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織
田
信
長
の
も
と
で
、
分
国
だ
っ
た
近
江
志
賀
郡
、
丹
波
の
み
な
ら
ず
山
城
、
大
和
、
摂
津
な

ど
に
も
権
限
を
お
よ
ぼ
し
た
。
そ
の
う
ち
大
坂
は
光
秀
の
本
願
寺
攻
め
と
の
関
係
が
強
く
あ
っ

た
。
た
だ
そ
の
中
心
は
丹
波
で
の
活
動
で
あ
っ
た
が
、
大
坂
本
願
寺
と
丹
波
攻
略
の
両
方
を

セ
ッ
ト
で
進
め
て
い
た
。
最
終
的
に
は
丹
波
を
平
定
し
、
大
阪
本
願
寺
と
の
和
睦
を
図
り
、
天

正
８
年
3

月
に
本
願
寺
顕
如
が
紀
州
鷲
森
へ
退
去
し
、
苦
し
ん
だ
本
願
寺
攻
め
は
光
秀
の
功

労
に
よ
っ
て
解
決
す
る
。
し
か
し
そ
の
後
信
長
と
光
秀
の
間
で
齟
齬
が
起
こ
り
、
結
果
的
に
丹

波
亀
山
に
て
、
明
智
左
馬
助
、
明
智
次
右
衛
門
、
藤
田
伝
五
、
斎
藤
内
蔵
佐
と
談
合
を
す
す
め
、

信
長
を
討
ち
果
た
し
、
天
下
の
主
と
な
る
な
る
よ
う
に
謀
議
を
進
め
、
本
能
寺
へ
向
か
い
信
長

を
討
ち
果
た
す
。

講
師

豆
谷

浩
之
（
大
阪
歴
史
博
物
館
）

テ
ー
マ
「
明
智
光
秀
の
子
・
孫
た
ち
」

光
秀
の
子
は
6

男
7

女
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
の
中
で
も
次
女
で

玉
が
有
名
で
あ
る
が
、
細
川
忠
興
と
結
婚
し
正
室
と
な
っ
た
。
細
川
藤
孝
・
忠
興
山
崎
合
戦
で

羽
柴
秀
吉
方
に
つ
い
た
た
め
玉
は
幽
閉
さ
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
秀
吉
か
ら
許
さ
れ
た
。
そ
の

の
ち
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
り
、
「
ガ
ラ
シ
ャ
」
と
い
う
洗
礼
名
を
授
け
ら
れ
る
。
石
田
三
成
の
挙

兵
で
人
質
と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
玉
は
拒
否
し
て
、
大
阪
屋
敷
で
没
し
て
い
る
。
玉
に
は

少
な
く
と
も
5

人
の
子
供
が
い
た
。
そ
の
う
ち
三
男
の
忠
利
が
家
督
を
継
ぎ
、
熊
本
城
の
初

代
藩
主
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
長
女
の
岸
は
明
智
左
馬
助
に
嫁
い
だ
。
山
崎
合
戦
で
敗
れ
た
左

馬
助
は
敗
走
し
て
、
近
江
坂
本
城
に
こ
も
る
が
一
族
は
自
害
す
る
。



縄
文
時
代
を
学
ぶ
会

第3弾！

1. 現代につながる縄文のくらし

２. 東日本の縄文と西日本の縄文

2020.7/11＠エール学園3号館

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
延
期
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
開
催
を

期
待
す
る
お
声
や
ご
協
力
を
各
方
面
よ
り
賜
り
、
よ
う
や
く
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
参
加
者
の
縄
文
時
代
に
対
す
る
熱
い
想
い
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
、
と
て
も
感
激
し
ま
し
た
。
当
日
は
、
入
口
で
の
検
温
実

施
や
手
の
消
毒
、
会
場
内
の
マ
ス
ク
着
用
な
ど
感
染
予
防
の
対
策

を
講
じ
、
参
加
者
を
絞
り
込
ん
だ
上
、
人
と
人
の
距
離
を
確
保
し

た
座
席
と
な
り
ま
し
た
。

当
講
演
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
継
続
し
て
「
縄
文
時
代
の
ト
ビ
ラ
を

開
く
」
で
す
。
縄
文
時
代
に
関
す
る
内
容
を
幅
広
く
ご
紹
介
す
る

こ
と
で
、
ま
っ
た
く
縄
文
時
代
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
方
や
聞

き
か
じ
り
程
度
の
方
が
、
自
分
の
興
味
あ
る
分
野
を
見
つ
け
、
余

暇
を
使
っ
た
遺
跡
や
博
物
館
め
ぐ
り
、
ま
た
は
書
籍
を
通
じ
て
、

自
分
な
り
の
縄
文
と
の
付
き
合
い
方
を
考
え
て
も
ら
う
キ
ッ
カ
ケ

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
特
定
の
分
野
に
は
あ
え
て

深
入
り
せ
ず
、
知
っ
て
い
た
ら
ち
ょ
っ
と
友
達
に
伝
え
た
く
な
る

、
そ
ん
な
内
容
を
継
続
し
て
発
信
し
て
い
ま
す
。
回
を
重
ね
、
開

催
３
回
目
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
話
題
に
尽
き
る
こ
と
が

な
い
の
が
、
縄
文
時
代
の
奥
深
さ
を
表
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

講
演
は
参
加
者
の
能
動
的
な
参
画
を
引
き
出
す
た
め
随
所
に
ク
イ

ズ
を
挟
ん
だ
形
で
進
め
ま
し
た
。
ひ
と
手
間
加
え
て
み
た
の
で
皆

さ
ん
に
は
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
よ
う
で
す
。
以
下
は
そ
の
抜
粋

で
す
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
っ
子
だ
っ
た
私
は

幼
少
の
こ
ろ

祖
父
母
の
実
家
に
あ
っ
た
囲
炉
裏
で
お
餅
や
串
刺
し

の
魚
が
焼
か
れ
る
様
子
を
食
い
入
る
よ
う
に
見
て
い

た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。(

お
な
か
が
す
い
て
い
た

か
ら
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が)

新
し
く
家
が
建
っ

た
と
き
に
屋
根
の
上
か
ら
投
げ
ら
れ
た
お
菓
子
を
近

所
の
友
だ
ち
と
一
緒
に
競
っ
て
集
め
た
り
、
自
分
で

作
っ
た
野
菜
の
お
裾
分
け
を
し
に
き
た
近
所
の
人
と

お
し
ゃ
べ
り
し
て
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
っ
た
り
も
し

ま
し
た
し
ま
し
た
。
身
近
に
は
ク
リ
林
が
あ
り
つ
く

し
や
山
菜
の
天
ぷ
ら
が
大
好
き
な
変
わ
っ
た
子
ど
も

で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
あ
の
こ
ろ
ま
で

縄
文
時
代
が
続
い
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Q 江戸時代１５代２６５年続きましたが縄文時代が江戸時代なら

徳川何代まで続くでしょうか (便宜上１代を２０年と計算します}

Q 現代人は犬好き46.9%、猫好き33.6％という調査もありますが、

縄文人は犬好きか？ 猫好きか？

Q 縄文土器を見て なんだこれは！ と叫んだことで有名な人は？

(ヒント：松田優作ではありません)

「
北
海
道
・
北
東
北
の

縄
文
遺
跡
群
」
が
ユ
ネ
ス

コ
世
界
遺
産
登
録
さ
れ
、

ま
だ
ま
だ
縄
文
の
ブ
ー
ム

は
続
い
て
い
く
こ
と
で
し

ょ
う
。
全
体
と
し
て
は
、

弥
生
時
代
や
古
墳
時
代
の

講
演
が
多
い
関
西
圏
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
も
縄
文
時

代
の
素
晴
ら
し
さ
を
よ

り
多
く
の
方
と
分
か
ち
合

え
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。

（
樋
浦
忠
司
）

エリーニ・ユネスコ協会 You Tubeチャンネルより

縄文時代を学ぶ会

第1回 縄文の「不思議」を探る

第2回現代に息づく「縄文のくらし」

がごらんになれます。

参加：42名 講師：樋浦忠司



2020.10/31＠雑魚寝館

ともだち展共同作品制作
子どもワークショップ

2021.2/26~28@大阪国際交流センター

半助のおにぎりをたべつつ、
大阪の食文化について学ぶ

ユネスコ寺子屋教室

堺市浅香山駅から徒歩1分「淡水魚うなぎ

ミュージアム雑魚寝館」には世界のうなぎ

や淡水魚が居て、うなぎについて学びなが

ら遊べる輪投げやうなぎつりがあり、皆で

楽しみました。

また何年も研究を重ねて作られた半助

（うなぎの頭）をおいしく佃煮にされた半

助のおにぎりでを食べつつ、館長の亀井哲

夫先生から虚空蔵菩薩とウナギ、大阪の食

文化について教わりました。

ルンタをつくろう！
「ルンタ」とは風の馬を意味し、「世界でいちばん高い山のある地域、

ネパールやブータン、チベット、インド(ラダック)などにある旗で、

「タルチョー」ともよばれている。青・白・赤・緑・黄の 5 色の旗で、

それぞれ天・風・火・水・地の意味で、こ の旗に描かれた風の馬が仏教

の教えを広げていくという意味をもっている。 みんなの「ねがい」を

旗にえがいてつなげ、願いがかなうように空に向かって届けようと、今

年の子どもワークショップでは、日本各地と東アジアの各地で「ルン

タ」を作っています。

今年のテーマは「わたしがつくる未来」

子どもたちの描く絵に添えられたメッセージは、コロナ禍の今だから

こそ、なお心に響き、子どもたちから勇気づけられ、力がもらえるよ

うだった。

毎年、同じテーマで日朝韓中の子どもたちの絵を展示しているものの、

今回は海外から作品を集めることができず、海外分は過去の作品で

「未来」に向けたメッセージのものが展示された。会場を彩る共同作

品の「空にとどけるみんなの願い・ルンタ（旗）」は「子どもたちの

願いをつなげ、世界に広げよう」と日本、中国、韓国の子どもたちの

明るい未来に向けた願いが連なっていた。
【同時開催イベント】ハイブリッド

●ギャラリートーク 東アジアの青年たちが出会ったとき

訪朝しての交流ができなかった2020年。いつか会える日のために学生たちが、

この一年をふり返って話しました。

●子どもワークショップ つなぐつながる東アジアの子どもたち

大阪の子どもたちと韓国のパートナー団体オッケドンムの子どもたちがzoom

で繋がって、小学生はクイズ、中学生はトークで交流を深めました。



世代を超えて学び合う エリーニ・ユネスコ協会U’ｓフォーラム in ハルカス

東日本大震災10周年 復興支援講演会

「光り輝く三陸を目指して～震災、台風被害を乗り越えて～」

三陸鉄道代表取締役社長 中村 一郎氏

開催日：2021年3月28日（日）15：00～

会 場：あべのハルカス近鉄本店

ウイング館８階 街ステーション

及び facebook Live 

視聴URL：https://fb.me/e/16uGCkROs

こちらのQRコードから当日のようすが ごらんになれます。

またはエリーニ・ユネスコ協会U’ｓＨＰ

https://e151559ya.wixsite.com/eriniunesco-us

同時開催イベント みんなで電車をつくろう！子どもワークショップ

今回は東日本大震災から10年という節目の年であり、何か特別

なことはできないかと検討したところ、鉄道関係に精通している

会員のご縁で、岩手県を走る三陸鉄道株式会社代表取締役社長に

ご講演いただくこととなりました。当日はあべのハルカス近鉄本

店での視聴、およびFacebook Liveを使用して岩手県と大分をつな

ぎました。

当日は多くの参加者が集まり、熱心に中村社長のお話に耳を傾

けておられました。また中村社長に直接質問もできる時間も設け、

積極的に質問がなされました。（安阪雄大）

子どもたちが自分で大切だと思う「防災GOODS」を考え、絵にして

電車に貼りました。 電車の窓からは自分の顔のぞいています。
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