
１
９
７
０
年
開
催
の
大
阪
万
博
跡
地
に

建
て
ら
れ
た
国
立
民
族
学
博
物
館
（
民
博
）

は
、
文
化
人
類
学
、
民
族
学
の
研
究
活
動

と
、
そ
の
成
果
を
展
示
公
開
す
る
博
物
館

活
動
を
一
体
的
に
行
う
「
博
物
館
機
能
を

も
っ
た
研
究
所
」
で
あ
る
。
広
大
な
敷
地

に
建
つ
黒
川
紀
章
氏
設
計
に
よ
る
研
究
部

門
と
展
示
部
門
な
ど
か
ら
な
る
棟
は
、
民

族
学
博
物
館
と
し
て
も
、
ま
た
、
20
世
紀

後
半
以
降
に
築
か
れ
た
民
族
誌
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
収
蔵
点
数
と
し
て
も
世
界
最
大

規
模
を
誇
る
。

開
館
四
十
周
年
に
あ
た
る
２
０
１
７
年

3
月
に
は
本
館
の
常
設
展
示
の
全
面
改
修

も
完
了
し
た
。
10
年
の
歳
月
を
か
け
て
全

面
的
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
展
示
場
は
、

オ
ー
プ
ン
展
示
を
主
体
と
し
、
ど
こ
で
も

写
真
撮
影
が
可
能
な
ほ
か
、
展
示
物
に
手

で
触
れ
る
こ
と
が
可
能
な
場
も
多
く
設
け

ら
れ
て
い
る
。

本
館
2
階
の
展
示
場
に
向
か
う
途
中
、

目
に
と
ま
る
の
は
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
展
示
と
題
さ
れ
た
4
つ
の
展
示
台
だ
。

た
と
え
ば
あ
る
展
示
台
に
は
「
似
て
い

る
？　

そ
れ
と
も
違
う
？
」
の
問
い
か
け

が
あ
り
、
日
本
の
獅
子
舞
な
ど
何
点
か
の

展
示
物
が
並
ぶ
。
解
説
を
読
む
と
、
ど
れ

も
仮
面
だ
が
、
世
界
各
地
の
も
の
だ
と
わ

か
る
。
そ
の
隣
の
展
示
台
に
は
、
一
見
何

の
関
連
も
な
さ
そ
う
な
ふ
た
つ
の
展
示
物

が
飾
ら
れ
、「
違
う
？　

そ
れ
と
も
似
て

い
る
？
」
と
の
問
い
か
け
。
解
説
を
見
て

驚
い
た
。
な
ん
と
い
ず
れ
も
棺
桶
だ
と
い

う
。
最
後
は
「
こ
れ
は
道
具
？　

そ
れ
と

も
ア
ー
ト
？
」
の
問
い
と
と
も
に
、
見
な

れ
た
形
の
椅
子
と
、
動
物
の
形
を
し
た
椅

子
と
思
わ
れ
る
外
見
が
異
な
る
椅
子
が
並

べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
な
ぞ
か
け
の

よ
う
な
展
示
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
？

ア
フ
リ
カ
の
人
類
学
、
こ
と
に
ザ
ン
ビ

ア
・
チ
ェ
ワ
の
人
び
と
の
仮
面
を
、
長
年

研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
き
た
𠮷
田
憲
司

館
長
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

「
こ
こ
は
、
こ
れ
か
ら
展
示
を
見
て
も
ら

う
た
め
の
構
え
、
つ
ま
り
異
文
化
の
展
示

を
見
る
際
の
視
点
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
場

に
し
て
い
ま
す
。
仮
面
と
棺
桶
の
展
示
で

は
、
モ
ノ
の
多
様
性
と
共
通
性
に
気
付
い

て
ほ
し
い
。
椅
子
の
展
示
で
は
、
今
ま
で

は
片
方
は
ア
ー
ト
と
し
て
美
術
館
に
、
も

う
一
方
は
生
活
用
具
と
し
て
博
物
館
に

入
っ
て
い
た
も
の
、
そ
れ
っ
て
お
か
し
く

な
い
？
と
、
物
事
を
相
対
的
に
見
る
視
点

を
も
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、と
考
え
ま
し
た
」

異
文
化
の
展
示
を
見
る
際
の
視
点
―
―

そ
れ
は
異
な
る
も
の
と
向
き
合
う
時
の
視

点
に
も
共
通
す
る
。
民
博
の
こ
れ
ま
で
の

取
り
組
み
を
伺
う
な
か
で
最
も
印
象
的

だ
っ
た
の
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
得
た

新
し
い
気
付
き
や
発
見
か
ら
、
自
身
の
視

点
の
偏
り
を
認
識
し
、
向
き
合
う
こ
と
で

改
善
を
重
ね
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
𠮷
田
館
長
の
お
話
か
ら

は
、
そ
う
し
た
視
点
の
重
要
性
を
、
あ
ら

た
め
て
感
じ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
う
。

民
博
の
創
設
と
、

現
代
に
お
け
る
博
物
館
の
役
割

国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
大
学
共
同
利

用
機
関
と
し
て
１
９
７
４
年
に
創
設
、
77

年
に
開
館
し
ま
し
た
。
大
学
共
同
利
用
機

関
と
は
、
文
字
通
り
個
々
の
大
学
で
は
維

持
で
き
な
い
よ
う
な
膨
大
な
収
集
・
保
管

資
料
を
研
究
に
広
く
利
用
で
き
る
と
い
う
、

非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
制
度
で
す
。
そ
の
ほ

か
に
も
、
後
期
博
士
課
程
を
教
育
す
る
大

学
院
大
学
と
い
う
機
能
も
備
え
て
い
ま
す
。

開
館
当
初
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
群
は
大
き

く
３
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
第
一
は
旧
東

京
大
学
人
類
学
教
室
の
資
料
（
考
古
学
資

料
を
除
く
）、
第
二
が
政
財
界
で
活
躍
し
民

イントロダクション展示は、パネルに記された問いかけに考えをめぐらすうちに、世界の文化を考える大きな視点を得られるように工夫されている。
写真／仮面（右）、棺桶（中央）、椅子（左）

博物館がつなぐ人、文化、社会
――異なるものへのまなざし
40年以上にわたり文化人類学研究を牽引してきた大阪・千里の国立民族学博物館（民博）。
急速なグローバル化による社会の変化のなかで、「これからの博物館はどうあるべきか」を
常に問いかけながら、さまざまな取り組みを進めてきた。

「取り組みを通じて、これまでの『自文化』と『異文化』という区別をはじめ、
日本に住む我々のものの考え方のなかにも偏りがあることを発見した」と話すのは、
同館の𠮷田憲司館長だ。
そのプロセスは今号のテーマ「異なるものをつなぐ」ための重要な視点となろう。
𠮷田館長に民博のこれまでの取り組みや、博物館がつなぐものと
その可能性についてお聞きした。

国立民族学博物館は、
梅棹忠夫初代館長の

「小学5年生にわかる
ような展示」を目指し、
開館当初より画期的な
展示方法を実現させて
いる。1970年の大阪
万博テーマ展示プロ
デューサーを務めた岡
本太郎が、先のパリ留
学中に夢と思い描いて
いた収蔵品展示のイ
メージとも重なってい
る。

加藤しのぶ＝取材・執筆　宮村政徳＝撮影

田憲司Yoshida Kenji

［国立民族学博物館館長］
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俗
学
者
で
も
あ
っ
た
渋
沢
敬
三
［
＊
］
に
よ

る
私
設
博
物
館
「
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ

ア
ム
」
の
収
集
資
料
で
す
。
こ
れ
に
70
年

大
阪
万
博
の
テ
ー
マ
館
で
あ
っ
た
太
陽
の

塔
内
部
で
の
展
示
の
た
め
に
世
界
各
地
か

ら
収
集
さ
れ
た
、
仮
面
や
彫
像
（
神
像
）

を
中
心
と
し
た
民
族
資
料
（
当
初
は
寄
託
、

の
ち
に
寄
贈
）
が
加
わ
り
、
こ
の
3
つ
を

核
と
し
た
4
万
5
0
0
0
点
の
収
蔵
品

で
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

開
館
か
ら
40
年
以
上
経
過
し
た
現
在
、

収
蔵
品
は
34
万
５
０
０
０
点
に
の
ぼ
り
ま

す
。
初
代
館
長
の
梅
棹
忠
夫
先
生
は
当
初

か
ら
「
世
界
第
一
級
の
博
物
館
を
目
指

す
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
で

は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
世
界
全
体
を
カ
バ
ー

す
る
研
究
者
の
陣
容
な
ど
で
は
世
界
の

ト
ッ
プ
に
立
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

民
博
は
一
般
的
な
博
物
館
と
は
異
な
り
、

文
化
人
類
学
・
民
族
学
の
研
究
機
関
で
あ

る
こ
と
が
前
提
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

そ
の
研
究
に
必
要
な
資
料
を
収
集
し
、
研

究
の
成
果
を
展
示
す
る
と
い
う
位
置
付
け

で
す
。
た
と
え
ば
新
聞
社
主
催
の
展
覧
会

な
ど
は
一
切
受
け
付
け
ず
、
常
設
展
は
も

ち
ろ
ん
、
特
別
展
も
博
物
館
の
内
部
の
研

究
者
と
大
学
の
研
究
者
と
の
共
同
研
究
の

成
果
を
発
表
す
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

博
物
館
が
求
め
ら
れ
る
役
割
を
考
え
る

う
え
で
、
私
は
美
術
史
家
ダ
ン
カ
ン
・

キ
ャ
メ
ロ
ン
の
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
テ

ン
プ
ル
と
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
ふ
た
つ
の

選
択
肢
が
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
参
考
に

し
て
い
ま
す
。「
テ
ン
プ
ル
と
し
て
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
は
、
す
で
に
価
値
の

定
ま
っ
た
至
宝
を
人
び
と
が
拝
み
に
来
る
、

神
殿
の
よ
う
な
場
所
。
対
し
て
「
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
は
、

人
び
と
が
そ
こ
に
集
ま
り
、
未
知
な
る
も

の
に
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
議
論
が
始
ま
っ

て
い
く
場
所
と
い
う
意
味
で
す
。

私
が
こ
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
説
を
引
用
し

な
が
ら
、「
こ
れ
か
ら
の
博
物
館
は
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
強
く
求
め
ら

れ
る
」
と
発
言
し
た
の
は
、
１
９
９
４
年

の
当
館
創
設
二
十
周
年
の
こ
と
で
し
た
。

以
降
、
数
々
の
展
覧
会
の
企
画
を
通
し

て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
、
つ
ま
り
展
示
す
る
側
、
展
示
を
見
る

側
、
展
示
さ
れ
る
側
が
情
報
や
意
見
を
交

換
し
て
議
論
を
行
う
場
と
な
る
よ
う
、
実

践
を
重
ね
て
今
日
に
至
り
ま
す
。

ま
た
、世
界
の
博
物
館
全
体
も
、フ
ォ
ー

ラ
ム
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
帯
び
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

壁
を
取
り
払
い
、

新
た
な
つ
な
が
り
を
つ
く
る

こ
れ
ま
で
数
々
の
展
覧
会
を
企
画
し
て

き
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
エ
ポ
ッ
ク
に

な
っ
て
い
る
の
が
、
１
９
９
７
年
の
当
館

開
館
二
十
周
年
記
念
特
別
展
「
異
文
化
へ

の
ま
な
ざ
し
―
―
大
英
博
物
館
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」
展
と
２
０
０
８
年
の

「SELF and O
TH

ER 

ア
ジ
ア
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
肖
像
」
展
で
す
。

「
異
文
化
へ
の
ま
な
ざ
し
」
展
は
、
大
英

博
物
館
と
の
共
同
企
画
で
、
ア
フ
リ
カ
、

オ
セ
ア
ニ
ア
、
日
本
が
近
代
を
通
じ
て
互

い
に
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き

た
の
か
、
博
物
館
の
展
示
の
あ
り
方
や
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
、
写
真
を
通
じ
て
た
ど
り
な

が
ら
、
私
た
ち
自
身
の
「
異
文
化
」
観
を

見
つ
め
直
そ
う
と
い
う
展
示
で
し
た
。

こ
の
展
覧
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
や

そ
の
後
の
新
た
な
展
開
も
あ
り
ま
し
た
。

た
と
え
ば
こ
の
展
示
が
民
博
の
常
設
展
示

の
あ
り
方
を
再
考
す
る
も
の
と
も
な
り
、

開
館
以
来
と
な
る
全
面
改
修
の
議
論
が
こ

こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
民
博
で
の
開
催
の
あ
と
、
東
京

の
世
田
谷
美
術
館
で
同
じ
展
示
を
す
る
と

い
う
試
み
も
行
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、

英
語
で
は
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
い
う
ひ

と
つ
の
言
葉
を
、
日
本
語
で
は
「
美
術

館
」「
博
物
館
」
と
区
別
し
て
訳
し
分
け

ら
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
役
割
の
区
別
が
必

要
以
上
に
強
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

感
じ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
役

割
の
区
別
を
な
く
す
べ
き
だ
と
は
思
い
ま

せ
ん
が
、
自
分
た
ち
の
文
化
の
も
の
は
美

術
館
へ
、
異
文
化
の
も
の
は
博
物
館
へ
と

い
っ
た
本
来
関
係
な
い
区
別
に
ま
で
及
ぶ

の
は
厄
介
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
美
術
館
と
博
物
館
、
そ
れ
ぞ

れ
の
な
か
で
は
、
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
モ
ノ
を
見
る
時
で
も
、
世
界
の
半
分
し

か
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
気
が
し
ま
す
。

私
が
考
え
る
両
者
の
違
い
は
、“
モ
ノ

の
背
後
に
あ
る
歴
史
や
文
化
を
語
ろ
う
と

す
る
博
物
館
”
と
、“
特
定
の
時
代
や
社

会
を
背
景
に
生
ま
れ
た
作
品
と
直
接
向
き

合
う
場
が
美
術
館
”
と
い
う
よ
う
に
、
モ

ノ
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
同
じ
テ
ー
マ

の
展
示
を
、
博
物
館
と
美
術
館
の
両
方
で

行
う
こ
と
で
そ
の
壁
が
取
り
払
わ
れ
、
世

界
が
す
べ
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
の
で
す
。

実
際
に
や
っ
て
み
る
と
い
ろ
い
ろ
な
発

見
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
当
時
は
ま

だ
珍
し
い
取
り
組
み
だ
っ
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
・
ト
ー
ク
を
両
館
で
行
っ
た
の
で
す

が
、
民
博
で
は
大
変
好
評
で
、
ト
ー
ク
を

聞
く
こ
と
で
理
解
が
深
ま
る
と
い
う
反
応

だ
っ
た
の
が
、
世
田
谷
美
術
館
で
は
「
鑑

賞
の
邪
魔
に
な
る
」
と
い
う
ク
レ
ー
ム
が

き
て
結
局
1
回
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
気

付
い
た
の
で
す
が
、
ひ
と
り
の
人
間
で
も

博
物
館
に
行
く
時
と
美
術
館
に
行
く
時
で

は
構
え
が
違
う
。
博
物
館
で
は
初
め
て
の

も
の
を
見
て
勉
強
し
よ
う
と
す
る
の
に
、

美
術
館
で
は
学
ぼ
う
と
い
う
意
識
で
行
く

こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

同
じ
ひ
と
り
の
人
間
の
な
か
で
も
こ
れ

だ
け
構
え
の
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
同

じ
展
示
を
博
物
館
と
美
術
館
で
開
く
だ
け

で
は
こ
の
壁
を
取
り
払
え
な
い
と
考
え
、

次
に
企
画
し
た
の
が
「
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー

民博での「異文化
へのまなざし――
大英博物館コレク
ションにさぐる」展
のあと、東京・世
田谷美術館でも同
展を開催。博物館
と美術館のあり方
の違いが随所に見
受けられた。

常設されている地域展示では、世界を9地域に分け、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、西アジア、南アジア、
東南アジア、中央・北アジア、東アジア展示（朝鮮半島の文化、中国地域の文化、日本の文化）を巡る世界一周の旅が
できる。そのほか音楽展示や言語展示など、テーマに特化したユニークな展示も見ることができる。

ロ
ッ
パ
の
肖
像
」
展
で
し
た
。
こ
れ
は
ア

ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
18
カ
国
の
博
物
館

と
美
術
館
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
行
っ

た
国
際
巡
回
展
で
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
人
び
と
が
、
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
、
お
互
い
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て

き
た
の
か
。
そ
の
認
識
の
移
り
変
わ
り
を
、

自
画
像
や
彫
刻
、
生
活
用
具
、
写
真
な
ど
、

人
体
表
現
を
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
造
形

の
な
か
に
た
ど
っ
た
も
の
で
す
。
実
際
の

展
覧
会
に
は
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
3

カ
国
の
美
術
館
、
博
物
館
で
実
施
し
ま
し

た
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
テ
ー
マ
だ
け
、

展
示
内
容
は
各
館
ご
と
に
自
由
と
い
う
形

式
と
し
ま
し
た
。
日
本
で
は
５
館
が
参
加

し
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
大
阪
は
民
博
と

中
之
島
の
国
立
国
際
美
術
館
、
首
都
圏
は

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
と
神
奈
川
県
立

近
代
美
術
館
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
タ
イ
ト

ル
で
同
時
開
催
と
し
ま
し
た
。
こ
の
巡
回

展
を
行
っ
た
こ
と
で
、
美
術
館
と
博
物
館

の
区
別
を
あ
ら
た
め
て
考
え
直
す
機
会
と

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

世
界
中
の
記
憶
の
貯
蔵
庫
に

―
―
フ
ォ
ー
ラ
ム
型

情
報
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
構
築

先
に
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
民
博
は

世
界
第
一
級
の
博
物
館
に
な
っ
た
と
話
し

ま
し
た
が
、
そ
れ
に
見
合
う
発
信
が
ま
だ

ま
だ
十
分
に
で
き
て
い
な
い
と
い
う
の
が

実
情
で
す
。
世
界
に
向
け
て
第
一
級
の
発

信
を
ど
う
し
て
い
く
か
。
ひ
と
つ
は
言
語

の
問
題
で
す
。
現
在
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
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多
言
語
化
に
よ
る
国
際
的
な
情
報
発
信
の

実
現
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
２
０
１
４
年
よ
り
着
手
し
て
い

る
の
が
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
構
築
で
す
。
こ
れ
は
民
博
の
資
料

の
情
報
を
、
国
内
外
の
研
究
者
や
利
用
者

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
資
料
を
つ
く
っ
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
び
と
、
つ
ま
り
現
地

の
人
た
ち
と
も
共
有
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら

れ
た
知
見
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
加
え
て
い

こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
実
際
に
現
地
の
方
に
博

物
館
に
お
越
し
い
た
だ
い
て
、
資
料
を
見

て
も
ら
い
新
た
な
情
報
を
教
え
て
も
ら
う
。

あ
る
い
は
資
料
を
里
帰
り
展
示
の
か
た
ち

で
現
地
に
も
っ
て
い
っ
て
展
示
し
、
そ
こ

で
情
報
を
付
け
加
え
て
も
ら
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
里
帰
り
展
は
、

こ
れ
ま
で
台
湾
や
韓
国

な
ど
で
実
現
し
て
い
ま

す
。
ほ
か
に
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
か

た
ち
を
と
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
現
地
で
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
に
集

ま
っ
て
も
ら
い
、
画
面

に
資
料
を
映
し
な
が
ら

議
論
し
て
も
ら
っ
た
な

か
で
出
て
き
た
情
報
を

全
部
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

入
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と

い
っ
て
も
、
単
純
に
資
料
の
名
前
や
使
用

方
法
と
い
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
人
が
そ
の
モ
ノ
に
つ
い
て
も
っ

て
い
る
知
識
や
、
自
分
が
子
ど
も
の
頃
に

こ
れ
を
使
っ
て
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
と

い
っ
た
よ
う
な
“
記
憶
”
ま
で
す
べ
て
入

れ
て
い
く
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
成
果
は
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
だ

け
で
な
く
、
ま
だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア

ク
セ
ス
で
き
な
い
地
域
な
ど
の
場
合
、
紙

媒
体
に
落
と
し
て
現
地
に
配
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
公
開
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、

現
在
の
と
こ
ろ
完
全
な
公
開
に
は
な
っ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
人
た
ち
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で

す
の
で
、
ま
ず
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
公
開
し
、

一
般
公
開
で
き
る
も
の
か
ら
順
次
公
開
し

吉
田
憲
司

よ
し
だ
・
け
ん
じ

１
９
５
５
年
、
京
都
市
生
ま
れ
。
京

都
大
学
文
学
部
卒
業
、
大
阪
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修

了
、
学
術
博
士
。
大
阪
大
学
文
学
部

助
手
、
国
立
民
族
学
博
物
館
助
手
な
ど
を
経
て
現
職
。
著
書

は
『
仮
面
の
森
―
―
ア
フ
リ
カ
・
チ
ェ
ワ
社
会
に
お
け
る
仮

面
結
社
、
憑
霊
、
邪
術 

』（
講
談
社
、
第
５
回
日
本
ア
フ
リ

カ
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
）、『
文
化
の
「
肖
像
」
―
―
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
型
ミ
ュ
ー
ジ
オ
ロ
ジ
ー
の
試
み
』（
岩
波
書
店
）、

『
文
化
の
「
発
見
」
―
―
驚
異
の
部
屋
か
ら
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ま
で
』（
岩
波
書
店
、
第
22
回
サ
ン
ト
リ
ー
学

芸
賞
受
賞
、
第
１
回
木
村
重
信
民
族
藝
術
学
会
賞
受
賞
）
な

ど
多
数
。

て
い
く
予
定
で
す
。
一
方
で
秘
密
の
儀
礼

な
ど
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
公
開
し

な
い
こ
と
が
そ
の
文
化
を
守
る
こ
と
に
な

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
29
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
ん
で
お

り
、
研
究
対
象
は
世
界
各
地
に
わ
た
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
加
し
て
く
だ
さ
る
方
は
、
単
に
資
料
の

情
報
を
豊
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ

に
自
分
た
ち
の
経
験
や
知
識
を
残
し
て
い

く
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
子
孫
に
こ
の
知

識
や
経
験
を
伝
え
た
い
と
い
う
願
い
を

も
っ
て
参
加
し
て
く
だ
さ
る
方
も
お
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
台
湾
や
中
国
か
ら
自
分
た

ち
の
村
に
伝
わ
る
テ
キ
ス
タ
イ
ル
の
復
興

を
し
よ
う
と
す
る
方
々
が
自
費
で
こ
ち
ら

に
来
ら
れ
て
、「
こ
こ
で
初
め
て
自
分
た

ち
の
祖
先
が
つ
く
っ
た
も
の
に
出
会
え
た
。

よ
く
ぞ
残
し
て
お
い
て
く
れ
た
」
と
涙
を

流
し
て
喜
ば
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
、
奄
美
群
島
の
徳
之
島
で
は
同

時
期
に
集
落
ご
と
に
お
祭
り
を
行
う
の
で

す
が
、
お
互
い
隣
の
集
落
で
は
ど
ん
な
こ

と
を
や
っ
て
い
る
か
は
知
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
映
像
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
通
し
て

他
集
落
で
ど
ん
な
歌
や
踊
り
が
伝
承
さ
れ

て
い
る
か
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の

集
落
の
芸
能
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

我
々
と
し
て
も
、
研
究
者
に
は
な
い
視

点
を
現
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
た
ち
か

ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

次
に
現
地
で
行
う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
自

注＊	

若
く
し
て
祖
父
渋
沢
栄
一
か
ら
そ
の
後
継
者
に
懇
請
さ

れ
、
実
業
界
に
入
る
。
横
浜
正
金
銀
行
、
第
一
銀
行
を

経
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
前
後
に
日
本
銀
行
総
裁
、

大
蔵
大
臣
を
務
め
、
転
換
期
の
日
本
経
済
に
お
い
て
重

責
を
担
う
。
ま
た
、
自
邸
で
立
ち
上
げ
た
「
ア
チ
ッ
ク
・

ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
」
に
は
多
く
の
同
人
が
集
ま
り
、
岡
正
雄
、

宮
本
常
一
と
い
っ
た
研
究
者
も
輩
出
。
九
学
会
（
人
類
・

民
俗
・
地
理
・
宗
教
・
考
古
・
心
理
・
言
語
・
社
会
・
民

族
）
連
合
会
会
長
を
務
め
、
文
化
の
実
地
的
・
総
合
的

見
方
を
説
い
た
。

３月5日から導入される新システムの電子ガ
イドは、スマートフォンのアプリを使用する
ため館内のビデオテーク（右）などでの閲覧
はもちろん、自宅に情報を持ち帰ることもで
きる。

体
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
双
方
向
に

知
識
の
や
り
取
り
が
で
き
、
知
識
の
集
積

が
で
き
て
い
く
。
こ
の
取
り
組
み
は
、
今

後
も
ず
っ
と
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
し
、
民
博
の
資
料
は
基
本
的
に
す
べ
て

フ
ォ
ー
ラ
ム
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
し

て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
は

い
え
何
し
ろ
34
万
点
以
上
あ
る
の
で
、
な

か
な
か
終
わ
ら
な
い
の
で
す
が
（
笑
）、

よ
り
多
く
の
資
料
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す

る
こ
と
で
、
民
博
が
世
界
中
の
人
た
ち
の

記
憶
の
貯
蔵
庫
と
な
り
、
こ
こ
を
通
し
て

世
界
中
と
つ
な
が
っ
て
い
く
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

博
物
館
が
担
う

平
和
構
築
の
新
し
い
か
た
ち

現
在
、
本
館
常
設
展
示
室
の
ア
フ
リ
カ

コ
ー
ナ
ー
の
一
角
に
、『
い
の
ち
の
輪
だ

ち
』
と
い
う
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
ア
フ
リ
カ
・
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
で

独
立
後
１
９
９
２
年
ま
で
続
い
た
内
戦
の

終
結
後
、
民
間
に
大
量
に
残
さ
れ
た
武
器

を
農
具
と
交
換
し
て
回
収
し
、
そ
の
武
器

を
使
っ
て
現
地
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
作
品

を
つ
く
り
平
和
を
訴
え
る
「
銃
を
鍬
に
」

と
い
う
運
動
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
で

す
。
運
動
の
創
始
者
は
ア
ン
グ
リ
カ
ン

チ
ャ
ー
チ
の
デ
ィ
ニ
ス
・
セ
ン
グ
ラ
ー
ネ

と
い
う
司
教
で
、
２
０
１
３
年
、
こ
の
作

品
が
民
博
に
お
さ
め
ら
れ
た
際
に
行
っ
た

企
画
展
「
武
器
を
ア
ー
ト
に
―
―
モ
ザ
ン

ビ
ー
ク
に
お
け
る
平
和
構
築
」
に
む
け
て

事
前
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ひ
ら
き
、
司
教

も
お
呼
び
し
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
折
、
南
ス
ー
ダ
ン
の
文

化
次
官
ジ
ョ
ク
・
マ
ド
ゥ
ッ
ト
氏
が
、
大

英
博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
た
同
運
動
の

作
品
を
見
て
感
激
し
、
自
分
た
ち
も
武
器

を
回
収
し
て
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
つ
く
り
た

い
、
司
教
に
会
い
た
い
と
い
う
意
向
を
表

明
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
話
を
私
の
友
人

で
も
あ
る
大
英
博
物
館
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

か
ら
聞
き
、
そ
れ
な
ら
ば
と
マ
ド
ゥ
ッ
ト

氏
も
日
本
に
お
呼
び
し
、
お
ふ
た
り
を
引

き
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
南
ス
ー
ダ
ン
で
も
同
じ
よ

う
な
活
動
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
大
英
博
物
館
で
作
品
が
展
示
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
を
見
た
人
が
い
た
か
ら

こ
そ
可
能
と
な
っ
た
平
和
構
築
の
展
開
の

か
た
ち
で
し
ょ
う
。
博
物
館
が
展
示
物
を

通
じ
て
次
の
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
力
を

も
っ
て
い
る
―
―
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
が
社
会
貢
献
に
ま
で

つ
な
が
っ
た
事
例
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。多

様
性
の
尊
重
と
共
感
を
育
む
場

―
―
博
物
館
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
可
能
性

２
０
２
０
年
は
、
こ
れ
ま
で
何
年
も
か

け
て
準
備
し
て
き
た
こ
と
が
一
気
に
実
現

す
る
年
と
な
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
3

月
に
電
子
ガ
イ
ド
や
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
が
一

新
さ
れ
る
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

電
子
ガ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

館
内
で
Ｐ
Ｓ
Ｐ
を
貸
出
し
て
い
た
シ
ス
テ

ム
を
進
化
さ
せ
ま
す
。
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
か
ざ
す
だ
け
で
展
示
資
料
の
情

報
を
閲
覧
で
き
る
う
え
、
そ
の
デ
ー
タ
が

ス
マ
ホ
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
そ
れ
を
も
っ
て
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の

ブ
ー
ス
に
行
く
と
、
関
連
映
像
や
研
究
情

報
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
ス
マ
ホ
の
情
報
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

で
も
見
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ほ
か
に
も

展
示
資
料
の
情
報
を
提
供
す
る
だ
け
で
な

く
、
来
館
者
の
興
味
に
合
わ
せ
て
展
示
場

に
お
け
る
最
適
な
コ
ー
ス
を
設
定
し
、
誘

導
し
て
く
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
も
開
発

し
ま
し
た
。
情
報
の
高
度
化
は
、
今
後
ま

す
ま
す
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
２
０
２
５
年
に
は
「
い
の
ち
輝
く

未
来
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
」
を
テ
ー
マ
に
大

阪
・
関
西
万
博
が
開
催
さ
れ
ま
す
が
、
か

つ
て
70
年
万
博
の
テ
ー
マ
展
示
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
っ
た
岡
本
太
郎
が
言
っ

た
よ
う
に
、
万
博
は
人
類
の
祭
典
だ
と
思

い
ま
す
。
技
術
進
歩
が
急
速
な
現
代
で
は
、

こ
の
時
の
よ
う
な
未
来
予
想
型
の
万
博
は

難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
祭
り
と
い
う
性

格
は
残
り
ま
す
。
世
界
中
か
ら
人
が
集
ま

る
と
い
う
意
義
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

実
際
の
会
場
で
は
展
示
と
い
う
手
段
を

使
う
わ
け
で
す
か
ら
、
世
界
各
国
の
博
物

館
と
協
力
す
る
の
が
一
番
で
す
。
博
物
館

を
基
地
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
自
分

た
ち
が
主
張
し
た
い
テ
ー
マ
の
展
示
を
そ

こ
で
行
う
と
い
っ
た
仕
組
み
を
つ
く
っ
て

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
遺
伝
的
有
効
個
体
数
が
ほ
か

の
動
物
よ
り
極
め
て
少
な
い
人
類
が
、
な

ぜ
地
球
全
体
を
覆
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か

と
い
う
と
、
生
物
的
多
様
性
の
少
な
さ
を

文
化
的
多
様
性
で
補
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

人
類
の
「
い
の
ち
が
輝
く
」
た
め
に
は
文

企画展「武器をアートに――モザンビークにおける平和構築」が開催さ
れた折、日本に住む人びとへのメッセージを込めて、『いのちの輪だち』
など4点の作品が制作され、民博におさめられた。

化
的
な
多
様
性
を
保
障
す
る
こ
と
、
そ
れ

な
く
し
て
こ
の
テ
ー
マ
は
語
れ
な
い
と
思

い
ま
す
。

こ
れ
は
民
博
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
共
通

し
て
い
ま
す
。
民
博
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、

世
界
中
の
人
た
ち
の
文
化
の
多
様
性
を
敬

意
を
も
っ
て
尊
重
し
、
同
時
代
を
生
き
て

い
る
人
類
と
し
て
の
共
感
を
育
む
こ
と
、

そ
の
た
め
の
場
を
つ
く
る
こ
と
。「
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
し
て
、

民
博
が
で
き
る
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
今
後
も
新
し
い
挑
戦
を

発
信
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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