


エッセイ 千字文

 1    

月刊

4月号目次

私
は
一
九
九
二
年
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
か
ら
二
〇
一
二
年
の

ロ
ン
ド
ン
ま
で
六
回
の
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
競
泳
で
出
場
し

て
き
た
。
視
覚
障
害
ク
ラ
ス（
Ｓ
11
・
全
盲
、
光
覚
）で
五
〇

メ
ー
ト
ル
自
由
形
で
の
金
メ
ダ
ル
を
含
め
、通
算
二
一
個
の
メ

ダ
ル
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た（
金
五
個
、
銀
九
個
、
銅
七

個
、日
本
人
最
多
）。
ま
た
、パ
ラ
リ
ン
ピ
ア
ン
の
仲
間
た
ち
と

二
〇
〇
三
年
に
日
本
パ
ラ
リ
ン
ピ
ア
ン
ズ
協
会
を
立
ち
上
げ
、

現
在
は
会
長
を
つ
と
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
も
考
慮
さ

れ
、二
〇
一
六
年
に
私
は
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
殿
堂
入
り
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
た
。
日
本
人
と
し
て
初
で
あ
る
。
こ
れ
は
改

め
て
自
分
自
身
の
活
動
を
振
り
返
る
よ
い
機
会
と
も
な
っ
た
。

２
０
２
０
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ビ

ジ
ョ
ン
は「
ス
ポ
ー
ツ
に
は
世
界
と
未
来
を
変
え
る
力
が
あ

る
。」で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
全
員
が
自
己
ベ
ス
ト
、
多
様
性

と
調
和
、
未
来
へ
の
継
承
と
い
う
三
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
掲
げ

て
い
る
。
そ
し
て
、
史
上
最
も
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
で
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
大
会
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

開
催
ま
で
二
年
、
一
〇
〇
〇
日
を
切
っ
た
。
限
ら
れ
た
時

間
で
あ
る
。
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
は
社
会
を
変
え
る
力
が
あ
る
と

信
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
選
手
と
し
て
多
く
の
大
会
に
参
加
し

て
き
た
実
感
で
も
あ
る
。
世
界
で
初
め
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
二
回
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
東
京
で

あ
る
。
こ
の
絶
好
の
機
会
を
生
か
し
、
世
界
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル

と
な
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
の
ロ
ン
ド
ン
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
も
っ
と
も
成

功
し
た
大
会
と
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
国
々
が
イ
ギ
リ
ス
、
ロ

ン
ド
ン
の
取
り
組
み
を
学
ん
で
い
る
。
二
〇
二
〇
年
以
降
は
、

そ
の
地
位
に
東
京
、日
本
が
つ
く
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。

「
社
会
を
変
え
る
」と
大
き
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
社
会
が
変
わ
る
の
か
と
い

え
ば
、
社
会
を
構
成
し
て
い
る
人
々
の
心
構
え
や
考
え
方
を

変
え
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
一
人
か
ら
二
人
、二
人
か

ら
三
人
へ
と
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
閾し

き
い

値ち

を
突
破

す
る
こ
と
に
よ
り
、社
会
が
変
わ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
と
考
え

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
に

大
い
な
る
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

繰
り
広
げ
ら
れ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
人
々
に
驚
き
や
感
動

を
も
た
ら
す
。
そ
の
衝
撃
が
新
た
な
気
づ
き
と
な
り
、
変
化

を
促
す
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
は
そ
う
い
っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
な

の
だ
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
参
加
国
数
は
二
〇
〇
を

超
え
る
が
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
一
六
〇
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の

差
を
生
み
出
し
て
い
る
社
会
背
景
か
ら
、目
を
そ
ら
す
こ
と
な

く
、受
け
止
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
見
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
全
身
で
感
じ
て

ほ
し
い
。
二
〇
二
〇
年
八
月
二
五
日
〜
九
月
六
日
ま
で
を
楽

し
み
に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
。

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
通
じ
て

社
会
を
変
え
る

河か
わ

合い 

純じ
ゅ
ん

一い
ち

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
７
５
年
静
岡
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
大
学
院

修
了
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
泳
金
メ
ダ
リ
ス
ト
。
中

学
校
教
員
を
経
て
、
現
在
、
日
本
パ
ラ
リ
ン
ピ
ア
ン

ズ
協
会
会
長
、
国
立
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
先
任

研
究
員
、
2
0
2
0
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
ア
ス
リ
ー
ト
委
員

会
副
委
員
長
な
ど
。
自
伝
映
画「
夢
追
い
か
け
て
」が

2
0
0
3
年
に
公
開
。
著
書
に『
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を

学
ぶ
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
）な
ど
。
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二
人
の
研
究
者
の
「
生
き
方
＝
行
き
方
」
を
比
較
す
る

民
博
の
初
代
館
長
・
梅
棹
忠
夫
は
六
五
歳
の
と
き
に
失

明
し
、
そ
の
後
の
二
五
年
を
視
覚
障
害
と
と
も
に
生
き
た
。

彼
の
失
明
後
の
心
境
は
、『
夜
は
ま
だ
あ
け
ぬ
か
』
に
克

明
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
梅
棹
に
と
っ
て
視
覚
障
害
と
は

ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
梅
棹
は
失
明

前
の
六
〇
年
余
を
「
見
常
者
」（
視
覚
に
依
拠
す
る
生
活
を

送
る
人
）
と
し
て
暮
ら
し
た
。
世
界
中
を
旅
し
、
多
く
の

事
物
を
見
て
、
独
創
的
な
著
書
・
論
文
を
発
表
し
て
き
た

梅
棹
に
と
っ
て
、
視
覚
は
人
一
倍
重
要
な
感
覚
で
あ
っ
た

の
は
間
違
い
な
い
。そ
の
視
覚
が
失
明
に
よ
り「
使
え
な
く
」

な
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
失
明
に
対
す
る
思
い
は
、「
夜
は
ま
だ
あ
け
ぬ
か
」

と
い
う
こ
と
ば
に
端
的
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼

に
と
っ
て
視
覚
障
害
と
は
「
あ
け
ぬ
夜
」
だ
っ
た
。
晩
年
の

梅
棹
は
、
い
つ
か
か
な
ら
ず
夜
は
あ
け
る
と
信
じ
て
生
き

た
と
も
い
え
よ
う
。
梅
棹
が
「
あ
け
ぬ
夜
」
と
い
う
運
命
・

苦
境
を
甘
受
し
、
失
明
後
も
旺
盛
な
著
作
活
動
に
取
り
組

ん
だ
こ
と
は
尊
敬
に
値
す
る
。
し
か
し
、
や
や
厳
し
い
評

価
を
す
る
な
ら
ば
、
失
明
後
の
梅
棹
の
著
作
は
、
見
常
者

だ
っ
た
こ
ろ
の
思
索
・
体
験
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

戦
後
日
本
を
代
表
す
る
知
の
巨
人
と
い
わ
れ
る
梅
棹
忠

夫
に
と
っ
て
も
、
六
五
歳
と
い
う
高
齢
で
の
失
明
は
、「
今

ま
で
で
き
て
い
た
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」
マ
イ
ナ
ス
以

外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
彼
が
視
覚
障

害
者
な
ら
で
は
の
知
的
生
産
の
技
術
を
開
拓
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
梅
棹
が
四
十
代
、
五
十
代

で
失
明
し
て
い
た
ら
、
点
字
の
触
読
も
マ
ス
タ
ー
し
た
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
視
覚
障
害
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、

文
化
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
も
し
て
い
た
に
違
い

な
い
。
そ
の
意
味
で
、
僕
は
梅
棹
を
「
遅
す
ぎ
た
失
明
者
」

と
称
し
て
い
る
。

梅
棹
の
著
書
と
拙
著
を
並
べ
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
が
、

昨
年
一
二
月
に
『
目
に
見
え
な
い
世
界
を
歩
く
』
が
出
版

さ
れ
た
。
本
書
は
僕
の
半
生
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を

紹
介
す
る
一
般
向
け
の
新
書
で
あ
る
。
僕
の
視
覚
障
害
に

わ
た
し
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
と
と
も
に
、
と
き
に
は
異
文

化
と
接
触
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
よ
り
よ
い
社
会
を
築
く
た

め
に
は
、人
間
の
多
様
性
に
気
づ
く
こ
と
が
重
要
だ
が
、障
害
も

ま
た
避
け
て
は
と
お
れ
な
い
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
特

集
で
は
障
害
と
い
う
視
点
か
ら
各
分
野
を
見
渡
し
て
、
多
様
な

「
ウ
ェ
イ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
」（
生
き
方
＝
行
き
方
）を
考
え
る
。

特
集障

害
で
気
づ
く
、

障
害
が
築
く

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

広ひ
ろ

瀬せ 

浩こ
う

二じ

郎ろ
う

梅
棹
忠
夫
『
夜
は
ま
だ
あ
け
ぬ
か
』
を
読
み
直
す

―
障
害
研
究
と
文
化
相
対
主
義

対
す
る
認
識
は
、

梅
棹
と
は
異
な
る
。

一
三
歳
で
失
明
し

た
僕
は
、
そ
の
後

の
三
〇
年
余
を
視

覚
障
害
者
と
し
て

生
き
て
き
た
。
一

三
歳
の
段
階
で
、

「
今
ま
で
で
き
て

い
た
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
」
と
絶

望
し
て
い
て
は
、

僕
の
人
生
は
終

わ
っ
て
し
ま
う
。

中
学
か
ら
通
い
始
め
た
盲
学
校
で
は
、
点
字
の
教
科
書

を
読
ま
な
け
れ
ば
勉
強
が
で
き
な
い
。
盲
学
校
で
僕
は
、

「
触
常
者
」（
触
覚
に
依
拠
す
る
生
活
を
送
る
人
）
と
し
て
生

き
る
知
恵
を
身
に
つ
け
た
。
拙
著
で
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

と
は
一
味
違
う
「
ウ
ェ
イ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
」（
生
き
方
＝

行
き
方
）
を
探
究
し
、「
あ
け
ぬ
夜
」
を
歓
迎
す
る
に
至
る

僕
の
歩
み
を
素
直
に
記
述
し
て
い
る
。
近
年
の
I
C
T
の

進
展
、
障
害
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
が
、
視
覚
を
「
使

わ
な
い
」
人
生
、
研
究
の
可
能
性
を
模
索
す
る
僕
に
と
っ

て
プ
ラ
ス
に
働
い
て
い
る
の
も
確
か
だ
ろ
う
。

障
害
研
究
の
夜
明
け

『
夜
は
ま
だ
あ
け
ぬ
か
』『
目
に
見
え
な
い
世
界
を
歩
く
』

は
、
い
ず
れ
も
視
覚
障
害
を
異
文
化
と
と
ら
え
、
失
明
し

た
研
究
者
の
異
文
化
体
験
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
記
録

す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
梅
棹
は
見
常
者
の
視

点
で
「
あ
け
ぬ
夜
」
と
対た
い

峙じ

し
た
。
一
方
、
僕
は
触
常
者

と
い
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
立
ち
位
置
か
ら
、
見
常
者
中
心

の
社
会
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
梅
棹

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
「
健
常
者
↓
障
害
者
」
の
ス
タ

ン
ス
だ
と
す
れ
ば
、
僕
は
「
障
害
者
↓
健
常
者
」
と
い
う

発
想
に
こ
だ
わ
っ
た
と
も
い
え
る
。
両
書
を
読
み
比
べ
れ

ば
、
視
覚
障
害
と
い
う
現
象
を
研
究
対
象
と
位
置
づ
け
、

「
あ
け
ぬ
夜
」
を
実
地
調
査
す
る
方
法
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

文
化
相
対
主
義
は
、
今
日
の
文
化
人
類
学
を
支
え
る
基

本
理
念
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
一
九
六
二
年

刊
行
の
『
野
生
の
思
考
』
に
お
い
て
、
文
明
人
の
思
考
と

本
質
的
に
異
な
る
未
開
の
思
考
が
存
在
す
る
と
い
う
幻
想

を
解
体
し
た
。
野

生
の
思
考
と
は
、

い
わ
ゆ
る
未
開
人
、

原
始
人
固
有
の
思

考
で
は
な
い
。
野

生
の
思
考
が
文
明

人
の
科
学
的
思
考

と
共
存
、
相
互
補

完
し
て
い
る
こ
と

を
実
証
し
、
そ
の

復
権
を
主
張
し
た

の
が
レ
ヴ
ィ
＝
ス

ト
ロ
ー
ス
の
最
大

の
功
績
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
一
九
三
〇
年
代
の
ブ
ラ
ジ
ル

で
西
欧
人
に
よ
る
自
然
破
壊
、
産
業
化
が
伝
統
文
化
を
蝕
む
し
ば

ん
で
い
く
悲
劇
を
実
見
し
、
有
名
な
『
悲
し
き
熱
帯
』
を

著
し
た
。
こ
の
古
典
的
名
著
の
刊
行
か
ら
約
六
〇
年
。
人

類
学
の
文
化
相
対
主
義
は
、
世
界
各
地
の
研
究
者
た
ち
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
蓄
積
に
よ
り
鍛
え
ら
れ
て
き
た
。

だ
が
、
異
文
化
を
研
究
対
象
と
す
る
人
類
学
に
あ
っ
て
も
、

障
害
が
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
悲
し
き
熱
帯
』
で
も
、
障
害
と

は
単
な
る
害
悪
、
不
幸
で
あ
る
と
い
う
表
面
的
な
理
解
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
仮
に
文
明
人
を
健
常
者
、
未
開
人
を
障
害
者

に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
論
点
が
明
確
と
な
る
。
文
化
人

類
学
が
真
の
意
味
で
多
様
性
に
気
づ
き
、
多
様
性
を
築
く

学
と
し
て
成
熟
し
、
現
代
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
に
は
、

障
害
は
避
け
て
と
お
れ
な
い
必
須
テ
ー
マ
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
一
昨
年
の
障
害
者
差
別
解
消
法
施
行
後
、
各
方

面
で
障
害
者
に
関
係
す
る
「
合
理
的
配
慮
」
の
あ
り
方
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
合
理
的
配
慮
は
、障
害
者
た
ち
を
「
悲

し
き
熱
帯
」
へ
追
い
込
む
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
「
野
生

の
思
考
」
を
維
持
・
拡
張
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
僕
は
梅
棹
忠
夫
の
『
夜
は
ま
だ
あ
け
ぬ
か
』
の
「
夜
」

を
障
害
の
学
問
研
究
、
社
会
認
識
と
解
釈
し
て
み
た
い
。

本
特
集
で
展
開
さ
れ
る
各
論
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
「
夜
」

に
対
す
る
果
敢
な
挑
戦
、
障
害
者
の
「
野
生
の
思
考
」
を

引
き
出
す
実
践
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。

梅
棹
先
生
、「
夜
」
は
も
う
す
ぐ
あ
け
ま
す
よ
、き
っ
と
！

1993年3月、梅棹館長退官記念講演会にて（左は佐々木高明氏）

1977年10月、民博を訪れたレヴィ=ストロース夫妻（左手前は梅棹館長）
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奈
良
県
庁

大お
お

塚つ
か 

高た
か

史し

「
国
文
祭
・
障
文
祭
な
ら
2
0
1
7
」
の
開
催
と

体
感
展
示
の
意
義

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

東
京
神
学
大
学
非
常
勤
講
師

真ま

下し
も 

弥や
よ
い生

障
害
者
ア
ー
ト
と
二
〇
二
〇
年

何
も
見
え
な
い
な
か
を
、
手
探
り
で
進
む
。
空
間
に
満

ち
る
自
然
の
に
お
い
。
響
き
渡
る
猛
獣
の
声
。
全
身
の
感
覚

を
研
ぎ
澄
ま
せ
な
が
ら
、
恐
る
恐
る
金
網
の
な
か
に
手
を

入
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
大
き
な
体
が
…
…
。

「
体
感
す
る
奈
良
！
〝
心シ
ン

〞
感カ
ン

覚カ
ク

展
」
の
目
玉
企
画

「〝
心シ
ン

〞
感カ
ン

覚カ
ク

動
物
園
」
で
の
一
幕
で
あ
る
。

全
国
初
の
一
体
開
催

本
展
覧
会
は
、
第
十
七
回
全
国
障
害
者
芸
術
・
文
化
祭

な
ら
大
会
の
イ
ベ
ン
ト
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
二
〇
一
七
年

九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
、
奈
良
県
内
の
南
部
と
北
部

の
二
カ
所
の
会
場
（
大
淀
町
文
化
会
館
お
よ
び
奈
良
県
文
化

会
館
）
を
巡
回
し
て
開
催
さ
れ
た
。

奈
良
県
で
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
一
日
か
ら
一
一
月
三

〇
日
ま
で
の
三
カ
月
間
、「
第
三
十
二
回
国
民
文
化
祭
・

な
ら
２
０
１
７
」
お
よ
び
「
第
十
七
回
全
国
障
害
者
芸
術・

文
化
祭
な
ら
大
会
」
が
開
催
さ
れ
、
県
内
の
全
市
町
村
で

「
障
害
者
ア
ー
ト
」
の
主
流
化
が
、
か
つ
て
な
い
勢
い
で

進
め
ら
れ
て
い
る
。
障
害
を
も
つ
人
た
ち
が
制
作
し
た
絵

画
や
オ
ブ
ジ
ェ
が
、
美
術
館
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
で
展

示
さ
れ
、
ア
ー
ト
誌
で
特
集
さ
れ
る
機
会
が
こ
こ
数
年
で

格
段
に
増
え
た
。「
福
祉
で
は
な
い
見
方
で
」と
い
う
フ
レ
ー

ズ
も
散
見
さ
れ
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
精
神
」
の
普
及
を

目
的
に
、
ス
ポ
ー
ツ
の
み
な
ら
ず
、
文
化
、
芸
術
も
そ
の

一
翼
を
担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と

の
連
続
開
催
、
組
織
委
員
会
の
統
一
が
進
行
す
る
に
つ
れ
、

文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
の
障
害
者
の
可
視
化
も
進
行
し
た
。

二
〇
二
〇
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
大
会
も
そ
の
波
に
乗
る

べ
く
、
二
〇
一
七
年
に
改
正
さ
れ
た
文
化
芸
術
基
本
法
に

は
、
障
害
を
も
つ
人
た
ち
の
文
化
環
境
整
備
、
創
作
活
動

へ
の
支
援
が
明
記
さ
れ
た
。

一
〇
〇
を
超
え
る
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
今
回
の
な
ら
大
会
の
最
大
の
特
徴
は
、
両
祭
典
を

全
国
で
初
め
て
一
体
開
催
し
た
こ
と
で
あ
る
。

一
体
開
催
の
こ
こ
ろ
は
、
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も

と
も
に
楽
し
め
る
芸
術
・
文
化
イ
ベ
ン
ト
を
多
数
開
催
す

る
こ
と
で
、
両
者
の
交
流
の
場
を
増
や
し
、
絆き
ず
なを
強
め
る

こ
と
に
あ
る
。

「
体
感
す
る
奈
良
！
〝
心
〞
感
覚
展
」
は
、
ま
さ
に
そ
の

趣
旨
を
体
現
す
べ
く
、
誰
も
が
楽
し
め
る
体
感
型
の
展
覧

会
と
し
て
企
画
さ
れ
た
。
視
覚
に
頼
ら
ず
、
触
覚
、
聴
覚
、

嗅
覚
な
ど
の
全
身
の
感
覚
で
奈
良
の
魅
力
を
体
感
で
き
、

視
覚
等
に
障
害
の
あ
る
人
は
も
ち
ろ
ん
、
障
害
の
な
い
人

に
も
新
鮮
な
鑑
賞
方
法
を
提
案
で
き
る
も
の
を
目
指
し
た
。

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
展
示
研
究
の
第

一
人
者
で
あ
る
広
瀬
浩
二
郎
氏
を
お
迎
え
し
、
企
画
か
ら

展
示
ま
で
全
面
的
に
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

「
体
感
す
る
奈
良
！
〝
心
〟
感
覚
展
」
の
概
要

展
覧
会
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
〝
心
〞
感
覚
動
物
園

　

②
「
体
感
す
る
奈
良
！
」
ゾ
ー
ン

　
　

・
「
文
化
」
体
感
エ
リ
ア

　
　

・
「
自
然
」
体
感
エ
リ
ア

　
　

・
「
歴
史
」
体
感
エ
リ
ア

　
　

・
「
芸
術
」
体
感
エ
リ
ア

当
事
者
不
在
の
評
価

日
本
に
お
け
る
「
障
害
者
ア
ー
ト
」
は

―
昨
今
は

「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
の
呼
称
が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
よ

う
だ
が

―
、
知
的
障
害
を
も
つ
人
び
と
の
手
に
な
る
も

の
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
評
価
が
進
む
一
方
、
当
事
者
不

在
の
ま
ま
、
議
論
や
作
品
評
価
が
な
さ
れ
が
ち
な
傾
向
も

否
め
な
い
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、

障
害
者
を
め
ぐ
る
根
深
い
負
の
側
面
、
例
え
ば
二
〇
一
六

年
に
神
奈
川
県
相
模
原
市
の
障
害
者
入
所
施
設
で
起
こ
っ

た
殺
傷
事
件
、
旧
優
生
保
護
法
下
の
堕
胎
・
障
害
者
へ
の

不
妊
手
術
、
新
型
出
生
前
診
断
と
い
っ
た
、
そ
の
障
害
を

理
由
に
存
在
を
否
定
さ
れ
、
人
格
を
傷
つ
け
ら
れ
て
き
た

現
実
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
障
害

者
の
生
活
が
常
に
悲
惨
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し

ろ
「
ア
ー
ト
」
は
、そ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
に
風
穴
を
開
け
、

解
放
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
外
在
的
な
力
が
推

進
す
る
祝
祭
は
、
い
ま
だ
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
な
い
理
不

尽
の
存
在
を
覆
い
隠
す
危
う
さ
を
は
ら
ん
で
い
る
。

ア
ー
ト
の
作
ら
れ
方

ア
ー
ト
の
役
目
は
問
題
告
発
で
は
な
い
、
も
っ
と
違
う

と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
自
覚
す
る
と
せ
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
美
術
の

制
度
や
作
品
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
作
品
と
作
家
を
力

来
場
者
に
は
、
最
初
に
、
ア
イ
マ
ス
ク
を
着
用
し
た
状

態
で
視
覚
を
使
わ
ず
に
楽
し
む
「〝
心
〞
感
覚
動
物
園
」

で
全
身
の
感
覚
を
よ
び
覚
ま
し
て
か
ら
、
四
つ
の
切
り
口

で
奈
良
の
魅
力
を
味
わ
っ
て
も
ら
う
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

紙
幅
の
都
合
上
、
展
示
物
の
詳
細
は
割
愛
さ
せ
て
い
た

だ
く
が
、「
奈
良
の
音
」
を
聴
け
る
コ
ー
ナ
ー
、
さ
ま
ざ
ま

な
動
物
の
毛
で
作
ら
れ
た
「
奈
良
筆
」
を
試
し
書
き
し
て

比
べ
ら
れ
る
コ
ー
ナ
ー
、
手
に
塗
る
お
香
「
塗ず

香こ
う

」
の
香

り
を
楽
し
め
る
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、
全
身
で
バ
ラ
ン
ス
よ
く

楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
工
夫
し
た
。

ま
た
、
点
字
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
併
設
は
も
ち
ろ
ん
、
弱
視

者
に
配
慮
し
た
黒
地
に
白
文
字
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
採
用
、

誘
導
カ
ー
ペ
ッ
ト
と
点
字
タ
イ
ル
に
よ
る
会
場
内
の
順
路
表

示
な
ど
、
誰
も
が
鑑
賞
し
や
す
い
環
境
の
整
備
に
も
努
め
た
。

「
体
感
展
示
」
の
可
能
性

視
覚
に
頼
ら
な
い
展
示
・
鑑
賞
の
方
法
は
、
ま
だ
ま
だ

確
立
さ
れ
て
い
な
い
実
験
的
な
領
域
で
あ
る
。
今
回
の
展
覧

会
も
、
ま
さ
に
「
手
探
り
」
の
状
態
で
開
催
し
た
も
の
で
あ

り
、
企
画
、
展
示
、
運
営
、
集
客
の
各
面
で
課
題
が
多
い
。

し
か
し
、
来
場
者
か
ら
は
、
た
く
さ
ん
の
感
動
の
声
や
さ

ら
な
る
期
待
の
声
を
い
た
だ
い
た
。「
見
な
い
」
こ
と
で
初

め
て
気
づ
く
こ
と
、
広
が
る
世
界
が
確
か
に
あ
る
と
感
じ
る
。

鑑
賞
者
の
多
様
性
を
尊
重
し
、普
遍
性
を
追
求
す
る「
体

感
展
示
」
の
さ
ら
な
る
普
及
・
発
展
を
願
う
と
と
も
に
、

日
本
文
化
の
始
ま
り
の
地
と
も
い
わ
れ
る
奈
良
で
の
取
組

が
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

づ
け
る
よ
り
も
、
現
行
の
大
き
な
流
れ
に
加
担
し
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
国
内
外
の
障
害
者
運
動
は
、
障
害
者
自

身
の
声
を
過
小
評
価
し
て
力
を
奪
う
、
専
門
家
・
支
援
者

に
よ
る
支
配
の
構
造
を
指
摘
し
、
批
判
し
て
き
た
。
は
た

し
て
美
術
は
そ
の
轍て
つ

を
踏
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
美

術
の
枠
組
み
を
上
位
に
前
提
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
障
害

者
自
身
が
積
み
上
げ
て
き
た
経
験
か
ら
学
ぶ
姿
勢
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。

文
化
と
は
、
大
き
な
力
に
保
護
さ
れ
て
発
展
す
る
だ
け

の
も
の
で
は
な
く
、
自
発
的
に
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
く

生
ま
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
自
分
の
拠
っ
て
立
つ
足
元
を

揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
何

か
を
突
い
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。「
障
害
者
ア
ー
ト
」
も
ま

た
、
安
全
で
了
解
可
能
な
表
現
と
し
て
回
収
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
期
待
を
裏
切
り
、
支
配
を
巧
み
に
逃
れ
る
し
た

た
か
さ
が
息
づ
い
て
い
る
は
ず
だ
。

德勝龍関（奈良県出身）の等身大手型
ゾウに触った印象を造形する視覚障害児。韓国の
ワークショップ（写真提供：Another Way of Seeing、
2011年）

海風にたなびくカラフルな布。クック諸島の知的障害者アトリエに
て（2017年）
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U
D

C
ast

は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
無

料
ア
プ
リ
で
聴
く
副
音
声
の
こ
と
で
、
映
画
館
で
も

Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
ブ
ル
ー
レ
イ
で
も
利
用
で
き
る
。
Ｕ
Ｄ
は
「
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
（U

niversal D
esign

）」
の
略
で
、

ア
プ
リ
が
端
末
に
情
報
を
「
投
げ
る
（cast

）」
と
い
う
こ

と
か
らU

D
C

ast

と
よ
ば
れ
る
。

作
成
の
手
順

ど
の
媒
体
の
副
音
声
も
、
同
じ
よ
う
な
手
順
で
一
〜
六

カ
月
か
け
て
作
ら
れ
る
。
作
成
に
は
三
つ
の
役
割
（
台
本

執
筆
者
、
ナ
レ
ー
タ
ー
、
編
集
者
）
が
あ
り
、
一
人
が
複
数

の
役
割
を
担
う
こ
と
も
多
い
。
最
初
に
着
手
さ
れ
る
の
は

副
音
声
用
の
台
本
だ
。
書
か
れ
た
台
本
は
数
名
で
検
討
さ

れ
る
。
検
討
済
み
の
台
本
に
沿
っ
て
ナ
レ
ー
タ
ー
が
副
音

声
を
吹
き
込
み
、
そ
れ
を
編
集
者
が
映
画
内
に
差
し
込
む
。

編
集
後
の
副
音
声
に
つ
い
て
は
、
モ
ニ
タ
ー
会
で
意
見
が

交
わ
さ
れ
る
。
モ
ニ
タ
ー
会
に
は
数
名
の
視
覚
障
害
者
も

参
加
し
、
会
で
の
意
見
を
受
け
て
、
台
本
が
修
正
さ
れ
、

副
音
声
も
再
録
音
・
再
編
集
さ
れ
る
。
こ
の
修
正
版
が
最

終
チ
ェ
ッ
ク
で
合
格
す
れ
ば
完
成
だ
。

最
後
に
副
音
声
の
作
成
と
人
類
学
と
の
共
通
点
を
述
べ

た
い
。
副
音
声
作
成
者
は
、
選
択
し
た
映
像
情
報
を
解
釈

し
な
が
ら
こ
と
ば
に
翻
訳
し
て
い
る
。
人
類
学
者
は
異
文

化
の
情
報
を
選
択
し
、
そ
れ
を
解
釈
し
な
が
ら
、
自
分
の

属
す
る
文
化
の
こ
と
ば
に
翻
訳
し
て
い
る
。
こ
の
、
選
択

し
た
情
報
を
解
釈
し
な
が
ら
翻
訳
す
る
と
い
う
行
為
が
共

通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。筆
者
が
副
音
声
に
関
心
を
も
っ

た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

芦
屋
大
学
教
授

大お
お

石い
し 

徹と
お
る

娯
楽
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化

―
映
画
の
副
音
声

副
音
声
は
、
映
像
の
主
音
声
を
聴
く
だ
け
で
は
わ
か
り

に
く
い
情
報
を
視
覚
障
害
者
に
伝
え
る
も
の
だ
。
台
詞
を

妨
げ
ず
に
、
人
物
の
行
動
や
表
情
、
服
装
、
場
面
の
様
子

や
転
換
な
ど
を
伝
え
る
。「
音
声
ガ
イ
ド
」や「
音
声
解
説
」

と
も
よ
ば
れ
る
。

日
本
で
最
初
に
副
音
声
を
導
入
し
た
の
は
日
本
テ
レ
ビ

の
二
時
間
ド
ラ
マ
・
シ
リ
ー
ズ
「
火
曜
サ
ス
ペ
ン
ス
劇
場
」

だ
っ
た
。
テ
レ
ビ
の
ス
テ
レ
オ
放
送
や
二
カ
国
語
放
送
が

始
ま
っ
て
ま
も
な
い
一
九
八
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
や
が

て
副
音
声
は
映
画
祭
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
も
付
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
二
〇
一
七
年
に
は
映
画
の
副
音
声
が
テ
ー
マ
の
映

画
『
光
』（
河
瀨
直
美
監
督
）
が
公
開
さ
れ
た
。

副
音
声
の
媒
体

現
在
、
映
画
の
副
音
声
を
聴
く
媒
体
と
し
て
は
、
副
音

声
付
き
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
ブ
ル
ー
レ
イ
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
上
映

会
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
シ
ア
タ
ー
、
シ
ネ
マ
・
デ
イ
ジ
ー
、

U
D

C
ast

が
あ
る
。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
上
映
会
は
、
副
音
声
と
聴
覚
障
害
者
向

け
字
幕
が
付
い
た
作
品
の
上
映
会
の
こ
と
を
指
す
。
バ
リ

ア
フ
リ
ー
上
映
の
常
設
館
、
す
な
わ
ち
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・

シ
ア
タ
ー
と
し
て
は
、
シ
ネ
マ
・
チ
ュ
プ
キ
・
タ
バ
タ
が

二
〇
一
六
年
に
東
京
都
北
区
で
オ
ー
プ
ン
し
た
。

シ
ネ
マ
・
デ
イ
ジ
ー
は
、
映
画
の
主
音
声
と
副
音
声
、

つ
ま
り
音
声
の
み
を
デ
ジ
タ
ル
録
音
図
書
の
再
生
機
で
聴

く
し
く
み
で
あ
る
。
デ

イ
ジ
ー
（
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
）

は
「
ア
ク
セ
ス
可
能
な

デ
ジ
タ
ル
情
報
シ
ス
テ

ム
（D

igital A
ccessible 

Inform
ation SY

stem

）」

の
略
で
、
視
覚
障
害
者

向
け
デ
ジ
タ
ル
録
音
図

書
の
デ
ー
タ
形
式
の
名

称
だ
。

東
京
大
学
大
学
院
准
教
授

山や
ま

本も
と 

清き
よ

龍た
つ

視
覚
障
害
者
を
屋
外
へ

―
観
光
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化
を
目
指
す
研
究

近
年
、
観
光
や
野
外
体
験
の
分
野
で
は
訪
問
地
域
の
生

業
、
生
活
、
文
化
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
五
感
を
用
い
た

体
験
、
学
習
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
が
進
展
し
て
い
る
。

本
物
、
本
質
へ
の
志
向
、
視
覚
と
聴
覚
と
い
う
従
来
の
上

級
感
覚
へ
の
依
存
か
ら
の
脱
却
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、

相
対
的
に
依
存
度
を
低
下
さ
せ
た
感
覚
の
活
用
と
い
う
観

点
か
ら
歓
迎
す
べ
き
状
況
が
あ
る
。
し
か
し
、
触
る
と
は

何
か
、
ど
の
よ
う
に
触
る
と
効
果
的
な
の
か
、
こ
う
し
た

基
本
的
な
問
い
に
答
え
る
た
め
の
研
究
の
蓄
積
は
限
ら
れ

て
お
り
、
人
の
感
覚
、
感
性
に
つ
い
て
解
き
明
か
す
実
践

的
研
究
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
視
覚
障
害
者
を
屋
外
へ
案
内
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
安
全
管
理
は
何
よ
り
も
重
要
な
論
点
で
あ
ろ
う
。
駅

の
ホ
ー
ム
で
誤
っ
て
転
落
し
亡
く
な
っ
た
と
い
う
痛
ま
し

い
事
故
も
繰
り
返
し
起
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
危
険
の

多
い
野
外
に
連
れ
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
正
当
性
や
意
義

は
あ
る
の
か
、
そ
の
あ
た
り
の
議
論
も
必
要
で
あ
る
。

障
害
者
の
ニ
ー
ズ
を
知
る

か
つ
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
会
（
民

博
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
の
メ
ン
バ
ー
、
視
覚
障
害

者
が
一
緒
に
な
っ
て
大
阪
谷
町
六
丁
目
駅
の
南
側
一
帯
、

空
堀
通
り
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
（
表
紙
写
真
）。
商
店
街

の
活
気
を
感
じ
な
が
ら
坂
を
歩
き
、
と
に
か
く
聞
い
て
、

触
っ
て
、
嗅
い
で
歩
い
た
。
結
果
的
に
は
、
視
覚
障
害
者

に
と
っ
て
は
坂
道
を
登
る
、
鰹
か
つ
お

節ぶ
し

を
削
る
、
水
琴
窟
の
音

を
聞
く
、
煉れ
ん

瓦が

、
石
垣
に
触
る
と
い
っ
た
体
験
が
強
い
印

象
と
し
て
残
っ
て
い
た
が
、
感
想
に
は
驚
く
べ
き
コ
メ
ン

ト
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
長
屋
の
生
活
を
見
て
み
た
い
、

一
人
で
歩
い
て
み
た
い
、
と
い
う
記
述
（
点
字
）
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
視
覚
障
害
者
は
家
か
ら
出
た
が
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
筆
者
の
勝
手
な
想
像
も
あ
り
、
障
害

者
が
事
故
に
遭
わ
な
い
た
め
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

ば
か
り
関
心
が
向
か
っ
て
い
た
が
、
ど
う
や
ら
、
外
界
を

も
っ
と
深
く
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
る
。
可
能
な
限

り
リ
ス
ク
を
排
除
し
な
が
ら
、
外
界
を
知
る
機
会
を
提
供

す
る
方
法
論
の
提
案
が
必
要
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

研
究
会
と
の
ご
縁
は
、
愛
媛
大
学
農
学
部
附
属
演
習
林

で
開
催
さ
れ
た
ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
体
験
講
習
会
に
、

無
謀
に
も
、
全
盲
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
広
瀬

浩
二
郎
氏
を
イ
ベ
ン
ト
に
招
待
し
、
木
登
り
し
て
も
ら
っ
た

こ
と
に
始
ま
る
（
右
写
真
）。
ロ
ー
プ
に
足
を
か
け
垂
直
方

向
下
に
体
重
を
か
け
る
必
要
が
あ
り
、
難
し
い
体
験
に
違

い
な
か
っ
た
が
、
途
中
ま
で
登
っ
て
空
中
で
気
持
ち
良
さ
そ

う
に
揺
れ
る
広
瀬
氏
の
光
景
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

観
光
学
の
未
来

視
覚
障
害
者
と
一
緒
に
い
る
と
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
目
の
前
の
も
の
を
把
握
す
る
際
の
輪り
ん

郭か
く

探た
ん

索さ
く

な
ど

独
特
の
触
察
の
方
法
（
上
写
真
）
も
そ
う
で
あ
る
が
、
傘

に
当
た
る
雨
滴
の
音
が
煩
わ
し
い
と
い
っ
た
感
想
も
参
考

に
な
る
。
見
え
な
い
世
界
に
い
る
視
覚
障
害
者
の
気
づ
き

は
、
晴
眼
者
に
対
し
て
も
身
の
回
り
の
空
間
の
楽
し
み
方

に
あ
ら
た
な
提
案
、
投
げ
か
け
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、

こ
れ
が
観
光
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化
と
い
う
研
究
の
重
要
な

動
機
と
な
っ
て
い
る
。

社会福祉法人 日本ライトハウスにて副音声の編集者（左）とナレーター（右）（2018年）

茶葉を触って嗅ぐ（2013年）

シネマ・デイジーのためのCDと再生機

ツリークライミングの体験講習会
（右側が広瀬氏、2012年）
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広
島
大
学
教
授

広
島
大
学
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長

佐さ

野の（
藤ふ
じ

田た

） 

眞ま

理り

子こ

平
成
二
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
障
害
者
差
別
解
消
法
が

施
行
さ
れ
、
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
も
合
理
的
配
慮
の

提
供
が
義
務
化
さ
れ
た
。
障
害
学
生
へ
の
合
理
的
配
慮
の

取
組
み
に
お
け
る
課
題
と
対
応
に
つ
い
て
、
広
島
大
学
の

支
援
を
例
と
し
て
、
考
え
て
み
た
い
。

課
題
①
　
支
援
・
相
談
体
制
の
充
実

障
害
学
生
支
援
を
お
こ
な
う
に
は
、
基
本
方
針
、
規
則
、

組
織
、
支
援
の
流
れ
を
整
備
し
、
全
学
的
な
支
援
体
制
を

構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
同
じ
障
害
で
も
ニ
ー
ズ

は
、
個
人
、
個
人
で
異
な
る
。
ま
た
、
授
業
の
特
性
、
形
態
、

難
易
度
、
教
材
の
種
類
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

本
学
で
は
、
学
生
が
所
属
す
る
学
部
・
研
究
科
が
、
障

害
学
生
の
修
学
支
援
に
つ
い
て
主
た
る
責
任
を
も
つ
。
支
援

の
拠
点
と
し
て
、
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ

れ
、
支
援
を
実
施
す
る
部
局
に
対
し
て
、
配
慮
・
調
整
・

支
援
に
関
す
る
助
言
、
支
援
機
器
の
貸
出
し
、
ア
ク
セ
シ

ビ
リ
テ
ィ
教
育
と
支
援
者
の
育
成
・
派
遣
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
セ
ン
タ
ー
長
の
他
、
専
任
教
員
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

と
学
生
ス
タ
ッ
フ
が
勤
務
し
て
い
る
。
障
害
特
性
に
応
じ
た

支
援
方
法
を
提
案・助
言・支
援
で
き
る
部
署
と
、
教
育
（
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
・
単
位
認
定
・
卒
業
判
定
）
を
つ
か
さ
ど
る
部
署

（
学
部
・
研
究
科
）
が
連
携
し
て
、
学
生
本
人
と
の
建
設
的

な
対
話
に
よ
っ
て
合
理
的
配
慮
の
内
容
を
決
め
て
い
る
。

課
題
②
　
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

  

多
様
性
を
理
解
し
、
修
学
・
就
労
・
生
活
環
境
に
お
け

る
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
（
参
加
し
や
す
さ
、
利
用
し
や
す
さ
、

学
び
や
す
さ
）
を
推
進
で
き
る
人
材
が
必
要
で
あ
る
。
本

学
で
は
、教
育
と
支
援
の
融
合
を
目
指
し
て
、【
教
育
課
程
】

【
資
格
認
定
】【
研
修
合
宿
】【
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
】
で
構

成
さ
れ
る
、
新
し
い
形
の
人
材
育
成
・
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
A
L
P
）
を
展
開
し
て
い
る
。
A
L
P
は
、
本
学
で
平

成
一
八
年
に
開
始
し
た
が
、
そ
の
後
、
産
学
官
連
携
の
ア

ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
リ
ー
ダ
ー
育
成
協
議
会
を
創
設
し
た
。

平
成
二
九
年
度
に
は
、
一
五
大
学
三
企
業
二
行
政
機
関
が

参
加
・
協
力
し
て
い
る
。

課
題
③
　
持
続
可
能
な
協
働
支
援
体
制
に
向
け
て

近
年
、
高
等
教

育
に
お
け
る
障
害

学
生
の
支
援
ニ
ー

ズ
は
、
多
様
化
・

高
度
化
す
る
一
方
で
、

支
援
の
た
め
の
財

政
的
資
源
は
、
減

少
の
方
向
に
あ
る
。

大
学
毎
に
閉
じ
た

支
援
を
お
こ
な
う

に
は
限
界
が
あ
り
、

地
域
や
専
門
機
関
・
企
業
と
の
連
携
は
必
須
で
あ
る
。
中

国
地
方
五
大
学
を
設
立
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、U
E

-N
et

（U
niversal design in E

ducation-N
etw

ork

）
を
構
築
し
、

教
育
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化
、
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ

推
進
に
関
わ
る
知
的
・
物
的
・
人
的
資
源
の
共
有
と
育
成

を
図
る
取
組
み
を
実
施
し
て
い
る
。
今
後
、
大
学
の
み
な

ら
ず
、
小
・
中
・
高
等
学
校
、
地
域
の
専
門
支
援
機
関
、

企
業
と
の
連
携
を
拡
大
し
て
い
く
。

障
害
学
生
支
援
に
向
け
た
広
島
大
学
の
挑
戦

京
都
大
学
教
授

嶺み
ね

重し
げ 

慎し
ん

大
学
教
育
と
学
問
の
再
検
討
・
再
創
造

あ
る
投
書
か
ら

「
私
は
体
の
弱
い
十
六
歳
の
女
の
子
で
す
。
学
校
で

ク
ラ
ブ
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
先
輩
た
ち
が
聞
こ
え

よ
が
し
に〝
体
の
弱
い
や
つ
は
、い
る
だ
け
で
迷
惑
だ
〞

と
い
い
ま
す
。
で
も
私
は
思
う
ん
で
す
。
人
間
、
価

値
が
あ
る
か
ら
生
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
生
き

て
い
る
か
ら
価
値
が
あ
る
ん
だ
と
」

（
渡
辺
和
子
『
面
倒
だ
か
ら
、
し
よ
う
』
の
引
用
か
ら
）

こ
の
少
女
の
問
い
か
け
は
重
い
。
そ
れ
は
、「
価
値
」
と

い
う
「
普
遍
的
」
概
念
が
先
行
し
、「
生
き
る
」
と
い
う
個
々

に
と
っ
て
切
実
な
課
題
が
後
回
し
に
さ
れ
て
い
る
社
会
へ

の
鋭
い
警
鐘
だ
。

こ
の
少
女
の
問
い
か
け
に
、
大
学
の
学
問
は
答
え
き
れ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
伝
統
的
に
大
学
で
の
学
問
は
「
普
遍

性
」
を
大
事
に
し
て
き
た
。
普
遍
性
が
無
け
れ
ば
学
問
体

系
の
根
幹
が
ゆ
ら
ぐ
。
そ
う
信
じ
て
大
学
で
は
、
大
学
人

で
し
か
理
解
で
き
な
い
こ
と
ば
で
自
分
た
ち
に
し
か
通
用

し
な
い
議
論
を
し
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
が
、
社
会
一
般
の

意
識
・
感
覚
と
の
ず
れ
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

京
都
大
学
バ
リ
ア
フ
リ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

二
〇
一
七
年
九
月
、「
京
都
大
学
バ
リ
ア
フ
リ
ー
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
２
０
１
７
」
が
開
か
れ
、
広
瀬
浩
二
郎
氏
と
わ

た
し
も
企
画
に
携
わ
っ
た
。
テ
ー
マ
は
「『
障
害
』
で
学
び

を
拡ひ
ろ

げ
る
」。
健
常
者
（
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
）
が
考
え
る
「
普

遍
性
」
を
基
盤
に
発
展
し
て
き
た
学
問
を
、「
障
害
」
と

い
う
観
点
か
ら
見
直
し
、
あ
ら
た
な
展
開
を
目
指
そ
う
と

い
う
趣
旨
の
会
合
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
世
界
で
し
か
通
用

し
な
い
普
遍
性
か
ら
多
様
性
を
包
含
し
た
真
の
普
遍
性
へ
。

今
、
障
害
者
が
発
信
す
る
新
し
い
学
問
の
ス
タ
イ
ル
が
形

に
な
り
つ
つ
あ
る
。

原
理
・
原
則
と
い
う
名
の
普
遍
性
を
基
に
発
展
し
た
学

問
と
い
う
と
、
真
っ
先
に
物
理
学
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
こ
に
限
界
が
見
え
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
久
し

い
。「
人
々
の
自
然
観
の
基
礎
的
概
念
を
打
ち
立
て
る
べ
き

物
理
学
の
目

標
が
、
統
一

的
原
理
の
探

究
か
ら
、
多

様
性
発
現
の

論
理
の
追
究

へ
と
移
り
つ

つ
あ
る
こ
と

に
留
意
す
べ

き
だ
ろ
う
。

（
中
略
）
初

心
に
戻
っ
て

差
違
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
り
、
記
述
し
、
そ
の
根
源
を
探

る
方
向
へ
と
転
回
す
る
時
代
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
」（
池

内
了
『
転
回
の
時
代
に

―
科
学
の
い
ま
を
考
え
る
』）。
デ
カ

ル
ト
を
祖
と
す
る
要
素
還
元
主
義
と
い
う
原
理
・
原
則
論

は
、
科
学
の
進
展
に
大
い
に
貢
献
し
て
き
た
。
で
も
そ
れ

は
「
要
素
還
元
で
き
な
い
も
の
」
を
排
除
し
た
発
展
で
は

な
か
っ
た
か
？　

要
素
還
元
で
き
な
い
も
の
、
そ
れ
は
例

え
ば
カ
オ
ス
や
フ
ラ
ク
タ
ル
な
ど
複
雑
系
と
よ
ば
れ
る
現

象
（
写
真
）
で
あ
り
、ま
た
科
学
と
社
会
と
の
関
係
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
鑑
み
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は

以
下
の
話
題
を
と
り
あ
げ
、
現
在
書
籍
に
ま
と
め
て
い
る

と
こ
ろ
だ
。ま
ず
宇
宙
空
間
や
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
、従
来
の「
常

識
」
や
「
普
遍
性
」
が
通
用
し
な
い
学
問
世
界
の
動
向
を

紹
介
す
る
。
次
に
「
障
害
学
」
と
い
う
障
害
当
事
者
が
生

み
出
し
た
学
問
に
つ
い
て
成
果
と
課
題
を
ま
と
め
、
経
済

学
や
倫
理
学
な
ど
の
既
存
の
学
問
分
野
に
「
障
害
」
を
と

り
入
れ
た
結
果
生
じ
つ
つ
あ
る
発
展
の
具
体
例
を
示
す
。

最
後
に
障
害
当
事
者
に
よ
る
、
前
例
の
ま
っ
た
く
な
い
研

究
を
紹
介
す
る
。
本
特
集
（
二
〜
三
頁
）
に
掲
載
の
広
瀬

氏
の
論
考
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

原
理
・
原
則
論
が
力
を
失
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

そ
れ
と
相
補
的
な
別
の
指
導
原
理
が
必
要
と
い
う
の
だ
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
多
様
性
」。
決
し
て
「
雑
多
」
を
意
味

す
る
「
多
様
性
」
で
は
な
い
。
多
様
な
個
の
あ
い
だ
に
働

く
相
互
作
用
が
新
し
い
物
質
観
・
自
然
観
・
社
会
観
を
与

え
、
真
の
普
遍
的
価
値
を
生
み
出
す
と
い
う
考
え
方
は
、

今
後
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
に
拡
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

ALP研修合宿:グループ作業（6大学参加、撮影：アクセシビリティセンター、2016年）

複雑な雲の形。これも複雑系。この形を科学するのは難しい
（2018年1月）

UE-Net：インターネットを介した他大学への要約筆
記支援（撮影：アクセシビリティセンター、2017年）
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○○してみました世界のフィールド

左
さ

地
ち

 亮
りょう

子
こ

東洋大学准教授

フランスとマヌーシュ、
ふたつの現場での子育て

「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
」
と
い
う
こ
と
ば
が
普

及
し
た
近
年
、
研
究
者
の
あ

い
だ
で
も
、
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン

ト
と
研
究
の
両
立
を
め
ぐ
っ

て
議
論
が
か
わ
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
長
期
間
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
お
こ
な
う
人
類
学

の
場
合
、
研
究
者
が
若
手
や

女
性
で
あ
る
と
、
研
究
の
重

要
な
時
期
に
結
婚
・
妊
娠
・

出
産
・
育
児
の
タ
イ
ミ
ン
グ

が
重
な
る
こ
と
が
あ
り
、
こ

の
問
題
は
避
け
て
と
お
れ
な
い
。
わ
た
し
の
場
合
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
二
年
間
の
大

学
院
留
学
・
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
育
児
期
が
重
な
っ
た
。
研
究
と
育
児
を
両
立
す

る
方
法
に
唯
一
の
正
解
は
存
在
し
な
い
。
研
究
・
調
査
地
や
家
庭
の
事
情
、
子
ど
も

の
個
性
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
こ

の
ふ
た
つ
の
仕
事
は
フ
ラ
ン
ス
と
マ
ヌ
ー
シ
ュ
と
い
う
調
査
地
、
調
査
対
象
の
お
か
げ

で
幸
運
な
か
た
ち
で
結
び
つ
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
幼
稚
園

フ
ラ
ン
ス
で
も
「
保
活
」
に
苦
労
す
る
親
は
い
る
が
、
保ク
レ
ッ
シ
ュ

育
園
の
重
要
性
は
日
本

よ
り
も
薄
い
。
な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
は
二
歳
半
く
ら
い
か
ら
無
償
の
公
立
幼
稚
園

（
保エ
コ
ー
ル・
マ
テ
ル
ネ
ル

育
学
校
）
に
通
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
日
本
で
保
育
園
に
預
け
て
い
た
わ
た

し
の
娘
も
、
こ
の
教
育
制
度
の
恩
恵
を
受
け
た
。
知
人
が
地
元
幼
稚
園
の
園
長
に
電

話
を
入
れ
て
く
れ
、
そ
し
て
入
園
前
日
に
娘
の
パ
ス
ポ
ー
ト
と
ワ
ク
チ
ン
証
明
を
持

参
し
て
園
長
と
面
談
す
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
外
国
人
の
娘
の
入
園
が
許
可
さ
れ
た

こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
住
む
子
ど
も
で
あ
れ
ば
、
滞
在
許
可
書
も
フ

学校の後に学習塾、これは現代日本では頻繁に見られる教育のかたちだが、子どもの教
育は親の考え方だけでなく、国の方針、社会の傾向、所属する集団の文化からも影響を
受ける。今号は移民大国フランスと、そこに住む移動民マヌーシュの教育について紹介する。

ラ
ン
ス
語
基
礎
能
力
も
必
要
な
い
。
移
民
大
国
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
社
会
統
合
の
観
点

か
ら
小
学
校
入
学
以
前
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
語
初
期
教
育
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
義
務

で
は
な
い
も
の
の
、
大
半
の
子
ど
も
が
幼
稚
園
に
通
う
。

給
食
と
午
睡
を
は
さ
ん
で
朝
か
ら
夕
方
ま
で
子
ど
も
を
学
ば
せ
て
く
れ
る
幼
稚

園
の
手
厚
い
教
育
制
度
、
そ
し
て
園
の
教
職
員
と
仲
間
の
お
か
げ
で
、
娘
の
日
々
の

生
活
は
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
地
域
の
人
び
と
に
支
え
ら
れ
、
母
子
二
人

で
あ
り
な
が
ら
孤
独
を
感
じ
る
こ
と
も
な
く
、
わ
た
し
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
育
児
は
日

本
に
い
た
と
き
よ
り
も
手
が
か
か
ら
ず
、
研
究
と
の
両
立
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら

な
か
っ
た
。

マ
ヌ
ー
シ
ュ
の
「
教
育
」

さ
ら
に
、
娘
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
浸
り
な
が
ら
も
、
わ
た
し
が
調
査
対
象
と
す
る

マ
ヌ
ー
シ
ュ
（
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
プ
シ
ー
の
一
集
団
）
の
居
住
地
で
彼
ら
独
自
の
「
教
育
」

を
享
受
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

マ
ヌ
ー
シ
ュ
の
子
ど
も
は
、
多
く
の
場
合
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
ま
で
現
地
の
公

立
学
校
に
通
う
。
一
般
家
庭

と
は
異
な
り
、
親
元
か
ら
離

れ
る
、
読
み
書
き
を
学
ぶ
の
に

は
「
ま
だ
早
す
ぎ
る
」
と
し
て
、

幼
稚
園
に
子
ど
も
を
通
わ
せ

る
親
は
少
数
派
で
あ
る
。
依

然
識
字
率
は
低
い
が
、
そ
れ

で
も
、
中
高
年
世
代
で
は
小

学
校
に
す
ら
ほ
ぼ
通
わ
な
か
っ

た
と
い
う
人
が
多
い
の
で
、
就

学
率
は
上
昇
し
て
き
た
と
い
え

る
。人

類
学
は
「
教
育
」
の
概
念

や
方
法
の
多
様
性
を
報
告
し

て
き
た
が
、
マ
ヌ
ー
シ
ュ
に
も

独
自
の
「
教
育
」
と
よ
べ
る
も

の
が
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
は
、
大

人
の
仕
事
を
見
て
ま
ね
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。
一
〇
歳
に
も
み

た
な
い
女
の
子
が
赤
ん
坊
の
世

話
を
す
る
、
男
の
子
が
鉄
く
ず

の
選
別
分
解
作
業
を
一
通
り
こ
な
す
な
ど
、
わ
た
し
の
目
か
ら
見
る
と
危
な
っ
か
し

い
の
だ
が
、
親
た
ち
は
「
マ
ヌ
ー
シ
ュ
の
子
ど
も
と
は
そ
う
い
う
も
の
、
幼
い
う
ち
か

ら
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
」
と
誇
ら
し
そ
う
に
見
守
る
。
そ
し
て
、
大
人

た
ち
は
数
々
の
キ
ス
で
子
ど
も
を
褒
め
、
い
か
に
そ
の
子
が
素
晴
ら
し
い
の
か
を
口

に
出
し
て
伝
え
る
。
学
習
レ
ベ
ル
や
被
差
別
体
験
な
ど
か
ら
学
校
に
な
じ
め
な
い
マ

ヌ
ー
シ
ュ
の
子
ど
も
は
多
い
が
、
彼
ら
が
い
つ
も
自
尊
心
を
も
ち
堂
々
と
し
て
い
ら

れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
マ
ヌ
ー
シ
ュ
流
「
教
育
」
の
効
果
か
も
し
れ
な
い
。

大
人
が
子
ど
も
の
欲
求
・
要
求
を
す
べ
て
受
容
す
る
マ
ヌ
ー
シ
ュ
流
子
育
て
は
、

幼
い
う
ち
か
ら
自
立
・
自
律
や
社
会
の
規
則
を
習
得
さ
せ
る
傾
向
の
あ
る
フ
ラ
ン
ス

の
一
般
の
人
び
と
か
ら
、
大
人
に
従
わ
ず
や
り
た
い
放
題
の
「
王
様
子
ど
も
」
を
育

て
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
娘
が
お
な
か
を
す
か
せ
て

い
な
い
か
、
さ
び
し
い
思
い
を
し
て
い
な
い
か
と
常
に
心
を
く
ば
り
、
日
本
の
祖
父

母
の
よ
う
に
彼
女
を
お
お
い
に
甘
や
か
し
、
そ
し
て
い
つ
も
力
強
く
抱
き
し
め
て
く

れ
た
マ
ヌ
ー
シ
ュ
た
ち
、幼
稚
園
と
は
異
な
る
方
法
で
彼
ら
が
与
え
て
く
れ
た「
教
育
」

に
感
謝
し
て
い
る
。

フランス
マヌーシュのキャラヴァン居住地では犬や鶏や豚などと
遊ぶこともできた（2008年）

マヌーシュの小屋でチョコレートに囲まれて復活祭を祝う
（2009年）

カーニヴァル（謝肉祭）での仮装行進。魔女に扮した幼稚園
の先生に率いられた子羊たち（2009年）

読み書きをしっかり学んだ幼稚園（2009年）
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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
、
彫
像
、
生
活
用
具
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
　

5
月
29
日︵
火
︶ま
で

会
場
　
特
別
展
示
館

企
画
展

「
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ・
キ
ル
ト
を
訪
ね
て

―
そ
こ

に
暮
ら
し
、そ
し
て
世
界
に
生
き
る
人
び
と
」

無
地
の
服
を
着
て
馬
車
を
駆
る
北
米
の
キ
リ
ス
ト

教
再
洗
礼
派
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
が
布
の
端
切
れ
を
生

か
し
て
つ
く
る
キ
ル
ト
は
、
そ
の
鮮
や
か
な
色
合

い
や
細
や
か
な
ス
テ
ッ
チ
で
人
び
と
を
惹
き
つ
け

て
い
ま
す
。
2
0
1
1
年
よ
り
収
集
し
て
き
た
み

ん
ぱ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
素
材
と
し
て
、
キ
ル
ト

に
織
り
こ
ま
れ
た
日
々
の
暮
ら
し
や
物
語
、
キ
ル

ト
が
結
ぶ
世
界
と
の
交
流
を
た
ど
り
ま
す
。

会
期
　

6
月
21
日︵
木
︶～ 

9
月
18
日︵
火
︶

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

E
E
M
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
未
来
へ
集
ま
る
、未
来
へ
送
る
」

自
分
の
こ
こ
ろ
に
浮
か
ん
だ
仮
面
を
描
い
て
、
み

ん
な
で
21
世
紀
の﹁
仮
面
展
示
﹂を
完
成
さ
せ
ま

し
ょ
う
。
仮
面
に
万
博
の
思
い
出
や
未
来
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
書
き
込
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

日
時
　
特
別
展
会
期
中

会
場
　
特
別
展
示
館
2
階
特
設
コ
ー
ナ
ー

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料︵
要
展
示
観
覧
券
︶

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

会
場 

特
別
展
示
館

日
時
　

4
月
7
日︵
土
︶11
時
～
11
時
30
分

講
師
　
日
髙
真
吾︵
本
館 

准
教
授
︶

日
時
　

4
月
14
日︵
土
︶11
時
～
11
時
30
分

講
師
　
丹
羽
典
生︵
本
館 

准
教
授
︶

日
時
　

4
月
21
日︵
土
︶11
時
～
11
時
30
分

講
師
　
卯
田
宗
平︵
本
館 

准
教
授
︶

日
時
　

4
月
28
日︵
土
︶11
時
～
11
時
30
分

講
師
　
吉
岡
乾︵
本
館 
助
教
︶

※
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

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
か
め
ん
を
作
っ
て
変
身
し
よ
う
！
」

み
ん
ぱ
く
に
は
、
世
界
中
の
珍
し
い
仮
面
、
面
白

い
仮
面
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
じ
っ

と
見
て
い
る
と
、
何
か
不
思
議
な
力
が
わ
い
て
き

ま
す
よ
。
そ
し
て
自
分
の
願
い
事
、
あ
こ
が
れ
な

ど
好
き
な
事
を
想
像
し
、
自
分
だ
け
の
仮
面
を

作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
　

4
月
15
日︵
日
︶①
11
時
～
12
時
10
分 

　
　
　
②
13
時
～
14
時
10
分︵
各
回
70
分
︶

会
場
　
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

定
員
　
各
回
8
名︵
先
着
順
︶

対
象
　

5
歳
以
上︵
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
︶

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料︵
要
展
示
観
覧
券
︶

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

み
ん
ぱ
く
フ
ェ
ア
開
催

開
催
中
の
特
別
展﹁
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万
博
収
集
資
料
﹂に
ま
つ
わ
る
ミ
ニ
展

示
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

会
期
　

4
月
30
日︵
月
・
振
休
︶ま
で

会
場
　
エ
キ
ス
ポ
シ
テ
ィ
内
の
イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト

す
い
た

●
み
ん
ぱ
く
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル﹁
万
博
記
念
公
園
駅
﹂と
み
ん
ぱ

く
の
間
の
直
通
送
迎
バ
ス
を
特
別
展﹁
太
陽
の
塔

か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万
博
収
集
資
料
﹂の

会
期
中
に
運
行
し
ま
す
。

運
行
日 

5
月
29
日︵
火
︶ま
で
の
土
曜
・
日
曜
・
祝
日

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分
、
無
料

運
休
日 

平
日
、
4
月
21
日︵
土
︶、
22
日︵
日
︶、

　
　
　
　
28
日︵
土
︶、
29
日︵
日
・
祝
︶、

　
　
　
　
30
日︵
月
・
振
休
︶

※
万
博
記
念
公
園
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
場

合
は
臨
時
に
運
休
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

大阪モノレール
万博記念公園駅発

時 国立民族学博物館
→万博記念公園駅

10  　　　　　　50

11  　　20

12  　　　 30

13  00　　 30

14  　 10　　 40

15  　 10　　 40

16  　　　 30

17  00

時 万博記念公園駅
→国立民族学博物館

10  06  　　36

11  06  　　36

12     　　　　46

13   　16  　　46

14    　　26 　　56

15  　　  26 　　56

16

17  

国立民族学博物館発

人間にとって肉を食べるとは
いかなることか。文化人類学
を中心として、人文・自然科学
の最新の学術的成果をもとに、
人間の肉食をめぐる問題群を
考え抜く唯一無二の研究書。

刊行物紹介

■野林 厚志 編
『肉食行為の研究』
平凡社　4,600円（税別）

友
の
会
講
演
会

会
員
無
料︵
会
員
証
提
示
︶、
一
般
5
0
0
円

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
︶

第
4
7
7
回

富
士
山

―
水
と
世
界
遺
産
を
考
え
る

日
時
　

5
月
5
日︵
土
・
祝
︶13
時
30
分
～
14
時
40
分

講
師
　
秋
道
智
彌︵
山
梨
県
立
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
所
長
、

 

本
館 

名
誉
教
授
︶

富
士
山
は
2
0
1
3
年
6
月
22
日
、
第
37
回
世
界
遺
産
委
員
会

に
お
い
て﹁
富
士
山

―
信
仰
の
対
象
と
芸
術
の
源
泉
﹂と
し
て
ユ

ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
遺
産
の
構

成
遺
産
は
25
あ
り
、
こ
の
う
ち
富
士
五
湖
、
忍
野
八
海
、
白
糸
の

滝
、
富
士
山
本
宮
浅
間
神
社
な
ど
、
水
と
関
わ
り
の
あ
る
サ
イ
ト

は
半
数
以
上
に
達
し
ま
す
。
富
士
山
に
降
っ
た
雨
や
雪
は
地
下
に

浸
透
し
、
湧
水
と
し
て
湧
き
出
し
ま
す
。
富
士
山
の
水
と
生
活
や

文
化
、
信
仰
と
の
関
わ
り
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
世
界
遺
産
と
し

て
の
意
味
を
考
え
ま
す
。

第
4
7
8
回

カ
フ
ィ
ル
・
カ
ラ
遺
跡
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

―
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
彫
り
板
絵
か
ら
読
み
解
く

日
時
　

6
月
2
日︵
土
︶13
時
30
分
～
14
時
40
分

講
師
　
寺
村
裕
史︵
本
館 

准
教
授
︶

東
京
講
演
会

第
1
2
2
回

の
こ
さ
れ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン

―
E
E
M（
万
博
資
料
収
集
団
）か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

日
時
　

4
月
14
日︵
土
︶13
時
30
分
～
14
時
40
分

会
場
　
モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン︵
定
員
60
名
・
要
事
前
申
込
︶

講
師
　
野
林
厚
志︵
本
館 

教
授
︶

1
9
7
0
年
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
日
本
万
国
博
覧
会
。
テ
ー
マ

館
で
あ
っ
た
太
陽
の
塔
の
地
下
に
は
、
世
界
各
地
の
民
族
資
料
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
資
料
の
収
集
に
当
た
っ
た
の
が
、

若
い
人
類
学
者
で
構
成
さ
れ
た﹁
日
本
万
国
博
覧
会
世
界
民
族
資

料
調
査
収
集
団︵
E
E
M
︶﹂で
す
。
彼
ら
の
収
集
活
動
か
ら
国
立

民
族
学
博
物
館
の
創
設
に
い
た
る
経
緯
を
、
当
時
の
記
録
を
も
と

に
紹
介
し
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会︵
40
分
︶を
お
こ

な
い
ま
す
。

第
91
回
民
族
学
研
修
の
旅

モ
ン
ゴ
ル
、遊
牧
の
民
に
出
会
う

―
揺
籃
の
地
オ
ル
ホ
ン
川

上
流
域
と
草
原
都
市
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
を
訪
ね
る

8
月
8
日︵
水
︶～
15
日︵
水
︶　
8
日
間

4
月
8
日︵
日
︶14
時
30
分
～
15
時
　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

東
ア
フ
リ
カ
民
族
資
料
収
集
の
舞
台
裏

話
者
　
川
瀬
慈︵
本
館 

准
教
授
︶

4
月
15
日︵
日
︶14
時
30
分
～
15
時
　
特
別
展
示
館

収
集
団
の
見
た
独
立
期
の
オ
セ
ア
ニ
ア

話
者
　
丹
羽
典
生︵
本
館 

准
教
授
︶

4
月
22
日︵
日
︶14
時
30
分
～
15
時
　
特
別
展
示
館

イ
ン
ド
・
中
近
東
収
集
か
ら
時
代
を
読
む

話
者
　
南
真
木
人︵
本
館 

准
教
授
︶

4
月
29
日︵
日
・
祝
︶14
時
30
分
～
15
時
　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

1
9
6
0
年
代
末
の
メ
キ
シ
コ
と
コ
ロ
ン
ビ
ア

―
E
E
M
中
南
米
の
旅

話
者
　
鈴
木
紀︵
本
館 

准
教
授
︶

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料︵
要
展
示
観
覧
券
︶

※
全
て
特
別
展﹁
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万
博

収
集
資
料
﹂に
関
連
し
た
内
容
で
開
催
し
ま
す
。

日
時
　

4
月
21
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
9
回

E
E
M
と
い
う「
運
動
」

松
原
正
毅︵
本
館 

名
誉
教
授
︶

野
林
厚
志︵
本
館 

教
授
︶

丹
羽
典
生︵
本
館 

准
教
授
︶

E
E
M︵E

xp
o

 '70 E
thnolo

g
ical M

issio
n

﹁
日
本
万
国
博

覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
﹂︶の
収
集
の
様
子
や
当
時

の
裏
話
を
、
E
E
M
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
松
原
正
毅

名
誉
教
授
を
お
迎
え
し
て
、
皆
様
と
楽
し
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

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
。

4
月
1
日︵
日
︶14
時
30
分
～
15
時
　
特
別
展
示
館

「
田
の
神（
タ
ノ
カ
ン
サ
ァ
）」に
つ
い
て

話
者
　
日
髙
真
吾︵
本
館 

准
教
授
︶

当時の航空券やパスポート

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

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

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜

17
時（
土
日
祝
を
除
く
）で
す
。

み
ん
ぱ
く
春
の
遠
足
・
校
外
学
習

事
前
見
学
＆
ガ
イ
ダ
ン
ス

春
の
遠
足
・
校
外
学
習
に
む
け
て
、
事
前
見
学
に

来
館
さ
れ
る
学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し
た

ガ
イ
ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。

日
時 

4
月
5
日︵
木
︶、
6
日︵
金
︶

 
14
時
～
16
時
30
分

会
場 
本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

※
参
加
無
料

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
参
加
申
込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
F
A
X
に
て
お

送
り
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

国
立
民
族
学
博
物
館 

案
内
所

電
話 

0
6
・
6
8
7
8
・
8
3
4
1

  

︵
10
時
～
17
時
︶

F
a
x
　

0
6
・
6
8
7
8
・
8
4
4
1

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

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

祖先像
（ニューヘブリデス諸島、現バヌアツ）
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に
な
っ
て
大
き
な
鼻
の
天
狗
像
が
定
着
し
た
よ

う
だ
。
も
と
は
ト
ビ
の
く
ち
ば
し
を
表
現
し
た

鼻
が
、
誇
張
さ
れ
、
や
や
滑
稽
に
造
型
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
館
蔵
の
面
や
絵
馬
の
よ
う

に
、
鼻
高
の
天
狗
を
大
天
狗
、
鳥
類
型
を
大
天

狗
に
仕
え
る
烏
天
狗
と
位
置
付
け
た
の
は
、
江

戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
ろ
う
。

♦
♦
♦
鼻
高
の
異
形
♦
♦
♦

し
か
し
、
じ
つ
は
「
鼻
高
の
異
形
」
の
造
型

じ
た
い
は
、
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
福
井

県
の
「
王
の
舞
」
が
有
名
だ
が
、
日
本
各
地
に

鼻
高
の
異
形
が
祭
礼
行
列
を
先
導
す
る
芸
能
が

伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
異
形
た
ち
は
、
記
紀

神
話
の
猿
田
彦
で
あ
る
と
も
説
明
さ
れ
る
。

猿
田
彦
は
、
天
孫
降
臨
に
際
し
道
案
内
を
務

め
た
と
語
ら
れ
る
神
。
眼
光
き
ら
め
き
、
背
丈

は
七
尺
、
鼻
の
長
さ
七
咫あ
た

と
い
う
異
相
で
、
道

祖
神
と
も
同
一
視
さ
れ
る
。
咫
は
親
指
と
人
差

し
指
（
一
説
に
中
指
）
を
広
げ
た
長
さ
で
、
約
一

八
セ
ン
チ
と
い
う
か
ら
、
七
咫
は
一
二
六
セ
ン
チ
。

か
な
り
巨
大
な
鼻
で
あ
る
。
こ
の
神
が「
王
の
舞
」

な
ど
の
露
払
い
を
務
め
る
鼻
高
の
異
形
と
結
び

つ
い
て
理
解
さ
れ
、
中
世
以
来
の
記
紀
神
話
解

釈
の
な
か
で
定
着
し
た
の
だ
。

芸
能
を
先
導
す
る
鼻
高
面
の
起
源
は
か
な
り

古
く
、
根
強
い
。
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
正
倉
院
に

♦
♦
♦
天
狗
の
鼻
は
「
高
い
」
の
か
♦
♦
♦

ヤ
マ
ザ
キ
マ
リ
の
漫
画
『
テ
ル
マ
エ
・
ロ
マ
エ
』

は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
浴
場
設
計
者
が
、
な
ぜ
か

現
代
日
本
（
の
風
呂
場
）
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す

る
荒
唐
無
稽
な
展
開
が
人
気
を
博
し
た
。
映
画

版
で
は
、
阿
部
寛
、
北
村
一
輝
ら
彫
り
の
深
い

日
本
人
俳
優
が
古
代
ロ
ー
マ
人
を
演
じ
た
こ
と

も
話
題
に
な
っ
た
。作
中
、ま
さ
か
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
し
た
と
は
知
ら
な
い
主
人
公
は
、
出
会
っ
た

日
本
人
を
ロ
ー
マ
に
従
属
す
る
民
族
だ
ろ
う
と

考
え
、「
平
た
い
顔
族
」
と
名
付
け
る
。
た
し
か

に
日
本
人
は
「
平
た
い
顔
族
」
だ
。

わ
れ
わ
れ
「
平
た
い
顔
族
」
に
と
っ
て
、
大

き
く
高
い
鼻
は
威
圧
感
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
鼻

が
長
い
」
で
は
な
く
「
高
い
」
と
い
う
表
現
に
、

山
や
身
分
に
対
す
る
の
と
同
じ
肯
定
的
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
あ
る
、
と
い
う
国
語
学
者
の
指
摘
も

あ
る
。
一
方
で
「
鼻
高
」
は
、
気
取
っ
た
、
高

慢
な
言
動
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
と
し
て
、
平
安

時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
憧
れ
と
と
も
に
、
ど

こ
か
近
寄
り
が
た
い
、
怖
い
イ
メ
ー
ジ
。
天
狗
の

高
い
鼻
も
、「
平
た
い
顔
族
」
の
「
鼻
」
に
対
す

る
畏
怖
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
よ
く
知
ら
れ
た
赤
い
顔
に
高
い
鼻
の

天
狗
面
は
、
室
町
時
代
に
入
っ
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
天
狗
像
は
ト
ビ
を
擬

人
化
し
た
姿
で
描
か
れ
る
の
が
普
通
で
、
能
面

も
収
蔵
さ
れ
る
伎
楽
面
の
治ち

道ど
う

に
行
き
つ
く
。

ペ
ル
シ
ャ
人
を
模
し
た
と
も
い
う
こ
れ
ら
の
面
を

異
形
と
よ
ぶ
の
は
は
ば
か
ら
れ
る
が
、
芸
能
に

お
け
る
鼻
高
面
が
猿
田
彦
を
経
由
し
、
天
狗
に

つ
な
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

♦
♦
♦
天
狗
の
由
来
♦
♦
♦

と
こ
ろ
で
、
中
国
で
は
も
と
も
と
「
天
狗
」

は
文
字
ど
お
り
「
天
の
狗い
ぬ

」
を
あ
ら
わ
し
、
犬

の
よ
う
な
大
音
を
た
て
て
落
ち
る
流
星
（
隕い
ん

石せ
き

）

や
、
空
を
飛
ぶ
犬
の
よ
う
な
怪
物
だ
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
日に
っ
し
ょ
く蝕を

引
き
お
こ
す
と
か
、
子
ど
も
に

病
気
を
も
た
ら
す
と
か
い
っ
た
伝
承
も
あ
り
、
特

に
雲
南
地
方
で
は
天
狗
除
け
の
護
符
も
多
く
作

ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
中
国
の
「
天
狗
」
か

ら
空
を
飛
ぶ
性
質
だ
け
を
受
容
し
て
き
た
が
、

「
鼻
高
」
の
天
狗
像
に
も
、ど
こ
か
異
国
の
イ
メ
ー

ジ
は
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。

想像界の生物相

天狗の鼻
日本学術振興会特別研究員 PD

（京都精華大学） 久
く
留
る
島
しま

 元
はじめ

資料名―仮面（天狗）

標本番号― H0012060

地域―日本

サイズ―高さ 15cm× 幅 11 cm× 厚さ 7.9cm

資料名―絵馬（天狗面図）

標本番号― H0015280

地域―日本

サイズ―縦 21cm×  横 24cm

資料名―護符（甲
チャーマージー

馬紙）

標本番号― H0208376

地域―中国、雲南省

サイズ―縦 16cm× 横 12cm

「伎楽面 治道」（重要文化財）
東京国立博物館所蔵
Image：TNM Image Archives
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さ
い
過
去
の
遺
物
で
は
な
く
、
ネ
パ
ー
ル
の

貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
と
伝
え
る
こ
と
が
、

伝
統
音
楽
の
衰
退
に
歯
止
め
を
か
け
る
唯
一

の
方
法
だ
と
考
え
、
一
九
九
七
年
に
音
楽
博

物
館
を
立
ち
上
げ
、
準
備
期
間
を
経
て
二
〇

〇
二
年
に
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
市
内
の
ト
リ
プ
レ

シ
ュ
ワ
ル
・
マ
ハ
ー
デ
ヴ
寺
院
に
間
借
り
す

る
形
で
開
館
し
た
。

博
物
館
が
所
蔵
す
る
楽
器
は
約
六
五
〇
点
。

カ
デ
ル
さ
ん
が
自
ら
ネ
パ
ー
ル
各
地
に
足
を

運
ん
で
集
め
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
そ
の

う
ち
二
〇
〇
点
ほ
ど
が
常
時
展
示
さ
れ
て
い

る
。
年
代
が
特
定
で
き
る
最
古
の
資
料
は
、

二
〇
〇
年
前
に
寺
院
に
寄
進
さ
れ
た
ナ
ガ
ラ

と
よ
ば
れ
る
太
鼓
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
現
在

で
は
演
奏
の
伝
統
が
途
絶
え
た
り
、
作
ら
れ

て
い
な
い
楽
器
を
数
多
く
集
め
た
。
世
界
の

楽
器
を
網
羅
的
に
集
め
る
欧
米
や
日
本
の
楽

器
博
物
館
に
比
べ
れ
ば
規
模
は
小
さ
い
が
、

ネ
パ
ー
ル
の
楽
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
最

大
の
博
物
館
に
成
長
し
た
。

カ
デ
ル
さ
ん
た
ち
は
、
楽
器
の
収
集
と
並

寺
て ら

田
だ

 𠮷
よ し

孝
た か

民博 学術資源研究開発センター

熱
意
が
支
え
る
博
物
館

タ
ン
カ
（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
宗
教
画
）
の
販

売
を
生
業
と
す
る
ラ
ム
・
プ
ラ
サ
ド
・
カ
デ

ル
さ
ん
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
伝
統
音
楽
が
日
に

日
に
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
心
を
痛
め
、
一

九
九
五
年
の
あ
る
日
、
一
念
発
起
し
て
、
楽

器
の
収
集
や
音
楽
芸
能
の
記
録
に
一
生
を
捧

げ
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
民
俗
音
楽
は
古
く

て
、
伝
承
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
儀
礼
を
再

興
す
る
試
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。

厳
し
い
現
実
に
抗
し
て

博
物
館
は
公
的
資
金
を
ほ
と
ん
ど
受
け
ず

に
運
営
し
て
い
る
た
め
、
財
政
的
な
基
盤
は

弱
く
、
こ
れ
ま
で
に
幾
度
も
窮
地
に
立
た
さ

れ
て
き
た
。
私
財
を
投
じ
て
博
物
館
を
運
営

す
る
カ
デ
ル
さ
ん
の
意
気
に
惚ほ

れ
込
ん
だ
友

人
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
を
支

え
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
対
処
し
が
た
い
事

態
は
起
こ
り
う
る
。
特
に
、
二
〇
一
五
年
四

月
に
ネ
パ
ー
ル
を
襲
っ
た
大
地
震
は
、
歴
史

的
建
造
物
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
音
楽

博
物
館
が
間
借
り
し
て
い
る
建
物
は
倒
壊
を

免
れ
た
も
の
の
、
大
掛
か
り
な
補
強
と
改
修

が
必
要
と
な
り
、
一
度
の
入
場
者
数
を
二
〇

人
に
制
限
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
年
間

二
万
五
〇
〇
〇
人
あ
っ
た
来
館
者
は
、
今
で

は
五
〇
〇
〇
人
ほ
ど
に
減
少
し
て
お
り
入
場

料
収
入
も
激
減
し
た
。

さ
ら
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
建

物
の
一
角
を
借
り
て
い
た
寺
院
の
管
理
組
織

（
グ
テ
ィ
）
が
、
地
震
に
よ
る
被
害
を
機
に
、

二
〇
一
六
年
に
あ
る
大
学
と
三
五
年
間
の
土

地
の
貸
借
契
約
を
結
ん
だ
。
大
学
は
寺
院
を

囲
む
四
周
の
建
物
を
再
建
し
て
、
あ
ら
た
に

校
舎
と
す
る
計
画
を
立
て
て
お
り
、
博
物
館

は
早
急
に
転
居
先
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

ネ
パ
ー
ル
の
音
楽
と
そ
の
振
興
を
目
的
と
す

る
博
物
館
の
活
動
を
世
界
に
む
け
て
発
信
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
二
〇
一
一
年
に
始

ま
っ
た
。
昨
年
、
第
七
回
目
を
迎
え
た
映
画

祭
で
は
、
欧
米
、
南
ア
ジ
ア
の
民
族
音
楽
学

者
が
制
作
し
た
番
組
が
二
八
本
上
映
さ
れ
た
。

ま
た
、
映
画
祭
の
前
日
に
は
、
消
滅
に
瀕ひ
ん

す

る
民
族
文
化
の
保
全
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
学
術
交
流
の
場
を
提
供

す
る
努
力
も
始
め
た
。

さ
ら
に
映
画
祭
で
は
、
大
英
図
書
館
が
所

蔵
す
る
一
九
三
〇
年
代
の
歴
史
的
な
映
像
を

特
別
上
映
し
、
ネ
パ
ー
ル
の
豊
か
な
音
楽
芸

能
が
世
界
的
に
も
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
を

紹
介
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
古
い
映
像
を
使
っ

行
し
て
、
音
楽
芸
能
の
映
像
記
録
に
も
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
家
庭
用
の
ビ
デ
オ

カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
映
像
は
三
万
時
間
に
お

よ
ぶ
膨
大
な
資
料
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
に

は
す
で
に
伝
承
が
途
絶
え
た
音
楽
や
儀
礼
も

含
ま
れ
て
い
る
。
収
集
映
像
の
ほ
と
ん
ど
が

ア
ナ
ロ
グ
映
像
で
あ
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
化

を
進
め
た
い
が
、
外
部
資
金
に
依
存
し
て
い

る
た
め
一
割
ほ
ど
し
か
達
成
し
て
い
な
い
。

音
楽
映
画
祭

こ
の
博
物
館
が
母
体
と
な
っ
て
運
営
し
て

い
る
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
が
、
毎
年
一
一
月
に

開
催
さ
れ
る
「
国
際
民
俗
音
楽
映
画
祭
」
で

あ
る
。
世
界
各
地
で
制
作
さ
れ
て
い
る
音
楽

映
画
を
ネ
パ
ー
ル
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

伝
統
文
化
を
保
存
し
て
い
く
う
え
で
、
博
物
館
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
し
か
し
、

博
物
館
維
持
に
は
資
金
調
達
や
環
境
整
備
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
伴
う
こ
と

も
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
の
伝
統
音
楽
を
守
る
た
め
、一
個
人
が
中
心
と
な
っ
て
博
物
館

を
設
置
し
た
事
例
を
見
る
。

ネパール音楽博物館

な
い
。

そ
の
よ
う
な
窮
地
に
立
た
さ
れ
て
も
、
カ

デ
ル
さ
ん
は
前
向
き
で
あ
る
。
昨
年
は
、
国

際
伝
統
音
楽
学
会
に
お
け
る
ネ
パ
ー
ル
代
表

者
と
な
り
、
国
際
的
な
音
楽
研
究
の
場
で
ネ

パ
ー
ル
の
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
発
信
す

る
足
場
を
築
い
た
。
ま
た
大
英
図
書
館
と
の

関
係
を
強
化
し
、
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取

り
組
む
計
画
を
立
て
て
い
る
。
地
震
が
あ
っ

た
二
〇
一
五
年
に
は
映
画
祭
の
開
催
が
危
ぶ

ま
れ
た
が
、
大
奮
闘
し
て
な
ん
と
か
実
施
に

こ
ぎ
つ
け
た
。
映
画
祭
が
掲
げ
て
き
た
「
生

存
の
た
め
の
音
楽
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
、

こ
の
年
ほ
ど
切
実
な
響
き
を
も
っ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
博
物
館
の
生
き
残
り
を

か
け
た
カ
デ
ル
さ
ん
の
闘
い
は
続
く
。

／ネパール

音楽博物館の外観。２階が展示エリアになっている（2011年）

映画祭に招待された子どもたち。彼らが伝統音楽の将来を決める（2012年） 壁面に楽器をつるすだけの簡素な展示方法。キャプションも楽器の
名前だけである（2012年）

映画祭の閉会式でサンカ（法螺貝）を吹きならすカデルさん（2011年）
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マ
ナ
カ
マ
ナ
参
詣

中
部
ネ
パ
ー
ル
・
ゴ
ル
カ
郡
の
山
中
約
一
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
尾
根
上
に
、
マ
ナ
カ
マ
ナ
（
心
の
な
か
の
願
望
）
と
よ
ば
れ

る
寺
が
あ
る
。
人
び
と
は
古
来
、
こ
こ
の
女
神
に
供
物
を
献
じ

て
願
を
か
け
（
バ
ッ
カ
ル
）、
成
就
す
れ
ば
生い
け

贄に
え

の
ヤ
ギ
や
ニ
ワ

ト
リ
を
捧
げ
て
、
お
礼
参
り
を
し
て
き
た
。
マ
ナ
カ
マ
ナ
参
詣

（
ダ
ル
サ
ン
）
は
、
バ
ル
タ
・
テ
ィ
ル
タ
（
断
食
巡
礼
）
と
も
よ

ば
れ
、
麓
か
ら
寺
ま
で
徒
歩
で
約
三
時
間
の
つ
づ
ら
折
り
の
斜

面
を
登
る
苦
行
を
と
も
な
っ
た
。
わ
た
し
も
調
査
村
の
人
と
歩

い
て
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
額
に
汗
し
て
辿た
ど

り
着
い
た
尾
根

に
延
び
る
参
道
と
宿
場
町
は
別
世
界
の
よ
う
に
ま
ば
ゆ
く
映
り
、

女
神
の
ご
利
益
も
い
く
ば
く
か
と
思
っ
た
も
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
八
年
、
こ
こ
に
西
欧
製
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
（
ネ
パ
ー
ル
で
は
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
と
よ
ぶ
）
が
敷
設
さ
れ
、
も

の
の
一
〇
分
で
尾
根
に
上
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
巡
礼
の
苦

行
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
久
し
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
び

と
の
信
心
や
女
神
の
ご
利
益
が
減
じ
た
と
い
う
話
は
聞
か
な
い
。

感
性
に
委
ね
ら
れ
た
映
像
と
音
響

映
画
「
マ
ナ
カ
マ
ナ
」
は
、
こ
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
な
か
に

固
定
し
た
カ
メ
ラ
が
、
供
犠
獣
と
し
て
売
ら
れ
る
荷
物
キ
ャ
ビ

ン
に
載
せ
ら
れ
た
ヤ
ギ
を
含
む
、
一
〇
組
の
乗
客
（
と
ヤ
ギ
）

の
一
〇
分
間
を
ひ
た
す
ら
写
し
、
そ
れ
ら
を
つ
な
げ
た
映
像
で

視
聴
者
の
多
く
は
、
そ
う
し
た
情
景
に
何
ら
か
の
意
味
や
作

品
の
意
図
を
探
ろ
う
と
、
乗
客
の
表
情
と
動
き
を
追
い
、
会
話

に
耳
を
そ
ば
だ
て
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
や
が
て
そ
れ
は
無
意
味

で
、
作
品
の
意
味
は
視
聴
者
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
中
や
感
性
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

気
づ
く
こ
ろ
に
は
、
圧
倒
的
な
量
で
迫
る
鳥
の
鳴
き
声
や
虫
の

音
の
大
き
さ
に
耳
を
奪
わ
れ
、
サ
ラ
ノ
キ
林
か
ら
高
度
を
上
げ

て
マ
ツ
林
に
変
わ
る
景
色
や
眼
下
の
村
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
と

相
ま
っ
て
、
ネ
パ
ー
ル
の
山
の
懐
深
さ
を
感
じ
は
じ
め
る
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
は
、
乗
客
の
さ
ま
ざ
ま
な
反

応
を
と
お
し
て
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
び
と

の
生
活
の
機
微
に
思
い
を
は
せ
る
に
違
い

な
い
。

感
覚
民
族
誌
学

乗
客
役
の
出
演
者
は
何
れ
も
、
監
督
の

一
人
で
文
化
人
類
学
者
の
ス
プ
レ
イ
が
調

査
す
る
村
の
人
び
と
や
彼
女
の
友
人

（
ツ
ー
リ
ス
ト
役
の
米
国
人
）
で
あ
り
、
監

督
二
人
も
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
に
同
乗
し
、
カ

メ
ラ
側
に
い
た
こ
と
が
映
画
の
公
式
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
明
ら
か
に
な

る
。
そ
れ
を
読
む
ま
で
は
、
て
っ
き
り
無

人
カ
メ
ラ
が
写
し
た
映
像
だ
と
思
っ
た
が
、

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
乗
客
の
態
度
や
表
情
か

ら
は
、
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
や
ス
プ
レ
イ
ら

の
存
在
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ

の
作
品
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
だ
が
、
台

構
成
さ
れ
る
。
前
半

の
上
り
と
後
半
の
下

り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
カ

メ
ラ
を
上
向
き
と
下

向
き
に
固
定
し
た
映

像
が
あ
る
の
で
、
構

図
と
し
て
は
四
パ

タ
ー
ン
あ
る
。
だ
が
、

何
れ
も
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
の
な
か
と
窓
か
ら

の
景
色
が
延
々
と
映

し
出
さ
れ
る
こ
と
に

変
わ
り
な
く
、
マ
ナ

カ
マ
ナ
寺
が
映
る
わ
け
で
も
な
い
。

初
め
て
乗
る
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
に
表
情
が
強
張
っ
た
ま
ま
の
無

言
の
祖
父
と
孫
、
供
物
を
手
に
固
唾
を
の
む
中
年
女
性
、
気
分

が
高
揚
し
同
行
者
に
神
話
を
語
る
老
女
、
写
真
を
撮
り
な
が

ら
、
は
し
ゃ
ぐ
若
者
た
ち
な
ど
、
一
〇
組
は
そ
れ
ぞ
れ
に
魅
力

的
だ
。
唯
一
、
上
り
と
下
り
の
両
方
に
登
場
す
る
夫
婦
は
、
参

詣
を
終
え
て
緊
張
が
和
ら
い
だ
の
か
、
復
路
は
往
路
よ
り
も
少

し
饒
じ
ょ
う

舌ぜ
つ

に
な
る
。
大
事
そ
う
に
抱
え
て
い
た
ニ
ワ
ト
リ
も
、
帰

り
は
逆
さ
の
縛
ら
れ
た
足
だ
け
が
映
り
、
儀
礼
が
滞
り
な
く
終

わ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

本
が
用
意
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
、
素
人
に
よ
る
意

図
せ
ざ
る
「
演
技
」
が
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
凌し
の

ぐ
ほ
ど
の
現

実
味
を
帯
び
て
、
視
聴
者
に
何
か
を
感
じ
さ
せ
、
何
か
を
考
え

さ
せ
る
。
し
か
も
、
そ
の
何
か
と
は
自
由
で
開
か
れ
た
も
の
で

あ
り
、
パ
タ
ー
ン
化
し
た
衝
撃
的
な
構
図
と
は
裏
腹
に
、
監
督

の
主
張
や
作
品
の
意
図
を
提
示
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
む
。

じ
つ
は
こ
の
作
品
は
、ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
人
類
学
部
の「
感

覚
民
族
誌
学
ラ
ボ
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
一
言
で
い
え
ば

そ
れ
は
、
こ
と
ば
に
よ
る
説
明
を
排
除
し
た
、
感
性
や
感
覚
に

訴
え
か
け
る
実
験
的
な
映
像
と
音
響
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

鳥
の
鳴
き
声
、
虫
の
音
、
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
ロ
ー
プ
が
軋き
し

む
音

や
鉄
塔
に
差
し
掛
か
っ
た
と
き
の
ノ
イ
ズ
、
供
犠
を
想
起
さ
せ

る
ヤ
ギ
の
泣
き
声
と
寺
の
鐘
の
共
鳴
音
な
ど
、
こ
こ
で
聞
こ
え

る
音
は
、
研
ぎ
澄
ま
し
た
感
覚
を
し
て
は
じ
め
て
聞
こ
え
て
く

る
類
の
も
の
だ
。
映
画
「
マ
ナ
カ
マ
ナ
」
に
は
、
感
覚
民
族
誌

学
を
名
乗
る
、
民
族
誌
映
画
へ
の
あ
ら
た
な
刺
激
的
な
挑
戦
が

凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

単
調
な
構
図
が
生
む
豊
潤
な
沃
野

南み
な
み 

真ま

木き

人と

民
博 

グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部

M
「マナカマナ―雲上の巡礼」
（ハーヴァード大学  感覚民族誌学ラボ 傑作選）

原題：MANAKAMANA 

2013年／ネパール・アメリカ／日本語字幕あり／118分
監督：ステファニー・スプレイ、パチョ・ヴェレズ
DVDあり

映画の断片のような家族旅行
（ただし、これはマナカマナではなく、カトマンドゥ盆地外
輪山のチャンドラギリ・ヒルズのロープウェイ、2017年）

参道で売られている供物と土産物の首飾り（1998年）参拝の順番待ちの列ができるマナカマナ寺（1998年）
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ながなんぢゃ

祖母はよそ者？

What’s in a name?

昨
年
、
久
し
ぶ
り
に
中
国
広
東
省
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
行

き
、
あ
る
家
庭
を
訪
問
し
た
と
き
、
祖
母
が
孫
へ
の
怒
り
を

口
に
し
て
い
た
。
も
う
あ
の
子
は
う
ち
の
孫
で
は
な
い
、
と

ば
か
り
の
憤
慨
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
を
聞
い
て
み
る

と
、
彼
ら
の
方
言
で
あ
る
潮
州
語
で
孫
が
祖
母
の
こ
と
を

「
外
婆
」（
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
）
と
呼
ん
だ
の
が
問
題
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
こ
の
祖
母
は
、
孫
か
ら
す
る
と
母
親
の
母
に
あ
た

る
。
中
国
語
を
解
す
る
人
な
ら
ば
、
な
ぜ
祖
母
が
怒
っ
て
い

る
の
か
理
解
に
苦
し
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
に

は
、
中
国
の
方
言
を
め
ぐ
る
複
雑
な
状
況
が
関
係
し
て
い
る
。

中
国
は
多
民
族
国
家
で
あ
る
。
五
六
の
民
族
の
う
ち
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
の
が
漢
族
で
あ
る
が
、
一
〇
億
人
を
超

え
る
漢
族
は
、
文
化
・
言
語
面
で
の
多
様
性
が
大
き
い
。
例

え
ば
、
北
方
を
ベ
ー
ス
と
す
る
中
国
語
と
、
南
方
の
方
言
で

あ
る
広
東
語
、客ハ
ッ
カ家
語
、潮
州
語
と
は
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
す
ら
成
り
立
た
な
い
。
み
な
漢
字
を
使
う
と
は
い
え
、
方

言
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
漢
字
表
記
が
一
部
あ
っ
た
り
、
漢

字
で
は
表
記
で
き
な
い
こ
と
ば
が
あ
っ
た
り
す
る
。
さ
ら
に

は
、
親
族
呼
称
の
範
囲
す
ら
異
な
っ
て
い
る
。

中
国
語
で
は
、
父
方
と
母
方
の
祖
父
母
を
明
確
に
わ
け
て

呼
称
す
る
。
父
方
の
祖
母
は
「
奶ナ
イ
ナ
イ奶

」、
母
方
の
祖
母
は

「
外ワ
イ
ポ
ー婆
」
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
潮
州
語
や
客
家
語
は
、

日
本
と
同
じ
く
、
父
方
で
あ
る
か
母
方
で
あ
る
か
を
明
確
に

区
別
し
な
い
。
つ
ま
り
、潮
州
語
で
は
、祖
母
を
「
奶
奶
」「
外

婆
」
と
わ
け
ず
、
一
括
し
て
「
嫲マ
マ
ー嫲
」
ま
た
は
「
阿ア
マ
ー嫲
」
と

呼
ぶ
。

祖
母
の
怒
り
の
原
因
と
な
っ
た
、「
外
婆
」
と
い
う
呼
称

は
、
中
国
語
の
文
脈
で
は
何
の
問
題
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

潮
州
語
で
「
外グ
ア
マ
ー婆
」
と
呼
ぶ
と
、「
外
」
と
い
う
漢
字
に
あ

る
よ
う
に
、「
よ
そ
者
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
調
さ
れ

て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
祖
母
は
、
同
じ
家
族
の
一
員
で
は
な

い
「
よ
そ
者
」
で
あ
る
と
孫
か
ら
言
わ
れ
た
と
思
い
、
怒
り

を
露
わ
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
祖
母
は
中
国
語
の
「
外
婆
」
と
い
う
単
語
を
知

ら
な
か
っ
た
の
か
と
思
う
読
者
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
中
国
の
南
部
で
は
中
国
語
を
ほ
と
ん
ど
解
さ

な
い
高
齢
者
も
少
な
く
な
い
。
他
方
で
、
若
い
孫
の
世
代
と

な
る
と
、
方
言
を
解
す
る
も
の
の
、
学
校
や
テ
レ
ビ
の
影
響

で
中
国
語
が
日
常
会
話
の
ベ
ー
ス
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
得
意
と
す
る
使
用
言
語
が
異
な
る
た
め
、
孫
は
、

中
国
語
の
表
現
を
基
盤
と
し
て
、
方
言
で
話
す
こ
と
も
あ

る
。
そ
の
と
き
、
中
国
語
と
方
言
の
意
味
の
ズ
レ
に
よ
り
、

行
き
違
い
が
生
じ
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
る
の
だ
。

結
局
、
こ
の
問
題
は
、
母
親
が
仲
介
を
し
、
中
国
語
の
意

味
を
祖
母
に
教
え
る
こ
と
で
解
決
し
た
。
し
か
し
、
祖
母
は
、

「
外
婆
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
か
な
り
の
抵
抗
感
が
あ
る
ら

し
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
後
は
、
祖
母
を
潮
州
語
で
「
嫲
嫲
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
、
こ
の
家
庭
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
と
な
っ
た
。

こ
の
さ
さ
や
か
な
ト
ラ
ブ
ル
は
、
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
・

ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
だ
け
で
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
現
代
中
国
の
内
部
に
お
け
る
異
文
化
（
言
語
）
衝
突
の

片へ
ん
り
ん鱗
を
、
こ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

河
かわ

合
い

 洋
ひろ

尚
なお

民博 グローバル現象研究部
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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

2016年 4月 1日に施行された障害者差別解消法は、障害

を理由とする差別をなくし、人びとの共生する社会の実現

を目指している。そのため求められるのが、社会的な障壁

を取り除くための「合理的な配慮」である。本号では、そ

の合理的配慮について研究する広瀬浩二郎准教授の共同研

究をもとに特集を組んでいる。今回の特集の本文では、こ

の機会をお借りして、ユニバーサルデザインを志向すると

いう UDフォントで試行的に組んでみた。読者諸氏のご意

見を賜りたい。

ところで広瀬氏の研究室は、小生の隣の部屋にある。よ

く出張されているなとは思っていたものの、今回の特集記

事のそこかしこに顔を出すのをみるにつけ、これほど精力

的に動きまわっていたのかと小生のなまけものぶりを反省

した次第である。

今号から「手芸考」が終わり、映像を主題にする「シネ

倶楽部Ｍ」が始まる。こちらの連載も楽しみにしていただ

きたい。（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
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/



　　

　　

「ミュージアム会員」
スタート！

博物館を繰り返し利用したい方、
展示の背景やフィールドワークの情
報を知りたい方におすすめです。
・本館展示の無料入館
・特別展の観覧料割引
・『月刊みんぱく』のお届けなど

「正会員」は同伴者
1名が無料になります！

「正会員」の同伴者は１名に限り、
下記サービスが適用になります。
・本館展示の無料入館
・特別展の観覧料割引
・友の会主催の催しへの参加 

割引提携館が
増えました！

会員証を提示すると割引料金で
見学できます。提携施設10 館に
下記 3 館が仲間に加わります。
・サントリー美術館
・竹中大工道具館
・MIHO MUSEUM

会員になるとどんなことができるの？

本館展示の無料入館、特別展の観覧料割引、刊行物の送付（『季刊民族学』『月刊みんぱ
く』「友の会ニュース」）、催しの優遇枠適用、提携館での割引のほか、研究者が同行する
研修旅行など、会員対象のプログラムもあります。種別によって、ご利用内容が異なります。
詳細をご希望の方には入会案内をお送りしますので、お気軽にお問い合わせください。

さまざまな会員種別があります（会員構成と年会費）

維持会員 一口 100,000円
正会員 おひとり 13,000円
ミュージアム会員 おひとり　  5,000円
みんぱくフリーパス おひとり 3,000円
キャンパスメンバーズ 学校・学部等でご入会いただけます。

国立民族学博物館内「友の会カウンター」
ほか、郵便振込で受け付けています。

友の会会員制度がさらに充実。
みんぱくをもっと身近に！
― 国立民族学博物館友の会よりご案内 ―

2018年
4月1日
スタート

お申し込み、お問い合わせ
国立民族学博物館友の会
（一般財団法人千里文化財団内）

〒565-8511　吹田市千里万博公園10-1
TEL：06-6877-8893　FAX：06-6878-3716
HP: https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/

入会方法




