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エッセイ千字文千字文 プロフィール
同志社大学大学院社会学研究科教授。
専門はメディア学、比較文化。映像や
文学にみられる男性と女性の表現、そ
こから社会的背景を読み解くことを研
究テーマとして活躍。著書に『遊女の
文化史―ハレの女たち』（中央公論
社、1987年）、『「色」と「愛」の比較文
化史』（岩波書店、1998年。サントリー
学芸賞、山崎賞）『「女装と男装」の文
化史』（講談社、2009年）などがある。
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子
供
時
代
、
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
は
、

歴
史
好
き
の
私
の
毎
週
の
楽
し
み
で
あ
っ

た
。『
天
と
地
と
』
で
は
、
石い

し

坂ざ
か

浩こ
う

二じ

演
じ

る
上う

え

杉す
ぎ

謙け
ん

信し
ん

の
イ
ケ
メ
ン
（
と
い
う
単
語

は
当
時
は
無
か
っ
た
が
…
…
）
ぶ
り
に
ト
キ

メ
き
、『
樅も

み

ノ
木
は
残
っ
た
』
の
原は

ら

田だ

甲か

斐い

の
重
厚
な
存
在
感
に
感
嘆
し
、『
新
・
平
家

物
語
』
の
終
幕
、「
み
ん
な
死
ん
で
、
お
れ

と
お
前
か
…
…
」
と
い
う
緒お

形が
た

拳け
ん

の
し
み

じ
み
と
し
た
台
詞
は
、
世
の
無
常
を
幼
な

心
に
刻
み
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
年
の
日
本
の
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
は
、
韓
流
ド
ラ
マ
人
気
に
お
さ
れ
て
か
、

勢
い
が
衰
え
て
い
る
よ
う
だ
。
長
ら
く
韓

国
ド
ラ
マ
に
は
無
関
心
だ
っ
た
の
だ
が
、
時

代
劇
『
イ
・
サ
ン
』
に
は
ま
っ
て
そ
の
魅
力

に
目
覚
め
た
。
懸
命
に
王
に
仕
え
る
重
臣

役
の
ハ
ン
・
サ
ン
ジ
ン
が
、
私
の
お
気
に
入

り
（
難
局
に
あ
た
っ
て
悩
む
表
情
が
ス
テ

キ
！
）
だ
が
、
役
者
の
演
技
力
と
物
語
の

起
伏
が
、
か
つ
て
の
日
本
の
大
河
ド
ラ
マ
の

レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
が
、
韓
流
ド
ラ
マ
人
気

の
要
因
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
昨
今
の
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
は
、
実
力
よ
り
も
知
名
度
に
依

存
し
た
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
が
目
に
つ
き
、
脚

本
を
消
化
し
き
れ
な
い
役
者
た
ち
の
薄
い

演
技
（
と
さ
え
言
え
な
い
も
の
）
に
白
け

て
し
ま
う
。
い
や
、
そ
も
そ
も
脚
本
か
ら

し
て
薄
っ
ぺ
ら
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
か
た
や
、
韓
国
ド
ラ
マ
ガ
イ
ド
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
役
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
を
披
露
す
る
日
本
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
と
違
い
、
役
柄
や
物
語
の
解
釈
、
演

技
論
が
主
体
で
、
韓
国
の
役
者
が
い
か
に
、

役
づ
く
り
に
真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
る
か

が
伝
わ
る
。
こ
の
種
の
掘
り
下
げ
た
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
に
、
現
今
の
日
本
の
タ
レ
ン
ト
役

者
た
ち
は
果
た
し
て
応
じ
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。

　
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
『
平
清
盛
』
の
視

聴
率
の
苦
戦
が
伝
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
日

曜
の
夜
に
視
る
と
、『
イ
・
サ
ン
』
と
の
差

は
歴
然
。
と
り
わ
け
女
性
登
場
人
物
の
無

力
さ
と
辛
気
臭
さ
に
絶
望
す
る
。
歴
史
的

に
仕
方
な
い
と
は
い
え
、
う
つ
む
き
が
ち

で
無
表
情
で
、
男
た
ち
の
欲
望
の
道
具
で

し
か
な
い
女
た
ち
の
姿
は
、
停
滞
感
漂
う

こ
の
ご
時
世
、
あ
ま
り
見
た
い
も
の
で
は

な
い
。
一
方
、
時
代
が
よ
り
新
し
い
と
は
い

え
、韓
国
時
代
劇
の
女
た
ち
の
、王
（
＝
男
）

を
も
圧
倒
す
る
自
己
主
張
と
主
体
性
に
は
、

大
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
。

　
時
代
劇
と
い
え
ど
も
、
ド
ラ
マ
は
同
時

代
を
映
す
鏡
。
韓
国
社
会
の
勢
い
と
、
日

本
社
会
の
閉
塞
感
と
の
落
差
が
、
ド
ラ
マ

に
も
自お

の

ず
と
に
じ
み
出
る
の
か
。

　
過
去
五
一
作
の
大
河
ド
ラ
マ
の
歴
史
の
な

か
で
、
女
性
単
独
主
人
公
は
八
作
、
夫
婦

も
の
は
二
作
。
来
年
は
九
作
目
の
女
性
主

人
公
。
し
か
も
我
が
同
志
社
ゆ
か
り
の
新に

い

島じ
ま

八や

重え

。
日
本
の
復
活
と
女
性
の
活
力
を

象
徴
す
る
ド
ラ
マ
と
な
り
得
る
の
か
―
―

今
後
の
日
本
社
会
の
鏡
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。
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視
覚
か
ら
の
情
報
に
頼
り
が
ち
な
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
展
示
。

そ
こ
に
触
覚
の
要
素
を
取
り
込
ん
だ
ら
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
起
こ
る
の
か
。

視
覚
だ
け
で
は
「
み
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
あ
ら
た
な
感
動

に
出
会
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
う
ち
に
眠
っ
て
い
た

学
び
、
楽
し
み
、
愕

お
ど
ろ

く
「
心
」
の
再
発
見
で
も
あ
る
。

「
さ
わ
る
展
示
」
に
は
、
視
覚
に
縛
ら
れ
た
感
覚
を
解
き
放
ち
、

新
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
創
造
す
る
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

本
特
集
で
は
、「
さ
わ
る
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
誰
も
が

楽
し
め
る
博
物
館
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
小
山
修
三
名
誉
教

授
と
広
瀬
浩
二
郎
准
教
授
が
、「
さ
わ
る
展
示
」
の
実
践
事

例
を
紹
介
し
、
そ
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
。

時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
さ
わ
る

小
山　

民
博
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー
ン
に

「
世
界
を
さ
わ
る

―
感
じ
て
広
が
る
」
コ
ー
ナ
ー

が
で
き
ま
し
た
ね
。
広
瀬
さ
ん
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

メ
ン
バ
ー
で
し
た
が
、
新
し
い
思
想
を
具
体
化
す
る

の
は
た
い
へ
ん
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

広
瀬　
コ
ン
セ
プ
ト
の
決
定
、
資
料
の
選
定
に
も
苦

労
し
ま
し
た
。
か
つ
て
あ
っ
た
「
も
の
の
ひ
ろ
ば
」

コ
ー
ナ
ー
は
、
展
示
資
料
を
セ
ン
サ
ー
に
か
ざ
す
と

音
声
で
解
説
が
流
れ
る
仕
組
み
で
し
た
が
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
古
く
な
っ
て
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
は
「
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
、
優

し
く
丁
寧
に
さ
わ
る
」
こ
と
で
来
館
者
の
想
像
力
・

創
造
力
を
刺
激
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

小
山　

ど
ん
な
モ
ノ
を
展
示
し
て
い
ま
す
か
。

広
瀬　

代
替
可
能
な
資
料
が
中
心
で
す
が
、
ト
キ

の
バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
、
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
滑
石
彫
刻

な
ど
、
貴
重
な
資
料
も
展
示
し
て
い
ま
す
。
将
来

的
に
は
「
さ
わ
ら
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
を

楽
し
く
引
き
出
せ
る
資
料
を
増
や
し
、
コ
ー
ナ
ー
を

充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

博
物
館
の
タ
ブ
ー
に
挑
む

広
瀬　
「
世
界
を
さ
わ
る
」
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
二
〇
〇
九
年
に
小
山
先
生
と
僕
が
中
心
に

な
っ
て
立
ち
上
げ
た
科
学
研
究
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
誰
も
が
楽
し
め
る
博
物
館
を
創
造
す
る
実
践
的
研

究
」、
通
称
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究

会
の
議
論
の
蓄
積
が
役
立
ち
ま
し
た
。

　

小
山
先
生
と
の
お
付
き
合
い
は
、
先
生
が
民
博

を
退
職
さ
れ
た
後
に
、
よ
り
深
く
な
り
ま
し
た
ね
。

小
山　

民
博
を
退
職
し
た
後
、
二
〇
〇
四
年
に
吹

田
市
立
博
物
館
（
以
下
、
す
い
は
く
）
の
館
長
に

就
任
し
ま
し
た
。
第
一
印
象
は
「
な
ぜ
こ
ん
な
に
人

が
来
な
い
の
か
」。
展
示
場
の
陳
列
品
は
す
べ
て
ガ

ラ
ス
ケ
ー
ス
に
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の
他
の

博
物
館
で
も
同
じ
よ
う
な
状
況
で
す
が
ね
。
そ
れ

で
は
視
覚
障
害
者
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
博
物

館
の
発
想
を
根
本
的
に
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
感

じ
ま
し
た
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
さ
わ
る
」
で
あ

る
と
考
え
、
広
瀬
さ
ん
に
相
談
し
た
わ
け
で
す
。

広
瀬　

二
〇
〇
二
年
か
ら
一
年
間
、
米
国
の
プ
リ
ン

ス
ト
ン
大
学
に
客
員
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
た
と
き
、

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
群
を
二
泊
三
日
で
調
査
旅
行

し
た
こ
と
が
印
象
深
い
思
い
出
で
す
。
博
物
館
ス

タ
ッ
フ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
サ
ポ
ー
ト
を
得
な
が
ら
、

僕
の
よ
う
な
全
盲
者
が
単
独
で
博
物
館
巡
り
が
で

き
る
こ
と
に
、
素
直
に
感
動
し
ま
し
た
。
そ
の
経
験

も
活
か
し
て
、
二
〇
〇
六
年
に
民
博
で
企
画
展
「
さ

わ
る
文
字
、
さ
わ
る
世
界
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
「
さ
わ
る
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
博
物
館
を
市

民
に
開
か
れ
た
場
に
し
よ
う
と
す
る
小
山
先
生
と
、

視
覚
障
害
者
の
立
場
か
ら
誰
も
が
楽
し
め
る
博
物

館
を
め
ざ
す
僕
の
目
標
が
一
致
し
た
の
で
す
ね
。
僕

が
民
博
に
着
任
し
た
当
時
、
小
山
先
生
は
雲
の
上

の
存
在
で
、
こ
ん
な
野
蛮
な
、
も
と
い
、
偉
大
な
先

輩
と
は
ご
縁
が
な
い
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
深
く
お
付
き
合
い
す
る
こ
と

に
な
っ
て
（
笑
）。

小
山　

腐
れ
縁
（
笑
）。「
さ
わ
る
文
字
、
さ
わ
る

世
界
」
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
開
か
れ
た
国
際
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を

ユニバーサル・
ミュージアムの
可能性

特
集

2005年に開催した「ふしぎの探検―足とはきもの」展より、
田下駄をはいて、田んぼに足を踏み入れる体験型のワーク
ショップ。すいはくで継続的に体験型の催しをおこなうきっ
かけにもなった。2005年すいはく（撮影・藤田京子）

「さわる展示」を楽しむ来館者。2011年9月すいはく（撮影・五月女賢司） ワークショップ「点字でモテモテ―さわって、つくって、
つたえる点のアート」で参加者が制作した「点字アート」。
2012年3月民博

「“さわって”読み取るまん◯（まる）粘土のメッセージ展」で展示された
インスタレーション。2011年11月滋賀県立陶芸の森（提供・滋賀県立陶芸の森）

本館2階インフォメーション・ゾーン「探究ひろば」
の「世界をさわる」コーナーでは、「見る」だけでなく
「さわる」ことによって、展示資料をよりよく理解す
るための三つのコンセプトを提示している。

じっくりさわる
トキのタッチカービングなどの彫像をゆっくりさ
わって資料の形や手ざわりを味わう。

見てさわる
資料を手にとり、キャプションや解説を読みながら、
全体の形、細部の構造などを視覚と触覚によって
しっかり確かめる。

見ないでさわる
ブラックボックスに手を入れて、視覚にたよらず触
覚だけで資料の形や細部の様子を把握する。かつて民博にあった「ものの広場」コーナー

広
ひろ

瀬
せ

 浩
こう

二
じ

郎
ろう

　
民博 民族文化研究部

小
こ

山
やま

 修
しゅう

三
ぞう

　
前吹田市立博物館館長
国立民族学博物館名誉教授

対
談
　 

小
山 

修
三
×
広
瀬 
浩
二
郎
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「
時
間
」
の
壁
を
超
え
ら
れ
る
か
⁉

―
レ
プ
リ
カ
の
可
能
性

鈴す
ず

木き 

康こ
う

二じ

　
公
益
財
団
法
人 

滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
企
画
調
査
課
主
任

こ
と
、
特
養
老
人
ホ
ー
ム
の
高
齢
者
た
ち
が
「
さ
わ
る
展
示
」

に
興
味
を
示
し
た
こ
と
な
ど
。
広
瀬
さ
ん
の
企
画
展
の
成
功

と
、
こ
の
実
験
展
示
の
展
開
を
背
景
に
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
会
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

広
瀬
　
欧
米
の
大
き
な
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
障
害
者
対
応
を

担
当
す
る
部
署
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
当
事
者
が
「
ア
ク
セ

ス
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
と
し
て
運
営
に
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
。
当
事
者
の
声
を
尊
重
す
る
意
識
が
定
着
し
て
い
る
点
に

お
い
て
、
日
本
は
負
け
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
僕
が
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
と
し
て
、
す
い
は
く
の
実
験
展
示
に
参
加
し
た
こ
と
は
、

日
本
の
博
物
館
に
と
っ
て
も
有
意
義
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
給
料
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
が
（
笑
）。

本
物
と
レ
プ
リ
カ

小
山
　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
会
で
は
各
地
で

講
演
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
き
ま
し
た
が
、
展
示
資
料

を
さ
わ
る
こ
と
の
是
否
に
つ
い
て
、
議
論
が
沸
騰
し
ま
し
た

ね
。「
モ
ノ
は
情
報
で
あ
り
、
い
つ
か
滅
び
る
。
だ
か
ら
、
ど

ん
ど
ん
さ
わ
っ
て
も
ら
え
ば
い
い
」
と
主
張
す
る
情
報
学
の

研
究
者
も
い
ま
し
た
。
一
方
、
や
は
り
学
芸
員
た
ち
は
慎
重

派
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。

広
瀬
　
貴
重
な
資
料
を
保
存
し
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と

は
、博
物
館
の
責
務
で
す
。
ど
ん
な
に
注
意
深
く
さ
わ
っ
て
も
、

資
料
が
破
損
す
る
危
険
は
あ
り
ま
す
。
不
特
定
多
数
の
人
が

さ
わ
れ
ば
、
資
料
の
劣
化
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
さ
わ
る
意

味
は
博
物
館
の
種
類
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
が
、
研
究
会
の

実
践
的
研
究
成
果
は
、
さ
わ
る
こ
と
を
切
り
口
と
し
て
、
伝

統
的
な
博
物
館
展
示
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
大
き
な
流
れ
に

つ
な
が
っ
た
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

小
山
　
保
存
と
活
用
と
い
う
こ
と
で
悩
み
が
多
い
の
が
考
古

学
で
す
。
地
中
か
ら
拾
っ
て
き
た
土
器
な
ど
を
つ
ぎ
は
ぎ
し

考
え
る
」
は
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
世
界
各
国
の
取

り
組
み
、
先
進
的
な
理
論
と
実
践
事
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
、

私
た
ち
の
方
向
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
自
信
を
持
ち
ま
し
た
。

す
い
は
く
で
は
二
〇
〇
六
年
九
月
か
ら
実
験
展
示
「
さ
わ
る

―
五
感
の
挑
戦
」
を
始
め
ま
し
た
。
会
期
も
短
く
小
規
模

な
も
の
で
し
た
が
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
五
年
間
続
け
ま
し

た
。
そ
こ
で
は
、
予
想
外
の
発
見
が
多
数
あ
り
ま
し
た
。
弱

視
や
視し

野や

狭き
ょ
う

窄さ
く

な
ど
、
視
覚
障
害
者
も
十
人
十
色
で
あ
る

れ
て
い
る
来
館
者
の
行
動
や
声
を
意
識
的
に
収
集
す

る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
視
覚
障
害
者
や
そ

の
支
援
団
体
と
と
も
に
展
示
企
画
を
お
こ
な
う
こ
と

が
重
要
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
単
な
る
資
料
に
さ
わ
る

場
の
提
供
で
は
な
く
、
来
館
者
の
声
を
記
録
し
別
の

来
館
者
に
橋
渡
し
し
た
り
、
視
覚
障
害
者
や
そ
の
支

援
団
体
と
協
議
を
重
ね
た
り
す
る
な
ど
、
常
に
よ
り

良
い
対
話
空
間
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
も
つ
こ

と
で
、
博
物
館
は
あ
ら
ゆ
る
人
た
ち
に
開
か
れ
た
存

在
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
三
月
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
ラ

マ
ッ
ラ
博
物
館
を
訪
問
し
た
。
学
芸
員
の
フ
ィ
ラ
ス
・

ア
ケ
ル
氏
に
よ
る
と
、
博
物
館
は
視
覚
中
心
の
場
な

の
で
、
視
覚
障
害
者
の
対
応
が
一
番
難
し
い
、
と
の

こ
と
。
遠
く
離
れ
た
西
ア
ジ
ア
で
、
視
覚
障
害
者
の

博
物
館
利
用
の
問
題
に
つ
い
て
意
識
を
共
有
で
き
た

の
だ
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
の
学
芸
員
は
、

ど
れ
だ
け
視
覚
障
害
者
が
感
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
バ

リ
ア
ー
」
を
認
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
す
い
は
く

で
も
二
〇
〇
六
年
か
ら
毎
年
「
さ
わ
る
展
示
」
を
開

催
し
て
い
る
。
仏
像
や
土
器
、
和
楽
器
の
レ
プ
リ
カ

な
ど
、
多
く
の
展
示
資
料
を
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
、

視
覚
障
害
者
に
く
わ
え
、
高
齢
者
、
親
子
連
れ
な
ど

に
も
人
気
が
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
そ
の
あ

り
方
は
い
ま
だ
模
索
中
で
あ
り
、
視
覚
障
害
者
に
開

か
れ
、
視
覚
障
害
者
の
経
験
が
当
事
者
の
主
体
性
を

も
っ
て
社
会
に
発
信
で
き
る
博
物
館
と
な
る
に
は
、

し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。

せ
っ
か
く
の
「
さ
わ
る
展
示
」
の
経
験
を
、
こ
れ

か
ら
の
展
示
や
研
究
な
ど
の
博
物
館
活
動
に
生
か
す

た
め
に
は
、「
さ
わ
る
展
示
」
の
展
示
室
で
展
開
さ

企画展「さわる文字、さわる世界」の入り口に展示された神社模型。2006年民博

模鋳品の鏡をさわって楽しむ
（撮影・さかいひろこ）

すいはくで開催した「さわる展示」の展覧会解説書
の表紙（吹田市立博物館、2011年9月刊行）。無色
透明な紫外線硬化樹脂インクによる点字と触図で
構成している

さ
わ
る
展
示
の
あ
り
方
を
求
め
て

―
吹
田
市
立
博
物
館
の
こ
こ
ろ
み

五さ

お

と

め

月
女 

賢け
ん

司じ

　
吹
田
市
立
博
物
館
主
任
（
学
芸
員
）

鏡
」
を
楽
し
み
つ
つ
、
参
加
者
は
多
く
の
「
気
づ
き
」

を
口
に
し
た
。
続
い
て
展
示
用
複
製
品
に
さ
わ
っ
た
。

見
た
目
は
本
物
と
酷
似
し
、
形
は
正
確
に
再
現
さ
れ

て
は
い
る
も
の
の
、
樹
脂
製
な
の
で
質
感
は
異
な
る
。

模
鋳
品
に
触
れ
た
と
き
に
比
べ
て
、
さ
わ
る
こ
と
に

よ
る
驚
き
や
興
奮
は
明
ら
か
に
少
な
い
。

よ
う
や
く
本
物
の
鏡
に
さ
わ
る
。
模
鋳
品
・
複
製

品
を
「
楽
し
ん
で
」
き
た
そ
の
場
の
雰
囲
気
が
、
少

し
だ
け
張
り
つ
め
た
空
気
に
変
わ
る
。
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
す
る
学
芸
員
の
緊
張
が
伝
わ
っ
た
可
能
性
も

あ
る
が
、
触
る
人
各
々
が
、
何
か
異
な
る
「
雰
囲
気
」

を
感
じ
と
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
た
。
本
物
と
、

複
製
品
・
模
鋳
品
と
の
違
い
、「
本
物
の
も
つ
圧
倒

的
な
時
間
」
の
存
在
を
、
ま
さ
に
実
感
し
た
瞬
間
で

あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
レ
プ
リ
カ
、
特
に
「
質
感
」
を

伴
う
模
鋳
鏡
の
触
察
を
通
じ
て
参
加
者
が
示
し
た

多
く
の
「
気
づ
き
」
は
、
ま
さ
に
「
楽
し
み
な
が

ら
、感
じ
、学
ん
だ
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
み
る
」

こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
き
に
こ

そ
、
レ
プ
リ
カ
の
も
つ
可
能
性
は
広
が
り
始
め
る
の

か
も
知
れ
な
い
。

二
〇
一
一
年
初
夏
、
当
時
所
属
し
て
い
た
安
土
城

考
古
博
物
館
を
会
場
に
、考
古
資
料
、な
か
で
も
「
青

銅
鏡
」
を
素
材
に
し
た
「
さ
わ
る
」
体
験
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
開
催
し
た
。

ま
ず
、
模も

鋳ち
ゅ
う

品
（
製
作
当
時
の
様
態
を
復
元
し
た

も
の
）
に
触
れ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
金
属
製
の
「
鏡
」

そ
の
も
の
に
慣
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
形
は
少
し

抽
象
化
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
材
料
や
質
感
は
本

物
に
近
い
。
想
像
以
上
に
実
感
と
し
て
の
「
古
代
の
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博
物
館
の
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
は
、
利
用
者
の
博

物
館
経
験
の
充
実
に
寄
与
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る

専
門
職
員
で
、
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
は
、
来
館
者

の
鑑
賞
経
験
を
支
援
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
わ
っ
て

展
示
物
を
味
わ
う
と
い
う
触
覚
に
よ
る
鑑
賞
は
、
万

人
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
視
覚
に

障
害
の
あ
る
来
館
者
に
と
っ
て
は
、
わ
か
り
や
す
い

説
明
と
触
覚
を
活
用
し
た
鑑
賞
が
必
要
で
あ
る
。
米

国
の
博
物
館
で
は
、
必
ず
し
も
さ
わ
れ
る
展
示
物
ば

か
り
で
は
な
い
な
ど
の
、
展
示
の
限
界
に
対
応
す
べ

く
、来
館
者
と
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
あ
る
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
の
、
視
覚
に
障
害
の
あ
る
人
向
け
の
月

一
回
の
無
料
の
素
描
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
エ
デ
ュ
ケ
ー

タ
ー
と
参
加
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
展
示
室

で
古
今
東
西
の
美
術
品
か
ら
毎
回
一
点
を
鑑
賞
し
、

そ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
え
て
、
ス
タ
ジ
オ
で
各
参
加
者
が

自
由
に
素
描
や
コ
ラ
ー
ジ
ュ
（
貼
り
絵
）
な
ど
を
制

作
す
る
。

エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
は
、
展
示
室
で
は
、
作
品
の
大

き
さ
や
、
構
図
、
作
品
の
社
会
・
文
化
的
な
位
置
づ

け
な
ど
を
、
質
問
を
受
け
な
が
ら
順
を
追
っ
て
説
明

す
る
と
と
も
に
、
両
手
の
指
で
な
ぞ
っ
て
平
面
作
品

の
図
像
の
理
解
に
役
立
て
る
触
図
（
立
体
コ
ピ
ー
）
や
、

関
連
す
る
立
体
作
品
な
ど
を
回
覧
す
る
。
ス
タ
ジ
オ

で
の
制
作
に
際
し
て
は
、
参
加
者
に
個
別
に
対
応
し
、

最
後
に
は
、
完
成
作
品
や
制
作
意
図
に
つ
い
て
、
皆

で
話
し
合
う
場
を
設
け
る
。

毎
回
楽
し
み
に
し
て
い
る
参
加
者
も
多
い
。エ
デ
ュ

ケ
ー
タ
ー
が
鑑
賞
・
制
作
の
過
程
で
個
別
対
応
す
る

と
と
も
に
、
参
加
者
間
の
仲
間
集
団
の
醸
成
に
寄
与

し
て
い
る
点
が
素
晴
ら
し
い
。

エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
の
役
割

―
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
事
例
か
ら

大お
お

髙た
か 

幸み
ゆ
き

　
放
送
大
学
客
員
准
教
授

僕
は
博
物
館
資
料
に
さ
わ
る
意
義
と
し
て
、「
触
学
（
さ
わ
っ

て
学
ぶ
）」「
触
楽
（
さ
わ
っ
て
楽
し
む
）」「
触
愕
（
さ
わ
っ

て
愕
く
）」
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
縄
文
土
器
の
形
や
文

様
を
学
ん
だ
り
楽
し
ん
だ
り
す
る
の
に
は
、
レ
プ
リ
カ
で
十

分
で
す
。
土
器
の
特
徴
を
知
る
た
め
の
学
習
に
は
、
レ
プ
リ

カ
の
方
が
適
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
「
さ

わ
っ
て
愕
く
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
一
万
年
と
か
五
〇
〇
〇

年
前
に
、
こ
こ
で
暮
ら
し
て
い
た
人
び
と
が
い
る
。
自
分
た

ち
の
ご
先
祖
様
が
実
際
に
手
で
創
り
使
っ
て
い
た
土
器
を

二
一
世
紀
の
今
、
僕
が
手
に
し
て
い
る
。
土
器
を
介
し
て
縄

文
人
と
握
手
す
る
感
動
は
、
本
物
で
し
か
味
わ
う
こ
と
が
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
わ
る
マ
ナ
ー
の
普
及

小
山　
こ
の
研
究
会
で
は
単
に
さ
わ
る
だ
け
で
な
く
、「
創
る
」

こ
と
を
重
視
し
ま
し
た
ね
。

広
瀬　

三
内
丸
山
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
ま
ず
本
物

の
縄
文
土
器
に
実
際
に
さ
わ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
、

最
後
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
土
器
を
制
作
し
ま
し
た
。
手
を
駆
使

し
て
作
品
を
生
み
出
す
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
研
究
会
メ
ン

バ
ー
の
触
覚
を
鍛
え
る
機
会
と
も
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
素
人
作
品
だ
か
ら
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
稚
拙
で
す
け
れ
ど
、

そ
れ
な
り
の
数
が
集
ま
る
と
「
心
に
触
れ
る
」
何
か
が
あ
り

ま
す
。

小
山　

広
瀬
さ
ん
を
陶
芸
作
家
に
し
て
一
儲
け
し
よ
う
と
も

く
ろ
ん
で
い
た
ん
だ
け
ど
（
笑
）。

広
瀬　

ま
だ
、
あ
き
ら
め
て
い
な
い
で
す
よ
。

小
山　

ベ
ト
ナ
ム
の
現
代
美
術
館
に
は
南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
民

族
戦
線
の
兵
士
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
多

く
の
来
館
者
が
さ
わ
る
の
で
、
像
が
す
り
減
っ
て
ピ
カ
ピ
カ

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
劣
化
で
も
破
損
で
も
な
く
、
愛

小
山　

梅
棹
さ
ん
の
頭
の
な
か
に
あ
っ
た
の
は
、
大
学
博
物

館
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
資
料
の
素
材
や
製
法
を
確

か
め
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
場
所
で
す
。
民
博
だ
け
の
問

題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
の
間
に
か
日
本
の
多
く
の
博

物
館
は
宝
物
を
見
せ
る
文
化
施
設
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

日
本
人
は
モ
ノ
信
仰
が
強
い
の
で
、
そ
う
な
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。お
宝
を
集
め
て
い
る
の
で
な
く
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
の
成
果
を
み
て
く
だ
さ
い
と
い
う
の
が
梅
棹
さ
ん
の
考
え

方
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

手
探
り
か
ら
手
応
え
へ

小
山　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
会
の
活
動
が
各

方
面
に
波
及
し
た
ひ
と
つ
の
要
因
は
、
メ
ン
バ
ー
の
多
様
性

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
若
手
研
究
者
が
世
界
の
博
物
館
を

実
地
調
査
し
、
最
新
の
動
向
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

広
瀬　

研
究
者
と
は
一
味
違
う
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し

て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
系
の
方
々
で
す
。
ま
た

視
覚
障
害
当
事
者
も
い
ま
し
た
。
僕
と
小
山
先
生
の
人
脈
が

う
ま
く
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
、
ま
っ
た
く
異
な
る
個
性
、
専
門

分
野
を
持
つ
メ
ン
バ
ー
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

小
山　

三
年
間
の
活
動
を
締
め
く
く
る
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
理
論
と
実
践
」
は
全

国
か
ら
一
二
〇
名
以
上
の
参
加
者
を
集
め
ま
し
た
。
発
表
内

容
が
充
実
し
て
お
り
、
出
席
者
も
博
物
館
関
係
者
を
中
心
に
、

じ
つ
に
多
彩
で
し
た
。
た
い
へ
ん
な
熱
気
を
感
じ
ま
し
た
ね
。

研
究
会
が
こ
ん
な
に
盛
り
上
が
る
な
ん
て
、
私
も
広
瀬
さ
ん

も
予
想
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

広
瀬　

机
上
の
理
論
で
は
な
く
て
、
お
金
が
な
い
な
か
、
自

分
で
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
、
展
示
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
企
画
し

て
い
る
人
た
ち
の
実
践
報
告
だ
っ
た
の
で
、
説
得
力
が
あ
り
、

話
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
美
術
館
関
係
者
も
た
く
さ
ん
来
て

情
を
持
っ
て
さ
わ
る
こ
と
の
す
ご
さ
、
尊
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

広
瀬　

そ
れ
は
モ
ノ
に
対
す
る
敬
愛
の
念
で
し
ょ
う
ね
。
展

示
場
に
お
い
て
、
優
し
く
、
ゆ
っ
く
り
「
モ
ノ
と
の
対
話
」

を
実
践
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
多
様
な
人
び
と
、

文
化
の
存
在
を
尊
重
す
る
優
し
さ
が
博
物
館
か
ら
社
会
に
広

が
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

小
山　

博
物
館
で
は
資
料
に
さ
わ
る
際
、
い
ろ
い
ろ
と
厳
し

い
ル
ー
ル
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
三・一
一
の
大

震
災
の
後
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い

た
は
ず
の
文
化
財
が
一
挙
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
事

実
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
保
存
を
金き
ん

科か

玉ぎ
ょ
く

条じ
ょ
うと
す
る
博
物
館

の
あ
り
方
を
再
考
す
べ
き
時
期
だ
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
さ

わ
っ
て
鑑
賞
す
る
側
に
も
問
題
が
あ
る
の
は
確
か
で
す
。
す

い
は
く
の
実
験
展
示
で
も
、
展
示
物
が
け
っ
こ
う
壊
れ
ま
し

た
（
笑
）。
で
す
か
ら
、
私
も
正
倉
院
の
宝
物
な
ど
を
自
由
に

さ
わ
ら
せ
ろ
と
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
。

広
瀬　

僕
は
「
手
学
問
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、

「
さ
わ
る
＝
壊
れ
る
」
と
い
う
常
識
を
打
破
し
、
さ
わ
る
こ
と

の
豊
か
さ
、
奥
深
さ
を
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
く
べ
き
で
し
ょ

う
。ル
ー
ル
を
押
し
つ
け
る
の
で
な
く
、優
し
く
さ
わ
る
マ
ナ
ー

が
自
然
に
来
館
者
に
根
づ
く
よ
う
な
展
示
が
理
想
で
す
。

小
山　

ど
う
も
日
本
の
博
物
館
は
教
育
を
振
り
か
ざ
し
て
、

上
か
ら
「
教
え
る
」
と
い
う
姿
勢
が
伝
統
的
に
強
い
。
遊
び

の
な
か
か
ら
育
ま
れ
る
自
発
的
・
能
動
的
「
学
び
」
の
効
果

が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

広
瀬　

民
博
は
創
設
以
来
、
ガ
ラ
ク
タ
博
物
館
と
宣
言
し
、

露
出
展
示
を
基
本
理
念
と
し
て
き
ま
し
た
。
手
が
届
く
展

示
資
料
に
は
さ
わ
っ
て
も
よ
か
っ
た
わ
け
で
す
。
開
館
か
ら

三
〇
年
余
が
過
ぎ
、
最
近
で
は
さ
わ
る
こ
と
を
な
か
な
か
積

極
的
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ

も
梅
棹
忠
夫
先
生
の
展
示
ポ
リ
シ
ー
と
は
、
ど
う
い
う
も
の

だ
っ
た
の
で
す
か
。

て
修
復
し
た
ら
、
貴
重
な
の
で
さ
わ
る
な
と
い
う
わ
け
で
し
ょ

（
笑
）。
だ
か
ら
、
レ
プ
リ
カ
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

広
瀬　

僕
が
本
物
と
レ
プ
リ
カ
の
関
係
を
真
剣
に
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
研
究
会
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
訪

れ
た
青
森
の
三
内
丸
山
遺
跡
で
、本
物
の
縄
文
土
器
に
さ
わ
っ

た
と
き
の
衝
撃
で
す
。
ま
さ
に
「
縄
文
と
の
接
触
、
縄
文
か

ら
の
触
発
」
と
称
す
べ
き
体
験
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
も
縄
文

土
器
を
触
察
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
落
と
さ
な
い
よ

う
に
、
壊
さ
な
い
よ
う
に
こ
わ
ご
わ
と
さ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

一
般
に
、
博
物
館
に
お
け
る
障
害
者
対
応
は
、
学
芸
員
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
誘
導
し
て
、
一
部
の
展
示
資
料
に
さ
わ
る
こ
と

を
特
別
に
許
可
す
る
と
い
う
の
が
基
本
で
す
。
と
こ
ろ
が
三

内
丸
山
の
収
蔵
庫
で
は
全
盲
者
が
自
由
に
動
い
て
、
棚
に
収

め
ら
れ
た
土
器
を
さ
わ
っ
て
い
っ
た
。
い
わ
ば
「
放
し
飼
い
」

状
態
で
す
（
笑
）。
あ
の
興
奮
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
研
究
会
推
進
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

小
山　

収
蔵
庫
に
は
土
器
が
五
〇
〇
〇
個
以
上
あ
る
そ
う
で

す
。
実
物
の
「
オ
ー
ラ
」
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

広
瀬　

や
は
り
本
物
な
ら
で
は
の
迫
力
が
あ
る
わ
け
で
す
。

19歳の男性の参加者が制作した作品
（60.8cm×45.7cm）

ワークショップ「まん◯（まる）ねん土をつくって、美術館に展示
しよう！」でオリジナルの土器を制作する。
2011年すいはく（撮影・藤田京子）
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触図化した作品。右側が立体コピーによる触図

い
ま
し
た
。
近
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
を
用
い
て

「
さ
わ
る
絵
画
」
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
に

美
術
館
は
収
蔵
品
の
性
質
上
、
保
守
に
力
点
を
置

い
て
い
る
館
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
こ
を
変
え
て

い
く
起
爆
剤
と
な
る
の
が
、
さ
わ
る
絵
画
だ
と
思

い
ま
す
。

小
山　

二
次
元
表
現
の
絵
画
を
レ
リ
ー
フ
化
す
る

の
は
、
ど
う
も
余
計
な
お
世
話
み
た
い
な
気
が
し

ま
す
。
や
は
り
モ
ナ
リ
ザ
の
絵
だ
っ
た
ら
、
本
物

を
さ
わ
っ
て
鑑
賞
し
た
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

広
瀬　

さ
わ
る
絵
画
の
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た

ば
か
り
で
す
し
、
賛
否
両
論
が
あ
る
の
は
当
然
で

す
。
さ
わ
る
こ
と
を
日
常
と
し
て
い
る
視
覚
障
害

者
、
実
際
に
作
品
を
制
作
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

率
直
に
意
見
を
出
し
合
え
ば
、
先
生
を
う
な
ら

せ
る
よ
う
な
傑
作
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
美
術

館
ス
タ
ッ
フ
か
ら
「
さ
わ
る
絵
画
を
触
察
す
る
と
、

見
て
い
る
だ
け
で
は
気
づ
か
な
い
こ
と
を
発
見
で

き
る
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

発
言
に
よ
り
、
さ
わ
る
絵
画
は
視
覚
障
害
者
だ
け

の
も
の
で
な
く
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
展
示
物
に
な

り
う
る
自
信
を
得
ま
し
た
。

広
瀬　
「
タ
ッ
チ
・
ザ
・
ア
ー
ト
」
と
い
う
特
別
展
で
す
。
作

品
に
さ
わ
っ
て
も
い
い
と
い
う
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
協
力
を
得
て
、

多
種
多
様
な
彫
刻
な
ど
を
並
べ
て
い
ま
し
た
。「
さ
わ
る
展
示
」

を
拡
充
す
る
手
段
と
し
て
、
現
代
ア
ー
ト
は
大
き
な
可
能
性

を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

小
山　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
会
の
当
初
の
目

標
は
ふ
た
つ
あ
り
ま
し
た
ね
。
ひ
と
つ
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

実
施
し
、
そ
の
成
果
報
告
書
を
出
版
す
る
こ
と
。
本
年
五
月

に
『
さ
わ
っ
て
楽
し
む
博
物
館
』（
青
弓
社
）
を
刊
行
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

を
研
究
・
実
践
す
る
た
め
の
基
本
文
献
で
あ
り
、
私
た
ち
の

自
信
作
で
す
。

広
瀬　

も
う
ひ
と
つ
の
目
標
は
、
巡
回
展
の
準
備
を
す
る
こ

と
で
し
た
。

小
山　

巡
回
展
を
実
現
す
る
に
は
資
金
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
の
作
品
だ
け
で
も
、
記
録
・
収
蔵
し
、
展
示
構
成
を

練
り
上
げ
て
輸
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
見
果
て

ぬ
夢
で
し
た
か
ね
え
。

広
瀬　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
T
O
M
と
い
う
渋
谷
の
美
術
館
が
毎

年
、
夏
に
全
国
の
盲
学
校
生
徒
の
作
品
展
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
好
評
の
企
画
で
す
。
し
か
し
、
僕
は
視
覚
障
害
者
の
作

品
展
に
は
し
た
く
な
い
。
障
害
／
健
常
の
対
比
で
な
く
、
視

覚
（
見
る
）
＆
触
覚
（
さ
わ
る
）
の
共
存
共
栄
を
め
ざ
し
た

い
。
信
楽
の
陶
芸
の
森
で
開
催
さ
れ
た
「〝
さ
わ
っ
て
〞
読
み

取
る
ま
ん
◯ま
る

粘
土
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
展
」
で
は
、
目
が
見
え
る
・

見
え
な
い
に
関
係
な
く
、
さ
わ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
制
作

し
た
触
覚
ア
ー
ト
を
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
に
ま
と
め
て

展
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
す
い
は
く
の
昨
年
の

特
別
展
「
さ
わ
る

―
み
ん
な
で
楽
し
む
博
物
館
」
で
も
展

示
し
ま
し
た
が
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
い
う
感
想
が
多
く
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

小
山　

し
っ
か
り
し
た
コ
ア
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
中
心
に

研
究
会
の
成
果

小
山　

青
森
で
研
究
会
を
お
こ
な
っ
た
際
、
三
内
丸
山
遺
跡

の
後
に
県
立
美
術
館
を
訪
問
し
ま
し
た
。
本
物
の
縄
文
土
器

を
さ
わ
っ
て
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
た
の
に
、
美
術
館
で
は
何
も
さ

わ
ら
せ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
青
森
県
立
盲

学
校
の
働
き
か
け
な
ど
も
あ
り
、
昨
年
に
は
県
立
美
術
館
で

「
さ
わ
る
現
代
ア
ー
ト
」
の
特
別
展
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
も
私
た
ち
の
研
究
会
の
副
産
物
と
い
え
ま
す
ね
。

巡
回
し
て
、
後
は
各
地
の
博
物
館
の
収
蔵
品
を
活
用
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
ね
。

夢
は
見
る
の
で
な
く
、
さ
わ
る
も
の

広
瀬　

昨
秋
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
何
か
を
し
な
け

れ
ば
」
と
い
う
全
国
の
博
物
館
関
係
者
の
熱
意
が
溢
れ
て
い

ま
し
た
。
僕
た
ち
の
巡
回
展
プ
ラ
ン
に
賛
同
し
て
く
れ
る
館

も
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
夢
は
見
る
の
で
な
く
、
さ

わ
る
も
の
！
」
な
ん
て
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
ど
う
で
す
か
。

小
山　

研
究
会
の
夜
の
部
で
盛
り
上
が
っ
て
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」

の
よ
う
に
、
一
ヵ
所
の
取
り
組
み
が
、
全
国
に
波
及
す
る
よ

う
な
呼
び
か
け
が
で
き
な
い
か
と
い
う
提
案
が
出
ま
し
た
ね
。

た
と
え
ば
、
一
一
月
一
日
は
日
本
の
点
字
制
定
記
念
日
で
す
。

こ
の
日
の
前
後
一
週
間
、
全
国
の
博
物
館
に
呼
び
か
け
て
「
さ

わ
る
展
示
」
を
い
っ
せ
い
に
立
ち
上
げ
る
。
ロ
ビ
ー
で
も
庭
で

も
い
い
。
と
に
か
く
「
さ
わ
る
展
示
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
も
ら
う
。
こ
れ
な
ら
さ

ほ
ど
の
資
金
は
必
要
な
い
で
す
ね
。　

広
瀬　

最
後
に
僕
の
夢
、
今
後
の
展
望
を
述
べ
た
い
と
思
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
民
博
の
「
世
界
を
さ
わ
る
」
コ
ー
ナ
ー

を
拠
点
と
し
て
、「
博
物
館
の
再
検
討
」「
さ
わ
る
展
示
の
普

及
」
に
引
き
続
き
努
力
す
る
つ
も
り
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ

に
と
ど
ま
ら
ず
、
博
物
館
か
ら
社
会
を
変
え
て
い
こ
う
と
強

く
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
と
か

観
光
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
化
と
い
う
テ
ー
マ
が
近
年

も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
や
観
光
も
視
覚
要

素
に
偏
っ
て
い
る
の
で
、
僕
た
ち
の
研
究
会
の
議
論
が
参
考

に
な
る
は
ず
で
す
。
福
祉
や
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
発
想

で
な
く
、「
さ
わ
っ
て
愕
く
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
ま
ち
づ
く

り
や
観
光
に
も
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

ユニバーサル・ミュージアム研究会の成
果のひとつ、『さわって楽しむ博物館』の
表紙（青弓社、2012 年5月刊行）

二
週
間
の
会
期
中
に
破
損
や
汚
損
は
な
く
、
来
場
者
が
大

切
に
扱
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

そ
の
一
方
、
夢
中
に
な
っ
て
展
示
品
の
上
で
メ
モ
を
と
っ

た
り
、
荷
物
を
置
い
て
し
ま
う
人
も
い
た
。
そ
の
よ
う
な

と
き
は
、
テ
ー
ブ
ル
が
別
に
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝

え
る
と
、
概お

お
む
ね
す
ぐ
に
そ
の
意
味
に
気
が
つ
き
、
移
動
し

て
く
れ
た
。
の
び
の
び
と
展
示
品
に
さ
わ
る
こ
と
を
奨
励

し
つ
つ
、
保
全
に
協
力
し
て
も
ら
う
雰
囲
気
づ
く
り
を
今

後
も
模
索
し
た
い
。

二
〇
一
一
年
一
二
月
、
米
国
の
画
家
、
ベ
ン
・
シ
ャ
ー
ン

の
小
品
展
を
、
東
京
・
早
稲
田
の
ブ
ッ
ク
カ
フ
ェ
で
開
催

し
、
彼
が
挿
絵
を
描
い
た
ク
リ
ス
マ
ス
・
カ
ー
ド
や
書
籍

約
二
〇
点
を
展
示
し
た
。
約
五
〇
年
前
、
米
国
の
一
般
的

な
書
店
や
ギ
フ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
流
通
し
て
い
た
も
の
だ
。

こ
の
展
示
で
は
、
立
体
コ
ピ
ー
を
使
用
し
た
シ
ャ
ー
ン

作
品
の
触
図
と
音
声
ガ
イ
ド
、
点
字
・
拡
大
文
字
に
よ
る

解
説
を
制
作
し
た
。
視
覚
の
み
な
ら
ず
、
触
覚
や
聴
覚
を

用
い
て
平
面
作
品
を
鑑
賞
す
る
試
み
の
一
環
と
し
て
、
展

示
し
た
カ
ー
ド
や
書
籍
本
体
も
直
接
手
に
と
る
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
し
た
。
当
時
の
人
び
と
が
し
て
い
た
よ
う
に
、

好
き
な
だ
け
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
た
り
、
裏
返
し
て
見
た
り
す

る
こ
と
も
出
来
る
。
大
量
生
産
の
モ
ノ
で
は
あ
る
が
、
触
っ

て
み
る
と
、
使
わ
れ
て
い
る
紙
の
感
触
は
決
し
て
一
律
で

は
な
く
、
シ
ャ
ー
ン
が
多
様
な
紙
を
使
い
わ
け
、
質
感
に

合
っ
た
画
材
で
絵
を
描
き
、
レ
イ
ア
ウ
ト
や
サ
イ
ズ
を
工

夫
し
て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

五
〇
年
前
の
紙
資
料
な
の
で
、
扱
い
に
は
注
意
が
必
要

だ
が
、
あ
ま
り
但
し
書
き
を
列
挙
す
る
と
鑑
賞
す
る
側
も

緊
張
し
て
し
ま
う
。
考
え
た
結
果
、
薄
手
の
ビ
ニ
ー
ル
カ

バ
ー
を
か
け
、
但
し
書
き
は
「
鑑
賞
後
は
元
の
場
所
に
戻

し
て
く
だ
さ
い
」の
み
と
し
た
。
大
き
な
賭
け
で
あ
っ
た
が
、

ベ
ン
・
シ
ャ
ー
ン
を
さ
わ
る
、見
る
、聴
く

―
平
面
作
品
へ
の
重
層
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

真ま

下し
も 

弥や
よ
い生

　
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

さわる絵画「モナリザの微笑」と「姿見七人化粧」。2011年10月民博で展示（撮影・藤田京子）

8   9    2012 年 7月号



り
十
字
架
の
上
で
人
類
に
代
わ
っ
て
自
ら
の
身
を

差
し
出
し
た
イ
エ
ス
の
行
為
が
、
キ
リ
ス
ト
者
に

と
っ
て
の
愛
と
絆
の
原
点
に
あ
る
。
一
方
、
絆
と

い
う
漢
字
に
は
足
を
縛
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

一い
ち

蓮れ
ん

托た
く

生し
ょ
うと
な
っ
て
自
分
の
罪
で
な
い
も
の
を
引

き
受
け
る
こ
と
、
人
の
苦
し
み
を
も
引
き
受
け
て
、

自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
み
ん
な
を
救
う
こ
と
が
、

絆
の
仏
教
的
解
釈
だ
と
い
う
。
宗
教
は
人
と
人
の

共
存
、
さ
ら
に
人
と
自
然
の
共
存
を
も
可
能
に
し

て
い
く
思
想
の
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
講
演

会
で
は
論
じ
ら
れ
た
。

今
回
の
講
演
会
で
、
申
し
込
み
が
定
員
を
大
き

く
上
回
り
会
場
が
満
席
と
な
っ
た
こ
と
は
、
テ
ー

マ
に
寄
せ
ら
れ
る
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
た
。

時
間
の
関
係
で
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
講
演

会
は
、
幅
広
い
視
野
に
立
っ
て
宗
教
へ
の
理
解
を

深
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宗
教
を
信
じ
ま
す
か
？

こ
の
問
い
に
対
し
て
「
無
宗
教
」
あ
る
い
は

「
信
仰
を
も
た
な
い
」
と
答
え
る
日
本
人
は
、
宗

教
意
識
調
査
で
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
。
そ

の
一
方
で
、
神
社
で
お
守
り
を
買
っ
た
り
、
お
寺

に
お
墓
参
り
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
人
は
、
む
し

ろ
少
な
い
だ
ろ
う
。

日
本
で
は
、
神
仏
に
対
す
る
感
覚
は
、
生
活
の

な
か
で
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
存
在
し
て

い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
病
気

や
死
な
ど
の
苦
難
に
直
面
し
て
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

が
真
剣
に
求
め
ら
れ
る
と
き
、
宗
教
は
重
要
な
問

題
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
世
界
に
広

く
目
を
向
け
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
な
ど
宗
教
へ
の

関
心
が
改
め
て
高
ま
っ
て
い
る
地
域
も
あ
る
。

二
一
世
紀
は
「
宗
教
の
世
紀
」
と
も
い
わ
れ
る

が
、
宗
教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
は
一
種
の
タ

ブ
ー
が
つ
き
ま
と
う
。
春
の
講
演
会
で
は
、
正
面

切
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
こ
の
テ
ー
マ

を
と
り
あ
げ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
い
う
き
わ

め
て
性
格
の
異
な
る
宗
教
を
対
比
さ
せ
て
、
罪
と

救
済
、
現
世
と
来
世
、
共
存
な
ど
の
問
題
に
つ
い

て
論
じ
た
。

罪
と
救
済

本
館
の
新し

ん

免め
ん

光み
つ

比ひ

呂ろ

准
教
授
に
よ
る
と
、
キ
リ

ス
ト
教
は
複
雑
に
発
展
し
て
き
た
が
、
教
え
を
大

胆
に
簡
略
化
す
る
と
、
①
原
罪
→
②
受
難
→
③
復

活
→
④
最
後
の
審
判
と
い
う
流
れ
に
な
る
。
こ
の

教
え
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
長

い
歴
史
の
な
か
で
地
域
や
民
族
と
か
か
わ
り
な
が

ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
正
教
会
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

三
つ
の
宗
派
に
大
き
く
わ
か
れ
て
い
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
、
唯
一
で
絶
対
的
な
至
高

の
存
在
で
あ
る
た
め
、
罪
を
悔
い
改
め
救
済
を
求

め
る
に
際
し
て
、
神
と
人
の
あ
い
だ
に
媒
介
と
な

る
存
在
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
。
ロ
シ
ア
正
教
な

ど
の
正
教
で
は
、
キ
リ
ス
ト
や
聖
家
族
を
描
い
た

イ
コ
ン
を
と
お
し
て
、
人
は
神
と
出
会
う
。
ま
た
、

カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
聖
母
崇
敬
や
聖
者
崇
敬
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
、
こ

う
し
た
崇
敬
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
る
。
神
へ
の
取

り
な
し
は
な
く
、
聖
書
を
と
お
し
て
神
に
向
き
合

い
、
賛
美
歌
に
よ
っ
て
神
を
讃
え
る
だ
け
で
あ
る
。

一
方
、
中
央
大
学
の
保ほ

坂さ
か

俊し
ゅ
ん

司じ

教
授
に
よ
る

と
、
仏
教
の
場
合
は
、
罪
と
は
他
者
か
ら
押
し
付

け
ら
れ
た
り
人
に
与
え
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、

自
分
で
罪
を
作
り
自
分
で
引
き
受
け
る
と
い
う
自

業
自
得
の
考
え
方
が
主
流
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

と
仏
教
で
は
、
同
じ
「
罪
」
と
い
う
こ
と
ば
で
も

意
味
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

現
世
と
来
世

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
最
後
の
審
判
を
終
え
て
赴

く
天
国
と
地
獄
が
来
世
に
あ
た
り
、
生
者
は
死
者

の
運
命
に
干
渉
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
カ
ト
リ
ッ

ク
に
は
煉れ

ん

獄ご
く

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
供
物
を
そ

な
え
る
と
死
者
の
状
態
は
よ
く
な
る
。
ま
た
、

ル
ー
マ
ニ
ア
の
よ
う
に
、
墓
に
行
っ
て
死
者
と
語

り
合
う
文
化
を
も
つ
地
域
も
あ
り
、
ド
ラ
キ
ュ
ラ

の
原
型
で
あ
る
ル
ー
マ
ニ
ア
の
民
間
伝
承
で
は
死

者
の
帰
還
も
語
ら
れ
る
。

イ
ン
ド
で
誕
生
し
た
仏
教
は
も
と
も
と
合
理
的

な
宗
教
で
、
来
世
の
有
無
は
問
題
に
さ
れ
な
い
が
、

日
本
人
は
生
と
死
を
深
く
リ
ン
ク
さ
せ
、
決
し
て

分
離
し
て
考
え
て
こ
な
か
っ
た
。
死
者
の
魂
の
供

養
を
日
常
生
活
の
な
か
で
も
重
視
し
、
そ
の
存
在

に
畏
怖
と
敬
意
を
惜
し
ま
な
い
。
死
者
を
重
ん
じ

て
来
世
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
日
本
的
な
仏
教

の
あ
り
方
で
あ
る
。

日
本
の
宗
教
観
に
つ
い
て
、
保
坂
教
授
は
、
す

べ
て
の
も
の
の
背
後
に
唯
一
な
る
存
在
（
神
、
仏
、

あ
る
い
は
法
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、

こ
れ
を
「
一
元
多
現
教
」
と
名
づ
け
た
。
自
然
だ

け
で
な
く
モ
ノ
に
す
ら
魂
が
宿
る
と
さ
れ
、
す
べ

て
を
拝
み
讃た

た

え
る
こ
と
は
大
い
な
る
も
の
を
讃
え

る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。「
宗

教
」
は
翻
訳
語
な
の
で
、
こ
う
し
た
日
本
の
状
況

を
反
映
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
自
ら
を
「
無

宗
教
」
と
み
な
す
人
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

共
存
の
思
想

パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
大
震
災

以
来
と
び
か
っ
て
い
る
「
絆き

ず
な
」
と
い
う
こ
と
ば
に

つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
た
。
イ
エ
ス
の
受
難
、
つ
ま

民博は、2006年から毎年春に、毎日新聞社と共催でみんぱく公開講演会を開催している。
今回は、ヨーロッパと日本の宗教を、罪と救済、来世と現世などに着目してとりあげた。

藤
ふ じ

本
も と

 透
と う

子
こ

民博 機関研究員

みんぱく公開講演会
ヨーロッパと日本の宗教

問いなおされる救済のかたち

生神女就寝祭で信者がおこなう罪の告白は、感情
のカタルシスともなる。1995年、ニクラ ルーマニア

（撮影・新免光比呂）

正教会の特徴であるイコノスタシスで仕切られた教会の内
陣。2010年、ベオグラード セルビア（撮影・新免光比呂）

長崎の万国霊廟長崎観音
（撮影・保坂俊司）

み
ん
ぱ
く
公
開
講
演
会

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
宗
教

―
―
問
い
な
お
さ
れ
る
救
済
の
か
た
ち
」

二
〇
一
二
年
三
月
一
六
日
、
大
阪
市
北
区
の
オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル

に
て
開
催
。
毎
日
新
聞
社
共
催
。

【
講
演
】

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

―
―
地
域
・
民
族
・
生
活
の
視
点
か
ら
」

　
新
免
光
比
呂
（
民
博 

民
族
文
化
研
究
部
）

「
日
本
人
の
宗
教
観
―
―
多
元
な
共
存
を
可
能
に
す
る
思
想
と
は
」

　
保
坂
俊
司
（
中
央
大
学 

教
授
）

※
加
え
て
野
林
厚
志
（
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー
）
司
会
進
行

で
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
お
こ
な
っ
た
。

次
回
の
公
開
講
演
会
は
一
〇
月
二
六
日
（
金
）
東
京
に
て
、
日
本
経
済

新
聞
社
共
催
で
開
催
予
定
。
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イ
ラ
ン
の
手
描
き
タ
イ
ル
は
、
職
人
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に

手
描
き
し
た
、
世
界
で
一
枚
だ
け
の
タ
イ
ル
で
す
。

お
気
に
入
り
の
額
に
入
れ
て
飾
っ
た
り
、
花
瓶
敷
き
に
利
用
し

た
り
、
他
の
タ
イ
ル
と
組
み
合
わ
せ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
ー
ブ

ル
を
作
っ
て
み
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
と
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

夏
休
み
、
み
ん
ぱ
く
の
観
覧
料
が

無
料
に
な
り
ま
す
！

期
間　

7
月
21
日
（
土
）
〜
8
月
26
日
（
日
）

く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
電
話
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

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

会
期　

8
月
25
日
（
土
）
ま
で

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
連
続
講
座
（
全
6
回
）

「
博
物
館
に
さ
わ
る
」

「
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
。

▼
7
月
14
日
（
土
）「
サ
ワ
ッ
テ
　
ミ
ル
　
カ
イ
」

講
師　

大
野
照
文

　
　
　
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
教
授
、
古
生
物
学
）

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
）

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

　

ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
・
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
、
1
4
5
分

解
説
：
田
森
雅
一

　
　
　
（
国
立
民
族
学
博
物
館
外
来
研
究
員
）

▼
7
月
22
日
（
日
）「
音
楽
ホ
ー
ル
」

　

1
9
5
8
年
、
サ
タ
ジ
ッ
ト
・
レ
イ
監
督
、

　

ベ
ン
ガ
ル
語
、
99
分

解
説
：
サ
ン
デ
ィ
ッ
プ
・
Ｋ
・
タ
ゴ
ー
ル

　
　
　
（
追
手
門
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

▼
8
月
4
日
（
土
）「
シ
ャ
ン
カ
ラ
バ
ラ
ナ
ム
」

　

1
9
7
9
年
、
Ｋ
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ー
ト
監
督
、

　

テ
ル
グ
語
、
1
4
5
分

解
説
：
寺
田
𠮷
孝
（
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
）

▼
8
月
5
日
（
日
）「
第
一
の
敬
意
」

　

1
9
8
5
年
、
バ
ー
ラ
デ
ィ
ラ
ー
ジ
ャ
ー
監
督
、

　

タ
ミ
ル
語
、
1
6
3
分

解
説
：
杉
本
良
男
（
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
）

以
上
映
画
会
の
開
催
場
所　

講
堂
（
先
着
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

手
話
言
語
と
音
声
言
語
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
1
）

「
言
語
の
記
述
・
記
録
・
保
存
」

日
時　

7
月
29
日
（
日
）　

9
時
〜
17
時
30
分

会
場　

講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
要
申
込

※
同
時
通
訳
（
英
語
・
ア
メ
リ
カ
手
話
・
日
本
語
・

日
本
手
話
）
あ
り

夏
休
み
こ
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

自
由
研
究
は
こ
れ
で
解
決
！
「
働
く
」
っ
て
何
？

―
ア
フ
リ
カ
の
人
々
の
生
活
を
み
て
み
よ
う
！

日
本
と
は
異
な
る
、
ア
フ
リ
カ
の
人
び
と
の
仕
事
や

働
き
方
を
学
び
、
大
き
な
絵
本
を
作
り
ま
す
。

日
時　

8
月
21
日
（
火
）
10
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
受
付
10
時
よ
り
）

会
場　

本
館
展
示
場
内
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
他

対
象　

小
学
3
年
〜
6
年
生
（
保
護
者
同
伴
で
あ

れ
ば
小
学
1
、
2
年
生
児
童
も
参
加
可
能
）

※
参
加
無
料
、
要
申
込

▼
7
月
16
日
（
月
･
祝
）

「
さ
わ
る
子
、
育
て
―
〝
触
発
〞
の
育
児
論
」

講
師　

小
西
行
郎
（
同
志
社
大
学
赤
ち
ゃ
ん
学
研

究
セ
ン
タ
ー
教
授
、
発
達
神
経
学
）

▼
7
月
28
日
（
土
）

「
触
れ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
武
道
」

講
師　

嶋
本
勝
行
（
大
阪
府
合
気
道
連
盟
理
事
長
）

各
日
13
時
30
分
〜
16
時
（
開
場
13
時
）　

場
所　

第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
先
着
1
0
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

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
27
日
（
木
）
か
ら
開
催
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

み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
路
上
の
ソ
リ
ス
ト
」

日
時　

7
月
14
日
（
土
）　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂
（
先
着
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

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

み
ん
ぱ
く
映
画
会
（
全
5
回
）（
日
印
国
交
樹
立
60
周
年
記
念
）

「
イ
ン
ド
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
映
画
特
集
」

イ
ン
ド
の
各
地
・
各
言
語
に
よ
る
、
不
朽
の
ク
ラ

シ
ッ
ク
名
画
を
、
そ
の
時
代
、
背
景
な
ど
に
つ
い
て

の
解
説
つ
き
で
上
映
し
、
イ
ン
ド
文
化
へ
の
理
解
を

深
め
ま
す
。

▼
7
月
15
日
（
日
）「
放
浪
者
」

　

1
9
5
1
年
、
ラ
ー
ジ
・
カ
プ
ー
ル
監
督
、

　

ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
、
1
7
5
分

解
説
：
溝
上
富
夫
（
大
阪
外
国
語
大
学
名
誉
教
授
）

▼
7
月
16
日
（
月
・
祝
）「
踊
り
子
」

　

1
9
8
1
年
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
・
ア
リ
ー
監
督
、

イ
ラ
ン
の
手
描
き
タ
イ
ル
（
ペ
ル
シ
ャ
タ
イ
ル
）

手描きタイル（ブルー・ピンク）　　　　各 2,750円（税込）

博
学
連
携
教
員
研
修
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
2
0
1
2 

in 

み
ん
ぱ
く

「
学
校
と
博
物
館
で
つ
く
る
国
際
理
解
教
育

―
新
し
い
学
び
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
―
」

国
立
民
族
学
博
物
館
を
活
用
し
た
国
際
理
解
教
育

の
実
践
事
例
の
紹
介
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て

国
際
理
解
教
育
に
お
け
る
博
学
連
携
の
意
義
や
可

能
性
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

8
月
7
日
（
火
）　

10
時
20
分
〜
17
時

　
　
　
（
受
付
10
時
よ
り
）

会
場　

セ
ミ
ナ
ー
室
及
び
本
館
展
示
場
内

【
第
1
部
】
講
演
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ツ
ア
ー

【
第
2
部
】
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

※
参
加
無
料
（
定
員
に
余
裕
が
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
は
、
当
日
参
加
も
可
能
で
す
。）

※
イ
ベ
ン
ト
や
刊
行
物
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
広
報
係
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
受
付
時
間
は
9
時
か
ら
17

時
（
土
日
祝
を
除
く
）
で
す
。

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
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
。

第
4
1
1
回　

9
月
1
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

聖
書
を
生
き
る
人
び
と

│
南
部
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
独
立
教
会
の
現
在

講
師
　
𠮷
田
憲
司
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

南
ア
フ
リ
カ
や
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
、
ザ
ン
ビ
ア
な
ど
南
部
ア
フ
リ
カ
は
、

現
在
、
地
球
上
で
キ
リ
ス
ト
教
が
最
も
急
速
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
地

域
で
す
。
治
療
儀
礼
な
ど
伝
統
的
な
信
仰
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中

で
、
聖
書
の
世
界
を
忠
実
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
人
び
と
の
姿

を
追
い
ま
す
。

東
京
講
演
会
＆
ア
フ
リ
カ
料
理
を
味
わ
う
食
事
会

第
1
0
3
回　

9
月
22
日
（
土
）
15
時
〜
17
時

ア
フ
リ
カ
を
食
べ
る

講
師
　
竹
沢
尚
一
郎
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

西
ア
フ
リ
カ
の
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
流
域
に
暮
ら
す
ボ
ゾ
の
人
び
と
は
、

米
を
主
食
と
し
、
副
食
に
魚
を
食
べ
る
と
い
う
日
本
と
似
通
っ
た

食
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
昔
な
が
ら
の
や
り
方
で
魚
を
追
っ
て
暮

ら
す
彼
ら
の
生
活
を
、
映
像
を
用
い
な
が
ら
ご
紹
介
し
ま
す
。

講
演
会
終
了
後
に
は
マ
リ
や
セ
ネ
ガ
ル
な
ど
西
ア
フ
リ
カ
地
域
の

家
庭
料
理
を
じ
っ
さ
い
に
味
わ
う
食
事
会
も
お
こ
な
い
ま
す
。（
食

事
会
は
17
時
半
〜
19
時
）

参
加
費
　
講
演
会
の
み
3
0
0
円
（
会
員
外
5
0
0
円
）
※
飲
物
付

食
事
会
3
5
0
0
円
（
会
員
外
4
0
0
0
円
）

※
講
演
会
参
加
費
含
む
。
食
事
会
の
内
容
な
ど
詳
細
は
、

「
友
の
会
」
ま
で
。

会
場
　
レ
ス
ト
ラ
ン
「
カ
ラ
バ
ッ
シ
ュ
」

　
　
　
（
J
R
浜
松
町
駅
か
ら
徒
歩
す
ぐ
）

定
員
　
40
名
（
要
申
込
）

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/

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
。

刊行物紹介

電話でのお問い合わせ　06・6878・8560（本館 広報係）

■岸上伸啓 著
『捕鯨の文化人類学』
成山堂書店　定価：3 ,990円

歴史的に見れば､人
類はクジラを食料資
源やその他の資源
として利用してきた。
本書は、現代の捕鯨
問題を念頭におき
つつ、世界各地の捕

鯨や捕鯨文化の歴史と現状を学際的
に比較検討した論文集である。

■白川千尋・川田牧人 編
『呪術の人類学』
人文書院　定価：5 ,250円

呪術は、日常の
なかで具体的に
どのように経験・
実践されている
のだろうか。人を
非合理的な行動
に駆り立てる、

理論と実践、言語と身体のあわい
にある人間存在の本質に迫る。

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

第
4
1
1
回　

8
月
18
日（
土
）

【
探
究
ひ
ろ
ば
関
連
】

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
見
る
人
と
モ
ノ
の
関
係

講
師
　
濱
崎
雅
弘
（
産
業
技
術
総
合
研
究
所 

研
究
員
）

聞
き
手
　
中
村
嘉
志
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

客
員
教
員
）

今
回
は
こ
れ
ま
で
と
は
少
し
毛
色
の
異
な
る
話
題
を
お
届
け
し

ま
す
。
人
と
人
の
関
係
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上

で
の
デ
ジ
タ
ル
作
品
作
り
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。
デ
ジ

タ
ル
作
品
と
聞
く
と
無
味
乾
燥
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
に
は
モ
ノ
と
人
、
人
と
人
と
の
関

係
に
依
拠
し
た
モ
ノ
づ
く
り
が
存
在
し
ま
す
。
意
外
に
泥
臭
い

も
の
で
す
。
こ
れ
ら
を
近
年
流
行
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
と

絡
め
て
お
話
し
し
ま
す
。
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〈
移
民
の
記
憶
〉
を
保
存
す
る

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
パ
リ
に
あ
ら
た
な
博
物
館
、
国

立
移
民
史
シ
テ
︵C

ité N
ationale de l ’H

istoire de 

l ’Im
m

igration

、
以
下
シ
テ
︶
が
誕
生
し
た
。﹁
博
物
館

︵m
usée

︶﹂
で
は
な
く
、﹁
シ
テ
︵cité

︶﹂
と
名
づ
け
ら

れ
た
の
は
、﹁
市
民
が
集
ま
り
議
論
す
る
場
﹂
の
意
味
合

い
を
も
た
せ
る
た
め
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
名
が
暗
示
す
る

よ
う
に
、
シ
テ
の
設
立
背
景
は
他
の
博
物
館
と
一
線
を
画

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
シ
テ
は
、
一
八
～
二
〇
世
紀
の
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
史
を
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
を
使

命
と
す
る
一
方
で
、
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
﹁
移
民
﹂
を
め
ぐ
る
政
治
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。

シ
テ
設
立
の
発
端
は
一
九
八
〇
年
代
に
遡
る
。
こ
の
時
期
、﹁
自
分
の
父
親
や
母
親
の
人
生
に
か
か
わ
る
歴
史

を
学
ぶ
機
会
が
学
校
や
社
会
に
は
か
け
て
い
る
﹂
と
い
う
問
題
提
起
が
、
移
住
者
の
子
ど
も
た
ち
を
中
心
に
活
発

化
し
始
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
駆
的
な
移
民
史
研
究
者
だ
っ
た
Ｇ
・
ノ
ワ
リ
エ
ル
が
、
仏
歴
史
学
に
お

け
る
﹁
移
民
の
記
憶
の
排
除
﹂
を
指
摘
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
に
は
﹁
移
民
史
を
保

存
す
る
施
設
﹂
の
創
設
を
国
家
に
働
き
か
け
る
知
識
人
の
運
動
が
お
こ
る
。
し
か
し
、
計
画
の
承
認
と
設
立
の
決

定
ま
で
に
は
さ
ら
に
一
〇
年
以
上
の
歳
月
が
か
か
っ
た
。

政
権
が
計
画
の
推
進
を
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

し
た
背
景
に
は
、
移
民
史
の
承
認
が
、
歴
史
的
な
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
理
念
お
よ
び

﹁
移
民
﹂
概
念
の
位
置
づ
け
と
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
国
民
の
あ
い
だ

に
特
定
の
社
会
・
文
化
集
団
の
存
在
を
想
定
し
な
い
国
家
理
念
を
も
つ
。
移
民
史
を
国
民
内
部
の
一
集
団
の
歴
史

と
し
て
表
象
す
る
こ
と
は
、
こ
の
理
念
に
反
す
る
と
し
て
問
題
視
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、﹁
移
民
﹂
と
い
う
概
念
が

歴
史
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
外
部
に
お
か
れ
続
け
て
き
た
こ
と
も
計
画
の
推
進
を
躊
躇
さ
せ

た
。
国
立
博
物
館
の
設
立
と
い
う
形
で
国
史
に
お
け
る
移
民
史
の
重
要
性
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
国
民
国
家
の
境

界
を
書
き
か
え
、
そ
の
内
部
に
﹁
移
民
﹂
を
位
置
づ
け
直
す
こ
と
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「
国
民
」
と
そ
の
外
部
の
境
界
で

他
方
で
、
こ
の
計
画
は
移
住
者
や
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
抵
抗
も
引
き
起
こ
し
た
。
博
物
館
の
設
立
が
国
家
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
な
る
と
同
時
に
、
国
家
へ
の
十
全
な
帰
属
を
求
め
る
移
民
統
合
政
策
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
た

め
で
あ
る
。
シ
テ
の
博
物
館
常
設
展
示
に
は
、
移
住
者
の
個
人
史
と
と
も
に
彼
／
彼
女
ら
の
所
持
品
が
展
示
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
﹁
寄
託
﹂
の
形
で
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
、
所
持
品
の
寄
贈
を

求
め
た
博
物
館
に
対
し
て
、
移
住
者
ら
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
は
、
国
立
博
物
館
に
よ
る

移
民
史
の
承
認
が
、
自
ら
の
所
持
品
が
象
徴
す
る
個
人
史
の
所
有
権
、
そ
し
て
帰
属
の
選
択
権
を
も
国
家
に
引
き

渡
す
こ
と
を
求
め
る
側
面
を
含
む
こ
と
へ
の
移
住
者
ら
の
抵
抗
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、︿
移
民
の
記
憶
﹀
の
承
認
は
、
移
住
者
や
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
現
在
と
未
来
に
か
か
わ

る
問
題
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
シ
テ
設
立
に
よ
り
﹁
移
民
﹂
が
国
民
国
家
の
内
部
に
お
け
る
位
置
を
保
証
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
開
館
直
前
の
二
〇
〇
七
年
五
月
、
シ
テ
設
立
を
牽け

ん

引い
ん

し
た
運
動
家
や
知
識
人
を
憤
怒
さ
せ
た
の

が
、
当
時
の
新
政
権
に
よ
る
﹁
移
民
・
国
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
省
﹂
の
創
設
で
あ
る
。
こ
の
省
名
は
、
国
民
と

移
民
の
あ
い
だ
に
再
度
境
界
を
引
く
こ
と
を
暗
示
し
た
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
移
民
排
除
の
傾
向
か
ら
、
移
住
者

ら
に
対
す
る
人
種
主
義
・
差
別
の
問
題
は
深
刻
化
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
シ
テ
の
設
立
は
﹁
移
民
﹂
を
め

ぐ
る
政
治
に
あ
ら
た
な
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
。
常
設
展
示
・
企
画
展
示
や
そ
の
他
イ
ベ
ン
ト
・
図
書
館
・
研
究
・

教
育
機
能
に
加
え
、
移
住
者
関
連
の
市
民
団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拠
点
も
兼
ね
る
シ
テ
は
、
現
在
・
未
来
の
﹁
移

民
﹂
を
め
ぐ
る
政
治
と
不
可
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
に
は
、
正
規
化
を
求
め
る
サ

ン
パ
ピ
エ
︵
非
正
規
滞
在
者
︶
が
二
カ
月
に
わ
た
り
シ
テ
を
占
拠
し
た
。﹁
移
民
﹂
の
地
位
す
ら
認
め
ら
れ
な
い

彼
／
彼
女
ら
は
、
シ
テ
を
舞
台
に
、
そ
の
境
界
を
さ
ら
に
広
げ
る
よ
う
国
家
に
対
し
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
今
後
も

シ
テ
は
、﹁
移
民
﹂
を
め
ぐ
る
政
治
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
ち
続
け
る
だ
ろ
う
。

国
民
国
家
の
境
界
を
書
き
か
え
る
試
み

フ
ラ
ン
ス
・
国
立
移
民
史
博
物
館
（
シ
テ
）

田た

邊な
べ 

佳よ
し

美み

　
一
橋
大
学
大
学
院
・
パ
リ
第
13
大
学
博
士
課
程

国
史
は
、国
家
の
成
り
立
ち
と
、そ
れ
を
共
有
す
る「
国
民
」を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は「
移
民
」の
人
び
と
の
歴
史
は
、国
民
国
家
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

国
立
博
物
館
で
そ
れ
を
問
い
か
け
た
と
き
、

「
国
民
」と
そ
の
外
部
を
隔
て
る
境
界
線
の
ゆ
ら
ぎ
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

シテのエントランス。ここはかつて植民地博物館だった

博物館常設展示の様子

現代アートを中心とした企画展示の様子

移民史を物語る差別対抗運動のチラシ

移住者の所持品「スーツケース」。
「わたしは、わたしが住む国の市民である。
すべての人に全選挙権を！ 完全な市民
権をもとめるポルトガル人団体」

正規化を求めるサンパピエのデモの写真展示
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旅
立
ち

あ
る
種
の
動
物
や
昆
虫
は
誰
に
お
そ
わ
る
で
も
な
く
巣
を
つ
く
る
。
人
間

も
ま
た
心
の
奥
底
に
そ
の
よ
う
な
情
動
を
か
か
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

こ
の
自
明
に
み
え
た
問
い
か
け
が
、
と
い
う
よ
り
も
、
学
問
を
前
提
す
る
テ
ー

ゼ
で
あ
り
期
待
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
い
つ
し
か
私
の
心
に
さ
ざ
波
を
た
て

は
じ
め
て
い
た
。
地
球
上
に
は
ま
だ
身
近
な
人
間
同
士
が
協
力
し
て
家
屋
を

建
て
て
い
る
民
族
が
い
る
。
そ
う
し
た
確
信
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
住
ま
い
の
調

査
を
続
け
て
き
た
け
れ
ど
、
住
宅
だ
け
が
世
界
市
場
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い

る
は
ず
も
な
い
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
伝
統
的
な
よ
そ
お
い
に
彩
ら
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
住
む
と
い
う
行
為
自
体
が
多
か
れ
少
な
か
れ
国
家
の
管
理
す
る

住
宅
産
業
の
し
く
み
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
家
作
り
が
自
動
車
の
よ
う
な
商
品
で
か
ま
わ
な
い
の
だ
っ
た
ら
、
も

し
人
間
の
存
在
に
と
っ
て
本
質
的
に
重
要
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の

だ
と
し
た
ら
、
人
の
住
ま
い
を
研
究
す
る
こ
と
の
帰
着
点
は
い
っ
た
い
ど
こ

に
求
め
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
？

原
点
へ

一
九
六
四
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

近
代
美
術
館
で
お
こ
な
わ
れ
た
ひ

と
つ
の
展
覧
会
が
当
時
の
建
築
界

に
波
紋
を
投
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

展
示
の
タ
イ
ト
ル
は
「
建
築
家
な

し
の
建
築
」
と
い
う
。
企
画
し
た

の
は
『
み
っ
と
も
な
い
人
体
』
な

ど
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
バ
ー

ナ
ー
ド
・
ル
ド
フ
ス
キ
ー
。
ま
る

で
動
物
の
巣
作
り
さ
な
が
ら
に
人

間
社
会
の
生
み
だ
し
て
き
た
奇
妙
な
（
！
）
造
形
の
数
々
が
モ
ノ
ク
ロ
の
写

真
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
西
欧
建
築
の
伝
統
以
外
に
も
建
築
が
あ
る
と
い
う
、

い
ま
で
は
至
極
当
然
な
事
実
に
は
じ
め
て
目
を
開
か
せ
た
展
示
だ
っ
た
。
機

能
性
や
合
理
性
を
旗
頭
に
近
代
主
義
建
築
が
ま
だ
世
界
を
席
巻
し
て
い
た
時

代
で
あ
る
。

こ
の
展
示
を
風
土
的
と
か
自
然
発
生
的
と
か
ま
と
め
る
以
前
に
、
人
間
も

不
思
議
な
動
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
ゾ
ウ
や
キ
リ
ン

を
前
に
し
て
、
ま
ず
そ
の

造
化
の
妙
、
創
造
の
神
秘

に
う
た
れ
る
感
覚
に
似
て

い
る
。
ゾ
ウ
は
自
分
の
鼻

が
な
が
い
理
由
を
訝

い
ぶ
か

っ
た

り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
鼻

の
短
い
ゾ
ウ
は
ゾ
ウ
と
よ

べ
な
い
だ
け
の
こ
と
だ
。

楽
園
の
喪
失

「
人
間
が
自
分
の
家
を
建
て
る
こ
と

の
な
か
に
は
、
鳥
が
そ
の
巣
を
つ
く
る

の
と
お
な
じ
よ
う
な
適
合
性
が
見
ら

れ
る
」。
そ
う
書
き
つ
け
る
ソ
ロ
ー
は

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
ウ
ォ
ル
デ
ン

湖
の
ほ
と
り
に
み
ず
か
ら
の
手
で
丸

太
小
屋
を
建
設
す
る
（『
ウ
ォ
ル
デ
ン
、

あ
る
い
は
森
の
生
活
』
一
八
五
四
年
）。

「
建
設
の
喜
び
を
私
た
ち
は
永
久
に
大

工
の
も
と
に
手
放
し
て
し
ま
う
の
で

あ
ろ
う
か
？
」
と
家
作
り
の
理
由
を

説
い
て
い
た
ソ
ロ
ー
も
、
苦
労
し
て
は

じ
め
た
森
の
生
活
を
二
年
あ
ま
り
で
切
り
あ
げ
て
し
ま
う
。
本
の
出
版
は
そ

の
七
年
後
だ
。

ま
さ
に
、「
か
り
の
や
ど
り
、
た
が
為
に
か
心
を
な
や
ま
し
、
な
に
に
よ

り
て
か
目
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
。
そ
の
あ
る
じ
と
す
み
か
と
無
常
を
あ
ら
そ

ふ
さ
ま
、
い
は
ば
あ
さ
が
ほ
の
露
に
こ
と
な
ら
ず
。
或
は
露
お
ち
て
花
の
こ

れ
り
。
の
こ
る
と
い
え
ど
も
あ
さ
日
に
か
れ
ぬ
。
或
は
花
し
ぼ
み
て
露
な
お

き
え
ず
。
き
え
ず
と
い
え
ど
も
夕
を
ま
つ
事
な
し
」（
鴨
長
明
『
方
丈
記
』

一
二
一
二
？
）
と
い
う
あ
り
さ
ま
。
あ
る
い
は
ま
た
、
こ
ん
な
文
言
を
の
こ
し

た
先
人
も
い
た
。

「
そ
の
土
地
か
ら
得
ら
れ
る
材
料
で
、
で
き
る
だ
け
早
く
、
飾
り
も
そ
っ
け

も
な
く
、
む
き
出
し
に
、
自
然
が
生
き
て
い
る
人
間
が
家
な
し
で
い
る
こ
と

を
許
さ
な
い
か
ら
、
し
か
た
な
し
に
そ
の
工
作
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。（
略
）
彼
ら
こ
そ
大
き
な
野
の
上
に
孤
立
し
て
極
度
の
単
純
生

活
を
堂
々
と
営
ん
で
い
る
ん
だ
と
思
う
と
、
ま
た
た
ま
ら
な
く
う
ら
や
ま
し

く
感
じ
ら
れ
て
く
る
。」（
今
和
次
郎
『
日
本
の
民
家
』
一
九
二
二
年
）

家
や
家
族
に
つ
い
て
書
か
れ
た
お
び
た
だ
し
い
本
の
列
を
み
れ
ば
、
住
ま

い
が
い
ま
も
む
か
し
も
大
き
な
問
題
と
し
て
個
人
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て

い
る
こ
と
を
知
る
。「
こ
ん
な
家
に
住
み
た
い
」「
こ
ん
な
家
で
死
に
た
い
」「
逆

噴
射
家
族
」「
や
っ
ぱ
り
わ
が
家
で
暮
ら
し
た
い
」「
家
族
を
「
す
る
」
家
」「
世

界
で
一
番
住
み
た
い
家
」
等
々
、
死し

屍し

累る
い

々る
い

た
る
格
闘
の
跡
。
ま
る
で
学
問

の
無
力
を
あ
ざ
笑
う
か
の
よ
う
に
。
楽
園
を
失
っ
た
わ
れ
ら
の
住
ま
い
は
、

こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
？

現
代
人
の
多
く
は
住
宅
を
商
品
と
し
て
購
入
す
る
。
そ
の
建
っ
て
い
る
土

地
や
規
模
や
機
能
に
多
少
の
差
異
は
あ
れ
ど
も
、
商
品
は
消
費
す
る
こ
と
で

は
じ
め
て
商
品
た
り
う
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
住
む
と
い
う
人
間
の
営
み
が

こ
の
商
品
の
価
値
を
減
じ
さ
せ
、
台
無
し
に
し
て
ゆ
く
。
な
に
か
お
か
し
く

は
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

ど
ん
な
に
キ
レ
イ
な
宣
伝
文
句
を
な
ら
べ
て
も
、
こ
の

住
宅
と
い
う
商
品
に
と
っ
て
は
、
お
ま
え
の
人
生
な
ど
な
い
ほ
う
が
よ
い
。

そ
う
宣
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
！

住
を
め
ぐ
る
旅　

そ
の
1

家
作
り
は
本
能
か
？

佐さ

藤と
う 

浩こ
う

司じ
　

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

「
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
ま
だ
東
京
の
郊
外
で
も
あ
ち
こ
ち
に
空
き
地
が
の
こ
さ

れ
て
い
た
。空
き
地
の
一
角
に
資
材
置
き
場
が
あ
っ
て
、天
井
裏
が
秘
密
基
地

だ
っ
た
」と
、筆
者
は
語
る
。少
年
少
女
時
代
を
ふ
り
か
え
り
、「
そ
う
い
え
ば
！
」

と
仲
間
う
ち
の
不
思
議
な
団
結
心
を
高
ま
ら
せ
た
あ
の
場
所
、あ
の
と
き
を
思

い
出
す
読
者
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
だ
ろ
う
。秘
密
基
地
が
あ
っ
た
空
き
地
は

す
で
に
な
く
、基
地
メ
ン
バ
ー
も
と
う
に
解
散
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
住
ま
い
や
家

庭
を
築
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。人
間
が
住
ま
い
を
求
め
る
情
動
は
、人
間
存

在
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。「
住
」を
め
ぐ
っ
て
、旅
立
と
う
。

川のほとりか、すくなくとも水道栓のちかくに、所有権のおよばぬ手頃
な空地をみつけて、つかのまの居住地をさだめる。つかのまが一日で
あっても、一生のことであってもたいしたちがいはない。そこに四本の
木の枝を突き立てて、枝の先を横木でむすびあわせ、こうしてできた骨
組みのうえに段ボールをのせるだけだ。風よけといっても風がよけられ
るわけでなし、たとえ太陽の直射はふせげたにしても、毎日のようにお
そう熱帯のスコールのまえに、紙の屋根はひとたまりもない。けれども
風よけは、都市という大自然のなかで、彼らがひとつ屋根の下に身をよ
せあい、生きてこの世にあることの証明だから、風よけのない彼らじし
んなどは存在しないから、力強く、たくましく建ちつづけるのだ。
（佐藤浩司 「夢をつむぐ…都市の採集狩猟民」 布野修司 （編）『見知らぬ町
の見知らぬ住まい』 彰国社 1991年）

トンプソン・インディアンの竪穴住居。大地にいだかれ
て眠ることが人間の住まいの原型だった（Teit, James A.  
"The Thompson Indians of British Columbia", 1900）

無意味に？デフォルメされた巨大屋根建築。
ベトナム中部高地の共同家屋

いまも続く地下生活の謎。中国黄土高原の窰洞（ヤオトン）住居

16   17    2012 年 7月号

連載リレー　知の収蔵庫



フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
び
と
と
と
も
に

ア
ク
セ
ス
―
共
生
社
会
を
め
ざ
す
地
球
市
民
の
会
は

一
九
八
八
年
に
結
成
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン

で
貧
困
削
減
に
取
り
組
ん
で
い
る
国
際
協
力
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ

る
。
保
健
衛
生
、
教
育
支
援
、
生
計
向
上
、
青
年
育
成
な

ど
で
貧
し
い
人
び
と
の
日
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
な
が
ら
、
奨

学
生
会
・
保
護
者
会
、
ヘ
ル
ス
ワ
ー
カ
ー
、
生
産
者
団
体

な
ど
の
組
織
化
を
通
じ
て
住
民
の
集
団
的
エ
ン
パ
ワ
メ
ン

ト
（
自
分
た
ち
で
協
力
し
合
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
力
を

育
て
る
こ
と
）
に
力
を
い
れ
て
活
動
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
商
品
の
生
産
・
販
売

活
動
を
通
じ
て
、
貧
し
い
人
び
と
を
生
産
者
団
体
と
し
て

組
織
し
、
互
い
に
協
力
し
て
貧
困
か
ら
脱
け
出
す
力
を
つ

け
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ア
ク
セ
ス
の
特
徴
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
現
地
法
人
を
組
織

し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
貧
し
い
人
び
と
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
を

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
・
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
が
直
接
お
こ
な
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
日
本
法
人
に
所
属
す
る
学
生
を
中
心
と

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
チ
ー
ム
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ス
タ
ッ

フ
や
住
民
と
直
接
協
働
関
係
を
作
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運

営
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

コ
コ
ナ
ッ
ツ
雑
貨
が
、
女
性
た
ち
の
暮
ら
し
を
変
え
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
地
の
ひ
と
つ
ケ
ソ
ン
州
ア
ラ
バ
ッ
ト
島

ペ
レ
ー
ズ
地
区
で
、
コ
コ
ナ
ッ
ツ
の
殻
を
使
っ
た
雑
貨
や

ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
生
産
し
て
い
る
生
産
者
団
体
マ
パ
ヤ
パ

と
ア
ク
セ
ス
日
本
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
事
業
部
を
例
に
と

ろ
う
。
一
九
九
九
年
、
ア
ク
セ
ス
が
主
催
す
る
ス
タ
デ
ィ

ツ
ア
ー
に
立
命
館
大
学
の
学
生
二
人
が
参
加
し
た
。
こ

の
学
生
た
ち
は
、
も
と
も
と
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
関
心
を

も
っ
て
い
た
た
め
、
椰や

子し

の
木
が
生
い
茂
る
ア
ラ
バ
ッ
ト

島
の
様
子
を
見
て
、
ヤ
シ
殻
を
使
っ
た
商
品
を
生
産
す
れ

ば
日
本
で
売
れ
る
と
考
え
、
ツ
ア
ー
終
了
後
企
画
書
を
作

成
し
、
ア
ク
セ
ス
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
事
業
を
立
ち
上
げ

る
こ
と
を
提
案
し
た
。
翌
年
大
学
を
休
学
し
、
六
月
か
ら

二
月
ま
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
滞
在
し
た
二
人
は
、
ペ
レ
ー
ズ

地
区
に
住
み
込
み
、
ア
ク
セ
ス
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
ス
タ
ッ

フ
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
な
が
ら
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
、
商

品
規
格
の
作
成
、
生
産
者
の
募
集
、
生
産
者
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
、
商
品
買
い
取
り
価
格
の
設
定
、
生
産
者
団
体
の
規

則
作
り
、
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
後
、
二
人
は
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
事
業
部
を
立
ち
上
げ
、
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
、
大
学
生
協
や
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
販
売
網
を
広
げ
る
一
方
で
、
年
に
一
～
二

回
フ
ィ
リ
ピ
ン
現
地
を
訪
れ
、
生
産
者
た
ち
と
一
緒
に
商
品

開
発
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
住
民
の
多
く
は
女
性
で
あ
る
。

働
き
た
く
て
も
仕
事
が
見
つ
か
ら
ず
、
主
婦
を
し
て
き
た

母
親
が
ほ
と
ん
ど
だ
。「
以
前
は
、
空
い
た
時
間
は
お
し
ゃ

べ
り
し
て
過
ご
す
し
か
な
か
っ
た
。
今
は
、
家
事
・
育
児

と
の
両
立
が
大
変
と
は
い
え
、
注
文
さ
え
あ
れ
ば
、
子
ど

も
に
三
食
食
べ
さ
せ
、
学
校
に
行
か
せ
る
こ
と
も
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
」
と
言
う
。
彼
女
た
ち
が
今
、
何
よ
り
も

欲
し
い
の
は
「
も
っ
と
多
く
の
注
文
」
だ
。
自
分
た
ち
の

労
働
に
よ
っ
て
収
入
を
え
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
た
ち
の

創
意
工
夫
に
よ
っ
て
収
入
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
し
た
自
助
努
力
の
成
果
が
収
入
と
い
う
具
体
的
な
形
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
た
め
、
自
尊
の
気
持
ち
も
高
く
な
る
。

「
与
え
ら
れ
る
」
こ
と
を
基
本
と
す
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
と
の

最
大
の
違
い
だ
ろ
う
。

受
注
の
配
分
、
品
質
管
理
、
商
品
開
発
、
原
材
料
の
調

達
、
国
内
販
路
の
拡
大
な
ど
、
生
産
・
販
売
の
あ
ら
ゆ
る

部
分
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
生
産
者
自
身
が
お
こ
な
お
う
と
し

て
い
る
点
も
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
事
業
部
に
頼
っ
て
い

る
面
も
ま
だ
ま
だ
少
な
く
な
い
が
、
少
し
ず
つ
生
産
者
自

身
で
運
営
で
き
る
分
野
が
広
が
っ
て
い
る
。
算
数
が
得
意

だ
っ
た
女
性
が
会
計
担
当
に
な
っ
た
り
、
英
語
が
得
意
な

女
性
が
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
と
の
あ
い
だ
の
連
絡
担
当
に
な
っ

た
り
…
…
と
、
生
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
女
性
た
ち
の
能

力
に
活
躍
の
場
が
与
え
ら
れ
る
の
も
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
良
さ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
ボ
ス一家
の
家
族
経
営
」
を
越
え
る
も
の
を

む
ろ
ん
、
良
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
克
服
す
べ

き
課
題
は
多
い
。
第
一
に
、
受
益
者
た
ち
が
自
ら
組
織
を

作
り
運
営
す
る
た
め
に
は
、
意
思
決
定
の
し
く
み
、
決
定

事
項
の
遂
行
の
し
く
み
、
会
計
な
ど
資
産
管
理
の
し
く
み

な
ど
、
組
織
運
営
に
関
す
る
最
低
限
の
知
識
と
技
能
が
必

要
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
ず
、

単
純
に
事
務
作
業
に
慣
れ
て
い
な
い
人
が
多
い
。
教
育
を

受
け
る
機
会
を
奪
わ
れ
、
事
務
作
業
を
必
要
と
す
る
仕
事

に
つ
く
機
会
を
逃
し
て
き
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。

だ
が
、
何
よ
り
の
課
題
は
組
織
の
内
部
で
民
主
主
義

を
い
か
に
実
践
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
産
者
団

体
が
成
長
し
何
が
し
か
の
収
入
を
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
内
部
に
ボ
ス
的
人
物
が
形
成
さ
れ
る
。
多
く
の
場
合
、

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
り
献
身
的
に
活
動
を
お
こ
な
う
人

物
な
の
で
、
組
織
作
り
に
お
い
て
は
大
切
な
存
在
だ
。
た
だ
、

日
々
生
き
ぬ
く
こ
と
自
体
が
大
変
な
貧
し
い
人
び
と
の
あ
い

だ
で
は
と
り
わ
け
、
ボ
ス
に
な
る
こ
と
は
自
己
の
利
益
の
確

保
と
直
結
す
る
。
こ
れ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
社
会
に
深
く
広
く
浸

透
し
て
い
る
家
族
中
心
主
義
が
結
び
付
き
、
い
つ
の
間
に
か

ボ
ス
の
家
族
を
中
心
に
組
織
が
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
ア
ク
セ
ス
は
過
去
こ
の

問
題
で
手
ひ
ど
い
失
敗
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
お
こ
な
う
際
に
め
ざ

す
の
は
、
ボ
ス
一
家
の
家
族
経
営
的
組
織
で
は
な
く
、「
よ

り
貧
し
い
人
び
と
に
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
し
、
家
族
関
係
を
越

え
た
地
域
住
民
の
助
け
合
い
が
民
主
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
協

同
組
合
と
し
て
生
産
者
団
体
を
育
て
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

民
主
主
義
的
な
人
と
文
化
の
育
成
と
い
う
、
難
し
い
が
や
り

が
い
の
あ
る
課
題
に
挑
戦
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

た
と
え
多
額
の
援
助
を
し
た
と
し
て
も
、
立
派
な
建
物
を
建
て
た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
持
続
可
能
な
開
発
援
助
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
地
の
人
び
と
た
ち
自
身
が
主
体
的
に
活
動
す
る
こ
と
。

そ
の
こ
と
が
社
会
を
よ
り
よ
い
方
向
に
変
え
て
い
く
原
動
力
と
な
り
、
や
が
て
は
困
難
を
克
服
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

貧
困
か
ら
抜
け
出
す
力

―
民
主
的
な
人
と
文
化
の
育
成

野の

田だ 

沙さ

良よ

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ク
セ
ス

―
共
生
社
会
を
め
ざ
す
地
球
市
民
の
会 

事
務
局
長

現在、生産者は7名だが、拡大をめざしている

熱心に生産に取り組む
女性たち

現地スタッフと真剣に
議論する生産者たち

2000年当時、フェアトレード事業
立ち上げにかかわった学生2名と現地住民

デザイン開発や販売をおこなう
ボランティア

ココナッツ殻製の石鹸置き
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ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
ス
ペ
イ
ン
産
の
生
ハ
ム

こ
の
数
年
間
、
イ
ベ
リ
コ
豚
が
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
い
く
過

程
を
ス
ペ
イ
ン
で
調
べ
て
き
た
。
日
本
の
バ
ブ
ル
期
に
﹁
イ
タ
飯め

し

﹂

の
前
菜
の
定
番
だ
っ
た
生
ハ
ム
だ
が
、最
近
で
は
、ハ
モ
ン・セ
ラ
ー

ノ
や
ハ
モ
ン
・
イ
ベ
リ
コ
と
い
っ
た
ス
ペ
イ
ン
産
の
も
の
も
よ
く
見

か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ド
ン
グ
リ
で

育
つ
イ
ベ
リ
コ
豚
の
生
ハ
ム
は
美
味
し

い
だ
け
で
な
く
、
良
質
な
脂
肪
は
健
康

に
も
よ
い
と
い
う
評
判
で
、
い
い
値
段

で
あ
る
。
確
か
に
、
ハ
モ
ン
・
べ
ジ
ョ
ー

タ
︵
さ
し
ず
め
ド
ン
グ
リ
ハ
ム
と
い
っ

た
と
こ
ろ
か
︶
を
指
で
つ
ま
み
あ
げ
る

と
、
表
面
か
ら
油
脂
分
が
溶
け
出
し
、

口
の
な
か
に
い
れ
る
と
香
ば
し
い
独
特

の
風
味
が
広
が
る
。
脂
っ
こ
い
の
に
胸

や
け
せ
ず
、
赤
ワ
イ
ン
と
も
よ
く
合
う
。

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
も
い
け
る
。
ア
ン
ダ
ル

シ
ア
の
人
び
と
自
慢
の
土
地
の
宝
物
で

あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

ド
ン
グ
リ
以
外
で
も
育
つ
？

で
も
、
ド
ン
グ
リ
は
一
年
中
実
る
も

の
で
は
な
い
。
イ
ベ
リ
ア
半
島
で
も
ド
ン
グ
リ
が
結
実
す
る
の
は

秋
か
ら
冬
の
あ
い
だ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
タ
を
ド
ン
グ
リ
で

育
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
み
と
な
る
。

こ
の
時
期
の
ブ
タ
は
一
日
あ
た
り
八
～
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
ド
ン
グ

リ
を
食
べ
、
体
重
を
お
よ
そ
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
増
や
す
。
ド
ン
グ
リ

の
時
期
の
ブ
タ
の
放
牧
は
モ
ン
タ
ネ
ラ
と
よ
ば
れ
、
地
域
ブ
ラ
ン

ド
化
を
戦
略
的
に
進
め
る
た
め
に
作
ら
れ
た
原
産
地
証
明
制
度
の

も
と
で
、
モ
ン
タ
ネ
ラ
に
よ
っ
て
七
〇
～
八
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
増
量

し
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
こ
え
る
個
体
か
ら
作
ら
れ
る
生
ハ
ム
を
、

ハ
モ
ン
・
べ
ジ
ョ
ー
タ
と
認
定
す
る
。
ド
ン
グ
リ
が
不
作
と
な
っ
た

年
に
は
人
工
飼
料
を
あ
わ
せ
て
育
て
る

こ
と
に
な
る
が
、
人
工
飼
料
の
割
合
が

多
か
っ
た
ブ
タ
は
、
イ
ベ
リ
コ
品
種
で

あ
っ
て
も
ド
ン
グ
リ
で
育
て
ら
れ
た
個

体
に
は
認
証
し
て
も
ら
え
な
い
。

わ
た
し
の
友
人
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
前

に
パ
レ
ッ
タ
︵
前
肢
︶・
べ
ジ
ョ
ー
タ
を

一
本
買
っ
た
。
値
段
は
ハ
モ
ン︵
後
肢
︶・

べ
ジ
ョ
ー
タ
の
半
額
近
く
。
友
人
曰
く
、

パ
レ
ッ
タ
は
安
い
だ
け
で
な
く
、
脂
肪

分
も
ほ
ど
ほ
ど
で
食
べ
や
す
く
、
子

ど
も
に
も
お
や
つ
が
わ
り
に
食
べ
さ
せ

ら
れ
る
と
の
こ
と
。
普
段
使
い
で
き
る

気
楽
さ
も
パ
レ
ッ
タ
に
は
あ
る
よ
う
だ
。

パ
レ
ッ
タ
か
ハ
モ
ン
か
、
ド
ン
グ
リ
で

育
て
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
の
消
費
者
の
あ
い
だ
で
は
そ
れ
ほ

ど
厳
密
に
意
識
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
土
地
の
人
た

ち
に
と
っ
て
は
そ
れ
ら
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
自
分
た
ち
が

自
慢
で
き
る
も
の
を
世
界
中
の
人
た
ち
に
食
べ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
土
地
の
人
た
ち
の
思
い
を
、
日
本
に
い
て
も
味
わ
い
た
い
も

の
で
あ
る
。

ドングリだけでは育たない
イベリコ豚

野
の

林
ばやし

 厚
あ つ

志
し

　民博 研究戦略センター

飼料飼育の個体から作られたハモン（右上）とパレッタ（右下）。
値段は１本単位（10kg 前後）。左上のドングリ飼育のハモンは kg 単位の値
段がつけられている。価格の差は歴然としている
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ナ
ー
ガ
ス
ワ
ラ
ム

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部
　

寺て

ら

田だ 

𠮷よ
し

　た
か孝

標
本
番
号 

H
０
２
３
０
７
２
４

地
域 

イ
ン
ド

受
入
年 

２
０
０
５
年

本
館
音
楽
展
示
場
に
て
展
示
中

　

こ
の
楽
器
を
見
る
た
び
に
、
南
イ
ン
ド
の
マ
ド
ラ
ス
（
現
チ
ェ
ン
ナ
イ
）
に

住
み
込
ん
で
音
楽
を
習
っ
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
八
〇
年
代
半
ば

の
こ
と
だ
か
ら
、
も
う
四
半
世
紀
も
前
の
こ
と
だ
。
あ
る
師
匠
に
弟
子
入
り
し

て
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
と
て
も
難
し
い
。
ナ
ー
ガ
ス
ワ

ラ
ム
の
よ
う
な
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド
楽
器
（
二
枚
の
リ
ー
ド
の
あ
い
だ
に
息
を
吹
き

込
ん
で
音
を
出
す
楽
器
）
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
中
心
に
世
界
各
地
で
演
奏
さ
れ

て
い
る
が
、
ナ
ー
ガ
ス
ワ
ラ
ム
は
そ
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
大
き
い
部
類
に
は

い
り
、
全
長
は
九
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
た
め
指
孔
の
間
隔
が
広
く
、
全

部
の
孔
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
と
、
指
を
い
っ
ぱ
い
に
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

普
段
使
わ
な
い
筋
肉
を
使
う
の
で
手
や
腕
が
つ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
ナ
ー

ガ
ス
ワ
ラ
ム
を
演
奏
す
る
に
は
、
抜
き
ん
出
た
体
力
が
必
要
だ
と
い
わ
れ
る
。

吹
き
込
む
息
の
量
が
多
い
の
で
肺
に
負
担
が
か
か
る
し
、
慣
れ
な
い
と
余
計
な

力
が
入
る
た
め
体
力
を
消
耗
す
る
。
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド
楽
器
の
経
験
が
な
か
っ
た

私
は
、
少
し
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
体
調
を
崩
し
て
休
ん
だ
り
し
て
い
た
の
で
、

結
局
あ
ま
り
上
手
に
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
床
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
座
り
、
肘
を
少
し
張
る
よ
う
に
楽
器
を

か
ま
え
、
リ
ー
ド
を
く
わ
え
て
息
を
吹
き
込
む
と
、
不
思
議
に
そ
の
場
の
中
心

に
い
る
よ
う
な
感
覚
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。
ナ
ー
ガ
ス
ワ
ラ
ム
は
、
初
め
て
聴

く
と
音
の
大
き
さ
に
も
驚
く
が
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
体
に
浸
入
し
て
く
る
よ
う

な
響
き
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
音
に
包
ま
れ
る
と
、
自
分
の
息
か
ら
生
ま
れ
た

音
で
あ
る
こ
と
さ
え
忘
れ
る
ほ
ど
だ
。
ナ
ー
ガ
ス
ワ
ラ
ム
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

宗
教
儀
礼
や
結
婚
式
に
欠
か
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
音
が
こ

の
よ
う
な
一
種
の
陶
酔
感
を
誘
う
力
を
も
つ
か
ら
だ
と
考
え
て
い
る
。
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柔
軟
な
空
間

ウ
イ
グ
ル
族
は
、
中
国
の
少
数
民
族
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
仰
す
る
ト
ル
コ
系
民
族
で
、
居

住
地
を
、
お
も
に
中
国
最
西
端
の
新し

ん
き
ょ
う疆
ウ
イ
グ
ル
自
治

区
と
し
て
い
る
。
こ
の
地
は
、
中
国
で
あ
り
な
が
ら
、

周
囲
を
パ
キ
ス
タ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス

タ
ン
、
ロ
シ
ア
に
か
こ
ま
れ
た
、
漢
文
化
と
は
異
な
っ

た
文
化
の
は
じ
ま
る
地
で
あ
る
。

ウ
イ
グ
ル
族
の
住
居
に
み
ら
れ
る
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、

そ
の
部
屋
の
な
か
に
、
ほ
と
ん
ど
も
の
が
な
い
こ
と
だ
。

絨じ
ゅ
う

毯た
ん

の
敷
い
て
あ
る
居
室
、
そ
の
一
隅
に
、
つ
み
あ

げ
ら
れ
た
座
布
団
。
そ
れ
だ
け
な
の
だ
。
サ
ン
ド
ゥ
ク

と
よ
ば
れ
る
衣
装
箱
を
の
ぞ
け
ば
、
家
具
は
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
な
い
。
私
物
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
部
屋
が
、

ひ
と
つ
の
住
居
に
ひ
と
つ
と
い
う
の
な
ら
ま
だ
わ
か
る
。

し
か
し
、
平
均
で
六
～
七
つ
あ
る
部
屋
の
ほ
と
ん
ど
が

こ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
夫
婦
の
部
屋
な
の
か
、
子

ど
も
の
部
屋
な
の
か
と
い
っ
た
使
い
わ
け
の
痕
跡
も
、

そ
こ
に
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
パ
ソ
コ
ン
を
置

い
た
机
の
あ
る
部
屋
を
み
つ
け
た
と
き
、
わ
た
し
は
、

き
っ
と
こ
こ
は
〝
仕
事
部
屋
〟
か
〝
勉
強
部
屋
〟
な
の

だ
と
思
っ
た
り
し
て
い
た
の
だ
が
、〝
こ
こ
は
今
子
ど

も
が
飛
び
跳
ね
て
遊
ば
な
い
場
所
だ
か
ら
〟
と
そ
こ
で

の
麺
を
の
ば
す
作
業
が
始
め
ら
れ
た
り
し
て
い
た
。
こ

こ
は
〝
台
所
〟
だ
っ
た
の
か
？

こ
の
よ
う
な
住
居
の
調
査
と
し
て
、
ま
ず
わ
た
し
が

こ
こ
ろ
み
た
の
は
、
部
屋
の
名
前
を
聞
く
こ
と
だ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
人
類
学
の
住
居
研
究
で
は
、
住
居
に
は
、
客

間
、
居
間
、
そ
し
て
寝
室
と
い
っ
た
、
公
的
か
ら
私
的

に
い
た
る
空
間
の
区
分
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
区
分
と
い
う
点
か
ら
み
た
場
合
、
ウ
イ

グ
ル
族
の
住
居
は
ど
の
よ
う
な
空
間
で
あ
る
と
い
え
る

の
か
。
聞
き
と
り
を
し
た
結
果
、
わ
か
っ
た
の
は
、
ウ

イ
グ
ル
族
の
住
居
の
部
屋
に
は
、
名
前
が
「
な
い
」
か

「
す
べ
て
客
間
だ
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

公
私
を
わ
け
な
い

こ
う
し
た
部
屋
で
の
暮
ら
し
か
た
を
み
て
い
く
と
、

人
び
と
が
個
人
的
な
時
間
を
す
ご
し
た
り
、
目
的
ご
と

に
部
屋
を
使
い
わ
け
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
人
び
と
は
、
い
つ
も
ひ
と

つ
の
部
屋
に
全
員
が
集
ま
る
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
空

間
を
す
ご
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
勉
強
も
、
雑
談
も
、

料
理
も
、
昼
寝
も
、
も
て
な
し
も
、
同
じ
ひ
と
つ
の
部

屋
で
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
部
屋
は
、

そ
の
季
節
で
い
ち
ば
ん
す
ご
し
や
す
い
気
温
の
部
屋
で

あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
位
置
は
、
砂
嵐
や
ス
ト
ー
ブ

の
火
の
有
無
等
に
よ
っ
て
も
す
ぐ
に
変
更
さ
れ
て
い
た
。

誰
も
、
誰
か
の
侵
入
を
こ
ば
む
私
的
な
空
間
を
も
た
ず
、

人
び
と
自
身
も
誰
か
と
と
も
に
い
る
こ
と
を
さ
け
よ
う

と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
就
寝
時
に
男
女
を
わ
け
る
と

い
う
こ
と
は
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
で
目
立
っ
た
区

分
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
人
同
士

の
妙
な
〝
近
さ
〟、
こ
れ
が
わ
た
し
を
こ
の
地
に
惹
き

つ
け
て
き
た
理
由
で
も
あ
っ
た
。

私
的
な
空
間
を
わ
け
る
こ
と
は
、
座
位
の
と
ら
れ
か

た
と
い
っ
た
点
か
ら
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

例
え
ば
日
本
で
の
、
住
居
の
奥
を
背
に
し
た
主
人
の
座

位
「
横
座
」
と
、
入
口
を
背
に
し
た
「
客
座
」
で
あ
る
。

だ
が
ウ
イ
グ
ル
族
の
住
居
で
は
、
こ
の
座
位
も
異
な
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
客
は
奥
を
背
に
し
て
座
り
、
居

住
者
は
入
口
付
近
に
座
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
大
人
数

を
む
か
え
た
際
に
は
、
居
住
者
は
入
口
前
に
し
ゃ
が
ん

で
い
る
と
い
う
か
た
ち
に
さ
え
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
で

は
住
居
が
客
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
空
間
で
あ
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。
住
居
が
、
私
的
な
空
間
の
確
保
を
目
的

と
し
て
い
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

空
間
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
。

「
女
性
」の
つ
き
あ
い
の
場

こ
の
住
居
の
も
つ
秩
序
の
あ
り
か
を
示
し
て
く
れ
た

の
は
、
こ
こ
を
出
入
り
す
る
人
び
と
の
あ
り
か
た
だ
っ

た
。
ウ
イ
グ
ル
族
の
住
居
に
は
日
々
予
告
な
く
客
が
お

と
ず
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
、
な
か
ば
歓
待
を
強
制
す

る
客
に
は
、
複
数
の
家
々
の
あ
い
だ
で
、
共
通
し
て
い

る
点
が
ひ
と
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
客
の
ほ
と
ん
ど
が

女
性
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
冠
婚
葬
祭
の
あ
い
さ
つ
か

ら
、
遊
び
に
き
た
と
い
う
客
に
い
た
る
ま
で
、
住
居
に

は
日
々
女
性
の
客
が
お
と
ず
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

女
性
の
客
に
は
、
男
性
は
あ
ま
り
接
す
べ
き
で
は
な
い

と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
女
性
の
客
は

す
べ
て
妻
に
と
っ
て
の
客
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
興
味

深
か
っ
た
の
は
、
夫
方
の
男
性
の
友
人
と
い
っ
た
関
係

で
あ
っ
て
も
、
あ
い
さ
つ
と
な
る
と
や
っ
て
く
る
の
は

女
性
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ウ
イ
グ
ル
族
の
あ
い
だ

で
は
、
手
土
産
を
た
ず
さ
え
た
あ
い
さ
つ
行
為
は
女
性

だ
け
が
お
こ
な
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

夫
同
士
の
つ
き
あ
い
も
、
あ
い
さ
つ
に
お
い
て
は
妻
同

士
の
関
係
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
妻
は
つ
き
あ
い
に
欠
か
せ
ぬ
人
物
と
し

て
住
居
に
お
り
、
外
へ
と
出
か
け
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
男

性
だ
っ
た
。
男
性
は
ま
た
、
礼
拝
が
、
男
性
の
み
大
人

数
で
お
こ
な
う
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
理
由
の
皮
き
り
に
、
終
日
外
出
を
く
り
か
え
す
。
住

居
で
は
、
妻
は
女
性
客
を
も
て
な
す
主
人
で
あ
り
、
夫

は
そ
の
も
て
な
し
の
た
め
の
買
い
物
に
で
る
。
こ
う
し

た
場
合
、
住
居
と
は
、
私
的
な
空
間
で
は
な
く
、「
女

性
」「
男
性
」
と
で
わ
け
ら
れ
た
「
女
性
」
の
つ
き
あ

い
の
場
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

新
疆
に
い
た
こ
ろ
、
わ
た
し
は
、
ひ
と
り
で
す
ご
し

て
い
る
と
き
に
目
の
前
に
た
く
さ
ん
の
女
性
た
ち
が
入

り
こ
ん
で
く
る
こ
と
へ
「
い
ら
だ
ち
」
を
お
ぼ
え
た
り

し
て
い
た
。
そ
し
て
〝
こ
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
い
る
よ

う
で
は
、
彼
ら
の
つ
き
あ
い
は
こ
な
せ
な
い
〟
と
嘆た

ん
そ
く息

し
た
り
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
の
彼
ら
に
対
す

る
興
味
が
、
わ
た
し
と
は
何
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
っ

た
こ
と
に
気
づ
く
と
き
で
あ
っ
た
。

熊く
ま
が
い谷 

瑞み
ず

恵え

民
博 

外
来
研
究
員

住
居
を
よ
む

―
中
国
新
疆
ウ
イ
グ
ル
族
の
暮
ら
し
の
場

壁沿いに、きしめんのような長い座布団を敷き、食卓となる布を広げた、
女性たちをもてなす宴席の場（友人のメッカからの帰国を祝う宴席）

迎えられる女性客。友人のメッカからの帰国を祝う宴席にて

絨毯を広げると居室が誕生する。これからここでどのようなつき
あいが生まれていくのか
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●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。
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研究者と話そう7月

話者 :福岡正太（国立民族学博物館 准教授）
話題 :みんぱくの展示と映像
会場 :本館展示場（ナビひろば）

15日
（日曜日）

話者 :田村克己（国立民族学博物館 教授）
話題 :ビルマ／ミャンマーの口

くち

コミ力
りょく

会場 :本館展示場（東南アジア休憩所）

8日
（日曜日）

話者 :山本泰則（国立民族学博物館 准教授）
話題 :あたらしくなったビデオテーク
 ―みんぱく最後のビデオテーク ???
会場 :本館展示場（ナビひろば）

22日
（日曜日）

話者 :三島禎子（国立民族学博物館 准教授）
話題 : 移民の国フランスとアフリカの深い関係
会場 :本館展示場（ナビひろば）

29日
（日曜日）

次号の予告
 特集

特別展 世界の織機と織物
織って！ みて！ 織りのカラクリ大発見（仮）

●表紙：石彫像（ホッキョクグマ）H0227853　制作者：ナレニク・テメラ
　　　民族：イヌイット　制作地：カナダ　1960～ 80年代制作

■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。

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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