


エッセイ 千字文

 1    

月刊

9月号目次

工
芸
立
国
に
よ
る
輸
出
振
興
を
目
的
に
、
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
年
）
に
仙
台
に
商
工
省
（
現
経
済
産
業
省
）
工
芸

指
導
所
が
創
設
さ
れ
て
今
年
で
九
〇
年
に
な
る
。
草
創
期

の
様
子
を
振
り
返
り
た
い
。

日
本
初
の
工
芸
・
デ
ザ
イ
ン
振
興
機
関
で
あ
る
工
芸
指

導
所
の
最
初
の
特
筆
す
べ
き
事
柄
は
、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト

（B
runo Taut 

一
八
八
〇
〜
一
九
三
八
）
が
昭
和
八
年
五
月
に

来
日
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
工
芸
指
導
所
が
、
世
界

の
デ
ザ
イ
ン
界
を
牽け

ん

引い
ん

し
て
い
た
ド
イ
ツ
工
作
連
盟
に
つ
い

て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
タ
ウ
ト
に
文
書
で
直
接
教
授
を

乞
う
と
共
に
、同
年
九
月
に
東
京・三
越
本
店
で
開
催
の「
工

芸
指
導
所
研
究
試
作
品
展
覧
会
」
に
タ
ウ
ト
を
招
待
し
た
。

そ
し
て
彼
の
意
見
を
文
書
に
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
以
て

国
井
喜
太
郎
所
長
が
商
工
省
と
外
務
省
を
説
得
し
、
年
度

途
中
の
一
一
月
に
三
カ
月
の
契
約
で
タ
ウ
ト
の
招

し
ょ
う

聘へ
い

が
実

現
し
た
の
だ
っ
た
。

タ
ウ
ト
は
工
芸
指
導
所
に
対
し
て
、
日
本
の
良
き
伝
統

と
西
洋
近
代
の
合
一
が
大
切
と
説
き
、
日
本
の
伝
統
美
を

認
識
さ
せ
、
数
々
の
意
見
書
を
提
出
し
、
デ
ザ
イ
ン
と
実

作
の
手
法
も
伝
授
し
た
。

若
手
所
員
剣け

ん

持も
ち

勇い
さ
む
は
所
長
か
ら
タ
ウ
ト
係
を
命
じ
ら
れ
、

剣
持
ら
は
木
製
の
仕
事
用
椅
子
を
量
産
す
る
た
め
の
規
範

原
型
（
優
良
定
型
）
研
究
の
指
導
を
受
け
た
。
そ
れ
は
、
国

内
外
の
椅
子
の
現
状
調
査
、
座
面
・
背
も
た
れ
・
肘
を
検

討
す
る
テ
ス
ト
チ
ェ
ア
二
種
の
製
作
と
計
測
、
デ
ザ
イ
ン
と

設
計
、
モ
デ
ル
製
作
、
外
部
評
価
と
い
う
厳
し
い
工
程
を

踏
ま
え
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

タ
ウ
ト
は
一
二
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
東
京
や
京
都
や

大
阪
に
、
さ
ら
に
は
岩
手
に
工
房
探
訪
の
出
張
に
出
、
三

月
五
日
に
報
告
書
、
六
日
に
最
後
の
提
案
書
を
作
成
し
、

木
製
仕
事
用
椅
子
の
設
計
は
完
了
し
そ
の
後
の
モ
デ
ル
製

作
へ
の
方
向
付
け
を
し
て
辞
任
し
、
三
月
七
日
に
仙
台
を

離
れ
た
。
三
カ
月
後
の
六
月
二
八
日
に
タ
ウ
ト
は
、
京
都

で
開
催
の
工
芸
指
導
所
と
国
立
陶
磁
器
試
験
所
の
合
同
展

覧
会
で
仕
事
用
椅
子
の
完
成
し
た
姿
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

剣
持
ら
が
タ
ウ
ト
か
ら
直
接
指
導
を
受
け
た
の
は
一
カ
月

程
度
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
完
成
に
至
り
得
た
の
は
、

タ
ウ
ト
の
原
理
原
則
を
体
得
し
て
忠
実
に
実
践
し
た
成
果

で
あ
り
、剣
持
ら
若
手
所
員
の
熱
意
と
研け

ん

鑽さ
ん

の
賜
物
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
国
井
所
長
の
先
見
の
明
を
示
す

も
の
で
も
あ
っ
た
。

剣
持
ら
若
手
所
員
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
成
長
し
戦

後
の
日
本
を
牽
引
し
て
い
く
。
工
芸
指
導
所
も
時
代
に
合

わ
せ
た
組
織
の
拡
大
と
変
更
を
重
ね
今
は
存
在
し
な
い
が
、

刊
行
し
た
『
工
芸
指
導
』『
工
芸
ニ
ュ
ー
ス
』
誌
、
創
作
し

た
工
芸
試
作
品
、
収
集
し
た
国
内
外
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
こ

れ
ら
が
多
く
の
機
関
に
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
私
達
に
豊

か
な
実
り
と
情
報
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

日
本
の
近
代
デ
ザ
イ
ン
草
創
期

庄し
ょ
う

子じ 

晃あ
き

子こ

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
4
3
年
福
岡
県
生
ま
れ
。
東
北
工
業
大
学
名

誉
教
授
。
専
門
は
工
芸
学
・
デ
ザ
イ
ン
史
。
78
年

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
美
術
史
研
究
所
に
留
学
。
98

年
国
井
喜
太
郎
産
業
工
芸
賞
受
賞
。
99
年
千
葉

大
学
大
学
院
に
て
博
士
号
取
得
。
99
年
に
日
本
デ

ザ
イ
ン
学
会
学
会
賞
、
2
0
1
2
年
に
日
本
基
礎

造
形
学
会
功
労
賞
受
賞
。
著
書
に
『
ブ
ル
ー
ノ
・

タ
ウ
ト
の
工
芸
―
ニ
ッ
ポ
ン
に
遺
し
た
デ
ザ
イ
ン
』

（
L
I
X
I
L
出
版
）
な
ど
が
あ
る
。
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ツ
ー
ル
や
リ
オ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
使
用
さ
れ
た
卓
球
台

i

イ
ン
フ
ィ
ニ
テ
ィ

nfinity

（
表
紙
写
真
）
の
製
品
開
発
に
も
つ
な
が
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン

メ
イ
ド
イ
ン
ジ
ャ
パ
ン
の
製
品
は
世
界
的
に
も
高
い
評

価
を
得
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
だ
単
に
高
性
能
の
製
品
だ

か
ら
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
確
か
な
技
術
で
作
ら

れ
、
使
い
や
す
さ
や
見
栄
え
の
よ
さ
と
い
っ
た
デ
ザ
イ
ン

力
が
合
わ
さ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
土
壌
は
、
日
本
で
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
工
芸
製

品
の
水
準
の
高
さ
、
技
術
の
確
か
さ
が
育
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
技
術
に
し
て
も
デ

ザ
イ
ン
に
し
て
も
大
い
な
る
基
礎
力
が
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
点
に
立
ち
返
り
、
現
在
を
見
つ
め

な
お
し
て
、
未
来
を
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
も
本
展

で
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

特
別
展
「
工
芸
継
承

―
東
北
発
、
日
本
イ
ン
ダ
ス

ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
原
点
と
現
在
」
は
、
日
本
の
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
出
発
点
と
な
っ
た
商
工
省
工

芸
指
導
所
（
以
下
、
工
芸
指
導
所
）
の
活
動
に
注
目
し
、

こ
こ
で
培
わ
れ
た
素
晴
ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
力
や
技
術
力
を

次
の
世
代
に
ど
の
よ
う
に
継
承
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
え

る
も
の
で
あ
る
。

工
芸
指
導
所
。
こ
の
組
織
を
知
っ
て
い
る
方
は
あ
ま
り

多
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
昭
和
三
年
に
宮
城
県
仙
台
市
に
設

置
さ
れ
た
こ
の
組
織
は
、
日
本
の
工
芸
品
の
輸
出
の
推
進
、

東
北
地
方
の
産
業
振
興
を
目
的
と
し
た
国
立
の
研
究
機
関

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
二
七
年
に
産
業
工
芸
試
験
所

は
、
新
素
材
や
新
技
術
、
デ
ザ
イ
ン
の
開
発
と
評
価
を
中

心
と
し
、
講
習
会
の
開
催
や
技
術
相
談
の
受
付
、
普
及
誌

の
発
行
に
よ
る
啓
発
活
動
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。

ま
さ
に
現
代
日
本
の
産
業
界
の
礎
を
作
り
だ
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
意
匠
と
デ
ザ
イ
ン
」、「
技
術

と
伝
統
」
の
ふ
た
つ
の
視
点
か
ら
、
工
芸
指
導
所
を
紹
介

し
た
い
。

意
匠
か
ら
デ
ザ
イ
ン
へ

工
芸
品
の
海
外
輸
出
の
推
進
と
い
う
役
割
を
果
た
す
う

え
で
、
製
品
の
デ
ザ
イ
ン
開
発
は
そ
の
生
命
線
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
昭
和
八
年
に
来
日
し
た
世
界
的
に
も
著
名
な
建

築
家
、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
か
ら
は
試
作
品
の
デ
ザ
イ
ン

を
酷
評
さ
れ
る
な
ど
、
初
期
の
工
芸
指
導
所
の
デ
ザ
イ
ン

は
世
界
に
通
用
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
少
し
時
代
は

く
だ
る
が
、
昭
和
二
四
年
の
試
作
品
で
あ
る
「
木
製
調
味

に
改
組
さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和
四
四
年
に
製
品
科
学
研
究
所

と
な
っ
て
そ
の
歴
史
を
終
え
た
。

こ
の
知
ら
れ
ざ
る
工
芸
指
導
所
は
、
じ
つ
は
現
代
の
産

業
界
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
現
代
産
業
に
お
い
て
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン

の
占
め
る
割
合
は
と
て
も
大
き
い
。
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
ス
の

な
い
製
品
は
も
は
や
相
手
に
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
日

本
に
お
け
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
概
念
を
生

み
出
し
て
き
た
の
が
、
工
芸
指
導
所
な
の
で
あ
る
。

工
芸
指
導
所
の
活
動
を
簡
単
に
振
り
返
ろ
う
。
そ
の
活

動
は
戦
前
か
ら
戦
後
の
混
乱
期
と
高
度
経
済
成
長
に
む
か

う
産
業
工
芸
試
験
所
の
時
代
に
大
別
で
き
る
。
活
動
内
容

料
入
れ
」
を
見
て
み
よ
う
。
確
か
に
見
た
目
を
よ
く
し
よ

う
と
す
る
意
識
（
努
力
）
は
垣
間
見
ら
れ
る
が
、
使
い
や

す
さ
と
い
っ
た
機
能
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ

の
調
味
料
入
れ
は
、
使
う
た
め
で
は
な
く
、
置
い
て
楽
し

む
た
め
の
観
賞
用
と
し
て
意
匠
が
こ
ら
さ
れ
た
も
の
と
い

え
る
。
一
方
、
一
五
年
の
と
き
を
経
て
試
作
さ
れ
た
「
木

製
調
味
料
入
れ
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
デ
ザ
イ
ン
と
し
て

か
な
り
洗
練
さ
れ
、
機
能
性
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
事
例
は
、
工
芸
指
導
所
が
ま
さ
に
日
本
に
お
け
る
イ

ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
概
念
を
整
え
て
き
た
の
だ

と
い
う
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

技
術
か
ら
伝
統
へ

世
界
進
出
を
目
指
す
工
芸
品
の
製
品
化
は
、
こ
れ
ま
で

培
わ
れ
て
き
た
日
本
の
素
晴
ら
し
い
工
芸
技
術
を
ベ
ー
ス

に
し
て
、
生
産
効
率
を
上
げ
る
技
術
を
開
発
す
る
こ
と
を

意
味
し
た
。
工
芸
指
導
所
は
こ
う
し
た
課
題
に
対
し
て
、

日
本
を
代
表
す
る
工
芸
で
あ
る
漆
工
の
素
材
と
な
る
代
用

漆
の
開
発
や
ろ
く
ろ
技
術
を
応
用
し
た
非
円
形
ろ
く
ろ
な

ど
の
開
発
を
進
め
、新
技
術
の
開
発
に
ま
い
進
し
て
い
っ
た
。

当
時
、
戦
時
中
の
日
本
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
が
不
足

し
て
い
た
た
め
、
代
用
素
材
の
開
発
が
工
芸
指
導
所
の
中

心
的
な
活
動
と
な
っ
て
い
っ
た
。
な
か
で
も
合
板
技
術
の

開
発
は
、
工
芸
品
の
枠
に
と
ど
ま
ら
ず
、
木
製
飛
行
機
の

開
発
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
戦
後
、
技
術
は
さ
ら

に
高
め
ら
れ
、
世
界
的
に
も
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
合
板
技
術
は
、
日
本
を
代
表
す
る
イ

ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
剣け
ん

持も
ち

勇い
さ
むや

豊と
よ

口ぐ
ち

克か
っ

平ぺ
い

へ

受
け
継
が
れ
、
ま
た
柳
や
な
ぎ

宗そ
う

理り

の
手
に
よ
る
バ
タ
フ
ラ
イ
ス

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

日ひ

髙だ
か 

真し
ん
吾ご

工
芸
技
術
と
デ
ザ
イ
ン

―
日
本
ら
し
さ
に
思
い
を
寄
せ
て

漆
細
工
、
木
工
、
組
み
も
の
。
我
々
の
生
活
を
彩
る
工
芸
品
は
、
美
し
さ
と
機
能
性
を
そ
な
え
て

い
る
。
九
月
か
ら
開
催
の
本
館
特
別
展
で
は
、
脈
々
と
継
承
さ
れ
る
伝
統
の
技
と
、
洗
練
さ
れ
て

ゆ
く
デ
ザ
イ
ン
の
奥
深
さ
を
紹
介
す
る
。
各
方
面
で
後
継
者
不
足
が
さ
さ
や
か
れ
る
今
、
手
仕
事

の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

【
特
別
展
】

工
芸
継
承
―
東
北
発
、
日
本
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル

デ
ザ
イ
ン
の
原
点
と
現
在

【
会
期
】 

九
月
一
三
日（
木
）―
一
一
月
二
七
日（
火
）

【
場
所
】 

特
別
展
示
館

柳宗理デザインのバタフライスツール（個人蔵）

ブルーノ・タウト（左から7人目）が来所したおりの記念写真
（出典：工業技術院製品科学研究所編『写真で綴る50年の歩み』1978年）

木製調味料入れ（昭和24年製作、東北歴史博物館蔵）

木製調味料入れ（昭和39年製作、東北歴史博物館蔵）

2   3    2018 年 9月号



で
あ
る
。
こ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お

い
て
参
加
者
全
員
で
検
討
し
た
も
の
だ
が
、
現
在
の
工
芸

を
め
ぐ
る
状
況
、
そ
し
て
工
芸
指
導
所
が
活
動
し
て
い
た

と
き
の
状
況
を
重
ね
合
わ
せ
た
展
示
が
構
築
で
き
た
と
自

負
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
プ
ロ
で
あ
る
職
人
の
技
術
を
見

た
学
生
た
ち
と
、
そ
の
思
考
を
ト
レ
ー
ス
す
る
展
示
を
と

お
し
て
、
工
芸
指
導
所
を
現
在
か
ら
捉
え
直
し
、
来
館
者

に
は
工
芸
の
「
継
承
」
を
促
す
展
示
が
構
築
で
き
た
と
考

え
る
。
民
博
で
の
装
い
を
あ
ら
た
に
し
た
「
工
芸
継
承
」

展
で
も
、
学
生
、
職
人
、
学
芸
員
が
試
行
錯
誤
し
な
が
ら

作
り
上
げ
た
展
示
を
ご
ら
ん
い
た
だ
け
る
と
さ
い
わ
い
で

あ
る
。

試
作
を
繰
り
返
す

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
議
論
を
と
お
し
て
、
伝
統
工
芸
そ

し
て
現
在
の
工
芸
を
考
え
て
い
く
う
え
で
重
要
な
の
は
、

職
人
と
学
生

東
北
歴
史
博
物
館
で
開
催
し
た
特
別
展
「
工
芸
継
承

―
現
在
か
ら
捉
え
直
す
国
立
工
芸
指
導
所
」
で
は
、
事

前
に
市
民
参
加
型
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
現
代
に
活
か
す

伝
統
の
手
わ
ざ
」
を
開
催
し
、
そ
こ
で
の
成
果
を
も
と
に
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
と
展
示
を
作
る
と
い
う
試
み
を

し
た
。
具
体
的
に
は
、
工
芸
指
導
所
の
試
作
品
を
出
発
点

に
、
そ
の
製
作
理
念
、
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
等
に
つ
い

て
議
論
し
、
そ
こ
か
ら
え
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も

と
に
、
現
在
の
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
に
引
き
つ
け
た
も
の

作
り
を
お
こ
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

一
連
の
過
程
を
と
お
し
て
工
芸
指
導
所
の
試
作
品
を
中
心

に
し
た
工
芸
指
導
所
の
活
動
を
紹
介
す
る
展
示
を
作
り
上

げ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。

技
術
で
は
な
く
、
何
に
使
う
も
の
な
の
か
と
い
う
目
的
で

あ
る
こ
と
が
共
有
さ
れ
た
。
そ
こ
で
学
生
た
ち
は
、
職
人

の
も
つ
技
術
、
仕
上
が
り
の
姿
、
そ
し
て
自
分
が
使
う
と

い
う
観
点
か
ら
作
る
も
の
を
決
め
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
を
考

え
、
製
作
し
た
。
実
際
の
製
作
は
木
工
、
箪た
ん

笥す

、
漆
、
木

箱
の
四
つ
の
チ
ー
ム
に
わ
か
れ
、
チ
ー
ム
ご
と
に
、
試
作

を
繰
り
返
し
な
が
ら
作
品
作
り
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
詳

細
は
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
で
き
る
こ

と
を
で
き
る
範
囲
で
手
伝
う
と
い
う
か
た
ち
で
進
め
ら
れ

た
。
そ
し
て
、
も
の
作
り
と
平
行
し
て
展
示
作
り
に
も
取

り
組
ん
だ
。
展
示
は
、
作
品
自
体
の
展
示
と
、
製
作
過
程

の
展
示
と
い
う
ふ
た
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
な
る
が
、
作
品
や

製
作
過
程
を
ど
の
よ
う
に
見
せ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
内
容

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
工
業
高
校
、
工
業
大
学
で
デ
ザ

イ
ン
を
学
ぶ
学
生
、
博
物
館
学
芸
員
課
程
を
履
修
し
歴
史

学
を
学
ぶ
学
生
、
そ
し
て
宮
城
県
で
工
芸
品
の
製
作
な
ど

手
仕
事
を
お
こ
な
う
若
手
の
職
人
が
参
加
し
た
。
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
学
生
た
ち
が
出
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も

と
に
、
実
際
に
使
用
で
き
る
も
の
作
り
を
目
指
し
て
、
学

生
と
職
人
が
議
論
を
重
ね
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
も
の
作

り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
職
人
の
指
導
・
ア
ド
バ
イ
ス

を
え
て
、
学
生
が
も
の
作
り
を
担
当
す
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
今
回
の
製
作
で
は
責
任
は
職
人
が
も
つ
も
の
と

し
、
学
生
た
ち
の
か
か
わ
り
方
は
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
す
ほ

か
、で
き
る
範
囲
の
手
伝
い
を
す
る
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
。

こ
の
か
か
わ
り
方
に
関
し
て
は
、
学
生
か
ら
は
不
満
の

声
も
あ
っ
た
。
学
生
た
ち
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

自
分
自
身
の
力
で
作
品
を
作
り
上
げ
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
る
の
だ
。
た
だ
、
こ
の
不
満
は
、
実
際
に
製
作
を
進
め

る
な
か
で
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
実
際

の
体
験
を
と
お
し
て
、
ろ
く
ろ
挽ひ

き
の
む
ず
か
し
さ
や
、

漆
塗
り
に
費
や
さ
れ
る
膨
大
な
時
間
と
作
業
の
複
雑
さ
な

ど
を
理
解
す
る
に
つ
れ
、
素
人
に
は
簡
単
に
手
を
出
せ
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
は

こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
重
要
な
意
義
で
あ
っ
た
と
思
う
。

を
盛
り
込
む
か
を
チ
ー
ム
内
で
討
論
し
つ
つ
制
作
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
過
程
を
踏
ま
え
て
、「
持
っ
て
楽

し
い
、
使
っ
て
楽
し
い
、
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
工
芸
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
う
ま
れ
た
。
同
時
に
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
い
ち
ば
ん
重
要
な
点
は
、
も
の
を
作
っ
て
い

く
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
過
程
自
体
に
あ
る
点
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
試
作
を
繰
り
返
し
て
デ
ザ
イ

ン
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
タ
ウ
ト
の
教
え
に
原
点
を
も
つ

工
芸
指
導
所
の
取
り
組
み
に
繋つ
な

が
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。

継
承
を
促
す
展
示

東
北
歴
史
博
物
館
に
お
け
る
「
工
芸
継
承
」
展
の
サ
ブ

タ
イ
ト
ル
は
「
現
在
か
ら
捉
え
直
す
国
立
工
芸
指
導
所
」

東
北
歴
史
博
物
館
副
主
任
研
究
員

小こ

谷だ
に 

竜り
ゅ
う

介す
け

展
示
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
を

と
お
し
た
展
示
作
り

ろくろ挽きを体験する木工チーム（2016年）

ワークショップ参加者による展示作業（2017年）

上から順番に
試作品の検討をおこなう木箱チーム（2016年）
資料を見ながら議論する参加者（2016年）
漆の仕上げ作業である「つや上げ」をする漆チーム（2016年）
展示を検討するため実寸に木片等を並べる木工チーム（2016年）
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芸
術
系
大
学
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
工
芸
文
化
に
か
か
わ
る

人
材
育
成
の
一
例
だ
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

今
後
、
横
江
氏
は
教
育
実
習
の
機
会
に
教
室
で
「
平
成

の
百
工
比
照
」
を
利
用
す
る
こ
と
も
計
画
し
て
い
る
。
民

博
が
全
国
の
教
育
機
関
等
に
貸
出
を
お
こ
な
っ
て
い
る
学

習
キ
ッ
ト
「
み
ん
ぱ
っ
く
」
の
よ
う
に
、「
平
成
の
百
工
比

照
」
が
各
地
の
教
室
に
届
け
ら
れ
る
日
が
訪
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。

研
究
に
基
づ
く
現
代
版
「
百
工
比
照
」
を
収
集
・
公
開
・

活
用
し
て
日
本
に
お
け
る
工
芸
文
化
の
継
承
・
発
展
と
伝

統
産
業
の
振
興
に
資
す
る
こ
と
に
あ
る
。
資
料
は
、
染
織
、

金
工
、
漆
工
、
陶
磁
の
四
分
野
に
か
か
わ
る
学
内
の
教
員

か
ら
な
る
チ
ー
ム
が
全
国
の
工
芸
産
地
を
訪
ね
て
収
集
し

た
。
収
集
し
た
資
料
点
数
は
約
五
六
〇
〇
に
上
り
、
そ
の

内
容
は
道
具
や
材
料
、
工
程
・
技
法
見
本
、
そ
し
て
実
際

「
平
成
の
百
工
比
照
」
と
は

「
百
ひ
ゃ
っ

工こ
う

比ひ

照し
ょ
う」
と
は
、
加
賀
藩
五
代
藩
主
前ま
え

田だ

綱つ
な

紀の
り
（
一

六
四
三
―
一
七
二
四
）
が
紙
類
、
漆
の
各
種
塗
り
見
本
や
蒔ま
き

絵え

な
ど
の
技
法
見
本
、
小
紋
や
織
物
、
棚
金
具
や
釘く
ぎ

隠か
く
し、

木
材
な
ど
の
工
芸
資
料
を
収
集
・
整
理
・
分
類
し
た
工
芸

標
本
集
で
あ
る
。「
百
工
」
は
諸
種
の
工
芸
の
意
味
で
あ

り
「
比
照
」
は
比
較
対
照
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
在
、

「
百
工
比
照
」
は
前
田
育
徳
会
が
所
蔵
し
、
一
括
し
て
重

に
流
通
し
て
い
る
完
成
品
な
ど
か
ら
な
る
。
ま
た
、
平
成

二
八
年
度
か
ら
は
高
度
な
工
芸
技
術
を
4
K
画
質
の
高
精

細
映
像
で
詳
細
に
記
録
す
る
「
工
芸
技
術
記
録
」
の
制
作

に
着
手
し
、
こ
れ
ま
で
に
漆
工
の
「
肉し
し

合あ
い

研と
ぎ

出だ
し

蒔
絵
」
と

染
織
の
「
加
賀
友
禅
」
が
完
成
し
て
い
る
。

自
由
に
工
芸
を
体
感
す
る
空
間

こ
れ
ら
の
資
料
は
現
在
、
金
沢
美
術
工
芸
大
学
の
美
術

工
芸
研
究
所
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
設
け
ら
れ
た
「
平
成
の
百
工

比
照
」
展
示
・
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
で
公
開
し
活
用
が
図
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
は
約
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
と
決
し
て
広
く

は
な
い
が
、
天
井
ま
で
あ
る
壁
面
の
棚
に
は
、
中
性
紙
の

保
存
箱
に
納
め
ら
れ
た
収
集
資
料
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。

優
に
五
〇
〇
を
超
え
る
こ
れ
ら
の
箱
を
、
来
場
者
は
誰
で

も
自
由
に
棚
か
ら
取
り
出
し
て
閲
覧
で
き
る
。
こ
こ
は「
工

芸
文
化
の
継
承
・
発
展
」
と
い
う
事
業
趣
旨
を
具
現
化
す

る
も
の
と
し
て
、
図
書
館
で
開
架
図
書
を
閲
覧
す
る
か
の

よ
う
に
、
気
軽
に
工
芸
資
料
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
空
間
と

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

金
沢
市
は
、
平
成
二
一
年
に
市
政
一
二
〇
周
年
記
念
事

業
と
し
て
、
加
賀
藩
の
文
化
奨
励
政
策
の
象
徴
的
存
在
で

あ
る
「
百
工
比
照
」
の
現
代
版
の
制
作
に
金
沢
美
術
工
芸

大
学
と
共
同
で
着
手
し
た
。
こ
れ
が
「
平
成
の
百
工
比
照
」

で
あ
る
。
事
業
の
目
的
は
、「
百
工
比
照
」
の
歴
史
的
・

文
化
的
な
意
義
を
再
認
識
し
、
そ
の
意
義
を
現
代
に
活い

か

す
こ
と
、
そ
し
て
学
術
と
産
業
振
興
の
観
点
か
ら
の
調
査

な
る
こ
と
を
目
指
し
て
整
備
さ
れ
た
。

当
コ
ー
ナ
ー
は
、
工
芸
制
作
や
工
芸
史
を
学
ぶ
学
生
を

対
象
と
し
た
授
業
で
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
自
身
の
創
作
や

研
究
の
参
考
と
し
て
学
生
が
個
人
的
に
訪
れ
て
資
料
を
手

に
と
る
姿
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
金
沢
と
い
う
土
地
柄
、

海
外
か
ら
工
芸
や
ク
ラ
フ
ト
を
学
ぶ
た
め
に
本
学
を
訪
れ

た
学
生
や
研
究
者
た
ち
の
見
学
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
来
れ
ば
、日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
産
地
に
息
づ
く
「
工

芸
の
今
」
を
圧
倒
的
な
量
の
モ
ノ
を
手
に
と
り
な
が
ら
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
が
こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
最
大
の

魅
力
と
い
え
よ
う
。

芸
術
系
大
学
だ
か
ら
で
き
る
こ
と

昨
年
度
か
ら
、
本
学
の
教
職
課
程
を
担
当
す
る
教
員
の

な
か
で
「
平
成
の
百
工
比
照
」
資
料
の
あ
ら
た
な
活
用
が

試
み
ら
れ
て
い
る
。「
工
芸
教
育
法
Ⅱ
」
を
担
当
す
る
横よ
こ

江え

昌ま
さ

人と

氏
に
よ
る
、「
平
成
の
百
工
比
照
」
を
利
用
し
た

鑑
賞
の
授
業
を
工
芸
科
に
在
籍
す
る
学
生
た
ち
に
考
え
さ

せ
る
取
り
組
み
だ
。「
つ
く
り
手
」
で
も
あ
る
彼
ら
は
、

各
自
が
選
ん
だ
工
芸
資
料
を
用
い
て
高
校
生
を
対
象
と
す

る
鑑
賞
授
業
の
指
導
案
作
り
と
模
擬
授
業
を
お
こ
な
っ
た
。

日
頃
か
ら
工
芸
制
作
に
取
り
組
む
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、

異
な
る
分
野
の
工
芸
資
料
と
向
き
合
い
、
他
の
学
生
と
教

え
合
う
こ
と
を
通
じ
て
、
自
身
と
工
芸
と
の
関
係
を
よ
り

深
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
こ
う
し
た
実
践
の
先
に

は
、「
平
成
の
百
工
比
照
」
と
の
出
会
い
で
自
身
の
技
術

と
感
性
を
高
め
た
「
つ
く
り
手
」
が
、
教
育
者
と
し
て
学

校
現
場
で
工
芸
継
承
の
一
端
を
担
う
と
い
う
営
み
が
生
ま

れ
る
こ
と
を
想
像
で
き
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

金
沢
美
術
工
芸
大
学

美
術
工
芸
研
究
所
主
査（
学
芸
員
）

加か

藤と
う 

謙け
ん
一い
ち

「
平
成
の
百
工
比
照
」を

活
用
し
た
工
芸
教
育

山田木綿織元（会津木綿）の調査風景（撮影：山本梢恵、2013年）

工芸技術記録「肉合研出蒔絵」（蒔絵師：師池一貴）

重ね象嵌工程見本（「平成の百工比照」より）展示・閲覧コーナーの棚におさまる収集資料（金沢美術工芸大学美術工芸研究所ギャラリー）

輪島塗 沈金工程見本 （「平成の百工比照」より）
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イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の

教
育
に
つ
い
て

る
た
め
の
表
現
技
術
を
学
ぶ
。
こ
の
表
現
や
伝
達
の
技
術

に
は
、「
色
・
柄
・
素
材
・
形
」
を
要
素
と
し
て
具
体
的

な
製
品
形
状
や
使
用
方
法
な
ど
を
絵
や
図
に
し
た
、
ア
イ

デ
ィ
ア
ス
ケ
ッ
チ
や
レ
ン
ダ
リ
ン
グ
（
最
終
完
成
予
想
図
）

が
あ
る
。
ま
た
、
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
に
よ
る
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
も
大
切
な
伝
達
手
段
と
な
る
。
さ
ら

に
、
大
き
さ
や
使
い
方
な
ど
を
示
す
方
法
と
し
て
、
モ
デ

ル
に
よ
る
具
体
化
も
重
要
な
技
術
と
な
る
。

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
は
、
単
な
る
ス
タ
イ
リ

ン
グ
で
は
な
い
。
生
活
者
を
起
点
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
デ

ザ
イ
ン
要
件
と
条
件
を
明
ら
か
に
し
、
創
造
活
動
を
実
践

す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

距
離
が
近
い
た
め
、
対
話
を
と
お
し
て
「
生
活
者
が
求
め

て
い
る
こ
と
」
を
情
報
と
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
、
モ
ノ

作
り
が
お
こ
な
え
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・

デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
生
活
者
と
の
距
離
が
離
れ
た
企
業
内
や

デ
ザ
イ
ン
事
務
所
等
で
デ
ザ
イ
ン
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
と
は
？

「
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
語
の
意
味
は
、

『
デ
ザ
イ
ン
小
辞
典
』（
福
井
晃
一
編
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
社
、
一
九

七
八
年
）
に
よ
る
と
、
日
本
も
ア
メ
リ
カ
の
解
釈
に
近
い

「〝
す
べ
て
の
工
業
製
品
の
た
め
の
デ
ザ
イ
ン
〞
の
意
」
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
。「
従
来
の
工
芸
や
デ
ザ
イ
ン
・
ム
ー

ブ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
至
ら
な
か
っ
た
産
業
的
立
場
に

立
っ
た
デ
ザ
イ
ン
の
完
成
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
芸
術
性
と
工
学
と
商
業
の
面
を
兼
備
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」。
そ
し
て
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ

ア
ル
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
職
能
が
認
知
さ
れ
は
じ
め
た
の
は

一
九
二
〇
年
代
後
半
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、ア
メ
リ
カ
で
、

豊
か
な
社
会
の
た
め
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
の

な
か
か
ら
誕
生
し
発
展
し
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

距
離
が
離
れ
て
い
る
が
故
に
、
デ
ザ
イ
ン
を
進
め
る
う
え

で
デ
ザ
イ
ン
要
件
と
デ
ザ
イ
ン
条
件
の
二
項
目
が
重
要
と

な
る
。
デ
ザ
イ
ン
要
件
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
用
い

て
情
報
収
集
を
お
こ
な
い
、
生
活
者
に
内
在
す
る
問
題
や

課
題
（
不
満
・
不
足
・
願
望
）
を
、
生
活
者
に
成
り
代
わ
っ

て
観
察
・
分
析
し
、
デ
ザ
イ
ン
の
方
向
性
を
定
め
る
ア
イ

デ
ィ
ア
へ
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ザ
イ
ン
条
件
と
は
、

デ
ザ
イ
ン
の
対
象
と
ヒ
ト
と
の
関
係
、
問
題
・
課
題
を
解

決
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
対
象
の
大
き
さ
や
機
能
、

製
造
技
術
や
新
旧
の
技
術
情
報
な
ど
で
あ
る
。

ア
イ
デ
ィ
ア
は
一
瞬
に
し
て
な
ら
ず

「
ア
イ
デ
ィ
ア
を
考
え
る
」
と
は
何
か
、
大
学
の
ゼ
ミ
で

学
生
に
問
い
か
け
る
と
、「
ア
イ
デ
ィ
ア
が
う
ま
く
浮
か
ば

な
い
」「
納
得
の
で
き
る
ス
ケ
ッ
チ
が
描
け
な
い
」
な
ど
の

回
答
を
得
た
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
他
の
学
年
の
学
生

は
ど
う
で
あ
る
の
か
と
考
え
、
試
み
に
、
講
義
時
、「
デ

ザ
イ
ン
演
習
な
ど
で
ア
イ
デ
ィ
ア
が
う
ま
く
浮
か
ば
な
い

こ
と
や
、
納
得
の
で
き
る
ス
ケ
ッ
チ
が
描
け
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
半
数
以
上
の
学
生
が

う
な
ず
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
学
生
は
「
ア
イ
デ
ィ
ア

が
浮
か
ぶ
」
こ
と
を
、
デ
ザ
イ
ン
案
が
ひ
ら
め
く
こ
と
と

し
て
と
ら
え
て
お
り
、
そ
の
ひ
ら
め
き
が
な
か
な
か
出
て

こ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、そ
れ
ま
で
の
教
育
が
、

思
い
つ
い
た
ま
ま
絵
を
描
か
せ
た
り
、
制
作
さ
せ
た
り
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
一
因
で
あ
る
。
ま
た
、

著
名
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
手
掛
け
た
デ
ザ
イ
ン
が
メ
デ
ィ
ア

等
に
て
紹
介
さ
れ
る
場
合
、
形
態
や
製
品
の
特
徴
解
説
が

中
心
と
な
り
、
思
考
途
中
等
の
プ
ロ
セ
ス
に
解
説
が
お
よ

ば
な
い
こ
と
が
、
学
生
の
閃
き
に
対
す
る
錯
覚
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
。

デ
ザ
イ
ン
要
件
と
デ
ザ
イ
ン
条
件
か
ら
の
閃
き

伝
統
工
芸
品
や
ク
ラ
フ
ト
の
作
り
手
は
、
生
活
者
と
の

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
で
は
、
ま
ず
デ
ザ
イ

ナ
ー
が
デ
ザ
イ
ン
要
件
と
デ
ザ
イ
ン
条
件
を
も
と
に
、
製

品
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
組
み
立
て
る
。
次

に
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
、
生
活
者
に
内
在
す
る
問
題
や
課

題
を
解
決
す
る
あ
り
方
・
あ
り
様
を
、
要
素
と
要
素
の
組

合
せ
や
重
ね
合
わ
せ
を
図
り
な
が
ら
整
理
を
お
こ
な
い
、

あ
る
答
え
を
生
み
出
す
。
こ
の
、
生
み
出
さ
れ
た
答
え
が

ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
言
い
か
え
る
と
「
閃
き
」
な
の
で

あ
る
。

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
学
び

以
上
の
よ
う
な
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
学
び

の
場
で
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
生
活
者
が
か
か
え
る
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
・
課
題
を
抽

出
す
る
た
め
の
観
察
方

法
や
、
そ
う
し
た
問
題

点
を
解
決
す
る
方
法
と

そ
の
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
セ

ス
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

な
ど
世
の
な
か
の
動
向

か
ら
未
来
の
あ
り
様
を

イ
メ
ー
ジ
し
、
思
考
を

お
こ
な
う
た
め
の
方
法

や
知
識
を
修
得
し
、
観

察
・
思
考
の
結
果
に

至
っ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
や

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
可
視

化
し
て
第
三
者
へ
伝
え

静
岡
文
化
芸
術
大
学
教
授

永な
が
山や
ま 

広ひ
ろ
樹き

2015年度に卒業した学生の卒業制作作品。団
塊の世代へむけた、操船がおこないやすいヨッ
トの提案（サイズ：長さ約3,800㎜、巾約1,500
㎜、高さ約3,900㎜）

フルサイズモデルを用いたカーデザイン。フェンダー形状の検討風景（2018年）

アイディアを導くため、要素と要素の組合せや重ね合わせを図る。カードによって情報をまとめていくＫＪ法
による演習（2015年）

上：日常生活に内在する問題・課題点を抽出する演習（2018年）
下：スケッチワークによるアイディアの発想と展開（2016年）
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○○してみました世界のフィールド

片
ピョン

雪
ソ

蘭
ラン

大阪大学大学院博士課程

チベット人をつなぐ架け橋、
ダライ・ラマ

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
と
の
出
会
い

「
日
本
へ
帰
る
前
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
謁え
っ
し
な
い
の
か
？
」。
約
九
カ
月
間
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
終
え
る
数
週
間
前
、
仲
の
よ
か
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
人
の
友
人
は
怪け
　
げ
ん訝
な

顔
を
し
な
が
ら
そ
う
言
っ
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
最
高
権
威
者

で
あ
り
、「
チ
ベ
ッ
ト
と
チ
ベ
ッ
ト
人
の
守
護
者
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ダ
ラ
ム
サ
ラ
ま
で
来
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
会
わ
な
い
な
ん
て
、
信
じ
ら
れ
な
い
と
い

う
口
調
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
は
早
速
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
謁
見
す
る
手
続
き
を
し
た
。
手
続
き
は
そ
れ

ほ
ど
複
雑
で
は
な
か
っ
た
。
一
枚
の
紙
に
自
分
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
会
い
た
い
理
由

を
具
体
的
に
書
い
て
提
出
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
友
人
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
し
た
が
い
、

わ
た
し
は
「
チ
ベ
ッ
ト
難
民
の
研
究
を
し
て
お
り
、
日
本
へ
帰
る
前
に
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
の
恩
恵
を
受
け
た
い
」
と
書
い
た
。
そ
し
て
、
手
続
き
を
し
た
数
日
後
、
メ
ー
ル

が
届
い
た
。「
携
帯
や
カ
メ
ラ
は
も
ち
込
み
禁
止
。
明
日
の
朝
八
時
ま
で
に
来
て
く

だ
さ
い
」
と
。

チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
衣
装
を
着
て
、
身
な
り
を
整
え
た
わ
た
し
は
八
時
ち
ょ
う
ど
に

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
寺
院
に
到
着
し
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
謁
す
る
人
び
と
は
わ
た
し
以

外
に
も
五
〇
人
ほ
ど
い
た
。チ
ベ
ッ

ト
か
ら
来
た
チ
ベ
ッ
ト
人
も
多

か
っ
た
。

わ
た
し
は
じ
つ
を
い
う
と
仏
教

徒
で
は
な
い
。
ま
た
、
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
に
あ
い
さ
つ
す
る
直
前
ま
で

実
感
も
わ
か
な
か
っ
た
。
あ
ま
り

に
も
有
名
な
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
ほ
ど
よ
い
緊
張
感
だ
け
が

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
に
出
会
っ
て
涙
を
流
す
チ

ベ
ッ
ト
人
を
見
て
い
る
と
、
自
分

チベット難民について研究している筆者は、インドのダラムサラに滞在中、幸運に
もダライ・ラマに謁見する機会をえた。チベット人の心のよりどころとなっている
ダライ・ラマとの出会いが、筆者とチベット人をつなぐ架け橋となった。

も
感
激
で
目
に
涙
が
滲に
じ
ん
だ
。
チ
ベ
ッ
ト
人
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
対
す
る
信
仰
心
や

胸
に
あ
ふ
れ
る
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

巡
礼
の
道
、
ダ
ラ
ム
サ
ラ
へ

わ
た
し
が
調
査
を
し
た
ダ
ラ

ム
サ
ラ
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を

含
む
約
一
万
人
の
チ
ベ
ッ
ト
難

民
が
住
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ダ

ラ
ム
サ
ラ
に
チ
ベ
ッ
ト
人
が
住

み
始
め
た
の
は
一
九
五
九
年
、

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
イ
ン
ド
へ
亡

命
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、

政
治
的
な
理
由
か
ら
多
く
の
チ

ベ
ッ
ト
難
民
が
相
次
い
で
ヒ
マ

ラ
ヤ
を
越
え
て
い
る
が
、
そ
れ

に
は
宗
教
的
な
理
由
が
あ
っ
た
。

「
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
イ
ン
ド
に
い
る
か
ら
」
で
あ
る
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
本
来
、
チ
ベ
ッ
ト
の
首
都
で
あ
る
ラ
サ
に
い
た
。
チ
ベ
ッ
ト
人
に

と
っ
て
必
ず
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
巡
礼
の
地
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
は
や
、
ラ
サ
に

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
居
な
い
。
六
〇
年
間
に
及
ぶ
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
不
在
は
、
チ
ベ
ッ
ト

人
を
ダ
ラ
ム
サ
ラ
ま
で
お
も
む
か
せ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
彼
ら
は
命
を

か
け
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
歩
い
て
越
え
る
。
待
ち
に
待
っ
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
の
出
会
い

を
果
た
す
た
め
に
。
彼
ら
の
避
難
の
道
の
り
は
、
巡
礼
の
道
に
な
っ
た
の
だ
。

チ
ベ
ッ
ト
人
の
家
に
行
く
と
、
必
ず
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
写
真
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

ダ
ラ
イ・ラ
マ
の
誕
生
日
に
は
皆
が
集
ま
っ
て
祝
う
。
チ
ベ
ッ
ト
人
は
よ
く
「
ダ
ラ
イ・

ラ
マ
に
会
え
た
ら
悔
い
は
な
い
」と
述
べ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
人
に
と
っ
て
ダ
ラ
イ・ラ
マ
は
、

自
分
の
家
庭
や
健
康
、現
在
と
未
来
、現
世
と
来
世
を
守
っ
て
く
れ
る
守
護
者
な
の
だ
。

一
〇
分
の
出
会
い
か
ら
、
さ
ら
な
る
つ
な
が
り
へ

わ
た
し
の
順
番
に
な
っ
た
。
わ
た
し
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
握
手
を
し
、
自
分
が
何

を
研
究
し
て
い
る
の
か
を
説
明
し
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
会
え
て
光
栄
で
あ
る
こ
と

も
伝
え
た
。
彼
は
微
笑
み
、
わ
た
し
の
手
を
ず
っ
と
握
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
わ
た

し
の
今
後
の
研
究
を
祝
福
し
て
く
れ
た
。
ダ
ラ
イ・ラ
マ
と
の
謁
見
は
一
瞬
で
終
わ
っ

た
。わ

ず
か
一
〇
分
程
度
の
出
会
い
で
あ
っ
た
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
の
出
会
い
は
、

そ
の
後
の
チ
ベ
ッ
ト
人
と
の
つ
な
が
り
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
く
れ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
人

に
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
す
と
、「
運
が
い
い
」「
い
い
カ
ル
マ
を
も
っ
て
い
る
に
違
い

な
い
」「
前
世
は
チ
ベ
ッ
ト
人
だ
っ
た
の
だ
」
と
言
う
。
わ
た
し
の
こ
と
を
チ
ベ
ッ
ト

語
で
「
幸
運
」
を
意
味
す
る
「
ソ
ナ
ム
」
と
よ
ぶ
人
も
い
た
。
特
に
、
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
に
会
っ
た
こ
と
が
な
い
チ
ベ
ッ
ト
人
た
ち
は
、
わ
た
し
を
た
だ
の
異
国
か
ら
来
た

研
究
者
で
は
な
く
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
の
架
け
橋
と
し
て
、
仲
間
と
し
て
考
え
て
く

れ
た
の
で
あ
る
。

今
で
も
、ダ
ラ
イ・ラ
マ
と
握
手
を
し
た
と
き
の
ぬ
く
も
り
が
、わ
た
し
の
手
に
残
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ぬ
く
も
り
は
、
わ
た
し
の
話
を
通
じ
て
チ
ベ
ッ
ト
人
に
も

伝
わ
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

インド、
ダラムサラ

一般的なチベット人の家にある仏壇（2016年）

ダライ・ラマ寺院の周りを回るチベット人（2017年）

ダラムサラのなかでもチベット人がもっとも多く住んでい
る町、マクロード・ガンジの風景（2010年）

ダライ・ラマ寺院でダライ・ラマに会った筆者（左）と友人
（写真提供：ダライ・ラマ事務室、2016年）
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地
震
の
影
響
に
よ
る
本
館
展
示
場
の

一
部
閉
鎖
に
つ
い
て

　
本
館
は
、
6
月
18
日（
月
）に
発
生
し
た
大

阪
府
北
部
を
震
源
と
す
る
地
震
の
影
響
に

よ
り
、
左
記
の
展
示
場
を
9
月
12
日（
水
）ま

で
閉
鎖
い
た
し
ま
す
。

・
展
示
場
A
ブ
ロ
ッ
ク（
オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
メ

リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
、
西
ア

ジ
ア
）

・
展
示
場
C
ブ
ロ
ッ
ク（
朝
鮮
半
島
の
文
化
、

中
国
地
域
の
文
化
、
中
央
・
北
ア
ジ
ア
、

ア
イ
ヌ
の
文
化
、
日
本
の
文
化
）

　
な
お
、
展
示
場
の
一
部
閉
鎖
期
間
中
は
観

覧
料
を
無
料
と
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か

け
い
た
し
ま
す
が
、
何
と
ぞ
ご
理
解
の
程
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
特
別
展「
工
芸
継
承

―
東
北
発
、
日
本

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
原
点
と

現
在
」は
、
予
定
ど
お
り
9
月
13
日（
木
）

よ
り
開
催
い
た
し
ま
す
。

※
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
」は
、
会
期
を
8
月
23
日

（
木
） 

〜
12
月
25
日（
火
）に
変
更
し
開
催

中
で
す
。

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
　
12
月
25
日（
火
）ま
で

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時
　

9
月
13
日（
木
）、
10
月
4
日（
木
）、

12
月
20
日（
木
）

各
日
14
時
〜

講
師
　
鈴
木
七
美（
本
館 

教
授
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
42
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
僕
た
ち
の
家
に
帰
ろ
う
」

ユ
グ
ル
族
の
二
人
の
兄
弟
が
、
離
れ
て
暮
ら
す
両

親
の
元
へ
向
か
う
過
酷
な
砂
漠
の
旅
を
描
く
中
国

映
画
を
上
映
。
現
代
が
失
い
つ
つ
あ
る
民
族
の
文

化
や
自
然
環
境
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時
　

9
月
24
日（
月
・
休
）

13
時
30
分
〜
16
時
30
分（
13
時
開
場
）

会
場
　
本
館
セ
ミ
ナ
ー
室

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

※
参
加
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
1
階
案
内
所
前

に
て
配
布

※
メ
イ
ン
会
場
が
満
席
の
場
合
は
中
継
会
場
を
ご

案
内
い
た
し
ま
す
。

「
人
類
の
文
化
資
源
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
構
築
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
／

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
企
画 

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
未
来

―
人
類
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」

21
世
紀
に
入
っ
た
現
在
、
多
く
の
民
族
学
博
物
館

が
、
見
る
者
と
見
ら
れ
る
者
の
あ
い
だ
の
非
対
称

的
な
権
力
関
係
を
脱
構
築
し
よ
う
と
試
み
て
い
ま

特
別
展

「
工
芸
継
承

―
東
北
発
、日
本
イ
ン
ダ
ス
ト
リ

ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
原
点
と
現
在
」

日
本
に
お
け
る
工
芸
の
近
代
化
、
産
業
化
の
推
進

と
東
北
地
方
の
工
芸
業
界
の
発
展
に
寄
与
し
た
国

立
工
芸
指
導
所
は
、
ま
さ
に
日
本
に
お
け
る
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
原
点
の
一
つ
で
す
。

本
展
で
は
、
国
立
工
芸
指
導
所
の
活
動
を
振
り
返

り
つ
つ
、
日
本
の
工
芸
品
が
、
ど
の
よ
う
に
世
界

に
挑
戦
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

会
期
　

9
月
13
日（
木
）〜
11
月
27
日（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

研
究
公
演

「
東
北
の
復
興
を
願
っ
て

―
夢
、希
望
、想
い
を
こ
め
て
」

日
時
　
10
月
28
日（
日
）13
時
〜
16
時
35
分

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
木
製
ス
プ
ー
ン
を
つ
く
っ
て
み
よ
う
」

（
京
都
造
形
芸
術
大
学
と
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

日
時
　

9
月
22
日（
土
）、
9
月
29
日（
土
）、

10
月
13
日（
土
）、
10
月
21
日（
日
）、

11
月
3
日（
土
・
祝
）、
11
月
18
日（
日
）

各
日
11
時
〜
15
時
30
分（
15
時
受
付
終
了
）

会
場
　
特
別
展
示
館
2
階（
定
員
80
名
）

対
象
　
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で（
未
就
学
児
は
保

護
者
同
伴
で
参
加
）

※
当
日
受
付
、
要
特
別
展
示
観
覧
券

※
各
日
と
も
13
時
よ
り
日
髙
真
吾（
本
館 

准
教
授
）

に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

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

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

す
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、展
示
に
ま
つ
わ
る
、

見
る
・
見
ら
れ
る
と
い
う
関
係
を
乗
り
こ
え
て
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
あ
ら
た
な
役
割
を
構
想
し
ま
す
。

日
時
　

9
月
28
日（
金
）14
時
〜
16
時
30
分

会
場
　
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪 

　
　
　
北
館
4
階
ナ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

　
　
　（
定
員
3
5
0
名
）

基
調
講
演
　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド

（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学

サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
校 

名
誉
教
授
）

報
告
　
伊
藤
敦
規（
本
館 

准
教
授
）

　
　
　
齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

デ
ィ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト

　
　
　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド

　
　
　
伊
藤
敦
規

　
　
　
齋
藤
玲
子

　
　
　
𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

言
語
　
英
語
／
日
本
語（
同
時
通
訳
あ
り
）

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

　
た
だ
し
、
23
日（
日
・
祝
）は
要
特
別
展
示
観
覧
券

●
み
ん
ぱ
く
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

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

通
無
料
送
迎
バ
ス
を
特
別
展「
工
芸
継
承

―
東
北
発
、
日
本

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
原
点
と
現
在
」の
会
期
中
に
運

行
し
ま
す
。

運
行
日 

9
月
13
日（
木
）〜
11
月
27
日（
火
）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
、
11
月
3
日（
土
・
祝
）、
4
日（
日
）、
10
日（
土
）、

　
　
　
　
11
日（
日
）

※
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
。

研
究
部
新
メ
ン
バ
ー

鈴す
ず

木き 

英ひ
で

明あ
き

　
助
教
（
グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
研
究
部
）

東
京
大
学
大
学
院
で
博
士
号
を

取
得
後
、
公
益
財
団
法
人
東
洋
文

庫
、
カ
ナ
ダ
・
マ
ギ
ル
大
学
で
研

究
に
従
事
。
そ
の
後
、
長
崎
大
学

多
文
化
社
会
学
部
を
経
て
現
職
。

専
門
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
東
部
沿

岸
を
中
心
と
す
る
イ
ン
ド
洋
海

域
史
、
世
界
史
、
と
り
わ
け
奴
隷

制
や
奴
隷
交
易
に
関
す
る
研
究
。

友
の
会
講
演
会（
大
阪
）

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
8
1
回
　
10
月
6
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

地
球
時
代
の
片
隅
で

―
あ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
ウ
ミ
ガ
メ
の
物
語

講
師
　
高
木
仁（
本
館 

外
来
研
究
員
）

会
場
　
本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
96
名
・
当
日
先
着
順
）

地
球
時
代
と
は
、
梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
が
80
年
代
の
著
作
の
な

か
で
用
い
た
表
現
で
す
。
国
を
超
え
て
境
界
な
く
考
え
な
け
れ
ば
、

物
事
の
解
決
に
至
ら
な
い
時
代
が
来
る
と
い
う
発
想
で
す
。
私
は

カ
リ
ブ
海
の
ミ
ス
キ
ー
ト
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
呼
ば
れ
る
民
族
を

調
査
し
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
の
な
か
に
は
毎
年
数
千
頭
も
の
ウ
ミ

ガ
メ
を
捕
食
し
て
生
活
す
る
人
び
と
が
い
ま
す
。
も
し
現
代
が
地

球
時
代
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
非
持
続
的
に
も
思
え

る
暮
ら
し
が
成
り
立
つ
の
か
。
本
講
演
で
は
、
研
究
成
果
を
紹
介

し
な
が
ら
、
こ
の
点
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す（
40
分
）。

第
4
8
2
回
　

11
月
3
日（
土
・
祝
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
特
別
展「
工
芸
継
承

―
東
北
発
、日
本
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
原
点
と
現
在
」関
連
】

震
災
を
経
て
も
土
地
に
生
き
る

―
南
三
陸
町
波
伝
谷
、12
年
間
の
映
像
記
録
を
通
し
て

講
師
　
我
妻
和
樹（
映
画
監
督
）、
日
髙
真
吾（
本
館 

准
教
授
）

会
場
　
本
館
第
7
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
50
名
・
当
日
先
着
順
）

東
京
講
演
会

第
1
2
4
回
　
12
月
8
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

野
次
か
ら
応
援
へ

―
応
援
の
比
較
文
化
論
の
試
み
か
ら

講
師
　
丹
羽
典
生（
本
館 

准
教
授
）

会
場
　
モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン

応
援
と
い
う
の
は
人
間
に
あ
り
ふ
れ
た
行
為
で
す
。
し
か
し
世
界

各
地
の
ス
ポ
ー
ツ
の
場
に
お
け
る
応
援
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
国
の
事
情
が
垣
間
見
え
た
り
し
ま
す
。
ま
た
日
本
の
応

援
団
と
い
う
存
在
は
、
日
本
的
な
文
化
と
し
て
注
目
を
浴
び
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
応
援
団
を
あ
ら
た
め
て
応
援

す
る
組
織
の
来
歴
に
位
置
付
け
て
眺
め
て
み
る
と
、
意
外
と
外
来

文
化
の
影
響
を
受
け
た
と
お
ぼ
し
き
側
面
が
立
ち
現
れ
て
き
ま

す
。
本
講
演
で
は
、
応
援
を
め
ぐ
っ
て
研
究
を
す
す
め
て
い
く
な

か
で
見
え
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す（
40
分
）。

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

会
場
　
本
館
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

参
加
費
　
無
料

※
参
加
券
を
当
日
12
時
30
分
か
ら
本
館
1
階
案
内
所
前
に
て
配
布

※
メ
イ
ン
会
場
が
満
席
の
場
合
は
中
継
会
場
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

第
4
8
2
回

ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
・
キ
ル
ト
を
巡
る
旅

―
い
く
つ
も
の
人
生
物
語
へ

講
師
　
鈴
木
七
美（
本
館 

教
授
）

無
地
の
服
を
着
て
馬
車
を
駆
る
キ
リ
ス
ト
教
再
洗
礼
派
ア
ー

ミ
ッ
シ
ュ
が
端
切
れ
で
つ
く
る
キ
ル
ト
は
、
贈
り
物
や
支
援
品

と
し
て
人
び
と
を
つ
な
い
で
き
ま
し
た
。
キ
ル
ト
に
織
り
こ
ま

れ
た
生
活
世
界
と
キ
ル
ト
が
紡
ぐ
物
語
を
訪
ね
ま
す
。

日
時
　

9
月
8
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

第
4
8
3
回

特
別
展「
工
芸
継
承
」か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

講
師
　
日
髙
真
吾（
本
館 

准
教
授
）

　
　
　
永
山
広
樹（
静
岡
文
化
芸
術
大
学
）

　
　
　
北
村
繁（
漆
芸
家
）

本
展
で
は
、
日
本
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
先
駆
け

と
な
っ
た
工
芸
指
導
所
の
活
動
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
世
界
に
ほ
こ
る
日
本
の
工
芸
品
が
、
こ
の
精
神
を
受
け
継

ぎ
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
挑
戦
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時
　

9
月
15
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

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
。

9
月
16
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ビ
ー
ズ
か
ら
み
た
人
類
史

話
者
　
池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

9
月
23
日（
日
・
祝
）14
時
30
分
〜
15
時
　
特
別
展
示
館

平
成
の
百
工
比
照
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

話
者
　
日
髙
真
吾（
本
館 

准
教
授
）

加
藤
謙
一（
金
沢
美
術
工
芸
大
学
）

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401
http://www.minpaku.ac.jp/

ビデオテーク新番組（2018 年8月公開）
新しいビデオテーク番組が追加されました。

番組番号 種別 タイトル 時間

6058 マルチメディア 時を超える南インドの踊り ―

7240
研究用映像

アリラン峠を越えていく：
在日コリアンの音楽

76分

7241 バイラヴダンス 44分

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

9
月
15
日（
土
）は
、
本
館
展
示
と
企
画
展
を
無
料
で
観
覧
い
た

だ
け
ま
す
。
た
だ
し
、
特
別
展
の
観
覧
は
有
料
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
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
。
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な
い
。
商
売
を
し
て
い
た
祖
母
の
家
で
使
わ
れ

て
い
た
男
の
子
（
小
僧
さ
ん
）
た
ち
の
い
た
ず

ら
だ
と
後
で
わ
か
っ
た
と
い
う
オ
チ
が
つ
く
。

同
僚
の
女
の
子
た
ち
を
驚
か
せ
よ
う
と
、
み

ん
な
で
提
灯
を
下
げ
て
山
裾
の
道
を
走
り

回
っ
た
の
だ
と
い
う
。
馬
鹿
馬
鹿
し
い
け
れ

ど
、
ど
こ
か
ほ
ほ
笑
ま
し
く
も
あ
る
お
話
だ
。

♦
♦
♦
悪
さ
す
る
も
の
た
ち
♦
♦
♦

現
実
の
世
界
は
さ
て
お
き
、
想
像
界
の
狐
た

ち
は
、
じ
つ
に
多
芸
で
あ
る
。
火
を
灯
す
だ
け

で
は
な
い
。
松
谷
み
よ
子
が
ま
と
め
た
『
狐
を

め
ぐ
る
世
間
話
』
に
よ
る
と
、
狐
た
ち
は
、
音

ま
ね
を
し
、
汽
車
や
建
物
な
ど
に
化
け
る
。
人

を
道
に
迷
わ
せ
、
人
か
ら
弁
当
や
運
搬
中
の
た

ん
ぱ
く
質
（
魚
、
油
揚
げ
な
ど
）
を
奪
う
。
お
金

を
支
払
っ
て
買
い
も
の
を
し
て
い
っ
た
と
思
っ
た

ら
、
後
で
お
金
が
木
の
葉
に
変
わ
っ
た
な
ん
て
の

も
よ
く
あ
る
お
話
だ
。
道
行
く
人
に
上
か
ら
砂

を
か
け
た
り
、
石
を
ぶ
つ
け
た
り
す
る
の
も
狐

の
い
た
ず
ら
、
あ
る
い
は
、
意
思
表
示
の
か
た
ち

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
岡
山
県
岡
山
市
の
栄
町
に
む
か
し

存
在
し
た
鐘か
ね

撞つ

き
堂
で
は
、
鐘
を
撞
く
前
に
「
撞

き
ま
す
」
と
言
っ
て
軽
く
三
つ
撞
き
、
そ
の
後
、

刻
の
数
だ
け
強
く
打
つ
の
だ
が
、
こ
れ
は
そ
う
し

な
い
と
お
堂
に
棲す

む
狐
が
驚
い
て
、
堂
守
り
に

石
の
雨
を
浴
び
せ
か
け
る
か
ら
だ
と
い
う
。
明

♦
♦
♦
火
を
灯
す
狐
♦
♦
♦ 

提ち
ょ
う
ち
ん灯を

下
げ
た
姿
で
造
形
化
さ
れ
た
こ
れ

ら
の
郷
土
玩
具
は
、
鳥
取
県
下
に
伝
わ
る

「
因い
な
ば幡

五ご

狐ぎ
つ
ね」

と
い
う
名
高
い
狐
の
う
ち
の
二

匹
で
あ
る
。
白
い
方
の
名
は
シ
ョ
ロ
シ
ョ
ロ
狐
。

鳥
取
砂
丘
の
近
く
に
あ
る
多た

鯰ね

ヶ
池
の
畔ほ
と
り、

駟し

馳ち

山
の
麓
の
水
が
し
ょ
ろ
し
ょ
ろ
と
落
ち

る
と
こ
ろ
な
ど
で
、
若
い
娘
に
化
け
通
行
人

を
化
か
し
た
そ
う
だ
。
薄
茶
色
を
し
た
方
は

恩お
ん

志じ

の
狐
。
岩
美
町
の
岩
井
温
泉
へ
向
か
う

途
中
、
恩
志
の
あ
た
り
で
、
灯
を
灯
し
て
化

か
し
、
里
人
に
悪
さ
を
し
た
と
い
う
。

二
匹
が
ど
ち
ら
も
提
灯
を
下
げ
て
い
る
の

は
、
恩
志
の
話
に
も
あ
る
と
お
り
、
狐
が

「
狐
き
つ
ね

火び

」
と
よ
ば
れ
る
怪
火
を
灯
す
と
考
え
ら

れ
て
い
た
か
ら
だ
。
日
本
で
は
、
神
や
仏
、
天て
ん

狗ぐ

の
よ
う
な
擬
人
的
存
在
や
龍
の
ほ
か
、
タ

ヌ
キ
や
イ
タ
チ
、
カ
ワ
ウ
ソ
な
ど
、
か
つ
て
わ

た
し
た
ち
の
身
近
な
環
境
に
暮
ら
し
て
い
た

獣
が
、
正
体
不
明
の
火か

焔え
ん

や
光
を
現
出
さ
せ

る
と
さ
れ
て
お
り
、
キ
ツ
ネ
も
そ
う
し
た
獣
の

ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

明
治
生
ま
れ
の
祖
母
に
「
狐
火
」
の
話
を

聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
埼
玉
で
過
ご
し
た

幼
少
の
頃
、
夕
方
、
風
呂
に
入
っ
て
い
た
と
き
、

窓
か
ら
見
え
る
山
の
裾
を
小
さ
な
火
が
幾
つ

も
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
を
見
た
、
と
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
犯
人
、
キ
ツ
ネ
な
ん
か
で
は

治
時
代
、
迷
信
撲
滅
運
動
を
推
進
し
た
井い
の

上う
え

円え
ん

了り
ょ
うの
著
作
に
も
、
日
本
各
地
で
起
き
た
謎
の
投

石
事
件
が
幾
つ
も
し
る
さ
れ
て
い
る
。
騒
ぎ
を

起
こ
し
た
人
間
が
特
定
さ
れ
る
ま
で
、
事
件
は

た
い
が
い
狐こ

狸り

天
狗
の
仕
業
だ
ろ
う
と
解
釈
さ

れ
た
。

こ
の
よ
う
に
砂
や
石
、
瓦が

礫れ
き

、
木
片
な
ど
の

物
品
を
人
に
投
げ
つ
け
る
存
在
は
、
日
本
だ
け

で
な
く
世
界
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
幽
霊

屋
敷
や
騒
ポ
ル
タ
ー
ガ
イ
ス
ト

霊
を
研
究
し
た
Ｃ
・
ル
ク
ト
ゥ
ー
の

著
書
に
は
、
五
世
紀
以
降
、
西
欧
で
精
霊
や
悪

魔
の
仕
業
だ
と
解
釈
さ
れ
た
投
石
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
一
七
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
で
起
こ
っ
た
不

思
議
な
投
石
は
悪
魔
に
よ
る
も
の
と
理
解
さ
れ

『
リ
ソ
ボ
リ
ア
』
と
題
さ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い

る
。
近
代
の
モ
ロ
ッ
コ
で
は
、『
コ
ー
ラ
ン
』
に

も
登
場
す
る
精
霊
「
ジ
ン
」
の
仕
業
と
さ
れ
た
。

シ
ベ
リ
ア
に
暮
ら
す
チ
ュ
ク
チ
の
人
た
ち
は
、

天テ
ン
ト幕

に
雪
や
氷
片
を
投
げ
こ
む
い
た
ず
ら
な
精

霊
が
い
る
と
考
え
て
い
た
。

不
思
議
な
火
を
灯
し
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く

物
を
投
げ
て
く
る
の
は
、
何
者
か
？

世
界
中
で
広
く
語
ら
れ
る
よ
く
似
た
奇
現
象
。

そ
の
解
釈
の
地
域
や
文
化
ご
と
の
差
を
比
較
す

る
こ
と
に
よ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
幻
想
の
生
態

系
の
よ
り
深
く
に
ま
で
踏
み
入
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ほ
ら
、
あ
の
提
灯
の
後
を
追
っ
て
行
け
ば
。

想像界の生物相

狐
小説家 化

あだしの
野 燐

りん

資料名―張り子人形（ショロショロ狐）

標本番号― H0122612

地域―日本、鳥取県

サイズ―高さ 8.6cm

資料名―張り子人形（恩志の狐）

標本番号― H0122613

地域―日本、鳥取県

サイズ―高さ 8.8cm
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も
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
薄
暗
く
て
よ
く
見

え
な
い
始
末
。
そ
れ
が
、
近
年
、
イ
ン
ド
各

地
の
博
物
館
で
建
物
の
改
修
や
展
示
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
が
進
み
、
博
物
館
の
あ
り
か
た

に
も
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
博
物
館
が
新
し

い
文
化
の
発
信
の
場
と
し
て
機
能
す
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。
今
回
紹
介
す
る
、

ド
ク
タ
ー
バ
ウ
・
ダ
ジ
・
ラ
ル
・
ム
ン
バ
イ

市
博
物
館
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。

植
民
地
と
博
物
館

ド
ク
タ
ー
バ
ウ
・
ダ
ジ
・
ラ
ル
・
ム
ン
バ

イ
市
博
物
館
（
以
下
、
市
博
物
館
）
は
、
一
八

五
五
年
に
設
立
さ
れ
た
、
イ
ン
ド
で
三
番
目

に
古
い
博
物
館
で
あ
る
。
当
初
は
「
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
」
と
い
う
名

称
だ
っ
た
が
、
一
九
七
五
年
に
現
在
の
名
称

に
改
称
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
イ
ン
ド
で
は

独
立
後
、
植
民
地
統
治
の
名
残
を
残
す
名
称

が
、
次
々
と
イ
ン
ド
名
に
改
称
さ
れ
て
お
り
、

市
博
物
館
も
例
外
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、

ド
ク
タ
ー
バ
ウ
・
ダ
ジ
・
ラ
ル
は
、
市
博
物

松
ま つ

尾
お

瑞
み ず

穂
ほ

民博 超域フィールド科学研究部

二
〇
年
以
上
前
の
イ
ン
ド
で
は
、「
お
宝
」

を
所
有
す
る
一
部
の
国
立
博
物
館
な
ど
を
の

ぞ
い
て
、
博
物
館
は
お
世
辞
に
も
人
び
と
の

関
心
を
集
め
る
よ
う
な
、
魅
力
的
な
場
所
と

は
い
え
な
か
っ
た
。
埃ほ
こ
り
の
つ
も
っ
た
棚
に
並

べ
ら
れ
た
展
示
品
の
数
々
に
は
十
分
な
解
説

ン
ド
会
社
で
あ
り
、
市
博
物
館
の
設
立
も
、

出
展
品
の
収
集
と
い
う
使
命
と
結
び
つ
い
て

い
た
。
万
国
博
覧
会
の
後
に
、
こ
の
収
集
委

員
会
が
母
体
と
な
っ
て
、
市
博
物
館
が
設
立

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
に
や

ら
、
民
博
と
似
た
よ
う
な
経
緯
で
あ
る
が
、

と
に
も
か
く
に
も
、
植
民
地
政
府
と
一
部
の

篤と
く

志し

家か

に
よ
っ
て
、
当
時
の
科
学
と
経
済
の

成
果
を
展
示
す
る
と
い
う
基
本
方
針
に
よ
り
、

ボ
ン
ベ
イ
（
現
ム
ン
バ
イ
）
に
博
物
館
、動
物
園
、

植
物
園
が
隣
接
す
る
複
合
施
設
が
作
ら
れ
た
。

歴
史
遺
産
へ
の
注
目

そ
ん
な
由
緒
あ
る
博
物
館
だ
が
、
お
隣
の

動
物
園
は
家
族
連
れ
に
人
気
な
の
に
対
し
て
、

改
修
さ
れ
る
ま
で
は
地
元
の
人
た
ち
に
も
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
二

〇
〇
一
年
に
、
イ
ン
ド
各
地
で
遺
跡
や
建
造

物
の
保
全
・
改
修
を
手
が
け
る
イ
ン
ド
芸
術
・

文
化
遺
産
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
と
、
植
民

地
都
市
と
し
て
発
展
し
た
ム
ン
バ
イ
の
文
化

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
提
示
し
た
い
ム
ン

バ
イ
市
役
所
が
協
力
し
、
イ
ン
ド
の
財
閥
を

母
体
と
す
る
バ
ジ
ャ
ー
ジ
財
団
か
ら
資
金
援

助
を
受
け
て
、
改
修
事
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

世
界
遺
産
に
な
っ
た
、
壮
麗
な
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
・
タ
ー
ミ
ナ
ス
駅
（
現
チ
ャ
ト
ラ
パ
テ
ィ
・

シ
ヴ
ァ
ー
ジ
ー
・
タ
ー
ミ
ナ
ス
駅
）
を
は
じ
め
、

ム
ン
バ
イ
に
は
植
民
地
期
の
遺
産
が
多
数
残

館
の
設
立
に
尽
力
し
た
医
師
で
あ
る
。

宗
主
国
で
あ
る
西
洋
に
と
っ
て
、
植
民
地

は
驚
異
の
連
続
で
あ
り
、
異
国
情
緒
を
か
き

立
て
る
他
者
で
あ
っ
た
。
一
八
五
一
年
に
ロ

ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
初
の
万
国
博
覧
会
は
、

科
学
や
産
業
の
発
展
を
示
す
と
と
も
に
、
植

民
地
か
ら
の
展
示
物
も
多
数
出
展
さ
れ
、
大

英
帝
国
の
威
信
を
誇
示
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

イ
ン
ド
展
示
は
、
植
民
地
の
う
ち
最
大
の
面

積
を
占
め
、
人
び
と
の
高
い
関
心
を
集
め
た

と
い
う
。
王
立
協
会
か
ら
の
命
令
で
博
覧
会

の
た
め
の
収
集
を
担
っ
た
の
が
当
時
の
東
イ

経
済
発
展
の
め
ざ
ま
し
い
イ
ン
ド
に
、ひ
と
む
か
し
前
ま
で
地
元
の
人
び
と
に
も
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
い
博
物
館
が
あ
っ
た
。
現
在
で
は
新
し
い
施
策
を
意
欲
的
に
お
こ
な
い
、

生
ま
れ
変
わ
っ
た
姿
を
見
せ
る
が
、そ
の
変
化
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ドクターバウ・ダジ・ラル・ムンバイ市博物館
Dr. Bhau Daji Lad Mumbai City Museum／インド

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
改
修
が
急
ピ
ッ
チ

で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
経
済
発
展
と
と
も
に
、

ム
ン
バ
イ
の
景
観
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し

て
い
る
が
、
同
時
に
植
民
地
時
代
の
遺
産
へ

の
注
目
も
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
博
物
館

変
わ
っ
た
の
は
、
か
つ
て
の
輝
き
を
と
り
戻

し
た
建
物
や
、
見
や
す
く
わ
か
り
や
す
く
な
っ

た
展
示
だ
け
で
は
な
い
。
広
報
・
普
及
活
動

も
改
善
さ
れ
、
よ
り
来
館
者
に
親
切
な
博
物

館
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。
英
語
、
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
、
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
記
述
さ
れ
た

展
示
解
説
、
毎
日
ド
ー
セ
ン
ト
（
訓
練
を
受
け

た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
に
よ
っ
て
三
言
語
で
お
こ

な
わ
れ
る
解
説
ツ
ア
ー
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や

講
演
会
、
と
い
っ
た
一
般
向
け
の
活
動
だ
け
で

な
く
、
美
術
史
を
学
ぶ
学
位
コ
ー
ス
や
図
書

室
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
な
ど
、
教
育
研

究
活
動
も
充
実
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
の

博
物
館
に
は
め
ず
ら
し
く
、
カ
フ
ェ
や
シ
ョ
ッ

プ
、
野
外
シ
ア
タ
ー
も
併
設
さ
れ
て
お
り
、
ぶ

ら
り
と
訪
れ
て
も
楽
し
め
る
よ
う
な
場
と

な
っ
て
い
る
。
け
っ
し
て
最
先
端
の
展
示
が
な

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ユ
ネ
ス
コ
や

民
間
の
財
団
か
ら
の
資
金
を
う
ま
く
活
用
し

て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
市
博
物
館
は
、
ま
さ
に
イ

ン
ド
に
お
け
る
地
域
博
物
館
の
今
後
の
可
能

性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ドクターバウ・ダジ・ラル・ムンバイ市博物館入口（掲載写真はすべて2014年に撮影）

美しくリニューアルされた1階ホール3つの言語でしるされた解説文ボンベイに住む多様なコミュニティを示す展示
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「
盲
ろ
う
」
を
生
き
る
人
び
と

視
覚
と
聴
覚
の
両
方
に
な
ん
ら
か
の
障
害
を
併
せ
も
つ
人
の

こ
と
を
「
盲
ろ
う
者
」
と
総
称
す
る
。
映
画
「
も
う
ろ
う
を
い

き
る
」
は
宮
崎
、
宮
城
、
広
島
、
東
京
、
神
奈
川
、
新
潟
（
佐

渡
）
で
暮
ら
す
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
盲
ろ
う
者
八
人
と
彼
ら

を
取
り
巻
く
人
び
と
の
日
常
生
活
を
丁
寧
に
取
材
し
た
、
世
界

に
も
類
例
の
な
い
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
あ
る
。

厚
生
労
働
省
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
八
年
現
在
、
日
本
に
は
概

ね
一
万
四
〇
〇
〇
人
程
度
の
盲
ろ
う
者
が
い
る
と
推
計
さ
れ
る

と
い
う
。
一
口
に
「
盲
ろ
う
」
と
い
っ
て
も
、そ
の
見
え
方
（
見

え
に
く
さ
）
や
聞
こ
え

方
（
聞
こ
え
に
く
さ
）

の
程
度
、
障
害
の
発
生

順
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ

る
。
盲
ろ
う
者
の
な
か

に
は
、
知
的
障
害
や
運

動
障
害
を
併
せ
も
っ
て

い
る
人
（
重
複
障
害
者
）

も
い
る
。
盲
ろ
う
者
の

用
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
方
法
は
個
別
に

違
う
と
い
っ
て
も
よ
い

い
は
、
も
う
そ
こ
に
は
い
な
い
、
か
つ
て
彼
ら
の
そ
ば
に
い
た

誰
か
と
の
「
繋
が
り
」
だ
。

こ
の
映
画
の
撮
影
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
二
〇
一
六
年
夏

（
七
月
二
六
日
）、
相
模
原
市
の
障
害
者
施
設
、
津
久
井
や
ま
ゆ

り
園
で
入
所
者
・
職
員
計
四
六
名
が
刃
物
で
傷
つ
け
ら
れ
、
そ

の
う
ち
一
九
名
の
入
所
者
が
命
を
奪
わ
れ
る
事
件
が
起
き
た
。

映
画
は
そ
の
事
実
を
も
淡
々
と
伝
え
る
。

全
編
を
見
終
え
て
心
に
残
る
想
い
は
、
命
に
優
劣
な
ど

つ
け
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
。「
も
う
ろ
う
を
い
き
る
」

人
び
と
の
物
語
は
、
今
日
を
生
き
る
わ
た
し
た
ち
の
物
語

な
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
視
覚
と
聴
覚
と
い
う
、
外
界
と

の
情
報
の
窓
口
を
ふ
た
つ
な
が
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
り
使

い
に
く
い
と
い
う
の
は
、
決
し
て
平
穏
で
当
た
り
前
、
敢

え
て
い
う
の
な
ら
「
普
通
の
」
状
況
と
は
い
え
な
い
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
そ
こ
に
紡
が
れ
て
い
く
時

間
は
そ
の
人
に
と
っ
て
の
「
当
た
り
前
」
の
日
常
な
の
だ
。

そ
の
日
常
は
、
他
者
と
繋
が
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
繋
が
っ

て
い
た
と
い
う
確
か
な
記
憶
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

彼
ら
と
繋
が
る
他
者
も
ま
た
、
そ
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
生

か
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

前
提
と
し
て
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
上
映

「
も
う
ろ
う
を
い
き
る
」
は
通
常
上
映
版
に
聴
覚
障
害
者

向
け
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
日
本
語
字
幕
（
単
な
る
セ
リ
フ
字
幕

で
は
な
く
、
生
活
音
・
環
境
音
・
B
G
M
な
ど
を
も
文
字
化
し

た
字
幕
）
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西に
し

原は
ら

孝た
か

至し

監
督

自
身
が
ス
ク
リ
プ
ト
を
書
き
朗
読
も
担
当
し
た
視
覚
障
害

者
向
け
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
日
本
語
音
声
ガ
イ
ド
を
、ス
マ
ー

く
ら
い
で
、
じ
つ
に
多
様
。
必
要
と
し
て
い
る
支
援
の
あ
り
よ

う
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
盲
ろ
う
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
支
援
に
つ
い
て
は
、
視
覚
障
害
・
聴
覚
障
害
を
も
つ
当

事
者
が
、
自
身
の
も
つ
点
字
や
手
話
の
能
力
、
何
よ
り
も
当
事

者
性
の
理
解
を
活
か
し
て
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

映
画
の
冒
頭
、
年
に
一
度
全
国
の
盲
ろ
う
者
と
支
援
者
が
一

堂
に
会
す
る
全
国
盲
ろ
う
者
大
会
の
様
子
（
映
画
が
撮
影
さ
れ

た
二
〇
一
六
年
度
の
大
会
に
は
お
よ
そ
八
〇
〇
人
が
集
っ
た
）
を
映

し
出
す
こ
と
で
、
盲
ろ
う
者
と
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

多
様
性
、
そ
し
て
「
活
気
」
と
し
か
表
現
し
よ
う
の
な
い
、
人

が
集
い
繋つ
な

が
る
と
き
に
放
つ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活

写
す
る
。

当
事
者
・
家
族
・
支
援
者
の
紡
ぐ
物
語

「
も
う
ろ
う
を
い
き
る
」
は
、
例
え
ば
、
盲
ろ
う
と
聞
い
て
多

く
の
人
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
で
あ
ろ
う
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
氏
の
よ

う
な
多
く
の
人
の
耳
目
を
集
め
る
「
特
別
な
」
誰
か
を
取
り
上

げ
た
作
品
で
は
な
い
。
声
高
に
何
か
を
叫
ん
だ
り
主
張
し
よ
う

と
す
る
こ
と
も
な
い
。
映
画
が
描
く
の
は
、
盲
ろ
う
を
日
常
と

し
て
生
き
る
人
と
彼
ら
を
取
り
巻
く
人
び
と
、
親
で
あ
っ
た
り
、

き
ょ
う
だ
い
で
あ
っ
た
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
た
り
、
仕
事

仲
間
で
あ
っ
た
り
、
支
援
者
で
あ
っ
た
り
、「
あ
な
た
の
映
画

を
撮
り
ま
す
よ
」
と
や
っ
て
く
る
人
び
と
で
あ
っ
た
り
、
あ
る

ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
と
イ
ヤ
ホ
ン
を
使
っ
て
提
供
し

て
い
る
。こ
の
映
画
が「
盲
ろ
う
と
い
う
障
害
を
も
つ
人
を
扱
っ

た
映
画
だ
か
ら
」「
製
作
後
に
」
バ
リ
ア
フ
リ
ー
「
化
」
し
た

の
で
は
な
い
。「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
上
映
を
前
提
と
し
て
」
製
作

さ
れ
た
映
画
な
の
だ
。

二
〇
一
七
年
八
月
の
劇
場
公
開
以
来
、
今
で
も
全
国
の
劇
場
で
、

ま
た
関
係
諸
団
体
や
教
育
機
関
な
ど
に
よ
る
自
主
上
映
が
続
い

て
い
る
。
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
に
は
ジ
ャ

パ
ン
×
ナ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ン

ト
で
、
今
年
四
月
に
は
ア
メ
リ
カ
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
開

催
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
大
陸
盲
ろ
う
者
大
会
に
お
い
て
、
六
月
に
は

ス
ペ
イ
ン
南
部
の
都
市
・
ベ
ニ
ド
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た
第
一一
回
ヘ

レ
ン
・
ケ
ラ
ー
世
界
会
議
で
も
バ
リ
ア
フ
リ
ー
版
で
上
映
さ
れ
、

大
き
な
反
響
を
得
た

と
聞
い
て
い
る
。

本
館
で
も
、
一
一

月
二
四
日
に
み
ん
ぱ

く
映
画
会
で
こ
の
作

品
を
取
り
上
げ
、
監

督
・
製
作
関
係
者
を

招
い
て
の
ト
ー
ク
も

実
施
す
る
予
定
で
あ

る
。
是
非
、
多
く
の

方
に
映
画
そ
の
も
の

と
バ
リ
ア
フ
リ
ー
映

画
体
験
を
共
有
し
て

い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

今こ
ん

日に
ち

を
生
き
る
わ
た
し
た
ち
の
物
語

飯い
い

泉ず
み 

菜な

穂お

子こ

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

M
「もうろうをいきる」

英題：Living in Deafblindness

2017年／日本／日本語・日本手話／91分／DVDあり
監督：西原孝至
みんぱく映画会（2018年11月24日）にて上映予定

盲ろう者の脇で眠る盲導犬。全国盲ろう者大会にて

盲ろう者の指を点字タイプライターの6つのキーに見立て
て、左右の人差し指・中指・薬指の6指に直接打っていく
「指点字」で会話する、全盲ろうの遠目塚秀子さんと通訳・
介助者の岡原直美さん（写真はすべて映画「もうろうをい
きる」より。株式会社シグロ提供）

話し手が手話をあらわし、盲ろう者がその手に触れて読み取る「触手話」
で会話する村岡美和さんと村岡寿幸さん夫妻
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ながなんぢゃ

キビナゴ氏の来歴

What’s in a name?

一
九
の
夏
。
わ
た
し
は
ア
メ
リ
カ
に
短
期
英
語
研
修
に
行
っ

た
。
初
め
て
の
留
学
だ
っ
た
。
午
後
の
選
択
授
業
の
初
回
で
担

当
教
員
が
こ
う
言
っ
た
。「
わ
た
し
は
人
の
名
前
を
覚
え
る
の
が

苦
手
で
、
特
に
ア
ジ
ア
人
の
名
前
が
悪
い
け
ど
ど
う
し
て
も
覚

え
ら
れ
な
い
の
。
だ
か
ら
、
皆
さ
ん
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ネ
ー
ム

で
呼
び
合
え
る
か
し
ら
？　

も
っ
て
な
い
人
は
、
こ
の
際
だ
か

ら
作
っ
て
み
て
ね
」と
。
血
気
盛
ん
だ
っ
た
わ
た
し
は「
エ
ミ
リ
ー

に
も
ニ
コ
ー
ル
に
も
な
り
た
く
な
い
。
チ
エ
は
そ
ん
な
に
難
し

い
発
音
じ
ゃ
な
い
」
と
憤
慨
し
て
そ
の
授
業
を
辞
め
て
し
ま
っ

た
。
そ
ん
な
わ
た
し
の
後
ろ
姿
を
韓
国
人
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
、
ト

ニ
ー
・
パ
ク
さ
ん
が
見
守
っ
て
い
て
く
れ
た
。
彼
は
韓
国
の
大

手
企
業
か
ら
派
遣
さ
れ
、
家
族
ぐ
る
み
で
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し

て
い
る
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
だ
っ
た
。
ト
ニ
ー
さ
ん
（
も
ち
ろ
ん

本
名
は
別
に
あ
る
）
は
、
わ
た
し
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
ブ
ロ
ー
ク

ン
英
語
で
こ
う
話
し
て
く
れ
た
。「
知
恵
は
後
で
韓
国
に
来
る
と

良
い
よ
。
韓
国
語
に
も
、
知
恵
と
い
う
名
前
が
あ
る
ん
だ
。
漢

字
も
意
味
も
同
じ
だ
し
、
発
音
も
『
チ
ヘ
』
だ
か
ら
ほ
と
ん
ど

一
緒
。
君
が
君
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
よ
。
韓
国
に
お
い
で
」
と
。

涙
が
出
た
。
後
で
考
え
た
ら
、
創
氏
改
名
で
日
本
が
酷
い
目
に

あ
わ
せ
た
韓
国
の
人
か
ら
、
名
前
の
こ
と
で
こ
ん
な
に
強
く
励

ま
さ
れ
る
な
ん
て
な
ん
だ
か
申
し
訳
な
い
話
で
あ
る
。
と
も
か

く
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
な
り
韓
国
留
学
に
至
っ
た
。

韓
国
留
学
中
は
伝
統
芸
能
の
プ
ン
ム
ル
（
農
楽
）
サ
ー
ク
ル
で

青
春
を
謳お
う

歌か

し
た
。
プ
ン
ム
ル
サ
ー
ク
ル
に
は
芸
名
を
つ
け
る

風
習
が
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
ツ
テ
が
あ
っ
て
入
っ
た
の
が
梨イ

花フ
ァ

女
子
大
学
の
生
活
環
境
学
部
の
サ
ー
ク
ル
で
、
入
部
年
度
が
二

〇
〇
六
年
だ
っ
た
の
で
、
わ
た
し
の
名
前
に
は
「
～
ナ
ル 

날
」

と
い
う
揃そ

ろ

え
字
を
使
う
と
い
う
。
揃
え
字
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
芸
名
を
聞
け
ば
何
大
学
の
ど
こ
サ
ー
ク
ル
の
何
年
生
か
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。
団
体
主
義
が
嫌
い
な
人
は
耐
え
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
が
、
芸
名
に
よ
っ
て
同
期
と
の
連
帯
感
や
所
属
意
識
が

生
ま
れ
る
し
く
み
は
新
鮮
で
面
白
い
と
思
っ
た
。

先
に
入
部
し
て
い
た
同
期
の
一
人
は
、
本
名
が
ヨ
ル
ム
（
夏
）

な
の
で
「
ハ
ナ
ル
」（
ハ
は
夏
の
音
読
み
）、
も
う
一
人
は
本
名
が

ナ
レ
（
つ
ば
さ
）
で
「
ビ
ナ
ル
」（
ビ
は
飛
の
音
読
み
）、
ま
た
別

の
子
は
引
っ
込
み
思
案
な
の
で
「
シ
ン
ナ
ル
」（
楽
し
く
な
る
、
と

い
う
意
味
）と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
神
野
の
カ
を
と
っ

て
「
カ
ナ
ル　

까
날
」
に
し
た
。
ち
な
み
に
、
韓
国
語
で
は
名

前
が
子
音
で
終
止
す
る
場
合
、
そ
の
あ
と
に
イ
を
付
け
て
続
け

て
発
音
す
る
。
例
え
ば
、
ス
ジ
ン
な
ら
ス
ジ
ニ
、
ジ
ョ
ン
チ
ョ

ル
な
ら
ジ
ョ
ン
チ
ョ
リ
、
と
い
う
風
に
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ナ

ル
も
「
カ
ナ
リ 

까
날
이
」
と
な
る
。
じ
つ
は
、
こ
れ
と
同
音
異

綴
の
「
カ
ナ
リ 

까
나
리
」
は
魚
の
キ
ビ
ナ
ゴ
を
意
味
す
る
。
韓

国
で
は
カ
ナ
リ
は
魚ぎ
ょ

醤し
ょ
うに
さ
れ
、
キ
ム
チ
を
漬
け
る
と
き
に
大

活
躍
す
る
と
聞
き
、
こ
れ
で
い
こ
う
と
決
め
た
。

当
時
か
ら
一
緒
に
活
動
を
続
け
る
太
鼓
仲
間
か
ら
は
、
わ
た

し
は
今
で
も
カ
ナ
リ
と
呼
ば
れ
る
。
学
会
で
は
「
神
野
知
恵
博

士
様
」
と
呼
ば
れ
て
も
彼
ら
の
前
で
は
カ
ナ
リ
に
戻
れ
る
こ
と

が
心
地
良
い
。
ト
ニ
ー
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「
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恵
」
に
つ
い
て
の
知
恵

を
さ
ず
か
ら
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け
れ
ば
、
韓
国
に
留
学
し
て
プ
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ム
ル
サ
ー
ク

ル
に
入
る
こ
と
も
な
く
、
居
酒
屋
で
キ
ビ
ナ
ゴ
の
刺
身
に
出
会
っ

て
「
お
う
、
兄
弟
」
と
思
う
こ
と
も
な
く
、
八
重
山
民
謡
の
「
ス

ル
（
キ
ビ
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ゴ
）
掬す
く

い
」
に
親
近
感
を
覚
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た

だ
ろ
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。
人
の
縁
と
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、
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な
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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「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
当館専用通行口をお通りください。
●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

編集後記

今号は、特別展「工芸継承――東北発、日本インダスト

リアルデザインの原点と現在」の紹介である。地震の影響

を受けながらも、当初のスケジュールどおりに開催する運

びとなった。表紙の写真は下記にもあるとおり、2016年の

リオデジャネイロで開催されたオリンピックでも使用され

た卓球台で、ことにその脚は高度な技術で製作されている

ということである。ぜひ展示場の解説とともに、直にご覧

いただきたい。今回の展示では、本号特集のタイトルに「用

の美」ということばが使われているように、日常的な場面

でこれは欲しいというだけでなく、これは使いたいと思う

品々が展示されている。もっとも、実際に買ったら買った

で（そのお金が財布にあるかは言わぬが花）、小生にはもっ

たいなくて使えないだろうが。（丹羽典生）
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的に活用するためにつくられました。
毎月『月刊みんぱく』をお届けするほか、さまざまなサービ
スをご用意しております。

維持会員・正会員
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憤
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れ
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。
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。
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サ
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入
れ
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嫌
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●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約13分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」横にある
当館専用通行口をお通りください。
●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

編集後記

今号は、特別展「工芸継承――東北発、日本インダスト

リアルデザインの原点と現在」の紹介である。地震の影響

を受けながらも、当初のスケジュールどおりに開催する運

びとなった。表紙の写真は下記にもあるとおり、2016年の

リオデジャネイロで開催されたオリンピックでも使用され

た卓球台で、ことにその脚は高度な技術で製作されている

ということである。ぜひ展示場の解説とともに、直にご覧

いただきたい。今回の展示では、本号特集のタイトルに「用

の美」ということばが使われているように、日常的な場面

でこれは欲しいというだけでなく、これは使いたいと思う

品々が展示されている。もっとも、実際に買ったら買った

で（そのお金が財布にあるかは言わぬが花）、小生にはもっ

たいなくて使えないだろうが。（丹羽典生）
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特別展「工芸継承」が開幕します！

特別展「工芸継承――東北発、日本イン
ダストリアルデザインの原点と現在」では、
昭和初期、仙台に設立され、日本のインダ
ストリアルデザインを牽引した商工省工芸
指導所の活動をとおして、脈々と継承され
る伝統の技と洗練されていくデザインの奥
深さ、次世代への継承について考えます。
図録も開幕と同時に販売いたします。あわ
せてお楽しみください。

特別展
「工芸継承
 ―東北発、日本インダストリアルデザインの原点と現在」
会期：2018年9月13日（木）～ 11月27日（火）
場所：国立民族学博物館 特別展示館
※2019年1月11日（金）～ 2月28日（木）には、金沢美術工芸大
学でも一部巡回展を開催いたします。

特別展図録
『工芸継承
 ―東北発、日本インダストリアルデザインの原点と現在』
編者：日髙真吾、小谷竜介　
発行：国立民族学博物館
全204ページ（予定）、Ｂ５判、予定価格 1,836円（税込）

組み合わせ小箱

小物入れ

真空蒸着象嵌小箱
（いずれも東北歴史博物館蔵）

『季刊民族学』は「国立民族学博物館友の会」の機関誌です。友の
会にご入会いただければ、定期的にお届けいたします。
日本初の「家庭学術雑誌」である『季刊民族学』は、世界のさま
ざまな地域でたくましく生きる人びとの姿とその文化、社会の様相を、
読み応えのある内容、美しく迫力あるカラー写真を用いて、文化人
類学・民族学の視点から紹介しています。

『季刊民族学』最新号165号 2018年夏
特集「岡本太郎の民族学」Ａ4判、104ページ
［執筆者（掲載順）］
吉田憲司／岡本太郎／梅棹忠夫／安井健／貝瀬千里／川口幸也／譽田亜紀子
／今福龍太／朝倉敏夫／赤坂憲雄／安藤礼二／石井匠／寺村摩耶子

国立民族学博物館友の会	 詳細は千里文化財団までお問い合わせください。本誌はお試し購入も可能です。
 電話 06-6877-8893／平日 9:00～ 17:00　
 https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/
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