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第
５
号
で
は
、「
京
都
国
立
博
物
館
」
と
和
歌
山
県
田
辺
市
に
あ
る
「
南
方
熊
楠
顕
彰
館
」
を
特
集
し
ま
す
。

「
京
都
国
立
博
物
館
」
は
、
栗
原
副
館
長
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
南
方
熊
楠
顕
彰
館
」
は
、
西
尾
浩
樹
主
任
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

今
回
は
お
二
人
の
お
話
を
通
し
て
ご
紹
介
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

文
化
庁
の
京
都
移
転
も
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
博
物
館
行
政
に
つ
い
て
も
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。

１
．
文
化
庁
の
京
都
へ
の
移
転

 

藤
原
： 

文
化
庁
が
京
都
の
方
に
遷
っ
て
か
ら
の
活
動
は
い
か
が

で
す
か
？　

大
略
的
な
話
で
す
け
ど
も
、
こ
っ
ち
に

遷
っ
た
メ
リ
ッ
ト
な
ど
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
？

栗
原
： 

基
本
的
に
は
全
部
遷
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
当

然
役
所
と
い
う
の
は
国
会
あ
る
い
は
政
治
と
の
繋
が
り

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
必
須
の
と
こ
ろ
は
東
京
に
残
る

ん
で
す
。
で
す
か
ら
大
体
京
都
に
来
る
の
は
７
割
く
ら

い
。
残
り
３
割
は
東
京
に
残
る
ん
で
す
。
具
体
的
に
言

う
と
い
わ
ゆ
る
官
房
機
能
で
す
ね
。
国
会
に
行
っ
た
り
、

財
務
省
に
行
っ
た
り
色
々
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ

た
官
房
機
能
は
残
り
ま
す
。
例
え
ば
著
作
権
分
野
は
毎

年
の
よ
う
に
法
改
正
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り

法
改
正
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
国
会
議
員
を
回
っ
た

り
、
内
閣
法
制
局
や
財
務
省
等
々
、
色
々
霞
が
関
を
走

り
回
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
だ
か
ら
京
都
に
来
た
ら
仕

事
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
国
語
に
関
し
て
は
や
は
り

東
京
弁
が
標
準
語
に
今
な
っ
て
い
る
の
で
、
国
語
政
策

と
し
て
は
ど
う
も
よ
ろ
し
く
な
い
ら
し
い
で
す
。

藤
原
： 

そ
っ
ち
の
濁
り
が
入
っ
て
く
る
と
。

栗
原
：
つ
ま
り
、
法
律
、
或
い
は
東
京
に
ど
う
し
て
も
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
政
策
的
な
判
断
が
あ
る
も
の
だ
け
東
京

に
残
っ
て
、
そ
れ
以
外
は
京
都
に
来
る
と
。
例
え
ば
文

化
財
部
も
全
部
京
都
に
来
る
と
言
っ
て
い
な
が
ら
残
る

と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
い
わ
ゆ
る
そ
の
統
括
の
方
、

法
律
を
持
っ
て
い
る
所
と
か
、
あ
る
い
は
調
整
を
し
な

き
ゃ
い
け
な
い
と
こ
ろ
は
東
京
に
残
る
。
だ
か
ら
我
々

明
治
古
都
館（
重
要
文
化
財
）

　

当
館
の
シ
ン
ボ
ル
と
で
も
い
う
べ
き
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
。
設
計

者
は
赤
坂
離
宮
（
迎
賓
館
）
な
ど
も
設
計
し
た
、
日
本
で
唯
一
と
も

い
え
る
宮
廷
建
築
家
の
片
山
東
熊
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
華
麗
な
バ
ロ
ッ

ク
様
式
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
東
山
の
自
然
に
調
和
し
た
美
し
い

景
観
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。
玄
関
の
上
に
あ
る
三
角
形
の
破
風
に

は
、
仏
教
世
界
の
美
術
工
芸
の
神
と
さ
れ
る
毘
首
羯
麿
と
伎
芸
天
の

像
が
彫
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
四
十
四
年
（
１
９
６
９
）
に
表
門
、

札
売
場
お
よ
び
袖
塀
と
と
も
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
免
震
改
修
等
の
基
本
計
画
を
進
め
る
た
め
、
現
在
展
示
は
行
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。

平
成
知
新
館
　

　

京
都
国
立
博
物
館
は
平
成
二
十
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
新
館
「
平

成
知
新
館
」
を
開
館
し
ま
し
た
。

　

設
計
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
、
東
京
国
立
博
物
館
法
隆
寺

宝
物
館
な
ど
を
手
掛
け
た
谷
口
吉
生
氏
。
日
本
的
な
空
間
構
成
を
取

り
入
れ
た
直
線
を
基
調
と
す
る
展
示
空
間
に
は
、
陶
磁
・
考
古
・
絵
画
・

書
跡
・
工
芸
・
彫
刻
と
い
っ
た
分
野
ご
と
に
展
示
室
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
各
展
示
室
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
の
も
と
、
館
蔵
品
・

寄
託
品
を
あ
わ
せ
た
約
一
万
四
千
件
の
収
蔵
品
の
中
か
ら
選
ば
れ
た

作
品
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
京
文
化
の
神
髄
が
お
楽
し
み
い
た
だ
け

ま
す
。
作
品
保
護
の
た
め
、
一
ヵ
月
か
ら
一
か
月
半
ご
と
に
展
示
替

え
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
足
を
運
ぶ
た
び
に
新
し
い
作
品
と
の
出
会

い
が
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

  （
京
都
国
立
博
物
館
資
料
よ
り
）

京
都
国
立
博
物
館〒６０５-

０
９
３
１

京
都
府
京
都
市
東
山
区
茶
屋
町
５
２
７

明治古都館
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の
独
立
行
政
法
人
を
所
管
し
て
い
る
部
署
も
東
京
に
残

る
ん
で
す
。

藤
原
： 

今
ま
で
色
ん
な
事
業
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
地
域
と
か

博
物
館
と
か
。

栗
原
： 

そ
れ
は
全
部
京
都
に
来
ま
す
。

藤
原
： 

例
え
ば
助
成
事
業
と
か
補
助
事
業
な
ど
は
全
部
京
都

で
？

栗
原
： 

文
化
財
に
関
す
る
も
の
は
そ
う
で
す
。
文
化
財
行
政
と

い
う
の
は
法
制
度
面
を
別
に
す
れ
ば
基
本
的
に
は
む
し

ろ
京
都
に
い
た
方
が
仕
事
は
や
り
や
す
い
ん
で
す
よ
。

は
っ
き
り
言
っ
て
国
宝
・
重
文
の
多
く
が
関
西
に
あ
る

わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
出
張
費
も
多
少
浮
く

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

藤
原
： 

京
都
に
法
的
な
も
の
、
ま
た
は
私
的
な
も
の
で
博
物
館
・

美
術
館
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
も
の
で
す
か
？

栗
原
：	

博
物
館
は
、
京
都
市
だ
け
で
2
0
0
あ
り
ま
す
ね
。
京

都
府
入
れ
て
3
0
0
ぐ
ら
い
で
す
か
ね
。

藤
原
： 

そ
の
内
、
法
的
な
も
の
っ
て
い
う
の
は
。

栗
原
： 

博
物
館
法
に
基
づ
く
登
録
博
物
館
及
び
博
物
館
相
当
施

設
は
そ
の
内
４
分
の
１
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
た

だ
、
博
物
館
法
も
い
ず
れ
変
わ
り
ま
す
の
で
。
す
な
わ

ち
公
立
の
博
物
館
の
場
合
、
教
育
委
員
会
で
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
縛
り
が
今
は
あ
る
ん
で
す
が
、
来
年

度
か
ら
文
化
財
保
護
に
関
す
る
行
政
で
す
ら
も
教
育
委

２
．
京
都
に
お
け
る
I
C
O
M
大
会
の
開
催

栗
原
：	

今
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
る
の
は
来
年
（
2
0
1
9

年
）、
日
本
で
初
め
て
開
催
さ
れ
る
国
際
博
物
館
会
議

（
I
C
O
M
）
の
大
会
が
、
京
都
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
世

界
の
1
4
1
の
国
と
地
域
か
ら
3
，0
0
0
人
を
超
え
る

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
専
門
家
が
京
都
に
来
ま
す
。

藤
原
： 

開
催
予
定
日
と
場
所
は
？

栗
原
：	

2
0
1
9
年
9
月
1
日
～
7
日
ま
で
の
7
日
間
。
国
立

京
都
国
際
会
館
を
メ
イ
ン
会
場
に
、
京
都
府
、
京
都
市
内

の
博
物
館
や
文
化
施
設
、
大
学
等
の
協
力
も
得
な
が
ら
開

催
さ
れ
、
会
員
で
な
く
て
も
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

藤
原
： 

今
回
の
大
会
テ
ー
マ
は
「
文
化
を
つ
な
ぐ
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
～
伝
統
を
未
来
へ
～
」
で
す
よ
ね
。
具
体
的
に
は
。

栗
原
： 

博
物
館
が
伝
統
的
な
文
化
を
活
か
し
な
が
ら
、
豊
か
な

未
来
を
創
造
す
る
文
化
的
な
拠
点
と
し
て
新
た
な
機
能

を
創
出
し
、
社
会
的
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
何
が
で

き
る
の
か
、
何
を
す
べ
き
な
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
①
国
際
課
題
と
博
物
館
、

②
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
博
物
館
、
③
博
物
館
の
定

義
と
制
度
な
ど
の
視
点
か
ら
論
究
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

藤
原
： 

こ
う
い
っ
た
国
際
的
な
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
海
外
の
研
究
者
の
皆
さ
ん
と
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

員
会
で
な
く
て
も
い
い
と
い
う
形
で
文
化
財
保
護
法
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。
文
化
財
保
護
で
す
ら
教
育
委
員
会

で
な
く
て
い
い
っ
て
こ
と
は
、
当
然
博
物
館
だ
っ
て
教

育
委
員
会
で
な
く
て
も
い
い
と
い
う
話
で
な
け
れ
ば
お

か
し
い
は
ず
で
、
お
そ
ら
く
近
い
将
来
、
博
物
館
法
も

改
正
が
な
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

藤
原
： 

そ
れ
は
そ
の
文
化
と
か
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
よ
う
な
も
の

を
活
用
す
る
た
め
の
…
。

栗
原
： 

き
れ
い
な
言
い
方
を
す
る
と
、
文
化
財
保
護
行
政
だ
け

が
単
独
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
当
然
そ
の
都
市
景

観
で
あ
る
と
か
町
づ
く
り
で
あ
る
と
か
観
光
振
興
で
あ

る
と
か
そ
う
い
う
の
と
一
体
と
し
て
捉
え
な
い
と
、
総

合
的
な
文
化
行
政
は
で
き
な
い
か
ら
、
む
し
ろ
そ
こ
だ

け
切
り
離
し
て
や
る
よ
り
は
一
体
的
に
や
っ
た
方
が
い

い
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

藤
原
： 
保
存
活
用
と
い
う
形
。
保
存
公
開
活
用
で
す
か
。

栗
原
： 

そ
う
は
言
っ
て
も
、
極
端
な
開
発
優
先
が
起
こ
ら
な
い

様
に
、
必
ず
協
議
会
を
作
っ
て
、
議
論
す
る
と
い
う
歯

止
め
は
残
し
て
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

藤
原
： 

歯
止
め
が
な
い
と
本
当
に
そ
っ
ち
の
ほ
う
に
走
っ
て
し

ま
う
可
能
性
が
地
方
の
場
合
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。

栗
原
： 

文
化
財
関
係
者
は
み
ん
な
懸
念
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
博
物
館
行
政
も
、
こ
の
10
月
１
日
か
ら
従
来
の
社
会

教
育
課
か
ら
文
化
庁
に
移
管
さ
れ
ま
す
。
10
月
１
日
か

ら
完
全
に
博
物
館
行
政
は
文
化
庁
に
一
元
化
さ
れ
る
形

に
な
る
の
で
、
そ
の
体
制
の
中
で
博
物
館
法
の
改
正
も

こ
れ
か
ら
ま
さ
に
議
論
し
よ
う
と
い
う
段
階
で
す
。

藤
原
： 

も
う
既
に
そ
う
な
っ
て
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
違

う
ん
で
す
ね
。
社
会
教
育
の
関
係
。

栗
原
： 

こ
れ
ま
で
は
法
制
度
は
社
会
教
育
課
が
持
っ
て
い
て
、

実
際
の
美
術
館
・
歴
史
博
物
館
は
文
化
庁
が
所
掌
し
て

お
り
、
実
は
そ
の
自
然
史
系
の
博
物
館
は
今
ま
で
宙
ぶ

ら
り
ん
だ
っ
た
ん
で
す
。

髙
木
： 

歴
史
文
化
は
文
化
庁
が
従
来
か
ら
ず
っ
と
担
当
し
て
お

ら
れ
た
け
れ
ど
も
。

栗
原
： 

実
態
と
し
て
そ
う
で
す
。
文
化
財
や
美
術
品
の
保
存
活

用
と
い
う
観
点
か
ら
文
化
庁
が
補
助
金
出
し
た
り
指
導

助
言
し
て
き
た
ん
だ
け
ど
も
、
肝
心
な
博
物
館
法
制
度

は
社
会
教
育
課
が
持
っ
て
い
た
の
で
、
社
会
教
育
施
設

と
い
う
扱
い
。
博
物
館
が
社
会
教
育
施
設
で
あ
る
い
う

扱
い
は
今
後
変
わ
ら
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
の
執

行
は
全
部
文
化
庁
が
行
う
と
い
う
形
に
な
る
ん
で
す
。

髙
木
： 

基
本
的
な
所
管
と
し
て
は
、
そ
の
博
物
館
法
に
の
っ

と
っ
た
博
物
館
を
対
象
に
し
て
る
の
で
す
か
？

栗
原
： 

そ
う
、
博
物
館
法
が
な
く
な
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
基

本
は
そ
う
で
す
が
、
博
物
館
法
と
文
化
財
保
護
法
が
縦

割
行
政
で
リ
ン
ク
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
は
あ

り
ま
す
。
た
だ
将
来
的
に
は
変
わ
る
と
思
い
ま
す
け
ど

ね
。

国際博物館会議
（１）概要

　世界137カ国（地域を含む）から約3.5万人の博物館および博物館専門家が参加している。
地球規模で博物館と博物館専門家を代表する団体として、ユネスコと協力関係を保ち、国
連では経済社会理事会の諮問資格を有している。
　ICOMには、国別に組織された118のNational Committees（国内委員会）と、博物館の様々
な専門分野に即して組織された30のInternational Committees（国際委員会）がある。それぞ
れに総会や年次会合などを開催し、博物館にかかわる情報の交換や知識の共有が図られて
いる。3年ごとに、すべての委員会が一堂に会する大会が開催される。このほか、technical 
committee（専門委員会）として、博物館の倫理に関する問題や、紛争や災害等の緊急時に
おける対応を検討する委員会も設けられている。本部はフランス・パリに置かれている。
　2013年の大会はブラジル・リオデジャネイロで、2016年はイタリア・ミラノで開催された。
2019年は京都で開催される予定である。会長の任期は２期最大6年と定められている。

（２）ICOM日本委員会
　ICOMにおいて、国別に組織されている118のNational Committees（国内委員会）の1つが、
ICOM日本委員会である。ICOM規約に従い、その目的達成を図ると共に、国内における会員
の諸活動の向上に資する事を目的として、1951年に設立された。事務局は公益財団法人日本
博物館協会に置かれている。

○主な活動内容
　・ICOM本部との連絡および情報の交換
　・ICOM本部事業への参画
　・関連する他の国内、国際機構への協力
　・会員の国際的活動に対する援助

（３）国際博物館の日
　ICOMでは、毎年5月18日を「国際博物館の日」とし、博物館が社会に果たす役割について
広く市民にアピールしている。

ICOM 京都大会ポスター
（絹谷幸二 画）
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（
１
）南
方
熊
楠
と
顕
彰
館

西
尾
： 

南
方
熊
楠
は
博
物
学
者
で
、
人
文
、
自
然
科
学
問
わ
ず

い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
学
問
に
興
味
を
持
っ
た
人
で
す
。

こ
の
田
辺
で
人
生
の
ち
ょ
う
ど
半
分
、
37
年
間
を
過
ご

し
、
地
方
に
い
な
が
ら
中
央
や
世
界
と
繋
が
り
情
報
発

信
を
し
て
い
ま
し
た
。
南
方
熊
楠
顕
彰
館
は
こ
の
郷
土

の
偉
人
南
方
熊
楠
を
顕
彰
す
る
た
め
の

施
設
で
、
熊
楠
が
最
晩
年
の
25
年
を
過

ご
し
た
邸
宅
の
隣
に
平
成
18
年
に
開
館

し
ま
し
た
。

　
　
　

当
館
の
大
き
な
特
色
は
、
学
芸
員
を
置

い
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
初
代
館
長
で

あ
る
中
瀬
喜
陽
先
生
が
熊
楠
の
研
究
を

地
道
に
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
資
料
整

理
は
出
来
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
組
織

だ
っ
て
資
料
整
理
を
で
き
る
人
材
が
田

辺
市
に
は
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
当
時
、

熊
楠
の
娘
・
文
枝
さ
ん
が
資
料
を
管
理

し
て
い
た
ん
で
す
が
、
平
成
４
年
に
若

手
の
研
究
者
で
あ
っ
た
現
龍
谷
大
学
教

授
の
松
居
竜
五
さ
ん
に
全
面
調
査
を
依

頼
し
、
研
究
仲
間
や
熊
楠
の
研
究
分
野

専
門
の
研
究
者
を
協
力
者
と
し
て
迎
え

入
れ
、
南
方
熊
楠
資
料
研
究
会
を
組
織

し
、
資
料
調
査
・
整
理
を
進
め
ま
し
た
。

そ
の
成
果
は
、『
南
方
熊
楠
邸
蔵
書
目

録
』『
南
方
熊
楠
邸
資
料
目
録
』
に
ま
と

め
ら
れ
、
現
在
で
は
そ
の
目
録
を
使
っ

て
だ
れ
で
も
熊
楠
の
資
料
に
ア
ク
セ
ス

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
経
過
か
ら
、
熊
楠
の
研
究
は
資
料
整
理
に
あ

た
っ
た
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
30

年
あ
ま
り
の
顕
彰
活
動
の
結
果
、
今
で
も
研
究
者
が
そ

れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
の
研
究
を
す
る
中
で
熊
楠
に
た
ど

り
つ
き
、
興
味
を
持
っ
て
熊
楠
の
研
究
を
し
に
来
ら
れ

て
い
ま
す
。

藤
原
： 

多
方
面
か
ら
の
切
り
口
で
見
て
い
こ
う
と
い
う
。

西
尾
： 

そ
う
で
す
ね
。
熊
楠
が
多
方
面
の
分
野
に
手
を
出
し
て

い
ま
す
の
で
、
研
究
者
も
多
方
面
か
ら
来
ま
す
。
当
館

の
ス
タ
ッ
フ
は
、
来
ら
れ
た
研
究
者
の
方
の
フ
ォ
ロ
ー

と
い
う
か
、
研
究
者
た
ち
が
来
や
す
い
土
壌
づ
く
り
を

し
て
い
ま
す
。

藤
原
： 

研
究
者
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
す
ね
。

西
尾
： 

当
館
で
も
書
籍
を
発
行
し
て
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
は

研
究
者
た
ち
に
調
査
し
て
も
ら
っ
て
、
個
々
の
関
係
を

使
っ
て
本
を
出
版
し
て
も
ら
っ
た
り
、
論
文
に
し
て
も

ら
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
形
で
情
報
発
信
し
て
い
ま
す
。

藤
原
： 

研
究
す
る
価
値
が
高
い
か
ら
研
究
者
が
や
っ
て
く
る
。

そ
れ
が
な
い
と
ど
う
し
て
も
自
分
の
と
こ
ろ
か
ら
や
っ

て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
く
な
り
ま
す
ね
。

西
尾
： 

熊
楠
自
身
に
も
魅
力
的
な
部
分
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
、

柳
田
國
男
な
ど
に
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
研
究
が
さ
れ
て
な

い
ん
で
す
ね
。
柳
田
は
お
弟
子
さ
ん
が
ず
っ
と
い
て
、

研
究
が
進
ん
で
る
ん
で
す
け
ど
、
熊
楠
の
方
は
人
文
、

自
然
科
学
両
方
と
も
弟
子
が
続
い
て
い
な
い
ん
で
、
研

究
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
た
。
だ
か
ら
研
究
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
新
し
い
発
見
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
研

究
者
た
ち
に
と
っ
て
は
楽
し
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
な

と
思
い
ま
す
。

髙
木
： 

ど
う
い
う
方
た
ち
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

西
尾
： 

自
然
科
学
の
方
は
変
形
菌
（
粘
菌
）
等
の
熊
楠
が
研
究
し

た
分
野
や
生
物
多
様
性
。
今
注
目
さ
れ
て
い
る
環
境
分

野
で
す
ね
。
人
文
科
学
の
方
は
民
俗
学
と
か
説
話
と
か
。

南方熊楠顕彰館
〒６４６ - ００３５ 
和歌山県田辺市中屋敷町３６

南
方
熊
楠
に
つ
い
て

　

南
方
熊
楠
は
、
博
物
学
、
民

俗
学
の
分
野
に
お
け
る
近
代
日

本
の
先
駆
者
的
存
在
で
あ
り
、

同
時
に
植
物
学
、
特
に
「
隠
花

植
物
」と
呼
ば
れ
て
い
た
菌
類
・

変
形
菌
（
粘
菌
）
類
・
地
衣
菌
・
蘚
苔
類
・
藻
類
の
日
本
に
お
け
る

初
期
の
代
表
的
な
研
究
者
で
す
。

　

慶
応
三
年
（
１
８
６
７
）
に
和
歌
山
城
下
に
生
れ
、
東
京
大
学
予

備
門
（
現
東
京
大
学
）
を
中
退
後
、
明
治
十
九
年
（
１
８
８
６
）
末
に

横
浜
か
ら
船
に
乗
り
翌
年
ア
メ
リ
カ
に
上
陸
、
キ
ュ
ー
バ
、
ロ
ン
ド

ン
と
渡
り
、
植
物
採
集
を
し
た
り
、
博
物
館
や
図
書
館
で
さ
ま
ざ
ま

な
学
問
を
習
得
し
た
り
し
て
、
明
治
三
十
三
年
（
１
９
０
０
）
に
帰

国
し
ま
す
。
明
治
三
十
七
年
（
１
９
０
４
）
和
歌
山
県
田
辺
市
に
移

り
住
み
、
昭
和
十
六
年
（
１
９
４
１
）
に
亡
く
な
る
ま
で
の
三
十
七

年
間
を
田
辺
で
過
ご
し
、
田
辺
か
ら
日
本
、
世
界
に
向
け
て
情
報
を

発
信
し
ま
し
た
。

南
方
熊
楠
邸

　

熊
楠
が
、
大
正
五
年
（
１
９
１
６
）
以
降
没
す
る
ま
で
の
二
十
五

年
間
を
過
ご
し
た
場
所
で
あ
り
、
こ
の
庭
で
新
属
新
種
の
変
形
菌
を

発
見
す
る
な
ど
熊
楠
翁
に
と
っ
て
、
移
住
・
研
究
の
場
と
し
て
大
切

な
空
間
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
主
屋
（
母
屋
）
を
は
じ
め
と
す
る
建

物
が
、
田
辺
地
方
に
お
け
る
早
期
の
洋
風
意
匠
が
加
味
さ
れ
た
住

宅
の
例
と
し
て
も
価
値
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
七
年

（
２
０
１
５
）
三
月
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

南
方
熊
楠
顕
彰
館

　

南
方
邸
の
隣
に
平
成
十
八
年
（
２
０
０
６
）
に
開
館
し
ま
し
た
。

南
方
邸
に
遺
さ
れ
て
い
た
二
万
五
千
点
以
上
の
資
料
を
保
管
す
る
南

方
熊
楠
研
究
と
情
報
発
信
の
拠
点
で
す
。
手
つ
か
ず
の
資
料
が
た
く

さ
ん
あ
り
、
研
究
さ
れ
て
い
る
の
は
一
割
程
度
と
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
熊
楠
の
思
想
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
ま
だ
ま
だ
先
の
よ

う
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
南
方
熊
楠
顕
彰
館
資
料
よ
り
）

南方熊楠邸に隣接した顕彰感



編
集
後
記

　

機
関
紙
第
５
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　

京
都
国
立
博
物
館
は
新
館
を
オ
ー
プ
ン
し
、
ま
た
文
化
庁
の
京
都
へ
の
移
転
も
あ
っ
て
、
栗
原
副
館
長
か
ら
興

味
深
い
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
京
都
に
は
あ
わ
せ
て
三
百
位
の
博
物
館
、
美
術
館
が
あ
る
と
聞

き
、
そ
の
歴
史
文
化
の
深
さ
を
知
り
、
や
は
り
日
本
を
代
表
す
る
文
化
都
市
で
あ
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

南
方
熊
楠
顕
彰
館
は
、
あ
の
偉
大
な
博
物
学
・
民
俗
学
者
、
南
方
熊
楠
を
日
本
の
誇
り
と
し
て
、
ま
た
、
郷
土

の
誇
り
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
活
動
に
は
、
本
物
を
追
究
す
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
教
わ
り
ま
し
た
。

　

地
域
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
地
域
が
誇
り
と
す
る
偉
大
な
人
物
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
歴
史
の
中
で
、「
な
つ

か
し
い
未
来
」
に
対
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
の
重
要
性
を
痛
感
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
地
域
の
歴
史
文
化
に
つ
い
て
、
よ
り
深
く
探
求
し
て
い
き
た
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。　

 （
洋
）
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