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東
北
民
謡
を
追
い
か
け
て
い
る
。
東

日
本
大
震
災
以
降
、
東
北
の
声
を
聴
き

た
く
な
っ
た
の
だ
。

　
岩
手
県
の
民
謡
に
「
牛
方
節
（
南
部

牛
追
唄
）」
が
あ
る
。
そ
の
発
祥
の
地

は
岩い

わ

手て

郡ぐ
ん

葛く
ず
ま
き
ま
ち

巻
町
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

葛
巻
は
北
上
山
地
の
山
間
部
に
あ
る
か

つ
て
の
宿
場
町
だ
が
、
こ
こ
で
は
江
戸

期
か
ら
馬
や
牛
の
放
牧
が
盛
ん
だ
っ
た
。

周
囲
の
山
々
に
天
然
芝
が
広
が
っ
て
い

た
こ
と
に
よ
る
。
岩
手
県
の
牛
方
（
牛

の
世
話
人
）
は
、
葛
巻
出
身
者
が
ほ
と

ん
ど
だ
っ
た
。

　
葛
巻
町
か
ら
東
の
方
向
、
険
し
い
山

道
を
三
陸
海
岸
へ
四
十
数
キ
ロ
下
り
る

と
野の

だ田
村む

ら

が
あ
る
。
野
田
村
は
東
日
本

大
震
災
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
。

こ
の
野
田
と
葛
巻
を
つ
な
ぐ
道
路
を「
野

田
街
道
」
と
言
い
、か
つ
て
は
「
塩
の
道
」

と
も
呼
ば
れ
た
。

　
野
田
村
は
江
戸
時
代
か
ら
戦
後
初
期

ま
で
、
製
塩
事
業
で
栄
え
て
い
た
。
海

岸
の
浜
辺
で
大
き
な
鉄
鍋
に
海
水
を
入

れ
て
煮
る
、
と
い
う
も
っ
と
も
単
純
な

製
塩
方
法
で
、
こ
の
地
方
の
塩
を
一
手
に

担
っ
て
い
た
。
そ
の
「
野
田
塩
」
を
牛
の

背
に
載
せ
て
北
上
山
地
を
越
え
て
運
ん

だ
の
が
、
葛
巻
出
身
の
牛
方
た
ち
だ
っ
た
。

　　
田
舎
な
れ
ど
も
　
南
部
の
国
は

　
　
西
も
東
も
金
（
か
ね
）
の
山

　
　
　
　
　
　
こ
ら
さ
ん
さ
ぁ
い

　
牛
を
励
ま
し
な
が
ら
、
牛
の
歩
み
の

リ
ズ
ム
に
あ
わ
せ
て
「
牛
方
節
」
は
う

た
わ
れ
た
。「
西
も
東
も
金
の
山
」
と
い

う
の
は
、
南
部
藩
は
田
舎
だ
け
れ
ど
も
、

ど
の
山
か
ら
も
砂
金
が
出
る
土
地
だ
、

と
い
う
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
。
し
か
し

文
字
だ
け
で
民
謡
の
歌
詞
を
追
っ
て
い

る
と
、
そ
の
歌
詞
が
秘
め
て
い
る
生
活

の
感
覚
が
わ
か
ら
な
い
。
牛
方
の
ほ
と

ん
ど
は
文
字
が
読
め
な
か
っ
た
。
民
謡

は
口
頭
伝
承
で
伝
わ
っ
て
い
る
。「
金
」

を
な
ぜ
、「
き
ん
」
と
う
た
わ
ず
に
、
あ

る
い
は
「
黄
金
（
こ
が
ね
）」
で
も
な
く
、

「
か
ね
」
と
う
た
っ
て
き
た
の
か
。

　
昭
和
初
年
代
に
こ
の
地
方
を
門
付
け

し
て
い
た
盲
目
の
津
軽
三
味
線
の
演
奏

者
・
初
代
高た

か
は
し橋

竹ち
く
ざ
ん山

（
一
九
一
〇
〜

九
八
）
は
、
ま
っ
た
く
別
の
解
釈
を
し

て
い
る
。
彼
は
牛
方
と
と
も
に
山
道
を

歩
き
な
が
ら
、
牛
方
に
こ
う
教
え
ら
れ

た
と
い
う
。

　
牛
に
は
ア
ブ
や
ハ
エ
が
い
つ
も
飛
び

回
っ
て
い
て
、「
ゴ
ォ
ー
ン
、
ゴ
ォ
ー
ン
」

と
鐘
の
よ
う
な
音
が
し
て
い
る
。「
西
も

東
も
金（
か
ね
）の
山
」と
い
う
の
は「
西

も
東
も
鐘
の
山
」
の
こ
と
だ
と
。

　
初
代
竹
山
が
「
牛
方
節
」
を
う
た
う

と
き
は
、
そ
の
生
活
感
覚
を
匂
わ
せ
て

う
た
っ
た
。
こ
の
「
か
ね
」
の
解
釈
は

説
得
力
が
あ
っ
て
、
砂
金
と
解
釈
す
る

の
と
同
じ
く
ら
い
、
牛
方
の
ロ
マ
ン
に

満
ち
て
い
る
。
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〈
み
ん
ぱ
く
流
〉
探
究
の
す
す
め

野の

林ば
や
し 

厚あ
つ

志し　
民
博 
研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

氏
が
梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

初
代
館
長
と
の
対
談
で
用
い
た
の
が
最
初
の
よ
う
で
あ
る
。
み

ん
ぱ
く
は
情
報
の
博
物
館
と
い
う
考
え
か
た
が
そ
の
対
談
の
随
所
で
示
さ
れ
て

い
た
。
博
物
館
は
「
物
」
の
集
積
所
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、「
情
報
」
の
集
積

所
で
も
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
か
た
は
、
創
設
以
来
、
館
員
の
あ
い
だ
で
共

有
さ
れ
て
き
た
み
ん
ぱ
く
の
理
念
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
標
本
資
料
の
収
集
に

並
行
し
て
映
像
取
材
を
と
も
な
う
調
査
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る

地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
図
書
、
出
版
物
が
集
め
ら
れ
て
き
た
の
は
そ
の
動
か
ぬ
証

拠
で
あ
る
。
た
だ
、
集
積
し
た
情
報
を
ど
の
よ
う
に
し
て
利
用
す
る
か
、
さ
ら

に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ら
を
い
つ
で
も
利
用
で
き
る
状
態
に
し
て
お
く
の

か
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
も
温
度
差
が
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
情
報
学
を
専
門
と
す
る
教
員
が
み
ん
ぱ
く
に
在
籍
し
、
情
報
管
理
施

設
と
い
う
世
界
的
に
み
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
部
署
が
設
け
ら
れ
、
博
物
館
の
な
か

で
情
報
を
扱
う
ス
キ
ル
を
育
て
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
忙
し
い

一
方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
通
信
手
段
の
革
新
は
、
我
々
の
手
が
届
く
情

報
の
範
囲
と
そ
れ
に
要
す
る
時
間
を
劇
的
に
変
化
さ
せ
た
。
か
つ
て
の
情
報
が
、

テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
新
聞
を
通
し
て
、
情
報
を
作
る
こ
と
を
な
り
わ
い
と
す
る

集
団
が
、
広
範
囲
に
、
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
流
通
さ
せ
る
類
い
の
も
の
と
、

個
々
人
が
お
た
が
い
の
顔
が
見
え
る
範
囲
で
、
直
に
接
触
す
る
時
間
の
な
か
で

伝
え
合
う
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
現
在
の
情
報
は
、
個
々
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
を
通
じ
て
、
見
え
な
い
相
手
が
発
信
し
て
い
る
も
の
を
探
り
当
て
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
広
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
は
時
と
場
所

を
選
ば
な
い
。
通
勤
列
車
の
な
か
で
こ
ぞ
っ
て
コ
ミ
ッ
ク
雑
誌
を
広
げ
、
漫
画

の
世
界
に
ひ
た
っ
て
い
た
人
た
ち
の
多
く
が
、
今
で
は
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
世
界
の
情
報
と
瞬
時
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
二
四
時
間
眠
ら
な
い

Tw
itter

やFacebook

は
情
け
容
赦
な
く
情
報
を
は
き
だ
し
続
け
、
人
び
と

に
休
む
間
を
与
え
な
い
。
瞬
時
に
飛
び
交
う
情
報
に
、
追
い
つ
く
の
に
精
い
っ

ぱ
い
な
情
報
環
境
に
生
き
る
人
び
と
が
、
み
ん
ぱ
く
も
含
め
た
博
物
館
、
美
術

館
の
来
館
者
の
な
か
に
増
え
つ
つ
あ
る
。
ゆ
っ
く
り
展
示
を
見
た
い
が
、
ま
ず

は
短
い
時
間
で
ほ
ど
ほ
ど
に
納
得
で
き
る
答
え
を
知
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を

も
つ
の
も
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

「
う
ら
」
の
名
前

「
は
く
じ
ょ
う
か
ん
」
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
、
ひ
と
は
何
を
連
想
す

る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
筆
者
が
こ
の
原
稿
を
書
く
た
め
に
使
っ
て
い
る
ワ
ー
プ

ロ
ソ
フ
ト
の
変
換
で
は
、
最
初
に
「
薄
情
間
」
と
出
力
さ
れ
、
第
二
候
補
は
「
白

状
間
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
じ
つ
は
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
「
は
く
じ
ょ
う
か

ん
」
と
は
、
我
々
に
な
じ
み
の
深
い
、「
は
く
ぶ
つ
か
ん
（
博
物
館
）」
に
対
し
て
、

情
報
を
集
め
、
蓄
積
し
、
供
覧
し
、
さ
ら
に
外
に
向
け
て
発
信
し
て
い
く
装
置

と
し
て
、
み
ん
ぱ
く
に
与
え
ら
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
名
前
な
の
で
あ
る
。
漢
字

で
書
く
と
博
情
館
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
名
称
は
館
内
の
ど
こ
に
も
掲
げ
ら
れ
て

い
な
い
し
、
辞
書
に
載
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
ば
で
も
な
い
。
来
館
者
や
友
の

会
の
会
員
は
も
と
よ
り
、
み
ん
ぱ
く
を
共
同
利
用
し
て
い
る
国
内
外
の
多
く
の

研
究
者
も
耳
に
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
名
前
は
、
み
ん
ぱ
く
の
な
か
で
展
示
や
図
書
、
標
本
資
料
や
映
像
音
響

資
料
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
き
て
、

な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
く
こ
と
に
な
る
類
い
の
も
の
で
あ
る
。
筆
者
自
身
は
大
学

院
生
の
こ
ろ
に
籍
を
お
い
て
い
た
大
学
博
物
館
で
、
指
導
教
官
か
ら
博
情
館
と

い
う
こ
と
ば
が
あ
り
、
そ
れ
が
み
ん
ぱ
く
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
何
度
か
聞

か
さ
れ
て
い
た
。
学
術
資
料
を
収
蔵
し
、
そ
れ
を
後
世
の
研
究
者
へ
伝
え
て
い

く
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
大
学
博
物
館
に
お
い
て
、
標
本
資
料
と
学
術
情

報
と
の
つ
な
が
り
は
生
命
線
と
い
え
よ
う
。
博
物
館
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
で
は
、

知
の
空
間
の
意
味
を
伝
え
る
に
は
物
足
り
な
い
こ
と
は
大
学
博
物
館
で
も
意
識

さ
れ
て
い
た
の
だ
と
今
に
し
て
思
う
。

理
念
の
ひ
と
つ

博
情
館
と
い
う
こ
と
ば
は
、
み
ん
ぱ
く
の
建
築
設
計
を
て
が
け
た
黒く
ろ

川か
わ

紀き

章し
ょ
う

みんぱくの本館2階に、インフォメーション・ゾーンが新しくできました。

展示場への入り口にあたる「イントロダクション」、

みんぱくの研究や展示をより詳しく知るための「探究ひろば」、

さまざまな地域の生活や文化を紹介した映像番組を視聴できる「ビデオテーク」の

３つのセクションが中央パティオ「未来の遺跡」を囲むように配置されています。

みんぱくに蓄積された情報と外につながる世界を結ぶあらたな空間の誕生です。

インフォメーション・ゾーンの一角に設けられた「探究ひろば」

特
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時
間
を
か
け
て

じ
つ
は
研
究
者
た
ち
も
ど
っ
ぷ
り
と
そ
の
環
境
に
浸
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ

う
し
た
自
省
も
こ
め
て
な
の
か
、「
み
ん
ぱ
く
に
来
る
と
き
は
時
間
を
忘
れ
て
ほ

し
い
」、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
本
館
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
は
、
特
に
そ
ん

な
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
資
料
が
も
つ
モ

ノ
語
り
を
展
示
を
と
お
し
て
伝
え
る
と
い
う
創
設
以
来
の
理
念
を
時
代
に
そ
く

し
た
か
た
ち
で
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
人
類
学
が
時
間
を

か
け
て
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
イ
エ
ン
ス
で
あ
り
、
み
ん
ぱ

く
の
展
示
や
出
版
物
、
映
像
番
組
は
そ
う
し
た
営
み
か
ら
作
り
あ
げ
ら
れ
て
き

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
手
っ
取
り
早
く
人
類
の
文
化
を
理
解
し
て
い
た
だ

く
の
は
困
る
し
、
な
に
よ
り
も
、
薄
情
な
展
示
や
コ
ン
テ
ン
ツ
は
み
ん
ぱ
く
に

は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

今
回
新
設
さ
れ
た
「
探
究
ひ
ろ
ば
」
は
、
最
新
の
情
報
機
器
を
つ
か
い
な
が

ら
も
、
時
間
を
か
け
て
展
示
を
観
覧
し
、
そ
こ
か
ら
自
由
に
発
想
し
、
知
識
を

究き
わ

め
、
知
的
創
造
を
促
す
「
み
ん
ぱ
く
流
探
究
」
を
手
助
け
す
る
た
め
の
空
間

と
し
て
構
想
し
た
。
情
報
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
ふ
れ
る
今
こ
そ
、
情
報
の
さ
ら

に
そ
の
奥
に
あ
る
世
界
へ
と
つ
な
が
る
「
は
く
じ
ょ
う
か
ん
」
み
ん
ぱ
く
の
魅

力
を
皆
さ
ん
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
博
物
館

み
ん
ぱ
く
の
初
代
館
長
だ
っ
た
故 

梅
棹
忠
夫
の
著
書
に
『
メ
デ
ィ
ア
と
し
て

の
博
物
館
』（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
彼
は
、

古
い
骨
董
品
の
行
き
場
と
し
て
の
博
物
館
で
な
く
、
未
来
に
む
け
て
社
会
的
役

割
を
は
た
す
博
物
館
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
提
起
し
た
。
こ
の
考
え
か
た
は
、
今

で
は
さ
し
て
め
ず
ら
し
く
な
い
が
、
一
九
八
〇
年
代
の
博
物
館
ブ
ー
ム
前
夜
に

は
た
い
へ
ん
斬
新
だ
っ
た
。

し
か
し
い
っ
ぽ
う
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
博
物
館
と
い
う
い
い
ま
わ
し
は
、
ど

う
だ
ろ
う
。
博
物
館
が
な
に
か
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
だ
と
い
う
こ
と
は
、
比
較

的
多
く
の
人
が
認
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯

電
話
の
よ
う
な
電
子
メ
デ
ィ
ア
と
比
較
す
る
と
、
博
物
館
は
見
劣
り
す
る
と
思

う
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

じ
っ
さ
い
博
物
館
は
、
運
営
コ
ス
ト
が
大
き
い
わ
り
に
、
ア
ク
セ
ス
し
に
く

い
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
面
白
そ
う
な
展
示
会
が
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
見
に
行
け
る

と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
ふ
つ
う
な
ら
、
予
定
を
や
り
く
り
し
て
時
間
を
見
つ
け
て
、

車
や
電
車
に
乗
っ
て
出
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
期
間
限
定
の
展
示
会
な
ら
、
ぐ

ず
ぐ
ず
し
て
い
る
と
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
二
度
と
見
ら
れ
な
い
。
面
白
い
と
思
っ

て
か
ら
そ
れ
を
見
る
ま
で
の
時
間
と
出
費
を
考
え
る
と
、
と
て
も
効
率
が
悪
い

こ
と
が
わ
か
る
。

五
感
を
刺
激
す
る
展
示

ひ
か
え
め
に
い
っ
て
も
、
博
物
館
は
「
重
い
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
る
。
た
ん
に

情
報
を
え
る
た
め
だ
け
な
ら
、
も
っ
と
簡
単
な
方
法
に
頼
っ
た
ほ
う
が
よ
さ
そ

う
だ
。

二
一
世
紀
の
メ
デ
ィ
ア
状
況
で
、
皮
肉
を
こ
め
ず
に
博
物
館
を
メ
デ
ィ
ア
と

右：みんぱくには、多数の出版物が所蔵されてお
り、その一部は「探究ひろば」でも閲覧が可能だ
左上：みんぱくの研究者による最新の調査・研究
についても紹介している
左下：リサーチデスクにそなえられたイメージ・
ファインダーに映しだされる資料を選択すると、
地域や展示場所といった基本情報のほかに、書
籍・論文やビデオテーク番組など、関連するさま
ざまな情報を調べることができる。展示を見る
前の予習や見たあとの復習、展示場を行きつ戻り
つして、自分だけのお気に入りの展示資料を見つ
けることもできる

電
子
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
博
物
館

飯い
い

田だ 

卓た
く　

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

本館2階に新しく整備された
インフォメーション・ゾーン
（グレーの部分）

多機能端末室

ビデオテーク

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

探
究
ひ
ろ
ば
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モノには、温度や質感といった、視覚のみではとらえきれない豊富な情報がつまっている。
実際に触れて楽しめるのも「探究ひろば」の魅力である

団体や親子連れ、ベビーカーや車いすといった、
利用者のあらゆるニーズに応えられるよう、
リニューアルしたビデオテークブース

開館当初の
「ビデオテーク」コントロール室

み
ん
ぱ
く
と
映
像

福ふ
く

岡お
か 

正し
ょ
う

太た　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

諸
民
族
の
文
化
を
映
像
に
お
さ
め
る

西
暦
二
〇
一
二
年
の
今
、
わ
た
し
た
ち
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
動
画
配
信
サ
イ
ト
で
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
映
像
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
み
ん
ぱ
く
が
開
館
し
た
三
五
年
前
、
普
通
の
人

に
と
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
の

時
代
に
、
世
界
中
の
諸
民
族
の
文
化
や
社
会
を
映
像
に
よ
っ
て
紹
介

す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
で
あ
る
。
ブ
ー

ス
の
操
作
端
末
か
ら
見
た
い
映
像
番
組
を
指
定
す
る
と
、
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
室
で
は
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ー
ム
が
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
と
り
出
し
て

再
生
機
に
セ
ッ
ト
す
る
。
今
は
す
べ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
な
か
で
や
っ

て
し
ま
う
が
、
当
時
は
機
械
仕
掛
け
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
動
き
に
見

入
る
人
も
多
か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
中
核
を
形
成
し
て
き
た
の

は
、
み
ん
ぱ
く
が
独
自
に
製
作
し
た
映
像
番
組
で
あ
る
。
み
ん
ぱ

く
は
、
プ
ロ
用
の
映
像
機
器
と
ス
タ
ジ
オ
を
備
え
、
映
像
制
作
を
専

門
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
か
か
え
て
、
世
界
各
地
で
撮
影
を
お
こ
な
い
、

館
内
で
そ
の
映
像
を
編
集
し
て
き
た
。
研
究
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専

門
的
見
地
か
ら
撮
影
と
編
集
を
監
修
す
る
の
が
、
み
ん
ぱ
く
の
映
像

製
作
の
特
長
だ
。

映
像
を
作
り
続
け
る
意
義

し
か
し
、
今
は
、
誰
で
も
ど
こ
で
も
映
像
を
撮
影
し
、
誰
で
も

ど
こ
か
ら
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
映
像
を
公
開
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
も
三
五
年
前
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
高
画

質
の
ビ
デ
オ
映
像
で
あ
る
。
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
映
像
が
珍
し
く
な

く
な
っ
た
こ
の
時
代
に
、
み
ん
ぱ
く
が
映
像
を
作
り
続
け
る
意
味
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
文
化
人
類
学
と
周
辺
諸

分
野
を
専
門
と
す
る
研
究
機
関
と
し
て
、
学
術
的
な
裏
づ
け
を
も
つ

映
像
を
製
作
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
変
化
す
る
世
界

の
社
会
や
文
化
を
記
録
し
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
は
、
人
類
の
文
化
の

多
様
性
や
創
造
性
の
記
録
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

一
方
、
映
像
の
蓄
積
が
進
む
こ
と
に
よ
り
、
異
な
る
映
像
を
見
比

べ
て
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
な
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
多
く
の
海
外
ロ
ケ
に
お
い
て
撮
影
す
る
も
の
の
ひ
と
つ

に
市
場
の
風
景
が
あ
る
。
市
場
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
暮

ら
す
人
び
と
の
生
活
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
異
な

る
地
域
の
市
場
の
映
像
を
見
比
べ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の

生
活
習
慣
、
経
済
活
動
の
特
徴
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
年
代
を
経
て
撮
影
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
映
像
か

ら
は
、
そ
の
あ
い
だ
の
時
代
の
変
化
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

「
発
見
の
場
」
と
し
て
活
か
す　

三
五
年
前
に
は
、
映
像
で
世
界
を
見
せ
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
や

装
置
と
し
て
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
自
体
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ

た
。
現
在
は
、
メ
デ
ィ
ア
や
装
置
の
珍
し
さ
で
は
な
く
、
こ
の
間
に

蓄
積
し
て
き
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
大
き
な
価
値
が
生
ま
れ
て
い
る
。
問

題
は
、
そ
れ
ら
を
ど
う
活
か
す
か
だ
。
今
回
新
設
さ
れ
た
「
探
究
ひ

ろ
ば
」
に
お
い
て
も
、
モ
ノ
に
文
字
に
よ
る
情
報
を
加
え
る
だ
け
で

な
く
、
映
像
や
触
感
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
工
夫
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
蓄
積
さ
れ
た
映
像
を
、
単
な
る
紹
介
や
説
明
で
は

な
く
、「
発
見
の
場
」
と
し
て
活
か
す
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
。
今

後
も
、
貴
重
な
映
像
の
蓄
積
を
活
か
す
た
め
の
工
夫
は
続
く
予
定
で

あ
る
。

よ
ぶ
た
め
に
は
、
も
う
少
し
条
件
が
整
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
ひ
と

こ
と
で
い
え
ば
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
ら
れ
な
い
知
覚
刺
激
こ
そ
、
展
示
が

積
極
的
に
伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
て
展
示
の
可
能
性
を
ビ
ジ
タ
ー

（
ユ
ー
ザ
ー
）
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
れ
ば
、
博
物
館
も
り
っ
ぱ
な
メ
デ
ィ
ア
と
よ

べ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

電
子
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
き
れ
な
い
知
覚
刺
激
と
し
て
は
、
展
示
全
体
が
も
つ

立
体
感
や
、
高
品
質
の
視
聴
覚
効
果
、
に
お
い
や
手
ざ
わ
り
、
空
間
を
共
有
す

る
人
た
ち
と
の
や
り
と
り
、
な
ど
が
あ
る
。
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
電
子
メ
デ
ィ

ア
が
は
び
こ
る
な
か
で
、
見
過
ご
さ
れ
そ
う
な
こ
と
ば
か
り
だ
。
そ
し
て
、
こ

れ
だ
け
の
効
果
を
総
合
的
に
伝
え
ら
れ
る
メ
デ
ィ
ア
は
、
博
物
館
を
お
い
て
ほ

か
に
な
い
。

新
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
活
用
を
促
す

み
ん
ぱ
く
に
で
き
た
「
探
究
ひ
ろ
ば
」
は
、
じ
つ
を
い
う
と
、
博
物
館
を
新

時
代
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
ひ
と
り
立
ち
さ
せ
る
試
み
で
も
あ
る
。
電
子
メ
デ
ィ

ア
が
伝
え
な
い
触
覚
情
報
を
、「
世
界
を
さ
わ
る
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
楽
し
め
る
。

ま
た
、展
示
場
の
空
間
的
な
広
が
り
を
、「
リ
サ
ー
チ
デ
ス
ク
」
の
イ
メ
ー
ジ・フ
ァ

イ
ン
ダ
ー
と
い
う
装
置
で
体
感
で
き
る
。

こ
の
装
置
は
、
広
い
展
示
場
に
散
在
す
る
展
示
物
（
標
本
資
料
）
の
画
像
を
、

た
く
さ
ん
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
電
子
技
術
を
駆
使
し
て
は
い

る
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
装
置
を
利
用
し
た
後
で
ま
た
展
示
場
に
帰
っ

て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
自
分
の
関
心
に
沿
っ
た
展
示
物
の
リ
ス
ト
を
も
っ
て
広

い
展
示
空
間
を
歩
き
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
で
発
見
を
え
て
い
く
こ
と
。
そ
の
愉
快

さ
は
、
順
路
に
沿
っ
た
展
示
観
覧
で
も
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
で
も
体
験
で
き
な
い
。

ぜ
ひ
試
し
て
み
て
、
博
物
館
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
使
い
こ
な
し
て
ほ
し
い
。
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「探究ひろば」をあとに展示場にむかう来館者。
新しくなったインフォメーション・ゾーンは
博物館と外の世界を結ぶ出入り口だ

探
究
ひ
ろ
ば
の
情
報
化

中な
か

村む
ら 

嘉よ
し

志ゆ
き　

国
士
舘
大
学
准
教
授
・
民
博 

客
員
教
員

イ
メ
ー
ジ
・
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
の
素

山や
ま

本も
と 

泰や
す

則の
り　

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
複
雑
な
わ
け

情
報
化
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
が
欠
か
せ
な
い
。

し
か
し
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
聞
く
と
大
げ
さ
な
装
置
を
思

い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
取
っ
つ

き
に
く
さ
を
覚
え
る
方
も
少
な
く
な
い
。
確
か
に
そ
れ

ら
を
製
造
す
る
た
め
に
は
大
規
模
な
工
場
と
最
新
の
設

備
、
多
く
の
優
秀
な
研
究
者
や
技
術
者
が
欠
か
せ
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
大
仰
な
装
置
で
は
あ
る
。
そ
し
て
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
す
な

わ
ち
物
質
と
し
て
の
そ
れ
の
他
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
た
ら
し
め
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
、
近
年
で
は

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
よ
ば
れ
る
通
信
技
術
も
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
成
要
素
の
多
さ
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
理
解

を
妨
げ
る
要
因
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
次
々
に
生
み
出
さ
れ
る
あ
ら
た
な
こ
と
ば
も
理

解
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
ク
ラ

ウ
ド
と
い
う
こ
と
ば
を
最
近
で
は
耳
に
す
る
こ
と
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
何
な
の
か
と
尋
ね
ら

れ
る
機
会
も
多
く
な
っ
た
。
古
く
か
ら
（
と
い
っ
て
も
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
歴
史
は
一
世
紀
に
も
満
た
な
い
が
）
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
雲
の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
し
て
利
用
す
る
色
々
な
サ
ー
ビ
ス

を
総
称
し
て
雲
＝
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
と
よ
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
え
あ
れ

ば
場
所
や
時
間
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
、
そ
う
い
う
感
覚

新
し
く
で
き
た
「
探
究
ひ
ろ
ば
」
の
「
イ
メ
ー
ジ
・

フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
」
を
使
っ
て
み
よ
う
。
画
面
一
面
に

並
ん
だ
展
示
資
料
の
写
真
に
タ
ッ
チ
す
る
と
、
そ
の

資
料
の
簡
単
な
解
説
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

そ
の
資
料
を
も
っ
と
知
る
た
め
に
、
近
く
の
本
棚
に

あ
る
本
や
雑
誌
、
関
連
す
る
電
子
ガ
イ
ド
や
ビ
デ
オ

テ
ー
ク
の
番
組
を
紹
介
し
て
く
れ
る
。

こ
れ
ら
の
情
報
の
元
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
み
ん

ぱ
く
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
公
開
し
て
い
る
標
本
資

料
関
連
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
標
本
資
料
に
つ
い
て
写
真
つ
き
で
情
報
を
ま
と
め

た
、
標
本
資
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
標
本
資
料

詳
細
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
み
ん
ぱ
く
の
出
版
物
の

な
か
か
ら
標
本
資
料
を
解
説
し
て
い
る
部
分
を
探

し
、
そ
の
箇
所
を
資
料
別
に
整
理
し
た
標
本
資
料

記
事
索
引
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
が
あ
る
。
ほ
か
に
も
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
よ
う
に
特
定
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
限
っ
て
独
自

の
情
報
を
集
め
た
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
だ
れ

も
が
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

み
ん
ぱ
く
の
す
べ
て
の
標
本
資
料
に
は
、「
標
本

番
号
」
と
い
う
個
別
の
番
号
が
つ
け
て
あ
り
、
さ
き

ほ
ど
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ど
う
し
は
、
標
本
番
号
を
手

が
か
り
に
、
た
が
い
に
リ
ン
ク
が
張
っ
て
あ
る
。
だ

か
ら
、
ひ
と
つ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
調
べ
て
見
つ
け

た
標
本
資
料
に
つ
い
て
、
他
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は

ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
、
簡
単
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
検
索
エ
ン

ジ
ン
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
関

連
す
る
情
報
を
い
っ
ぺ
ん
に
検
索
で
き
る
と
い
い
の

だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
使
い
が
っ
て
の
よ
い
シ
ス
テ

ム
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
い
。

今
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
、
だ
れ
も
が

簡
単
に
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
簡
単
に
情
報
を
発
信
で
き
る
時
代
で
あ
る
。
し
か

し
研
究
者
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
デ
ー
タ
作
り
を

や
っ
て
は
く
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
デ
ー
タ
を
集
め

る
苦
労
は
、
む
か
し
と
あ
ま
り
変
っ
て
い
な
い
。
ま

た
、
簡
単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
情
報
の

提
供
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
肖
像
権
や

個
人
情
報
の
こ
と
、
さ
ら
に
み
ん
ぱ
く
で
は
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
や
社
会
特
有
の
文
化
に
も
配
慮
が
必
要

で
あ
る
。
情
報
に
簡
単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
ら
こ

そ
、
か
え
っ
て
簡
単
に
は
公
開
で
き
な
く
な
っ
た
時

代
で
も
あ
る
。

で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
欲
し
い
と
い
う
設
計
者
の
願
い

の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
雲
と
は
大
げ
さ

な
こ
と
ば
の
使
い
方
で
は
あ
る
。

し
か
し
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
「
出
来
る
こ
と
」
に
目
を
向

け
る
と
極
め
て
単
純
な
装
置
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く

る
。
こ
の
稿
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
こ
と
に
対

す
る
垣
根
を
少
し
で
も
低
く
で
き
れ
ば
と
思
う
。

道
具
と
し
て
の
計
算
機

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
漢
字
で
書
け
ば
計
算
機
で
あ
る
。
専

門
家
は
カ
タ
カ
ナ
で
は
な
く
漢
字
表
現
の
計
算
機
と
い

う
こ
と
ば
を
よ
く
用
い
る
が
、
一
般
に
計
算
機
と
い
わ

れ
る
と
思
い
浮
か
べ
る
の
は
電
子
卓
上
計
算
機
、
そ
う
、

電
卓
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え

ば
、
計
算
機
と
電
卓
は
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
文

字
ど
お
り
ど
ち
ら
も
計
算
を
す
る
こ
と
が
本
質
だ
か
ら

で
あ
る
。
大
げ
さ
に
と
ら
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
の
よ
う
に
閃ひ
ら
めく
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
物
事
を
予

測
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
少
な
く

と
も
予
測
に
は
計
算
機
が
使
わ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、

と
思
う
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
計

算
式
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
何
か
を
推
測
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
計
算
の
範は
ん

疇ち
ゅ
うで

あ
る
。

計
算
機
と
電
卓
の
あ
い
だ
に
は
も
ち
ろ
ん
違
い
も
あ

る
。
そ
れ
は
、
計
算
の
種
と
な
る
数
値
を
数
多
く
記
録

出
来
る
と
い
う
こ
と
と
、
接
続
さ
れ
た
色
々
な
機
器
と

の
あ
い
だ
で
信
号
を
送
っ
た
り
受
け
取
っ
た
り
す
る
こ
と

が
決
め
ら
れ
た
手
順
に
従
っ
て
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
前
者
の
数
値
は
一
般
に
は
デ
ー
タ
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

後
者
の
信
号
の
や
り
と
り
は
結
果
的
に
制
御
に
繋
が
る
。

例
え
ば
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
車
の
エ
ン
ジ
ン
を
動
か
し
て
い

る
と
い
わ
れ
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
り
と
り

さ
れ
る
信
号
も
デ
ー
タ
の
う
ち
で
あ
り
、
こ
れ
ら
デ
ー
タ

を
漢
字
で
書
け
ば
情
報
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
情
報
の
記
録
と
や
り
と
り
と
計
算
、
こ
れ
ら

が
計
算
機
に
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
一
秒
間
に
何

百
万
〜
何
億
回
と
い
う
、
人
間
に
比
べ
れ
ば
圧
倒
的
に

高
速
に
計
算
が
で
き
る
こ
と
が
特
長
で
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
以
外
の
こ
と
は
今
の
計
算
機
に
は
出
来
な
い
と
思
っ
て

も
差
し
支
え
は
な
い
。
で
は
計
算
機
と
は
一
体
何
な
の
か
。

そ
れ
は
情
報
を
扱
う
こ
と
の
で
き
る
道
具
で
あ
る
。

探
究
ひ
ろ
ば
の
道
具

初
代
館
長
の
梅
棹
先
生
も
著
書
『
知
的
生
産
の
技
術
』

（
岩
波
書
店
、一
九
六
九
年
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

計
算
機
は
知
的
生
産
の
た
め
の
道
具
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

道
具
で
あ
れ
ば
こ
そ
主
役
は
使
い
手
の
人
間
で
あ
る
。
た

だ
し
情
報
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
点
が
他
の
多
く
の
道

具
と
は
異
な
る
。
情
報
、
こ
れ
は
と
き
に
厄
介
な
代
物

で
あ
る
。
人
は
情
報
に
よ
っ
て
翻ほ
ん

弄ろ
う

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
る
で
エ
ン
ジ
ン
制
御
の
例
の
よ
う
に
人

が
道
具
で
あ
る
計
算
機
に
踊
ら
さ
れ
る
よ
う
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
情
報
の
扱
い
方
、
特
に
人
へ
の

情
報
の
見
せ
方
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
に
人
間
中
心
設
計
と
い
う
考
え
方
が
計
算
機
の

世
界
に
は
あ
る
。
こ
れ
は
情
報
の
見
せ
方
が
煩
雑
で
あ
っ

た
り
多
く
の
構
成
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
複
雑
に
な
っ

た
り
し
な
い
よ
う
、
ま
た
、
道
具
を
道
具
た
ら
し
め
る

よ
う
利
用
者
の
立
場
や
視
点
か
ら
の
使
い
勝
手
の
良
さ

を
主
眼
に
置
い
た
設
計
手
法
の
こ
と
で
あ
る
。
作
り
手
と

使
い
手
の
利
害
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
の
で
作
り
手

の
都
合
が
し
ば
し
ば
優
先
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

計
算
の
効
率
や
機
能
を
追
い
求
め
る
と
使
い
勝
手
は
二

の
次
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
設
計
手
法
と
し
て

概
念
化
し
て
い
る
の
は
そ
う
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
の

戒
め
で
あ
る
。

今
回
「
探
究
ひ
ろ
ば
」
に
新
設
さ
れ
た
「
リ
サ
ー
チ

デ
ス
ク
」
の
イ
メ
ー
ジ
・
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
も
、
人
間
中
心

の
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
道
具
で
あ
る
。
主
役
は
あ
く
ま

で
も
来
館
者
で
あ
り
展
示
物
で
あ
る
。
両
者
が
滑
ら
か

に
結
び
つ
く
よ
う
情
報
の
見
せ
方
に
工
夫
が
な
さ
れ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
み
ん
ぱ
く
内
に
あ
る
多
数
の
展
示

物
を
分
野
ご
と
に
並
べ
て
一
覧
し
て
比
較
で
き
る
よ
う
に

し
て
あ
っ
た
り
、
選
び
出
し
た
展
示
物
の
詳
細
情
報
の

見
せ
方
に
も
仕
掛
け
が
し
て
あ
っ
た
り
す
る
。
み
ん
ぱ

く
の
世
界
を
探
究
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
適
切
な
距

離
感
を
持
っ
て
こ
れ
ら
に
接
し
て
頂
け
た
ら
と
思
う
の
が

我
々
設
計
者
の
願
い
で
あ
る
。
そ
し
て
ぜ
ひ
来
館
し
て
頂

き
、
こ
の
道
具
を
調
べ
物
な
ど
に
う
ま
く
使
っ
て
も
ら
え

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
も
は
や
大
げ
さ
な
装
置
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

今
後
の
計
算
機
も
人
間
中
心
に
設
計
さ
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
計
算
機
は
人
の
知
的
生
産
性

を
飛
躍
的
に
伸
ば
し
て
く
れ
る
道
具
と
な
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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状
況
な
ど
多
様
な
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
従
っ
て
、
か
か
わ
る
国
家
や
地
域
に

よ
っ
て
帰
国
し
た
移
民
の
性
格
も
、「
帰
」
の
含

意
も
異
な
っ
て
く
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の

移
民
の
比
較
研
究
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
「
帰
」
と
の
対
話
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
組
織
さ
れ
た
の
が
、

民
博
の
共
同
研
究
「
帰
還
移
民
の
比
較
民
族
誌

的
研
究

―
帰
還
・
故
郷
を
め
ぐ
る
概
念
と
生

活
世
界
」
で
あ
る
。
本
共
同
研
究
で
は
、
ア
フ
リ

カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
日
本
、
中
国
（
大

陸
・
台
湾
）、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
と
い
っ
た
地
域
を
対

象
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
生
き
る
「
母
国
」
に

「
戻
っ
て
き
た
」
移
民
個
人
の
生
活
世
界
、
戦
略

的
な
生
き
方
の
選
択
、
公
的
史
観
や
血
筋
、
身
体

的
特
徴
、
移
住
先
で
え
た
文
化
的
要
素
や
人
間

関
係
が
い
か
に
し
て
彼
ら
／
彼
女
ら
の
生
活
を
制

限
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
利
用
さ
れ
て
い
る
か
、

と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
切

り
込
み
、
実
証
的
に
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

移
動
に
よ
っ
て
故
郷
認
識
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
、

ど
の
よ
う
に
「
故
郷
」
が
「
創
出
」
さ
れ
る
の
か
、

ま
た
は
「
故
郷
」
は
永
久
に
固
定
さ
れ
た
も
の
な

の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

帰
国
華
僑
の「
異
文
化
」体
験

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
帰
国
華
僑
を
考
察
し
て
き

た
。
帰
国
華
僑
と
は
文
字
ど
お
り
帰
っ
て
き
た
華

僑
華
人
（
個
人
、
集
団
の
両
方
を
指
す
）
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
お
も
に
、
中
華
人
民
共
和
国

誕
生
前
後
の
一
九
四
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代

に
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
帰
国
し
た
華
僑
華
人
を
対
象

と
す
る
。
こ
の
時
期
の
帰
国
の
理
由
は
大
き
く
ふ

た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
国
民
国
家
形
成
の
動

き
の
な
か
で
、
華
僑
排
斥
運
動
が
激
化
し
、（
半
）

強
制
的
に
帰
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
た
め
。
も
う
ひ

と
つ
は
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
前
後
の
一
九
四

〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
を
中
心
に
、
中
国
（
大

陸
）
で
進
学
す
る
た
め
、
も
し
く
は
革
命
運
動
に

参
加
す
る
た
め
に
、
自
ら
進
ん
で
、
あ
る
い
は
両

親
の
勧
め
で
帰
国
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
で
出
会
っ
た
帰
国
華
僑
と
接
し
て

い
る
と
、
わ
た
し
と
は
国
籍
、
年
代
な
ど
の
条
件

は
異
な
る
も
の
の
、
彼
ら
／
彼
女
ら
と
同
じ
気
持

ち
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
留
学
生
と
し

て
異
国
の
地
に
い
る
わ
た
し
と
、
共
通
す
る
事
柄

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
帰
国
当
時
、

籍せ
き
か
ん貫

（
父
方
祖
先
の
出
身
地
）
を
知
っ
て
い
る
も

の
の
、
そ
こ
に
家
が
な
く
、
親
族
と
の
連
絡
も
途

絶
え
て
し
ま
っ
た
人
が
大
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

血
縁
・
地
縁
上
、
一
応
は
中
国
に
ゆ
か
り
が
あ
る

も
の
の
、
彼
ら
に
と
っ
て
実
際
、
中
国
は
「
外

国
」
で
あ
っ
た
。
移
住
先
地
で
は
、
現
地
の
こ
と

ば
や
中
国
の
地
方
語
（
広カ

ン

東ト
ン

語
、
客ハ

ッ

家カ

語
、
閩ミ

ン

南ナ
ン

語
等
）
を
話
し
て
い
た
た
め
、
帰
国
し
て
か
ら

改
め
て
「
普
通
話
」（
標
準
中
国
語
）
を
学
び
、

地
元
の
気
候
、
農
作
業
、
生
活
習
慣
と
い
っ
た

「
異
文
化
」
に
適
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
な
か
に
は
心
理
的
に
不
安
定
で
、
中
国

に
根
を
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
再
び
第
三
の
地

へ
移
住
し
た
い
と
強
く
思
っ
て
い
る
人
も
見
ら
れ

た
。
実
際
に
、
香
港
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
な
ど
へ
再
移
住
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。

あ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
帰
国
華
僑
女
性
の
運
命

わ
た
し
が
「
母
」
と
し
て
慕
う
ミ
ャ
ン
マ
ー
帰

国
華
僑
の
女
性
（
一
九
五
三
年
生
ま
れ
・
籍
貫
は

福ふ
っ

建け
ん

省
安ア

ン

溪シ
ー

、
厦ア

モ
イ門
在
住
）
が
い
る
。
彼
女
は

一
九
六
七
年
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ヤ
ン
ゴ
ン
か
ら
近

い
小
さ
な
町
か
ら
姉
と
二
人
で
帰
国
し
た
。
雲う

ん

南な
ん

に
着
く
と
、
今
後
の
生
活
を
政
府
に
任
せ
る
か
、

自
分
の
力
で
や
っ
て
い
く
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
。

彼
女
は
政
府
に
従
う
こ
と
を
選
び
、
江こ

う
せ
い西
に
落
ち

着
く
こ
と
に
な
り
、
地
元
の
中
学
に
編
入
し
た
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
時
代
、
中
華
学
校
に
通
っ
て
い
た
。

勉
強
が
好
き
で
、
将
来
は
中
国
の
大
学
に
進
学
し
、

教
師
に
な
る
こ
と
が
夢
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

江
西
で
は
政
治
動
乱
の
た
め
に
授
業
を
受
け
ら
れ

な
い
日
々
が
続
い
た
。
高
校
卒
業
後
は
政
府
に
よ

り
靴
下
製
造
工
場
に
配
属
さ
れ
、
退
職
ま
で
そ
こ

で
働
い
た
。「
工
場
に
配
属
さ
れ
た
と
き
に
は
地

獄
に
突
き
落
さ
れ
た
気
持
ち
だ
っ
た
」
と
、
彼
女

は
語
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
中
華
学
校
で
聞
か
さ
れ

て
い
た
理
想
的
な
中
国
と
、
現
実
の
中
国
と
の
あ

い
だ
に
は
、
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し
た
の
で

あ
っ
た
。
彼
女
は
ず
っ
と
帰
国
を
後
悔
し
て
い
た
。

し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
、
帰
国
後
初
め
て
ミ
ャ
ン

マ
ー
に
親
戚
訪
問
に
行
き
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
経
済
の

遅
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
、「
近
年
の
中

国
経
済
の
発
達
を
み
る
と
帰
国
は
正
し
か
っ
た
」

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

か
ら
中
国
の
江
西
、
そ
し
て
厦
門
と
移
動
を
繰
り

返
し
て
き
た
。
ど
こ
の
出
身
か
と
聞
か
れ
た
と
き
、

「
安
溪
人
と
答
え
る
と
発
音
が
違
う
と
言
わ
れ
る
。

江
西
に
は
一
番
長
く
い
た
け
れ
ど
、
特
に
気
に
か

け
る
人
も
い
な
い
の
で
愛
着
を
感
じ
な
い
。
今
は

厦
門
に
家
族
が
い
る
の
で
こ
こ
が
居
場
所
。
で
も

こ
れ
か
ら
息
子
が
落
ち
着
く
場
所
に
移
動
す
る

か
も
し
れ
な
い
」。

彼
女
の
故
郷
認
識
は
、
中
国
か
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
い

う
国
家
を
基
準
に
す
る
こ
と
や
、
籍
貫
が
ど
こ
に

あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
家
族
、
親
戚

な
ど
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
人
が
今
ど
こ
で
ど
の
よ

う
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
密
接

に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
更
に
、
中
国
の
政
治
的
・
経

済
的
・
文
化
的
政
策
の
変
化
や
元
移
住
先
と
中
国

と
の
関
係
も
ま
た
故
郷
認
識
に
影
響
を
与
え
て
い

る
。
帰
国
華
僑
に
と
っ
て
「
故
郷
」
と
は
、
周
囲

を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
意

味
づ
け
ら
れ
続
け
る
流
動
的
な
概
念
で
あ
る
。

「
故
郷
」に
つ
い
て
問
う

生
活
経
験
の
な
い
「
母
国
」
へ
「
戻
っ
て
く

る
」
移
民
に
と
っ
て
「
帰
」（
戻
っ
て
く
る
こ
と
）

が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
追

及
す
る
に
は
、
当
事
者
が
置
か
れ
た
時
代
の
国
際

社
会
の
状
況
、
出
身
国
と
移
住
先
国
と
の
歴
史

的
・
政
治
的
・
経
済
的
関
係
や
宗
教
的
要
因
、

家
族
や
個
人
の
価
値
観
、
社
会
的
立
場
や
経
済

移住先国で生まれ育ち、いまだ見ぬ「母国」へ「帰国」することになった移民の第二世代以降の
人びとがいる。彼ら／彼女らにとって「母国」は「故郷」か「他郷」か。
帰国した人びとが日常生活の実践のなかでつくり上げてきた文化、組織的活動、人間関係の
サークルをとおして検討してみたい。

奈
な

倉
ぐ ら

 京
きょう こ

子
静岡県立大学専任講師

ベトナム帰国華僑がつくる筒型の粽（ちまき）

帰国華僑が集住する広東省台山（タイシャン）市華
僑農場のインドネシア帰国華僑の長屋型の家屋

「母国」に「帰国」した移民から故郷の意味を問う

共
同
研
究

「
帰
還
移
民
の
比
較
民
族
誌
的
研
究

―
帰
還
・
故
郷
を
め
ぐ
る
概
念
と
生
活
世
界
」

代
表
：
奈
倉
京
子

2
0
1
1
年
10
月
～
２
０
１
4
年
3
月
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4
月
26
日
か
ら
特
別
展
「
今
和
次
郎　

採
集
講
義
ー
考
現
学

の
今
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
は
考
現
学
の
創
始
者
・
今
和
次
郎
に

関
連
し
た
書
籍
や
、
彼
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
一

筆
箋
や
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
な
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
を
多
数
ご

用
意
し
て
、
み
な
さ
ま
の
ご
来
店
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

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
の
日
本
で
創
始
し
た

考
現
学
は
世
相
を
徹
底
的
に
観
察
・
記
録
す
る
学

問
で
、
生
活
文
化
の
変
化
を
捉
え
る
視
点
は
民
族
学

の
目
指
す
も
の
と
同
じ
。
考
現
学
の
原
点
と
み
ん
ぱ

く
で
の
展
開
を
紹
介
し
、
モ
ノ
と
生
活
文
化
の
関
わ

り
を
考
え
ま
す
。

会
期　

6
月
19
日
（
火
）
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

﹁
み
ん
ぱ
く
を
飛
び
出
し
て
モ
ノ
調
べ・風
景
調
べ
﹂

何
か
テ
ー
マ
を
決
め
て
身
近
な
風
景
や
モ
ノ
を
見
わ

た
し
、
写
真
に
撮
っ
て
「
一
切
し
ら
べ
」、
そ
れ
ら

写
真
を
持
ち
寄
っ
て
皆
で
談
論
風
発
。
一
つ
の
視
点

に
基
づ
い
た
徹
底
調
査
や
比
較
は
、
誰
に
で
も
で
き

る
文
化
研
究
の
第
一
歩
、
身
近
な
生
活
世
界
を
見
つ

め
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

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
9
回　

6
月
16
日（
土
）

︻
特
別
展
関
連
︼

生
活
財
の
考
現
学
―
高
度
経
済
成
長
期
の
家
庭
景
観

講
師
　
栗
田
靖
之
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
）

疋
田
正
博
（
株
式
会
社
シ
ィ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ア
イ 

代
表
取
締
役
）

今
和
次
郎
の
「
も
ち
も
の
一
切

し
ら
べ
」
を
高
度
経
済
成
長

後
の
家
庭
の
生
活
財
に
適
用

し
た
栗
田
靖
之
名
誉
教
授
た

ち
の
研
究
は
、
家
庭
景
観
と

い
う
視
点
で
生
活
文
化
の
現

在
と
将
来
を
見
通
し
た
論
考

で
、
日
本
生
活
学
会
第
5
回

「
今
和
次
郎
賞
」
を
受
賞
し
ま

し
た
。
共
同
研
究
者
で
あ
る

疋
田
正
博
氏
と
と
も
に
、
当

時
の
生
活
文
化
と
現
在
に
つ

い
て
考
え
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
）

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
）

佐
藤
浩
司
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
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
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
。

B
ut, w

e w
anna build a school in C

am
bodia.

﹂

あ
り
き
た
り
な
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
大
学
生
が
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
学
校
を
建
て
よ
う
と
決
心
し
、
友
人

た
ち
に
呼
び
か
け
ま
す
。
そ
の
目
標
に
到
達
す
る
た

め
苦
労
し
成
長
し
て
い
く
若
者
の
姿
を
描
い
た
、
さ

わ
や
か
な
青
春
映
画
で
す
。

日
時　

5
月
12
日
（
土
）　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

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

日
本
ア
フ
リ
カ
学
会
第
49
回
学
術
大
会
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

﹁
ア
ー
ト
と
博
物
館
は
社
会
の
再
生
に
貢
献
し
う
る

か
？
﹂

日
時　

5
月
26
日
（
土
）　

16
時
〜
18
時

会
場　

講
堂
（
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

研
究
公
演

﹁
忘
れ
な
い
絆
、
絶
や
さ
な
い
伝
統
―
震
災
復
興

と
文
化
継
承
を
願
っ
て
﹂

東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
三

陸
地
方
に
伝
わ
る
鹿
（
し
し
）
踊
り
と
日
本
に
根
付

い
た
阪
神
地
方
の
中
国
獅
子
舞
・
龍
舞
を
通
し
て
、

震
災
復
興
と
伝
統
文
化
の
継
承
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

日
時　

6
月
9
日
（
土
）　

14
時
〜
16
時
30
分

会
場　

玄
関
前
広
場

※
雨
天
の
場
合　

講
堂
（
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
公
演
終
了
後
、
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
で

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
す
。

※
6
月
10
日
（
日
）
に
は
、
神
戸
の
鉄
人
28
号
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
前
で
の
公
演
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

広
報
企
画
室 

企
画
連
携
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
2
1
0

〔
2
回
連
続
講
座
〕

1
回
目　

5
月
27
日
（
日
）　

10
時
30
分
〜
12
時

2
回
目　

6
月
9
日
（
土
）　

11
時
〜
14
時
30
分

会
場　

ナ
ビ
ひ
ろ
ば

※
参
加
無
料
、
要
申
込
（
5
月
20
日
応
募
締
切
）

※
定
員
20
組
（
１
組
何
名
で
も
参
加
可
能
）

※
申
し
込
み
方
法
、
参
加
条
件
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

情
報
企
画
課 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
5
3
2

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

﹁
記
録
映
画
　
昭
和
の
家
事
﹂

「
昭
和
の
家
事
」
は
、
明
治
43
年
生
ま
れ
の
主
婦
、

小
泉
ス
ズ
さ
ん
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
た
家
事
を
彼

女
が
暮
ら
し
た
家
（
現
・
昭
和
の
く
ら
し
博
物
館
／

東
京
都
大
田
区
）
で
3
年
間
に
わ
た
り
丹
念
に
撮

影
し
た
記
録
映
画
で
す
。
昭
和
時
代
の
庶
民
の
生
活

の
記
録
と
し
て
も
大
変
貴
重
な
映
像
で
す
。

日
時　

6
月
3
日
（
日
）　

13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂
（
先
着
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

◆
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

﹁
今
和
次
郎
が
調
査
し
た
民
家
の
今
―
瀝
青
会
に

よ
る﹃
日
本
の
民
家
﹄再
訪
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂

今
和
次
郎
著
『
日
本
の
民
家
』
掲
載
の
民
家
約
40

軒
を
90
年
後
に
再
訪
し
た
調
査
か
ら
、
私
た
ち
の

住
ま
い
方
の
変
容
を
た
ど
り
、
あ
わ
せ
て
、
生
活
空

間
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
す
る
作
法
に
つ
い
て
語
り

合
い
ま
す
。

日
時　

6
月
9
日
（
土
）　

15
時
〜
16
時
30
分

会
場　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
先
着
80
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

◆
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

左
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

詳
細
は
本
誌
24
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時
は
館
内
掲
示
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

特
別
展
「
今
和
次
郎
　
採
集
講
義

―

考
現
学
の
今
」
関
連
商
品『今和次郎　採集講義』 （青幻舎） 2,625円

雑誌『あおもり草子』
　特集：考現学の創始者　今和次郎 600円
一筆箋（3種） 各 420円
ポストカード（6種） 各150円
バッジ（6種） 各 315円    

【
研
究
部
の
新
メ
ン
バ
ー
】

小
川
さ
や
か 

助
教
（
研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー
）

が
4
月
1
日
付
け
で
着
任
い
た
し
ま
し
た
。国

立
民
族
学
博
物
館
・
機
関
研
究
員
を
経
て
現
職
。

専
門
は
、文
化
人
類
学
、ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
。

著
書
に
、『
都
市
を
生
き
ぬ
く
た
め
の
狡
知

―
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
零
細
商
人
マ
チ
ン
ガ
の

民
族
誌
』（
世
界
思
想
社
）、論
文
に
、「
タ
ン
ザ

ニ
ア
に
お
け
る
古
着
輸
入
の
規
制
と
ア
ジ
ア

製
衣
料
品
の
流
入
急

増
に
よ
る
流
通
変

革
」〔
吉
田
栄
一
編

『
ア
フ
リ
カ
に
吹
く

中
国
の
嵐
、ア
ジ
ア

の
旋
風
』（
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
）所
収
〕な

ど
が
あ
る
。

川
瀬
慈 

助
教
（
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
）が

4
月
1
日
付
け
で
着
任
い
た
し
ま
し
た
。日
本

学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
／
京
都
大
学
、

同
海
外
特
別
研
究
員
／
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学

を
経
て
現
職
。専
門
は
映
像
人
類
学
、民
族
誌

映
画
制
作
、エ
チ
オ
ピ
ア
の
音
楽
芸
能
研
究
。

映
像
作
品
に
『
ラ
リ
ベ
ロ
ッ
チ
―
終
わ
り
な
き

祝
福
を
生
き
る
―
』、『R

o
o

m
 11, E

th
io

p
ia

 
H

o
te

l

』、『
精
霊
の

馬
』、
著
作
に
『
見

る
・
撮
る
・
魅
せ
る

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ

カ
！
―
映
像
人
類
学

の
新
地
平
―
』（
共
編

／
新
宿
書
房
）な
ど

が
あ
る
。

●
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
。

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
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
）

民
博
の
開
館
時
に
つ
く
ら
れ
た
、
日
本
の
4
つ
の
民
家
模
型
を
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
れ
ら
は
Ｔ
Ｅ
Ｍ
研
究
所
に
よ
る
民
家
お

よ
び
家
財
道
具
一
式
の
徹
底
的
な
調
査
、
記
録
が
ベ
ー
ス
に
な
っ

て
い
ま
す
。
学
術
資
料
と
し
て
残
す
た
め
に
練
ら
れ
た
意
図
と

そ
の
価
値
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
ま
す
。

第
4
0
9
回　

7
月
7
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

︻
み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
か
た
る
︼

蚊
帳
に
見
え
な
い
蚊
帳
の
は
な
し

講
師
　
白
川
千
尋
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

ラ
オ
ス
の
蚊
帳
は
「
虫
除
け
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
機
能
が
あ
り
、
女
性
の
嫁
入
り
道
具
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
蚊
帳
と
の
出
会
い
は
異
文
化
に
ふ
れ
る
醍
醐
味
を
教
え
て
く

れ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
民
博
収
蔵
の
美
し
い
蚊
帳
を
じ
っ
さ

い
に
お
見
せ
し
な
が
ら
お
話
し
ま
す
。

東
京
講
演
会

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
）

物
々
交
換
や
贈
物
交
換
活
動
と
現
代
経
済
の
違
い
は
何
で
し
ょ
う
。

単
純
に「
貨
幣
」が
媒
介
す
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、人
間
関
係
や

共
同
体
意
識
が
そ
の
鍵
に
な
り
そ
う
で
す
。「
ク
ラ
」を
は
じ
め
と

す
る
オ
セ
ア
ニ
ア
の
交
易
な
ど
を
事
例
に
、現
在
の
私
た
ち
の
生

活
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

会
場
　
江
戸
東
京
博
物
館
学
習
室

定
員
　
70
名
（
要
申
込
）

第
65
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー
　

7
月
14
日
（
土
）
〜
15
日
（
日
）

鯨
と
人
の
く
ら
し
を
考
え
る

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
室
戸
市
内
の
捕
鯨
関
連
史
跡
な
ど

を
訪
ね
ま
す
。
詳
し
く
は
「
友
の
会
」
ま
で
。

高
度
経
済
成
長
期
の
家
庭
景
観

ス
ケ
ッ
チ

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/

価格はすべて税込
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宗
教
か
ら
世
界
を
見
る
、
世
界
か
ら
宗
教
を
見
る

み
ん
ぱ
く
で
の
三
五
年

中な
か

　ま
き牧 

弘ひ
ろ

　ち
か允　

民
博 

名
誉
教
授

み
ん
ぱ
く
に
つ
と
め
て
三
五
年
、
思
い
出
は
尽
き

な
い
。
開
館
時
に
は
最
年
少
の
部
類
だ
っ
た
が
、
い

つ
の
ま
に
か
最
長
老
と
な
り
、
つ
い
に
定
年
を
む
か

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
誌
に
も
数
多
く
寄
稿
し
た

が
、「
死
の
ダ
イ
レ
ク
ト
・
メ
ー
ル
」（
一
九
七
八
年
七

月
号
）
が
い
わ
ば
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
り
、「
茨
木
の
弁

天
さ
ん

―
聖
地
の
効
用
」（
二
〇
一
二
年
三
月
号
）

が
ト
リ
と
な
っ
た
。
ハ
ワ
イ
の
葬
儀
で
は
じ
ま
り
、
地

元
の
聖
地
で
締
め
く
く
っ
た
格
好
で
あ
る
。

み
ん
ぱ
く
の
展
示
も
オ
セ
ア
ニ
ア
か
ら
は
じ
ま
り
日

本
で
お
わ
る
。
わ
た
し
が
担
当
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
展

示
の「
祈
る
」の
コ
ー
ナ
ー
と
日
本
の
文
化
展
示
の「
祭

り
と
芸
能
」
で
あ
っ
た
。
異
文
化
と
自
文
化
の
双
方

の
展
示
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

「
祈
る
」
の
展
示
空
間
で
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
諸

宗
教
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
も
う
け
、
カ
レ
ン
ダ
ー
で
宗
教

文
化
の
交
流
を
表
象
し
よ
う
と
し
た
。
大
西
洋
か
ら

き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
フ
リ
カ
の
文
化
に
く
わ
え
、
太

平
洋
を
わ
た
っ
た
ア
ジ
ア
の
宗
教
に
も
居
場
所
を
あ

た
え
る
布
陣
で
あ
る
。
日
系
宗
教
の
カ
レ
ン
ダ
ー
を

展
示
し
て
わ
か
っ
た
の
は
、
日
常
の
生
活
倫
理
と
し

て
ア
メ
リ
カ
ス
社
会
に
溶
け
込
も
う
と
す
る
姿
勢
が
、

ど
の
宗
派
・
教
団
に
も
強
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
祭
り
と
芸
能
」
で
は
清せ
い

楚そ

に
し
て
カ
ラ
フ
ル
な
世

界
が
日
本
の
伝
統
文
化
に
ひ
そ
ん
で
い
た
こ
と
が
新

鮮
な
発
見
で
あ
っ
た
。
白
に
象
徴
さ
れ
る
清
浄
を
好

む
と
同
時
に
、
赤
に
代
表
さ
れ
る
派
手
さ
を
そ
な
え

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
渡
来
の
仏
教
は
そ
こ
に
「
抹

香
臭
さ
」
を
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
バ
タ
臭
さ
」
を
加

味
さ
せ
た
。
そ
う
し
て
独
特
に
ブ
レ
ン
ド
さ
れ
、
か

つ
出
自
の
ち
が
い
が
わ
か
る
特
異
な
ブ
ラ
ン
ド
が
形

成
さ
れ
た
。
神
は
辛
党
で
、仏
は
甘
党
だ
と
分
析
す
る
、

フ
ラ
ン
ス
の
グ
ル
メ
な
文
化
人
類
学
者
も
い
る
。
感

覚
か
ら
宗
教
に
せ
ま
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
な
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
在
職
中
、
わ
た
し
は
宗
教
か
ら
世

界
を
見
よ
う
と
つ
と
め
、
逆
に
世
界
か
ら
宗
教
を
な

が
め
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
宗
教
の
た
と
え
で

社
会
を
分
析
し
、
組
織
の
た
と
え
で
宗
教
を
把
握
し

よ
う
と
し
た
。
会
社
に
よ
る
物
故
従
業
員
の
供
養
を

靖
国
の
「
英
霊
祭さ

い

祀し

」
に
な
ぞ
ら
え
た
り
、
国
際
展

開
を
は
か
る
日
系
教
団
を
多
国
籍
企
業
と
の
類
比
で

「
多
国
籍
宗
教
」
と
命
名
し
た
り
し
た
の
で
あ
る
。

み
ん
ぱ
く
の
自
由
な
雰
囲
気
の
な
か
で
研
究
と
展

示
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
僥

ぎ
ょ
う

倖こ
う

以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
研
究
と
し
て
は
海

外
に
進
出
し
た
日
本
宗
教
を
追
い
か
け
、
一
九
七
七

年
か
ら
ハ
ワ
イ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
で

調
査
に
従
事
し
た
。
博
士
論
文
「
日
本
宗
教
と
日
系

宗
教
の
研
究

―
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
ブ
ラ
ジ
ル
」

（
一
九
八
六
）
の
大
半
は
み
ん
ぱ
く
勤
務
が
可
能
に
し

て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
で
は
さ
ら
に
北
東
部
の
民
衆
文
化
、
ア

マ
ゾ
ン
の
幻
覚
宗
教
、
先
住
民
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な

ど
非
日
系
の
文
化
に
も
研
究
領
域
を
拡
大
し
た
。
た

だ
し
、
ア
マ
ゾ
ン
研
究
に
関
し
て
は
、
一
九
九
三

年
か
ら
の
三
年
間
の
科
研
費
調
査
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
成
果
を
刊
行
で
き
な

か
っ
た
。
忸じ
く

怩じ

た
る
思
い
で
あ
る
。

他
方
、
お
な
じ
一
九
九
三
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
「
経

営
人
類
学
」
の
共
同
研
究
は
七
期
を
数
え
、
五
つ
の

科
研
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
織
し
、
一
〇
冊
以
上
も
の

書
籍
を
世
に
送
り
出
し
た
。
そ
の
大
半
を
刊
行
し
て

く
れ
た
東
方
出
版
の
今
東
成
人
社
長
か
ら
「
五
〇
冊

は
出
さ
な
い
と
学
派
は
で
き
ま
せ
ん
よ
」
と
言
わ
れ

た
こ
と
が
励
み
と
な
っ
て
い
る
。
前
途
遼り
ょ
う

遠え
ん

で
あ
る
。

切
手
や
コ
イ
ン
に
対
抗
し
て
カ
レ
ン
ダ
ー
の
収
集
を

は
じ
め
た
の
も
同
時
期
で
あ
っ
た
。
前
二
者
が
国
家

に
よ
る
国
民
文
化
を
表
象
す
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は

国
民
文
化
は
も
と
よ
り
宗
教
文
化
、
企
業
文
化
、
大

衆
文
化
、
民
族
文
化
、
民
俗
文
化
な
ど
多
様
な
文
化

を
内
包
し
て
い
る
。
カ
レ
ン
ダ
ー
か
ら
世
界
を
見
る
こ

と
は
研
究
の
視
野
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

わ
た
し
は
カ
レ
ン
ダ
ー
文
化
の
研
究
を
考
古
学
・
考

現
学
に
な
ら
っ
て
「
考
暦
学
」
と
名
づ
け
、
み
ん
ぱ

く
の
標
本
資
料
と
す
る
べ
く
収
集
に
精
を
出
し
た
。

博
物
館
と
学
校
を
む
す
ぶ
博
学
連
携
の
取
り
組
み

も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
日
本
国
際
理
解
教
育
学
会
と
み

ん
ぱ
く
が
共
催
す
る
夏
の
博
学
連
携
教
員
研
修
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
は
大
阪
府
の
初
任
者
研
修
の
場
と
し

て
も
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
教
育
と
い
え
ば
、

み
ん
ぱ
く
を
基
盤
と
す
る
総
合
研
究
大
学
院
大
学
に

も
ふ
か
く
コ
ミ
ッ
ト
し
た
。
博
士
論
文
を
書
く
の
は

学
生
で
あ
り
、
わ
た
し
は
産
婆
役
に
徹
し
た
。
そ
し

て
多
く
の
出
産
に
立
ち
会
っ
た
。

み
ん
ぱ
く
は
研
究
と
展
示
、
そ
れ
に
大
学
院
教
育

と
い
う
三
本
の
柱
を
も
ち
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
濃
密

に
か
か
わ
れ
た
こ
と
は
、
わ
が
人
生
に
と
っ
て
最
大

の
し
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
。

み
ん
ぱ
く
を

離
れ
る
に

あ
た
っ
て

研究室の風景（1999）。オックスフォード大学ロジャー・グッ
ドマン教授と

中
牧 

弘
允
（
な
か
ま
き 

ひ
ろ
ち
か
）

東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

文
学
博
士
。
日
本
学
術
振
興
会
奨
励
研
究
員
を
経
て
、

１
９
７
７
年
４
月
よ
り
民
博
へ
着
任
。
総
合
研
究
大
学
院

大
学
文
化
科
学
研
究
科
併
任
教
授
、
先
端
民
族
学
研
究

部
長
を
歴
任
。
専
門
は
宗
教
人
類
学
、
経
営
人
類
学
、
ブ

ラ
ジ
ル
研
究
。
お
も
な
著
書
に
『
カ
レ
ン
ダ
ー
か
ら
世
界

を
見
る
』（
白
水
社
）、『
会
社
の
カ
ミ
・
ホ
ト
ケ

―
経

営
と
宗
教
の
人
類
学
』（
講
談
社
）、
編
著
書
に
『
グ
ロ
ー

バ
ル
化
す
る
ア
ジ
ア
系
宗
教

―
経
営
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
』（
東
方
出
版
）、『
学
校
と
博
物
館
で
つ
く
る
国
際
理

解
教
育
』（
明
石
書
店
）、『
価
値
を
創
る
都
市
へ

―
文

化
戦
略
と
創
造
都
市
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）
な
ど
。

シャーマンの衣装を試着（1994）。
ブラジル・アマゾンのマディハ人の
村にて

第1回「文明学」シンポジウム（1983）。前列左よりセップ・リンハルト、ヨーゼ
フ・クライナー、梅棹忠夫、ロバート・スミス、ハルミ・ベフ、後列左より石毛直道、
横山俊夫、筆者、守屋毅の諸氏

上海万博を調査中の「車椅子の人類学者」（2010）。左は曹建
南上海師範大学副教授、右は張継焦中国社会科学院教授
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鏡
の
な
か
の
自
分

鏡
の
な
い
ボ
ク
シ
ン
グ
ジ
ム
は
、
想
像
し
に
く
い
。
そ
れ
く
ら
い
ボ
ク
シ
ン

グ
と
鏡
の
か
か
わ
り
は
深
い
。

シ
ャ
ド
ー
（
・
ボ
ク
シ
ン
グ
）
と
い
う
練
習
法
が
あ
る
。
鏡
で
自
分
の
動

き
を
確
認
し
な
が
ら
、
攻
防
技
術
を
磨
く
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
。

自
分
の
鏡
像
か
ら
弱
点
を
見
つ
け
、
そ
れ
に
つ
け
こ
ん
で
く
る
相
手
の
攻
撃

へ
の
対
処
を
考
え
、
動
く
。
鏡
の
な
か
の
自
分
に
ま
な
ざ
し
を
む
け
て
い
る

の
は
、
自
分
自
身
で
も
あ
り
、
同
時
に
自
分
を
痛
め
つ
け
る
は
ず
の
敵
で
も

あ
る
の
だ
。

シ
ャ
ド
ー
は
、
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
拳
闘
家
た
ち
の
練
習
に
も
す
で
に

あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
人
が
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

の
語
源
と
し
て
も
有
名
な
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
は
泉
に
映
っ
た
自
分
の
姿
に
見
惚

れ
た
。
ま
た
ペ
ル
セ
ウ
ス
は
、
直
視
し
た
者
を
石
に
か
え
て
し
ま
う
と
い
う

メ
ド
ゥ
ー
サ
の
首
を
討
ち
と
る
た
め
に
、
青
銅
の
盾
を
用
い
た
。
鏡
は
青
銅

製
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
市
民
の
鍛
錬
の
場
ギ
ュ
ム
ナ
シ
オ
ン
の
壁
に
、
高
価

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
ン
プ
シ
ー
（
一
八
九
五
―
一
九
八
三
）
に
ひ
き
あ
わ
さ
れ
た
。

デ
ン
プ
シ
ー
は
彼
を
ボ
ク
サ
ー
だ
と
勘
違
い
し
、「
も
っ
と
体
重
を
増
や
せ
」

と
か
、「
も
っ
と
い
い
か
っ
こ
う
し
ろ
」な
ど
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。
ボ
ク
サ
ー
っ

ぽ
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
筋
肉
の
つ
き
か
た
や
体
型
だ
け
で
は
な
い
。
表

情
や
立
ち
居
振
る
舞
い
な
ど
に
も
、そ
れ
は
あ
ら
わ
れ
る
も
の
だ
。
ボ
ク
サ
ー

の
身
体
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
や
ま
な
ざ
し
の
な
か
で
、
意
味
や
価
値
を
ま

と
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
町
の
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム

で
ボ
ク
サ
ー
を
見
抜
く
こ
と
だ
っ
て
、
そ
う
難
し
く
は
な
い
。

ビ
ッ
グ
な
シ
ョ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
へ

ボ
ク
サ
ー
に
か
ぎ
ら
ず
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
身
体
に
は
、
徹
底
し
た
管
理
と

い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
緻
密
な
規
律
と
訓
練
が
、
す
み
ず
み
ま
で
い
き
わ
た
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
、
か
ぎ
ら
れ
た
時
空
間
の
な
か
で
、
自
己
を
解
放

す
る
自
由
を
感
じ
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、自
ら
試
合
や
練
習
に
身
を
投
じ
て
い
る
。

印
象
深
い
こ
と
ば
が
あ
る
。
カ
シ
ア
ス・
ク
レ
イ（
一
九
四
二
―
）が
、ソ
ニ
ー・

リ
ス
ト
ン（
一
九
三
二
―
一
九
七
〇
）を
た
お
し
て
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
な
っ

た
と
き
の
こ
と
ば
だ
。

「
お
れ
は
最グ

レ
ー
テ
ス
ト

高
だ
！
」

リ
ス
ト
ン
は
強
盗
し
た
り
、
警
官
を
た
た
き
の
め
し
た
り
と
、
華
々
し
い

悪
の
経
歴
で
身
を
飾
っ
て
い

た
。
リ
ン
グ
上
の
フ
ァ
イ
ト

で
も
、
対
戦
相
手
を
こ
と
ご

と
く
怯
え
さ
せ
た
。
ク
レ
イ

も
怯
え
て
い
た
。
リ
ス
ト
ン

に
殺
さ
れ
る
、
と
ま
で
心
配

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
大
方

の
予
想
を
く
つ
が
え
し
、
史

上
最
強
と
さ
れ
た
王
者
の
顔

を
腫
れ
上
が
ら
せ
、
棄
権
に

追
い
込
ん
だ
。
興
奮
し
た
ク

レ
イ
は
我
を
忘
れ
て
「
お
れ

は
最
高
だ
！
」
と
、
何
度
も

な
青
銅
の
鏡
が
は
め
込
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
文
字
ど
お
り
、
影

シ
ャ
ド
ーを

見
な

が
ら
の
フ
ォ
ー
ム
練
習
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ボ
ク
サ
ー
の
身
体

紀
元
前
五
〇
〇
年
く
ら
い
の
壷
絵
に
は
、
笞む

ち

を
も
っ
た
拳
闘
の
指
導
者
が

描
か
れ
て
い
る
（
そ
う
い
え
ば
最
近
、
日
本
の
ボ
ク
シ
ン
グ
ジ
ム
で
竹
刀
を

見
な
く
な
っ
た
）。
相
手
を
う
ち
負
か
す
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
強

き
ょ
う

靱じ
ん

な
肉
体
と
精
神
を
手
に
入
れ
る
か
は
、
当
時
で
も
十
分
に
考
え
ぬ
か
れ
て
い

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
拳
闘
家
た
ち
が
、
規
律
と
訓
練
に
基
づ
き
、
ま
さ
に
拳

闘
の
た
め
に
効
率
の
い
い
フ
ォ
ー
ム
と
身
体
を
つ
く
り
上
げ
て
い
っ
た
の
は
、

一
八
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ィ
ッ
グ
や
ジ
ャ
ッ
ク
・
ブ

ロ
ー
ト
ン
が
い
た
こ
の
時
期
（
前
回
の
「
ボ
ッ
ク
ス
！
」
参
照
）、
イ
ギ
リ
ス

で
ボ
ク
シ
ン
グ
が
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
形
を
な
し
は
じ
め
た
。
効
率
の
よ
さ
の

追
求
は
時
代
を
経
る
ご
と
に
深
め
ら
れ
た
。
ボ
ク
シ
ン
グ
の
ス
タ
イ
ル
は
洗

練
さ
れ
、ボ
ク
サ
ー
の
身
体
そ
の
も
の
も
か
わ
っ
て
い
く
。
変
化
は
、ボ
ク
サ
ー

の
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
ポ
ー
ズ
の
写
真
を
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
繰
っ
て
み
る

だ
け
で
明
ら
か
だ
。

こ
ん
な
話
が
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
音
楽

界
の
大
御
所
ボ
ブ
・

デ
ィ
ラ
ン
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
出
て
き
た

ば
か
り
の
一
九
六
一

年
、「
マ
ナ
ッ
サ
の

殺
し
屋
」
と
い
う
異

名
ま
で
と
っ
た
偉
大

な
元
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
、

叫
ん
だ
。
一
九
六
四
年
二
月
二
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。

試
合
前
か
ら
、
ク
レ
イ
は
リ
ス
ト
ン
へ
の
激
し
い
挑
発
を
く
り
返
し
、
揺

さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
た
。
だ
が
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
、
勝
利
へ
の
駆
け
引
き

の
話
を
し
た
い
の
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
ク
レ
イ
の
登
場
が
ボ
ク
シ
ン

グ
興
業
を
、
そ
れ
ま
で
と
は
ケ
タ
違
い
に
大
き
な
シ
ョ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
へ
と
変
え

た
こ
と
だ
。

実
際
、
リ
ン
グ
内
外
で
の
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
、
彼
は
ロ
ー
マ
五
輪

（
一
九
六
〇
年
）
で
金
メ
ダ
ル
を
と
っ
た
と
き
以
来
、
テ
レ
ビ
を
と
お
し
て
つ

く
り
上
げ
て
き
た
。
最
初
は
、
富
と
名
声
に
あ
こ
が
れ
る
善
良
な
好
青
年
と

し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
白
人
社
会
か
ら
も
支
持
さ
れ
た
。
だ
が
、
チ
ャ
ン
ピ
オ

ン
に
な
る
や
い
な
や
、
マ
ル
コ
ム
X
ら
過
激
な
イ
ス
ラ
ー
ム
系
黒
人
活
動
家

た
ち
と
手
を
結
び
、
モ
ハ
メ
ド
・
ア
リ
と
改
名
し
、
今
度
は
白
人
社
会
を
脅

か
す
危
険
な
著
名
人
へ
と
転
じ
た
。
い
ず
れ
も
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
力
に
よ

る
も
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
ボ
ク
シ
ン
グ
の
つ
な
が
り
は
、
さ
ら
に
古
い
。

一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
、
素
手
拳
闘
の
観
戦
と
賭
博
が
民
衆
の
人
気
を
博

し
た
の
も
、
試
合
を
告
知
し
、
結
果
を
報
道
す
る
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
に

負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
そ
の
後
の
メ
デ
ィ
ア
産
業
の
爆
発
的
な
拡
大

と
発
展
が
、
モ
ハ
メ
ド
・
ア
リ
の
登
場
を
待
っ
て
、
ボ
ク
シ
ン
グ
興
業
の
全
盛

期
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

究
極
の
自
己
肯
定

彼
は
、
蝶
の
よ
う
に
舞
い
、
蜂
の
よ
う
に
刺
す
、
華
麗
な
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク

を
完
成
さ
せ
た
。
い
ず
れ
誰
か
に
塗
り
替
え
ら
れ
る
べ
き
記
録
は
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
す
で
に
、
ボ
ク
シ
ン
グ
界
に
も
あ
ふ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

彼
が
初
め
て
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
な
っ
た
夜
、
な
に
か
記
録
を
自
慢
し
た

の
で
は
な
い
。
最
強
を
宣
言
し
た
の
で
も
な
い
。「
最
高
だ
」
と
い
う
究
極
の

自
己
肯
定
だ
け
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
く
り
か
え
し
は
か
な
り
し
つ
こ

か
っ
た
。
管
理
が
い
き
と
ど
い
て
い
た
は
ず
の
身
体
は
、
そ
の
と
き
、
内
か

ら
引
き
裂
か
れ
、突
き
破
ら
れ
、み
だ
り
に
は
み
で
て
い
た
。
ふ
つ
う
シ
ャ
ド
ー

で
思
い
描
か
れ
る
こ
と
が
な
い
自
由
の
激
情
が
、
身
体
へ
の
あ
ら
ゆ
る
抑
圧

に
対
し
て
勝
ち
名
乗
り
を
あ
げ
た
、
か
り
そ
め
の
瞬
間
で
あ
っ
た
。

ボ
ク
シ
ン
グ
の
文
化
論　

3
の
2

お
れ
は
最
高
だ
！

樫か
し
な
が永 

真ま

さ

お

佐
夫　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

ジ
ム
で
は
ボ
ク
サ
ー
た
ち
が
、鏡
を
意
識
し
な
が
ら
練
習
し
て
い
る
。

だ
が
ボ
ク
サ
ー
の
身
体
は
、鏡
を
見
つ
め
る
彼
ら
の
ま
な
ざ
し
よ
り

も
っ
と
た
く
さ
ん
の
、さ
ま
ざ
ま
な
ま
な
ざ
し
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
る
の
だ
。

情
報
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
も
、ま
な
ざ
し
の
数
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
て
き
た
。

の
み
な
ら
ず
そ
れ
こ
そ
が
、ボ
ク
シ
ン
グ
興
業
を
二
〇
世
紀
に

巨
大
シ
ョ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
へ
と
か
え
た
。

ボクシングジムはとにかく鏡が多い

匿名版画家による宣伝用「フィッグ・カード」（1794 年）。
中央の右側に立つのがジェームズ・フィッグ。（カシア・
ボディ2011『ボクシングの文化史』東洋書林）
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い
の
ち
は
め
ぐ
る

「
あ
い
ね
」
は
、
大
阪
市
の
谷た

に
ま
ち町
九
丁
目
に
あ
る
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
お
店
だ
。
店
の
名
前
は
、
店
主
の

原は
ら

い
ね
子
さ
ん
の
名
前
に
ち
な
む
。「
い
ね
」
を
ロ
ー
マ
字

で
Ｉ
Ｎ
Ｅ
と
書
き
、
そ
れ
を
「
あ
い
ね
」
と
読
む
こ
と
に
し

た
。
稲
は
日
本
の
主
食
で
、
食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
だ
か
ら
「
あ
い
ね
」
に
は
「
生
き
る
」
と
い

う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

原
さ
ん
が
店
を
は
じ
め
た
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
考
え
方
に
共
感
し
、
自
分
の
命
の
使
い

方
と
し
て
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
を
売
る
こ
と
を
選
択
し
た
。

「
わ
た
し
の
命
は
わ
た
し
の
も
っ
て
い
る
時
間
で
あ
り
、
そ

れ
は
宇
宙
の
悠
久
の
と
き
か
ら
す
れ
ば
一
瞬
に
す
ぎ
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
わ
た
し
は
、
自
然
体
で
、
普
段

の
暮
ら
し
を
大
切
に
し
な
が
ら
生
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
」

と
原
さ
ん
は
考
え
る
。「
生
き
て
る
だ
け
で
丸
儲
け
」
と
は
、

明あ
か
し
や

石
家
さ
ん
ま
さ
ん
の
座
右
の
銘
だ
が
、
原
さ
ん
も
、
そ
の

こ
と
ば
を
大
切
に
し
て
い
る
。

「
あ
い
ね
」
で
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
関
係

の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
る
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
大
切

に
し
て
い
る
理
念
の
ひ
と
つ
に
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
が
あ
る
。

「
持
続
可
能
な
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
ば
だ
。
原
さ
ん
は
、
自

然
農
法
を
実
践
す
る
川か

わ
ぐ
ち
よ
し
か
ず

口
由
一
さ
ん
の
赤あ

か

目め

自
然
農
塾
に
参

加
し
た
と
き
、
川
口
さ
ん
が
「
す
べ
て
の
命
が
巡
る
」
と
繰

り
返
し
話
す
の
を
き
い
た
。
こ
の
こ
と
ば
が
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ

ル
の
日
本
語
だ
と
し
っ
く
り
き
た
。
そ
れ
以
来
、
原
さ
ん
は
、

店
の
イ
ベ
ン
ト
に
「
い
の
ち
は
め
ぐ
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

を
つ
け
、
参
加
者
が
の
ん
び
り
過
ご
せ
る
心
地
よ
い
催
し
を

心
掛
け
て
い
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
を
訪
ね
て

店
を
は
じ
め
て
間
も
な
い
こ
ろ
、
原
さ
ん
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
取

材
を
受
け
た
。「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
っ
て
何
で
す
か
。
自
分

の
こ
と
ば
で
ひ
と
こ
と
お
願
い
し
ま
す
。」
そ
う
言
わ
れ
て

原
さ
ん
は
、
自
分
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
つ
い
て
知
っ
て
い

る
こ
と
は
、
す
べ
て
聞
い
た
こ
と
や
読
ん
だ
こ
と
だ
と
気
が

つ
い
た
。
そ
こ
で
、
生
産
者
を
訪
ね
て
自
分
の
目
で
生
産
の

現
場
を
知
り
た
い
と
強
く
思
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
一
月
、
商
品
の
卸
先
か
ら
紹
介
さ
れ
た
イ
ン

ド
南
部
の
生
産
者
団
体
を
訪
問
す
る
旅
に
で
た
。
そ
の
ひ

と
つ
で
あ
る
Ｒ
Ｔ
Ｕ
（Reaching T

he U
nreached

）
に

車
が
到
着
し
た
と
き
の
こ
と
を
原
さ
ん
は
今
で
も
は
っ
き
り

思
い
出
す
。
な
か
に
入
る
と
外
の
環
境
と
は
ま
っ
た
く
違
う
。

「
き
れ
い
！
」
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
路
地
の
両
側
に
は
花
壇
と
こ

じ
ん
ま
り
し
た
家
が
八
〇
軒
ほ
ど
、
路
地
を
曲
が
る
と
さ
ら

に
花
壇
と
家
が
続
い
て
い
た
。
手
入
れ
さ
れ
た
花
壇
に
は
花

が
咲
き
、
整
え
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
Ｒ
Ｔ
Ｕ
子
ど
も
村

と
い
う
名
前
だ
っ
た
。
こ
れ
は
孤
児
と
女
性
の
た
め
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
、
訪
問
し
た
家
庭
に
は
、
夫
の
い
な
い
女
性
と

中
学
生
の
娘
、
そ
し
て
孤
児
四
人
が
住
ん
で
い
た
。
孤
児
た

ち
に
は
お
母
さ
ん
と
兄
弟
が
で
き
、
女
性
は
孤
児
を
育
て
る

こ
と
で
報
酬
を
得
る
。
ど
の
家
庭
に
も
家
が
一
軒
与
え
ら
れ
、

Ｒ
Ｔ
Ｕ
の
施
設
の
な
か
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
た
。
原
さ

ん
は
、
な
ぜ
孤
児
が
多
い
の
か
気
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
を

尋
ね
る
と
、「
貧
し
さ
の
余
り
将
来
に
希
望
が
も
て
ず
自
殺

す
る
人
が
多
い
の
で
す
」と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
と
い
う
。

こ
こ
で
は
家
造
り
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
あ
り
、
そ
れ
に
必
要

な
屋
根
瓦
や
窓
枠
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
も
製
造
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
幼
稚
園
、
学
校
、
病
院
、
老
人
の
た
め
の
食

事
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
貧
し
い
人
た
ち
の
た
め
の
事
業
を
何
で
も

お
こ
な
い
、
同
時
に
多
く
の
雇
用
を
生
ん
で
い
た
。
す
ご
い
実

行
力
だ
と
原
さ
ん
は
感
心
し
た
。「
あ
い
ね
」
で
は
、
Ｒ
Ｔ
Ｕ
で

作
ら
れ
た
手
織
り
の
タ
オ
ル
ハ
ン
カ
チ
な
ど
を
販
売
し
て
い
る
。

次
に
原
さ
ん
が
訪
問
し
た
の
は
、
ア
シ
シ
・
ガ
ー
メ
ン
ツ
と

い
う
縫
製
工
場
だ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
シ
ス
タ
ー
が
聾ろ

う

唖あ

の

女
性
た
ち
が
社
会
参
加
で
き
る
よ
う
に
作
っ
た
施
設
だ
。
オ

ー
ガ
ニ
ッ
ク
・
コ
ッ
ト
ン
の
衣
類
を
製
造
し
て
お
り
、
女
性
た

ち
は
工
場
と
同
じ
敷
地
の
な
か
の
寮
で
暮
ら
し
て
い
た
。
彼

女
た
ち
は
自
分
で
働
い
た
賃
金
の
一
部
を
結
婚
の
と
き
に
必
要

な
持
参
金
を
用
意
す
る
た
め
に
貯
金
し
て
い
た
。
三
番
目
の

訪
問
先
は
、
ガ
ン
ジ
ー
グ
ラ
ム
。
こ
こ
に
も
孤
児
の
た
め
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
あ
っ
た
。「
イ
ン
ド
で
は
実
家
で
お
産
を
し
ま
す
。

だ
か
ら
結
婚
し
た
孤
児
た
ち
は
お
産
の
と
き
な
ど
に
は
こ
こ

に
戻
っ
て
き
ま
す
。こ
こ
は
一
生
、孤
児
た
ち
の
実
家
な
の
で
す
」

と
神
父
様
が
話
し
て
い
た
。
今
、
思
い
出
し
て
み
て
も
、
そ
の

と
き
と
同
じ
よ
う
に
胸
の
あ
た
り
が
ジ
ー
ン
と
す
る
と
い
う
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
で
原
さ
ん
が
も
っ
と
も
共
感
す
る
の
は
、

生
産
者
の
自
立
を
支
援
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
仕
事
は
人

の
役
に
立
つ
こ
と
で
成
り
立
ち
、
対
価
が
支
払
わ
れ
る
。
誰

も
が
も
っ
て
い
る
体
と
い
う
資
本
を
使
い
、
自
ら
生
き
る
た

め
の
糧
を
得
る
。
仕
事
が
体
力
や
気
力
を
養
っ
て
く
れ
、
年

月
が
経
つ
と
能
力
が
身
に
つ
く
。
仕
事
を
す
る
力
が
生
き
て

い
く
力
を
養
っ
て
く
れ
る
の
だ
と
原
さ
ん
は
考
え
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
は

原
さ
ん
に
と
っ
て
、
作
り
手
の
暮
ら
し
や
家
族
の
姿
が
見

え
る
こ
と
が
大
切
だ
。
原
さ
ん
は
訴
え
る
。
想
像
し
て
み
て

ほ
し
い
。
わ
た
し
た
ち
が
買
っ
た
も
の
を
作
っ
て
い
る
一
人

の
女
性
の
暮
ら
し
を
。
彼
女
は
仕
事
を
得
、
彼
女
の
子
ど
も

は
学
校
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
喜
び
だ
。
そ
う
し

て
彼
女
は
家
族
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
誇
り
で
あ

る
。
大
勢
の
人
び
と
の
買
い
も
の
の
お
陰
で
、
彼
女
の
子
ど

も
は
、
わ
た
し
た
ち
の
国
の
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
健
や
か

に
育
っ
て
い
る
。
ど
こ
の
だ
れ
の
子
に
生
ま
れ
て
も
希
望
と

未
来
が
あ
る
よ
う
に
、
広
く
支
え
あ
っ
て
暮
ら
し
て
い
く
方

法
が
必
要
だ
。
貧
困
の
連
鎖
の
な
か
に
あ
る
人
び
と
が
、
自

ら
働
く
こ
と
に
よ
り
自
立
の
機
会
を
得
、
わ
た
し
た
ち
は
、

ほ
し
い
も
の
や
必
要
な
も
の
を
自
分
の
価
値
観
で
選
択
し
て

購
入
す
る
。
原
さ
ん
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
、
水
が
自
然

と
低
い
方
に
流
れ
る
よ
う
に
、
お
金
を
労
働
の
対
価
と
し
て

多
く
の
貧
し
い
人
び
と
へ
行
き
渡
ら
す
た
め
の
経
済
の
仕
組

み
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

商
品
が
売
れ
る
こ
と
で
、
生
産
者
が
得
る
の
は
お
金
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
生
産
者
が
商
品
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
売
れ
、
対
価

が
支
払
わ
れ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
る
の
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
た
め
の
力
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
店
「
あ
い
ね
」
を
経
営
し
、
生
産
の
現
場
を
訪
ね
歩
く
原
い
ね
子
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
。

生
き
る
こ
と
を
大
切
に
す
る
お
店

鈴す

ず

木き 

紀も
と
い

　
民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

天然染料で染められたヘンプ
素材のヒマラヤンマテリアルの
リュック

「あいね」店内にはアジア、アフリカ、
中南米各地で作られた衣料のほかに、

環境を考慮した雑貨なども並ぶ
ＲＴＵ子ども村を訪問。子どもたちの笑顔が

印象的だ（2002年1月）

アシシ・ガーメンツの寄宿舎を訪問
（2002年１月）

道路からのアプロ
ーチは自然農の小
さな庭畑。「あいね」
の前で。右が原さん
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ま
る
で
「
福
袋
」

﹁
こ
の
シ
ャ
ツ
に
は
、
お
そ
ろ
い
の
ズ
ボ
ン
が
あ
る
は
ず
よ
﹂。

先
進
諸
国
に
お
い
て
大
量
に
廃
棄
さ
れ
る
衣
類
は
、
リ
サ
イ
ク

ル
や
貧
者
へ
の
支
援
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
慈
善
団
体
や
リ
サ
イ
ク
ル

業
者
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
、
そ
の
多
く
は

発
展
途
上
国
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
世
界

最
大
の
古
着
輸
入
地
で
あ
る
ア
フ
リ
カ
で
、

古
着
は
庶
民
の
衣
料
消
費
を
支
え
る
商
品

で
あ
る
。

ア
フ
リ
カ
に
輸
入
さ
れ
る
古
着
の
梱こ

り

は
、

ま
る
で
﹁
福
袋
﹂
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
梱

に
は
新
品
の
最
新
ブ
ラ
ン
ド
品
か
ら
何

十
年
も
箪た

ん

笥す

に
眠
っ
て
い
た
流
行
遅
れ
の

品
、
破
れ
て
片
袖
の
な
い
も
の
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
衣
類
が
混
入
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
ア
フ
リ
カ
の
商
人
た
ち
は
品
質
と
流

行
を
基
準
に
、
晴
れ
着
と
な
る
グ
レ
ー
ド

A
、
普
段
着
の
グ
レ
ー
ド
B
、
節
約
品
や

野
良
着
と
な
る
グ
レ
ー
ド
C
の
三
つ
に
古

着
を
分
類
し
流
通
さ
せ
て
い
る
。

土
着
の
文
化
が
新
し
い
装
い
を
生
み
出
す

タ
ン
ザ
ニ
ア
で
古
着
流
通
の
調
査
を
は

じ
め
た
当
初
、
筆
者
は
こ
の
ラ
ン
ク
わ
け
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な

か
っ
た
。
汗
染
み
や
襟
の
た
る
み
な
ど
品
質
の
見
わ
け
方
は
す
ぐ

に
コ
ツ
を
つ
か
ん
だ
。
し
か
し
現
地
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
理
解
す
る

の
は
至
難
の
業
だ
。
生
成
り
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
は
﹁
汚
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
﹂
と
い
う
理
由
で
グ
レ
ー
ド
C
に
分
類
さ
れ
る
が
、
擦

り
切
れ
て
ペ
ン
キ
の
シ
ミ
が
つ
い
た
シ
ャ
ツ
は
、﹁
ゲ
ッ
ト
ー
ス
タ
イ

ル
﹂
と
し
て
グ
レ
ー
ド
Ａ
に
な
る
。
技
巧
を
凝
ら
し
た
ブ
ラ
ン
ド
品

が
﹁
ビ
シ
ョ
ー
︵bishoo

：
ち
ゃ
ら
ち
ゃ
ら
し
た
若
者
︶﹂
の
衣
装

と
し
て
グ
レ
ー
ド
B
に
格
下

げ
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

冒
頭
の
こ
と
ば
は
、
パ
ジ
ャ

マ
の
上
着
を
グ
レ
ー
ド
Ａ
に
分

類
し
た
商
人
に
筆
者
が
意
見
し

た
も
の
だ
。
そ
れ
に
対
す
る
返

答
は
、﹁
こ
れ
と
似
た
模
様
の

キ
テ
ン
ゲ
︵
ア
フ
リ
カ
ン
・
プ

リ
ン
ト
︶
が
あ
る
﹂
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
キ
テ

ン
ゲ
を
腰
に
ま
い
た
女
性
が
羽

織
っ
た
と
き
、パ
ジ
ャ
マ
は
ま
っ

た
く
新
し
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に

生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

タ
ン
ザ
ニ
ア
で
は
す
で
に
欧

米
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
ふ
か
く

浸
透
し
て
い
る
。し
か
し
グ
ロ
ー

バ
ル
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
入

手
可
能
な
モ
ノ
︵
古
着
︶
の
素

材
と
土
着
の
文
化
・
暮
ら
し
に
よ
っ
て
再
解
釈
さ
れ
る
。
衣
類
が

最
終
的
に
ゴ
ミ
に
な
る
ま
で
に
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
践
し
て
い
る
の
は
、

先
進
諸
国
の
人
び
と
が
捨
て
た
衣
類
に
新
し
い
価
値
を
付
加
す
る

ア
フ
リ
カ
の
人
び
と
な
の
で
あ
る
。

パジャマと一張羅
小
お

川
が わ

 さやか　民博 研究戦略センター

グレードＣの古着は、農村の定期市においてたたき売りされる
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民
博
の
収
蔵
庫
に
は
二
五
〇
〇
点
以
上
に
の
ぼ
る
田た

中な
か

千ち

よ代
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
。そ

の
う
ち
、〈
衣
服
・
ア
ク
セ
サ
リ
ー
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〉を
利
用
し
て
、「
制
服
」と
い
う
こ
と
ば

で
検
索
す
る
と
二
〇
六
点
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
り
、日
本
の
洋
装
教
育
の
礎

を
築
い
た
田
中
さ
ん
は
、生
涯
を
か
け
て
民
族
服
収
集
に
も
力
を
注
い
だ
。そ
の
な
か
の
約

八
パ
ー
セ
ン
ト
が
、職
場
や
学
校
の
制
服
と
い
う
事
実
は
大
き
い
。戦
前
の
デ
パ
ー
ト
の
店

員
さ
ん
の
制
服
な
ど
の
ほ
か
に
、ア
フ
リ
カ
東
部
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
で
収
集
し
た
女
子
の
ブ
ラ

ウ
ス
型
の
制
服
も
あ
る
。現
地
で
衣
服
を
収
集
す
る
場
合
、一
般
に
尊
重
さ
れ
る
の
は
濃
厚

な「
民
族
服
風
」色
調
の
、手
縫
い
の
衣
服
で
あ
る
。多
く
の
地
域
で
は
、そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
大
事
に
さ
れ
て
は
い
て
も
、も
う
日
常
の
衣
服
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。田
中
千

代
の
目
は
そ
の
現
実
を
見
て
い
た
の
だ
。

お
な
じ
目
が
、若
き
日
の
今こ
ん

和わ

じ次
郎ろ
う
に
も
あ
っ
た
。大
正
中

期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
、断
髪
に
短
い
ス
カ
ー
ト
の

モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
の
跳
ち
ょ
う
り
ょ
う

梁
を
、今
私
た
ち
は『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』

な
ど
で
見
て
い
る
。銀
座
通
り
は
ま
る
で
こ
ん
な
女
性
た
ち
で
あ
ふ
れ
て
い
た
よ
う

な
…
…
。し
か
し
今
和
次
郎
と
吉よ
し

田だ

謙け
ん
き
ち吉

の
ク
ー
ル
な
目
は
、あ
の
考
現
学
調
査
に
よ
っ
て
、

そ
ん
な
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
は
ご
く
少
数
派
だ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
。

さ
て
、田
中
千
代
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
制
服
の
な
か
で
も
、目
を
ひ
く
の
が
大
丸
百
貨
店
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
係
の
薄
茶
色
の
制
服
で
あ
る
。胸
を
飾
る
左
右
対
称
に
つ
け
ら
れ
た
一
〇
個
の

金
ボ
タ
ン
と
茶
色
の
縁
取
り
。側
面
に
あ
る
幅
広
の
ベ
ル
ト
通
し
に
も
同
じ
金
ボ
タ
ン
の

飾
り
が
つ
い
て
い
る
。襟
と
折
り
返
さ
れ
た
袖
口
に
も
茶
色
の
縁
取
り
が
あ
り
、軍
服
の
よ

う
に
堂
々
と
し
て
い
る
。こ
の
制
服
の
持
ち
主
の
勤
務
先
は
、古
く
か
ら
今
の
地
に
あ
る
心

斎
橋
店
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。近
代
的
な
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
で
モ
ダ
ン
な
制
服
を
着

て
、そ
れ
こ
そ
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
に
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
連
想
さ
せ
る
彼
女
は
、さ
ぞ
か
し
鼻
が

高
か
っ
た
ろ
う
。た
だ
、彼
女
と
と
も
に
働
い
た
こ
の
制
服
に
、裾
あ
げ
の
跡
が
認
め
ら
れ
て
、

そ
の
後
の
、モ
ノ
の
な
い
時
代
の
こ
と
を
考
え
る
と
、い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
頭
を
よ
ぎ
る
。

百
貨
店
店
員
用
制
服（
ワ
ン
ピ
ー
ス
）

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
教
授  

高た

か

は

し橋 

晴は

る

子こ

標
本
番
号 

H
０
２
３
５
１
６
２

地
域 

日
本

受
入
年 

２
０
０
５
年

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

に
て
展
示
中

「衣服・アクセサリーデータベース」には、みんぱく
に所蔵されている衣服・アクセサリー標本資料の詳
細分析情報、および各地域のフィールド写真が収録
されています。服飾の用語や地域など、さまざまな
キーワードに対応しています。



フ
ィー
ル
ド
で

考
え
る
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ア
ジ
ア
の
縮
図
の
よ
う
な
町

ベ
ト
ナ
ム
中
南
部
、
荒
涼
と
し
た
サ
ボ
テ
ン
の
林
と

赤
褐
色
の
砂
丘
に
囲
ま
れ
た
フ
ァ
ン
ラ
ン
の
町
の
は
ず

れ
に
、
丘
の
上
に
建
つ
煉れ

ん
が瓦
造
り
の
塔
が
あ
る
。
一
七

世
紀
に
こ
の
地
域
一
帯
を
統
治
し
て
い
た
チ
ャ
ン
パ

（
二
世
紀
〜
一
九
世
紀
）
の
王
を
祀ま

つ

る
こ
の
塔
に
は
、

王
の
上
半
身
が
模か

た
ど
ら
れ
た
リ
ン
ガ
、
妻
た
ち
の
彫
像
な

ど
が
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る
。
塔
の
入
口
は
南
シ
ナ
海
に
面
し

て
お
り
、
王
が
海
を
眺
め
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

わ
た
し
が
最
初
に
こ
の
塔
を
訪
れ
た
と
き
、「
王
の
妻

の
頭
部
は
一
時
盗
ま
れ
て
な
か
っ
た
の
だ
が
、
最
近
も

ど
っ
て
き
た
ん
だ
よ
」
と
チ
ャ
ム
人
の
管
理
人
か
ら
聞

か
さ
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
で
「
バ
ラ
モ
ン
教
」
と
よ
ば
れ

る
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
要
素
と
民
間
信
仰
が
融
合
し
た

独
特
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
と
い
う
彼
は
、
こ
の
地

域
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
を
信
仰
す
る
人
た
ち
が
い
て
、

こ
の
王
の
信
仰
に
反
対
す
る
人
び
と
も
い
る
の
だ
、
と

つ
け
加
え
た
。
確
か
に
、
フ
ァ
ン
ラ
ン
の
町
と
そ
の
周

辺
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
が
管
理
す
る
仏
教
の
寺
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
、
民
間
信
仰
の
神
を
祀
る
祠ほ

こ
ら

、
華
人
の
関

帝
廟
、
チ
ャ
ム
人
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
モ
ス
ク
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
施
設
が
み
ら
れ
る
。
ま
る
で
多
様
な

宗
教
が
混
在
す
る
ア
ジ
ア
の
縮
図
の
よ
う
な
町
で
あ
る
。

管
理
人
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
宗
教
や
風
習
を
め

ぐ
っ
て
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
交
渉
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
機
会
が
あ

る
ご
と
に
こ
の
地
域
を
訪
問
し
、
先
住
民
で
あ
る
チ
ャ

ム
の
人
び
と
の
生
活
や
地
域
の
歴
史
を
調
べ
て
い
る
。

鯨
に
な
っ
た
青
年
の
話

フ
ァ
ン
ラ
ン
周
辺
に
暮
ら
す
チ
ャ
ム
人
の
多
く
は
水

稲
耕
作
で
生
計
を
立
て
て
い
る
。
と
は
い
え
、
彼
ら
の

祖
先
は
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
を
受
け
た
国
家
チ
ャ
ン
パ

を
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
中
部
に
築
き
、
海
上
交
易
に
従
事

し
て
い
た
人
び
と
だ
。
交
易
を
通
じ
て
ア
ラ
ブ
や
中
国

の
商
人
ら
と
も
接
触
し
て
い
た
の
で
、
海
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
を
受
容
し
た
に
違
い
な
い
。

二
〇
一
一
年
の
夏
の
調
査
で
は
、
フ
ァ
ン
ラ
ン
か
ら

六
〇
キ
ロ
ほ
ど
南
へ
下
っ
た
フ
ァ
ン
リ
ー
と
い
う
町
の

近
く
に
あ
る
チ
ャ
ム
人
の
村
を
訪
問
し
た
。
こ
の
地
域

の
チ
ャ
ム
人
と
海
域
世
界
、
と
り
わ
け
、
イ
ス
ラ
ー
ム

と
の
歴
史
的
な
関
係
を
知
る
た
め
に
古
い
文
書
や
伝
承

を
探
し
、
古
老
に
聞
き
取
り
を
す
る
た
め
の
訪
問
で
あ

る
。
こ
う
し
て
集
め
た
伝
承
の
ひ
と
つ
に
、「
ア
ラ
ブ
」

に
向
か
い
、
あ
る
師
の
弟
子
と
な
っ
た
エ
ッ
ワ
ー
と
い

う
青
年
の
、
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
エ
ッ
ワ
ー
は
、

修
行
の
途
中
で
故
郷
に
戻
る
こ
と
を
申
し
出
た
が
、
師

は
強
く
反
対
し
た
。
し
か
し
エ
ッ
ワ
ー
は
師
に
隠
れ
て

舟
を
作
り
、
反
対
を
押
し
切
っ
て
旅
立
っ
た
。
す
る
と
、

師
が
か
け
た
呪
い
の
こ
と
ば
の
と
お
り
、
エ
ッ
ワ
ー
は

故
郷
の
浜
辺
沖
で
津
波
に
遭
遇
し
、
舟
が
大
破
し
て
海

に
投
げ
出
さ
れ
た
。
イ
ル
カ
に
飲
み
込
ま
れ
た
エ
ッ

ワ
ー
の
魂
は
ク
ジ
ラ
と
な
り
、
水
害
に
あ
う
漁
民
を
救

う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
津
波
に
よ
っ
て
亡
く

な
っ
た
チ
ャ
ム
人
エ
ッ
ワ
ー
は
、「
ポ
ー
・
リ
ヤ
ッ
」、

す
な
わ
ち
「
波
の
神
」
と
よ
ば
れ
て
、「
バ
ラ
モ
ン
教
」、

そ
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
受
容
し
た
「
バ
ニ
教
」
チ
ャ

ム
人
信
徒
に
、
現
在
も
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

波
の
神
を
祀
る

波
の
神
の
話
は
、
チ
ャ
ム
人
が
海
と
密
接
に
か
か

わ
っ
て
生
き
て
き
た
こ
と
を
示
す
伝
承
で
あ
る
。
わ
た

し
が
訪
問
し
た
村
の
人
び
と
も
、
と
き
お
り
供
物
を
捧

げ
に
、
波
の
神
の
聖
地
に
行
く
ら
し
い
。
以
前
、
こ
の

村
で
調
査
を
し
て
い
た
と
き
に
は
、「
ポ
ー
・
リ
ヤ
ッ
の

夢
を
見
た
」
と
言
い
だ
し
た
女
性
の
呼
び
か
け
で
、
数

十
人
の
村
人
が
祠
堂
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
と

同
じ
馬
車
に
乗
せ
て
も
ら
い
、
わ
た
し
は
そ
の
様
子
を

見
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
祠
堂
が
あ
る
場
所
は
、
現

在
は
ベ
ト
ナ
ム
人
の
漁
村
に
な
っ
て
お
り
、
祠
堂
そ
の

も
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
王
を
祀
る
宗
教
施
設
に
な
っ
て

い
た
。
穏
や
か
な
海
に
お
椀
型
の
船
が
ぷ
か
ぷ
か
と
浮

か
ぶ
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
よ
く
目
に
す
る
港
の
光
景
が
眼

の
前
に
あ
っ
た
。
祠
堂
の
裏
庭
に
は
、
津
波
に
巻
き
込

ま
れ
て
水
死
し
た
と
さ
れ
る
一
一
名
の
「
ジ
ャ
ワ
人
」

を
埋
葬
し
た
土ど

饅ま
ん
じ
ゅ
う
頭
が
、
漆し

っ
く
い喰
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
状

態
で
あ
っ
た
。
は
っ
き
り
と
し
た
年
代
や
目
的
は
不
明

だ
が
、
チ
ャ
ン
パ
時
代
に
ジ
ャ
ワ
か
ら
来
た
人
び
と
で

あ
ろ
う
。
馬
車
を
降
り
、
供
物
を
持
ち
運
ぶ
と
、
村
の

人
び
と
は
そ
こ
で
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
の
読ど

く
し
ょ
う誦
や
供
物
の

献
上
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
ポ
ー
・
リ
ヤ
ッ
が

祀
ら
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
「
前
賢
」
と
書
か
れ
た
祭

壇
の
前
で
は
、
女
性
た
ち
が
踊
り
を
献
上
し
た
。

フ
ァ
ン
ラ
ン
や
フ
ァ
ン
リ
ー
の
海
岸
沿
い
に
は
、
波
の

神
を
祀
る
聖
地
が
い
く
つ
か
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し

そ
の
多
く
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
居
住
地
に
な
っ
て
い
た

り
、
荒
地
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
ら
し
い
。
チ
ャ
ン
パ

の
崩
壊
と
と
も
に
、
チ
ャ
ム
人
は
海
か
ら
離
れ
た
内
陸

に
居
住
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と

は
言
え
人
び
と
は
、
聖
地
か
ら
離
れ
て
暮
ら
す
よ
う
に

な
っ
て
も
、
伝
承
に
記
憶
さ
れ
る
津
波
の
犠
牲
者
を
鎮

魂
し
、
波
の
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
き
た
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ァ
ン
ラ
ン
の
海
沿
い
に
は
、
原
発
の

建
設
予
定
地
に
な
っ
て
い
る
場
所
が
あ
る
。「
世
界
最

高
水
準
の
安
全
性
を
有
す
る
も
の
を
提
供
す
る
」
と
し

て
日
本
は
こ
れ
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、

「
ポ
ー
・
リ
ヤ
ッ
」
の
伝
承
を
有
し
、
現
在
も
鎮
魂
の

祈
り
を
捧
げ
て
い
る
よ
う
な
地
域
に
、
本
当
に
そ
ん
な

こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
遠
く
離
れ
た
国
の
伝
承

を
聞
き
な
が
ら
、
い
ま
だ
収
束
し
て
い
な
い
日
本
の
原

発
事
故
の
問
題
が
頭
を
過
っ
た
。

吉よ
し
も
と本 

康や
す

子こ

民
博 

外
来
研
究
員

波
の
神
を
祀
る
人
び
と

供物を載せて漁村を歩くチャムの女性たち

波の神の祠がある漁村

「ポー・リヤッ」を祀るとされる祭壇。中央の「前賢」は「過去の
賢人」などを意味するが、ここでは先住民の神、すなわち「ポー・
リヤッ」を指しているのであろう。かつて中国の支配を受け、儒教
の影響を受けたベトナムの宗教施設には、このように漢字とそれ
を応用したチュノムでしるされた碑文や位牌などがみられる

塔が建つ丘の上から眺めたファンランの町
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話者 :佐藤浩司（国立民族学博物館 准教授）
話題 :物と家族―ある特別展の舞台裏
会場 :本館展示場（ナビひろば）

話者 :久保正敏（国立民族学博物館 教授）
 横川公子（武庫川女子大学教授、元共同研究代表者）
話題 : 大村しげコレクションを読む
会場 :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
　３０年あまり前、民博への新任者は、当時の梅棹忠夫
館長から『月刊みんぱく』での対談をまとめた二冊の新
書『博物館の世界』『民博誕生』（ともに中公新書）を手
渡され、これで民博を勉強するようにといわれるのが常
だった。博情館という語はわたしもそこではじめて触れ、
以来いく度となく耳にし、情報集積機関としての民博の
役割をたたきこまれてきた。確かに当初から民博は情報
管理施設をもち優れたスタッフも設備もそろっていた。
しかし今でこそいえるが、当時から情報集積機関として
フル活動していたわけではない。高価な装置が使いきれ
ずにいたり、入力作成された情報も十分利用されず、計
画だおれや試行錯誤の試みもなんどかあった。先駆的す
ぎたためかもしれないが、梅棹がいう「設備がニーズを
うむ」という路線は、高度成長期も手伝い継続してきた。
その結果、今や民博はデータベースの量も出力も飛躍的
に増加し、まさに民族学の情報基地化しつつある。今回
公開された探究ひろばはそれをうかがいしるには格好の
窓といえる。ぜひのぞいていただきたい。（庄司博史）

先月号（2012年4月号）８ページ「考現学からの旅立ち―根にある暮
らしを伝えた大村しげ」の右下写真にて、写真撮影者の記載漏れがあり
ました。写真家・土村清治氏による撮影です。謹んでお詫び申し上げます。
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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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みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう5月

話者 :朝倉敏夫（国立民族学博物館 教授）
 岩城晴貞（文化施設・文化事業プランナー）
話題 :「済州島の民家」の調査と模型
会場 :本館展示場（東南アジア休憩所）

話者 :近藤雅樹（国立民族学博物館 教授）
話題 :考現学を楽しむ
会場 :特別展示館

13日
（日曜日）

6日
（日曜日）

20日
（日曜日）

27日
（日曜日）

次号の予告
 特集

あたらしくなったヨーロッパ展示（仮）

●表紙：イメージ・ファインダーのトップ画面。展示場にある資料が並ぶ

■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。

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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