


エッセイ 千字文

 1    

月刊

4月号目次

梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

の
『
知
的
生
産
の
技
術
』
を
最
初
に
読
ん
だ
の

は
高
校
に
上
が
る
直
前
の
春
休
み
だ
っ
た
と
思
う
。
父
の
本

棚
か
ら
そ
の
岩
波
新
書
を
発
見
し
、
す
っ
か
り
か
ぶ
れ
て
し

ま
い
、
高
校
の
授
業
に
京
大
型
カ
ー
ド
を
持
ち
込
ん
で
ノ
ー

ト
代
わ
り
に
し
た
り
、大
学
で
も
カ
ー
ド
で
研
究
メ
モ
を
と
っ

た
り
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
研
究
者
と
な
っ
た
私
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
人
間

の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
研
究
を
進
め
て
い
た
。
そ
の
と
き
も

知
的
生
産
の
技
術
は
ど
こ
か
で
心
の
中
に
あ
っ
た
。
一
九
九
一

年
に
、
情
報
科
学
の
研
究
者
マ
ー
ク
・
ワ
イ
ザ
ー
が
「
二
一

世
紀
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
大
き
な
反

響
を
呼
ん
だ
。
こ
の
論
文
は
、
大
型
計
算
機
か
ら
パ
ー
ソ
ナ

ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
と
進
化
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
ユ
ビ
キ
タ

ス
に
、
つ
ま
り
実
世
界
の
至
る
と
こ
ろ
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
遍

在
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
た
も
の
で
、
次

の
よ
う
な
文
で
始
ま
っ
て
い
る
。

「
も
っ
と
も
深
淵
な
技
術
は
み
え
な
く
な
る
。
そ
れ
自

身
が
日
常
生
活
と
不
可
分
に
な
る
ま
で
、
そ
の
一
部
に

編
み
込
ま
れ
て
い
く
。」 

（
マ
ー
ク
・
ワ
イ
ザ
ー
「
二
一
世
紀
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」）

と
こ
ろ
が
、
ワ
イ
ザ
ー
の
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
が
た
だ
沢
山
あ
る
よ
う
な
世
界
だ
と
表
面
的
に
解
釈
さ
れ

て
し
ま
い
、
そ
う
い
う
技
術
展
示
な
ど
も
多
く
つ
く
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
気
に
し
て
か
、
ワ
イ
ザ
ー

は
ユ
ビ
キ
タ
ス
と
い
う
用
語
か
ら
〝C
alm

 Technology （
静

か
な
技
術
）〞
と
い
う
表
現
を
使
う
よ
う
に
な
る
。
技
術
の
静

け
さ
。
技
術
が
生
活
の
中
に
静
か
に
溶
け
込
み
、
そ
の
機
能

を
享
受
で
き
る
状
態
。
お
な
じ
こ
ろ
、
何
気
な
く
『
知
的
生

産
の
技
術
』
を
読
み
返
し
て
い
て
つ
ぎ
の
記
述
が
あ
る
の
に

気
づ
き
驚
い
た
。
ワ
イ
ザ
ー
の
い
う
静
か
な
技
術
を
二
〇
年

以
上
も
前
に
予
見
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
か
ら
だ
。

「
知
的
生
産
の
技
術
の
話
全
体
が
、
能
率
の
問
題
と
し

て
う
け
と
ら
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
じ
っ
さ

い
を
い
う
と
、
こ
う
い
う
話
は
能
率
と
は
無
関
係
で
は

な
い
に
し
て
も
、
す
こ
し
べ
つ
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

（
中
略
） 整
理
や
事
務
の
シ
ス
テ
ム
を
と
と
の
え
る
の
は
、

『
時
間
』
が
ほ
し
い
か
ら
で
は
な
く
、
生
活
の
『
秩
序

と
し
ず
け
さ
』
が
ほ
し
い
か
ら
で
あ
る
。」

（
梅
棹
忠
夫
『
知
的
生
産
の
技
術
』）

ユ
ビ
キ
タ
ス
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
最
近
で
は
I
o
T
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
I
T
が
至
る
と
こ
ろ
に
組
み
込
ま
れ

生
活
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
「
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
」
の
提
案

も
盛
ん
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
で
便
利
で
効
率
的
な
都
市
。
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
そ
こ
に
住
み
た
い
だ
ろ
う
か
？
　
効
率
の
追
求

に
と
ど
ま
ら
な
い
、
梅
棹
、
あ
る
い
は
ワ
イ
ザ
ー
が
示
し
た
秩

序
と
し
ず
け
さ
が
保
た
れ
る
世
界
を
め
ざ
し
て
い
き
た
い
。

秩
序
と
し
ず
け
さ

暦れ
き

本も
と 

純じ
ゅ
ん

一い
ち

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
6
1
年
東
京
都
生
ま
れ
。
情
報
科
学
者
。
東
京
大
学
大
学
院
情

報
学
環
教
授
、
ソ
ニ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
所
フ
ェ
ロ
ー
・

副
所
長
。
２
０
２
０
年
4
月
に
開
設
さ
れ
る
ソ
ニ
ー
Ｃ
Ｓ
Ｌ
京
都
の

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
就
任
。H

um
an A

ugm
entation

（
人
間
拡
張
）、

人
間
と
Ａ
Ｉ
の
能
力
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
越
え
相
互
接
続
・
進
化
し
て

い
くInternet of A

bilities

（
Ｉ
ｏ
Ａ
）の
研
究
を
推
進
。
著
書
に『
オ
ー

グ
メ
ン
テ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
』（
エ
ヌ
・
テ
ィ
ー
・
エ
ス
）
な
ど
が
あ
る
。
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み
ん
ぱ
く
の
初
代
館
長
、
梅
棹
忠
夫
は
世
界
各
地
で
学
術
調
査
に
携
わ
っ
た
。
そ

こ
で
生
ま
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
や
ス
ケ
ッ
チ
と
い
っ
た
資
料
は
多
く
の
論
文

や
著
作
へ
と
ま
と
め
ら
れ
た
。
梅
棹
が
手
作
業
で
実
践
し
た
知
的
生
産
の
方
法
と

考
え
方
は
、
情
報
技
術
が
発
達
し
た
今
日
も
有
効
性
を
失
っ
て
い
な
い
。
ま
も
な

く
開
催
さ
れ
る
企
画
展
と
連
動
し
た
本
特
集
で
は
、
梅
棹
の
知
的
生
産
の
過
程
と

そ
の
方
法
論
を
概
観
し
、
未
来
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
あ
り
方
を
考
え
る
。

知
的
生
産
の

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
へ

よ
う
こ
そ

梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

（
一
九
二
〇
〜
二
〇
一
〇
年
）
は
、
一
九
五
七
年
、

文
明
学
と
い
う
こ
と
ば
が
ま
だ
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
ろ
に
「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」
を
書
き
、
日
本
と
西
欧

の
平
行
進
化
な
ど
社
会
の
複
線
的
な
展
開
を
し
め
し
て
文
明

論
を
開
始
し
た
。
一
九
五
九
年
に
は
「
妻
無
用
論
」
で
、
女

性
た
ち
の
社
会
進
出
を
あ
と
お
し
し
つ
つ
、
男
女
雇
用
機
会

あ
た
り
ま
え
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
語
の
産
み
の
親
は
ま
ぎ
れ

も
な
く
梅
棹
で
あ
る
。
岩
波
新
書
の『
知
的
生
産
の
技
術
』（
一

九
六
九
年
）
に
は
じ
ま
る
。

当
時
の
編
集
者
に
よ
れ
ば
（『
梅
棹
忠
夫

―
知
的
先
覚
者
の

軌
跡
』
二
〇
一
一
年
、
千
里
文
化
財
団
）、
こ
ん
な
ハ
ウ
ツ
ー
も
の

は
売
れ
な
い
と
会
議
で
却
下
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
年
の
ベ
ス

ト
四
位
に
な
る
ほ
ど
よ
く
売
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
日
本
の
産

業
構
造
が
転
換
し
て
人
び
と
の
勤
務
先
が
工
場
か
ら
事
務
所

や
店
舗
へ
と
シ
フ
ト
し
、「
生
産
」
の
現
場
で
「
知
」
の
具
体

的
な
方
法
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
同
書
の
人
気
は
今
も
衰
え
て
い
な
い
。
二
〇
二
〇

年
、
梅
棹
の
生
誕
一
〇
〇
年
を
迎
え
る
と
同
時
に
、
同
書
も
ま

た
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
刷
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
以
前
に
書
か
れ
た
内
容
が
今
な
お
読
み
つ
が
れ
て
い
る
の
は

な
ぜ
な
の
か
。

日
本
学
術
振
興
会
監
事

民
博 
客
員
教
授

小こ

長な
が

谷や 

有ゆ

紀き均
等
法
制
定
よ
り
四
半
世
紀
前
に
早
く
も
女
性
論
を
文
明
論

の
柱
の
ひ
と
つ
に
す
え
る
基
礎
と
し
た
。
一
九
六
三
年
に
な
る

と
、
未
来
学
者
ア
ル
ビ
ン
・
ト
フ
ラ
ー
の
『
第
三
の
波
』
に
先

行
す
る
こ
と
一
七
年
、「
情
報
産
業
論
」
で
ポ
ス
ト
近
代
に
は

コ
ン
テ
ン
ツ
が
産
業
の
中
心
に
な
る
と
予
測
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
、
梅
棹
は
つ
ね
に
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー

だ
っ
た
。

「
知
的
生
産
」
の
産
み
の
親

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
「
知
的
生
産
」
と
い

う
語
を
検
索
す
る
と
、
ざ
っ
と
六
七
○
○
万
件
ヒ
ッ
ト
す
る
。

糸い
と

井い

重し
げ

里さ
と

は
、
梅
棹
を
「
見
え
な
い
道
具
も

見
え
る
道
具
も
つ
く
る
」
と
形
容
し
、
大
工
の

子
孫
で
あ
る
と
い
う
点
で
吉よ
し

本も
と

隆た
か

明あ
き

と
共
通

す
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
手
作
業

を
い
と
わ
ず
に
道
具
を
こ
の
む
精
神

が
名
著
『
知
的
生
産
の
技
術
』
を

産
み
、
先
駆
的
な
「
情
報
産
業
論
」

を
開
い
た
と
み
て
い
る
（『
考
え
る
人
』

二
○
一
一
年
夏
号
、
新
潮
社
）。

た
し
か
に
、
梅
棹
は
ア
イ
デ
ア
を

文
章
に
ま
と
め
る
な
ら
紙
片
を
使
う

の
が
よ
い
と
読
者
に
対
し
て
見
え
る

道
具
を
勧
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
え
る

道
具
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
提
案
さ
れ
た
。

さ
し
ず
め
現
代
な
ら
、
文
章
作
成
支
援
ソ
フ
ト
を
使
え
ば
同

じ
こ
と
が
簡
単
に
で
き
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

が
あ
っ
た
ら
で
き
る
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
さ
せ
る

べ
き
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
だ
。
糸
井
の

言
う
「
見
え
な
い
道
具
」
と
は
、
知
的

生
産
の
ノ
ウ
ハ
ウ
で
は
な
く
、
原
理
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

情
熱
を
か
た
む
け
つ
く
し
た
モ
ン
ゴ
ル

梅
棹
は
『
梅
棹
忠
夫
著
作
集
第
二
巻 

モ
ン
ゴ
ル
研
究
』（
一
九
九
〇
年
、
中
央
公

論
社
）
の
ま
え
が
き
で
「
わ
が
青
春
の

情
熱
を
か
た
む
け
つ
く
し
た
」
と
回
想

し
て
い
る
。
ま
た
、『
知
的
生
産
の
技
術
』

で
「
野
帳
の
分
量
が
お
お
い
と
、
野
外

調
査
か
ら
か
え
っ
て
か
ら
カ
ー

ド
が
で
き
る
ま
で
に
数
カ
月
を

要
し
た
り
し
た
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
調
査
中
の
み
な
ら

ず
、
調
査
後
も
か
な
り
の
情
熱

を
投
じ
た
の
だ
っ
た
。

ま
ず
、
聞
き
取
り
し
た
約
四

〇
〇
世
帯
に
番
号
を
付
す
な
ど

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
整
え
た
。
次

に
、
今い
ま

西に
し

錦き
ん

司じ

の
分
も
含
め
て

約
五
○
冊
の
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
内
容
を
、
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
を
使
っ
て
ロ
ー
マ
字
書
き
で
カ
ー
ド
に
転

記
し
た
。
ロ
ー
マ
字
カ
ー
ド
は
約
五
○
○
○
枚
。
見
出

し
に
応
じ
て
分
類
し
、
自
家
製
の
小
さ
な
紙
袋
に
入
れ
た
。

さ
し
ず
め
現
在
な
ら
、
ノ
ー
ト
の
中
身
を
テ
キ
ス
ト
と
し

て
デ
ジ
タ
ル
化
し
さ
え
す
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
分
類
し
な
く

て
も
、
検
索
に
よ
っ
て
必
要
事
項
を
簡
単
に
抽
出
し
う
る
。
が
、

全
ノ
ー
ト
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
の
は
か
な
り
の
労
力
で
あ
り
、

そ
れ
ほ
ど
の
手
間
を
か
け
る
価
値
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

ん
な
疑
心
暗
鬼
に
答
え
て
く
れ
る
の
は
梅
棹
だ
。
分
散
し
て

し
る
さ
れ
て
い
る
共
通
事
項
を
一
挙
に
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
極
意
を
教
え
て
く
れ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
い
時

代
の
彼
の
取
り
組
み
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
さ
せ
る
べ
き
タ
ス

ク
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

梅
棹
は
世
界
各
地
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
の
構
想
に

資
す
る
よ
う
文
化
人
類
学
を
方
向
づ
け
、「
知
的
生
産
」
の
装

置
の
集
大
成
と
し
て
み
ん
ぱ
く
を
創
設
し
た
。
彼
の
残
し
た

資
料
を
た
ど
り
な
が
ら
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
知
的
生
産
の
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
と
は
何
か
を
考
え
よ
う
。

特集特集

知
的
生
産
の

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

モンゴルのフィールドノート
（撮影：尼川匡志、「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

フィールドノートから転記されたローマ字カード
（撮影：尼川匡志、「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

「知的生産の技術」のための「こざね」。文章を書くためのメモ用紙は鎧兜の
部品に例えて「こざね」と名付けられた
（撮影：尼川匡志、「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

X0241166、1955年
「梅棹忠夫アーカイ
ブズ」より

2   3    2020 年 4月号



梅
棹
忠
夫

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の

ね
ら
い

今
日
の

知
的
生
産
の

手
法

民
博 

名
誉
教
授

久く

保ぼ 

正ま
さ

敏と
し

研
究
者
・
ブ
ロ
ガ
ー

堀ほ
り 

正ま
さ

岳た
け

創
設
以
来
の
懸
案
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
整
理

民
博
に
は
、
館
内
外
の
研
究
者
が
残
し
た
資
料
が
多
数
保

管
さ
れ
、
そ
の
整
理
は
創
設
以
来
の
課
題
だ
っ
た
。
一
般
の
公

文
書
や
史
料
と
異
な
り
、
文
書
や
メ
モ
、
写
真
、
フ
ィ
ル
ム
、

音
声
資
料
な
ど
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
資
料
が
多
い
、
私
信
な
ど
公

開
の
難
し
い
資
料
が
多
い
、
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

二
〇
〇
五
年
三
月
、
図
書
委
員
会
に
「
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
が
置
か
れ
、

二
〇
〇
六
年
度
に
は
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
会
」
が

立
ち
上
が
り
、「
民
族
学
研
究
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」

と
銘
打
っ
て
整
理
と
公
開
に
向
け
た
作
業
が
始

ま
っ
た
。

一
方
、
梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
は
長
年
に
わ
た

り
自
身
の
記
録
資
料
の
保
管
と
整
理
を
続
け
て

い
た
。一
九
九
三
年
の
退
任
後
は
、「
梅
棹
資
料
室
」

と
よ
ば
れ
る
部
屋
で
、
民
博
顧
問
と
し
て
整
理

を
続
け
た
が
、
そ
の
膨
大
な
資
料
が
収
め
ら
れ

た
部
屋
は
、
民
博
の
な
か
で
は
っ
き
り
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

梅
棹
忠
夫
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
特
徴

梅
棹
が
意
図
的
に
残
し
た
資
料
は
じ
つ
に
幅

梅
棹
忠
夫
の
卓
抜
し
た
民
族
学
的
才
能
を
手
元
で
支
え
て

い
た
の
が
、
Ｂ
６
サ
イ
ズ
の
情
報
カ
ー
ド
や
こ
ざ
ね
法
と
い
っ

た
、情
報
を
扱
い
や
す
く
収
集・編
集
す
る
「
知
の
技
法
」
だ
っ

広
く
、「
記
録
魔
」
の
面め
ん

目も
く

躍や
く

如じ
ょ

と
い
え
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー

ト
、
ス
ケ
ッ
チ
、
写
真
な
ど
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
作
ら
れ
た

資
料
か
ら
始
ま
り
、
ア
イ
デ
ア
を
ま
と
め
た
カ
ー
ド
、
そ
れ
を

整
理
し
原
稿
の
段
落
梗こ
う

概が
い

を
し
る
し
た
「
こ
ざ
ね
」
と
よ
ば
れ

る
カ
ー
ド
も
含
む
。
一
次
資
料
か
ら
二
次
、
三
次
生
成
物
、
最

終
成
果
た
る
著
作
に
至
る
知
的
生
産
活
動
の
記
録
だ
。
そ
れ

に
加
え
、
書
評
や
紹
介
記
事
な
ど
も
あ
る
。
い
わ
ば
、
知
的
生

産
か
ら
消
費
ま
で
、
情
報
の
上
流
か
ら
下
流
の
大
河
ま
で
、
活

動
す
べ
て
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。
対
象
は
、
調
査

探
検
、
学
会
や
学
術
団
体
な
ど
の
ほ
か
、
文
化
行
政
、
一
九
七

〇
年
大
阪
万
博
、
民
博
創
設
準
備
の
諸
活
動
に
か
か
わ
る
資

料
も
含
む
。
梅
棹
の
幅
広
い
関
心

を
反
映
し
分
野
も
多
様
で
あ
る
。

情
報
論
、
比
較
文
明
論
、
女
性
論
、

日
本
論
、
家
庭
論
、
展
示
論
、
研

究
経
営
論
な
ど
の
研
究
史
資
源
と

し
て
も
貴
重
だ
。
お
ま
け
に
、
館

長
時
代
の
各
種
会
議
資
料
も
几
帳

面
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
民
博

の
公
文
書
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
性
格

も
も
ち
、
個
人
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の

域
を
超
え
て
い
る
。
そ
こ
で
二
〇

一
一
年
度
か
ら
、「
梅
棹
忠
夫
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

が
資
料
の
整
理
保
存
、
目
録
作
成

の
作
業
を
開
始
し
、
劣
化
の
進
ん

だ
紙
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
ウ
ェ

た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
梅

棹
が
、
今
活
躍
し
て
い
た
な
ら
、
ど
ん
な
技

法
を
生
み
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

今
日
、
学
者
の
み
な
ら
ず
一
般
の
人
び
と

を
も
悩
ま
せ
て
い
る
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
発
展
に
よ
る
情
報
の
爆
発
だ
。
ネ
ッ
ト
の

情
報
を
い
か
に
し
て
使
い
こ
な
す
か
は
、
ま
さ

に
現
代
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
技
法
と
い
っ

て
も
い
い
。
し
か
し
手
に
入
る
情
報
が
い
か
に

多
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
梅
棹
の
情
報
カ
ー

ド
に
み
る
情
報
の
原
子
化
と
、
こ
ざ
ね
法
に

み
ら
れ
る
異
な
る
情
報
の
並
び
替
え
か
ら
新
し
い
情
報
を
生

み
出
す
手
法
は
、
原
則
に
変
わ
り
は
な
い
。
ツ
ー
ル
を
ネ
ッ
ト

に
対
応
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
だ
。

ネ
ッ
ト
時
代
の
情
報
カ
ー
ド

例
え
ば
、
ネ
ッ
ト
上
で
利
用
で
き
る
メ
モ
ツ
ー
ル
で
あ
る

E
vernote

は
、
文
章
や
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
、
写
真
な
ど
を
な
ん

で
も
保
存
し
て
く
れ
る
、
ま
さ
に
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
情
報
カ
ー

ド
だ
。E

vernote

上
の
情
報
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
も
閲

覧
可
能
な
の
で
、
発
想
が
浮
か
ん
だ
と
き
に
い
つ
で
も
手
元
に

引
き
出
せ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
ま
た
、
写
真
や
手

書
き
の
ス
ケ
ッ
チ
、
音
声
の
録
音
と
い
っ
た
情
報
を
い
つ
で
も

追
加
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。
ネ
ッ
ト
に
あ
る
情
報
は
、
ネ
ッ
ト

上
の
ツ
ー
ル
で
あ
るE

vernote

で
収
集
・
整
理
す
る
の
が
い

ち
ば
ん
扱
い
や
す
い
。

現
代
の
ツ
ー
ル
は
新
し
い
知
的
生
産
の
技
法
も
可
能
に
し

ブ
公
開
を
始
め
た
。

梅
棹
資
料
室
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
に
館
長
直
属
組
織
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
も
あ
っ
て
筆
者
が
初
代

室
長
を
務
め
た
。
梅
棹
の
残
し
た
資
料
を
整
理
・
保
存
し
、

学
問
の
成
立
過
程
だ
け
で
な
く
各
分
野
の
歴
史
を
解
明
す
る

基
盤
と
し
て
、
研
究
者
に
よ
る
参
加
型
・
成
長
型
の
梅
棹
忠

夫
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
構
築
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

新
し
い
構
造
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
目
指
し
て

一
般
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
整
理
は
、
一
九
九
四
年
に
制
定
さ

れ
た
国
際
標
準
に
基
づ
き
、
物
理
的
、
あ
る
い
は
意
味
的
な

階
層
構
造
を
前
提
と
す
る
。
し
か
る
に
梅
棹
の
知
的
生
産
は
、

周
知
の
と
お
り
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
発
想
に
基
づ
く
こ
と
が
多

い
。「
情
報
産
業
論
」
の
よ
う
に
、
文
明
の
発
達
を
動
物
の
発

生
過
程
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら
え
る
の
だ
。
つ
ま
り
こ
の

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
含
ま
れ
る
資
料
間
に
は
、
階
層
関
係
で
は

と
ら
え
き
れ
な
い
、
梅
棹
の
自
由
な
発
想
の
元
と
な
っ
た
相

互
関
連
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を
解
き
明
か
す
に
は
、
階
層

と
関
連
性
リ
ン
ク
を
組
み
合
わ
せ
た
構
造
を
も
ち
、
梅
棹
忠

夫
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
整
理
し
て
い
る
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
知
見
や
、

研
究
者
が
発
見
し
た
関
連
性
を
反
映
さ
せ
て
い
く
仕
組
み
、

い
わ
ば
、
利
用
者
の
参
加
に
よ
る
成
長
型
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

が
望
ま
し
い
。
こ
れ
は
、
梅
棹
が
奨
励
し
た
共
同
的
な
知
の

創
造
に
か
な
う
。
こ
う
し
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

を
試
作
し
、
民
博
の
公
文
書
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
含
む
他
分
野

の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
も
応
用
可
能
な
こ
と
を
示
し
て
い
く
こ
と

を
、
筆
者
と
し
て
は
後
続
に
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。

て
い
る
。
例
え
ば
広
く

使
わ

れ

て

い

る

M
icro

so
ft W

o
rd

や

G
oogle

ド
キ
ュ
メ
ン
ト

の
よ
う
な
ツ
ー
ル
も
、

複
数
人
で
同
時
に
編
集

す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
い
る
。
書
い
た

草
稿
を
い
ち
い
ち
や
り

と
り
せ
ず
と
も
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
チ
ャ
ッ
ト
を

開
き
、
離
れ
た
場
所
に
い
る
相
手
と
議
論
を
し
な
が
ら
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
論
文
を
手
分
け
し
て
執
筆
す
る
と
い
う
作
業
方

法
も
す
で
に
一
般
的
だ
。
技
術
的
な
ハ
ー
ド
ル
が
な
く
な
り
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
端
末
と
ネ
ッ
ト
環
境
さ
え
あ
れ
ば
、
ど
れ
だ
け

離
れ
て
い
て
も
共
同
し
て
知
的
生
産
を
実
践
で
き
る
、
夢
の

よ
う
な
時
代
と
い
っ
て
い
い
。

し
か
し
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
手
法
が
梅
棹
の
実
践
し

た
情
報
カ
ー
ド
や
知
的
生
産
の
技
術
と
置
き
換
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
点
だ
。
い
く
ら
多
く
の
情
報
が
ネ
ッ
ト
で

検
索
で
き
て
も
、
古
い
資
料
や
文
献
が
散
逸
す
る
の
と
同
様

に
、
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
も
ま
た
日
々
失
わ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ

ネ
ッ
ト
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
と
に
証
拠
も
残
さ
ず
消
え

て
ゆ
く
情
報
の
海
か
ら
知
見
を
救
い
出
す
新
し
い
手
法
が
問

わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
集
め
た
情
報
か
ら
新
し

い
情
報
を
生
み
出
す
創
造
性
は
、
古
い
ツ
ー
ル
と
新
し
い
ツ
ー

ル
の
共
演
に
よ
っ
て
こ
そ
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
だ
。

階層型とネットワーク型を融合したアーカイブズ構造

梅棹資料室のキャビネットに収められている、梅棹が作成したB6カード。
これらは「知的生産の技術」のもとになった

Evernoteで新聞記事をスクラップした画面

最上位を「フォンド（fonds）」とよぶ階層構造が国際標準だが、階層だけであらわせない資
料間の関係はリンクとして表現する必要がある。梅棹忠夫アーカイブズに「文明学フォン
ド」と「生物学フォンド」があるとすれば、両者間にリンクが数多く存在するに相違ない
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幾
重
に
も
重
ね
あ
げ
る
デ
ー
タ
と
、
そ

こ
か
ら
編
み
出
さ
れ
て
い
く
理
論
が
文

明
に
対
す
る
よ
り
深
い
洞
察
に
つ
な

が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
の
調
査
を
基
に
執
筆
し
た

『
東
南
ア
ジ
ア
紀
行
』（
一
九
六
四
年
、

中
央
公
論
社
）
に
お
い
て
、梅
棹
は
、「
移

動
研
究
室
」
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ

ま
な
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
、

調
査
隊
の
活
動
や
現
地
で
の
情
報
収

集
の
方
法
に
つ
い
て
余
す
と
こ
ろ
な
く

記
述
し
て
い
る
。
梅
棹
や
隊
員
た
ち
が

撮
影
し
た
写
真
は
、
モ
ノ
ク
ロ
で
約
二

万
コ
マ
、
カ
ラ
ー
は
約
二
〇
〇
〇
コ
マ

と
い
う
膨
大
な
数
に
の
ぼ
り
、
そ
の
ほ

か
、
フ
ィ
ル
ム
や
録
音
テ
ー
プ
も
残
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。
当
時
の
東
南
ア
ジ

ア
の
様
子
を
伝
え
る
写
真
に
つ
い
て
は
、

そ
の
一
部
が
、
岩
波
写
真
文
庫
の
『
タ

イ

―
学
術
調
査
の
旅
』
お
よ
び
『
イ

ン
ド
シ
ナ
の
旅

―
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
』（
と

も
に
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
店
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
梅
棹

の
写
真
に
は
、
人
び
と
の
何
気
な
い
日
常
が
お
さ
め
ら
れ
て
お

り
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
や
表
情
、
当
時
の
生
活
が
生
き
生
き
と

写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
文
章
ば
か
り
で
な
く
、
写
真
に
も
こ
だ

わ
り
を
見
せ
た
梅
棹
の
研
究
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
の
後
、
写
真
を

多
用
す
る
本
誌
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

東
洋
大
学
教
授

子ね

島じ
ま 

進す
す
む

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

信の
ぶ

田た 

敏と
し

宏ひ
ろ

一
九
五
五
年
、
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
か

ら
帰
国
し
た
梅
棹
忠
夫
は
、
ま
も
な
く
し
て
、
当
時
所
属
し

て
い
た
大
阪
市
立
大
学
が
派
遣
す
る
東
南
ア
ジ
ア
学
術
調
査

隊
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
準
備
に
追
わ
れ
る
な
か
、
一

九
五
七
年
二
月
に
は
、
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探

検
か
ら
着
想
を
得
た
「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」（
後
の
『
文

明
の
生
態
史
観
』
の
元
に
な
る
論
考
）
を
発
表
し
、
一
躍
時
の
人

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
年
一
一
月
、
三
七
歳
の
梅

棹
は
、
第
一
次
大
阪
市
立
大
学
東
南
ア
ジ
ア
学
術
調
査
隊
の

隊
長
と
し
て
、
タ
イ
に
向
け
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
七
年
は
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の

始
ま
り
の
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
梅
棹
の
調
査
隊
よ
り
少

し
早
く
、
日
本
民
族
学
協
会
が
派

遣
す
る
第
一
次
東
南
ア
ジ
ア
稲
作

民
族
文
化
綜そ
う

合ご
う

調
査
団
が
、
メ
コ

ン
川
流
域
を
中
心
と
す
る
タ
イ
、

ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
で
調
査
を
実
施
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
団
員
に
は
、
綾あ
や

部べ

恒つ
ね

雄お

、

岩い
わ

田た

慶け
い

治じ

な
ど
が
参
加
し
て
い
た
。

約
六
カ
月
の
滞
在
期
間
、
梅
棹

は
タ
イ
を
拠
点
に
ジ
ー
プ
で
駆
け

め
ぐ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
当
初
は
、

ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
を
訪
れ
た
り
、

タ
イ
の
チ
ェ
ン
マ
イ
ま
で
足
を
の

ば
し
、
カ
レ
ン
の
人
び
と
の
村
な

ど
を
訪
問
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

石い
し

井い

米よ
ね

雄お

を
通
訳
に
迎
え
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
を

め
ぐ
る
調
査
旅
行
に
出
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
と
読
書

旅
の
移
動
中
、梅
棹
は
「
移
動
研
究
室
」
と
銘
打
っ
て
、ジ
ー

プ
に
積
み
込
ん
だ
D
・
G
・
E
・
ホ
ー
ル
の
『
東
南
ア
ジ
ア
史
』

（
一
九
五
五
年
）
な
ど
の
基
本
文
献
を
車
内
や
宿
泊
先
で
読
み

進
め
て
い
た
と
い
う
。
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
読
書
は
、
研
究
室
や

書
斎
で
の
読
書
と
は
違
い
、
現
場
で
実
際
に
確
か
め
ら
れ
る

と
い
う
利
点
が
あ
る
。
膨
大
な
文
献
の
渉
猟
と
フ
ィ
ー
ル
ド

で
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
、
そ
し
て
、
さ
ら
な
る
情
報
収
集
。

一
九
五
五
年
の
「
京
都
大
学
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ

学
術
探
検
隊
」
は
、
カ
ラ
コ
ラ
ム
と
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
と
い
う
ふ

た
つ
の
山
岳
地
帯
を
舞
台
と
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
学
際

的
調
査
だ
っ
た
。
後
年
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
農
牧
文
化
複

合
の
研
究
や
ア
フ
リ
カ
で
の
霊
長
類
・
生
態
人
類
学
な
ど
が

こ
こ
か
ら
派
生
し
て
い
く
の
で
あ
り
、ま
さ
に「
日
本
の
フ
ィ
ー

ル
ド
サ
イ
エ
ン
ス
の
原
点
」
と
よ
べ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
京
大
に
よ
る
調
査
か
ら
三
〇
年
後
に
わ
た
し
は
カ
ラ
コ

ラ
ム
に
足
を
踏
み
入
れ
、
足
か
け
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
。
当
時
、
中
国
と
パ
キ
ス
タ
ン
を

結
ぶ
幹
線
道
路
が
開
通
し
た
こ
と
で
、
カ
ラ
コ
ラ
ム
は
商
業

ル
ー
ト
な
ら
び
に
観
光
地
と
し
て

脚
光
を
浴
び
つ
つ
あ
っ
た
。
住
民

参
加
型
の
N
G
O
活
動
が
活
発
に

な
り
、
人
び
と
の
生
活
に
は
大
き

な
変
化
が
訪
れ
て
い
た
。
学
術
調

査
に
関
し
て
は
、C

ulture A
rea 

K
arakorum

（
C
A
K
）
と
い
う

ド
イ
ツ
人
に
よ
る
大
型
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
（
一
九
八
九
〜
九
八
年
）
が
進

行
し
て
お
り
、
複
数
の
谷
の
あ
ち

こ
ち
に
、
自
然
地
理
学
、
文
化
人

類
学
、
言
語
学
等
の
研
究
者
を
長

期
間
滞
在
さ
せ
て
、
環
境
と
文
化

の
相
互
作
用
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
C
A
K
の
メ
ン

バ
ー
と
は
何
回
も
顔
を
合
わ
せ
、
た
が
い
の
調
査
テ
ー
マ
に
つ

い
て
よ
く
議
論
し
た
も
の
で
あ
る
（
わ
た
し
の
初
め
て
の
英
語

論
文
は
C
A
K
の
論
文
集
に
収
録
さ
れ
た
）。
じ
つ

は
京
大
と
同
時
期
に
、
ド
イ
ツ
人
も
カ
ラ
コ
ラ
ム

探
検
を
始
め
て
お
り
、
C
A
K
は
そ
の
発
展
形

で
あ
っ
た
。

多
様
な
成
果
と
そ
の
価
値

一
九
九
〇
年
代
末
に
至
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
学
際

研
究
が
よ
う
や
く
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
迎
え
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
っ
た
く
の
手
探
り
状
態

で
お
こ
な
わ
れ
た
一
九
五
〇
年
代
の
一
度
の
探
検

か
ら
、
植
物
学
や
地
質
学
の
英
文
報
告
書
の
み

な
ら
ず
、『
モ
ゴ
ー
ル
族
探
検
記
』（
一
九

五
六
年
、
岩
波
書
店
）
や
記
録
映
画
「
カ

ラ
コ
ル
ム
」（
一
九
五
六
年
）
な
ど
の
多
様

な
成
果
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
驚
き

に
値
す
る
。
こ
こ
ま
で
高
い
生
産
性
を
発

揮
で
き
た
の
は
、
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が

フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
発
見
を
こ
ま
め
に
ノ
ー

ト
に
し
る
し
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
現
場

で
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
が
習
慣
と
な
っ

て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。『
知
的
生
産
の
技

術
』
か
ら
は
、
梅
棹
が
「
毎
日
の
発
見

を
こ
ま
め
に
手
帳
に
書
き
留
め
て
蓄
積

を
図
る
」
と
い
っ
た
研
究
の
コ
ツ
を
、
専

門
の
違
う
友
人
間
で
共
有
財
産
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

異
分
野
の
メ
ン
バ
ー
同
士
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
見
を
も
と
に
、

現
場
で
自
由
闊か
っ

達た
つ

に
議
論
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
京
大
探
検
隊

の
最
大
の
強
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
、
こ
の
小
文
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
D
V
D
ブ
ッ

ク
『
カ
ラ
コ
ル
ム
／
花
嫁
の
峰　

チ
ョ
ゴ
リ
ザ

―
フ
ィ
ー
ル

ド
科
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
』（
二
〇
一
〇
年
、
京
都
大
学
学
術

出
版
会
）、
C
A
K
の
論
文
集
、
そ
し
て
自
ら
の
博
士
論
文
ま

で
引
っ
張
り
出
し
て
目
を
と
お
し
た
。
そ
の
作
業
を
と
お
し
て
、

「
大
き
な
研
究
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
常
に
新
し
い
発
見
を
め
ざ

す
べ
し
」
と
意
を
あ
ら
た
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
京
都
大

学
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
隊
」
は
、
研
究
者

の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の

価
値
を
保
ち
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。

カ
ラ
コ
ラ
ム・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ

学
術
探
検
と

知
的
生
産

東
南
ア
ジ
ア

学
術
調
査

│
梅
棹
忠
夫
の「
移
動
研
究
室
」

テントの前で笑顔をみせる梅棹。アフガニスタン西部
の山中ゴラートにて（X0227377、1955年、「梅棹忠夫
アーカイブズ」より）

1957年、梅棹がカメラにおさめたうちの1枚。カンボジアのトンレサップ湖上で撮影された写真からは、クメール族の日常生
活が垣間見える。右は、写真展「民族学者　梅棹忠夫の眼」（1982年開催）の際に梅棹が書いた解説原稿
（左：X0223585、ともに「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

梅棹が「移動研究室」と称した三菱製ジープ。3台の車それ
ぞれに調査に必要な道具一式を備え、いずれも独立した研
究室として行動できるようになっていた（X0244658、タイ、
1957年、「梅棹忠夫アーカイブズ」より）

NGOが女性による手工芸作りを推進し、地元のお土産として販売され
ている。日本人観光客に向けた看板もある（パキスタン、フンザ谷、
2003年）
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ウ
メ
サ
オ
の
霧
箱

│
探
検
的
思
考
の
た
め
の
装
置

国
立
情
報
学
研
究
所
教
授

高た
か

野の 

明あ
き

彦ひ
こ

『
知
的
生
産
の
技
術
』
の
な
か
で
、
梅
棹
は
、
ひ
ら
め
き
や

発
見
は
わ
た
し
た
ち
に
も
日
々
訪
れ
る
が
、
す
ぐ
に
消
え
て
し

ま
う
。
こ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
と
ら
え
て
自
分
の
思
想
の
素
材

に
育
て
る
た
め
に
は
、
見
え
な
い
宇
宙
線
の
軌
跡
を
可
視
化

す
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
霧
箱
の
よ
う
な
装
置
が
必
要
だ
と
述
べ
て

い
る
。
わ
た
し
は
高
校
一
年
生
で
初
め
て
こ
の
こ
と
ば
と
出

会
っ
た
と
き
の
感
動
を
、
今
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
大
学

で
数
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
を
学
び
、
最
近
二
〇
年
間
は
、

大
量
の
電
子
情
報
を
人
間
の
創
造
的
思
考
に
生
か
す
情
報
技

術
を
追
求
し
て
き
た
わ
た
し
に
と
っ
て
、
こ
の
「
ウ
メ
サ
オ
の

霧
箱
」
は
、
ひ
ら
め
き
を
生
み
、
思
考
を
深
め
る
情
報
環
境

に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
基
本
的
指
針
と
な
っ
て
き
た
。

今
回
、
企
画
展
「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
の
準
備

の
た
め
、
梅
棹
が
世
界
各
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て

残
し
た
膨
大
で
多
様
な
資
料
群
（
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
、
ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
、
写
真
、
そ
れ
ら
を
整
理
し
た
カ
ー
ド
、
こ
ざ
ね
、
著
作

等
）
を
つ
ぶ
さ
に
眺
め
る
貴
重
な
機
会
を
得
た
。「
梅
棹
忠
夫

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
に
整
理
さ
れ
、
蓄
え
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の

資
料
群
に
つ
い
て
、
電
子
化
が
進
め
ら
れ
、
相
互
の
参
照
関

係
が
機
械
可
読
な
リ
ン
ク
で
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
資
料
群
こ
そ
が
梅
棹
の
発
想
の
源
泉
だ
っ
た
こ
と
を
強

く
実
感
し
た
。

梅
棹
の
探
求
ス
タ
イ
ル

「
霧
箱
」
に
、
梅
棹
は
何
を
溜た

め
て
、
何
を
見
て
き
た
の
だ

え
た
ひ
ら
め
き
を
記
録
し
て
霧
箱
に
溜
め
込
み
、
そ
れ
を
使
っ

て
次
の
発
見
を
探
る
の
で
あ
る
。
あ
る
霧
箱
で
見
え
た
も
の

に
基
づ
い
て
、
次
の
思
考
の
た
め
の
霧
箱
が
作
ら
れ
る
。「
霧

箱
サ
ー
フ
ィ
ン
」
と
も
よ
べ
る
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
梅

棹
の
真
骨
頂
だ
っ
た
と
感
じ
る
。

情
報
の
百
科
事
典

情
報
の
整
理
と
活
用
法
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
五
年
に
ヴ
ァ

ネ
ヴ
ァ
ー
・
ブ
ッ
シ
ュ
が
提
案
し
た
メ
メ
ッ
ク
ス
が
有
名
だ
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
記
録
さ
れ
た
膨
大
な
情
報
を
活
用
し
て

ろ
う
か
。「
発
見
の
手
帳
」
こ
そ
が

自
分
に
と
っ
て
の
霧
箱
で
あ
り
、
一

枚
一
項
目
主
義
で
書
き
込
む
カ
ー
ド

の
集
ま
り
が
「
手
帳
」
の
新
し
い
形

だ
と
説
明
し
て
い
る
。
あ
る
と
き
は
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
の
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、

目
や
心
に
映
る
も
の
を
次
々
と
ロ
ー

マ
字
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
打
ち
込

む
。
出
会
っ
た
人
び
と
や
出
来
事
を

ス
ケ
ッ
チ
や
写
真
の
形
で
記
録
す
る
。

ま
た
あ
る
と
き
は
、
持
参
し
た
書
物

を
読
み
進
め
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
に

記
録
し
た
写
真
や
ス
ケ
ッ
チ
と
文
献

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
新
し
い
結

び
つ
き
に
興
奮
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

自
分
が
書
き
溜
め
て
き
た
フ
ィ
ー
ル

ド
ノ
ー
ト
を
読
み
返
す
こ
と
で
、
目

の
前
の
事
物
と
過
去
に
撮
っ
た
写
真

が
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ー
ド
や
こ
ざ
ね
を

駆
使
し
て
、
霧
箱
の
中
身
と
観
測
す

る
対
象
を
、
い
つ
で
も
自
在
に
入
れ

替
え
な
が
ら
、「
考
え
・
書
き
・
読
む
」

と
い
う
活
動
を
切
れ
目
な
く
繰
り
返

し
て
い
る
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
自
分
が
と
ら

人
間
の
記
憶
を
拡
張
す
る
シ
ス
テ
ム
が
図
解
入
り
で
提
案
さ

れ
、
そ
れ
が
現
在
の
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
や
ウ
ェ
ブ
の
発
明
に

概
念
的
な
基
礎
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
、
米
国

科
学
研
究
開
発
局
長
と
し
て
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
の
推
進
に
深

く
か
か
わ
り
、
全
米
科
学
者
の
三
分
の
一
を
指
揮
し
て
い
た

ブ
ッ
シ
ュ
の
傲
慢
と
も
い
え
る
全
能
感
と
、
人
類
の
科
学
的
な

全
知
識
を
百
科
事
典
の
よ
う
に
整
理
し
て
マ
ネ
ー
ジ
し
た
い

と
い
う
強
烈
な
欲
望
を
感
じ
る
。

メ
メ
ッ
ク
ス
や
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
発
達
し
て
き
た

現
在
の
情
報
技
術
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
知
識
を
収
集
整

理
し
て
、
そ
れ
ら
の
体
系
化
を
進
め
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
属
人
的
で
は
な
い
形
で
考
え
の
機
序
や
根

拠
が
示
さ
れ
、
第
三
者
が
い
つ
で
も
そ
の
正
当
性
を
確
認
で

き
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
や
ハ
イ
パ
ー

リ
ン
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
静
的
な
関
係
性
を
表
現
す
る
仕
組

み
と
し
て
導
入
さ
れ
て
き
た
。

体
系
化
の
先
へ

『
知
的
生
産
の
技
術
』
に
書
か
れ
た
梅
棹
の
提
案
を
、
B
6

判
カ
ー
ド
の
採
用
や
ロ
ー
マ
字
記
述
に
よ
る
情
報
整
理
法
と
、

こ
ざ
ね
を
活
用
し
た
文
章
作
成
術
と
し
て
要
約
す
る
の
は
お

そ
ら
く
間
違
い
で
あ
る
。
こ
の
本
の
最
大
の
貢
献
は
、
彼
の

生
涯
に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
例
と
し
て
説
か
れ
る

探
検
的
な
思
考
の
方
法
論
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る

体
験
や
観
察
を
、「
考
え
・
書
き
・
読
む
」
と
い
う
活
動
の
切

れ
目
な
い
繰
り
返
し
に
う
ま
く
接
合
す
る
「
ウ
メ
サ
オ
の
霧

箱
」
は
、
探
検
的
思
考
の
た
め
の
装
置
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
探
検
的
思
考
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
現
す
る
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
、
現
在
主
流
の
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
は
不
十
分

で
あ
る
。
知
識
と
知
識
の
関
係
性
と
し
て
静
的
な
関
係
づ
け

し
か
記
述
で
き
な
い
こ
と
が
本
質
的
な
制
限
と
な
っ
て
い
る
。

探
検
的
思
考
の
主
体
が
自
分
の
脳
に
溜
め
込
ん
で
い
る
記
憶

の
違
い
や
、
分
析
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
体
験
の
組
み
合

わ
せ
の
違
い
な
ど
に
よ
り
、「
霧
箱
」
で
と
ら
え
る
べ
き
知
識

間
の
関
係
性
は
動
的
に
変
化
す
る
の
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

対
話
し
な
が
ら
、
思
い
浮
か
べ
て
い
る
景
色
が
変
化
し
て
い
く

様
子
を
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
情
報
表
現
法
が
必
要
だ
。
梅

棹
か
ら
我
々
に
託
さ
れ
た
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

梅棹の「発見の手帳」。レオナルド・ダ・ヴィンチの手帳をイメージしたこのノートに、
梅棹は中学のころから「なんでもかんでも」書き込んでいた（「梅棹忠夫アーカイブズ」
より）

企画展で公開予定の「梅棹忠夫アーカイブズ・クルーズ」（開発：阿辺川武、2020年）。球やトーラスの形に配置
された梅棹関連資料群を３D空間で自在に操作しながら、資料の選択や並び替えによってあらたな関係性を探る
システム。個々の著作や関連資料をeReader（下図）で開いて、詳しく閲覧することもできる

「eReader読書環境」で梅棹の著作を読む。著作の本文を他の資料や百科事典等の外部データベースと自動的に関連づ
ける。辞書引き関係だけでなく、内容的な類似性をとらえる連想検索も利用できる

8   9    2020 年 4月号



○○してみました世界のフィールド

折
おり

井
い

 善
よし

果
み

環境・消費について考える
―マドリードの一市民として

わ
た
し
は
勤
務
先
か
ら
二
年
間
の
長
期
出
張
の
機
会
を
得
、ス
ペ
イ
ン
の
マ
ド
リ
ー

ド
自
治
大
学
に
所
属
し
な
が
ら
、
近
世
初
期
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
史
に
関
す
る

共
同
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
出
張
期
間
の
終
わ
り
が
近
づ
い
て
き
た
二
〇
一
九

年
一二
月
二
日
か
ら
一
五
日
ま
で
、
同
地
に
お
い
てC

O
P

25

（
第
二
五
回
国
連
気
候
変

動
枠
組
条
約
締
約
国
会
議
）
が
開
催
さ
れ
た
。
産
業
革
命
の
時
代
か
ら
今
世
紀
末
ま

で
の
気
温
上
昇
を
二
度
未
満
（
で
き
れ
ば
一・五
度
）に
抑
え
る
た
め
の
政
治
的
合
意
は
、

会
期
延
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
送
り
さ
れ
、「
行
動
の
と
き
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

見
事
に
皮
肉
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
開
催
地
の
市
民
に
と
っ
て
こ
の
出
来
事

は
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
よ
う
に
思
う
。
各
国
代
表
者
の
政
治
的
合
意
を
求

め
る
「
国
際
的
」
市
民
デ
モ
に
わ
た
し
が
参
加
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
会
議
場
が
自

宅
か
ら
徒
歩
一
〇
分
の
距
離
に
あ
っ
た
こ
と
と
、
純
粋
な
好
奇
心
の
み
に
よ
る
も
の

で
、
以
下
は
一
市
民
の
追
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

訴
え
る
人
び
と

「
地
球
A
は
あ
っ
て
も
地
球
B
は
な
い
」、「
気
候
（
変
動
）
は
今
、
宿
題
は
あ
と
」、

「
ク
ー
ル
な
キ
ッ
ズ
が
地
球
を
救
う
」
な
ど
、
若
者
の
存
在
を
押
し
出
す
ス
ロ
ー
ガ

ン
が
印
象
的
だ
。
夕
方
六
時
よ
り
ほ
ぼ
三
時
間
、
ス
ペ
イ
ン
の
首
都
の
大
動
脈
カ
ス

テ
ィ
リ
ャ
ー
ナ
通
り
の
、
ア
ト
ー
チ
ャ
か
ら
ヌ
エ
ボ
ス
・
ミ
ニ
ス
テ
リ
オ
ス
ま
で
の
お

よ
そ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
、
参
加
者
と
語
を
交
え
な
が
ら
北
上
、
行
進
し
た
。
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
独
立
を
問
う
住
民
投
票
を
決
行
し
た
同
州
政
府
幹
部
ら
が
、
憲
法
秩
序
の

転
覆
扇
動
の
か
ど
で
有
罪
判
決
を
受
け
て
間
も
な
い
時
期
で
あ
り
、
独
立
派
が
振
る

共
和
国
時
代
の
三
色
旗
が
か
な
り
目
立
つ
。
ほ
か
に
も
、
チ
ベ
ッ
ト
独
立
を
求
め
る

同
地
域
の
旗
や
、
最
近
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
・
イ
・
レ
オ
ン
州
か
ら
の
分
離
独
立
の
動

き
が
政
治
的
に
具
体
化
し
た
レ
オ
ン
の
「
県
」
旗
（
か
つ
て
の
レ
オ
ン
王
国
の
紋
章
が

入
っ
て
い
る
）
も
入
り
乱
れ
て
い
る
。
デ
モ
当
日
の
参
加
者
の
総
計
は
警
察
発
表
で

は
一
万
五
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
数
以
上
に
事
態
を
物
々
し
く
し
て
い
る
の

は
、
や
は
り
一
六
歳
の
環
境
活
動
家
グ
レ
タ
・
ト
ゥ
ー
ン
ベ
リ
氏
を
待
ち
構
え
る
カ

メ
ラ
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
旋
回
音
で
あ
っ
た
（
結
局
、
彼
女
は
保
安
上
の
理
由
で
行
進

近年、世界各地で異常気象が相次ぎ、地球温暖化が差し迫った問題となっている。我々は
地球規模で消費生活を見直す必要に迫られているが、その取り組みの現状は国・地域によっ
て異なるようだ。本稿では昨年 COP25が開催されたスペインの現状を見てみよう。

う
だ
（
ち
な
み
に
こ
の
学

び
は
週
一回
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
偉
人
に
つ
い
て
学
ぶ
枠

で
あ
る
）。
結
果
、
我
が

家
の
保
育
園
児
は「
セ
ー

オ
ー
ド
セ
（C

O
2

）」
を

モ
ン
ス
タ
ー
だ
と
怖
が

る
よ
う
に
な
り
、
ス
ー

パ
ー
で
肉
を
買
う
母
親

を
し
き
り
に
非
難
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
グ
レ

タ
氏
の
論
調
に
つ
い
て

は
賛
否
両
論
あ
ろ
う
が
、

彼
女
の
そ
の
ま
た
下
の

世
代
の
子
ど
も
に
、ポ
ッ

プ
・
ス
タ
ー
並
み
の
影
響
力
を
も
た
ら
し
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

恥
ず
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
は
牛
肉
と
環
境
汚
染
の
つ
な
が
り
な
ど
、
想
像
に
さ

え
お
よ
ん
で
い
な
か
っ
た
（
そ
の
意
味
で
、
わ
た
し
の
環
境
に
関
す
る
知
識
は
日
本
の
環

境
大
臣
に
わ
ず
か
先
ん
じ
て
い
た
だ
け
だ
）。
し
か
し
結
局
、
出
張
中
の
ほ
ぼ
二
年
間
で
、

我
が
家
で
は
綿
棒
や
歯
ブ
ラ
シ
は
竹
製
、
シ
ャ
ン
プ
ー
や
洗
剤
は
す
べ
て
固
形
石せ
っ

鹸け
ん

に
変
わ
り
、
ザ
ラ
の
服
（
ス
ペ
イ
ン
発
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
）
を
買
い

あ
さ
る
悪
癖
は
い
つ
の
ま
に
か
消
え
た
。
食
卓
も
様
変
わ
り
し
、
肉
の
メ
ニ
ュ
ー
は
却

下
さ
れ
、
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
豆
の
味
を
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
た
。
国

連
事
務
総
長
の
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
テ
ー
レ
ス
氏
は
、
会
期
中
の
演
説
で
、「
わ
た
し
た

ち
が
緊
急
に
自
ら
の
生
活
（v

ビ
ダ

ida

）
様
式
を
変
え
な
け
れ
ば
、
生
命
（vida

）
そ
の

も
の
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
手
遅
れ
か
も
し
れ
な
い
。
で

も
沁し

み
つ
い
た
生
活
様
式
を
洗
い
ざ
ら
い
吟
味
し
、
あ
ら
た
め
て
消
費
社
会
と
は
何

か
を
考
え
は
じ
め
る
に
十
二
分
な
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

慶應義塾大学准教授

自
体
に
は
ほ
と
ん
ど
参
加
し
な
か
っ
た
）。

ア
タ
カ
マ
砂
漠
の
異
常
な
拡
大
で
自
給
自
足
の
暮
ら
し
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
た

と
い
う
、
チ
リ
の
先
住
民
の
グ
ル
ー
プ
、
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ム

ル
シ
ア
州
の
湿
地
マ
ー
ル
・
メ
ノ
ー
ル
の
惨
状
を
訴
え
る
住
民
、
収
穫
量
が
前
年
の

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
減
に
な
っ
た
と
い
う
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
州
カ
デ
ィ
ス
の
オ
リ
ー
ブ
農
園

経
営
者
等
々
、
こ
と
ば
を
交
わ
し
た
少
な
か
ら
ず
の
参
加
者
は
、
思
想
・
信
条
を

表
明
し
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
自
ら
の
今
日
明
日
の
生
活
に
困
窮
し
て

こ
の
場
に
集
っ
て
い
る
。

日
常
生
活
で
の
変
化

C
O

P
25

の
開
催
に
よ
り
、
主
要
紙
に
お
け
る
環
境
問
題
関
連
の
記
事
掲
載
数
は

い
ず
れ
も
過
去
最
多
を
記
録
し
た
と
い
う
。し
か
し
官
公
庁
や
公
的
機
関
な
ど
で
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
入
り
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
普
通
に
使
用
さ
れ
て
い
る
し
、
粗
大
ご
み

の
撤
去
も
無
料
で
あ
る
。
わ
た
し
の
経
験
で
は
ビ
ニ
ー
ル
袋
一枚
探
す
の
に
苦
労
し
た

ド
イ
ツ
を
は
じ
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
環
境
対
策
先
進
国
の
後
追
い
を
し
て
い
る
感
は
否

め
な
い
。一方
子
ど
も
の
通
う
保
育
園
で
は
、ラ
ン
チ
に
通
常
の
メ
ニ
ュ
ー
の
ほ
か
に「
肉

な
し
」
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
子
ど
も
の
教
育
を
選
ぶ
に
あ
た
っ

て
「
宗
教
な
し
」
と
い
う
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
の
扱
い
で
あ

る
。
ま
た
今
回
の
会
議
に
ち
な
ん
で
、
保
育
園
で
は
グ
レ
タ
氏
に
つ
い
て
学
ん
だ
そ

スペイン
マドリード

ムルシア州の湿地マール・メノールの保護団体によるデモ行進
（2019年）

マドリードではバス停と使用済み電池収集所
がセットに（2019年）

デモの出発地点でごったがえす人波。奥にわずかに見えるのが赤・黄・紫のスペイン共和
国旗（2019年）
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会
期　

4
月
23
日（
木
）〜
6
月
23
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

み
ん
ぱ
く
お
は
な
し
会

「
絵
本
の
な
か
の
ほ
ん
も
の
を
見
よ
う

―
中
央
・
北
ア
ジ
ア
編
」

世
界
を
舞
台
と
す
る
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
を
行
い

ま
す
。
絵
本
を
読
ん
だ
あ
と
は
、
絵
本
に
登
場
す

る
生
活
道
具
や
衣
装
を
、
展
示
場
へ
探
し
に
行
き

ま
し
ょ
う
。

日
時　

4
月
19
日（
日
）13
時
30
分
〜
14
時
30
分

　
　
　
（
13
時
受
付
開
始
）

会
場　

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

講
師　

絵
本
読
み
聞
か
せ
：

　
　
　

上
野
恵
子（
山
田
駅
前
図
書
館 

司
書
）

　
　
　

展
示
場
解
説
：

　
　
　

大
石
侑
香（
本
館 

特
任
助
教
）

対
象　

小
学
生
向
け
、
希
望
者
は
ど
な
た
で
も
参

　
　
　

加
可（
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
）

定
員　

20
名
程
度

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

　
（
大
学
生
以
上
は
要
展
示
観
覧
券
）

「
み
て
、ふ
れ
て
、つ
く
っ
て　

世
界
の
ビ
ー
ズ
」

ア
フ
リ
カ
で
つ
く
ら
れ
た
ビ
ー
ズ
製
の
帽
子
や
首

飾
り
な
ど
の
装
飾
品
に
ふ
れ
た
り
、
カ
ラ
フ
ル
な

古
紙
を
つ
か
っ
た
ペ
ー
パ
ー
ビ
ー
ズ
づ
く
り
を
体

験
で
き
ま
す
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
で
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を

つ
く
ろ
う
」

カ
ナ
ダ
の
北
西
海
岸
先
住
民
の
歴
史
と
文
化
に
つ

い
て
の
解
説
を
き
い
た
後
、
本
館
展
示
場
で
実
物

の
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を
観
察
し
、
各
自
が
紙
を
用

い
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を
制
作
し

ま
す
。

日
時 

5
月
2
日（
土
）、
3
日（
日
・
祝
）

 

13
時
〜
15
時
30
分（
12
時
30
分
受
付
開
始
）

会
場 

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
、
本
館
展
示
場

講
師 

田
主
誠（
版
画
・
造
形
作
家
）

 

岸
上
伸
啓（
本
館 

教
授（
併
任
））

対
象 

小
学
生
以
上

 
（
小
学
3
年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

※
要
事
前
申
込（
先
着
順
）、
定
員
各
回
25
名
、

参
加
費
3
0
0
円
、
要
展
示
観
覧
券

※
受
付
期
間　

4
月
2
日（
木
）か
ら

「
み
ん
ぱ
くSam

a-Sam
a

（
サ
マ
サ
マ
）塾 

プ
レ
ゼ
ン
ト
企
画
」

み
ん
ぱ
くSam

a-Sam
a

塾
塾
生
に
よ
る
プ
レ
ゼ

ン
ト
企
画
。
ス
タ
ン
プ
・
ラ
リ
ー
を
完
成
さ
せ
た

観
覧
者
に
、
塾
生
た
ち
が
景
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
す
。

日
時 

4
月
25
日（
土
）14
時
〜

 

5
月
24
日（
日
）13
時
〜

会
場 

特
別
展
示
館

対
象 

ど
な
た
で
も

 
 

（
景
品
が
無
く
な
り
次
第
終
了
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
要
特
別
展
示
観
覧
券

梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念
企
画
展

「
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長
を
務
め
た
梅
棹
忠
夫
が
残
し

た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
と
デ
ジ
タ
ル・
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
と
お
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
著
作

へ
の「
知
的
生
産
」を
く
わ
し
く
紹
介
し
ま
す
。

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

日
時　

4
月
24
日（
金
）、
25
日（
土
）

　
　
　

10
時
〜
17
時（
16
時
30
分
受
付
終
了
）

会
場　

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

対
象　

ど
な
た
で
も

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

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
6
日（
月
）、
7
日（
火
）

　
　
　

 

14
時
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
13
時
50
分
〜
16
時
受
付
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※
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

●
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「
先
住
民
の

宝
」の
会
期
中
に
運
行
し
ま
す
。

運
行
日　

会
期
中
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
25
日（
土
）、
4
月
26
日（
日
）、

　
　
　
　

4
月
29
日（
水
・
祝
）、
5
月
2
日（
土
）

※
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
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時　

4
月
18
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料

第
5
0
1
回

ア
イ
ヌ
文
学
の
世
界

―
韓
・
日
と
の
比
較

講
師 

北
原
モ
コ
ッ
ト
ゥ
ナ
シ

 

（
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ・先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー 

准
教
授
）

 

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

ア
イ
ヌ
民
族
が
伝
承
し

て
き
た
物
語
は
、
登
場

す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や

語
り
方
な
ど
に
よ
っ
て

い
く
つ
か
の
ジ
ャ
ン
ル

に
分
け
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
朝
鮮
半
島
や
日
本

の
物
語
と
比
較
し
、
共

通
点
や
違
い
に
つ
い
て

考
え
ま
す
。

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
https://www.minpaku.ac.jp/

特
別
展

「
先
住
民
の
宝
」

世
界
に
は
、「
先
住
民
」と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い

ま
す
。
先
住
民
と
は
だ
れ
か
？　
「
宝
」に
こ
め
ら

れ
た
思
い
と
は
何
な
の
か
？　

本
展
覧
会
で
は
、

日
本
の
ア
イ
ヌ
を
は
じ
め
、
北
欧
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、中
南
米
、ア
フ
リ
カ
、台
湾
、ネ
パ
ー

ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
、
世
界
各
地
に
暮
ら
す
そ

れ
ぞ
れ
の「
先
住
民
」が
大
切
に
し
て
い
る「
宝
」を

展
示
し
ま
す
。

会
期　

4
月
2
日（
木
）〜
6
月
16
日（
火
）

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
。

友
の
会
講
演
会

第
4
9
9
回　

4
月
4
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
特
別
展「
先
住
民
の
宝
」関
連
】

ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル

―
カ
ナ
ダ
北
西
海
岸
先
住
民
の
宝

講
師　

岸
上
伸
啓（
本
館 

教
授（
併
任
））

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
当
日
先
着
96
名
）

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

※
講
演
会
終
了
後
、
特
別
展
の
見
学
会
を
お
こ
な
い
ま
す（
40
分
／
要

会
員
証
も
し
く
は
特
別
展
示
観
覧
券
）。

第
5
0
0
回　

5
月
9
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時

【
梅
棹
忠
夫
生
誕
1
0
0
年
記
念
対
談
】

知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
原
点

―
探
検
家 

梅
棹
忠
夫
を
語
る

話
者 

石
毛
直
道（
本
館 

第
3
代
館
長
）、

 

𠮷
田
憲
司（
本
館 

第
6
代
現
館
長
）

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー　

飯
田
卓（
本
館 

教
授
）

会
場　

本
館
講
堂（
要
事
前
申
込
／
先
着
4
5
0
名
）

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長 

梅
棹
忠
夫
は
、
知
的
生
産
的
活
動
に
お
い
て

常
に
新
領
域
を
開
拓
し
続
け
ま
し
た
。
知
的
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

を
歩
き
つ
づ
け
た
梅
棹
忠
夫
で
す
が
、
研
究
の
根
は
山
か
ら
は
じ

ま
り
、
そ
の
原
点
は
探
検
に
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
本
講
演
会
で

は
、
探
検
家
と
し
て
の
梅
棹
忠
夫
に
焦
点
を
当
て
、
石
毛
直
道
第

3
代
館
長
と
𠮷
田
憲
司
第
6
代
現
館
長
の
対
談
を
と
お
し
て
そ
の

思
想
の
源
を
さ
ぐ
り
ま
す
。

※
参
加
無
料

※
講
演
会
終
了
後
、
会
員
限
定
で
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

東
京
講
演
会

第
1
2
9
回　

4
月
29
日（
水
・
祝
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

ア
ン
デ
ス
高
地
の
教
会
に
集
う
人
び
と
と
祭
り
の
す
が
た

講
師　

八
木
百
合
子（
本
館 

助
教
）

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン（
要
事
前
申
込
／
先
着
60
名
）

南
米
ペ
ル
ー
の
山
岳
地
帯
に
は
、
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
を
祀
る
数
々

の
聖
地
が
存
在
し
ま
す
。
祭
典
の
時
期
に
は
、
聖
地
の
教
会
を
目

指
し
て
大
勢
の
人
が
集
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
祭
礼
行
事
が
お
こ
な

わ
れ
ま
す
。
聖
地
の
名
声
が
高
ま
り
、
巡
礼
者
の
数
が
増
え
る
に

つ
れ
て
、
祭
り
の
様
相
や
そ
の
あ
り
方
も
大
き
く
変
化
し
て
き
ま

し
た
。
本
講
演
で
は
、
祭
礼
を
支
え
る
仕
組
み
を
紐
解
き
な
が
ら
、

現
代
の
ア
ン
デ
ス
の
祭
り
の
す
が
た
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

※
友
の
会
・
モ
ン
ベ
ル
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

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

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

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

て
い
る
地
域
／
国
の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」

に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

4
月
5
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

特
別
展
示
館

サ
ー
ミ
の
工
芸
品

話
者　

庄
司
博
史（
本
館 

名
誉
教
授
）

4
月
12
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

特
別
展
示
館

ネ
パ
ー
ル
の
先
住
民
運
動

話
者　

南
真
木
人（
本
館 

准
教
授
）

4
月
19
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

台
湾
原
住
民
運
動
40
年

―
「
高
山
青
」
か
ら
移
行
期
正
義
ま
で

話
者　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

4
月
26
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ア
フ
リ
カ
の
先
住
民
に
つ
い
て

話
者　

池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
特
別
展
示
ま
た
は
展
示
観
覧
券
）

彫像
（マレーシア　オラン・アスリ）

フィールドノートを内容別に転記した
ローマ字カード

（写真撮影 尼川匡志）

巡
回
展

「
特
別
展　

驚
異
と
怪
異

―
モ
ン
ス
タ
ー
た
ち
は
告
げ
る

―
」

会
期　

4
月
25
日（
土
）〜
6
月
14
日（
日
）

会
場　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館　

特
別
展
示
室

休
館
日 

月
曜
日

 

5
月
4
日（
月
・
祝
）は
開
館

主
催　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館　

神
戸
新
聞
社

　
　
　

国
立
民
族
学
博
物
館　

千
里
文
化
財
団

後
援　

兵
庫
県　

兵
庫
県
教
育
委
員
会

　
　
　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
神
戸
放
送
局

　
　
　

サ
ン
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン　

ラ
ジ
オ
関
西

協
力　

山
陽
電
気
鉄
道
株
式
会
社　

　
　
　

神
姫
バ
ス
株
式
会
社

特
別
協
力 

ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館

刊行物紹介

■鈴木 英明 編著
『東アジア海域から眺望する世界史
―ネットワークと海域』
明石書店　3,800円（税別）
21世紀に入りグローバル化が進展するなか
で、従来の一国史をはじめとする既存の歴
史単位に依らない新たな歴史像が模索され
ている。海を中心とする歴史̶海域史̶
はそのような新たな歴史像構築への貢献を
期待され、2000年代以降、歴史学のなかで
大きく発展してきた分野である。本書では、
その到達点に立ち、海域史研究の新たな可
能性をネットワーク論の観点から模索します。

重要なお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大予防のため、
本館関連の催し物について、本コーナーに掲
載の情報も含め、急遽、予定を変更する可能
性がございます。詳細につきましては、決ま
り次第本館ホームページに掲載いたします。
何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。

「世界のはじまりの話」
絵：小笠原小夜
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本
号
か
ら
、多
様
な
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
世
界
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
始
ま
っ
た
。
一見
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
と
は

か
け
は
な
れ
て
見
え
る
も
の
や
、
そ
の
意
外
な
用
途
ま
で
、毎
号
、世
界
各
地
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
。

初
回
で
は
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
定
義
と
歴
史
を
概
観
し
、今
日
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
考
え
る
基
礎
を
固
め
た
い
。

籠
だ
け
じ
ゃ
な
い

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

上う
え

羽ば 

陽よ
う

子こ

植
物
素
材
で
も
の
を
つ
く
る
必
要
性
と
は

わ
た
し
た
ち
が
使
っ
て
い
る
虫
カ
ゴ
、
洗
濯
カ
ゴ
、
自

転
車
カ
ゴ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
な

か
に
入
れ
る
も
の
を
傷
め
ず
に
運
搬
す
る
機
能
が
あ
る
。

こ
の
機
能
を
そ
な
え
る
た
め
に
は
、
素
材
に
一
定
の
強
度

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
は
何
か

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
は
、
文
字
ど
お
り
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
な

ど
の
カ
ゴ
類
、
あ
る
い
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
つ
く
る
技
法
を

意
味
す
る
。
広
義
で
は
、た
わ
み
や
す
い
線
状
物
を
製
作
し
、

そ
れ
を
材
料
と
し
て
、
編
み
・
組
み
の
技
法
で
つ
く
ら
れ

た
も
の
一
般
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
、
農

具
や
漁
具
、
運
搬
具
や
台
所
用
品
な
ど
と
し
て
、
か
つ
て

は
人
び
と
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
お
も
な
素
材
で
あ
る
植
物
は
腐
敗
し

や
す
い
有
機
物
の
た
め
、
遺
物
が
現
在
ま
で
残
存
す
る
こ

と
は
ま
れ
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
を
辿た
ど

る
こ
と
は
難
し
い
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
圧
痕
は
、
二
万
六
〇
〇
〇
年
前
の
チ
ェ

コ
の
後
期
旧
石
器
時
代
の
ド
ル
ニ
＝
ヴ
ェ
ス
ト
ニ
ッ
ツ
ェ
遺

跡
か
ら
出
て
き
て
い
る
。
日
本
で
も
、
最
新
の
考
古
学
成

果
の
あ
る
、
縄
文
早
期
後
葉
の
佐
賀
の
東
ひ
が
し

名み
ょ
う

遺
跡
か
ら
は
、

総
数
七
三
一
点
の
カ
ゴ
の
遺
物
が
発
掘
さ
れ
た
。
そ
こ
で

は
、
カ
ゴ
の
素
材
と
な
る
植
物
資
源
の
管
理
も
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
史
時
代
の

考
古
遺
物
の
分
析
か
ら
、
素
材
採
集
の
方
法
や
加
工
技
術
、

編
み
・
組
み
の
技
法
に
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
連
続
性
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
製
作
技
術
は
、
シ
ン
プ
ル
で
は
あ
る

も
の
の
、
そ
の
技
術
を
使
っ
て
大
き
な
構
造
物
も
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
は
、
カ
ゴ

類
だ
け
で
は
な
く
、
植
物
の
部
位
か
ら
つ
く
ら
れ
る
家
や

壁
、
舟
や
橋
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

例
え
ば
、
イ
ン
ド
北
東
部
メ
ガ
ラ
ヤ
州
で
は
、
世
界
有

数
の
多
雨
地
帯
で
暮
ら
す
カ
シ
の
人
び
と
が
、
ゴ
ム
の
木

の
根
を
利
用
し
て
、
橋
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
は

降
水
量
が
多
く
、
川
の
増
水
が
激
し
い
た
め
、
通
常
の
橋

で
は
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
彼
ら
は
暴
風
雨
や
鉄
砲

水
に
も
耐
え
る
橋
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
タ

ケ
製
の
足
場
に
そ
っ
て
、
木
の
根
を
編
み
・
組
み
す
る
よ

う
に
絡
み
合
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
る
橋
は
、
大
き
な
バ
ス
ケ

タ
リ
ー
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

が
あ
る
と
と
も
に
、
た
わ
み
を
も
つ
弾
性
が
あ
り
、

な
お
か
つ
軽
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
先
史
時
代

よ
り
人
び
と
は
、
タ
ケ
や
ヤ
シ
な
ど
こ
の
よ
う
な

特
徴
を
も
つ
素
材
を
用
い
て
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
を
製

作
し
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
、
多
く
の
バ
ス
ケ
タ

リ
ー
は
、
同
様
の
機
能
を
兼
ね

備
え
た
針
金
製
や
プ
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
製
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
て
い
る
。

一
方
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
、

植
物
素
材
に
よ
る
バ
ス
ケ
タ

リ
ー
は
、
植
物
特
有
の
材
質
や

形
態
、
機
能
な
ど
か
ら
生
業
活

動
に
お
け
る
農
具
や
漁
具
、
手
工
芸
製
作
活
動
に
お
け
る

各
種
道
具
な
ど
で
使
い
続
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
信

仰
に
お
い
て
も
、
供
物
の
容
器
や
飾
り
物
な
ど
で
、
人
び

と
の
活
動
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
工
業
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
、
多
く
の
用
具
や

容
器
が
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
製
な
ど
に
代
わ
っ
た
な
か
で
も
、

植
物
素
材
に
よ
る
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
す
べ
て
が
な
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。

本
号
か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ
の
新
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
世
界

の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
製
作
や
使
用
の

現
場
か
ら
、
植
物
素
材
に
よ
る
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
が
ど
の
よ

う
に
つ
く
り
・
使
い
続
け
ら
れ
て
い
る
か
を
紹
介
す
る
。

今
な
お
、
植
物
素
材
で
も
の
を
つ
く
る
意
味
に
つ
い
て
考

え
る
機
会
に
な
れ
ば
と
思
う
。

上：ゴムの木の根を絡ませてつくった橋（インド、メガラヤ州、2019年）
下：祖先祭祀のために準備された供物（撮影：中谷文美、インドネシア、バリ州、2016年）

タケでつくった漁具（インド、アッサム州、2017年）

タケでつくった壁材が使用されている家屋（インド、アッサム州、2017年）
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実
み

民博 機関研究員

を
焼
く
タ
ン
ド
ー
ル
も
、こ
の
壺
型
窯
の
類
で
あ
る
。

世
界
に
は
、
壺
型
の
窯
の
他
に
、
食
べ
物
を
水

平
に
置
い
て
焼
く
横
型
の
窯
（
石
窯
）
も
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
東
で
発
展
し
た
も
の

で
あ
る
。
縦
型
・
横
型
な
ど
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な

デ
ザ
イ
ン
の
窯
の
原
型
は
、
土
中
に
閉
じ
込
め
た

熱
を
利
用
す
る
土つ
ち

窯が
ま

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
み
ん

ぱ
く
の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
で
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
料

理
法
と
し
て
、
灰
の
熱
を
用
い
て
調
理
す
る
小
麦

粉
料
理
（
ダ
ン
パ
ー
）
や
、
ア
リ
塚
を
使
っ
た
カ

ン
ガ
ル
ー
の
石
蒸
し
料
理
の
映
像
な
ど
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

台
所
と
環
境

一
方
、
環
境
と
い
う
側
面
か
ら
見
て
み
る
と
台
所

は
、
食
べ
る
た
め
の
水
や
資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使

わ
れ
、
そ
し
て
ゴ
ミ
な
ど
が
多
く
出
る
空
間
と
と
ら

囲
炉
裏
で
は
寒
い
日
に
暖
を
と
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
人
が
集
ま
り
、
と
き
に
は
儀
礼
が
執
り
お

こ
な
わ
れ
る
場
所
に
も
な
る
。
日
本
各
地
の
か
ま

ど
の
神
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
で
は
火
や
、
火
を
使

う
場
所
を
重
視
し
信
仰
の
対
象
と
す
る
社
会
が
少

な
く
な
い
。

次
に
、
中
央
・
北
ア
ジ
ア
展
示
場
を
覗の
ぞ

い
て
み

よ
う
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
首
都
タ
シ
ュ

ケ
ン
ト
の
ウ
ズ
ベ
ク
人
の
民
家
の
台
所
が
あ
る
。

こ
れ
は
一
九
八
〇
年
代
の
台
所
の
復
元
で
あ
る
。

大
小
ふ
た
つ
の
か
ま
ど
の
右
隣
に
は
タ
ン
デ
ィ
ル

と
よ
ば
れ
る
大
き
な
パ
ン
焼
き
窯
が
あ
る
。
窯
の

な
か
で
薪
を
燃
や
し
、
薄
く
丸
く
伸
ば
し
た
パ
ン

生
地
を
内
壁
に
貼
り
付
け
て
焼
く
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
壺つ
ぼ

型
の
窯
は
北
ア
フ
リ
カ
か
ら
南
ア
ジ

ア
に
か
け
て
広
く
分
布
し
て
い
る
。
日
本
の
イ
ン

ド
料
理
店
な
ど
で
見
か
け
る
ロ
テ
ィ
ー
や
ナ
ー
ン

台
所
は
料
理
を
す
る
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

食
材
の
準
備
、
加
工
、
調
理
か
ら
、
片
付
け
、
廃

棄
に
至
る
ま
で
、
食
べ
る
こ
と
に
関
す
る
多
く
の

こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
台
所
と
い
う
空
間
は
、

家
屋
の
な
か
で
必
ず
し
も
独
立
し
て
い
る
と
は
限

ら
な
い
。
各
地
域
・
文
化
に
お
け
る
火
や
水
の
扱

い
、
料
理
道
具
、
料
理
空
間
の
構
造
、
住
居
に
お

け
る
そ
の
位
置
な
ど
を
見
る
こ
と
で
、
料
理
や
食

べ
物
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
族
の
か
た
ち
、
生

活
習
慣
や
日
々
の
営
み
、
さ
ら
に
は
そ
の
土
地
の

自
然
環
境
や
地
理
と
の
か
か
わ
り
方
な
ど
が
見
え

て
く
る
。

火
を
扱
う

台
所
で
重
要
な
要
素
は
、
火
と
水
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
火
の
扱
い
に
つ
い
て
東
南
ア
ジ
ア
の
タ
ー

イ
の
台
所
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ウ
ズ
ベ
ク
の
台
所
、

そ
し
て
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
映
像
を
例
に
紹
介
す
る
。

ま
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
展
示
場
に
あ
る
の
は
、
ベ

ト
ナ
ム
北
西
部
に
住
む
タ
ー
イ
の
台
所
の
再
現
で

あ
る
。
台
所
は
高
床
式
住
居
内
に
あ
り
、
そ
こ
で

は
囲
炉
裏
、
水
入
れ
、
ざ
る
、
す
り
ば
ち
、
コ
メ

入
れ
、
塩
蔵
肉
入
れ
な
ど
多
く
の
物
や
道
具
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ー
イ
の
主
食
は
も
ち
米
で

あ
る
。
囲
炉
裏
に
は
、
も
ち
米
を
調
理
す
る
蒸
し

器
が
置
か
れ
、
そ
れ
は
三
つ
の
石
に
よ
り
支
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
石
は
五
徳
と
し
て
機
能
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
い
。
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
も

の
で
、台
所
の
神
が
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
中
国
地
域
の
文
化
展
示
場
に

は
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
の
高
床
式
住
居
が
再

現
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
入
る
と
、
右
奥
に
台
所
に

関
す
る
展
示
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、

コ
ン
ロ
の
火
の
供
給
源
で
あ
る
。
人
や
家
畜
の
排は
い

泄せ
つ

物ぶ
つ

か
ら
メ
タ
ン
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
、
コ
ン
ロ
の
火
や

ガ
ス
ラ
ン
プ
と
し
て
使
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
の
だ
。

ま
た
、
こ
の
高
床
式
住
居
で
は
、
人
は
二
階
に
居
住

し
、
一
階
（
地
上
階
）
で
は
鶏
や
豚
と
い
っ
た
家
畜

が
飼
育
さ
れ
て
い
る
。
人
の
食
べ
残
し
を
一
階
の
家

畜
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
メ
タ
ン
ガ
ス
の
利
用
、
そ

し
て
残
飯
処
理
の
方
法
か
ら
、
資
源
が
う
ま
く
循

環
し
て
い
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
た
し
も
タ
イ
で
調
査
中
に
、
周
り
の
み
ん
な
に

従
っ
て
鶏
の
骨
や
ら
食
べ
残
し
を
外
に
捨
て
る
こ
と

が
あ
る
。
最
初
こ
そ
罪
悪
感
が
あ
っ
た
も
の
の
、
犬

や
家
畜
が
あ
っ
と
い
う
間
に
食
べ
尽
く
す
様
子
を
見

る
と
ス
ッ
キ
リ
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
卵
の
殻

や
バ
ナ
ナ
の
皮
な
ど
動
物
が
食
べ
な
い
も
の
は
、
庭

や
畑
の
肥
や
し
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
帰
国
後
、
日

本
で
ゴ
ミ
を
収
集
に
出
す
と
き
の
方
が
な
ん
だ
か

申
し
訳
な
い
気
持
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
み
ん
ぱ
く
の
台
所
展
示
の
あ
れ
こ
れ
を

紹
介
し
た
。
他
に
も
、
各
文
化
・
地
域
展
示
に
お

け
る
水
の
調
達
・
貯
蔵
法
、
作
る
・
食
べ
る
た
め
の

数
々
の
道
具
、
家
屋
に
お
け
る
台
所
の
方
位
や
食

事
や
団だ
ん

欒ら
ん

を
す
る
場
所
と
の
空
間
的
な
関
係
性
な

ど
、
ぜ
ひ
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
台
所
文
化
展
示

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

〈本館展示場〉

観覧券売場

番組番号
1298「アボリジニの小麦粉料理」
1301「カンガルーの石蒸し料理」

チワン族の高床式住居＜再現＞（O0001925ほか）

囲炉裏を備えた大陸部山地民の台所（H0275904ほか）

中央・北アジア展示
「中央アジア」セクション

ビデオテーク

中国地域の文化展示
「チワン族の高床式住居」セクション

東南アジア展示
「村の日常」セクション

タシュケントの民家の台所＜再現＞（H0105530ほか）

上：タイ北部民家の台所。火を起こして朝食の準備中
（タイ、ランプーン県、2019年）

下：クロックマイ（木製の臼）と電気調理器での調理。台所にガスは
   なく、すべて電化されている（タイ、チェンマイ県、2019年）
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停
滞
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
映
画

昨
今
、
イ
ラ
ン
や
レ
バ
ノ
ン
な
ど
中
東
発
の
映
画
が
話
題
に

な
り
、
興
行
的
に
も
成
功
し
て
い
る
の
は
、
嬉う
れ

し
い
限
り
で
あ

る
。
じ
つ
は
パ
レ
ス
チ
ナ
発
の
映
画
は
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
か

な
り
早
い
時
期
か
ら
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
以
降

も
、
ハ
ー
ニ
ー
・
ア
ブ
ー
＝
ア
ス
ア
ド
監
督
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・

ナ
ウ
」（
二
〇
〇
五
年
）
と
「
オ
マ
ー
ル
の
壁
」（
二
〇
一
三
年
）

が
注
目
を
浴
び
た
。
前
者
は
当
時
頻
発
し
て
い
た
パ
レ
ス
チ
ナ

の
若
者
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
内
で
の
自
爆
、
後
者
は
イ
ス
ラ

エ
ル
の
密
告
者
に
仕
立
て
ら
れ
た
若
者
の
苦
悩
を
扱
っ
て
い
る
。

こ
と
に
前
者
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
映
画
の
白
眉
と
い
っ
て
よ
い
作

品
だ
。
と
こ
ろ
が
後
者
を
観
た
と
き
、
わ
た
し
は
か
な
り
失
望

し
た
。そ
の
理
由
を
述
べ
る
た
め
、す
こ
し
背
景
を
説
明
し
た
い
。

イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
関
係
上
、
パ
レ
ス
チ
ナ
映
画
は
政
治
的
に

な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
抵
抗
の
手
段
と
し
て
映

画
が
製
作
さ
れ
て
き
た
。
観
客
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ア
ラ
ブ
の
一
般
市
民
で
は
な
く
、

パ
レ
ス
チ
ナ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
問
題
に
関
心
を
も
つ
海
外
の
人
び

と
で
あ
る
。
初
期
の
う
ち
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
政
策
を
批

判
す
る
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
り
、
観
客
も
そ
れ
を
求
め
た
。

し
か
し
な
が
ら
占
領
か
ら
七
〇
年
以
上
を
経
て
、
い
つ
ま
で
も

そ
れ
で
よ
い
の
か
。

現
在
の
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
は
、
停
滞
し
て
い
る
。
海
外
か

ユ
ダ
ヤ
人
国
家
樹
立
を
め
ざ
す
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
掲
げ
た
ユ
ダ
ヤ

人
入
植
者
と
対た
い

峙じ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
ア
ラ
ブ
人

の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
い
つ
し
か
皮
肉
に
も
、

イ
ス
ラ
エ
ル
を
否
定
す
る
こ
と
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ア
ラ
ブ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
明
す
る
手
段
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
映
画
も
同
様
で
あ
る
。

自
爆
や
暗
殺
で
自
己
の
絶
望
を
表
現
し
て

も
、
後
に
残
る
の
は
負
の
感
情
と
報
復
の
連
鎖

の
み
。
そ
れ
を
描
い
て
お
き
な
が
ら
、
結
局
す

べ
て
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
の
せ
い
と
結
論
づ

け
た
「
オ
マ
ー
ル
の
壁
」
は
、
停
滞
し
き
っ
た

現
在
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
限
界
を
も
提
示
し
て
い

る
。
自
己
批
判
な
き
繰
り
言
に
満
ち
た
パ
レ
ス

チ
ナ
映
画
に
、
観
客
は
た
だ
息
苦
し
い
思
い
を

す
る
だ
け
で
、
も
は
や
共
感
は
抱
け
な
い
。
も

し
映
画
で
現
状
へ
の
抵
抗
を
示
そ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
問
題
を
普
遍
性
あ
る
物

語
と
し
て
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
れ
を
は
じ
め
て
感
じ
る
こ
と
が
で

き
た
の
が
、
今
回
取
り
上
げ
る
「
ガ
ザ
の
美

容
室
」
で
あ
る
。

舞
台
劇
の
よ
う
に

や
わ
ら
か
な
午
後
の
光
に
包
ま
れ
る
美
容

室
。二
人
の
美
容
師
と
、女
性
客
た
ち
が
お
し
ゃ

べ
り
を
交
わ
す
。
し
か
し
美
容
師
の
一
人
が
マ

フ
ィ
ア
の
一
員
で
あ
る
恋
人
に
、
電
話
で
別
れ

話
を
切
り
出
し
た
こ
と
か
ら
、
美
容
室
は
一
転

ら
の
援
助
に
よ
っ
て
流
れ
て
く
る
カ
ネ
と
利
権
は
上
流
階
級
に

独
占
さ
れ
、
自
治
区
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
一
般
市
民
の
ほ
と
ん

ど
は
、
も
は
や
現
状
を
打
破
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
。「
イ

ス
ラ
エ
ル
の
せ
い
、
占
領
の
せ
い
」。
そ
れ
で
す
べ
て
が
結
論
づ

け
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
パ
レ
ス
チ
ナ
と
い
う
共
同
体
意
識
は
、

し
て
危
機
に
陥
る
。
逆
上
し
た
男
の
身
勝
手
な
行
動
が
、
ガ
ザ

を
支
配
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
政
党
ハ
マ
ー
ス
政
権
と
マ
フ
ィ

ア
の
抗
争
に
発
展
し
て
し
ま
い
、
女
性
た
ち
は
停
電
し
た
美
容

室
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。「
ガ
ザ
の
美
容
室
」
は

閉
塞
的
な
ガ
ザ
の
状
況
を
、
政
治
腐
敗
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ

プ
（
男
女
格
差
）
な
ど
世
界
が
抱
え
る
普
遍
的
な
問
題
に
通
底

す
る
も
の
と
し
て
、
舞
台
劇
的
な
手
法
で
描
い
て
み
せ
た
。

本
作
が
既
存
の
パ
レ
ス
チ
ナ
映
画
と
一
線
を
画
し
て
い
る
の

は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
あ
り
き
の
物
語
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
単
語
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
登
場
せ
ず
、

女
性
た
ち
を
抑
圧
す
る
の
は
同
じ
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ア
ラ
ブ
の
男

た
ち
、
す
な
わ
ち
美
容
師
の
粗
暴
な
恋
人
で
あ
り
、
彼
が
属
す

る
マ
フ
ィ
ア
で
あ
り
、マ
フ
ィ
ア
を
殲せ
ん

滅め
つ

し
よ
う
と
す
る
ハ
マ
ー

ス
政
権
、
さ
ら
に
は
ハ
マ
ー
ス
と
対
立
す
る
自
治
政
府
で
あ
る
。

登
場
す
る
女
性
た
ち
の
描
写
も
、
一
般
的
な
パ
レ
ス
チ
ナ
の
女

性
像
か
ら
は
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
一
夜
の
火
遊
び
を
も
く

ろ
む
離
婚
調
停
中
の
中
年
女
性
に
、
ハ
マ
ー
ス
に
反
発
す
る
ヒ

ジ
ャ
ー
ブ
姿
の
女
性
。
な
か
で
も
中
世
演
劇
に
お
け
る
道
化
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
、
薬
物
中
毒
の
女
性
の
毒
舌
ぶ
り
は
、
い

ち
い
ち
正せ
い

鵠こ
く
を
射
て
い
て
痛
快
だ
。
女
性
が
舵か
じ

取と

り
を
す
れ
ば

も
っ
と
よ
い
世
の
中
に
な
る
は
ず
と
、
彼
女
が
客
た
ち
そ
れ
ぞ

れ
に
大
臣
の
役
職
を
割
り
振
っ
て
ゆ
く
場
面
は
見
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
結
局
、
非
常
事
態
に
結
束
し
て
い
た
か
に
み

え
る
女
性
た
ち
の
あ
い
だ
に
も
諍い
さ
かい
が
起
こ
り
、
男
性
の
乱
入

に
よ
っ
て
、
つ
か
の
間
の
不
自
由
で
自
由
な
楽
園
は
終
し
ゅ
う

焉え
ん

を
迎

え
る
。
救
い
の
な
い
物
語
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
自
己
批
判
精

神
に
満
ち
た
本
作
に
、
わ
た
し
は
か
え
っ
て
パ
レ
ス
チ
ナ
映
画

の
あ
ら
た
な
表
現
へ
の
希
望
を
、
か
す
か
に
見
い
だ
し
た
。

よ
う
や
く
あ
ら
わ
れ
た
、

自
己
批
判
の
芽

菅す
が

瀬せ 

晶あ
き

子こ

民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

M
「ガザの美容室」

原題：Dégradé

2015年／パレスチナ・フランス・カタール／アラビア語／84分
監督：タルザン・ナーセル、アラブ・ナーセル
出演：ヒヤーム・アッバース、マイサ・アブドゥルハーディほか登場する女性たち。中央

のヒヤーム・アッバース
は、ハリウッドの大作に
も出演するパレスチナを
代表する俳優の1人
（配給：アップリンク）

敬虔なゼイナブ（中央）と薬物中毒のサフィア（左）。2人の掛け合いが、パレスチナ社会の暗部を浮き彫り
にしてゆく（配給：アップリンク）
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いことばの

内
うち

原
はら

 洋
ひろ

人
と

メキシコ国立自治大学

世界でいちばん（？）
複雑な声調体系をもつ言語

し
た
。
で
も
話
者
た
ち
が
是
非
と
言
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
言
語
学
者
と
し
て
断
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
あ

る
程
度
の
覚
悟
は
し
つ
つ
、
わ
た
し
は
二
三
時
発
ト
ラ
パ
市
行

き
の
バ
ス
に
乗
り
込
ん
だ
。
朝
六
時
ご
ろ
到
着
す
る
と
、
す
で

に
共
同
研
究
者
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
氏
が
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
朝

四
時
か
ら
張
り
込
ん
で
い
て
く
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
四
日
間

ト
ラ
パ
市
周
辺
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
グ
レ
ゴ
リ

オ
氏
の
同
伴
な
し
で
ホ
テ
ル
か
ら
出
る
こ
と
は
一
瞬
も
な
か
っ

た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
遠
く
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
言

語
学
者
が
わ
ざ
わ
ざ
来
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
で
歓
迎
し
て
い

た
だ
い
た
。
お
礼
に
と
い
う
こ
と
で
ホ
テ
ル
代
と
四
日
間
の
食

事
代
を
す
べ
て
カ
ン
パ
し
て
く
れ
た
う
え
、
最
終
日
に
は
当
地

の
名
産
で
あ
る
手
作
り
の
小
さ
い
椅
子
ま
で
い
た
だ
い
た
。
治

安
や
貧
困
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
も
、
ど
こ
ま
で
も
情
に
厚

い
ト
ラ
パ
ネ
ク
族
で
あ
る
。

上
述
の
動
詞
活
用
に
つ
い
て
、
種
明
か
し
を
す
る
と
、
カ
ナ

で
は
表
記
で
き
な
い
の
だ
が
、
じ
つ
は
声
調
が
違
う
の
で
あ
る
。

そ
う
、
ト
ラ
パ
ネ
ク
語
は
中
国
語
の
よ
う
な
声
調
言
語
な
の
だ
。

先
の
「
縛
る
」
を
声
調
も
含
め
て
表
記
す
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。nìràhm

áa, nitaráhm
aa, niráhm

aa, niráhm
aa, 

nìràhm
aa, nìráhm

aa, niràhm
aa

（
声
調
は
三
つ
あ
っ
て
、
高
、

中
、
低
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れá, a, à

の
よ
う
に
示
す
）。
書
い
て
あ

れ
ば
そ
れ
な
り
に
区
別
で
き
る
が
、
こ
れ
を
聞
い
た
だ
け
で
す

べ
て
区
別
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ

て
、
ト
ラ
パ
ネ
ク
語
は
世
界
で
い
ち
ば
ん
複
雑
な
声
調
体
系
を

も
つ
言
語
と
も
い
わ
れ
る
。
わ
た
し
の
印
象
で
い
う
と
、
ま
あ

複
雑
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
世
界
一
は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
。

世
界
一
危
険
か
も
し
れ
な
い
観
光
地
の
近
く
で
、
世
界
一
情
に

厚
い
か
も
し
れ
な
い
民
族
に
よ
り
話
さ
れ
る
、
世
界
一
複
雑
か

も
し
れ
な
い
声
調
体
系
を
も
つ
言
語
を
研
究
で
き
る
の
も
、
メ

キ
シ
コ
を
離
れ
ら
れ
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

動
詞
の
人
称
変
化
と
聞
い
て
何
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ

う
か
。
大
学
の
第
二
外
国
語
で
ス
ペ
イ
ン
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
、

ド
イ
ツ
語
を
か
じ
っ
た
方
々
は
ピ
ン
と
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

ス
ペ
イ
ン
語
のhablo

「
わ
た
し
は
話
す
」、 hablas

「
君
は
話

す
」、 habla

「
彼
は
話
す
」
…
…
と
や
る
あ
れ
で
あ
る
。
試
験

の
た
め
に
人
称
活
用
を
覚
え
る
の
に
苦
労
し
た
思
い
出
が
あ
る

方
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
メ
キ
シ
コ
で
話
さ
れ
る
ト
ラ

パ
ネ
ク
語（
話
者
た
ち
自
身
は「
メ
パ
ー
語
」と
い
う
呼
称
を
好
む
）

も
、
動
詞
の
人
称
活
用
を
す
る
。
例
え
ば
、「
縛
る
」
と
い
う

動
詞
の
活
用
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ニ
ラ
フ
マ
ー
「
わ
た
し

は
縛
っ
た
」、ニ
タ
ラ
フ
マ
ー
「
君
は
縛
っ
た
」、ニ
ラ
フ
マ
ー
「
彼

は
縛
っ
た
」、
ニ
ラ
フ
マ
ー
「
君
を
含
む
我
々
は
縛
っ
た
」、
ニ

ラ
フ
マ
ー
「
君
を
含
ま
な
い
我
々
は
縛
っ
た
」、ニ
ラ
フ
マ
ー
「
君

た
ち
は
縛
っ
た
」、ニ
ラ
フ
マ
ー
「
彼
ら
は
縛
っ
た
」。
あ
れ
、「
君

は
」
以
外
全
部
同
じ
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
は
日
本
語
と
変
わ

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
で
も
共
同
研
究
者
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
氏

は
違
う
と
い
う
。
こ
の
種
明
か
し
は
後
ほ
ど
。

メ
キ
シ
コ
と
聞
い
て
皆
さ
ん
は
何
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
だ
ろ
う

か
。
残
念
な
が
ら
、
治
安
に
つ
い
て
不
安
を
抱
く
方
が
多
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
メ
キ
シ
コ
市
に
五
年
住
ん

で
地
下
鉄
で
一
度
ス
リ
に
遭
っ
た
程
度
で
あ
る
。
も
う
一
度
は

ケ
ー
タ
イ
を
盗
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
が
、
チ
ェ
ー
ン
で
ズ
ボ
ン

に
括
り
付
け
て
お
い
た
の
で
未
遂
で
終
わ
っ
た
。
ト
ラ
パ
ネ
ク

語
が
話
さ
れ
る
の
は
、
メ
キ
シ
コ
中
部
ゲ
レ
ロ
州
の
山
間
部
、

ト
ラ
パ
市
周
辺
で
あ
る
。
わ
た
し
の
勤
務
す
る
メ
キ
シ
コ
市
か

ら
バ
ス
で
六
時
間
ほ
ど
、
そ
の
先
に
は
世
界
的
に
有
名
な
観
光

地
ア
カ
プ
ル
コ
が
あ
る
。
今
は
世
界
一
危
険
な
観
光
地
と
も
い

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
何
度
も
行
っ
た
わ
た
し
か
ら
す
る
と
、

少
な
く
と
も
観
光
エ
リ
ア
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、

ゲ
レ
ロ
州
山
間
部
は
本
当
に
危
な
い
と
聞
く
。
話
者
向
け
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
と
き
も
、
正
直
躊ち
ゅ
う

躇ち
ょ

20 



　

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

本号の特集を機に『知的生産の技術』を読み返した。大学 1年

以来で、引かれた傍線に、もう一人の自分に会うような感覚を覚

えた。「情報科」という科目の到来を予言するなど、この本はコ

ンピュータ時代を先取りしていたことに気づかされる。企画展「知

的生産のフロンティア」は、時代がやっと追いついた梅棹忠夫の

思索の流儀をあらわすものになろう。

昨年、1958年におこなわれた西北ネパール学術探検隊のデー

タカード約 6600枚をアーカイブとして公開した。見出しなどは

ホームページでも見ることができ、エクセル上で牧畜、祭礼等々

の主題ごとに並べ換えもできる。梅棹忠夫の盟友、川
かわ

喜
き

田
た

二
じ

郎
ろう

が

パンチカードで検索するために、カード 1枚 1枚にH
フラーフ

RAFの文化

項目分類番号を付しておいてくれたおかげだ。この先、手作業の

分類も人工知能がやってくれる時代がくるのだろうか。

今号から新たな連載「世界のバスケタリー×バスケタリーの世

界」が始まった。籠だけでなく、植物の線状物を用い、編み・組

みの技法で作られたものが扱われるという。産業革命は織機から

始まったが、パンチカードもそこから派生したものだ。人類の英

知バスケタリーと知的生産は、規格化という点で深いところでつ

ながっている。（南真木人）
月刊みんぱく  2020年 4月号
第 44巻第 4号通巻第 511号　2020年 4月 1日発行

編集・発行 人間文化研究機構 国立民族学博物館
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次号の予告
特集

「釣り」（仮）

●表紙：「梅棹忠夫アーカイブズ・クルーズ」で見る B6カード   
（制作：阿辺川武）
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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 https://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）



梅棹忠夫
知的先覚者の軌跡

企画展「知的生産のフロンティア」関連

編者：国立民族学博物館 特別展「ウメサオタダオ展」実行委員会
発行：千里文化財団／ A4 判 全 146 頁／価格：2,400 円（＋税）

国立民族学博物館（みんぱく）初代館長、梅棹忠夫の 90 年の全生涯とその知的営みにせまる、
渾身の一冊。総勢 41 名にのぼる執筆陣がそれぞれ異なる視点から解説をこころみる。
2011 年に本館で開催された特別展「ウメサオタダオ展」図録の再版。

お問い合わせ：国立民族学博物館ミュージアム・ショップ　https://www.senri-f.or.jp/wwb/html/
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