


梅棹忠夫のデザインポリシー
勝
か つ

井
い

 三
み つ

雄
お

　
私
が
デ
ザ
イ
ン
に
か
か
わ
る
初
頭
、
幾
つ

か
の
触
発
さ
れ
る
出
来
事
に
出
会
っ
た
。
そ
の

ひ
と
つ
が
九く

き鬼
周し

ゅ
う
ぞ
う造

著
『
い
き
の
構
造
』
と

の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
購
入
し
た
の
は
、
ま
だ

高
校
生
だ
っ
た
。
そ
の
後
大
学
時
代
、
P
R

誌
『
エ
ナ
ジ
ー
』
の
仕
事
で
そ
の
著
作
に
接
し

た
こ
と
な
ど
、
幾
度
か
目
に
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
に
は
「
い
き
」
の
哲
学
的
考
察
が
直

方
体
を
使
っ
て
解
説
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
図
形
が

記
載
さ
れ
て
い
た
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
出
来
事
、
梅
棹
さ
ん
の
思
考

を
知
る
き
っ
か
け
も
、
こ
の
『
エ
ナ
ジ
ー
』
誌

か
ら
で
、
六
〇
年
代
は
じ
め
『
文
明
の
生
態

史
観
』
に
出
て
く
る
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
模

式
図
」
だ
っ
た
。
著
書
の
な
か
で
「
歴
史
と
い

う
の
は
方
法
論
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
文

献
が
な
い
と
こ
ろ
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と

が
建
前
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
解

け
な
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ

が
歴
史
的
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
の
構
築
、
つ
ま
り
構

図
設
定
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
。
事
柄
の
概

略
図
あ
る
い
は
原
理
図
は
、
我
々
が
考
え
る
ダ

イ
ヤ
グ
ラ
ム
の
領
域
を
超
え
る
も
の
で
、
私
に

大
き
な
示
唆
を
与
え
た
。

　
梅
棹
さ
ん
と
直じ

か

に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
民
博
準
備
室
が
文
部
省
に
で
き
、
通

わ
れ
て
い
た
こ
ろ
だ
。
打
合
せ
の
後
、
青
山

の
自
宅
に
来
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
現
在

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
活
躍
し
て

い
る
息
子
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
。
そ
の
赤
ん

坊
を
抱
い
て
、
ご
自
身
の
息
子
さ
ん
と
重
ね

合
わ
せ
な
が
ら
あ
や
し
て
い
た
こ
と
も
思
い

出
深
く
、
そ
の
息
子
も
も
う
三
七
才
。

　
み
ん
ぱ
く
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
デ
ザ
イ

ン
し
て
い
る
と
き
は
、
い
く
つ
案
を
出
し
て
も

「
も
う
ち
ょ
っ
と
」
で
「
う
ん
」
と
言
っ
て
も

ら
え
な
か
っ
た
。「
七
大
陸
・
文
明
圏
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
る
が
、
具
体
的
に
表
現
に

落
と
す
難
し
さ
が
あ
っ
た
。
話
を
し
て
い
る
う

ち
に
、
地
球
の
連
帯
と
活
動
を
あ
ら
わ
し
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
色
は
、
海
洋

や
天
体
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
か

ら
青
群
か
ら
選
ぶ
こ
と
を
決
め
て
い
た
。

　
同
時
に
、「
友
の
会
」
の
マ
ー
ク
を
制
作
し

た
。
外
側
の
七
つ
の
大
陸
が
移
動
す
る
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
形
、
内
側
に
形
を
閉
じ
込
め
る

よ
う
な
ト
ポ
ロ
ジ
ー
的
な
表
現
を
す
る
こ
と

で
、
友
の
会
が
み
ん
ぱ
く
を
外
側
か
ら
囲
っ
て

い
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
た
。

　
と
に
か
く
梅
棹
さ
ん
は
、
デ
ザ
イ
ン
に
対

す
る
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
名
刺
に
使
う

書
体
で
さ
え
容
赦
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の

文
字
が
旨う

ま

く
ハ
ー
モ
ニ
ー
す
る
か
な
ど
、
細
か

く
要
求
す
る
。「
名
刺
は
人
の
顔
だ
。
名
刺
か

ら
は
そ
の
人
の
品
格
が
わ
か
る
」
と
、
非
常
に

こ
だ
わ
っ
た
。
梅
棹
さ
ん
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
に

匹
敵
す
る
感
性
を
も
ち
、
デ
ザ
イ
ン
ポ
リ
シ
ー

に
対
す
る
夢
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
。
当
時
そ
う

し
た
資
質
を
も
つ
起
業
家
で
さ
え
少
な
か
っ

た
時
代
で
あ
っ
た
。

　
大
抵
は
「
あ
な
た
に
ま
か
す
よ
」
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
僕
は
そ
う
し
た
梅
棹

さ
ん
に
触
発
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
た
こ
と
に
誇

り
を
も
っ
て
い
る
。
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耳
よ
り
の
話

特
集聞

こ
え
て
く
る
も
の

「
耳
ふ
さ
ぎ
」と
「
忘
れ
ら
れ
な
い
話
」

常つ
ね
み
つ光 

徹と
お
る

　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

聞
か
な
か
っ
た
こ
と
に

見
た
く
な
い
も
の
か
ら
は
目
を
そ
ら
せ
ば
よ
い
が
、

嫌
な
話
だ
か
ら
と
い
っ
て
耳
を
そ
ら
し
た

4

4

4

4

4

4

と
こ
ろ
で

意
味
が
な
い
。
聞
き
た
く
な
け
れ
ば
両
手
で
耳
を
ふ

さ
ぐ
の
が
手
っ
取
り
早
い
。「
耳
よ
り
の
話
」
の
特

集
号
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
話
題
で
恐
縮
だ
が
、
凶

報
に
接
し
た
と
き
そ
れ
を
聞
か
な
か
っ
た
こ
と
に

す
る
習
俗
が
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。「
耳
ふ
さ

ぎ
」
と
よ
ば
れ
る
呪ま
じ
ない

で
あ
る
。
最
近
は
見
か
け
な

く
な
っ
た
が
、
以
前
は
広
い
地
域
で
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
。
死
者
と
同
年
の
者
が
、
餅
や
鍋
蓋
、
と
き
に

は
草
履
を
耳
に
あ
て
て
「
わ
る
い
こ
と
聞
く
な
、
い

い
こ
と
聞
け
」
な
ど
と
唱
え
る
。
死
の
世
界
に
引
き

込
ま
れ
な
い
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
死
者
の
影
響
を
断

つ
た
め
の
呪
法
ら
し
い
。
井い
の
く
ち

之
口
章し
ょ
う
じ次

は
『
日
本
の

葬
式
』（
早
川
書
房
）
で
、
こ
う
し
た
行
為
は
霊
魂

の
動
揺
を
お
さ
え
し
ず
め
る
心
持
で
あ
ろ
う
と
説
き
、

耳
を
ふ
さ
い
だ
餅
を
川
に
流
し
た
り
四
辻
に
捨
て
る

の
は
、
餅
を
形
代
と
し
て
、
身
に
つ
い
て
い
る
か
も

知
れ
ぬ
忌
を
自
分
た
ち
の
生
活
圏
か
ら
外
に
送
り
出

そ
う
と
す
る
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

じ
ん
じ
ん
と
鳴
る

興
味
深
い
の
は
、
耳
ふ
さ
ぎ
を
す
る
の
が
同
い
年

の
者
に
限
ら
れ
る
点
で
、
同
齢
感
覚
と
で
も
い
う
べ

き
独
特
の
心
意
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

和
歌
山
県
川か
わ
ぞ
え添

村
（
現
、
白

浜
町
）
で
は
、
耳
の
奥
が
じ
ん

じ
ん
と
鳴
る
の
を
耳み
み
が
ね鐘
と
称
し
、

同
じ
歳
の
者
が
死
ぬ
前
兆
だ
と

い
っ
て
気
味
悪
が
っ
た
と
い
う
。

た
だ
し
、
同
年
齢
で
あ
っ
て
も

そ
の
影
響
が
お
よ
ぶ
の
は
お
お
よ
そ
「
屋や

根ね

棟む
ね

の
見

え
る
範
囲
」と
さ
れ
て
い
る
。今
日
で
は
希
薄
に
な
っ

た
心
意
だ
が
、
あ
る
限
ら
れ
た
範
囲
で
生
活
を
す
る

同
年
齢
者
の
あ
い
だ
に
は
通
常
の
付
き
合
い
を
超
え

た
精
神
的
な
影
響
関
係
が
作
用
し
て
い
た
。
と
り
わ

け
深
刻
な
事
態
は
死
の
報
に
接
す
る
こ
と
で
、
同
齢

者
の
不
幸
が
耳
に
入
る
と
自
ら
の
魂
ま
で
危
う
く
な

る
と
の
つ
よ
い
不
安
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

知
っ
て
し
ま
っ
た
ら

不
吉
な
話
題
は
い
っ
と
き
も
は
や
く
忘
れ
た
い
。

話
は
変
わ
る
が
、
何
年
か
前
に
「『
紫
の
鏡
』
と
い

う
こ
と
ば
を
二
〇
歳
ま
で
覚
え
て
い
る
と
死
ぬ
」
と

い
う
う
わ
さ
が
流
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
二
〇
歳
を

過
ぎ
た
人
間
に
は
縁
の
な
い
話
だ
が
、
小
学
校
の
高

学
年
か
ら
中
学
生
あ
た
り
が
こ
の
う
わ
さ
に
敏
感
に

反
応
し
た
よ
う
だ
。「
耳
ふ
さ
ぎ
」
の
呪
い
は
、
本

当
は
同
齢
者
の
死
を
聞
き
知
っ
て
い
る
の
に
〈
聞

か
な
か
っ
た
こ
と
〉
に
す
る
た
め
だ
が
、「
紫
の
鏡
」

は
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
自
体
の
不
安
を
と
り
た
て

て
い
る
。
裏
返

せ
ば
、
助
か
る

方
法
は
記
憶
を

消
し
去
る
し
か

な
い
。
し
か
し
、
忘
れ
よ
う
と
意
識
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
か
え
っ
て
頭
の
片
隅
に
こ
び
り
つ
い
て
忘
れ
ら

れ
な
く
な
る
の
が
人
の
常
で
、
こ
の
種
の
う
わ
さ
は
、

そ
う
し
た
心
理
に
巧
み
に
忍
び
こ
ん
で
感
染
し
て
い

く
。
難
を
逃
れ
る
た
め
に
「
忘
れ
る
」
と
い
う
の
は

至
難
の
業
だ
が
、
そ
こ
は
う
ま
く
し
た
も
の
で
「
白

い
水
晶
玉
」
と
か
「
助
け
て
ホ
ワ
イ
ト
パ
ワ
ー
」
と

唱
え
れ
ば
「
紫
の
鏡
」
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
そ

う
だ
。
こ
と
ば
の
意
味
は
不
明
だ
が
、
う
わ
さ
が
流

通
し
て
い
く
過
程
で
子
ど
も
た
ち
が
つ
く
り
出
し
た

お
ま
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

聴覚の情報論　久
く ぼ

保 正
ま さ と し

敏　民博 文化資源研究センター

「
長

ち
ょ
う

目も
く

飛ひ

耳じ

」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
観
察

力
や
情
報
の
収
集
力
が
あ
り
、
物
事
に
通
じ
て

い
る
こ
と
を
指
し
、
さ
ら
に
転
じ
て
見
聞
を
広

め
る
書
物
を
指
す
。
か
よ
う
に
、
人
間
の
情
報

収
集
に
お
け
る
視
覚
と
聴
覚
の
役
割
は
大
き
い
。

特
に
視
覚
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ト
の
感
覚
細
胞
の

総
数
の
八
割
を
視
細
胞
が
占
め
、
情
報
入
力
の

主
役
と
さ
れ
る
た
め
、
写
真
や
映
画
が
発
明
さ

れ
た
「
視
覚
の
一
九
世
紀
」
以
降
、
情
報
論
や

メ
デ
ィ
ア
論
の
多
く
は
、
視
覚
に
注
目
し
た
も

の
だ
っ
た
。
し
か
る
に
、
文
脈
か
ら
切
り
離
さ

れ
て
一
点
に
集
中
で
き
る
視
覚
情
報
に
比
べ
て
、

そ
の
場
と
一
体
化
し
身
体
感
覚
と
連
動
す
る
聴

覚
情
報
の
世
界
は
、
依
然
、
奥
が
深
い
。

視
覚
と
異
な
り
、
一
点
に
集
中
し
な
く
て
も

そ
の
場
に
居
れ
ば
耳
に
音
声
は
届
く
。
し
か
も

そ
の
範
囲
は
音
声
の
届
く
範
囲
に
限
ら
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
音
声
空
間
は
、
雑
音
も
含
め

て
限
定
さ
れ
た
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
り
出

す
。
無
文
字
社
会
で
は
、
そ
う
し
た
小
さ
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
さ
ま
ざ
ま
な
口
承
文
芸
が
生
ま

れ
、
次
々
と
伝
承
さ
れ
る
過
程
で
地
域
文
化
を

取
り
込
み
な
が
ら
変
容
し
て
い
く
。
感
覚
器
官

を
総
動
員
し
文
脈
か
ら
離
れ
な
い
点
で
、
無
文

字
社
会
の
村
落
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
原
点
で
あ
り
理
想
型
だ
と
考
え
た
の

は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
だ
っ
た
。

他
方
、
音
声
は
目
に
見
え
な
い
ゆ
え
に
、
目

に
見
え
な
い
超
自
然
の
世
界
と
つ
な
が
る
。

「
言こ

と

霊だ
ま

信
仰
」
が
い
う
よ
う
に
、
一
旦
空
中
に
発

せ
ら
れ
た
声
は
、
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い

自
立
し
た
魔
力
の
世
界
を
作
り
出
す
。
そ
れ
か

ら
逃
れ
る
に
は
耳
を
ふ
さ
げ
ば
よ
い
し
、
耳
に

入
っ
た
怪
し
い
話
は
忘
れ
る
に
限
る
が
、
忘
れ

ら
れ
な
い
と
き
に
は
ど
う
し
よ
う
。
そ
ん
な
心

理
の
機
微
に
乗
じ
て
う
わ
さ
話
が
生
ま
れ
伝
承

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
言
霊
が

生
ま
れ
な
い
よ
う
に
別
の
表
現
に
い
い
換
え
る

文
化
も
あ
る
。

一
旦
声
に
出
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
も
は

や
自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
る
と
い
う
感

覚
も
、
音
声
が
超
自
然
の
世
界
と
つ
な
が
っ
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。

目
に
見
え
な
い
声
は
ま
た
、
目
に
見
え
な
い

宗
教
的
存
在
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
で

も
あ
る
。
仏
典
を
唱
え
る
声

し
ょ
う

明み
ょ
う

、
鳥
の
声
を
神

の
声
と
し
て
「
聞
き
な
す
」
の
も
、
そ
の
具
体

例
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
音
声
を
表

現
し
記
録
し
伝
承
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

人
は
音
を
音
響
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
文
化
に
お
け
る
音
素
と
し
て
聞
く
わ
け
だ
か

ら
、
聞
き
方
の
文
化
は
後
天
的
に
、
そ
し
て
あ

る
権
威
に
よ
り
形
式
化
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
九
世
紀
以
降
の
蓄
音
機
や
電
話

の
発
明
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
蓄
積
メ
デ
ィ
ア
や

伝
送
メ
デ
ィ
ア
の
発
明
は
、
そ
の
場
限
り
、
そ

の
と
き
限
り
の
音
声
の
世
界
を
、
何
度
で
も
再

生
可
能
で
伝
送
可
能
な
も
の
に
変
え
た
。
音
声

に
よ
る
伝
承
の
か
た
ち
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
変

わ
っ
て
い
く
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
れ
で
も
な

お
変
わ
ら
な
い
頑
固
さ
を
も
っ
て
い
る
か
も
知

れ
な
い
。

こ
う
し
た
聞
こ
え
て
く
る
音
声
の
世
界
の
広

が
り
に
、
あ
ら
た
め
て
耳
を
澄
ま
せ
て
み
よ
う
。
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夜
更
け
の
図
書
室
で

閉
館
後
の
書
庫
に
入
っ
た
。
も
う
誰
も
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、

そ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
る
場
所
を
行
き
て
は
戻
る
ス
リ
ッ
パ
の
音
。

耳
を
澄
ま
せ
ば
、
ペ
ー
ジ
を
繰
る
よ
う
な
乾
い
た
音
も
、
か
す
か
に
だ
が

聞
え
る
気
が
し
た
。

民
博
で
、
調
べ
モ
ノ
を
始
め
よ
う
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
た
い
て
い
夜

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
夜
、
わ
た
し
が
見
た
か
っ
た
の
は
、
幽
霊
で
は
な

く
て
、
柳
田
國
男
の
「
広
島
へ
煙た

ば
こ草

買
ひ
に
」
と
題
す
る
一
文
だ
っ
た
。

以
下
、
柳
田
が
『
民
間
伝
承
』
第
二
巻
七
号
に
寄
せ
た
記
事
か
ら
若
干
の

事
例
を
引
く
。

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ユ
ク
と
い
う
言
葉
を
、
壱
岐
で
は
死
ぬ
の
隠
語
に
代
用
し

て
居
る
（
略
）
廣
島
へ
煙
草
買
ひ
に
行
く
と
い
ふ
の
は
、
伊
予
の
内
海
側

で
は
死
ぬ
と
い
ふ
代
り
に
、
折
々
使
は
れ
る
気
の
利
い
た
忌
詞
に
な
っ
て

居
る
（
略
）
或
は
そ
れ
を
又
大
阪
へ
綿
買
ひ
に
と
謂い

う
」

耳
に
つ
い
て
離
れ
な
い

一
九
八
五
年
に
岡
山
で
開
催
さ
れ
た
日
本
民
俗
学
会
年
会
の
公
開
講
演

で
千ち

ば葉
徳と

く
じ爾

が
「
ヒ
ロ
シ
マ
に
行
く
話
―
ム
ラ
び
と
の
広
域
志
向
性
―
」

と
題
し
、
こ
の
柳
田
の
一
文
も
披
露
し
た
。
意
外
に
注
目
さ
れ
な
か
っ
た

よ
う
だ
が
、
わ
た
し
に
は
、
何
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
タ
イ
ト
ル
の

語
韻
が
耳
に
つ
い
て
い
て
離
れ
な
い
。
タ
バ
コ
も
綿
も
、
庶
民
層
に
普
及

す
る
の
は
近
世
以
降
。
し
か
し
、
柳
田
は
「
煙
草
と
い
ふ
の
が
近
世
式
に

聞
え
る
が
、
私
は
な
ほ
古
い
幽か

す

か
な
聯れ

ん
そ
う想

が
、
暗
々
裏
に
こ
の
文
句
の
流

布
を
支
持
し
て
居
る
や
う
に
感
ず
る
」
と
、
彼
一
流
の
直
観
を
披ひ

れ
き瀝

し
て

い
る
。
そ
の
後
、
タ
バ
コ
や
綿
で
は
な
く
「
米
を
買
い
に
」
と
か
、
新
潟

県
で
は
「
長
岡
へ
盥

 た
ら
い

買
い
に
や
る
」。
愛
媛
県
で
は
「
別
府
の
湯
に
行
く
」

な
ど
と
、
い
く
つ
か
の
忌
こ
と
ば
が
採
録
さ
れ
て
き
た
。

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
い
う
表
現
は
、
神
域
で
あ
る
宮
島
で
の
埋
葬
を

忌
み
、
対
岸
に
墓
地
を
設
け
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
、

気
に
な
る
の
が
宮
島
産
杓し

ゃ
く
し子

材
料
の
出
所
。
日
本
三
景
の
国
立
公
園
で
、

世
界
文
化
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
た
宮
島
で
は
、
昭
和
三
〇
年
以
来
、
神
木

の
伐
採
は
一
切
ご
法
度
な
の
だ
。
だ
か
ら
、そ
の「
宮
島
に
ヘ
ラ
木
を
遣
る
」

こ
と
は
、
蘇

よ
み
が
えり

（
黄
泉
が
え
り
）
に
な
る
の
か
な
？

「
広
島
へ
タ
バ
コ
買
い
に･･････

」

近こ
ん
ど
う藤 

雅ま

さ

き樹
　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

レ
コ
ー
ド
と
「
純
正
な
日
本
語
」

バ
ス
ガ
イ
ド
の
語
る
《
別
府
温
泉
地
獄
め
ぐ
り
》
は
何
を
も
た
ら
し
た
の
か 

渡わ
た
な
べ辺 

裕ひ
ろ
し

　
東
京
大
学
大
学
院
教
授

山
ほ
ど
出
て
く
る

戦
前
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
を
調
べ
て
い
る
と
い
ろ
い

ろ
驚
か
さ
れ
る
。
バ
ス
ガ
イ
ド
の
語
り
を
お
さ
め
た

レ
コ
ー
ド
が
山
ほ
ど
出
て
く
る
こ
と
も
そ
の
ひ
と
つ

だ
。
特
に
、バ
ス
ガ
イ
ド
の
元
祖
と
も
い
わ
れ
る
《
別

府
温
泉
地
獄
め
ぐ
り
》
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
ビ
ク

タ
ー
、
ポ
リ
ド
ー
ル
な
ど
数
社
競
作
で
出
て
い
る
。

単
な
る
土
産
品
で
は
な
く
、
普
通
の
レ
コ
ー
ド
と
し

て
全
国
発
売
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
だ
が
、
別
府
に

行
っ
た
こ
と
も
な
い
人
は
、
こ
の
レ
コ
ー
ド
を
買
っ

て
い
っ
た
い
何
を
聴
い
た
の
だ
ろ
う
。

レ
コ
ー
ド
と
い
う
と
、
音
楽
を
忠
実
に
記
録
、
再

現
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
思
っ
て

し
ま
い
が
ち
だ
が
、
最
近
の
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
は
、

そ
れ
が
後
づ
け
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
り
、
実
際
に
は

も
っ
と
多
様
な
展
開
を
示
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。

熱
い
期
待

特
に
興
味
深
い
の
は
初
期
の
レ
コ
ー
ド
で
、
方
言

の
矯
正
や
正
し
い
発
音
の
習
得
の
た
め
の
規
範
を
提

供
す
る
機
能
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
レ
コ
ー
ド
の
溝

は
そ
も
そ
も
、
振
動
波
形
を
そ
の
ま
ま
刻
み
込
む
も

の
だ
っ
た
か
ら
、
自
分
の
発
音
を
録
音
し
、
そ
の
波

形
を
模
範
的
な
発
音
の
レ
コ
ー
ド
に
近
づ
け
て
ゆ
け

ば
正
し
い
発
音
が
習
得
で
き
る
と
い
う
理
屈
に
な
る
。

実
際
、
こ
の
技
術
の
初
期
の
段
階
で
は
、
音
を
再
現

せ
ず
、
波
形
を
記
録
す
る
だ
け
の
装
置
す
ら
あ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
は
、
進
化
論
の
隆
盛
な
ど
と
も
呼
応
し
つ

つ
、
普
遍
的
か
つ
合
理
的
な
言
語
や
文
化
を
求
め
る

時
代
の
空
気
と
、
そ
の
た
め
の
恰か
っ
こ
う好

の
メ
デ
ィ
ア
と

し
て
の
レ
コ
ー
ド
に
注
が
れ
て
い
た
熱
い
期
待
の
一

端
が
窺う
か
がえ
よ
う
。名

調
子
が
も
た
ら
す

バ
ス
ガ
イ
ド
の
レ
コ
ー
ド
の
話
と
ど
う
か
か
わ
る

の
か
、
訝い
ぶ
か

る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、「
地
獄
め
ぐ
り
」

の
語
り
も
「
正
し
い
日
本
語
」
の
お
手
本
と
い
う
側

面
を
も
っ
て
い
た
。「
地
獄
め
ぐ
り
」
バ
ス
を
運
行
し

て
い
た
亀
の
井
バ
ス
が
作
っ
た
冊
子
に
は
、
ガ
イ
ド

の
語
り
の
全
文
と
と
も
に
、
乗
車
し
た
客
が
帰
宅
後

に
寄
せ
た
お
礼
や
感
想
な
ど
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
、
ガ
イ
ド
の
語
り
が
夢
の
よ
う
な
時
間

を
提
供
し
て
く
れ
た
、
と
い
っ
た
感
想
に
混
じ
っ
て
、

「
酔よ

は
さ
れ
た
純
正
な
言
葉
」
と
い
う
教
育
関
係
者

の
投
書
が
載
っ
て
い
る
。
ガ
イ
ド
の
日
本
語
は
「
眼

を
閉
ぢ
て
聞
く
と
、
名
文
を
最
も
相ふ
さ
わ應
し
い
ス
タ
イ

ル
で
読
む
で
ゐ
る
や
う
」
な
純
正
な
標
準
語
で
あ
り
、

フランスの言語学者ジャン＝ピエール・ルースロ
（1846 −1924）が１８９５年に考案した音声記録装置
Leonard De Vries, Victorian Inventions, London: John 
Murray Publishers, 1992, p.181

「
此
の
社
會
に
ま
で
、
國
語
の
統
一
運
動
が
行
届
い

て
ゐ
る
の
は
、
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
」
と
結

ば
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
冊
子
に
収
録
さ
れ
て

い
る
ガ
イ
ド
の
語
り
の
テ
ク
ス
ト
を
み
る
と
、
当
初

は
普
通
の
散
文
だ
っ
た
も
の
が
、
後
に
七
五
調
に
統

一
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
わ
か
り
、
興
味
深
い
。
そ
う

い
う
見
方
を
す
れ
ば
、
レ
コ
ー
ド
は
、
こ
の
ガ
イ
ド

の
名
調
子
の
も
た
ら
す
感
動
体
験
を
と
お
し
て
、
近

代
的
国
民
に
相
応
し
い
「
純
正
な
」
日
本
語
を
普
及

さ
せ
る
た
め
の
恰
好
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
も
な
ろ
う
。

そ
の
後
の
レ
コ
ー
ド
は
音
楽
の
大
量
消
費
の
た
め

の
メ
デ
ィ
ア
に
特
化
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
日
本
の
近
代

化
過
程
に
お
い
て
、
レ
コ
ー
ド
が
国
民
の
標
準
化
や

文
化
の
合
理
化
に
果
た
し
た
役
割
を
軽
視
し
て
は
な

ら
な
い
。
音
楽
消
費
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た
今
も
残

る
そ
の
よ
う
な
「
遺
伝
子
」
を
注
意
深
く
探
し
出
し
、

そ
の
系
譜
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の

文
化
の
別
の
一
面
を
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

別府温泉地獄めぐりのパンフレットいろいろ

ガイドの語りをおさめたレコードのレーベル

ポリドール ビクターテイチク

乗客のために亀の井バスが制作した
地獄めぐりの小冊子
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少
し
も
違
え
ず
に

そ
の
む
か
し
、
中
国
人
は
イ
ン
ド
声
し
ょ
う
み
ょ
う
明
の
受
容
に

あ
た
り
、
梵ぼ
ん
ご語

歌
詞
を
自
国
語
に
訳
し
、
旋
律
も
自

国
の
曲
調
に
よ
っ
て
作
り
直
し
た
。
し
か
し
日
本
人

は
そ
の
中
国
声
明
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
。
そ
し
て

僧
侶
た
ち
は
「
全
身
ヲ
直
居
シ
両
手
ヲ
外
縛
シ
テ
師

ノ
面
貌
ヲ
見
守
リ
両
耳
ヲ
正
フ
シ
テ
心
ヲ
臍
輪
ニ
収

メ
テ
之
ヲ
聴
ク
」
と
の
よ
う
に
、
師
匠
が
唱
え
る
声

明
を
少
し
も
違
え
ず
に
聴
取
・
継
承
す
べ
き
も
の
と

し
て
、
次
代
に
伝
え
て
い
っ
た
。

声
明
の
旋
律
は
基
本
的
に
は
漢
字
音
の
抑
揚
つ

ま
り
「
四し
せ
い声
」
に
準
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
《
云う
ん

何が

唄ば
い

》
の
冒
頭
（
写
真
）
で
は
、「
云
何
」
は
「
上
じ
ょ
う
し
ょ
う

声
」

だ
が
、「
得
」
は
「
入に
っ
し
ょ
う声
」
な
の
で
下
行
す
る
旋
律

と
な
る
。
こ
の
原
則
に
立
ち
つ
つ
歌
詞
の
各
フ
レ
ー

ズ
が
音
楽
的
に
整
え
ら
れ
る
。
ま
た
声
明
で
は
旋
律

の
骨
組
み
の
音
、
す
な
わ
ち
宮き
ゅ
う・
商し
ょ
う・
角か
く

・
徴ち

・
羽う

の
五
音
が
固
有
の
動
き
を
も
つ
と
さ
れ
、
た
と
え
ば

最
重
要
音
の
宮
は
「
麗
シ
ク
ユ
ル
ベ
シ
」、
次
に
重

要
な
徴
は
「
ユ
ル
ベ
シ
」
な
ど
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、《
云
何
唄
》
の
宮
と
徴
（
／
と
＼
で
示
さ
れ
る
）

の
博は
か
せ士
（
音
符
の
こ
と
）
の
大
半
に
は
「
ユ
リ
」
と

い
う
装
飾
音
が
付
さ
れ
て
い
る
。

使
い
わ
け
る

声
明
は
師し
し
そ
う
し
ょ
う

資
相
承
の
鉄
則
の
も
と
に
変
わ
ら
ず

さ
さ
い
な
こ
と
だ
か
ら
こ
そ

わ
た
し
の
友
人
の
ひ
と
り
は
、
オ
イ
ラ
ー
ト
・
モ

ン
ゴ
ル
の
一
派
ト
ル
グ
ー
ト
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を

い
か
し
て
、
自
分
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
中
国
内
蒙
古

自
治
区
ア
ラ
シ
ャ
盟
と
、
同
じ
く
ト
ル
グ
ー
ト
が
す

む
モ
ン
ゴ
ル
国
ア
ル
タ
イ
山
麓
と
の
両
方
で
、
口
承

文
芸
の
調
査
を
し
て
い
る
。

口
承
文
芸
の
な
か
に
は
、
神
話
や
伝
説
、
昔
話

な
ど
、
か
た
ち
の
さ
だ
ま
っ
た
物
語
の
ほ
か
に
多
様

な
内
容
を
ふ
く
み
う
る
。
何
し
ろ
、
日
本
で
も
少
し

前
ま
で
「
昔
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
乞
う
と
、

若
い
こ
ろ
の
こ
と
が
話
さ
れ
た
、
と
い
う
か
ら
、
ラ

イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
ふ
く
め
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
口
承
で

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
否
む
し
ろ
、
さ
さ
い
な
こ
と
だ

か
ら
こ
そ
、
わ
ざ
わ
ざ
文
字
に
す
る
こ
と
な
く
、
口

承
で
の
み
伝
え
ら
れ
る
、
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。

口
に
し
て
は
い
け
な
い

さ
て
、
彼
女
が
聞
い
て
集
め
た
た
く
さ
ん
の
話
の

に
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
は
ず
な
の
だ
が
、
そ

の
旋
律
は
多
様
に
分
化
発
展
し
て
き
た
。《
云
何

唄
》
の
「
ユ
リ
」
の
場
合
、
真
し
ん
ご
ん
し
ゅ
う

言
宗
豊ぶ
ざ
ん
は

山
派
で
は

「
片か
た
ゆ由
」「
由ゆ
り
そ
り反
」「
大お
お
ゆ由
」
な
ど
数
種
の
「
ユ
リ
」

を
使
い
わ
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
博
士
は
単
純
で
も

実
際
は
複
雑
で
長
い
旋
律
を
も
つ
こ
と
が
多
い
。《
云

何
唄
》
の
第
五
字
「
壽
」
は
三
種
十
個
の
博
士
で
作

ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
旋
律
を
五
線
譜
で
示
す
と
、

一
〇
〇
以
上
の
音
符
が
連
な
る
こ
と
に
な
る
。

遙
か
な
る
弁
明

日
本
の
声
明
を
育
ん
だ
仏
教
寺
院
の
木
造
空
間
は

西
洋
の
石
造
り
の
教
会
に
比
べ
、
残
響
が
少
な
く
開

放
的
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
自
ら
の
声
を
よ
く
聴
く

こ
と
が
で
き
、
旋
律
線
の
微
妙
な
変
化
を
生
み
出
す

こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
と
り
わ
け
声
明
の
独
唱
部

分
で
は
聴
衆
に
は
聴
き
取
れ
な
い
よ
う
な
表
現
、
あ

な
か
に
、
ア
ル
タ
イ
山
中
で
霊
的
存
在
に
出
会
っ
た

と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
あ
る
人
は
、
山
の
主

に
出
会
っ
た
こ
と
を
人
に
話
し
て
は
い
け
な
い
、
話

す
と
首
が
と
ぶ
、
と
語
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
人
は
、

土
地
の
神
に
出
会
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
、
家

族
に
も
い
え
ず
、二
〇
年
間
だ
ま
っ
て
い
た
、と
語
っ

た
。
ま
た
、
別
の
人
は
、
不
思
議
な
も
の
に
出
会
い
、

こ
わ
く
て
逃
げ
、
あ
る
家
に
た
ど
り
着
き
、
逃
げ
て

き
た
理
由
を
話
す
と
、
そ
れ
を
聞
い
た
老
夫
婦
は
、

山
の
主
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
大
喜
び
し
て
、
乳

を
振
り
ま
い
て
祈
り
を
さ
さ
げ
た
、
と
語
っ
た
。

有
難
き
幸
せ

山
の
主
に
出
会
う
こ
と
は
吉
兆
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
経
験
を
口
に
し
て
は
い
け
な
い
。
伝
達
が
禁
じ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
吉
兆
は
維
持
さ
れ
る
。
し
か

し
、
も
し
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
語
る
な
ら
ば
、
吉
兆

は
、
当
事
者
を
越
え
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
め
っ
た
に

も
れ
で
な
い
こ
と
が
偶
然
に
表
出
す
る
。
ま
さ
に「
有

難
き
」
幸
せ
で
あ
る
。
物
語
の
あ
り
が
た
さ
の
核
心

に
触
れ
る
よ
う
な
思
い
が
す
る
。

い
っ
ぽ
う
、
も
は
や
狩
の
獲
物
な
ど
す
っ
か
り
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ア
ラ
シ
ャ
盟
で
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
物
語
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
六
頭
の
ガ
ゼ
ル
を
す

べ
て
撃
っ
た
狩
人
が
、
土
地
の
主
に
出
会
い
、「
こ
れ

ら
は
わ
た
し
の
家
畜
だ
。
あ
な
た
の
家
畜
は
十
分
に

あ
る
は
ず
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
乱
獲
し
な
い
よ
う

に
」
と
い
わ
れ
た
。
そ
こ
で
反
省
し
て
、
狩
猟
を
や

め
る
と
家
畜
が
増
え
て
裕
福
に
な
っ
た
、
と
。

素
朴
な
話
が
、伝
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
教
訓
に
な
っ

た
と
き
、
あ
り
が
た
み
の
ほ
と
ん
ど
は
消
失
し
て
し
ま
う
。

秘
密
に
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
こ
そ
「
耳
よ
り
」
ど
き
、
と
い

う
も
の
で
し
ょ
う
ね
。

声
明
の
伝
承
と
変
容

澤さ

わ

だ田 

篤あ

つ

こ子
　
洗
足
学
園
音
楽
大
学
教
授

五音博士（本来の博士）と仮譜 
（実際に唱える旋律を記述した譜）
《云何唄》冒頭
『南山進流聲明類聚附伽陀』松本日進堂　
昭和５年刊（画像は昭和 46 年 9 版）より

も
し
、
神
さ
ま
と
出
会
っ
た
ら

小こ

な

が

や

長
谷 

有ゆ

き紀
　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

る
い
は
通
常
の
発
声
と
は
異
な
る
音
色
に
よ
る
表
現

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
声
の
表
現
の
可
能
性
が
追
求
さ
れ

て
き
た
。
ま
た
斉せ
い
し
ょ
う唱の

場
合
は
原
則
と
し
て
同
じ
音

高
で
唱
え
る
が
、
そ
の
つ
も
り
で
唱
え
て
い
て
も
僧

侶
の
声
域
の
問
題
な
の
か
四
度
や
五
度
な
ど
の
音
程

差
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
敢あ

え
て
他
者
と
異
な
る

ピ
ッ
チ
で
唱
え
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は

結
果
的
に
倍
音
効
果
に
よ
る
深
い
響
き
を
醸
し
出
す

こ
と
に
な
る
。

変
え
て
は
い
け
な
い
声
明
の
旋
律
が
豊
か
に
変

わ
っ
て
き
た
背
景
に
は
仏
教
に
い
う
「
体
相
用
」
の

考
え
方
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
さ
ま
ざ
ま
な

声
明
か
ら
、
博
士
に
象
徴
さ
れ
る
声
明
の
本
質
（
体
）

は
変
え
て
い
な
い
が
、そ
の
博
士
が
内
在
す
る
特
性（
相
）

を
聴
き
取
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
旋
律
と
し
て
具
現
（
用
）

し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
僧
侶
た
ち
の
遙は
る

か
な
る
弁

明
が
わ
た
し
に
は
聞
こ
え
て
く
る
。

祖先神となったチンギス・ハーンに願いを
とどける儀式
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機
械
を
と
お
し
て

電
子
機
器
の
発
達
に
よ
っ
て
音
声
伝
達
を
め
ぐ
る

状
況
が
激
変
し
た
今
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
前
に
座
っ

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
れ
ば
コ
ー
ラ
ン
（
ク

ル
ア
ー
ン
）
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ソ
コ
ン
が

な
く
と
も
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
に
は
コ
ー
ラ
ン
朗
ろ
う
し
ょ
う誦

を
流
す
専
門
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
あ
る
し
、
コ
ー
ラ
ン

の
朗
誦
を
録
音
し
た
カ
セ
ッ
ト
や
Ｃ
Ｄ
が
大
量
に
で

ま
わ
っ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
町
か
ど
を
歩

け
ば
あ
ち
こ
ち
の
店
先
か
ら
ラ
ジ
オ
や
カ
セ
ッ
ト
を

と
お
し
て
コ
ー
ラ
ン
の
朗
誦
が
響
い
て
く
る
し
、
行

き
か
う
人
の
携
帯
電
話
か
ら
も
ア
ザ
ー
ン
（
礼
拝
を

呼
び
か
け
る
声
）
や
コ
ー
ラ
ン
の
章
句
が
聞
こ
え
て

く
る
。
こ
れ
を
着
信
音
に
し
て
い
る
人
が
い
る
か
ら

だ
。

肉
声
で
つ
た
え
る

だ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
勃ぼ
っ
こ
う興

以
後
つ
い
最
近
ま
で
、
世

界
中
の
ム
ス
リ
ム
は
モ
ス
ク
か
ら
響
い
て
く
る
ア

ザ
ー
ン
に
よ
っ
て
一
日
を
刻
み
、
肉
声
で
伝
え
ら
れ

る
コ
ー
ラ
ン
に
み
ち
び
か
れ
て
日
々
を
す
ご
し
て
き

た
。
も
ち
ろ
ん
文
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
本
の
形
に

な
っ
た
コ
ー
ラ
ン
も
あ
る
が
、
本
来
、
コ
ー
ラ
ン
と

は
声
に
出
し
て
読
ま
れ
伝
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ

り
、
初
期
の
こ
ろ
は
、
文
字
に
よ
る
記
録
は
音
声
に

よ
る
口
承
を
補
う
た
め
の
備
忘
録
の
よ
う
な
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

生
存
を
支
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

ボ
ル
ネ
オ
島
内
陸
部
で
お
も
に
狩
猟
採
集
活
動
を

し
て
き
た
プ
ナ
ン
の
人
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
鳥
の

鳴
き
声
を
神
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
と
ら
え
て

き
た
。
鳥
の
鳴
き
声
の
音
声
パ
タ
ン
に
プ
ナ
ン
語
を

あ
て
て
「
聞
き
な
す
」
の
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
獲

物
や
果
実
の
存
在
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ム
ジ

サ
イ
チ
ョ
ウ
や
キ
ュ
ウ
カ
ン
チ
ョ
ウ
、
ク
ロ
カ
ケ
ス

は
猪
を
獲
り
に
い
く
よ
う
促
し
、
オ
ジ
ロ
ウ
チ
ワ
キ

ジ
や
セ
イ
ラ
ン
な
ど
は
果
実
の
存
在
や
熟
成
を
教
え

て
く
れ
る
。
そ
の
一
方
、
サ
イ
チ
ョ
ウ
や
ム
ジ
サ
イ

チ
ョ
ウ
、
ズ
グ
ロ
サ
イ
チ
ョ
ウ
は
死
や
負
傷
の
危
険

を
警
告
し
た
り
も
す
る
。
彼
ら
の
生
存
を
支
え
る
食

物
の
確
保
に
か
か
わ
る
神
の
声
は
き
わ
め
て
重
要
で

あ
っ
た
。

都
合
の
い
い
よ
う
に

だ
が
、
当
然
な
が
ら
こ
う
し
た
神
の
声
は
、
異

な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
も
の
が
同
時
に
重
な
っ
て
、
あ

る
い
は
連
続
的
に
聞
こ
え
て
き
た
り
す
る
こ
と
も
多

い
。
す
べ
て
の
声
を
真
に
受
け
て
い
て
は
、
日
常
生

活
が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
じ
つ
の
と
こ

ろ
、
プ
ナ
ン
の
人
た
ち
は
聞
こ
え
て
き
た
声
を
、
状

況
に
応
じ
て
都
合
の
い
い
よ
う
に
選
択
し
て
何
ら
か

の
行
動
を
お
こ
す
の
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
こ

の
選
択
の
決
定
権
を
握
る
の
が
シ
ャ
ー
マ
ン
の
よ
う

な
有
力
者
だ
と
い
う
こ

と
に
も
な
る
。
定
式
化

さ
れ
慣
習
化
さ
れ
た
聞

き
な
し
だ
が
、
同
時
に

そ
れ
は
何
ら
か
の
企た
く
らみ

を
も
っ
て
操
作
可
能
で

も
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
鳥
の
鳴
き

声
と
そ
れ
に
あ
て
ら
れ
る

プ
ナ
ン
語
と
の
結
び
つ
き

は
、
な
ん
ら
必
然
的
な
も

の
で
は
な
い
。
特
定
の
鳴

き
声
の
パ
タ
ン
の
旋
律
輪

郭
に
対
し
て
、
高
い
音
に

は
狭
い
母
音
が
、
低
い
音
に
は
広
い
母
音
が
あ
て
ら
れ

る
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
少
な

く
な
い
。
ま
た
、
長
い
音
に
は
単
語
の
最
後
の
音
節
が

あ
て
ら
れ
る
と
い
う
、
彼
ら
の
即
興
的
な
歌
の
制
作
原

理
と
共
通
す
る
規
則
は
か
な
り
明
確
に
あ
る
が
、
こ
れ

な
ど
は
鳴
き
声
の
音
響
特
性
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、

文
化
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

歌
と
し
て
返
す

鳥
の
鳴
き
声
は
、
神
か
ら
の
プ
ナ
ン
語
と
し
て
聞

き
な
さ
れ
る
時
点
で
、
そ
の
プ
ナ
ン
語
音
声
を
成
り

立
た
せ
る
身
体
運
動
を
暗
黙
の
う
ち
に
想
起
さ
せ

る
。
聞
き
な
さ
れ
る
こ
と
で
た
ん
な
る
鳴
き
声
以
上

に
個
々
人
の
身
体
に
浸
透
し
、
伝
達
と
参
加
の
感
覚

を
生
み
出
す
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
空

間
的
な
視
覚
が
距
離
を
前
提
と
し
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
生
み
出
す
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
し
て
プ
ナ

ン
の
人
た
ち
は
、
神
の
お
か
げ
で
腹
が
満
た
さ
れ
た

と
き
、
聞
き
な
し
と
同
じ
規
則
を
意
識
し
な
が
ら
即

興
的
に
歌
う
。
体
に
浸
透
し
た
神
の
声
は
歌
と
し
て

神
に
返
さ
れ
る
。
プ
ナ
ン
語
と
い
う
精
緻
な
文
化
シ

ス
テ
ム
を
と
お
し
て
、
彼
ら
は
神
と
、
あ
る
い
は
自

分
た
ち
を
取
り
巻
く
世
界
と
、
密
接
な
関
係
を
身
体

レ
ベ
ル
で
と
り
結
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

コ
ー
ラ
ン
は
正
則
ア
ラ
ビ
ア
語
の
押
韻
文
で
書
か

れ
て
お
り
、
正
し
く
発
音
す
る
た
め
の
複
雑
な
規
則

「
タ
ジ
ュ
ウ
ィ
ー
ド
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
れ
に
旋
律
を
つ
け
た
「
テ
ィ
ラ
ー
ワ
」
に
は
七
つ

の
流
派
が
あ
る
。
コ
ー
ラ
ン
の
読
誦
術
は
師
か
ら
弟

子
へ
と
口
頭
で
伝
え
ら
れ
、
彼
ら
は
文
字
ど
お
り
自

分
の
体
を
使
っ
て
コ
ー
ラ
ン
を
再
生
し
て
き
た
。コ
ー

ラ
ン
だ
け
で
は
な
い
。
ハ
デ
ィ
ー
ス
（
預
言
者
の
言

行
録
）
に
し
て
も
師
か
ら
弟
子
へ
と
口
頭
で
伝
え
ら

れ
た
し
、
学
問
に
お
い
て
も
個
人
で
本
の
内
容
を
暗

記
す
る
の
で
は
な
く
、
師
を
訪
ね
て
直
接
教
え
を
受

け
る
の
が
正
し
い
学
問
の
あ
り
方
と
さ
れ
て
い
た
。

耳
に
届
く
の
は

技
術
や
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
す
る
と
、
肉
声
が
届

く
範
囲
を
こ
え
て
コ
ー
ラ
ン
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
は
じ
め
て
電
話
線
が
引
か
れ
た
こ
ろ
に
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
問
答
が
電
話
の
音
声
に
よ
っ
て
ど

こ
ま
で
正
確
に
伝
え
ら
れ
る
の
か
を
め
ぐ
る
議
論
が

あ
っ
た
と
聞
く
。
機
械
を
と
お
し
た
声
は
、
肉
声
と

同
じ
だ
け
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
人
間
の
感
覚
に
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

朗
誦
の
カ
セ
ッ
ト
や
Ｃ
Ｄ
が
出
ま
わ
り
、
携
帯
か
ら

コ
ー
ラ
ン
の
章
句
が
流
れ
て
く
る
現
在
で
も
、
イ
ス
ラ
ー

ム
圏
の
国
々
に
は
朗
誦
家
を
養
成
す
る
た
め
の
機
関
が

置
か
れ
て
い
る
。
現
代
世
界
に
あ
っ
て
も
コ
ー
ラ
ン
は
生

身
の
体
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。

鳥
の
声
は
神
の
声
―
ボ
ル
ネ
オ
島
プ
ナ
ン
の
「
聞
き
な
し
」
か
ら

卜し

め

だ田 

隆た

か

し嗣
　
大
阪
教
育
大
学
准
教
授

コ
ー
ラ
ン
の
伝
承
と
メ
デ
ィ
ア
の
変
化

西に

し

お尾 

哲て

つ

お夫
　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

コーラン写本　ペルシア語逐語訳および
アラビア語の注釈つき

（図書資料番号　C942369811　中西コレクション）

町かどで子どもたちにコーランの伝承をする。トルコ（撮影・大村次郷）

コーラン写本　１８～１９世紀　北アフリカ
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社
会
」
と
は
何
か
、
人
類
学
（
者
）
は
「
市
民
社

会
」
的
な
現
象
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ア
プ
ロ
ー

チ
す
べ
き
か
、
そ
し
て
、「
市
民
社
会
」
へ
の
人

類
学
者
の
実
践
的
な
か
か
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
熱

心
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

先
端
的
テ
ー
マ
に
挑
戦
す
る
場
と
し
て

文
化
人
類
学
の
分
野
で
は
時
代
の
先
端
を
い
く

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
議
論

が
未
熟
な
部
分
も
感
じ
ら
れ
た
が
、
受
講
者
た
ち

は
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
難
し
い
テ
ー
マ
に
果
敢
に
挑

戦
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
市
民
社
会
が
こ
れ
か

ら
ま
す
ま
す
活
発
化
し
て
い
く
な
か
、
今
回
の
セ

ミ
ナ
ー
を
契
機
に
あ
ら
た
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
し
て
今
後
も
議
論
を
深
め
て
い
く
必
要
性
を
感

じ
た
。
本
セ
ミ
ナ
ー
が
若
手
研
究
者
に
と
っ
て
今

後
の
研
究
に
生
か
し
て
い
く
た
め
の
議
論
の
場
と

な
る
こ
と
を
願
い
、
今
年
も
引
き
続
き
実
施
す
る

予
定
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
一
一
月
二
四
日
か
ら
二
六
日
の
三
日

間
、
み
ん
ぱ
く
若
手
研
究
者
奨
励
セ
ミ
ナ
ー
が
実

施
さ
れ
た
。
二
回
目
と
な
る
今
回
の
テ
ー
マ
は

「
国
境
を
越
え
る
市
民
社
会
と
人
類
学
」
で
あ
っ
た
。

市
民
社
会
に
よ
る
あ
ら
た
な「
つ
な
が
り
」

こ
ん
に
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
、
日
々
の
暮
ら
し

の
な
か
で
、
あ
る
い
は
毎
日
の
ニ
ュ
ー
ス
の
な
か

で
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
代
表
さ
れ
る
市
民
社
会

の
存
在
を
見
聞
き
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
キ
ャ
ッ
プ
を
集
め
る
こ
と

で
、
あ
る
い
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
コ
ー
ヒ
ー
を

買
う
こ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
世
界
の
人
び
と

と
の
「
つ
な
が
り
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
そ
う
し
た
「
つ
な
が
り
」
は
、
国
家
や
企

業
に
よ
っ
て
仕
掛
け
ら
れ
た
「
つ
な
が
り
」
と
は

異
な
り
、
市
民
社
会
の
進
展
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
あ
ら
た
な
「
つ
な
が
り
」
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
日
本
に
暮
ら
す
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
市

民
社
会
は
も
は
や
当
た
り
前
の
存
在
と
な
り
つ
つ

あ
る
が
、
日
本
に
限
ら
ず
世
界
各
地
で
も
少
な
か

ら
ず
同
じ
よ
う
な
現
象
が
起
き
て
い
る
。
例
え
ば
、

東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
あ
る
村
に
、
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ

が
や
っ
て
き
て
、
井
戸
を
掘
っ
た
り
、
学
校
を
建

て
た
り
、
古
着
を
提
供
し
た
り
し
て
く
れ
る
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

市
民
社
会
へ
の
人
類
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
市

民
運
動
、
さ
ら
に
は
宗
教
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
で

構
成
さ
れ
る
市
民
社
会
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、

東
西
冷
戦
終
結
後
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
と
と
も

に
国
境
を
越
え
、
地
球
規
模
で
展
開
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
二
一
世
紀
に
入

る
と
、
市
民
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
は
さ
ら

に
広
が
り
を
み
せ
、
文
化
人
類
学
や
民
族
学
が
研

究
対
象
と
す
る
周
辺
地
域
に
ま
で
そ
の
影
響
が
お

よ
ん
で
き
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
ん
に
ち
の
人

類
学
者
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
傍
ら
で
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
宗

教
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
活
動
を
お

こ
な
っ
て
い
る
状
況
を
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
あ
ら
た
な
現
象
を
人
類

学
（
者
）
は
見
過
ご
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
う
し

た
現
象
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
な
の
か
に

つ
い
て
は
い
ま
だ
試
行
錯
誤
の
段
階
に
あ
る
。
本

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
国
境
を
越
え
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に

展
開
す
る
市
民
社
会
に
対
し
て
、
人
類
学
が
可
能

な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

緊
張
感
た
だ
よ
う
セ
ミ
ナ
ー

本
セ
ミ
ナ
ー
は
文
化
人
類
学
お
よ
び
関
連
分
野

の
大
学
院
生
や
Ｐ
Ｄ
（
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
）
の
若

手
研
究
者
を
対
象
に
広
く
受
講
生
を
募
り
、
書

類
審
査
を
お
こ
な
っ
た
う
え
で
、
受
講
生
を
決
定

し
て
い
る
。
本
セ
ミ
ナ
ー
の
特
徴
は
、
受
講
生
に

テ
ー
マ
に
関
連
し
た
発
表
を
お
こ
な
っ
て
も
ら
い
、

そ
の
な
か
か
ら
優
秀
発
表
者
を
選
ん
で
表
彰
す
る

と
い
う
制
度
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
表
彰

制
度
に
は
賛
否
両
論
あ
る
が
、
セ
ミ
ナ
ー
の
雰
囲

気
を
引
き
締
め
る
う
え
で
は
効
果
的
で
あ
ろ
う
。

表
彰
制
度
は
受
講
者
た
ち
が
切せ

つ
さ磋
琢た

く

磨ま

し
、
発
表

の
内
容
や
方
法
を
工
夫
し
、
討
論
に
も
積
極
的
に

参
加
す
る
仕
掛
け
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
う
。

セ
ミ
ナ
ー
は
、
宇
田
川
妙
子
准
教
授
に
よ
っ
て

「
イ
タ
リ
ア
の
『
第
三
セ
ク
タ
ー
』
現
象

―
『
市

民
社
会
』
の
人
類
学
的
考
察
の
試
み
」、
筆
者
に

よ
っ
て
「
先
住
民
運
動
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ

―

オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
」

と
題
し
た
教
員
講
演
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
、

一
五
名
の
受
講
者
に
よ
る
発
表
（
も
ち
時
間
四
五

分
）
が
三
日
間
に
わ
た
っ
て
続
い
た
。
研
究
の
対

象
と
し
て
い
る
地
域
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
個
々
の

発
表
テ
ー
マ
も
「
市
民
社
会
」
を
正
面
か
ら
論
じ

た
も
の
か
ら
、
音
楽
や
歴
史
の
問
題
に
絡
め
て
論

じ
た
も
の
ま
で
、
ま
さ
に
多
種
多
彩
で
あ
っ
た
。

今
回
、「
み
ん
ぱ
く
若
手
セ
ミ
ナ
ー
賞
」
を
受
賞

し
た
二
名
の
発
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
北
欧
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
に
お
け
る
福
祉
の
問
題
を
批
判
的
に
論
じ

た
も
の
と
、
モ
ン
ゴ
ル
の
市
民
参
加
型
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

活
動
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
公
共
性
の
観
点
か
ら
論

じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
総
合
討
論
で
は
、「
市
民

果敢に挑戦 
みんぱく若手研究者奨励セミナー

民博では、国内の若手研究者からの共同利用に関するさまざまな要望、意見を確認するため、
２００６年度より「国立民族学博物館の共同利用に関する若手研究者懇談会」を開催してきた。
そして２００９年度からは、「みんぱく若手研究者奨励セミナー」と名称を改め、受講者による
研究発表のほか、本館の施設案内などを実施している。

信
の ぶ

田
た

 敏
と し ひ ろ

宏
民博 研究戦略センター

２００８年９月、マレーシアの首都クアラ・ルンプールでおこなわれた先住民ＮＧＯによるデモ行進。
デモは警察の介入によって中断した。「NO JUSTICE NO FUTURE」と書かれたプラカードが
印象的

３日間にわたって開催されたみんぱく若手研究者奨励セミナー
の様子。須藤健一館長による挨拶の場面

み
ん
ぱ
く
若
手
研
究
者
奨
励
セ
ミ
ナ
ー

「
国
境
を
越
え
る
市
民
社
会
と
人
類
学
」

２
０
１
０
年
11
月
24
日
～
26
日

《 

優
秀
発
表
者 

》

・
高
橋 

絵
里
香
（
民
博 

外
来
研
究
員
／
日
本
学
術
振
興
会
特

別
研
究
員
（
Ｐ
Ｄ
））

「『
在
宅
』
の
思
想

―
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
西
南
部
の
地
域
福
祉

に
み
る
『
社
会
』
の
重
要
性
に
つ
い
て
」

・
西
垣 

有
（
大
阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
公
共
性

―
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
市
民

参
加
型
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
か
ら
」
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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
6
回　

5
月
21
日︵
土
︶

【
特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」関
連
】

青
年
ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
の
学
問
形
成

講
師　
中
生
勝
美 ︵
桜
美
林
大
学 

教
授
︶

聞
き
手　
小
長
谷
有
紀 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

終
戦
間
際
の
張
家
口
に
、
伝
説
の

研
究
所
と
呼
ば
れ
た
西
北
研
究

所
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
の
研
究

所
の
半
分
以
上
の
所
員
が
著
名
な

人
類
学
・
生
態
学
の
学
者
と
な
り

ま
し
た
。
今
回
の
発
表
で
、
若
き

日
の
ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
が
、
ポ
ナ

ペ
、
大
興
安
嶺
、
冬
の
モ
ン
ゴ
ル

草
原
縦
走
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う

に
学
問
形
成
を
し
た
の
か
、
１
９

９
８
年
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
ビ

デ
オ
テ
ー
プ
の
証
言
を
元
に
発
表

し
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

三
月
一
〇
日
よ
り
始
ま
っ
た
特
別
展
﹁
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
﹂

の
解
説
書
を
ご
案
内
し
ま
す
。

国
立
民
族
学
博
物
館
︵
み
ん
ぱ
く
︶
初
代
館
長
、
梅
棹
忠
夫
の

九
〇
年
の
全
生
涯
と
そ
の
知
的
営
み
に
せ
ま
る
、
渾こ

ん
し
ん身
の
力
作

で
す
。
総
勢
四
一
名
に
の
ぼ
る
執
筆
陣
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
視

点
か
ら
解
題
を
こ
こ
ろ
み
て
い
ま
す
。

今
回
の
特
別
展
を
ご
覧
に
な
る
前
に
、
是
非
お
読
み
い
た
だ
き

た
い
一
冊
で
す
。

友
の
会
講
演
会（
大
阪
）

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館　
第
５
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

96
名
（
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示
）

第
3
9
5
回　

5
月
7
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
︶

20
世
紀
後
半
の
日
本
を
代
表
す
る
知
識
人
と
し
て
の
梅
棹
さ
ん

の
業
績
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
人
柄
に
つ

い
て
知
る
の
は
、
親
し
く
し
た
人
び
と
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
梅
棹
さ
ん
の
酒
歴
な
ど
、
知
ら
れ
ざ
る
梅
棹
忠
夫
像

に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

第
3
9
6
回　

6
月
4
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」関
連
】

梅
棹
忠
夫
と
民
族
誌
写
真

講
師　
𠮷
田
憲
司
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

日
本
写
真
家
協
会
会
員
で
も
あ
っ
た
梅
棹
忠
夫
先
生
は
、
民
族

学
調
査
で
の
写
真
の
活
用
に
つ
い
て
独
自
の
見
識
の
も
と
、
世

界
各
地
で
、
そ
の
地
に
暮
ら
す
人
び
と
の
姿
を
カ
メ
ラ
に
収
め

ま
し
た
。﹁
梅
棹
忠
夫
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂
は
民
博
に
寄
贈
さ

れ
、
現
在
そ
の
整
理
や
情
報
化
作
業
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
企

画
展
﹁
民
族
学
者
・
梅
棹
忠
夫
の
眼
﹂
の
開
催
に
あ
わ
せ
、
梅

棹
先
生
が
カ
メ
ラ
・
レ
ン
ズ
を
通
じ
て
眼
を
凝
ら
そ
う
と
し
た

世
界
を
改
め
て
見
つ
め
直
し
ま
す
。

東
京
講
演
会

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
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
︶

第
98
回　

6
月
26
日
︵
日
︶
14
時
～
15
時

梅
棹
忠
夫
先
生
の
学
問
世
界

講
師　
松
原
正
毅
︵
坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
、

国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
︶

梅
棹
忠
夫
先
生
は
、﹁
幻
視
の
行
為
者
﹂と
し
て
の
人
生
を
あ
ゆ
ま

れ
ま
し
た
。そ
の
あ
ゆ
み
は
、み
ご
と
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。

梅
棹
先
生
の
学
問
世
界
を
さ
さ
え
て
い
た
三
つ
の
要
素
は
、持
続

力
、越
境
力
、発
見
力
だ
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。今
回
の
講
演
会
で

は
、こ
の
三
つ
の
要
素
を
中
心
に
お
話
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

特
別
展
「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」
解
説
書

刊行物紹介

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　

6
月
14
日
︵
火
︶
ま
で

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　

6
月
14
日
︵
火
︶
ま
で

会
場　

本
館
展
示
場
内

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

◆
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

詳
細
は
13
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
が
梅
棹
先
生
の
人
柄
や
研
究
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
す
。
詳
細
は
24
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
・
ア
メ
リ
カ
展
示
が
あ
た
ら
し
く

な
り
ま
し
た

あ
た
ら
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
メ

リ
カ
展
示
場
に
ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

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
オ
セ
ア

ニ
ア
・
ア
メ
リ
カ
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
︶

◆
研
究
公
演

「
心
に
草
原
を

―
馬
頭
琴
が
ひ
ら
く
、新
た
な

世
界
」

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長
の
梅
棹
忠
夫
が
、
本
格
的
な

人
類
学
研
究
を
開
始
し
た
の
が
、
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル
。

生
前
最
後
に
訪
問
し
た
国
も
モ
ン
ゴ
ル
国
で
し
た
。

今
回
の
公
演
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
馬
頭
琴
奏
者

A.
バ
ト
エ
ル
デ
ネ
氏
の
ほ
か
、
総
勢
9
人
に
よ
る

演
奏
を
通
し
て
、
地
方
に
伝
わ
る
擦
弦
楽
器
と
の
違

い
や
民
族
音
楽
の
移
り
変
わ
り
を
紹
介
し
ま
す
。

実
施
日　

5
月
5
日
︵
木
・
祝
︶

時
間　

13
時
30
分
～
16
時
15
分
︵
開
場
13
時
︶

場
所　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
込
締
切　

4
月
21
日
︵
木
︶
必
着

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

往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
︵
返
信
用
宛
名
面
に

も
︶・
年
齢
・
電
話
番
号
・
参
加
人
数
︵
本
人
を
含

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

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

方
は
優
遇
枠
が
あ
り
ま
す
。︶
と
﹁
５
月
５
日
研
究

公
演
﹂
と
書
い
て
広
報
企
画
室
企
画
連
携
係
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
と
な
り
ま
す
。

時
間　

14
時
～
17
時

場
所　

第
５
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

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

5
月
5
日
︵
木
・
祝
︶
の
こ
ど
も
の
日
は
、
特
別
展
、

企
画
展
、
本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
た
だ
し
自
然
文
化
園
を
通
行
さ
れ
る
場
合
は
、

入
園
料
が
必
要
で
す
。

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
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
9
時
か
ら
17
時
（
土
・

日
・
祝
日
を
除
く
）
で
す
。

■平井京之介　著
『村から工場へ
―東南アジア女性の近代化経験』

NTT出版　定価：2,415円
タイの農村女性は、いかにして
工場に適応し、生活はどう変
わったのか？経済人類学の新
たな地平を拓く日系工場のエス
ノグラフィ。従来の「女工哀史」
という見方ではとらえられない、
生き生きとした姿が描かれる。

■川口幸也　著
『アフリカの同時代美術
―複数の「かたり」の共存は可能か』

明石書店　定価：4,410円
アフリカの同時代美術という分
野で、20世紀のアフリカが出
版や展覧会を通してどのように
語られてきたかを検証し、21
世紀における新しいアートと文
化の語り方の可能性を模索す
る。

■Bon brgya dge legs lhum grub rgya mtsho/
Shin’ichi Tsumagari/Masashi Tachikawa/
Yasuhiko Nagano

『Bonpo Tangkas from Rebkong 
 (Bon Studies 13 )』
国立民族学博物館調査報告 No.95

■ 『民博通信』2 010　No.131
評論・展望
他者の幻想、自己の内観
―驚異譚をめぐる比較研究
山中由里子

特別展解説書

梅棹忠夫 
―知的先覚者の軌跡

編集： 
特別展「ウメサオ タダオ展」 
実行委員会
責任編集： 
小長谷有紀
発行： 
財団法人千里文化財団

A4判・１４６頁

定価：１,８９０円（税込）  
（友の会価格 １,７０１円）
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室
、ミ
イ
ラ
保
存
修
復
室
の
部
屋
か
ら
選

出
さ
れ
た
二
五
名
の
若
手
研
究
者
で

あ
っ
た
。

民
博
の
収
蔵
方
法
が一役
買
う

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、参
加
者
が
積
極

的
に
参
加
し
て
く
れ
、熱
の
こ
も
っ
た
も

の
と
な
っ
た
。ま
た
、後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

も
好
評
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、民
博
の
収
蔵

方
法
が
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
も
大
い
に
参

考
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考

え
る
。

　

エ
ジ
プ
ト
文
明
に
は
多
く
の
日
本
人

が
関
心
を
寄
せ
る
。し
か
し
、現
在
の
エ
ジ

プ
ト
は
政
情
が
不
安
定
。早
く
落
ち
着
き

を
取
り
戻
し
、日
本
と
の
文
化
財
交
流
が

再
開
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

膨
大
な
文
化
財
を一同
に

　

エ
ジ
プ
ト
で
は
、二
〇
一
二
年
の
開
館

を
目
指
し
て
大
エ
ジ
プ
ト
博
物
館
の
建
設

が
進
ん
で
い
る
。建
設
場
所
は
、ギ
ザ
の
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
の
目
の
前
で
あ
り
、有
名
な
ツ

タ
ン
カ
ー
メ
ン
の
マ
ス
ク
や
太
陽
の
船
を

は
じ
め
、エ
ジ
プ
ト
国
内
に
散
在
し
て
い

る
膨
大
な
文
化
財
を
収
蔵
、展
示
す
る
大

規
模
な
博
物
館
と
な
る
。わ
が
国
は
、国
際

協
力
機
構（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）か
ら
三
四
八
億
円

を
エ
ジ
プ
ト
に
貸
付
し
、資
金
協
力
を
お

こ
な
う
と
と
も
に
、大
エ
ジ
プ
ト
博
物
館

の
付
属
施
設
と
な
る
大
エ
ジ
プ
ト
博
物
館

保
存
修
復
セ
ン
タ
ー
に
専
門
家
を
派
遣

し
、文
化
財
保
存
の
技
術
支
援
を
実
施
し

て
い
る
。こ
こ
で
は
、わ
た
し
が
文
化
財
保

存
の
専
門
家
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
、大
エ

ジ
プ
ト
博
物
館
保
存
修
復
セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て
紹
介
し
た
い
。

若
手
研
究
者
と
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

大
エ
ジ
プ
ト
博
物
館
保
存
修
復
セ
ン

タ
ー
は
、二
〇
一
〇
年
六
月
に
開
館
し
、

現
在
、エ
ジ
プ
ト
国
内
の
文
化
財
が
暫
時
、

搬
入
さ
れ
て
い
る
。お
も
だ
っ
た
活
動
は
、

搬
入
さ
れ
た
文
化
財
を
収
蔵
庫
に
配
架

し
て
い
く
こ
と
と
、破
損
や
劣
化
の
進
ん

だ
も
の
に
つ
い
て
適
切
な
保
存
修
復
を

お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
。ま
た
、文
化
財

管
理
を
適
切
に
お
こ
な
う
た
め
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
構
築
、虫
害
対
策
の
た
め
の

殺
虫
処
理
、保
存
修
復
で
必
要
な
情
報

と
な
る
科
学
分
析
も
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
。ス
タ
ッ
フ
の
大
半
は
二
〇
代
か
ら
三

〇
代
と
若
く
、保
存
科
学
の
知
識
は
有

し
て
い
る
も
の
の
、実
践
経
験
の
少
な
い

若
手
の
研
究
者
で
あ
る
。わ
た
し
が
お
こ

な
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
お
も
な
内

容
は
、中
性
紙
の
厚
紙
や
ク
ッ
シ
ョ
ン
材

を
利
用
し
、文
化
財
の
大
き
さ
や
形
状
に

応
じ
た
収
納
箱
を
製
作
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。参
加
者
は
、収
蔵
庫
管
理

室
、石
質
文
化
財
保
存
修
復
室
、木
質
文

化
財
保
存
修
復
室
、有
機
物
文
化
財
保

存
修
復
室
、無
機
物
文
化
財
保
存
修
復

大エジプト博物館保存修復センターの外観

保存修復ラボの様子　若手の研究者が日々 技術を磨いている

大エジプト博物館に収蔵予定の太陽の船

日
ひ

髙
だか

 真
しん

吾
ご

 民博 文化資源研究センター

大エジプト博物館保存修復センター
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室
、ミ
イ
ラ
保
存
修
復
室
の
部
屋
か
ら
選

出
さ
れ
た
二
五
名
の
若
手
研
究
者
で

あ
っ
た
。

民
博
の
収
蔵
方
法
が一役
買
う

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、参
加
者
が
積
極

的
に
参
加
し
て
く
れ
、熱
の
こ
も
っ
た
も

の
と
な
っ
た
。ま
た
、後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

も
好
評
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、民
博
の
収
蔵

方
法
が
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
も
大
い
に
参

考
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考

え
る
。

　

エ
ジ
プ
ト
文
明
に
は
多
く
の
日
本
人

が
関
心
を
寄
せ
る
。し
か
し
、現
在
の
エ
ジ

プ
ト
は
政
情
が
不
安
定
。早
く
落
ち
着
き

を
取
り
戻
し
、日
本
と
の
文
化
財
交
流
が

再
開
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

ル
ー
マ
ニ
ア
で
の
イ
ー
ス
タ
ー
（
復
活
祭
）は
、木
々
の
若
芽
が
息
吹
く
直
前
の
肌
寒
い

こ
ろ
に
迎
え
る
。モ
ル
ド
バ
地
方
を
含
め
ル
ー
マ
ニ
ア
に
は
、世
界
遺
産
を
含
め
て
た
く
さ

ん
の
教
会
や
修
道
院
が
あ
る
。標
本
資
料
と
さ
れ
た
イ
ー
ス
タ
ー
エ
ッ
グ
は
、そ
の
ひ
と
つ

の
修
道
院
で
作
ら
れ
た
。

卵
は
も
と
も
と
生
命
と
そ
の
再
生
を
あ
ら
わ
す
標
章
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
。キ
リ

ス
ト
教
会
、コ
プ
ト
教
会
、モ
ス
ク
な
ど
で
は
、ダ
チ
ョ
ウ
の
卵
な
ど
大
型
の
卵
を
創
造
や

再
生
の
象
徴
と
み
な
し
、建
物
内
部
に
つ
り
さ
げ
る
。ま
た
習
俗
と
し
て
イ
ー
ス
タ
ー
に
卵

を
食
べ
る
の
は
、過す
ぎ
越こ

し
の
祭
に
復
活
と
来
世
を
示
す
卵
を
食
べ
た
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
イ
ー
ス
タ
ー
に
卵
を
用
意
す
る
の
は
、キ
リ
ス
ト
教
圏
な
ら
世
界
の
ど
こ
で

も
み
ら
れ
る
行
事
で
あ
る
。し
か
し
、ル
ー
マ
ニ
ア
の
イ
ー
ス
タ
ー
エ
ッ
グ
は
ひ
と
味
違
う
。色

が
ひ
と
き
わ
鮮
や
か
で
多
彩
な
の
だ
。こ
の
色
彩
感
覚
は
な
に
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

村
々
で
伝
え
ら
れ
る
若
い
女
性
の
伝
統
衣
装
は
、白
い
ス
カ
ー
ト
と
ブ
ラ
ウ
ス
、色
鮮
や

か
な
巻
き
ス
カ
ー
ト
と
ベ
ス
ト
か
ら
な
る
。今
で
は
村
で
も
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
が
、華

や
か
な
衣
装
を
身
に
ま
と
っ
た
娘
た
ち
に
は
、男
性
な
ら
誰
し
も
心
と
き
め
く
に
違
い
な
い
。

イ
ー
ス
タ
ー
は
、十
字
架
上
で
死
ん
だ
イ
エ
ス
の
復
活
を
祝
う
キ
リ
ス
ト
教
で
も
っ
と

も
大
切
な
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。そ
の
卵
か
ら
の
連
想
で
若
い
娘
た
ち
を
思
い
出
す
の

は
不
謹
慎
か
も
し
れ
な
い
が
、春
、イ
ー
ス
タ
ー
が
終
わ
れ
ば
聖
ゲ
オ
ル
ゲ
の
祭
日
が
あ
り
、

若
い
男
女
が
水
を
か
け
合
っ
て
戯
れ
、羊
た
ち
は
舎
飼
い
さ
れ
て
い
る
村
か
ら
夏
の
放
牧

地
へ
と
出
発
す
る
。季
節
は
緑
と
花
々
で
彩
ら
れ
、耕
作
が
は
じ
ま
る
。生
命
が
躍
動
す
る

季
節
で
あ
る
。

イ
エ
ス
は
復
活
さ
れ
た
。確
か
に
復
活
さ
れ
た
。と
村
々
で
人
び
と
は
イ
ー
ス
タ
ー
の
挨
拶

を
交
わ
す
。イ
エ
ス
が
復
活
し
た
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
は
、わ
れ
わ
れ
異
教
徒
に
は

理
解
し
が
た
い
。し
か
し
、そ
の
復
活
の
喜
び
を
季
節
が
も
た
ら
す
生
命
の
再
生
と
し
て
人

び
と
と
と
も
に
経
験
で
き
る
の
が
、豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
ル
ー
マ
ニ
ア
の
村
々
な
の
だ
。

復イ

ー

ス

タ

ー

エ

ツ

グ

活
祭
装
飾
用
卵

民
博 

民
族
文
化
研
究
部  

新し

ん

め

ん免 

光み

つ

比ひ

ろ呂

標
本
番
号 

Ｈ
０
２
１
２
１
８
６ 

他

地
域 

ル
ー
マニ
ア

受
入
年 

１
９
９
８
年
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台
湾
で
、ラ
フ
人
を
た
ず
ね
て
西に

し
も
と本 

陽よ
う
い
ち一

金
沢
大
学
准
教
授

散
策
と

思
索
の
径

雲
南
、ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
台
湾
へ

ラ
フ
人
は
中
国
の
雲
南
省
西
南
部
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
シ
ャ
ン
州
東
部
、
タ
イ
北
部
に
か
け
て
多
く
住
ん
で
い
る
。

台
湾
に
も
少
数
だ
が
ラ
フ
人
が
い
る
こ
と
は
、
本
で
知
っ
た
。
た
し
か
に
、
北
タ
イ
で
、
あ
る
ラ
フ
人
を
訪
ね
た
と
き
、

主
人
が
台
湾
に
い
る
親
戚
と
電
話
で
話
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
一
九
四
九
年
、
中
国
で
の
国
共
内
戦
に
敗
れ
た
国
民

党
軍
の
残
党
は
、
の
ち
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
逃
れ
、
共
産
党
政
権
へ
の
反
攻
を
試
み
た
が
失
敗
し
て
、
台
湾
に
逃
れ
た
。

彼
ら
の
な
か
に
は
、
雲
南
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
少
数
民
族
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
、
か
つ
て
雲
南
で
戦
っ
た
人
び
と
が
住
む
「
博は

く
ぼ
う
し
ん
そ
ん

望
新
村
」
の
こ
と
を
知
っ
た
。
博
望
新
村
に
ラ
フ

人
が
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
雲
南
の
雰
囲
気
を
も
つ
こ
と
を
売
り
に
観
光
化
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
に
は

馬ま

英え
い
き
ゆ
う九

総
統
が
慰
問
に
訪
れ
て
い
る
。
じ
つ
は
、
そ
の
地
域
に
多
い
「
～
新
村
」
は
、
ど
れ
も
国
民
党
軍
の
元
兵
士
と

家
族
た
ち
の
移
住
村
だ
。

村
の
門
を
入
る
と
、
民
宿
や
レ
ス
ト
ラ
ン
が
並
ぶ
。「
水ス

イ
バ
イ擺
夷イ

」
と
か
「
西シ

ー
サ
ン双
版パ

ン

納ナ

」
と
か
「
滇

テ
イ
エ
ン
ミ
エ
ン
緬
」
な
ど
雲
南
に
因ち

な

む
文
字
が
並
ん
で
い
る
。
資
料
館
に
は
「
異
域
を
歩
い
て
五
〇
年
」
と
い
う
展
示
の
看
板
も
あ
る
。「
異
域
」
と
は
、
ア

ン
デ
ィ
・
ラ
ウ
主
演
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
拠
点
に
ゲ
リ
ラ
戦
を
し
て
い
た
国
民
党
軍
残
党
を
描
い
た
映
画
の
タ
イ
ト
ル
だ
。

村
の
短
い
「
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
」
に
店
が
並
び
、
お
土
産
品
や
食
品
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
元
兵
士
の
家
族
が
暮

ら
し
て
い
た
長
屋
が
、
そ
の
ま
ま
観
光
客
相
手
の
店
や
宿
に
か
わ
っ
た
よ
う
す
だ
っ
た
。
漬
け
物
を
売
っ
て
い
る
女
性

に
、
下
手
な
中
国
語
で
た
め
し
に
話
し
か
け
て
み
た
。

 「
こ
こ
に
ラ
フ
人
は
い
ま
す
か
？
」

 

「
わ
た
し
の
父
は
ラ
フ
人
だ
っ
た
け
ど
」
と
、
Ｓ
と
い
う
そ
の
女
性
は
答
え
た
が
、
ラ
フ
語
を
話
す
こ
と
は
で
き
ず
、
逆

に
わ
た
し
に
「
ラ
フ
語
っ
て
ど
ん
な
の
？ 

喋し
や
べ

っ
て
み
て
。
聞
い
て
み
た
い
か
ら
」
と
い
っ
た
。

亡
く
な
っ
た
彼
女
の
父
親
は
、
雲
南
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
戦
っ
た
元
兵
士
だ
っ
た
。
何
も
な
か
っ
た
周
囲
の
山
を
苦
労
し

て
開
墾
し
て
耕
し
て
村
を
開
い
た
。
母
親
は
雲
南
出
身
の
ワ
人
で
、
Ｓ
さ
ん
自
身
は
こ
の
村
の
生
ま
れ
だ
っ
た
。

雲
南
の
土
司一
族
か
ら
台
湾
の
国
民
的
ス
タ
ー
誕
生

わ
た
し
は
Ｓ
さ
ん
の
店
で
麺
を
ご
ち
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
話
を
し
た
。
Ｓ
姓
の
一
族
は
も
と
は
清
朝
時
代
の
地
方

領
主
「
土
司
」
の
家
系
だ
っ
た
と
い
う
。「
ラ
フ
の
こ
と
を
知
り
た
け
れ
ば
叔
公
（
父
方
の
祖
父
の
弟
）
に
聞
け
ば
い
い
、

今
度
『
雲
起
雲
落
』
と
い
う
回
顧
録
も
出
す
そ
う
だ
か
ら
」
と
彼
女
は
い
っ
た
。

 「
叔
公
に
は
娘
が
四
人
い
て
、
長
女
は
Ｓ
安
妮
と
い
う
の
よ
。
ド
ラ
マ
の
『
星
星
知
我
心
』
で
演
じ
て
い
た
子
よ
」

後
で
三
〇
歳
代
の
台
湾
人
か
ら
聞
い
た
話
で
は
、『
星
星
知
我
心
』
は
国
中
の
子
ど
も
が
毎
日
見
て
泣
い
て
い
た
と
い

う
ほ
ど
の
人
気
ド
ラ
マ
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
も
後
日
談
だ
が
、
わ
た
し
は
台
北
に
そ
の
叔
公
を
訪
ね
た
。
彼
の
祖
先
は
、

も
と
も
と
清
朝
期
に
雲
南
の
ラ
フ
族
地
域
に
入
植
し
た
漢
族
だ
と
い
っ
た
。
彼
自
身
は
ラ
フ
語
を
話
せ
な
か
っ
た
。
ラ
フ

人
土
司
の
子
孫
と
し
て
本
を
書
い
た
が
、
自
分
が
ラ
フ
人
だ
と
い
う
意
識
も
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

傣
族
も
、ラ
フ
人
も
、タ
イ
人
も

Ｓ
さ
ん
の
店
を
出
た
。
外
は
暗
く
な
っ
て
い
た
。
Ｓ
さ
ん
は
向
か
い
の
家
の
人
に
も
、
お
母
さ
ん
が
何
族
か
聞
い
て
く
れ
た
。

傣タ
イ

族
だ
っ
た
。「
わ
た
し
た
ち
は
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
け
れ
ど
、
誰
が
何
族
か
は
知
ら
な
い
の
よ
」
と
Ｓ
さ
ん
は
い
っ
た
。

ま
た
、
あ
る
雑
貨
店
の
年
配
女
性
も
傣
族
だ
っ
た
。
Ｓ
さ
ん
は
、
傣
語
は
自
分
で
は
話
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
聞
く
の

は
わ
か
る
そ
う
だ
。
博
望
新
村
に
は
傣
族
が
一
番
多
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
別
の
民
宿
で
は
、
ワ
人
の
お
ば
あ
さ
ん
に

も
会
っ
た
。
民
宿
は
増
築
中
で
、
日
本
語
の
建
築
材
の
カ
タ
ロ
グ
の
説
明
を
頼
ま
れ
た
。
お
嫁
さ
ん
た
ち
の
会
話
は
雲

南
方
言
だ
っ
た
。

次
の
日
は
、
別
の
「
新
村
」
に
行
っ
た
。
路
地
に
テ
ー
ブ
ル
を
並
べ
て
、
昼
間
か
ら
宴
会
を
し
て
い
る
女
性
た
ち
が
い

て
、
ひ
と
り
が
傣
族
だ
っ
た
。
ラ
フ
人
も
そ
こ
に
い
た
の
で
、
宴
会
に
加
わ
り
、
二
時
間
ほ
ど
ラ
フ
語
で
お
喋
り
し
た
。

自
称
五
〇
歳
の
ラ
フ
人
女
性
の
素
性
は
、
何
度
聞
い
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
元
兵
士
の
家
族
で
も
な
く
、

雲
南
の
西
双
版
納
の
出
身
で
、
雲
南
と
台
湾
と
を
何
カ
月
か
ず
つ
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
と
い
う
。「
金
を
稼

ぐ
に
は
台
湾
が
い
い
」
そ
う
だ
。

タ
イ
人
も
そ
の
近
所
に
住
ん
で
い
た
。
六
〇
過
ぎ
の
女
性
だ
。
東
北
タ
イ
の
出
身
で
、
タ
イ
の
領
事
館
で
働
い
て
い

て
、
中
国
か
ら
や
っ
て
来
た
今
の
夫
と
知
り
合
い
、
一
緒
に
移
住
し
て
き
た
と
い
う
。
き
れ
い
な
標
準
タ
イ
語
を
話
し
た
。

ラ
フ
人
を
た
ず
ね
て
行
っ
た
。
そ
こ
に
ラ
フ
人
が
い
た
。
だ
が
ラ
フ
人
た
ち
は
、
自
分
が
ラ
フ
人
か
ど
う
か
な
ど

気
に
し
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
い
ろ
ん
な
民
族
的
な
素
性
の
人
が
い
た
が
、
誰
も
そ
れ
を
問
題
に
し
て
い
な
か
っ

た
。
気
に
し
て
い
た
の
は
、
よ
そ
者
だ
け
だ
っ
た
。

北
タ
イ
の
山
地
少
数
民
族
ラ
フ
人
の
村
落
で
、
研
究
を
し
て
き
た
筆
者
が
、
台
湾
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
機
会
に
ラ
フ
人
を
探
し
て
み
よ
う
と
思
い
た
っ
た
。
そ
こ
は
意
外
な
出
会
い
に
満
ち
て
い
た
。

昼から宴会をしていた某新村の人たち。
右手は傣人

開村当時の写真を使った博望新村の看板。
博望新村は雪が見られる観光地、
合歓山へと到る省道沿いにある

資料館展示の看板
「異域を歩いて50年」

博望新村のメインストリート

昼から宴会をしていた某新村の人たち。
手前はラフ人で、奥のめがねをかけた女性は
タイ人
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外国人のための専門家相談会 
東京外国人支援ネットワーク

杉
す ぎ さ わ

澤 経
み ち

子
こ

東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センター プロジェクトコーディネーター

外国人住民の増加に連れ、ますます多言語化している東京。

社会生活において、彼らのかかえる悩みや問題も複雑化している。

組織・分野を越えた連携・協働が重要だという認識が高まるなか、

多くの課題を乗り越えながらも、さまざまな団体による外国人のための相談会が実現した。

日
本
社
会
に
潜
む「
無
意
識
下
の
排
他
意
識
や
言
動
」

 
「
今
日
、
相
談
に
来
て
本
当
に
良
か
っ
た
で
す
。
初
め
て

い
い
日
本
人
に
会
え
ま
し
た
」

外
国
人
専
門
家
相
談
会
に
訪
れ
た
あ
る
中
国
人
留
学
生

が
、
帰
り
際
に
語
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
残
し
て
い
っ
た
こ
と

ば
で
あ
る
。
相
談
の
内
容
は
、
交
通
事
故
に
遭
っ
て
入
院

し
た
が
、
医
療
過
誤
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
病
院
を
訴
え
た
い
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
話
で
は
、

入
院
し
た
病
院
で
「
こ
こ
は
日
本
人
の
た
め
の
病
院
だ
」
と

い
わ
れ
た
こ
と
が
、
医
療
過
誤
を
疑
っ
た
原
因
ら
し
い
。
外

国
人
相
談
の
現
場
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
、
じ
つ
は
日
本
社

会
に
潜
む
こ
の
よ
う
な
「
無
意
識
下
の
排
他
意
識
や
言
動
」

の
方
が
問
題
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。

東
京
で
は
、
公
共
施
設
を
年
間
二
〇
回
程
度
巡
回
す
る
、

外
国
人
の
た
め
の
「
都
内
リ
レ
ー
専
門
家
相
談
会
」
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
に
始
ま
っ
た
活
動
だ
が
、

そ
の
一
年
目
に
も
「
無
意
識
下
の
排
他
意
識
や
言
動
」
が

外
国
人
住
民
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
垣
間
見

え
る
事
例
に
出
く
わ
し
た
。
あ
る
会
場
に
、
九
州
か
ら
飛

行
機
で
来
た
と
い
う
女
性
が
訪
れ
た
。
さ
す
が
に
そ
の
と

き
は
「
九
州
に
も
専
門
家
の
相
談
を
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ

は
あ
り
ま
す
よ
」
と
声
を
か
け
た
の
だ
が
、「
近
所
の
人

に
知
ら
れ
た
ら
、
わ
た
し
は
そ
の
地
域
に
暮
ら
せ
な
く
な

り
ま
す
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

多
言
語
化
・
複
雑
化
す
る
問
題
に
対
応

「
都
内
リ
レ
ー
専
門
家
相
談
会
」

東
京
は
全
国
で
も
っ
と
も
外
国
人
登
録
者
数
が
多
く
、

そ
の
国
籍
は
一
八
〇
カ
国
に
お
よ
ぶ
。
ま
た
、
交
通
機
関

の
発
達
に
よ
っ
て
相
談
者
は
行
政
区
を
越
え
て
遠
方
か
ら

も
や
っ
て
来
る
。
外
国
人
の
か
か
え
る
相
談
内
容
も
複
雑

化
し
、
し
か
も
多
言
語
化
し
て
き
て
い
る
。
も
は
や
一
団

体
、
一
自
治
体
で
外
国
人
住
民
の
問
題
に
対
応
す
る
の
は

人
材
面
で
も
財
政
面
で
も
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
状
況
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
、
多
様
な
組
織
・

団
体
・
人
び
と
が
分
野
を
越
え
て
連
携
・
協
働
す
る
こ
と

の
重
要
性
へ
の
認
識
が
高
ま
り
、
自
治
体
、
国
際
交
流
協

会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
弁
護
士
会
等
の
専
門
団
体
、
大
学
な
ど
約

四
〇
団
体
で
組
織
す
る
「
東
京
外
国
人
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
が
発
足
し
、
都
内
リ
レ
ー
専
門
家
相
談
会
が
実
現
し

た
。
ま
た
、
在
住
外
国
人
の
参
加
に
よ
り
、
多
言
語
で
多

分
野
の
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
体
制
に
至
る
ま
で
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が

あ
っ
た
。
行
政
が
縦
割
り
を
越
え
て
連
携
す
る
こ
と
、
多

分
野
の
専
門
家
が
分
野
横
断
的
に
協
働
す
る
こ
と
、
多
く

の
市
民
が
語
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
て
お
こ
な

う
相
談
体
制
を
つ
く
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
専
門
分
野
が

異
な
れ
ば
同
じ
問
題
で
も
視
点
が
異
な
り
、
ま
た
行
政
と

市
民
団
体
で
は
組
織
運
営
の
方
法
も
異
な
っ
て
く
る
。
日

本
人
同
士
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
摩
擦
や
軋あ

つ
れ
き轢

が
生
じ
る
の
で

あ
る
。
多
様
な
組
織
・
人
び
と
が
協
働
す
る
た
め
に
は
、

活
動
に
か
か
わ
る
人
び
と
の
問
題
認
識
や
志
を
共
有
す
る

こ
と
が
重
要
だ
が
、
そ
れ
が
な
か
な
か
難
し
い
。

こ
う
し
た
協
働
型
の
専
門
家
相
談
会
の
源
流
は
、
九
七

年
に
武
蔵
野
市
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
無
料
総
合
相
談
会
」

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

専
門
家
相
談
会
を
生
み
出
し
た
外
国
人
当
事
者
の
声

九
〇
年
代
後
半
に
は
武
蔵
野
市
周
辺
に
暮
ら
す
外
国
人

の
あ
い
だ
で
、
賃
金
不
払
い
や
不
当
解
雇
、
離
婚
や
在
留

資
格
な
ど
複
雑
な
問
題
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
ん
な
な

か
、
外
国
人
支
援
に
か
か
わ
る
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
提

案
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
外
国
人
支
援
団
体
と
弁
護
士

や
労
働
相
談
員
な
ど
の
専
門
家
、
そ
し
て
中
国
語
・
英

語
・
ス
ペ
イ
ン
語
の
三
言
語
の
語
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
待

機
し
て
二
日
間
に
わ
た
っ
て
「
無
料
総
合
相
談
会
」
が
試

行
的
に
実
施
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
来
場
し
た
相
談
者
は
わ
ず
か
数
人
。
相
談

会
終
了
直
後
に
お
こ
な
っ
た
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
」
で
は
、
日
本
人
の
語
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
「
相
談

者
が
こ
ん
な
に
少
な
い
な
ら
、
相
談
会
は
必
要
な
い
の
で

は
な
い
か
」、「
こ
ん
な
に
長
時
間
待
機
さ
せ
ら
れ
て
時
間

が
無
駄
に
な
っ
た
。
運
営
の
仕
方
が
悪
い
」
等
の
厳
し
い

指
摘
が
な
さ
れ
、
企
画
運
営
に
当
た
っ
て
い
た
メ
ン
バ
ー
は

返
す
こ
と
ば
が
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
と
き
で
あ
る
。
元
留

学
生
の
語
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
手
を
挙
げ
て
こ
う
い
っ
た
。

「
僕
は
今
、
会
社
員
と
し
て
働
い
て
い
る
が
、
留
学
生
の
と

き
は
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
ど
こ
に
相
談
し
て
い
い
か
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
今
日
参
加
し
て
こ
ん
な
相
談
会
が
あ
っ
た

ら
ど
ん
な
に
よ
か
っ
た
か
と
思
っ
た
し
、
僕
た
ち
外
国
人
の

こ
と
を
こ
ん
な
に
真
剣
に
考
え
て
く
れ
て
い
る
日
本
人
が

い
る
こ
と
を
知
っ
て
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
。
悩
み
を
抱
え

て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る
。
相
談
会
の
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
け
ば
、
必
ず
相
談
に
や
っ
て
来
る
。
だ
か
ら
、
ど
ん
な
に

相
談
者
が
少
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ど
う
か
今
後
も
続
け

て
ほ
し
い
。
お
願
い
し
ま
す
」
会
場
か
ら
思
わ
ず
拍
手
が

起
こ
っ
た
。
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
間
に
専
門
家
相
談
会
の

必
要
性
と
意
義
が
共
有
さ
れ
、
活
動
を
継
続
し
て
い
こ
う

と
の
決
意
が
固
ま
っ
た
瞬
間
だ
っ
た
。

自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て

冒
頭
の
医
療
過
誤
の
事
例
で
は
、
語
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
留
学
生
の
「
痛
み
」
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め

た
か
ら
こ
そ
「
い
い
日
本
人
に
会
え
た
」
と
い
う
こ
と
ば

で
留
学
生
は
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
の
だ
と
思
う
が
、

言
語
・
文
化
の
異
な
り
に
よ
っ
て
起
こ
る
問
題
は
、
じ
つ

は
外
国
人
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
対
す
る
ホ
ス
ト
住
民

側
の
わ
た
し
た
ち
の
無
認
識
・
無
理
解
が
原
因
で
あ
る
こ

と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
外
国
人

の
問
題
は
わ
た
し
た
ち
自
身
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
に
多

く
の
市
民
が
気
づ
い
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
市
民
自
身
が
外
国
人
相
談

の
よ
う
な
現
場
の
活
動
に
参
加
し
、
問
題
解
決
の
活
動
に

さ
ら
に
多
く
の
市
民
が
参
加
し
て
い
け
る
場
や
仕
組
み
づ

く
り
が
重
要
な
の
だ
と
思
う
。

相談会修了後におこなっているフィードバックミーティング（提供・ＣＩＮＧＡ）

専門家が相談に対応、外国人も通訳
ボランティアとして参加（提供・ＭＩＡ）

相談を聞き取った語学ボランティアが
コーディネータに内容を伝え専門家を

マッチング（提供・ＭＩＡ）

外国人のための専門家相談会受付（提供・ＣＩＮＧＡ）
相談の内容を聞きとる語学ボランティア
（提供・ＣＩＮＧＡ）

※ＣＩＮＧＡ・・・特定非営利活動法人　国際活動市民中心
※ＭＩＡ・・・・・・公益財団法人　武蔵野市国際交流協会
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ア
マ
ゾ
ン
川
上
流
の

聖
週
間

聖
週
間
と
は

聖
週
間
と
い
う
行
事
の
こ
と
を
知
っ
て

い
る
日
本
人
は
お
そ
ら
く
多
く
な
い
だ
ろ

う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
な
ら
、
イ
エ
ス

の
受
難
を
記
念
す
る
こ
の
重
要
な
行
事
に

つ
い
て
、
ひ
と
と
お
り
の
知
識
を
も
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
聖
週
間
が

伝
統
行
事
で
も
公
式
行
事
で
も
な
い
わ
が

国
で
は
、
信
者
以
外
の
人
の
知
識
は
限
ら

れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
あ
る
い
は
復

活
祭
な
ら
、
多
く
の
人
が
耳
に
し
た
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
イ
ー
ス
タ
ー
エ
ッ
グ

探
し
は
春
の
訪
れ
を
祝
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古

来
の
慣
行
に
由
来
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト

教
の
典
礼
で
は
な
い
。

聖
週
間
と
は
四
旬
節
の
最
後
の
週
、
棕し

ゆ

櫚ろ

の
日
曜
日
か
ら
聖
土
曜
日
ま
で
の
一
週

間
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
間
、
地
上
に
お

け
る
イ
エ
ス
の
生
涯
の
最
後
の
出
来
事
を

記
念
す
る
一
連
の
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

西
暦
上
の
日
づ
け
は
毎
年
変
わ
る
が
、
三

月
か
四
月
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
常
で
あ

る
。
聖
土
曜
日
の
翌
日
の
復
活
祭
は
、
厳

密
に
は
聖
週
間
の
一
部
で
は
な
い
が
、
一

連
の
儀
式
の
締
め
く
く
り
と
い
う
意
義
を

も
つ
。

聖
週
間
の
お
も
な
儀
式
は
、
福
音
書
の

記
述
に
基
づ
く
イ
エ
ス
の
受
難
の
演
劇
的

再
現
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
式
次
第
は

時
代
や
地
域
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
、

以
下
で
は
、
わ
た
し
が
一
九
九
五
年
、
南

米
ボ
リ
ビ
ア
・
ア
マ
ゾ
ン
の
モ
ホ
ス
地
方

で
実
見
し
た
行
事
を
紹
介
し
た
い
。

受
難
の
演
出

ス
ペ
イ
ン
統
治
時
代
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
管

轄
下
に
あ
っ
た
モ
ホ
ス
地
方
に
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
が
深
く
根
づ
い
て
い
る
。

聖
週
間
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
と
守
護
聖
人
祭
と

と
も
に
、
も
っ
と
も
重
要
な
年
中
行
事
で

あ
る
。
聖
週
間
の
準
備
は
四
旬
節
か
ら
始

ま
る
。
イ
エ
ス
の
荒
れ
野
で
の
四
〇
日
間
の

断
食
を
記
念
す
る
四
旬
節
は
、
回
心
と
償

い
の
期
間
で
あ
る
。
と
り
わ
け
毎
週
金
曜

日
、「
十
字
架
の
道
行
き
」
と
い
う
信
心
業

が
お
こ
な
わ
れ
る
。
聖
堂
の
な
か
や
町
中
に

掲
げ
ら
れ
た
受
難
の
場
面
を
あ
ら
わ
す
一
四

枚
の
絵
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、

黙
想
し
、
祈
り
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。

聖
週
間
の
本
番
は
棕
櫚
の
日
曜
日
か
ら

始
ま
る
。
こ
の
日
に
は
、
イ
エ
ス
の
エ
ル
サ

レ
ム
へ
の
入
城
を
記
念
し
て
、
礼
拝
行
進

が
お
こ
な
わ
れ
る
。
子
ロ
バ
に
乗
っ
た
イ
エ

ス
の
聖
像
が
町
中
を
め
ぐ
り
、
住
民
た
ち

は
ヤ
シ
の
葉
を
も
っ
て
そ
れ
を
迎
え
る
。

聖
木
曜
日
に
は
、
最
後
の
晩ば

ん
さ
ん餐
を
記
念
し

て
、
使
徒
に
扮ふ

ん

し
た
一
二
人
の
信
者
に
食

事
が
振
る
舞
わ
れ
る
。
ま
た
、
イ
エ
ス
が

使
徒
に
そ
う
し
た
よ
う
に
、
司
祭
が
信
者

の
足
を
洗
う
。
聖
金
曜
日
に
は
、
イ
エ
ス

の
受
難
と
死
が
演
出
さ
れ
る
。
ゴ
ル
ゴ
タ

に
見
立
て
た
場
所
に
イ
エ
ス
の
磔た

つ
け
い刑
像
が

立
て
ら
れ
、
聖
堂
か
ら
そ
こ
ま
で
「
十
字

架
の
道
行
き
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
ゴ
ル

ゴ
タ
に
到
着
す
る
と
、
人
び
と
は
十
字
架

か
ら
イ
エ
ス
像
を
降
ろ
し
、
棺ひ

つ
ぎ

に
収
め
る
。

聖
像
は
手
足
が
動
く
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

容
易
に
棺
に
収
ま
る
。
復
活
祭
の
明
け
方

に
は
、
復
活
し
た
イ
エ
ス
と
聖
母
と
の
再

会
を
記
念
し
て
、
邂か

い
こ
う逅
の
礼
拝
行
進
が
お

こ
な
わ
れ
る
。
イ
エ
ス
像
と
聖
母
像
を
輿こ

し

に
乗
せ
、
互
い
に
反
対
方
向
で
広
場
を
ま

わ
り
、
両
者
を
対
面
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

感
覚
的
宣
教

モ
ホ
ス
地
方
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
聖
週

間
の
儀
式
は
、
か
つ
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
圏
な

ら
ど
こ
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
南
米
へ

の
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
は
、
一
六
世
紀
初
め

の
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
植
民
地
化
を
契
機
と

し
て
い
る
が
、
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
カ
ト

リ
ッ
ク
の
修
道
士
は
、
視
覚
的
・
演
劇
的

な
仕
掛
け
を
積
極
的
に
活
用
し
た
。
修
道

士
た
ち
は
、
南
米
の
先
住
民
は
知
性
の
働

き
が
十
分
で
は
な
く
、
感
覚
に
よ
り
把
握

で
き
る
以
上
の
事
柄
を
理
解
で
き
な
い
、

と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
理
詰
め
で

教
義
を
説
く
よ
り
も
、
絵
画
や
彫
刻
、
音

楽
に
よ
り
視
覚
や
聴
覚
に
訴
え
る
や
り
方

を
好
ん
だ
。
修
道
士
た
ち
は
こ
の
方
法
を
、

「
目
に
見
え
る
奥
義
を
通
じ
て
、
彼
ら
（
先

住
民
）
の
心
に
篤あ

つ

き
信
仰
の
恵
み
が
伝
わ

る
」
と
か
、「
目
か
ら
入
る
も
の
が
、
神
が

内
側
か
ら
魂
に
伝
え
る
も
の
を
活
気
づ
け

る
」
な
ど
と
表
現
し
て
い
る
。

聖
と
俗

今
日
、
モ
ホ
ス
地
方
ほ
ど
熱
心
に
聖
週

間
の
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、

南
米
で
も
多
く
な
い
。
世
俗
化
の
流
れ
や

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
の
興
隆
、
信
仰
実

践
を
支
え
て
き
た
共
同
体
組
織
の
衰
退
な

ど
に
よ
り
、
大
仰
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
儀
式

は
消
滅
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
観
光
や

芸
能
に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
。
聖
週
間
に
関

し
て
い
え
ば
、
熱
心
な
信
者
以
外
の
人
に

と
っ
て
は
、
い
ま
や
日
本
の
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
に
も
似
た
大
型
連
休
の
様
相
を

呈
し
つ
つ
あ
る
。
都
市
住
民
の
あ
い
だ
で
は
、

会
社
や
学
校
が
休
み
に
な
り
、
バ
カ
ン
ス

に
出
か
け
る
者
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
聖
週
間
と
そ
の

前
後
は
、
宿
や
交
通
機
関
が
混
雑
す
る
。

以
前
、
聖
週
間
直
前
に
ボ
リ
ビ
ア
を
旅
し

た
と
き
、
ホ
テ
ル
が
満
室
だ
っ
た
り
、
飛

行
機
の
チ
ケ
ッ
ト
が
と
れ
な
か
っ
た
り
し
て
、

ず
い
ぶ
ん
苦
労
さ
せ
ら
れ
た
。
都
市
部
で

は
、
バ
カ
ン
ス
に
と
も
な
う
民
族
大
移
動

の
熱
気
が
満
ち
て
お
り
、
そ
の
熱
に
あ
て

ら
れ
、
や
や
憔し

よ
う

悴す
い

し
て
モ
ホ
ス
地
方
に
辿た

ど

り
着
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
雨
季
の

終
わ
り
の
暑
苦
し
い
夜
、
ホ
テ
ル
の
二
階
の

ベ
ラ
ン
ダ
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
と
、
静
寂
の

な
か
、
人
び
と
の
足
音
が
聞
こ
え
る
。
見

下
ろ
す
と
、
十
字
架
を
掲
げ
た
礼
拝
行
進

が
と
お
り
過
ぎ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
来
る
べ

き
聖
週
間
に
向
け
て
、
心
の
準
備
を
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
お
よ
そ
信
仰
心
の
な
い
わ

た
し
だ
が
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
、
修
道

士
の
い
う
「
篤
き
信
仰
の
恵
み
」
が
少
し

だ
け
伝
わ
っ
た
気
が
し
た
。

イ
エ
ス
の
像
が
町
中
を
め
ぐ
り
、住
民
た
ち
は
ヤ
シ
の
葉
を
も
っ
て
迎
え
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
重
要
行
事
聖
週
間
の
始
ま
り
だ
。

ス
ペ
イ
ン
統
治
時
代
、修
道
士
が
伝
え
た
こ
の
儀
式
を
、

世
俗
化
な
ど
社
会
変
化
が
進
む
現
在
の
南
米
で
、

人
び
と
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

棕櫚の日曜日の礼拝行進。聖水で祝福されたヤシの葉から十字架が作られ、１年間家に飾られる（１９９５年撮影）
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月
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フ
ィー
ル
ド
で

考
え
る
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ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
突
然
始
ま
っ
た
。
と
い
う
よ
り

は
、
始
め
る
と
の
合
図
も
講
師
か
ら
の
挨
拶
も
な
く
、

参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
見
様
見
真
似
で
、
与
え
ら
れ
た

布
に
下
書
き
を
描
き
始
め
た
。
二
〇
一
〇
年
二
月
、
イ

ン
ド
西
部
で
「
Ｒ
Ｇ
Ｂ
２
０
１
０
」
に
参
加
し
た
と
き

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

デ
ザ
イ
ン
系
大
学
生
に
よ
る
交
流
イ
ベ
ン
ト

 

「
Ｒ
Ｇ
Ｂ
２
０
１
０
」
は
、
一
九
六
一
年
に
設
立
さ
れ

た
イ
ン
ド
初
の
国
立
デ
ザ
イ
ン
大
学
（
Ｎ
Ｉ
Ｄ
）
の
学

生
主
催
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
だ
。
イ
ン
ド
国
内
一
七
の
デ

ザ
イ
ン
系
大
学
の
学
生
約
一
四
〇
〇
名
が
Ｎ
Ｉ
Ｄ
に
集

ま
り
、
三
日
間
か
け
て
自
分
た
ち
の
作
品
展
示
や
デ
ザ

イ
ン
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
、

職
人
を
招
い
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
が
お
こ
な
わ

れ
る
交
流
行
事
で
あ
る
。
イ
ベ
ン
ト
タ
イ
ト
ル
「
Ｒ
Ｇ

Ｂ
２
０
１
０
」
は
、
加
法
混
色
の
三
原
色
で
あ
る
赤

（
R
E
D
）、
緑
（
G
R
E
E
N
）、
青
（
B
L
U
E
）
の

頭
文
字
か
ら
と
っ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
や
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

は
、
こ
の
三
原
色
「
Ｒ
Ｇ
Ｂ
」
を
混
色
す
る
こ
と
で
、

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
色
が
生
み
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
タ
イ
ト
ル
を
選
ん
だ
と
い
う
。
イ
ベ
ン
ト
を
支
援

す
る
ス
ポ
ン
サ
ー
と
の
交
渉
、
会
場
設
営
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
講
師
の
選
定
や
交
渉
ま
で
す
べ
て
を
学
生

が
取
り
仕
切
っ
て
い
た
。

染
色
技
術
カ
ラ
ム
カ
リ
を
題
材
に

Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
所
在
地
で
あ
る
イ
ン
ド
西
部
グ
ジ
ャ
ラ
ー

ト
州
に
お
い
て
、
デ
ザ
イ
ン
系
大
学
生
の
制
作
技
術
や

思
考
性
に
関
す
る
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
た
筆
者
は
、

こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
。
冒
頭
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
は
、
カ
ラ
ム
カ
リ
と
よ
ば
れ
る
手
描
き
染
色
布
の
制

作
技
法
を
三
日
に
わ
た
り
学
ぶ
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
カ

ラ
ム
＝
ペ
ン
・
筆
、
カ
リ
＝
仕
事
・
働
き
を
意
味
す
る
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
削
っ
て
先
を
尖と

が

ら
し
た
竹
ペ
ン

を
用
い
て
、
後
に
染
料
と
反
応
す
る
媒
染
剤
を
ペ
ン
先

に
つ
け
、
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
伝
統
的
文
様
、
も
し
く
は

そ
こ
か
ら
ア
レ
ン
ジ
を
し
た
文
様
を
描
き
、
そ
の
後
、

染
色
を
し
て
一
枚
の
布
を
完
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
筆
者
の
目
的
は
、
こ
の
染
色
技
法
を
学
ぶ

こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
日
本
で
も
の
づ
く
り

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
企
画
に
従
事
し
て
い
る
筆
者
は
、

ど
の
よ
う
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
進
行
さ
せ
、
対
象
と

な
っ
て
い
る
制
作
技
術
の
勘
所
を
参
加
者
に
い
か
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
実
践
的
に

研
究
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
講
師
は
事
前
準
備
や
解

説
、
技
術
指
導
を
ど
の
よ
う
な
形
式
で
お
こ
な
い
、

参
加
者
は
何
を
期
待
し
て
、
ど
う
学
ぶ
か
と
い
っ
た
点

を
観
察
す
る
た
め
に
参
加
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
れ
ら
を
自
身
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
応
用
で
き
な
い

か
と
必
死
に
な
っ
て
精
察
し
た
の
で
あ
っ
た
。

説
明
を
し
な
い
と
い
う
こ
と

と
こ
ろ
が
、
期
待
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
た
。
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
参
加
者
各
自
に
布
と
竹
ペ
ン
が
渡

さ
れ
、
と
り
あ
え
ず
、
輪
郭
線
と
な
る
黒
色
は
こ
の

液
を
つ
け
て
描
け
ば
良
い
と
だ
け
伝
え
ら
れ
た
。
参
加

者
は
、
見
本
と
な
る
す
で
に
染
色
さ
れ
た
布
を
眺
め

な
が
ら
、
そ
れ
以
上
の
説
明
を
う
け
る
こ
と
も
な
く
、

た
だ
黙
々
と
手
を
動
か
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
参
加
者
は

デ
ザ
イ
ン
系
の
大
学
生
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
臆
す

る
こ
と
も
な
く
、
文
様
を
模
写
す
る
も
の
も
い
れ
ば
、

そ
こ
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
描
く
も
の
も
お
り
、
と
ま

ど
っ
て
い
る
様
子
は
な
か
っ
た
。

小
一
時
間
た
っ
た
こ
ろ
、
よ
う
や
く
講
師
で
あ
る
職

人
Ｊ
さ
ん
が
、
自
己
紹
介
を
し
、
染
色
技
法
と
そ
の

背
景
に
つ
い
て
説
明
を
始
め
た
。
参
加
者
は
、
話
し
に

聞
き
入
り
な
が
ら
活
発
に
質
問
を
し
、
丁
寧
に
手
控

え
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
、
筆
者
は
不
思
議
な
感

覚
に
襲
わ
れ
た
。
な
ぜ
か
こ
の
と
き
に
は
、
す
で
に
参

加
者
と
講
師
の
あ
い
だ
に
一
体
感
が
生
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
講
習
会
な
ど
に
参
加
し
た
場

合
、
初
め
て
会
う
講
師
や
見
知
ら
ぬ
参
加
者
と
い
っ
た

慣
れ
な
い
環
境
に
自
然
と
緊
張
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

よ
う
や
く
張
り
つ
め
て
い
た
心
と
身
体
が
ほ
ぐ
れ
た
こ

ろ
に
、
講
習
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
経
験
を
し

た
こ
と
が
あ
る
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

吸
収
し
や
す
い
心
と
身
体

筆
者
は
、
だ
ら
だ
ら
と
始
ま
っ
た
こ
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
あ
ま
り
得
る
こ
と
が
な
い
の
で
は
と

い
っ
た
認
識
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
導

入
部
分
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
講
師
は
、
各

自
の
質
問
に
対
し
て
も
丁
寧
な
返
答
を
す
る
こ
と
は
な

く
無
愛
想
な
印
象
さ
え
受
け
た
。
し
か
し
、
参
加
者
が

作
業
し
て
い
る
竹
ペ
ン
を
取
り
あ
げ
、
無
言
で
自
身
の

竹
ペ
ン
の
動
き
を
観
察
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
た
。
そ

し
て
参
加
者
は
じ
っ
と
講
師
の
手
先
を
見
つ
め
る
。
こ

こ
で
は
、
発
話
に
頼
ら
な
い
教
授
法
が
成
立
し
て
い
た
。

限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
構

成
す
る
と
つ
い
つ
い
企
画
・
講
師
側
が
前
の
め
り
に
な

り
、
過
剰
な
発
話
・
解
説
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
導
入
部
分
で

の
解
説
を
極
端
に
制
限
し
、
発
話
に
頼
ら
な
い
教
授
方

法
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
距
離
が
ぐ
っ
と
縮

ま
っ
て
い
た
。
同
時
に
お
互
い
の
緊
張
も
ほ
ぐ
れ
、
そ

の
後
の
講
師
の
こ
と
ば
や
技
術
が
吸
収
し
や
す
い
状
態

に
な
っ
た
と
い
え
る
。
改
め
て
自
身
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
客
観
的
に
振
り
返
る
良
い
機
会
と
な
っ
た
。

上う
え

羽ば 

陽よ
う

子こ

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

ま
ず
は
心
と
身
体
を
解
き
ほ
ぐ
す

カラムカリによる女神儀礼用染色布の制作

ＮＩＤの学生スタッフ。背後には手作り
の三原色による旗がみえる

ワークショップで。集中して講師の手先を観察する参加学生

伝統的文様に自身のアレンジを加えて描いている参加学生
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話者 :和田正平（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】
 『サバンナの記録』（梅棹忠夫 1965）のフィールドから
 本格化した日本のアフリカ研究
場所 :特別展示館

話者 :端信行（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】
 文化行政から文化政策へ
 ―ウメサオタダオ展にちなんで―
場所 :特別展示館

話者 :杉本尚次（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】
 民博の日本民家展示（模型）と梅棹先生
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　
　津波で壊滅した街や生活の映像にことばをうしなう。
本誌をお読みいただけるかどうかわからない読者の方々
も多い。犠牲になられた方々とご遺族の皆様、被災され
た方 、々なかでも弱い立場の方々に、お悔やみとお見舞
いを慎んで申し上げる。
　今、何ができるのか、今後どうすべきか、わたしも含め、
幸運なことに被災を免れた人びとが、それぞれに考え行
動に結びつけたい。想定外ということばが使われなくな
る日が来ることを願って。（久保正敏）

東北地方太平洋沖地震で被災された皆さまへ
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、被
災地救援に全力を尽くされている関係者の方々に深く感
謝申し上げます。被災者の方々がこれからの生活に希望の
持てる適切な支援を早急に実行されることを期待します。
この未曾有の災害に対し、国立民族学博物館として可能
な限りの協力・支援を行うよう努めてまいります。
（国立民族学博物館長　須藤健一）
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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。

みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう4月

話者 :藤井知昭（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】
 アフガニスタンのフィールドワーク回想
 ―梅棹先生との出会いの思い出とともに―
場所 :特別展示館

3日
（日曜日）

10日
（日曜日）

17日
（日曜日）

24日
（日曜日）

次号の予告
 特集

あたらしくなったアメリカ展示（仮）

■時間　14時 30分から 15時 30分
■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：「人の群れ方、三々五々」（大阪城にて、撮影・土田ヒロミ）

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。
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