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「大阪のおばちゃん」というフィクション
松
まつ

本
もと

 修
おさむ

エッセイ千字文千字文
プロフィール
滋賀県生まれ。京都大学法学部を卒業
後、朝日放送入社。人気番組「探偵！ 
ナイトスクープ」プロデューサー、大阪
芸術大学教授。1991年放送の「全国ア
ホ・バカ分布図の完成」編が日本民間
放送連盟賞・テレビ娯楽部門最優秀賞、
ギャラクシー賞選奨、ATP賞グランプ
リを受賞。主な著書に『全国アホ・バ
カ分布考―はるかなる言葉の旅路』

（新潮文庫、1996年）など
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去
年
関
西
を
舞
台
に
し
た
ふ
た
つ
の
映

画
を
見
て
、
た
い
へ
ん
戸
惑
っ
た
。「
阪
急

電
車
」
で
は
、
関
西
弁
の
お
ば
さ
ん
集
団

が
、
電
車
内
で
大
声
を
上
げ
て
話
し
ま
く

り
、
厚
か
ま
し
く
も
人
の
席
ま
で
奪
っ
て

し
ま
う
。
ま
た
「
プ
リ
ン
セ
ス
ト
ヨ
ト
ミ
」

で
も
、
関
西
弁
の
お
ば
さ
ん
集
団
が
、
狭

い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
中
で
、
周
り
の
客
を

省
み
ず
騒
々
し
く
話
を
や
め
な
い
。
見
て

い
て
、
情
け
な
く
て
な
ら
な
い
。
こ
こ
に

面
白
げ
に
描
か
れ
る
女
性
た
ち
は
、
近
年

「
大
阪
の
お
ば
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
人
た

ち
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
は
宝
塚
に
住
ん
で
い
つ
も

阪
急
電
車
に
乗
り
、大
阪
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

に
も
数
限
り
な
く
乗
っ
て
い
る
が
、
こ
ん

な
傍
若
無
人
で
、
下
品
な
女
性
た
ち
に
一

度
も
出
く
わ
し
た
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し

た
女
性
は
現
実
に
は
存
在
せ
ず
、「
大
阪
の

お
ば
ち
ゃ
ん
」
の
特
徴
と
さ
れ
る
も
の
の

多
く
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
大

阪
の
女
性
た
ち
は
、
た
し
か
に
お
し
ゃ
べ

り
好
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
周
り

を
楽
し
ま
せ
る
た
め
な
の
で
あ
っ
て
、ち
ゃ

ん
と
気
配
り
を
す
る
か
ら
他
人
を
不
快
に

陥
れ
る
こ
と
は
な
い
。

「
大
阪
の
お
ば
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
は
、
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の

か
。
お
そ
ら
く
大
阪
人
を
面
白
お
か
し
く

採
り
あ
げ
る
テ
レ
ビ
番
組
た
ち
が
、
誤
っ

た
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
た
の
だ
ろ
う
。
思
え

ば
、
私
た
ち
の
番
組
「
探
偵
！ 

ナ
イ
ト
ス

ク
ー
プ
」
も
、そ
の
当
事
者
の
ひ
と
り
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
近
年
、「
大
阪
の
お
ば
ち
ゃ
ん
」
は
、
豹

柄
の
服
を
着
て
い
る
、
ま
た
、「
あ
め
ち
ゃ

ん
」
を
道
で
出
会
っ
た
人
に
も
分
け
与
え

て
く
れ
る
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら

は
明
ら
か
に
私
た
ち
が
発
信
源
で
あ
る
。

　
か
つ
て
「
大
阪
の
お
ば
ち
ゃ
ん
は
、
豹

柄
の
服
が
好
き
な
の
で
は
な
い
か
？
」
と

い
う
探
偵
依
頼
に
応
え
て
市
内
の
商
店

街
で
ロ
ケ
を
し
た
。
テ
レ
ビ
の
画
面
で
は
、

探
偵
は
次
か
ら
次
へ
と
豹
柄
の
お
ば
さ
ん

に
遭
遇
し
、ス
タ
ジ
オ
は
爆
笑
の
渦
と
な
っ

た
。
ま
る
で
大
阪
は
豹
柄
の
お
ば
さ
ん
だ

ら
け
の
よ
う
な
錯
覚
を
お
こ
す
ビ
デ
オ
だ

が
、
実
際
は
何
時
間
も
ロ
ケ
し
て
出
会
っ

た
豹
柄
の
女
性
数
名
を
編
集
で
つ
な
い
だ

だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
あ
め
ち
ゃ
ん
」

に
し
て
も
同
じ
で
、
こ
れ
も
膨
大
な
数
の

お
ば
さ
ん
た
ち
を
取
材
し
て
、「
あ
め
ち
ゃ

ん
」
を
く
れ
た
数
名
の
み
を
巧
み
に
編
集

し
た
も
の
で
あ
る
。
豹
柄
の
女
性
も
、「
あ

め
ち
ゃ
ん
」
を
く
れ
る
女
性
も
、
実
際
に

は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

　
あ
く
ま
で
楽
し
い
「
ネ
タ
」
と
し
て
放

送
し
て
き
た
も
の
だ
が
、
い
つ
の
間
に
か

「
大
阪
の
お
ば
ち
ゃ
ん
」
の
特
徴
と
し
て
定

着
し
て
い
っ
た
。
映
画
の
よ
う
に
世
に
マ

イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る

と
な
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
都
会
人
た
る

大
阪
女
性
に
対
し
て
、
い
さ
さ
か
申
し
訳

な
い
気
持
ち
に
な
る
。
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大阪のなかの異文化
特集

粉もん、お笑い、おばちゃん、大阪弁、阪神ファンなど、
大阪文化を語るものは数 あ々る。

しかし視点を変えれば、食べものにも言葉にも、住む場所にも、
さまざまな出自をもつ文化や、

それらと融合し、また派生した文化をみることができる。
開高健『日本三文オペラ』に描かれているように、
大阪は、多くの移住者とともに異文化を受け入れる、
一種のユートピア的な包容力があったのだろうか。

新たな大阪文化の発見を通じて、みんぱく地元の大阪から、
異文化理解のヒントを見つけてみたい。

大
阪
の
味
は

混
交
と
し
た
ま
っ
た
り
味

奥お
く

村む
ら 

彪あ
や

生お　
伝
承
料
理
研
究
家

大
阪
で
進
化
し
た
粉
も
ん

大お
お
さ
か
も
ん

阪
産
と
思
っ
て
い
る
食
べ
物も
ん

の
な
か
に
ル
ー
ツ
が
他よ
そ
の
も
ん

郷
物
は
幾
つ

も
あ
る
。
そ
の
代
表
は
た
こ
焼
と
お
好
み
焼
だ
。

大
阪
で
た
こ
焼
が
生
ま
れ
る
の
は
昭
和
十
年
。
そ
れ
ま
で
大
阪
の
屋

台
で
売
ら
れ
て
い
た
の
が
、
ラ
ジ
オ
焼
。
え
く
ぼ
の
如ご
と

く
窪く
ぼ

を
入
れ
た

鋳
物
の
鍋
に
小
麦
粉
の
溶
き
粉
を
流
し
入
れ
、
み
じ
ん
切
り
の
キ
ャ
ベ

ツ
や
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
、
ね
ぎ
、
紅
し
ょ
う
が
、
天
か
す
を
入
れ
、
球

体
に
焼
き
上
げ
た
も
の
だ
っ
た
。

今
里
新
地
で
ラ
ジ
オ
焼
を
売
っ
て
い
た
会
津
屋
の
初
代
が
客
か
ら
明

石
（
兵
庫
県
）
で
は
ゆ
で
た
こ
が
入
っ
て
い
る
で
、
と
聞
い
て
、
ほ
な

入
れ
て
み
る
か
と
始
め
た
の
が
大
阪
の
た
こ
焼
の
始
ま
り
。
明
石
で
は

玉
子
焼
と
よ
び
、
銅
製
の
え
く
ぼ
鍋
（
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
）
で
焼
き
、

だ
し
を
つ
け
て
食
べ
る
。
生
地
は
玉
子
と
浮
粉
（
小
麦
で
ん
ぷ
ん
）
だ
。

会
津
屋
は
醤
し
ょ
う

油ゆ

味
や
が
、
会
津
屋
を
真ま

似ね

て
た
こ
焼
を
始
め
た
他
の

屋
台
で
は
一
銭
洋
食
に
使
っ
て
い
た
ウ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
を
塗
っ
た
。
大

阪
の
生
地
は
だ
し
を
し
っ
か
り
効
か
す
。
ソ
ー
ス
も
今
で
は
大
阪
弁
み

た
い
に
ま
っ
た
り
と
し
た
の
を
つ
け
、
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
で
厚
化
粧
を
施
す
。

お
好
み
焼
か
て
他よ
そ
の
も
ん

郷
物
。
一
銭
洋
食
は
戦
前
か
ら
大
阪
に
あ
り
、
わ

た
し
も
幼
い
こ
ろ
買
っ
て
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
包
ん
で
い
た
新

聞
の
匂
い
も
一
緒
に
味
わ
っ
た
。
お
好
み
焼
は
戦
後
東
京
か
ら
伝
わ
っ
た
。

東
京
で
は
お
座
敷
に
鉄
板
を
は
め
込
ん
だ
食
卓
を
置
き
、
刻
ん
だ

キ
ャ
ベ
ツ
を
加
え
た
小
麦
粉
の
練
り
粉
に
ト
ッ
ピ
ン
グ
用
の
食
材
を
客

の
好
み
に
合
わ
せ
て
組
み
、
そ
れ
を
客
が
焼
く
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
。
お

好
み
焼
屋
は
上
野
や
浅
草
界か
い

隈わ
い

の
下
町
で
流
行
っ
て
い
た
大
人
の
男
女

の
待
ち
合
い
の
場
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
が
戦
後
大
阪
に
伝
わ
り
、
大
発
展
し
、
こ
て
こ
て
の
味
へ
と
進

化
し
た
。
け
ど
だ
し
が
よ
う
効
い
て
い
て
、
東
京
よ
り
数
段
う
ま
い
。

よ
そ
も
ん
が
大
阪
も
ん
に

戦
後
流
行
っ
た
も
ん
に
ホ
ル
モ
ン
煮
や
ホ
ル
モ
ン
焼
が
あ
る
。
こ
れ

戦
前
か
ら
生
野
区
の
生
野
川
の
改
修
の
た
め
に
来
て
い
た
朝
鮮
半
島
の

労
働
者
が
食
べ
て
い
た
。
ホ
ル
モ
ン
と
は
牛
の
内
臓
を
指
す
の
だ
が
、

れ
っ
き
と
し
た
医
学
用
語
で
、
内
臓
を
食
べ
る
と
体
に
良
い
と
い
う
こ

と
で
、
昭
和
十
六
年
に
難
波
に
あ
る
北
極
星
が
商
標
登
録
を
と
っ
て
い

る
。
決
し
て
内
臓
は
放ほ

る
物も
ん

や
お
へ
ん
。

現
在
は
ホ
ル
モ
ン
の
看
板
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
焼
肉
屋
に
名
を
変

え
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
生
野
区
生
ま
れ
の
異
国
料
理
な
の
で
あ
る
。

そ
の
異
国
料
理
で
世
界
的
な
名
物
料
理
に
な
っ
て
い
る
の
が
し
ゃ
ぶ

し
ゃ
ぶ
。
こ
の
料
理
は
今
か
ら
一
三
〇
年
程
前
に
中
国
の
北
京
で
生
ま

れ
たシ
ャ
ワ

ヤ
ン
ロ
ウ

羊
肉
。
こ
の
こ
ろ
、
二
番
目
に
始
め
た
（
一
番
目
は
廃
業
）
店
が

現
在
も
北
京
に
あ
り
、
筆
者
も
食
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
薄
切
り
の
羊
肉

を
沸
騰
し
て
い
る
湯
で
ゆ
す
い
で
食
べ
る
。
ま
さ
に
肉
の
洗
濯
。

羊
肉
を
牛
肉
に
変
更
し
て
、
こ
の
鍋
物
を
始
め
て
は
と
京
都
の
十
二

段
屋
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
持
ち
か
け
た
の
は
中
国
か
ら
引
き
上
げ
て
き
て

安くて有名な商店街のひとつ、千林商
店街は野崎街道の一部であり昔から
交通の要所（撮影・久保正敏）

江戸時代には世界初の先物取
引がおこなわれた堂島米会所
があり、各藩の蔵屋敷が立ち
並んでいた中之島周辺は、現
在でもビジネス・センター

大阪市西成区玉出にある会津屋本店（撮影・久保正敏） 一銭洋食から進化したネギ焼

南海電鉄浜寺公園駅。南海電鉄も開発にかか
わった浜寺公園や住宅地の玄関。辰野金吾（た
つのきんご）設計のハーフティンバー様式の駅
舎は、現役の明治建築として国の登録有形文化
財である（撮影・久保正敏）

1903年に開催された第5回内
国勧業博覧会の跡地の西側は、
「新世界」とよばれる繁華街とな
り、中心部にあったのがパリの
エッフェル塔を模した通天閣。
現在の通天閣は2代目で、おり
からのタワーブームに商魂たく
ましく便乗中（撮影・庄司博史）

東大阪の「石切さん」の名で親しまれる
石切劔箭（いしきりつるぎや）神社。本
殿前には百度石があり、老若男女が願を
かける（写真提供・石切劔箭神社）

大阪ミナミの道頓堀川に架かる戎橋。2007年に架け替えられ
た。周辺には企業の巨大ネオン看板が掲げられ、新世界と並
び、大阪を代表する風景としてよく取り上げられる

大阪城天守閣から望む大阪ビジネスパーク一帯。『日本三文オペラ』の舞台は、
東洋最大の軍事工場「大阪砲兵工廠」を終戦前日に米軍機が徹底破壊した跡地
だが、今や大阪ビジネスパークやJRの電車区に変身した（撮影・久保正敏）

明石の玉子焼

宗衛門町にあった一銭洋食屋のラジオ焼
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沖
縄
第
二
の
ふ
る
さ
と
、大
正
区

大
阪
湾
に
面
し
た
大
正
区
は
紡
績
業
、
鉄
鋼
業
、
木
材
業
を
は
じ
め
、
近
代
日

本
の
工
業
を
支
え
た
「
働
く
も
の
の
ま
ち
」
で
あ
り
、
大
正
時
代
か
ら
、
多
く
の

沖
縄
出
身
者
が
生
活
の
糧
を
求
め
て
出
稼
ぎ
に
訪
れ
、
労
働
者
と
し
て
町
の
発
展

を
支
え
て
き
た
。
沖
縄
出
身
者
が
こ
の
地
に
住
み
始
め
て
約
一
〇
〇
年
。
定
住
を

決
意
し
て
か
ら
八
〇
年
。
二
世
、
三
世
、
四
世
と
世
代
を
重
ね
、
今
で
は
大
正
区

民
の
四
分
の
一
が
沖
縄
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
区
内
に
は
沖
縄
料
理

の
店
舗
が
並
び
、
沖
縄
で
家
の
守
り
神
と
さ
れ
る
獅し

子し

「
シ
ー
サ
ー
」
が
玄
関
に

据
え
ら
れ
た
民
家
も
多
く
見
ら
れ
る
。

与
那
原
の
大
綱
が
海
を
渡
っ
た

今
年
は
大
正
区
の
区
政
八
〇
周
年
、
沖
縄
の
本
土
復
帰
四
〇
年
を
迎
え
た
。
こ

の
節
目
の
年
に
、
わ
た
し
た
ち
は
大
正
区
と
沖
縄
の
絆き
ず
な

を
あ
ら
た
め
て
結
び
直
し
、

さ
ら
な
る
交
流
に
つ
な
げ
よ
う
と
、
沖
縄
県
与よ

那な

原ば
る

町
か
ら
区
内
に
「
大お
お

綱つ
な

曳ひ
き

」

を
招
く
準
備
を
進
め
て
き
た
。
豊
年
祈
願
や
無
病
息
災
、
子
孫
繁
栄
を
願
う
大
綱

曳
で
は
、
町
民
自
ら
直
径
二
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
九
〇
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
五
ト
ン
も
の

巨
大
な
綱ち
な

を
綱な

い
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
大
勢
の
住
民
が
力
い
っ
ぱ
い
曳
き
合
う
。

こ
の
一
世
紀
を
振
り
返
れ
ば
、
互
い
の
文
化
や
言
葉
が
異
な
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
摩
擦
も
あ
っ
た
の
も
事
実
だ
。
し
か
し
ま
た
、
そ
う
し
た
「
違
い
」
を
見
つ
め
、

「
溝
」
を
も
挟
み
な
が
ら
、
多
様
な
住
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
込
め
て
綱
を
曳
き

合
う
九
月
八
日
の
本
番
で
は
「
ハ
ー
イ
や
、
ハ
ー
イ
や
」
の
か
け
声
と
と
も
に
、
一

万
人
も
の
人
た
ち
の
熱
気
が
会
場
に
あ
ふ
れ
、
与
那
原
大
綱
曳
は
イ
ベ
ン
ト
で
は

な
い
祭
り
そ
の
も
の
を
体
感
さ
せ
て
く
れ
た
。

多
文
化
共
生
で
は
な
く
異
和
共
生
へ

綱
の
前
で
は
人
は
小
さ
な
存
在
で
し
か
な
い
。
し
か
し
心
地
よ
か
っ
た
の
だ
。
ど

う
し
て
だ
ろ
う
か
。
個
の
集
合
と
し
て
あ
の
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
創
り
出
す
よ
ろ

こ
び
が
共
有
さ
れ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
違
い
が
「
対
立
」
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

つ
く
る
の
で
な
く
、「
対
等
」
の
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
を
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
。

違
い
が
「
カ
ベ
」
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
カ
ベ
と
カ
ベ
の
あ
い
だ
に
は
「
ス
キ
マ
」

が
存
在
す
る
。
違
い
を
認
め
合
い
共
生
す
る
に
は
、
ス
キ
マ
の
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
に

な
る
。

沖
縄
人
で
も
な
く
、
大
阪
（
ナ
ニ
ワ
）
人
で
も
な
い
。
沖
縄
人
で
も
あ
り
、
ま
た

大
阪
人
で
も
あ
る
。
そ
ん
な
ス
キ
マ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
お
き
な
わ
＋
大
阪
（
ナ

ニ
ワ
）
＝
お
き
ナ
ニ
ワ
ん
」
と
い
う
大
正
区
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
そ
し
て
大
綱
曳
、

い
た
鳥
取
県
の
お
方
。
京
都
で
評
判
に
な
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
大
阪
の

ス
エ
ヒ
ロ
が
取
り
入
れ
、
大
阪
で
洗
濯
を
表
現
す
る
幼
児
言
葉
の
し
ゃ

ぶ
し
ゃ
ぶ
を
料
理
名
と
し
て
大
当
た
り
し
た
。
今
や
牛
だ
け
で
な
く
、

豚
や
鱧は
も

、
鯛た
い

、
鰤ぶ
り

、
水み
ず

蛸た
こ

ま
で
あ
る
。

他よ

郷そ

の
産
物
を
大お
お
さ
か
も
ん

阪
産
に
し
た
代
表
は
な
ん
と
い
っ
て
も
塩
昆
布
。

北
前
船
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
ろ
松
前
産
（
北
海
道
産
）
の
昆
布
は
心
斎
橋

に
集
め
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
加
工
さ
れ
て
大
阪
だ
け
で
な
く
、
他よ

郷そ

へ

販
売
さ
れ
た
。
そ
の
加
工
品
の
な
か
で
今
も
根
強
い
人
気
が
あ
る
の
は

醤
油
で
こ
と
こ
と
煮
た
塩
昆
布
。
飯
に
よ
う
合
う
。

綱
・
ち
ゅ
ら
・
エ
イ
サ
ー
祭

―
与
那
原
大
綱
曳 

in 

大
正
区

金き
ん

城じ
ょ
う 

馨か
お
る　

関
西
沖
縄
文
庫

エ
イ
サ
ー
祭
り
が
ス
キ
マ
を
広
げ
て
い
く
。

一
九
七
五
年
九
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
第
一
回
沖
縄
青
年
の
祭
り
（
エ
イ
サ
ー
祭

り
）
で
は
、
二
〇
〇
人
の
沖
縄
青
年
た
ち
は
沖
縄
の
思
い
を
パ
ー
ラ
ン
ク
ー
の

た
い
こ
に
響
か
せ
た
。
ど
こ
か
ら
か
「
恥
さ
ら
し
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。

そ
の
と
き
「
恥
さ
ら
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
時
間
の
カ
タ
マ
リ
と
な
っ
て
た
い
こ

の
音
に
重
な
っ
た
。
い
ま
そ
れ
を
振
り
返
れ
ば
、
八
〇
年
と
い
う
時
間
を
超
え
、

大
正
区
と
沖
縄
と
い
う
空
間
を
超
え
て
、
ス
キ
マ
が
開
か
れ
た
瞬
間
だ
っ
た
。

もみだれでもんだホルモン焼きと焼き肉の材料

1903年開業の東來順の 羊肉。一人前の肉の多いこと

上下：区政80周年が、第38回エイサー祭りと大綱曳をつなげた「綱・ちゅら・エイサー祭」（2012年）

ホルモン焼と焼き肉

上：千島公園グラウンドでおこなわれた第1回
沖縄青年の祭り（1975年）
左下：立ち退きがはじまった沖縄人の集住地
域（クブングァー）（1975年頃）
右下：北恩加島の沖縄そば屋（1956年）
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ら
が
必
ず
し
も
関
西
中
央
部
の
出
身
者
で
な
い
こ
と
も
あ

り
、
上
掲
の
よ
う
な
用
語
は
あ
く
ま
で
も
意
識
的
な
コ
ス

プ
レ
と
し
て
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
関
西
弁

い
わ
ば
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
表
現
と

し
て
の
関
西
弁
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
関
西
弁
と
は
異
な
っ
て

い
る
。
関
西
弁
は
関
西
圏
に
暮
ら
す
人
び
と
に
と
っ
て
、

日
常
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
言
語
変
種
で
あ
る
。
そ

れ
は
実
際
に
は
メ
デ
ィ
ア
を
と
お
し
て
の
東
京
弁
と
互
い

に
干
渉
し
あ
っ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
言
語
変
種
（「
ネ
オ
方

言
」）
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
〝
ふ
ざ
け
〞
な
ど
で

は
あ
り
え
な
い
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
普
通

の
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
（
上
掲
の
用
語
に
対
応
さ
せ
れ
ば
「
あ

か
ん
や
ん
」「
や
か
ら
」「
そ
う
な
ん
」
な
ど
）。

あ
る
関
西
人
が
仙
台
で
講
演
を
し
た
お
り
に
、
聴
衆
か

ら
、「
先
生
は
冗
談
が
う
ま
く
、
ふ
ざ
け
心
が
あ
り
ま
す
ね
」

と
言
わ
れ
た
由
。
本
人
は
、「
決
し
て
ふ
ざ
け
て
い
る
つ
も

り
な
ど
は
な
く
、
ご
く
ま
じ
め
に
話
し
て
い
た
の
に
」
と

憤
慨
し
て
い
た
。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
か
ら
の
脱
却

今
日
ま
で
、
漫
画
や
ド
ラ
マ
な
ど
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

世
界
で
関
西
弁
は
あ
る
特
定
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て

の
役
ど
こ
ろ
を
与
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
コ
ミ
カ
ル

で
冗
談
め
い
た
性
格
や
型
破
り
な
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
な

役
割
の
キ
ャ
ラ
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
は
上
書
き
さ
れ
、
そ
の
幅
を
広
げ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
で
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
お
い

て
も
、
こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
縛
ら
れ
な
い
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
多
く
登
場
し
始
め
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
の
と
こ
ろ
、方
言
は
魅
力
的
な
要
素
（「
方
言
萌も

え
」）

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
各
地
の
方
言
が
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
役
割
と
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
と
い
っ
た
風

潮
、
そ
の
な
か
に
関
西
弁
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
役
割
語
と
し
て
で
は
な
い
、
普
通
に
方

言
を
メ
イ
ン
に
お
く
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
出
現
と
そ
の
広
が

り
が
、
関
西
弁
と
そ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
を
徐
々
に
切

り
離
し
つ
つ
あ
る
。「
方
言
萌
え
」
の
流
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
世
界
に
も
定
着
し
つ
つ
あ
る
状
況
に
注
目
し
た
い
の

で
あ
る
。

関
西
私
鉄
の
南
北
差

―
官
と
の
間
合
い

私
鉄
の
成
立
史
に
は
軌
間
（
レ
ー
ル
内
側
の
間
隔
）
が
ふ
か
く
か
か

わ
る
。
明
治
新
政
府
が
採
用
し
た
狭
軌
（
一
〇
六
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

官
営
鉄
道
（
官
鉄
）
の
補
完
を
目
的
に
施
行
さ
れ
た
、
私
設
鉄
道
条

例
（
一
八
八
七
年
）
と
後
身
の
私
設
鉄
道
法
（
一
九
〇
〇
年
〜
一
九
一
九

年
）
は
、
官
鉄
と
同
じ
狭
軌
を
原
則
と
定
め
た
。
こ
の
法
に
拠よ

っ
て

創
業
し
た
初
期
の
私
鉄
は
、
官
鉄
と
の
貨
物
輸
送
連
携
を
重
視
し
、

狭
軌
の
蒸
気
鉄
道
と
し
て
出
発
し
た
。
関
西
圏
で
は
、
南
海
電
鉄
の

前
身
、
阪は
ん

堺か
い

鉄
道
（
一
八
八
五
年
、
難
波
―
大
和
川
を
開
業
）
や
近
鉄

南
大
阪
線
の
ル
ー
ツ
、河か

陽よ
う

鉄
道
（
一
八
九
八
年
、柏か

し

原わ
ら

―
古ふ

る

市い
ち

を
開
業
）

等
、
大
阪
南
部
の
私
鉄
が
相
当
す
る
。

他
方
、
軌
道
条
例
（
一
八
九
〇
年
〜
一
九
二
一
年
）
は
、
道
路
上
に

敷
設
す
る
鉄
道
を
対
象
と
し
、
官
鉄
と
の
連
携
は
想
定
し
な
い
の
で

軌
間
の
し
ば
り
は
な
い
。
そ
こ
で
、こ
れ
に
拠
っ
て
創
業
し
た
私
鉄
は
、

標
準
軌
（
一
四
三
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
あ
る
い
は
偏
軌
（
一
三
七
二
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）
の
電
気
鉄
道
と
し
て
出
発
し
た
。
関
西
圏
で
は
、
阪
神

電
気
鉄
道
、
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
（
現
・
阪
急
宝
塚
線
）、
京
阪
電
気

鉄
道
、
大
阪
電
気
軌
道
（
大
軌
、
現
・
近
鉄
奈
良
線
）
な
ど
大
阪
北

部
起
点
の
私
鉄
は
標
準
軌
を
採
用
し
、
か
つ
、
軌
道
の
一
部
が
道
路

上
に
あ
れ
ば
良
い
と
の
拡
大
解
釈
が
許
さ
れ
た
た
め
、
路
線
の
ほ
と

ん
ど
を
専
用
軌
道
と
し
た
。
そ
し
て
、
官
鉄
を
ラ
イ
バ
ル
視
し
、
官

鉄
の
よ
う
な
長
距
離
散
発
運
転
で
は
な
く
、
頻
繁
運
転
で
特
急
料
金

不
要
の
都
市
間
高
速
鉄
道
（
イ
ン
タ
ー
ア
ー
バ
ン
）
へ
と
成
長
し
た
。

関
西
が
後
に
私
鉄
王
国
と
よ
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
官
鉄
と
の
連

携
を
良
し
と
し
な
い
姿
勢
は
、
関
西
な
ら
で
は
の
反
権
力
、
と
見
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
官
鉄
と
の
連
携
を
重
視
し
て
き
た
大
阪
南
部
私

鉄
と
の
違
い
も
面
白
い
が
、
こ
れ
は
、
沿
線
の
地
理
・
都
市
構
造
や

物
流
形
態
の
南
北
差
と
も
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
。

阪
急
が
確
立
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

当
初
、
寺
社
仏
閣
や
景
勝
地
へ
の
参
詣
客
・
観
光
客
を
ね
ら
い
、

ま
た
沿
線
の
集
落
を
結
ん
で
曲
線
の
多
い
線
形
で
発
足
し
た
私
鉄
だ

が
、
や
が
て
、
都
市
間
を
直
線
で
結
ぶ
イ
ン
タ
ー
ア
ー
バ
ン
へ
と
脱

皮
し
て
い
く
。
そ
の
好
例
は
阪
急
電
鉄
で
あ
る
。

当
初
目
指
し
た
有
馬
温
泉
到
達
を
断
念
し
た
箕
面
有
馬
電
気
軌

道
は
、
小こ

林ば
や
し

一い
ち

三ぞ
う

の
ア
イ
デ
ア
で
、
沿
線
の
需
要
を
万
遍
な
く
創
り

出
す
工
夫
を
重
ね
た
。
す
な
わ
ち
二
〇
世
紀
初
頭
イ
ギ
リ
ス
の
田
園

都
市
構
想
も
参
考
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
向
け
の
健
康
な
住
宅
開
発
を
進

め
て
朝
夕
の
通
勤
需
要
を
、
断
念
し
た
有
馬
に
替
わ
る
遊
園
地
、
温

泉
、
野
球
場
を
開
発
し
て
休
日
の
観
光
需
要
を
、
高
速
運
転
向
き
の

神
戸
線
開
業
に
あ
わ
せ
て
梅
田
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
デ
パ
ー
ト
を
設
け
て

昼
間
の
買
い
物
需
要
を
、
学
校
を
誘
致
し
て
文
教
地
区
イ
メ
ー
ジ
を

作
り
出
す
と
と
も
に
通
勤
と
逆
方
向
の
通
学
需
要
を
、
そ
れ
ぞ
れ
開

拓
し
た
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
以
後
こ
れ
が
私
鉄
経
営
の
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
と
な
る
。
さ
ら
に
阪
急
は
、
宝
塚
歌
劇
や
東
宝
と
い
う

興
行
系
事
業
に
も
進
出
し
た
。

他
の
私
鉄
も
さ
ま
ざ
ま
な
副
業
を
進
め
た
が
、
沿
線
に
有
力
な
観

光
地
が
あ
る
私
鉄
は
遊
園
地
な
ど
観
光
開
発
を
ま
ず
進
め
、
住
宅
地

開
発
は
遅
か
っ
た
。
特
に
住
宅
に
適
さ
な
い
低
地
で
の
住
宅
地
開
発

は
遅
れ
、
宅
地
単
価
も
低
め
と
な
る
。
統
計
に
よ
れ
ば
、
戦
前
期
の

宅
地
単
価
は
概
し
て
阪
急
や
京
阪
沿
線
が
高
く
、
南
海
や
大
軌
沿
線

各
地
で
、
談
話
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
関
西
弁
使
用
が
目

立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
に
、
札
幌
の
若

者
た
ち
が
発
す
る
「
す
っ
き
ゃ
ね
ん
」「
な
ん
で
や
ね
ん
」

な
ど
の
音
声
を
大
阪
の
若
者
に
聞
か
せ
、「
な
ん
か
ち
ゃ
う

な
」
と
言
わ
せ
て
い
た
の
が
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ば
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
表
現
と
し

て
の
関
西
弁
が
ノ
ン
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
広
が
り
を
み
せ
て
い

る
。
関
西
弁
的
な
表
現
を
会
話
の
な
か
に
は
さ
み
こ
む
こ

と
で
、
場
を
盛
り
上
げ
た
り
語
り
に
臨
場
感
を
持
た
せ
た

り
す
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
言
語
遊
戯
的
な
運
用

な
の
で
あ
る
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
表
現
と
し
て
の
関
西
弁

ノ
ン
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て
の
、
こ
の
よ
う
な
関
西
弁

使
用
は
、
あ
く
ま
で
〝
冗
談
〞
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
相
手
に
も
理
解
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
が
大
前
提
な
は

ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
発
信
元
は
、
吉
本
新
喜
劇
を
中

心
と
す
る
お
笑
い
芸
人
た
ち
の
こ
と
ば
づ
か
い
に
あ
る
よ

う
だ
。
し
か
し
、
そ
の
芸
人
た
ち
の
用
語
、
た
と
え
ば
「
あ

き
ま
へ
ん
が
な
」「
そ
や
よ
っ
て
に
」「
そ
う
だ
っ
か
」
な
ど

の
表
現
は
、
現
在
の
関
西
中
央
部
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
セ
ン

ス
か
ら
は
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
わ

た
し
は
素
の
彼
ら
と
つ
き
あ
う
機
会
が
あ
る
の
だ
が
、
彼

ネ
オ
関
西
弁

―
「
方
言
萌
え
」
の

流
れ
の
な
か
で

真さ
な

田だ 

信し
ん

治じ　
奈
良
大
学
教
授

私
鉄
王
国
の
文
化

久く

保ぼ 

正ま
さ

敏と
し　

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

阪急電鉄武庫之荘駅北側。1937年開発の武庫
之荘住宅地は阪神間モダニズムの一端を示す
高級住宅地。その雰囲気を伝える駅前ロータ
リー風景は今や希少

大阪北部私鉄と南部私鉄の接点といえる近鉄橿原神宮前（かし
はらじんぐうまえ）駅構内にある四線区間。内側二線が南大阪
線・吉野線の狭軌、外側二線が橿原線の標準軌

京阪電鉄伏見稲荷駅。伏見稲荷大社の千本鳥居にちなみ
柱は朱塗り

あずまきよひこ著『あずまんが大王　1年生』
（小学館2009）より©あずまきよひこ／小学館 ゲッサン
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は
低
い
。

か
く
て
関
西
各
私
鉄
は
、
沿
線
文
化
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
文
化
な
ど
独

自
の
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
イ
メ
ー
ジ
・
リ
ー
ダ
ー

と
な
る
住
宅
地
、
遊
園
地
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
な
ど
を
擁
す
る
に
い
た

る
。
も
っ
と
も
、
自
ず
と
各
私
鉄
の
醸
す
イ
メ
ー
ジ
は
異
な
り
、
そ

こ
に
地
域
の
地
理
的
環
境
に
根
ざ
す
宅
地
価
格
と
住
民
の
社
会
階
層

と
の
関
連
性
を
見
る
人
文
地
理
学
者
も
多
い
。
山
の
手
と
下
町
の
対

比
さ
な
が
ら
に
、
上
品
・
高
級
イ
メ
ー
ジ
か
ら
親
し
み
や
す
く
庶
民

的
イ
メ
ー
ジ
ま
で
、
各
私
鉄
に
冠
せ
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
在
に

も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
点
か
ら
、
関
西
と
関
東
の
大
手
私
鉄
間
の

近
似
性
が
よ
く
語
ら
れ
る
が
、
わ
た
し
の
勝
手
な
見
立
て
で
は
、
南

海
＝
東
武
、
阪
神
＝
京
急
、
阪
急
＝
東
急
、
京
阪
＝
京
成
、
近
鉄
＝

西
武
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

国
鉄
民
営
化
と
そ
の
後

運
輸
以
外
の
付
帯
事
業
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
沿
線
開
発
が
で

き
な
か
っ
た
旧
国
鉄
に
比
べ
、
不
動
産
、
流
通
、
観
光
な
ど
本
業
外

の
事
業
収
入
を
誇
っ
て
い
た
私
鉄
だ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
一
九
九
〇

年
代
以
降
の
バ
ブ
ル
崩
壊
、
少
子
化
と
労
働
人
口
減
少
、
と
い
う
逆

風
の
な
か
で
か
え
っ
て
足あ
し

枷か
せ

と
な
り
、
遊
園
地
の
廃
業
、
プ
ロ
野
球

か
ら
の
撤
退
も
相
次
ぎ
、
イ
メ
ー
ジ
・
リ
ー
ダ
ー
は
色
あ
せ
て
い
く
。

こ
れ
に
対
し
、
一
九
八
七
年
の
民
営
化
以
降
、
J
R
西
日
本
は
、

私
鉄
の
お
株
を
奪
う
ア
ー
バ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
想
や
さ
ま
ざ
ま

な
事
業
展
開
、
さ
ら
に
は
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
の
い
ち
早
い
復
旧

な
ど
で
、
優
位
に
立
っ
た
。
今
で
は
、
大
阪
北
部
の
私
鉄
は
速
達
競

争
か
ら
撤
退
し
、
特
急
も
停
車
駅
を
増
や
し
て
利
便
性
に
シ
フ
ト
し

つ
つ
あ
る
。
死
語
と
な
り
つ
つ
あ
る
私
鉄
王
国
だ
が
、
J
R
と
い
う

巨
大
グ
ロ
ー
バ
ル
文
化
に
抗
し
つ
つ
、
各
私
鉄
独
自
の
カ
ウ
ン
タ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
を
堅
持
し
て
欲
し
い
、
と
は
一
鉄
道
フ
ァ
ン
か
ら
の
願
い

で
あ
る
。

都
市
と
闇
だ
ま
り

阪
急
電
鉄
梅
田
駅
の
改
札
を
出
て
、
長
い
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
に
乗
る
と
、
い
つ
も
混
雑
を
極
め
る
コ
ン
コ
ー
ス
に
吐

き
出
さ
れ
る
。
人
波
の
流
れ
る
ま
ま
に
身
を
任
せ
れ
ば
、

た
ど
り
つ
く
先
は
昼
も
夜
も
ま
ば
ゆ
く
輝
く
、
広
大
無
辺

の
地
下
街
だ
。

東
京
は
新
宿
育
ち
の
わ
た
し
に
と
っ
て
、
人
波
も
明
る

す
ぎ
る
照
明
も
、
慣
れ
親
し
ん
だ
空
気
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
進
学
と
と
も
に
大
阪
に
移
り
住
み
、
は

じ
め
て
こ
の
場
所
に
来
た
と
き
、
強
烈
な
違
和
感
を
お
ぼ

え
て
ひ
ど
く
緊
張
し
た
こ
と
を
、
今
で
も
鮮
明
に
お
ぼ
え

て
い
る
。
じ
つ
は
い
ま
だ
に
な
じ
め
な
い
。
あ
ま
り
に
整
然

と
人
工
的
す
ぎ
て
、
大
阪
に
暮
ら
す
人
び
と
の
歴
史
が
感

じ
ら
れ
ず
、
息
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
京
都
や
奈
良
の
よ
う
な
街
並
み
を
、
こ
の

場
所
に
求
め
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
大
阪
も
東
京
同
様
、

太
平
洋
戦
争
末
期
の
大
空
襲
で
焦
土
と
化
し
、
そ
の
景
観

は
過
去
と
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
東
京
の
場

合
、
繁
華
街
に
は
闇
市
の
名
残
が
今
で
も
残
り
、
戦
後
日

本
の
歴
史
を
強
烈
に
街
の
景
観
の
な
か
に
刻
み
つ
け
て
い

る
。
御
徒
町
の
ア
メ
ヤ
横
丁
、
新
橋
、
渋
谷
の
道
玄
坂
、

い
ず
れ
も
か
つ
て
闇
市
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
そ
ん
な
な
か

で
も
っ
と
も
泥
臭
く
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
し

続
け
て
い
る
の
が
、
新
宿
で
あ
る
。

も
と
も
と
新
宿
は
、
江
戸
と
外
界
を
つ
な
ぐ
宿
場
町
と

し
て
発
展
し
た
場
所
で
あ
る
。
宿
場
町
の
常
と
し
て
飯め
し

盛も
り

旅は
た
ご籠

、
戦
後
は
赤
線
地
帯
も
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
高
度
経
済
成
長
の
時
代
、混
沌
と
し
た
闇
市
の
パ
ワ
ー

を
受
け
継
ぐ
よ
う
に
、
新
宿
が
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
・

カ
ル
チ
ャ
ー
の
花
開
く
場
所
と
な
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た

歴
史
的
背
景
ゆ
え
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ゴ
ー
ル
デ

ン
街
や
地
下
街
、
大
ガ
ー
ド
の
闇
だ
ま
り
こ
そ
は
、
名
だ

た
る
文
学
者
た
ち
や
演
劇
人
、
映
画
監
督
、
さ
ら
に
は
新

左
翼
活
動
家
な
ど
、
日
本
の
戦
後
を
担
っ
た
人
び
と
の
巣
。

一
九
六
八
年
と
六
九
年
、
新
左
翼
活
動
家
ら
と
機
動
隊
が

激
突
し
た
新
宿
騒
乱
は
、
燃
料
輸
送
列
車
の
事
故
が
新
宿

駅
で
起
こ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
が
、
こ
の
地
が
ア
ン
ダ
ー

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
都
で
あ
る
か
ら
こ
そ
起
こ
っ
た
こ
と
も
事

実
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
新
宿
の
ア
ン
グ
ラ
界
を
泳
ぎ
ま
わ
っ

て
い
た
一
人
で
あ
り
、
先
日
惜
し
く
も
急
逝
し
た
若わ
か

松ま
つ

孝こ
う

二じ

監
督
の
作
品
に
は
、
繰
り
返
し
新
宿
騒
乱
の
映
像
が
登

場
す
る
。
そ
れ
を
観
る
た
び
に
、
強
く
思
う
の
だ
。
今
も

新
宿
に
は
、
あ
の
騒
乱
の
匂
い
が
漂
っ
て
い
る
。
わ
た
し

の
記
憶
に
残
る
、
も
っ
と
も
古
い
新
宿
の
風
景
は
騒
乱
か

ら
間
も
な
い
七
〇
年
代
中
葉
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
当
時
も

今
も
、
そ
の
匂
い
は
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。

大
阪
で
み
つ
け
た「
原
風
景
」

新
宿
の
コ
ン
コ
ー
ス
や
地
下
街
、
路
地
裏
の
そ
こ
こ
こ

に
、
今
で
も
残
る
戦
後
の
闇
だ
ま
り
。
そ
れ
を
覗の
ぞ

き
見
な

が
ら
、
わ
た
し
は
こ
の
街
の
過
去
を
知
り
、
大
人
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
新
宿
と
ほ
ぼ
同
規
模
の
大
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
梅
田
駅
の
コ
ン
コ
ー
ス
に
も
地
下

街
に
も
、
ア
ン
グ
ラ
の
か
け
ら
も
な
い
。
縦
横
無
尽
に
張

り
巡
ら
さ
れ
た
通
路
は
ど
れ
も
同
じ
に
み
え
、
輝
か
し
い

照
明
の
下
を
歩
く
若
者
た
ち
は
、
大
阪
が
空
襲
に
焼
か
れ

た
こ
と
す
ら
、
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
梅
田
に
来
る

た
び
に
そ
ん
な
違
和
感
を
抱
え
、
歩
き
疲
れ
た
あ
る
日
、

偶
然
迷
い
込
ん
だ
地
下
街
の
は
ず
れ
に
突
然
あ
ら
わ
れ
た

空
間
に
、
わ
た
し
は
眼
を
奪
わ
れ
た
。

入
り
口
に
大
阪
駅
前
ビ
ル
と
記
さ
れ
た
そ
こ
は
、
カ
タ

カ
ナ
名
の
つ
い
た
こ
ぎ
れ
い
な
地
下
街
と
は
あ
き
ら
か
に

一
線
を
画
し
て
い
た
。
中
古
レ
コ
ー
ド
店
に
古
書
店
、
金

券
シ
ョ
ッ
プ
、
油
じ
み
た
飲
食
店
が
並
び
、
薄
汚
れ
た
通

路
の
あ
ち
こ
ち
に
、
秘
密
の
匂
い
の
す
る
闇
だ
ま
り
が
あ

る
。
中
古
レ
コ
ー
ド
店
で
ブ
ー
ト
レ
グ
を
あ
さ
り
な
が
ら
、

わ
た
し
は
す
っ
か
り
、
新
宿
に
い
る
よ
う
な
心
地
よ
い
気

分
に
浸
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
十
三
な
ど
と
と
も
に
こ
こ

が
か
つ
て
大
阪
の
闇
市
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

て
、
や
は
り
そ
う
か
と
納
得
し
、
妙
に
安
心
し
た
も
の
だ
。

近
年
、
梅
田
・
大
阪
駅
周
辺
は
さ
ら
な
る
再
開
発
が
進

み
、
ま
す
ま
す
人
の
息
吹
も
個
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
空
間

と
な
り
つ
つ
あ
る
。
再
開
発
の
一
環
と
し
て
、
大
阪
駅
前

ビ
ル
を
解
体
し
、
緑
地
化
し
よ
う
と
い
う
計
画
も
持
ち
上

が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
闇
を
あ
と
か
た
も
な
く
消
し
て

し
ま
う
こ
と
が
、
そ
の
街
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
に
よ
い
こ

と
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
ア
ン
グ
ラ
は
日
の
当
た

ら
ぬ
存
在
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
ン
グ
ラ
と
呼
ば
れ
る
も
の
。

そ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
光
を
照
射
し
、「
文
化
」
と
称
し
て
保
存

し
て
し
ま
う
の
は
、
そ
ぐ
わ
ぬ
気
が
す
る
が
…
…
。

駅
前
の
異
空
間

ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド

わ
が
街
・
新
宿
と

大
阪
駅
前
ビ
ル

菅す
が

瀬せ 

晶あ
き

子こ　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

夜の新宿西口

大阪駅前ビルは、大阪駅
前の再開発のため大阪
市により建設された。ま
わりは、のちに建設され
た外資系ホテルやショッ
ピングモールなどに囲ま
れている

新宿の「思い出横丁」、通称「しょんべん横丁」に
は今宵もさまざまな人びとが集う。闇市の名残を
もっとも濃厚にとどめる一角だ

大阪駅前ビルは第1から第4ビルまであり、上層階はオフィス、地下部分は店舗
が展開し、巨大な梅田の地下街とも通路で結ばれている。店舗は各種・新旧お
りまぜられており、ビルがオープンした70～80年代当時の雰囲気を漂わせる
純喫茶も点在する

阪神電鉄武庫川駅。六甲山裾野の
もっとも浜側を走る阪神電鉄には、
ほかにも香櫨園（こうろえん）、芦
屋、大石など川をまたぐ駅が多い
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権
利
を
シ
ロ
ア
リ
が
も
つ
世
界
」
を
主
張
す
る
者

さ
え
も
登
場
し
て
し
ま
う
と
、
現
実
の
社
会
の
な

か
で
考
え
る
べ
き
問
題
を
見
失
い
か
ね
な
い
。

　

地
域
や
国
家
の
枠
組
を
こ
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
消

費
社
会
で
は
、
肉
食
の
社
会
的
な
位
置
づ
け
は
も

と
よ
り
、
肉
の
定
義
が
異
な
る
文
化
的
、
社
会
的

脈
絡
に
あ
っ
た
者
同
士
が
共
通
の
経
済
的
枠
組
の

な
か
で
生
活
を
す
る
場
面
も
当
た
り
前
に
な
っ
て

い
く
だ
ろ
う
。
制
度
化
、
規
準
化
が
強
ま
る
な
か

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
の
違
い
が
原
因
と
な
る

衝
突
は
肉
食
行
為
に
は
伴
い
や
す
い
。

　

こ
の
共
同
研
究
で
は
、
現
実
の
社
会
で
慣
行
さ

れ
て
き
た
肉
食
行
為
と
そ
れ
に
伴
う
諸
現
象
に
つ

い
て
人
類
学
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査

の
知
見
を
具
体
的
に
扱
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
、

そ
れ
ら
を
串く

し

　ざ刺
し
に
す
る
視
点
を
、
倫
理
学
や
心

理
学
、
経
済
学
や
獣
医
学
と
い
っ
た
肉
食
行
為
に

か
か
わ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
が
表
出
し
て
い
る

分
野
の
研
究
者
に
求
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。
無
批
判
に
展
開
さ
れ
る
動
物
擁
護
論
と
は
異

な
る
人
間
と
動
物
と
の
あ
ら
た
な
関
係
論
、
そ
し

て
、
そ
こ
か
ら
人
間
社
会
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の

を
考
え
よ
う
と
い
う
の
が
、
目
下
こ
の
研
究
会
で

目
指
す
方
向
で
あ
る
。

日
本
社
会
の
食
生
活
の
変
化

　

日
本
に
お
け
る
食
生
活
の
様
子
を
あ
ら
わ
す
数

字
が
あ
る
。
農
林
水
産
省
が
公
表
し
て
い
る
食
料

需
給
表
に
示
さ
れ
た
値
で
あ
る
。

（
一
）
九
一
・
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

（
二
）
五
七
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

（
三
）
三
二
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

（
四
）
二
九
・
六
キ
ロ
グ
ラ
ム

（
五
）
二
八
・
六
キ
ロ
グ
ラ
ム

　

こ
れ
ら
の
数
字
は
、
米
、
小
麦
、
野
菜
（
イ
モ
、

豆
類
を
除
く
）、
食
肉
、
魚
介
類
の
各
食
品
の
「
一

人
当
た
り
供
給
」
の
「
一
年
当
た
り
数
量
」（
平

成
二
三
年
度
食
料
需
給
表
に
も
と
づ
く
）
の
値
で

あ
る
。
ど
の
値
が
ど
の
食
品
に
相
当
す
る
か
わ
か

る
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
、（
一
）
野
菜
、（
二
）
米
、

（
三
）
小
麦
、（
四
）
食
肉
、（
五
）
魚
介
類
で
あ
る
。

　

昭
和
四
三
年
度
の
こ
れ
ら
の
食
品
の
値
は
、
野

菜
が
一
二
四
・
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
米
が
一
三
五
キ

ロ
グ
ラ
ム
、
小
麦
が
三
一
・
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
魚

介
類
が
三
二
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
食
肉
は

じ
つ
に
一
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
数
字
で
あ
っ
た
。

「
一
人
当
た
り
供
給
」
は
実
際
の
消
費
量
と
は
異

な
る
が
、
日
本
の
食
生
活
に
提
供
さ
れ
る
食
肉
が

半
世
紀
弱
の
あ
い
だ
に
三
倍
近
く
の
量
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
家
庭
の
食
卓
に
の
ぼ
る
食

肉
が
増
え
た
だ
け
で
な
く
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト

ラ
ン
や
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
と
い
っ
た
外
食
産
業

に
も
肉
料
理
の
メ
ニ
ュ
ー
が
必
ず
登
場
す
る
よ
う

に
、
家
庭
の
内
外
で
肉
料
理
を
食
べ
る
機
会
が
増

え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
統
計
値
か
ら
単
純
に
理
解
で
き
る
こ
と

は
、
日
本
で
は
肉
を
よ
く
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
増
減
に
は

時
代
背
景
が
あ
る
。
や
は
り
、
農
林
水
産
省
が
発

表
し
て
い
る
「
国
民
一
人
・
一
年
当
た
り
供
給
純

食
料
累
年
統
計
」
か
ら
食
肉
の
供
給
量
の
経
年
変

化
を
グ
ラ
フ
に
示
す
と
そ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

高
度
経
済
成
長
時
代
か
ら
バ
ブ
ル
経
済
が
は
じ
け

る
ま
で
肉
食
は
お
お
む
ね
増
え
て
い
る
。
牛
肉
に

つ
い
て
は
狂
牛
病
の
問
題
が
顕
在
化
し
た
二
〇
〇

〇
年
前
後
か
ら
供
給
量
は
減
少
し
て
い
る
。
日
本

人
に
特
徴
的
な
消
費
の
対
象
で
あ
っ
た
鯨
肉
に
つ

い
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
供
給
量
は
食
肉

の
な
か
で
も
第
一
位
を
占
め
て
い
た
が
、
そ
の
後

は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が
グ
ラ
フ

か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
食
品
の

供
給
量
か
ら
も
時
代
の
様
子
は
う
か
が
え
る
が
、

肉
食
は
時
代
ご
と
の
人
び
と
の
生
活
の
様
子
を
よ

く
映
し
出
し
て
く
れ
る
、
い
わ
ば
、
人
間
く
さ
い

営
み
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

肉
食
行
為
の
も
つ
問
題
群

　

肉
食
の
も
つ
こ
う
し
た
側
面
に
気
づ
き
、
社
会

を
読
み
解
く
鍵
の
ひ
と
つ
に
し
て
き
た
の
が
人
類
学

や
民
族
学
で
あ
る
。
狩
猟
採
集
社
会
の
み
な
ら
ず
、

農
耕
社
会
に
お
い
て
も
、
食
肉
は
生
態
学
的
に
も

栄
養
学
的
に
も
貴
重
な
資
源
で
あ
る
。
ま
た
儀
礼

や
祭
礼
と
い
っ
た
場
面
で
も
大
切
な
意
味
を
も
ち
、

共
食
や
分
配
と
い
っ
た
行
為
を
と
お
し
て
社
会
関

係
が
築
か
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
肉
食
に
か

か
わ
る
こ
う
し
た
行
為
に
含
ま
れ
る
文
化
的
・
社

会
的
意
味
が
人
類
学
者
の
関
心
を
よ
せ
る
と
こ
ろ

と
な
っ
て
き
た
所
以
で
あ
る
。
今
回
、
筆
者
が
企

画
し
た
共
同
研
究
も
人
類
学
の
視
点
か
ら
の
肉
食

行
為
の
研
究
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
食
肉
の
単

な
る
消
費
だ
け
で
な
く
、
狩
猟
や
家
畜
飼
養
と

い
っ
た
食
肉
の
獲
得
の
た
め
の
行
為
か
ら
、
分
配
、

流
通
、
実
際
の
消
費
や
そ
の
後
の
廃
棄
の
過
程
に

い
た
る
ま
で
、
肉
を
め
ぐ
る
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な

行
為
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
食
肉
の
供
給
量
が
増
え
始

め
る
一
九
六
〇
年
代
の
前
半
に
す
で
に
、
食
肉
の

大
量
生
産
を
目
的
と
し
た
近
代
的
畜
産
へ
の
批
判

が
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
、
そ
の
後
、
七
〇
年
代
に

は
い
り
、
動
物
の
権
利
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
哲
学

者
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
ら
を
中
心
に
本

格
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
議

論
の
内
容
は
、
肉
食
の
是
非
や
家
畜
動
物
の
扱
い

に
と
ど
ま
ら
ず
、
動
物
実
験
の
是
非
や
ペ
ッ
ト
の

扱
い
、
闘
鶏
や
競
馬
、
動
物
園
の
よ
う
な
動
物
を

使
っ
た
人
間
の
興
趣
、
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
（
本
能

的
な
自
然
へ
の
愛
情
）
と
い
っ
た
心
理
学
の
領
域

ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
、
言
い
出

し
っ
ぺ
の
シ
ン
ガ
ー
が
動
物
の
解
放
は
女
性
解
放

の
パ
ロ
デ
ィ
だ
と
嘯う

そ
ぶい
た
よ
う
に
、
原
理
原
則
に

固
執
す
る
あ
ま
り
、「
人
間
の
家
を
食
い
尽
く
す

動物を狩る、育てる、加工する、調理する、そして食べる。人間が動物の肉を口にする（あるいはしない）ため
におこなうことや、それに付随する価値、制度は、単なる食料の選択にとどまらず、じつに文化的なものである。

野
の

林
ばやし

 厚
あ つ

志
し

民博 研究戦略センター

肉食行為の研究

共
同
研
究

共
同
研
究「
肉
食
行
為
の
研
究
」

代
表：
野
林
厚
志

2
0
1
2
年
10
月
～
2
0
1
5
年
3
月

!

!

!

!

!
!"#"!!

$#"!!

%"#"!!

%$#"!!

&"#"!!

&$#"!!

'"#"!!

'$#"!!

%()"!! %()$!! %(*"!! %(*$!! %(+"!! %(+$!! %(("!! %(($!! &"""!! &""$!!

!"#
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寒
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
ペ
ル
ー
か
ら
き
た
ア
ル
パ
カ
純
毛
1
0
0
パ
ー
セ
ン
ト
の

ア
ル
パ
カ
人
形
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ア
ル
パ
カ
は
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
原
産
の
家
畜
で
、
特
に
ペ
ル
ー
、

ボ
リ
ビ
ア
北
部
、
チ
リ
北
部
の
海
抜
お
よ
そ
3
5
0
0
〜

5
0
0
0
メ
ー
ト
ル
の
ア
ン
デ
ス
湿
潤
高
原
地
帯
で
放
牧
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
体
毛
は
き
わ
め
て
良
質
で
、
衣
類
を
は
じ
め
と
す

る
生
活
用
品
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ル
パ
カ
の
毛
で
作
ら
れ
た
ア
ル
パ
カ
人
形
は
、
ふ
わ
ふ
わ
、
も

こ
も
こ
と
肌
触
り
が
よ
く
冷
え
た
体
を
温
め
て
く
れ
ま
す
。

ご
自
分
用
は
も
ち
ろ
ん
、
ま
た
ク
リ
ス
マ
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
も

よ
ろ
こ
ば
れ
る
と
思
い
ま
す
。

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト 「
へ
び
」

2
0
1
3
年
の
干
支
で
あ
る「
へ
び
」を
テ
ー
マ
に
、

み
ん
ぱ
く
所
蔵
の
資
料
や
写
真
を
展
示
し
、世
界
各

地
の「
へ
び
」に
か
か
わ
る
興
味
深
い
情
報
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。展
示
場
内
の「
へ
び
」に
か
か
わ
る
資

料
の
場
所
を
示
し
た「
へ
び
マ
ッ
プ
」も
会
場
で
お
配

り
し
ま
す
。年
末
年
始
の
1
日
、世
界
の
人
び
と
と

「
へ
び
」の
つ
な
が
り
を
探
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

会
期
　
12
月
13
日（
木
）〜
2
0
1
3
年
1
月
29
日（
火
）

会
場
　
本
館
展
示
場
内
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

※
期
間
内
は
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
も
観
覧
無
料
に
な
り
ま
す
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時
　

1
月
14
日
（
月
・
祝
）

　
①
11
時
〜
11
時
30
分

　
②
14
時
30
分
〜
15
時

解
説
　
小
林
繁
樹
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

会
場
　
本
館
展
示
場
内
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
当
日
無
料
観
覧
日
）

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
）

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

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
カ
ル
タ
を
作
っ
て

　
　
　
　
世
界
の「
へ
び
」
を
み
て
み
よ
う
！
」

参
加
者
は
へ
び
展
会
場
で
解
説
を
聞
い
た
後
、
印
象

に
残
っ
た
展
示
物
を
選
び
、
ス
ケ
ッ
チ
や
コ
ラ
ー

ジ
ュ
を
し
て
、
カ
ル
タ
を
作
り
ま
す
。

日
時
　

1
月
14
日
（
月
・
祝
）

　
　
　
①
10
時
30
分
〜
12
時
30
分
（
受
付
開
始
10
時
）

　
　
　
②
14
時
〜
16
時
（
受
付
開
始
13
時
30
分
）

集
合
場
所
　
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員
　
16
名

※
要
申
込
（
先
着
順
）、
参
加
無
料
（
当
日
無
料
観
覧
日
）

申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
　
情
報
企
画
課
　「
へ
び
」
展
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
担
当

　
　
電
話
　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
5
3
2

◆
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
。

「
や
っ
ぱ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
春
の
み
ん
ぱ
く

フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」

多
様
な
歴
史
・
文
化
・
信
仰
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
生

活
様
式
、
近
代
の
産
業
化
を
可
能
に
し
た
労
働
の
か

た
ち
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
の
人
の
移
動
と
文

化
の
交
流
が
生
み
出
す
創
造
力
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
魅
力

を
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

会
期
　

2
0
1
3
年
1
月
5
日（
土
）〜
3
月
23
日（
土
）

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
パ
ン
セ
ミ
ナ
ー
（
全
4
回
）

小
麦
と
ラ
イ
麦
は
世
界
の
食
文
化
の
中
で
大
切
な

穀
物
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
多
様
な
形
態
の
パ
ン

と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
パ
ン
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
と
の
関
係
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ル
ー
マ
ニ
ア
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の
専
門
家
が
語

り
ま
す
。

▼
第
1
回
　

2
0
1
3
年
1
月
26
日
（
土
）　

「
北
欧
の
パ
ン
―
ラ
イ
麦
パ
ン
っ
て
ど
ん
な
味
？
」

講
師
　
庄
司
博
史
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）、

　
　
　
井
上
シ
ル
ッ
カ
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
料
理
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
）

北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ロ
シ
ア
北
部
に
か
け
て
パ
ン
と

い
え
ば
ラ
イ
麦
パ
ン
。
で
も
小
麦
の
代
わ
り
に
ラ
イ

麦
を
使
っ
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
り
方
も
味

も
ち
が
う
の
で
す
。
セ
ミ
ナ
ー
で
は
ラ
イ
麦
パ
ン
の

ペ
ル
ー
の
ア
ル
パ
カ
人
形
た
ち

国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
グ
ロ
ー
バ
ル
支
援
の
た
め
の
実
践
人
類
学

―
研
究
と
実
践
の
キ
ャ
リ
ア・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」

日
時
　
12
月
15
日
（
土
）　
13
時
〜
17
時

会
場
　
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
80
名
）

※
参
加
無
料
、
要
申
込
、
日
英
同
時
通
訳
あ
り

お
問
い
合
わ
せ
先

　
　
支
援
の
人
類
学
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
事
務
室

　
　suzuki-cr@

id
c.m

inp
aku.ac.jp

●
展
示
場
新
構
築
の
お
知
ら
せ

本
館
展
示
場
「
日
本
の
文
化
」
展
示
の
う
ち
「
祭
り

と
芸
能
」
と
「
す
ま
い
と
く
ら
し
」
の
一
部
が
来
年

3
月
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴

い
、「
日
本
の
文
化
」
展
示
全
体
が
工
事
の
た
め
閉

鎖
さ
れ
ま
す
。

閉
鎖
期
間
　

2
0
1
3
年
3
月
21
日
（
木
）
ま
で

●
休
館
日
・
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
は
12
月
28
日
（
金
）
か
ら
1
月
4
日

（
金
）
ま
で
休
館
し
ま
す
。

1
月
14
日
（
月
・
祝
）
成
人
の
日
は
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
、
入
園
料
が
必

要
で
す
。

※
イ
ベ
ン
ト
や
刊
行
物
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
広
報
係
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
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
1
5
回
　

1
月
5
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

時と

き間
の
変
わ
り
目

│
ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
イ
ー
ス
タ
ー
に
か
け
て
の
祝
祭
か
ら

講
師　
宇
田
川
妙
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
冬
か
ら
春
に
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
祝
祭
が
あ
り

ま
す
。
農
閑
期
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
上

に
新
し
い
年
を
迎
え
る
、
つ
ま
り
時
間
の
変
わ
り
目
で
あ
る
と
い

う
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
複
数
の
暦
が
錯
綜
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
事
情
も
ふ
ま
え
、「
時
間
の
区
切
り
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。

第
4
1
6
回
　

2
月
2
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
語
る

明
治
〜
昭
和
初
期
の
樺
太
資
料
の
収
集
者
た
ち

講
師　
齋
藤
玲
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

東
京
講
演
会
（
今
回
は
横
浜
に
て
開
催
）

会
場　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
横
浜
会
議
室

定
員　

40
名
（
要
申
込
）

第
1
0
4
回
　
12
月
9
日
（
日
）
14
時
〜
15
時

世
界
の
パ
ス
ポ
ー
ト
／
パ
ス
ポ
ー
ト
の
世
界

講
師　
陳
天
璽
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

※
講
演
会
終
了
後
、
海
外
移
住
資
料
館
の
見
学
も
お
こ
な
い
ま
す
。

「
や
っ
ぱ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
│
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」
関
連

親
子
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
春
よ
こ
い
！
」（
要
申
込
）

1
．
み
ん
な
で
踊
ろ
う
！
│
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
踊
り
と
歌

　
1
月
27
日
（
日
）
14
時
〜
15
時
半

　
会
場
：
E
X
P
O
'70
パ
ビ
リ
オ
ン
、
参
加
無
料

2
．
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
お
ま
も
り
・
マ
ル
テ
ニ
ッ
ツ
ァ
を
作
ろ
う
！

　
2
月
24
日
（
日
）
14
時
〜
15
時
半

　
会
場
：
国
立
民
族
学
博
物
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
、
要
材
料
費

※
内
容
や
詳
細
は
上
記
友
の
会
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ 電話でのお問い合わせ　06 - 6878 - 8560（本館 広報係）

オ
ー
プ
ン
サ
ン
ド
を
ち
ょ
っ
と
味
見
し
な
が
ら
、
北

欧
の
パ
ン
文
化
の
世
界
を
の
ぞ
い
て
み
ま
す
。

▼
第
2
回
　

2
0
1
3
年
2
月
9
日
（
土
）

「
東
欧
の
パ
ン
―
礼
拝
で
は
ワ
イ
ン
と
と
も
に
」

講
師
　
新
免
光
比
呂
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

パ
ン
は
日
常
の
糧
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
キ
リ

ス
ト
教
の
礼
拝
に
お
い
て
大
切
な
役
割
を
持
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
と
き
に
重
要
な
も
の
が
ワ
イ
ン
で
す
。

ワ
イ
ン
を
味
わ
い
な
が
ら
パ
ン
の
意
味
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

各
回
と
も

時
間
　
14
時
30
分
〜
16
時
（
受
付
開
始
14
時
15
分
）

会
場
　
国
立
民
族
学
博
物
館  

食
堂
（
本
館
1
階
）

参
加
費
　
一
人
あ
た
り
5
0
0
円

対
象
　
中
学
生
以
上

　
　
　（
お
子
様
の
同
伴
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）

定
員
　
一
回
に
つ
き
40
名

※
有
料
、
要
申
込

※
申
込
締
切
　

2
0
1
3
年
1
月
11
日
（
金
）

※
2
月
23
日
（
土
）、
3
月
9
日
（
土
）
に
も
パ
ン

セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

※
2
月
9
日
（
土
）
の
パ
ン
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
ご
希

望
の
方
（
20
歳
以
上
）
に
は
、
ワ
イ
ン
を
ご
用
意
い

た
し
ま
す
。
当
日
は
、
お
車
で
の
ご
来
館
を
お
控
え

く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
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

み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
少
年
と
自
転
車
」

今
回
は
、
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
合
作

の
「
少
年
と
自
転
車
」
を
上
映
し
ま
す
。
親
に
捨
て

ら
れ
傷
つ
い
た
少
年
が
、
信
頼
で
き
る
大
人
に
出
会

い
、
心
を
開
い
て
成
長
し
て
い
く
軌
跡
を
、
き
め
細

や
か
に
描
い
た
感
動
の
物
語
。
少
年
と
里
親
の
姿
を

通
し
て
、
社
会
の
支
援
と
血
の
つ
な
が
ら
な
い
者
ど

う
し
の
絆
を
描
き
ま
す
。

日
時
　
12
月
9
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

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

刊行物紹介
■朝倉敏夫 編
『火と食』
ドメス出版　定価：2 ,625円

この本は味の素
食の文化フォー
ラム「火と食」
（2011年度）を
まとめたもので
す。火と人間、火
と生活、火と調
理という側面か
ら火と食の関係
を追究します。

第
4
1
5
回
　
12
月
15
日（
土
）

樹
皮
舟
を
復
元
す
る

―
極
東
ロ
シ
ア
の
白
樺
樹
皮
文
化

講
師　
佐
々
木
史
郎
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

二
〇
〇
五
年
夏
に
ロ
シ
ア

連
邦
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方

の
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
に

暮
ら
す
ナ
ー
ナ
イ
と
呼
ば

れ
る
先
住
民
族
の
村
で
白

樺
樹
皮
舟
の
復
元
製
作
を

行
い
、
そ
れ
を
標
本
資
料

と
し
て
本
館
に
収
蔵
し
ま

し
た
。
そ
の
工
程
と
技
術
、

そ
し
て
そ
の
背
景
と
な
る

彼
ら
の
白
樺
樹
皮
文
化
を

紹
介
し
ま
す
。

樹
皮
舟
を
操
る

アルパカ人形 全6種類
小（高さ12cm）～特大（高さ55cm）

1,260～ 18,900円
アルパカストラップ 　　  1,470円

価格はすべて税込

第
4
1
6
回
　

1
月
19
日（
土
）

【「
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」関
連
】

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
フ
ァ
シ
ズ
ム

―
ル
ー
マ
ニ
ア
・
レ
ジ
オ
ナ
ー
ル
運
動
を
中
心
に

講
師　
新
免
光
比
呂
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

深
澤
英
隆
（
一
橋
大
学 

教
授
）

　
　
　
江
川
純
一
（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
研
究
員
）

よ
く
耳
に
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
っ
た
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
関
係
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
ル
ー
マ
ニ

ア
を
中
心
に
し
て
ド
イ
ツ
、

イ
タ
リ
ア
の
事
情
と
比
較

し
て
考
え
て
み
ま
す
。

大
天
使
ミ
カ
エ
ル
と
大
天
使
ガ
ヴ
リ
エ
ル

アルパカストラップ

12   13    2012 年 12月号



宝
物
館
か
ら
博
物
館
へ

ロ
シ
ア
の
古
都
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
あ
る
人
類
学
民
族
学
博
物
館
は
、
通
称
﹁
ク
ン
ス
ト
カ
ー
メ
ラ
﹂
と

よ
ば
れ
る
ロ
シ
ア
最
古
の
博
物
館
で
あ
る
。
正
式
名
称
は
﹁
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
記
念
人
類

学
民
族
学
博
物
館
﹂
と
い
う
。
ネ
ヴ
ァ
川
の
ほ
と
り
、
有
名
な
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
か
ら
川
を
挟
ん
で
斜
め
向

か
い
に
あ
り
、
中
央
に
塔
が
そ
び
え
る
緑
色
の
建
物
が
特
徴
的
で
あ
る
。

当
初
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
始
ま
っ
た
。﹁
ク
ン
ス
ト
カ
ー
メ
ラ
﹂
と
い
う
の
は
ド
イ

ツ
語
で
王
侯
貴
族
の
宝
物
蔵
を
意
味
す
る
﹁
ク
ン
ス
ト
カ
ン
マ
ー
﹂
に
由
来
す
る
。
建
物
は
一
七
三
四
年
に
完
成
し

た
が
、
一
七
四
七
年
に
焼
失
、
再
建
さ
れ
た
。
再
建
と
は
い
え
古
都
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
も
最
古
の
歴
史
的

建
造
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
両
隣
に
は
動
物
学
博
物
館
と
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
旧
本
部
︵
帝
政
時
代
の
本
部
︶

が
あ
り
、
近
く
に
は
国
立
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
広
が
る
。
こ
の
博
物
館
の
周
辺
は
ま
さ

に
ロ
シ
ア
の
学
術
研
究
の
中
心
で
あ
る

ク
ン
ス
ト
カ
ー
メ
ラ
は
珍
品
宝
物
館
だ
っ
た
関
係
で
、
当
初
は
民
族
学
資
料
に
限
ら
ず
、
動
植
物
標
本
や
鉱
物

標
本
な
ど
も
多
数
収
蔵
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
各
分
野
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
動
植
物
や
鉱
物
の
標
本

は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
博
物
館
が
創
設
さ
れ
て
そ
ち
ら
に
移
さ
れ
、
ク
ン
ス
ト
カ
ー
メ
ラ
に
は
民
族
学
の
標
本
と
人
類
学
、

解
剖
学
の
標
本
が
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
両
者
を
一
括
し
て
保
存
管
理
し
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
民
族
学
と
人
類
学
の

研
究
拠
点
と
す
る
た
め
に
改
組
さ
れ
、
一
八
七
八
年
暮
れ
に
﹁
人
類
学
民
族
学
博
物
館
﹂
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
帝
政
が
崩
壊
す
る
ま
で
、
こ
の
博
物
館
は
ロ
シ
ア
の
民
族
学
と
人
類
学
を
リ
ー
ド
し
た
。

し
か
し
、
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
粛
正
の
嵐
に
巻
き
込
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
第
二
次
世
界

大
戦
で
多
く
の
研
究
者
が
前
線
や
ド
イ
ツ
軍
に
包
囲
さ
れ
た
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
︵
注
：
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
は

一
九
一
四
年
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
、
一
九
二
四
年
に
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
と
改
称
さ
れ
、
一
九
九
一
年
に
住
民
投
票
に
よ
り

当
初
の
名
称
に
戻
さ
れ
た
︶
の
町
中
で
命
を
落
と
し
た
た
め
に
、
こ
の
博
物
館
の
研
究
機
能
は
大
き
く
損
な
わ
れ
る
。

戦
中
の
一
九
四
三
年
に
民
族
学
研
究
所
の
立
て
直
し
が
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
モ
ス
ク
ワ
が
中
心
で
あ
り
、
こ
の
博
物

館
は
そ
の
後
ソ
連
崩
壊
ま
で
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
民
族
学
研
究
所
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
支
部
と
さ
れ
た
。
ソ
連
崩
壊

後
の
一
九
九
二
年
に
モ
ス
ク
ワ
の
研
究
所
か
ら
独
立
し
、
再
び
﹁
人
類
学
民
族
学
博
物
館
﹂
と
し
て
ロ
シ
ア
科
学
ア

カ
デ
ミ
ー
直
属
の
研
究
機
関
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

民
博
に
似
て
い
る
？

こ
の
博
物
館
の
性
格
は
民
博
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
民
族
学
、
人

類
学
の
研
究
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
研
究
所
で
あ
る
と
同
時
に
大
量
の
標
本
資
料
、
映
像
音
響
資
料
を
有
す
る

博
物
館
で
も
あ
る
。
こ
の
博
物
館
の
研
究
部
門
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
メ
リ

カ
、
ア
フ
リ
カ
、
東
・
東
南
ア
ジ
ア
、
東
ス
ラ
ブ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ロ
シ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
コ
ー
カ
サ
ス
、
シ
ベ
リ
ア
、

中
央
ア
ジ
ア
、
南
・
西
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
地
域
ご
と
の
研
究
部
と
と
も
に
、
人
類
学
、
考
古
学
、
博
物
館
史
、
政
治
・

社
会
人
類
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、﹃
人
類
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹄
誌
編
集
部
な
ど
の
分
野
別
の
研
究
部
が
あ
る
。
ま
た
、
博
物

館
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
と
も
い
え
る
博
物
館
部
門
に
は
出
版
部
、
展
示
部
、
展
示
案
内
・
教
育
部
、
映
像
音
響
人
類
学

実
験
室
、
保
存
修
復
実
験
室
、
資
料
管
理
部
、
図
書
館
、
古
文
書
館
、
博
物
館
警
備
部
、
情
報
技
術
部
が
あ
り
、
研
究
、

博
物
館
両
部
門
で
一
八
九
人
︵
研
究
者
は
一
二
〇
人
︶
の
正
規
職
員
が
働
い
て
い
る
。

展
示
そ
の
も
の
は
、
古
い
展
示
ケ
ー
ス
を
使
用
し
続
け
、
リ
ア
ル
な
石せ

っ

膏こ
う

の
人
形
に
衣
装
を
着
せ
て
ポ
ー
ズ
を
と

ら
せ
る
な
ど
、古こ

色し
ょ
く

蒼そ
う

然ぜ
ん

と
し
た
一
〇
〇
年
前
の
展
示
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、こ
の
本
質
主
義
的
な
展
示
も
、

展
示
資
料
が
今
や
展
示
さ
れ
て
い
る
社
会
や
民
族
に
と
っ
て
文
化
財
級
の
貴
重
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
逆

に
各
文
化
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
収
集
当
時
の
情
報
と
現
代
に
お
け
る
資
料

の
意
義
を
付
加
す
れ
ば
、
こ
の
展
示
の
も
つ
研
究
と
教
育
上
の
機
能
を
大
幅
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
、
人
間
文
化
研
究
機
構
の
研
究
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
﹁
日
本
関
連
在
外
資
料
調
査
研
究
﹂
と
い
う

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
民
博
が
中
心
と
な
り
、
ク
ン
ス
ト
カ
ー
メ
ラ
が
所
蔵
す
る
日
本
資
料
の
調
査
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
シ
ー
ボ
ル
ト
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
時
代
に
長
崎
に
来
航
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
収
集

し
た
資
料
が
収
蔵
、
展
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
シ
ー
ボ
ル
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
知
ら
れ
ざ
る
一
面
の
み

な
ら
ず
、
今
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
江
戸
時
代
の
日
本
文
化
の
一
端
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
こ
の
博
物
館
の
日
本
展
示
と
日
本
研
究
が
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

研
究
所
か
博
物
館
か

―
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
人
類
学
民
族
学
博
物
館

佐さ

々さ

木き 

史し

郎ろ
う

　
民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

ロ
シ
ア
の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
あ
る
人
類
学
民
族
学
博
物
館
は
、

す
で
に
一
四
〇
年
も
研
究
所
と
博
物
館
の
あ
い
だ
を
揺
れ
続
け
て
き
た
。

本
来
、人
類
学
・
民
族
学
に
と
っ
て
博
物
館
と
研
究
機
関
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
、

ど
ち
ら
か
が
か
け
て
も
成
り
立
た
な
い
は
ず
な
の
だ
が
。

人類学民族学博物館
（クンストカーメラ）全景

アフリカ展示ホール

南アジア展示ホール 銛を投げるアレウトの男性。
北アメリカ展示より

日本展示の仏壇。下に見える位牌に
は「坪井博士之霊」と記されている
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実
態
の
な
い
痛
み

ア
メ
リ
カ
の
神
経
科
学
医
ラ
マ
チ
ャ
ン
ド
ラ
ン
に
よ
る
著
書
『
脳
の
な
か

の
幽
霊
』
で
は
、
脳
に
機
能
障
害
が
お
こ
っ
た
と
き
に
お
こ
る
人
間
の
意
識

や
世
界
の
認
識
に
関
す
る
具
体
例
が
多
数
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の
身
体

の
片
側
が
意
識
の
な
か
で
存
在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
（
半
側
空
間
無

視
）、
身
の
周
り
に
ア
ニ
メ
の
登
場
人
物
が
「
現
実
に
」
現
れ
た
り
（
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
ボ
ネ
ッ
ト
症
候
群
）、
と
い
う
事

例
は
初
め
て
聞
く
人
も
多
い
か
と
思
う

が
、
さ
て
、
幻
肢
痛

―
失
わ
れ
た
手

や
足
に
感
じ
ら
れ
る
疼と

う
つ
う痛

―
と
い
え

ば
、
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
人
も
多
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

C
R
P
S
を
患
っ
て
五
年
に
な
る
。

ど
ん
な
病
気
か
と
聞
か
れ
る
と
横
着
し

て
、
幻げ

ん
し
つ
う

肢
痛
み
た
い
な
も
の
だ
、
と
答
え

る
こ
と
が
あ
る
。
物
理
的
に
は
悪
く
な
い

場
所
に
恒
常
的
に
痛
み
が
あ
る
。
実
態

が
な
い
の
に
感
覚
だ
け
が
存
在
す
る
点
で
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
の
「
猫

の
い
な
い
ニ
タ
ニ
タ
笑
い
」
を
彷ほ

う
ふ
つ彿
と
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
現
実
。
表
面
は

全
体
に
針
で
刺
さ
れ
る
よ
う
な
痛
み
、
内
側
か
ら
は
ま
る
で
筋
肉
を
焼
か
れ
、

え
ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
耐
え
難
い
痛
み
が
続
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
レ
ン
ト
ゲ

ン
を
と
り
、血
液
検
査
を
し
て
も
何
も
悪
い
も
の
は
出
て
こ
な
い
。神
経
系（
脳

を
含
む
）
内
で
生
成
さ
れ
た
、
あ
る
意
味
「
抽
象
的
な
」
痛
み
の
存
在
に
苦

し
む
、
と
い
う
点
で
幻
肢
痛
と
共
通
し
て
い
る
。
痛
み
の
信
号
を
増
幅
さ
せ

て
い
る
直
接
の
犯
人
は
過
剰
に
興
奮
し
た
交
感
神
経
で
、
こ
れ
を
落
ち
着
か

せ
る
の
が
治
療
方
針
だ
。
炎
症
を
治
め
る
の
が
目
的
の
、
い
わ
ゆ
る
「
痛
み

止
め
」
は
効
果
が
な
い
。
な
ん
と
も
奇
妙
な
病
気
で
あ
る
。

医
学
的
な
解
説
や
機
序
に
関
す
る
説
明
は
、
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
、

わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
記
す
こ
と
は
し
な
い
。
話
題
に
し
た
い
の
は
む
し
ろ
、
医

学
記
事
に
は
あ
が
っ
て
こ
な
い
患
者
の
目
か
ら
み
た
日
常
の
で
き
ご
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、脳
の
防
御
機
能
、
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
症
状
が
強
く
、

ま
だ
痛
み
が
ほ
と
ん
ど
制
御
で
き
て
い
な
か
っ
た
頃
、
わ
た
し
の
脳
は
、
映

画
『
ブ
レ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
』
の
レ
プ
リ
カ
ン
ト
の
よ
う
に
過
去
の
記
憶
を
作

り
は
じ
め
て
し
ま
っ
た
。

記
憶
を
創
り
出
す
脳

　
「
す
み
ま
せ
ん
が
、
そ
ろ
そ
ろ
お
金
を
返
し
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」

あ
る
日
、
同
僚
の
I
さ
ん
が
や
っ
て
き
て
、
遠
慮
が
ち
に
き
り
だ
し
た
。

と
い
っ
て
も
借
金
の
話
で
は
な
い
。
講
演
で
回
覧
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
お
金
を
借
り
て
い
た
の
だ
が
、
終
わ
っ
て
か
ら
ず
い
ぶ
ん
経

つ
。「
お
返
し
し
た
と
思
う
け
ど
？ 

手
が
つ
か
え
な
い
か
ら
フ
ォ
ル
ダ
ー
に

入
っ
た
ま
ま
で
ご
め
ん
ね
っ
て
、
わ
た
し
の
研
究
室
に
と
り
に
き
て
も
ら
っ

て
。
A
5
サ
イ
ズ
の
黒
い
表
紙
の
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
に
入
っ
て
い
る
は
ず
な
ん

だ
け
ど
」。
大
切
な
借
り
物
の
お
金
を
な
く
さ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
講
演

の
と
き
に
見
せ
や
す
い
よ
う
に
と
、
一
枚
一
枚
分
け
て
フ
ォ
ル
ダ
ー
に
収
め
て

も
ら
っ
た
。
両
手
が
思
う
よ
う
に
使
え
な
か
っ
た
当
時
、
自
分
で
そ
れ
を
も

と
に
も
ど
す
こ
と
は
不
可
能
で
、
心
苦
し
く
思
い
な
が
ら
も
そ
の
ま
ま
受
け

取
っ
て
も
ら
っ
た
記
憶
は
、

昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
鮮

明
だ
。
と
こ
ろ
が
。
念
の

た
め
に
と
引
き
出
し
を
開

け
て
驚

き
ょ
う

愕が
く

し
た
。
お
金（
の

フ
ォ
ル
ダ
ー
）
が
そ
の
ま
ま

入
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

即
、
平
謝
り
に
謝
っ
て
返

し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
い
わ
れ
て
み
れ
ば

確
か
に
、
そ
れ
ま
で
「
や
っ

た
は
ず
？
」
現
象
が
頻
発

し
て
い
た
…
…
。

使
い
物
に
な
ら
な
い
二

本
の
手
と
、
意
識
の
ほ
と

ん
ど
が
痛
み
に
占
拠
さ
れ
て
い
る
脳
と
で
は
、
一
日
に
こ
な
せ
る
仕
事
の
量

は
限
ら
れ
て
い
る
。
発
病
し
て
か
ら
も
仕
事
を
（
ど
う
に
か
）
続
け
て
い
た

わ
た
し
は
、
普
通
の
状
態
な
ら
、
長
く
な
り
つ
づ
け
る
「
終
わ
っ
て
い
な
い

仕
事
」
の
リ
ス
ト
を
反は

ん
す
う芻
し
続
け
て
気
が
ヘ
ン
（
変
）
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
必
要
な
仕
事
を
忘
れ
る
こ
と
、
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
も
の
に
は
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
け
て
「
し
た
こ
と
に
す
る
」
こ
と
は
、

脳
の
防
御
機
能
だ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
。
…
…
結
果
と
し
て
わ
た
し
が「
し

な
か
っ
た
」
仕
事
の
顛て

ん
ま
つ末
に
つ
い
て
は
、
同
僚
の
み
ぞ
知
る
。
今
と
な
っ
て

は
心
の
な
か
で
手
を
合
わ
せ
て
頭
を
下
げ
る
し
か
な
い
。

　
「
記
憶
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
」
と
い
う
操
作
は
、
認
知
症
で
も
知
ら
れ
て

い
る
。
記
憶
の
断
片
が
失
わ
れ
た
結
果
、
残
っ
た
情
報
の
あ
い
だ
で
つ
じ
つ

ま
が
合
わ
な
く
な
る
と
、
脳
が
抜
け
て
い
る
部
分
を
自
分
な
り
に
生
成
し
て

全
体
を
再
構
築
す
る
。
再
構
築
さ
れ
た
話
は
当
然
、
事
実
と
異
な
る
こ
と
も

多
く
、
本
人
の
頭
の
な
か
で
は
整
合
性
が
と
れ
て
い
る
話
の
多
く
が
、
周
り

か
ら
見
る
と
「
嘘
」
に
な
る
。
わ
た
し
も
あ
の
こ
ろ
は
た
く
さ
ん
、「
嘘
」
を

つ
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
病
気
や
認
知
症
を
持
ち
だ
す

ま
で
も
な
く
、
人
間
の
記
憶
が
、
そ
れ
に
続
く
経
験
に
影
響
を
受
け
て
ど
ん

ど
ん
変
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
実
在
し
な
い
「
事
実
」
ま
で
創
り
出
し
て
し

ま
う
こ
と
は
、
認
知
心
理
学
の
分
野
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
に
お

い
て
、
目
撃
者
の
証
言
が
い
か
に
事
実
と
異
な
り
得
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
を
論
じ
た
研
究

論
文
が
出
版
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
だ
。
4

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

の
『
藪
の
中
』
の
よ
う
に
、
同
じ
出
来
事
を
三
人
が
描
写

す
れ
ば
三
通
り
の
「
事
実
」
が
で
て
く
る
こ
と
は
皆
、経
験
的
に
知
っ
て
い
る
。

自
分
た
ち
の
記
憶
の
「
い
く
ら
か
」
は
事
実
と
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
な

ん
と
な
く
認
め
て
い
る
も
の
の
、
い
ざ
自
分
の
記
憶
の
な
か
の
、
た
と
え
ば

八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
虚
構
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
世
界
の
見
え
方
が

か
な
り
違
っ
て
き
は
し
な
い
か
。
わ
た
し
自
身
は
と
い
え
ば
、
人
間
の
生
み

出
し
た
文
学
だ
と
か
芸
術
作
品
を
な
ん
で
も
脳
が
生
み
出
す
虚
構
と
結
び
付

け
て
し
ま
う
「
後
遺
症
」
を
、
現
在
経
験
中
で
あ
る
。

Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
こ
ん
に
ち
は
！　

そ
の
1

脳
の
不
思
議

菊き
く

澤さ
わ 

律り
つ

子こ
　

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

C
R
P
S（
シ
ー
・
ア
ー
ル
・
ピ
ー
・
エ
ス
、複
合
性
局
所
疼と

う

痛つ
う

症
候
群
）を
ひ
っ

さ
げ
て
研
究
に
い
そ
し
む
筆
者
。痛
み
が
自
己
の
シ
ス
テ
ム
内
で
増
幅
す
る
と

い
う
交
感
神
経
の
病
気
で
、そ
の
直
接
・
間
接
の
影
響
で
日
常
生
活
で
ヘ
ン
な

こ
と
が
起
き
た
り
、社
会
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
場
面
多
数
。身
体
の
こ
と
、

社
会
の
仕
組
み
と
洋
の
東
西
、人
の
関
係
の
あ
り
か
た
な
ど
、C
R
P
S
と
一

緒
に
考
え
た
も
ろ
も
ろ
に
つ
い
て
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
を
お
届
け
し
ま
す
。

「ニタニタ笑いなしの猫はしょっちゅう見かけるけど、猫な
しのニタニタ笑いなんて！ こんなにおかしなものはこれま
で見たことがないわ！」（ルイス・キャロル『不思議の国の
アリス』、角川書店、2010 年）

2008 年 3 月、発病して半年後の筆者。CRPSという診断がつくのは、
もう少しあとになってから（松江にて）

周りの人たちに手をかりながらでも、できることにはなんでも挑戦する。ハ
ワイのマウイ島で見つけた大きなアメリカ・サトイモの下で（2012 年 3 月）
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C
H
O
V
O
R
A
!！
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

買
い
物
を
す
る
た
め
に
モ
ノ
を
選
ぶ
と
き
、
人
は
何
を
基

準
に
す
る
の
だ
ろ
う
。
値
段
、
品
質
、
デ
ザ
イ
ン
、
有
用
性
、

流
行
り
…
…
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
が
わ
た
し
た
ち
の
選
ぶ
と
い

う
行
動
に
作
用
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
基
準
に
〝
商
品

の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
〟
を
加
え
て
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。

わ
た
し
が
サ
ー
ク
ル
活
動
を
と
お
し
て
広
め
て
い
る
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
と
は
、
そ
の
商
品
を
作
っ
た
人
び
と
、
い
わ
ゆ
る

商
品
の
裏
側
に
い
る
人
び
と
の
暮
ら
し
を
応
援
す
る
取
り
組

み
で
あ
る
。

わ
た
し
は
大
阪
市
立
大
学
の
C
H
O
V
O
R
A
! !
と
い

う
サ
ー
ク
ル
に
所
属
し
て
い
る
。
C
H
O
V
O
R
A
! !
と
は

「
ち
ょ
っ
と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
略
で
、
環
境
保
護
と
国

際
協
力
の
推
進
を
目
的
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
仲
間
と

一
緒
に
参
加
し
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
を
と
お
し
た
啓
発
活
動
を

お
こ
な
っ
て
い
る
。
サ
ー
ク
ル
の
な
か
は
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
お
こ
な
う
い
く
つ
か
の
の
チ
ー
ム
に
わ
か
れ
て
お
り
、
わ

た
し
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
チ
ー
ム
の
一
員
だ
。
こ
こ
で
は
、フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
チ
ー
ム
の
活
動
の
ひ
と
つ
で
あ
る
〝
ま
ち
チ
ョ

コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〟
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、わ
た
し
の
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
に
対
す
る
考
え
を
述
べ
た
い
。

ま
ち
チ
ョ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ま
ち
チ
ョ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商

品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ

ン
を
大
学
周
辺
地
域
の
人
び
と
か
ら
募
集
し
、
で
き
あ
が
っ

た
オ
リ
ジ
ナ
ル
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
今
度
は
大

学
周
辺
の
カ
フ
ェ
な
ど
で
販
売
し
て
も
ら
う
取
り
組
み
で
あ

る
。
全
国
の
大
学
に
あ
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
が
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
昨
年
か

ら
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

き
っ
か
け
は
、
C
H
O
V
O
R
A
! !
と
地
域
の
人
び
と
と

の
交
流
を
利
用
し
て
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
も
っ
と
多
く
の

人
に
知
っ
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
ち
チ
ョ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
毎
年
お
こ
な
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
地
域
の
人
び
と
に
愛
さ
れ
る

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
も

徐
々
に
日
常
に
浸
透
し
て
い
け
ば
い
い
と
い
う
の
が
、
わ
た

し
の
ま
ち
チ
ョ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
か
け
る
願
い
で
あ
る
。

昨
年
度
は
苦
悩
の
連
続
だ
っ
た
。
す
ん
な
り
い
く
と
思
っ

て
い
た
交
渉
も
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
の
ど
の
部
分
を
お
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
、
お
客

さ
ん
に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
な
ん
て
伝
え
た
ら
い
い
の
か
、

こ
の
募
集
用
紙
で
デ
ザ
イ
ン
が
果
た
し
て
集
ま
る
の
か
…
…

な
ど
各
店
舗
と
の
や
り
取
り
の
な
か
で
た
く
さ
ん
の
疑
問
が

浮
上
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
計
画
の
詰
め
の

甘
さ
を
痛
感
す
る
と
と
も
に
、
も
っ
と
自
分
た
ち
も
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
に
つ
い
て
深
く
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。
で

も
こ
う
し
て
厳
し
く
も
温
か
い
地
域
の
人
び
と
の
お
か
げ
で
、

今
年
も
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
て
い

る
し
、
昨
年
の
反
省
点
を
今
年
は
で
き
る
だ
け
改
善
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

二
年
目
に
突
入
し
た
今
思
う
こ
と
は
、
地
域
の
人
び
と
の

存
在
や
地
域
の
人
同
士
の
つ
な
が
り
の
力
と
い
う
の
は
と
て

も
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
フ
ェ
の
店
長
さ
ん
が
「
い

ろ
ん
な
人
に
声
か
け
と
く
ね
」
と
言
っ
て
く
れ
た
り
、
ま
っ

た
く
面
識
の
な
か
っ
た
お
店
の
方
が
「
う
ち
の
店
に
も
置
き

た
い
」
と
連
絡
を
く
れ
た
り
。
た
だ
大
学
内
で
活
動
す
る

だ
け
で
は
か
か
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
た
ち
と
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
と
お
し
て
つ
な
が
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
が
い
つ
の
間
に
か
広
が
っ
て
い
く
。
そ
う
思
え

ば
、
わ
た
し
た
ち
が
目
指
し
て
い
る
「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を

広
め
る
」
こ
と
は
、目
標
と
い
う
よ
り
は
結
果
で
あ
れ
ば
い
い
。

商
品
そ
の
も
の
が
気
に
入
れ
ば
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
で

あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
そ
れ
を
買
い
た
く
な
る
よ
う
に
、
面

白
そ
う
な
こ
と
は
人
の
関
心
を
引
き
、
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
の
力
を
と
お
し
て
自
然
と
広
ま
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
「
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
」
で
あ
る
た
め
に
わ
た
し
た
ち
は
活
動
を
続
け

て
い
き
た
い
。
強
制
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
広
め
て
い
け

た
ら
素
敵
だ
と
思
う
。
今
年
も
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て

九
店
舗
と
小
学
校
二
校
で
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
を
募
集
し
、

一
一
月
よ
り
大
学
が
あ
る
住
吉
区
の
カ
フ
ェ
な
ど
計
六
店
舗

で
オ
リ
ジ
ナ
ル
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
販
売
す
る
。

発
想
の
転
換

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
は
課
題
も
あ
る
。
日
本
で
は
ま
だ
ま

だ
認
知
度
が
低
く
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
恩
恵
を
受
け
て
い

る
生
産
者
は
一
握
り
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
わ
た
し
は
こ

れ
と
か
か
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
し
、
広
め
て
い
く
べ
き

だ
と
思
う
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
が
他
と
違
う
の
は
、
生

産
者
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
今
ま
で
そ
れ
ほ
ど

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
生
産
者
と
い
う
人

び
と
が
今
こ
う
し
て
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち

は
、
目
の
前
に
あ
る
商
品
が
誰
か
の
努
力
の
結
晶
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
理

解
し
ろ
と
か
、
商
品
を
買
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

安
さ
の
裏
に
は
誰
か
の
苦
悩
が
潜
む
こ
と
を
想
像
す
る
。
こ

れ
を
作
っ
て
く
れ
た
人
は
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
の
か
な
と

想
像
す
る
。
少
し
想
像
し
て
み
る
だ
け
で
モ
ノ
の
見
方
は
ガ

ラ
ッ
と
変
わ
る
。
そ
ん
な
〝
商
品
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
〟

を
想
像
す
る
こ
と
の
意
義
を
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
伝
え
て
く

れ
て
い
る
気
が
す
る
。
い
つ
か
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
と
い
う

モ
ノ
が
、
人
び
と
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ

に
な
れ
ば
い
い
と
思
う
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

生
産
者
は
生
産
者
の
、
消
費
者
に
は
消
費
者
の
「
物
語
」
が
あ
る
。

消
費
者
が
商
品
づ
く
り
の
一
部
に
加
わ
る
こ
と
で
両
者
の
「
物
語
」
が
交
錯
す
る
と
き
、

従
来
の
消
費
活
動
を
越
え
ら
れ
る
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
、
そ
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

商
品
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

想
像
す
る
和わ

坂さ

か 

友ゆ

利り

江え

　
大
阪
市
立
大
学
C
H
O
V
O
R
A
!!
代
表

地域の子どもたちにチョコの
パッケージを描いてもらう

カフェで販売しました

昨年度のまちチョコパッケージ

ゴミ拾い活動（CHOVORA!!の活動の一環）

集まったパッケージ
デザイン（一部）
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ラ
オ
ト
ン
と
は
な
に
か

こ
の
数
年
、
わ
た
し
は
中
国
南
部
、
広
西
壮
︵
チ
ワ
ン
︶
族
自
治

区
の
ベ
ト
ナ
ム
と
の
国
境
地
域
で
、
国
境
の
チ
ワ
ン
族
が
構
築
す
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が
注
目

し
た
の
が
﹁
ラ
オ
ト
ン
﹂
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
血
縁
関
係
に
は
な
い
が
、
一
般
的
な
友
人

よ
り
も
親
し
く
、
家
族
の
一
員
に
近
い
も
の
で
、
い

わ
ば
義
兄
弟
、
擬
制
的
な
親
族
と
い
っ
て
よ
い
。

年
齢
は
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
で
あ
る
。
若
い
と
き
に

知
り
合
っ
て
、
一
生
つ
き
あ
い
が
続
く
。
た
が
い
の

家
の
祝
い
事
や
葬
式
に
出
席
す
る
。
平
常
時
に
も

訪
問
し
あ
う
。
国
境
を
越
え
て
ベ
ト
ナ
ム
人
と
ラ

オ
ト
ン
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
距
離
の
離

れ
た
異
な
る
村
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
現
在
、
ラ

オ
ト
ン
関
係
に
あ
る
人
び
と
は
ほ
ぼ
六
〇
歳
以
上

で
あ
る
。
中
国
で
は
若
者
の
多
く
は
、
沿
海
部
に

出
稼
ぎ
へ
行
っ
て
、
現
地
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
調
査
は
難
航
し
た
が
、
粘
り

強
く
調
査
を
続
け
る
う
ち
に
、
予
想
以
上
の
良
質

の
デ
ー
タ
が
え
ら
れ
た
。

じ
つ
の
家
族
同
様
の
待
遇

祝
い
事
に
参
列
す
る
場
合
、
相
応
の
礼
物
を
持

参
す
る
。
あ
る
人
が
ラ
オ
ト
ン
の
父
の
長
寿
祝
い
に
参
加
し
た
と
き
、

子
豚
の
丸
焼
き
一
頭
を
贈
っ
た
。
こ
れ
は
じ
つ
の
息
子
が
贈
る
も
の
と

同
じ
も
の
で
あ
る
。
祝
い
の
儀
礼
の
と
き
座
る
位
置
は
一
列
目
の
ラ
オ

ト
ン
の
隣
に
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
あ
る
人
は
ラ
オ
ト
ン
の
父
の
葬

式
の
際
に
、
ラ
オ
ト
ン
と
一
緒
に
喪
装
︵
白
布
を
頭
に
巻
く
︶
を
し
て
、

棺ひ
つ
ぎの
前
方
に
立
っ
て
埋
葬
地
ま
で
歩
い
た
。
こ
の
よ
う
に
ラ
オ
ト
ン
は

実
子
同
様
の
待
遇
を
受
け
る
。
こ
の
こ
と
は
呼
称
に
も
あ
ら
わ
れ
て

お
り
、
ラ
オ
ト
ン
の
父
母
を
相
手
側
は
﹁
父
母
﹂
と
よ
ぶ
。
ラ
オ
ト
ン

の
子
ど
も
同
士
は﹁
兄
弟
姉
妹
﹂と
よ
び
あ
う
。

国
境
を
も
越
え
る
も
う
ひ
と
つ
の
〝
親
族
〟

ラ
オ
ト
ン
関
係
を
結
ぶ
に
は
、
相
手
と
意

気
が
投
合
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
た
だ

し
、
た
が
い
に
助
け
合
う
こ
と
な
ど
一
種
の

見
返
り
を
求
め
る
人
も
少
な
く
な
い
。
国
境

地
域
は
人
び
と
の
流
動
が
激
し
く
、
政
治
的

に
も
不
安
定
な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

な
か
で
チ
ワ
ン
族
の
人
び
と
は
生
活
の
安
定

を
求
め
て
、
地
縁
・
血
縁
の
関
係
を
強
め
る

と
と
も
に
横
の
つ
な
が
り
を
も
求
め
て
き
た
。

ラ
オ
ト
ン
は
人
び
と
の
生
存
戦
略
の
一
環
と
し

て
生
ま
れ
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
中

国
人
が
日
本
人
よ
り
も
多
方
面
に
人
間
関
係

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
ぶ
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
ラ
オ
ト
ン
の
よ
う
に
国

境
を
越
え
て
結
ば
れ
る
関
係
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
隣
国
の
人
び
と

の
文
化
的
特
質
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
と
と
も
に
、
中
国
人
と
は
環
境
や
考
え
方
が
異
な
る
も
の
の
、

日
本
で
も
社
会
に
お
い
て
横
の
つ
な
が
り
を
生
か
す
こ
と
は
人
生
を
よ

り
充
実
さ
せ
る
よ
う
思
わ
れ
る
。

もうひとつの“親族”
―チワン族の「ラオトン」

塚
つ か

田
だ

 誠
し げ

之
ゆ き

　民博 民族文化研究部

中越国境の村。国境地域に暮らす人びと
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桂
米
之
助
ア
ー
カ
イ
ブ

民
博 

情
報
サ
ー
ビ
ス
課
　

髙た

か

は

し橋 

安や

す

司し

受
入
年 

２
０
０
０
年

　

大
阪
市
交
通
局
に
勤
務
し
つ
つ
落
語
家
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
と

聞
き
、
変
わ
っ
た
人
が
い
た
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
五
代
目
桂
か
つ
ら

文ぶ
ん

枝し

も
同
じ
交
通
局
に
勤
務
、
人
間
国
宝
桂
か
つ
ら

米べ
い

朝ち
ょ
うも
、
民
間
会
社
や

郵
便
局
に
勤
務
し
て
い
た
時
期
が
あ
る
ら
し
い
。
落
語
で
は
食
べ
て
い

け
な
か
っ
た
、
そ
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
か
と
思
う
が
、
定
年
ま
で
勤
め

て
い
た
の
は
こ
の
三
代
目
米よ
ね

之の

助す
け

だ
け
で
あ
る
。
あ
る
意
味
凄す
ご

い
人
。

　

生
ま
れ
は
一
九
二
八
年
、
大
阪
の
今
里
。
当
時
は
映
画
館
や
寄
席
が

多
く
あ
り
、
父
親
も
映
画
館
主
。
と
な
る
と
、
そ
う
い
っ
た
資
料
を
収

集
し
始
め
た
の
も
頷
う
な
ず
け
る
か
。
た
だ
、
大
阪
郷
土
史
に
関
す
る
知
識
も

豊
富
で
、
雑
誌
や
ラ
ジ
オ
番
組
で
大
阪
庶
民
史
を
紹
介
し
て
い
た
そ
う

だ
か
ら
、
只た
だ

者も
の

で
は
な
い
。

　

一
九
九
九
年
に
亡
く
な
っ
た
後
、
遺
品
と
し
て
残
さ
れ
た
資
料
は
膨

大
で
多
岐
に
渡
り
、
そ
れ
ら
の
う
ち
落
語
関
係
の
書
籍
や
落
語
会
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
、
大
阪
府
立
上
方
演
芸
資
料
館
「
ワ
ッ
ハ
上
方
」
に
、
落
語

に
関
す
る
一
次
資
料
は
関
係
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
落
語
と
直
接
は
か
か
わ
ら
な
い
資
料
群
は
、
彼
が

フ
ァ
ン
だ
っ
た
民
博
に
寄
贈
し
た
い
と
の
ご
遺
族
の
希
望
に
沿
っ
て
、

当
館
の
所
蔵
資
料
と
な
り
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
桂
米
之
助
が
収
集
し
た
明
治
期
の

新
聞
の
号
外
で
あ
る
。
東
京
で
は
収
集
か
ら
漏
れ
が
ち
な
大
阪
の
号
外

は
、
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
も
の
。
他
に
も
、
新
聞
付
録
、

証
券
や
引
札
な
ど
、
興
味
深
い
資
料
が
あ
る
。

　

余
談
だ
が
、
ワ
ッ
ハ
上
方
か
ら
は
、
鉄
砲
節
河
内
音
頭
宗
家
・
鉄て
っ

砲ぽ
う

光み
つ

三さ
ぶ

郎ろ
う

の
大
太
鼓
を
お
借
り
し
て
、
音
楽
展
示
場
に
展
示
し
て
あ
る
。

使
い
込
ま
れ
た
太
鼓
は
何
を
語
る
か
、
ご
覧
あ
れ
。

資料番号 523
日露戦争後に結ばれた、ポーツマス講和条約が日本に不利であ
ると、講和反対の暴動が各地で起きた。1905 年 9月5日の日
比谷焼打事件が有名だが、翌々日に神戸でも暴動が起きたこと
を、この1905 年 9月8日付大阪毎日新聞の号外は伝えている。

※文中、個人名と住所の部分にぼかし処理をかけています。

「桂米之助アーカイブ」は、落語家３代目桂米之助氏旧蔵の資
料である。アーカイブは、日露戦争の戦況を報道する新聞号外
を中心に明治・大正期の在阪新聞の号外・付録等約９００点と、
米穀商関係資料などから構成されている。



フ
ィー
ル
ド
で

考
え
る

22   23    2012 年 12月号

ペ
ル
ー
高
地
の
神
殿

二
〇
〇
五
年
七
月
、
ペ
ル
ー
中
央
高
地
に
位
置
す

る
ア
ヤ
ク
ー
チ
ョ
県
に
、
形
成
期
（
紀
元
前
三
〇
〇

〇
―
五
〇
年
）
の
巨
大
な
神
殿
が
あ
る
と
い
う
情
報

を
え
た
わ
た
し
は
、
バ
ス
を
乗
り
継
い
で
ビ
ル
カ
ス

ワ
マ
ン
と
い
う
町
へ
と
向
か
っ
た
。
カ
ン
パ
ナ
ユ
ッ

ク
・
ル
ミ
と
い
う
名
の
そ
の
遺
跡
は
、
町
の
す
ぐ
そ

ば
に
あ
り
、
こ
の
一
帯
の
同
時
代
の
神
殿
と
し
て
は

最
大
規
模
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
容
易
に
想
像
が
つ
い

た
。
当
時
大
学
院
生
で
博
士
論
文
を
書
く
た
め
の

フ
ィ
ー
ル
ド
を
探
し
て
い
た
わ
た
し
は
、
誰
も
調
査

し
た
こ
と
の
な
い
無
名
の
神
殿
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
に
興
奮
し
、
発
掘
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
を
決
意

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
、
高
地
の
抜
け
る
よ

う
な
青
空
と
イ
ン
カ
帝
国
時
代
の
石
積
み
が
そ
こ
か

し
こ
に
み
ら
れ
る
美
し
い
景
観
に
も
す
っ
か
り
魅
了

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

対
立
す
る
行
政
と
地
域
社
会

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
何
と
か
研
究
費
を
獲
得
し

ペ
ル
ー
文
化
庁
か
ら
調
査
許
可
を
え
た
わ
た
し
は
、

こ
の
大
神
殿
を
乏
し
い
予
算
で
ど
の
よ
う
に
発
掘
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
頭
を
い
っ
ぱ
い
に
し
て
町
へ
と

辿た
ど

り
着
い
た
。
ま
ず
は
遺
跡
近
く
の
共
同
体
（
コ
ム

ニ
ダ
）
の
リ
ー
ダ
ー
を
訪
れ
て
調
査
の
目
的
を
説
明

し
、
協
力
を
要
請
し
た
。
和
や
か
な
会
談
で
あ
っ
た

が
、
話
の
流
れ
で
文
化
庁
の
発
掘
許
可
証
を
提
示
し

た
途
端
、
拒
絶
に
近
い
激
し
い
反
応
が
返
っ
て
き
た
。

そ
の
時
の
「
こ
こ
で
は
文
化
庁
は
何
の
権
利
も
も
た

な
い
し
、
役
場
は
共
同
体
経
済
の
ご
く
一
部
と
か
か

わ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
で
行
政

と
共
同
体
の
関
係
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
察

せ
ら
れ
た
が
、
発
掘
の
こ
と
に
気
を
取
ら
れ
て
い
た

わ
た
し
は
あ
ま
り
気
に
留
め
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ

の
こ
と
を
わ
た
し
は
す
ぐ
に
後
悔
す
る
こ
と
と
な
る
。

地
元
の
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手
を
借
り
た
発
掘

が
軌
道
に
乗
り
始
め
た
二
〇
〇
七
年
一
二
月
の
あ
る

朝
、
以
前
話
し
た
リ
ー
ダ
ー
が
村
人
を
一
五
人
ほ
ど

引
き
連
れ
て
わ
た
し
を
訪
ね
て
き
た
。
み
な
斧お

の

や
ら

鍬く
わ

や
ら
を
携
え
て
物
々
し
い
雰
囲
気
で
あ
る
。
彼
は

大
声
で
、「
発
掘
に
関
係
す
る
仕
事
が
公
平
に
分
配
さ

れ
て
お
ら
ず
、
共
同
体
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
言
う
。
調
査
が
極
め
て
小
規
模
な
も
の

で
多
く
の
人
間
を
雇
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

を
説
明
し
て
も
ま
っ
た
く
相
手
に
さ
れ
な
い
。「
外
国

人
が
何
の
権
利
が
あ
っ
て
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
土

地
を
掘
り
返
す
の
だ
」
な
ど
と
い
う
声
も
聞
こ
え
る
。

書
類
を
見
せ
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
の
で
再
び
文
化

庁
に
よ
る
発
掘
許
可
証
を
示
す
と
、
リ
ー
ダ
ー
が
そ

の
書
類
を
指
さ
し
な
が
ら
「
国
の
法
律
は
こ
こ
で
は

関
係
な
い
。
国
は
共
同
体
に
対
し
て
何
の
権
利
も

も
っ
て
い
な
い
。
外
の
人
間
は
信
用
で
き
な
い
。
こ

こ
で
何
か
を
す
る
な
ら
我
々
の
要
求
を
呑の

ん
で
も
ら

う
」
と
宣
言
し
た
。
さ
ら
に
続
い
て
共
同
体
を
賛
美

し
そ
の
国
家
行
政
か
ら
の
独
立
性
を
主
張
す
る
演
説

が
始
ま
り
、
わ
た
し
が
何
か
を
言
え
る
雰
囲
気
で
は

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
幸
い
地
元
出
身
の
学
生
が

調
査
助
手
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
彼
の
と
り
な
し

で
村
人
は
引
き
上
げ
て
く
れ
た
。
こ
の
と
き
、
わ
た

し
自
身
は
ど
う
振
舞
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
今
で
も

考
え
る
こ
と
が
あ
る
。

地
域
の
過
去
と
遺
跡
の
発
掘

結
局
の
と
こ
ろ
、
頻
繁
に
発
掘
成
果
の
説
明
会
を

お
こ
な
い
、
近
隣
の
学
校
か
ら
の
見
学
を
積
極
的
に

受
け
い
れ
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
地
域
の
理
解
を
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
共
同
体
の

人
び
と
が
な
ぜ
文
化
庁
の
書
類
に
激
し
い
反
応
を
示

し
、
我
々
の
調
査
に
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
た
の
か

も
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ビ
ル
カ

ス
ワ
マ
ン
は
八
〇
年
代
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
被
害
を

も
っ
と
も
強
く
受
け
た
地
域
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

多
く
の
悲
劇
が
起
こ
り
、
そ
の
影
響
は
今
な
お
消
え

て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
こ
の
時
期
に
男
の
働
き
手

を
失
っ
た
家
族
が
共
同
体
の
な
か
に
数
多
く
存
在
し

て
い
る
。
我
々
の
調
査
が
不
平
等
だ
と
非
難
さ
れ
た

理
由
の
ひ
と
つ
は
、
発
掘
作
業
員
と
し
て
男
性
し
か

雇
わ
な
か
っ
た
点
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
男
の
働
き
手

を
失
っ
た
家
庭
に
こ
そ
仕
事
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ

る
。テ

ロ
リ
ス
ト
と
軍
の
衝
突
が
も
っ
と
も
激
し
か
っ

た
八
〇
年
代
後
半
、
こ
の
地
域
の
人
び
と
は
軍
と
テ

ロ
リ
ス
ト
の
双
方
か
ら
疑
わ
れ
、
激
し
い
暴
力
に
さ

ら
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
ビ
ル
カ
ス
ワ
マ
ン
の

共
同
体
の
多
く
は
外
部
の
人
間
を
ま
っ
た
く
信
用
し

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
に
初
め
て
外

国
人
が
入
っ
て
調
査
を
お
こ
な
う
、
し
か
も
国
の
文

化
庁
が
許
可
し
た
と
な
れ
ば
反
発
は
必
然
で
あ
っ
た
。

考
古
学
調
査
と
現
代
社
会

こ
の
よ
う
な
経
験
を
通
じ
て
、「
考
古
学
調
査
は
研

究
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
当
然
の
こ
と

を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
学
術
調
査
に
お
い
て

も
、
必
然
的
に
学
問
の
枠
を
超
え
た
多
く
の
人
び
と

が
か
か
わ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
地
域
の
政
治
状
況

と
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い
。
我
々
外
国
人
研
究
者
は

当
然
な
が
ら
ペ
ル
ー
の
法
律
に
し
た
が
っ
て
調
査
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
原
因
で
地
域
社

会
か
ら
の
反
発
を
う
け
る
場
合
が
あ
る
の
も
事
実
で

あ
る
。
一
方
で
考
古
学
調
査
は
、
国
と
地
域
双
方
の

協
力
が
な
く
て
は
絶
対
に
成
り
立
た
な
い
。
両
者
の

あ
い
だ
で
研
究
者
は
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
べ
き
か
、

今
後
と
も
逃
げ
ず
に
考
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

松ま
つ
も
と本 

雄ゆ
う
い
ち一

民
博 

機
関
研
究
員

発
掘
は
誰
の
た
め

発掘調査は学生と村人との共同作業である

町役場で調査の説明会を開く ペルー高地に位置するビルカスワマンの町



o：

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
　今月の『月刊みんぱく』大阪特集号では巻頭の千字
文で、松本修氏がマスコミの流布した大阪イメージにつ
いて書いておられる。編集子もそれに関しては日頃から
まったく同感で、溜飲がさがる思いで読んだ。わたし自
身大阪うまれで、人生の大半を大阪ですごし、生粋の大
阪人だとおもっている。しかし、一般にいわれるように
阪神ファンでもなく、お好み焼きやたこ焼きは食べない。
「よしもと」の芸風やわがもの顔のノリはこのまず、大
阪弁ですごんだりもほとんどしない。そんな十

じっ

把
ぱ

一
ひと

絡
から

げ
の大阪人像への反感もあって、他所では大阪イメージを
ふりまかないように言動には極力注意している。それな
のに、あっけなく見破られ、おまけに典型的な大阪人な
どといわれてしまうのだ。そのたび、はからずも身に染
みこんでしまった大阪文化の濃さとしつこさを実感させ
られている。ちょっとやそっと表面をこすったところで
剥がせるものではないらしい大阪人の本質とは何だろう。

（庄司博史）

2012年11月号「フィールドで考える」（p22-23）の内容に誤りがありました。
下記の通り訂正いたします。
p22　１段目後ろから７行目　笹崎鹿踊りは、太鼓踊り系に分類される
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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12月

時間 :14:30～ 15:30
話者 :小林繁樹（国立民族学博物館 教授）
話題 :年末年始展示イベント「へび」と教職員研修会
会場 :本館展示場内ナビひろば

23日
（日曜日）

時間 :14:30～ 15:30
話者 :横山廣子（国立民族学博物館 准教授）
話題 :黄土文明と現代中国
 ―山西省介

かい

休
きゅう

市で展開する観光開発
会場 :本館展示場内ナビひろば

2日
（日曜日）

次号の予告
 特集　

巳・へび（仮）

特典◆本館展示の無料入館◆特別展示の観覧料割引
◆みんぱくミュージアム・ショップとレストランの10％割引
◆万博記念公園内および周辺施設での利用割引　など。
詳細については、財団法人千里文化財団までお問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）

1年間みんぱくに何度でも入館できる
「みんぱくフリーパス（3,000円）」をご利用ください。
本館展示は何度でも無料で入館できます。他にも、みんぱくを楽しむための特典がいっぱいです。

●表紙：桂米之助アーカイブ　資料番号 904
　　　 暦付き引札（明治 42年）、國分屋 田尾商店。

■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。

9日
（日曜日）

時間 :11:00～ 12:00
話者 :寺田吉孝（国立民族学博物館 教授）
話題 :グローバル化するインド舞踊
会場 :本館展示場内ナビひろば

時間 :14:30～ 15:30
話者 :園田直子（国立民族学博物館 教授）
話題 :資料の公開・活用のための ひと くふう
会場 :東南アジア休憩所

16日
（日曜日）
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