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 1 エッセイ　千字文
  一つの塔、一つのダンス、一つの言葉。
	 	 海南 友子

 2	 特集　
	 	 はじめに光ありき
 2  生体リズムと光　土居 雅夫

 4  衣装デザインと光　上羽 陽子

 5  光のふるまいから見る現代建築　塚本 由晴

 7  日本絵画における“光 ”　木村 重圭

 9  資料保存と展示と光　園田 直子

	
 10  研究フォーラム

民博の北方先住民コレクションの再検討
齋藤 玲子

 12  みんぱくInformation

 14  地球ミュージアム紀行

マケドニア博物館のお宝
ゴルダン・ニコロフ

 16  連載リレー 知の収蔵庫
CRPSとこんにちは！	その３	
「痛い」を伝える難しさ
菊澤 律子

 18  多文化をあきなう

フェアトレードを学ぶ、フェアトレードで学ぶ	
織田 雪江

 20  異聞逸聞

あらたな聖地巡り
岩谷 洋史

 21  みんぱく私の逸品

メノラー
菅瀬 晶子

 22  フィールドで考える

リセットされつづける酒場の時間	
中田 梓音

 24 次号予告・編集後記

　
高
校
の
授
業
中
、
歴
史
の
資
料
集
を
み

る
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た
。
暇
さ
え
あ
れ

ば
眺
め
て
い
た
が
、
今
も
時
々
思
い
出
す

ペ
ー
ジ
が
あ
る
。
中
東
か
ら
日
本
ま
で
の

様
々
な
塔
が
描
か
れ
た
ペ
ー
ジ
だ
。
中
東

は
エ
ジ
プ
ト
の
オ
ベ
リ
ス
ク
の
よ
う
な
そ

び
え
立
つ
石
の
塔
、
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ

ア
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
よ
う
な
丸
み
を
帯
び

た
塔
、
中
国
は
鐘
楼
の
よ
う
な
木
造
の
塔

で
、
日
本
は
五
重
の
塔
が
描
か
れ
て
い
た
。

ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
に
影
響
し
た
か
は
定
か

で
な
い
が
隣
同
士
は
ど
こ
も
よ
く
似
て
い

た
。
歴
史
の
中
で
人
々
や
情
報
が
行
き
交

い
、
隣
国
の
塔
を
研
究
し
熟
成
さ
せ
て
独

自
の
塔
が
う
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
教
室
の

片
隅
で
、
ひ
と
り
、
歴
史
の
大
河
を
妄
想

し
て
胸
を
熱
く
し
た
！

　
同
じ
こ
と
を
感
じ
た
の
は
二
〇
代
で

N
H
K
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
し
て
い
た
時
、

ア
ジ
ア
各
地
の
獅
子
舞
を
た
ど
る
正
月

特
番
の
取
材
中
だ
っ
た
。
イ
ン
ド
の
獅
子

舞
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
々
、
中
国
北
部
で

は
五
頭
だ
て
の
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
獅
子
舞
、

中
国
南
部
で
は
き
ら
び
や
か
な
曲
芸
す
る

獅
子
舞
。
ベ
ト
ナ
ム
に
も
バ
リ
島
に
も
独

自
の
獅
子
舞
が
あ
り
、
韓
国
で
は
平
た
い

仮
面
の
赤
と
青
の
二
頭
だ
て
。
日
本
に
た

ど
り
着
い
た
後
な
ん
と
三
〇
〇
〇
も
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に
地
域
に
根
付
い

て
い
た
。
佐
賀
や
熊
本
で
は
、
韓
国
の
仮

面
獅
子
舞
や
中
国
北
部
の
毛
む
く
じ
ゃ
ら

獅
子
舞
そ
っ
く
り
の
型
に
出
会
っ
た
。
ま

た
、
赤
い
獅
子
頭
に
唐
草
模
様
の
獅
子
舞

や
、
東
北
の
一
人
踊
り
の
獅
子
舞
な
ど
日

本
独
自
の
も
の
が
育
ま
れ
た
こ
と
が
歴
史

の
中
の
奇
跡
に
思
え
た
。

　
そ
し
て
一
番
最
近
で
は
四
年
前
に
地
球

温
暖
化
を
テ
ー
マ
に
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画
の
制
作
を
し
て
い
た
と
き
、
南

太
平
洋
の
ツ
バ
ル
で
、
果
物
や
動
物
の
名

前
に
ハ
ワ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
同
じ
単

語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が

微
妙
に
別
の
使
い
方
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

い
た
。
ど
れ
だ
け
の
時
間
を
か
け
て
人
々

が
島
を
移
動
し
て
同
じ
言
葉
が
ち
ら
ば
っ

た
の
か
と
感
嘆
し
た
。

　
一
つ
の
塔
、
一
つ
の
ダ
ン
ス
、
一
つ

の
言
葉
。
名
も
な
き
人
々
が
商
売
や
宗

教
、
戦
争
な
ど
悲
喜
こ
も
ご
も
の
理
由
で

交
流
を
重
ね
て
き
た
中
か
ら
、
か
け
が
え

の
な
い
独
自
の
文
化
が
生
ま
れ
た
。
残
念

な
が
ら
最
近
は
移
動
手
段
や
通
信
が
発
達

し
す
ぎ
て
隣
国
の
文
化
を
熟
成
さ
せ
て
独

自
文
化
を
生
み
出
す
こ
と
は
難
し
く
な
っ

た
。
で
も
、
同
じ
服
を
着
て
、
同
じ
ケ
ー

タ
イ
を
操
り
、
同
じ
ニ
ュ
ー
ス
に
涙
す
る

私
た
ち
は
、
別
の
形
の
新
し
い
文
化
を
形

成
し
て
い
る
の
だ
と
も
思
う
。
新
し
い
文

化
は
や
が
て
歴
史
の
一
頁
と
な
り
、
何
千

年
か
後
、
誰
か
が
私
と
同
じ
よ
う
に
胸
を

熱
く
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
悠
久
の
歴

史
、
そ
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
奇
跡
の
連
続
。

私
も
そ
の
ひ
と
し
ず
く
に
な
り
た
い
。
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は
じ
め
に
光
あ
り
き

特 
集

光
を
め
ぐ
る
地
球
上
の
環
境
は
さ
ま
ざ
ま
。
太
陽
光
の
強
さ
や

日
照
時
間
の
差
は
、
人
間
が
つ
く
り
だ
す
モ
ノ
や
シ
ン
ボ
ル
の

形
に
影
響
を
与
え
て
き
た
。

ま
た
、
光
の
な
い
場
所
に
明
か
り
を
灯
す
人
類
の
努
力
は
、
文

明
の
進
歩
を
促
し
た
。
今
や
、
通
信
、
放
送
、
医
療
な
ど
の
分

野
で
光
を
使
っ
た
新
し
い
技
術
が
活
躍
す
る
。
一
方
で
、
人
工

の
光
は
生
体
リ
ズ
ム
に
齟そ

齬ご

を
生
じ
さ
せ
た
り
、
地
球
資
源
の

枯
渇
を
も
招
く
恐
れ
も
あ
る
。

人
と
光
は
ど
の
よ
う
に
つ
き
あ
っ
て
ゆ
く
の
か
？

生
体
リ
ズ
ム
と
光

土ど

居い 

雅ま
さ

夫お　
京
都
大
学
准
教
授

変
化
す
る
地
球
環
境
に
適
応
す
る
た
め
に
太
古
の
昔
生
命
が
獲
得
し
た
「
体
内
時
計
」
と
よ
ば
れ
る
機
能
で
あ

り
、
地
球
上
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
生
物
が
共
通
に
も
つ
大
変
重
要
な
性
質
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
体
に
も
遺
伝

子
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
脳
の
奥
底
に
あ
る
米
粒
に
も
み
た
な
い
神
経
核
（
解
剖
学
的
名

称
は
視し

交こ
う

叉さ

上じ
ょ
う

核か
く

）
が
「
時
計
」
と
な
っ
て
わ
た
し
た
ち
人
間
の
一
日
の
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
お

か
げ
で
、
ひ
と
は
た
と
え
外
部
か
ら
隔
離
さ
れ
た
洞ど
う

窟く
つ

の
な
か
で
暮
ら
し
た
と
し
て
も
、
脳
内
の
視
交
叉
上
核

か
ら
発
せ
ら
れ
る
時
刻
（
内
な
る
リ
ズ
ム
）
に
し
た
が
っ
て
無
意
識
の
う
ち
に
規
則
正
し
い
生
活
を
繰
り
返
す
の

で
あ
る
。

内
な
る
リ
ズ
ム
が
大
地
と
共
鳴
す
る
瞬
間

朝
日
や
夕
陽
を
眺
め
た
と
き
、我
々
は
そ
の
優
美
な
姿
か
た
ち
や
色
彩
に
心
打
た
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
刻
々

と
変
わ
る
光
の
強
さ
か
ら
一
日
の
時
刻
や
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
知
る
。
地
球
上
の
生
命
は
、
光
を
空
間
認
識

の
た
め
に
用
い
る
「
視
覚
」
の
他
に
、
光
の
強
度
変
化
を
時
刻
情
報
に
変
換
す
る
「
時
覚
」
と
も
い
う
べ
き
優

れ
た
機
能
を
有
し
て
い
る
。
前
者
は
ひ
と
の
意
識
に
の
ぼ
る
知
覚
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
後
者
は
無

意
識
の
う
ち
に
処
理
さ
れ
る
情
報
で
あ
り
、
用
い
ら
れ
る
神
経
回
路
も
異
な
る
。
視
覚
の
場
合
、
眼
の
網
膜
で

受
容
し
た
光
情
報
は
視
神
経
を
つ
た
っ
て
脳
内
の
外が
い

側そ
く

膝し
つ

状じ
ょ
う

体た
い

と
よ
ば
れ
る
領
域
へ
伝
え
ら
れ
る
が
、
時
刻
情

報
と
し
て
の
光
は
、
網
膜
か
ら
網
膜
視
床
下
部
路
と
よ
ば
れ
る
別
の
経
路
を
た
ど
り
脳
内
の
時
計
中
枢
で
あ
る

視
交
叉
上
核
へ
と
伝
達
さ
れ
る
。
視
交
叉
上
核
は
、
網
膜
か
ら
届
く
外
部
環
境
の
光
度
変
化
を
読
み
取
り
照
合

す
る
こ
と
で
自
身
の
時
計
の
進
み
具
合
を
日
々
補
正
す
る
。
暗く
ら

闇や
み

か
ら
太
陽
が
昇
り
、
朝
の
光
を
眼
に
と
ら
え

た
瞬
間
、
わ
た
し
た
ち
の
内
な
る
リ
ズ
ム
は
大
地
の
時
間
に
共
鳴
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

人
工
の
光
に
攪
乱
さ
れ
る
現
代
人

光
は
、
生
物
進
化
の
歴
史
上
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
環
境
の
時
刻
情
報
を

与
え
て
い
た
。
気
温
の
変
化
も
時
刻
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
が
、
確
実
に
訪
れ
る
昼
と
夜
の
明
暗
変
化
に
比

べ
れ
ば
安
定
性
に
欠
く
。
光
は
も
っ
と
も
信
頼
の
お
け
る
時
刻
の
情
報
源
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
常

識
が
科
学
の
進
歩
し
た
現
代
社
会
で
は
通
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
び
と
は
夜
で
も
自
由
に
電
気
を
使
え
、

ジ
ェ
ッ
ト
機
に
乗
れ
ば
地
球
の
裏
側
ま
で
飛
ん
で
ゆ
け
る
。
生
命
史
上
前
例
の
な
い
劇
的
な
環
境
変
化
が
訪
れ

た
の
で
あ
る
。
時
差
ぼ
け
や
昼
夜
交
代
勤
務
、
深
夜
ま
で
続
く
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
娯
楽
、
利
便
性
の

高
い
煌こ
う

々こ
う

た
る
照
明
下
の
二
四
時
間
営
業
店
の
利
用
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
現
代
人
の
生
体
リ
ズ
ム
は
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
乱
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
不
眠
症
や
生
活
習
慣
病
と
い
っ
た
現
代
病
を
引
き
起
こ
す
一
因
と

な
っ
て
い
る
。
最
近
テ
レ
ビ
の
教
育
番
組
で
「
朝
は
光
を
浴
び
、
夜
は
強
い
照
明
を
避
け
よ
う
」
と
啓け
い

蒙も
う

さ
れ

る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
光
と
上
手
に
つ
き
あ
う
こ
と
が
日
々
の
健
康
な
暮
ら
し
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

か
ら
だ
に
流
れ
る
内
な
る
リ
ズ
ム

ひ
と
の
一
生
は
た
か
だ
か
数
十
年
で
あ
る
。
宇
宙
に
流
れ
る
無
限
に
近
い
時
間
の
な
か
で
、
銀
河
系
の
地
球

に
生
ま
れ
、
わ
ず
か
な
時
間
を
与
え
ら
れ
る
。
か
け
が
え
の
な
い
人
生
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
間
は
均
質
に
は
訪

れ
な
い
。
わ
た
し
た
ち
の
体
は
活
動
と
休
息
の
交
代
と
い
う
一
日
周
期
で
起
こ
る
リ
ズ
ム
状
態
を
と
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
リ
ズ
ム
か
ら
ひ
と
は
決
し
て
逃
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
一
日
が
決
ま
っ
た
長
さ
の
周
期
で

右上：マウスの行動測定。単位時間あたりの輪回しの回数によって1日の活動変化をみることができる
右下：マウス脳断面。脳底に染まる左右一対の神経核が体のリズムを生みだす視交叉上核
左：朝日。1日の始まりを教えてくれる（撮影・千里文化財団）

宗教舞踊用仮面
「スーリヤ（太陽の神、光の神）」
ネパール連邦民主共和国　
標本番号 H0088921
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と
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
窓
で
あ
る
。
そ
の
技
術

的
背
景
に
は
壁
構
造
か
ら
柱
ち
ょ
う

梁り
ょ
う

構
造
へ
の
転
換
が
あ
っ

た
。
開
口
部
は
基
本
的
に
ど
こ
に
で
も
つ
く
れ
る
よ
う
に

な
り
、
全
面
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
も
可
能
に
し
た
。
組
石

造
に
お
け
る
室
内
の
光
は
、
壁
の
な
か
か
ら
石
を
外
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
掘
り
出
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

か
ら
、
床
か
ら
天
井
ま
で
ガ
ラ
ス
張
り
が
可
能
に
な
る
こ

と
は
、重
さ
か
ら
の
解
放
を
も
象
徴
し
て
い
た
。
窓
を「
廃

棄
し
た
」
こ
の
よ
う
な
表
現
は
人
気
を
博
し
、
す
べ
て
は

研
究
室
の
学
生
達
と
、
世
界
中
の
窓
を
見
て
回
る
調

査
（
Y
K
K
グ
ル
ー
プ
と
の
協
同
研
究
）
を
し
て
い
る
。

最
初
の
三
年
間
に
約
一
二
〇
都
市
を
巡
り
、
そ
こ
か
ら
厳

選
し
た
一
四
三
点
の
窓
を
、『W

indow
scape

　
窓
の
ふ

る
ま
い
学
』（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に
収

録
し
た
。
な
ぜ
窓
か
と
い
う
と
、
設
計
の
際
に
考
慮
す
る

光
、
風
、
熱
な
ど
自
然
の
要
素
の
ふ
る
ま
い
と
、
人
の
ふ

る
ま
い
、
そ
し
て
建
物
の
ふ
る
ま
い
に
注
目
し
た
「
ふ
る

ま
い
学
」
に
よ
っ
て
新
し
い
建
築
理
論
を
構
築
し
よ
う
と

考
え
た
と
き
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
「
ふ
る
ま
い
」
が
、

建
築
の
内
と
外
の
あ
い
だ
で
相
互
に
作
用
し
あ
う
場
所

が
窓
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
建
築
と
い
う
の
は
動
か
な
い

物
質
の
構
成
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
に

よ
っ
て
人
の
ふ
る
ま
い
の
範
囲
も
、
自
然
の
要
素
の
ふ
る

ま
い
の
範
囲
を
も
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
少
し

ス
ケ
ー
ル
を
変
え
て
町
並
み
に
目
を
移
せ
ば
、
窓
の
反
復

も
景
観
の
な
か
で
の
窓
の
集
合
的
な
「
ふ
る
ま
い
」
と
し

て
観
察
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
異
な
る
ふ
る
ま
い
が
出
会

い
、
人
の
ふ
る
ま
い
と
自
然
環
境
の
ふ
る
ま
い
の
そ
れ
ぞ

れ
固
有
な
リ
ズ
ム
（
時
間
尺
度
）
が
重
な
り
合
う
場
所
が

窓
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
伝
統
的
な
窓
で
は
、
地
域
固

有
の
風
土
と
建
設
技
術
、
生
活
習
慣
と
い
っ
た
多
種
多

様
な
事
柄
へ
の
配
慮
の
あ
い
だ
に
独
特
の
均
衡
関
係
を
つ

く
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
長
い
年
月
の
あ
い
だ
に
人

び
と
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
た
ど
り
着
い
た
形
式

で
あ
る
。

重
さ
か
ら
の
解
放

し
か
し
近
代
以
降
は
場
所
の
違
い
を
超
え
て
、
ど
こ

で
も
同
じ
よ
う
に
建
築
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
価
値
が
置

か
れ
た
。
技
術
が
場
所
の
違
い
を
凌
り
ょ
う

駕が

す
る
こ
と
を
、
技

術
の
勝
利
と
し
て
称
揚
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
も
っ

衣
装
デ
ザ
イ
ン
と
光

上う
え

羽ば 

陽よ
う

子こ　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

「
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
け
ば
け
ば
し
い
衣
装
を
身
に
つ
け

る
の
で
す
か
？
」。
わ
た
し
の
調
査
地
、
イ
ン
ド
西
部
の
衣

装
を
日
本
で
見
せ
る
と
必
ず
聞
か
れ
る
質
問
だ
。
こ
こ
で
い

う
け
ば
け
ば
し
さ
と
は
、赤
色
と
緑
色
、黄
色
と
紫
色
と
い
っ

た
補
色
関
係
に
あ
た
る
色
づ
か
い
や
、
色
相
の
離
れ
た
彩
度

の
高
い
色
と
色
と
を
隣
り
合
わ
せ
に
配
置
し
た
衣
装
デ
ザ
イ

ン
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
た
し
か
に
日
本
で
は
こ
の
よ
う

な
色
づ
か
い
の
衣
装
を
み
る
こ
と
は
少
な
い
。

イ
ン
ド
西
部
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
カ
ッ
チ
県
は
、
灼
し
ゃ
く

熱ね
つ

の
土

地
で
あ
る
。
年
間
降
雨
量
四
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
い

う
乾
燥
地
帯
で
あ
り
、
と
き
に
は
気
温
四
〇
度
を
こ
え
る
。

日
中
の
陽
射
し
は
鋭
く
、
昼
食
後
か
ら
一
四
時
頃
ま
で
は
昼

寝
を
し
て
、
暑
さ
を
し
の
ぐ
の
が
習
慣
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
鋭
い
陽
射
し
の
も
と
で
は
、
色
相
の
近
い
色

同
士
の
組
み
合
わ
せ
や
、
淡
い
色
味
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る

デ
ザ
イ
ン
や
文
様
は
、
色
味
の
境
目
が
明
確
と
な
ら
ず
、
す

べ
て
が
と
ん
で
見
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、
せ
っ
か
く
の

デ
ザ
イ
ン
や
文
様
表
現
も
台
無
し
で
あ
る
。
強
い
ラ
イ
ト
が

あ
た
る
舞
台
衣
装
な
ど
が
、
補
色
関
係
や
色
相
の
離
れ
た
色

の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

強
い
光
の
も
と
で
表
現
し
た
文
様
が
映
え
る
た
め
に
は
、

は
っ
き
り
と
し
た
彩
度
、
明
度
、
色
相
の
違
い
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

日
本
で
は
こ
の
よ
う
な
け
ば
け
ば
し
い
色
の
と
り
あ
わ
せ

を
み
る
こ
と
が
少
な
い
。
日
本
は
と
り
わ
け
曇
天
が
多
い
の

で
あ
る
。
気
象
庁
の
調
べ
で
は
、
東
京
の
過
去
三
〇
年
間
の

平
均
値
で
、
年
間
に
一
四
四
日
が
曇
天
で
あ
る
。
曇
り
空
の

下
で
は
、
淡
い
色
彩
や
色
相
の
わ
ず
か
な
違
い
も
明
確
に
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
微
妙
な
色
の
組
み
合

わ
せ
も
綺き

麗れ
い

に
み
え
る
。
そ
の
一
方
、
曇
天
で
は
、
彩
度
の

高
い
色
の
組
み
合
わ
せ
や
、
補
色
の
色
は
ど
う
し
て
も
け
ば

け
ば
し
く
み
え
て
し
ま
う
。
陽
射
し
と
デ
ザ
イ
ン
は
、
密
接

に
関
係
し
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
イ
ン
ド
西
部
に
は
、
衣
装
に
ガ
ラ
ス
ミ
ラ
ー
を
縫

い
つ
け
る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
が
あ
る
。
王
侯
貴
族
の
服
に
宝

石
や
光
沢
を
も
つ
鉱
石
の
雲う
ん

母も

を
縫
い
つ
け
る
刺し

繍し
ゅ
う

技
術

が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
七
世
紀
の
ム
ガ
ル
王
朝
時
代
に

ガ
ラ
ス
を
つ
く
る
技
術
が
発
達
し
た
こ
と
か
ら
、
吹
き
ガ
ラ

ス
の
内
側
に
溶
か
し
た
錫す
ず

を
流
し
込
ん
で
つ
く
っ
た
ガ
ラ
ス

ミ
ラ
ー
の
破
片
を
縫
い
つ
け
る
こ
と
が
、
一
般
の
人
び
と
へ

も
広
く
普
及
し
た
と
い
わ
れ
る
。
鏡
き
ょ
う

片へ
ん

の
輝
き
の
効
果
は
、

陽
射
し
の
も
と
で
は
発
揮
さ
れ
な
い
。
衣
装
に
び
っ
し
り
と

縫
い
つ
け
ら
れ
た
鏡
片
は
、
漆
黒
の
闇や
み

夜よ

に
と
り
お
こ
な
わ

れ
る
儀
礼
に
お
い
て
、
灯
明
の
光
を
う
け
て
、
き
ら
き
ら
と

輝
く
。
鏡
片
に
は
邪
視
除よ

け
の
意
味
も
あ
る
と
い
う
が
、
人

び
と
は
、
身
動
き
す
る
た
び
に
灯
明
の
反
射
に
よ
っ
て
き
ら

き
ら
と
輝
く
光
に
心
を
奪
わ
れ
る
。
非
日
常
の
光
に
神
聖
さ

や
、
清
浄
さ
を
感
じ
と
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

光
の
ふ
る
ま
い
か
ら
見
る

現
代
建
築

塚つ
か

本も
と 

由よ
し

晴は
る　
ア
ト
リ
エ・ワ
ン
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生
き
る
条
件
を
豊
か
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
感
じ
て

い
る
。
む
し
ろ
地
域
の
特
性
や
文
化
的
習
慣
な
ど
と
と

も
に
成
立
し
て
き
た
古
い
技
術
で
あ
る
建
築
に
は
、
人

び
と
を
「
い
ま
、
こ
こ
」
か
ら
解
放
し
、「
い
つ
か
、
ど

こ
か
」
へ
と
つ
な
げ
る
力
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
い
ま
、
こ
こ
」
に
い
な
い
神
や
昔
の
人
び
と
ま
で
が
そ

こ
に
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
方
が
豊
か
で
は
な

い
か
。
も
ち
ろ
ん
建
築
に
と
っ
て
光
の
大
切
さ
は
変
わ

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
建
築
は
、
窓
に
限
ら

ず
建
築
の
形
式
に
備
わ
っ
て
い
る
知
性
に
そ
れ
ぞ
れ
の

場
所
の
条
件
に
合
っ
た
配
慮
を
加
え
て
、
新
た
な
均
衡

を
探
し
あ
て
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

め
殺
し
窓
で
開
け
ら
れ
な
い
建
築
が
多
く
作
ら
れ
た
。

そ
の
結
果
、
夏
の
日
射
に
よ
っ
て
室
内
が
温
室
の
よ
う

に
暑
く
な
ろ
う
と
、
そ
こ
は
ま
た
工
業
技
術
に
頼
っ
て

エ
ア
コ
ン
で
冷
や
せ
ば
良
い
と
す
る
建
物
ば
か
り
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
光
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が

優
先
さ
れ
す
ぎ
て
、
室
内
の
熱
的
環
境
へ
の
配
慮
が
均

衡
を
失
っ
た
状
態
で
あ
る
。
そ
ん
な
単
純
な
こ
と
を
現

代
の
建
築
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
の
か
と
、
驚
か

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
建
築
家
を

は
じ
め
と
し
た
人
び
と
の
、
重
力
か
ら
の
解
放
や
透
明

性
へ
の
あ
こ
が
れ
、
光
へ
の
あ
こ
が
れ
は
強
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
想
像
力
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、
物
質

と
し
て
の
重
さ
を
失
っ
て
光
だ
け
で
満
た
さ
れ
た
空
間

で
あ
る
。

「
い
ま
、こ
こ
」か
ら「
い
つ
か
、ど
こ
か
」へ

そ
れ
は
、
も
ろ
く
儚は
か
な
い
現
象
の
よ
う
な
建
築
空
間
へ

の
指
向
（
エ
フ
ェ
メ
ラ
ル
な
空
間
と
よ
ば
れ
る
）
を
生
み

出
し
、
建
築
家
の
想
像
力
を
か
き
立
て
た
。
じ
つ
は
こ

こ
二
〇
年
来
の
日
本
の
現
代
建
築
こ
そ
が
そ
の
ト
ッ
プ

ラ
ン
ナ
ー
で
あ
り
、
そ
の
卓
越
し
た
表
現
は
世
界
中
の

注
目
を
集
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
こ
の
傾
向
が

建
築
設
計
に
お
け
る
配
慮
を
「
い
ま
、
こ
こ
」
に
関
す

る
こ
と
だ
け
に
狭
め
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
の
が
わ
た
し
の
見
立
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
ろ

く
儚
い
現
象
は
「
い
ま
、
こ
こ
」
で
し
か
観
察
で
き
な

い
か
ら
。
わ
た
し
は
そ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
人
間
の

西
洋
絵
画
の
影
響

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来
と
と
も
に
、
南
蛮
美
術
が
展
開

さ
れ
、
西
洋
風
の
絵
画
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
西

欧
王
侯
騎
馬
図
屏び
ょ
う

風ぶ

」（
重
文
、
神
戸
市
立
博
物
館
、
サ
ン

ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）
に
は
馬
の
足
の
影
が
描
か
れ
、
同
一

色
に
濃
淡
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
期
の
洋
風
画
に

は
、
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
原
画
を
そ
の
ま
ま

写
し
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

江
戸
期
に
入
る
と
、
か
な
り
〝
光
〞
を
意
識
し
た
絵

が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
、
三
例
を
あ
げ
る
と
、
英
は
な
ぶ
さ

一い
っ

蝶ち
ょ
う（

一
六
五
二
〜
一
七
二
四
）
の
「
四
季
日
待
図
巻
」（
重

美
、
出
光
美
術
館
蔵
）
に
は
、
室
内
で
遊
興
に
耽ふ
け

る
人
び

と
の
姿
が
障
子
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

（
一
七
一
六
〜
一
七
八
三
）
の
「
暗
夜

漁
舟
図
」（
逸
翁
美
術
館
蔵
）
は
、
舟
の
上
で
焚た

く
篝
か
が
り

火び

に
照
ら
し
出
さ
れ
た
木
々
の
枝
を
、
く
っ
き
り
と
描
い
て

い
る
。
長な
が

沢さ
わ

芦ろ

雪せ
つ

（
一
七
五
四
〜
一
七
九
九
）
の
「
月
夜

山
水
図
」（
重
美
、
穎
川
美
術
館
蔵
）
は
、
山
の
端
に
満
月

が
昇
り
、
月
に
照
ら
さ
れ
た
山
と
陰
に
な
る
山
を
描
き

わ
け
、〝
光
〞
の
方
向
性
を
表
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

江
戸
も
中
期
以
降
に
入
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
を
通
じ
て
西

洋
画
法
が
伝
わ
り
、
洋
風
画
の
展
開
と
と
も
に
、〝
光
〞

を
意
識
し
て
描
く
よ
う
に
な
る
。
司し

馬ば

江こ
う

漢か
ん

（
一
七
四
七

〜
一
八
一
八
）
ら
の
作
品
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

即す
な
わ

ち
、
人
物
や
動
物
、
建
物
、
景
物
等
に
影
が
描
か
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
光
の
方
向
性
を
ま
っ
た
く
意
識
す

る
こ
と
の
な
い
、
完
全
な
間
接
光
線
の
な
か
の
世
界
で
あ

る
。
屋
内
の
光
景
を
描
い
て
い
て
も
そ
う
で
あ
り
、
ま
し

て
や
夜
の
室
内
に
於お

け
る
場
面
に
あ
っ
て
も
、
明
か
り
の

存
在
を
示
し
て
い
な
い
。
多
分
に
写
実
的
な
西
洋
絵
画

の
目
か
ら
見
る
と
極
め
て
不
思
議
な
世
界
で
あ
っ
た
。
浮

世
絵
版
画
が
欧
米
人
を
魅
了
し
た
大
き
な
要
因
の
ひ
と

つ
も
、
そ
れ
で
あ
っ
た
の
だ
が
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
特
に
印
象
深
い
場
面
は
、「
法
然

上
人
絵
伝
」（
国
宝
、
知
恩
院
蔵
）
の
第
八
巻
、
第
一
段
で

あ
る
。
法
然
上
人
が
暗
夜
に
目
よ
り
光
を
放
っ
て
読
書

を
し
て
い
る
場
面
を
描
く
。
薄
墨
と
淡
い
群
青
を
刷
い
で

部
屋
全
体
を
薄
暗
く
表
現
し
た
な
か
で
、
机
を
前
に
書

を
開
く
法
然
の
ふ
た
つ
の
目
か
ら
〝
光
〞
が
発
せ
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
光
源
が
描
か
れ
て
い
る
。

月
夜
の
光
景
を
描
い
た
作
品
に
「
柴さ
い

門も
ん

新
月
図
」（
一

四
〇
五
、
国
宝
、
藤
田
美
術
館
蔵
）
が
あ
る
。
庵い
お
り
の
柴
門

の
前
で
、
客
を
送
り
出
し
た
主
人
と
客
の
二
人
が
、
別

れ
る
に
忍
び
な
く
立
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

二
人
の
頭
上
に
は
、
く
っ
き
り
と
円
い
月
が
浮
か
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
二
人
の
人
物
に
は
影
は
無
く
、
全
体
の
薄

闇
の
な
か
に
、
く
っ
き
り
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
っ

た
く
不
思
議
な
世
界
で
あ
る
。

間
接
光
線
の
な
か
の
世
界

日
本
の
絵
画
に
お
い
て
、〝
光
〞、〝
光
線
〞
を
意
識
し

て
描
く
よ
う
に
な
る
の
は
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
多
分
に
西
洋
絵
画
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

光
源
に
は
自
然
光
と
、
人
工
の
明
か
り
が
あ
げ
ら
れ

る
が
、
日
本
の
絵
画
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
昼

の
光
線
（
太
陽
光
）
の
な
か
の
光
景
を
描
い
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
は
陰
影
の
表
現
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。

日
本
絵
画
に
お
け
る〝
光
〞

木き

村む
ら 

重し
げ

圭か
ず　

甲
南
女
子
大
学
教
授

プロチダ島の集落キアイオレッラの住居の窓

イスタンブール、イスティクラール通りに面するレストランの窓

「法然上人絵伝」八巻一段（部分、知恩院蔵、
『続日本絵巻大成第1巻　法然上人絵伝（上）』中央公論新社、1981年より転載）
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金
の
も
つ
光
へ
の
憧
憬

日
本
に
は
〝
金
地
〞〝
金
雲
〞
の
屏
風
や
襖
ふ
す
ま

絵え

が
存
在

す
る
。
金き
ん

箔ぱ
く

地
の
上
に
濃
彩
や
水
墨
で
描
い
た
も
の
で
、

恐
ら
く
日
本
独
自
の
表
現
で
あ
ろ
う
。〝
金
〞
は
古
今
東

西
を
問
わ
ず
人
び
と
が
も
っ
と
も
憧
れ
、
求
め
た
も
の
で
、

そ
の
〝
金
〞
を
薄
く
延
ば
し
た
金
箔
を
貼
り
詰
め
た
な

か
に
、
絵
を
描
い
て
い
る
。
狩か

野の
う

元も
と

信の
ぶ

（
一
四
七
六
〜
一

五
五
九
）
筆
「
四
季
花
鳥
図
屏
風
」（
六
曲
一
双
、
重
文
、

白
鶴
美
術
館
蔵
）
が
、
遺
品
と
し
て
は
も
っ
と
も
古
く

天
文
一
八
年
（
一
五
四
九
）
の
制
作
で
あ
る
。
よ
り
古
い

例
と
し
て
、「
慕
帰
絵
詞
」（
重
文
、
西
本
願
寺
蔵
）
の
第

一
巻
、
第
一
段
の
覚
如
誕
生
の
場
面
に
、
金
地
着
彩
の
松

を
描
い
た
六ろ
っ

曲き
ょ
く

一い
っ

双そ
う

の
屏
風
が
見
え
る
。
こ
の
巻
は
文

明
一
四
年
（
一
四
八
二
）
の
制
作
で
、
元
信
の
屏
風
よ
り

七
〇
年
近
く
も
早
く
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
金
地
の
屏
風

に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
六
世

紀
後
半
、
桃
山
時
代
を
迎
え
る
と
狩か

野の
う

永え
い

徳と
く

（
一
五
四
三

〜
一
五
九
〇
）
に
象
徴
さ
れ
る
豪
壮
華
麗
な
金き
ん

碧ぺ
き

障
壁
画

の
世
界
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
金
碧
障
壁

画
は
以
後
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
日
本
各
地
の
城
郭
の

殿
舎
や
寺
院
の
書
院
な
ど
で
描
き
継
が
れ
て
い
く
。

自
然
光
、
人
工
光
線
を
表
現
し
て
来
な
か
っ
た
日
本

の
絵
画
で
は
あ
る
が
、〝
金
〞
の
も
つ
独
特
の
〝
輝
き
〞

へ
の
執
着
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
日
本
人
の
自
然

光
と
は
違
っ
た
〝
金
〞
の
も
つ
〝
光
〞
へ
の
憧
し
ょ
う

憬け
い

と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

赤
色
が
き
れ
い
に
見
え
な
い
欠
点
が
あ
る
が
、
近
年
、
改

良
が
進
ん
で
い
る
。

光
の
色
は
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
光
の
色
を
数
字
で
あ

ら
わ
し
た
も
の
を
色
温
度
（
単
位
K 

ケ
ル
ビ
ン
）
と
い
う
。

色
温
度
が
高
い
と
青
白
い
光
と
な
り
、
ク
ー
ル
で
さ
わ
や

か
な
印
象
を
あ
た
え
る
。
色
温
度
が
低
い
と
赤
み
の
あ
る

光
と
な
り
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
に
な
る
。

展
示
で
は
、
全
体
を
均
一
に
照
ら
す
の
か
、
あ
る
資
料

を
際
立
た
せ
た
い
の
か
に
よ
り
、
光
の
あ
て
か
た
が
異

な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
ひ
と
の
目
は
暗く
ら

闇や
み

か
ら
明
る
い
と

こ
ろ
へ
行
く
と
最
初
は
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
が
、
す
ぐ
に
慣

れ
て
く
る
。
逆
に
、
明
る
い
と
こ
ろ
か
ら
暗
い
と
こ
ろ
へ

行
く
と
、
目
が
慣
れ
る
の
に
時
間
が
か
か
る
。
照
明
の
光

が
直
接
、
観
覧
者
の
目
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
も
注
意
し

な
が
ら
、
照
明
設
計
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

博
物
館
・
美
術
館
の
光
は
、
こ
の
よ
う
に
展
示
と
保

存
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
な
り
た
っ
て
い
る
。

度
合
い
を
照
度
（
単
位
lx 
ル
ク
ス
）
と
よ
び
、
染
織
品
、

水
彩
画
、
カ
ラ
ー
写
真
な
ど
光
に
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
く

な
資
料
の
場
合

は
、
照
度
を
低
く
設
定
し
、
展
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
照

明
の
与
え
る
影
響
は
積
算
さ
れ
る
た
め
、
観
覧
者
が
い
る

と
き
だ
け
照
明
を
つ
け
た
り
、
時
間
の
サ
イ
ク
ル
の
な
か

で
照
度
を
変
化
さ
せ
た
り
し
て
、
照
射
時
間
を
短
く
す

る
工
夫
を
し
て
い
る
館
も
あ
る
。

光
源
か
ら
は
、
ひ
と
の
目
に
見
え
る
光
（
可
視
光
線
）

の
ほ
か
に
も
、
紫
外
線
や
赤
外
線
な
ど
の
不
可
視
光
線

が
で
て
い
る
。
紫
外
線
は
、
可
視
光
線
よ
り
も
波
長
が

短
く
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
高
く
）、
材
質
の
劣
化
を
早
め
て
し

ま
う
。
赤
外
線
は
、
ま
わ
り
の
温
度
を
高
め
る
は
た
ら

き
が
あ
る
。
博
物
館
・
美
術
館
で
は
、「
見
る
」
た
め
に

は
必
要
の
な
い
こ
れ
ら
の
不
可
視
光
線
を
、
光
源
か
ら
と

り
除
く
よ
う
に
し
て
い
る
。
紫
外
線
を
多
く
ふ
く
む
蛍

光
灯
で
は
、
紫
外
線
吸
収
膜
を
施
し
た
美
術
館
仕
様
の

も
の
を
選
ぶ
。
赤
外
線
が
問
題
に
な
る
ハ
ロ
ゲ
ン
ラ
ン
プ

に
は
、
例
え
ば
ダ
イ
ク
ロ
イ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
と
い
う
反
射
板

を
つ
け
る
な
ど
し
て
、
熱
線
を
逃
が
し
て
い
る
。

展
示
と
光

同
じ
色
の
モ
ノ
で
も
、
照
ら
す
光
の
ち
が
い
に
よ
っ
て

色
の
見
え
か
た
が
変
わ
り
、
こ
の
よ
う
な
光
の
性
質
を
演

色
性
と
よ
ぶ
。
自
然
光
の
も
と
で
見
る
色
の
バ
ラ
ン
ス
に

近
い
ほ
ど
、
そ
の
光
源
の
演
色
性
が
高
い
と
評
価
で
き

る
。
演
色
性
が
問
題
に
な
る
の
は
、
と
く
に
蛍
光
灯
と

L
E
D
で
あ
る
。
蛍
光
灯
で
は
、
美
術
館
用
と
し
て
演

色
評
価
数
が
高
い
タ
イ
プ
が
市
販
さ
れ
て
い
る
。
L
E
D

は
、
そ
の
発
光
原
理
か
ら
赤
色
領
域
の
波
長
が
少
な
く

光
が
な
い
と
、
ひ
と
は
何
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
光
は
、
退
色
な
ど
資
料
を
い
た
め
る
原
因
で
も
あ

る
。
博
物
館
・
美
術
館
で
は
、
光
を
「
資
料
を
い
か
に

自
然
か
つ
効
果
的
に
見
せ
る
か
」
と
い
う
演
示
効
果
と

と
も
に
、「
資
料
の
劣
化
を
い
か
に
抑
制
す
る
か
」
と
い

う
保
存
の
観
点
、
こ
の
両
面
か
ら
考
慮
し
て
い
る
。

資
料
保
存
と
光

光
源
は
、
太
陽
か
ら
の
自
然
光
と
、
人
工
的
な
光
（
蛍

光
灯
、
ハ
ロ
ゲ
ン
ラ
ン
プ
、
L
E
D
な
ど
）
に
わ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
光
に
よ
り
照
ら
さ
れ
て
い
る
面
の
明
る
さ
の

展示場での照度測定。照度は、もっとも光があたっているところで
測定する

資
料
保
存
と
展
示
と
光

園そ
の

田だ 

直な
お

子こ　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

直射日光を遮る衝立と幕（2012年特別展「世界の織機と織物」）

「
月
夜
山
水
図
」長
沢
芦
雪（
頴
川
美
術
館
蔵
、 

開
館
40
周
年
記
念
展『
美
と
歩
む

―
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
優
品
』

2
月
17
日（
日
）〜
3
月
31
日（
日
）に
て
展
示
予
定
）

「四季日待図巻」英一蝶（部分、出光美術館蔵）
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の
変
化
で
不
要
に
な
っ
た
た
め
に
簡
単
に
譲
っ
て

も
ら
え
た
民
具
も
あ
れ
ば
、
お
金
の
た
め
に
手
放

し
た
儀
礼
具
や
、
移
住
に
よ
っ
て
無
人
に
な
っ
た

集
落
の
倉
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
報
も
資
料
の
理
解
に

は
欠
か
せ
な
い
。

　
ま
た
、
収
集
の
全
体
的
な
傾
向
は
、
当
時
の
人

類
学
・
民
族
学
の
潮
流
を
表
し
た
も
の
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
日
本
人
の
起
源
の
探
究
、
周
囲
の
民
族

と
の
文
化
的
比
較
、
あ
ら
た
な
領
有
地
の
資
源
と

そ
の
活
用
―
―
な
ど
、
こ
の
時
代
の
日
本
国
家
と

日
本
社
会
が
ア
イ
ヌ
や
ウ
イ
ル
タ
、
ニ
ヴ
フ
と

い
っ
た
北
方
の
民
族
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か

を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
今
秋
の
特
別
展
で
は
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア

ム
の
資
料
を
展
示
す
る
予
定
で
あ
り
、
平
成
二
七

年
度
に
は
本
館
展
示
の
ア
イ
ヌ
文
化
と
中
央
・
北

ア
ジ
ア
の
新
構
築
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て

隣
人
か
ら
収
集
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
資
料
を
ど
の
よ

う
に
展
示
し
、
い
か
に
受
け
継
い
で
ゆ
け
ば
よ
い

の
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
る
べ
く
、
共
同
研

究
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

研
究
の
目
的

　
民
博
に
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活
用
具
や
儀
礼

具
な
ど
の
標
本
資
料
が
四
〇
〇
〇
件
以
上
収
蔵
さ

れ
て
い
る
。
赴
任
し
て
か
ら
の
一
年
あ
ま
り
、
二
〇

一一
年
の
特
別
展
「
千
島
・
樺
太
・
北
海
道
　
ア
イ

ヌ
の
く
ら
し
」
の
資
料
リ
ス
ト
作
成
に
始
ま
り
、

展
示
解
説
や
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
何
度
と
な
く
標

本
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。
そ
の
た
び
に

あ
ら
た
な
発
見
も
あ
る
が
、
情
報
不
足
や
誤
り
を

残
念
に
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
逐
次
、
情
報
を
追

加
・
修
正
し
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
ひ
と
ま

と
ま
り
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
検
証
す
る
ほ
う
が

効
率
的
で
、
適
切
な
評
価
が
で
き
る
と
思
わ
れ
た
。

　
そ
こ
で
、
本
館
が
所
蔵
す
る
ア
イ
ヌ
、
ウ
イ
ル

タ
、
ニ
ヴ
フ
の
標
本
資
料
の
う
ち
、
明
治
か
ら
終

戦
ま
で
に
収
集
さ
れ
た
も
の
を
再
検
討
す
る
た
め

の
共
同
研
究
を
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
か
ら
ス

タ
ー
ト
さ
せ
た
。
第
一
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
資

料
に
関
す
る
情
報
を
よ
り
正
確
な
も
の
に
す
る
こ

と
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

各
民
族
の
物
質
文
化
、
言
語
、
博
物
館
資
料
管

理
等
の
専
門
家
が
共
同
で
研
究
を
す
す
め
、
人
類

学
ま
た
は
民
族
学
者
と
被
調
査
者
・
資
料
提
供
者

と
の
関
係
な
ど
、
資
料
が
集
め
ら
れ
た
当
時
の
研

究
状
況
と
社
会
的
な
背
景
を
も
明
ら
か
に
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

研
究
の
背
景

　
本
館
所
蔵
の
北
海
道
、
樺
太
、
千
島
の
民
族
資

料
の
う
ち
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
ま
で
に
収
集

さ
れ
た
の
は
、
ア
イ
ヌ
の
も
の
が
一
〇
〇
〇
点
以

上
、
ウ
イ
ル
タ
が
二
八
〇
点
以
上
、
ニ
ヴ
フ
は
七

〇
点
以
上
と
推
定
さ
れ
る
。
ウ
イ
ル
タ
と
ニ
ヴ
フ

は
サ
ハ
リ
ン
の
先
住
民
で
、
日
本
が
サ
ハ
リ
ン
の

北
緯
五
〇
度
以
南
を
領
有
し
て
い
た
一
九
〇
五

（
明
治
三
八
）
年
か
ら
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年

の
あ
い
だ
に
お
も
な
調
査
・
収
集
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
千
島
に
お
い
て
も
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）

年
の
樺
太
千
島
交
換
条
約
以
降
に
調
査
・
収
集
が

お
こ
な
わ
れ
た
。
ア
イ
ヌ
の
資
料
は
三
地
域
す
べ

て
に
わ
た
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
収
集
で
き
な
い

貴
重
な
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
伝
統
的
な

特
徴
を
よ
く
残
し
て
い
る
た
め
、
物
質
文
化
の
研

究
を
進
め
る
う
え
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

デ
ー
タ
の
見
直
し
と
情
報
の
追
加

　
民
博
が
開
館
す
る
前
に
収
集
さ
れ
た
こ
れ
ら
資

料
の
大
部
分
は
、
東
京
大
学
理
学
部
人
類
学
教
室

と
、
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
か
ら
資
料
を
引

き
継
い
だ
日
本
民
族
学
会
附
属
民
族
学
博
物
館

（
後
に
文
部
省
史
料
館
に
寄
付
）
の
旧
蔵
資
料
で

あ
る
。
こ
の
二
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
十
分
で
は

な
い
も
の
の
、
資
料
の
台
帳
や
カ
ー
ド
が
付
さ
れ

て
お
り
、
番
号
、
資
料
名
、
収
集
地
、
収
集
者
、

収
集
年
月
な
ど
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

も
あ
る
。
収
集
者
が
明
ら
か
な
資
料
は
、
調
査
報

告
を
は
じ
め
、
当
時
の
新
聞
や
雑
誌
、
ま
た
近
年

に
な
っ
て
発
見
あ
る
い
は
公
開
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
研
究
者
の
日
記
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
な

ど
か
ら
、
詳
細
な
情
報
が
判
明
す
る
ケ
ー
ス
も
少

な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
東
大
人
類
学
教
室
の
講
師
で
、
東

京
人
類
学
会
誌
の
編
集
を
お
こ
な
っ
て
い
た
石い

し

田だ

収し
ゅ
う

蔵ぞ
う

（
一
八
七
九
―
一
九
四
〇
）
の
遺
品
は
、
板

橋
区
立
郷
土
資
料
館
が
所
蔵
し
て
整
理
を
進
め
て

お
り
、
そ
の
中
に
民
具
の
ス
ケ
ッ
チ
と
と
も
に
民

族
名
や
資
料
名
が
記
さ
れ
た
ノ
ー
ト
が
あ
る
。
民

博
の
東
大
旧
蔵
資
料
の
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
ク
マ
送

り
用
祭
壇
模
型
は
、
経
年
に
よ
る
傷
み
も
あ
り
、

組
み
立
て
ら
れ
ず
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
た
が
、

石
田
ノ
ー
ト
の
記
載
か
ら
名
称
と
構
成
が
わ
か
り
、

二
〇
一
一
年
の
特
別
展
で
復
元
展
示
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
旧
蔵
資

料
に
も
石
田
が
収
集
し
た
も
の
が
あ
り
、
削
り
か

け
で
作
ら
れ
た
胴
衣
は
ど
の
民
族
の
も
の
か
不
明

と
な
っ
て
い
た
が
、
ノ
ー
ト
に
は
ニ
ヴ
フ
で
あ
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
（
し
か
し
名
称
は
ウ
イ
ル

タ
語
で
あ
り
検
証
が
必
要
）。
共
同
研
究
の
メ
ン

バ
ー
に
は
、
板
橋
区
立
郷
土
資
料
館
の
館
長
に
加

わ
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
石
田
資
料
の
解
析
を

さ
ら
に
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

民
族
学
研
究
と
北
方
先
住
民

　
個
別
の
収
集
時
の
状
況
を
み
て
ゆ
く
と
、
生
活

民博の収蔵品のなかには、他施設から引き継いだ旧蔵資料が多数存在している。
それらの再検討は、資料情報のよりいっそうの充実をめざすことに加え、その資料が収集された背景や研究の
状況をつまびらかにしていく作業でもある。

齋
さ い

藤
と う

 玲
れ い

子
こ

民博 民族文化研究部

民博の北方先住民コレクションの再検討

共
同
研
究

「
明
治
か
ら
終
戦
ま
で
の
北
海
道
・
樺
太 

・

千
島
に
お
け
る
人
類
学
・
民
族
学
研
究
と
収

集
活
動

―
国
立
民
族
学
博
物
館
所
蔵
の
ア

イ
ヌ
、
ウ
イ
ル
タ
、
ニ
ヴ
フ
資
料
の
再
検
討
」

代
表
：
齋
藤
玲
子

2
0
1
2
年
10
月
～
2
0
1
6
年
3
月

東京大学旧蔵資料のうち北海道、千島、樺
太の目録

石田収蔵のノート。左上のⒼはニヴフの当時の呼称「ギリヤーク」
をあらわす（板橋区立郷土資料館提供）

胴衣（標本番号 H0025587）
ヤナギなどの木を薄く削ったものは
さまざまな儀礼具に用いられる。
その削りかけを編んで作られたシャ
マンの胴衣

10   11    2013 年 2月号



3
月
14
日
か
ら
特
別
展
「
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

霧
の
森
の
く
ら
し
」

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
人
た
ち
の
く
ら
し
と
木
彫
り
作
品
を
つ
う
じ
て
、

生
活
に
息
づ
く
技
術
や
伝
承
に
つ
い
て
考
え
る
展
示
で
す
。

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
、
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
人

た
ち
の
木
彫
り
。
そ
の
代
表
が
、
幾
何
学
模
様
を
彫
り
こ
ん
だ

組
み
た
て
式
椅
子
で
す
。
幾
何
学
模
様
は
も
と
も
と
木
造
家
屋

に
彫
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
椅
子
の
様
式
は
20
世
紀
に
ア
フ
リ
カ

大
陸
部
か
ら
と
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

い
ま
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
こ
の
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
木
彫
り
の
椅
子
の

予
約
製
作
販
売
を
承
っ
て
お
り
ま
す
（
数
量
限
定
）。
実
物
を

シ
ョ
ッ
プ
に
展
示
し
て
お
り
ま
す
。

予
約
方
法
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
シ
ョ
ッ
プ
ス
タ
ッ
フ
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

特
別
展

「
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

霧
の
森
の
く
ら
し
」

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
東
に
広
が
る
熱
帯
雨
林
か
ら
、
山

を
の
ぼ
っ
て
標
高
1
0
0
0
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
。
そ

こ
に
あ
る
霧
の
森
で
は
、
人
び
と
が
森
に
寄
り
そ
っ

て
く
ら
し
て
い
ま
す
。
釘
を
使
わ
ず
建
て
ら
れ
、
幾

何
学
的
な
意
匠
が
刻
ま
れ
た
木
造
家
屋
。
な
ん
の

変
哲
も
な
い
静
か
な
く
ら
し
に
伝
わ
る
、
霧
の
森
の

も
の
づ
く
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

会
期　

3
月
14
日
（
木
）
〜
6
月
11
日
（
火
）

「
や
っ
ぱ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
春
の
み
ん
ぱ
く

フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」

会
期　

3
月
23
日（
土
）
ま
で

多
様
な
歴
史
・
文
化
・
信
仰
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
生

活
様
式
、
近
代
の
産
業
化
を
可
能
に
し
た
労
働
の
か

た
ち
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
人
の
移
動
と

文
化
の
交
流
が
生
み
出
す
創
造
力
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

魅
力
を
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
ご
紹
介
し

ま
す
。

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館 

講
堂

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
（
13
時
開
場
）

定
員　
4
5
0
名
（
当
日
先
着
順
）

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

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（平日9時～ 17時）　FAX  06-6878-3716  
 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

◆
パ
ン
セ
ミ
ナ
ー
（
全
4
回
）

小
麦
と
ラ
イ
麦
は
世
界
の
食
文
化
の
中
で
大
切
な

穀
物
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
多
様
な
形
態
の
パ
ン

と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
パ
ン
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
と
の
関
係
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ル
ー
マ
ニ
ア
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の
専
門
家
が
語

り
ま
す
。

▼
第
3
回　

2
月
23
日
（
土
）

「
ド
イ
ツ
の
パ
ン
―
地
方
の
特
徴
、
そ
し
て
伝
説
」

講
師　

森
明
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

▼
第
4
回　

3
月
9
日
（
土
）

「
イ
タ
リ
ア
の
日
常
生
活
と
パ
ン
」

講
師　
宇
田
川
妙
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

各
回
と
も

時
間　

14
時
30
分
〜
16
時
（
受
付
開
始
14
時
15
分
）

会
場　

国
立
民
族
学
博
物
館  

食
堂
（
本
館
1
階
）

参
加
費　
一
人
あ
た
り
5
0
0
円

対
象　

中
学
生
以
上

　
　
　
（
お
子
様
の
同
伴
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）

定
員　
一
回
に
つ
き
40
名

※
有
料
、
要
申
込

申
込
締
切

　

第
3
回
、
第
4
回　

2
月
8
日
（
金
）

◆
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
。

以
上
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
つ
い
て
の
申
し
込
み
、
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

国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
バ
ル
ト
海
周
辺
地
域
の
日
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅲ
」

日
時　

①
2
月
2
日
（
土
）
10
時
30
分
〜
16
時
45
分

　
　
　
　
（
開
場
10
時
）

　
　
　

②
2
月
3
日
（
日
）
10
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
　
　
　
（
開
場
10
時
）

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

60
名

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、
同
時
通
訳
あ
り

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
　
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
椅
子

主
催
催
物
の
案
内
希
望
の
有
無
（
次
の
①
〜
③
の
う

ち
希
望
す
る
番
号
▼
①
講
演
会
を
含
む
民
博
主
催
の

催
物
の
案
内
を
希
望
す
る
／
②
講
演
会
の
み
の
案

内
を
希
望
す
る
／
③
い
ず
れ
の
案
内
も
希
望
し
な

い
）
を
書
い
て
、
ハ
ガ
キ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
に
て

左
記
「
研
究
協
力
係
」
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

Ｆ
Ａ
Ｘ　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
4
7
9

E-m
ail : ko

enkai@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

お
問
い
合
わ
せ
先

　
　

研
究
協
力
課　

研
究
協
力
係

　
　

電
話　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
0
9

●
展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

本
館
展
示
場
「
日
本
の
文
化
」
展
示
の
う
ち
「
祭
り

と
芸
能
」
と
「
す
ま
い
と
く
ら
し
」
の
一
部
が
こ
の

3
月
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴

い
、「
日
本
の
文
化
」
展
示
全
体
が
工
事
の
た
め
閉

鎖
さ
れ
ま
す
。

閉
鎖
期
間　

3
月
21
日
（
木
）
ま
で

※
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
を
と
お
し
て
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
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
。

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
7
回　

3
月
2
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
語
る

ヨ
ソ
モ
ノ
が
感
じ
、
考
え
た
こ
と

講
師　
小
林
繁
樹
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
贈
物
交
換
活
動
と
ヤ
ッ
プ
島
の
サ
ァ
と
い
う
情

報
伝
達
に
つ
い
て
の
調
査
が
、
私
の
最
初
の
研
究
課
題
で
し
た
。

「
人
は
何
を
、
ど
の
よ
う
に
伝
え
あ
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問

い
に
つ
い
て
、
ヨ
ソ
モ
ノ
が
調
査
に
お
い
て
遭
遇
し
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
交
え
な
が
ら
お
話
し
ま
す
。

第
4
1
8
回　

4
月
6
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

特
別
展
「
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

霧
の
森
の
く
ら
し
」
関
連

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
中
央
高
地
の
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
文
化

講
師　
飯
田
卓
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

ア
フ
リ
カ
地
域
に
あ
り
な
が
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
文
化
的
影

響
も
受
け
て
き
た
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
島
。
そ
う
聞
く
と
エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
よ
う
で
す
が
、
ど
こ
か
し
ら
日
本
の
山
村
を
思
わ
せ
る
よ
う

な
一
面
も
あ
り
ま
す
。
霧
の
森
に
く
ら
す
ザ
フ
ィ
マ
ニ
リ
の
人
び

と
を
紹
介
し
ま
す
。

東
京
講
演
会

会
場　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
市
ヶ
谷
ビ
ル 

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
6
0
0

定
員　

80
名
（
要
申
込
）

第
1
0
5
回　

3
月
30
日
（
土
）
14
時
〜
16
時

特
別
展
「
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル　
霧
の
森
の
く
ら
し
」
関
連

何
処
に
で
も
あ
る
何
処
に
も
な
い
世
界　
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

講
師　
深
澤
秀
夫
（
東
京
外
国
語
大
学 

教
授
）

　
　
　
飯
田
卓
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
に
は
イ
ン
ド
洋
を
行
き
交
っ
た
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、

ア
ラ
ブ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
の
一
千
年
余
り
の
「
記
憶
」
が
随

所
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
言
葉
や
生
活
文
化
を
丁
寧
に
よ
み
と
く

こ
と
で
、
文
献
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
歴
史
に
せ
ま
り
ま
す
。

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ 電話でのお問い合わせ　06 - 6878 - 8560（本館 広報係）

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
モ
ン
ゴ
ル
国
に
お
け
る
鉱
業
開
発
の
諸
問
題

―
歴
史
的
視
点
か
ら
」

日
時　

2
月
15
日
（
金
）　

10
時
〜
18
時

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
要
申
込
、
同
時
通
訳
あ
り

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
布
を
使
う
人
、
布
に
包
ま
れ
る
か
ら
だ
」

日
時　

2
月
23
日
（
土
）　

10
時
〜
17
時

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
要
申
込
、
同
時
通
訳
あ
り

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「E
xh

ib
itin

g
 C

u
ltu

re
s: C

o
m

p
ara

tive 
Persp

ectives from
 Jap

an and Europ
e

」

（
和
題：
文
化
を
展
示
す
る
こ
と

―
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の 

遠
近
法
を
考
え
る
―
）

日
時　

3
月
17
日
（
日
）　

10
時
〜
17
時

会
場　

第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
要
申
込
、
同
時
通
訳
あ
り

み
ん
ぱ
く
公
開
講
演
会

「
な
ん
だ
？ 

日
本
の
文
化
っ
て

―
芸
能
か
ら
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ａ
ま
で
」

今
回
の
講
演
会
で
は
、
沖
縄
と
日
本
本
土
の
民
俗
文

化
が
複
雑
に
交
わ
る
奄
美
の
芸
能
・
音
楽
と
、
香
港

と
台
湾
に
お
け
る
日
本
の
大
衆
文
化
（
漫
画
な
ど
）

の
受
容
を
題
材
に
し
て
、
日
本
文
化
の
境
界
や
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
問
い
直
す
講
演
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時　

3
月
22
日
（
金
）
18
時
30
分
〜
20
時
45
分

　
　
　
（
17
時
30
分
開
場
）

会
場　

オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル
（
大
阪
市
北
区
梅
田

　
　
　

毎
日
新
聞
社
ビ
ル
地
下
1
階
）

定
員　

4
8
0
名
（
先
着
順
）

※
手
話
通
訳
あ
り

※
参
加
無
料
、
要
申
込

参
加
申
込
方
法

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

「
3
月
22
日
公
開
講
演
会
参
加
」
と
明
記
の
上
、
氏

名
・
郵
便
番
号
・
住
所
・
電
話
番
号
・
今
後
の
民
博

刊行物紹介
■坂本龍一・塚田健一・川瀬慈・分藤大翼 他 著
『Traditional Music in Africa

（schola第11巻『アフリカの伝統音楽』）』
Commons　定価：8 ,925円
この本ではアフリカの伝統音楽
を「ミニマル・ミュージック」と
いう新たな観点からとらえ、あ
る種のポストモダンな音の世界
として提示しました。添付CDに
は、日本ではまだ紹介されたこ
とのない、研究者によるアフリ
カでの貴重なフィールドレコー
ディングも含まれています。

第
4
1
8
回　

3
月
16
日（
土
）

【「
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」関
連
】

家
族
の
今

―
イ
タ
リ
ア
の
事
例
か
ら
考
え
る

講
師　
宇
田
川
妙
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

准
教
授
）

現
在
、
先
進
国
で
は
ど
こ

で
も
少
子
化
と
高
齢
化
の

問
題
が
深
刻
化
し
、
様
々

な
レ
ベ
ル
で
家
族
関
係
を

考
え
直
そ
う
と
す
る
機
運

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
な

か
で
も
日
本
の
状
況
と
よ

く
似
て
い
る
イ
タ
リ
ア
の

家
族
事
情
を
紹
介
し
な
が

ら
、
家
族
の
こ
れ
か
ら
を

考
え
ま
す
。

祖
母
の
兄
に
教
え
ら
れ
な
が
ら
ブ
ド
ウ

収
穫
を
手
伝
う
子
供

販売価格　2万円（予定）

第
4
1
7
回　

2
月
16
日（
土
）

【「
春
の
み
ん
ぱ
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3
」関
連
】

変
わ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
地
図

―
多「
言
語
」社
会
か
ら「
多
言
語
」社
会
へ

講
師　
庄
司
博
史
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

20
世
紀
後
半
以
降
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
で
は
、

移
民
の
増
加
や
地
域
的
少

数
言
語
運
動
の
活
発
化
に

よ
り
、さ
ま
ざ
ま
こ
と
ば
が

社
会
の
な
か
で
顕
在
化
し

は
じ
め
て
い
ま
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
発
祥
の
一
国
一
言
語

主
義
は
ど
こ
に
む
か
う
の

で
し
ょ
う
か
。

大
統
領
選
挙
も
多
言
語
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

（
ヘ
ル
シ
ン
キ
）
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文
明
の
十
字
路
、
マ
ケ
ド
ニ
ア

マ
ケ
ド
ニ
ア
の
起
源
は
ペ
リ
デ
ィ
カ
が
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
国
を
創
建
し
た
紀
元
前
七
世
紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
の

後
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
の
治
世
に
さ
ら
に
栄
え
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
遠
征
に
よ
っ
て
そ
の
勢
力
は
イ
ン
ド
の
ヒ
マ

ラ
ヤ
や
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
ま
で
お
よ
ん
だ
。
一
九
九
一
年
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
か
ら
独
立
し
た
今
日
の
マ

ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
、
地
中
海
世
界
を
結
ぶ
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ル
カ
ン
半
島
中
央
部
の

重
要
な
位
置
に
あ
る
。
古
代
文
明
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
、
ス
ラ
ブ
、
ト
ル
コ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
、
民
族
が
混
成
し

て
き
た
土
地
で
あ
る
。

首
都
ス
コ
ピ
エ
の
古
い
市
場
の
中
心
に
あ
る
マ
ケ
ド
ニ
ア
博
物
館
に
は
、
こ
の
国
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
敷
地
に
六
千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
が
広
が
り
、
考
古
学
、
民
族
学
、
歴
史
、
中

世
美
術
の
四
つ
の
部
門
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
旧
石
器
時
代
、
つ
ま
り
紀
元
前
一
万
年
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦

終
了
ま
で
の
資
料
が
合
わ
せ
て
六
万
点
ほ
ど
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

充
実
し
た
民
族
学
部
門

マ
ケ
ド
ニ
ア
文
化
の
歴
史
に
親
し
む
に
は
、
ぜ
ひ
民
族
学
部
門
の
常
設
展
を
訪
れ
て
ほ
し
い
。
な
か
で
も
民
族
衣

装
と
装
飾
品
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
一
番
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
頭
飾
り
や
テ
ュ
ニ
ッ
ク
に
は
飾
り
や
刺し

繍し
ゅ
うが
施
さ
れ
て

い
て
、
特
に
、
花
嫁
衣
装
は
美
し
い
文
様
で
装
飾
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
模
様
は
単
な
る
飾
り
と
し
て
だ
け
で
は

な
く
、
子
沢
山
、
魔ま

除よ

け
、
夫
婦
円
満
を
願
う
象
徴
的
な
機
能
も
も
っ
て
い
た
。

も
っ
と
も
見
応
え
が
あ
る
の
は
ソ
カ
イ
、
ウ
ブ
ル
ス
と
よ
ば
れ
る
頭
飾
り
で
あ
ろ
う
。
赤
・
黒
・
白
の
ふ
さ
、
古
銭
、

﹁
モ
ニ
ス
ト
ラ
﹂
と
い
う
小
さ
な
ビ
ー
ズ
、
貝
殻
な
ど
た
く
さ
ん
の
飾
り
付
け
が
見
ら
れ
る
。
精
巧
な
装
飾
品
は
古
い

魔
除
け
の
象
徴
的
要
素
を
示
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
作
ら
れ
た
テ
ュ
ニ
ッ
ク
に
施
さ
れ
て

い
る
刺
繍
に
は
中
世
の
支
配
階
級
に
特
有
で
あ
っ
た
文
様
が
見
ら
れ
、
当
博
物
館
の
所
蔵
品
で
あ
る
一
四
世
紀
フ
レ

ス
コ
画
に
描
か
れ
た
女
性
の
衣
装
と
共
通
す
る
。
中
世
か
ら
今
日
ま
で
途
絶
え
る
こ
と
な
か
っ
た
伝
統
の
連
続
性
に

驚
く
。

こ
の
連
続
性
は
色
使
い
に
も
現
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
赤
色
で
、
微
妙
に
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
赤
の

ト
ー
ン
は
自
然
染
料
を
使
っ
た
染
め
の
技
術
に
よ
る
。
こ
の
技
術
は
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。
赤

の
次
に
好
ま
れ
た
の
は
黒
で
、
緑
、
濃
い
灰
色
、
黄
色
、
白
も
多
少
含
ま
れ
た
。
刺
繍
は
、
直
線
や
ジ
グ
ザ
グ
な
ど

の
単
純
な
形
か
ら
、
よ
り
複
雑
な
幾
何
学
模
様
や
葉
や
茎
の
な
い
花
文
様
の
組
み
合
わ
せ
よ
り
な
っ
て
い
る
。

村
落
、
都
市
部
を
問
わ
ず
、
宝
飾
品
も
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
伝
統
的
女
性
衣
装
の
重
要
な
一
部
で
あ
っ
た
。
ア
ク
セ
サ

リ
ー
は
美
し
い
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な
ス
テ
ー
タ
ス
、
信
仰
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
厄
除
け
の
意
味
が
あ
っ
た
。

職
人
が
作
っ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
自
家
製
の
も
の
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
種
類
は
素
材
や
製
作
方
法
に
よ
っ
て
い
く
つ

か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。
植
物
性
素
材
に
は
バ
ジ
ル
、
キ
ヅ
タ
、
メ
ギ
、
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
、
バ
ラ
な
ど
が
あ
り
、

動
物
性
の
素
材
は
羊
毛
で
で
き
た
ふ
さ
・
組
み
ひ
も
・
フ
ェ
ル
ト
ボ
ー
ル
、
色
が
施
さ
れ
た
羽
な
ど
で
あ
る
。
そ
の

他
の
素
材
と
し
て
は
、
モ
ニ
ス
ト
ラ
︵
ビ
ー
ズ
︶、
貴
金
属
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

特
に
、金
、銀
、真し

ん

鍮ち
ゅ
う、銅
な
ど
の
貴
金
属
で
作
ら
れ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
種
類
は
じ
つ
に
多
彩
で
あ
る
。﹁
パ
フ
タ
﹂

と
よ
ば
れ
る
ベ
ル
ト
の
バ
ッ
ク
ル
、﹁
テ
ペ
ラ
ク
﹂
と
い
う
頭
飾
り
、
イ
ア
リ
ン
グ
、
首
飾
り
、
十
字
架
、﹁
テ
ュ
ス
テ

ク
﹂
と
い
う
鎖
な
ど
の
独
特
の
装
飾
品
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
に
根
付
い
た
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
。

線
状
細
工
、
粒
状
細
工
、
鋳
造
、
浮
き
あ
げ
細
工
な
ど
の
加
工
法
の
他
に
、
真
珠
、
珊さ

ん

瑚ご

、
貴
石
、
装
飾
ビ
ー
ズ
に

よ
る
飾
り
付
け
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ス
ト
ル
ガ
、
オ
フ
リ
ド
、
ビ
ト
ラ
、
プ
リ
レ
プ
、
ク
ル
セ
ヴ
ォ
、
ス
コ
ピ
エ
、

デ
バ
ル
な
ど
に
あ
る
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
も
っ
と
も
著
名
な
工
房
の
金
属
細
工
の
名
人
た
ち
の
手
に
よ
る
。
か
つ
て
は
マ
ケ

ド
ニ
ア
各
地
だ
け
で
な
く
、
バ
ル
カ
ン
半
島
全
体
に
も
、
こ
う
し
た
装
飾
品
が
流
通
し
て
い
た
。

こ
の
他
に
も
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
博
物
館
で
は
、
建
築
、
木
工
品
、
商
業
道
具
、
農
具
、
楽
器
、
陶
・
木
・
金
属
製
の

日
常
道
具
な
ど
も
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
。
マ
ケ
ド
ニ
ア
と
い
う
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
連
想
す
る
方
が
多
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
国
の
複
雑
で
重
層
的
な
歴
史
を
物
語
る
文
化
遺
産
は
古
代
の
遺
跡
や
遺
物
だ
け
で
は
な
い
の 

で
あ
る
。

︵
山
中
由
里
子
訳
︶

マ
ケ
ド
ニ
ア
博
物
館
の
お
宝

ゴ
ル
ダ
ン
・
ニ
コ
ロ
フ
　
　
　
　
　
　
　
　

遺
跡
や
遺
物
で
名
を
は
せ
る
と
こ
ろ
で
は
、

と
に
か
く
考
古
学
的
な
話
題
、価
値
が
注
目
さ
れ
が
ち
だ
。

現
代
に
い
た
る
ま
で
、そ
の
地
に
暮
ら
し
て
き
た
人
び
と
の
営
み
も
、

そ
の
国
家
に
と
っ
て
、価
値
あ
る「
お
宝
」の
ひ
と
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

民
博 

外
国
人
研
究
員

マ
ケ
ド
ニ
ア
博
物
館
上
級
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

マケドニア博物館の外観。背景に見えるのは、
オスマン帝国時代の名残であるモスク

民族衣装の展示

都市部の伝統建築と「トルコ風」衣装の展示

筆者の専門である陶器の展示

マケドニア
◎スコピエ

ギリシャ

セルビア

モンテネグロ

アルバニア

ブルガリア

イタリア

コソボ
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「
不
便
の
形
」
を
表
現
す
る
こ
と

「
楽
に
な
っ
た
、
な
ん
て
言
っ
た
ら
、
相
手
の
先
生
は
本
当
に
楽
に
な
っ
た

と
思
わ
は
る
で
！
」

あ
る
日
、
わ
た
し
は
主
治
医
の
Ｆ
先
生
に
診
察
室
で
叱し

か

ら
れ
て
い
た
。

Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
治
療
の
ひ
と
つ
に
ブ
ロ
ッ
ク
注
射
が
あ
る
。
そ
の
場
で
劇
的

に
楽
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
麻
酔
を
か
け
る
こ
と
で
交
感
神
経
の
興
奮

を
落
ち
着
か
せ
る
効
果
が
あ
る
。
毎
週
の
こ
と
に
な
る
の
で
、
職
場
に
近
い

病
院
あ
て
に
紹
介
状
を
書
い
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
数
回
打
っ
た
後
に
「
も

う
や
め
る
」
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
…
…
と
い
う
報
告
を
し
た
と
こ

ろ
、
上
記
の
顛て

ん
ま
つ末

。

言
わ
れ
て
み
れ
ば
確
か
に
、
わ

た
し
に
と
っ
て
は
「
痛
い
」
が
前
提

な
の
だ
が
、
こ
の
病
気
に
馴な

じ染
み
が

な
い
先
生
か
ら
し
て
み
れ
ば
「
楽
に

な
っ
た
」
と
聞
け
ば
イ
コ
ー
ル
「
改

善
し
た
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
。「
痛

み
の
性
質
に
微
細
な
変
化
が
み
ら
れ

た
」
と
で
も
報
告
す
べ
き

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し

て
Ｆ
先
生
に
は
、
詳
細
を

話
し
た
わ
け
で
も
な
い
の

に
、
わ
た
し
の
病
状
の
み

な
ら
ず
、
相
手
先
の
病
院

で
わ
た
し
が
何
を
ど
う
表
現
し
た
の
か
ま
で
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

診
察
室
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
難
し
い
。
一
方
で
、
話
さ
な
く
て
も
理

解
し
て
も
ら
え
る
例
も
、
こ
ん
な
風
に
存
在
す
る
。

想
像
す
る
に
、
患
者
の
語
り
は
医
者
が
聞
き
た
い
形
で
は
出
て
こ
な
い
。

治
療
す
る
側
が
知
り
た
い
の
は
「
病
気
の
形
」
だ
と
思
う
の
だ
が
、
病
気
や

怪
我
は
日
常
生
活
の
な
か
に
存
在
し
て
お
り
、
患
者
に
と
っ
て
は
そ
こ
で
生

じ
る
「
不
便
の
形
」
が
問
題
だ
。
わ
た
し
も
一
度
、
痛
み
が
ひ
ど
く
て
仕
事

が
で
き
ず
困
っ
て
い
る
、
と
診
察
室
で
う
っ
か
り
言
っ
て
し
ま
い
、「
そ
れ
は

職
場
と
ご
相
談
さ
れ
れ
ば
い
い
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
？
」
と
パ
ソ
コ
ン
の

画
面
を
見
た
ま
ま
言
わ
れ
て
憮ぶ

然ぜ
ん

と
し
た
経
験
が
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
Ｆ
先
生

で
は
な
い
）。「
診
断
が
つ
け
ば
対
応
の
仕
方
も
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
よ
」

な
ど
と
ひ
と
こ
と
、
顔
を
見
て
言
っ
て
も
ら
う
だ
け
で
、
ず
い
ぶ
ん
気
持
ち

が
違
っ
た
と
思
う
。
ブ
ロ
グ
等
に
お
け
る
闘
病
記
の
数
は
、
患
者
側
に
と
っ

て
自
分
を
語
る
こ
と
が
い
か
に
大
切
か
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
叙

述
が
、
医
療
の
立
場
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
実
践
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
、
リ
タ
・
シ
ャ
ロ
ン
の
『
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
メ
デ
ィ
ス
ン

―
物
語
能
力

が
医
療
を
変
え
る
』
は
、
読
む
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
本
の
一
冊
だ
。

「
痛
い
」
の
研
究

若
く
し
て
人
工
股
関
節
置
換
手
術
を
受
け
た
台
湾
の
友
人
は
、
わ
た
し
と

同
じ
く
言
語
学
者
だ
が
、
治
療
期

間
を
通
じ
て
「
痛
い
」
を
伝
え
る
の

に
苦
労
し
た
と
い
う
。
業
を
煮
や
し

た
彼
女
は
、
復
帰
す
る
と
、
な
ん
と
、

神
経
医
学
者
、
心
理
学
者
、
哲
学

者
ら
と
組
み
、
痛
み
に
関
す
る
語
り

と
神
経
系
の
反
応
の
相
関
を
ｆ
Ｍ
Ｒ

Ｉ
を
使
っ
て
調
べ
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
た
ち
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。
わ

た
し
の
Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
こ
と
を
知
る
と
、

こ
れ
は
良
い
被
験
者
が
み
つ
か
っ
た

と
、
十
ウ
ン
年
ぶ
り
の
再
会
を
そ
れ

は
そ
れ
は
喜
ん
で
く
れ
る
。「
疼
痛

学
」
の
研
究
に
は
人
文
科
学
系
の
領

域
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
、
わ
た
し
の
方
も
こ
ん
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
大
歓
迎
だ
。

客
観
的
に
「
痛
い
」
の
度
合
い
を
測
る
の
は
難
し
い
。
あ
る
薬
の
効
果
を

「
気
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
ね
」
と
い
う
の
が
口
癖
に
な
っ
て
い
た
わ
た

し
は
、あ
る
日
、「
あ
な
た
が
楽
に
な
る
の
な
ら
、そ
れ
で
よ
い
で
は
な
い
の
？
」

と
い
わ
れ
て
、
目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
た
。「
科
学
」
と
い
う
言
葉
の
支
配
は

強
く
、
研
究
者
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
「
本
当
に
」
効
い
て
い
る
の
か
ど
う
か

に
と
ら
わ
れ
が
ち
だ
。
で
も
、
医
学
で
は
治
せ
な
い
病
気
も
た
く
さ
ん
あ
り
、

「
い
わ
し
の
頭
」
で
も
楽
に
な
る
な
ら
そ
れ
で
よ
い
。「
不
便
の
形
」
が
す
こ

し
や
わ
ら
か
く
な
る
の
だ
か
ら
。
た
だ
し
、
効
果
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
に
代

替
療
法
に
投
資
し
続
け
る
の
は
や
め
よ
う
。

一
方
で
、「
気
の
せ
い
」
が
気
の
せ
い
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
事
実
も
、

だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
て
い
る
。
前
向
き
な
人
は
悲
観
的
な
人
よ
り
生
存
率

が
高
い
と
か
、
そ
ん
な
話
も
あ
る
け
れ
ど
、
最
近
講
演
を
聞
く
機
会
が
あ
っ

た
の
は
、
テ
ロ
メ
ア
と
い
う
染
色
体
の
末
端
を
守
っ
て
い
る
物
質
の
こ
と
。
こ

れ
が
少
な
く
な
る
と
、
病
気
等
に
か
か
り
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
量
の
減
少
が
生
活
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
と
連
動
す
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
そ
う
だ
…
…
。

Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
こ
ん
に
ち
は
！　

そ
の
3

「
痛
い
」
を
伝
え
る
難
し
さ

菊き
く

澤さ
わ 

律り
つ
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R
P
S（
シ
ー
・
ア
ー
ル
・
ピ
ー
・
エ
ス
、複
合
性
局
所
疼と

う
つ
う痛
症
候
群
）

は
、交
感
神
経
が
過
剰
に
興
奮
す
る
こ
と
で
お
こ
る
神
経
性
疼
痛
が
主
訴
の
病

気
。怪け

が我
な
ど
の
物
理
的
な
外
傷
が
引
き
金
に
な
る
と
さ
れ
る
が
、は
っ
き
り

し
た
原
因
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。オ
ラ
ン
ダ
で
の
調
査（
一
九
九
六
―

二
〇
〇
五
）に
よ
る
と
、発
症
す
る
人
は
年
間
四
千
人
に
一
人
。診
断
が
つ
か
ず

苦
し
ん
で
い
る
人
は
そ
の
五
倍
、と
い
う
説
も
あ
る
。痛
み
は
我
慢
す
る
も
の
、

と
さ
れ
る
日
本
で
は
、後
者
の
割
合
が
よ
り
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
明
に
追
い
つ
け
な
く
て
当
た
り
前

こ
の
五
年
間
、
Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
や
慢
性
疼
痛
に
関
す
る
論
文
や
報
告
を
読
み

続
け
て
過
ご
し
、
医
学
の
進
歩
の
速
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
。
ネ
ッ

ト
の
解
説
だ
け
で
も
何
度
か
改
訂
さ
れ
、
進
行
性
と
さ
れ
て
い
た
こ
の
病
気

も
、
今
で
は
発
症
後
す
ぐ
に
治
療
す
れ
ば
治
る
こ
と
、
関
節
の
変
形
も
早
い

段
階
で
リ
ハ
ビ
リ
を
す
れ
ば
予
防
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、

自
分
の
専
門
分
野
で
あ
る
言
語
学
に
お
い
て
も
当
然
、
匹
敵
す
る
だ
け
の
進

歩
が
あ
り
、
今
、
わ
た
し
は
追
い
つ
く
の
で
必
死
だ
。

一
方
で
、
人
間
の
身
体
は
、
技
術
や
知
識
の
進
歩
ほ
ど
早
く
は
変
化
し
な

い
。
Ｃ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
話
を
す
る
と
よ
く
、
原
因
を
聞
か
れ
る
。
そ
れ
は
わ
か
ら

な
い
。
で
も
、
発
症
時
の
わ
た
し
は
、
少
な
い
睡
眠
時
間
と
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ

ン
で
の
長
時
間
の
作
業
が
連
日
続
い
て
い
た
。
小
さ
な
キ
ー
ボ
ー
ド
を
使
う

と
き
の
手
首
の
位
置
は
、
条
件
が
そ
ろ
え
ば
関
節
の
損
傷
を
招
き
得
る
角
度

に
あ
っ
た
こ
と
を
後
に
な
っ
て
知
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
今
、
自
然
界
に
存

在
し
な
い
も
の
の
「
恩
恵
」
に
ど
っ
ぷ
り
浸
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。
時
間
を

問
わ
ず
活
動
し
て
し
ま
う
照
明
、
同
じ
姿
勢
で
一
日
つ
き
そ
う
機
械
類
、
農

薬
や
食
品
添
加
物
…
…
で
も
、
生
物
体
の
進
化
は
ゆ
っ
く
り
だ
。
人
間
は
文

明
に
「
追
い
つ
け
な
く
て
当
た
り
前
」、
健
康
格
差
と
い
う
概
念
は
、
医
療

機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
悪
さ
や
貧
困
等
に
結
び
付
け
ら
れ
が
ち
だ
が
、
先
進

国
特
有
の
「
健
康
の
社
会
決
定
因
子
」
も
存
在
す
る
よ
う
に
、
今
で
は
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
。

「
身
体
を
本
気
で
怒
ら
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
ま
ず
か
っ
た
」（
内
澤
旬

子
『
身
体
の
い
い
な
り
』）
と
い
う
こ

と
に
、
人
類
を
あ
げ
て
陥
る
は
め
に
な

ら
な
い
よ
う
に
。
医
学
も
言
語
学
も
、

基
本
は
「
人
間
」
学
。
知
の
探
求
や

科
学
や
技
術
の
発
達
を
本
当
の
意
味

で
の
「
豊
か
さ
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
今
、
少
し
立

ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
べ
き
時
期
に

き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ペインクリニックに貼ってある
ポスター。最初に紹介状をもっ
て訪れたとき、これを見て気持
ちが落ち着いた

2007 年の時点では、ＣＲＰ
Ｓ患者には「ご法度」とされ
ていた整形外科手術も、麻酔
の組み合わせ方などで可能に

（2010 年12 月）

ノルウェーのベルゲンで見つけた大きな木彫りのオオカミウオ。
5 年ぶりの長期出張、手の調子もまずまず（2012 年 2 月）

内澤旬子『身体のいいなり』
（朝日新聞出版、2011年）
の表紙のイラスト。乳がん
をきっかけに、身体のいう
ことにしたがわざるをえな
くなり、これまでより元気
になってしまった、という
著者によるエッセイ集
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コ
ー
ヒ
ー
を
め
ぐ
る
豊
か
な
文
化
と
南
北
問
題

コ
ー
ヒ
ー
を
め
ぐ
る
豊
か
な
文
化
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
経
済
が
も
た
ら
す
問
題
に
気
づ
き
、
そ
の
解
決
方
法
の
ひ

と
つ
と
し
て
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
取
り
上
げ
る
。
そ
ん
な
授

業
を
「
コ
ー
ヒ
ー
モ
ノ
ガ
タ
リ
」
と
題
し
て
五
時
間
で
展
開

し
た
。
今
年
度
か
ら
中
学
校
の
新
学
習
指
導
要
領
が
全
面
実

施
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
、
二
つ
ま
た
は
三
つ
の
国
を
事
例
と

し
て
い
た
世
界
地
理
も
、
全
地
域
（
ア
フ
リ
カ
州
を
含
む
六

州
）
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
羅
列
的
な
知

識
の
習
得
で
は
な
く
、
主
題
を
設
け
て
、
各
州
の
地
域
的
特

色
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
中
学
一
年
生

を
対
象
と
し
た
ア
フ
リ
カ
州
の
学
習
に
お
い
て
、
こ
の
授
業

を
の
び
の
び
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

授
業
の
導
入
は
、
コ
ー
ヒ
ー
生
豆
や
殻
や
葉
、
コ
ー
ヒ
ー

セ
レ
モ
ニ
ー
の
道
具
な
ど
実
物
を
用
い
た
ク
イ
ズ
で
、
コ
ー

ヒ
ー
を
め
ぐ
る
豊
か
な
文
化
が
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
人
び
と
の

日
常
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
知
る
。
ま
た
、
生
産
工
程
の
写

真
の
並
び
替
え
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
手
を
経
て
わ

た
し
た
ち
の
と
こ
ろ
に
コ
ー
ヒ
ー
が
届
い
て
い
る
こ
と
を
想

像
で
き
る
。
次
に
、
コ
ー
ヒ
ー
生
産
国
と
輸
入
国
の
分
布

図
か
ら
、
南
北
問
題
や
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
経
済
に
つ
い
て
学

習
す
る
。
そ
こ
で
、
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
の
価
格
の
う
ち
、
生
産

者
の
取
り
分
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、「
そ

ん
な
ん
暮
ら
せ
へ
ん
や
ん
！
」
と
多
く
の
ク
ラ
ス
で
声
が

あ
が
っ
た
。
た
だ
で
さ
え
低
い
そ
の
価
格
は
、
激
し
く
変

動
す
る
国
際
価
格
を
基
準
に
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
生
徒
た
ち
の
驚
き
の
声
に
応
え
る
べ
く
、
別
の
価
格

の
決
め
方
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
存

在
を
知
る
こ
と
と
な
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
コ
ー
ヒ
ー
を
育
て
る
村
を
訪
ね
よ
う

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
コ
ー
ヒ
ー
を
知
っ
た
後
は
、
タ
ン
ザ

ニ
ア
・
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
山
の
西
斜
面
に
あ
る
ル
カ
ニ
村

を
め
ぐ
る
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
う
。
こ
の
村
は
、
コ
ー
ヒ
ー

の
国
際
価
格
が
史
上
最
低
と
な
っ
た
二
〇
〇
一
年
の
「
コ
ー

ヒ
ー
危
機
」
の
あ
と
、
辻
村
英
之
氏
（
京
都
大
学
）
が
中

心
と
な
っ
て
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
始
め
た
村
だ
。
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
の
現
場
を
見
た
く
て
、
二
〇
〇
九
年
夏
に
こ
の
村
に

滞
在
し
た
時
に
撮
影
し
た
写
真
を
ワ
ー
ク
に
用
い
る
。
生
徒

た
ち
は
九
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
、
机
に
置
い
て
あ
る
三

枚
の
写
真
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
や
気
づ
い
た
こ
と
に
つ
い
て

話
し
合
い
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
す
る
。
数
分
後
に
は
グ

ル
ー
プ
で
次
の
机
へ
移
動
し
、
異
な
る
テ
ー
マ
の
三
枚
の
写

真
を
読
み
取
り
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
九
つ
の
テ
ー
マ
で
村
を

め
ぐ
る
。
大
人
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
ひ
と
つ
の

テ
ー
マ
を
じ
っ
く
り
読
み
取
り
、
他
の
グ
ル
―
プ
に
紹
介
す

る
方
法
が
効
果
的
だ
が
、
生
徒
た
ち
に
は
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

を
貼
っ
た
複
数
の
写
真
を
、
自
分
で
見
て
歩
く
方
が
や
っ
ぱ

り
楽
し
い
。

生
徒
た
ち
の
感
想
は
、
村
の
衛
生
面
や
教
育
面
の
遅
れ
を

指
摘
し
な
が
ら
、「
一
度
行
っ
て
み
た
い
」「
最
低
限
の
生
活

は
で
き
そ
う
」「
自
分
た
ち
の
当
た
り
前
の
生
活
が
当
た
り

前
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
」「
自
分
な
ら
絶
対
に
暮
ら
せ
な

い
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
必
要
な
背

景
は
共
通
し
て
感
じ
取
っ
た
と
思
う
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
奨

励
金
で
建
て
た
図
書
館
や
中
学
校
に
つ
い
て
は
、
良
か
っ
た

と
い
う
生
徒
が
大
半
だ
が
、「
建
物
だ
け
じ
ゃ
だ
め
だ
」
と

指
摘
す
る
生
徒
も
い
た
。
そ
し
て
、
誰
も
が
共
通
し
て
評
価

し
て
い
た
の
は
森
の
豊
さ
だ
。
コ
ー
ヒ
ー
は
、
バ
ナ
ナ
や
林

の
木
で
日
陰
を
つ
く
っ
て
栽
培
さ
れ
、
同
じ
畑
で
芋
類
や
豆

類
な
ど
自
給
用
に
も
な
る
作
物
を
混
作
し
て
い
る
。
ま
た
、

家
畜
の
糞ふ

ん

を
堆た

い

肥ひ

に
す
る
循
環
型
農
業
は
環
境
保
全
に
も

な
る
。子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
や
、村
人
が
工
夫
し
て
助
け
合
っ

て
く
ら
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
生
徒
も
多
か
っ
た
。

一
方
、「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
実
践
す
る
村
で
も
こ
の
様
子

な
ら
、
他
の
村
は
ど
う
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
な
ど
、
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
の
限
界
や
、
そ
の
拡
大
の
必
要
性
を
感
じ
た
生

徒
も
い
た
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
他
の
誰
か
に
伝
え
よ
う

「
村
め
ぐ
り
」
の
後
は
、
ル
カ
ニ
村
の
コ
ー
ヒ
ー
を
伝
え
る

ポ
ッ
プ
を
作
成
し
た
。
ポ
ッ
プ
に
は
、
こ
の
コ
ー
ヒ
ー
を
消

費
者
に
買
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
何
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
ら
い

い
か
を
考
え
て
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
や
イ
ラ
ス
ト
で
表
現
す

る
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
生
産
者
の
く
ら
し
や
環
境
を
守
る

こ
と
に
つ
な
が
る
な
ど
、
そ
の
意
味
を
自
分
な
り
に
理
解
し

て
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
学
ん
だ
こ
と
を
、
他
の
誰
か
に

伝
え
る
こ
と
が
、
問
題
解
決
の
た
め
の
社
会
参
加
へ
の
小
さ

な
一
歩
に
な
る
と
考
え
て
、
こ
の
授
業
の
ま
と
め
の
ワ
ー
ク

と
し
た
。

ま
た
ク
ラ
ブ
活
動
で
は
、
京
都
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
の
バ
ザ
ー
と
学

校
の
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝
で
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
シ
ョ
ッ
プ
を

開
き
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
な
ど
の
食
品
や
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ

カ
の
雑
貨
な
ど
を
販
売
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
は
、
途
上
国
（
南
）
の
生
産
者
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
京
都
の
紫
野
障
害
者
授

産
所
や
、
修
光
学
園
な
ど
の
ク
ッ
キ
ー
類
も
販
売
す
る
。
こ

う
し
た
施
設
に
訪
問
し
て
お
話
を
聞
い
た
と
き
に
は
、
先
進

国
（
北
）
に
も
同
様
に
フ
ェ
ア
（
公
正
）
で
な
い
こ
と
が
あ

る
と
気
づ
か
さ
れ
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
学
ぶ
こ
と
で
、
身
近
に
あ
る
モ
ノ
の

生
産
者
に
思
い
を
は
せ
、
消
費
者
と
し
て
の
フ
ェ
ア
を
考
え

行
動
に
移
す
こ
と
、
さ
ら
に
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
越
え
て
、

日
常
の
な
か
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
公
正
な
こ
と
に
気
づ

く
目
を
養
い
、
公
正
な
社
会
を
築
く
行
動
に
つ
な
が
れ
ば

と
思
う
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

経
済
格
差
、
貧
困
、
労
働
、
流
通
…
…
。

中
学
生
た
ち
に
、
世
界
が
か
か
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
、

自
分
た
ち
に
も
か
か
わ
り
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
伝
え
れ
ば
よ
い
か
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
、
そ
の
格
好
の
教
材
だ
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
学
ぶ
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
で
学
ぶ

織お

田だ 

雪ゆ

き

江え

　
同
志
社
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭

コーヒーセレモニー（エチオピア）

タンザニア・ルカニ村の
「家庭畑」で育つコーヒーの木
（バナナや林の木で日陰をつくる）

教材本『コーヒーモノガタリ』表紙

フェアトレード・プレミアムで建設中の
ルカニ村中学校での授業の様子

フェアトレードコーヒーを伝えるポッ
プをつくろう（生徒作品）

ルカニ村を写真でめぐるワーク

京都YWCAバザーで販売した
フェアトレード商品
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自
治
体
と
マ
ン
ガ
文
化

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、

国
際
的
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
動
き
が
活
発
化
す
る
な
か

で
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
に
対
す
る
再
評
価
が
お
こ
な

わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
文
部
科
学
省

の
﹃
教
育
白
書
﹄︵
二
〇
〇
〇
年
度
︶
で

マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
芸
術
分
野

の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
に
属
す
る
も

の
が
﹁
日
本
文
化
﹂
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と

い
う
地
位
ま
で
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。

そ
の
潮
流
の
な
か
で
、
ま
ず
、
思
い

浮
か
ぶ
の
が
、
国
内
外
の
﹁
国
際
マ
ン
ガ

サ
ミ
ッ
ト
﹂
や
﹁
世
界
コ
ス
プ
レ
サ
ミ
ッ

ト
﹂
な
ど
の
国
際
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

で
あ
る
。
ま
た
、
国
内
に
お
け
る
マ
ン
ガ

関
係
の
文
化
施
設
︵
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
記

念
館
な
ど
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
る
︶
の
設

立
、
さ
ら
に
は
、
高
知
県
の
﹁
ま
ん
が
王

国
、土
佐
﹂、鳥
取
県
の
﹁
ま
ん
が
王
国
と
っ

と
り
﹂
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
ば
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
地
方
自
治
体
が
主
体
と
な
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
の
動
き
で
あ
る
。

な
か
で
も
、
鳥
取
県
境
港
市
の
﹁
水
木
し
げ
る
ロ
ー
ド
﹂
は
、

商
店
街
に
設
置
さ
れ
た
、
水
木
し
げ
る
の
マ
ン
ガ
に
登
場
す
る
妖

怪
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
ブ
ロ
ン
ズ
像
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た
。
こ

の
街
は
、﹁
魚
の
街
﹂
で
あ
っ
た
が
、
数
年
間
で
﹁
妖
怪
の
街
﹂
へ

と
も
変へ

ん
ぼ
う貌
を
と
げ
た
。
近
年
で
は
、
水
木
し
げ
る
の
マ
ン
ガ
に
関

連
す
る
よ
う
に
、
鉄
道
に
ね
こ
娘
列
車
が
走
り
、
空
港
が
米
子
鬼

太
郎
空
港
と
愛
称
で
よ
ば
れ
、
さ
ら
に
は
、
隠
岐
島
ま
で
水
木
し

げ
る
ロ
ー
ド
が
延
長
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う

に
、
周
辺
地
域
の
再
編
成
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
。
地
域
が
経
済
的
な
衰
退
か
ら
脱
す
る

た
め
に
、
一
人
の
漫
画
家
が
生
み
出
し
た
妖

怪
を
あ
ら
た
な
文
化
的
な
資
源
と
し
て
見
出

し
、
活
用
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
地
の

意
味
が
書
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

愛
好
家
に
よ
る
「
聖
地
巡
礼
」

一
方
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
訪
問
す
る
人

び
と
は
何
を
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。﹁
聖
地

巡
礼
﹂
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

い
う
聖
地
と
は
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、
ド
ラ

マ
の
舞
台
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
熱
心
な
愛
好
家
た
ち
が
、
自
分
自
身
が

好
む
も
の
に
縁
の
あ
る
土
地
を
聖
地
と
よ
び
、

あ
た
か
も
巡
礼
の
よ
う
に
訪
れ
る
こ
と
を
い

う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
訪
れ
る
す
べ
て
の

観
光
客
が
、
熱
心
な
フ
ァ
ン
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
こ
を
訪
れ
る
人
た
ち
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た

も
の
を
眺
め
、
確
認
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
経
験
に
取
り
込
ん
で

い
く
の
で
あ
る
。

あらたな聖地巡り

岩
い わ

谷
た に

 洋
ひ ろ

史
ふ み

　立命館大学非常勤講師・民博 外来研究員

水木しげるロード内にある「妖怪神社」
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メ
ノ
ラ
ー

民
博 

民
族
社
会
研
究
部
　

菅す

が

瀬せ 

晶あ

き

子こ

標
本
番
号 

H
０
１
６
８
９
０
６

地
域 

モ
ロッ
コ
王
国

受
入
年 

１
９
８
９
年

　

日
本
で
は
な
じ
み
が
な
い
が
、
海
外
で
は
国
が
支
給
す
る

Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
が
ひ
ろ
く
普
及
し
て
い
る
。
多
く
は
国
章
が
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
、
わ
た
し
の
調
査
地
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
Ｉ

Ｄ
カ
ー
ド
に
も
、
国
章
で
あ
る
オ
リ
ー
ブ
の
枝
に
ふ
ち
ど
ら

れ
た
メ
ノ
ラ
ー
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

　

メ
ノ
ラ
ー
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
儀
礼
用
燭
し
ょ
く

台だ
い

の
こ
と
だ
。

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
灯
（
ノ
ル
）
を
と
も
す
と
こ
ろ
」
を
意
味
し
、

た
い
て
い
は
七
枝
に
わ
か
れ
た
特
徴
的
な
か
た
ち
を
し
て
い

る
。
な
か
に
は
九
枝
の
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
は
紀
元
前
二
世

紀
中
葉
の
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
奪
回
を
記
念
す
る
祝
祭
、
ハ
ヌ

カ
ー
の
と
き
だ
け
使
用
さ
れ
る
特
別
な
も
の
だ
。
ハ
ヌ
カ
ー

の
季
節
に
な
る
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
広
場
に
巨
大
な
九
枝

の
メ
ノ
ラ
ー
が
登
場
し
、
初
日
に
二
つ
、
そ
の
後
は
一
日
に

ひ
と
つ
ず
つ
、
灯
が
と
も
さ
れ
る
。
八
日
間
続
く
ハ
ヌ
カ
ー

の
最
終
日
に
は
、
す
べ
て
の
枝
に
灯
が
と
も
る
こ
と
に
な
る
。

　

メ
ノ
ラ
ー
は
長
ら
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
扱

わ
れ
て
き
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
章
に
メ
ノ
ラ
ー
が
使
わ
れ

て
い
る
の
は
、
こ
の
国
が
ユ
ダ
ヤ
国
家
を
標
ひ
ょ
う

榜ぼ
う

し
て
い
る
た

め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
国
に
は
全
人
口
の
約

二
割
に
相
当
す
る
ア
ラ
ブ
人
（
パ
レ
ス
チ
ナ
人
）
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
が
お
り
、
彼
ら
は
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
な
く
イ
ス
ラ
ー
ム
や

キ
リ
ス
ト
教
な
ど
を
信
じ
て
い
る
。ユ
ダ
ヤ
教
徒（
ユ
ダ
ヤ
人
）

で
は
な
い
の
に
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
メ
ノ
ラ
ー
を
あ
し

ら
っ
た
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
彼
ら
の

胸
中
は
複
雑
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
礼
拝
所
で
あ
る
モ
ス
ク
に
つ

き
も
の
の
尖せ
ん

塔と
う

は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
マ
ナ
ー
ラ
、
つ
ま
り

「
灯
（
ナ
ー
ル
）、
光
（
ヌ
ー
ル
）
を
と
も
す
と
こ
ろ
」
で
あ

る
。
メ
ノ
ラ
ー
と
ま
っ
た
く
同
じ
成
り
立
ち
の
単
語
で
あ
り
、

同
じ
セ
ム
系
言
語
で
あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
ア
ラ
ビ
ア
語
の
近

似
性
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
メ
ノ
ラ
ー
に
宿
る
灯
も
、

マ
ナ
ー
ラ
を
照
ら
す
陽
光
も
、
争
い
の
絶
え
な
い
パ
レ
ス
チ

ナ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
に
平
和
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し

い
。
人
の
祈
り
と
は
す
べ
て
、
本
来
は
平
和
と
安
寧
へ
と
向

か
う
べ
き
も
の
の
は
ず
だ
か
ら
。

イスラエルのパスポートの身分事項ページ。
メノラーの刻印がみられる



フ
ィー
ル
ド
で

考
え
る
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中な
か

田た 

梓し

音お
ん

総
合
研
究
大
学
院
大
学

文
化
科
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

リ
セッ
ト
さ
れ
つ
づ
け
る
酒
場
の
時
間

酒
場
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド

酒
場
、
と
聞
い
て
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。

酒
、
グ
ラ
ス
、
タ
バ
コ
の
煙
、
あ
る
い
は
歌
声
か
も

し
れ
な
い
。
わ
た
し
が
酒
場
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て

四
、
五
年
が
経
つ
。
酒
場
と
い
っ
て
も
居
酒
屋
、
ス

ナ
ッ
ク
、
ク
ラ
ブ
な
ど
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
こ
に

集
う
客
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。
今
で
こ
そ
女
性
客
も
ご
く

当
た
り
前
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
朝
か
ら
満

員
電
車
で
出
勤
し
、
分
刻
み
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
こ

な
し
な
が
ら
夜
ま
で
働
い
て
家
計
を
支
え
る
男
性
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
癒
し
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
酒

場
は
多
い
。

当
初
は
酒
場
で
働
く
女
性
接
客
者
の
話
術
に
興
味

を
も
ち
、
接
客
者
と
客
の
会
話
の
収
集
を
目
的
に
酒

場
を
め
ぐ
っ
て
い
た
。
現
場
で
の
観
察
を
続
け
る
う

ち
に
、
会
話
以
外
に
も
客
を
も
て
な
す
サ
ー
ビ
ス
が

多
様
に
あ
り
、
そ
れ
が
後
々
、
売
り
上
げ
に
影
響
す

る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
自
分
で
買
っ
て
家
で
飲
む
酒

よ
り
も
高
く
つ
く
お
会
計
で
あ
っ
て
も
、
サ
ー
ビ
ス

料
が
含
ま
れ
た
そ
の
金
額
が
妥
当
だ
と
客
に
思
わ
せ

る
よ
う
な
も
て
な
し
が
酒
場
に
は
必
要
で
あ
り
、
そ

の
も
て
な
し
が
上
手
い
店
は
常
連
客
を
つ
か
め
る
。

と
い
う
わ
け
で
、
最
近
で
は
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
会

話
だ
け
で
な
く
酒
場
の
も
て
な
し
に
も
注
目
し
つ
つ

酒
場
調
査
を
続
け
て
い
る
。

酒
場
に
入
る
と
、
ま
ず
客
に
お
し
ぼ
り
が
手
渡
さ

れ
る
。
海
外
の
酒
場
を
訪
れ
る
機
会
も
あ
る
が
、
そ

れ
ら
と
比
較
し
て
も
、
日
本
の
酒
場
の
特
徴
と
い
う

と
ま
ず
わ
た
し
に
は
お
し
ぼ
り
が
思
い
浮
か
ぶ
。
夏

は
冷
た
く
、
冬
は
温
か
く
、
お
し
ぼ
り
で
顔
を
ふ
い

て
さ
っ
ぱ
り
と
幸
せ
そ
う
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
を

見
る
と
、
一
瞬
、「
男
に
生
ま
れ
て
も
よ
か
っ
た
か

な
」
と
思
っ
た
り
も
す
る
。

水
に
浸
し
た
布
の
水
を
切
る
と
き
に
し
ぼ
る
、
と

い
う
行
為
が
お
し
ぼ
り
の
語
源
で
、
由
来
は
平
安
時

代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
家
に
訪
れ
た
客
に
渡
さ
れ
た
濡ぬ

れ
た
布
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
で
は
飛
行

機
の
国
際
線
や
海
外
の
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
に
も

普
及
し
た
日
本
発
祥
の
誇
る
べ
き
「
濡
れ
た
布
」
文

化
で
あ
り
、
客
に
対
し
て
渡
す
お
し
ぼ
り
は
、
も
て

な
し
の
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

酒
場
の
も
て
な
し
ア
イ
テ
ム

お
し
ぼ
り
は
も
て
な
し
の
心
と
述
べ
た
が
、
女
性

が
接
客
を
し
て
く
れ
る
酒
場
で
は
、
お
つ
ま
み
で
手

が
汚
れ
る
と
新
し
い
お
し
ぼ
り
、
ト
イ
レ
か
ら
帰
っ

て
く
る
と
ま
た
新
し
い
お
し
ぼ
り
、
と
い
う
よ
う
に

一
人
あ
た
り
平
均
二
、
三
枚
消
費
す
る
こ
と
に
な
る
。

目
立
た
な
い
た
だ
の
白
い
布
で
あ
る
が
、
お
し
ぼ
り

な
し
で
は
酒
場
は
回
ら
な
い
、
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
サ
ー
ビ
ス
料
金
に
含

ま
れ
て
お
り
、
価
格
勝
負
で
飲
食
代
物
を
提
供
す
る

居
酒
屋
な
ど
で
は
こ
の
よ
う
な
頻
繁
な
お
し
ぼ
り
交

換
は
見
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
わ
た
し
の
フ
ィ
ー

ル
ド
で
あ
る
女
性
接
客
者
が
接
客
を
す
る
酒
場
で
は
、

お
し
ぼ
り
は
も
て
な
し
の
ほ
ん
の
一
部
に
し
か
す
ぎ

な
い
。

こ
の
よ
う
な
酒
場
で
は
、
た
い
が
い
客
は
自
分
の

好
き
な
お
酒
、
ウ
ィ
ス
キ
ー
や
焼
酎
な
ど
を
ボ
ト
ル

ご
と
購
入
し
、
店
に
預
け
て
お
く
の
が
普
通
だ
。
来

店
す
る
と
そ
の
キ
ー
プ
し
た
ボ
ト
ル
と
氷
、
ミ
ネ
ラ

ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
セ
ッ
ト
が
用
意
さ
れ
、
水
割
り
を

飲
む
、
と
い
う
形
で
進
行
す
る
。
こ
の
水
割
り
が
グ

ラ
ス
三
分
の
一
ほ
ど
に
減
る
と
、
ま
た
そ
の
上
か
ら

女
性
接
客
者
が
氷
、
お
酒
、
水
を
足
し
て
く
れ
る
。

こ
う
し
て
お
酒
は
切
れ
目
な
く
継
ぎ
足
さ
れ
続
け
る

た
め
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
グ
ラ
ス
が
空
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
。

酒
の
あ
る
と
こ
ろ
に
タ
バ
コ
あ
り
。
最
近
で
は
分

煙
に
し
て
い
る
酒
場
も
多
い
が
、
女
性
接
客
者
が
接

客
を
し
て
く
れ
る
酒
場
で
は
分
煙
・
禁
煙
は
見
た
こ

と
が
な
い
。
そ
も
そ
も
客
が
タ
バ
コ
を
吸
う
と
い
う

前
提
で
女
性
接
客
者
は
ラ
イ
タ
ー
を
常
備
し
て
い
る
。

客
が
タ
バ
コ
を
手
に
取
る
の
を
横
目
で
確
認
す
る
と
、

談
笑
し
な
が
ら
ラ
イ
タ
ー
を
握
り
し
め
、
客
が
一
本

口
に
く
わ
え
た
瞬
間
に
タ
バ
コ
に
火
を
つ
け
る
と
い

う
早
技
を
披
露
す
る
。
そ
し
て
店
に
も
よ
る
が
、
だ

い
た
い
灰
皿
に
吸
殻
が
二
本
溜た

ま
る
と
新
し
い
灰
皿

と
交
換
さ
れ
る
。
客
は
自
宅
や
会
社
の
よ
う
に
、
溜

ま
っ
て
い
く
吸
殻
の
山
を
目
に
す
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。

時
間
が
経
つ
の
を
忘
れ
る
ほ
ど
に
…
…

さ
て
、
こ
こ
が
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
お
店
に
は
壁
掛
け
時
計
が
な
い
。
接
客
し

て
く
れ
る
女
性
接
客
者
も
誰
一
人
と
し
て
腕
時
計
を

つ
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
の
マ
マ
さ

ん
い
わ
く
、「
時
間
を
感
じ
さ
せ
な
い
た
め
」
だ
と
い

う
。
良
い
か
悪
い
か
の
議
論
は
別
に
し
て
、
少
な
く

と
も
接
客
す
る
方
が
時
計
を
チ
ラ
っ
と
見
る
こ
と
で

客
に
「
早
く
帰
っ
て
欲
し
い
の
か
な
」
と
思
わ
せ
て

し
ま
う
誤
解
は
防
げ
る
。
時
間
を
確
認
し
た
け
れ
ば

自
分
の
腕
時
計
か
、
携
帯
電
話
を
見
る
し
か
な
い
客

で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
女
性
接
客
者
に
「
な
に
よ
、

時
間
ば
っ
か
り
気
に
し
て
。
約
束
で
も
あ
る
の
？
」

と
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
、
客
は
時
計
の
見

え
な
い
時
間
の
な
が
れ
に
身
を
任
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
酒
場
の
も
て
な
し
は
、
こ
の
、

時
計
・
時
間
の
か
ら
く
り
に
た
ど
り
着
く
。
お
し
ぼ

り
を
頻
繁
に
交
換
す
る
の
も
、
グ
ラ
ス
の
な
か
の
水

割
り
を
つ
ぎ
足
す
の
も
、
灰
皿
を
入
れ
替
え
る
の
も
、

つ
ま
り
は
時
間
の
経
過
の
産
物
を
取
り
消
し
、
時
計

の
針
を
三
〇
分
～
一
時
間
前
に
戻
す
行
為
で
は
な
い

か
。
こ
の
リ
セ
ッ
ト
効
果
（
と
よ
ば
せ
て
も
ら
う
）

に
よ
っ
て
、
客
は
時
間
を
忘
れ
て
楽
し
く
遊
べ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、「
何
時
何
分
の
電
車
」、

「
人
と
の
約
束
は
ど
こ
で
何
時
」、「
ス
ー
パ
ー
の
閉
店

は
何
時
」、
と
い
う
よ
う
な
現
実
の
生
活
は
、
時
計
な

し
で
は
行
動
不
可
能
で
あ
り
、
逆
に
時
計
が
視
界
に

入
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
に
す
る
べ
き
こ
と
を
思
い
出

す
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。

こ
の
よ
う
な
現
実
時
間
を
思
い
出
さ
せ
る
時
計
を

あ
ま
り
設
置
せ
ず
に
非
現
実
的
空
間
を
演
出
す
る
某

テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
よ
う
な
要
素
が
、
酒
場
に
も
存
在

し
て
い
る
。
そ
れ
も
時
間
を
忘
れ
さ
せ
る
だ
け
で
な

く
、
タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
か
の

よ
う
な
錯
覚
に
さ
え
陥
る
。
し
か
し
そ
の
あ
い
だ
に

も
、
現
実
に
は
時
間
は
し
っ
か
り
と
経
過
し
て
お
り
、

ボ
ト
ル
の
お
酒
も
確
実
に
減
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

酒場の3点セット（？） おしぼり・灰皿・水割り

時計のあるべき場所にはカラオケの画面が

さまざまな酒場の集まる裏通り



o：

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
やや強引なネタふりだが、今月の特集テーマとの関連で
写真についての話である。写真なしの『月刊みんぱく』
はありえないが、人類学者にとっても写真はデータとし
てかかせない。とくにフィールド調査では、二度とお目
にかかれないかもしれない調査場面の記録のほか、単な
る記憶の補助としても大量にとる。民博では30年前すで
に研究者のあいだではカラースライドが一般化しており、
調査に2、30本ほどのフィルムを携えるのはザラだった。
しかしこれらもたまればスペースをとり管理も容易でな
い。今日、デジタルカメラが普及し保存媒体も小型化軽
量化したが400本ほどのスライドはケースにはいったま
ま研究室書架の上を数メートル占領している。おまけに
10年もたてばスライドは劣化するとかでデジタル化を急
ぐ仲間も多いが、作業の面倒さもあり手をつけていない。
交換レンズを持ち歩き苦労して撮影した思い出もありス
ライドそのものに愛着がある、なんて言っている場合で
はないのだが。　　　　　　　　　　　　　（庄司博史）

2012年10月号特集の内容に誤りがありました。下記の通り訂正いたします。
p6-7「暴力の採点」にて、p7前から5行目
　誤）WBAでは四ラウンドごとに　　正）WBCでは四ラウンドごとに
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研究者と話そう2月

話者 :藤本透子（国立民族学博物館 助教）
話題 :中央アジアの春の祝祭ナウルズ
会場 :東南アジア休憩所

24日
（日曜日）

話者 :宇田川妙子（国立民族学博物館 准教授）
話題 :ヨーロッパの生業と 1年
会場 :ヨーロッパ展示場

3日
（日曜日）

次号の予告
 特集　

特別展 マダガスカル 霧の森のくらし

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。

●表紙：ランプ　標本番号：H0168525　 地域：エジプト・アラブ共和国

■ 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。

10日
（日曜日）

話者 :丹羽典生（国立民族学博物館 准教授）
話題 :オセアニアの紛争
会場 :オセアニア展示場

話者 :森明子（国立民族学博物館 教授）
話題 :ベルリンで既製服が生まれた頃
会場 :ヨーロッパ展示場

17日
（日曜日）

 24  


