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極
地
で
の
旅
行
に
は
橇そ

り

が
欠
か
せ
な
い
。
近
年
、
極
地
で

徒
歩
旅
行
を
お
こ
な
う
冒
険
家
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
ボ
ー
ト
型
橇
を
使
用
し
て
い
る
が
、
私

は
木
材
で
自
作
し
た
も
の
を
使
っ
て
い
る
。
グ
リ
ー
ン
ラ
ン

ド
北
部
で
は
現
在
で
も
犬
橇
が
生
活
の
足
と
し
て
利
用
さ

れ
て
お
り
、
彼
ら
に
作
り
方
を
教
え
て
も
ら
っ
て
覚
え
た
イ

ヌ
イ
ッ
ト
仕
込
み
の
橇
だ
。
今
年
は
三
月
に
グ
リ
ー
ン
ラ
ン

ド
か
ら
カ
ナ
ダ
へ
徒
歩
で
わ
た
る
計
画
に
し
て
い
る
。
昨
冬
、

厳
冬
期
の
極
夜
時
期
の
探
検
で
は
ブ
ナ
材
で
作
っ
た
頑
健
な

橇
を
使
用
し
た
が
、
ブ
ナ
は
ち
ょ
っ
と
重
す
ぎ
た
の
で
、
今

年
は
日
本
に
い
る
う
ち
に
檜ひ

の
き

材
で
作
る
つ
も
り
だ
。

　
木
橇
と
ボ
ー
ト
型
の
橇
、
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
あ
る
が
、

総
合
的
に
見
れ
ば
ボ
ー
ト
型
の
ほ
う
に
軍
配
が
あ
が
る
だ
ろ

う
。
軽
量
な
だ
け
で
は
な
い
。
海
氷
の
上
を
移
動
す
る
北
極

の
旅
の
場
合
、
乱
氷
帯
で
の
引
っ
か
か
り
の
な
さ
を
考
え
る

と
ボ
ー
ト
型
の
ほ
う
が
か
な
り
有
利
だ
。
多
く
の
冒
険
家
が

使
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
私
は
自
作
の
橇
に
こ
だ
わ
り
た
い
。
木
橇
の
場

合
、
壊
れ
た
と
き
に
現
場
で
応
急
修
理
が
で
き
る
と
い
う
の

が
表
向
き
の
理
由
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
橇
を
制
作
す
る
と
い

う
プ
ロ
セ
ス
自
体
に
価
値
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
橇
を
作
っ
て
旅
を
続
け
る
う
ち
、
私
は
制
作
と
い
う
行

為
に
は
実
存
的
な
意
味
が
あ
る
と
気
が
付
く
よ
う
に
な
っ
た
。

特
に
命
が
か
か
っ
た
冒
険
旅
行
の
現
場
で
、
そ
れ
は
言
え
る
。

万
が
一
、
旅
の
最
中
に
橇
が
壊
れ
た
ら
移
動
は
不
可
能
と
な

り
、
文
字
通
り
命
に
か
か
わ
る
事
態
と
な
る
だ
ろ
う
。
極
地

旅
行
に
お
い
て
橇
は
命
を
支
え
る
切
実
な
装
備
だ
。
そ
の
よ

う
な
装
備
を
自
分
で
制
作
す
る
と
、
そ
れ
は
冒
険
行
為
の
核

心
に
触
れ
る
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
。
自
分
で
作
っ
て
そ

れ
が
壊
れ
た
ら
死
ぬ
の
だ
か
ら
、
橇
を
自
作
す
る
こ
と
自
体

に
冒
険
の
重
要
原
則
で
あ
る
自
己
責
任
の
概
念
が
実
現
さ
れ

る
の
だ
。
そ
の
た
め
橇
を
自
作
す
る
と
、
そ
の
橇
に
は
既
成

の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
に
は
な
い
魂
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
ち
ょ
っ
と
感
覚
的
な
話
に
な
る
が
、
橇
を
自
作
す
る

こ
と
で
、
そ
の
橇
は
、
単
な
る
橇
と
い
う
道
具
の
範は

ん

疇ち
ゅ
う

を
超

え
て
、
私
自
身
の
私
性
の
宿
っ
た
分
身
の
よ
う
な
も
の
と
な

り
、
旅
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
私
の
世
界
は
確
実
に
深
ま
り

を
増
す
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
か
ら
材
を
発
注
し
て
鋸

の
こ
ぎ
りで

切
断
し
て
鉋か

ん
な

で
削
っ
て
い

く
が
、ど
の
材
が
い
い
か
検
討
し
て
い
る
時
点
で
旅
は
始
ま
っ

て
い
る
。
ぐ
さ
ぐ
さ
に
積
み
あ
が
っ
た
乱
氷
帯
を
乗
り
越
え

る
シ
ー
ン
を
想
像
し
な
が
ら
橇
を
作
る
こ
と
に
は
、
言
い
し

れ
な
い
喜
び
が
あ
る
。

橇
を
作
る

角か
く

幡は
た 

唯ゆ
う

介す
け

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
6
年
北
海
道
生
ま
れ
。
作
家
、
探
検
家
。
早

稲
田
大
学
卒
業
。『
空
白
の
五
マ
イ
ル
』（
集
英
社
）

で
大
宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
、
開
高
健
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
、
梅
棹
忠
夫
・
山
と
探
検
文
学
賞
、

『
ア
グ
ル
ー
カ
の
行
方
』（
集
英
社
）
で
講
談
社
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
な
ど
受
賞
多
数
。
最
新
刊
は
、
極

夜
の
北
極
圏
を
80
日
間
に
わ
た
り
探
検
し
つ
づ
っ
た

『
極
夜
行
』（
文
藝
春
秋
）。

 1 エッセイ　千字文 

	 	 橇を作る
	 	 角幡 唯介

 	 特集		万博資料収集団
 2  特別展縁起　	 	 	
	 	 	野林 厚志

 4  万博から民博へ
   石毛 直道

   5  万博のあとに民博を	
	 	 	松原 正毅

   7  梅棹忠夫アーカイブズに見る収集団の奮闘録	
	 	 	内田 吉哉

   8  未来から見た過去への口惜しさ	
	 	 	吉岡 乾

   9  本館展示でEEM資料を見る	
	 	 	丹羽 典生

	 	 	

 10  ◯◯してみました世界のフィールド 

中国の携帯用万能充電器	
横山 廣子

 12  みんぱくInformation

 14  想像界の生物相 

ポリネシアの鳥人	
印東 道子

 16    新世紀ミュージアム 

プロイセン文化財	ベルリン国立博物館群
	 	 ヨーロッパ諸文化博物館	
	 	 森 明子

 18  手芸考 

被災地で手芸を「仕事」にする	
金谷 美和

 20  ながなんぢゃ 

新地名誕生	！	
吉枝 聡子

 21 次号予告・編集後記



ルーマニアのつぼ、
ガーナのマラカス（K0006926）
（写真：六田知弘）

今
か
ら
半
世
紀
前
、
日
本
の
民
族
学
に
お
い
て
あ
る

特
別
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
に
開
催
さ
れ
た

大
阪
万
博
の
テ
ー
マ
館
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
太
陽
の
塔

の
地
下
に
展
示
す
る
た
め
の
民
族
資
料
の
収
集
が
世
界

規
模
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
収
集
を
に
な
っ

た
の
が
、
E
E
M
（E

X
P

O
'70

 E
th

n
olo

g
ical M

ission

、

「
日
本
万
国
博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
」）
で
あ
る
。

E
E
M
が
収
集
し
た
資
料
の
大
半
は
現
在
、
み
ん
ぱ
く

に
収
蔵
さ
れ
、
研
究
や
展
示
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
特
別
展
の
目
的
は
、
当
時
の
収
集
の
足
跡
を

た
ど
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
紹
介
す
る
こ
と
で

あ
る
。
一
九
六
八
年
前
後
の
各
地
域
の
状
況
、
現
地
で

の
収
集
活
動
の
様
子
、
収
集
資
料
と
現
在
と
の
つ
な
が

り
を
、
ち
ょ
う
ど
本
館
展
示
の
順
路
と
逆
周
り
で
、
日

企
画
展
か
ら
特
別
展
へ

今
回
の
特
別
展
開
催
の
き
っ
か
け
は
、
二
〇
一
八
年

春
の
太
陽
の
塔
の
内
部
公
開
で
あ
っ
た
。
太
陽
の
塔
内

部
公
開
に
あ
わ
せ
、
み
ん
ぱ
く
で
関
連
事
業
が
実
施
で

き
な
い
か
検
討
し
た
結
果
、
太
陽
の
塔
の
地
下
に
展
示

さ
れ
て
い
た
代
表
的
な
資
料
を
紹
介
す
る
企
画
展
を
構

想
し
た
。

み
ん
ぱ
く
の
企
画
展
は
、
ほ
り
さ
げ
た
研
究
の
内
容

や
成
果
を
展
示
に
よ
っ
て
可
視
化
す
る
も
の
で
、
対
象

と
な
る
地
域
や
民
族
、
主
題
が
あ
る
程
度
、
絞
り
込
ま

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
本
館
の
企
画
展
示
場
は
四

〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
資
料
の
大
き
さ
や
形
に
も
よ

る
が
、
五
〇
〜
六
〇
点
く
ら
い
が
お
さ
ま
り
が
よ
い
。

い
ざ
、
E
E
M
の
展
示
会
の
準
備
の
下
ご
し
ら
え
を
し

一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
。「
太
陽
の
塔
」に
展
示

す
る
民
族
資
料
を
集
め
る
た
め
、世
界
各
地
へ
と

派
遣
さ
れ
た
若
者
た
ち
が
い
た
。
彼
ら「
万
博
資

料
収
集
団
」の
活
躍
や
、収
集
団
を
組
織
し
、支
え

た
人
た
ち
の
思
い
は
、後
の
み
ん
ぱ
く
設
立
へ
と
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
。
開
館
四
〇
周
年
記
念
特
別
展「
太

陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
七
〇
年
万
博
収
集

資
料
」で
公
開
さ
れ
る
収
集
資
料
や
そ
の
収
集
に

ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
。

民
博 
学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

野の

林ば
や
し 

厚あ
つ
志し

特
別
展
縁
起

本
か
ら
オ
セ
ア
ニ
ア
ま
で
を
周
回
し
な
が
ら
展
示
す
る

と
と
も
に
、
収
集
対
象
の
中
心
で
あ
っ
た
仮
面
と
彫
像

（
七
〇
年
大
阪
万
博
で
は
神
像
と
し
て
展
示
さ
れ
た
）
を
一

望
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
る
。
時
代
の
転
換
点

を
感
じ
さ
せ
る
日
本
の
農
具
、
抜
群
の
面
白
さ
の
東
南

ア
ジ
ア
の
収
集
記
、
創
造
の
力
を
味
わ
え
る
東
ア
フ
リ

カ
の
マ
コ
ン
デ
彫
像
、
太
陽
の
塔
を
彷ほ
う

彿ふ
つ

と
さ
せ
る
姿

の
オ
セ
ア
ニ
ア
の
彫
像
等
々
、
ち
ょ
っ
と
し
た
世
界
収

集
旅
行
の
気
分
を
味
わ
う
と
と
も
に
、
人
類
の
想

像
力
と
創
造
力
の
多
様
性
を
、
世
界
の
仮

面
と
彫
像
か
ら
感
じ
て
い
た
だ
け

る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て

い
る
。

よ
う
と
、
資
料
の
規
模
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
じ
つ
に

そ
の
総
数
は
二
五
〇
〇
点
以
上
で
、
収
集
さ
れ
た
国
、

地
域
は
四
七
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
、

企
画
展
示
場
で
は
話
に
な
ら
な
い
。
特
別
展
と
し
て
準

備
す
る
こ
と
を
二
〇
一
七
年
の
秋
の
終
わ
り
く
ら
い
に

決
断
し
た
。
特
別
展
示
場
の
面
積
は
、
一
四
九
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
、
資
料
も
五
〇
〇
点
く
ら
い
は
な
ん
と
か
展

示
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
準
備
期
間
は
実
質
一
年
、

奇
し
く
も
E
E
M
が
収
集
に
費
や
せ
た
時
間
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
っ
た
。

E
E
M
の
報
告
書
と
事
務
局
資
料

E
E
M
が
団
体
戦
で
あ
っ
た
こ
と
に
倣
い
、
今
回
の

M
E
M
（M

in
p

aku
 E

xh
ib

ition
 M

ission

、
筆
者
が
心

の
な
か
で
そ
う
よ
ん
で
い
る
）
も
団
体
戦
で
い
く
こ
と
に

し
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
企
画
立
案
、

実
施
は
不
可
能
だ
っ
た
。
収
集
地
域
に
お
け
る
調
査
、

研
究
の
実
績
が
あ
る
み
ん
ぱ
く
教
員
で
実
行
委
員
会
を

構
成
し
、
み
ん
ぱ
く
が
収
蔵
し
て
い
る
資
料
を
展
示
す

る
と
い
う
、
み
ん
ぱ
く
の
「
資
源
」
を
十
二
分
に
活
か

し
た
展
示
会
を
目
指
す
こ
と
に
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る

も
の
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
。
そ
れ
が
一
九
七
三
年
、
み

ん
ぱ
く
が
創
設
さ
れ
る
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
E
E
M

―
日
本
万
国
博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団

（
1
9
6
8 

― 

1
9
6
9
）
記
録
』
で
あ
る
。
編
者
の
梅

棹
忠
夫
に
よ
っ
て
E
E
M
の
活
動
全
体
の
顛て
ん

末ま
つ

が
述
べ

ら
れ
た
後
、
収
集
の
担
当
者
か
ら
日
本
の
E
E
M
事
務

局
へ
寄
せ
ら
れ
た
通
信
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
地
で
の
収
集
の
様
子
が
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
く
る

一
級
の
調
査
旅
行
記
集
に
し
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

片
手
に
実
行
委
員
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
E
E
M
の
収
集

活
動
に
挑
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、

E
E
M
の
事
務
局
が
扱
っ
て
い
た
当
時
の
資
料
が
、
み

ん
ぱ
く
内
の
梅
棹
資

料
室
で
大
切
に
保
管

さ
れ
て
い
た
こ
と
も

幸
運
で
あ
っ
た
。
こ

れ
無
く
し
て
は
今
回

の
展
示
は
成
立
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

E
E
M
後
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
的
に
見
て
も
E
E
M
ほ
ど

の
規
模
を
も
っ
た
民
族
資
料
の
収
集
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
収
集
旅
行
の
域
を
こ
え
て

は
い
な
か
っ
た
。
E
E
M
に
欠
け
て
い
た
こ
と
、そ
れ
は
、

収
集
す
る
対
象
に
つ
い
て
の
堅
実
な
研
究
、
そ
し
て
、

E
E
M
が
収
集
に
お
も
む
け
な
か
っ
た
地
域
を
含
む
世

界
全
体
を
網
羅
し
た
研
究
と
収
集
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ

ら
た
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
た
め
に
、
研
究
者
た
ち
は
、
み

ん
ぱ
く
設
立
と
い
う
次
な
る
一
手
を
打
っ
た
の
だ
ろ
う
。

万
博
の
跡
地
に
民
族
学
博
物
館
を
と
い
う
岡
本
太
郎

の
願
い
と
、
民
族
学
博
物
館
の
設
立
を
と
い
う
民
族
学

者
た
ち
の
思
い
に
加
え
て
、
世
界
の
諸
民
族
の
社
会
や

文
化
に
つ
い
て
の
堅
実
な
研
究
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が

み
ん
ぱ
く
設
立
の
原
動
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

会
期
　
三
月
八
日（
木
）
―
五
月
二
九
日
（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

料
資
博
万

団
集
収

特集

70年大阪万博（写真提供：大阪府）

オセアニア地域の収集を担当した班（石毛直道・松原正毅）
の収集台帳（所蔵：松原正毅）

ニューギニアで収集された装飾板
（写真：六田知弘）
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学
研
究
博
物
館
設
立
促
進
委
員
会
の
委
員
と
し
て
、
泉

靖
一
さ
ん
と
民
族
学
の
博
物
館
を
つ
く
る
運
動
を
し
て

い
た
。
ま
た
、
日
本
で
万
国
博
覧
会
（
万
博
）
を
開
催
す

る
こ
と
が
決
定
す
る
以
前
か
ら
、
友
人
の
小
松
左
京
さ

ん
、
加
藤
秀
俊
さ
ん
た
ち
と
「
万
国
博
を
考
え
る
会
」

を
結
成
し
て
、
万
博
に
つ
い
て
の
研
究
を
お
こ

な
っ
て
い
た
。

岡
本
太
郎
さ
ん
は
民
族
学
の
見
識
を
も
つ
芸

術
家
で
あ
る
。
岡
本
さ
ん
は
、
一
九
三
〇
〜
四
〇

年
の
あ
い
だ
パ
リ
に
滞
在
し
、
絵
画
を
勉
強
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
パ
リ
大
学
で
美
学
な
ど
を

学
ん
だ
。
一
九
三
七
年
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
万

博
の
跡
地
に
、
世
界
の
民
族
文
化
を
展
示
す
る

ミ
ュ
ゼ
・
ド
・
ロ
ム
（
人
類
博
物
館
）
が
開
館
す

る
と
、
そ
こ
で
開
講
し
た
著
名
な
民
族
学
者
で

あ
る
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の
授
業
に
参
加
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
、
岡
本
さ
ん
は
日

本
に
本
格
的
な
民
族
学
博
物
館
を
つ
く
る
べ
き

だ
と
い
う
考
え
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

仮
面
と
神
像 

一
九
七
〇
年
に
大
阪
で
万
博
を
お
こ
な
う
こ

と
が
決
定
す
る
と
、
岡
本
さ
ん
が
テ
ー
マ
館
の

チ
ー
フ
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
小
松
さ
ん
が
サ

ブ
･
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
任
命
さ
れ
た
。

「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
を
表
現
す
る
テ
ー
マ

万
博
前
史

一
九
六
五
〜
七
一
年
の
あ
い
だ
、
わ
た
し
は
京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所
の
社
会
人
類
学
研
究
室
で
助
手
を
し

て
い
た
。
梅
棹
忠
夫
さ
ん
が
わ
た
し
の
上
司
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
、
梅
棹
さ
ん
は
日
本
民
族
学
会
の
国
立
民
族

ひ
と
つ
の
思
い
が
形
を
と
も
な
っ
て
具
象
化
に
ま
で

い
た
る
の
は
、
至
難
の
業
と
い
え
る
。
な
に
か
の
こ
と

を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
天
の
時
・
地
の
利
・
人
の
和

展
示
物
を
借
り
て
き
て
使
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
こ
で
、
万
博
の
展
示
の
た
め
に
世
界
の
仮
面
と
神
像

を
収
集
す
る
こ
と
に
な
り
、
岡
本
さ
ん
は
泉
さ
ん
と
梅

棹
さ
ん
に
相
談
を
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
八
年
に
国
際
人
類
学
民
族
学
会
議
が
日
本
で

開
催
さ
れ
た
と
き
、
世
界
の
著
名
な
民
族
学
者
を
集
め

た
、
日
本
万
国
博
覧
会
協
会
主
催
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で
、

岡
本
さ
ん
は
「
万
博
テ
ー
マ
館
で
展
示
す
る
仮
面
と
神

像
は
、
将
来
開
設
さ
れ
る
国
立
民
族
学
博
物
館
の
基
礎

資
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
収
集
に
日
本
の
若
手
民

族
学
者
が
貴
国
を
訪
れ
た
さ
い
に
は
協
力
し
て
ほ
し
い
」

民
博 

名
誉
教
授

石い
し
毛げ 

直な
お
道み
ち

民
博 

名
誉
教
授

松ま
つ

原ば
ら 

正ま
さ

毅た
け

万
博
か
ら
民
博
へ

万
博
の
あ
と
に
民
博
をが

そ
ろ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
わ
れ
る
。
国
立

民
族
学
博
物
館
の
創
設
の
前
後
の
流
れ
の
な
か
に
み
ず

か
ら
身
を
お
い
て
い
た
ひ
と
り
と
し
て
、
こ
う
し
た
こ

と
ば
が
改
め
て
痛
切
に
思
い
お

こ
さ
れ
て
く
る
。
国
立
民
族
学

博
物
館
の
創
設
は
、
天
・
地
・

人
が
そ
ろ
っ
て
実
現
し
た
奇
跡

的
な
事
績
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

「
万
博
の
あ
と
に
民
博
を
」

と
い
う
思
い
を
人
一
倍
い
だ
い

て
い
た
の
は
、
造
型
家
の
岡
本

館
の
地
下
空
間
を
「
過
去
・
根
源
の
世
界
」
と
名
づ
け
、

そ
こ
で
は
諸
民
族
の
宗
教
や
儀
式
に
使
わ
れ
る
仮
面
と

神
像
を
展
示
し
よ
う
と
い
う
の
が
岡
本
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
の
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
。

そ
の
展
示
は
、
よ
そ
よ
そ
し
く
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し

に
拝
観
す
る
の
で
は
な
く
、
観
客
が
根
源
の
よ
び
声
と

直
接
対
話
が
で
き
る
よ
う
露
出
展
示
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
大
勢
の
観
客
が
殺
到
す
る
万
博
で
露

出
展
示
を
し
た
ら
、
さ
わ
ら
れ
て
破
損
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
の
で
、
海
外
の
博
物
館
な
ど
か
ら
仮
面
や
神
像
の

太
郎
さ
ん
で
あ
る
。
岡
本
さ
ん
は
、
一
九
七
〇
年
に
開

催
予
定
の
大
阪
万
博
テ
ー
マ
館
の
チ
ー
フ
・
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
に
一
九
六
七
年
か
ら
な
っ
て
い
た
。
岡
本
さ
ん
は

若
い
と
き
に
パ
リ
で
芸
術
活
動
に
身
を
投
じ
る
と
と
も

に
、
民
族
学
の
研
究
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

滞
在
中
に
、
彼
は
一
九
三
七
年
の
パ
リ
万
博
の
跡
地
ト

ロ
カ
デ
ロ
に
ミ
ュ
ゼ
・
ド
・
ロ
ム
（
人
類
博
物
館
）
―

岡
本
さ
ん
の
表
記
で
は
「
ミ
ュ
ー
ゼ
・
ド
・
ロ
ン
ム
（
人
間

博
物
館
）」

―
が
建
設
さ
れ
る
の
を
目
撃
し
た
。
こ
の

体
験
が
、
三
〇
年
の
年
月
を
こ
え
て
岡
本
さ
ん
を
つ
き

う
ご
か
し
た
の
で
あ
る
。

岡
本
さ
ん
の
思
い
は
、
泉
靖
一
東
大
教
授
と
梅
棹
忠

と
い
う
力
強
い
演
説
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
お
こ
な
っ
た
。

そ
し
て
、
梅
棹
さ
ん
と
泉
さ
ん
が
中
心
に
な
っ
て

E
E
M
が
結
成
さ
れ
、
一
九
六
八
年
秋
か
ら
六
九
年
夏
に

か
け
て
、
約
二
〇
人
の
団
員
が
世
界
各
地
で
収
集
に
従
事

し
、
約
二
六
〇
〇
点
の
民
族
資
料
を
集
め
た
。

収
集
し
た
資
料
は
万
博
テ
ー
マ
館
で
の
展
示
終
了
後
、

日
本
万
国
博
覧
会
記
念
協
会
が
保
管
し
て
い
た
が
、
民
博

が
開
館
時
に
そ
の
一
部
を
譲
り
受
け
、
重
要
な
展
示
品
と

し
て
活
用
し
た
。

こ
れ
ら
万
博
の
た
め
の
収
集
資
料
は
、
現
在
で
は
民
博

に
移
管
さ
れ
て
い
る
。

太陽の塔「過去・根源の世界」の展示風景（写真提供：大阪府）

太陽の塔の設計作業風景。中央右に立っているのが岡本さん、左は梅棹さん。あいだには小松さんが座っている
（提供：公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団）

収集時にパプアニューギニアから梅棹さんに送った手紙

オセアニア班（石毛・松原）が収集した
ヴァヌアツの「割れ目太鼓」（K0006979）
は、現在でもオセアニア展示の人気資料
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梅
棹
忠
夫
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
見
る
収
集
団
の
奮
闘
録

夫
京
大
助
教
授
に
共
有
さ
れ
る
。
こ
の
共
有
さ
れ
た
思

い
が
、
一
九
六
八
年
夏
ご
ろ
に
日
本
万
国
博
覧
会
世
界

民
族
資
料
調
査
収
集
団
（E

X
P

O
'70

 E
th

n
olo

g
ical 

M
ission

）
と
し
て
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
わ
た
し
自
身

（
当
時
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
）
も
、
こ

の
Ｅ
Ｅ
Ｍ
の
オ
セ
ア
ニ
ア
班
の
一
員
と
し
て
参
加
し
て

い
る
。
参
加
し
た
の
は
、「
万
博
の
あ
と
に
民
博
を
」
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
共
鳴
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
時
点
で
は
、
わ
た
し
も
含
め
て
Ｅ
Ｅ
Ｍ
に
か
か

わ
っ
た
ほ
と
ん
ど
の
人
が
国
立
民
族
学
博
物
館
構
想
が

実
現
す
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
万

博
跡
地
に
民
博
が
創
設
さ
れ
る
の
は
、
夢
物
語
に
ち
か

い
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
六
八
年
一
一
月
二
三
日
、
石
毛
直
道
さ
ん
（
当
時

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
手
）
と
台
北
で
合
流
し
た
。

台
北
か
ら
香
港
を
へ
て
、
サ
ラ
ワ
ク
（
ボ
ル
ネ
オ
）
に
わ

た
る
。
サ
ラ
ワ
ク
に
は
、
一
九
六
三
年
か
ら
六
四
年
に

か
け
て
わ
た
し
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
た
め
滞
在
し

た
こ
と
が
あ
る
。
サ
ラ
ワ
ク
で
民
族
資
料
収
集
の
第
一

歩
を
ふ
み
だ
し
た
あ
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

な
ど
の
旅
を
続
け
た
。
帰
国
は
、
六
九
年
三
月
中
旬
に

な
る
。

民
族
資
料
収
集
は
、
制
約
の
厳
し
い
旅
で
あ
っ
た
。

厳
し
い
の
は
、
予
算
と
日
程
で
あ
る
。
オ
セ
ア
ニ
ア
班

の
収
集
予
算
は
、
二
〇
〇
万
円
余
り
で
あ
っ
た
。
一
ド

ル
が
三
六
〇
円
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
予
算
の
範
囲
内

で
、
資
料
の
購
入
費
や
輸
送
費
な
ど
を
ま
か
な
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
予
算
よ
り
も
厳
し
か
っ
た
の
は
、
日

ン
タ
ン
や
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
な
ど
で
く
す

ぶ
り
は
じ
め
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
自
立
を
目
ざ
す
動
き

を
、
間
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
と
と
も
に
、
将
来
的
な
保
証
は
な
か
っ
た
が
、
民
族

学
の
拠
点
作
り
を
目
ざ
す
流
れ
に
参
加
し
て
い
る
充
足

感
が
あ
っ
た
。

程
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
地
点
に
数
日
間
か
ら
二
週
間
く

ら
い
し
か
滞
在
で
き
な
い
。
広
い
地
域
を
カ
バ
ー
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

制
約
は
厳
し
か
っ
た
が
、
楽
し
い
旅
で
あ
っ
た
。
広

い
地
域
で
お
こ
っ
て
い
る
現
象
を
、
同
時
代
的
に
見
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
何
よ
り
と
思
っ
て
い
る
。
カ
リ
マ

国
立
民
族
学
博
物
館
の
梅
棹
資
料
室
に
、
Ｅ
Ｅ
Ｍ
に

関
す
る
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
世
界
各
地
に
派
遣

さ
れ
た
団
員
と
、
日
本
に
残
っ
て
調
査
活
動
を
統
括
し

た
梅
棹
忠
夫
氏
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
教
授
・
当

時
）、
そ
し
て
京
都
大
学
の
梅
棹
研
究
室
に
置
か
れ
た
事

務
局
と
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
通
信
や
書
類
等
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
総
点
数
一
五
三
三
点
に
の
ぼ
り
、
資

料
を
時
系
列
に
沿
っ
て
た
ど
っ
て
い
け
ば
、
収
集
団
の

活
動
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

若
き
人
類
学
者
た
ち
の
肉
声

収
集
団
の
活
動
記
録
は
、
出
発
前
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

か
ら
始
ま
る
。
事
務
局
の
記
録
ノ
ー
ト
の
い
ち
ば
ん
古
い

日
付
は
一
九
六
八
年
九
月
二
六
日
で
あ
る
。
団
員
の
年
齢

層
は
若
い
も
の
の
、
そ
こ
は
未
来
を
嘱
望
さ
れ
た
若
手
研

究
者
の
こ
と
、

調
査
に
関
す

る
フ
ィ
ー
ル
ド

ノ
ー
ト
へ
の
記

載
事
項
の
申

し
合
わ
せ
や
、

調
査
用
具
の

手
配
な
ど
は

手
慣
れ
た
様

子
で
準
備
が

進
ん
で
い
く
。

民
博 

機
関
研
究
員

内う
ち
田だ 

吉よ
し
哉や

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
任
務
は
、

日
本
初
の
万
国
博
覧
会
開
催
の
た

め
の
資
料
収
集
で
あ
る
。
い
ざ
現

地
に
赴
く
と
、
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
な
ら
で
は
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
し
、
若
き
人
類
学
者
た
ち
が
悪

戦
苦
闘
す
る
さ
ま
が
、
手
紙
で
事

務
局
に
次
々
と
伝
え
ら
れ
て
く
る
。

も
っ
と
も
多
い
ト
ラ
ブ
ル
は
、

日
本
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
は

ず
の
連
絡
の
行
き
違
い
で
あ
る
。

調
査
・
収
集
の
便
宜
供
与
を
図
っ

て
も
ら
う
た
め
の
大
使
館
・
領
事

館
へ
の
依
頼
が
届
い
て
お
ら
ず
、
振
り
込
ま
れ
て
い
る

は
ず
の
調
査
資
金
が
振
り
込
ま
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た

事
態
が
頻
繁
に
発
生
す
る
。
そ
の
報
告
を
受
け
た
事
務

局
で
も
対
応
に
追
わ
れ
、
事
務
局
ノ
ー
ト
の
な
か
に
は

融
通
の
き
か
な
い
「
お
役
所
仕
事
」
に
対
す
る
腹
立
ち

を
走
り
書
き
し
た
ペ
ー
ジ
も
あ
る
。

一
方
で
、
万
博
と
い
う
一
大
事
業
な
ら
で
は
の
事
情

で
調
査
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
こ
と
も
、
資
料
に
残
さ

れ
て
い
る
。
来
る
べ
き
一
九
七
〇
年
の
開
催
に
向
け
て

作
ら
れ
た
、
万
博
の
ワ
ッ
ペ
ン
や
ス
テ
ッ
カ
ー
が
現
地

で
大
人
気
を
博
し
、
な
か
に
は
高
額
の
チ
ッ
プ
を
要
求

す
る
相
手
に
ワ
ッ
ペ
ン
を
あ
げ
た
ら
納
得
し
て
引
き
下

が
っ
た
、
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

半
世
紀
後
の
歴
史
的
価
値

ま
た
、
半
世
紀
を
経
て
振
り
返
る
と
、
当
時
の
事
務

的
な
記
録
が
歴
史
的
に
意
義
を
も
つ
事
例
も
見
ら
れ
る
。

梅
棹
忠
夫
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
な
か
に
、
事
務
局
に
よ
る

会
議
録
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
梅
棹
忠
夫
氏
の
著
作

『
知
的
生
産
の
技
術
』
で
一
躍
世
間
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
京
大
式
カ
ー
ド
」
に
書
か
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
知
的
生
産
の
技
術
』
の
初
版
は

一
九
六
九
年
七
月
で
あ
る
の
に
対
し
、
事
務
局
の
会
議

録
の
日
付
は
一
九
六
八
年
八
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

「
京
大
式
カ
ー
ド
」
に
よ
る
情
報
整
理
が
広
く
世
に
知
ら

れ
る
以
前
の
使
用
例
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
ろ
う
。 パプアニューギニアでの収集当時の写真。集会所（上）とサトウキビを運ぶ女性たち（下）

（撮影：石毛直道、提供：公益財団法人味の素食の文化センター）

梅棹資料室に保管される当時の資料（一部）

上：現地から送金を催促する電報
下：現地でのレシートも保管されている
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五
〇
年
と
い
う
一
昔

一
九
六
八
年
。
筆
者
生
誕
よ
り
一
〇
年
以
上
も
前
の

話
な
の
で
、
正
直
ピ
ン
と
来
な
い
。
プ
ラ
ハ
の
春
、
学

生
運
動
、
五
月
革
命
、
小
笠
原
返
還
。
社
会
科
の
授
業

で
勉
強
し
た
こ
と
が
あ
る
、
程
度
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
い
。

か
つ
て
実
際
に
あ
っ
た
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
や
が

て
過
去
と
な
れ
ば
、
想
像
が
難
し
く
な
る
。
未
だ
来
な

い
出
来
事
な
ど
、
想
定
で
き
る
筈は
ず

も
な
い
。
当
時
の
収

集
団
が
、
五
〇
年
後
の
現
在
の
世
界
情
勢
な
ど
を
想
像

で
き
な
く
て
も
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
現
在
か
ら

E
E
M
の
収
集
を
見
返
し
て
み
る
と
、
そ
れ
で
も
「
惜

し
い
」
と
感
じ
る
部
分
が
あ
る
。

遠
い
異
国
を
探
検
し
て
い
た
時
代
の
良
し
悪
し

当
時
は
ま
だ
、
海
外
調
査
も
今
ほ
ど
多
く
な
く
、
世

界
は
広
域
に
拡
散
さ
れ
た
情
報
に
乏
し
か
っ
た
時
代
で

あ
る
。
と
な
る
と
、
そ
の
こ
ろ
の
、
海
外
の
民
族
文
化

を
題
材
と
し
た
研
究
も
、
そ
れ
だ
け
難
し
か
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
し
、
そ
ん
な
分
野
に
研
究
者
が
多
く
居
た
と

も
思
え
な
い
。
そ
ん
な
な
か
、
二
〇
名
足
ら
ず
で
全
世

界
（
大
陸
中
国
、
ソ
連
を
除
く
）
を
カ
バ
ー
し
て
収
集
し

よ
う
だ
な
ん
て
、
無
茶
な
話
で
あ
る
。

だ
が
、
時
代
が
良
く
な
か
っ
た
、
早
過
ぎ
た
と
言
う

こ
と
も
で
き
な
い
。
近
年
に
な
る
と
、
海
外
渡
航
の
ハ
ー

ド
ル
が
下
が
り
、
反
面
、
観
光
業
と
し
て
の
「
文
化
的
」

モ
ノ
作
り
も
増
え
て
い
る
。
よ
り
純
度
の
高
い
「
本
物
」

民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

丹に

羽わ 

典の
り
生お

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

吉よ
し
岡お
か 

乾の
ぼ
る

未
来
か
ら
見
た
過
去
へ
の
口
惜
し
さ

が
手
に
入
る
最
後
の
時
期
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
惜
し
い
の
だ
。

資
料
収
集
の
や
り
か
た
を
惜
し
む

筆
者
は
い
ま
だ
、「
資
金
を
用
意
し
た
か
ら
民
族
資
料

を
収
集
し
て
こ
い
」
な
ど
と
い
っ
た
収
集
を
体
験
し
た

こ
と
が
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
E
E
M
は
イ
メ
ー

ジ
し
づ
ら
い
。
だ
が
、
生
活
用
具
、
仮
面
、
神
像
を
集

め
て
、
世
界
各
地
の
民
族
文
化
の
根
源
を
示
そ
う
と
し

た
と
い
う
発
想
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
を
フ
ィ
ー
ル
ド

と
し
て
い
る
者
と
し
て
は
、
疑
問
を
抱
い
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
は
具
体
的
な
形
に
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
文

化
が
拾
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

更
に
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
辺
り
に
寄
っ
て
言
わ
せ
て

貰
え
ば
、
一
九
世
紀
末
期
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
東
部

で
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
強
制
改
宗
を
受
け
た
カ
タ
人
な
ど

が
か
つ
て
信
仰
し
て
い
た
多
神
教
が
、
最
後
の
残ざ
ん

滓し

を

流
出
・
散さ
ん

佚い
つ

さ
せ
た
時
期
で
あ
り
、
か
つ
、
先
に
も
後

に
も
長
い
戦
乱
を
忍
受
し
て
い
る
「
文
明
の
十
字
路
」

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
が
、
一
九
世
紀
以
降
で
最
高
に
し
て

唯
一
の
平
和
な
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
そ

の
宗
教
文
化
か
ら
得
ら
れ
た
資
料
が
、
神
像
で
も
な
く

葬
儀
用
木
彫
像
の
レ
プ
リ
カ
ふ
た
つ
だ
け
と
い
う
の
は
、

残
念
で
な
ら
な
い
。
文
献
に
あ
る
本
物
（
写
真
右
）
と
見

比
べ
て
み
た
ら
、「
模
造
品
」
と
言
っ
て
は
い
る
が
、
随

分
と
似
て
い
な
い
気
も
す
る
。

二
名
の
団
員
と
も
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
パ
キ
ス
タ

ン
は
駆
け
足
で
と
お
り
過
ぎ
た
よ
う
に
読
め
る
記
録
が

あ
る
。
ど
う
し
て
も
財
政
的
に
、
行
程
の
中
間
で
あ
る

こ
の
地
域
で
は
収
集
の
ペ
ー
ス
配
分
が
難
し
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
も
う
少
し
頑
張
っ
て
欲
し
か
っ
た
も
の
だ

が
、
そ
れ
は
団
員
の
力
量
不
足
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

全
体
の
や
り
か
た
、
つ
ま
り
、「
少
数
精
鋭
」
の
「
駆
け

足
収
集
」
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
帰
属
す
る
話
で
あ
る
。

い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
変
化
の
波
を
乗
り

切
っ
た
E
E
M
資
料
が
、
今
で
も
少
な
い
な
が
ら
あ
る

の
だ
。

E
E
M
資
料
を
探
す
と
き
に
目
印
と
な
る
の
が
、
資

料
に
付
さ
れ
た
番
号
で
あ
る
。
標
本
資
料
の
標
本
番
号

が
K
か
ら
は
じ
ま
る
資
料
の
一
部
が
、
そ
れ
に
該
当
す

る
。
展
示
場
を
順
番
に
め
ぐ
っ
て
い
く
と
、
今
E
E
M

の
手
に
よ
る
収
集
品
を
拝
め
る
の
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、
西
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、
日
本
の
文
化

の
各
展
示
場
で
あ
る
。
日
本
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
数
点

程
度
が
今
で
も
展
示
場
に
鎮
座
し
て
い
る
。
そ
う
。
今

で
は
、
そ
も
そ
も
E
E
M
資
料
が
一
点
も
な
い
展
示
場

の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
地
域
ご
と
に
見
て
い
き
た
い
。
オ
セ
ア

ニ
ア
で
は
、
三
点
展
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
目
を
引
く

も
の
と
し
て
は
、
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
の
「
割
れ
目
太
鼓
」
が

あ
る
。
あ
と
の
二
点
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
の
「
海
図
」

と
な
る
。
ア
フ
リ
カ
で
は
、
ザ
ン
ビ
ア
の
成
人
儀
礼
用

の
仮
面
と
衣
装
が
四
点
と
マ
リ
の
仮
面
「
チ
ワ
ラ・ク
ン
」

の
合
計
五
点
が
あ
る
。
前
者
は
ま
と
ま
っ
て
展
示
さ
れ

て
い
る
の
で
、
見
つ
け
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

西
ア
ジ
ア
で
は
、「
イ
ラ
ン
の
シ
ー
ア
派
」
の
サ
ブ
セ
ク

シ
ョ
ン
の
な
か
に
、「
牛
頭
の
錫
し
ゃ
く

杖じ
ょ
う」、「

殉
教
劇
用
鉄
兜か
ぶ
と」、

「
托
鉢
僧
の
斧お
の

」
の
三
点
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
吹
き
矢
の
矢
筒
が

一
組
と
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
「
魚
伏
せ
籠
」、
フ
ィ
リ
ピ
ン

本
特
集
は
、
特
別
展
「
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
―
七
〇
年
万
博
収
集
資
料
」
に
連
動
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
、
ち
ょ
っ
と
趣
向
を
変
え
て
、
本
館
展
示
に

あ
る
E
E
M
資
料
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
E
E
M

が
収
集
し
た
資
料
は
、
そ
も
そ
も
み
ん
ぱ
く
の
開
館
当

時
の
展
示
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
一

七
年
に
終
了
し
た
全
面
的
な
本
館
展
示
の
改
修
の
ほ
か
、

規
模
が
小
さ
い
な
が
ら
も
逐
次
お
こ
な
わ
れ
た
改
修
に

と
も
な
い
、
展
示
場
は
開
館
当
初
と
は
様
変
わ
り
し
て

の
「
背
負
い
籠
」
の
二
点
と
な
る
。
い
ず
れ
も
生
業
関

係
の
資
料
で
あ
る
。

資
料
が
一
番
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
で
あ
る
。
二

五
点
あ
る
。「
里
の
く
ら
し
」
の
サ
ブ
セ
ク
シ
ョ
ン
に
三

点（「
田
の
神
」二
点
と
綿
づ
く
り
の
道
具
で
あ
る「
筋
切
鍬
」）

あ
る
以
外
は
、
す
べ
て
「
ハ
レ
の
す
が
た
」
の
サ
ブ
セ

ク
シ
ョ
ン
で
実
見
で
き
る
。
後
者
に
あ
る
の
は
、
仮
面

お
よ
び
仮
面
の
儀
礼
で
使
わ
れ
る
道
具
だ
。
見
た
目
も

楽
し
い
仮
面
が
取
り
そ
ろ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ

見
つ
け
て
欲
し
い
。

心
あ
る
有
志
は
、
特
別
展
示
を
鑑
賞
し
た
後
に
、
ぜ

ひ
本
館
展
示
の
な
か
の
万
博
の
名
残
で
あ
る
E
E
M
資

料
を
探
し
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
E
E
M
の
集

め
た
資
料
に
つ
い
て
、
ま
た
違
っ
た
見
方
や
楽
し
み
方

が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。

EEMが収集した「祖先像のレプリカ」（左、K0006534・K0006535、写真：六田知弘）とカーブル博
物館蔵のカタ人の葬儀用彫像（右）。これは同じ意匠だろうか？（出典：Joseph Hackin （1926） "Les 
Idoles du Kāfiristān" Artibus Asiae , Vol. 1/4.）

日本の文化展示「ハレのすがた」サブセクションに展示中の仮面たち

日本の文化展示「里のくらし」サブセクションに
展示中の「田の神」（K0006341・K0006342）

本
館
展
示
で
E
E
M
資
料
を
見
る
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○○してみました世界のフィールド

横
よこ

山
やま

 廣
ひろ

子
こ

民博 人類基礎理論研究部

中国の携帯用万能充電器

海
外
出
張
前
日

昨
年
一
一
月
、
多
忙
が
続
き
、
出
発
前
日
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
荷
造
り
を
始

め
て
、
わ
た
し
は
慌
て
た
。
い
つ
も
中
国
で
使
う
携
帯
電
話
の
本
体
は
あ
る
が
、
充

電
器
が
な
い
。
前
日
の
準
備
は
山
ほ
ど
あ
る
。
少
し
捜
し
た
が
、
わ
た
し
は
別
の
対

応
策
を
考
え
た
。

充
電
器
は
、二
〇
〇
六
年
に
中
国
で
買
っ
た
ノ
キ
ア
の
シ
ン
プ
ル
な
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー・

フ
ォ
ン
、
つ
ま
り
「
ガ
ラ
ケ
ー
」
用
で
あ
っ
た
。
ノ
キ
ア
は
二
〇
一
〇
年
代
前
半
に

携
帯
端
末
事
業
か
ら
撤
退
し
、
中
国
で
あ
れ
だ
け
目
立
っ
て
い
た
「
諾ノ

基キ

亜ア

」
の
文

字
を
売
り
場
で
見
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
雲
南
省
の
調
査
村
で
は
、

ま
だ
ノ
キ
ア
は
使
わ
れ
て
い
た
。
中
古
の
携
帯
を
売
る
店
が
あ
れ
ば
、
充
電
器
も
手

に
入
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
日
本
で
学
ぶ
雲
南
の
農
村
出
身
の
留
学
生
に
電
話

を
か
け
て
み
た
。
す
る
と
「
ノ
キ
ア
の
充
電
器
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
が
、
万
能

充
電
器
を
買
え
ば
い
い
で
す
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
を
使
え
ば
、
ど
の
メ
ー
カ
ー
の

携
帯
電
話
で
も
、
電
池
へ
の
充
電
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

雲
南
省
で
は
省
都
の
昆
明
で
資
料
収
集
と
調
査
を
し
た
後
、
大
理
の
ぺ
ー
族
の
農

村
で
調
査
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。
昆
明
で
早
速
会
う
予
定
だ
っ
た
知
人
に
は
夜
の
う

ち
に
メ
ー
ル
を
出
し
、
昆
明
で
万
能
充
電
器
を
買
う
予
定
だ
が
、
そ
れ
ま
で
は
携
帯

が
使
え
な
い
と
知
ら
せ

た
。
知
人
は
三
十
代
の

大
学
教
員
で
、
す
ぐ
に

返
信
が
届
い
た
。
自
分

が
大
学
時
代
に
は
使
っ

た
が
、
誰
で
も
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
使
う
現
在
、

昆
明
で
万
能
充
電
器

が
買
え
る
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
内
容
だ
っ
た
。

出張前日になって、中国で使う携帯の充電器が見つからない。急
きゅうきょ

遽、留学生に電話し
たところ、中国には「万能充電器」があることを知らされたが……。今や姿を消しつ
つあるガラパゴス携帯の充電器をめぐるフィールド体験を紹介する。

万
能
充
電
器
を
調
達
す
る

徹
夜
で
出
発
し
、
夜
遅
く
昆
明
に
到

着
し
た
翌
朝
は
、
寝
坊
を
し
た
。
ま
ず

は
雲
南
の
関
係
者
に
メ
ー
ル
で
可
能
な

限
り
の
連
絡
を
し
、
万
能
充
電
器
の
調

達
作
戦
を
練
る
こ
と
に
し
た
。

携
帯
シ
ョ
ッ
プ
は
数
多
く
あ
る
が
、

そ
こ
に
行
っ
て
も
無
駄
な
こ
と
は
、
前

日
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
の
際
、
広
い
香
港

空
港
内
の
携
帯
シ
ョ
ッ
プ
を
回
っ
て
わ

か
っ
て
い
た
。
今
回
は
鉄
道
駅
付
近
の

ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
て
い
る
。
地
方
か
ら

来
る
人
も
行
き
交
う
こ
の
地
区
は
、
ガ

ラ
ケ
ー
を
使
う
人
の
比
率
が
、
ほ
か
よ

り
は
高
い
だ
ろ
う
。
こ
の
辺
で
販
売
店

を
捜
す
の
は
悪
く
な
い
。

し
か
し
、
い
ざ
ホ
テ
ル
周
辺
を
歩
き

回
っ
て
も
、
万
能
充
電
器
を
売
っ
て
い

る
店
は
見
当
た
ら
な
い
。
疲
れ
を
感
じ

て
入
っ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
を
と
っ
て

い
た
と
き
、
レ
ジ
の
横
に
い
た
店
主
ら

し
き
人
が
目
に
入
っ
た
。
髪
を
短
く
刈

り
込
み
、
革
ジ
ャ
ン
と
ジ
ー
ン
ズ
の
中
年
男
性
で
、
て
き
ぱ
き
と
店
員
に
指
示
を
出

し
、
店
内
は
清
潔
に
保
た
れ
て
い
た
。
そ
の
様
子
と
少
数
民
族
居
住
地
域
を
連
想
さ

せ
る
店
名
で
、
わ
た
し
は
地
方
出
身
の
遣や

り
手て

と
判
断
し
た
。
支
払
い
後
、「
万
能

充
電
器
を
売
っ
て
い
る
店
を
知
り
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
た
。
す
る
と
、「
あ
る
よ
。
す

ぐ
そ
こ
だ
」
と
親
切
に
、
店
の
裏
側
の
道
沿
い
に
あ
る
「
通
ト
ン
シ
ュ
ン
チ
ェ
ン

訊
城
（
通
信
機
器
タ
ウ

ン
）」
ま
で
案
内
し
て
く
れ
た
。

使
い
こ
な
す
ま
で

「
通
訊
城
」
内
で
も
探
し
に
探
し
て
、

万
能
充
電
器
を
扱
う
店
に
た
ど
り
着
い

た
。
店
員
が
そ
の
場
で
実
演
し
て
く
れ

た
。
万
能
充
電
器
に
は
時
計
の
針
の
よ

う
な
二
本
の
端
子
が
付
い
て
い
て
、
二

本
の
間
隔
を
調
節
し
な
が
ら
電
池
の

電
極
に
接
触
さ
せ
る
。
そ
れ
を
理
解
し
、

い
そ
い
そ
と
ホ
テ
ル
の
自
室
に
戻
っ
た
。

充
電
器
の
包
装
箱
に
あ
る
使
用
法
を

読
む
と
、
正
常
に
電
極
に
装
着
で
き
た

と
き
は
緑
に
点
灯
す
る
と
あ
る
。
や
っ
て
み
る
と
、
赤
く
点
灯
し
た
。
販
売
店
員
の

実
演
で
も
赤
く
光
っ
て
い
た
の
を
遠
目
で
見
た
の
で
、
色
違
い
は
気
に
し
な
い
こ
と

に
し
、コ
ン
セ
ン
ト
に
差
し
込
ん
だ
。
一
旦
、
赤
ラ
ン
プ
は
消
え
た
が
、
調
節
す
る
と
、

赤
と
緑
の
二
色
が
点
灯
し
た
。
実
演
で
見
た
赤
と
、
箱
の
説
明
の
緑
と
の
折
衷
の
よ

う
な
状
態
だ
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
で
正
常
に
装
着
で
き
た
の
だ
ろ
う
と
判
断
し
、
充

電
さ
れ
る
の
を
待
っ
た
。

し
か
し
、
数
時
間
ず
つ
何
度
試
み
て
も
、
充
電
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
翌
朝
、
購

入
店
を
再
訪
す
る
が
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
下
り
て
い
て
、
仕
方
な
く
隣
り
の
店
の
人
に

助
け
を
求
め
た
。
そ
の
青
年
は
親
切
に
対
応
し
て
く
れ
た
が
、
充
電
は
で
き
な
か
っ

た
。
万
能
充
電
器
の
時
代
は
、ほ
と
ん
ど
去
っ
た
の
だ
と
さ
と
っ
た
。
午
後
に
出
直
し
、

よ
う
や
く
前
日
の
店
員
か
ら
、
コ
ン
セ
ン
ト
に
挿
し
て
赤
い
ラ
ン
プ
が
ふ
た
つ
点
き
、

ひ
と
つ
が
点
滅
す
る
よ
う
に
調
整
し
て
初
め
て
充
電
で
き
る
こ
と
を
教
わ
っ
た
。

左
に
赤
、
右
に
緑
が
点
灯
す
る
の
は
充
電
が
完
了
し
、
そ
れ
以
上
充
電
し
な
い
と

い
う
サ
イ
ン
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
充
電
開
始
時
か
ら
大
間
違
い
を
し
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。
大
理
の
調
査
村
で
聞
く
と
、
現
在
、
ガ
ラ
ケ
ー
を
使
う
の
は
約
二
割
と
の

こ
と
だ
っ
た
。
万
能
充
電
器
が
す
っ
か
り
姿
を
消
す
の
も
時
間
の
問
題
だ
が
、
苦
労

し
て
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
万
能
充
電
器
に
は
愛
着
を
感
じ
て
し
ま
う
。

中国、昆明

赤と緑のランプがひとつずつ点灯するのは、本来は充
電完了のサインだった

多数の携帯・スマホ関連の商店が並ぶ通信機器タウンの1フロアー
（昆明市、2017年 12月）

わたしが中国国内で使用するノキアのガ
ラパゴス携帯

店内に並べられている万能充電器
（昆明市、2017年 12月）

万能充電器を購入した店で、使えるようになった携帯
をもつわたし（雲南省昆明市、2017年 12月）
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開
館
40
周
年
記
念
特
別
展

「
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万
博
収
集
資
料
」

1
9
6
8
年
か
ら
1
9
6
9
年
に
か
け
て「
日
本
万
国

博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
」が
世
界
の
諸

民
族
の
仮
面
、
神
像
、
生
活
用
具
を
収
集
し
ま
し
た
。

収
集
活
動
に
か
か
わ
る
書
簡
や
写
真
と
あ
わ
せ
て
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
生
い
立
ち
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら

の
資
料
は
、
70
年
大
阪
万
博
で
太
陽
の
塔（
テ
ー
マ

館
）の
地
下
に
展
示
さ
れ
、
現
在
、
み
ん
ぱ
く
の
貴

重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

会
期 

3
月
8
日（
木
）〜
5
月
29
日（
火
）

会
場 

特
別
展
示
館

語
り
ま
す
。

日
時 

3
月
23
日（
金
）18
時
30
分
〜
20
時
30
分

 

（
17
時
30
分
開
場
）

会
場 

オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル

 

（
大
阪
市
北
区
梅
田
、
定
員
4
8
0
名
）

講
演 

𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

 

石
毛
直
道（
本
館 

名
誉
教
授
）

 

ヤ
ノ
ベ
ケ
ン
ジ（
現
代
美
術
家
）

 

𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

司
会 

菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

主
催 

国
立
民
族
学
博
物
館
、
毎
日
新
聞
社

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
先
着
順
、
手
話
通
訳

あ
り

お
問
い
合
わ
せ
先

研
究
協
力
課 

研
究
協
力
係

0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
0
9

開
館
40
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
民
族
誌
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
役
割
と
そ
の
未
来

―
人
間
の
理
解
に
む
け
た
博
物
館
の
挑
戦
」

「
人
間
と
は
何
か
」と
い
う
根
源
的
か
つ
魅
力
的
な
問

題
は
、
博
物
館
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、

博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、
人
間
を
理
解
す
る

た
め
の
切
り
口
を
考
え
ま
す
。

日
時 

3
月
25
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

 

（
開
場
13
時
）

会
場 

本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

講
演 

木
下
直
之（
東
京
大
学 

教
授
、
静
岡
県
立
美

術
館 

館
長
）

発
表 

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

 
丹
羽
典
生（
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

み
ん
ぱ
く
春
の
遠
足
・
校
外
学
習

事
前
見
学
＆
ガ
イ
ダ
ン
ス

春
の
遠
足
・
校
外
学
習
に
む
け
て
、
事
前
見
学
に
来

館
さ
れ
る
学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し
た
ガ

イ
ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。

日
時 

4
月
5
日（
木
）、
6
日（
金
）

 

14
時
〜
16
時
30
分

会
場 

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

会
場 

特
別
展
示
館

日
時 

3
月
10
日（
土
）11
時
〜
11
時
30
分

講
師 

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

日
時 

3
月
17
日（
土
）11
時
〜
11
時
30
分

講
師 

平
井
京
之
介（
本
館 

教
授
）

日
時 

3
月
24
日（
土
）11
時
〜
11
時
30
分

講
師 

伊
藤
敦
規（
本
館 

准
教
授
）

日
時 

3
月
31
日（
土
）11
時
〜
11
時
30
分

講
師 

川
瀬
慈（
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

開
館
40
周
年
記
念
企
画
展

ア
イ
ヌ
工
芸
品
展

「
現
れ
よ
。
森
羅
の
生い
の
ち命 

―

　
　

木
彫
家 

藤
戸
竹
喜
の
世
界
」

熊
を
は
じ
め
と
す
る
北
の
動
物
た
ち
か
ら
ア
イ
ヌ
文

化
伝
承
者
の
等
身
大
の
彫
像
ま
で
、
藤ふ
じ

戸と

竹た
け

喜き

（
1
9
3
4
〜
）の
主
な
作
品
を
と
お
し
て
、
創
作
活

動
の
軌
跡
と
そ
の
背
景
を
た
ど
り
ま
す
。

会
期 

3
月
13
日（
火
）ま
で

会
場 

本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
40
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
デ
ィ
ー
パ
ン
の
闘
い
」

戦
火
の
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
逃
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
新

し
い
生
活
を
始
め
た〝
偽
装
家
族
〞を
と
お
し
て
、

難
民
の
状
況
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時 

3
月
10
日（
土
）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
、
要
展
示
観
覧
券

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

前
に
て
配
布

公
開
講
演
会

「
'70
年
万
博
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ
」

昨
年
開
館
40
周
年
を
迎
え
あ
ら
た
な
一
歩
を
踏
み
出

し
た
み
ん
ぱ
く
の
軌
跡
と
未
来
に
つ
い
て
、
存
分
に

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
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

※
参
加
無
料

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
参
加
申
込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
F
A
X
に
て
お
送
り

く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

国
立
民
族
学
博
物
館 

案
内
所

電
話 

0
6
・
6
8
7
8
・
8
3
4
1

  

（
10
時
〜
17
時
）

F
a
x　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
4
4
1

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

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

日
本
の
鵜
飼
文
化

日
時 

3
月
14
日（
水
）13
時
〜
14
時
30
分

講
師 

卯
田
宗
平（
本
館 

准
教
授
）

ア
ー
ト
と
人
類
学
の
あ
い
だ

―
私
の
履
歴
書
、
人
文
科
学
の
今

日
時 

3
月
28
日（
水
）13
時
〜
14
時
30
分

講
師 

𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

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

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

3
月
11
日（
日
）は
、
本
館
展
示
と
企
画
展
を
無
料

で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
、
特
別
展
の
観
覧

は
有
料
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
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
。

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

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401みんぱくフェイスブック　https://www.facebook.com/MINPAKU.official

みんぱくツイッター　https://twitter.com/MINPAKUofficial

体
験
コ
ー
ナ
ー

自
分
の
こ
こ
ろ
に
浮
か
ん
だ
仮
面
を
描
い
て
、
み
ん

な
で
21
世
紀
の「
仮
面
展
示
」を
完
成
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

仮
面
に
万
博
の
思
い
出
や
未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

書
き
込
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

日
時 

特
別
展
会
期
中

会
場 

特
別
展
示
館
2
階
特
設
コ
ー
ナ
ー

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

友
の
会
講
演
会

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
7
6
回 

友
の
会
講
演
会（
大
阪
）

文
化
遺
産
と
し
て
の
日
本
万
国
博
覧
会

―
人
類
の
進
歩
と
調
和
を
再
考
す
る

日
時　

4
月
7
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
96
名
・
当
日
先
着
順
）

講
師　

鈴
木
紀（
本
館 

准
教
授
）

1
9
7
0
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
万
国
博
覧
会
は
、
世
界
77
カ
国

が
参
加
し
、
1
8
3
日
間
の
会
期
中
に
6
4
2
0
万
人
が
入
場
し

た
昭
和
の
国
民
的
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。
あ
れ
か
ら
約
半
世
紀
、
当

時
の
テ
ー
マ
館
の
地
下
展
示
場
を
飾
っ
た
民
族
資
料
が
国
立
民
族

学
博
物
館
で
再
び
展
示
さ
れ
る
今
春
、
あ
ら
た
め
て
万
博
と
は
な

ん
だ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
万
博
の
テ
ー
マ

と
し
て
設
定
さ
れ
た「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」の
意
味
を
、
太
陽
の

塔
と
世
界
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
民
族
資
料
を
手
掛
か
り
に
考

察
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
に
講
師
の
案
内
の
も
と
、
特
別
展
の
見
学
会
を
お
こ

な
い
ま
す（
40
分
、
一
般
参
加
者
は
要
展
示
観
覧
券
）。

第
1
2
2
回 

東
京
講
演
会

の
こ
さ
れ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン

―
E
E
M（
万
博
資
料
収
集
団
）か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

日
時　

4
月
14
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店（
定
員
60
名
・
要
事
前
申
込
）

講
師　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

1
9
7
0
年
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
日
本
万
国
博
覧
会
。
テ
ー
マ

館
で
あ
っ
た
太
陽
の
塔
の
地
下
に
は
、
世
界
各
地
の
民
族
資
料
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
資
料
の
収
集
に
当
た
っ
た
の
が
、

若
い
人
類
学
者
で
構
成
さ
れ
た「
日
本
万
国
博
覧
会
世
界
民
族
資

料
調
査
収
集
団（
E
E
M
）」で
す
。
彼
ら
の
収
集
活
動
か
ら
国
立

民
族
学
博
物
館
の
創
設
に
い
た
る
経
緯
を
、
当
時
の
記
録
を
も
と

に
紹
介
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会（
40
分
）を
お
こ
な
い
ま
す
。

第
78
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

世
界
の
製
藍
、
日
本
の
藍
染
め

―
気
候
と
風
土
に
育
ま
れ
た
色
、
藍
を
知
る

5
月
26
日（
土
）　
【
開
催
地
：
滋
賀
県
野
洲
市
】

第
91
回
民
族
学
研
修
の
旅

モ
ン
ゴ
ル
、
遊
牧
の
民
に
出
会
う

―
揺
籃
の
地
オ
ル
ホ
ン

川
上
流
域
と
草
原
都
市
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
を
訪
ね
る

8
月
8
日（
水
）〜
15
日（
水
）　

8
日
間

3
月
25
日（
日
）　

14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

カ
ー
ス
ト
の
歴
史
的
変
化

―
あ
る
バ
ラ
モ
ン
集
団
の
事
例

話
者　

松
尾
瑞
穂（
本
館 

准
教
授
）

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

●
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

送
迎
バ
ス
を
特
別
展「
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万

博
収
集
資
料
」の
会
期
中
に
運
行
し
ま
す
。

運
行
日 

3
月
8
日（
木
）〜
5
月
29
日（
火
）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
、
4
月
21
日（
土
）、
22
日（
日
）、
28
日（
土
）、

 

29
日（
日
・
祝
）、
30
日（
月
・
振
休
）

※
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
。

研
究
部
新
メ
ン
バ
ー

八や

木ぎ 

百ゆ

合り

子こ　

助
教
（
人
類
基
礎
理
論
研
究
部
）

総
合
研
究
大
学
院
大
学
に
て
博
士

号
取
得
後
、
外
務
省
専
門
調
査
員

と
し
て
在
ペ
ル
ー
日
本
国
大
使
館

に
勤
務
。
本
館
機
関
研
究
員
を
経

て
現
職
。
専
門
は
ペ
ル
ー
を
中
心

と
す
る
南
米
ア
ン
デ
ス
地
域
の
民

族
学
研
究
、
と
く
に
現
代
の
宗
教

文
化
に
つ
い
て
の
研
究
。

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

日
時　

3
月
17
日（
土
）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
）

第
4
7
8
回

万
博
資
料
収
集
団

―
太
陽
の
塔
に
集
っ
た
仮
面
、
神
像
、
な
り
わ
い
の
道
具

講
師　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

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
。

3
月
4
日（
日
）　

14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
に
お
け
る
音
と
文
字

話
者　

相
島
葉
月（
本
館 

准
教
授
）

3
月
11
日（
日
）　

14
時
30
分
〜
15
時　

特
別
展
示
館

特
別
展
「
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ
」

―
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に

話
者　

平
井
京
之
介（
本
館 

教
授
）

3
月
18
日（
日
）　

14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

博
物
館
資
料
情
報
の
再
収
集

―
Ｅ
Ｅ
Ｍ
北
米
資
料
と
ソ
ー
ス
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の「
再
会
」

話
者　

伊
藤
敦
規（
本
館 

准
教
授
） 木彫（台湾）

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

大
阪
万
博
を
2
年
後
に

控
え
た
1
9
6
8
年
、

世
界
の
諸
民
族
の
資
料

を
収
集
す
る
と
い
う

ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
若
き
人

類
学
徒
た
ち
に
与
え
ら

れ
ま
し
た
。
限
ら
れ
た

予
算
と
時
間
と
の
な
か

で
世
界
に
挑
ん
だ「
万
博

資
料
収
集
団
」を
紹
介
し

ま
す
。

祖先像（ニューヘブリデス諸島、
現バヌアツ）
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
や
ハ
ワ
イ
で
は
フ
ク
ロ
ウ

な
ど
が
重
要
で
、
多
様
に
表
象
さ
れ
た
。

イ
ー
ス
タ
ー
島
で
は
、
人
と
鳥
の
結
び
付
き

を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
す
鳥
人
信
仰
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
。
イ
ー
ス
タ
ー
島
南
端
の
オ
ロ
ン
ゴ

か
ら
海
を
見
下
ろ
す
と
、
す
ぐ
沖
に
小
さ
な
島

が
見
え
る
。
モ
ツ
ヌ
イ
島
で
あ
る
。
通
常
は
海

上
で
暮
ら
す
マ
ヌ
・
タ
ラ
と
よ
ば
れ
る
セ
グ
ロ

ア
ジ
サ
シ
は
、
七
月
ご
ろ
か
ら
こ
の
島
に
降
り

立
っ
て
産
卵
す
る
。
毎
年
、
最
初
の
卵
を
入
手

し
た
者
の
主
人
が
そ
の
年
の
鳥
人
（
タ
ン
ガ
タ・

マ
ヌ
）
と
な
り
、
神
聖
な
儀
式
を
と
り
お
こ
な

う
権
利
や
栄
誉
を
は
じ
め
、
経
済
的
特
権
も
与

え
ら
れ
る
。
現
在
で
も
オ
ロ
ン
ゴ
で
は
、
鳥
人

像
が
刻
ま
れ
た
岩
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

♦
♦
♦
神
と
人
を
つ
な
ぐ
♦
♦
♦

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、「
鳥
人
」
像
が

岩
絵
や
魔
よ
け
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
な
ど
に
見
ら
れ

る
一
方
で
、
伝
統
的
な
集
会
所
「
マ
ラ
エ
」
内

部
の
柱
に
は
、
爬は
ち
ゅ
う虫

類
的
な
要
素
も
加
わ
っ
た

迫
力
あ
る
木
彫
が
一
面
に
施
さ
れ
て
い
る
。
マ

ラ
エ
に
入
っ
て
ま
ず
目
に
と
ま
る
の
は
、
太
い

柱
に
彫
刻
さ
れ
た
祖
先
像
で
あ
る
。
ア
ワ
ビ
を

象ぞ
う

嵌が
ん

し
た
丸
い
目
や
尖と
が

っ
た
口
か
ら
突
き
だ
し

た
舌
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
周
囲
に
は
、
マ

ナ
イ
ア
と
よ
ば
れ
る
精
霊
が
空
間
を
埋
め
る
よ

♦
♦
♦
南
の
島
々
と
鳥
♦
♦
♦

「
人
間
が
創
る
不
可
思
議
な
生
物
」
を
オ
セ

ア
ニ
ア
の
島
々
で
探
し
て
も
な
か
な
か
見
あ
た

ら
な
い
。
オ
セ
ア
ニ
ア
で
は
芸
術
性
豊
か
な
木

彫
類
が
多
く
作
ら
れ
て
い
た
が
、
表
象
モ
チ
ー

フ
は
祖
先
神
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
人
間
の
姿

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
鳥
の

要
素
が
人
間
と
組
み
合
わ
さ
っ
た
も
の
が
、
ポ

リ
ネ
シ
ア
の
ハ
ワ
イ
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

そ
し
て
イ
ー
ス
タ
ー
島
に
見
つ
か
る
。
い
わ
ゆ

る
「
鳥
人
」
と
よ
ば
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

頭
が
鳥
で
首
か
ら
下
は
人
間
を
あ
ら
わ
し
た
岩

絵
や
木
彫
が
イ
ー
ス
タ
ー
島
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
で
見
ら
れ
る
。
反
対
に
、
頭
は
人
間
で
首

か
ら
下
は
鳥
を
あ
ら
わ
す
木
彫
も
イ
ー
ス
タ
ー

島
で
作
ら
れ
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
ソ
ロ
モ
ン
諸
島

に
も
見
出
さ
れ
る
。

オ
セ
ア
ニ
ア
の
島
々
に
は
哺
乳
類
が
ほ
と
ん

ど
お
ら
ず
、
鳥
が
も
っ
と
も
広
く
見
ら
れ
る
生

物
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
結
び
付
き
が
生
ま
れ

た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
特
に
ポ
リ
ネ
シ
ア
で

は
、
鳥
は
予
兆
の
対
象
で
あ
り
、
親
族
ト
ー
テ

ム
や
死
者
の
霊
、
そ
し
て
神
の
乗
り
物
と
し
て

認
識
さ
れ
る
な
ど
、
文
化
的
に
重
要
な
存
在
で

あ
っ
た
。
対
象
と
な
る
鳥
の
種
類
は
島
に
よ
っ

て
異
な
り
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
で
は
グ
ン
カ
ン
ド

リ
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
で
は
セ
グ
ロ
ア
ジ
サ
シ
、

う
に
彫
刻
さ
れ
、
や
は
り
ア
ワ
ビ
で
象
嵌
さ
れ

た
目
と
尖
っ
た
く
ち
ば
し
を
も
つ
。

こ
の
独
特
の
マ
オ
リ
彫
刻
は
、
パ
ー
タ
カ
と

よ
ば
れ
る
貯
蔵
小
屋
の
外
壁
や
柱
に
も
施
さ
れ
、

民
博
の
本
館
展
示
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

正
面
上
部
の
装
飾
柱
は
祖
先
神
で
あ
る
が
、
周

囲
の
壁
に
は
マ
ナ
イ
ア
や
豊
穣
を
も
た
ら
す
ク

ジ
ラ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
マ
ナ
イ
ア
は
祖
先

神
の
マ
ナ
（
超
自
然
力
）
を
人
間
に
伝
え
る
役

割
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ポ
リ
ネ
シ
ア

人
が
鳥
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
認
識
（
神
と
人

と
を
つ
な
ぐ
存
在
）
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
っ

て
興
味
深
い
。

想像界の生物相

ポリネシアの鳥人
民博 人類文明誌研究部 印

いん
東
とう

 道
みち
子
こ

資料名―倉庫「パータカ」

標本番号― H0008069

地域―ニュージーランド

サイズ―幅 240 cm×高さ 300cm×  奥行 320cm

イースター島の鳥人彫刻（点線で示したのが鳥人）
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に
、「
時
事
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
」
コ
ー
ナ
ー

も
あ
る
。
現
代
社
会
の
で
き
ご
と
と
関
連
の

深
い
収
蔵
物
を
一
点
選
ん
で
展
示
す
る
も
の

で
、
時
事
問
題
に
歴
史
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
の

コ
ー
ナ
ー
は
二
〇
一
四
年
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と

ロ
シ
ア
の
ク
リ
ミ
ア
半
島
危
機
を
契
機
に
つ

く
ら
れ
た
。

二
〇
一
五
年
に
は
「
H
I
V
、
A
I
D
S

犠
牲
者
の
記
憶
」
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
エ

イ
ズ
犠
牲
者
に
関
す
る
展
示
を
し
た
。
そ
の

と
き
ホ
ワ
イ
エ
に
は
、
エ
イ
ズ
・
メ
モ
リ
ア
ル
・

キ
ル
ト
運
動
の
キ
ル
ト
が
飾
ら
れ
、
企
画
展

示
場
で
は
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。

二
〇
一
八
年
一
月
現
在
は
「
エ
リ
ス
島
（
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
）

―
希
望
の
島
、
涙
の
島
」

と
題
し
た
写
真
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
移
民
・

難
民
を
扱
っ
て
特
に
大
き
な
反
響
の
あ
っ
た

企
画
展
「
ホ
ー
ム

―
難
民
生
活
へ
の
洞
察
」

（
二
〇
一
六
年
七
月
～
二
〇
一
七
年
七
月
）
が

終
了
し
た
の
ち
も
、
社
会
的
関
心
の
高
い
こ

森
も り

 明
あ き

子
こ

民博 グローバル現象研究部

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
文
化
博
物
館
は
、
一
九
九

九
年
に
設
立
さ
れ
た
。
通
称
は
頭
文
字
を
と
っ

て
M
E
K
（
メ
ッ
ク
）
と
い
う
。
M
E
K
は
、

プ
ロ
イ
セ
ン
文
化
財
ベ
ル
リ
ン
国
立
博
物
館

群
の
一
翼
を
担
う
博
物
館
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
エ
と
「
時
事
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
」

重
厚
な
木
製
の
扉
を
あ
け
る
と
、
談
話
室

の
よ
う
な
空
間
が
広
が
る
。
左
手
に
ク
ロ
ー

ク
兼
受
付
が
あ
り
、
前
方
奥
が
左
右
に
分
か

れ
て
展
示
場
に
つ
づ
く
。
い
く
つ
か
の
テ
ー

ブ
ル
が
配
さ
れ
て
い
て
、
来
館
者
が
待
ち
合

わ
せ
に
使
う
こ
と
も
、
書
き
物
を
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
こ
の
居
心
地
の
い
い
ホ
ワ
イ
エ

料
観
覧
と
し
、
作
者
が
自
ら
の
展
示
物
に
つ

い
て
来
館
者
と
対
話
す
る
機
会
を
設
け
た
。

第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
機
織
や
刺し
し
ゅ
う繍
、

キ
ル
ト
な
ど
「
衣
」
に
か
か
わ
る
展
示
で
あ
る
。

会
期
中
は
多
く
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催

さ
れ
、
M
E
K
の
企
画
に
市
民
が
参
加
す
る

重
要
な
機
会
に
な
っ
て
い
る
。
最
新
の
「
ウ
ー

ル
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
」（
二
〇
一
七
年
一
一

月
～
二
〇
一
九
年
六
月
）
は
、
羊
飼
い
の
生

活
か
ら
魔
法
の
絨じ
ゅ
う
た
ん毯

ま
で
、
毛
糸
つ
く
り
の

工
程
や
商
品
生
産
を
含
め
て
展
示
す
る
。

第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
M
E
K
の
収
蔵

資
料
を
公
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
毎
年
一
二

月
に
開
催
さ
れ
る
ク
リ
ス
マ
ス
企
画
展
は
、

根
強
い
フ
ァ
ン
を
も
つ
。

沿
革と

こ
ろ
で
、
M
E
K
の
設
立
は
一
九
九
九

年
で
あ
る
が
、
そ
の
前
身
の
歴
史
を
た
ど
る

と
一
八
八
九
年
に
ル
ド
ル
フ
・
ヴ
ィ
ル
ヒ
ョ

ウ
が
設
立
し
た
「
ド
イ
ツ
民
俗
衣
装
と
家
内

生
産
の
た
め
の
博
物
館
」
に
起
源
を
も
つ
。

設
立
当
初
か
ら
ア
ド
ル
フ
・
バ
ス
テ
ィ
ア
ン

が
初
代
館
長
を
務
め
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ

も
渡
米
前
に
身
を
お
い
て
い
た
民
族
学
博
物

館
（
一
八
七
三
年
設
立
）
と
深
い
関
係
を
も
っ

て
い
た
。
の
ち
に
「
ド
イ
ツ
民
俗
学
博
物
館
」

と
改
称
し
、
ベ
ル
リ
ン
が
東
西
に
分
断
さ
れ

た
冷
戦
時
代
は
、
東
西
ふ
た
つ
の
民
俗
学
博

第
一
は
、
現
代
社
会
を
民
族
誌
的
に
描
く

企
画
展
で
、
カ
メ
ラ
マ
ン
と
の
共
同
制
作
な

ど
が
あ
る
。
前
掲
の
「
ホ
ー
ム

―
難
民
生

活
へ
の
洞
察
」
は
、
難
民
の
芸
術
家
と
博
物

館
ス
タ
ッ
フ
が
協
力
し
て
展
示
を
つ
く
っ
た
。

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ボ
ス
ニ
ア
、

イ
ラ
ク
、
コ
ソ
ボ
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
シ
リ
ア

出
身
の
芸
術
家
た
ち
が
Kク
ン

ス

ト

ア

ジ

ー

ル

U
N
S
T
A
S
Y
L

（
ド
イ
ツ
語
で
「
芸
術
ア
ジ
ー
ル
」）
と
い
う

グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
、
難
民
経
験
を
テ
ー
マ

に
制
作
し
た
作
品
や
証
言
映
像
を
展
示
し
た
。

参
加
し
た
芸
術
家
の
多
く
は
ベ
ル
リ
ン
、
ス

パ
ン
ダ
ウ
の
難
民
収
容
施
設
に
居
住
し
て
い

る
か
、
居
住
し
た
経
験
が
あ
る
人
び
と
だ
っ

た
。
会
期
終
盤
に
は
、
日
曜
日
の
午
後
を
無

の
テ
ー
マ
を
継
続
し
、
歴
史
的
に
展
開
し
た

も
の
で
あ
る
。

常
設
展
と
企
画
展

ホ
ワ
イ
エ
奥
を
右
に
進
む
と
常
設
展
示
場
、

左
に
進
む
と
企
画
展
示
場
で
あ
る
。
常
設
展

は
、「
文
化
の
接
触
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、商
売
、

旅
行
、
移
民
、
戦
争
な
ど
を
介
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
が
出
会
い
、
混
じ
り
合
っ
て
今
日

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
成
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

企
画
展
は
、
常
時
複
数
開
催
さ
れ
て
い
る
。

期
間
を
区
切
っ
て
開
催
さ
れ
る
企
画
展
は
、

博
物
館
ス
タ
ッ
フ
が
館
外
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト

と
協
力
し
て
つ
く
る
こ
と
が
多
い
。
お
よ
そ

三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

博
物
館
の
展
示
は
時
代
を
反
映
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、展
示
の
内
容
が
世
界
情
勢
を

投
影
す
る
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
国
家
の
意
味
が
問
い
直
さ
れ

て
い
る
現
代
、
博
物
館
の
使
命
も
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
博
物
館

の
試
み
を
紹
介
す
る
。

プロイセン文化財 ベルリン国立博物館群 ヨーロッパ諸文化博物館

物
館
が
存
在
し
た
。
東
西
ベ
ル
リ
ン
の
再
統

一
を
受
け
て
一
九
九
二
年
に
東
西
の
民
俗
学

博
物
館
が
統
合
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
な
の

は
そ
の
後
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
、
民
俗
学

博
物
館
は
、
民
族
学
博
物
館
の
世
界
の
諸
民

族
文
化
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
引
き
継
ぎ
、
従
来
の

民
俗
学
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
合
わ
せ

て
、あ
ら
た
に
M
E
K
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。

M
E
K
が
二
〇
世
紀
の
民
俗
学
博
物
館
と

異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
と
い
う
国
民

国
家
の
文
化
に
関
す
る
博
物
館
で
は
な
く
、

複
数
形
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
文
化
」
の
博
物

館
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ

が
二
〇
世
紀
に
た
ど
っ
た
歴
史
や
そ
の
後
の

世
界
の
秩
序
を
投
影
す
る
も
の
で
あ
る
。

Museum Europäischer Kulturen  Staatliche Museen zu Berlin  Preußischer Kulturbesitz／ドイツ

MEKアルニムアレー入口（2017年）
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum 
Europäischer Kulturen / David von Becker

MEKのテキスタイル収蔵庫
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute Franz-
Scarciglia

MEKのスタッフ（2015年当時）
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute Franz-
Scarciglia
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ど
う
し
で
な
ご
み
会
を
つ
く
っ
た
。

忘
れ
る
た
め
に
や
っ
て
た
ん
だ
、
と
照
子
さ
ん

は
言
う
。
仮
設
住
宅
に
一
人
で
座
っ
て
い
る
と
、

将
来
の
不
安
が
よ
ぎ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

考
え
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
何
か
す
る
こ
と
が
あ

る
、
と
い
う
の
は
と
て
も
良
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。

女
性
た
ち
の
多
く
は
、
三
世
帯
同
居
の
広
い
家
で

家
事
や
育
児
を
切
り
盛
り
し
、
農
業
や
漁
業
な
ど

の
家
業
を
担
い
、
日
々
忙
し
く
働
い
て
き
た
。
津

波
で
家
や
仕
事
を
失
い
、
突
然
す
る
こ
と
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

手
芸
を
仕
事
に
す
る

震
災
か
ら
八
カ
月
経
っ
た
こ
ろ
、
彼
女
た
ち
は

布
ぞ
う
り
の
製
作
を
始
め
た
。
生
業
の
再
開
が
遅

れ
る
な
か
、
収
入
に
な
る
手
仕
事
を
選
択
し
た
の

だ
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
、
被
災
地
の
雇
用
創

出
を
目
的
と
し
て
取
り
組
み
始
め
た
も
の
で
、
現

在
は
、一
般
社
団
法
人
あ
ゆ
み
が
運
営
す
る
「
ふ
っ

く
ら
布
ぞ
う
り
の
会
」
と
し
て
事
業
化
さ
れ
て
い

る
。
布
ぞ
う
り
と
は
、
従
来
は
ワ
ラ
を
素
材
と
し

て
作
ら
れ
た
も
の
を
、
布
で
作
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
だ
。
こ
れ
ま
で
の
布
ぞ
う
り
は
、
編
み
目
が

ゆ
っ
た
り
し
て
素
朴
な
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
こ

の
会
が
作
ろ
う
と
し
た
の
は
、
特
別
な
技
法
に
基

づ
い
て
し
っ
か
り
と
編
み
込
ま
れ
た
、
デ
ザ
イ
ン

が
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
布
ぞ
う

り
の
価
格
は
一
五
〇
〇
円
前
後
で
あ
る
が
、
こ
の

た
ち
が
最
初
に
作
っ
た
の
は
、
お
地
蔵
さ
ん
の
マ

ス
コ
ッ
ト
だ
っ
た
。
こ
の
地
区
で
は
、
津
波
で
大

勢
の
子
供
が
亡
く
な
っ
た
。
孫
の
供
養
の
た
め
に
、

お
地
蔵
さ
ん
を
作
る
こ
と
が
慰
め
に
な
っ
た
と
い

う
。
同
じ
こ
ろ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
ひ
ら
い

た
手
芸
の
集
ま
り
に
参
加
し
て
、
気
の
合
う
仲
間

被
災
者
の
癒
し
を
目
的
と
す
る
も
の
や
、
収
益
を

被
災
地
に
還
元
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
が

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
活
動
か
ら
、
商
品
を
製
作

し
て
、
手
芸
を
仕
事
に
し
よ
う
と
す
る
女
性
た
ち

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
収
入
と
社
会
的
認
知
を
得

る
こ
と
に
や
り
が
い
を
感
じ
る
反
面
、
手
芸
に
対

す
る
価
値
付
け
の
低
さ
か
ら
仕
事
に
し
づ
ら
い
状

況
も
あ
る
。

手
芸
で
時
間
を
や
り
す
ご
す

な
ご
み
会
は
、
宮
城
県
石
巻
市
の
仮
設
住
宅
に

暮
ら
す
、
武
山
た
か
子
さ
ん
、
武
山
幸
子
さ
ん
、

三
條
照
子
さ
ん
が
集
ま
る
手
芸
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

集
団
移
転
地
の
整
備
に
時
間
が
か
か
り
、
震
災
か

ら
七
年
経
過
し
た
今
で
も
仮
設
住
宅
か
ら
出
ら
れ

な
い
で
い
る
。
震
災
の
年
の
初
盆
の
こ
ろ
、
彼
女

会
の
も
の
は
五
〇
〇
〇
円
以
上
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト

販
売
さ
れ
て
い
る
。

照
子
さ
ん
た
ち
は
、
技
術
を
習
得
し
て
、
布
ぞ

う
り
の
編
み
手
に
な
っ
た
。
会
か
ら
発
注
が
く
る

と
、
編
み
手
は
仕
様
に
し
た
が
っ
て
製
作
し
、
製

品
は
検
品
を
経
て
買
い
と
ら
れ
る
。
会
は
布
ぞ
う

り
を
、
技
術
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
職
人
の
仕
事
」

と
位
置
付
け
て
お
り
、
品
質
の
維
持
に
心
を
配
っ

て
い
る
た
め
に
、
厳
し
い
検
品
を
実
施
し
て
い
る
。

検
品
に
と
お
ら
な
い
も
の
は
、
編
み
手
に
返
さ
れ
、

自
分
で
販
売
先
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
女
た
ち
は
、
仕
事
と
し
て
お
こ
な
う
手
芸
の
厳

し
さ
を
感
じ
て
い
る
。

被
災
地
で
手
芸
を「
仕
事
」に
す
る

金か
ね
た
に谷 

美み

わ和

民
博 

外
来
研
究
員

手芸考

一
方
で
、
こ
の
仕
事
に
楽
し
み
も
見
出
し
て
い

る
。
ほ
か
の
地
域
で
製
作
す
る
仲
間
と
交
流
し
た

り
、
集
ま
り
の
様
子
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
し
た
り
し

て
い
る
。
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
な
ご
み
会
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
地
元
テ
レ
ビ

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
社
会
的
な
認
知
を

獲
得
し
た
こ
と
や
、
自
由
に
使
え
る
収
入
を
確
保

し
て
い
る
こ
と
が
、
自
信
と
達
成
感
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。

「
職
人
仕
事
」
と
「
手
芸
」

震
災
か
ら
年
数
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
復
興
支
援

の
イ
ベ
ン
ト
が
少
な
く
な
り
、
な
ご
み
会
は
、
検

品
か
ら
も
ど
さ
れ
た
商
品
の
販
売
先
を
見
つ
け
る

の
に
苦
労
し
て
い
る
。
地
元
で
、
女
性
の
手
芸
品

が
販
売
さ
れ
る
場
所
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
道
の
駅

が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
女
性
の
手
芸
品
が
比
較
的

安
価
で
販
売
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
手
芸
は

女
性
の
趣
味
の
創
作
活
動
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
る
商
品
の
価
格
も
低
い
と
い
う
通
念
が

定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ご
み

会
の
布
ぞ
う
り
は
、
検
品
に
と
お
ら
な
か
っ
た
と

は
い
え
、「
職
人
仕
事
」
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
道
の
駅
で
は
品
質
に
見
合
っ
た
価
格
を
付

け
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。

「
手
芸
」
に
付
さ
れ
た
趣
味
的
、女
性
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
、
手
芸
を
「
仕
事
」
と
し
て
成
立
さ
せ
る
こ

と
の
障
壁
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

商
品
の
価
値
を
決
定
す
る
の
は
、
品
質
や
作
り
手
の
技
術
だ
け
で
は
な
い
。
人
び
と

が
そ
れ
に
対
し
て
抱
く
イ
メ
ー
ジ
が
価
値
判
断
に
作
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
今
回
で

最
終
回
を
迎
え
る「
手
芸
考
」で
は
、
市
場
に
映
し
出
さ
れ
る「
手
芸
」の
イ
メ
ー
ジ

を
被
災
地
の
事
例
か
ら
考
え
る
。

二
〇
一
一
年
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
の
被

災
地
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
先
導
で
も
の
を
作

る
活
動
が
数
多
く
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、

なごみ会のメンバーが製作した布ぞうり（2015年）

仮設住宅の集会所でおこなわれた、布ぞうりの編み手さんたちの集まり（2015年）

亡くなった児童の供養のため、被災地ではお地蔵さんのマ
スコットが作られた。これは、お寺に奉納されたお地蔵さん
（2013年）
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ながなんぢゃ

新地名誕生 ！

What’s in a name?

δ

ズ
ー
ル

ur

「
涸か
れ

谷だ
に

」、ɣ

ガ
ル

ˇar

「
石
、
岩
」、b

バ
ン
ド

and

「
崖
」、k

コ
ー
ル

or

「
険
崖
、

ガ
レ
場
」、č

チ
ェ
ル
ジ
ェ
ス
ン

arjesn

「
ザ
レ
場
、
岩
な
だ
れ
」、s

サ
ル

ar

「
峰
」、

y

ヤ
ズ

az

「
氷
河
」、q キ
ー
ル

ir

「
斜
面
、
坂
」、w

ウ
ィ
イ
ン

iyin

「
峠
」、p

プ
リ
エ
ン

rien

「
人

工
の
峡
谷
道
」、k

ケ
ル
チ

erč

「
岩
場
に
造
っ
た
臨
時
の
シ
ェ
ル
タ
ー
」、

w

ウ
ォ
ズ

o δ

「
水
路
」、x フ
ゾ
ル
グ

δorg

「
水
車
小
屋
」、h ヘ
ル

el

「
夏
営
地
」、g ゴ
ー
ズ

oz

「
牧

草
地
」、d

ダ
シ
ュ
ト

a ṣ̌t

「
未
開
墾
地
」、ɣ

ゴ
ー
ル

or

「
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
」

―
。

こ
れ
は
、
筆
者
が
言
語
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
フ
ィ
ー
ル
ド

の
地
名
に
も
っ
と
も
よ
く
登
場
す
る
語
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を

見
た
だ
け
で
、
こ
の
地
域
が
氷
河
を
有
す
る
急
き
ゅ
う

峻し
ゅ
んな
山
岳
地
帯

に
位
置
し
て
お
り
、
住
民
は
氷
河
の
ふ
も
と
の
石
こ
ろ
だ
ら
け

の
傾
斜
地
を
、
水
路
を
引
き
、
開
墾
し
て
灌か
ん

漑が
い

し
、
半
農
半
牧

の
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
が
、
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
地
域
と
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
北
部
、
ゴ
ジ
ャ
ー
ル
（
北
フ

ン
ザ
）と
よ
ば
れ
る
地
方
だ
。カ
ラ
コ
ル
ム
山
脈
の
西
側
、パ
ミ
ー

ル
高
原
の
東
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る
。
こ
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で
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。
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。
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は
、
彼
ら
が
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地
か
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牧

草
地
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め
て
移
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し
、
自
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条
件
の
厳
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い
こ
の
地
に
定
着

す
る
ま
で
の
、
苦
難
の
過
程
を
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ら
わ
す
も
の
と
も
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る
。
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に
は
、
興
味
深
い
語
構
成
を
も
つ
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
、y

ヤ
シ
ュ

aš w

ウ
シ
ト
ゥ
ク

ṣ̌itk

「
馬
が
怖
じ
気
づ
い
た
」（w ウ
シ
ト
ゥ
ク

ṣ̌itk 

＝w

ウ
シ
ュ
ク

ṣ̌uk

「
恐
れ
る
」
の
過
去
分
詞
）、k

キ
ル
ガ
ス

irgas w

ワ
シ
ュ
ク

a ṣ̌k

「
タ
カ
が

疲
れ
た
」（w

ワ
シ
ュ
ク

a ṣ̌k

＝w

ウ
ザ
ク

zak

「
疲
れ
る
」
の
過
去
分
詞
）
の
よ
う

に
、
過
去
分
詞
句
が
地
名
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
馬

が
た
じ
ろ
ぐ
ほ
ど
の
急
峻
な
岩
場
」
と
い
う
意
味
の
地
名
を
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、
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が
言
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調
査
に
行
き
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ら
、
新
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つ
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、
ヤ
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で
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。
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東京外国語大学准教授

ゴジャールの名峰Tupopdan（トゥポプダン、6106メートル）。山名はtupop
（トゥポプ、ワヒー語「日の当たる」）とdan（ダン、ブルシャスキー語「石」）からの
合成語。異なる言語からの合成語はめずらしい
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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

　本号で表紙の右上に「みんぱくは開館40周年を迎えまし

た」と銘打たれた『月刊みんぱく』は最後となる。そうし

た号を、みんぱく開館前の収集をテーマとする特別展「太

陽の塔からみんぱくへ―70年万博収集資料」と関係する

万博資料収集団の特集で、幸いにも飾ることができた。編

集室としても、本館とも関係の深いテーマだけにまだまだ

取り上げたいトピックがあり、企画段階で絞り込むのに苦

労した。

　ところでこの欄を執筆している時点で、正月のテレビ番

組で日本人のコメディアンが顔を黒塗りしたことが、一部

で議論を巻き起こしている。小生はテレビを一切見ないの

で詳細は不案内だが、本誌2017年７月号の特集「異国をま

とう」でまさにこうした問題を扱っただけに、議論の行く

末を興味深く見守っている。ご関心のある向きはぜひ本誌

のバックナンバーもご覧いただけると幸いである。

　なお今号が刊行される3月をもって印東道子教授（本誌の

第10代編集長）、横山廣子教授が退職となる。『月刊みんぱ

く』へも長年にわたりご寄稿いただきました。ありがとうご

ざいます。（丹羽典生）
月刊みんぱく  2018年 3月号
第 42巻第 3号通巻第 486号　2018年 3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
 〒 565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1
 電話　06-6876-2151

発行人 園田直子
編集委員 丹羽典生（編集長）　寺村裕史　三島禎子
 南真木人　山中由里子　吉岡乾
デザイン 宮谷一款　長岡綾子
制作・協力 一般財団法人 千里文化財団
印刷 能登印刷株式会社

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

次号の予告
特集

「障害で気づく、障害が築く」（仮）

●表紙：ＥＥＭが収集した世界の仮面。写真：六田知弘
　　　　（左上からケニア、ハンガリー、マレーシア：K0006473、韓国、
　　　　コロンビア）

32018

月号

月
刊

みんぱくフェイスブック
https://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
https://twitter.com/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

②

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
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。

詳細については、一般財団法人千里文化財団まで
お問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）
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とう」でまさにこうした問題を扱っただけに、議論の行く

末を興味深く見守っている。ご関心のある向きはぜひ本誌

のバックナンバーもご覧いただけると幸いである。

　なお今号が刊行される3月をもって印東道子教授（本誌の

第10代編集長）、横山廣子教授が退職となる。『月刊みんぱ

く』へも長年にわたりご寄稿いただきました。ありがとうご

ざいます。（丹羽典生）
月刊みんぱく  2018年 3月号
第 42巻第 3号通巻第 486号　2018年 3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
 〒 565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1
 電話　06-6876-2151

発行人 園田直子
編集委員 丹羽典生（編集長）　寺村裕史　三島禎子
 南真木人　山中由里子　吉岡乾
デザイン 宮谷一款　長岡綾子
制作・協力 一般財団法人 千里文化財団
印刷 能登印刷株式会社

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

次号の予告
特集

「障害で気づく、障害が築く」（仮）

●表紙：ＥＥＭが収集した世界の仮面。写真：六田知弘
　　　　（左上からケニア、ハンガリー、マレーシア：K0006473、韓国、
　　　　コロンビア）

32018

月号

月
刊

みんぱくフェイスブック
https://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
https://twitter.com/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

②

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
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。

詳細については、一般財団法人千里文化財団まで
お問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）



　　

　　

開館40周年記念展示 関連商品のご案内
　開館40周年を締めくくる特別展「太陽の塔からみん

ぱくへ―70年万博収集資料」がまもなく開幕いたしま

す（3月8日～ 5月29日）。民族学博物館の設立を見すえ

て50年前に収集され、その後実際に本館展示のいしず

えとなった世界各地の民族資料の数々をお披露目いた

します。

　繊細かつダイナミックに刻まれた、藤戸竹喜氏の木

彫を展示する企画展「現れよ。森羅の生命―　木彫家 

藤戸竹喜の世界」も開催中です（3月13日まで）。

　人びとの創造力を体感できる記念

展示をお見逃しなく！

特別展図録
『太陽の塔からみんぱくへ
－70年万博収集資料』
編者：野林厚志
発行：国立民族学博物館
全216ページ、W182×H230（㎜）
予定価格：1,944円（税込）

ミュージアム・ショップでは、各展示の図録、関連商品を
取り揃えております。ぜひお立ち寄りください。

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
e-mail : contact@senri-f.or.jp　水曜日定休

企画展図録
『現れよ。森羅の生命―
　木彫家 藤戸竹喜の世界』
編集：（公財）アイヌ文化振興・
　　　研究推進機構
発行：千里文化財団
全248ページ、Ａ4判、1,944円（税込）

特別展オリジナル
クリアファイル
Ａ４判１種　324円（税込）
Ａ５判４種　270円（税込）

カバー

本体表紙




