


「なんとかなりまへんやろか」
尾
お の え

上 圭
け い す け

介

エッセイ千字文千字文 プロフィール
１９４７年大阪市に生まれる。東京大学
大学院人文社会系研究科教授（３月
まで）。博士（文学）。専門は日本語学、
特に文法論。それとは別に、大阪の
ことばと文化とお笑いに関心が深く、
その方面の著書として『大阪ことば学』

（創元社、岩波現代文庫）がある。日本
笑い学会理事。
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「
残
念
で
す
が
、
胃
が
ん
で
す
」

病
院
で
精
密
検
査
の
結
果
を
言
い
わ
た
さ

れ
た
と
き
、
東
京
の
患
者
さ
ん
な
ら
た
い
て

い
黙
っ
て
下
を
向
く
と
い
う
。
そ
の
あ
と
二

人
の
間
に
し
ば
ら
く
沈
黙
が
続
き
、
先
生
は

そ
の
沈
黙
を
じ
っ
と
待
つ
と
い
う
。

　
し
か
し
、
大
阪
の
患
者
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と

違
う
ら
し
い
。

「
残
念
で
す
が
、
胃
が
ん
で
す
」

「
え
え
？ 

胃
が
ん
で
っ
か
？ 
…
…
そ
こ
、

な
ん
と
か
な
り
ま
へ
ん
や
ろ
か
」

「
…
…
」

「
な
ん
と
も
な
ら
ん
わ
な
あ
。
…
…
言
う
て

も
し
ゃ
あ
な
い
わ
な
あ
…
…
」

「
ま
あ
、
ね
え
」

「
し
か
し
、
胃
が
ん
と
は
思
わ
な
ん
だ
な
あ
。

…
…
そ
ら
ま
あ
、
自
分
の
体
に
で
き
て
し
も

た
ん
や
か
ら
…
…
セ
ン
セ
に
言
う
て
も
ほ
か

の
病
気
と
換
え
て
も
ら
う
わ
け
に
行
か
ん
の

は
分
か
っ
て
ま
す
け
ど
…
…
そ
れ
に
し
て
も
、

え
ら
い
も
ん
が
で
け
ま
し
た
な
あ
…
…
」

「
ま
あ
、
ね
え
」

　
先
生
は
と
り
あ
え
ず
「
ま
あ
、
ね
え
」
し

か
言
っ
て
な
い
の
だ
が
、
患
者
が
自
分
で
お

ね
お
ね
言
っ
て
自
分
で
気
持
ち
を
な
だ
め
て
、

治
療
の
話
し
合
い
は
そ
の
あ
と
か
ら
始
ま
る

よ
う
だ
。

「
大
阪
へ
行
っ
た
ら
通
天
閣
に
の
ぼ
り
た

い
」
と
言
う
知
人
に
対
し
、
と
り
あ
え
ず

話
を
続
か
せ
る
つ
も
り
で
「
あ
ん
な
ん
や
め

と
き
。
た
だ
の
汚
い
展
望
台
や
」
と
言
っ
た

ら
、
相
手
が
黙
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う

話
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
東
大
近
く
の

古
い
古
い
カ
レ
ー
屋
で
ラ
イ
ス
に
白
い
石
が

入
っ
て
い
て
、レ
ジ
の
時
に「
前
歯
が
ち
ょ
っ

と
欠
け
た
よ
」
と
言
っ
た
ら
、
店
番
の
お
ば

さ
ん
が
こ
ち
ら
の
目
も
見
な
い
で
黙
り
通

し
た
こ
と
も
あ
る
。

　
相
手
の
意
外
な
こ
と
ば
を
聞
い
た
り
、
都

合
の
悪
い
状
況
に
直
面
し
た
と
き
、
な
ん
な

と
こ
と
ば
を
繰
り
出
し
て
、
話
題
の
事
実
と

自
分
と
の
間
に
何
と
か
折
り
合
い
を
つ
け
た

り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
と
自
分

を
含
む
そ
の
場
の
空
気
を
維
持
し
た
り
す
る

と
い
う
の
は
大
阪
と
い
う
都
市
の
高
度
な
芸

当
で
あ
る
。
そ
う
い
う
文
化
と
無
縁
な
人
は
、

ば
つ
が
悪
そ
う
に
、
あ
る
い
は
不
機
嫌
そ
う

に
、
た
だ
黙
っ
て
う
つ
む
く
こ
と
し
か
で
き

な
い
。
相
手
の
言
語
的
対
応
能
力
が
当
て
に

で
き
な
い
土
地
で
は
、
そ
う
い
う
気
ま
ず
さ

を
避
け
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
ち
ら

が
発
言
を
セ
ー
ブ
す
る
し
か
な
い
。

　
も
の
を
言
う
こ
と
で
そ
の
場
を
な
ん
と
か

救
う
。
相
手
も
自
分
も
肩
が
こ
ら
ん
よ
う

に
、
な
ん
な
と
工
夫
し
て
話
を
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
も
の
を
言
う
資
格
が
な
い
。
と
り

た
て
て
意
識
す
る
ま
で
も
な
く
自
然
の
身

の
こ
な
し
と
し
て
そ
う
い
う
感
覚
が
身
に
つ

い
て
い
る
人
た
ち
が
あ
り
、
そ
の
や
り
と
り

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
社
会
が
、
一
方
で

は
あ
る
。

　
あ
あ
、
大
阪
で
暮
し
た
い
。
…
…
な
ん
と

か
な
り
ま
へ
ん
や
ろ
か
。
…
…
な
ん
と
も
な

ら
ん
わ
な
あ
。
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今
和
次
郎
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
全
貌
を
紹
介
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
四
月
二
六
日
か
ら
二
カ
月
間
、
民

博
特
別
展
示
館
で
開
催
さ
れ
る
「
今
和
次
郎　

採

集
講
義
―
―
考
現
学
の
今
」
は
、
こ
の
資
料
に
加

え
、
モ
ン
ゴ
ル
の
ゲ
ル
と
家
財
道
具
の
一
切
調
査
、
京

都
町ま
ち

家や

暮
ら
し
の
家
財
道
具
一
切
で
あ
る
大お
お

村む
ら

し
げ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
調
査
、
考
現
学
創
始
当
時
の
洋
装
な
ど
、

考
現
学
の
展
開
形
と
し
て
の
民
博
の
調
査
研
究
や
資

料
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
民
家
模
型
な
ど
本
館
展
示

や
収
蔵
庫
資
料
へ
の
索
引
の
意
味
も
も
た
せ
て
い
る
。

ま
た
、「
み
ん
ぱ
く　

私
の
逸
品
」
の
頁
で
紹
介
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
和
次
郎
が
収
集
し
た
資
料
が

渋
沢
敬
三
の
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
を
経
由
し
て

民
博
に
収
蔵
さ
れ
た
、
渋
沢
敬
三
の
依
頼
に
よ
っ
て
今

和
次
郎
が
描
い
た
日
本
民
族
博
物
館
構
想
図
が
紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ
の
後
に
現
在
の
民
博
に
結
実
し
た
、
な
ど
、
渋

沢
を
介
し
た
今
和
次
郎
と
民
博
の
つ
な
が
り
、
さ
ら

に
、
川
添
登
氏
の
稿
に
あ
る
よ
う
な
、
川
添
氏
を
介

し
た
今
和
次
郎
と
梅
棹
忠
夫
の
つ
な
が
り
も
、
紹
介

す
る
。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
モ
ノ
と
生
活
と
の
関
係
が
急
速

に
変
化
す
る
現
在
、
そ
し
て
些さ

細さ
い

な
日
常
の
愛い
と

お
し

さ
に
気
づ
い
た
い
ま
、
こ
の
特
別
展
を
通
し
て
、
モ
ノ

に
着
目
し
て
身
近
な
生
活
の
一
切
を
記
録
す
る
考
現

学
の
迫
力
と
そ
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
考
え
、
そ
れ

が
誰
で
も
が
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
学
問
手
法
で

あ
り
、
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
が
学
問
の
出
発
点
だ
と
説

く
梅
棹
忠
夫
の
考
え
に
通
じ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

青
森
県
弘
前
出
身
の
今こ
ん

和わ

次じ

郎ろ
う

は
、
柳
や
な
ぎ

田た

國く
に

男お

ら

の
作
っ
た
「
郷
土
会
」、
そ
の
後
の
「
白は
く

茅ぼ
う

会か
い

」
に
参

加
す
る
な
か
で
民
家
研
究
に
入
り
、
ま
た
郷
土
会
の

縁
で
渋し
ぶ

沢さ
わ

敬け
い

三ぞ
う

と
も
知
遇
を
え
る
。
当
初
は
民
俗
学

に
近
く
農
村
に
注
目
し
て
い
た
今
和
次
郎
だ
っ
た
が
、

関
東
大
震
災
を
機
に
、
生
活
が
大
き
く
変
化
し
て
い

く
都
市
生
活
に
も
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
世
相
・

風
俗
を
野
外
観
察
、
記
録
す
る
こ
と
で
、
庶
民
の
生

活
文
化
の
変
化
を
と
ら
え
る
考
現
学
を
創
始
し
た
。

東
京
美
術
学
校
図ず

按あ
ん

科
を
卒
業
し
建
築
家
・
デ
ザ
イ

ナ
ー
で
も
あ
っ
た
今
和
次
郎
の
残
し
た
ス
ケ
ッ
チ
や

ノ
ー
ト
な
ど
は
、
庶
民
生
活
へ
の
暖
か
い
眼ま
な

差ざ

し
が
窺
う
か
が

え
る
解
説
、
数
量
化
と
グ
ラ
フ
化
な
ど
、
魅
力
的
な

図
的
表
現
に
特
徴
が
あ
る
。
世
相
や
風
俗
の
観
察
は
、

流
行
や
服
装
研
究
に
も
広
が
っ
て
い
く
。
庶
民
が
暮

ら
し
を
作
り
出
し
て
い
く
さ
ま
と
そ
こ
に
あ
る
健
康

的
な
美
に
寄
り
添
う
と
い
う
今
和
次
郎
の
姿
勢
は
戦

後
も
一
貫
し
て
お
り
、
労
働
と
再
生
産
だ
け
で
は
な
い
、

休
養
や
娯
楽
、
教
養
そ
の
も
の
を
も
生
活
研
究
の
対

象
と
す
る
、
生
活
学
を
説
く
に
い
た
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
次
の
川か
わ

添ぞ
え

登の
ぼ
る

氏
の
稿
に
詳
し
い
。

生
活
学
の
源
流
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
考
現
学
だ
が
、

そ
の
手
法
と
対
象
は
民
族
学
と
よ
く
似
て
お
り
、
梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

も
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
海
外
調
査
で
考
現
学
に
触

発
さ
れ
た
記
録
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。
民
博
の
研

究
者
に
も
考
現
学
の
遺
伝
子
は
引
き
継
が
れ
、
や
や

遠
方
か
ら
観
察
す
る
考
現
学
に
比
べ
、
モ
ノ
や
人
に

よ
り
接
近
し
た
モ
ノ
調
査
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
組

み
合
わ
せ
た
文
化
研
究
、
映
像
に
よ
る
記
録
、
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
分
析
な
ど
へ
と
展
開
さ
せ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
モ
ノ
と
人
か
ら
文
化
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
、
民
族
学
の
原
点
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

昨
年
一
〇
月
か
ら
本
年
三
月
に
か
け
て
青
森
県
立

美
術
館
お
よ
び
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク 

汐し
お

留ど
め

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

で
開
催
さ
れ
た
「
今
和
次
郎　

採
集
講
義
」
展
は
、

考
現
学
と
民
博

久く

保ぼ 

正ま
さ

敏と
し 　

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

特
集今

和
次
郎
の

考
現
学
と

そ
の
遺
伝
子
た
ち

「銀座カフェーの服装採集１」
『アサヒグラフ』1926年 11月号
（今和次郎・吉田謙吉、1926年）
工学院大学図書館所蔵

中央： 『東京銀座街風俗記録』より「統計図索引」 
（今和次郎、1925年　工学院大学図書館所蔵）

左右： 青森県立美術館・パナソニック 汐留ミュージアムで開催の 
「今和次郎　採集講義」展のために制作された立体模型 
（制作：NECT design （CHONO）、2011年）

「日本民族博物館鳥瞰図」
（渋沢敬三の依頼により今和次郎が 1936年頃作画） 
工学院大学図書館所蔵

特
別
展
　
今
和
次
郎
　
採
集
講
義
―
―
考
現
学
の
今

会
期
：
二
〇
一二
年
四
月
二
六
日（
木
）〜
六
月
一
九
日（
火
）

場
所
：
国
立
民
族
学
博
物
館
　
特
別
展
示
館
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恩
師
、
今
和
次
郎

建
築
評
論
を
中
心
に
活
動
し
て
き
た
わ
た
し
に
は
、
恩

師
と
呼
べ
る
学
問
上
の
先
生
が
三
人
い
る
が
、
そ
の
一
人

が
生
活
学
を
教
わ
っ
た
今
和
次
郎
先
生
だ
。
戦
後
、
児
童

文
化
に
興
味
を
も
つ
わ
た
し
は
、
早
稲
田
大
学
専
門
部
工

科
を
卒
業
後
に
児
童
施
設
を
勉
強
し
よ
う
と
文
学
部
哲

学
科
に
編
入
し
た
が
、
や
は
り
建
築
学
に
戻
ろ
う
と
早
稲

田
大
学
第
二
部
理
工
学
部
建
築
学
科
に
編
入
、
昼
間
は

暇
な
の
で
今
和
次
郎
研
究
室
の
助
手
と
な
っ
た
。
そ
し
て

今
先
生
ら
が
作
っ
た
生
活
研
究
会
の
幹
事
を
引
き
受
け
た

縁
で
、
雑
誌
『
新
建
築
』
の
編
集
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
建
築
評
論
の
道
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

今
先
生
は
、
柳
田
國
男
門
下
で
民
家
研
究
に
先せ
ん

鞭べ
ん

を

つ
け
、
さ
ら
に
、
柳
田
國
男
と
と
も
に
「
郷
土
会
」
を
開

い
た
、
当
時
の
農
商
務
省
幹
部
で
農
政
の
神
様
と
よ
ば
れ

た
石い
し

黒ぐ
ろ

忠た
だ

篤あ
つ
の
支
援
を
え
な
が
ら
、
朝
鮮
半
島
を
含
む

日
本
全
土
の
農
村
調
査
を
お
こ
な
い
、
ス
ケ
ッ
チ
に
よ
る

徹
底
的
な
記
録
手
法
に
磨
き
を
か
け
た
。
当
時
の
農
村

は
伝
統
を
、
都
市
は
文
化
を
担
っ
て
い
た
が
、
こ
の
区
分

が
崩
れ
去
っ
た
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
を
機
に
、
今

先
生
は
都
市
生
活
に
興
味
を
移
す
。
そ
の
調
査
方
法
と

し
て
編
み
出
し
た
の
が
考
現
学
で
あ
っ
た
。
柳
田
の
民
俗

学
は
、
都
会
者
の
目
で
消
え
つ
つ
あ
る
過
去
に
美
を
見
る

の
に
対
し
、
都
会
の
生
活
の
な
か
で
成
長
す
る
健
康
な
美

に
関
心
を
移
し
将
来
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
が
考
現

学
で
あ
り
、
柳
田
と
袂た
も
とを
分
か
つ
こ
と
に
な
る
。
今
先
生

は
将
来
へ
影
響
を
も
た
ら
す
服
装
史
や
流
行
研
究
に
も

先
鞭
を
つ
け
、
大
衆
が
単
な
る
軍
事
力
・
労
働
力
の
提

供
者
と
見
な
さ
れ
た
戦
前
に
お
い
て
、
大
衆
に
よ
り
健
康

今
和
次
郎
か
ら
梅
棹
忠
夫
へ
　
川か

わ

添ぞ
え 

登の
ぼ
る　

建
築
評
論
家

的
で
よ
り
合
理
的
な
生
活
を
も
た
ら
す
生
活
改
善
運
動

に
乗
り
出
す
。
そ
れ
は
戦
後
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

考
現
学
か
ら
生
活
学
へ

戦
後
、
機
能
主
義
的
な
生
活
改
善
運
動
が
盛
ん
と
な
っ

た
が
、
そ
れ
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
し
か
適
用
で
き
な
い
し
、

近
代
的
・
合
理
的
生
活
が
必
ず
し
も
よ
り
よ
い
生
活
パ
タ
ー

ン
で
は
な
く
、
家
庭
労
働
の
な
か
に
文
学
的
な
喜
び
も
あ

る
、
と
批
判
し
た
今
先
生
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
の
人
び

と
の
生
活
全
体
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
見
て
そ
こ
に
あ
る
矛
盾
の

解
消
を
ね
ら
う
生
活
学
を
提
唱
し
た
。今
先
生
の
助
手
だ
っ

た
わ
た
し
は
大
切
な
こ
と
を
数
多
く
教
わ
っ
た
が
、
わ
た

し
自
身
、
忙
し
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
今
先
生
の
研
究

室
に
居
た
の
は
お
よ
そ
半
年
、
今
先
生
の
助
手
ら
し
い
仕

事
が
で
き
た
の
は
、
二
〇
年
後
、一
九
七
一
年
か
ら
刊
行
が

始
ま
る『
今
和
次
郎
集
』（
ド
メ
ス
出
版
）の
編
集
で
あ
っ
た
。

大
阪
万
博
の
跡
人
利
用

高
度
経
済
成
長
期
に
入
っ
た
こ
ろ
、
独
立
し
た
建
築

評
論
家
に
な
っ
て
い
た
わ
た
し
の
書
い
た
も
の
を
、
も
っ

と
も
は
や
く
評
価
し
て
く
れ
た
の
は
、
桑く
わ

原ば
ら

武た
け

夫お

、
梅

棹
忠
夫
、
多た

田だ

道み
ち

太た

郎ろ
う

な
ど
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
の
方
々
だ
っ
た
。
そ
し
て
梅
棹
忠
夫
に
呼
ば
れ
て
一

緒
に
『
桂
離
宮
』（
淡
交
新
社
、
一
九
六
一
）
を
書
く
た

め
訪
れ
た
京
都
岡
崎
の
宿
泊
先
に
、
梅
棹
忠
夫
、
林
は
や
し

屋や

辰た
つ

三さ
ぶ

郎ろ
う
、
多
田
道
太
郎
、
加か

藤と
う

秀ひ
で

俊と
し

が
訪
ね
て
こ
ら
れ

た
の
が
、
こ
の
方
々
と
つ
き
あ
う
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

大
阪
万
博
の
準
備
が
は
じ
ま
る
と
、
サ
ブ
・
テ
ー
マ
専

門
調
査
委
員
に
選
ば
れ
た
わ
た
し
は
新
幹
線
で
大
阪
に

か
よ
っ
た
。大
阪
万
博
で
は
、岡お

か

本も
と

太た

郎ろ
う

展
示
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
の
も
と
、小こ

松ま
つ

左さ

京き
ょ
うと

わ
た
し
が
サ
ブ・プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
と
な
り
、
地
下
テ
ー
マ
館
を
小
松
が
、
空
中
テ
ー
マ

館
を
わ
た
し
が
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
た
。

万
博
終
了
後
、
せ
っ
か
く
で
き
た
人
間
関
係
を
な
く

す
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
、
加
藤
秀
俊
、
小
松
左
京
、
栄え

久く

庵あ
ん

憲け
ん

司じ

、
菊き
く

竹た
け

清き
よ

訓の
り

ら
と
、
京
都
に
調
査
研
究
企
画

会
社
シ
ィ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ア
イ
（
Ｃ
Ｄ
Ｉ
）
を
一
九
七
〇

年
一
〇
月
に
設
立
し
た
。
他
方
、
万
博
テ
ー
マ
館
の
実
務

と
太
陽
の
塔
の
内
部
や
地
下
テ
ー
マ
館
の
デ
ザ
イ
ン
を
担

当
し
た
小お

野の

一は
じ
め、
千ち

葉ば

一か
ず

彦ひ
こ

、
幡は
た

野の

豊と
よ

治じ

郎ろ
う
ら
は
、
ト
ー

タ
ル
メ
デ
ィ
ア
開
発
研
究
所
を
万
博
閉
幕
直
後
に
設
立
、

栄
久
庵
は
役
員
に
、わ
た
し
は
最
高
顧
問
に
迎
え
ら
れ
た
。

そ
れ
よ
り
前
、
民
博
の
設
立
運
動
が
日
本
民
族
学
会

に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
ろ
、
わ
た
し
は
、
ま
る
で
梅
棹

忠
夫
の
東
京
駐
在
私
設
秘
書
の
よ
う
な
役
を
さ
せ
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
大
阪
万
博
の
跡
地
に
民
博
が
作

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
文
部
省
に
設
け
ら
れ
た
創
設
準

備
会
議
協
力
者
に
わ
た
し
も
加
え
ら
れ
、
や
が
て
黒く
ろ

川か
わ

紀き

章し
ょ
うが

建
築
設
計
、
わ
た
し
が
展
示
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に

あ
た
る
「
展
示
に
関
す
る
主
た
る
助
言
者
」、
粟あ
わ

津づ

潔
き
よ
し

が
「
展
示
に
関
す
る
助
言
者
」、
小
松
左
京
が
展
示
小
委

員
長
、
勝か
つ

井い

三み
つ

雄お

が
シ
ン
ボ
ル
・
マ
ー
ク
や
広
報
の
デ
ザ

イ
ン
、
ト
ー
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
展
示
の
業
務
、
そ
れ
ぞ
れ

を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
万
博
テ
ー
マ
館

の
チ
ー
ム
の
再
現
で
あ
る
。
梅
棹
忠
夫
は
、
こ
れ
を
跡
地

利
用
に
な
ぞ
ら
え
て
跡
人
利
用
と
よ
ん
だ
。
一
九
八
二
年

に
は
日
本
展
示
学
会
が
設
立
さ
れ
、
梅
棹
忠
夫
が
会
長

に
、
わ
た
し
は
学
会
誌
の
編
集
委
員
長
に
な
っ
た
。

考
現
学
の
復
興

じ
つ
は
、
高
度
経
済
成
長
期
に
入
っ
た
こ
ろ
、
今
先
生

は
、
考
現
学
の
方
法
は
捨
て
た
、
い
ま
で
は
週
刊
誌
が
そ

れ
を
や
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
た
。
す
で
に
わ
た
し
の
親

友
で
あ
っ
た
梅
棹
忠
夫
に
こ
れ
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
彼
は

猛
然
と
反
対
し
、
週
刊
誌
の
低
俗
さ
に
対
し
考
現
学
は

崇
高
な
精
神
に
満
ち
て
お
り
、
文
化
人
類
学
の
調
査
に

使
え
る
、
と
断
言
し
た
。
そ
し
て
、『
今
和
次
郎
集
』
の

刊
行
が
始
ま
っ
た
の
を
機
に
、
梅
棹
は
考
現
学
復
興
の

旗
を
掲
げ
、
九
州
芸
術
工
科
大
学
で
考
現
学
の
講
義
を

お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
今
先
生
は
大
変
に
喜
ば
れ

て
考
現
学
は
梅
棹
忠
夫
に
譲
る
と
ま
で
い
わ
れ
た
。
し

か
し
、
梅
棹
は
、
な
ぜ
考
現
学
が
中
断
し
た
か
を
問
題

に
す
べ
き
と
指
摘
し
た
の
で
、
わ
た
し
は
梅
棹
と
話
し
合

い
、
今
先
生
の
生
活
学
は
考
現
学
を
方
法
論
の
ひ
と
つ
と

す
る
学
問
で
あ
る
と
し
て
、
今
先
生
を
会
長
に
、
日
本

生
活
学
会
を
一
九
七
二
年
に
設
立
し
、
わ
た
し
が
理
事
長

と
な
っ
た
。
そ
の
設
立
総
会
で
、
わ
た
し
が
今
先
生
と
梅

棹
を
初
め
て
引
き
合
わ
せ
た
も
の
の
、
互
い
を
意
識
し
て

か
、
あ
ま
り
会
話
し
な
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

発
起
人
の
一
人
、
宮み
や

本も
と

常つ
ね

一い
ち

先
生
と
は
す
で
に
別
の

対
談
な
ど
を
通
し
て
知
り
合
い
だ
っ
た
が
、
宮
本
先
生

が
教
え
て
い
た
武
蔵
野
美
術
大
学
の
卒
業
生
た
ち
に
よ

る
民
家
調
査
展
覧
会
を
見
て
、
そ
の
詳
細
で
膨
大
な
調

査
記
録
に
驚
い
た
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
の
が
真ま

島じ
ま

俊し
ゅ
ん

一い
ち

で
あ
る
。
民
博
の
開
館
に
備
え
た
展
示
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

役
を
し
て
い
た
わ
た
し
は
、
彼
に
日
本
展
示
の
民
家
模

型
製
作
の
た
め
の
調
査
を
し
て
も
ら
っ
た
。
彼
の
『
南

佐
渡
の
漁
村
と
漁
業
』
は
、
一い
ち

番ば
ん

ヶが

瀬せ

康や
す

子こ

と
と
も
に
、

一
九
七
五
年
に
日
本
生
活
学
会
の
第
一
回
今
和
次
郎
賞
を

受
賞
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
振
り
返
る
と
、
今
先
生
と
梅
棹
忠
夫
や
民

博
と
の
あ
い
だ
に
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
に
、
あ

ら
た
め
て
気
づ
く
の
で
あ
る
。

梅棹忠夫（左）との対談（『月刊みんぱく』1978年 2月号「館長対談」） 今和次郎（右）との対談（筑摩書房『展望』1966年 3月号）
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縮
尺
一
〇
分
の
一
の
意
味

川
添
登
先
生
の
研
究
所
に
、
わ
た
し
の
母

校
武
蔵
野
美
術
大
学
の
相あ
い

沢ざ
わ

韶つ
ぐ

男お

と
一
緒
に

呼
び
出
さ
れ
た
の
は
、
川
添
先
生
が
民
博
の

展
示
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
役
を
引
き
受
け
た
こ

ろ
の
こ
と
。
日
本
展
示
で
民
家
模
型
を
展
示

す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
出

せ
と
い
う
。
卒
業
後
、
す
で
に
調
査
集
団
Ｔ

Ｅ
Ｍ
を
作
っ
て
民
家
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
た

わ
た
し
は
、
模
型
は
一
〇
分
の
一
サ
イ
ズ
で
あ

る
べ
し
、
と
い
う
理
念
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ

れ
は
、
学
生
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。

和
船
の
研
究
を
始
め
よ
う
と
宮
本
常
一
先

生
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
自
分
は
造
船
技
術

に
詳
し
く
な
い
の
で
と
、
当
時
、
水
産
庁
の

主
任
技
官
だ
っ
た
石い
し

井い

謙け
ん

治じ

先
生
を
紹
介
さ

れ
、
話
を
う
か
が
い
に
行
っ
た
。
そ
こ
で
次
の

よ
う
な
講
義
を
受
け
た
。

伝
統
的
に
船
大
工
や
宮
大
工
が
神
社
に
奉

納
す
る
模
型
は
一
〇
分
の
一
で
あ
る
。
施
工

の
た
め
の
設
計
図
に
あ
た
る
大
工
の
手て
ん

板い
た

も

こ
の
縮
尺
が
基
本
。
な
ぜ
な
ら
、
実
材
料
と

そ
れ
に
応
じ
た
技
術
、
た
と
え
ば
板
の
曲
げ

や
材
料
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
を
検
討
す
る
と
、

縮
小
す
る
限
界
が
こ
の
サ
イ
ズ
で
、
そ
れ
よ

が
始
ま
る
。
幾
人
か
の
民
博
の
先
生
か
ら
は
、

合
掌
造
り
が
民
宿
に
な
っ
て
い
る
の
は
言
語

道
断
、
養
蚕
農
家
の
姿
に
復
元
し
な
い
と
だ

め
だ
と
い
う
意
見
も
で
た
。
午
前
中
か
ら
始

ま
っ
た
会
議
は
夕
刻
ま
で
続
き
、
最
後
に
梅

棹
先
生
が
次
の
よ
う
な
断
を
下
さ
れ
た
。

生
活
状
況
あ
り
の
ま
ま
を
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

と
し
て
再
現
す
る
の
が
民
博
の
使
命
だ
、
石
油

物
質
文
化
に
よ
る
生
活
変
化
が
進
む
現
状
を

切
り
取
っ
て
後
世
の
学
術
資
料
と
し
て
残
そ
う
、

復
元
模
型
は
建
築
系
の
博
物
館
に
任
せ
れ
ば

よ
い
で
は
な
い
か
、
と
議
論
を
ま
と
め
た
。
こ

の
梅
棹
先
生
の
考
え
は
、
今
和
次
郎
の
考
現
学

の
思
想
と
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
だ
。

こ
う
し
て
日
本
を
代
表
す
る
と
し
て
選
ば

れ
た
四
棟
の
調
査
が
始
ま
り
、
開
館
ま
で
の

短
期
間
に
、
若
い
仲
間
た
ち
五
〇
名
余
が
全

国
に
散
っ
た
。
建
物
の
み
な
ら
ず
生
活
状
況

を
再
現
す
る
た
め
家
財
道
具
す
べ
て
、
段
ボ
ー

ル
箱
も
破
れ
障
子
も
、
あ
り
の
ま
ま
に
ス
ケ
ッ

チ
、
採
寸
、
写
真
撮
影
と
、
記
録
し
設
計
仕

様
に
し
て
い
く
の
だ
か
ら
大
変
だ
。
い
わ
ば
、

学
術
的
遺
留
品
捜
査
の
よ
う
な
作
業
を
進
め

て
い
く
過
程
で
、
民
家
の
住
人
た
ち
と
深
い
つ

な
が
り
が
で
き
、
い
ま
で
も
年
賀
状
の
や
り

と
り
を
し
て
い
る
。

模
型
の
背
後
に
あ
る
膨
大
な
調
査
記
録
資
料

わ
た
し
た
ち
の
調
査
記
録
は
膨
大
だ
。

一
九
七
四
年
当
時
の
各
民
家
と
民
具
の
考
現

学
的
「
一
切
し
ら
べ
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ

ら
は
調
査
設
計
図
書
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
し

り
小
さ
い
と
、
本
物
と
は
異
な
る
玩
具
的
な

技
術
に
な
っ
て
し
ま
う
。
実
材
料
に
応
じ
た

技
術
を
現
場
に
伝
え
、
ま
た
技
術
を
伝
承
す

る
た
め
の
模
型
は
、
一
〇
分
の
一
以
上
で
な
い

と
だ
め
だ
、
と
石
井
先
生
は
二
、三
時
間
も
力

説
さ
れ
た
。

こ
れ
が
わ
た
し
の
頭
に
あ
っ
た
の
で
、
川
添

先
生
に
も
力
説
し
、
梅
棹
忠
夫
先
生
に
提
案

し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
と
、
川
添
先
生
に
頼

ん
だ
の
で
あ
る
。

現
状
模
型
の
大
議
論

展
示
の
模
型
は
、
生
活
を
示
す
学
術
資
料

で
あ
る
、
と
い
う
意
識
は
民
博
の
先
生
方
も

共
有
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
案
が
と
お
っ
て
縮

尺
一
〇
分
の
一
で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ

れ
が
じ
つ
は
大
変
な
こ
と
、
た
と
え
ば
合
掌

造
り
わ
き
の
杉
木
立
を
こ
の
縮
尺
で
再
現
す

る
と
展
示
場
の
天
井
を
突
き
破
る
、
と
先
生

方
が
気
づ
く
の
は
も
っ
と
後
で
あ
る
。

ま
た
、
調
査
時
点
の
現
状
再
現
で
い
か
な

い
と
、
学
術
検
証
や
時
代
考
証
に
時
間
が
か

か
り
す
ぎ
る
。
そ
こ
で
、
民
博
の
展
示
を
企

画
す
る
委
員
会
で
、
現
状
模
型
を
採
用
し
て

も
ら
お
う
と
提
案
し
た
。
こ
こ
で
、
大
議
論

の
研
究
所
に
あ
る
が
、
視
点
を
変
え
れ
ば
民

博
に
も
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
学
術
資
料
だ
ろ

う
。
こ
の
記
録
に
基
づ
い
て
模
型
を
製
作
し

た
の
は
、
島し
ま

田だ

澄す
み

也や

氏
率
い
る
サ
ン
ク
ア
ー

ル
と
い
う
映
画
特
殊
美
術
の
名
人
集
団
だ
が
、

東
宝
砧き
ぬ
たス

タ
ジ
オ
で
模
型
製
作
を
し
て
い
る

隣
の
ス
タ
ジ
オ
で
は
昼
メ
ロ
を
撮
影
中
、
主
演

日ひ

色い
ろ

と
も
ゑ
の
「
お
や
め
に
な
っ
て
」
と
い
う

声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
皆
も
模
型
製
作
の
手

を
止
め
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
も
懐
か
し
い

思
い
出
だ
。

民
博
開
館
後
、
多
く
の
博
物
館
で
も
模
型

展
示
が
導
入
さ
れ
た
が
、
縮
尺
理
論
は
継
承

さ
れ
て
い
な
い
し
、
ウ
ソ
の
入
っ
た
も
の
が
多

い
の
は
残
念
だ
。
民
博
民
家
模
型
は
、
こ
れ

は
わ
た
し
の
家
だ
と
住
人
が
い
え
る
ほ
ど
に

生
活
を
再
現
し
て
あ
る
。
病
気
の
家
人
が
寝

て
い
る
、
寝
室
が
あ
る
等
の
理
由
か
ら
戸
や

障
子
を
閉
め
て
い
る
模
型
も
あ
る
が
、
ほ
か

は
ほ
と
ん
ど
再
現
し
て
い
る
。

今
和
次
郎
が
考
現
学
を
創
始
し
た
の
は
関

東
大
震
災
後
、
生
活
が
大
き
く
変
わ
る
時
期

だ
っ
た
。
民
家
を
調
査
し
た
一
九
七
四
年
も
、

高
度
経
済
成
長
や
石
油
化
学
文
明
の
浸
透
に

よ
っ
て
生
活
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
す
る
時

期
。
家
族
の
あ
り
方
、
住
ま
い
方
の
原
風
景

と
し
て
記
録
さ
れ
た
調
査
の
時
期
か
ら
家
族

の
解
体
が
進
み
、
各
民
家
は
大
き
く
変
わ
り
、

い
ま
や
解
体
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
生
活
の

変
化
、
そ
し
て
そ
の
背
景
を
考
え
る
学
術
資

料
と
し
て
の
民
家
模
型
の
意
義
は
、
考
現
学

の
神
髄
そ
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

民
博
民
家
模
型
の
意
義
　
真ま

島じ
ま 

俊し
ゅ
ん

一い
ち　

Ｔ
Ｅ
Ｍ
研
究
所
所
長

合掌造り模型の搬入作業 
（1976年 4月）

スケッチから起こした二棟造りの小底朝泉家の立
体図（右）と間取り（下）　TEM研究所
（『季刊民族学』2号／ 1977年 12月発行「二棟
造りの間取りと使い方」より）

これら図面はマイクロ・フィルム化され
ているほか、各民家にある一切の家財
道具一点ごとのスケッチと採寸記録から
なる民具台帳、写真など膨大な資料が
TEM研究所に残されている。いずれも、
1974年当時の極めて貴重な生活文化の
学術調査記録である。
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温
も
り
を
伝
え
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

民
博
所
蔵
大
村
し
げ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
物
書
き
で
料
理
研
究
家
の
大
村
し

げ
（
本
名　

大
村
重
子
、
一
九
一
八
│
一
九
九
九
）
が
、
京
都
市
中な
か

京ぎ
ょ
う

区
の
姉
あ
ね
や

小こ
う

路じ

の
住
ま
い
に
残
し
た
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
モ
ノ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
、
民
博
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
調
査
に
よ
っ
て
、
一
万
四
五
四
二
件
、

四
万
五
二
一
八
点
に
の
ぼ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
故
人
の
遺
志
に
よ
り
民
博
に
寄
贈
さ
れ
た
。
彼
女
は
、
姉

小
路
の
借
家
に
、
女
子
専
門
学
校
に
通
い
始
め
た
一
六
歳(

一
九
三
五
年)

の
こ
ろ

か
ら
八
〇
歳
で
亡
く
な
る
一
九
九
九
年
ま
で
住
み
続
け
た
。
い
ま
も
残
さ
れ
て
い
る

こ
の
家
は
、
本
能
寺
の
借
家
で
、
昭
和
初
年
代
に
建
て
ら
れ
た
五
軒
町
家
の
一
角

に
あ
る
。
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
に
は
、
祇ぎ

園お
ん
の
仕
出
し
屋
「
魚う
お

金き
ん
」
を
畳
ん

だ
父
母
も
合
流
し
た
。
そ
の
た
め
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、し
げ
の
祖
母
の
モ
ノ
少
々

と
父
母
の
生
活
財
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
場
所
で
開
店
し

た
魚
屋
「
魚
金
」
の
商
売
上
の
道
具
類
が
蓄
積
さ
れ
、

し
げ
と
家
族
の
暮
ら
し
の
温
も
り
を
伝
え
て
い
る
。

民
族
誌
と
し
て
暮
ら
し
を
留
め
る

庶
民
の
暮
ら
し
で
使
わ
れ
る
モ
ノ
は
、
と
く
べ
つ
な

宝
物
で
も
美
術
品
で
も
な
い
。
し
か
し
、
庶
民
の
暮
ら

し
を
如
実
に
語
る
証
拠
と
な
る
の
で
、
後
の
世
の
学
者

さ
ん
の
参
考
の
た
め
に
残
し
た
い
。
こ
う
し
た
思
い
か

ら
、
し
げ
の
生
活
用
品
は
大
切
に
手
元
に
保
管
さ
れ
、

民
博
は
、
そ
れ
ら
を
二
〇
世
紀
の
暮
ら
し
を
証
明
す

る
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
と
し
て
受
け
入
れ
た
。

し
げ
は
、
モ
ノ
を
意
図
的
に
残
し
た
だ
け
で
な
く
、

四
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
、
台
所
か
ら
発
信
す
る
物
書

考
現
学
の
可
能
性

二
〇
〇
九
年
夏
、
モ
ン
ゴ
ル
国
の
首
都
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
市
に
お
い
て
若
手

モ
ン
ゴ
ル
研
究
者
の
国
際
学
術
会
議
が
開
か
れ
た
。
わ
た
し
は
、「
モ
ン
ゴ
ル
に

お
け
る
モ
デ
ル
ノ
ロ
ヂ
オ
」
と
い
う
題
目
で
発
表
し
、
今
和
次
郎
の
考
現
学
を

紹
介
し
た
。（
モ
デ
ル
ノ
ロ
ヂ
オ
と
は
、
今
和
次
郎
が
「
考
現
学
」
を
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
風
に
命
名
し
、
著
書
の
表
題
と
し
た
も
の
）

今
和
次
郎
は
、「
現
代
人
の
生
活
ぶ
り
」
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、個
人
の
「
所

有
し
て
い
る
品
物
全
部
」
を
徹
底
的
に
記
録
す
る
と
い
う

方
法
を
実
践
し
た
。
そ
う
し
た
調
査
の
集
積
か
ら
社
会

全
体
の
慣
習
や
風
俗
の
共
通
性
、
ま
た
個
々
人
の
差
異
性

が
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
一
九
二
五
年

の
「
下
宿
住
み
学
生
持
ち
物
調
べ
」
お
よ
び
翌
年
の
「
新

家
庭
の
品
物
調
査
」
に
は
、
部
屋
の
間
取
り
や
家
具
配

置
、
細こ
ま
ご々
まし

た
調
度
品
か
ら
衣
類
、
携
帯
品
に
い
た
る
ま

で
、
す
べ
て
の
所
持
品
の
観
察
記
録
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。

市
場
価
値
の
あ
る
モ
ノ
や
伝
統
工
芸
品
と
い
っ
た
特
定

の
モ
ノ
で
は
な
く
、
日
常
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
モ
ノ
す
べ

て
を
記
録
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
考
現
学
の
特
徴

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
を
、
現
代
モ
ン
ゴ
ル
の
物
質
文
化
研
究
に
応
用
す
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
と
モ
ノ
と
の
関
係
性
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
提
案
で
あ
っ
た
。

遊
牧
民
「
家
庭
の
品
物
調
査
」

遊
牧
民
の
一
家
に
協
力
を
仰
ぎ
、
実
際
に
生
活
の
な
か
に
あ
る
モ
ノ
の
悉
皆

調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
考
現
学
を
参
考
に
、
す
べ
て
の
モ
ノ
の
数
、
種
類
、
所

き
の
視
座
か
ら
、「
根
に
あ
る
暮
ら
し
を

伝
え
る
の
は
、
知
っ
て
い
る
も
の
の
役

目
だ
と
思
う
」
と
、
細
や
か
な
文
章
を

綴
り
続
け
た
。
足
元
の
暮
ら
し
の
現
場

を
、
民
族
誌
と
も
い
え
る
独
自
の
文
章

と
と
も
に
提
案
し
た
と
も
い
え
よ
う
か
。

モ
ノ
は
、
置
き
場
所
や
収
納
用
具
だ
け
が
明
記
さ
れ
た
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ

ら
れ
て
民
博
に
運
び
込
ま
れ
た
。
調
査
は
、
モ
ノ
か
ら
炙あ
ぶ

り
だ
さ
れ
る
暮
ら
し

の
再
現
を
目
指
し
て
、
写
真
撮
影
に
よ
る
外
観
の
記
録
の
み
な
ら
ず
、
一
つ
ひ

と
つ
手
に
取
っ
て
観
察
さ
れ
、「
名
称
、
用
途
、
材
質
、
法
量
、
置
き
場
所
、
使

用
状
況
、
使
用
年
代
、
使
用
痕･･････

」
が
読
み
取
ら
れ
、
丹
念
に
記
録
さ
れ
た
。

生
活
を
再
現
す
る
ま
な
ざ
し

今
和
次
郎
は
、
極
め
て
主
観
的
で
個
人
的
な
興
味
に
よ
り
な
が
ら
、
大
衆
の

暮
ら
し
の
現
場
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
察
し
、
独
自
の
手
法
で
考

え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
主
観
の
多
様
性
や
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
モ

ノ
と
人
間
と
の
関
係
性
を
切
り
取
り
、
現
代
生
活
の
諸
断
面
を
生
き
生
き
と
再

現
し
よ
う
と
し
た
。

一
方
、
大
村
し
げ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
検
討
は
、
現
場
を
離
れ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。

モ
ノ
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
事
細
か
に
悉し
っ

皆か
い

調
査
さ
れ
て
文
字
で
記
録
さ
れ

た
。
そ
こ
に
は
観
察
者
に
よ
る
視
座
ば
か
り
で
な
く
、
元
の
所
有
者
に
よ
る
モ

ノ
へ
の
思
い
や
記
憶
、
情
緒
的
な
価
値
評
価
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
モ
ノ
自
体

の
客
観
的
調
査
と
同
時
に
、
大
村
し
げ
と
い
う
人
間
が
そ
の
モ
ノ
を
ど
う
使
い
、

ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
に
つ
い
て
も
加
味
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す

る
こ
と
で
、
し
げ
が
住
ん
だ
京
都
と
い
う
町
や
時
代
の
表
情
を
も
再
現
で
き
る

可
能
性
が
出
て
き
た
の
だ
。

在
を
記
録
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
特
に
わ
た
し
が
重
視
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
の

モ
ノ
一
点
一
点
に
つ
い
て
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た

の
か
、
と
い
う
来
歴
を
聞
き
取
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

モ
ノ
の
来
歴
は
、
家
族
に
お
こ
っ
た
出
来
事
や
、
親
族
、
友
人
と
の
思
い
出

と
絡
め
て
語
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
家
の
歴
史
、
親
族
関
係
、
交
友
範
囲
が

そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
、一
家
の
所
有
物
で
な
い
モ
ノ
が
あ
っ
た
り
、一
家
の
所
有
物
の
は
ず
が
他
家

に
あ
っ
た
り
と
い
う
状
況
が
観
察
さ
れ
た
。
柄ひ

杓し
ゃ
く、

保
温
瓶
、雑
巾
、靴
墨
、ハ
サ
ミ
等
が
前
者
で
あ
り
、

ナ
イ
フ
、
手
袋
、
ま
な
板
、
櫛く
し

、
ハ
サ
ミ
等
が
後

者
で
あ
る
。
貸
借
に
よ
っ
て
モ
ノ
が
所
有
者
の
手

元
を
離
れ
、
他
の
家
々
と
の
あ
い
だ
を
頻
繁
に
移

動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ハ
サ
ミ
の
よ
う

に
、
他
家
に
貸
し
出
し
た
後
で
必
要
が
生
じ
、
別

の
家
か
ら
借
用
す
る
と
い
う
例
も
見
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
遊
牧
民
の
「
生
活
ぶ
り
」
か
ら
は
、

所
有
者
が
モ
ノ
を
占
用
す
る
こ
と
よ
り
、
モ
ノ
を

融
通
し
合
う
こ
と
を
優
先
し
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
相
互
扶
助
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
草
原
生
活
で
は
、
必
要
性
の
主
張
が

所
有
権
に
勝
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
必
ず
し
も
、
モ
ノ
が
な
い
か
ら
借
り
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、「
よ
り
性
能
が
良
い
」、「
自
分
の
モ
ノ
は
温
存
し
た
い
」
と

い
っ
た
理
由
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
事
情
で
あ
れ
、
実
際
に
モ
ノ
が
移

動
し
、
貸
借
で
き
る
関
係
に
あ
る
と
相
互
が
確
認
し
合
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

人
間
関
係
の
維
持
や
構
築
を
図
る
た
め
の
、
媒
介
と
し
て
の
モ
ノ
の
役
割
が
、

悉
皆
・
来
歴
調
査
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
を
考
現
学
す
る

堀ほ
っ

田た

あ
ゆ
み　
総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程

考
現
学
か
ら
の
旅
立
ち
―
―
根
に
あ
る
暮
ら
し
を
伝
え
た
大
村
し
げ

横よ
こ

川が
わ 

公き
み

子こ　

武
庫
川
女
子
大
学
教
授

筆者のフィールド・ノート。聞き取りの際にスケッチを
示すと、写真のときより話がはずむ

通り庭の奥にある台所で、 
おばんざいをつくる大村しげ

大村しげが住んだ五軒町家の
外観と一階平面図
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た
こ
と
は
十
分
に
考
え
う
る
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
流
行
歌
に
男
女
の
恋
心
を
歌
っ
た
も

の
が
多
い
な
か
で
、
こ
う
し
た
「
新
し
い
」
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
謳
歌
し
た
流
行
歌
も
見
受
け
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
行
歌
と
し

て
は
、
他
に
「
珈
琲
！ 

珈
琲
！
」、「　

加
啦
將
」

（
ハ
イ
カ
ラ
ち
ゃ
ん
）
な
ど
が
あ
る
。

筆
者
ら
の
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
台
湾
の
流
行

歌
ブ
ー
ム
以
前
に
、
上
海
の
流
行
歌
「
毛
毛
雨
」

や
日
本
の
歌
謡
曲
「
草
津
節
」
の
台
湾
版
が
発
売

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、

台
湾
の
流
行
歌
は
上
海
と
日
本
の
影
響
を
す
で
に

受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
影
響
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
台

湾
の
在
来
音
楽
に
ど
の
よ
う
な
変
容
を
も
た
ら
し

た
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
更
な
る
研
究
が

必
要
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
今
後
、
音
楽
学
、
文

学
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
、
社
会
学
と
い
っ
た
多
様

な
視
点
で
、
レ
コ
ー
ド
音
楽
に
見
ら
れ
る
近
代
の

要
素
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
の
レ
コ
ー
ド
産
業
が

も
た
ら
し
た
異
な
る
地
域
間
の
音
楽
文
化
の
交
差

と
変
容
の
実
態
を
明
確
に
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

社
交
ダ
ン
ス
の
時
代

二
〇
〇
三
年
に
、
台
湾
で
は
『
跳
舞
時
代
』

と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
公
共
電
視
台
（
公

共
放
送
局
）
に
よ
っ
て
制
作
・
公
開
さ
れ
、
話

題
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
S
P
レ
コ
ー
ド
や
音
楽

を
通
し
て
一
九
三
〇
年
代
の
台
湾
文
化
と
社
会

状
況
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界

大
戦
後
か
ら
一
九
八
〇
年
代
ま
で
に
生
ま
れ
た

新
し
い
世
代
の
台
湾
人
に
と
っ
て
は
、
祖
父
母

や
両
親
の
断
片
的
な
思
い
出
に
よ
っ
て
創
ら
れ

た
漠
然
と
し
た
日
本
時
代
の
台
湾
像
が
、『
跳
舞

時
代
』
を
通
じ
て
、
当
時
の
台
湾
の
現
実
の
姿

に
変
わ
っ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
跳
舞
時
代
』
に
用
い
ら
れ
た
幾
つ
か
の
場
面
は

当
時
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち

の
想
像
を
超
え
た
当
時
の
生
活
ぶ
り
が
リ
ア
ル

に
描
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
手
を
繋つ

な

ぐ
恋
人
の
姿
、
タ
バ
コ
を
吸

う
女
性
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
踊
る
若
者
が
映
し

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
流
れ
る
音
楽
は
、

当
時
ヒ
ッ
ト
し
た
数
曲
の
流
行
歌
で
あ
る
。
じ
つ

は
『
跳
舞
時
代
』
と
い
う
題
名
も
当
時
の
流
行

歌
の
曲
名
か
ら
き
て
い
る
。「
跳
舞
時
代
（
レ

コ
ー
ド
番
号
8
0
2
7
3

−

B
）」
は
一
九
三
三

年
に
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
か
ら
発
売
さ
れ
、
そ
れ
は

作
曲
者
陳ダ

ン
グ
ン
ヨ
ッ

君
玉
、
作
詞
者
鄧デ

ィ
ン
ウ
ー
ヘ
ン

雨
賢
と
い
う
名
コ

ン
ビ
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
吹
き
込
み
は
日
本
コ

ロ
ム
ビ
ア
の
専
属
歌
手
「
純
純
」
が
お
こ
な
っ
て

い
る
。

植
民
地
台
湾
に
お
け
る
S
P
レコ
ー
ド
の
研
究
状
況

一
九
三
三
年
と
い
え
ば
、
台
湾
が
日
本
の
植
民

地
支
配
（
一
八
九
五
―
一
九
四
五
）
を
受
け
始
め

て
か
ら
三
八
年
も
経
っ
た
時
期
で
あ
る
。
台
湾
総

督
府
の
政
策
と
教
育
の
方
針
は
、
台
湾
人
を
日
本

人
と
し
て
教
育
し
、
日
本
語
を
使
用
さ
せ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
台
湾
の
在
来
文
化
は
継
続

的
に
存
在
し
、
漢
文
（
閩ビ

ン
ナ
ン南

語
読
み
と
客ハ

ッ
カ家

語
読

み
）
に
よ
る
私
塾
教
育
は
し
ば
ら
く
続
い
た
。
ま

た
、
漢
文
学
の
創
作
、
漢
文
新
聞
紙
の
発
行
は
一

九
三
〇
年
代
の
後
半
ま
で
許
さ
れ
、「
跳
舞
時
代
」

も
漢
文
で
書
か
れ
、
閩
南
語
で
歌
わ
れ
た
。
実
際
、

当
時
発
売
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
は
流
行
歌
だ
け
で
は

な
く
、
漢
民
族
が
好
ん
だ
伝
統
音
楽
も
そ
れ
を
上

回
る
数
で
吹
き
込
ま
れ
、
発
売
さ
れ
た
。
人
口
の

八
割
を
占
め
る
漢
民
族
が
音
楽
市
場
の
一
番
の
顧

客
で
あ
る
こ
と
を
レ
コ
ー
ド
会
社
も
よ
く
理
解
し

て
い
た
。
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
だ
け
で
な
く
、
ビ
ク

タ
ー
、
タ
イ
ヘ
イ
な
ど
の
会
社
も
台
湾
音
楽
の
制

作
に
参
入
し
た
。
そ
こ
に
植
民
地
政
策
と
は
か
け

離
れ
た
商
業
思
考
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
二
一
世
紀
に
入
っ
た
今
も
ま
だ
、
当

時
の
レ
コ
ー
ド
産
業
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
は
積

極
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
戦
後
の
国
民
党

政
府
が
、
台
湾
人
が
日
本
時
代
を
顧
み
る
こ
と
を

恐
れ
て
言
論
統
制
を
お
こ
な
っ
た
た
め
、
一
九
九

〇
年
代
ま
で
植
民
地
時
期
の
歴
史
を
客
観
的
に
研

究
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
一
因

と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
衆
文
化
の
研
究
が
重
要
視

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
そ
の
た
め
に
、

S
P
レ
コ
ー
ド
を
含
む
資
料
の
保
存
・
研
究
が
か

な
り
遅
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
な

の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
音
楽
は
庶
民
の

生
活
の
重
要
な
側
面
で
あ
り
、
複
雑
な
要
素
が
絡

ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。

S
P
レ
コ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
近
代
の
要
素

「
跳
舞
時
代
」
を
ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
挙
げ
て

み
よ
う
。
一
番
の
歌
詞
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。「（
和
訳
）
わ
た
し
た
ち
は
文
明
の
女
性
で

あ
る
。
東
西
南
北
に
自
由
に
行
き
来
し
、
束
縛
さ

れ
な
い
。（
中
略
）
文
明
の
時
代
に
は
オ
ー
プ
ン

な
社
交
が
大
事
で
あ
る
こ
と
だ
け
知
っ
て
い
る
。

男
女
の
カ
ッ
プ
ル
が
列
に
な
り
、
ト
ロ
ッ
ト
を
踊

る
こ
と
は
わ
た
し
た
ち
の
一
番
の
楽
し
み
」
で
あ

る
。
二
番
以
降
の
歌
詞
に
も
「
自
由
」、「
快
楽
主

義
的
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
多
数
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。
従
来
の
漢
民
族
の
伝
統
社
会
で
は
、
女
性
が

古
い
道
徳
的
価
値
観
に
束
縛
さ
れ
、
父
母
が
決
め

た
相
手
と
結
婚
し
た
り
、
未
婚
の
女
性
は
男
性
と

付
き
合
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
り
と
保
守
的

で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
に
描
か
れ
た
自
由
奔
放
に
人

生
を
生
き
る
姿
や
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
ト

ロ
ッ
ト
を
夢
中
で
踊
る
姿
は
、
伝
統
的
な
社
会
規

範
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
一
種
の
思
想
的
近
代
化
と

い
え
よ
う
。
ま
た
、
音
楽
の
部
分
で
も
、
伴
奏
は

西
洋
楽
器
を
用
い
た
コ
ロ
ム
ビ
ア
管
弦
楽
団
に
よ

る
も
の
で
、
こ
こ
に
も
西
洋
的
・
近
代
的
な
要
素

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
跳
舞
時
代
」
が
当
時
の
台
湾
の
都
会
の
世
相

を
反
映
し
た
も
の
な
の
か
、
作
詞
者
の
個
人
的

な
考
え
を
反
映
し
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は

日
本
の
女
性
解
放
運
動
の
影
響
を
受
け
た
も
の

な
の
か
は
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

そ
れ
が
当
時
の
台
湾
人
に
一
定
の
影
響
を
与
え

大衆の娯楽には、その時々の世相、その土地に暮らす人びとの社会観が反映されている。
この共同研究では特に「音楽」に着目し、レコードから発せられる当時の「声」をたよりに、
歴史や文化の相互交流をさぐりたい。

劉
リュウ

 麟
リンギョク

玉
奈良教育大学准教授

台湾で発売された日本のレコード
会社のレーベル（提供・林太崴）
上　：コロムビア
左上：ビクター
左下：タイヘイ

コロムビア発売「跳舞時代」のレーベル
（提供・林太崴＜リンタイウェイ＞）

SPレコードを通して声の歴史をさぐる

共
同
研
究

「
音
盤
を
通
し
て
み
る
声
の
近
代
―
台
湾
・
上
海
・

日
本
で
発
売
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
の
比
較
研
究
を
中
心
に
」

代
表
：
劉 

麟
玉

2
0
1
1
年
10
月
～
２
０
１
5
年
3
月

10   11    2012 年 4月号



今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ペ
ル
ー
な
ど
ア
ン
デ
ス

高
地
の
先
住
民
の
あ
い
だ
で
大
切
に
さ
れ
て
い
る
エ
ケ
コ
人
形
。

毛
糸
で
編
ん
だ
帽
子
を
か
ぶ
り
、
太
っ
た
体
の
ま
わ
り
に
豆
や

パ
ス
タ
の
袋
、
焼
き
物
の
壺
、
人
形
や
楽
器
、
ド
ル
や
ペ
ソ
の

お
札
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
ぶ
ら
下
げ
た
、

口
髭
を
は
や
し
た
男
性
の
人
形
で
す
。

本
来
は
裸
の
人
形
に
自
分
た
ち
が
欲
し
い
も
の
、
食
料
品
や
身

の
回
り
品
、
お
札
︵
現
金
︶
な
ど
日
常
不
足
し
て
困
る
も
の
、

あ
る
い
は
住
宅
や
車
な
ど
、
近
い
将
来
手
に
入
れ
た
い
も
の
の

ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
飾
り
つ
け
ま
す
。

ボ
リ
ビ
ア
最
大
の
都
市
ラ
パ
ス
市
で
は
、
毎
年
一
月
二
十
四
日
に

開
か
れ
る
ア
ラ
シ
タ
の
祭
り
に
、
自
分
た
ち
が
欲
し
い
も
の
を

身
に
付
け
た
エ
ケ
コ
人
形
を
持
っ
て
大
聖
堂
で
祝
福
を
受
け
れ

ば
、
そ
の
年
の
う
ち
に
願
い
が
か
な
う
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

無
料
ゾ
ー
ン
が
拡
大
！ 

本
館
2
階
の
中
央

パ
テ
ィ
オ
を
囲
む
回
廊
が
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

シ
ョ
ン
・
ゾ
ー
ン
と
し
て
3
月
15
日
に
生
ま

れ
変
わ
り
ま
し
た
。﹁
学
習
コ
ー
ナ
ー
﹂
は

﹁
探
究
ひ
ろ
ば
﹂
に
変
わ
り
、
み
ん
ぱ
く
の

研
究
活
動
や
展
示
を
よ
り
よ
く
知
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

展
示
も
パ
ン
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
な
ど
も

う
け
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。
新
し
い

み
ん
ぱ
く
を
ぜ
ひ
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
展

「
今
和
次
郎　
採
集
講
義
―
考
現
学
の
今
」

今
和
次
郎
が
関
東
大
震
災
後
に
始
め
た
考
現
学
は
、

世
相
を
野
外
観
察
、
記
録
し
て
庶
民
の
生
活
文
化
の

変
化
を
と
ら
え
る
学
問
で
、
民
族
学
と
よ
く
似
て
い

ま
す
。
こ
の
特
別
展
は
、
工
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵

の
今
和
次
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
て
青
森
県
立

美
術
館
と
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク 

汐
留
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で

開
催
さ
れ
た
展
示
に
加
え
、
新
し
い
手
法
も
取
り
入

れ
た
み
ん
ぱ
く
の
考
現
学
的
な
資
料
や
研
究
を
紹

介
し
、
モ
ノ
と
生
活
文
化
の
関
わ
り
を
考
え
ま
す
。

会
期　

4
月
26
日
︵
木
︶
～
6
月
19
日
︵
火
︶

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
4
0
7
回　

4
月
21
日︵
土
︶

サ
ハ
リ
ン
の
キ
ム
チ

講
師　
朝
倉
敏
夫 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

か
つ
て
樺
太
と
よ
ば
れ
た
サ
ハ

リ
ン
に
は
数
万
人
の
朝
鮮
半

島
出
身
者
が
い
ま
す
。
彼
ら
は

ど
う
し
て
サ
ハ
リ
ン
に
渡
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
ど

の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
彼
ら
の
民
族
食
で

あ
る
キ
ム
チ
を
通
し
て
、
そ
の

歴
史
と
生
活
に
つ
い
て
お
話
し

し
ま
す
。

第
4
0
8
回　

5
月
19
日︵
土
︶

【
特
別
展
関
連
】

今
和
次
郎　

採
集
講
義
と
日
常
生
活
文
化
研
究
の
現
在

講
師　

荻
原
正
三
︵
工
学
院
大
学 

名
誉
教
授
︶、
佐
藤
浩
司

︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
︶、
黒
石
い
ず
み
︵
青
山
学
院

大
学 

教
授
︶、
横
川
公
子
︵
武
庫
川
女
子
大
学 

教
授
︶

特
別
展
に
展
示
さ
れ
て
い
る

今
和
次
郎
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
大

正
・
昭
和
期
の
人
々
の
普
段
の

暮
ら
し
を
生
き
生
き
と
伝
え

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
日
常
生
活

の
細
か
な
観
察
を
記
録
し
新

た
な
視
点
で
魅
力
や
問
題
を

探
る
方
法
に
は
誰
も
が
目
を

開
か
さ
れ
ま
す
。
今
和
次
郎

が
民
家
研
究
や
考
現
学
で
追

求
し
た
事
柄
は
い
っ
た
い
何

だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
現
代
に

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か

を
解
き
明
か
し
ま
す
。

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

電話  06-6876-3112
FAX  06-6876-0875
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

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

特
別
展
開
催
中
は
特
別
展
関
連
の
お
話
を
お
届
け

し
ま
す
。
詳
細
は
本
誌
24
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
イ
ベ
ン
ト
が
続
き
ま
す
。
お
楽
し
み
に
！

み
ん
ぱ
く
春
の
遠
足
・
校
外
学
習　

事
前
見
学
＆

ガ
イ
ダ
ン
ス

実
施
日　

4
月
3
日
︵
火
︶
4
月
5
日
︵
木
︶

4
月
6
日
︵
金
︶

時
間　

14
時
～
17
時

場
所　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室 

ほ
か

参
加
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
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

広
報
企
画
室 

広
報
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
5
6
0

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

「
僕
た
ち
は
世
界
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

But, w
e w

anna build a school in C
am

bodia.

」

日
時　

5
月
12
日
︵
土
︶　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

　
　
　
︵
開
場
13
時
︶

場
所　

講
堂
︵
先
着
4
5
0
名
︶

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
当
日
10
時
か
ら
講
堂
入
口
に
て
整
理
券
を
配
布

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
み
ん
ぱ
く
で
考
現
学
的
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
を

探
そ
う
」

日
時　

5
月
6
日
︵
日
︶
10
時
30
分
～
12
時

　
　
　
︵
受
付
10
時
開
始
︶

場
所　

ナ
ビ
ひ
ろ
ば 

ほ
か

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要 

※
小
学
2
年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
で
参
加
可
能
。

お
問
い
合
わ
せ
先

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
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

左
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

幸
せ
を
呼
ぶ
「
エ
ケ
コ
人
形
」エケコ人形 （大）１，８９０円（税込）

 （小）１，４７０円（税込）

●
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ（
Ｍ
Ｍ
Ｐ
） 

　

 

新
規
メ
ン
バ
ー
募
集

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
は
、
み
ん

ぱ
く
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
、
博
物
館
活

動
の
サ
ポ
ー
ト
の
た
め
に
自
主
的
な
企
画
運
営
を
行

う
市
民
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
現
在
、
9
月
か
ら
活
動

す
る
新
し
い
仲
間
を
募
集
中
で
す
。

応
募
期
間　

5
月
10
日
︵
木
︶
ま
で
︵
先
着
50
名
︶

お
問
い
合
わ
せ
先

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
務
局 

新
規
募
集
係
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

社
会
連
携
室
内
︶

E
-m

ail　

m
m

p
-jim

ukyo
ku@

id
c.

m
inp

aku.ac.jp

Ｆ
Ａ
Ｘ　

0
6・
6
8
7
8・
8
2
5
6

詳
細
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

5
月
5
日
︵
土
・
祝
︶
の
こ
ど
も
の
日
は
、
特
別
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
︵
有
料
区
域
︶
を
通
行
さ
れ
る
場
合

は
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

＊
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
9
時
か
ら

17
時
（
土
日
祝
を
除
く
）
で
す
。

刊行物紹介

■印東道子 編著
『人類大移動
 ―アフリカからイースター島へ』
朝日新聞出版　定価：1 ,470円

アフリカで誕生した人
類は、どのように地球
全体に広がったのか？ 
異なる集団との出会い
は？ 考古学や遺伝学、
霊長類学などさまざま
な分野の研究者が、最
新の研究成果を使って
平易に紹介した本です。

■『国立民族学博物館　展示ガイド』
国立民族学博物館　定価：1 ,200円

みんぱくの展示ガイド
が新しくなりました。各
展示場がそれぞれ６
ページずつの冊子にま
とめられています。今後
の展示の更新にあわせ
て内容を追加・差し替
えしてゆくことができる
Ｂ５のバインダー形式
です。関連する月刊みん
ぱくの記事をとじるなど、
使い方はあなた次第！

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
4
0
7
回　

5
月
5
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
特
別
展
関
連
】

考
現
学
と
民
族
学

講
師　
久
保
正
敏
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

生
活
文
化
の
変
化
を
捉
え
る
た
め
に
﹁
現
在
﹂
を
徹
底
的
に
観

察
・
記
録
す
る
考
現
学
は
、
民
族
学
と
極
め
て
近
い
学
問
で
す
。

梅
棹
忠
夫
も
考
現
学
の
手
法
に
大
い
に
刺
激
を
受
け
て
い
る
ほ

か
、
現
在
の
民
博
の
研
究
者
に
も
そ
の
精
神
は
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。
今
和
次
郎
の
編
み
出
し
た
手
法
の
極
意
と
そ
の
後
の

展
開
を
紹
介
し
ま
す
。

第
4
0
8
回　

6
月
2
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

【
特
別
展
関
連
】

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
と
し
て
の
民
家
模
型

│
な
ぜ
縮
尺
が
1
/

10
な
の
か

講
師　
久
保
正
敏
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

東
京
講
演
会

第
1
0
1
回　

4
月
15
日
︵
日
︶
14
時
～
15
時

【
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
よ
り
】

ペ
ー
族
の
映
像
民
族
誌
│
制
作
過
程
で
考
え
る
こ
と

講
師　
横
山
廣
子
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
︶

映
像
で
は
、
モ
ノ
で
は
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
び
と
の
生

活
の
雰
囲
気
を
描
き
出
し
、
祭
り
や
儀
礼
な
ど
を
一
連
の
流
れ
の

な
か
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
制
作
中
の
ペ
ー
族
の
マ
ル
チ

メ
デ
ィ
ア
番
組
﹁
雲
南
省
の
ペ
ー
族
の
暮
ら
し
と
文
化
﹂
の
映
像

を
用
い
て
、
彼
ら
の
生
活
を
紹
介
し
な
が
ら
、
番
組
作
成
の
意
図
、

映
像
と
し
て
表
現
す
る
上
で
の
工
夫
や
編
集
に
お
け
る
悩
み
や
工

夫
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

会
場　
モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
5
Ｆ
サ
ロ
ン

定
員　

50
名
︵
要
申
込
︶

第
1
0
2
回　

6
月
9
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

貨
幣
経
済
を
問
う
視
点

講
師　
小
林
繁
樹
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

会
場　
江
戸
東
京
博
物
館
学
習
室

定
員　

70
名
︵
要
申
込
︶

家
庭
で
キ
ム
チ
を
作
る

サ
ハ
リ
ン
韓
人

東
京
銀
座
街
風
俗
記
録
統
計
図
索
引
〔
今

和
次
郎
、
１
９
２
５
年 

工
学
院
大
学
図
書

館
所
蔵
〕
と
立
体
模
型
〔
制
作
：N

EC
T 

design

（C
H

O
N

O

）、
２
０
１
１
年
〕

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/

銀
座
の
カ
フ
ェ
ー 

服
装
採
集
１

（
今
和
次
郎
・
吉
田
謙
吉
、
１
９
２
６
年
）

工
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵

■ 『民博通信』 2011　No.135（12月発行）
評論・展望
東日本大震災における
被災文化財の救援の現場から
―有形民俗文化財の支援を中心に
日髙真吾

みんぱく出版物入手方法については広報係にお問い
合わせください。　 電話　06・6878・8560
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新竹市立動物園　オランウータン放飼場

自
ら
の
歴
史
に
向
き
合
う

日
本
動
物
園
水
族
館
協
会
の
創
立
は
一
九
四
〇
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
当
初
の
会
員
は
一
九
園
に
お
よ
び
、
そ
の
な

か
に
は
、
今
な
ら
﹁
日
本
﹂
で
は
な
い
台
北
市
動
物
園
と
李り

王お
う

職し
ょ
く

昌し
ょ
う

慶け
い

苑え
ん

が
含
ま
れ
る
。
前
者
は
一
九
八
七
年
に
、

後
者
は
八
四
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
郊
外
に
移
転
し
、
台
北
市
立
動
物
園
、
ソ
ウ
ル
動
物
園
と
し
て
活
動
を
続
け
て
き
た
。

台
湾
で
は
、
新し

ん

竹ち
く

に
も
一
九
三
六
年
に
児
童
遊
楽
場
が
開
園
し
、
園
内
で
動
物
を
飼
育
展
示
し
て
い
た
が
、
協
会
に

参
画
し
な
か
っ
た
の
は
規
模
が
小
さ
く
、
動
物
園
を
名
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
現
在
の
新
竹
市
立
動
物

園
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
上
野
動
物
園
に
伝
わ
る
﹁
我
邦
ノ
動
物
園
一
覧
表
﹂︵
一
九
三
〇
年
作
成
︶
に
は
、﹁
我
邦
﹂
で
は
な
い
は

ず
な
の
に
、
関
東
庁
博
物
館
附
属
動
物
園
が
記
さ
れ
て
い
る
。
旅り

ょ

順じ
ゅ
んに
あ
っ
た
こ
の
動
物
園
は
、
関
東
庁
博
物
館
附

属
施
設
と
し
て
一
九
二
四
年
に
設
置
さ
れ
、
三
二
年
か
ら
は
旅
順
博
物
館
附
属
動
物
園
と
な
っ
た
。
満
州
国
建
設
後
は
、

新し
ん

京き
ょ
うに
も
動
物
園
が
つ
く
ら
れ
た
。
上
野
動
物
園
園
長
の
古こ

賀が

忠た
だ

道み
ち

が
指
導
し
、
仙
台
市
動
物
園
園
長
の
中な

か

俣ま
た

充み
つ

志し

が
職
員
を
伴
っ
て
渡
満
し
、新
京
動
植
物
園
の
園
長
に
就
任
し
た
。
当
時
の
日
本
の
動
物
園
で
は
実
現
が
困
難
で
あ
っ

た
無
柵
式
の
動
物
展
示
を
新
天
地
で
目
指
し
た
と
い
う
。
前
者
は
現
在
の
旅
順
博
物
苑
区
に
、
後
者
は
長

ち
ょ
う

春し
ゅ
ん

動
植
物

公
園
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
つ
て
の
﹁
日
本
﹂
の
動
物
園
の
な
か
か
ら
、
新
竹
市
立
動
物
園
を
ご
案
内
し
よ
う
。
新
竹
は
台
北
か
ら

南
西
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、
I
T
関
連
企
業
が
集
ま
っ
て
い
る
た
め
﹁
台
湾
の
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
﹂
と
よ

ば
れ
る
人
口
四
〇
万
人
ほ
ど
の
活
気
あ
る
都
市
だ
。
飼
育
動
物
は
お
よ
そ
一
〇
〇
種
、
地
方
都
市
の
小
さ
な
動
物
園

に
す
ぎ
ず
、
展
示
デ
ザ
イ
ン
も
古
く
、
お
よ
そ
四
〇
〇
種
の
動
物
を
飼
育
展
示
す
る
台
北
市
立
動
物
園
と
は
比
較
に

な
ら
な
い
。
そ
れ
を
あ
え
て
本
欄
に
紹
介
す
る
の
は
、
今
な
お
﹁
日
本
﹂
の
面
影
を
留
め
、
そ
れ
ら
を
払
拭
せ
ず
に
、

自
ら
の
歴
史
と
向
き
合
う
姿
勢
に
感
銘
を
受
け
た
か
ら
だ
。

正
門
は
開
園
当
時
の
ま
ま
で
、
ふ
た
つ
の
門
柱
か
ら
二
頭
の
ゾ
ウ
が
鼻
と
牙
を
突
き
出
し
て
い
る
。
柱
の
上
に
は

ラ
イ
オ
ン
が
向
き
合
っ
て
座
る
。
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
門
だ
け
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
世
界
の
最
先
端

に
あ
っ
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ハ
ー
ゲ
ン
ベ
ッ
ク
動
物
園
の
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
ゾ
ウ
が

顔
を
出
し
た
門
は
、
一
九
三
三
年
に
開
園
し
た
福
岡
市
立
動
植
物
園
に
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、
閉
園
後
も
門
だ
け
は

残
り
、
福
岡
市
立
馬ま

い

出だ
し

小
学
校
の
一
隅
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

動
物
園
は
文
化
施
設

さ
て
、
新
竹
市
立
動
物
園
の
園
内
で
は
、
鳥
を
飼
う
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ジ
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
札
が
掛
か
っ
て
い
た
。

い
わ
く
﹁
歴
史
動
物
籠
舎
、H

istoric A
nim
al C
age built in 1936

﹂、
い
わ
く
﹁
動
物
園
文
化
資
産
、C

ulture 

R
esource of H

sinchu Zoo

﹂。

動
物
園
を
訪
れ
て
、
展
示
さ
れ
た
動
物
で
は
な
く
、
展
示
装
置
た
る
ケ
ー
ジ
や
飼
育
舎
に
そ
の
歴
史
の
説
明
を
目

に
す
る
機
会
は
わ
た
し
の
経
験
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
わ
ず
か
に
上
野
動
物
園
の
サ
ル
山
︵
一
九
三
一
年
建
設
︶、
ロ

ン
ド
ン
動
物
園
の
旧
ペ
ン
ギ
ン
プ
ー
ル
︵
三
四
年
建
設
︶
や
旧
ゾ
ウ
舎
︵
六
五
年
建
設
︶
が
思
い
浮
か
ぶ
ぐ
ら
い
だ
。

上
野
動
物
園
の
そ
れ
は
単
な
る
歴
史
の
説
明
だ
が
、
ロ
ン
ド
ン
動
物
園
で
はH

eritag
e

と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
て

い
た
。
し
か
し
、
新
竹
の
﹁
動
物
園
文
化
資
産
﹂
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
事
務
所
に
尋
ね
る
と
、
園

長
自
ら
の
発
案
だ
と
い
う
。

一
般
に
、
動
物
園
と
い
う
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
生
き
物
を
展
示
す
る
だ
け
に
日
々
の
飼
育
に
追
わ
れ
て
、
過
去
を

振
り
返
る
姿
勢
に
欠
け
る
。
そ
の
う
え
展
示
理
念
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
り
、
近
年
で
は
動
物
の
福
祉
が
重
視
さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
展
示
ス
タ
イ
ル
と
施
設
は
日
進
月
歩
で
あ
り
、古
び
れ
ば
い
と
も
簡
単
に
壊
さ
れ
歴
史
を
残
さ
な
い
。

動
物
園
は
野
生
動
物
と
い
う
﹁
自
然
﹂
に
ふ
れ
る
場
所
で
あ
り
、﹁
文
化
﹂
と
は
無
縁
だ
と
い
う
誤
解
が
蔓
延
し
て
い
る
。

し
か
し
、
動
物
園
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
文
化
施
設
で
あ
り
、
一
方
、
近
年
で
は
展
示
動
物
と
し
て
家
畜
が
注
目
さ
れ
て

お
り
、
動
物
を
含
め
て
、
動
物
園
に
お
け
る
文
化
遺
産
、
文
化
資
源
を
考
え
る
と
き
が
き
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
、

新
竹
の
動
物
園
で
思
っ
た
。

民
博
の
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
、
そ
し
て
わ
た
し
の
所
属
す
る
東
京
大
学
文
化
資
源
学
研
究
室
が
共
に
用
い
る

C
ultural R

esources

に
近
似
し
た C

ulture R
esource

に
、
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
出
く
わ
し
た
こ
と
に
な
る
。

動
物
園
に
動
物
園
を
見
に
行
く

新
竹
市
立
動
物
園

木き
の

　し
た下 

直な
お

　ゆ
き之

　
東
京
大
学
教
授

「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」と
い
え
ば
、何
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
だ
ろ
う
。

美
術
館
や
博
物
館
だ
け
で
は
な
い
、こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
動
物
園
や
水
族
館
も
、

じ
つ
は「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

動
物
の
生
態
や
生
活
環
境
も
、時
代
を
反
映
し
て
変
化
す
る
。

つ
ま
り
、動
物
園
は
人
が
生
き
物
を
介
し
、自
ら
が
生
み
出
す「
文
化
」を
顧
み
る
場
所
で
も
あ
る
の
だ
。
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地
球

ミ
ュ
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ジ
ア
ム
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行



筆
者
が
東
南
ア
ジ
ア
の
村
落
で
現
地
調
査
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
を
た

ど
っ
て
い
く
と
、拳
闘
へ
の
関
心
に
た
ど
り
つ
く
。一
〇
代
の
こ
ろ
、ボ
ク
サ
ー
の

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
パ
ン
チ
の
連
打
、ム
エ
タ
イ
選
手
の
ム
チ
の
よ
う
に
し
な
る
キ
ッ

ク
に
魅
せ
ら
れ
た
も
の
だ
。

拳
闘
の
代
表
は
、や
は
り
ボ
ク
シ
ン
グ
。試
合
場
に
行
っ
て
み
よ
う
。四
角
い

「
輪
」の
な
か
で
、紳
士
が
一
人
、手
袋
を
は
め
た
裸
の
男
た
ち
に「
箱
！
」と
声
を

あ
げ
て
い
る
。冷
静
に
考
え
て
み
る
と
､
謎
め
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。

い
ざ
ボ
ク
シ
ン
グ
の
文
化
論
へ
、「
ボ
ッ
ク
ス
！
」

四
角
い
の
に
、
輪

レ
フ
ェ
リ
ー
が
二
人
の
ボ
ク
サ
ー
の
あ
い
だ
に
入
り
、
声
を
あ
げ
る
。

「
ボ
ッ
ク
ス
！
」

ボ
ク
シ
ン
グ
は
、
ボ
ッ
ク
ス
す
る
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
だ
が
、
ボ
ッ
ク
ス
と

は
な
ん
だ
ろ
う
。

じ
つ
は
わ
た
し
は
長
い
あ
い
だ
、
こ
の

ボ
ッ
ク
ス
を
、
箱
の
意
味
だ
と
勝
手
に

思
い
込
ん
で
い
た
。『
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
』

（
高た

か
も
り森

朝あ
さ

雄お

・
ち
ば
て
つ
や
）
の
な
か
で

も
、
リ
ン
グ
は
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
闘
争

が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
弱
肉
強
食
の
「
四

角
い
ジ
ャ
ン
グ
ル
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い

た
。
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が

ど
う
か
は
と
も
か
く
、
な
る
ほ
ど
リ
ン

グ
は
、
闘
士
た
ち
を
閉
じ
込
め
た
四
角

い
箱
（
ボ
ッ
ク
ス
）
に
見
え
る
。
そ
ん
な

ル
が
成
文
化
さ
れ
た
。
近
代
ボ
ク
シ
ン
グ
の
誕
生
を
う
か
が
わ
せ
る
出
来
事

だ
。
ブ
ロ
ー
ト
ン
ズ
・
コ
ー
ド
に
は
、
勝
敗
、
審
判
の
役
割
、
反
則
な
ど
を

定
め
て
い
る
が
、
試
合
場
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
成
文
化
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・

ブ
ロ
ー
ト
ン
（
一
七
〇
三
―
一
七
八
九
）
自
身
も
、
し
ば
し
ば
円
形
拳
闘
場

で
試
合
し
て
い
た
。
四
角
い
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
規
定
が
で
き
る
の
は
、
一
九

世
紀
後
半
で
あ
る
。

「
さ
あ
、
殴
り
あ
え
！
」

ボ
ッ
ク
ス
の
話
に
戻
ろ
う
。

一
九
世
紀
ま
で
、
拳
闘
は
イ
ギ
リ
ス
で
一
般
的
に
ピ
ュ
ジ
リ
ズ
ム
と
い
わ
れ

て
い
た
。
一
〇
〇
年
も
前
に
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
ボ
ク
シ
ン
グ
史
の
古

典
『
ピ
ュ
ジ
リ
ス
テ
ィ
カ
』
に
よ
る
と
、
ピ
ュ
グ
ズ
は
殴
る
こ
と
を
意
味
す
る

古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
ボ
ッ
ク
ス
と
い
う
語
も
、
同
じ
ピ
ュ
グ

ズ
が
訛な

ま

っ
た
も
の
だ
。
そ
の
む
か
し
、
オ
リ
ン
ピ
ア
の
祭
典
で
拳
闘
家
た
ち
は
、

牛
革
を
拳
に
巻
い
て
四
角
く
し
ば
っ
て
固
め
て
い
た
。
こ
の
拳
が
箱
に
た
と

え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
ボ
ッ
ク
ス
（
殴
る
／
箱
）
は
拳
闘
と
の
結
び
つ
き
を

深
め
、
ボ
ク
シ
ン
グ
と
い
う
英
語
が
広
ま
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
「
ボ
ッ
ク

ス
す
る
」
だ
。

そ
う
、
現
在
で
も
レ
フ
ェ
リ
ー
は
選
手
た
ち
に
、「
箱
！
」
と
叫
ん
で
い
る

の
で
な
い
。「
さ
あ
、
殴
り
合
え
！
」
と
命
じ
て
い
る
の
だ
。

箱
の
な
か
に
箱
、
ま
た
箱
…
…

こ
の
際
、
ボ
ク
シ
ン
グ
に
あ
る
箱
か
ら
も
っ
と
妄
想
し
よ
う
。

ボ
ク
シ
ン
グ
の
な
か
に
あ
る
箱
と
は
、
ま
ず
古
代
拳
闘
家
の
拳
だ
っ
た
。

現
在
で
は
バ
ン
デ
ー
ジ
（
包
帯
）
で
手
首
か
ら
し
っ
か
り
拳
を
固
定
し
、
拳

を
握
っ
た
形
に
最
初
か
ら
で
き
て
い
る
グ
ロ
ー
ブ
に
、
両
手
を
差
し
込
む
の

で
あ
る
。
ま
さ
に
箱
っ
ぽ
く
進
化
し
た
の
だ
。

こ
の
グ
ロ
ー
ブ
を
ひ
も
で
し
ば
っ
て
腕
に
固
定
す
る
と
、
肘
か
ら
拳
ま
で

が
一
本
の
こ
ん
棒
の
よ
う
に
な
る
。「
こ
ん
な
硬
い
の
で
な
ぐ
っ
た
ら
、
き
く

だ
ろ
う
な
」
と
感
心
す
る
が
、「
こ
ん
な
の
で
ブ
ン
な
ぐ
ら
れ
る
の
か
」
と
冷

や
汗
も
出
る
。
自
分
で
着
脱
で
き
な
い
か
ら
、
ト
イ
レ
に
も
い
け
な
い
。
鼻

を
か
む
の
も
一
苦
労
だ
。
両
手
の
先
に
く
い
こ
み
そ
う
に
く
っ
つ
い
て
い
る
ふ

と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
の
思
い
込
み
の
は
じ
ま
り
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
ふ
つ
う
知
っ
て
い
る
ボ
ク
シ
ン
グ
・
リ
ン
グ
、
あ

の
ロ
ー
プ
が
は
ら
れ
た
四
角
い
ス
テ
ー
ジ
は
比
較
的
新
し
い
。
だ
い
た
い
四

角
い
の
に
リ
ン
グ
（
輪
）
だ
な
ん
て
、
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。

今
日
の
ボ
ク
シ
ン
グ
に
つ
ら
な
る
拳
闘
の
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
み
よ
う
。

エ
ジ
プ
ト
の
壁
画
か
ら
、
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
も
い

う
。
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
限
っ
て
も
、
拳
闘
競
技
は
第
二
三
回
大
会
（
前

六
八
八
年
）
か
ら
ロ
ー
マ
帝
国
期
の
四
世
紀
末
に
祭
典
が
中
止
さ
れ
る
ま
で
、

一
〇
〇
〇
年
以
上
も
続
い
た
。
そ
の
こ
ろ
四
角
い
ス
テ
ー
ジ
は
な
い
。
丸
い

闘
技
場
の
な
か
に
は
、
ロ
ー
プ
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
一
八
世
紀
ま
で

下
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

話
。
拳
で
も
棒
で
も
剣
で
も

な
ん
で
も
来
い
の
豪
腕
格
闘
家

が
い
て
、
格
闘
技
学
校
を
作
り
、

拳
闘
初
代
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
名

乗
っ
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ィ
ッ

グ
（
一
六
八
一
―
一
七
四
三
）
で

あ
る
。
観
衆
た
ち
が
、
ロ
ー
プ

の
丸
い
輪
を
手
で
ひ
い
て
張
っ

た
な
か
か
ら
、
フ
ィ
ッ
グ
は
「
誰

か
、
や
れ
ん
の
か
あ
！
」
と
挑

発
し
た
。
こ
れ
が
リ
ン
グ
の
由

来
だ
と
か
。

こ
の
フ
ィ
ッ
グ
が
没
し
た

一
七
四
三
年
に
、「
ブ
ロ
ー
ト
ン

ズ
・
コ
ー
ド
」
と
し
て
拳
闘
ル
ー

た
つ
の
固
い
箱
は
、
両
拳
を
拳
闘

の
道
具
に
か
え
る
。
同
時
に
、
次

の
行
き
先
が
リ
ン
グ
と
い
う
箱
以

外
に
な
い
こ
と
を
宣
告
す
る
の
だ
。

ボ
ク
サ
ー
は
観
客
の
視
線
が

集
ま
る
そ
の
箱
に
向
か
っ
て
、
自

ら
階
段
を
あ
が
る
。
厳
し
い
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
で
無
駄
な
ぜ
い
肉
を

そ
ぎ
落
と
し
た
ボ
ク
サ
ー
の
身
体

も
、
あ
た
か
も
力
と
熱
情
を
濃

縮
し
て
閉
じ
込
め
た
、
一
個
の
箱

の
よ
う
で
あ
る
。
対
戦
者
は
、
体

重
も
同
じ
、
試
合
ま
で
の
禁
欲

も
同
じ
、
勝
利
に
対
す
る
執
念

も
同
じ
、
自
分
の
鏡
像
み
た
い
な
、
も
う
ひ
と
つ
の
箱
で
あ
る
。
二
人
は
自

ら
の
箱

ボ
ッ
ク
スを
開
放
し
あ
い
、
殴ボ

ッ

ク

ス

り
あ
う
の
だ
。
だ
か
ら
、
レ
フ
ェ
リ
ー
は
試
合
中
、

何
度
も
命
じ
る
。

「
ボ
ッ
ク
ス
！
」

パ
ン
ド
ラ
の
箱

し
か
し
、
ボ
ッ
ク
ス
し
す
ぎ
る
こ
と
の
身
体
へ
の
危
険
性
は
、
何
十
年
に

も
わ
た
っ
て
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
頭
部
へ
の
打
撃
に
よ
る
障
害
が
懸

念
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
パ
ン
チ
ド
ラ
ン
カ
ー
に
な
る
危
険
性
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
を
日
本
で
有
名
に
し
た
の
も
『
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
』
で

は
な
か
ろ
う
か
。
わ
た
し
な
ど
は
、
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
、
ホ
セ
・
メ
ン
ド
ー
サ
の

コ
ー
ク
ス
ク
リ
ュ
ー
パ
ン
チ
や
、
漫
画
の
展
開
を
思
い
出
し
て
胸
が
熱
く
な
る
。

さ
て
、
こ
の
パ
ン
チ
ド
ラ
ン
カ
ー
は
、
ボ
ク
サ
ー
た
ち
の
あ
い
だ
で
パ
ン
ド

ラ
と
略
さ
れ
て
い
る
。
パ
ン
ド
ラ
の
箱
が
あ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
本

人
に
も
、
家
族
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
災
い
が
ふ
り
か
か
る
。
最
後
に
箱
に
残
っ

て
い
る
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
希
望
な
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ろ
し
い
冗
談
で
あ
る
。

ボ
ク
サ
ー
た
ち
は
、
内
側
が
鏡
ば
り
の
箱
み
た
い
な
ジ
ム
の
な
か
で
、
決
し

て
自
己
愛
に
ひ
た
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。

ボ
ク
シ
ン
グ
の
文
化
論　

3
の
1

ボ
ッ
ク
ス
！

樫か
し
な
が永

真ま

さ

お

佐
夫　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

古代ギリシャの壺絵に描かれた拳闘
（ノルベルト・エリアス、エリック・ダニング 1995 『スポーツと
文明化—興奮の探求』法政大学出版局）

ジョージ・A・ヘイズ『素手拳闘（ベアナックル）』1870-1885 年。この時期に、スポーツボクシングが急
速に整備されていくが、円形リングもまだあった。（カシア・ボディ2011『ボクシングの文化史』東洋書林）

古代ギリシャの拳闘家の拳は、革紐でしばって固められた（ノルベルト・エリアス、
エリック・ダニング 1995 『スポーツと文明化—興奮の探求』法政大学出版局）
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シ
サ
ム
工
房
は
、
設
立
以
来
、
一
貫
し
て
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
商
品
の
販
売
を
活
動
の
要
と
し
て
い
る
。「
シ
サ
ム
」
は

ア
イ
ヌ
語
で
「
隣
人
」
の
意
味
が
あ
る
。
ア
ジ
ア
五
カ
国
の

N
G
O
と
日
々
や
り
取
り
を
重
ね
、
衣
料
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー

か
ら
、
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
な
ど
の
イ
ン
テ
リ
ア
品
ま
で
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
商
品
を
数
多
く
生
産
し
、
販
売
し
て
い
る
。

一
九
九
九
年
の
春
、京
都
の
小
さ
な
シ
ョ
ッ
プ
か
ら
始
ま
っ

た
わ
た
し
た
ち
も
、
現
在
で
は
直
営
店
が
六
店
舗
、
全
国
に

卸
販
売
も
し
、
順
調
に
販
売
規
模
を
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
一
般
の
消
費
者
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
触
れ
る
機

会
創
出
と
し
て
大
変
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
広
が
り
の
要
因
と
し
て
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
へ
の

理
解
と
関
心
が
徐
々
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
一
般

消
費
者
の
ナ
チ
ュ
ラ
ル
志
向
や
、「
も
の
」
よ
り
「
こ
と
」
に

重
点
を
置
く
消
費
行
動
の
転
換
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
三
つ
の
こ
だ
わ
り
」

シ
サ
ム
工
房
に
は
、「
三
つ
の
こ
だ
わ
り
」
と
い
う
事
業
コ

ン
セ
プ
ト
が
あ
る
。

第
一
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
よ
っ
て
途
上
国
支
援
を
お
こ

な
う
こ
と
。
シ
サ
ム
工
房
の
事
業
の
根
幹
は
、
日
々
の
流
通

で
生
産
者
の
生
活
改
善
を
目
指
す
こ
と
に
あ
る
。
第
二
に

伝
統
文
化
、
特
に
手
仕
事
に
敬
意
を
払
う
こ
と
。
現
地
の

伝
統
技
術
や
高
度
な
手
仕
事
の
技
術
を
、
製
品
作
り
に
活

か
す
こ
と
で
、
文
化
や
技
術
を
継
承
す
る
道
を
創
出
し
て
い

る
。
ま
た
、
販
売
の
際
、
我
々
が
敬
意
を
も
っ
て
そ
の
文
化

を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
消
費
者
に
も
、「
貧
し
い
人

の
生
活
資
金
作
り
を
支
え
る
商
品
」
だ
け
で
は
な
く
、「
素

晴
ら
し
い
文
化
や
技
術
が
込
め
ら
れ
た
商
品
」
と
し
て
も
認

知
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
第
三
は
環
境
や
健
康
へ

の
こ
だ
わ
り
。
生
産
に
あ
た
り
、
草
木
染
め
な
ど
、
環
境
に

配
慮
し
た
技
術
や
原
料
を
使
用
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

ア
ジ
ア
の
生
産
者
と
シ
サ
ム
工
房

シ
サ
ム
工
房
に
は
、
商
品
部
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
や
、
生
産

管
理
を
す
る
専
門
の
部
署
が
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
生
産
パ
ー

ト
ナ
ー
で
あ
る
現
地
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
N
G
O
と
日
常
的
に

や
り
取
り
を
し
、
年
に
何
度
も
生
産
現
場
に
赴
き
、
商
品
を

完
成
さ
せ
、
そ
れ
が
日
本
の
店
頭
に
並
ぶ
ま
で
の
す
べ
て
の
作

業
を
担
当
し
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
相
手
の
状
況
を

慮

お
も
ん
ぱ
か

り
、
心
の
こ
も
っ
た
や
り
取
り
を
心
が
け
、
日
々
生
産
者
と
向

き
合
っ
て
い
る
。
商
品
作
り
だ
け
で
な
く
、
生
産
者
の
暮
ら
し

の
変
化
や
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
現
場
の
状
況
を
調
査
し
、
社
内

外
に
情
報
開
示
す
る
の
も
こ
の
部
署
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。

春
夏
秋
冬
と
フ
ル
で
商
品
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
ネ

パ
ー
ル
の
生
産
者
と
の
関
係
は
特
に
深
い
も
の
が
あ
る
。
大

き
く
二
種
類
の
商
品
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
手
編
み
物
、
も
う

ひ
と
つ
が
手
織
り
生
地
の
女
性
服
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
売
上

に
占
め
る
比
率
は
高
く
、
相
手
N
G
O
に
と
っ
て
も
シ
サ

ム
工
房
は
有
力
な
取
引
先
で
あ
り
、
お
互
い
に
な
く
て
は
な

ら
な
い
大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

今
ど
き
、
手
編
み
の
セ
ー
タ
ー
を
大
量
販
売
し
て
い
る
大

手
メ
ー
カ
ー
は
な
い
だ
ろ
う
。
均
質
を
当
然
と
す
る
日
本
の

厳
し
い
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
大
量
に
捌さ

ば

く
こ
と
は
と
て
も
で
き
な

い
か
ら
だ
ろ
う
。
街
で
は
化
学
繊
維
の
機
械
編
み
製
品
ば
か

り
が
目
に
つ
く
。

し
か
し
、
シ
サ
ム
工
房
で
は
、
手
編
み
ア
イ
テ
ム
を
、
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
商
品
群
と

位
置
づ
け
て
い
る
。
ネ
パ
ー
ル
の
女
性
た
ち
が
、
自
宅
で
子

ど
も
の
世
話
や
家
事
を
し
な
が
ら
、
編
み
棒
二
本
と
い
う
最

小
の
道
具
で
現
金
が
得
ら
れ
る
の
だ
。

「
シ
サ
ム
工
房
の
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
や
新
し
い
編
み
模
様
に

挑
戦
す
る
の
が
毎
回
楽
し
い
学
び
よ
」
と
嬉
し
い
声
を
聞
か

せ
て
く
れ
る
の
も
、
我
々
の
励
み
に
な
っ
て
い
る
。
サ
イ
ズ

や
色
の
ば
ら
つ
き
な
ど
は
、
日
本
で
販
売
す
る
我
々
に
と
っ

て
、
常
に
大
き
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
あ
る
が
、
機
械
に
は
出
せ

な
い
味
わ
い
や
、
商
品
の
背
景
に
あ
る
助
け
合
い
の
気
持
ち

な
ど
が
、
そ
れ
を
凌り

ょ
う
が駕
す
る
魅
力
と
し
て
あ
る
と
思
う
。

例
え
ば
、
今
後
、
会
社
の
規
模
が
急
激
に
大
き
く
な
り
、

取
扱
量
を
急
増
し
た
く
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
理
由

に
生
産
者
を
乗
り
換
え
る
こ
と
も
、
機
械
編
み
に
転
換
す
る

こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
、
仕
事
を
必
要
と
し
て

い
る
女
性
た
ち
の
数
を
訓
練
と
と
も
に
徐
々
に
増
や
し
、
彼

ら
の
生
活
の
改
善
に
本
当
に
貢
献
す
る
仕
事
内
容
を
拡
大
し

て
い
く
の
だ
。

そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
目
的
が
、「
貧
し
い
国
」
に
「
よ

り
多
く
の
現
金
を
落
と
す
こ
と
」
で
は
な
く
、「
そ
の
仕
事

を
必
要
と
す
る
、
よ
り
多
く
の
人
」
に
、
顔
が
見
え
る
形
で
、

「
仕
事
と
い
う
生
活
の
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
」
だ
か
ら
だ
。

我
々
が
必
ず
、
生
産
者
一
人
ひ
と
り
の
状
況
を
把
握
す
る
草

の
根
レ
ベ
ル
の
現
地
N
G
O
に
あ
い
だ
に
入
っ
て
も
ら
う
の

は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

お
買
い
物
は
投
票

現
在
、
世
界
と
の
つ
な
が
り
な
し
で
生
き
て
い
る
人
は
い

な
い
だ
ろ
う
。
朝
飲
む
コ
ー
ヒ
ー
も
、
夜
眠
る
布
団
の
コ
ッ

ト
ン
も
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
海
外
か
ら
や
っ
て
く
る
。
知
っ

て
か
知
ら
ず
か
、
自
分
の
お
金
が
海
外
に
影
響
を
与
え
て
い

る
の
だ
。
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
は
、
最
悪
の
場
合
、

身
近
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
買
っ
た
だ
け
で
、
海
外
の
児
童
労

働
に
自
分
の
お
金
が
流
れ
て
し
ま
う
危
険
も
あ
る
。
加
害
者

も
被
害
者
も
生
ま
な
い
、お
い
し
く
て
安
心
な
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
チ
ョ
コ
を
推
進
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
る
。

し
か
し
、
現
在
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
は
、
人
が
一

生
に
使
う
す
べ
て
の
も
の
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
一
番
大
切
な
の
は
、「
お
買
物
と
は
ど
ん
な

社
会
に
一
票
を
投
じ
る
か
（W

hat you buy is w
hat you 

vote

）」
と
い
う
考
え
方
な
の
だ
。
シ
サ
ム
工
房
は
こ
れ
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
、
買
い
物
が
世
界
に
お
よ
ぼ
す
影
響
に
わ
た

し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
も
っ
と
コ
ン
シ
ャ
ス
に
な
っ
て
、
社

会
に
貢
献
で
き
る
お
金
の
使
い
方
、
物
選
び
を
す
る
「
意
識

そ
の
も
の
」
を
広
め
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

わ
た
し
た
ち
が
日
常
、
身
に
つ
け
口
に
す
る
品
々
の
ほ
と
ん
ど
は
、
目
に
見
え
ぬ
海
外
の
生
産
者
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

よ
り
安
全
で
、
よ
り
信
頼
で
き
る
商
品
を
手
に
す
る
に
は
、
そ
の
作
り
手
た
ち
の
文
化
や
生
活
に
思
い
を
馳
せ
、
意
識
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。

生
産
者
と
消
費
者
、
異
な
る
文
化
を
「
商
品
」
を
通
じ
て
つ
な
ぐ
人
び
と
の
活
動
を
紹
介
す
る
。

買
い
物
で
世
界
と
コ
ン
シ
ャ
ス
に
つ
な
が
る

人ひ

と

見み 

友と

も

子こ

　
シ
サ
ム
工
房
取
締
役

染め工房。注文どおりの色に
染めていく

コレクションのサンプルを
縫っているところ

編み手さんたち。ネパールのフェアトレードNGO、
マハグチの工房の屋上にて

シサムとNGO、双方のデザイナーが相談
しながら服のパターンを修正する

カトマンズ市内から
程近い農村の様子

ネパールのフェアトレードNGO内の託児所

稲刈りが終わったばかりの村では、
そこらじゅうで見られる光景
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「
幸
せ
」
と
併
存
す
る
難
民
問
題

昨
年
一
一
月
、
ブ
ー
タ
ン
の
ワ
ン
チ
ュ
ク
国
王
と
新
婚
の
ペ
マ
王

妃
が
国
賓
と
し
て
来
日
し
、そ
の
さ
わ
や
か
な
印
象
が
「
幸
せ
の
国
」

ブ
ー
タ
ン
と
い
う
こ
と
ば
と
と
も
に
日
本
中
を
か
け
ぬ
け
た
。
折
し

も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
て
明
る
い
ニ
ュ
ー

ス
に
飢
え
て
い
た
し
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
の

何
か
が
間
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
問

い
始
め
た
と
き
で
も
あ
っ
た
。
礼
節
と
伝
統

を
お
も
ん
ぱ
か
る
両
氏
の
言
動
や
精
神
的
な

豊
か
さ
を
求
め
る
ブ
ー
タ
ン
の
G
N
H
（
国

民
総
幸
福
）
の
考
え
方
に
、
つ
よ
く
惹
き
つ

け
ら
れ
た
。
マ
ス
コ
ミ
も
癒
し
の
効
果
と
現

代
文
明
を
や
わ
ら
か
く
批
判
す
る
効
用
に
期

待
し
て
か
、
二
人
の
来
日
を
心
温
ま
る
ニ
ュ
ー

ス
と
し
て
報
道
し
、
ブ
ー
タ
ン
熱
を
駆
り
た

て
た
。

も
と
よ
り
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ

と
事
実
上
の
新
婚
旅
行
と
い
う
慶
事
に
水
を

さ
す
つ
も
り
は
な
い
。
だ
が
、こ
の
世
に
「
幸

せ
」だ
け
の
国
な
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ー

タ
ン
を
語
る
と
き
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は

「
幸
せ
」
と
併
存
す
る
影
の
部
分
だ
。
そ
れ

は
、
ブ
ー
タ
ン
の
伝
統
と
主
権
、
独
立
を
守

る
た
め
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
異
民
族
の
同
化
政
策
と
そ
の
結
果

と
し
て
の
ブ
ー
タ
ン
難
民
問
題
で
あ
る
。
市
民
権
法
の
改
定
に
よ

り
、
多
く
の
ネ
パ
ー
ル
系
住
民
の
居
住
が
非
合
法
と
さ
れ
て
弾
圧

を
受
け
、
一
九
九
〇
年
ご
ろ
か
ら
大
挙
し
て
ネ
パ
ー
ル
に
流
出
し

た
。
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
U
N
H
C
R
）
に
よ
れ
ば
、

そ
の
数
は
約
一
一
万
人
に
の
ぼ
る
（
ブ
ー
タ
ン
の
人
口
は
約
七
〇
万

人
）。ネ
パ
ー
ル
政
府
と
U
N
H
C
R
は
、難
民
の
本
国
帰
還
を
ブ
ー

タ
ン
政
府
に
要
求
し
て
き
た
が
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。

「
幸
せ
の
国
」
に
求
め
ら
れ
る
も
の

難
民
キ
ャ
ン
プ
が
で
き
て
一
七
年
が
経
っ
た

二
〇
〇
七
年
、
U
N
H
C
R
な
ど
の
献
身
的

な
努
力
に
よ
り
「
第
三
国
定
住
」
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
始
ま
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
八
カ
国
が
人
道
的
配
慮
か

ら
、
長
期
化
す
る
ブ
ー
タ
ン
難
民
の
受
け
入

れ
に
応
じ
、
二
〇
一
一
年
ま
で
に
五
万
人
の
難

民
が
第
三
国
に
旅
立
っ
た
の
だ
。
史
上
、
最

大
規
模
と
い
わ
れ
る
第
三
国
定
住
が
ブ
ー
タ

ン
難
民
を
対
象
に
実
施
さ
れ
、
今
な
お
六
万

人
の
難
民
が
キ
ャ
ン
プ
で
次
の
機
会
を
待
っ

て
い
る
こ
と
は
、
も
っ
と
知
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
五
万
人
中
、
四
万
二
〇
〇
〇
人
の
ブ
ー

タ
ン
難
民
を
ア
メ
リ
カ
が
引
き
受
け
た
こ
と

も
賞
賛
に
価
す
る
。

「
幸
せ
の
国
」
は
、
異
民
族
を
排
除
し
、
国

内
に
残
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
自
由
に
意
思
表
明
で
き
な
い
状
況
の

も
と
で
成
り
立
つ
と
い
う
、
あ
や
う
さ
を
併
せ
も
つ
よ
う
だ
。
ブ
ー

タ
ン
を
、
そ
し
て
G
N
H
と
い
う
哲
学
を
、
過
大
に
も
過
小
に
も

評
価
し
な
い
冷
静
さ
と
中
立
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「幸せの国」のあやうさ
南
みなみ

 真
ま

木
き

人
と

　民博 文化資源研究センター

ブータン難民キャンプのサッカー大会（2003 年）
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こ
の
砥と

石い
し

入
は
、昭
和
三
年
一
一
月
に
今こ
ん

和わ

じ次
郎ろ
う

が
採
集
し
た
資
料
で
あ
る
。

附
表
に
は
、採
集
地
が「
長
野
県
諏す

わ訪
郡
北き
た
や
ま
む
ら
か
し
は
ら

山
村
柏
原
」（
現
在
の
茅ち

の野
市
内
）で

あ
る
旨
の
記
述
が
あ
る
。ま
た
、備
考
欄
に「
ぼ
ろ
布
に
て
編
む
」と
あ
る
よ
う
に
、

稲
わ
ら
に
細
く
裂
い
た
布
切
れ
を
綯な

い
こ
ん
で
堅
牢
な
つ
く
り
に
し
て
い
る
。山

仕
事
に
出
か
け
る
と
き
な
ど
に
、腰
に
提
げ
て
持
参
し
た
。砥
石
入
だ
が
、こ
の
資

料
に
は
砥
石
は
入
っ
て
な
い
。早
く
か
ら
渋し
ぶ
さ
わ
け
い
ぞ
う

沢
敬
三
と
親
交
が
あ
っ
た
今
が
、渋

沢
が
主
宰
す
る
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
民
具
研
究
に
協
力
す
る
た
め
、調

査
旅
行
先
か
ら
も
ち
帰
っ
た
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

今
和
次
郎（
一
八
八
八

－一
九
七
三
）は
青
森
県
弘ひ
ろ
さ
き前
市
に
生
ま
れ
た
。東
京
美

術
学
校（
現
在
の
東
京
芸
術
大
学
）を
卒
業
し
、早
稲
田
大
学
で
建
築
学
を
教
授

す
る
と
と
も
に
、建
築
設
計
に
も
携
わ
っ
た
。民
俗
学
者
の
柳や
な
ぎ
た田

國く
に

男お

ら
が
組
織

し
た
民
家
研
究
の
会「
白は
く

茅ぼ
う

会か
い

」の
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
を
機
に
、民
家
研
究

に
着
手
し
て
重
要
な
足
跡
を
残
し
た
。画
技
に
す
ぐ
れ
、そ
の
力
量
を
民
家
研
究

や
考
現
学
調
査
に
活
か
し
て
数
多
く
の
ス
ケ
ッ
チ
を
残
し
て
い
る
。

考
現
学
は
、今
が
提
唱
し
た「
現
在
」を
研
究
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
学
問
・

思
想
で
あ
る
。昭
和
初
期
の
急
速
に
大
都
市
化
し
て
い
く
東
京
の
街
の
様
子
や
、

人
び
と
の
生
活
の
変
化
を
採
集（
観
察
・
記
録
）し
、そ
の
分
析
を
め
ざ
し
た
。

建
築
家
と
し
て
の
活
動
に
は
、関
東
大
震
災
直
後
の
街
頭
に
急
ご
し
ら
え
の

バ
ラ
ッ
ク
建
築
を
ペ
ン
キ
で
装
飾
し
た「
バ
ラ
ッ
ク
装
飾
社
」や
、積
雪
地
方
の
く

ら
し
を
快
適
に
す
る
た
め
の
試
験
家
屋
の
試
み
、村
の
共
同
作
業
場
の
設
計
、小

住
宅
の
設
計
な
ど
に
携
わ
っ
た
。第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、日
常
生
活
を
考
察
す

る
生
活
学
や
服
装
研
究
と
い
っ
た
新
し
い
学
問
領
域
に
も
関
心
を
深
め
て
展
開

し
て
い
っ
た
。こ
う
し
た
幅
広
い
領
域
に
わ
た
る
活
動
の
根
底
に
は
、く
ら
し
の

営
み
を「
ひ
ろ
い
心
で
よ
く
み
る
」こ
と
に
よ
っ
て
、同
時
代
人
と
と
も
に
く
ら
し

の
か
た
ち
を
創
造
し
よ
う
と
模
索
し
続
け
た
ま
な
ざ
し
と
共
感
が
あ
っ
た
。

砥
石
入

民
博 

民
族
文
化
研
究
部  

近こ

ん

ど

う藤 

雅ま

さ

樹き

標
本
番
号 

H
０
０
１
４
８
６
３

地
域 

長
野
県
諏
訪
郡
北
山
村
柏
原
（
現
・
茅
野
市
内
）

受
入
年 

１
９
７
５
年

特
別
展
「
今
和
次
郎　

採
集
講
義

―
考
現
学
の
今
」
に
て
展
示
中



フ
ィー
ル
ド
で

考
え
る
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地
域
社
会
が
避
難
所
の
あ
り
方
を
き
め
る

岩
手
県
大お

お
つ
ち槌
町ち

ょ
う

吉き

り

き

り

里
吉
里
は
、
東
日
本
大
震
災
で
多

く
の
被
害
を
出
し
た
地
域
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
全
家
屋

の
半
数
が
津
波
に
流
さ
れ
、
二
カ
所
の
避
難
所
に
は
最

大
で
八
〇
〇
人
以
上
の
被
災
者
が
暮
ら
し
て
い
た
。
そ

こ
に
木
製
の
組
み
立
て
式
間
仕
切
り
が
送
ら
れ
て
き
た
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
な
い
生
活
を
改
善
し
よ
う
と
の
配
慮

に
よ
る
も
の
で
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
に
は
重
宝
さ
れ

た
と
い
う
。
し
か
し
、
吉
里
吉
里
で
は
不
要
だ
と
い
っ
て
、

共
同
風
呂
の
炊
き
つ
け
に
し
て
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
大
で
あ
る
。

被
災
者
の
要
望
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
の
だ
か
ら
一

律
に
判
断
を
下
す
の
で
は
な
く
、
各
地
域
の
実
情
を
重

視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
に

即
し
た
詳
細
な
調
査
が
何
よ
り
必
要
な
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
だ
。

被
災
直
後
、
吉
里
吉
里
で
は
住
民
総
出
で
対
策
本
部

を
立
ち
上
げ
、
被
災
家
屋
を
一
軒
一
軒
ま
わ
り
、
ガ
レ

キ
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
人
び
と
の
救
出
に
あ
た
っ

た
と
い
う
。
そ
の
後
、
一
台
だ
け
残
っ
た
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー

で
ガ
レ
キ
の
撤
去
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
が
入
ら
な
い
と

こ
ろ
で
は
、
中
学
生
も
が
加
わ
っ
て
ロ
ー
プ
で
引
い
て

ガ
レ
キ
を
撤
去
し
た
。
病
人
や
け
が
人
の
搬
出
の
た
め

の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
と
生
活
道
路
の
確
保
が
目
的
で
あ
っ
た
。

一
方
、
女
性
た
ち
は
被
災
し
た
商
店
か
ら
流
出
し
た

商
品
を
集
め
、
当
座
の
飲
食
に
活
用
す
る
一
方
で
、
被

災
し
な
か
っ
た
家
を
ま
わ
っ
て
米
や
食
料
を
確
保
し
た
。

自
衛
隊
の
食
料
供
給
が
本
格
化
し
た
の
は
三
週
間
後
で

あ
り
、
そ
の
間
、
避
難
者
は
ピ
ン
ポ
ン
玉
ほ
ど
の
お
に

ぎ
り
で
朝
昼
の
飢
え
を
し
の
い
だ
と
い
う
。
地
元
の
女

性
た
ち
に
よ
る
炊
き
出
し
は
、
避
難
所
が
閉
鎖
さ
れ
る

八
月
ま
で
続
い
た
の
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
お
な
じ
大
槌
町
で
も
中
心
部
で
は

違
っ
て
い
た
。
津
波
の
高
さ
が
予
想
を
上
回
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
町
役
場
、
消
防
署
、
図
書
館
、
ス
ー
パ
ー
な

ど
の
全
施
設
が
崩
壊
し
た
。
避
難
所
ま
で
が
水
に
流
さ

れ
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
火
災
が

三
日
三
晩
続
い
て
、
す
べ
て
が
消
滅
し
た
。

町
の
中
心
部
の
小
さ
な
丘
に
は
中
央
公
民
館
が
建
て

ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
だ
け
は
被
災
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
た
。

そ
こ
に
、
一
時
は
二
〇
〇
〇
人
も
の
被
災
者
が
避
難
し

た
の
だ
。
毛
布
や
食
料
の
備
蓄
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
人

び
と
は
カ
ー
テ
ン
等
を
破
い
て
暖
を
と
っ
た
が
、
雪
の

降
る
寒
い
夜
で
、
低
体
温
で
亡
く
な
る
人
が
あ
い
つ
い

だ
と
い
う
。
こ
の
避
難
所
で
は
、
役
場
の
人
間
が
多
数

避
難
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
避
難
民
に
よ
る
対

策
本
部
は
立
ち
上
が
ら
な
か
っ
た
。
カ
ー
テ
ン
や
ス

ペ
ー
ス
を
め
ぐ
っ
て
住
民
は
い
が
み
合
い
、
喧け

ん

嘩か

や
怒

号
が
生
じ
る
こ
と
も
た
び
た
び
あ
っ
た
。
し
か
も
、
炊

き
出
し
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
避
難
者
は
役

場
が
差
し
入
れ
る
弁
当
で
過
ご
し
て
い
た
。

災
害
に
強
い
社
会
を
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
く
る
か

わ
た
し
は
四
月
六
日
か
ら
被
災
地
に
入
り
、
大
槌
町

や
釜か

ま
い
し石
市
で
住
民
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
協
力
し
な
が

ら
、
被
災
後
の
行
動
に
つ
い
て
記
録
を
と
っ
た
。
そ
の

過
程
で
、
被
災
後
の
避
難
所
の
あ
り
方
に
、
右
の
ふ
た

つ
を
両
極
端
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
た
。

こ
う
し
た
違
い
は
な
に
に
由
来
し
て
い
た
の
か
。
津

波
後
の
火
災
の
有
無
や
、
人
口
の
違
い
も
理
由
の
ひ
と
つ

だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
重
要
な
の
は
、
被
災
前
の

地
域
社
会
の
あ
り
方
で
あ
る
。
人
口
二
二
〇
〇
の
吉
里

吉
里
地
区
に
は
、
ひ
と
つ
の
小
中
学
校
と
ひ
と
つ
の
寺

院
、
ひ
と
つ
の
神
社
し
か
な
く
、
人
び
と
は
共
同
で
生

活
す
る
の
に
慣
れ
て
い
た
。
一
方
、
大
槌
の
中
心
地
で
は

神
社
も
学
校
も
複
数
あ
り
、
他
所
か
ら
き
た
人
び
と
も

大
勢
い
て
、
生
活
の
共
同
は
実
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

都
市
化
の
進
ん
だ
今
日
、
吉
里
吉
里
地
区
の
よ
う
に

生
活
の
共
同
を
実
現
で
き
る
と
こ
ろ
は
希
有
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
槌
市
街
の
よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
、
助
か
る

は
ず
の
人
命
が
失
わ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
被
災
後
の

死
者
・
行
方
不
明
者
の
割
合
は
、
吉
里
吉
里
が
四
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
大
槌
市
街
で
は
一
二

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
、
被
災
直

後
の
初
動
の
大
切
さ
と
、
地
域
住
民
の
結
束
の
重
要
性

を
裏
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
東
日
本
大
震
災
後

に
は
、
調
査
が
被
災
者
の
心
理
的
肉
体
的
負
担
を
増
大

し
か
ね
な
い
と
い
う
「
調
査
被
害
」
の
観
念
が
過
度
に

強
調
さ
れ
て
、
調
査
自
粛
の
要
請
が
あ
い
つ
い
だ
。
む

ろ
ん
、
被
災
者
の
心
を
斟し

ん

酌し
ゃ
くし
な
い
一
方
的
な
調
査
は

論
外
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
域
に
即
し
た
詳
細
な
調
査

が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
、
不
利
益
を
こ
う
む
る
の
は
被

災
者
で
あ
り
、
今
後
災
害
を
被
る
可
能
性
の
あ
る
わ
た

し
た
ち
で
あ
る
。

自
然
災
害
に
対
し
て
強
い
社
会
を
つ
く
る
に
は
、
ど

う
す
べ
き
か
。
調
査
と
分
析
の
継
続
が
な
に
よ
り
必
要

な
は
ず
だ
。

竹た
け
ざ
わ沢 

尚し
ょ
う

一い
ち
ろ
う郎

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

被
災
後
を
生
き
る

民宿の屋上に打ち上げられた大型遊覧船はまゆり号。
保存運動にもかかわらず、解体撤去された。

集落がほぼ全壊した安渡（あんど）地区では、自衛隊の車両がガレキを撤去して
道をつけていた。

全壊した大槌消防署。大槌町では消防署員のほか、多くの消防団員が亡くなった。 中央公民館から見た大槌町中心部。津波と3日つづいた火災のため、すべての建物が消失した。
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話者 :菅瀬晶子（国立民族学博物館 助教）
話題 :邪視とカメレオン―東地中海地域の俗信
場所 :本館展示場内ナビひろば

話者 :飯田卓（国立民族学博物館 准教授）
話題 :【特別展「今和次郎　採集講義―考現学の今」関連】
 デジカメとパソコンで考現学
場所 :特別展示館

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
　本号は特集テーマとして４月２６日から開催される特別
展「今和次郎　採集講義―考現学の今」にちなみ、考
現学をとりあげた。前号３月号では、おもに失われたもの
の復興・再現・復元がテーマであったが、今回は現在、そこ、
ここにある日常をいかに記録し、また保存するかというこ
とになる。未来を見据えたうえで、現状を記述しまた展示
するという点で、民博の使命の一翼をになう博物館活動
の原点にたちもどることにもなる。
　本号から「連載リレー　知の収蔵庫」「異聞逸聞」があ
らたにはじまった。前者は民博の研究者を中心に、自己の
研究から広がり、つながっていく視野と関心の世界につい
て執筆者それぞれに３回連続で語ってもらう。研究者の、
普段の研究からは見えにくい、いわば舞台裏にまで踏み
込んだものになることを期待している。後者では、研究者
が、一般にはほとんど知られない事実や誤って伝えられて
いる事柄に関して、フィールドで接した情報や体験からの
べる。いずれも民博ならでは、というコーナーになれば幸
いである。ご意見、ご要望など歓迎します。（庄司博史）
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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
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研究者と話そう4月

話者 :西尾哲夫（国立民族学博物館 教授）
話題 :新生アラビア語が生んだ “フェイスブック革命 ”
場所 :本館展示場内ナビひろば

話者 :ピーター・マシウス（国立民族学博物館 准教授）
話題 :民族植物学の旅：くらしの中のはっぱ
場所 :本館展示場内ナビひろば　※通訳あり

話者 :須藤健一（国立民族学博物館長）
話題 :織りと樹皮布づくり
場所 :本館展示場内ナビひろば

15日
（日曜日）

8日
（日曜日）

1日
（日曜日）

22日
（日曜日）

29日
（日曜日）

次号の予告
 特集

博物館と博情館（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：モンゴル国アルハンガイ県、春営地にて。2011年 5月　撮影：堀田あゆみ
現代の遊牧民が暮らすゲルには、ソーラーパネル、パラボラアンテナが。家族そろって
の遠出には、バイクが大活躍。1944年、現・張家口市に置かれた西北研究所（所長：
今西錦司）を拠点に、梅棹忠夫らは内モンゴルを調査した。当時の調査記録と比較
すると、モンゴル生活文化における不易と変化が見えてくる。これも考現学である。

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、
話題や内容は実に多彩。
どんどん質問をおよせください。展示場でお待ちしております。
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