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知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

人
間
社
会
っ
て

う
ま
く
で
き
て
い
る
。

そ
の
発
見
が
、

も
の
す
ご
く
楽
し
い
。

社
会
人
類
学
者

増
田
研

（
環
境
科
学
部

准
教
授
）

■
異
文
化
を
研
究
す
る
学
問

世
界
中
の
多
様
な
文
化
を
研
究
す
る「
社

会
人
類
学
」。人
間
を
社
会
的
な
行
動
や
文
化

の
面
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
、

１９
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
じ
ま
り
ま
し
た
。「
当

時
の
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
各
地
に
植
民
地
を
拡

大
さ
せ
る
た
め
に
、ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
な
ど
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
全
く
異
な
る
社
会
の
し
く
み
や

文
化
を
調
べ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
」と
話
す

の
は
環
境
科
学
部
の
増
田
研
先
生
。

こ
う
し
た
異
文
化
を
研
究
す
る
と
き
の
大

切
な
視
点
の
ひ
と
つ
と
な
る
の
が
、そ
の
社
会
固

有
の
規
則
を
解
明
す
る
こ
と
だ
と
い
い
ま
す
。

「
私
た
ち
人
間
社
会
は
、文
化
的
な
約
束
ご
と

や
決
ま
り
、し
き
た
り
と
い
っ
た
規
則
が
な
け

れ
ば
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。そ
の
在
り
方
に
よ
っ
て
、

社
会
の
し
く
み
も
変
わ
る
か
ら
で
す
」。そ
の
た

め
人
類
学
者
た
ち
は
、現
地
に
長
期
滞
在
し
、

人
々
の
暮
ら
し
と
深
く
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、

食
生
活
、生
産
活
動
、家
族
の
つ
く
り
方
、芸
術
、

言
語
な
ど
を
調
査
・
研
究
す
る
の
で
す
。

■
全
人
類
共
通
の
普
遍
的
な
こ
と

世
界
に
は
、も
っ
と
自
然
に
寄
り
添
っ
た
独

自
の
文
化
の
中
で
暮
ら
す
人
々
も
い
ま
す
。「
そ

う
し
た
異
な
る
文
化
に
生
き
る
人
々
が
、一
見
、

自
分
た
ち
と
は
全
く
違
う
よ
う
に
思
え
て
も
、

基
本
的
な
と
こ
ろ
で
は
全
人
類
に
共
通
す
る

普
遍
的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
」。
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そ
の
一
例
が
、贈
り
物
で
す
。「
ど
ん
な
社
会

で
も
、贈
っ
た
り
、贈
ら
れ
た
り
と
い
う
交
換
関

係
に
よ
っ
て
人
は
つ
な
が
り
、関
係
を
築
き
、社

会
の
ベ
ー
ス
を
つ
く
っ
て
い
く
の
で
す
。た
だ
し
、

贈
り
物
の
や
り
方
や
考
え
方
は
、そ
の
国
や
地

域
の
文
化
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。た
と
え
ば
、

日
本
だ
と
お
中
元
、お
歳
暮
と
い
う
季
節
ご
と

の
贈
答
の
習
慣
が
あ
り
ま
す
が
、外
国
に
は
あ

り
ま
せ
ん
よ
ね
。ま
た
、誰
か
と
一
緒
に
食
事

を
す
る
際
に
、お
ご
る
こ
と
に
価
値
を
置
く
文

化
も
あ
れ
ば
、割
り
勘
を
良
し
と
す
る
文
化
も

あ
り
ま
す
」。

増
田
先
生
は
、こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
の

魅
力
に
つ
い
て
、こ
う
言
い
ま
す
。「
自
分
た
ち
と

の
文
化
の
違
い
が
見
え
た
ら
面
白
い
。ま
た
、知

れ
ば
知
る
ほ
ど
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
つ
な
が
り

が
見
え
て
き
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
社
会
が
う

ま
く
で
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。そ
ん
な
こ

と
を
一
つ
ひ
と
つ
発
見
し
て
い
く
の
が
も
の
す
ご

く
楽
し
い
で
す
ね
」。

■
エ
チ
オ
ピ
ア
の
少
数
民
族
バ
ン
ナ

増
田
先
生
は
１
９
９
３
年
以
来
、ア
フ
リ
カ

は
エ
チ
オ
ピ
ア
南
西
部
の
少
数
民
族
バ
ン
ナ
の

研
究
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

バ
ン
ナ
の
人
々
が
住
む
地
域
へ
は
、首
都
ア

デ
ィ
ス
ア
ベ
バ
か
ら
、車
で
さ
ら
に
３
日
間
ほ
ど

か
か
り
ま
す
。標
高
１
、５
０
０
メ
ー
ト
ル
の
山

地
に
住
む
彼
ら
は
、主
に
牧
畜
と
雑
穀
栽
培
を

基
盤
と
し
た
自
給
自
足
の
生
活
を
送
っ
て
い
て
、

電
気
や
ガ
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。

初
め
て
バ
ン
ナ
を
訪
れ
た
と
き
、増
田
先
生

は
、エ
チ
オ
ピ
ア
の
公
用
語
で
あ
る
ア
ム
ハ
ラ
語

を
学
ん
で
現
地
入
り
し
ま
し
た
。し
か
し
、彼

ら
が
話
す
の
は
バ
ン
ナ
語
。ア
ム
ハ
ラ
語
が
わ
か

る
一
部
の
人
を
手
掛
か
り
に
、徐
々
に
バ
ン
ナ

語
を
憶
え
て
い
き
ま
し
た
。「
バ
ン
ナ
語
に
は
文

字
が
あ
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
か
、彼
ら
は
記
憶

力
が
と
て
も
い
い
。会
話
も
達
者
で
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
、お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
ま
す
。歌
が
大
好
き

で
、女
性
は
声
が
き
れ
い
。音
声
に
よ
る
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
て
も
発
達
し
て
い
ま
す
」。

ま
た
、長
期
滞
在
で
見
え
て
き
た
バ
ン
ナ
の

規
則
の
ひ
と
つ
が
、年
齢
に
よ
る
相
対
的
な
序

列
で
す
。「
一
人
ひ
と
り
、何
年
に
生
ま
れ
た
か

は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、あ
の
人
よ
り
後

に
生
ま
れ
た
、こ
の
人
よ
り
先
に
生
ま
れ
た
と
い

う
順
番
が
重
視
さ
れ
ま
す
。そ
う
し
て
、バ
ン
ナ

社
会
に
お
け
る
自
分
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て

い
る
の
で
す
」。

■
基
地
の
街
で
過
ご
し
た
少
年
時
代

横
浜
市
出
身
。子
供
時
代
か
ら
大
学
生
の

頃
ま
で
は
相
模
原
市
に
あ
る
米
軍
基
地
の
す

ぐ
そ
ば
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。世
界
の
ど
こ
か
で

起
き
て
い
る
戦
争
の
た
め
に
、米
軍
の
戦
闘
機

が
上
空
を
飛
ん
で
い
く
、と
い
う
光
景
を
間
近

に
見
て
育
っ
た
少
年
時
代
。１
９
８
９
年
、東

西
冷
戦
が
終
わ
っ
た
と
き
、「
こ
れ
で
世
界
は
平

和
に
な
る
」と
、心
底
ほ
っ
と
し
た
と
い
い
ま
す
。

「
残
念
な
が
ら
そ
の
後
も
戦
争
が
な
く
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
…
」。

ご
両
親
が
音
楽
好
き
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、ピ

ア
ノ
、オ
ル
ガ
ン
、エ
レ
ク
ト
ー
ン
、バ
イ
オ
リ
ン
、

三
味
線
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
楽
器
の
あ
る
家
で
育

ち
ま
し
た
。「
小
さ
い
頃
は
音
楽
よ
り
、む
し
ろ

野
球
を
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
ね
。音
楽
に
興
味

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
小
学
５
年
生
の
頃

か
ら
で
、ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
熱
心
に
聴
き
ま

し
た
。こ
れ
を
き
っ
か
け
に
楽
譜
を
見
な
が
ら

音
楽
を
聴
く
の
が
楽
し
く
な
っ
て
き
て
、ピ
ア
ノ

を
弾
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」。

バンナの若者。額の赤い顔料は、バッファロー狩りに成
功したことを示している。

年齢の序列を重んじるバンナ社会。村人が集って焼き肉を食べるとき、男たちは年齢順に横一列になって食べる。向こう側の端が最長老。

バンナの既婚女性の
典型的なファッション。

乾いた川底を歩くウシの群
れ。この地域の川に水が流
れるのは年に数日だけ。
普段はこの川底を掘り、湧
き出た水を与える。
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■
不
登
校
、そ
し
て
高
校
中
退

高
校
は
、地
元
で
も
屈
指
の
進
学
校
に
入
学
。

し
か
し
、１
年
生
の
半
ば
く
ら
い
か
ら
授
業
に

出
な
く
な
り
ま
し
た
。「
学
校
で
の
勉
強
が
面

白
く
な
か
っ
た
の
で
す
」。多
感
な
時
期
の
複
雑

な
心
境
を
他
人
に
話
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
か
ら
１
年
半
ほ
ど
の
不
登

校
を
経
て
高
校
を
中
退
。大
学
へ
は
、大
学
入

学
資
格
検
定
試
験
で
受
験
資
格
を
得
て
進
学

し
ま
し
た
。

増
田
先
生
は
、２０
年
以
上
経
っ
た
今
で
も
高

校
の
教
室
に
も
ど
っ
た
夢
を
見
る
こ
と
が
あ
る

そ
う
で
す
。「
久
し
ぶ
り
に
授
業
に
出
た
ら
、何

と
、中
間
試
験
の
日
。当
然
、何
一
つ
勉
強
し
て

い
な
い
か
ら
一
問
も
答
え
ら
れ
な
い
。白
紙
の

答
案
を
出
し
て
家
に
帰
る
と
い
う
…
」。何
と
も

切
な
い
夢
で
す
。で
も
こ
れ
は
現
実
に
あ
っ
た
話
。

実
は
当
時
、不
登
校
と
は
い
っ
て
も
、中
学
か

ら
続
け
て
い
た
吹
奏
楽
の
部
活
に
は
熱
心
に
出

て
い
ま
し
た
。「
授
業
が
終
わ
る
頃
に
登
校
し
て

練
習
に
参
加
。ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
演
奏
し
、楽
譜

も
書
い
て
い
ま
し
た
」。早
朝
に
寝
て
、昼
過
ぎ

に
起
き
、学
校
へ
行
く
。生
活
は
必
然
的
に
夜

型
に
。「
辺
り
が
静
ま
り
返
っ
た
な
か
で
、本
を

読
ん
だ
り
、深
夜
ラ
ジ
オ
を
聴
い
た
り
す
る
の

が
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
」。

こ
の
頃
、猛
烈
に
本
を
読
ん
だ
こ
と
が
、そ
の

後
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

「
憶
え
て
い
る
の
は
畑
正
憲

（
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
）さ
ん
の
エ
ッ
セ

イ
集
。自
分
を
変
え
た
な
、

と
思
う
の
は
、宮
坂
宥
洪

と
い
う
僧
侶
が
書
い
た『
イ

ン
ド
留
学
僧
の
記
』と
い
う

本
で
す
」。

一
方
で
、学
校
に
行
か
な
い
こ
と
で
社
会
と

の
つ
な
が
り
が
切
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
っ
た
こ
と

が
大
き
な
不
安
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。社
会
と
の

接
点
を
持
つ
た
め
に
道
路
工
事
の
現
場
で
働
い

た
り
も
し
ま
し
た
。「
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
り
、

本
や
音
楽
に
触
れ
る
こ
と
で
、〝
ど
ん
な
自
分

に
成
り
う
る
か
〞
を
模
索
し
て
い
た
気
が
し
ま

す
」。あ
れ
こ
れ
あ
が
い
た
１０
代
後
半
。「
人
は
、

じ
た
ば
た
し
た
分
だ
け
成
長
す
る
も
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」。

■
塾
講
師
で
鍛
え
た
講
義
の
手
腕

増
田
先
生
の
講
義
は
筋
金
入
り
。教
壇
に

立
つ
や
い
な
や
、巧
み
な
言
動
で
、そ
の
場
の
空

気
を
掌
握
し
は
じ
め
ま
す
。そ
の
手
腕
は
、大

学
１
年
生
の
頃
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト
で
は
じ
め
た

塾
講
師
の
経
験
で
培
っ
た
も
の
。生
徒
た
ち
に

授
業
の
ポ
イ
ン
ト
を
し
っ
か
り
伝
え
理
解
さ
せ

る
や
り
方
を
、数
年
に
わ
た
っ
て
横
浜
の
大
手

塾
な
ど
で
鍛
え
ま
し
た
。さ
ら
に
大
学
院
生
の

頃
か
ら
は
、東
京
都
立
大
学（
当
時
）を
は
じ
め

複
数
の
大
学
の
非
常
勤
講
師
も
た
く
さ
ん
こ

な
す
よ
う
に
な
り
、「
授
業
の
場
数
だ
け
は
、人

一
倍
踏
ん
で
い
る
の
で
す
」と
自
負
し
ま
す
。

最
後
に
、今
後
の
バ
ン
ナ
の
研
究
活
動
に
つ
い

て
尋
ね
る
と
、こ
れ
ま
で
の
研
究
は
一
段
落
つ
い

て
、最
近
、新
し
い
テ
ー
マ
が
浮
上
し
つ
つ
あ
る
と

か
。「
数
年
前
、バ
ン
ナ
に
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
が
で
き

た
の
で
す
が
、医
者
は
不
在
で
薬
の
在
庫
も
少

な
く
、現
地
の
人
も
あ
ま
り
頼
り
に
し
て
い
ま

せ
ん
。バ
ン
ナ
の
実
情
に
あ
っ
た
医
療
シ
ス
テ
ム

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
に
社

会
の
変
化
の
中
で
起
き
る
問
題
に
対
し
て
、バ
ン

ナ
の
文
化
を
知
る
者
と
し
て
、何
か
協
力
で
き

る
研
究
が
で
き
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

この本を読んで、研究者って
すごいなあ、知らない世界がた
くさんあるもんだなぁ、って思い
ました。私が研究者の道を志
すきっかけをつくった本です。

２０年前に書いた吹奏楽のための楽譜。五線譜が３６段もある
大判サイズ。当時、このサイズの五線紙は手に入りにくく、銀
座の専門店まで買いに出たとか。

現地の調査内容を記す
「フィールドノート」と、自身の
行動を記す「家計簿兼行動
記録ノート」。どちらも手のひ
らサイズ。

フィールドワークの指導のために院生とエチオピアの現地へ
向かう途中。左から酒井浩子さん、現地ドライバー、尾崎里恵
さん。増田先生の自画撮り。

バンナの飲み物容器。ひょうたんをくり抜いたもの。

『インド留学僧の記』（宮坂宥洪 著）

「脱線がすごく多い」という増田先生の講義。
話がアクロバティックにあっちに行ったりこっちに行ったり。
それでもポイントは、はずさない。

大学院国際健康開発研究科「国際保健学演習」のゼミ。バングラデシュ
やフィジーなどでフィールドワークを行った院生たちの修士論文の最終
チェック中。
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