
月号

2014

刊
月

2014

平
成
二
六
年
十
二
月
一
日
発
行
　
第
三
八
巻  

第
十
二
号（
通
巻
第
四
四
七
号
）　〈
編
集
・
発
行
〉
国
立
民
族
学
博
物
館

みんぱくは創設40周年を迎えます

昭和52年10月5日第1号刊行　ISSN0386-2283
平成26年12月1日発行　第38巻第12号通巻第447号

月
刊

12

12
時代玩具コレクションについて　日髙真吾
デジタルゲームいまむかし　吉田寛　／　組上灯籠　香川雅信
人形遊びは、女の子のもの？　宇田川妙子　／　「共遊玩具」とは？　高橋玲子

特集



海
を
越
え
て
運
ば
れ
て
き
た
文
化柴し

ば

崎さ
き 

友と
も

香か

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
７
３
年
大
阪
生
ま
れ
。
小
説
家
。

２
０
０
０
年
刊
行
の『
き
ょ
う
の
で
き
ご
と
』（
河

出
書
房
新
社
）
が
行
定
勲
監
督
に
よ
っ
て
映
画

化
。『
そ
の
街
の
今
は
』（
新
潮
社
）
で
芸
術
選

奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
・
織
田
作
之
助
賞
大

賞
・
咲
く
や
こ
の
花
賞
、
10
年
『
寝
て
も
覚
め

て
も
』（
河
出
書
房
新
社
）
で
野
間
文
芸
新
人
賞
、

14
年
『
春
の
庭
』（
文
藝
春
秋
）
で
芥
川
龍
之

介
賞
を
受
賞
。
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大
阪
の
近
代
か
ら
現
代
の
建
築
を
巡
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を

作
る
た
め
、
大
阪
の
中
心
部
を
歩
い
た
。
建
築
史
家
の
倉

方
俊
輔
さ
ん
が
解
説
を
し
て
く
だ
さ
り
、
わ
た
し
は
大
阪
出

身
者
と
し
て
主
に
聞
き
手
を
つ
と
め
た
。
見
慣
れ
て
い
る
建

物
も
、
来
歴
や
設
計
者
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、

大
阪
の
近
代
以
降
の
歴
史
や
文
化
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き

た
。

　
わ
た
し
の
出
身
地
、
大
阪
市
大
正
区
の
ペ
ー
ジ
も
特
設
し

て
も
ら
っ
た
。
市
の
南
西
部
、
木
津
川
と
尻
無
川
に
挟
ま
れ

た
、茄
子
の
よ
う
な
形
の「
島
」。
客
船
が
出
る
港
は
な
い
の
で
、

普
段
の
生
活
で
は
、
海
が
近
い
こ
と
は
意
識
さ
れ
な
い
。
む

し
ろ
、
工
場
と
行
き
来
す
る
船
を
通
す
た
め
に
橋
が
極
端
に

少
な
く
、
都
心
に
近
い
割
に
は
不
便
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
古
い
建
物
を
意
識
し
て
歩
い
て
み
る
と
、
駅
の
近
く
に
は

船
舶
に
関
わ
る
立
派
な
商
店
が
現
役
で
、
海
運
が
盛
ん
だ
っ

た
こ
ろ
の
様
子
が
し
の
ば
れ
、
海
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
モ
ノ

を
加
工
し
商
う
こ
と
で
大
阪
の
産
業
を
支
え
て
き
た
こ
と
が

実
感
さ
れ
た
。

　
海
か
ら
は
、
人
も
文
化
も
や
っ
て
き
た
。
近
年
、
沖
縄
出

身
の
住
人
が
多
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
子

供
の
こ
ろ
、
サ
ー
タ
ー
ア
ン
ダ
ギ
ー
が
商
店
街
で
ご
く
普
通

に
売
ら
れ
て
い
た
が
、
さ
と
う
て
ん
ぷ
ら
、
と
呼
ぶ
年
配
の

人
も
い
た
の
で
、
て
っ
き
り
大
阪
の
食
べ
物
だ
と
思
っ
て
い
た
。

　
同
級
生
に
は
、
沖
縄
だ
け
で
な
く
、
奄
美
大
島
や
九
州
、

四
国
方
面
が
田
舎
の
友
人
も
多
か
っ
た
。
わ
た
し
の
父
は
香

川
県
小
豆
島
の
出
身
だ
っ
た
。
隣
区
の
弁
天
埠
頭
か
ら
出
る

フ
ェ
リ
ー
に
よ
く
乗
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
四
国
は
橋
で
つ

な
が
り
、
大
阪
と
各
地
を
つ
な
い
で
い
た
フ
ェ
リ
ー
も
随
分

減
っ
た
。

　
今
年
の
春
に
、
天
王
寺
に
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
と
い
う
超

高
層
ビ
ル
が
で
き
た
（
実
家
か
ら
も
よ
く
見
え
る
）。
地
上

三
百
メ
ー
ト
ル
、
巨
大
な
吹
き
抜
け
空
間
の
展
望
台
か
ら
は
、

大
阪
の
街
が
文
字
通
り
一
望
で
き
る
。
上
町
台
地
の
四
天
王

寺
か
ら
大
阪
城
ま
で
、
さ
ら
に
梅
田
の
高
層
ビ
ル
が
見
渡
せ
、

大
阪
の
歴
史
が
視
覚
で
体
感
で
き
る
。

　
鉄
道
が
発
展
し
て
以
降
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
つ
な
ぐ
南
北
が

主
軸
と
な
っ
た
が
、
近
世
ま
で
は
海
か
ら
内
陸
へ
連
な
る
東

西
の
堀
と
道
が
街
を
形
作
っ
て
い
た
こ
と
も
、
地
形
を
見
る

と
よ
く
理
解
で
き
る
。
国
内
外
か
ら
海
を
渡
っ
て
運
ば
れ
た

モ
ノ
や
文
化
が
、
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
山
を
越
え
て
い
っ
た
。

　
工
業
化
が
進
ん
で
以
降
、
都
市
の
川
や
水
辺
は
「
裏
側
」

と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近
は
遊
歩
道
が
作
ら
れ
、
川

を
眺
め
る
飲
食
店
な
ど
も
増
え
て
き
て
い
る
。
大
正
区
で
も
、

今
ま
で
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
川
縁
で
の
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ

れ
て
い
て
、
海
や
川
と
の
関
係
が
変
わ
る
こ
と
で
、
ま
た
新

た
な
文
化
が
生
ま
れ
て
き
そ
う
だ
と
期
待
し
て
い
る
。
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お
も
ち
ゃ
の
造
型
や
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
思
い
、
期
待
さ
れ
る

役
割
は
、
時
代
と
と
も
に
う
つ
ろ
い
ゆ
き
、と
き
に
は
世
相
を

あ
ら
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
お
も
ち
ゃ
で
遊
ぶ
こ
と
に
よ

り
、
手
や
か
ら
だ
、あ
る
い
は
感
性
が
刺
激
さ
れ
、
相
手
と
の

ふ
れ
あ
い
が
生
ま
れ
る
側
面
は
、い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
。

み
ん
ぱ
く
お
も
ち
ゃ
博
覧
会

平
成
二
六
年
五
月
一
五
日
か
ら
八
月
一
五
日
に
民
博
に
お
い
て
企
画

展
﹁
み
ん
ぱ
く
お
も
ち
ゃ
博
覧
会
﹂
を
開
催
し
た
。
多
く
の
方
々
に
楽

し
ん
で
も
ら
っ
た
本
展
示
で
は
、
み
ん
ぱ
く
で
所
蔵
し
て
い
る
﹁
時
代

玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂
を
紹
介
し
た
。

﹁
時
代
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂
は
、
平
成
五
年
に
大
阪
府
が
購
入
し
た

五
万
八
〇
〇
〇
点
に
お
よ
ぶ
膨
大
な
数
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
江

戸
時
代
の
終
わ
り
か
ら
昭
和
に
か
け
て
製
造
、
販
売
さ
れ
た
玩
具
か
ら

な
る
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
平
成
二
一
年
一
月
に
、
大
阪
府
指
定
有
形
民

俗
文
化
財
﹁
玩
具
及
び
関
連
世
相
資
料
﹂︵
通
称

：

時
代
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ

日ひ

髙だ
か 

真し
ん

吾ご　
民
博 
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

時
代
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
てン

︶
と
し
て
大
阪
府
の
指
定
文
化
財
と
な
り
、
大
阪
府
堺
市
に
あ
る
大

阪
府
立
大
型
児
童
館
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
一
角
で
展
示
公
開
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
よ
り
多
く
の
人
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
平
成
二

五
年
三
月
に
大
阪
府
か
ら
み
ん
ぱ
く
に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

﹁
時
代
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂
は
、
昭
和
五
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
日
本
各

地
の
古
物
市
や
旧
家
か
ら
集
め
ら
れ
た
玩
具
で
あ
り
、
江
戸
時
代
か
ら

現
代
に
い
た
る
ま
で
の
玩
具
を
時
代
順
・
種
類
毎
に
網
羅
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、玩
具
だ
け
で
な
く
、玩
具
の
時
代
背
景
を
考
証
す
る
た
め
、

新
聞
、
号
外
、
雑
誌
、
書
籍
、
古
文
書
な
ど
の
文
献
資
料
も
充
実
し
て

い
る
こ
と
も
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
今
回
展
示
し

た
、
め
ん
こ
や
す
ご
ろ
く
に
印
刷
さ
れ
る
図
柄
や
人
物
、
あ
る
い
は
テ

レ
ビ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
題
材
に
し
た
人
形
か
ら
も
、
当
時
の
世
相
が

良
く
わ
か
り
、
歴
史
資
料
と
し
て
見
て
も
興
味
深
い
。

日
本
に
お
け
る
商
業
玩
具
の
歴
史

こ
こ
で
少
し
、
日
本
の
玩
具
の
歴
史
、
と
り
わ
け
時
代
玩
具
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
っ
た
商
業
製
品
の
玩
具
の
歴
史
に
つ
い
て
簡
単
に

紹
介
し
よ
う
。
商
業
玩
具
の
流
通
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
に
は
じ
ま
っ

て
い
る
。
最
初
は
、
大
名
や
貴
族
の
子
女
向
け
に
製
造
さ
れ
て
い
た
が
、

江
戸
時
代
の
中
期
ご
ろ
に
な
る
と
商
家
を
中
心
と
し
た
庶
民
に
普
及
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
ブ
リ
キ
が
輸
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
現
在
で
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
ブ
リ
キ
製
玩

具
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ブ
リ
キ
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が

登
場
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
長
く
玩
具
素
材
の
主
役
を
担
っ
て
い
た
。

特
に
ブ
リ
キ
に
印
刷
で
き
る
大
型
印
刷
機
の
発
明
や
大
正
時
代
に
ブ
リ

キ
の
国
内
生
産
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、
玩
具
素
材
の
中
心
と
し
て

発
達
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
着
実
に
製
造
技
術
を
高
め
、

ア
イ
デ
ア
豊
か
な
玩
具
を
作
っ
た
日
本
の
玩
具
は
、
世
界
一
の
玩
具
生

産
を
ほ
こ
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
が
第
一
次
世
界
大
戦
で
敗
れ
る
と
、
一
気
に

世
界
第
一
位
の
玩
具
輸
出
国
へ
と
成
長
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
成
長
も

第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
戦
す
る
と
、
先
の
ド
イ
ツ
と
同
様
、
低
迷
期
を

迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
。
日
本
は
再
び
世
界
有
数
の

玩
具
大
国
と
な
っ
て
い
る
。
ラ
ジ
コ
ン
カ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
電
動
玩

具
の
発
明
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
た
T
V
ゲ
ー
ム
の
開
発
、
そ
し

て
、
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
題
材
と
し
た
玩
具

が
登
場
し
、
世
界
中
を
席
巻
し
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
玩
具

玩
具
の
歴
史
的
変
遷
を
一
望
で
き
る
時
代
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。
膨

大
な
数
の
玩
具
の
整
理
に
は
、
し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
り
そ
う
だ
が
、

整
理
で
き
た
も
の
か
ら
、
随
時
皆
さ
ん
に
お
見
せ
す
る
機
会
を
増
や
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

企画展「みんぱくおもちゃ博覧会」の
チラシTVなどのキャラクターを

モチーフにした「マスコミ
玩具」のUFOロボグレン
ダイザー

めんこ

少女通学すごろく

ブリキ玩具「敷島」
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「
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
」
の
誕
生

一
九
七
〇
年
代
に
登
場
し
、
瞬
く
間
に
世

界
中
に
浸
透
し
た
デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
は
、
当

初
﹁
テ
レ
ビ
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
結
婚
﹂︵
ハ

ワ
ー
ド
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
︶
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
放
送
受
信
機
で
あ
っ
た

テ
レ
ビ
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
力
に
よ
っ
て
、

見
事
に
あ
ら
た
な
﹁
玩
具
﹂
へ
と
変
身
し
て

し
ま
っ
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。
実
際
、
世
界

初
の
家
庭
用
テ
レ
ビ
向
け
ゲ
ー
ム
機
﹁
オ

デ
ュ
ッ
セ
イ
﹂︵
マ
グ
ナ
ボ
ッ
ク
ス
社
、
一
九
七

二
年
︶
を
発
明
し
、﹁
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
父
﹂

と
も
よ
ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
人
技
術
者
ラ
ル

フ
・
ベ
ア
は
、
見
た
く
も
な
い
番
組
に
チ
ャ

ン
ネ
ル
を
合
わ
せ
る
以
外
の
用
途
に
テ
レ
ビ

を
使
う
方
法
は
な
い
も
の
か
と
考
え
て
い
た

と
き
に
、
ゲ
ー
ム
機
の
ア
イ
デ
ア
を
思
い
付

い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
は
、

二
〇
世
紀
最
大
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
テ
レ
ビ

を
ま
さ
し
く
﹁
イ
ン
フ
ラ
﹂
と
し
て
再
利
用

す
る
こ
と
で
、
爆
発
的
に
普
及
し
た
の
だ
。

﹁
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
﹂
と
い
う
和
製
英
語
︵
じ
つ

は
英
語
に
は
こ
の
こ
と
ば
は
な
く
、
代
わ
り
に

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
と
い
う
︶
の
存
在
も
そ
の
こ
と

を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」で
は
な
く「
お
も
ち
ゃ
」？

だ
が
日
本
で
は
幾
分
事
情
が
異
な
っ
て
い

た
。
ア
メ
リ
カ
で
ゲ
ー
ム
産
業
の
礎
を
築
い

た
の
が
お
も
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
企
業
︵
ア
タ

リ
、
コ
モ
ド
ー
ル
な
ど
︶
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

日
本
で
は
玩
具
メ
ー
カ
ー
︵
任
天
堂
、
エ
ポ
ッ

ク
、
バ
ン
ダ
イ
な
ど
︶
が
そ
の
役
割
を
担
っ
た
。

そ
の
た
め
日
本
で
は
、
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
か

ら
﹁
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
﹂
の
機
能
︵
キ
ー
ボ
ー

ド
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
環
境
な
ど
︶
が
取
り
除

か
れ
、
も
っ
ぱ
ら
﹁
お
も
ち
ゃ
﹂
と
し
て
の

製
品
特
性
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

ホ
ー
ム
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
普
及
と
い

う
面
で
は
日
本
に
と
っ
て
不
利
に
働
い
た
が
、

多
様
で
豊
か
な
﹁
遊
び
﹂
の
伝
統
の
な
か
に

デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
を
引
き
入
れ
る
と
い
う
、

そ
れ
以
上
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
む
こ
と
に
な
っ

た
。
屋
外
に
持
ち
出
せ
る
携
帯
用
ゲ
ー
ム
機

︵﹁
ゲ
ー
ム
＆
ウ
ォ
ッ
チ
﹂
や
﹁
ゲ
ー
ム
ボ
ー
イ
﹂

が
そ
の
元
祖
︶
や
、
バ
ッ
ト
や
ラ
ケ
ッ
ト
型

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
を
﹁
振
り
回
す
﹂
タ
イ
プ

の
体
感
型
ゲ
ー
ム
機
︵
最
近
で
は
﹁
W
i
i
﹂

が
そ
れ
で
成
功
し
て
い
る
︶
は
、
ま
さ
に
﹁
お

も
ち
ゃ
﹂
の
伝
統
の
な
か
か
ら
出
現
し
た
も

の
で
あ
る
。

い
ま
問
わ
れ
る
「
ゲ
ー
ム
」
の
存
在
価
値

デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
社
会
全
体
を

覆
い
つ
つ
あ
る
現
在
、
ゲ
ー
ム
は
い
っ
そ
う

身
近
な
文
化
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活

に
入
り
込
ん
で
い
る
。
い
ま
や
一
人
一
台
と

言
わ
れ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト

P
C
の
普
及
と
と
も
に
、
主
婦
や
高
齢
者
な

ど
、
こ
れ
ま
で
ゲ
ー
ム
か
ら
も
っ
と
も
縁
遠

か
っ
た
人
び
と
ま
で
も
が
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
取

り
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
家
電
製
品
の
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
ー

ビ
ス
ま
で
、
あ
た
か
も
す
べ
て
が
﹁
ゲ
ー
ム

化
﹂
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
代
だ
。
し
か

し
そ
う
し
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、﹁
ゲ
ー
ム
﹂

と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
﹁
遊
び
﹂
と

は
何
か
が
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。﹁
ゲ
ー
ム
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
﹂
と

よ
ば
れ
る
あ
ら
た
な
研
究
分
野
が
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
い
ま
な
お
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ

や
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
に
よ
る
人
類
学
や
神

話
学
の
古
典
が
読
ま
れ
続
け
て
い
る
。
た
と

え
ば
カ
イ
ヨ
ワ
は
﹃
遊
び
と
人
間
﹄
で
、競
争
、

偶
然
、
模
擬
、
眩め

暈ま
い

と
い
う
遊
び
の
四
要
素

を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
ど
ん
な
に
デ
ジ

タ
ル
技
術
が
進
歩
し
た
と
こ
ろ
で
、
人
間
が

人
間
で
あ
る
限
り
、
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い

だ
ろ
う
。
ゲ
ー
ム
や
遊
び
は
、
人
間
な
ら
で

は
の
行
為
や
生
産
物
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

人
間
の
条
件
に
し
て
、
そ
の
定
義
で
も
あ
る
。

﹁
人
間
は
遊
ぶ
と
き
に
の
み
、
完
全
な
人
間

な
の
で
す
﹂
と
哲
学
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ

ラ
ー
は
言
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ

れ
は
そ
の
な
か
に
、
変
わ
る
も
の
と
変
わ
ら

な
い
も
の
と
を
同
時
に
見
つ
け
出
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
い
ま
む
か
し

─
変
わ
る
も
の
と
変
わ
ら
な
い
も
の

吉よ
し

田だ 
寛ひ

ろ
し　
立
命
館
大
学
大
学
院
准
教
授
／

立
命
館
大
学
ゲ
ー
ム
研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長

香か

川が
わ 

雅ま
さ

信の
ぶ　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
主
査
・
学
芸
員

失
わ
れ
た
風
物
詩

今
で
は
季
節
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
か
つ
て

ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
は
夏
の
風
物
詩
だ
っ
た
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
の
こ
ろ
ま
で
、
江
戸
東
京
や
大
阪

の
町
屋
で
は
、
夏
に
な
る
と
夕
涼
み
の
床
机
や
縁
側
の
上
に
、
紙

で
作
っ
た
建
築
物
や
芝
居
の
一
場
面
な
ど
を
飾
り
立
て
る
光
景
が
見

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
は
、
錦
絵
、
す
な
わ
ち

多
色
刷
り
木
版
画
と
し
て
商
品
化
さ
れ
て
い
て
、
上
方
で
は
お
も

に
﹁
立た
て
版ば
ん

古こ

﹂
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
通

称
だ
っ
た
よ
う
だ
。
実
際
に
売
ら
れ
て
い
た
も
の
に
﹁
立
版
古
﹂
の

よ
び
名
が
使
用
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
。﹁
組く
み

上あ
げ

灯と
う

籠ろ
う

﹂
あ
る
い
は
﹁
切き
り

組く
み

灯
籠
﹂
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
略
し

て
﹁
組
上
﹂
と
も
よ
ば
れ
た
。

﹁
灯
籠
﹂
の
名
称
は
、
そ
れ
が
も
と
も
と
﹁
灯
籠
飾
り
﹂
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。﹁
灯
籠
飾
り
﹂
は
お
盆
の

精し
ょ
う

霊り
ょ
うを
迎
え
る
灯
籠
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
、
紙
で
精
巧
に
こ
し

ら
え
あ
げ
た
造
り
物
を
寺
の
軒
下
な
ど
に
飾
り
立
て
た
も
の
で
あ

る
。﹁
組
上
灯
籠
﹂
は
こ
れ
を
商
品
化
し
た
も
の
で
、﹁
灯
籠
﹂
の

名
称
は
い
わ
ば
盲
腸
的
な
残
存
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
照

明
器
具
と
し
て
の
﹁
灯
籠
﹂
で
は
な
い
が
、
床
机
や
縁
側
に
飾
る

と
き
、
蠟ろ
う

燭そ
く

や
灯
心
の
明
か
り
で
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
た
と
い
う
と
こ

組
上
灯
籠

─
江
戸
の
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト

ファミコンブーム（1985年）
『アサヒグラフ』1986年1月24日号より

オデュッセイ
（マグナボックス社、1972年9月）
Ralph H. Baer. Videogames: In the Beginning. 
Springfield: Rolenta Press, 2005, p. 75より

ファミコンブーム（1986年）
片山聖一『ファミコン・シンドローム
─任天堂 奇跡のニューメディア戦略』
洋泉社、1986年、p. 25より
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ろ
に
、
そ
の
名
残
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

斎さ
い

藤と
う

月げ
っ

岑し
ん
の
﹃
武
江
年
表
﹄
に
よ
れ
ば
、﹁
組
上
灯
籠
﹂
は
ま
ず

上
方
で
生
ま
れ
、
の
ち
に
江
戸
で
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。
そ
の
お
も
な
作
者
と
し
て
、
月
岑
は
北き
た
尾お

政ま
さ

美よ
し
︵
鍬く
わ

形が
た

蕙け
い

斎さ
い

︶、

葛か
つ

飾し
か

北ほ
く

斎さ
い
、
歌う
た

川が
わ

国く
に

長な
が
、
歌う
た

川が
わ

豊と
よ

久ひ
さ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
子
ど

も
向
け
の
遊
べ
る
錦
絵
、
い
わ
ゆ
る
﹁
お
も
ち
ゃ
絵
﹂
に
は
、
浮
世

絵
師
の
大
半
が
手
を
染
め
て
い
た
が
、﹁
組
上
灯
籠
﹂
の
場
合
は
作

者
が
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
平
面
か
ら
立
体
を
構
築
す
る
に
は
、

や
は
り
そ
れ
な
り
の
才
能
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
点
、

北
斎
の
﹁
組
上
灯
籠
﹂
は
破
綻
の
な
い
構
成
で
、
あ
ら
た
め
て
そ
の

天
才
ぶ
り
に
舌
を
巻
く
。

町
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

﹁
組
上
灯
籠
﹂
は
い
ち
お
う
子
ど
も
向
け
の
も
の
と
い
う
触
れ
込

み
だ
っ
た
が
、
数
枚
組
の
も
の
と
な
る
と
か
な
り
難
易
度
が
高
く
、

結
局
の
と
こ
ろ
大
人
が
夢
中
に
な
っ
て
組
み
立
て
て
い
た
よ
う
だ
。

組
み
上
げ
た
も
の
を
家
々
の
軒
先
に
飾
り
立
て
た
の
は
、
で
き
ば

え
を
往
来
の
人
び
と
に
見
て
も
ら
う
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
。
江

戸
東
京
や
大
阪
の
町
屋
の
人
び
と
は
、
家
ご
と
に
飾
ら
れ
た
﹁
組

上
灯
籠
﹂
を
、
ど
こ
そ
こ
の
家
の
は
で
き
が
い
い
、
う
ち
の
家
の
は

ど
こ
に
も
負
け
な
い
、
な
ど
と
品
評
を
加
え
な
が
ら
見
て
ま
わ
る

の
が
楽
し
み
だ
っ
た
よ
う
だ
。
今
だ
と
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
期
に
家
を

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
飾
り
立
て
る
感
覚
に
近
い
だ
ろ
う
か
。
町
の

人
び
と
が
お
の
お
の
作
品
の
制
作
と
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
自
ら
お
こ
な

い
、
い
わ
ば
町
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
変
え
る
習
俗
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
が
町
の
人
び
と
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
筆
者
の
よ
う
な
博
物
館
で
展

示
に
携
わ
る
人
間
と
し
て
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
願
わ
く
ば
、
現

代
に
も
復
活
し
て
ほ
し
い
都
市
の
風
物
詩
で
あ
る
。

宇う

田だ

川が
わ 

妙た
え

子こ　
民
博 

民
族
社
会
研
究
部

お
も
ち
ゃ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

今
年
八
月
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
お
も
ち
ゃ
で
有
名
な

レ
ゴ︵
L
E
G
O
︶が
、女
性
の
科
学
者
の
ミ
ニ
フ
ィ

ギ
ュ
ア
を
発
売
し
た
。
そ
の
少
し
前
、
ア
メ
リ
カ

の
少
女
が
レ
ゴ
の
会
社
あ
て
に
、﹁
レ
ゴ
の
女
の

子
︵
フ
ィ
ギ
ュ
ア
︶
は
、
家
の
な
か
や
ビ
ー
チ
や

お
店
に
い
る
だ
け
だ
け
ど
、
男
の
子
は
冒
険
や
仕

事
を
し
て
い
た
り
、
人
を
救
っ
た
り
、
サ
メ
と
一

緒
に
泳
い
だ
り
も
し
て
い
る
。
女
の
子
に
も
冒
険

や
楽
し
い
こ
と
を
も
っ
と
さ
せ
て
！
﹂
と
書
い
た

手
紙
が
ネ
ッ
ト
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
。

お
も
ち
ゃ
は
、
じ
つ
は
、
男
女
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

差
が
は
っ
き
り
み
ら
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

現
在
、
性
別
役
割
の
見
直
し
が
進
み
、
女
性
た
ち

も
外
で
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
学
校

教
育
の
場
で
も
、
家
庭
科
が
男
女
共
修
に
な
っ
た

り
、
名
簿
の
男
女
混
合
化
が
進
ん
だ
り
し
て
い
る
。

し
か
し
幼
少
期
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
男
児
の

服
は
ブ
ル
ー
系
、
女
児
は
ピ
ン
ク
系
が
主
流
だ
し
、

お
も
ち
ゃ
屋
で
も
男
児
用
と
女
児
用
の
売
り
場
の

違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

人
形
遊
び
は
、女
の
子
の
も
の
？

人
形
は
何
の
た
め
に
？

な
か
で
も
人
形
は
、
女
の
子
の
お
も
ち
ゃ
の
代

表
格
だ
。
男
の
子
も
人
形
で
遊
ば
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
漫
画
な
ど
の
ヒ
ー
ロ
ー
や
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
も
の
が
多
い
し
、
そ
も
そ
も
﹁
人
形
遊
び
﹂

と
は
よ
ば
れ
な
い
。
最
近
で
は
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
い

う
い
い
方
も
出
て
き
た
。
一
方
、女
の
子
の
そ
れ
は
、

赤
ち
ゃ
ん
人
形
か
ら
リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
ま
で
多
種

多
様
で
、
遊
び
方
も
着
せ
替
え
や
ま
ま
ご
と
な
ど

多
彩
で
あ
る
。

人
形
は
も
と
も
と
宗
教
・
信
仰
と
関
連
が
深
く
、

祭
祀
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
早
く
か
ら
玩

具
に
も
な
っ
て
い
た
。
平
安
時
代
に
は
す
で
に﹁
雛

︵
ひ
い
な
︶
遊
び
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
江
戸
期

に
は
、
姉
様
人
形
、
市
松
人
形
な
ど
、
各
地
で
さ

ま
ざ
ま
な
人
形
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
普
及
し
た
。

姉
様
人
形
と
は
手
足
を
省
略
し
た
簡
易
な
紙
製
の

人
形
で
、
女
の
子
た
ち
は
縮ち
り

緬め
ん

紙が
み

で
髷ま
げ

を
作
り
、

千
代
紙
で
衣
装
を
着
せ
て
遊
ん
で
い
た
。

そ
し
て
明
治
に
入
り
、
子
ど
も
の
教
育
へ
の
関

心
が
高
ま
っ
て
く
る
と
、
人
形
を
は
じ
め
と
す
る

玩
具
も
そ
の
観
点
か
ら
の
注
目
が
高
ま
っ
た
。
人

形
遊
び
は
、
女
児
が
作
法
や
家
事
・
育
児
を
ま
ね

新板組上灯籠湯屋新見世之図
（しんばんくみあげとうろうゆ
やしんみせのず）
1810年代、葛飾北斎画、兵庫
県立歴史博物館蔵

（入江コレクション）

姉様人形
日本、島根県
標本番号 H0012097

上の2枚の写真は同じ女の子が写っています。あなたは、この2枚からそれぞれどんな印象を受けますか？
（提供・千里文化財団）
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い
っ
し
ょ
に
楽
し
め
る

目
の
不
自
由
な
子
ど

も
た
ち
に
も
楽
し
く
遊

べ
る
お
も
ち
ゃ
で
、
一

般
市
場
向
け
に
造
ら
れ

販
売
さ
れ
て
い
る
も
の

を
﹁
共
き
ょ
う

遊ゆ
う

玩が
ん

具ぐ

﹂
と
い

う
。
色
の
違
い
が
触
感

で
も
区
別
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
り
、
手

で
さ
わ
っ
て
も
崩
れ
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
工

夫
さ
れ
て
い
た
り
、
お
も
ち
ゃ
の
印
刷
面
に
貼
る
こ
と
の
で
き
る
点

字
︵
凸
図
︶
シ
ー
ル
が
つ
い
て
い
た
り
、音
や
お
も
ち
ゃ
の
声
に
よ
っ

て
そ
の
動
き
や
状
況
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
な
ど
、
共
遊

玩
具
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
。

お
も
ち
ゃ
を
﹁
障
害
児
向
け
﹂
と
し
て
つ
く
っ
て
し
ま
う
と
、
市

場
が
小
さ
く
価
格
も
高
額
に
な
り
、
玩
具
メ
ー
カ
ー
の
事
業
と
し

て
は
成
り
立
ち
に
く
い
。そ
こ
で
、一
般
向
け
に
開
発
す
る
お
も
ち
ゃ

に
ほ
ん
の
少
し
で
も
工
夫
を
凝
ら
し
、
目
の
不
自
由
な
子
ど
も
た

ち
も
い
っ
し
ょ
に
楽
し
め
る
よ
う
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
﹁
共

遊
玩
具
﹂
の
活
動
で
あ
る
。

こ
の
活
動
の
事
務
局
で
あ
る
日
本
玩
具
協
会
が
、
協
力
メ
ー
カ
ー

か
ら
申
請
の
あ
っ
た
お
も
ち
ゃ
に
つ
い
て
、
視
覚
に
障
害
の
あ
る
子

ど
も
た
ち
に
も
ほ
ぼ
問
題
な
く
楽
し
め
る
か
モ
ニ
タ
ー
審
査
を
し
、

年
一
回
メ
ー
カ
ー
の
枠
を
越
え
た
共
遊
玩
具
カ
タ
ロ
グ
が
作
ら
れ
希

な
が
ら
女
性
性
や
母
性
を
養
う
た
め
の
手
段
と
み

な
さ
れ
、
ま
ま
ご
と
セ
ッ
ト
な
ど
も
数
多
く
作
ら

れ
は
じ
め
た
。
人
形
は
ま
す
ま
す
女
性
の
役
割
と

結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
も
い
え
る
。

一
方
、
男
児
と
人
形
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の

か
。
現
在
、
男
の
子
が
人
形
や
ぬ
い
ぐ
る
み
を
な

か
な
か
手
放
さ
な
い
と
、
親
は
心
配
す
る
と
い
う
。

た
し
か
に
歴
史
的
に
人
形
と
女
児
の
結
び
つ
き
は

強
い
。
し
か
し
人
形
遊
び
は
、
家
事
な
ど
の
訓
練

だ
け
で
な
く
、
人
に
対
す
る
想
像
力
な
ど
を
養
う

う
え
で
も
重
要
だ
と
す
る
見
解
は
少
な
く
な
い
。

明
治
期
日
本
の
児
童
心
理
学
や
教
育
論
に
も
影
響

を
与
え
た
ス
タ
ン
リ
ー
・
ホ
ー
ル
も
、﹁
人
形
遊

び
が
少
女
特
有
の
も
の
と
み
ら
れ
る
の
は
不
幸

だ
﹂
と
指
摘
し
て
い
た
。

最
近
で
は
新
た
な
動
き
も
あ
る
。
冒
頭
の
レ
ゴ

の
例
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
が
、
一
昨
年
は
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
お
も
ち
ゃ
会
社
の
ク
リ
ス
マ
ス
用
カ
タ
ロ

グ
に
、
男
の
子
が
赤
ち
ゃ
ん
人
形
を
も
っ
て
い
る

写
真
が
掲
載
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
単
純
な
性
別

役
割
の
見
直
し
や
逆
転
で
は
何
の
意
味
も
な
い
と

い
う
意
見
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
よ
り
広
い
視
野

か
ら
子
ど
も
と
人
形
の
関
係
を
と
ら
え
直
し
、
そ

の
可
能
性
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
く
た
め
に
も
、
ま

ず
は
、
少
な
く
と
も
現
在
の
人
形
た
ち
が
あ
ま
り

に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
枠
内
に
絡
め
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
か
ら
始
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
に
違
い
な
い
。

高た
か

橋は
し 

玲れ
い

子こ　
株
式
会
社
タ
カ
ラ
ト
ミ
ー

「
共
遊
玩
具
」と
は
？

望
者
に
配
布
さ
れ
て
い
る
。今
年
度
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
、一
九
の
メ
ー

カ
ー
か
ら
約
一
九
〇
点
︵
シ
リ
ー
ズ
︶
の
お
も
ち
ゃ
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

お
も
ち
ゃ
を
通
し
て
世
界
に
触
れ
る

お
も
ち
ゃ
は
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
む
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

視
覚
障
害
の
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、
さ
わ
れ
な
い
世
界
を
知
る
た
め

の
大
切
な
ツ
ー
ル
で
も
あ
る
。
大
き
す
ぎ
た
り
遠
す
ぎ
た
り
、
も

ろ
す
ぎ
た
り
危
険
だ
っ
た
り
、
映
像
の
な
か
に
だ
け
存
在
し
て
い

た
り
、
わ
た
し
た
ち
の
周
囲
に
は
、
知
っ
て
い
て
当
然
と
さ
れ
る
の

に
目
が
見
え
な
け
れ
ば
確
認
で
き
な
い
物
が
非
常
に
多
い
。

﹁
見
え
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
お
も
ち
ゃ
と
い
っ
て
も
物
の
形
や
動

き
を
確
認
し
た
り
想
像
し
た
り
で
き
る
貴
重
な
教
材
で
す
。
年
を

と
っ
て
も
わ
た
し
は
ジ
ャ
ン
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
や
ク
レ
ー
ン
車
な
ど
を
お

も
ち
ゃ
で
確
認
し
て
い
ま
す
。
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
形
も
パ
ズ
ル
で
知

り
ま
し
た
。
そ
ん
な
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
で
す
﹂

﹁
い
ろ
い
ろ
な
船
舶
や
航
空
機
、
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
人
工

衛
星
、
空
の
雲
や
星
座
の
形
、
地
球
儀
上
の
世
界
の
国
々
、
地
球

を
覆
っ
て
い
る
プ
レ
ー
ト
の
動
き
、
舞
台
上
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽

器
の
形
と
配
置
、
人
気
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
鳥
や
獣
や
昆
虫
、

海
の
生
き
物
な
ど
、
大
き
な
も
の
、
小
さ
な
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
さ
わ
っ
て
み
た
い
！
﹂

玩
具
メ
ー
カ
ー
に
は
、
視
覚
障
害
の
あ
る
大
人
の
方
々
か
ら
も
、

し
ば
し
ば
こ
ん
な
要
望
が
寄
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た

物
の
形
を
お
も
ち
ゃ
で
知
り
、
子
ど
も
や
孫
と
の
会
話
が
楽
し
く

な
っ
た
と
い
う
声
も
あ
る
。

﹁
見
え
な
い
﹂
こ
と
を
補
う
機
能
上
の
工
夫
が
あ
る
も
の
だ
け
で

な
く
、
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
世
界
を
さ
わ
れ
る
形
で
提
示
し

て
く
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
玩
具
や
、
乗
り
物
や
建
物
、
動
物
や
食

べ
物
や
生
活
用
具
な
ど
を
模
し
た
玩
具
も
、
障
害
の
あ
る
人
と
な

い
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
助
け
る
貴
重
な
﹁
共
遊
玩
具
﹂

で
あ
る
。

石の白面と黒面に触感の違いがあり、さわってもずれないよ
うに工夫されたオセロゲーム
TM & © Othello,Co. and Megahouse

形や質感をリアルに表現した手のひらサ
イズの動物玩具。さわれる「点字・足あと
シール」が希望者に無料配布されている
©TOMY

さくっと切って遊べる、
触感もリアルな食べ物
玩具シリーズ
©2014 Royal Co., Ltd. Japan

頭や脚を動かしたり、
羽根を広げたりして遊べる、昆虫玩具
©2014 T-ARTS/あにそんぶ
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集めてみました世界の

　「ジングルベール、ジングルベール」の歌があちこちで聞こえる季節に
なった。この歌を聴いて、トナカイとサンタをイメージする方も多いだろう
が、じつは馬ぞりの馬につけられるベルらしい。雪はひづめの音を吸収し
てしまうので、ベルがクラクションの代わりをはたす。
　今回は家畜や人がつけるベルを集めてみた。家畜のベルは場所を知
らせるためのものや、行事で着飾るためのものがあり、人は儀礼やパフォー
マンスの際にベルをつける。
　素材や形態やそれをつける動物の動きから、音色とリズムを想像して
いただきたい。

山中 由里子　民博 民族文化研究部

※寸法の単位はセンチメートルです。

アメリカ合衆国
ピクリス・プエブロの人びとのものと推定される。子どものダンス
の際に用いられる。金属製の鈴が 4つずつついた革製のベルト。
両足首につけて、足を踏み鳴らすように踊る。
ともにH3.4  x W16  x D13

H0074776

ブラジル
ポルトガル語でペルネイラ（足輪）と
よばれる。紐につけられたヒョウタン
とバクの爪と種が互いに当たって、きゃ
らきゃらと音がなる。
L114  x W1.3  x D1.1

H0190284

インドネシア
ロンボク島の競牛で用いられていた。2頭の
ウシが引く台に騎手が乗り、田植え前の水田
を水上スキーのように走るレースで使われる。
装飾が施された10キログラム近い鈴が競
牛の首につけられる。
H77  x W87  x D42

H0104193

タイ
木製のフレームのなかに金属製の鐘がつるさ
れている。これをゾウの首につるして森へ放せ
ば、居場所が鈴の音でわかる。
H38  x W29  x D14

H0125916

スリランカ
ユネスコの無形文化遺産としても登録されている
コーラム舞踊劇で使われる。ふたつで1セット。
左：H4.2  x W11  x D13

右：H4.5  x W11  x D13

H0093129

アフガニスタン
ウマ用の鈴。鈴状のベル 6つと鐘状の
ベルひとつがついている。いずれも金属製。
H7.0  x W33  x D38

H0000803

オーストリア
アルペン地方では、春に山へウシを
追い上げ、秋に里へウシを追い降ろ
す行事をアルプ行列といい、牧童も
ウシも着飾った。
H68  x W44  x D44

H0092155

ウガンダ
ウシ用の鈴。カメの甲羅のなかに、木製の
舌（ぜつ）がついていて、ことこと鳴る。
H6.9  x W9.2  x D15

H0000957

ケニア
ソマリの人びとがラクダの首に
つける。革のひだの先端につ
いた瓶のふたがぶつかりあって、
からからと音がなる。
L48  x W9.5  x D5.5

H0007231

トルコ
ヒツジの体格や年齢に合わ
せて群れの一部につけられ、
その音色で群れの動きがわ
かる。
L24  x W8.9  x D7.6

H0007871
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●
展
示
ガ
イ
ド
更
新
の
お
知
ら
せ

2
0
1
4
年
3
月
に
新
し
く
な
っ
た
東
ア
ジ
ア
展
示
の
展
示
ガ

イ
ド
更
新
版
が
完
成
し
ま
し
た
。
展
示
ガ
イ
ド（
バ
イ
ン
ダ
ー
形

式
）を
お
持
ち
の
方
に
は
、
無
料
で
差
し
替
え
分
を
お
渡
し
い
た

し
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

●
南
ア
ジ
ア・
東
南
ア
ジ
ア
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
た
め
、
2
0
1
5
年
3
月
18
日（
水
）

ま
で
南
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
展
示
場
を
閉
鎖
し
て
い
ま
す
。

●
休
館
日
、
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
は
12
月
28
日（
日
）〜
1
月
4
日（
日
）ま
で
休
館
し
ま
す
。

1
月
12
日（
月
・
祝
）成
人
の
日
は
本
館
展
示
を
無
料
で
観
覧
い

た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
自
然
文
化
園（
有
料
区
域
）を
通
行
さ
れ

る
場
合
、
入
園
料
が
必
要
で
す
。

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂

定
員　

4
5
0
名
（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　

無
料
（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
観
覧
料
が
必
要
で
す
）

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ 電話でのお問い合わせ　06 - 6878 - 8560（本館 広報係）
みんぱくfacebookページ　http://www.facebook.com/MINPAKU.official

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/

電話でのお問い合わせ　06 - 6878 - 8560（本館 広報係）

みんぱくフェイスブック　http://www.facebook.com/MINPAKU.official

みんぱくツイッター　http://twitter.com/MINPAKUofficial

特
別
展

国
立
民
族
学
博
物
館
創
設
40
周
年
記
念

日
本
文
化
人
類
学
会
50
周
年
記
念

「
イ
メ
ー
ジ
の
力

―
国
立
民
族
学
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」

人
間
の
作
り
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
は
た
ら
き
や
受
け

と
め
ら
れ
方
に
、
人
類
共
通
の
普
遍
性
は
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
観
覧
者
と
と
も
に
さ
ぐ
り
ま
す
。

会
期　

12
月
9
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト「
ひ
つ
じ
」

2
0
1
5
年
の
干
支
で
あ
る
「
ひ
つ
じ
」
を
テ
ー
マ
に
、

み
ん
ぱ
く
所
蔵
の
資
料
や
写
真
を
展
示
し
、
世
界
各

地
の
「
ひ
つ
じ
」
に
か
か
わ
る
興
味
深
い
情
報
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

会
期　

12
月
11
日（
木
）〜

　
　
　

2
0
1
5
年
1
月
27
日（
火
）

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時　

1
月
10
日（
土
）

　
　
　

11
時
〜
11
時
20
分
、
14
時
30
分
〜
14
時
50
分

解
説　

野
林
厚
志
（
本
館 

教
授
）

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

◆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
ゴ
シ
ゴ
シ
☆
フ
ェ
ル
ト
―
ふ
わ
ふ
わ
羊
毛
が
大
変
身
?!
」

日
時　

1
月
12
日（
月
・
祝
）

　
　
　

11
時
〜
12
時
、
13
時
30
分
〜
14
時
30
分
、

　
　
　

15
時
〜
16
時

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

ヤ
語
（
の
話
者
）
を
対
象
に
行
わ
れ
た
貴
重
な
研
究

の
成
果
を
分
か
り
や
す
く
報
告
し
ま
す
。

日
時　

12
月
21
日（
日
）10
時
〜
17
時
20
分

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
80
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

お
問
い
合
わ
せ

yasug
i@

id
c.m

inp
aku.ac.jp

総
合
研
究
大
学
院
大
学 

学
術
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
関
連
事
業

「
石
見
大
元
神
楽
」

島
根
県
山
間
部
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
大
元
神
楽
の

公
演
を
通
し
て
、
伝
統
文
化
の
継
承
に
つ
い
て
大
学

院
生
・
研
究
者
・
神
楽
の
担
い
手
と
共
に
考
え
ま
す
。

日
時　

12
月
21
日（
日
）13
時
〜
16
時
40
分

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、
先
着
順

主
催　

総
合
研
究
大
学
院
大
学   

文
化
科
学
研
究
科

お
問
い
合
わ
せ

総
合
研
究
大
学
院
大
学   

学
務
課
基
盤
総
括
事
務
係

0
4
6
・
8
5
8
・
1
5
8
3

研
究
公
演

「
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏
踊
り
み
ん
ぱ
く
公
演
」

じ
ゃ
ん
が
ら
（
福
島
県
に
伝
わ
る
独
特
の
念
仏
踊

り
）
の
披
露
の
ほ
か
座
談
会
も
行
い
、
復
興
に
向
け

た
人
び
と
の
思
い
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

1
月
24
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
4
5
0
名
）

※
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）、
要
事
前
申
込
、

申
込
締
切
1
月
8
日
（
木
）
必
着

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
中
国
地
域
の
文
化
遺
産

―
人
類
学
の
視
点
か
ら
」

中
国
地
域
に
お
け
る
有
形
・
無
形
の
文
化
遺
産
に
焦

点
を
当
て
、
遺
産
認
定
が
人
々
の
生
活
に
も
た
ら
し

た
影
響
を
考
え
ま
す
。

日
時　

1
月
24
日（
土
）10
時
〜
16
時
30
分

　
　
　

1
月
25
日（
日
）10
時
〜
16
時

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

お
問
い
合
わ
せ

heritag
e

＠id
c.m

inp
aku.ac.jp

※
当
日
受
付
、
先
着
順
、
参
加
無
料
、
6
歳
未
満
の

方
は
保
護
者
同
伴
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
人
の
移
動
と
民
族
的
／
地
域
的
共
同
性
の
再
構
築
」

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
、
ロ
ー
カ
ル
な
共
同
体
の

維
持
や
展
開
を
可
能
と
す
る
共
同
性
は
い
か
に
再
構

築
さ
れ
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。
人
の
移
動
に
着
目
し

て
考
え
ま
す
。

日
時　

12
月
5
日（
金
）、
12
月
6
日（
土
）

　
　
　

10
時
〜
17
時

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
86
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、
使
用
言
語
は
英
語

国
立
民
族
学
博
物
館
･
立
命
館
大
学 

学
術
交
流
協
定
締
結
記
念

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
世
界
の
食
文
化
研
究
と
博
物
館
」

協
定
締
結
を
記
念
し
、
世
界
の
食
文
化
研
究
と
博

物
館
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

12
月
6
日（
土
）13
時
〜
16
時
45
分

　
　
　

12
月
7
日（
日
）10
時
〜
17
時

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
3
0
0
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
立
命
館
大
学

お
問
い
合
わ
せ

fo
o

d
@

id
c.m

inp
aku.ac.jp

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
文
化
財
を
伝
え
る

―
日
本
の
保
存
技
術
が 

古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
の
秘
宝
を
救
う
」

エ
ジ
プ
ト
文
明
の
秘
宝
を
ど
の
よ
う
に
修
復
し
、
保

存
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
文
化
財
保
存
の
専
門
家
と

文
化
財
に
関
心
の
あ
る
方
々
と
と
も
に
考
え
ま
す
。

日
時　

12
月
14
日（
日
）13
時
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館
講
堂
（
定
員
3
0
0
名
）

※
参
加
無
料
、
要
事
前
申
込

主
催　

一
般
社
団
法
人
文
化
財
保
存
修
復
学
会

お
問
い
合
わ
せ

b
unkazai@

id
c.m

inp
aku.ac.jp

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
マ
ヤ
語
か
ら
み
た
言
語
と
思
考
と
脳
」

日
本
語
と
正
反
対
の
語
順
を
も
つ
カ
ク
チ
ケ
ル
・
マ

公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
古
代
文
明
の
生
成
過
程

―
エ
ジ
プ
ト
と
ア
ン
デ
ス
」

考
古
学
者
を
招
い
て
、
最
新
の
調
査
成
果
と
と
も
に
、

両
古
代
文
明
の
特
性
に
つ
い
て
、
討
論
し
ま
す
。

日
時　

1
月
25
日（
日
）13
時
〜
16
時

会
場　

J
P
タ
ワ
ー
ホ
ー
ル
＆
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

　
　
　

ホ
ー
ル
1
（
東
京
）　

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、
先
着
順

お
問
い
合
わ
せ

sekiken@
id

c.m
inp

aku.ac.jp

み
ん
ぱ
く
創
設
40
周
年
記
念  

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

10
月
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
さ
ら
に
充
実
、
参
加
し
や

す
い
ス
タ
イ
ル
で
後
期
講
座
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

時
間　

13
時
〜
14
時
30
分

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
店
「
ス
ペ
ー
ス
9
」

※
要
事
前
申
込
（
参
加
状
況
に
よ
り
当
日
受
付
あ

り
）、
参
加
費
各
回
１
0
0
0
円

主
催　

産
経
新
聞
社

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
千
里
文
化
財
団

12
月
3
日（
水
）

巨
大
な
屋
根
の
謎

―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
家
屋
と
集
落

講
師　

佐
藤
浩
司
（
本
館 

准
教
授
）

12
月
10
日（
水
）

江
戸
の
探
検
家
、
間
宮
林
蔵
と
北
方
民
族

講
師　

佐
々
木
史
郎
（
本
館 

教
授
）

12
月
17
日（
水
）

現
代
中
国
の
農
村
の
く
ら
し

―
あ
る
家
族
の
幸
せ
の
か
た
ち

講
師　

韓
敏
（
本
館 

教
授
）

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

ウ
ェ
ー
ブ
産
経
カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
係

0
6
・
6
6
3
3
･
9
0
8
7

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜
17

時
（
土
日
祝
を
除
く
）
で
す
。

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）　FAX 06-6878-3716
 http://www.senri-f.or.jp/      e-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

友
の
会
講
演
会
（
大
阪
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

96
名
（
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示
）

第
4
3
8
回　

2
0
1
5
年
1
月
10
日（
土
）14
時
〜
15
時

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の「
知
的
生
産
の
技
術
」

―
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
博
情
館
の
可
能
性

講
師　

久
保
正
敏
（
本
館 

教
授
）

梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
は
、
博
物
館
を
博
情
館
と
位
置
づ
け
、
モ
ノ
、

映
像
や
音
響
資
料
の
収
集
と
そ
れ
ら
の
情
報
化
に
力
を
注
ぎ
ま
し

た
。
ま
た
、
利
用
者
自
ら
が
情
報
を
選
択
・
再
構
築
し
、
自
ら

「
知
的
生
産
」
を
実
践
す
る
場
と
し
て
、
民
博
が
活
用
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
ま
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
情
報
収
集
と
利
用
が
日
常

と
な
っ
た
現
代
は
、
博
物
館
に
お
け
る
資
料
や
情
報
の
集
積
・
利

用
や
公
開
の
手
法
に
お
い
て
、
多
様
な
異
文
化
へ
の
配
慮
が
特
に

必
要
で
す
。「
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
」
の
情
報
集
積
と
公
開
に
新
た
な

可
能
性
を
見
出
す
、
こ
れ
か
ら
の
「
知
的
生
産
の
技
術
」
に
つ
い

て
考
え
ま
す
。

第
4
3
9
回　

2
0
1
5
年
2
月
7
日（
土
）14
時
〜
15
時

都
市
の
婚
礼
、
山
村
の
婚
礼

―
ネ
パ
ー
ル
社
会
の
現
在
（
い
ま
）
を
結
婚
式
に
探
る

講
師　

南 

真
木
人
（
本
館 

准
教
授
）　

※
い
ず
れ
も
、
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
か
こ
ん
で
1
時
間
程
度

の
懇
談
会
を
お
こ
な
い
ま
す
。

友
の
会
機
関
誌『
季
刊
民
族
学
』1
5
0
号
刊
行
記
念
展
示

『
季
刊
民
族
学
』の
軌
跡 

開
催
中
！

会
期　

12
月
9
日
（
火
）
ま
で

会
場　

本
館
1
F
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

創
刊
号
か
ら
最
新
号
ま
で
を
展
示
。
実
際
に
手
に
と
っ
て
ご
覧
い

た
だ
け
る
ほ
か
、
1
5
0
冊
分
の
表
紙
を
一
望
で
き
る
め
っ
た
に

な
い
機
会
で
す
。
最
新
号
の
特
集
は
「
民
博
の
礎
」。
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
と
収
集
を
と
お
し
て
、
み
ん
ぱ
く
の
40
年
を
振
り
返
り

ま
す
。

第
85
回
民
族
学
研
修
の
旅

手
仕
事
へ
の
回
帰

―
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
東
北
タ
イ
の
機
織
り
の
現
場
を
め
ぐ
る

2
0
1
5
年
2
月
1
日（
日
）〜
2
月
9
日（
月
）

訪
問
先
：
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
タ
イ
東
北
部

※
本
誌
表
紙
う
ら
の
案
内
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

刊行物紹介

■笹原亮二、西岡陽子、福原敏男 著
『ハレのかたち
―造り物の歴史と民俗』
岩田書院　1,500円（税抜）

祭礼など、ハレの際に
造られる飾りもの＝
「造り物」。その歴史と
民俗の諸相。2013年
8月に国立民族学博物
館で開催されたゼミ
ナール「つくりもの
－ハレのかたち・お
もしろいかたち」の報
告を活字化。「造り物

の諸相」「造り物は現地で作られる－平田の一
式飾を巡って－」などを収録する。

※国立民族学博物館ミュージアム・ショップの記事は、表紙うらに移りました。

第
4
3
9
回　

12
月
20
日（
土
）

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
の
財
団

講
師　

出
口
正
之（
本
館 

教
授
）〝

財
団
〞と
い
う
も
の
は
、聞

い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
、

な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か

み
に
く
い
も
の
で
す
。海
外

で
い
う
と
、ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
自
然
史

博
物
館
も
財
団
で
す
。
ス

ポ
ー
ツ
団
体
か
ら
ロ
ッ
ク

フ
ェ
ラ
ー
財
団
ま
で
、現
在

の
財
団
に
ま
つ
わ
る
話
を
い

た
し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン
　

研
究
者
と
話
そ
う

時
間　

14
時
30
分
〜
15
時
30
分

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料
（
要
展
示
観
覧
券
）

本
館
の
研
究
者
が
来
館
さ
れ
た
皆
様
の
前
に
登
場
し
ま
す
！

「
研
究
に
つ
い
て
」「
調
査
し
て
い
る
地
域
（
国
）
の
最
新
情
報
」「
展
示

資
料
に
つ
い
て
」
な
ど
、
話
題
や
内
容
は
実
に
多
彩
。

12
月
7
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

邪
視
を
は
ね
か
え
す
力

話
者　

上
羽
陽
子
（
本
館 

准
教
授
）

12
月
14
日（
日
）　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

男
の
世
界
と
女
の
世
界

―
沖
縄
離
島
社
会
の
現
在

話
者　

加
賀
谷
真
梨
（
本
館 

機
関
研
究
員
）

12
月
21
日（
日
）　

東
南
ア
ジ
ア
横
休
憩
所

エ
ボ
ラ
出
血
熱
と
「
文
化
」

話
者　

浜
田
明
範
（
本
館 

機
関
研
究
員
）

グッゲンハイム美術館ビルバオ財団 

■飯田 卓 著
『身をもって知る技法―マダガ
スカルの漁師に学ぶ（フィールドワー
ク選書）』　臨川書店　2,0 0 0円 （税抜）

一本の論文を頼りに
して辿りついた先は、
インド洋航路の結節
点・マダガスカル。海
の遊牧民「ヴェズ」の
暮らしに身を置く中
で、次第に浮かび上
がる人と海との関係
性とは。小さな漁村
で出会った漁師とと

もに、フィールドワークのノウハウを身をもっ
て学ぶ。
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も
の
作
り
の
技
術
を
後
世
に 

伝
え
る
―
奥
羽
山
地
の
正
藍
染

小こ

谷だ
に 

竜り
ゅ
う

介す
け 

　
東
北
歴
史
博
物
館
学
芸
員

正
藍
染

宮
城
県
の
北
部
、
栗
原
市
栗
駒
文

字
地
区
に
伝
わ
る
藍
染
め
は
、「
正
し
ょ
う

藍あ
い

染ぞ
め

」
の
名
で
知
ら
れ
る
染
色
技
術

を
伝
え
て
い
る
。
一
般
に
藍
染
め
で

は
、
染
め
液
を
五
〇
度
程
度
に
加
温

し
効
率
よ
く
安
定
的
に
染
め
る
手
法

が
採
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
正

藍
染
は
染
め
液
を
加
温
せ
ず
に
作
る

所
に
特
徴
が
あ
る
。
温
度
を
一
定
に

管
理
す
る
必
要
が
な
い
こ
の
技
術
は
、

専
業
の
染
め
屋
が
発
生
す
る
以
前
の

も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
「
最
古
の

染
色
技
術
」な
ど
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。

正
藍
染
は
昭
和
二
九
年
、
東
京
国

立
博
物
館
染
色
室
の
山や
ま
の
べ辺

知と
も

行ゆ
き

に

よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
技
術
で
あ

る
。
当
時
、
千
葉
あ
や
の
ほ
か
数
名

の
女
性
が
伝
え
て
い
た
染
色
は
、
藍

染
め
の
古
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

か
つ
保
護
が
必
要
な
も
の
と
し
て
認

め
ら
れ
た
。
昭
和
三
〇
年
重
要
無
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
当
時
も
っ
と

も
年
少
で
、
技
術
の
し
っ
か
り
し
て

い
た
千
葉
あ
や
の
が
保
持
者
に
認
定

さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
人
間
国
宝
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
は
宮
城
県

指
定
無
形
文
化
財
と
し
て
、
あ
や
の

氏
の
孫
嫁
と
な
る
千
葉
ま
つ
江
氏
が

保
持
者
に
な
っ
て
い
る
。

技
術
の
特
徴

正
藍
染
は
、
先
に
ふ
れ
た
加
温
し

な
い
染
色
法
が
技
術
的
な
特
徴
と

工
し
、
自
ら
育
て
た
麻
で
作
っ
た
布

を
染
め
る
、
と
い
う
一
連
の
流
れ
が

指
定
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
分
業
化
の
進
む
中
世
以
降
、
こ

う
し
た
染
め
の
伝
統
は
国
内
で
も
大

変
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
文
化
財
と

し
て
保
護
の
対
象
に
な
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。

一
方
で
、
そ
の
経
緯
に
も
あ
ら
わ

れ
る
が
、
正
藍
染
は
、
特
定
の
個
人

が
担
う
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
生
業

と
し
て
お
こ
な
う
も
の
で
も
な
い
。

家
事
の
合
間
を
縫
っ
て
お
こ
な
う
女

性
の
仕
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
作
業
衣

を
は
じ
め
と
す
る
、
自
分
た
ち
の
着

る
衣
服
を
作
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
技
術
は
、
宮
城

県
北
部
の
栗
原
市
だ
け
で
は
な
く
、

奥
羽
山
地
に
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
が

後
の
報
告
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。

 

文
化
財
と
し
て
の
正
藍
染

日
本
の
文
化
財
保
護
制
度
で
は
、

無
形
の
文
化
財
と
し
て
、
無
形
文
化

財
と
民
俗
文
化
財
と
い
う
ふ
た
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
。
無
形
文

化
財
は
技
術
を
高
度
に
会
得
し
た
個

人
を
対
象
に
、
技
術
の
保
持
者
に
認

定
す
る
文
化
財
で
あ
る
。
一
方
民
俗

文
化
財
は
国
民
生
活
の
推
移
を
示
す

文
化
財
と
さ
れ
、
誰
が
伝
え
て
い
る

か
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
文
化
財
の
担
い
手
を
明
確
化

す
る
か
ど
う
か
に
大
き
な
違
い
が
あ

る
。
正
藍
染
は
無
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
が
、
正
藍
染
が
紺
屋
と

い
う
専
業
の
藍
染
め
業
者
の
発
生
前

に
広
く
見
ら
れ
た
技
術
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
民
俗
文
化
財
と
し
て

の
性
格
が
強
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

一
方
で
染
め
の
技
術
と
い
う
観
点

で
は
、
上
手
い
下
手
は
重
要
な
点
で

あ
る
し
、
高
度
に
技
術
を
会
得
し
た
、

と
い
う
点
か
ら
の
評
価
も
必
要
で
あ

る
。
こ
う
し
た
点
で
は
技
術
を
錬
磨

し
、
作
品
を
仕
上
げ
る
無
形
文
化
財

と
し
て
の
性
格
も
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
こ
に
文
化
財
と
し
て
評
価
を

す
る
こ
と
の
難
し
さ
が
あ
る
。

 正
藍
染
を
伝
え
て
い
く
た
め
に

正
藍
染
は
、
一
人
の
女
性
が
、
原

材
料
の
栽
培
か
ら
加
工
ま
で
を
一
手

に
担
う
、
と
い
う
特
徴
と
、
非
常
に

古
風
な
技
術
を
伝
え
て
い
る
と
い
う

特
徴
の
二
面
を
有
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
特
徴
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、

必
要
性
の
小
さ
く
な
っ
た
技
術
で
あ

り
、
そ
れ
故
に
文
化
遺
産
と
し
て
伝

え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
文
化
遺
産
と
し
て
正
藍
染
を

考
え
た
と
き
、
そ
の
価
値
は
高
度
な

技
術
の
取
得
や
、
そ
の
練
磨
で
は
な

い
と
筆
者
は
考
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
日
常
の
生
活
の
な
か
で
藍
染
め

の
存
在
意
義
が
う
す
ら
い
で
い
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
独
特
の
技
術

を
高
度
に
極
め
、
工
芸
品
と
し
て
の

価
値
を
作
っ
て
い
く
必
要
性
が
あ
る

こ
と
も
強
く
認
識
し
て
い
る
。

古
い
生
活
の
形
態
に
基
づ
く
技
術

を
現
代
社
会
で
維
持
し
て
い
く
た
め

に
は
、
そ
の
伝
承
と
と
も
に
、
伝
承

意
識
を
高
め
る
工
夫
を
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
文

化
遺
産
を
遺
し
て
い
く
う
え
で
、
日

本
の
文
化
財
保
護
制
度
の
よ
う
な
二

段
階
の
文
化
財
保
護
施
策
が
有
効
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
文

化
遺
産
の
性
格
に
よ
り
、
不
特
定
多

数
を
対
象
に
指
定
を
か
け
る
こ
と
で

多
く
の
人
に
保
存
の
意
識
の
向
上
を

も
た
ら
す
効
果
が
期
待
で
き
る
と
と

も
に
、
個
人
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
技
術
を
高
度
な
レ
ベ
ル
で

維
持
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
た
め

で
あ
る
。
文
化
遺
産
を
護
る
手
法
は

多
様
で
あ
り
、
適
切
な
方
法
を
採
り

な
が
ら
後
世
に
伝
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

戦
後
日
本
で
は
、
無
形
の
こ
と
が
ら
も
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
芸
能
や
儀
礼
の
ほ
か
、

も
の
作
り
に
関
わ
る
技
術
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
考
え
は
の
ち
に
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
。

な
っ
て
い
る
。
一
方
、
指
定
理
由
に

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
正

藍
染
は
、
自
ら
糸
を
紡
ぎ
織
り
上
げ

た
麻
布
を
、
自
ら
栽
培
し
た
藍
葉
か

ら
作
っ
た
染
液
で
染
め
る
と
い
う
、

生
産
か
ら
加
工
ま
で
一
貫
し
て
自
製

す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
そ
の
染
色

に
は
染
色
槽
を
加
温
し
な
い
と
い
う

藍
染
め
の
古
い
姿
を
示
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
工
芸
史
上
、
染
色
技
術
の

変
遷
過
程
の
一
端
を
現
在
に
伝
え
て

い
る
点
で
貴
重
な
も
の
に
な
り
ま

す
」。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
重
要

無
形
文
化
財
正
藍
染
は
女
性
が
一
人

で
、
原
材
料
と
な
る
藍
を
育
て
、
加

現在の伝承者千葉まつ江氏（2010年 6月10日撮影）

藍葉の刈り取り作業（2012年 9月10日撮影）

宮城県
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高
級
香
り
米

タ
イ
米
に
代
表
さ
れ
る
イ
ン
デ
ィ
カ
米
は
、
日
本
で
は

「
安
く
て
ま
ず
い
コ
メ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。

じ
っ
さ
い
に
家
庭
で
調
理
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
し
、
輸
入
さ
れ
た
タ
イ
米
の
多
く
は
泡
盛
や
せ
ん
べ
い
の

材
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
か
に
は
国
際
市

場
に
お
い
て
高
値
で
取
り
引
き
さ
れ
る
タ
イ
産
の
高
級
香

り
米
も
あ
る
。
そ
れ
が
「
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
」
で
あ
る
。
タ
イ

は
二
〇
一
二
年
に
イ
ン
ド
と
ベ
ト
ナ
ム
に
抜
か
れ
る
ま
で
長

年
世
界
一
の
コ
メ
輸
出
量
を
ほ
こ
っ
て
き
た
。
そ
の
輸
出
米

の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を
、
普
通
白
米
と
く
ら
べ
二
倍
前
後

の
高
値
で
取
り
引
き
さ
れ
る
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
が
占
め
て
い
る

の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
の
主
要
産
地
は
、
タ
イ
の
な
か
で
も
も
っ

と
も
貧
し
い
地
域
と
さ
れ
る
東
北
部
で
あ
る
。
東
北
タ
イ

で
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
の
生
産
が
急
拡
大

し
、
全
国
の
生
産
量
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
そ
こ
で
生

産
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
東
北
タ
イ
の
主
要
民
族
ラ
ー
オ

人
は
も
ち
米
を
主
食
と
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
東
北
タ

イ
の
一
部
地
域
で
は
、
販
売
用
の
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
の
生
産
量

が
地
元
で
消
費
さ
れ
る
も
ち
米
の
生
産
量
を
大
き
く
う
わ

ま
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

は
じ
ま
り
は
社
会
運
動

コ
ー
ヒ
ー
、
紅
茶
、
バ
ナ
ナ
な
ど
に
く
ら
べ
、
コ
メ
の

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
歴
史
は
比
較
的
あ
た
ら
し
い
。
ス
イ
ス

の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
東
北
タ
イ
の
ス
リ
ン
県
か
ら
お
そ
ら
く
最
初

の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
米
を
輸
入
し
た
の
が
一
九
九
〇
年
代
初

頭
、
国
際
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
認
証
機
構
が
コ
メ
の
認
証
に

関
す
る
基
準
の
制
定
に
動
き
は
じ
め
た
の
が
二
〇
〇
〇
年

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
認
証
米
の
取

引
は
急
速
に
拡
大
し
て
き
て
お
り
、
な
か
で
も
欧
米
む
け

の
タ
イ
産
や
イ
ン
ド
産
の
高
級
な
香
り
米
が
大
半
を
し
め
、

有
機
栽
培
認
証
を
同
時
に
取
得
し
て
い
る
も
の
も
多
い
。

有
機
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
の
生
産
が
さ
か
ん
な
東
北
部
の
ス

リ
ン
県
で
は
、
コ
メ
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
も
と
も
と
農
村

の
貧
困
撲
滅
や
生
活
改
善
を
め
ざ
す
社
会
運
動
か
ら
派
生

し
て
き
た
。
一
九
八
〇
年
代
の
な
か
ば
、
ス
リ
ン
県
の
農
家

は
農
産
物
価
格
の
低
迷
、
化
学
肥
料
や
農
薬
の
使
用
が
も

た
ら
す
土
壌
や
生
態
系
の
劣
化
と
い
っ
た
問
題
に
直
面
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
有
力
な
方
策
と
し

て
う
か
び
あ
が
っ
て
き
た
の
が
有
機
農
業
の
推
進
だ
っ
た
。

ス
リ
ン
市
郊
外
の
寺
に
い
た
あ
る
高
名
な
「
開
発
僧
」
の
尽

力
に
よ
り
、
一
九
九
一
年
に
は
つ
い
に
ス
イ
ス
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が

無
農
薬
の
コ
メ
を
買
い
と
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
、
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
の
理
念
に
も
と
づ
く
コ
メ
の
輸
出
が
は
じ
ま
っ

た
。
そ
の
後
主
要
な
農
民
組
合
は
自
前
の
精
米
所
を
建
設

す
る
ま
で
に
成
長
し
、
有
機
米
の
生
産
と
輸
出
は
順
調
に

伸
び
て
い
っ
た
。

政
治
に
翻
弄
さ
れ
る
コ
メ
農
家

こ
こ
一
〇
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
ス
リ
ン
県
や
近
隣
諸
県
で
は

有
機
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
の
生
産
・
加
工
を
お
こ
な
う
農
民
グ

ル
ー
プ
が
ふ
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
競
争
の
激
化
と
と
も
に

有
機
米
生
産
組
合
の
幹
部
を
悩
ま
せ
て
い
る
の
は
、
政
府

の
コ
メ
担
保
融
資
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
産
さ
れ
た
コ
メ

と
引
き
替
え
に
市
場
価
格
よ
り
も
高
い
値
段
で
農
家
に
対

し
て
融
資
を
す
る
も
の
で
、
政
府
に
よ
る
事
実
上
の
コ
メ
買

い
あ
げ
制
度
で
あ
る
。
前
政
権
の
イ
ン
ラ
ッ
ク
首
相
は
、
支

持
基
盤
で
あ
る
農
家
の
人
気
と
り
の
た
め
、
高
価
格
で
の
コ

メ
買
い
と
り
を
約
束
し
た
。
そ
の
せ
い
で
、
も
と
も
と
付
加

価
値
の
た
か
い
有
機
米
の
生
産
者
価
格
と
、
一
般
米
の
政
府

買
い
と
り
価
格
（
そ
こ
で
は
有
機
・
非
有
機
の
区
別
は
な
い
）

が
ほ
と
ん
ど
拮
抗
す
る
ま
で
に
な
り
、
組
合
は
必
要
な
有

機
米
を
確
保
す
る
た
め
に
さ
ら
な
る
買
い
と
り
価
格
の
値

あ
げ
に
ふ
み
き
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
た
だ

で
さ
え
財
政
事
情
の
き
び
し
い
農
民
組
合
を
苦
し
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。
結
局
、
こ
の
コ
メ
担
保
融
資
制
度
が
巨
額
の

財
政
赤
字
を
う
み
だ
し
汚
職
の
温
床
に
な
っ
た
と
し
て
イ

ン
ラ
ッ
ク
政
権
は
き
び
し
い
非
難
に
さ
ら
さ
れ
、
二
〇
一
四

年
五
月
に
お
こ
っ
た
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
退
陣
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。

輸
出
依
存
か
ら
の
脱
却

こ
う
し
て
有
機
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
の
生
産
と
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
は
、
不
安
定
な
政
治
情
勢
に
左
右
さ
れ
る
一
方
で
、
き

び
し
い
産
地
間
の
競
争
に
も
直
面
し
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
な

ど
近
隣
諸
国
も
ち
か
く
有
機
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
の
輸
出
に
本

格
的
に
参
入
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
な
か
、
輸
出
ビ
ジ
ネ
ス
だ
け
に
依
存
し
な
い
あ
た

ら
し
い
動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
海
外
で
な
く

国
内
の
消
費
者
に
む
け
た
有
機
米
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
で
あ

る
。
た
と
え
ば
仏
教
の
戒
律
に
忠
実
な
道
徳
的
な
生
産
者

が
つ
く
る
「
道
徳
米
」
の
販
売
と
い
う
、
仏
教
国
な
ら
で

は
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
を
と
る
農
民
グ
ル
ー
プ
が
あ
ら
わ
れ

た
。
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
動
き
は
都
市
部
で
毎
週
開
催

さ
れ
る
有
機
農
産
物
・
加
工
品
の
直
売
市
場
（「
緑
の
市
場
」）

の
隆
盛
で
あ
る
。
有
機
米
の
生
産
・
認
証
で
つ
ち
か
っ
た
ノ

ウ
ハ
ウ
を
い
か
し
て
、
生
鮮
野
菜
や
加
工
品
な
ど
を
農
家

が
直
接
販
売
す
る
し
く
み
を
農
民
組
合
の
メ
ン
バ
ー
が
中

心
と
な
っ
て
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
ち
か
い
将
来
有
機

米
生
産
グ
ル
ー
プ
間
の
競
争
は
は
げ
し
さ
を
増
し
、
輸
出

依
存
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
い
っ
そ
う
不
安
定
な
状
況
に
お

ち
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
て
国
内
の
有
機
農

産
物
市
場
を
開
拓
し
生
産
者
と
地
元
消
費
者
の
あ
た
ら
し

い
関
係
を
き
ず
い
て
い
く
こ
と
は
、
個
々
の
農
家
の
経
営
戦

略
と
し
て
も
、
地
域
の
食
料
安
全
保
障
に
と
っ
て
も
、
と
て

も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

タ
イ
の
有
機
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米

鶴つ
る

田た 

格た
だ
す

　
近
畿
大
学
准
教
授

歴
史
も
浅
く
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
食
品
の
ひ
と
つ
に
コ
メ
が
あ
る
。

社
会
運
動
の
一
環
に
よ
る
有
機
農
業
か
ら
始
ま
っ
た
、

タ
イ
東
北
部
の
ジ
ャ
ス
ミ
ン
米
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
、

政
情
や
産
地
間
の
競
争
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。

欧米むけに輸出されるジャスミン米のパッケージ

コメの選別をする農民組合職員国などの資金援助で巨大な精米施設を建設する組合
もあらわれた

毎週土曜日に開催されるスリン市の緑の市場は
すっかり市民に定着した

道徳米ブランドの
赤ジャスミン米
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小麦（シャンバル、日本の
小麦でも代用可）　500g

インゲンマメ、ヒヨコマメ、
ソラマメ、エンドウマメ、 
ライマメ　　それぞれ 250g

ブタのリブロース（生ハム
またはリブロースの燻製で
もよい）、ブタの皮 

　　　　　  それぞれ 500g

タマネギ、アヒパンカ 各 2個 

アヒミラソル、ロコト  各 1個 

ニンニク　3個 

コリアンダー、ミント 各 2束 

塩、コショウ、オレガノ　少々

シャンバル（8人分）

① 小麦とマメ類は前日から水に浸して柔らかくしておく。

② 小麦とマメ類を鍋にたっぷりの水で煮る。

③ ブタの肉や皮（生ハムまたはリブロースの燻製）を鍋
にいれ、さらに煮る。

④ 並行してフライパンでタマネギやトウガラシ各種、 
 ニンニクを火にかけ、併せる。

⑤ ④を鍋に加え、コリアンダー、ミントを加え、塩、コショ
ウ、オレガノで味を調える。

⑥ とろみがついてきたら完成。

　※アヒパンカ：辛みが少ないトウガラシの一種
　　アヒミラソル：強い辛みをもつトウガラシの一種
　　ロコト：非常に辛い激辛のトウガラシの一種

皿につがれるシャンバル シャンバル（中央）とつけあわせのソースやポップコーン、 
ブタのリブロース

シャンバルを求める客でにぎわうレストラン

「Hoy Shambar（本日シャンバルあります）」の文字

月
曜
日
以
外
で
も
シ
ャ
ン
バ
ル
を
出
す
レ
ス
ト
ラ
ン
も

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
ヨ
っ
子
に
は
不

人
気
で
、
彼
ら
に
い
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
の
シ
ャ

ン
バ
ル
で
は
な
い
。
ま
た
、
レ
シ
ピ
に
創
作
的
に
手
が

加
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
、
シ
ャ
ン
バ
ル
も
変

化
が
激
し
い
現
代
の
波
に
も
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
た
だ
し
、
そ
の
な
か
で
も
い
つ
も
変
わ
ら
な
い
の

は
、
シ
ャ
ン
バ
ル
が
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
ヨ
の
人
た
ち
の
心
と

身
体
に
深
く
染
み
こ
み
、
彼
ら
を
心
身
と
も
に
満
た
し

て
く
れ
る
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

月
曜
日
の
ス
ー
プ

首
都
リ
マ
か
ら
北
へ
約
五
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
沿

岸
部
に
あ
る
ペ
ル
ー
第
三
の
都
市
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
ヨ
。
イ

ン
カ
帝
国
を
滅
ぼ
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
征
服
者
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
・
ピ
サ
ロ
の
故
郷
と
同
じ
名
が
冠
せ
ら
れ
た
こ

の
街
は
、「
永
遠
の
春
の
街
」
と
も
称
さ
れ
る
。
ま
た
、

同
市
は
、
太
平
洋
岸
か
ら
ア
ン
デ
ス
山
脈
東
斜
面
ま
で

を
含
む
広
大
な
ラ
・
リ
ベ
ル
タ
県
の
県
都
で
、
ペ
ル
ー

北
部
の
経
済
的
中
心
地
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。

ペ
ル
ー
は
、
標
高
差
が
織
り
な
す
多
様
な
生
態
系
と

豊
富
な
水
産
資
源
に
よ
る
食
の
宝
庫
だ
。
そ
う
し
た
な

か
で
、
海
岸
部
の
街
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
起
源
の
レ
シ
ピ

が
土
着
化
し
た
「
ク
リ
オ
ー
リ
ャ
」
料
理
や
、
新
鮮
な

海
の
幸
を
活
か
し
た
料
理
が
有
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ラ
・
リ
ベ
ル
タ
県
、
と
く
に
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
ヨ
を
中
心
に
、

月
曜
日
だ
け
に
饗き
ょ
うさ

れ
る
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る
。
そ
れ
が

シ
ャ
ン
バ
ル
で
あ
る
。

シ
ャ
ン
バ
ル
と
は

シ
ャ
ン
バ
ル
と
は
、
一
口
に
い
え
ば
、
ブ
タ
の
皮
や

肉
、
あ
る
い
は
生
ハ
ム
や
リ
ブ
ロ
ー
ス
の
燻く
ん

製せ
い

な
ど
を
、

種
々
の
マ
メ
と
シ
ャ
ン
バ
ル
と
よ
ば
れ
る
小
麦
と
煮
込

ん
だ
ス
ー
プ
で
あ
る
。
付
け
合
せ
に
は
、
ポ
ッ
プ
コ
ー

ン
が
出
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
調
理
工
程
は
、
基
本
的
に
先
述
の
具
材
を
煮
る

シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
シ
ピ
の
詳
細

は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
や
各
家
庭
で
異
な
り
、
そ
の
味
は
驚

く
ほ
ど
多
様
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
譲
れ
な
い
こ
だ
わ

り
や
隠
し
味
が
あ
る
の
だ
。
ち
な
み
に
、
ト
ゥ
ル
ヒ
ー

ヨ
で
大
人
気
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
そ
こ
で
調
理
さ
れ

た
一
週
間
分
の
七
面
鳥
の
骨
を
と
り
お
き
、
ス
ー
プ
ス

ト
ッ
ク
と
す
る
と
い
う
。

た
だ
し
、
こ
の
ス
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
は
よ
く

わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
シ
ャ
ン
バ
ル
と
い
う

こ
と
ば
自
体
、
先
住
民
言
語
の
ケ
チ
ュ
ア
語
や
現
在
広

く
使
用
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
語
で
も
な
く
、
そ
れ
は
経
年

的
に
ケ
チ
ュ
ア
語
が
変
化
し
た
も
の
と
も
、
両
言
語
が

混
ざ
っ
た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
多
く
の
人
は
、
シ
ャ
ン
バ
ル
を
ペ
ル
ー
北
部

山
地
で
生
ま
れ
、
人
の
移
動
と
と
も
に
海
岸
部
へ
や
っ

て
き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
、
材
料
を
み
る

と
山
地
で
と
れ
る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
、
北
部
山
地

の
各
地
で
は
、
名
前
は
異
な
る
も
の
の
、
シ
ャ
ン
バ
ル

と
同
様
に
、
小
麦
と
ブ
タ
の
皮
を
煮
込
ん
だ
ス
ー
プ
が

み
う
け
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
曜
日
限
定
な
の
か
。
一
説
に
は
、
ト
ゥ

ル
ヒ
ー
ヨ
で
開
か
れ
る
日
曜
日
の
市
場
へ
来
た
山
地
の

人
び
と
が
、
家
路
に
つ
く
前
に
食
し
た
た
め
と
い
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
海
岸
部
に
移
住
し
て
き
た
山
地
の
人

び
と
が
、
週
末
の
パ
ー
テ
ィ
な
ど
で
ふ
る
ま
っ
た
も
の

が
徐
々
に
形
を
変
え
な
が
ら
定
着
し
た
と
い
う
説
や
、

そ
の
パ
ー
テ
ィ
の
食
事
の
残
り
を
他
の
具
材
と
一
緒
に

煮
て
つ
く
っ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
話
を
総
合
す
る
と
、
シ
ャ
ン
バ
ル
に
は

山
地
と
海
岸
部
の
食
文
化
の
融
合
が
垣か
い

間ま

み
ら
れ
る
。

シ
ャ
ン
バ
ル
が
と
き
に
、「
山
地
で
生
ま
れ
、
海
岸
の

心
を
も
つ
」
と
も
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
た
だ
し
、

中
心
的
具
材
の
ブ
タ
は
、
植
民
地
期
以
降
に
ア
ン
デ
ス

に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ャ
ン
バ

ル
は
、
ア
ン
デ
ス
と
西
欧
と
の
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
も
あ

る
の
だ
。

今
週
も
元
気
に
働
く
た
め
に

ト
ゥ
ル
ヒ
ー
ヨ
の
人
た
ち
に
愛
さ
れ
る
シ
ャ
ン
バ
ル
。

そ
の
由
来
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
週
間
分
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
蓄
え
る
た
め
に
、
週
の
頭
の
月
曜
日
に
食
べ
る

と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
誰
も
が
合
意
す
る
。
た
し
か

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
材
を
煮
込
ん
だ
ス
ー
プ
は
、
栄
養

満
点
で
あ
る
。

こ
の
名
物
料
理
は
、
有
名
店
で
は
四
〇
〇
人
分
を
つ

く
っ
て
も
、
一
〇
時
か
ら
提
供
し
て
一
四
時
に
は
完
売

と
な
る
ほ
ど
の
人
気
を
誇
る
。
朝
七
時
か
ら
メ
ニ
ュ
ー

に
並
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
朝
食
に
は
い
さ
さ

か
重
い
。
ま
た
、
夕
食
に
は
提
供
さ
れ
な
い
昼
ま
で
の

限
定
メ
ニ
ュ
ー
な
の
だ
。

現
在
で
は
、
観
光
客
の
た
め
に
、
事
前
予
約
す
れ
ば

ペルー海岸部の豆スープ

シャンバル

山
やま

本
もと

 睦
あつし
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権
力
と
い
う
と
、
一
般
的
に
は
、
地
位
や
権
限
を
利
用
し
て
他
人
に

何
か
を
強
制
す
る
こ
と
な
ど
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
し
か
し
、
権
力
と
い

う
も
の
は
、
も
っ
と
巧
妙
に
そ
れ
と
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
も
作

動
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
一
九
二
六
―
八
四
）
は
、

近
代
社
会
に
な
っ
て
ひ
と
つ
の
微
細
な
権
力
装
置
の
か
た
ち
が
あ
ら
わ

れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
が
生せ
い

権け
ん

力り
ょ
くで

あ
る
。
近
代
社
会
に
お
い

て
、
国
家
は
も
は
や
王
家
や
将
軍
の
持
ち
も
の
で
は
な
く
な
り
、
自
立

し
た
ひ
と
つ
の
有
機
的
生
命
体
の
よ
う
な
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
国
家
は
自
分
自
身
を
維
持
・
拡
大
す
る
こ
と
を

自
己
目
的
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
国
民
は
国
王
が
生
殺
与

奪
の
権
力
を
振
り
か
ざ
し
て
、
お
ど
し
た
り
調
教
し
た
り
す
る
対
象
で

は
な
く
な
り
、
国
家
＝
社
会
と
い
う
生
命
体
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
た

め
の
不
可
欠
の
要
素
だ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
近

代
国
民
国
家
は
、
こ
ぞ
っ
て
国
民
の
健
康
を
増
進
し
、
性
生
活
と
生
殖

活
動
の
管
理
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
性
の
管

理
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
性
倒
錯
」（
自
慰
や
同
性
愛

な
ど
）
は
、
国
民
の
健
康
を
害
す
る
問
題
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

人
び
と
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
見
と
が
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ

う
い
っ
た
異
常
な
性
癖
を
も
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
自
分
自
身
で
吟

味
し
、
告
白
し
、
相
談
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
生
権
力
は
、
一
般
に
「
生
か
す
権
力
」
だ
と
言
わ
れ

る
。
た
し
か
に
、
生
権
力
は
「
言
う
こ
と
を
聞
か
な
け
れ
ば
殺
す
」
と

い
う
よ
う
な
物
騒
な
権
力
で
は
な
い
。
つ
つ
が
な
く
生
き
た
い
と
い
う

生権力
Bio-politics

加
か

藤
と う

 敦
あ つ

典
ふ み

　
東京大学

　　　　　　　 東アジア・リベラルアーツ・イニシアティブ特任講師

人
び
と
の
思
い
を
や
さ
し
く
包
摂
す
る
権
力
で
あ
り
、
親
切
で
、
と
き

に
お
節
介
な
権
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
み
た
と

き
、
こ
の
よ
う
な
生
権
力
は
し
ば
し
ば
暴
力
的
な
か
た
ち
で
エ
ス
カ
レ
ー

ト
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が
そ
の
典
型
で
あ

る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
思
想
は
、
国
民
の
優
秀
さ
を
増
大
す
る
た
め
に
は

人
種
の
純
粋
さ
を
高
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
の
た
め
に
は
ユ
ダ
ヤ

人
種
を
根
絶
や
し
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
考
え
方
を
背
景
に
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
や
が
て
、
狭
義
の
人
種
だ
け
で
は

な
く
、
身
体
障
害
者
、
精
神
障
害
者
な
ど
と
い
っ
た
優
生
学
的
リ
ス
ク

を
根
絶
や
し
に
し
よ
う
と
し
は
じ
め
る
。

今
日
の
文
化
人
類
学
者
は
、
現
地
の
人
び
と
に
対
し
て
実
施
さ
れ

る
医
療
や
公
衆
衛
生
の
思
想
と
実
践
の
あ
り
か
た
を
描
き
だ
す
こ
と
で
、

文
明
化
、
近
代
化
、
リ
ス
ク
管
理
な
ど
の
名
目
の
も
と
で
行
使
さ
れ
る

生
権
力
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き
た
。
ま
た
、
他
方
で
は
、
一
人
一
人
の

生
を
国
家
＝
社
会
の
防
衛
な
ど
よ
り
大
切
に
す
る
思
想
と
、
そ
れ
を
担

保
す
る
信
念
や
慣
行
や
創
発
的
な
実
践
が
実
際
の
人
び
と
の
暮
ら
し
の

な
か
に
生
き
生
き
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

実
際
、
多
く
の
自
生
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
「
異
常
」
者
を
排
除
せ
ず
、

む
し
ろ
包
摂
し
て
い
く
よ
う
な
機
構
を
そ
な
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
文
化
人
類
学
者
は
、
実
地
調
査
に
基
づ
い
て
、
周
縁
世
界

に
お
け
る
生
権
力
の
展
開
を
描
き
だ
す
と
と
も
に
、
生
権
力
が
と
ら
え

き
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
よ
り
ゆ
る
や
か
な
生
の
作
法
の
あ
り
か
た
を

提
示
し
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

つつがなく

生きるため
の
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﹁
手
話
﹂
あ
る
い
は
﹁
手
話
通
訳
﹂
と
聞
い
て
何
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

だ
ろ
う
か
？
　﹁
手
話
は
聴
覚
障
害
者
が
使
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

手
段
﹂﹁
手
話
通
訳
は
聞
こ
え
る
人
が
聞
こ
え
な
い
人
の
た
め
に
手
話

で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
人
﹂
と
い
う
よ
う
な
考
え

が
ぱ
っ
と
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

手
話
通
訳
は
誰
の
た
め
に

筆
者
は
イ
ギ
リ
ス
の
セ

ン
ト
ラ
ル
・
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー

大
学
内
に
あ
る
国
際
手
話

言
語
学
・
ろ
う
文
化
学
研

究
所
︵iSL

anD
S

︶
で
手

話
言
語
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
携
わ
っ
た
。
そ
こ
で
は

福
祉
的
位
置
づ
け
と
し
て

の
手
話
で
は
な
く
、
言
語

と
し
て
の
手
話
、
学
問
と

し
て
の
デ
フ
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
に
関
す
る
最
先
端
の
研

究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
使
わ
れ
る
共
通
言

語
は
、
イ
ギ
リ
ス
手
話
か

国
際
手
話
だ
。
ろ
う
聴
の
別
に
関
係
な
く
、
皆
、
流

り
ゅ
う

暢ち
ょ
うな
手
話
を
使

う
。
時
折
、
他
の
学
部
や
海
外
か
ら
手
話
を
使
用
し
な
い
聴
者
の
訪

問
客
が
あ
る
が
、
さ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
壁
、
い
わ
ゆ
る
﹁
障

害
﹂
に
直
面
す
る
の
は
、
果
た
し
て
誰
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
場
に

お
い
て
困
る
の
は
、
ろ
う
者
で
は
な
く
手
話
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
聴
者
の
方
だ
。そ
し
て
手
話
通
訳
が
付
く
こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
可
能
に
な
る
。﹁
誰
の
た
め
の
手
話
通
訳
か
？
﹂
は
、
状
況
に
よ
っ

て
変
わ
る
。
い
や
、
手
話
通
訳
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
両
者

の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
失
わ
な
い
で
も
ら
い
た
い
。
日
本
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
の
不
便
さ
を
感
じ
る
ろ
う
者
と
し
て

の
思
い
だ
。

ろ
う
の
通
訳
者

iSL
anD

S

の
言
語
学
関
係
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
米
国
人
ろ
う
者
の
講

演
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。
音
声
言
語
は
、

ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
、
い

ず
れ
に
お
い
て
も
英
語
が

話
さ
れ
る
が
、
手
話
と
な

る
と
、
両
国
で
使
わ
れ
る

も
の
は
ま
っ
た
く
異
な
っ

て
い
る
。
指
文
字
も
、
ア

メ
リ
カ
手
話
で
は
片
手
の

み
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ

ギ
リ
ス
で
は
両
手
で
表
現

す
る
。
そ
の
ま
ま
で
は
お

互
い
に
通
じ
ず
、
通
訳
が

必
要
に
な
る
。
そ
こ
で
大

活
躍
し
た
の
が
、
イ
ギ
リ

ス
手
話
と
ア
メ
リ
カ
手
話
の
両
方
を
巧
み
に
こ
な
せ
る
ろ
う
の
通
訳
者

だ
っ
た
。
ス
テ
ー
ジ
前
に
ろ
う
の
通
訳
者
が
座
り
、
ア
メ
リ
カ
手
話
を

す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
手
話
に
通
訳
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
聴
者
の
通
訳
者

が
英
語
に
読
み
と
り
通
訳
し
、
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
通
訳
が
そ
れ
を
聞
い

て
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
手
話
で
表
現
す
る
。
そ
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
な
通
訳
の
あ
り
方
に
と
て
も
新
鮮
な
も
の
を
感
じ
た
。
手
話
通
訳
は

聴
者
だ
か
ら
で
は
な
く
、
ろ
う
者
だ
か
ら
で
き
る
仕
事
で
も
あ
る
の
だ
。

耳が聞こえないから
コミュニケーション障害か？

相
さが

良
ら

 啓
けい

子
こ

　民博 プロジェクト研究員

アメリカ手話（上）とイギリス手話（下）の指文字表
（http://www.fingerspellingalphabet.com
http://www.british-sign.co.ukより転載）
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フィンランド、ロヴァニエミ市にある 
「サンタクロース村」のサンタ
フィンランドの北極圏北東部、耳の形を
したコルヴァ・トゥントゥリ（耳・丘）に住み、
その大きな耳が世界中の子どもたちの願
いを聞くという（提供・サンタクロース村
オフィシャルサイト）

T・ナストのサンタ第 1号
「SANTA CLAUS IN CAMP」。星条旗デザインの衣装
を着たサンタの向こうには星条旗がたなびき、画面上
部には「U S」の文字が躍る。『ハーパーズ・ウィークリー』
1863年 1月 3日号より

聖ニコラウスのガラス絵
19世紀。フランスのアル
ザス地域。18～ 19世紀、
社会の混乱のなかでアル
ザス地域では宗教的ガラ
ス絵が人気を集めた

T・ナストのサンタ絵本
19世紀後半に人気を集
めたマクラフリン・ブラ
ザーズ社の絵本シリー
ズの 1冊。サンタは赤
茶色の毛皮コートを着
ている

の
ガ
ラ
ス
絵
や
ロ
シ
ア
正
教
の
イ
コ
ン
画
な
ど
に
も
さ
か
ん
に
描
か
れ
た
が
、
そ
の
多

く
は
赤
い
ガ
ウ
ン
を
着
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
が
思
い
描
く
サ
ン
タ
と
違
う
と
こ
ろ
は
、

で
っ
ぷ
り
と
太
っ
て
は
い
な
い
こ
と
、
手
に
司し

教き
ょ
う

杖じ
ょ
うを
持
っ
て
い
る
こ
と
、
塩
漬
け
肉

に
し
て
食
べ
よ
う
と
し
た
肉
屋
か
ら
助
け
た
三
人
の
子
ど
も
た
ち
が
足
元
の
桶お
け
の
な
か

に
立
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
だ
ろ
う
か
。

聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
赤
い
ガ
ウ
ン
を
着
る
こ
と
は
、
信
者
の
幸
福
の
た
め
に
自
分
が
流

す
血
を
あ
ら
わ
す
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
北
部
の
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
信
仰

サ
ン
タ
の
赤
は
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
色
か
？

サ
ン
タ
の
衣
装
に
関
し
て
は
、
今
も
「
赤
い
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
コ
カ
・
コ
ー
ラ
社
が
、

広
告
で
赤
い
サ
ン
タ
を
広
め
た
」
と
の
噂
を
信
じ
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。
ま
ず
は
、

「
サ
ン
タ
の
国
」
と
し
て
有
名
な
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
サ
ン
タ
を
見
て
み
よ
う
。
黒
い
ベ
ル

ト
や
靴
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
点
、
ま
た
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
民
族
衣
装
を
意
識
し
て

上
着
に
刺し

繍し
ゅ
うが
入
っ
て
い
る
点
な
ど
、
わ
た
し
た
ち
に
お
馴な

染じ

み
の
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の

サ
ン
タ
と
は
少
し
違
う
印
象
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
で
も
基
本
的
に
は
ア
メ

リ
カ
ン
・
サ
ン
タ
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
サ
ン
タ
や
、
そ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
、

コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
サ
ン
タ
よ
り
も
遥は
る
か
に
前
か
ら
、
赤
い
ガ
ウ
ン
を
着
た
姿
で
描
か
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

人
気
抜
群
の
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス

子
ど
も
の
守
護
聖
人
で
も
あ
る
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
一
二
月
六

日
（
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
日
）
に
、
子
ど
も
た
ち
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
届
け
る
。
古
く
か
ら

人
気
抜
群
の
聖
人
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
彫
像
が
つ
く
ら
れ
、
ア
ル
ザ
ス
地
域

に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
北
欧
（
ゲ
ル
マ
ン
）
神
話
の
オ
ー
デ
ィ
ン
（
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
）

が
隠
れ
て
い
て
、
太
陽
の
運
行
を
つ
か
さ
ど
る
オ
ー
デ
ィ
ン
が
赤
い
マ
ン
ト
を
着
て
八

本
脚
の
神
馬
ス
レ
イ
プ
ニ
ー
ル
に
乗
る
こ
と
も
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
や
サ
ン
タ
の
赤
い
ガ
ウ

ン
に
つ
な
が
っ
て
い
る
（
く
わ
え
て
、サ
ン
タ
の
そ
り
を
曳ひ

く
ト
ナ
カ
イ
は
八
頭
で
あ
る
）。

赤
い
ガ
ウ
ン
は
星
条
旗
？

ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
ン
タ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
移
民
た
ち
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（
旧
名

ニ
ュ
ー
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
）
へ
も
た
ら
し
た
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
（
シ
ン
タ
ク
ラ
ー
ス
）
信

仰
か
ら
生
ま
れ
た
。
文
章
の
う
え
で
は
、
一
八
二
二
年
、
神
学
者
の
Ｃ
・
Ｃ
・
ム
ー
ア

（
一
七
七
九
〜
一
八
六
三
）
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
一
篇ぺ
ん

の
詩
「
聖
ニ
コ
ラ
ス
の
訪
問
（A 

V
isit from

 St. N
icholas

、別
名
、Tw

as the N
ight before C

hristm
as

）」
が
始
ま
り
だ
が
、

こ
の
詩
に
は
数
多
く
の
有
名
な
画
家
た
ち
が
挿
絵
を
描
い
て
き
た
。
な
か
で
も
サ
ン
タ

の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
的
に
し
た
の
が
、
共
和
党
を
ゾ
ウ
、
民
主
党
を
ロ
バ
で
描
い
た
こ

と
で
も
有
名
な
Ｔ
・
ナ
ス
ト
（
一
八
四
〇
〜
一
九
〇
二
）
で
あ
っ
た
。
彼
が
雑
誌
『
ハ
ー

パ
ー
ズ・ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
』や
絵
本
に
描
き
続
け
た
サ
ン
タ
の
第
一
号（
一
八
六
三
年
）は
、

上
着
が
星
の
模
様
、
ズ
ボ
ン
は
ス
ト
ラ
イ
プ
模
様
の
、
星
条
旗
デ
ザ
イ
ン
の
衣
装
を

着
て
い
た
。
白
黒
の
絵
だ
が
、
星
条
旗
の
赤
色
が
意
識
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
カ

ラ
ー
刷
り
の
絵
本
な
ど
に
彼
が
描
い
た
サ
ン
タ
は
、
防
寒
用
だ
ろ
う
、
赤
茶
色
の
毛

皮
コ
ー
ト
が
多
い
。

ア
メ
リ
カ
の
「
制
服
」

ナ
ス
ト
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
大
混
乱
の
な
か
に
あ
っ
た
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア

ル
ザ
ス
地
域
に
生
ま
れ
、
六
歳
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
移
住
し
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、
南

北
戦
争
で
分
裂
す
る
ア
メ
リ
カ
が
ひ
と
つ
の
国
家
へ
と
ま
と
ま
る
こ
と
が
悲
願
で

あ
っ
た
。『
ハ
ー
パ
ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
』
な
ど
を
舞
台
に
北
軍
の
正
義
を
訴
え
、

リ
ン
カ
ー
ン
や
グ
ラ
ン
ト
を
英
雄
へ
と
仕
立
て
あ
げ
た
。
そ
ん
な
ナ
ス
ト
が
描
い
た
サ

ン
タ
は
ア
メ
リ
カ
の
象
徴
で
あ
り
、
サ
ン
タ
の
赤
い
衣
装
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
新
し
い

国
の
「
制
服
」
だ
っ
た
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
サ
ン
タ
以
前
か
ら
。

葛く
ず

野の 

浩ひ
ろ

昭あ
き

　
立
教
大
学
教
授

街
の
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
、
電
光
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
、
心
と
き
め
く
季
節
が
や
っ
て
き
た
。

サ
ン
タ
を
待
つ
子
な
ら
な
お
さ
ら
だ
。
サ
ン
タ
と
言
え
ば
、
あ
の
服
装
。

で
も
、
な
ぜ
？
　

誰
も
実
物
の
サ
ン
タ
さ
ん
に
会
っ
た
こ
と
は
な
い
は
ず
な
の
に
。

ア
メ
リ
カ
を
身
に
ま
と
っ
た
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
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交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約13分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」横にある
民博専用通行口をお通りください。
●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

編集後記

　庭の片隅の砂場で泥だんごを一心に作っている、という場面が自

分が遊んでいるもっとも古い記憶かもしれない。水の量を微妙に調

整し、試行錯誤を重ね、崩れない完ぺきな球体に丸め、最後に乾い

た砂を表面にまぶしてできあがった作品に満足し、ふーっとため息

をついて見上げると、そこにアジサイの手まり咲き。これが世にい

う原体験なのだろう。少し四肢が発達したころにはお気に入りの木

に登り、空や風景を眺める時間に充足感をおぼえていたように思う。

買ってもらったおもちゃでもっとも使用時間が長かったのは、レゴと

着せ替え人形。

　20年後、30年後、自分の孫はいったいどんなおもちゃで遊ぶのだ

ろうか。子どもたちは、ますますリアルになったロボットや、仮想

現実を巧みに操る遊びに興じるのかもしれない。しかし、一方で世

界中の化石燃料はあと数十年で尽きるというので、それに代わる安

全なエネルギー源が確保されない限り、電力がないと製造できない、

あるいは作動しないおもちゃは大幅に減少する可能性もある。発電

ユニット付きのエコおもちゃ開発の動きはすでにあるらしい。

（山中由里子）
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みんぱくをもっと楽しみたい
人のために―会員制度のご案内
国立民族学博物館友の会
本館展示の無料入館や特別展示の観覧料割引にくわえ、 
『月刊みんぱく』や会員機関誌『季刊民族学』などの定
期刊行物や、毎月の友の会講演会、セミナーなどを通し
て多様な文化の情報を提供しています。

みんぱくフリーパス
1年間、本館展示へ何度でも無料で入館いただけます（特
別展示は観覧料割引）。他にも、みんぱくを楽しむための特
典がいっぱいです。

国立民族学博物館キャンパスメンバーズ
みんぱくと大学等教育機関との連携を図り、文化人類学、
民族学にふれる学びの場を提供することを目的とした会
員制度です。

詳細については、一般財団法人千里文化財団まで
お問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）

みんぱくフェイスブック
http://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
http://twitter.com/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

※みんぱくウィークエンド・サロンの情報は、13ページに移りました。


