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妙
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
が
、
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ

う
か
。

ひ
と
つ
の
列
島
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
日
本
列
島
。
ふ
た

つ
の
国
家
と
は
明
治
五
年
以
前
に
存
在
し
て
い
た
琉
球
国
王

を
核
と
す
る
琉
球
王
国
と
、
天
皇
を
核
と
す
る
日
本
。
そ

し
て
み
っ
つ
の
文
化
と
い
う
の
は
北
か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
、
日

本
文
化
、
そ
し
て
琉
球
文
化
を
い
う
。
こ
の
文
化
に
は
こ
と

ば
や
歴
史
、
芸
術
行
為
、
固
有
の
生
活
様
式
な
ど
を
ふ
く
む
。

こ
れ
に
つ
い
て
語
り
出
す
と
き
り
が
な
い
の
で
、
と
り
あ

え
ず
、
み
っ
つ
の
文
化
に
注
目
し
て
み
る
。
こ
の
み
っ
つ
の
文

化
の
な
か
で
も
っ
と
も
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
ア
イ
ヌ
文
化

だ
ろ
う
。
学
校
で
ア
イ
ヌ
文
化
を
学
ぶ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
ア
イ
ヌ
文
化
は
国
民
共
通
の
知
識
と
は
な
っ
て
は
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。

平
成
二
一
年
七
月
に
『
ア
イ
ヌ
政
策
の
あ
り
方
に
関
す
る

有
識
者
懇
談
会
報
告
書
』
が
内
閣
官
房
長
官
に
提
出
さ
れ
、

民
族
共
生
の
た
め
の
象
徴
空
間
（
現
ウ
ポ
ポ
イ
）
設
置
な
ど

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
「
こ
れ
ま
で
ア
イ
ヌ

の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
民
共
通
の
知
識
と
は

な
っ
て
こ
な
か
っ
た
」
理
由
が
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

①
歴
史
的
に
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
が
圧
倒
的
に
少
数
で
あ
っ
た
、

②
我
が
国
の
政
治
の
中
心
か
ら
遠
く
離
れ
た
北
辺
の
住
人
、

③
生
業
や
宗
教
の
差
異
か
ら
生
じ
る
文
化
的
相
違
が
一
方
の

目
か
ら
は
野や

卑ひ

陋ろ
う

習し
ゅ
う

と
み
な
さ
れ
た
、
④
そ
の
享
受
者
は

野
蛮
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
文
化
は
価
値
の
低
い
も
の
、
と

い
う
認
識
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
日
本
文
化
と
い
う
目

線
か
ら
の
み
ア
イ
ヌ
文
化
を
み
る
と
い
う
行
為
や
、
そ
の
結

果
ア
イ
ヌ
文
化
は
野
卑
陋
習
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
担
っ

て
い
る
人
び
と
は
野
蛮
人
で
あ
る
と
い
う
見
下
し
た
目
線

が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
文
化
に
接
す
る
と
き
、

そ
の
尺
度
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

民
博
の
ア
イ
ヌ
展
示
の
な
か
に
樺
太
・
千
島
ア
イ
ヌ
の

文
化
財
が
あ
る
。
な
か
で
も
千
島
ア
イ
ヌ
の
そ
れ
は
、
ま
と

ま
っ
た
文
化
財
と
し
て
す
ぐ
れ
た
も
の
で
、
国
指
定
文
化

財
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
お
か
し
い
資
料
群
だ
。
だ
が
残
念

な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
を
残
し
た
文
化
の
伝
承
者
は
現
在
た

だ
の
ひ
と
り
も
い
な
い
。
明
治
八
年
の
千
島
・
樺
太
交
換

条
約
に
よ
る
強
制
移
住
の
施
策
の
せ
い
で
、
千
島
ア
イ
ヌ

の
文
化
伝
承
者
は
地
上
か
ら
き
え
た
。

北
海
道
、
樺
太
、
千
島
と
ア
イ
ヌ
文
化
は
多
様
で
あ
る
。

ウ
ポ
ポ
イ
が
そ
の
な
か
の
失
わ
れ
た
文
化
の
再
生
を
め
ざ
す

場
と
し
て
、
ま
た
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
心
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
、

さ
ら
に
国
民
理
解
の
場
と
し
て
、大
き
く
発
展
す
る
こ
と
を
期

待
す
る
。
そ
し
て
そ
う
遠
く
な
い
日
、
ウ
ポ
ポ
イ
の
職
員
の
大

多
数
が
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
で
占
め
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

ひ
と
つ
の
列
島

ふ
た
つ
の
国
家

み
っ
つ
の
文
化

佐さ

々さ

木き 

利と
し

和か
ず

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
4
8
年
北
海
道
生
ま
れ
。
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ・

先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
、
東
京
国
立
博
物

館
名
誉
館
員
。
東
京
国
立
博
物
館
、
文
化
庁
、
国

立
民
族
学
博
物
館
を
へ
て
現
職
。
法
政
大
学
大
学
院

修
士
課
程
修
了
、
早
稲
田
大
学
博
士
（
文
学
）。
日

本
近
世
史
、
博
物
学
、
ア
イ
ヌ
民
族
史
を
専
門
と
し
、

お
も
な
著
書
に
『
ア
イ
ヌ
の
工
芸
』（
至
文
堂
）、『
ア

イ
ヌ
史
の
時
代
へ

―
余
瀝
抄
』（
北
海
道
大
学
出

版
会
）
な
ど
が
あ
る
。
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二
〇
二
〇
年
七
月
、
ウ
ポ
ポ
イ
（
民
族
共
生

象
徴
空
間
）
が
北
海
道
白し
ら

老お
い

町
に
オ
ー
プ
ン

し
た
。
初
と
な
る
国
立
の
ア
イ
ヌ
民
族
博
物

館
、
そ
し
て
民
族
共
生
の
名
を
冠
し
た
公

園
な
ど
か
ら
な
る
こ
の
空
間
は
、
ア
イ
ヌ
文

化
の
復
興
・
発
展
の
た
め
の
拠
点
だ
。
本

特
集
で
は
、
そ
の
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
の

取
り
組
み
と
挑
戦
を
紹
介
す
る
。

五
感
で
接
す
る
ア
イ
ヌ
文
化

佐さ

さ々

木き 

史し

郎ろ
う

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
館
長

ウ
ポ
ポ
イ
（
民
族
共
生
象
徴
空
間
）
は
、
二
〇
〇
七
年
の

「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
と
二
〇

〇
八
年
の
国
会
で
の
「
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
す
る

こ
と
を
求
め
る
決
議
」
を
受
け
て
、
今
後
の
ア
イ
ヌ
政
策

の
進
め
方
を
諮
問
さ
れ
た
「
ア
イ
ヌ
政
策
の
あ
り
方
に
関

す
る
有
識
者
懇
談
会
」
の
報
告
に
基
づ
い
て
設
置
が
決
定

さ
れ
た
国
立
の
施
設
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
に
ア
イ
ヌ
総

合
政
策
推
進
会
議
が
策
定
し
た
『「
民
族
共
生
象
徴
空
間
」

基
本
構
想
（
改
訂
版
）』（
以
下
『
基
本
構
想
』）
に
よ
れ
ば
、

こ
の
施
設
は
「
我
が
国
の
貴
重
な
文
化
で
あ
り
な
が
ら
存

立
の
危
機
に
あ
る
ア
イ
ヌ
文
化
を
復
興
・
発
展
さ
せ
る
拠

点
と
し
て
、
ま
た
、
我
が
国
が
将
来
へ
向
け
て
、
先
住
民

族
の
尊
厳
を
尊
重
し
差
別
の
な
い
多
様
で
豊
か
な
文
化
を

持
つ
活
力
あ
る
社
会
を
築
い
て
い
く
た
め
の
象
徴
と
い
う
、

重
要
な
意
義
を
有
す
る
国
家
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（『
基

本
構
想
』、
三
頁
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
設
立

の
意
義
は
「
ア
イ
ヌ
文
化
復
興
等
に
関
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル

セ
ン
タ
ー
」
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
展
示・調
査
研
究
機
能
、

文
化
伝
承
・
人
材
育
成
機
能
、
体
験
交
流
機
能
、
情
報
発

信
機
能
、
公
園
機
能
、
精
神
文
化
尊
重
機
能
と
い
う
六
つ

の
機
能
を
も
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
中
核
施
設
と
し
て
、
国

立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
、
国
立
民
族
共
生
公
園
、
慰
霊
施

設
（
大
学
等
に
保
管
さ
れ
て
い
た
発
掘
さ
れ
た
遺
骨
と
副
葬
品

を
、
返
還
先
が
決
ま
る
ま
で
一
時
的
に
保
管
す
る
施
設
）
が
二

〇
二
〇
年
三
月
ま
で
に
整
備
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
八

ウ
ポ
ポ
イ
で

ア
イ
ヌ
文
化
を

魅
せ
る

特
集年

一
二
月
に
は
「
ウ
ポ
ポ
イ
」（
皆
で
歌
う
こ
と
を
意
味
す
る

ア
イ
ヌ
語
）
と
い
う
愛
称
も
決
め
ら
れ
た
。

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
と
民
族
共
生
公
園

博
物
館
は
文
化
庁
が
建
設
し
、
公
園
は
国
土
交
通
省
が

整
備
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
役
所
に
よ
る
縦
割
り
行
政
は

見
ら
れ
る
が
、
双
方
と
も
そ
の
運
営
は
公
益
財
団
法
人
ア

イ
ヌ
民
族
文
化
財
団
に
委
託
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
組
織
（
民

族
共
生
象
徴
空
間
運
営
本
部
）
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
手
法
は
異
な
る
が
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
と
も
に

ア
イ
ヌ
文
化
の
復
興
で
あ
る
。
博
物
館
は
展
示
と
い
う
手

法
に
よ
り
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
広
く
来
館
者
の
観
覧
に
供
す

る
と
と
も
に
、
最
新
鋭
の
機
器
類
を
活
用
し
た
調
査
研
究

を
お
こ
な
っ
て
新
し
い
知
見
を
蓄
積
し
、
そ
れ
を
展
示
、

教
育
、
文
化
伝
承
活
動
等
に
活
か
し
て
い
く
。
近
年
、
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る
体
験
型
展
示
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
展
示
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
た
。

他
方
、
公
園
で
は
、
体
験
交
流
ホ
ー
ル
で
の
歌
、
踊
り
、

楽
器
演
奏
な
ど
に
よ
る
ア
イ
ヌ
の
芸
能
の
紹
介
、
体
験
学

習
館
で
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
ア
イ
ヌ
の
衣
食
住
に

関
す
る
学
習
と
体
験
、
工
房
で
の
一
流
の
工
芸
家
や
職
人

に
よ
る
木
彫
り
、
刺
繍
等
の
製
作
実
演
と
製
作
体
験
、
そ

し
て
伝
統
的
コ
タ
ン
（
集
落
）
で
の
語
り
や
儀
礼
を
と
お

し
た
精
神
世
界
や
伝
統
的
生
活
の
紹
介
と
い
っ
た
こ
と
を

来
園
者
に
提
供
す
る
。
公
園
で
も
博
物
館
で
も
、
重
要
な

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
体
験
」
で
あ
る
。
目
で
見
た
り
、
耳
で

聞
く
だ
け
で
な
く
、
舌
で
味
わ
っ
た

り
、
肌
触
り
を
確
か
め
た
り
、
手
を

動
か
し
て
作
っ
て
み
た
り
、
身
体
を

動
か
し
声
を
出
し
て
み
た
り
し
て
、

五
感
で
ア
イ
ヌ
文
化
に
接
す
る
こ
と

を
重
視
し
て
い
る
。

伝
統
の
継
承
と
創
造

も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー

ド
は
「
伝
承
と
創
造
」
で
あ
る
。
祖

先
の
精
神
と
技
術
を
着
実
に
受
け
継

ぎ
、
次
世
代
に
受
け
渡
す
と
と
も
に
、

そ
こ
に
今
の
自
分
た
ち
の
独
創
を
盛
り
込
み
、
時
代
に

合
っ
た
現
代
の
ア
イ
ヌ
文
化
を
創
造
す
る
。
公
園
で
は

ホ
ー
ル
で
の
演
目
に
、
伝
統
的
な
歌
と
踊
り
の
ほ
か
、
創

作
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
え
た
。
博
物
館
で
は
、
伝
統
の
技
の

継
承
を
テ
ー
マ
に
し
た
開
館
記
念
特
別
展
「
サ
ス
イ
シ
ㇼ 

私
た
ち
が
受
け
継
ぐ
文
化
〜
ア
イ
ヌ
文
化
を
未
来
へ
つ
な

ぐ
〜
」
を
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
ポ
ポ
イ
内
で
は
ア

イ
ヌ
語
を
第
一
言
語
と
位
置
づ
け
て
、
ア
イ
ヌ
語
の
学
習

者
に
園
内
の
表
示
や
博
物
館
の
解
説
の
ア
イ
ヌ
語
テ
キ
ス

ト
作
り
を
依
頼
し
、
そ
れ
を
と
お
し
て
ア
イ
ヌ
語
の
復
興

を
図
っ
て
い
る
。

ウ
ポ
ポ
イ
は
ア
イ
ヌ
文
化
が
輝
く
場
で
あ
る
。
来
場
者

に
は
公
園
で
、
博
物
館
で
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
全
身
で

感
じ
て
、
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
り
、
二
〇
二
〇
年
四

月
開
業
予
定
が
二
度
も
延
期
さ
れ
た
が
、
七
月
一
二
日
に

本
格
的
に
開
業
し
た
。

国立アイヌ民族博物館（提供：公益財団法人 アイヌ民族文化財団、2020年）

クマの霊送り儀礼用のクマつなぎ杭（2020年）

上：プラザ展示（2020年）
右： 探究展示テンパテンパ
（2020年）

チキサニ広場の舞台と客席（2020年）
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敬
う
」、「
コ
タ
ン
」
は
「
村
、
集
落
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
民
族
共
生
」
と
は
お
互
い
を
尊
重
し
合
う
こ
と
か
ら
は
じ

ま
る
と
い
う
思
い
か
ら
提
案
さ
れ
た
語
で
あ
る
。

ウ
ポ
ポ
イ
で
は
ア
イ
ヌ
語
を
第
一
言
語
と
し
て
い
る
が
、

じ
つ
は
今
の
段
階
で
各
種
表
示
や
展
示
解
説
の
な
か
で
ア

イ
ヌ
語
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
箇
所
は
一
部
に
す
ぎ
な

い
。ウ
ポ
ポ
イ
の
オ
ー
プ
ン
が
こ
の
取
り
組
み
の
第
一
歩
だ
。

小こ

林ば
や
し 

美み

紀き

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
研
究
員

北き
た

嶋じ
ま 

イ
サ
イ
カ
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
学
芸
員

ア
イ
ヌ
語
は
二
〇
〇
九
年
に
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
り
「
消
滅

の
危
機
に
あ
る
言
語
」
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。「
消
滅
の

危
機
に
あ
る
言
語
」
と
は
、
そ
の
こ
と
ば
を
使
う
人
が
現

在
は
少
な
く
な
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
に
置
か
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
語
を
第
一
言
語
と
し
て
表
示

す
る
に
あ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
が
重
ね
ら
れ
た
。

ア
イ
ヌ
語
で
解
説
文
を
書
く

ア
イ
ヌ
語
で
解
説
文
を
作
成
す
る
計
画
を
し
た
際
、
課

題
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
の
が
、
ア
イ
ヌ
語
に
あ
る
さ
ま
ざ

ま
な
方
言
の
う
ち
、
ど
の
方
言
で
執
筆
す
る
か
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ア
イ
ヌ
語
研
究
者

や
有
識
者
で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
。
そ
こ

で
の
議
論
の
結
果
、
今
回
の
ア
イ
ヌ
語
解
説
文
作
成
に
つ

い
て
は
ア
イ
ヌ
語
学
習
の
機
会
と
し
て
の
活
用
を
目
指
す

こ
と
と
し
、
各
地
で
ア
イ
ヌ
語
を
学
ぶ
人
や
継
承
活
動
を

し
て
い
る
人
に
執
筆
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
方
言

に
つ
い
て
は
、
執
筆
者
に
希
望
す
る
方
言
を
選
択
し
て
も

ら
う
こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
て
で
き
上
が
っ
た
解
説
文
が
各
所
に
配
置
さ
れ
、

今
、
展
示
室
の
な
か
で
は
多
様
な
方
言
の
ア
イ
ヌ
語
の
文

章
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

音
声
ガ
イ
ド
を
通
じ
て
聞
く
こ
と
も
で
き
る
。

頼
し
、
展
示
で
は
技
術
が
認
め
ら
れ
て
い
る
作
り
手
や
ア

イ
ヌ
民
具
の
担
い
手
（
技
術
を
学
ん
で
い
る
最
中
の
人
）
の

作
品
も
紹
介
し
て
い
る
。

作
り
手
の
思
い
と
こ
れ
か
ら

基
本
展
示
の
ひ
と
つ
「
私
た
ち
の
く
ら
し
〜
今
に
受
け

継
ぐ
衣
服
と
心
」
で
は
、
先
人
が
作
っ
た
着
物
の
隣
に
優

秀
工
芸
師
が
作
っ
た
着
物
を
な
ら
べ
、
作
者
の
コ
メ
ン
ト

と
と
も
に
紹
介
し
て
い
る
。
制
作
期
間
が
短
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
八
名
の
方
々
が
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と

に
感
謝
し
て
い
る
。
着
物
の
大
き
さ
だ
け
を
指
定
し
、
作

り
手
が
選
ん
だ
文
様
や
技
法
で
制
作
し
て
い
た
だ
い
た
。

新
し
い
表
現
や
こ
と
ば
を
ど
う
す
る
か

「
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
」
や
「
ラ
イ
ブ
ラ
リ
」
な
ど
、

既
存
の
ア
イ
ヌ
語
に
は
な
い
表
現
や
新
語
は
、
ワ
ー
キ
ン

グ
会
議
を
立
ち
上
げ
検
討
し
た
。
こ
の
会
議
は
、
こ
れ
ま

で
ア
イ
ヌ
語
で
執
筆
を
重
ね
て
き
た
経
験
者
や
研
究
者
、

ア
イ
ヌ
語
の
知
識
が
あ
る
ウ
ポ
ポ
イ
職
員
と
い
っ
た
メ
ン

バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
単
語
を
ア
イ
ヌ
語
で
ど
の

よ
う
に
表
現
す
る
か
案
を
出
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
出

さ
れ
た
案
に
文
法
的
な
誤
り
が
な
い
か
を
検
討
し
た
。
そ

第
一
言
語
は
ア
イ
ヌ
語

「
ア
ヌ
コ
コ
ㇿ 

ア
イ
ヌ 
イ
コ
ロ
マ
ケ
ン
ル
」。
当
館
に
入

ろ
う
と
す
る
と
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
右
手
に
こ
う
書
か
れ
て

い
る
の
が
ま
ず
目
に
入
る
。
そ
の
下
に
日
本
語
で
「
国
立

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。
国
立
ア
イ

ヌ
民
族
博
物
館
が
含
ま
れ
る
ウ
ポ
ポ
イ
で
は
、
ア
イ
ヌ
語

を
第
一
言
語
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
多
言
語
表
記
を

し
て
い
る
箇
所
で
は
、
基
本
的
に
ア
イ
ヌ
語
が
一
番
先
頭

に
く
る
よ
う
に
表
示
し
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
民
具
の
制
作
依
頼

現
在
の
ア
イ
ヌ
の
民
具
は
、
伝
統
的
な
木
彫
り
の
盆
や

ア
イ
ヌ
刺
繍
を
あ
し
ら
っ
た
着
物
か
ら
、
木
彫
り
の
熊
や

日
常
生
活
で
使
う
バ
ッ
グ
な
ど
に
ア
イ
ヌ
文
様
を
入
れ
た

も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
文

化
を
踏
ま
え
た
ア
ー
ト
作
品
も
美
術
館
な
ど
に
展
示
さ
れ
、

時
代
に
合
わ
せ
て
民
具
の
枠
を
超
え
変
化
し
て
い
る
も
の

と
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

二
〇
一
九
年
度
ま
で
当
館
は
、
現
在
活
躍
中
の
作
り
手

を
紹
介
し
、
技
術
継
承
の
参
考
と
す
る
た
め
彼
ら
が
制
作

し
た
衣
服
や
木
彫
品
な
ど
を
購
入
し
て
き
た
。
制
作
は
北

海
道
ア
イ
ヌ
協
会
が
認
定
し
た
優
秀
工
芸
師
を
中
心
に
依

し
て
、
こ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
会
議
を
と
お
っ
た
案
の
な
か
か

ら
、
ウ
ポ
ポ
イ
職
員
の
メ
ン
バ
ー
が
実
際
に
表
示
と
し
て

使
用
す
る
も
の
を
絞
り
込
む
と
い
う
手
順
で
選
定
し
た
。

ど
の
単
語
に
つ
い
て
も
熱
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
が
、

ど
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
語
に
す
る
か
で
特
に
悩
ん
だ
も
の
の

ひ
と
つ
が
ウ
ポ
ポ
イ
の
正
式
名
称
で
あ
る
「
民
族
共
生
象

徴
空
間
」
だ
っ
た
。「
民
族
共
生
」
を
ど
う
表
現
す
る
か

さ
ま
ざ
ま
な
案
が
提
案
さ
れ
、
最
終
的
に
「
ウ
ア
イ
ヌ
コ

ㇿ 

コ
タ
ン
」
と
な
っ
た
。「
ウ
ア
イ
ヌ
コ
ㇿ
」
は
「
互
い
を

ウ
ポ
ポ
イ
で
の
ア
イ
ヌ
語
表
示
・

展
示
解
説
の
試
み

作
り
手
た
ち
の
思
い
と

技
術
を
つ
な
ぐ

アイヌ語直訳は「わたしたちが共有するアイヌの宝物が入った建物」（2020年）

アイヌ語が書かれた展示室案内（2020年）

「サスイシリ」での木彫の民具の展示（2020年）

各解説文の方言を示すマップを展示室に設置
（2020年）
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ま
え
た
首
飾
り
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
首
飾
り
の
作

り
手
に
よ
れ
ば
、祖
母
か
ら
習
っ
た
エ
ム
ㇱ
ア
ッ
（
刀
掛
帯
）

を
現
在
の
日
常
生
活
に
も
と
り
入
れ
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
作
っ
た
と
の
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
家
族
内
で
技
術
を
継

承
し
て
い
る
方
も
い
れ
ば
、
大
人
に
な
っ
て
職
業
訓
練
校

が
き
っ
か
け
で
楽
し
み
な
が
ら
文
化
伝
承
を
続
け
て
い
る

方
、
曾
祖
父
の
技
術
を
作
品
を
見
な
が
ら
学
ん
で
い
る
方

な
ど
も
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
継
承
の
か
た
ち
が
あ
る
こ
と

を
作
り
手
の
方
々
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

ア
イ
ヌ
民
具
の
担
い
手

博
物
館
で
の
展
示
資
料
と
い
え
ば
、
古
い
資
料
を
思
い

浮
か
べ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
当
館
で
は
、
先
ほ

ど
紹
介
し
た
優
秀
工
芸
師
の
他
に
も
ア
イ
ヌ
民
具
の
担
い

手
が
作
っ
た
新
し
い
作
品
も
展
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
館
が
技
術

伝
承
の
場
と
し
て
機
能
し
、
未

来
の
担
い
手
が
自
分
も
作
り
た
い

と
思
え
る
場
所
に
な
っ
て
ほ
し
い

と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

今
後
の
活
動

作
り
手
の
方
々
と
の
交
流
の

な
か
で
心
に
残
る
話
が
た
く
さ
ん

あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
「
最
近
の

担
い
手
は
、
手
が
き
れ
い
だ
が
、

ア
イ
ヌ
文
化
の
知
識
が
少
な
い
」

と
か
、「
わ
た
し
た
ち
が
入
れ
墨

を
入
れ
て
い
る
人
た
ち
と
生
活
を

考
え
て
い
る
。
絶
え
か
け
て
い
た
演
目
の
復
元
や
各
地
域

の
伝
承
演
目
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
に
力
を
入
れ
て
お

り
、
現
在
ま
で
一
〇
演
目
を
復
元
し
た
。
そ
の
他
に
も
地

域
連
携
と
し
て
阿
寒
、
帯
広
、
む
か
わ
、
本ほ
ん

別べ
つ

の
伝
承
者

に
協
力
い
た
だ
き
七
演
目
を
習
得
し
た
。

伝
統
芸
能
上
演
プ
ロ
グ
ラ
ム

体
験
交
流
ホ
ー
ル
で
毎
日
開
催
す
る
伝
統
芸
能
の
解
説

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
北
海
道

五
地
域
、樺
太（
現
サ
ハ
リ
ン
）

二
地
域
の
演
目
を
上
演
し
、

創
作
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
北

海
道
四
地
域
の
演
目
を
上
演

し
て
い
る
。

解
説
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
シ

ノ
ッ 

ア
イ
ヌ
の
歌
・
踊
り
・

語
り
」
は
、
日
本
語
で
の
解

説
後
に
演
目
を
上
演
す
る
形

式
で
、
北
海
道
各
地
の
映
像

と
融
合
し
た
伝
統
芸
能
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
。

創
作
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
イ
ノ

ミ 

ア
イ
ヌ
の
祈
り
・
歌
・
踊

り
」
は
、
狩
り
等
で
得
た
動

し
た
最
後
の
世
代
な
の
で
、
自
分
が
そ
れ
を
表
現
し
て
伝

え
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
を
聞
い
た
。
わ
た
し
た

ち
に
は
、
伝
統
的
な
ア
イ
ヌ
文
化
を
し
っ
か
り
と
見
て
き

た
世
代
か
ら
教
え
て
も
ら
え
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
。
作
り

手
か
ら
話
を
聞
き
な
が
ら
技
術
を
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
を

感
じ
る
。
資
料
の
熟
覧
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
作
り
手

た
ち
に
よ
る
技
術
講
習
会
を
開
催
す
る
こ
と
で
、
ウ
ポ
ポ

イ
が
、
伝
承
者
が
着
実
に
育
つ
場
所
の
ひ
と
つ
に
な
れ
ば

と
考
え
て
い
る
。

物
の
魂
を
カ
ム
イ
（
神
）
の
世
界
に
送
る
際
に
お
こ
な
う

儀
礼
「
イ
ヨ
マ
ン
テ
」
を
題
材
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

本
来
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
再
現
で
は
な
く
、
現
代
に
生
き
る

わ
た
し
た
ち
の
考
え
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
わ
た
し
た
ち

は
過
去
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
を
見
る
機
会
が
な
く
、
文
献
で
し

か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
先
人
が
残
し
た
文
化
を
知
り

た
い
、
い
つ
か
実
現
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
こ
の
舞
台

が
で
き
た
の
だ
。
毎
年
、
北
海
道
で
は
人
里
に
下
り
て
く

る
熊
が
駆
除
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
動
物
た
ち
を
わ
た
し
た

ち
が
受
け
入
れ
、
カ
ム
イ
の
世
界
に
送
っ
て
あ
げ
た
い
と

い
う
思
い
も
あ
る
。

そ
の
文
様
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
や
複
製
、
自
分
の
家
系
に
伝

わ
っ
て
い
る
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
作
り
手
の
思

い
が
こ
も
っ
た
作
品
を
来
場
者
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
展
示
を
通
じ
て
伝
承
者
を
目
指
す
人

た
ち
と
作
り
手
と
を
つ
な
ぎ
、
込
め
る
思
い
や
文
化
を
教

え
て
も
ら
い
な
が
ら
も
の
作
り
が
で
き
る
環
境
を
作
っ
て

い
き
た
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
継
承
の
か
た
ち

開
館
記
念
特
別
展
「
サ
ス
イ
シ
ㇼ 
私
た
ち
が
受
け
継
ぐ

文
化
〜
ア
イ
ヌ
文
化
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
〜
」
で
は
、
五
つ

の
テ
ー
マ
に
わ
け
、
文
化
継
承
の
あ
り
方
を
紹
介
し
て
い

る
。
展
示
資
料
の
な
か
で
エ
ム
ㇱ
ア
ッ 

レ
ク
ト
ゥ
ン
ペ（
刀

掛
帯
の
技
法
で
作
っ
た
首
飾
り
）
と
い
う
ア
イ
ヌ
文
化
を
踏

ア
イ
ヌ
の
歌
と
踊
り

ア
イ
ヌ
の
歌
と
踊
り
は
、
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
て

お
り
、
日
々
の
暮
ら
し
や
儀
礼
の
な
か
で
受
け
継
が
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
で
は
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
に
「
ア
イ
ヌ
古
式
舞
踊
」
と
い
う
名
称
で
指
定
さ
れ

て
お
り
（
一
九
八
四
年
）、
北
海
道
内
の
一
七
地
域
で
保
存

団
体
が
活
動
し
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
無

形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ア
イ
ヌ
の
歌
と

踊
り
は
「
ア
イ
ヌ
の
伝
統
芸
能
」
と
よ
ば
れ
、

さ
ら
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ウ
ポ
ポ
イ
で
の
復
興
と
伝
承
の
か
た
ち

ア
イ
ヌ
の
伝
統
芸
能
の
音
声
・
映
像
資
料

は
世
界
各
地
の
博
物
館
や
大
学
の
研
究
室
等

に
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
地

域
の
伝
承
者
や
学
習
者
は
そ
れ
ら
に
ア
ク
セ

ス
し
づ
ら
く
、
伝
統
芸
能
を
復
興
し
て
い
く

こ
と
は
難
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
各
地
域

に
は
、
特
色
の
あ
る
伝
統
芸
能
が
伝
承
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
を
担
う
人
材
も
不
足
し
て

き
て
い
る
。

ウ
ポ
ポ
イ
の
舞
踊
グ
ル
ー
プ
で
は
、
蓄
積

さ
れ
て
き
た
資
料
や
情
報
を
学
び
た
い
人
た

ち
に
還
元
し
て
い
け
る
体
制
を
整
え
た
い
と

上：先人が作った着物（左）と優秀工芸師が作った着物（右）の展示（2020年）
下：「サスイシリ」でのアイヌ刺繍関係展示（2020年）

26名のウポポイ舞踊グループ（2020年）

イヨマンテ リムセ（熊の霊送りの踊り）（2020年） アイヌ民具の担い手が作ったマエタレなどの展示（2020年）

山や
ま

道み
ち 

オ
ン
ネ
レ
ㇰ（
ヒ
ビ
キ
）

民
族
共
生
象
徴
空
間
運
営
本
部
舞
踊
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

次
世
代
に
伝
え
た
い
伝
統
芸
能
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後
世
へ
資
料
を
引
き
継
ぐ
た
め
の

展
示
・
収
蔵
環
境
の
整
備

宴
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
よ
り
楽
し
み
が
伝
わ
る
よ
う

に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

ウ
ポ
ポ
イ
に
は
ア
イ
ヌ
と
シ
サ
ㇺ
（
和
人
）
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ツ
を
も
つ
人
た
ち
が
集
ま
り
、
イ
ヨ
マ

ン
テ
に
つ
い
て
共
生
し
な
が
ら
学
び
、
伝
え
て
い
く
た
め

の
舞
台
が
あ
る
。
か
つ
て
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
に
集
ま
っ
た
人

た
ち
が
楽
し
ん
だ
儀
礼
の
な
か
に
あ
る
饗
宴
、
消
え
て
は

い
な
い
そ
の
分
か
ち
合
い
の
心
を
ぜ
ひ
覗
き
に
来
て
い
た

だ
き
た
い
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
熊
の
カ
ム
イ
の
視
点
で
「
最
近
は
人

間
た
ち
か
ら
わ
た
し
た
ち
の
世
界
に
供
物
や
土
産
が
届
か

な
い
。
人
間
の
世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
気
に
な
っ

た
の
で
覗
い
て
み
る
と
、見
た
こ
と
の
な
い
景
色
が
広
が
っ

て
い
た
。
ビ
ル
が
立
ち
並
び
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
の

雑
踏
、
時
代
は
変
わ
っ
て
い
る
。
よ
く
見
て
み
る
と
、
そ

の
な
か
で
も
先
人
の
思
い
を
受
け
継
い
で
い
き
た
い
と
い

う
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
心
を
覗
い
て
み
よ
う
」

と
始
ま
る
。
そ
の
後
、
人
間
に
視
点
が
変
わ
っ
て
ス
ト
ー

リ
ー
が
展
開
し
て
い
く
。
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
な
か
で
も
、
饗

演目復元の様子（2020年）

展示室に導入したエアタイトケース（2020年）

金属製の棚を配した収蔵庫（2020年）

右：アイヌ民族資料を元に設計したＸ線CT装置（2020年）
左：食害を受けた資料のCT画像による診断（2020年）

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
研
究
員

資
料
の
劣
化
要
因
と
制
御

展
示
や
保
管
中
に
資
料
の
劣
化
を
招
く
要
因
で
は
、
温

湿
度
、
照
度
、
空
気
汚
染
物
質
、
生
物
被
害
の
四
つ
の
影

響
が
大
き
い
。
こ
れ
ら
の
影
響
を
い
か
に
制
御
し
て
、
安

定
し
た
空
間
を
資
料
へ
提
供
で
き
る
か
が
重
要
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
制
御
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

温
湿
度
は
、
変
化
に
よ
る
ひ
び
割
れ
や
高
湿
度
下
で
の

カ
ビ
の
発
生
等
を
防
ぐ
た
め
、
資
料
に
損
傷
を
与
え
な
い

安
定
し
た
値
で
の
制
御
が
求
め
ら
れ
る
。
当
館
の
展
示
室

や
収
蔵
庫
は
、
二
四
時
間
の
空
調
制
御
に
よ
り
温
度
二
〇

を
指
し
、
侵
入
の
監
視
や
防
除
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
当

館
で
は
、
展
示
室
や
収
蔵
庫
に
ト
ラ
ッ
プ
を
設
置
し
て
監

視
し
て
い
る
。
殺
虫
を
す
る
生
物
処
理
装
置
の
導
入
や
殺

菌
を
す
る
燻
蒸
業
者
と
の
連
携
な
ど
、
対
応
の
体
制
も
整

え
た
。

「
寒
冷
地
」
と
い
う
課
題

た
だ
、
寒
冷
地
で
の
展
示
・
収
蔵
環
境
の
制
御
に
は
、

本
州
等
の
温
暖
な
地
域
に
は
な
い
課
題
が
多
く
あ
る
。
空

調
制
御
で
温
湿
度
を
整
え
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
整
備
を
し

て
き
た
が
、
氷
点
下
と
な
る
冬
季
に
外
の
影
響
を
ど
こ
ま

で
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
外
気
の
影
響
に
よ
る

室
内
温
湿
度
の
不
安
定
化
は
本
州
よ
り
激
し
く
、
予
想
以

上
の
展
示
・
収
蔵
環
境
の
乱
れ
が
起
こ
り
う
る
。
ま
た
、

〜
二
二
度
、
相
対
湿
度
五
五
%
R
H
で
運
用
し
て
い
る
。

ま
た
、展
示
ケ
ー
ス
に
は
気
密
性
の
高
い
エ
ア
タ
イ
ト
ケ
ー

ス
を
採
用
し
、
空
気
交
換
を
少
な
く
す
る
こ
と
で
温
湿
度

変
化
を
緩
和
す
る
仕
様
と
し
て
い
る
。

次
に
照
度
を
見
て
み
る
。
展
示
中
や
保
管
中
、
強
い
光

に
長
期
間
さ
ら
さ
れ
る
と
退
色
の
恐
れ
が
出
て
く
る
た
め
、

照
明
の
強
さ
や
積
算
時
間
を
考
慮
し
て
資
料
を
利
用
す
る

こ
と
が
大
切
だ
。
当
館
の
展
示
室
で
は
一
〇
〇
ル
ク
ス
以

下
の
照
度
と
な
る
よ
う
照
明
を
調
整
し
、
展
示
資
料
の
積

算
時
間
を
管
理
し
て
展
示
替
え
を
計
画
し
て
い
る
。

害
虫
が
越
冬
の
た
め
に
建
物
に
入
り
込
む
事
例
も
あ
る
。

制
御
や
調
整
を
続
け
な
が
ら
、
導
入
し
た
X
線
C
T
装

置
な
ど
の
科
学
分
析
装
置
で
資
料
の
劣
化
を
診
断
し
、

デ
ー
タ
の
蓄
積
と
解
析
を
継
続
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題

と
言
え
る
。

後
世
へ
資
料
を
引
き
継
ぐ
た
め
の
環
境
制
御
の
下
地
は

整
っ
た
。
当
館
で
の
寒
冷
地
に
お
け
る
展
示
・
収
蔵
環
境
の

整
備
は
、
今
、
運
用
と
い
う
次
の
段
階
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
民
族
資
料
の
性
格

ア
イ
ヌ
民
族
資
料
は
、
木
彫
の
あ
る
小
刀
や
ガ
ラ
ス
玉

の
首
飾
り
、
刺
繍
の
入
っ
た
衣
類
、
和
人
の
絵
師
が
ア
イ

ヌ
を
描
い
た
絵
画
な
ど
多
岐
に
お
よ
ぶ
。
お
も
に
、
植
物

素
材
で
構
成
さ
れ
た
資
料
が
多
く
、
温
湿
度
や
生
物
被
害

等
の
環
境
変
化
に
よ
る
劣
化
を
受
け
や
す
い
性
質
を
も
ち
、

適
切
な
環
境
制
御
が
求
め
ら
れ
る
資
料
群
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
当
館
で
進
め
て
き
た
、
後
世
へ
資
料
を

引
き
継
ぐ
た
め
の
展
示
・
収
蔵
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
述

べ
て
い
く
。

空
気
汚
染
物
質
と
は
、
建
材
な
ど
が
発
す
る
有
機
酸
や

ア
ン
モ
ニ
ア
等
の
化
学
物
質
を
指
す
。
資
料
は
そ
れ
ら
の

高
濃
度
環
境
下
に
置
か
れ
る
と
変
色
等
を
招
く
た
め
、
当

館
で
は
室
内
の
建
材
や
展
示
ケ
ー
ス
を
十
分
に
乾
燥
さ
せ
、

有
機
酸
濃
度
一
七
〇
p
p
b
以
下
、
ア
ン
モ
ニ
ア
濃
度
三

〇
p
p
b
以
下
に
低
下
さ
せ
た
。
展
示
ケ
ー
ス
に
は
汚
染

源
と
な
る
合
板
を
も
ち
い
ず
、
石
膏
ボ
ー
ド
や
ア
ク
リ
ル

の
演
示
具
を
利
用
す
る
な
ど
工
夫
し
て
い
る
。
収
蔵
庫
の

棚
は
金
属
製
に
し
、
棚
板
に
は
中
性
紙
ボ
ー
ド
を
敷
い
て

い
る
。

生
物
被
害
と
は
、
害
虫
に
よ
る
食
害
や
カ
ビ
等
の
影
響

大お
お

江え 

克か
つ

己き
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○○してみました世界のフィールド

中
なか

村
むら

 雄
ゆう

祐
すけ

フィールド調査の
ニューノーマルについて考える

外
に
出
ら
れ
な
い 

 

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
者

『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
編
集
部
よ

り
こ
の
原
稿
の
執
筆
依
頼
が
届
い

た
の
は
二
〇
二
〇
年
三
月
だ
っ
た
。

ち
ょ
う
どC

O
V

ID
-19

、
い
わ
ゆ
る

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」

が
日
本
で
も
広
が
り
始
め
た
こ
ろ

で
、
わ
た
し
が
勤
め
る
大
学
で
も

卒
業
式
や
入
学
式
が
規
模
を
縮
小

さ
れ
、
授
業
や
会
議
が
オ
ン
ラ
イ
ン

で
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、

生
活
が
様
変
わ
り
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
も
人
と
の
接
触
を
控
え
る
日
々
が
続
い

て
お
り
、
こ
の
原
稿
を
ま
と
め
て
い
る
六
月
時
点
で
は
国
内
外
で
予
定
さ
れ
て
い
た

調
査
も
す
べ
て
取
り
や
め
と
な
っ
て
い
る
。

こ
ん
な
な
か
、
依
頼
を
受
け
た
テ
ー
マ
「
目
と
頭
を
使
う
だ
け
で
な
く
自
ら
の
身

体
も
使
っ
て
調
査
を
す
る
」
に
ふ
さ
わ
し
い
過
去
の
調
査
を
思
い
返
し
て
い
た
の
だ

が
、
ど
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
に
せ
よ
「
し
ば
ら
く
こ
う
い
う
調
査
は
難
し

そ
う
」
と
締
め
く
く
ら
ざ
る
を
得
ず
、
筆
が
進
ま
な
い
。
じ
つ
を
言
え
ば
、
調
査
す

る
側
も
そ
れ
に
協
力
す
る
側
も
ス
マ
ホ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て

お
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
お
い
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
す
で
に
じ
わ
じ
わ
と
進
ん

で
い
た
。
し
か
し
、C

O
V

ID
-19

に
よ
る
変
化
は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
フ
ィ
ー
ル
ド

調
査
の
「
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
」
に
つ
い
て
も
考
え
ざ
る
を
得
な
い
日
々
で
あ
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
人
と
会
う

春
以
降
、
世
の
中
は
「
オ
ン
ラ
イ
ン
で
効
率
よ
く
で
き
る
こ
と
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
」

に
舵か
じ
を
切
り
つ
つ
あ
る
。「
会
議
は
意
外
と
大
丈
夫
」
と
い
う
意
見
が
聞
か
れ
る
一
方

で
、
医
療
、
福
祉
、
飲
食
、
ラ
イ
ブ
な
ど
感
染
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
に
大
変
な
苦

新型コロナウイルス感染症は、このコーナーのテーマであるフィールド調査そのものにも大きな
影響を与えている。海外渡航や人との接触を自粛せざるを得ない状況下で、調査・研究はこれ
からどうなっていくのか。今号では、文化資源の調査や活用に取り組む筆者の考えを聞いてみよう。

の
重
要
性
は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
な
か
、
最
近
の
自
粛
生
活
中
に
研
究

仲
間
と
使
っ
て
み
た
ツ
ー
ル
の
一
例
と
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
画
面
上
を
自
由
に
移
動

し
な
が
ら
会
話
が
で
き
る
ツ
ー
ルSpatialC

hat

が
あ
る
。
ふ
だ
ん
、
わ
た
し
た
ち

は
互
い
に
あ
ま
り
近
づ
き
す
ぎ
な
い
よ
う
間
合
い
を
と
り
な
が
ら
人
と
接
す
る
も
の

だ
が
、
こ
の
ツ
ー
ル
上
で
は
ユ
ー
ザ
ー
の
ア
イ
コ
ン
が
文
字
ど
お
り
団
子
状
に
重
な

り
合
っ
て
会
話
が
進
み
、「
久
し
ぶ
り
に
三
密
だ
ね
！
」
と
盛
り
上
が
っ
た
。
情
報
学

の
専
門
家
に
よ
れ
ば
ま
だ
改
善
の
余
地
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
新
し
い
技
術
な
ら

で
は
の
面
白
い
経
験
だ
っ
た
。

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
契
機
に
オ
フ
ラ
イ
ン
と
オ
ン
ラ
イ
ン
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
が
一
段

と
進
み
、
今
、
世
界
で
は
あ
ら
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
拓
か
れ
つ
つ
あ
る
。
計
算
機

科
学
、
情
報
デ
ザ
イ
ン
、
情
報
倫
理
な
ど
勉
強
す
る
こ
と
も
増
え
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド

調
査
者
は
ま
す
ま
す
忙
し
く
な
り
そ
う
だ
。

東京大学教授

労
を
強
い
ら
れ
る
現
場
も
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
人

と
直
接
触
れ
合
う
こ
と
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
再
認
識
す
る
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
何
で
も
直
接
会
う
の
が
い
ち
ば
ん
と
も
言

い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
社
会
の
妙
で
あ
る
。
特
に
、
情
報
共
有
や
合
意
形
成
に
関
し

て
は
あ
え
て
媒
介
者
（
物
）
を
あ
い
だ
に
置
く
方
が
事
が
進
む
こ
と
も
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
「
今
後
、
会
議
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
」
と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
の
だ
ろ
う
。

結
局
、
わ
た
し
た
ち
は
、
対
面
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
、
互
い
の
こ
と
ば
、
声
色
、

目
線
、
表
情
、
身
振
り
、
さ
ら
に
は
ま
わ
り
の
反
応
、
気
配
に
で
き
る
だ
け
注
意
を

払
い
な
が
ら
、
と
き
に
は
あ
え
て
そ
れ
ら
を
無
視
し
つ
つ
、
間
合
い
を
は
か
り
な
が

ら
暮
ら
し
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
「
ニ
ュ
ー
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」

こ
の
よ
う
な
人
と
人
の
間
合
い
の
機
微
こ
そ
、
人
間
相
手

の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
大
切
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
。

基
本
は
誰
も
が
日
々
発
揮
し
て
い
る
感
覚
だ
が
、
そ
れ
を
職

人
芸
の
域
に
ま
で
鍛
え
る
こ
と
に
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
者
は
情

熱
を
注
い
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
一
方
で
フ
ィ
ー
ル
ド
調

査
者
が
同
じ
ぐ
ら
い
熱
心
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
が
そ
の
場

に
い
な
い
誰
か
に
自
ら
の
調
査
経
験
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
調
査
地
の
人
び
と
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
も
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
は
い
わ
ば
リ

モ
ー
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
は
し
り
で
も
あ
り
、
そ
の

歴
史
に
は
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
史
と
い
う
面
も
あ
る
。

そ
う
い
う
点
か
ら
見
て
、
技
術
史
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
人

び
と
の
欲
求
や
不
満
に
応
え
る
よ
う
に
新
し
い
道
具
が
生

ま
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
自
身
、
最
近
は
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
技
術
を
い
か
に
活
用
す
る
か
と
い
う
課
題
に

仕
事
の
比
重
が
移
っ
て
い
る
が
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
以
降
、
そ

日本、東京

SpatialC
hat

を
使
っ
た
研
究
会
の
様
子
。
宮
川
創
さ
ん（
関
西
大
学
ア
ジ
ア・オ
ー

プ
ン
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
、
左
端
）
に
よ
る
コ
プ
ト
語
研
究
の
ポ
ス
タ
ー
上
に

11
人
の
参
加
者
の
ア
イ
コ
ン
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
中
央
下
部
に
い

る
（
撮
影

：

大
向
一
輝
、
2
0
2
0
年
）

東京アラート下の東大本郷キャンパス。学期中にもかかわらず閑散と
しているが、多くの授業がオンラインでおこなわれている。オンライン・
コミュニケーションを写真に撮るのは難しいものである（2020年）

コスタリカの地方の役所で職員と議論する様子。職員が仕事中に農村で撮った写真をスクリー
ンに映しながら、生活改善アプローチの実施状況について意見交換している。時間も予算も少
なく、調査者が自ら訪問できる場所は限られているが、工夫次第で情報技術を使った有意義
な議論も可能である（2014年）

コスタリカの農村の集会所で生活改善アプローチの実施状況を調査する様子。自分が現役の
あいだはもうこういう現地調査はできないかもしれないと思う。ただし、このとき、村の人びと
はすでにスマホをもっており、わたしたちは彼らのスマホで記念撮影をおこない、SNSの友達
申請を受けた（2013年）

10   11    2020 年 9月号



■
関
連
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
斧
は
忘
れ
て
も
、木
は
覚
え
て
い
る
」

本
作
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
先
住
民
オ
ラ
ン
・
ア
ス

リ
の
現
状
や
マ
レ
ー
シ
ア
が
ブ
ミ
プ
ト
ラ
政
策
を

採
用
す
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た「
人
種
暴
動
」

（
1
9
6
9
年
）に
関
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

画
で
す
。
森
林
破
壊
に
直
面
す
る
オ
ラ
ン
・
ア
ス

リ
の
悲
惨
な
状
況
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
オ
ラ

ン
・
ア
ス
リ
や
華
人
を
取
り
巻
く
マ
レ
ー
シ
ア
の

歴
史
を
関
係
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
交
え
な

が
ら
紹
介
し
ま
す
。
本
誌
8
月
号
の「
シ
ネ
倶
楽

部
M
」も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

日
時
　 

10
月
10
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

（
13
時
開
場
）

会
場
　 

本
館
講
堂

解
説
　
盛
田
茂（
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所

客
員
研
究
員
）

司
会
・
解
説
　
信
田
敏
宏（
本
館 

教
授
）

※ 

要
事
前
申
込（
先
着
順
／
定
員
1
1
2
名
）、
参

加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※ 

事
前
予
約
の
方
へ
、
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時

か
ら
本
館
2
階
講
堂
前
に
て
配
布
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

本
人
を
含
む
2
名
ま
で
。
定
員
に
な
り
次
第
受
付

終
了
し
ま
す
。

● 

友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付

（
定
員
24
名
）

　
期
間
：
9
月
3
日（
木
）〜
9
日（
水
）

　【
申
込
先
】千
里
文
化
財
団
友
の
会
事
務
局

　
電
話 

0 

6
ー

6
8
7
7
ー

8
8
9
3

　
　
　 （

9
時
〜
17
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

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

の
さ
さ
い
な
口
論
が
発
展
し
て
社
会
を
混
乱
さ
せ
、

法
廷
で
複
雑
な
過
去
の
真
実
が
明
る
み
に
な
っ
て

い
く
様
を
と
お
し
て
、
異
な
る
価
値
観
を
も
つ
人

び
と
が
ど
の
よ
う
に
共
存
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
か
を
考
え
ま
す
。

日
時
　 

9
月
12
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分

（
13
時
開
場
）

会
場
　 

本
館
講
堂

司
会
・
解
説
　
菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

※ 

要
事
前
申
込（
先
着
順
／
定
員
1
1
2
名
）、
参

加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※ 

事
前
予
約
の
方
へ
、
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時

か
ら
本
館
2
階
講
堂
前
に
て
配
布
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

上
記
、
10
月
10
日
開
催
の
み
ん
ぱ
く
映
画
会
と
同

様
で
す
。
た
だ
し
、左
記
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付

は
終
了
し
て
い
ま
す
。

※
一
般
受
付
の
申
込
期
間
は
9
月
10
日（
木
）ま
で

で
す
。

※
メ
ー
ル
・
電
話
予
約
の
場
合
、
①
件
名
は「
9
月

12
日
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ
」と
し
て
く
だ
さ
い
。

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
よ
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
。

開
幕
に
先
駆
け
て
、
教
員
に
よ
る
解
説
付
き
の
動

画
を
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に
公
開
し
て
お
り
ま
す
。
パ

ノ
ラ
マ
ム
ー
ビ
ー
と
組
み
合
わ
せ
た
動
画
で
す
の

で
、
特
別
展
示
館
内
を
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
解

説
を
お
聞
き
い
た
だ
け
ま
す
。
順
次
追
加
し
て
い

き
ま
す
の
で
お
楽
し
み
に
。

会
期
　
10
月
1
日（
木
）〜
12
月
15
日（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、
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、お願い申しあげます。

●
一
般
受
付

　
期
間
：
9
月
10
日（
木
）〜
10
月
8
日（
木
）

 

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約

　 

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ

イ
ト
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

・
メ
ー
ル
・
電
話
予
約

　 

予
約
の
際
に
、
①
件
名「
10
月
10
日
み
ん
ぱ
く

映
画
会
」、
②
参
加
人
数
、
③
氏
名（
漢
字
・
フ

リ
ガ
ナ
）、
④
電
話
番
号
、
⑤
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、

⑥
住
所
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い（
③
〜
⑥
は
参

加
者
全
員
分
）。

　 【
申
込
先
】千
里
文
化
財
団
イ
ベ
ン
ト
予
約
受
付

　 

メ
ー
ル
　yo

yaku-event@
m

inp
aku.ac.jp

　 

電
話 

0 

6
ー

6
8
7
7
ー

8
8
9
4

　  

　 
  （

9
時
〜
16
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

定
員
に
満
た
な
い
場
合
、
11
時
か
ら
本
館
2
階
講

堂
前
に
て
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

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
。

会
期
　

9
月
3
日（
木
）〜
10
月
20
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会・
第
48
回
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
判
決
、ふ
た
つ
の
希
望
」

ベ
イ
ル
ー
ト
を
舞
台
に
し
た
レ
バ
ノ
ン
・
フ
ラ
ン

ス
映
画
で
す
。
レ
バ
ノ
ン
人
と
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民

※
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
。

「知的生産の技術」のための
「こざね」（撮影：尼川匡志）

会
場
　
本
館
講
堂

※ 

要
事
前
申
込（
先
着
順
／
定
員
各
回
1
1
2
名
）、
参
加
無
料

（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

※ 

事
前
予
約
の
方
へ
、
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
2

階
講
堂
前
に
て
配
付
し
ま
す
。

第
5
0
2
回
　

9
月
19
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

梅
棹
忠
夫
に
学
ん
だ
知
的
生
産
の
技
術

梅
棹
忠
夫
は
、
調
査
で
得
た
資
料
を
整
理
し
て
論
文
に
す
る
だ

け
で
な
く
、
関
連
資
料
を
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
残
し
て
い
ま

す
。
資
料
の
収
集
か
ら
公
開
ま
で
の
研
究
サ
イ
ク
ル
を
、
新
技

術
も
用
い
て
実
現
す
る
よ
う
す
を
お
話
し
し
ま
す
。

講
師
　
小
長
谷
有
紀（
本
館 

客
員
教
授
）

　
　
　
高
野
明
彦（
国
立
情
報
学
研
究
所 

教
授
）

　
　
　
飯
田
卓（
本
館 

教
授
）

第
5
0
3
回
　
10
月
17
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

ア
イ
ヌ
文
学
の
世
界

―
韓
・
日
と
の
比
較

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

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

会
場
　
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※ 

申
込
不
要（
当
日
先
着
順
／
定
員
各
日
42
名
）、参
加
無
料（
要

展
示
観
覧
券
）

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
。

9
月
13
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時（
14
時
開
場
）

デ
ジ
タ
ル
技
術
で
み
る
「
梅
棹
忠
夫
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」

話
者
　
丸
川
雄
三（
本
館 

准
教
授
）

9
月
27
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時（
14
時
開
場
）

現
代
に
活
か
す
「
知
的
生
産
の
技
術
」

話
者
　
飯
田
卓（
本
館 

教
授
）

友
の
会
講
演
会

第
5
0
4
回
　

9
月
5
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時
30
分

【
第
5
0
0
回
記
念
友
の
会
講
演
会
／
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 

元
館
長
、
本
館 
名
誉
教
授
）

　
　
　
𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
　
飯
田
卓（
本
館 

教
授
）

会
場
　
本
館
講
堂（
事
前
申
込
先
着
順
／
定
員
1
0
5
名
）

※ 

本
催
し
は
定
員
に
達
し
た
た
め
、
受
付
を
終
了
し
ま
し
た
。

対
談
の
様
子
は
後
日
、
友
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ら
び
に
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
の
み
ん
ぱ
く
友
の
会
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
公
開
し
ま
す

（
9
月
下
旬
予
定
）。

※ 

本
催
し
は
、
2
0
2
0
年
5
月
に
予
定
し
て
い
た
第
5
0
0
回

友
の
会
講
演
会
を
延
期
し
て
開
催
す
る
も
の
で
す
。

第
5
0
5
回
　
10
月
3
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
﹈）

【
聴
講
方
法
】

①
本
館
講
堂
に
て
聴
講（
定
員
1
1
0
名
）

②
オ
ン
ラ
イ
ン
中
継
で
の
聴
講（
友
の
会
会
員
の
み
）

北
ア
メ
リ
カ
北
西
海
岸
地
域
に
あ
る
先
住
民
の
村
々
に
は
、
動
物

や
人
間
な
ど
の
姿
を
彫
り
こ
ん
だ
巨
大
な
木
柱
が
、
多
数
立
て
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
と
よ
ば
れ
、
現
在
、

ハ
イ
ダ
や
ク
ワ
ク
ワ
カ
ワ
ク
ゥ
な
ど
各
民
族
の
宝
で
あ
り
、
象
徴

で
す
。
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
と
は
何
か
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
、
現
在

の
制
作
状
況
と
そ
れ
に
関
連
す
る
ポ
ト
ラ
ッ
チ
儀
礼
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
み
ん
ぱ
く
の
前
庭
に
立
っ
て
い
る
新
旧

2
本
の
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
の
制
作
に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

①
本
館
講
堂
に
て
聴
講

友
の
会
会
員
は
予
約
不
要（
当
日
会
員
証
提
示
）。

一
般
は
5
0
0
円（
要
事
前
申
込
）。

一
般
の
方
は
左
記
受
付
フ
ォ
ー
ム
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
特
別
展
関
連
の
友
の
会
講
演
会
は
、
フ
リ
ー
パ
ス
を
お
持
ち
の

方
も
無
料
で
ご
聴
講
い
た
だ
け
ま
す（
本
催
し
も
該
当
）。

②
オ
ン
ラ
イ
ン
中
継
で
の
聴
講（
友
の
会
会
員
の
み
）

左
記
受
付
フ
ォ
ー
ム
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/505to
m

o
/

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
）

【
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
申
込
方
法
】

本
人
を
含
む
2
名
ま
で
。
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
し
ま
す
。

●
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付（
定
員
24
名
）

※
第
5
0
3
回
の
み（
第
5
0
2
回
に
つ
い
て
は
受
付
を
終
了
し

て
い
ま
す
）

　
期
間
：
9
月
14
日（
月
）〜
18
日（
金
）

　【
申
込
先
】千
里
文
化
財
団
友
の
会
事
務
局

　
電
話 

0 

6
ー

6
8
7
7
ー

8
8
9
3

　
　
　 （

9
時
〜
17
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

●
一
般
受
付

　
第
5
0
2
回
申
込
期
間
：
9
月
17
日（
木
）ま
で

　
第
5
0
3
回
申
込
期
間
：
9
月
23
日（
水
）〜
10
月
15
日（
木
）

 

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約（
定
員
50
名
）

　 

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

・ 

当
日
参
加
申
込（
定
員
38
名
）※
定
員
は
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約
状

況
に
よ
っ
て
変
動
し
ま
す
。

　 

11
時
か
ら
本
館
2
階
講
堂
前
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

1969 年、京都大学の研究室で仕事をする梅棹忠夫
（提供：梅棹淳子）

仮面
（マレーシア、オラン・アスリ）

© 2017 TESSALIT PRODUCTIONS ‒ ROUGE 
INTERNATIONAL ‒ EZEKIEL FILMS ‒ SCOPE 
PICTURES ‒ DOURI FILMS
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バス
ケ
タ
リ
ー
の
考
古
遺
物
は
、
そ
れ
が
植
物
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、バス
ケ
タ
リ
ー
の
歴
史
を
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
今
号
で
は
バス
ケ
タ
リ
ー
そ
の
も
の
か
ら
、
そ

れ
を
作
る
道
具
で
あ
る
石
器
へ
と
視
点
を
移
し
、実
験
考
古
学
の
観
点
か
ら
バス
ケ
タ
リ
ー
の
起
源
に
迫
る
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
は
ど
こ
ま
で
遡
る
の
か

静
岡
大
学
教
授

山や
ま

岡お
か 

拓た
く

也や

示
さ
れ
た
が
、ホ
モ・
サ
ピ
エ
ン
ス
（
我
々
と
同
じ
現
生
人
類
）

が
東
南
ア
ジ
ア
に
あ
ら
わ
れ
た
約
四
〜
五
万
年
前
以
降
の

時
代
の
研
究
に
お
い
て
は
、
タ
ケ
仮
説
は
現
在
で
も
有
力

な
仮
説
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
で
も
資
料
的

な
制
約
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
り
、
植
物
資

源
の
利
用
ま
で
視
野
に
含
め
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

実
態
に
ど
の
よ
う
に
迫
る
か

旧
石
器
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア
で
植
物
資
源
が
利
用
さ
れ

て
い
た
証
拠
は
、
石
器
の
使
用
痕
分
析
や
残ざ
ん

渣さ

分
析
で
得

ら
れ
て
い
る
。
加
工
し
た
植
物
の
繊
維
や
デ
ン
プ
ン
粒
な

旧
石
器
時
代
に
お
け
る
植
物
資
源
利
用

本
連
載
の
初
回
で
説
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
チ
ェ
コ
の
後

期
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
で
布
や
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
圧
痕
が

つ
い
た
粘
土
片
が
複
数
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
二

〜
三
万
年
前
に
遡
る
。
日
本
列
島
で
は
佐
賀
県
東ひ
が
し

名み
ょ
う

遺

跡
で
、
約
八
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
早
期
後
葉
に
残
さ

れ
た
カ
ゴ
が
大
量
に
出
土
し
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
製
作
技

術
が
そ
の
時
代
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

ま
た
、
縄
文
時
代
草
創
期
の
土
器
の
な
か
に
は
、
カ
ゴ
と

類
似
し
た
形
の
も
の
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
製
作
技
術
を
連
想

さ
せ
る
文
様
が
つ
い
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
同
時
期
に
属

す
る
と
み
ら
れ
る
土
器
の
底
部
に
は
、
編
ま
れ
た
敷
物
の

圧
痕
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
縄
文
時

代
の
事
例
は
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
製
作
技
術
が
後
期
旧
石

器
時
代
に
遡
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
素
材
と
な
る
植
物

は
腐ふ

朽き
ゅ
う

し
や
す
く
、
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
か
ら
そ
の
よ
う

な
人
工
遺
物
が
発
見
さ
れ
た
例
は
、
世
界
的
に
み
て
も
非

常
に
少
な
い
。
旧
石
器
時
代
に
お
い
て
も
植
物
を
素
材
と

し
た
道
具
が
製
作
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
資
料
的
な
制

約
か
ら
研
究
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。

石
器
と
植
物

東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
ア
フ
リ
カ
や
西
ア
ジ
ア
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
確
認
で
き
る
石
器
製
作
技
術
の
変
化

が
認
め
ら
れ
ず
、
数
十
万
年
前
か
ら
数
千
年
前
ま
で
、
そ

の
技
術
は
単
純
な
ま
ま
継
続
し
た
。
そ
う
し
た
技
術
の
継

続
性
は
、
当
初
、
文
化
的
な
停
滞
を
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
た
が
、
民
族
誌
な
ど
の
知
見
に
基
づ
い
て
、
タ
ケ
仮

説
と
よ
ば
れ
る
仮
説
が
示
さ
れ
、
そ
の
解
釈
が
見
直
さ
れ

た
。
東
南
ア
ジ
ア
の
熱
帯
雨
林
に
は
タ
ケ
や
ト
ウ
な
ど
の

有
用
な
植
物
資
源
が
あ
り
、
特
に
タ
ケ
は
利
器
に
も
な
る
。

石
器
は
そ
う
し
た
植
物
の
加
工
に
用
い
ら
れ
、
複
雑
な
技

術
で
製
作
さ
れ
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
単
純
な
石
器
製

作
技
術
が
継
続
し
た
、
と
い
う
の
が
タ
ケ
仮
説
の
内
容
で

あ
る
。
こ
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
仮
説
が
こ
れ
ま
で
に
提

ど
の
他
、
加

工
時
に
残
さ

れ
た
線
状
痕

や
光
沢
面
な

ど
の
痕
跡
が

石
器
の
刃
か

ら
発
見
さ
れ

て
い
る
。
ま

た
、
ホ
モ
・

サ
ピ
エ
ン
ス

は
四
万
七
〇

〇
〇
年
前
ま

で
に
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
へ

進
出
し
て
お

り
、
植
物
製
の
舟
で
渡
海
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
そ
の
時
代
か
ら
植
物
素
材
を
組
み
合
わ
せ
る
技

術
が
存
在
し
、
ま
た
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
も
存
在
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
植
物
素
材
の
人
工
遺
物
が
発
見
さ
れ
な
い
な

か
で
、
植
物
資
源
利
用
の
実
態
に
ど
の
よ
う
に
迫
る
の
か

が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
パ
ラ
ワ
ン
島
の
タ
ボ
ン
洞
窟
で
出
土
し

た
旧
石
器
時
代
の
石
器
の
分
析
か
ら
、
植
物
資
源
利
用
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
最
新
の
研
究
成
果
を
見
て
み
よ

う
。
こ
の
研
究
で
は
、
現
在
パ
ラ
ワ
ン
島
南
部
に
住
む
先

住
民
の
植
物
加
工
技
術
の
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
調

査
結
果
に
基
づ
い
て
、
タ
ボ
ン
洞
窟
か
ら
出
土
し
た
石
器

の
複
製
品
を
用
い
た
植
物
の
加
工
実
験
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

加
工
技
術
の
な
か
に
は
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
素
材
製
作
が
含

ま
れ
て
お
り
、
植
物
を
削
っ
て
薄
く
す
る
作
業
に
用
い
ら

れ
た
複
数
の
複
製
石
器
の
表
面
に
は
、
刷は

毛け

目め

状
の
線
状

痕
が
確
認
さ
れ
た
。
植
物
を
た
た
き
切
る
作
業
に
用
い
ら

れ
た
も
の
に
も
同
様
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ

の
線
状
痕
が
た
だ
ち
に
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
素
材
製
作
の
証

拠
に
な
る
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
、
そ
の
痕
跡
の
分
布
を

検
討
し
て
、
加
工
作
業
ご
と
に
違
い
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
や
植
物
素
材
を
組
み
合
わ
せ
る
技
術
の
存

在
を
示
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
民
族
考
古
学
と

実
験
考
古
学
の
手
法
を
組
み
合
わ
せ
た
研
究
を
さ
ら
に
進

め
る
こ
と
で
、
後
期
旧
石
器
時
代
の
植
物
資
源
利
用
の
実

態
に
近
づ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

タボン洞窟周辺の様子。タボン洞窟は写真中央の岩よりもさらに奥のより高い場所に位置し、海側に向かって開口し
ている（2019年）

金属顕微鏡で観察した加工実験後の複製石器の刃の様子。点線内の白い部分は微弱な光沢面。左側の
点線内では、刷毛目状の線状痕が左下から右上に向かって伸びている（2020年）

筆者がおこなった実験で用いた複製石器。フィリピンのパナイ島のイロイロ市付近で
採取されたチャートの剥片（2020年）

筆者がおこなった実験の様子。複製石器の刃を立てて前後に動かし、タケの内側
を削った（3000ストローク、約30分、2019年）
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みんぱく回遊

スマートフォンで展示場を歩く
日
ひ

髙
だか

 真
しん

吾
ご

民博 人類基礎理論研究部

メ
ラ
の
画
面
に
映
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
通
知
す
る
機

能
を
も
た
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
展
示
資
料
と
電

子
ガ
イ
ド
番
組
の
照
合
が
し
や
す
く
な
っ
た
と
考

え
て
い
る
。

多
言
語
対
応
と
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

現
在
、
み
ん
ぱ
く
で
は
、
外
国
人
来
館
者
の
た

め
の
多
言
語
対
応
を
少
し
ず
つ
進
め
て
い
る
。
そ
し

て
、
新
し
い
電
子
ガ
イ
ド
に
お
い
て
も
多
言
語
化
を

図
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
日
本
語
を
英
語
に

翻
訳
し
、英
語
翻
訳
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
、中
国
語
（
簡

体
字
）、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
の

国
連
公
用
語
、
お
よ
び
中
国
語
（
繁
体
字
）
と
韓
国

語
に
機
械
翻
訳
し
た
も
の
を
字
幕
と
し
て
解
説
映

像
に
組
み
込
ん
だ
。
た
だ
し
、
機
械
翻
訳
の
精
度

に
つ
い
て
は
課
題
が
多
く
、
こ
の
点
は
今
後
、
さ
ま

ざ
ま
な
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
よ
り
良
い
多
言

語
対
応
へ
と
発
展
さ
せ
た
い
。

広
大
な
み
ん
ぱ
く
の
展
示
場
で
は
、
ト

イ
レ
や
休
憩
場
所
に
行
き
た
く
て
も
な
か

な
か
た
ど
り
着
け
な
い
と
い
う
相
談
が
来

館
者
か
ら
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ

こ
で
、
新
し
い
電
子
ガ
イ
ド
に
は
館
内
各

施
設
の
ピ
ク
ト
サ
イ
ン
を
タ
ッ
プ
す
る
こ

と
で
、
現
在
地
か
ら
最
短
距
離
の
場
所
を

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
す
る
シ
ス
テ
ム
を
整
え

た
。
ま
た
、
衣
・
食
・
住
・
生
業
・
娯
楽
・

人
生
儀
礼
・
宗
教
の
視
点
か
ら
選
定
し
た

お
す
す
め
資
料
を
観
覧
で
き
る
展
示
場
の

そ
れ
を
選
択
・
再
生
す
る
こ
と
で
番
組
を
視
聴
す

る
こ
と
が
で
き
る
し
く
み
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
し

く
み
に
対
し
て
来
館
者
か
ら
、
高
所
に
掲
示
し
て
い

る
展
示
資
料
の
番
組
番
号
が
見
え
な
い
、
あ
る
い
は

資
料
が
周
り
に
複
数
あ
り
、
番
組
番
号
が
ど
の
資

料
に
対
応
し
て
い
る
か
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
意
見

が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
新
し
い
電
子
ガ
イ

ド
で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
と
A
R
（
拡

張
現
実
）
を
組
み
合
わ
せ
、
番
組
の
あ
る
資
料
が
カ

二
〇
二
〇
年
三
月
、
み
ん
ぱ
く
で
は
展
示
場
を
さ

ら
に
詳
し
く
、
楽
し
く
観
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
、「
み
ん
ぱ
く
電
子
ガ
イ
ド
（
以
下
、
電
子
ガ
イ

ド
）」
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
運
用
を
開
始
す
る
予

定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

驚
異
的
な
感
染
力
は
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ

る
ま
で
に
至
り
、
み
ん
ぱ
く
は
閉
館
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
六
月
中
旬
か
ら
再
開
し
た
展

示
場
で
は
、
七
月
九
日
に
サ
ー
ビ
ス
の
規
制
が
さ
ら

に
緩
和
さ
れ
、
電
子
ガ
イ
ド
も
消
毒
対
応
を
し
っ
か

り
お
こ
な
い
な
が
ら
運
用
を
開
始
し
て
い
る
。

第
三
世
代
の
展
示
案
内
ツ
ー
ル

電
子
ガ
イ
ド
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
運
用
さ
れ
て

い
る
展
示
案
内
の
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
展
示
資
料
の
詳

細
情
報
を
音
声
付
き
の
動
画
（
電
子
ガ
イ
ド
番
組
）

で
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
開
発
し
た
電
子

ガ
イ
ド
は
第
三
世
代
の
も
の
で
、
情
報
を
提
供
す

る
端
末
が
プ
レ
イ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ポ
ー
タ
ブ
ル
か

ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
変
わ
っ
た
。
こ
れ
は
将
来
的

に
来
館
者
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に

電
子
ガ
イ
ド
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
、
み
ん
ぱ

く
の
歩
き
方
や
お
気
に
入
り
の
展
示
資
料
と
い
っ
た

楽
し
み
方
を
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
人
た

ち
と
情
報
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
た
め
で

あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
電
子
ガ
イ
ド
は
、
対
象
と
な
る
資

料
の
近
く
に
設
置
し
た
電
子
ガ
イ
ド
番
組
の
番
号

と
画
面
上
の
電
子
ガ
イ
ド
番
組
の
番
号
を
照
合
し
、

ツ
ア
ー
機
能
も
整
え
た
。
こ
の
こ
と
で
、
よ
り
魅
力

的
に
み
ん
ぱ
く
を
周
遊
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

こ
れ
か
ら
の
展
示
案
内
シ
ス
テ
ム

こ
れ
か
ら
の
博
物
館
は
、
来
館
者
の
多
様
な
要

望
に
応
え
る
た
め
、
最
新
の
I
T
技
術
を
利
用
し
た

展
示
案
内
の
シ
ス
テ
ム
を
次
々
に
開
発
し
て
い
く
だ

ろ
う
。
こ
の
と
き
開
発
者
は
、
そ
の
よ
う
な
技
術
に

な
じ
み
の
な
い
来
館
者
も
数
多
く
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
来
館

者
の
多
様
性
を
想
定
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
シ
ス

テ
ム
開
発
を
お
こ
な
っ
て
い
く
の
か
。
こ
れ
か
ら
の

展
示
案
内
シ
ス
テ
ム
で
は
、
来
館
者
の
要
望
を
リ

サ
ー
チ
し
な
が
ら
、
日
進
月
歩
で
進
ん
で
い
く
I
T

技
術
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
よ

り
強
く
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

〈本館展示場〉

観覧券売場

電子ガイドの貸し出しをおこなうカウンターは展示場の
入口にある

みんぱく電子ガイド
貸し出しカウンター

これまで開発されてきたみんぱく電子ガイド。左から第1世代、第2世代

新しくなった「みんぱく電子ガイド」。
画面は言語選択画面。
9言語表記対応となっている

ナビゲーションモードで表示されるピクトサイン
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日
本
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
合
作
映
画

天
山
山
脈
の
ふ
も
と
に
広
が
る
草
原
を
舞
台
に
、
あ
る
事
件

を
き
っ
か
け
と
し
て
揺
れ
動
く
家
族
の
姿
を
繊
細
に
描
き
出
し

た
映
画
だ
。
日
本
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
双
方
か
ら
監
督
と
俳
優

が
参
加
し
、
全
編
に
わ
た
り
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
撮
影
さ
れ
た
。

カ
ザ
フ
人
監
督
の
エ
ル
ラ
ン
・
ヌ
ル
ム
ハ
ン
ベ
ト
フ
は
、
み

ん
ぱ
く
映
画
会
で
二
〇
一
六
年
に
上
映
し
た
「
く
る
み
の
木
」

（
二
〇
一
五
年
）
で
は
結
婚
を
め
ぐ
る
騒
動
を
明
る
く
描
い
た
が
、

本
作
品
で
は
一
転
し
て
家
族
の
死
と
喪
失
感
と
い
う
深
刻
な

テ
ー
マ
に
向
き
合
っ
て
い
る
。
中
央
ア
ジ
ア
映
画
に
憧
れ
て
い

た
竹た
け

葉ば

リ
サ
監
督
か
ら
の
オ
フ
ァ
ー
で
、
共
同
監
督
を
務
め
た

と
い
う
。

ま
た
、
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ
で
上
映
し
た
「
ト
ル
パ

ン
」（
二
〇
〇
八
年
、
セ
ル
ゲ
イ
・
ド
ヴ
ォ
ル
ツ
ェ
ヴ
ォ
イ
監
督
）
で
、

草
原
に
咲
く
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
ト
ル
パ
ン
）
の
よ
う
に
可か

憐れ
ん

な

娘
を
演
じ
た
女
優
サ
マ
ル
・
イ
ェ
ス
リ
ャ
ー
モ
ワ
が
、
本
作
品

で
は
俳
優
の
森も
り

山や
ま

未み

來ら
い
と
共
演
し
て
い
る
。そ
し
て
、オ
ー
デ
ィ

シ
ョ
ン
で
選
ば
れ
た
カ
ザ
フ
人
の
少
年
、
マ
デ
ィ
・
メ
ナ
イ
ダ

ロ
フ
は
森
山
未
來
と
顔
立
ち
が
似
て
お
り
、
本
作
品
中
の
複
雑

な
親
子
関
係
を
自
然
に
演
じ
き
っ
て
い
る
。

馬
泥
棒

幼
い
オ
ル
ジ
ャ
ス
少
年
が
、
両
親
や
妹
た
ち
と
暮
ら
し
て
い

れ
ま
で
村
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
た
ソ
フ
ホ
ー
ズ
（
国
営
農
場
）

は
解
散
し
、
多
く
の
人
び
と
が
失
業
し
た
。
家
畜
の
世
話
や
畑

仕
事
に
精
を
出
し
て
、
ど
う
に
か
暮
ら
し
て
い
く
日
々
が
続
い

た
。
し
か
し
、
急
速
な
市
場
経
済
化
の
波
は
人
の
心
を
も
変
え
、

家
畜
は
市
場
で
換
金
で
き
て
儲も
う

か
る
と
い
う
感
覚
が
浸
透
し
た
。

家
畜
泥
棒
が
横
行
し
、
羊
や
山
羊
や
牛

よ
り
も
金
銭
的
価
値
が
高
い
馬
が
狙
わ

れ
た
。
実
話
を
も
と
に
し
た
殺
人
事
件

の
描
写
か
ら
、
家
族
が
受
け
た
衝
撃
と

悲
し
み
が
胸
に
迫
る
。

混
沌
の
な
か
を
生
き
て
い
く
少
年

葬
儀
の
ま
さ
に
そ
の
日
、
喪
失
感
に

沈
む
家
族
の
も
と
に
、
オ
ル
ジ
ャ
ス
が

赤
ん
坊
だ
っ
た
こ
ろ
に
失
踪
し
た
実
父

カ
イ
ラ
ー
ト
が
突
然
あ
ら
わ
れ
る
。
オ

ル
ジ
ャ
ス
の
母
ア
イ
グ
リ
は
、
何
年
も

失
踪
し
て
い
た
カ
イ
ラ
ー
ト
を
簡
単
に

は
赦
せ
な
い
。
引
っ
越
し
を
手
伝
う
こ

と
に
な
っ
た
カ
イ
ラ
ー
ト
は
、
自
ら
を

父
と
明
か
せ
な
い
ま
ま
、
ず
っ
と
会
い

た
か
っ
た
息
子
の
オ
ル
ジ
ャ
ス
と
と
も

に
草
原
を
馬
で
行
く
。
そ
の
引
っ
越
し

の
旅
の
途
中
、
野
宿
す
る
焚た

き
火
の
そ

ば
で
、
誰
も
い
な
い
バ
ス
停
で
、
さ
び

れ
た
食
堂
で
、
二
人
の
あ
い
だ
の
微
妙

な
距
離
感
が
描
か
れ
る
。
森
山
未
來
演

じ
る
カ
イ
ラ
ー
ト
が
起
伏
に
富
ん
だ
草

る
と
こ
ろ
か
ら
話

は
始
ま
る
。
父
は

あ
る
日
、
二
〇
頭

の
馬
を
売
り
に
バ

ザ
ー
ル
に
出
か
け

る
。
一
頭
の
美
し

い
白
馬
だ
け
は

「
オ
ル
ジ
ャ
ス
の

も
の
だ
か
ら
」
と

家
に
残
し
て
く
れ

た
。
遠
い
バ
ザ
ー

ル
に
連
れ
て
い
っ

て
も
ら
え
な
か
っ

た
オ
ル
ジ
ャ
ス
は
、

母
の
手
伝
い
も
そ
こ
そ
こ
に
友
達
と
遊
び
に
行
く
。
泉
で
泳
ぐ

ロ
シ
ア
人
カ
ッ
プ
ル
を
の
ぞ
き
見
し
た
り
、
廃
屋
の
壁
に
絵
を

描
い
た
り
、
ケ
ン
ケ
ン
遊
び
を
し
た
り
。

―
し
か
し
、
無
邪

気
な
暮
ら
し
は
、
そ
の
日
の
夜
に
突
然
終
わ
り
を
告
げ
る
。
雷

雨
の
な
か
や
っ
て
き
た
警
察
は
、
バ
ザ
ー
ル
に
出
か
け
た
父
が

殺
さ
れ
た
と
母
に
告
げ
た
。
馬
泥
棒
の
一
味
が
、
オ
ル
ジ
ャ
ス

の
父
と
そ
の
仲
間
を
殺
し
て
馬
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

映
画
の
舞
台
は
一
九
九
〇
年
代
、
ソ
連
か
ら
独
立
し
た
ば
か

り
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
が
経
済
的
に
混
乱
し
て
い
た
こ
ろ
だ
。
そ

原
を
馬
に
乗
っ
て
疾

走
し
て
い
く
場
面
も

見
ど
こ
ろ
だ
が
、
カ

イ
ラ
ー
ト
が
カ
ザ
フ

語
で
と
つ
と
つ
と
話

し
、
オ
ル
ジ
ャ
ス
が

徐
々
に
打
ち
解
け
て

い
く
場
面
も
印
象
的

だ
。少

年
が
父
と
信
じ

る
男
性
の
腕
時
計
を

馬
泥
棒
か
ら
取
り
戻

す
た
め
、
実
父
カ
イ

ラ
ー
ト
が
奮
闘
す
る

と
こ
ろ
は
切
な
い
。

養
父
を
失
っ
た
少
年

と
、
実
父
の
関
係
は

複
雑
だ
。
引
っ
越
し

が
終
わ
っ
て
去
っ
て

い
く
カ
イ
ラ
ー
ト
を
見
つ
め
る
オ
ル
ジ
ャ
ス
の
ま
な
ざ
し
に
、

混こ
ん

沌と
ん

と
し
た
世
界
を
生
き
抜
い
て
い
く
こ
と
の
寂
し
さ
と
、
未

来
へ
の
ほ
の
か
な
希
望
を
感
じ
る
。
わ
た
し
は
カ
ザ
フ
ス
タ
ン

の
草
原
の
村
に
二
年
滞
在
し
た
と
き
、
父
親
を
亡
く
し
た
幼
い

少
年
の
家
に
住
ま
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
そ
の
少
年
の
成

長
が
こ
の
映
画
の
世
界
に
重
な
っ
て
見
え
た
。
さ
さ
や
か
な
日

常
の
な
か
に
あ
る
ド
ラ
マ
を
描
き
、
運
命
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら

生
き
る
人
び
と
の
内
に
秘
め
た
思
い
を
、
静
か
に
熱
く
語
り
か

け
て
く
る
よ
う
な
作
品
だ
。

父
と
少
年
の
旅

藤ふ
じ

本も
と 

透と
う

子こ

民
博 
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いことばの

日
ひ

髙
だか

 晋
しん

介
すけ

東京外国語大学共同研究員

「似て非なる」を地で行く

新
し
い
の
は「
卵
」で
あ
る
。
わ
た
し
は
、ス
ー
パ
ー
に
行
っ

て
卵
を
探
し
て
い
る
と
き
に
、
こ
の
問
題
に
直
面
し
た
。

ウ
ズ
ベ
ク
語
で
は
「
卵
」
は
「
ト
ゥ
フ
ム
」
と
い
う
の
で
、

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
の
ス
ー
パ
ー
で
も
、「
ト
ゥ
フ
ム
は
ど

こ
で
す
か
？
」
と
ウ
ズ
ベ
ク
語
風
ト
ル
ク
メ
ン
語
で
聞
い

た
ら
、
店
員
に
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
ず
、
非
常
に
焦
っ
た

記
憶
が
あ
る
。
そ
の
と
き
は
、
ロ
シ
ア
語
で
切
り
抜
け
、

事
な
き
を
得
た
の
だ
が
…
…
。
の
ち
に
、
辞
書
で
調
べ
た

と
こ
ろ
、
ト
ル
ク
メ
ン
語
で
「
卵
」
は
「
ユ
ム
ル
ト
カ
」

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
れ
以
後
は
言
い
間
違
い
（
？
）

を
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
例
を
挙
げ
る
と
、

「
右
」
も
両
言
語
で
異
な
る
。
ウ
ズ
ベ
ク
語
で
は
「
オ
ン
」、

ト
ル
ク
メ
ン
語
で
は
「
サ
グ
」
と
な
る
。
た
だ
し
、
悩
ま

し
い
の
は
、「
左
」
が
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
ウ
ズ
ベ
ク

語
で
は
「
チ
ャ
プ
」、
ト
ル
ク
メ
ン
語
で
は
「
チ
ェ
プ
」）。
ト

ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
で
白
タ
ク
に
乗
り
、
わ
た
し
が
目
的
地

ま
で
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
し
た
と
き
も
（
運
転
手
が
行
き
先
を
知

ら
な
い
場
合
が
多
々
あ
る
）、
非
常
に
も
ど
か
し
い
気
持
ち

で
話
し
た
記
憶
が
あ
る
。

「
そ
ん
な
こ
と
で
ド
ギ
マ
ギ
す
る
く
ら
い
な
ら
、
ロ
シ
ア

語
で
話
せ
ば
よ
か
ろ
う
」
と
い
う
読
者
の
方
も
お
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
ウ
ズ
ベ
ク
人
が
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
で
観
光

す
る
場
合
も
、
ロ
シ
ア
語
で
意
思
疎
通
す
る
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
ウ
ズ
ベ
ク
語
を
そ
れ
な
り
に
か
じ
っ
て
い
る
非
ネ

イ
テ
ィ
ブ
の
自
分
と
し
て
は
、
他
の
チ
ュ
ル
ク
諸
語
に
興

味
が
い
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
し
、
東
京
に
い
る
今

と
な
っ
て
は
こ
の
悩
ま
し
い
感
じ
も
何
だ
か
懐
か
し
く
感

じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
話
さ
れ
て
い
る
言
語

で
あ
る
ウ
ズ
ベ
ク
語
を
研
究
し
て
お
り
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
に
は
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
六
年
ま
で
二
年
ほ
ど
滞

在
し
て
い
た
。
他
方
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
に
は
、
日
本

語
教
師
と
し
て
、
二
〇
一
八
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
一

年
ほ
ど
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
で
は
、
お
も
に
ウ
ズ
ベ
ク
語
で
現
地
の
人
た
ち
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
た
。
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ

ン
で
も
、
ト
ル
ク
メ
ン
語
で
…
…
と
い
き
た
い
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
が
、
ト
ル
ク
メ
ン
語
に
慣
れ
な
い
う
ち
は
大
変
な

こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
ふ
た
つ
の
国
は
旧
ソ
連

を
構
成
す
る
共
和
国
で
も
あ
っ
た
た
め
、
ソ
連
崩
壊
後
の

現
在
で
も
、
ロ
シ
ア
語
が
広
く
通
用
す
る
こ
と
に
も
注
意

さ
れ
た
い
。

さ
て
、
ウ
ズ
ベ
ク
語
と
ト
ル
ク
メ
ン
語
の
話
に
戻
る
。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
言
語
は
「
チ
ュ
ル
ク
諸
語
」
と
い
う
同

じ
言
語
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
お
り
、
多
く
の
類
似
点
を

も
っ
て
い
る
。
基
本
的
な
語
彙
で
い
え
ば
、「
一
」「
二
」
は
、

ウ
ズ
ベ
ク
語
で
は
「
ビ
ル
」「
イ
ッ
キ
」
で
あ
り
、
ト
ル
ク

メ
ン
語
で
は
「
ビ
ル
」「
イ
キ
」
で
あ
る
。
文
法
的
要
素

で
い
え
ば
、
過
去
形
は
、
ウ
ズ
ベ
ク
語
で
は
「
デ
ィ
」、

ト
ル
ク
メ
ン
語
で
は
「
デ
ィ
」
あ
る
い
は
「
ド
ゥ
」
で
あ
る
。

た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
両
言
語
の
あ
い
だ
に
は
違
う
点
も
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ズ
ベ
ク
語
を
勉
強
す
れ
ば
、
ト
ル

ク
メ
ン
語
を
使
い
こ
な
せ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
れ
が
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
お
も
し
ろ
い
と
こ

ろ
で
も
あ
る
。

わ
た
し
を
困
ら
せ
た
両
言
語
の
差
異
と
し
て
、
記
憶
に

20 
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ところで、白老町と聞いて、その位置が思い浮かぶ読者はどれく

らいいるだろう。白老町は、支
し

笏
こつ

湖の南、苫小牧市と登別市のあ

いだにある太平洋に面した町である。古くからアイヌの人びとが

暮らし、そこには以前、ポロトコタンと呼ばれる、立派なアイヌ

民族博物館とチセ（住居）や土産物店などの諸施設があった。ウ

ポポイはポロトコタンという前史をもつ、まさに象徴的な空間な

のである。読者の皆さんには、ぜひ「ポロトコタン 最後の一日」

（2018年、企画・制作：一般財団法人アイヌ民族博物館、22分 50秒）

という傑出した映像作品をウェブ上で見てからウポポイを訪ねて

ほしい。静
せい

謐
ひつ

なポロト湖の風景もまた違ったものにうつるに違い

ない。

ポロトコタンには 4頭のヒグマが飼われており、パイプから与

えるおやつを器用に食べる姿が印象的だった。佐々木史郎館長に

よると、そのヒグマは幸いにも英国のヨークシャー野生動物公園

に引き取られたそうだ。ウポポイはポロトコタンや旧アイヌ民族

博物館の何を継承し、何を新たに創りだしていくのか。特集の各

論稿からはその使命感と気概が伝わってくる。（南真木人）
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みんぱくツイッター  https://twitter.com/MINPAKUofficial
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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）

●表紙：伝統芸能上演（鶴の舞）（提供：公益財団法人 アイヌ民族文化財団、2020年）

2020 年 8月号、P16に掲載しておりました「極北の衣装（男性用）（上着：H0212848、手袋：
H0212849、ズボン：H0212850、靴：H0212851）」の資料は、資料管理のため展示され
ておりません。


