

こ
と
な
の
か
と
、
闇
の
な
か
で
目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
た
。

壁
を
つ
た
っ
て
次
の
「
音
楽
の
部
屋
」
に
入
る
と
、今
度
は
「
床

に
寝
転
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
ガ
イ
ド
が
い
う
。
ビ
ー
ト
の
き
い
た

イ
ン
ド
・
ポ
ッ
プ
ス
が
大
音
響
で
流
れ
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
床
が

ズ
ン
ド
コ
振
動
し
始
め
た
。
耳
か
ら
だ
け
で
な
く
、
体
全
体
に
浸

透
し
て
く
る
軽
快
な
リ
ズ
ム
が
刺
激
と
な
っ
て
、
こ
わ
ば
っ
て
い

た
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
が
次
第
に
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
ゆ
く
。「
暗
闇

は
怖
い
」
緊
張
感
か
ら
「
暗
闇
は
楽
し
い
」
解
放
感
へ
。
こ
の
め

り
は
り
の
き
い
た
空
間
構
成
が
、
視
覚
以
外
の
感
覚
を
呼
び
覚
ま

す
効
果
的
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

白
杖
の
使
い
方
に
少
し
慣
れ
、
声
や
音
で
方
向
や
距
離
感
が
な

ん
と
な
く
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
街
並
み
が

再
現
さ
れ
た
空
間
を
歩
い
た
。
実
物
の
車
の
形
、
横
断
歩
道
の
音
、

市
場
の
果
物
の
匂
い
な
ど
を
確
認
し
な
が
ら
と
お
り
、
最
後
に
暗

闇
カ
フ
ェ
に
入
っ
た
。

カ
ウ
ン
タ
ー
の
奥
か
ら
声
で
伝
え
ら
れ
る
メ
ニ
ュ
ー
を
最
初
か

ら
最
後
ま
で
記
憶
す
る
の
は
、
じ
つ
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
何
と

か
好
み
の
飲
み
物
を
注
文
し
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
用
意
し
て
お
い
た
小

銭
で
払
い
、
案
内
さ
れ
た
テ
ー
ブ
ル
で
、
ガ
イ
ド
に
ツ
ア
ー
の
感

想
を
語
り
な
が
ら
ほ
っ
と
一
服
。
触
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
を
駆
使
し

た
冒
険
の
終
わ
り
に
は
、
味
覚
へ
の
ご
褒
美
が
待
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
次
回
は
併
設
の
レ
ス
ト
ラ
ン
「
テ
イ
ス
ト
・
オ
ヴ
・
ダ
ー

ク
ネ
ス
」（
暗
闇
の
味
）
も
体
験
し
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
暗
闇
博
物
館
体
験
記

山や
ま
な
か中
由ゆ

り

こ
里
子 

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

闇の展示空間への入り口。
ここで白杖を渡され、光源と
なりうる携帯電話や時計など
をもち込まないといった「鑑
賞」ルールの説明を受ける
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ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
空
気

長な
が

野の 

泰や
す

彦ひ
こ

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

散
策
と

思
索
の
径

ウ
ラ
ル
学
者
で
、マ
ル
チ
な
才
の
文
人

徳
永
先
生
は
一
九
四
八
年
か
ら
長
く
東
京
外
国
語
大
学
で
教き

ょ
う
べ
ん鞭
を
執
り
、
ア
ジ
ア
･
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研

究
所
の
所
長
（
一
九
七
二 

―
一
九
七
四
）
も
務
め
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
と
ウ
ラ
ル
言
語
学
が
専
門
で
、
音
論
に

関
す
る
手
堅
い
論
文
が
あ
る
が
、
文
学
・
音
楽
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
造ぞ

う
け
い詣
が
深
く
、
我
々
学
生
に
も
「
興
味
は

広
く
も
て
」「
三
〇
歳
ま
で
専
門
を
決
め
る
な
」
が
口
癖
だ
っ
た
。
先
生
が
訳
し
た
『
リ
リ
オ
ム
』（
岩
波
書
店
）

や
『
ラ
チ
と
ら
い
お
ん
』（
福
音
館
書
店
）
は
今
も
版
を
重
ね
て
い
る
。

随
筆
集
『
ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
古
本
屋
』、『
ブ
ダ
ペ
ス
ト
回
想
』（
い
ず
れ
も
恒
文
社
）
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、

先
生
か
ら
直
接
伺
っ
た
話
を
繋つ

な

げ
る
と
、
先
生
の
生
活
は
、
ド
ナ
ウ
川
右
岸
の
ブ
ダ
側
に
あ
っ
た
学
寮
エ
ト
ヴ
ェ

シ
ュ
・
コ
レ
ー
ギ
ウ
ム
を
出
て
、
左
岸
の
ペ
ス
ト
側
に
あ
っ
た
ブ
ダ
ペ
ス
ト
大
学
（
当
時
は
パ
ー
ズ
マ
ニ
ュ
・

ペ
ー
テ
ル
大
学
：
現
在
の
正
式
名
称
は
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
･
ロ
ラ
ー
ン
ド
大
学
）
文
学
部
で
さ
ま
ざ
ま
の
ク
ラ
ス
に

出
席
し
、
大
学
の
隣
の
博
物
館
通
り
に
集
中
し
て
い
た
古
本
屋
の
書
庫
に
入
り
浸
り
、
そ
の
日
に
も
の
に
し
た

本
を
カ
ー
ル
パ
チ
ア
･
レ
ス
ト
ラ
ン
で
楽
し
げ
に
眺
め
る
、
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。

ブ
ダ
ペ
ス
ト
大
学
の
ウ
ラ
ル
学
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
東
洋
学
も
む
か
し
か
ら
充
実
し
て
い

る
。
明
治
三
〇
年
代
に
東
洋
史
学
の
白し

ら
と
り
く
ら
き
ち

鳥
庫
吉
博
士
が
留
学
し
て
い
た
ほ
ど
で
、
以
来
チ
ベ
ッ
ト
学
の
A.

ロ
ー

ナ.

タ
シ
ュ
や
モ
ン
ゴ
ル
学
の
L.

リ
ゲ
テ
ィ
ら
を
も
輩
出
し
て
い
る
。
労
働
や
雑
事
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
て
、

質
の
良
い
人
文
的
な
教
養
を
存
分
に
楽
し
め
た
時
間
は
、
徳
永
先
生
の
そ
の
後
の
学
問
の
、
あ
る
い
は
人
間
と
し

て
の
拡
が
り
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
は
近
世
以
降
絶
え
ず
歴
史
の
激
動
に
翻
弄
さ
れ
た
の
だ
が
、
先
に
述
べ
た
学
寮
も
、
大
学
も
、
古

本
屋
も
、
レ
ス
ト
ラ
ン
も
全
て
そ
の
ま
ま
、
同
じ
名
前
で
同
じ
場
所
に
今
も
「
あ
る
」
と
い
う
事
実
に
、
わ
た
し

は
妙
に
感
じ
入
っ
た
。

菩ぼ
薩さつに
な
っ
た
チ
ベッ
ト
学
者

ケ
ー
レ
シ
ュ
・
チ
ョ
マ
・
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
（
一
七
八
七
？
―
一
八
四
二
）
は
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
ケ
ー
レ

シ
ュ
村
（
現
在
は
ル
ー
マ
ニ
ア
領
）
の
出
身
で
、
苦
学
し
て
西
洋
古
典
を
修
め
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
で
勉
学
し
た

後
は
郷
里
で
教
授
職
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
始
祖
と
考
え
ら
れ
て
い
た
フ
ン
族
の
起
源
を

ウ
イ
グ
ル
に
求
め
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
志
し
、
職
を
断
っ
て
陸
路
東
に
向
か
う
。
一
八
一
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。

一
八
二
二
年
英
国
の
文
官
W.

ム
ー
ア
ク
ロ
フ
ト
か
ら
、
A.

A.

ジ
オ
ル
ジ
の
『
チ
ベ
ッ
ト
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
』

（
一
七
五
九
／
一
七
六
二
）
を
見
せ
ら
れ
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
チ
ベ
ッ
ト
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
た
。
以
来
一
八
三
〇
年

ま
で
主
と
し
て
イ
ン
ド
の
ラ
ダ
ク
地
方
で
研け

ん
さ
ん鑽
を
積
み
、
チ
ベ
ッ
ト
語
文
法
の
著
述
と
辞
書
の
編へ

ん
さ
ん纂
を
お
こ
な
っ

た
。
文
法
は
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
的
文
法
学
を
祖
述
し
た
も
の
、
ま
た
、
辞
書
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
チ
ベ
ッ
ト

語
の
対
訳
語
彙
集
（M

ahāvyuttpatti

『
翻
訳
名
義
大
集
』）
の
訳
で
あ
っ
た
が
、
欧
州
人
が
直じ

か

に
チ
ベ
ッ
ト
語
に

接
し
た
最
初
の
業
績
で
、
近
代
の
チ
ベ
ッ
ト
学
は
チ
ョ
マ
に
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。｢

チ
ベ
ッ
ト
語
に

《
受
け
身
》
が
な
い
」
こ
と
に
気
づ
い
た
の
も
チ
ョ
マ
で
あ
る
。
こ
の
後
彼
は
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ベ
ン
ガ
ル
・
ア
ジ

ア
協
会
に
招
か
れ
、
文
法
と
辞
書
の
上
梓
に
漕こ

ぎ
着
け
る
。
協
会
の
司
書
と
し
て
ネ
パ
ー
ル
か
ら
送
ら
れ
て
く

る
膨
大
な
チ
ベ
ッ
ト
文
献
の
整
理
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
文
化
研
究
に
ス
コ
ー
プ
を
広
げ
て
い

た
が
、
ラ
サ
へ
赴お

も
む
く
途
中
ダ
ー
ジ
リ
ン
で
マ
ラ
リ
ア
に
倒
れ
、
亡
く
な
っ
た
。

七
年
間
ラ
ダ
ク
の
僧
院
で
、
厳
し
い
環
境
の
も
と
、
清
貧
の
な
か
に
勉
学
を
全
う
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の

チ
ョ
マ
の
一
二
年
間
を
さ
ら
に
生
産
的
な
も
の
に
し
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
質
素
で
禁
欲
的
な
生
活
態
度

は
、
ア
ジ
ア
協
会
職
員
の
あ
い
だ
で
今
も
「
チ
ョ
マ
は
菩
薩
で
あ
る
」
と
語
り
継
が
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

余
談
に
な
る
が
、
東
京
国
立
博
物
館
に
チ
ョ
マ
の
銅
像
が
あ
る
。
こ
れ
も
徳
永
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た

の
だ
が
、
長
ら
く
忘
れ
て
い
た
。
ア
ジ
ア
協
会
の
胸
像
を
模
写
し
た
も
の
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
意
外
に
も

印
を
結
ん
だ
僧
形
だ
っ
た
。「
菩
薩
」
な
の
だ
か
ら
、
意
外
と
思
う
方
が
お
か
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

東
欧
の
地
域
的
時
間
の
保
守
性
に
身
を
委
ね
た
体
験
が
、
ふ
た
り
の
学
者
の
学
問
に
ふ
く
ら
み
を
も
た
せ

た
と
感
じ
る
の
は
わ
た
し
だ
け
だ
ろ
う
か
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
の
会
議
の
帰
途
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
を
訪
ね
る
機
会
を
え
た
。

わ
た
し
は
チ
ベ
ッ
ト
言
語
学
を
専
門
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
な
ぜ
ブ
ダ
ペ
ス
ト
か
。

ひ
と
つ
は
、
私
淑
し
た
言
語
学
の
恩
師
、
徳と

く
な
が
や
す
も
と

永
康
元
先
生
が
一
九
四
〇
年
代
に
二
年
半
を
過
ご
し
た
場
所
で
あ
る
こ
と
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
欧
州
で
初
め
て
の
チ
ベ
ッ
ト
語
文
法
を
書
い
た

ケ
ー
レ
シ
ュ
・
チ
ョ
マ
・
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
出
身
だ
っ
た
か
ら
だ
。

チョマ銅像　東京国立博物館 所蔵

ブダペスト大学博物館どおりの古本屋

『チベットのアルファベット』初版

ケーレシュ・チョマ・シャーンドル

『片目考―徳永康元言語学論集―』
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外国人集住地域のまちづくりの課題
―保見団地の取り組み

野
の

元
も と

 弘
ひ ろ ゆ き

幸
首都大学東京准教授

愛知県豊田市郊外に位置する保
ほ み

見団地は、人口９０００人のうち４０００人を外国人が占める国際団地である。

生活習慣や文化の違いを越えて、外国人と日本人のよりよい共生を目指す、

保見団地の住民が発信するさまざまな取り組みを紹介する。

日
系
人
が
集
住
す
る
国
際
団
地

保
見
団
地
に
暮
ら
す
外
国
人
住
民
の
ほ
と
ん
ど
は
、
一

九
九
〇
年
の
入
国
管
理
法
改
正
以
降
に
来
日
し
た
日
系
ブ

ラ
ジ
ル
人
・
ぺ
ル
ー
人
で
、
自
動
車
関
連
の
工
場
で
働
く

人
が
多
い
。

こ
れ
だ
け
多
く
の
外
国
人
が
集
住
す
る
と
、
生
活
習
慣

や
文
化
の
違
い
か
ら
日
本
人
住
民
と
の
あ
い
だ
に
さ
ま
ざ

ま
な
摩
擦
や
軋あ

つ
れ
き轢
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ラ
テ
ン

系
の
人
た
ち
は
家
族
の
つ
な
が
り
が
強
く
、
遠
方
に
住
ん

で
い
て
も
週
末
に
は
家
族
や
親
戚
で
集
ま
り
、
夜
ど
お
し

歓
談
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
文
化
は
地

域
の
日
本
人
住
民
の
理
解
は
な
か
な
か
え
ら
れ
ず
、「
騒

音
」
と
し
て
苦
情
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
と
ば
が
通
じ
な
い
こ
と
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
も
深

刻
で
あ
る
。
ご
み
集
積
所
や
エ
レ
ベ
ー
タ
内
の
表
示
な
ど

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
日
本
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
表
記
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
住
民
相
互

の
意
思
疎
通
は
難
し
い
。

地
方
自
治
体
は
、
こ
う
し
た
摩
擦
や
軋
轢
を
や
わ
ら
げ

る
べ
く
、
国
際
交
流
活
動
や
日
本
語
学
習
支
援
を
地
域
で

積
極
的
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
保
見
団

地
で
は
、
県
や
市
の
行
政
施
策
や
地
域
支
援
策
が
十
分
で

は
な
か
っ
た
た
め
に
、
問
題
が
深
刻
化
し
、
外
国
人
住
民
に

対
す
る
差
別
や
偏
見
が
生
ま
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

共
生
を
目
指
す
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動

特
定
非
営
利
活
動
法
人
保
見
ヶ
丘
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
セ
ン

タ
ー
（
以
下
、「
セ
ン
タ
ー
」）
は
、
保
見
団
地
が
抱
え
る
課

題
で
あ
る
外
国
人
住
民
と
日
本
人
住
民
の
共
生
を
目
指
し

て
展
開
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
保
見
団
地
で
は
、

多
文
化
共
生
に
か
か
わ
る
四
つ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
活
動
す
る
が
、

セ
ン
タ
ー
は
団
地
中
央
に
事
務
所
と
活
動
ス
ペ
ー
ス
を
有
す

る
事
業
型
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
、
日
系
人
の
生
活
支
援
・
生
活
相
談
、

情
報
提
供
の
ほ
か
、
日
系
人
児
童
・
生
徒
の
補
習
教
室
・

母
語
学
習
支
援
な
ど
の
教
育
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
特
徴
は
、
外
国
人
の
居
住
を
問
題

と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
ち
に
新
し
い
力
と
可
能
性

を
も
た
ら
す
こ
と
に
注
目
し
、
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
を
重

視
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

た
と
え
ば
、
高
齢
化
が
進
む
保
見
団
地
の
中
央
に
あ
る

ス
ー
パ
ー
は
、
車
を
運
転
で
き
る
人
が
い
な
い
高
齢
者
世

帯
に
と
っ
て
、
食
料
品
や
生
活
必
需
品
を
買
う
た
め
に
な

く
て
は
な
ら
な
い
店
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
ス
ー

パ
ー
が
団
地
に
住
む
若
い
日
系
人
住
民
の
購
買
力
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
も
あ
る
。
日
系
人
の
居

住
が
、
高
齢
者
を
含
む
地
域
住
民
の
消
費
生
活
と
深
く
結

び
つ
い
て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組

む
方
法
を
模
索
中
で
あ
る
。

ヘ
ル
パ
ー
の
資
格
を
取
得
す
る
日
系
人

ま
た
、
高
齢
者
の
介
護
に
つ
い
て
は
、
団
地
に
住
む
日

系
人
の
ヘ
ル
パ
ー
が
地
域
の
日
本
人
高
齢
者
に
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
と
い
う
可
能
性
も
生
ま
れ
て
い
る
。
実
際
に

外
国
人
労
働
者
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
介
護

の
分
野
に
お
い
て
、
日
系
人
で
ヘ
ル
パ
ー
資
格
を
と
っ
て

福
祉
分
野
で
就
労
し
よ
う
と
す
る
人
が
増
え
て
い
る
。
セ

ン
タ
ー
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
か
ら
愛
知
県
高
齢
者
生
活

協
同
組
合
と
協
力
し
て
、
保
見
団
地
で
厚
生
労
働
省
の
緊

急
人
材
育
成
基
金
に
よ
る
ヘ
ル
パ
ー
講
座
を
実
施
し
て
い

る
が
、
す
で
に
多
く
の
日
系
人
が
卒
業
し
、
福
祉
分
野
で

就
労
し
て
い
る
。
こ
の
ヘ
ル
パ
ー
講
座
の
卒
業
生
た
ち
が

中
心
と
な
っ
て
、
団
地
内
に
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

所
を
開
設
す
る
動
き
も
あ
り
、
日
系
人
の
居
住
が
地
域
福

祉
の
充
実
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

日
本
人
社
会
と
の
関
係
改
善
に
お
い
て
、
い
ま
明
る
い

話
題
が
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
、
二
〇
一
四
年
に

サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
、
二
〇
一
六
年
に
リ
オ
デ

ジ
ャ
ネ
イ
ロ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
だ
。
ス

ポ
ー
ツ
の
祭
典
と
も
い
え
る
ふ
た
つ
の
大
き
な
大
会
に
多

く
の
日
本
人
が
出
か
け
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ

ら
の
人
た
ち
が
、
日
本
国
内
で
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
に
触
れ
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
学
ぶ
べ
く
保
見
団
地
を
訪
れ
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
き
っ
と
保
見
団
地
の
ま
ち
づ
く
り
に
明

る
い
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

日
系
の
子
ど
も
た
ち
の
学
習
支
援

日
系
人
の
集
住
地
域
が
も
つ
こ
う
し
た
可
能
性
に
つ
い

て
、
も
っ
と
も
セ
ン
タ
ー
が
期
待
し
て
い
る
の
が
、
日
系

人
の
子
ど
も
た
ち
を
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
育
て
る
活
動
で
あ

る
。
日
系
人
の
子
ど
も
た
ち
の
約
三
分
の
二
は
、
現
在
、

地
域
の
公
立
小
中
学
校
で
学
ん
で
い
る
。
し
か
し
日
系
人

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
い
じ
め
に
あ
っ
た
り
、
祖
国
や
そ

の
文
化
を
知
ら
な
い
た
め
自
分
自
身
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
や
ペ

ル
ー
人
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
状

態
に
あ
る
子
ど
も
が
多
い
。

こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
に
は
、
日
本
の
公
立
小
中
学
校

で
日
本
人
の
子
ど
も
た
ち
と
学
び
な
が
ら
も
、
ブ
ラ
ジ
ル

や
ペ
ル
ー
と
い
う
国
の
本
当
の
姿
と
可
能
性
に
つ
い
て
知

り
、
母
語
も
し
っ
か
り
と
学
ぶ
こ
と
が
必
要
だ
。
日
本
と

ブ
ラ
ジ
ル
・
ペ
ル
ー
の
架
け
橋
と
な
れ
る
よ
う
な
人
材
に

育
つ
こ
と
も
き
っ
と
可
能
で
あ
ろ
う
。
セ
ン
タ
ー
が
主
催

す
る
放
課
後
学
習
支
援
教
室
は
、
そ
う
し
た
思
い
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
で
、
現
在
、
一
五
名
の
日
系
人
小
・
中
学
生

が
放
課
後
に
セ
ン
タ
ー
に
通
い
、
学
校
の
宿
題
を
終
わ
ら

せ
た
あ
と
に
母
語
教
育
を
受
け
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
き
ず
な
と
し
て
、
そ
し
て
将
来
へ
の

資
産
と
し
て
母
語
を
身
に
つ
け
た
る
子
ど
も
た
ち
が
育
つ

こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

失業者のための日本語教室

バイリンガル表示

＊＊＊＊＊＊＊

派遣切りにあった労働者の支援活動の様子

保見団地
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デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー
デ
ー

マ
ゼ
ラ
ン
に「
発
見
」

さ
れ
た
グ
ア
ム
島

上
陸
の
地

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
グ
ア
ム
島
で
は
、
現
在
、

三
月
の
第
一
月
曜
日
は
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー

デ
ー
と
い
う
祝
日
に
な
っ
て
い
る
。
一
五
二

一
年
三
月
六
日
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
フ
ェ
ル

デ
ィ
ナ
ン
ド
・
マ
ゼ
ラ
ン
が
、
グ
ア
ム
島
を

「
発
見
」
し
て
上
陸
し
た
日
に
ち
な
ん
で
祭

り
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

一
九
二
六
年
に
こ
の
祭
り
が
始
ま
っ
た
当

初
は
マ
ゼ
ラ
ン
デ
ー
と
よ
ば
れ
、
マ
ゼ
ラ
ン

が
上
陸
し
た
と
い
わ
れ
る
ウ
マ
タ
ッ
ク
村
を

中
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
こ

の
日
は
グ
ア
ム
島
の
正
式
の
休
日
に
な
り
、

マ
ゼ
ラ
ン
デ
ー
か
ら
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー

デ
ー
へ
と
名
称
が
変
化
し
、
ウ
マ
タ
ッ
ク
村

を
中
心
に
各
地
で
音
楽
や
ダ
ン
ス
上
演
や

コ
ン
テ
ス
ト
な
ど
、
多
様
な
催
し
が
開
催

さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ウ
マ
タ
ッ
ク
村
が
マ
ゼ
ラ
ン

上
陸
の
地
で
は
な
い
可
能
性
を
指
摘
し
た

論
文
が
、
一
九
八
九
年
に
発
表
さ
れ
た
。

航
海
日
誌
に
書
か
れ
た
航
海
距
離
や
、
船

か
ら
見
え
た
島
影
の
特
徴
な
ど
が
詳
細
に

検
討
さ
れ
た
結
果
、
ウ
マ
タ
ッ
ク
よ
り
も

北
の
ア
ガ
ナ
や
タ
モ
ン
湾
に
上
陸
し
た
可

能
性
が
高
い
と
い
う
。
一
九
二
六
年
以
来
、

マ
ゼ
ラ
ン
上
陸
を
記
念
し
た
石
柱
を
海
岸

に
立
て
て
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
き
た
ウ
マ

タ
ッ
ク
住
民
に
と
っ
て
は
思
い
が
け
な
い
指

摘
で
あ
っ
た
が
、
マ
ゼ
ラ
ン
上
陸
の
地
を
他

の
町
に
ゆ
ず
る
気
配
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。

実
際
、
ウ
マ
タ
ッ
ク
村
は
、
先
住
民
で

あ
る
チ
ャ
モ
ロ
の
伝
統
的
居
住
地
と
し
て

は
規
模
が
大
き
く
、
村
の
北
に
あ
る
フ
ァ

ウ
ハ
と
よ
ば
れ
る
大
き
な
岩
は
、
こ
の
世

を
創
造
し
た
兄
妹
神
の
妹
が
身
を
投
げ
て

で
き
た
と
伝
え
ら
れ
、
毎
年
、
こ
こ
で
祭

り
が
開
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
一
七
世
紀
に

当
時
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
下
に
あ
っ
た
メ
キ
シ

コ
の
ア
カ
プ
ル
コ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
あ
い

だ
で
お
こ
な
わ
れ
た
、
ガ
レ
オ
ン
船
貿
易

の
中
継
地
と
し
て
使
わ
れ
た
際
に
は
、
ス

ペ
イ
ン
人
の
居
住
域
が
設
定
さ
れ
、
大
き

な
教
会
を
有
す
る
キ
リ
ス
ト
教
区
が
も
う

け
ら
れ
る
な
ど
、
豊
か
な
村
と
し
て
栄
え

た
歴
史
を
も
つ
。「
マ
ゼ
ラ
ン
上
陸
の
地
」

と
い
う
観
光
資
源
を
そ
う
簡
単
に
手
放
す

わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
だ
。

悲
劇
的
な
出
会
い

そ
も
そ
も
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー
デ
ー
を

祝
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
チ
ャ
モ
ロ
の
人

び
と
か
ら
は
強
い
反
発
が
示
さ
れ
て
き
た
。

人
び
と
に
と
っ
て
、
グ
ア
ム
は
マ
ゼ
ラ
ン
に

よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

自
分
た
ち
の
祖
先
が
発
見
し
て
暮
ら
し
て

き
た
島
で
あ
る
。
考
古
学
か
ら
は
、
紀
元

前
一
五
〇
〇
年
に
は
す
で
に
土
器
を
作
る

人
た
ち
が
暮
ら
し
は
じ
め
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
一
八
九
八
年
に
ス

ペ
イ
ン
か
ら
グ
ア
ム
を
購
入
し
て
以
降
、

米
国
が
グ
ア
ム
を
領
有
し
て
い
る
現
状
に

お
い
て
は
、
グ
ア
ム
の
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー

デ
ー
は
き
わ
め
て
西
欧
中
心
的
な
記
念
日

と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
マ
ゼ
ラ
ン
と
チ
ャ
モ
ロ
と
の
出

会
い
は
決
し
て
友
好
的
な
も
の
で
は
な
く
、

チ
ャ
モ
ロ
に
と
っ
て
は
悲
劇
的
な
出
来
事

だ
っ
た
。
一
五
二
〇
年
一
一
月
に
南
米
南
端

の
マ
ゼ
ラ
ン
海
峡
を
抜
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

と
し
て
は
じ
め
て
太
平
洋
を
航
海
し
た
マ

ゼ
ラ
ン
一
行
は
、
三
カ
月
も
の
あ
い
だ
、
水

や
食
料
を
補
給
で
き
る
島
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ず
、
三
月
に
グ
ア
ム
島
に
た
ど

り
着
い
た
と
き
に
は
、
多
く
の
乗
員
が
壊

血
病
に
苦
し
み
、
飢
え
死
に
す
る
一
歩
手

前
の
状
態
だ
っ
た
。

沖
合
に
停
泊
し
て
上
陸
準
備
を
し
て
い

た
マ
ゼ
ラ
ン
の
船
は
、
島
か
ら
こ
ぎ
出
し

て
き
た
二
〇
〇
隻
以
上
も
の
ア
ウ
ト
リ

ガ
ー
カ
ヌ
ー
に
取
り
囲
ま
れ
た
。
次
々
に

甲
板
に
あ
が
っ
て
き
た
チ
ャ
モ
ロ
た
ち
は
、

船
上
で
見
つ
け
た
鉄
な
ど
を
手
当
た
り
次

第
に
も
ち
去
り
、
上
陸
用
に
準
備
さ
れ
て

い
た
ボ
ー
ト
ま
で
奪
っ
て
逃
げ
て
い
っ
た
。

怒
っ
た
マ
ゼ
ラ
ン
は
、
こ
の
ボ
ー
ト
を
取
り

戻
す
た
め
に
兵
士
の
一
団
を
上
陸
さ
せ
、

報
復
と
し
て
家
を
焼
き
払
い
、
七
人
も
の

男
た
ち
を
殺
害
し
た
。

こ
れ
が
、
マ
ゼ
ラ
ン
と
チ
ャ
モ
ロ
と
の
出

会
い
の
真
実
で
あ
り
、
チ
ャ
モ
ロ
の
人
び

と
が
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー
デ
ー
と
し
て
祝

い
た
く
な
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー
デ
ー
の
目
玉
と
し
て

お
こ
な
わ
れ
る
寸
劇
で
は
、
マ
ゼ
ラ
ン
た

ち
が
島
に
上
陸
し
て
村
人
を
殺
害
す
る
様

子
が
再
現
さ
れ
る
。
こ
の
劇
を
上
演
す
る

こ
と
は
、
グ
ア
ム
島
の
先
住
民
が
だ
れ
で

あ
る
か
を
表
現
し
、
さ
ら
に
は
現
在
の
米

国
支
配
に
ま
で
つ
な
が
る
被
支
配
の
歴
史

の
原
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

観
光
と
保
存

現
在
で
は
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー
デ
ー

に
続
く
一
週
間
が
「
チ
ャ
モ
ロ
ウ
ィ
ー
ク
」

と
さ
れ
、
チ
ャ
モ
ロ
文
化
を
学
ぶ
イ
ベ
ン

ト
類
が
毎
年
用
意
さ
れ
る
。
背
景
に
は
、

先
住
民
で
あ
る
チ
ャ
モ
ロ
へ
の
配
慮
が
感

じ
ら
れ
る
が
、
チ
ャ
モ
ロ
文
化
の
観
光
資

源
化
へ
と
つ
な
が
る
行
事
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
。
そ
れ
で
も
チ
ャ
モ
ロ
の
人
び

と
に
と
っ
て
は
、
ラ
ッ
テ
と
よ
ば
れ
る
巨

石
建
造
物
見
学
や
伝
統
的
な
カ
ヌ
ー
作
り

な
ど
を
紹
介
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
お
こ
な
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
ア
ム
島
の
先
住
民
の

存
在
や
伝
統
文
化
の
継
承
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
機
会
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
グ
ア
ム
で
お
こ
な
わ
れ

る
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー
デ
ー
の
裏
に
は
、

マ
ゼ
ラ
ン
と
チ
ャ
モ
ロ
と
の
悲
劇
的
な
遭

遇
の
歴
史
、
グ
ア
ム
の
先
住
者
が
だ
れ
で

あ
る
か
、
伝
統
文
化
の
観
光
資
源
化
と
保

存
運
動
な
ど
が
複
雑
に
見
え
隠
れ
す
る
。

島
の
各
地
で
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
多
様
な
催
し
。

華
や
か
に
み
え
る
そ
の
表
舞
台
の
背
後
に
は
、

先
住
民
と
西
洋
の
出
会
い
が
も
た
ら
し
た
複
雑
な
関
係
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
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フ
ィー
ル
ド
で

考
え
る
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降
り
つ
づ
け
る
雨
、
照
り
つ
け
る
日
差
し
、
鳴
り
や

ま
な
い
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
。
バ
ス
を
乗
り
継
い
で
、
バ
イ

ク
タ
ク
シ
ー
に
ま
た
が
っ
て
、
で
こ
ぼ
こ
の
道
を
歩
く
。

通
り
を
行
く
人
た
ち
と
の
際
限
な
い
挨
拶
、
店
番
の

お
ば
さ
ん
の
掛
け
声
、
住
宅
地
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
の

騒
ぎ
声
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
地
方
都
市
イ
レ
・
イ
フ
ェ

で
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
を
訪
ね
歩
く
こ
と
、
そ
れ
が
い

つ
も
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
。
看
板
、
広
告
、
絵
画
、

彫
刻
、
版
画
、
ビ
ー
ズ
細
工
、
壁
画
、
染
織
、
陶
芸

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
ア
ー
ト
」
を
手
が
け
る
数
十

人
の
つ
く
り
手
た
ち
の
仕
事
場
や
自
宅
を
訪
れ
る
。

彼
ら
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
、
作
品
の
制
作
過
程
を

記
録
し
た
り
、
お
客
さ
ん
と
の
や
り
と
り
を
見
つ
め

る
。
家
族
や
近
所
の
人
た
ち
と
話
を
し
て
、
日
常
の

た
わ
い
な
い
出
来
事
を
書
き
と
め
る
。
雨
の
降
り
や

ま
な
い
日
に
は
、
雨
足
が
遠
の
く
の
を
何
時
間
で
も

待
っ
て
や
っ
と
出
か
け
る
。
つ
く
り
手
の
数
、
作
品

の
種
類
、「
ア
ー
ト
」
の
い
ろ
い
ろ
、
街
の
広
大
さ
、

そ
し
て
遅
々
と
し
て
す
す
ま
な
い
調
査

―
ど
れ
を

と
っ
て
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
は
果
て
し
な
く
広
い
。

い
つ
も
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
離
れ
て

雨
季
真
っ
盛
り
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
を
あ
と
に
帰
国

す
る
と
、
日
本
は
一
滴
の
雨
つ
ぶ
さ
え
落
ち
て
こ
な

い
猛
暑
の
お
盆
。
そ
の
こ
ろ
、
わ
た
し
が
所
属
す
る

大
学
院
の
研
究
科
が
お
か
れ
て
い
る
民
博
は
特
別
展

の
開
幕
を
目
前
に
ひ
か
え
て
い
た
。
二
〇
一
〇
年
九

月
か
ら
一
二
月
ま
で
開
催
さ
れ
た
、『
彫
刻
家
エ
ル
・

ア
ナ
ツ
イ
の
ア
フ
リ
カ
』。
こ
の
展
示
は
二
〇
一
一
年

二
月
か
ら
同
年
八
月
に
か
け
て
、
神
奈
川
、
山
形
、

埼
玉
の
美
術
館
を
巡
回
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
ー
ト
の
展
覧
会
と
い
え
ば
、
数
名
の
つ
く
り
手

た
ち
の
作
品
を
「
ア
フ
リ
カ
」
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に

展
示
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
か
ら
、
ブ
ラ
ッ

ク
・
ア
フ
リ
カ
の
特
定
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
が
こ

れ
ほ
ど
の
規
模
で
展
示
さ
れ
る
の
は
、
日
本
は
も
と
よ

り
、
世
界
で
も
は
じ
め
て
の
画
期
的
な
試
み
だ
ろ
う
。

こ
の
展
示
を
企
画
し
た
民
博
の
川
口
幸
也
実
行
委
員

長
は
、
す
で
に
一
五
年
ま
え
に
着
想
し
、
二
年
ま
え
か

ら
具
体
的
な
準
備
を
は
じ
め
て
い
た
。
そ
の
最
後
の
七

日
間
、
わ
た
し
は
撮
影
担
当
者
と
し
て
展
示
場
で
過

ご
す
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
。

白
い
壁
に
囲
ま
れ
た
場
所

開
幕
七
日
ま
え
、
作
品
の
詰
め
ら
れ
た
い
く
つ
も
の

木
箱
が
開
か
れ
る
と
本
格
的
に
設
営
が
は
じ
ま
っ
た
。

「
博
物
館
」
が
「
美
術
館
」
に
変
身
し
た
か
の
よ
う
な

錯
覚
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
白
い
壁
と
床
。
ひ
と
き
わ
目
立

つ
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
の
う
え
を
、
搬
入
・
設
置
ス
タ
ッ
フ
、

内
装
ス
タ
ッ
フ
、
そ
し
て
実
行
委
員
た
ち
が
あ
わ
た
だ

し
く
駆
け
ま
わ
っ
て
い
る
。
現
場
に
立
ち
会
う
展
示
担

当
の
職
員
や
特
別
展
準
備
室
の
ス
タ
ッ
フ
も
、
そ
の
動

き
を
見
守
り
な
が
ら
、
適
宜
、
手
を
貸
す
。
小
さ
な
金

属
片
が
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
で
き
た
巨
大
な
彫
刻
を
、

何
人
も
の
ス
タ
ッ
フ
が
全
身
で
支
え
な
が
ら
、
少
し
ず

つ
、
白
い
壁
に
掲
げ
て
ゆ
く
。
来
日
し
て
い
た
エ
ル
・

ア
ナ
ツ
イ
氏
の
指
示
で
、「
金
属
の
布
」
に
ひ
だ
が
よ

せ
ら
れ
る
。
や
り
直
し
を
く
り
返
し
な
が
ら
、
ひ
だ
は

ね
じ
で
慎
重
に
固
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
ア

ナ
ツ
イ
氏
が
こ
の
空
間
で
の
み
思
い
描
い
て
か
た
ち
に

し
た
唯
一
の
も
の
ば
か
り
。
次
の
会
場
へ
行
っ
て
も
、

ま
っ
た
く
同
じ
か
た
ち
は
創
り
だ
さ
れ
な
い
。
作
品
を

説
明
す
る
パ
ネ
ル
や
ラ
ベ
ル
の
位
置
も
、
そ
こ
に
当
て

ら
れ
る
ラ
イ
ト
の
向
き
も
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
正
確
に

定
め
ら
れ
て
い
く
。

背
後
か
ら
出
さ
れ
る
指
示
の
声
、
真
横
で
あ
が
る
掛

け
声
、
響
き
わ
た
る
電
動
ド
リ
ル
の
音
。
頭
上
で
行
き

交
う
脚
立
、
床
に
散
ら
ば
る
軍
手
、
ち
ぎ
れ
た
銅
線
、

端
に
寄
せ
て
あ
る
木
箱
と
大
工
道
具
。
白
い
壁
で
囲
ま

れ
た
慣
れ
な
い
場
所
で
、
カ
メ
ラ
を
抱
え
た
わ
た
し
の

足
も
と
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
不
安
に
す
ら
な
る
こ
の
空

間
で
、
川
口
実
行
委
員
長
に
た
ず
ね
て
み
た
。

「
抜
け
出
し
た
く
な
り
ま
せ
ん
か
？ 

こ
こ
で
ず
っ
と

そ
う
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
…
…
」

「
え
？ 

全
然
そ
ん
な
こ
と
な
い
。
こ
れ
が
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
み
た
い
な
も
ん
だ
か
ら
。
会
議
で
座
っ
て
る

よ
り
よ
っ
ぽ
ど
い
い
よ
」

そ
こ
に
ず
っ
と
い
て
も
平
気
そ
う
、
と
い
う
よ
り
は
、

そ
こ
で
こ
そ
生
気
に
満
ち
て
い
る
様
子
で
即
答
が
返
っ

て
き
た
。
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
わ
た
し
は
、
た
し
か

な
緊
張
感
を
感
じ
な
が
ら
、
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
に
目
を
押

し
あ
て
て
こ
の
現
場
を
撮
り
つ
づ
け
て
い
た
。

そ
こ
に
も

狭
く
て
白
か
っ
た
場
所
は
、
緊
迫
し
た
空
気
の
な
か

で
、
日
を
追
う
ご
と
に
色
彩
を
帯
び
て
い
っ
た
。
彫
刻

の
凹
凸
と
照
明
が
つ
く
る
光
と
影
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と

作
品
の
背
景
描
写
で
、
空
間
は
ふ
く
ら
ん
で
い
っ
た
。

そ
こ
に
は
い
つ
も
物
音
が
、
人
の
声
が
、
響
い
て
い
た
。

多
く
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
展
示
場
は
創
ら
れ
て
い
っ
た
。

そ
こ
を
生
き
生
き
と
駆
け
め
ぐ
る
人
び
と
の
姿
に
、
わ

た
し
は
も
う
ひ
と
つ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
見
た
。

緒お

方が
た 

し
ら
べ

総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程

も
う
ひ
と
つの
フ
ィ
ー
ル
ド

屋外で大型の木彫を制作するイレ・イフェの木彫家たち

作業４日目、展示空間がしだいに創られていった

アナツイ氏、川口実行委員長、展示スタッフが作品を設置する

筆者のフィールド、ナイジェリアの地方都市、イレ・イフェ
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話者 :松澤員子（国立民族学博物館 名誉教授）
話題 :【特別展「ウメサオ タダオ展」関連】

 創造的知的生産の技術の確立をめざした梅棹先生
場所 :本館展示場

話者 :加藤九祚（国立民族学博物館 名誉教授）
話題 :【特別展「ウメサオ タダオ展」関連】

 １９８１年１２月、梅棹先生ご夫妻のお供をした
 モスクワ・中央アジアの旅
場所 :本館展示場

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
　弥生三月、心浮き立つ季節ではあるが、例年の数倍の
花粉が飛散し始めており（これも人為のツケ）、花粉症に
縁なしと豪語していたわたしも注意せねばならぬ。多くの
方々を苦しめてきた、昨夏の猛暑、今冬の豪雪、口蹄疫
や鳥インフル、噴火、等 、々あらためて自然は人智のおよ
ぶものではないことを知らされる。とはいえ、これも今後
も数十億年続くとされる地球史のほんのひとこまなのか
も知れぬ。
　こうした、諦観も含むズームアウトした見方は、梅棹さ
んにもあったのではないだろうか。距離を置いて見るから
こそ、全体像を過不足なくとらえ、細部にとらわれないグ
ランドセオリーを次々と打ち出されたように思える。３月
１０日開始の特別展は、こうした知の世界を知る機会にな
るだろう。（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。

※特別展開催中のウィークエンド・サロンでは１３回にわたりみんぱくの名誉
教授が初代館長・梅棹忠夫についてお話しします。

みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう3月

時間 :13時 30分から 14時 30分
話者 :齋藤晃（国立民族学博物館 准教授）
話題 :アマゾンのゴムブーム
場所 :本館展示場内ナビひろば

6日
（日曜日）

20日
（日曜日）

27日
（日曜日）

次号の予告
 特集

耳よりの話

■時間　14時 30分から 15時 30分（３月６日を除く）
■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。

●表紙：創設に先立つ１９７３年２月発行の『国立民族学研究博物館
＜仮称＞設立計画』パンフに掲載されたイメージ。上から「共同
研究室」「収蔵庫」「視聴覚ブース」

先月号（２０１１年２月号）２ページの標本資料名に誤りがありました。
（誤）「土鈴（鬼よろず）」→（正）「土鈴（鬼ようず）」
お詫びして訂正いたします。
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