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9
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7
年
京
都
府
生
ま
れ
。
生
き
て
い

る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
「
N
I
F
R
E
L
（
ニ
フ

レ
ル
）」
館
長
。
海
遊
館
開
業
当
初
よ
り
飼

育
担
当
と
し
て
勤
務
し
、
国
内
で
は
類
を

見
な
い
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
陸
上
長
距
離
輸

送
や
、
希
少
な
イ
ト
マ
キ
エ
イ
の
飼
育
展

示
に
も
世
界
で
初
め
て
成
功
す
る
。
海
遊

館
最
大
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル「
新
体
感
エ
リ
ア
」

及
び「
ニ
フ
レ
ル
」建
設
の
中
心
人
物
と
な
っ

て
構
想
・
監
修
を
お
こ
な
う
。
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昨
年
一一
月
一
九
日
、
万
博
記
念
公
園
の
エ
キ
ス
ポ
シ
テ
ィ

内
に
〝
生
き
て
い
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
「
ニ
フ
レ
ル
」〞
が
誕
生

し
た
。
ニ
フ
レ
ル
は
、
海
遊
館
が
初
め
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た

施
設
で
、
水
族
館
・
動
物
園
・
美
術
館
の
要
素
を
持
つ
、
新

ジ
ャ
ン
ル
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
あ
る
。
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
感
性

に
ふ
れ
る
」。
子
供
の
頃
に
は
誰
し
も
が
持
っ
て
い
た
、
小
さ

な
生
き
物
や
自
然
の
現
象
に
目
を
見
は
り
、
心
惹ひ

か
れ
る
感

性
。
そ
ん
な
感
性
を
刺
激
し
、
ニ
フ
レ
ル
で
の
体
験
が
き
っ

か
け
と
な
っ
て
、
来
館
者
の
日
々
の
生
活
に
お
い
て
も
、
新

た
な
気
付
き
が
生
ま
れ
て
欲
し
い
と
い
う
思
い
を
込
め
た
。

　
展
示
全
体
の
テ
ー
マ
は
「
多
様
性
（
多
様
な
い
の
ち
と
個

性
の
繋
が
り
）」
で
、
様
々
な
生
き
物
の
個
性
に
フ
ォ
ー
カ

ス
を
あ
て
、
そ
の
魅
力
を
分
か
り
や
す
く
表
現
す
る
こ
と
で
、

生
き
物
と
来
館
者
を
繋つ

な

げ
ら
れ
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
、

最
も
こ
だ
わ
っ
た
の
が
、
彼
ら
を
忠
実
に
美
し
く
魅
せ
る
事
。

水
族
館
や
生
き
物
に
興
味
の
無
い
人
に
も
、
彼
ら
の
魅
力
が

直
感
的
に
伝
わ
る
展
示
を
目
指
し
た
。

　
そ
ん
な
ニ
フ
レ
ル
も
、
早
い
も
の
で
開
業
し
て
一
年
が
経

と
う
と
し
て
い
る
。
来
館
者
の
反
応
は
様
々
だ
が
、
エ
ン
ト

ラ
ン
ス
か
ら
入
り
、
最
初
の
「
い
ろ
に
ふ
れ
る
」
ゾ
ー
ン
で

は
、
空
間
全
体
と
水
槽
内
の
小
さ
な
生
き
物
に
対
し
、
し

ば
し
ば
感
嘆
の
声
が
上
が
る
。
大
水
槽
で
は
埋
没
し
て
し
ま

う
小
さ
な
生
き
物
に
気
付
き
、
驚
き
を
覚
え
て
も
ら
っ
て
い

る
事
を
心
か
ら
嬉う

れ

し
く
思
う
。
ま
た
、「
う
ご
き
に
ふ
れ
る
」

ゾ
ー
ン
で
は
、
足
も
と
や
頭
上
を
跳
び
回
る
ワ
オ
キ
ツ
ネ
ザ

ル
や
、
大
き
な
風
を
起
こ
し
目
の
前
を
飛
ぶ
モ
モ
イ
ロ
ペ
リ

カ
ン
に
歓
声
が
上
が
る
。
来
館
者
と
動
物
が
同
じ
空
間
を
共

有
す
る
事
で
、
今
ま
で
よ
り
も
ダ
イ
レ
ク
ト
に
彼
ら
の
魅
力

が
伝
わ
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ゾ
ー
ン
は
「
多

様
な
行
動
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
た
め
、
自
然
界
で
は
出

会
う
事
の
無
い
、
哺
乳
類
や
鳥
類
が
複
数
種
同
居
し
て
い
る
。

当
初
は
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
合
う
か
心
配
し
た
が
、

お
互
い
の
距
離
を
縮
め
た
り
伸
ば
し
た
り
し
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
生
活
し
、
退
屈
に
な
り
が
ち
な
飼
育

環
境
下
で
、
適
度
な
刺
激
を
与
え
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
来

館
者
に
つ
い
て
は
、
危
害
を
加
え
な
い
動
き
の
遅
い
動
物
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
彼
ら
は
あ
ま
り
気
に
と
め

て
い
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
ゾ
ー
ン
は
、
来
館
者
（
ヒ
ト
）
も

動
物
の
一
種
と
し
て
加
わ
り
、
日
々
、
変
化
を
続
け
て
い
る

点
で
今
後
が
楽
し
み
な
展
示
だ
。

　
新
施
設
を
創
る
の
は
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
が
、
色
ん
な

感
性
や
知
識
・
経
験
を
持
つ
人
が
同
じ
方
向
を
目
指
し
て

混
ざ
り
合
う
と
、
結
果
と
し
て
新
た
な
も
の
が
生
ま
れ
る
と

改
め
て
実
感
し
た
。
人
そ
れ
ぞ
れ
見
え
方
が
違
う
、
だ
か
ら

出
来
る
事
も
違
う
、
そ
し
て
、
人
も
含
め
全
て
の
生
き
物
は
、

個
性
的
だ
か
ら
こ
そ
魅
力
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
色
ん
な

個
性
と
繋
が
り
合
い
な
が
ら
〝
生
き
て
い
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

「
ニ
フ
レ
ル
」〞
は
成
長
し
て
い
く
。



未来のデザイナーを
育てる博物館

民博 文化資源研究センター

野
の

林
ばやし

 厚
あつ

志
し

次
世
代
育
成
の
た
め
の
コ
ン
テ
ス
ト

民
博
で
は
二
〇
一
六
年
八
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
、
台

湾
原
住
民
族
（
台
湾
の
先
住
民
族
の
総
称
）
の
文
化
や
歴
史

を
表
現
し
た
ポ
ス
タ
ー
作
品
を
紹
介
す
る
企
画
展
「
台
湾

原
住
民
族
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
」（
以
下
、「
原
住
民
族
ポ
ス

タ
ー
展
」）
を
実
施
し
た
。
こ
れ
ら
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
民
博

が
学
術
協
力
協
定
を
締
結
し
て
い
る
順
益
台
湾
原
住
民
博

物
館
（
順
益
博
物
館
）
に
お
い
て
、
二
〇
〇
六
年
よ
り
隔
年

で
開
催
し
て
い
る
学
生
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募
さ

れ
入
選
を
果
た
し
た
作
品
で
あ
る
。
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募

で
き
る
の
は
基
本
的
に
は
高
校
生
か
ら
大
学
生
ま
で
で
あ

り
、
台
湾
の
将
来
を
担
う
世
代
が
、
ポ
ス
タ
ー
の
デ
ザ
イ

ン
を
競
い
合
う
企
画
と
な
っ
て
い
る
。

台
湾
は
、
二
〇
〇
二
年
に
、「
挑
戦
二
〇
〇
八
国
家
発
展

進
す
る
一
〇
の
計
画
を
か
か
げ
、
e
世
代
の
育
成
、
デ
ジ
タ

ル
リ
テ
ラ
シ
ー
と
英
語
力
を
も
っ
た
次
世
代
の
育
成
に
つ
い

で
あ
げ
ら
れ
た
の
が
、「
文
化
創
意
産
業
発
展
」、
い
わ
ゆ
る

文
化
的
創
造
力
を
産
業
に
つ
な
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

原
住
民
族
や
そ
の
文
化
の
社
会
に
お
け
る
可
視
化
の
強

化
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
生
産
の
推
奨
、
文
化
と
産
業
の

結
合
へ
の
志
向
性
は
、「
原
住
民
族
ポ
ス
タ
ー
展
」
の
目
的

や
性
格
に
見
事
に
合
致
し
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た

時
流
を
う
ま
く
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
順
益
博

物
館
の
母
体
が
企
業
で
あ
る
と
い
う
社
会
の
動
き
に
敏
感

な
環
境
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

原
住
民
族
と
と
も
に

順
益
博
物
館
は
、
日
本
の
自
動
車
企
業
の
台
湾
に
お
け

る
現
地
代
理
店
を
中
心
と
し
た
企
業
グ
ル
ー
プ
が
メ
セ
ナ

活
動
と
し
て
一
九
九
四
年
に
設
立
し
た
博
物
館
で
あ
る
。

展
示
、
教
育
、
研
究
、
収
蔵
と
い
う
四
つ
の
柱
を
も
と
に

し
て
、「
大
衆
」
と
「
学
術
」
の
相
互
的
な
結
び
つ
き
を
深

め
よ
う
と
す
る
理
念
を
開
館
当
初
か
ら
考
え
、「
D
I
Y
教

室
」
と
よ
ば
れ
る
来
館
者
参
加
型
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や

原
住
民
族
の
集
落
へ
の
研
修
や
集
落
と
の
共
催
展
示
会
で

あ
る
「
部
落
特
展
」
の
実
施
等
、
来
館
者
と
原
住
民
族
重

視
の
姿
勢
を
一
貫
し
て
取
り
続
け
て
き
た
。

民
博
は
順
益
博
物
館
と
二
〇
〇
六
年
か
ら
学
術
協
力
協

定
を
締
結
し
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
に
は
民
博
が
所
蔵
す

る
資
料
を
順
益
博
物
館
で
展
示
す
る
、
い
わ
ゆ
る
里
帰
り

展
示
と
な
る「
百
年
來
的
凝
視
」展
を
共
同
開
催
し
た
。「
原

住
民
族
ポ
ス
タ
ー
展
」
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

重
点
計
画（
二
〇
〇
二
―
二
〇
〇
七
）」を
発
表
し
た
。
グ
ロ
ー

バ
ル
経
済
環
境
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
到
来
、
増
大
す
る
大

陸
中
国
の
経
済
的
影
響
の
も
と
で
、
い
か
に
台
湾
の
競
争

力
を
強
化
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
取
り
組
む
経
済
計
画

で
あ
り
、
当
時
の
民
進
党
政
権
が
進
め
よ
う
と
す
る
台
湾

本
土
化
が
強
く
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
は
推

ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
で
小
規
模
な
展
示
会
を
実
施
し
て

き
た
も
の
の
、
本
格
的
な
展
示
会
を
海
外
で
開
催
し
た
い

と
い
う
順
益
博
物
館
の
意
向
も
あ
り
、
民
博
で
開
催
す
る

運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

文
化
理
解
の
場
と
し
て
の
博
物
館

学
生
の
作
品
と
は
い
え
、
デ
ザ
イ
ン
を
専
攻
し
て
い
る

だ
け
あ
っ
て
ど
の
作
品
も
創
意
と
工
夫
に
満
ち
て
お
り
、

鮮
や
か
な
色
彩
や
躍
動
感
に
あ
ふ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
は
か
な

り
見
ご
た
え
の
あ
る
展
示
会
に
し
て
く
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
は
手
放
し
で
褒

め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ポ
ス
タ
ー
を
制
作
す

る
う
え
で
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
原
住
民
族
の
文
化
や
歴

史
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
ど
こ
ま
で
正
確
な
知

識
、
理
解
を
も
っ
て
創
作
活
動
に
取
り
組
ん
だ
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
文
化
や
歴
史
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
た

り
、
知
識
の
欠
如
が
み
て
と
れ
る
作
品
も
入
選
し
て
い
た

り
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
台
湾
社
会
の
な
か
で
学
生
が
得

ら
れ
る
原
住
民
族
の
文
化
や
歴
史
、
社
会
に
つ
い
て
の
情

報
を
反
映
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
学
生
が
原
住
民
族
、

非
原
住
民
族
の
双
方
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
作
品
を
制
作

す
る
た
め
に
役
に
立
つ
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
次
に
求
め

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
博
物
館
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
理
解

を
深
め
る
た
め
の
空
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ポ
ス
タ
ー
コ
ン

ク
ー
ル
と
そ
の
展
覧
会
は
文
化
の
理
解
と
い
う
大
き
な
課

題
に
博
物
館
が
取
り
組
む
う
え
で
、
ユ
ニ
ー
ク
か
つ
有
効

な
活
動
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

造
る
人
と
博
物
館

博
物
館
が
収
蔵
・
蓄
積
し
て
い
る
資
料
や
情
報
は
、
創
作
活
動
に
ど
の
よ
う
に
か
か

わ
る
の
か
。「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
、
あ
る
い
は
創
造
の
場
」
と
し
て
の
博

物
館
の
役
割
、
可
能
性
を
考
え
る
。

「祝祭の石板―豊年祭（慶典石板―豐年
祭）」（作者：李翊慈、制作当時の所属：國
立臺灣藝術大學）

「台湾原住民族をめぐるイメージ」展の展示風景「祖先の実り 祝祭の源（原民豐收，慶典之源）」（作者：蕭
妍汝、制作当時の所属：國立臺中科技大學―商業設計系）
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芸術家がとらえた微小生物
博物館と美術大学のコラボレーション

滋賀県立琵琶湖博物館特別研究員

楠
くす

岡
おか

 泰
やすし

サ
イ
エ
ン
ス
と
ア
ー
ト
の
出
会
い

小
学
生
の
こ
ろ
、
顕
微
鏡
を
買
っ
て
も
ら
い
、
初
め
て
家
に
あ
っ
た

水
槽
の
藻
を
拡
大
し
て
観
て
以
来
、
こ
の
世
界
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
。

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
（
浮
遊
生
物
）
に
代
表
さ
れ
る
水
中
の
小
さ
な
生
き
物

た
ち
は
、
陸
上
の
生
き
物
と
は
異
な
り
、
左
右
非
対
称
で
あ
っ
た
り
、

幾
何
学
的
で
あ
っ
た
り
、
と
て
も
魅
力
的
な
形
を
し
て
い
る
。
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
の
造
形
美
を
も
っ
と
一
般
の
方
に
伝
え
ら
れ
な
い
か
と
考
え
て
い

た
が
、
如
何
せ
ん
わ
た
し
に
は
美
的
セ
ン
ス
が
な
い
。
そ
ん
な
折
、
成

安
造
形
大
学
の
宇
野
君
平
先
生
と
出
会
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
宇
野
さ

ん
は
金
属
を
使
っ
た
造
形
作
家
で
、
あ
る
日
、
琵
琶
湖
博
物
館
に
滋
賀

県
に
お
け
る
古
代
製
鉄
に
つ
い
て
調
べ
に
来
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
、
朝

採
れ
の
生
き
た
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
顕
微
鏡
で
観
察
で
き
る
展
示
に
目
が

と
ま
っ
た
。
何
か
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
か
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
担
当

者
に
会
え
な
い
か
と
わ
た
し
に
連
絡
が
入
っ
た
。
さ
っ
そ
く
展
示
室
に

出
向
く
と
そ
こ
に
熱
心
に
質
問
さ
れ
る
先
生
が
い
た
。
こ
れ
が
縁
で
、

宇
野
さ
ん
は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
巨
大
な
鉄
の
オ
ブ

ジ
ェ
を
造
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
共
同
で
「
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
で
ア
ー
ト
」

と
題
し
て
子
ど
も
た
ち
と
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
採
集
し
、
顕
微
鏡
で
観
察

し
た
う
え
で
造
形
物
を
造
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

マ
イ
ク
ロ
ア
ク
ア
リ
ウ
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

琵
琶
湖
博
物
館
は
二
〇
一
六
年
七
月
、
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
目
玉
と
し
て
、

微
小
な
生
き
物
に
焦
点
を
あ
て
た
展
示
空
間
、
マ
イ

ク
ロ
ア
ク
ア
リ
ウ
ム
が
あ
る
。
計
画
中
、
何
か
別
の

視
点
で
ミ
ク
ロ
な
生
物
を
紹
介
で
き
な
い
か
と
、
宇

野
さ
ん
に
相
談
し
た
。
そ
の
結
果
、
成
安
造
形
大

写
真
の
な
か
を
旅
す
る

民
博
の
施
設
内
で
も
奥
ま
っ
た
所
に
「
映
像
音
響
資

料
収
蔵
庫
」
は
存
在
す
る
。
温
度
湿
度
が
管
理
さ
れ
少

し
肌
寒
い
室
内
に
は
ハ
ン
ド
ル
式
の
棚
が
無
数
に
並
び
、

膨
大
な
量
の
写
真
や
映
像
や
音
響
資
料
が
収
蔵
さ
れ
て

い
る
。
別
の
部
屋
で
は
日
々
、
白
手
袋
を
し
た
女
性
が

せ
っ
せ
と
ア
ル
バ
ム
か
ら
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
を
外
し
、

ス
キ
ャ
ン
の
た
め
の
下
準
備
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

写
真
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
二
〇
〇
〇
年
あ
た
り
か
ら

進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

収
蔵
庫
の
な
か
に
入
り
棚
の
端
っ
こ
か
ら
、
写
真
が

丁
寧
に
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
さ
れ
ま
と
め
ら
れ
た
束
を
ラ
ン

ダ
ム
に
指
定
し
出
し
て
も
ら
う
。
手
伝
っ
て
く
れ
る
ス

タ
ッ
フ
の
女
性
は
、写
真
の
束
を
手
に
取
る
度
に
「
あ
ぁ

○
年
の
ア
フ
リ
カ
調
査
の
○
○
さ
ん
か
ぁ
。
こ
の
方
は

…
…
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
方
に
と
て
も
詳
し
く
、

と
き
に
思
い
入
れ
も
あ
る
よ
う
だ
。
写
真
を
一
枚
一
枚

丁
寧
に
見
て
い
く
作
業
は
目
的
の
な
い
旅
の
よ
う
だ
。

特
に
探
し
て
い
る
も
の
は
な
く
、
自
分
の
な
か
に
余
白

の
部
分
を
も
ち
な
が
ら
小
さ
な
発
見
や
疑
問
が
引
っ
か

か
っ
て
く
る
の
を
待
ち
な
が
ら
彷
徨
う
。
目
の
前
に
は

何
十
年
も
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
ア
フ
リ
カ
調
査
の
写
真

の
山
。人
類
学
を
学
ん
で
は
い
な
い
僕
に
と
っ
て
は
ま
っ

た
く
触
れ
た
こ
と
の
な
い
世
界
。
集
落
、
道
具
、
人
び

と
の
生
活
な
ど
の
資
料
と
し
て
意
識
的
に
撮
影
さ
れ
た

写
真
か
ら
、
調
査
団
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
の
風
景
や

地
元
の
人
と
の
交
流
や
食
事
風
景
、特
に
人
び
と
の
〝
別

れ
〞
の
シ
ー
ン
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
の
心
の
交
流

が
目
に
見
え
る
よ
う
で
、「
研
究
資
料
」
と
し
て
だ
け
は

な
く
、「
旅
写
真
」
と
し
て
心
に
触
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。

モ
ノ
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
る
と
き

す
で
に
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
写
真
の
一
部
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ
さ
れ
閲
覧
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

美
術
家
／
写
真
家
と
い
う
表
現
者
の
立
場
で
、
今
年

か
ら
特
別
客
員
教
員
と
し
て
民
博
に
か
か
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
大
変
光
栄
な
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
民
博

と
い
う
国
内
に
あ
る
巨
大
な
異
世
界
の
内
部
を〝
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
〞
で
き
る
こ
と
に
鼻
息
を
荒
く
し
て
い
る
。

僕
が
取
り
組
む
仕
事
内
容
は
「
写
真
、
動
画
資
料
の

創
造
的
な
活
用
と
ア
ー
カ
イ
ブ
に
関
す
る
研
究
」。
つ
ま

り
、
博
物
館
の
そ
の
背
景
に
あ
る
膨
大
な
調
査
で
撮
影

さ
れ
た
写
真
や
映
像
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
再
活
用
を
表

現
者
と
い
う
、
外
か
ら
の
目
で
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

今
回
は
こ
こ
数
カ
月
で
見
つ
け
た
写
真
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス

を
巡
る
小
さ
な
風
景
に
つ
い
て
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
。

学
の
学
生
に
授
業
の
一
環
と
し
て
、

微
小
生
物
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
オ

ブ
ジ
ェ
を
造
っ
て
も
ら
い
、
展
示

し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
博
物
館
内
部
で
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
細
部
を
詰
め
て
い
た

と
こ
ろ
、
ど
う
せ
な
ら
、
ミ
ク
ロ

の
世
界
を
巨
大
な
映
像
で
紹
介
す

る
「
マ
イ
ク
ロ
シ
ア
タ
ー
」
に
壁

画
を
描
い
た
ら
ど
う
か
、
と
か
、

シ
ア
タ
ー
の
イ
ス
も
微
小
生
物
を

モ
チ
ー
フ
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
ら
ど

う
か
、
な
ど
の
意
見
が
出
て
、「
オ

ブ
ジ
ェ
・
レ
リ
ー
フ
」「
壁
画
」「
イ
ス
」
を
作
る
三
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

学
生
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
七
〇
名
ほ
ど
の
履
修
希
望
者
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
学
生
に
博
物
館
に
来
て
も
ら
い
、
自
分
で
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
付

着
生
物
を
採
集
し
、
そ
れ
を
顕
微
鏡
で
観
察
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
気

に
入
り
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
も
ら
っ
た
。
次
に
大
学
で
学
生
が
作
っ
た
模

型
や
デ
ッ
サ
ン
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
の
担
当
学
芸
員
が
意
見
を

述
べ
た
。

実
際
の
制
作
は
授
業
履
修
者
の
な
か
か
ら
積
極
的
に
作
品
を
造
り
た

い
者
を
募
り
、
二
〇
一
五
年
秋
か
ら
実
施
し
た
。
イ
ス
班
は
イ
メ
ー
ジ
だ

け
で
よ
い
が
、
オ
ブ
ジ
ェ
・
レ
リ
ー
フ
班
お
よ
び
壁
画
班
は
細
部
ま
で
こ

だ
わ
っ
た
作
品
を
お
願
い
し
て
い
る
た
め
、
詳
細
な
観
察
が
必
要
で
あ

る
。
問
題
は
光
学
顕
微
鏡
で
は
重
な
っ
て
い
て
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
よ
く
あ
る
。
実
際
に
作
品
を
仕
上
げ
る
段
階
に
な
る
と
、
細
部
に

関
す
る
問
い
合
わ
せ
の
メ
ー
ル
が
次
々
に
学
生
か
ら
来
る
。
自
分
の
専

門
の
繊
毛
虫
（
原
生
生
物
）
な
ら
ま
だ
し
も
、
専
門

以
外
の
生
物
と
な
る
と
文
献
に
頼
る
し
か
な
い
。
専

門
書
を
何
冊
も
め
く
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
論
文

を
探
し
、
や
っ
と
の
こ
と
で
学
生
に
回
答
す
る
。
こ

れ
が
日
に
何
件
も
あ
る
と
な
か
な
か
大
変
で
あ
る
。

今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
博
物
館
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
展
示
を
実

現
で
き
、
大
学
は
地
域
に
対
し
て
存
在
感
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
、
学
生
は

自
然
科
学
者
と
い
う
異
な
る
人
種
と
接
す
る
機
会
と
、
自
分
た
ち
の
作

品
が
博
物
館
に
常
設
展
示
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
る
と
い
う
三
方
よ
し

と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

みんぱくの
路地裏探訪
映像音響資料
収蔵庫編

民博 特別客員教員

下
した

道
みち

 基
もと

行
ゆき

博物館で微小生物を観察する学生（撮影・ロビン・スミス）さまざまな箱が積まれた収蔵庫の入り口

ノロ（日本最大の
ミジンコ）の巨大
オブジェと微小
生物のレリーフ。
宇野先生と子ども
たちとでプランク
トンの模型を作る
イベントにて
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そ
れ
ら
モ
ニ
タ
ー
上
で
見
た
写
真
と
収
蔵
庫
で
見
て
い

る
写
真
と
の
違
い
に
小
さ
な
発
見
の
手
応
え
を
感
じ
た
。

そ
れ
は
台
紙
や
フ
ィ
ル
ム
の
マ
ウ
ン
ト
な
ど
写
真
の
周

辺
に
残
る
手
書
き
の
メ
モ
な
ど
の
痕
跡
。
も
ち
ろ
ん
デ

ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
写
真
に
も
文
字
情
報
は
丁
寧
に
付
属

さ
れ
て
い
る
が
、
写
真
と
と
も
に
台
紙
／
ケ
ー
ス
と
書

き
込
み
が
一
体
に
な
っ
た
〝
モ
ノ
〞
と
し
て
の
独
特
の

存
在
感
が
あ
る
。

さ
ら
に
写
真
だ
け
で
は
な
く
、〝
入
れ
物
〞
に
注
意
し

て
改
め
て
見
て
い
く
と
、
あ
る
棚
で
は
半
分
ぐ
ら
い
は

自
分
の
行
く
道
は

幸
運
に
も
、
ふ
た
つ
年
上
の
姉
が
、
わ
た
し
の
女
子

美
術
大
学
工
芸
科
行
き
を
強
く
押
し
て
く
れ
た
。
自
分

の
気
持
ち
に
正
直
に
ね
と
い
っ
て
。
経
済
的
負
担
と
同

時
に
、
創
造
的
な
仕
事
が
自
分
に
で
き
る
か
ど
う
か
。

し
か
し
入
学
し
て
み
た
ら
、
織
も
染
の
先
生
も
、
ど
ん

な
も
の
を
作
っ
て
も
何
か
し
ら
良
い
所
を
見
つ
け
て
褒

め
て
下
さ
り
、
力
を
合
わ
せ
て
や
っ
た
共
同
制
作
は
、

逆
立
ち
を
し
て

「
す
ご
い
ぞ
」

と
喜
び
合
っ
た
。

わ
た
し
の
不
安

は
杞き

憂ゆ
う

に
終
わ

り
毎
日
が
楽
し

か
っ
た
。

卒
業
と
同
時

に
、
わ
た
し
の

ア
ル
バ
イ
ト
先

の
ブ
テ
ィ
ッ
ク

か
ら
、
染
色
展

れ
る
訳
は
な
く
保
存
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
だ
と

い
う
。
た
だ
、
民
博
の
場
合
、
物
は
博
物
館
の
収
蔵
庫
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
な
ど
は
図
書
館
、
写
真
な
ど
は
こ

の
収
蔵
庫
と
わ
か
れ
て
管
理
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
写
真
自
体
は
内
容
は
情
報
化
さ
れ
現
物
は
映
像

音
響
資
料
収
蔵
庫
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
こ
の
文
字
の
書

か
れ
た
入
れ
物
を
ど
の
部
署
で
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
は
、

現
在
宙
ぶ
ら
り
ん
な
状
態
で
あ
り
検
討
さ
れ
て
い
る
最

中
だ
と
い
う
。

先
日
、
と
あ
る
博
物
館
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
担
当
の
友

人
に
、
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
博

物
館
に
よ
っ
て
収
蔵
や
い
ろ
い
ろ
な
方
向
性
の
違
い
が

あ
る
も
の
の
、物
と
情
報
と
文
献
（
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
ア
ー

カ
イ
ブ
ス
と
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
の
中
間
領
域
を
ど
う
と
ら

え
、
横
断
的
に
紐
付
け
し
て
い
く
か
考
え
る
時
期
が
来

て
い
る
そ
う
だ
。

「
あ
、
そ
う
い
え
ば
、
箱
の
転
用
だ
っ
た
ら
、〝
茶
箱
〞

も
あ
る
わ
よ
。
お
茶
は
空
気
に
触
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に

作
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
種
類
の
フ
ィ
ル
ム
の
保
管

に
ぴ
っ
た
り
な
の
よ
。
あ
と
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
箱
は

…
…
」
と
、〝
入
れ
物
〞
と
い
う
新
し
い
視
点
で
ス
タ
ッ

フ
の
方
と
僕
は
小
さ
な
発
見
を
繰
り
返
し
盛
り
上
が
っ

た
。
今
回
の
映
像
音
響
資
料
収
蔵
庫
探
検
は
、
写
真
的

大
発
見
な
ど
と
い
う
本
道
で
は
な
く
、
路
地
裏
路
地
裏

へ
と
進
ん
で
い
く
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
の

研
究
者
た
ち
の
残
し
た
膨
大
な
足
跡
と
と
も
に
、
こ
の

収
蔵
庫
に
は
ま
だ
ま
だ
新
し
い
発
見
が
眠
っ
て
い
る
に

違
い
な
い
。

先
住
民
の
織
物
、
ビ
ー
ズ
細
工
。
ア
ン
デ
ス
の
出
土

の
土
器
や
織
物
は
ど
の
美
術
館
も
充
実
し
て
い
て
、

至
福
の
と
き
を
過
ご
し
た
が
、
現
代
の
工
芸
作
家
の

作
品
は
活
気
が
な
く
、
が
っ
か
り
し
た
。

デ
パ
ー
ト
の
布
地
売
り
場
で
マ
リ
メ
ッ
コ
の
布
地

を
見
つ
け
、
喜
ん
で
二
メ
ー
ト
ル
買
っ
た
。
そ
の
近
く

に
あ
っ
た
イ
ン
ド
の
木
版
更
紗
も
二
メ
ー
ト
ル
買
っ
た
。

マ
リ
メ
ッ
コ
の
布
地
は
イ
ン
ド
更
紗
の
十
倍
の
値
段

だ
っ
た
が
、
憧
れ
て
い
た
し
今
で
も
大
好
き
で
、

N
Y
で
出
会
っ
た
唯
一
の
布
だ
っ
た
の
で
心
底
喜
ん

カ
ラ
フ
ル
な
箱
や
ア
ル
バ
ム
が
並
ん
で
い
る
の
に
、
そ

の
途
中
か
ら
は
す
べ
て
同
じ
デ
ザ
イ
ン
の
箱
に
移
り
変

わ
っ
て
い
く
。
同
じ
デ
ザ
イ
ン
の
箱
は
デ
ジ
タ
ル
処
理

を
終
え
移
し
替
え
ら
れ
た
保
存
用
の
中
性
紙
箱
（
資
料

の
劣
化
を
防
ぐ
）
だ
と
い
う
。
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
移

り
変
わ
る
収
蔵
庫
の
棚
の
風
景
は
、〝
駅
の
路
地
裏
の
凸

凹
し
た
有
機
的
な
町
並
み
が
徐
々
に
真
新
し
い
マ
ン

シ
ョ
ン
に
開
発
さ
れ
て
い
く
風
景
〞
の
よ
う
だ
と
思
っ
た
。

空
っ
ぽ
の
入
れ
物
に
は
何
が
宿
る
？

棚
の
端
の
ワ
ゴ
ン
が
目
に
と
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、

中
性
紙
箱
に
ま
と
め
ら
れ
た
写
真
や
フ
ィ
ル
ム
が
元
々

入
っ
て
い
た
空
き
箱
や
袋
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
写
真

屋
さ
ん
の
情
報
や
メ
モ
が
残
る
フ
ィ
ル
ム
現
像
を
出
し

た
と
き
の
袋
、
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
の
マ
ウ
ン
ト
も
さ
ま
ざ

ま
な
形
と
書
き
込
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
フ
ィ
ル
ム
入
れ

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
ク
ッ
キ
ー
の
缶
（「
泉
屋
京
都
店
」

の
缶
は
い
ろ
い
ろ
な
研
究
者
が
使
っ
て
い
た
！
）
な
ど
、
写

真
や
フ
ィ
ル
ム
か
ら
外
さ
れ
た

〝
入
れ
物
〞
た
ち
が
積
ま
れ
て
い

た
。
中
身
が
生
ま
れ
た
と
き
か

ら
そ
れ
を
保
護
し
、
と
き
に
は

移
動
に
も
耐
え
た
容
器
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
地
名
や
人
名
や
メ
モ

の
書
き
込
み
や
た
だ
の
汚
れ
や
、

線
で
消
さ
れ
た
情
報
す
ら
も
ひ

と
つ
の
情
報
が
層
と
な
り
見
る

も
の
に
語
り
か
け
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
入
れ
物
は
捨
て
ら

を
依
頼
さ
れ
た
。
気

軽
に
引
き
受
け
た

も
の
の
、
実
際
自
分

で
や
っ
て
み
る
と
何

ひ
と
つ
思
う
様
に
で

き
ず
、
じ
つ
は
何
も

身
に
つ
い
て
な
く
、

冷
や
汗
を
か
き
な
が

ら
一
人
で
実
験
を
重

ね
た
。
何
と
か
五
十

点
く
ら
い
の
服
地
や
壁
掛
け
が
で
き
あ
が
り
、
美
し

く
飾
っ
て
頂
い
た
。
見
知
ら
ぬ
客
が
珍
し
が
っ
て
買
っ

て
下
さ
り
、
大
半
が
売
れ
て
、
ま
た
来
年
も
と
、
信

じ
ら
れ
な
い
オ
フ
ァ
ー
が
来
た
。
五
、
六
回
目
は
、
銀

座
の
文
春
画
廊
と
い
う
わ
た
し
に
と
っ
て
は
も
っ
た
い

な
い
よ
う
な
立
地
条
件
で
展
覧
会
が
で
き
た
。
七
割

方
売
れ
て
成
功
だ
っ
た
が
、
制
作
に
は
大
変
な
時
間

と
材
料
費
を
使
う
た
め
、
続
け
て
い
く
に
は
限
界
に

近
い
も
の
を
感
じ
た
。
既
製
品
の
布
や
衣
服
も
安
価

で
良
い
も
の
が
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
太

刀
打
ち
す
る
に
は
、
よ
ほ
ど
の
能
力
の
あ
る
者
だ
け

が
生
き
残
れ
る
時
代
に
な
っ
て
来
た
。
自
分
の
行
く

道
を
あ
ら
た
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ア
ン
デ
ス
の
地
で
出
会
っ
た
傑
作

一
九
六
五
年
、
新
し
い
道
を
求
め
て
ア
ン
デ
ス
の
地

に
向
か
う
こ
と
に
し
た
。
最
初
に
N
Y
に
向
か
い
、

博
物
館
や
現
地
の
工
芸
作
家
の
活
動
を
見
た
。
北
米

最後は布の
ミュージアム

岩立フォークテキスタイル
ミュージアム館長

岩
いわ

立
たて

 広
ひろ

子
こ

使い古しの薄い布地を数枚重ねて、蓮文、ペーズリー、孔雀を刺繍し全体を縫いしめる
ベンガル地方のカンタ

上：中性紙の箱ともともと写真が収められてい
た規格外の箱が棚に同居する

左：いろいろな箱を棚から出して並べてみた

ナスカ期の土器、トウガラシの文様　1965年収集

第五回 岩立広子 染色展 於 銀座文春画廊　1962年
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だ
。
し
か
し
、
マ
リ
メ
ッ
コ
の
布
地
は
色
の
彩
度
が
違

う
の
か
、
い
つ
も
他
の
も
の
と
融
和
せ
ず
、
イ
ン
ド
の

布
地
の
方
が
地
味
だ
が
し
っ
く
り
し
て
身
体
に
な
じ
み
、

服
に
し
て
長
く
使
っ
た
。
ま
さ
か
こ
の
五
年
後
に
イ
ン

ド
に
行
き
、
四
〇
年
も
通
い
続
け
る
と
は
思
っ
て
も
い

な
か
っ
た
。

N
Y
の
あ
と
ペ
ル
ー
に
飛
び
、
イ
ン
カ
帝
国
の
遺
跡

を
訪
れ
た
。
発
掘
さ
れ
た
土
器
に
は
、
縄
文
時
代
の
よ

う
な
渦う
ず

文も
ん

、
鳥
文
様
な
ど
の
動
物
文
、
そ
し
て
花
よ
り

野
菜
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
カ
ボ
チ
ャ
、

ナ
ス
、
ト
マ
ト
、
ピ
ー
マ
ン
、
豆
類
な
ど
い
ち
ば
ん
大

切
な
食
物
の
す
べ
て
が
活
き
活
き
と
描
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
到
達
す
る

ま
で
ア
ジ
ア
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
何
と
い
う

人
た
ち
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、
染
織
品
の

傑
作
の
数
々
も
副
葬
品
と
し
て
地
中
に
埋
葬
し
て
い
た
。

膨
大
な
時
間
を
か
け
て
織
り
上
げ
た
不
思
議
な
、
し
か

し
素
晴
ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
染
織
品
は
現
代
の
織
機
で

は
不
可
能
に
思
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
布
を
自
分
で
再
現

し
て
み
よ
う
と
思
っ

た
。
頭
を
柔
軟
に

し
、
実
際
に
筬お
さ
（
経た
て

糸い
と

を
整
え
る
櫛く
し

の
よ

う
な
道
具
）
を
使
わ

ず
、
時
間
を
か
け

て
取
り
組
ん
で
み

た
。
膨
大
な
時
間

は
か
か
っ
た
が
な
ん

と
か
で
き
た
。
ど
ん

な
織
り
方
も
自
由
自
在
に
入
れ
ら
れ
る
。
織
機
か
ら
完

全
に
自
由
に
な
り
、
人
間
が
主
役
に
な
れ
る
の
だ
。
た

だ
し
膨
大
な
時
間
が
か
か
る
。
能
率
を
考
え
な
い
。
そ

れ
は
現
代
社
会
が
失
っ
た
も
の
で
あ
る
。

調
査
、
収
集
、
そ
し
て
公
開
へ

わ
た
し
は
増
々
、
染
織
の
面
白
さ
に
惹
か
れ
、
今
度

は
わ
た
し
た
ち
が
住
ん
で
い
る
ア
ジ
ア
を
も
っ
と
知
り

た
い
と
思
っ
た
。
一
九
七
〇
年
、
イ
ン
ド
全
土
と
ネ
パ
ー

ル
を
ま
わ
る
旅
を
考
え
た
。
世
界
美
術
全
集
か
ら
イ
ン

ド
の
全
図
の
重
要
な
所
を
拾
い
出
し
、
す
べ
て
を
飛
行

機
と
列
車
を
乗
り
継
い
で
一
巡
す
る
旅
程
を
立
て
た
。

幸
い
、
イ
ン
ド
は
か
つ
て
英
領
だ
っ
た
の
で
、
ど
ん
な

田
舎
で
も
誰
か
し
ら
英
語
を
話
す
人
が
い
て
、
南
米
の

様
な
不
安
は
な
か
っ
た
。
昔
か
ら
の
手
仕
事
が
雑
草
の

よ
う
に
残
る
村
々
を
数
年
か
け
て
探
し
出
し
た
。
染
物

や
織
物
の
現
場
を
訪
れ
る
と
、
急
に
自
分
が
や
っ
て
い

た
染
物
の
仕
事
が
、
ち
っ
ぽ
け
で
頭
で
っ
か
ち
な
物
に

思
わ
れ
た
。
村
の
仕
事
は
大
ら
か
で
、
悪
く
い
え
ば
大

雑
把
だ
が
、
皆
が
嬉
々
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
て
楽
し

か
っ
た
。

少
し
ず
つ
北
か
ら
南
、
西
か
ら
東
と
染
織
の
旅
を
続

け
た
。
九
〇
年
代
に
入
り
、
イ
ン
ド
が
経
済
の
自
由
化

を
宣
言
す
る
と
、
見
る
間
に
外
国
商
品
の
輸
入
が
始
ま

り
、
資
本
の
提
携
が
一
気
に
進
ん
だ
。
テ
レ
ビ
が
入
り
、

ケ
ー
タ
イ
が
普
及
し
、
崩
れ
る
よ
う
に
古
く
さ
い
イ
ン

ド
か
ら
モ
ダ
ン
な
イ
ン
ド
に
変
身
し
た
。
わ
た
し
の
現

地
で
の
記
録
も
過
去
の
も
の
と
な
り
貴
重
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

そ
の
長
年
に
渡
る
旅
の
記
録
と
と
も
に
、
手
元
に
集

ま
っ
た
八
千
点
ほ
ど
の
染
織
品
は
七
年
前
に
自
ら
立
ち

上
げ
た
「
岩
立
フ
ォ
ー
ク
テ
キ
ス
タ
イ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
」
と
い
う
安
住
の
場
所
に
納
ま
り
、
一
昨
年
に
は
一

般
財
団
法
人
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
切
り

口
で
年
に
三
回
の
展
示
を
催
し
、
次
世
代
に
繋つ
な

げ
る
べ

く
広
く
公
開
し
て
い
る
。
現
在
は
、
わ
た
し
が
旅
で
初

め
て
出
会
っ
た
ア
ン
デ
ス
の
古
代
の
織
物
と
、
そ
れ
を

受
け
継
い
だ
中
南
米
の
現
代
の
染
織
品
を
展
示
し
て
い

る
。
小
さ
な
美
術
館
で
は
あ
る
が
世
界
中
の
珠
玉
の
染

織
品
を
並
べ
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
観
に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

想像のためのスコア
バタヴィア、1658

サウンドアーティスト

mamoru

バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
音
風
景

〝
む
せ
返
る
よ
う
な
熱
帯
の
暑
い
空
気
。
遠
く
の
空
に
は
入
道
雲

が
立
ち
上
り
、
黒
く
低
い
雲
が
近
づ
い
て
い
る
。
雨
が
近
い
。
区

画
さ
れ
た
道
の
両
脇
に
き
ち
っ
と
立
ち
並
ぶ
三
階
建
て
の
家
々
。

そ
の
向
こ
う
か
ら
は
椰や

子し

の
木
々
が
午
後
の
そ
よ
風
に
揺
れ
、
木

の
上
を
渡
り
歩
く
人
影
も
見
え
る
。
通
り
を
往ゆ

き
、
大
き
な
角
を

曲
が
る
と
、
賑に
ぎ

や
か
で
騒
が
し
い
音
が
近
づ
い
て
く
る
。
と
、
同

時
に
種
々
雑
多
な
肌
の
色
の
人
び
と
の
姿
が
目
に
入
り
、
甘
っ
た

る
い
香
り
に
乗
せ
て
、
果
物
の
名
か
何
か
を
売
り
子
が
歌
う
よ
う

に
連
呼
す
る
。
耳
慣
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
の
響
き
と
笑
い

声
。
こ
こ
は
市
場
。
そ
の
脇
に
は
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
偉
大
な
川
、カ
リ・

ベ
サ
ー
ル
。
川
の
向
う
岸
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
作
っ
た
大
き
な
砦

が
見
え
、
馬
に
乗
っ
た
人
び
と
が
往
来
す
る
。〞 

こ
れ
ま
で
音
や
聴
く
こ
と
を
取
り
扱
っ
た
作
品
を
作
っ
て
き
た

が
こ
こ
五
年
く
ら
い
は
、
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
集
め
、
歴
史
上
の

人
物
や
事
柄
に
関
係
す
る
場
面
の
音
風
景
を
書
き
お
こ
し
「
想
像

の
た
め
の
ス
コ
ア
」
と
し
て
発
表
し
た
り
し
て
い
る
。
冒
頭
の
文

章
は
、
一
七
世
紀
来
の
日
蘭
関
係
に
興
味
を
持
っ
て
あ
れ
こ
れ
と

調
べ
て
い
た
際
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
あ
る
ト
ロ
ッ
ペ
ン
博
物
館
で

目
に
し
た
「
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
風
景
」（
一
六
六
二
年
ご
ろ
）
と
題
さ
れ

た
絵
、
当
時
の
地
図
な
ど
を
元
に
書
い
た
も
の
の
一
部
だ
。

聞
こ
え
て
く
る
も
の

こ
の
絵
画
の
細
部
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
音
を
想
像
す
る
た
め
に
後

日
ト
ロ
ッ
ペ
ン
博
物
館
の
東
南
ア
ジ
ア
担
当
の
ピ
ム
・
ウ
エ
ス
タ
ー

カ
ン
プ
氏
に
協
力
を
依
頼
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
フ
ィ
ー
ル
ド

と
す
る
文
化
人
類
学
者
で
あ
る
ウ
エ
ス
タ
ー
カ
ン
プ
氏
は
、
例
え

ば
臼
の
脇
で
棒

を
も
ち
あ
げ
て

い
る
人
物
を
見

つ
け
、
現
在
で

も
伝
統
行
事
の

様
に
し
て
お
こ

な
わ
れ
て
い
る

脱
穀
の
様
子
で

は
な
い
か
と
い
っ

て
動
画
を
検
索

し
、
心
地
良
い

リ
ズ
ム
に
の
っ

て
軽
や
か
に
木

を
打
ち
付
け
合

う
様
子
を
見
せ
て
下
さ
っ
た
。
他
に
も
「
耳
慣
れ
な
い
こ
と
ば
」

に
は
、
当
時
の
市
場
で
の
共
通
語
で
あ
っ
た
古
い
マ
レ
ー
語
が
含

ま
れ
る
だ
ろ
う
と
教
え
て
下
さ
っ
た
。

こ
の
絵
の
作
者
と
さ
れ
て
い
る
ア
ン
ド
リ
エ
ス
・
ベ
ー
ク
マ
ン
は

バ
タ
ヴ
ィ
ア
（
現
在
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
で
見
聞
き
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

事
柄
を
他
に
も
多
々
盛
り
込
ん
で
い
る
。
興
味
深
い
要
素
の
ひ
と

つ
に
着
物
を
着
た
人
物
が
あ
る
。
ベ
ー
ク
マ
ン
は
日
本
（
出
島
）
を

訪
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
際
に
見
か
け
た
役
人
を
参
考
に
し

た
可
能
性
も
あ
る
が
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
傭
兵
と
し
て
雇
わ
れ
て

い
た
侍
や
、
迫
害
を
受
け
海
を
渡
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
な
ど
が
当
時

の
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
も
い
た
事
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
考
え
て
、

想
像
上
の
市
場
を
再
び
め
ぐ
る
と
、
ど
こ
か
か
ら
耳
慣
れ
な
い
古

い
日
本
語
も
喧
騒
に
ま
ぎ
れ
て
聞
こ
え
て
く
る
。

現在展示中の「アンデスの織物と中南米の衣装」展　2016年11月12日（土）まで

インド ラージャスタン州、プシュカルのラクダ市　1984年

六ペンスの風
―フルートと言
葉による二重想
右：mamoru
左：フルート奏
者・木埜下大祐

絵画「バタヴィアの風景」、またその原画と目される「バタヴィアの市場」（1658年ご
ろ、アンドレアス・ベークマン）を紹介する様子

※このページの写真2点ともに、国立国際美術館でのレクチャー・パフォーマンス
　「THE WAY I HEAR／想像のための幾つかのスコア」（2015）より。撮影・直江竜也
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○○してみました世界のフィールド

森
もり

 明
あき

子
こ

　
民博 民族文化研究部

シンセキのオバサンのような
立ち位置

子
ど
も
を
預
か
る

カ
ロ
ン
は
五
歳
の
女
の
子
、

弟
の
コ
ニ
は
一
歳
半
で
あ
る
。

両
親
が
医
者
仲
間
の
舞
踏
会

に
出
る
た
め
、一
晩
、
二
人
を

預
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
師
匠

の
住
ま
い
に
慣
れ
て
い
る
二
人

は
、
す
ぐ
に
の
び
の
び
と
遊
び

始
め
た
。

リ
ビ
ン
グ
の
古
く
て
大
き
な

マ
ッ
ト
レ
ス
は
、
師
匠
の
ベ
ッ

ド
で
も
あ
る
の
だ
が
、
預
け
ら

れ
た
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
場
で

も
あ
る
。
カ
ロ
ン
は
、
窓
枠
に

よ
じ
の
ぼ
っ
て
、
マ
ッ
ト
レ
ス

め
が
け
て
飛
び
降
り
る
遊
び
が

気
に
入
っ
た
ら
し
い
。
そ
ろ
そ

ろ
や
め
さ
せ
よ
う
か
、
と
動
き
か
け
た
わ
た
し
を
師
匠
は
制
し
て
、
彼
女
が
飽
き
る
ま

で
さ
せ
て
お
い
た
。

カ
ロ
ン
の
食
事
は
、
献
立
の
交
渉
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
マ
カ
ロ
ニ
を
ゆ
で
る
よ
う
な
簡

単
な
も
の
だ
が
、
彼
女
の
リ
ク
エ
ス
ト
ど
お
り
の
食
材
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
師
匠
が
、
そ
れ
に
近
い
も
の
を
い
く
つ
か
提
案
し
、
合
意
に
こ
ぎ
つ
け
て
か
ら
、

作
り
は
じ
め
る
。
や
っ
と
で
き
た
も
の
だ
が
、
彼
女
が
食
べ
る
の
は
二
口
か
三
口
く
ら
い

で
あ
る
。そ
れ
で
も
食
事
は
食
事
、こ
れ
を
終
え
な
け
れ
ば
、デ
ザ
ー
ト
に
は
い
か
せ
な
い
。

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
デ
ザ
ー
ト
は
い
つ
も
食
事
の
最
高
の
楽
し
み
だ
。
多
く
の

子
ど
も
が
、
デ
ザ
ー
ト
を
食
べ
る
た
め
に
、
そ
の
前
の
主
食
を
我
慢
し
て
食
べ
る
。
し

か
し
、
こ
の
日
の
カ
ロ
ン
は
失
望
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
師
匠
の
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
は
、
彼
女
に
と
っ
て
「
甘
く
な
か
っ
た
」
か
ら
だ
。

ベビーシッターは、現代家族にとって心強い助っ人である。
ウィーンで長年シッターをしている師匠のもとで見習いをしてみた。

髪を作ってあげる―お願いします

彼
女
の
大
好
物
は
甘
い
も
の
で
あ
る
。
毎
食
、
毎
食
間
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
食
べ
た

い
と
い
う
。「
そ
ん
な
に
食
べ
る
と
太
る
よ
」
と
、
思
わ
ず
わ
た
し
の
口
が
す
べ
っ
た
。

彼
女
は
本
気
に
な
っ
て
気
分
を
害
し
、
師
匠
が
す
ば
や
く
と
り
な
し
た
。
デ
リ
カ
シ
ー

の
な
い
冗
談
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

寝
る
体
制
に
は
い
っ
て
か
ら
、
コ
ニ
は
約
二
時
間
、
大
声
で
泣
き
続
け
た
。
そ
の
す

ぐ
隣
で
、
カ
ロ
ン
は
絵
本
に
聞
き
入
る
。
師
匠
は
泣
き
喚わ
め
くく

コ
ニ
を
無
視
し
て
、
二
時

間
声
を
は
り
あ
げ
て
、
絵
本
を
読
み
続
け
た
。
わ
た
し
は
、
こ
の
三
人
の
強き
ょ
う靭じ
んな
体
力

と
集
中
力
に
す
っ
か
り
気
圧
さ
れ
た
。
師
匠
に
よ
る
と
、
二
人
の
両
親
は
、一人
ず
つ
専

従
で
、
毎
晩
寝
か
し
つ
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
。「
だ
か
ら
、
カ
ロ
ン
と
コ
ニ
は一緒
に
寝

る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
。
で
も
、
わ
た
し
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
」。

ぴ
し
ゃ
り
と
言
っ
た
。

シ
ッ
タ
ー
＝
マ
マ
＝
ト
モ
を
作
る

子
ど
も
が
、
ほ
か
の
子
ど
も
と
一
緒
に
す
ご
す
の
は
よ
い
こ
と
だ
、
と
い
う
の
が
師

匠
の
考
え
で
あ
る
。
子
ど
も
同
士
、
親
同
士
、一
緒
に
す
ご
せ
ば
、
学
ぶ
こ
と
は
多
く
、

能
力
も
引
き
だ
さ
れ
る
。

熟
練
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
で
あ

る
師
匠
は
、一
〇
軒
以
上
の
家
庭

の
子
ど
も
を
世
話
し
て
い
る
。
別
々
の
ツ

テ
を
た
ど
っ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
で
あ
る

が
、
師
匠
は
、
彼
ら
を
で
き
る
だ
け
引
き

合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
自
分
が
い

つ
誰
の
世
話
を
し
て
い
る
か
も
、
積
極
的

に
知
ら
せ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
親
た
ち
は
、
互
い
を
少

な
か
ら
ず
知
っ
て
い
て
、
い
つ
誰
が
シ
ッ

タ
ー
を
頼
ん
で
い
る
か
も
、
お
よ
そ
把
握

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
杓し
ゃ
く子し
定
規
の

契
約
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
子
ど

も
の
世
話
に
お
い
て
、
柔
軟
に
臨
機
応
変

の
対
応
を
す
る
た
め
に
、
重
要
な
素
地
を

な
し
て
い
る
。

予
定
外
の
事
態
に
遭
遇
し
て
、
急
に

シ
ッ
タ
ー
を
頼
み
た
い
、
と
い
う
こ
と
は
、

い
つ
で
も
起
こ
り
う
る
。
師
匠
は
、
そ
う

い
う
対
応
が
で
き
る
こ
と
を
重
視
し
て
い

る
よ
う
だ
。
ほ
か
の
親
た
ち
に
事
情
を
説
明
し
、一緒
に
シ
ッ
タ
ー
す
る
こ
と
や
、
お
迎

え
の
時
間
と
場
所
の
調
整
に
協
力
し
て
も
ら
う
。
日
頃
か
ら
、
両
親
の
了
解
の
う
え
で
、

数
人
の
子
ど
も
を一緒
に
世
話
す
る
こ
と
は
、
臨
機
応
変
の
対
応
と
も
適
合
的
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
の
両
親
に
と
っ
て
、
師
匠
は
信
頼
で
き
る
子
育
て
の
助
っ
人
で
あ
る
と

同
時
に
、
友
人
関
係
の一
角
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
趣
味
や
健
康
、
休
暇
や

税
金
の
相
談
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
交
換
し
、
助
力
も
し
て
い
る
。
つ
き
あ
い
の

主
要
舞
台
は
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
で
、
家
族
で
は
な
い
が
、
家
庭
内
へ
入
り
込
む
回
路
を

も
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
視
線
か
ら
み
れ
ば
、
シ
ン
セ
キ
の
オ
バ
サ
ン
の
よ
う
な
存
在
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
つ
き
あ
い
は
、
親
と
子
の
二
世
代
を
巻
き
込
ん
で
展
開
し
て
い
く
。

オーストリア、ウィーン

2児のママから「遊びに来て」の電話で、師匠（中央）は、１歳児と訪問した

保育園から迎えて家へ、途中で「ブラックベリーを買って！」

自宅のリビングルームでも、子どもを預かる

10   11    2016 年 10月号
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特
別
展

「
見
世
物
大
博
覧
会
」

本
展
で
は
、
江
戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
大
い
に

流
行
し
、
現
代
に
至
る
ま
で
命
脈
を
保
っ
て
き
た
見

世
物
の
世
界
を
、
絵
看
板
、
錦
絵
、
一
式
飾
り
や
生

人
形（
い
き
に
ん
ぎ
ょ
う
）な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料

を
と
お
し
て
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

11
月
29
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

「
人
間
ポ
ン
プ 

安
田
里
美 

浅
草
木
馬
亭
公
演
」 

上
映
会

日
時　

10
月
16
日（
日
） 

14
時
〜
16
時

　
　
　
（
13
時
30
分
開
場
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
90
名
）（
予
定
）

司
会　

笹
原
亮
二（
本
館 

教
授
）

解
説　

鵜
飼
正
樹（
京
都
文
教
大
学 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
当
日
先
着
順

「
伊
勢
大
神
楽
の
獅
子
舞
と
放
下
芸

―
伊
勢
大

神
楽
講
社
に
よ
る
総
舞
」

日
時　

10
月
22
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時
40
分（
予
定
）

会
場　

本
館
前
庭（
雨
天
時
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
）

司
会
・
解
説　

笹
原
亮
二（
本
館 

教
授
）

出
演　

伊
勢
大
神
楽
講
社 

山
本
勘
太
夫
社
中

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
、
当
日
先
着
順

展
示
イ
ベ
ン
ト

「
ハ
チ
ュ
カ
ル

―
ア
ル
メ
ニ
ア
の
十
字
架
石
碑

を
め
ぐ
る
物
語
」

本
展
で
は
、
ハ
チ
ュ
カ
ル（
ア
ル
メ
ニ
ア
石
十
字
架
）

温
暖
化
や
生
物
多
様
性
の
喪
失
な
ど
、
世
界
的
に
環

境
問
題
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
き
物
と
人
と
の

新
し
い
関
係
か
ら
人
類
社
会
の
未
来
に
つ
い
て
考
え

ま
す
。

日
時　

11
月
10
日（
木
）

　
　
　

18
時
30
分
〜
20
時
40
分（
開
場
17
時
30
分
）

会
場　

日
経
ホ
ー
ル（
東
京
、
定
員
6
0
0
名
）

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館
・
日
本
経
済
新
聞
社

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
手
話
通
訳
あ
り

お
問
い
合
わ
せ
先

研
究
協
力
係　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
0
9

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
中
国
に
お
け
る
歴
史
の
資
源
化

―
そ
の
現
状

と
課
題
に
関
す
る
人
類
学
的
分
析
」

日
時　

10
月
22
日（
土
）10
時
〜
17
時
30
分

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
70
名
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
先
着
順

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

み
ん
ぱ
く
教
員
が
執
筆
し
た
臨
川
書
店
発
行「
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
選
書
」を
中
心
に
お
話
し
し
ま
す
。

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

10
月
12
日（
水
）

身
体
で
み
る
異
文
化

―
目
に
見
え
な
い
ア
メ
リ
カ
を
描
く

講
師　

広
瀬
浩
二
郎（
本
館 

准
教
授
）

10
月
26
日（
水
）

ア
ン
デ
ス
の
文
化
遺
産
を
活
か
す

―
考
古
学
者
と
盗
掘
者
の
対
話

講
師　

関
雄
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

を
展
示
の
中
心
と
し
て
、
写
真
パ
ネ
ル
と
解
説
パ
ネ

ル
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
世
界
で
初
め
て
国
教
化

し
た
と
い
わ
れ
る
ア
ル
メ
ニ
ア
の
歴
史
と
文
化
を
紹

介
し
ま
す
。

会
期　

10
月
11
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
ハ
チ
ュ
カ
ル

―
拓
本
づ
く

り
で
ま
な
ぶ
ア
ル
メ
ニ
ア
十
字
架
」

日
時　

10
月
9
日（
日
）

　
　
　

11
時
〜
12
時（
10
時
50
分
集
合
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
14
時
30
分（
13
時
20
分
集
合
）

講
師　

ゲ
ヴ
ォ
ル
グ
・
オ
ル
ベ
リ
ア
ン

　
　
　
（
本
館 

外
国
人
研
究
員
）

　
　
　

新
免
光
比
呂（
本
館 

准
教
授
）

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
な
ど

対
象　

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で（
6
歳
未
満
の
方
は

保
護
者
同
伴
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
）

※
要
事
前
申
込（
先
着
順
／
各
回
定
員
8
名
）、
参
加

無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

台
湾
文
化
光
点
計
画
　
上
映
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
民
族
誌
映
画
に
み
る
文
化
へ
の
視
点

―
台
湾
、
日
本
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
エ
チ
オ
ピ
ア

の
作
品
よ
り
」

上
映
会
…
台
湾
原
住
民
や
各
国
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

文
化
変
容
を
テ
ー
マ
に
し
た
民
族
誌
映
画
の
上
映
を

行
い
ま
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
…
映
画
制
作
者
に
よ
る
制
作
目
的

や
映
像
ア
プ
ロ
ー
チ
の
発
表
、
討
論
を
行
い
ま
す
。

日
時　

11
月
12
日（
土
）、
13
日（
日
）

　
　
　

10
時
30
分
〜
16
時
30
分（
予
定
）

会
場　

本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）、
当
日

先
着
順

公
開
講
演
会

私
た
ち
人
類
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？

「
ス
イ
カ
で
踊
る
、
ク
ジ
ラ
を
祭
る

―
生
き
物
と
人
　
共
生
の
風
景
」

私
た
ち
人
類
は
ど
こ
へ
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。
地
球

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
証
提
示（
会
員
外
5
0
0
円
）

第
4
6
0
回　

11
月
5
日（
土
） 
13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
現
代
中
東
地
域
研
究
推
進
事
業
拠
点
設
置
関
連
】

エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
空
手
道
の
新
地
平

―
大
衆
文
化
に
さ
ぐ
る
中
東
の
い
ま

講
師　

相
島
葉
月（
本
館 

准
教
授
）

中
東
地
域
を
代
表
す
る
空
手
大
国
、
エ
ジ
プ
ト
。
競
技
人
口
は
国

内
で
サ
ッ
カ
ー
に
次
い
で
二
番
目
に
多
く
、
幅
広
い
社
会
階
層
の

人
々
が
稽
古
に
励
ん
で
い
ま
す
。
日
本
と
は
全
く
違
っ
た
価
値
観

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
、
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
空
手
が
受
容
さ
れ
る
の
は
何
故
な
の
で
し
ょ
う
か
。

宗
教
や
政
治
的
な
動
向
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
が
ち
な
中
東
で
す

が
、
大
衆
文
化
に
こ
そ
彼
ら
を
知
る
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

空
手
を
と
お
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
エ
ジ
プ
ト
社
会
の
動
向
を

さ
ぐ
り
ま
す
。

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

第
88
回
民
族
学
研
修
の
旅

多
民
族
国
家
ネ
パ
ー
ル
の
生
活
文
化
に
ふ
れ
る
旅

映
像
が
つ
な
ぐ
人
び
と
を
訪
ね
て

2
0
1
7
年
1
月
8
日（
日
）〜
15
日（
日
）、
要
事
前
申
込

第
74
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

遠
山
霜
月
祭
見
学

―
神
と
人
が
集
う
夜

12
月
10
日（
土
）、
11
日（
日
）、
要
事
前
申
込

訪
問
先
・
長
野
県
飯
田
市

【
東
京
】連
続
講
座

「
素
顔
の
地
球
に
出
会
う

―
人
類
学
者
た
ち
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」

会
場　

モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
5
Ｆ
サ
ロ
ン

時
間　

各
回
と
も
に
13
時
30
分
〜
15
時
30
分　

※
要
事
前
申
込
、
会
員
証
提
示（
会
員
外
1
0
0
0
円
）

11
月
12
日（
土
） 

シ
ベ
リ
ア
で
生
命
の
暖
か
さ
を
感
じ
る

講
師　

佐
々
木
史
郎（
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
設
立
準
備
室 

主
幹
）

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
6
1
回
10
月
15
日（
土
）

言
葉
か
ら
文
化
を
考
え
る

―「
ア
ラ
ブ
的
思
考
様
式
」再
考

講
師　

西
尾
哲
夫（
本
館 

教
授
）

名
著『
風
土
』の
な
か
で
和
辻
哲
郎
は
ア
ラ
ブ
人
を「
服
従
的
、

戦
闘
的
の
二
重
の
性
格
」を
も
っ
た「
砂
漠
的
人
間
」と
評
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
ま
な
ざ
し
は
日
本
人
の
中
東
世
界
観
に

依
然
と
し
て
受
け
つ
が
れ
て
い
ま
す
。
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
の
日

常
的
世
界
観
を
彼
ら
の
言
葉
を
分
析
す
る
こ
と
で
再
考
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

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「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
」「
調
査
し
て
い
る
地

域（
国
）の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」に
つ
い
て
分
か
り
や

す
く
お
話
し
し
ま
す
。

10
月
2
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

ベ
ト
ナ
ム
の
民
族
観
光

―
マ
イ
チ
ャ
ウ
の
白
タ
イ
族
村
落

話
者　

樫
永
真
佐
夫（
本
館 

教
授
）

10
月
9
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

魅
せ
る
モ
ノ
・
魅
せ
ら
れ
る
モ
ノ

―
見
世
物
の
お
も
し
ろ
さ
を
巡
っ
て

話
者　

笹
原
亮
二（
本
館 

教
授
）

10
月
16
日（
日
） 14

時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

人
間
に
と
っ
て
カ
フ
ェ
と
は
何
か

話
者　

太
田
心
平（
本
館 

准
教
授
）

10
月
23
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

南
米
ア
ン
デ
ス
文
明「
ヘ
ビ
・
ジ
ャ
ガ
ー
神
官
の
墓
」
の
発
見

話
者　

関
雄
二（
本
館 

教
授
）

10
月
30
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

中
国
地
域
の
文
化
展
示
場

食
か
ら
み
る
中
国
文
化
お
よ
び
世
界
と
の
つ
な
が
り

話
者　

韓
敏（
本
館 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

た
だ
し
、
2
日（
日
）、
9
日（
日
）、
16
日（
日
）は
参
加
無
料（
展

示
観
覧
券
不
要
）

瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
2
0
1
6
連
携
事
業

巡
回
展

「
イ
メ
ー
ジ
の
力

―
国
立
民
族
学
博
物
館

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」

会　

期　

10
月
8
日（
土
）〜
11
月
27
日（
日
）

主　

催　

香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
　
　
　

国
立
民
族
学
博
物
館

　
　
　
　

千
里
文
化
財
団

会　

場　

香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

休
館
日　

月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

巡
回
展

「
ワ
ン
ロ
ー
ド

―
現
代
ア
ボ
リ
ジ
ニ
・
ア
ー
ト
の
世
界
」

会　

期　

10
月
1
日（
土
）〜

　
　
　
　

2
0
1
7
年
1
月
9
日（
月
・
祝
）

主　

催　

市
原
湖
畔
美
術
館（
指
定
管
理
者　

株
式
会
社
ア
ー
ト
フ
ロ
ン
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

会　

場　

市
原
湖
畔
美
術
館

休
館
日　

月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
火
曜
日
）

●
イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
す
い
た
で
み
ん
ぱ
く
フ
ェ
ア

開
催 

エ
キ
ス
ポ
シ
テ
ィ
の
イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
す
い
た
で
、

10
月
31
日（
月
）ま
で
、
み
ん
ぱ
く
フ
ェ
ア
を
開
催
い

た
し
ま
す
。
ミ
ニ
展
示
や
楽
器
の
体
験
、
参
加
型
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
企
画
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

●
11
月
1
日
か
ら
7
日
は「
教
育
・
文
化
週
間
」

教
育
・
文
化
週
間
は
教
育
や
文
化
へ
の
関
心
と
理
解

を
深
め
、
充
実
・
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

設
け
ら
れ
、
今
年
で
58
回
目
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
機

会
に
、
全
国
で
開
催
さ
れ
る
様
々
な
行
事
に
足
を
運

ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

教
育
・
文
化
週
間
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
文
部
科
学
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
）

http://w
w

w
.m

ext.g
o.jp

/a_m
enu/sho

ug
ai/

kyoiku-b
unka/

※
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
。

●
み
ん
ぱ
く
無
料
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
無
料
送
迎
バ
ス
を
特
別
展「
見
世
物
大
博
覧
会
」会
期
中
に
運

行
し
ま
す
。

運
行
日　

11
月
27
日（
日
）ま
で
の
土
曜
・
日
曜
・
祝
日

　
　
　
　

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分

運
休
日　

11
月
3
日（
木
・
祝
）、
5
日（
土
）、
6
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
。
詳
細
は
本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

大阪モノレール
万博記念公園駅発

時 国立民族学博物館
→万博記念公園駅

10  　　　　　　50

11  　　20

12  　　　 30

13  00　　 30

14  　 10　　 40

15  　 10　　 40

16  　　　 30

17  00

時 万博記念公園駅
→国立民族学博物館

10  06  　　36

11  06  　　36

12     　　　　46

13   　16  　　46

14    　　26 　　56

15  　　  26 　　56

16

17  

国立民族学博物館発
訃
報
　
加
藤
九
祚
名
誉
教
授

　

本
館
の
加か

藤と
う

九き
ゅ
う

祚ぞ
う

名
誉
教
授（
九
四
歳
）が
さ
る
九
月

一
二
日
、
調
査
地
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

一
九
七
五
年
、
当
館
教
授
に
着
任
さ
れ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
民

族
学
研
究
に
お
い
て
独
自
の
領
域
を
開
拓
し
、「
北
・
中
央

ア
ジ
ア
民
族
誌
の
基
本
文
献
に
つ
い
て
の
基
礎
調
査
」ほ
か
、

共
同
研
究
を
組
織
し
多
く
の
成
果
を
あ
げ
ま
し
た
。
七
九
年

以
降
、
第
４
研
究
部
長
と
し
て
館
長
を
補
佐
し
つ
つ
、
さ
ま

ざ
ま
な
委
員
会
の
委
員
長
と
し
て
館
の
運
営
に
貢
献
さ
れ
ま

し
た
。
貴
重
な
標
本
資
料
や
デ
ー
タ
を
集
め
、
当
館
の
中
央・

北
ア
ジ
ア
展
示
の
基
礎
を
築
き
、
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
も

そ
の
業
績
は
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
八
六
年
の
退
官
後
は
考

古
学
へ
の
関
心
か
ら
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
の
発
掘
調
査
に

尽
力
さ
れ
ま
し
た
。七
六
年
に
大
佛
次
郎
賞
を
受
賞
し
た『
天

の
蛇

―
ニ
コ
ラ
イ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
の
生
涯
』ほ
か
、
多
数
の

著
書
、訳
書
が
あ
り
ま
す
。謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。
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神
々
の
食
べ
物
？
　
一
種
の
毒
？

「
イ
ギ
リ
ス
の
食
事
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
マ
ズ
イ
ん
で

す
か
？
」

調
査
の
た
め
イ
ギ
リ
ス
に
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
を
話

す
と
、
し
ば
し
ば
こ
う
聞
か
れ
る
。
マ
ズ
イ
料
理
の
代

名
詞
と
も
い
え
る
イ
ギ
リ
ス
の
食
事
だ
が
、
こ
こ
三
〇

年
の
あ
い
だ
に
移
民
の
食
文
化
が
広
が
っ
た
影
響
で
、

格
段
に
お
い
し
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で

も
、
外
国
人
か
ら
「
激
マ
ズ
！
」
と
評
さ
れ
る
も
の
も

あ
る
。
そ
の
代
表
が
マ
ー
マ
イ
ト
だ
。

こ
の
黒
く
ね
っ
と
り
と
し
た
ペ
ー
ス
ト
、
独
特
の
匂

い
と
味
を
も
つ
。
あ
え
て
い
え
ば
、
醤
し
ょ
う

油ゆ

や
味み

噌そ

の
濃

度
を
限
界
ま
で
上
げ
、
そ
こ
に
少
し
ビ
ー
ル
を
加
え
た

匂
い
だ
。
舐な

め
て
み
る
と
、
か
な
り
塩
辛
い
。
知
ら
ず

に
多
量
に
口
に
す
る
と
、
む
せ
こ
ん
で
し
ま
う
。
そ
の

た
め
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
あ
い
だ
で
も
好
き
嫌
い
が
は
っ

き
り
わ
か
れ
る
。「
神
々
の
食
べ
物
」
と
絶
賛
す
る
人

が
い
る
一
方
で
、「
一
種
の
毒
」
と
酷
評
す
る
人
も
い

る
。
国
内
を
二
分
す
る
論
争
の
決
着
を
つ
け
よ
う
と
、

二
〇
一
〇
年
に
は
「
マ
ー
マ
イ
ト
選
挙
」
と
い
う
試
み

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
一
環
と
し
て
、

「（
マ
ー
マ
イ
ト
）
大
好
き
党
」
と
「（
マ
ー
マ
イ
ト
）

大
嫌
い
党
」を
設
立
し
、そ
れ
ぞ
れ
が
党
首
と
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
を
掲
げ
、「
投
票
」
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
（
ち

な
み
に
勝
者
は
「
大
好
き
党
」）。
こ
の
好
み
の
極
端
さ
、

日
本
の
納
豆
に
似
て
い
る
。

ビ
ー
ル
生
産
の
副
産
物

じ
つ
は
、
納
豆
と
の
類
似
点
は
他
に
も
あ
る
。
マ
ー

イギリス発祥のペースト

マーマイト

河
かわ

西
にし

 瑛
え

里
り

子
こ

 　大阪物療大学助教

伺
え
る
。
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
と
は
い
え
な
い
が
、
イ
ギ
リ

ス
を
代
表
す
る
食
材
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

日
本
に
お
け
る
反
応

あ
る
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
も
ち
帰
っ
た
マ
ー
マ
イ

ト
を
学
生
た
ち
に
試
食
し
て
も
ら
っ
た
。
匂
い
を
嗅
い

で
「
も
う
十
分
」
と
顔
を
し
か
め
ら
れ
た
り
、
口
に
入

れ
て
「
賞
味
期
限
き
れ
て
な
い
？
」
と
疑
わ
れ
た
り
、

散
々
な
評
判
だ
っ
た
。
な
か
に
は
、
口
に
し
た
瞬
間
、

ト
イ
レ
に
駆
け
込
ん
だ
学
生
も
い
た
。

そ
ん
な
な
か
、
一
人
だ
け
マ
ー
マ
イ
ト
の
虜と
り
こに
な
っ

た
学
生
が
い
る
。「
お
い
し
い
！
」
と
気
に
入
っ
た
彼

女
に
、
マ
ー
マ
イ
ト
を
一
瓶
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
と
、
家

族
そ
ろ
っ
て
レ
シ
ピ
を
考
案
し
て
く
れ
た
。
好
き
な
人

は
は
ま
る
の
だ
。

を
開
け
て
、
そ
の
あ
ま
り
の
「
臭
さ
」
に
絶
句
し
た
。

そ
ん
な
わ
た
し
の
驚
き
ぶ
り
を
笑
い
な
が
ら
、
ホ
ス
ト

の
女
性
は
正
し
い
食
べ
方
を
教
え
て
く
れ
た
。「
ほ
ん

の
少
し
、
少
し
だ
け
、
ト
ー
ス
ト
に
塗
っ
て
食
べ
て
み

て
」。
し
か
し
そ
の
味
は
匂
い
か
ら
予
想
さ
れ
た
と
お

り
。
マ
ズ
か
っ
た
。

抜
群
の
栄
養
価

イ
ギ
リ
ス
で
は
ビ
ー
ル
の
酵
母
を
そ
の
ま
ま
食
べ
る

習
慣
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
マ
ー
マ
イ
ト
と
い
う
商
品
と

し
て
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
〇
二
年
の

こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
ー
ス
プ
ー
ン
一
杯
で
、
ビ
タ
ミ
ン

Ｂ
群
や
葉
酸
の
一
日
の
摂
取
量
の
四
分
の
一
か
ら
半
分

を
摂
取
で
き
る
と
い
う
栄
養
価
の
高
さ
が
評
判
と
な
り
、

イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
英
連
邦
の
国
々
に
も
広
が
っ
て

い
っ
た
。
二
度
の
世
界
大
戦
か
ら
コ
ソ
ボ
紛
争
に
至
る

ま
で
、
兵
士
た
ち
の
栄
養
補
助
食
と
し
て
取
り
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
近
年
で
は
各
国
の
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
あ
い

だ
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

は
ベ
ジ
マ
イ
ト
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
ビ
タ
メ
イ

ト
と
い
う
類
似
品
が
開
発
さ
れ
、
人
気
を
博
し
て
い
る
。

二
〇
一
一
年
、
デ
ン
マ
ー
ク
が
、
製
造
過
程
に
お
け

る
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
の
添
加
を
問
題
視
し
、
輸
入
禁
止
の

措
置
を
と
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
イ
ギ
リ
ス
で
大
き

く
報
じ
ら
れ
た
。
そ
の
三
年
後
、
こ
の
禁
止
措
置
が
解

除
さ
れ
た
こ
と
も
、
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
他
国
で
の
マ
ー
マ
イ
ト
の
お
か
れ
た
状
況
ま
で
話

題
に
な
る
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
好
き
で
あ
れ
、

嫌
い
で
あ
れ
、
誰
も
が
一
家
言
を
も
っ
て
い
る
様
子
が

マ
イ
ト
は
、
要
は
ビ
ー
ル
の
「
酒さ

け

粕か
す

」。
ビ
ー
ル
を
醸

造
す
る
過
程
で
沈
殿
堆
積
し
た
酵
母
を
凝
縮
し
、
容
器

に
詰
め
て
い
る
。
つ
ま
り
納
豆
と
同
様
、
発
酵
食
品
な

の
で
あ
る
。

こ
の
独
特
の
ペ
ー
ス
ト
、
料
理
の
隠
し
味
に
も
使
わ

れ
る
が
、
普
通
は
ト
ー
ス
ト
の
お
供
と
し
て
食
卓
に
の

ぼ
る
。
わ
た
し
が
初
め
て
マ
ー
マ
イ
ト
を
目
に
し
た
の

も
、
あ
る
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
朝
食
の
席
で
あ
っ
た
。
容

器
か
ら
ジ
ャ
ム
の
一
種
か
と
思
っ
た
わ
た
し
は
、
ふ
た

日
本
で
も
、
ネ
ッ
ト
通
販
や
輸
入
食
材
店
で
手
に
入

る
。
も
し
機
会
が
あ
れ
ば
口
に
し
て
、
自
分
が
「
大
好

き
党
」
と
「
大
嫌
い
党
」、
ど
ち
ら
の
支
持
者
な
の
か
、

明
ら
か
に
し
て
み
て
ほ
し
い
。

トーストにごく薄く塗るのが定番。チーズを乗せてもおいしい。とろけるチーズなら、すごくおいしい。
チーズは熟成チェダーチーズがお勧め（撮影・編集部）

イギリスのスーパーの定番商品（撮影・編集部）

マーマイト味のポテトチップスもある

・カレー：隠し味に入れるとおいしい。ぜひ入れてほしい。

・煮物：少しマーマイトの癖のある味がするが、まあおいしい。

・親子丼（食前に混ぜる）：味にアクセントがついて、まあお
いしい。

・スープ：マーマイトのエキスが出て、とてもまずい。

※ 味の濃いものに混ぜると、隠し味になっておいしいが、
スープのような料理ではマーマイトの味が強くなりすぎ
てまずくなる。マーマイトには塩分が多く含まれるため、
使用する際には料理の塩分を減らしておくことが重要
である。料理の味が物足りない時には、マーマイトを
少量入れるのもよいかもしれない。

※ 同じ発酵食品の味噌や醤油の代わりに使うのも、おい
しいかもしれない。

色と質感はマヌカハニー。
でもまったくの別物なのだ（撮影・編集部）

マーマイトを入れて食べてみました―学生のレポートより
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開
く
？ 

閉
ざ
す
？

―
ふ
た
つ
の
ヴ
ァ
ラ
ー
ム
に
み
る 

宗
教
文
化
財
と
ツ
ー
リ
ズ
ム

高た
か

橋は
し 

沙さ

奈な

美み 

　
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
な
い 

至
宝
の
景
観

ロ
シ
ア
連
邦
北
西
部
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
と
の
国
境
近
く
に
位
置
す
る
ラ

ド
ガ
湖
。
そ
こ
に
浮
か
ぶ
ヴ
ァ
ラ
ー

ム
島
は
「
北
の
ア
ト
ス
」
と
も
よ
ば

れ
、
ロ
シ
ア
の
聖
地
と
讃
え
ら
れ

る
。
こ
こ
の
男
子
修
道
院
は
毎
シ
ー

ズ
ン
一
〇
万
人
以
上
の
「
巡
礼
」
と

い
う
名
の
観
光
客
で
賑に
ぎ

わ
う
。
そ
う

い
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
来
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
与
那
国
島
と
同
規
模
の

二
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
小
島
に
、

た
っ
た
三
カ
月
の
夏
の
観
光
シ
ー
ズ

ン
で
こ
れ
だ
け
の
人
び
と
が
訪
れ
る

国
家
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
属
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
正
教
会

は
自
治
教
会
と
し
て
独
立
。
ル
タ
ー

派
が
多
数
派
を
占
め
る
国
に
お
い
て
、

正
教
会
は
圧
倒
的
少
数
派
と
な
っ
た

も
の
の
、
一
九
二
〇
―
三
〇
年
代
に

ソ
連
全
土
を
襲
っ
た
無
神
論
政
策
を

逃
れ
て
宗
教
活
動
を
続
け
る
こ
と
が

で
き
た
。
一
九
三
九
年
一
一
月
、ソ
・

フ
ィ
ン
戦
争
に
よ
っ
て
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
東
部
に
赤
軍
が
進
軍
す
る
と
、
修

道
士
た
ち
は
西
へ
向
け
て
疎
開
し
、

一
九
四
〇
年
、
ヘ
イ
ナ
ヴ
ェ
シ
に
新

ヴ
ァ
ラ
モ
（
ヴ
ァ
ラ
ー
ム
）
修
道
院

を
創
設
し
た
。

ソ
連
領
内
に
残
さ
れ
た
「
古
い
」

ヴ
ァ
ラ
ー
ム
は
「
酔
っ
払
っ
た
付
添

婦
と
、
誰
も
涙
を
流
す
こ
と
の
な
い

静
か
な
死
」
ば
か
り
が
訪
れ
る
、
ひ

な
び
た
廃
兵
院
・
養
老
院
に
姿
を
変

え
た
。
養
老
院
は
一
九
八
二
年
に
閉

鎖
さ
れ
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
で
宗
教

政
策
が
緩
和
し
た
一
九
八
九
年
、
修

道
院
が
再
開
し
た
。
ソ
連
崩
壊
後
の

修
道
院
は
伝
統
的
な
聖
歌
に
加
え
て

そ
の
厳
格
さ
で
知
ら
れ
、
二
〇
〇
一

年
以
降
、
一
般
住
民
を
島
か
ら
移
住

さ
せ
る
計
画
を
進
め
て
い
る
。
修
道

院
の
訪
問
者
の
九
割
は
観
光
客
だ
と

み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
伝
統
的
な
修

道
生
活
を
重
視
す
る
修
道
院
は
、
経

済
的
利
益
は
享
受
し
つ
つ
も
こ
れ
を

歓
迎
し
な
い
。
修
道
院
の
指
導
者
た

ち
は
、
修
道
士
は
聖
山
ア
ト
ス
の
よ

う
に
世
俗
と
の
交
わ
り
を
極
力
控
え

る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

一
方
で
、
新
修
道
院
は
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
正
教
唯
一
の
男
子
修
道
院
で
あ

り
、
同
時
に
文
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て

年
間
一
六
万
人
以
上
の
観
光
客
・
巡

礼
を
惹ひ

き
つ
け
て
い
る
。
二
〇
一
二

年
、
修
道
院
は
最
優
良
の
国
内
観
光

地
に
選
ば
れ
た
。
新
ヴ
ァ
ラ
モ
に
は
、

快
適
な
宿
泊
施
設
と
食
堂
、
そ
し
て

正
教
的
生
活
や
文
化
を
伝
え
る
い
く

つ
も
の
文
化
施
設
が
あ
る
。
旧
修
道

院
と
同
様
、
そ
の
魅
力
が
無
数
の
湖

に
囲
ま
れ
た
豊
か
な
自
然
景
観
や
ワ

イ
ナ
リ
ー
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た

修
道
士
た
ち
は
、
多
様
な
観
光
客
に

広
く
門
戸
を
開
き
、
観
光
業
を
修
道

院
の
維
持
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と

を
選
ん
だ
。

「
新
し
い
」
ヴ
ァ
ラ
ー
ム
が
文
化

セ
ン
タ
ー
と
し
て
多
く
の
人
に
開
か

れ
た
場
所
で
あ
る
の
に
対
し
、「
古

い
」
ヴ
ァ
ラ
ー
ム
は
修
道
院
本
来
の

伝
統
を
守
る
べ
く
、
そ
の
文
化
的
景

観
を
一
目
見
た
い
と
望
む
観
光
客
を

排
除
し
よ
う
と
す
る
。
ふ
た
つ
の

ヴ
ァ
ラ
ー
ム
は
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム

が
混
ざ
り
合
う
現
代
社
会
に
お
け
る

宗
教
的
文
化
遺
産
の
在
り
方
を
端
的

に
示
し
て
い
る
。

こ
の
体
験
を
も
と
に
『
魅
せ
ら
れ
た

旅
人
』
を
著
し
た
し
、
作
曲
家
P
・

チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
は
交
響
曲
第
一

番
の
構
想
を
こ
の
島
か
ら
得
た
。
ま

た
、
I
・
シ
ー
シ
キ
ン
、
A
・
ク

イ
ン
ジ
な
ど
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
を
代

表
す
る
風
景
画
家
た
ち
が
島
を
訪
れ
、

北
ロ
シ
ア
の
自
然
と
教
会
建
築
を
題

材
と
し
た
多
く
の
風
景
画
を
残
し
た
。

革
命
、
戦
争
、 

ふ
た
つ
の
修
道
院
の
「
遺
産
」

一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
後
、

ヴ
ァ
ラ
ー
ム
修
道
院
は
新
興
の
独
立

広
げ
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
大

国
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
境
を
接
し
て
い

た
修
道
院
は
、
自
然
「
正
教
の
砦
と
り
で
」

の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま

り
そ
れ
は
、
度
重
な
る
戦
火
に
よ
る

破
壊
を
意
味
し
た
。
こ
の
運
命
の
た

め
に
、
ヴ
ァ
ラ
ー
ム
修
道
院
の
建
造

物
は
史
的
価
値
を
も
つ
文
化
財
と
し

て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
修
道
院

が
最
盛
期
を
迎
え
た
の
は
一
九
世
紀

後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て

で
、
現
存
す
る
聖
堂
や
僧
坊
、
宿
泊

施
設
、
苦
行
僧
の
た
め
の
隠い
ん

遁と
ん

所じ
ょ

が

整
備
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ラ
ー
ム
島
の
最
大
の
魅
力
は
、

古
き
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る
旧
修
道
院
と
、
積
極
的
に
文
化
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
新
修
道
院
。

対
照
的
な
両
者
の
姿
は
、
文
化
遺
産
の
「
遺
産
」
概
念
の
多
様
性
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
い
え
ば
、
そ
の
賑
わ
い
ぶ
り
が
多

少
は
伝
わ
る
だ
ろ
う
か
。

修
道
院
の
創
設
は
少
な
く
と
も

一
四
世
紀
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
時
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
ま
で
版
図
を

フィンランド

カレリア
共和国

スウェーデン

ロシア

ラドガ湖

ヴァラーム島

ヘイナヴェシ

修
道
院
と
一
体
化
し
た
静せ
い

謐ひ
つ

な
自
然

景
観
だ
と
い
え
よ
う
。
修
道
院
の
景

観
は
、
当
時
の
知
識
人
や
芸
術
家
に

多
大
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与

え
た
。
一
八
七
二
年
に
ラ
ド
ガ
湖
を

旅
し
た
作
家
の
N
・
レ
ス
コ
ー
フ
は
、

顕栄大聖堂前でガイドの説明を受ける巡礼・観光客

ヴァラーム島の船着き場のおみやげの露店

新修道院の博物館展示。正教文化や修道院の歴史を紹介する

新修道院の船でクルーズを楽しむ巡礼・観光客
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に
溢あ
ふ

れ
て
お
り
、
安
く
自
分
で
縫
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
た
だ
節
約
の
た
め
だ
け

に
服
作
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
女
工

や
お
針
子
の
登
場
が
、
家
庭
内
労
働
で
あ
っ
た
裁

縫
を
次
第
に
価
値
あ
る
仕
事
へ
と
変
え
た
。
紡
績

工
場
や
織
布
工
場
で
機
械
を
操
作
す
る
に
し
て
も
、

あ
る
い
は
家
の
な
か
で
内
職
の
針
仕
事
を
す
る
に

し
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
賃
金
」
を
得
る
た

め
の
労
働
で
あ
っ
て
、
家
族
や
自
分
の
た
め
に
主

婦
が
お
こ
な
う
「
女
性
の
仕
事
」
と
は
厳
然
と
区

別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、今
の
社
会
で
服
作
り
や
裁
縫
を
「
女

性
の
仕
事
」
な
ど
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
は
女
性
た
ち
が
そ
れ
ら

事
が
存
在
し
た
。
そ
れ
ら
は
農
婦
や
主
婦
の
家
事

労
働
、
も
し
く
は
下
層
階
級
の
賃
金
労
働
で
あ
り
、

決
し
て
ひ
け
ら
か
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

（
図
2
）。
日
常
的
な
あ
り
ふ
れ
た
光
景
で
あ
る
か
、

さ
も
な
く
ば
人
目
に
隠
れ
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

女
性
性
と
の
結
び
つ
き

で
は
、「
裁
縫
」
は
、
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し

て
（
刺
繍
の
よ
う
な
）
手
芸
的
な
価
値
を
達
成
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
糸
を
紡
ぎ
、
布
を
織
り
、
服
を

縫
う
。
こ
れ
ら
服
作
り
の
た
め
の
作
業
が
、
産
業

革
命
に
よ
っ
て
機
械
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
と
い
え
る
。
紡
績
機
の
発
明
と
織
機
の
改
良
に

よ
っ
て
、
大
量
の
布
地
が
短
時
間
で
生
産
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
レ
デ
ィ
に
憧
れ
る
中

流
階
級
に
と
っ
て
は
、
ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
で
服
を

注
文
す
る
の
は
経
済
的
に
困
難
で
も
、
布
地
は
店

刺
繍
と
裁
縫
の
あ
い
だ
に

手
芸
と
い
え
ば
刺し
し
ゅ
う繍や

編
み
物
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
手
仕
事
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
「
裁

縫
」
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
西
洋

の
歴
史
に
お
い
て
、
手
芸
と
裁
縫
は
同
じ
針
仕
事

で
あ
り
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
ま
っ
た
く
レ
ベ
ル
の

異
な
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

例
え
ば
、
刺
繍
は
ど
う
だ
ろ
う
。
刺
繍
を
刺
す
と

は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
刺
し
方
を
家
庭
で
習
い
、
実

際
に
刺
す
た
め
の
時
間
的
・
経
済
的
余
裕
が
あ
り
、

素
敵
な
作
品
を
仕
上
げ
る
た
め
の
才
能
と
セ
ン
ス

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
上
流
階
級

の
レ
デ
ィ
の
た
め
の
教
養
と
し
て
趣
味
と
し
て
、

も
っ
ぱ
ら
見
せ
び
ら
か
す
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た

（
図
1
）。
そ
れ
に
対
し
て
裁
縫
は
、
女
性
な
ら
ば

誰
も
が
身
に
つ
け
て
い
る
は
ず
の
生
活
技
術
で

あ
っ
た
。
家
族
の
た
め
の
服
作
り
か
ら
日
用
品
の

縫
い
物
ま
で
、
か
つ
て
の
家
庭
に
は
膨
大
な
針
仕

の
仕
事
に
携
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
途
中
で
や
め
て
も
す
ぐ
に
再

開
で
き
る
単
純
作
業
が
多
い
こ
と
か
ら
、

家
の
な
か
で
育
児
や
家
事
を
お
こ
な
う

女
性
た
ち
に
適
し
た
仕
事
と
と
ら
え
ら

れ
て
き
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ

た
歴
史
の
残
像
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、

現
代
日
本
を
生
き
る
わ
た
し
た
ち
の
身

近
な
と
こ
ろ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
し
前

に
な
る
が
仕
立
屋
を
主
人
公
と
し
た
映
画
「
繕
い

裁
つ
人
」（
二
〇
一
五
年
）
が
公
開
さ
れ
た
。
原
作

で
も
映
画
で
も
、「
仕
立
屋
」
は
街
の
喧け
ん

騒そ
う

を
離

れ
て
一
人
静
か
に
服
を
縫
う
の
だ
が
、
主
人
公
は

「
女
性
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
「
女
性
ら
し
さ
」
を

こ
と
さ
ら
強
調
す
る
よ
う
に

長
い
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て
い

る
。
映
画
の
な
か
で
主
人
公

が
仕
立
て
た
服
の
デ
ザ
イ
ン

は
、
大
手
の
手
芸
店
で
も
紹

介
さ
れ
て
話
題
を
呼
ん
だ（
写

真
1
）。
手
芸
店
を
訪
れ
る
女

性
た
ち
は
、「
心
を
込
め
て
服

を
縫
う
」
主
人
公
の
姿
に
自

ら
を
重
ね
合
わ
せ
た
に
ち
が

い
な
い
。
裁
縫
や
手
芸
は
、

現
代
に
お
い
て
も
女
性
性
の

イ
メ
ー
ジ
と
強
力
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
性
の
家
庭
内
に
お
け
る
「
影
な
る
仕
事
」
で
あ
っ
た
裁
縫
は
、
賃
金
を
得
る

た
め
の
「
労
働
」へ
と
位
置
づ
け
を
変
え
た
。
し
か
し
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
な

お
女
性
性
と
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
だ
。

糸
と
女
―
紡
が
れ
る
物
語

平ひ
ら

芳よ
し 

裕ひ
ろ

子こ

神
戸
大
学
大
学
院
准
教
授

手芸考

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
手
に
す
る
も
の
は

で
は
逆
に
、
古
い
例
を
ひ
と
つ
。
読
者
の
皆
様

は
「
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
を
ご
存
じ
の
こ
と
と

思
う
（
写
真
2
）。
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
は
、

一
九
世
紀
に
両
腕
が
欠
け
た
姿
で
発
見
さ
れ
て
以

来
、「
リ
ン
ゴ
を
手
に
し
て
い
た
」
と
か
「
衣
を
押

さ
え
て
恥
じ
ら
っ
て
い
た
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

姿
が
想
像
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
考
古
学
者
の
エ

リ
ザ
ベ
ス
・
バ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス

の
筋
肉
組
織
を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な

姿
は
考
え
ら
れ
な
い
そ
う
だ
。
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
、

左
手
で
糸
巻
き
棒
を
高
く
掲
げ
、
右
手
で
糸
と
紡ぼ
う

錘す
い
を
操
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
と
は
愛
の
女
神
で
あ
る
が
、
こ
の
古
典
的
女

性
美
の
象
徴
が
、
何
か
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す

よ
う
に
糸
を
紡
い
で
い
た
、
と
は
何
と
も
示
唆
に

富
ん
だ
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
性
た
ち
は
、

も
は
や
紡
い
だ
り
織
っ
た
り
縫
う
必
要
は
な
い
の

だ
が
、
私
た
ち
の
社
会
は
い
ま
だ
に
「
糸
と
女
」

の
物
語
を
紡
ぎ
続
け
て
い
る
の
だ
。

図１：「私室」 Godey’s Lady’s Book（1843年）より。レディの教養を示
す品々。右下に作りかけの刺繍（図は部分）

図2：「お針子賃金」Punch（1849年）より

写真2：《ミロのヴィーナス》前3-前1世紀、
パロス大理石、ルーヴル美術館

写真1：手芸店の売り場に展示された映画「繕い裁つ人」の衣装デザイン
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ながなんぢゃ

ネンっていったい何でんネン

What’s in a name? 庄
しょう

司
じ

 博
ひ ろ

史
し

　民博 名誉教授

ア
メ
リ
カ
映
画
に
つ
い
て
た
い
し
て
素
養
は
な
い
が
、
映
画

の
あ
と
出
演
者
や
ス
タ
ッ
フ
な
ど
名
が
延
々
と
続
く
ク
レ
ジ
ッ

ト
を
眺
め
る
の
が
好
き
だ
。
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
ら
し
く
じ
つ

に
い
ろ
ん
な
国
由
来
の
人
名
が
目
ま
ぐ
る
し
く
あ
ら
わ
れ
、
知

識
を
総
動
員
し
て
出
身
国
を
想
像
す
る
楽
し
み
は
ち
ょ
っ
と
し

た
中
毒
に
も
な
る
。
ロ
ー
マ
字
書
き
の
日
本
人
の
名
は
、

N
O
B
O
R
U 

T
A
N
A
K
A
の
よ
う
に
、
単
純
な
子
音
母
音

の
く
り
か
え
し
で
冗
長
で
は
あ
る
が
結
構
目
立
ち
、「
お
や
こ
ん

な
と
こ
で
も
日
本
人
が
活
躍
し
て
い
る
ぞ
」
と
う
れ
し
く
も
な

る
。な

か
で
も
お
も
し
ろ
い
の
は
一
目
で
出
自
国
や
民
族
が
わ
か

る
名
が
多
い
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
「
～
ヤ
ン
」
な
ら
ば
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
サ
ロ
ー
ヤ
ン
（
作
家
）
の
よ
う
に
ア
ル
メ
ニ
ア
人
か

そ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る
し
、「
～
ジ
ッ
チ
」
が
つ

い
て
い
れ
ば
十
中
八
九
、
ボ
ス
ニ
ア
か
セ
ル
ビ
ア
な
ど
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
出
身
者
だ
。
そ
の
他
、
ど
こ
そ
こ
出
身
の
と
い
う

意
味
で
、ド
・
ゴ
ー
ル
の
よ
う
に
「
ド
～
」
な
ら
フ
ラ
ン
ス
、ヴ
ァ

ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
よ
う
に
「
ヴ
ァ
ン
～
」
な
ら
オ
ラ
ン
ダ
を
ル
ー

ツ
に
も
つ
名
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
御
存
じ
の
か
た
に
は
お
待
た
せ
し
ま
し
た
が
、
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
に
も
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
特
有
の
名
前
が
あ
る
。
最
後

の
部
分
に
ネ
ン
（
N
E
N
）
の
つ
い
た
名
字
で
あ
る
。
日
本
で

知
ら
れ
て
い
る
名
と
し
て
は
、
ミ
カ
・
ハ
ッ
キ
ネ
ン
（
Ｆ
1
ド

ラ
イ
バ
ー
）、
ヤ
リ
・
リ
ト
マ
ネ
ン
（
サ
ッ
カ
ー
選
手
）
の
ほ
か
、

二
代
前
の
女
性
大
統
領
タ
ル
ヤ
・
ハ
ロ
ネ
ン
も
そ
う
で
あ
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
出
身
な
が
ら
日
本
国
籍
を
取
得
し
て
参
議
院
議

員
を
務
め
た
弦
念
丸
呈
（
ツ
ル
ネ
ン
・
マ
ル
テ
イ
）
さ
ん
も
本

名
は
ト
ゥ
ル
ネ
ン
で
あ
る
。

日
本
の
お
笑
い
番
組
で
ア
ホ
カ
イ
ネ
ン
、
パ
ー
ヤ
ネ
ン
（
双

方
と
も
人
名
と
し
て
実
在
し
ま
す
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
一
気

に
知
れ
渡
っ
て
し
ま
っ
た
「
ネ
ン
」
で
あ
る
が
、
確
か
に
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
で
は
ネ
ン
さ
ん
は
多
い
。
人
名
の
種
類
で
は
五
パ
ー

セ
ン
ト
あ
ま
り
な
の
だ
が
ネ
ン
さ
ん
の
人
口
に
占
め
る
割
合
は

四
割
近
い
と
も
い
わ
れ
、
そ
れ
だ
け
ネ
ン
さ
ん
に
は
よ
く
ぶ
ち

当
た
る
。

さ
ぞ
か
し
ネ
ン
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
古
来
の
伝
統
的
な
名
と
思

わ
れ
そ
う
だ
が
そ
う
で
は
な
い
。
か
つ
て
移
動
農
民
が
多
か
っ

た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
東
部
で
は
氏う
じ

名な

＝
姓
が
個
人
の
所
属
を
示
し

て
い
た
が
、
西
部
で
は
農
家
の
屋
号
が
個
人
の
同
定
に
用
い
ら

れ
、
移
動
の
度
に
屋
号
は
変
わ
っ
て
も
姓
を
も
た
な
い
人
び
と

は
、
一
九
世
紀
に
入
っ
て
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
近
代
化
を
進

め
て
い
た
当
時
の
政
府
に
と
っ
て
こ
れ
は
由
々
し
き
問
題
で
、

な
か
ば
強
制
的
に
姓
を
も
つ
こ
と
が
勧
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
手

軽
な
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
が
東
部
で
一
部
の
姓
に
あ
っ
た
ネ
ン

で
、
西
部
で
は
こ
れ
を
姓
の
標
し
る
し

と
し
て
「
丘
」「
山
」「
川
」
な

ど
あ
り
ふ
れ
た
語
に
つ
け
て
間
に
合
わ
せ
た
ら
し
い
。
そ
も
そ

も
ネ
ン
は
形
容
詞
を
作
っ
た
り
、
親
し
み
を
込
め
て
小
さ
い
も

の
を
よ
ぶ
際
に
用
い
ら
れ
た
語
尾
で
姓
に
限
ら
れ
た
要
素
で
は

な
か
っ
た
が
、
と
に
か
く
ネ
ン
さ
ん
た
ち
は
爆
発
的
に
増
え
て

い
っ
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
続
い
た
姓
作
り
の
な
か
で
ネ
ン

の
流
行
は
比
較
的
短
命
に
お
わ
り
、そ
の
後
ネ
ン
な
し
に
も
ど
っ

て
い
っ
た
ら
し
い
。
と
は
い
え
、
地
縁
も
血
縁
も
な
い
人
び
と

の
あ
い
だ
に
大
量
に
う
み
だ
さ
れ
た
同
姓
の
ネ
ン
さ
ん
た
ち
は
、

今
日
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
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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「万博記念公園駅（エキスポシティ前）」「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

　アーティスト・イン・レジデンス（「住み込み芸術家」？）を受

け入れる制度は、一昔前までは現代美術関係の機関のものであっ

た。最近は展示の対象が普段は「美術作品」とは限らない博物館

が、クリエーターたちとの協働に新しい可能性を見出している。ク

リエーターたちにとっても、伝統的な意匠や自然が造り出す不思議

な形などを収集し研究する博物館はインスピレーションの宝庫とな

る。

　芸術家との共同制作を5年ほど前から積極的におこなっ

ているフランクフルトの世界文化博物館の「世界文化ラボ」

（Weltkulturen Labor）には、アーティストが文字通り「住み

込み」で制作するための宿泊施設、スタジオ、展示空間までが

整っており、研究者との濃密な交流の場が定期的に設けられている。

一昨年、こうした共同企画の展覧会 Foreign Exchange (or the 

stories you wouldn’t tell a stranger)を見る機会があった。

　そこには「民族学」の名のもとには今や公開しにくい資料――例

えば19世紀末の人類学者がインドネシアで現地の人の男性性器ば

かりを写した一連の写真――が、アーティストによるキュレーショ

ンという大義名分のもとに堂々と（といっても、子どもには見えな

い高さのケース入りで）展示されていた。博物館としては、ちょっ

とずるい「逃げ道」である。（山中由里子）
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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、「国立民族学博物館友の会（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。

　9月よりみんぱくで開催中の特別展「見世物大博覧会」（11

月29日（火）まで）。特別展示館出口には、特設のミュージ

アム・ショップが展示に関連したグッズを取りそろえてみ

なさんをお待ちしています。

　特別展の図録では、みんぱくや他館所蔵のもの、個人の

コレクションから絵看板や錦絵、写真などの資料がフルカ

ラーで約600点掲載され、江戸時代から昭和・平成まで、

多種多様な様相を見せる「見世物」の世界が網羅的に紹

介されています。

　ミュージアム・ショップのオリジナルグッズはクリアファ

イルとTシャツです。Tシャツは、特別展のキービジュア

ルがカラフルなシルエットになったものと、碁石や金魚、

電球などを飲み込んで自在に吐き分ける芸「人間ポンプ」

をモチーフにした2種類があります。さらに、特別展実行

委員の鵜飼正樹先生（京都文教大学教授）プロデュース

のペナントも注目商品です。

　いつの時代も、人びとをハラハラ、ドキドキ、ワクワク

させてきた「見世物」の関連商品を、ぜひお求めください。

ハラハラ、ドキドキ、ワクワクが
つまっています。
特別展「見世物大博覧会」関連商品のご紹介

Special Exhibition
Amazing show tents in Japan

Special Exhibition
Amazing show tents in Japan

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
T E L :06 - 6876 -3112    FA X:06 - 6878-8421
e-mail shop@senri-f.or.jp　水曜日定休

オンラインショップ「World Wide Bazaar」
http://www.senri-f.or.jp/shop/

「見世物大博覧会」Tシャツ
2,000円
白（サイズ：WM, WL, M, L, 

　　　　　　　　　 XL, XXL） 
黒（サイズ：S, M, L, XL, XXL）

人間ポンプTシャツ
2,000円
サイズ：S, M, L, XL

※子ども用（100cm）も
追加予定

クリアファイル（A4サイズ）
各330円
左：「角兵衛獅子 おもちゃ絵」
右：「浅草奥山に於て興行 

　　当年三才七ヶ月」 特別展図録『見世物大博覧会』
1,700円

国立民族学博物館編集・発行
全212ページ、A4判

ペナント　1,200円
人間ポンプの興行ポスターが
モチーフになっています。

※価格はすべて税抜きです。
※通信販売の場合、特別展会期中（11月29日まで）はクリアファイルとTシャツ
は送料無料でお届けいたします。

お問い合わせ先


