


ア
イ
ヌ
文
化
の
あ
る
幸
せ

大お
お

西に
し 

雅ま
さ

之ゆ
き

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
５
５
年
北
海
道
生
ま
れ
。
鶴
雅
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
、
N
P
O
法
人
阿

寒
観
光
協
会
ま
ち
づ
く
り
推
進
機
構
理
事
長
。
北
海

道
の
自
然
と
一
体
と
な
っ
た
温
泉
旅
館
を
展
開
、
ま

た
自
然
、
ア
イ
ヌ
と
と
も
に
生
き
る
阿
寒
の
町
づ
く

り
に
取
り
組
む
。
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
会
議
委
員
と
し

て
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
、
伝
統
知
の
普
及
に
も
尽

力
し
て
い
る
。

 1    

月刊

2月号目次

　
北
海
道
に
は
歴
史
が
な
い
、
文
化
が
な
い
と
言
わ
れ
て
き

た
。
か
つ
て
は
何
と
な
く
そ
れ
に
納
得
も
し
て
き
た
。
転
機

は
木
彫
刻
家
の
故
瀧
口
政
満
先
生
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。
先

生
は
ア
イ
ヌ
民
族
で
は
な
い
が
、
奥
様
が
ア
イ
ヌ
。
五
〇
年

近
く
阿
寒
湖
畔
の
「
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
」
に
住
ま
わ
れ
た
。「
木

の
声
に
耳
を
傾
け
る
」
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
、
時
に
や
さ
し

く
、
時
に
凛
々
し
い
作
品
の
虜
に
な
っ
た
。
私
に
と
っ
て
の

ア
イ
ヌ
文
化
へ
の
入
り
口
は
木
彫
刻
か
ら
だ
っ
た
。

　
幼
少
時
代
か
ら
、
学
校
な
ど
で
い
つ
も
ア
イ
ヌ
民
族
が
そ

ば
に
い
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
、特
別
な
意
識
は
持
た
な
か
っ

た
。
ア
イ
ヌ
の
生
き
方
や
歴
史
に
関
心
が
深
ま
っ
た
の
は
コ

タ
ン
の
エ
カ
シ
（
長
老
）
か
ら
様
々
な
教
え
を
受
け
て
か
ら

だ
。
特
に
衝
撃
的
だ
っ
た
の
は
、「
イ
ラ
ン
カ
ラ
プ
テ
」
と
い

う
挨
拶
言
葉
。「
こ
ん
に
ち
は
」
を
意
味
し
、も
と
も
と
は「
あ

な
た
の
心
に
そ
っ
と
触
れ
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
い
う
温
か
さ

と
謙
譲
に
あ
ふ
れ
た
本
当
に
素
晴
ら
し
い
言
葉
で
あ
り
、
自

然
と
共
生
し
平
和
に
暮
ら
し
て
き
た
ア
イ
ヌ
の
生
き
方
を
象

徴
し
て
い
る
と
思
う
。
二
〇
一
三
年
か
ら
北
海
道
の
お
も
て

な
し
の
合
言
葉
に
し
よ
う
と
国
や
道
を
中
心
に
「
イ
ラ
ン
カ

ラ
プ
テ
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
っ
た
。

　
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
え
に
「
人
間
は
自
然
の
一
部
」「
自
然

の
恵
み
は
カ
ム
イ
（
神
）
が
与
え
て
下
さ
る
も
の
」
と
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
の
直
後
、
エ
カ
シ
に
呼
ば
れ
た
。「
こ
の
度

の
大
災
害
は
明
ら
か
に
人
災
だ
。
ア
イ
ヌ
は
カ
ム
イ
を
敬
っ

て
生
き
て
い
る
が
、
そ
の
敬
い
の
八
割
は
畏
れ
な
の
だ
。
こ

の
ま
ま
人
間
が
畏
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
も
っ
と
大
き
な
災

害
に
見
舞
わ
れ
る
」
と
教
え
ら
れ
、
私
は
重
い
言
葉
と
し
て

受
け
取
っ
た
。
今
ま
で
の
自
分
達
の
生
き
方
に
対
す
る
投
げ

か
け
の
言
葉
で
も
あ
っ
た
。「
北
の
大
地
で
先
住
民
族
の
英

知
に
触
れ
、
も
う
一
度
人
生
を
見
つ
め
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
」

と
い
う
こ
と
を
、
北
海
道
そ
し
て
阿
寒
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

に
し
た
い
と
思
う
。

　
阿
寒
に
は
日
本
最
大
の
「
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
」
が
あ
る
。
大

自
然
、
湖
、
マ
リ
モ
、
タ
ン
チ
ョ
ウ
も
い
る
こ
の
リ
ゾ
ー
ト
地

の
中
に
コ
タ
ン
が
あ
り
、
滞
在
し
な
が
ら
ア
イ
ヌ
文
化
に
触

れ
て
も
ら
え
る
の
は
阿
寒
湖
温
泉
の
特
徴
で
あ
る
。
釧
路
市

は
長
崎
市
・
金
沢
市
と
共
に
国
か
ら
観
光
立
国
シ
ョ
ー
ケ
ー

ス
に
認
定
さ
れ
た
。
そ
の
テ
ー
マ
は
、「
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
自
然
に
抱
か
れ
、
自
然
と
の
共
生
文
化
を
体
感
す
る
カ
ム

イ
の
休
日
」
を
提
供
す
る
こ
と
。
そ
の
先
に
欧
米
豪
を
中
心

と
す
る
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
聖
地
を
目
指
し
た

い
。
三
大
要
素
は
、「
自
然
」「
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
」
そ
し
て「
異

文
化
体
験
」と
言
わ
れ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク・

フ
ェ
ロ
ー
が
阿
寒
湖
で
の
ア
イ
ヌ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
取
材
中

に
何
度
も
口
に
さ
れ
て
い
た
言
葉 「
Fフ

ァ

ン

タ

ス

テ

ィ

ッ

ク

a
n
t
a
s
t
i
c
!
」。

ま
さ
に
阿
寒
は
三
大
要
素
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
自
負
す
る
。

こ
れ
か
ら
も
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
し
っ
か
り
と
手
を
携
え
て
こ

の
夢
に
向
か
っ
て
い
き
た
い
。
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藤
戸
竹
喜
氏
の
作
品
を
み
ん
ぱ
く
の
企
画
展
と
し
て
展
示
で
き
る
こ
と
に
、
深

い
感
慨
を
覚
え
る
。
筆
者
が
初
め
て
仕
事
で
藤
戸
氏
の
店
「
熊く
ま

の
家や

」
を
訪
れ
た

の
は
、二
五
年
前
の
こ
と
。
一
九
九
三
年
は
国
連
が
定
め
た
「
国
際
先
住
民
年
」
で
、

筆
者
が
勤
務
し
て
い
た
北
海
道
立
北
方
民
族
博
物
館
で
は
、
特
別
展
「
北
方
諸

民
族
と
現
代
の
民
族
芸
術
」
を
企
画
、
ア
イ
ヌ
を
は
じ
め
北
米
や
北
欧
の
先
住
民

の
芸
術
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
館
は
古
い
ア
イ
ヌ
民
具
し
か
所
蔵

し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
現
存
作
家
た
ち
の
作
品
を
調
査
し
、
購
入
す
る
た
め
に
、

阿あ

寒か
ん

湖
畔
や
平び
ら

取と
り

町
二に

風ぶ

谷だ
に

な
ど
の
民
芸
店
を
回
っ
た
の
だ
。

　
初
め
て
じ
っ
く
り
見
た
藤
戸
氏
の
彫
っ
た
熊
は
、
今
ま
で
見
た
ど
の
「
木
彫
り

熊
」
と
も
違
っ
た
。
こ
ん
な
表
情
の
、
こ
ん
な
細
か
い
毛
並
み
の
、
生
き
生
き
し

た
熊
が
あ
る
の
か
、
と
感
動
し
た
。
し
か
し
、
作
品
を
博
物
館
で
買
う
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
予
算
的
に
も
厳
し
か
っ
た
が
、
藤
戸
氏
の
作
品
が
ア
イ
ヌ
文
化
と

し
て
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
、
駆
け
出
し
の
学
芸
員
だ
っ
た
わ
た
し
に
は
説

明
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
結
局
、
伝
統
的
な
民
具
を
複
製
・
復
元
し
て
い
る
方
た

ち
の
作
品
を
展
示
し
た
だ
け
だ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
に
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
旭
川
支
部
長
（
当
時
）
の
川
上

哲
さ
ん
と
「
木
彫
り
『
熊
』
源
流
展
」
を
企
画
、
藤
戸
さ
ん
か
ら
作
品
数
点
を

借
用
し
、
展
示
し
た
。
一
〇
年
前
に
は
、（
公
財
）
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推

進
機
構
（
ア
イ
ヌ
文
化
財
団
）
の
「
ア
イ
ヌ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
　
二
〇
〇
七
」
の

企
画
委
員
と
し
て
、
藤
戸
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
、
生
い
立
ち
か
ら
近
年
の

作
品
に
至
る
ま
で
の
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
藤
戸
さ
ん
が
歩
ん
で
き
た
人
生
と
そ
の
作
品
は
、
ア
イ
ヌ
の
先
人
た
ち
と
の
関

係
抜
き
に
は
語
れ
な
い
、
と
今
は
は
っ
き
り
言
え
る
。
そ
し
て
、
設
立
二
〇
周
年

を
迎
え
た
ア
イ
ヌ
文
化
財
団
は
「
ア
イ
ヌ
工
芸
品
展
」
と
し
て
初
め
て
、
一
人
の

作
家
の
創
作
活
動
を
追
っ
た
展
示
を
お
こ
な
っ
た
。
時
代
は
変
わ
っ
た
、
と
つ
く

づ
く
思
う
の
で
あ
る
。

会
期
　
三
月
一
三
日
﹇
火
﹈
ま
で

岡
田
　
こ
の
展
覧
会
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
財
団
（
公
益
財
団

法
人
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構
）
が
二
〇
年
前
か

ら
毎
年
お
こ
な
っ
て
き
た
「
ア
イ
ヌ
工
芸
品
展
」
で
す
。

平
成
二
九
年
度
は
道
内
会
場
が
札
幌
芸
術
の
森
美
術
館
、

そ
し
て
、
道
外
会
場
が
み
ん
ぱ
く
で
す
。

　
わ
た
し
が
竹
喜
さ
ん
に
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、

ア
イ
ヌ
文
化
財
団
に
勤
め
る
前
、ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館（
白

老
町
）
に
勤
務
し
て
い
た
と
き
で
す
。
野
本
正
博
館
長
と

一
緒
に
訪
ね
て
、「
い
つ
か
作
品
展
を
し
た
い
で
す
ね
」
と

い
う
話
を
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

藤
戸
夫
妻
　
そ
う
で
し
た
。
覚
え
て
い
ま
す
。

岡
田
　
縁
が
あ
っ
た
の
か
、
今
回
は
運
営
を
担
当
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

齋
藤
　
こ
れ
ま
で
の

ア
イ
ヌ
工
芸
品
展
は
、

古
い
伝
統
的
な
工
芸

品
を
中
心
と
し
た
展

示
が
多
か
っ
た
で
す

よ
ね
。
そ
の
な
か
で
、

現
代
の
作
品
を
集
め

た
「
ア
イ
ヌ
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
」
展
（
平

成
一
五
年
度
、
平
成
一

九
年
度
）、
そ
し
て

あ
ら
た
な
展
覧
会
へ

齋
藤
　
今
回
の
展
覧
会
に
あ
た
り
、
わ
た
し
た
ち
は
何

度
も
阿
寒
に
あ
る
藤
戸
さ
ん
の
ア
ト
リ
エ
や
お
店
に
お
邪

魔
し
て
、
出
品
作
を
選
び
、
生
い
立
ち
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

奥
様
の
茂
子
さ
ん
に
も
い
ろ
い
ろ
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

一
緒
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
お
尋

ね
し
た
話
題
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
読
者
の
た
め

に
、
お
つ
き
あ
い
く
だ
さ
い
。
ま
ず
は
、
本
展
を
企
画
し

た
経
緯
か
ら
お
聞
き
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
A
I
N
U 

A
R
T
　
風
の
か
た
り

べ
」
展
（
平
成
二
四
年
度
）

を
経
て
、
今
回
は

藤
戸
竹
喜
さ
ん

の
創
作
活
動
を

追
っ
た
展
覧
会
と

な
り
ま
し
た
。
新

し
い
試
み
で
す
。

岡
田
　
そ
う

で
す
ね
。
工

芸
品
展
で
何
を

す
る
か
、
中
長
期

的
に
決
め
て
い
く
な
か

で
、
竹
喜
さ
ん
の
展
覧
会
を
と
い
う
案
が
出
ま
し
た
。

五
十
嵐
　
北
海
道
立
近
代
美
術
館
で
の
「
A
I
N
U 

A
R
T
」
展
を
担
当
し
た
あ
と
、
次
は
「
竹
喜
さ
ん
し
か

い
な
い
」
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
藤
戸
さ
ん
を
ア
イ
ヌ
の

作
家
の
一
人
と
し
て
で
は
な
く
、
北
海
道
を
代
表
す
る
彫

刻
家
、
そ
し
て
今
の
日
本
を
代
表
す
る
木
彫
の
具
象
作

家
と
し
て
ご
紹
介
し
た
い
、
そ
ん
な
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

佐
藤
　
わ
た
し
は
「
A
I
N
U 

A
R
T
」
展
の
と
き
に
は
、

ま
だ
こ
の
職
に
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り

同
展
の
企
画
委
員
だ
っ
た
当
館
（
札
幌
芸
術
の
森
美
術
館
）

の
佐
藤
友
哉
館
長
か
ら
、
と
て
も
好
評
だ
っ
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
佐
藤
館
長
も
、
海
外
で
は
グ
ル
ー
プ
展
の
あ
と

に
個
人
の
展
覧
会
を
し
て
成
功
を
収
め
て
い
る
事
例
が

多
い
の
で
、
日
本
で
、
北
海
道
で
も
ぜ
ひ
藤
戸
さ
ん
の
作

品
展
を
や
り
た
い
と
考
え
て
き
た
そ
う
で
す
。

民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

平
成
二
九
年
度
ア
イ
ヌ
工
芸
品
展
企
画
委
員

齋
藤 

玲
子

民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

齋
藤 

玲
子

藤
戸 

竹
喜

藤ふ
じ

戸と 

竹た
け

喜き

藤
戸 

茂
子

北
海
道
立
近
代
美
術
館

平
成
二
九
年
度
ア
イ
ヌ
工
芸
品
展
企
画
委
員
会
委
員
長

五
十
嵐 

聡
美

公
益
財
団
法
人
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構

岡
田 

恵
介

札
幌
芸
術
の
森
美
術
館

平
成
二
九
年
度
ア
イ
ヌ
工
芸
品
展
企
画
委
員

佐
藤 

弥
生

開
館
四
〇
周
年
記
念
企
画
展 

ア
イ
ヌ
工
芸
品
展「
現
れ

よ
。
森
羅
の
生い

の
ち命
―　

木
彫
家 

藤
戸
竹
喜
の
世
界
」開

催
に
と
も
な
い
、
藤
戸
竹
喜
さ
ん
を
囲
ん
で
お
話
を
う

か
が
い
ま
し
た
。
藤
戸
さ
ん
ご
夫
妻
と
企
画
・
運
営
に

携
わ
る
方
々
の
こ
と
ば
か
ら
、
藤
戸
作
品
の
魅
力
、そ
し

て
作
品
の
背
景
に
あ
る
ア
イ
ヌ
の
先
人
た
ち
と
の
か
か

わ
り
に
迫
り
ま
す
。

 

座
談
会

ア
イ
ヌ
と
し
て 

熊
彫
り
と
し
て

「
ア
イ
ヌ
工
芸
品
展
」の

あ
ら
た
な
時
代

特
集熊

こ
そ
が
原
点

木
彫
家  

藤
戸
竹
喜
の
創
作
の
軌
跡

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

藤戸さんと奥様の茂子さん

「シーソー熊」 制作年不詳 
（株）ほくみん蔵 ※
※印を付した写真は、
撮影・露口啓二

一
九
三
四
年
、北
海
道
美
幌
町
生
ま
れ
。
少
年
時
代

を
旭
川
で
過
ご
す
。
木
彫
り
熊
の
名
手
で
あ
っ
た

父
・
竹
夫
の
も
と
で
一
二
歳
の
こ
ろ
か
ら
熊
を
彫
り

は
じ
め
る
。
職
人
と
し
て
、一
五
歳
か
ら
阿
寒
湖
畔

の
吉
田
屋（
み
や
げ
物
屋
）な
ど
で
腕
を
み
が
く
。

一
九
六
四
年
、同
地
に
民
芸
品
店「
熊
の
家
」を
構

え
て
独
立
。「
樹
霊
観
音
像
」制
作
を
機
に
活
躍
の

場
を
広
げ
る
。

お
も
な
展
覧
会
に
、「AIN

U
: Spirit of a N

orthern 
People

」（
一
九
九
九
年
、米
国
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
協
会

国
立
自
然
史
博
物
館
）、み
ん
ぱ
く
で
も
開
催
さ
れ

た「
ア
イ
ヌ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
―
も
の
づ
く
り
と

心
―
」（
二
〇
〇
三
年
、徳
島
県
立
博
物
館
、旭
川
市

博
物
館
も
巡
回
）な
ど
。
受
賞
歴
に
北
海
道
文
化

賞（
二
〇
一
五
年
）、文
化
庁
地
域
文
化
功
労
者
表

彰（
二
〇
一
六
年
）な
ど
。

撮
影
・
露
口
啓
二

「四熊（見ず、聞かず、言わず、せず）」 2016年 作家蔵

2   3    2018 年 2月号



齋
藤
　
そ
の
よ
う
に
し
て
単
独
で
熊
が
彫
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
旭
川
は
、
早
く
か
ら

木
彫
品
を
販
売
し
て
い
た
先
進
地
で
、
現
代
の
ア
イ
ヌ
の

木
彫
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
思
い
ま
す
。
み
ん
ぱ
く
会

場
で
は
、
そ
の
あ
た
り
も
紹
介
す
る
予
定
で
す
。

北
の
動
物
と
先
人
た
ち

齋
藤
　
熊
が
満
足
い
く
よ
う
に
彫
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か

川
上
コ
ヌ
サ
さ
ん
は
、
旭
川
の
近ち
か

文ぶ
み

で
明
治
末
期
か
ら
視

察
者
や
観
光
客
を
受
け
入
れ
た
有
名
な
方
で
し
た
。

藤
戸
竹
喜
　
そ
う
だ
ね
。
自
宅
に
宝
物
館
を
造
っ
て
、

ア
イ
ヌ
の
古
い
も
の
を
展
示
し
て
、
木
彫
や
踊
り

の
実
演
を
し
た
り
、
工
芸
品
を
販
売
し
た
り
。

近
文
で
最
初
に
観
光
を
手
掛
け
た
人
物
だ
。

　
熊
は
、
親
父
だ
け
で
な
く
、
親
父
の
先
輩

た
ち
も
彫
っ
て
い
た
。
コ
ヌ
サ
の
家
の
前
で
、

皆
で
彫
っ
て
い
る
写
真
が
あ
る
。
そ
の
先
輩

た
ち
も
前
は
マ
タ
ギ
（
猟
師
）
で
、
熊
撃
ち

に
行
っ
て
、
熊
を
連
れ
帰
っ
て
養
っ
て
、
熊
と

生
活
し
て
い
た
。
だ
か
ら
ど
ん
な
人
で
も
よ
く

熊
を
見
て
い
た
か
ら
、
簡
単
に
彫
れ
た
わ
け
。

五
十
嵐
　
藤
戸
さ
ん
は
お
父
さ
ん
が
作
品
を
彫
っ

て
い
る
と
き
、
そ
ば
で
見
せ
て
も
ら
え
た
の
で
す
か
。

藤
戸
竹
喜
　
見
て
い
た
よ
。
じ
っ
と
手
元
を
見
て
い

た
。
教
え
て
く
れ
な
い
か
ら
見
て
る
し
か
な
い
。
で
も

黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
だ
と
怒
ら
れ
る
か
ら
、
何
か
彫

り
な
が
ら
見
て
い
た
。

佐
藤
　
盗
み
見
る
（
笑
）。

藤
戸
竹
喜
　
自
分
も
真
似
し
な
が
ら
彫
っ
て
い
た
。

藤
戸
茂
子
　
お
父
さ
ん
が
彫
っ
た
熊
が
残
さ
れ
て
い
る

け
ど
、
当
時
と
し
て
は
斬
新
だ
よ
ね
。

五
十
嵐
　
お
父
さ
ん
以
外
に
、
彫
る
の
を
見
た
人
は
い

ま
す
か
。

藤
戸
竹
喜
　
そ
れ
は
一
七
〜
一
八
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
だ
ね
。

一
五
歳
で
阿
寒
湖
に
来
て
職
人
に
な
り
、
夏
だ
け
三
年
間

働
い
て
、
そ
の
あ
と
の
こ
と
。
親
父
の
ば
っ
か
り
見
て
も

つ
ま
ら
な
い
な
と
思
っ
て
、
各
地
の
先
輩
の
と
こ
ろ
を
ま

藤
戸
竹
喜
　
こ
れ
ま
で
の
作
品
を
一
堂
に
集
め
て
見
て
も

ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
嬉
し
い
。
最
高
の
場
所
で
、

最
高
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
実
現
し
た
と
い
う
こ

と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

木
彫
り
職
人
と
し
て
の
第
一
歩

齋
藤
　
藤
戸
さ
ん
は
、「
熊
が
原
点
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。
熊
を
彫
り
は
じ
め
た
こ
ろ
の
こ
と
を
改
め
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

藤
戸
竹
喜
　
本
格
的
に
は
じ
め
た
の
は
一
二
歳
の
こ
ろ
だ

ね
。
親
父
が
熊
を
彫
っ
て
い
る
姿
を
見
て
い
た
か
ら
、
俺

も
や
り
た
い
、
作
り
た
い
な
と
思
っ
た
。
学
校
に
行
く
よ

り
も
、
彫
り
物
を
し
て
い
る
ほ
う
が
楽
し
か
っ
た
。

齋
藤
　
藤
戸
さ
ん
の
お
父
様
の
竹
夫
さ
ん
は
、
ご
自
身

の
お
父
様
を
早
く
に
亡
く
さ
れ
、
お
祖
父
さ
ん
の
川
上
コ

ヌ
サ
さ
ん
の
も
と
で
熊
彫
り
を
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
ね
。

熊
は
二
五
〜
三
〇
歳
こ
ろ
ま
で
び
っ
ち
り
や
っ
て
た
。
あ

の
動
き
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
繋つ
な

が
る
わ
け
。

作
品
に
ね
。
だ
か
ら
熊
っ
て
、
ウ
タ
リ
（
ア
イ
ヌ
語
で
「
同

胞
」）
は
カ
ム
イ
（
神
、
強
い
力
を
も
つ
霊
的
存
在
）
と
し
て

い
る
け
れ
ど
、
木
彫
り
で
も
熊
か
ら
得
る
も
の
は
多
い
ね
。

齋
藤
　
北
海
道
の
み
や
げ
物
と
し
て
旭
川
で
木
彫
り
熊

が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
正
初
め
こ
ろ
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
他
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
売
ら
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。

藤
戸
竹
喜
　
そ
の
前
、
明
治
の
終
わ
り
こ
ろ
は

箸
と
か
衣え

紋も
ん

掛
け
な
ど
の
オ
ン
コ
（
樹

種:

イ
チ
イ
）
細
工
は
女
が
作
っ
て

い
た
。
そ
れ
か
ら
男
の
彫
物
と

い
っ
た
ら
熊
や
お
盆
。
旭
川
に

来
て
い
た
製
紙
会
社
や
材
木
屋

の
人
た
ち
に
、パ
ス
イ
（
捧
酒
箸
）

か
ら
熊
か
ら
、
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ

て
い
た
み
た
い
。
パ
ス
イ
も
サ
パ

ン
ペ
（
儀
礼
用
の
冠
。
正
面
に
熊

の
彫
刻
が
付
い
て
い
る
も
の
も

多
い
）
も
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て

は
何
十
年
、
何
百
年
と
作
り

続
け
て
き
た
も
の
だ
か
ら
ね
。

そ
う
い
う
も
の
に
熊
が
彫
ら
れ

て
い
た
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
、
熊

と
い
う
の
は
や
り
や
す
か
っ
た

み
た
い
。
明
治
時
代
に
サ
パ
ン
ペ

か
ら
熊
が
降
り
て
き
て
、
大
正
時
代
に

は
木
彫
り
熊
に
な
っ
て
い
た
。

ら
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
熊
以
外
の
動
物
も
た
く
さ
ん
作

ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

藤
戸
竹
喜
　
そ
う
だ
ね
。
の
り
に
の
っ
て
い
た
。
ま
ず
鹿

と
決
め
れ
ば
鹿
ば
っ
か
り
に
か
か
る
。海
と
な
れ
ば
、ラ
ッ

コ
に
ク
ジ
ラ
に
シ
ロ
イ
ル
カ
と
そ
れ
が
ず
っ
と
続
く
。
次

か
ら
次
へ
と
い
い
の
を
思
い
つ
く
わ
け
。
ラ
ッ
コ
の
次
は

こ
れ
だ
と
か
、
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
な
ら
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
作
ろ

う
か
と
か
。
並
べ
て
自
分
で
楽
し
む
わ
け
。

佐
藤
　
本
展
の
た
め
に
作
ら
れ
た
「
狼
と
少
年
の
物
語
」

も
す
ご
く
見
応
え
が
あ
り
ま
す
ね
。

藤
戸
竹
喜
　
狼
は
四
〇
年
く
ら
い
前
か
ら
作
っ
て
い
た

け
れ
ど
も
、
あ
の
作
品
は
自
分
の
思
い
出
な
の
。
狼
は
本

当
に
作
り
た
か
っ
た
。
北
海
道
の
た
め
に
ね
。
現
実
に
い

た
の
に
全
滅
し
た
ん
だ
も
の
。
狼
は
家
畜
は

殺
し
た
け
れ
ど
、
人
間
に
は
危
害

を
加
え
て
な
い
ん
だ
よ
ね
。
そ

う
い
う
の
を
考
え
て
、
狼
へ
の

思
い
を
ず
っ
と
温
め
て
い
た
。

い
つ
か
作
る
、い
つ
か
作
る
っ

て
心
に
刻
ん
で
か
ら
は
じ
め

た
。
だ
か
ら
わ
た
し
の
物
語
。

た
だ
彫
り
物
と
し
て
だ
け

で
は
な
く
、
物
語
と
し
て

残
し
た
い
、
ま
っ
た
く
知

ら
な
い
子
ど
も
た
ち
に

見
て
も
ら
い
た
い
な

と
思
っ
た
。
日
本
に

は
む
か
し
か
ら
い
た

ん
だ
よ
と
ね
。

わ
っ
て
歩
い
た
。
旭
川
の
彫
り
師
は
腕
が
良
く
て
、
他
の

観
光
地
で
重
宝
さ
れ
た
か
ら
、
親
父
が
む
か
し
働
い
て
い

た
観
光
地
を
訪
ね
た
り
も
し
た
。

齋
藤
　
職
人
と
し
て
熊
一
筋
に
彫
り
、
極
め
ら
れ
ま
し
た
。

藤
戸
竹
喜
　
熊
を
習
得
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
ち
ば
ん

大
き
な
自
信
に
な
っ
た
。
熊
と
い
う
の
は
わ
た
し
の
デ
ッ

サ
ン
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
そ
こ
か
ら
う
ま
れ
て
い
る
か
ら
。

アトリエでの制作風景

「怒り熊」 1964年 （一財）前田一歩園財団蔵 ※
怒りのエネルギーをみなぎらせる「怒り熊」。12歳から木彫り職人の道に進み、
日々、木彫り熊を彫り続けた藤戸さんの職人時代の傑作。大げさと思うかもしれま
せんが、わたしには、口から火を吐いているように見えます。（五十嵐聡美）

「狼と少年の物語」 2016年  作家蔵 ※
かつて北海道に生息した蝦夷狼（えぞおおかみ）と、狼に育てられた少年
の物語が紡がれます。特筆すべきは、作者自身による文章と、19点の作
品によってお話が展開してゆくところ。まるで立体絵巻のように、目の前
に情景が広がり、藤戸さんによる物語世界に没入できます。（佐藤弥生）

「毛ガニ」 1995年 吉田いし氏蔵 ※
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や
っ
ぱ
り
い
ろ
い
ろ
な
欠
点
が
目
に
付
い
て
、
今
度
は
そ

れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
思
っ
て
ま
た
作
る
わ
け
で
す
。
だ

か
ら
ど
ん
ど
ん
よ
く
な
る
。

　
そ
れ
か
ら
新
し
い
木
材
を
見
た
ら
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
、

こ
れ
が
彫
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
み
た
い
で
す
。

木
の
中
か
ら
生
命
を
取
り
出
す

五
十
嵐
　「
材
を
見
た
ら
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
」
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
竹
喜
さ
ん
は
ど
の
く
ら
い
木
を
選
ば

れ
ま
す
か
。
い
い
木
も
あ
れ
ば
悪
い
木
も
あ
り
ま

す
が
、
ど
こ
か
よ
く
な
い
部
分
が
あ
る
木
は
彫
ら

な
い
で
す
か
、
そ
れ
と
も
い
い
部
分
を
使
っ
て
彫
り
ま
す

か
。

藤
戸
竹
喜
　
例
え
ば
オ
ン
コ
で
も
、
枝え
だ

節ふ
し

が
付
い
て
い
れ

ば
、
そ
れ
も
利
用
す
る
。
幹
の
い
い
と
こ
ろ
か
ら
作
品
を

彫
り
は
じ
め
て
、順
繰
り
順
繰
り
下
ま
で
い
く
感
じ
。ど
っ

ち
か
と
い
う
と
、
素
直
に
伸
び
る
ス
ラ
ッ
と
し
た
木
は
割

れ
や
す
い
か
ら
難
し
い
。
削
っ
て
い
る
と
振
動
で
割
れ
て

し
ま
う
。
だ
か
ら
節
々
が
あ
る
や
つ
の
方
が
意
外
と
強
い

わ
け
。

藤
戸
茂
子
　
面
白
み
が
な
い
感
じ
も
あ
る
し
ね
。

藤
戸
竹
喜
　
枝
や
節
を
活
か
し
て
彫
る
方
が
い
い
。
真
っ

直
ぐ
な
木
で
面
白
み
を
出
そ
う
と
す
る
と
、
無
理
が
か

か
る
。

五
十
嵐
　
そ
こ
が
、
竹
喜
さ
ん
が
職
人
さ
ん
と
違

う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
木
工
を
や
っ
て
い
る
方
っ

て
、
彫
り
す
す
め
て
節
が
出
て
く
る
と
、
も
う
こ

れ
は
お
盆
に
は
で
き
な
い
と
捨
て
て
し
ま
う
。
で

も
竹
喜
さ
ん
は
ど
ん
な
木
で
も
そ
の
木
の
面
白
さ
を
見
つ

け
て
作
品
に
す
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
や
っ
ぱ
り
職
人

で
は
な
く
芸
術
家
と
い
う
か
、
作
家
だ
な
と
思
う
の
で
す
。

齋
藤
　
戦
後
北
海
道
に
観
光
ブ
ー
ム
が
訪
れ
た
こ
ろ
に

は
、
シ
ナ
ノ
キ
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
け

れ
ど
も
、
藤
戸
さ
ん
が
木
彫
り
を
は
じ
め
た
こ
ろ
は
い
ろ

い
ろ
な
材
木
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。

藤
戸
竹
喜
　
あ
っ
た
、
あ
っ
た
。
職
人
時
代
は
彫
り
や

五
十
嵐
　
九
十
年
代
に
は
エ
ビ
と
か
カ
ニ
と
か
作
ら
れ
て
。

カ
ニ
な
ど
は
裏
も
全
部
、
実
物
を
見
て
彫
ら
れ
た
ん
で
す

よ
ね
。

藤
戸
竹
喜
　
毛
ガ
ニ
は
食
べ
ら
れ
る
や
つ
を
買
っ
て
き
て
、

中
身
を
食
べ
た
後
に
全
部
パ
ー
ツ
に
し
て
並
べ
て
見
本
に

し
た
。

藤
戸
茂
子
　
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
カ
ニ
を
作
っ
た
わ
よ
ね
。

タ
ラ
バ
も
あ
っ
た
し
。

藤
戸
竹
喜
　
あ
っ
た
、
あ
っ
た
。
全
部
、
売
れ
た
。
タ
ラ

バ
は
札
幌
の
歯
医
者
さ
ん
が
買
っ
て
く
れ
た
。
大
き
い
か

ら
、
飾
る
と
壁
一
面
を
覆
う
感
じ
。

佐
藤
　
す
ご
い
。
見
て
み
た
い
。

岡
田
　
聞
い
て
い
た
ら
、
絶
対
に
借
用
に
行
っ
て
い
ま
し

た
（
笑
）。

齋
藤
　
等
身
大
の
人
物
像
は
一
九
七
〇
年
こ
ろ
か
ら
作
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
や
、
ア
イ
ヌ
の
先
人
た
ち

に
対
す
る
思
い
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

藤
戸
竹
喜
　
等
身
大
の
き
っ
か
け
は
、前
田
光
子
さ
ん（
阿

寒
湖
畔
一
帯
の
土
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
林
業
や
観
光
振

興
を
担
っ
て
い
た
前
田
一
歩
園
の
三
代
目
当
主
）
か
ら
依
頼

さ
れ
、
亡
く
な
っ
た
ご
主
人
の
十
三
回
忌
の
た
め
に
、
一

九
六
八
〜
六
九
年
に
か
け
て
観
音
立
像
を
彫
っ
た
こ
と
。

そ
れ
ま
で
熊
し
か
彫
っ
た
こ
と
が
な
い
ん
だ
か
ら
、
悩
み

な
が
ら
彫
り
上
げ
た
。
金
銭
的
に
も
大
変
だ
っ
た
。
こ
の

人
（
妻
・
茂
子
さ
ん
）
と
一
緒
に
な
っ
た
年
だ
け
ど
、
冬

を
越
す
お
金
が
な
く
て
。
で
も
、
そ
の
あ
と
は
人
物
像
の

大
作
の
依
頼
が
次
々
と
き
て
、
東
海
大
学
総
長
・
松
前

重
義
さ
ん
も
彫
っ
た
し
、
レ
ー
ニ
ン
も
、
そ
し
て
八
八
年

に
は
映
画
「
敦
煌
」
の
製
作
記
念
と
し
て
、
主
演
の
佐
藤

浩
市
さ
ん
を
モ
デ
ル
に
し
た
「
行
徳
」
像
も
彫
っ
た
。

　
そ
し
て
、
九
十
年
代
に
ア
イ
ヌ
の
古
老
た
ち
を
続
け
て

彫
っ
た
。
身
近
な
人
を
彫
っ
た
け
ど
、
わ
た
し
に
と
っ
て

は
祖
母
の
タ
ケ
バ
バ
が
い
ち
ば
ん
尊
敬
す
る
バ
バ
。
俺
を

育
て
て
く
れ
た
。
人
に
裏
切
ら
れ
て
も
裏
切
る
よ
う
な
こ

と
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
と
か
、
世
話
に
な
っ
た
ら
倍
に
し
て

返
す
気
持
ち
で
い
な
さ
い
よ
と
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
か

ら
子
ど
も
の
こ
ろ
は
む
か
し
の
面
白
い
話
も
教
え
て
く
れ

た
。
バ
バ
へ
の
思
い
が
あ
っ
て
、「
藤
戸
タ
ケ
像
」
を
彫
っ

た
。
み
ん
ぱ
く
で
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
あ
の
像
だ
よ
。

藤
戸
茂
子
　
先
人
を
彫
る
の
に
は
、
ア
イ
ヌ
と
し
て
教

わ
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
あ
る
の
よ
ね
。
ひ
と
つ
作
っ
た
ら
、
次
か
ら
次
へ
と
作

り
た
い
も
の
が
湧
い
て
く
る
み
た
い
で
す
。

藤
戸
竹
喜
　
作
り
た
い
も
の
を
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
結
婚
し
て
家
庭
が
で
き
て
か
ら
。
余
裕
が
な
か
っ
た

ら
、
い
い
も
の
は
作
れ
な
い
。

佐
藤
　
等
身
大
の
人
物
像
は
一
体
を
彫
る
の
に
ど
の
く
ら

い
時
間
が
か
か
る
の
で
す
か
。

藤
戸
竹
喜
　
半
年
か
か
る
。
半
年
で
も
で
き
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
だ
か
ら
作
品
を
三
〇
、
四
〇
点
作
る
年
も
あ

る
け
れ
ど
も
、
二
〜
三
点
し
か
で
き
な
い
年
も
あ
る
。
職

人
時
代
を
除
く
と
、
約
五
〇
年
。
平
均
で
三
〇
点
作
っ
た

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
作
っ
た
作
品
を
全
部
合
わ
せ
る
と
だ

い
た
い
一
五
〇
〇
点
く
ら
い
に
な
る
か
な
。

齋
藤
　
と
こ
ろ
で
藤
戸
さ
ん
は
ア
ラ
ス
カ
の
ケ
チ
カ
ン
に

行
っ
て
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
を
作
ら
れ
た
り
と
、
他
の
先
住

民
の
工
芸
も
見
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
創
作
活
動
に
そ
れ
ら

の
影
響
は
あ
り
ま
す
か
。

藤
戸
竹
喜
　
俺
は
俺
の
道
で
や
っ
て
い
る
か
ら
、
影
響
を

受
け
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
で
も
い
い
も
の

を
見
る
の
は
好
き
。
フ
ラ
ン
ス
行
っ
て
も
イ
ギ
リ
ス
行
っ

て
も
、
ま
ず
博
物
館
を
見
に
行
く
。
ど
ん
な
も
の
で
も
素

晴
ら
し
い
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
す
ご
く
い
い
こ
と
。

齋
藤
　
先
住
民
の
文
化
に
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

藤
戸
竹
喜
　
う
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
館
な
ど
に
行
っ

て
も
、
素
晴
ら
し
い
、
な
る
ほ
ど
と
思
う
も
の
が
あ
っ
て
、

自
分
が
恥
ず
か
し
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
自
分

は
い
い
作
品
を
残
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
。
手
抜
き

じ
ゃ
だ
め
だ
。
手
間
暇
考
え
な
い
で
納
得
い
く
ま
で
彫
る
。

で
も
納
得
な
ん
て
い
か
な
い
よ
、
絶
対
に
。
一
人
で
コ
ツ

コ
ツ
と
、
自
分
で
好
き
な
も
の
を
、ひ
と
つ
の
流
れ
に
乗
っ

て
作
る
。

藤
戸
茂
子
　
こ
れ
で
い
い
と
思
っ
て
も
、
次
に
見
た
ら

3点すべて「カムイニ」（創作トーテムポール） 2010年 作家蔵

「日川善次郎像」 1991年 作家蔵 ※
ベストにジャケット、ポケットに手を入れた姿が、オシャレな日川善次郎エ
カシ。いつも懐中時計をもち、すらっとした体型はモデルのようだ。カムイ
ノミ（神への祈り）の祭司として活躍した晩年の姿を記録でしか見たことが
ないが、この姿（60歳ごろ）を一目でいいから見たかった。（岡田恵介）
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佐
藤
　
木
を
見
て
、
何
を
彫
る
か
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
く

る
と
の
こ
と
で
す
が
。

藤
戸
竹
喜
　
そ
う
。
じ
っ
と
見
て
い
る
と
頭
に
浮
か
ん
で

き
て
。
そ
れ
を
と
り
出
す
よ
う
に
、
余
計
な
も
の
を
落
と

し
て
い
く
と
い
う
感
じ
。

藤
戸
茂
子
　
開
会
式
（
札
幌
会
場
）
の
あ
い
さ
つ
で
、
佐

藤
館
長
が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

び
っ
く
り
し
ち
ゃ
っ
た
（
笑
）。

佐
藤
　
西
洋
彫
刻
を
代
表
す
る
最
高
峰
で
す
か
ら
ね
。

五
十
嵐
　
石
と
木
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
木
は
生
き
て
い

る
も
の
で
す
か
ら
、
木
の
方
が
勝
っ
て
い
る
の
で
は
。

齋
藤
　
そ
ろ
そ
ろ
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
展
覧
会
で
は
、

来
館
者
に
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
見
て
も
ら
い
た
い
で
す

か
。

藤
戸
竹
喜
　
隅
々
ま
で
見
て
ほ
し
い
ね
。

五
十
嵐
　
竹
夫
さ
ん
も
常
に
「
見
え
な
い
と
こ
ろ
ま
で
彫

れ
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
よ
ね
。

藤
戸
竹
喜
　
そ
う
そ
う
。
外
側
の
見
え
る
と
こ
ろ
し
か

彫
ら
な
い
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
け
れ

ど
、
親
父
は
内
側
の
腹
の
部
分
と
い
っ

た
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
も
全
部
毛
を

彫
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
俺
も
見
え
な
い

と
こ
ろ
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
。
手

抜
き
し
た
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
。
後
ろ
姿
、

横
か
ら
見
て
変
だ
っ
た
ら
駄
目
な
ん
だ
。

五
十
嵐
　
こ
れ
か
ら
も
熊
を
作
り
続
け

ま
す
か
。

藤
戸
竹
喜
　
そ
う
だ
ね
。
狼
シ
リ
ー
ズ

を
作
り
終
え
た
か
ら
、
熊
に
戻
ろ
う
か

す
か
っ
た
か
ら
全
部
シ
ナ
ノ
キ
を
使
っ
て
い
た
。
で
も
親

父
は
シ
ナ
ノ
キ
が
大
嫌
い
で
、
ク
ル
ミ
ば
っ
か
り
使
っ
て

い
た
。
だ
か
ら
俺
も
職
人
時
代
に
ク
ル
ミ
に
変
え
た
。
そ

れ
が
す
ご
く
よ
か
っ
た
。
狂
わ
な
い
し
、
木
目
が
綺
麗
。

そ
し
て
腐
り
に
く
い
。

岡
田
　
今
回
の
展
示
の
た
め
、
春
に
前
田
一
歩
園
か
ら
ヤ

チ
ダ
モ
を
伐き

り
出
し
て
、
二
頭
の
熊
の
立
像
に
な
る
よ
う

す
を
映
像
に
収
め
ま
し
た
。

藤
戸
竹
喜
　
ヤ
チ
ダ
モ
は
は
じ
め
て
。
粘
っ
こ
く
て
堅
く

て
、
彫
る
の
が
大
変
だ
っ
た
。
腰
を
痛
め
た
わ
。

　

Ｊ
Ｒ
札
幌
駅
の
西
改
札
口
前
コ
ン
コ
ー
ス
。
札
幌
で

も
っ
と
も
多
く
の
人
び
と
が
行
き
交
う
ス
ポ
ッ
ト
に
、

「
ウ
レ
シ
パ
モ
シ
リ
北
海
道　

イ
ラ
ン
カ
ラ
プ
テ
像
」
は

立
っ
て
い
る
。
中
央
に
は
ク
リ
ム
セ
（
弓
の
舞
）
を
踊
る

エ
カ
シ
（
長
老
）
の
像
。
い
う
ま
で
も
な
く
藤
戸
竹
喜

さ
ん
の
作
品
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
文
化
の
た
め
に

　

設
置
の
経
緯
は
こ
う
だ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
、「
イ
ラ

ン
カ
ラ
プ
テ
（
こ
ん
に
ち
は
）」
を
北
海
道
の
お
も
て
な
し

の
こ
と
ば
と
す
べ
く
、
内
閣
官
房
ア
イ
ヌ
総
合
政
策
室

が
提
唱
す
る
「
イ
ラ
ン
カ
ラ
プ
テ
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
ス

タ
ー
ト
し
た
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
札
幌
の
玄
関
口
に

ア
イ
ヌ
ア
ー
ト
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
、

わ
た
し
は
そ
の
調
整
役
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

当
初
か
ら
あ
る
程
度
の
姿
は
見
え
て
い
た
。
メ
イ
ン

の
像
は
藤
戸
さ
ん
に
お
願
い
し
、
周
囲
を
東
西
北
海
道

の
第
一
級
の
木
彫
作
家
た
ち
の
作
品
が
と
り
囲
む
こ
と

に
よ
り
、あ
ら
た
な
ア
イ
ヌ
文
化
復
興
の
機
運
を
「
オ
ー

ル
北
海
道
」
で
醸
成
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
初
め
の
構
想
で
は
、
六
本
の
イ
ク
パ
ス
イ
（
捧
酒

箸
）
の
セ
ン
タ
ー
に
立
つ
の
は
、
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
も
っ

と
も
身
近
で
重
要
な
カ
ム
イ
で
あ
る
ア
ペ
フ
チ
カ
ム
イ

（
火
の
女
神
）だ
っ
た
。わ
た
し
自
身
、藤
戸
さ
ん
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
火
の
女
神
っ
て
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
と
ワ

ク
ワ
ク
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
藤
戸
さ
ん
は
キ
ッ
パ
リ

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
人
物
で
い
き
た
い
」。
そ
の
瞬
間
、

わ
た
し
の
な
か
に
「
ふ
く
ろ
う
祭
り　

ヤ
イ
タ
ン
キ
エ

カ
シ
像
」
を
初
め
て
見
た
と
き
の
心
の
震
え
が
フ
ラ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
し
た
。
た
し
か
に
あ
の
圧
倒
的
な
存
在
感

を
放
つ
エ
カ
シ
こ
そ
、
歴
史
的
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
。
こ
う
し
て
、
中
央
に
は
弓
を
掲
げ
る
威
厳

に
満
ち
た
エ
カ
シ
、
周
り
の
イ
ク
パ
ス
イ
は
、
阿
寒
湖

を
中
心
と
す
る
メ
ナ
ス
ン
ク
ル
（
東
の
人
）
二
名
と
、
二

風
谷
在
住
の
ス
ム
ン
ク
ル
（
西
の
人
）
四
名
に
彫
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ク
パ
ス
イ
は
本
来
ト
ゥ
キ

（
杯
）
の
上
に
置
く
も
の
な
の
で
、
直
立
さ
せ
ず
に
斜
め

に
立
て
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
七
名
全
員
が
阿
寒
湖
に

結
集
し
た
構
想
会
議
で
の
藤
戸
さ
ん
の
発
案
に
よ
る
も

の
だ
。

愛
さ
れ
る
像
へ

　

い
ち
ば
ん
の
課
題
だ
っ
た
資
金
調
達
に
つ
い
て
も
、
日

ご
ろ
か
ら
札
幌
大
学
ウ
レ
シ
パ
ク
ラ
ブ
を
支
援
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
ウ
レ
シ
パ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（
企
業
会
員
）
や

多
く
の
一
般
の
方
々
の
ご
厚
志
に
よ
り
、
め
ど
が
た
っ
た
。

　

二
〇
一
四
年
二
月
、
藤
戸
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
制

作
者
の
方
々
は
も
ち
ろ
ん
、
内
閣
官
房
ア
イ
ヌ
総
合
政

策
室
長
、
北
海
道
知
事
、
札
幌
市
長
、
企
業
の
ト
ッ
プ

た
ち
が
ず
ら
り
と
居
並
ぶ
な
か
、北
原
次
郎
太
さ
ん
（
北

海
道
大
学
）
を
祭
司
と
し
て
、
ウ
レ
シ
パ
ク
ラ
ブ
の
学
生

た
ち
に
よ
る
カ
ム
イ
ノ
ミ
（
神
へ
の
祈
り
の
儀
式
）
が
執

り
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

今
や
、
札
幌
駅
で
の
待
ち
合
わ
せ
場
所
と
し
て
も
定

着
し
た
イ
ラ
ン
カ
ラ
プ
テ
像
。
エ
カ
シ
の
瞳
は
、
北
の
大

地
の
明
日
を
見
据
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。　

な
。
工
房
に
ち
ょ
っ
と
し
た
ク
ル
ミ
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ

を
使
っ
て
彫
ろ
う
か
。
埋
も
れ
木
は
な
い
か
ら
な
ぁ
。
エ

ン
ジ
ュ
で
こ
ん
な
太
い
や
つ
が
あ
る
。
エ
ン
ジ
ュ
は
ま
た

堅
い
。
で
も
粘
り
の
あ
る
堅
さ
。
そ
れ
が
ま
た
、
楽
し
い

わ
け
。
狼
シ
リ
ー
ズ
は
、大
阪
会
場
に
も
も
っ
て
行
く
の
？

齋
藤
　
は
い
。
も
ち
ろ
ん
全
部
。
ち
ょ
っ
と
狭
い
で
す
け

れ
ど
。

藤
戸
竹
喜
　
売
れ
ち
ゃ
っ
て
い
な
け
れ
ば
ね
（
笑
）。

齋
藤
　
み
ん
ぱ
く
会
場
が
終
わ
る
ま
で
、
売
ら
な
い
で
く

だ
さ
い
。
狼
と
ア
イ
ヌ
の
少
年
の
物
語
は
、
場
面
の
説
明

に
沿
っ
て
す
べ
て
展
示
し
ま
す
。
狭
い
ス
ペ
ー
ス
で
で
き

る
だ
け
多
く
の
作
品
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
展
示

替
え
を
す
る
作
品
も
あ
り
ま
す
（
後
期
は
二
月
一
五
日
〜
）。

よ
い
展
覧
会
に
な
る
よ
う
、
が
ん
ば
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
本
日
は
お
疲
れ
の
と
こ
ろ
、
長
時
間
に
わ

た
っ
て
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

10
月
14
日
　
札
幌
芸
術
の
森
美
術
館
に
て

札
幌
大
学
教
授

本ほ
ん

田だ 

優ゆ
う

子こ

J
R
札
幌
駅
の
エ
カ
シ
像

設置セレモニーでのカムイノミ（ウレシパクラブ撮影、2014年）

「ウレシパモシリ北海道　イランカラプテ像」（2015年）

「砂潜りのカレイ」 1994年 （株）ほくみん蔵 ※

みんぱく企画展示場にて「藤戸タケ像」と
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○○してみました世界のフィールド

内
うち

田
だ

 吉
よし

哉
や

民博 機関研究員

大阪の都市景観の
変遷を探る

み
ん
ぱ
く
は
、
世
界
を
ま
た
に
か
け

て
活
躍
す
る
人
類
学
者
が
集
ま
る
研
究

施
設
だ
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
わ
た

し
の
研
究
対
象
と
な
る
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、

非
常
に
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
て
い
る
。

わ
た
し
が
現
在
と
り
組
ん
で
い
る
研

究
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
に
、
絵
画
や
写
真

資
料
を
活
用
し
た
都
市
景
観
の
変
遷
史

研
究
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
目
下
研
究

対
象
に
し
て
い
る
地
域
が
、
国
立
民
族

学
博
物
館
の
所
在
地
た
る
「
大
阪
」
な

の
で
あ
る
。
調
査
に
出
か
け
る
と
い
っ

て
も
パ
ス
ポ
ー
ト
も
ビ
ザ
も
必
要
な
く
、

地
下
鉄
や
私
鉄
で
ほ
ん
の
数
十
分
、
あ
と
は
徒
歩
で
用
が
足
り
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
は
、わ
た
し
は
大
阪
の
街
な
か
を
歩
い
て
何
を
し
て
い
る
の
か
。
わ
た
し
は
、

古
い
写
真
や
絵
画
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
過
去
の
大
阪
の
痕
跡
を
探
し
て
ま
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
五
〇
年
前
の
大
変
革
期

わ
た
し
が
大
阪
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
で
あ
る
。

と
き
は
す
で
に
平
成
、
バ
ブ
ル
景
気
も
弾
け
終
わ
っ
て
都
市
の
開
発
も
一
段
落
し
た

こ
ろ
だ
っ
た
。
大
学
で
は
歴
史
学
を
学
ん
で
い
た
の
だ
が
、
大
阪
の
地
域
史
に
関
す

る
本
を
読
ん
だ
り
授
業
を
聞
い
た
り
す
る
た
び
、
大
阪
が
「
水
の
都
」
と
表
現
さ

れ
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
っ
た
。
田
舎
か
ら
出
て
き
た
わ
た
し
の
目
に
映
る
大
阪
は
、

ど
こ
ま
で
も
現
代
的
な
大
都
会
で
し
か
な
く
、
そ
の
印
象
を
構
成
す
る
景
観
は
、
主

と
し
て
高
層
建
築
と
高
速
道
路
の
高
架
、
そ
し
て
市
内
を
縦
横
に
走
る
地
下
鉄
網

だ
っ
た
。

そ
の
印
象
が
一
変
し
た
の
は
、
大
学
院
を
修
了
し
て
大
阪
の
文
化
遺
産
研
究
の

都市の景観は目まぐるしく変化する。古い建物がなくなったり、新しいビルが建てら
れたり、その変化に驚くことも多い。しかし今でも、古い資料を手がかりにしてむか
しの名残を探り出すことは可能である。古写真を片手に、大阪の街を歩いてみた。

仕
事
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
母
校
で
研
究
員
と
し
て
、
昭
和
初
期

か
ら
中
期
に
か
け
て
の
大
阪
を
撮
影
し
た
写
真
資
料
の
調
査
を
担
当
す
る
こ
と
に
な

り
、
そ
こ
で
写
真
に
映
る
か
つ
て
の
大
阪
の
光
景
に
目
を
奪
わ
れ
た
。
一
九
五
〇
〜

一
九
六
〇
年
代
の
大
阪
の
写
真
で
は
、
近
世
に
開
削
さ
れ
た
堀
川
が
ま
だ
市
内
に

残
さ
れ
て
お
り
、
た
し
か
に
「
水
の
都
」
の
景
観
が
広
が
っ
て
い
た
の
だ
。

写
真
資
料
の
調
査
を
進
め
る
な
か
で
痛
感
し
た
の
は
、
交
通
量
の
増
加
と
建
築
物

の
高
層
化
が
景
観
に
お
よ
ぼ
す
影
響
の
大
き
さ
で
あ
る
。
交
通
量
の
増
加
が
幹
線
道

路
の
拡
張
と
高
速
道
路
の
建
設
を
必
要
と
し
、
そ
の
た
め
に
堀
川
が
埋
め
立
て
ら
れ

た
。
ま
た
、
建
築
物
の
高
層
化
に
よ
る
眺
望
の
遮
断
が
、
都
市
の
な
か
に
あ
る
「
名

所
」
を
変
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
事
例
も
多
い
。

こ
う
し
た
変
化
の
多
く
は
、
一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る
高
度
経
済
成

長
期
に
起
こ
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
期
は
、
日
本
に
お
け
る
都
市
景
観
の
大
変
革
期

な
の
で
あ
る
。

街
な
か
に
残
る
「
ヘ
ン
な
場
所
」
を
探
す

写
真
資
料
を
も
と
に
、
実
際
に
大
阪
の
街

な
か
を
調
査
し
て
み
る
と
、
か
つ
て
の
堀
川
の

名
残
と
、
新
し
く
建
設
さ
れ
た
高
速
道
路
が

混
在
す
る
光
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
阪

神
高
速
道
路
の
環
状
線
や
守
口
線
の
ル
ー
ト

は
、
江
戸
時
代
に
開
削
さ
れ
た
堀
川
の
上
を

と
お
っ
て
い
る
。
高
速
道
路
沿
い
に
歩
く
と
、

道
の
真
中
に
突
然
橋
の
欄
干
だ
け
が
立
っ
て
い

た
り
、
な
か
に
は
橋
そ
の
も
の
が
平
地
に
ポ
ツ

ン
と
と
り
残
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
完
全
に
堀

川
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

も
、
橋
が
あ
っ
た
地
点
に
記
念
碑
や
解
説
板
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
建
築
物
の
高
層
化
が
ま
ね
い
た
都
市
景
観
の
変
容
の
わ
か
り
や
す
い
例
と

し
て
、
高こ
う

津づ

宮ぐ
う

か
ら
の
眺
望
の
変
化
が
あ
る
。
高
津
宮
は
、
仁
徳
天
皇
が
民
家
を

見
下
ろ
し
、
炊
飯
の
煙
が
少
な
い
こ
と
か
ら
民
衆
の
窮
乏
を
察
し
た
と
い
う
伝
承
の

残
る
場
所
で
あ
る
。
高
津
宮
の
あ
る
地
域
は
上う
え

町ま
ち

台
地
と
よ
ば
れ
、
平へ
い

坦た
ん
な
地
形

の
大
阪
で
は
唯
一
の
高
地
で
あ
っ
た
。
高
津
宮
の
海
抜
は
約
一
三
メ
ー
ト
ル
に
す
ぎ

な
い
が
、
大
阪
駅
付
近
で
約
〇・五
メ
ー
ト
ル
、
海
に
近
い
U
S
J
付
近
で
は
海
抜
〇

メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
所
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
に
「
高
地
」
で
あ
る
か
が

察
せ
ら
れ
よ
う
。
高
津
宮
か
ら
の
眺
め
は
伝
統
の
あ
る
大
阪
名
所
の
ひ
と
つ
だ
っ
た

が
、
現
在
で
は
高
層
建
築
に
遮
ら
れ
て
い
る
。

景
観
の
変
化
を
一
例
と
し
て
、
高
度
経
済
成
長
期
は
日
本
の
文
化
史
上
、
き
わ

め
て
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
時
代
を
歴
史
学
の
問
題
と
し
て
と
ら
え

た
研
究
は
少
な
い
。
競
争
相
手
の
い
な
い
宝
の
山
を
見
つ
け
た
気
分
で
、
わ
た
し
は

今
日
も
大
阪
の
街
を
探
検
し
て
い
る
。

日本、
大阪

古い写真と現在の景観を比較する筆者。
場所は本町橋（大阪市中央区）

雑喉場（ざこば）橋の記念碑だけが残されている場所も
（大阪市西区江之子島）

堀川の跡に夫婦橋の欄干だけが残る（大阪市北区天神橋 4丁目）

〈下〉 現在の高津宮からの景観。建築物の高層化により視界
は数十メートル（大阪市中央区高津）

〈上〉 明治時代の絵葉書「（大阪名勝）高津神社ヨリ市街ヲ
 望ム」（大阪市立図書館デジタルアーカイブより）
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開
館
40
周
年
記
念
特
別
展

「
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万
博
収
集
資
料
」

1
9
6
8
年
か
ら
1
9
6
9
年
に
か
け
て「
日
本
万
国

博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
」が
世
界
の
諸

民
族
の
仮
面
、
神
像
、
生
活
用
品
を
収
集
し
ま
し
た
。

収
集
活
動
に
か
か
わ
る
書
簡
や
写
真
と
あ
わ
せ
て
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
生
い
立
ち
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら

の
資
料
は
、
70
年
大
阪
万
博
で
太
陽
の
塔（
テ
ー
マ

館
）の
地
下
に
展
示
さ
れ
、
現
在
、
み
ん
ぱ
く
の
貴

重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

会
期　

3
月
8
日（
木
）〜
5
月
29
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

講
師　

齋
藤
晃（
本
館 

教
授
）

会
場　

本
館
展
示
場

※
要
事
前
申
込
、
要
展
示
観
覧
券（
団
体
料
金
）、

　

定
員
30
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

　
　
　

株
式
会
社
K
M
O

お
問
い
合
わ
せ
先

企
画
課 

博
物
館
事
業
係

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
1
0

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
39
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
」

厳
格
な
イ
ス
ラ
ー
ム
を
遵
守
す
る
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
の
小
さ
な
村
の
騒
動
を
と
お
し
て
、
宗
教
と

現
代
文
明
の
あ
り
方
を
考
え
ま
す
。

日
時　

2
月
10
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分　

　
　
　
（
13
時
開
場
）

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
公
開
セ
ミ
ナ
ー

「
渡
り
鳥
と
人
と
の
か
か
わ
り

―
北
東
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
―
」

北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
渡
り
鳥
と
人
と
の
か
か
わ
り

方
を
、
生
き
物
の
視
点
か
ら
、
映
画
や
討
論
会
を

と
お
し
て
紹
介
し
ま
す
。

日
時　

2
月
11
日（
日
）13
時
〜
16
時
30
分

　
　
　
（
12
時
30
分
開
場
）

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・第
40
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
デ
ィ
ー
パ
ン
の
闘
い
」

戦
火
の
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
逃
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
新

し
い
生
活
を
始
め
た〝
仮
装
一
家
〞を
と
お
し
て
、

難
民
の
状
況
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

3
月
10
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分　

　
　
　
（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

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

前
に
て
配
布

開
館
40
周
年
記
念
企
画
展

ア
イ
ヌ
工
芸
品
展

「
現
れ
よ
。森
羅
の
生い
の
ち命 

―

　
　
木
彫
家 

藤
戸
竹
喜
の
世
界
」

熊
を
は
じ
め
と
す
る
北
の
動
物
た
ち
か
ら
ア
イ
ヌ
文

化
伝
承
者
の
等
身
大
の
彫
像
ま
で
、
藤ふ
じ

戸と

竹た
け

喜き

（
1
9
3
4
〜
）の
主
な
作
品
を
と
お
し
て
、
創
作
活
動

の
軌
跡
と
そ
の
背
景
を
た
ど
り
ま
す
。

会
期　

3
月
13
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
語
る
―
」

開
館
40
周
年
を
迎
え
た
み
ん
ぱ
く
の
展
示
を
生
み

出
す
も
と
と
な
っ
た
、
数
多
く
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

第
6
回
は
、
み
ん
ぱ
く
展
示
場
で
展
示
ツ
ア
ー
を
お

こ
な
い
ま
す
。

民
博
展
示
ツ
ア
ー「
ア
マ
ゾ
ン
の
聖
人
祭

―
在
来
の
伝
統
と
キ
リ
ス
ト
教
の
融
合
」

日
時　

2
月
4
日（
日
）13
時
30
分
〜
15
時

　
　
　
（
13
時
受
付
開
始
）

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
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/     E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

開
館
40
周
年
に
ち
な
み
、
本
館
展
示
の
地
域
区
分

（
12
地
域
）ご
と
に
、
地
球
に
暮
ら
す
人
び
と
の
多
様

な
営
み
を
紹
介
し
ま
す
。

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

　

参
加
費
1
0
0
0
円
、
定
員
各
回
50
名

主
催　

産
経
新
聞
社

共
催　

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

伝
承
さ
れ
る
民
族
衣
装
の
い
ま

―
中
国
の
多
様
性
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

日
時　

2
月
14
日（
水
）14
時
〜
15
時
30
分

講
師　

横
山
廣
子（
本
館 

教
授
）

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
25
階「
貸
会
議
室
Ｃ
」

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
オ
ア
シ
ス
都
市

―
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
発
掘
調
査
か
ら

日
時　

2
月
28
日（
水
）13
時
〜
14
時
30
分

講
師　

寺
村
裕
史（
本
館 

助
教
）

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
店「
ス
ペ
ー
ス
9
」

お
申
し
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

※ 

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

■中牧弘允 編
『世界の暦文化事典』
丸善出版　12,000円（税別）

月刊みんぱく2008年4月号から
2012年3月号に連載された「歳
時世相篇」がきっかけとなり誕
生した本。世界各地の暦文化
（記念日・お祭り）をその成り
立ちから紹介し、イスラーム
暦、ヒンドゥー暦、グレゴリ
オ暦など、数々の暦の共存を
解き明かす。

友
の
会
講
演
会（
大
阪
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室　

※
当
日
先
着
順

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
7
5
回 

3
月
3
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分（
定
員
80
名
）

【
開
館
40
周
年
記
念
企
画
展 

ア
イ
ヌ
工
芸
品
展

　「
現
れ
よ
。
森
羅
の
生い

の
ち命
―
　
木
彫
家 

藤
戸
竹
喜
の
世
界
」関
連
】

藤
戸
竹
喜
の
世
界
を
深
く
知
る
た
め
に

講
師　

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

藤ふ
じ
戸と

竹た
け
喜き

氏（
1
9
3
4
〜
）は
、
旭
川
を
拠
点
に「
熊
彫
り
」を

生
業
と
し
て
い
た
父
の
も
と
で
12
歳
か
ら
木
彫
を
始
め
、
30
歳
で

道
東
の
阿
寒
湖
畔
に
民
芸
品
店
と
ア
ト
リ
エ
を
構
え
て
独
立
。
熊

を
原
点
と
し
つ
つ
、
狼
や
鹿
な
ど
北
国
の
野
生
動
物
と
ア
イ
ヌ
文

化
伝
承
者
の
姿
を
木
に
刻
み
、
繊
細
さ
と
大
胆
さ
が
交
差
す
る

独
自
の
世
界
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
い
つ
・

ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
、
ご
本
人
か
ら
う
か
が
っ
た
幼
少
時

や
青
年
期
の
話
な
ど
を
交
え
て
、
紹
介
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
企
画
展
の
見
学
会
と
映
像
鑑
賞
会
を
交
代
制
で
お

こ
な
い
ま
す
。（
要
友
の
会
会
員
証
、
も
し
く
は
展
示
観
覧
券
）

第
4
7
6
回 

4
月
7
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分（
定
員
96
名
）

【
開
館
40
周
年
記
念
特
別
展

　「
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ
―
―
70
年
万
博
収
集
資
料
」関
連
】

文
化
遺
産
と
し
て
の
日
本
万
国
博
覧
会

―
人
類
の
進
歩
と
調
和
を
再
考
す
る

講
師　

鈴
木
紀（
本
館 

准
教
授
）

1
9
7
0
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
万
国
博
覧
会
は
、
世
界
77
カ

国
が
参
加
し
、
1
8
3
日
間
の
会
期
中
に
6
4
2
0
万
人
が
入

場
し
た
昭
和
の
国
民
的
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。
あ
れ
か
ら
約
半
世
紀
、

当
時
の
テ
ー
マ
館
の
地
下
展
示
場
を
飾
っ
た
民
族
資
料
が
国
立
民

族
学
博
物
館
で
再
び
展
示
さ
れ
る
今
春
、
あ
ら
た
め
て
万
博
と
は

な
ん
だ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
万
博
の
テ
ー

マ
と
し
て
設
定
さ
れ
た「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」の
意
味
を
、
太
陽

の
塔
と
世
界
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
民
族
資
料
を
手
掛
か
り
に

考
察
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
特
別
展
の
見
学
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。（
要
友
の
会

会
員
証
、
も
し
く
は
展
示
観
覧
券
）

第
77
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

植
物
か
ら
博
物
学
の
世
界
を
知
る

―
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
見
学

2
月
24
日（
土
）　

申
込
締
切【
2
月
9
日（
金
）】

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401みんぱくフェイスブック　https://www.facebook.com/MINPAKU.official

みんぱくツイッター　https://twitter.com/MINPAKUofficial

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

日
時　

2
月
17
日（
土
）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
）

第
4
7
7
回

ヒ
ュ
ー
ド
ロ
ド
ロ
の
系
譜

―
―
こ
の
世
な
ら
ざ
る
も
の
の
出
現
に
と
も
な
う
音

講
師 　

山
中
由
里
子（
本
館　
准
教
授
）

「
小
豆
洗
い
」、「
天
狗
倒
し
」な
ど
の
よ
う
に
、
実
態
が
見
え
な

い「
異
音
」は
怪
異
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
儀
礼
や
芸
能
な
ど
に
お

い
て
も
、
こ
の
世
な
ら
ざ
る
も
の
が
登
場
す
る
際
に
音
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
伝
承
、
文
学
作
品
、
映
像
取
材
な
ど

を
と
お
し
て
、
怪
異
の
音
の
系
譜
を
追
っ
て
み
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

雷神の姿で描かれた火車
『奇異雑談集』（国立民族学博物館蔵）より

「親子熊」 2004年 藤戸竹喜蔵
撮影 露口啓二

2
月
18
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

日
本
の
文
化
の
展
示
場（
祭
り
と
芸
能
）か
ら

話
者　

笹
原
亮
二（
本
館 

教
授
）

2
月
25
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
30
分

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば
↓
企
画
展
示
場

木
彫
家 

藤
戸
竹
喜
の
世
界

話
者　

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

開
館
40
周
年
記
念
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
！
帆
付
き
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
カ
ヌ
ー
」

自
分
だ
け
の「
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
カ
ヌ
ー
」を
作
ろ
う
！
本
館
オ
セ

ア
ニ
ア
展
示
場
に
展
示
し
て
い
る
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
の
、
サ
タ

ワ
ル
島
か
ら
沖
縄
へ
の
大
航
海
も
紹
介
し
ま
す
。

日
時　

3
月
25
日（
日
）①
11
時
〜 

②
14
時
〜

　
　
　
（
各
回
1
0
0
分
）

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

定
員　

各
回
6
名（
先
着
順
）

対
象　

9
歳
以
上

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

仮面（韓国）

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
。

2
月
4
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

優
し
い
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と
は
な
に
か
？

―
倫
理
的
な
消
費
入
門

話
者　

鈴
木
紀（
本
館 

准
教
授
）

2
月
11
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

一
神
教
と
多
神
教

―
宗
教
学
か
ら
み
た
世
界
の
宗
教

―

話
者　

新
免
光
比
呂（
本
館 

准
教
授
）

12   13    2018 年 2月号



写
実
的
な
鋳
造
作
品
の
な
か
で
、
奇
態
な
魚
足

人
像
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。

ダ
グ
ラ
ス
・
フ
レ
イ
ザ
ー
は
一
九
七
二
年
の
編

著
書
の
な
か
で
、
魚
足
人
像
は
神
や
神
格
化
さ

れ
た
王
（
オ
バ
）
を
描
く
際
に
用
い
ら
れ
た
と

説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
両
足
の
魚
は
、
西
ア

フ
リ
カ
で
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
海
（
川
）
の

神
オ
ロ
ク
ン
の
象
徴
で
あ
る
ナ
マ
ズ
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
と
い
う
。

 
 

 
 

 

♦
♦
♦ 

魚
足
王
オ
ー
ヘン
の
伝
承 

♦
♦
♦

ベ
ニ
ン
王
国
の
魚
足
人
像
に
は
モ
デ
ル
と
さ
れ

る
人
物
が
い
る
。
ベ
ニ
ン
王
国
九
代
目
の
オ
バ
、

オ
ー
ヘ
ン
で
あ
る
。
オ
ー
ヘ
ン
王
は
ポ
ル
ト
ガ
ル

と
の
接
触
以
前
の
一
四
世
紀
中
ご
ろ
も
し
く
は
一

五
世
紀
初
頭
に
在
位
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

伝
承
に
よ
る
と
、
オ
ー
ヘ
ン
王
は
在
位
二
五
年

の
と
き
に
突
如
、
両
足
が
麻ま

痺ひ

し
た
。
力
の
象

徴
で
あ
る
は
ず
の
王
が
障
害
を
も
つ
と
い
う
事

態
に
、
王
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
相
反
す
る
ふ
た

つ
の
話
が
残
さ
れ
た
。
王
は
慎
重
に
隠
し
て
い

た
が
、
あ
る
と
き
、
町
の
長
が
王
よ
り
先
に
評

議
会
へ
と
入
り
、
そ
の
事
実
を
知
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
王
は
彼
を
処
刑
す
る
。
こ
こ
か
ら
話
は

ふ
た
つ
に
わ
か
れ
る
。
ひ
と
つ
目
は
、
そ
れ
ら
を

知
っ
た
民
衆
が
王
に
反
乱
を
起
こ
し
、
王
を
投

石
で
殺
し
た
、
も
し
く
は
自
殺
に
追
い
込
ん
だ

ナ
マ
ズ
の
よ
う
な
両
足
を
も
つ
人
像
。
こ
の

人
物
は
、
装
飾
さ
れ
た
腰
帯
を
付
け
て
お
り
、

地
位
が
高
い
の
だ
ろ
う
。
傍
ら
に
は
彼
を
両
肩

か
ら
支
え
る
二
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
（
右

頁
）。
こ
の
魚
足
人
像
の
モ
チ
ー
フ
は
、
現
在
の

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
南
部
に
一一
世
紀
ご
ろ
に
成
立
し
、

一
九
世
紀
末
ま
で
栄
え
た
ベ
ニ
ン
王
国
で
制
作
さ

れ
た
装
飾
板
や
象
牙
の
彫
刻
（
下
図
）
な
ど
に

頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

ベ
ニ
ン
王
国
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
一
四
八
五
年
に

初
め
て
接
触
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
交
易
を
と
お

し
て
発
展
し
た
。
一
八
九
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
軍
に

征
服
さ
れ
る
ま
で
、
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ
で
は

稀ま
れ
に
み
る
富
、
権
力
、
そ
し
て
軍
事
力
を
も
つ

世
襲
の
王
制
が
長
期
に
渡
っ
て
安
定
し
た
王
国

を
築
い
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
に
戦
利
品
と
し
て
渡
っ
た
ベ
ニ
ン
美

術
の
数
々
は
、
現
在
、
そ
の
多
く
が
大
英
博
物

館
や
ベ
ル
リ
ン
の
民
族
学
博
物
館
な
ど
欧
米
の

博
物
館
に
展
示
や
保
管
が
さ
れ
て
い
る
。
み
ん

ぱ
く
所
蔵
の
装
飾
板
は
ケ
ニ
ア
で
購
入
さ
れ
た

も
の
だ
が
、
魚
足
人
像
の
図
版
を
も
と
に
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
で
新
し
い
時
代
に
制
作
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

か
つ
て
の
ベ
ニ
ン
王
宮
で
は
、
柱
が
王
宮
の
儀

礼
や
戦
い
の
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
真し
ん

鍮ち
ゅ
うの
装
飾

板
で
覆
わ
れ
て
い
た
。
王
宮
の
歴
史
を
伝
え
る

と
い
う
も
の
。
ふ
た
つ
目
は
、
オ
ー
ヘ
ン
王
は
オ

ロ
ク
ン
が
憑
ひ
ょ
う

依い

し
た
た
め
に
足
が
ナ
マ
ズ
の
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
足
は
神
聖
な

存
在
と
な
り
、
そ
れ
以
後
、
王
は
オ
ロ
ク
ン
信

仰
の
推
進
者
と
し
て
崇あ
が

め
ら
れ
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

ふ
た
つ
目
の
伝
承
は
魚
足
人
像
の
イ
メ
ー
ジ

と
重
な
る
。
し
か
し
、
オ
ロ
ク
ン
信
仰
か
ら
魚

足
人
像
が
先
に
生
ま
れ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
も

と
に
ふ
た
つ
目
の
伝
承
が
創
ら
れ
た
可
能
性
も

あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
が
先
か
、
伝
承
が
先
か
、
ど

ち
ら
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
新
し
い
時

代
に
な
っ
て
も
魚
足
王
の
モ
チ
ー
フ
が
再
生
産
さ

れ
続
け
た
と
い
う
事
実
は
、
人
び
と
が
日
常
的

な
障
害
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
、
代
替
可
能
な
言
説

へ
と
組
み
替
え
て
き
た
創
造
的
な
営
み
で
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

想像界の生物相

ベニンの魚
ぎ ょ

足
そ く

王
お う

民博  機関研究員 戸
と
田
だ

 美
み
佳
か
子
こ

資料名―飾り板

標本番号―H0174737

制作地―ナイジェリア（推定）

収集地―ケニア

サイズ―高さ 47 cm× 幅 37 cm× 厚さ９cm
ベニンの象牙彫刻とその拡大図（ベルリン民族学博物館所蔵）
© Foto: Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu 
Berlin　Fotograf: Dietrich Graf (CC BY-NC-SA 3.0 DE) 
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な
か
に
入
る
と
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
屈
辱
か

ら
現
代
の
栄
光
に
い
た
る
現
代
史
展
示
、
中

国
の
宇
宙
開
発
に
関
す
る
科
学
展
示
、
そ
し

て
彫
刻
や
青
銅
器
、
陶
器
、
古
銭
と
い
っ
た

各
種
の
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
展
示
な
ど
が
常
設
さ

れ
て
い
る
。
科
学
展
示
や
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
展

示
は
日
本
の
科
学
博
物
館
や
美
術
館
の
雰
囲

気
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
現
代
史
展
示
は
独

特
の
文
言
や
音
響
効
果
で
情
緒
を
喚
起
す
る

し
つ
ら
え
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
博
物
館

展
示
に
は
あ
ま
り
類
例
が
な
い
。
日
本
が
侵

略
者
側
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
残
念
に
思
う

人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
博
物
館
好
き
な
ら
訪

れ
て
み
る
価
値
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

ア
フ
リ
カ
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

ど
っ
ぷ
り
中
国
文
化
に
浸
れ
る
こ
の
場
所

に
、
じ
つ
は
一
カ
所
だ
け
、
常
設
の
異
文
化

展
示
（
民
族
誌
展
示
）
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
ア

フ
リ
カ
彫
刻
芸
術
傑
作
展
」
で
あ
る
。
謝シ
ェ

燕ヤ
ン

申シ
ェ
ン

氏
が
寄
贈
し
た
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
ー
ト
の

飯
い い

田
だ

 卓
た く

民博 学術資源研究開発センター

中
国
の
首
都
北
京
に
行
っ
た
。
天
安
門
広

場
か
ら
北
側
の
天
安
門
を
望
む
と
、
お
な
じ

み
の
毛
沢
東
の
肖
像
が
か
か
っ
て
い
る
。
同

じ
位
置
か
ら
東
側
を
望
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
中

国
国
家
博
物
館
が
あ
る
。

同
じ
地
区
に
あ
る
故
宮
博
物
院
や
毛
主
席

記
念
堂
と
並
ん
で
、
こ
の
中
国
国
家
博
物
館

も
、
北
京
観
光
の
要
所
で
あ
る
。
中
国
国
民

も
海
外
旅
行
客
も
身
分
証
明
書
を
示
せ
ば
無

料
で
入
れ
る
が
、
来
館
者
が
あ
ま
り
に
多
い

た
め
、入
場
の
手
前
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
チ
ェ
ッ

ク
で
延
々
と
列
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。殿

堂
と
形
容
し
た
く
な
る
建
物
は
、
二
〇

一
一
年
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
も
の
で
、
建

物
の
総
面
積
は
二
〇
万
平
米
近
い
。
展
示
面

積
の
割
合
は
不
明
だ
が
、
仮
に
一
割
だ
と
し

て
も
、
み
ん
ぱ
く
の
本
館
展
示
の
二
倍
以
上

に
お
よ
ぶ
。
展
示
場
の
数
も
四
〇
以
上
に
の

ぼ
る
と
い
う
。
世
界
有
数
の
マ
ン
モ
ス
級
博

物
館
と
い
っ
て
よ
い
。

は
展
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
み
ん
ぱ
く
同
様
に
露
出
展
示
の
手
法

を
採
用
し
て
い
て
、
ア
ク
リ
ル
・
ケ
ー
ス
な

ど
の
覆
い
が
来
館
者
と
の
あ
い
だ
に
な
い
た

め
、
古
美
術
店
に
あ
り
が
ち
な
お
ど
ろ
お
ど

ろ
し
さ
が
直
接
的
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

要
約
す
れ
ば
、
中
国
国
家
博
物
館
の
ア
フ

リ
カ
展
示
は
、
広
大
な
建
物
の
な
か
に
あ
っ

て
異
質
な
雰
囲
気
を
放
っ
て
い
る
。
と
は
い

え
、
そ
の
展
示
の
重
要
性
は
、

中
国
の
人
た
ち
に
と
っ
て
け
っ

し
て
小
さ
く
な
い
と
思
う
。
そ

の
価
値
は
お
そ
ら
く
、
ま
と

ま
っ
た
数
の
来
館
者
に
ア
フ
リ

カ
の
一
面

4

4

を
開
陳
し
て
見
せ
た

こ
と
に
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
展
示

室
は
、
出
入
口
が
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
を
降
り
た
と
こ
ろ
の
す
ぐ

近
く
に
位
置
す
る
こ
と
も
あ
り
、

他
の
展
示
室
に
勝
る
と
も
劣
ら

な
い
数
の
人
た
ち
を
招
き
い
れ

て
い
る
。
北
京
に
展
示
さ
れ
た

ア
フ
リ
カ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

が
好
ん
だ
プ
リ
ミ
テ
ィ
ビ
ズ
ム

を
強
く
反
映
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
が
、
そ
の
視
野
に
収
ま

り
き
ら
な
い
ア
フ
リ
カ
の
現
実

が
や
が
て
中
国
の
人
た
ち
を
と

ら
え
て
い
く
と
期
待
し
た
い
。

重
な
っ
て
見
え
る
。

現
代
ア
フ
リ
カ
を
民
族
誌
的
に
描
き
出
す

こ
と
よ
り
も
、
こ
れ
ま
で
の
文
化
史
に
お
け

る
ア
フ
リ
カ
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
役

割
を
知
ら
し
め
る
こ
と
が
役
割
な
の
だ
ろ
う
。

そ
の
証
拠
に
、
展
示
さ
れ
た
も
の
の
素
材
は

こ
と
ご
と
く
耐
久
性
の
高
い
木
材
や
金
属
で
、

植
物
繊
維
や
化
学
繊
維
で
で
き
た
布
や
バ
ス

ケ
ッ
ト
な
ど
、
も
っ
と
も
身
近
な
生
活
用
品

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
五
〇
〇
点
あ
ま
り
が
選

別
さ
れ
、
仕
切
り
の
な
い
大
部
屋
に
展
示
さ

れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
木
製
あ
る
い
は
金

属
製
の
彫
像
で
、
民
族
誌
的
な
説
明
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
等
身
大
サ
イ
ズ
の
も
の
が
多
く
、

来
館
者
の
群
れ
と
は
異
質
な
生
き
も
の
が
部

屋
で
肩
を
寄
せ
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
。
そ
の
怪
し
げ
な
雰
囲
気
は
、
現
代
中
国

人
が
見
出
し
た
ア
フ
リ
カ
と
い
う
よ
り
も
、

二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
キ
ュ
ビ
ス
ト
や
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
愛
し
た
ア
フ
リ
カ
に 現代史展示「復興の路」（掲載写真はすべて2017年に撮影）中国国家博物館の前で入場を待つ人たち

中
国
の
歴
史
と
芸
術
を
お
し
み
な
く
紹
介
す
る
国
立
の
博
物
館
。
常
設
展
示
の
な

か
に
一
カ
所
、ア
フ
リ
カ
芸
術
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
な
ぜ
こ
こ
に
ア
フ
リ

カ
芸
術
の
展
示
が
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
に
は
、
世
界
の
経
済
状
況
が
関
係
し
て
い

る
よ
う
だ
。

中国国家博物館
／中国

美術展示あるいは民族誌展示「アフリカ彫刻芸術傑作展」

芸
術
か
ら
見
る
世
界
経
済

わ
た
し
が
こ
の
よ
う
に
思
う
の
は
、
今
や

ア
フ
リ
カ
の
ど
の
国
へ
行
っ
て
も
、
中
国
の

人
た
ち
が
旺
盛
に
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
を
展
開
し

て
い
る
か
ら
だ
。
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
、
ア

フ
リ
カ
に
渡
っ
た
中
国
人
の
数
は
け
っ
し
て

少
な
く
な
か
っ
た
も
の
の
、
二
一
世
紀
の
大

規
模
移
住
は
桁
外
れ
で
あ
る
。
二
一
世
紀
の

一
〇
年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
に
、
主
要
な
都
市

の
一
角
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
漢
字
で
溢あ
ふ

れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

北
京
の
ア
フ
リ
カ
展
示
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
社
会
経
済
情
勢
を
語
る
も
う
ひ
と
つ
の
現

場
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

中国国家博物馆
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る
必
然
性
と
役
割
を
も
つ
た
め
で
あ
る
。
女
性
た

ち
は
布
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
自
分
た
ち
の
手
で
布

団
を
作
ら
ね
ば
暮
ら
せ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
良

い
カ
ン
タ
を
作
る
母
親
の
娘
は
理
想
的
な
嫁
に
な

る
と
い
う
嫁
選
び
の
指
標
と
し
て
も
機
能
し
て
い

た
た
め
、
母
親
と
娘
、
娘
と
嫁
ぎ
先
の
家
族
と
を

結
ぶ
社
会
的
な
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
こ
の
地

域
社
会
に
生
き
る
う
え
で
、
カ
ン
タ
を
作
ら
な
い

と
い
う
個
人
的
な
志
向
に
よ
る
選
択
肢
は
、
二
〇

世
紀
中
ご
ろ
ま
で
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
状
況
が
一
変
す
る
の
は
、
カ
ン
タ
が
商

品
化
さ
れ
た
一
九
八
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
タ
の
商
品
化

一
九
七
一
年
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
独
立
後
、
カ

ン
タ
は
バ
ン
グ

ラ
デ
シ
ュ
を
代

表
す
る
ハ
ン

デ
ィ
ク
ラ
フ
ト

と
し
て
、
経

済
的
価
値
を

も
つ
商
品
へ
と

変
貌
し
た
。
そ

れ
は
イ
ギ
リ

ス
と
パ
キ
ス
タ

ン
か
ら
の
二
度

の
独
立
と
い
う

政
治
状
況
と
、

ベ
ン
ガ
ル
州
に
ま
た
が
る
ベ
ン
ガ
ル
地
方
で
作
ら

れ
て
き
た
刺
し
子
の
布
で
あ
る
。
着
古
し
て
柔
ら

か
く
な
っ
た
サ
リ
ー
や
ド
ー
テ
ィ
ー
、
ル
ン
ギ
な

ど
の
腰
巻
布
を
四
、
五
枚
重
ね
、
全
面
に
並
縫
い

を
施
し
て
布
を
丈
夫
に
し
、
掛
け
布
団
や
敷
布
な

ど
に
作
り
変
え
た
日
用
品
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
宗

教
、
階
層
、
年
齢
の
ベ
ン
ガ
ル
女
性
が
手
が
け
、

そ
の
家
族
や
親
戚
が
私
的
に
使
う
も
の
で
、
売
買

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
か
に
は
数
年
が
か

り
で
多
様
な
ス
テ
ッ
チ
を
駆
使
し
て
色
鮮
や
か
な

文
様
を
刺
繍
し
た
装
飾
的
な
カ
ン
タ
も
あ
り
、
そ

れ
ら
は
嫁
入
り
道
具
と
し
て
、
ま
た
結
婚
式
や
宗

教
儀
礼
な
ど
特
別
な
日
に
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
を
「
手
芸
」
と
は
よ
び
難
い
。

こ
の
布
が
個
人
的
な
趣
味
や
生
活
の
ゆ
と
り
か
ら

作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
地
域
社
会
に
存
在
す

概お
お
むね
共
通
認
識
さ
れ
る
「
手
芸
」
と
い
う
日
本
語

だ
が
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
話
さ
れ
る
ベ
ン
ガ
ル

語
に
は
ピ
タ
リ
と
当
て
は
ま
る
語
が
な
い
。
類
す

る
語
と
し
て
は
、
手
仕
事
全
般
を
指
す
ハ
テ
ー
ル・

カ
ー
ジ
、
手
工
芸
を
意
味
す
る
ホ
ス
ト
・
シ
ル
ポ
、

そ
し
て
イ
ン
ド
と
同
様
に
開
発
援
助
行
政
の
な
か

で
使
わ
れ
る
英
語
の
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
な
ど
が

あ
る
。
で
は
、「
手
芸
」
に
当
た
る
語
は
な
く
と
も
、

「
手
芸
」
的
な
造
形
活
動
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
女
性
が
農
閑
期

に
家
庭
内
で
作
っ
て
き
た
手
仕
事
の
刺し

繍し
ゅ
う

布
カ
ン

タ
を
例
に
、「
手
芸
」
と
よ
べ
る
領
域
が
あ
る
の

か
探
っ
て
み
た
い
。

刺
し
子
の
刺
繍
布
カ
ン
タ

カ
ン
タ
と
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
イ
ン
ド
西

戦
後
の
経
済
的
な
困
窮
状
況
を
反
映
し
て
起
き
た

こ
と
だ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
、
パ
キ
ス
タ
ン
か

ら
の
独
立
運
動
が
盛
ん
に
な
る
な
か
、
文
化
人
や

美
術
家
は
、
ベ
ン
ガ
ル
農
村
の
手
仕
事
カ
ン
タ
こ

そ
が
新
生
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
文
化
的
・
政
治
的

独
自
性
を
象
徴
す
る
「
民
俗
芸
術
（
ロ
ク
・
シ
ル

ポ
）」
で
あ
る
と
価
値
付
け
た
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら

の
独
立
の
混
乱
の
な
か
で
失
わ
れ
、
忘
れ
か
け
ら

れ
て
い
た
カ
ン
タ
が
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
今
度
は

国
内
の
女
性
活
動
家
や
国
内
外
の
N
G
O
が
、
パ

キ
ス
タ
ン
か
ら
の
独
立
戦
争
で
夫
を
亡
く
し
生
活

手
段
を
失
っ
た
女
性
た
ち
の
生
活
再
建
を
め
ざ
し
、

刺
繍
技
術
を
応
用
し
て
カ
ン
タ
の
商
品
化
に
着
手

し
た
。
開
発
援
助
行
政
と
連
動
し
た
ハ
ン
デ
ィ
ク

ラ
フ
ト
生
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
カ
ン
タ
を
現
金

収
入
を
生
む
、
経
済
的
な
価
値
を
も
つ
布
へ
と
変

化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
と
「
手
芸
」
の
誕
生

刺
繍
す
る
行
為
が
現
金
を
生
む
よ
う
に
な
る
と
、

女
性
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
家
族
の
た
め

に
装
飾
的
な
カ
ン
タ
を
作
ら
な
く
な
っ
た
。
カ
ン

タ
が
果
た
し
て
い
た
社
会
的
役
割
は
、
ハ
ン
デ
ィ

ク
ラ
フ
ト
を
作
っ
て
え
た
現
金
で
、
布
団
を
手
に

入
れ
、
娘
の
嫁
入
り
道
具
を
買
い
揃そ
ろ

え
、
娘
に
も

教
育
を
与
え
て
良
き
嫁
に
育
て
る
こ
と
で
代
替
さ

「
手
芸
」誕
生
―
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
刺
繍
布
カ
ン
タ
か
ら

五い
が
ら
し

十
嵐 

理り

奈な

福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館
学
芸
員

手芸考

れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
現
金

収
入
を
え
る

た
め
の
カ
ン
タ

製
作
が
定
着

し
て
き
た
こ
ろ
、

今
度
は
女
性

た
ち
の
な
か
に
、

家
庭
用
の
テ
ー

ブ
ル
敷
き
に
ワ

ン
ポ
イ
ン
ト
刺

繍
を
し
た
り
、

商
品
カ
ン
タ
を
作
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で

習
っ
た
新
し
い
ス
テ
ッ
チ
を
使
っ
て
、
枕
カ
バ
ー

を
作
っ
た
り
す
る
人
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ

は
か
つ
て
嫁
ぐ
娘
の
た
め
に
何
年
も
か
け
て
縫
い

上
げ
た
刺
繍
布
で
は
な
い
。
暮
ら
し
に
彩
り
を
加

え
る
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
、
家
事
の
合
間
に
生
み

出
さ
れ
た
刺
繍
布
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が「
手
芸
」

的
な
造
形
活
動
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
け
る
「
手
芸
」
と
は
、

商
品
化
と
い
う
資
本
主
義
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、

手
仕
事
が
民
俗
芸
術
的
価
値
付
与
を
背
景
に
商
品

と
な
っ
た
ハ
ン
デ
ィ
ク
ラ
フ
ト
と
、
家
庭
で
趣
味

的
に
楽
し
む
「
手
芸
」
と
の
ふ
た
つ
に
分
化
し
、

同
時
期
に
誕
生
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
「
手
芸
」
を
探
す

近
代
日
本
で
形
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
る「
手
芸
」

は
、
明
治
以
後
の
日
本
社
会
の
変
化
に
合
わ
せ
て

そ
の
内
実
を
変
化
さ
せ
て
き
た
。し
か
し
、「
手
芸
」

を
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
探
そ
う
と
す
る
と
、
良
き

家
庭
婦
人
が
趣
味
と
し
て
た
し
な
む
手
芸
も
、
現

代
日
本
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
反
映
し
た
お
手
軽

で
か
わ
い
い
手
芸
も
一
見
み
あ
た
ら
な
い
。

「
女
性
た
ち
の
家
庭
に
お
け
る
趣
味
」
と
し
て

一
見
、
時
代
を
問
わ
な
い
普
遍
的
な
手
仕
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る「
手

芸
」。
し
か
し
そ
れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
も
意
外
と
新
し
い

手
仕
事
の
あ
り
方
な
の
だ
。
国
づ
く
り
や
経
済
状
況
と
か
か
わ
っ
て
あ
ら
た
に
誕
生

し
た
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の「
手
芸
」を
追
う
。

1909年に娘の結婚祝いとして製作された敷物カンタ
（所蔵：Jahanara Abedin、写真提供：福岡アジア美術館）

商品カンタを製作する女性（1999年）

NGOのハンディクラフト・センターで学んだステッチと糸で作った家庭用
の「手芸」的な枕カバー（1999年）
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ながなんぢゃ

ひり出せ糞 ！

What’s in a name?

チ
ベ
ッ
ト
の
牧
畜
民
は
ヤ
ク
（
高
地
に
適
応
し
た
毛
の
長

い
牛
）
や
羊
、
ヤ
ギ
、
馬
な
ど
の
家
畜
と
と
も
に
暮
ら
し
て

い
る
。
そ
ん
な
彼
ら
に
と
っ
て
、
家
畜
の
糞
は
と
て
も
身
近

な
存
在
だ
。
ヤ
ク
糞
は
フ
チ
ヤ
、
羊
と
ヤ
ギ
の
糞
は
リ
マ
、

馬
糞
は
フ
ト
ゥ
ル
と
名
前
も
よ
び
わ
け
る
。
身
の
回
り
の
も

の
を
何
で
も
上
手
に
使
い
こ
な
す
彼
ら
は
、
糞
も
そ
の
ま
ま

放
っ
て
は
お
か
な
い
。
量
も
多
く
、
成
形
し
や
す
い
フ
チ
ヤ

が
一
番
使
い
で
が
あ
る
。
乾
か
し
て
燃
料
に
す
る
の
が
一
般
的

だ
が
、
積
み
上
げ
て
風
よ
け
の
壁
に
も
す
る
。
一
度
凍
ら
せ

る
と
硬
く
な
る
性
質
を
利
用
し
て
、
昔
は
調
理
台
や
ら
高た
か

坏つ
き
、

テ
ー
ブ
ル
、
雪
遊
び
用
の
そ
り
、
子
ど
も
が
乗
っ
て
遊
ぶ
木

馬
な
ら
ぬ
糞
馬
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
作
っ
た
と
い
う
。

フ
チ
ヤ
を
箱
型
に
成
形
し
て
凍
ら
せ
た
ら
、
肉
を
貯
蔵
す
る

の
に
使
う
天
然
の
冷
蔵
庫
の
で
き
あ
が
り
だ
。
羊
や
ヤ
ギ
の

コ
ロ
コ
ロ
し
た
糞
は
乾
か
し
て
燃
料
に
。
馬
糞
は
燃
料
に
は

し
な
い
が
建
物
を
作
る
と
き
の
土
に
混
ぜ
込
ん
だ
り
す
る
。

な
か
で
も
ヤ
ク
の
糞
は
特
別
で
、
た
く
さ
ん
の
名
前
が
あ

る
。
フ
チ
ヤ
は
未
加
工
の
糞
の
総
称
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、

夏
の
芝
草
を
よ
く
食
べ
た
時
期
の
糞
は
ン
ゴ
フ
チ
、
土
や
枯

れ
草
を
舐な

め
る
し
か
な
い
冬
の
時
期
の
糞
は
ナ
ク
ル
ク
と
い

う
。
ま
た
、
〇
歳
の
赤
ち
ゃ
ん
ヤ
ク
（
ウ
ィ
ル
）
の
糞
の
総

称
は
ウ
ィ
ル
フ
チ
と
い
う
が
、
さ
ら
に
細
か
く
い
う
と
生
ま

れ
た
て
の
仔こ

ヤ
ク
の
糞
は
ツ
ェ
ン
ブ
、
初
乳
を
飲
ん
だ
直
後

の
仔
ヤ
ク
の
糞
は
フ
テ
ィ
フ
ト
ゥ
ク
、
初
乳
は
終
え
た
が
ま

だ
草
を
食
べ
て
い
な
い
仔
ヤ
ク
の
糞
は
オ
フ
ト
ゥ
ク
と
言
い

分
け
る
。
水
分
の
多
寡
な
ど
糞
の
状
態
に
よ
る
呼
び
名
も
あ

る
。
排は
い

泄せ
つ

し
た
ば
か
り
の
湿
り
気
の
多
い
糞
、
水
分
を
多
く

含
む
糞
、
凍
っ
た
糞
な
ど
と
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
彼
ら

が
ヤ
ク
の
健
康
状
態
や
成
長
過
程
に
い
か
に
よ
く
気
を
配
り
、

ま
た
加
工
対
象
と
し
て
い
か
に
細
か
く
観
察
し
て
い
る
か
が

よ
く
わ
か
る
。

燃
料
用
に
加
工
し
た
糞
は
オ
ン
ワ
と
い
う
別
の
名
で
よ
ば

れ
る
。
か
ま
ど
に
く
べ
る
糞
を
「
フ
チ
ヤ
」
と
よ
ぼ
う
も
の

な
ら
大
爆
笑
だ
。
オ
ン
ワ
は
総
称
で
、
成
形
の
仕
方
に
よ
っ

て
よ
び
分
け
る
。
集
め
た
フ
チ
ヤ
を
手
で
つ
か
み
、
両
の
手

首
を
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
な
が
ら
地
面
に
落
と
し
て
い
き
、
均
等

な
大
き
さ
に
し
、
よ
く
乾
か
し
た
も
の
が
ツ
ァ
ブ
ル
ク
。
ほ

か
に
も
、
小
さ
め
に
丸
め
た
タ
ン
ル
ク
、
地
面
に
薄
く
伸
ば

す
タ
イ
プ
の
コ
ホ
ク
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
塊
状
の
も
の

は
乾
燥
に
数
日
か
か
る
が
、
コ
ホ
ク
は
す
ぐ
に
乾
く
の
で
、

テ
ン
ト
を
引
っ
越
し
た
ば
か
り
の
と
き
な
ど
に
重
宝
す
る
と

い
う
。
ち
な
み
に
オ
ン
ワ
は
ほ
ん
の
り
と
草
の
香
り
が
す
る

程
度
で
、
燃
や
し
て
も
ち
っ
と
も
臭
く
な
い
。

糞
加
工
は
重
労
働
だ
が
女
性
が
担
当
す
る
。
も
っ
と
も
た

く
さ
ん
オ
ン
ワ
を
作
る
時
期
は
氷
点
下
一
〇
度
以
下
に
も
な

る
冬
だ
と
い
う
か
ら
驚
き
だ
。
草
の
多
い
夏
は
乳
も
よ
く
出

る
の
で
、
女
性
た
ち
は
乳
し
ぼ
り
と
乳
製
品
作
り
に
忙
殺
さ

れ
、
糞
加
工
に
割
く
時
間
が
あ
ま
り
な
い
の
だ
。
冬
の
糞
加

工
は
ひ
ど
く
き
つ
い
は
ず
だ
が
、
そ
ん
な
と
き
彼
女
た
ち
の

苦
労
を
和
ら
げ
て
い
る
の
が
「
出
掛
け
の
糞
（
ジ
ョ
フ
チ
）」。

ヤ
ク
た
ち
が
朝
、
山
に
放
た
れ
る
前
に
ぶ
り
ぶ
り
と
ひ
り
出

し
て
い
く
ほ
か
ほ
か
の
あ
れ
だ
。
温
か
い
糞
は
手
に
や
さ
し

い
。
働
く
女
性
た
ち
の
実
感
の
こ
も
っ
た
名
前
だ
。

星
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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

　本特集を編集しているときに、藤戸氏の作品はアメリカ

のスミソニアン協会国立自然史博物館でも展示されたと

知った。そのとき頭をよぎったのは、ここ数年ある人物の

生涯に関する資料を探るなかでたまさか出会ったアメリカ

の彫刻家ジェイムズ・クラークと彼の彫像である。クラー

クは動物の彫像で一家をなしていた。同時に剥製師として

も知られ、剥製の師カール・アケリーの没後はその跡を受

けて、生きた動物が動き出さんばかりの姿をした剥製をジ

オラマ展示する技術で、当時の自然史博物館に多大なる影

響を与えたという。もとより小生がスミソニアン、動物の

彫刻という連想で結び付けただけで、両者のあいだに具体

的なつながりはない。企画展では、藤戸氏が自然をどう造

形しているのか、本欄執筆中は開催準備中であるため、開

催後はそれこそ隅々まで見ることを楽しみにしている。

（丹羽典生）
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https://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
https://twitter.com/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ

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

②

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）



　　

「みんぱくバーチャルミュージアム」を公開しました
　博物館機能をもった民族学の研究所、国立民族学博

物館（みんぱく）。その広い展示場では研究成果の一

部を公開しています。民族学の展示とはどのようなも

のか、疑問に感じる方がいらっしゃるかもしれません。

そこで役立つのが2017年12月に本館ホームページに

て公開した「みんぱくバーチャルミュージアム」です。

2017年3月に全面改修を終えた本館展示場をパノラマ

ムービーでくまなく撮影したもので、パソコンのモニ

ター上で各展示場の様子をさまざまな角度から見るこ

とができる映像システムです。

　「みんぱくバーチャルミュージアム」にアクセスする

と、まずは展示場の入口、インフォメーション・ゾー

ンが映ります。床に表示される矢印をクリックするこ

とで展示場内を進むことができます。さらに、バーチャ

ル展示場では随所で電子ガイド（音声ガイド）も視聴

可能です。現在は257点のコンテンツを公開しています。

　みんぱくに興味をもたれた方、校外学習先を検討

されている学校の先生方はぜひ「みんぱくバーチャル

ミュージアム」をお試しください。多様な文化のあり

方に心惹かれることでしょう。美しい色彩とおもしろ

い造形、迫力のある実物を見に、ぜひ本館へお越しく

ださい。

“みんぱく”ってどんなところ？

「みんぱくバーチャルミュージアム」　 http://www.minpaku.ac.jp/museum/showcase/movie

床に表示される矢印をクリックすることで展示場内を進むことができます。また、見たい方角へ視点を動かしたり、より近くから見たい資料にズームイン
するボタンもあります。画面左上に表示される地図上の展示場名やポイントをクリックすると、その場所へ移動することもできます。




