


男もすなるボクシングを女もしてみむ
ジョー小

こ

泉
いずみ

エッセイ千字文千字文
プロフィール
１９４７年神戸市生まれ。神戸大学工
学部卒。ボクシングマニアで１７歳から
米国『リング』誌通信員。三菱重工業
勤務の後、国際マッチメーカー（交渉
人）。２００８年、日本人として２人目の
国際ボクシング名誉の殿堂入り。岡山
大学客員教授（スポーツ科学）。

 1    

 1 エッセイ　千字文
  男もすなるボクシングを女もしてみむ　ジョー小泉

 2	 特集　ポピュラーアートって何？
   笑いがはらむ豊かさ　川口 幸也

 4  「ポピュラーでないアート」を越えて　後小路 雅弘

 6  「神さま絵画」の今日　三尾 稔

 7  グアダルーペの聖母像
	 	 	―歴史の変転がつくった「民衆の聖母」　岡田 裕成

 8  「アート」と不釣り合いな日本マンガ　ジャクリーヌ・ベルント

 9  美術としての刺青　宮下 規久朗

 10  研究フォーラム

ミクロな視点でグローバルな支援のメカニズムをさぐる	
信田 敏宏

 12  みんぱくInformation

 14  地球ミュージアム紀行

切手の椅子	
フィンランドの郵便博物館	
近藤 雅樹

 15  みんぱく私の逸品

セネガルのガラス絵
歴史と生活の記憶
三島 禎子

 16  散策と思索の径

クリスマスタウンでの断想
アメリカ・ワシントン州シェルトン
横山 廣子

 18  多文化をささえる人びと

あるベトナム語母語教室の軌跡	
庄司 博史

 20  歳時世相篇

お祭り三昧の年末年始
小林 繁樹

 22  フィールドで考える

墓の手入れに行く日
松井 生子

 24 次号予告・編集後記

「
六
〇
の
手
習
い
」
と
い
う
。
も
の
を
学
ぶ

に
遅
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
還
暦
前
、
ボ
ク

シ
ン
グ
会
場
の
喧け

ん
そ
う騒

の
な
か
で
書
道
家
に

声
を
か
け
ら
れ
、「
も
う
一
度
習
字
を
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
」
と
応
え
た
。
そ
れ
か
ら

徳と
く
む
ら村

旭き
ょ
く

厳げ
ん

氏
よ
り
文
房
四
宝
（
筆
硯す

ず
り

墨
紙
）

す
べ
て
を
贈
呈
さ
れ
、
手
本
を
頂
戴
し
添

削
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

以
後
七
年
、
歩
み
は
の
ろ
く
や
っ
と
五
段

ま
で
来
た
が
書
道
の
世
界
は
実
に
奥
が
深

い
。「
目
習
い
」
と
い
っ
て
優
れ
た
手
本
を

見
て
感
覚
を
磨
き
、
名
蹟
を
幾
た
び
も
臨

書
（
模
倣
）
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
家
と
い

え
ど
も
、
つ
ね
に
王お

う

羲ぎ

し之
、
顔が

ん
し
ん真　

な
ど
の

基
本
に
も
ど
る
。

　

か
な
は
漢
字
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
、
そ

の
名
作
の
ひ
と
つ
に
高こ

う
や
ぎ
れ

野
切
第
一
種
が
あ

る
。
古
今
和
歌
集
を
か
な
書
き
し
た
も
の

で
、
紀き

の
つ
ら
ゆ
き

貫
之
筆
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
書
は
優

美
か
つ
繊
細
で
あ
る
。
貫
之
は「
土
佐
日
記
」

の
最
初
に
「
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の

を
女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
」
と
書

い
た
。

　

こ
こ
で
話
を
転
じ
、
男
の
み
す
な
る
と
思

わ
れ
て
き
た
ボ
ク
シ
ン
グ
に
女
性
が
参
入

し
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
書
き
た
い
。
九
月

下
旬
、
東
京
で
女
子
だ
け
の
三
大
世
界
タ

イ
ト
ル
マ
ッ
チ
が
開
催
さ
れ
、
す
べ
て
日
本

側
が
勝
利
を
収
め
た
。
こ
れ
で
日
本
人
女

子
の
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
六
名
と
な
り
、

男
子
の
王
者
数
に
並
ん
だ
。
サ
ッ
カ
ー
の
な

で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
同
様
、
日
本
の
女
子
は
敏び

ん

捷し
ょ
うで

勇
敢
だ
か
ら
適
性
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

書
道
に
お
い
て
漢
字
と
か
な
は
お
の
お

の
特
徴
が
あ
る
。
前
者
は
雄ゆ

う
こ
ん渾

、
後
者
は

華
麗
で
あ
る
。
ボ
ク
シ
ン
グ
で
も
男
子
は

力
強
く
、
女
子
は
軽
や
か
だ
。
た
だ
し
、
女

子
ボ
ク
シ
ン
グ
は
い
ま
だ
過
渡
期
で
、
い

ず
れ
さ
ら
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
る

だ
ろ
う
。

　

来
年
の
ロ
ン
ド
ン
五
輪
大
会
で
女
子
ボ

ク
シ
ン
グ
が
正
式
種
目
に
決
ま
っ
た
。
こ
こ

で
国
際
的
注
目
を
集
め
、
優
勝
者
た
ち
が

プ
ロ
転
向
す
れ
ば
、
一
挙
に
女
子
ボ
ク
シ
ン

グ
が
開
花
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
前
、
筆
者
が
マ
ッ
チ
メ
ー
ク
を
手
が
け

た
女
子
の
前
Ｗ
Ｂ
Ａ
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
イ
級
王

者
Ｃ
（
中
国
）
は
「
ア
マ
チ
ュ
ア
に
戻
り
金

メ
ダ
ル
を
狙
う
」
と
い
う
。
そ
れ
が
許
さ
れ

る
の
か
。
か
の
国
な
ら
で
は
の
笑
い
話
だ
。

　

中
国
の
人
口
は
約
一
三
億
人
で
、
本
格
的

に
ボ
ク
シ
ン
グ
に
参
入
し
て
き
た
ら
将
来
、

強
い
女
子
選
手
が
出
現
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
北
京
五
輪
で
も
男
子
で
は
す
で
に
二
つ

の
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
て
い
る
ほ
ど
だ
。
余

談
に
な
る
が
、
一
九
世
紀
末
、
中
国
清
朝
で

猛
威
を
ふ
る
っ
た
義
和
団
の
乱
を
英
語
で

はB
o

xer R
eb

ellio
n

と
い
う
。
中
国
に
は

コ
ブ
シ
で
闘
う
伝
統
が
あ
り
、
ボ
ク
シ
ン

グ
と
縁
が
な
く
は
な
い
。

　

こ
の
原
稿
の
あ
と
ま
た
書
道
に
戻
る
。
い

ま
書
い
て
い
る
の
が
智ち

永え
い

の
「
真し

ん
そ
う草

千せ
ん

字じ

文も
ん

」
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
千
字
文
」
の
随

筆
か
ら
「
千
字
文
」
の
臨
書
へ
。
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ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
っ
て
？

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
と
は
、
専
門
の
美
術
教
育
を
受
け
て
い

な
い
描
き
手
や
作
り
手
に
よ
る
造
形
物
を
指
す
こ
と
が
多
い
。

今
日
で
は
、
世
界
じ
ゅ
う
ど
こ
の
国
で
も
美
術
を
専
門
に
教
え

る
学
校
や
大
学
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
美
術
教

育
を
受
け
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
流
れ
と
、
そ
れ
以
外
の
職
人
と

さ
れ
る
集
団
は
ど
こ
で
も
わ
か
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
と
、
そ
の
対
と
な
る
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
の
な
い

国
は
な
い
。

一
口
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
と
い
っ
て
も
多
様
だ
。
額
縁
に

収
ま
っ
た
風
景
画
や
木
彫
り
、
石
彫
り
の
彫
刻
か
ら
、
染
織
、

看
板
、
本
立
て
や
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
と
い
っ
た
お
土
産
品
ま

で
幅
が
広
い
。
日
本
で
も
、
風
呂
屋
の
ペ
ン
キ
絵
を
は
じ
め

看
板
や
刺い
れ
ず
み青
な
ど
、
そ
の
種
類
を
数
え
れ
ば
き
り
が
な
い
。

美
術
教
育
に
よ
る
裏
づ
け
の
有
無
が
フ
ァ
イ
ン
と
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
の
領
域
を
わ
け
る
指
標
だ
と
い
う
も
の
の
、
本
当
は
こ

の
点
も
あ
や
し
い
。
と
い
う
の
は
、世
界
的
に
知
ら
れ
た
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
で
も
美
術
教
育
と
無
縁
な
人
も
少
な
く
な
い
か
ら

だ
。た
と
え
ば
一
九
八
〇
年
代
に
現
代
美
術
界
の
寵ち
ょ
う
じ児
と
な
っ

た
ジ
ャ
ン=

ミ
シ
ェ
ル
・
バ
ス
キ
ア
は
、
も
と
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
建
物
や
地
下
鉄
に
落
書
き
を
し
て
い
た
一
少
年
に
過
ぎ

な
い
。
も
っ
と
時
代
を
遡
れ
ば
日
曜
画
家
の
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー

が
い
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
逆
の
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
学
校

で
専
門
の
美
術
教
育
を
受
け
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
を
描
い

た
り
作
っ
た
り
し
て
い
る
人
と
な
る
と
大
勢
い
る
は
ず
だ
。

ま
た
こ
ち
ら
は
木き
の
し
た下

直な
お
ゆ
き之

氏
の
入
れ
知
恵
だ
が
、ポ
ピ
ュ
ラ
ー

の
意
味
を
「
人
気
が
あ
る
」
と
と
ら
え
直
せ
ば
、
モ
ネ
や
ル
ノ

ワ
ー
ル
、
ピ
カ
ソ
な
ど
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
と
い
え
な
く
も
な

い
。
さ
て
困
っ
た
。
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
の
輪
郭
が
ぼ
や
け
て
き

た
。
視
点
を
変
え
よ
う
。

愛
さ
れ
続
け
る
そ
の
わ
け
は

美
術
館
の
展
示
室
に
つ
い
て
、
前
か
ら
ひ
と
つ
気
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
美
術
作
品
を
見
て
笑
っ
て
い
る

人
を
あ
ま
り
見
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
い
や
、
ま
っ

た
く
見
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
っ
て
も
い
い
。
逆
に
街
な
か
で
は
、

何
ら
か
の
造
形
物
を
目
に
し
て
そ
の
意
表
を
つ
い
た
見
事
な
着

想
と
ユ
ー
モ
ア
に
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

じ
つ
は
、
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
を
隔
て
る

分ぶ
ん

水す
い

嶺れ
い
の
ひ
と
つ
に
笑
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
わ
た
し

は
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
る
。

美
術
館
で
は
な
ぜ
笑
う
人
が
い
な
い
の
か
。
ア
ー
ト
と
い

う
神
を
い
た
だ
く
神
殿
で
は
笑
う
こ
と
は
神
へ
の
冒ぼ
う

瀆と
く
で
あ
り
、

ご
法
度
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
れ
ば
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

ア
ー
ト
は
、
美
術
館
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
美
術
館

を
忌
避
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
笑
い
へ
の
水
脈
を
保
っ
て
い
る
貴

重
な
表
現
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

想
像
力
あ
ふ
れ
る
笑
い
は
、
と
き
に
既
存
の
秩
序
を
ひ
っ
く

り
返
し
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
笑
い
を
、
卑
俗
と
見
る
か
豊
か
と

見
る
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
ふ
た
つ
の
面
は
表
裏
一
体
な
の
だ
ろ
う
。

卑
俗
だ
か
ら
こ
そ
、
笑
い
は
底
知
れ
な
い
精
神
的
な
豊
か
さ
を

包
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

ア
ー
ト
が
笑
い
を
誘
う
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
文
字
通

り
ご
立
派
な
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
を
よ
そ
に
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト

が
絶
え
る
こ
と
な
く
存
在
し
、
人
び
と
か
ら
愛
さ
れ
続
け
て
い

る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
笑
い
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
そ
う
し
た

豊
か
さ
へ
の
根
強
い
要
請
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

笑
い
が
は
ら
む
豊
か
さ

川か
わ

口ぐ
ち 

幸ゆ
き

也や

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

〔特集〕
ポピュラーアートって何？

〔特集〕
ポピュラーアートって何？

〔特集〕
ポピュラーアートって何？

〔特集〕
ポピュラーアートって何？

〔特集〕
ポピュラーアートって何？

民博アフリカ展示「憩う」セクション。
床屋やカフェテラスに見られる色とりどりの看板は、ときにユーモアを感じさせる
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リキシャ・ペインティング
サイード・アハメッド・ホセイン「リキシャの工房」1994年　
福岡アジア美術館所蔵

「
美
術
」
と
そ
の
周
縁
に
あ
る
ア
ー
ト

理
屈
を
い
え
ば
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
（
大
衆
芸
術
）
が
あ
り
う

る
た
め
に
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
な
い
ア
ー
ト
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
な
い
ア
ー
ト
の
こ
と
を
一
般
に
、フ
ァ
イ
ン
ア
ー

ト
あ
る
い
は
ハ
イ
ア
ー
ト
、
あ
る
い
は
た
ん
に
ア
ー
ト
と
よ
ぶ
。
日

本
で
は
そ
れ
を「
美
術
」と
よ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー

ト
の
ほ
か
に
も
、
こ
の
「
美
術
」
と
相
互
に
浸
食
し
つ
つ
境
界
を
接

し
て
い
る
領
域
が
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ア
ー
ト
（
民
俗
芸
術
）
や
エ
ス

ニ
ッ
ク
ア
ー
ト
（
民
族
芸
術
）、
ク
ラ
フ
ト
（
工
芸
）
な
ど
が
そ
う

で
あ
り
、
日
本
に
は
さ
ら
に
「
民
芸
」
や
「
美
術
工
芸
」
な
ど
と
い

う
固
有
の
ジ
ャ
ン
ル
も
あ
る
。
こ
れ
ら
「
美
術
」
周
辺
の
領
域
を
明

確
に
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
に
関
し
て

は
、
都
市
生
活
が
生
み
出
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
に
お
い
て
美
術
と
い
う
こ
と
ば
が
生
ま
れ
た
の
は
、
明
治
五

年
の
こ
と
で
、
外
国
語
の
翻
訳
語
と
し
て
で
あ
っ
た
と
い
う
。
自
ら

の
内
発
的
な
必
然
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
欧
米
に
対
す
る
自
己
ア

ピ
ー
ル
の
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
は
象
徴
的
だ
。
そ
の
後
、「
美

術
学
校
」
や
「
美
術
館
」「
美
術
展
」「
美
術
史
」
な
ど
が
作
ら
れ
、

そ
こ
で
教
え
ら
れ
、
飾
ら
れ
、
言
及
さ
れ
る
も
の
が
美
術
と
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
美
術
が
西
洋
渡
来
の
制
度
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
く

過
程
で
、
同
時
に
そ
の
制
度
の
縁
辺
に
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
を
は

じ
め
と
す
る
周
縁
ア
ー
ト
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
ア
ジ
ア

の
ほ
と
ん
ど
の
国
で
は
、美
術
は
、さ
ら
に
新
し
い
制
度
な
の
で
あ
る
。

「
美
術
」
と
い
う
制
度
を
問
い
直
す

わ
た
し
は
、
美
術
館
学
芸
員
と
な
っ
て
一
〇
年
余
り
が
過
ぎ
た
こ
ろ
、

美
術
や
美
術
館
と
い
う
制
度
の
窮
屈
さ
に
、
次
第
に
大
き
な
違
和
感

を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
美
術
で
な
い
も

の
を
美
術
館
に
展
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
窮
屈
さ
を
な
ん
と
か
し
た

い
と
思
っ
た
。「
リ
キ
シ
ャ・ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ

―
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
」
展
（
一
九
九
四
年
福
岡
市
美
術
館
に

て
第
四
回
ア
ジ
ア
美
術
展
特
別
部
門
と
し
て
開
催
）
は
、
そ
う
し

て
企
画
さ
れ
た
。
リ
キ
シ
ャ
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
庶
民
の
乗
り
物

﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
な
い
ア
ー
ト
﹂ 

を
越
え
て

後う
し
ろ
し
ょ
う
じ

小
路 
雅ま

さ

弘ひ
ろ 

九
州
大
学
大
学
院
教
授
・
元
福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館
学
芸
員

で
、
都
市
を
走
る
人
力
タ
ク
シ
ー
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
み
て
も
「
美

術
」
な
ど
で
は
な
く
、
無
名
の
大
衆
の
芸
術
＝
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト

で
あ
る
。
た
だ
、
美
術
館
制
度
に
首
ま
で
つ
か
り
、
が
ん
じ
が
ら
め

に
な
っ
て
い
た
わ
た
し
（
た
ち
）
は
、
制
度
へ
の
反
逆
を
企
て
る
に

は
あ
ま
り
に
無
自
覚
で
認
識
不
足
で
あ
っ
た
の
で
、
都
市
に
生
き
る

リ
キ
シ
ャ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
リ

キ
シ
ャ
の
一
部
で
あ
り
、
美
術
館
に
展
示
し
や
す
い
形
式
の
＂
ペ
イ

ン
テ
ィ
ン
グ
＂
で
展
覧
会
を
構
成
し
た
。
作
者
の
名
と
と
も
に
絵
画

を
壁
に
飾
る
と
い
う
形
式
を
打
破
す
る
戦
略
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、展
覧
会
を
見
に
来
た
人
び
と
は
、そ
れ
を
「
美

術
」
と
し
て
し
か
観
よ
う
と
し
な
か
っ
た
、
せ
っ
か
く
「
美
術
」
で

な
い
も
の
を
展
示
し
た
と
い
う
の
に
。
結
局
、
わ
た
し
は
美
術
だ
か

ら
美
術
館
に
展
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
美
術
館
に
展
示
さ
れ
た

も
の
が
美
術
に
な
る
の
だ
と
い
う
逆
説
的
事
実
と
美
術
館
と
い
う

制
度
の
強
固
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
相
当
手

強
い
ぞ
と
あ
ら
た
め
て
気
を
引
き
締
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
い
う
の
も
当
時
の
わ
た
し
は
「
ア
ジ
ア
美
術
館
」
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
の
美
術
館
を
準
備
し
て
い
て
、
た
ん
に
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域

の
近
現
代
美
術
を
展
示
す
る
施
設
を
作
る
の
で
は
な
く
、
美
術
と

い
う
欧
米
中
心
の
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
や
、
美
術
制
度
を
問
い
直

し
た
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
が
ア
ジ
ア
に
特
化
す
る
美
術

館
を
作
る
意
味
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
リ
キ
シ
ャ
・
ペ
イ
ン

テ
ィ
ン
グ
を
皮
切
り
に
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ト
レ
ー
ド
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
、

イ
ン
ド
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
洋
風
画
な
ど
の
お
土
産
物
的
な
も
の
、
上

海
ポ
ス
タ
ー
や
文
革
ポ
ス
タ
ー
な
ど
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー
ト
な
ど
も

ろ
も
ろ
の
周
縁
ア
ー
ト
も
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
な
い

ア
ー
ト
と
と
も
に
い
っ
た
ん
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
て
、「
美
術
」
を
定
義

し
直
す
こ
と
を
目
指
し
た
。
美
術
館
に
ア
ジ
ア
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ア
ー

ト
を
展
示
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
た
ん
に
物
珍
し
さ
や
知
ら
れ
ざ
る

造
型
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち

が
当
た
り
前
の
よ
う
に
信
じ
て
い
る
「
美
術
」
と
い
う
も
の
を
、
あ

ら
た
め
て
問
い
直
す
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
思
う
。

リキシャ　1994年　
福岡アジア美術館所蔵　撮影・藤本健八 

チャイナ・トレード・ペインティング
作者不詳　「広東の商館」（部分）1850年ころ　
福岡アジア美術館所蔵

文革版画　1966-1967年　
福岡アジア美術館所蔵

杭穉英／穉英画室
アンカービールのポスター　1930年代
福岡アジア美術館所蔵
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神さま絵画を祭壇に飾る（ラージャスターン州 インド、2008年 10月）儀礼の一環として、神さま絵画に顔料をつける
（ラージャスターン州 インド、2008年 10月）

家々からもち寄った神さま絵画に拝礼
（ラージャスターン州 インド、1990年 8月）

古美術商の店内の様子
（ニューデリー インド、2010年 5月　撮影：福内千絵 民博外来研究員）

メキシコ国旗とともに飾られるグア
ダルーペの聖母像

記念写真をとるためのセットもある

人
び
と
の
心
を
つ
か
む
聖
母
像

お
よ
そ
二
〇
〇
〇
万
の
人
口
を
抱
え
る
巨
大
都
市
メ
キ

シ
コ
市
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
根
強
い
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
諸
国
で
も
、
ひ
と
き
わ
篤あ
つ

い
信
仰
を
集
め
る
特
別
の

聖
母
像
が
あ
る
。「
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
」
と
よ
ば
れ

る
聖
画
像
だ
。
一
九
七
〇
年
代
に
新
築
さ
れ
た
巨
大
な
聖

堂
に
安
置
さ
れ
る
こ
の
聖
母
像
の
前
に
は
い
つ
も
、
祈
り

を
捧
げ
る
人
が
絶
え
な
い
。
聖
堂
の
周
り
に
は
聖
母
像
の

複
製
や
さ
ま
ざ
ま
の
記
念
品
を
売
る
店
が
溢あ
ふ

れ
て
い
る

し
、
特
設
の
セ
ッ
ト
を
背
景
に
家
族
の
写
真
を
撮
る
こ
と

も
で
き
る
。
テ
ペ
ヤ
ク
の
丘
に
広
が
る
そ
の
広
大
な
聖
域

は
、
人
び
と
が
祈
り
と
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
日
を
過

ご
す
、
い
わ
ば
信
仰
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
だ
。
ス
ペ
イ
ン
に

よ
る
征
服
後
、
三
世
紀
に
わ
た
る
植
民
地
時
代
と
、
独

立
後
の
お
よ
そ
二
〇
〇
年
を
経
て
、
海
を
渡
っ
て
き
た
聖

母
像
は
す
っ
か
り
メ
キ
シ
コ
の
地
に
根
を
下
ろ
し
た
。

時
代
に
あ
わ
せ
て
人
に
寄
り
添
う

で
は
、《
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
》
は
、
な
に
ゆ
え
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
民
衆
の
心
を
し
っ
か
り
と
つ
か
ん
だ
の
だ

ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
の
は
、
メ
キ
シ
コ
固
有

の
宗
教
と
の
習
合
だ
。
確
か
に
こ
の
テ
ペ
ヤ
ク
の
丘
に

は
、
征
服
以
前
か
ら
地
母
神
的
な
女
神
を
ま
つ
る
聖
域

が
存
在
し
た
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
の
み
に
注
目
す
る
の
は

い
さ
さ
か
一
面
的
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
改
宗
先
住

民
フ
ア
ン
・
デ
ィ
エ
ゴ
の
前
に
聖
母
が
あ
ら
わ
れ
た
」
と

の
奇き
せ
き蹟

に
始
ま
る
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
像
の
由
来
を
初

め
て
公
に
し
、
聖
母
像
へ
の
崇
敬
を
広
め
た
の
は
、
多
く

は
植
民
地
生
ま
れ
の
ス
ペ
イ
ン
人

―
「
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
」

と
よ
ば
れ
る

―
の
エ
リ
ー
ト
聖
職
者
た
ち
で
あ
っ

た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
そ
の
奇
蹟
が
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る

「
一
五
三
一
年
」
か
ら
は
随
分
と
時
を
経
た
一
七
世
紀
の
半

ば
の
こ
と
。
彼
ら
は
、
征
服
直
後
に
遡
っ
て
「
奇
蹟
」
を

語
る
こ
の
物
語
を
通
じ
、
メ
キ
シ
コ
の
征
服
と
先
住
民
の

改
宗
が
、
神
の
意
志
に
適か
な

う
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
そ

う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
テ
ペ
ヤ
ク
の
丘
の
聖
母
像
は
こ
う

し
て
、「
本
国
」
に
対
す
る
植
民
地
メ
キ
シ
コ
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
さ
れ
て
い
く
。
ク
リ
オ
ー
リ
ョ

が
主
導
し
た
メ
キ
シ
コ
の
独
立
戦
争
の
際
に
は
、
聖
母
像

が
彼
ら
の
旗
印
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
た
。

だ
が
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
像
は
、
も
ち
ろ
ん
一
握
り

の
人
び
と
の
意
の
ま
ま
に
操
作
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。

近
代
メ
キ
シ
コ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
聖
母

像
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
革
命
期
に
は
、
蜂
起
し
た
E
・

サ
パ
タ
の
農
民
軍
の
軍
旗
に
も
な
る
。
聖
母
像
は
、
時
々

の
歴
史
状
況
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
び
と
の

さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
を
呑
み
込
み
、
そ
の
度
に
よ
り
大
き
な

存
在
と
な
っ
て
き
た
の
だ
。
歴
史
の
変
転
の
な
か
で
、
と

き
に
対
立
す
る
利
害
や
欲
求
に
応
え
て
き
た
こ
と
が
、
今

も
メ
キ
シ
コ
の
人
び
と
の
感
情
を
強
烈
に
刺
激
す
る
そ
の

存
在
感
を
、
一
枚
の
聖
画
像
に
与
え
て
い
る
。

グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
像 

歴
史
の
変
転
が
つ
く
っ
た「
民
衆
の
聖
母
」

岡お
か

田だ 

裕ひ
ろ

成し
げ

　
大
阪
大
学
准
教
授

実
用
品
と
し
て
の
絵
画

一一
月
末
に
閉
幕
し
た
企
画
展
「
イ
ン
ド 

ポ
ピ
ュ

ラ
ー
・
ア
ー
ト
の
世
界
」
で
は
、
お
も
に
二
〇
世

紀
前
半
イ
ン
ド
で
大
量
複
製
画
と
し
て
流
通
し
た

ア
ー
ト
作
品
を
展
示
し
た
。
そ
の
な
か
で
目
立
っ

て
多
か
っ
た
の
は
神
が
み
や
神
話
の
登
場
人
物
を

写
実
画
風
に
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
。
当
時
の
人

気
画
家
た
ち
は
、
西
洋
美
術
の
技
法
を
存
分
に
吸

収
し
、イ
ン
ド
の
神
が
み
の
世
界
を
西
洋
風
の
ア
ー

ト
と
し
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
イ
ン
ド

の
民
衆
は
、
こ
の
よ
う
な
写
実
的
な
「
神
さ
ま
絵

画
」
を
別
の
文
脈
で
と
ら
え
た
。
肉
感
的
な
神
が

み
を
自
分
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
身
近
な
存
在
と
感

じ
、
絵
画
を
礼
拝
の
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
。
祭

壇
に
祭
り
、
神
が
み
と
自
分
た
ち
の
視
線
を
交
錯

さ
せ
、
神
が
み
の
顔
や
身
体
に
顔
料
を
つ
け
た
り

塗
油
し
た
り
す
る
。
神
さ
ま
絵
画
は
、
視
覚
を
中

心
と
し
た
五
感
を
使
っ
て
神
が
み
と
交
渉
す
る
宗

教
的
な
行
為
に
は
必
須
の
ア
イ
テ
ム
、
ま
さ
に
実

用
品
と
し
て
大
衆
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

姿
を
変
え
て
な
お
、
暮
ら
し
に
寄
り
添
う

実
用
品
と
し
て
の
写
実
的
な
神
さ
ま
絵
画
は
、

イ
ン
ド
で
は
現
在
も
大
量
に
生
産
さ
れ
、
日
常
の

宗
教
的
行
為
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
宗
派
や
寺
院
が
開
設
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
礼
拝
用
の
ペ
ー
ジ
が
あ
り
、
極
彩
色
の
定
型

化
し
た
神
さ
ま
絵
画
が
あ
ら
わ
れ
る
。
昨
今
の
３

Ｄ
の
流
行
も
す
ば
や
く
神
さ
ま
絵
画
に
と
り
入
れ

ら
れ
、
角
度
を
変
え
る
と
複
数
の
ポ
ー
ズ
が
立
体

的
に
姿
を
あ
ら
わ
す
ホ
ロ
グ
ラ
ム
技
術
に
よ
る
絵

画
が
人
気
に
な
っ
て
い
る
。
３
Ｄ
画
像
は
肉
感
性
の

高
さ
や
、
ど
こ
か
ら
眺
め
て
も
見
る
者
を
見
つ
め
返

す
点
で
、
人
と
神
と
の
交
流
の
う
え
で
は
よ
り
理

想
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
。
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
せ
よ
、

３
Ｄ
画
像
に
せ
よ
、
神
像
に
直
接
塗
油
し
た
り
顔

料
を
つ
け
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
、
視
覚
を
通
じ
た
礼
拝
が
強
調
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
が
、
神
像
の
前
に
線
香
を
供
え
る
と

い
っ
た
行
為
は
守
ら
れ
、
五
感
に
よ
る
神
が
み
と
の

交
流
と
い
う
実
践
は
現
代
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
神
が
み
の
描
き
方
も
二
〇
世
紀
前
半
に
確
立

し
た
技
法
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
前
世
紀
に
作
り
上

げ
ら
れ
た
神
さ
ま
絵
画
の
伝
統
は
人
び
と
の
暮
ら

し
に
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

実
用
品
か
ら
観
賞
品
へ

二
〇
世
紀
前
半
の
神
さ
ま
絵
画
は
、
し
か
し
、

別
の
文
脈
で
現
代
イ
ン
ド
に
よ
み
が
え
っ
て
い
る
。

新
し
い
富
裕
層
が
骨こ
っ

董と
う

品ひ
ん
と
し
て
当
時
の
複
製
絵

画
を
買
い
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

デ
リ
ー
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
通
り
に
あ
る
古

美
術
商
な
ど
で
は
当
時
の
ポ
ス
タ
ー
な
ど
が
結
構

な
値
段
で
と
り
引
き
さ
れ
て
い
る
。
骨
董
品
と
し

て
の
神
さ
ま
絵
画
は
も
は
や
実
用
品
で
は
な
く
鑑

賞
用
と
し
て
飾
ら
れ
る
。
当
時
の
画
家
の
意
図
は
、

約
一
〇
〇
年
の
と
き
を
隔
て
て
皮
肉
な
形
で
実
現

し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

﹁
神
さ
ま
絵
画
﹂の
今
日
　
三み

尾お 

稔み
の
る　

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー
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人
類
最
古
の
身
体
装
飾

今
年
の
夏
、
須す

ま磨
海
水
浴
場
の
人
出
が
過
去
最

低
に
な
っ
た
。
神
戸
市
が
刺い
れ
ず
み青

︵
タ
ト
ゥ
ー
︶
の
露

出
を
禁
止
す
る
条
例
を
発
し
た
た
め
だ
と
い
う
。
そ

れ
で
入
場
者
が
激
減
す
る
と
は
、
い
か
に
多
く
の
者

が
タ
ト
ゥ
ー
を
入
れ
て
い
る
か
と
い
う
証
左
で
あ
る
。

現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
若
者
の
じ
つ
に
半
数
近
く
が
タ

ト
ゥ
ー
を
入
れ
て
い
る
と
い
う
報
告
が
あ
り
、
日
本

で
も
近
年
、
タ
ト
ゥ
ー
を
入
れ
る
若
者
が
目
立
っ
て

き
た
。
し
か
し
、
同
じ
身
体
加
工
で
も
、
ピ
ア
ス
や

美
容
整
形
は
す
っ
か
り
市
民
権
を
え
て
い
る
の
に
、

タ
ト
ゥ
ー
の
み
が
い
ま
だ
に
強
い
偏
見
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
。

刺
青
は
人
類
最
古
の
身
体
装
飾
で
あ
り
、
太
古

か
ら
世
界
中
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
習
俗
で
あ
る
。

現
在
も
社
会
の
最
下
層
の
者
や
囚
人
に
ま
で
広
く

行
き
わ
た
っ
て
い
る
が
、
逆
に
、
芸
術
を
享
受
す
る

よ
う
な
階
層
に
は
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
社

会
階
層
と
結
び
つ
い
た
民
衆
芸
術
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
た
だ
し
、
日
本
で
は
本
来
、
刺
青
は
単
な
る
身

体
装
飾
に
と
ど
ま
ら
ぬ
重
要
な
芸
術
表
現
で
あ
っ
た
。

精
神
と
肉
体
が
融
合
す
る
芸
術

日
本
の
刺
青
は
、
一
八
二
七
年
に
歌う
た

川が
わ

国く
に

芳よ
し

が

﹃
水す
い

滸こ

伝で
ん

﹄
の
挿
絵
を
出
版
し
た
こ
と
を
機
に
大
流

行
し
、
侠
き
ょ
う
客か
く
や
博ば
く
徒と

だ
け
で
な
く
職
人
た
ち
が
競
っ

て
刺
青
を
彫
っ
た
。
具
体
的
な
絵
柄
が
全
身
に
展
開

す
る
大
規
模
な
刺
青
は
、
世
界
で
も
類
を
見
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
往
来
に
あ
ふ
れ
、
日
に
照

り
輝
い
て
い
た
。
し
か
し
明
治
政
府
は
一
八
七
二
年

以
降
、
刺
青
を
禁
止
す
る
。
戦
後
よ
う
や
く
合
法
と

な
っ
て
も
、一
般
人
が
入
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
り
、

い
つ
し
か
裏
社
会
や
ア
ウ
ト
ロ
ー
の
刻
印
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

全
身
に
刺
青
を
入
れ
た
人
間
は
、
自
分
の
刺
青
の

全
容
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
他
人
に
見
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
意
識
し
、
そ
の
人
間
性
も

刺
青
の
文
様
と
一
体
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
水
滸
伝

の
豪
傑
を
背
負
っ
た
者
は
そ
れ
に
な
り
き
り
、
龍
を

彫
っ
た
者
は
天
上
雄
飛
の
心
を
擬
し
、
桃
を
入
れ
た

者
は
桃
太
郎
の
よ
う
に
鬼
を
も
征
す
る
気
概
を
示
し

た
。
刺
青
は
、
本
人
の
自
意
識
と
他
者
の
眼
差
し
と

の
合
成
物
で
あ
り
、
自
他
の
相
互
関
係
の
う
え
に
成

り
立
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
芸
術
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
芸
術

概
念
に
は
な
い
、
肉
体
と
人
間
性
と
が
融
合
し
た
生

き
た
芸
術
と
い
っ
て
も
よ
い
。

日
本
の
若
者
た
ち
が
軽
々
し
く
入
れ
て
い
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
が
欧
米
の
ヒ
ッ
ピ
ー
文
化
の
系
譜
を
ひ
く

稚
拙
な
タ
ト
ゥ
ー
に
す
ぎ
な
い
が
、
今
で
も
日
本
の

刺
青
は
世
界
一
と
い
わ
れ
、
高
度
な
技
術
が
継
承
さ

れ
て
い
る
。

タ
ブ
ー
で
あ
る
こ
と
が
深
み
を
増
す

こ
う
し
た
芸
術
の
公
開
展
示
、
つ
ま
り
露
出
を
禁

じ
る
こ
と
は
、
伝
統
文
化
の
破
壊
に
つ
な
が
り
か
ね

な
い
。
も
っ
と
も
、
タ
ブ
ー
に
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

こ
れ
を
自
ら
に
刻
む
者
に
も
相
応
の
覚
悟
が
要
求
さ

れ
、
社
会
の
裏
側
で
あ
や
し
く
輝
く
も
の
に
な
る
と

い
え
よ
う
。
日
本
に
は
、
秘
仏
の
よ
う
に
、
秘
匿
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
値
を
高
め
る
美
術
の
伝
統
が

あ
る
が
、
刺
青
の
美
は
、
幕
末
の
社
会
と
ち
が
っ
て

公
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
深
み
を
増
す
の
か

も
し
れ
な
い
。
弾
圧
や
偏
見
に
負
け
ず
、
し
た
た
か

に
継
承
さ
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

﹁
ア
ー
ト
﹂
と 

不
釣
り
合
い
な 

日
本
マ
ン
ガ

ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ン
ト 

京
都
精
華
大
学
マ
ン
ガ
学
部
教
授

美
術
と
し
て
の
刺
青

宮み
や

下し
た 

規き

久く

朗ろ
う　

神
戸
大
学
准
教
授

歌川国芳《通俗水滸伝豪傑百八人一個　浪子燕青》 【参考文献】 
『美術フォーラム 21』特集「漫画とマンガ、そして芸術」（醍醐書房、2011年）
小田切博「『マンガ』という自明性　ガラパゴス島に棲む日本のマンガ言説」、J・ベルント編『世界のコミッ
クスとコミックスの世界』京都・国際マンガ研究センター、2010年、pp. 53-67
http://imrc.jp/lecture/2009/12/comics-in-the-world.html

制
度
が
決
め
る

日
本
マ
ン
ガ
は
ま
さ
し
く
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
」
で
は
あ
る
が
、

必
ず
し
も
「
ア
ー
ト
（
芸
術
）」
で
は
な
い
。
業
界
に
支
え
ら

れ
文
化
と
し
て
普
及
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ア
ー
ト
の
権
威
に

頼
る
必
要
は
も
は
や
な
い
。

日
本
で
マ
ン
ガ
を
「
芸
術
」
と
す
る
の
は
、
そ
の
読
者
で
は

な
く
た
と
え
ば
文
化
庁
だ
。
二
〇
〇
一
年
の
文
化
芸
術
振
興
基

本
法
で
は
、
マ
ン
ガ
は
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
の
ひ
と
つ
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
。
従
来
、「
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
」
と
の
対
比
で
も
ち

い
ら
れ
て
き
た
「
大
衆
芸
術
」
と
い
う
語
を
使
用
せ
ず
、
あ
ら

た
に
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
い
う
枠
組
み
を
も
ち
だ
し
た
こ
と

は
、
上
下
関
係
を
避
け
て
「
芸
術
」
の
範
囲
を
横
並
び
に
拡

大
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
し
め
し
て
い
る
。

マ
ン
ガ
の
批
評
力

そ
も
そ
も
英
語
の
「
ア
ー
ト
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
現

在
日
本
語
の
「
芸
術
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
受
け
る
印
象

ほ
ど
、
威
厳
を
も
た
な
い
。

た
と
え
ば
日
本
の
読
者
に
、
マ
ン
ガ
の
表
現
手
法
を
理

論
化
し
た
、ア
メ
リ
カ
の
マ
ン
ガ
家
Ｓ・マ
ク
ラ
ウ
ド
の
『
マ

ン
ガ
学
』
に
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に
は
、
英
文
に
示
さ
れ

た
「
ア
ー
ト
」
を
「
表
現
」
と
翻
訳
す
る
の
が
得
策
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
日
本
の
代
表
的
な
専
門
書
『
マ
ン
ガ
の
読

み
方
』
な
ど
を
通
し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
特
有
の
文
法

を
分
析
し
て
き
た
研
究
が
、「
マ
ン
ガ
表
現
論
」
と
い
う
名

称
で
定
着
し
た
こ
と
も
、
ア
ー
ト
と
マ
ン
ガ
の
関
係
を
再
考

す
る
う
え
で
興
味
深
い
。

一
方
、
芸
術
を
排
除
し
な
い
マ
ン
ガ
論
も
日
本
に
は
存
在
し

て
い
た
。一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た
石い
し
子こ

順じ
ゅ
ん

造ぞ
う
の
『
マ
ン
ガ

芸
術
論
』
と
鶴つ
る

見み

俊し
ゅ
ん

輔す
け
の
『
限
界
芸
術
論
』
は
そ
の
代
表
だ
。

「
芸
術
」
と
し
て
マ
ン
ガ
を
と
ら
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
マ
ン
ガ

の
も
つ
社
会
へ
の
批
評
力
に
着
目
し
た
彼
ら
の
論
考
は
、
現
代

に
お
い
て
な
お
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
マ
ン
ガ
業
界
の
成
熟
と
マ
ン
ガ
世
代
自
ら
が
評
論

す
る
時
代
と
な
り
、言
説
の
対
象
は
社
会
全
体
か
ら
「
オ
タ
ク
」

な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
そ
の
嗜
好
へ
と
内
向
き
に
シ
フ
ト
し

た
。
そ
し
て
、
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
や
海
外
コ
ミ
ッ
ク 

、
さ
ら
に
現

代
芸
術
と
の
交
流
は
ま
す
ま
す
意
識
の
外
に
お
い
や
ら
れ
、
石

子
ら
が
「
芸
術
」
と
し
て
マ
ン
ガ
を
と
ら
え
た
際
、
そ
こ
に
そ

な
わ
っ
て
い
た
は
ず
の
批
評
力
は
稀
薄
化
し
て
い
る
。

3
・
11
と
い
う
未み

ぞ

う
曾
有
の
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
今
日
、
マ
ン

ガ
が
鳴
ら
し
て
い
た
は
ず
の
警
鐘
と
そ
の
受
け
入
れ
方
に
つ
い

て
あ
ら
た
め
て
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

読
者
自
ら
が

最
後
に
も
う
一
点
。
マ
ン
ガ
と
ア
ー
ト
の
不
釣
り
合
い
は
制

度
や
言
説
に
限
ら
な
い
。
表
現
様
式
に
対
す
る
受
け
手
の
態

度
も
そ
れ
ぞ
れ
根
本
的
に
異
な
る
の
だ
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
、
芸
術
作
品
の
鑑
賞
は
、
表
現
の
形
態

そ
の
も
の
や
素
材
な
ど
に
着
目
し
た
う
え
で
作
品
の
意
味
合
い

を
探
求
す
る
と
い
う
姿
勢
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に

対
し
、
マ
ン
ガ
の
過
半
数
は
読
書
と
い
う
過
程
を
経
る
こ
と
で
、

個
々
の
作
品
が
も
つ
独
自
の
表
現
で
す
ら
、
ま
す
ま
す
意
識
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
受
け
手
は
、「
芸
術
」
の
制

度
や
言
説
に
と
ら
わ
れ
ず
、
マ
ン
ガ
を
「
ア
ー
ト
」
と
同
様
に
、

つ
ま
り
表
現
自
体
に
注
目
し
な
が
ら
読
む
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。

膨大な作例をもとに「絵・コマ・ことば」等、マ
ンガの表現手法に着目した専門書
『マンガの読み方』（宝島社、1995年）

フランス・ベルギーのマンガ「バンド・デシネ」。その
個性派を代表する作家が 描いたのは、病を患う男
と家族の物語
ダビッド・べー『大発作』（明石書店、2007年）
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こめられたカートゥーン。ここでは
作者自らが「これってアート？」と
問うている。
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ま
り
出
て
き
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た

側
面
に
着
目
す
る
本
研
究
は
、
学
術
面
と
実
践
面

の
双
方
に
お
い
て
、
意
義
深
い
も
の
に
な
る
と
考

え
て
い
る
。

本
研
究
の
目
指
す
方
向
の
彼
方
に
は
、「
市
民

社
会
」
を
め
ぐ
る
研
究
領
域
が
広
が
っ
て
い
る
。

「
市
民
社
会
」
の
理
念
そ
の
も
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル

に
展
開
さ
れ
て
い
る
現
在
で
は
、
従
来
の
西
欧
中

心
の
市
民
社
会
論
に
対
し
て
、
そ
の
限
界
が
指
摘

さ
れ
は
じ
め
て
お
り
、「
新
し
い
市
民
社
会
」
論

の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「
市
民
社
会
」
に
関
す
る
議
論
の
潮
流
に
対
し
て
、

本
研
究
で
は
、
既
存
の
市
民
社
会
論
を
発
展
さ
せ
、

グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
論
な
ど
の
理
論
を
加
え
な

が
ら
、「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
の
構
築
を
目
指

し
た
い
。

ま
た
、
本
研
究
で
は
、
人
類
学
的
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
の
問
い
直
し
も
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。
研
究
者
と
し
て
の
立
場
や
学
問
の

位
置
づ
け
を
考
慮
し
な
が
ら
、
N
G
O
と
の
連
携

を
視
野
に
入
れ
た
新
た
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の

可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

地
球
規
模
で
広
が
る
支
援
の
輪

今
日
、
N
G
O
を
代
表
と
す
る
市
民
社
会
の
ア

ク
タ
ー
は
、
人
類
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
よ

り
大
き
な
存
在
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

わ
た
し
が
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い
る
マ

レ
ー
シ
ア
の
先
住
民
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
社
会
の
場

合
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
N
G
O
が
フ
ィ
ー
ル

ド
で
あ
る
村
に
登
場
し
た
が
、
当
時
、
N
G
O
に

か
か
わ
る
村
人
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
実
際
に

N
G
O
が
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
社
会
全
体
に
与
え
る

影
響
も
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
を

過
ぎ
る
こ
ろ
か
ら
、
次
第
に
N
G
O
に
か
か
わ
る

人
び
と
が
増
え
始
め
、
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
に
対
す

る
N
G
O
の
支
援
活
動
も
活
発
化
し
て
き
た
。
今

日
で
は
、
オ
ラ
ン
・
ア
ス
リ
の
調
査
を
お
こ
な
う

う
え
で
は
、
N
G
O
の
存
在
を
無
視
で
き
な
い
状

況
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
N
G
O
が
主
張
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
、
た
と
え
ば
、
土
地
の
所
有
権

や
先
住
民
の
権
利
に
、
人
類
学
者
自
身
も
関
心
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

N
G
O
の
登
場
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
村

の
人
び
と
の
人
間
関
係
に
変
化
が
生
じ
て
き
た
。

従
来
、
村
の
人
び
と
は
、
血
縁
や
地
縁
に
基
づ
く

関
係
性
の
な
か
で
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
近
年

で
は
、
N
G
O
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
血

縁
や
地
縁
に
基
づ
く
関
係
性
を
超
え
た
友
人
・
知

人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
い
る
。
村
の
人

び
と
、
特
に
若
い
世
代
の
人
び
と
は
、
従
来
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
関
係
性
の
な
か
で
生
き
る

よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
な
ど
の
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
つ
な
が
る
こ
と
で
、

そ
の
関
係
性
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
N
G
O
と
人
類
学
が
接
近
し
て
い

る
状
況
や
人
び
と
の
関
係
性
が
変
化
し
て
い
る
状

況
と
い
う
の
は
、
世
界
各
地
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
お
こ
な
っ
て
い
る
人
類
学
者
で
あ
れ
ば
、
程
度

の
差
は
あ
れ
、
実
感
し
て
い
る
事
柄
な
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
他
の
地
域
の
状
況
や
N
G
O

と
人
類
学
の
関
係
性
に
興
味
を
抱
い
た
わ
た
し
は
、

民
博
の
同
僚
と
議
論
を
重
ね
、
そ
の
結
果
、

N
G
O
活
動
の
現
場
に
関
す
る
人
類
学
的
な
共
同

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。

ミ
ク
ロ
な
視
点
を
活
用
す
る

本
研
究
の
目
的
は
、
ふ
た
つ
で
あ
る
。
ひ
と
つ

は
、
N
G
O
活
動
の
現
場
に
お
け
る
人
び
と
の
新

た
な
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も

う
ひ
と
つ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
支
援
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
人
類
学
の
ミ
ク
ロ
な
視
点
を
生
か
し
て
ロ
ー
カ

ル
な
現
場
か
ら
解
明
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
共

同
研
究
会
で
は
、
N
G
O
活
動
に
参
加
す
る
そ
れ

ぞ
れ
の
ア
ク
タ
ー
が
い
か
に
し
て
新
た
な
関
係
性

を
構
築
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
ロ
ー
カ
ル
な

場
に
お
け
る
人
び
と
の
関
係
性
が
N
G
O
を
媒
介

に
し
て
い
か
に
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
く
の

か
を
検
討
し
て
い
く
。
さ
ら
に
欲
を
い
え
ば
、
グ

ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
論
な
ど
の
新
し
い
市
民
社
会

の
あ
り
方
に
つ
い
て
人
類
学
の
立
場
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
研
究
は
ま
た
、
N
G
O
に
関
す
る
こ
れ
ま
で

の
研
究
に
人
類
学
の
立
場
か
ら
一
石
を
投
じ
る
も

の
に
な
る
と
期
待
し
て
い
る
。
従
来
、
N
G
O
の

研
究
と
い
え
ば
、
組
織
論
や
類
型
論
な
ど

「
N
G
O
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
規
範
的

な
研
究
が
多
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
組
織
と
ロ
ー
カ

ル
な
組
織
あ
る
い
は
現
場
と
の
複
雑
な
影
響
関
係

を
十
分
に
把
握
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
意

味
で
、
人
類
学
研
究
で
あ
る
本
研
究
は
、
ロ
ー
カ

ル
な
現
場
に
着
眼
点
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
既
存

の
研
究
に
新
た
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
て
い
る
。

「
新
し
い
市
民
社
会
」の
構
築
を
目
指
し
て

今
日
の
世
界
で
は
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
と

し
た
人
び
と
の
相
互
作
用
が
、
こ
れ
ま
で
に
な
い

速
度
で
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
り
、
ロ
ー
カ
ル
な
場

へ
も
深
く
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

人
び
と
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

媒
介
と
し
て
、
自
ら
が
世
界
の

人
び
と
と
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
従
来
、
人

類
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
、
あ
ま

り
観
察
さ
れ
え
な
か
っ
た
イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
で
あ
る
。

N
G
O
活
動
の
現
場
で
も
同
様

の
事
態
が
起
き
て
い
る
が
、
そ

う
し
た
局
面
の
変
化
に
対
応
し

た
研
究
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
あ

情報のグローバル化にともない、遠く離れた地域の状況を知り、その情報を世界の人び
とが共有できる時代となった。それとともに人類学が研究のフィールドとしてきた周辺地
域においても、ＮＧＯを代表とするあらゆる協力活動が生まれ、現地の生活環境にさま
ざまな変化をうみだしている。本研究では、人類学のミクロな視点を生かしつつ、ＮＧＯ
の活動現場における新たな人間関係とグローバルな支援のメカニズムをさぐりたい。

信
の ぶ

田
た

 敏
と し ひ ろ

宏
民博 研究戦略センター

マレーシア先住民を支援するNGOスタッフ

学生ボランティアが訪問したマレーシア先住民の村

ミクロな視点でグローバルな支援のメカニズムをさぐる

共
同
研
究

「
N
G
O
活
動
の
現
場
に
関
す
る
人
類
学
的
研
究

―
グ
ロ
ー
バ
ル
支
援
の
時
代
に
お
け
る
新
た
な

関
係
性
へ
の
視
座
」

2
0
1
1
年
10
月
～
２
０
１
４
年
３
月

代
表
者
：
信
田 

敏
宏

10   11    2011年 12月号



特
別
展

「
千
島
・
樺
太
・
北
海
道 

ア
イ
ヌ
の
く
ら
し

―
ド
イ
ツ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
―
」

会
期
　
12
月
6
日
（
火
）
ま
で

会
場
　
特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「A
inu P

ast and
 P

resent

―
マ
ン
ロ
ー
の
フ
ィ
ル
ム
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
」

日
時
　
12
月
4
日
（
日
）
13
時
30
分
〜
15
時
45
分

　
　
　（
開
場
13
時
）

会
場
　
講
堂
（
先
着
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
当
日
10
時
か
ら
講
堂
入
口
に
て
整
理
券
を
配
布

お
問
い
合
わ
せ
先

広
報
企
画
室
　
企
画
連
携
係

電
話
　

0
6・
6
8
7
8・
8
2
1
0

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

12
月
3
日
（
土
）

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

12
月
4
日
（
日
）

※
詳
細
は
24
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館 

講
堂

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
（
13
時
開
場
）

定
員　
４
５
０
名
（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　
無
料
（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
、
観
覧
料
が
必
要
で
す
）

第
4
0
3
回
　
12
月
17
日（
土
）

中
東
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
―
し
た
た
か
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

講
師　
菅
瀬
晶
子 （
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
人
口
の

90
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め

る
中
東
で
、
圧
倒
的
少
数
派

な
が
ら
、「
イ
エ
ス
が
生
ま

れ
育
っ
た
土
地
」
に
生
き
る

者
と
し
て
の
誇
り
を
持
つ
キ

リ
ス
ト
教
徒
た
ち
。
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
彼
ら
の
日

常
生
活
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

と
の
関
係
、
歴
史
の
な
か
で

の
役
割
を
、
パ
レ
ス
チ
ナ
や

レ
バ
ノ
ン
な
ど
、
東
地
中
海

地
域
の
事
例
を
も
と
に
ご
紹

介
し
ま
す
。

第
4
0
4
回
　

1
月
21
日（
土
）

【「
た
っ
ぷ
り
ア
メ
リ
カ
―
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
2
」関
連
】

ア
メ
リ
カ
南
西
部
先
住
民
の
宝
飾
品

講
師　
伊
藤
敦
規
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

き
ら
め
く
銀
、
空
色
の
ト
ル

コ
石
、
太
陽
の
赤
の
サ
ン
ゴ
。

ア
メ
リ
カ
南
西
部
の
先
住
民

の
宝
飾
品
は
広
く
世
界
に
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域

の
民
族
集
団
に
特
徴
的
な
宝

飾
品
の
様
式
を
ご
紹
介
す
る

と
と
も
に
、
民
族
集
団
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
創
出
し
た
ホ
ピ

族
の
宝
飾
品
産
業
の
歴
史
と

現
状
を
詳
し
く
解
説
し
ま
す
。

国立民族学博物館友の会　電話06-6877-8893（平日9時～17時）　FAX06-6878-3716  
 http://www.senri-f.or.jp/      e-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

電話  06-6876-3112
FAX  06-6876-0875
e-mail shop@senri-f.or.jp
水曜日定休

ウェブサイトもご覧ください。
オンラインショップ
「World Wide Bazaar」

http://www.senri-f.or.jp/shop/

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

友の会

国立民族学博物館
ミュージアム・ 
ショップ

い
ま
、
南
米
産
の
ア
ル
パ
カ
を
つ
か
っ
た
セ
ー
タ
ー
や
カ
ー

デ
ィ
ガ
ン
、
手
袋
、
耳
あ
て
帽
な
ど
を
た
く
さ
ん
と
り
そ
ろ
え

て
い
ま
す
。

生
後
1
年
の
ア
ル
パ
カ
の
産
毛
は
「
ベ
ビ
ー
ア
ル
パ
カ
」
と
よ

ば
れ
、
非
常
に
柔
ら
か
く
、
保
温
性
に
優
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
つ
か
っ
た
製
品
は
、
寒
い
冬
で
も
ほ
っ
こ
り
あ
た
た
か
く
、

冷
え
た
体
と
心
を
包
み
込
ん
で
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

お
気
に
入
り
の
ア
ル
パ
カ
を
見
つ
け
に
、
ぜ
ひ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
に
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

会
期
　

2
0
1
2
年
1
月
7
日（
土
）〜
3
月
25
日（
日
）

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

「
ア
ン
デ
ス
の
楽
器「
マ
ト
ラ
カ
」を
つ
く
ろ
う
」

日
時
　

2
0
1
2
年
1
月
9
日
（
月
・
祝
）　
13
時

30
分
〜
16
時
30
分

会
場
　
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
及
び
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
要
申
込
、
参
加
費
8
4
0
円
（
材
料
費
な
ど
実
費
）

お
問
い
合
わ
せ
・
参
加
申
込
先

財
団
法
人
千
里
文
化
財
団

電
話
　

0
6・
6
8
7
7・
8
8
9
3

※
た
っ
ぷ
り
ア
メ
リ
カ
関
連
の
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
は
左
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
他
に
も
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
お
楽
し
み
に
！

「
ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
展
―
未
来
を
探
検
す
る
知
の

道
具
―
」

今
春
み
ん
ぱ
く
で
開
催
さ
れ
て
い
た
特
別
展
「
ウ
メ

サ
オ
タ
ダ
オ
展
―
知
的
先
覚
者
の
軌
跡
」
を
バ
ー

ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
、
と
く
に
「
情
報
産
業

論
」
に
関
す
る
展
示
が
増
え
ま
す
。

会
期
　
12
月
21
日（
水
）〜
2
0
1
2
年
2
月
20
日（
月
）

友
の
会
講
演
会（
大
阪
）

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館　
第
５
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

96
名
（
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示
）

◆「
た
っ
ぷ
り
ア
メ
リ
カ

　

 

―
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
2
」関
連

第
4
0
3
回
　

1
月
7
日（
土
）14
時
〜
15
時

【
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
醍
醐
味
を
語
る
】

ア
マ
ゾ
ン
川
上
流
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化

│
ボ
リ
ビ
ア
、
モ
ホ
ス
平
原
の
自
然
と
歴
史
│

講
師　
齋
藤 

晃
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
の
南
西
の
端
、
ア
ン
デ
ス
山
脈
と
の
狭
間
に

は
、
日
本
の
総
面
積
の
約
半
分
に
相
当
す
る
広
大
な
平
原
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
高
温
多
湿
の
厳
し
い
自
然
環
境
に
お
け
る
人

び
と
の
暮
ら
し
、
そ
し
て
西
欧
と
の
接
触
以
降
の
複
雑
な
歴
史

を
、
わ
た
し
の
個
人
的
体
験
を
交
え
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

第
4
0
4
回
　

2
月
4
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
醍
醐
味
を
語
る
】

マ
ヤ
か
ら
世
界
へ

│
私
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
体
験

講
師　
鈴
木 

紀
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

◆「
た
っ
ぷ
り
ア
メ
リ
カ

　

 

―
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
2
」関
連

親
子
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

1
．ア
ン
デ
ス
の
楽
器
「
マ
ト
ラ
カ
」
を
つ
く
ろ
う
　

 

1
月
9
日
（
月
・
祝
）

2
．ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
カ
ー
ニ
バ
ル
の
仮
面
を
つ
く
ろ
う

 

2
月
12
日
（
日
）

3
．ひ
ょ
う
た
ん
の
楽
器
を
つ
く
ろ
う
│
ホ
ピ
の
く
ら
し
と
お
天
気

 

3
月
10
日
（
土
）

※
す
べ
て
要
申
込
。
内
容
や
費
用
な
ど
の
詳
細
は
上
記
友
の
会

ま
で
。

第
64
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

進
化
す
る
日
本
酒
づ
く
り
│
伏
見
か
ら
世
界
へ（
仮
）

日
時
　

2
月
26
日
（
日
）
10
時
30
分
〜
16
時

〈
訪
問
先
〉
御
香
宮
神
社
、
月
桂
冠
大
倉
記
念
館
ほ
か

※
申
込
先
着
順
。
内
容
や
費
用
な
ど
の
詳
細
は
上
記
友
の
会
ま
で
。

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト

「
た
つ
」

2
0
1
2
年
の
干
支
で
あ
る
「
た
つ
」
を
テ
ー
マ

に
、
み
ん
ぱ
く
所
蔵
の
資
料
や
写
真
、
世
界
各
地
の

「
た
つ
」
に
か
か
わ
る
興
味
深
い
情
報
を
パ
ネ
ル
な

ど
を
使
っ
て
、
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
本
館

展
示
場
内
の
「
た
つ
」
資
料
を
探
し
に
行
く
催
し

も
開
催
し
ま
す
。
年
末
年
始
の
1
日
を
、
世
界
の

人
び
と
と
「
た
つ
」
の
つ
な
が
り
を
探
っ
て
み
ま
せ

ん
か
？

会
期
　
12
月
15
日（
木
）〜
2
0
1
2
年
1
月
31
日（
火
）

会
場
　
本
館
展
示
場
内

IN
D

A
S 

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

"M
ed

ia and
 Pow

er in C
o

ntem
p

o
rary 

So
uth A

sia"
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
発
展
す
る
既
存
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
や
、
新
技
術
に
触
発
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
・
メ

デ
ィ
ア
が
南
ア
ジ
ア
の
社
会
や
権
力
の
あ
り
方
の
変

容
に
及
ぼ
す
影
響
を
、
多
角
的
に
検
討
し
ま
す
。

（
発
表
討
論
は
英
語
。
通
訳
な
し
）

日
時
　
12
月
17
日
（
土
）、
18
日
（
日
）
10
時
30
分

〜
18
時 （
両
日
と
も
）

会
場
　
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員
　
15
名

※
参
加
無
料
、
要
申
込

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
氏
名
・
連
絡
先
を
明
記

の
上
、
左
記
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ま
で
メ
ー
ル
に
て

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

人
間
文
化
研
究
機
構
「
現
代
イ
ン
ド
地
域
研
究
」

プ
ロ
グ
ラ
ム
　
国
立
民
族
学
博
物
館
拠
点
事
務
局

E
-m

ail: m
in

d
as@

id
c.m

in
p

aku
.ac.jp

「
た
っ
ぷ
り
ア
メ
リ
カ

―
春
の
み
ん
ぱ
く

フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
2
」

雪
と
氷
の
地
、
乾
燥
し
た
砂
漠
や
草
原
、
熱
帯
雨
林

な
ど
の
多
様
な
自
然
。
古
代
文
明
の
興
亡
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
よ
る
植
民
地
化
、
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
か

ら
の
移
民
な
ど
の
重
層
的
な
歴
史
。
そ
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
間
と
文
化
の
出
会
い
と
交
わ
り
。
ア
メ
リ

カ
の
多
様
性
と
奥
行
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

イ
ベ
ン
ト
を
た
っ
ぷ
り
用
意
し
ま
し
た
。

今
年
の
冬
は
暖
か
い
ア
ル
パ
カ
と

過
ご
し
ま
せ
ん
か

ポンチョ １４，７００円
ベレー帽 １，５７５円
手袋 １，８９０円（すべて税込み）
※他セーターやカーディガン、ベストなど色々取りそろえております。

会
場
　
日
本
科
学
未
来
館
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●
展
示
場
新
構
築
の
お
知
ら
せ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
と
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー

ン
が
来
年
3
月
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
1
月
上
旬
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
が
、
展

示
場
新
構
築
工
事
の
た
め
閉
鎖
さ
れ
る
予
定
で
す
。

今
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
の
見
納
め
で
す
の
で
、
ぜ
ひ

展
示
場
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

●
休
館
日
・
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
は
12
月
28
日
（
水
）
か
ら
1
月
4
日

（
水
）
ま
で
休
館
し
ま
す
。

1
月
9
日
（
月
・
祝
）
成
人
の
日
は
、
本
館
展
示
を

無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
、
自
然
文
化

園
（
有
料
区
域
）
を
通
行
さ
れ
る
場
合
、
入
園
料
が

必
要
で
す
。

＊
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
9
時
か
ら

17
時
（
土
・
日
・
祝
を
除
く
）
で
す
。

刊行物紹介

■陳 天璽 著
『無国籍』
新潮社　定価：580円

横浜中華街で育ちながら、空
港での入国拒否という衝撃的
な形で、自らが無国籍者である
ことを知った著者。曲折を経て
日本国籍を取得するまでを、多
くの無国籍者たちのルポを交
えつつ語った半生記。
（東京新聞 2011年10月2日
文庫書評より）

■駒井 洋 監修、陳 天璽・小林 知子 編著
『東アジアのディアスポラ （叢書グローバル・ディアスポラ1）』
明石書店　定価：5 ,250円

日本、中国、朝鮮半島出身の
ディアスポラの離散過程と現
在の状況を概観する。「国民国
家」の枠組みや日本、朝鮮の単
一民族幻想のため、移住先で
の個別研究の枠組でくくられ
研究されることが多かった東
アジア地域のディアスポラを
一つにまとめ、比較検討する。

12   13    2011年 12月号
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い
う
。
そ
の
合
図
で
、
一
般
の
人
た
ち

は
、
遠
く
の
町
で
寄
宿
舎
暮
ら
し
を
し

て
い
る
子
ど
も
か
ら
の
便
り
な
ど
、
わ

が
家
あ
て
の
郵
便
物
が
あ
る
か
ど
う
か

を
確
か
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

む
か
し
の
郵
便
配
達
料
は
受
取
り
人

払
い
で
か
な
り
高
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

封
書
の
差
出
人
は
、
署
名
に
添
え
て
符

号
を
し
る
し
、
中
身
を
見
な
く
て
も
安

否
を
伝
え
る
と
い
う
方
法
も
と
っ
て
い

た
。
配
達
人
に
と
っ
て
は
無
駄
骨
だ
が
、

貧
し
い
村
人
た
ち
は
、
そ
の
符
号
を
見

る
だ
け
で
こ
と
足
り
た
。
切
手
が
考
案

さ
れ
て
近
代
的
な
郵
便
制
度
が
確
立
す

る
以
前
に
は
、
そ
ん
な
時
代
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
椅
子
、
見
た
こ
と
が
な
い
。

椅
子
の
全
面
に
、
世
界
中
各
地
各
国
の

切
手
が
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と

言
わ
ん
ば
か
り
に
幾
重
に
も
貼
り
付
け

て
あ
る
。

　

こ
れ
は
現
代
ア
ー
ト
の
オ
ブ
ジ
ェ
か
？

　

円
筒
形
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
納
め
ら

れ
た
こ
の
椅
子
、
じ
つ
は
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
の
中
央
郵
便
局
の
一
階
に
あ
る
博
物

館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。

ヘ
ル
シ
ン
キ
駅
前
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
広
場

に
面
し
て
建
っ
て
い
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

の
郵
政
史
関
係
資
料
が
と
て
も
わ
か
り

や
す
く
陳
列
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
向

け
に
（
大
人
も
乗
れ
る
）
郵
便
配
達
用

の
自
転
車
が
あ
っ
て
、
ペ
ダ
ル
を
こ
ぐ

と
前
方
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
吸
い
込
ま
れ

る
よ
う
に
街
の
景
観
が
映
し
出
さ
れ
る
。

　

マ
ネ
キ
ン
を
使
っ
て
見
せ
る
配
達
人

の
制
服
の
変
遷
も
お
も
し
ろ
い
。
む
か

し
は
大
き
な
手
押
し
車
に
郵
便
物
を
入

れ
て
運
ん
で
い
た
ん
だ
な
あ
と
、
妙
に

感
心
し
た
。

　

ホ
ル
ン
型
の
ラ
ッ
パ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

各
地
の
郵
便
局
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
に

な
っ
て
い
る
。
む
か
し
は
遠
方
の
町
や

村
に
は
馬
車
を
駆
け
て
配
達
し
て
い
た
。

そ
の
と
き
に
、
ホ
ル
ン
を
吹
き
な
ら
し

て
注
意
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
吹
き

方
に
よ
っ
て
政
府
の
郵
便
物
で
あ
る
か

ど
う
か
を
区
別
す
る
通
行
上
あ
る
種
の

特
権
を
誇
示
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
と

郵便博物館 導入部（イントロダクション）

配達を知らせるホルン。郵便局のシンボルマークにもなっている

世界各国の切手を貼り付けた椅子

近
こんどう

藤 雅
まさ

樹
き

 民博 民族文化研究部

切手の椅子
フィンランドの郵便博物館
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フォファナ作。今日も生き続ける伝統楽器奏者たちを、イコンとは
異なる線型的な手法で描いた作品　Ｈ０２２２７５８

ゴラ・ンベング作。セネガルのガラス絵の草分け的作家。肖像写
真がガラス絵に描かれた典型的な作風で、イコンに似た手法がよ
くあらわれている　Ｈ０２２２８９８

メッツォ作。村のコーラン学校の様子。印象派的な点描画でガラス
絵の新しい作風を生み出した作品　Ｈ０２２２８３８

モール・ゲイ作。ンベングの伝統を受け継いで初期の手法で定
番のモチーフを描く作家。奴隷貿易の記憶を描いたゴレ島に残る

「奴隷の家」　Ｈ０２２２５８０

み
ん
ぱ
く
所
蔵
の
ガ
ラ
ス
絵
と
名
が
付
く
も
の
は
三
六
三
点
、そ
の
う
ち
三
二
三
点
が
セ

ネ
ガ
ル
で
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
ほ
か
に
、ガ
ラ
ス
イ
コ
ン
と
分
類
さ
れ
る
も
の
が

一
九
八
点
あ
る
。こ
れ
ら
は
東
方
正
教
の
教
会
で
用
い
ら
れ
る
、敬
拝
の
対
象
と
し
て
の
イ
コ

ン（
聖
像
画
）を
ガ
ラ
ス
に
描
い
た
も
の
だ
が
、ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
絵
の
変
遷
に
深

く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

世
界
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
絵
は
ガ
ラ
ス
技
術
の
向
上
と
と
も
に
、一
六
世
紀
以
後
発
展
し
、

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
ボ
ヘ
ミ
ア
で
大
発
展
を
遂
げ
た
と
い
わ
れ
る
。そ
の
後
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、ド
イ
ツ
、フ
ラ
ン
ス
へ
普
及
す
る
と
と
も
に
、ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ル
ー
マ
ニ
ア
、

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
な
ど
の
東
欧
地
域
へ
も
広
ま
っ
た
。ア
フ
リ
カ
へ
は
地
中
海
地
域
か
ら

北
ア
フ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
へ
伝
わ
り
、そ
の
後
一
九
世
紀
後
半
に
か
け
て
サ
ハ
ラ
砂

漠
を
移
動
す
る
人
や
も
の
と
と
も
に
西
ア
フ
リ
カ
地
域
へ
渡
っ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

セ
ネ
ガ
ル
に
残
存
す
る
初
期
の
ガ
ラ
ス
絵
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た
イ
コ

ン
が
あ
る
が
、し
だ
い
に
イ
ス
ラ
ー
ム
や
家
族
を
テ
ー
マ
と
す
る
絵
が
主
流
に
な
っ
た
。特
に

家
族
の
肖
像
は
、写
真
が
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
時
代
、家
の
装
飾
品
と
し
て
も
好
ま
れ
た
。

植
民
地
時
代
末
期
に
は
、フ
ラ
ン
ス
人
の
個
人
収
集
家
た
ち
が
競
っ
て
ガ
ラ
ス
絵
を
買
い
求

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
後
、欧
米
に
お
け
る
展
示
会
な
ど
を
と
お
し
ガ
ラ
ス
絵
は
土
産

物
と
し
て
も
発
展
し
、絵
の
テ
ー
マ
は
宗
教
だ
け
で
な
く
、お
と
ぎ
話
や
歴
史
、道
徳
、生
活

の
場
面
、ア
フ
リ
カ
を
象
徴
す
る
も
の
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ガ
ラ
ス
絵
に
は
古
い
形
式
を
保
っ
て
い
る
東
欧
の
イ
コ
ン
に
共
通
す
る
手
法
が
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、写
実
性
を
排
し
た
様
式
で
は
、手
や
頭
、目
や
首
な
ど
が
通
常
よ
り
も
大
き
く
描

か
れ
た
り
、濃
淡
の
な
い
原
色
の
色
使
い
な
ど
が
特
徴
で
あ
る
。ま
た
、一
定
の
構
図
と
形
式

に
則
の
っ
とっ
て
、同
じ
モ
チ
ー
フ
が
繰
り
返
し
描
か
れ
る
点
も
共
通
す
る
。し
か
し
、ガ
ラ
ス
絵
が

宗
教
的
な
も
の
か
ら
世
俗
的
な
も
の
へ
、そ
し
て
商
品
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、手
法

や
テ
ー
マ
も
変
化
し
て
き
た
。そ
の
移
り
変
わ
り
を
見
る
と
、人
び
と
が
残
し
て
お
き
た
い
と

願
う
時
代
の
記
憶
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
テ
ー
マ
に
選
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

セ
ネ
ガ
ル
の
ガ
ラ
ス
絵
―
歴
史
と
生
活
の
記
憶

民
博 

民
族
社
会
研
究
部  

三み

島し

ま 

禎て

い

子こ

地
域 

セ
ネ
ガ
ル
共
和
国

収
集
年 

２
０
０
０
年
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ク
リ
ス
マ
ス
タ
ウ
ン
で
の
断
想

―
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
州
シ
ェル
ト
ン

横よ
こ

山や
ま 

廣ひ
ろ

子こ

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

散
策
と

思
索
の
径

公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
発
展

ワ
シ
ン
ト
ン
州
メ
イ
ソ
ン
郡
シ
ェ
ル
ト
ン
市
は
、
シ
ア
ト
ル
か
ら
一
三
〇
キ
ロ
あ
ま
り
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

付
近
に
は
針
葉
樹
の
森
が
多
く
、
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
出
荷
す
る
ク
リ
ス
マ
ス
タ
ウ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
。

一
九
七
〇
年
代
初
め
、
わ
た
し
は
こ
の
町
で
あ
る
家
族
と
一
年
近
く
、
生
活
を
と
も
に
し
た
。
今
回
、
シ
ェ
ル

ト
ン
で
は
、
友
人
ら
と
旧
交
を
温
め
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
個
人
的
に
や
り
た
い
こ
と
が
ふ
た
つ
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
は
、
シ
ェ
ル
ト
ン
の
町
を
歩
く
こ
と
。
こ
れ
ま
で
に
二
度
、
再
訪
し
て
い
た
が
、
人
び
と
の
生
活
は

車
で
の
移
動
が
基
本
な
の
で
、
彼
ら
と
一
緒
に
過
ご
し
て
い
る
と
、
意
外
に
町
を
歩
い
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の

四
〇
年
の
変
化
を
自
分
の
足
で
歩
き
な
が
ら
見
て
み
た
か
っ
た
。

事
前
情
報
も
え
て
お
こ
う
と
、
初
め
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
町
の
情
報
を
探
し
て
み
た
。
バ
ス
路
線
が
あ
る

の
を
発
見
し
た
。
メ
イ
ソ
ン
郡
は
一
九
九
二
年
か
らdial-a-ride

シ
ス
テ
ム
の
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
。

そ
れ
は
、
車
椅
子
で
も
乗
り
や
す
い
ボ
ッ
ク
ス
型
相
乗
り
車
両
に
、
乗
客
が
電
話
で
予
約
し
、
希
望
の
場
所
で

乗
降
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
、
評
判
は
上
々
だ
っ
た
。
翌
年
か
ら
固
定
バ
ス
路
線
の
運
行
も
加
わ
り
、
そ
の
後
、
郡

外
へ
の
路
線
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
路
線
と
の
連
結
、
大
型
バ
ス
車
両
の
導
入
な
ど
順
次
、
運
営
を
拡
大
し
て
き
た
。

料
金
は
郡
内
無
料
。
有
料
路
線
で
は
高
齢
者
と
障
が
い
者
、
未
成
年
へ
の
大
幅
な
割
引
が
あ
る
。
最
近
で
は
、

適
度
な
料
金
を
徴
収
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
マ
イ
カ
ー
で
、
乗
客
を
目
的
地
ま
で
送
り
届
け
る
予
約
制
の
シ
ス
テ

ム
も
あ
る
。
人
工
透
析
や
が
ん
治
療
の
た
め
に
遠
方
の
都
市
ま
で
通
院
す
る
患
者
の
大
切
な
足
に
も
な
っ
て
い
る
。

ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
業
と
メ
キ
シ
コ
系
住
民

シ
ェ
ル
ト
ン
市
内
の
バ
ス
路
線
に
は
北
循
環
と
南
循
環
の
ふ
た
つ
が
あ
る
。
滞
在
先
の
す
ぐ
近
く
の
停
留
所

に
、
一
時
間
間
隔
で
来
る
こ
と
を
知
り
、
早
速
、
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
ま
で
乗
る
こ
と
に
し
た
。
昼
下
が
り
の
時
間

帯
で
乗
客
は
少
な
く
、
老
人
や
若
者
に
混
じ
っ
て
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
す
若
い
夫
婦
も
い
た
。

車
内
表
示
が
英
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
の
二
種
類
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
え
ば
、
友
人
が
毎
日
、
早
朝
に
車

で
通
う
近
く
の
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
・
ク
ラ
ブ
の
様
子
を
見
に
行
っ
た
帰
り
、
ひ
と
り
で
隣
の
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
に

入
っ
た
ら
、
店
員
は
メ
キ
シ
コ
系
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
商
品
が
多
か
っ
た
。
以
前
は
見
か
け
な
か
っ
た
の
で
、

「
メ
キ
シ
コ
系
の
人
は
ど
う
い
う
仕
事
に
つ
い
て
い
る
の
」
と
友
人
に
尋
ね
る
と
、「
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の
伐

採
を
し
て
い
て
、
地
元
の
人
の
仕
事
を
奪
っ
て
い
る
」
と
批
判
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
父
親
の
代
か
ら
町
で
新

聞
社
を
経
営
し
て
き
て
、
最
近
、
会
社
を
手
放
し
た
別
の
友
人
は
、「
町
の
メ
キ
シ
コ
系
住
民
は
す
で
に
一
三

パ
ー
セ
ン
ト
近
く
に
上
っ
て
い
る
。
何
社
も
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
業
者
に
取
材
し
た
ら
、『
地
元
の
労
働
者

は
大
歓
迎
だ
が
、
き
つ
い
仕
事
で
誰
も
来
な
い
』
と
述
べ
た
」
と
い
う
。
町
に
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
で
き
る
店
員

を
揃
え
る
ス
ー
パ
ー
も
あ
る
そ
う
だ
。

カ
ジ
ノ
と
先
住
民

シ
ェ
ル
ト
ン
で
や
り
た
か
っ
た
も
う
ひ
と
つ
は
、
市
街
か
ら
車
で
一
〇
分
あ
ま
り
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、
ア
メ
リ

カ
先
住
民
、
ス
ク
ォ
ク
ス
ン
の
拠
点
に
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
〇
年
前
の
訪
問
で
カ
ジ
ノ
の
存
在
を
聞
い
て
以
来
、
心
の
片
隅
に
留
め
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
に
よ

る
カ
ジ
ノ
経
営
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
急
速
に
発
展
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
に
は
一
八
カ
所
も
あ
る
。
ス
ク
ォ

ク
ス
ン
の
場
合
は
そ
の
成
功
例
で
、
併
設
さ
れ
る
ホ
テ
ル
は
感
じ
の
よ
い
重
厚
な
造
り
で
あ
っ
た
。

付
近
に
は
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
も
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
は
多
く
の
機
能

を
果
た
す
が
、
特
に
高
齢
者
に
対
し
て
昼
食
や
憩
い
の
場
を
提
供
し
、
立
派
な
プ
ー
ル
を
も
つ
な
ど
施
設
も

充
実
し
て
い
る
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
先
住
民
の
言
語
や
手
工
芸
な
ど
の
ク
ラ
ス
が
開
か
れ
、
ま
た
ゆ
っ
た
り

と
し
た
オ
ー
プ
ン
な
空
間
に
、
も
の
と
図
書
資
料
が
展
示
・
収
蔵
さ
れ
て
い
た
。

シ
ェ
ル
ト
ン
の
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
に
あ
る
メ
イ
ソ
ン
郡
の
歴
史
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
展
示
を
思
い
出
し
た
。
移
住

し
て
き
た
白
人
の
歴
史
が
詳
し
く
オ
ー
プ
ン
展
示
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
、
籠
細
工
な
ど
先
住
民
関
連
の
も
の
は
、

小
さ
な
展
示
ケ
ー
ス
ひ
と
つ
に
押
し
込
ま
れ
る
よ
う
に
、
他
と
は
隔
絶
し
て
置
か
れ
て
い
た
。
先
住
者
と
移

住
者
と
の
関
係
は
、
ま
だ
重
苦
し
さ
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
。

シ
ェ
ル
ト
ン
の
友
人
の
多
く
は
、
大
恐
慌
時
代
の
一
九
三
〇
年
代
に
、
製
材
業
に
職
を
求
め
て
他
州
か
ら
移

住
し
て
き
た
人
び
と
の
子
孫
で
あ
る
。
今
ま
た
、
若
者
た
ち
に
よ
る
ウ
ォ
ー
ル
街
の
占
拠
が
象
徴
し
て
い
る
ア

メ
リ
カ
の
経
済
不
況
は
、
針
葉
樹
に
囲
ま
れ
た
静
か
な
町
の
暮
ら
し
も
脅
か
し
て
い
る
。
経
済
状
況
や
民
族
的

出
自
な
ど
、
異
な
る
グ
ル
ー
プ
間
の
軋あ

つ
れ
き轢
の
火
種
は
数
え
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
町
の
人
び
と
の
姿
を
見
て
い
て
、

変
革
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
人
び
と
の
英
知
も
、
こ
の
国
に
は
存
在
し
て
い
る
と
思
っ
た
。

シェルトンの歴史ミュージアム
内の先住民関連陳列ケース

バス内に貼られた手洗い
を勧める風邪予防法を説
いたスペイン語のポスター

羽を広げたワタリガラスの
デザインのスクォクスンの
ミュージアム・ライブラリー

クリスマスタウン、シェルトンの
町のシンボル「ビッグ・ロッグ」

水と森に恵まれた自然が
美しいシェルトン付近の
観光スポット、フッド運河

ア
メ
リ
カ
西
海
岸
の
シ
ェ
ル
ト
ン
を
再
訪
し
た
。
人
口
一
万
人
に
満
た
な
い
町
で
、
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
も
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
て
い
る
。

「
９
・
11
」
一
〇
年
の
直
前
、
テ
レ
ビ
で
特
集
番
組
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か
、
こ
の
小
さ
な
地
方
都
市
の
市
街
と
郊
外
を
歩
い
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
岐
路
に
立
つ
日
本
か
ら
来
た
者
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
と
人
び
と
の
現
状
を
見
つ
め
、
考
え
た
。

カナダ

アメリカ合衆国 シアトル

シェルトン

ワシントン州

オレゴン州

カナダ

アメリカ合衆国
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あるベトナム語母語教室の軌跡

庄
し ょ う じ

司 博
ひ ろ

史
し

民博 民族社会研究部

西
にしやま

山知
とも

美
み

さんがベトナム人を両親にもつ子どもたちに、藤
ふじさわ

沢市
し

善
ぜんぎょう

行でベトナム語を教えはじめて今年で８年になる。

西山さんの当時４歳だった長男も中学２年生になった。

最盛期であった５年ほど前には２０人もいた母語教室の生徒たちは５名になり、

今では日本で生まれた子どもたちばかりになった。

日
本
語
を
母
語
と
し
て
育
つ
ベ
ト
ナ
ム
人
の
子
ど
も
に

と
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
語
は
今
や
外
国
語
で
あ
る
。
か
つ
て

熱
心
に
子
ど
も
た
ち
と
ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
の
運
営
に
協
力

し
て
く
れ
た
母
親
た
ち
の
多
く
も
仕
事
で
手
が
離
せ
な
い
。

こ
の
間
、
西
山
さ
ん
が
教
師
と
し
て
か
か
わ
っ
て
き
た
ベ

ト
ナ
ム
語
母
語
教
室
と
地
域
の
ベ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
変
化
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の
な
か
で
も
ベ
ト
ナ

ム
人
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
人
び
と
の
努
力
を
み
て
み

た
い
。

ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
の
は
じ
ま
り

西
山
さ
ん
が
家
族
と
と
も
に
難
民
と
し
て
日
本
に
や
っ

て
き
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
、
一
五
歳
の
と
き
で
あ
っ

た
。
当
時
、
親
の
世
代
の
多
く
が
日
本
語
の
壁
に
は
ば
ま

れ
、
ま
た
制
度
や
風
習
の
違
い
か
ら
日
本
社
会
へ
の
適
応

に
苦
労
す
る
な
か
、
彼
ら
と
社
会
と
の
橋
渡
し
で
大
き
な

役
割
を
に
な
っ
た
の
が
西
山
さ
ん
の
世
代
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
彼
女
が
、
必
死
に
学
ん
だ
日
本
語
で
京
都
の
女
子
高

に
自
力
で
入
学
し
、
看
護
学
校
で
准
看
護
婦
の
資
格
を
と

る
ま
で
の
苦
労
は
、
相
当
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
ベ
ト
ナ
ム
人
の
男
性
と
結
婚
し
子
ど
も
が
生
ま

れ
た
。
二
〇
〇
三
年
、
西
山
さ
ん
が
善
行
で
ベ
ト
ナ
ム
語

母
語
教
室
を
は
じ
め
た
の
は
、
自
分
の
二
人
の
子
ど
も
に

ベ
ト
ナ
ム
語
を
教
え
よ
う
と
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
参
加
し
た
ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
で
の
経
験
を
も
と
に
、

彼
女
が
自
主
的
に
ま
っ
た
く
の
自
力
で
は
じ
め
た
月
二
回

の
母
語
教
室
に
、
近
隣
の
ベ
ト
ナ
ム
人
児
童
と
母
親
が
集

ま
っ
た
。
筆
者
は
二
〇
〇
六
年
四
月
本
誌
で
西
山
さ
ん
の
ベ

ト
ナ
ム
語
教
室
を
移
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ベ
ー
ス
の
母
語
教

育
の
試
み
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
語
が
と
び
か

う
ク
ラ
ス
に
移
民
言
語
教
育
の
可
能
性
を
見
た
気
が
し
た
。

ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
の
今

ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
は
読
み
書
き
能
力
を
養
う
う
え
で
欠

か
せ
な
い
と
西
山
さ
ん
は
い
う
。
た
と
え
家
庭
で
ベ
ト
ナ
ム

語
を
は
な
し
て
も
読
み
書
き
は
自
然
に
覚
え
る
も
の
で
は

な
い
し
、
忙
し
い
両
親
に
手
ほ
ど
き
を
う
け
る
機
会
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
か
と
い
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
出
席
の
た
め
に
、

学
業
や
友
人
と
の
つ
き
あ
い
を
子
ど
も
に
犠
牲
に
さ
せ
る
ほ

ど
の
説
得
力
は
な
い
。
今
そ
の
家
庭
で
さ
え
、
会
話
は
日
本

語
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
の
が
一
般
の
傾
向
で
あ
る
よ
う
だ
。

と
は
い
え
ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
の
客
観
的
意
義
は
決
し
て

な
く
な
っ
て
い
な
い
。
今
日
、
公
民
館
で
の
教
室
利
用
に

対
し
て
無
料
使
用
が
み
と
め
ら
れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支

援
で
学
校
教
科
の
補
習
も
可
能
に
な
っ
た
。
昨
年
に
は
公

益
法
人
か
め
の
り
財
団
か
ら
「
第
三
回
か
め
の
り
賞
」
で

活
動
資
金
援
助
を
う
け
、
注
目
度
は
た
か
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
ベ
ト
ナ
ム
語
の
社
会
的
価
値
、
有
用
性
が
み
と
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
子
ど
も
た
ち
の
関
心
も
向
い
て
く

る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ト
ナ
ム
語
を
学
ぶ
日
本
人
が
苦
労
す
る

発
音
な
ど
初
歩
の
関
門
は
ベ
ト
ナ
ム
語
を
幼
少
の
こ
ろ
学

ん
で
い
れ
ば
ど
れ
ほ
ど
楽
な
こ
と
か
。

移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
生
き
方

今
日
、
ベ
ト
ナ
ム
人
は
北
米
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
分
散
し
、
生
活
の
根
を
お
ろ
し
て
い

る
。
そ
の
数
は
三
〇
〇
万
人
と
い
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
移
住
し
た
知
人
の
話
な
ど
、
西
山
さ
ん
も

と
き
お
り
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
起
業
で
成
功
し
、
豪

華
な
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
ひ
と
の
話
は
珍
し
く
な
い
。

ま
た
大
き
な
ベ
ト
ナ
ム
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
も
ち
、
職
場

や
日
常
の
生
活
ま
で
ベ
ト
ナ
ム
語
で
用
が
足
せ
る
社
会
が

あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
西
山
さ
ん
が
一
番
う
ら
や
ま
し
い
の
は
、
彼

ら
の
子
ど
も
の
な
か
に
医
者
や
弁
護
士
、
音
楽
家
な
ど
社

会
に
認
め
ら
れ
る
地
位
に
到
達
で
き
た
人
が
少
な
く
な
い

こ
と
だ
。
残
念
な
が
ら
、
日
本
で
は
そ
の
よ
う
な
話
は
ま

だ
ほ
と
ん
ど
聞
く
こ
と
が
な
い
。
自
分
の
子
ど
も
に
は
で

き
う
る
限
り
教
育
を
受
け
さ
せ
、
自
ら
の
可
能
性
を
広
げ

て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
が
、
正
直
い
っ
て
、
両
親
が
職
場

と
家
庭
の
往
復
に
一
日
を
費
や
す
生
活
で
は
容
易
で
は
な

い
。
な
か
で
も
子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が
あ
ま
り
な
い
の

が
辛
い
と
い
う
。

善
行
の
よ
う
に
ベ
ト
ナ
ム
人
の
散
住
す
る
地
域
で
、
日
常

の
多
忙
に
お
わ
れ
な
が
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
を
続
け
、
ベ
ト
ナ
ム
人
と
し
て
の
存
在
を
発
信
し
て
い
く

の
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
し
て
組
織
的
な
活
動
を
あ
ま
り
好

ま
な
い
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
る
。
春
節
祭
テ
ト
や
中
秋
節
な
ど
、

に
わ
か
仕
立
て
の
お
祭
り
を
す
る
以
外
、
普
段
の
つ
き
あ
い

さ
え
疎
く
な
り
が
ち
だ
。
日
本
社
会
も
、
そ
の
よ
う
な
流

れ
に
ま
か
せ
て
、
彼
ら
が
日
本
人
の
一
部
に
な
り
き
っ
て
し

ま
う
の
を
歓
迎
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
そ
の
よ

う
な
傾
向
も
一
部
の
若
者
に
は
み
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
れ
か
ら

今
年
三
月
一
一
日
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
は
在
日

ベ
ト
ナ
ム
人
に
と
っ
て
も
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
身

内
に
直
接
被
災
し
た
人
は
い
な
か
っ
た
が
、
西
山
さ
ん
を

は
じ
め
多
く
の
ベ
ト
ナ
ム
人
に
と
っ
て
決
し
て
人
ご
と
と

は
思
え
な
か
っ
た
。
人
道
的
な
共
感
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

同
じ
日
本
の
住
民
と
し
て
何
か
を
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
気

分
に
か
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
難
民
と
し
て
受
け
入
れ

ら
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
恩
返
し
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
普
段
疎
遠
に
な
り
は
じ
め
て
い
た
ベ
ト

ナ
ム
人
も
同
じ
思
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ベ
ト
ナ
ム
語
講
座
を
お
こ
な
っ
て
き
た
善
行
の
公
民
館
に

だ
れ
か
ら
と
も
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
人
が
集
ま
っ
た
。
募
金
が

は
じ
ま
り
、
最
終
的
に
は
数
十
名
か
ら
お
金
が
寄
せ
ら
れ
た
。

行
動
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
東
北
か
ら
川
崎
市
に
避
難
し

て
い
た
人
び
と
へ
の
炊
き
出
し
へ
の
参
加
に
も
つ
な
が
っ
た
。

団
体
と
し
て
の
活
動
参
加
の
た
め
、
名
も
な
い
組
織
に

臨
時
に
「
湘
南
ベ
ト
ナ
ム
人
グ
ル
ー
プ
」
と
名
を
つ
け
た
。

宗
教
的
で
も
政
治
的
で
も
な
い
、
存
在
基
盤
の
薄
い
名
ば

か
り
の
組
織
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
西
山
さ
ん
に
と
っ
て
、

た
と
え
い
っ
と
き
に
し
ろ
、
集
ま
っ
た
多
数
の
ベ
ト
ナ
ム

人
の
存
在
、
そ
し
て
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
仲
間
と
の
絆き

ず
な
を

感
じ
る
機
会
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。

西
山
さ
ん
は
、
そ
の
絆
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
も
、
参

加
す
る
子
ど
も
が
い
る
限
り
ベ
ト
ナ
ム
語
母
語
教
室
は
続

け
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

かつては学力に応じふたつのクラスで教えていた

読み書きの修得には
きちんとした指導が
必要だ

ボランティアの青年たちと

東日本大震災の募金活動に参加する西山さん 今日ではベトナム語に加え補習支援もおこなう
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年
末
年
始
は
忙
し
い

い
よ
い
よ
師
走
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
も

う
一
年
が
経
ち
、
す
ぐ
に
新
し
い
年
が
や
っ

て
来
る
の
か
と
、
と
き
の
過
ぎ
る
速
さ
に

あ
き
れ
て
い
る
う
ち
に
、
街
で
は
ク
リ
ス
マ

ス
セ
ー
ル
や
歳
末
セ
ー
ル
が
始
ま
っ
て
、
あ

わ
た
だ
し
い
思
い
に
せ
か
せ
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
は
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、

シ
ア
シ
諸
島
に
あ
る
マ
ン
ド
ッ
グ
島
の
人
び

と
も
、
大
き
な
祭
り
が
続
い
て
忙
し
い
。

ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
新
年
に
か
け
て
の
休
日
で
、

伝
統
的
な
年
中
行
事
の
多
く
を
ま
と
め
て

お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
マ
ン
ド
ッ
グ
島
で
は
、
大
祭

は
六
月
か
ら
七
月
に
実
施
し
て
い
た
。
こ

の
時
期
は
南
東
貿
易
風
が
強
く
な
る
前
で

あ
り
、
ま
た
主
食
の
な
か
で
も
重
要
な
ヤ

ム
イ
モ
の
収
穫
期
に
も
あ
た
る
。
天
気
も

よ
し
食
べ
物
も
あ
り
と
い
う
、
行
事
を
催

す
の
に
は
最
適
な
季
節
で
あ
る
。

そ
し
て
逆
に
、
一
二
月
か
ら
一
月
に
か

け
て
の
季
節
は
、
過
ご
し
に
く
い
時
期
に

あ
た
る
。
北
西
モ
ン
ス
ー
ン
風
が
吹
き
、

降
雨
も
多
く
、
蚊
も
発
生
し
、
漁
獲
が
少

な
く
な
る
。

さ
ら
に
端は

ざ
か
い境
期き

と
な
り
、
こ
と
に
九
月

か
ら
の
三
、
四
カ
月
間
は
食
料
が
不
足
す

る
。
祭
り
に
十
分
な
食
べ
物
を
用
意
す
る

事
は
難
儀
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
時

期
は
イ
モ
類
の
植
え
つ
け
な
ど
、
畑
作
業

が
も
っ
と
も
忙
し
い
と
き
で
も
あ
る
。

悪
天
候
で
家
屋
が
浸
水
し
た
り
壊
れ
る

こ
と
も
あ
り
、
豪
雨
の
た
め
に
祭
り
が
中

断
し
、
石
蒸
し
料
理
な
ど
、
ご
ち
そ
う
を

調
理
し
直
す
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
自
然
の
摂
理
に
順
応
し
て
い

た
、
い
わ
ば
伝
統
的
な
暮
ら
し
は
、
強
力

な
外
部
世
界
か
ら
の
影
響
で
変
っ
て
い
く
。

キ
リ
ス
ト
教
が
や
っ
て
来
た

一
九
六
〇
年
に
、
ご
く
近
く
の
島
に
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
祭
館
と
学
校
が
建
設

さ
れ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
本
格

的
に
始
ま
る
。
マ
ン
ド
ッ
グ
の
島
内
に
教

会
が
建
ち
、
六
〇
〇
人
余
の
島
民
全
員
が

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
な
っ
た
。
島
の
伝
統

的
な
創
成
神
話
は
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
と

習
合
さ
れ
る
。
教
会
暦
は
、
暮
ら
し
を
支

え
る
た
い
せ
つ
な
節
目
と
な
っ
て
き
た
。

ま
た
、
一
九
七
五
年
に
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
国
と
し
て
独
立
を
達
成
す
る
と
、
一

二
月
二
五
日
の
ク
リ
ス
マ
ス
、
翌
日
の
ボ
ク

シ
ン
グ
・
デ
ー
（
ク
リ
ス
マ
ス
に
続
く
キ
リ

ス
ト
教
の
祝
日
）、
一
月
一
日
の
新
年
の
日

が
国
の
祝
祭
日
と
し
て
休
日
と
な
っ
た
。

教
会
付
属
の
学
校
は
公
立
の
小
学
校
と

変
わ
り
、
税
金
も
学
校
の
授
業
料
も
必
要

と
な
っ
て
き
て
、
い
や
応
な
く
貨
幣
経
済

に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
進
学
の
た
め
に

島
を
離
れ
る
若
者
が
続
き
、
公
務
員
や
教

員
と
な
っ
て
国
中
を
移
動
す
る
転
勤
族
と

な
っ
た
り
、
町
へ
の
出
稼
ぎ
や
、
町
で
暮

ら
し
始
め
る
家
族
も
多
く
な
っ
た
。

し
か
も
、
地
元
の
祭
り
と
い
う
こ
と
で

公
立
学
校
を
休
み
に
は
で
き
な
い
し
、
土

日
で
は
時
間
が
短
か
す
ぎ
る
。
特
定
の
日

に
天
気
が
悪
い
と
料
理
も
で
き
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
島
の
人

び
と
は
ク
リ
ス
マ
ス
休
暇
に
、
祭
り
の
開
催

日
を
移
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
な

ら
長
い
休
日
が
と
れ
、
都
会
に
出
か
け
た

人
び
と
も
帰
省
で
き
る
。

祭
り
は
続
く

マ
ン
ド
ッ
グ
島
社
会
で
は
、
特
に
長
子
に

か
か
わ
る
通
過
儀
礼
が
重
要
で
あ
る
。
祝
い

事
と
し
て
は
一
三
種
類
ほ
ど
あ
る
が
、
こ
と

に
男
児
の
割
礼
、
男
女
と
も
の
初
航
海
を

祝
う
水
か
け
と
踊
り
初そ

め
、
男
性
の
男
子

集
会
所
組
織
へ
の
入
社
式
は
大
規
模
と
な

る
。
多
く
の
参
加
者
が
集
い
、
歌
い
踊
り
、

大
量
の
食
べ
物
が
調
達
さ
れ
、
分
配
さ
れ
る
。

一
二
月
に
入
る
と
、
祭
り
の
準
備
が
本
格

化
す
る
。
女
性
た
ち
は
舞
踏
用
の
腰
ミ
ノ
や

腕
飾
り
な
ど
作
り
始
め
る
。
ま
た
、
近
隣

や
遠
隔
地
へ
船
で
出
か
け
て
は
、
イ
モ
類
や

バ
ナ
ナ
、
ブ
タ
な
ど
の
入
手
に
励
む
。
か
つ

て
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
儀
礼
祭
宴
に
使
う
ブ

タ
牙
や
イ
ヌ
の
歯
、
貝
ビ
ー
ズ
、
鳥
の
羽
毛

な
ど
の
装
身
具
、
顔
料
、
手
太
鼓
な
ど
も

入
手
す
る
。
今
は
店
で
買
う
米
や
ビ
ス
ケ
ッ

ト
、
肉
の
缶
詰
、
ビ
ー
ル
、
タ
バ
コ
、
コ
ー

ヒ
ー
や
砂
糖
も
、
大
量
に
必
要
で
あ
る
。

教
会
の
飾
り
や
、
台
座
や
輿
、
密
か
に

用
意
す
る
祖
霊
の
仮
面
や
衣
装
な
ど
各
種

儀
礼
用
具
は
、
こ
ろ
合
い
を
見
計
ら
っ
て

製
作
す
る
。
教
会
で
披
露
す
る
賛
美
歌
や

宗
教
劇
、
儀
礼
に
と
も
な
う
幾
種
類
も
の

歌
や
踊
り
の
練
習
も
欠
か
せ
な
い
。
ご
ち

そ
う
を
調
理
し
、
関
係
者
に
配
る
と
い
う

大
仕
事
も
あ
る
。

重
要
な
儀
礼
は
合
同
で
お
こ
な
う
。
あ

る
年
の
例
で
は
、
一
二
月
一
二
日
に
六
人
分

の
踊
り
初
め
を
お
こ
な
い
、
そ
の
夜
か
ら
翌

朝
ま
で
踊
り
明
か
し
た
。
機
関
船
が
里
帰

り
の
家
族
と
大
量
の
物
資
を
運
ん
で
来
た

翌
日
の
二
一
日
の
朝
に
は
、
三
人
分
の
、
子

ど
も
の
立
ち
上
が
り
を
祝
う
儀
礼
と
水
か

け
を
、
同
時
に
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
午
後

か
ら
翌
日
の
午
前
三
時
ま
で
、
歌
い
踊
る
。

二
四
日
の
深
夜
か
ら
二
五
日
の
未
明
に
は
、

教
会
で
ク
リ
ス
マ
ス
の
ミ
サ
が
お
こ
な
わ
れ

る
。
そ
し
て
昼
か
ら
翌
朝
ま
で
歌
と
踊
り

が
続
く
。
二
九
日
に
は
ビ
ー
ズ
の
飾
り
つ
け

儀
礼
。
三
〇
日
の
午
後
か
ら
は
、
島
を
あ

げ
て
の
踊
り
初
め
が
始
ま
り
、
そ
の
夜
か

ら
三
一
日
の
午
前
中
に
、
仮
面
仮
装
姿
の
祖

霊
が
出
現
し
て
、
割
礼
と
入
社
式
が
実
施

さ
れ
た
。
そ
の
午
後
か
ら
は
、
祖
霊
に
女

性
が
混
じ
っ
て
の
歌
と
踊
り
と
な
る
。

こ
の
年
の
一
月
一
日
は
日
曜
日
だ
っ
た
の

で
、
教
会
で
ミ
サ
が
あ
り
、
午
後
か
ら
は

祖
霊
が
踊
る
。
午
後
七
時
半
ご
ろ
、
祖
霊

は
お
土
産
を
た
く
さ
ん
も
っ
て
、
東
の
海
に

帰
っ
て
行
く
。
そ
し
て
、
翌
二
日
の
午
前
中

に
石
投
げ
の
儀
礼
が
あ
り
、
一
連
の
祭
事
が

終
わ
る
。
こ
の
間
、
人
び
と
は
ご
ち
そ
う

を
食
べ
、
寝
る
間
を
惜
し
み
な
が
ら
、
ま

こ
と
に
濃
密
な
と
き
を
す
ご
す
の
で
あ
る
。

地
域
の
伝
統
的
な
行
事
が
年
末
年
始
に

定
ま
っ
て
い
く
様
子
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
や
成

人
の
日
の
決
ま
り
方
な
ど
、
日
本
の
場
合

を
連
想
さ
せ
る
。
小
島
に
暮
ら
す
人
び
と

の
心
の
う
ち
を
、
ま
た
改
め
て
尋
ね
て
み

た
い
気
が
し
て
き
た
。

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
マ
ン
ド
ッ
グ
島
で
は
、

一
二
月
の
声
を
聞
く
と
祭
り
の
準
備
が
あ
わ
た
だ
し
く
な
る
。

し
か
し
、こ
の
季
節
は
悪
天
候
が
続
き
、と
て
も
祭
り
の
季
節
到
来
と
は
思
え
な
い
。

そ
ん
な
と
き
、な
ぜ
人
び
と
は
あ
え
て
祭
り
を
と
り
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
わ
け
を
考
え
て
み
た
。

クリスマス・ミサ。教会のなかには、十字架、馬小屋とともに現地の伝統的なデザインをほどこした祭壇が設置されている。
また西欧人の神父のとなりには、ブタ牙で装った助祭役の青年が並ぶ（１９８８年）

十
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舟
を
降
り
て
土
手
に
上
が
る
と
、
そ
こ
は
一
面
、

黄
金
に
色
づ
い
た
稲
田
だ
っ
た
。
稲
田
の
な
か
に
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
区
切
ら
れ
た
一
画
が
あ
り
、
立
派

な
門
が
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
、
わ
た
し
た
ち
が
め

ざ
す
墓
だ
っ
た
。

陰
暦
一
二
月
二
〇
日
の
墓
の
手
入
れ

こ
こ
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
プ
レ
イ
・
ヴ
ェ
ン
州
南
部
。

ベ
ト
ナ
ム
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
境
に
近
く
、
内
戦
前

か
ら
ベ
ト
ナ
ム
人
が
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
た
し

は
こ
の
地
域
の
、
メ
コ
ン
河
沿
い
の
村
で
調
査
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。

毎
年
陰
暦
一
二
月
二
〇
日
、
調
査
地
と
そ
の
周
辺

の
村
々
に
住
む
ベ
ト
ナ
ム
人
は
墓
の
手
入
れ
に
行
く
。

わ
た
し
は
こ
の
日
、
友
人
の
父
親
で
あ
る
タ
ム
お
じ

さ
ん
に
誘
わ
れ
て
、
調
査
地
の
東
に
あ
る
「
小
さ
な

河
」
と
よ
ば
れ
る
河
の
ほ
と
り
に
来
て
い
た
。

ふ
た
つ
の
河
川
が
流
れ
る
こ
の
一
帯
で
は
、
雨
季

に
河
の
氾
濫
で
土
地
の
大
部
分
が
水
に
沈
ん
で
し
ま

う
。
乾
季
に
入
っ
て
水
が
引
き
、
陰
暦
の
新
年
節
を

前
に
し
た
こ
の
日
に
、
墓
で
草
む
し
り
を
し
、
土ど

饅ま
ん

頭じ
ゅ
うに
土
を
盛
り
直
す
こ
と
が
彼
ら
の
慣な

ら

わ
し
で
あ
る
。

タ
ム
お
じ
さ
ん
と
わ
た
し
が
立
ち
寄
っ
た
「
小
さ

な
河
」
沿
い
の
集
落
で
も
、
家
屋
の
脇
や
裏
手
に
あ

る
墓
で
人
び
と
が
そ
れ
ら
の
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い

た
。
お
じ
さ
ん
は
こ
の
集
落
に
住
む
従
兄
と
舟
に
乗

り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
川
上
の
墓
を
め
ざ
し
た
。
彼

ら
は
父
系
を
重
視
し
、
通
常
は
父
系
祖
先
の
墓
の
手

入
れ
を
す
る
の
だ
が
、
こ
の
日
向
か
っ
た
の
は
お
じ

さ
ん
の
母
方
祖
父
の
墓
だ
っ
た
。

内
戦
と
ベ
ト
ナ
ムへ
の
移
動
を
経
て

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
一
九
七
〇
年
に
内
戦
が
は
じ
ま

り
、
当
時
こ
の
地
域
の
人
口
の
大
部
分
を
占
め
て
い

た
ベ
ト
ナ
ム
人
は
戦
火
を
逃
れ
て
ベ
ト
ナ
ム
へ
避
難

し
た
。
一
部
の
人
び
と
は
、
強
制
労
働
や
虐
殺
な
ど

が
お
こ
な
わ
れ
た
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
時
代
が
一
九
七

九
年
に
終
わ
っ
た
後
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
戻
っ
た
が
、

大
多
数
は
ベ
ト
ナ
ム
に
と
ど
ま
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア

に
戻
っ
た
人
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
で
の

生
活
が
経
済
的
に
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
を
挙

げ
る
こ
と
が
多
い
。
一
九
七
九
年
以
降
の
こ
の
地
域

に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
多
数
派
民
族
で
あ
る
ク
メ
ー
ル

人
が
多
数
移
入
し
、
現
在
ベ
ト
ナ
ム
人
は
少
数
派
と

な
っ
て
い
る
。

「
小
さ
な
河
」
沿
岸
の
集
落
出
身
の
タ
ム
お
じ
さ
ん

も
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
避
難
を
経
て
一
九
八
〇
年
代
に
カ
ン

ボ
ジ
ア
に
戻
っ
た
が
、
親
族
の
大
半
は
今
も
ベ
ト
ナ

ム
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
日
母
方
祖
父
の
墓
へ
赴
い
た

の
は
、
本
来
そ
の
墓
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

母
方
の
親
族
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

稲
田
の
な
か
の
墓

た
ど
り
つ
い
た
稲
田
の
墓
は
、
冠
水
の
あ
い
だ
に

盛
土
が
流
さ
れ
て
ほ
ぼ
平
坦
に
な
っ
て
い
た
。
お
じ

さ
ん
た
ち
は
ナ
タ
で
雑
草
を
刈
り
と
り
、
墓
の
敷
地

の
端
に
置
い
た
。
次
に
土
を
掘
っ
て
墓
に
盛
り
上
げ
、

ナ
タ
と
シ
ャ
ベ
ル
で
た
た
い
て
固
め
る
。
菓
子
と
小

さ
な
グ
ラ
ス
に
注
い
だ
酒
を
お
供
え
し
、
線
香
を
捧

げ
た
後
、
さ
ら
に
土
を
盛
る
作
業
が
続
い
た
。

作
業
中
に
、
近
所
に
住
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
ク

メ
ー
ル
人
の
若
い
男
性
が
二
人
、
墓
ま
で
歩
い
て
来

た
。
墓
が
つ
く
ら
れ
た
時
期
を
問
う
彼
ら
に
、
タ
ム

お
じ
さ
ん
は
「
五
〇
年
以
上
前
だ
よ
」
と
気
さ
く
に

答
え
て
い
た
。
ク
メ
ー
ル
人
の
小
さ
な
子
ど
も
た
ち

も
や
っ
て
来
て
、
お
じ
さ
ん
が
「
お
菓
子
だ
」
と
、

お
供
え
し
た
残
り
の
菓
子
を
渡
し
た
。

タ
ム
お
じ
さ
ん
と
従
兄
に
よ
っ
て
、
墓
に
は
こ
ん

も
り
と
土
が
盛
ら
れ
た
。
彼
ら
は
そ
の
上
に
酒
を
か

け
、
帰
途
に
つ
い
た
。
墓
が
あ
る
場
所
は
現
在
、
ク

メ
ー
ル
人
の
所
有
地
と
な
っ
て
い
る
。
お
じ
さ
ん
は

稲
田
の
も
ち
主
に
気
を
遣
い
、
歩
い
た
と
き
に
倒
れ

た
稲
を
立
て
直
し
た
。

隣
国
ベ
ト
ナ
ム
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
ベ
ト
ナ
ム
人
は
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
「
ク
メ
ー
ル
人
の
領
土
を
奪
う
」
と

い
わ
れ
、
し
ば
し
ば
社
会
の
外
部
者
で
あ
る
か
の
よ

う
に
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
タ
ム
お
じ
さ
ん
を
含
め
、

こ
の
地
域
出
身
の
ベ
ト
ナ
ム
人
は
、
自
ら
が
カ
ン
ボ

ジ
ア
に
住
む
こ
と
の
正
当
性
を
感
じ
て
い
る
。
彼
ら

が
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
戻
っ
た
と
き
、
内
戦
前
ま
で
の
所

有
地
は
既
に
ク
メ
ー
ル
人
に
分
配
さ
れ
て
い
た
。
墓

の
大
半
は
ク
メ
ー
ル
人
に
耕
さ
れ
る
な
ど
し
て
な
く

な
っ
て
お
り
、
タ
ム
お
じ
さ
ん
の
母
方
祖
父
の
墓
の

よ
う
に
内
戦
前
の
墓
が
残
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
少
な

い
。
だ
が
、
現
存
す
る
墓
は
、
彼
ら
が
数
世
代
に
わ

た
り
、
こ
の
地
に
根
ざ
し
た
生
活
を
送
っ
て
き
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
可
能
な
限
り
続
け
ら
れ
て

い
る
墓
の
手
入
れ
は
、
幾
多
の
変
化
の
な
か
で
、
過

去
と
の
連
続
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
行
為
の
よ
う

に
も
思
え
る
。
一
方
、
墓
で
の
タ
ム
お
じ
さ
ん
の
対

応
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
ク
メ
ー
ル
人
と
の

対
立
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
穏
健
な
関
係

を
築
い
て
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
わ
た
し
が

フ
ィ
ー
ル
ド
で
出
会
っ
た
の
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
生

き
る
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ト
ナ
ム
人
の
姿
だ
っ
た
。
墓

の
手
入
れ
の
後
は
従
兄
の
家
に
戻
っ
て
食
事
と
な
り
、

た
の
し
い
団だ

ん
ら
ん欒
の
ひ
と
と
き
と
な
っ
た
。

松ま
つ

井い 

生な
る

子こ

民
博 

外
来
研
究
員

墓
の
手
入
れ
に
行
く
日

「小さな河」沿いのベトナム人の家

稲田の墓に土を盛る

稲田の墓で作業をおこなう二人

家に戻った後の語らい。右端の白いシャツの男性がタムおじさん



o

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :岩谷洋史（国立民族学博物館 機関研究員）
話題 :【年末年始展示イベント「たつ」関連】
 年末年始展示イベント「たつ」と職員研修会
場所 :企画展示場 B

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :小川さやか（国立民族学博物館 機関研究員）
話題 :古着のゆくえ―先進諸国からアフリカへ
場所 :アフリカ展示場入口

時間 : 14時 30分から 15時 30分
話者 :藤本透子（国立民族学博物館 機関研究員）
話題 :カザフ遊牧民のイスラーム
場所 :中央・北アジア展示場入口

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･北大阪急行千里中央駅からバスで「日本庭園前」下車、徒歩約15分（茨木
方面からは、もっとも近い「自然文化園･日本庭園中央」バス停で下車できるバスが1時間に1本程度あ
ります。詳しくは阪急バスにお問い合わせください）。
●自家用車は、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」横にある民
博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。

  　     みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

編集後記
　本号ではポピュラーアートが特集テーマである。文化
人類学はエスニックアートやフォークアートとは縁が深
く、民博にも研究対象とする人が何人かいる。しかし、
ポピュラーアートは、存在することはわかってはいても、
正直いって私にはその輪郭がいまひとつ見えないでいた。
今回、川口氏が提示した、「笑えるアート」は結構うまく
いい当てている気がする。そういえば、エスニックアー
トでもフォークアートでも笑いをともなう部類は確かにあ
る。その一方、いずれの分野にも審美者階層の出現によ
り有名になり、プロ化したアーティストの作品は、笑って
はいけないファインアートに昇華していくのかもしれない。
と、納得した気分でいるうちにつぎの話題にうつる。
　「多文化をささえる人びと」は本号をもって終了する。
わたしたちの周囲に生活する外国人や彼らを支援する人
びとに注目しようとしたシリーズで、その前身の「外国人
として生きる」とあわせると５年９カ月にわたる。執筆者
はもとより、登場していただいた方々に感謝したい。次
号からは、フェアトレードなどあらたな市民運動をとりあ
げるシリーズが始まる。ご期待いただきたい。（庄司博史）
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特典◆本館展示の無料入館◆特別展示の観覧料割引
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本館展示は何度でも無料で入館できます。他にも、みんぱくを楽しむための特典がいっぱいです。

みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう

時間 : 11時から 12時
話者 :伊藤敦規（国立民族学博物館 助教）
話題 :【特別展関連】先住民と博物館資料
場所 :特別展示館

4日
（日曜日）

18日
（日曜日）

11日
（日曜日）

25日
（日曜日）

次号の予告
 特集

辰

■展示観覧料が必要です。
※都合により、予定を変更することがあります。

●表紙：アフリカ展示場にある床屋の看板。
 地域 ガーナ共和国　標本番号 H0231432

国立民族学博物館（みんぱく）の研究者が来館された皆様の前に登場します！
「研究について」「調査している地域（国）の最新情報」「展示資料について」など、
話題や内容は実に多彩。
どんどん質問をおよせください。展示場でお待ちしております。

12月

 24  


