


鳥
好
き

片か
た

桐ぎ
り 

仁じ
ん

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
3
年
生
ま
れ
、
埼
玉
県
出
身
。
芸

人
、
俳
優
、
彫
刻
家
。
多
摩
美
術
大
学
卒
業
。

1
9
9
6
年
、
コ
ン
ト
ユ
ニ
ッ
ト
「
ラ
ー
メ

ン
ズ
」
を
結
成
。
舞
台
だ
け
で
な
く
ド
ラ
マ
、

C
M
に
出
演
す
る
ほ
か
、
造
形
へ
の
才
能
も

発
揮
し
、
粘
土
細
工
の
個
展
「
片
桐
仁 

感

涙
の
大
秘
宝
展
〜
粘
土
と
締
切
と
14
年
〜
」

な
ど
を
開
催
。
ま
た
、
声
優
と
し
て
も
活

躍
し
て
お
り
「
シ
ャ
キ
ー
ン
！
」（
N
H
K 

E
テ
レ
）
で
ジ
ュ
モ
ク
さ
ん
を
担
当
。
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我
が
家
で
は
、
オ
カ
メ
イ
ン
コ
と
ヨ
ウ
ム
（
中
型

オ
ウ
ム
の
一
種
）
を
飼
っ
て
い
ま
す
。

　「
で
も
鳥
っ
て
怖
く
な
い
で
す
か
？ 
目
が
真
っ
黒

で
ク
チ
バ
シ
尖
っ
て
る
し
、
足
な
ん
か
恐
竜
み
た

い
で
ツ
メ
も
鋭
い
し
怖
く
な
い
？
」
と
か
言
う
人
、

多
い
と
思
い
ま
す
。
僕
も
幼
稚
園
の
時
に
『
ミ
ー
』

と
『
ケ
イ
』
と
い
う
文
鳥
を
飼
っ
て
い
ま
し
た
が
、

す
ば
し
っ
こ
く
て
、
す
ぐ
噛
ん
で
く
る
し
、
挙
げ
句

の
果
て
に
団
地
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
逃
げ
て
し
ま
っ

た
…
…
。
と
い
う
経
緯
か
ら
何
か
好
き
に
な
れ
な

か
っ
た
ん
で
す
。

　
で
も
二
九
歳
で
結
婚
す
る
時
、
嫁
さ
ん
と
一
緒

に
、
彼
女
が
小
学
校
五
年
生
の
頃
か
ら
飼
っ
て
い

る
と
い
う
、
オ
カ
メ
イ
ン
コ
の
『
サ
ー
ち
ゃ
ん
』
が

や
っ
て
来
ま
し
た
。
最
初
は
怖
か
っ
た
の
で
す
が
、

愛
ら
し
い
顔
、
フ
ワ
フ
ワ
し
た
触
り
心
地
、
そ
し
て

独
特
の
体
臭
（
何
と
も
説
明
で
き
な
い
、
野
性
味

の
あ
る
粉
っ
ぽ
い
臭
い
…
…
）。
造
形
的
に
も
軽
量

の
割
に
豊
か
な
立
体
感
、
羽
の
展
開
や
尾
羽
の
美

し
さ
な
ど
、
見
た
目
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
犬
の

よ
う
な
主
人
に
従
順
な
部
分
と
、
猫
の
よ
う
な
自

由
奔
放
さ
を
併
せ
持
つ
、
ス
ー
パ
ー
ペ
ッ
ト
で
あ
る

こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
喋し

ゃ
べ

る
鳥
が
欲

し
く
な
り
、
ヨ
ウ
ム
の
『
ウ
ロ
コ
』
を
衝
動
買
い
し

ま
し
て
（
二
〇
〇
四
年
）、
今
年
か
ら
亡
く
な
っ
た

サ
ー
ち
ゃ
ん
と
ソ
ッ
ク
リ
な
オ
カ
メ
イ
ン
コ
の
『
う

め
』
を
飼
っ
て
い
ま
す
。

　
民
博
に
行
く
と
、〝
鳥
顔
〞
の
精
霊
や
神
様
が
世

界
中
に
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
中
で
も
ア
マ
ゾ

ン
の
、
本
物
の
コ
ン
ゴ
ウ
イ
ン
コ
の
羽
を
貼
り
込
ん

だ
お
面
は
、
ス
ゴ
か
っ
た
で
す
。「
現
地
で
は
、
お

面
や
衣
装
で
使
う
た
め
に
コ
ン
ゴ
ウ
イ
ン
コ
を
飼
っ

て
い
る
」
と
い
う
、
お
話
も
面
白
か
っ
た
で
す
ね
〜
。

自
ら
の
羽
で
空
を
自
由
に
飛
ぶ
と
い
う
、
人
間
に

は
不
可
能
な
能
力
を
持
っ
た
鳥
が
、
神
に
な
る
と

い
う
図
式
は
分
か
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も

〝
何
を
考
え
て
る
か
分
か
ら
な
い
〞
表
情
、
人
間
と

近
い
場
所
に
い
る
親
し
み
や
す
さ
な
ど
も
、
そ
う

い
う
存
在
に
な
っ
た
一
因
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
？

　
な
の
で
、
こ
の
鳥
に
ま
つ
わ
る
展
示
イ
ベ
ン
ト
を

キ
ッ
カ
ケ
に
鳥
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
よ
り
良
く

な
る
と
い
い
な
〜
と
思
い
ま
す
ね
。



人
と
の
か
か
わ
り
の
事
例
は
、
地
域
や
時
代
、
宗

教
の
違
い
を
超
え
て
世
界
各
地
か
ら
い
く
ら
で
も

集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

鳥
と
人
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
事

例
を
い
え
ば
、
滋
賀
県
琵
琶
湖
に
お
い
て
在
来
魚

な
ど
を
捕
食
す
る
カ
ワ
ウ
を
「
害
鳥
」
と
し
て
駆

除
し
て
い
る
。
一
方
、
愛
知
県
知
多
半
島
の
鵜う

の

山
で
は
か
つ
て
カ
ワ
ウ
の
コ
ロ
ニ
ー（
集
団
営
巣
地
）

が
大
切
に
保
護
さ
れ
、
そ
こ
で
集
め
ら
れ
た
糞ふ
ん

尿
に
ょ
う

が
リ
ン
酸
肥
料
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
た
。
村
民

が
糞
尿
の
売
却
益
で
村
の
小
学
校
を
改
築
し
た
話

は
有
名
で
あ
る
。
現
在
で
も
そ
の
小
学
校
の
校
章

に
は
羽
を
大
き
く
広
げ
た
カ
ワ
ウ
が
あ
し
ら
わ
れ

て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
同
一
の
種
に
対
し
て

も
両
義
的
な
価
値
づ
け
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

二
〇
一
七
年
の
干
支
は「
酉と

り

」。
一
般
的
に
は
ニ
ワ
ト
リ
が
当
て
ら
れ
る
が
、

鳥
類
全
体
に
視
野
を
広
げ
る
と
、人
と
の
か
か
わ
り
は
多
様
で
あ
る
。

大
空
を
飛
ぶ
姿
、色
鮮
や
か
な
羽
根
、美
し
い
さ
え
ず
り
に
人
は
ひ

か
れ
、さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
込
め
る
。
一
方
で
、そ
の
生
態
に
つ
い

て
は
身
近
な
種
で
さ
え
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

そ
ん
な
〝
と
り
ど
り
〞
の
と
り
に
ま
つ
わ
る
お
話
を
と
り
あ
げ
る
。

鳥
と
人
と
の
か
か
わ
り

特集大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル
万
博
記
念
公
園
駅
か
ら
み
ん

ぱ
く
ま
で
、
わ
た
し
の
足
で
約
一
四
〇
〇
歩
。
公

園
内
を
と
お
る
道
す
が
ら
、
毎
日
さ
ま
ざ
ま
な
鳥

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
春
に
は
カ
イ
ツ
ブ
リ
や

カ
ル
ガ
モ
が
子
育
て
を
し
、
夏
に
な
る
と
カ
ワ
ラ

ヒ
ラ
や
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
水
浴
び
を
す
る
。
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
は
シ
ロ
ハ
ラ
や
ツ
グ
ミ
、
ジ
ョ
ウ

ビ
タ
キ
な
ど
が
落
ち
葉
を
は
ね
の
け
て
小
動
物
や

木
の
実
を
探
す
。
鳥
を
み
な
が
ら
の
通
勤
も
楽
し

い
も
の
で
あ
る
。

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

卯う

田だ 

宗し
ゅ
う

平へ
い

鳥
が
問
う
「
人
間
と
は
何
か
」

日
本
で
鵜
飼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
場
所
に
は

鵜
塚
（
鵜
供
養
塔
）
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
各
地

の
鵜
匠
た
ち
は
、
鵜
飼
の
最
中
に
命
を
落
と
し
た

ウ
類
を
埋
葬
し
、
鵜
供
養
を
お
こ
な
う
。
ウ
類
の

冥
福
を
祈
る
意
味
を
込
め
て
卒そ

塔と

婆ば

を
立
て
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。
以
前
、
わ
た
し
は
中
国
で
鵜
飼
の

調
査
を
し
て
い
た
と
き
、
日
本
の
鵜
供
養
の
こ
と

を
中
国
の
鵜
飼
い
漁
師
た
ち
に
話
し
た
こ
と
が
あ

る
。
す
る
と
、彼
ら
は
一
様
に
驚
き
の
表
情
を
み
せ
、

異
口
同
音
に
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
ど
う
な

る
の
か
」
と
い
う
。
ウ
類
に
特
別
な
感
情
を
抱
い

た
り
、
死
亡
し
た
個
体
を
供
養
し
た
り
す
る
こ
と

の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

で
は
、
中
国
の
漁
師
た
ち
の
そ
う
し
た
態
度
や

考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
も
し
か
す
る
と
、
鵜
飼
を
な
り
わ
い
と
す

る
漁
師
た
ち
は
ウ
類
に
対
し
て
深
い
思
い
入
れ
を

し
な
い
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
の
鵜

飼
で
は
、
一
回
の
操
業
で
二
〇
〇
羽
前
後
の
ウ
類

を
同
時
に
利
用
し
、
毎
日
六
時
間
以
上
も
漁
を
続

け
る
。
そ
ん
な
彼
ら
が
ウ
類
一
羽
一
羽
に
う
し
ろ

め
た
さ
や
罪
の
意
識
を
強
く
も
っ
て
い
た
ら
ど
う

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
日
々
の
鵜
飼
は
成
り
立
つ
で

日
々
の
暮
ら
し
か
ら
精
神
世
界
ま
で

現
在
、
地
球
上
に
は
一
万
種
前
後
の
鳥
が
い
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
鳥
は
そ
の
分
布
域
が
広
く
、

七
大
陸
の
す
べ
て
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
鳥
と

同
じ
く
地
球
上
に
広
く
分
布
す
る
わ
た
し
た
ち
人

間
は
、
各
地
に
生
息
す
る
鳥
と
深
く
か
か
わ
り
な

が
ら
生
き
て
き
た
。
と
き
に
は
、
そ
の
肉
を
食
べ
、

そ
の
声
を
愛め

で
、
そ
の
羽
毛
を
身
に
つ
け
、
そ
の

存
在
を
伴
侶
に
し
た
。
ま
た
、
鳥
を
神
の
使
い
と

み
な
し
た
り
、
霊
魂
を
鳥
に
託
し
て
冥
界
に
届
け

た
り
も
す
る
。

北
ア
ジ
ア
の
シ
ャ
マ
ン
の
な
か
に
は
頭
部
の
衣

装
に
猛も
う

禽き
ん

類る
い
の
羽
毛
を
飾
り
つ
け
る
も
の
も
い
る
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
頭
部
が
ワ
シ
、
胴
体
が
人
間

と
し
て
描
か
れ
る
ガ
ル
ダ
が
神
の
鳥
と
し
て
崇
拝

さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
新
し
い
命
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
鶏
卵
に
カ
ラ
フ
ル
な
色
づ
け
を

す
る
復
活
祭
の
慣な
ら

わ
し
が
あ
る
。
こ
う
し
た
鳥
と

あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
鳥
と
人
と
の
あ
い
だ
に
線

を
引
き
、
ウ
類
は
「
魚
を
獲
る
手
段
で
あ
る
」
と

割
り
切
っ
て
考
え
る
方
が
漁
は
維
持
で
き
る
、
と

も
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
日
本
の
鵜
飼
で
も
ウ
類
に
名
前
を
付
け

な
い
鵜
匠
が
い
る
。
名
前
を
付
け
て
し
ま
う
と「
情

が
入
っ
て
し
ま
う
」
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
も
ま
た

ウ
類
に
特
別
な
感
情
を
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
文
化
、
地
域
で
も
鳥
と
人
が
同
じ

境
界
線
で
分
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
が
明
確
な
こ
と
も
あ
れ
ば
、
曖
昧
な
こ
と
、
場

合
に
よ
っ
て
は
境
界
線
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
も

あ
る
。
こ
の
現
代
社
会
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
人

間
は
ど
の
よ
う
な
態
度
で
鳥
た
ち
と
接
し
、
い
か

な
る
関
係
を
築
い
て
い
る
の
か
。
じ
つ
は
、
鳥
を

考
え
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
人
間
を
考
え
る
こ

と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

中国の鵜飼い漁師たちはカワウの後方から竹棒を大きく振りまわす。
細くて長い棒を怖がるカワウは前進速度を速める

広島県三次市にある鵜供養塔。毎年、死亡したウミウを供養する

水入れ容器。アメリカ合衆国
H0074886

飼育されているカワウ。
ひもでつながれていなくても逃げない
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歌
を
運
ぶ
鳥
ガ
ル
ダ

教
会
の
鳥
た
ち

民
博 

名
誉
教
授

立た
ち
川か
わ 

武む
さ
し蔵

民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

菅す
が
瀬せ 

晶あ
き
子こ

こ
と
ば
の
羽
ガ
ル
ダ
鳥

ベ
ツ
レ
ヘ
ム
か
ら
メ
ー
ル
が
来
た
。
イ
ン
ド
生
ま

れ
の
伝
説
の
鳥
ガ
ル
ダ
に
つ
い
て
書
い
て
ほ
し
い
と

い
う
編
集
者
か
ら
の
依
頼
だ
っ
た
。「
こ
の
メ
ー
ル
は

ま
さ
に
ガ
ル
ダ
だ
」と
思
っ
た
。ユ
ダ
ヤ
の
神
ヤ
ー
ヴ
ェ

は
こ
と
ば
に
よ
っ
て
世
界
を
創
造
し
た
と
い
う
。
イ

ン
ド
に
お
い
て
も
こ
と
ば
は
き
わ
め
て
重
要
だ
。
そ

の
こ
と
ば
に
羽
が
生
え
て
飛
ん
で
い
く
と
イ
ン
ド
人

は
考
え
た
。
こ
と
ば
の
羽
あ
る
い
は
「
こ
と
ば
を
運

ぶ
鳥
」
が
ガ
ル
ダ
鳥
で
あ
る
。

古
代
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
僧
た
ち
は
、
彼
ら
の
聖

典
ヴ
ェ
ー
ダ
（
知
識
）
は
人
間
の
作
品
で
は
な
く
、

永
遠
な
も
の
だ
と
信
じ
て
い
た
。
儀
礼
に
お
い
て
僧

た
ち
は
ヴ
ェ
ー
ダ
の
文
句
を
神
に
対
す
る
讃
歌
と
し

て
吟
じ
な
が
ら
、
神
々
に
供
物
を
捧
げ
た
の
で
あ
る
。

古
代
の
神
々
は
讃
歌
と
供
物
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
、

人
間
た
ち
の
希
望
を
か
な
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
こ
と
ば
こ
そ
が
力
あ
る
も
の
で

あ
り
、
世
界
の
根
本
原
理
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
梵ぼ
ん

）
と
よ

ば
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
典
ヴ
ェ
ー
ダ
を
謡
い
あ
げ
る

鳥
を
か
た
ど
る

私
事
に
な
る
が
、
学
生
時
代
か
ら
今
に
至
る
ま

で
、
イ
ン
コ
を
飼
っ
て
い
る
。
調
査
に
出
る
と
き

は
当
然
連
れ
て
ゆ
く
訳
に
も
い
か
ず
、
友
人
に
預

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
さ
み
し
さ
を
感
じ
る
こ

と
も
し
ば
し
ば
だ
。
し
か
し
さ
い
わ
い
に
も
、
調

査
地
で
鳥
に
出
会
う
機
会
は
意
外
と
多
く
、
そ
ん

な
鳥
た
ち
に
慰
め
ら
れ
て
い
る
。
な
に
も
生
き
た

鳥
と
は
限
ら
な
い
。
中
東
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
お

も
な
調
査
対
象
と
し
て
い
る
わ
た
し
に
と
っ
て
、

教
会
で
鳥
を
か
た
ど
っ
た
装
飾
と
出
会
え
る
こ
と

は
、
大
き
な
愉た
の
し
み
だ
。

例
え
ば
、
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
の
象
徴
的
存
在
の

ひ
と
つ
で
あ
り
、
全
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
生

涯
に
一
度
は
巡
礼
し
た
い
と
熱
望
す
る
、
聖
墳
墓

教
会
。
こ
の
教
会
内
部
の
、
イ
エ
ス
が
磔た
っ

刑け
い

に
処

せ
ら
れ
た
場
所
に
あ
る
礼
拝
所
の
モ
ザ
イ
ク
が
近

年
修
復
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
も
た
く
さ
ん
の

鳥
た
ち
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
宗
教
的
な
象
徴
性
を

帯
び
た
存
在
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
っ
と

も
重
要
な
の
は
、
聖
霊
の
象
徴
と
し
て
あ
ら
わ
さ

れ
る
ハ
ト
だ
が
、
一
般
に
は
む
し
ろ
、
オ
リ
ー
ブ

の
枝
を
く
わ
え
た
平
和
の
象
徴
と
し
て
の
ハ
ト
の

ほ
う
が
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
胸
を

裂
い
て
流
れ
る
お
の
が
血
で
ヒ
ナ
を
育
て
る
ペ
リ

カ
ン
は
、
イ
エ
ス
の
受
難
と
自
己
犠
牲
の
精
神
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
実
在
で
は
な
く
想
像
上
の
鳥

で
は
あ
る
が
、
炎
の
な
か
に
立
つ
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

は
、
イ
エ
ス
の
復
活
の
象
徴
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
や

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
時
代
か
ら
、
不
死
を
司
つ
か
さ
どる

聖
鳥
と
し
て
語
り
継
が
れ
、
レ
バ
ノ
ン
や
エ
ジ
プ

ト
な
ど
に
住
ま
う
と
さ
れ
て
き
た
。
フ
ェ
ニ
ッ
ク

ス
の
語
源
は
、
地
中
海
の
覇
者
と
し
て
君
臨
し
た

古
代
レ
バ
ノ
ン
の
海
洋
民
族
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と

同
じ
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。

不
滅
と
復
活
の
象
徴

聖
墳
墓
教
会
の
内
部
に
は
、
中
東
に
教
区
を
も

つ
正
教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
教
会
が
そ
れ
ぞ
れ
礼

拝
所
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
ア
ル
メ

ニ
ア
正
教
が
管
轄
す
る
場
所
で
は
、
ク
ジ
ャ
ク
の

装
飾
が
目
を
引
く
。
ク
ジ
ャ
ク
は
魂
の
不
滅
を
象

徴
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
ア
ナ
ト
リ
ア
半
島

か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
に
移
住
し
た
ア
ル
メ
ニ
ア
人
が

作
る
陶
器
で
も
、
好
ん
で
描
か
れ
る
。
ク
ジ
ャ
ク

は
ア
ル
メ
ニ
ア
人
以
外
で
も
、
イ
ラ
ク
や
シ
リ
ア

に
住
む
ヤ
ジ
ー
デ
ィ
ー
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
に

と
っ
て
象
徴
的
存
在
で
あ
る
。
ヤ
ジ
ー
デ
ィ
ー
は

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
や
ア
ブ
ラ
ハ
ム
一
神
教
な
ど
、

中
東
で
誕
生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
要
素
が
混

ざ
り
合
っ
て
で
き
た
特
殊
な
宗
教
を
信
じ
て
お
り
、

こ
と
は
バ
ラ
モ
ン
僧
た
ち
の
み
に
認
め
ら
れ
た
特
権

で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
ダ
と
い
う
こ
と
ば
は
鳥
、
つ
ま
り

ガ
ル
ダ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
こ
と
ば
は

供
儀
を
具
現
す
る
神
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
を
運
ぶ
。
ガ
ル
ダ

鳥
が
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
を
乗
せ
て
飛
ぶ
姿
は
ま
さ
に
こ
の

こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

ガ
ル
ダ
（G

aruda
）
と
い
う
名
前
は
、動
詞
グ
リ
ー

（
声
を
出
す
）
お
よ
び
動
詞
デ
ィ
ー
（
送
る
）
の
両
者

に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
天
界
に
住
む

ヴ
ェ
ー
ダ
の
神
々
に
対
し
て
謡
い
あ
げ
ら
れ
た
声
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
や
は
り
羽
の
あ
る
鳥
が
ふ
さ
わ
し
い
。

す
で
に
紀
元
前
一
二
〜
九
世
紀
の
編へ
ん

纂さ
ん

の
『
リ
グ
・

ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
は
ガ
ル
ダ
の
前
身
と
思
わ
れ
る
ガ
ル

ト
マ
ン
の
名
前
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
神
は
世
界
を

照
ら
す
太
陽
光
線
と
も
同
一
視
さ
れ
た
。

蛇
を
と
ら
え
る
ガ
ル
ダ
鳥

ま
た
ガ
ル
ダ
は
蛇
を
と
ら
え
る
鳥
と
し
て
知
ら
れ

て
お
り
、
捕
ま
え
ら
れ
た
蛇
が
そ
れ
ぞ
れ
の
足
か
ら

ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
図
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
ガ

ル
ダ
が
有
す
る
蛇
は
時
間
（
カ
ー
ラ
）
を
象
徴
す
る
。

ネ
パ
ー
ル
な
ど
の
寺
院
の
扉
上
部
に
は
半
円
形
の
装

飾
（
ト
ー
ラ
ナ
）
が
か
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
頂
上
に
は

ガ
ル
ダ
が
見
ら
れ
る
。
ガ
ル
ダ
の
足
か
ら
は
二
匹
の

蛇
が
半
円
の
外
周
に
弧
を
描
い
て
垂
れ
下
が
る
。
こ

の
蛇
は
宇
宙
創
造
の
際
、
ま
だ
混こ
ん

沌と
ん

状
態
に
あ
る
世

界
を
囲
む
原
初
の
蛇
（
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
）
で
あ
る
。
こ
の

原
初
の
蛇
は
時
間
と
関
係
し
て
い
る
。

ガ
ル
ダ
は
神
を
運
ぶ
知
識
で
あ
り
、
世
界
・
時
間

を
握
る
存
在
で
あ
る
。
ガ
ル
ダ
は
日
本
で
は
カ
ラ
ス

天
狗
と
な
っ
た
と
い
う
が
、
イ
ン
ド
の
ガ
ル
ダ
に
比

べ
る
と
規
模
が
小
さ
い
。
天
狗
は
、
そ
ろ
そ
ろ
お
山

か
ら
降
り
て
き
て
、
ガ
ン
バ
ッ
テ
ホ
シ
イ
。

帰国
した
わたしを迎える愛鳥菊次郎

トーラナに見られるガルダ。カトマンドゥ

ヴィシュヌを運ぶガルダ。カトマンドゥ

聖墳墓教会内のレリーフ。聖杯にかしずくクジャクたち
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ク
ジ
ャ
ク
天
使
（
マ
ラ
ク
・
タ
ー
ウ
ー
ス
）
と
い

う
聖
な
る
存
在
を
崇あ
が

め
て
い
る
。
彼
ら
が
非
ム
ス

リ
ム
と
し
て
I
S
に
迫
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

す
で
に
ご
存
じ
の
方
も
多
い
だ
ろ
う
。

鳥
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
教
会
で
み
か
け
る

鳥
に
縁
の
深
い
も
の
と
し
て
は
、
ダ
チ
ョ
ウ
の
卵

が
挙
げ
ら
れ
る
。
生
命
と
復
活
の
象
徴
と
し
て
、

天
井
か
ら
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

復
活
祭
の
時
期
の
風
物
詩
、
イ
ー
ス
タ
ー
・
エ
ッ

グ
も
ま
た
同
じ
く
、
生
命
と
復
活
の
象
徴
で
あ
る
。

学
生
時
代
に
留
学
中
、
イ
ン
コ
恋
し
さ
が
募
っ
て

い
た
と
き
に
こ
の
ダ
チ
ョ
ウ
の
卵
を
見
か
け
、イ
ー

ス
タ
ー
・
エ
ッ
グ
風
チ
ョ
コ
と
モ
ー
ル
細
工
の
ひ

よ
こ
を
買
い
あ
さ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、今
と
な
っ

て
は
ち
ょ
っ
と
笑
え
る
思
い
出
で
あ
る
。

聖墳墓教会内のモザイク。オリーブの枝
をくわ

えた
ハト

鳥
の
声
を

愛
で
る
人
た
ち

鳴
き
声
が
聴
こ
え
る

「
ト
ゥ
ト
ゥ
・
ト
ゥ
ト
ゥ
ト
ゥ
ー
」 

マ
レ
ー
シ
ア
北
部
に
位
置
す
る
コ
タ
バ
ル
で
、

住
宅
街
の
路
地
を
歩
い
て
い
る
と
、
聴
き
な
れ
た

鳥
の
鳴
き
声
が
聴
こ
え
て
き
た
。
鳴
き
声
が
す
る

方
向
に
耳
を
澄
ま
せ
な
が
ら
、
歩
み
寄
る
と
、
色

と
り
ど
り
の
布
を
か
け
た
鳥
か
ご
の
連
な
り
が
見

え
て
く
る
。
さ
ら
に
鳥
か
ご
の
な
か
が
見
え
る
く

ら
い
ま
で
接
近
す
る
と
、
そ
こ
に
は
チ
ョ
ウ
シ
ョ

ウ
バ
ト
が
ひ
と
つ
の
鳥
か
ご
に
一
羽
ず
つ
飼
育
さ

れ
て
い
た
。  

わ
た
し
の
調
査
地
で
あ
る
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
、

小
鳥
の
声
を
愛め

で
鳴
き
声
を
競
い
合
わ
せ
る
「
競
き
ょ
う

鳴め
い

会か
い
」
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
小
鳥
は

飲
食
店
の
店
内
や
、
家
の
軒
先
で
飼
育
さ
れ
て
お

り
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
街
や
住
宅
街
を
出
歩
い
た
際

に
、
よ
く
よ
く
耳
を
澄
ま
し
て
み
る
と
、
小
鳥
た

ち
の
鳴
き
声
が
聴
こ
え
て
く
る
。  

こ
の
よ
う
な
さ
え
ず
り
を
愛
で
る
愛
鳥
飼
育
は

現
在
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
限
ら
ず
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

タ
イ
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
中
国
、
香
港
な

ど
と
い
っ
た
、
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
の
比
較

的
広
い
範
囲
で
人
気
が
あ
る
。
中
国
か
ら
の
影
響

が
強
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
マ
レ
ー
シ
ア
の

競
鳴
会
で
は
、
マ
レ
ー
系
ム
ス
リ
ム
の
参
加
者
が

多
く
、
華
人
の
参
加
者
は
少
数
だ
っ
た
。
軒
先
で

小
鳥
を
飼
育
し
て
い
た
家
も
マ
レ
ー
系
の
住
宅
が

多
い
の
が
特
徴
だ
。

そ
し
て
、
都
市
部
や
農
村
部
を
問
わ
ず
、
民
家

の
軒
先
や
飲
食
店
で
小
鳥
を
飼
育
し
て
い
る
様
子

や
、
飼
育
者
同
士
が
公
園
な
ど
に
鳥
か
ご
を
持
参

総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
課
程

西に
し

山や
ま 

文ふ
み

愛え

し
て
、
自
慢
の
愛
鳥
を
介
し
た
交
流
の
様
子
を
頻

繁
に
見
か
け
る
。
そ
し
て
、
路
地
や
住
宅
街
で
少

し
耳
を
澄
ま
せ
ば
、
小
鳥
の
鳴
き
声
が
頻
繁
に
聴

こ
え
て
く
る
の
だ
。  

雄
鳥
が
歌
う
旋
律
の
よ
う
な
「
さ
え
ず
り
」
を
競

い
合
う
。 

マ
レ
ー
シ
ア
で
は
、
ハ
ト
科
の
チ
ョ
ウ

シ
ョ
ウ
バ
ト
と
カ
ノ
コ
バ
ト
、
ヒ
タ
キ
科
の
ア
カ

ハ
ラ
シ
キ
チ
ョ
ウ
、
シ
キ
チ
ョ
ウ
、
ヒ
ヨ
ド
リ
科

の
コ
ウ
ラ
ウ
ン
の
競
鳴
会
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
軒
先
で
見
ら
れ
る
鳥
も
ほ

ぼ
、こ
の
五
種
で
あ
る
。
ま
た
、鳥
の
種
類
に
よ
っ

て
、
鳥
か
ご
の
造
形
が
異
な
る
の
で
、
遠
く
か
ら

鳥
か
ご
を
見
た
だ
け
で
、
飼
育
し
て
い
る
鳥
や
競

い
合
っ
て
い
る
鳥
の
種
類
を
推
測
で
き
る
。  

競
鳴
会
の
ル
ー
ル
は
、
鳥
の
種
類
と
、
さ
ら
に

地
域
に
も
若
干
異
な
る
の
だ
が
、
飼
育
者
は
、
健

康
的
で
美
し
い
鳴
き
声
を
奏
で
る
よ
う
に
愛
鳥
の

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
。
そ
の
様
子
は
、
さ
な
が

ら
コ
ー
チ
と
選
手
の
よ
う
な
関
係
だ
。 

飼
育
者
た
ち
は
、
そ
の
日
ま
で
に
大
事
に
育
て

た
愛
鳥
の
か
ご
を
審
査
台
の
ポ
ー
ル
に
ひ
っ
か
け

て
、
審
査
員
た
ち
の
審
査
を
二
、
三
時
間
静
か
に

見
守
る
。
そ
の
と
き
に
、
飼
育
者
は
、
も
っ
て
き

み
ん
ぱ
く
展
示
場
内
の
さ
え
ず
り　

さ
て
、
み
ん
ぱ
く
の
本
館
展
示
場
で
「
バ
ー
ド

ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」
を
し
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

地
域
の
鳥
の
羽
根
を
使
っ
た
装
飾
品
や
、
描
か
れ

た
鳥
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
じ
つ
は
、
鳥
と

虫
の
鳴
き
声
が
聴
こ
え
て
く
る
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る

こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
西
ア
ジ
ア

展
示
と
音
楽
展
示
の
境
目
に
立
つ
と
聴
こ
え
て
く

る
の
だ
。
音
楽
を
再
生
す
る
機
械
が
無
い
時
代
に
、

鳥
の
鳴
き
声
は
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
小
さ
な
小
鳥
の
メ
ロ
デ
ィ
を
競
い

合
う
、
不
可
思
議
な
交
流
が
、
今
も
な
お
、
東
・

東
南
ア
ジ
ア
の
広
い
地
域
で
活
発
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
の
だ
。

審査の開始まで、カバーをかけられたまま待機する小鳥たち

チョウショウバトの鳥かごカ
バー

 

さ
え
ず
り
コ
ン
テ
ス
ト 

 　

週
末
の
朝
七
時
半
に
な
る
と
、
数
個
の
鳥
か
ご

に
お
手
製
の
カ
バ
ー
を
か
け
、
バ
イ
ク
や
車
の
荷

台
に
積
ん
だ
人
た
ち
が
静
か
な
公
園
に
集
ま
り
始

め
る
。
競
鳴
会
に
参
加
す
る
た
め
だ
。  

競
鳴
会
で
は
お
も
に
、
求
愛
や
威
嚇
の
と
き
に

た
す
べ
て
の
愛
鳥
を
出
場
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
ベ
ス
ト
な
子
た
ち
を
会
場
で

選
出
し
大
会
に
出
場
さ
せ
る
。
審
査
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
ポ
ー
ル
の
横
に
は
、
そ
の
日
出
場
で
き

な
か
っ
た
補
欠
の
鳥
か
ご
が
連
な
り
、
い
つ
か
来

る
自
分
の
出
場
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
た
。 

公
園
に
は
、
選
手
も
補
欠
も
含
め
て
数
百
羽
の

小
鳥
た
ち
の
鳴
き
声
が
響
き
渡
っ
て
い
る
。
そ
れ

を
静
か
に
見
守
る
コ
ー
チ
た
ち
。
こ
れ
が
、マ
レ
ー

シ
ア
の
週
末
の
朝
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
光
景

で
あ
る
。

競鳴会に参加するため、朝7時ごろから鳥かごをもって続々と集まる
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シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
語
を

解
き
明
か
す

ガ
マ
や
鳥
と
と
も
に
、

過
去
へ
の
旅
へ

京
都
大
学
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
機
関
研
究
員

民
博 

民
族
社
会
研
究
部

鈴す
ず

木き 

俊と
し

貴た
か

ピ
ー
タ
ー
・
J
・
マ
シ
ウ
ス

言
語
を
も
つ
の
は
人
間
だ
け
で
あ
る

―
こ
れ
が

言
語
学
者
や
動
物
学
者
の
常
識
だ
っ
た
。
し
か
し
、

最
近
の
研
究
で
、野
鳥
の
一
種・シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
、「
単

語
」や「
文
法
」を
用
い
て
仲
間
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
の
単
語

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
は
ス
ズ
メ
ほ
ど
の
大
き
さ
の
小
鳥

で
、
宅
地
や
公
園
で
も
よ
く
み
ら
れ
る
と
て
も
身
近

な
存
在
だ
。
本
種
は
春
先
、樹
木
に
で
き
た
空
洞
（
樹

洞
）
に
苔こ
け

を
運
ん
で
巣
を
つ
く
り
、
一
夫
一
妻
で
繁
殖

す
る
。
ヒ
ナ
は
お
よ
そ
七
〜
一
〇
羽
。
親
鳥
か
ら
青

虫
を
も
ら
い
、
三
週
間
ほ
ど
で
親
顔
負
け
の
大
き
さ

に
ま
で
成
長
す
る
。
樹
洞
の
な
か
と
は
い
え
、
け
っ

し
て
安
全
な
わ
け
で
は
な
い
。
時
折
、
カ
ラ
ス
が
や
っ

て
き
て
、
入
り
口
か
ら
ヒ
ナ
を
つ
ま
み
だ
し
、
食
べ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
ヘ
ビ
は
樹
洞
に
侵

入
し
、
ヒ
ナ
た
ち
を
丸
呑の

み
に
す
る
。

水
鳥
た
ち
の
憩
い
の
場

ア
メ
リ
カ
英
語
で
キ
ャ
ッ
ト
テ
イ
ル
（
猫
の
し
っ

ぽ
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
ガ
マ
（
学
名Typha sp.

）
は
、

世
界
中
の
湿
地
帯
で
よ
く
み
ら
れ
る
、
背
の
高
い
ア

親
鳥
は
、
巣
に
近
づ
く
カ
ラ
ス
や
ヘ
ビ
を
み
つ
け

る
と
、
繰
り
返
し
鳴
き
声
を
出
し
て
騒
ぎ
立
て
る
。

こ
の
よ
う
な
鳴
き
声
は
他
の
鳥
で
も
知
ら
れ
る
が
、

長
い
あ
い
だ
単
な
る
「
叫
び
声
」
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
一
連
の
研
究
か
ら
、

こ
の
声
は
天
敵
の
種
類
を
ヒ
ナ
に
伝
え
る
「
単
語
」

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
の
親
は
、
カ
ラ
ス
を
み
つ
け
る
と

「
チ
カ
チ
カ
」
と
鳴
く
。
こ
の
声
を
聞
く
と
、
ヒ
ナ
た

ち
は
樹
洞
の
な
か
で
、
カ
ラ
ス
の
嘴
く
ち
ば
しが
届
か
な
い
位

置
で
う
ず
く
ま
る
。
一
方
、
親
鳥
は
ヘ
ビ
を
み
つ
け

る
と
「
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
し
わ
が
れ
た
声
を
出
す
。

こ
れ
を
聞
く
と
、
ヒ
ナ
た
ち
は
一
斉
に
樹
洞
を
飛
び

出
す
。
ヘ
ビ
が
侵
入
し
て
く
る
前
に
、
巣
を
脱
出
す

る
こ
と
で
、捕
食
を
回
避
で
き
る
の
だ
。
つ
ま
り
、「
チ

カ
チ
カ
」
は
カ
ラ
ス
を
、「
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ー
」
は
ヘ
ビ

を
示
す
声
だ
と
い
え
る
。

シ
の
一
種
で
あ
る
。
湿
地
帯
を
描
い
た
絵
画
に
は
頻

繁
に
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
そ
の
特
徴
的

な
穂
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
暗
褐
色
か
ら
赤
褐
色
の
穂

が
弾は
じ
け
る
と
、
幾
千
も
の
小
さ
な
種
が
ま
き
散
ら
さ

れ
、
風
に
運
ば
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
種
が
着
水
す
る
と
、

水
底
に
沈
ん
で
ゆ
き
、
泥
の
な
か
で
発
芽
す
る
。
ガ

マ
は
小
川
の
岸
辺
や
湖
岸
に
旺
盛
に
繁
茂
し
、
ま
っ

す
ぐ
に
生
え
る
葉
は
水
鳥
た
ち
に
安
全
な
憩
い
の
場

を
提
供
す
る
。
枯
れ
た
葉
は
、
彼
ら
の
巣
材
に
も
な

る
。先

日
、
京
都
で
開
催
さ
れ
た
第
八
回
世
界
考
古
会

議
の
サ
テ
ラ
イ
ト
イ
ベ
ン
ト
で
、
わ
た
し
は
ガ
マ
を

表
現
し
た
り
、
ガ
マ
そ
の
も
の
を
使
っ
た
り
し
た
工

芸
品
を
展
示
し
た
。
ガ
マ
と
湿
地
に
生
き
る
鳥
た
ち

を
表
現
し
た
芸
術
家
も
た
く
さ
ん
い
た
。
ガ
マ
や
水

辺
の
植
物
に
は
、
水
鳥
が
つ
き
も
の
だ
。
そ
れ
は
今

も
昔
も
、
カ
モ
猟
の
ハ
ン
タ
ー
た
ち
に
は
お
な
じ
み

の
風
景
で
あ
る
。

人
に
も
動
物
に
も

多
様
な
自
然
環
境
で
生
育
し
、
ひ
ろ
く
利
用
さ
れ

て
き
た
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
ガ
マ
は
お
そ
ら
く
、

人
類
が
も
っ
と
も
早
く
に
利
用
し
は
じ
め
た
植
物
の

ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
を
裏

付
け
る
に
は
明
確
な
証
拠
が
少
な
す
ぎ
る
。
ガ
マ
の

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
の
文
法

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
群
れ
を
な

し
て
生
活
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
音

声
を
用
い
て
情
報
を
伝
え
合
う
。
群
れ
の
仲
間
に
危

険
を
知
ら
せ
る
際
は
「
ピ
ー
ツ
ピ
（
警
戒
し
ろ
）」
と

鳴
き
、
仲
間
を
呼
ぶ
際
に
は
「
ヂ
ヂ
ヂ
ヂ
（
集
ま
れ
）」

と
鳴
く
。
し
ば
し
ば
、
仲
間
と
と
も
に
協
力
し
て
フ

ク
ロ
ウ
や
モ
ズ
な
ど
の
天
敵
を
追
い
払
う
こ
と
が
あ

る
の
だ
が
、
そ
の
際
は
「
ピ
ー
ツ
ピ
・
ヂ
ヂ
ヂ
ヂ
」

と
組
み
合
わ
せ
る
。
こ
れ
は
「
警
戒
し
な
が
ら
集
ま

れ
（
そ
し
て
、
と
も
に
天
敵
を
追
い
払
お
う
）」
と
い
う

文
で
あ
る
と
い
え
そ
う
だ
。

こ
の
音
声
の
組
み
合
わ
せ
に
は
規
則
が
あ
る
。

「
ピ
ー
ツ
ピ
・
ヂ
ヂ
ヂ
ヂ
」
と
組
み
合
わ
せ
る
が
、「
ヂ

ヂ
ヂ
ヂ
・
ピ
ー
ツ
ピ
」
と
は
発
さ
な
い
。
実
際
に
、

正
し
い
語
順
の
音
声
を
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
再
生
し
て

聞
か
せ
て
み
る
と
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
は
天
敵
を
追
い

払
う
と
き
と
類
似
の
行
動
（
警
戒
し
な
が
ら
音
源
に
近

づ
く
）
で
反
応
す
る
。
一
方
、
語
順
を
逆
に
し
た
合
成

音
を
再
生
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
反
応
は
み
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
は
語
順
を
正
し
く
認
識
し

て
、
文
の
意
味
を
解
読
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
に
も
あ
る
程
度
の

言
語
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

他
の
鳥
た
ち
に
も
同
様
の
能
力
が
あ
る
の
か
は
未
だ

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
鳥
類
の
音
声
研
究
は
わ
た
し

た
ち
人
間
の
言
語
の
起
源
を
探
る
う
え
で
も
大
き
な

鍵
を
握
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。

繊
維
や
ガ
マ
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
が
、
遺
跡
か
ら
出

て
く
る
こ
と
は
概
し
て
ま
れ
で
あ
る
。
繊
維
が
残
存

し
な
い
の
は
、
ガ
マ
と
い
う
植
物
の
基
本
構
造
ゆ
え

で
あ
る
。
ガ
マ
の
葉
は
空
洞
で
、
根
の
部
分
に
ま
で

酸
素
が
行
き
渡
り
、植
物
全
体
を
と
お
っ
て
沼
し
ょ
う

気き

（
お

も
に
は
メ
タ
ン
ガ
ス
）
が
泥
か
ら
空
気
中
に
発
散
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
構
造
ゆ
え
に
、
ガ
マ
は

水
中
に
生
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
空
洞
な
葉
は

や
わ
ら
か
く
、
触
れ
る
と
あ
た
た
か
い
。
マ
ッ
ト
や

雪
ぐ
つ
、
か
ご
、
そ
れ
に
も
ち
ろ
ん
水
鳥
の
巣
が
ガ

マ
で
作
ら
れ
て
き
た
の
は
、
じ
つ
に
も
っ
と
も
な
話

な
の
で
あ
る
。

展
示
期
間
中
、
ガ
マ
に
つ
い
て
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ

な
話
を
き
い
た
。
種
子
島
か
ら
き
た
あ
る
考
古
学
者

に
よ
れ
ば
、
ガ
マ
の
や
わ
ら
か
い
、
ふ
わ
ふ
わ
し
た

冠
毛
は
、
近
代
以
前
の
日
本
で
防
寒
具
の
中
綿
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
太
平
洋
戦
争
時
に
は
、

羊
毛
の
代
用
品
と
し
て
使
わ
れ
て
も
い
た
と
い
う
。

因い
な

幡ば

の
白
ウ
サ
ギ
が
ガ
マ
の
穂
に
寝
そ
べ
っ
た
と
い

う
の
は
、
傷
つ
い
た
肌
を
癒
や
す
た
め
だ
け
で
は
な

く
、
じ
つ
は
剥
が
れ
た
毛
皮
の
か
わ
り
に
す
る
た
め

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ガ
マ
の
種
と
と
も
に

水
面
を
漂
い
、
あ
る
い
は
白
鳥
の
背
で
く
つ
ろ
ぎ
な

が
ら
過
去
へ
と
さ
か
の
ぼ
り
、
ガ
マ
と
い
う
植
物
が

幾
千
の
時
の
流
れ
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て

き
た
の
か
、
こ
の
目
で
見
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

（
翻
訳
・
菅
瀬
晶
子
）

巣箱のなかでうずくまるヒナたち

マガモとガマが
あしらわれた飾
り皿（アメリカ合
衆国、1930年）

ガマの穂から弾け
た綿くずのような
冠毛の付いた種子。
万博記念公園にて
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○○してみました世界のフィールド

園
その

田
だ

 直
なお

子
こ

民博 民族社会研究部

フランス国立映画センターの
アーカイブス

フ
ィ
ル
ム
を
ま
も
る

国
立
映
画
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｎ
Ｃ
）
の
お
も
な
業
務
は
、
フ
ィ
ル
ム
の
収
集
（
国
家
へ
の

納
品
、
寄
贈
、
購
入
な
ど
）、
目
録
作
成
、
保
存
、
修
復
で
あ
り
、
近
年
は
デ
ジ
タ
ル

化
に
力
を
い
れ
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
合
わ
せ

て一一万
点
の
フ
ィ
ル
ム
を
所
蔵
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
「
ル
ミ
エ
ー
ル
の
映
画
」
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
フ
ィ
ル
ム
は
二
〇
〇
四
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
記
憶
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。

フ
ィ
ル
ム
の
素
材
に
は
、

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
、
ア
セ

テ
ー
ト
セ
ル
ロ
ー
ス
、
ポ

リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー

ト
（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
同
じ

P
E
T
）
な
ど
が
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
の
ニ
ト
ロ
セ
ル

ロ
ー
ス
フ
ィ
ル
ム
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
は
世
界
で
も
五
本
の

指
に
入
る
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は一、二
を
あ
ら
そ
う
）
規
模

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ト

ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
は
爆
発
・
燃

焼
の
危
険
性
を
伴
う
た
め
、

温
度
八
度
、
相
対
湿
度
二
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
厳
格
に
管
理

さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
専
用
保
管
庫
に
小
分
け
さ
れ
て
い
る
。
外
気
温
が
三
〇
度

を
超
え
る
日
は
、
保
管
庫
か
ら
フ
ィ
ル
ム
を
取
り
出
す
こ
と
は
し
な
い
。
各
保
管
庫
に

は
そ
れ
ぞ
れ
出
入
り
口
が
二
カ
所
設
け
ら
れ
て
お
り
、
万
が一の
場
合
に
は
ど
ち
ら
か
ら

で
も
避
難
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
ま
た
、
天
井
に
は
炎
を
逃
が
す
た
め
の
窓
、
ド

ア
の
下
に
は
空
気
入
替
え
の
隙
間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
フ
ィ
ル
ム

の
保
管
庫
は
二
四
時
間
体
制
で
監
視
さ
れ
て
い
る
。

1870年の普仏戦争の教訓から、パリの周辺にはその後、多くの要塞が造られた。そのうち
のひとつ、パリ南西 20キロメートルのボワ＝ダルシーには、1969年、ときの文化大臣アン
ドレ・マルローにより国立映画センター（CNC）のアーカイブスが作られた。

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
フ
ィ
ル

ム
と
は
、ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー

ス
フ
ィ
ル
ム
に
対
し
、
ア

セ
テ
ー
ト
セ
ル
ロ
ー
ス
や

P
E
T
な
ど
、
爆
発
や
燃

焼
の
危
険
性
の
な
い
安

全
な
素
材
で
で
き
た
フ
ィ

ル
ム
を
さ
す
。
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
フ
ィ
ル
ム
は
、
黒

白
フ
ィ
ル
ム
と
カ
ラ
ー

フ
ィ
ル
ム
、
さ
ら
に
は
ポ

ジ
フ
ィ
ル
ム
と
ネ
ガ
フ
ィ

ル
ム
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
適
し
た
温
度
・
湿

度
環
境
に
設
定
さ
れ
た

建
物
に
収
蔵
さ
れ
て
い

る
。
最
近
は
デ
ジ
タ
ル
化

が
進
ん
で
い
る
た
め
、フ
ィ
ル
ム
の
コ
ピ
ー
は
最
大
三
セ
ッ
ト
に
限
定
し
、過
剰
分
の
フ
ィ

ル
ム
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
ら
た
な
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、C
N
C
で
は
、ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
フ
ィ
ル
ム
は
赤
色
、セ
ー
フ
テ
ィ
ー
フ
ィ

ル
ム
は
緑
色
の
容
器
に
入
れ
、
ふ
た
の
色
は
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
で
は
白
色
、
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム

で
は
黒
色
と
区
別
し
て
い
る
。

デ
ジ
タ
ル
化
と
フ
ィ
ル
ム
へ
の
復
帰

七
〇
〇
〇
本
以
上
の
フ
ィ
ル
ム
の
デ
ジ
タ
ル
化
が

終
了
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
研
究
者
や
専
門
家
向

け
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
る
の

は
、
劣
化
の
進
ん
だ
フ
ィ
ル
ム
、
権
利
承
継
人
か
ら

デ
ジ
タ
ル
化
の
要
望
が
出
た
フ
ィ
ル
ム
、
あ
る
い
は
広
報
普
及
の
た
め
に
選
ば
れ
た
作

品
で
あ
る
。
な
お
、
セ
ン
タ
ー
で
は
こ
の
ほ
か
、
映
画
制
作
者
か
ら
の
申
請
を
も
と
に
、

映
像
文
化
遺
産
の
デ
ジ
タ
ル
化
助
成
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
一
三
名
の
委
員
で
構
成
さ

れ
る
委
員
会
で
助
成
の
可
否
を
決
定
し
て
お
り
、
企
業
の
規
模
に
よ
っ
て
は
、
デ
ジ
タ

ル
化
は
無
償
で
お
こ
な
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
セ
ン
タ
ー
で
実
施
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
は
、

保
存
修
復
と
対
と
な
る
活
動
で
あ
る
。
研
究
者
や
専
門
家
に
活
用
し
て
も
ら
う
た
め
、

広
報
普
及
で
利
用
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
い
え
る
。

施
設
の
説
明
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
エ
リ
ッ
ク
・
ル
ロ
ワ
氏
は
、
何
度
も
「
フ
ィ
ル
ム
へ

の
復
帰
」
の
原
則
と
い
う
こ
と
ば
を
口
に
し
て
い
た
。
例
え
ば
修
復
後
の
フ
ィ
ル
ム
は

必
ず
三
五
ミ
リ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
フ
ィ
ル
ム
（
P
E
T
）
に
移
し
か
え
て
保
存
し
て
い

る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
、
デ
ー
タ
を
納
め
る
媒
体
の
寿
命
か
ら
た

え
ず
移
し
替
え
が
必
要

と
な
る
。
一
方
、
フ
ィ
ル

ム
は
適
切
な
温
度
・
湿

度
環
境
で
保
管
す
れ
ば
、

P
E
T
な
ら
ば
五
〇
〇
年

も
つ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
寿
命
は
は
る
か
に
長

い
か
ら
だ
。

今
は
、
デ
ジ
タ
ル
ボ
ー

ン
の
映
像
の
時
代
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
い
や
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス

国
立
映
画
セ
ン
タ
ー
で
は
、

モ
ノ
と
し
て
の
映
像
を
保

存
す
る
た
め
に
、
ア
ナ
ロ

グ
フ
ィ
ル
ム
へ
の
回
帰
が

選
ば
れ
て
い
る
。

フランス、ボワ＝ダルシー

セーフティーフィルムを収蔵する建物の内部。筆者の横は、
CNCアーカイブスのエリック・ルロワ氏（撮影・大森康宏）

ボワ＝ダルシーの要塞にある国立映画センター（CNC）アーカイブスの入口

中央の建物がセーフティーフィルムの収蔵庫。ひとつの建物には、12万巻のフィルムが収
蔵できるという

手前の出入口からみたニトロセルロースフィルム専用保管庫の内部。奥に、ふたつめの出
入口がみえる（撮影・大森康宏）
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開
館
40
周
年
記
念
特
別
展

「
ビ
ー
ズ

―
つ
な
ぐ
・
か
ざ
る
・
み
せ
る
」

飾
り
玉
、数
珠
玉
、ト
ン
ボ
玉
な
ど
を
総
称
す
る
ビ
ー

ズ
。
本
展
示
で
は
、
私
た
ち
人
類
が
作
り
出
し
た
最

高
の
傑
作
品
の
一
つ
と
し
て
ビ
ー
ズ
を
と
ら
え
て
、

つ
く
る
楽
し
み
、
飾
る
楽
し
み
を
と
お
し
て
日
本
や

世
界
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
ビ
ー
ズ
の
魅
力
を
紹
介

し
ま
す
。

会
期　

3
月
9
日（
木
）〜
6
月
6
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

ス
に
し
つ
つ
新
し
い
ア
イ
ヌ
文
化
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
、
新
た
な
文
化
を
創
造
す
る

人
び
と
の
姿
を
、
イ
ベ
ン
ト
を
と
お
し
て
紹
介
し
ま
す
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ア
イ
ヌ･

ア
ー
ト
に
ふ
れ
る
日
〜
木
彫
の
可
能
性
〜

ア
イ
ヌ
の
文
化
展
示
場
に
作
品
を
展
示
し
て
い
る
作

家
を
迎
え
、
木
彫
の
実
演
や
作
品
の
解
説
を
お
こ
な

い
ま
す
。
小
さ
な
展
示
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
る
予
定
で

す
。

日
時　

2
月
4
日（
土
）、
5
日（
日
）　

　
　
　

11
時
〜
16
時

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

作
家　

貝
澤
徹（
木
彫
家
／
北
の
工
房 

つ
と
む
）

　
　
　

藤
戸
康
平（
木
彫
家
／
熊
の
家
・
藤
戸
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

展
示
場
ク
イ
ズ「
み
ん
ぱ
Ｑ
」

ア
イ
ヌ
の
文
化
編

1
月
24
日（
火
）ま
で

学
術
潮
流
サ
ロ
ン

「
人
と
動
物

―
つ
な
が
り
と
そ
の
変
化
」

人
間
と
非
人
間
の
関
係
性
に
ま
つ
わ
る
議
論
が
注
目

さ
れ
て
い
る
近
年
の
潮
流
を
考
慮
に
入
れ
、
人
間
と

動
物
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
ま
す
。

日
時　

1
月
20
日（
金
）13
時
30
分
〜
17
時（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
第
6
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
30
名
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料
、
先
着
順

み
ん
ぱ
く
映
画
会

第
36
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
幸
せ
の
あ
り
か
」

ポ
ー
ラ
ン
ド
が
民
主
主
義
へ
と
移
行
し
て
い
く

1
9
8
0
年
代
、
知
的
障
害
が
あ
る
が
感
受
性
の

豊
か
な
少
年
マ
テ
ウ
シ
ュ
が
、
自
分
の
感
情
を
家
族

に
自
由
に
伝
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験

を
通
し
て
成
長
し
て
い
く
様
子
を
え
が
き
ま
す
。

日
時　

2
月
11
日（
土
・
祝
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

企
画
展

「
津
波
を
越
え
て
生
き
る

―
大
槌
町
の
奮
闘
の
記
録
」

岩
手
県
大
槌
町
の
被
災
前
の
文
化
を
紹
介
す
る
と
同

時
に
、
被
災
直
後
の
人
び
と
の
行
動
や
復
旧
の
試
み

を
展
示
の
形
で
た
ど
り
ま
す
。
将
来
起
こ
り
う
る
大

規
模
災
害
に
対
す
る
備
え
の
必
要
性
を
示
し
、
災
害

を
乗
り
越
え
て
過
去
か
ら
未
来
へ
と
文
化
や
伝
統
を

つ
な
ぐ
こ
と
の
意
義
を
考
え
ま
す
。

会
期　

1
月
19
日（
木
）〜
4
月
11
日（
火
）

会
場　

企
画
展
示
場

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト 「
と
り
」

2
0
1
7
年
の
干
支
を
テ
ー
マ
に
、
み
ん
ぱ
く
所
蔵

の
資
料
や
写
真
を
展
示
し
、
世
界
各
地
の「
と
り
」を

紹
介
し
ま
す
。

会
期　

1
月
24
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

「
み
ん
ぱ
く
で
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
！
」

マ
ッ
プ
を
も
と
に
、
展
示
場
に
い
る「
と
り
」を
探
し
ま

す
。
マ
ッ
プ
に
掲
載
の
ク
イ
ズ
に
解
答
さ
れ
た
方
に

は
、
参
加
賞
を
贈
呈
し
ま
す
。

日
時　

1
月
9
日（
月
・
祝
）

　
　
　

10
時
〜
17
時（
16
時
受
付
終
了
）

受
付
場
所　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

会
場　

本
館
展
示
場

※
当
日
随
時
受
付
、
先
着
3
5
0
名
、
参
加
無
料（
当

日
は
無
料
観
覧
日
で
す
）

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時　

1
月
9
日（
月
・
祝
）

　
　
　

①
11
時
〜
11
時
30
分
、
②
14
時
30
分
〜
15
時

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

講
師　

卯
田
宗
平（
本
館 

准
教
授
）

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

ア
イ
ヌ
展
示
チ
ア
シ
リ
カ
ラ
！
（
ア
イ
ヌ
の
展
示
を

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
）

―
冬
の
み
ん
ぱ
く

フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
7

工
芸
、
音
楽
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
、
伝
統
を
ベ
ー

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
3
回　

2
月
4
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

世
界
各
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム

―
み
ん
ぱ
く
で
そ
の
広
が
り
を
考
え
る

講
師　

山
中
由
里
子（
本
館 

准
教
授
）

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
に
続
い
て
、
中
東
に
誕
生
し
た
一
神
教

イ
ス
ラ
ー
ム
。
現
地
で
は
こ
れ
ら
の
宗
教
が
共
存
す
る
一
方
で
、

遠
征
や
交
易
、
布
教
活
動
、
移
住
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
世
界

各
地
に
広
が
り
ま
し
た
。
ひ
と
口
に「
イ
ス
ラ
ー
ム
」と
い
っ
て
も
、

歴
史
・
地
理
的
要
因
に
よ
り
、
世
界
の
ム
ス
リ
ム
の
暮
ら
し
の
あ

り
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
観
光
、
留
学
、
就
労
、
結
婚
、
改
宗
な

ど
に
よ
っ
て
在
日
ム
ス
リ
ム
も
増
え
て
い
ま
す
。
み
ん
ぱ
く
の
展

示
や
教
材
を
ヒ
ン
ト
に
、
世
界
各
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

第
4
6
4
回 　

3
月
4
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

パ
キ
ス
タ
ン
北
西
部
の〝
異
教
徒
〞
カ
ラ
ー
シ
ャ
人

講
師　

吉
岡
乾（
本
館 

助
教
）

●
両
講
演
会
と
も
、
終
了
後
に
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
お
こ
な

い
ま
す
。

東
京
講
演
会

第
1
1
6
回 　

1
月
9
日（
月
・
祝
） 

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
新「
ア
イ
ヌ
の
文
化
」展
示
関
連
】

「
ア
イ
ヌ
・
ア
ー
ト
」
を
も
っ
と
身
近
に

―
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
踊
り
ま
で

ゲ
ス
ト　

小
笠
原
小
夜（
ア
イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
職
員
、

　
　
　
　

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
）

講
師　

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

会
場　

ア
イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー（
定
員
60
名
）

※
要
事
前
申
込
、
無
料（
会
員
は
会
員
証
提
示
）

●
講
演
会
終
了
後
、
解
説
付
き
の
見
学
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

第
1
1
7
回　

2
月
25
日（
土
） 

13
時
30
分
〜
14
時
40
分

異
文
化
が
交
差
す
る
物
語

―
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
か
ら
の
ぞ
く
中
東
世
界

講
師　

西
尾
哲
夫（
本
館 

教
授
）

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
Ｆ
サ
ロ
ン（
定
員
60
名
）

※
要
事
前
申
込
、
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

●
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

※
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
2
階
観
覧

券
売
場
に
て
配
布

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

―
展
示

キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
誘
惑

―
新
し
い
み
ん
ぱ
く

の
展
示
が
で
き
る
ま
で
」

本
館
の
研
究
者
が
、
展
示
と
い
う
作
業
の
醍
醐
味
と

魅
力
に
つ
い
て
お
話
し
し
、
展
示
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
世
界
へ
誘
い
ま
す（
全
7
回
）。

時
間　

19
時
〜
20
時
30
分

会
場　

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
北
館
1
階

　
　
　

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル「
カ
フ
ェ
ラ
ボ
」

※
要
事
前
申
込
、
参
加
費
5
0
0
円（
1
ド
リ
ン
ク

付
き
）、
定
員
各
回
50
名

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館　

　
　
　

一
般
社
団
法
人
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

1
月
11
日（
水
）

展
示
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
誘
惑

―
新
し
い
中
央・
北
ア
ジ
ア
展
示
が
で
き
る
ま
で

講
師　

藤
本
透
子（
本
館 

准
教
授
）

1
月
25
日（
水
）

展
示
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
誘
惑

―
新
し
い
東
南
ア
ジ
ア
展
示
が
で
き
る
ま
で

講
師　

平
井
京
之
介（
本
館 

教
授
）

お
問
い
合
わ
せ
先

一
般
社
団
法
人
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

0
6
・
6
3
7
2
・
6
5
3
0

●
休
館
日
、
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

年
始
は
1
月
4
日（
水
）ま
で
休
館
し
ま
す
。
1
月
9

日（
月
・
祝
）成
人
の
日
は
本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧

い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
自
然
文
化
園（
有
料
区
域
）

を
通
行
さ
れ
る
場
合
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

※
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
。

刊行物紹介
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
」

※
要
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

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

1
月
11
日（
水
）

タ
イ
ワ
ン
イ
ノ
シ
シ
を
追
う

―
調
査
で
出
会
う
食
文
化

講
師　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

1
月
25
日（
水
）

ア
ン
デ
ス
の
聖
地
を
め
ぐ
る

講
師　

八
木
百
合
子（
本
館 

機
関
研
究
員
）

お
申
し
込
み
・
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

■小長谷有紀・鈴木紀・旦匡子 編
『ワールドシネマ・スタディーズ
―世界の「いま」を映画から考えよう』
勉誠出版　2,200円

みんぱくワールドシネマで上映した映
画など39作品から、国境問題、移民
の増加と排斥、家族間のコミュニケー
ション、支援と共生、ジェンダー・ギャッ
プなど、現代社会の抱える問題を考
察。文化や立場の違いを越えて、さ
まざまな人間同士が共生できる社会
のあり方を考えるための 「本で読む
ワールドシネマ」。

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
4
回　

1
月
21
日（
土
）

ア
イ
ヌ
文
化
と
観
光

講
師　

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

ア
イ
ヌ
の
工
芸
品
販
売
や
舞
踊
公

演
は
明
治
・
大
正
時
代
か
ら
お
こ

な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
か
つ
て
は

「
文
化
を
売
り
物
に
す
る
」こ
と
へ

の
批
判
も
あ
り
ま
し
た
が
、
観
光

が
文
化
継
承
を
支
え
て
き
た
面
も

あ
り
、
現
在
は
経
済
的
自
立
や
文

化
発
信
の
手
段
と
し
て
も
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。
歴
史
を
踏
ま
え
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

※
当
日
11
時
30
分
〜
12
時
、
ア
イ

ヌ
の
文
化
展
示
場
案
内
を
開
催

（
要
展
示
観
覧
券
）

戦
前
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る

絵
は
が
き
と
木
彫
り
熊

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
。

1
月
8
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

ア
マ
ゾ
ン
の
聖
人
祭

―
在
来
の
伝
統
と
キ
リ
ス
ト
教
の
融
合

話
者　

齋
藤
晃（
本
館 

教
授)

1
月
15
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

日
本
の
鵜
飼
文
化
は
誰
が
守
る
の
か

話
者　

卯
田
宗
平（
本
館 

准
教
授
）

1
月
22
日（
日
） 

14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
企
画
展
示
場

東
日
本
大
震
災
の
教
訓

話
者　

竹
沢
尚
一
郎（
本
館 

教
授
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

た
だ
し
、
8
日
、
15
日（
日
）は
展
示
観
覧
券
不
要

首長用 足のせ台（カメルーン） 
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ワ
イ
ナ
リ
ー
が
豊
富
な
イ
ス
ラ
エ
ル

こ
の
と
こ
ろ
日
本
で
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ワ
イ
ン
を
目

に
す
る
こ
と
が
多
い
。
流
通
す
る
の
は
大
手
ワ
イ
ナ

リ
ー
の
標
準
的
な
ワ
イ
ン
の
み
だ
が
、
味
の
評
判
は
こ

と
の
ほ
か
良
い
。

カ
フ
カ
ス
か
ら
地
中
海
に
到い
た

る
地
域
は
「
ワ
イ
ン
発

祥
の
地
」
と
い
わ
れ
、
数
千
年
前
か
ら
ワ
イ
ン
を
生
産

し
て
い
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
（
旧
グ
ル
ジ
ア
）
や
レ
バ
ノ

ン
に
は
今
で
も
古
く
か
ら
の
製
法
を
守
っ
て
い
る
生
産

者
が
お
り
、
地
域
固
有
の
ブ
ド
ウ
を
使
っ
て
滋
味
溢あ
ふ

れ

る
ワ
イ
ン
を
造
り
続
け
て
い
る
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ワ
イ
ン
産
業
は

極
め
て
現
代
的
で
あ
る
。
固
有
品
種
の
ブ
ド
ウ
で
は
な

く
、
赤
ワ
イ
ン
は
メ
ル
ロ
ー
、
カ
ベ
ル
ネ
・
ソ
ー
ヴ
ィ

ニ
ヨ
ン
、
シ
ラ
ー
、
白
ワ
イ
ン
は
シ
ャ
ル
ド
ネ
や
ソ
ー

ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
・
ブ
ラ
ン
な
ど
国
際
的
な
品
種
の
ワ
イ
ン

を
幅
広
く
生
産
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
末
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
パ
レ
ス
チ
ナ
に
移
民
し
た
ユ
ダ
ヤ
人

開
拓
者
が
、
入
植
の
基
盤
作
り
と
し
て
ワ
イ
ン
造
り
を

は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ル
ド
ー
に
「
シ
ャ
ト
ー
・

ロ
ー
ト
シ
ル
ト
」
を
所
有
す
る
仏
の
ユ
ダ
ヤ
人
篤
志
家

ロ
ッ
チ
ル
ド
卿き
ょ
うは
、
ワ
イ
ン
生
産
に
不
慣
れ
な
人
び
と

の
た
め
に
機
材
や
技
術
の
支
援
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の

と
き
創
立
さ
れ
た
カ
ル
メ
ル
・
ワ
イ
ナ
リ
ー
は
今
も
イ

ス
ラ
エ
ル
最
大
手
の
ワ
イ
ナ
リ
ー
と
し
て
業
界
を
牽け
ん
い
ん引

し
て
い
る
。
こ
の
ボ
ル
ド
ー
方
式
の
ワ
イ
ン
造
り
に
、

一
九
八
〇
年
代
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ワ
イ
ン
製
造
の

ノ
ウ
ハ
ウ
が
入
る
こ
と
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ワ
イ
ン
の

品
質
は
飛
躍
的
に
向
上
し
た
。

イスラエル、ユダヤ人も楽しむ

ワイン

細
ほそ

田
だ

 和
かず

江
え

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所特任助教

あ
る
長
期
保
存
に
よ
る
熟
成
に
は
有
効
で
は
な
い
よ
う

で
、
中
級
以
上
の
コ
シ
ェ
ル
・
ワ
イ
ン
に
は
こ
の
処
理

は
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な
い
。

パ
レ
ス
チ
ナ
産
の
ゆ
く
え

イ
ス
ラ
エ
ル
産
の
ワ
イ
ン
が
お
い
し
い
な
ら
ば
、

パ
レ
ス
チ
ナ
産
の
ワ
イ
ン
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
？

二
〇
〇
〇
年
前
の
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
主
要
な
輸
出
品
で

あ
っ
た
ワ
イ
ン
も
、
地
域
が
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
廃
れ
、
そ
の
後
は
キ
リ
ス
ト
教
修
道
院
で
、

品
質
は
二
の
次
の
典
礼
用
ワ
イ
ン
が
細
々
と
生
産
さ
れ

続
け
て
き
た
。
そ
れ
が
二
〇
一
三
年
、
満
を
持
し
て
ヨ

ル
ダ
ン
川
西
岸
の
村
タ
イ
ベ
に
新
し
い
ワ
イ
ナ
リ
ー
が

誕
生
し
、
嗜し

好こ
う

品ひ
ん

と
し
て
の
ワ
イ
ン
造
り
が
本
格
的
に

は
じ
ま
っ
た
。
地
元
産
ブ
ド
ウ
を
用
い
て
丁
寧
に
造
ら

れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ワ
イ
ン
が
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ワ
イ
ン

と
と
も
に
世
界
市
場
で
流
通
す
る
日
は
、
意
外
に
早
く

や
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

火
を
入
れ
た
ワ
イ
ン

さ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ワ
イ
ン
の
な
か
に
は
、「
ユ

ダ
ヤ
教
徒
が
口
に
し
て
も
良
い
」
と
い
う
印
「
コ
シ
ェ

ル
」
認
定
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
ワ
イ
ン
が
コ
シ
ェ
ル

に
認
定
さ
れ
る
に
は
多
く
の
規
定
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
生
産
か
ら
配
膳
に
い
た

る
ま
で
を
敬け
い
け
ん虔
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
担
う
こ
と
を
求
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
開
栓
な
ど
で
異
教
徒
が
触
れ
て
し

ま
っ
て
も
「
聖
性
」
は
失
わ
れ
て
コ
シ
ェ
ル
で
は
な
く

な
る
。
そ
こ
で
、
メ
ブ
シ
ャ
ル 

（
＝
煮
沸
し
た
）
と
い

う
処
理
が
な
さ
れ
た
ワ
イ
ン
が
登
場
す
る
。
メ
ブ
シ
ャ

ル
と
い
う
の
は
、
文
字
ど
お
り
ワ
イ
ン
の
醸
造
過
程
で

一
度
加
熱
処
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
然
、
熱
す
れ
ば

ア
ル
コ
ー
ル
分
が
と
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
昔
、
自
分
た

ち
が
造
っ
た
聖
な
る
飲
料
を
異
教
の
神
に
捧
げ
ら
れ
る

こ
と
を
嫌
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
が
「
あ
え
て
味
を
落

と
す
た
め
に
」
火
を
入
れ
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も

の
で
、
こ
う
し
た
処
理
に
よ
り
神
の
た
め
の
ワ
イ
ン
と

は
別
の
も
の
と
認
識
さ
れ

非
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
触
れ
て

も
コ
シ
ェ
ル
で
あ
り
続
け

る
。
科
学
技
術
の
発
展
に

よ
っ
て
、
瞬
間
的
に
熱
を

入
れ
た
後
す
ぐ
に
冷
却
す

る
方
法
が
確
立
し
、
今
で

は
そ
の
味
わ
い
は
ほ
と
ん

ど
変
わ
ら
な
い
と
い
わ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
ワ
イ

ン
の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
も

火
山
灰
質
・
赤
砂
質
・
石
灰
質
な
ど
水
は
け
の
良
い

土
壌
が
多
い
う
え
、
夏
季
に
降
雨
が
な
く
昼
夜
の
温
度

差
が
大
き
い
な
ど
ブ
ド
ウ
の
生
育
に
適
し
て
い
る
た
め

か
、
四
国
ほ
ど
の
広
さ
し
か
な
い
イ
ス
ラ
エ
ル
に
大
小

三
〇
〇
ほ
ど
の
ワ
イ
ナ
リ
ー
が
あ
る
。
街
の
ス
ー
パ
ー

や
ワ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
は
多
く
の
国
産
ワ
イ
ン
が
並
び
、

一
五
〇
〇
円
か
ら
二
〇
〇
〇
円
も
出
せ
ば
充
分
に
お
い

し
い
ワ
イ
ン
が
手
に
入
る
。
じ
つ
は
人
が
集
ま
っ
て
も

甘
い
も
の
と
コ
ー
ヒ
ー
で
す
ま
す
こ
と
の
多
い
ユ
ダ
ヤ

人
に
と
っ
て
、
日
常
的
に
お
酒
を
飲
む
習
慣
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
生
産
量
が
あ
が
る
に
つ
れ
て
、

今
で
は
食
事
と
ワ
イ
ン
を
楽
し
む
人
が
増
え
て
い
る
。

※分量は、450mlのガラス瓶に
入るくらい

キュウリ　　　　　小 2本程度

塩       　　　　　　小さじ2弱

水　　　　　　　　　300ml

ブドウの葉　　　　　　あれば

ディル　　　　　　　　数束

ワインビネガー、なければ穀物酢   

　　　　　　　　　　大さじ1

ローリエ　　　　　　　 数枚

ニンニク　　　　　　1、2かけ

粒こしょう　　　　　　  10粒

赤唐辛子（種を抜いたもの）　1本

ワインに合うキュウリのピクルス（イスラエルではオリーブとともに定番のおつまみ）

スーパーのワイン売り場。すべてイスラエル・ワイン

① 瓶はきれいに洗って煮沸消毒しておく。

② 水に塩を完全にとかす（水と塩の量はお好みで。レシピの塩分は3パー
セント）。

③ キュウリを瓶に立ててつめる。キュウリが大きい場合は瓶の高さに合
わせてカットする（このときブドウの葉があれば先に入れる）。

④ ローリエ、ニンニク、粒こしょう、赤唐辛子、ディルをキュウリの隙
間に入れる。

⑤ 酢を注ぐ。

⑥ ②の塩水をキュウリが浸るまで注いでからふたを閉め（あまりきつく
閉めない）、ひっくり返して数回振る。

⑦ 常温で 2、3日保存する（ある程度漬かったら冷蔵庫に移す）。

※イスラエルでは7～8㎝の小さいものを切らずに漬ける。大きさはお
好みで。

ワイン瓶のコシェル・マーク（米国、イスラエルの認定）。ちなみ
にこれはノン・メブシャル（Non Mevushal）と表記されている

エルサレムで毎夏おこなわれるワイン・フェスティバル

ピクルスの瓶詰め。キュウリのサイ
ズ、塩味／酢味の違いで同じメー
カーでもいくつかの種類が市販され
ている。缶詰も人気

タイベ・ワイナリー。ホテルに隣接した小さなワイナリー
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宗
教
的
文
化
遺
産
の
保
全
と

他
者
へ
の
寛
容 

—

パ
キ
ス
タ
ン
よ
り

野の

口ぐ
ち 

淳あ
つ
し 　

N
P
O
法
人
南
ア
ジ
ア
文
化
遺
産
セ
ン
タ
ー
理
事
・
事
務
局
長

宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
対
立
と 

文
化
の
破
壊

異
な
る
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
隣

接
し
、
混
在
し
て
い
る
と
き
、
ふ
と

し
た
き
っ
か
け
で
生
じ
た
対
立
感
情

は
、
と
き
に
相
手
集
団
の
根
絶
を
主

張
す
る
ほ
ど
に
過
激
化
す
る
。
増
幅

す
る
憎
悪
は
理
性
の
た
が
を
外
し
、

性
的
暴
行
、
生
命
を
軽
視
し
た
残
虐

行
為
へ
と
至
る
だ
け
で
な
く
、
相
手

集
団
の
文
化
や
伝
統
に
矛
先
が
向
け

ら
れ
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
こ

と
も
あ
る
。
近
年
で
は
過
激
派
組
織

Ｉ
Ｓ
の
活
動
に
起
因
し
て
、
特
に
イ

て
い
る
。
し
か
し
忌
避
さ
れ
名
称
を

変
更
さ
れ
た
り
、
寺
院
や
リ
ン
ガ
が

「
偶
像
」
と
し
て
破
壊
さ
れ
た
り
す

る
こ
と
は
な
い
。

真
摯
に
向
き
合
う

こ
の
国
で
、
異
な
る
宗
教
や
そ
の

文
化
遺
産
に
敬
意
を
抱
き
、
保
護
し

よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
一
部
の
市
井

の
人
び
と
に
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
昨
年（
二
〇
一
六
年
）五
月
、

パ
キ
ス
タ
ン
で
出
土
し
た
黄
金
製
容

器
に
収
め
ら
れ
た
仏
舎
利
が
、
約
一

カ
月
に
わ
た
っ
て
仏
教
国
ス
リ
ラ
ン

カ
に
招
来
さ
れ
た
。
こ
れ
は
世
界
遺

産
タ
キ
シ
ラ
の
一
角
、
ダ
ル
マ
ラ
ー

ジ
カ
遺
跡
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
か
ら
出
土

し
た
も
の
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
は
、

文
化
大
臣
だ
け
で
な
く
高
位
の
仏
教

僧
も
含
む
代
表
団
を
派
遣
、
儀
式
を

執
り
お
こ
な
っ
て
招
来
さ
れ
た
仏
舎

利
は
コ
ロ
ン
ボ
近
郊
の
仏
教
寺
院
に

安
置
さ
れ
、
多
数
の
敬
虔
な
仏
教
徒

が
参
詣
し
た
。
つ
ま
り
完
全
に
宗
教

的
な
対
象
、
聖
遺
物
と
し
て
扱
っ
た

の
で
あ
る
。

一
方
パ
キ
ス
タ
ン
側
は
、
タ
キ
シ

ラ
博
物
館
の
学
芸
員
を
、
保
護
管
理

者
と
し
て
同
行
さ
せ
た
。
も
ち
ろ
ん

普
段
は
、
博
物
館
の
ケ
ー
ス
内
に

展
示
さ
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
考

古
・
美
術
資
料
と
し
て
の
扱
い
で
あ

る
。
も
う
数
百
年
に
渡
っ
て
パ
キ
ス

タ
ン
の
地
に
仏
教
徒
は
絶
え
て
久
し

く
、
仏
舎
利
を
自
ら
の
信
仰
に
則
っ

て
神
聖
視
す
る
も
の
は
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
を
考
古
・
美
術
資
料
と

し
て
だ
け
扱
う
こ
と
を
他
者
に
強
い

な
い
。
両
義
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、

異
な
る
集
団
・
社
会
の
要
請
に
真
摯

に
応
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は

た
ま
た
ま
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
代
表
団

の
訪
問
中
に
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
り
、

大
臣
を
筆
頭
に
考
古
・
博
物
館
局
長

か
ら
ス
タ
ッ
フ
ま
で
パ
キ
ス
タ
ン
側

が
精
力
的
に
対
応
し
て
い
る
様
子
を

つ
ぶ
さ
に
見
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で

強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。

「
我
々
は
自
身
の
信
仰
に
真
摯
だ

か
ら
こ
そ
、
異
な
る
宗
教
に
対
し
て

も
そ
の
信
仰
心
を
尊
重
し
真
摯
に
対

応
す
る
」
と
い
う
共
同
研
究
者

―

英
国
で
学
位
を
取
得
し
た
考
古
学
者

で
あ
り
同
時
に
敬
虔
な
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
で
も
あ
る

―
の
言
を
聞
い
た

と
き
、
果
た
し
て
、
欧
米
や
日
本
の

政
府
、
博
物
館
、
研
究
者
ら
は
同
じ

よ
う
な
対
応
を
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
ど
う
か
、
と
考
え
た
。

今
日
、
文
化
遺
産
の
保
護
や
管
理

は
学
術
的
に
も
技
術
的
に
も
ど
ん
ど

ん
進
歩
し
て
い
る
と
わ
た
し
た
ち
は

考
え
る
が
、
対
象
と
ど
の
よ
う
に
向

き
合
い
、
受
け
止
め
る
の
か
、
ま
た

そ
れ
を
媒
介
と
し
て
他
者
と
ど
の
よ

う
な
関
係
を
築
き
得
る
の
か
、
あ
ら

た
め
て
根
本
的
な
部
分
を
問
い
直
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
の

答
え
を
、追
い
続
け
て
み
た
い
と
思
う
。

た
と
え
ば
ハ
イ
バ
ル
・
パ
フ
ト
ゥ

ン
フ
ワ
州
マ
ン
セ
ー
ラ
郡
チ
ッ

テ
ィ
・
ガ
ッ
テ
ィ
村
に
残
る
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
寺
院
は
、
現
在
、
地
元
の
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
名
家
の
管
理
下

に
あ
る
。
周
辺
に
は
も
は
や
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
は
い
な
い
。
し
か
し
重

要
な
祭
礼
に
際
し
、
パ
キ
ス
タ
ン
国

内
だ
け
で
な
く
イ
ン
ド
側
か
ら
も
巡

礼
が
訪
れ
る
と
い
う
。
寺
院
を
管

理
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
一
家
は
、

郡
役
所
と
連
携
し
て
巡
礼
者
に
保
護

と
便
宜
を
提
供
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
「
チ
ッ
テ
ィ
・
ガ
ッ

テ
ィ
」と
は【
白
い
石
】の
意
で
あ
り
、

リ
ン
ガ
を
指
し
示
す
こ
と
が
、
地
元

の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
も
認
識
さ
れ

領
イ
ン
ド
の
な
か
で
も
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
の
比
率
が
高
い
地
域
だ
っ
た
の

だ
が
、
分
離
独
立
の
際
に
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
、
ス
ィ
ク
教
徒
の
ほ
と

ん
ど
が
現
イ
ン
ド
側
へ
逃
れ
た
一
方

で
、
多
数
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
パ

キ
ス
タ
ン
側
へ
流
入
し
た
。
現
在
の

宗
教
集
団
の
分
布
が
形
成
さ
れ
た
の

は
わ
ず
か
半
世
紀
ち
ょ
っ
と
前
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
移
り
変

わ
る
支
配
者
・
王
朝
の
下
、
異
な
る

宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
モ
ザ
イ
ク
状

に
分
布
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
衝
突

も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し

文
化
遺
産
を
受
け
継
ぎ
保
全
す
る
と
き
、
そ
れ
が
自
分
の
集
団
や
宗
教
、
文
化
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
場
合
、

ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
地
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
ま
だ
見
ぬ
「
隣
人
」
の
た
め
に
、
で
き
る
こ
と
は
何
か
。

ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
宗
教
・
文
化
遺
産

に
対
す
る
攻
撃
や
破
壊
を
繰
り
返
す

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
ま
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

受
け
継
が
れ
る
寛
容
性

筆
者
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
い
て

考
古
学
調
査
に
従
事
し
て
き
た
。
旧

英
領
イ
ン
ド
の
北
西
部
に
あ
た
る
同

国
で
は
、
今
日
で
は
約
一
億
八
千
万

人
の
国
民
の
九
割
以
上
が
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
き
わ
め
て
現
代
的

な
状
況
で
も
あ
る
。
も
と
も
と
旧
英

か
し
共
生
的
な
関
係
の
方
が
長
く
続

い
て
い
た
と
記
憶
さ
れ
、
記
録
さ
れ

て
い
る
。

分
離
独
立
後
、
パ
キ
ス
タ
ン
側
に

は
多
数
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
、
ス
ィ
ク
寺

院
が
残
さ
れ
た
。
旧
主
を
失
っ
た
宗

教
的
文
化
遺
産
の
う
ち
少
な
か
ら
ぬ

も
の
が
、
ワ
ク
フ
（
共
有
の
財
産
）

と
し
て
地
域
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
管
理
下
と
な
っ
た
。

そ
の
う
ち
い
く
つ
か
は
今
で
も
宗
教

施
設
の
ま
ま
維
持
さ
れ
、
旧
主
で
あ

る
他
宗
教
集
団
の
巡
礼
を
迎
え
て
い

る
と
い
う
。

●

パキスタン

タキシラ遺跡

チッティ・ガッティの【白い石】（リンガ）

タキシラ博物館に展示されている
仏舎利容器（右）

●
チッティ・ガッティ村
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テ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
も
首
肯
で
き
る
だ
ろ

う
。
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
か
ら
プ
レ
タ
ポ
ル
テ
へ

の
移
行
は
、
単
に
仕
立
て
服
が
既
製
服
に
な
っ
た

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
量
産
化
に
よ
る
価
格
の

引
き
下
げ
が
そ
の
特
質
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
度
転
が
り
始
め
た
石
は
な
か
な
か
止
ま
る
こ

と
が
な
い
。
今
度
は
プ
レ
タ
ポ
ル
テ
の
な
か
で
も

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
ン
や
デ
ィ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
ラ
イ
ン

と
よ
ば
れ
る
、
同
じ
ブ
ラ
ン
ド
の
「
よ
り
安
い
」

ラ
イ
ン
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、さ
ら
に
は
フ
ァ

ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
隆
盛
す
る
の
も
当
然
だ
ろ

ワ
ー
ス
が
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
の
シ
ス
テ
ム
を
考

案
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
が

先
に
サ
ン
プ
ル
を
作
り
、
顧
客
に
提
示
し
、
注
文

を
と
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
つ
い
で
に
い
え

ば
、
そ
の
と
き
に
生
き
た
人
間
に
服
を
着
せ
て
歩

か
せ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
も
考
案
さ
れ
た
）。

そ
う
し
て
シ
ー
ズ
ン
毎
に
新
作
を
発
表
す
る
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
と
い
う
シ
ス
テ
ム
も
生
ま
れ
る
こ
と
と

な
る
。

毎
シ
ー
ズ
ン
新
し
い
流
行
が
作
ら
れ
る
こ
と
は
、

流
行
の
サ
イ
ク
ル
が
加
速
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。
す
る
と
、
社
会
学
者
の
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ

ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
よ
り
安
価
な
も
の
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
上
流
階

級
に
属
す
る
も
の
で
さ
え
、
商
品
が
安
価
で
な
け

れ
ば
次
々
に
流
行
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
た
め
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
戦
後
ほ

ど
な
く
し
て
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
が
プ
レ
タ
ポ
ル

zaziquo

（
ザ
ジ
コ
）
と
い
う
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ

ラ
ン
ド
が
あ
る
。
カ
ラ
フ
ル
な
色
彩
と
ポ
ッ
プ
な

柄
が
特
徴
的
なzaziquo

の
服
は
、
一
見
す
る
と
き

わ
め
て
現
代
的
に
も
見
え
る
が
、
そ
こ
に
は
並
大

抵
で
な
い
量
の
手
仕
事
が
施
さ
れ
て
い
る
。
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
清
水
え
り
子
が
一
針
一
針
手
で
ス
テ
ッ

チ
を
入
れ

―
デ
ザ
イ
ナ
ー
自
身
は
そ
れ
を
「
刺

し
子
」
と
よ
ん
で
い
る

―
、
あ
え
て
手
仕
事
の

痕
跡
を
残
す
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

よ
り
多
く
、
よ
り
安
く

近
代
以
降
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
歴
史
は
、
量
産

化
と
価
格
の
引
き
下
げ
を
推
し
進
め
る
も
の
と
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
世
紀
前
半
ま
で

は
顧
客
と
仕
立
屋
が
相
談
し
な
が
ら
服
を
作
る
の

が
一
般
的
だ
っ
た
が
、
一
八
五
八
年
に
自
身
の
ブ

ラ
ン
ド
を
設
立
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

デ
ザ
イ
ナ
ー
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

う
。
現
在
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
業
界
の
状
況
は
、ワ
ー

ス
が
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
を
生
み
出
し
た
と
き
に

既
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
。

新
し
さ
を
求
め
る
近
代
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
常
に
新
し

さ
を
求
め
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
そ
れ
は
モ
ダ
ニ
ズ

ム
に
囚と
ら

わ
れ
た
価
値
観
で
あ
る
。
詩
人
の
シ
ャ
ル

ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
モ
ダ
ニ
テ
ィ
、
つ
ま
り
い4

ま
こ
こ

4

4

4

の
新
し
さ
を
肯
定
し
た
が
、「
今
」
は
す

ぐ
に
過
ぎ
去
り
過
去
と
な
る
た
め
、
新
し
さ
が
永

遠
に
続
く
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
常
に
新
し
さ

を
求
め
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
世
界
は
今
な
お
モ
ダ

ン
の
世
界
を
生
き
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
か
ら

脱
却
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。
そ
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
「
量
産
化
と
価
格
の

引
き
下
げ
」
に
抗あ
ら
がう
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
歴
史
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
の
民
主
化
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
安
価
な
商

品
の
供
給
に
よ
っ
て
、
大
衆
が
お
し
ゃ
れ
を
楽
し

近
代
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
歴
史
は
大
量
生
産
、
大
量
消
費
と
と
も
に
あ
り
、
そ
の
速

度
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
手
芸
」
を
も
ち
こ
む
こ
と
は
、
新
し
い
風

を
吹
き
込
む
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
刺
し
子
」に
よ
る
モ
ダ
ン
か
ら
の
脱
却

蘆あ
し

田だ 

裕ひ
ろ

史し

京
都
精
華
大
学
専
任
講
師

手芸考

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ

る
。
量
産
化
と
価
格
の
引
き
下
げ
に
安
易
に
反
対

し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
民
主
化
に
逆
行
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。

モ
ダ
ン
か
ら
の
脱
却

zaziquo

の
清
水
が
服
に
施
す
刺
し
子
は
、
本

来
の
刺
し
子
の
よ
う
に
実
用
的
な
意
味
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
近
年
よ
く
い
わ
れ
る

よ
う
な
手
仕
事
の
温
か
み
を
感
じ
る
よ
う
な
も
の

で
も
な
い
。
し
ば
し
ば
ア
イ
テ
ム
の
全
面
に
刺
し

子
を
施
す
清
水
の
行
為
は
、
む
し
ろ
何
か
に
取
り

憑つ

か
れ
た
か
の
よ
う
な
様
相
を
も
も
つ
。
彼
女
が

対た
い

峙じ

し
て
い
る
の
は
近
代
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
歴
史

そ
の
も
の
で
あ
り
、
針
と
糸
で
そ
れ
を
乗
り
越
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
仕
事
に
よ
る
制

作
は
、
一
見
プ
レ
モ
ダ
ン
へ
の
回
帰
に
見
え
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
こ
そ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が

モ
ダ
ン
か
ら
脱
却
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

zaziquo 2017年春夏コレクションより。撮影・吉川周作

zaziquo 2017年春夏コレクションより。
撮影・吉川周作

zazi 2015年秋冬コレクションより。
撮影・Rie Amano、モデル・きくちゆみこ

zazi 2015年秋冬コレクションより。zaziquoは2016年秋冬コレクションまではzaziのブランド名
で活動をおこなっていた。撮影・Rie Amano、モデル・きくちゆみこ
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ながなんぢゃ

女性の名前に込める次世代への願い

What’s in a name? 山
やま

田
だ

 洋
よう

平
へい

　東京外国語大学博士後期課程

モ
ン
ゴ
ル
人
の
友
達
か
ら
「
わ
た
し
に
日
本
の
名
前
を
付
け

て
よ
」
と
せ
が
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
し
自
身
も
モ
ン
ゴ

ル
文
化
圏
で
モ
ン
ゴ
ル
名
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、

「
名
前
を
付
け
た
い
」「
付
け
ら
れ
た
い
」
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
る
。

そ
れ
で
も
モ
ン
ゴ
ル
人
は
モ
ン
ゴ
ル
人
ら
し
い
名
前
を
名
乗
っ
た

ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
わ

た
し
の
モ
ン
ゴ
ル
文
化
を
尊
重
す
る
気
持
ち
か
、
そ
れ
と
も
ど

こ
か
に
あ
る
排
他
的
な
気
質
か
、
名
前
を
付
け
る
と
い
う
こ
と

を
重
く
考
え
す
ぎ
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。「
勇
者
」「
花
」

な
ど
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
く
見
る
名
前
は
、
日
本
語
に
直
訳
す
る

と
い
う
方
法
も
あ
る
。
こ
の
方
法
が
う
ま
く
い
か
な
い
場
合
に

は
、
名
前
に
願
い
を
込
め
て
、
字
画
を
考
え
て
、
響
き
を
確
か

め
て
、
と
一
仕
事
に
な
る
。
そ
れ
と
も
も
っ
と
気
楽
に
ひ
ょ
い
っ

と
名
付
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

モ
ン
ゴ
ル
で
は
、魔
を
除
け
る
意
味
合
い
か
ら
「
名
無
し
」「
人

で
な
し
」
の
よ
う
な
名
前
を
付
け
る
習
慣
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
瞬
眉
を
ひ
そ
め
て
し
ま
う
よ
う
な
名
前
だ

が
、
ど
ん
な
名
前
に
も
込
め
ら
れ
た
願
い
が
あ
る
こ
と
を
思
う

と
奥
が
深
い
。「
６
１
」「
７
０
」
と
い
っ
た
数
字
を
名
前
と
す
る

モ
ン
ゴ
ル
人
も
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
生
ま
れ
た
と
き
の
祖
父
の

年
齢
な
の
だ
と
い
う
。
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル

の
人
び
と
の
縦
の
繋つ
な
が
り
を
、こ
う
し
た
名
付
け
に
強
く
感
じ
る
。

ダ
ゴ
ラ
と
い
う
女
性
と
出
会
っ
た
の
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
滞
在

中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
へ
の
留
学
を
控
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
、
妹
の
伝つ

手て

で
数
少
な
い
日
本
人
で
あ
る
わ
た
し
を
見
付

け
出
し
た
の
だ
と
い
う
。
彼
女
は
笑
い
話
と
し
て
、
パ
ス
ポ
ー
ト

を
取
得
し
た
ら
姓
名
わ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
教
え
て
く
れ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
人
に
も
氏
族
名
の
類
は
あ
る
が
、

わ
た
し
た
ち
の
い
う
苗
字
の
よ
う
に
よ
く
使
う
も
の
で
は
な
い
。

パ
ス
ポ
ー
ト
取
得
の
際
に
は
漢
人
の
習
慣
に
し
た
が
っ
て
姓
名

を
し
る
す
必
要
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
ひ
と
つ
の
は
ず
の
名
前
ノ

オ
ン
ダ
ゴ
ラ
が
、
姓
ノ
オ
ン
、
名
ダ
ゴ
ラ
と
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
話
。
わ
た
し
は
こ
の
と
き
初
め
て
彼
女
の
本
名
が
ノ
オ

ン
ダ
ゴ
ラ
で
、
ダ
ゴ
ラ
と
い
う
の
は
通
称
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
た
。

ノ
オ
ン
と
は
「
男
の
子
」
の
意
、
ダ
ゴ
ラ
は
「
連
れ
て
来
る
」

と
い
う
動
詞
の
命
令
形
だ
か
ら
「
連
れ
て
来
い
」、
つ
ま
り
彼
女

の
名
前
は
「
男
の
子
を
連
れ
て
来
い
」「
次
は
男
の
子
が
付
い
て

き
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
く
よ
く
観
察
す
る
と
、
内
モ
ン
ゴ
ル
地
域
で
は
類
例
「
息
子

を
連
れ
て
来
い
」「
弟
よ
来
い
」「
弟
を
招
け
」
の
よ
う
な
名
前

の
女
性
と
よ
く
出
会
う
。
動
詞
の
命
令
形
が
名
前
に
入
っ
て
い

る
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
も
ス
ト
レ
ー
ト
な
、
強
い
願
い
な
ん
だ

な
と
感
じ
さ
せ
る
。
ダ
ゴ
ラ
の
よ
う
に
、「
男
の
子
」
の
意
味
の

部
分
を
嫌
っ
て
普
段
は
通
称
を
名
乗
っ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス

も
多
々
あ
る
。

女
の
子
に
勇
ま
し
い
「
鷹た
か

」
と
付
け
た
り
、「
息
子
」
と
い
う

語
を
加
え
た
り
、
な
ん
て
い
う
名
前
と
も
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。

「
男
の
子
だ
っ
た
ら
良
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
否
定
的
な
名
前
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
次
な
る
世
代
へ
の
願
い
が
込
め
ら
れ

た
希
望
溢あ
ふ
れ
る
名
前
と
も
と
れ
る
。
名
前
に
込
め
る
願
い
に
も

い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
る
も
の
だ
と
改
め
て
思
う
。
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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

　今号は、1月号恒例の干支特集で、今年は「とり」をテーマとし

ている。「月刊みんぱく」の干支特集としては12回目となり、干支

の動物をひとまわりすることができた。小生は南太平洋のフィジー

に毎年のように足を運んでいるが、鳥といって頭に浮かぶのは、

フィジー語の「鶏のお使い」という表現だ。この慣用句は、買い

物や伝言などのお使いが、てきぱきできないことや、できない人

を意味している。個人的にも、往復徒歩10分圏のストアまでの買

い物に4時間かけた人と同居していたことがあった。暁
ぎょう

鶏
けい

の刻に朝

食のための買い物リストを渡すと、間違いなく昼過ぎのおやつと

して届くことになった。日本語では、俗にいう「鳥頭」が、似た

言い回しとなるか。ただし「鶏のお使い」は、落語に登場するよ

うな、どこか憎めない、ちょっととぼけてのんびりした人物に使

われることが多い印象がある。

　くしくも、酉
とり

年から編集長を引き受けることとなった。「鶏のお

使い」や「鳥頭」とならないよう、みなさまからのご指導ご鞭撻

を請いたい。（丹羽典生）
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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
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。

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）

みんぱくフェイスブック
http://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
http://twitter.com/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/



「とり」を探して展示場めぐり。
　年末年始展示イベント「とり」が本館ナビひろばで開

催中です（1月24日（火）まで）。みんぱくの「とり」に

まつわる資料を４つのカテゴリにわけて展示しています。

　本館展示場にも、仮面や彫像、羽根をあしらった頭飾

りはもちろん、「とり」資料はまだまだたくさんあります。

例えば、イランの礼拝用じゅうたんにはいくつもの鳥の

図柄が織り込まれていますし、ボツワナのビーズの首飾

りはダチョウの卵の殻で作られています。さらにカザフ

スタンのイヌワシを使った狩りの衣装や、イヌワシ用の

目隠し頭巾など、「とり」をテーマに展示場をめぐれば、

各地の人と鳥類とのかかわりが浮かび上がってきます。

　どんな資料が展示されているか知りたくなったら、「と

り」展会場に設置されているタッチパネル端末で調べて

みてください。気に入った資料を見つけたら、「Good」

ボタンを押して投票しましょう。

　1月9日（月・祝）には、「とり」展の関連イベント「み

んぱくでバードウォッチング！」が開催されます。マッ

プをもとに「とり」を探して本館展示場を歩き、クイ

ズに答えると、記念品がもらえます（先着350名様）。 

新年は「とり」を探しにみんぱくにお越しください。

展示場の「とり」がわかるタッ
チパネル端末。どこに展示さ
れているかもわかります。人
気ランキングは、本館フェイ
スブックページで発表してい
く予定です

「みんぱくでバードウォッチング！」の参加
記念品は、「とり」資料写真の缶バッジ型マ
グネットです。全５種類のうち１点をプレゼ
ントします（写真はイメージです）
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