
ジ
ュ
エ
リ
ー
文
化
史
研
究
会
が
始
ま

る
こ
と
を
知
り
、
ぜ
ひ
と
も
夫
婦
で
傍

聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
応
募
動
機

を
綴
り
ま
し
た
の
で
、
審
査
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

僕
ら
は
ジ
ュ
エ
リ
ー
に
関
す
る
資
格

は
何
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
専

門
的
な
勉
強
は
何
一
つ
し
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
ヒ
ト
の
心
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
興
味
と
関
心
を
持

っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
ヒ
ト
の
心
を

結
ぶ
宝
飾
品
に
つ
い
て
、
人
一
倍
の
関

心
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

日
頃
は
も
っ
ぱ
ら
好
き
な
音
楽
に
明

け
暮
れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
、
歴
史
学

者
や
考
古
学
者
た
ち
の
手
で
、
こ
れ
ま

で
学
ん
だ
歴
史
が
次
々
と
塗
り
替
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
ま
す
。

そ
の
一
端
を
綴
り
ま
す
の
で
、
応
募

動
機
と
し
て
ご
審
議
く
だ
さ
い
。

人
類
の
初
め
に
首
飾
り
あ
り
き

人
の
祖
先
は
装
う
こ
と
で

仲
間
達
と
の
絆
を
深
め
て
い
っ
た

昨　
年　
一　
月　
、　
Ｎ　
Ｈ　
Ｋ　
ス　
ペ　
シ　
ャ　
ル　
で　

「　
ヒ　
ュ　
ー　
マ　
ン　
〜　
な　
ぜ　
ヒ　
ト　
は　
人　
間　
に　
な　
れ　

た　
の　
か　
〜　
」　
を　
放　
映　
し　
ま　
し　
た　
。　
四　
回　
に　

わ　
た　
る　
シ　
リ　
ー　
ズ　
も　
の　
で　
、　
第　
一　
回　
は　

「　
人　
類　
発　
祥　
の　
地　
ア　
フ　
リ　
カ　
」　
で　
す　
。　
番　
組　

を　
再　
現　
し　
て　
み　
ま　
す　
。　

い　
ま　
世　
界　
の　
考　
古　
学　
研　
究　
者　
た　
ち　
が　
、　

人　
類　
発　
祥　
の　
地　
ア　
フ　
リ　
カ　
で　
発　
掘　
作　
業　
を　

し　
て　
い　
ま　
す　
。　
ホ　
モ　
サ　
ピ　
エ　
ン　
ス　
が　
地　
球　

上　
に　
誕　
生　
し　
た　
の　
は　
20
万　
年　
前　
の　
こ　
と　
で　

す　
が　
、　
人　
類　
の　
奥　
底　
に　
秘　
め　
ら　
れ　
て　
い　
る　

力　
と　
は　
何　
か　
を　
テ　
ー　
マ　
に　
、　
南　
ア　
フ　
リ　
カ　

の　
ブ　
ロ　
ン　
ボ　
ス　
洞　
窟　
で　
発　
掘　
作　
業　
を　
し　
な　

が　
ら　
研　
究　
を　
重　
ね　
て　
い　
ま　
す　
。　

そ　
こ　
で　
発　
掘　
さ　
れ　
た　
の　
は　
、　
10
万　
年　
前　

の　
地　
層　
か　
ら　
出　
た　
大　
き　
な　
塊　
で　
す　
。　
酸　
化　

鉄　
を　
含　
ん　
だ　
石　
で　
し　
た　
。　
身　
体　
に　
色　
を　
塗　

る　
た　
め　
の　
化　
粧　
道　
具　
で　
す　
。　
周　
辺　
か　
ら　
多　

数　
の　
巻　
貝　
の　
貝　
殻　
が　
出　
土　
し　
ま　
し　
た　
。　
１　

セ　
ン　
チ　
の　
貝　
殻　
に　
規　
則　
正　
し　
く　
穴　
が　
開　
け　

ら　
れ　
、　
ひ　
も　
が　
通　
さ　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　

人　
類　
最　
古　
の　
首　
飾　
り　
で　
す　
。　

人　
類　
の　
誕　
生　
に　
最　
も　
古　
い　
証　
拠　
が　
見　
つ　

か　
っ　
た　
わ　
け　
で　
す　
。　

Ｎ　
Ｈ　
Ｋ　
の　
取　
材　
班　
は　
現　
代　
に　
通　
じ　
る　
手　

が　
か　
り　
を　
求　
め　
て　
ア　
フ　
リ　
カ　
に　
飛　
び　
ま　
し　

た　
。　
ア　
フ　
リ　
カ　
中　
央　
部　
ナ　
ミ　
ビ　
ア　
の　
カ　
ラ　

ハ　
リ　
砂　
漠　
に　
住　
む　
サ　
ン　
と　
い　
う　
原　
住　
民　
で　

す　
。　
彼　
ら　
も　
巻　
貝　
を　
集　
め　
て　
首　
飾　
り　
を　
つ　

け　
、　
親　
か　
ら　
子　
へ　
、　
親　
族　
同　
士　
で　
絆　
を　
深　

め　
て　
暮　
ら　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　
首　
飾　
り　
を　
作　
る　

の　
は　
大　
事　
な　
日　
課　
の　
ひ　
と　
つ　
に　
な　
っ　
て　
い　

ま　
し　
た　
。　

10
万　
年　
以　
上　
の　
遥　
か　
な　
昔　
、　
私　
た　
ち　
の　

祖　
先　
は　
お　
し　
ゃ　
れ　
に　
勤　
し　
ん　
で　
い　
た　
の　
で　

す　
。　
顔　
に　
色　
を　
塗　
り　
、　
首　
飾　
り　
を　
つ　
け　
て　

い　
ま　
し　
た　
。　
そ　
れ　
は　
自　
分　
を　
飾　
り　
た　
い　
だ　

け　
で　
な　
く　
、　
仲　
間　
と　
の　
絆　
を　
深　
め　
、　
集　
団　

「ジュエリー文化史研究会」応募動機

歴史は塗り替えられている。（4-1）

ブロンボス洞窟で発掘された1 0万年前の巻貝。一個
の直径が約一センチの大きさで、規則的に穴が開い
ている。穴にひもが通され、首飾りとして自分の存

在を明らかにするために作られた。（写真・ＮＨＫ）



で　
協　
力　
体　
制　
を　
作　
る　
た　
め　
の　
も　
の　
、　
い　
わ　

ば　
仲　
間　
た　
ち　
と　
の　
ア　
イ　
デ　
ン　
テ　
ィ　
テ　
ィ　
を　

示　
す　
も　
の　
で　
し　
た　
。　

お　
し　
ゃ　
れ　
は　
当　
時　
の　
人　
々　
が　
、　
仲　
間　
と　

協　
力　
す　
る　
心　
を　
大　
切　
に　
し　
た　
証　
拠　
で　
あ　
る　

と　
報　
じ　
て　
い　
ま　
す　
。　

人　
類　
が　
地　
球　
上　
に　
誕　
生　
し　
た　
20
万　
年　
前　
、　

人　
類　
の　
奥　
底　
に　
秘　
め　
ら　
れ　
て　
い　
る　
力　
と　
は　

何　
か　
を　
探　
る　
Ｎ　
Ｈ　
Ｋ　
ス　
ペ　
シ　
ャ　
ル　
の　
番　
組　

は　
、　
ひ　
と　
つ　
の　
示　
唆　
を　
与　
え　
て　
く　
れ　
て　
い　

ま　
す　
。　

僕　
は　
こ　
れ　
ま　
で　
「　
は　
じ　
め　
に　
言　
葉　
あ　
り　

き　
」　
と　
新　
約　
聖　
書　
ヨ　
ハ　
ネ　
伝　
第　
一　
章　
の　
言　

葉　
を　
信　
じ　
て　
い　
ま　
し　
た　
。　
ギ　
リ　
シ　
ャ　
哲　
学　

の　
は　
じ　
め　
に　
ロ　
ゴ　
ス　
（　
言　
語　
）　
が　
あ　
り　
、　

や　
が　
て　
パ　
ト　
ス　
（　
感　
情　
）　
が　
生　
ま　
れ　
、　
エ　
ト　

ス　
（　
理　
性　
）　
で　
ヒ　
ト　
の　
心　
は　
つ　
な　
が　
り　
、　

人　
々　
は　
絆　
を　
深　
め　
て　
い　
っ　
た　
と　
考　
え　
て　
い　
ま　

し　
た　
が　
、　
そ　
れ　
よ　
り　
遥　
か　
昔　
、　
私　
た　
ち　
の　
祖　

先　
は　
「　
は　
じ　
め　
に　
首　
飾　
り　
あ　
り　
き　
」　
で　
自　
分　

を　
飾　
り　
、　
仲　
間　
と　
の　
絆　
を　
深　
め　
て　
い　
た　
と　
明　

ら　
か　
に　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　

こ　
の　
番　
組　
は　
や　
が　
て　
Ｎ　
Ｈ　
Ｋ　
ス　
ペ　
シ　
ャ　
ル　

取　
材　
班　
の　
手　
で　
単　
行　
本　
「　
ヒ　
ュ　
ー　
マ　
ン　
〜　
な　

ぜ　
ヒ　
ト　
は　
人　
間　
に　
な　
れ　
た　
の　
か　
〜　
」　（　
角　
川　

書　
店　
刊　
）　
と　
し　
て　
出　
版　
さ　
れ　
ま　
し　
た　
が　
、　
そ　

の　
中　
で　
、　
専　
任　
デ　
ィ　
レ　
ク　
タ　
ー　
浅　
井　
健　
博　
さ　

ん　
は　
次　
の　
よ　
う　
に　
述　
べ　
て　
い　
ま　
す　
。　

「　
最　
初　
の　
う　
ち　
、　
お
し
ゃ
れ
の
道
具
と
い
う

の
は
生
活
《
非、
》
必
需
品
だ　
と　
思　
っ　
て　
い　

た　
。　
そ　
れ　
が　
な　
く　
て　
も　
生　
き　
て　
い　
く　
上　
で　
は　

支　
障　
が　
な　
い　
。　
一　
種　
の　
贅　
沢　
品　
だ　
と　
思　
っ　
て　

い　
た　
の　
だ　
。　
現　
代　
な　
ら　
《　
夫　
が　
無　
駄　
だ　
と　
思　

う　
妻　
の　
出　
費　
》　
の　
上　
位　
に　
は　
必　
ず　
高　
級　
化　
粧　

品　
が　
ラ　
ン　
ク　
さ　
れ　
る　
。　
そ　
の　
始　
ま　
り　
と　
い　
う　

印　
象　
だ　
っ　
た　
。　（　
中　
略　
）　
だ　
が　
、　
お　
し　
ゃ　
れ　

の　
道　
具　
は　
ど　
う　
や　
ら　
、　
思
い
が
け
な
い
こ

と
で
は
あ
る
が
、
生
活
必
需
品
だ
っ
た
よ

う
だ
。
そ　
れ　
は　
、　
た　
だ　
自　
分　
を　
飾　
る　
と　
い　
う　

も　
の　
で　
は　
な　
く　
、　
生　
き　
る　
た　
め　
に　
欠　
か　
す　
こ　

と　
の　
で　
き　
な　
い　
も　
の　
だ　
っ　
た　
可　
能　
性　
が　
あ　
る　

の　
だ　
。　
分　
ち　
合　
い　
と　
協　
力　
と　
い　
う　
、　
必　
需　
の　

関　
係　
を　
築　
く　
た　
め　
に　
…　
。　
お　
し　
ゃ　
れ　
の　
た　
め　

の　
道　
具　
は　
『　
た　
か　
が　
お　
し　
ゃ　
れ　
、　
さ　
れ　
ど　
お　

し　
ゃ　
れ　
』　
と　
い　
う　
べ　
き　
だ　
ろ　
う　
」　

こ　
の　
浅　
井　
デ　
ィ　
レ　
ク　
タ　
ー　
の　
コ　
メ　
ン　
ト　

は　
、　
放　
送　
さ　
れ　
た　
番　
組　
の　
中　
で　
は　
紹　
介　
さ　

れ　
ま　
せ　
ん　
で　
し　
た　
が　
、　
こ　
れ　
は　
注　
目　
に　
値　

す　
る　
発　
言　
で　
す　
。　
特　
筆　
モ　
ノ　
で　
す　
。　

資　
生　
堂　
の　
福　
原　
名　
誉　
会　
長　
が　
聞　
い　
た　
ら　
、　

ま　
た　
は　
海　
外　
の　
伝　
統　
的　
な　
ブ　
ラ　
ン　
ド　
ジ　
ュ　

エ　
リ　
ー　
の　
経　
営　
者　
た　
ち　
が　
聞　
い　
た　
ら　
、　
膝　

を　
叩　
い　
て　
喜　
ぶ　
で　
し　
ょ　
う　
。　

Ｎ　
Ｈ　
Ｋ　
「　
ヒ　
ュ　
ー　
マ　
ン　
〜　
な　
ぜ　
ヒ　
ト　
は　

人　
間　
に　
な　
れ　
た　
の　
か　
〜　
」　
取　
材　
班　
は　
、　
映　

像　
と　
と　
も　
に　
こ　
の　
こ　
と　
を　
明　
ら　
か　
に　
し　
ま　

し　
た　
。　西

洋
の
流
れ
は
上
か
ら
下
へ

日
本
の
流
れ
は
下
か
ら
上
へ

こ　
れ　
ま　
で　
露　
木　
先　
生　
は　
Ｊ　
Ｃ　
誌　
に　
「　
近　

世　
日　
本　
宝　
飾　
文　
化　
史　
」　
を　
連　
載　
し　
て　
い　
ま　

す　
。　
日　
本　
人　
が　
ど　
の　
よ　
う　
に　
し　
て　
お　
し　
ゃ　

れ　
の　
道　
具　
を　
身　
に　
付　
け　
た　
か　
。　
そ　
れ　
が　

人　
々　
の　
生　
活　
に　
ど　
ん　
な　
コ　
コ　
ロ　
の　
豊　
か　
さ　

を　
も　
た　
ら　
し　
た　
か　
。　
豊　
富　
な　
ご　
自　
身　
の　
コ　

レ　
ク　
シ　
ョ　
ン　
と　
学　
術　
資　
料　
を　
駆　
使　
し　
た　
渾　

身　
の　
執　
筆　
で　
す　
。　

ボ　
ク　
は　
長　
年　
親　
し　
く　
さ　
せ　
て　
い　
た　
だ　
き　
、　

現　
在　
は　
国　
立　
西　
洋　
美　
術　
館　
長　
で　
あ　
る　
青　
柳　

正　
則　
先　
生　
に　
毎　
号　
お　
送　
り　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　

先　
生　
は　
一　
九　
九　
三　
年　
、　
ポ　
ン　
ペ　
イ　
遺　
跡　
発　

「ジュエリー文化史研究会」応募動機

歴史は塗り替えられている。（4-2）

首
飾
り
は
親
か
ら
子
へ
、
ま
た
親
族
同
士
で
交

歓
し
絆
を
深
め
て
い
た
。（
写
真
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）



掘　
の　
中　
か　
ら　
「　
皇　
帝　
た　
ち　
の　
都　
ロ　
ー　
マ　
」　

を　
出　
版　
し　
て　
一　
躍　
脚　
光　
を　
浴　
び　
た　
元　
東　
京　

大　
学　
副　
学　
長　
で　
、　
Ｊ　
Ｃ　
誌　
の　
露　
木　
先　
生　
の　

連　
載　
を　
「　
日　
本　
人　
の　
文　
化　
史　
に　
残　
る　
労　
作　

で　
あ　
る　
」　
と　
高　
く　
評　
価　
を　
し　
て　
く　
れ　
ま　
し　

た　
。　
先　
生　
と　
の　
会　
話　
の　
一　
部　
を　
綴　
り　
ま　
す　
。　

「　
西　
洋　
の　
宝　
飾　
文　
化　
が　
王　
室　
か　
ら　
庶　
民　
に　
広　

ま　
っ　
て　
い　
っ　
た　
上　
か　
ら　
下　
へ　
の　
流　
れ　
と　
し　

て　
栄　
え　
た　
の　
に　
較　
べ　
、　
日　
本　
の　
宝　
飾　
文　
化　

は　
、　
庶　
民　
の　
間　
か　
ら　
広　
ま　
っ　
て　
下　
か　
ら　
上　

に　
流　
れ　
て　
い　
る　
。　
こ　
れ　
が　
と　
て　
も　
い　
い　
」　

歴　
史　
を　
輪　
切　
り　
に　
し　
て　
眺　
め　
る　
。　

こ　
れ　
ま　
で　
何　
一　
つ　
系　
統　
立　
て　
た　
学　
問　
を　

し　
た　
こ　
と　
が　
な　
い　
僕　
は　
、　
常　
に　
世　
の　
中　
を　

斜　
に　
構　
え　
て　
眺　
め　
て　
い　
ま　
す　
。　
そ　
の　
ひ　
と　

つ　
が　
歴　
史　
を　
観　
る　
眼　
で　
す　
。　
そ　
れ　
ぞ　
れ　
縦　

に　
流　
れ　
た　
歴　
史　
を　
、　
同　
時　
代　
の　
ほ　
か　
の　
国　

の　
歴　
史　
や　
文　
化　
の　
流　
れ　
と　
比　
較　
し　
て　
、　
輪　

切　
り　
に　
し　
て　
眺　
め　
る　
こ　
と　
が　
好　
き　
で　
す　
。　

ジ
ュ
エ
リ
ー
文
化
史
研
究
会
の
第
一

回
の　
テ　
ー　
マ　
が　
「　
江　
戸　
後　
期　
の　
装　
身　
具　
」　

と　
あ　
り　
、　
ワ　
ク　
ワ　
ク　
し　
な　
が　
ら　
傍　
聴　
さ　
せ　

て　
い　
た　
だ　
き　
た　
い　
と　
願　
っ　
て　
い　
ま　
す　
。　

一　
七　
五　
〇　
年　
〜　
一　
八　
五　
〇　
年　
の　
一　
世　
紀　

は　
さ　
ま　
ざ　
ま　
な　
意　
味　
で　
人　
々　
の　
生　
活　
文　
化　

に　
大　
き　
な　
影　
響　
を　
与　
え　
ま　
し　
た　
。　

西　
洋　
で　
は　
産　
業　
革　
命　
を　
中　
心　
と　
し　
た　
激　

動　
の　
時　
代　
、　
イ　
ギ　
リ　
ス　
で　
は　
ジ　
ョ　
ー　
ジ　
三　

世　
か　
ら　
四　
世　
へ　
、　
フ　
ラ　
ン　
ス　
で　
は　
ナ　
ポ　
レ　

オ　
ン　
一　
世　
が　
頂　
点　
に　
立　
ち　
、　
ジ
ュ
エ
リ
ー

な
ど
の
宝
飾
品
の
動
き
は
、
す　
べ　
て　
が　

王　
族　
や　
皇　
帝　
な　
ど　
か　
ら　
庶　
民　
へ　
、　
上　
か　
ら　

下　
へ　
の　
流　
れ　
で　
し　
た　
。　

音　
楽　
の　
世　
界　
で　
も　
同　
じ　
で　
す　
。　

宮　
廷　
や　
法　
王　
に　
守　
ら　
れ　
た　
バ　
ッ　
ハ　
を　
は　

じ　
め　
と　
す　
る　
古　
典　
派　
音　
楽　
が　
、　
や　
が　
て　
モ　

ー　
ツ　
ァ　
ル　
ト　
、　
ベ　
ー　
ト　
ー　
ヴ　
ェ　
ン　
な　
ど　
の　

ロ　
マ　
ン　
派　
の　
音　
楽　
家　
た　
ち　
に　
受　
け　
継　
が　
れ　

ま　
す　
が　
、　
流　
れ　
は　
上　
か　
ら　
下　
へ　
、　
庶　
民　
は　

そ　
れ　
を　
享　
受　
し　
て　
い　
ま　
し　
た　
。　

一　
方　
、　
日　
本　
は　
ど　
う　
で　
し　
ょ　
う　
か　
。　

鎖　
国　
の　
さ　
な　
が　
ら　
と　
は　
い　
え　
、　
江　
戸　
時　

代　
の　
庶　
民　
は　
元　
気　
そ　
の　
も　
の　
で　
し　
た　
。　
徳　

川　
家　
や　
さ　
ま　
ざ　
ま　
な　
幕　
府　
の　
動　
き　
に　
屈　
す　

る　
こ　
と　
な　
く　
、　
文　
化　
に　
対　
す　
る　
熱　
い　
思　
い　

は　
ひ　
た　
す　
ら　
継　
続　
し　
て　
い　
ま　
し　
た　
。　
宝　
飾　

品　
の　
動　
き　
は　
、　
金　
銀　
、　
蒔　
絵　
な　
ど　
に　
対　
す　

る　
禁　
止　
令　
の　
狭　
間　
を　
く　
ぐ　
り　
、　
櫛　
、　
簪　
、　

笄　
な　
ど　
の　
装　
身　
具　
が　
花　
開　
き　
ま　
し　
た　
。　

江　
戸　
の　
文　
化　
の　
流　
れ　
が　
、　
一　
気　
に　
開　
い　

た　
の　
は　
歌　
舞　
伎　
で　
あ　
る　
こ　
と　
は　
間　
違　
い　
な　

い　
で　
し　
ょ　
う　
。　
河　
原　
乞　
食　
に　
始　
ま　
っ　
た　
歌　

舞　
伎　
は　
、　
江　
戸　
庶　
民　
の　
唯　
一　
の　
娯　
楽　
で　
あ　

り　
人　
々　
の　
話　
題　
の　
中　
心　
で　
し　
た　
。　
江　
戸　
の　

丸　
本　
物　
の　
義　
太　
夫　
狂　
言　
、　
黙　
阿　
弥　
の　
世　
話　

物　
狂　
言　
、　
大　
阪　
の　
近　
松　
門　
左　
衛　
門　
の　
浄　
瑠　

璃　
は　
、　
東　
の　
荒　
事　
、　
西　
の　
和　
事　
と　
し　
て　
、　

熱　
狂　
的　
な　
歓　
迎　
を　
受　
け　
て　
い　
ま　
す　
。　

浮　
世　
絵　
の　
世　
界　
も　
そ　
う　
で　
す　
。　
喜　
多　
川　

歌　
麿　
の　
美　
人　
画　
が　
幕　
府　
の　
禁　
止　
令　
を　
く　
ぐ　

っ　
て　
人　
々　
に　
支　
持　
さ　
れ　
た　
こ　
と　
や　
、　
北　
斎　
、　

広　
重　
、　
写　
楽　
の　
作　
品　
が　
人　
気　
を　
呼　
び　
ま　
し　

た　
。　
特　
に　
華　
や　
か　
な　
元　
禄　
時　
代　
の　
文　
化　
は　
、　

落　
語　
や　
講　
談　
、　
俳　
諧　
や　
洒　
落　
本　
な　
ど　
、　
幕　

府　
の　
思　
惑　
と　
は　
裏　
腹　
に　
、　
人　
々　
を　
大　
い　
に　

湧　
か　
せ　
、　
熱　
狂　
さ　
せ　
ま　
し　
た　
。　

こ　
れ　
を　
西　
洋　
と　
比　
較　
し　
て　
み　
る　
と　
面　
白　

い　
。　
モ　
ー　
ツ　
ァ　
ル　
ト　
の　
三　
大　
オ　
ペ　
ラ　
「　
フ　

ィ　
ガ　
ロ　
の　
結　
婚　
」　「　
コ　
ジ　
・　
フ　
ァ　
ン　
・　
ト　

ゥ　
ッ　
テ　
」　「　
ド　
ン　
・　
ジ　
ョ　
ヴ　
ァ　
ン　
ニ　
」　
が　
、　

ま　
っ　
た　
く　
同　
時　
期　
に　
、　
皇　
帝　
た　
ち　
の　
思　
惑　

と　
か　
け　
離　
れ　
て　
、　
ヨ　
ー　
ロ　
ッ　
パ　
各　
地　
で　
熱　

狂　
的　
に　
人　
気　
を　
呼　
ん　
だ　
年　
代　
と　
一　
致　
す　
る　

の　
は　
、　
不　
思　
議　
な　
現　
象　
で　
す　
。　

文　
化　
と　
は　
カ　
ル　
チ　
ュ　
ア　
、　
語　
源　
を　
た　
だ　

す　
ま　
で　
も　
な　
く　
耕　
す　
と　
い　
う　
意　
味　
で　
す　
。　

人　
々　
の　
思　
い　
は　
為　
政　
者　
の　
手　
を　
離　
れ　
、　

街　
の　
い　
た　
る　
と　
こ　
ろ　
で　
人　
々　
に　
耕　
さ　
れ　
、　

人　
気　
を　
呼　
ん　
で　
い　
ま　
す　
。　
そ　
れ　
が　
ほ　
ん　
も　

の　
の　
文　
化　
だ　
ろ　
う　
と　
思　
い　
ま　
す　
。　
人　
々　
の　

暮　
ら　
し　
の　
中　
に　
、　
ど　
っ　
ぷ　
り　
と　
浸　
透　
し　
て　

い　
る　
か　
ら　
で　
す　
。　

上　
か　
ら　
押　
さ　
え　
つ　
け　
れ　
ば　
、　
そ　
の　
反　
動　

が　
現　
れ　
る　
の　
は　
自　
明　
の　
理　
で　
す　
。　
江　
戸　
三　

百　
年　
の　
鎖　
国　
が　
生　
ん　
だ　
文　
化　
の　
爛　
熟　
は　
、　
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世　
界　
に　
眼　
を　
転　
じ　
て　
も　
、　
こ　
れ　
ほ　
ど　
一　
気　

に　
花　
開　
い　
た　
歴　
史　
は　
他　
に　
は　
見　
当　
た　
ら　
な　

い　
と　
思　
い　
ま　
す　
。　

す　
べ　
て　
の　
流　
れ　
は　
下　
か　
ら　
上　
へ　
で　
す　
。　

ヨ　
ー　
ロ　
ッ　
パ　
と　
日　
本　
を　
と　
り　
あ　
げ　
て　
比　

較　
を　
し　
て　
み　
ま　
し　
た　
が　
、　
そ　
れ　
以　
外　
の　

国　
々　
で　
は　
、　
ど　
う　
だ　
っ　
た　
の　
で　
し　
よ　
う　
か　
。　

先　
頃　
開　
催　
さ　
れ　
た　
露　
木　
宏　
監　
修　
の　
『　
聖　

な　
る　
銀　
』　
に　
痛　
く　
感　
動　
し　
ま　
し　
た　
。　

古　
代　
ロ　
ー　
マ　
帝　
国　
の　
金　
崇　
拝　
よ　
り　
も　
、　

聖　
な　
る　
銀　
の　
方　
に　
魅　
力　
を　
覚　
え　
る　
の　
は　
、　

そ　
れ　
が　
庶　
民　
の　
暮　
ら　
し　
に　
密　
着　
し　
て　
い　
る　

か　
ら　
で　
は　
な　
い　
で　
し　
ょ　
う　
か　
。　

「　
古　
来　
、　人　
々　
は　
銀　
を　
金　
と　
同　
じ　
く　
貴　
金　
属　
、　

す　
な　
わ　
ち　
尊　
い　
金　
属　
と　
し　
て　
珍　
重　
し　
て　
き　

た　
。　
ヨ　
ー　
ロ　
ッ　
パ　
中　
世　
の　
錬　
金　
術　
で　
は　
、　

金　
は　
太　
陽　
、　
銀　
は　
月　
を　
意　
味　
す　
る　
記　
号　
で　

表　
わ　
さ　
れ　
、　
神　
聖　
な　
輝　
き　
を　
も　
つ　
も　
の　
と　

考　
え　
ら　
れ　
て　
い　
た　
。　
イ　
ス　
ラ　
ム　
文　
化　
圏　
で　

も　
、　
銀　
は　
月　
の　
光　
に　
た　
と　
え　
ら　
れ　
、　
魂　
を　

浄　
化　
す　
る　
、　
聖　
な　
る　
金　
属　
と　
さ　
れ　
た　
」　

こ　
れ　
は　
『　
聖　
な　
る　
銀　
』　
の　
図　
録　
の　
巻　
頭　

言　
と　
し　
て　
、　
露　
木　
先　
生　
が　
綴　
っ　
た　
文　
章　
で　

す　
。　
僕　
な　
ど　
は　
庶　
民　
の　
端　
く　
れ　
だ　
か　
ら　
、　

金　
の　
Ａ　
ラ　
ン　
ク　
よ　
り　
も　
、　
Ｂ　
ラ　
ン　
ク　
の　
銀　

に　
魅　
力　
を　
感　
じ　
て　
い　
ま　
す　
。　

人　
々　
の　
普　
通　
の　
感　
覚　
、　
自　
然　
の　
感　
情　
の　

現　
れ　
だ　
と　
思　
う　
か　
ら　
で　
す　
。　

同　
じ　
視　
点　
で　
宝　
飾　
文　
化　
が　
、　
先　
進　
国　
と　

さ　
れ　
る　
ヨ　
ー　
ロ　
ッ　
パ　
の　
流　
れ　
よ　
り　
も　
、　
ア　

ジ　
ア　
、　
ア　
フ　
リ　
カ　
、　
中　
南　
米　
の　
人　
々　
が　
ど　

の　
よ　
う　
な　
装　
身　
具　
を　
身　
に　
付　
け　
、　
人　
々　
と　

の　
絆　
を　
深　
め　
て　
い　
る　
の　
か　
に　
興　
味　
が　
あ　
り　

ま　
す　
。　

露　
木　
先　
生　
が　
現　
在　
取　
り　
組　
ん　
で　
い　
る　
繊　

研　
新　
聞　
社　
刊　
の　
仮　
題　
『　
世　
界　
の　
銀　
の　
装　
身　

具　
』　
三　
連　
作　
に　
期　
待　
を　
寄　
せ　
、　
大　
い　
な　
る　

関　
心　
を　
持　
っ　
て　
い　
る　
こ　
と　
も　
お　
伝　
え　
し　
た　

い　
と　
思　
い　
ま　
す　
。　

晴　
れ　
た　
日　
に　
田　
ん　
ぼ　
を　
耕　
し　
、　
雨　
の　
日　

は　
家　
の　
中　
で　
の　
ん　
び　
り　
と　
休　
む　
『　
晴　
耕　
雨　

読　
』　
を　
座　
右　
の　
銘　
に　
し　
て　
い　
る　
僕　
は　
、　
こ　

の　
言　
葉　
が　
気　
に　
入　
っ　
て　
い　
る　
の　
で　
す　
が　
、　

人　
々　
の　
暮　
ら　
し　
の　
中　
で　
、　
ど　
う　
や　
っ　
て　
文　

化　
が　
花　
開　
い　
て　
い　
る　
の　
か　
を　
学　
ぶ　
と　
い　
う　

命　
題　
は　
、　
と　
て　
も　
大　
切　
な　
こ　
と　
で　
す　
。　

巻　
頭　
で　
お　
伝　
え　
し　
た　
よ　
う　
に　
、　
聖　
書　
が　

出　
来　
る　
そ　
れ　
よ　
り　
遥　
か　
昔　
、　
私　
た　
ち　
の　
祖　

先　
は　
「　
は　
じ　
め　
に　
首　
飾　
り　
あ　
り　
き　
」　
で　
自　

分　
を　
飾　
り　
、　
仲　
間　
と　
の　
絆　
を　
深　
め　
て　
い　
ま　

し　
た　
。　
言　
い　
換　
え　
れ　
ば　
『　
な　
ぜ　
ヒ　
ト　
は　
人　

間　
に　
な　
れ　
た　
の　
か　
』　
は　
「　
は　
じ　
め　
に　
装　
い　

あ　
り　
き　
」　
で　
始　
ま　
っ　
た　
と　
言　
っ　
て　
い　
い　
か　

も　
し　
れ　
ま　
せ　
ん　
。　
資　
生　
堂　
の　
宣　
伝　
で　
も　
ジ　

ュ　
エ　
リ　
ー　
業　
者　
の　
肩　
を　
持　
つ　
者　
で　
は　
あ　
り　

ま　
せ　
ん　
。　

日　
本　
で　
は　
あ　
ま　
り　
話　
題　
に　
さ　
れ　
ま　
せ　
ん　

で　
し　
た　
が　
、　
世　
界　
的　
な　
ベ　
ス　
ト　
セ　
ラ　
ー　
に　

な　
っ　
て　
い　
る　
ジ　
ャ　
レ　
ド　
・　
ダ　
イ　
ヤ　
モ　
ン　
ド　

博　
士　
の　
『　
銃　
・　
鉄　
・　
病　
原　
菌　
』　
の　
中　
に　
こ　

ん　
な　
記　
述　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

「　
人　
類　
文　
明　
の　
盛　
衰　
は　
自　
然　
環　
境　
に　
依　
存　
し　

て　
い　
る　
。　
し　
か　
し　
今　
、　
人　
類　
は　
地　
球　
の　
自　

然　
環　
境　
に　
大　
き　
な　
ダ　
メ　
ー　
ジ　
を　
与　
え　
続　
け　

て　
い　
る　
。　
大　
気　
汚　
染　
、　
温　
暖　
化　
、　
エ　
ネ　
ル　

ギ　
ー　
や　
食　
料　
の　
浪　
費　
が　
こ　
の　
ま　
ま　
続　
け　
ば　
、　

過　
去　
の　
文　
明　
の　
よ　
う　
に　
現　
代　
の　
文　
明　
も　
消　

滅　
す　
る　
の　
で　
は　
な　
い　
か　
」　

ダ　
イ　
ヤ　
モ　
ン　
ド　
博　
士　
は　
「　
危　
機　
を　
乗　
り　

越　
え　
る　
に　
は　
、　
過　
去　
の　
歴　
史　
に　
学　
ぶ　
し　
か　

な　
い　
」　
と　
警　
告　
を　
発　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　

付　
け　
加　
え　
て　
お　
け　
ば　
博　
士　
は　
、　
次　
の　
著　

作　
『　
文　
明　
崩　
壊　
』　
の　
中　
で　
欧　
米　
各　
国　
が　
ど　

ん　
ど　
ん　
進　
化　
す　
る　
中　
、　
日　
本　
は　
江　
戸　
時　
代　

に　
鎖　
国　
を　
や　
り　
、　
国　
内　
の　
樹　
木　
に　
対　
し　
て　

伐　
採　
禁　
止　
令　
を　
発　
令　
し　
た　
こ　
と　
が　
、　
明　
治　

以　
降　
の　
日　
本　
の　
文　
明　
を　
飛　
躍　
的　
に　
進　
化　
さ　

せ　
た　
と　
記　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　

生　
意　
気　
で　
す　
が　
、　
こ　
れ　
か　
ら　
始　
ま　
る　
露　

木　
先　
生　
の　
ジ
ュ
エ
リ
ー
文
化
史
研
究
会

の　
傍　
聴　
者　
と　
し　
て　
『　
資　
格　
審　
査　
中　
』　
の　
身　

分　
で　
結　
構　
で　
す　
の　
で　
、　
ぜ　
ひ　
と　
も　
参　
加　
さ　

せ　
て　
い　
た　
だ　
れ　
ば　
幸　
い　
で　
す　
。　
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