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私
が
は
じ
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
レ
イ

ス
（
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
）
地
方
に
赴
い
た
の
は
、

一
九
八
二
年
で
あ
る
。
地
方
文
化
の
振
興
に

熱
心
な
ミ
ッ
テ
ラ
ン
が
大
統
領
に
な
っ
た

の
は
、
そ
の
前
年
の
八
一
年
。
こ
の
年
さ
っ

そ
く
ブ
レ
イ
ス
語
（
ブ
ル
ト
ン
語
）
の
学
士

号
が
認
可
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
的
少
数
言

語
の
復
興
の
兆
し
が
見
え
始
め
て
い
た
頃

で
あ
る
。
そ
の
中
心
地
ロ
ア
ゾ
ン（
レ
ン
ヌ
）

の
大
学
に
は
ケ
ル
ト
学
科
が
あ
り
、
そ
こ

に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ブ
レ
イ
ス

語
の
学
習
の
た
め
に
、
民
間
団
体
に
よ
る

夏
期
講
習
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
足
を
運
ん
だ
。

　
な
か
で
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
ブ
レ

イ
ス
語
自
主
教
育
運
動「
デ
ィ
ワ
ン
」（「
芽
」

の
意
）
の
本
部
事
務
所
建
設
の
た
め
に
、
労

働
を
し
な
が
ら
学
習
す
る
と
い
う
講
習
会

だ
っ
た
。「
デ
ィ
ワ
ン
」
は
一
九
七
七
年
に

設
立
さ
れ
た
自
主
教
育
学
校
で
あ
り
、
こ

の
頃
に
は
小
学
校
も
ち
ら
ほ
ら
開
校
さ
れ
、

よ
う
や
く
運
動
が
軌
道
に
の
り
は
じ
め
て

い
た
の
で
あ
る
。
食
事
は
参
加
者
全
員
に

よ
る
自
炊
な
の
で
、
そ
れ
は
楽
し
い
ひ
と
時

だ
が
、
な
に
せ
古
い
小
学
校
の
改
装
工
事

を
し
な
が
ら
の
講
習
で
あ
る
。
春
を
迎
え

る
復
活
祭
の
休
み
期
間
だ
っ
た
が
、
暖
房

な
ど
も
な
い
の
で
、
夜
は
さ
す
が
に
寒
か
っ

た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
講
習
会
の
利
点
は
、
ブ
レ
イ

ス
語
復
興
に
熱
心
な
人
々
と
知
り
合
い
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
こ
の
講

習
会
の
あ
と
、
知
り
合
い
に
な
っ
た
小
学

校
教
員
の
誘
い
で
、
三
日
ほ
ど
各
地
の
運

動
家
た
ち
を
訪
ね
て
回
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
青
年
の
家
」
に
は
た
だ
で
泊
ま
れ
る
な
ど
、

知
り
合
い
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
重
宝
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
数
日
あ
と
、
テ

レ
ビ
に
こ
の
教
員
の
写
真
が
登
場
し
て
驚

い
て
し
ま
っ
た
。「
ブ
レ
イ
ス
（
ブ
ル
タ
ー

ニ
ュ
）
解
放
戦
線
」
の
活
動
容
疑
者
と
し

て
逮
捕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
解
放
戦
線
」

は
こ
の
当
時
そ
の
活
動
が
す
で
に
下
火
に

な
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
エ
ウ
ス
カ
ル
・
ヘ

リ
ア
（
バ
ス
ク
）
の
活
動
家
と
の
関
係
な

ど
、
ま
だ
多
少
は
続
い
て
い
た
。「
解
放
戦

線
」
の
活
動
家
と
直
接
知
り
合
い
に
な
る

の
は
、
外
国
人
研
究
者
に
は
な
か
な
か
難

し
い
が
、
か
つ
て
活
動
家
だ
っ
た
と
い
う
人

に
は
ほ
か
で
も
何
人
か
知
り
合
い
に
な
る

こ
と
が
で
き
た
。

　
感
心
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
活
動
家
が

比
較
的
簡
単
に
「
社
会
復
帰
」
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
的
な
「
告
解
に
よ
る
許
し
」
と
い
う
、

人
生
の
や
り
直
し
を
可
能
に
す
る
文
化
風

土
が
あ
る
た
め
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
あ
れ
か
ら
す
で
に
三
〇
年
で
あ
る
。

「
デ
ィ
ワ
ン
」
は
幼
稚
園
か
ら
高
校
ま
で
、

四
〇
〇
〇
人
の
児
童
生
徒
を
擁
す
る
学
校

に
ま
で
成
長
し
た
。
自
主
教
育
運
動
を
は

じ
め
た
世
代
は
、
い
ま
で
は
ブ
レ
イ
ス
文

化
の
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
当
時

の
「
デ
ィ
ワ
ン
」
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

い
ま
で
も
有
効
な
の
で
あ
る
。
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）内
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地
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は
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
読
み
方



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
業
は
、
麦
作
と
牧
畜
の
組
み
合
わ

せ
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
現
在
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
、
農
業
と
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
多

く
な
い
し
、
自
然
に
対
す
る
意
識
も
、
日
本
人
に
比
べ

る
と
敏
感
で
な
い
と
よ
く
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
農
業

は
今
で
も
彼
ら
の
重
要
な
産
業
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
彼

ら
の
生
活
も
、
そ
の
リ
ズ
ム
を
と
お
し
て
自
然
と
深
く

か
か
わ
っ
て
い
る
。

六
月
の
聖
体
祭

た
と
え
ば
五
月
後
半
か
ら
六
月
。
こ
の
時
期
イ
タ
リ

ア
で
は
、
聖
体
祭
と
よ
ば
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
儀
礼

が
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
聖
体
と
は
、
ミ
サ
の
際
に

食
さ
れ
る
聖
別
さ
れ
た
パ
ン
の
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
の

身
体
が
実
体
化
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
聖
体
祭
は
、

そ
の
聖
体
に
ち
な
ん
だ
祭
り
だ
が
、
同
時
に
、
花
を
街

路
や
道
路
に
飾
る
祭
り
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
有
名
な
の
は
、
ロ
ー
マ
近
く
の
ジ
ェ
ン

ツ
ァ
ー
ノ
と
い
う
町
の
花
祭
り
（
イ
ン
フ
ィ
オ
ラ
ー
タ
）

だ
。
町
の
中
心
の
大
通
り
に
、
バ
ラ
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
花
び
ら
で
、
絵
や
模
様
が
道
い
っ
ぱ
い
に

描
か
れ
る
。
そ
の
花
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
上
を
、
聖
体
を

掲
げ
た
宗
教
行
列
が
と
お
る
姿
は
圧
巻
で
あ
る
。

農
業
の
サ
イ
ク
ル

イ
タ
リ
ア
の
農
業
の
サ
イ
ク
ル
は
、
日
本
の
米
作
と
は

違
っ
て
、
晩
秋
の
こ
ろ
を
起
点
と
す
る
。
麦
の
種
ま
き
は
、

多
く
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
冬
に
な
る
と
、
生
活

の
場
は
次
第
に
屋
内
へ
と
移
り
、
長
く
暗

い
冬
を
経
て
よ
う
や
く
春
が
訪
れ
る
復
活

祭
の
こ
ろ
（
三
月
後
半
か
ら
四
月
）、
農

作
業
が
再
開
す
る
。
そ
し
て
夏
に
な
れ
ば
、

す
ぐ
に
牧
草
用
の
草
刈
り
や
麦
の
収
穫
が

始
ま
っ
て
多
忙
と
な
り
、
ブ
ド
ウ
な
ど
の

収
穫
の
秋
へ
と
続
い
て
い
く
。

ゆ
え
に
聖
体
祭
が
お
こ
な
わ
れ
る
五

月
か
ら
六
月
に
か
け
て
は
、
そ
の
農
繁

期
の
前
、
ま
だ
余
裕
の
あ
る
時
期
で
も

あ
る
。
木
々
や
花
々
も
盛
り
と
な
り
、

都
会
に
住
む
人
び
と
も
そ
の
自
然
を
楽

生
活
に
き
ざ
ま
れ
る
農
業
の
リ
ズ
ム

宇う

田だ

川が
わ 

妙た
え

子こ 

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、南
北
、東
西
と
、多
様
な
地
理
的
条
件
を
背
景
に
、各
地

で
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
だ
け
で
な
く
、大
航
海
時
代

以
降
は
、キ
リ
ス
ト
教
や
近
代
の
諸
制
度
を
は
じ
め
、多
く
の
技
術
や
知

識
を
世
界
各
地
に
移
植
し
て
き
た
。そ
し
て
現
代
、今
度
は
世
界
中
か
ら

移
民
が
流
れ
込
み
、移
民
た
ち
の
文
化
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
一
部
に
な

り
始
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
歴
史
の
な
か
で
大
き
く
変
動
し
な
が
ら
、差
違
と
共
通
性
と

が
複
雑
に
綾
を
な
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
。そ
の
多
彩
で
多
様
な
あ
り
さ

ま
を
、リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
展
示
の
四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン「
生
業
と
一
年
」

「
宗
教
･
信
仰
」「
産
業
化
と
と
も
に
」「
変
動
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」に
即
し

て
み
て
み
よ
う
。

今
、ヨ
ー
ロッ
パ
を
考
え
る

あ
た
ら
し
く
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
展
示

し
む
た
め
に
、
郊
外
に
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
出
か
け
る
習
慣

は
む
か
し
か
ら
続
い
て
い
る
。
花
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る

聖
体
祭
が
、
こ
う
し
た
生
業
と
季
節
の
サ
イ
ク
ル
の
な

か
で
春
を
謳お
う
　
か歌
す
る
祭
り
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

展
示
の
構
成

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
展
示
で
は
、「
生
業
と
一
年
」
の

セ
ク
シ
ョ
ン
で
、
以
上
の
よ
う
な
農
業
の
サ
イ
ク
ル
と

人
び
と
の
生
活
の
つ
な
が
り
を
紹
介
し
て
い
る
。

ま
ず
は
、
翌
年
の
農
作
業
の
た
め
の
準
備
と
冬
用
の

保
存
食
作
り
な
ど
に
い
そ
し
む「
秋
か
ら
冬
へ
」の
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
冬
季
の
屋
内
で
の
家
具
作
り
な
ど
の
仕
事

ジェンツァーノの花祭り（1987年）。
花祭りは神戸でも1997年からおこなわれるようになった

9月はブドウの収穫の季節。家族総出で収穫し、自家製のワインを仕込む人は今でも多い

アルプ行列人形　地域 スイス
標本番号 H0092220ほか

陽気な墓
地域 マラムレシュ、ルーマニア
標本番号 H0211880

2   3    2012 年 6月号

街角では、移民は風景の一部となっている

チーズ用型　地域 ルーマニア
標本番号H0211887

煙突付きアイロン　地域 ポルトガル
標本番号H0151186



に
つ
い
て
も
展
示
し
た
。「
冬
か
ら
春
へ
」
は
、
こ
の
時

期
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
新
年
、
カ
ー
ニ
バ
ル
、
復
活
祭
な
ど
、

冬
至
や
春
分
と
い
う
時
間
の
節
目
に
合
わ
せ
た
祝
祭
が

数
多
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。

そ
し
て
「
夏
か
ら
秋
へ
」
で
は
、
夏
至
以
降
、
牧
草

刈
り
、
麦
や
ブ
ド
ウ
な
ど
の
収
穫
、
ワ
イ
ン
作
り
な
ど

が
続
き
、
秋
の
収
穫
祭
と
と
も
に
農
業
の
サ
イ
ク
ル
が

終
わ
る
様
子
を
、
そ
の
作
業
に
か
か
わ
る
農
具
を
中
心

に
展
示
し
て
い
る
。
一
方
、
豚
、
牛
、
羊
な
ど
の
牧
畜

は
一
年
を
と
お
し
て
の
仕
事
で
あ
り
、
特
に
そ
の
乳
の

利
用
に
つ
い
て
は
「
酪
農
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
示
し
た
。

生
き
続
け
る
季
節
の
リ
ズ
ム

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
今
や
、
農
業
に
直
接
従
事
す
る
者

は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
人
び
と
は
、
旬
の
食

べ
物
を
市
場
で
購
入
し
た
り
親
戚
か
ら
分
け
て
も
ら
っ

た
り
、
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
季
節
ご
と
に
お

こ
な
わ
れ
る
祝
祭
を
と
お
し
て
、
そ
の
リ
ズ
ム
を
体
感

し
て
い
る
。
近
年
で
は
、
観
光
化
や
エ
コ
ロ
ジ
ー・ブ
ー

ム
も
、
そ
の
傾
向
を
後
押
し
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

農
業
も
自
然
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
変
化
を
経
て
も

な
お
、
身
近
な
生
活
の
な
か
で
実
感
と
し
て
生
き
続
け

て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
。
そ
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
要
な

顔
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

木靴　地域 フランス
標本番号H0003426

クリスマス人形「キリスト降誕」　
地域 フランス
標本番号H0216947

キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
教
会
制
度
的
な
面
と
人
び
と
の

慣
習
的
な
面
が
あ
る
。「
宗
教・信
仰
」セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、

両
方
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
中
心
は
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
に

よ
っ
て
死
が
人
類
に
も
た
ら
さ
れ
、
イ
エ
ス
の
受
難
に

よ
っ
て
罪
が
贖あ
が
なわ
れ
た
人
類
は
、イ
エ
ス
の
復
活
に
よ
っ

て
自
ら
の
復
活
の
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
死
を
ど
う
考
え
る
か
は

教
会
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

陽
気
な
墓

ル
ー
マ
ニ
ア
の
サ
プ
ン
ツ
ァ
村
に
あ
る
「
陽
気
な
墓
」

の
墓
標
は
、
樫
の
木
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
絵
と
文
章
で
、

な
く
な
っ
た
村
人
の
一
生
を
表
現
し
た
も
の
だ
。
村
の

職
人
ス
タ
ン
・
パ
ト
ラ
シ
ュ
が
数
十
年
前
に
は
じ
め
、

現
在
は
二
代
目
の
職
人
が
継
承
し
て
い
る
。
民
衆
に
よ

る
死
の
受
け
止
め
方
の
一
例
だ
。

教
会
と
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
共
同
体
で
あ
る
神
の
家

で
あ
る
。
ま
た
教
会
は
信
者
が
実
際
に
集
う
場
所
で

あ
る
と
同
時
に
、
地
上
の
神
の
国
を
象
徴
す
る
。
教
会

堂
の
建
築
に
は
、
ド
ー
ム
を
構
造
的
、
象
徴
的
な
中
心

と
す
る
ビ
ザ
ン
チ
ン
様
式
、
素
朴
な
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
、

森
林
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
高
い
塔
を
強
調
す
る
ゴ
シ
ッ
ク

様
式
、
た
ま
ね
ぎ
帽
子
で
有
名
な
ロ
シ
ア
正
教
会
の
よ

教
会
制
度
と
人
び
と
の
慣
習

―
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
に
し
て

新し
ん

免め
ん 

光み
つ

比ひ

呂ろ 
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う
な
ネ
オ
・
ビ
ザ
ン
チ
ン
様
式
な
ど
が
あ
る
。

日
常
と
非
日
常

日
常
の
慣
習
的
な
宗
教
行
為
も
大
切
だ
。
日
曜
日
や
、

イ
ー
ス
タ
ー
（
復
活
祭
）、
ク
リ
ス
マ
ス
、
聖
母
マ
リ
ア

就
寝
祭
な
ど
の
宗
教
的
祭
日
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
暦

の
特
別
な
日
と
も
な
れ
ば
、
教
会
の
行
事
に
村
人
は
一

番
の
晴
れ
着
を
着
て
参
加
す
る
。
村
は
ず
れ
に
は
ト
ロ

イ
ツ
ァ
な
ど
と
よ
ば
れ
る
道
標
が
立
て
ら
れ
、
村
を
守

る
。巡

礼
は
、
人
び
と
が
日
常
か
ら
離
れ
て
キ
リ
ス
ト
教

の
信
仰
を
表
現
し
、
体
験
す
る
こ
と
を
示
す
。
四
世
紀

に
キ
リ
ス
ト
教
が
公
認
さ
れ
る
と
、
パ
レ
ス
チ
ナ
や
エ

ル
サ
レ
ム
へ
参
拝
す
る
信
者
が
旅
行
す
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
各
地
の
殉
教
者
記
念
堂
も
対
象
と
な
っ
た
。
サ

ン
チ
ャ
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
な
ど
が
特
に
有
名
だ
。

聖
地
へ
の
旅
の
過
程
で
、
人
び
と
は
神
と
の
つ
な
が
り

を
再
認
識
し
て
信
仰
を
強
化
す
る
。

イ
コ
ン
崇
敬

東
方
正
教
会
を
他
の
キ
リ
ス
ト
教
宗
派
か
ら
際
立
た

せ
る
の
は
、「
礼
拝
用
板
絵
」
と
し
て
の
「
イ
コ
ン
」
へ

の
崇
敬
で
あ
る
。
偶
像
崇
拝
の
禁
止
は
、
初
期
キ
リ
ス

ト
教
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
が
、
聖
者
の
聖

遺
体
・
遺
物
を
祭
壇
の
下
に
お
さ
め
る
習
慣
が
影
響
し

て
四
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
変
化
が
生
じ
、
イ
コ
ン
崇
敬
が

生
ま
れ
た
。
た
だ
し
、
立
像
の
イ
エ
ス
像
や
マ
リ
ア
像

は
決
し
て
用
い
な
い
。

偶
像
崇
拝
と
微
妙
な
関
係
に
あ
る
イ
コ
ン
崇
敬
は
、

感
覚
的
な
も
の
は
超
感
覚
的
な
も
の
を
認
識
す
る
た

め
に
必
要
で
あ
り
、
イ
コ
ン
は
単
な
る
モ
ノ
で
は
な
く
、

こ
れ
を
と
お
し
て
神
そ
の
も
の
を
崇
拝
す
る
手
段
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
自
身
、

神
的
な
も
の
が
人
間
の
肉
体
と
な
っ
て
こ
の
世
に
あ
ら

わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
目
に
見
え
な
い
神
が
イ
エ
ス
と

い
う
人
の
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
証
し
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
コ
ン
は
教
会
の
教
え
を
生

活
の
な
か
で
実
際
に
体
験
す
る
場
を
構
成
す
る
。

民
衆
が
素
朴
な
レ
ベ
ル
で
理
解
し
た
信
仰
を
、
単
純

な
構
図
で
表
現
し
た
の
が
「
ガ
ラ
ス・イ
コ
ン
」
で
あ
る
。

修
道
士
に
限
ら
ず
農
民
な
ど
の
世
俗
的
人
間
も
製
作
し

た
。
さ
ら
に
巡
礼
を
お
こ
な
っ
た
信
者
が
記
念
に
持
ち

帰
る
記
念
用
と
し
て
販
売
さ
れ
た
た
め
に
、
巡
礼
地
を

中
心
に
し
て
広
ま
っ
た
。
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今
日
の
わ
た
し
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
、
一
九
世
紀

末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
形
を

な
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
社
会
保
険

制
度
は
、
産
業
化
に
よ
っ
て
変
化
し
た
人
び
と
の
生
活

に
あ
わ
せ
て
、
こ
の
時
代
に
整
え
ら
れ
た
。
し
か
し
こ

う
し
た
制
度
の
い
く
つ
か
が
、
現
代
破
綻
を
き
た
す
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
当
時
の
人
び
と
の
生
活
と
は
そ
れ

以
前
の
生
活
と
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、
現
代
の
生
活
は

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。「
産
業
化
と
と
も
に
」
セ
ク
シ
ョ
ン
で

は
、
近
代
と
い
う
時
代
に
生
き
た
人
び
と
の
生
活
を
、

一
九
〇
〇
年
こ
ろ
に
焦
点
を
あ
て
て
示
し
た
。

工
場
制
機
械
工
業
が
引
き
起
こ
し
た
も
の

こ
の
時
代
、
そ
れ
ま
で
職
人
が
手
作
り
し
て
い
た
も

の
が
、
工
場
で
大
量
に
機
械
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
生
産
体
制
の
も
と
で
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
な

作
品
を
つ
く
る
か
よ
り
、
短
時
間
に
ど
れ
だ
け
多
く
の
製

品
を
生
産
で
き
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
工
場
生
産
は
分

業
を
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
労
働
は
働

い
た
時
間
で
数
え
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。
労
働
と
そ
れ

以
外
の
時
間
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

は
、
人
び
と
の
生
活
に
レ
ジ
ャ
ー
や
休
暇
と
い
う
新
し
い

領
域
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

産
業
化
と
と
も
に

―
一九
世
紀
末
〜
二
〇
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

森も
り 

明あ
き

子こ　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

ドイツAEG社の大工場。分業体制のもと労働者は同じ姿勢で同じ作業をおこなう。シルクハットをかぶっ
た労働監督官の姿が見える。1900 年撮影、ベルリン
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen

1900 年ころドイツで使用された
シンガー社製の足踏みミシン
ベルリン国立博物館群、
ヨーロッパ諸文化博物館寄贈

労働時間標識（複製）。「１週 54時間、休憩時間と準備時間を除く」
プラウエンフォークトラント博物館所蔵

「産業化とともに」セクション、「市民階級家族の生活」コーナー

あ
く
こ
と
な
く
労
働
力
を
求
め
る
産
業
は
、
農
村
か

ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
を
招
き
、
肥
大
し
た
都
市
で
は

貧
困
や
衛
生
の
問
題
が
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う

し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
社
会
保
険
と
い
う
考
え

は
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
都
市
で
生
活
す
る
労
働
者
た

ち
は
、
財
産
や
専
門
的
な
職
業
を
も
つ
市
民
階
級
（
中

産
階
級
）
と
は
別
の
、
労
働
者
階
級
独
自
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
に
根
ざ
し
た
文
化
を
生
み
出
し
た
。
一
九
世
紀

か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
社
会

は
、
市
民
階
級
と
労
働
者
階
級
が
と
も
に
つ
く
っ
た
も

の
だ
っ
た
。
こ
の
労
働
者
階
級
と
市
民
階
級
の
境
界
が

曖
昧
に
な
り
、
か
わ
っ
て
移
民
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

既
製
服
産
業
の
発
達
と
家
内
労
働

展
示
場
の
一
角
で
は
、
大
都
市
の
家
内
労
働
と
し
て
既

成
服
産
業
を
と
り
あ
げ
た
。
衣
服
は
長
い
歴
史
を
通
じ
て

仕
立
職
人
に
注
文
し
て
つ
く
ら
せ
る
か
自
分
で
つ
く
る
も

の
だ
っ
た
が
、
産
業
化
の
進
ん
だ一九
世
紀
後
半
の
ベ
ル
リ

ン
で
既
製
服
産
業
が
起
こ
り
、
ま
も
な
く
輸
出
産
業
に
ま

で
発
展
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
の
既
製
服
産
業
は
、
当
時
の
大

都
市
で
、
企
業
家
と
職
人
親
方
と
労
働
者
家
族
が
階
層
的

な
分
業
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

企
業
家
と
し
て
の
既
成
服
業
者
は
、
百
貨
店
や
目
抜

き
通
り
に
店
舗
を
か
ま
え
、
海
外
の
顧
客
の
注
文
に
も

応
じ
て
い
た
が
、
商
品
生
産
は
下
請
け
に
出
し
て
い
た
。

生
産
を
請
け
負
っ
た
職
人
親
方
は
、
生
地
の
裁
断
と
商

品
の
仕
上
げ
を
お
こ
な
い
、
大
部
分
の
縫
製
は
孫
請
け

に
出
し
て
い
た
。
孫
受
け
を
担
っ
た
の
は
女
性
た
ち
の

家
内
労
働
で
、
裁
断
さ
れ
た
各
パ
ー
ツ
を
ミ
シ
ン
縫
製

し
た
。
ミ
シ
ン
が
都
市
の
家
庭
に
普
及
し
、
女
性
の
労

働
力
と
結
び
つ
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
産
業
は
成

立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

別
の
一
角
に
は
、
農
村
の
家
内
労
働
と
し
て
亜あ

麻ま

生

産
を
と
り
あ
げ
た
。
亜
麻
は
栽
培
か
ら
衣
類
に
仕
立
て

る
ま
で
の
全
工
程
を
農
家
で
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
産

業
化
と
と
も
に
木
綿
製
品
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
農
村

か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
現
代
で
は
、
ゆ
き
す
ぎ
た

産
業
化
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
観
点
か
ら
、
自
然
繊
維

と
し
て
の
亜
麻
を
見
直
す
動
き
も
起
こ
っ
て
い
る
。

ベルリンの既製服産業の一部をなす仕立て職人のアトリエ。1900 年ころ
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen
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パ
ン
は
、
麦
作
を
生
業
の
基
本
と
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
食
べ
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
今

回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
、
そ
の
重
要
性
を
示
す
た
め
に
、

導
入
部
で
各
地
の
パ
ン
（
複
製
）
を
展
示
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
言
で
パ
ン
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
。ま
ず
、主
た
る
食
材
の
麦
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、南
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
小
麦
が
主
だ
が
、
寒
冷
地
に
行
く
に
つ
れ
ラ
イ

麦
栽
培
が
増
え
る
た
め
、
北
に
行
く
ほ
ど
黒
い
色
を
し
た
ラ

イ
麦
パ
ン
が
多
く
な
る
。
展
示
で
は
、
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン

ス
の
パ
ン
に
対
し
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
や
ド
イ
ツ
の
パ
ン
と
い

う
対
比
で
み
て
も
ら
う
と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
ほ
か
に

も
、
今
回
の
展
示
で
は
出
せ
な
か
っ
た
が
、
大
麦
や
エ
ン
麦

を
材
料
に
す
る
パ
ン
や
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
粉

な
ど
を
入
れ
る
パ
ン
も
あ
る
。

食
さ
れ
方
も
、
日
常
的
な
主
食
と
し
て
ば
か
り
で
は
な
い
。

ト
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
を
し
て
間
食
的
に
食
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

そ
し
て
祝
祭
な
ど
の
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
を
施
し
た

パ
ン
が
つ
く
ら
れ
る
。
こ
の
展
示
で
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
復
活

祭
用
と
結
婚
式
用
の
パン
を
紹
介
し
た
。

そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
パ
ン
に
は
宗
教
的
な
意
味
合
い

も
大
き
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
パ
ン
は
、
最
後
の
晩ば
ん

餐さ
ん
に

あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
の
象
徴
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

ク
リ
ス
マ
ス
や
復
活
祭
な
ど
で
は
各
地
で
特
別
な
パ
ン
が
つ

く
ら
れ
、
教
会
に
奉
納
さ
れ
た
り
、
家
族
や
仲
間
た
ち
と

分
け
て
食
べ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。

か
つ
て
パ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
焼
か
れ
て
い
た
が
、

最
近
で
は
た
い
て
い
パ
ン
屋
で
購
入
さ
れ
、
工
場
で
大
量
生

産
さ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
む
か
し
な
が
ら

の
手
法
で
焼
か
れ
る
パ
ン
は
今
で
も
人
気
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
特
有
の
味
や
形
の
パ
ン
は
、
そ
の
土
地
の
自
慢
で
も

あ
る
。

こ
の
展
示
で
は
、
イ
タ
リ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
合
計
一
三
個
の
パ
ン
を
と
り
あ
げ

た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
限
ら
れ
た
な
か
で
も
、
い
ろ
い
ろ

な
形
や
色
を
し
た
パ
ン
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ

の
多
様
さ
を
と
お
し
て
、
パ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
の
生

活
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
理

解
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

コ
ラ
ムパ

ン
か
ら
み
え
る

多
様
性
と
共
通
性

宇う

田だ

川が
わ 

妙た
え
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「生業と一年」セクションのパンのコーナー

多「
民
族
」は
共
存
で
き
る
の
か

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
こ
ろ
み

庄し
ょ
う
　
じ司 
博ひ

ろ
　
し史  

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

一
九
世
紀
以
来
、
民
族
と
言
語
を
一
と
す
る
均
質
な

国
民
国
家
の
モ
デ
ル
を
作
り
あ
げ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
、
今
大
き
な
動
き
が
み
ら
れ
る
。「
変
動
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
」
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
、

そ
し
て
移
民
の
増
加
が
、
国
民
国
家
に
も
た
ら
し
た
衝

撃
と
影
響
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
今
日
を
と
ら
え
て
み

た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
」
コ
ー
ナ
ー
で
は
拡
大
し
続

け
る
E
U
の
動
き
を
追
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
移
民

の
増
加
と
そ
の
影
響
に
し
ぼ
る
こ
と
に
す
る
。

増
加
す
る
移
民

特
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
に
み
ら
れ
る
変
貌
は
著

し
い
。
定
住
す
る
外
国
人
＝
移
民
が
完
全
に
風
景
の
一

部
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
労
働
者
、
通
学
の
生
徒
た
ち
、

交
通
機
関
な
ど
い
た
る
と
こ
ろ
一
見
し
て
外
国
人
と
わ

か
る
人
び
と
が
混
じ
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
は
外
国
で
生
ま
れ
た
人
び
と
が
人
口
の
二
割
を
占
め

る
と
い
う
国
は
ザ
ラ
で
、
地
域
、
職
種
に
よ
っ
て
は
移

民
出
身
者
が
多
数
を
占
め
る
。
四
〇
年
あ
ま
り
前
、
は

じ
め
て
訪
れ
た
北
欧
で
何
度
か
経
験
し
た
、「
黒
い
髪

な
ん
て
は
じ
め
て
、
ち
ょ
っ
と
さ
わ
ら
せ
て
」
な
ど
と

い
う
体
験
は
今
日
で
は
想
像
も
で
き
な
い
。

移
民
増
加
の
背
景

移
民
増
加
の
原
因
は
、
じ
つ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
身
に
あ

る
。
移
民
の
多
く
は
労
働
移
民
と
難
民
、
さ
ら
に
彼
ら

の
呼
び
寄
せ
家
族
が
占
め
る
。
そ
れ
ら
は
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
支
配
と

南
欧
や
東
欧
、
ア
フ
リ
カ
・
マ
グ
レ
ブ
地
域
か
ら
の
労
働

力
補ほ
　
て
ん填
に
発
し
て
い
る
。
か
つ
て
移
民
は
国
家
間
の
社
会

的
、
経
済
的
な
プ
ル
・
プ
ッ
シ
ュ
要
因
か
ら
説
明
さ
れ
て

き
た
が
、
今
や
も
っ
ぱ
ら
既
存
の
な
じ
ん
だ
経
路
を
使
い

流
入
す
る
人
び
と
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

と
も
あ
れ
、
今
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
は
、

移
民
の
存
在
抜
き
で
は
あ
り
え
な
い
。
労
働
力
、
購
買

力
、
経
済
や
文
化
の
活
性
化
に
移
民
は
大
き
く
貢
献
し

て
お
り
、
減
少
す
る
人
口
を
移
民
の
増
加
が
支
え
て
い

る
と
い
う
面
も
も
は
や
公
然
の
事
実
だ
。
そ
し
て
映
像

モ
ニ
タ
ー
を
と
お
し
て
移
民
が
自
ら
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー

リ
ー
を
語
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
永
住
の
地
と
し

て
生
活
す
る
移
民
も
多
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
と
ま
ど
い
と
次
世
代
へ
の
望
み

展
示
場
で
は
、
多
言
語
に
よ
る
案
内
や
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
で
紹
介
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
移
民
の
社
会
へ
の
統

合
を
う
な
が
す
た
め
、
各
国
は
移
民
へ
の
適
応
教
育
、

公
用
語
教
育
を
お
こ
な
う
。
一
方
で
、
移
民
の
文
化
や

言
語
の
存
続
を
認
め
、
保
障
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
広

ま
り
つ
つ
あ
る
。
国
民
国
家
の
基
本
理
念
を
民
族
的
言

語
的
均
一
主
義
か
ら
多
文
化
主
義
に
譲
る
と
こ
ろ
も
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
住
民
が
す
べ
て
移
民
を
歓
迎
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
一
部
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
、
仕
事
が

奪
わ
れ
る
、
治
安
が
乱
れ
る
、
異
教
徒
が
増
え
る
、
汚
く

な
っ
た
と
い
う
不
平
は
お
さ
ま
ら
な
い
。
い
き
お
い
移
民

「変動するヨーロッパ」セクション、「移民増加と統合政策」コーナー

民族・国籍のかべを超えるのは子どもが先。
ソマリア、アフガニスタン出身の子どもたち

の
方
も
よ
り
気
楽
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
集
住
地
に
閉
じ
こ

も
る
。
排
除
の
結
果
、
多
数
派
と
の
生
活
格
差
は
な
く
な

ら
ず
、
移
民
は
社
会
的
に
下
層
化
さ
れ
、
集
住
地
は
ゲ
ッ

ト
ー
化
し
が
ち
で
あ
る
。
と
き
お
り
双
方
の
は
け
口
の
な

い
不
満
や
屈
折
し
た
憎
悪
が
暴
動
や
テ
ロ
に
つ
な
が
る
や
、

そ
ら
み
た
こ
と
か
と
移
民
排
斥
派
の
声
が
高
ま
る
の
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
同
じ
だ
。

事
態
は
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
悲
観
的
、
絶
望
的
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
う
は
思
わ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
生
ま

れ
た
と
き
か
ら
と
も
に
教
育
を
う
け
、
育
っ
て
き
た
移

民
と
多
数
派
の
次
世
代
の
ま
じ
わ
り
を
各
地
で
み
る
に

つ
け
、
偏
見
や
差
別
の
な
い
未
来
は
可
能
で
は
な
い
か

と
希
望
を
も
ち
は
じ
め
て
い
る
。
馬
鹿
な
お
と
な
た
ち

の
干
渉
さ
え
な
け
れ
ば
。

アジアの食文化とともに各地のラーメンが
普及しつつある
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に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
生
み
出
す
要
因

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
開
発
行
為
に
関
係
す
る
人
び

と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
直
接
そ
れ
に
か
か
わ
っ

て
い
な
い
人
び
と
の
感
情
に
も
注
目
し
な
が
ら
開

発
の
プ
ロ
セ
ス
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
開
発
に
か
か

わ
る
感
情
経
験
の
文
化
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た

う
え
で
、
最
終
的
に
そ
れ
を
開
発
実
践
の
実
務
の

場
面
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
方
策
に
つ
い
て
考
え
る
機

会
と
し
た
い
。

こ
れ
は
、「
開
発
は
人
間
に
よ
る
行
為
」
と
い

う
、
あ
た
り
ま
え
の
原
点
に
素
直
に
立
ち
帰
っ
て

開
発
実
践
を
構
想
し
直
す
試
み
で
あ
る
。

論
理
か
ら
感
情
へ

一
般
に
「
途
上
国
」
と
よ
ば
れ
る
社
会
に
お
け

る
開
発
援
助
は
、
科
学
的
・
客
観
的
事
実
に
基
づ

い
て
論
理
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。
例
え
ば
、
あ
る
農
村
に
お
け
る
中
心
的
な

問
題
が
「
稲
作
農
民
が
貧
し
い
」
こ
と
で
あ
る
と

し
よ
う
。
そ
の
原
因
と
し
て
「
農
業
収
入
の
少
な

さ
」
と
「
農
業
外
収
入
の
乏
し
さ
」
が
考
え
ら
れ
、

さ
ら
に
前
者
に
つ
い
て
は
「
米
の
生
産
高
の
低

さ
」
と
「
米
価
が
安
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
、

後
者
に
つ
い
て
は
「
農
業
外
収
入
を
え
る
た
め
の

技
術
不
足
」
や
「
農
業
外
収
入
の
た
め
の
資
本
の

欠
落
」
を
理
由
と
し
て
発
生
す
る
、
と
い
う
よ
う

に
、
原
因
と
結
果
の
連
鎖
（
因
果
）
か
ら
論
理
的

に
事
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
考

の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
開
発
を
進

め
る
こ
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
途
上
国
開

発
に
お
い
て
一
貫
し
て
見
ら
れ
て
き
た
、
い
わ
ば

常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
開
発

は
生
身
の
人
間
が
営
む
行
為
で
あ
り
、
合
理
（
論

理
）
的
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
人
間
の
感
情
が
開

発
の
行
方
を
左
右
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ジ
ェラ
シ
ー
と
開
発

開
発
行
為
に
お
け
る
人
び
と
の
感
情
表
現
と
し

て
、
ジ
ェ
ラ
シ
ー
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
文
脈

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
が
長
年
調
査
し

て
い
る
南
太
平
洋
の
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
で
は
、
ジ
ェ

ラ
シ
ー
が
ソ
ロ
モ
ン
人
に
よ
く
見
ら
れ
る
感
情
経

験
の
ひ
と
つ
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。

そ
れ
は
、
他
者
が
自
己
よ
り
も
経
済
的
に
（
あ
る

い
は
社
会
的
に
）
有
利
な
状
態
に
な
る
こ
と
に
対

す
る
否
定
的
な
感
情
的
反
応
の
こ
と
で
あ
り
、
開

発
の
進
展
を
阻
害
す
る
一
因
に
も
な
る
。
ま
た
逆

に
、
ジ
ェ
ラ
シ
ー
を
回
避
す
る
こ
と
を
意
識
し
て

行
動
す
る
こ
と
が
、
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
行

を
促
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
う
る
。

例
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
マ
ラ
イ
タ
島
の
あ
る
村
を
拠
点
に

自
然
循
環
型
農
法
の
技
術
普
及
を
目
的
と
す
る

研
修
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
て
、
農
村
開
発
活
動
を

展
開
し
て
い
る
。
活
動
の
開
始
当
初
、
そ
の
Ｎ
Ｇ

Ｏ
は
、
拠
点
村
の
住
民
を
研
修
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
有
機
技
術
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
育
成
す

る
た
め
に
、
数
人
の
村
民
を
隣
国
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
に
あ
る
農
業
学
校
へ
派
遣
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
の
際
、
拠
点
村
の
住
民
だ
け
で
な
く

そ
の
周
り
の
村
々
か
ら
も
派
遣
員
を
選
抜
し
た
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
村
民
ス
タ
ッ
フ
、
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
共

に
、
周
囲
か
ら
の
ジ
ェ
ラ
シ
ー
を
回
避
す
る
べ
く

細
心
の
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
こ
の
措
置
は
そ
の

一
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
般
に
ソ
ロ
モ
ン
諸
島

で
は
、
開
発
の
文
脈
に
お
け
る
ジ
ェ
ラ
シ
ー
の
感

情
は
、
環
境
問
題
や
土
地
問
題
、
活
動
の
成
果
に

対
す
る
疑
い
に
か
か
わ
る
語
り
と
し
て
表
面
化
す

る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
あ

る
村
民
ス
タ
ッ
フ
は
、
ジ
ェ
ラ
シ
ー
を
抱
く
人
び

と
は
正
し
い
事
実
を
知
ら
ず
に
語
っ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
と
い
う
。
ど
の
よ
う
な
開
発
行
為
な
の
か
、

ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
た
う
え
で
の
行
為
で
あ

る
か
を
詳
細
に
伝
え
れ
ば
、
ジ
ェ
ラ
シ
ー
感
情
が

表
面
化
し
環
境
問
題
や
土
地
問
題
に
発
展
す
る

こ
と
は
な
い
と
述
べ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
開
発
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
社
会

の
な
か
で
傑
出
し
た
者
に
は
、
周
囲
に
事
実
を
知

ら
せ
る
以
上
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
有
利
な
状

態
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ェ
ラ
シ
ー
を
抱
く

可
能
性
が
あ
る
人
び
と
が
求
め
る
物
や
期
待
す
る

行
為
を
、
積
極
的
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
研
修
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
拠
点
村

以
外
か
ら
も
派
遣
員
を
募
っ
た
行
為
も
、
こ
れ
に

相
当
す
る
。
ジ
ェ
ラ
シ
ー
感
情
へ
の
対
応
は
開
発

行
為
の
プ
ロ
セ
ス
を
支
配
す
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

感
情
か
ら
実
践
へ

感
情
に
注
目
す
る
開
発
研
究
は
、
人
び
と
の

「
あ
り
の
ま
ま
」
の
姿
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
に
可
能

な
か
ぎ
り
接
近
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
開
発

の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
事
態
を
動
か
す
起
点
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
人
び
と
の
身
体
に
湧
き
出
て

い
る
は
ず
の
感
情
（
例
え
ば
、「
あ
い
つ
だ
け
抜

き
ん
出
る
こ
と
は
許
さ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な

ジ
ェ
ラ
シ
ー
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
言
説
や
身
体
表

現
、
具
体
的
な
行
為
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
出
る
様

相
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
発
の
実
践
プ

ロ
セ
ス
を
読
み
解
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
共
同
研
究
「
実
践
と
感
情
―
―
開

発
人
類
学
の
新
展
開
」
は
、
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

人間による行為は、人間であるがゆえにさまざまな感情がともなう。いわゆる「途上国」におけ
る開発援助も、感情からは逃れることができない。本研究は、開発や開発援助の文脈における
人びとの「感情」に注目した、実践的人類学の可能性を検討する。

関
せ き

根
ね

 久
ひ さ

雄
お

筑波大学教授

「感情」から開発実践を考える

共
同
研
究

「
実
践
と
感
情
―
開
発
人
類
学
の
新
展
開
」

代
表
：
関
根
久
雄

2
0
1
1
年
10
月
～
２
０
１
４
年
3
月

ＮＧＯの研修センターにおける実習風景

研修センターにおける講義の様子。
マライタ島内各地から研修生を受けている

ＮＧＯの村民スタッフによるミーティング
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民
博
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
「
み
ん
ぱ

く
ク
ッ
キ
ー
」
が
で
き
ま
し
た
。

世
界
各
地
の
仮
面
の
イ
ラ
ス
ト
を
配
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
中
に

は
、
ひ
ま
わ
り
の
種
入
り
と
、
ミ
ル
ク
テ
ィ
ー
味
の
二
種
類
の

ク
ッ
キ
ー
が
入
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ク
ッ
キ
ー
の
製
造
者
「
ぷ
く
ぷ
く
ワ
ー
ル
ド
」
は
、

1
9
8
8
年
よ
り
大
阪
府
吹
田
市
で
ク
ッ
キ
ー
を
つ
く
っ
て
い

ま
す
。「
ぷ
く
ぷ
く
ワ
ー
ル
ド
」
の
ク
ッ
キ
ー
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、

厳
選
さ
れ
た
材
料
で
あ
り
、
障
害
者
の
側
か
ら
食
の
安
全
に
取

り
組
む
こ
と
で
、
社
会
の
あ
り
方
、
弱
者
・
少
数
の
視
点
、
命

の
大
切
さ
な
ど
を
考
え
、
発
信
し
て
い
き
た
い
と
の
想
い
が
あ

り
ま
す
。
原
材
料
の
小
麦
粉
は
国
産
1
0
0
％
、
牛
乳
や
バ

タ
ー
は
北
海
道
産
。
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
認
定
の
ひ
ま
わ
り
の
種
や
、

無
化
学
農
薬
、
無
化
学
肥
料
栽
培
の
紅
茶
葉
な
ど
を
使
用
し
た
、

身
体
に
や
さ
し
く
、
懐
か
し
い
味
の
す
る
ク
ッ
キ
ー
で
す
。

パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
武
庫
川
女
子
大
学
生
活
環
境
学

部
情
報
メ
デ
ィ
ア
学
科
の
学
生
さ
ん
た
ち
の
協
力
で
、
民
博
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
作
成
し
ま
し
た
。

特
別
展

「
今
和
次
郎
　
採
集
講
義
―
考
現
学
の
今
」

今
和
次
郎
が
関
東
大
震
災
後
の
日
本
で
創
始
し
た

考
現
学
は
世
相
を
徹
底
的
に
観
察
・
記
録
す
る
学

問
で
、
生
活
文
化
の
変
化
を
捉
え
る
視
点
は
民
族
学

の
目
指
す
も
の
と
同
じ
。
考
現
学
の
原
点
と
み
ん
ぱ

く
で
の
展
開
を
紹
介
し
、
モ
ノ
と
生
活
文
化
の
関
わ

り
を
考
え
ま
す
。

会
期　

6
月
19
日
（
火
）
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
今
和
次
郎
が
調
査
し
た
民
家
の
今
―
瀝
青
会
に

よ
る『
日
本
の
民
家
』再
訪
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

今
和
次
郎
著
『
日
本
の
民
家
』
掲
載
の
民
家
約
40

軒
を
90
年
後
に
再
訪
し
た
調
査
か
ら
、
私
た
ち
の

住
ま
い
方
の
変
容
を
た
ど
り
、
あ
わ
せ
て
、
生
活
空

間
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
す
る
作
法
に
つ
い
て
語
り

合
い
ま
す
。

日
時　

6
月
9
日
（
土
）　

15
時
〜
16
時
30
分

会
場　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

◆
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

詳
細
は
本
誌
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
9
回　

6
月
16
日（
土
）

【
特
別
展
関
連
】

生
活
財
の
考
現
学
―
高
度
経
済
成
長
期
の
家
庭
景
観

講
師
　
栗
田
靖
之
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
）

疋
田
正
博
（
株
式
会
社
シ
ィ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ア
イ 

代
表
取
締
役
）

今
和
次
郎
の
「
も
ち
も
の
一
切

し
ら
べ
」
を
高
度
経
済
成
長

後
の
家
庭
の
生
活
財
に
適
用

し
た
栗
田
靖
之
名
誉
教
授
た

ち
の
研
究
は
、
家
庭
景
観
と

い
う
視
点
で
生
活
文
化
の
現

在
と
将
来
を
見
通
し
た
論
考

で
、
日
本
生
活
学
会
第
5
回

「
今
和
次
郎
賞
」
を
受
賞
し
ま

し
た
。
共
同
研
究
者
で
あ
る

疋
田
正
博
氏
と
と
も
に
、
当

時
の
生
活
文
化
と
現
在
に
つ

い
て
考
え
ま
す
。

第
4
1
0
回　

7
月
21
日（
土
）

【
探
究
ひ
ろ
ば
関
連
】

情
報
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
宣
言
―
市
民
の
知
的
探
究
と
博
物
館

講
師
　
飯
田 

卓
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

み
ん
ぱ
く
は
、
古
い
も
の
を
展
示
す
る

だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
も
の

や
映
像
資
料
を
も
提
供
す
る
総
合
メ

デ
ィ
ア
で
す
。
そ
の
役
割
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
こ
ん
に
ち
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。
と
く
に
近
年
利
用
が
盛
ん

な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
双
方
向
メ

デ
ィ
ア
を
意
識
し
な
が
ら
、
市
民
レ
ベ

ル
の
知
的
探
究
と
博
物
館
の
役
割
を
考

え
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

夏
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
2

知
り
た
い
、
触
れ
た
い
、
調
べ
た
い

―
「
み
ん
ぱ
く
流
」
探
究
の
す
す
め

情
報
社
会
と
い
わ
れ
る
今
日
、
博
物
館
は
情
報
を
あ

つ
め
、
発
信
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。
新
設
さ
れ
た
探
究
ひ
ろ
ば
を
中
心
に

し
な
が
ら
、
み
ん
ぱ
く
の
情
報
を
活
用
し
た
知
的
探

究
の
時
間
を
と
も
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

会
期　

6
月
24
日
（
日
）
〜
8
月
25
日
（
土
）

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
講
演
＋
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

連
続
講
座
「
博
物
館
に
さ
わ
る
」（
全
6
回
）

「
さ
わ
る
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
・

実
践
に
取
り
組
ん
で
い
る
ゲ
ス
ト
を
招
き
、
幅
広
い

角
度
か
ら
「
さ
わ
る
展
示
」
の
魅
力
と
可
能
性
を
伝

え
ま
す
。

開
催
日　

6
月
30
日
（
土
）、
7
月
14
日
（
土
）、

　
　
　
　

16
日
（
月･

祝
）、
28
日
（
土
）、

　
　
　
　

8
月
11
日
（
土
）、
25
日
（
土
）

　
　
　
　

各
日
13
時
30
分
〜
16
時
（
開
場
13
時
）

会
場　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
1
0
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

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

※
こ
の
他
に
も
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
お
楽
し
み
に
！

企
画
展
プ
レ
展
示

「
写
真
で
見
る
東
日
本
大
震
災
と
被
災
文
化
遺
産

の
レ
ス
キ
ュ
ー
」

9
月
開
催
予
定
の
企
画
展
「
記
憶
を
つ
な
ぐ

―

津
波
災
害
と
文
化
遺
産
」
で
使
用
予
定
の
写
真
パ
ネ

ル
を
事
前
に
公
開
し
、
展
示
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

8
月
21
日
（
火
）
ま
で

会
場　

企
画
展
示
場
A

研
究
公
演

「
忘
れ
な
い
絆
、
絶
や
さ
な
い
伝
統
―
震
災
復
興

と
文
化
継
承
を
願
っ
て
」

東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
三

陸
地
方
に
伝
わ
る
鹿
（
し
し
）
踊
り
と
日
本
に
根
付

い
た
阪
神
地
方
の
中
国
獅
子
舞
・
龍
舞
を
通
し
て
、

震
災
復
興
と
伝
統
文
化
の
継
承
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

日
時　

6
月
9
日
（
土
）　

14
時
〜
16
時
30
分

会
場　

玄
関
前
広
場

※
雨
天
の
場
合　

講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
公
演
終
了
後
、
本
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
す
。

※
6
月
10
日
（
日
）
に
は
、
神
戸
の
鉄
人
28
号
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
前
で
公
演
を
開
催
し
ま
す
。

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

オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品「
み
ん
ぱ
く
ク
ッ
キ
ー
」

みんぱくクッキー（ひまわりの種入り40gと
ミルクティー味 40gの 2袋入り）

　　　　　　　　　450円（税込）

音
楽
の
祭
日
2
0
1
2 

in 

み
ん
ぱ
く

1
9
8
2
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
夏
至
の
日
に
み
ん
な

で
音
楽
を
楽
し
む
「
音
楽
の
祭
典
」
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
。
み
ん
ぱ
く
で
も
、
10
年
連
続
し
て
世
界
の
さ

ま
ざ
ま
な
楽
器
を
使
っ
た
音
楽
で
「
音
楽
の
祭
日
」

を
祝
い
ま
す
。

実
施
日　

７
月
１
日
（
日
）

時
間　

10
時
15
分
〜
16
時
45
分

会
場　

特
別
展
示
館
1
階
お
よ
び
本
館
1
階
エ
ン
ト

ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
（
当
日
は
無
料
観
覧
日
で
す
）、
申
込

不
要

お
問
い
合
わ
せ
先

情
報
企
画
課 

音
楽
の
祭
日
担
当

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
5
3
2

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

7
月
1
日
（
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
は
、
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

■平井京之介 編
『実践としてのコミュニティ
 ―移動・国家・運動』
京都大学学術出版会　定価：3 ,990円

グローバル化は伝統
的生活を揺さぶる一
方、新たな共同の実
践を生み出している。
移民ネットワークや
自助グループ、人権・
環境NGO等、新しい
形の多彩なコミュニ
ティをレポートし、そ
の人類学的意味を析
出する民族誌。

■陳 天璽・近藤 敦・
　小森宏美・佐々木てる 編著
『越境とアイデンティフィケーション
 ―国籍・パスポート・ＩＤカード』
新曜社　定価：5 ,040円

オリンピック参加や
仕事など、目的に合
わせ移住し国籍を変
える。そんな越境の
時代、人は”誰として”
生きるのだろうか。法
律、生活実践、そして
パスポートなど身分
証明を通し、グロー
バル化する今、人と
国籍の関係を問う。

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
9
回　

7
月
7
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
み
ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
か
た
る
】

蚊
帳
に
見
え
な
い
蚊
帳
の
は
な
し

講
師
　
白
川
千
尋
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

ラ
オ
ス
の
蚊
帳
は
「
虫
除
け
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
機
能
が
あ
り
、
女
性
の
嫁
入
り
道
具
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
蚊
帳
と
の
出
会
い
は
異
文
化
に
ふ
れ
る
醍
醐
味
を
教
え
て
く

れ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
民
博
収
蔵
の
美
し
い
蚊
帳
を
じ
っ
さ

い
に
お
見
せ
し
な
が
ら
お
話
し
ま
す
。

第
4
1
0
回　

8
月
4
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

ビ
ル
マ
／
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
「
絆
」
の
力

講
師
　
田
村
克
己
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

ビ
ル
マ
（
現
国
名
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
は
、
今
も
っ
と
も
注
目
を
あ
び
て

い
る
国
の
ひ
と
つ
で
す
。
こ
こ
で
は
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
と
て

も
大
切
で
す
。
ビ
ル
マ
の
人
間
関
係
の
あ
り
方
を
と
お
し
て
こ
の

国
の
魅
力
を
紹
介
し
、
私
た
ち
自
身
の
社
会
も
ふ
り
返
っ
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

巡
回
展
関
連
講
演
会

7
月
14
日
か
ら
9
月
2
日
ま
で
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
に
て
開
催

の
巡
回
展
「
マ
ン
ダ
ラ
│
チ
ベ
ッ
ト
・
ネ
パ
ー
ル
の
仏
た
ち
│
」

関
連
の
講
演
会
で
す
。

7
月
14
日
（
土
）
13
時
半
〜
15
時

『
般
若
心
経
』
と
色
即
是
空

講
師
　
立
川
武
蔵
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
）

『
般
若
心
経
』
ほ
ど
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
経
典
も
珍
し
い
で
し
ょ

う
。
こ
の
中
の
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
と
い
う
句
は
イ
ン
ド
、

チ
ベ
ッ
ト
、
中
国
、
日
本
に
お
い
て
実
に
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
違
い
は
そ
れ
ら
の
国
の
仏
教
の
特
質
を
映
し

出
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
こ
の
句
の
解
釈
史
を
通
じ
て
日
本

仏
教
に
お
け
る
空
思
想
の
特
質
を
考
え
て
み
ま
す
。

※
『
般
若
心
経
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
漢
訳
の
「
吟
詠
」
も
試
み
る
予

定
で
す
。

会
場
　
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
学
習
ホ
ー
ル

定
員
　
80
名
（
当
日
先
着
順
）

参
加
費
　
無
料

高
度
経
済
成
長
期
の
家
庭
景
観

ス
ケ
ッ
チ

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/

■ 『民博通信』 
2 012　No.13 6（3月発行）
評論・展望
経験を受け継ぐということ
―マダガスカルの漁村から
飯田 卓

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

情
報
産
業
論
を
語
る
梅

棹
忠
夫
（
み
ん
ぱ
く
初

代
館
長
） 

梅
棹
家
か
ら

提
供
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運河にかかった跳ね橋の上から、
テイラー博物館を眺める

ハーレム旧市街地鳥瞰図
（書店の飾り窓に貼ってあったポスター）

最
古
の
博
物
館

二
一
世
紀
の
一
〇
年
代
、
た
い
て
い
の
博
物
館
・
美
術
館
へ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ア
ク
セ

ス
で
き
る
。
展
示
内
容
も
居
な
が
ら
に
し
て
概
略
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
若
い
世
代
に

は
、
わ
ざ
わ
ざ
海
外
ま
で
遠
路
足
を
運
ぶ
な
ど
、
も
は
や
徒
労
と
見
る
向
き
も
あ
る
。
展
示
品

陳
列
だ
け
で
は
、
と
て
も
映
像
動
画
に
敵か

な

わ
な
い
。
入
館
者
数
の
減
少
を
と
ど
め
る
に
は
、
単

独
の
博
物
館
施
設
だ
け
で
は
、
も
う
対
応
で
き
な
い
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
複
合
型
の
テ
ー

マ
パ
ー
ク
展
示
だ
ろ
う
が
、
日
本
の
場
合
、
行
政
の
縦
割
り
の
制
約
が
足
か
せ
と
な
る
。

オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
レ
ム
の
テ
イ
ラ
ー
博
物
館
と
い
え
ば
、
現
存
す
る
最
古
の
博
物
館
と
い
わ

れ
る
が
、
博
物
館
の
、
今
後
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
、
こ
こ
か
ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
い
か
。

古
代
ロ
ー
マ
風
の
重
々
し
い
入
り
口
を
く
ぐ
る
と
、
古こ

色し
ょ
く

蒼そ
う

然ぜ
ん

た
る
化
石
や
往
年
の
物
理
・

化
学
実
験
器
具
の
陳
列
室
に
続
い
て
、
円
蓋
の
天
井
か
ら
陽
光
が
差
し
込
む
、
楕
円
形
の
天
文
・

地
学
資
料
の
展
示
室
が
広
が
る
。こ
の
部
屋
の
中
央
に
は
鉱
物
標
本
を
収
納
し
た
ガ
ラ
ス
・
ケ
ー

ス
が
あ
り
、
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
太
陽
系
の
模
型
が
ケ
ー
ス
の
天
頂
部
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

回
廊
を
巡
ら
し
た
吹
き
抜
け
の
二
階
部
分
の
壁
面
は
書
架
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
空
間
は
一
八
世
紀
の
創
建
当
時

の
雰
囲
気
を
今
に
伝
え
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
右
手
に
進
む
と
、
絵
画
を
並
べ
た
回
廊
や
自
然
誌
の

部
屋
が
つ
ら
な
っ
て
お
り
、
科
学
と
人
文
学
と
が
未
分
化
だ
っ
た
時
代
の
雰
囲
気
も
髣ほ

う

髴ふ
つ

と
さ
せ
る
。
そ
の
先
の

中
庭
は
、
す
っ
か
り
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
て
、
明
る
い
ガ
ラ
ス
張
り
の
テ
ラ
ス
に
カ
フ
ェ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

充
実
し
て
い
る
の
が
購
買
部
で
、
最
近
開
催
さ
れ
た
展
示
の
図
録
の
み
な
ら
ず
、
地
球
の
歴
史
に
関
す
る
書
籍

や
C
D
、
恐
竜
の
模
型
や
陶
磁
器
と
い
っ
た
記
念
品
か
ら
宝
飾
品
に
い
た
る
ま
で
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
店
番
の
お

爺じ
い

さ
ん
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
造
詣
が
深
く
、こ
と
ば
を
交
わ
す
こ
と
も
楽
し
い
。
情
報
収
集
で
も
じ
つ
に
重
宝
す
る
。

都
市
環
境
と
博
物
館

こ
の
テ
イ
ラ
ー
博
物
館
が
、
今
後
の
博
物
館
の
あ
り
方
を
見
出
す
モ
デ
ル
に
な
る
、
と
い
う
の
は
、
都
市
全
体

が
現
在
に
生
き
て
い
な
が
ら
、
歴
史
都
市
の
景
観
も
維
持
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
環
境
の
な
か
に
博
物
館
が
き
ち

ん
と
位
置
づ
け
ら
れ
息
づ
い
て
い
る
か
ら
だ
。

ハ
ー
レ
ム
の
町
の
中
央
に
あ
る
運
河
沿
い
の
建
築
群
は
、
そ
の
姿
を
水
面
に
映
し
て
お
り
、
朝
か
ら
晩
へ
と
太

陽
が
動
く
に
つ
れ
て
、
町
は
刻
々
と
表
情
を
か
え
て
ゆ
く
。
と
き
お
り
貨
物
を
満
載
し
た
船
が
航
行
す
る
と
、
水

位
を
調
整
し
て
は
水
門
が
開
き
、
跳
ね
橋
が
跳
ね
、
あ
る
い
は
回
転
橋
が
九
〇
度
ぐ
る
り
と
回
転
し
て
、
船
の
通

航
を
促
す
。
そ
う
し
た
運
河
の
生
き
様
を
前
景
と
す
る
な
ら
、
そ
の
背
後
に
は
ハ
ー
レ
ム
の
大
聖
堂
が
聳そ

び

え
る
よ

う
に
し
て
控
え
て
お
り
、
市
庁
舎
と
そ
の
周
辺
の
広
場
に
は
、
夏
の
午
後
な
ど
、
休
息
す
る
市
民
の
姿
を
見
か
け
る
。

フ
ラ
ン
ツ
・
ハ
ル
ス
美
術
館
も
徒

歩
で
わ
ず
か
な
距
離
だ
が
、
こ
ち

ら
は
街
並
み
そ
の
も
の
が
歴
史
風

紀
地
区
と
な
っ
て
い
る
。

オ
ラ
ン
ダ
の
都
市
で
こ
う
し
た

広
場
の
野
外
カ
フ
ェ
に
腰
を
お
ろ

す
た
び
に
、
似
た
よ
う
な
施
設
が

う
ま
く
稼
動
し
な
い
日
本
の
都
市

生
活
が
情
け
な
い
。
梅
雨
時
は
水

に
濡
れ
、
夏
は
暑
す
ぎ
る
日
本
列

島
で
は
、
そ
も
そ
も
戸
外
の
都
市

生
活
は
満
喫
で
き
な
い
宿
命
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

市
民
の
都
市
生
活
と
博
物
館

ハ
ー
レ
ム
の
テ
イ
ラ
ー
博
物
館
と
そ
の
周
辺

稲い
な

賀が 

繁し
げ

美み

　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授

情
報
の
ス
ピ
ー
ド
が
い
ま
な
お
加
速
し
つ
づ
け
る
現
代
。

「
お
た
か
ら
」を
陳
列
す
る
だ
け
で
は
、

人
び
と
は「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」に
な
か
な
か
足
を
運
ん
で
く
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」の
あ
る
ま
ち
の
景
観
と
の
調
和
や
、来
館
者
と
の
関
係
性
が
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

ハーレムの町の遠望（列車の車窓から）

14   15    2012 年 6月号

地
球

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

紀
行

絵画回廊の床にほどこされた
温風送風機の透かし蓋からも
創建当時の面影がかんじられる



マ
サ
オ
・
オ
ー
バ
の
フ
ァ
イ
ト

大お
お

場ば

政ま
さ

夫お

。

こ
の
名
前
を
聞
い
て
ピ
ン
と
来
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
ボ
ク
シ
ン
グ
全
盛
期

の
一
九
七
〇
年
代
、
彼
の
攻
撃
的
な
フ
ァ
イ
ト
と
、
ダ
ウ
ン
を
と
ら
れ
て
も

と
り
返
す
ス
リ
リ
ン
グ
な
試
合
展
開
は
、
人
び
と
の
視
線
を
ブ
ラ
ウ
ン
管
に

釘く
ぎ

付
け
に
し
た
。
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
ま
ま
自
動
車
事
故
に
よ
り
二
三
歳

の
若
い
命
を
絶
っ
た
こ
と
も
衝
撃
的
だ
っ
た
。

彼
の
名
を
、
思
い
が
け
ず
ベ
ト
ナ
ム
の
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
で
耳
に
し
た
。
現

地
の
ボ
ク
シ
ン
グ
強
化
訓
練
チ
ー
ム
の
監
督
に
お
会
い
し
、
自
己
紹
介
し
た

と
き
の
こ
と
だ
。
光
栄
に
も
、「
あ
の
マ
サ
オ・
オ
ー
バ
と
お
な
じ
マ
サ
オ
だ
ね
」

と
、
わ
た
し
の
名
を
覚
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

お
ど
ろ
い
た
の
は
、
四
〇
年
も
前
の
フ
ァ
イ
ト
を
記
憶
し
て
い
た
か
ら
だ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
に
お
ど
ろ
い
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
さ
な
か
で

も
南
ベ
ト
ナ
ム
政
権
下
で
は
、
国
民
が
海
外
の
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
を
テ
レ
ビ

観
戦
で
き
た
と
い
う
事
実
の
方
だ
。
共
産
主
義
陣
営
に
あ
っ
た
北
ベ
ト
ナ
ム

政
権
下
で
は
、
テ
レ
ビ
で
海
外
の
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
な
ど
ま
ず
楽
し
め
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
当
時
の
南
の
豊
か
さ
と
、
あ
ま
り
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
違
い
を
、

程
を
、「
儀
式
か
ら
記
録
へ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、

英
語
の
「
記
録
す
る
」
と
い
う
動
詞
か
ら
「
記
録
」
と
い
う
名
詞
が
生
ま
れ

た
の
は
一
八
八
〇
年
代
で
あ
る
。

じ
つ
は
そ
の
一
九
世
紀
後
半
と
は
、
サ
ッ
カ
ー
、
ラ
グ
ビ
ー
、
陸
上
競
技
、

水
泳
を
は
じ
め
と
す
る
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
全
国
統
括
団
体
が
、
イ
ギ
リ
ス
で

組
織
さ
れ
た
時
期
だ
。
競
技
ご
と
に
、
成
文
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
則

の
っ
と

っ
て
、

空
間
、
時
間
、
人
、
進
行
、
勝
敗
な
ど
が
規
格
化
さ
れ
た
。
あ
る
ゲ
ー
ム
の

進
行
や
結
果
が
、
他
の
ゲ
ー
ム
と
比
較
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
あ
る
達
成
を
記
録
す
る
意
味
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
意
味
と
は
、

現
在
で
は
、
と
り
わ
け
商
業
的
な
も
の
だ
。

ス
ポ
ー
ツ
が
生
ま
れ
、「
記
録
」
が
生
ま
れ
た
の
が
、
産
業
資
本
主
義
の

隆
盛
期
に
符
合
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
労
働
者
た
ち
の
労
働
時
間

が
時
計
に
よ
っ
て
正
確
に
計
測
さ
れ
、
給
料
換
算
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
、
ス

ポ
ー
ツ
の
世
界
で
は
、
ゲ
ー
ム
が
時
計
で
計
測
さ
れ
、
結
果
が
数
値
化
、
記

録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

流
血
劇
へ
の
熱
狂

近
代
ボ
ク
シ
ン
グ
で
は
ク
イ
ー
ン
ズ
ベ
リ
ー
・
ル
ー
ル
（
一
八
六
六
年
）
に

よ
っ
て
、
リ
ン
グ
の
大
き
さ
、

一
ラ
ウ
ン
ド
が
三
分
で
休
憩
が

一
分
と
い
う
時
間
、
グ
ラ
ブ
着

用
と
い
う
選
手
ス
タ
イ
ル
が
決

ま
っ
た
。
ア
マ
チ
ュ
ア
・
ボ
ク
シ

ン
グ
協
会
も
一
八
八
〇
年
に
は

イ
ギ
リ
ス
で
結
成
さ
れ
た
。
や

は
り
一
九
世
紀
後
半
で
あ
る
。

だ
が
イ
ギ
リ
ス
で
の
最
盛
期

は
、
一
八
世
紀
の
素
手
拳
闘
に

あ
っ
た
。
ラ
ウ
ン
ド
は
時
間
制

で
は
な
く
、
一
方
が
倒
れ
る
と

休
憩
し
た
。
試
合
は
ノ
ッ
ク
ア

ウ
ト
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
の

痛
感
さ
せ
ら
れ

た
。ス

ポ
ー
ツ
選

手
は
、
し
ば
し

ば
「
記
録
に
残

る
選
手
よ
り
、

記
憶
に
残
る
選

手
に
な
り
た
い
」

と
口
に
す
る
。

記
録
の
樹
立
か
、

観
客
の
感
動
か
、

な
に
を
名
誉
と
す
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う

社
会
現
象
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
完
全
に
と
り
込
ま
れ
て
い
る
現
在
、
ど
ち
ら

も
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
と
り
あ
げ
か
た
次
第
と
い
っ
て
い
い
。
た
と
え
ば
大
場
政

夫
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
元
ボ
ク
サ
ー
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
。
テ
レ
ビ
中
継
の
お
か

げ
で
あ
る
。
と
は
い
え
日
本
で
さ
え
何
十
年
も
テ
レ
ビ
な
ど
が
と
り
上
げ
な

い
と
、
多
く
の
人
が
悲
劇
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
忘
れ
て
し
ま
う
。

「
記
録
す
る
」
か
ら
「
記
録
」
へ

記
録
に
つ
い
て
、
少
し
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。
昨
年
、
日
本
人
と
し
て
史

上
最
年
少
の
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
が
誕
生
し
た
。
日
本
人
と
し
て
初
の
三
階

級
制
覇
を
ね
ら
う
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
も
い
る
。
こ
の
よ
う
に
記
録
は
つ
ね
に
つ

く
ら
れ
、
め
ざ
さ
れ
、
更
新
さ
れ
る
。
だ
が
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
と
、
競
技
の
優
勝
者
の
名
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ

に
お
け
る
記
録
っ
て
、
な
ん
だ
ろ
う
。

ア
レ
ン･

グ
ッ
ド
マ
ン
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
文
化
史
家
は
、
地
域
の
伝
統
と

し
て
の
身
体
競
技
か
ら
、
一
九
世
紀
頃
に
近
代
ス
ポ
ー
ツ
が
で
き
あ
が
る
過

体
力
の
限
界
で
終
了
し
た
。
八
〇
ラ
ウ
ン
ド
以
上
闘
う
こ
と
も
め
ず
ら
し
く

な
か
っ
た
。
観
客
は
、
勝
敗
だ
け
で
な
く
、
ど
ち
ら
が
先
に
流
血
す
る
か
ま

で
も
賭
け
の
対
象
に
し
、
こ
の
長
い
流
血
劇
に
熱
狂
し
た
。
八
百
長
が
蔓ま

ん

延え
ん

し
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
、
軍
隊
や
警
察
な
ど
国
家
に
よ
る
暴
力
の
独
占
が
進
む
と
、
私
闘
は

禁
止
さ
れ
る
。
暴
徒
化
し
が
ち
な
観
客
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
も
強
化
さ
れ
、

素
手
拳
闘
の
興
業
は
衰
退
す
る
。
そ
の
背
面
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
ボ

ク
シ
ン
グ
は
立
ち
あ
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

男
ら
し
さ

素
手
拳
闘
の
拳
闘
家
に
と
っ
て
、
力
強
さ
、
勇
敢
さ
、
忍
耐
強
さ
が
男
ら

し
く
、
名
誉
で
あ
っ
た
。
相
手
の
パ
ン
チ
を
よ
け
る
の
は
男
ら
し
く
な
か
っ
た
。

フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ジ
ャ
ブ
、
防
御
に
重
点
を
置
く
ス
タ
イ
ル
で
、
一
八
世
紀
末

に
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
拳
闘
家
ダ
ニ
エ
ル･

メ
ン
ド
ー
ザ

（
一
七
六
四
―
一
八
三
六
）
が
、
臆
病
者
よ
ば
わ
り
さ
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

シ
ュ
ガ
ー
・
レ
イ
・
レ
ナ
ー
ド
、
ナ
ジ
ー
ム
・
ハ
メ
ド
、
川か

わ

島し
ま

郭ひ
ろ

志し

な
ど
が
披

露
し
た
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
超
絶
技
巧
は
、
一
八
世
紀
な
ら
男
ら
し
く
な
か
っ

た
の
だ
。

現
在
の
男
性
ボ
ク
サ
ー
に
と
っ
て
、
勝
つ
こ
と
は
男
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、

勝
利
を
前
提
と
し
た
記
録
達
成
も
名
誉
で
あ
る
。
だ
か
ら
新
聞
や
雑
誌
は
、

タ
イ
ト
ル
の
防
衛
回
数
、
制
覇
し
た
階
級
数
、
連
続
Ｋ
Ｏ
回
数
な
ど
を
華
々

し
く
書
き
立
て
る
。
記
録
と
、
そ
の
更
新
可
能
性
ま
で
も
が
人
び
と
の
関
心

を
か
き
立
て
、
消
費
を
刺
激
す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
注
目
さ
れ
る
選
手
な
ど
、
ご
く
わ
ず
か
に

す
ぎ
な
い
。
煌こ

う

々こ
う

と
照
ら
さ
れ
た
リ
ン
グ
に
、
派
手
な
ガ
ウ
ン
を
ま
と
っ
て

登
場
し
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
声
高
々
と
紹
介
さ
れ
る
ボ
ク
サ
ー
た
ち
は
、
一

見
は
な
や
か
だ
。
し
か
し
、
日
本
で
は
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
さ
え
も
、
ふ

つ
う
は
ほ
か
の
仕
事
で
生
計
を
立
て
、
空
い
た
時
間
に
練
習
し
、
減
量
苦
に

耐
え
、
リ
ン
グ
に
立
っ
て
い
る
。
終
了
の
ゴ
ン
グ
が
鳴
り
、
会
場
を
後
に
す

る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
慎
ま
し
や
か
な
家
庭
に
、
男
ら
し
さ
だ
け
で
は

わ
た
っ
て
い
け
な
い
日
常
に
、
彼
ら
は
回
帰
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ボ
ク
シ
ン
グ
の
文
化
論　

3
の
3

ゴ
ン
グ

樫か
し
な
が永 

真ま

さ

お

佐
夫　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

は
じ
ま
り
の
ゴ
ン
グ
と
お
わ
り
の
ゴ
ン
グ
に
切
り
と
ら
れ
た
時
間
、

ボ
ク
サ
ー
が
ま
さ
し
く
ボ
ク
サ
ー
で
あ
る
こ
の
時
間
、

す
べ
て
の
動
作
、呼
吸
、情
動
が
、

ボ
ク
サ
ー
と
し
て
の
小
さ
な
誇
り
の
た
め
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

拳
闘
の
名
誉
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

ジョージ・ベルチャー『ナショナル・スポーティング・クラブに
おける計測係（J.H.ダグラスとE.ゼルガ）』1898年。古典
的な拳闘ではどちらかが倒れたら休憩したが、スポーツ化の
なかで、時間によるラウンド制が導入された。
（カシア・ボディ2011『ボクシングの文化史』東洋書林）

トマス・ローランドソン『6段階にわたって砕けていく顔面』1792年。イギリスで
拳闘学校がいくつも開校されるようになっても、拳闘に流血はつきものだった。
（カシア・ボディ2011『ボクシングの文化史』東洋書林）

け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
に
お
ど
ろ
い
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
さ
な
か
で

も
南
ベ
ト
ナ
ム
政
権
下
で
は
、
国
民
が
海
外
の
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
を
テ
レ
ビ

観
戦
で
き
た
と
い
う
事
実
の
方
だ
。
共
産
主
義
陣
営
に
あ
っ
た
北
ベ
ト
ナ
ム

政
権
下
で
は
、
テ
レ
ビ
で
海
外
の
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
な
ど
ま
ず
楽
し
め
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
当
時
の
南
の
豊
か
さ
と
、
あ
ま
り
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
違
い
を
、

程
を
、「
儀
式
か
ら
記
録
へ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、

英
語
の
「
記
録
す
る
」
と
い
う
動
詞
か
ら
「
記
録
」
と
い
う
名
詞
が
生
ま
れ

じ
つ
は
そ
の
一
九
世
紀
後
半
と
は
、
サ
ッ
カ
ー
、
ラ
グ
ビ
ー
、
陸
上
競
技
、

水
泳
を
は
じ
め
と
す
る
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
全
国
統
括
団
体
が
、
イ
ギ
リ
ス
で

組
織
さ
れ
た
時
期
だ
。
競
技
ご
と
に
、
成
文
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
則

の
っ
と

空
間
、
時
間
、
人
、
進
行
、
勝
敗
な
ど
が
規
格
化
さ
れ
た
。
あ
る
ゲ
ー
ム
の

進
行
や
結
果
が
、
他
の
ゲ
ー
ム
と
比
較
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
あ
る
達
成
を
記
録
す
る
意
味
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
意
味
と
は
、

ス
ポ
ー
ツ
が
生
ま
れ
、「
記
録
」
が
生
ま
れ
た
の
が
、
産
業
資
本
主
義
の

隆
盛
期
に
符
合
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
労
働
者
た
ち
の
労
働
時
間

が
時
計
に
よ
っ
て
正
確
に
計
測
さ
れ
、
給
料
換
算
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
、
ス

ポ
ー
ツ
の
世
界
で
は
、
ゲ
ー
ム
が
時
計
で
計
測
さ
れ
、
結
果
が
数
値
化
、
記

か
の
ぼ
る
と
、
競
技
の
優
勝
者
の
名
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ

に
お
け
る
記
録
っ
て
、
な
ん
だ
ろ
う
。

ア
レ
ン･

グ
ッ
ド
マ
ン
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
文
化
史
家
は
、
地
域
の
伝
統
と

し
て
の
身
体
競
技
か
ら
、
一
九
世
紀
頃
に
近
代
ス
ポ
ー
ツ
が
で
き
あ
が
る
過

体
力
の
限
界
で
終
了
し
た
。
八
〇
ラ
ウ
ン
ド
以
上
闘
う
こ
と
も
め
ず
ら
し
く

な
か
っ
た
。
観
客
は
、
勝
敗
だ
け
で
な
く
、
ど
ち
ら
が
先
に
流
血
す
る
か
ま

で
も
賭
け
の
対
象
に
し
、
こ
の
長
い
流
血
劇
に
熱
狂
し
た
。
八
百
長
が
蔓
延

し
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
、
軍
隊
や
警
察
な
ど
国
家
に
よ
る
暴
力
の
独
占
が
進
む
と
、
私
闘
は

禁
止
さ
れ
る
。
暴
徒
化
し
が
ち
な
観
客
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
も
強
化
さ
れ
、

素
手
拳
闘
の
興
業
は
衰
退
す
る
。
そ
の
背
面
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
ボ

ク
シ
ン
グ
は
立
ち
あ
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

男
ら
し
さ

素
手
拳
闘
の
拳
闘
家
に
と
っ
て
、
力
強
さ
、
勇
敢
さ
、
忍
耐
強
さ
が
男
ら

し
く
、
名
誉
で
あ
っ
た
。
相
手
の
パ
ン
チ
を
よ
け
る
の
は
男
ら
し
く
な
か
っ
た
。

フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ジ
ャ
ブ
、
防
御
に
重
点
を
置
く
ス
タ
イ
ル
で
、
一
八
世
紀
末

に
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
拳
闘
家
ダ
ニ
エ
ル

（
一
七
六
四
―
一
八
三
六
）
が
、
臆
病
者
よ
ば
わ
り
さ
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

シ
ュ
ガ
ー
・
レ
イ
・
レ
ナ
ー
ド
、
ナ
ジ
ー
ム
・
ハ
メ
ド
、
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地
球
は
ひ
と
つ
の
村

one village one earth 

（
ワ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
ワ
ン
ア
ー
ス
）

と
い
う
名
前
は
、
地
球
を
ひ
と
つ
の
村
と
考
え
世
界
中
の
出

来
事
を
同
じ
村
の
出
来
事
と
し
て
と
ら
え
行
動
し
た
い
と
い

う
わ
た
し
た
ち
の
思
い
か
ら
名
づ
け
た
。
お
も
に
バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
と
タ
イ
の
生
産
者
団
体
と
パ
ー
ト
ナ
ー
取
引
を
お
こ

な
う
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
で
あ
る
。
神
戸
に
直
営
店
を
も

ち
、
店
舗
で
は
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
仕
入
れ
た
製
品
の
他
、
他

の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
が
輸
入
し
た
製
品
や
国
内
の
障
が

い
を
も
つ
人
た
ち
が
も
の
づ
く
り
す
る
作
業
所
の
製
品
も
販

売
し
て
い
る
。

一
般
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
は
発
展
途
上
国
の
生
産
者
の

持
続
的
な
支
援
を
目
的
と
す
る
取
引
の
こ
と
を
指
す
。
し
か

し
、
障
が
い
者
も
、
効
率
と
利
益
を
優
先
す
る
社
会
の
な
か

で
、
手
仕
事
で
生
計
を
た
て
る
と
い
う
困
難
に
挑
戦
し
て
い

る
点
は
共
通
で
あ
る
。
そ
の
た
め
両
者
を
区
別
す
る
必
要
は

な
い
と
わ
た
し
た
ち
は
考
え
て
い
る
。
実
際
、
店
舗
の
売
り

上
げ
の
四
分
の
一
は
作
業
所
の
製
品
が
占
め
て
い
る
。

店
は
二
人
で
経
営
し
て
い
る
。
障
が
い
者
ア
ー
ト
に
魅
力

を
感
じ
生
活
者
と
し
て
ア
ン
フ
ェ
ア
な
も
の
環
境
に
悪
い
も

の
は
使
い
た
く
な
か
っ
た
和
気
と
、
国
際
協
力
団
体
で
の
活

動
経
験
か
ら
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
関
心
を
も
ち
始
め
た
今
井
。

そ
れ
ぞ
れ
神
戸
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
シ
ョ
ッ
プ
を
経
営
し
て

い
た
が
、
も
っ
と
生
産
者
と
繋
が
り
、
よ
り
深
く
幅
広
く
活

動
し
て
い
く
た
め
に
二
〇
〇
九
年
に
結
成
し
た
の
が
当
団
体

で
あ
る
。
今
で
は
海
外
の
生
産
者
団
体
は
一
八
団
体
。
作
業

所
は
二
一
団
体
と
取
引
先
も
増
え
た
。

海
外
生
産
者
と
の
取
引

店
を
構
え
て
い
る
せ
い
か
、
青
年
海
外
協
力
隊
で
活
動

し
て
い
る
現
役
も
し
く
は
Ｏ
Ｂ
が
自
ら
開
発
し
た
製
品
を
も

ち
込
ん
で
く
る
こ
と
が
多
い
。
す
べ
て
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応

え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
せ
っ
か
く
伝
え
た
技
術
も
売

り
先
が
な
い
ま
ま
で
は
途
絶
え
て
し
ま
う
の
で
、
で
き
る
だ

け
対
応
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ザ
ン
ビ
ア
で
村
の
女
性
た

ち
に
洋
裁
指
導
を
し
て
い
た
隊
員
か
ら
は
、
東
ア
フ
リ
カ
の

プ
リ
ン
ト
布
チ
テ
ン
ゲ
で
バ
ッ
グ
や
パ
ン
ツ
を
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
つ
く
っ
て
送
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
学
校
に
行
っ
た
こ
と

が
な
く
鉛
筆
を
始
め
て
も
っ
た
女
性
た
ち
は
定
規
を
使
っ
て

線
を
引
く
こ
と
も
難
し
か
っ
た
と
い
う
。
店
頭
で
販
売
で
き

る
水
準
に
な
る
ま
で
何
度
も
や
り
と
り
を
し
て
よ
う
や
く
売

れ
る
も
の
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
隊
員
の
帰

国
後
、
生
産
者
グ
ル
ー
プ
と
現
地
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
間
の
ト
ラ
ブ
ル

に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
、

指
導
し
た
隊
員
、
技
術
を
習
得
し
た
生
産
者
、
み
な
が
非
常

に
残
念
な
思
い
を
し
た
。

一
方
、
生
産
者
グ
ル
ー
プ
を
し
っ
か
り
と
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
で
き
て
い
る
現
地
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
が
介
在
し
て

い
る
場
合
は
安
心
し
て
つ
き
あ
え
る
。
と
く
に
Ｗ
Ｆ
Ｔ
Ｏ（
世

界
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
機
関
）
に
加
盟
し
て
い
る
い
く
つ
か
の

団
体
と
取
引
が
あ
る
が
、
ど
こ
も
商
品
開
発
に
熱
心
で
こ
ち

ら
の
要
望
に
臨
機
応
変
に
応
え
て
く
れ
る
の
で
、
継
続
的
に

取
引
を
続
け
る
た
め
に
大
変
あ
り
が
た
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な

っ
て
い
る
。

前
述
の
ザ
ン
ビ
ア
で
の
商
品
開
発
に
は
後
日
談
が
あ
る
。

ザ
ン
ビ
ア
よ
り
帰
国
し
た
青
年
海
外
協
力
隊
Ｏ
Ｂ
を
尼

あ
ま
が
さ
き崎

市
の
精
神
障
が
い
の
人
た
ち
が
働
く
作
業
所
に
派
遣
し
、
ザ

ン
ビ
ア
の
布
で
ワ
ン
ピ
ー
ス
づ
く
り
を
指
導
し
て
も
ら
っ
た
。

直
線
縫
い
で
ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
な
ど
を
つ
く
っ
て
い
た
人
た
ち

が
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
商
品

単
価
が
上
が
り
、
工
賃
が
ア
ッ
プ
し
た
。
こ
う
し
て
施
設
利

用
者
が
自
信
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
で
え
た
経
験
は
、
地
域
で
活
か
す
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
障
が

い
者
作
業
所
の
垣
根
を
越
え
て
活
動
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

海
外
経
験
の
あ
る
人
材
を
地
域
で
活
か
し
、
地
域
で
育
っ
た

人
材
を
海
外
で
活
か
す
。ま
さ
に
地
球
は
ひ
と
つ
の
村
な
の
だ
。

手
づ
く
り
を
商
う

one village one earth

の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
商
品
は
バ
ン

グ
ラ
デ
シ
ュ
の
ノ
ク
シ
カ
タ
刺し

繍し
ゅ
うの
グ
リ
ー
テ
ィ
ン
グ
カ
ー
ド

だ
。
隙
間
無
く
び
っ
し
り
刺
さ
れ
た
刺
し
子
と
美
し
い
刺
繍

を
施
し
た
贅
沢
な
布
（
ノ
ク
シ
カ
タ
）
が
グ
リ
ー
テ
ィ
ン
グ

カ
ー
ド
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
南
西
部
の
都
市
ク
ル
ナ
の

カ
リ
シ
ュ
プ
ー
ル
女
性
縫
製
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
首
都
ダ
ッ
カ
の

ジ
ャ
ゴ
ラ
ニ
・
ジ
ュ
ー
ト
・
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ツ
の
二
団
体
に

発
注
し
て
い
る
。
伝
統
工
芸
ノ
ク
シ
カ
タ
は
地
方
、
村
に
よ

っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
前
者
は
素
朴
な
刺
繍
と
細
か
い
刺
し

子
、
後
者
は
首
都
な
ら
で
は
の
洗
練
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を
特

長
と
す
る
。
い
ず
れ
も
、
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
、
作
業
場
で

デ
ザ
イ
ン
画
を
写
す
、
自
宅
で
刺
繍
す
る
、
刺
繍
布
に
ア
イ

ロ
ン
を
か
け
る
、
マ
ッ
ト
に
刺
繍
布
を
貼
る
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
作
業
を
、
た
く
さ
ん
の
つ
く
り
手
が
分
業
し
て
お
こ
な

っ
て
い
る
。封
筒
は
、ダ
ッ
カ
の
プ
ロ
ク
リ
テ
ィ
の
手
漉
き
紙
だ
。

二
年
ほ
ど
前
か
ら
ノ
ク
シ
カ
タ
カ
ー
ド
を
凌し

の

ぐ
人
気
を
集

め
始
め
た
の
は
同
じ
く
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
ジ
ュ
ー
ト
ミ
ニ
マ

ッ
ト
だ
。
織
っ
た
ジ
ュ
ー
ト
に
色
と
り
ど
り
の
ク
ロ
ス
ス
テ

ッ
チ
を
施
し
て
あ
る
。
ど
ち
ら
も
四
〇
〇
円
前
後
、
こ
の
価

格
帯
が
今
の
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
の
で
あ
ろ
う
。

高
価
な
物
が
売
れ
に
く
い
時
代
で
あ
る
。
大
量
生
産
で
コ
ス

ト
を
さ
げ
少
し
で
も
安
い
物
を
供
給
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
現
在
、
手
間
が
か
か
っ
た
手
仕
事
の
よ
さ
は
、
わ
か
っ
て

も
ら
い
に
く
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
つ
く
り
手
た
ち

が
働
く
喜
び
を
感
じ
、
手
仕
事
ゆ
え
に
消
費
者
が
つ
く
り
手

に
思
い
を
馳
せ
大
切
に
使
い
た
い
と
思
う
、
そ
ん
な
品
を
商

う
こ
と
が
公
平
な
貿
易
＝
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
だ
と
考
え
て
い
る
。

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

多
文
化
を

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
聞
く
と
、
と
も
す
れ
ば
遠
い
世
界
の
出
来
事
と
考
え
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
介
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
と
の
交
流
は
、
わ
た
し
た
ち
が
抱
え
て
い
る
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
を
秘
め
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
あ
ち
ら
」
と
「
こ
ち
ら
」
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
と
「
地
続
き
」
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

国
境
・
障
が
い
を
こ
え
る
商
い

―
―one village one earth

―
―

今い

ま

井い 

孝た

か

子こ

和わ

気き 

克か

つ

子こ

　 one village one earth

神戸元町の店舗

ザンビア、ルサカのNGOで
洋服をつくっている女性たち

尼崎の作業所での洋裁の指導

バングラデシュ、クルナの修道院を拠点と
する団体でノクシカタの図案を写している
女性

ノクシカタ・カード

バングラデシュ、ダッカのフェアトレードNGOで、
ジュート製品を見せてもらう

ジュート・ミニ・マット

18   19    2012 年 6月号



20   21    2012 年 6月号

一
九
八
六
年
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
マ
ザ
ン
キ
と
い
う
楽
器
が
み
ん
ぱ
く
に
や
っ
て
き

た
。
収
集
デ
ー
タ
に
は
、
一
九
世
紀
に
つ
く
ら
れ
、
ヴ
ィ
エ
ル
コ
ポ
ー
ル
ス
カ
地
方
で
あ

る
楽
隊
が
使
用
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
マ
ザ
ン
キ
と
は
簡
単
に
い
う
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
衆
の
あ
い
だ
で
つ
く
ら
れ
用
い
ら
れ
て
い
た
バ
イ
オ
リ
ン
の
原
型
の
よ

う
な
も
の
で
、
ギ
コ
ギ
コ
荒
っ
ぽ
く
演
奏
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
殴
り
書
き
を
意
味
す
る
「
マ

ザ
チ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
ち
な
ん
で
、
そ
の
名
が
つ
い
た
ら
し
い
。
そ
ん
な
マ
ザ
ン
キ
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
文
化
的
に
重
要
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　

一
〇
〇
年
あ
ま
り
前
に
、
シ
ェ
ン
キ
ェ
ヴ
ィ
チ
と
い
う
作
家
が
活
躍
し
て
い
た
。
彼
の

文
学
作
品
の
な
か
に
、「
ヤ
ン
コ
君
」
と
い
う
短
編
小
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
農
村
の
貧

し
い
生
活
を
描
い
た
も
の
で
、
田
舎
の
住
民
へ
の
教
育
の
必
要
性
を
訴
え
る
な
ど
、
当
時

の
世
相
を
反
映
し
た
社
会
的
作
品
で
あ
っ
た
。
主
人
公
の
ヤ
ン
コ
君
は
一
〇
歳
ぐ
ら
い
の

少
年
で
、
生
ま
れ
つ
き
か
ら
だ
が
弱
く
、
農
業
の
手
伝
い
な
ど
は
一
切
で
き
な
か
っ
た
が
、

あ
る
ひ
と
つ
の
こ
と
に
熱
意
を
も
っ
て
い
た
。
ど
う
し
て
も
本
物
の
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
き

た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
イ
オ
リ
ン
を
手
に
入
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
彼
は
、
木
の
塊
を

彫
り
、
三
本
の
弦
を
張
っ
て
、
自
分
な
り
の
バ
イ
オ
リ
ン
を
つ
く
っ
た
が
、
そ
の
出
来
栄

え
は
み
す
ぼ
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
音
楽
に
か
け
る
か
た
く
な
な
情
熱
は
か
え

っ
て
ヤ
ン
コ
君
に
悲
劇
を
招
い
て
し
ま
う
の
だ
が
、読
み
手
を
感
動
さ
せ
る
物
語
で
あ
っ
た
。

シ
ェ
ン
キ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
一
九
〇
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
、
今
日
彼
の
文
学

作
品
は
後
世
の
母
語
教
育
の
教
材
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
義
務
教
育

を
受
け
た
人
は
、
ヤ
ン
コ
君
が
彼
の
自
作
の
「
バ
イ
オ
リ
ン
」
を
弾
い
て
い
る
場
面
が
記

憶
の
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
れ
ば
、
み
ん
ぱ
く

に
や
っ
て
き
た
こ
の
マ
ザ
ン
キ
を
見
て
、
き
っ
と
ヤ
ン
コ
君
の
楽
器
を
連
想
す
る
に
ち
が

い
な
い
。

　
マ
ザ
ン
キ

民
博 

外
来
研
究
員
　
マ
ジ
ェッ
ツ
・
ア
グ
ネ
シ
カ

標
本
番
号 

H
０
１
４
６
１
２
３

地
域 

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国

受
入
年 

１
９
８
６
年

王
朝
時
代
の
玉
座

今
、
ビ
ル
マ
（
現
国
名
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
は
、
急
激
な
動
き
と
変

化
の
な
か
に
あ
る
。
そ
の
大
き
な
契
機
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
は
、

昨
年
の
米
国
の
ク
リ
ン
ト
ン
国
務
長
官
の
訪
問
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
彼
女
の
よ
う
な
賓
客
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
大
統
領
と
が
会
談
し

て
い
る
後
ろ
に
は
、
か
つ
て
の
王
朝
時
代
の
「
玉
座
」
が
控
え
て

い
た
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
だ
ろ

う
か
。
玉
座
は
「
獅
子
の
玉
座
」

と
よ
ば
れ
、
王
と
王
権
を
象
徴

し
て
い
る
。
玉
座
は
か
つ
て
マ
ン

ダ
レ
ー
の
王
宮
に
あ
っ
て
、
四

方
の
倍
数
の
八
基
（
実
際
に
は

九
基
）
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
世

紀
半
ば
に
英
国
の
支
配
下
に
な

る
と
、
王
宮
の
宝
物
の
幾
つ
か

が
英
国
等
に
も
ち
去
ら
れ
る
が
、

こ
の
玉
座
も
一
基
が
当
時
英
領

イ
ン
ド
の
カ
ル
カ
ッ
タ
の
博
物
館

に
移
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

が
結
果
的
に
幸
い
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
後
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
戦
火
の
な
か
で
玉
座
は

王
宮
と
と
も
に
焼
失
す
る
が
、
も
ち
出
さ
れ
て
い
た
一
基
が
残
り
、

一
九
五
四
年
に
返
還
さ
れ
た
。
今
ヤ
ン
ゴ
ン
の
国
立
博
物
館
に
て

展
示
さ
れ
て
お
り
、
上
述
の
会
談
の
後
ろ
の
も
の
は
、
二
〇
〇
六

年
に
新
し
く
首
都
と
な
っ
た
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
に
あ
る
レ
プ
リ
カ
で

あ
る
。

新
首
都
・
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー

ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
は
一
般
に
「
都
・
王
都
」
を
意
味
す
る
語
で
、

先
の
マ
ン
ダ
レ
ー
は
「
ヤ
ダ
ナ
ボ
ゥ
ン
・
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
」、
す
な

わ
ち
「
宝
石
の
よ
う
な
都
」
と
い
う
優
雅
な
呼
び
方
が
つ
け
ら
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
現
在
の
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
が
広
大
な
土
地
を
切

り
開
き
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、マ
ン
ダ
レ
ー
も
、エ
ー
ヤ
ー

ワ
デ
ィ
ー
川
中
流
の
左
岸
に
、
碁
盤
目

状
の
街
づ
く
り
を
し
た
計
画
都
市
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
現
在
の
政
権
は
、

植
民
地
化
の
危
機
に
あ
っ
て
外
国
勢
力

と
対た

い

峙じ

し
た
時
代
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る

と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
王
朝
時
代

の
栄
光
の
回
復
、
伝
統
的
な
王
権
の

再
生
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
ヤ
ン
ゴ

ン
（
ラ
ン
グ
ー
ン
）
が
植
民
地
化
の
過

程
で
築
か
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

新
し
い
都
は
、
英
領
時
代
か
ら
続
い
て

き
た
西
欧
に
な
ら
う
近
代
化
の
流
れ
を

断
ち
き
り
、
克
服
す
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、「
玉
座
」
を
新
首
都
に

も
っ
て
行
こ
う
と
し
た
と
き
に
、
守

護
霊
が
い
る
の
で
ヤ
ン
ゴ
ン
か
ら
離
す
と
良
く
な
い
と
占
い
師
が

言
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
物
は
元
の
場
に
と

ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
話
が
人
び
と
に
ま

こ
と
し
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
岐
路
に
立
つ
こ
の
国

の
今
の
あ
り
よ
う
が
う
か
が
え
る
。

迷える「玉座」
田
た

村
む ら

 克
か つ

己
み

　民博 民族社会研究部

王朝時代の「獅子の玉座」。王と王権を象徴する



フ
ィー
ル
ド
で

考
え
る

22   23    2012 年 6月号

フ
ラ
ン
ス
音
楽
の
引
力

目
の
病
を
わ
ず
ら
う
な
か
、
ピ
ア
ノ
を
学
び
始
め

た
民
博
初
代
館
長
・
梅う

め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

は
、
自
分
が
ピ
ア
ノ

演
奏
会
を
開
く
と
し
た
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
入
れ
た
い

曲
と
し
て
、
シ
ョ
パ
ン
、
サ
テ
ィ
、
ラ
ヴ
ェ
ル
の
曲

と
と
も
に
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
『
亜
麻
色
の
髪
の
乙

女
』
を
挙
げ
て
い
る
。
梅
棹
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
な
ど
は
好
み
で
は
な
い
と
も
述
べ

て
お
り
、
ど
う
や
ら
フ
ラ
ン
ス
音
楽
を
好
ん
で
い
た

よ
う
だ
。

「
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
」
に
通
う
と
、
始
め
の
う
ち

は
大
抵
、
バ
イ
エ
ル
や
ツ
ェ
ル
ニ
ー
等
ド
イ
ツ
系
の

音
楽
を
中
心
に
レ
ッ
ス
ン
が
進
め
ら
れ
る
が
、
そ
う

し
た
な
か
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
音
楽
に

触
れ
て
、
新
鮮
に
感
じ
る
人
は
多
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
筆
者
は
、
初
め
て
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
曲
を

課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
練
習
し

て
い
た
曲
と
は
ま
っ
た
く
違
う
、
不
思
議
な
響
き
に

魅
了
さ
れ
た
こ
と
を
良
く
覚
え
て
い
る
。

ド
ビ
ュッ
シ
ー
を
め
ぐ
る
音
楽
批
評

二
〇
一
二
年
は
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
生
誕

一
五
〇
周
年
の
年
で
あ
り
、
国
内
外
で
彼
の
作
品
を

と
り
上
げ
る
演
奏
会
や
催
し
が
数
多
く
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
一
八
六
二
年
八
月
二
二
日
生
ま
れ
の
こ
の

フ
ラ
ン
ス
人
作
曲
家
が
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
に
霊
感
を

え
て
作
曲
し
た
『
牧
神
の
午
後
へ
の
前
奏
曲
』
は
現

代
音
楽
の
祖
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ド
ビ
ュ
ッ

シ
ー
は
作
曲
家
と
し
て
、
音
楽
史
上
で
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽
は
、
音
楽
の
専
門
家

は
も
と
よ
り
、
文
人
を
中
心
と
し
た
当
時
の
多
く
の

知
的
エ
リ
ー
ト
に
熱
狂
的
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。

保
守
的
な
音
楽
家
や
評
論
家
が
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
を

批
判
す
る
な
か
、
例
え
ば
作
家
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、

「
一
九
〇
二
年
の
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
氏
の
『
ペ
レ
ア
ス
と

メ
リ
ザ
ン
ド
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
音
楽
の
真
の
解
放
の

日
付
を
刻
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
、
フ
ラ
ン

ス
音
楽
の
未
来
を
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
託
し
た
。
自
由

な
形
式
と
斬
新
な
響
き
を
も
つ
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音

楽
は
、
そ
れ
ま
で
著
名
な
音
楽
家
を
輩
出
し
て
い
な

い
（
故
に
独
自
性
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
）
フ
ラ
ン

ス
音
楽
の
個
性
を
確
立
す
る
の
に
有
効
だ
と
、
ロ
ラ

ン
は
評
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
、
象
徴
派
を
始
め
と

す
る
詩
人
や
文
人
た
ち
と
親
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
る

の
だ
ろ
う
が
、
文
人
た
ち
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽

に
象
徴
派
の
芸
術
と
の
共
通
点
を
見
出
し
、
新
し
い

フ
ラ
ン
ス
芸
術
の
旗
印
と
し
て
歓
迎
し
た
。
ロ
ラ
ン

の
ほ
か
に
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
、
ア
ン
ド

レ
・
シ
ュ
ア
レ
ス
と
い
っ
た
文
人
た
ち
が
、
ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽
に
つ
い
て
の
賛
辞
を
送
っ
た
が
、

と
り
わ
け
彼
ら
が
音
楽
を
「
特
定
の
人
の
た
め
の
も

の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
興
味
深
い
。

こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
音
楽
が
貴
族
や
専
門

家
な
ど
、「
限
ら
れ
た
人
の
た
め
の
も
の
」
と
さ
れ
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽

を
め
ぐ
る
熱
狂
は
、
そ
う
し
た
事
態
の
打
開
に
も
一

役
買
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

文
人
の
音
楽
批
評
が
示
す
も
の

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
さ
ぞ
か
し
ド
ビ
ュ
ッ

シ
ー
は
崇
拝
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
き
や
、

筆
者
の
周
り
の
フ
ラ
ン
ス
人
音
楽
愛
好
家
が
好
む
の

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
の
歌

劇
や
交
響
曲
、
リ
ス
ト
や
シ
ョ
パ
ン
と
い
っ
た
ロ
マ

ン
派
の
音
楽
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
パ
リ

郊
外
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
＝
ア
ン
＝
レ
ー
市
に
あ
る
、

ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
生
家
を
改
装
し
た
記
念
館
は
、
ご

く
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
も
の
だ
し
、
パ
ッ
シ
ー
墓
地
に

あ
る
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
墓
は
、
い
つ
訪
れ
て
も
閑
散

と
し
て
い
る
の
だ
。

ロ
ラ
ン
は
、
歴
史
的
・
学
術
的
に
は
ド
ビ
ュ
ッ

シ
ー
を
評
価
す
べ
き
だ
と
し
つ
つ
も
、
力
強
い
ド
イ

ツ
音
楽
や
感
情
表
現
豊
か
な
イ
タ
リ
ア
音
楽
の
方
が

好
み
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
作
曲
家
な
ら
ビ
ゼ
ー
や

ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
の
方
が
好
き
だ
と
断
言
し
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
こ
ち
ら
の
音
楽
の
方
が
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー

の
音
楽
と
比
べ
て
「
明め

い
せ
き晰
さ
」
を
感
じ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
ラ

ン
ス
精
神
」
を
代
表
す
る
も
の
で
も
あ
る
。（
も
ち
ろ

ん
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽
を
形
容
す
る
際
に
良
く

使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
「
繊
細
さ
」
も
、「
フ
ラ
ン

ス
精
神
」
を
代
表
す
る
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
。）
し

か
し
、
こ
の
後
音
楽
史
上
で
評
価
さ
れ
る
の
は
、
常

に
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
そ
の
後
継
者
た
ち
で
あ
り
、
彼

ら
に
よ
っ
て
パ
リ
は
世
界
の
音
楽
界
の
中
心
と
な
っ

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
ロ

ラ
ン
は
、
第
一
次
大
戦
後
同
世
代
の
音
楽
家
た
ち
に

背
を
向
け
て
、
自
分
が
好
き
な
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
。

ロ
ラ
ン
を
始
め
文
人
の
音
楽
批
評
は
、
と
も
す
れ
ば

単
な
る
好
み
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
こ
と
も
出
来
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
を
巡
る
彼
ら
の
批

評
が
示
す
よ
う
に
、
音
楽
史
の
「
教
科
書
」
か
ら
は
読

み
と
れ
な
い
多
く
の
真
実
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

岡お
か
も
と本 

尚な
お

子こ

民
博 

外
来
研
究
員

文
人
が
聴
く
ド
ビュッシ
ー

―
ド
ビュッシ
ー
生
誕
一
五
〇
周
年
に
寄
せ
て

『ペレアスとメリザンド』初演がおこなわれた
オペラ・コミック座記念館の展示室。東洋風の置物などが置いてある

ドビュッシーの生家を改装した記念館。
一階は市の観光局、二階が展示室になっ
ている

記念館の中庭から２階をあおぐ

ドビュッシーの墓（パッシー墓地）



o

時間 :14時 30分から 15時 30分
話者 :久保正敏（国立民族学博物館 教授）
 高橋晴子（大阪樟蔭女子大学 教授・元客員教授）
話題 :近代日本の洋装ときもの
会場 :本館展示場（ナビひろば）

時間 :14時 30分から 15時 30分
話者 :野林厚志（国立民族学博物館 教授）
話題 : 民博流探究のすすめ
会場 :本館展示場（ナビひろば）

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
正直なはなし、ヨーロッパへの漠然としたあこがれは、
以前はわたしもふくめ、だれにしも多少はあったとおも
う。しかし近年、自身の調査やさまざまなメディアを通
じ、ヨーロッパ各地での貧困や混乱、暴力など、あこが
れのヨーロッパらしからぬ側面にも触れるなかで、それ
まで抱いてきたイメージがかなり修正されてきたことは
間違いない。それだけ相対化されたヨーロッパ像が一
般にも浸透し、単なるあこがれや礼賛の目ではなく、客
観的な目で観察する余裕ができたともいえよう。民博の
オープンから今日までの３０余年がまさにそのような時
期であった。とはいえ、今日もヨーロッパを訪れるもの
にとって、特に重厚で歴史観にみちた都市の造り、成熟
した市民意識の存在には、やはり圧倒されることもしば
しばある。展示には、展示されるものと同時に展示する
主体も反映されるという。ならば今回のヨーロッパ展示
には、何が映っているのだろうか。展示を担当したひと
りとして、ぜひ知りたいところである。（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
◆みんぱくミュージアム・ショップとレストランの10％割引
◆万博記念公園内および周辺施設での利用割引　など。
詳細については、財団法人千里文化財団までお問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）

1年間みんぱくに何度でも入館できる
「みんぱくフリーパス（3,000円）」をご利用ください。
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6月

時間 :14時 30分から 15時 30分
話者 :杉本尚次（国立民族学博物館 名誉教授）
話題 :民俗建築学者群像：今和次郎を中心として
会場 :本館展示場（ナビひろば）

時間 :11時から 12時
話者 :久保正敏（国立民族学博物館 教授）
話題 :民博の考現学遺伝子
会場 :特別展示館

10日
（日曜日）

3日
（日曜日）

17日
（日曜日）

24日
（日曜日）

次号の予告
 特集

世界をさわる手法を求めて
ユニバーサル・ミュージアムの可能性（仮）

●表紙：ヨーロッパ各地のパン（複製）。いずれも麦を材料とするが、
食され方は地域によってさまざまだ。ヨーロッパ展示場で展示中。

■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。

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。
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