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一
九
七
四
年
、
社
会
人
類
学
の
野の

口ぐ
ち

武た
け

徳の
り

、
民
俗
学

の
宮み

や

田た

登の
ぼ
る、

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
監
督
の
野の

田だ

真し
ん

吉き
ち

と
私
の
四
人
で
「
映
像
民
俗
学
を
考
え
る
会
」
を
作
り
、

四
年
後
の
七
八
年
に
「
日
本
映
像
民
俗
学
の
会
」
と
し

て
正
式
に
発
足
さ
せ
た
。「
映
像
民
俗
学
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
た
の
は
多
分
日
本
で
最
初
だ
ろ
う
。「
学
会
」
と

し
な
い
で
「
学
の
会
」
と
し
た
の
は
、
宮
田
さ
ん
の
こ
だ

わ
り
で
、
研
究
者
だ
け
で
な
く
誰
で
も
参
加
で
き
、
地

域
の
生
活
や
文
化
を
記
録
、
享
受
で
き
る
会
に
し
た
い
と

い
う
考
え
か
ら
だ
。
発
起
人
の
三
人
は
す
で
に
鬼
籍
に
入

り
私
だ
け
が
残
っ
て
い
る
が
、
多
く
の
研
究
者
や
映
画
人
、

一
般
人
ら
が
新
た
に
加
わ
り
、
来
年
で
四
〇
周
年
を
迎

え
る
。
毎
年
日
本
の
ど
こ
か
に
出
か
け
て
行
き
、
そ
の
地

域
の
映
像
特
集
を
組
み
、
論
議
す
る
。
来
年
三
月
は
松

本
市
浅
間
温
泉
の
神
宮
寺
で
「
死
者
と
生
者
の
通
い
路
」

を
テ
ー
マ
に
、
日
本
や
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
死
と
葬
送

儀
礼
、
他
界
観
を
描
い
た
映
画
を
特
集
す
る
。

　
欧
米
で
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
映
像
人
類
学
が
風ふ

う

靡び

し
て
数
多
く
の
映
画
が
作
ら
れ
た
が
、
日
本
で
は
カ
メ

ラ
を
持
つ
研
究
者
は
少
数
だ
っ
た
。
学
問
が
細
分
化
・
専

門
化
し
て
、
人
間
の
営
み
を
ト
ー
タ
ル
に
見
る
こ
と
を
忘

れ
た
よ
う
に
私
に
は
思
え
た
。人
間
を
ビ
ヘ
イ
ビ
ア（
行
動
）

と
し
て
と
ら
え
、
生
活
、
風
土
、
環
境
を
含
め
て
描
く
こ

と
の
で
き
る
動
画
は
、
研
究
者
に
と
っ
て
も
大
切
な
道
具

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
私
は
映
画
や
テ
レ
ビ
番
組
を
作
る
こ
と
を
生
業
に
し

て
き
た
。
沖
縄
や
東
北
な
ど
日
本
の
他
、
韓
国
、
中
国
、

イ
ン
ド
、
チ
ベ
ッ
ト
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
黒
潮
文
化
圏
と
地
域

を
絞
っ
て
取
り
組
ん
で
五
〇
年
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生

活
の
根
っ
こ
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
て
や
っ
て
き
た
。

人
の
営
み
の
古
層
を
捉
え
て
お
け
ば
、
時
代
が
経
っ
て
も

古
く
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
価
値
が
出
る
と
考
え
て
き
た
。

　
神
の
島
と
い
わ
れ
る
沖
縄
の
久
高
島
で
は
、
一
九
六
六

年
か
ら
撮
影
を
し
て
い
る
。
一
二
年
に
一
度
行
わ
れ
る
イ

ザ
イ
ホ
ー
を
始
め
、
年
中
行
事
の
三
〇
以
上
を
撮
っ
て
き

た
。
白
衣
を
着
て
島
中
の
女
性
が
参
加
し
て
い
た
行
事
は

こ
こ
十
数
年
で
壊
滅
状
態
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
ま
ま

で
は
い
け
な
い
と
、
一
台
の
パ
ソ
コ
ン
に
全
行
事
・
全
映

像
を
入
れ
て
島
に
寄
贈
し
よ
う
と
、
研
究
者
と
一
緒
に
続

け
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
六
〇
時
間
、
五
三
〇
〇
カ
ッ
ト

に
文
字
情
報
を
入
れ
て
、
観
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
渡
し

し
た
。
毎
月
一
回
の
上
映
会
に
来
る
お
年
寄
り
は
若
き
自

分
の
姿
を
見
、
亡
く
な
っ
た
お
婆
た
ち
を
思
っ
て
涙
し
た
。

初
め
て
行
事
を
見
る
若
者
た
ち
は
、
島
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
は
こ
こ
に
あ
る
と
喜
ん
で
く
れ
た
。
映
像
民
俗
学
、

映
像
人
類
学
は
こ
れ
か
ら
だ
。



観
察
と
解
説

人
類
学
に
お
け
る
映
像
実
践
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
映

像
に
よ
る
民
族
誌
、
民
族
誌
映
画
が
挙
げ
ら
れ
る
。
民

族
誌
映
画
は
文
化
事
象
の
記
録
や
分
析
、
保
存
を
は

じ
め
、
異
文
化
理
解
の
ツ
ー
ル
と
し
て
研
究
や
教
育
現

場
に
お
い
て
利
用
さ
れ
、
研
究
を
広
く
社
会
に
還
元
す

る
手
段
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
二
〇
世
紀
の
民
族
誌
映
画
の
系
譜
を
俯ふ

瞰か
ん

し
て
み
よ
う
。
そ
の
様
式
に
関
し
て
は
、対
象
の〝
客

観
的
な
〞
観
察
に
徹
す
る
観
察
型
や
、
テ
ク
ス
ト
や
ボ

イ
ス
オ
ー
バ
ー
（
画
面
に
登
場
し
な
い
話
者
に
よ
る
語
り
）

に
よ
る
論
述
・
解
説
を
軸
と
す
る
解
説
型
が
中
心
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
研
究
者
／
制
作
者
と
被
写
体
間
の

相
互
行
為
を
基
軸
に
展
開
す
る
ス
タ
イ
ル
、
あ
る
い
は

演
技
を
主
体
と
す
る
実
験
等
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ら
が
主
流
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

人
類
学
は
参
与
観
察
を
そ
の
中
心
的
な
調
査
方
法

と
し
て
掲
げ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
研
究
者
／
制
作
者

が
、
映
像
に
収
め
ら
れ
た
出
来
事
に
は
関
与
し
な
い
観

察
者
を
装
い
、
映
画
の
な
か
で
は
そ
の
存
在
を
あ
か
ら

さ
ま
に
出
さ
な
い
と
い
う
映
画
様
式
を
好
ん
で
き
た
こ

と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
解
説
型

の
な
か
に
は
、
国
立
民
族
学
博
物
館
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク

や
研
究
映
像
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ロ
の
ナ
レ
ー

タ
ー
に
よ
る
対
象
に
つ
い
て
の
俯
瞰
的
な
視
点
か
ら
の

映像の撮影・制作は、人類学においてもひとつの有用な手

法となっている。アカデミズムにおけるその最新の動向と

位置づけや、調査地での撮影者／被撮影者の関係性、大

学教育におけるメディアリテラシー、そして民博が独自に

制作してきた民族誌映像などより、映像の役割や可能性を

探る。

解
説
を
軸
と
し
、
そ
こ
に
映
像
が
組
み
込
ま
れ
る
作
品

が
あ
る
。
解
説
型
の
様
式
に
お
い
て
映
像
は
、
テ
ク
ス

ト
に
よ
る
解
説
や
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
論
述
を
立
証
す
る

資
料
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

開
か
れ
る
民
族
誌
映
画

そ
の
よ
う
な
な
か
近
年
、
人
類
学
に
お
け
る
映
像
を

め
ぐ
る
認
識
論
の
転
換
、
カ
メ
ラ
や
編
集
機
材
を
含
む

技
術
革
新
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
大
き
な
変
化
等
に
と
も

な
い
、
民
族
誌
映
画
の
制
作
方
法
や
様
式
が
多
様
化
し

て
い
る
現
状
が
あ
る
。
人
類
学
者
に
よ
る
研
究
作
品
の

国
際
的
な
上
映
と
討
論
の
場
と
な
っ
て
い
る
民
族
誌
映

画
祭
を
見
渡
す
と
、
多
様
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
は
、
研
究
者
／
制
作
者
が
カ
メ

ラ
の
前
の
出
来
事
の
参
加
者
と
な
り
、
被
写
体
の
人
び

と
と
日
常
会
話
を
交
わ
し
、
意
見
を
交
換
す
る
姿
が
描

か
れ
る
。
あ
る
い
は
、
対
象
の
人
び
と
の
民
族
誌
的
情

報
の
み
な
ら
ず
、
調
査
者
の
想
い
や
心
情
の
吐
露
が
、

ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

今
ま
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
敬
遠
さ
れ
て
き
た
研
究

者
／
制
作
者
の
主
観
や
感
情
が
前
景
化
さ
れ
、
同
時
代

の
人
と
し
て
被
写
体
と
と
も
に
生
き
る
現
実
が
映
し
出

さ
れ
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
被
写
体
の
人
び
と
に
、

日
常
生
活
や
過
去
の
出
来
事
を
再
演
し
て
も
ら
う
等
、

演
出
や
表
現
の
次
元
の
開
拓
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
点
も
指
摘
で
き
る
。近
年
各
国
を
席せ
っ

巻け
ん

し
た
、ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
の
感
覚
映
像
民
族
誌
学
ラ
ボ
に
よ
る
試
み

も
無
視
で
き
な
い
。
圧
倒
的
な
音
響
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
た
そ
の
作
品
群
は
、
視
覚
偏
重
の
人
類
学
映
像
へ
の

鋭
い
問
題
提
起
に
他
な
ら
な
い
。
観
察
型
や
解
説
型
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
学
術
的
な
映
像
の
話
法
と
し
て
必
ず

し
も
絶
対
視
さ
れ
ず
、
人
類
学
的
営
み
に
お
け
る
多
様

な
映
像
実
践
の
ひ
と
つ
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る
。
人
類
学
に
お
け
る
映
像
は
、
研
究
者
の
感
覚
や

感
情
、
あ
る
い
は
表
現
、
演
出
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド

を
軸
に
大
き
く
開
か
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
動
向
を
ふ
ま
え
、
民
族
誌
映
画
の
国
際
的

な
論
壇
と
呼
応
し
た
活
動
を
お
こ
な
う
人
類
学
者
が
増

え
る
傾
向
に
あ
り
、
概
し
て
人
類
学
に
お
け
る
映
像
実

践
の
機
運
が
日
本
に
お
い
て
も
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
山
形
国
際
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

画
祭
や
、
東
京
都
写
真
美
術
館
・
恵
比
寿
映
像
祭
に
お

い
て
、
国
内
外
の
研
究
者
に
よ
る
民
族
誌
映
画
の
特
集

が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。
映
像
の
方

法
論
を
め
ぐ
り
、
人
類
学
、
映
画
界
、
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
ア
ー
ト
が
領
域
横
断
的
か
つ
ス
リ
リ
ン
グ
な
交
流

を
か
つ
て
な
い
勢
い
で
展
開
さ
せ
つ
つ
も
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
な
か
、
人
類
学
的
営
み
に
お
け
る
映
像
と
は
何

か
が
、
改
め
て
大
き
く
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 民博 文化資源研究センター

川
かわ

瀬
せ

 慈
いつし

人類学的営みにおける映像の今人類学的営みにおける映像の今人類学的営みにおける映像の今人類学的営みにおける映像の今人類学的営みにおける映像の今

マイクのスポンジを用いて調査者を撮影するポーズをとる
少年。『Room 11, Ethiopia Hotel』（川瀬慈監督作品、2006
年）冒頭のシーンより。
エチオピア、ゴンダール

2   3    2016 年 12月号



ド
で
視
聴
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
い
つ
で
も
参

照
で
き
る
よ
う
に
映
像
を
ス
ト
ッ
ク
し
て
お
く
こ
と
は

ふ
つ
う
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
D
V
D
や

M
P
E
G
、YouTube

と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
が
ち
が
う

と
、
内
容
も
微
妙
に
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
だ
。
劇

映
画
だ
と
、
言
語
に
よ
っ
て
内
容
を
変
え
て
い
る
こ
と

も
あ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
学
術
的
な
引
用

に
適
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
適
宜
視
聴
で
き
る
よ
う
な
手

段
を
整
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
論
文
の
ペ
ー
ジ

数
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
引
用
箇
所
を
指
定
す
る
慣

習
も
確
立
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

時
間
的
制
約
も
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
に
よ
っ

て
消
失
し
つ
つ
あ
る
。
な
に
よ
り
も
大
き
な
近
年
の
変

化
は
、
集
団
製
作
の
必
要
が
な
く
な
り
、
製
作
コ
ス
ト

が
安
く
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
個
人
が
み
ず
か
ら
の
関

心
に
応
じ
て
作
品
を
作
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
問
題
関
心

の
幅
が
広
が
る
だ
け
で
な
く
、
著
作
責
任
が
明
確
に
な

る
。
梅
棹
が
遭
遇
し
た
よ
う
な
道
義
違
反
も
少
な
く

な
っ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
特
定
の
製

作
者
の
作
品
を
学
術
的
な
見
地
か
ら
評
価
す
る
シ
ス
テ

ム
も
、
整
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

残
る
問
題
は
た
だ
ひ
と
つ
。
筆
者
に
は
映
画
を
た
く

さ
ん
見
る
時
間
が
な
い
。
論
文
な
ら
飛
ば
し
読
み
も
で

き
る
が
、
映
像
作
品
に
関
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
す
る

す
べ
は
な
い
も
の
か
。

す
べ
て
の
学
問
に
独
創
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
そ
の
独
創
に
つ
い
て
、
梅
棹
は
『
情
報

論
ノ
ー
ト
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹇
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
大
量
の
﹈

デ
ー
タ
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
。
そ
の
デ
ー
タ
の
大

部
分
は
情
報
と
し
て
は
あ
た
ら
し
い
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
大
量
の
デ
ー
タ
の
な
か
か
ら
、

独
創
的
な
学
説
が
い
つ
も
で
て
く
る
と
は
か
ぎ
ら

な
い
。
こ
の
大
量
の
あ
た
ら
し
い
情
報
、
す
な
わ

ち
デ
ー
タ
群
に
い
っ
き
ょ
に
秩
序
を
あ
た
え
る
原

理
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
、
こ
れ
は
独
創
で
あ
る
。

独
創
と
は
、
情
報
群
に
ひ
と
つ
の
統
合
原
理
を
あ

た
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
あ
と
で
、
論
文
を
書
く
研
究
者

だ
け
が
独
創
に
た
ず
さ
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
秩

序
だ
て
て
ひ
と
つ
の
書
籍
に
ま
と
め
る
編
集
者
の
仕
事

も
ま
た
独
創
で
あ
る
と
、
梅
棹
は
述
べ
る
。
そ
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
テ
ン
ツ
の
製
作
や
舞
台
芸
術
、

造
形
芸
術
、
言
語
芸
術
も
同
じ
意
味
に
お
い
て
独
創
で

あ
り
、
梅
棹
は
そ
れ
を
情
報
創
造
と
よ
び
か
え
て
い
る
。

つ
ま
り
梅
棹
は
、
学
術
と
芸
術
、
デ
ザ
イ
ン
を
か
な
り

近
い
営
み
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
ち
な
み
に
梅
棹
は
、

『
裏
が
え
し
の
自
伝
』
の
な
か
で
「
わ
た
し
は
映
画
製

作
者
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
も
書
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
親
近
感
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
梅
棹
は
、

映
像
製
作
へ
の
不
信
を
著
作
の
な
か
で
も
述
べ
て
い
る
。

そ
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
梅
棹
の
調
査
地
で
は
撮
影

し
な
い
と
い
う
条
件
で
梅
棹
が
情
報
を
提
供
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
映
画
監
督
が
そ
の
約
束
に
背
い
て

映
画
撮
影
を
敢
行
し
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
（
似
た
よ

う
な
経
験
は
筆
者
に
も
あ
る
）。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
特
に
テ
レ
ビ
映
画
の
場
合
、
時
間
的
な
制
約
が
大

き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
シ
リ
ー
ズ
も
の
に
す
る
と
内
容

に
ま
と
ま
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
や
（『
裏
が
え

し
の
自
伝
』）、
放
送
が
終
わ
っ
た
ら
し
ば
し
ば
参
照
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
真

偽
や
作
為
性
が
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
（『
国

立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
三
一
巻
二
号
』）
を
指
摘
し

て
い
る
。
論
証
の
手
が
か
り
に
で
き
な
い
か
ら
に
は
、

思
想
表
出
の
手
段
に
は
適
さ
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

氾
濫
す
る
映
像
の
な
か
で

し
か
し
、
す
ぐ
れ
た
民
族
誌
映
画
を
見
て
い
る
と
、

自
分
で
は
体
験
し
え
な
い
視
点
か
ら
事
実
が
描
写
さ
れ
、

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
世
界
認
識
に
あ
ら
た
な
秩
序
が
も

た
ら
さ
れ
た
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
学
術
と
無

関
係
な
芸
術
的
営
為
と
み
な
し
、「
虚
構
に
も
と
づ
い

た
秩
序
構
築
」
と
両
断
す
る
の
は
早
計
で
は
な
い
か
。

参
照
性
と
論
証
性
に
関
し
て
い
え
ば
、
放
送
電
波
や

映
画
館
を
使
わ
ず
に
映
像
が
公
開
さ
れ
、
オ
ン
デ
マ
ン

民博 先端人類科学研究部
飯
いい

田
だ

 卓
たく

学術メディアとしての映像の課題学術メディアとしての映像の課題学術メディアとしての映像の課題学術メディアとしての映像の課題学術メディアとしての映像の課題学術メディアとしての映像の課題

梅
棹
忠
夫
と
映
像
メ
デ
ィ
ア

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長
の
梅
棹
忠
夫
先
生
（
以
下
、
敬

称
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
）
が
亡
く
な
る
以
前
、
テ
レ

ビ
番
組
の
異
文
化
表
象
を
研
究
し
て
い
た
わ
た
し
に
対

し
て
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
映
像
メ
デ
ィ
ア
は
、
学
術
の
ツ
ー
ル
と
し
て
ほ
ん
と

う
に
信
頼
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
」。
そ
れ
以
来
、
わ

た
し
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
い
る
。

暫
定
的
な
結
論
を
述
べ
る
な
ら
、
映
像
メ
デ
ィ
ア
は

二
〇
世
紀
末
時
点
で
信
用
に
値
し
な
か
っ
た
が
、
機
器

と
技
術
が
発
達
し
た
現
在
、
使
い
か
た
に
よ
っ
て
じ
ゅ

う
ぶ
ん
信
頼
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
も
、

映
像
で
溢あ
ふ

れ
か
え
る
現
代
社
会
と
の
関
係
を
維
持
し

て
い
く
う
え
で
、
学
術
的
な
映
像
活
用
の
方
法
は
、
む

し
ろ
積
極
的
に
改
良
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
え
い
え
る
。

梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
が
隊
員
と
し
て
参
加
し
た
京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
学
術
調
査
隊
の
第
二
期

（
一
九
六
三
年
四
月
か
ら
六
五
年
三
月
）に
は
映
画
班
が
派
遣
さ
れ
、日
本
で
は
じ
め
て
ア
フ
リ
カ
を

舞
台
と
し
た
映
像
取
材
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
写
真
は
映
画
班
が
使
用
し
て
い
た
大
和
号
。

タ
ン
ザ
ニ
ア
、マ
ン
ゴ
ー
ラ
。
国
立
民
族
学
博
物
館
所
蔵
、撮
影
・
富
田
浩
造
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ポ
ー
ト
体
制
が
で
き
た
お
か
げ
で
、
民
博
の
研
究
者
は

世
界
各
地
で
映
像
資
料
を
収
集
し
番
組
を
作
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
梅
棹
の
パ
イ
オ
ニ

ア
精
神
溢あ
ふ
れ
る
功
績
は
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
。

映
像
の
専
門
家
と
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

で
は
、
民
博
の
映
像
番
組
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
作

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
教
員
は
、
取
材
の
テ
ー
マ

を
決
め
、
現
地
で
の
撮
影
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
、
と
き
に
は
通
訳
等
を
担
当
す
る
の
に
対
し
、

撮
影
隊
は
、
実
際
に
カ
メ
ラ
を
ま
わ
し
、
取
材
後
に
は

教
員
と
と
も
に
編
集
作
業
を
お
こ
な
う
。
撮
影
は
分
業

制
を
と
っ
て
お
り
、
国
内
取
材
は
民
博
の
専
門
職
員

だ
っ
た
田
上
仁
志
さ
ん
、
海
外
取
材
は
制
作
会
社
の
井

ノ
本
清
和
さ
ん
が
担
当
し
た
。
お
二
人
と
も
草
創
期
か

ら
民
博
の
映
像
関
連
の
事
業
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
か
か

わ
っ
て
き
た
大
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
る
。
長
年
さ
ま
ざ
ま
な

教
員
と
共
同
で
映
像
取
材
を
担
当
し
て
き
た
経
験
か

ら
、
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
良
く
理
解
し
て
く
れ

て
い
た
。
取
材
ご
と
に
大
ま
か
な
打
合
せ
を
す
る
が
、

現
場
で
撮
影
チ
ー
ム
に
細
か
い
指
示
を
出
す
必
要
は
な

く
、
番
組
を
編
集
す
る
段
に
な
る
と
、
教
員
が
伝
え
た

い
内
容
が
よ
り
効
果
的
に
ビ
ュ
ー
ア
に
伝
わ
る
よ
う
に
、

番
組
作
り
の
プ
ロ
と
し
て
適
切
な
助
言
を
し
て
く
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
恊
働
の
蓄
積
か
ら
、
民
博
番
組
に
共
通
す

る
ス
タ
イ
ル
の
よ
う
な
も
の
が
作
り
だ
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

案
を
個
別
に
お
こ
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
。
研
究
の
積
み

重
ね
が
な
け
れ
ば
、
映
像
取
材
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
、

こ
の
方
針
は
至
極
当
た
り
前
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

展
示
の
内
容
を
よ
り
詳
し
く
紹
介
す
る
た
め
に
映
像
番

組
を
作
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
テ
ー
マ
の

選
択
は
研
究
の
蓄
積
に
基
づ
い
て
い
る
。

ま
た
、
映
像
資
料
の
収
集
は
、
番
組
を
作
る
た
め

だ
け
で
は
な
く
、
後
世
に
残
す
べ
き
資
料
を
収
集
し
保

管
す
る
と
い
う
博
物
館
の
大
き
な
責
務
と
連
動
し
て
い

る
こ
と
も
こ
の
背
景
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
制
作
す
る
番

組
に
は
使
わ
な
く
と
も
、
記
録
と
し
て
収
集
す
る
価
値

の
あ
る
映
像
資
料
は
積
極
的
に
集
め
て
き
た
。

自
前
で
番
組
を
作
る

近
年
、
高
性
能
の
映
像
機
器
が
比
較
的
安
く
入
手

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
予
備
調
査
か
ら
撮
影
・

編
集
ま
で
、
番
組
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
を
す
べ
て
一
人
で

や
っ
て
の
け
る
研
究
者
が
増
え
て
き
た
。
し
か
し
民
博

の
設
立
当
時
は
、
機
材
が
高
価
な
だ
け
で
な
く
、
使
い

こ
な
す
に
は
高
度
な
知
識
や
技
術
が
必
要
だ
っ
た
の
で
、

ご
く
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、
研
究
者
が
独
力
で
映
像

番
組
を
作
る
の
は
至
難
の
業
だ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、

教
員
と
映
像
の
専
門
家
が
ひ
と
つ
の
チ
ー
ム
と
な
り
、

取
材
や
編
集
が
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
作
れ
ば
い
い
。

そ
う
考
え
た
初
代
館
長
の
梅
棹
忠
夫
は
、
映
像
取
材

や
番
組
編
集
な
ど
を
年
度
予
算
に
組
み
入
れ
、
館
内
に

ス
タ
ジ
オ
や
映
像
の
編
集
室
を
設
置
し
た
。
こ
の
サ

民
族
誌
映
画
の
職
人
、
井
ノ
本
さ
ん

わ
た
し
も
、
民
博
の
番
組
制
作
シ
ス
テ
ム
の
恩
恵
に

浴
し
て
き
た
一
人
で
あ
る
。
海
外
で
の
取
材
が
多
か
っ

た
の
で
、
井
ノ
本
さ
ん
た
ち
と
チ
ー
ム
を
組
む
こ
と
が

多
く
、
七
カ
国
で
計
一
〇
回
の
取
材
を
と
も
に
し
た
。

常
日
頃
か
ら
映
像
や
わ
た
し
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
音

楽
芸
能
に
関
す
る
議
論
を
し
て
い
た
の
で
、
現
場
で
の

撮
影
を
安
心
し
て
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
頼
も
し
い

パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
。
今
年
一
月
に
も
一
緒
に
ネ
パ
ー

ル
に
行
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
井
ノ
本
さ
ん
は
こ
の

取
材
中
に
体
調
を
崩
し
、
五
月
に
は
驚
く
ほ
ど
の
早
さ

で
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
民
博
の
民
族
誌
映

画
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
井
ノ
本

さ
ん
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
民
博
へ
の
長
年
に

わ
た
る
貢
献
に
対
し
て
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
ご
冥
福

を
お
祈
り
し
た
い
。

民
博
で
は
、
開
館
後
間
も
な
い
一
九
八
〇
年
に
民

族
誌
映
画
の
制
作
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
制
作

さ
れ
た
番
組
は
約
六
〇
〇
本
。
こ
の
う
ち
、
四
五
〇

本
ほ
ど
の
番
組
を
専
用
の
ブ
ー
ス
で
視
聴
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
番
組
や
配
信
シ
ス
テ
ム
は
ビ

デ
オ
テ
ー
ク
と
名
付
け
ら
れ
、
民
博
の
顔
の
ひ
と
つ

と
し
て
長
年
来
館
者
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。
　

こ
れ
だ
け
多
く
の
映
像
番
組
を
作
っ
て
き
た
の
だ

か
ら
、
世
界
の
文
化
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
紹
介
す
る
た

め
に
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
沿
っ
て
取
材
の
地
域
や

テ
ー
マ
を
決
め
て
き
た
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
い
。
原
則
と
し
て
、
教
員

が
自
身
の
研
究
や
関
心
に
基
づ
い
て
映
像
取
材
の
提撮影中の井ノ本清和さん。どんな現場にも自然体で溶け

込む能力は見事だった。フィリピン、ルソン島タブク市、
2008年。写真撮影・ウソパイ・カダー

民博 民族文化研究部
寺
てら

田
だ

 𠮷
よし

孝
たか

民博スタイルの民族誌映画民博スタイルの民族誌映画民博スタイルの民族誌映画民博スタイルの民族誌映画

雨
の
な
か
、農
作
業
を
撮
影
す
る
取
材
班
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
、ル
ソ
ン
島
バ
ル
バ
ラ
サ
ン
村
、二
〇
〇
八
年
。

写
真
撮
影
・
ウ
ソ
パ
イ
・
カ
ダ
ー
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桃山学院大学国際教養学部2013
年度卒業制作作品『堀町だんじり
～別れと新たな出会い～』（宮本彰
子・空山加奈子作、21分32秒）

メ
デ
ィ
ア
を
読
み
解
く
力

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、

情
報
の
流
通
は
人
び
と
の
移
動
を
は
る
か
に
上
回
る
ス

ピ
ー
ド
で
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

発
展
に
と
も
な
い
情
報
の
発
信
者
が
一
部
の
専
門
家
に

限
ら
れ
な
く
な
る
と
、
錯さ
く

綜そ
う
す
る
情
報
を
い
か
に
読
み

解
く
か
と
い
う
能
力
「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
必

要
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
映
像

は
一
般
の
人
び
と
も
容
易
に
手
に
で
き
る
記
録
表
現
媒

体
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
大
学
で
も
一
部
の
映

像
専
門
家
を
育
て
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
自
ら
映
像
制

作
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
構
造
、
映
像
の

力
や
暴
力
性
、
さ
ら
に
は
映
像
に
よ
る
表
現
方
法
を
学

ぶ
こ
と
が
、
広
く
一
般
に
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

筆
者
は
映
像
人
類
学
の
立
場
か
ら
、
こ
こ
七
年
ほ
ど
、

大
学
に
お
け
る
映
像
教
育
に
携
わ
っ
て
い
る
。

参
加
型
映
像
制
作

近
年
、
人
類
学
に
お
け
る
映
像
制
作
の
ス
タ
イ
ル
は

多
様
化
し
て
お
り
、
調
査
者
に
よ
る
調
査
者
の
た
め
の

制
作
と
、
被
調
査
者
に
よ
る
被
調
査
者
の
た
め
の
制
作

を
両
極
と
し
て
、
そ
の
あ
い
だ
で
さ
ま
ざ
ま
な
映
像
が

作
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
例
が
民
族
誌
映
画
の
典
型
的

な
制
作
ス
タ
イ
ル
だ
と
す
る
と
、
後
者
の
ス
タ
イ
ル
の

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
参
加
型
映
像
制
作

（Participatory Video

）」
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
あ
る
人
び
と
が
自
ら
が
抱
え
る
課
題
を
映

像
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
現
状
を
見
つ
め
直
し
、
事

態
の
改
善
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
を
得
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
参
加
型
映
像
制
作
は
、
一
九
六
〇
年
代
な
か

ば
の
ビ
デ
オ
の
誕
生
と
と
も
に
始
ま
り
、
二
〇
〇
〇
年

代
以
降
、
研
究
者
だ
け
で
は
な
く
、
調
査
機
関
や
政

策
担
当
者
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
な
ど
の
あ
い
だ
で
急
激

に
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
世
界
各
地
で
実
践
さ
れ
て

い
る
。

民
族
誌
映
画
と
は
「
関
係
の
鏡
」

映
像
制
作
に
は
企
画
、
撮
影
、
編
集
と
い
う
三
つ

の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。
基
本
的
に
は
人
類
学
者
が
、

テ
ー
マ
を
決
め
て
既
存
の
情
報
や
研
究
を
収
集
し
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
出
か
け
、
収
集
し
た
情
報
を

も
と
に
民
族
誌
を
書
く
過
程
と
変
わ
ら
な
い
。
あ
え

て「
民
族
誌
を
書
く
」こ
と
と「
民
族
誌
映
画
を
作
る
」

こ
と
の
違
い
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
映
像
の
場
合
、
撮

影
し
て
い
な
い
事
象
は
後
か
ら
作
品
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

企
画
の
段
階
で
綿
密
な
調
査
を
し
、
そ
こ
に
あ
る
事

象
を
丁
寧
に
撮
影
し
、
よ
り
映
像
に
忠
実
に
民
族
誌

（
映
画
）
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
人
類
学
者
に
と
っ
て
調
査
対
象
者
と
の
関

係
が
生
命
線
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
映
像
制
作
に
お

い
て
も
被
写
体
と
な
っ
て
く
れ
る
相
手
と
の
出
会
い

と
関
係
が
鍵
と
な
る
。
相
手
と
自
分
の
あ
い
だ
に
カ

筆
者
も
、
二
〇
一
一
年
か
ら
カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
に

お
い
て
、
狩
猟
採
集
民
バ
カ
（Baka

）
と
い
う
人
び
と

と
と
も
に
参
加
型
映
像
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ

し
て
、
バ
カ
社
会
の
窮
状
を
訴
え
る
内
容
の
映
像
作
品

を
制
作
し
て
き
た
。
制
作
に
は
現
地
の
研
究
者
や
映
像

作
家
に
も
参
加
を
依
頼
し
、
打
ち
合
わ
せ
、
撮
影
、
編

集
、
上
映
、
討
論
と
い
う
過
程
で
、
人
び
と
が
協
同
す

る
機
会
を
作
っ
て
き
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
を
参
照
し
て
も
ら
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
上
映
と
討
論
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、

課
題
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
特
に
、
集
落
で

上
映
し
た
際
の
バ
カ
の
人
び
と
の
反
応
が
芳
し
く
な
い

の
で
あ
る
。
社
会
の
問
題
が
次
々
と
指
摘
さ
れ
、
困
惑

す
る
人
び
と
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
無
理
も

な
い
。
や
は
り
人
び
と
が
楽
し
む
こ
と
が
で
き
て
、
活

発
な
議
論
が
起
こ
る
作
品
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ

で
次
に
筆
者
が
計
画
し
て
い
る
の
が
「
劇
映
画
」
の
制

作
で
あ
る
。

協
同
で
シ
ナ
リ
オ
を

劇
映
画
と
い
っ
て
も
、
劇
場
公
開
を
目
指
す
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
人
類
学
的
な
研
究
を
も

と
に
現
地
の
人
び
と
と
、
そ
の
暮
ら
し
を
描
く
映
画
で

あ
る
。
そ
の
上
で
重
視
す
る
の
が
、
シ
ナ
リ
オ
の
作
成

で
あ
る
。
人
類
学
者
が
対
象
社
会
の
こ
と
を
充
分
に
理

解
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
地
語
で
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
の
シ
ナ
リ
オ
が
書
け
る
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
正

直
な
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
ま
だ
筆
者
に
は
難
し
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
バ
カ
の
人
び
と
と
協
同
し
て
シ
ナ
リ
オ
を
作

成
す
る
こ
と
が
調
査
・
研
究
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
人

び
と
に
役
柄
を
演
じ
て
も
ら
っ
て
撮
影
し
、映
画
化
す
る
。

現
地
の
人
び
と
が
視
聴
し
て
、
ま
さ
に
自
分
た
ち
が

生
き
て
い
る
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
と
認
め
て
く
れ
る

よ
う
な
も
の
が
で
き
れ
ば
、
調
査
者
と
被
調
査
者
と
い

う
関
係
も
越
え
て
、
両
者
に
と
っ
て
発
見
に
満
ち
た
民

族
誌
映
画
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

メ
ラ
が
存
在
す
る
こ
と
は
、「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」

の
個
の
関
係
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
交
渉
が
記
録
と
し

て
残
り
、
ひ
い
て
は
公
に
な
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

相
手
は
「
わ
た
し
」
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
共

有
さ
れ
た
瞬
間
が
カ
メ
ラ
を
介
し
て
記
録
さ
れ
、
公
開

さ
れ
る
こ
と
を
も
受
け
入
れ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
映
像
制
作
を
通
じ
て
経
験
的
に
学
び
う
る

も
の
は
、
撮
影
や
編
集
の
技
術
以
上
に
、
被
写
体
と
な
っ

て
く
れ
る
相
手
に
受
け
入
ら
れ
る
こ
と
、
相
手
と
向
き

合
う
こ
と
、
そ
こ
で
自
ら
も
得
る
気
づ
き
や
共
感
で
あ

る
。
作
品
に
映
し
出
さ
れ
る
の
は
、「
文
化
の
鏡
」
で
あ

る
だ
け
で
な
く
「
関
係
の
鏡
」
で
も
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
豊
か
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
が
多
元
化
し
、
わ
た

し
た
ち
の
生
活
に
直
接
間
接
的
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
関

係
が
世
界
規
模
に
広
が
る
な
か
、
映
像
人
類
学
は
、
オ

フ
ラ
イ
ン
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
に
至
る
ま
で
、
自
ら
の
立

場
（
位
置
）
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
他
者
を
理
解
す

る
と
い
う
本
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を

再
確
認
さ
せ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
手
段
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
だ
と

い
え
よ
う
。

桃山学院大学 准教授
南
みなみ

出
で

 和
かず

余
よ

信州大学 准教授
分
ぶん

藤
どう

 大
だい

翼
すけ

民族誌映画の
「創造的劇化」
民族誌映画の
「創造的劇化」
民族誌映画の
「創造的劇化」
民族誌映画の
「創造的劇化」
民族誌映画の
「創造的劇化」
民族誌映画の
「創造的劇化」

映像で学ぶ
コミュニケーション
リテラシー
―大学教育の現場から

映像で学ぶ
コミュニケーション
リテラシー
―大学教育の現場から

映像で学ぶ
コミュニケーション
リテラシー
―大学教育の現場から

映像で学ぶ
コミュニケーション
リテラシー
―大学教育の現場から

映像で学ぶ
コミュニケーション
リテラシー
―大学教育の現場から

映像で学ぶ
コミュニケーション
リテラシー
―大学教育の現場から
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ドイツのポップカルチャー
市場調査―2日目

正
直
、一日
目
で
疲
れ
果
て
、
コ
ミ
コ
ン
会
場
で
あ
る
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
・
メ
ッ

セ
に
戻
る
気
力
と
意
欲
は
失
せ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
、市
内
の
リ
ン
デ
ン
博
物
館
で
「
日

本
の
印
籠
」
展
を
や
っ
て
い
た
の
で
、「
今
日
は
古
き
良
き
、
小
さ
き
日
本
の
工
芸
品
を

静
か
に
鑑
賞
し
た
い
…
…
」
と
朝
食
を
食
べ
な
が
ら
し
み
じ
み
思
っ
た
。
し
か
し
、
前

日
は
会
場
の
規
模
に
圧
倒

さ
れ
、
ま
た
コ
ス
プ
レ
の

物
珍
し
さ
に
気
を
取
ら
れ
、

全
体
像
を
つ
か
む
の
が

や
っ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
も

う
少
し
掘
り
下
げ
て
調
査

せ
ね
ば
と
気
を
取
り
直
し

た
。

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
さ
だ
め

二
日
目
に
し
て
場
に
慣
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
会
場
ホ
ー
ル
の
四
方
が
バ
ル
コ
ニ
ー

に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
そ
こ
に
上
が
り
、
混
み
あ
う
会
場
を
見
下
ろ

し
て
み
る
と
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
詰
ま
っ
た
お
も
ち
ゃ
箱
の
よ
う
だ
。
仮
設
の
壁
で
ゾ
ー
ン

が
区
切
ら
れ
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
。
前
日
に
は
見
過
ご
し
て
い
た
が
、
過
激
な
抗

議
活
動
で
知
ら
れ
る
某
海
洋
保
護
団
体
も
な
ぜ
か
テ
ン
ト
を
出
し
て
い
る
。
海
賊
み
た

い
だ
か
ら
か
？　
地
球
を
救
う
ヒ
ー
ロ
ー
だ
か
ら
か
？

と
も
あ
れ
参
加
者
の
話
が
聞
き
た
か
っ
た
の
で
、
出
品
者
が
一
番
暇
そ
う
に
し
て
い

る
作
家
コ
ー
ナ
ー
に
向
か
う
こ
と
に
し
た
。
作
家
と
い
っ
て
も
プ
ロ
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ

る
「
フ
ァ
ン
ア
ー
ト
」
や
独
自
の
作
品
を
展
示
し
て
、
小
物
を
売
っ
て
い
る
ア
マ
チ
ュ
ア

の
絵
師
さ
ん
た
ち
で
あ
る
。
コ
ミ
ッ
ク
系
、
マ
ン
ガ
系
、
イ
ラ
ス
ト
系
と
分
類
さ
れ
て
い

る
よ
う
だ
。
日
本
だ
っ
た
ら
中
学
生
レ
ベ
ル
か
な
と
い
う
絵
を
出
し
て
い
る
人
も
い
れ

ば
、
プ
ロ
並
み
の
筆
の
人
も
い
る
。
み
な
、
カ
リ
カ
リ
と
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
絵
を
描
く

こ
と
に
没
頭
し
て
い
る
の
で
、
話
し
か
け
や
す
い
雰
囲
気
で
は
な
い
。

ドイツ、シュトゥットガルトのコミコン（コミック・コンベンション）
をさらに堀り下げて調査するため２日目も会場へ。そこで出会った
同人誌作家の女性２人が、日本マンガへの熱い思いを語ってくれた。

ド
ウ
ジ
ン
シ
発
見

と
あ
る
テ
ー
ブ
ル
で
〝D

O
U

JIN
SH

I 8.00 €

〞
の
文
字
が
目
に
留
ま
っ
た
。
Ｂ
５
サ

イ
ズ
ほ
ど
の
薄
い
「
ド
ウ
ジ
ン
シ
」
を
ぱ
ら
ぱ
ら
め
く
っ
て
み
る
と
、
男
性
同
士
の
愛

を
題
材
と
し
た
「
ボ
ー
イ
ズ
ラ
ブ
」
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
だ
。
出
品
者
の
お
ね
え
さ
ん

二
人
は
携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
で
遊
ん
で
い
た
が
、
こ
ち
ら
に
気
づ
い
て
ニ
コ
ッ
と
し
て
く

れ
た
の
で
、「
ひ
と
つ
の
作
品
だ
け
の
冊
子
も
ド
ウ
ジ
ン
シ
っ
て
よ
ぶ
ん
だ
。
日
本
で
は

同
人
誌
は
何
人
か
の
作
家
さ
ん
た
ち
の
作
品
を
集
め
た
雑
誌
の
こ
と
だ
け
ど
ね
」、
と

知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
て
み
た
（
私
の
同
人
誌
文
化
理
解
が
非
常
に
時
代
遅
れ
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
後
日
知
っ
た
が
、
会
話
の
き
っ
か
け
は
作
れ
た
）。
彼
女
ら
は
特
に

ア
ー
ト
の
学
校
に
通
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
マ
ン
ガ
が
好
き
で
自
己
流
で
学
ん
だ
と
い

う
。「
ボ
ー
イ
ズ
ラ
ブ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
専
門
な
の
？
」
と
聞
い
て
み
る
と
、「
ヤ
オ
イ
と
か
、

今
流
行
っ
て
る
か
ら
。
で
も

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
か
も
描
い

て
み
た
い
」
と
、
特
に
こ
だ

わ
り
は
な
い
よ
う
だ
。「
や

お
い
」（
ヤ
マ
無
し
、
落
ち

無
し
、
意
味
無
し
）
の
概

念
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
に
も
驚

き
で
あ
る
。

二
人
は
共
同
で
作
品
を
作
り
、

ド
イ
ツ
各
地
の
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
や

マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
専
門
の
イ
ベ
ン

ト
に
作
品
を
展
示
し
て
き
た
ら
し

い
。「
今
回
は
テ
ー
ブ
ル
代
は
タ

ダ
だ
け
ど
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
の

ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
な
ん
て
一五
〇
ユ
ー

ロ
も
と
ら
れ
た
」。
そ
ん
な
に
高
い

ブ
ー
ス
代
で
元
が
と
れ
る
の
か
心

配
に
な
っ
た
が
、「
コ
ン
ホ
ン
な
ん

か
で
結
構
お
金
が
入
る
の
よ
」
と

い
う
。
C
o
n
―
h
o
n
と
は
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
の
「
コ
ン
」
と
日
本
語
の
「
本
」
を
組
み
合
わ
せ
た
造
語
で
、フ
ァ
ン
が
も
っ

て
き
た
画
帳
に
イ
ラ
ス
ト
を
描
い
て
、一
〇
〜
一五
ユ
ー
ロ
ほ
ど
お
金
を
も
ら
う
シ
ス
テ

ム
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
コ
ミ
ケ
で
「
ス
ケ
ブ
」（
＝
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
略
）
と
よ
ば

れ
る
こ
と
も
後
日
知
っ
た
。

ア
メ
コ
ミ
と
マ
ン
ガ
の
力
関
係

日
本
人
は
味
方
と
み
な
し
て
く
れ
た
の
か
、彼
女
ら
は
マ
ン
ガ
の
位
置
づ
け
が
コ
ミ
ッ

ク
に
比
べ
て
低
い
こ
と
を
し
き
り
に
嘆
く
。
ド
イ
ツ
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
市
場
の
力
学

に
お
い
て
は
、マ
ー
ベ
ル
、Ｄ
Ｃ
な
ど
の
「
ア
メ
コ
ミ
」
が
や
は
り
圧
倒
的
に
上
位
に
あ
り
、

「
西
洋
の
コ
ミ
ッ
ク
、
東
洋
の
マ
ン
ガ
」
が
西
高
東
低
の
位
置
関
係
に
あ
る
よ
う
だ
。
コ

ミ
コ
ン
参
加
者
の
あ
い
だ
で
も
マ
ン
ガ
は
「
目
が
大
っ
き
く
っ
て
、
胸
が
で
っ
か
い
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
、変
態
か
子
ど
も
の
も
の
と
蔑
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。「
マ
ン
ガ
は
も
っ

と
奥
が
深
い
ん
だ
っ
て
、
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
」。
来
日
し
た
こ
と
の
な
い
彼
女
ら
の

知
る
マ
ン
ガ
は
、
日
本
の
マ
ン
ガ
文
化
の
氷
山
の一角
な
の
だ
ろ
う
が
。

ドイツ、シュトゥットガルト

ドウジンシを「熟覧」する筆者

インタビューに応えてくれたアイスとシオン

コミコンの看板マンガの描き方入門書

10   11    2016 年 12月号
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企
画
展

「
津
波
を
越
え
て
生
き
る

―
大
槌
町
の
奮
闘
の
記
録
」

岩
手
県
大
槌
町
の
被
災
前
の
文
化
を
紹
介
す
る
と
同

時
に
、
被
災
直
後
の
人
び
と
の
行
動
や
復
旧
の
試
み

を
展
示
の
形
で
た
ど
り
ま
す
。
将
来
起
こ
り
う
る
大

規
模
災
害
に
対
す
る
備
え
の
必
要
性
を
示
し
、
災
害

を
乗
り
越
え
て
過
去
か
ら
未
来
へ
と
文
化
や
伝
統
を

つ
な
ぐ
こ
と
の
意
義
を
考
え
ま
す
。

会
期
　
2
0
1
7
年
1
月
19
日（
木
）〜
4
月
11
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ト
ン
コ
リ
×
ウ
ポ
ポ

―
ア
イ
ヌ
音
楽
ラ
イ
ブ 

b
y  

O
K
I
／
M
A
R
E
W
R
E
W

日
時
　
2
0
1
7
年
1
月
29
日（
日
） 

　
　
　
14
時
〜
15
時
30
分（
13
時
20
分
開
場
）

会
場
　
本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

出
演
　
O
K
I（
オ
キ
）

　
　
　
M
A
R
E
W
R
E
W（
マ
レ
ウ
レ
ウ
）

司
会
　
齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

ア
イ
ヌ･

ア
ー
ト
に
ふ
れ
る
日
〜
木
彫
の
可
能
性
〜

日
時
　
2
0
1
7
年
2
月
4
日（
土
）、
5
日（
日
）

　
　
　
11
時
〜
16
時

会
場
　
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

作
家
　
貝
澤 

徹（
木
彫
家
／
北
の
工
房 

つ
と
む
）

　
　
　
藤
戸
康
平（
木
彫
家
／
熊
の
家
・
藤
戸
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

展
示
場
ク
イ
ズ「
み
ん
ぱ
Ｑ
」

ア
イ
ヌ
の
文
化
編

12
月
15
日（
木
）〜
2
0
1
7
年
1
月
24
日（
火
）

み
ん
ぱ
く
映
画
会

第
35
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
パ
レ
ー
ド
へ
よ
う
こ
そ
」

1
9
8
4
年
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
の
イ
ギ
リ
ス
を
舞
台

に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
敢
行
す
る
炭
坑
労
働
者
と
、
彼
ら

を
支
援
す
る
ゲ
イ
グ
ル
ー
プ
が
、
理
解
し
あ
い
結
束

す
る
ま
で
を
描
い
た
イ
ギ
リ
ス
映
画
を
上
映
し
ま
す
。

日
時
　
12
月
4
日（
日
）

　
　
　
13
時
30
分
〜
16
時
30
分（
13
時
開
場
）

会
場
　
本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
2
階
観
覧

券
売
場
に
て
配
布

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

―
展
示

キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
誘
惑

―
新
し
い
み
ん
ぱ
く

の
展
示
が
で
き
る
ま
で
」

本
館
の
研
究
者
が
、
展
示
と
い
う
作
業
の
醍
醐
味
と

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト「
と
り
」

2
0
1
7
年
の
干
支
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「
と
り
」を

紹
介
し
ま
す
。

会
期
　
12
月
8
日（
木
）〜
2
0
1
7
年
1
月
24
日（
火
）

会
場
　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

「
み
ん
ぱ
く
で
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
！
」

マ
ッ
プ
を
も
と
に
、
展
示
場
に
い
る「
と
り
」を
探
し
ま

す
。
マ
ッ
プ
に
掲
載
の
ク
イ
ズ
に
解
答
さ
れ
た
方
に

は
、
参
加
賞
を
贈
呈
し
ま
す
。

日
時
　
2
0
1
7
年
1
月
9
日（
月
・
祝
）

　
　
　
10
時
〜
17
時（
16
時
受
付
終
了
）

受
付
場
所
　
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

会
場
　
本
館
展
示
場

※
当
日
随
時
受
付
、
先
着
3
5
0
名
、
参
加
無
料（
当

日
は
無
料
観
覧
日
で
す
）

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時
　
2
0
1
7
年
1
月
9
日（
月
・
祝
）

　
　
　
①
11
時
〜
11
時
30
分
　

　
　
　
②
14
時
30
分
〜
15
時

会
場
　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

講
師
　
卯
田
宗
平（
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、参
加
無
料（
当
日
は
無
料
観
覧
日
で
す
）

ア
イ
ヌ
展
示
チ
ア
シ
リ
カ
ラ
！
（
ア
イ
ヌ
の
展
示
を

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
）

―
冬
の
み
ん
ぱ
く

フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
7

工
芸
、
音
楽
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
、
伝
統
を
ベ
ー

ス
に
し
つ
つ
新
し
い
ア
イ
ヌ
文
化
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
、
新
た
な
文
化
を
創
造
す
る

人
び
と
の
姿
を
、
イ
ベ
ン
ト
を
と
お
し
て
紹
介
し
ま
す
。

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）　FAX 06-6878-3716
 http://www.senri-f.or.jp/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

新「
ア
イ
ヌ
の
文
化
」
展
示
関
連
講
演
会

2
0
1
6
年
6
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
ア
イ
ヌ
の
文

化
展
示
で
は「
現
代
、
そ
し
て
未
来
」と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
を
設
け
、

伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
あ
ら
た
な
文
化
を
創
造
す
る
姿
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
本
講
演
会
で
は
新
し
く
な
っ
た
展
示
の
見
ど
こ
ろ
を

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
関
西
・
関
東
で
ア
イ
ヌ
文
化
の
普
及
･
継

承
活
動
に
携
わ
る
お
二
人
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
て
、
近
年
の
取
り
組

み
と
そ
れ
に
対
す
る
思
い
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
4
6
2
回
友
の
会
講
演
会（
大
阪
）

2
0
1
7
年
1
月
7
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

ア
イ
ヌ
文
化
を
楽
し
く
学
ぶ

―
関
西
で
の
活
動
を
例
に

ゲ
ス
ト
　
藤
戸
ひ
ろ
子（
ミ
ナ
ミ
ナ
の
会
代
表
）

講
師
　
齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

大
阪
を
拠
点
に
展
開
す
る
、
手
仕
事
や
芸
能
な
ど「
体
験
」を
重
視

し
た
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

会
場
　
本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
　

※
当
日
受
付
、
会
員
証
提
示（
会
員
外
5
0
0
円
）

第
1
1
6
回
東
京
講
演
会

2
0
1
7
年
1
月
9
日（
月
・
祝
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

「
ア
イ
ヌ
・
ア
ー
ト
」
を
も
っ
と
身
近
に

―
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
踊
り
ま
で

ゲ
ス
ト
　
小
笠
原
小
夜（
ア
イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
職
員
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
）

講
師
　
齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

伝
統
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
あ
ら
た
な
表
現
方
法
に
挑
戦
す
る
、
作
家

／
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
活
動
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

会
場
　
ア
イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー（
定
員
60
名
）

※
要
事
前
申
込
、
無
料﹇
会
員
は
会
員
証
提
示
﹈

●
両
講
演
会
と
も
終
了
後
、解
説
付
き
の
見
学
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

第
4
6
3
回
友
の
会
講
演
会（
大
阪
）

2
0
1
7
年
2
月
4
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
現
代
中
東
地
域
研
究
推
進
事
業
拠
点
設
置
関
連
】

世
界
各
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム

―
み
ん
ぱ
く
で
そ
の
広
が
り
を
考
え
る

講
師
　
山
中
由
里
子（
本
館 

准
教
授
）

会
場
　
本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※
当
日
受
付
、
会
員
証
提
示（
会
員
外
5
0
0
円
）

●
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

巡
回
展「
ワ
ン
ロ
ー
ド

―
現
代
ア
ボ
リ
ジ
ニ・
ア
ー
ト
の
世
界
」

会
期
　 

2
0
1
7
年
1
月
9
日（
月
・
祝
）ま
で

主
催
　 

市
原
湖
畔
美
術
館（
指
定
管
理
者
：
株

式
会
社
ア
ー
ト
フ
ロ
ン
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

休
館
日
　
月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

会
場
　
市
原
湖
畔
美
術
館

魅
力
に
つ
い
て
お
話
し
し
、
展
示
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
世
界
へ
誘
い
ま
す（
全
7
回
）。

時
間
　
19
時
〜
20
時
30
分

会
場
　
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
北
館
1
階

　
　
　
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル「
カ
フ
ェ
ラ
ボ
」

※
要
事
前
申
込
、
参
加
費
5
0
0
円（
1
ド
リ
ン
ク

付
き
）、
定
員
各
回
50
名

主
催
　
国
立
民
族
学
博
物
館
　

　
　
　
一
般
社
団
法
人
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

12
月
8
日（
木
）

展
示
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
誘
惑

―
新
し
い
ア
イ
ヌ
の
文
化
展
示
が
で
き
る
ま
で

講
師
　
齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

12
月
21
日（
水
）

展
示
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
誘
惑

―
新
し
い
日
本
の
文
化
展
示
が
で
き
る
ま
で

講
師
　
日
髙
真
吾（
本
館 

准
教
授
）

お
問
い
合
わ
せ
先

一
般
社
団
法
人
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

0
6
・
6
3
7
2
・
6
5
3
0

●
休
館
日
、
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
は
12
月
28
日（
水
）〜
1
月
4
日（
水
）ま
で

休
館
し
ま
す
。
1
月
9
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
。

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
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
〜
17

時（
土
日
祝
を
除
く
）で
す
。

刊行物紹介

■園田直子 編

New Horizons for Asian Museums and 
Museology　邦題：アジアにおける博物館・

博物館学の新しい展開
Springer Singapore
本書では、日本、タイ、ミャン
マー、モンゴルなどの事例から、
それぞれの歴史的・社会的・
文化的背景のもとに発展し、成
熟するアジアの博物館の「い
ま」を明らかにする。海外に向

けた発信が少なかったアジアの博物館・博物館学の
現状をひろく紹介することで、博物館研究に新たな切
り口をひらく。

■陳天璽、大西広之、小森宏美、佐々木てる 編著
『パスポート学』
北海道大学出版会　3,200円 （税抜）

本邦初、「パスポート」について
とことん追究する書。日本から
の出国者はみな、パスポートな
いしそれに代わるものを使っ
て国外に出て、帰国時にも同
様の手続きを行う。それはも
はや日常的な風景かもしれな
いが、なぜそうした手続きが

必要なのか、そして国を出入りすることにはどんな意
味があるのか。本書はこの根本的な問いに答え、パス
ポートについて体系的に考える手がかりを提供する。

■西尾哲夫、水野信男 編著
『中東世界の音楽文化―うまれか
わる伝統』　スタイルノート　3,600円（税抜）

イスラム文化圏に属する
中東世界は人類最古の文
明発祥地をかかえ、世界の
音楽文化の根源と基底を
かたちづくってきた。
本書では、「繋ぐ」、「継ぐ」、
「紡ぐ」、「創る」という４つ
のキーワードから、音楽文

化が、中東と西洋を舞台に互いに越境しあい、縦横
に行き来し、展開し、深化しつづけている実態を分
析し論じている。

時
間
　
13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

会
場
　
本
館
講
堂
　

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
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

第
4
6
3
回
　
12
月
17
日（
土
）

ア
イ
ヌ
語
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
そ
し
て
、
ど
こ
へ
行
く

の
か
。

講
師
　
中
川
裕（
千
葉
大
学 

教
授
）

　
　
　
齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

ア
イ
ヌ
語
と
日
本
語
の
歴
史
的
な

関
係
や
、
ど
の
言
語
と
似
て
い
る
の

か
な
ど
に
つ
い
て
解
説
す
る
と
と

も
に
、
現
在
の
保
存
・
継
承
の
取
り

組
み
や
将
来
へ
の
展
望
を
お
話
し

し
ま
す
。
新
展
示
で
見
る
・
聞
く
こ

と
の
で
き
る
ア
イ
ヌ
語
も
紹
介
し

ま
す
。

※
当
日
11
時
30
分
〜
12
時
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
展
示
場
案
内
を
開

催（
要
展
示
観
覧
券
） 千葉大学のウェブサイトで公開

中のアイヌ語教材

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

本
館
の
研
究
者
が「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
」「
調
査
し
て
い
る
地

域（
国
）の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」に
つ
い
て
分
か
り
や

す
く
お
話
し
し
ま
す
。

12
月
11
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
　
本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

民
族
音
楽
学
の
考
え
方

話
者
　
寺
田
𠮷
孝（
本
館 

教
授
）

12
月
18
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
15
分

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
↓
ア
イ
ヌ
の
文
化
展
示
場

先
住
民
ア
ー
ト

―
ア
イ
ヌ
と
カ
ナ
ダ
先
住
民
の
比
較

話
者
　
岸
上
伸
啓（
本
館 

教
授
）

12
月
25
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
15
分
　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

み
ん
ぱ
く
の
資
料
を
あ
つ
め
て
み
よ
う
―
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

活
用
し
た
仮
想
展
示
の
つ
く
り
方
―

話
者
　
丸
川
雄
三（
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

た
だ
し
、
11
日（
日
）、
25
日（
日
）は
展
示
観
覧
券
不
要

孔雀舞衣装（中国）

大槌まつりの手踊り隊
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午
後
の
お
や
つ

首
都
リ
マ
の
旧
市
街
地
の
一
角
。
こ
こ
に
、
数
々
の

奇
跡
を
起
こ
す
こ
と
で
有
名
な「
奇
跡
の
キ
リ
ス
ト（
セ

ニ
ョ
ー
ル
・
デ
・
ロ
ス
・
ミ
ラ
グ
ロ
ス
）」
を
祀ま
つ

る
ナ

サ
レ
ナ
ス
教
会
が
あ
る
。
礼
拝
に
や
っ
て
く
る
信
者
が

絶
え
ず
行
き
交
う
教
会
周
辺
に
は
、
と
く
に
週
末
の
午

後
に
な
る
と
人
び
と
の
小
腹
を
満
た
す
屋
台
が
立
ち
並

ぶ
。
な
か
で
も
人
気
な
の
が
、「
ピ
カ
ロ
ン
」
と
い
う

お
菓
子
で
あ
る
。

ま
る
い
輪
っ
か
状
の
揚
げ
菓
子
は
、
ど
こ
に
で
も
あ

る
ド
ー
ナ
ツ
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
製
法
は
ペ

ル
ー
な
ら
で
は
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
生
地
に
は
カ
モ

テ
と
い
う
名
の
橙
だ
い
だ
い
い
ろ
色
の
サ
ツ
マ
イ
モ
と
カ
ボ
チ
ャ
が
練

り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
小
麦
粉
だ
け
で
作
る
ド
ー
ナ

ツ
よ
り
も
ふ
っ
く
ら
柔
ら
か
い
食
感
が
特
徴
で
あ
る
。

卵
や
牛
乳
を
加
え
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
弾
力
性

の
あ
る
生
地
に
す
る
の
が
ふ
ん
わ
り
と
仕
上
げ
る
た
め

の
コ
ツ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ふ
わ
ふ
わ
に
揚
が
っ
た
ピ

カ
ロ
ン
に
黒
糖
で
作
っ
た
特
製
シ
ロ
ッ
プ
を
た
っ
ぷ
り

と
浸
み
込
ま
せ
て
食
べ
る
の
が
、
甘
い
も
の
好
き
の
ペ

ル
ー
人
の
流
儀
で
あ
る
。
素
朴
な
レ
シ
ピ
か
ら
、
今
や

ペ
ル
ー
で
も
っ
と
も
親
し
ま
れ
て
い
る
お
や
つ
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
リ
マ
に
限
ら
ず
、
全
国
各
地
の
お
祭
り
の

出
店
で
も
お
な
じ
み
の
一
品
に
な
っ
て
い
る
。

新
旧
両
大
陸
の
融
合

ピ
カ
ロ
ン
が
ペ
ル
ー
に
登
場
し
た
の
は
三
〇
〇
年
以

上
も
前
の
植
民
地
時
代
に
遡
る
。
一
説
に
よ
れ
ば
、
ス

ペ
イ
ン
の
ブ
ニ
ュ
エ
ロ
と
い
う
揚
げ
菓
子
に
起
源
が
あ

ペルー風ドーナツ

ピカロン

八
や

木
ぎ

 百
ゆ

合
り

子
こ

 　民博 機関研究員

て
、
揚
げ
た
て
の
ピ
カ
ロ
ン
を
そ
の
場
で
売
る
の
が
主

流
だ
が
、
か
つ
て
は
ピ
カ
ロ
ネ
ラ
と
い
う
名
で
よ
ば
れ

た
売
り
子
が
、
シ
ロ
ッ
プ
の
入
っ
た
ポ
ッ
ト
と
ピ
カ
ロ

ン
を
積
ん
だ
籠
を
頭
に
の
せ
て
教
会
の
周
辺
で
売
り
回

る
姿
が
あ
っ
た
と
い
う
。

聖
地
名
物

ナ
サ
レ
ナ
ス
教
会
は
今
日
、
ペ
ル
ー
で
も
っ
と
も
多

く
の
人
が
集
う
聖
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
祀
ら

れ
る
奇
跡
の
キ
リ
ス
ト
像
は
「
褐
色
の
キ
リ
ス
ト
」
と

も
よ
ば
れ
、
一
七
世
紀
に
こ
の
地
へ
渡
っ
た
ひ
と
り
の

黒
人
奴
隷
が
日
干
し
煉れ
ん

瓦が

の
壁
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
こ
の
地
域
に
住
ん
で
い
た
黒
人
を
中
心
に
栄
え

た
信
仰
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
壁
が
リ
マ
を
襲
っ
た
大
地

震
の
際
に
も
崩
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
一
躍
有
名
に
な
っ

た
。
今
や
、
国
民
的
な
信
仰
に
発
展
し
て
い
る
。
祭
典

が
お
こ
な
わ
れ
る
一
〇
月
に
は
、
全
国
か
ら
大
勢
の
人

が
聖
地
を
訪
れ
る
。
甘
く
香
ば
し
い
匂
い
に
誘
わ
れ
た

巡
礼
者
た
ち
は
、
ピ
カ
ロ
ン
の
屋
台
の
前
で
足
を
止
め

一
休
み
を
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
併
せ
て
彼
ら
が
聖

地
土
産
と
し
て
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
購
入
す
る
の

が
ト
ゥ
ロ
ン
と
い
う
焼
き
菓
子
で
あ
る
。
ド
ニ
ャ
・
ペ

パ（
ペ
パ
お
ば
さ
ん
）と
い
う
黒
人
女
性
が
商
標
に
な
っ

て
い
る
こ
の
名
菓
も
ま
た
、
黒
人
の
創
意
に
よ
る
と
て

も
甘
い
お
菓
子
で
あ
る
。
お
伊
勢
参
り
の
あ
ん
こ
ろ
餅

を
は
じ
め
、
日
本
の
寺
社
の
門
前
町
に
和
菓
子
店
や
甘

味
処
が
つ
き
も
の
の
よ
う
に
、古
今
東
西
、聖
地
を
参
っ

た
人
び
と
に
疲
れ
を
癒
す
甘
い
お
菓
子
は
不
可
欠
な
よ

う
で
あ
る
。

で
き
た
ス
イ
ー
ツ
で
あ
る
。

ピ
カ
ロ
ン
の
発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
ナ
サ
レ
ナ

ス
教
会
周
辺
の
一
帯
は
、
も
と
も
と
首
都
の
な
か
で
も

黒
人
が
多
く
居
住
す
る
地
域
だ
っ
た
。
新
大
陸
へ
連
れ

て
来
ら
れ
た
黒
人
の
う
ち
、
女
性
た
ち
は
白
人
の
邸
宅

の
台
所
を
あ
ず
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
白
人
に
仕
え
な

が
ら
も
、
黒
人
た
ち
が
そ
こ
で
手
に
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

材
料
や
知
識
を
使
っ
て
生
み
出
し
た
ペ
ル
ー
料
理
は

数
知
れ
な
い
。
ペ
ル
ー
料
理
の
代
表
格
ア
ン
テ
ィ
ク
ー

チ
ョ
（
牛
の
心
臓
の
串
焼
き
）
も
、
白
人
が
食
さ
ず
廃

棄
し
て
い
た
内
臓
部
分
を
利
用
し
て
、
黒
人
た
ち
が
編

み
出
し
た
料
理
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
む
か
し
か

ら
こ
の
地
域
で
、
ア
ン
テ
ィ
ク
ー
チ
ョ
と
並
ん
で
売
ら

れ
て
き
た
の
が
ピ
カ
ロ
ン
で
あ
る
。
今
は
屋
台
を
引
い

る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
古
く
は
レ
コ
ン
キ
ス
タ
以

前
に
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
住
ん
で
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

が
食
し
て
い
た
お
菓
子
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
新
大
陸

へ
は
、
一
六
世
紀
に
ペ
ル
ー
を
征
服
し
、
海
岸
部
の
リ

マ
に
首
都
を
築
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
が
も
た
ら
し
た
。
彼

ら
白
人
が
食
べ
て
い
た
の
が
ピ
カ
ロ
ン
の
原
型
で
あ
る
。

そ
れ
が
や
が
て
労
働
力
と
し
て
連
れ
て
来
ら
れ
た
黒
人

奴
隷
や
そ
の
子
孫
で
あ
る
ム
ラ
ー
ト
の
あ
い
だ
に
も
広

ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
の
過
程
で
、
小
麦
粉
に
代

わ
る
あ
ら
た
な
材
料
と
し
て
黒
人
た
ち
が
取
り
入
れ
て

い
っ
た
の
が
、
新
大
陸
起
源
の
サ
ツ
マ
イ
モ
と
カ
ボ

チ
ャ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
今
の
ペ
ル
ー
の
ピ
カ
ロ
ン
が

誕
生
し
た
。
ま
さ
に
新
旧
両
大
陸
の
文
化
が
融
合
し
て

聖地名菓のトゥロンを売る店。黒人女性のドニャ・ペパが商標に
なっている

小麦粉　　　　　　500g

カボチャ       　　　250g

カモテ（サツマイモ）　250g

イースト　　　　　　25g

アニスシード       大さじ1

砂糖　　　　　 大さじ2

塩　　　　　　　　少々

〈シロップ〉

黒糖　　　　　カップ 2

水　　　　　　カップ 3

シナモン　　　　　1本

オレンジの皮　　ひとかけ

ピカロン（10人前）

シロップのかかったピカロン。一皿４～５個が一人前である

① 切って皮をむいた状態のカボチャとカモテに
水とアニスシードを加えて茹でる。柔らかく
なったら火を止め、冷めたところでミキサーに
かけペースト状にする。

② ボウルに小麦粉、水、イースト、砂糖、塩を入れ、
①のペーストを加えてよく混ぜた後、しばらく
おいて発酵させる。

③ 生地を手にとり円形に形をととのえながら熱し
た揚げ油の中に入れて、色がつくまで揚げる。

④ 鍋に黒砂糖を入れ火にかけ水を加えながら、
中身が溶けたところで、シナモンとオレンジの
皮などで香りづけをしてシロップを作る。

⑤ 揚げたてのピカロンにシロップをたっぷりかけ
てできあがり。

ピカロンを売る女性。揚げたピカロンには特製黒糖シロップを注ぐ

屋台で販売するピカロンを買いに来る人。一皿 5ソル（約 150円）
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「
東
西
文
化
の
交
流
点
」で

—

ロ
シ
ア
連
邦
ボ
ル
ガ
ル
遺
跡
を
巡
る

　
　
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

櫻さ
く
ら

間ま 

瑛あ
き
ら 　

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員 

Ｐ
Ｄ

世
界
遺
産
ボ
ル
ガ
ル

二
〇
一
四
年
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界

遺
産
委
員
会
に
よ
り
、
ロ
シ
ア
国

内
二
六
番
目
の
世
界
遺
産
と
し
て
、

ヴ
ォ
ル
ガ
河
と
カ
マ
河
の
合
流
点
付

近
に
位
置
す
る
「
ボ
ル
ガ
ル
の
歴
史

的
考
古
学
的
遺
産
群
」
の
記
載
が
決

定
さ
れ
た
。

ボ
ル
ガ
ル
は
、
一
〇
世
紀
に
ヴ
ォ

ル
ガ
沿
岸
地
域
に
繁
栄
し
た
ヴ
ォ
ル

ガ
・
ブ
ル
ガ
ル
国
家
の
首
都
で
、
東

西
交
易
の
中
継
点
と
し
て
栄
え
た
。

こ
こ
に
は
、
中
東
地
域
か
ら
の
使
節

も
往
来
し
、
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
で
最

も
進
め
ら
れ
た
。

一
方
、
現
在
の
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
ロ
シ
ア
正
教
と

共
存
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
し
ば

し
ば
強
調
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇

年
に
世
界
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
た
、

共
和
国
の
中
心
都
市
カ
ザ
ン
に
あ
る

カ
ザ
ン
・
ク
レ
ム
リ
ン
に
は
、
こ
う

し
た
宗
教
共
存
の
象
徴
と
し
て
、
ロ

シ
ア
正
教
の
聖
堂
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の

モ
ス
ク
が
並
び
立
っ
て
い
る
。

ボ
ル
ガ
ル
も
、
そ
の
敷
地
内
に
帝

政
期
に
建
て
ら
れ
た
教
会
跡
地
と
ミ

ナ
レ
ッ
ト
が
並
ん
で
お
り
、
両
宗
教

の
共
存
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ボ
ル
ガ
ル
開
発
に
当
た
っ
て
は
、
地

域
の
ロ
シ
ア
正
教
の
中
心
で
あ
る
ス

ヴ
ィ
ヤ
シ
ス
ク
島
の
開
発
も
並
行
し

て
進
め
る
こ
と
で
、
や
は
り
両
宗
教

へ
の
配
慮
を
示
し
て
い
る
。

遺
産
復
興
の
影

ボ
ル
ガ
ル
の
復
旧
・
開
発
は
、
基

本
的
に
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て

い
る
。
イ
ン
フ
ラ
・
施
設
整
備
、
世

界
遺
産
化
に
よ
る
知
名
度
の
上
昇
に

よ
り
、
観
光
客
の
数
も
増
加
し
、
経

済
的
な
利
益
も
も
た
ら
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
大
規
模
な
開
発
事

業
に
対
し
て
は
、
多
く
の
批
判
も
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
世
界
遺
産
の
審
議

に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
施
設
の
整
備

な
ど
に
対
し
て
、
景
観
を
破
壊
し
て

い
る
と
の
指
摘
が
相
次
い
だ
。
遺
跡

の
修
復
自
体
に
つ
い
て
も
、
再
建
さ

れ
た
ミ
ナ
レ
ッ
ト
の
真
正
性
に
関
し

て
疑
義
が
表
明
さ
れ
る
な
ど
、
問
題

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
タ
タ
ー
ル
の
民
族
主
義
者

か
ら
は
、
観
光
開
発
に
対
し
て
、「
聖

な
る
ボ
ル
ガ
ル
を
汚
す
も
の
」
と
い

う
声
も
あ
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

ス
ヴ
ィ
ヤ
シ
ス
ク
島
の
開
発
に
つ
い

て
、
こ
こ
が
か
つ
て
の
改
宗
政
策
の

中
心
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
分
た
ち

の
歴
史
に
対
す
る
裏
切
り
と
し
て
、

反
発
も
出
て
い
る
。

ボ
ル
ガ
ル
遺
跡
は
、
地
域
の
イ
ス

ラ
ー
ム
の
歴
史
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の

共
存
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
復
興
事
業
は
、
歴
史

の
再
現
・
宗
教
共
存
の
困
難
を
顕
在

化
さ
せ
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

連
の
崩
壊
を
間
近
に
、
タ
タ
ー
ル
の

あ
い
だ
で
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
意
識

が
高
ま
る
な
か
、「
聖
ボ
ル
ガ
ル
の

集
い
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、

ヴ
ォ
ル
ガ
・
ブ
ル
ガ
ル
国
家
の
イ
ス

ラ
ー
ム
受
容
一
一
〇
〇
周
年
（
イ
ス

ラ
ー
ム
歴
換
算
）
に
ち
な
ん
で
お
り
、

イ
ス
ラ
ー
ム
受
容
の
聖
地
と
し
て
ボ

ル
ガ
ル
で
集
団
礼
拝
を
お
こ
な
っ
た

の
で
あ
る
。
ボ
ル
ガ
ル
に
は
、
宣
教

に
来
た
ム
ハ
ン
マ
ド
の
弟
子
が
埋
葬

さ
れ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
そ
れ

に
あ
や
か
っ
て
巡
礼
に
訪
れ
る
と
い

う
習
慣
が
あ
る
。「
集
い
」
は
、
こ

の
習
慣
に
も
ち
な
ん
で
、
以
降
毎
年

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
こ
の
遺
跡
の
復
旧
・
発

掘
調
査
も
活
発
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

二
〇
一
〇
年
に
は
タ
タ
ル
ス
タ
ン
初

代
大
統
領
の
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
に
よ
り
、

「
復
興
基
金
」
が
設
立
さ
れ
、タ
タ
ー

ル
民
族
の
故
地
と
し
て
ボ
ル
ガ
ル
の

修
復
・
開
発
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
、

世
界
遺
産
の
認
定
も
目
標
に
掲
げ
ら

れ
た
。
こ
の
事
業
で
は
、
敷
地
周
辺

に
博
物
館
や
新
し
い
モ
ス
ク
の
建
設

な
り
、
引
き
続
き
東
西
交
流
の
中
心

地
と
し
て
機
能
し
続
け
て
い
た
。

世
界
遺
産
の
認
定
に
当
た
っ
て
評

価
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
東
西
文
化
の

接
点
、
地
域
の
最
初
の
イ
ス
ラ
ー
ム

拠
点
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、

現
在
こ
の
地
域
に
居
住
し
て
い
る
タ

タ
ー
ル
の
聖
地
と
し
て
も
、
こ
の
遺

跡
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。

タ
タ
ー
ル
と
は
、
言
語
的
に
は
ト

ル
コ
人
に
近
い
テ
ュ
ル
ク
系
民
族
で
、

そ
の
大
半
は
ス
ン
ニ
派
の
ム
ス
リ
ム

で
あ
る
。
現
在
ロ
シ
ア
国
内
に
は
約

五
〇
〇
万
人
が
居
住
し
て
お
り
、
最

ヴ
ォ
ル
ガ
河
沿
岸
の
古
都
ボ
ル
ガ
ル
。

そ
の
遺
跡
は
、
ロ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
聖
地
と
さ
れ
る
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
共
存
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
近
年
の
文
化
遺
産
保
護
運
動
は
、
そ
の
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

初
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
征
服
を
受

け
る
が
、
一
三
世
紀
に
成
立
し
た

ジ
ョ
チ
・
ウ
ル
ス
の
最
初
の
首
都
と

大
の
少
数
民
族
と
し
て
、
大
き
な
存

在
感
を
示
し
て
い
る
。
タ
タ
ー
ル
の

名
を
冠
す
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国

は
、
ロ
シ
ア
連
邦
内
で
も
傑
出
し
た

民
族
自
治
共
和
国
と
し
て
、
タ
タ
ー

ル
語
や
タ
タ
ー
ル
文
化
の
復
興
に
力

を
入
れ
て
い
る
。
ボ
ル
ガ
ル
の
世
界

遺
産
申
請
も
、
こ
の
タ
タ
ル
ス
タ
ン

共
和
国
が
主
導
し
た
。

現
代
の
タ
タ
ー
ル
と
ボ
ル
ガ
ル
復
興

現
代
の
ボ
ル
ガ
ル
の
タ
ー
ニ
ン
グ

ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
が
一
九
八
九

年
で
あ
る
。
無
神
論
を
標
ひ
ょ
う

榜ぼ
う

し
た
ソ

●

カザフスタン

ロシア

タタルスタン共和国

新設されたホワイト・モスク（撮影・松本路朗）

敷地内のミナレットと教会跡（撮影・松本路朗）

ボルガルから眺めるヴォルガ河（撮影・松本路朗）

ボルガル遺跡
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ク
ラ
フ
ト
に
か
か
わ
る
問
題
に
と
り
く
む
た
め
に

は
、
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
を
文
化
で
は
な
く
、
経

済
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

と
述
べ
て
い
る
。

経
済
学
者
に
よ
る
と
、
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
の

生
産
者
は
イ
ン
ド
全
国
に
お
よ
そ
八
四
〇
万
人（
一

九
九
四
ー
九
五
年
）
い
る
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、

イ
ン
ド
の
輸
出
品
に
占
め
る
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト

の
割
合
は
少
な
く
な
く
、
経
済
的
に
重
要
で
あ
る

と
い
う
。

し
か
し
経
済
的
価
値
に
重
き
を
お
い
て
い
る
か

ら
と
い
っ
て
、
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
の
も
つ
文
化

的
価
値
や
美
的
価
値
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
決
し
て
な
い
。
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
の
生
産
を

担
っ
て
い
る
職
人
た
ち
が
、
そ
の
仕
事
で
食
べ
て

い
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
産
業
は
先
細

り
に
な
り
、
職
人
が
担
っ
て
い
た
在
来
技
法
に
関

す
る
知
識
や
、
職
人
が
も
っ
て
い
た
伝
統
的
デ
ザ

イ
ン
と
い
っ
た
膨
大
な
文
化
資
源
が
失
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
職
人
た
ち
が
生
業
と
し
て

持
続
的
に
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
に
携
わ
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
は
文
化
を
守
る
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

変
化
す
る
職
人

行
政
が
お
こ
な
っ
て
い
る
施
策
の
う
ち
、
代
表

的
な
も
の
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ワ
ー
ド
と
い
う
報

奨
制
度
が
あ
る
。
毎
年
、
二
〇
人
の
ハ
ン
デ
ィ
ク

ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
、
つ
ま
り
手
工
芸
開
発
に
つ
な
が

る
施
策
と
な
っ
た
。
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
専

業
の
職
人
が
作
る
金
工
、
宝
飾
品
、
木
工
、
絵
画
、

染
織
、
編
組
、
土
器
・
陶
器
、
玩
具
の
ほ
か
、
女

性
の
手
仕
事
で
あ
る
刺し

繍し
ゅ
うや
ア
プ
リ
ケ
も
含
ま
れ

る
。

文
化
で
は
な
く
、
経
済

行
政
の
み
な
ら
ず
、
農
村
開
発
に
関
心
を
も
つ

Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
の
生
産
者
の
支
援

を
お
こ
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ

ト
を
媒
体
と
し
た
開
発
に
携
わ
っ
た
り
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
が
開
発
に
か
か

わ
る
？
と
不
思
議
に
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
イ
ン
ド
で
は
、
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
は
経
済

の
問
題
と
し
て
と
り
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
行
政
の
初
代
の
責
任
者
で

あ
っ
た
チ
ャ
ッ
ト
パ
デ
ィ
ヤ
イ
ー
は
、「
ハ
ン
デ
ィ

「
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
」
は
行
政
用
語

日
本
語
の
「
手
芸
」
を
英
語
に
訳
す
と
、「
ハ
ン

デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
」
だ
と
い
う
。
で
は
、
こ
の
こ
と

ば
は
、
他
の
国
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て

使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
で
は
、
英

語
の
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
と
い
う
こ
と
ば
は
、
手

仕
事
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
を
指
す
用
語
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
。
英
語
な
の
は
、
行
政
用
語
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
だ
か
ら
だ
。
イ
ン
ド

は
多
言
語
国
家
で
あ
り
、
中
央
行
政
に
お
け
る
使

用
言
語
は
英
語
と
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
の
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
は
ハ
ス
タ
シ
ル
プ
と
い
う
。

イ
ン
ド
の
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
行
政
は
、
一
九

五
二
年
に
は
じ
ま
る
。
一
九
四
七
年
に
英
国
の
植

民
地
支
配
か
ら
独
立
し
た
後
、
農
村
経
済
の
発
展

の
た
め
に
小
規
模
産
業
の
重
点
化
が
う
た
わ
れ
た

が
、
こ
れ
が
後
の
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
・
デ
ィ
ベ

ラ
フ
ト
の
生
産
者
が
表
彰
さ
れ
る
。
授
賞
式
は
首

都
デ
リ
ー
で
執
り
お
こ
な
わ
れ
、
記
念
品
の
楯た
て

が
、

大
統
領
に
よ
り
手
ず
か
ら
贈
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
職
人
に
と
っ
て
は
大
き
な
名
誉
で
あ
る
。
イ

ン
ド
の
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
は
、
も
と
も
と
は
生

活
や
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
実
用
品
で
あ
り
、
そ
の

生
産
に
は
職
人
カ
ー
ス
ト
が
携
わ
っ
て
き
た
。カ
ー

ス
ト
制
度
の
な
か
で
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
低

位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
職
人
カ
ー
ス
ト
や
、

周
縁
化
さ
れ
て
き
た
女
性
の
生
産
者
が
脚
光
を
浴

び
、
国
家
レ
ベ
ル
で
評
価
を
う
け
る
こ
と
は
、
彼

ら
自
身
の
仕
事
に
自
尊
心
を
感
じ
さ
せ
る
機
会
と

な
り
、
生
業
を
継
続
さ
せ
る
動
機
と
な
っ
て
い
る
。

展
示
即
売
会
も
、
行
政
が
重
視
し
て
い
る
施
策

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
職
人
が
都
市
で
開
催
さ
れ
る

イ
ベ
ン
ト
会
場
に
で
む
き
、
客
に
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ

フ
ト
商
品
を
直
接
販
売
す
る
の
で
あ
る
。
と
き
に

は
制
作
工
程
を
客
に
見
せ
た
り
、
説
明
し
た
り
す

る
こ
と
も
お
こ
な
う
。
職
人
が
自
ら
市
場
と
つ
な

イ
ン
ド
で
は
独
立
後
、手
工
芸
開
発
が
重
視
さ
れ
、今
で
は
職
人
た
ち
を
讃
え
る
ナ

シ
ョ
ナ
ル・ア
ワ
ー
ド
と
い
う
報
奨
制
度
も
作
ら
れ
た
。
国
家
レ
ベ
ル
で
評
価
す
る
こ
と
で

文
化
的
価
値
、美
的
価
値
を
守
り
、ひ
と
つ
の
大
き
な
産
業
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
く
。

イ
ン
ド
の「
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
」

金か
ね

谷た
に 

美み

和わ

民
博 

外
来
研
究
員

手芸考

が
り
、
客
の
好
み
を
反
映
し
た
商
品
と
は
ど
う
い

う
も
の
か
を
学
ぶ
た
め
の
場
と
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ

ト
が
地
域
社
会
の
な
か
で
日
常
生
活
を
支
え
る
衣

食
住
の
道
具
と
し
て
作
ら
れ
、
使
わ
れ
て
い
た
よ

う
な
あ
り
か
た
は
す
で
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
職

人
は
、
国
内
市
場
や
、
さ
ら
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
市

場
に
対
応
し
た
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
生
産
に
転
換

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

展示即売会にて販売中の生産者。2016年首都デ
リーで開催されたイベントにて

2011年度ナショナル・アワードを両面木板捺染アジュラクのサリーで受賞したアーダム・J・カトリー氏の授賞式の様子。
写真提供・アーダム・J・カトリー

首都デリーの国立手工芸博物館において、展示即売会をおこなっている女性の陶工。
客の前で、ろくろを回しながら制作工程を見せている。2014年撮影
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ながなんぢゃ

「ラフラン諸島」ってどこ？

What’s in a name? 山
やま

本
もと

 泰
やす

則
のり

　民博 文化資源研究センター

今
か
ら
三
年
ほ
ど
前
に
、「
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
標
本
資
料
に
つ
い
て
、
収
集
地
を
地
図
に

プ
ロ
ッ
ト
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、

宣
教
師
で
あ
り
神
学
博
士
で
も
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ

ン
が
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
南
太

平
洋
の
島
々
で
収
集
し
た
約
三
〇
〇
〇
点
の
民
族
誌
資
料
で

あ
る
。
現
在
、民
博
に
収
蔵
さ
れ
、資
料
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
も
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。

収
集
地
を
地
図
に
プ
ロ
ッ
ト
す
る
に
は
、
地
名
の
緯
度
経

度
が
必
要
で
あ
る
。
情
報
を
整
理
し
て
み
る
と
、
異
な
る
地

名
は
一
二
四
種
類
に
絞
り
こ
め
た
。
ロ
ー
カ
ル
な
地
名
や
あ

い
ま
い
な
表
記
が
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
、
緯
度
経
度
の
調

査
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
手
作
業
で
や
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

位
置
の
特
定
に
も
っ
と
も
苦
労
し
た
地
名
の
ひ
と
つ
に
、

「
ラ
フ
ラ
ン
諸
島
」
が
あ
っ
た
。
収
集
地
情
報
は
、「
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア 

ラ
フ
ラ
ン
諸
島
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。「
ラ

フ
ラ
ン
」
は
洋
梨
の
「
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
」（La France

）

で
は
な
く
、
綴つ
づ

り
はLaughlin

（
ま
た
は
、Laughlan

）

で
あ
る
。

ま
ず
は
定
番
のG

oogle M
aps

やG
oogle E

arth

、
地

名
のW

ikipedia

的
存
在
のG

eoN
am

es

、
地
図
帳
な
ど
を

あ
た
っ
て
み
た
が
場
所
は
わ
か
ら
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
検
索
す
る
と
、
旅
行
ガ
イ
ド
を
は
じ
め
と
し
てLaughlin 

Islands

と
い
う
文
字
を
含
む
ペ
ー
ジ
が
写
真
入
り
で
た
く

さ
ん
見
つ
か
る
の
だ
が
、
肝
心
の
位
置
が
わ
か
ら
な
い
。
ま

た
、「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
な

か
の
「
ニ
ウ
ギ
ニ
ア
面
積
人
口
表
」（
南
洋
経
済
研
究
所
、

昭
一
九
）と
い
う
文
献
に
も
行
き
当
た
っ
た
。そ
の
二
三
ペ
ー

ジ
に
は
、
ラ
フ
ラ
ン
諸
島
は
「
ム
ル
ア
島
東
方
四
〇
浬か
い
り

の
地ち

點て
ん

に
位
し
、
…
…
」
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
正
確
な
位
置
は

し
る
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
も
か
く
、
ラ
フ
ラ
ン
諸
島
は

幻
の
島
々
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
偶
然
あ
る
文
献
を
ウ
ェ
ブ
で
見

つ
け
た
。
題
名
は"R

eport of Investigation of Islands 
in the Territory of P

apua and N
ew

 G
uinea 

P
hosphate S

urvey, 1958"

。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の

鉱
物
資
源
に
か
か
わ
る
機
関
の
調
査
報
告
書
で
、
一
九
五
八

年
発
行
だ
っ
た
。
そ
の
本
文
に
、
ラ
フ
ラ
ン
諸
島
の
位
置
は

東
経
一
五
三
度
四
〇
分
、
南
緯
九
度
一
八
分
と
し
る
さ
れ
て

お
り
、
付
録
の
地
図
に
は
ラ
フ
ラ
ン
諸
島
が
は
っ
き
り
と
記

載
さ
れ
て
い
た
。G

oogle 
M

aps

を
見
る
と
、
そ
の
場

所
に
ラ
フ
ラ
ン
諸
島
の
文

字
は
な
か
っ
た
が
、
ふ
た

つ
の
島
が
確
認
で
き
た
。

や
っ
と
一
件
落
着
。
地

名
の
位
置
を
調
べ
る
の
に
、

定
石
は
な
い
と
も
い
え
る

が
、
ウ
ェ
ブ
を
探
せ
ば
な

ん
と
か
な
る
時
代
に
な
っ

た
の
だ
と
実
感
し
た
で
き

ご
と
だ
っ
た
。

ニューブリテン島

ラフラン諸島
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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茨木駅から近鉄バスで「万博記念公園駅（エキスポシティ前）」「日本庭園前」
下車、徒歩約13分。
●乗用車は、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。

編集後記

　本特集を注意深く読まれた方は映像の「制作」と「製作」の両

方が使われていることにお気づきかもしれない。梅棹先生は「映

画製
4

作」という表現を使っておられ、今の『国立民族学博物館　

展示ガイド』でも「民博製
4

作のオリジナル映像」という表現が見ら

れる。一方で、『広辞苑』第六版では「制
4

作」の定義が「美術作品

や映画・放送番組・レコードなどをつくること。また、その作品。」

となっている。さらに調べると、映像業界では独特の用法があるよ

うで、みんぱくのビデオテーク作品のエンドロールでも微妙な使い

わけがされている。不統一が校正漏れでないことだけ、指摘してお

こう。

　映像といえば、ドイツのケルン市にあるラウテンシュトラウフ・

ヨスト博物館（通称「世
ウェルトクルトゥーレン・ムーゼウム

界文化博物館」）で10月7日に開幕した「巡

礼―幸せを求めて」という特別展に、大森康宏名誉教授が監修

した四国巡礼の映像が使われている。少しばかりお手伝いしたので、

開幕式に行ってきた。みんぱくのビデオテーク作品制作に多大な貢

献をされた井ノ本清和氏がカメラを回した映像が海外の展覧会で

も活かされている様子を、井ノ本氏本人に報告することができない

うちに急逝されたのが、残念でならない。

　最後になりましたが、来年の1月号から編集長が交代します。 

イクメン編集長の丹羽さんに乞うご期待！（山中由里子）

月刊みんぱく  2016年 12月号
第 40巻第 12号通巻第 471号　2016年 12月 1日発行

編集・発行 人間文化研究機構 国立民族学博物館
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みんぱくをもっと楽しみたい人のために―会員制度のご案内
詳細については、「国立民族学博物館友の会（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）

国立民族学博物館友の会
本館展示の無料入館や特別展示の観覧料割引にくわえ、
『月刊みんぱく』や会員機関誌『季刊民族学』など
の定期刊行物や、毎月の友の会講演会、セミナー
などを通して多様な文化の情報を提供しています。

みんぱくフリーパス
1年間、本館展示へ何度でも無料
で入館いただけます（特別展示は観
覧料割引）。他にも、みんぱくを楽し
むための特典がいっぱいです。

国立民族学博物館 
キャンパスメンバーズ
みんぱくと大学等教育機関との連携を図り、
文化人類学、民族学にふれる学びの場を
提供することを目的とした会員制度です。

ビーズがつなぐ毎日。

　来年3月より開幕する開館40周年記念特別展
「ビーズ―つなぐ・かざる・みせる」。2017年度
の国立民族学博物館オリジナルカレンダーは、そ
の展示資料から選びました。
　ビーズはガラス、石、動物の歯など、あらゆ
る素材で作られ、身体を装飾するだけでなく、
儀礼に使用したり、社会的地位や豊かさを示す
ものとしても活用されてきました。世界中で親
しまれている、魅力あふれるビーズの世界を、 
1年を通してお楽しみください。

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
T EL :06 - 6876 -3112    FA X:06 -6878-8421
e-mail shop@senri-f.or.jp　水曜日定休

オンラインショップ「World Wide Bazaar」
http://www.senri-f.or.jp/shop/

お問い合わせ先

2017年度国立民族学博物館オリジナルカレンダー

BEADS
　　　　　　　　　　　　定価 1,620円
　　　国立民族学博物館友の会会員価格 1,458円

見開きサイズ　59.0㎝×29.5㎝
オールカラー　28頁中綴じ
※ 2017年 4月～ 2018年 3月までのカレンダーです
※ 5冊以上まとめてのご購入の場合、1冊 1,296円
※通信販売の場合、別途発送手数料が必要です

2017年1～ 3月（見開き）もついています

※価格は全て税込です


