


エッセイ 千字文

 1    

月刊

5月号目次

『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
が
、
通
巻
五
〇
〇
号
を
迎
え
る
。

一
九
七
七
年
、
み
ん
ぱ
く
の
開
館
の
前
月
に
第
一
号
が
刊
行

さ
れ
て
、
四
一
年
と
七
か
月
。
こ
の
間
、
文
字
通
り
「
毎
月
」、

み
ん
ぱ
く
の
動
き
と
み
ん
ぱ
く
に
か
か
わ
る
人
び
と
の
知
見

を
社
会
に
発
信
し
続
け
て
き
た
こ
と
に
な
る
。『
月
刊
み
ん

ぱ
く
』
創
刊
に
あ
た
っ
て
、
初
代
館
長
の
梅う

め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

は
、「
こ

の
施
設
を
市
民
に
身
ぢ
か
な
も
の
と
し
て
し
た
し
ん
で
も
ら

う
た
め
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
活
発
な
広
報
努
力
を
は
ら
う
」

こ
と
を
め
ざ
し
て
、
こ
の
月
刊
誌
を
刊
行
す
る
の
だ
と
し
た

た
め
て
い
る
。

私
自
身
は
、
一
九
八
七
年
六
月
、
大
阪
大
学
文
学
部
の

助
手
か
ら
み
ん
ぱ
く
の
助
手
に
転
任
し
、
ま
も
な
く
編
集

委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
の
三
月
か
ら

五
月
に
か
け
て
開
催
し
た
、
み
ん
ぱ
く
の
第
一
回
の
企
画

展
「
赤
道
ア
フ
リ
カ
の
仮
面
―
秘
め
ら
れ
た
森
の
精
霊
た

ち
」
を
担
当
し
、
こ
の
展
示
を
め
ぐ
る
記
事
を
『
月
刊
み
ん

ぱ
く
』
に
い
く
つ
も
寄
稿
し
た
。
そ
の
展
示
を
終
え
た
の
ち
、

一
九
九
〇
年
の
夏
か
ら
の
一
年
間
、
私
は
ロ
ン
ド
ン
の
大
英

博
物
館
民
族
誌
部
門
（
当
時
は
、
人
類
博
物
館
と
い
う
独
立

し
た
建
物
を
も
っ
て
い
た
）
に
客
員
研
究
員
と
し
て
赴
く
こ
と

に
な
り
、
編
集
委
員
と
し
て
の
活
動
は
休
止
状
態
と
な
っ
た
。

帰
国
後
、
一
九
九
二
年
の
一
月
号
か
ら
六
月
号
ま
で
、
大
英

博
物
館
で
の
経
験
に
つ
い
て
連
載
を
し
た
。
編
集
委
員
会
を

離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
会
合
で
、
編
集
委
員
と
し
て
は
必
ず

し
も
大
き
な
貢
献
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
執
筆
の
ほ
う
で
は
、

そ
れ
な
り
の
お
役
目
を
果
た
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
語
っ
た

こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

当
時
、
私
の
文
章
も
含
め
て
、『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
に
掲

載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
が
、『
週
刊
文
春
』
誌
上
の
上う

え

前ま
え

淳じ
ゅ
ん

一い
ち

郎ろ
う

氏
の
連
載
コ
ラ
ム
「
読
む
ク
ス
リ
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
、

同
タ
イ
ト
ル
の
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と

が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
こ
の
月
刊
誌
が
、
そ
の
幅
広
い
論

調
か
ら
、
広
く
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
経
済
界
に
ま
で
継
続
的

な
読
者
を
獲
得
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。

類
似
の
広
報
誌
が
各
所
か
ら
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

現
在
で
も
、『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
は
広
い
層
か
ら
の
支
持
を
得
、

確
か
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

目
を
現
在
の
世
界
に
転
じ
る
と
、
地
域
や
文
化
を
超
え
た

接
触
と
交
流
が
常
態
化
す
る
一
方
で
、
排
他
的
で
偏
狭
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
よ
う
な
動
き
も
垣か

い

間ま

見
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
異
な
る
文
化
を
尊
重
し
つ
つ
、
言

語
や
文
化
の
違
い
を
超
え
て
、
共
に
生
き
る
世
界
の
構
築
を

め
ざ
す
と
い
う
文
化
人
類
学
の
知
が
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
求

め
ら
れ
て
い
る
。
み
ん
ぱ
く
と
、
み
ん
ぱ
く
の
築
き
上
げ
る

知
を
、
分
野
を
超
え
て
伝
え
る
「
広
報
誌
」
と
し
て
、『
月

刊
み
ん
ぱ
く
』
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
く

な
っ
て
い
る
。
こ
の
月
刊
誌
が
、
よ
り
多
く
の
方
々
の
目
に

触
れ
、多
方
面
で
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

通
巻
五
〇
〇
号
の
節
目
に

𠮷よ
し

田だ 

憲け
ん

司じ

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
5
5
年
京
都
府
生
ま
れ
。
国
立
民
族
学
博
物
館

長
。
京
都
大
学
文
学
部
卒
業
、
大
阪
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
大
阪
大
学
助
手
、

国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
な
ど
を
経
て
、
2
0
1
7

年
4
月
よ
り
現
職
。
お
も
な
著
書
に
『
文
化
の
「
発

見
」』（
岩
波
書
店
、サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
な
ど
受
賞
）、

『
仮
面
の
世
界
を
さ
ぐ
る

―
ア
フ
リ
カ
と
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
の
往
還
』（
臨
川
書
店
）
な
ど
が
あ
る
。
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1987 1986 1985 1982 1981 1980 1978 1977 1974 1970 年

・
第
5
代
編
集
長
に
中
牧
弘
允
が
就
任

（
1
9
8
7
年
4
月
号
〜
1
9
8
9
年
12
月
号
）

・
1
月
号
で
通
巻
1
0
0
号
を
迎
え
る
。

記
念
座
談
会
「
市
民
の
た
め
の
学
術
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
を
め
ざ
し
て
」
を
掲
載

・
創
刊
1
0
0
号
記
念
表
紙
展
を
開
催（
1
月
〜
2
月
）

・
第
4
代
編
集
長
に
小
川
了
が
就
任

（
1
9
8
5
年
4
月
号
〜
1
9
8
7
年
3
月
号
）

・
第
3
代
編
集
長
に
杉
田
繁
治
が
就
任

（
1
9
8
2
年
8
月
号
〜
1
9
8
5
年
3
月
号
）

・
第
2
代
編
集
長
に
小
山
修
三
が
就
任

（
1
9
8
1
年
4
月
号
〜
1
9
8
2
年
7
月
号
）

・
フ
ィ
ー
ル
ド
・
エ
ッ
セ
イ
の
記
事
を

収
録
し
た
『
民
族
学
の
旅
』
が
出
版
さ
れ
る

・
本
誌
か
ら
生
ま
れ
た
書
籍
第
1
号
、「
館
長
対
談
」

を
収
録
し
た
『
民
博
誕
生
』
が
出
版
さ
れ
る

・
本
誌
編
集
委
員
会
が
発
足
（
4
月
）

・
初
代
編
集
長
に
石
毛
直
道
が
就
任

（
1
9
7
7
年
10
月
号
〜
1
9
8
1
年
3
月
号
）

・
本
誌
創
刊
（
10
月
）

本
誌
の
あ
ゆ
み

・
開
館
10
周
年

・
本
館
開
館
（
11
月
）

・
本
館
創
設

・
6
月　

初
代
館
長
に
梅
棹
忠
夫

が
就
任 （
〜
1
9
9
3
年
3
月
）

・
大
阪
で
日
本
万
国
博
覧
会
が
開

催
さ
れ
る

み
ん
ぱ
く
・
世
界
の
動
き

「
さ
さ
や
か
な
ひ
と
つ
の
施
設
に
も
、
し
っ
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
、
み
て
も
ら
い
た
い

も
の
が
す
く
な
く
な
い
。
ま
た
、
と
き
ど
き
の
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
る
。
こ
の
雑
誌
は
、
こ
の

博
物
館
を
ひ
ろ
く
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
刻
々
の
う
ご
き
の
情
報
を
み
な
さ
ん
に
お
と
ど

け
す
る
も
の
で
あ
る
」。

こ
れ
は
、
本
誌
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
に
よ
る
「
創
刊
の
こ
と
ば
」

の
な
か
に
あ
る
一
文
で
す
。
み
ん
ぱ
く
の
開
館
を
一
カ
月
後
に
ひ
か
え
た
一
九
七
七
年
一
〇

月
に
、
Ｂ
５
判
、
カ
ラ
ー
の
表
紙
に
本
文
は
黒
と
茶
色
の
二
色
で
印
刷
さ
れ
た
二
四
ペ
ー

ジ
の
中な
か

綴と

じ
の
小
冊
子
と
し
て
本
誌
は
誕
生
し
ま
し
た
。
通
巻
五
〇
〇
号
を
迎
え
た
今
日

に
お
い
て
も
、
そ
の
精
神
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
こ
の
四
〇
年
の
あ
い
だ
に
は
、
や
は
り
紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ

が
あ
り
、
試
行
錯
誤
や
製
作
体

制
の
変
化
も
経
験
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
本
誌
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
〇
〇
号
（
一
九
八
六
年
一
月
号
）
ま
で

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
・
編
集
体
制
の
確
立

創
刊
号
の
内
容
を
見
る
と
、
先
の
「
創
刊
の
こ
と
ば
」
に
続
き
、
梅
棹
館
長
が
ホ
ス
ト

を
務
め
る
「
館
長
対
談
」
が
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
回
の
ゲ
ス

ト
は
Ｓ
Ｆ
作
家
の
小
松
左
京
さ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
み
ん
ぱ
く
の
建
物
、
館
内
の
名
所

な
ど
を
紹
介
し
、
進
行
中
の
展
示
作
業
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
伝
え
る
ペ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。
展

示
資
料
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
は
「
ペ
ル
シ
ャ
の
ペ
ン
入
れ
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
世
界
の
博
物
館
を
紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
や
、
研
究
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

で
の
体
験
を
綴つ
づ

っ
た
エ
ッ
セ
イ
の
ペ
ー
ジ
、
読
者
の
質
問
に
答
え
る
「
読
者
の
ペ
ー
ジ
Ｑ

＆
Ａ
」。
こ
う
し
て
見
る
と
、
そ
の
後
、
何
年
に
も
わ
た
っ
て
踏
襲
さ
れ
る
誌
面
構
成
が
す

で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

さ
て
、
広
報
誌
に
よ
っ
て
広
く
み
ん
ぱ
く
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
う
。
そ
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
、
大
学
や
公
共
施
設
の
ほ
か
に
配
布
先
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
み
ん
ぱ
く
友

の
会
で
し
た
。
友
の
会
は
開
館
に
先
立
つ
一
九
七
七
年
五
月
に
設
立
さ
れ
、
財
団
法
人
民
族

学
振
興
会
千
里
事
務
局
（
現
・
一
般
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団
）
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
本
誌
は
友
の
会
会
員
に
毎
月
届
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
同
事
務
局
に
よ
り

書
店
で
の
販
売
ル
ー
ト
も
確
保
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
み
ん
ぱ
く
の
編
集
委
員
会
が

企
画
・
編
集
し
、
民
族
学
振
興
会
千
里
事
務
局
が
製
作
と
発
行
を
担
う
と
い
う
体
制
が
整
い
、

こ
れ
は
二
〇
〇
四
年
の
み
ん
ぱ
く
の
法
人
化
ま
で
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

五
二
号
（
一
九
八
二
年
一
月
号
）
か
ら
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
長
期
に
わ
た
る
連
載
と
な
っ

た
の
が
、「
民
話
の
世
界
」
で
す
。
江
口
一
久
助
教
授
（
当
時
）
が
自
ら
採
集
し
た
ア
フ
リ

カ
の
民
話
を
再
話
し
、
版
画
家
の
田
主
誠
さ
ん
の
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
に
よ
る
版
画
が
誌

面
を
飾
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
執
筆
者
、
地
域
を
変
え
な
が
ら
一
四
八
回
ま
で
回
を
重
ね

る
人
気
シ
リ
ー
ズ
と
な
り
ま
し
た
。

二
〇
〇
号
（
一
九
九
四
年
五
月
号
）
ま
で

「
館
長
対
談
」
か
ら
「
み
ん
ぱ
く
・
い
ん
た
び
ゅ
う
」
へ

巻
頭
の
名
物
企
画
と
し
て
人
気
を
博
し
た
「
館
長
対
談
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ

『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』は
今
号
で
通
巻
五
〇
〇
号
を
迎
え
ま
し
た
。
そ

れ
を
記
念
し
て
本
特
集
で
は
、
本
誌
五
〇
〇
冊
分
の
歴
史
を
、

一
〇
〇
冊
ず
つ
、五
つ
の
時
代
に
わ
け
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

月
刊
み
ん
ぱ
く

五
〇
〇
号

の
あ
ゆ
み

「民話の世界」初回（1982年1月号） 創刊号

「創刊のことば」の手書き原稿（「梅棹忠夫アーカイブズ」より）上：創刊前後の会議資料。梅棹初代館長自身がファイルを作り、ま
とめて保管したものである。1～3号の誌面構成も検討されて
いる（「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

下：通巻2号の誌面とその指定紙。現在はパソコンで制作するが、
2000年ごろまでは手作業も多かった

2   3    2019 年 5月号



た
の
で
し
ょ
う
か
。
通
巻
一
〇
〇
号
を
迎
え
た
一
九
八
六
年
一
月
号
の
歴
代
編
集
長
の
座

談
会
で
、
初
代
編
集
長
を
務
め
た
石
毛
直
道
助
教
授
（
当
時
）
が
そ
の
経
緯
を
語
っ
て
い

ま
す
。「
も
し
原
稿
を
ぜ
ん
ぶ
署
名
い
り
の
手
書
き
の
原
稿
で
う
ず
め
よ
う
と
し
た
ら
、
え

ら
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
わ
り
と
う
ま
く
、
書
か
ず
に
ペ
ー
ジ
を

う
ず
め
る
方
法
は
対
談
で
あ
ろ
う
。（
笑
）
そ
れ
で
『
館
長
対
談
』
と
い
う
の
を
か
ん
が

え
た
」と
い
う
の
で
す
。な
ん
と
、ペ
ー
ジ
を
手
っ
取
り
早
く
埋
め
る
た
め
の
苦
肉
の
策
だ
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
が
本
誌
を
代
表
す
る
コ
ー
ナ
ー
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
お
も
し
ろ
い

も
の
で
す
。

「
館
長
対
談
」
は
当
初
は
ゲ
ス
ト
に
博
物
館
関
係
者
を
迎
え
て
、
博
物
館
の
歴
史
や
役
割

を
縦
横
に
語
り
合
う
内
容
で
し
た
が
、
世
界
を
舞
台
に
活
躍
す
る
研
究
者
を
迎
え
る
シ

リ
ー
ズ
へ
と
変
化
し
、
最
終
的
に
対
談
集
が
一
四
冊
も
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、

一
九
八
六
年
三
月
に
は
梅
棹
館
長
が
視
力
を
失
う
と
い
う
大
き
な
危
機
も
あ
り
ま
し
た
が
、

梅
棹
館
長
が
退
任
を
迎
え
た
一
八
六
号
（
一
九
九
三
年
三
月
号
）
ま
で
継
続
さ
れ
ま
し
た
。

編
集
委
員
会
に
と
っ
て
、
梅
棹
館
長
の
退
任
後
、「
館
長
対
談
」
の
後
の
企
画
を
ど
う

す
る
か
が
大
き
な
悩
み
の
タ
ネ
で
し
た
。
議
論
を
重
ね
た
結
果
、
編
集
長
が
各
界
の
か
た

が
た
に
話
を
聞
く
「
み
ん
ぱ
く
・
い
ん
た
び
ゅ
う
」
に
衣
替
え
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

秋
道
智
彌
編
集
長
が
迎
え
た
第
一
回
の
ゲ
ス
ト
は
霊
長
類
学
者
の
河
合
雅
雄
さ
ん
、
テ
ー

マ
は
「
ヒ
ト
の
先
祖
は
、
な
ぜ
サ
ル
か
」
で
し
た
。「
み
ん
ぱ
く
・
い
ん
た
び
ゅ
う
」
の
人

選
や
テ
ー
マ
に
は
歴
代
編
集
長
の
個
性
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
、
読
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
が

楽
し
み
の
ひ
と
つ
と
な
り
ま
し
た
。

三
〇
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
九
月
号
）
ま
で

社
会
と
の
連
携
を
深
め
る

二
〇
年
に
わ
た
り
、
大
き
な
デ
ザ
イ
ン
変
更
を
せ
ず
に
刊
行
さ
れ
て
き
た
本
誌
で
す
が
、

マ
ン
ネ
リ
と
言
わ
れ
る
前
に
「
う
ま
く
い
っ
て
い
る
う
ち
に
変
え
よ
う
」
と
い
う
気
運
が

生
ま
れ
た
の
が
一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
野
村
雅
一
編
集
長
の
時
代
で
す
。
通
巻
二
〇
〇
号

を
迎
え
た
一
九
九
四
年
五
月
号
に
新
企
画
「
民
族
博
物
誌
」
が
登
場
し
ま
し
た
。
生
物
多

様
性
や
地
球
環
境
問
題
に
関
心
が
高
ま
る
な
か
で
、
世
界
の
諸
民
族
が
自
然
界
と
ど
の
よ

う
な
関
係
を
築
い
て
き
た
の
か
を
見
直
そ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
連
載
は
八
坂
書

房
よ
り
『
世
界
民
族
博
物
誌
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
九
九
九
年
四
月
、
通
巻
二
五
九
号
を
迎
え
た
本
誌
は
、
栗
本
英
世
編
集
長
の
も
と
、

大
き
な
試
み
を
お
こ
な
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
ロ
ゴ
と
と
も
に
表
紙
デ
ザ
イ
ン
を
大
き
く
変

え
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
表
紙
は
ロ
ゴ
を
は
さ
ん
で
上
下
に
四
角
い
写
真
ス
ペ
ー
ス
が

あ
り
、
そ
こ
に
資
料
の
一
部
分
を
拡
大
し
た
写
真
を
配
置
す
る
と
い
う
も
の
で
、
少
し
重
々

し
い
印
象
が
あ
り
ま
し
た
。
新
し
い
表
紙
で
は
、軽
や
か
な
動
き
の
あ
る
ロ
ゴ
に
改
め
ら
れ
、

資
料
の
写
真
も
切
り
抜
き
画
像
を
使
っ
た
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
ま
し
た
。
誌
面
デ
ザ

イ
ン
も
変
更
さ
れ
、
見
出
し
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
た
茶
色
も
明
る
い
茶
色
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
号
か
ら
、
世
界
の
名
作
文
学
（
名
画・名
曲
）
を
民
族
学
者
が
読
む
（
見
る・

聞
く
）
と
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
生
ま
れ
た
「
よ
む・み
る・き
く
」
の
コ
ー

ナ
ー
が
始
ま
り
ま
し
た
。
第
一
回
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
『
ピ
ノ
ッ
キ
オ
の
冒
険
』、
野

村
雅
一
教
授
（
当
時
）
が
執
筆
し
、絵
本
作
家
の
岡
島
礼
子
さ
ん
が
挿
絵
を
担
当
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
本
誌
は
果
敢
に
挑
戦
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
と
い
う

の
は
大
学
や
博
物
館
が
広
く
社
会
に
開
か
れ
た
組
織
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
蓄
積
し

た
情
報
を
積
極
的
に
社
会
に
還
元
す
る
べ
く
動
き
始
め
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
小
・

中
学
校
、高
校
で
は
、地
域
や
学
校
の
特
色
に
応
じ
た
学
習
な
ど
を
実
施
す
る
と
い
う
「
総

合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
本
誌
に
も
「
博
学
連
携
」「
社
会
連
携
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
小
長
谷
有
紀
編
集
長

の
時
代
に
は
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
柱
と
さ
れ
る
「
環
境
」「
国
際
理
解
」「
福
祉・

健
康
」「
情
報
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
み
ん
ぱ
く
を
学

校
教
育
の
現
場
で
も
広
く
利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
本
誌
の
配
布
先
も
関
西
圏
の
小・

中
学
校
に
ま
で
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
は
、
災
害
へ
の
向
き
合
い
方
を
み
ん
ぱ
く
が
見
つ
め
直
す
ひ
と
つ
の

契
機
と
な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
九
九
五
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震

災
の
の
ち
、
災
害
時
に
み
ん
ぱ
く
が
果
た
す
べ
き
役
割
や
復
興
支
援
の
あ
り
方
を
模
索
す

る
記
事
は
現
在
に
至
る
ま
で
掲
載
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

2004 2003 2002 2000 1999 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1990 1989 年

・
第
11
代
編
集
長
に
野
村
雅
一
が
就
任

（
2
0
0
4
年
4
月
号
〜
6
月
号
）

・
4
月
号
よ
り
全
面
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。

発
行
元
が
み
ん
ぱ
く
、
発
行
日
が
5
日

か
ら
15
日
に
な
っ
た

・
第
12
代
編
集
長
に
長
野
泰
彦
が
就
任

（
2
0
0
4
年
7
月
号
〜
2
0
0
5
年
3
月
号
）

・「
表
紙
写
真
の
説
明
」
が
収
録
さ
れ
た

『
世
界
民
族
モ
ノ
図
鑑
』
が
出
版
さ
れ
る

・「
民
族
博
物
誌
」が
収
録
さ
れ
た『
世
界
民
族
博
物
誌
』

が
出
版
さ
れ
る

・
第
10
代
編
集
長
に
印
東
道
子
が
就
任

（
2
0
0
2
年
4
月
号
〜
2
0
0
4
年
3
月
号
）

・
本
誌
音
訳
版
の
作
成
が
開
始

・
9
月
号
で
通
巻
3
0
0
号
を
迎
え
る

・
第
9
代
編
集
長
に
小
長
谷
有
紀
が
就
任

（
2
0
0
0
年
4
月
号
〜
2
0
0
2
年
3
月
号
）

・
第
8
代
編
集
長
に
栗
本
英
世
が
就
任

（
1
9
9
9
年
1
月
号
〜
2
0
0
0
年
3
月
号
）

・
4
月
号
よ
り
ロ
ゴ
を
変
更

・
開
館
20
周
年
に
つ
き
、「
あ
な
た
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
展
に
て
、『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
版
画
展
「
文
化

に
映
っ
た
動
植
物
」
を
公
開
（
5
月
〜
6
月
）

・
開
館
・
創
刊
20
周
年
に
つ
き
、「
民
博
と
わ
た
し
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
読
者
か
ら
原
稿
を
募
集
。
4
月
号

〜
1
9
9
8
年
3
月
号
の
「
読
者
の
ペ
ー
ジ 

Q
＆

A 

O
」
欄
で
随
時
掲
載

・「
読
者
の
ペ
ー
ジ
Q
＆
A 

O
」
を
収
録
し
た
『
1
0
0

問
1
0
0
答 

世
界
の
民
族
』
が
出
版
さ
れ
る

・
第
7
代
編
集
長
に
野
村
雅
一
が
就
任

（
1
9
9
4
年
5
月
号
〜
1
9
9
8
年
12
月
号
）

・
5
月
号
で
通
巻
2
0
0
号
を
迎
え
る

・
3
月
号
に
て
「
館
長
対
談
」
コ
ー
ナ
ー
（
全

1
8
2
回
）
終
了

・
第
6
代
編
集
長
に
秋
道
智
彌
が
就
任

（
1
9
9
0
年
1
月
号
〜
1
9
9
4
年
4
月
号
）

本
誌
の
あ
ゆ
み

・
国
立
大
学
法
人
法
の
施
行
に
よ
り
、

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
・
人
間

文
化
研
究
機
構
が
発
足
（
4
月
）

・
4
月　

第
4
代
館
長
に
松
園
万

亀
雄
が
就
任
（
〜
2
0
0
9
年

3
月
）

・
学
習
キ
ッ
ト
「
み
ん
ぱ
っ
く
」

貸
出
開
始
（
9
月
）

・「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が

導
入
さ
れ
る

・
み
ん
ぱ
く
電
子
ガ
イ
ド
お
よ
び
学

習
コ
ー
ナ
ー
を
一
般
公
開
（
5
月
）

・
開
館
20
周
年

・
4
月　

第
3
代
館
長
に
石
毛
直

道
が
就
任
（
〜
2
0
0
3
年
3

月
）

・
阪
神
・
淡
路
大
震
災
発
生
（
1
月
）

・
本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設（
12
月
）

・
4
月　

第
2
代
館
長
に
佐
々
木

高
明
が
就
任
（
〜
1
9
9
7

年
3
月
）

・
国
連
地
球
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ

れ
る

・
第
1
回
特
別
展
「
大
ア
ン
デ
ス

文
明
展

―
よ
み
が
え
る
太
陽

の
帝
国
イ
ン
カ
」
を
開
催

み
ん
ぱ
く
・
世
界
の
動
き

「民族博物誌」初回（1994年5月号）「よむ・みる・きく」初回（1999年4月号）

広瀬浩二郎准教
授の発案で、本誌
は視覚障害をもつ
方に向けて音訳版
を作成している。
当初はカセットに
録音されていた

1999年4月号ロゴ2004年4月号ロゴ

4   5    2019 年 5月号



四
〇
〇
号
（
二
〇
一
一
年
一
月
号
）
ま
で

法
人
化
の
影
響

そ
し
て
迎
え
た
二
〇
〇
四
年
、
国
立
大
学
の
法
人
化
の
動
き
の
な
か
で
、
み
ん
ぱ
く
は

大
学
共
同
利
用
機
関
か
ら
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
・
人
間
文
化
研
究
機
構
を
構
成
す
る

一
機
関
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
本
誌
の
変
化
は
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
史
上
最
大
の

も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
大
き
な
変
化
を
目
前
に
、
再
度
編
集
長
に
就
任
し
た
野
村
雅

一
教
授
（
当
時
）
は
、「
徹
底
的
に
全
部
変
え
る
」
と
決
意
を
か
た
め
、誌
面
の
全
面
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
に
取
り
か
か
り
ま
す
。
ロ
ゴ
、
表
紙
デ
ザ
イ
ン
に
は
じ
ま
り
、
誌
面
構
成
そ
し
て
製

作
体
制
や
発
行
元
に
至
る
大
が
か
り
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
雑
誌
『
is
』（
ポ
ー
ラ
文
化

研
究
所
）
の
名
編
集
長
と
し
て
知
ら
れ
た
山
内
直
樹
さ
ん
を
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
迎
え
、
み

ん
ぱ
く
発
行
の
第
一
号
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
三
一
九
号
と
な
る
二
〇
〇
四
年
四
月
号
で
す
。

表
紙
に
標
本
資
料
以
外
の
も
の
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
と
き
の
「
太
陽
の
塔
」

が
初
め
て
で
す
。
そ
れ
ま
で
二
色
刷
だ
っ
た
誌
面
に
カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
が
で
き
、
メ
イ
ン
の

コ
ー
ナ
ー
は
、
対
談
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
か
ら
特
集
形
式
に
変
わ
り
ま
し
た
。
折
々
の

話
題
を
複
数
の
記
事
か
ら
多
角
的
に
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
特
集
形
式
の
強
み
で

す
。
特
別
展
・
企
画
展
の
紹
介
は
も
ち
ろ
ん
、
二
〇
一
七
年
に
完
了
し
た
全
面
改
修
後
の

本
館
展
示
の
見
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
展
示
場
ご
と
に
公
開
時
期
に
合
わ
せ
て
特
集
を
組

ん
で
き
ま
し
た
。
八
杉
佳
穂
編
集
長
の
時
代
に
は
、「
飲
む
」「
呪
う
」「
産
む
」
な
ど
、
動

詞
か
ら
世
界
の
文
化
を
切
り
取
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
企
画
も
あ
り
ま
し
た
し
、
毎
年
恒

例
と
な
っ
た
一
月
号
の
干
支
シ
リ
ー
ズ
も
、
こ
の
特
集
形
式
を
最
大
限
に
活
か
し
た
も
の

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

法
人
化
以
降
の
新
し
い
コ
ー
ナ
ー
に
は
、三
四
三
号
（
二
〇
〇
六
年
四
月
号
）
か
ら
の
「
外

国
人
と
し
て
生
き
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
の
な
か
で

前
向
き
に
生
き
る
、
身
近
に
住
む
外
国
人
の
存
在
に
目
を
向
け
た
連
載
で
す
。
こ
の
コ
ー

ナ
ー
が
誕
生
し
た
背
景
に
は
、
日
本
社
会
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
み
、
日
本
に
暮
ら
す
外
国
人
が
増
加
し
、
多
文
化
共
生
と
い
う
課
題
が
浮
上
し

て
き
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
本
コ
ー
ナ
ー
は
「
多
文
化
を
さ
さ
え
る
人
び
と
」
へ
と
引
き

継
が
れ
、
四
一
一
号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
号
）
ま
で
長
く
続
き
ま
し
た
。

法
人
化
と
い
う
出
来
事
は
、
み
ん
ぱ
く
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
い
直
す
も
の
で
し

た
。本
誌
も
根
本
か
ら
そ
の
あ
り
方
を
問
わ
れ
、隔
月
刊
に
す
る
、無
料
化
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
す
る
な
ど
の
意
見
が
あ
り
、
と
き
に
存
続
を
め
ぐ
る
議
論
も
な
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、製
作
体
制
に
つ
い
て
も
不
安
定
な
時
期
が
し
ば
ら
く
続
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
五
〇
〇
号
を
迎
え
た

基
礎
を
か
た
め
る

そ
ん
な
本
誌
も
、
現
在
は
荒
波
を
乗
り
こ
え
て
、
よ
う
や
く
安
定
期
に
入
っ
た
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
の
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
た
二
〇
一
〇
年
は
、
久
保
正
敏
編
集

長
の
も
と
、
法
人
化
の
影
響
で
揺
ら
い
だ
製
作
体
制
が
よ
う
や
く
安
定
し
、
あ
ら
た
め
て

一
般
読
者
向
け
の
広
報
誌
と
し
て
内
容
を
見
直
し
た
年
で
し
た
。

ま
ず
は
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
法
人
化
直
後
、
一
旦
は
標
本
資
料

か
ら
離
れ
た
本
誌
の
表
紙
デ
ザ
イ
ン
で
す
が
、
二
〇
〇
五
年
四
月
の
三
三
一
号
か
ら
は
、

表
紙
を
飾
っ
た
モ
ノ
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
「
表
紙
モ
ノ
語
り
」
の
誕
生
が
示
す
よ
う
に
、

再
び
標
本
資
料
へ
と
回
帰
し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、「
世
界
の
文
化
を
紹
介
す
る
に
は
、

モ
ノ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
景
を
も
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
考
え
た
久
保
編
集
長
は
、

み
ん
ぱ
く
の
誇
る
資
料
を
大
切
に
し
つ
つ
も
、
文
化
的
背
景
を
あ
ら
わ
す
写
真
な
ど
も
デ

ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
自
由
な
発
想
に
転
換
し
ま
し
た
。

そ
し
て
現
在
の
ロ
ゴ
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
よ
っ
て
「
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
明
朝
体
が
む

し
ろ
新
鮮
に
映
る
の
で
は
な
い
か
」
と
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。
製
作
体
制
を
立
て
直
し
、

本
誌
で
発
信
す
べ
き
こ
と
を
再
度
見
直
し
た
時
代
を
、「
原
点
回
帰
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

と
い
う
ス
ト
レ
ー
ト
な
ロ
ゴ
が
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
二
〇
一
〇
年
七
月
の
三

九
四
号
か
ら
現
在
に
続
く
ス
タ
イ
ル
が
誕
生
し
た
の
で
す
。

本
誌
の
根
底
に
流
れ
る
も
の
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
み
ん
ぱ
く
の
魅
力
や
民

族
学
・
人
類
学
の
お
も
し
ろ
さ
を
み
な
さ
ん
に
紹
介
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
で
す
。
本

誌
は
今
後
も
伝
統
を
守
り
つ
つ
も
挑
戦
す
る
心
を
失
わ
ず
に
、
み
な
さ
ん
に
愛
さ
れ
る
雑

誌
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。          （
本
誌
編
集
室 

小
山
茂
樹
、近
田
さ
や
か
）

2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 年

・
通
巻
5
0
0
号
記
念
号
（
本
号
）
を
刊
行

・
音
訳
版
を
本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
開

・
第
18
代
編
集
長
に
丹
羽
典
生
が
就
任

（
2
0
1
7
年
1
月
号
〜
）

・『
月
刊
み
ん
ぱ
く 

40
巻
総
索
引
』
を
刊
行
（
12
月
）

・
4
月
号
よ
り
本
文
を
24
ペ
ー
ジ
か
ら
20
ペ
ー
ジ
に

変
更

・
第
17
代
編
集
長
に
山
中
由
里
子
が
就
任

（
2
0
1
3
年
4
月
号
〜
2
0
1
6
年
12
月
号
）

・「
生
き
物
博
物
誌
」
が
収
録
さ
れ
た
『
食
べ
ら
れ
る

生
き
も
の
た
ち 

世
界
の
民
族
と
食
文
化
48
』
が
出

版
さ
れ
る

・
1
月
号
で
通
巻
4
0
0
号
を
迎
え
る

・
第
16
代
編
集
長
に
庄
司
博
史
が
就
任

（
2
0
1
1
年
8
月
号
〜
2
0
1
3
年
3
月
号
）

・
7
月
号
よ
り
ロ
ゴ
を
変
更

・
10
月
号
に
「
創
刊
の
こ
と
ば
」
を
再
録

（
特
集
「
梅
棹
忠
夫
と
み
ん
ぱ
く
」）

・
4
月
号
よ
り
ロ
ゴ
を
変
更

・
第
15
代
編
集
長
に
久
保
正
敏
が
就
任

（
2
0
0
8
年
4
月
号
〜
2
0
1
1
年
7
月
号
）

・
こ
の
年
か
ら
毎
年
1
月
号
に
干
支
に
関
連
し
た

特
集
が
掲
載
さ
れ
る
（
〜
2
0
1
7
年
1
月
号
。

番
外
編
2
0
1
8
年
1
月
号
「
ね
こ 

猫 

ネ
コ
」）

・
第
14
代
編
集
長
に
池
谷
和
信
が
就
任

（
2
0
0
6
年
4
月
号
〜
2
0
0
8
年
3
月
号
）

・
4
月
号
よ
り
ロ
ゴ
を
変
更

・
30
巻
記
念
号
と
し
て
12
月
号
を
刊
行
、
記
念
座
談
会

「『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
の
過
去
・
現
在
、
そ
し
て
未
来
」、

「『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
30
巻
総
索
引
」
を
掲
載

・
開
館
30
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、『
月
刊
み
ん

ぱ
く
』
3
5
0
冊
展
の
巡
回
が
ス
タ
ー
ト
（
12
月
）

（
大
阪
、
神
戸
、
広
島
、
仙
台
を
巡
回
）

・
第
13
代
編
集
長
に
八
杉
佳
穂
が
就
任

（
2
0
0
5
年
4
月
号
〜
2
0
0
6
年
3
月
号
）

・
4
月
号
よ
り
ロ
ゴ
を
変
更
。
発
行
日
が
15
日
か
ら

1
日
に
な
っ
た

本
誌
の
あ
ゆ
み

・
開
館
40
周
年

・
本
館
展
示
の
全
面
改
修
が
完
了

（
3
月
）

・
4
月　

第
6
代
館
長
に
𠮷
田
憲

司
が
就
任

・
東
日
本
大
震
災
発
生
（
3
月
）

・
4
月　

第
5
代
館
長
に
須
藤
健
一

が
就
任
（
〜
2
0
1
7
年
3
月
）

・
2
0
0
8
年
度
よ
り
本
館
展
示
の

全
面
改
修
を
開
始
。
展
示
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
等
に
英
語
表
記
が
加
わ
る

・
開
館
30
周
年

み
ん
ぱ
く
・
世
界
の
動
き

「外国人として生きる」初回（2006年4月号）本誌音訳版は、2011年4月号からデイジー版が
採用された。みんぱくの図書室で貸出が可能
なほか、全国の点字図書館等にも寄贈している

2006年4月号ロゴ

2009年4月号ロゴ

2017年7月号ロゴ
現在のロゴは「みんぱく」と
いうことばがもつやわらか
い語感を表現している 2005年4月号ロゴ
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展
示
場
が
広
く
、
資
料
も
豊
富
で
、
ジ
ャ
ン
グ
ル

に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。
見

応
え
が
あ
り
す
ぎ
て
一
日
で
は
展
示
を
見
き
れ
な
い
の
で
、

お
す
す
め
の
順
路
や
資
料
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

本
館
展
示
の
順
路
は
、
世
界
を
東
回
り
で
一
周
す

る
民
族
文
化
の
旅
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

距
離
に
す
る
と
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
な
り
ま
す
。
本

館
が
専
門
と
す
る
民
族
学
・
文
化
人
類
学
で
は
、
世
界
の

民
族
の
文
化
を
ひ
と
し
く
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
、
特
定

の
地
域
の
資
料
だ
け
を
取
り
上
げ
て
「
お
す
す
め
す
る
」

こ
と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
時
間
が
な
い
と
き
に
は
、「
順

路
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
ど
こ
か
ら
で
も
自
由
に
観
覧
で
き
る
」

と
い
う
回
遊
式
の
本
館
展
示
の
特
徴
を
活
か
し
、
自
分
だ

け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
順
路
を
決
め
て
見
学
し
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
順
路
設
定
の
参
考
に
、
全
面
改
修
後
の
展

ま
ま
に
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
現
地
の
人
び
と
は
強
烈
な

匂
い
の
テ
ン
ト
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

本
来
、乾
燥
地
帯
で
は
匂
い
が
弱
く
な
り
ま
す
。
で
す
の
で
、

現
地
で
は
そ
れ
ほ
ど
強
烈
な
匂
い
は
し
ま
せ
ん
。
そ
の
資

料
が
ど
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
背
景

も
想
像
し
て
み
る
と
い
い
で
す
ね
。（
民
博 

上
羽
陽
子
）

展
示
資
料
の
な
か
に
は
、
み
ん
ぱ
く
の
教
員
が
自
分

で
作
っ
た
も
の
も
あ
る
と
聞
い
た
の
で
す
が
、
資
料

の
収
集
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

確
か
に
民
博
の
資
料
に
は
研
究
者
自
身
が
制
作

し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
展

示
場
の
「
ニ
ャ
ウ
・
ヨ
レ
ン
バ
」（
カ
モ
シ
カ
）
は
、
𠮷
田

憲
司
館
長
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
ザ
ン
ビ
ア
で
の
研
究
成

果
を
も
と
に
館
長
自
身
が
制
作
し
ま
し
た
。
ま
た
、
わ
た

し
自
身
は
共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
の
協
力
を
得
な
が
ら
、

日
本
の
文
化
展
示
場
の
大
漁
旗
と
カ
ツ
オ
の
一
本
釣
り
用

の
竿さ

お

を
高
知
県
の
漁
師
に
作
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
い
ず

れ
も
教
員
が
し
っ
か
り
と
現
地
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

お
こ
な
い
、
そ

の
地
域
の
皆
さ

ん
と
よ
り
よ
い

人
間
関
係
を

築
け
た
か
ら
こ

そ
の
収
集
方
法

だ
と
い
え
ま
す
。

　

基
本
的
に

は
教
員
が
現

地
か
ら
収
集

す
る
こ
と
が
多

い
で
す
が
、
近

年
で
は
、
寄
贈

が
増
え
て
い
ま

す
。
世
界
中
を
旅
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
集
め
た
方

か
ら
、
博
物
館
で
よ
り
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
こ
と
で
寄
贈
さ
れ
る
場
合
が
多
い
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
際
も
教
員
が
資
料
の
状
態
や
来
歴
な
ど
を
調
査
し
、

民
博
で
し
っ
か
り
活
用
で
き
る
と
判
断
し
た
資
料
を
受
け

入
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
民
博 

日
髙
真
吾
）

ナ
イ
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
開
催
し
て
ほ
し
い
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
施
設
で
実
施
さ
れ
て
い
る
ナ
イ
ト

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。
万
博
公
園
で
の
夜
桜
や
、
イ
ル

ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
だ
後
に
、
い
つ
も
と
違
う
夜
の
み

ん
ぱ
く
を
満
喫
す
る
と
い
う
の
も
素
敵
で
す
よ
ね
。
し
か

し
、
残
念
な
が
ら
、
万
博
記
念
公
園
の
開
園
時
間
と
の
調

整
や
、
本
館
の
開
館
時
間
を
延
長
し
た
場
合
の
警
備
、
案

内
等
の
人
員
確
保
が
難
し
い
た
め
、
現
時
点
で
は
ナ
イ
ト

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
お
こ
な
う
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い

え
、
と
て
も
魅
力
的
な
イ
ベ
ン
ト
で
す
の
で
、
引
き
続
き

前
向
き
に
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。（
民
博 

広
報
係
）

中
央
パ
テ
ィ
オ
「
未
来
の
遺
跡
」
に
入
っ
て
み
た

い
で
す
。

「
未
来
の
遺

跡
」
は
、
水

と
石
、
タ
イ
ル
と
ア
ル

ミ
カ
プ
セ
ル
が
共
存
す

る
不
思
議
な
空
間
で
す
。

実
際
に
な
か
に
入
っ
て

み
る
と
、
イ
ン
ド
産
の

砂
岩
が
用
い
ら
れ
た
足

場
は
脆も

ろ

く
、
滑
り
や
す

か
っ
た
り
、
段
差
が
大

き
か
っ
た
り
す
る
た
め
、

安
全
性
の
面
か
ら
一
般
の
お
客
様
へ
の
立
ち
入
り
は
ご
遠

慮
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。「
未
来
の
遺
跡
」
は
、
日
の
当

た
り
方
に
よ
っ
て
、
光
と
影
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
刻
一
刻

と
変
化
し
て
い
く
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
見
せ
て
く

れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、「
見
て
」
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。（
民
博 

広
報
係
）

み
ん
ぱ
く
で
結
婚
式
の
前
撮
り
を
し
た
い
の
で
す
が
、

ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

お
二
人
の
門
出
を
祝
し
た
記
念
す
べ
き
写
真
の
舞

台
に
、
み
ん
ぱ
く
を
お
選
び
い
た
だ
き
、
と
て
も

光
栄
に
思
い
ま
す
。
み
ん
ぱ
く
で
の
前
撮
り
を
ご
希
望
の

場
合
、
開
館
時
間
外
で
の
対
応
と
な
り
ま
す
の
で
、
ま
ず

は
前
撮
り
を
依
頼
さ
れ
た
先
の
担
当
者
様
に
ご
相
談
い
た

だ
き
、
み
ん
ぱ
く
の
総
務
課
広
報
係
に
ご
連
絡
い
た
だ
く

よ
う
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。
担
当
者
様
を
通
じ
て
、
具
体

的
な
日
時
や
場
所
、
撮
影
料
金
等
の
調
整
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
写
真
が
撮
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。

（
民
博 

広
報
係
）

み
ん
ぱ
く
に
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
い
な

い
の
で
す
か
。

か
つ
て
、
Dr.
み
ん
ぱ
く
と
い
う
幻
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
（
？
）
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
（
本

誌
一
四
〜
一
五
頁
参
照
）、現
在
の
み
ん
ぱ
く
に
は
、マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
ゆ
る
キ
ャ
ラ
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
展
示
場
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
ど
の
ゆ

る
キ
ャ
ラ
に
も
負
け
な
い
よ
う
な
、
ユ
ニ
ー
ク
で
か
わ
い

い
造
形
の
展
示
物
に
出
会
え
ま
す
。
今
に
も
動
き
出
し
そ

う
な
、
生
き
生
き
と
し
た
表
情
の
仮
面
や
人
形
。
ぜ
ひ
自

分
だ
け
の
、
お
気
に
入
り
の
一
点
を
見
つ
け
て
み
て
く
だ

さ
い
。（
民
博 

広
報
係
）

示
場
に
つ
い
て
紹
介
し
た
新
『
国
立
民
族
学
博
物
館 

展
示

案
内
』
の
「
テ
ー
マ
で
読
み
と
く
」
や
、
本
誌
次
号
か
ら

の
新
コ
ー
ナ
ー
「
み
ん
ぱ
く
回
遊
」
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
地
域
横
断
的
に
考
え
る
と
い
う
観

点
か
ら
、
設
定
さ
れ
た
順
路
に
と
ら
わ
れ
な
い
展
示
の
見

方
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
世
界
各
地
の
文
化
の
類
似
性
、

多
様
性
が
見
え
て
き
ま
す
。（
本
誌
編
集
室
）

音
楽
展
示
で
は
な
ぜ
チ
ャ
ル
メ
ラ
や
ギ
タ
ー
な
ど
、

特
定
の
楽
器
ば
か
り
展
示
し
た
の
で
す
か
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル（
ベ
ル
ギ
ー
）や
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス（
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
）
に
は
大
規
模
な
楽
器
博
物
館
が

あ
り
、
世
界
中
の
多
種
多
様
な
楽
器
が
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
民
博
の
音
楽
展
示
場
に
は
、
こ
の
よ
う
な
網
羅
的

な
展
示
を
実
現
す
る
た
め
の
十
分
な
広
さ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

狭
い
空
間
で
同
じ
よ
う
な
展
示
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
代

表
的
な
楽
器
だ
け
を
並
べ
る
無
機
質
で
単
調
な
展
示
に
な

り
が
ち
で
す
。

そ
こ
で
、
民
博

の
音
楽
展
示
で

は
、
担
当
教
員

の
そ
れ
ま
で
の

研
究
成
果
に
基

づ
い
て
、
チ
ャ

ル
メ
ラ
や
ギ

タ
ー
な
ど
四
種

類
の
楽
器
群
に

焦
点
を
当
て
る

こ
と
に
し
ま
し

た
。
展
示
は
楽

器
を
軸
に
構
成

さ
れ
て
い
ま
す

が
、
人
間
と
音

楽
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
え
る
よ
う
に
工
夫
さ

れ
て
い
ま
す
。
チ
ャ
ル
メ
ラ
展
示
を
と
お
し
て
、
人
生
の

節
目
に
音
楽
が
演
奏
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
ギ
タ
ー
展

示
を
と
お
し
て
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
世
界
的
な
広
が
り

や
社
会
変
革
に
音
楽
が
果
た
す
役
割
な
ど
に
思
い
を
馳は

せ

て
も
ら
え
れ
ば
嬉う

れ
し
く
思
い
ま
す
。（
民
博 

寺
田
𠮷
孝
） 

西
ア
ジ
ア
展
示
で
は
、
ラ
ク
ダ
が
突
然
鳴
い
た
り
、

テ
ン
ト
の
匂
い
も
強
烈
で
驚
き
ま
し
た
。
博
物
館

な
の
に
五
感
で
楽
し
め
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

西
ア
ジ
ア
で
は
ラ
ク
ダ
は
重
要
な
役
割
を
も
っ
て

い
ま
す
が
、
日
本
で
は
な
じ
み
が
薄
い
動
物
で

す
ね
。
展
示
場
で
聞
き
慣
れ
な
い
ラ
ク
ダ
の
鳴
き
声
で
立

ち
ど
ま
る
と
、
そ
こ
に
は
ラ
ク
ダ
の
装
身
具
や
振
り
わ
け

袋
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ラ
ク
ダ
や
遊
牧
民
の
文

化
を
知
る
き
っ
か
け
と
し
て
鳴
き
声
を
採
用
し
ま
し
た
。

ま
た
、
二
〇
一
七
年
に

完
了
し
た
展
示

の
全
面
改
修

で
は
、
映
像

や
音
声
な
ど

を
積
極
的
に
と

り
い
れ
る
方
針
だ
っ

た
た
め
、
そ
の
一

例
と
も
な
っ
て
い

ま
す
。

　
一
方
、
ベ
ド
ウ
ィ

ン
（
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
）
の
テ
ン
ト
は
黒
ヤ
ギ
の
毛
を
紡
い
で

糸
に
し
て
、
そ
れ
を
使
っ
て
織
っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、

テ
ン
ト
の
匂
い
は
黒
ヤ
ギ
の
毛
の
も
の
で
す
ね
。
み
ん
ぱ

く
の
標
本
資
料
は
、
殺
虫
処
理
な
ど
は
し
ま
す
が
、
そ
れ

以
外
の
汚
れ
な
ど
の
使
用
痕
を
洗
っ
た
り
、
拭
き
と
っ
た

り
は
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
自
体
も
資
料
の
情
報
と
し
て
そ
の

復活！ 読者のページ

Q&A O
Q

Q

Q

Q

Q

Q Q

Q

A

A

A

AA

A

A A

創刊から2004年まで続き、梅棹初代館長が民博の館
員と読者との「格闘の場」とも例えた人気のコーナーに
「読者のページQ&A O」があった。じつはこんなとこ
ろにも小さな歴史があるのだが、当初は「読者のページ
Q&A」として始まったこのコーナー、読者の質問だけで
なく意見や感想も掲載できるよう、1978年10月号から
はコーナー名に「O（オピニオン）」が加えられた。今号
では通巻500号を記念して、来館者から寄せられた質
問・意見に回答したい。

音楽展示「ギター―歴史のなかの音」セクション中央パティオ（中庭）を構成する「未来の遺跡」

装具をつけたラクダ
（H0229047ほか）

大漁旗（H0274116）
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○○してみました世界のフィールド

みんぱくの顔『月刊みんぱく』

広
報
誌
は
よ
く
、
自
治
体
や
企
業
、
公
共
施
設
と
い
っ
た
機
関
の
「
顔
」
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
活
動
や
そ
こ
で
働
く
人
び
と
を
、一
般
の
方
に
広
く
紹
介
し
て
い
る
か
ら
だ
。
広

報
誌
を
見
れ
ば
、
そ
の
機
関
の
お
よ
そ
の
雰
囲
気
か
ら
、
今
何
を
考
え
、
次
に
ど
う
動
き

だ
そ
う
と
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
広
報
誌
は
ひ
と
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い

し
、
同
じ
冊
子
で
あ
っ
て
も
号
に
よ
っ
て
そ
の
「
表
情
」
は
異
な
る
。
み
ん
ぱ
く
の
広
報
誌

で
あ
る
本
誌
も
、
み
ん
ぱ
く
の
「
顔
」
で
あ
る
。一
九
七
七
年
の
創
刊
以
来
、
読
者
の
皆
さ

ん
に
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
見
せ
て
き
た
。

『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
が
で
き
る
ま
で

で
は
、
本
誌
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
か
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
編
集
委
員
は

本
館
の
教
員
六
名
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
他
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
編
集
実
務
を
お
こ
な
う
ス
タ
ッ

フ
が
制
作
を
担
っ
て
い
る
。
特
集
の
テ
ー
マ
を
は
じ
め
、
各
号
の
表
紙
や
誌
面
構
成
な
ど
、

本
誌
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
編
集
会
議
を
経
て
決
定
さ
れ
る
。

制
作
工
程
は
次
の
よ
う
な
流
れ
だ
。
は
じ
め
に
、
執
筆
者
を
決
め
て
原
稿
を
依
頼
す
る
。

執
筆
者
か
ら
原
稿
が
送
ら
れ
て
き
た
ら
文
章
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
写
真
を
選
定
ま
た
は
館
内
の

ス
タ
ジ
オ
に
て
撮
影
。
毎
月
開
か
れ
る
編
集
会
議
に
て
そ
れ
ら
の
内
容
が
精
査
さ
れ
る
。
文

章
表
現
の
み
な
ら
ず
、
写
真
や
図
版
に
つ
い
て
も
こ
ま
か
い
チ
ェ
ッ
ク
が
入
る
。
地
図
ひ
と

つ
と
っ
て
も
、
ど
こ
に
国
境
を
引
く
か
で
見
解

が
わ
か
れ
て
議
論
が
尽
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。

お
の
お
の
異
な
る
研
究
地
域
や
専
門
性
を
も
つ

研
究
者
で
成
り
立
つ
編
集
委
員
だ
か
ら
こ
そ
多

角
的
に
内
容
を
精
査
で
き
、
公
正
か
つ一
般
読

者
に
読
み
や
す
い
誌
面
作
り
に
努
め
て
い
る
点

は
大
き
な
特
徴
と
い
え
よ
う
。
編
集
会
議
で

挙
が
っ
た
意
見
や
提
案
を
も
と
に
著
者
校
正
と

レ
イ
ア
ウ
ト
を
進
め
、
編
集
長
の
最
終
確
認
を

経
て
レ
イ
ア
ウ
ト
デ
ー
タ
を
印
刷
会
社
に
渡
す
。

一
週
間
後
、
冊
子
に
仕
上
が
っ
た
『
月
刊
み
ん

『月刊みんぱく』はどのように作られているの？
通巻 500号を記念して読者の皆さんの疑問にお答えするとともに、
今号における制作の裏側を紹介したい。

時
の
資
料
（
二
ペ
ー
ジ
写
真
参
照
）
を
初

め
て
目
に
し
た
こ
と
だ
。
何
度
も
更
新

を
重
ね
た
編
集
会
議
の
資
料
。
赤
字
で

こ
ま
か
く
指
示
が
書
き
込
ま
れ
た
指
定

紙
。
パ
ソ
コ
ン
の
な
い
時
代
、
す
べ
て

手
書
き
の
せ
い
か
、
そ
の
と
き
の
制
作

現
場
が
リ
ア
ル
に
想
像
で
き
た
。
み
ん

ぱ
く
設
立
を
目
前
に
控
え
、一
か
ら
広

報
誌
を
作
る
の
は
と
て
も
労
力
の
い
る

も
の
だ
っ
た
と
推
察
で
き
る
が
、
そ
こ

か
ら
始
ま
っ
た
本
誌
の
歴
史
が
今
日
ま

で
脈
々
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
う
と
、
通
巻
五
〇
〇
号
と
い
う
重
み
を
改
め
て
実
感
し
た
。

ま
た
、
今
号
の
「
想
像
界
の
生
物
相
」
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
「
Dr.
み
ん
ぱ
く
」
を
実
際

に
見
ら
れ
た
こ
と
も
印
象
的
だ
っ
た
。
十
数
年
前
、
展
示
場
で
電
子
ガ
イ
ド
の
先
駆
け
と
し

て
活
躍
し
て
い
た
Dr.
み
ん
ぱ
く
だ
が
、
現
在
は
ひ
っ
そ
り
と
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
た
め

実
際
に
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
当
時
の
様
子
に
つ
い
て
見
聞
き
で
き
た
充
足
感
と

同
時
に
、
情
報
技
術
や
そ
れ
を
と
り
巻
く
環
境
の
移
ろ
い
の
早
さ
に
寂
し
さ
も
心
に
残
っ
た
。

五
〇
〇
号
は
通
過
点

現
在
、
本
誌
は
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
含
め
最
新
号
ま
で
、
本
館
の
「
探
究
ひ
ろ
ば
」
で

閲
覧
で
き
る
。
展
示
を
観
覧
さ
れ
る
方
に
は
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
二
〇
〇
五
年
四
月
号
以
降
の
誌
面
（
最
新
号
は
発
行
翌
月
に
公
開
）
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
視
覚
障
害
者
の
方
に
も
読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
音
訳
の
公
開

も
進
行
中
だ
。
以
前
よ
り
も
皆
さ
ん
に
と
っ
て
読
み
や
す
い
環
境
が
整
っ
て
き
て
い
る
。

本
誌
は
五
〇
〇
号
と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎
え
た
が
通
過
点
に
す
ぎ
な
い
。
今
月
は
ど

ん
な
「
表
情
」
を
見
せ
て
く
れ
る
の
か
。
読
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
そ
ん
な
期
待
を
抱
き
な

が
ら
手
に
と
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
を
、
こ
れ
か
ら
も
届
け
て
い
き

た
い
。        　
　
　
　
　

     　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   （
本
誌
編
集
室 

内
藤
美
咲
）

ぱ
く
』
を
手
に
し
た
と
き
が
、
よ
う
や
く
ほ
っ
と一息
つ
け
る
瞬
間
で
あ
る
。

 

梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
は
、
本
誌
を
み
ん
ぱ
く
の
広
報
誌
で
あ
る
と
同

時
に
「
一
般
市
民
む
け
学
術
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
こ
こ
が
他
の
企
業

や
公
共
施
設
の
広
報
誌
と
異
な
る
と
こ
ろ
だ
。
制
作
に
携
わ
る
う
え
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、

民
族
学
・
文
化
人
類
学
へ
の
深
い
知
識
と
社
会
に
対
す
る
広
い
視
野
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し

た
ち
は
日
々
、
収
蔵
資
料
を
見
る
機
会
も
教
員
や
研
究
者
と
の
接
点
も
多
い
。
そ
の
た
め
、

み
ん
ぱ
く
の
モ
ノ
に
も
コ
ト
に
も
お
の
ず
と
詳
し
く
な
り
、「
み
ん
ぱ
く
は
知
れ
ば
知
る
ほ

ど
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
る
場
面
が
多
々
あ
る
。
そ
れ
を
体
感
し
て
い
る
わ
た
し
た
ち
だ

か
ら
こ
そ
、
み
ん
ぱ
く
や
、
ひ
い
て
は
民
族
学
・
文
化
人
類
学
の
魅
力
を
今
度
は
読
者
の

皆
さ
ん
に
伝
え
て
い
き
た
い
。

回
顧
と
あ
ら
た
な
発
見

五
〇
〇
号
の
準
備
は
約
一
年
前
か
ら
進
め
て
き
た
。
こ
の
節
目
を
ど
の
よ
う
に
飾
る
の
か
、

特
に
執
筆
者
の
選
定
や
特
集
の
企
画
に
頭
を
悩
ま
せ
た
。『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
の
あ
ゆ
み
を

特
集
で
ど
う
表
現
し
よ
う
か
。
議
論
を
重
ね
た
結
果
、
年
表
と
と
も
に
変
遷
を
振
り
返
る
こ

と
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
歴
代
編
集
長
の
座
談
会
や
寄
稿
と
い
っ
た
形
式
は
あ
っ
て
も
、
今
回

の
よ
う
に
、『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
自
体
が
主
役
に
な
っ
て
そ
の
足
跡
を
た
ど
る
の
は
初
め
て
の

試
み
だ
っ
た
。
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
や
関
連
資
料
の
通
覧
に
時
間
を
費
や
す
日
々
が
続
き
、
な

か
で
も
三
〇
巻
を
迎
え
た
際
の
記
念
号
（
二
〇
〇
六
年
一二
月
号
）
は
創
刊
か
ら
三
〇
年
間
の

出
来
事
を
調
べ
る
際
に
と
て
も
重
宝
し
た
。
ま
た
、
資
料
で
は
わ
か
ら
な
い
情
報
に
つ
い
て

は
当
時
の
編
集
長
に
取
材

を
し
て
ま
と
め
あ
げ
た
。

案
の
定
、
歴
史
を
た

ど
る
作
業
は
容
易
で
は
な

か
っ
た
が
、
こ
う
い
う
機

会
だ
か
ら
こ
そ
知
り
得
た

こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
創
刊
当 日本、大阪

表紙は、創刊以降発行された 499冊をエントランスホールの
階段に並べて撮影した

Dr.みんぱくの現役時代を思い出して懐かしむ久保正敏本館名誉教授。
14ページに掲載した写真を撮影した日の一枚

レイアウトソフトを使用して写真や文章を配置していく
（写真はすべて 2019年撮影）

500号に至るまでの執筆者数や総ページ数な
ど、本誌にまつわる数字をデザインした表紙案。
今回、惜しくも採用にはならなかった
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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
。

日
時　

6
月
23
日（
日
）10
時
15
分
〜
16
時
35
分

　
　
　
（
10
時
開
場
）

会
場　

特
別
展
示
館

※
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

電
話　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
1
0

　
　
　
（
土
日
祝
を
除
く
9
時
〜
16
時
）

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
45
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
サ
ー
ミ
の
血
」

独
自
の
言
語
と
文
化
を
持
つ
サ
ー
ミ
人
の
少
女
が
、

国
の
分
離
政
策
に
よ
っ
て
差
別
的
な
扱
い
を
受
け
、

自
ら
の
ル
ー
ツ
と
葛
藤
し
な
が
ら
成
長
し
生
き
る

姿
を
と
お
し
て
、
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
時　

6
月
16
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
13
時
開
場
）

会
場　

特
別
展
示
館 （
定
員
3
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

※
参
加
券
を
当
日
11
時
か
ら
特
別
展
示
館
入
口
に

て
配
布

●
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「
子
ど
も
／
お
も

ち
ゃ
の
博
覧
会
」の
会
期
中
に
運
行
し
ま
す
。

運
行
日　
5
月
28
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
1
日（
水
・
祝
）

※
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
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

特
別
展
関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
折
り
紙
教
室
」「
紙
芝
居
」「
石
け
り
で
あ
そ
ぼ
！
」

の
3
種
類
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
と
お
し
て
、
昔

の
遊
び
を
体
験
い
た
だ
け
ま
す
。

日
時　

各
日
11
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
13
時
30
分
、

　
　
　

14
時
30
分
〜
15
時（
各
回
30
分
）

開
催
日
に
つ
き
ま
し
て
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

会
場　

特
別
展
示
館
2
階

※
時
間
内
随
時
受
付
、
要
展
示
観
覧
券

※
み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ（
Ｍ
Ｍ

Ｐ
）に
よ
る
催
し
で
す
。

企
画
展

「
旅
す
る
楽
器

―
南
ア
ジ
ア
、弦
の
響
き
」

南
ア
ジ
ア
の
弦
楽
器
は
、
中
央
ア
ジ
ア
や
西
ア
ジ

ア
か
ら
伝
え
ら
れ
た
楽
器
が
改
良
さ
れ
定
着
し
た

も
の
が
多
く
、
そ
の
い
く
つ
か
は
南
ア
ジ
ア
で
の

変
容
を
経
て
東
南
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
に
も
伝
え

ら
れ
ま
し
た
。
楽
器
が
広
大
な
地
域
を
旅
し
て
伝

播
し
て
い
く
様
を
知
る
こ
と
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
に

お
け
る
長
期
的
な
文
化
の
交
流
を
実
感
し
て
く
だ

さ
い
。

会
期　

5
月
7
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

企
画
展

「
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、オ
ア
シ
ス
に
生
き
る
女
性
た

ち
の
50
年 

―『
み
ら
れ
る
私
』よ
り『
み
る
私
』」

片
倉
も
と
こ（
本
館
名
誉
教
授
）が
半
世
紀
前
に
撮

影
し
た
写
真
を
手
が
か
り
に
、
色
鮮
や
か
な
物
質

文
化
か
ら
サ
ウ
ジ
女
性
の
生
活
文
化
の
変
遷
を
た

ど
り
ま
す
。

会
期　

6
月
6
日（
木
）〜
9
月
10
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

音
楽
の
祭
日
2
0
1
9 

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

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

日
時　

5
月
18
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
セ
ミ
ナ
ー
室

参
加
費　

無
料

※
参
加
券
を
当
日
12
時
30
分
か
ら
本
館
1
階
案
内
所
前
に
て
配
布

※
メ
イ
ン
会
場
が
満
席
の
場
合
は
中
継
会
場
を
ご
案
内
い
た
し

ま
す
。

第
4
9
1
回

文
化
遺
産
の
持
続
的
な
活
用
を
め
ざ
し
て

―
南
米
ペ
ル
ー
北
高
地
パ
コ
パ
ン
パ
遺
跡
で
の
試
み

講
師　

関
雄
二（
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
。

5
月
12
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

新
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
紹
介

「
た
だ
い
ま
オ
ン
エ
ア
ー

 

―
ソ
ニ
ン
ケ
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
つ
な
ぐ
地
域
ラ
ジ
オ
」

話
者　

三
島
禎
子 （
本
館 

准
教
授
）

5
月
19
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
キ
ル
ト
の
誕
生

―
米
国
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
交
流
史
か
ら

話
者　

鈴
木
七
美 （
本
館 

教
授
）

5
月
26
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ア
ン
デ
ス
の
悪
魔
の
踊
り

話
者　

八
木
百
合
子 （
本
館 

助
教
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401
http://www.minpaku.ac.jp/

観
覧
料
改
定
の
お
知
ら
せ

2
0
1
9
年
6
月
6
日（
木
）よ
り
、
本
館
展
示
観

覧
料
を
左
記
の
と
お
り
改
定
い
た
し
ま
す
。
な
お
、

特
別
展
観
覧
料
は
そ
の
都
度
、
別
に
定
め
ま
す
。

何
卒
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

各
種
割
引
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

特
別
展

「
子
ど
も
／
お
も
ち
ゃ
の
博
覧
会
」

明
治
時
代
以
降
に
お
け
る
日
本
の
社
会
の
大
き
な

変
化
は
、
そ
の
時
々
の
子
ど
も
の
あ
り
よ
う
や
人

び
と
の
子
ど
も
観
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
本
展

で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
戦
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
玩
具

を
つ
う
じ
、
子
ど
も
や
子
ど
も
を
め
ぐ
る
社
会
の

変
遷
と
そ
の
意
味
を
探
り
ま
す
。

会
期　

5
月
28
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

※
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
。

一
般

高
校
・
大
学
生

中
学
生
以
下

4
2
0
円

2
5
0
円

無
料

◆
2
0
1
9
年
6
月
4
日（
火
）ま
で

◆
2
0
1
9
年
6
月
6
日（
木
）か
ら

一
般

大
学
生

高
校
生
以
下

5
8
0
円

2
5
0
円

無
料

刊行物紹介

世界には、古くから伝わる不思議なお祭りがた
くさんある。本書では、その地方以外ではほと
んど知られていない世界の
40のお祭りにスポットを当
て、そのユニークな衣装や
儀式をカラフルで楽しいイ
ラストとともに紹介する。

■ロブ・フラワーズ 著、八木 百合子 監訳、
　北川 玲 翻訳
『世界一おもしろいお祭りの本』
創元社　2,000円（税別）

中東・北アフリカを舞台に育まれてきた音文化の
なかでも、音楽に焦点をしぼり、歴史、特徴、楽
器などについてわかりやす
く解説。西洋音楽とアラブ
音楽の双方に造詣の深い著
者が、ヨーロッパ・キリス
ト教世界とアラブ・イスラー
ム世界の接点という特殊な
立ち位置から、アラブ音楽
へのアプローチを試みる。

■シモン・ジャルジー 著、水野 信男 監修、    
　西尾 哲夫、岡本 尚子 翻訳
『アラブ音楽』
白水社　1,200円（税別）

■樫永 真佐夫 著
『殴り合いの文化史』
左右社　3,700円（税別）

“殴り合い”が孕むすべてのものを、ボクサーに
して人類学者の著者が暴く前人未到の文化史。
名誉と屈辱、理性と本能な
ど人間の本性に迫る章から
「ウルトラマンはなぜ殴ら
ないのか」といった雑学ま
で、暴力論とは異なる視点
から“殴り合う”ことの全貌
を描いた（怪）力作。

研
究
部
新
メ
ン
バ
ー

奈な

良ら 

雅ま
さ

史し 

准
教
授
（
超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部
）

筑
波
大
学
大
学
院
で
博
士
号

を
取
得
後
、
日
本
学
術
振
興

会
特
別
研
究
員
P
D
、
ボ
ル

ド
ー
政
治
学
院
客
員
研
究
員

と
し
て
研
究
に
従
事
。
専
門

は
文
化
人
類
学
。
北
海
道
大

学
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
研
究
院
を
経
て
現
職
。

中
国
雲
南
省
の
回
族
を
事
例
と
し
て
、
現
代
に
お
け

る
宗
教
の
あ
り
方
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
律
性
な
ど
に

つ
い
て
研
究
。

小お

野の 

林り
ん

太た

郎ろ
う 

准
教
授
（
人
類
文
明
誌
研
究
部
）

上
智
大
学
大
学
院
で
博
士
号

を
取
得
後
、
総
合
地
球
環
境

学
研
究
所
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
国
立
大
学
で
研
究
に
従
事
。

そ
の
後
、
東
海
大
学
海
洋
学

部
を
経
て
現
職
。
専
門
は
、

東
南
ア
ジ
ア
や
オ
セ
ア
ニ
ア

の
海
域
世
界
に
お
け
る
人
類

の
移
住
史
や
海
洋
・
島
嶼
適
応
に
関
す
る
研
究
。

国
立
民
族
学
博
物
館
・
国
立
科
学
博
物
館 

共
同
企
画
展

「
ビ
ー
ズ

―
自
然
を
つ
な
ぐ
、
世
界
を
つ
な
ぐ
」

会
期　

6
月
16
日（
日
）ま
で

会
場　

国
立
科
学
博
物
館 

日
本
館
1
階

　
　
　

企
画
展
示
室（
東
京
・
上
野
）

休
館
日　

月
曜
日
、
5
月
7
日（
火
）

﹇
た
だ
し
、
5
月
6
日（
月
・
休
）、

6
月
10
日（
月
）は
開
館
﹈

主
催　

国
立
科
学
博
物
館

国
立
民
族
学
博
物
館

南
米
ア
ン
デ
ス
文
明
初
期

の
巨
大
な
神
殿
遺
跡
パ
コ

パ
ン
パ
の
調
査
は
、
13
年
に

も
お
よ
び
ま
す
。
現
在
、

住
民
と
と
も
に
実
施
し
て

い
る
、
文
化
遺
産
の
持
続

的
活
用
を
目
指
す
活
動
を

紹
介
し
ま
す
。

友
の
会
講
演
会

会
場　

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

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
8
8
回　

5
月
4
日（
土
・
祝
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
特
別
展「
子
ど
も
／
お
も
ち
ゃ
の
博
覧
会
」関
連
】

紙
人
形
と
着
せ
替
え
遊
び

―
遊
ぶ
身
体
の
記
憶

講
師　

森
下
み
さ
子
（
白
百
合
女
子
大
学 

教
授
）

第
4
8
9
回　

6
月
1
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

「
陽
気
な
墓
」を
と
お
し
て
考
え
る
生
と
死

講
師　

新
免
光
比
呂
（
本
館 

准
教
授
）

ル
ー
マ
ニ
ア
の
マ
ラ
ム
レ
シ
ュ
地
方
に
は「
陽
気
な
墓
」と
呼
ば
れ

る
墓
地
が
あ
り
ま
す
。
色
と
り
ど
り
の
墓
標
が
並
ぶ
姿
は
墓
地
の

陰
気
な
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
ま
す
。
し
か
し
、
死
が
陽
気
な
も
の

で
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
え
て
陽
気
な
墓
標
で
死
者
を
想

起
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
生
は
つ
か
の
間
の
受
苦
で

あ
り
、
死
は
永
遠
の
休
息
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
人
に
よ
り
、
民

族
に
よ
り
、
時
代
に
よ
り
死
の
表
象
は
異
な
り
ま
す
。
し
ば
し
、

死
へ
の
想
い
を
抱
い
て
西
欧
文
化
を
旅
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

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

東
京
講
演
会

第
1
2
6
回　

7
月
13
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
シ
リ
ー
ズ
】

チ
ワ
ン（
壮
）族
の
文
化
の
資
源
化
の
現
状

講
師　

塚
田
誠
之（
本
館 

名
誉
教
授
）

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン（
定
員
60
名
）

チ
ワ
ン（
壮
）族
は
、
中
国
の
55
の
少
数
民
族
の
う
ち
最
大
の
人
口

を
有
し
、
そ
の
多
く
が
中
国
南
部
の
広
西
壮
族
自
治
区
に
居
住
し

て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
漢
文
化
の
影
響
を
受
容
し
て
き
ま
し
た
が
、

歌
掛
け
や
モ
チ
米
食
品
へ
の
嗜
好
性
な
ど
独
自
性
を
も
保
持
し
て

き
ま
し
た
。
1
9
9
0
年
代
以
降
、
中
国
の
経
済
発
展
に
と
も
な

い
、
か
つ
て
男
女
の
歌
掛
け
の
際
に
用
い
ら
れ
た「
繍
球
」が
商
品

化
さ
れ
、
高
床
式
住
居
が
観
光
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
る
な
ど
の

変
化
が
み
ら
れ
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
こ
う
し
た
事
例
を
つ
う
じ

て
文
化
の
資
源
化
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

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

※
要
事
前
申
込
、
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

パコパンパ遺跡の保存作業に携わる地域住民
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た
よ
う
に
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
敵
対
視
し
な
い
伝
統
が

あ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
人
間
に
近
し
い
鉄
腕

ア
ト
ム
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

想
像
界
の
生
物
に
は
、
不
思
議
な
も
の
、
超

自
然
的
な
も
の
、
未
知
の
世
界
の
恐
ろ
し
い
も
の
、

人
間
が
憧
れ
る
完
全
無
欠
な
も
の
、
人
間
の
弱
さ

や
醜
さ
を
投
影
し
た
も
の
な
ど
が
あ
り
そ
う
だ
が
、

鉄
腕
ア
ト
ム
も
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
具
現
化
し
た

存
在
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

♦
♦
♦
み
ん
ぱ
く
の
ロ
ボ
ッ
ト
♦
♦
♦

こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
「
も
の
の
広
場
」
の
主

役
だ
っ
た
「
Dr.
み
ん
ぱ
く
」。
当
時
の
佐
々
木
高

明
館
長
は
、
一
九
九
三
年
に
新
設
が
認
め
ら
れ
た

第
七
展
示
棟
（
現
在
の
言
語
展
示
場
、企
画
展
示
場
、

南
ア
ジ
ア
展
示
場
の
あ
た
り
）
に
情
報
展
示
を
導

入
す
べ
し
と
提
言
、
検
討
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ア

イ
デ
ア
の
な
か
か
ら
、「
も
の
の
広
場
」
と
「
映

像
の
広
場
」
が
一
九
九
六
年
秋
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

と
も
に
実
験
展
示
で
あ
り
、
ま
た
使
用
機
器
の
耐

用
年
限
を
越
え
た
た
め
、
前
者
は
二
〇
〇
五
年
、

後
者
は
二
〇
〇
二
年
に
姿
を
消
し
た
。「
も
の
の

広
場
」
は
、
六
台
の
長
机
に
五
二
種
類
の
モ
ノ
が
、

壁
際
の
書
架
三
台
に
は
四
一
種
類
の
各
国
小
学
校

低
学
年
向
け
教
科
書
が
配
置
さ
れ
、
机
の
周
囲

に
置
か
れ
た
人
型
端
末
（
右
写
真
）
一一
台
と
壁

際
に
置
か
れ
た
秤
型
端
末
三
台
は
、
と
も
に
「
Dr.

み
ん
ぱ
く
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
観
覧
者
が
モ
ノ

や
教
科
書
を
も
っ
て
Dr.
み
ん
ぱ
く
の
セ
ン
サ
ー
に

近
年
、
A
I
（
人
工
知
能
）
を
使
う
ロ
ボ
ッ
ト

が
多
数
家
庭
に
出
現
し
て
い
る
。
イ
ヌ
型
や
人
型

の
も
の
は
ペ
ッ
ト
代
わ
り
の
癒
や
し
効
果
が
あ
る

し
、
I
T
機
器
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
と
し
て

も
活
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
日
本

に
お
け
る
元
祖
は
、
手
塚
治
虫
の
創
造
し
た
鉄

腕
ア
ト
ム
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
団
塊
の
世
代
は
、
手
塚
治
虫
の
マ
ン

ガ
を
読
ん
で
育
っ
た
。
S
F
、
少
女
も
の
、
青
年

も
の
、
歴
史
も
の
、
民
俗
も
の
、
多
様
な
作
品
群

を
と
お
し
て
豊
か
な
感
性
を
育
ん
だ
。
な
か
で
も

『
鉄
腕
ア
ト
ム
』
は
、
捨
て
子
で
孤
児
と
い
う
出

自
の
彼
が
、
人
間
不
信
に
陥
り
、
つ
い
に
は
人
間

に
敵
対
す
る
、
と
い
う
展
開
を
見
せ
、
読
者
は
仰

天
す
る
と
と
も
に
、
ア
ト
ム
の
生
い
立
ち
に
共
感

し
彼
の
悲
し
み
に
涙
し
た
も
の
だ
。

♦
♦
♦
人
間
と
の
距
離
♦
♦
♦

S
F
作
家
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ア
シ
モ
フ
が
打
ち
立

て
た
人
間
に
従
順
た
る
べ
し
と
い
う
「
ロ
ボ
ッ
ト

三
原
則
」
に
反
し
て
人
間
を
支
配
下
に
置
こ
う
と

す
る
ロ
ボ
ッ
ト
へ
の
不
安
は
、
多
く
の
S
F
映
画

で
繰
り
返
し
描
か
れ
て
き
た
。
そ
の
不
安
は
フ
ラ

ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
す
な
わ

ち
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士
が
い
だ
い
た
、

自
分
が
創
造
し
た
怪
物
に
滅
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
潜

在
的
な
恐
れ
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し

日
本
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
工
場
に
導
入
し

た
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
を
擬
人
化
し
て
愛
称
を
付
け

か
ざ
す
と
、
そ
れ
ら
に
装
着
さ
れ
た
感
応
型
チ
ッ

プ
の
記
憶
す
る
識
別
番
号
が
感
知
さ
れ
、
モ
ノ
の

名
前
や
用
途
な
ど
の
背
景
情
報
が
Dr.
み
ん
ぱ
く

の
画
面
に
提
示
さ
れ
る
ほ
か
、
秤
型
端
末
は
教
科

書
を
現
地
語
で
読
み
あ
げ
る
と
同
時
に
そ
の
和

訳
を
逐
次
画
面
に
表
示
す
る
機
能
も
も
っ
て
い
た
。

「
も
の
の
広
場
」
は
、
視
覚
に
偏
重
し
た
博
物

館
展
示
を
見
直
し
て
、
触
覚
か
ら
始
ま
る
モ
ノ
と

の
触
れ
合
い
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
、
新
し
い
展

示
と
し
て
企
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
感
応
型
チ
ッ
プ
は
一
九
九
〇
年
代
に
開
発

さ
れ
た
ば
か
り
の
製
品
で
、
長
さ
二
セ
ン
チ
、
直

径
五
ミ
リ
ほ
ど
の
大
き
な
筒
形
だ
っ
た
が
、
そ
の

後
、
小
型
化
し
た
Ｉ
Ｃ
タ
グ
や
非
接
触
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
へ
と
進
化
し
た
。
Ｉ
Ｔ
機
器
の
進
化
に
と
も
な

い
、
い
ず
れ
展
示
場
に
も
、
も
っ
と
人
間
味
の
あ

る
ロ
ボ
ッ
ト
が
出
現
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

想像界の生物相

Dr.みんぱく
民博 名誉教授 久

く
保
ぼ

 正
まさ
敏
とし

名称―人型の Dr.みんぱく

サイズ―高さ 154cm

工場の倉庫や作業場の雰囲気を模した「ものの広場」。壁際に並ぶ
教科書のあいだには、秤型のDr.みんぱくの姿も見える（1996年）

腰に腕を当てたスタイル、
顔の形のディスプレイ、頭
にはバンダナを巻いて人間
らしい姿に成形されている
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バー
サ
ル
デ
ザ
イン
の
博
物
館
と
い
う
含
意
で
U
M
が

注
目
さ
れ
始
め
る
の
は
、
二一世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で

あ
る
。

最
近
、僕
は
U
M
を
定
義
す
る
表
現
と
し
て
、「
感

覚
の
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
五う
る
さ

月
蠅
い
博
物
館
」
を

用
い
て
い
る
。
古
今
東
西
、
博
物
館
の
展
示
は
見
る

こ
と
、
見
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
て
き

た
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
は
、
視
覚
優
位
の
近
代
文
明

の
象
徴
と
も
い
え
る
。
視
覚

中
心
の
展
示
方
法
、
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
あ
り
方
を
問
い

直
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
を

活
用
で
き
る
博
物
館
を
創
ろ

う
。
そ
し
て
、
博
物
館
か
ら

社
会
を
変
え
て
い
こ
う
。

U
M
運
動
は
、
近
代
に
対
す

る
強
烈
な
異
議
申
し
立
て
を

内
包
し
て
い
る
。

従
来
、
博
物
館
・
美
術
館

は
静
か
に
見
学
す
る
場
所
と

広
ひ ろ

瀬
せ

 浩
こ う

二
じ

郎
ろ う

民博 グローバル現象研究部

感
覚
の
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
博
物
館

ユニ
バー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
以
下
、
U
M
と
略

記
）
と
は
、「
誰
も
が
楽
し
め
る
博
物
館
」
を
意
味

す
る
。
単
な
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
、
障
害
者
対
応
と
い

う
レ
ベル
を
脱
し
て
、
あ
ら
た
な
普
遍
性
を
模
索
す

る
の
が
U
M
運
動
の
要よ
う

諦て
い
で
あ
る
。一九
九
〇
年
代

以
降
、
日
本
に
お
い
て
ユ
ニ
バー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
考

え
方
が
各
方
面
で
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
った
。ユニ

の
た
め
に
補
助
員
を
提
供
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
補

助
の
内
容
は
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
し
、
専
門

的
な
知
識
・
技
術
を
も
つ
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
は
簡
単

で
は
な
い
。

僕
の
知
人
の
全
盲
者
は
、
学
生
時
代
、
あ
る
博

物
館
で
実
習
を
経
験
し
た
。
実
習
を
通
じ
て
彼
は
、

博
物
館
の
業
務
遂
行
上
、
視
覚
が
必
須
で
あ
る
こ
と

を
痛
感
し
、
学
芸
員
に
な
る
夢
を
あ
き
ら
め
た
。
あ

れ
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
が
過
ぎ
た
が
、
基
本
的
に
状
況

は
今
日
も
同
じ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
彼
は
今
、
高

誰
も
が
働
き
や
す
い
博
物
館

こ
れ
ま
で
に
民
博
で
は
、
U
M
を
テ
ー
マ
と
す
る

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
三
回
実
施
し
て
き
た
。
ま
た
、

二
〇一二
年
に
は
本
館
展
示
の
全
面
改
修
の一環
で
、

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョン
・
ゾ
ー
ン
に
「
世
界
を
さ
わ
る
」

コ
ー
ナ
ー
も
開
設
さ
れ
た
。こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、民
博

の
U
M
研
究
の
拠
点
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

U
M
が
日
本
の
博
物
館
を
改
変
す
る
起
爆
剤
と
な
っ

て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
今
後
は
日
本
発
の
新
概

念
と
し
て
、
U
M
を
国
際
的
に
普
及
す
る
の
が
大
き

な
目
標
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
U
M
運
動

の
な
か
で
、
喫
緊
の
課
題
と
な
って
い
る
の

が
雇
用
・
就
労
問
題
で
あ
る
。

「
視
覚
障
害
学
生
の
博
物
館
実
習
を
受

け
入
れ
て
く
れ
る
施
設
が
な
い
」「
弱
視
者

の
博
物
館
実
習
を
拒
否
す
る
の
は
障
害

者
差
別
で
は
な
い
か
」。
僕
の
と
こ
ろ
に
こ

う
いった
相
談
が
二
件
、二
〇一八
年
度
中

に
も
ち
込
ま
れ
た
。
現
在
、
障
害
の
あ
る

学
生
が
学
芸
員
資
格
を
取
得
す
る
こ
と

は
制
度
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

繊
細
な
資
料
の
と
り
扱
い
、
照
明
器
具
の

微
妙
な
調
整
な
ど
の
実
習
で
は
、
視
覚
障

害
者
に
は
「
で
き
な
い
」こ
と
が
多
い
。二

〇一六
年
施
行
の
障
害
者
差
別
解
消
法
で

は
、「
で
き
な
い
」
を
解
消
す
る
の
が
合
理

的
配
慮
と
さ
れ
て
い
る
が
、
何
が
合
理
的

で
、
ど
こ
ま
で
配
慮
す
れ
ば
い
い
の
か
は

曖
昧
で
あ
る
。
例
え
ば
、
視
覚
障
害
学
生

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
対
話
型
の
鑑
賞

が
各
地
で
試
み
ら
れ
て
い
る
。「
五
月
蠅
い
博
物
館
」

と
は
、
来
館
者
や
学
芸
員
な
ど
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に

集
う
人
び
と
が
全
身
の
触
角
（
セン
サ
ー
）を
働
か
せ

て
交
流
す
る
こ
と
を
指
す
。
人
間
は
虫
の
よ
う
な
触

角
を
と
り
戻
す
べき
だ
と
い
う
主
張
の
下
、あ
え
て「
五

月
蠅
い
」
と
漢
字
表
記
し
て
い
る
。
博
物
館
で
の
体

験
を
通
じ
て
、
感
覚
の
多
様
性
への
気
づ
き
が
生
ま

れ
れ
ば
、
健
常
者
と
は
五
感
の
使
い
方
が
異
な
る
障

害
者
を
尊
重
す
る
意
識
も
醸
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

視
覚
に
依
拠
す
る
人
、
触
覚
に
依
拠
す
る
人
、
聴
覚

に
依
拠
す
る
人
…
…
。
異
文
化
間
コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
実
践
で
き
る
現
場
と
し
て
、「
五
月
蠅
い
博
物
館
」

が
発
展
す
る
こ
と
を
願
って
い
る
。

近
年
、博
物
館
・
美
術
館
で
も
積
極
的
に
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
と
り
入
れ
て
い
こ

う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
一
方
で
、多
く
の
課
題
が
あ
る
こ
と
に
も
目
を
背
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
本
コ
ー
ナ
ー
最
終
回
に
あ
た
り
、博
物
館
が
目
指
す
未
来
に
つ
い

て
、ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

ユニバーサル・ミュージアム

校
の
英
語
教
員
と
な
って
活
躍
し
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
障
害
者
が
学
芸
員
と
し
て
採
用
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
博
物
館
そ
の
も
の
が
変
化
す
る
。

こ
れ
は
、
障
害
当
事
者
と
し
て
博
物
館
に
勤
務
す
る

僕
の
信
念
で
あ
る
。学
芸
員
実
習
も
柔
軟
に
運
用
さ

れ
、
万
人
に
開
か
れ
る
べき
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
く

の
博
物
館
で
は
「
雑
芸
員
」
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
る
少
数
の

学
芸
員
が
日
々
の
雑
務
を
こ
な
し
な
が
ら
、
展
示
や

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
・
担
当
し
て
い
る
の
が
現

実
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
館
が
、
配
慮
を
要
す
る
実

習
生
を
受
け
入
れ
る
の
は
厳
し
い
。
日
本
の
博
物
館

で
障
害
者
が
学
芸
員
採
用
さ
れ
る
例
は
き
わ
め
て
少

な
く
、お
そ
ら
く
視
覚
障
害
者
の
学
芸
員
は
皆
無
だ

ろ
う
。

お
互
い
が
「
で
き
る
」
こ
と
を
分
担
す
る
の
が
障

害
者
雇
用
を
進
め
る
鉄
則
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
昨

年
発
覚
し
た
省
庁
等
の
公
的
機
関
に
お
け
る
障
害

者
雇
用
水
増
し
問
題
を
想
起
す
る
ま
で
も
な
く
、

「
障
害
者
に
も
で
き
る
こ
と
」
を
見
つ
け
る
の
み
で
は

現
状
打
破
は
難
し
い
。
障
害
者
雇
用
の
進
展
を
図
る

に
は
、「
障
害
者
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
」
を
探
究

す
る
発
想
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。

感
覚
の
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
五
月
蠅
い
博
物

館
。こ
の
理
想
が
雇
用
・
就
労
と
い
う
面
で
博
物
館

に
根
付
く
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

だ
が
、「
障
害
」とい
う
観
点
で
学
芸
員
の
仕
事
を
再

解
釈・再
検
討
す
る
こ
と
は
大
切
だ
ろ
う
。
U
M
と
は

「
誰
も
が
働
き
や
す
い
博
物
館
」で
あ
る
。
そ
う
言
え

る
日
が
き
っと
やって
く
る
と
僕
は
信
じ
てい
る
。

●●●●●●●●●●●

筆者は2014年度から東海大学の博物館実習を担当している。実習では、学芸員の資格取得をめざす学生
たちに触覚と聴覚による情報収集・伝達の可能性を実体験してもらう。民族楽器や仮面に直接触れて触
感や形状を確かめる実習は、全盲の講師ならではの試みといえよう（2019年撮影）

2015年に民博で開催されたUMシンポジウムのチラシ。
表面には点字も印刷されている

民博の「世界をさわる」コーナー。さまざまな地域、素材の民族資料に優しく、
ゆっくりさわることで、来場者は「触文化」の豊かさを体感できる
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も
う
ひ
と
つ
の
万
博
映
画

二
〇
二
五
年
に
、
大
阪
市
此こ
の

花は
な

区く

の
夢ゆ
め

洲し
ま
で
、
日
本
の
国
際
博

覧
会
と
し
て
は
二
〇
年
ぶ
り
の
大
阪・関
西
万
博
が
開
か
れ
る
。い
っ

ぽ
う
で
、
一
九
七
〇
年
に
は
、
み
ん
ぱ
く
の
所
在
す
る
万
博
記
念

公
園
の
敷
地
で
、
日
本
で
最
初
か
つ
最
大
の
国
際
博
覧
会
、
大
阪

万
博
（
日
本
万
国
博
覧
会
）
が
開
か
れ
た
。
今
か
ら
六
年
後
の
万
博

は
、
四
九
年
前
の
万
博
か
ら
何
を
継
承
し
、
何
を
あ
ら
た
な
挑
戦

と
位
置
づ
け
て
い
く
の
か
。
万
博
を
た
ん
な
る
祭
典
に
終
わ
ら
せ

な
い
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
大
阪
や
日
本
に
住
ん
で
万
博
の
ホ
ス
ト
と
も
い
え

る
わ
れ
わ
れ
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
い
え
ば
選
手
に
も
あ
た
る
か

ら
だ
。

こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
う
え
で
、「
公
式
長
編
記
録
映
画 

日

本
万
国
博
」（
谷た
に

口ぐ
ち

千せ
ん

吉き
ち

監
督
、
一
九
七
一
年
）
と
い
う
映
画
は
た
い

へ
ん
参
考
に
な
る
が
、
公
式
記
録
で
あ
る
た
め
、
レ
ン
ズ
の
視
野

が
万
博
会
場
の
外
に
ま
で
届
く
こ
と
は
な
く
、
同
時
代
が
抱
え
て

い
た
課
題
と
の
か
か
わ
り
で
万
博
を
考
察
す
る
に
は
不
十
分
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
今
回
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
第
一
作
公
開
か
ら
今
年

で
五
〇
年
を
迎
え
る
「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
山や
ま

田だ

洋よ
う

次じ

が
監
督
を

務
め
た
「
家
族
」
と
い
う
映
画
で
あ
る
。

こ
の
映
画
は
、「
男
は
つ
ら
い
よ
」
公
開
の
翌
年
に
あ
た
る
一
九

七
〇
年
に
、
大
阪
万
博
の
会
場
を
ロ
ケ
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
撮
影

さ
れ
、
同
じ
年
の
一
〇
月
に
公
開
さ
れ
た
。
公
開
は
も
ち
ろ
ん
、
大

め
よ
う
と
す
る
妻
に
対
し
て
、
夫
は
、
独
り
で
で
も
新
天
地
を
開

拓
し
た
い
と
告
げ
る
。
結
局
、
妻
も
夫
を
信
頼
し
、
二
人
の
子
ど

も
を
抱
え
て
つ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
カ
メ
ラ
は
、
主
人
公
ら
の

足
取
り
を
長
崎
県
か
ら
北
海
道
ま
で
辿た
ど

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
見
知
ら
ぬ
町
を
と
お
り
な
が
ら
思
わ
ぬ
ハ
プ
ニ
ン
グ
を

経
験
し
、
将
来
に
対
し
て
も
不
安
を
募
ら
せ
な
が
ら
歩
み
を
進
め

て
い
く
主
人
公
ら
を
見
て
、
観
客
は
、
主
人

公
の
不
安
と
み
ず
か
ら
が
時
代
に
対
し
て
も

つ
不
安
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
。

   「
男
は
つ
ら
い
よ
」
を
も
の
し
た
山
田
洋
次

な
ら
ば
、
こ
の
不
安
を
も
っ
と
楽
天
的
に
描

く
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
実
際
、
映
画
の

終
わ
り
で
は
、
希
望
と
と
も
に
新
生
活
を
営

む
主
人
公
ら
の
よ
う
す
が
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
映
画
全
体
を
と
お
し
て
、
観
客
は

手
に
汗
を
握
り
な
が
ら
事
態
の
推
移
を
見
つ

め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
大
都
市
に
お
け
る
地

下
街
や
雑
踏
の
魅
力
、
な
ら
び
に
工
業
地
帯

に
お
け
る
巨
大
な
工
業
技
術
を
映
像
と
し
て

は
見
せ
な
が
ら
、
目
に
見
え
に
く
い
人
の
心

の
ゆ
く
末
を
問
い
か
け
る
よ
う
な
ス
タ
ン
ス

が
、
こ
の
映
画
か
ら
は
は
っ
き
り
と
感
じ
と

れ
る
。

万
博
と
観
光
ブ
ー
ム

こ
の
こ
と
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
の
が
、

笠り
ゅ
う

智ち

衆し
ゅ
うが
演
じ
る
主
人
公
の
父
親
で
あ
る
。

こ
の
老
人
は
最
初
、
福
山
に
住
む
主
人
公
の

阪
万
博
が
閉
幕
し

た
九
月
一
三
日
よ

り
も
後
の
こ
と
だ

が
、
閉
幕
直
後
と

も
い
え
る
時
期
に

映
画
を
公
開
し
た

の
は
、
万
博
の
記

憶
が
鮮
明
な
と
き

に
こ
そ
映
画
で
万

博
に
つ
い
て
問
い

か
け
る
意
図
が

あ
っ
た
た
め
で
は

な
か
ろ
う
か
。
い

わ
く
、
万
博
と
は

何
だ
っ
た
の
か
、

そ
し
て
、
そ
れ
が
テ
ー
マ
と
し
た
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
と
は

何
だ
っ
た
の
か
と
。

新
生
活
へ
の
不
安
と
新
時
代
へ
の
不
安

石
炭
燃
料
か
ら
石
油
燃
料
へ
の
転
換
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
こ
の

時
期
、
産
出
量
が
減
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
長
崎
の
炭
鉱
に
勤
め
て

い
た
主
人
公
は
、
一
念
発
起
し
て
北
海
道
で
の
酪
農
経
営
を
志
す
。

も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
行
っ
た
こ
と
の
な
い
土
地
で
あ
る
。
そ
れ
を
止

弟
の
世
話
に
な
る
つ
も
り
で
主
人
公
ら
と
と
も
に
長
崎
を
出
る
が
、

「
東
京
物
語
」（
小お

津づ

安や
す

二じ

郎ろ
う

監
督
、
一
九
五
三
年
）
で
笠
が
演
じ
た

老
人
と
同
様
、
厄
介
者
扱
い
さ
れ
て
追
い
は
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
追
い
は
ら
っ
た
弟
自
身
、
負
い
目
を
感
じ
て
兄
に
高
額
の
餞せ
ん

別べ
つ

を
渡
す
も
の
の
、
ま
さ
し
く
家
族
の
あ
り
か
た
が
こ
こ
で
観
客

に
問
わ
れ
る
。
主
人
公
ら
は
、
新
生
活
へ
の
不
安
と
新
時
代
へ
の

不
安
を
共
振
さ
せ
な
が
ら
、導
か
れ
る
よ
う
に
歩
み
を
進
め
て
い
く
。

山
田
の
「
家
族
」
は
、
小
津
の
「
東
京
物
語
」
の
基
調
を
受
け

つ
い
だ
映
画
で
あ
り
、
極
端
に
い
え
ば
、
時
代
に
即
し
た
描
き
か

た
だ
け
が
小
津
映
画
と
異
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
例
え
ば
、「
東
京

物
語
」
は
尾
道
と
東
京
が
舞
台
で
あ
る
の
に
対
し
、「
家
族
」
は
長

崎
、
福
山
、
大
阪
、
東
京
、
青
森
、
北
海
道
へ
と
舞
台
が
変
わ
っ

て
い
く
。
後
者
に
お
け
る
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー
的
展
開
は
、
国
鉄
が

主
導
し
た
観
光
ブ
ー
ム
が
定
着
し
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
採
り
え
た

手
法
だ
と
思
う
。

ま
た
、
万
博
会
場
を
は
じ
め
と
し
て
大
阪
の
地
下
街
や
東
京
の

満
員
電
車
、
瀬
戸
内
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
な
ど
の
都
市
的
情
景
を
意
識

的
に
描
写
す
る
点
も
、
山
田
映
画
の
特
徴
で
あ
り
、
ス
タ
ジ
オ
で

の
演
出
を
重
視
す
る
小
津
映
画
と
大
き
く
異
な
る
。
小
津
の
時
代

に
は
、
視
覚
的
に
迫
力
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
が
山
田
の
時
代
ほ
ど
多

く
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。「
東
京
物
語
」の
撮
影
時
、東
京
タ
ワ
ー

す
ら
ま
だ
な
か
っ
た
の
だ
。

山
田
の
描
い
た
当
時
の
情
景
は
、
人
類
が
そ
れ
ま
で
経
験
し
た

こ
と
が
な
い
巨
大
技
術
や
大
衆
生
活
を
反
映
し
て
お
り
、
万
博
は

そ
の
一
例
で
あ
る
。
梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

や
岡お
か

本も
と

太た

郎ろ
う

の
い
い
か
た
を
借
り

れ
ば
、「
べ
ら
ぼ
う
な
も
の
」
の
等
身
大
の
経
験
を
、
山
田
は
複
眼

的
に
描
い
た
。
次
の
万
博
は
わ
れ
わ
れ
に
ど
の
よ
う
な
経
験
を
も

た
ら
す
の
か
、
山
田
を
見
習
っ
て
今
か
ら
考
え
て
お
き
た
い
も
の
だ
。

劇
映
画
の
な
か
の
万
博

飯い
い

田だ 

卓た
く

民
博 

人
類
文
明
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M
「家族」

1970年／日本／日本語／106分／DVDあり

監督：山田洋次

出演：倍賞千恵子、井川比佐志、笠智衆ほか

大阪万博開催当時のにぎわい（撮影：野口昭雄）

『家族』（1970年）
監督/山田洋次
写真提供/松竹
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ながなんぢゃ

ながないんぢゃ

What’s in a name?

山
田
太
郎
さ
ん
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
山
田
花
子
さ
ん
で
も

構
わ
な
い
。

残
念
な
が
ら
筆
者
の
狭
い
交
友
関
係
で
は
、
知
人
・
友
人
と

よ
べ
る
人
一
覧
に
そ
う
い
っ
た
名
前
の
方
は
存
在
し
て
い
な
い
。

け
れ
ど
も
、
誰
も
が
見
知
っ
て
い
る
名
前
か
と
思
う
。
何
故
な

ら
ば
、
一
昔
前
の
お
役
所
関
係
の
書
類
の
見
本
を
、
こ
の
二
人

が
全
国
津
々
浦
々
ま
で
出
向
い
て
書
い
て
下
さ
っ
て
い
た
か
ら

だ
。
何
と
い
う
努
力
か
。
近
年
で
は
、
郵
政
太
郎
と
か
、
国
税

太
郎
と
か
、
続
々
と
各
家
庭
か
ら
太
郎
さ
ん
が
参
入
し
て
き
て

い
て
、
記
入
例
業
界
も
濡ぬ

れ
手
に
粟あ
わ

と
賑に
ぎ

わ
っ
て
い
る
。

ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス
さ
ん
も
同
じ
動
機
、
つ
ま
り
、
一
般
的
に
あ

り
ふ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
、
必
ず
し
も
統
計
に
基
づ
か

な
い
イ
メ
ー
ジ
を
先
行
さ
せ
て
「
一
般
人
」
と
し
て
創
作
さ
れ

た
人
物
に
名
付
け
ら
れ
る
名
称
と
し
て
、
有
名
で
あ
る
。
も
は

や
そ
の
名
前
は
、
名
無
し
の
権
兵
衛
さ
ん
と
し
て
の
役
回
り
か

ら
逸
脱
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
な
か
で
の
「
わ
た
し
は

偽
名
で
す
」
と
い
う
こ
っ
そ
り
と
し
た
主
張
に
ま
で
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
何
か
の
作
品
に
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス
が
出
て
き
た
ら
、

そ
れ
と
解
る
人
は
す
ぐ
に
感
付
け
る
し
、
解
ら
な
い
人
に
も
悪

影
響
が
お
よ
ば
な
い
と
い
う
仕
掛
け
だ
。
匿
名
と
い
う
意
味
で

は
、
か
つ
て
、
有
名
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
が
「
山
田
太
郎
（
仮
）」

と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
漫
画
を
描
い
て
い
た
、
な
ん
て
話
も
あ
っ

た
。
ご
丁
寧
に
「（
仮
）」
ま
で
付
い
て
い
る
。

パ
ソ
コ
ン
通
信
後
の
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
黎れ
い

明め
い

期
に
、
ネ
ッ

ト
掲
示
板
と
い
う
の
が
流
行
っ
た
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
入
力
フ
ォ
ー
ム

に
は
名
前
と
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
と
を
書
き
込
む
欄
も
用
意
さ
れ

て
い
る
の
が
お
決
ま
り
の
形
だ
っ
た
が
、
多
く
の
利
用
者
が
匿

名
で
発
言
し
て
い
た
。
名
前
を
入
力
し
な
い
と
「
名
無
し
さ
ん
」

な
ど
と
い
っ
た
代
わ
り
の
名
前
が
自
動
的
に
出
力
さ
れ
、
多
数

の
名
無
し
さ
ん
が
好
き
勝
手
に
玉
ぎ
ょ
く

石せ
き

混こ
ん

淆こ
う

な
議
論
を
し
、
発
言

の
真
実
性
や
責
任
の
所
在
は
、
す
べ
て
藪や
ぶ

の
な
か
で
あ
っ
た
。

ウ
ェ
ブ
掲
示
板
は
す
っ
か
り
衰
退
し
て
い
る
が
、
匿
名
発
信
の

文
化
は
S
N
S
へ
と
土
俵
を
変
え
て
、
今
で
も
続
い
て
い
る
。

中
国
で
も
張
チ
ャ
ン

三サ
ン

李リ
ー

四ス
ー

（
張
さ
ん
の
第
三
子
、
李
さ
ん
の
第
四
子
）

と
い
え
ば
、
凡
百
の
特
段
目
立
つ
こ
と
の
な
い
一
般
市
民
の
よ
う

な
意
味
に
な
る
。
悪
目
立
ち
し
な
い
の
は
生
き
る
う
え
で
大
切

な
こ
と
で
も
あ
り
、
子
ど
も
に
良
い
名
前
を
付
け
る
と
そ
の
目

立
つ
子
を
魔
物
が
攫さ
ら

っ
て
し
ま
う
か
ら
と
、
悪
い
意
味
の
名
前

を
付
け
た
り
、「
名
無
し
」
と
い
う
名
前
に
し
た
り
す
る
文
化
は
、

世
界
中
で
散
見
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
ウ
ェ
ブ
掲
示
板
で
も
、

己
が
苛
烈
な
発
言
へ
の
反
感
か
ら
身
を
守
る
た
め
、「
名
無
し
」

の
名
前
が
隠
れ
蓑み
の

に
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
は
ど
ち
ら
が
魔

物
だ
か
、
一
概
に
い
え
な
い
話
で
は
あ
る
が
。

知
人
に
山
田
太
郎
さ
ん
も
山
田
花
子
さ
ん
も
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ

ス
さ
ん
も
居
な
い
が
、
調
査
し
て
い
る
フ
ィ
ー
ル
ド
に
は
、
ム
ハ

ン
マ
ド・ア
リ
ー
さ
ん
が
四
人
も
居
る
。ム
ハ
ン
マ
ド
は
イ
ス
ラ
ー

ム
教
の
最
後
に
し
て
最
高
の
預
言
者
の
名
だ
し
、
ア
リ
ー
も
彼

の
従い
と
こ弟

で
あ
り
第
四
代
正
統
カ
リ
フ
の
名
な
の
だ
か
ら
、
か
ぶ
っ

て
し
か
り
の
名
な
の
で
は
あ
る
が
。
そ
う
な
る
と
父
親
名
と
か
、

村
名
と
か
で
何
と
か
区
別
を
し
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
れ
で
も

ダ
メ
な
ら
、
綽あ
だ

名な

を
付
け
る
し
か
な
い
。
そ
う
い
え
ば
、
ボ
ク

シ
ン
グ
で
も
同
名
の
ア
メ
リ
カ
人
選
手
が
居
た
な
ぁ
。

吉
よし

岡
おか

 乾
のぼる

民博　人類基礎理論研究部
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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「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
当館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

『月刊みんぱく』は 1977年に創刊され、本館と歩みを

ともにしながら毎月１冊休みなく刊行されてきた。本号で

は通巻 500号を記念した特集を組んだ。500号と数字を述

べてもイメージがわかないかもしれないが、全号を縦に並

べると 128.5メートル、重さをはかると約 28キログラム、

床に広げると約 23.39平方メートルにもなるという。全巻

を並べて撮影した本号の表紙からもその物理的な量が想像

できよう。これまで編集にかかわってきた人は、編集長 18

人、執筆者になると約 1800人にもなる。編集委員は、奥

付で確認できるだけでも 69名になる。そうした歴代関係者

の末席を汚しながら、500号という節目に編集長をさせて
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その先に向けてバトンを渡していけたらと思う。

なお今号の特集は、本誌の編集実務を担当している編集

室のスタッフに原稿を執筆してもらった。いずれも創刊以

来、本誌の制作に協力をいただいている千里文化財団に所

属する方々である。2019年 4月号で特集を組んだ収蔵庫

同様、裏方とみなされがちであるが、彼らの活躍も紹介で

きていたらと思う。（丹羽典生）
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次号の予告
特集

「サウジアラビア、女性の暮らしの半世紀」
（仮）

●表紙：本館の中央階段に並べた 499冊の『月刊みんぱく』  
（撮影：本誌編集室）
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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
みんぱくインスタグラム https://www.instagram.com/MINPAKUofficial/
みんぱくYouTube  https://www.youtube.com/user/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ http://www.minpaku.ac.jp/

みんぱくをもっと楽しみたい方のために
国立民族学博物館友の会のご案内
友の会は、みんぱくの活動を支援し、博物館を楽しく積極
的に活用するためにつくられました。
毎月『月刊みんぱく』をお届けするほか、さまざまなサービ
スをご用意しております。

維持会員・正会員
『月刊みんぱく』の送付／友の会機関誌『季刊民族学』の送付
／本館展示の無料観覧／特別展観覧料の割引／友の会講演
会への参加／研究者同行の国内外研修旅行への参加　など

ミュージアム会員
『月刊みんぱく』の送付／本館展示の無料観覧／特別展観
覧料の割引／友の会講演会への参加　など

繰り返し入館できるみんぱくフリーパスや、学校・学部
単位で利用できるキャンパスメンバーズなど各種会員種
別もございます。目的にあわせてご利用ください。

詳細は、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）


