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大
阪
の
都
心
再
生
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

と
り
わ
け
強
い
意
志
を
持
っ
て
、
府
や
市
の
担

当
者
と
と
も
に
、
河
川
空
間
の
美
観
の
創
出

に
取
り
組
ん
で
き
た
。

気
候
の
良
い
時
期
に
、
ぜ
ひ
中
之
島
公
園

に
出
向
い
て
欲
し
い
。
薔ば

ら薇
や
桜
が
咲
き
誇

る
両
岸
に
、
水
際
に
席
を
用
意
し
た
洒し

ゃ
れ落

た

レ
ス
ト
ラ
ン
が
増
え
た
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ

う
。
船
着
き
場
も
増
え
た
。
夜
に
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照

明
で
、
堤
防
や
橋
梁
が
美
し
く
照
射
さ
れ
て

い
る
。
幸
運
で
あ
れ
ば
、
民
間
企
業
の
社
会
貢

献
に
よ
る
巨
大
な
ア
ヒ
ル
の
ア
ー
ト
に
出
会
う

こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

「
汚
い
」
と
自
虐
的
に
評
価
す
る
ほ
か
な
か
っ

た
大
阪
の
水
辺
に
、
か
つ
て
な
い
美
観
が
生
ま

れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
レ
ス
の
ブ
ル
ー
テ
ン
ト
が

川
沿
い
を
占
拠
し
て
い
た
数
年
前
を
思
え
ば
、

見
違
え
る
は
ず
だ
。

こ
の
試
み
で
私
が
重
視
し
た
の
は
、
都
市

基
盤
を
再
整
備
す
る
と
同
時
に
、
都
市
の
物

語
を
再
生
さ
せ
る
作
業
で
あ
る
。

か
つ
て
大
阪
は
パ
リ
に
た
と
え
ら
れ
た
。
水

路
が
市
街
地
を
縦
横
に
貫
き
、
都
心
に
象
徴

的
な
中
洲
と
丘
が
あ
る
地
勢
に
、
そ
こ
を
訪

問
し
た
外
国
人
た
ち
が
「
華
の
都
」
と
の
近

似
を
見
て
と
っ
た
。
さ
ら
に
明
治
三
〇
年
代
に

な
っ
て
、
大
阪
は
「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」、
す
な

わ
ち
「
水
の
都
」
と
い
う
冠
を
手
に
い
れ
る
。

こ
の
時
、
人
々
は
過
去
に
遡
っ
て
「
物
語
」

を
描
き
直
し
た
。
近
江
・
山
城
・
丹
波
・
大
和

な
ど
諸
国
の
水
を
集
め
て
海
に
注
ぐ
難
波
の

地
に
は
、
飛
鳥
や
奈
良
の
都
の
外
港
が
置
か

れ
る
。大
陸
へ
の
使
節
も
、こ
の
地
か
ら
旅
だ
っ

た
。
や
が
て
「
徳
川
の
平
和
」
の
も
と
、
幾

筋
も
の
掘
割
を
抜
い
て
水
を
排
し
、
湿
地
は

商
人
た
ち
が
住
む
城
下
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。

水
路
を
動
脈
と
し
て
発
展
し
た
都
市
は
「
天

下
の
台
所
」
と
呼
ば
れ
る
繁
栄
を
み
た
。
道

頓
堀
の
芝
居
茶
屋
街
、
淀
川
舟
運
や
琴
平
参

詣
の
客
で
賑
わ
う
旅
館
群
、
天
保
山
な
ど
の

行
楽
地
な
ど
、
運
河
沿
い
に
独
特
の
名
所
が

点
在
し
た
。
そ
の
す
べ
て
が
「
水
の
都
」
の
物

語
に
収

し
ゅ
う

斂れ
ん

す
る
。

大
阪
は
、
西
欧
諸
都
市
と
の
比
較
の
う
え

で
、
他
律
的
に
「
水
の
都
」
と
い
う
尊
称
を

得
た
。
し
か
し
人
々
は
、
は
る
か
古
代
に
ま
で

遡
る
風
物
や
生
業
を
、
我
が
街
の
固
有
性
に

読
み
替
え
る
。
結
果
、
西
欧
諸
都
市
の
模
倣

で
は
な
い
、
独
自
の
「
水
の
都
」
の
物
語
を
描

き
き
っ
た
。

し
か
し
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
に
あ
っ
て
、

汚
染
し
た
水
路
に
背
を
向
け
た
大
阪
は
「
水

の
都
」
と
い
う
美
称
を
失
う
。
市
民
の
意
識

も
生
活
も
水
辺
と
疎
遠
と
な
り
、
結
果
と
し

て
、
か
つ
て
の
都
市
の
物
語
や
市
民
の
誇
り
も

忘
れ
去
ら
れ
た
。

よ
う
や
く
、
新
た
な
「
水
の
都
」
の
物
語

を
描
き
直
す
時
期
が
到
来
し
た
。
こ
の
数
年
、

私
が
実
践
し
て
い
る
美
観
の
整
備
は
、
単
な

る
ハ
ー
ド
の
拡
充
で
は
な
い
。
あ
ま
り
に
も
自

虐
的
な
わ
が
街
の
語
り
を
脱
し
、
都
市
の
ブ

ラ
ン
ド
力
を
再
生
す
る
と
と
も
に
、シ
ビ
ッ
ク・

プ
ラ
イ
ド
ー
す
な
わ
ち
「
市
民
の
誇
り
」
を

蘇そ

生せ
い

さ
せ
る
試
み
で
も
あ
る
。
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シリア・サイドナーヤのマール・ジルジス祭で登場した、はりぼての竜。
後方にゲオルギオス役の生徒の姿がみえる

悪
の
権
化
と
聖
な
る
存
在

ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
に
キ
ン
グ
ギ
ド
ラ
、
そ
れ
に
聖
ゲ
オ

ル
ギ
オ
ス
や
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
に
退
治
さ
れ
る
竜
。
世
界

的
に
、
竜
と
い
え
ば
悪
者
と
相
場
が
決
ま
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
日
本
人
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
竜
は

東
ア
ジ
ア
で
は
し
ば
し
ば
水
神
と
し
て
祀ま
つ

ら
れ
、
古
く
か

ら
皇
帝
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
き
た
聖
な
る
存
在
で
あ
る

こ
と
を
。

キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
源
流
で
あ
る
東
地
中
海
世
界
で
も
、

「
聖
な
る
竜
」
の
名
残
は
見
て
と
れ
る
。
た
と
え
ば
、
竜
退

治
の
聖
人
と
し
て
有
名
な
聖
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
。
ア
ラ
ビ
ア

語
の
シ
リ
ア
方
言
で
マ
ー
ル
・
ジ
ル
ジ
ス
と
よ
ば
れ
、
パ

レ
ス
チ
ナ
の
血
を
ひ
く
と
さ
れ
る
彼
へ
の
崇
敬
は
篤あ
つ

く
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
み
な
ら
ず
、
ム
ス
リ
ム
ま
で
も
が
彼
の

霊
力
に
あ
や
か
ろ
う
と
、
そ
の
聖
所
に
額ぬ
か

づ
く
。
彼
が
イ

ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
的
存
在
、「
緑
の
男
」
こ
と
ア
ル
・
ヒ
ド

ル
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
。
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
の
イ

コ
ン
や
レ
リ
ー
フ
に
灯
明
を
捧
げ
、
人
び
と
は
一
心
に
祈

る
。
こ
と
に
病
の
治
癒
や
子
宝
祈
願
、
雨
乞
い
に
は
絶
大

な
る
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
。
農
耕
の
さ
か
ん
な
東
地
中

海
世
界
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
身
近
で
重
要
な
豊ほ
う

穣じ
ょ
うの
聖

者
。
そ
れ
が
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
で
あ
る
。

ど
ち
ら
が
本
物
の
豊
穣
神
？

と
こ
ろ
が
こ
の
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
の
イ
コ
ン
を
み
て
い
て
、

ふ
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
人
び
と
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
ど

ち
ら
に
祈
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
か
、
竜
か
。

そ
れ
と
も
両
方
？

じ
つ
は
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
の
正
体
は
、
古
代
カ
ナ
ァ
ン
の

豊
穣
神
バ
ァ
ル
が
、
一
神
教
に
と
り
込
ま
れ
た
姿
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
バ
ァ
ル
自
体
、
年
上

の
き
ょ
う
だ
い
か
ら
豊
穣
神
の
役
割
を
奪
っ
た
神
な
の
で

あ
る
。
シ
リ
ア
西
部
の
ラ
ー
ス
・
ア
ッ
・
シ
ャ
ム
ラ
遺
跡

か
ら
出
土
し
た
カ
ナ
ァ
ン
神
話
の
書
、
ウ
ガ
リ
ト
文
書
に

よ
れ
ば
、
彼
は
兄
、
あ
る
い
は
姉
で
あ
る
ヤ
ム
を
倒
し
て

王
座
に
就
く
の
だ
が
、
こ
の
ヤ
ム
は
竜
の
姿
を
し
て
い
た

と
い
う
。
東
地
中
海
世
界
で
は
一
年
が
雨
季
と
乾
季
に
大

別
さ
れ
、
人
び
と
は
雨
季
の
さ
か
り
を
「
も
っ
と
も
美
し

い
季
節
」
と
よ
ぶ
が
、
雨
は
降
り
す
ぎ
れ
ば
と
き
に
水
害

を
引
き
起
こ
す
。
ヤ
ム
は
荒
ぶ
る
豊
穣
神
と
し
て
敬
愛
さ

れ
、
同
時
に
畏
れ
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
ヤ
ム
を
征

服
し
た
者
が
、
こ
の
地
の
あ
ら
た
な
王
と
な
る
。
ゲ
オ
ル

ギ
オ
ス
の
イ
コ
ン
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
、
古
代
東
地
中

海
世
界
に
お
け
る
、
豊
穣
神
の
変
遷
だ
。

純
粋
に
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
を
崇
敬
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、

彼
の
み
を
描
い
た
イ
コ
ン
を
用
意
す
れ
ば
事
足
り
る
。
若

く
し
て
殉
教
し
た
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
の
像
は
、
信
徒
を
礼
拝

に
誘
う
、
美
形
の
ア
イ
ド
ル
と
し
て
は
お
あ
つ
ら
え
む
き

だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
単
体
で
描
か
れ
て
い
る
イ
コ

ン
は
す
く
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
竜
を
殺
す
、
血
な

ま
ぐ
さ
い
姿
で
あ
る
。
し
か
も
、
イ
コ
ン
作
家
た
ち
は
竜

の
描
写
に
手
を
抜
く
こ
と
は
し
な
い
。
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
の

馬
の
尻
に
喰
ら
い
つ
く
ほ
ど
獰ど
う

猛も
う

に
し
て
み
た
り
、
逆
に

ひ
ょ
う
き
ん
な
姿
に
描
い
て
み
た
り
、む
し
ろ
型
が
決
ま
っ

て
い
る
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
よ
り
も
、
自
由
に
愉
し
ん
で
描
い

て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
え
る
の
で
あ
る
。

バ
ァ
ル
に
殺
さ
れ
た
ヤ
ム
の
こ
と
な
ど
、
人
び
と
は
す
っ

か
り
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼

ら
は
殺
さ
れ
る
竜
の
姿
に
遠
い
祖
先
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま

さ
れ
、
そ
こ
に
豊
穣
神
の
真
の
姿
を
み
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
は
じ
め
て
意
識
し
た
の
は
一
九
九
七

年
五
月
六
日
、シ
リ
ア
の
サ
イ
ド
ナ
ー
ヤ
で
み
た
、マ
ー
ル・

ジ
ル
ジ
ス
祭
で
の
こ
と
で
あ
る
。

敵
役
は
人
気
者

サ
イ
ド
ナ
ー
ヤ
は
聖
母
マ
リ
ア
崇
敬
の
町
と
し
て
有
名

で
あ
る
が
、
町
の
入
り
口
に
あ
る
マ
ー
ル
・
ジ
ル
ジ
ス
聖

堂
は
、
シ
リ
ア
に
お
け
る
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
崇
敬
の
拠
点
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
祭
の
当
日
、
村
の
内
外
か
ら
集
ま
っ
た

人
び
と
で
聖
堂
は
埋
め
尽
く
さ
れ
、
聖
体
礼
儀
（
ミ
サ
）

の
後
に
は
、
地
元
の
高
校
生
た
ち
に
よ
っ
て
、
竜
退
治
物

語
の
寸
劇
が
上
演
さ
れ
た
。

ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
役
の
生
徒
は
赤
い
マ
ン
ト
を
翻
し
て
は

い
る
が
、
肝
心
の
衣
装
は
ジ
ー
ン
ズ
を
緑
の
ス
プ
レ
ー
で

染
め
た
だ
け
で
、
安
っ
ぽ
い
印
象
は
否
め
な
い
。
い
っ
ぽ
う
、

敵
役
の
は
ず
の
竜
の
は
り
ぼ
て
は
、
か
な
り
大
き
な
力
作

だ
っ
た
。
寸
劇
は
も
ち
ろ
ん
、
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
が
竜
に
と

ど
め
を
さ
し
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
た
の
だ
が
、
興

味
深
い
の
は
そ
の
後
の
光
景
で
あ
る
。
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
役

の
生
徒
が
子
ど
も
を
抱
き
あ
げ
、
記
念
撮
影
を
す
る
横
で
、

竜
も
ま
た
子
ど
も
た
ち
に
大
人
気
だ
っ
た
の
だ
。
彼
ら
は

わ
れ
先
に
と
竜
に
手
を
の
べ
、
撫な

で
さ
す
り
、
果
て
は
竜

の
口
に
頭
を
差
し
入
れ
て
は
し
ゃ
い
で
い
る
。
は
り
ぼ
て

の
な
か
に
入
っ
た
生
徒
も
心
え
た
も
の
で
、
泣
か
せ
な
い

程
度
に
子
ど
も
を
驚
か
せ
、
竜
の
周
り
に
は
笑
い
の
輪
が

広
が
っ
て
い
た
。

―
―
き
れ
い
な
だ
け
の
ア
イ
ド
ル
な
ん
て
、
つ
ま
ら
な

い
じ
ゃ
な
い
か
。

ち
ょ
っ
と
と
ぼ
け
た
竜
の
は
り
ぼ
て
が
、
得
意
げ
に
ニ

ヤ
ッ
と
笑
っ
た
よ
う
に
み
え
た
の
は
、
気
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。

き
れ
い
な
だ
け
の
ア
イ
ド
ル
な
ん
て
！ 

―
聖
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
の
竜
退
治

菅す
が

瀬せ 

晶あ
き

子こ  

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

干
支
の
な
か
で
唯
一
の
想
像
上
の
動
物
、そ
れ

が
辰

―
竜
・
龍
で
あ
る
。お
そ
ら
く
は
農
耕

が
広
ま
る
と
と
も
に
、水
を
司
る
霊
獣
と
し
て

生
ま
れ
た
辰
は
、さ
ま
ざ
ま
な
姿
で
描
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。あ
る
と
き
は
雄
々
し
く
天

空
を
舞
い
、あ
る
と
き
は
た
お
や
か
な
る
龍
女

と
な
っ
て
、若
者
を
水
底
の
宮
へ
と
い
ざ
な
う
。

ま
た
あ
る
と
き
は
毒
を
吐
く
悪
の
化
身
と
し

て
退
治
さ
れ
、現
代
に
お
い
て
は
大
地
母
神
と

し
て
よ
み
が
え
り
つ
つ
あ
る
。そ
ん
な
変
幻
自

在
な
辰
の
物
語
を
、世
界
各
地
か
ら
集
め
て

み
た
。
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ジルジス（ゲオルギオス）の馬の尻に喰らいつき、必死の抵抗をこころ
みている
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新
し
い
年
を
祝
う
顔

香
港
の
一
月
一
日
は
、
大お
お
み
そ
か

晦
日
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
と
打
ち
上
げ
花
火
で
は
じ

ま
る
。
中
華
人
民
共
和
国
の
一
部
と
な
っ
て
一
二
年
半
が
経
つ
が
、
植
民
地
時

代
の
名
残
で
、
西
暦
の
新
年
も
西
洋
式
に
祝
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り

旧
暦
の
正
月
の
ほ
う
が
大
き
な
行
事
で
あ
り
、
香
港
の
人
び
と
が
「
新
年
」
と

い
う
と
き
、
そ
れ
は
旧
正
月
を
さ
す
。
こ
の
時
期
に
中
国
語
圏
や
、
そ
し
て
世

界
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
訪
れ
る
と
、
派
手
な
色
の
獅し

し子
が
行
き
交
い
、
光
る

目
玉
を
も
つ
龍
が
、
珠
を
追
い
か
け
て
舞
う
さ
ま
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
ら
は
ま
と
め
て
龍
獅
芸
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は

お
も
に
龍
舞
を
と
り
あ
げ
る
。

芸
能
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
へ

龍
舞
は
も
と
も
と
、
龍
の
胴
体
を
色
と
り
ど
り
の
布
で
飾
っ
た
り
火
を
灯
し

た
り
し
た
も
の
を
大
人
数
で
支
え
、
太
鼓
の
リ
ー
ド
の
も
と
に
金
属
製
楽
器
の

音
を
伴
っ
て
練
り
歩
く
も
の
で
、
地
域
の
伝
統
芸
能
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き

た
。
中
国
の
南
部
を
起
源
と
す
る
南
方
龍
舞
は
大
型
、
北
方
龍
舞
は
小
型
の
龍

を
用
い
る
の
が
特
徴
で
、
そ
れ
ぞ
れ
南
北
の
戯ぎ

劇げ
き

で
用
い
ら
れ
る
楽
器
を
使
う
。

し
か
し
二
〇
世
紀
後
半
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
マ
レ
ー
シ
ア
の
華
人
た
ち
が
、
北
方

龍
舞
を
現
代
的
な
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
洗
練
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
世
界
各
地

に
広
ま
り
、
舞
い
手
九
名
と
龍
り
ゅ
う

珠じ
ゅ

を
担
当
す
る
一
名
と
い
う
規
格
に
沿
っ
た
龍

舞
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
列
を
作
っ
て
練
り
歩
く
だ
け
で
は

な
く
、
走
り
、
跳
び
、
舞
い
手
の
身
体
を
組
体
操
の
よ
う
に
使
う
こ
と
で
、
龍

は
生
き
も
の
の
よ
う
な
動
き
を
み
せ
る
。
龍
に
蛍
光
塗
料
を
塗
り
、
人
が
黒
い

服
を
着
て
ブ
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ト
を
照
射
し
、
龍
と
珠
だ
け
を
暗
闇
に
浮
か
び
あ
が

ら
せ
る
「
夜
光
龍
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
も
定
着
し
た
。
こ
う
な
る
と
地
域
で
継

承
さ
れ
る
芸
能
と
い
う
枠
組
み
は
外
れ
、
演
じ
ら
れ
る
場
も
体
育
館
や
運
動
場

へ
と
広
が
る
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
や
体
操
の
よ
う
な
得
点
制
の
審
査
基
準
が

設
け
ら
れ
、
各
地
で
競
技
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
太
鼓
・
シ
ン
バ
ル
・

銅ど

鑼ら

と
い
う
伝
統
的
な
組
み
合
わ
せ
の
ほ
か
に
い
ろ
い
ろ
な
楽
器
が
投
入
さ
れ
、

衣
装
や
装
飾
に
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
が
使
わ
れ
る
な
ど
、
華
や
か
さ
も
増
し
て
い
る
。

日
常
の
な
か
で
遭
遇
す
る

し
か
し
香
港
で
は
、
こ
う
し
た
祝
祭
日
や
競
技
会
に
限
ら
ず
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
モ
ー
ル
や
会
議
場
、
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
龍
が
舞
う
姿
に
遭
遇
す
る
こ
と
が

あ
る
。
個
人
が
開
催
す
る
誕
生
会
や
食
事
の
イ
ベ
ン
ト
、
開
店
祝
い
と
い
っ
た

機
会
に
太
鼓
と
シ
ン
バ
ル
、
銅
鑼
の
音
が
響
く
と
、
人
び
と
は
競
っ
て
携
帯
電

話
で
龍
の
写
真
を
撮
る
。
日
々
の
都
市
生
活
の
な
か
で
、
ふ
い
に
龍
舞
に
出
会

う
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
狭
い
面
積
に
七
〇
〇
万

の
人
び
と
が
暮
ら
す
大
都
市
・
香
港
は
、
芸
能
の
枠
す
ら
も
超
え
つ
つ
あ
る
龍

に
と
っ
て
、
あ
ら
た
な
棲す

み
家
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

龍
に
出
会
う
街
・
香
港

辻つ
じ

本も
と 

香き
ょ
う

子こ　
総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程

ケ
ル
ト
暦
の
春
の
祝
祭
ベ
ル
テ
ー
ン
の
ひ
と
こ
ま
。
赤
い
竜
は
火
を
白
い

竜
は
氷
を
あ
ら
わ
し
、
赤
い
竜
が
白
い
竜
を
倒
す
こ
と
で
、
暖
か
い
季
節

に
な
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の

創
作
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
内
容
は
毎
年
異
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
年
の
も
の
は
中
国
の
龍
舞
の
影
響
を
受
け
て
い
た

︵
2
0
1
0
年
5
月
1
日
、
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
州
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
︶

二
〇
一
〇
年
旧
暦
元
日
の
パ
レ
ー
ド

暗
闇
で
ブ
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ト
を
当
て
た
夜
光
龍

聖なる竜の復活 
―女神・魔女復興運動とケルト文化

河
かわ

西
にし

 瑛
え

里
り

子
こ
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ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
・
シ
リ
ー
ズ
第
四
巻
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
ひ
と
つ

に
、
主
人
公
ら
が
獰ど
う

猛も
う

な
竜
に
立
ち
向
か
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
竜
は
、
邪
悪
さ
の
象
徴
と
し

て
、
忌
み
嫌
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ケ
ル
ト
文
化
の
守
護
神

と
は
い
え
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
む
か
し
か
ら
竜
が
悪
の
化
身
と
み
な
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
サ
ク
ソ
ン
人
が
侵
入
す
る
前
か
ら
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ

テ
ン
島
に
暮
ら
し
て
い
た
ケ
ル
ト
系
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
竜
は
守
護
神
的

な
存
在
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ケ
ル
ト
伝
説
の
英
雄
ア
ー
サ
ー
王
の
姓
、
ペ

ン
ド
ラ
ゴ
ン
は
「
竜
王
」
を
意
味
し
て
お
り
、
現
在
で
も
ケ
ル
ト
文
化
が
色

濃
く
残
る
と
さ
れ
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
国
旗
や
、
ア
ー
サ
ー
王
ゆ
か
り
の
地
が

多
く
残
る
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
州
の
シ
ン
ボ
ル
に
は
、
赤
い
竜
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
竜
を
悪
魔
と
み
な
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
よ
り
、

イ
ギ
リ
ス
で
も
竜
は
邪
悪
な
存
在
と
な
っ
て
い
く
。
竜
退
治
で
知
ら
れ
る
聖

ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
守
護
聖
人
に
制
定
し
た
こ
と
は
、
そ

の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。

虐
げ
ら
れ
た
竜
の
再
評
価

と
こ
ろ
が
近
年
、
既
存
の
価
値
観
に
当
て
は
ま
ら
な
い
生
き
方
を
求
め
る

人
び
と
の
あ
い
だ
で
、
竜
を
再
評
価
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。
そ
の
代
表
的

な
例
が
、
女
神･

魔
女
復
興
運
動
に
携
わ
る
女
性
た
ち
で
あ
る
。
一
九
六
〇

年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
で
は
、
女
性
の
社
会
的

地
位
の
向
上
だ
け
で
な
く
、
女
性
の
た
め
の
精
神
的
な
拠よ

り
所
の
創
造
も

試
み
ら
れ
た
。
欧
米
で
主
要
な
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、「
神
」
が
男

性
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
り
、
高
位
の
司
祭
職
に
男
性
し
か
つ
け
な
い
な
ど
、

男
性
的
す
ぎ
て
、
女
性
の
精
神
的
支
柱
に
は
な
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

そ
ん
な
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
か
つ
て
あ
っ
た
が
、
キ
リ

ス
ト
教
に
抑
圧
さ
れ
た
と
さ
れ
る
、
魔
女
術
や
地
母
神
信
仰
は
、
女
性
の

た
め
の
信
仰
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
え
た
。
そ
こ
で
、
世
界
各
地

の
神
話
や
伝
説
を
と
り
入
れ
な
が
ら
、
魔
女
や
女
神
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
、

新
し
い
信
仰
を
創
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か

で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
敵
視
さ
れ
て
き
た
竜
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
抑
圧
さ
れ
て

き
た
女
性
や
地
母
神
の
象
徴
と
し
て
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
関
心
を
も
つ
人
び
と
一
般
の
あ

い
だ
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
竜
の
図
柄
は
タ
ト
ゥ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
人

気
が
あ
る
し
、
竜
を
大
地
や
自
然
の
象
徴
と

み
な
し
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ヒ
ー
リ
ン
グ
に

利
用
す
る
者
も
い
る
。

長
い
苦
難
の
と
き
を
経
て
、
イ
ギ
リ
ス
で

は
今
、
聖
な
る
竜
が
復
活
し
つ
つ
あ
る
の
だ
。

［参照動画］祝祭ベルテーン http://www.youtube.com/user/ErikoKawanishi?blend=23&ob=5#p/u/22/kmHhrJNVZBM



民
博
に
潜
む
龍

民
博
に
は
龍
が
い
る
。
美
し
い
う
ろ
こ
の
あ
る
頸く
び

が
の
び
、
立

派
な
角
に
輝
く
大
き
な
眼
。
彼
の
故
郷
は
中
国
、
貴き

州し
ゅ
う

省
の
清せ
い

水す
い

江こ
う
。
ミ
ャ
オ
族
の
最
大
の
祭
「
龍
舟
節
」
で
、
白
い
波
し
ぶ
き

を
あ
げ
な
が
ら
た
く
ま
し
く
闘
っ
た
龍
な
の
で
あ
る
。
独
特
の
長

い
丸
木
船
に
三
十
数
人
が
乗
り
、
立
っ
て
漕こ

ぐ
。
む
か
し
は
全
員

し
ゅ
ろ
の
蓑み
の

と
笠
を
つ
け
た
と
聞
き
、
銀
色
に
う
ね
り
輝
く
巨
龍

の
う
ろ
こ
を
想
像
し
た
。
龍
舟
競
争
が
は
じ
ま
る
瞬
間
、
彼
ら
は

龍
に
な
り
神
に
な
る
と
い
う
。
娘
た
ち
の
民
族
衣
装
に
も
龍
が
刺し

繍し
ゅ
うさ

れ
、
髪
飾
り
に
も
白
銀
の
龍
た
ち
が
揺
れ
て
い
る
。

水
の
底
の
桃
源
郷

こ
の
清
水
江
を
下
る
と
沅げ
ん

江こ
う
に
入
り
、
や
が
て
洞ど
う

庭て
い

湖こ

に
入
る
。

こ
の
広
大
な
湖
は
季
節
ご
と
に
水
位
が
上
下
す
る
。
そ
れ
に
は
こ

ん
な
い
い
伝
え
が
あ
る
。

あ
る
漁
夫
が
あ
ら
し
の
洞
庭
湖
で
乙
女
（
龍
女
）
を
助
け
る
。

彼
女
は
お
礼
に
龍
宮
に
招
く
た
め
「
分ぶ
ん

水す
い

珠し
ゅ

」
を
わ
た
す
。
彼
が

約
束
ど
お
り
分
水
珠
を
も
っ
て
湖
辺
に
立
つ
と
湖
水
が
わ
か
れ
て

一
條
の
道
が
続
き
龍
宮
が
あ
ら
わ
れ
る
。
龍
女
と
結
婚
し
竜
宮
城

で
の
楽
し
い
日
々
を
過
ご
す
う
ち
、
ふ
と
母
親
を
思
い
出
し
帰
郷

を
決
め
る
。
龍
女
は
宝
の
手
箱
を
渡
し
「
決
し
て
開
け
る
な
、
会

い
た
い
と
き
は
わ
た
し
の
名
を
呼
べ
ば
よ
い
」
と
念
を
お
す
。

帰
郷
し
て
み
る
と
村
の
様
子
は
変
わ
り
、
見
知
ら
ぬ
人
ば
か
り
。

龍
宮
の
一
日
は
人
間
界
の
一
〇
年
に
あ
た
っ
て
い
た
の
だ
。

漁
夫
は
驚
き
龍
女
に
尋
ね
よ
う
と
手
箱
の
ふ
た
を
開
け
る
と
、

龍
を
し
め
し
た
土
器
に
出
会
う

土
器
に
描
か
れ
た
不
思
議
な
動
物
の
絵
を
初
め
て
見
た
の
は

四
〇
年
ば
か
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
和い
ず
み泉
の
池い
け

上が
み

曽そ

根ね

遺
跡
で
弥

生
時
代
の
井
戸
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
壺
の
肩
を
飾
る
図
形
（
下
図

右
）
で
あ
る
。
見
て
龍
だ
と
直
感
し
た
。
記
憶
は
定
か
で
な
い
が
、

Ｓ
字
状
に
う
ね
る
胴
や
開
い
た
口
な
ど
か
ら
漢
の
鏡
に
あ
ら
わ
さ

れ
た
龍
形
と
の
似
通
い
を
思
い
浮
か
べ
、
井
戸
と
水
か
ら
龍
を
連

想
し
た
の
だ
ろ
う
。
同
様
の
図
柄
の
あ
る
壺
は
河か
わ
ち内

の
船ふ
な

橋は
し

遺
跡

で
も
採
集
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
土
器
の
年
代
は
二
世
紀
初
期

ご
ろ
で
あ
る
。

弥
生
土
器
に
鹿
、
鳥
、
家
、
舟
、
魚
、
人
な
ど
の
姿
か
た
ち
を

線
刻
し
た
例
は
少
な
く
な
い
。
画
材
は
す
べ
て
弥
生
人
の
身
の
ま

わ
り
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
一
世
紀
の
初
葉
ご
ろ
ま
で

で
、
以
後
は
記
号
的
な
図
形
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
龍
の

絵
と
見
ら
れ
る
も
の
は
一
世
紀
後
半
ご
ろ
に
登
場
し
始
め
、
古
墳

時
代
の
始
ま
り
と
と
も
に
姿
を
消
す
。
最
初
の
発
見
か
ら
今
ま
で

の
四
〇
年
の
あ
い
だ
に
、
龍
を
あ
ら
わ
し
た
弥
生
土
器
の
出
土
数

は
増
え
、
記
号
化
し
た
も
の
を
併
せ
る
と
、
七
八
遺
跡
で
一
五
〇

点
を
超
え
る
。

水
を
支
配
す
る
蛇

龍
の
姿
を
初
め
て
見
た
倭
人
は
、
前
二
世
紀
後
半
に
北
部
九
州

に
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
小
王
国
の
王
た
ち
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
王

た
ち
は
、
朝
鮮
半
島
に
設
け
ら
れ
た
楽ら
く

浪ろ
う

郡
を
通
じ
て
漢
に
朝
貢

し
、
鏡
な
ど
を
手
に
入
れ
て
い
た
。
鏡
の
文
様
に
は
四
神
の
ひ
と

な
か
か
ら
白
い
煙
が
立
ち
上
り
白
髪
の
翁お
き
なと
な
っ
て
死
ん
だ
。
が
、

死
後
も
目
を
閉
じ
る
こ
と
な
く
洞
庭
湖
を
ず
っ
と
見
つ
め
続
け
て

い
る
。
す
る
と
突
然
湖
の
水
が
満
ち
て
き
た
。
こ
れ
は
龍
女
が
ほ
っ

と
た
め
息
を
つ
い
た
か
ら
だ
。
湖
の
満
ち
干
は
龍
女
の
た
め
息
だ

と
伝
え
て
い
る
。

こ
の
話
は
沖
縄
の
『
遺い

老ろ
う

説せ
つ

伝で
ん

』
や
わ
が
『
万
葉
集
』
の
浦
島

説
話
に
通
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
「
龍
宮
」
な
る
表
現
は
『
日
本

書
紀
』『
風
土
記
』『
万
葉
集
』
な
ど
の
類
話
に
は
無
く
、
室
町
時

代
の
『
御
伽
草
子
』
に
至
っ
て
初
め
て
あ
ら
わ
れ
る
。
中
国
の
場

合
も
水
神
龍
神
の
館
は
す
で
に
紀
元
前
四
世
紀
ご
ろ
の
『
楚そ

じ辞
』

に
「
魚
鱗
の
屋
根
に
龍
の
堂
、
紫
貝
の
門
に
朱
の
宮
居
」
と
あ
り
、

晋
の
『
捜そ
う

神じ
ん

記き

』
等
に
も
水
神
の
邸
で
娘
を
妻
に
す
る
話
は
あ
る

が
「
龍
宮
」
な
る
語
は
唐
代
以
降
で
あ
る
。『
梁
り
ょ
う

四し

公こ
う

記き

』
に
「
震

沢
の
洞
庭
山
の
西
南
に
深
さ
百
尺
余
り
の
洞
穴
が
あ
り
、
五
十
里

余
り
進
む
と
龍
宮
が
あ
る
」
等
。

龍
宮
か
ら
も
ち
帰
る
の
は

面
白
い
こ
と
に
現
在
の
民
間
伝
承
で
は
浦
島
の
よ
う
に
破
滅
す
る

話
の
他
に
龍
宮
か
ら
も
ち
帰
っ
た
呪
宝
に
よ
り
、
む
し
ろ
現
世
で
豊

か
に
な
る
話
が
あ
る
。
た
と
え
ば
洱じ

海か
い
の
ペ
ー
族
で
は
、
龍
宮
に
三

日
間
招
か
れ
た
男
が
帰
郷
す
る
と
三
年
も
経
っ
て
い
る
。
も
ら
っ
て

き
た
宝
の
瓢
ひ
ょ
う

箪た
ん
の
お
か
げ
で
豊
か
に
な
る
。
兄
夫
婦
が
瓢
箪
を
も
ち

去
り
、
宝
船
を
要
求
し
た
た
め
に
船
が
沈
み
、
瓢
箪
は
龍
宮
に
帰
っ

て
し
ま
う
。
蒙
古
族
で
は
、魚
（
龍
女
）
を
逃
が
し
て
や
っ
た
漁
夫
が
、

龍
宮
へ
招
か
れ
て
、
犬
を
も
ら
う
。
帰
郷
す
る
と
長
い
年
月
が
経
っ

て
お
り
、
母
は
と
う
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
犬
が
皮
を
脱
ぐ
と
龍
女

が
あ
ら
わ
れ
て
妻
に
な
る
。
支
配
者
が
妻
を
奪
う
た
め
難
題
を
出
す

が
龍
宮
の
手
箱
の
力
で
打
ち
負
か
す
。

と
も
あ
れ
今
は
民
博
の
龍
も
無ぶ

聊り
ょ
うを
か
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し

『
説せ
つ

文も
ん

』
に
よ
れ
ば
龍
は
「
鱗り
ん

虫ち
ゅ
うの
長ち
ょ
う」
で
あ
り
、「
春
分
に
し
て

天
に
昇
り
、
秋
分
に
し
て
渕
に
潜
み
、
変
幻
自
在
」
の
霊
力
を
そ

な
え
て
い
る
。
民
博
に
潜
む
龍
の
躍
動
の
と
き
を
期
待
し
よ
う
。

つ
と
し
て
龍
の
図
像
が
鋳
だ
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
佐
賀
県
唐か
ら

津つ

の
桜さ
く
ら
の
ば
ば

馬
場
遺
跡
出
土
甕か
め

棺か
ん

の
副
葬
の
鏡
は
そ
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら

れ
る
。
と
は
い
え
、
土
器
絵
画
の
画か

き
手
が
鏡
の
龍
文
様
を
直
接

見
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
あ
る
い
は
四
神
の
思
想
を
理
解
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
水
や
降
雨
を
支
配

す
る
中
国
の
龍
信
仰
が
伝
え
ら
れ
、
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
弥
生
土
器
の
画
き
手
は
口
頭
で
受
け
た
説
明
を
も

と
に
龍
を
絵
に
あ
ら
わ
し
た
。

お
そ
ら
く
そ
の
説
明
で
強
調
さ
れ
た
の
は
「
体
は
蛇
で
足
が

あ
り
大
き
な
眼
と
角
と
た
て
が
み
を
も
つ
」
と
い
う
程
度
の
情
報

だ
っ
た
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
牙
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
場
の

中
国
で
も
龍
の
元
の
姿
は
蛇
で
あ
り
、
湿
地
に
生
息
す
る
蛇
に
は

水
を
支
配
す
る
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
最
古
の
龍
の
姿

を
伝
え
る
の
は
河か

南な
ん

省
西せ
い

水す
い

坡は

遺
跡
の
例
で
あ
る
。
一
体
の
遺
骨

の
両
側
に
貝
殻
を
並
べ
て
龍
と
虎
が
巧
み
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

六
〇
〇
〇
年
前
の
仰
ぎ
ょ
う

韶し
ょ
う

期
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
殷
周
以
降
の

水
を
支
配
す
る
龍
信
仰
に
繋
が
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

謎
多
き
幻
獣

殷
の
祭
祀
用
の
青
銅
器
の
中
心
に
大
き
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
の
は
饕と
う

餮て
つ

と
よ
ば
れ
る
恐
ろ
し
い
正
面
向
き
の
顔
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
呼
び
名
は
後
世
の
も
の
で
、
殷
の
む
か
し
に
ど
う
よ

ば
れ
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
。
著
名
な
考
古
学
者
で
あ
っ
た
林
は
や
し

巳み

な

お
奈
夫
さ
ん
は
、
こ
れ
を
殷
人
の
崇あ
が

め
る
上
帝
の
表
現
だ
と
考
え

た
。
青
銅
器
に
は
こ
の
饕
餮
の
脇
、
あ
る
い
は
目
立
た
な
い
位
置
に
、

小
さ
く
あ
ら
わ
さ
れ
た
獣
の
像
が
布
置
さ
れ
て
い
る
。
虎
、
鼈
す
っ
ぽ
んや

龍
な
ど
の
獣
像
や
怪
獣
像
に
は
対
応
す
る
甲
骨
文
字
も
あ
り
、
あ

る
も
の
は
、
殷
帝
国
の
周
辺
の
民
族
の
標
識
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
雨
を
支
配
す
る
雨
師
を
呼
ぶ
巫
の
ト
ー

テ
ム
が
蛇
で
あ
り
、
雨
乞
い
祭
り
に
巫
が
、
手
足
は
そ
の
ま
ま
に
、

蛇
を
装
っ
て
儀
礼
を
主
導
し
た
の
が
龍
の
原
形
で
は
な
い
か
と
空

想
し
て
い
る
。

龍
女
の
た
め
息

君き
み

島し
ま 

久ひ
さ

子こ　
民
博 

名
誉
教
授
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き
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き 
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初代市川團十郎の鳴神上人（『元禄歌舞伎傑作集』上巻『源平雷伝記』より）

超
越
的
思
想
の
誕
生

龍
は
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
の
生
き
物
を
融
合
し
て
創
造

し
た
架
空
の
生
き
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
蛇
は
現

実
に
存
在
す
る
爬は

虫ち
ゅ
う

類る
い
で
あ
る
。
蛇
を
崇
拝
す
る
人
び

と
と
、
龍
を
崇
拝
す
る
人
び
と
の
思
想
に
は
、
大
き
な

相
違
が
あ
る
。

龍
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
が
現
実
世
界

に
存
在
す
る
生
き
物
を
崇
拝
し
て
い
た
時
代
か
ら
、
あ

ら
た
に
架
空
の
融
合
動
物
を
崇
拝
す
る
時
代
を
創
造
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
わ
た
し
（
拙
著
『
龍
の
文
明
史
』

八
坂
書
房　

二
〇
〇
六
年
）
は
、
そ
れ
を
超
越
的
思
想

の
誕
生
と
み
な
し
た
。

龍
の
信
仰
が
確
立
す
る
ま
で

で
は
龍
は
い
つ
、
ど
こ
で
、
誕
生
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
龍
の
原
型
と
な
る
融
合
動
物
が
誕
生
し
た
の
は

八
〇
〇
〇
年
前
で
あ
る
。
場
所
は
中
国
東
北
部
の
内
モ

ン
ゴ
ル
か
ら
遼
り
ょ
う
ね
い寧
省
に
か
け
て
で
あ
る
。

内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
小し
ょ
う
ざ
ん山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

八
〇
〇
〇
年
前
の
土
器
に
は
、
鹿
・
猪
・
鳥
そ
れ
に
魚

が
融
合
し
た
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
見

渡
す
限
り
の
草
原
が
広
が
る
内
モ
ン
ゴ
ル
の
平
原
に
も
、

八
〇
〇
〇
年
前
に
は
森
が
存
在
し
た
。
そ
の
森
に
生
息
す

る
鹿
や
猪
、
林
床
を
流
れ
る
川
に
生
息
す
る
魚
、
そ
し

て
大
空
を
舞
う
ワ
シ
な
ど
を
融
合
し
た
架
空
の
動
物
を
、

中
国
東
北
部
に
住
ん
で
い
た
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
が
最
初
に
創

造
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
〇
〇
〇
年
た
っ
た
七
〇
〇
〇
年
前
の
遼

寧
省
査さ
か
い海
遺
跡
か
ら
は
、
長
さ
一
九・二
メ
ー
ト
ル
、
幅

約
三
メ
ー
ト
ル
の
石
組
み
の
龍
が
発
見
さ
れ
た
。
足
元

に
は
雲
と
み
な
さ
れ
る
石
組
み
も
あ
る
空
を
飛
ぶ
龍
で

あ
る
。
そ
し
て
頭
を
南
に
し
て
正
確
に
南
北
の
中
軸
線

に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
査
海
遺
跡
か
ら
は
、
三
〇
〇
点
以
上
の

縄
文
時
代
の
円
筒
式
土
器
と
よ
く
似
た
土
器
が
発
見
さ

れ
た
。
そ
の
七
〇
〇
〇
年
前
の
土
器
片
の
な
か
に
、
紅

色
を
つ
け
た
龍
が
い
た
。
龍
の
尻
尾
と
と
ぐ
ろ
を
巻
い

た
頭
の
一
部
は
紅
色
だ
っ
た
。『
山せ
ん
が
い海

経き
ょ
う』

に
は
、「
崑こ
ん
ろ
ん崙

山さ
ん

の
神
樹
に
生
息
す
る
龍
は
紅
色
を
し
て
い
る
」
と
書

い
て
い
る
。
龍
は
も
と
も
と
紅
色
を
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。

そ
れ
か
ら
一
〇
〇
〇
年
た
っ
た
六
〇
〇
〇
年
前
の

紅こ
う
さ
ん山
文
化
の
遼
寧
省
牛ぎ
ゅ
う
か
り
ょ
う

河
梁
遺
跡
か
ら
は
、
玉
で
作
っ

た
龍
が
発
見
さ
れ
た
。
さ
ら
に
河か

南な
ん

省
西せ
い

水す
い

坡は

遺
跡
か

ら
は
、
貝
で
作
ら
れ
た
龍
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
れ
は

誰
が
見
て
も
龍
だ
と
わ
か
る
。
六
〇
〇
〇
年
前
に
は
龍

の
信
仰
が
確
立
し
て
い
た
。

自
然
現
象
と
と
も
に
飛
翔
す
る

で
は
龍
は
ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
の
か
。
龍
が

誕
生
し
そ
の
信
仰
が
確
立
し
た
八
〇
〇
〇
年
前
か
ら

六
〇
〇
〇
年
前
は
、
地
球
の
気
候
が
温
暖
化
す
る
時
代

だ
っ
た
。
地
球
温
暖
化
の
時
代
に
は
、災
害
が
多
発
す
る
。

大
雨
や
干
ば
つ
さ
ら
に
は
強
風
が
吹
く
。
内
モ
ン
ゴ
ル

の
大
地
で
は
竜
巻
も
多
発
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

自
然
現
象
に
直
面
し
て
、
人
び
と
は
天
空
を
飛
翔
す
る

龍
を
発
想
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

龍と気候変動
安
やす

田
だ

 喜
よしのり

憲　国際日本文化研究センター教授

龍の姿は宋代に確立 龍は皇帝のシンボルになった

竜
を
封
じ
込
め
た
男

鳴
神
上
人
は
、
竜
を
封
じ
込
め
た
男

で
あ
っ
た
。

原
拠
と
な
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
神
話

の
一い
っ
か
く角

仙せ
ん
に
ん人

で
あ
る
。

名
前
の
由
来
は
、
出
生
譚
に
あ
っ
た
。

一
角
仙
人
の
父
は
美
し
い
天
女
を
見
て

欲
情
し
、
精
液
を
水
の
な
か
に
落
と
し

た
。
一
角
仙
人
は
、
そ
の
水
を
飲
ん
だ

雌め

鹿じ
か
の
腹
か
ら
生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
た
。

額
か
ら
一
本
の
角
が
生
え
て
い
た
の
で
、

一
角
仙
人
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
。

一
角
仙
人
は
、
竜
を
封
じ
込
め
た
男

で
も
あ
っ
た
。『
今
昔
物
語
集
』（
巻
五

の
四
）
に
は
、
諸
々
の
竜
王
を
捕
え
て

水す
い

瓶び
ょ
うに

封
じ
込
め
た
と
あ
る
。
原
因
は
、

雨
に
濡
れ
た
苔こ
け

の
道
で
滑
り
転
ん
だ
こ

と
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
腹
を
立
て

て
、
雨
を
降
ら
し
た
竜
王
を
封
じ
込
め

た
の
で
あ
る
。

芸
能
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
雷
神

『
一
角
仙
人
』
と
い
う
能
に
は
、
こ
の

作
品
に
だ
け
使
用
す
る
特
殊
面
が
あ
る
。

「
怪あ
や
か
し士

」
系
の
痩
せ
衰
え
た
男
の
額
か

ら
角
が
生
え
て
い
る
能
面
で
あ
る
。
一

角
仙
人
は
、
旋せ
ん
だ陀
夫ぶ
に
ん人
と
い
う
美
女
に

誘
惑
さ
れ
て
神
通
力
を
失
い
、
封
じ
込

め
た
竜
神
に
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
竜

神
の
頭
に
は
、
竜
の
オ
ブ
ジ
ェ
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
。「
竜
り
ゅ
う

戴た
い

」
と
よ
ば
れ
る
被か
ぶ

り
物も
の

で
あ
る
。
竜
神
の
役
を
子こ
か
た方
が
勤

め
る
と
き
は
素
面
だ
が
、
大
人
の
役
者

の
と
き
に
は
「
黒く
ろ

髭ひ
げ

」
と
い
う
能
面
を

掛
け
る
。
竜
の
強
さ
を
表
現
し
た
能
面

で
あ
る
。

歌
舞
伎
で
は
、
主
人
公
の
名
を
鳴
神

と
し
た
。
古
い
台
本
で
は
、「
雷
」
と
書

い
て
「
な
る
か
み
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。

雷
神
を
表
象
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

誘
惑
す
る
美
女
の
名
は
、
雲
の
絶た
え
ま間

姫
で
あ
っ
た
。
鳴
神
上
人
の
二
人
の
弟

子
は
、
白は
く
う
ん雲
・
黒こ
く
う
ん雲
と
い
う
。
雲
と
雲

の
あ
い
だ
か
ら
、
雷
神
を
落
と
す
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
女

の
白
い
ふ
く
ら
脛は
ぎ

を
見
て
空
の
う
え
か

ら
落
ち
た
と
い
う
、粂く
め

の
仙せ
ん
に
ん人

の
イ
メ
ー

ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

騙だ
ま

さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
鳴
神
上

人
は
、
生
き
な
が
ら
雷
神
に
変
身
す

る
。
清
楚
な
白
の
綸り
ん
ず子
の
衣
裳
は
、
観

客
の
見
て
い
る
前
で
真
っ
赤
な
火
炎
と

稲
妻
の
模
様
に
な
っ
た
。
衣
裳
の
こ
の

仕
掛
け
を
「
ぶ
っ
返か
え

り
」
と
よ
ん
で
い
る
。

美
し
く
撫な

で
つ
け
ら
れ
た
黒
髪
は
、
怒

り
の
あ
ま
り
に
逆
立
っ
て
大
き
く
な
っ

た
。「
百ひ
ゃ
く
に
ち日の

毬い
が
ぐ
り栗

」
と
い
う
名
の
鬘か
ず
らで

あ
る
。
鬘
に
は
、「
ヒ
ッ
チ
ュ
ウ
」
と
い

う
黒
く
大
き
な
揉
み
上
げ
も
つ
く
。
顔

に
は
紅
で
隈く
ま
ど
り取
を
と
り
、
鳴
神
上
人
は

雷
神
へ
と
変
身
す
る
の
で
あ
る
。

歌舞伎十八番『鳴神』と竜神  古
ふる

井
い

戸
ど

 秀
ひで

夫
お

　東京大学教授
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研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
牧
畜
研
究
や
遊
牧
研
究
と

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
分
野
へ
の
展
開
が
期
待

さ
れ
る
。

梅
棹
忠
夫
の
み
た
モ
ン
ゴ
ル

現
代
の
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
の
モ
ノ
を
め
ぐ
る

文
化
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
筆
者
に
と
っ
て
、

梅
棹
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
モ
ン
ゴ
ル
研
究
資
料
は
、

七
〇
年
前
の
遊
牧
民
の
生
活
世
界
が
ぎ
っ
し
り

詰
ま
っ
た
玉
手
箱
で
あ
る
。
現
代
の
物
質
文
化

と
の
比
較
や
、
当
時
の
人
び
と
の
モ
ノ
と
の
関

係
性
を
探
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
偉
大
な

先
達
の
手
で
記
録
さ
れ
た
貴
重
な
ス
ケ
ッ
チ
や

書
き
込
み
を
一
言
一
句
も
ら
さ
ぬ
よ
う
、
気
合

を
入
れ
て
分
析
作
業
に
の
ぞ
み
た
い
。

モ
ン
ゴ
ル
研
究
資
料

梅
棹
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
な
か
の
モ
ン
ゴ
ル
関
係

資
料
と
い
う
の
は
、
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
六

年
に
か
け
て
中
国
内
蒙
古
自
治
区
な
ど
で
お
こ

な
わ
れ
た
調
査
研
究
の
資
料
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル

ド
・
ノ
ー
ト
が
約
五
〇
冊
（
今い

ま
に
し西

錦き
ん

司じ

ら
の
も
の

も
ふ
く
む
）、
ス
ケ
ッ
チ
約
二
〇
〇
点
、
写
真
一

〇
〇
点
（
和わ

崎ざ
き

洋よ
う
い
ち一

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）、
ロ
ー
マ

字
カ
ー
ド
約
二
〇
〇
〇
点
、
地
図
三
点
、
原
稿

約
一
〇
〇
〇
枚
な
ど
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
資
料
の
一
部
は
、
著
作
集
第
二
巻
『
モ
ン
ゴ

ル
研
究
』
の
編
集
の
際
に
一
度
整
理
さ
れ
た
も
の

の
、
ほ
と
ん
ど
の
資
料
は
未
整
理
の
ま
ま
保
管

さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
資
料
を
解
読

し
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
地
域
の
当

時
の
自
然
環
境
や
生
活
様
式
、
社
会
関
係
や
物

質
文
化
な
ど
を
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。
本
共
同
研
究
「
梅
棹
忠
夫
モ
ン
ゴ

ル
研
究
資
料
の
学
術
的
利
用
」
は
、
今
後
の

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
の
整
備
・
活
用
に
向
け
た

実
証
的
研
究
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
的
な
事
例
と
し
て

位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

共
同
研
究
メ
ン
バ
ー

モ
ン
ゴ
ル
研
究
資
料
の
解
読
を
す
す
め
る
に
あ

た
り
、
学
際
的
に
研
究
者
が
集
ま
っ
た
。
歴
史
学

お
よ
び
民
族
学
の
視
点
か
ら
分
析
を
担
当
す
る
の

が
静
岡
大
学
の
楊ヤ

ン
ハ
イ
イ
ン

海
英
教
授
、
言
語
学
か
ら
は

富
山
大
学
の
呉く

れ
び
と人

恵め
ぐ
み

教
授
、
牧
畜
論
の
分
析
に

つ
い
て
は
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
の
縄な

わ

田た

浩ひ
ろ

志し

准
教
授
が
担
当
し
、
生
態
学
お
よ
び
牧
畜
文
化

に
つ
い
て
は
岡
山
大
学
非
常
勤
研
究
員
の
ナ
チ
ン

シ
ョ
ン
ホ
ル
氏
、
社
会
関
係
に
つ
い
て
は
民
博
外

来
研
究
員
の
楊

ヤ
ン
チ
ャ
ン
パ
オ

常
宝
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
代
表
者
で
あ
り
研
究
の
総
括
を
お
こ
な
う
の
が
、

民
博
の
小こ

な
が
や

長
谷
有ゆ

き紀
教
授
で
あ
り
、
筆
者
は
物

質
文
化
の
分
析
を
担
当
す
る
。

さ
ら
に
、
資
料
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
民
博
の

国
際
学
術
交
流
協
定
に
基
づ
い
た
、
中
国
の
関
係

諸
機
関
と
の
国
際
共
同
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
内
蒙
古
大
学
民
族
学
・
社
会

学
学
院
な
ら
び
に
蒙
古
学
院
蒙
古
歴
史
研
究
所

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
言
語
学
、
民
族
学
、
歴
史
学
の
専

門
家
を
集
め
た
研
究
チ
ー
ム
が
編
成
さ
れ
つ
つ
あ

る
、
と
い
う
。
二
〇
一
三
年
二
月
に
は
日
本
で
国

際
共
同
研
究
会
を
ひ
ら
く
計
画
が
あ
り
、
そ
の

成
果
は
日
本
語
な
ら
び
に
モ
ン
ゴ
ル
語
で
出
版
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。
国
際
共
同
研
究
を
と
お
し
て

え
ら
れ
た
成
果
が
、
調
査
後
七
〇
年
を
経
て
現
地

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

書
き
込
み
の
ス
ケ
ッ
チ

二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
〇
日
、
民
博
の
梅
棹
資

料
室
に
日
本
の
共
同
研
究
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
と
対た

い

峙じ

し
た
。
資
料
の
量
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
精
緻
な
ス
ケ
ッ
チ
、
フ
ィ
ー

ル
ド
・
ノ
ー
ト
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
多
岐
に
わ
た

る
詳
細
な
事
象
、
そ
れ
と
同
時
に
将
来
の
研
究
の

枠
組
み
を
構
想
す
る
大
局
的
見
地
が
併
存
し
て
い

る
こ
と
に
圧
倒
さ
れ
た
。
梅
棹
忠
夫
の
知
的
遺
産

を
正
確
に
読
み
と
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ

う
か
。
長
期
的
な
取
り
く
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
二
年
半
と
い
う
か
ぎ
ら

れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
の
な
か
で
最
大
限
の
成

果
を
う
む
方
法
に
つ
い
て
議
論
し
た
結
果
、
特
に

ス
ケ
ッ
チ
と
写
真
に
焦
点
を
し
ぼ
る
こ
と
が
決

ま
っ
た
。

二
〇
〇
点
に
お
よ
ぶ
ス
ケ
ッ
チ
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
書
き
込
み
が
さ
れ
て
い
る
。
え
が
か
れ
た
対

象
物
の
収
集
地
や
寸
法
、
素
材
、
部
位
ご
と
の
名

称
、
用
途
、
用
法
、
特
徴
、
製
作
者
な
ど
の
情
報

が
、
モ
ン
ゴ
ル
文
字
と
発
音
記
号
お
よ
び
カ
タ
カ

ナ
で
表
記
さ
れ
、
日
本
語
の
説
明
が
付
記
さ
れ
て

い
る
。
一
九
四
〇
年
代
の
当
該
地
域
の
物
質
文
化

を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
非
常
に
貴
重
な
資
料
で

あ
る
。
他
の
資
料
に
付
属
す
る
ス
ケ
ッ
チ
も
入
れ

る
と
三
〇
〇
点
ぐ
ら
い
に
増
え
そ
う
だ
。
ま
た
、

和
崎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
一
〇
〇
枚
の
写
真
に

は
、
家
畜
の
搾
乳
や
移
動
と
い
っ
た
草
原
の
く
ら

し
、
寺
院
や
市
街
の
さ
ま
な
ど
が
映
し
だ
さ
れ
て

お
り
、
民
族
誌
的
お
よ
び
歴
史
的
資
料
と
し
て
の

価
値
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
資
料
を
カ
タ
ロ
グ
化
す
る
と
と
も
に
、

各
研
究
者
の
専
門
的
な
視
点
か
ら
多
角
的
な
内

容
分
析
を
く
わ
え
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
域
の

民博の初代館長梅棹忠夫がのこしたフィールド・ノート、スケッチ、写真などの資料は
「梅棹アーカイブズ」とよばれている。２０１１年度よりこの膨大な資料の整理とデジタル化、
登録作業がはじまった。本共同研究では、梅棹アーカイブズのうちのモンゴル関係の
資料を整備しつつ実際の活用を考える。

堀
ほ っ た

田 あゆみ
総合研究大学院大学博士後期課程

スケッチには、観察・聞きとり内容が書きこまれている

和崎コレクションの写真はデジタル化することによって分析が容易に
なった。写っているのは、モンゴル牧畜民の一家

「梅棹アーカイブズ」の活用にむけて

共
同
研
究

「
梅
棹
忠
夫
モ
ン
ゴ
ル
研
究
資
料
の
学
術
的
利
用
」

2
0
1
1
年
10
月
～
２
０
１
４
年
4
月

代
表
者
：
小
長
谷 

有
紀
（
民
博
・
民
族
社
会
研
究
部
教
授
）

【
研
究
関
連
情
報
】

■「
ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
展
―
未
来
を
探
検
す
る
知
の

道
具
―
」
開
催
中
。

開
催
期
間
：
２
０
１
１
年
12
月
21
日（
水
）～
２
０
１
２
年

2
月
20
日（
月
）

場
所
：
日
本
科
学
未
来
館

〒
1
3
5

−

0
0
6
4
東
京
都
江
東
区
青
海
２

−

３

−

６

■
国
際
学
術
交
流
協
定
に
基
づ
い
た
中
国
内
蒙
古

大
学
と
の
国
際
共
同
研
究
会
。

２
０
１
３
年
２
月（
予
定
）
大
阪
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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
収
蔵
の
資
料
を
中
心
に
、
世
界
各
地
の

﹁
た
つ
﹂
に
か
か
わ
る
興
味
深
い
情
報
を
紹
介
い
た

し
ま
す
。
新
春
の
一
日
、
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　
1
月
31
日︵
火
︶ま
で

会
場　

本
館
展
示
場
内

■
関
連
イ
ベ
ン
ト（
参
加
無
料
）

実
施
日　

1
月
9
日︵
月
・
祝
︶

◆
研
究
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

解
説　

岩
谷
洋
史
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

機
関
研
究
員
︶

時
間　

①
11
時
～
11
時
30
分　

　
　
　

②
14
時
～
14
時
30
分

場
所　

企
画
展
示
場
B

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
た
つ
を
探
し
て
大
き
な
パ
ズ
ル
を
と
こ
う
！
」

展
示
場
に
あ
る
た
つ
を
カ
メ
ラ
付
き
携
帯
や
、
デ
ジ

タ
ル
カ
メ
ラ
で
写
し
て
見
て
来
て
く
だ
さ
い
。
参
加

者
は
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
大
き
な
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を

と
い
て
い
き
ま
す
。
カ
メ
ラ
を
お
持
ち
で
な
い
方
も

参
加
可
能
で
す
。

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
5
回　

2
月
18
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
】

カ
レ
ン
ダ
ー
か
ら
現
代
宗
教
を
見
る

講
師　
中
牧
弘
允 ︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
︶

み
ん
ぱ
く
に
は
１
０
０
０
点

を
こ
す
世
界
各
地
の
カ
レ
ン

ダ
ー
が
収
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
か
ら
と
く
に
現
代

宗
教
に
か
か
わ
る
も
の
を
取

り
出
し
、
そ
の
意
味
を
文
化

的
・
文
明
的
に
理
解
し
、
世

界
の
動
き
の
な
か
で
ど
の
よ

う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る

か
を
か
ん
が
え
ま
す
。
カ
レ

ン
ダ
ー
は
身
近
な
ア
イ
テ
ム

で
す
が
、
奥
は
意
外
に
深
い

の
で
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

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

◆
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

左
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
期
間
中
は
、
特
別
シ
リ
ー
ズ
と
し
て

ア
メ
リ
カ
に
ま
つ
わ
る
お
話
を
お
届
け
し
ま
す
。
詳

細
は
本
誌
24
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
他
に
も
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
―
」

み
ん
ぱ
く
で
開
催
さ
れ
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　
2
月
20
日︵
月
︶
ま
で

会
場　

日
本
科
学
未
来
館

 

東
京
都
江
東
区
青
海
2
―
3
―
6

電
話　

0
3
・
3
5
7
0
・
9
1
5
1
︵
代
表
︶

h
ttp

://w
w

w
.m

ira
ik

a
n

.jst.g
o

.jp
/sp

/
u

m
e

sao
tad

ao
/

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
）

第
4
0
4
回　

2
月
4
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

「
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

【
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
︶

メ
キ
シ
コ
の
マ
ヤ
の
村
で
の
滞
在
型
の
調
査
か
ら
始
ま
っ
た
私
の

研
究
は
、
今
で
は
世
界
各
地
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
中
心
で
す
。

そ
れ
で
も
や
は
り
人
び
と
と
の
何
気
な
い
や
り
と
り
か
ら
は
お

も
し
ろ
い
情
報
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

私
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
体
験
を
お
話
し
ま
す
。

第
4
0
5
回　

3
月
3
日
︵
土
︶
14
時
～
15
時

世
界
の
パ
ス
ポ
ー
ト
／
パ
ス
ポ
ー
ト
の
世
界

講
師　
陳 

天
璽
︵
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
︶

パ
ス
ポ
ー
ト
は
な
ぜ
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？
世
界
各
地
の
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の
事
例
を
と
お
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
保
証
内
容
や
発
行
機
関
に
つ
い
て
、
ま
た
、
発
行
す
る
側

と
所
持
し
、
使
用
す
る
側
の
意
識
の
ず
れ
な
ど
、
人
び
と
の
帰

属
意
識
を
め
ぐ
る
思
い
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
ま
す
。

「
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

【
大
地
に
ひ
び
く
祭
り
と
祈
り
の
音
】

1
．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
︶
14
時
～
15
時

世
界
遺
産
ウ
マ
ワ
カ
渓
谷
の
カ
ー
ニ
バ
ル
に
つ
い
て
の
お
話

を
聞
い
て
、
仮
面
を
つ
く
り
ま
す
。

2
．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
︶
13
時
30
分
～
15
時
30
分

ホ
ピ
の
人
た
ち
の
く
ら
し
や
お
祭
り
の
お
話
を
聞
い
て
、

ひ
ょ
う
た
ん
の
楽
器
を
つ
く
り
ま
す
。
展
示
場
も
見
学
し

ま
す
。

※
要
申
込
。
仮
面
、
楽
器
づ
く
り
に
は
材
料
費
が
必
要
で
す
。

内
容
や
詳
細
は
上
記
友
の
会
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

時
間　

10
時
30
分
～
16
時
30
分
︵
受
付
10
時
よ
り

開
始
︶

集
合
場
所　

ナ
ビ
ひ
ろ
ば

※
参
加
無
料
、
当
日
受
付
︵
先
着
20
名
︶

「
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
。

会
期　

1
月
7
日
︵
土
︶
～
3
月
25
日
︵
日
︶

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
今
夜
、列
車
は
走
る
」

日
時　

1
月
14
日
︵
土
︶　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

　
　
　
︵
開
場
13
時
︶

場
所　

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

◆
研
究
公
演

「
ア
ン
デ
ス
の
詩（
う
た
）」

南
米
ア
ン
デ
ス
地
帯
の
民
俗
音
楽
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
レ

を
、日
本
の
第
一
人
者
で
あ
る
瀬
木
貴
将
さ
ん
が
演

奏
し
ま
す
。ア
メ
リ
カ
大
陸
で
誕
生
し
た
ボ
サ
ノ
バ

や
ジ
ャ
ズ
と
の
組
み
合
わ
せ
も
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

日
時　

2
月
11
日
︵
土
・
祝
︶　

14
時
～
16
時

場
所　

講
堂
︵
先
着
4
5
0
名
︶
※
参
加
無
料
、
要
申
込

申
込
締
切　

1
月
26
日
︵
木
︶
必
着

申
込
方
法

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
︵
返
信
用
お
も
て
に

も
︶・
年
齢
︵
任
意
︶・
電
話
番
号
・
参
加
希
望
人
数

︵
本
人
を
含
め
て
4
名
ま
で
︶
と
研
究
公
演
タ
イ
ト

ル
・
実
施
日
を
書
い
て
広
報
企
画
室 

企
画
連
携
係

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
応
募
者
多
数
の
場
合

は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

◇﹁
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会
﹂
維
持
会
員
お
よ

び
正
会
員
の
方
は
優
遇
枠
が
あ
り
ま
す
の
で
、
会
員

番
号
も
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

香炉 2,940円（税込）
匂ひ袋  1,365円（税込）
干支ストラップ 1,300円（税込）

●
展
示
場
新
構
築
の
お
知
ら
せ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示
と
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
、
学
習
コ
ー

ナ
ー
、
本
館
展
示
場
出
入
口
付
近
が
3
月
に
新
し
く

生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
そ
の
一
部
が

工
事
の
た
め
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

閉
鎖
期
間　

1
月
上
旬
～
3
月
14
日
︵
水
︶

●
休
館
日
・
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

年
始
は
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
。

東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
対
す
る
本
館
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

毎
日
新
聞
夕
刊
連
載「
旅
・
い
ろ
い
ろ
地
球
人
」

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
の
エ
ッ
セ
イ
が
毎
週
木
曜

日
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
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

■西尾哲夫 訳・再話／茨木啓子 再話
『子どもに語るアラビアンナイト』
こぐま社　定価：1 ,680円

ペルシアのお妃シェヘラ
ザードが、王さまに命がけ
で語った千と一夜の物語、
アラビアンナイト。今回、
研究者とベテランの語り
手により、子どもが耳で聞
いて楽しめるアラビアン
ナイトが実現しました。

■ 『民博通信』 2011　No.13 4（12月発行）
評論・展望
フォーラム化する文化人類学
―大学共同利用機関としての
国立民族学博物館が果たすべき役割を考える

佐々木史郎

■土方久功 著　須藤健一・清水久夫 編
『土方久功日記Ⅲ』
国立民族学博物館調査報告 No.100

みんぱく出版物入手方法については広報係にお問い
合わせください。　 電話　06・6878・8560

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
は
龍
に
ち
な
ん
だ
商
品
を
そ
ろ
え

て
い
ま
す
。

呉
須
で
龍
が
描
か
れ
た
香
炉
は
、
ス
テ
ィ
ッ
ク
型
、
コ
ー
ン
型
、

渦
巻
型
の
お
香
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

龍
の
匂
ひ
袋
は
衣
服
に
香
り
を
う
つ
し
た
り
、
鞄
に
し
の
ば
せ

た
り
、
床
飾
り
や
玄
関
飾
り
な
ど
で
、
さ
り
げ
な
い
香
り
の
演

出
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

干
支
ス
ト
ラ
ッ
プ
に
は
、
め
で
た
い
前
兆
を
も
た
ら
し
幸
運
を

よ
ぶ
と
云
わ
れ
る
﹁
雨
龍
﹂
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
の
干
支 

辰（
龍
）で

福
を
よ
び
よ
せ
て

12   13    2012 年 1月号



地球ミュージアム紀行
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共
生
空
間
の
創
造
へ

　

暗
く
重
い
展
示
空
間
を
一
歩
出
る
と
、

向
か
い
の
展
示
棟
に
は
、現
在
そ
し
て
未

来
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
別
の

部
屋
が
控
え
る
。そ
こ
に
は
子
ど
も
、特

に
少
女
た
ち
が
自
ら
撮
影
し
た
マ
ヤ
系

民
族
の
日
常
生
活
の
写
真
が
飾
ら
れ
、内

戦
で
失
わ
れ
た
民
族
の
伝
統
再
生
を
次

世
代
に
託
す
実
践
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
が
、情
報
端
末
に
触
れ
な
が

ら
マ
ヤ
系
言
語
を
学
ぶ
コ
ー
ナ
ー
も
あ
る
。

こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、民
族
の
存
在
を

否
定
さ
れ
た
人
び
と
が
、過
去
を
記
憶
し

つ
つ
も
あ
ら
た
な
共
生
空
間
を
創
造
す

る
と
い
う
難
題
に
自
ら
取
り
組
む
空
間

な
の
で
あ
る
。

グ
ア
テ
マ
ラ
初
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　

中
米
グ
ア
テ
マ
ラ
の
首
都
よ
り
車
で

四
時
間
ほ
ど
北
上
す
る
と
、バ
ハ
・
ベ
ラ

パ
ス
州
の
ラ
ビ
ナ
ル
市
に
着
く
。ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
は
町
外
れ
に
あ
り
、ス
ペ
イ
ン
語

と
ア
チ
語
で
記
さ
れ
た
小
さ
な
看
板
は
、

う
っ
か
り
す
る
と
見
過
ご
し
て
し
ま
う
。

二
〇
〇
一
年
、グ
ア
テ
マ
ラ
最
初
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
て

開
館
し
、そ
の
名
の
と
お
り
、ラ
ビ
ナ
ル
・

ア
チ
と
い
う
マ
ヤ
系
先
住
民
が
自
主
的

に
運
営
す
る
。設
立
趣
旨
に
は
民
族
の

歴
史
を
と
ど
め
、豊
か
な
文
化
を
伝
承
・

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
謳う

た

わ
れ
て
い
る
。

内
戦
下
の
虐
殺
の
記
憶

　

中
庭
を
囲
む
展
示
室
に
は
、民
族
の

起
源
を
示
す
考
古
学
遺
物
こ
そ
飾
ら
れ

て
い
る
が
、展
示
の
中
心
は
、ラ
ビ
ナ

ル
・
ア
チ
集
団
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に

お
よ
ぶ
四
四
一
一
名
が
虐
殺
さ
れ
た
歴

史
に
あ
る
。犠
牲
者
の
遺
影
と
、虐
殺
状

況
を
克
明
に
記
し
た
テ
キ
ス
ト
で
溢あ

ふ

れ

る
部
屋
は
静
寂
さ
に
包
ま
れ
、重
い
空

気
が
漂
う
。

　

グ
ア
テ
マ
ラ
で
は
一
九
六
〇
年
に
内

戦
が
始
ま
り
、一
九
九
六
年
に
ゲ
リ
ラ

側
と
政
府
と
が
和
平
協
定
を
締
結
す
る

ま
で
二
〇
万
人
も
の
国
民
が
共
産
主
義

撲
滅
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
虐
殺
さ
れ

た
。そ
の
多
く
は
先
住
民
で
あ
っ
た
。国

軍
が
虐
殺
に
手
を
下
す
場
合
も
あ
れ
ば
、

先
住
民
に
自
警
団
を
組
織
さ
せ
、同
胞

に
銃
口
を
向
け
さ
せ
た
例
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
被
害
者
と
加
害
者
が
集
落
内
で

同
居
す
る
状
況
さ
え
存
在
す
る
。

　

そ
の
た
め
、復
興
に
は
当
事
者
間
の

和
解
が
必
要
で
あ
り
、虐
殺
を
記
憶
に

と
ど
め
、暴
力
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
、被

害
者
の
尊
厳
を
讃た

た

え
る
追
悼
施
設
が
求

め
ら
れ
、実
際
に
各
地
で
追
悼
施
設
が

建
て
ら
れ
た
。し
か
し
、追
悼
だ
け
で
は

必
ず
し
も
和
解
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

ラビナル・アチ・コミュニティ・ミュージアムの入り口

虐殺犠牲者の遺影のあいだに内戦当時の大統領の帽子が展
示されている。これは和平協定締結後、大統領来訪時に犠牲
者の遺族が振り落としたものだ

歴史展示室入り口

関
せき

 雄
ゆう

二
じ

 民博 研究戦略センター

グアテマラ―虐殺の記憶とコミュニティ再生の拠点
ラビナル・アチ・コミュニティ・ミュージアム
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干え

と支
に
合
わ
せ
て
、み
ん
ぱ
く
の
標
本
資
料
を
竜
、龍
や
タ
ツ
で
検
索

し
て
み
る
と
、水
に
関
係
す
る
資
料
が
い
ろ
い
ろ
見
つ
か
り
、タ
ツ
が
水

と
縁
の
深
い
こ
と
が
知
れ
る
。

そ
の
な
か
か
ら
、揚
水
器
の
ひ
と
つ
竜
骨
車
を
と
り
上
げ
よ
う
。以
前

の
東
南
ア
ジ
ア
展
示
場
に
は
、水
を
汲
み
上
げ
る
様
子
が
電
動
模
型
で

示
さ
れ
て
い
た
が
、一
九
九
六
年
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
時
に
電
動
模
型
は
引

退
、現
在
展
示
さ
れ
て
い
る
の
は
タ
イ
の
実
物
二
点
。竜
骨
車
に
つ
い
て

は
既
に
、本
誌
一
九
八
五
年
六
月
号
で
田た

邊な
べ

繁し
げ
は
る治

氏
が
タ
イ
の
も
の
を
、

二
〇
〇
四
年
一
〇
月
号
で
近こ
ん
ど
う藤
雅ま
さ

樹き

氏
が
日
本
の
も
の
を
ス
ク
リ
ュ
ー

ポ
ン
プ
で
あ
る
竜
尾
車
と
対
比
さ
せ
て
紹
介
し
て
い
る
。

竜
骨
車
は
後
漢
の
こ
ろ
の
中
国
洛
陽
が
発
祥
の
地
、そ
の
後
東
南
ア

ジ
ア
各
地
の
水
田
稲
作
地
帯
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。英
語
でsquare-

pallet chain pum
p

と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、木
製
チ
ェ
ー
ン
で
輪
状

に
つ
な
が
れ
た
四
角
い
竜
骨
板（
パ
レ
ッ
ト
）が
人
力
や
畜
力
で
回
転
し
、

輪
の
下
側
部
分
が
木
製
の
樋ひ

の
な
か
を
上
昇
し
て
水
を
汲
み
上
げ
輪

の
頂
点
ま
で
運
ぶ
。宋
代
以
降
、中
国
江
南
地
方
の
農
民
が
、チ
ェ
ー
ン

に
パ
レ
ッ
ト
が
並
ぶ
様
を
竜
の
背
骨
に
見
立
て
て
命
名
し
た
と
の
説
が

有
力
だ
。

タ
イ
で
は
一
九
七
〇
年
代
ま
で
使
わ
れ
て
お
り
、み
ん
ぱ
く
所
蔵
の

「
稲
作
民
族
文
化
綜
合
調
査
団　

第
一
次
調
査
団（
一
九
五
七
―
五
八

年
）撮
影
写
真
」の
な
か
に
も
、使
用
中
の
様
子
を
写
し
た
も
の
が
あ
る
。

日
本
で
は
、八
二
九
年
に
朝
廷
が
普
及
を
図
っ
た
も
の
の
、水
田
が
未

だ
少
な
く
、す
ぐ
に
は
広
ま
ら
な
か
っ
た
が
、江
戸
時
代
に
は
農
業
技
術

力
の
高
い
畿
内
を
中
心
に
普
及
し
て
い
た
様
子
は
、多
く
の
絵
図
な
ど

か
ら
う
か
が
え
る
。

パ
レ
ッ
ト
と
樋
の
あ
い
だ
に
隙
間
が
あ
れ
ば
水
が
漏
れ
る
し
、チ
ェ
ー

ン
も
精
度
が
悪
け
れ
ば
力
が
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
し
摩
耗
す
る
。木
製

だ
が
精
密
器
械
で
あ
る
ゆ
え
か
、一
八
七
七
年
に
開
か
れ
た
第
一
回
内

国
勧
業
博
覧
会
に
、滋
賀
県
の
川か
わ
む
ら村
平へ
い

兵べ

え衛
が
竜
骨
車
を
出
品
し
た
。

も
っ
と
も
、精
密
で
あ
る
だ
け
に
保
守
が
大
変
で
、江
戸
中
期
に

チ
ェ
ー
ン
を
な
く
し
樋
を
四
分
の
一
の
円
筒
に
置
き
換
え
た「
踏ふ
み
ぐ
る
ま

車
」が

考
案
さ
れ
て
か
ら
急
速
に
す
た
れ
た
が
、畿
内
で
は
戦
後
、動
力
揚
水

機
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
使
わ
れ
続
け
た
。滋
賀
県
や
愛
知
県
を
中
心
に

い
く
つ
か
の
博
物
館
に
残
る
数
少
な
い
実
物
資
料
か
ら
、稲
作
に
か
け

る
日
本
人
の
思
い
を
確
認
で
き
る
。

竜
骨
車

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー  

久く

ぼ保 

正ま

さ

と

し敏

標
本
番
号 

H
０
０
０
０
３
９
４
、
H
０
０
０
０
３
０
８

地
域 

タ
イ
王
国

受
入
年
度 

１
９
７
４
年
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蝋
人
形
は
答
え
ず

野の

林ば
や
し 

厚あ
つ

志し

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

散
策
と

思
索
の
径

マ
ダ
ム
・
タ
ッ
ソ
ー
蝋
人
形
館

昨
年
の
夏
に
家
族
旅
行
で
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
に
赴
い
た
。

親
と
し
て
は
子
ど
も
た
ち
に
全
米
日
系
人
博
物
館
で
学
び
、
グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
に
感
動
し
て
も
ら
い

た
い
が
、
子
ど
も
た
ち
の
お
目
当
て
は
や
は
り
本
場
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
。
親
と
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を

も
ち
な
が
ら
あ
ち
こ
ち
訪
れ
た
な
か
で
、
双
方
と
も
に
楽
し
め
た
の
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
あ
る
蝋
人
形
館
だ
っ
た
。

マ
ダ
ム
・
タ
ッ
ソ
ー
と
い
う
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
作
り
始
め
た
と
い
う
有
名
人
の
蝋
人
形
を
展
示
し
て
い
る
こ
の

施
設
、
最
初
ロ
ン
ド
ン
に
作
ら
れ
、
後
に
分
館
が
世
界
各
地
に
作
ら
れ
た
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
あ
る
分
館
で
の
楽
し

み
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ス
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
有
名
人
（
の
蝋
人
形
）
と
一
緒
に
写
真
に
写
る

こ
と
で
あ
る
。
筆
者
も
む
か
し
か
ら
大
好
き
だ
っ
た
『
明
日
に
向
か
っ
て
撃
て
』
の
ブ
ッ
チ
（
ポ
ー
ル
・
ニ
ュ
ー

マ
ン
）
と
サ
ン
ダ
ン
ス
・
キ
ッ
ド
（
ロ
バ
ー
ト
・
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
）
と
と
も
に
記
念
写
真
に
お
さ
ま
っ
た
。

蝋
人
形
は
、著
作
物
？ 

コ
ピ
ー
？

こ
こ
で
ふ
と
考
え
た
。
一
緒
に
写
真
に
写
っ
て
い
る
の
は
蝋
人
形
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
が
、
彼
ら

（
も
し
く
は
そ
れ
ら
）
と
一
緒
に
撮
っ
た
写
真
に
は
、
二
人
の
肖
像
権（
注
）は
発
生
し
な
い
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
蝋
人
形
は
マ
ダ
ム
・
タ
ッ
ソ
ー
と
そ
の
後
継
者
が
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
ら
の
人

形
に
著
作
権
は
発
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
著
作
物
と
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
で
も
、

蝋
人
形
と
は
実
在
す
る
人
間
に
そ
っ
く
り
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
あ
ら
た
な
ア
イ
デ
ア
が
形
に
な
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
蝋
人
形
と
は
一
体
、
何
者
、
い
や
何
物
な
の
だ
ろ
う
。
著
作
物
な
の
か
、
そ
れ
と
も
コ
ピ
ー
な
の
か
。

こ
れ
は
博
物
館
や
美
術
館
に
展
示
し
て
い
る
複
製
品
に
、
ど
の
よ
う
な
権
利
が
発
生
す
る
か
と
い
う
問
題
と

も
少
な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
る
。
複
製
品
に
は
基
本
的
に
著
作
権
は
生
じ
な
い
。
複
製
品
の
制
作
者
は
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
著
作
者
で
は
な
い
の
で
、
著
作
権
を
主
張
で
き
な
い
。

見
る
者
に
と
っ
て
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
複
製
品
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
っ
て
お
く
こ
と
は
案
外
重
要
で

あ
る
。
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
が
、
蝋
人
形
は
複
製
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
お
客
さ
ん
が
「
気
味
が
悪
い
ほ
ど
本
物
に
似
す
ぎ
て
い
る
」
と
声
を
上
げ
た
り
し
て
楽
し
め
る
。

だ
が
、
一
般
的
に
は
博
物
館
や
美
術
館
で
、
複
製
品
や
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
そ
れ
と
表
示
せ
ず
に
展
示
し

た
場
合
に
は
、
来
館
者
は
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
誤
解
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
来
館
者

に
対
す
る
最
大
の
不
義
理
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

コ
ピ
ー
が
無
限
に
作
ら
れ
る
デ
ジ
タ
ル
時
代

筆
者
は
そ
も
そ
も
現
在
の
知
的
財
産
権
の
あ
り
か
た
に
懐
疑
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
数
年
前
に
民
博
で
お
こ

な
っ
た
研
究
会
で
こ
ん
な
提
案
を
し
た
。「
各
博
物
館
が
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
収
蔵
品
や
展
示
品
を
積
極
的
に
公
開

す
る
。
そ
し
て
、
来
館
者
が
自
ら
の
博
物
館
、
美
術
館
観
覧
の
履
歴
を
公
開
で
き
る
よ
う
な
マ
イ
ペ
ー
ジ
の
し

か
け
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
作
る
。
そ
れ
を
使
っ
て
自
分
と
他
人
の
観
覧
履
歴
を
相
互
閲
覧
し
な
が
ら
、
ど
ん

な
博
物
館
や
美
術
館
に
行
っ
て
、
ど
ん
な
展
示
物
を
観
覧
し
て
感
動
し
た
か
と
い
う
情
報
を
交
換
す
れ
ば
、
博

物
館
や
美
術
館
の
ユ
ー
ザ
ー
の
世
界
が
広
が
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
す
る
と
、
あ
る
美
術
館

関
係
者
か
ら
「
民
博
と
も
あ
ろ
う
博
物
館
が
、
著
作
権
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
こ
ん
な
プ
レ
ゼ
ン
を
す
る

な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
。
我
々
が
ど
れ
だ
け
作
品
の
管
理
団
体
を
相
手
に
大
変
な
交
渉
を
し
て
い
る
か
わ
か
っ
て

い
な
い
」
と
厳
し
い
指
摘
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
サ
ム
ネ
イ
ル
程
度
な
ら
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

コ
ピ
ー
し
て
も
売
り
物
に
な
ら
な
い
程
度
の
解
像
度
に
な
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
は
」
と
い
う
発
言
も
飛
び
出
し

た
。
筆
者
に
し
て
み
れ
ば
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
さ
れ
る
の
が
、
サ
ム
ネ
イ
ル
で
あ
ろ
う
と
詳
細
画
像
で
あ

ろ
う
と
、
著
作
者
が
気
分
を
害
す
れ
ば
、
そ
の
権
利
は
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

サ
ム
ネ
イ
ル
な
ら
よ
い
と
い
う
の
は
、
作
品
と
は
経
済
的
に
利
用
す
べ
き
財
で
あ
る
と
い
う
発
想
を
前
提
に
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
お
金
」
に
な
る
作
品
を
多
く
抱
え
て
い
る
博
物
館
や
美
術
館
と
諸
民
族
の
日

常
生
活
品
を
中
心
に
展
示
し
て
い
る
民
博
と
の
立
ち
位
置
の
違
い
も
あ
る
と
は
思
う
の
だ
が
。

作
品
そ
の
も
の
に
対
価
を
払
う
と
い
う
時
代
は
い
つ
ま
で
続
く
の
だ
ろ
う
。YouTube 

に
代
表
さ
れ
る
無

料
動
画
投
稿
サ
イ
ト
な
ど
で
、
作
品
や
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
コ
ピ
ー
が
無
限
に
作
ら
れ
う
る
現
代
、
こ
の
方
式

で
は
人
び
と
の
制
作
意
欲
は
干
上
が
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て

い
く
そ
の
過
程
に
お
金
が
つ
ぎ
込
ま
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
作
り
手
も
尊
重
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
ん
な
こ
と
を
、
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
監
督
に
た
ず
ね
て
み
た
ら
何
と
答
え
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も

蝋
人
形
に
話
し
か
け
た
と
こ
ろ
で
何
も
答
え
て
は
く
れ
な
い
の
だ
が
。

（
注
）
肖
像
権
に
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
権
利
と
、
あ
る
人
が
写
真
等
を
勝
手
に
使
用
さ
れ
な
い
権
利
と
が
あ
る

スピルバーグ監督の蝋人形。
何か言いたげだと思うのは、
見る側の気持ちを反映する
のか

マダム・タッソーの蝋人形毛髪や眼球、歯列は個人の身体的特徴を示す
重要な部分。かつて自然人類学の教育において、
人種の講義などに同様なものが教材に使用され
ていた

＜p16-17掲載の蝋人形について＞ 制作・所蔵 マダム・タッソー蝋人形館。
同館はアトラクションの作品を撤去、または変更する権利を有する

あこがれの映画スターと写真に
おさまる筆者。当たり前のこと
だが「彼ら」は年をとらない。
撮影は筆者家族

民博の展示場にもいくつか
複製品が展示されている

ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
、
マ
ダ
ム
・
タ
ッ
ソ
ー
蝋
人
形
館
を
訪
ね
た
。

蝋
で
で
き
た
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ス
タ
ー
た
ち
と
記
念
写
真
を
撮
り
な
が
ら
、
つ
い
つ
い
「
彼
ら
」
と
よ
ん
で
し
ま
う
ほ
ど

本
物
そ
っ
く
り
な
人
形
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
う
い
う
権
利
が
発
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
ふ
と
疑
問
に
思
っ
た
。

肖
像
権
は
？ 
著
作
権
は
？ 

そ
こ
か
ら
、
博
物
館
の
展
示
品
の
真
正
性
、
作
品
制
作
の
今
後
へ
と
思
索
は
進
む
。



街
の
民
族
学
博
物
館

多
文
化
を
育
て
る
商
い
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
か
。
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
を
歩
く
と
、
開
発
途

上
国
の
手
工
芸
品
を
扱
う
店
を
よ
く
見
か
け
る
。
二
〇
一
一

年
五
月
、
わ
た
し
は
カ
リ
ブ
海
で
の
調
査
の
帰
路
、
ア
メ
リ

カ
中
西
部
の
シ
カ
ゴ
に
立
ち
寄
り
、
郊
外
の
オ
ー
ク
パ
ー
ク

地
区
に
あ
る
一
軒
の
店
に
入
っ
た
。
そ
こ
は
テ
ン
・
サ
ウ
ザ

ン
ド
・
ビ
レ
ッ
ジ
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
に
多
数
の

店
舗
を
展
開
す
る
企
業
の
店
だ
っ
た
。
ゆ
っ
た
り
し
た
店

内
に
は
、「
一
万
の
村
」
と
い
う
店
名
通
り
、
世
界
各
地
で

作
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
物
が
売
ら
れ
て
い
た
。
ど
の
商
品

に
も
小
さ
な
正
札
が
付
い
て
い
て
、
値
段
と
と
も
に
生
産

地
が
書
か
れ
て
い
る
。
商
品
は
ジ
ャ
ン
ル
別
に
置
か
れ
て
お

り
、
例
え
ば
イ
ン
テ
リ
ア
雑
貨
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
コ
ン
ゴ

の
仮
面
と
ペ
ル
ー
の
織
物
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
ラ
ン
プ
が

並
ん
で
い
た
。
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
ガ
ラ
ス
の
イ
ヤ
リ
ン
グ
と
メ
キ
シ
コ
の
貝
の
ネ
ッ
ク

レ
ス
を
手
に
と
っ
て
、
技
法
を
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

店
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
生
産
者
の
ポ
ス
タ
ー
が
飾
ら
れ
て

お
り
、
店
員
に
尋
ね
れ
ば
、
さ
ら
に
詳
し
い
こ
と
も
教
え

て
も
ら
え
る
よ
う
だ
。
さ
な
が
ら
街
の
民
族
学
博
物
館
と

い
っ
た
印
象
だ
。
し
か
も
こ
こ
の
楽
し
さ
は
、当
然
な
が
ら
、

展
示
品
を
実
際
に
購
入
で
き
る
こ
と
だ
。
本
物
の
博
物
館

で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。

な
ぜ
丁
寧
に
生
産
地
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
の
か
。

そ
れ
は
、こ
の
店
が
、生
産
者
の
支
援
を
目
的
と
す
る
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
（
公
正
な
貿
易
）
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
生
産
者
が
安
定
し
た
所
得
を
え
ら
れ
る
よ
う
に

適
正
な
買
い
と
り
価
格
を
設
定
し
、
最
大
五
〇
パ
ー
セ
ン

ト
ま
で
代
金
を
前
払
い
す
る
。
長
期
に
わ
た
り
、
直
接
的

な
取
引
を
こ
こ
ろ
が
け
、
生
産
者
の
技
術
向
上
に
も
努
め

て
い
る
と
い
う
。
生
産
者
の
顔
が
見
え
る
商
品
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
で
、
消
費
者
の
関
心
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
効
果

そ
れ
で
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
ど
の
程
度
効
果
が
あ
る

の
か
。
わ
た
し
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
着

目
し
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
原
料
で
あ
る
カ
カ
オ
の
生
産
者

の
暮
ら
し
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
。
日
本
で
売
ら
れ
て
い
る

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
多
く
は
、
南
米
ボ
リ

ビ
ア
に
あ
る
カ
カ
オ
の
生
産
者
団
体
エ
ル
・
セ
イ
ボ
の
豆
を

原
料
と
し
て
い
る
。
エ
ル
・
セ
イ
ボ
は
、
ア
ン
デ
ス
高
地
か

ら
ア
マ
ゾ
ン
低
地
に
入
植
し
た
先
住
民
族
の
農
民
た
ち
が

一
九
七
七
年
に
結
成
し
た
協
同
組
合
で
あ
る
。
カ
カ
オ
の
生

産
、
加
工
、
出
荷
を
協
同
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
を

合
理
化
し
市
場
競
争
力
を
着
実
に
高
め
て
き
た
。
一
九
八
〇

年
代
か
ら
は
コ
コ
ア
や
カ
カ
オ
豆
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
団
体
に
輸
出
し
、
現
在
で
は
、
組
合
員
数

一
二
〇
〇
余
り
、
年
間
一
〇
〇
〇
ト
ン
ほ
ど
の
カ
カ
オ
を

生
産
す
る
企
業
に
成
長
し
て
い
る
。

エ
ル
・
セ
イ
ボ
の
足
跡
を
振
り
返
る
と
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
の
役
割
が
よ
く
わ
か
る
。
第
一
に
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
、

生
産
者
自
身
の
自
律
的
な
発
展
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
脇
役
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
外
部
か
ら
技
術
や
制
度
を

も
ち
込
ん
で
、
そ
れ
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
開
発
援
助

と
は
異
な
る
。
組
合
員
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
の
ル
ー
ル
よ
り
も
、
自
分
た
ち
で
築
い
て
き
た
協
同

組
合
の
規
則
な
の
だ
。
逆
に
い
え
ば
、
着
実
な
組
織
基
盤

の
な
い
と
こ
ろ
に
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
便
宜
だ
け
を
も
ち

込
ん
で
も
、
大
し
た
効
果
は
あ
ら
わ
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
第
二
に
、
経
済
的
安
定
は
、
独
自
の
文
化
的
発
展
を

可
能
に
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
と
し
て「
カ
カ
オ
・フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
」と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
エ
ル
・

セ
イ
ボ
を
構
成
す
る
五
〇
近
く
の
生
産
者
グ
ル
ー
プ
そ
れ

ぞ
れ
が
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
芸
能
を
披
露
す
る
。
組
合
員

の
世
代
交
代
が
進
む
な
か
、
文
化
も
少
し
ず
つ
変
化
す
る
。

四
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
い
わ
ば

ア
マ
ゾ
ン
化
さ
れ
た
ア
ン
デ
ス
先
住
民
族
文
化
の
ユ
ニ
ー

ク
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

利
益
の
社
会
還
元

商
い
の
目
的
は
、
物
を
売
っ
て
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
で
あ

る
。
通
常
、
商
い
は
生
産
者
・
商
人
・
消
費
者
の
三
者
間

で
成
立
す
る
。
商
人
は
、
生
産
者
と
消
費
者
の
あ
い
だ
で
、

仕
入
れ
値
と
売
り
値
の
差
額
を
大
き
く
し
よ
う
と
試
み
る
。

自
由
貿
易
が
進
展
す
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
競
争
が
熾

烈
化
し
、
商
人
は
生
き
残
り
を
か
け
て
利
益
の
確
保
に
奔

走
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
立
場
の
弱
い
生
産
者
の

収
入
が
圧
縮
さ
れ
た
り
、
宣
伝
に
惑
わ
さ
れ
た
消
費
者
が

高
い
買
い
物
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し

か
し
今
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
発
想
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
商
い
を

試
み
る
動
き
が
出
て
き
て
い
る
。
利
益
を
最
大
化
す
る
の
で

は
な
く
、
利
益
の
一
部
を
社
会
に
還
元
す
る
発
想
だ
。
こ
れ

に
は
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
あ
る
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
そ

れ
を
生
産
者
に
投
資
し
て
、
生
産
者
の
福
祉
向
上
を
図
ろ

う
と
す
る
方
法
だ
。
こ
の
方
法
で
、
伝
統
的
な
生
産
技
術

を
再
興
し
た
り
、
環
境
保
全
を
進
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
他
方
、
社
会
的
に
困
窮
し
て
い
る
人
や
消
費
者
一
般
に

利
益
を
還
元
す
る
場
合
も
あ
る
。
災
害
復
興
な
ど
の
場
面

で
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
企
業
の
こ
う
し
た
善
意
で
あ
る
。

本
コ
ー
ナ
ー
「
多
文
化
を
あ
き
な
う
」
で
伝
え
て
い
き
た

い
の
は
、
商
い
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
単
に
営
利
追
求
に
は

と
ど
ま
ら
な
い
多
様
な
「
あ
き
な
い
」
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
育
っ
て
い
く
文
化
の
面
白
さ
で
あ
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

「
文
化
」
と
「
商
い
」。

こ
の
ふ
た
つ
の
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
に
、
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
方
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

「
商
い
」
に
は
「
取
引
」
や
「
金
」
な
ど
、
営
利
重
視
の
印
象
が
つ
き
ま
と
う
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、「
商
い
」
に
は
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
姿
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
中
西
部
の
一
軒
の
雑
貨
店
と
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
営
利
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
あ
き
な
い
」
の
姿
と
は
。

商
い
が
文
化
を
育
て
る

鈴す

ず

木き 

紀も
と
い
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一
月
な
の
で
、
新
年
の
祝
日
に
つ
い
て
書

こ
う
と
思
う
。
そ
れ
も
一
年
三
六
五
日
の

内
に
新
年
の
祝
日
が
四
回
や
っ
て
く
る
国

に
つ
い
て
。
新
年
が
次
々
に
め
ぐ
っ
て
く
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
国
の
祝
日
な
の
で
職
場
も
学

校
も
休
み
に
な
る
。
日
本
も
こ
う
だ
っ
た

ら
良
い
の
に
な
と
、
つ
い
思
っ
て
し
ま
う
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
話
で
あ
る
。

西
暦
の
新
年

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
普
段
の
生
活
は
西

暦
の
暦
に
従
っ
て
進
行
し
て
お
り
、
日
本

と
同
じ
く
カ
レ
ン
ダ
ー
は
西
暦
の
一
月
一
日

か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
の
日
は
「
キ
リ
ス
ト

暦
新
年
」
の
祝
日
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
語
で
「
マ
セ
イ
の
新
年
」
と
よ
ば
れ
る

が
、
マ
セ
イ
と
は
メ
シ
ア
、
救
世
主
す
な

わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
で
あ
る
。「
国
際
的

新
年
」「
太
陽
暦
新
年
」
な
ど
と
も
い
う
。

特
に
伝
統
的
行
事
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
首
都
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
よ
う
な
大
都
市

で
は
、
大お

お

晦み
そ
か日
の
晩
に
人
び
と
が
街
頭
に

く
り
出
し
て
大
騒
ぎ
し
、
午
前
零
時
に
年

が
変
わ
る
と
花
火
が
次
々
に
上
が
り
、
み

ん
な
て
ん
で
に
紙
製
の
ラ
ッ
パ
を
ブ
ー
ブ
ー

吹
き
鳴
ら
す
。
一
方
、
地
方
で
暮
ら
す
人

を
見
て
い
る
と
、
こ
の
日
が
休
日
と
な
る

学
校
生
徒
・
勤
め
人
を
除
け
ば
、
特
に
祝

日
の
雰
囲
気
は
な
い
。

中
華
新
年

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
三
つ
の
新
年
は
そ
れ

ぞ
れ
の
暦
に
従
っ
て
お
り
、
西
暦
の
特
定
の

日
付
に
固
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
か
ら

は
西
暦
二
〇
一
二
年
の
例
で
話
を
続
け
よ
う
。

一
月
二
三
日
に
は
太
陰
暦
の
新
年
が
や
っ
て

く
る
。
日
本
で
旧
暦
と
い
わ
れ
る
月
の
満
ち

欠
け
に
従
う
暦
の
新
年
で
あ
り
、
日
本
で

は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
韓
国
、

中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
長
い
休
暇
を
伴
う

盛
大
な
祝
日
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
で
こ
れ
を
「
イ
ム
レ
ク
新
年
」
と
よ
ぶ
の

は
、
中
国
南
方
方
言
の
「
陰
暦
」
か
ら
き

た
こ
と
ば
だ
か
ら
だ
。
ま
た
「
中
華
新
年
」

と
も
よ
ば
れ
、
国
の
人
口
の
三
・
五
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
る
中
華
系
住
民
（
以
下
華
人

と
い
う
）
の
祝
事
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
華

人
は
ほ
と
ん
ど
が
都
市
部
に
住
ん
で
お
り
、

商
業
地
区
に
は
華
人
が
営
む
商
店
が
多
い
。

ま
た
必
ず
中
華
寺
院
が
い
く
つ
も
あ
る
。

そ
れ
で
都
市
の
人
が
集
ま
る
繁
華
街
は
新

年
を
祝
う
情
景
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
。
赤

い
ラ
ン
タ
ン
、
赤
い
紙
に
書
か
れ
た
新
年
の

祝
辞
、
獅し

し子
踊お

ど

り
の
賑
や
か
な
行
列
、
寺

詣
り
の
人
び
と
の
群
れ
。
デ
パ
ー
ト
や
商
店

街
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
新
年
大
売
り
出
し
で

あ
る
。
華
人
以
外
の
住
民
も
、
こ
の
賑
わ
い

を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
、
獅
子
踊
り
の

舞
や
楽
器
奏
者
に
は
ジ
ャ
ワ
人
の
子
ど
も

や
若
者
が
混
じ
っ
て
い
た
り
す
る
。

バ
リ
人
の
新
年

三
月
二
三
日
は
バ
リ
人
の
新
年
で
あ
る
。

バ
リ
で
は
何
種
類
も
の
異
な
る
暦
が
平
行
し
、

絡
み
合
っ
て
、
日
本
人
に
は
と
て
も
や
や
こ

し
く
見
え
る
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
イ
ン
ド

起
源
の
太
陽
暦
で
あ
る
サ
カ
暦
新
年
に
当

た
る
こ
の
日
は
「
ニ
ュ
ピ
、
静
寂
の
日
」
と

よ
ば
れ
る
。
そ
の
前
日
の
夕
方
に
は
方
々
で

爆
竹
が
鳴
り
、
子
ど
も
た
ち
は
鳴
り
物
を

鳴
ら
し
て
練
り
歩
く
。
だ
が
日
が
沈
む
と

と
も
に
人
び
と
は
家
で
明
か
り
を
消
し
て
閉

じ
こ
も
る
。
二
日
目
の
朝
ま
で
、
労
働
、
火

を
使
う
炊
事
、
外
出
は
禁
止
で
あ
る
。
交

通
が
止
ま
り
、
店
も
食
堂
も
閉
ま
る
の
で
、

知
ら
ず
に
こ
の
日
バ
リ
を
訪
れ
た
旅
人
は
苦

労
す
る
こ
と
に
な
る
。
バ
リ
人
が
多
数
ま
と

ま
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
の
は
バ
リ
島
と
東
隣

の
ロ
ン
ボ
ク
島
西
部
な
の
で
、
そ
れ
以
外
の

地
域
の
バ
リ
人
で
な
い
住
民
に
は
、
国
の
祝

日
だ
と
い
う
以
外
あ
ま
り
意
識
さ
れ
ず
に

過
ぎ
て
し
ま
う
新
年
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
の
新
年

一一
月
一
五
日
は
イ
ス
ラ
ム
暦
の
新
年
に
あ

た
る
。
西
暦
の
二
〇
一
二
年
な
ら
「
ヒ
ジ
ュ
ラ

一
四
三
三
年
新
年
」
と
よ
ば
れ
る
。
ジ
ャ
ワ
で

は
「
ス
ロ
月
一
日
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
。

ア
ラ
ビ
ア
語
で
イ
ス
ラ
ム
暦
一
月
は
ム
ハ
ッ
ラ

ム
月
と
い
う
が
、
ジ
ャ
ワ
人
、
特
に
年
配
の

人
び
と
は
ス
ロ
月
と
い
う
ジ
ャ
ワ
・
イ
ス
ラ
ム

暦
の
用
語
に
慣
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ム
に
お

い
て
暦
の
う
え
の
重
要
な
祝
日
は
イ
ス
ラ
ム

暦
第
一
〇
月
の
「
断
食
明
け
大
祭
」
と
第
一

二
月
の
「
犠
牲
祭
」
で
あ
り
、
一
月
一
日
は
特

に
重
要
視
さ
れ
な
い
。
こ
の
日
は
、
イ
ス
ラ

ム
暦
の
新
年
だ
と
い
う
以
上
に
、
ジ
ャ
ワ
神

秘
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
日
で
あ
る
。

一
般
に
ク
バ
テ
ィ
ナ
ン
と
よ
ば
れ
る
ジ
ャ
ワ
神

秘
主
義
と
は
、
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
が
強
く

ジ
ャ
ワ
化
し
、
近
代
西
欧
の
神し

ん

智ち

学が
く

に
も
影

響
を
受
け
た
信
仰
で
あ
り
、
個
人
の
瞑め

い
そ
う想
・

修
行
を
重
視
す
る
。
信
者
た
ち
は
こ
の
日
、

前
夜
か
ら
聖
山
ラ
ウ
山
に
登
っ
て
滝
に
打
た

れ
た
り
、
一
晩
中
、
川
の
水
に
つ
か
っ
て
瞑
想

し
た
り
、
あ
る
い
は
も
っ
と
手
軽
に
自
室
に

こ
も
り
食
や
睡
眠
を
断
っ
て
瞑
想
を
す
る
。

新
年
が
何
度
も
や
っ
て
く
る
国
は
、
特
に

珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
多
民
族
・
多
宗
教

の
共
存
を
建
前
と
す
る
国
で
は
、
そ
う
な

る
の
が
む
し
ろ
当
然
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て

も
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
一
年
間
暮
ら
し
、

次
々
に
や
っ
て
く
る
新
年
を
経
験
す
る
と
、

「
あ
れ
よ
、
あ
れ
よ
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
や
宗
教
ご
と
に
自
分
た
ち

の
新
年
を
祝
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
四
つ
の
新

年
を
全
部
国
の
祝
日
に
し
て
し
ま
い
、
少
な

く
と
も
理
論
上
は
他
の
民
族
や
他
宗
教
の

信
者
も
巻
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
は
秀
抜
な

ア
イ
デ
ア
だ
と
思
う
。
だ
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
国
内
で
も
国
の
祝
日
か
ら
漏
れ
無
視
さ

れ
て
い
る
さ
ら
に
別
の
新
年
が
、
ま
だ
ま
だ

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
月
一
日
、日
本
の
新
年
。

初
詣
に
出
か
け
る
人
、家
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
人
、休
日
を
活
か
し
て
海
外
へ
旅
行
す
る
人
。

日
本
国
内
で
も
新
年
の
迎
え
方
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。

そ
し
て
、歴
史
も
文
化
も
異
な
る
異
国
の
地
で
は
、人
び
と
は
ど
の
よ
う
に
新
年
を
迎
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
民
族
を
抱
え
る
東
南
ア
ジ
ア
の
あ
る
国
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

中華新年の期間を締めくくる元宵節 (Cap Go Meh) のイベント。シンカワン市 西カリマンタン州（撮影・津田浩司）
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団
結
の
キ
ー
ワ
ー
ド

二
〇
一
〇
年
末
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
青
年
が
県
庁
舎

の
前
で
焼
身
自
殺
を
図
っ
た
と
き
、
こ
れ
が
「
ア
ラ

ブ
の
春
」
の
幕
開
け
に
な
る
と
、
誰
が
予
想
で
き
た

だ
ろ
う
。
二
六
歳
の
不
遇
の
死
は
多
く
の
若
者
の
共

感
を
呼
び
、
抗
議
デ
モ
が
始
ま
っ
て
わ
ず
か
一
〇
日

で
政
権
が
崩
壊
し
た
。
同
じ
北
ア
フ
リ
カ
に
位
置
す

る
小
国
の
民
衆
の
勝
利
は
エ
ジ
プ
ト
国
民
を
勇
気
づ

け
、
二
〇
一
一
年
一
月
二
五
日
に
首
都
カ
イ
ロ
中
心

部
に
あ
る
タ
ハ
リ
ー
ル
広
場
に
て
大
規
模
な
反
政
府

デ
モ
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
冬
の
夜
空
の
下
、
人
び
と

が
「
ア
ッ
シ
ャ
ア
ブ
・
ユ
リ
ー
ド
・
イ
ス
カ
ー
ト
・

ニ
ザ
ー
ム
（
人
び
と
は
政
権
崩
壊
を
望
ん
で
い
る
）」

と
叫
ぶ
様
子
は
、
世
代
や
社
会
階
層
、
宗
教
の
差
異

を
超
越
し
た
エ
ジ
プ
ト
の
シ
ャ
ア
ブ
の
団
結
を
象
徴

し
て
い
た
。「
シ
ャ
ア
ブ
」
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
大

衆
」
や
「
人
民
」
を
意
味
す
る
。
階
級
社
会
で
あ
る

エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
、
一
般
的
に
シ
ャ
ア
ブ
は
中
間

層
よ
り
下
の
社
会
階
層
出
身
者
を
指
す
が
、
政
治
的

な
場
面
で
は
幅
広
い
階
層
の
人
び
と
を
含
み
、
動
員

す
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。

空
手
か
ら
見
え
る
エ
ジ
プ
ト
社
会

二
〇
一
一
年
五
月
に
筆
者
は
カ
イ
ロ
国
際
空
港
に

降
り
立
っ
た
。
空
手
家
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
調

査
す
る
た
め
の
訪
問
だ
が
、
革
命
後
の
エ
ジ
プ
ト
の

様
子
を
見
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。

こ
の
滞
在
で
は
、
元
ア
ラ
ブ
・
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
が
中

心
に
指
導
す
る
空
手
教
室
で
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。

カ
イ
ロ
の
高
級
住
宅
街
に
あ
り
、
上
流
階
級
出
身
者

で
な
け
れ
ば
会
員
に
な
る
こ
と
の
難
し
い
有
名
な
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
は
中
東
・
ア
フ

リ
カ
地
域
を
代
表
す
る
空
手
大
国
だ
。
一
般
的
な
ス

ポ
ー
ツ
は
上
流
階
級
で
な
け
れ
ば
始
め
る
の
が
難
し

い
も
の
の
、
設
備
投
資
が
あ
ま
り
必
要
で
な
い
空
手

は
、
幅
広
い
社
会
階
層
の
子
ど
も
の
お
稽
古
事
と
し

て
絶
大
な
人
気
を
博
し
て
い
る
。
子
ど
も
を
空
手
教

室
に
通
わ
せ
る
理
由
を
父
兄
に
聞
く
と
、「
子
ど
も
の

集
中
力
を
高
め
る
の
に
効
果
的
だ
か
ら
」
な
ど
と
答

え
る
が
、
上
流
階
級
の
場
合
、
子
育
て
に
手
を
焼
く

親
が
、
空
手
の
先
生
な
ら
我
が
子
を
厳
し
く
し
つ
け

て
く
れ
る
の
で
は
と
期
待
し
て
稽
古
に
連
れ
て
来
る

こ
と
が
多
い
。

五
月
と
は
い
え
す
で
に
四
〇
度
に
迫
る
暑
さ
の
な

か
で
、
先
生
方
の
熱
意
に
反
し
て
子
ど
も
た
ち
の
集

中
力
は
続
か
な
い
。
先
生
が
怒
声
を
上
げ
て
も
数
分

後
に
は
同
じ
間
違
い
を
繰
り
返
す
。
稽
古
場
の
周
り

に
ず
ら
り
と
座
っ
た
父
兄
の
様
子
か
ら
、
い
か
に
裕

福
な
家
庭
で
育
っ
た
か
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
一
方
、

多
く
の
先
生
方
は
中
間
層
や
低
所
得
者
層
の
出
身
で
、

空
手
の
実
力
に
よ
り
財
を
な
し
、
一
流
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム
の
ト
レ
ー
ナ
ー
と
な
る
ま
で

の
成
功
を
収
め
た
人
た
ち
で
あ
る
。
公
務
員
の
月
収

が
五
〇
〇
ポ
ン
ド
（
約
七
〇
〇
〇
円
）
程
度
の
エ
ジ
プ

ト
に
お
い
て
、
先
生
方
が
着
用
す
る
純
正
品
の
ア

デ
ィ
ダ
ス
や
ナ
イ
キ
の
ウ
エ
ア
は
成
功
の
証
だ
が
、
上

流
階
級
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
普
段
着
だ
。

稽
古
場
に
通
う
日
々
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
甘
や
か

さ
れ
て
育
っ
た
生
徒
た
ち
の
扱
い
方
に
困
惑
す
る
先

生
方
の
愚
痴
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
。「
お
遊
び
と
真

剣
勝
負
を
一
緒
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
！
」「
前

に
教
え
て
い
た
ク
ラ
ブ
で
は
四
〇
人
生
徒
が
い
た
ら
、

七
～
八
人
は
全
国
大
会
に
出
場
で
き
る
レ
ベ
ル
ま
で

鍛
え
る
こ
と
が
で
き
た
け
ど
、
こ
の
ク
ラ
ブ
で
は
一
人

し
か
い
な
い
」
空
手
道
一
筋
の
先
生
方
と
何
不
自
由

な
く
暮
ら
し
て
い
る
上
流
階
級
の
子
ど
も
や
父
兄
の

人
生
観
の
違
い
は
大
き
い
。「
民
衆
」
を
主
体
と
し
た

反
政
府
デ
モ
の
結
果
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
が
崩
壊
し
た

と
は
い
え
、
ニ
ザ
ー
ム
（
社
会
制
度
）
を
変
え
る
の

は
容
易
で
は
な
い
現
実
が
垣
間
見
え
た
瞬
間
だ
っ
た
。

こ
こ
は
ま
っ
た
く
シ
ャ
ア
ビ
ー
じ
ゃ
な
い

調
査
の
最
終
日
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
私
営
テ
レ
ビ
局

が
こ
の
空
手
教
室
の
取
材
に
来
た
。
子
ど
も
た
ち
は

め
ず
ら
し
く
空
手
着
に
身
を
包
み
、
父
兄
は
よ
り
華

や
か
な
服
装
で
稽
古
場
に
登
場
し
た
。
隣
で
見
学
し

て
い
た
先
生
に
筆
者
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
聞

か
れ
、「
大
衆
文
化
に
つ
い
て
関
心
が
あ
る
た
め
、
空

手
の
調
査
を
し
て
い
る
」
と
答
え
た
ら
、
先
生
は

少
々
戸
惑
っ
た
様
子
で
「
じ
ゃ
あ
何
で
こ
の
ク
ラ
ブ

に
来
た
の
？ 

確
か
に
空
手
は
シ
ャ
ア
ブ
（
大
衆
）
の

ス
ポ
ー
ツ
だ
け
ど
、
こ
こ
は
ま
っ
た
く
シ
ャ
ア
ビ
ー

（
大
衆
的
）
じ
ゃ
な
い
」
と
い
っ
た
。
上
流
階
級
社
会

を
大
衆
の
周
縁
に
位
置
づ
け
た
そ
の
発
言
は
、
真
正

な
エ
ジ
プ
ト
人
で
あ
る
シ
ャ
ア
ブ
と
は
、
既
得
権
益

に
依
存
せ
ず
に
、
汗
を
流
し
て
働
く
中
間
層
の
こ
と

だ
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
た
。
タ
ハ
リ
ー
ル

広
場
で
と
も
に
シ
ャ
ア
ブ
の
要
求
を
叫
ん
だ
日
々
は
、

真
冬
の
夜
の
夢
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
ろ
、
多
く
の
カ
イ
ロ
市
民
は
、
九
月
の
国
政

選
挙
に
向
け
て
新
政
党
が
乱
立
す
る
様
子
を
見
て

「
こ
れ
な
ら
八
〇
〇
〇
万
党
（
エ
ジ
プ
ト
の
人
口
）
で

き
て
も
お
か
し
く
な
い
ね
」
と
皮
肉
っ
て
い
た
。
多
事

争
論
の
末
、
一
一
月
末
に
議
会
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
が
、

大
統
領
選
挙
の
日
程
は
依
然
と
し
て
未
定
で
あ
る
。

「
シ
ャ
ア
ブ
」
は
と
き
に
は
エ
ジ
プ
ト
国
民
を
団
結
さ

せ
、
分
断
す
る
。
こ
の
語
の
重
層
的
な
意
味
合
い
こ
そ

が
、
ポ
ス
ト
・
ム
バ
ー
ラ
ク
体
制
を
模
索
す
る
エ
ジ
プ

ト
政
治
を
面
白
く
も
し
、
難
し
く
も
す
る
。

相あ
い
し
ま島 

葉は

月つ
き

民
博 

機
関
研
究
員

大
衆
の
所
在

―「
真
正
な
エジ
プ
ト
人
」と
は

1月25日革命を記念して発売された大人気
シール。車のナンバープレートを摸したデ
ザインで、「エジプト：1月25日」、縁どりは
「シャアブ・ミスル（エジプトの人びと）」と
書かれている

２０１１年５月２７日にタハリール広場
でおこなわれた「怒りの金曜」デモ上級クラス（型の演武）：全国大会出場を目指して

稽古中。女生徒は髪の毛をスカーフで覆っている

上流階級出身者向けスポーツクラブの空手
教室の入会案内ポスター

テレビ局のインタビューに答えるアーテフ・
アバーザ師範（元アラブ・チャンピオン）。
テレビ局の依頼で、子どもたちもこの日
だけは空手着で稽古
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話者 :齋藤晃（国立民族学博物館 准教授）
話題 :チュルカナスのやきもの
場所 :アメリカ展示場

話者 :八杉佳穂（国立民族学博物館 教授）
話題 :アステカの暦
場所 :アメリカ展示場

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
　人も馬齢をかさねると「一年ははやいですね」は日常
あいさつ程度の意味しかないが、もう年始の干支特集
号の出番となった。干支といえば、いままで気になって
いることがひとつあった。今回の干支のたつのことだが、
なぜ竜や龍とならんで辰の文字がつかわれるのだろう。
そういえば他の十二支も申（さる）にしろ巳（へび）に
しろ、ひとつとして動物の漢字ではない。調べてみると、
十二支は古代中国で十二年の循環を生物の成長の輪

りん

廻
ね

にたとえたもので、辰は息吹こうとする命の躍動など
を示したとのこと。覚えやすいように竜を当てただけで、
本来そんな意味はない。ちょっとの手間でわかること、
この歳までほうっておいた自分を少し反省した次第。
　今月号からあらたなシリーズ ｢多文化をあきなう｣
が始まった。マイノリティの自立支援をめざし、彼らの
文化を基軸にあえて商売としてグローバル経済と立ち
向かおうとする市民運動をとりあげる。フェアトレード
など今後成長株の市民運動として注目していきたい。
（庄司博史）
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研究者と話そう1月

話者 :山本紀夫（国立民族学博物館 名誉教授） 
話題 :世界を変えた栽培植物
場所 :本館展示場内ナビひろば

話者 :鈴木七美（国立民族学博物館 教授）
話題 :アーミッシュ・キルトの世界
場所 :本館展示場内ナビひろば

15日
（日曜日）

8日
（日曜日）

22日
（日曜日）

29日
（日曜日）

次号の予告
 特集

座談会 東日本大震災を考える（仮）

■時間　14時 30分から 15時 30分
■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：祭礼用 船＜旱船（かんせん）＞
 地域 中国　標本番号 H0229874

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。

※「たっぷりアメリカ―春のみんぱくフォーラム 2012」期間中はアメリカにまつわるお話
をお届します。

 24  


