
日
本
び
い
き
の
人
が
多
い
ト
ル
コ
に

大
使
と
し
て
約
４
年
間
滞
在

清
原　
中
近
東
文
化
セ
ン
タ
ー
で
は
三
鷹
市
民
と
の

交
流
を
深
め
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
近
年
、
特

に
力
を
入
れ
て
い
る
の
は
ど
ん
な
活
動
で
す
か
。

阿
部　
地
域
の
皆
さ
ん
に
文
化
活
動
の
場
と
し
て
セ

ン
タ
ー
を
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
進
め
て
い
ま

す
。
中
近
東
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け

と
し
て
、
ま
ず
は
こ
の
セ
ン
タ
ー
に
足
を
運
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
三
鷹
市
か
ら
は
市

立
中
学
校
の
皆
さ
ん
が
見
学
に
来
ら
れ
て
い
ま
す
。

教
育
支
援
学
級
に
は
学
芸
員
が
出
向
い
て
お
話
を

す
る
こ
と
も
や
り
ま
し
た
ね
。

清
原　

中
近
東
地
域
は
、
日
本
で
は
一
般
的
に
認
知

度
が
低
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
三
鷹
市
に
は
中

近
東
文
化
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
お
か
げ
様
で
、
多
く
の

情
報
を
得
ら
れ
る
事
で
心
理
的
に
近
く
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
来
館
さ
れ
る
皆
様
に
セ
ン
タ

ー
が
中
近
東
の
世
界
へ
の
扉
を
開
い
て
く
れ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
で
、
理
事
長
は
中
近
東
と
ど
の
よ
う
な

ご
縁
を
お
持
ち
で
す
か
。

阿
部　

中
近
東
文
化
セ
ン
タ
ー
の
理
事
長
に
な
る
前

は
４
年
間
、
ト
ル
コ
の
大
使
を
し
て
い
ま
し
た
。

清
原　

住
ん
で
み
て
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
ら
れ
ま
し

た
か
。

阿
部　

ト
ル
コ
人
は
理
屈
抜
き
で
日
本
人
に
好
意
的

で
驚
き
ま
し
た
。
で
も
、
ト
ル
コ
人
自
身
も
な
ぜ
だ

か
正
確
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

清
原　

私
自
身
は
ト
ル
コ
に
行
っ
た
事
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
明
治
23
年
に
日
本
を
訪
問
し
て
い
た
ト
ル
コ

の
軍
艦
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
が
、
帰
路
の
途
中
に
和

歌
山
県
の
串
本
町
沖
で
遭
難
し
、
地
域
の
人
々
が
非

常
に
熱
心
に
救
助
し
、
保
護
し
た
と
い
う
史
実
が
あ

る
そ
う
で
す
ね
。
実
は
私
の
父
が
和
歌
山
県
の
出
身

で
、「
ト
ル
コ
の
人
々
は
恩
を
感
じ
て
く
れ
て
い
る
。
ト

ル
コ
は
と
て
も
近
い
国
だ
」と
言
っ
て
い
た
の
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

阿
部　
こ
の
救
助
の
歴
史
は
ト
ル
コ
の
教
科
書
に
も

書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ト
ル
コ
人
は
誰
で
も
知
っ
て

い
ま
す
。た
だ
、日
本
で
海
の
難
所
に
面
し
て
い
る
村
々

は
、
ず
い
ぶ
ん
と
外
国
の
船
を
助
け
て
い
る
の
で
、
そ

れ
が
理
由
な
ら
ば
、
親
日
の
国
が
も
っ
と
た
く
さ
ん

あ
っ
て
い
い
は
ず
。
結
局
、
な
ぜ
日
本
人
を
好
き
か

分
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。

清
原　

不
思
議
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
に
日
本
人
に
好

意
的
な
国
で
、
滞
在
中
印
象
に
残
っ
た
出
来
事
は
あ

り
ま
す
か
。

阿
部　
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ト
ル
コ
の
真
ん
中
に
あ
る

カ
マ
ン
と
い
う
場
所
で
発
掘
調
査
を
し
て
い
ま
す
が
、

ち
ょ
う
ど
私
が
大
使
を
し
て
い
る
と
き
に
、
発
掘
現

場
の
近
く
に
ア
ナ
ト
リ
ア
考
古
学
研
究
所
の
主
要
部

分
が
完
成
し
て
落
成
式
が
あ
り
ま
し
た
。

仁
親
王

殿
下
や
ト
ル
コ
の
エ
ル
ド
ア
ン
首
相
も
出
席
さ
れ
た

盛
大
な
も
の
で
、
大
使
で
し
た
か
ら
式
典
に
も
い
ろ

い
ろ
と
関
わ
り
ま
し
た
。
今
思
え
ば
、
そ
れ
が
セ
ン

タ
ー
の
理
事
長
に
な
る
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

現
地
の
人
々
に
意
識
が
芽
生
え

大
切
な
遺
跡
を
盗
掘
か
ら
守
る

清
原　

そ
の
カ
マ
ン
で
の
発
掘
調
査
が
さ
れ
て
い
る

の
は
カ
レ
ホ
ユ
ッ
ク
遺
跡
で
す
ね
。

阿
部　

そ
う
で
す
。
発
掘
調
査
は
、「
こ
れ
を
見
つ
け

よ
う
」と
か
何
か
を
証
明
す
る
た
め
に
行
う
こ
と
が
多

い
の
で
す
が
、
こ
の
調
査
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。「
歴

史
の
物
差
し
」（
文
化
編
年
）を
作
る
こ
と
が
目
的
な
の

で
す
。

清
原　

発
掘
す
る
事
で
、
年
代
ご
と
の
変
化
を
見
ら

れ
る
よ
う
な「
基
準
」が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

阿
部　

ト
ル
コ
と
い
う
地
域
は
、
人
類
に
文
明
が
で

き
て
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
歴
史
が
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
積
み
重
な
っ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
カ
レ
ホ
ユ

ッ
ク
と
い
う
場
所
は
東
西
の
道
と
南
北
の
道
が
交
わ

っ
て
い
る
地
域
な
の
で
、
人
類
史
の
か
な
り
の
部
分
が

埋
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、
時
代
を
証
明
す
る
物
差
し
作
り
に
向
け
て
発

掘
調
査
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

清
原　

発
掘
作
業
に
は
現
地
の
皆
さ
ん
も
関
わ
っ
て

い
る
と
聞
き
ま
し
た
。

阿
部　

チ
ャ
ウ
ル
カ
ン
と
い
う
村
の
人
々
に
手
伝
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
発
掘
作
業
は
毎
年
行
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
同
じ
人
が
毎
年
来
る
う
ち
に
、
経
験
や
知

識
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
発
掘
隊
長
を
務
め

る
ア
ナ
ト
リ
ア
考
古
学
研
究
所
の
大
村
所
長
は
村
人

の
協
力
の
重
要
性
を
唱
え
て
お
り
、
早
い
時
期
か
ら

毎
週
1
回
、
村
人
を
集
め
て
、
こ
の
遺
跡
で
は
何
が

分
か
っ
て
い
る
か
の
講
義
を
き
ち
ん
と
行
っ
て
き
ま
し

た
。
20
年
以
上
や
っ
て
い
れ
ば
、
開
始
当
時
は
子
ど

も
だ
っ
た
人
が
立
派
に
図
面
を
引
け
る
よ
う
に
な
り
、

本
気
で
考
古
学
を
志
す
人
も
出
て
き
ま
し
た
。

清
原　
発
掘
は
、
い
わ
ば
ト
ル
コ
国
民
と
の
協
働
の
作

業
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
地
域
の
人
々
を
養
成
し
て
、
協

力
を
得
ら
れ
た
事
の
最
大
の
利
点
は
何
で
し
ょ
う
。

阿
部　

村
人
た
ち
自
身
が「
こ
こ
は
自
分
た
ち
の
遺

跡
だ
」と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
他
の
遺
跡

で
は
盗
掘
が
ひ
ど
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
外
国
人
が

わ
ざ
わ
ざ
掘
り
に
来
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
き
っ
と
お

宝
が
埋
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
。
盗
掘
が
一
番
厄

介
で
、
調
査
に
大
き
な
支
障
を
き
た
し
ま
す
。
自
分

た
ち
の
遺
跡
で
あ
る
と
地
域
の
人
々
が
意
識
し
て
く

れ
る
と
、
よ
そ
者
が
掘
り
に
来
た
ら
追
い
返
し
て
く

れ
る
の
で
す
。

清
原　

文
化
編
年
が
わ
か
る
遺
跡
と
し
て
の
価
値
を

守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
ん
で
す
ね
。

阿
部　
そ
う
で
す
。
そ
こ
ま
で
行
け
ば
彼
ら
が
自
立

し
て
発
掘
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
遺
跡
の
す
ぐ
そ
ば
に
研
究
所
や
博
物

館
を
作
り
公
開
し
て
い
る
の
で
、
誰
も
が
研
究
資
料

に
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

清
原　

広
く
開
か
れ
た
施
設
は
、
研
究
の
発
展
に
も

大
変
貢
献
し
ま
す
ね
。
何
よ
り
も
尊
い
の
は
、
中
近

東
文
化
セ
ン
タ
ー
が
三
鷹
市
に
あ
る
こ
と
で
、
展
示

や
講
演
会
を
通
じ
て
、
中
近
東
文
化
に
関
わ
る
世
界

的
に
も
最
先
端
の
研
究
の「
現
場
」と
三
鷹
市
の
セ
ン

タ
ー
を
通
じ
て
、
多
く
の
人
々
が
、
知
識
や
情
報
と

し
て
だ
け
で
な
く
実
体
験
と
し
て
有
機
的
に
つ
な
が

れ
る
こ
と
で
す
。
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

す
べ
て
の
人
々
に
肉
料
理
を

振
る
舞
う
ト
ル
コ
の
犠
牲
祭

清
原　

ト
ル
コ
大
使
時
代
は
、
ど
ん
な
お
正
月
を
過

ご
さ
れ
ま
し
た
か
。

阿
部　

大
使
館
で
は
現
地
の
日
本
人
向
け
の
お
祝

い
を
し
ま
す
。
一
方
で
、
ト
ル
コ
で
も
新
年
は
祝
い

ま
す
が
、
１
月
２
日
か
ら
は
フ
ル
回
転
で
働
く
ん
で

す
ね
。

清
原　

そ
う
で
す
か
。
で
は
、
日
本
の
お
正
月
に
当

た
る
よ
う
な
お
休
み
は
何
で
し
ょ
う
か
。

阿
部　

イ
ス
ラ
ム
の
国
々
に
は
大
き
な
区
切
り
が
二

つ
あ
り
ま
す
。
一つ
は
断
食
で
す
。
断
食
が
終
わ
る
と

か
な
り
大
掛
か
り
な
お
祭
り
が
行
わ
れ
ま
す
。
も
う

一
つ
は
犠
牲
祭
。
断
食
明
け
か
ら
70
日
後
に
行
わ
れ

る
も
の
で
す
。
こ
の
日
に
な
る
と
街
に
羊
が
た
く
さ
ん

連
れ
て
来
ら
れ
て
、
食
用
に
処
理
さ
れ
ま
す
。
大
量

に
肉
料
理
を
作
っ
て
、
神
に
捧
げ
る
の
が
本
来
の
趣

旨
で
す
が
、
実
際
に
は
む
し
ろ
、
肉
料
理
を
普
段
は

食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
な
人
た
ち
に
振
る
舞
う
こ
と
が

目
的
で
す
。
こ
れ
ら
が
感
覚
的
に
日
本
で
言
う
お
正

月
で
す
ね
。

清
原　

や
は
り
宗
教
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
ん

で
す
ね
。
何
月
に
行
わ
れ
る
の
で
す
か
。

阿
部　

太
陰
暦
で
す
か
ら
毎
年
移
動
し
ま
す
。
昨
年

は
９
月
上
旬
に
断
食
が
終
わ
っ
た
の
で
、
11
月
で
し

た
ね
。
そ
の
時
期
に
な
る
と
、
日
本
の
お
正
月
と
同

じ
で
街
を
歩
い
て
い
て
も
、
お
店
は
ほ
と
ん
ど
開
い
て

い
な
い
し
、
と
て
も
シ
ー
ン
と
し
て
い
ま
す
。
羊
だ
け

が
メ
ェ
ー
っ
と
鳴
い
て
い
ま
す（
笑
）。

市
と
市
民
、
セ
ン
タ
ー
が
協
働
し
、

中
近
東
と
世
界
へ
の
扉
を
開
く

清
原　

さ
て
、
平
成
22
年
は
9
月
に
ビ
ュ
ク
リ
ュ
カ

レ
と
い
う
場
所
で
大
変
貴
重
な
粘
土
板
を
発
掘
さ
れ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
平
成
23
年
の
抱
負
を
お
聞

か
せ
願
え
ま
す
か
。

阿
部　
こ
こ
数
年
、
カ
マ
ン
の
発
掘
現
場
で
は
非
常

に
大
き
な
発
見
が
続
い
て
い
ま
す
。
紀
元
前
12
世
紀

か
ら
紀
元
前
8
世
紀
ま
で
の
時
代
は
、「
暗
黒
時
代
」と

呼
ば
れ
、
ト
ル
コ
に
は
特
徴
的
な
文
化
は
な
か
っ
た

と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
カ
マ
ン
で
は
、
そ

の
時
代
の
文
化
を
証
明
す
る
よ
う
な
も
の
が
発
掘
さ

れ
ま
し
た
。
面
白
い
こ
と
に
、
一
度
見
つ
か
る
と
周
辺

で
も
続
々
と
遺
跡
が
発
見
さ
れ
始
め
、
結
果
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
科
書
で
は
そ
の
記
述
が
書
き
換
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

清
原　
ま
さ
に
通
説
を
覆
す
大
発
見
で
す
ね
。

阿
部　

さ
ら
に
、
紀
元
前
12
世
紀
以
前
の
ヒ
ッ
タ
イ

ト
と
い
う
時
代
は
鉄
器
を
使
う
こ
と
か
ら「
鉄
の
時

代
」と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
カ
マ
ン
で
は
そ
れ

よ
り
前
の
年
代
の
地
層
か
ら
も
鉄
が
見
つ
か
っ
て
い

る
。
こ
れ
が
現
在
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。
た
だ
、
カ

マ
ン
の
遺
跡
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
層
が
薄
く
て
よ
く
分
か

ら
な
い
。
そ
こ
で
、
車
で
30
分
ほ
ど
の
ビ
ュ
ク
リ
ュ
カ

レ
と
い
う
場
所
で
掘
っ
て
み
た
ら
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
時
代

の
大
要
塞
が
出
て
、
さ
ら
に
中
央
か
ら
ビ
ュ
ク
リ
ュ
カ

レ
へ
の
指
示
を
記
し
た
粘
土
板
の
破
片
の
発
見
に
つ

な
が
っ
た
わ
け
で
す
。

清
原　

今
年
の
発
掘
に
も
大
き
な
期
待
が
か
か
り
ま

す
ね
。
発
掘
現
場
で
は
活
発
な
調
査
活
動
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
中
近
東
文
化
セ
ン
タ
ー
の
博
物
館
の

展
示
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

阿
部　

現
在
の
展
示（「
ペ
ル
シ
ア
の
宝
物
」、
左
下
参

照
）も
興
味
深
い
で
す
よ
。
３
〜
７
世
紀
に
西
ア
ジ
ア

を
支
配
し
た
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
時
代
が
中
心
で

す
が
、
展
示
さ
れ
て
い
る
陶
器
の
破
片
に
は
奈
良
の

西
大
寺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

清
原　

中
近
東
と
日
本
の
古
都
、
奈
良
と
に
明
ら
か

な
結
び
付
き
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

阿
部　
そ
う
な
ん
で
す
。
セ
ン
タ
ー
の
博
物
館
で
は
、

た
だ
中
近
東
の
歴
史
を
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
、
日

本
と
の
関
わ
り
に
も
焦
点
を
当
て
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

清
原　
セ
ン
タ
ー
の
企
画
展
に
お
伺
い
す
る
と
、「
過

去
と
の
つ
な
が
り
」を
と
て
も
強
く
感
じ
ま
す
。
中
近

東
は
文
明
発
祥
の
地
の
一
つ
と
教
わ
っ
て
き
ま
し
た

が
、
本
を
読
む
だ
け
で
は
な
か
な
か
実
感
で
き
ま
せ

ん
。
で
も
、
展
示
に
よ
っ
て
、
中
近
東
か
ら
ア
ジ
ア
を

経
て
日
本
へ
伝
わ
っ
て
来
た
器
や
織
物
、
文
様
の
本

物
を
拝
見
す
る
と
と
て
も
実
感
が
で
き
る
。
そ
れ
も

セ
ン
タ
ー
が
収
集
し
て
、
保
管
し
て
、
展
示
さ
れ
て
い

る
か
ら
こ
そ
で
す
。
器
一つ
が
歴
史
を
物
語
り
、
老
若

男
女
を
問
わ
ず
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ

れ
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
数
年
前
か
ら

は
毎
年
夏
に
な
る
と
子
ど
も
向
け
に
、
体
験
型
の
歴

史
講
座
も
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
人
が

思
う
以
上
に
子
ど
も
た
ち
の
心
に
残
る
と
思
い
ま
す
。

阿
部　
そ
う
で
す
ね
。
今
年
の
夏
は
コ
ー
ヒ
ー
を
テ
ー

マ
に
、
世
界
中
の
器
具
を
展
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
展
示
は
企
画
す
る
側
が
自
分
た
ち
で
面
白
が
っ

て
い
る
だ
け
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
セ
ン
タ
ー
の

博
物
館
で
は
ク
イ
ズ
を
解
き
な
が
ら
展
示
を
見
て
い

く
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
い
ま
す
。
展
示
を
理
解
す
る

「
手
掛
か
り
」で
す
ね
。
こ
れ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ

フ
の
提
案
で
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
貢
献
は
本

当
に
大
き
い
で
す
。

清
原　

私
は
学
術
や
文
化
に
は
謙
虚
さ
が
大
切
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
私
た
ち
も
、

学
術
文
化
に
敬
意
を
払
い
な
が
ら
、
身
近
に
感
じ
ら

れ
る
喜
び
を
広
げ
て
い
き
た
い
。
一
人
で
も
多
く
の
方

に
来
館
し
て
い
た
だ
き
、
セ
ン
タ
ー
の
取
り
組
み
に

直
接
出
会
っ
て
、関
わ
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
し
て
、

三
鷹
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
未
来
の
考
古
学
者
が
生
ま

れ
た
ら
い
い
な
ぁ
、
と
願
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
今
年

も
中
近
東
文
化
セ
ン
タ
ー
と
三
鷹
市
と
の
協
働
の
取

り
組
み
を
深
め
て
い
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
今
日

は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

阿部知之さん
Tomoyuki Abe 

昭和17（1942）年、東京都生まれ。昭和42（1967）年、東京
大学教養学科卒業。外務省に入り、イギリス、フィリピン、
タイ、インドネシア、アメリカ（シカゴ）などで勤務。平成
15（2003）年8月～19（2007）年10月までトルコ大使を務め
た。その間、同国のカマンで中近東文化センターが行って
いる発掘現場を何度か訪問し、考古学について興味を持つ
ようになった。この関係もあって、トルコから帰国後の平
成20（2008）年3月、同センター理事長に就任。

中
近
東
の
悠
久
の
歴
史
と
三
鷹
を
つ
な
ぐ

　中近東の歴史を研究し、その成果を広く紹介する「中近
東文化センター」は今年で開館32年を迎えます。発掘調
査を手掛けるトルコのカマン・カレホユック遺跡では新
たな史実を発見するなど、同センターが考古学の世界で
担う役割はとても大きいものと言えるでしょう。
　市では、平成16年に同センターとの交流協定を結び、
教育や文化の面での事業を協働して行ってきました。今
年の新春対談では、清原慶子市長が阿部知之理事長に、
トルコでの発掘調査やお正月の過ごし方などをお聞きし、
センターと三鷹市の協働について語り合いました。

　シルクロードを通って日本にも伝わ
ったイランの銀器やガラスの美しさを
紹介します。同館の所蔵品だけでなく、
岡山市立オリエント美術館や東京大学の美術・工芸
品も展示。また、ペルシア文化が日本文化に与えた
影響を考えながら、「日本人にとってのオリエント、ペ
ルシアとは何だったのか」をひもときます。

企 画 展

ペルシアの宝物
－至高のガラスと銀の世界－

2月27日㈰まで

中近東文化センター附属博物館

清原慶子市長
Keiko Kiyohara 

昭和26（1951）年生まれ。慶応義塾大学、同大学院で学ん
だ後、ルーテル学院大学文学部助教授・教授、東京工科
大学メディア学部教授・学部長を経て、平成15（2003）年、
第6代三鷹市長に就任（現在2期目）。内閣府・総務省・国土
交通省などの委員や東京都市長会厚生部会長を務める。市
民参加と協働を地域主権の原動力とした市政運営を進め、
三鷹の自然・文化・歴史を大切にして、魅力ある三鷹の創
造に取り組んでいる。

新春対談

イスタンブール

ルーマニア

ブルガリア

ウクライナ

ロシア

グルジア

シリア

イラク

カマン・カレホユック遺跡

黒海

トルコ

地中海

イタリア
ギリシャ

※1月6日㈭まで休館中。

鍍金銀製女神文
水注（5～7世紀・
イラン）

清原慶子市長 阿部知之さん
（中近東文化センター理事長）
×
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新春対談  中近東の悠久の歴史と三鷹をつなぐ（清原慶子市長×阿部知之さん〈中近東文化センター理事長〉）
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