
立
場
や
文
化
的
な
背
景
を
超
え
、
人
は
ど
こ
ま
で
理
解
し
あ
え
る
の
か
。
京
都
発
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
企
画
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
知
恵
会

議
」
で
、
文
化
人
類
学
者
・
広
瀬
浩
二
郎
さ
ん
が
、
大
学
の
同
級
生
で
歴
史
学
者
・
岩
崎
奈
緖
子
さ
ん
と
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
の
難
し

さ
、
面
白
さ
を
語
り
合
っ
た
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
京
都
新
聞
総
合
研
究
所
所
長
の
内
田
孝
が
務
め
た
。

②
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い
わ
さ
き
・
な
お
こ

１
９
６
１

年
生
ま
れ
。
日
本
近
世
史
。
２
０
０

１
年
に
京
都
大
総
合
博
物
館
着
任
。

館
長
も
務
め
た
。
著
書
に
『
近
世
後

期
の
世
界
認
識
と
鎖
国
』
（
吉
川
弘

文
館
）
。
「
京
都
・
大
学
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
連
携
」で
共
同
展
示
に
も
尽
力
。

ｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｅ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

ひ
ろ
せ
・
こ
う
じ
ろ
う

１
９
６

７
年
生
ま
れ
。

年
、
京
大
初
の
全

盲
入
学
者
。
日
本
宗
教
史
、
触
文
化

論
。
２
０
０
１
年
に
国
立
民
族
学
博

物
館
へ
。
現
在
は
准
教
授
。
著
書
に

『
そ
れ
で
も
僕
た
ち
は
「
濃
厚
接
触
」

を
続
け
る
！
』（
小
さ
子
社
）
な
ど
。
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∂
∂
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∂
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文
化
人
類
学
者

広
瀬
浩
二
郎
さ
ん

歴
史
学
者

岩
崎
奈
緖
子
さ
ん

ｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｅ
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ｈ
ｈ
ｈ

ｇ

紙面は対談のダ

イジェストです。

完全版は近くサイ

トにアップしま

す。

完
全
版
は
近
く
ア
ッ
プ

岩崎さん アイヌの歴史に近づくよう研究

復活させたい違い認める寛容さ 広瀬さん

アンモナイトの化石に触れながら談笑する広瀬さん 右 と岩崎さん

‖京都市左京区・京都大総合博物館 撮影・山本健太

岩
崎

こ
こ
は
１
９
８
７
年
に
京

都
大
学
に
入
学
し
た
私
た
ち
が
３
、

４
回
生
の
時
に
古
文
書
演
習
で
使
っ

た
畳
敷
き
の
部
屋
で
す
。
当
時
は
文

学
部
博
物
館
で
し
た
が
、
今
は
文
学

部
か
ら
離
れ
、
総
合
博
物
館
に
変
わ

り
ま
し
た
。

広
瀬

こ
の
部
屋
に
は
少
し
ほ
ろ

苦
い
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
く
ず
し

字
で
書
か
れ
た
文
字
を
読
解
し
て
い

く
古
文
書
演
習
は
、
目
の
見
え
な
い

僕
に
と
っ
て
人
生
最
大
の
ピ
ン
チ
で

し
た
。
支
援
者
の
サ
ポ
ー
ト
も
あ
っ

た
受
験
と
は
違
い
、
古
文
書
に
は
手

も
足
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

普
及
が
始
ま
っ
て
い
た
パ
ソ
コ
ン

の
画
面
読
み
上
げ
ソ
フ
ト
を
使
い
ま

し
た
。
院
生
の
先
輩
に
古
文
書
を
入

力
し
て
も
ら
い
、
別
室
で
一
文
字
ず

つ
音
声
で
聴
い
て
確
認
。
自
分
で
点

字
に
し
て
解
釈
し
ま
す
。
時
間
は
か

か
り
ま
す
が
、
一
つ
一
つ
の
史
料
の

重
み
を
実
感
し
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

を
、
新
し
い
こ
と
に
踏
み
出
す
チ
ャ

ン
ス
で
も
あ
る
と
捉
え
、
学
生
の
み

な
さ
ん
に
は
勉
強
法
、
生
活
ス
タ
イ

ル
を
じ
っ
く
り
見
つ
め
直
す
機
会
に

し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

岩
崎

民
俗
学
や
野
外
調
査
に
関

心
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
歴
史
が

分
か
っ
て
い
た
方
が
い
い
と
助
言
さ

れ
て
日
本
史
を
専
攻
し
ま
し
た
。

短
大
卒
業
後
、
４
年
間
の
会
社
員

生
活
を
経
て
、
１
年
間
予
備
校
に
通

い
ま
し
た
。
京
大
に
は
、
定
年
後
の

入
学
者
も
。
現
役
入
学
者
と
は
７
学

年
違
い
で
す
が
、
違
和
感
や
孤
独
感

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

広
瀬

東
京
で
生
ま
れ
育
ち
、
何

も
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
一
人
暮
ら
し

に
挑
戦
し
た
か
っ
た
。
司
馬
遼
太
郎

が
好
き
で
、
戦
国
時
代
や
幕
末
の
歴

史
に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
、
日
本
史

を
学
ぶ
な
ら
京
都
の
大
学
を
と
考
え

ま
し
た
。

全
盲
初
の
京
大
入
学
な
の
で
、
メ

デ
ィ
ア
の
取
材
攻
勢
が
あ
り
ま
し

た
。
単
純
な
喜
び
の
一
方
、
「
京
大

入
学
者
は
２
千
人
以
上
。
な
ぜ
特
別

扱
い
？
」
と
疑
問
も
感
じ
ま
し
た
。

勉
強
も
遊
び
も
時
間
の
使
い
方
を
自

分
で
決
め
ら
れ
る
京
大
の
自
由
な
雰

囲
気
は
僕
に
合
っ
て
い
ま
し
た
。

岩
崎

２
０
２
０
年
度
は
オ
ン
ラ

イ
ン
授
業
中
心
で
し
た
。
人
と
接
す

る
機
会
が
失
わ
れ
る
と
、
人
間
形
成

に
非
常
に
マ
イ
ナ
ス
だ
と
思
い
ま

す
。生
協
で
一
緒
に
ご
飯
を
食
べ
る
、

ゼ
ミ
の
発
表
で
恥
ず
か
し
い
思
い
を

す
る
、
何
気
な
い
経
験
が
大
切
で
す

ね
。広

瀬

先
頃
、
京
都
市
立
芸
術
大

で
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
担
当
し
ま
し

た
。
制
作
系
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は

き
つ
か
っ
た
。一
部
の
学
生
は
時
々
、

大
学
に
も
出
て
き
て
、
少
人
数
で
互

い
の
作
品
を
見
せ
合
っ
て
制
作
に
励

ん
で
い
ま
し
た
。
一
人
で
自
宅
に
こ

も
る
よ
り
、
友
人
と
一
緒
に
切せ

っ

磋さ

琢た
く

磨ま

し
て
作
業
し
た
学
生
の
方
が
、
面

白
い
作
品
を
完
成
さ
せ
た
の
か
な
と

感
じ
ま
し
た
。

岩
崎

も
の
づ
く
り
や
考
え
た
り

す
る
こ
と
は
、
自
分
を
表
現
す
る
こ

と
。誰
か
と
競
い
合
い
、評
価
さ
れ
、

時
に
は
批
判
さ
れ
た
り
を
通
じ
、
自

分
自
身
の
存
在
を
確
か
め
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

広
瀬

同
級
生
と
の
交
流
で
、
視

覚
障
害
者
で
あ
る
自
分
の
存
在
意
義

を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
僕

の
研
究
は
、
盲
目
の
宗
教
・
芸
能
者

で
あ
る
琵
琶
法
師
や
瞽ご

女ぜ

の
調
査
か

ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
１
９
９
０
年

代
に
は
現
役
の
盲
僧
、
盲
巫
女
（
イ

タ
コ
）を
九
州
や
東
北
地
方
に
訪
ね
、

聞
き
取
り
調
査
を
重
ね
ま
し
た
。

岩
崎

私
が
専
門
と
す
る
の
は
江

戸
時
代
で
す
が
、
近
代
に
ア
イ
ヌ
の

人
た
ち
の
社
会
は
大
き
く
変
化
さ
せ

ら
れ
、
母
語
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
語
も

一
度
失
わ
れ
ま
し
た
。
聞
き
取
り
で

江
戸
時
代
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
暮
ら

し
の
再
構
成
は
で
き
ま
せ
ん
。

ア
イ
ヌ
の
人
々
が
自
ら
書
き
残
し

た
も
の
は
な
い
に
し
て
も
、
日
本
や

ロ
シ
ア
や
中
国
の
人
た
ち
が
、
記
録

を
残
し
て
い
ま
す
。
時
代
が
時
代
で

す
か
ら
、
偏
見
に
満
ち
た
内
容
で
は

あ
る
わ
け
で
す
が
、
私
は
偏
見
の
向

こ
う
に
豊
か
な
世
界
が
広
が
っ
て
い

る
こ
と
を
信
じ
、
誰
も
知
ら
な
い
世

界
を
行
間
か
ら
探
り
当
て
た
い
と
思

い
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

広
瀬
君
か
ら
畳
の
部
屋
の
思
い
出

を
聞
き
、
何
と
言
っ
た
ら
い
い
か
わ

か
ら
な
い
気
持
ち
で
す
。
私
に
は
歴

史
研
究
者
へ
の
ス
タ
ー
ト
地
点
と
し

て
、
甘
酸
っ
ぱ
い
思
い
出
が
い
っ
ぱ

い
の
場
所
で
し
た
か
ら
。

年
以
上

た
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
懸
隔
に
気

づ
い
た
。
他
者
を
知
る
こ
と
の
難
し

さ
を
思
い
ま
す
。

私
が
ア
イ
ヌ
の
歴
史
を
書
く
こ
と

の
困
難
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感

じ
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
他
者
で
あ
る

彼
ら
の
歴
史
に
近
づ
け
る
か
。
切
実

に
思
い
な
が
ら
、
ア
イ
ヌ
で
な
い
人

々
の
書
き
残
し
た
記
録
を
読
み
込
ん

で
い
く
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。広

瀬

点
字
は
１
８
２
４
年
、
パ

リ
の
盲
学
校
の
生
徒
で
、
自
身
も
全

盲
だ
っ
た
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
考
案

し
、
日
本
で
も
小
学
校
の
国
語
教
科

書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
近
代
化
と
と
も
に
点
字
は

世
界
に
広
が
り
、
各
言
語
へ
翻
案
が

な
さ
れ
ま
す
。
明
治
維
新
後
の
日
本

に
も
導
入
さ
れ
、
１
８
９
０
年
に
は

日
本
語
の
点
字
が
誕
生
し
ま
し
た
。

近
代
社
会
で
は
、
文
字
を
使
え
る

人
が
多
数
派
。
文
字
を
使
わ
な
い
こ

と
で
個
性
を
発
揮
し
て
い
た
視
覚
障

害
者
は
、
徐
々
に
文
字
を
使
え
な
い

人
々
と
し
て
差
別
対
象
に
な
る
の
で

す
。
そ
れ
だ
け
に
「
点
字

文
字
」

を
獲
得
し
た
意
義
は
極
め
て
大
き

い
。
多
数
派
へ
の
仲
間
入
り
が
可
能

に
な
り
、
点
字
受
験
・
点
字
投
票
な

ど
、
視
覚
障
害
者
の
市
民
権
拡
充
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。

点
字
の
普
及
が
も
た
ら
し
た
負
の

影
響
も
あ
り
ま
す
。
点
字
は
視
覚
障

害
者
の
「
完
全
参
加
と
平
等
」
を
実

現
す
る
有
力
な
ツ
ー
ル
で
す
が
、「
健

常
者
と
同
じ
こ
と
が
で
き
る
」
と
の

意
識
が
強
く
な
る
と
、
「
健
常
者
と

同
じ
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
強
迫
観
念
を
引
き
起
こ

し
か
ね
ま
せ
ん
。
多
数
派
と
の
違
い

を
尊
重
す
る
精
神
風
土
か
ら
、
琵
琶

法
師
や
瞽
女
の
生な

り

業わ
い

が
生
ま
れ
、
発

展
し
ま
し
た
。近
代
化
に
よ
っ
て「
違

い
」
を
認
め
合
う
豊
か
さ
、
寛
容
さ

が
な
く
な
っ
た
の
は
確
か
で
し
ょ

う
。岩

崎

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で
、

目
の
不
自
由
な
人
が
学
ぶ
環
境
は
良

く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

広
瀬

「
点
字
ワ
ー
プ
ロ
」
開
発

は
、
ち
ょ
う
ど
僕
が
大
学
に
入
学
し

た
こ
ろ
。
現
在
は
視
覚
障
害
者
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
は
当
た
り
前

で
、
ス
マ
ホ
ユ
ー
ザ
ー
も
増
え
て
い

ま
す
。
障
害
学
生
は
恵
ま
れ
て
い
る

な
、と
い
う
の
が
素
直
な
感
想
で
す
。

そ
れ
で
も
単
純
に
情
報
処
理
量

で
、
目
が
見
え
る
人
（
視
覚
）
に
は

太
刀
打
ち
で
き
ま
せ
ん
。
触
覚
や
聴

覚
で
情
報
を
得
る
視
覚
障
害
者
は
、

量
で
は
な
く
質
に
こ
だ
わ
る
べ
き
で

し
ょ
う
。目
が
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
、

健
常
者
（
多
数
派
）
が
見
落
と
し
て

い
る
こ
と
、
見
忘
れ
て
い
る
こ
と
を

「
発
見
」
で
き
る
。
見
え
な
い
、
聞

こ
え
な
い
な
ど
の
「
違
い
」
を
強
み

と
し
て
生
か
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。

岩
崎

目
が
不
自
由
な
人
だ
け
で

は
な
く
、
よ
り
速
く
、
ス
マ
ー
ト
に

と
、
常
に
効
率
を
求
め
ら
れ
て
い
る

の
が
今
の
時
代
。
私
の
学
生
時
代
、

京
大
で
は
日
本
史
の
卒
論
は
原
則
手

書
き
で
、
ワ
ー
プ
ロ
の
使
用
は
認
め

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
生
た

ち
は
手
を
使
っ
て
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
、本
当
に
必
要
な
こ
と
を
見
極
め
、

推す
い

敲こ
う

を
重
ね
て
無
駄
な
も
の
を
そ
ぎ

落
と
し
、
最
終
的
に
論
文
の
エ
ッ
セ

ン
ス
が
磨
き
上
げ
ら
れ
る
と
考
え
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

広
瀬

効
率
と
便
利
さ
の
追
求
と

い
う
こ
と
で
、
連
想
す
る
の
は
観
光

旅
行
で
す
。
観
光
庁
は
「
誰
も
が
気

兼
ね
な
く
参
加
で
き
る
旅
行

ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
普
及
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
・
障
害

者
・
外
国
人
な
ど
、
社
会
的
弱
者
が

参
加
し
や
す
い
ツ
ア
ー
を
増
や
せ
ば

ト
ー
タ
ル
と
し
て
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
が

実
現
で
き
る
と
い
う
発
想
で
す
。

見
る
の
で
は
な
く
、
触
れ
る
要
素

を
積
極
的
に

取
り
入
れ
て
み
る
の

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
手
で
文
化
財

の
感
触
を
確
か
め
た
り
、
自
然
を
全

身
で
体
感
す
る
ツ
ア
ー
で
す
。
少
数

派
の
「
見
方
」
を
多
数
派
が
取
り
入

れ
る
の
も

新
鮮
で
、
新
た
な
「
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル

普
遍
的
」
観
光
旅
行

が
生
ま
れ
る
は
ず
。
常
識
や
既
存
の

価
値
観
を
変
え
て
い
く
キ
ー
ワ
ー
ド

が
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
」
だ
と
思
い
ま

す
。岩

崎

国
が
進
め
る
観
光
振
興
策

は
危
う
い
。
こ
れ
が
率
直
な
印
象
で

す
。
高
齢
者
や
障
害
者
に
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
理
由
は
、
お
金
を
落
と
し

て
く
れ
る
消
費
者
だ
か
ら
。
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
向
け
の
多
言
語
化
と
根
元
は

同
じ
で
す
。

広
瀬
君
は
博
物
館
を

台
に
、
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
と
い
う
理
念
の
下
、
価

値
観
の
変
革
に
挑
戦
し
て
い
ま
す

ね
。
国
は
、
地
方
創
生
と
い
う
理
念

の
下
、
お
金
を
地
域
に
落
と
す
た
め

に
、
博
物
館
を
観
光
地
に
変
え
よ
う

と
し
て
い
る
。
水
と
油
で
す
よ
ね
。

博
物
館
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
の

学
び
を
提
供
す
る
場
。
法
律
に
も
そ

う
書
い
て
あ
っ
て
、
そ
う
信
じ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
広
瀬
君
は
、
博

物
館
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
変
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
人
間
の
感
性
を
視

覚
か
ら
解
き
放
ち
、
本
質
を
つ
か
み

取
る
場
と
し
て
、
博
物
館
の
存
在
意

義
を
刷
新
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
広

瀬
君
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
挑
戦

で
、
健
常
者
も
巻
き
込
ん
だ
大
き
な

う
ね
り
が
起
こ
っ
て
い
る
の
を
見
る

と
、広
瀬
君
は「
現
代
の
琵
琶
法
師
」

と
感
じ
て
い
ま
す
。

広
瀬

光
栄
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

お
互
い
に
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
拠
点

と
し
て
、
歴
史
を
書
き
換
え
る
、
さ

ら
に
は
歴
史
を
創
り
出
す
よ
う
な
仕

事
を
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

‖
次
回
対
談
は
７
月
上
旬
掲
載
予

定
で
す
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