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花
を
求
め
て

久く

山や
ま 

敦あ
つ
し

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
4
7
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
大
阪
市
・
咲
く

や
こ
の
花
館
館
長
。
関
西
学
院
大
学
英
文
科

卒
業
。
英
国
王
立
キ
ュ
ー
植
物
園
留
学
を
経

て
、
淡
路
フ
ァ
ー
ム
パ
ー
ク
の
設
計
・
管
理
を

担
当
。
1
9
9
0
年
の
国
際
花
と
緑
の
博
覧
会

計
画
時
よ
り
、
咲
く
や
こ
の
花
館
の
運
営
に
携

わ
る
。
野
草
探
索
の
た
め
に
訪
れ
た
国
、
51
カ

国
。
著
書
に
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
花
の
旅
』（
創
文
社
）、

『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
青
い
ケ
シ
』（
東
方
出
版
）
な
ど
。
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世
界
の
植
物
園
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
英
国
王
立
キ
ュ
ー

植
物
園
で
高
山
植
物
を
学
ぶ
た
め
一
年
間
留
学
を
し
た
の
は

一
九
七
二
年
。
そ
こ
で
栽
培
や
発
芽
適
温
調
査
を
行
っ
た
植
物

の
ひ
と
つ
に
メ
コ
ノ
プ
シ
ス
「
青
い
ケ
シ
の
仲
間
」
が
あ
っ
た
。

日
本
で
は
一
九
九
〇
年
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
「
国
際
花
と
緑

の
博
覧
会
」
で
一
躍
有
名
に
な
り
、
現
在
も
咲
く
や
こ
の
花
館

で
は
周
年
開
花
に
努
め
て
い
る
。
こ
の
博
覧
会
ま
で
は
ヒ
マ
ラ

ヤ
登
山
家
な
ど
だ
け
が
目
に
し
て
い
た「
幻
の
花
」
に
近
か
っ
た
。

　
留
学
を
終
え
る
頃
、
同
時
期
に
留
学
を
し
て
い
た
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
友
を
訪
ね
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
横
断
の
旅
を
計
画
し
た
。
　

　
中
古
キ
ャ
ン
パ
ー
で
ま
ず
目
指
し
た
の
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
ベ
テ
ィ
・
シ
ェ
リ
フ
さ
ん
。
彼
女
は
ご
主
人
で
植
物
学

者
の
ジ
ョ
ー
ジ
さ
ん
と
共
に
シ
ッ
キ
ム
、
ブ
ー
タ
ン
、
チ
ベ
ッ

ト
の
植
物
調
査
を
行
い
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
植
物
を
一
九
三
七
年

か
ら
イ
ギ
リ
ス
で
広
め
ら
れ
た
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー

ジ
さ
ん
は
ブ
ー
タ
ン
シ
ボ
リ
ア
ゲ
ハ
の
発
見
者
で
も
あ
っ
た
。

こ
ん
な
夫
妻
の
庭
は
ブ
ー
タ
ン
奥
地
の
青
い
ケ
シ
の
仲
間
が

咲
き
乱
れ
、
夢
の
よ
う
な
世
界
で
あ
り
、
現
地
に
向
か
う
プ

レ
リ
ュ
ー
ド
と
思
え
た
。

　
そ
の
後
、
北
欧
、
中
欧
、
南
欧
、
ア
ジ
ア
に
入
り
ト
ル
コ
、

イ
ラ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
、
パ
キ
ス
タ

ン
、カ
シ
ミ
ー
ル
、イ
ン
ド
、ネ
パ
ー
ル
、シ
ッ
キ
ム
へ
と
向
か
っ
た
。

　
ネ
パ
ー
ル
の
王
立
ゴ
ダ
ヴ
ァ
リ
植
物
園
を
訪
ね
る
と
、

キ
ュ
ー
植
物
園
所
属
の
グ
レ
イ
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
さ
ん
が
ラ
ン

ド
ロ
ー
バ
ー
に
植
物
標
本
を
満
載
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
戻
る

と
こ
ろ
に
遭
遇
し
た
。
今
で
は
青
い
ケ
シ
分
類
の
頂
点
に
立

つ
専
門
家
で
あ
る
。

　
ま
た
、
シ
ッ
キ
ム
に
近
い
カ
リ
ン
ポ
ン
で
は
ラ
ン
の
研
究

家
ウ
ダ
イ
・
プ
ラ
ダ
ン
さ
ん
宅
を
基
地
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
を

訪
れ
た
。
青
い
ケ
シ
の
仲
間
で
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
に
も
な

る
メ
コ
ノ
プ
シ
ス
・
ナ
パ
ウ
レ
ン
シ
ス
が
、
一
〇
月
と
い
う
の

に
黄
色
の
花
を
残
し
、
プ
リ
ム
ラ
・
カ
ピ
タ
ー
タ
は
良
い
香

り
の
紫
の
花
で
迎
え
て
く
れ
た
。

　
東
方
を
目
指
す
が
、
当
時
の
ビ
ル
マ
は
通
行
困
難
な
故
に

カ
ル
カ
ッ
タ
（
現
在
コ
ル
カ
タ
）
で
車
を
神
戸
に
向
か
う
船

に
積
む
。
二
万
四
〇
〇
〇
キ
ロ
を
無
事
通
過
し
て
き
た
。

　
こ
の
半
年
に
及
ぶ
陸
路
の
旅
で
、
点
で
は
な
く
線
で
植
物

を
観
察
で
き
た
の
は
そ
の
後
の
三
つ
の
植
物
園
の
立
ち
上
げ

や
管
理
に
大
層
役
立
ち
人
生
を
も
変
え
た
。
ま
た
四
〇
数
年

を
経
て
も
、
カ
リ
ン
ポ
ン
の
友
か
ら
は
ウ
コ
ン
ユ
リ
な
ど
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
植
物
が
届
き
、
咲
く
や
こ
の
花
館
で
入
館
者
に
見
て

頂
け
る
繋つ

な

が
り
も
有
り
難
い
。

　
そ
し
て
、
欧
州
か
ら
東
洋
、
日
本
を
目
指
す
と
、
植
物
が

次
第
に
日
本
に
近
づ
い
て
い
る
の
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
五

感
に
訴
え
る
も
の
が
故
郷
の
近
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
、
何

物
に
も
代
え
難
い
喜
び
と
安
心
感
を
覚
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
今
一
度
そ
の
道
を
た
ど
っ
て
植
物
調
査
を
線
で
行
い
た
い

が
、
以
前
以
上
に
危
険
で
難
し
い
地
域
が
含
ま
れ
、
頭
を
過よ

ぎ

る
の
は
そ
の
地
の
人
た
ち
の
こ
と
、
一
刻
も
早
く
平
和
な
環

境
に
な
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。



アートの境界面として
の美術館

「
ア
ー
ト
」
と
「
ア
ー
ト
で
な
い
も
の
」
の
境
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
の
境
界
や
、
境
界
の
上
に
あ
る
も
の
を
見
て
い
く
こ
と
で
、

西
洋
美
術
か
ら
く
る
「
ア
ー
ト
」
の
概
念
を
再
考
す
る
。

水
みず

沢
さわ

 勉
つとむ

神奈川県立近代美術館長

ア
ー
ト
の
条
件

「
人
間
が
も
っ
と
も
す
ば
ら
し
い
姿
で
み
え
る

場
所
は
？
」
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
と
す
る
。

わ
た
し
は
、
こ
う
答
え
る
は
ず
だ
。「
ア
ー

ト
の
そ
ば
で
す
」。
そ
し
て
、
す
ぐ
に
こ
う
付

け
加
え
る
だ
ろ
う
。「
そ
の
ひ
と
が
そ
の
ア
ー

ト
を
理
解
で
き
て
い
る
と
き
で
す
」
と
。
そ
う

で
な
い
場
合
、
そ
の
ひ
と
が
い
か
に
美
し
い
ひ

と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ア
ー
ト
の
お

飾
り
で
し
か
な
い
。

「
そ
れ
で
は
ア
ー
ト
と
は
？
」
と
重
ね
て
質
問

さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
わ
た
し
は
「
そ
れ
を

味
わ
っ
て
い
る
ひ
と
が
す
ば
ら
し
い
姿
で
み
え

る
も
の
」
と
答
え
る
と
思
う
。

そ
れ
で
は
堂
々
巡
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、

ま
っ
た
く
定
義
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
不

満
の
声
が
す
ぐ
に
で
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。

囲
に
笑
い
を
誘
わ
ず
に
は
お
か
な
い
。

人
間
臭
い
現
象

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
複
製
技
術

時
代
の
芸
術
」（
一
九
三
六
年
）
で
指
摘
し
た
と

お
り
、
わ
た
し
た
ち
は
、
二
〇
世
紀
前
半
に

「
ア
ー
ト
」
に
「
礼
拝
価
値
」
で
は
な
く
「
展

示
価
値
」
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う

こ
と
は
、
展
示
す
る
空
間
が
重
要
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
序
列
の
最
高
位
に
や

が
て
「
近
代
美
術
館
」
が
位
置
す
る
こ
と
に

な
る
。

そ
れ
を
逆
転
さ
せ
れ
ば
、
美
術
館
的
な
空

間
に
展
示
さ
え
す
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
理
論

的
に
は
す
べ
て
が
「
ア
ー
ト
」
と
足
り
え
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
古
典
的
な
実
例
が

マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
《
泉
》
一
九
一
七

年
で
あ
る
。

「
ア
ー
ト
」
を
「
境
界
」
づ
け
る
機
能
を
美
術

し
か
し
、
ア
ー
ト
は
、
き
わ
め
て
人
間
的
な
現

象
で
あ
り
、
そ
れ
を
五
感
す
べ
て
で
感
じ
、
味

わ
う
鑑
賞
者
と
い
う
同
伴
者
が
い
な
け
れ
ば

成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
言
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

ア
ー
ト
自
体
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、

そ
れ
を
味
わ
う
人
間
の
存
在
が
成
立
の
条
件

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
成
立
そ
の
も
の
に
そ
の

外
部
と
の
関
係
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
関
係
的
な
状
況
が
前
提
と
し
て

あ
ら
か
じ
め
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

ア
ー
ト
は
、
き
わ
め
て
現
象
的
で
あ
る
こ
と
を

最
初
か
ら
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

「
箱
」
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
も
の

こ
う
い
う
笑
い
話
が
あ
る
。

近
代
ガ
ラ
ス
展
の
企
画
を
し
て
い
た
美
術
館

館
と
い
う
存
在
は
備
え
て
い
る
。
そ
れ
は
い
と

も
簡
単
に
硬
直
化
し
、
権
威
化
す
る
危
険
に

も
晒さ
ら

さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
デ
ュ
シ
ャ

ン
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
ダ
ダ
の
揺
さ
ぶ
り
が

有
効
な
の
だ
。

た
だ
し
、
そ
れ
さ
え
も
成
立
さ
せ
て
い
る
の

は
、
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
の

「
現
象
」
は
き
わ
め
て
人
間
臭
い
も
の
な
の
だ
。

そ
の
「
人
間
」
を
限
り
な
く
、
広
く
、
多
様
に
、

開
か
れ
た
状
態
で
理
解
し
、
他
者
に
た
い
し
て

寛
容
で
、
排
除
の
論
理
の
希
薄
な
も
の
へ
と
絶

え
間
な
く
「
人
間
」
を
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
。

つ
ま
り
の
「
ア
ー
ト
の
境
界
」
を
多
孔
的
で
、

柔
ら
か
く
、
変
幻
自
在
で
、
結
ば
れ
る
と
同
時

に
解
か
れ
る
よ
う
な
流
動
の
状
態
へ
と
洗
練
さ

せ
、
熟
成
さ
せ
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
こ
そ
が
、

二
一
世
紀
は
じ
め
に
生
き
る
、
現
在
の
わ
た
し

た
ち
が
、「
美
術
館
」
に
関
し
て
求
め
ら
れ
て

い
る
、
未
来
へ
の
可
能
性
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
学
芸
員
が
、
あ
る
ガ
ラ
ス
会
社
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
借
用
に
伺
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

な
か
な
か
最
終
リ
ス
ト
が
決
ま
ら
ず
、
そ
の
会

社
の
ほ
う
か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の
を
展
示
す
る

と
い
う
話
に
最
後
に
ま
と
ま
っ
た
。

そ
の
学
芸
員
は
、
ど
ん
な
形
状
の
作
品
で

あ
っ
て
も
、
す
ぐ
に
梱
包
で
き
る
よ
う
に
、
ベ

テ
ラ
ン
の
美
術
品
輸
送
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
を
同

道
し
た
。「
こ
ち
ら
で
す
」
と
、
受
付
の
女
性

に
案
内
さ
れ
た
部
屋
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
、
圧
倒

的
な
存
在
感
の
ガ
ラ
ス
の
器
が
ひ
と
つ
、
そ
の

中
央
に
ど
ん
と
置
か
れ
て
い
る
。
先
輩
学
芸
員

は
作
業
員
に
目
配
せ
を
す
る
。
す
る
と
か
れ
は

部
屋
の
隅
で
段
ボ
ー
ル
を
手
際
よ
く
、
加
工
し

て
、
そ
の
ガ
ラ
ス
器
が
ぴ
っ
た
り
入
る
「
箱
」

を
あ
っ
と
い
う
間
に
作
っ
て
し
ま
う
。

し
ば
ら
く
す
る
と
会
社
の
担
当
の
窓
口
の

男
性
が
部
屋
に
す
が
た
を
現
す
。
先
輩
は
、「
今

回
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
早

速
で
す
が
、
お
借
り
い
た
し
ま
す
」。
そ
う
言
っ

て
、
白
手
袋
を
し
た
作
業
員
に
受
け
取
り
を

指
示
す
る
。

会
社
の
男
性
は
、
驚
き
、
お
ず
お
ず
と
「
あ
、

あ
の
…
…
そ
れ
は
灰
皿
で
す
」
と
い
う
。

実
用
品
で
あ
っ
た
灰
皿
が
美
術
館
の
借
用
と

い
う
行
為
に
よ
っ
て
知
ら
ぬ
間
に
ア
ー
ト
に
格

上
げ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
露
見
し
た
瞬
間
で
あ

る
。
予
想
外
と
い
う
状
況
の
突
然
の
反
転
が
周

エル・アナツイ《大地の皮膚》2008年
2010/11年に国立民族学博物館から神奈川県立
近代美術館の葉山館に巡回した「エル・アナツ
イのアフリカ」展の葉山会場風景。廃品の集合
体が美術館の空間でみごとに「アート」に変貌す
る。撮影・筆者、2011年

マルセル・
デュシャン
《泉》
1917年
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「
心
に
か
な
う
」
も
の

民
藝
は
ア
ー
ト
で
す
か
？
　

数
年
前
に
編
著
と
し
て
刊
行
し
た
『〈
民
藝
〉
の
レ
ッ
ス

ン
』（
二
〇
一
二
）
と
い
う
本
の
な
か
で
、
こ
の
設
問
を
投

げ
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。

答
え
て
く
れ
た
の
は
、
南
山
大
学
の
濱は
ま

田だ

琢た
く

司じ

さ
ん
で

あ
る
。
柳
や
な
ぎ

宗む
ね

悦よ
し

ら
が
民
藝
に
託
し
た
「
用
」
と
美
の
関
係

に
つ
い
て
、
見
開
き
二
頁
の
わ
ず
か
な
紙
数
の
な
か
で
、

要
点
を
し
ぼ
り
じ
つ
に
的
確
に
回
答
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
回
答
の
末
尾
に
こ
ん
な
く
だ
り
が
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
用
」
と
い
う
の
は
、
単
に
機
能
的
で
あ

る
と
か
、
使
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。〔
…
〕
柳
は
、
民
藝

の
「
用
」
と
は
、「
心
に
か
な
う
」
も
の
で
も
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
も
言
っ
て
い
ま
す
〔
…
〕

い
ま
さ
ら
な
が
ら
に
大
事
な
指
摘
を
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
と
感
じ
入
っ
た
。
編
著
で
あ
り
な
が
ら
、
刊
行
当

時
そ
れ
ほ
ど
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
自
分
が
恥
ず
か
し
く

な
る
。

民
藝
が
従
来
の
ア
ー
ト
に
抗
し
て
機
能
性
に
依
拠
し
た

美
的
領
域
を
切
り
開
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
限

り
で
は
、
民
藝
と
ア
ー
ト
の
境
界
は
「
用
」
と
い
う
視
点

の
有
無
に
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
別
に
民
藝
の
専
売
特

許
で
は
な
い
。
デ
ザ
イ
ン
の
世
界
で
、
た
え
ず
問
わ
れ
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
用
」
は
、
何
も
民

藝
だ
け
で
な
く
、
デ
ザ
イ
ン
と
ア
ー
ト
の
境
界
で
も
あ
る

と
い
え
る
。

だ
が
、
濱
田
さ
ん
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
民
藝
の
「
用
」

は
機
能
性
の
み
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
心
に
か
な

う
」
も
の
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
浮
上
す
る
の
は
、
逆
に
、

民
藝
と
デ
ザ
イ
ン
の
境
界
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何

が
し
か
物
が
心
に
響
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
こ
れ
で
民

藝
の
特
権
で
は
な
い
。
ア
ー
ト
と
は
、
わ
た
し
た
ち
に
そ

う
し
た
経
験
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
と
な
る

と
、「
心
に
か
な
う
」
は
民
藝
と
ア
ー
ト
の
接
点
で
あ
り
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ア
ー
ト
と
デ
ザ
イ
ン
の
境
界
で
も

あ
る
こ
と
に
な
る
。

ふ
た
つ
の
「
用
」

民
藝
に
は
ふ
た
つ
の
「
用
」
が
あ
る
。
ア
ー
ト
と
区
別
し
、

デ
ザ
イ
ン
と
つ
な
が
る
機
能
性
と
し
て
の
「
用
」。
デ
ザ
イ

ン
と
区
別
し
、
ア
ー
ト
と
通
じ
る
「
心
に
か
な
う
」
を
意

味
す
る
「
用
」。
ふ
た
つ
の
「
用
」
を
知
ら
し
め
た
の
が
民

藝
の
意
義
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
ま
あ
ら
た
め
て
注
目
を
集

め
て
い
る
。

「
機
能
」
と
「
作
用
」
は
、
東
京
・
吉
祥
寺
で
日
用
品
店

を
い
と
な
む
小
林
和
人
さ
ん
が
か
ね
て
よ
り
口
に
し
て
い
る

フ
レ
ー
ズ
だ
。
機
能
と
は
「
目
に
見
え
る
具
体
的
な
」
も
の

で
、
作
用
と
は
「
目
に
見
え
な
い
抽
象
的
な
」
も
の
と
さ

れ
る
（『「
生
活
工
芸
」
の
時
代
』、
二
〇
一
四
）。
両
者
は
経
営

す
る
二
店
舗
（R

oundabout

とO
U

T
B

O
U

N
D

）
の
違

い
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
思
い
つ
い
た
、
と
小
林
さ
ん
は
い

う
。
民
藝
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
で
は
な
い
。
だ
が
、
彼

も
ま
た
民
藝
に
共
感
を
寄
せ
る
新
し
い
世
代
で
あ
る
。
ふ

た
つ
の
「
用
」
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
が
そ
の

共
感
に
も
通
底
し
て
い
る
と
僕
は
思
う
。

愛
着
と
い
と
お
し
さ
と

柳
宗
理
が
若
い
世
代
に
見
直
さ
れ
、
同
じ
く
工
業
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
深
澤
直
人
さ
ん
が
日
本
民
藝
館
の
館
長
に
就
任

し
、
こ
こ
へ
き
て
民
藝
特
集
を
組
ん
だ
雑
誌
な
ど
で
は
、

折
に
触
れ
、民
藝
と
デ
ザ
イ
ン
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。「
民

藝
は
デ
ザ
イ
ン
で
す
か
？
」
と
い
う
月
刊
誌
『
カ
ー
サ
　

ブ
ル
ー
タ
ス
』（
二
〇
一
三
年
一
月
号
）
の
問
い
か
け
に
、
深

澤
さ
ん
は
「
僕
の
中
で
は
民
藝
と
デ
ザ
イ
ン
に
寸
分
の
ズ

レ
も
な
い
」
と
答
え
る
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
ま
た
。

ふ
た
つ
の
「
用
」
に
か
か
わ
る
。

つ
の
「
用
」
を
見
据
え
て
い
る
。
し
か
も
、「
そ
の
上
に
た

ち
の
ぼ
る
何
か
」
つ
ま
り
、
ふ
た
つ
の
さ
ら
に
先
あ
る
い

は
両
者
の
根
っ
こ
を
見
て
い
る
。

こ
の
「
何
か
」
を
深
澤
さ
ん
は
「
愛
着
、
え
も
言
わ
れ

ぬ
魅
力
」
だ
と
い
う
。
僕
は
そ
れ
を
「
い
と
お
し
さ
」
と

い
う
こ
と
ば
の
も
と
に
追
究
し
て
き
た
（『
民
藝
の
イ
ン
テ
ィ

マ
シ
ー
』、
二
〇
一
五
）。
物
へ
の
愛
着
や
い
と
お
し
さ
と
は

何
な
の
か
。
民
藝
と
デ
ザ
イ
ン
、
民
藝
と
ア
ー
ト
、
そ
れ

ぞ
れ
の
境
界
を
解
く
鍵
は
、
こ
の
問
い
の
な
か
に
あ
る
と

思
う
次
第
で
あ
る
。

民
藝
は
生
活
道
具
で
、
道
具
は
ま
ず
使
い
勝
手
の
よ

さ
が
あ
り
、
そ
こ
に
美
し
さ
が
揃
っ
て
合
格
だ
と
い
う

感
じ
が
あ
る
。
で
も
僕
は
、
こ
こ
〔
日
本
民
藝
館
〕
に

あ
る
も
の
を
見
て
、
そ
の
上
に
た
ち
の
ぼ
る
何
か
を
強

く
感
じ
た
ん
で
す
。

使
い
勝
手
が
よ
い
も
の
を
機
能
性
と
し
て
の
「
用
」
と

す
る
こ
と
に
異
存
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に

付
加
さ
れ
る
美
し
さ
は
、も
う
ひ
と
つ
の「
用
」
で
あ
る「
心

に
か
な
う
」
も
の
と
い
え
る
。
深
澤
さ
ん
も
ま
た
、
ふ
た

ふたつの「用」の
向こうに

わたしは
アーティスト

鞍
くら

田
た
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ア
ー
ト
と
西
洋
美
術
界

何
を
ア
ー
ト
と
す
る
の
か
。
こ
れ
ま
で

言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
も
っ
と

も
強
力
に
決
定
づ
け
て
い
る
の
は
西
洋
美

術
界
（
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
）
と
い
う
制
度

で
あ
る
。
そ
れ
は
西
洋
だ
け
の
こ
と
で
は

な
い
。
二
〇
一
五
年
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
在

住
の
ガ
ー
ナ
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
エ
ル
・

ア
ナ
ツ
イ
は
、
西
洋
美
術
界
で
も
っ
と
も

古
い
歴
史
と
格
式
を
誇
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
栄
誉
金
獅
子
賞
を

受
賞
し
、「
世
界
の
ト
ッ
プ
」
ま
で
昇
り

つ
め
た
。
ア
ナ
ツ
イ
が「
ア
フ
リ
カ
で
も
っ

と
も
成
功
し
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
と

し
て
称
讃
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
西
洋
美
術
界
に
お
け
る
ア
ー

ト
と
い
う
も
の
、
つ
ま
り
ア
ー
ト
の
制
度

的
な
影
響
力
は
非
西
洋
に
お
い
て
も
確
か

に
大
き
い
。

し
か
し
、
つ
く
り
手
、
買
い
手
、
支
援

者
、
批
評
家
な
ど
、
制
度
に
お
け
る
さ
ま

ざ
ま
な
個
々
人
が
ア
ー
ト
に
つ
い
て
多
様

作用的なOUTBOUND（左）と機能的なRoundabout（右：写真は旧店舗）。
両者は、手紙と日記の違いにもたとえられる。あくまで生活のひとコマ
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な
見
解
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、「
わ
た
し
は
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
」
だ
と
自
称
し
て
い
る
人
た
ち

が
何
を
ア
ー
ト
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
探
っ
て
み
れ
ば
、
ア
ー
ト
な
る
も

の
に
つ
い
て
何
か
を
知
る
糸
口
が
見
つ
か

る
か
も
し
れ
な
い
。

境
界
は
存
在
し
な
い

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
南
西
部
の
地
方
都
市
で

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
さ
れ
る
人
た
ち
は
、
絵

画
、
彫
刻
、
看
板
・
横
断
幕
、
記
念
額

や
飾
り
板
、
グ
リ
ー
テ
ィ
ン
グ
カ
ー
ド
等

を
ア
ー
ト
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
は
み
な
こ
う
し
た
作
品
の
制
作

と
販
売
に
よ
っ
て
現
金
収
入
を
得
て
お
り
、

彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
収
入
で
生
計
を

立
て
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
ー
ト
と
は
、ア
ー

テ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
販
売
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
や
欧
米
で
は
図

画
工
作
や
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
、
印

刷
業
務
の
範
疇
に
入
る
よ
う
な
記
念
品

や
贈
り
物
、
日
用
品
や
広
告
・
宣
伝
も
、

市
民
に
身
近
な
ア
ー
ト
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
ア
ー
ト
の
多
く
は
「
雑
」
だ
っ
た

り
、「
ク
オ
リ
テ
ィ
の
低
い
も
の
」
だ
っ

た
り
、他
の
作
品
の
「
コ
ピ
ー
の
よ
う
な
」

も
の
だ
っ
た
り
と
、
や
は
り
、
わ
た
し
た

ち
の
知
る
画
廊
や
美
術
館
で
目
に
す
る
も

の
と
は
ど
こ
か
違
う
よ
う
に
思
え
る
。
ナ

イ
ジ
ェ
リ
ア
の
地
方
都
市
で
誇
り
を
も
っ

て
作
品
を
制
作
し
、
そ
れ
を
販
売
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
生
活
を
し
て
い
る
人
が
大
勢

い
る
こ
と
に
目
を
向
け
れ
ば
、
何
が
ア
ー

ト
で
何
が
ア
ー
ト
で
は
な
い
の
か
な
ん
て
、

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
生
産
・
販
売
・
流
通
と
い
う
、

ア
ー
ト
が
生
ま
れ
、
享
受
さ
れ
る
過
程
の

ど
こ
か
で
必
ず
、
彼
ら
の
ア
ー
ト
も
ま
た

西
洋
美
術
界
と
関
係
し
て
い
る
。
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
中
学
・
高
校
や
大
学
で

正
規
の
美
術
教
育
を
受
け
た
り
、
西
洋

美
術
の
技
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た

り
、
欧
米
人
の
顧
客
が
い
た
り
、
欧
米
の

美
術
市
場
か
ら
支
援
や
刺
激
を
与
え
ら

れ
て
い
た
り
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
わ
た

し
た
ち
の
知
っ
て
い
る
ア
ー
ト
と
違
う
よ

う
に
見
え
、
西
洋
美
術
界
か
ら
は
ア
ー
ト

と
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
彼
ら

の
ア
ー
ト
と
西
洋
美
術
界
の
ア
ー
ト
は
互

い
に
ま
っ
た
く
異
な
る
基
準
で
成
立
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
西
洋
美
術
界
が
、

ア
フ
リ
カ
の
都
市
で
「
わ
た
し
は
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
」
で
あ
る
と
い
う
人
た
ち
の

ア
ー
ト
を
包
摂
し
て
い
な
く
て
も
、
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
西
洋
美
術
界
は
彼
ら

の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
そ

こ
に
は
、
ど
れ
が
西
洋
の
ア
ー
ト
で
ど
れ

が
ア
フ
リ
カ
の
ア
ー
ト
か
と
い
う
境
界
は

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

「
科
学
」
と
「
芸
術
」
の
狭
間
で

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
植
物
画
」、
こ
の
単
語
を
聞
い
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
？ 

静
物
画
に
見
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
「
花か

卉き

画が

」
か
、印
象
派
絵
画
で
人
気
の
あ
る
モ
ネ
の
「
睡す
い

蓮れ
ん

」
や
ゴ
ッ
ホ
の
「
ヒ
マ
ワ
リ
」

だ
ろ
う
か
。
は
た
ま
た
、尾
形
光
琳
筆
の
国
宝
「
燕か
き
つ
ば
た

子
花
図ず

」
か
。
わ
た
し
の
場
合
、

真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
一
八
世
紀
に
ベ
ル
ギ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
活
躍

し
た
ル
ド
ゥ
テ
の
バ
ラ
図
譜
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
ロ
サ
・
ケ
ン
テ
ィ
フ
ォ
リ
ア
」

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、「
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
」
と
よ
ば
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
博
物
画
の

一
種
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
少
し
で
も
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
を
ご
存
知
で
あ
れ
ば
、

「
植
物
画
」
＝
「
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
」
と
結
び
つ
く
と
（
勝
手
に
）
思
っ
て
い
る

の
だ
が
、
で
は
、
先
述
の
植
物
が
描
か
れ
た
絵
と
、
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
は
何
が

異
な
る
か
？

「
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
」、
そ
の
ま
ま
の
訳
は
、「
植
物
学
の
芸
術
」
と
な
る
が
、

も
う
少
し
丁
寧
に
説
明
す
る
と
、「
科
学
的
」（
植
物
学
的
）
に
正
し
く
描
か
れ
て

い
て
、
同
定
・
保
存
の
た
め
の
資
料
と
な
り
、
な
お
か
つ
、「
芸
術
的
」
に
美
し

く
植
物
の
様
が
示
さ
れ
て
い
る
植
物
図
像
。
こ
れ
が
一
般
的
な「
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー

ト
」
像
で
あ
る
。

元
々
は
解
説
図
と
し
て
、
対
象
物
の
性
質
や
形
態
的
特
徴
を
正
確
に
広
め
伝
え

る
こ
と
を
お
も
な
役
割
と
し
て
い
た
が
、
技
術
の
発
展
と
と
も
に
そ
の
役
割
は
薄

れ
、
代
わ
り
に
そ
の
精
確
で
写
実
的
な
描
写
が
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ

ゆ
る
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
と
は
異
な
る
独
特
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
。

つ
ま
り
、
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
は
「
科
学
」
と
「
芸
術
」
の
狭は
ざ

間ま

で
セ
ッ
セ
と
そ

の
独
特
な
魅
力
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

観
点
の
置
き
方

感
覚
的
な
「
美
」
と
理
性
的
な
「
知
」
と
い
う
異
な
る
趣
を
同
時
に
満
た
し
て

く
れ
る
、
科
学
と
芸
術
の
融
合
画
だ
、
な
ん
て
聞
い
た
ら
誰
で
も
好
奇
心
を
そ
そ

ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
無
論
、
わ
た
し
も
そ
の
一
員
な
の
だ
が
、
わ
た
し
の
場
合

は
そ
れ
ら
を
楽
し
む
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
自
分
で
作
品
な
る
も
の
を
作
り
始

め
た
の
で
あ
る
。
元
々
、
科
学
に
も
芸
術
に
も
ま
っ
た
く
興
味
も
関
心
も
な
か
っ

た
人
間
が
、
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
と
い
う
時
空
の
狭
間
で
見
た
感
動
に
打
ち
の
め

植物画の境界
村
むら

山
やま

 誠
まこと

美術作家

フリージアのスケッチ。植物の解剖や観察、写真の撮影、
スケッチを経て、デジタルによる作品制作に移行する

アーティストの店内に掲げられた商品としての飾り板
（ナイジェリア、イレ・イフェ市。2014年）

アーティストの店。絵画や飾り板が店頭に掲げられ
ている（ナイジェリア、イレ・イフェ市。2014年）

さまざまな植物の解剖写真

Commelina communis L.（ツユクサ）の写真
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さ
れ
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
様
は
、
自
分
の
こ
と
な

が
ら
と
て
も
奇
妙
な
出
来
事
に
思
え
た
。
こ
れ
は
、
今
改
め
て
考
え
る
と
、
ボ
タ

ニ
カ
ル
ア
ー
ト
に
は
「
科
学
」
と
い
う
後
ろ
盾
が
あ
っ
た
か
ら
、
わ
た
し
の
琴
線

に
触
れ
た
の
だ
と
思
う
。
何
か
得
体
の
知
れ
な
い
「
芸
術
」
と
い
う
モ
ノ
を
、「
科

学
」
と
い
う
確
か
な
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
、
わ
た
し
は
初
め
て
そ
の
素
晴
ら
し

さ
を
認
識
で
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
身
の
制
作
を
始
め
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
角
度
か
ら
見

つ
め
直
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
を
科
学
的
と
す
る
の
か
？ 

芸
術
的
な
作
品
の
基
準
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？ 

た
だ
眺
め
て
い
る
だ
け
で
は
思
い

も
し
な
い
こ
と
を
、
目
ま
ぐ
る
し
く
考
え
て
い
る
の
だ
、
植
物
を
見
つ
め
、
解
体

し
な
が
ら
。
な
ん
と
も
異
様
な
光
景
だ
。

植
物
の
「
美
」
を
求
め
て

さ
て
、
そ
ん
な
植
物
解
体
マ
ニ
ア
が
サ
イ
エ
ン
ス
と
ア
ー
ト
の
境
界
に
つ
い
て

今
考
え
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
は
、サ
イ
エ
ン
ス
と
は
「
知
」
る
、と
い
う
こ
と
、ア
ー

ト
と
は
「
生
」
む
、
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
科
学
者
が
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
こ
と
を
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
逆
も
当
然
あ
る
。
科
学
者
が
新
し
い

発
見
か
ら
何
か
を
生
み
出
す
行
為
は
さ
な
が
ら
ア
ー
ト
だ
ろ
う
、
芸
術
家
が
あ
ら

た
な
美
の
概
念
を
探
求
す
る
様
は
ま
る
で
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
だ
、
と
思
う
の
だ
。

わ
た
し
の
場
合
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
過
去
の
科
学
者
（
こ
こ
で
は
植
物

学
者
や
植
物
画
家
）
の
手
法
や
考
え
方
な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
、「
植
物
画
表
現
」
や
「
植

物
美
」
の
可
能
性
を
追
求
・
創
造
す
る
、
と
い
う
立
場
だ
。
現
状
で
は
わ
た
し
の

作
品
は
、
科
学
的
な
評
価
を
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
の
「
ア
ー
ト
」

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
科
学
的
で
あ
り
（
植
物
学
に
有
用
で
）、
芸

術
的
で
あ
る
（
ビ
ジ
ュ
ア
ル
的
な
美
し
さ・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
緻
密
さ
）、ま
さ
し
く
「
ボ

タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
」
に
ま
で
昇
華
さ
せ
る
こ
と
を
、
密
か
に
目
的
に
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
の
「
美
」
は
こ
れ
ま
で
の
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
と
は
異
な
り
、

外
見
上
の
も
の
で
は
な
い
。
植
物
の
外
側
と
内
側
の
境
界
に
潜
む
構
造
や
機
能
を
、

本
質
的
な
「
美
」
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
ユ
ニ
ー
ク
な
植
物
画
が
完
成
す
る

は
ず
な
の
だ
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
地
位

「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
ア
ー
ト
な
の
か
」。
こ
の
よ
う
な
問

い
が
し
ば
し
ば
立
て
ら
れ
る
。
だ
が
、
不
思
議
な
こ
と

に
「
ア
ー
ト
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
の
か
」
と
問
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
に
は
、
ア
ー
ト
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
上
位
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
（
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
ア
ー
ト
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
広
範
な
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
の
な
か
に
複
数
の
サ

ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー

―
絵
画
や
彫
刻
、
写
真
な
ど

―

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
が
ア
ー
ト
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
る

か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
ア
ー
ト
の
方
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
よ

り
も
地
位
が
高
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ア
ー
ト
は
高
尚
な
も
の
で
あ
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
低

俗
な
も
の
だ
と
い
う
昔
な
が
ら
の
考
え
で
あ
る
。
古

来
、
聖
職
者
や
思
想
家
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
の
人

た
ち
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
軽
薄
で
取
る
に
足
ら
な
い

も
の
だ
と
糾
弾
し
て
き
た
た
め
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
文

化
的
に
低
い
地
位
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
だ
。

た
だ
し
、
そ
う
し
た
見
解
に
異
を
唱
え
た
人
が
い
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
二
〇
世
紀
の
美
術
家
や
デ

ザ
イ
ナ
ー
た
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
画
家
に
し
て
建
築

家
の
ア
ン
リ
・
ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド
は
「
婦
人
服

の
芸
術
的
向
上
」
と
題
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、

衣
服
が
絵
画
や
彫
刻
、
あ
る
い
は
応
用
芸
術
と
同
等

の
水
準
で
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
謳う
た

っ
て
い
る

し
、
イ
タ
リ
ア
の
未
来
派
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す
る

宣
言
を
い
く
つ
も
発
表
し
た
だ
け
で
な
く
、
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
を
彼
ら
の
活
動
の
な
か
で
も
き
わ
め
て
重
要
な

ジ
ャ
ン
ル
だ
と
考
え
て
い
た
。

展
示
さ
れ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

本
来
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
デ
ザ
イ
ン
の
一
分
野
で
あ

る
た
め
、「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
ア
ー
ト
な
の
か
」
と
い
う

問
い
自
体
が
不
毛
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
日
本
に

お
い
て
こ
の
不
毛
な
問
い
が
い
ま
だ
に
立
て
ら
れ
続
け

る
の
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
ア
ー
ト
の
関
係
を
き
ち
ん

と
検
討
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
ひ
と
つ
の
原
因
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
学
術
書
や
学

術
論
文
の
類
で
は
な
く
「
展
覧
会
」
で
あ
る
。
一
般
に

向
け
ら
れ
た
展
覧
会
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
こ
そ
が
、
広
く

議
論
を
共
有
す
る
た
め
の
契
機
と
な
る
か
ら
だ
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
欧
米
諸
国
で
は
「
二
〇
世
紀

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
ア
ー
ト
の
関
係
史
」
を
テ
ー
マ
と

し
た
展
覧
会
が
少
な
か
ら
ず
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
だ

が
、
日
本
で
は
こ
の
種
の
展
覧
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

な
い
の
だ
。
唯
一
、「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
ア
ー
ト
」を
テ
ー

マ
に
し
た
展
覧
会
と
し
て
、
京
都
服
飾
文
化
研
究
財

団
と
京
都
国
立
近
代
美
術
館
の
共
催
に
よ
る
「
身
体

の
夢
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
展
覧
会
で

は
現
代
美
術
の
み
が
扱
わ
れ
、
歴
史
的
な
文
脈
は
考

慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
近
代
を
通
り
越
し
て
い
き
な

り
現
代
に
跳
ぶ
と
い
う
行
為
は
あ
ま
り
褒
め
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
ま
ず
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
、

歴
史
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
る
こ
と
で
あ
る
。

現
在
、
美
術
館
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
展
覧
会
が
お
こ

な
わ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
だ
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
は
ア
ー
ト
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
美0

術0

館
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
展
示
す
る
こ
と
は
適
切
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
根
本
的
な
問
い
に
つ
い
て
考
え

る
た
め
に
も
、
ア
ー
ト
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
関
係
は
早

急
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ファッションと
アートをめぐる
問い
蘆
あし

田
だ

 裕
ひろ

史
し

京都精華大学専任講師

アンリ・ヴァン・ド・ヴェルド《街着》1901-02年
出典：同左, p. 12（元の出典は Deutsche Kunst 
und Dekoration, May 1902 ）

ジャコモ・バッラ「未来派男性服宣言」1914年
出 典：Radu Stern, Against Fashion: 
Clothing as Art, 1850-1930 , Cambridge; 
London, The MIT Press, 2004, p. 33

村山誠《Narcissus tazetta L. var. chinensis M.Roem 
- right side view - ow》2014年

村山誠《Japanese lily-ⅳ-wc》2008年
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○○してみました世界のフィールド

韓国・光州市

酒
を
飲
み
、
翌
朝
ヘ
ー
ジ
ャ
ン
ス
ル
（
迎
え
酒
）
を
飲
み
、
そ
れ
か
ら
旅
人
宿
に
泊
ま
り
、

お
昼
に
全
州
ビ
ビ
ン
パ
プ
を
食
べ
て
帰
る
全
州
一泊
ツ
ア
ー
や
、
女
子
学
生
が
お
母
さ
ん

の
漬
け
た
キ
ム
チ
を
も
っ
て
き
て
く
れ
る
と
、週
末
に
学
生
を
呼
ん
で
キ
ム
チ
チ
ゲ
パ
ー

テ
ィ
を
開
い
た
り
も
し
た
。
ま
た
、
学
生
た
ち
に
連
れ
ら
れ
て
マ
ッ
コ
リ
デ
ィ
ス
コ
に
行

き
、
韓
国
の
人
た
ち
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
「
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
・
ヨ
コ
ハ
マ
」
を
舞
台
で

唄
わ
さ
れ
も
し
た
。

道
を
切
り
開
く
も
の
は

三
〇
歳
に
な
る
前
の
わ
た
し
は
、
ま
だ
青
二
才
で
あ
り
、
破
天
荒
な
教
師
で
あ
っ
た
。

全
南
大
学
校
の
よ
う
な
地
方
大
学
で
は
な
く
、
ソ
ウ
ル
の
大
学
に
移
り
た
い
と
学
生
の

前
で
露
骨
に
話
す
教
師
と
も
ケ
ン
カ
を
し
た
。
自
分
勝
手
な
正
義
感
を
ふ
り
か
ざ
し
、

ケ
ン
カ
を
う
っ
て
い
た
。

ソ
ウ
ル
の
語
学
学
校
で
習
っ
た
韓
国
語
は
、
あ
く
ま
で
美
し
い
韓
国
語
で
あ
っ
た
。

光
州
に
来
て
、
学
生
た
ち
と
つ
き
あ
う
な
か
で
、
い
ろ
い
ろ
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
の

会
話
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
の
ケ
ン
カ
が
、
わ

た
し
の
韓
国
語
の
習
得
に
と
っ
て
、
ど
れ
だ
け
役
に
た
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
彼
ら
学

生
に
と
っ
て
わ
た
し
は
あ
ま
り
よ
い
教
師
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て

彼
ら
は
最
高
の
教
師
で
あ
っ
た
。
今
思
え
ば
、
申
し
訳
な
い
話
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め

も
あ
っ
て
か
最
初
に
彼
ら
に
ア
ジ
っ
た
ケ
ン
カ
は
、
わ
た
し
の
勝
ち
に
な
っ
た
よ
う
な
気

も
す
る
。

八
二
年
の
三
月
ま
で
、
全
南
大
学
校
に一
年
半
留
学
す
る
な
か
で
、
わ
た
し
は
韓
国

の
都
草
島
と
い
う
島
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
で
の
暮
ら
し
に
つ
い

て
は
、
最
近
刊
行
し
た
『
コ
リ
ア
ン
社
会
の
変
貌
と
越
境
』（
臨
川
書
店
）
に
ま
と
め
た

が
、
全
南
大
学
校
で
の
思
い
出
は
そ
れ
に
も
増
し
て
な
つ
か
し
い
。
日
本
語
教
師
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
今
で
も
当
時
の
学
生
た
ち
と
の
つ
き
あ
い
は
続
い
て
お

り
、
そ
の
学
生
の
弟
子
や
仲
間
ま
で
も
、
わ
た
し
が
光
州
市
に
行
く
と
歓
待
し
て
く
れ

て
い
る
。

朝
あさ

倉
くら

 敏
とし

夫
お

　民博 民族社会研究部

「ケンカ」のすすめ

「
ど
っ
ち
が
早
い
か
ケ
ン
カ
し
よ
う
」

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
は
現
地
語
の
習
得
が
不
可
欠
で
あ
る
。
わ
た
し
は
韓
国
で

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
す
る
た
め
、一九
七
九
年
の
夏
か
ら
六
カ
月
間
、
延
世
大
学
校
語

学
堂
と
ソ
ウ
ル
大
学
校
語
学
研
究
所
で
韓
国
語
を
学
ん
だ
。
ひ
と
と
お
り
韓
国
語
を
話

せ
る
よ
う
に
な
り
、
翌
年
、
韓
国
政
府
の
奨
学
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
、一
〇
月
か
ら

光
州
市
に
あ
る
全
南
大
学
校
に
留
学
し
た
。
そ
の
と
き
、
外
国
人
教
授
宿
舎
へ
の
入
居

を
条
件
と
し
て
、
師
範
大
学
で
日
本
語
の
講
師
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
。

当
時
、
師
範
大
学
の
日
本
語
教
育
学
科
は
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
で
、一期
生
九
人
の

日
本
語
会
話
と
時
事
日
本
語
と
い
う
科
目
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
わ
た
し
は
最
初

の
授
業
で
、「
わ
た
し
が
韓
国
語
が
う
ま
く
な
る
の
と
、
君
た
ち
が
日
本
語
が
う
ま
く

な
る
の
と
、
ど
っ
ち
が
早
い
か
ケ
ン
カ
し
よ
う
」
と
ア
ジ
っ
た
。

光
州
で
の
日
々

一
九
八
〇
年
は
五
月
一八
日
に
光
州
事
件
が
あ
り
、
大
学
に
も
ま
だ
殺
伐
と
し
た
雰

囲
気
が
残
っ
て
い
た
。
わ
た
し
は
日
本
語
会
話
の
時
間
は
教
室
で
お
こ
な
う
必
要
も
な

い
だ
ろ
う
と
、
大
学
の
裏
に
あ
る
ブ
ド
ウ
畑
に
出
て
行
っ
て
授
業
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
、

ソ
ウ
ル
に
行
っ
た
と
き
に
は
、
日
本
公
報
文
化
院
か
ら
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
ビ
デ

オ
を
借
り
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
師
範
大
学
に
は
、
そ
れ
を
見
る
た
め
の
映
写
機
が
な
い
。

そ
こ
で
映
写
機
を
も
つ
と
聞
い
た
工
科
大
学
や
ア
メ
リ
カ
文
化
院
に
頼
ん
だ
が
、
い
ず

れ
も
断
ら
れ
た
。
最
後
は
ケ
ン
カ
腰
で
教
育
委
員
会
に
出
向
き
、
師
範
大
学
の
学
生
は

将
来
日
本
語
教
師
と
な
る
予
定
な
の
だ
か
ら
、
な
ん
と
か
映
写
す
る
場
所
を
貸
し
て
ほ

し
い
と
交
渉
し
た
。

日
本
か
ら
の
観
光
客
は
、
ソ
ウ
ル
か
ら
慶
州
、
釜
山
に
行
く
の
が
定
番
の
コ
ー
ス
で

あ
り
、
光
州
に
来
る
日
本
人
は
め
ず
ら
し
か
っ
た
。
学
生
た
ち
は
わ
た
し
の
日
本
語
は

わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
他
の
日
本
人
に
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
が
通
じ
る
の
か
、

不
安
に
思
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
日
本
か
ら
知
り
合
い
が
韓
国
に
来
る
こ
と
が
わ
か

る
と
、
光
州
ま
で
ぜ
ひ
足
を
伸
ば
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
。

授
業
を
離
れ
て
も
、
光
州
か
ら
バ
ス
で
一
時
間
半
か
け
て
全
州
市
に
行
き
、
夜
通
し

フィールドで信頼関係を取り結び、道を切り開くものは何か。
この 3月に定年を迎えるにあたって、わたしの韓国研究のはじめを
ふりかえってみた。

写真：1982年3月、全南大学校師範大学日本語教育科の教授、１期生、
２期生が、わたしの送別のために感謝牌をくれた。タイトルは「一杯の酒」全南大学校の建物。かつてはこの建物が大学本部であっ

た。2015年12月11日に光州市に行く機会があり、久し
ぶりに訪ねてみた

2010年12 月4日、光州市の飲み屋に、かつての教え子たちがわたしの還暦を祝って集まっ
てくれた
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特
別
展

「
夷
酋
列
像

―
蝦
夷
地
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
人・
物・
世
界
―
」

《
夷
酋
列
像
》
は
、
1
7
8
9
年
「
ク
ナ
シ
リ
・

メ
ナ
シ
の
戦
い
」
で
松
前
藩
に
協
力
し
た
ア
イ
ヌ
の

有
力
者
12
人
を
描
い
た
肖
像
画
で
す
。

　

本
展
示
で
は
、「
夷
酋
列
像
」
を
近
世
絵
画
史
の

な
か
で
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
18
世
紀
に
お
け
る
ア

イ
ヌ
の
事
情
や
ア
イ
ヌ
文
化
の
背
景
に
隠
さ
れ
た
中

国
や
ロ
シ
ア
を
含
め
た
北
東
ア
ジ
ア
と
蝦
夷
地
の
知

ら
れ
ざ
る
歴
史
・
文
化
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

会
期　

5
月
10
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
が
驚
き
と
感
動
を
お
届
け
し
ま

す
。
世
界
の
文
化
の
〝
奥
深
く
〞
へ
ご
一
緒
に
ど
う
ぞ
。

時
間　

13
時
〜
14
時
30
分

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
店
「
ス
ペ
ー
ス
9
」

※
事
前
申
込
（
参
加
状
況
に
よ
り
当
日
受
付
あ
り
）、

参
加
費
各
回
１
0
0
0
円
（
定
員
各
回
50
名
）

共
催　

産
経
新
聞
社
、近
鉄
文
化
サ
ロ
ン
、ス
ペ
ー
ス
9

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
千
里
文
化
財
団

3
月
9
日（
水
）

中
国
鵜
飼
い
探
訪
記

―
消
え
ゆ
く
前
に
み
て
み
よ
う

講
師　

卯
田
宗
平
（
本
館 

准
教
授
）

3
月
23
日（
水
）

ダ
ン
ジ
リ
の
系
譜

講
師　

笹
原
亮
二
（
本
館 

教
授
）

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

ウ
ェ
ー
ブ
産
経
カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
係

0
6
・
6
6
3
3
･
9
0
8
7

●
展
示
場
閉
鎖
の
お
知
ら
せ

設
備
工
事
の
た
め
、
各
展
示
場
を
次
の
と
お
り
閉
鎖

し
ま
す
。

南
ア
ジ
ア　
　

2
月
24
日（
水
）〜
3
月
2
日（
水
） 

日
本
の
文
化　

3
月
2
日（
水
）〜
3
月
9
日（
水
） 

東
南
ア
ジ
ア　

3
月
9
日（
水
）〜
3
月
16
日（
水
） 

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

3
月
13
日（
日
）は
万
博
公
園
ふ
れ
あ
い
の
日
の
た
め

本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

●
み
ん
ぱ
く
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル
「
万
博
記
念
公
園
駅
」
と
み
ん
ぱ
く

の
間
の
直
通
送
迎
バ
ス
を
期
間
限
定
で
運
行
し
ま
す
。

運
行
日　

5
月
10
日（
火
）ま
で

　
　
　
　

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分
、
無
料

運
休
日　

休
館
日

　
　
　
　

3
月
5
日（
土
）、
6
日（
日
）、
13
日（
日
）

※
万
博
記
念
公
園
で
イ
ベ
ン
ト
開
催
の
場
合
は
臨
時

に
運
休
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
サ
ン
ド
ラ
の
週
末
」

突
然
の
解
雇
を
告
げ
ら
れ
た
女
性
が
、
最
後
の
猶
予

に
賭
け
て
奔
走
す
る
週
末
を
通
し
て
、
様
々
な
立
場

に
立
つ
労
働
者
と
人
間
同
士
の
信
頼
に
つ
い
て
考
え

ま
す
。

日
時　

3
月
20
日（
日
） 

13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
開
場
13
時
）

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券
、
11
時
か
ら
本
館

2
階
観
覧
券
売
場
に
て
整
理
券
を
配
布

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
無
形
文
化
遺
産
の
継
承
に
お
け
る『
オ
ー
セ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
変
更
・
変
容
』」

3
月
11
日（
金
）〜
13
日（
日
）

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
60
名
）

使
用
言
語　

英
語
（
日
本
語
同
時
通
訳
）

※
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
先
着
順

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

「
点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

日
時　

3
月
12
日（
土
） 
12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

公
開
講
演
会

「
ワ
ー
ル
ド
ア
ー
ト
の
最
前
線

―
ア
イ
ヌ
の
文

様
と
エ
チ
オ
ピ
ア
の
響
き
」

ア
ー
ト
（
芸
術
）
概
念
自
体
を
問
い
直
す
ワ
ー
ル
ド

ア
ー
ト
の
動
向
に
つ
い
て
、
国
、
地
域
や
製
作
者
の

状
況
な
ど
の
違
い
に
注
目
し
つ
つ
、
紹
介
し
て
い
き

ま
す
。

日
時　

3
月
25
日（
金
）18
時
30
分
〜
20
時
45
分

会
場　

オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル
（
大
阪
市
北
区
梅
田
）

　
　
　

定
員
4
8
0
名

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館
・
毎
日
新
聞
社

※
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
手
話
通
訳
あ
り

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

本
館　

研
究
協
力
係

電
話　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
0
9

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）　FAX 06-6878-3716
 http://www.senri-f.or.jp/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

友
の
会
講
演
会
（
大
阪
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
96
名
）

※
当
日
先
着
順
、
会
員
無
料
（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
5
3
回　

4
月
2
日（
土
） 
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

【
特
別
展「
夷
酋
列
像
」
関
連
】

ア
イ
ヌ
の
衣
服
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と

講
師　

吉
本
忍
（
本
館 

名
誉
教
授
）

み
ん
ぱ
く
で
開
催
す
る
特
別
展
「
夷
酋
列
像
―
蝦
夷
地
イ
メ
ー
ジ

を
め
ぐ
る
人
・
物
・
世
界
―
」
で
展
示
さ
れ
る
ア
イ
ヌ
の
最
古
の

衣
服
、
そ
の
他
の
新
発
見
資
料
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
16
世
紀
か
ら
17
世
紀
に
お
け

る
ア
イ
ヌ
の
積
極
的
な
対
外
活
動
の
一
端
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

（『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
2
月
号
に
掲
載
の
「
ア
イ
ヌ
の
衣
服
か
ら
見

え
て
き
た
こ
と
」
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
）

●
講
義
終
了
後
、
講
師
の
案
内
の
も
と
、
特
別
展
を
見
学
し
ま
す
。

第
4
5
4
回　

 

5
月
7
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

【
第
87
回
民
族
学
研
修
の
旅
関
連
】

国
境
の
地
に
生
き
る

―
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
カ
レ
リ
ア
と
エ
ス

ト
ニ
ア
・
セ
ト
ゥ
の
人
び
と

講
師　

庄
司
博
史
（
本
館 

名
誉
教
授
）

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
東
部
・
カ
レ
リ
ア
地
方
と
エ
ス
ト
ニ
ア
東
南
部
・

セ
ト
ゥ
地
方
に
は
と
も
に
国
境
に
よ
り
ロ
シ
ア
側
と
分
断
さ
れ
た

人
び
と
が
住
ん
で
い
ま
す
。
双
方
と
も
ロ
シ
ア
の
長
い
支
配
下
に

あ
っ
た
た
め
民
俗
文
化
や
宗
教
に
は
ロ
シ
ア
の
強
い
影
響
を
残
す

一
方
、
辺
境
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
は
す
で

に
失
わ
れ
た
文
化
も
多
く
保
持
し
て
き
ま
し
た
。
本
講
演
で
は
、

今
日
、
過
疎
化
と
多
数
派
へ
の
同
化
の
波
の
な
か
で
地
域
に
と
ど

ま
り
、
伝
統
文
化
を
守
ろ
う
と
す
る
人
び
と
の
姿
を
追
い
ま
す
。

●
講
義
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

東
京
講
演
会

会
場　

モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
5
Ｆ
サ
ロ
ン

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
、
会
員
無
料
・
一
般
5
0
0
円
）

第
1
1
5
回　

4
月
23
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

【
第
87
回
民
族
学
研
修
の
旅
関
連
】

国
境
の
地
に
生
き
る

―
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
カ
レ
リ
ア
と
エ
ス

ト
ニ
ア
・
セ
ト
ゥ
の
人
び
と

講
師　

庄
司
博
史
（
本
館 

名
誉
教
授
）

第
87
回
民
族
学
研
修
の
旅

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
エ
ス
ト
ニ
ア
の
原
風
景
に
出
会
う

―
森
の
恵
み
と
唄
を
愛
す
る
人
び
と
を
訪
ね
て

8
月
1
日（
月
）〜
8
月
9
日（
火
）

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂

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
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

第
4
5
4
回　

3
月
19
日（
土
）

『
夷
酋
列
像
』
の
首
長
た
ち
が
ま
と
う
衣
装

講
師　

佐
々
木
史
郎
（
本
館 

教
授
）

ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦

い
の
終
結
に
関
係
し
た

12
人
の
ア
イ
ヌ
の
首
長

た
ち
を
描
い
た『
夷
酋
列

像
』。そ
の
首
長
た
ち
が

身
に
ま
と
う
衣
装
は
、ロ

シ
ア
の
海
軍
士
官
の
外

套
や
蝦
夷
錦
の
朝
服
な

ど
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な

衣
服
で
は
な
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
衣
装

が
語
る
当
時
の
蝦
夷
地

を
め
ぐ
る
日
本
、ロ
シ
ア
、

そ
し
て
ア
イ
ヌ
の
人
び

と
の
葛
藤
を
明
ら
か
に

し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

本
館
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
。

3
月
6
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
30
分　

特
別
展
示
館

夷
酋
列
像
を
め
ぐ
る
、
人
、
物
、
世
界

話
者　

日
髙
真
吾
（
本
館 

准
教
授
）

3
月
27
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
30
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ソ
ー
ス
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
共
に
行
う
博
物
館
資
料
の
熟
覧
調
査

話
者　

伊
藤
敦
規
（
本
館 

准
教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

刊行物紹介
■𠮷田憲司 著
『仮面の世界を探る―アフリカと
ミュージアムの往還 （フィールドワーク選書）』
臨川書店　2,000円 （税抜）

人を変身させる仮面とは一
体何なのか。邪術が息づく
ザンビア・チェワの社会で
葬送儀礼として営まれる仮
面舞踊。その秘密結社に加
入し、調査研究を進める一方
で、文化を展示する博物館

のあり方を見据える。人びとの生活のなかで生ま
れ、育まれてきた仮面の魅力を伝えるとともに、
人と人の関わりのなかで他者と自己を掴んでいく
フィールドワークの意義を感じさせる一書。

■寺田𠮷孝 著
『音楽からインド社会を知る―弟
子と調査者のはざま（フィールドワーク選書）』
臨川書店　2,000円 （税抜）

アメリカで出会った南インド
の古典音楽。美しい音色に
導かれた先は、濃密な師弟
関係をもとに継承される伝
統音楽の現場だった。師に
音楽の技を学び、調査者とし
て研究を重ねる。弟子と調査

者のはざまに揺れ動く心情をつづりながら、複雑
なカースト社会に迫り、混沌とした南インドの音
楽界を描き出す。――やがてくる師との別れに、
弟子は何を想い、何を後代に伝えるのか。

展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

中
央
・
北
ア
ジ
ア
及
び
ア
イ
ヌ
の
文
化
展
示

が
3
月
17
日
（
木
）
に
新
オ
ー
プ
ン

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜
17
時
（
土
日

祝
を
除
く
）
で
す
。

■北海道博物館 編
『夷酋列像―蝦夷地イメージを
めぐる人・物・世界』「夷酋列像」展実
行委員会、北海道新聞社　1,852円 （税抜）

アイヌの有力者12人
を描いた肖像画の「夷
酋列像」。この肖像画
からは、当時、アイヌの
人びとがおこなって
いた北方交易の産物
を知ることができる。

本書では、「夷酋列像」をめぐる人やものの
交流を描きながら、鎖国下の日本に与えた
世界観を解き明かしていく。

万博記念公園駅

万博記念公園駅
■　改札口　■

▲

エレベーター

エレベーター

階段 スロープ

２Ｆ

１Ｆ

バスのりば

▲

時 万博記念公園
→国立民族学博物館

10 　10　　40

11 　10　　40

12

13 00　　30

14 00　　　40

15 　10　　40

16 　  15

大阪モノレール 万博記念公園駅発

国立民族学博物館
正面入口

▲

バスのりば

時 国立民族学博物館
→万博記念公園

10 　　　　　　55

11 　　25

12 　　　　45

13 　15　　45

14 　　25　　　55

15 　　25

16 5　　30　　  55

国立民族学博物館発

ノ
ッ
カ
マ
ッ
プ
の
慰
霊
祭
壇
か
ら
国
後
島

を
望
む

《夷酋列像》ツキノエ（フランス 
ブザンソン美術考古博物館蔵）
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ダ
ブ
ル
で
「
ホ
ッ
ト
」

イ
ン
ド
の
食
と
い
え
ば
な
ん
と
い
っ
て
も
日
本
語
で

カ
レ
ー
、現
地
で
は
カ
リ
ー
で
あ
ろ
う
。カ
リ
ー
と
い
っ

て
も
じ
つ
に
千
差
万
別
で
、
共
通
す
る
の
は
ス
パ
イ
ス

で
味
付
け
を
し
た
惣
菜
、
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
カ

リ
ー
は
と
に
か
く
辛
い
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
西

イ
ン
ド
の
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
や
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト

州
な
ど
の
カ
リ
ー
は
辛
さ
の
な
か
に
も
甘
さ
を
感
じ
る
。

逆
に
南
イ
ン
ド
の
カ
リ
ー
は
辛
い
。
と
く
に
ア
ー
ン
ド

ラ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
カ
リ
ー
は
辛
く
、
ま
た
こ
の

地
域
は
気
温
も
高
い
。
ど
ち
ら
も
「
ホ
ッ
ト
」
と
い
う

の
が
オ
チ
で
あ
る
。

わ
た
し
の
調
査
地
の
あ
る
タ
ミ
ル
ナ
ー
ド
ゥ
州
の
カ

リ
ー
は
菜
食
が
基
本
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ス
ー
プ

状
で
酸
味
が
強
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
独
特
の
味

わ
い
を
演
出
し
て
い
る
の
が
「
サ
ン
バ
ル
（
サ
ー
ン

バ
ー
ル
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
イ
ン
ド
料
理
店

で
も
み
ら
れ
る
豆
の
皮
を
と
り
挽ひ

き
わ
り
に
し
て
煮
込

ん
だ
ダ
ー
ル
に
、
ト
マ
ト
味
や
タ
マ
リ
ン
ド
な
ど
で
酸

味
を
加
え
た
ス
ー
プ
で
あ
る
。
ス
パ
イ
ス
は
、
コ
リ
ア

ン
ダ
ー
、
ク
ミ
ン
、
コ
シ
ョ
ウ
、
チ
リ
、
タ
ー
メ
リ
ッ

ク
な
ど
を
混
ぜ
て
作
る
が
、
最
近
で
は
既
製
品
の
サ
ン

バ
ル
・
パ
ウ
ダ
ー
も
市
販
さ
れ
て
い
る
。
基
本
の
豆
は
、

タ
ミ
ル
語
の
ト
ゥ
ワ
ラ
ン
・
パ
ル
ッ
プ
（
キ
マ
メ
の

一
種
の
ト
ゥ
ー
ル
豆
）
だ
が
、
ほ
か
に
レ
ン
ズ
豆
、
ヤ

ナ
エ
リ
な
ど
も
使
わ
れ
る
。
ス
ー
プ
の
具
と
し
て
ナ
ス
、

大
根
、
オ
ク
ラ
な
ど
を
入
れ
る
が
、
と
く
に
好
ま
れ
る

の
は
細
長
く
硬
い
皮
を
も
つ
ム
ル
ン
ガ
（
ド
ラ
ム
ス

テ
ィ
ッ
ク
）
で
あ
る
。

インド、タミルナードゥの豆スープ

サンバル

杉
すぎ

本
もと

 良
よし

男
お

 　民博 民族文化研究部

い
っ
し
ょ
に
カ
リ
ー
を
何
品
か
食
べ
る
。
最
初
に
チ
ャ

パ
ー
テ
ィ
ー
（
パ
ン
）
や
極
う
す
の
せ
ん
べ
い
の
よ
う

な
パ
パ
ド
が
つ
く
こ
と
も
あ
る
。
サ
ン
バ
ル
で
ひ
と
と

お
り
食
べ
お
わ
る
と
、
名
物
の
お
代
わ
り
自
由
で
、
洗

面
器
の
よ
う
な
容
器
に
入
っ
た
ご
飯
や
、
バ
ケ
ツ
の
よ

う
な
容
器
に
入
っ
た
野
菜
カ
リ
ー
を
お
代
わ
り
す
る
。

二
盛
り
め
は
ラ
ッ
サ
ム
と
い
う
や
は
り
ス
パ
イ
ス
味
の

さ
ら
さ
ら
し
た
ス
ー
プ
を
か
け
て
食
べ
る
。
サ
ン
バ
ル

と
ち
が
っ
て
ね
ば
り
が
な
い
の
で
、
手
で
す
く
う
に
は

わ
ざ
が
必
要
で
、
う
っ
か
り
す
る
と
お
盆
に
広
が
っ

て
い
く
。
バ
ナ
ナ
の
葉
で
食
べ
る
と
き
は
外
に
こ
ぼ
れ

な
い
よ
う
に
器
用
に
手
で
す
く
っ
て
食
べ
る
。
そ
し
て
、

三
盛
り
め
に
は
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
か
け
て
食
べ
る
。
冷
た

い
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
ご
飯
と
混
ぜ
て
食
べ
る
の
は
少
し
違

和
感
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
て
順
に
食
べ
て
く
る
と

だ
ん
だ
ん
辛
さ
が
和
ら
ぎ
、
最
後
の
ヨ
ー
グ
ル
ト
で
口

の
な
か
が
す
っ
き
り
す
る
。

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
味

わ
た
し
に
と
っ
て
も
、
久
し
ぶ
り
の
タ
ミ
ル
ナ
ー

ド
ゥ
の
味
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
サ
ン
バ
ル
に
つ
き
る
。

最
初
に
サ
ン
バ
ル
を
ご
飯
に
か
け
て
食
べ
始
め
る
と
、

背
中
を
な
に
か
が
下
が
っ
て
い
く
よ
う
な
、
不
思
議
な

感
じ
に
襲
わ
れ
る
。
サ
ン
バ
ル
は
、
料
理
の
基
本
中
の

基
本
で
あ
る
だ
け
に
、
味
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た

非
常
に
多
い
。
サ
ン
バ
ル
の
レ
シ
ピ
を
公
開
し
て
い
る

あ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
そ
の
幅
広
さ
、
奥
深
さ
か

ら
、
サ
ン
バ
ル
科
学
の
博
士
号
を
作
ろ
う
な
ど
と
い
う

ジ
ョ
ー
ク
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
だ
。

タ
ミ
ル
人
は
、
食
事
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
と
き
、
家

で
食
べ
て
る
よ
う
だ
、
と
い
う
の
が
最
上
の
ほ
め
言
葉

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
お
ふ
く
ろ
の
味
に
あ
た

る
の
だ
が
、
家
庭
で
い
た
だ
く
カ
リ
ー
料
理
は
味
が
や

さ
し
く
て
と
て
も
お
い
し
い
。
外
で
も
家
で
も
、
ア
ッ

ト
ホ
ー
ム
な
気
分
を
か
も
し
出
し
て
く
れ
る
の
は
、
サ

ン
バ
ル
な
の
で
あ
る
。

ミ
ー
ル
ス
の
作
法

タ
ミ
ル
ナ
ー
ド
ゥ
州
に
は
町
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
食

堂
が
あ
り
、昼
時
に
な
る
と
「
ミ
ー
ル
ス
・
レ
デ
ィ
（
昼

食
あ
り
ま
す
）」
と
書
い
た
看
板
が
出
て
い
る
。「
ミ
ー

ル
ス
」
と
は
、
イ
ン
ド
中
に
聞
こ
え
た
お
代
わ
り
自
由

の
昼
の
定
食
で
あ
る
。
定
食
は
大
き
な
お
盆
か
バ
ナ
ナ

の
葉
に
ご
飯
や
カ
リ
ー
を
盛
っ
て
提
供
さ
れ
る
。
大
き

な
お
盆
に
は
、
ち
い
さ
な
容
器
に
入
っ
た
カ
リ
ー
や
デ

ザ
ー
ト
な
ど
が
何
品
も
つ
い
て
く
る
。
最
初
に
こ
れ
を

出
さ
れ
た
と
き
、
ど
れ
を
ど
う
い
う
順
序
で
食
べ
る
の

か
見
当
が
つ
か
な
く
て
困
っ
た
。
な
か
に
は
ス
ペ
シ
ャ

ル
・
ラ
ン
チ
と
称
し
て
二
〇
品
、
三
〇
品
も
つ
く
場
合

も
あ
る
。
ま
ず
は
カ
リ
ー
の
容
器
を
お
盆
の
外
に
出
し
、

空
い
た
ス
ペ
ー
ス
に
ご
飯
を
盛
っ
て
も
ら
う
。
ま
た
、

バ
ナ
ナ
の
葉
の
上
に
ご
飯
や
カ
リ
ー
を
の
せ
て
出
す
店

も
あ
る
。

最
初
の
ご
飯
一
盛
り
は
、
サ
ン
バ
ル
を
か
け
て
混
ぜ
、

トゥールマメのダール　1/2カップ

タマネギ　　　　　　　1/2個

ニンニク　　　　　　　1かけ

ショウガ　　　　　　　1かけ

カブ　　　　　　　　大 2個

トマト　　　　　　　　中1個

コリアンダーの葉（香菜）　　
　　　　　　　　　　　少々

サンバル・パウダー　  小さじ2

タマリンド・ペースト　小さじ1/2

サラダ油・塩　　　　　  適量

サンバル

① ダールを3カップの水でやわらかくなるまで、ことこと煮る。
② カブは1cmくらいの厚さに切っておく。
③ 厚鍋にサラダオイルを熱し、スライスしたタマネギ、みじん切りの
ニンニク、ショウガを、透き通るまで炒める。

④ ②を加えて炒める。
⑤ ①のダールを汁ごと加え、みじん切りトマト、サンバル・パウダー、
タマリンド、塩を加え、野菜がやわらかくなるまでことこと煮る。

⑥ 全体が具だくさんのポタージュスープ風になったら、できあがり。
⑦ コリアンダーの葉を上に散らして食卓へ。

※ 野菜はダイコン、ナス、ジャガイモなどなんでもいいが、具としてタマネ
ギだけを入れたオニオン・サンバルが一番ポピュラーのようだ。

註）辛島昇『インド・カレー紀行』（岩波ジュニア新書）2009年、62ページより。
レシピは、最近亡くなられた辛島昇先生と長く共同研究をおこなってこら
れた、スッバラーヤル先生の奥様のもの。

ご飯のお代わり野菜カリーのお代わり
バナナの葉にカリーとご飯を盛り、サンバルをかける

パパドとご飯を盛る。盆の左上がサンバル レストランの入口前におかれた
「ミールス・レディ」の看板。タミ
ル語（サーッパードゥ）と英語で
併記されている
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文
化
遺
産
の「
拡
張
」

―
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
路
に
描
か
れ
た
矢
印

土ど

井い 

清き
よ

美み 

　
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
兼
任
講
師

登
録
さ
れ
た
「
道
」
と
徒
歩
巡

礼
の
人
気

ス
ペ
イ
ン
北
部
に
、
聖
ヤ
コ
ブ
ゆ

か
り
の
町
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・

コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
が
あ
る
。
こ
こ
に
至

る
道
は
「
ヤ
コ
ブ
の
道
」
と
よ
ば
れ
、

西
欧
各
地
を
網
目
状
に
走
り
、
ス
ペ

イ
ン
国
内
に
も
同
名
の
ル
ー
ト
が
い

く
つ
も
あ
る
。
な
か
で
も
、
世
界
的

に
も
珍
し
く
「
道
」
が
世
界
文
化
遺

産
と
し
て
西
仏
そ
れ
ぞ
れ
で
登
録
さ

れ
て
い
る
の
が
、
そ
こ
へ
至
る
総
延

長
約
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
巡

礼
路
で
あ
る
。

テ
ィ
ア
ゴ
に
行
く
方
法
が
あ
る
の
に
、

徒
歩
で
目
指
す
彼
ら
の
多
く
は
、「
観

光
客
」
で
は
な
く
「
巡
礼
者
」
で
あ

る
こ
と
を
自
認
す
る
反
面
、
道
中
に

あ
る
教
会
堂
の
ミ
サ
に
立
ち
寄
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
い
か
な
る
動

機
で
あ
れ
、
迷
っ
た
り
立
ち
止
ま
っ

た
り
し
な
が
ら
の
徒
歩
の
旅
が
「
遍

歴
す
る
巡
礼
者
」
の
意
識
を
か
た
ち

づ
く
っ
て
い
る
。

世
界
遺
産
委
員
会
に
よ
る
対
象

範
囲
拡
張

二
〇
一
五
年
、
世
界
遺
産
委
員
会

い
る
他
方
、「
現
場
」
で
は
ど
の
よ

う
な
現
象
が
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

増
殖
す
る
矢
印

家
の
塀
、
鉄
塔
、
地
面
。
巡
礼
路

沿
い
の
あ
ち
こ
ち
に
は
落
書
き
の
よ

う
に
黄
色
い
ペ
ン
キ
で
記
さ
れ
た
矢

印
が
あ
る
。
こ
う
し
た
矢
印
は
、
巡

礼
路
愛
好
団
体
な
ど
が
書
き
、
サ
ン

テ
ィ
ア
ゴ
を
目
指
し
て
歩
く
巡
礼
者

が
進
路
の
手
が
か
り
と
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
お
よ
そ
三
十
分
歩
き
続

け
て
も
こ
う
し
た
矢
印
を
ひ
と
つ
も

見
か
け
な
け
れ
ば
、
道
を
間
違
え
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
土
産
物
店
に

は
こ
の
矢
印
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
Ｔ

シ
ャ
ツ
や
バ
ッ
ジ
な
ど
が
売
ら
れ
て

い
る
。
巡
礼
路
を
示
す
矢
印
は
、
そ

れ
だ
け
巡
礼
者
に
頼
り
に
さ
れ
て
親

し
ま
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
。

し
か
し
矢
印
は
、
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
信
頼
で
き
る
も
の
で
は
必
ず
し

も
な
い
。
矢
印
に
従
っ
て
進
ん
で
い

た
ら
、
行
き
止
ま
り
に
な
り
、
疲

れ
た
と
こ
ろ
で
運
よ
く
ビ
ー
ル
や

ジ
ュ
ー
ス
を
飲
め
る
店
に
出
く
わ
し

た
、
と
い
う
話
を
よ
く
聞
く
。
じ
つ

は
、
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、
巡
礼

路
か
ら
少
し
逸そ

れ
た
と
こ
ろ
に
店
を

構
え
る
人
た
ち
が
、
商
機
拡
大
を

狙
っ
て
巡
礼
者
に
足
を
向
け
さ
せ
る

た
め
に
「
創
作
」
し
た
矢
印
で
あ
る
。

矢
印
は
ま
た
、
と
き
に
道
端
で
遊
ぶ

小
さ
な
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
無
邪

気
に
「
創
作
」
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
し
て
今
日
も
巡
礼
者
は
そ
れ
ら
を

辿た
ど

っ
て
見
知
ら
ぬ
土
地
を
遍
歴
す
る

こ
と
に
な
る
。
国
際
機
関
や
政
府
に

よ
る
理
念
的
な
マ
ー
カ
ー
で
道
が
拡

張
さ
れ
る
の
と
並
行
し
て
、
巡
礼
路

で
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
総
延
長
が

マ
ー
カ
ー
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
と
い

う
わ
け
だ
。

今
日
、
保
全
や
後
世
へ
の
継
承
が

目
的
で
あ
っ
た
は
ず
の
遺
産
登
録

が
、
経
済
的
な
資
源
に
挿す

げ
替
え
ら

れ
る
な
ど
、「
会
議
場
」
と
「
現
場
」

と
の
乖か
い

離り

が
文
化
遺
産
政
策
に
お
い

て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
現
場
で
表
出
す
る
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
と
、
そ
こ
か
ら
遊
離
す
る
宿

命
に
あ
る
制
度
的
な
方
向
性
と
が
、

思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
重
な
る
と
い
う
、

や
や
ジ
ョ
ー
ク
め
い
た
こ
と
も
ま
た

あ
っ
た
り
す
る
の
だ
。

は
、
当
該
の
巡
礼
路
に
他
の
ル
ー
ト

（
と
建
造
物
群
）
を
追
加
し
た
「
拡

張
登
録
」
を
承
認
し
た
。
つ
ま
り
、

文
化
遺
産
と
し
て
指
定
さ
れ
る
範
囲

が
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。
今
回
の
拡

張
決
定
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
既

存
ル
ー
ト
の
保
全
も
ま
ま
な
ら
な
い

状
況
で
の
拡
張
申
請
を
反
対
す
る
巡

礼
路
愛
好
団
体
に
対
し
て
、
ス
ペ
イ

ン
中
央
政
府
と
バ
ス
ク
州
政
府
の
協

力
関
係
が
拡
張
登
録
の
決
定
打
と

な
っ
た
と
さ
れ
る
。
遺
産
登
録
の
拡

張
を
め
ぐ
っ
て
「
会
議
場
」
で
は
さ

ま
ざ
ま
な
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
働
い
て

近
年
、
こ
の
非
常
に
長
い
道
の
り

を
あ
え
て
徒
歩
や
自
転
車
で
サ
ン

テ
ィ
ア
ゴ
ま
で
目
指
す
人
が
増
え
て

い
る
。
も
っ
と
楽
に
目
的
地
サ
ン

近
年
、
世
界
遺
産
委
員
会
は
、
経
路
沿
い
に
点
在
す
る
複
数
の
構
成
資
産
の
登
録
（
シ
リ
ア
ル
・
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
を

奨
励
し
て
い
る
。
日
本
の
熊
野
古
道
も
そ
の
一
例
だ
。
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
巡
礼
路
は
、
そ
う
し
た
動

き
よ
り
早
く
に
登
録
さ
れ
、
今
で
は
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
。

サンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂

スペイン

スペインにあるサンティアゴへと続く道

地面に書かれた黄色い矢印

矢印が土産物のモチーフになることも多い。
写真はピンバッジ。標本番号H0231178

フランス

サンティアゴ・デ・コンポステラ
●
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民
謡
好
き
な
理
由

ト
ル
コ
第
一
の
都
市
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
、
ト
ル
コ

で
も
っ
と
も
入
学
が
困
難
な
音
楽
大
学
が
あ
る
。

イ
ェ
リ
ッ
ズ
は
こ
の
大
学
の
民
謡
科
に
入
学
す
る
た

め
に
、
毎
日
練
習
と
民
謡
酒
場
で
歌
う
ア
ル
バ
イ

ト
に
励
ん
で
い
た
。
ア
ル
バ
イ
ト
は
週
に
五
日
、
夕

方
五
時
に
店
に
入
り
、
終
わ
る
の
は
夜
中
の
二
時

過
ぎ
だ
。
彼
女
の
母
親
は
よ
く
わ
た
し
に
、「
心
配

で
仕
方
が
な
い
か
ら
本
当
は
辞
め
て
ほ
し
い
。
大

学
も
い
い
が
、
そ
れ
よ
り
早
く
結
婚
し
て
落
ち
着

い
て
ほ
し
い
」と
嘆
い
て
い
た
。
二
〇
〇
四
年
当
時
、

結
婚
せ
ず
一
人
で
長
期
間
ト
ル
コ
に
滞
在
し
て
い
た

わ
た
し
は
、
心
配
す
る
母
親
に
何
も
答
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
で
い
た
。

イ
ェ
リ
ッ
ズ
は
わ
た
し
と
知
り
合
っ
た
時
点
で
、

す
で
に
四
回
そ
の
音
楽
大
学
を
受
験
し
て
い
た
。

民
謡
酒
場
の
前
は
、
高
校
卒
業
後
す
ぐ
に
ホ
テ
ル

の
給
仕
と
し
て
働
き
、
毎
日
民
謡
を
聴
い
て
自
分

な
り
に
勉
強
し
て
い
た
。
そ
こ
ま
で
民
謡
を
好
き

な
こ
と
に
日
本
人
の
わ
た
し
は
感
心
し
て
い
た
の

だ
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
彼
女
の
バ
ッ
ク
グ
ラ

ウ
ン
ド
に
あ
っ
た
。
彼
女
は
ト
ル
コ
の
宗
教
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
レ
ヴ
ィ
ー
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

ア
レ
ヴ
ィ
ー
と
民
謡

ア
レ
ヴ
ィ
ー
と
民
謡
（
ト
ゥ
ル
キ
ュ
）
は
切
っ
て

も
切
れ
な
い
関
係
で
あ
る
。
ア
レ
ヴ
ィ
ー
は
、
自
分

た
ち
を
ム
ス
リ
ム
と
称
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
欠
か

す
こ
と
の
で
き
な
い
儀
礼
で
あ
る
ジ
ェ
ム
を
、
日
本

の
三
味
線
に
似
た
民
俗
楽
器
バ
ー
ラ
マ
の
伴
奏
す
る

歌
に
よ
っ
て
進
行
す
る
。
ジ
ェ
ム
は
男
女
一
緒
に
お

こ
な
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
か
ら
な
り
最
後
に

は
一
見
「
舞
踊
」
と
も
見
受
け
ら
れ
る
身
体
動
作
も

お
こ
な
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
影
響
し
、
宗
教
儀
礼

の
な
か
で
の
音
楽
や
舞
踊
の
使
用
に
あ
ま
り
好
意

的
で
は
な
い
ス
ン
ニ
ー
派
の
ム
ス
リ
ム
が
人
口
の
多

数
を
占
め
る
ト
ル
コ
に
お
い
て
、
常
に
異
端
と
し
て

迫
害
を
受
け
て
き
た
。

儀
礼
ジ
ェ
ム
で
詠
わ
れ
る
歌
の
多
く
は
、
ア
レ

ヴ
ィ
ー
が
信
仰
し
て
き
た
聖
者
た
ち
の
残
し
た
詩
に

節
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
宗
教
的

意
味
の
薄
い
歌
が
、
ト
ル
コ
民
謡
と
し
て
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
ト
ル
コ
に
多
く

存
在
し
、
村
々
を
歌
い
な
が
ら
歩
き
回
り
情
報
を

伝
達
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
吟
遊
詩
人
（
ア
ー

シ
ュ
ク
）
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
が
ア
レ
ヴ
ィ
ー

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
村
人
た
ち
は
知
ら
ず
知
ら
ず

に
ア
レ
ヴ
ィ
ー
の
歌
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は

次
第
に
国
中
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ト

ル
コ
共
和
国
建
国
当
時
、
地
域
の
文
化
を
収
集
し

あ
ら
た
な
ト
ル
コ
文
化
を
創
出
す
る
こ
と
を
目
的
に

各
地
に
作
ら
れ
た
民
衆
の
家（
ハ
ル
ク・エ
ヴ
ィ
）で
、

伝
統
文
化
（
民
謡
）
の
担
い
手
と
し
て
ア
レ
ヴ
ィ
ー

が
集
め
ら
れ
活
躍
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
上
記
の
理

由
か
ら
最
近
ま
で
公
表
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た

が
、
現
在
で
も
メ
デ
ィ
ア
で
活
躍
す
る
民
謡
歌
手
の

多
く
は
ア
レ
ヴ
ィ
ー
で
あ
る
。

ア
レ
ヴ
ィ
ー
と
し
て
！ 

歌
手
と
し
て
！

そ
の
よ
う
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
っ
て
い
た

イ
ェ
リ
ッ
ズ
は
、
都
市
化
の
な
か
で
薄
れ
て
い
く
ア

レ
ヴ
ィ
ー
文
化
を
特
に
危
惧
し
て
い
た
。
五
回
目
の

受
験
を
パ
ス
し
た
後
、
大
学
に
通
い
な
が
ら
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
に
多
く
あ
る
ア
レ
ヴ
ィ
ー
が
信

仰
す
る
聖
者
の
文
化
の
保
存
を
目
的

と
し
た
ア
レ
ヴ
ィ
ー
文
化
協
会
の
青
年

部
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
た
。

さ
ら
に
前
述
の
儀
礼
の
な
か
で
実
践
さ

れ
る
セ
マ
ー
と
よ
ば
れ
る
身
体
動
作
の

担
い
手
と
し
て
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
へ
の
誤

解
が
ト
ル
コ
社
会
の
な
か
で
徐
々
に
払

拭
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
増
加
し
て
い

く
公
演
に
出
演
し
て
い
た
。

大
学
院
に
進
ん
だ
彼
女
は
、
ア
レ

ヴ
ィ
ー
音
楽
（
旋
律
や
詩
）
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
大
学
や
協
会
主
催
と
し
て
企
画
し
、
ま
た
、

ア
レ
ヴ
ィ
ー
系
ラ
ジ
オ
局
で
も
歌
手
兼
Ｍ
Ｃ
と
し

て
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
、
ゲ
ス
ト
に
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘

主
義
教
団
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
の
長
老
を
招
い
て

宗
教
音
楽
に
つ
い
て
の
対
談
を
す
る
な
ど
、
積
極

的
に
宗
教
音
楽
に
つ
い
て
の
話
題
提
供
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。
音
楽
を
専
攻
す
る
ア
レ
ヴ
ィ
ー
の
学
生
と

し
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
さ
れ
て
き
た
ア
レ
ヴ
ィ
ー

が
い
か
に
こ
の
国
の
文
化
に
影
響
を
与
え
た
か
、
直

接
的
・
間
接
的
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一

方
、
純
粋
に
民
謡
歌
手
と
し
て
活
躍
し
た
い
と
幼

い
こ
ろ
か
ら
夢
見
て
い
た
彼
女
は
、
現
在
で
は
Ｃ
Ｄ

デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
、
多
く
の
テ
レ
ビ
番
組
に
民
謡

歌
手
と
し
て
出
演
し
て
い
る
。

ト
ル
コ
に
ア
レ
ヴ
ィ
ー
と
し
て
生
ま
れ
た
彼
女

は
、
都
会
の
生
活
の
な
か
で
忘
れ
が
ち
な
自
分
が

ア
レ
ヴ
ィ
ー
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

維
持
し
な
が
ら
、
血
の
に
じ
む
よ
う
な
努
力
を
し

夢
を
着
実
に
実
現
さ
せ
て
い
る
。

米よ
ね

山や
ま 

知と
も

子こ　
神
戸
市
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師

孤高の歌姫
―トルコのアレヴィーとして

「文化」の担い手を考えたとき、多数派・主流派のみが担うものなのか
と言われれば、そうとも言い切れない。少数派によって連綿と受け継が
れてきたものもあり、それがアイデンティティのよりどころになること
もあるのだ。

アレヴィーの儀礼で伝統的な衣装をまとうイェリッズ（撮影・寺田𠮷孝）

デビューアルバムのコンサートのポスター

儀礼のなかでセマーを実践するイェリッズ
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二
〇
一
五
年
の
ノ
ー
ベ
ル
医
学
生
理
学
賞
は
、
イ
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
の
開

発
に
関
わ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｃ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
大
村
智
、
そ
れ
に
ア
ル

テ
ミ
シ
ニ
ン
を
発
見
し
た
屠ト

呦ユ
ウ

呦ユ
ウ

に
授
与
さ
れ
た
。
イ
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
は

河
川
盲
目
症
と
呼
ば
れ
る
熱
帯
病
を
ほ
と
ん
ど
完
全
に
予
防
で
き
る
こ
と

で
知
ら
れ
て
お
り
、
毎
年
二
億
人
以
上
の
人
に
無
償
で
投
与
さ
れ
て
い
る
。

ア
ル
テ
ミ
シ
ニ
ン
は
マ
ラ
リ
ア
の
治
療
薬
の
原
型
と
な
っ
た
化
学
物
質
で
、

二
〇
一
三
年
に
は
そ
れ
に
由
来
す
る
薬
剤
が
延
べ
四
億
人
弱
の
人
に
投
与

さ
れ
た
。

年
間
二
億
人
、
四
億
人
と
い
う
数
字
が
並
ぶ
と
、
確
か
に
、
こ
れ
ら
の

薬
剤
に
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
が
授
与
さ
れ
る
だ
け
の
価
値
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
受
賞
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

イ
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
が
開
発
さ
れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
こ
と
だ
し
、

ア
ル
テ
ミ
シ
ニ
ン
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
ど

ち
ら
も
、
二
〇
一
二
年
に
山
中
伸
弥
が
受
賞
し
た
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
よ
う
に

広
範
な
応
用
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

受
賞
の
理
由
と
し
て
、
ノ
ー
ベ
ル
財
団
は
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
へ
の
貢
献

を
挙
げ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
と
は
、
人
道
主
義
的
な
立
場
か
ら
、

先
進
国
だ
け
で
は
な
く
全
世
界
の
人
び
と
の
健
康
を
増
進
し
よ
う
と
い
う

医
療
の
こ
と
で
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
、
欧
米
の
医
学
界
で
に
わ
か

に
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
致
死
的
な
病
気
と
い
え
ば
ガ
ン

や
心
臓
病
、
脳
梗
塞
が
想
像
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
世
界
に
目

を
向
け
れ
ば
、
と
り
わ
け
開
発
途
上
国
に
お
い
て
は
、
マ
ラ
リ
ア
、
結
核
、

グローバルヘルス
Global Health

浜
は ま

田
だ

 明
あ き

範
の り

　民博 機関研究員

Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
と
い
っ
た
感
染
症
が
依
然
と
し
て
猛
威
を
振
る
っ
て

い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
病
気
の
治
療
に
対
す
る
貢
献
も

等
し
く
表
彰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
で
、
イ
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
の
開
発
に
賞
が
贈
ら
れ
た
こ
と
は
大

き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
予
防
さ
れ
る
河
川
盲
目
症

と
い
う
病
気
に
つ
い
て
、
知
っ
て
い
た
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
だ
ろ

う
。
河
川
盲
目
症
は
、「
顧
み
ら
れ
な
い
熱
帯
病
」
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、

危
険
性
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
視
さ
れ
て
き
た
感
染
症
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
病
気
の
治
療
法
の
開
発
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を

授
与
す
る
こ
と
か
ら
は
、「
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
感
染
症
を
こ
れ

か
ら
は
無
視
し
な
い
」と
い
う
強
い
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
透
け
て
見
え
る
。

近
年
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
ビ

ル
＆
メ
リ
ン
ダ
・
ゲ
イ
ツ
夫
妻
の
出
資
し
た
ゲ
イ
ツ
財
団
に
よ
る
積
極
的

な
支
援
が
あ
る
。
た
だ
し
、
ゲ
イ
ツ
財
団
は
、
単
に
資
金
を
援
助
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
い
。
助
成
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
説
明
責
任
を
強
く
求
め

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
功
を
証
明
す
る
た
め
の
証
拠

と
し
て
、
統
計
学
的
な
手
法
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
た
指
標
が
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
は
、
治
療
と

研
究
、
人
道
主
義
と
成
果
主
義
が
融
合
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て

い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
は
、
人
び
と
の
健
康
状
態
を
改
善
し
、
ま
た
、

対
象
と
な
る
人
び
と
の
現
状
を
可
視
化
す
る
と
い
う
二
重
の
意
味
で
、
ま

さ
に
地
球
規
模
で
人
間
の
生
を
統
治
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ノーベル賞
の

メッセージ

20  



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茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約13分。
●乗用車は、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。

編集後記

　エキスポシティに昨年11月にオープンしたニフレルに取材に行っ

てきた。

　「アートとして魚を展示する」というのがこれまでの水族館には

ない新しいコンセプトのひとつで、正面からだけでなく、周囲180度、

真上から、そして下からも、水の生き物の色や形をじっくり味わえ

るようになっている。水槽（というよりショウケース）や照明など

も洒落ていて、まさにギャラリーのインスタレーションである。オ

ウムガイの殻の対数螺
ら

旋
せん

やヒトデの五放射相称など、自然界が無

作為に生み出す形や色は、人間が「術
すべ

」を尽くして造り出す芸術

のお手本になってきたので、アーティスティックなのは至極当然な

のである。

　ニフレルには「ワンダーモーメンツ」という、魚が一匹もいない、

アートそのものの空間もある。頭上に浮く球体とその下の床面に

松尾高弘氏が手掛けたメディアアートが展開する。その神秘的な

光と音の共演に合わせて、小さな子どもたちが自由に踊りまくって

いた。瞬き、仄
ほの

めく光線を浴びながら、鑑賞物としてのアートの境

界をいともたやすく超えて、作品のムーヴメントと一体になってい

るのである。光の海をひらひらと遊泳する熱帯魚のようで、見てい

て飽きない。（山中由里子）
月刊みんぱく  2016年 3月号
第 40巻第 3号通巻第 462号　2016年 3月 1日発行
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みんぱくをもっと楽しみたい人のために―会員制度のご案内
詳細については、一般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）

国立民族学博物館友の会
本館展示の無料入館や特別展示の観覧料割引にくわえ、
『月刊みんぱく』や会員機関誌『季刊民族学』など
の定期刊行物や、毎月の友の会講演会、セミナー
などを通して多様な文化の情報を提供しています。

みんぱくフリーパス
1年間、本館展示へ何度でも無料
で入館いただけます（特別展示は観
覧料割引）。他にも、みんぱくを楽し
むための特典がいっぱいです。

国立民族学博物館 
キャンパスメンバーズ
みんぱくと大学等教育機関との連携を図り、
文化人類学、民族学にふれる学びの場を
提供することを目的とした会員制度です。

「生きものさがし」にお越しください。
国立民族学博物館とニフレル（株式会社海遊館）、
連携協力協定を締結

昨年11月、万博記念公園駅前の大型複合施設エキスポシ

ティに、生きているミュージアム「ニフレル」がオープン

しました。「感性にふれる
4 4 4 4

」をコンセプトとするミュージ

アムです。色や姿、適応する環境など７つにわけられた

ゾーンでは、生きものの魅力をたっぷりと感じることがで

きます。お子さんはもちろん、大人も生きものにふれたと

きの純粋な驚きや感動を再び体験できるようなしかけが

なされています。

　このたび、みんぱくとニフレル（株式会社海遊館）は、

連携協力協定を締結しました。年末年始展示イベント「さ

る」に関連して、1月11日（月・祝）におこなわれたトーク

イベント「みんぱく×ニフレル―人と生き物をつなぐ」

は、その締結とニフレルの開館を記念したものでもありま

した。

　みんぱくには生きものそのものはいませんが、毛皮や

羽根などを素材としたものや狩猟・牧畜の道具、そして

生きものから相を得て作り出した仮面や像など、人と生き

ものとのかかわりを示す資料が多数展示されています。

　人が生きものとかかわりながら生みだした造形物を展

示するみんぱくと、生き物の特性に焦点をあてた展示を

するニフレル、一見手法も視点も異なるようですが、こ

のふたつのミュージアムが連携協力することで、あらたな

知的創造がおこなわれることが期待されます。また、万

博記念公園は、1970年の万博開催後に「緑に包まれた文

化公園」として整備されました。植栽から40年以上たち、

大きな森ができあがったこの公園は、みんぱくに加えてニ

フレルがオープンしたことで、わたしたちと生きものとの

関係を今一度見直し、理解を深めるためのよりよい場所

となったのではないでしょうか。「生きものさがし」は万

博記念公園にぜひお越しください。

「みんぱく×ニフレル」
の模様。まずニフレルの
小畑洋館長（中央）とみ
んぱくの池谷和信教授
（左）による、人と生きも
のとの関係についての講
演があり、その後みんぱ
くの上羽陽子准教授（右）
の司会により、小畑館長
と池谷教授の対談がお
こなわれました

みんぱくの展示には、生きものをかたどったものや、生きものを素材にしたものがいっ
ぱいあります。それぞれの展示場で視線を上に下にとさがしてみてください

ニフレルの「うごきにふれる」ゾーン。ワオキツネザルやカピバラが気ままに通路を
横切り、鳥たちが飛び回ります。ここでは来館者よりも生きものが主役のようです
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