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ラ
イ
ン
河
の
畔
か
ら

小こ

平だ
い
ら 

桂け
い

一い
ち

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
３
７
年
東
京
都
生
ま
れ
。
日
本
学
術
振

興
会
ボ
ン
研
究
連
絡
セ
ン
タ
ー
長
、
天
文
学
者
。

「
す
ば
る
望
遠
鏡
」
計
画
推
進
で
1
9
9
9
年

東
京
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
賞
、
菊
池
寛
賞
。
天

文
学
へ
の
貢
献
で
小
惑
星
6
5
0
0
番
に
名
前

K
O
D
A
I
R
A
、
2
0
0
1
年
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ワ
ル
ツ
シ
ル
ト
・
メ
ダ
ル
。
前
総
研
大
学
長
、
元

国
立
天
文
台
長
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
。

主
な
著
書
に
『
宇
宙
の
果
て
ま
で
』（
早
川
書
房
）、

『
大
望
遠
鏡
す
ば
る
誕
生
物
語
り
』（
金
の
星
社
）。
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今
の
仕
事
に
着
い
て
五
年
半
に
な
る
。
あ
る
時
、
ボ
ン

市
主
催
の
国
際
交
流
会
で
、
二
人
連
れ
の
日
本
人
と
お

ぼ
し
き
女
性
に
出
会
っ
た
。
日
本
代
表
団
と
言
え
ば
男

性
ば
か
り
な
の
が
普
通
な
の
で
、
英
語
で
「
日
本
の
方
で

す
か
」
と
尋
ね
る
と
「
い
い
え
、
私
共
は
キ
ル
ギ
ス
共
和

国
の
代
表
で
す
」
と
の
こ
と
。
失
礼
を
詫
び
る
と
「
日
本

人
に
似
て
い
る
の
で
す
か
。
そ
う
言
え
ば
、
日
本
人
っ
て
、

私
た
ち
の
国
の
辺
り
を
経
て
極
東
に
流
れ
て
行
っ
た
の
よ

ね
」
と
の
ご
宣
託
。

　
日
本
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
近
く
感
じ
ら
れ
る
が
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
日
本
は
遠
い
。
学
術
外
交
の
推
進
が
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
の
重
要
な
安
全
保
障
政
策
の
柱
の
一
つ
に
な
っ
て
い

て
、
学
生
・
研
究
者
交
流
の
か
な
り
の
予
算
は
外
務
省
が

出
し
て
い
る
。
外
務
省
会
議
ホ
ー
ル
の
演
壇
の
背
景
は
世

界
地
図
で
、
当
然
中
央
に
ド
イ
ツ
が
位
置
し
て
い
る
。
日

本
は
右
手
の
カ
ー
テ
ン
を
押
し
や
ら
な
い
と
見
え
な
い
。

目
立
つ
の
は
、
広
大
な
ア
フ
リ
カ
、
南
ア
メ
リ
カ
、
中
央

ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
で
あ
り
、
此
処
で
開
か
れ
る
学
術
交
流

関
係
の
多
く
の
会
議
の
参
加
者
の
割
合
も
、
そ
れ
を
反
映

し
て
い
て
、
日
本
が
「
極
東
」
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

　
あ
る
時
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
工
科
大
学
の
若
い
研
究
者
が
、

は
じ
め
て
の
日
本
滞
在
に
つ
い
て
講
演
す
る
の
を
聴
い
た
。

「
日
本
と
ス
イ
ス
は
と
て
も
似
て
い
る
。
い
ず
れ
も
広
大
な

国
土
は
持
た
ず
山
ば
か
り
、
そ
れ
で
い
て
高
い
工
業
力
を

誇
っ
て
い
る
」。
し
か
し
「
全
く
違
う
の
に
も
驚
い
た
。
日

本
人
は
外
国
に
行
く
の
に
海
を
渡
る
、
ス
イ
ス
人
は
海
に

行
く
の
に
外
国
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
確
か

に
日
本
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
に
海
を
隔
て
て
位
置
し
、

そ
れ
が
文
化
的
、
政
治
的
に
も
強
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。

　
全
く
違
う
の
は
、
外
見
的
な
地
理
だ
け
で
は
な
い
。
地

学
的
に
み
て
、
ス
イ
ス
は
古
い
地
層
地
域
に
在
る
山
国
な

の
に
、
日
本
は
最
も
活
発
な
火
山
地
震
帯
に
沿
っ
て
連
な

る
列
島
で
あ
る
。
古
来
こ
の
激
し
い
自
然
の
中
で
生
活
し

て
き
た
日
本
人
の
特
質
は
、英
語
の
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
叩

か
れ
強
さ
、
回
復
能
力
）」
に
近
い
と
、
此
の
頃
思
う
よ

う
に
な
っ
た
。「
忍
耐
強
い
」「
和
を
尊
ぶ
」、
そ
し
て
「
過

去
を
水
に
流
す
」
の
も
、
そ
の
た
め
の
知
恵
と
思
わ
れ
る
。

東
日
本
大
震
災
後
の
日
本
人
の
姿
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、

驚
嘆
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。

　
原
子
力
を
引
き
出
す
ウ
ラ
ン
原
子
は
、
宇
宙
化
石
燃

料
で
あ
る
。
ウ
ラ
ン
の
よ
う
な
重
い
原
子
核
は
、
大
質

量
星
死
期
の
重
力
崩
壊
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
っ
て
合
成
さ

れ
、
宇
宙
的
年
代
を
経
て
蓄
え
ら
れ
る
。
地
球
化
石
燃

料
・
石
炭
の
急
速
な
消
費
が
炭
酸
ガ
ス
の
過
剰
を
齎も

た
ら

す

よ
う
に
、
宇
宙
化
石
燃
料
は
放
射
性
物
質
の
過
剰
を
生

み
出
す
。
原
爆
被
災
と
原
発
事
故
を
経
験
し
た
日
本
か

ら
、
人
類
的
な
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
の
知
恵
を
発
信
し
た

い
も
の
だ
。



　渋沢敬三と
屋根裏部屋の仲間たち
特集

大
型
の
共
同
体

「
屋
根
裏
部
屋
の
博
物
館
」
の
仕
事
が
い
ち
ば
ん
盛
況
を

見
せ
た
の
は
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
ご
ろ
か
ら
、
一
〇

年
余
り
の
こ
と
で
し
た
。
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
に
は
、

館
主
渋し
ぶ

沢さ
わ

敬け
い

三ぞ
う

自
身
の
編
著
に
よ
る
『
豆ず

州し
ゅ
う

内う
ち

浦う
ら

漁ぎ
ょ

民み
ん

史し

料り
ょ
う』
全
四
巻
が
日
本
農
学
賞
の
受
賞
に
輝
き
、
同
一
七

年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
は
、『
日
本
魚
名
集
覧
』
三
巻

が
発
刊
さ
れ
、
金き
ん

田だ

一い
ち

春は
る

彦ひ
こ

氏
か
ら
、「
日
本
方
言
学
上

の
名
著
で
あ
る
」
と
激
賞
を
受
け
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
博
物
館
で
は
、
館
主
が

一
人
で
仕
事
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
豊
か
な
才
能
と
意
欲
に
あ
ふ
れ
た

研
究
者
や
、
実
際
に
農
林
漁
業
に
従
事

し
て
い
た
多
く
の
農
民
や
漁
民
の
方
々

を
交
え
て
の
、
大
型
の
共
同
体
で
し
た
。

敬
三
は
そ
の
方
た
ち
を
、
同
志
な
い
し

は
パ
ー
ト
ナ
ー
と
考
え
、
毎
夜
銀
行
か

ら
帰
宅
す
る
と
、
皆
で
お
そ
く
ま
で
議

論
を
交
わ
し
、
そ
の
な
か
か
ら
沢
山
の

斬
新
な
構
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
昭
和

九
年
に
は
、
二
一
名
の
グ
ル
ー
プ
が
結

成
さ
れ
、
十と

島し
ま

丸
と
い
う
船
を
チ
ャ
ー

タ
ー
し
て
、
当
時
日
本
で
も
っ
と
も
交

通
が
不
便
だ
と
い
わ
れ
た
薩さ
つ

南な
ん

十じ
っ

島と
う

を

歴
訪
し
ま
し
た
し
、
ま
た
朝
鮮
半
島
で
は
、
達タ
ル
リ里

と
い
う

農
村
の
衛
生
調
査
に
参
加
し
た
あ
と
、
同
学
の
人
び
と
と

と
も
に
多た

島と
う

海か
い

の
村
々
の
周
遊
調
査
を
お
こ
な
う
な
ど
、

興
味
深
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
次
々
と
実
現
し
ま
し
た
。

敬
三
自
身
も
週
末
に
な
る
と
、
土
曜
の
夜
行
で
調
査
旅

行
に
出
発
し
、
日
曜
の
夜
行
で
帰
京
、
駅
か
ら
直
接
銀
行

に
出
勤
す
る
な
ど
、
全
速
で
走
り
続
け
て
い
た
姿
が
、
わ

た
し
た
ち
の
記
憶
に
は
鮮
明
に
残
っ
て
い
ま
す
。
結
果
と

し
て
は
、
そ
れ
が
仇あ
だ

と
な
っ
て
敬
三
は
健
康
を
損
な
い
、

早
す
ぎ
る
死
を
迎
え
る
事
に
な
る
の
で
す
が
、
当
時
の
敬

三
は
、
日
を
追
っ
て
激
し
さ
を
増
す
戦
争
状
況
の
な
か
で
、

研
究
者
の
多
く
が
応
召
し
、
多
く
の
仕
事
が
中
断
さ
れ
、

自
分
も
日
銀
の
副
総
裁
に
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
る
な
ど
「
屋
根

裏
部
屋
の
博
物
館
」
に
遺
さ
れ
た
時
間
が
余
り
に
も
少
な

い
事
を
、
身
に
し
み
て
知
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

渋
沢
敬
三
が
遺
し
た
も
の

そ
う
し
た
な
か
で
も
、
民
具
の
収
集
は
歴
史
的
な
企
画

と
な
り
ま
し
た
。幾
多
の
試
行
錯
誤
の
末
、『
民
具
問
答
集
』

と
い
う
、
貴
重
な
書
物
の
出
版
と
と
も
に
、
全
国
か
ら
集

め
ら
れ
た
二
万
点
に
お
よ
ぶ
民
具
は
、
敬
三
の
死
後
十
数

年
を
経
て
、
千
里
に
建
設
さ
れ
た
国
立
民
族
学
博
物
館
に
、

所
蔵
展
示
さ
れ
る
事
と
な
り
ま
し
た
。
達
里
を
は
じ
め
と

し
て
朝
鮮
半
島
で
収
集
し
た
多
く
の
民
具
も
、
と
も
に
収

納
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
存
在
は
現
在
の
韓
国
で
高
く

評
価
さ
れ
、
ソ
ウ
ル
大
学
な
ど
の
努
力
で
数
年
前
、
立
派

な
図
録
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
み
ん
ぱ
く
の
初

代
館
長
、
梅
棹
忠
夫
氏
が
、「
こ
の
博
物
館
は
故
渋
沢
敬

三
氏
の
遺
言
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
」
と
い
わ
れ
た

こ
と
を
敬
三
も
、
没
後
五
〇
年
に
際
し
て
、
心
か
ら
喜
ん

で
い
る
事
と
思
い
ま
す
。

日本銀行総裁や大蔵大臣を歴任した渋
しぶ

沢
さわ

敬
けい

三
ぞう

。実業家・銀行家とし
て知られる一方、民族学や民俗学、水産史研究など多岐にわたる
学問の庇

ひ

護
ご

者としても活躍した。渋沢敬三が主宰し、仲間たちと研
究にはげんだ自宅ガレージの屋根裏部屋の博物館「アチックミュー
ゼアム」の収集資料は、みんぱくコレクションの母体ともなった。
渋沢の没後五〇周年を記念した特別展「屋根裏部屋の博物館」開
催にあわせて、渋沢敬三とアチックミューゼアムの仲間たちの活躍
をふりかえるとともに、その研究・収集成果が現在、そして未来の
民族学・民俗学の研究にどのように活かされてゆくのかを紹介する。

特別展
渋沢敬三記念事業

屋根裏部屋の博物館
Attic Museum

会期　9月19日（木）―12月3日（火）
場所　国立民族学博物館　特別展示館

屋
根
裏
部
屋
が
輝
い
た
日
々

渋し
ぶ

沢さ
わ 

雅ま
さ

英ひ
で

　
公
益
財
団
法
人
渋
沢
栄一記
念
財
団
理
事
長

渋沢敬三（1896～1963）。日銀総裁室にて。（提供・渋沢史料館）
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フ
ィ
ー
ル
ド
・
サ
ー
ベ
イ
の
は
じ
ま
り

渋
沢
敬
三
と
土
屋
喬
雄
の
卒
論
と
実
証
主
義

由ゆ

井い 

常つ
ね

彦ひ
こ

　
公
益
財
団
法
人
三
井
文
庫
常
務
理
事
・
文
庫
長

あ
べ
こ
べ
の
研
究
テ
ー
マ
？

渋
沢
敬
三
と
土つ
ち

屋や

喬た
か

雄お

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
日
本

経
済
史
）
は
、
高
校
（
旧
制
）
か
ら
大
学
を
通
じ
て
ク
ラ

ス
メ
ー
ト
で
あ
り
、
終
生
の
親
友
で
あ
っ
た
。
小
稿
は
二

人
の
卒
業
論
文
に
着
目
し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

二
人
が
仙
台
の
第
二
高
校
文
科
に
入
学
し
て
机
を
並
べ

た
の
は
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
の
こ
と
で
、
同
七
（
一
九

一
八
）
年
東
大
法
学
部
経
済
学
科
（
翌
年
学
部
と
な
る
）

に
進
学
し
、
同
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
に
卒
業
し
た
。
と
も

に
銀
行
・
貨
幣
論
の
第
一
人
者
、
山や
ま

崎ざ
き

覚か
く

次じ

郎ろ
う

の
演
習
に

参
加
し
た
。
研
究
の
テ
ー
マ
は
、
渋
沢
敬
三
が
「
日
本
の

工
業
の
発
展
段
階
」、
そ
し
て
土
屋
喬
雄
は
「
明
治
日
本

の
銀
行
史
」
で
あ
り
、
卒
論
は
、

そ
の
成
果
を
と
り
ま
と
め
て
作

成
さ
れ
、
提
出
さ
れ
て
い
る
。

二
人
が
学
生
の
大
正
期
の
日

本
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
影

響
に
よ
る
好
景
気
で
、
国
内
の

諸
産
業
も
金
融
も
活
況
を
呈
し
、

工
業
化
が
促
進
さ
れ
た
。
だ
が

他
方
で
米
騒
動
（
大
正
七
年
）

が
全
国
に
波
及
し
、
社
会
問
題

父
と
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム

わ
た
し
の
父
市い
ち

川か
わ

信し
ん

次じ

は
、
ア
チ
ッ
ク
同
人
に
加
え
て
い
た
だ
き
昭
和
九

（
一
九
三
四
）
年
一一
月
よ
り
、
同
一一
（
一
九
三
六
）
年
八
月
ま
で
ア
チ
ッ
ク

に
住
み
込
み
で
日
本
各
地
よ
り
送
ら
れ
て
く
る
民
具
の
整
理
や
採
集
者
と

の
連
絡
や
指
導
に
あ
た
っ
て
お
り
ま
し
た
。
文
字
ど
お
り
渋
沢
敬
三
先
生
の

膝ひ
ざ

下も
と

に
あ
っ
て
朝
夕
に
ご
指
導
を
受
け
ら
れ
る
人
生
で
最
高
の
時
期
で
し
た
。

こ
の
時
期
の
ア
チ
ッ
ク
は
研
究
規
模
の
拡
大
に
つ
れ
て
手
狭
に
な
り
新

築
改
装
が
お
こ
な
わ
れ
た
ば
か
り
で
、
研
究
所
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
と
も

に
人
材
も
必
要
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
父
は
二
十
代
の
こ
ろ
か
ら
柳
や
な
ぎ

田た

國く
に

男お

先
生
の
郷
土
研
究
会
に
入
り
、
盲
目
の
旅
芸
人
瞽ご

女ぜ

の
実
態
調
査

な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
同
じ
柳
田
門
下
で
信
次
が
交こ
う

誼ぎ

を
深
め
尊
敬

し
て
い
た
早は
や

川か
わ

孝こ
う

太た

郎ろ
う

さ
ん
の
薦
め
で
渋
沢
先
生
に
お
会
い
し
ま
し
た
。

先
生
は
ア
チ
ッ
ク
を
案
内
し
て
下
さ
り
、
二
階
の
民
具
置
き
場
の
隅
に
あ

る
熱
帯
魚
の
水
槽
で
餌
を
や
っ
て
い
た
書
生
に
、
異
常
は
な
い
か
と
訊
か

れ
、
書
生
が
昨
夜
水
中
ポ
ン
プ
を
修
理
し
た
後
電
源
を
入
れ
る
の
を
忘
れ

て
、
一
晩
中
ポ
ン
プ
無
し
だ
っ
た
と
話
す
と
「
ほ
う
…
…
一
晩
な
ら
大
丈

夫
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
信
次
は
会
話
の
意
味
が
わ
か
ら
ず
、
ま
た
こ

の
高
価
で
泳
ぐ
宝
石
な
ど
と
い
わ
れ
、
金
持
ち
の
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
に
飾

ら
れ
珍
重
さ
れ
る
熱
帯
魚
を
物
置
で
飼
う
の
も
不
思
議
で
し
た
。
し
か
し

次
の
先
生
の
こ
と
ば
で
疑
問
は
氷
解
し
ま
し
た
。

「
一
晩
か･･･

…
そ
れ
な
ら
海
の
な
い
信
州
の
山
の
子
に
も
見
せ
ら
れ
る
な
。

ト
ラ
ッ
ク
で
運
ぶ
か
、
計
画
を
作
っ
て
み
て
く
れ
」。
信
次
は
そ
の
こ
と
ば

で
先
生
の
人
柄
に
触
れ
た
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
日
本
に
は
、
満

足
な
水
族
館
や
動
物
園
、
植
物
園
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
生
は
国
民

教
育
に
ミ
ュ
ウ
ゼ
ア
ム
は
不
可
欠
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
熱
帯
魚
の

水
槽
ひ
と
つ
で
も
学
問
で
あ
り
、
教
育
だ
と
言
う
先
生
に
触
れ
信
次
は
感

が
現
実
化
し
、
思
想
的
に
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
風
潮

が
昂こ
う

揚よ
う

し
た
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
に
お
い
て
、
二
人
の

研
究
テ
ー
マ
は
問
題
意
識
が
明
確
で
、
有
意
義
な
研
究
と

い
え
る
。
し
か
し
、
渋
沢
敬
三
と
土
屋
喬
雄
の
そ
れ
ぞ
れ

の
経
歴
と
将
来
か
ら
み
れ
ば
、
二
人
の
テ
ー
マ
は
む
し
ろ

逆
で
は
な
い
か
と
の
違
和
感
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。

渋
沢
敬
三
の
方
は
祖
父
の
栄
一
の
強
い
要
請
の
も
と
、

既
に
家
督
の
相
続
が
決
定
し
て
い
た
。
卒
業
後
は
祖
父
の

手
に
な
る
第
一
銀
行
の
役
員
と
な
り
、
い
ず
れ
頭
取
に
な

る
こ
と
は
約
束
さ
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
銀
行
史
の
研

究
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
に
対
し
工
業
の
発
展
段
階
の

研
究
の
方
は
、
経
済
史
家
た
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
土

屋
が
ま
ず
取
り
扱
う
べ
き
テ
ー
マ
、
と
常
識
的
に
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

原
点
は
卒
業
論
文
に

だ
が
よ
く
よ
く
考
え
る
と
、
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー

マ
は
、
安
易
な
途み
ち

を
避
け
、
学
問
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ

け
る
う
え
で
は
賢
明
な
選
択
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
事
実

の
論
証
を
尊
ぶ
、
指
導
教
授
の
山
崎
覚
次
郎
の
意
向
と
助

言
で
決
ま
っ
た
こ
と
が
十
分
に
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。

山
崎
は
銀
行
論
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
史
の
講
義
も
担

当
す
る
大
家
で
あ
っ
た
。
研
究
に
つ
い
て
は
厳
格
、
厳
密

動
で
震
え
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
先
生
に
こ
そ
従
っ
て
い
こ
う
。「
こ
の
建

物
の
管
理
と
民
具
の
整
理
を
頼
む
。
い
つ
か
ら
来
て
く
れ
る
か
ね･･････

」

と
尋
ね
ら
れ
、
信
次
は
さ
っ
そ
く
田
舎
の
家
を
畳
み
、
上
京
し
ま
し
た
。

先
生
を
訪
ね
る

父
は
よ
く
家
族
に
ア
チ
ッ
ク
の
話
を
し
、
長
男
で
小
学
校
の
教
員
を
し

て
い
た
わ
た
し
を
、
ア
チ
ッ
ク
で
行
事
の
あ
る
度
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
あ
る
と
き
「
宮
本
記
念
財
団
」
の
宮み
や

本も
と

端み
ず

夫お

さ
ん
に
「
当
時
の

同
人
は
ほ
と
ん
ど
亡
く
な
っ
て
、
ジ
ュ
ニ
ア
も
高
齢
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か

で
い
ち
ば
ん
先
生
に
多
く
接
し
た
の
は
あ
ん
た
だ
。
記
録
を
残
し
て
下
さ

い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
先
生
の
ご
逝
去
の
二
〇
日
ほ
ど
前
、
わ
た
し
の

上
京
を
知
っ
て
父
が
「
地
元
で
評
判
の
生
そ
ば
を
持
っ
て
先
生
の
お
見
舞

い
に
行
っ
て
こ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
三
田
綱
町
の
坂
道
を
と
ぼ
と
ぼ
登
っ

て
ア
チ
ッ
ク
の
玄
関
先
に
置
い
て
失
礼
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
書

生
が
「
先
生
が
お
会
い
に
な
り
ま
す
」
と
、
応
接
間
へ
通
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
は
わ
た
し
を
見
て
に
こ
っ
と
さ
れ
「
よ
く
来
た
、お
父
さ
ん
は
元
気
か
」

と
言
わ
れ
、
や
が
て
旅
行
で
高
田
へ
来
ら
れ
た
こ
と
、
小
学
校
の
と
き
佐

渡
へ
行
か
れ
た
こ
と
な
ど
旅
の
思
い
出
を
楽
し
そ
う
に
語
ら
れ
ま
し
た
。

ご
病
状
を
心
配
し
て
は
ら
は
ら
し
て
聞
き
ま
し
た
が
、や
が
て
書
生
が
「
お

時
間
で
す
」
と
迎
え
に
来
て
、
病
室
へ
し
っ
か
り
し
た
足
取
り
で
去
っ
て

行
か
れ
ま
し
た
。
帰
り
の
夜
汽
車
の
な
か
で
、
お
疲
れ
で
は
な
か
っ
た
か
、

と
反
省
す
る
と
と
も
に
、
わ
た
し
ど
も
未
熟
な
親
子
に
し
っ
か
り
や
れ
と

ご
縁
を
下
さ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

先
生
の
訃
報
を
聞
い
た
日
、
父
が
「
先
生
は
欅け
や
き
が
お
好
き
だ
っ
た
」
と

ぽ
つ
ん
と
言
い
ま
し
た
。
大
樹
は
あ
ま
り
に
早
く
常
世
の
人
に
な
ら
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。で

あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
長
期
間
ド
イ
ツ
に
留
学

し
て
お
り
、
当
時
有
力
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
研

究
に
通
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
渋
沢
敬
三
に
、
K
・
ビ
ュ
ッ

ヘ
ル
の
工
業
発
展
段
階
論
を
参
考
に
、
自
分
の
足
で
国
内

各
地
の
工
業
の
発
展
を
調
査
研
究
し
、
商
工
業
の
知
識
を

深
め
る
よ
う
指
導
し
た
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
土
屋
喬
雄
に
は
、
経
済
史
家
と
し
て
ま

ず
銀
行
史
か
ら
着
手
す
る
よ
う
奨す
す

め
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
敬
三
に
と
っ
て
は
、
中
学
生
時
代
か
ら
旅
行・

登
山
を
好
み
、
生
物
の
収
集
と
分
類
に
親
し
ん
で
お
り
、

高
校
時
代
に
は
東
北
各
地
の
農
村
を
旅
し
、
伝
統
的
な
農

業
の
調
査
を
手
が
け
た
い
と
思
っ
て
い
た
矢
先
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
実
態
調
査
、
実
証
研
究
は
彼
の
望
む
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。

か
く
て
敬
三
は
、
全
国
的
に
発
展
し
て
い
た
織
物
業
を

対
象
に
選
び
、
と
く
に
関
東
各
地
の
機
業
地
に
出
張
し
て
、

資
本
と
経
営
、
原
料
と
技
術
、
販
売
と
流
通
な
ど
に
つ
い

て
の
先
駆
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
・
サ
ー
ベ
イ
を
試
み
た
。
な

か
で
も
木
綿
の
産
地
で
の
行
ぎ
ょ
う

田だ

の
足
袋
は
大
い
に
彼
の
興

味
の
対
象
と
な
っ
た
。

さ
て
、
二
人
が
卒
業
し
て
か
ら
一
〇
年
た
っ
た
の
ち
、

学
会
は
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
論
争
で
沸
き
か
え
っ
た
。
マ

ル
ク
ス
主
義
的
ド
グ
マ
を
至
上
と
す
る
「
講
座
派
」
に
対

し
て
土
屋
喬
雄
は
、「
労
農
派
」
を
代
表
し
て
対
抗
し
た
が
、

批
判
の
要
旨
は
、
講
座
派
の
論
証
不
足
を
つ
く
も
の
で

あ
っ
た
。
争
点
の
ひ
と
つ
は
、
幕
末
の
工
業
発
展
の
理
解

に
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
土
屋
は
敬
三
の
実
証
研
究
を
大
い

に
活
用
し
て
い
る
。
渋
沢
・
土
屋
コ
ン
ビ
は
そ
の
後
『
渋

沢
栄
一
伝
記
資
料
』
を
は
じ
め
社
会
経
済
史
の
分
野
で
も

膨
大
な
業
績
を
あ
げ
る
が
、
原
点
は
二
人
の
卒
業
論
文
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
十
年
代
の
ア
チ
ッ
ク
市い

ち

川か
わ 

信の
ぶ

夫お

　
N
P
O
法
人
高
田
瞽
女
の
文
化
を
保
存
･
発
信
す
る
会
会
長

アチックでの市川信次の送
別記念会。一列目、右から4
番目が渋沢敬三、5番目が市
川信次。昭和11年ごろ。『柏
葉拾遺』より

龍門社青淵翁伝記資料室員。日本橋井上にて。左端が渋沢敬三、右
から3番目（いちばん手前）が土屋喬雄。昭和12年。『柏葉拾遺』より
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ウ
イ
ル
タ
、ニ
ヴ
フ
な
ど
の
民
具
で
あ
る
。
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
資
料
は
、ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー

ゼ
ア
ム
の
時
代
か
ら
収
集
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
戦
後
の
一
九
五
〇
年
に
、
学

会
附
属
博
物
館
の
野
外
展
示
と
し
て
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
家
屋
が
建
築
さ
れ
、
そ
の
と

き
の
儀
礼
具
や
建
築
材
料
の
一
部
も
資
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

台
湾
の
民
族
資
料
の
大
部
分
は
、
当
時
の
台
湾
原
住
民
族
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ

た
馬ま

淵ぶ
ち

東と
う

一い
ち

と
鹿か

野の

忠た
だ

雄お

が
一
九
三
〇
年
代
に
収
集
し
た
。
二
人
は
台
湾
の
高
等
学
校

や
大
学
に
学
び
、
原
住
民
族
の
社
会
に
深
く
入
り
込
み
、
そ
の
文
化
に
つ
い
て
の
調
査

を
進
め
な
が
ら
、
資
料
を
収
集
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
は
み
ん
ぱ

く
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
に
あ
り
、
重
要
な
学
術
資
料
で
あ
る
。
　

朝
鮮
半
島
に
つ
い
て
は
、
渋
沢
が
支
援
し
て
い
た
留
学
生
・
姜カ
ン

鋌ジ
ョ
ン

澤テ
ク

の
出
身
地
で
あ

る
蔚ウ
ル

山サ
ン

の
資
料
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
六
年
に
姜
は
学
生
ら
を
組
織
し
、

ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
同
人
と
と
も
に
農
村
の
在
来
の
生
活
を
調
査
し
、
民
具
を

収
集
し
た
。
こ
の
調
査
で
も
、
動
画
フ
ィ
ル
ム
や
写
真
・
ノ
ー
ト
類
が
残
さ
れ
て
お
り
、

渋
沢
史
料
館
、
宮
本
記
念
財
団
、
神
奈
川
大
学
常
民
文
化
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
渋
沢
自
身
も
台
湾
に
は
一
九
二
六
年
に
、
朝
鮮
半
島
に
は
一
九
三
三
年
と
一

九
三
六
年
に
訪
れ
て
お
り
、
報
告
書
や
見
聞
記
な
ど
を
残
し
て
い
る
。

今
に
活
か
さ
れ
る
資
料

学
会
附
属
博
物
館
は
一
九
六
二
年
に
閉
鎖
さ
れ
、
こ
の
と
き
ま
で
に
集
ま
っ
た
民
族

資
料
は
国
に
寄
贈
さ
れ
た
の
ち
、
一
九
七
五
年
に
開
館
準
備
中
だ
っ
た
み
ん
ぱ
く
に
移

管
さ
れ
た
。

急
激
に
近
代
化
が
進
む
時
代
に
収
集

さ
れ
た
こ
れ
ら
の
民
具
は
、
現
地
に
も

あ
ま
り
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
貴
重
な
学

術
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
み
ん
ぱ
く
に

所
蔵
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
長
い

と
き
を
経
て
、
現
地
の
人
び
と
に
よ
っ

て
改
め
て
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
文
化

資
源
と
し
て
役
に
立
っ
て
い
る
。
各
地

で
は
、
里
帰
り
の
展
示
会
も
開
か
れ
、

祖
先
の
残
し
た
も
の
を
も
と
に
、
あ
ら

た
な
も
の
づ
く
り
も
始
ま
っ
て
い
る
。

齋さ
い

藤と
う 

玲れ
い

子こ

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

ま
な
ざ
し
の
広
が
り

北
海
道･

樺
太
、
台
湾
、
朝
鮮
半
島
の
収
集
資
料

発
展
す
る
博
物
館

特
別
展
の
タ
イ
ト
ル
は
「
屋
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム

根
裏
部
屋
の
博
物
館
」
だ
が
、
展
示
場
の
二
階
で
は
、

渋
沢
敬
三
が
深
く
か
か
わ
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
博
物
館
を
紹
介
し
て
い
る
。

渋
沢
は
一
九
三
四
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
民
族
学
会
の
理
事
に
就
任
し
、
一
九
三
六

年
に
は
国
に
「
日
本
民
族
博
物
館
」
設
立
を
建
議
し
た
が
、な
か
な
か
進
展
し
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
渋
沢
は
一
九
三
七
年
に
保ほ
う

谷や

村
（
現
西
東
京
市
）
に
土
地
を
え
て
、
学
会
附

属
の
研
究
所
と
博
物
館
の
建
物
を
造
り
、研
究
員
を
置
き
、手
狭
に
な
っ
て
い
た
ア
チ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
民
具
を
学
会
に
寄
贈
し
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
海
外
（
つ
ま
り
は
日

本
の
植
民
地
で
あ
る
が
）
で
の
調
査
が
積
極
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
民
具
収
集
の
活
動
に
は

多
く
の
研
究
者
ら
が
加
わ
り
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
一
九
三
九
年

に
日
本
民
族
学
会
附
属
民
族
学
博
物
館
（
以
下
、
学
会
附
属
博
物
館
）
が
開
館
し
た
際

に
は
、
日
本
の
民
具
を
は
じ
め
、
北
海
道･

樺
太
、
台
湾
、
朝
鮮
半
島
お
よ
び
ミ
ク
ロ

ネ
シ
ア
の
資
料
な
ど
約
六
〇
〇
点
が
陳
列
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
今
回
の
特
別
展
で

は
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
を
の
ぞ
く
資
料
を
展
示
し
、
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
関
心
の
広

が
り
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
今
日
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
も
例
示
し

て
い
る
。

三
つ
の
「
海
外
」
調
査

台
湾
、
南
樺
太
、
朝
鮮
が
そ
れ
ぞ
れ
一
八
九
五
年
、
一
九
〇
五
年
、
一
九
一
〇
年
に

日
本
の
統
治
下
に
お
か
れ
て
以
降
、
現
地
の
役
所
や
「
内
地
」
か
ら
派
遣
さ
れ
た
役
人

や
研
究
者
ら
は
、
各
地
の
慣
習
や
社
会
組
織
な
ど
伝
統
的
な
文
化
の
調
査
を
お
こ
な
っ

た
。
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
同
人
や
日
本
民
族
学
会
の
会
員
ら
も
、
お
も
に
一
九

三
〇
年
代
か
ら
終
戦
ま
で
に
多
く
の
資
料
を
収
集
し
て
い
る
。

学
会
附
属
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
樺
太
資
料
の
多
く
は
、
一
九
三
七
、
三
八
年

に
学
会
が
北
方
文
化
調
査
隊
と
し
て
派
遣
し
た
研
究
者
ら
が
収
集
し
た
樺
太
ア
イ
ヌ
、

北海道・樺太の展示アイヌの伝統家屋の展示台湾の展示朝鮮半島の展示

民博の外来研究員として、所蔵資料を調べるアイヌの工芸家
たち。特別展では、この調査をもとに複製した前掛けを借用
して展示している（2011年　撮影・伊藤敦規）

6   7    2013 年 11月号



残
さ
れ
た
資
料
群

二
〇
〇
一
年
に
み
ん
ぱ
く
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展
「
大

正
・
昭
和
く
ら
し
の
博
物
誌
　
民
族
学
の
父
・
渋
沢
敬
三

と
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
」
は
、
み
ん
ぱ
く
の
所
蔵

す
る
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
光
を

当
て
た
最
初
の
展
示
で
あ
っ
た
。

近
藤
雅
樹
先
生
を
代
表
と
す
る
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア

ム
の
共
同
研
究
会
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
一
九
九
九
年
で

あ
る
。
わ
た
し
は
そ
の
年
か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
る
が
、
企
画
展
終
了
後
は
、
も
っ
ぱ
ら
未
登
録
資
料
と

さ
れ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
容
解
明
に
意
が
注
が
れ
た
。

こ
れ
は
文
部
省
史
料
館
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ
の
移
管
時
に
、

未
整
理
の
ま
ま
残
さ
れ
た
資
料
群
で
あ
る
。
リ
ン
ゴ
箱
や

段
ボ
ー
ル
に
収
納
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ら
は
、
調
査
の
結
果
、

四
〇
〇
〇
件
近
く
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
全
資
料
の
登

録
を
目
指
し
て
、
台
帳
と
の
照
合
作
業
な
ど
、
地
道
な
努

力
が
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

研
究
所
附
属
の
陳
列
館
の
構
想

未
登
録
資
料
の
な
か
で
、
わ
た
し
が
注
目
し
て
い
る
も

の
に
、
樋ひ

畑ば
た

雪せ
っ

湖こ

（
一
八
五
八
〜
一
九
四
三
）
の
収
集
し
た
、

つ
ま
楊よ
う

枝じ

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
各
地
の
名
物
名
産

や
口
中
衛
生
の
観
念
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
貴
重
な
資

料
で
あ
る
が
、
ボ
ー
ル
紙
の
台
紙
に
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
た

つ
ま
楊
枝
か
ら
は
、
遊
び
心
が
感
じ
ら
れ
る
。

雪
湖
は
、
志し

賀が

重し
げ

昴た
か

の
『
日
本
風
景
論
』
に
挿
絵
を
提

供
し
た
画
家
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
江

戸
時
代
の
交
通
文
化
』
を
著
し
た
交
通
史
家
、
あ
る
い
は

切
手
や
絵
は
が
き
な
ど
の
郵
趣
研
究
家
と
し
て
の
顔
も
も

つ
が
、
本
務
は
逓
信
省
の
官
吏
で
あ
り
、
明
治
三
五
（
一

九
〇
二
）
年
に
設
立
さ
れ
た
、
逓
信
博
物
館
（
来
年
三
月
、

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
予
定
の
郵
政
博
物
館
）
の
生
み
の

親
と
し
て
、
そ
の
運
営
に
貢
献
し
た
。

こ
の
博
物
館
は
、
雪
湖
に
よ
る
と
、
切
手
の
図
案
作
成

や
郵
便
機
械
の
改
良
と
い
っ
た
実
用
的
研
究
を
お
こ
な
う

「
研
究
所
附
属
の
陳
列
館
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
展
示
資

料
を
雪
湖
自
ら
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
で
購
入
、
寄
贈
し
た
こ

と
や
、
展
示
品
に
も
と
づ
く
「
実
物
教
育
」
を
重
視
し
た

こ
と
な
ど
は
、
渋
沢
敬
三
の
博
物
館
構
想
に
も
影
響
を
与

え
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
雪
湖
は
、
ア
チ
ッ
ク
よ
り
む
し

ろ
「
実
業
史
博
物
館
」
と
の
か
か
わ
り
の
方
が
つ
よ
い
。

こ
れ
は
、
敬
三
が
祖
父
栄
一
の
顕
彰
を
き
っ
か
け
に
提
案

し
た
「
近
世
経
済
史
博
物
館
」
で
あ
り
、
雪
湖
は
、
創
設

の
準
備
に
あ
た
り
商
工
関
係
の
資
料
を
数
多
く
収
集
し
て

い
る
。
戦
争
の
激
化
に
と
も
な
い
、
実
現
し
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
。

ア
チ
ッ
ク
に
集
っ
た
仲
間
に
は
、
雪
湖
同
様
、
絵
画
を

学
ん
だ
者
も
多
か
っ
た
。
民
具
の
研
究
を
推
し
進
め
た

敬
三
は
、
文
字
や
こ
と
ば
の
採
集
だ
け
で
な
く
、
眼
前

に
あ
る
対
象
を
ま
る
ご
と
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。「
渋
沢

民
俗
学
」
は
、
モ
ノ
の
収
集
、
展
示
は
も
と
よ
り
、
写

真
や
一
六
ミ
リ
映
画
の
撮
影
、
絵
画
史
料
の
分
析
な
ど

を
と
お
し
て
、
庶
民
の
生
活
記
録
の
掘
り
起
し
に
努
め

た
の
で
あ
る
。

近
藤
先
生
自
身
も
、
武
蔵
野
美
術
大
学
で
洋
画
を
学

ば
れ
る
と
と
も
に
、
民
俗
学
者
の
宮み
や

本も
と

常つ
ね

一い
ち

に
師
事
さ
れ

た
。
卒
業
後
は
、
財
団
法
人
日
本
常
民
文
化
研
究
所
の

研
究
員
を
さ
れ
な
が
ら
、
絵
描
き
と
し
て
の
仕
事
も
さ

れ
て
い
る
。

切
り
離
せ
な
い
人
格

本
誌
二
〇
一
〇
年
三
月
号
の
特
集
は
「
ふ
た
つ
の
『
み

ん
ぱ
く
』
︱
武
蔵
野
か
ら
千
里
へ
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

敬
三
と
高た
か

橋は
し

文ぶ
ん

太た

郎ろ
う

、
な
ら
び
に
今こ
ん

和わ

次じ

郎ろ
う

ら
に
よ
っ
て
、

保ほ
う

谷や

（
現
西
東
京
市
）
に
設
立
さ
れ
た
「
民
族
学
博
物
館
」

発
祥
地
、
銘
板
除
幕
式
に
お
よ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
、
近
藤
先
生
が
参
加
記
を
寄
せ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、思
い
入
れ
の
強
い
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
脳
裏
を
離
れ
な
い
。

「
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
学
芸
員

な
ど
の
経
歴
が
あ
る
。
わ
た
し
の
『
夢
』
は
、
み
ん
ぱ
く

で
渋
沢
敬
三
没
後
五
〇
周
年
記
念
の
特
別
展
を
実
現
し
、

退
職
し
た
ら
『
日
曜
画
家
』
に
な
る
こ
と
」。

そ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
敬
三
の
次
の
こ
と
ば
を
思
い
出

す
。「
学
問
と
実
業
と
を
ふ
た
つ
に
わ
け
て
考
え
る
こ
と

が
む
し
ろ
間
違
い
で
、
人
間
は
も
と
は
ひ
と
つ
だ
と
思
う
」。

絵
描
き
と
民
俗
学
者
は
切
り
離
せ
な
い
人
格
で
あ
る
。

ア
チ
ッ
ク
の
研
究
を
支
え
た
の
は
、
そ
ん
な
多
才
な
顔
を

も
つ
仲
間
た
ち
で
あ
る
。

民
俗
学
者
の
絵
心

木き

村む
ら 

裕ひ
ろ

樹き

　
龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師

渋
沢
敬
三
没
後
五
〇
周
年
を
記
念
す
る
本
特
別
展
に
、
実
行

委
員
長
と
し
て
ご
尽
力
さ
れ
て
い
た
近
藤
雅
樹
教
授
が
去
る
八

月
三
日
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
本
特
集
号
の
企
画
に
も
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、「
ア
チ
ッ
ク
」
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
ひ

と
つ
と
さ
れ
て
い
た
近
藤
氏
ご
自
身
に
、
特
別
展
に
寄
せ
る
思

い
を
こ
こ
に
つ
づ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
残

念
で
な
り
ま
せ
ん
。

http://www.minpaku.ac.jp/museum/
showcase/fieldnews/shigotoba/kondo/wp

近藤氏の横顔は、みんぱくホームページ
「民族学者の仕事場」に紹介されてい
ます。ぜひ、ご覧ください。

近藤先生作画の子ども向
け展示解説書。茶目っ気
たっぷりにして真面目な漫
画は、雪湖の遊び心にも通
じるよう

国際フォーラム「在外資料の調査研究II―バルト
海周辺地域の日本コレクション」の際の近藤雅
樹教授（2012年、撮影・岡田祐子）

ボール紙に貼られた雪湖のつま楊枝コレクション。標題に「明治の江戸」とある

みんぱくの第三収蔵庫にある整理中の未登録資料

ボール紙に貼られた雪湖のつま楊枝コレクション。標題に「信濃方面」とある

8   9    2013 年 11月号



一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ア

マ
チ
ュ
ア
実
験
家
た
ち
が
車
庫
や
屋
根
裏
で

装
置
を
自
作
し
、
音
声
の
無
線
送
受
信
を
個

人
的
に
お
こ
な
っ
て
い
た
。
現
在
の
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
家
の
先
駆
で
あ
る
。
や
が
て
政
府
の

管
理
下
で
ラ
ジ
オ
放
送
制
度
が
整
備
さ
れ
、

個
人
の
自
由
な
送
信
は
抑
制
さ
れ
て
い
く
の

だ
が
。
そ
う
い
え
ば
、
ア
ッ
プ
ル
の
創
始
者

ス
テ
ィ
ー
ブ・
ジ
ョ
ブ
ズ
と
ス
テ
ィ
ー
ブ・
ウ
ォ

ズ
ニ
ア
ッ
ク
が
、
機
関
や
企
業
の
み
が
入
手
で

き
た
高
価
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
個
人
に
解
放

し
よ
う
と
、一
九
七
六
年
に
最
初
の
商
用
パ
ソ

コ
ン
を
製
造
し
た
の
も
車
庫
だ
っ
た
。
車
庫

や
屋
根
裏
は
、
個
人
の
自
由
を
指
向
す
る
モ

ノ
好
き
や
メ
カ
マ
ニ
ア
の
男
の
城
だ
っ
た
の
だ
。

東
京
・
三
田
の
渋
沢
邸
に
建
て
ら
れ
た
車
庫

の
屋
根
裏
で
、
渋
沢
敬
三
、
鈴
木
醇じ
ゅ
ん、
宮
本

璋あ
き
らら
中
学
校
以
来
の
友
人
た
ち
が
一
九
一
八

年
ご
ろ
か
ら
収
集
し
始
め
た
動
植
鉱
物
標
本

を
収
蔵
す
る
棚
か
ら
始
ま
る
、
と
敬
三
自
身

が
回
顧
し
て
い
る
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
も
、

そ
う
し
た
男
の
城
が
出
発
点
だ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
非
日
常
的
な
隠
れ
家
で

あ
る
屋
根
裏
は
、
コ
レ
ク
タ
ー
や
好
事
家
た

ち
が
、
そ
こ
を
根
城
に
前
衛
を
作
り
出
す
場

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
屋
根
が
家
の

な
か
で
も
っ
と
も
高
い
位
置
に
あ
っ
て
天
や
神

に
近
い
領
域
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
領
域
と

現
世
と
の
境
界
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
ち

な
み
に『
季
刊
民
族
学
』七
四
号（
一
九
九
五
年
、

千
里
文
化
財
団
）
で
佐
藤
浩
司
た
ち
が
語
る

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ス
ン
バ

島
に
特
徴
的
な
、
と
ん
が
り
帽
子
の
よ
う
に

棟
の
高
く
突
き
で
た
独
特
の
家
屋
で
は
、
屋

根
裏
は
神
に
捧さ
さ
げ
ら
れ
た
空
間
だ
と
い
う
。

そ
う
し
た
目
で
見
る
と
、
屋
根
や
破
風

に
取
り
付
け
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
に
は
、

共
通
点
が
あ
り
そ
う
だ
。
家
の
高
い
位
置
に

取
り
付
け
て
、
飾
り
も
兼
ね
て
超
自
然
の
存

在
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
家
を
守
っ
て
も
ら
お
う
、

あ
る
い
は
、
彼
ら
と
交
信
し
よ
う
と
す
る
の

だ
ろ
う
。
魔
除
け
、
幟の
ぼ
りや
鯉
の
ぼ
り
、
あ
る

い
は
超
自
然
の
存
在
に
降
臨
し
て
も
ら
う
依よ

り
代し
ろ
の
た
ぐ
い
も
、
そ
の
あ
た
り
が
起
源
で

あ
る
ら
し
い
。
と
い
う
わ
け
で
、特
別
展
「
屋

根
裏
部
屋
の
博
物
館
」
に
ち
な
み
、
屋
根
に

縁
の
あ
る
所
蔵
資
料
か
ら
、
人
び
と
が
屋
根

か
ら
天
空
に
か
け
る
思
い
を
考
え
て
み
た
い
。

屋根から天空へ
久

く

保
ぼ

 正
ま さ

敏
と し

　民博 文化資源研究センター

10   11    2013 年 11月号

似てるけどどこか違う
似てないようでどこか似てる

いろんな工夫や思いを映す 
みんぱくの所蔵資料

❷

❶ 屋根飾り、ニューカレドニア（フランス領）、
幅 18 ×長さ106 ×厚さ4cm、H0125055

❷ 大和棟の1/10模型の屋根に鎮座するえび
す様の鬼瓦、日本、H0009512　　　　　
本館展示場でご確認あれ

❸ 教会の置物、ペルー、幅 40 ×高さ63 ×　 

奥行 20 cm、H0210703

❹ 鬼瓦、日本、幅 51 ×高さ30 ×厚さ43 cm、
H0129205

❺ 鯉のぼり、日本、幅 15 ×長さ42 cm、　　
H0119852

❻ 住居用 装飾板、インドネシア（民族：バタ
ク）、幅 51 ×高さ120 ×厚さ7 cm、　　　
H0000201　　　　　　　　　　　　　 

伝統的な家の前面のつき出した梁にとりつ
けられる

❼ 屋根用十字架、ペルー、幅 72 ×高さ101 

×厚さ6.4 cm、H0210641　　　　　　　 

新築の屋根の棟飾り

❽ 倉庫の 1/3模型の正面にある屋根飾り、
ニュージーランド（民族：マオリ）、　　　
H0008069

❾ 屋根用十字架、エチオピア（民族：アムハラ）、
幅 13 ×高さ 33 ×奥行 13 cm、H0175111 

教会の屋根に置かれる

※寸法は計測時の最大値を示す。

❻

❾ ❽

❹

❺

❼

❸

❶



2
0
1
4
年
の
み
ん
ぱ
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
カ
レ
ン
ダ
ー
の
テ
ー
マ

は
「
植
物
」。
み
ん
ぱ
く
の
展
示
・
収
蔵
資
料
の
な
か
で
、
草
花

や
樹
木
と
人
び
と
と
の
か
か
わ
り
を
あ
ら
わ
す
12
点
を
選
び
ま

し
た
。

人
間
の
生
活
に
と
っ
て
、
植
物
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
。

食
糧
だ
け
で
な
く
、
服
飾
品
や
日
用
品
、
あ
る
い
は
信
仰
の
品

と
し
て
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
で
活
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

一
年
を
通
し
て
、
世
界
の
人
び
と
と
植
物
と
の
か
か
わ
り
を
楽

し
み
ま
せ
ん
か
。

特
別
展

「
渋
沢
敬
三
記
念
事
業　

屋
根
裏
部
屋
の
博
物
館
―A

ttic M
useum

」

日
本
銀
行
総
裁
、
大
蔵
大
臣
を
歴
任
し
た
渋
沢
敬

三
は
ま
た
、
邸
内
に
私
設
博
物
館
兼
研
究
所
を
設

立
し
た
民
俗
学
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
本
展
で
は
、

渋
沢
敬
三
の
経
歴
と
民
俗
学
研
究
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

12
月
3
日
（
火
）
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

企
画
展

「
台
湾
平へ

い
ほ埔
族
の
歴
史
と
文
化
」

平
埔
族
の
人
び
と
が
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

再
構
築
す
る
よ
う
す
を
紹
介
し
ま
す
。
国
立
台
湾

歴
史
博
物
館
と
の
国
際
連
携
展
示
で
す
。

会
期　

11
月
26
日
（
火
）
ま
で

会
場　

企
画
展
示
場
Ａ

み
ん
ぱ
く
×
Ｍ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ
p
r
e
s
e
n
t
s

「
行
っ
て
！ 

わ
か
っ
た
！ 

こ
れ
が
び
っ
く
り
リ
ア
ル
世
界
だ
。」

「
60
日
間
ほ
ぼ
世
界
一
周
」
河
田
直
也
さ
ん
（
Ｍ
Ｂ

Ｓ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）
と
、「
狩
猟
採
集
民
を
お
っ
て

世
界
を
め
ぐ
る
」
本
館
教
授
池
谷
和
信
に
よ
る

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
司
会
は
、
古
川
圭
子
さ
ん

（
M
B
S
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）
で
す
。

9
月
16
日（
月
・
祝
）に
開
催
予
定
で
し
た
が
、台
風
の

た
め
延
期
と
な
り
次
の
日
程
で
振
替
開
催
し
ま
す
。

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）　FAX 06-6878-3716
 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

日
時　

11
月
4
日
（
月
･
振
休
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
14
時
30
分
（
13
時
開
場
）

会
場　

講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
参
加
無
料

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

佐
々
木
高
明
先
生
追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
日
本
文
化
の
し
く
み
―
そ
の
多
様
性
を
考
え
る
」

佐
々
木
高
明
元
館
長
の
学
説
の
概
要
を
紹
介
し
、
日

本
の
民
族
学
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
ど

の
よ
う
に
評
価
さ
れ
、
学
問
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た

か
を
検
討
し
ま
す
。

日
時　

11
月
9
日
（
土
）
13
時
〜
16
時
30
分

会
場　

講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
参
加
無
料

カ
ム
イ
ノ
ミ（
神
へ
の
祈
り
）

み
ん
ぱ
く
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
の
標
本
資
料

へ
の
感
謝
と
安
全
を
願
い
、（
社
）
北
海
道
ア
イ
ヌ

協
会
の
協
力
を
え
て
、
カ
ム
イ
ノ
ミ
を
お
こ
な
い
ま

す
。
あ
わ
せ
て
古
式
舞
踊
も
披
露
し
ま
す
。
ど
な
た

で
も
見
学
で
き
ま
す
。

日
時　

11
月
21
日
（
木
）　

10
時
30
分
〜

会
場　

本
館　

玄
関
前
広
場

※
雨
天
の
場
合
は
、
特
別
展
示
館
休
憩
所
（
B
F
）

に
て
開
催

ア
イ
ヌ
工
芸
in
み
ん
ぱ
く

ア
イ
ヌ
民
族
が
培
っ
て
き
た
も
の
作
り
の
技
術
や
知

恵
、
伝
統
か
ら
創
造
さ
れ
た
数
々
の
作
品
に
ふ
れ
て

み
ま
せ
ん
か
。

ア
イ
ヌ
協
会
優
秀
工
芸
師
に
よ
る
「
刺
し
ゅ
う
」
や

「
木
彫
」
の
実
演
が
行
わ
れ
ま
す
。

日
時　

11
月
21
日（
木
）〜
24
日（
日
）
11
時
〜
16
時

会
場　

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
観
覧
無
料

◆
も
の
作
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

・「
糸
巻
き
」
に
ア
イ
ヌ
文
様
を
彫
っ
て
み
よ
う

・「
布
コ
ー
ス
タ
ー
」
に
ア
イ
ヌ
文
様
を
施
し
て
み
よ
う

日
時　

11
月
21
日
（
木
）〜
24
日
（
日
）
11
時
〜
15
時

会
場　

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
費　

各
5
0
0
円

※
申
込
不
要
、
先
着
順
、
各
日
10
名
ず
つ

み
ん
ぱ
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
カ
レ
ン
ダ
ー

「
植
物
と
暮
ら
す
」

●
展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
た
め
、
朝
鮮
半
島
の

文
化
・
中
国
地
域
の
文
化
・
日
本
の
文
化
（
沖
縄
の

文
化
）
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

期
間　

11
月
7
日
（
木
）
〜

　
　
　

2
0
1
4
年
3
月
19
日
（
水
）

●
展
示
場
一
部
閉
鎖
の
お
知
ら
せ

本
館
2
階
展
示
場
の
空
調
設
備
更
新
の
た
め
、
左

記
の
期
間
、
展
示
場
の
一
部
閉
鎖
を
い
た
し
ま
す
。

そ
の
間
は
観
覧
無
料
と
な
り
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
）。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

1
．
12
月
5
日（
木
）〜
2
0
1
4
年
1
月
22
日（
水
）

音
楽
の
一
部
、
言
語
、
南
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、

中
央
・
北
ア
ジ
ア
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
、
日
本
の
文

化
、
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
、
休
憩
所
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

2
．
2
0
1
4
年
1
月
23
日（
木
）〜
2
月
19
日（
水
）

オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ

カ
、
西
ア
ジ
ア
、
音
楽
の
一
部
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
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
2
6
回　

12
月
7
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
語
る
】

ド
リ
ア
ン
王
国
探
訪
記

講
師　
信
田
敏
宏
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

『
ド
リ
ア
ン
王
国
探
訪
記
』
は
、
私
が
マ
レ
ー
シ
ア
の
先
住
民
オ

ラ
ン
・
ア
ス
リ
の
研
究
の
た
め
に
、
2
年
半
現
地
に
住
み
こ
ん
で

調
査
を
し
た
時
の
体
験
を
ま
と
め
た
本
の
タ
イ
ト
ル
で
す
。「
ド

リ
ア
ン
王
国
」
は
、
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
の
世
界
を
架
空
の
王
国
に

な
ぞ
ら
え
て
称
し
た
も
の
で
す
。
異
文
化
な
ら
で
は
の
失
敗
や
ト

ラ
ブ
ル
を
経
験
し
な
が
ら
、
何
と
か
首
長
の
養
子
に
な
る
儀
礼
を

経
て
、
村
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
ま
で
の
体
験
を
お
話
し
ま
す
。

そ
の
儀
礼
の
様
子
を
収
め
た
映
像
も
お
見
せ
し
ま
す
。

第
4
2
7
回　

1
月
11
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
語
る
】

中
央
ア
ジ
ア
の
民
家
の
現
在

講
師　
藤
本
透
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

東
京
講
演
会

会
場　
モ
ン
ベ
ル
品
川
店
２
Ｆ
サ
ロ
ン

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
）

第
1
0
7
回　

12
月
21
日
（
土
）
14
時
〜
15
時
30
分

【
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
よ
り
】

婚
礼
に
映
し
だ
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
い
ま

講
師　
三
尾
稔
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

盛
大
な
こ
と
で
知
ら
れ
る
イ
ン
ド
の
婚
礼
は
、
経
済
発
展
を
背
景

に
ま
す
ま
す
華
麗
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
婚

礼
に
う
つ
し
だ
さ
れ
る
イ
ン
ド
社
会
の
現
在
の
姿
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
婚
礼
に
か
け
る
人
び
と
の
思
い
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
イ
ン
ド
西
部
の
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
で

2
0
1
2
年
に
行
っ
た
取
材
に
基
づ
く
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
映
像
の
一

部
を
お
見
せ
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
の
婚
礼
の
変
わ
り
つ
つ
あ
る
部

分
と
変
わ
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

※
申
込
は
参
加
者
名
、
連
絡
先
を
明
記
し
て
上
記
友
の
会
ま
で

メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
ハ
ガ
キ
に
て
。

北
大
阪
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
メ
ッ
セ

北
大
阪
7
市
3
町
の
美
術
館
、
博
物
館
が
、
2
日

間
限
定
で
み
ん
ぱ
く
に
大
集
結
し
ま
す
。

期
間
中
は
、
楽
器
演
奏
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
、
地
域

の
民
俗
芸
能
上
演
な
ど
が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

日
時　

11
月
3
日
（
日
・
祝
）、
4
日
（
月
・
振
休
）

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
及
び

　
　
　

特
別
展
示
館
休
憩
所
（
Ｂ
Ｆ
）

【
研
究
部
の
新
メ
ン
バ
ー
】

丸ま
る
か
わ
ゆ
う
ぞ
う

川
雄
三 

准
教
授
（
先
端
人
類
科
学
研
究
部
）
が

10
月
1
日
付
け
で
着
任
い
た
し
ま
し
た
。
国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
文
化
資
料
研
究
企
画
室
准
教
授

を
経
て
現
職
。
専
門
は
連
想
情
報
学
に
よ
る
文
化
財

情
報
発
信
の
研
究
。
開

発
に
携
わ
っ
た
主
な
ウ
ェ

ブ
サ
ー
ビ
ス
に
「
文
化

遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン
」、

「
国
立
美
術
館
遊
歩
館
」、

「
想
―
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物

館
」
な
ど
が
あ
る
。

河か
わ
合い

洋ひ
ろ

尚な
お 

助
教
（
研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー
）
が
9
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
、
社
会

人
類
学
、
都
市
人
類
学
、
漢
族
研
究
。
著
書
に
、『
景

観
人
類
学
の
課
題

―

中
国
広
州
に
お
け
る
都

市
環
境
の
表
象
と
再
生
』

（
風
響
社
）
な
ど
が
あ
る
。

論
文
「
中
国
系
宗
教
の

日
本
へ
の
適
応
と
変
容
」

に
て
、
2
0
0
1
年
安

田
三
郎
賞
受
賞
。

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

11
月
3
日
（
日
・
祝
）、
16
日
（
土
）、
17
日
（
日
）

は
、
特
別
展
示
、
本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

　

た
だ
し
、
3
日
（
日
・
祝
）
に
つ
い
て
は
自
然
文

化
園
を
通
行
さ
れ
る
場
合
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

2014年みんぱく
オリジナルカレンダー
「植物と暮らす」
価格：1,500円＋税
※ 5冊以上まとめてご購入の場合
は、特別価格の１冊1,200円＋税

※通信販売の場合、１ヵ所につき
発送手数料400円が必要です

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）
みんぱくfacebookページ　http://www.facebook.com/MINPAKU.official

第
4
2
6
回　

11
月
16
日（
土
）

【
企
画
展
関
連
】

台
湾
平へ
い
埔ほ

族
の
歴
史
と
文
化

講
師　
野
林
厚
志（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

台
湾
に
お
い
て
、
早
く
か
ら

漢
族
の
影
響
を
強
く
受
け
、

慣
習
、
言
語
、
物
質
文
化
が

大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
平
埔

族
の
人
び
と
は
、
近
年
、
歴
史

史
料
や
博
物
館
資
料
を
手
が

か
り
に
自
分
た
ち
の
歴
史
を

見
つ
め
な
お
し
、
民
族
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
興
さ
せ
て
い

ま
す
。
今
回
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で

は
平
埔
族
の
歴
史
と
文
化
を

紹
介
し
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
再

生
さ
れ
る
過
程
を
考
え
ま
す
。

機
を
織
る
ク
ヴ
ァ
ラ
ン
族
の
女
性

（
19
世
紀
末
頃
）

第
4
2
7
回　

12
月
21
日（
土
）

カ
ザ
フ
の
死
者
儀
礼

―
日
常
か
ら
展
望
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム

講
師　
藤
本
透
子（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

死
者
の
た
め
に
ク
ル
ア
ー
ン

（
コ
ー
ラ
ン
）
を
唱
え
、
盛
大

な
肉
料
理
で
お
客
を
も
て
な

し
、
馬
上
競
技
に
熱
く
な
る
。

カ
ザ
フ
人
に
と
っ
て
の
イ
ス

ラ
ー
ム
（
イ
ス
ラ
ム
教
）
は
、

私
た
ち
が
想
像
す
る
イ
ス

ラ
ー
ム
と
は
少
し
異
な
り
ま

す
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
「
厳

格
」「
過
激
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
先
行
し
が
ち
な
イ
ス

ラ
ー
ム
に
つ
い
て
、
カ
ザ
フ
ス

タ
ン
の
草
原
に
暮
ら
す
人
び

と
の
日
常
か
ら
考
え
ま
す
。

大
規
模
な
死
者
儀
礼
の
一
場
面

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）
みんぱくフェイスブック　http://www.facebook.com/MINPAKU.official

刊行物紹介
■池谷和信 編
『ネイチャー・アンド・ソサエティ研究 第2巻
 生き物文化の地理学』
海青社　定価3,990円

私たちは、さまざまな生
き物との共存なしでは
生きてはいけません。
本書は、｢野生動植物｣、
｢家畜・栽培植物｣、｢ペッ
ト・鑑賞植物｣に生き物
を分けることから、生き

物と人とのかかわりかたを地球的な視野か
ら展望します。
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国
境
に
位
置
す
る
南
国
の
島
々

南
イ
ン
ド
の
中
心
都
市
チ
ェ
ン
ナ
イ
︵
マ
ド
ラ
ス
︶の
空
港
か
ら
約
二
時
間
。
飛
行
機
の
窓
か
ら
ア
ン
ダ
マ
ン
の
島
々

が
見
え
る
。
海
岸
線
に
沿
っ
て
青
色
の
海
は
美
し
く
、
北
セ
ン
テ
ィ
ニ
ー
レ
ス
島
は
島
内
の
ほ
と
ん
ど
が
ジ
ャ
ン
グ
ル

で
お
お
わ
れ
て
い
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
森
の
な
か
で
は
、
現
在
で
も
狩
猟
、
採
集
、
漁ぎ

ょ

撈ろ
う

に
従
事
す
る

人
び
と
が
現
代
文
明
と
は
か
け
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
が
、
不
明
な
点
も
多
い
。
ま
も
な
く
、
ア
ン
ダ
マ
ン
島

の
中
心
地
ポ
ー
ト
ブ
レ
ア
に
着
く
。

こ
こ
は
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
ベ
ン
ガ
ル
や
パ
ン
ジ
ャ
ブ
地
方
な
ど
か
ら
多
く
の
人
び
と
が
集
ま
っ
て
き
た
街
で
あ

り
、
国
立
の
人
類
学
博
物
館
︵A

nthrop
olo

g
ical m

useum

︶
が
中
心
部
に
位
置
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
ン
ダ
マ

ン
諸
島
お
よ
び
ニ
コ
バ
ル
諸
島
に
お
け
る
伝
統
文
化
が
お
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
街
に
は
一
九
五
一
年

に
ふ
た
つ
の
諸
島
を
対
象
に
し
た
人
類
学
の
研
究
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
、
現
地
調
査
の
か
た
わ
ら
に
民
族
学
的
資
料

が
集
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
六
年
に
は
政
府
が
四
つ
の
部
族
保
護
区
︵trib

al reserve
︶
を
設
立
す
る
一
方
で
、

一
九
七
五
年
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
保
存
・
管
理
す
る
の
と
同
時
に
一
般
に
公
開
す
る
た
め
に
現
在
の
博
物
館
が
つ
く

ら
れ
た
。

表
象
さ
れ
る
狩
猟
採
集
民

博
物
館
の
な
か
に
入
る
と
、
わ
た
し
は
、
世
界
中
の
民
族
、
と
く
に
ネ
グ
ロ
イ
ド
と
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
の
写
真
を
散
り

ば
め
た
大
き
な
地
図
に
感
心
し
て
し
ま
っ
た
。
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
の
ク
ン
・
サ
ン
︵
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
︶、
コ
ン
ゴ
盆
地
の

ア
カ
・
ピ
グ
ミ
ー
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
カ
ヤ
ポ
、
ロ
シ
ア
の
コ
リ
ヤ
ー
ク
、
そ
し
て
日
本
人
な
ど
、
慣
れ
親
し
ん
だ
写
真
が

多
い
。
こ
の
な
か
に
ア
ン
ダ
マ
ン
島
の
ジ
ャ
ラ
ワ
や
ニ
コ
バ
ル
農
民
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
い
き
な
り
地
域
の
個
別

の
文
化
に
入
る
の
で
は
な
く
て
、
大
局
を
と
ら
え
る
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
先
史
や
現
存
の
狩
猟
採
集
民
の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
人
類
は
、
ア
フ
リ
カ
を
出
て
世
界

中
に
拡
散
を
し
た
。
こ
こ
で
は
、
マ
レ
ー
半
島
か
ら
ア
ン
ダ
マ
ン
島
に
人
類
が
移
動
し
て
き
た
も
の
と
し
て
、
ル
ー
ト

図
が
示
さ
れ
る
。
世
界
の
狩
猟
採
集
民
の
一
覧
表
が
あ
り
、
サ
ケ
を
銛も

り

で
つ
く
ア
イ
ヌ
の
写
真
が
含
ま
れ
て
い
る
の
も

興
味
深
い
。
地
域
に
暮
ら
す
ジ
ャ
ラ
ワ
、
セ
ン
テ
ィ
ニ
ー
レ
ス
、
オ
ン
ゲ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
な
ど
の
民
族
を
、
地
域
比
較

の
視
点
か
ら
位
置
付
け
て
い
る
。

さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
館
内
で
も
っ
と
も
重
要
な
空
間
で
あ
り
、
も
の
を
中
心
と
し
て
現
地
の
写
真
も
併

用
し
て
展
示
さ
れ
る
。
狩
猟
具
や
漁
撈
具
な
ど
の
資
料
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
を
展
示
や
デ
ザ
イ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
強
調

さ
れ
て
壁
に
は
り
つ
け
ら
れ
、
そ
の
上
を
厚
い
ガ
ラ
ス
が
お
お
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
セ
ン
テ
ィ
ニ
ー
レ
ス
の
住
ま
い
は

展
示
場
の
中
心
部
に
露
出
し
て
置
か
れ
る
簡
易
な
建
屋
に
す
ぎ
な
い
。
移
動
生
活
に
は
便
利
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
同
時
に
、
写
真
で
は
あ
る
が
、
よ
り
大
型
の
ド
ー
ム
状
の
家
屋
︵
ジ
ャ
ラ
ワ
︶、
高
床
の
家
屋
︵
ニ
コ
バ
ル
農
民
︶

な
ど
、
生
活
の
様
式
に
応
じ
て
家
の
形
に
は
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
カ
メ
や
イ
ノ
シ
シ
の
頭
骨
が
室
内
に
飾

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
海
や
森
で
の
精
霊
信
仰
を
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
も
生
き
続
け
る
文
化

こ
れ
ま
で
に
、
ア
ン
ダ
マ
ン
諸
島
お
よ
び
ニ
コ
バ
ル
諸
島
で
の
現
地
調
査
を
許
可
さ
れ
た
外
国
人
を
知
ら
な
い
。
こ

の
地
が
タ
イ
と
の
国
境
に
接
す
る
と
い
う
要
因
も
そ
の
ひ
と
つ
の
よ
う
だ
。
し
か
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ

は
島
嶼
部
に
お
い
て
狩
猟
や
採
集
や
漁
撈
が
維
持
さ
れ
て
き
た
、
世
界
で
も
最
後
の
地
域
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
植
民
地
以
前
に
知
ら
れ
て
い
た
一
三
の
狩
猟
採
集
民
の
う
ち
、
現
在
で
は
五
つ
︵
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
四
、
ネ
グ

ロ
イ
ド
一
︶
が
生
存
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
。

そ
の
一
方
で
、
一
九
四
二
年
か
ら
三
年
間
、
こ
の
地
域
を
日
本
が
統
治
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
わ

た
し
た
ち
が
、
こ
の
博
物
館
に
何
か
を
貢
献
す
る
方
法
が
見
つ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ひ
と
つ
が
災
害
に
関
す

る
展
示
へ
の
協
力
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
の
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
に
よ
る
津
波
で
は
、
ニ
コ
バ
ル
農
民
は
甚
大
な
る
被

害
を
受
け
、
狩
猟
採
集
民
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
近
い
将
来
、
東
日
本
大
震
災
の
際
の
教
訓
を
ま
じ
え
て
、
お
互
い

が
話
し
合
う
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

狩
猟
採
集
文
化
の
デ
パ
ー
ト

―
イ
ン
ド
、
ア
ン
ダ
マ
ン
島
の
人
類
学
博
物
館

池い
け

谷や 

和か
ず

信の
ぶ

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

い
ま
だ
外
部
か
ら
の
調
査
が
許
さ
れ
な
い
ア
ン
ダ
マ
ン
諸
島
。

狩
猟
・
採
集
・
漁
撈
と
い
う
、島
嶼
部
で
は
と
く
に
消
え
て
し
ま
い

や
す
い
営
み
が
政
府
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
地
域
に
あ
る
人
類
学
博
物
館
は
、そ
の
よ
う
な
人
び
と
の

現
在
の
く
ら
し
が
生
き
づ
く
展
示
が
な
さ
れ
て
い
た
。

人類学博物館の展示場現地調査の際に集められた民族学的資料（パネル展示）センティニーレスの住まい天井から吊られるカヌー 海や森での精霊信仰を示すイノシシの頭骨

インド

アンダマン諸島
およびニコバル諸島

チェンナイ
ポートブレア

14   15    2013 年 11月号



フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
運
動

熊
本
市
は
二
〇
一
一
年
六
月
、
ア
ジ
ア
初
、
世
界
で

一
〇
〇
〇
番
目
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
に
認
定
さ
れ
た
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
（
以
下
Ｆ
Ｔ
）
と
は
、
公
正
な
貿
易
の
実

現
を
目
指
す
、
対
話
と
透
明
性
、
敬
意
の
精
神
に
根
ざ
し

た
貿
易
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
タ
ウ
ン
と
は
、
そ
う
し
た
Ｆ
Ｔ
を
「
ま
ち
ぐ
る
み
」、

つ
ま
り
、
ま
ち
の
行
政
、
企
業
・
商
店
、
市
民
団
体
な
ど

が
一
体
と
な
っ
て
応
援
す
る
運
動
の
こ
と
。
二
〇
一
三
年
九

月
現
在
、
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
は
世
界
で
約
一
三
五
〇
都
市
に
な
っ

た
。
人
口
に
応
じ
て
、
タ
ウ
ン
ま
た
は
ビ
レ
ッ
ジ
、
シ
テ
ィ
、

エ
リ
ア
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
市
民
が
Ｆ
Ｔ
を
応
援
す
る
街
」
と
し
て
、
わ
た
し
が
Ｆ

Ｔ
タ
ウ
ン
の
存
在
を
初
め
て
聞
い
た
の
は
二
〇
〇
三
年
で

あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
に
一
七
都

市
。
そ
れ
が
こ
の
一
〇
年
間
で
二
四
カ
国
に
広
が
り
、
数
も

一
気
に
増
え
た
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
で
は
熊
本
市
に
続
く
Ｆ

Ｔ
タ
ウ
ン
は
未い

ま

だ
あ
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
欧
米
諸
国
に
あ
る
。

二
〇
一
三
年
五
月
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
Ｗ
Ｆ
Ｔ
Ｏ

（
世
界
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
機
構
、
七
五
ヶ
国
四
五
〇
団
体

以
上
の
加
盟
）
の
世
界
会
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
総
会
で

は
、「
Ｗ
Ｆ
Ｔ
Ｏ
と
し
て
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
運
動
に
積
極
的
に

か
か
わ
り
、
推
進
す
る
こ
と
」
が
満
場
一
致
で
決
議
さ
れ

た
。
し
か
も
驚
い
た
こ
と
に
、
近
い
将
来
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
の

数
は
三
〇
〇
〇
都
市
へ
増
え
る
だ
ろ
う
と
の
予
測
が
発
表

さ
れ
た
。
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
の
世
界
的
な
拡
大
に
よ
り
「
Ｆ
Ｔ

が
普
通
に
な
る
社
会
」
が
実
現
で
き
る
の
で
は
と
、
内
心

期
待
し
て
い
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
シ
テ
イ
熊
本
市
誕
生

熊
本
市
の
人
口
は
七
三
万
人
。
今
年
、
地
下
水
保
全
の

取
り
組
み
か
ら
国
連
に
よ
り
「
生
命
の
水
」
最
優
秀
賞

を
受
賞
し
た
、
世
界
有
数
の
地
下
水
都
市
で
あ
る
。
ま

た
、
熊
本
県
の
阿あ

そ蘇
地
域
は
世
界
農
業
遺
産
に
も
登
録
さ

れ
、「
く
ま
モ
ン
」
も
ゆ
る
キ
ャ
ラ
で
日
本
一
に
な
っ
た
。

　

一
九
九
三
年
、熊
本
市
の
中
心
部
に
あ
る
住
宅
街
（
自
宅
）

で
Ｆ
Ｔ
の
店
を
は
じ
め
た
当
時
、
Ｆ
Ｔ
の
翻
訳
本
が
数
冊
は

あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
販
売
の
度
に
Ｆ
Ｔ
の
説
明
を
し

て
も
産
品
の
数
も
少
な
く
、
伝
え
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
立
ち
上
げ
広
報
活
動
に
務
め
て
は
い
て
も
、
ど

う
す
れ
ば
Ｆ
Ｔ
を
普
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
悩
ん
で
い

た
。
そ
ん
な
と
き
に
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
の
存
在
を
知
っ
た
。
Ｆ
Ｔ

を
応
援
す
る
市
民
が
住
む
町
が
存
在
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で

の
Ｆ
Ｔ
が
抱
え
る
問
題
が
解
決
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

り
わ
け
購
買
力
の
低
さ
を
、
多
く
の
市
民
の
理
解
と
実
行

で
解
決
で
き
る
の
で
は
と
、
大
き
な
可
能
性
を
も
っ
て
取
り

組
ん
だ
。
購
買
力
が
継
続
と
拡
大
を
期
待
で
き
る
か
ら
だ
。

日
本
で
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
の
認
定
を
受
け
る
に
は
、
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｊ

（
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
）
の
定
め
る
六
基
準

を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
一
．
推
進
組
織

の
設
立
と
支
持
層
の
拡
大　

二
．
運
動
の
展
開
と
市
民
の
啓

発　

三
．
地
域
社
会
へ
の
浸
透　

四
．
地
域
活
性
化
へ
の
貢

献　

五
．
地
域
の
店
（
商
業
施
設
）
に
よ
る
Ｆ
Ｔ
産
品
の
幅

広
い
提
供　
六
．自
治
体
に
よ
る
Ｆ
Ｔ
の
支
持
と
普
及
で
あ
る
。

ま
ず
二
〇
〇
九
年
八
月
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
シ
テ
ィ
く

ま
も
と
推
進
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
。
各
基
準
に
そ
れ
ぞ

れ
担
当
者
を
付
け
て
、
そ
の
基
準
内
容
に
合
う
よ
う
に
努

め
た
。
特
に
六
番
目
の
基
準
は
地
元
議
会
で
の
承
認
を
必

要
と
し
て
お
り
、
と
て
も
苦
労
し
た
。
Ｆ
Ｔ
の
理
解
を
深

め
て
も
ら
う
た
め
に
、
市
議
会
議
員
を
対
象
に
勉
強
会
を

開
催
し
た
り
、
市
民
へ
の
認
知
度
を
高
め
る
た
め
、
一
万
人

分
の
署
名
を
集
め
て
市
議
会
へ
提
出
し
た
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
若

者
達
と
手
当
た
り
次
第
に
挑
戦
し
、
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
。

熊
本
市
は
か
ね
て
か
ら
国
際
交
流
が
盛
ん
で
あ
り
、
多
文

化
共
生
や
開
発
援
助
に
関
心
を
も
つ
市
民
が
多
い
こ
と
も

追
い
風
だ
っ
た
。
そ
し
て
遂つ

い

に
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
、
熊

本
市
議
会
で
「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
理
念
周
知
に
関
す
る
決

議
案
」
が
満
場
一
致
で
議
決
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
日
に

お
こ
な
わ
れ
た
記
者
会
見
で
市
長
も
賛
同
の
意
向
を
表
明

し
た
こ
と
で
、
二
〇
一
一
年
六
月
Ｆ
Ｔ
シ
テ
ィ
熊
本
市
が

誕
生
し
た
。

熊
本
か
ら
世
界
へ 

ひ
と
つ
な
ぐ
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

二
〇
一
四
年
三
月
二
九
、三
〇
日
に
第
八
回
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン

国
際
会
議
が
熊
本
市
で
開
催
さ
れ
る
。
会
議
の
主
旨
は
「
ア

ジ
ア
へ
の
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
の
拡
大
」
で
あ
る
。
文
字
ど
お
り
ア

ジ
ア
の
国
々
へ
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
運
動
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
各
国
・
国
内
よ
り
二
〇
〇
名
の
参
加
を
見
込
ん

で
い
る
。
前
日
三
月
二
八
日
に
は
市
民
へ
の
わ
か
り
や
す

い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
各
国
生
産
者
の
Ｆ
Ｔ
産
品
見
本
市
、

大
学
生
の
サ
ミ
ッ
ト
、
全
国
の
グ
リ
ー
ン
経
営
者
会
議
な

ど
を
企
画
。
実
例
と
し
て
ブ
ー
タ
ン
の
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
コ
ッ

ト
ン
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
、
講
演
会
、
分
科
会
な
ど
を

通
じ
て
、
Ｆ
Ｔ
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
予
定
だ
。
熊
本

市
の
共
催
に
よ
り
熊
本
市
国
際
交
流
会
館
で
三
日
間
に
渡

り
開
催
す
る
。
全
体
の
テ
ー
マ
を
「
熊
本
か
ら
世
界
へ　

ひ
と
つ
な
ぐ
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
」
と
し
た
。
世
界
的
な
広
が

り
を
見
せ
る
Ｆ
Ｔ
タ
ウ
ン
運
動
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
市

民
の
理
解
は
少
な
い
。
ア
ジ
ア
唯
一
の
Ｆ
Ｔ
シ
テ
ィ
で
開
催

さ
れ
る
国
際
会
議
を
、
人
と
人
を
つ
な
げ
る
事
か
ら
始
め

た
い
。
ま
ず
、
知
り
合
い
、
語
り
合
う
場
に
な
れ
ば
と
の

思
い
を
込
め
て
い
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
最
高
の
お
も

て
な
し
を
し
た
い
と
、
た
く
さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
っ

て
い
る
。
お
城
祭
り
開
催
中
、
桜
満
開
の
熊
本
城
を
背
景

に
し
て
、
と
も
に
語
り
合
う
機
会
と
し
た
い
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
安
定
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
支
持
層
の
拡
大
に
加
え
、
継
続
的
な
購
買
層
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

そ
の
と
り
く
み
を
、
個
人
や
単
体
の
お
店
・
企
業
の
枠
を
超
え
て
、

ま
ち
ぐ
る
み
で
支
持
し
、
応
援
を
す
る
活
動
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
の
世
界
的
広
が
り

明あ

か

し石 

祥し
ょ
う
こ子

　
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
シ
テ
ィ
く
ま
も
と
推
進
委
員
会
事
務
局
代
表

ボリビアの生産者と筆者

ブータンのオーガニックコットン生産者と筆者

認定授与式

認定を記念したパレード

ポーランドでおこなわれたＦＴタウン国際会議
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善
玉
オ
ゾ
ン
と
悪
玉
オ
ゾ
ン

わ
た
し
の
専
門
で
あ
る
大
気
化
学
、
広
義
に
は
地
球

科
学
と
い
う
が
、
け
っ
こ
う
人
文
・
社
会
科
学
と
似
て
い

る
な
あ
と
最
近
思
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
自
然
も
し
く
は

人
を
「
観
察
す
る
」
こ
と
が
ベ
ー
ス
に
な
る
学
問
で
あ
る

と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
地
球
や
人
の
営
み
と
い
っ
た
複

雑
系
か
ら
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
こ
と
。

そ
し
て
第
三
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
人
里
離
れ
た
場
所
が
多
い
。
わ
た
し
自
身
、
科

学
者
に
な
っ
て
も
悪
く
な
い
か
な
、
と
思
っ
た
の
は
、
無

味
乾
燥
な
実
験
室
を
離
れ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
け

る
人
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
人
間
が
住
む
地
上
付
近
か
ら
高
度
約
一
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
を
対
流
圏
と
い
い
、
そ
こ
に
存
在
す

る
オ
ゾ
ン
を
対
流
圏
オ
ゾ
ン
と
よ
ぶ
。
オ
ゾ
ン
は
酸
素
原

子
三
つ
か
ら
な
り
酸
化
性
を
も
つ
た
め
、
そ
も
そ
も
生
物

に
は
有
害
で
あ
る
。
一
方
、
高
度
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
成
層
圏
オ
ゾ
ン
は
紫
外
線
を
シ
ー
ル
ド
し
て
く
れ
て
い

る
た
め
、
同
じ
オ
ゾ
ン
で
も
、
成
層
圏
オ
ゾ
ン
は
「
善
玉

オ
ゾ
ン
」、
対
流
圏
オ
ゾ
ン
は
「
悪
玉
オ
ゾ
ン
」
と
よ
ば
れ

て
き
た
。

陸
と
海
と
空
と

こ
の
対
流
圏
オ
ゾ
ン
の
動
態
を
地
球
規
模
で
理
解
し
よ

う
と
多
く
の
科
学
者
が
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
大
気
中
で

の
寿
命
が
数
日
か
ら
数
週
間
と
比
較
的
短
い
の
で
、
変
動

の
様
子
や
そ
の
支
配
要
因
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ

た
。
地
域
規
模
や
地
球
規
模
の
変
動
を
と
ら
え
た
い
場
合
、

な
る
べ
く
き
れ
い
な
空
気
、
つ
ま
り
近
傍
の
人
間
活
動
の

影
響
を
受
け
て
い
な
い
空
気
を
観
測
す
る
の
が
常
じ
ょ
う

套と
う

手

段
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ア
ル
プ
ス
山
脈
で
数
十
年

に
わ
た
る
観
測
が
継
続
さ
れ
て
い
る
し
、
北
米
で
は
ハ
ワ

イ
の
マ
ウ
ナ
ロ
ア
や
ア
ラ
ス
カ
で
の
観
測
が
有
名
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
地
の
利
を
活
か
し
て

離
島
や
半
島
の
岬
で
観
測
を
す
る
こ
と
が
多
い
。
わ
た
し

の
本
格
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
学
生
時
代
、
北
海
道

最
北
端
近
く
の
利り

尻し
り

島
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
以
降
、
日
本

で
は
沖
縄
県
の
辺へ

戸ど

岬
、
波は

照て
る

間ま

島
、
北
海
道
の
落お
ち
い
し石
岬
、

長
野
県
の
八は
っ

方ぽ
う

尾お

根ね

な
ど
で
野
外
観
測
を
お
こ
な
っ
て
き

た
。
北
半
球
で
人
間
が
多
く
住
む
中
高
緯
度
帯
で
は
風
は

西
か
ら
東
に
吹
く
。
日
本
の
空
気
の
質
を
詳
し
く
知
っ
た

ら
、
次
は
上
流
に
行
き
た
く
な
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
最

近
で
は
中
国
や
韓
国
、シ
ベ
リ
ア
な
ど
で
観
測
を
お
こ
な
っ

た
り
、
各
国
の
科
学
者
の
協
力
を
え
て
、
デ
ー
タ
を
え
て

解
析
し
た
り
し
て
い
る
。
長
い
と
き
に
は
一
ヶ
月
も
現
地

に
滞
在
し
て
観
測
を
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
る
が
、
だ
ん
だ

ん
人
柄
、
土
地
柄
、
お
国
柄
が
見
え
て
く
る
か
ら
面
白
い
。

上
空
の
空
気
を
知
り
た
い
と
き
は
、
航
空
機
や
大
気
球

と
い
っ
た
「
飛
び
道
具
」
を
使
っ
て
空
気
を
採
取
し
観
測

す
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
モ
デ
ル
に
よ
る
予
測
を
も
と
に
、

測
定
機
器
を
満
載
し
た
航
空
機
を
駆
使
し
て
空
気
を
追
い

か
け
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
一
発
勝
負
だ
。
飛
行
機
に
乗
り
込

ん
だ
数
人
を
大
勢
が
地
上
で
見
守
る
様
子
は
、
な
ん
と
も

い
え
な
い
ワ
ク
ワ
ク
感
や
ド
キ
ド
キ
感
が
あ
る
。

世
界
の
空
気
を
追
っ
て

谷た
に

本も
と 

浩ひ
ろ

志し

　
　
国
立
環
境
研
究
所
地
球
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー

地
球
大
気
化
学
研
究
室
室
長

一
方
、
海
の
上
の
空
気
や
海
の
水
そ
の
も
の
を
知
り
た

い
と
き
は
、
研
究
船
を
利
用
す
る
。
船
で
は
飛
行
機
ほ
ど

荷
物
の
重
さ
に
制
限
が
な
い
た
め
、
科
学
者
、
技
術
者
、

船
員
を
合
わ
せ
て
数
十
人
も
が
船
に
乗
り
込
ん
で
、
数
ヶ

月
に
も
お
よ
ぶ
ク
ル
ー
ズ
に
出
か
け
る
。
見
渡
せ
ど
、
見

渡
せ
ど
、
海
。
四
方
八
方
、
海
。
鯨
の
姿
を
見
つ
け
た
と

き
や
満
点
の
星
空
に
は
大
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
激
す

る
が
、
太
平
洋
の
ど
真
ん
な
か
に
さ
え
浮
か
ん
で
い
る
レ

ジ
袋
を
見
れ
ば
地
球
規
模
で
進
む
環
境
汚
染
の
現
実
を
突

き
つ
け
ら
れ
る
。
目
的
地
が
近
づ
い
て
陸
が
見
え
た
と
き

に
は
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
人
が
出
て
き
て
、
デ
ッ
キ
に

上
が
り
、
陸
の
方
を
向
い
て
、
携
帯
電
話
の
電
波
を
確
か

め
て
み
る
。
そ
し
て
、
何
と
な
く
口
数
が
増
え
雰
囲
気
が

明
る
く
な
る
。
こ
れ
は
何
か
本
能
的
な
行
動
な
の
だ
ろ
う
。

人
は
陸
に
住
む
生
き
物
な
の
だ
な
と
改
め
て
思
わ
せ
る
一

瞬
で
あ
る
。

空
は
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
の
よ
う
に
世
界
各
国
で
え
ら
れ
た
観
測
デ
ー
タ
は
、

世
界
中
の
科
学
者
に
共
有
さ
れ
、
空
気
の
質
や
組
成
に
関

す
る
理
解
が
深
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
偏
西
風
と
と

も
に
、
オ
ゾ
ン
も
ア
ジ
ア
か
ら
北
米
へ
、
北
米
か
ら
欧
州

へ
、
欧
州
か
ら
ア
ジ
ア
へ
運
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
た
。
空
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
英
語
で
はA

ir 

Q
uality

と
い
う
こ
と
ば
が
日
常
会
話
で
も
よ
く
使
わ
れ

る
が
、
日
本
語
で
「
空
気
質
」
は
あ
ま
り
耳
慣
れ
な
い
。

対
照
的
に
、
水
質
と
い
う
こ
と
ば
は
日
本
語
で
も
馴な

じ染
み

深
く
、
こ
れ
は
日
本
が
幸
い
水
の
豊
か
な
環
境
に
あ
っ
た

た
め
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。
空
気
の
味
は
水
ほ
ど
敏
感

に
感
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
呼
吸
に
よ
っ
て
体

内
に
吸
い
込
む
空
気
の
質
に
も
っ
と
関
心
を
も
ち
た
い
。

研究船「白鳳丸」から見た、ハワイ島周辺にかかる虹

研究船「白鳳丸」の大気観測マストと米国の大気観測用航空機（中央奥）
（撮影・稲飯洋一）

八方尾根の大気観測所（国設八方尾根酸性雨測定所）（撮影・奈良英樹）

太平洋の珊瑚（さんご）礁
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分
類
学
者
Ｃ
・
リ
ン
ネ
が
「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
」（
知
恵
あ
る
ヒ
ト
）

と
命
名
し
た
人
類
は
、
二
〇
万
年
前
に
誕
生
し
た
我
々
現
代
人
の
直
接

の
祖
先
で
あ
る
新
人
を
指
す
。
そ
れ
以
前
の
旧
人
、
す
な
わ
ち
ネ
ア
ン

デ
ル
タ
ー
ル
と
区
別
し
て
分
類
す
る
目
的
も
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
「
ホ
モ
・
モ
ビ
リ
タ
ス
」（
移
動
す
る
ヒ
ト
）
は
、

七
〇
〇
万
年
前
に
ア
フ
リ
カ
で
誕
生
し
た
猿
人
以
降
の
人
類
す
べ
て
を

含
む
。
人
類
が
そ
の
誕
生
以
来
、
汎
地
球
規
模
に
移
動
し
て
生
活
を
続

け
た
こ
と
を
、
端
的
に
表
現
し
た
の
が
こ
の
呼
称
で
あ
る
。
自
然
人
類

学
者
・
片
山
一
道
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
が
提
唱
し
た
。

地
球
上
の
動
物
の
う
ち
、
ひ
と
つ
の
種
が
こ
れ
ほ
ど
広
い
分
布
範

囲
を
も
ち
、
異
な
る
生
態
環
境
を
克
服
し
て
生
息
し
て
い
る
の
は
人

類
し
か
い
な
い
。
ア
フ
リ
カ
で
誕
生
し
て
以
来
、
森
林
か
ら
草
原
へ

進
出
す
る
こ
と
で
二
足
歩
行
を
始
め
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア

へ
と
移
動
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
人
類
は
徐
々
に
そ
の
分

布
範
囲
を
広
げ
て
き
た
。
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
誕
生
し
て
か
ら
は
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
ば
か
り
か
、
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
そ
し
て
、
海
を
渡
っ
て
オ
セ
ア
ニ
ア
の
島と
う
し
ょ嶼

部
に
ま
で
移
動

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
人
類
は
移
動
し
た
の
か
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
原
因
の
ひ
と

つ
に
気
候
変
動
が
考
え
ら
れ
る
。
温
暖
期
に
緯
度
の
高
い
地
域
に
ま
で

移
動
し
て
も
、
寒
冷
期
に
は
暖
か
い
地
域
に
後
退
す
る
こ
と
を
繰
り
返

し
た
の
は
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
寒
冷
環
境
に

も
適
応
し
て
さ
ら
に
先
へ
と
移
動
し
た
の
が
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
で
あ
る
。

ホモ・モビリタス
Homo Mobilitas

印
い ん

東
と う

 道
み ち

子
こ

　民博 民族社会研究部

彼
ら
は
、
気
候
変
動
か
ら
逃
げ
る
の
で
は
な
く
、
道
具
や
衣
類
を
工
夫

す
る
こ
と
で
、
寒
冷
環
境
へ
も
進
出
し
て
い
っ
た
。
脳
容
量
が
大
き
く

な
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
工
夫
を
生
み
出
す
背
景
に
あ
っ
た
。

同
じ
よ
う
に
、
人
類
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
大
半
の
哺
乳
類
が
越

え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
バ
リ
島
の
東
を
と
お
る
ウ
ォ
ー
レ
ス
線
を
越
え

て
海
洋
地
域
へ
と
移
動
し
て
い
っ
た
。
島
伝
い
に
ア
ジ
ア
か
ら
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
へ
と
海
を
越
え
た
の
は
今
か
ら
約
四
万
五
千
年
前
の
こ
と
で
、

ア
メ
リ
カ
大
陸
に
人
類
が
移
動
し
た
一
万
数
千
年
前
よ
り
も
は
る
か

に
昔
の
こ
と
だ
っ
た
。
海
の
向
こ
う
に
見
え
る
島
影
を
見
て
も
動
物
は

ウ
ォ
ー
レ
ス
海
峡
を
越
え
な
か
っ
た
が
、
人
類
は
越
え
て
い
っ
た
。
そ

の
差
は
人
類
の
も
つ
好
奇
心
と
、
道
具
を
工
夫
す
る
な
ど
の
文
化
的
手

段
を
併
せ
も
つ
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

狩
猟
採
集
民
が
移
動
生
活
を
基
本
と
し
た
の
に
対
し
、
農
耕
が
開
始

さ
れ
る
と
定
住
生
活
に
シ
フ
ト
し
た
。
し
か
し
、
地
域
に
よ
っ
て
は
定

住
農
耕
が
か
な
わ
な
い
環
境
も
あ
り
、
遊
牧
の
よ
う
に
移
動
を
続
け
る

生
活
を
選
択
し
た
人
び
と
も
い
た
。
現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
巡
礼
の

旅
や
の
ん
び
り
し
た
船
旅
な
ど
、
旅
を
す
る
こ
と
自
体
が
ひ
と
つ
の
目

的
で
も
あ
る
よ
う
な
行
為
は
、
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
こ
と
、

そ
し
て
何
か
違
う
も
の
を
求
め
て
移
動
す
る
行
為
こ
そ
、
七
〇
〇
万
年

の
歴
史
を
も
つ
ホ
モ
・
モ
ビ
リ
タ
ス
が
も
ち
続
け
て
き
た
生
存
戦
略
だ
と

し
た
ら
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
月
や
火
星
の
探
査
、
宇
宙
空
間
で

の
滞
在
実
験
が
開
始
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

このネタい
ただき！
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ベ
ト
ナ
ム
の
「
働
き
盛
り
」

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結
し
、
三
五
年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
、

ベ
ト
ナ
ム
は
経
済
発
展
の
最
中
に
あ
り
、
活
気
の
あ
る
国
と
し
て

大
き
く
様
変
わ
り
し
つ
つ
あ
る
。
好
景
気
に
沸
く
ベ
ト
ナ
ム
に
日

系
企
業
も
注
目
し
て
お
り
、
現
在
で

は
お
よ
そ
一
六
〇
〇
社
の
日
系
企
業

が
進
出
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
経
済
発
展
の
背
景
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
若
者
を
中
心
と
し
た

労
働
人
口
が
ベ
ト
ナ
ム
全
体
の
人
口

の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る

と
い
う
点
に
あ
る
。﹁
働
き
盛
り
﹂
が

人
口
の
大
部
分
を
占
め
る
ベ
ト
ナ
ム

に
、
今
後
ま
す
ま
す
経
済
発
展
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況

の
な
か
で
、
ベ
ト
ナ
ム
を
飛
び
出
し

日
本
で
起
業
し
た
ひ
と
り
の
ベ
ト
ナ

ム
人
女
性
を
紹
介
し
た
い
。

ラ
ン
さ
ん
の
ベ
ト
ナ
ム
雑
貨
店

現
在
、神
戸
に
住
む
ラ
ン
さ
ん
︵
仮

名
︶
は
、
一
九
九
五
年
に
来
日
し
た
。

ま
も
な
く
ラ
ン
さ
ん
は
、
親
戚
が
営

む
ベ
ト
ナ
ム
料
理
店
を
手
伝
い
な
が
ら
日
本
語
を
学
び
は
じ
め
た
。

そ
の
後
、
ラ
ン
さ
ん
は
日
本
人
が
経
営
す
る
ベ
ト
ナ
ム
雑
貨
店
を

手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ラ
ン
さ
ん
の
魅
力
的
な
人
柄
と
き
め
細

か
い
接
客
対
応
は
雑
貨
店
の
オ
ー
ナ
ー
か
ら
信
頼
を
え
る
こ
と
に

な
り
、
ラ
ン
さ
ん
は
ベ
ト
ナ
ム
へ
雑
貨
を
買
い
付
け
に
行
く
仕
事

も
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
。
数
年
の
手
伝
い
期
間
を
経
て
、
ラ
ン

さ
ん
は
来
日
当
初
か
ら
の
夢
で
あ
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
雑
貨
店
を
開
店

し
た
。
色
と
り
ど
り
の
雑
貨
が
セ
ン
ス
良
く
並
ぶ
店
内
に
は
、
常

連
客
だ
け
で
な
く
人
目
を
引
く
色
鮮
や
か

な
雑
貨
に
惹
か
れ
て
通
り
す
が
り
の
客
が

か
わ
る
が
わ
る
入
っ
て
く
る
。

日
本
で
起
業
す
る
と
い
う
こ
と

ラ
ン
さ
ん
が
日
本
に
活
躍
の
場
を
求

め
た
理
由
と
し
て
、
す
で
に
親
戚
が
日
本

で
起
業
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
異
国
の
地
で
あ
る
日
本
で
起
業

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
並
大
抵
の
努
力
で

は
実
現
で
き
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
が

つ
く
。
ラ
ン
さ
ん
も
例
外
で
は
な
く
、
来

日
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
ひ
た
む
き
に

努
力
を
重
ね
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
苦
労
を
経
験
し
て
き
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
若
者
世
代
が
多
い
ベ
ト
ナ
ム
に

お
い
て
、
海
外
で
起
業
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ラ
イ
バ
ル
が
多
い

国
内
で
起
業
す
る
よ
り
も
成
功
を
掴つ

か

む

可
能
性
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
で
起
業
し
た
ラ
ン
さ

ん
と
の
出
会
い
は
、
経
済
発
展
に
よ
り
注
目
が
高
ま
り
つ
つ
あ

る
ベ
ト
ナ
ム
が
も
つ
厳
し
い
側
面
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
。

ランさんの店内の人気商品

海外で起業する
ベトナムの若者たち

野
の

上
がみ

 恵
え

美
み

　神戸大学大学院国際文化学研究科
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ま
る
で
テ
ー
マ
パ
ー
ク

ブ
ー
タ
ン
の
町
中
で
は
、
歩
い
て
い
る
人
の
ほ
と
ん
ど
が
男
性
は
ゴ
、
女
性
は
キ
ラ

と
い
う
民
族
衣
装
を
着
て
お
り
、
小
学
生
の
制
服
も
民
族
衣
装
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、

建
物
は
す
べ
て
が
ブ
ー
タ
ン
風
で
、
は
じ
め
て
ブ
ー
タ
ン
を
訪
れ
た
外
国
人
は
、
ま
る

で
ブ
ー
タ
ン
色
に
統
一
さ
れ
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
な
か
に
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を

も
つ
。
こ
れ
が
ブ
ー
タ
ン
観
光
の
ひ
と
つ
の
魅
力
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
前
か
ら
こ
の
よ
う
に
ブ
ー
タ
ン
風
に
統
一
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

わ
た
し
が
初
め
て
ブ
ー
タ
ン
に
行
っ
た
の
は
一
九
七
〇
年
だ
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
は

大
半
の
若
者
が
ジ
ー
ン
ズ
と
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
た
。
そ
の
当
時
、
古
く
か
ら
の
ブ
ー

タ
ン
を
知
る
外
国
人
の
あ
い
だ
で
は
、
ブ
ー
タ
ン
も
だ
ん
だ
ん
と
普
通
の
国
に
な
っ
て

き
た
と
語
り
合
っ
た
。

｢

幸
せ
の
国｣

へ

そ
れ
が
一
九
八
九
年
、
国
王
か
ら
「
公
式
の
場
で
は
民
族
衣
装
を
着
る
よ
う
に
」

と
の
勅
令
が
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
が
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
、
ど
ん
な
場
で
も
民
族
衣
装

大
変
な
力
が
必
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
ブ
ー
タ
ン
は
、
今
日
で
は
幸
せ
の
国
と
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
洋
」
を
も
っ
て
「
公
」
と
な
す

二
〇
一一
年
一一
月
、
第
五
代
サ
ン
ゲ
・
シ
ン
ゲ
・
ワ
ン
チ
ュ
ッ
ク
国
王
が
、
新
婚
の

王
妃
を
伴
っ
て
日
本
を
訪
れ
た
。
国
会
で
の
演
説
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
は

随
行
し
て
き
た
僧
侶
が
追
悼
の
法
要
を
お
こ
な
い
、
ブ
ー
タ
ン
国
王
は
た
ち
ま
ち

日
本
人
の
心
を
と
ら
え
た
。

日
本
政
府
は
、
こ
の
国
王
夫
妻
を
国
賓
と
し
て
も
て
な
し
、
宮
中
晩ば
ん
さ
ん
か
い

餐
会
が
お
こ
な

わ
れ
た
。
宮
中
晩
餐
は
、
日
本
で
一
番
格
式
の
高
い
お
も
て
な
し
で
あ
る
。
日
本
側
の
陪

席
者
に
は
、
宮
内
庁
か
ら
ド
レ
ス
・
コ
ー
ド
が
知
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
「
男
子　
タ
キ

シ
ー
ド
（
ブ
ラ
ッ
ク
・
タ
イ
）、
紋
付
羽
織
袴は
か
ま

又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
。
女
子　

ロ
ン
グ
ド
レ
ス　

手
袋
は
随
意　

白
襟
（
白
羽
二
重
の
襟
を
重
ね
る
）
紋
付
（
色
留
袖
、

訪
問
着
）、
黒
留
袖
も
可　

紋
の
数
は
随
意
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
明
治
時
代
以
降
、

日
本
で
は
「
洋
」
を
も
っ
て
「
公
」
と
な
す
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
原
則
で
あ
っ
た
。

こ
の
晩
餐
会
で
は
、
ブ
ー
タ
ン
側
の
客
人
は
全
員
が
ゴ
と
キ
ラ
の
民
族
衣
装
を
着

用
し
て
い
た
。
一
方
、
日
本
側
の
男
性
は
、
ほ
ぼ
全
員
が
タ
キ
シ
ー
ド
姿
で
ブ
ラ
ッ
ク・

タ
イ
を
着
用
し
て
い
た
。
し
か
し
女
性
は
、
数
人
の
方
を
除
い
て
和
服
姿
で
あ
っ
た
。

梅
棹
忠
夫
さ
ん
が
『
美
意
識
と
神
さ
ま
』
の
な
か
で
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
女
性
に

お
け
る
「
公
」
の
服
装
は
、
ま
だ
「
洋
」
で
あ
る
と
決
着
が
付
い
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

ブ
ー
タ
ン
国
王
を
招
い
て
の
宮
中
晩
餐
は
、男
性
女
性
と
も
「
民
族
衣
装
」
を
も
っ

て
「
公
」
と
す
る
ブ
ー
タ
ン
と
、「
洋
」
を
も
っ
て
「
公
」
と
す
る
日
本
男
性
と
、「
和
」

を
も
っ
て
「
公
」
と
し
よ
う
と
す
る
日
本
女
性
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
礼
装
が
あ
り
、
そ
れ

は
何
を
最
上
の
衣
装
と
み
な
し
て
い
る
の
か
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
意
識

さ
せ
ら
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
。

栗く
り

田た 

靖や
す

之ゆ
き

　
民
博 

名
誉
教
授

礼
装
と
し
て
の
民
族
衣
装

｢

幸
せ
の
国｣

か
ら
二
年
前
に
来
日
し
た
国
王
と
王
妃
は
、

つ
ね
に
民
族
衣
装
を
着
て
い
た
。

ブ
ー
タ
ン
で
は
、
民
族
衣
装
が
い
わ
ば
国
民
の
制
服
な
の
だ
。

を
着
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
と
曲
解
さ
れ
た
。
首
都
テ
ィ
ン
プ
ー
の
町
を
ジ
ー
パ
ン

と
Ｔ
シ
ャ
ツ
で
歩
い
て
い
た
学
生
が
警
察
官
か
ら
注
意
さ
れ
た
と
い
う
話
が
広
ま
る
と
、

町
の
な
か
か
ら
ジ
ー
パ
ン
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
姿
が
い
っ
せ
い
に
姿
を
け
し
た
。

し
か
し
こ
の
こ
と
に
反
発
し
た
人
び
と
も
い
る
。
そ
れ
は
南
部
を
中
心
に
そ
の
数
を

増
や
し
て
い
た
ネ
パ
ー
ル
系
住
民
で
あ
る
。
そ
の
当
時
ブ
ー
タ
ン
の
人
口
七
〇
万
人
で
、

そ
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
ネ
パ
ー
ル
系
住
民
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
ネ
パ
ー

ル
系
住
民
に
は
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
が
ブ
ー
タ
ン
人
の
民
族
衣
装
を
着
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
か
と
い
う
釈
然
と
し
な
い
思
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
発
端
と
な
っ
て
、
彼

ら
の
反
発
を
生
み
、
同
時
に
彼
ら
の
な
か
に
は
ブ
ー
タ
ン
国
内
で
の
不
法
滞
在
の
人
が

多
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
流
血
の
紛
争
が
生
じ
た
。
結
果
と
し
て
数
多
く
の
ネ
パ
ー

ル
系
住
民
が
国
外
に
出
て
難
民
と
な
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。

言
語
で
あ
れ
服
装
で
あ
れ
、
ひ
と
つ
の
も
の
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

ブータンの町の風景

民族衣装を着た生徒たち
ブータンの男性。伝統的には、
ブータン人は裸足であった

キラゴ

男性はカムネィ、
女性はラチュー
という布を肩から
掛けることで正
装となる。ゾンと
いうお城には、こ
の正装でないと
入れない
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編集後記
　とにかく集めまくるだけ、というコレクターは結構いる。
そして世の「コレクション」の多くは個人の愉しみの域を
出ない。集めた人にとってはお宝でも、その人が故人と
なればゴミの山として処分されてしまうことも往々にして
ある。そもそもが高価な美術品でもないアチック・コレク
ションが、敬三の没後50年たってもお宝であり続けてい
る、ということはすごいことなのだと思う。
　個人の収集欲あるいは自己顕示欲を満足させるための
コレクションだったとしたら、今のような形では残ってい
なかったであろう。敬三がアチックに託した「ティームワー
クのハーモニアスデヴェロープメント（調和的な発展）」
という理想が根本にあり、それを引き継ぐ仲間たちがい
たからこそ、半世紀たってもこれらのモノは活きている。
　仲間と協同してモノを集め、世のために活用する。こ
れぞ博物館の理想的な在り方であろう。扇の要

かなめ

のように、
屋根裏部屋の仲間たちをまとめ、日本の民俗学に大きな
追風を送った敬三の、この精神を忘れてはならない。
（山中由里子）
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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11月

次号の予告
特集

稲作以後

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、一般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  絵馬。願いを込めて、さまざまな絵が描かれる。
 標本番号：H0015069ほか
  地域：日本　アチックミューゼアム・コレクション

■ 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。

話者 :菅瀬晶子（国立民族学博物館 助教）
話題 :それでも豚を食べる人びと
　　　―パレスチナ・イスラエルにおける豚肉食―
会場 :本館展示場（ナビひろば）
内容 :豚肉食を禁忌とするイ

スラームやユダヤ教が
多数派のこの地で、「あ
えて」豚肉を食べる人
びととは。写真を多数
お見せしながら、ご紹
介します。

10日
（日曜日）

24日
（日曜日）

話者 :齋藤玲子（国立民族学博物館 助教）
話題 :アイヌの工芸について
会場 :本館展示場（ナビひろば）
内容 :アイヌの民具は機能的であると

ともに、手のこんだ文様が施さ
れたものも多くあります。アチ
ックミューゼアムなどの所蔵品
のなかにも、美的にすぐれた生
活用具が含まれています。こう
した古い資料を活かした、近年
の工芸に関する取り組みについ
てお話しします。

パレスチナ自治区の養豚場

樹皮製糸で織られた着物
（民博所蔵品　特別展展
示中　H0018717）
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