


手
話
と
「
ハ
ン
ド
ト
ー
ク
」

門か
ど 

秀ひ
で

彦ひ
こ

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

﹇
H
A
N
D 

T
A
L
K
﹈
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
絵
画

作
品
の
制
作
の
他
、
国
内
外
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

や
ラ
イ
ブ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
お
こ
な
う
。
そ
の
他
、 

N
H
K
「
み
ん
な
の
手
話
」、
フ
ジ
テ
レ
ビ
「
め
ざ
ま

し
テ
レ
ビ
」
等
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
制
作
、
宮

本
亜
門
、
佐
野
元
春
、
H
Y
、
大
澤
誉
志
幸
等
の
ア
ー

ト
ワ
ー
ク
を
手
掛
け
る
な
ど
、
創
作
は
多
岐
に
渡
る
。

著
書
に
、『
ハ
ン
ド
ト
ー
ク 

ジ
ラ
フ
ァ
ン
』（
小
学
館
）、

『
R
I
N
G　
B
E
L
L
S
』（
ぶ
ん
か
社
）、『
世
界
が

こ
ん
な
に
騒
が
し
い
日
に
は
』（
ジ
ャ
イ
ブ
）他
が
あ
る
。
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手
話
は
体
で
表
現
す
る
「
言
葉
」
で
あ
り
、
目
に

見
え
る
「
声
」
で
あ
る
。

　
僕
は
両
親
が
ろ
う
あ
者
な
の
で
幼
い
頃
か
ら
父
や

母
の
「
声
」
を
こ
の
目
で
見
て
き
た
。
優
し
い
声
、
楽

し
い
声
、
怒
り
の
声
、
そ
し
て
悲
し
い
声
。
父
や
母

の
「
声
」
は
い
つ
だ
っ
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
て
来

た
。
も
ち
ろ
ん
見
え
る
の
は
ろ
う
あ
者
の
「
声
」
だ
け

じ
ゃ
な
く
、
健
聴
者
の
「
声
」
も
で
あ
る
。
聞
こ
え
な

い
こ
と
を
い
い
こ
と
に
、
顔
で
は
笑
顔
を
作
り
な
が
ら

哀
れ
ん
だ
り
、
蔑
ん
だ
り
す
る
者
の
「
声
」
は
、
ひ

ど
く
気
味
の
悪
い
「
声
」
に
見
え
て
、
幼
い
僕
に
は
恐

怖
だ
っ
た
。
し
か
し
、
健
聴
者
の
「
声
」
に
感
動
す
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
ろ
う
あ
者
で
あ
る
父
や
母
と
、

手
話
を
知
ら
な
い
健
聴
者
が
、
筆
談
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー

で
す
っ
か
り
仲
良
く
な
っ
て
し
ま
う
光
景
を
見
た
時
だ
。

僕
の
幼

お
さ
な

馴な

染じ
み

な
ど
は
、
う
ち
に
遊
び
に
来
る
と
、
父

や
母
と
オ
ー
バ
ー
な
身
振
り
手
振
り
と
顔
の
表
情
を

思
い
っ
き
り
動
か
し
て
騒
が
し
く
会
話
し
て
、
一
緒
に

飯
を
食
い
、
時
に
は
抱
き
合
い
、
そ
し
て
泣
く
の
だ
。

そ
の
「
声
」
は
父
と
母
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
い

た
僕
に
も
伝
わ
る
ほ
ど
。
そ
の
幼
馴
染
は
十
代
の
頃

は
か
な
り
や
ん
ち
ゃ
で
悪
さ
も
し
た
男
な
の
だ
が
、
や

が
て
立
派
な
大
人
に
な
っ
た
今
で
も
「
お
父
さ
ん
の
優

し
さ
に
何
度
も
救
わ
れ
た
」
と
礼
を
言
う
。
父
と
母

は
、
最
初
か
ら
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な

く
、
た
だ
相
手
を
受
け
入
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
笑
い
か

け
て
一
緒
に
飯
を
食
う
の
だ
。

　
僕
が
描
い
た
絵
本
『
ハ
ン
ド
ト
ー
ク 

ジ
ラ
フ
ァ
ン
』

に
は
、
手
話
で
会
話
す
る
ジ
ラ
フ
ァ
ン
と
い
う
動
物

が
登
場
す
る
が
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
僕
の
父
と
母

だ
。
ジ
ラ
フ
ァ
ン
は
喋し

ゃ
べ

る
の
が
苦
手
な
健
聴
者
の
子

供
〝
マ
ー
ル
〞
と
出
会
い
、
最
初
は
会
話
が
通
じ
な

い
が
、
お
互
い
が
お
互
い
を
受
け
入
れ
る
事
で
や
が
て

心
が
通
じ
合
う
と
い
う
物
語
。
こ
こ
で
い
う
「
ハ
ン
ド

ト
ー
ク
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
手
話
（
サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー

ジ
）
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
人
と
人
と
を
つ
な

ぐ
目
的
の
音
楽
や
、
み
ん
な
で
一
緒
に
描
く
絵
、
感

情
や
祈
り
を
込
め
て
踊
る
ダ
ン
ス
や
、
親
が
子
を
想
っ

て
作
る
手
料
理
や
お
弁
当
も
「
ハ
ン
ド
ト
ー
ク
」
と

呼
び
た
い
。

　
父
と
母
の
手
話
が
教
え
て
く
れ
た
ハ
ン
ド
ト
ー

ク
。
そ
れ
は
特
別
な
事
で
は
な
く
、相
手
に
話
し
か
け
、

相
手
を
受
け
入
れ
る
方
法
。
き
っ
と
誰
し
も
、
自
分

な
り
の
「
ハ
ン
ド
ト
ー
ク
」
を
持
っ
て
い
る
。



手
話
の
世
界
を

め
ぐ
る

特集

語
に
基
づ
き
、
ひ
と
つ
の
民
族
と
位
置
付
け
ら
れ
る
は
ず

だ
。
か
く
て
、
日
本
手
話
話
者
は
「
ろ
う
者
」
と
よ
ば
れ
、

ろ
う
者
が
共
有
す
る
文
化
や
帰
属
意
識
は
「
ろ
う
文
化
」

と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
日
本
に
お
け
る
最
大
多
数

の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
し
て
、
医
学
的
な
意
味
で
耳
が
聴

こ
え
な
い「
聴
覚
障
が
い
者
」と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
発
達
し
た
こ
の
考
え
方
は
、

ろ
う
者
の
自
身
の
言
語
に
対
す
る
見
方
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
ろ
う
者
に
と
っ
て
は
日

本
語
が
第
二
言
語
で
あ
る
こ
と
、
手
話
言
語
が
音
声
言
語

か
ら
は
独
立
し
た
歴
史
を
も
つ
こ
と
へ
の
理
解
に
も
つ
な

言
語
法
の
制
定
や
い
わ
ゆ
る
差
別
解
消
法
の
施
行
な
ど
、

手
話
に
関
す
る
話
題
を
頻
繁
に
目
に
す
る
よ
う
に
な
り
、

昨
二
〇
一
六
年
に
は
、
民
博
で
も
「
み
ん
ぱ
く
手
話
部
門
」

（
正
式
名
称
・
日
本
財
団
助
成
手
話
言
語
学
研
究
部
門
）

が
発
足
し
た
。
手
話
や
そ
の
話
者
と
か
か
わ
り
は
じ
め
て

み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
外
か
ら
は
見
え
な
い
世
界
が
広
が
っ

て
い
る
。

そ
も
そ
も
「
手
話
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
一
様
で
は

な
い
。
日
本
語
を
音
声
で
話
し
な
が
ら
手
を
動
か
す
方
法

は
、「
日
本
語
対
応
手
話
」
と
よ
ば
れ
、
日
本
語
の
表
現

方
法
の
一
種
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ろ
う
者
が
使
用
す

る
「
日
本
手
話
」
は
、
主
語
や
目
的
語
な
ど
の
標
示
に
空

間
を
利
用
す
る
な
ど
、
異
な
る
文
法
構
造
を
も
っ
て
い
て
、

日
本
語
と
同
時
に
発
話
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
独
自
の

概
念
や
言
語
行
動
満
載
で
、
外
国
語
を
学
び
、
は
じ
め
て

使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
、
あ
の
わ
く
わ
く
感
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
一
方
で
、
日
本
手
話
と
は
接
点
の
な

手
話
の
む
こ
う
に
広
が
る
宇
宙

通
学
経
路
の
ど
こ
か
に
ろ
う
学
校
が
あ
っ
た
の
か
、
高

校
時
代
、
わ
た
し
は
よ
く
、
手
話
で
い
き
い
き
と
会
話
を

す
る
生
徒
さ
ん
た
ち
を
見
か
け
た
。
電
車
の
窓
を
隔
て
た

中
と
外
で
、
駅
の
ホ
ー
ム
と
ホ
ー
ム
で
、
声
が
届
か
な
い

場
所
で
自
由
に
会
話
を
続
け
る
彼
ら
は
、
と
て
も
う
ら
や

ま
し
い
存
在
だ
っ
た
。
歳
月
を
経
て
こ
こ
数
年
は
、
手
話

が
っ
た
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
手
話
は
フ
ラ
ン
ス
手
話
の

系
譜
を
引
い
て
お
り
、
台
湾
手
話
や
韓
国
手
話
は
日
本
手

話
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、
わ
た
し
た
ち
は
手
話
に
ま
つ
わ
る
多
様
性

か
ら
解
放
さ
れ
は
し
な
い
。
音
声
言
語
の
場
合
に
自
然
に

起
こ
る
言
語
継
承
で
さ
え
、
手
話
の
世
界
で
は
一
律
で
は

な
い
。
親
が
ろ
う
で
子
も
聴
こ
え
な
け
れ
ば
、
日
本
手
話

を
文
字
ど
お
り
「（
父
）
母
語
」
と
し
て
習
得
す
る
。
け

れ
ど
も
、
聴
こ
え
な
い
子
ど
も
の
多
く
は
聴
こ
え
る
親
に

生
ま
れ
、
手
話
を
家
庭
の
外
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
身
に
付

け
る
。
一
方
で
、
ろ
う
の
親
に
生
ま
れ
、
日
本
手
話
を
習

得
し
た
聴
こ
え
る
子
ど
も
は
、
言
語
も
文
化
も
共
有
し
て

い
る
の
に
、「
ろ
う
者
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

多
く
の
日
本
語
話
者
の
暮
ら
し
と
異
な
り
、
言
語
接
触

が
日
常
的
で
あ
る
の
も
ま
た
、
手
話
の
世
界
だ
。
そ
こ
に

は
「
筆
談
」
も
含
ま
れ
る
。
両
手
に
加
え
、
顔
の
表
情
、

口
の
形
や
上
半
身
の
向
き
な
ど
、
同
時
に
複
数
の
器
官
を

使
う
手
話
言
語
に
は
、
書
記
法
が
な
い
。
日
本
手
話
話
者

が
メ
モ
を
と
る
と
き
に
は
書
記
日
本
語
を
使
う
。
ろ
う
者

に
と
っ
て
「
読
み
書
き
」
と
い
う
行
為
が
二
言
語
併
用
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
け
ば
、
筆
談
や
字
幕
と
手
話
の
関
係
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
と
違
う
側
面
が
見
え
て
く
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

手
話
の
あ
る
暮
ら
し
を
め
ぐ
る

そ
し
て
手
話
に
は
も
ち
ろ
ん
、
人
間
が
使
う
こ
と
ば
と

し
て
音
声
言
語
と
共
通
の
特
徴
が
あ
る
。
国
内
に
は
地
域

や
社
会
方
言
差
が
あ
り
、
国
外
に
目
を
向
け
て
み
れ
ば
、

世
界
で
使
わ
れ
る
手
話
言
語
は
、
約
三
百
と
も
四
百
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
新
た
な
世
界
の
探
求
の
対
象
と
し
て
は

十
二
分
と
い
え
る
。
日
本
語
話
者
の
わ
た
し
た
ち
が
英
語

や
他
の
外
国
語
を
学
ぶ
よ
う
に
、
日
本
手
話
を
使
う
ろ
う

者
は
、
外
国
手
話
を
身
に
付
け
、
駆
使
し
て
世
界
を
飛
び

回
る
。

文
化
も
生
物
も
言
語
も
、
何
で
も
多
様
な
方
が
い
い
。

手
話
は
、
こ
れ
ま
で
音
声
の
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
き

た
わ
た
し
た
ち
を
、
視
覚
の
世
界
に
解
放
し
て
く
れ
る
。

本
特
集
で
紹
介
す
る
の
は
、
日
本
手
話
を
使
っ
て
暮
ら
し

て
い
る
人
た
ち
の
話
で
あ
る
。
理
屈
は
と
も
か
く
、
ま
ず

は
、
そ
の
豊
か
な
世
界
を
め
ぐ
っ
て
み
て
ほ
し
い
。

目
に
見
え
る
こ
と
ば「
手
話
」。
そ
の
世
界
は
じ
つ
に
奥
が
深
い
。

今
号
の
特
集
で
は
、
手
話
を
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
研
究
者
の
目
線
か

ら
自
身
の
生
活
、
仕
事
、
調
査
等
に
お
い
て
印
象
に
残
っ
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
紹
介
し
て
い
く
。
手
話
が
誰
か
の
日
常
に
存
在
す
る
〝
こ
と
ば
〞

で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

手
話
の
世
界
へ

よ
う
こ
そ民

博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

菊き
く

澤さ
わ 

律り
つ

子こ

い
地
域
に
聴
覚
障
が
い
者
が
い
る
と
、
身
振
り
に
よ
る
意

思
疎
通
の
方
法
が
新
し
く
発
達
す
る
。
そ
れ
は
地
元
で
の

み
通
じ
る
記
号
の
集
合
体
で
あ
り
、「
ホ
ー
ム
サ
イ
ン
」「
ビ

レ
ッ
ジ
サ
イ
ン
」
と
よ
ば
れ
る
。

言
語
と
し
て
の
日
本
手
話
、
民
族
と
し
て
の
ろ
う
者

日
本
手
話
が
言
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
話
者
は
、
言

みんぱく手話部門ロゴ（平林裕一作成）
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く
」「
本
を
並
べ
る
」
と
い
っ
た
文
で
は
特
に
感
じ
な
い
が
、

缶
の
よ
う
に
進
化
す
る
モ
ノ
の
場
合
、
同
一
の
缶
の
こ
と

を
指
し
て
は
い
て
も
、「
缶
を
開
け
る
」
と
い
う
文
で
、
わ

た
し
と
同
僚
の
表
現
は
異
な
る
。ま
さ
に
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ

ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
だ
。
彼
は
〈
ス
テ
イ
オ
ン
タ
ブ
で
開
け
る
〉、

わ
た
し
は
〈
缶
切
り
で
開
け
る
〉
な
の
だ
。
わ
た
し
自
身

も
実
生
活
で
は
プ
ル
ト
ッ
プ
缶
や
イ
ー
ジ
ー
オ
ー
プ
ン
缶

を
使
っ
て
い
て
、
缶
切
り
の
出
番
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ

が
、手
話
だ
と
ど
う
し
て
も
〈
缶
切
り
で
開
け
る
〉
と
な
る
。

手
話
に
は
ろ
う
者
の
世
界
観
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
が
、

同
じ
日
本
手
話
ネ
イ
テ
ィ
ブ
で
も
世
代
に
よ
っ
て
異
な
る

と
い
う
こ
と
だ
。
ち
な
み
に
同
僚
は
缶
切
り
を
使
っ
た
こ

と
が
な
い
と
い
う
。

奄
美
大
島
で
の
体
験

む
か
し
の
こ
と
に
な
る
が
、
奄
美
大
島
に
調
査
に
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
不
就
学
の
ろ
う
者
と
話
す
機
会

が
あ
っ
た
が
、
彼
の
ホ
ー
ム

サ
イ
ン
が
わ
か
ら
な
い
。
そ

こ
で
鹿
児
島
の
ろ
う
学
校
に

行
っ
て
い
た
彼
の
子
ど
も
に

通
訳
し
て
も
ら
っ
た
。
彼
は

漁
師
で
、
島
の
人
達
と
は

ホ
ー
ム
サ
イ
ン
で
会
話
し
て

い
た
。
獲
っ
た
魚
を
セ
リ
に

出
す
と
き
も
市
場
で
の
や

り
と
り
に
不
自
由
は
な
か
っ

た
そ
う
だ
。
切
り
身
の
パ
ッ

ぱ
い
に
な
る
と
、
両
方
の
手
の
ひ
ら
を
上
に
し
て
、
下
に

移
動
さ
せ
な
が
ら
窄す
ぼ
め
る
。「
終
わ
り
、
終
わ
り
」。
そ
し

て
親
は
、
わ
た
し
に
ご
飯
を
食
べ
さ
せ
る
の
を
止
め
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
た
し
は
親
と
の
日
常
か
ら
自
然
に

手
話
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
、
コ
ー
ダ
の
手
話

獲
得
の
程
度
に
は
個
人
差
が
見
ら
れ
、
わ
た
し
の
弟
な
ど

手
話
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
親
の
手
話
は

読
み
と
り
、「
風
呂
」「
新
聞
」「
学
校
」「
遊
び
」
な
ど
の

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ

言
語
は
世
界
を
映
し
出
す
。
手
話
は
特
に
そ
の
傾
向
が

強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
同
僚
に
二
〇
近
く
も
年
下

の
ろ
う
者
が
い
る
の
だ
が
、
悲
し
い
こ
と
に
手
話
を
と
お

し
て
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
そ
の
一
例
を
紹
介
し
よ
う
。「
コ
ッ
プ
を
置

手
話
と
コ
ー
ダ

ろ
う
者
は
手
話
と
い
う
言
語
を
も
ち
、
そ
れ
を
自
分
た

ち
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
語
る
。
し
か
し
、
ろ
う
者
に
添
い
、

ろ
う
者
の
こ
と
ば
を
と
も
に
使
用
し
て
き
た
、
ろ
う
者
以

外
の
一
群
が
い
る
。
コ
ー
ダ
（
聴
覚
障
が
い
の
あ
る
親
を

も
つ
聞
こ
え
る
子
ど
も : C

hildren O
f D

eaf A
dults

）
で

あ
る
。

聞
こ
え
な
い
親
が
手
話
を
使
用
す
る
コ
ー
ダ
の
場
合
は
、

産
ま
れ
た
と
き
か
ら
日
常
生
活
の
な
か
に
手
話
が
存
在
す

る
。
コ
ー
ダ
は
、
親
の
手
話
を
真
似
、
親
と
手
話
で
日
々

の
他
愛
も
な
い
出
来
事
を
話
し
、
と
き
に
は
手
話
で
喧け
ん

嘩か

も
し
な
が
ら
、手
話
を
介
し
て
親
と
の
関
係
を
紡
い
で
い
く
。

自
身
の
手
話
を
め
ぐ
る
過
程

わ
た
し
も
コ
ー
ダ
の
一
人
で
あ
る
。よ
く
周
囲
か
ら
、「
い

つ
か
ら
手
話
を
使
い
始
め
た
の
？
」
と
尋
ね
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
が
、
記
憶
に
は
な
い
。
わ
た
し
が
い
ち
ば
ん
初
め

に
覚
え
た
手
話
は
、「
終
わ
り
」
だ
そ
う
だ
。
お
腹
が
い
っ

ク
し
か
見
た
こ
と
が
な
い
都
会
育
ち
の
ろ
う
者
は〈
魚
〉〈
イ

カ
〉〈
タ
コ
〉
な
ど
の
わ
ず
か
な
手
話
し
か
使
え
な
い
。
だ

が
、
そ
の
ろ
う
の
漁
師
は
、
イ
カ
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
水

イ
カ
、
甲
イ
カ
、
ヤ
リ
イ
カ
、
ス
ル
メ
イ
カ
な
ど
と
い
っ

た
手
話
名
を
も
っ
て
い
た
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
で
生
計
を
立
て

て
い
る
ろ
う
者
も
い
て
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
に
も
手
話
名
が
あ

る
こ
と
に
驚
い
た
。
本
州
に
は
生
息
し
な
い
ハ
ブ
に
も
手

話
名
が
あ
っ
た
。
生
活
に
密
着
し
た
モ
ノ
に
は
必
ず
そ
れ

を
表
現
す
る
語
が
あ
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
、

残
念
な
が
ら
、
わ
た
し
は
そ
の
語
を
正
確
に
再
現
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
手
話
が
文
字
を
も
た
な
い
故
の
悲
劇
だ
。

手
話
で
世
界
を
語
る

幼
い
こ
ろ
は
日
本
語
か
ら
か
け
は
な
れ
た
手
話
を
使
っ

て
い
る
と
バ
カ
に
な
る
と
思
っ
て
い
た
。
大
学
入
学
の
た

め
上
京
し
た
わ
た
し
は
、
手
話
サ
ー
ク
ル
に
顔
を
出
し
、

見
よ
う
見
ま
ね
で
い
わ
ゆ
る
日
本
語
対
応
手
話
を
覚
え
た
。

た
ま
に
帰
省
す
る
と
、
親
や
そ
の
友
だ
ち
か
ら
「
都
会
の

手
話
だ
ね
」
と
言
わ
れ
た
。
だ
が
、
聴
覚
障
害
学
生
の
仲

間
か
ら
は
「
ろ
う
者
っ
ぽ
い
手
話
で
い
い
ね
」
と
正
反
対

の
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
揺
ら
い
だ

時
期
も
あ
っ
た
が
、
手
話
が
音
声
言
語
と
同
じ
く
ら
い
に

複
雑
で
洗
練
さ
れ
た
言
語
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
わ
た
し

は
、
手
話
で
バ
カ
に
な
る
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
、
手
話

で
世
界
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
手
話
に
も
世
代
変
種
、
地
域
変
種
、

社
会
変
種
が
あ
る
。
手
話
を
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
新

し
い
世
界
を
切
り
拓ひ
ら

く
こ
と
だ
。

簡
単
な
手
話
を
交
え
、
親
に
意
思
や
感
情
を
伝
達
し
て
い

た
。や

が
て
青
年
期
に
差
し
掛
か
る
こ
ろ
に
は
、
わ
た
し
は

外
で
も
積
極
的
に
手
話
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
子
ど
も
な

が
ら
社
会
に
手
話
を
広
め
よ
う
と
し
た
。
一
般
に
青
年
期

は
、
自
己
意
識
の
高
ま
り
か
ら
他
者
と
自
己
と
の
相
違
に

敏
感
に
な
る
傾
向
に
あ
り
、
コ
ー
ダ
で
は
手
話
を
使
い
た

が
ら
な
く
な
る
事
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

日
本
の
コ
ー
ダ
に
お
い
て
、
よ
り
顕
著
に
見
ら
れ
る
特
徴

で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は
違
っ
た
。
我
が
家
に

は
手
話
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
と
、
明
確
な
志
向
を
も
ち

続
け
た
。

コ
ー
ダ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
手
話

な
ぜ
わ
た
し
は
、
手
話
を
使
い
続
け
た
の
だ
ろ
う
。

今
改
め
て
過
去
に
思
い
を
馳
せ
る
と
、「
自
分
と
は
、
音

声
日
本
語
を
も
つ
聴
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
手
話
と
い

う
言
語
を
も
つ
、
ろ
う
者
の
世
界
を
も
知
り
得
る
存
在
」

で
あ
る
こ
と
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
置
き
、
そ
れ
が

自
分
の
強
み
と
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
た
し
が
、
手
話
に
誇
り
を
抱

く
親
の
姿
勢
を
見
て
育
つ
こ
と
が
で
き
た
か
ら
に
他
な

ら
な
い
と
考
え
る
。

コ
ー
ダ
に
と
っ
て
手
話
と
は
、
自
分
と
親
と
を
繋つ
な

ぐ

こ
と
ば
で
あ
る
と
同
時
に
、
聴
者
社
会
に
身
を
置
き
な

が
ら
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
ち
続
け
る
た
め

の
手
段
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

手
話
を
と
お
し
て
み
る

新
し
い
世
界

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
学
院

手
話
通
訳
学
科
教
官

木き

村む
ら 

晴は
る
美み

コ
ー
ダ
に
と
っ
て
の

「
手
話
」と
は

東
京
大
学
バ
リ
ア
フ
リ
ー
支
援
室
特
任
助
教

中な
か
津つ 
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美み
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と
い
う
共
通
認
識
を
未
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
で

あ
る
。
日
中
は
同
世
代
の
学
生
で
あ
る
ろ
う
者
と
、
夜
の

時
間
や
週
末
は
年
齢
も
社
会
的
な
背
景
も
さ
ま
ざ
ま
な

地
元
の
ろ
う
者
と
と
も
に
手
話
漬
け
の
時
間
を
過
ご
す
よ

う
に
な
っ
た
。
今
思
え
ば
、
異
文
化
留
学
だ
。

手
話
は
言
語
と
い
う
実
感

手
話
は
話
者
の
属
す
る
世
代
、性
差
、出
身
（
習
得
）
地
、

教
育
歴
な
ど
に
よ
っ
て
変
種
を
も
つ
こ
と
に
気
づ
く
。
手

話
に
よ
る
非
常
に
微
妙
な
感
情
の
や
り
と
り
や
複
雑
な

議
論
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
こ
ん
な
に
豊
か
で
複
雑

で
「
難
し
く
」
て
魅
力
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段

国
際
手
話
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
て
発
達
し
た
も
の
）

が
う
ま
く
通
じ
ず
、
英
語
を
公
用
語
と
し
な
い
台
湾
で
、
ど

の
よ
う
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
い
う
不
安
は
ぬ
ぐ
え
な
か
っ
た
。
よ
り
良
い
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
現
地
の
手
話
話
者
や
そ

の
関
係
者
と
の
信
頼
関
係
は
何
よ
り
重
要
で
あ
る
。
信
頼
関

係
は
、
お
互
い
に
共
通
す
る
こ
と
ば
を
使
っ
た
や
り
と
り
を

積
み
重
ね
て
い
く
な
か
で
、
築
か
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
や
り
と
り
を
ど
う
進
め
て
い
く
の
か
、
工
夫
が
必
要

だ
っ
た
。

試
行
錯
誤
を
重
ね
る

I
T
化
が
進
ん
だ
現
在
、
ス
カ
イ
プ
や
ラ
イ
ン
な
ど
の
ア

プ
リ
を
と
お
し
て
、
国
が
違
っ
て
も
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
の
画

面
に
お
互
い
の
姿
を
映
し
て
手
話
で
や
り
と
り
を
お
こ
な
う

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
試
し
に
ス
カ
イ
プ
を
使
っ
て
や
っ

て
み
る
と
、
日
本
手
話
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
と

か
な
り
の
部
分
で
通
じ
る
も
の
の
、
ど
う
し
て
も
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
は
通
じ
に
く
い
。
そ
の
場
合
は
、
ラ
イ
ン
に
日
本

語
と
中
国
語
（
繁
体
字
）
間
の
翻
訳
ソ
フ
ト
を
導
入
し
、
文

字
で
や
り
と
り
を
す
る
。
し
か
し
、
誤
訳
が
ま
ざ
っ
て
い
る

た
め
、
そ
の
誤
訳
を
モ
ト
に
さ
ら
に
想
像
を
働
か
せ
て
相
手

の
言
い
た
い
と
こ
ろ
を
読
み
取
り
、
改
め
て
画
面
の
手
話
で

確
認
を
す
る
、
と
い
う
そ
の
繰
り
返
し
の
や
り
と
り
が
必
要

と
な
っ
た
。
日
本
手
話
と
台
湾
手
話
の
語
彙
を
ま
ぜ
な
が
ら

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
話
す
現
地
ろ
う
者
の
手
話
を
読
み
と
り
、

こ
ち
ら
の
理
解
に
ず
れ
が
な
い
か
ど
う
か
内
容
を
確
認
す
る
。

そ
し
て
、
日
本
手
話
と
あ
ち
ら
か
ら
届
い
た
台
湾
手
話
の
語

聴
者
が
手
話
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

人
口
一
億
二
〇
〇
〇
万
を
越
え
る
日
本
人
の
う
ち
、
手

話
母
語
話
者
は
多
く
見
積
も
っ
て
も
十
万
人
、
言
語
学
的

に
厳
密
に
日
本
手
話
ネ
イ
テ
ィ
ブ
を
算
出
す
れ
ば
わ
ず
か

に
数
千
人
と
い
う
立
場
も
あ
る
ほ
ど
、
手
話
は
非
常
に
小

さ
く
狭
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
言
語
で
あ
る
。
音
声
が
な
い

こ
と
が
当
た
り
前
と
い
う
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
、
当

然
、
聴
者
と
は
こ
と
な
る
行
動
様
式
（
文
化
）
が
あ
る
。

わ
た
し
は
、
聴
者
が
第
二
言
語
と
し
て
手
話
を
本
気
で
学

ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
国
内
に
居
な
が
ら
に
し
て
別
言

語
・
別
社
会
・
異
文
化
へ
の
留
学
を
果
た
す
よ
う
な
も
の

だ
と
思
っ
て
い
る
。

わ
た
し
が
ろ
う
者
・
手
話
と
出
会
っ
た
の
は
一
九
八
一

年
。
十
代
最
後
の
年
だ
っ
た
。
八
〇
年
代
前
半
と
い
う
の

は
、
米
国
か
ら
遅
れ
る
こ
と
二
〇
年
、
よ
う
や
く
日
本
に

も
手
話
言
語
学
と
い
う
学
問
領
域
が
紹
介
さ
れ
始
め
た

ば
か
り
…
…
、ろ
う
者
集
団
さ
え
「
手
話
は
言
語
で
あ
る
」

が
単
な
る
身
振
り
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
の
集
積
な
ど
と
い
う

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
わ
た
し
た
ち
聴
者
の
使
っ
て
い
る

音
声
言
語
と
は
別
種
の
、
独
立
し
た
、「
言
語
と
し
か
い

い
よ
う
の
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
実
感
・
体
感

が
積
み
重
な
っ
て
い
っ
た
も
の
だ
。

異
文
化
へ
の
敬
意

一
般
に
、
ろ
う
者
と
聞
く
と
多
く
の
人
は
ま
ず
「
障
が

い
を
も
つ
」
人
と
理
解
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
ろ
う
者
＝
手
話
話
者
ば
か
り
の
な
か
に
聴
者
が

自
分
一
人
だ
け
と
い
う
状
況
を
想
像
し
て
み
て
欲
し
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
手
話
を
ど
れ
だ
け
ネ
イ
テ
ィ

ブ
に
使
い
こ
な
せ
る
か
が
キ
ー
に
な
り
、『
障
が
い
を
も

つ
』
の
は
手
話
に
習
熟
し
て
い
な
い
聴
者
で
あ
る
自
分
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
障
が
い
者
と
非
障
が
い
者
、
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
、
立
場
が
一
瞬
に
し
て
鮮
や
か

に
逆
転
す
る
の
だ
。

言
語
畑
の
専
門
家
の
人
び
と
は
「
言
語
に
は
大
小
は

あ
っ
て
も
上
下
は
な
い
」
と
い
う
。
と
び
き
り
大
き
な
言

語
で
あ
る
日
本
語
を
母
語
と
し
、
と
り
わ
け
小
さ
な
言

語
で
あ
る
日
本
手
話
の
世
界
に
異
文
化
留
学
し
た
わ
た

し
の
実
感
に
ぴ
た
り
と
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
表
現
だ
。
第

二
言
語
習
得
に
終
わ
り
は
な
い
と
い
う
謙
虚
な
気
持
ち

と
小
さ
な
言
語
を
話
す
異
文
化
集
団
へ
の
敬
意
、
手
話
・

ろ
う
者
・
ろ
う
文
化
と
の
出
会
い
へ
の
感
謝
を
も
ち
続

け
た
い
。
感
謝
を
形
に
し
、
ろ
う
者
社
会
に
ど
う
還
元

す
る
か
を
考
え
続
け
る
こ
と
が
わ
た
し
の
役
割
な
の
だ

と
思
っ
て
い
る
。

彙
を
ま
ぜ
て
、
相
手
の
反
応
を
見
な
が
ら
、
こ
ち
ら
か
ら
の

要
望
を
丁
寧
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
、
ど

う
に
か
準
備
を
進
め
て
い
っ
た
。

今
回
協
力
し
て
下
さ
っ
た
方
は
、
多
忙
な
方
で
あ
っ
た

た
め
、
連
絡
が
つ
く
の
が
ど
う
し
て
も
夜
遅
く
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ベ
ッ
ド
に
入
っ
た
後
に
ブ
ル
ブ
ル

と
携
帯
が
震
え
、
パ
ジ
ャ
マ
姿
で
テ
レ
ビ
電
話
を
す
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
準
備
を
進
め

る
た
め
に
は
、
外
見
を
気
に
し
て
な
ど
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
よ
う
や
く
無
事
に
現
地
で
台
湾
手
話
を
調
査
す

る
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

聴
者
が
手
話
を
学
ぶ

―
第
二
言
語
と
し
て
の

　
　

日
本
手
話
習
得

民
博 
人
類
基
礎
理
論
研
究
部

飯い
い

泉ず
み 

菜な

穂お

子こ

台
湾
で
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

は
じ
め
る
ま
で民

博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

相さ
が
良ら 

啓け
い
子こ

二
〇
一
六
年
の
秋
、
初
め
て
の
海
外
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
台
湾
で
お
こ
な
っ
た
。
日
本
手
話
と
台
湾
手
話

は
、
歴
史
的
に
関
係
が
深
い
言
語
で
あ
る
。
一
八
九
五
年
か

ら
の
五
〇
年
間
、
台
湾
が
日
本
統
治
下
に
お
か
れ
て
い
た

背
景
が
あ
り
、
日
本
の
ろ
う
学
校
の
教
員
が
台
湾
へ
渡
り

手
話
を
普
及
さ
せ
た
た
め
、
台
湾
手
話
は
日
本
手
話
と
似

て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
両
者
の
類
似
点
と
相
違
点
に

次
第
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
現
在
の
自
分

の
研
究
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。

信
頼
関
係
を
築
く

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
は
、
現
地
で
の
計
画
や
研
究
資
料

を
作
成
す
る
な
ど
の
準
備
が
欠
か
せ
な
い
。
わ
た
し
自
身
が

ろ
う
者
な
の
で
、
現
地
の
ろ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
接
触
し
や

す
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
手
話
と
台

湾
手
話
は
、
似
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
異
な
る
言
語
で
あ
る
。

ま
し
て
、
ろ
う
者
が
国
際
交
流
を
お
こ
な
う
際
に
使
用
す
る

「みんぱく手話言語学フェスタ2015」の様子（壇上右側が筆者）

ようやく実現した現地調査（中華民国聾
ろう

人協会にて） ラインで翻訳ソフトを導入しながら
やりとりした記録
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た
と
き
、日
本
手
話
の「
朝

飯
前
」
の
表
現
（
図
６
）

を
冗
談
で
使
っ
た
人
が
い

た
。
高
級
車
で
も
難
な

く
買
え
る
と
い
う
意
味
に

な
る
が
、「『
バ
ク
転
も
朝

飯
前
』
と
い
う
と
き
も
使

え
る
？
」
と
聞
い
て
み
た

ら
、「
う
ー
ん
、
お
金
に

か
か
わ
る
こ
と
し
か
使
え
な
い
ん
だ
」。

手
型
が
同
じ
で
意
味
が
ま
っ
た
く
異
な
る
表
現

意
味
の
違
い
を
知
ら
な
い
と
大
変
な
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
例
も
あ
る
。

日
本
人
Ａ
さ
ん
（
女
性
）
は
、
Ｂ
さ
ん
（
男
性
）
に
香

港
手
話
で
「
Ａ
さ
ん
っ
て
日
本
手
話
も
英
語
も
で
き
て
す

ご
い
な
。
あ
な
た
は
ま
だ
学
生
な
の
に
。
見
習
い
た
い
」

と
言
わ
れ
て
、「
何
っ
!?
」
と
び
っ
く
り
し
た
そ
う
だ
。
プ

ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
た
と
思
っ
た
ら
し
い
。
Ｂ
さ
ん
の
発
言
を

「
あ
な
た
と
結
婚
し
た
い
。
ず
っ
と
つ
い
て
い
き
た
い
（
つ

き
ま
と
い
た
い
）」
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
香
港
手

話
の
「
学
生
」
は
日
本
手
話
で
は
「
結
婚
」、「
見
習
う
」

は
「
つ
き
ま
と
う
」
の
意
味
な
の
で
、
Ａ
さ
ん
が
驚
い
た

の
も
無
理
は
な
い
。

音
声
言
語
に
も
並
行
す
る
事
例
が
あ
る
。
類
似
点
が
み

ら
れ
た
り
、
部
分
的
に
ず
れ
て
い
た
り
、
ま
っ
た
く
違
っ

て
い
た
り
し
て
、こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
、観
察
す
る
の
も
、

使
っ
て
暮
ら
す
の
も
お
も
し
ろ
い
。

の
（
図
１
）、
香
港
手
話
の
「
肝
臓
」
は
「
肝
」
の
「
干
」

の
形
（
図
２
）。
漢
字
圏
特
有
の
語
形
成
法
で
あ
る
。

 

手
型
も
意
味
も
同
じ
表
現
を
も
つ
も
の

こ
れ
に
は
「
文
化
」（
図
３
）、「
理
解
不
可
能
」（
図
４
）

な
ど
が
あ
る
。
最
初
の
「
文
化
」
は
日
本
手
話
か
ら
強
く

影
響
を
受
け
た
台
湾
手
話
の
一
部
が
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
、

と
香
港
の
ろ
う
者
。「
理
解
不
可
能
」
が
同
じ
な
の
は
、

偶
然
の
よ
う
だ
。「
完
全
に
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
の
を
、

た
ま
た
ま
両
言

語
で
「
訳
が
わ

か
ら
な
く
て
説

明
し
よ
う
が
な

い
」
と
示
す
よ

う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
。

手
型
が
同
じ
で
意
味
が
一
部
同
じ
表
現

道
が
ふ
た
つ
に
分
か
れ
て
い
た
の
で
「
ど
っ
ち
？
」
と

尋
ね
た
ら
、「
大
丈
夫
／
出
来
る
」の
手
話
（
図
５
）
が
返
っ

て
き
た
。
日
本
手
話
と
同
じ
だ
！　

と
び
っ
く
り
し
た
。

た
だ
し
香
港
手
話
で
は
「
両
方
（
ど
ち
ら
で
も
）
大
丈
夫
」

と
い
う
意
味
で
、
日
本
語
の
「
わ
た
し
は
大
丈
夫
で
す
」

に
は
使
え
な
い
そ
う
だ
。
ま
た
、車
の
話
題
で
盛
り
上
が
っ

五
年
間
の
香
港
留
学
の
経
験
に
も
と
づ
き
、
こ
こ
で
は
、

日
本
手
話
と
香
港
手
話
と
の
共
通
点
や
違
い
を
エ
ピ
ソ
ー

ド
付
き
で
紹
介
し
よ
う
。

基
本
語
順

日
本
手
話　
　

例

：

私
、
日
本
、
帰
る

香
港
手
話　
　

例

：

私
、
帰
る
、
日
本

香
港
手
話
を
使
お
う
と
す
る
と
、
日
本
手
話
の
影
響
で

語
順
の
ミ
ス
を
繰
り
返
し
て
し
ま
い
、
ど
ー
ん
と
落
ち
込

む
。
わ
た
し
と
同
じ
ろ
う
の
ス
リ
ラ
ン
カ
人
の
友
人
に
愚ぐ

痴ち

を
こ
ぼ
し
た
ら
、「
ス
リ
ラ
ン
カ
手
話
も
日
本
手
話
と

同
じ
語
順
な
の
。
わ
た
し
も
最
初
の
一
年
は
何
度
も
間
違

い
を
指
摘
さ
れ
た
わ
」。
へ
〜
、
仲
間
が
い
た
ん
だ
。

漢
字
手
話

日
本
手
話
の
「
杉
」
は
、「
彡
」
の
形
を
模
写
し
た
も

「
言
語
を
展
示
す
る
」
と
は

国
立
民
族
学
博
物
館
の
展
示
に
手
話
が
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
画
期
的
な
こ
と
で
、

最
先
端
を
行
く
展
示
と
い
え
る
。
他
館
の
モ
デ
ル
、
将
来
の
見
本
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

手
話
は
理
屈
か
ら
い
う
と
展
示
が
困
難
で
、
新
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
空
間
と
時

間
と
い
う
観
点
か
ら
位
置
づ
け
よ
う
。

博
物
館
の
展
示
物
は
、
か
つ
て
は
古
い
モ
ノ
や
死
ん
だ
モ
ノ
で
、
動
か
な
か
っ
た
。
空

間
を
使
っ
て
見
え
る
モ
ノ
を
並
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ト
の
話
し
こ
と
ば
は
、
目
に

見
え
な
い
の
で
展
示
し
に
く
い
。
音
が
時
間
軸
に
沿
っ
て
伝
わ
る
の
で
、
話
し
こ
と
ば
そ

の
も
の
を
聞
か
せ
よ
う
と
し
た
ら
、
空
間
は
少
な
く
て
す
む
が
、
時
間
が
か
か
る
。
今
民

博
で
や
っ
て
い
る
よ
う
に
、
機
械
か
ら
音
を
聞
か
せ
る
の
が
正
道
で
あ
る
。
音
だ
け
だ
と

聴
き
と
り
に
く
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
画
像
に
字
幕
で
文
字
を
添
え
、
意
味
を
示
す
た
め

に
翻
訳
を
文
字
で
示
す
こ
と
が
多
い
。
文
字
だ
け
な
ら
二
次
元
の
空
間
に
並
べ
る
こ
と
が

で
き
、
切
り
離
し
て
壁
に
展
示
で
き
る
。
時
間
の
次
元
を
離
れ
、
空
間
を
使
い
、
動
か
な
い
。

手
の
動
き
や
表
情
を
展
示
す
る

と
こ
ろ
が
、
手
話
言
語
は
、
意
思
伝
達
の
手
段
と

し
て
音
声
言
語
と
似
て
い
る
が
、
使
う
次
元
が
多
い
。

手
話
に
は
手
や
体
の
動
き
が
あ
る
の
で
、
時
間
と
空

間
を
同
時
に
使
う
。
文
字
は
二
次
元
の
紙
に
示
せ
る

が
、
手
話
は
紙
の
上
で
は
十
分
に
あ
ら
わ
せ
な
い
。

け
れ
ど
も
最
近
の
技
術
の
進
歩
で
、
動
画
を
活
用
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
手
話
は
展
示
の
最
先
端

を
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
民
博
で
は
、
手
話
が
画
面

に
動
き
を
伴
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
本
の

解
説
は
、
挿
絵
に
矢
印
が
つ
く
程
度
が
多
か
っ
た
の

で
、
大
進
歩
で
あ
る
。
さ
ら
に
手
話
が
さ
わ
れ
る
展
示
に
な
り
、
利
用
者
が
本
や
パ
ソ
コ

ン
で
操
作
で
き
て
、
自
分
の
意
志
で
楽
し
め
る
。
好
き
な
も
の
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
選
べ
る

点
は
、「
さ
わ
る
な
」
の
あ
ふ
れ
る
む
か
し
の
博
物
館
と
違
う
。

よ
り
よ
い
展
示
を
目
指
し
て

と
は
い
え
、
現
展
示
に
は
改
良
・
発
展
の
余
地
が
あ
る
。
館
内
三
か
所
に
手
話
展
示
が

あ
る
が
、
わ
か
り
に
く
い
。
壁
に
掲
示
し
て
相
互
参
照
を
入
れ
、
他
の
手
話
展
示
が
あ
る

こ
と
を
示
す
の
が
、
古
風
だ
が
、
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
る
。
他
コ
ー
ナ
ー
の
関
連
展
示
が

パ
ソ
コ
ン
端
末
に
出
れ
ば
、
も
っ
と
い
い
。

手
話
は
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
で
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
最
初
の
画
像
で
は

手
話
に
た
ど
り
着
け
な
い
。
大
目
次
だ
け
で
な
く
、
細
目
次
を
出
す
と
か
、
サ
ム
ネ
ー
ル

式
に
小
さ
な
画
像
を
出
す
と
か
、
五
十
音
の
索
引
形
式
の
画
像
で
全
体
を
示
す
と
か
、
親

切
な
工
夫
が
必
要
だ
。

本
来
な
ら
、
言
語
と
音
楽
の
部
門
は
、
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
と
も
っ
と
密
接
に
結
び
つ
く
べ

き
だ
っ
た
。
今
の
技
術
な
ら
可
能
だ
。
展
示
コ
ー
ナ
ー
に
デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ト
フ
レ
ー
ム
な

ど
を
お
い
て
、
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
関
連
画
像
を
瞬
時
に
よ
び
出
せ
る
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
。

こ
の
ア
イ
デ
ア
は
全
館
に
応
用
で
き
る
。
館
全
体
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
べ
ば
い
い
。
展

示
物
の
そ
ば
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
と
画

面
に
映
像
が
出
て
、
音
が
聞
こ
え
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
で

楽
し
い
で
は
な
い
か
。
利
用
者
が
好
み

と
必
要
に
応
じ
て
、
情
報
を
受
け
と
れ

る
。
手
話
の
展
示
を
考
え
る
と
、
展
示

方
法
が
「
博
物
館
入
り
」
に
な
ら
な
い

で
す
み
、民
博
全
体
の
革
新
に
つ
な
が
る
。

日
本
手
話
と

香
港
手
話
を

比
べ
て
み
る
と

み
ん
ぱ
く
手
話
部
門
研
究
支
援
事
務
補
佐
員

池い
け
田だ 
ま
す
み

手
話
展
示
の
空
間
と
時
間

東
京
外
国
語
大
学
名
誉
教
授

井い
の

上う
え 

史ふ
み

雄お

（図2）香港手話「肝臓」

（図1）日本手話「杉」

（図4）「理解不可能」

（図3）「文化」　

タッチ

（図6）
日本手話「朝飯前」
香港手話「（金銭的に）
難なくできる」

（図5）
日本手話「大丈夫／
できる」
香港手話「両方大丈夫」

民博言語展示の字幕付きビデオ画面

民博言語展示入口。左側にビデオ画面
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○○してみました世界のフィールド

黒
くろ

田
だ

 賢
けん

治
じ

国立民族学博物館現代中東地域研究拠点　拠点研究員

英霊の記憶保存

イ
ラ
ン
最
大
の
共
同
墓
地

イ
ラ
ン
の
首
都
テ
ヘ
ラ
ン
市
南
部
に
、
同
国
最
大
の
共
同
墓
地
、
ベ
ヘ
シ
ュ
テ
・
ザ
フ

ラ
ー
墓
地
が
広
が
る
。
イ
ラ
ン
の
ム
ス
リ
ム
の
場
合
、
来
世
で
楽
園
に
入
る
た
め
、
聖

者
の
仲
介
に
あ
や
か
ろ
う
と
、
聖
者
廟び
ょ
うの
周
辺
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
が一般
的
だ
。
し
か

し
大
都
市
で
は
郊
外
に
大
型
の
共
同
墓
地
が
造
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ベ
ヘ
シ
ュ
テ
・
ザ

フ
ラ
ー
墓
地
は
そ
の
代
表
で
あ
り
、
東
京
ド
ー
ム
約
百
十
三
個
分
の
広
大
な
敷
地
に
は
、

一
九
七
〇
年
に
開
設
さ
れ
て
以
来
百
三
十
万
人
も
の
故
人
が
埋
葬
さ
れ
て
き
た
。
共
同

墓
地
と
い
う
と
日
本
の
郊
外
に
あ
る
霊
園
墓

地
の
よ
う
な
寂
し
い
雰
囲
気
を
想
像
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
と
は
大
き
く
か
け

離
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
最
後
の
審

判
ま
で
死
者
の
霊
魂
は
現
世
に
留
ま
る
と
考

え
ら
れ
、
故
人
の
命
日
や
祝
祭
日
、
死
者
の

魂
が
解
放
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
る
木
曜
日
の

午
後
か
ら
金
曜
日
の
午
前
中
に
か
け
て
、
人

び
と
が
墓
参
り
に
訪
れ
る
。
な
か
で
も
ペ
ル

シ
ア
語
で
シ
ャ
ヒ
ー
ド
と
よ
ば
れ
る
殉
教
者

が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
区
画
は
、
特
に
多
く
の

墓
参
り
に
訪
れ
る
人
び
と
で
賑に
ぎ
わ
う
。

英
霊
と
し
て
祀
ら
れ
る
殉
教
者

殉
教
者
と一言
で
い
っ
て
も
、
時
代
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
意
味
が
異
な
る
。
イ
ラ
ン
に

お
い
て
は
、
歴
史
的
に
は
信
仰
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た
人
を
意
味
し
て
き
た
。
し
か
し

一
九
七
〇
年
代
後
半
の
イ
ラ
ン
革
命
期
に
な
る
と
、
革
命
運
動
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た

人
も
、
さ
ら
に
革
命
直
後
に
は
反
体
制
派
に
殺
害
さ
れ
た
人
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
革
命
後
に
樹
立
さ
れ
た
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国
に
と
っ
て
、
同
体
制
の
樹

立
は
神
聖
な
宗
教
的
行
為
に
あ
た
る
か
ら
だ
。一
九
八
〇
年
九
月
に
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク

戦
争
が
始
ま
る
と
、
数
十
万
の
兵
士
・
民
間
人
の
犠
牲
者
が
出
た
。
彼
ら
も
ま
た
殉
教

イランに住むわたしの知人は、殉教者の生前の姿を後世に伝える活動を
している。国家のために命を捧げた人びとの死を風化させてはいけない
という彼の活動を紹介する。

者
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
近
年
で
は
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
の
紛
争
に
参

戦
し
た
イ
ラ
ン
か
ら
の
正
規
兵
や
義
勇
兵
な
ど
も
殉
教
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国
に
お
い
て
、
殉
教
者
と
は
神
聖
な
国
家
の
た
め
に

命
を
捧
げ
た
英
霊
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

彼
ら
殉
教
者
は
、
た
だ
の
死
者
で
は
な
い
。一
般
の
ム
ス
リ
ム
と
は
異
な
り
、
来
世

で
の
至
福
が
約
束
さ
れ
た
特
別
な
存
在
で
あ
る
。
神
に
祝
福
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
人

び
と
に
御
利
益
を
も
た
ら
す
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
彼
ら
の
墓
に
は
、
そ

の
親
類
・
縁
者
だ
け
で
な
く
、
願
掛
け
を
お
こ
な
い
、
御
利
益
を
授
か
ろ
う
と
す
る
人

び
と
の
訪
問
も
少
な
く
な
い
。
胎
児
の
う
ち
に
「
殉
教
」
を
遂
げ
た
者
は
、
穢け
が

れ
な
き

者
と
し
て
、
特
に
人
気
が
高
い
。
さ
ら
に
彼
ら
は
と
き
に
奇
跡
を
起
こ
す
。
教
育
熱
心

で
あ
っ
た
殉
教
者
が
、
自
分
の
子
ど
も
の
成
績
表
に
署
名
を
し
に
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う

奇
跡
を
筆
者
も
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。

殉
教
者
の
記
憶
の
保
存

筆
者
の
知
人
で
五
〇
代
半
ば
の
モ
ハ
ン
マ
ド
氏
は
、
テ
ヘ
ラ
ン
市
内
の
殉
教
者
博
物

館
に
勤
め
て
い
る
。
彼
の
三
人
の
兄
弟
は
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
で
殉
教
し
、
彼
自
身

も
義
勇
兵
と
し
て
何
度
も
前
線
に
赴
い
た

経
験
が
あ
る
。
彼
は
毎
週
金
曜
日
の
朝
、
ベ

ヘ
シ
ュ
テ
・
ザ
フ
ラ
ー
墓
地
の
殉
教
者
区
画

を
訪
れ
る
こ
と
を
習
慣
と
し
て
お
り
、
筆
者

も
近
年
の
調
査
時
に
は
同
行
し
て
共
同
墓

地
を
訪
れ
る
。
彼
は
毎
週
少
し
ず
つ
別
の

殉
教
者
区
画
を
歩
き
ま
わ
り
、
墓
参
り
に

訪
れ
る
関
係
者
を
見
つ
け
て
は
、
生
前
の
殉

教
者
に
つ
い
て
聞
き
と
り
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

で
撮
影
す
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
出
生
地
や

家
族
、
殉
教
者
と
の
関
係
と
い
っ
た
決
ま
っ

た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
沿
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

大
抵
の
場
合
、
聞
き
と
り
相
手
は
途
中
で
生
前
を
思
い
出
し
、
感
情
の
高
ぶ
り
を
抑
え

ら
れ
な
く
な
る
。
彼
は
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
頃
合
い
と
し
て
お
り
、
涙
に
く
れ
る
関
係
者

に
「
な
ぜ
泣
い
て
い
る
ん
だ
い
。
殉
教
者
は
生
き
て
い
る
よ
」
と
語
り
か
け
、
最
後
の

く
だ
り
と
し
て
殉
教
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
き
と
る
。
撮
影
し
た
動
画
は
殉
教
者
博

物
館
で
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
保
管
さ
れ
る
の
だ
。

彼
は
十
数
年
も
ほ
ぼ
毎
週
、
こ
う
し
た
活
動
を
続
け
て
き
た
。
平
日
に
も
、
殉
教
者

の
遺
族
の
家
を
訪
れ
取
材
す
る
こ
と
が
あ
る
。
殉
教
者
の
記
憶
を
保
存
し
て
い
く
こ
と

に
、
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
は
じ
め
て
彼
と
共
同
墓
地
を

訪
れ
た
帰
り
に
、
活
動
の
動
機
に
つ
い
て
訊た
ず
ね
た
。
彼
は
ハ
ン
ド
ル
を
握
る
左
手
か
ら
指

輪
を
外
し
、
そ
れ
が
殉
教
し
た
親
友
の
も
の
だ
と
見
せ
て
く
れ
た
。
多
く
の
親
友
が
殉

教
者
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
残
っ
た
彼
に
と
っ
て
、
殉
教
者
の
存
在
を
風
化

さ
せ
な
い
こ
と
が
、
彼
自
身
が
戦
後
を
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
こ
と
な
の
だ
。

モ
ハ
ン
マ
ド
氏
の
活
動
は
、
殉
教
者
の
記
憶
を
保
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
筆

者
は
そ
の
記
憶
の
保
存
活
動
を
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
記
録
し
始
め
た
。
い
つ
か
筆
者
が
撮

り
た
め
た
彼
の
活
動
記
録
の
映
像
を
モ
ハ
ン
マ
ド
氏
の
生
き
た
軌
跡
と
し
て
公
開
し
よ

う
と
考
え
て
い
る
が
、
全
編
を
公
開
で
き
る
の
は
、
ま
だ
先
の
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

イラン、テヘラン

共同墓地内にある記念撮影パネルで殉教者に混じる筆者
（中段左から２人目）

殉教者区画の墓標

上： 毎週金曜日に朝
食を振る舞う殉教
者の母

下： 殉教者を詣でる
人びと

殉教者との思い出について語るモハンマド氏
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開
館
40
周
年
記
念
特
別
展

「
ビ
ー
ズ

―
つ
な
ぐ
・
か
ざ
る
・
み
せ
る
」

飾
り
玉
、数
珠
玉
、ト
ン
ボ
玉
な
ど
を
総
称
す
る
ビ
ー

ズ
。
本
展
示
で
は
、
私
た
ち
人
類
が
つ
く
り
出
し
た

最
高
の
傑
作
品
の
一
つ
と
し
て
ビ
ー
ズ
を
と
ら
え
て
、

つ
く
る
楽
し
み
、
飾
る
楽
し
み
を
と
お
し
て
日
本
や

世
界
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
ビ
ー
ズ
の
魅
力
を
紹
介

し
ま
す
。

体
験
コ
ー
ナ
ー

ダ
チ
ョ
ウ
の
卵
の
殻
で
で
き
た
ビ
ー
ズ
の
ア
ク
セ
サ

リ
ー
な
ど
を
さ
わ
っ
た
り
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
な
ど
の
自

然
素
材
を
ビ
ー
ズ
と
し
て
つ
な
げ
た
り
す
る
体
験
が

で
き
ま
す
。

日
時　

特
別
展
会
期
中

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

会
期　

6
月
6
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

音
楽
の
祭
日
2
0
1
7 

in
み
ん
ぱ
く

1
9
8
2
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
夏
至
の
日
に
み
ん
な

で
音
楽
を
楽
し
む「
音
楽
の
祭
典
」が
は
じ
ま
り
ま
し

た
。
み
ん
ぱ
く
で
も
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
を

使
っ
て「
音
楽
の
祭
日
」を
祝
い
ま
す
。

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

開
館
40
周
年
に
ち
な
み
、
本
館
展
示
の
地
域
区
分

（
12
地
域
）ご
と
に
、
地
球
に
暮
ら
す
人
び
と
の
多
様

な
営
み
を
紹
介
し
ま
す
。

時
間　

13
時
〜
14
時
30
分

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
店「
ス
ペ
ー
ス
9
」

※ 

要
事
前
申
込（
参
加
状
況
に
よ
り
当
日
受
付
あ
り
）、

参
加
費
1
0
0
0
円
、
定
員
各
回
50
名

主
催　

産
経
新
聞
社

共
催　

近
鉄
文
化
サ
ロ
ン
、ス
ペ
ー
ス
9

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
千
里
文
化
財
団

5
月
10
日（
水
）

マ
ヤ
民
族
と
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

講
師　

鈴
木
紀（
本
館 

准
教
授
）

5
月
24
日（
水
）

イ
タ
リ
ア
の
家
族
と
結
婚

講
師　

宇
田
川
妙
子（
本
館 

准
教
授
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

ウ
ェ
ー
ブ
産
経
カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
係

0
6
・
6
6
3
3
・
9
0
8
7

●
国
際
博
物
館
の
日 

記
念
事
業

国
際
博
物
館
の
日
を
記
念
し
て
、
5
月
20
日（
土
）に

ご
来
館
い
た
だ
い
た
方
か
ら
先
着
１
０
０
名
様
に

ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
え
ん
ぴ
つ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た
し

ま
す
。

●
小
・
中
学
生
の
観
覧
無
料
化
に
つ
い
て

開
館
40
周
年
を
記
念
し
、
4
月
1
日（
土
）よ
り
中
学

生
以
下
は
観
覧
料
が
無
料
と
な
り
ま
し
た
。

●
み
ん
ぱ
く
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル「
万
博
記
念
公
園
駅
」と
み
ん
ぱ
く

の
間
の
直
通
無
料
送
迎
バ
ス
を
特
別
展「
ビ
ー
ズ

―
つ
な
ぐ
・
か
ざ
る
・
み
せ
る
」の
会
期
中
に
運

行
し
ま
す
。

運
行
日　

6
月
6
日（
火
）ま
で
の 

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

　
　
　
　

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分
、
無
料

運
休
日　

平
日
、
5
月
13
日（
土
）、
14
日（
日
）、

　
　
　
　

20
日（
土
）、
21
日（
日
）

日
時　

6
月
18
日（
日
）10
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
10
時
開
場
）〈
予
定
〉

会
場　

特
別
展
示
館
、
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方

は
、
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

お
問
い
合
わ
せ
先

企
画
課　
「
音
楽
の
祭
日
」
担
当

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
1
0

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

ビ
ー
ズ

―
つ
な
ぐ
・
か
ざ
る
・
み
せ
る
」

特
別
展「
ビ
ー
ズ

―
つ
な
ぐ
・
か
ざ
る
・
み
せ
る
」

に
関
連
し
た
連
続
講
座
を
行
い
ま
す
。
ビ
ー
ズ
は
、

お
よ
そ
10
万
年
前
に
は
じ
め
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
わ

れ
、
世
界
各
地
に
み
ら
れ
る
も
の
で
す
。
今
回
は
、

み
ん
ぱ
く
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
が
、
ビ
ー
ズ
と

人
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
具
体
的
に
紹
介
し
ま
す

（
全
4
回
）。

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

ア
イ
ヌ
と
ガ
ラ
ス
玉
の
交
易

日
時　

5
月
10
日（
水
）19
時
〜
20
時
30
分

　
　
　
（
18
時
30
分
開
場
）

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
」

講
師　

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

※ 

要
事
前
申
込
、
参
加
費
5
0
0
円（
1
ド
リ
ン
ク

付
き
）、
定
員
50
名

ビ
ー
ズ
の
魅
力

―
み
ん
ぱ
く
展
示
ツ
ア
ー

日
時　

5
月
21
日（
日
）13
時
30
分
〜
15
時

　
　
　
（
13
時
〜
受
付
）

会
場　

特
別
展
示
館

講
師　

池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

※ 

要
事
前
申
込
、
要
展
示
観
覧
券（
団
体
料
金
）、

定
員
30
名

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
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友
の
会
講
演
会
（
大
阪
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
96
名
）

※
当
日
先
着
順
、
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円 

第
4
6
7
回　

6
月
3
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
シ
リ
ー
ズ
】

人
類
史
の
な
か
の
遊
牧

講
師　

松
原
正
毅（
本
館 

名
誉
教
授
）

二
〇
万
年
に
お
よ
ぶ
現
生
人
類
の
歴
史
の
な
か
で
、
狩
猟
採
集
で

暮
ら
し
た
期
間
が
大
半
を
し
め
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
言

語
運
用
能
力
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
遊
牧
や
農
耕
の
生
活
様
式

は
比
較
的
新
し
い
も
の
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
遊
牧
の
起
源
を

動
物
の
家
畜
化
と
同
一
視
す
る
解
釈
が
、
お
お
く
お
こ
な
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
実
際
に
は
、
遊
牧
の
起
源
は
、
動
物
の
家
畜
化
に
先

行
し
て
み
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
今
回
の
話
で

は
、
遊
牧
の
起
源
と
と
も
に
人
類
史
に
お
け
る
そ
の
意
味
を
と
り

あ
つ
か
い
ま
す
。

第
4
6
8
回　

7
月
1
日（
土
）

文
明
の
転
換
点
に
お
け
る
博
物
館

講
師　

𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

東
京
講
演
会

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
Ｆ
サ
ロ
ン

※
要
事
前
申
込（
定
員
60
名
）、
会
員
無
料
、
一
般
5
0
0
円

第
1
1
8
回　

5
月
13
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
第
89
回
民
族
学
研
修
の
旅
関
連
】

モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
お
け
る
遊
牧
民
の
遺
産

講
師　

小
長
谷
有
紀（
人
間
文
化
研
究
機
構 

理
事
、本
館 

併
任
教
授
）

モ
ン
ゴ
ル
高
原
で
は
古
来
、
様
々
な
民
族
が
主
役
の
座
を
交
代
し
な

が
ら
、
遊
牧
文
明
が
維
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
動
物
を
多
角
的
に
利

用
し
、
移
動
に
よ
っ
て
自
然
や
社
会
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
す
る
彼

ら
の
精
神
を
、
現
在
に
受
け
継
ぐ
の
が
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
で
す
。
各

地
に
の
こ
る
史
跡
を
頼
り
に
、
平
和
構
築
に
励
ん
だ
遊
牧
民
の
暮
ら

し
を
考
え
ま
す
。

第
1
1
9
回　

7
月
15
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

文
明
の
転
換
点
に
お
け
る
博
物
館

講
師　

𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

第
75
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

三み

次よ
し
の
鵜
飼
漁
見
学
と
広
島
の
民
俗
芸
能
を
訪
ね
る

講
師　

卯
田 

宗
平（
本
館 

准
教
授
）

日
時　

7
月
22
日（
土
）、
23
日（
日
）

※ 

万
博
記
念
公
園
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
場
合

は
臨
時
に
運
休
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は

本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

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

■池谷和信 編
『狩猟採集民からみた地球環境史
̶自然・隣人・文明との共生』
東京大学出版会　5,800円（税別）
数百万年という人類史のほとんどで、私たちは
狩猟採集民だった。農耕民、国家や宗教、市場

経済といった外部の変
化のなかで、狩猟採集
民はいかに生きてきた 

のか。考古学・人類学
の知見を結集して、文
明の起源と変容に迫り、
壮大な地球環境史を描
く。

■古谷嘉章、関雄二、佐々木重洋 編
『「物質性」の人類学
̶世界は物質の流れの中にある』
同成社　5,000円（税別）
仮想現実が蔓延し、世界と人間のあり方が急速
に変化しているいま、物性・感覚性・存在論を

内包する「物質性」とい
う問題に、考古学・文
化人類学・美術史学の
論客が正面から挑む。
世界とその中で生きる
人間のあり方の根幹を
明るみに出す、人類学
の新しい挑戦。

■信田敏宏、白川千尋、宇田川妙子 編
『グローバル支援の人類学
̶変貌するNGO・市民活動の現場から』
昭和堂　3,700円（税別）
人はなぜ、遠くの地に暮らす他者に手を差し伸
べるのか？　その歴史的な背景や世界各地での

実情を明示しながら、
グローバル支援のメカ
ニズムを解明する。本
書は、グローバルな価
値をめぐる模索の一つ
として、新たな世界観・
社会観の構想の試みで
もある。

大阪モノレール
万博記念公園駅発

時 国立民族学博物館
→万博記念公園駅

10  　　　　　　50

11  　　20

12  　　　 30

13  00　　 30

14  　 10　　 40

15  　 10　　 40

16  　　　 30

17  00

時 万博記念公園駅
→国立民族学博物館

10  06  　　36

11  06  　　36

12     　　　　46

13   　16  　　46

14    　　26 　　56

15  　　  26 　　56

16

17  

国立民族学博物館発訃
報
　
大
丸
弘
名
誉
教
授

　
本
館
の
大だ

い

丸ま
る

弘ひ
ろ
し

名
誉
教
授（
八
四
歳
）

が
さ
る
三
月
一
七
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し

た
。
一
九
七
九
年
か
ら
九
六
年
の
本
館
在

職
中
、
中
国
地
域
の
文
化
展
示
の
基
礎
と

な
る
資
料
を
は
じ
め
、
多
く
の
資
料
の
収

集
・
整
理
に
尽
力
さ
れ
、
ま
た
図
書
館
機

能
向
上
に
も
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。
服
飾
研

究
の
第
一
人
者
と
し
て
、
日
本
と
西
欧
の

衣
文
化
を
比
較
研
究
さ
れ
、
そ
の
成
果
は

『
日
本
人
の
す
が
た
と
暮
ら
し
』（
三
元
社
、

二
〇
一
六
年
）な
ど
の
著
書
の
ほ
か
、
本

館
公
開
中
の「
身
装
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

〈
近
代
日
本
の
身
装
文
化
〉」等
計
四
件
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

数
々
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
対
し
関
西

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
協
議
会
奨
励
賞
を
授
与
さ

れ
て
い
ま
す
。
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上

げ
ま
す
。

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
8
回
5
月
20
日（
土
）

心
地
よ
い
暮
ら
し（
エ
イ
ジ
ン
グ
・
イ
ン
・
プ
レ
イ
ス
）

―
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
な
ぐ
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
た
ち
の
暮
ら
し
か
ら

講
師　

鈴
木
七
美
（
本
館 

教
授
）

高
齢
者
を
は
じ
め
人
び
と

が
孤
立
せ
ず
心
地
よ
く
生

活
で
き
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
デ
ザ
イ
ン
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
る「
エ
イ
ジ
ン
グ
・
イ

ン
・
プ
レ
イ
ス
」に
つ
い
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
生
き
る
意

味
を
問
い
続
け
て
き
た
米

国
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
た
ち
の

暮
ら
し
か
ら
考
え
ま
す
。

スーパーマーケットで出会ったアーミッシュ
たちの馬車（インディアナ州シプシェワナ）

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
。

5
月
7
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

華
僑
の
移
住
と
暮
ら
し
―
タ
ヒ
チ

話
者　

河
合
洋
尚（
本
館 

准
教
授
）

5
月
14
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

豊
か
な
高
齢
期
と
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

話
者　

鈴
木
七
美（
本
館 

教
授
）

5
月
21
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

マ
ラ
ン
ガ
ン
儀
礼
と
彫
刻

―
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら

話
者　

林
勲
男（
本
館 

教
授
）

5
月
28
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

東
南
ア
ジ
ア
展
示
場

新
し
い
東
南
ア
ジ
ア
展
示
場
が
で
き
る
ま
で

―
生
業
と
寺
院
を
中
心
に

話
者　

平
井
京
之
介（
本
館 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）
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性
的
な
要
素
は
含
ま
な
い
。

一
九
八
〇
年
代
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
み
ん
ぱ

く
の
資
料
を
収
集
し
て
い
た
と
き
、
人
魚
ら
し
い

絵
を
見
つ
け
た
（
一
四
ペ
ー
ジ
）。
中
央
ア
ー
ネ

ム
ラ
ン
ド
に
あ
る
グ
ニ
ン
グ
族
の
領
土
の
マ
ン
川

源
流
に
聖
な
る
泉
が
あ
り
、
そ
こ
に
下
半
身
が

魚
の
形
を
し
た
精
霊
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
神
話

を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
造
化
神
で
あ
る
虹
ヘ

ビ
と
魚
や
水
草
も
描
か
れ
て
い
る
。
人
魚
の
精
霊

は
、
今
で
も
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

人
魚
な
ら
ば
ジ
ュ
ゴ
ン
は
な
い
か
と
探
し
た
ら
、

東
の
グ
マ
ッ
チ
族
の
彫
刻
群
を
見
つ
け
た
。
し
か

し
、
そ
の
な
か
に
四
角
い
だ
け
の
も
の
が
あ
っ
た

の
で
何
だ
と
聞
い
た
ら
「
肉
で
あ
る
」
と
（
一
五

ペ
ー
ジ
左
上
）。
こ
こ
で
は
ジ
ュ
ゴ
ン
は
単
な
る

食
料
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
ゴ
ン
は

体
長
三
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
四
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の

哺
乳
類
で
、
熱
帯
か
ら
温
帯
の
浅
い
海
に
棲す

む
。

と
り
や
す
い
の
で
乱
獲
さ
れ
今
で
は
絶
滅
危
惧

種
と
な
っ
て
い
る
。
肉
は
栄
養
が
豊
か
で
珍
重
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
南
西
諸
島
の
貝

塚
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
縄
文
時
代
か
ら
食
料

に
し
た
記
録
も
多
い
。

♦
♦
♦ 

貨
幣
経
済
と
人
魚 

♦
♦
♦

ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
神
話
は
人
、
動
物
、
植
物
、
自

然
ま
で
混
然
一
体
と
な
っ
て
展
開
す
る
夢
の
世
界

♦
♦
♦ 

神
話
の
な
か
の
人
魚 

♦
♦
♦

人
魚
は
上
半
身
が
人
、
下
半
身
が
魚
。
そ
の

蠱こ

惑わ
く

的
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
の
奥
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
長
い
航
海
に
出
た
男
た
ち
の
妄
想
が
潜

ん
で
い
る
よ
う
だ
。
特
に
地
中
海
で
船
乗
り
た
ち

を
誘
惑
し
よ
う
と
し
た
セ
イ
レ
ー
ン
の
描
写
は
、

南
太
西
洋
ア
フ
リ
カ
沿
岸
の
マ
ミ
・
ワ
タ
、
そ
し

て
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
人

魚
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
は
ジ
ュ
ゴ
ン
だ
と
い
う
説

が
あ
る
。
丸
い
胴
部
や
鰭ひ
れ

の
基
部
の
乳
房
か
ら

授
乳
す
る
様
子
が
人
に
近
い
か
ら
だ
ろ
う
か
（
ま

る
で
我
が
子
を
抱
く
人
間
の
母
親
の
よ
う
に
、
鰭

で
子
ど
も
を
抱
き
か
か
え
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い

る
が
、
事
実
で
は
な
い
）。
し
か
し
、
人
魚
の
民

話
は
古
く
か
ら
世
界
各
地
に
あ
り
、
必
ず
し
も

（
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
）
で
、
彼
ら
の
生
活
の
規
範
で

あ
り
、
内
容
を
一
族
以
外
の
人
に
語
っ
て
は
い
け

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
は
ア
ボ

リ
ジ
ニ
社
会
も
貨
幣
経
済
に
巻
き
込
ま
れ
、
彼

ら
の
美
術
工
芸
品
が
貴
重
な
現
金
収
入
源
と

な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
神
話

を
題
材
と
し
て
い
る
た
め
に
そ
の
内
容
の
説
明
が

必
要
に
な
っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
神
話
に
も
儀

礼
、
戦
闘
、
性
交
、
出
産
な
ど
秘
密
度
の
高
い

も
の
以
外
に
、
子
ど
も
や
外
国
人
に
語
っ
て
も
よ

い
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。

そ
の
例
の
ひ
と
つ
が
中
央
砂
漠
の
プ
レ
ア
デ
ス

星
団
の
七
人
姉
妹
の
話
で
あ
る
。
し
つ
こ
く
迫
る

男
の
手
か
ら
逃
れ
て
つ
い
に
は
天
に
昇
っ
て
星
に

な
っ
た
と
い
う
話
が
一
般
化
し
定
着
し
て
い
る
。

秘
密
度
が
低
い
の
で
美
術
工
芸
品
に
と
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
人
魚
に
つ
い
て
も
ア
ン
デ

ル
セ
ン
の
人
魚
姫
の
よ
う
な
美
し
い
話
が
ア
ボ
リ

ジ
ニ
の
絵
画
や
彫
刻
に
と
り
込
ま
れ
る
日
が
来
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

文
化
が
変
容
す
る
の
は
受
け
入
れ
側
が
都
合

の
良
い
も
の
で
あ
れ
ば
積
極
的
に
と
り
込
ん
で
行

く
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ
に

経
済
が
あ
る
。
世
界
の
神
話
に
意
外
な
共
通
点

が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
も
そ
れ
が
大
き
な
原

因
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

資料名―樹皮画 ヤウキャウク（水の精）と虹ヘビ

標本番号―H0085718

民族―グニング族

地域―アーネムランド 、オーストラリア

サイズ―縦 134×横 69×厚さ 0.4

※サイズの単位はセンチメートルです

想像界の生物相

人魚とジュゴン
―オーストラリア・アーネムランドの神話と美術

民博 名誉教授 小
こ
山
やま

 修
しゅう
三
ぞう

ジュゴン（右）とジュゴンの肉塊（左）の彫刻
右からH0123816、H0102407
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保
存
・
管
理
、
研
究
、
展
示
、
資
料
を
活
用

し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
っ
た
来
館
者

サ
ー
ビ
ス
活
動
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対

し
て
ト
ラ
イ
ブ
博
物
館
に
顕
著
な
特
徴
は
自

文
化
表
象
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
情
報
を
利

用
し
、
展
示
を
見
る
の
は
、
ズ
ニ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
成
員
で
あ
る
。
そ
の
あ
ら
わ
れ
の

ひ
と
つ
だ
ろ
う
か
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ

プ
は
併
設
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ズ
ニ
の
文
化
を

消
費
す
る
よ
う
な
土
産
物
の
販
売
は
お
こ

な
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
が
注
力
す
る
の
は
、

現
在
で
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
伝
統
的
農
作
業

や
美
術
工
芸
品
制
作
の
復
興
だ
っ
た
り
、
ズ

ニ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
歴
史
・
宗
教
・

言
語
的
に
重
要
な
出
来
事
や
地
名
を
地
図
上

に
描
き
加
え
る
「
ア
ー
ト
地
図
計
画
」
だ
っ

た
り
す
る
。
博
物
館
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
ズ

ニ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
成
員
の
た
め
の
文
化
活

動
の
実
施
お
よ
び
支
援
、
そ
し
て
対
外
的
な

交
渉
な
の
で
あ
る
。

伊
い

藤
と う

 敦
あ つ

規
の り

民博 学術資源研究開発センター

米
国
先
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
先
住
民
資

料
を
所
蔵
す
る
博
物
館
と
の
関
係
は
、
一
九

九
〇
年
制
定
の
「
米
国
先
住
民
墓
地
保
護
・

返
還
法
（
N
A
G
P
R
A
）」
の
法
整
備
や
、

先
住
民
が
運
営
す
る
ト
ラ
イ
ブ
博
物
館
の
出

現
に
よ
り
、
こ
の
数
十
年
あ
ま
り
で
劇
的
に

変
化
し
て
き
た
。
お
よ
そ
二
十
年
前
に
文
化

人
類
学
者
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド

が
先
駆
的
に
述
べ
た
よ
う
に
、
旧
植
民
地
支

配
国
の
収
集
者
や
収
蔵
機
関
の
所
有
物
だ
と

自
明
視
さ
れ
て
き
た
モ
ノ
が
、
先
住
民
自
身

が
運
営
す
る
博
物
館
の
要
請
に
よ
っ
て
返
還

さ
れ
た
り
非
公
開
に
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

文
化
復
興
の
た
め
の
博
物
館

ア
シ
ウ
ィ
・
ア
ワ
ン
博
物
館
・
遺
産
セ
ン

タ
ー
（
通
称
ズ
ニ
博
物
館
）
は
、
一
九
九
二

年
に
ズ
ニ
成
員
が
運
営
す
る
N
P
O
組
織
と

し
て
保
留
地
内
に
設
立
さ
れ
た
ト
ラ
イ
ブ
博

物
館
で
あ
る
。
博
物
館
機
能
に
は
、
収
集
、

に
運
営
者
や
参
加
者
に
ト
ラ
イ
ブ
政
府
や
ト

ラ
イ
ブ
博
物
館
な
ど
の
文
化
施
設
職
員
の
多

い
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｍ
は
、
先
住
民
に
関
す
る
公
文

書
、
図
書
資
料
、
物
質
文
化
や
映
像
・
音
響

資
料
を
扱
う
研
究
者
（
文
化
人
類
学
、
生
物

人
類
学
、
歴
史
学
、
法
学
、
情
報
学
、
言
語
学
、

文
化
保
存
学
な
ど
）
と
実
務
者
と
の
交
流
の

場
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
受
賞
事
実
が
他
の

ト
ラ
イ
ブ
博
物
館
に
さ
ら
な
る
影
響
を
与
え

て
い
く
の
で
あ
る
。

ズ
ニ
博
物
館
は
、
ズ
ニ
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
よ
う
と
す
る
よ
そ
者
の
た
め
の
観
光

施
設
で
は
な
く
、
ズ
ニ
の
人
び
と
の
た
め
の

文
化
施
設
た
る
こ
と
を
謳う
た

う
。
そ
し
て
伝
統

知
を
継
承
す
る
地
元
の
人
び
と
や
、
考
古
遺

物
な
ど
の
継
承
者
の
た
め
の
情
報
収
集
と
情

報
還
元
を
優
先
し
、
例
え
ば
一
部
の
特
別
な

人
し
か
知
り
え
な
い
宗
教
的
知
識
や
儀
礼
具

が
外
部
の
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
場
合

に
非
公
開
依
頼
を
出
す
な
ど
、
伝
統
知
の
継

承
や
共
有
に
関
し
て
生
じ
か
ね
な
い
齟そ

齬ご

を

最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
努
力
す
る
。
ズ
ニ

博
物
館
が
展
開
し
て
い
る
展
示
さ
れ
る
側

だ
っ
た
人
び
と
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
強
化
や
、
土

着
の
文
化
的
文
脈
を
尊
重
し
た
資
料
情
報
管

理
と
い
う
こ
れ
ま
で
に
な
い
活
動
の
在
り
方

に
、
学
界
や
実
務
者
の
注
目
が
集
ま
り
、
さ

ら
な
る
展
開
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
て
と
り
組
ん
で
き
た
の
が
「
協
働
カ
タ
ロ

グ
制
作
」
計
画
で
あ
る
。
欧
米
や
日
本
の
博

物
館
が
収
蔵
す
る
ズ
ニ
関
連
資
料
を
熟
覧
調

査
し
、
博
物
館
が
管
理
し
て
き
た
情
報
や
あ

ら
た
な
知
見
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
統
合
す
る

こ
と
で
、
地
元
で
の
一
元
管
理
を
目
指
す
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
モ
ノ
と
所

有
権
の
委
譲
と
い
う
N
A
G
P
R
A
以
降
に

見
ら
れ
る
資
料
返
還
と
は
異
な
る
、
外
部
の

博
物
館
と
先
住
民
と
の
関
係
構
築
に
向
け
た

あ
ら
た
な
と
り
組
み
と
し
て
も
評
価
さ
れ
て

い
る
。

博
物
館
活
動
の
影
響
力

ズ
ニ
博
物
館
（
ジ
ム
・
イ
ノ
ー
テ
館
長
）

は
こ
れ
ま
で
に
、
ア
メ
リ
カ
人
類
学
会
の
博

物
館
人
類
学
部
門
が
そ
の
分
野
で
の
革
新
的

活
動
に
授
け
る
「
マ
イ
ケ
ル
・
Ｍ
・
エ
イ
ム

ズ
賞
」（
二
〇
一
〇
年
）
と
、
国
際
学
会
組

織
の
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｍ
（A

sso
ciatio

n
 o

f 

T
rib

a
l A

rc
h

iv
e

s
, L

ib
ra

rie
s

, a
n

d
 

M
u

seu
m

s

）
が
管
轄
す
る
「
文
化
と
生
活

様
式
の
守
護
者
賞
」（
二
〇
一
三
年
）
を
受

賞
し
た
。
彼
ら
の
活
動
が
学
会
か
ら
評
価
さ

れ
た
理
由
は
、「
自
分
た
ち
の
た
め
の
博
物

館
活
動
」
を
掲
げ
、
そ
れ
を
具
体
的
に
実
施

し
、
現
代
の
米
国
先
住
民
の
こ
の
種
の
活
動

を
牽け
ん

引い
ん

し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
特

展
示
お
よ
び
博
物
館
活
動

決
し
て
広
く
は
な
い
館
内
に
は
、
人
骨
収

奪
の
様
子
の
再
現
展
示
や
、
ズ
ニ
を
調
査
し

た
民
族
学
者
・
人
類
学
者
の
肖
像
画
や

フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
、
ズ
ニ
の
ク
ラ
ン
（
氏

族
）
神
話
に
基
づ
く
移
住
史
や
ア
ー
ト
地
図

な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
コ
ッ

コ
と
よ
ば
れ
る
超
自
然
的
存
在
を
象
か
た
ど

っ
た
木

彫
人
形
や
そ
の
仮
面
な
ど
の
特
定
の
儀
礼
具

は
収
蔵
庫
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
展
示
さ
れ

て
い
な
い
。
本
博
物
館
が
こ
の
十
年
で
主
と ズニ博物館外観（2010年）

ニューメキシコ州インディアン・プエブロ・カルチャルセンターで開催された
アート地図の巡回展「A:shiwi A:wan Ulohnanne: The Zuni World」
（ズニ博物館ホームページより転載）

米
国
南
西
部
先
住
民
ズ
ニ
は
、
自
身
の
文
化
を
復
興
し
継
承
し
て
い
く
た

め
、ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
に
自
ら
博
物
館
を
設
立
し
運
営
し
て
い
る
。
自
治
政
府

（Z
u

n
i Trib

e

）の
登
録
数
だ
け
で
も
約
一
万
二
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ
る
ズ
ニ
の
人

び
と
。
彼
ら
の
文
化
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
博
物
館
の
活
動
を
紹
介
す
る
。

A:shiwi A:wan Museum and Heritage Center
アシウィ・アワン博物館・遺産センター

／アメリカ

ズニ博物館内で展示中のアート地図で描かれた絵画。ズニ保留地周辺の地図
上に、ズニの神話の登場人物が描かれている（2017年）
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か
っ
た
。
工
業
製
の
化
繊
布
や
既
製
の
モ
ン
衣
装

が
手
軽
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら

だ
。し

か
し
刺
繍
は
別
で
あ
っ
た
。
農
閑
期
に
は
、

集
ま
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ
な
が
ら
刺
繍
を
す

る
女
性
た
ち
が
見
ら
れ
た
。
現
在
で
も
多
く
の
女

性
は
、
幼
い
こ
ろ
に
母
親
な
ど
身
近
な
女
性
か
ら

刺
繍
を
習
う
。
就
学
す
る
と
刺
繍
を
し
な
く
な
る

人
が
大
半
だ
が
、
驚
い
た
こ
と
に
、
出
稼
ぎ
先
で

刺
繍
を
す
る
若
い
女
性
た
ち
が
い
る
の
だ
。

冒
頭
で
紹
介
し
た
女
性
も
、
染
織
や
衣
装
製
作

の
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
な
く
育
っ
た
。
そ
の
た

め
毎
年
旧
正
月
に
新
調
す
る
衣
装
は
、
母
親
に

作
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
町
の
学
校
に
通
っ
て
い

た
彼
女
は
、
普
段
洋
服
を
着
て
過
ご
す
。
刺
繍
を

す
る
時
間
も
な
い
し
、
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
。

し
か
し
出
稼
ぎ
先
で
は
、
三
交
代
制
の
工
場
勤
務

の
合
間
に
宿
舎
で
刺
繍
を
し
て
い
た
と
い
う
。「
テ

レ
ビ
を
見
て
も
面
白
く
な
い
し
、
遊
び
に
行
く
に

は
町
は
遠
い
。
宿
舎
で
話
し
相
手
も
い
な
く
て
ひ

ま
な
と
き
に
刺
繍
し
て
い
た
の
よ
」
と
言
う
。
そ

し
て
旧
正
月
に
そ
の
刺
繍
布
を
も
ち
帰
り
、
母
親

に
ス
カ
ー
ト
に
仕
立
て
て
も
ら
っ
て
着
用
し
た
。

わ
た
し
は
そ
れ
以
外
に
も
、
仕
事
の
合
間
に
刺

繍
を
す
る
若
い
女
性
を
見
て
い
た
。
文
山
州
に
あ

る
モ
ン
の
衣
装
を
専
門
に
生
産
・
販
売
を
す
る
服

飾
工
場
に
は
、
周
辺
の
農
村
か
ら
十
代
の
モ
ン
女

性
た
ち
が
働
き
に
来
て
い
た
。
彼
女
た
ち
は
住
み

モ
ン
の
衣
装
製
作
の
時
期
に
あ
た
る
。
旧
正
月
に

は
必
ず
新
し
い
衣
装
を
準
備
し
、
着
飾
っ
て
旧
正

月
三
日
目
か
ら
開
催
さ
れ
る
当
地
の
モ
ン
最
大
の

祭
り
に
出
か
け
る
。
新
し
い
衣
装
を
着
て
い
な
い

と
、
お
金
が
な
い
か
ら
だ
と
か
、
衣
装
製
作
が
で

き
な
い
か
ら
だ
と
か
、
周
囲
の
女
性
た
ち
か
ら
後

ろ
指
を
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
え
、
わ
た
し
が
調
査
に
入
っ
た
二
〇
〇

七
年
に
は
染
織
は
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ
れ
て
い
な

「
ほ
ら
、
こ
れ
わ
た
し
が
刺
繍
し
た
の
よ
」

そ
う
言
っ
て
二
十
代
の
モ
ン
女
性
が
見
せ
て
く

れ
た
の
は
、
カ
ラ
フ
ル
な
糸
で
八
角
形
の
花
を
か

た
ど
っ
た
刺
繍
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
彼
女
が
幼
い

こ
ろ
に
刺
繍
を
習
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
は
知
っ
て

い
た
が
、
実
際
に
刺
繍
し
た
と
聞
い
た
の
は
初
め

て
だ
っ
た
。
二
〇
一
五
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

出
稼
ぎ
先
で
の
刺
繍

中
国
少
数
民
族
ミ
ャ
オ
族
の
う
ち
、
主
に
貴
州

省
西
部
か
ら
雲
南
省
の
山
地
に
居
住
す
る
の
が
モ

ン
と
自
称
す
る
人
び
と
で
あ
る
。
雲
南
省
文ぶ
ん

山ざ
ん

州

の
モ
ン
女
性
の
衣
装
は
、
大
麻
を
素
材
と
す
る
。

大
麻
を
栽
培
し
、
績う

み
、
織
る
。
そ
こ
に
藍
染
め

や
ろ
う
け
つ
染
め
、
刺
繍
を
ほ
ど
こ
す
。
こ
れ
ら

の
作
業
は
一
貫
し
て
女
性
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
彼

ら
が
主
食
と
し
て
い
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
収
穫
が

終
わ
る
秋
か
ら
旧
正
月
に
か
け
て
の
農
閑
期
が
、

込
み
で
、
朝
七
時
半
か
ら
夜
二
二
時
ご
ろ
ま
で
働

く
。
長
時
間
、
服
作
り
に
従
事
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
に
な
る
と
刺
繍
に
勤
し
む

女
性
が
ち
ら
ほ
ら
い
た
。
彼
女
た
ち
も
ま
た
、
そ

の
刺
繍
布
を
使
用
し
て
新
年
を
迎
え
る
た
め
の
ス

カ
ー
ト
を
作
る
。

モ
ン
刺
繍
か
ら
手
芸
を
考
え
る

興
味
深
い
こ
と
は
、
刺
繍
が
賃
労
働
に
対
し
て
、

余
暇
に
お
こ
な
う
活
動
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る

こ
と
だ
。
従
来
な
ら
そ
れ
は
、
農
作
業
、
家
事
、

育
児
そ
し
て
衣
装
製
作
と
い
う
女
性
が
担
う
べ
き

労
働
の
一
環
で
あ
っ
た
。
す
で
に
大
麻
栽
培
や
染

織
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
女
性
た
ち
は
布
作
り
と
い

う
「
重
労
働
」
を
し
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
こ
と

を
喜
ぶ
。
市
場
で
既
製
の
モ
ン
衣
装
を
購
入
す
れ

ば
即
着
用
で
き
る
。
自
作
す

る
場
合
で
も
、
市
販
の
化
繊

布
に
機
械
製
刺
繍
布
を
ミ

シ
ン
で
縫
い
付
け
れ
ば
、
短

時
間
で
製
作
で
き
る
。
労
力

を
費
や
し
て
布
作
り
を
せ

ず
と
も
、
新
し
い
衣
装
を
準

備
で
き
る
の
だ
。

そ
れ
で
も
出
稼
ぎ
先
で
、

仕
事
の
合
間
を
ぬ
っ
て
わ
ざ

わ
ざ
刺
繍
を
す
る
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は
、
そ

従
来
、
モ
ン
の
女
性
に
と
っ
て
刺し

繍し
ゅ
うは

家
事
労
働
の一
環
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
既
製
の
刺

繍
布
が
簡
単
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
今
で
も
、
余
暇
を
使
っ
て
楽
し
み
な
が
ら
刺
繍
に

勤い
そ

し
む
女
性
が
い
る
。
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
刺
繍
と
は
。
そ
こ
に
手
芸
と
の
接
点
を
探
る
。

中
国
雲
南
省
モ
ン
の
刺
繍
か
ら
手
芸
を
考
え
る

宮み
や

脇わ
き 

千ち

絵え

南
山
大
学
人
類
学
研
究
所
第
一
種
研
究
所
員
・
人
文
学
部
准
教
授

手芸考

の
行
為
自
体
が
女
性
た
ち
の
楽
し
み
と
な
っ
て
い

る
か
ら
だ
ろ
う
。
染
織
の
よ
う
に
大
が
か
り
な
道

具
や
空
間
、
ま
と
ま
っ
た
時
間
が
必
要
な
く
、
一

人
で
ど
こ
で
も
す
ぐ
に
と
り
か
か
れ
る
刺
繍
は
、

余
暇
に
お
こ
な
う
活
動
と
し
て
最
適
で
あ
る
。
ま

た
彼
女
た
ち
に
、
な
ぜ
刺
繍
を
す
る
の
か
？　

と

尋
ね
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
女
性
が
「
モ
ン
だ
か
ら
」

だ
と
答
え
る
。
市
販
の
も
の
で
代
替
可
能
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、あ
え
て
自
ら
の
刺
繍
で
ス
カ
ー

ト
を
装
飾
す
る
こ
と
に
モ
ン
と
し
て
の
誇
り
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

モ
ン
の
刺
繍
は
、
女
性
の
賃
労
働
へ
の
参
入
や
、

代
替
可
能
な
工
業
製
品
の
普
及
に
よ
っ
て
、
失
わ

れ
る
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
、
余
暇
に
、
楽
し
み
な

が
ら
、
あ
え
て
作
る
も
の
と
い
っ
た
手
芸
ら
し
い

様
相
を
見
せ
は
じ
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。服飾工場で休憩時間に刺繍をする女性（2007年）

20代女性が広東省の出稼ぎ先で
おこなった刺繍（中央部分が八
角形の花モチーフ）で仕立てた
スカート（2015年）

母親に刺繍を習う姉妹（2007年）
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ながなんぢゃ

ナンが名ぢゃ

What’s in a name?

海
外
の
モ
ノ
や
事
例
に
つ
い
て
、
日
本
語
で
エ
ッ
セ
イ
・
論

文
な
ど
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
ち
ば
ん
困
る
（
あ
る
い

は
、
気
を
遣
う
）
こ
と
が
、
現
地
語
の
読
み
の
「
カ
タ
カ
ナ
表

記
」
で
あ
る
。
名
は
体
を
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
が
、
名
前
（
の

表
記
）
が
一
文
字
違
う
だ
け
で
、受
け
る
印
象
が
大
き
く
変
わ
っ

て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
い
っ
た
事

例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
名
前
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

ま
ず
、
読
者
の
み
な
さ
ん
は
、
食
べ
物
の
「
ナ
ン
」
と
聞
く

と
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
ま
ず
い
ち
ば
ん
に

想
像
さ
れ
る
も
の
は
、イ
ン
ド
料
理
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
「
ナ
ン
」

な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
日
本
の
イ
ン
ド
料
理
店
で
は
、
一
六

等
分
さ
れ
た
ピ
ザ
を
巨
大
に
し
た
よ
う
な
平
た
い
パ
ン（
＝
ナ
ン
）

が
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
カ
レ
ー
と
一
緒
に
提
供
さ
れ
る
。

し
か
し
、
世
界
の
他
の
地
域
を
探
し
て
み
る
と
、
ナ
ン
と
よ

ば
れ
て
い
て
も
、
円
形
や
楕だ

円
形
で
あ
っ
た
り
、
作
り
方
・
焼

き
方
が
異
な
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ナ
ン
が
存
在
す
る
。
筆

者
が
調
査
で
よ
く
訪
れ
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
は
、
東
部
の
都

市
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
売
ら
れ
て
い
る
ナ
ン
が
国
内
各
地
で
も
有

名
な
の
だ
が
、

我
々
が
イ
メ
ー
ジ

す
る
イ
ン
ド
料
理

店
の
ナ
ン
と
は
形

状
や
食
感
も
大

き
く
異
な
る
。
そ

の
ナ
ン
は
、
比
較

的
し
っ
か
り
し
た

歯
ご
た
え
で
、
形

は
丸
く
直
径
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
厚
み
は
三
～
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ
り
、
中
央
が
深
く
窪く
ぼ

ん
で
い
て
、
窪

み
に
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

こ
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
ナ
ン
で
あ
る
が
、
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
な
ど
で
は
「
ナ
ン
」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
け
れ

ど
も
、
み
ん
ぱ
く
の
中
央
・
北
ア
ジ
ア
展
示
場
の
解
説
パ
ネ
ル

に
は
、
現
地
語
の
発
音
に
忠
実
に
「
ノ
ン
」
と
表
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
場
合
、
イ
ン
ド
料
理
の
「
ナ
ン
」
と
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン
の
「
ノ
ン
」
は
、
味
も
形
も
異
な
る
「
別
の
モ
ノ
」
と
と

ら
え
れ
ば
、
名
前
が
違
っ
て
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
逆
の
パ
タ
ー
ン
で
、「
同
じ
モ
ノ
」
を
指
す
に
も
か
か

わ
ら
ず
名
前
が
異
な
る
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
筆
者
が
高
校

生
の
と
き
に
世
界
史
の
授
業
で
習
っ
た
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
で

も
っ
と
も
著
名
な
都
市
遺
跡
の
名
前
は
「
モ
ヘ
ン
ジ
ョ
＝
ダ
ロ
」

で
あ
っ
た
。し
か
し
、現
在
の
教
科
書
で
は「
モ
エ
ン
ジ
ョ
＝
ダ
ー

ロ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書
の
改
訂
で
、
よ
り
現
地
語

の
読
み
に
忠
実
に
な
る
よ
う
表
記
が
変
更
に
な
っ
た
だ
け
、
と

単
純
に
割
り
切
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
だ
が
、
筆
者
に
は
別
の

遺
跡
の
よ
う
に
思
え
て
仕
方
が
な
い
。
そ
し
て
、
い
ざ
文
章
で

言
及
す
る
場
合
に
ど
ち
ら
の
表
記
を
使
え
ば
よ
い
か
悩
ん
で
し

ま
う
。「
今
の
教
科
書
で
は
、こ
う
表
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
」

と
い
う
理
屈
で
は
、
な
ん
と
な
く
納
得
が
い
か
な
い
の
は
世
代

差
の
僻ひ
が

み
な
の
だ
ろ
う
か
。

現
地
語
読
み
を
日
本
語
（
カ
タ
カ
ナ
）
表
記
し
よ
う
と
す

る
と
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
つ
き
ま
と
う
。
慣
れ
親
し
ん
だ
名

前
ほ
ど
、
カ
タ
カ
ナ
が
一
文
字
違
う
だ
け
で
生
じ
る
違
和
感
は

大
き
い
気
が
す
る
。

寺
てら

村
むら

 裕
ひろ

史
ふみ

民博 人類文明誌研究部

サマルカンドの「ノン」（インド料理店で出されるナ
ンとは、味も形もまったく異なる。表現が難しい
が、味はロールパンに近く、食感はそれをぎゅっと
圧縮して硬くしたような歯ごたえである）
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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

　昨年度よりみんぱくには手話部門ができている。今号はその部

門の紹介を兼ねて手話とその研究の特集を組むことにした。手話

の世界とその研究の一端について触れることができれば幸いであ

る。部門ができて、小生のまわりで一番変化したことは、教員が

一堂に会する会議の場に手話通訳者が同席するようになったこと

であろうか。それ以外にも細かなことで、健聴者である自分の物

事の進め方を反省することがある。こうした意図しない思い込み

を意識するようになったことも、手話を中心とする部門ができた

ひとつの効果だろう。思えば本館の初代館長である梅棹忠夫は館

長職に在任中に失明しながらも、その職を務めた方であった。た

だ新しい部門が生まれたという以上に、それを新たな糧として人

類文化の未来につながる新しい何がしかのアイディアが生まれて

くることを期待したい。（丹羽典生）
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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。

観覧の最後は「ビーズにふれる」

コーナーにお立寄りいただき、

ビーズでできたいろいろなものに

触れてみてください。見るだけ

ではわからないビーズの質感や

重さが体験できます。ビーズで

できたネックレスや衣装を身に

つけて写真撮影も可能です。ビー

ズで身を飾る楽しみを感じてい

ただけます。

２階の体験コーナー「自然素材を

ビーズにしよう」では、実際にタ

カラガイやジュズダマに穴をあけ

て、ひもでつなぎ、オリジナルの

ビーズを作ることができます。は

じめてビーズ細工に挑戦する方で

も大丈夫。穴をあける工程はボラ

ンティアスタッフがご説明します

（「穴をあける体験」の開催日は当

館ホームページをご覧ください）。

色・形・大きさ、そして素材もさま

ざまな世界のビーズ。展示場に一

歩踏み入ると、そこには世界中の

ビーズが並び、目移りしてしまうほ

どの美しさです。アクセサリーのほ

か、衣装にあしらわれたビーズに

もぜひご注目ください。これまでみ

んぱくで展示されたことがない珍

しいもので、今回はじめてみなさ

んの前に登場する資料もあります。

開館40周年記念特別展

「ビーズ」に行ってみよう！

みんぱくフリーパスを有効期限内に再登録いただくと、登録期間がひと月延長になります。
お手続きの際、ぜひご利用ください！

現在、本館特別展示館では「ビーズ―つなぐ・かざる・みせる」が開催中です。

素材も見た目も鮮やかな世界各地のビーズがみんぱくに集結しました。今回の展示の見どころを紹介します。

ビーズに触れて
身につけられます

ビーズ作品を作って
もち帰ることができます

世界的に貴重な
ビーズが見られます

見どころ 見どころ 見どころ 1 2 3  


