


エッセイ 千字文

 1    

月刊

11月号目次

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
6
8
年
福
岡
県
生
ま
れ
。
哲
学
者
。
科
学
哲
学
、

倫
理
学
専
門
。
ア
メ
リ
カ
の
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
に

て
博
士
号
取
得
。
名
古
屋
大
学
准
教
授
を
経
て
、
現

在
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
准
教
授
。『
疑
似
科
学

と
科
学
の
哲
学
』、『
動
物
か
ら
の
倫
理
学
入
門
』（
と

も
に
名
古
屋
大
学
出
版
会
）、『
倫
理
学
的
に
考
え
る
』

（
勁
草
書
房
）
な
ど
著
書
多
数
。

日
本
に
お
け
る
動
物
倫
理
、
と
り
わ
け
食
用
に
供
さ
れ

る
動
物
へ
の
扱
い
を
考
え
る
と
き
、
近
年
無
視
で
き
な
い

影
響
力
を
持
つ
の
が
、「『
い
た
だ
き
ま
す
』
の
倫
理
」
と
で

も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
筋
以
下
の
よ
う
な
考

え
方
で
あ
る
。（
一
）
人
間
は
動
植
物
を
犠
牲
に
す
る
（「
命

を
い
た
だ
く
」）
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。（
二
）

そ
の
犠
牲
に
対
し
て
人
間
は
せ
め
て
感
謝
す
る
べ
き
で
あ
る
。

（
三
）
食
前
の
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
挨
拶
は
そ
の
感
謝
の

気
持
ち
を
込
め
た
「
命
を
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。（
四
）
こ
の
感
謝
の
念
の
帰
結
と
し
て
、
食
材
を

無
駄
に
し
た
り
食
べ
残
し
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。

調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
考
え
方
は
、
二
〇
〇
〇
年
ご
ろ
か

ら
、
小
学
生
に
ア
イ
ガ
モ
等
を
育
て
さ
せ
て
最
終
的
に
殺

し
て
食
べ
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
授
業
実
践
と
セ
ッ
ト
で

学
校
教
育
の
な
か
で
広
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を

通
し
て
一
般
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
特
に
、
二
〇
〇
五
年
に
食
育
基
本
法
が
制
定
さ
れ
、

「
自
然
の
恩
恵
」
に
対
す
る
「
感
謝
の
念
や
理
解
」
を
深
め

る
こ
と
が
法
的
に
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
こ
う

し
た
授
業
実
践
が
広
が
る
上
で
追
い
風
に
な
っ
た
。

さ
て
、
日
本
的
な
動
物
倫
理
と
し
て
こ
れ
だ
け
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
に
な
っ
て
い
る
「『
い
た
だ
き
ま
す
』
の
倫
理
」
だ
が
、

わ
た
し
の
よ
う
に
西
洋
の
倫
理
学
の
観
点
か
ら
動
物
倫
理

を
研
究
し
て
き
た
人
間
に
と
っ
て
は
不
可
解
な
点
が
多
い
。

西
洋
流
の
倫
理
学
に
お
い
て
、
相
手
へ
の
配
慮
の
基
礎
と

な
る
の
は
、
相
手
が
苦
し
む
か
、
あ
る
い
は
幸
せ
に
な
る
か
、

と
い
っ
た
相
手
の
経
験
で
あ
り
、
動
物
も
ま
た
苦
し
ん
だ

り
幸
せ
に
な
っ
た
り
す
る
存
在
だ
か
ら
こ
そ
配
慮
の
対
象

と
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
肉
も
米
も
区
別
せ
ず

「
感
謝
」
の
対
象
と
な
る
の
は
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
、

一
方
的
に
命
を
う
ば
っ
て
お
い
て
感
謝
す
る
と
い
う
の
は
そ

も
そ
も
「
感
謝
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
か
ら
い
っ
て
お
か
し

い
。
さ
ら
に
、
死
後
に
感
謝
さ
れ
よ
う
が
食
べ
残
し
を
さ
れ

よ
う
が
、
死
ん
だ
動
物
に
と
っ
て
は
何
の
違
い
も
な
い
か
ら
、

そ
ん
な
も
の
は
倫
理
的
配
慮
に
は
な
り
え
な
い
。

こ
う
し
た
出
所
の
は
っ
き
り
し
な
い
考
え
方
が
わ
ず
か

十
数
年
で
現
在
の
よ
う
に
流
布
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、「『
い
た
だ
き
ま
す
』
の
倫
理
」
は
日
本
人
の
根
深
い
動

物
倫
理
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
動
物
供

養
、
動
物
慰
霊
と
い
っ
た
日
本
特
有
の
儀
式
の
ロ
ジ
ッ
ク
と

も
リ
ン
ク
し
て
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
倫
理
観
が
な
ぜ
西
洋

倫
理
学
か
ら
は
不
可
解
な
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
西
洋

と
日
本
の
相
互
の
文
化
理
解
の
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」の
倫
理

伊い

勢せ

田だ 

哲て
つ

治じ
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特
集

わ
た
し
た
ち
の
周
り
は
多
種
多
様
な
動
物
で
満
ち
溢あ
ふ

れ
て
い
る
。
少
し
例
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
、
食
料
源
と
な

る
ウ
シ
や
ブ
タ
、
ペ
ッ
ト
の
イ
ヌ
や
ネ
コ
、
動
物
園
の
キ

リ
ン
、ゴ
ミ
を
あ
さ
る
カ
ラ
ス
な
ど
が
い
る
。
人
間
に
と
っ

て
益
獣
も
い
れ
ば
害
獣
も
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ

ら
の
動
物
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
び
、
接
す
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
と
動
物
の
関
係
は
、
時
代
や
地

域
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
は
変
化
し
、
多
様
性
が
見
ら
れ
る

が
、
近
年
、
動
物
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
動
物

福
祉
と
動
物
倫
理
と
い
う
考
え
方
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

欧
米
社
会
に
お
け
る
動
物
愛
護
と
動
物
福
祉

キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
社
会
で
は
、
神
が
人
間
を
、

動
物
を
支
配
す
る
存
在
と
し
て
創
り
出
し
た
の
で
、
動

物
を
利
用
す
る
こ
と
は
人
間
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
八
二
〇
年
代
の
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
使
役
用
牛
馬
な
ど
へ
の
虐
待
が
社
会
問
題

と
な
り
、
一
種
の
動
物
愛
護
運
動
が
起
こ
り
、
人
間
と
動

物
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
直
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

一
時
下
火
に
な
っ
た
も
の
の
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な

る
と
再
び
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ

が
、
動
物
福
祉
の
考
え
方
で
あ
る
。

動
物
福
祉
は
、
動
物
園
・
水
族
館
で
展
示
の
た
め
に

飼
育
さ
れ
て
い
る
動
物
や
食
用
に
生
産
さ
れ
る
家
畜
動

物
、
研
究
実
験
用
の
動
物
、
ペ
ッ
ト
や
、
害
獣
を
含
む

野
生
動
物
な
ど
人
間
が
利
用
し
た
り
、
接
し
た
り
し
て
い

る
動
物
に
対
し
て
、
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
な
い
よ
う
に

配
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
倫
理
観
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
則

り
、
多
く
の
国
で
動
物
の
保
護
法
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。

動
物
の
権
利

動
物
の
利
用
を
前
提
と
す
る
動
物
福
祉
と
は
異
な
る

倫
理
観
に
、「
動
物
の
権
利
」
の
考
え
が
あ
る
。
こ
の
考

え
方
が
社
会
に
広
ま
っ
た
発
端
の
ひ
と
つ
は
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
哲
学
者
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
が
『
動
物
の
解

放
』（
一
九
七
五
）
の
な
か
で
、
家
畜
動
物
や
実
験
用
動

物
に
対
す
る
む
ご
い
扱
い
を
取
り
上
げ
、
人
間
の
便
宜
の

た
め
に
動
物
を
搾
取
す
る
こ
と
に
異
議
申
し
立
て
を
お
こ

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
自
分
自
身
が
属
す
る
種
の

人
間
文
化
研
究
機
構
理
事
・
民
博 

学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

岸き
し

上が
み 

伸の
ぶ

啓ひ
ろ

畜
産
、
動
物
園
、
実
験
動
物
、ペ
ッ
ト
…
…
人
間
が
生
き
る

う
え
で
動
物
は
欠
か
せ
な
い
。
彼
ら
と
の
関
係
を
ど
う
築
い
て

い
く
べ
き
か
。
動
物
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
交
錯
す
る

な
か
で
、
人
と
動
物
の
か
か
わ
り
方
を
あ
ら
た
め
て
考
え
た
い
。

動
物
福
祉
と
動
物
倫
理

利
益
を
擁
護
す
る
一
方
で
、
他
の
種
の
利
益
を
否
定
す
る

偏
見
と
態
度
を
「
種
差
別
」
と
よ
び
、
人
間
に
よ
る
種

差
別
を
な
く
す
こ
と
を
訴
え
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
一
部

の
動
物
愛
護
団
体
の
思
想
的
な
支
柱
と
な
り
、
動
物
は

誰
か
の
所
有
物
で
は
な
く
、
人
間
と
対
等
な
権
利
を
も

つ
生
物
で
あ
る
の
で
、
人
間
か
ら
搾
取
さ
れ
る
こ
と
や
残

虐
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
性

に
従
っ
て
生
き
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
主
張
と
し
て
展
開

さ
れ
て
い
る
。

動
物
の
権
利
を
支
持
す
る
人
び
と
は
、
畜
産
や
動
物

実
験
、
狩
猟
な
ど
動
物
を
苦
し
め
る
よ
う
な
行
為
を
全

面
的
に
廃
止
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
彼
ら
は
、
捕
鯨
は

言
う
に
及
ば
ず
、
水
族
館
・
動
物
園
で
の
飼
育
展
示
に

つ
い
て
ま
で
反
対
す
る
傾
向
が
強
い
。
現
時
点
で
は
、
ホ

エ
ー
ル
・
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
の
よ
う
な
自
然
環
境
の
な
か
で

の
非
捕
殺
的
な
利
用
に
つ
い
て
は
強
く
反
対
し
て
い
な
い

が
、
多
く
の
生
物
学
者
が
ク
ジ
ラ
へ
の
悪
影
響
を
指
摘
し

は
じ
め
て
い
る
。

時
代
と
と
も
に
変
わ
る
倫
理
観

動
物
と
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究

す
る
倫
理
学
者
は
、
楽
し
み
の
た
め
の
ス
ポ
ー

ツ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
は
反
対
し
た
が
、
イ
ヌ

イ
ッ
ト
ら
先
住
民
に
よ
る
生
活
の
た
め
の
狩

猟
に
つ
い
て
は
容
認
す
る
立
場
を
と
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
社
会
や
文
化
、
経
済
が
変
化
し
て

き
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
き
、
そ
の
立
場
に

疑
問
符
を
投
げ
か
け
る
研
究
者
も
出
て
き
て

い
る
。
例
え
ば
、
哲
学
者
の
ス
ー
・
ド
ナ
ル
ド

ソ
ン
と
ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
先
住
民
の
権
利
を
認

め
る
こ
と
や
先
住
民
文
化
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
狩
猟
に

よ
る
動
物
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
を
承
認
す
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
の
で
、
関
係
者
間
で
慎
重
な
協
議
が
必
要

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

人
間
は
動
物
の
権
利
を
重
視
し
、
原
則
と
し
て
利
用

す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
は
、
現
在
の
世
界
各
地
の

人
間
の
生
活
状
況
を
考
え
る
と
き
わ
め
て
実
行
が
難
し
い

倫
理
観
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

の
出
現
は
人
間
と
動
物
の
関
係
性
の
変
化
を
暗
示
し
て

い
る
。

人
間
と
動
物
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
な
の
か
。

こ
の
問
い
に
は
正
解
が
存
在
し
な
い
が
、
今
回
の
特
集
で

は
、動
物
福
祉
や
動
物
の
権
利
と
の
関
わ
り
か
ら
「
捕
鯨
」

や
「
水
族
館･

動
物
園
」、「
環
境
保
護
」
の
事
例
を
紹

介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

問
わ
れ
る
人
間
と
動
物
の
関
係

クジラを探すアラスカ先住民（アラスカ州バロー村、2010年）

ホエール・ウォッチング（カナダ･バンクーバー島周辺、2017年）

カナダ人の友人が家族の一員として飼っているペット犬。
左から２番目が筆者
（撮影：Singe Bone、カナダ・サスカトーン、2016年）
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鯨
の
「
人
道
的
捕
殺
」

捕
鯨
は
海
の
野
生
動
物
で
あ
る
鯨
を
捕
殺
す
る
狩
猟

行
為
で
あ
る
。
人
間
は
少
な
く
と
も
五
〇
〇
〇
年
以
上
の

む
か
し
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
食
料
あ
る
い
は
鯨
油
に

代
表
さ
れ
る
工
業
資
源
と
し
て
鯨
を
利
用
す
る
た
め
に

捕
鯨
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

家
畜
に
対
す
る
公
的
な
動
物
福
祉
へ
の
取
り
組
み
は
、

一
九
六
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
議
会
が
定
め
た
「
五
つ
の
自
由
」

が
有
名
だ
が
、
捕
鯨
に
お
け
る
動
物
福
祉
（
こ
れ
を
し
ば

し
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
の
た
め
、
I

W
C
で
次
々
と

も
ち
出
さ
れ
る
動
物
福
祉
や
倫
理
の
問
題
は
、
例
え
ば

鯨
の
捕
殺
時
に
家
畜
や
実
験
動
物
と
同
じ
一
〇
〇
パ
ー

セ
ン
ト
の
即
死
率
（
実
際
に
は
家
畜
と
て
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン

ト
で
は
な
い
し
、
鯨
は
狩
猟
動
物
で
あ
る
）
を
求
め
た
り
、

個
々
の
鯨
の
死
の
確
認
に
ヒ
ト
の
脳
死
判
定
基
準
を
適

用
せ
よ
（
ヒ
ト
以
外
の
動
物
で
そ
の
例
は
無
い
）
と
要
求
し

た
り
す
る
な
ど
、
捕
鯨
禁
止
の
た
め
の
空
理
空
論
が
ま

か
り
と
お
り
、
ま
と
も
な
議
論
が
成
り
立
た
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

し
ば
人
道
的
捕
殺
と
称
す
る
）
へ
の
取
り
組
み
は
そ
れ
よ

り
も
早
く
、
国
際
捕
鯨
委
員
会
（
I

W
C
）
に
よ
り
一
九

五
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
I

W
C
で
は
、
当
時
用
い
ら
れ

て
い
た
黒
色
火
薬
を
使
っ
た
爆
発
銛も
り

に
替
わ
る
あ
ら
た
な

捕
殺
手
段
と
し
て
、
薬
物
、
炭
酸
ガ
ス
、
電
気
銛
の
三
つ

の
方
法
を
検
討
し
た
が
、
最
終
的
に
は
す
で
に
改
良
が

重
ね
ら
れ
て
き
た
爆
発
銛
が
、
も
っ
と
も
人
道
的
な
捕
殺

手
段
で
あ
る
と
の
結
論
と
な
っ
た
。

当
時
の
議
論
で
重
要
な
点
は
、
鯨
の
人
道
的
捕
殺
の

目
的
と
人
道
性
の
定
義
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
し
た
こ
と

で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
の
報
告
は
、「
第
一
の
基
準
は
捕

殺
の
早
さ
で
あ
り
、
人
道
性
を
証
明
す
る
よ
い
方
法
は

他
に
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
、
致
死
時
間
（
銛
が
命
中
し

て
か
ら
鯨
が
死
ぬ
ま
で
の
時
間
）
の
短
縮
が
人
道
的
捕
殺

の
目
標
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

す
れ
違
う
議
論

I
W
C
に
よ
る
人
道
的
捕
殺
へ
の
取
り
組
み
は
一
九

七
五
年
に
再
開
さ
れ
た
が
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
は
加

盟
国
に
捕
鯨
反
対
国
が
増
加
す
る
な
か
、
議
論
の
内
容

は
次
第
に
鯨
の
人
道
的
な
捕
殺
手
段
を
検
討
す
る
こ
と

よ
り
も
、
捕
鯨
が
非
人
道
的
で
あ
る
と
批
判
す
る
こ
と

に
多
く
の
時
間
が
費
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
反
捕

鯨
国
側
か
ら
は
、
捕
鯨
に
用
い
ら
れ
る
漁
具
や
捕
殺
手

捕
鯨
国
の
取
り
組
み

日
本
は
、
一
九
九
二
年
に
開
催
さ
れ
た
I

W
C
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
採
択
さ
れ
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、

調
査
捕
鯨
に
お
け
る
捕
殺
技
術
改
善
に
取
り
組
ん
だ
。
詳

細
な
デ
ー
タ
収
集
と
分
析
に
よ
り
射
撃
方
法
や
漁
具
の
改

良
を
図
っ
た
結
果
、
近
年
で
は
開
始
当
初
に
比
べ
平
均
致

死
時
間
は
約
三
分
の
一
に
短
縮
さ
れ
、
即
死
率
は
約
二
倍

に
ま
で
向
上
し
た
。
ま
た
同
じ
捕
鯨
国
で
あ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー

も
早
く
か
ら
同
様
の
技
術
改
善
に
取
り
組
み
、
新
型
爆
発

銛
の
開
発
な
ど
で
即
死
率
に
お
い
て
は
日
本
を
上
回
る
結

段
が
他
国
よ
り
劣
っ
て

い
る
（
と
み
な
さ
れ
た
）

国
に
批
判
が
集
中
し
、

そ
の
問
題
が
改
善
さ
れ

る
と
、
今
度
は
別
の
国

や
手
法
に
矛
先
が
向
け

ら
れ
る
こ
と
が
繰
り
返

さ
れ
た
。
そ
の
対
象
は

近
代
的
漁
具
を
使
わ
な

い
先
住
民
生
存
捕
鯨
も

例
外
で
は
な
か
っ
た
。

共
通
の
目
標
を
達
成

す
る
た
め
に
、
解
決
す

べ
き
問
題
を
設
定
す
る
。

そ
の
問
題
が
解
決
す
れ

ば
さ
ら
な
る
改
善
を
図
り
、
目
標
に
近
づ
く
努
力
を
す

る
。
こ
れ
は
組
織
と
し
て
極
め
て
正
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
。

I
W
C
に
お
け
る
動
物
福
祉
＝
人
道
的
捕
殺
の
歴
史
は
、

あ
ら
す
じ
だ
け
見
る
と
あ
た
か
も
正
し
く
機
能
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
映
る
が
、
現
実
は
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
少
な
く
と
も
I

W
C
で
は
、
商
業
捕
鯨
の
一
時
停
止

を
決
議
し
た
一
九
八
二
年
以
降
、反
捕
鯨
国
側
の
「
目
標
」

は
、
捕
鯨
の
人
道
性
の
向
上
で
は
な
く
、
捕
鯨
の
全
面

禁
止
で
あ
り
、
も
は
や
捕
鯨
国
と
は
目
標
が
異
な
っ
て

果
を
出
し
て
い
る
。

一
方
で
日
本
は
、
I

W
C
で
繰
り
返
さ
れ
る
非
建
設
的

な
議
論
に
決
別
す
る
方
針
を
と
り
、
二
〇
〇
六
年
以
降
は

動
物
福
祉
に
関
す
る
議
論
の
場
を
、
捕
鯨
や
ア
ザ
ラ
シ
猟

を
お
こ
な
う
国
で
構
成
さ
れ
る
N
A
M
M
C
O
（
北
大
西

洋
海
産
哺
乳
動
物
委
員
会
）
狩
猟
委
員
会
に
移
し
た
。
冒
頭

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
鯨
は
家
畜
で
も
実
験
動
物
で
も
な

く
野
生
の
動
物
で
あ
り
、
捕
鯨
は
狩
猟
行
為
で
あ
る
。
捕

鯨
を
含
む
狩
猟
に
お
い
て
、
動
物
福
祉
を
実
践
す
る
第
一

の
目
標
は
致
死
時
間
の
短
縮
で
あ
り
、
日
本
お
よ
び

N
A
M
M
C
O
加
盟
国
は
、
こ
の
目
標
に
対
し
現
在
も
真

剣
に
対
応
し
て
い
る
。

下
関
海
洋
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
鯨
類
研
究
室
長

石い
し

川か
わ 

創は
じ
め

捕
鯨
と
動
物
福
祉

日本で現在用いられている捕鯨砲。日本の爆発銛との比較実験のため、ノルウェー製の新型爆発
銛先が装着されている（2000年）

ミンククジラを狙うノルウェー捕鯨船の砲手。ミンククジラはノルウェーとアイスラ
ンドの商業捕鯨、グリーンランドの先住民生存捕鯨、日本の調査捕鯨で捕獲対象と
なっている（2015年）

1950年代から実用化されたノルウェー製の電気銛。断線や漏電等の問題点が克服で
きず、最終的に爆発銛がもっとも優れているとの結論が出された（1999年）

日本の調査捕鯨で用いられた検死記録の一例。日本は調査捕鯨で捕獲した全個体の
詳細な捕獲データと検死結果を分析して致死時間短縮に成功した（2000年）
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生
物
を
展
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
物
た
ち
の
素
晴
ら

し
さ
、
命
の
大
切
さ
を
伝
え
る
動
物
園
・
水
族
館
の
業

務
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
種
の
保
存
・
教
育
・
研
究
・

普
及
啓
発
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
最
近
で
は
域
外

保
全
・
生
物
多
様
性
関
連
業
務
も
加
わ
り
、
年
々
責
務

は
増
大
し
て
い
る
。

一
方
、
直
面
す
る
諸
問
題
も
年
々
増
え
、
批
判
も
い
た

だ
く
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
動
物
福
祉
上
の
意
見
も
少
な

く
な
い
。

環
境
エ
ン
リ
ッ
チ
メ
ン
ト

動
物
福
祉
の
考
え
方
は
、
実
際
に
動
物
に
接
す
る
現

場
に
も
広
が
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
一
つ
の
指
針
と
し

て
「
環
境
エ
ン
リ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
が
あ
る
。

環
境
エ
ン
リ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
は
、
飼
育
動
物
の
問
題

行
動
の
解
決
と
幸
福
な
生
活
を
目
指
し
た
飼
育
環
境
の

ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
両
面
の
創
意
工
夫
で
あ
る
。
こ
れ
に

基
づ
い
た
環
境
改
善
は
、
動
物
の
精
神
安
定
や
自
然
行

動
の
生
起
・
行
動
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
増
や
し
て
動
物
の

福
祉
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
福
祉
の
み
な

ら
ず
、
繁
殖
の
向
上
や
動
物
の
健
康
に
も
好
影
響
が
あ

り
、
か
つ
入
園
者
に
と
っ
て
も
健
全
な
動
物
の
姿
は
魅

力
的
で
教
育
効
果
が
高
い
。

福
祉
戦
略

動
物
園
・
水
族
館
は
、
飼
育
動
物
の
効
果
的
な
管
理

の
た
め
の
国
内
個
体
群
管
理
、国
際
連
携
、累る
い

代だ
い

繁
殖
（
健

全
な
繁
殖
を
繰
り
返
し
て
種
を
維
持
す
る
こ
と
）、
配
偶
子

保
存
（
死
体
か
ら
の
配
偶
子
回
収
及
び
採
精
等
に
よ
る
配
偶

子
回
収
と
回
収
し
た
配
偶
子
の
冷
凍
保
存
）
他
、
ツ
シ
マ
ヤ

マ
ネ
コ
、
ニ
ホ
ン
ラ
イ
チ
ョ
ウ
等
多
く
の
固
有
種
の
生
息

域
外
保
全
に
も
取
り
組
み
成
果
を
上
げ
て
き
た
が
、
そ

れ
は
種
の
保
存
、
生
物
多
様
性
保
全
が
主
目
的
で
あ
り
、

動
物
福
祉
と
は
距
離
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
か
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
我
々
は
こ
う
し
た
現
状
を
看
過
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
動
物
福
祉
を
重
要
な
戦
略
と
と
ら
え
て
い
る
。

公
益
社
団
法
人
日
本
動
物
園
水
族
館
協
会

（
J
A
Z
A
）
は
世
界
動
物
園
水
族
館
協
会
（
W
A
Z
A
）

の
動
物
福
祉
戦
略
に
参
画
し
、
W
A
Z
A
『
野
生
生
物
へ

の
配
慮 

世
界
動
物
園
水
族
館
動
物
福
祉
戦
略
』
の
日
本

語
版
を
加
盟
施
設
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
W
A
Z
A

動
物
福
祉
戦
略
認
定
制
度
サ
ミ
ッ
ト
へ
の
参
加
や
動
物

福
祉
評
価
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
使
っ
た
評
価
手
法
に
よ
る

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
会
員
園
館
長
向
け
に
実
施
す
る
な
ど
福

祉
の
向
上
に
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
飼
育
動
物
の
適
正
施
設
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策

定
も
開
始
し
て
お
り
、
展
示
場
面
積
や
高
さ
、
池
、
植
栽
、

温
度
管
理
、
水
温
管
理
な
ど
、
対
象
種
が
飼
育
下
で
も

ハ
ズ
バ
ン
ダ
リ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

飼
育
動
物
の
健
康
管
理
に
は
定
期
的
、
突
発
的
な
治

療
や
健
康
診
断
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
野
生
動
物
と
い

う
特
性
上
簡
単
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
ま
で

は
麻
酔
薬
導
入
に
よ
る
化
学
的
不
動
下
、
保
定
に
よ
る

物
理
的
不
動
下
が
主
流
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
手
法
は
現
在
で
も
状
況
に
よ
っ
て
必
須
技
術

で
あ
る
が
、
対
象
動
物
に
苦
痛
を
与
え
た
り
、
と
き
に
は

事
故
に
至
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
よ
り
安
全
で
動
物
に
負
担

を
与
え
な
い
手
法
の
開
発
が
求
め
ら
れ
た
。

応
用
行
動
分
析
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
利
用
し
て
の
ハ
ズ
バ

ン
ダ
リ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
、
動
物
自
ら
が
受
診
動
作
を

形
成
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
受
診
動
作
形
成
手
法
と
も
い

う
が
、
安
全
で
負
担
の
少
な
い
手
法
で
あ
り
、
福
祉
に

も
配
慮
し
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
近
年
飛
躍
的
に
進
歩
し

て
お
り
、
導
入
し
て
い
る
施
設
も
増
え
て
体
温
測
定
や
採

血
、
口こ
う

腔く
う

内
検
査
、
ボ
デ
ィ
ー
チ
ェ
ッ
ク
、
エ
コ
ー
、
レ

ン
ト
ゲ
ン
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

副
産
物
と
し
て
は
環
境
エ
ン
リ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
し
て
の

野
生
下
で
の
行
動
を
な
る
べ
く
再
現
で
き
る
施
設
作
り
に

寄
与
す
べ
く
準
備
を
進
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
活
動
は
欧
米
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
各
国
の

地
域
協
会
で
も
お
こ
な
わ
れ
、
動
物
福
祉
に
関
す
る
考

え
方
は
文
化
の
違
い
こ
そ
あ
れ
確
実
に
浸
透
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

動
物
福
祉
戦
略
は
海
外
と
の
連
携
も
重
要
で
、
先
進

地
域
か
ら
の
講
師
招
請
や
ア
ジ
ア
地
域
の
地
域
協
会
と

の
動
物
福
祉
に
関
す
る
連
携
会
議
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。

利
用
や
、
入
退
舎
な
ど
一
般
管
理
に
も
効
果
が
あ
り
、
今

後
ま
す
ま
す
発
展
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
動
物
福
祉
は
動
物
園
・
水
族
館
に
と
っ

て
重
要
な
戦
略
と
し
て
、
単
に
批
判
に
対
応
す
る
も
の
で

は
な
く
飼
育
動
物
の
幸
福
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
種
の

保
存
や
生
物
多
様
性
保
全
に
も
直
接
的
、
間
接
的
に
か

か
わ
る
こ
と
か
ら
真
摯
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
然
か
ら
の
大
切
な
預
か
り
も
の
で
あ
る
動
物
た
ち

が
未
来
永え
い

劫ご
う

健
全
に
飼
育
さ
れ
る
た
め
に
動
物
福
祉
は

さ
ら
に
発
展
す
る
必
要
が
あ
る
。

神
戸
ど
う
ぶ
つ
王
国
園
長

佐さ

藤と
う 

哲て
つ

也や

動
物
園
・
水
族
館
に
お
け
る
動
物
福
祉

応用行動分析トレーニングにより自由飛翔するヒメコンドル（2013年）ハズバンダリートレーニングによって、レッサーパンダに検温している様子（2011年）

ハズバンダリートレーニングによって、オットセイに
点眼している様子（2012年）

樹上のワオキツネザル（2015年）環境エンリッチメントのために設置された擬木（ぎぼく）で樹上生活をするビントロングの親子（2018年）
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れ
る
」
と
解

釈
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。

一
九
九
三

年
に
生
物
多

様
性
条
約
が

発
効
し
た
こ

ろ
か
ら
、
あ

り
ふ
れ
た
生

き
物
も
含
め

た
生
息
地
一
帯
の
価
値
を
あ
ら
わ
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

の「
里
山
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、種
の
保
存
法（
一

九
九
三
）
や
、
鳥
獣
保
護
法
の
改
正
（
二
〇
〇
二
）、
さ
ら

に
生
物
多
様
性
基
本
法
（
二
〇
〇
八
）
な
ど
、
国
内
法
も

整
え
ら
れ
て
き
た
。

特
定
外
来
種
の
駆
除

一
方
、「
排
除
の
法
律
」
も
で
き
た
。
外
来
生
物
法
（
二

〇
〇
四
）
だ
。
外
来
生
物
と
は
、
食
用
、
毛
皮
用
、
愛
玩

用
な
ど
の
用
途
で
国
外
か
ら
導
入
し
た
も
の
だ
け
で
な
く
、

意
図
せ
ず
何
か
に
随
伴
し
て
も
ち
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
野

生
化
し
た
生
物
を
指
す
。
な
か
に
は
農
作
物
に
被
害
を

お
よ
ぼ
し
た
り
、
在
来
の
生
物
た
ち
の
生
息
を
脅
か
し
た

り
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
輸
入
・
飼
養

を
禁
止
す
る
一
方
で
、
野
生
化
し
た
も
の
を
捕
獲
し
て
環

境
中
か
ら
除
外
す
る
べ
き
「
特
定
外
来
種
」
が
リ
ス
ト

化
さ
れ
た
（
二
〇
一
四
）。

除
外
、
す
な
わ
ち
捕
獲
・
殺
処
分
に
あ
た
っ
て
は
、
動

物
福
祉
の
観
点
か
ら
で
き
る
だ
け
苦
痛
を
与
え
な
い
よ

個
体
寄
り
か
、
生
態
系
寄
り
か

環
境
問
題
の
取
材
を
続
け
る
な
か
で
、
自
然
保
護
運

動
の
動
向
に
も
注
目
し
て
い
る
が
、
野
生
生
物
保
護
が
含

ま
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
動
物
倫
理
と
動
物
福
祉
と
い

う
考
え
方
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

う
、配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
自
然
保
護
派
は
こ
れ
を「
や

む
な
し
」
と
受
け
入
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
動
物
福
祉
に

か
な
っ
て
も
、
動
物
愛
護
派
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
よ
う

だ
。
特
に
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
生
物
種
に

つ
い
て
は
、
よ
り
強
い
拒
否
反
応
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
筆
頭
が
、
ネ
コ
で
あ
る
。

ノ
ネ
コ
と
い
う
「
緊
急
対
策
外
来
種
」

島と
う

嶼し
ょ

部
で
は
今
、
野
生
化
し
た
ネ
コ
（
ノ
ネ
コ
）
が
深

刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
太
古
に
大
陸
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
結
果
と
し
て
、
離
島
に
は
独
自
の
進
化
を
遂
げ
た

固
有
種
や
、
貴
重
な
繁
殖
地
と
し
て
海
鳥
が
生
息
し
て

こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
は
、
○
○
を
愛
し
て
止
ま
な

い
ヒ
ト
も
、
動
植
物
全
般
が
好
き
な
ヒ
ト
も
、
風
景
が

好
き
な
ヒ
ト
も
賛
同
し
や
す
い
。
だ
が
、
そ
ん
な
都
合
の

良
い
生
物
が
、
ど
こ
に
で
も
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
副

作
用
と
し
て
「
貴
重
な
種
が
い
な
け
れ
ば
開
発
は
許
さ

い
る
の
だ
が
、
ヒ
ト
が
も
ち
込
ん
だ
ネ
コ
が
野
生
化
し
、

彼
ら
を
捕
食
し
て
い
る
の
だ
。
放
置
す
れ
ば
種
の
存
続
さ

え
危
う
い
。
固
有
種
や
海
鳥
の
研
究
者
か
ら
は
悲
鳴
の

よ
う
な
報
告
が
各
地
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
奄
美
大
島
で
の
ノ
ネ
コ
駆
除
が
計
画
さ
れ
た

こ
と
に
対
し
て
動
物
愛
護
団
体
が
殺
処
分
反
対
の
ネ
ッ

ト
署
名
を
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
五
万
筆
強
が
集
ま
っ
た
。

特
定
外
来
種
で
は
な
い
か
ら
、
飼
う
の
は
か
ま
わ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
署
名
者
の
な
か
で
ノ
ネ
コ
を
引
き
と
る
（
飼

う
）
意
思
表
示
を
し
た
ヒ
ト
は
数
名
に
と
ど
ま
っ
た
と
い

う
。
問
題
解
決
に
向
け
た
動
き
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
で
希
望
と
い
え
る
の
は
、
愛
猫
家

に
室
内
飼
育
・
終
生
飼
育
を
徹
底
し
捨
て
な
い
よ
う
啓

発
し
、
飼
い
主
を
斡
旋
す
る
地
元
N
P
O
が
地
道
に
活

動
し
、
譲
渡
希
望
者
が
当
初
よ
り
も
増
え
て
い
る
こ
と
だ
。

動
物
倫
理
、
動
物
福
祉
は
、
こ
の
ノ
ネ
コ
問
題
に
何
か

解
決
の
糸
口
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
。
期
待
を
込
め
て
、

読
者
の
皆
さ
ん
に
も
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
。

フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

佐さ

久く

間ま 

淳じ
ゅ
ん

子こ

環
境
保
護
・
自
然
保
護
と
動
物
愛
護

一般的な
自然保護

ディープ
エコロジー

動物の権利 動物愛護

自然・生態系全体の
保全指向

個体指向

非・人間中心 人間中心

動物倫理
動物福祉

れ
ら
は
お
も
に
は
飼
育
下
に
あ
る
動
物
や
、
狩
猟
な
ど
に

よ
っ
て
ヒ
ト
が
手
中
に
収
め
よ
う
と
す
る
個
体
に
対
す
る

接
し
方
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
ら
だ
。
自
然
保
護
運
動

で
は
、「
生
息
地
を
開
発
さ
せ
な
い
」「
繁
殖
の
妨
げ
に
な

る
人
為
的
要
素
を
と
り
除
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
個
体

で
は
な
く
ま
と
ま
り
で
と
ら
え
、
彼
ら
の
生
態
に
合
わ
せ

て
人
間
が
い
か
に
接
し
な
い
か
が
重
要
に
な
る
。

動
物
倫
理
と
動
物
福
祉
を
重
視
す
る
と
し
た
ら
動
物

愛
護
の
領
分
だ
ろ
う
。
動
物
の
個
体
寄
り
に
軸
足
を
お

く
か
、
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
に
軸
足
を
お
く
か
で
、
見
え

方
、
か
か
わ
り
方
は
大
き
く
違
っ
て
く
る
。
ま
ず
は
そ
の

違
い
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
○
○
を
守
れ
」
が
目
指
す
も
の

日
本
で
は
高
度
経
済
成
長
期
以
来
、
開
発
優
先
の
気

運
が
非
常
に
高
く
、
自
然
豊
か
な
野
山
が
ど
ん
ど
ん
切

り
崩
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
以
上
自
然
を
壊
す
な
と
立
ち
上

が
る
と
き
、
保
護
派
は
そ
こ
に
生
息
す
る
希
少
種
や
名
の

知
れ
た
大
型
鳥
獣
の
名
を
掲
げ
て
、「
○
○
を
守
れ
」「
○

○
が
い
る
森
を
守
れ
」
と
訴
え
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
そ

れ
は
そ
の
知
名
度
の
高
い
生
物
に
代
表
さ
せ
、
と
も
に
生

息
す
る
無
名
の
、
あ
る
い
は
あ
り
ふ
れ
た
虫
け
ら
た
ち
を

含
め
た
生
態
系
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
景
観

も
守
り
た
い
の
だ
。

日経ウーマンオンライン「イルカ問題、言い分を図にまとめました」（川端裕人、2010年）より改変

ゴルフ場開発の差し止めを求めた奄美「自然の権利」訴訟の原告団による横断幕。固有種や特別天然記念物
でさえ守れない日本の現状を訴え、10種以上の野生生物が描き込まれている（2001年1月）

ノネコ（野生化したネコ）に襲われて運ばれるアマミノクロウサギ
（提供：環境省奄美野生生物保護センター、2008年6月撮影）

徳之島、天城町の当部林道で撮影されたケナガネズミを　
くわえるノネコ（提供：森林総合研究所、2018年）

「家畜の代わりにクジラを食べよ（EAT THE WHALE）」とア
ピールする動物の権利団体のPETA。広い意味では反捕
鯨だが、彼らの主眼は家畜生産への抗議だ。動物倫理・
動物福祉からのアプローチである（ロンドン、2001年）

動物保護における考え方、立ち位置の違い
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荒
あら

川
かわ

 史
ふみ

康
やす

からくり人形のふるさとを訪ねて
―27年ぶりの出会いと再会

か
ら
く
り
と
は
「
糸
・
ぜ
ん
ま
い
・
水
な
ど
の
動
力
を
利
用
し
て
、
人
形
や
器
物

を
動
か
す
仕
掛
け
。
ま
た
、
そ
の
仕
掛
け
を
使
っ
た
見
せ
物
」
と
辞
書
に
あ
る
。
わ

た
し
と
か
ら
く
り
人
形
の
初
め
て
の
出
会
い
は
、
飛
騨
高
山
獅
子
会
館
か
ら
く
り

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
岐
阜
県
高
山
市
）
で
あ
っ
た
。
恵
比
寿
様
の
か
ら
く
り
人
形
が
、

縁
起
の
良
い
文
字
を
筆
で
書
く
実
演
を
間
近
に
観
た
。
ま
た
、
か
ら
く
り
人
形
の
代

名
詞
で
あ
る
茶
運
び
人
形
は
、
手
に
茶
椀
を
載
せ
る
と
ま
っ
す
ぐ
進
み
、
茶
椀
を
と

る
と
止
ま
る
。
再
び
茶
椀
を
載
せ
る
と
、
今
度
は
く
る
り
と
一八
〇
度
方
向
を
変
え
、

元
の
位
置
ま
で
戻
っ
て
く
る
。
ま
さ
に
神
秘
的
そ
し
て
茶
目
っ
気
の
あ
る
動
き
に
魅

力
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
か
ら
く
り
人
形
の
歴
史
は
古
く
、
奈
良
時
代

か
ら
制
作
が
始
ま
っ
て
い
た
と
文
献
に
あ
り
、
祭
事
も
今
も
な
お
執
り
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
江
戸
時
代
後
期
ま
で
は
、
紐ひ
も
で
操
ら
れ
て
い
た
が
、
日
本
に
時
計
が
輸
入

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
時
計
の
ぜ
ん
ま
い
の
し
く
み
を
取
り
入
れ
、
ぜ
ん
ま
い
仕

掛
け
の
か
ら
く
り
人
形
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

曾
祖
父
と
の
「
再
会
」

さ
て
、
わ
た
し
と
か
ら
く
り
人
形
、

そ
し
て
愛
知
県
半
田
市
・
亀か
め

崎ざ
き
の
潮し
お

干ひ

祭
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
幼
少
の

こ
ろ
よ
り
わ
た
し
は
、
父
方
の
祖
父

か
ら
、
曾
祖
父
は
名
古
屋
で
人
形
を

作
っ
て
い
た
と
聞
い
て
い
た
。長
男（
祖

父
は
次
男
で
あ
る
）
が
跡
を
継
い
で
人

形
師
を
継
承
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
で
長
男
が
亡
く
な

り
、継
承
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。曾

祖
父
の
作
品
は
、
北
海
道
北
見

市
信し
ん

善ぜ
ん

光こ
う

寺じ

に
奉
納
さ
れ
た
七
五
体

2017年 11月から 8カ月、祖国・日本へ帰国し、外国人研究員としてみんぱくに
着任した筆者。研究のかたわら、休日には自身のルーツを辿

たど

るべく、故郷・愛知県
を訪れた。祭でめぐりあった曾祖父のからくり人形と、思いがけないみんぱくとの
縁について紹介したい。

の
屯
田
兵
の
人
形
が
も
っ
と
も
有

名
で
あ
り
、
ま
た
亀
崎
潮
干
祭
で

は
東ひ
が
し

組ぐ
み

宮み
や

本も
と

車ぐ
る
まの

上う
わ

山や
ま

人
形
（
湯

取
り
神
事
）
が
舞
い
踊
り
、
ど
ち

ら
も
現
在
も
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
屯
田
兵
は
、
北
見
市
指
定

文
化
財
（
民
俗
文
化
財
）、
そ
し

て
亀
崎
の
か
ら
く
り
人
形
と
そ
の

行
事
は
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺

産
、
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

お
よ
び
愛
知
県
有
形
民
俗
文
化

財
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

毎
年
五
月
に
開
催
さ
れ
、

三
〇
〇
年
以
上
続
い
て
い
る
亀
崎

潮
干
祭
へ
、
わ
た
し
は
同
僚
の
カ

ナ
ダ
人
と
二
〇
一
八
年
五
月
四
日

に
訪
れ
る
事
が
で
き
た
。
降
り

立
っ
た
亀
崎
駅
か
ら
会
場
の
亀
崎

海
浜
緑
地
ま
で
の
道
の
り
は
、
屋

台
が
ず
ら
り
と
並
び
人
で
溢あ
ふ

れ
て

い
た
。
懐
か
し
い
日
本
の
お
祭
り

風
景
で
あ
る
。
大
き
な
山だ

し車
蔵
の
前
で
は
法は
っ

被ぴ

を
着
た
人
た
ち
が
、
各
組
の
仲
間
と

酒
を
交
わ
し
気
合
い
を
入
れ
て
い
た
。
亀
崎
海
浜
緑
地
に
着
い
た
と
き
、
丁
度
、
曾

祖
父
の
か
ら
く
り
人
形
が
載
る
宮
本
車
の
山
車
が
動
き
始
め
た
。
若
い
担
ぎ
手
た

ち
が
腰
ま
で
海
水
に
浸
か
り
、
何
百
年
も
継
承
さ
れ
て
い
る
唄
を
歌
い
な
が
ら
一
斉

に
潮
の
引
い
た
波
打
ち
際
に
向
か
っ
て
一
気
に
巨
大
な
山
車
を
曳ひ

き
下
ろ
し
て
い
た
。

そ
の
躍
動
的
な
動
き
と
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と

き
、
こ
れ
が
無
形
文
化
財
と
い
う
も
の
な
の
か
と
、
感
動
と
興
奮
を
抑
え
る
事
が
で

き
な
か
っ
た
。

み
ん
ぱ
く
で
は
、
伊い

藤と
う

敦あ
つ

規の
り

准
教
授
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
（
ホ
ピ

族
）
と
、
米
国
南
西
部
で
発
掘
さ
れ
た
ミ
ン
ブ
レ
ス
土
器
に
つ
い
て
共
同
研
究
を
し

て
い
た
。
ホ
ピ
族
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
の
、
彼
ら
自
身
に
よ
る
解
釈
、
表
現
を
記
録
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
伊
藤
先
生
と
ホ
ピ
族
の
人
び
と
の
共
同
研

究
は
、
文
化
人
類
学
、
博
物
館
の
資
料
へ
の
貢
献
だ
け
で
な
く
、
ホ
ピ
族
の
子
孫
に

記
録
と
し
て
残
し
、
映
像
や
文
献
で
伝
え
た
い
と
い
う
未
来
へ
の
強
い
気
持
ち
か
ら

も
成
っ
て
い
る
。
ま
た
、
資
料
熟
覧
中
、
子
孫
で
あ
る
彼
ら
が
祖
先
が
造
っ
た
物
を

観
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
手
に
と
っ
て
触
れ
る
事
に
深
い
感
動
を
味
わ
っ
て
い
る
様

子
が
、わ
た
し
に
も
感
じ
ら
れ
た
。
伊
藤
先
生
は
、そ
の
よ
う
な
経
験
、実
感
を
「
再

会
」と
表
現
し
て
い
る
。
渡
米
し
て
二
七
年
、今
回
の
日
本
で
の
長
期
滞
在
に
お
け
る
、

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
日
本
文
化
と
の
ふ
れ
合
い
、
そ
し
て
自
分
の
曾
祖
父
の
作

品
と
の
「
再
会
」。
ホ
ピ
族
の
人
び
と
が
味
わ
う
先
祖
と
の
再
会
と
想
い
を
わ
た
し

自
身
も
経
験
で
き
た
。

嬉
し
い
出
会
い

最
後
に
、
わ
た
し
の
曾
祖
父
の
作
品
調
査
の
お
り
、
思
わ
ぬ
事
か
ら
み
ん
ぱ
く
に

ご
縁
の
あ
る
人
と
出
会
う
事
も
で
き
た
。
わ
た
し
の
母
方
の
祖
母
は
、
名
古
屋
の
光こ
う

蓮れ
ん

寺じ

と
い
う
寺
の
出
身
だ
っ
た
。
そ
の
祖
母
の
母
（
わ
た
し
の
曾
祖
母
）
は
、
名
古

屋
の
長
ち
ょ
う
円え
ん
寺じ

か
ら
嫁
い
で
き
た
。
曾
祖
母
の
弟
の
名
は
藤ふ
じ
井い

制せ
い
心し
ん
、一
九
七
四
年
か

ら
一
九
九
六
年
ま
で
み
ん
ぱ
く
で
民
族
音
楽
学
を
研
究
し
て
い
た
藤ふ
じ
井い

知と
も
昭あ
き
名
誉
教

授
の
父
で
あ
る
。
何
と
い
う
偶
然
か
、
藤
井
知
昭
先
生
と
わ
た
し
は
遠
縁
で
は
あ
る

が
親
戚
だ
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
亀
崎
の
潮
干
祭
か
ら
始
ま
っ
た
か
ら
く
り
人
形
と

曾
祖
父
の
調
査
、
そ
の
過
程
で
の
藤
井
先
生
と
の
縁
。
こ
の
み
ん
ぱ
く
で
の
研
究
の

機
会
が
無
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
出
会
い
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
体
験
記
事
を

も
っ
て
御
礼
の
こ
と
ば
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

ニューメキシコ州立大学准教授、同附属博物館長

日本

曾祖父制作のからくり人形（2018年）亀崎潮干祭（愛知県半田市、2018年）

藤井知昭名誉教授ご夫妻（右下）と長女の藤井ゆかりさ
ん（左）、筆者の妻とともに（名古屋市、2018年）

信善光寺の屯田兵の人形（撮影：荒川渉、北海道北見市、2002年）
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み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
43
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
彷
徨
え
る
河
」

ア
マ
ゾ
ン
上
流
域
の
先
住
民
の
視
点
で
描
い
た

〝
秘
境
〞を
と
お
し
て
、
彼
ら
の
知
恵
や
自
然
と
人

間
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時
　
11
月
4
日（
日
）

13
時
30
分
〜
16
時
30
分（
13
時
開
場
）

会
場
　
ホ
テ
ル
阪
急
エ
キ
ス
ポ
パ
ー
ク

多
目
的
ホ
ー
ル（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）

（
定
員
4
0
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

※
参
加
券
を
当
日
11
時
か
ら
多
目
的
ホ
ー
ル

（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）前
受
付
に
て
配
布

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
映
画
が
拓
く
新
た
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
世
界
」

「
盲
ろ
う
者（
視
覚
と
聴
覚
両
方
に
障
害
を
持
つ
人

達
）」と
そ
の
家
族
・
支
援
者
の
日
常
生
活
を
丁
寧

に
描
い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画「
も
う
ろ
う
を

い
き
る
」を「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
版
」で
上
映
・
鑑
賞
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
映
像
文
化
共
有
の
あ
り
方
に

つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時
　
11
月
24
日（
土
）

13
時
30
分
〜
16
時
30
分（
13
時
開
場
）

会
場
　
ホ
テ
ル
阪
急
エ
キ
ス
ポ
パ
ー
ク

多
目
的
ホ
ー
ル（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）

（
定
員
4
0
0
名
）

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

※
手
話
通
訳
・
文
字
通
訳
あ
り

※
映
画
上
映
は
、「
聴
覚
障
害
者
対
応
日
本
語
字
幕
」

お
よ
び「
視
覚
障
害
者
対
応
音
声
ガ
イ
ド
」つ
き

※
参
加
券
を
当
日
11
時
か
ら
多
目
的
ホ
ー
ル

（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）前
受
付
に
て
配
布

カ
ム
イ
ノ
ミ（
神
へ
の
祈
り
）

本
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
の
標
本
資
料
へ

の
感
謝
と
安
全
を
願
い
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
の

協
力
を
え
て
、
カ
ム
イ
ノ
ミ
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日
時
　
11
月
8
日（
木
）10
時
30
分
〜
11
時
50
分

会
場
　
本
館
玄
関
前
広
場（
雨
天
の
場
合
、
古
式

舞
踊
は
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
て
実
施
）

※
見
学
可
能
、
申
込
不
要

型
を
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
で
削
り
出
し
、
参
加
者
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
模
様
を
い
れ
た
木
製
ス
プ
ー
ン
を
製

作
し
ま
す
。

日
時
　
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（
各
日
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

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
　
12
月
20
日（
木
）　
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

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト

「
い
の
し
し
」

2
0
1
9
年
の
干
支
で
あ
る「
い
の
し
し
」を
テ
ー

マ
に
、
み
ん
ぱ
く
所
蔵
の
資
料
や
写
真
を
展
示
し
、

世
界
各
地
の「
い
の
し
し
」を
紹
介
し
ま
す
。

会
期
　
12
月
6
日（
木
）

　
　
　
〜
2
0
1
9
年
1
月
22
日（
火
）

会
場
　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

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
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阪
急
生
活
楽
校 

講
演
会

「
世
界
遺
産
マ
チ
ュ・
ピ
チ
ュ

―
神
秘
の
ベ
ー
ル
を
剥
ぐ
」

旅
行
者
の
絶
え
な
い
、
人
気
の
世
界
遺
産
マ
チ
ュ
・

ピ
チ
ュ
。
遺
跡
の
担
っ
た
役
割
や
探
検
家
に
よ
る

発
見
の
経
緯
、
地
元
住
民
と
世
界
遺
産
と
の
関
係

ま
で
、
知
ら
れ
ざ
る
マ
チ
ュ
・
ピ
チ
ュ
を
徹
底
的

に
紹
介
し
ま
す
。

日
時
　
11
月
26
日（
月
）14
時
〜
15
時
30
分

　
　
　（
13
時
30
分
開
場
）

講
師
　
関
雄
二（
本
館 

教
授
）

会
場
　
阪
急
う
め
だ
ホ
ー
ル（
阪
急
う
め
だ
本
店

9
階
）（
定
員
3
0
0
名
）

参
加
費
　
友
の
会
会
員
5
0
0
円

　
　
　
　
一
般
1
0
0
0
円

※
要
事
前
申
込（
先
着
順
）

※
阪
急
生
活
楽
校
の
受
付
フ
ォ
ー
ム
も
し
く
は
千

里
文
化
財
団
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

千
里
文
化
財
団
　

0
6
･
6
8
7
7
･
8
8
9
3 

●
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 

11
月
27
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
、
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
。

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

11
月
17
日（
土
）、
18
日（
日
）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
。

北
大
阪
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
メ
ッ
セ

北
大
阪
8
市
3
町
の
美
術
館
、
博
物
館
が
2
日
間
み
ん
ぱ
く
に

大
集
結
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
、
地
域
の
民
俗

芸
能
上
演
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
　
11
月
17
日（
土
）、
18
日（
日
）

会
場
　
本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
及
び
特
別
展
示
館
休
憩
所

　
　
　（
地
階
）

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

主
催
　
北
大
阪
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

刊行物紹介

友
の
会
講
演
会

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

※
会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

第
4
8
3
回
　
12
月
1
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

【
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
」関
連
】

ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
信
仰
と
文
化

―
歴
史
か
ら
現
代
へ

講
師
　
踊
共
二（
武
蔵
大
学 

教
授
）

ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
は
北
米
の
田
園
地
帯
に
暮
ら
す
キ
リ
ス
ト
教
の
一

派
で
、
素
朴
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
特
徴
と
し
ま
す
。
過
剰
を
好

ま
ず
、
教
育
や
医
療
も
自
分
た
ち
で
お
こ
な
お
う
と
し
ま
す
。
そ

の
起
源
は
17
世
紀
末
の
ス
イ
ス
で
、
母
語
は
ド
イ
ツ
語
で
す
。
聖

書
の
教
え
を
厳
格
に
守
る
彼
ら
は
、
派
手
な
芸
術
を
好
み
ま
せ
ん
。

一
方
、
先
祖
伝
来
の
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー（
文
字
装
飾
）、
書
籍
印
刷
、

木
工
、
手
織
り
の
キ
ル
ト
に
み
ら
れ
る
豊
か
な
色
彩
と
温
も
り
の

あ
る
デ
ザ
イ
ン
は
じ
つ
に
魅
力
的
で
す
。
彼
ら
の
来
歴
と
と
も
に

そ
の
暮
ら
し
を
紹
介
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
解
説
付
き
で
企
画
展
の
見
学
会
を
お
こ
な
い
ま
す

（
40
分
）。
見
学
会
に
ご
参
加
の
方
は
会
員
証
も
し
く
は
展
示
観
覧
券

を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。﹇
解
説
　
鈴
木
七
美（
本
館 

教
授
）﹈

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

第
80
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

長
崎
県
、潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
足
跡
を
訪
ね
る

―
生
月
島
、平
戸
島
、上
五
島
を
訪
ね
る

日
程
　

2
0
1
9
年
2
月
22
日（
金
）〜
25
日（
月
）

　
　
　【
申
込
締
切
：
1
月
11
日（
金
）】

日
時
　
11
月
17
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

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
5
回

韓
国
の
若
者
層
が
み
た
現
代
韓
国

―
生
き
づ
ら
さ
を
個
人
レ
ベ
ル
で
ど
う
す
る
か

講
師
　
太
田
心
平（
本
館 

准
教
授
）

韓
国
の
若
者
流
行
語「
ヘ
ル
・
チ
ョ

ソ
ン
」。
韓
国
は
地
獄（
ヘ
ル
）の
よ

う
に
生
き
づ
ら
く
、
朝
鮮（
チ
ョ
ソ

ン
）時
代
さ
な
が
ら
に
旧
態
依
然

だ
と
い
い
ま
す
。
何
が
生
き
づ
ら

く
、
そ
れ
を
若
者
層
は
ど
う
や
り

く
り
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

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
。

11
月
4
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時 

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

カ
ザ
フ
伝
統
医
療
の
世
界

話
者
　
藤
本
透
子 （
本
館 

准
教
授
）

11
月
11
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
　
本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の「
新
年
」？

話
者
　
三
尾
稔（
本
館 

教
授
）

11
月
25
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時

特
別
展
示
館
1
階
中
央「
現
在
に
活
か
す
工
芸
」コ
ー
ナ
ー

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

わ
ざ
」
か
ら
考
え
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン

話
者
　
日
髙
真
吾（
本
館 

准
教
授
）

　
　
　
小
谷
竜
介（
東
北
歴
史
博
物
館
）

※
11
月
18
日（
日
）の
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン
は
お
休
み
で
す
。

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

　
た
だ
し
、
25
日（
日
）は
要
特
別
展
示
観
覧
券

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/

『「ホーホー」の詩ができるまで』の続編。本
書では、娘の教育実践を例に楽しく学ぶた
めの工夫やアイディアを紹介しながら、知
的障がい児が知識や
教養を身につけること
の意義を論じている。
現在の特別支援教育
のあり方を問い直し、
「みんぱくSama-Sama

塾」を始めるきっかけ
となった書。

公益性判断に関する初の解説書。政府に入り
込んだ著者が、公益認定法・ガイドライン等
の趣旨について、当時の内閣府の議事録等を
示し、丁寧に解説して
いる。みんぱくの研究
者ならではの視点があ
り、公益法人の専門家、
行政庁関係者だけでは
なく非営利組織研究者、
文化人類学者等にもお
すすめの 一冊。

■信田 敏宏 著
『「ホーホー」の詩、それから

―知の育て方』
出窓社　1,400円（税別）

■出口 正之 著
『公益認定の判断基準と実務』
全国公益法人協会　4,630円（税別）

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
商

工
省
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
、
商
工
省
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
　
11
月
27
日（
火
）ま
で

会
場
　
特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

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
）

工
芸
指
導
所
が
開
発
し
た
成
形
合
板
の
基
礎
知
識

に
つ
い
て
簡
単
な
レ
ク
チ
ャ
ー
を
お
こ
な
い
ま
す
。

ま
た
、
成
形
合
板
で
つ
く
っ
た
木
製
ス
プ
ー
ン
の

※
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
映
画
会「
彷
徨
え
る
河
」お
よ
び「
映

画
が
拓
く
新
た
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
世
界
」の

会
場
は
、ホ
テ
ル
阪
急
エ
キ
ス
ポ
パ
ー
ク 

多
目

的
ホ
ー
ル（
オ
ー
ビ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）と
な
り
ま
す
。

国
立
民
族
学
博
物
館
内
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ソウルからの国際便。移民
や長期滞在者も多い
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合
成
獣
は
メ
キ
シ
コ
に
は
非
常
に
少
な
く
、
コ
ー

ド
リ
ー
の
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
事
例
が
確
認

さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
コ
ー
ド
リ
ー
は
こ
れ

ら
を
、一
九
〇
〇
年
ご
ろ
に
ゲ
レ
ロ
州
の
カ
ン
ポ・

モ
ラ
ド
、
も
し
く
は
ラ
・
パ
ロ
タ
地
域
の
バ
エ
ナ

家
の
仮
面
作
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
研
究
者
の
調
査
に
よ
っ

て
、
こ
の
一
連
の
仮
面
が
ゲ
レ
ロ
州
テ
ィ
ク
ス
ト

ラ
の
仮
面
作
り
一
家
の
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ア
ブ
ラ
イ

ハ
ム
に
よ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代

に
か
け
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
エ

ル
ネ
ス
ト
は
、
実
際
に
儀
礼
で
使
わ
れ
る
仮
面

を
彫
る
だ
け
で
な
く
、
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
（
混
血
）

の
仲
買
人
の
依
頼
を
受
け
て
、
祭
と
は
関
係
の

な
い
、
よ
り
空
想
的
な
作
品
も
創
作
し
た
こ
と

を
打
ち
明
け
た
。
そ
れ
ら
が
、
イ
グ
ア
ラ
、
ク
エ

ル
ナ
バ
カ
、
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
と
い
っ
た
都
市
部

の
市
場
か
ら
、
仲
買
人
が
造
り
あ
げ
た
「
由
緒
」

と
と
も
に
海
外
の
コ
レ
ク
タ
ー
の
手
に
渡
っ
た
の

で
あ
る
。

♦
♦
♦
ア
ス
テ
カ
神
話
の
怪
物
♦
♦
♦

少
し
変
わ
っ
た
ワ
ニ
を
象
か
た
ど

っ
た
カ
イ
マ
ン
仮
面

と
腰
に
付
け
る
衣
装
も
同
じ
く
コ
ー
ド
リ
ー
が

集
め
た
も
の
で
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
サ
ン
タ
・
ア

メ
キ
シ
コ
の
仮
面
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
が

あ
り
、
過
去
と
現
在
が
交
わ
る
不
思
議
な
世
界

へ
の
入
り
口
と
な
る
。
こ
の
世
の
創
造
前
に
い
た

と
い
う
怪
物
が
キ
リ
ス
ト
と
肩
を
並
べ
た
り
、
メ

キ
シ
コ
軍
と
フ
ラ
ン
ス
軍
の
戦
い
に
ト
ル
コ
人
が

突
如
あ
ら
わ
れ
た
り
す
る
。
神
話
と
歴
史
が
撹か
く

拌は
ん

さ
れ
、
融
合
す
る
こ
の
よ
う
な
時
間
の
流
れ

の
揺
さ
ぶ
り
の
こ
と
を
わ
た
し
は
「
時
タ
イ
ム・
ク
エ
イ
ク

震
」
と

よ
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
カ
ー
ニ
バ
ル
、
復
活
祭
、

ク
リ
ス
マ
ス
、
聖
者
祭
、
一
年
の
農
作
業
の
始
ま

り
と
終
わ
り
を
祝
う
祭
な
ど
の
と
き
に
、
年
に

何
度
か
起
こ
る
。
祭
や
儀
礼
の
際
に
お
こ
な
わ

れ
る
仮
面
劇
に
お
い
て
「
時
震
」
を
生
み
出
す

人
び
と
の
想
像
力
は
、
と
き
に
コ
レ
ク
タ
ー
の
収

集
欲
や
ア
ー
ト
市
場
を
満
た
す
た
め
の
仮
面
を

創
造
す
る
こ
と
も
あ
る
。

♦
♦
♦
コ
ー
ド
リ
ー
と
み
ん
ぱ
く
♦
♦
♦

み
ん
ぱ
く
に
は
世
界
有
数
の
メ
キ
シ
コ
仮
面

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
な
か
で
も
『
メ
キ
シ

コ
の
仮
面
』（
一
九
八
〇
年
）
を
し
る
し
た
収
集

家
ド
ナ
ル
ド
・
コ
ー
ド
リ
ー
の
い
く
つ
か
の
旧
蔵

品
に
こ
こ
で
出
会
え
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
人
間
と
ク
モ
の
要
素
を
組

み
合
わ
せ
た
タ
ラ
ン
チ
ュ
ラ
仮
面
。
こ
の
よ
う
な

ニ
タ
に
住
ん
で
い
た
謎
の
仮
面
作
家
ホ
セ
・
ロ
ド

リ
ゲ
ス
作
と
さ
れ
た
。
こ
の
仮
面
が
使
わ
れ
た

と
さ
れ
る
魚
の
踊
り
（
ま
た
は
漁
師
の
踊
り
）
が

本
当
に
あ
っ
た
か
疑
わ
し
い
と
一
時
期
は
い
わ
れ

た
が
、
メ
キ
シ
コ
人
研
究
者
ル
ー
ス
・
ル
チ
ュ
ガ

が
チ
ャ
パ
で
撮
っ
た
写
真
に
は
類
似
し
た
ワ
ニ
の

よ
う
な
生
き
物
を
腰
に
付
け
た
踊
り
手
が
写
っ

て
お
り
、
コ
ス
タ
・
チ
カ
の
沿
岸
で
も
同
様
の
踊

り
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ワ
ニ
の
尾
は
、
蛇
革
と
お
ぼ
し
き
連
結
部
分

で
つ
な
げ
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
木
製
パ
ー
ツ
で
で

き
て
お
り
、
踊
り
手
の
腰
の
動
き
と
と
も
に
う

ね
う
ね
と
動
き
、
近
づ
く
者
に
容
赦
な
く
ぶ
ち

当
た
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ワ
ニ
は
お
そ
ら
く

ア
ス
テ
カ
神
話
に
登
場
す
る
大
地
の
怪
物
シ
パ

ク
ト
リ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

ア
ー
ト
と
し
て
扱
う
べ
き
か
、
民
族
資
料
と

し
て
扱
う
べ
き
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
メ
キ
シ

コ
の
仮
面
作
家
た
ち
の
独
創
的
な
想
像
力
と
活

発
な
創
造
力
の
産
物
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り

な
い
。
彼
ら
は
自
ら
体
験
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
苦

楽
か
ら
、
想
像
界
と
現
実
界
、
自
然
と
超
自
然

を
混
合
し
た
驚
異
の
世
界
を
抽
出
す
る
の
で
あ

る
。（
翻
訳
・
山
中
由
里
子
）

想像界の生物相

メキシコ仮面に見るクリーチャーたち（１）
―旧コードリー・コレクションより
ブリティッシュコロンビア大学人類学博物館長 アンソニー・シェルトン

資料名―カイマン（ワニ）仮面と衣装

標本番号―H0068130～ 31

地域―メキシコ

サイズ―仮面の高さ 93cm、衣装の長さ 232cm

資料名―タランチュラ仮面

標本番号―H0068141

地域―メキシコ

サイズ―高さ 64cm

 15    2018 年 11月号



蔵
庫
、
白
黒
テ
レ
ビ
な
ど
の
家
電
が
「
三
種
の

神
器
」
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
、
家
事
や
娯
楽

の
あ
り
よ
う
が
一
変
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
大
き
な
変
化
の
な
か
で
、
上
野
・

浅
草
の
下
町
の
暮
ら
し
に
お
い
て
も
む
か
し
な
が

ら
の
風
習
や
日
常
の
景
色
が
少
し
ず
つ
失
わ
れ

て
い
っ
た
。
昭
和
四
〇
年
代
に
入
り
、
そ
の
こ
と

に
危
機
感
を
も
っ
た
区
民
の
声
を
も
と
に
構
想

が
立
て
ら
れ
、
台
東
区
内
外
か
ら
多
数
の
資
料

丸
ま る

川
か わ

 雄
ゆ う

三
ぞ う

民博 人類基礎理論研究部

江
戸
の
暮
ら
し
が
残
る
町

台
東
区
立
下
町
風
俗
資
料
館
は
、
古
き
良
き

下
町
の
文
化
を
後
世
へ
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
上
野
・
不し
の
ば
ず
の
い
け

忍
池
の
ほ
と
り
に
昭
和
五
五

年
に
開
館
し
た
。
現
在
の
台
東
区
は
、
江
戸
時

代
か
ら
職
人
や
商
人
が
多
く
住
み
暮
ら
す
下
町

で
あ
っ
た
。

東
京
は
江
戸
か
ら
名
称
を
変
え
首
都
と
な
っ

た
近
代
以
降
に
幾
度
も
大
き
な
転
換
期
を
迎
え

て
お
り
、
下
町
の
す
が
た
や
人
び
と
の
暮
ら
し

も
、
そ
の
た
び
に
変
容
を
と
げ
て
き
た
。
な
か
で

も
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
と
昭
和
二
〇
年

の
戦
災
は
、
庶
民
の
生
命
と
財
産
に
壊
滅
的
な

被
害
を
与
え
、
そ
の
後
の
暮
ら
し
を
大
き
く
変

え
た
。

戦
後
の
転
換
期
は
昭
和
三
〇
年
代
の
高
度
成

長
期
で
あ
る
。
東
京
で
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
を

契
機
と
す
る
急
速
な
都
市
開
発
が
進
み
、
そ
れ

ま
で
の
運
河
を
船
が
行
き
交
い
路
面
を
電
車
が

ゆ
っ
く
り
と
走
る
近
代
都
市
か
ら
、
縦
横
に
う

ね
る
首
都
高
速
道
路
を
自
動
車
が
休
む
こ
と
な

く
疾
走
す
る
現
代
的
な
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
へ
と
大
き

く
衣
替
え
を
果
た
し
た
。
ま
た
、
洗
濯
機
、
冷

で
は
、
明
治
か
ら
大
正
期
、
昭
和
初
期
、
戦
後
、

高
度
成
長
期
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
の
地

域
の
暮
ら
し
や
年
中
行
事
な
ど
が
、
当
時
の
写

真
や
印
刷
物
、
日
用
品
な
ど
の
所
蔵
資
料
と
と

も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
目
を
ひ
く
展
示
は
銭
湯
「
金
魚
湯
」

の
番
台
で
あ
ろ
う
。
台
東
区
蔵
前
で
昭
和
六
一

年
ま
で
営
業
し
て
い
た
風
呂
屋
の
入
口
ま
わ
り

を
移
築
し
た
再
現
展
示
で
あ
る
。
柱
や
扉
の
つ

や
や
無
数
の
傷
は
年
季
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
紺

の
暖の

簾れ
ん

と
脱
衣
か
ご
、
脇
に
置
か
れ
た
体
重
計

が
ま
る
で
今
も
営
業
し
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気

を
醸
し
出
し
て
い
る
。
実
際
に
番
台
に
上
が
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
資
料
館

で
も
っ
と
も
人
気
の
あ
る
コ
ー
ナ
ー
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。

そ
の
横
に
は
高
度
成
長
期
の
ア
パ
ー
ト
の
一
室

が
再
現
さ
れ
て
い

る
。
長
屋
の
時
代

か
ら
続
く
ち
ゃ
ぶ

台
を
中
心
と
し
た

空
間
に
、
最
新
の

テ
レ
ビ
や
電
気
炊

飯
器
が
鎮
座
す
る

様
は
、
今
の
わ
た

し
た
ち
の
生
活
ス

タ
イ
ル
の
原
型
で

あ
り
、
江
戸
と
現

代
と
を
つ
な
ぐ
貴

の
ス
タ
ッ
フ
は
、
毎
朝
、
展
示
場
内
の
路
地
へ
の

打
ち
水
や
暦
の
日
め
く
り
、
神
棚
へ
の
お
供
え

を
欠
か
さ
ず
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
家
や
町
を
常

に
手
入
れ
し
暮
ら
し
や
す
い
よ
う
保
つ
こ
と
で
、

実
際
の
生
活
感
や
居
心
地
の
良
さ
を
味
わ
え
る

よ
う
配
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
え
な
い
と
こ

ろ
に
も
手
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
た
ん
す
の
な
か

に
は
季
節
に
合
わ
せ
た
着
物
が
き
ち
ん
と
収
納

さ
れ
て
い
る
。
じ
か
に
手
で
さ
わ
っ
て
確
認
し
て

み
て
ほ
し
い
。

二
階
で
は
地
域
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
資

料
を
展
示
し
て
い
る
。
玩
具
の
コ
ー
ナ
ー
に
は

遊
び
道
具
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
手
に
と
っ
て

遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
場
所
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。

す
ご
ろ
く
や
け
ん
玉
な
ど
、
当
時
の
な
つ
か
し
い

遊
び
を
家
族
や
地
域
の
年
配
の
方
と
一
緒
に
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
。
暮
ら
し
の
資
料
コ
ー
ナ
ー

の
寄
贈
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
の
が
下
町
風
俗

資
料
館
で
あ
る
。

文
化
の
継
承
は
「
手
」
が
担
う

台
東
区
に
暮
ら
す
人
び
と
の
切
実
な
想
い
を

受
け
て
設
立
さ
れ
た
下
町
風
俗
資
料
館
で
あ
る

が
、
そ
の
展
示
は
創
意
と
楽
し
さ
に
あ
ふ
れ
て
い

る
。
大
き
な
特
徴
は
、
展
示
場
に
む
か
し
の
家

屋
と
そ
の
内
部
を
再
現
し
、
来
館
者
が
実
際
に

そ
の
な
か
で
の
暮
ら
し
を
体
験
で
き
る
よ
う
に

工
夫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

関
東
大
震
災
以
前
の
下
町
に
は
、
江
戸
時
代

か
ら
続
く
町
並
み
や
商
売
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い

た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
今
の
わ
た
し
た
ち

に
伝
え
る
た
め
、一
階
に
は
当
時
の
商
家
と
長
屋

が
丁
寧
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
外
か
ら

展
示
を
眺
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
入
り
口
や
縁

側
か
ら
家
の
な
か
に
入
り
、
た
ん
す
や
食
器
な

ど
の
家
財
道
具
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。

駄
菓
子
屋
に
上
が
り
、
ち
ゃ
ぶ
台
で
お
菓
子
と

お
茶
を
い
た
だ
く
気
分
を
味
わ
う
な
ど
、
思
い

思
い
の
体
験
が
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

な
お
調
度
品
の
多
く
は
当
時
の
人
び
と
が
使

用
し
て
い
た
実
物
で
あ
り
、
資
料
館
の
貴
重
な

所
蔵
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
を
惜
し
げ
も
な
く
誰

も
が
手
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
「
ハ
ン
ズ
オ
ン
展

示
」
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
下
町
の
暮

ら
し
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
た
い
と
い
う
熱
意
が

感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
資
料
館

銭湯「金魚湯」。番台にのぼり、記念に写真撮影をする来館者も多い
（写真提供：台東区立下町風俗資料館）

人
び
と
が
足
早
に
行
き
交
う
大
都
会
・
東
京
に
、
地
元
の
人
び
と
と
の
つ
な
が
り
を

大
切
に
活
動
を
続
け
る
資
料
館
が
あ
る
。
消
え
ゆ
く
文
化
を
残
し
た
い
と
い
う
人
び

と
の
想
い
か
ら
生
ま
れ
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
見
る
。

台東区立下町風俗資料館／日本

重
な
瞬
間
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
な
の
か
ど
う

か
、
現
代
人
に
と
っ
て
も
不
思
議
と
落
ち
着
く

空
間
で
あ
る
ら
し
く
、
親
子
や
カ
ッ
プ
ル
が
次
々

に
室
内
に
上
が
っ
て
は
、
の
ん
び
り
と
く
つ
ろ
ぐ

姿
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

文
化
継
承
の
拠
点
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

下
町
風
俗
資
料
館
で
は
、
そ
の
他
に
月
一
回

の
紙
芝
居
や
伝
統
工
芸
の
実
演
会
、
お
正
月
の

獅し

子し

舞ま
い
や
大だ
い

黒こ
く

舞ま
い
な
ど
の
季
節
の
実
演
会
な
ど

も
開
催
し
、
ま
た
、
小
学
生
を
対
象
と
し
た
工

作
教
室
と
し
て
「
こ
ど
も
土
曜
塾
」
な
ど
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
も
積
極
的
に
実
施
し
て
い
る
。
台
東

区
の
人
び
と
に
愛
さ
れ
る
資
料
館
と
し
て
地
域

に
密
着
し
、
多
く
の
支
援
者
と
と
も
に
庶
民
の

歴
史
で
あ
る
下
町
の
記
憶
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

さ
ら
に
近
年
は
海
外
か
ら
訪
れ
る
方
も
増
え
て

お
り
、
下
町
の
文
化
を
国
内
の
み
な
ら
ず
広
く

国
外
へ
と
紹
介
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

開
館
か
ら
三
八
年
を
迎
え
て
、
施
設
や
資
料

の
維
持
管
理
の
う
え
で
課
題
は
多
い
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
地
域
文
化
継
承
の
拠
点
と
し
て
の

先
駆
け
で
あ
り
、
今
、
各
地
で
求
め
ら
れ
て
い

る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
好
事
例
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
大
切
な
記
憶
を
次
の
世
代
に
伝
え
る

そ
の
活
動
は
、
た
ん
な
る
懐
古
趣
味
と
は
一
線

を
画
す
る
。
江
戸
の
下
町
か
ら
世
界
へ
と
広
が

る
、
手
ざ
わ
り
感
あ
ふ
れ
る
情
報
発
信
の
取
り

組
み
に
今
後
も
要
注
目
で
あ
る
。

上：駄菓子屋の屋内。たんすのなかには季節の着物が収納されている
下：昭和30年代の居間。庶民の暮らしに白黒テレビや黒電話が入っ
てきた （写真提供：台東区立下町風俗資料館）
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世
界
に
広
が
る
日
本
料
理

こ
の
映
画
は
寿
司
職
人
を
目
指
す
メ
キ
シ
コ
系
移
民
女
性

の
物
語
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
で
寿
司
と
い
え
ば
、
わ
た
し
に
は

忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
が
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
、
メ
キ

シ
コ
の
ユ
カ
タ
ン
州
で
マ
ヤ
民
族
の
調
査
を
し
て
い
た
と
き
、

近
く
の
町
に
日
本
料
理
店
が
で
き
た
。
さ
っ
そ
く
出
か
け
て
み

る
と
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の

奥
の
板
前
さ
ん
は
マ
ヤ

人
だ
っ
た
。
覚
え
た
て

の
マ
ヤ
語
で
寿
司
談
義

を
し
た
記
憶
が
あ
る
。

わ
た
し
は
寿
司
を
握
る

マ
ヤ
人
に
驚
き
、
彼
は

マ
ヤ
語
を
話
す
日
本
人

を
珍
し
が
っ
た
。
当
時

わ
た
し
は
、
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
し
な
が
ら
、

マ
ヤ
の
人
び
と
と
ど
う

つ
き
あ
う
か
手
探
り
状

態
だ
っ
た
の
だ
が
、
寿

司
は
早
々
に
文
化
の
垣

根
を
越
え
て
い
る
気
が

し
た
。

の
悪
さ
を
感
じ
た
。
お
そ
ら
く
多
く
の
日
本
人
も
、
同
様
だ

ろ
う
。
し
か
し
こ
の
問
題
も
、
物
語
の
最
後
で
は
解
決
を
見
る
。

フ
ア
ナ
の
情
熱
が
偏
見
に
勝
つ
の
だ
。
そ
し
て
第
三
の
問
題
は
、

も
っ
と
象
徴
的
な
レ
ベ
ル
で
生
じ
た
。
詳
細
は
控
え
る
が
、
フ

ア
ナ
は
寿
司
職
人
コ
ン
テ
ス
ト
で
優
勝
を
逃
す
。
そ
の

理
由
は
、
料
理
の
マ
ナ
ー
違
反
を
犯
し
た
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ば
日
本
文
化
の
中
の
「
穢け
が

れ
」
に
触
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
と

な
っ
た
。

映
画
の
評
判

映
画
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
評
判
を
よ
ん
だ
。
ま
ず
メ
キ

シ
コ
の
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
を
見
て
み
よ
う
。
メ
キ
シ
コ

の
食
文
化
が
忠
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
、

メ
キ
シ
コ
映
画
で
な
い
の
に
、
極
め
て
メ
キ
シ
コ
的
だ

と
賞
賛
の
声
が
あ
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
移
民
で
あ
る

フ
ア
ナ
が
見
る
夢
を
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
悪
夢
に
変
え

よ
う
と
し
て
い
る
と
し
て
、「
壁
」
の
向
こ
う
の
同
胞
に

エ
ー
ル
を
送
る
政
治
的
な
評
論
も
見
ら
れ
る
。
一
方
ア

メ
リ
カ
で
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
と
は
異
な
り
、
普
通

の
ア
メ
リ
カ
人
の
暮
ら
し
が
描
か
れ
て
い
る
点
が
評
価

さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ア
メ
リ
カ
国
務
省
が
主
催
す
る

二
〇
一
六
〜
一
七
ア
メ
リ
カ
映
画
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
選

ば
れ
、
各
国
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
で
ア
メ
リ
カ
の
今
を

紹
介
す
る
映
画
と
し
て
上
映
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ

の
日
系
人
の
メ
デ
ィ
ア
も
、
概
ね
好
意
的
だ
。「
心
温

ま
る
」
映
画
と
し
て
推
薦
し
て
い
る
。
日
系
と
メ
キ
シ

コ
系
は
、
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
少
数
民
族
集
団
な
の
で
、

食
文
化
の
摩
擦

三
〇
年
後
の
現
在
、
日
本
料
理
が
ま
す
ま
す
世
界
に
広
が
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
過
程
で
、
い
っ
た

い
ど
ん
な
文
化
摩
擦
や
葛か
っ

藤と
う

が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
映

画
は
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
。

舞
台
は
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
近
郊
、
メ
キ
シ
コ

系
の
シ
ン
グ
ル
・
マ
ザ
ー
の
フ
ア
ナ
は
、
求
人
広
告
を
見
て
日

本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
で
働
き
始
め
る
。
料
理
の
得
意
な
彼
女
は
、

す
ぐ
に
調
理
場
で
頭
角
を
あ
ら
わ
す
。
そ
し
て
板
前
と
し
て

カ
ウ
ン
タ
ー
に
立
つ
こ
と
を
夢
見
る
。
し
か
し
そ
れ
は
簡
単
に

は
実
現
し
な
か
っ
た
。
日
本
と
メ
キ
シ
コ
の
食
文
化
に
違
い
が

あ
る
か
ら
だ
。

問
題
は
三
つ
あ
っ
た
。
ま
ず
は
食
材
だ
。
フ
ア
ナ
は
自
分
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
寿
司
と
し
て
、
グ
リ
ー
ン
・
デ
ィ
ア
ブ
ロ
・
ロ
ー

ル
（
緑
の
「
悪
魔
」
巻
き
）
を
考
案
し
た
。
こ
れ
は
、
海
苔
の

代
わ
り
に
ロ
ー
ス
ト
し
た
ポ
ブ
ラ
ノ
唐
辛
子
を
巻
く
も
の
だ
。

当
然
、
日
本
料
理
と
し
て
は
違
和
感
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

を
認
め
る
か
否
か
は
、
客
の
好
み
次
第
で
あ
っ
た
。
よ
り
深
刻

な
の
は
、
次
の
問
題
で
あ
る
。
女
性
で
メ
キ
シ
コ
系
の
顔
を
し

た
人
物
は
、
板
前
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
レ
ス
ト
ラ
ン
の
日
本

人
オ
ー
ナ
ー
は
フ
ア
ナ
に
言
い
渡
す
。
こ
れ
は
、
日
本
の
食
文

化
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別
、
民
族
差
別
が
露

呈
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
わ
た
し
は
こ
の
シ
ー
ン
に
居
心
地

そ
の
相
互
理
解
を
促
す
映
画
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

日
本
人
は
ど
う
見
る
か
？

こ
の
映
画
は
日
本
で
は
一
般
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

多
く
の
日
本
人
に
見
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
「
心
温

ま
る
」
映
画
だ
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
居
心
地
が
悪
い
」

映
画
だ
か
ら
だ
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
日
本
の
食
文
化
の
閉
鎖

性
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
人
に
と
っ
て
自
宅
の
庭
を
踏
み
荒
ら

さ
れ
る
よ
う
な
感
覚
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
映
画
が
撮
影
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
の
多
文
化
社
会
の

文
脈
で
は
、
答
え
は
明
ら
か
だ
。
偏
狭
な
民
族
文
化
に
未
来

は
な
い
。
は
た
し
て
今
の
日
本
で
、
こ
の
結
論
を
素
直
に
受
け

止
め
ら
れ
る
人
は
ど
れ
位
い
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
み
、
異
文
化
間
の
交
流
が
加
速
す
る
現
在
、
日
本

人
は
、
ど
の
道
、
こ
の
「
居
心
地
の
悪
さ
」
を
克
服
し
て
い
く

し
か
な
い
だ
ろ
う
。
目
の
前
で
外
国
人
の
女
性
が
握
る
寿
司

が
当
た
り
前
に
な
る
日
は
い
つ
く
る
だ
ろ
う
か
。

寿
司
屋
で
振
り
返
る
日
本
文
化

鈴す
ず

木き 

紀も
と
い

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

M
「イーストサイド寿司」

原題：East Side Sushi

2014年／アメリカ／英語・スペイン語／106分／DVD（日本語）なし
監督：アンソニー・ルセロ
出演：ディアナ・エリザベス・トーレス、竹内豊

メキシコ風寿司定食。刺身と寿司とご飯！

East Side SushiのDVD 
（提供：Blue Sun Pictures, LLC）

映画のワンシーン
（提供：Blue Sun Pictures, LLC）
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ながなんぢゃ

ビジュアルが勝負？　ペルーの政党名

What’s in a name?

ペ
ル
ー
に
は
、
二
〇
〇
を
超
え
る
政
党
が
存
在
す
る
。
日
本

の
四
分
の
一
ほ
ど
の
人
口
の
国
で
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
現
地
の
大
使
館
で
政
治
分
析
を
担
当
し
て

い
た
こ
ろ
、
そ
の
数
に
頭
を
悩
ま
さ
れ
た
。

じ
つ
は
こ
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
全
国
政
党
と
し
て
、
そ
の
名

を
と
ど
ろ
か
せ
て
い
る
政
党
は
一
割
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
大
半

は
地
方
政
党
と
よ
ば
れ
、
四
年
に
一
度
、
全
国
の
市
町
村
の
首

長
を
選
出
す
る
、
統
一
地
方
選
挙
の
年
に
出
現
す
る
政
治
組
織

で
あ
る
。
毎
回
、
選
挙
の
半
年
前
に
な
る
と
、
一
斉
に
政
党
登

録
が
始
ま
る
。
候
補
者
た
ち
は
、
同
盟
者
を
集
め
る
と
同
時
に
、

党
の
名
付
け
に
試
行
錯
誤
す
る
の
で
あ
る
。

政
党
名
に
は
一
般
に
、
党
の
政
策
や
理
念
に
沿
っ
た
か
た
ち

の
名
前
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
大
統
領
選
挙
に
も
出
馬

す
る
全
国
政
党
は
そ
の
典
型
で
、「
進
歩
の
た
め
の
同
盟
」、「
ペ

ル
ー
国
民
主
義
党
」、「
人
民
行
動
党
」、「
新
左
派
運
動
」
な
ど

が
あ
る
。
一
方
、
地
方
政
党
に
な
る
と
、
経
験
が
浅
く
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
が
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
な
「
政
党
」
も
め
ず

ら
し
く
な
い
。
そ
の
せ
い
か
、
一
見
、
政
治
と
は
か
け
離
れ
た

よ
う
な
名
前
も
多
く
、
政
党
名
と
認
識
す
る
の
が
難
解
だ
が
ユ

ニ
ー
ク
か
つ
巧
妙
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ペ
ル
ー
南
部
の
ク
ス
コ
県
に
基
盤
を
置
く
政
党
に

「
イ
ン
カ
・
パ
チ
ャ
ク
テ
ッ
ク
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
い
に
し
え

の
イ
ン
カ
皇
帝
の
名
を
拝
し
た
も
の
だ
。
歴
代
皇
帝
の
な
か
で

も
功
績
が
目
覚
ま
し
く
、「
世
界
の
変
革
者
」
と
さ
れ
て
い
た
の

が
パ
チ
ャ
ク
テ
ッ
ク
で
あ
る
。
政
治
変
革
の
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち

出
す
格
好
の
名
称
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、同
じ
く
南
部
の
山
岳
地
帯
の
プ
ノ
県
で
は
、通
称
「
つ

る
は
し
（
P
I
C
O
）」
や
「
ゴ
ー
ル
（
G
O
O
L
）」
と
い
う
政

党
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
あ
ま
り
に
長
い
名
前
（
ス
ペ
イ
ン
語
）

の
頭
文
字
を
と
っ
た
略
称
で
あ
る
。
正
式
名
称
を
即
答
で
き
る

よ
う
な
人
は
地
元
で
も
稀ま
れ

だ
。
長
く
複
雑
な
党
名
を
覚
え
る
の

に
通
称
は
最
適
で
あ
る
。

ま
た
、
南
部
地
域
で
し
ば
し
ば
見
か
け
る
の
が
、
先
住
民
言

語
に
な
ぞ
ら
え
た
通
称
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
「
ア
イ
ニ

（
A
Y
N
I
）」
は
、
山
岳
地
帯
の
農
民
の
あ
い
だ
で
古
く
か
ら
実

践
さ
れ
て
い
る
相
互
扶
助
を
指
す
語
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
通
称
や
名
前
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
大
事
だ
が
、

最
終
的
に
は
そ
れ
を
視
覚
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
鍵

と
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
投
票
用
紙
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

ペ
ル
ー
の
地
方
選
挙
で
は
、
投
票
用
紙
に
政
党
名
と
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
の
み
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
投
票
の
際
に
は
、
票
を
入
れ

た
い
政
党
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
上
に
×
の
し
る
し
を
書
き
込

む
。
つ
ま
り
、
有
権
者
が
最
後
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
シ
ン
ボ

ル
マ
ー
ク
な
の
で
あ
る
。
特
に
南
部
の
山
岳
地
帯
の
場
合
、
有

権
者
の
な
か
に
、
先
住
民
言
語
話
者
や
非
識
字
者
も
少
な
く
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
名
付
け
に
お
い
て
は
、
見
た
目
や
記
憶
に

配
慮
す
る
こ
と
が
、
勝
利
の
秘
訣
な
の
で
あ
る
。

八
や

木
ぎ

 百
ゆ

合
り

子
こ

民博 人類基礎理論研究部

ペルー南部の地方政党のシンボル
マーク。右側上段がインカ・パチャ
クテック。［出典：ペルー全国選挙管
理委員会（JNE）ホームページ］
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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

本号では、動物福祉と動物倫理をとり上げた。小生は、

紛争や暴力の問題にオセアニアの事例からアプローチして

いる。そのため人類史における人間や動物の権利の浸透と

拡散に興味があった。共同研究「捕鯨と環境倫理」を進め

ている岸上伸啓教授に本号の特集をお願いしたのは、現在

重要な議論を巻き起こしているからだけではなく、そうし

た個人的な関心もあった。

企画の打ち合わせの席で、岸上教授が繰り返し述べてお

られたように、動物倫理という問題に対しては、人びとの

意見は極端に分かれている。そのことは、短いながらもこ

の特集の一連の記事からも読みとれるかと思う。動物の処

遇をめぐって今何が問題となっているのか、動物倫理とい

う考え方は未来の人間観を変化させる触媒となるのか。関

心のある読者の方々に、この特集が一助となればと思う。

（丹羽典生）
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次号の予告
特集

「1968 と人類学」（仮）

●表紙：ハズバンダリートレーニングによって、オットセイに点眼している様子
 （撮影：佐藤哲也、2012年）
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みんぱくをもっと楽しみたい方のために
国立民族学博物館友の会のご案内
友の会は、みんぱくの活動を支援し、博物館を楽しく積極
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
『月刊みんぱく』の送付／友の会機関誌『季刊民族学』の送付
／本館展示の無料観覧／特別展観覧料の割引／友の会講演
会への参加／研究者同行の国内外研修旅行への参加　など

ミュージアム会員
『月刊みんぱく』の送付／本館展示の無料観覧／特別展観
覧料の割引／友の会講演会への参加　など

繰り返し入館できるみんぱくフリーパスや、学校・学部
単位で利用できるキャンパスメンバーズなど各種会員種
別もございます。目的にあわせてご利用ください。

詳細は、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）



　　

　　

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

　ミュージアム会員の方へは、本誌『月刊みんぱく』定期購読
に加え、本館展示の無料観覧や友の会講演会への参加など、
さまざまなサービスで世界の国々の最新情報をお届けします。

ミュージアム会員になると
お得なことがたくさん

国立民族学博物館友の会には、ミュージアム会員の他にも、各種会員種別
がございます。詳細は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

図録
特別展『工芸継承
ー東北発、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、B5判、価格 1,836円（税込）

クリアファイル 
A4サイズ
全 2種類
価格 324 円（税込）

特別展
「工芸継承
 ー東北発、日本インダストリアルデザインの原点と現在」
会期：11月27日（火）まで
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。

　宮城県仙台市に設立され、剣持勇、豊口克平
など日本を代表するデザイナーを輩出した、日
本初のデザイン研究機関である商工省工芸指導
所。特別展では、本指導所で試みられ、日本の
インダストリアルデザインの出発点となった工
芸品に注目し、木工や漆、組みものなどのすぐ
れた技術を次世代にどのように継承するのかを
考えます。
　展示場には、さまざまな素材・技術がもちい
られた工芸品・関連資料が約 560 点展示されて
います。用の美に触れる特別展へ、ぜひお越し
ください。本誌 9月号で本特別展について特集
しています。あわせてご覧ください。

日本の有名デザイナーが手がけた椅子を体験できるコーナー

工芸指導所の作品を紹介する「日本らしいデザインの探究」コーナー

特別展関連商品のご案内

＊商品の詳細は、ミュージアム・ショップまでお問い合わせください。
　email : contact@senri-f.or.jp　水曜日定休　

国立民族学博物館友の会

ミュージアム会員で世界へダイブ！
ーみんぱくをもっと楽しもう！ ・『月刊みんぱく』「友の会ニュース」の送付

・本館展示の無料入館
・特別展観覧料の割引
・展示観覧券が必要な催しへの参加
・友の会講演会（東京講演会）への参加
・みんぱくミュージアム・ショップでの割引
・みんぱくレストランでの割引
・万博記念公園周辺施設、提携館の割引

おひとり5,000円（年会費）


