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お
化
け
を
か
ぞ
え
る

化あ
だ
し

野の 

燐り
ん

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
6
4
年
、
岡
山
県
生
ま
れ
。
妖
怪
研
究

家
。
作
家
。
評
論
家
。
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
会

員
。
考
古
学
の
学
芸
員
を
経
て
、
1
9
9
9
年

「
幻
想
文
学
」（
ア
ト
リ
エ
O
C
T
A
）
誌
上
に
て

デ
ビ
ュ
ー
。
お
も
な
著
書
に
「
人
工
憑
霊
蠱
猫
」

シ
リ
ー
ズ
（
講
談
社
ノ
ベ
ル
ス
）
や
「
考
古
探

偵
一
法
師
全
」
シ
リ
ー
ズ
（
角
川
文
庫
）
な
ど

が
あ
る
。
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妖
怪
の
出
て
く
る
小
説
を
書
い
て
、
民
俗
学
史
の
研
究
め

い
た
こ
と
を
し
て
い
る
と
、
こ
ん
な
質
問
を
さ
れ
る
こ
と
が

た
ま
に
あ
る
。

　「
妖
怪
っ
て
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
数
い
る
の
で
す
か
？
」

　
質
問
し
た
側
は
そ
ん
な
に
真
剣
な
気
持
ち
で
聞
い
た
の
で

は
な
い
は
ず
だ
。
だ
い
た
い
の
数
を
答
え
れ
ば
き
っ
と
納
得

し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
自
分
は
つ
い
真
面
目
に
考
え
こ

ん
で
し
ま
う
の
だ
。

　
野
生
動
物
で
も
数
え
る
み
た
い
に
、
何
匹
ぐ
ら
い
い
る
の

か
と
い
う
意
味
な
ら
ば
、
想
像
上
の
存
在
が
幾
千
億
あ
る
か

な
ん
て
問
い
に
答
え
よ
う
は
な
い
。ど
れ
ぐ
ら
い
資
料
が
残
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
質
問
だ
と
し
て
も
、
正
確
な
数
な
ど
解

る
は
ず
が
な
い
。
き
っ
と
ど
ん
な
大
学
者
に
だ
っ
て
、
答
え

る
こ
と
な
ん
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
ど
う
答
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
？

　
つ
い
こ
の
間
ま
で
は
、
正
直
に
「
解
ら
な
い
」
と
答
え
て

い
た
。
け
れ
ど
、去
年
、
あ
る
研
究
発
表
を
し
て
か
ら
は
「
よ

く
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
類
型
の
妖
怪
は
だ
い
た
い
二
百
十

種
ぐ
ら
い
」
と
返
す
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
決
し
て
い
い
加
減
な
数
で
は
な
い
。

　
見
え
る
の
か
、
聞
こ
え
る
の
か
、
触
ら
れ
る
の
か
ど
ん
な

感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
の
か
。
ど
ん
な
形
や
音
と
し
て

認
識
さ
れ
る
の
か
。
人
間
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
る
の
か
。

そ
ん
な
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
言
い
伝
え

に
あ
る
妖
怪
た
ち
を
み
な
お
し
て
、
頻
出
す
る
類
型
を
抽
出

し
て
数
え
る
作
業
を
し
た
結
果
、
得
ら
れ
た
数
字
だ
。

　
た
と
え
ば
、
木
で
も
伐
る
よ
う
な
怪
し
げ
な
音
が
聞
こ

え
て
く
る
類
型
が
あ
る
。〝
天て

ん

狗ぐ

倒だ
お

し
〞
と
か
〝
木き

伐き

り
坊ぼ

う

〞

と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
。
こ
れ
を
名
が
違
う
だ
け
な
の
に
、

そ
れ
ぞ
れ
別
に
数
え
て
い
た
の
で
は
き
り
が
な
い
。
け
れ
ど
、

こ
れ
ら
を
同
じ
仲
間
の
「
怪
音
・
伐
採
型
」
と
名
づ
け
て
、

ひ
と
つ
の
類
型
だ
と
把
握
す
る
。
こ
う
し
て
や
れ
ば
、
随
分

と
す
っ
き
り
し
て
、
妖
怪
は
あ
つ
か
い
や
す
く
な
る
。

　
実
は
こ
の
分
類
を
行
っ
た
の
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
理
由

が
あ
る
。
次
に
是
非
と
も
や
ら
な
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
こ

と
が
あ
る
の
だ
。
　

　
た
と
え
ば
、「
怪
音
・
伐
採
型
」
の
霊
的
存
在
な
の
だ
が
、

南
米
ア
マ
ゾ
ン
川
の
流
域
に
も
、〝
ヤ
シ
ン
ゴ
〞
と
い
う
名
前

の
こ
れ
と
よ
く
似
た
モ
ノ
の
言
い
伝
え
が
残
さ
れ
て
い
る
ら

し
い
。

　
な
ぜ
、
そ
ん
な
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
？
　

　
大
昔
に
ど
こ
か
で
生
ま
れ
た
伝
承
が
遠
く
離
れ
た
ふ
た
つ

の
土
地
に
伝
わ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ヒ
ト
が
怪
し
い
と
感

じ
る
物
事
は
世
界
の
ど
こ
で
も
似
た
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
な

の
か
。

　
属
性
に
よ
る
分
類
を
も
と
に
、
そ
ん
な
視
点
か
ら
お
化
け

の
国
際
比
較
は
で
き
な
い
も
の
か
。

　
最
近
、
僕
は
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
。



特
集

1.5cm1.5cm

益
虫
か
害
虫
か
。
人
間
に
と
っ
て
有
用
か
有
害
か
に

よ
っ
て
、
よ
り
わ
け
ら
れ
て
し
ま
う
ム
シ
た
ち
。
ム
シ
に

は
ム
シ
の
事
情
が
あ
る
の
に
、
人
間
様
の
ご
都
合
で
益
虫

が
害
虫
に
、
害
虫
が
益
虫
に
入
れ
か
わ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
ん
な
裏
腹
な
ム
シ
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
を
さ
ぐ
る
。

虫
と
歩
む
人
類
史

虫
の
イ
メ
ー
ジ

現
代
の
日
本
に
お
い
て
虫
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
一
般
に
よ
く
な
い
。
ゴ

キ
ブ
リ
の
い
な
い
家
に
く
ら
し
、
ハ
エ
や
蚊
の
い
な
い
環
境
が
よ
り
よ
い
と

さ
れ
る
。
虫
を
み
る
の
も
い
や
だ
と
い
う
人
が
、
と
く
に
若
い
世
代
で
は
多

く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
文
明
が
、
か
ん
だ
り
、
病
気
を

も
た
ら
し
た
り
す
る
虫
の
除
去
に
つ
と
め
て
き
た
結
果
、
虫
に
触
れ
る
機
会

が
少
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
人
類
は
、
ど
の
よ
う
に
虫

た
ち
と
つ
き
あ
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
球
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の

事
例
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

く
ら
し
に
虫
あ
り

人
類
の
歴
史
の
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
狩
猟
と
採
集
を
な
り
わ
い
の
中

心
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
の
サ

ン
社
会
で
は
、
狩
猟
の
際
に
虫
が
欠
か
せ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
弓
矢
猟
の

際
に
は
、
矢
尻
に
つ
け
る
毒
が
不
可
欠
で
、
そ
の
毒
は
、
地
中
に
く
ら
す
甲

虫
の
体
液
な
の
で
あ
る
。
誰
が
、
最
初
に
こ
の
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、こ
の
毒
の
お
か
げ
で
キ
リ
ン
や
カ
モ
シ
カ
（
ア
ン
テ
ロ
ー
プ
）

の
類
も
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
他
に
も
、
ギ
ュ
ー
ノ
ー
と
呼
ば
れ

る
イ
モ
ム
シ
が
タ
ン
パ
ク
源
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
女
性
た
ち
は
、
雨

季
に
な
る
と
イ
モ
ム
シ
を
探
し
求
め
る
。
最
近
で
は
、
イ
モ
ム
シ
が
商
品
と

池い
け

谷や 

和か
ず

信の
ぶ

民
博 

民
族
文
化
研
究
部

な
っ
て
い
て
、
泊
ま
り
が
け
の
キ
ャ
ン
プ
を
つ
く
っ
て
大
量
に
採
集
す
る
。

人
類
が
農
耕
を
開
始
し
て
農
地
を
拡
大
さ
せ
る
に
つ
れ
て
、
人
と
虫
と
の

激
し
い
攻
防
も
始
ま
っ
た
。
人
類
の
栽
培
し
た
作
物
は
人
に
と
っ
て
も
虫
に

と
っ
て
も
食
糧
源
に
な
る
か
ら
だ
。
世
界
中
の
農
耕
社
会
で
は
、
バ
ッ
タ
や

イ
ナ
ゴ
や
カ
メ
ム
シ
は
害
虫
に
な
っ
た
が
、
ラ
オ
ス
や
タ
イ
な
ど
、
そ
れ
ら

を
食
用
と
す
る
地
域
も
少
な
く
な
い
。
農
耕
時
代
の
虫
対
策
が
い
か
に
た
い

へ
ん
で
あ
っ
た
の
か
、
日
本
国
内
に
お
い
て
害
虫
を
駆
逐
し
て
豊
作
を
祈
る

虫
送
り
の
儀
式
が
発
達
し
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
一
方
で
、
ア
マ

ゾ
ン
の
焼
畑
社
会
で
は
、
数
十
匹
の
巨
大
ア
リ
に
手
を
か
ま
せ
、
そ
の
痛
み

に
耐
え
た
者
を
成
人
と
み
な
す
儀
式
が
あ
る
。

近
代
に
入
る
と
、
殺
虫
剤
の
よ
う
な
農
薬
が
生
ま
れ
て
、
人
が
虫
を
克
服

し
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
水
田
で
は
虫
以
外

の
生
き
物
も
い
な
く
な
り
、
生
物
多
様
性
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
で
、

ミ
ツ
バ
チ
と
カ
イ
コ
は
例
外
で
あ
る
。
ミ
ツ
バ
チ
は
受
粉
に
も
有
用
で
、
ハ

チ
ミ
ツ
の
需
要
は
ど
の
地
域
で
も
高
く
、
養
蜂
は
世
界
の
隅
々
ま
で
広
が
っ

て
い
る
。
先
進
国
で
は
ロ
ー
ヤ
ル
ゼ
リ
ー
が
健
康
食
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
ほ
ど
だ
。
日
本
の
近
代
で
は
、
養
蚕
と
製
糸
業
が
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
。

ま
た
近
年
、
デ
パ
ー
ト
で
は
、
カ
ブ
ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
な
ど
の
観
賞

用
虫
の
ブ
ー
ム
が
過
熱
し
て
い
る
。

一
〇
〇
億
倍
の
虫
た
ち

以
上
の
よ
う
に
、
人
類
に
と
っ
て
も
と
も
と
虫
は
食
糧
な
ど
と
し
て
有
用

で
あ
っ
た
が
、
農
耕
化
や
産
業
化
に
と
も
な
い
多
く
の
虫
は
害
と
な
り
否
定

的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
人
と
は
無
関
係
の
虫
が
い
る
こ
と

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
、
地
球
の
人
口
は
七
〇
億
人
を
超
え
て
い
る

が
、
地
球
の
虫
の
数
は
、
そ
の
一
〇
〇
億
倍
以
上
に
も
達
し
て
い
る
と
い
わ

れ
る
。
今
後
、
地
球
の
食
糧
不
足
を
克
服
す
る
の
に
虫
を
無
視
で
き
な
い
と

い
う
人
が
い
る
。
人
類
の
未
来
を
考
え
た
と
き
、
一
方
的
に
虫
を
殺
す
と
い

う
考
え
は
危
険
で
あ
る
。
地
球
の
な
か
で
、
い
か
に
人
と
虫
は
共
存
で
き
る

の
か
、
虫
に
対
す
る
人
類
の
知
恵
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
未
来
を
展
望
す
る

こ
と
が
大
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

上：ラオスの市場で売られていたイモムシ（右）とバッタ（左）。
お皿の一山で、1万キップ（約150円）する
下：ブラジルのアマゾンの焼畑社会の成人儀礼でもちいられる
巨大アリ。標本番号H0110847

市場で売られていたイモムシ（ラオス）

ミツバチを飼うためのハチドウ。しめ縄が巻かれて
いるものもあり、人とハチとの関係を考えるうえで興
味ぶかい（長崎県対馬）

美しい翅（はね）をもつモルフォチョウは、
愛好家のあいだで高額で取引されている
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世
界
最
古
は
日
本
に

「
ラ
ッ
ク
（lac

）」
と
は
ラ
ッ
ク
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
の
雌

が
植
物
の
樹
液
を
吸
っ
て
分
泌
す
る
樹
脂
で
、
塗
料
の

「
ラ
ッ
カ
ー
」
の
語
源
で
あ
る
。
紀
元
前
三
世
紀
ご
ろ

の
イ
ン
ド
の
『
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
第
五
巻
に

は
薬
用
と
し
て
の
利
用
の
記
述
が
あ
り
、
正
倉
院
に
は

天
平
勝
宝
八
歳
（
西
暦
七
五
六
年
）
の
『
種し
ゅ

々じ
ゅ

薬や
く

帳ち
ょ
う』

の
記
録
と
と
も
に
、
現
存
す
る
世
界
最
古
の
ス
テ
ィ
ッ

ク
ラ
ッ
ク
、「
紫し

鑛こ
う
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
精
製
さ
れ
、

薄
片
に
加
工
さ
れ
た
も
の
は
「
シ
ェ
ラ
ッ
ク
（
セ
ラ
ッ
ク
、

シ
ケ
ラ
ッ
ク
と
も
）」
と
よ
ば
れ
、
工
業
製
品
を
含
め
た

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
利
用
さ
れ
て
い
る
。

一
年
に
二
度
の
収
穫

ラ
ッ
ク
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
（Kerria lacca

）
は
現
在
、

お
も
に
イ
ン
ド
、
タ
イ
、
中
国
な
ど
の
熱
帯
雨
林
地
区

で
養
殖
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
気
温
が
氷
点
下
に
下

が
る
と
死
滅
し
て
し
ま
う
た
め
、
残
念
な
が
ら
日
本
で

蚕
糸
に
は
な
い
風
合
い
と
防
衛
機
能
、
希
少
性
か

ら
野
蚕
糸
は
イ
ン
ド
国
内
外
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
ム
ガ
サ
ン
は
糸
や
織
布
に
す
る
と
艶

の
あ
る
金
茶
色
に
な
る
。
近
年
で
は
、
ム
ガ
サ
ン

糸
に
よ
る
サ
リ
ー
な
ど
、
野
蚕
糸
の
魅
力
を
全
面

に
だ
し
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
流
行
し
て
い
る
。
ま

た
、
タ
サ
ー
ル
サ
ン
は
、
イ
ン
ド
の
中
・
東
北
部

に
分
布
し
、
濃
茶
褐
色
の
繭
を
し
て
い
る
。
絹
糸

昆
虫
で
も
っ
と
も
太
く
張
り
が
あ
り
、
独
特
の
風

合
い
の
布
地
を
う
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

野
蚕
の
な
か
で
も
特
徴
的
な
も
の
に
ア
ッ
サ
ム

原
産
と
い
わ
れ
る
エ
リ
サ
ン
が
あ
る
。
現
在
は
、

ア
ッ
サ
ム
を
は
じ
め
、
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
で

も
飼
育
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
家
蚕
よ
り
も

強
健
で
成
長
が
早
く
人
工
飼
料
に
も
対
応
で
き
、

飼
い
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
ッ
サ
ム
で
は
、
ボ

じ
つ
は

身
近
に
あ
る

ラ
ッ
ク

北き
た

川が
わ 

美み

穂ほ

工
藝
素
材
研
究
所
主
宰
／

工
芸
技
法
材
料
研
究
家
・

修
復
家

上う
え

羽ば 

陽よ
う

子こ

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

野
蚕
の
宝
庫

イ
ン
ド

絹
を
う
み
だ
す
絹
糸
昆
虫

絹け
ん

糸し

昆こ
ん

虫ち
ゅ
うと
は
、
チ
ョ
ウ
目
昆
虫
の
な
か
で
絹

を
分
泌
す
る
昆
虫
の
総
称
で
、
世
界
に
一
〇
万
種

あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
幼
虫
期
の
末
期
に
タ

ン
パ
ク
質
性
の
糸
を
吐
い
て
繭ま
ゆ

を
つ
く
り
、
サ
ナ

ギ
の
あ
い
だ
は
そ
の
な
か
に
籠
も
る
。
そ
の
た
め

繭
は
成
虫
へ
と
変
態
す
る
場
所
と
し
て
紫
外
線
遮

断
、
保
温
、
防
水
、
湿
度
調
整
、
抗
菌
作
用
、
抗

汚
染
物
質
な
ど
シ
ェ
ル
タ
ー
の
役
割
を
も
っ
て
い

る
。
絹
が
紫
外
線
防
止
機
能
や
吸
・
放
湿
性
に
優

れ
、
保
温
力
が
高
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
さ

ら
に
染
色
性
に
も
優
れ
、
天
然
繊
維
で
唯
一
の
長

繊
維
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
。
染
織
以
外
に
も
、

和
楽
器
の
弦
、
釣
り
糸
、
手
術
用
縫
合
糸
、
コ
ン

タ
ク
ト
レ
ン
ズ
、
人
工
皮
膚
・
血
管
な
ど
多
様
な

場
面
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ナ
ギ
は
食

糧
資
源
や
飼
料
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
き
た
。

「
お
蚕カ
イ
コ
さ
ん
」
と
は
、
カ
イ
コ
ガ
科
の
カ
イ
コ

（B
om

byx m
ori

）
で
桑
葉
を
食
べ
て
屋
内
で
人
に

飼
養
さ
れ
る
た
め
家か

蚕さ
ん
と
よ
ば
れ
る
。
一
方
、
野や

蚕さ
ん

と
は
、
ヤ
マ
マ
ユ
ガ
科
な
ど
の
野
生
の
絹
糸
昆

虫
で
、
桑
葉
以
外
を
食
べ
る
。
屋
内
飼
養
の
家
蚕

に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
が
、
完
全
な
野
生
で
は
な

く
、
人
間
の
管
理
下
に
お
か
れ
た
飼
料
樹
に
よ
っ

て
半
飼
育
さ
れ
、
品
種
改
良
な
ど
も
さ
れ
て
い
る
。

野
蚕
の
分
布
は
世
界
中
に
み
ら
れ
る
が
、
イ
ン

ド
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
熱
帯
圏
に
有
用
な

種
属
が
多
い
。
な
か
で
も
、
野
蚕
の
原
型
と
い
わ

れ
て
い
る
の
が
、
イ
ン
ド
の
ア
ッ
サ
ム
だ
け
に
生
息

し
て
い
る
ム
ガ
サ
ン
（A

ntheraea assam
ensis

）

で
あ
る
。
ム
ガ
サ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
に

は
タ
サ
ー
ル
サ
ン
（A

ntheraea m
ylitta

）、
エ
リ
サ

ン
（S

am
ia ricini

）
な
ど
実
用
価
値
の
高
い
種
属

が
生
息
し
て
お
り
、
野
蚕
の
宝
庫
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。

野
蚕
の
魅
力

家
蚕
の
カ
イ
コ
は
、
繭
の
色
が
白
色
に
な
る
よ

う
に
品
種
改
良
さ
れ
、
約
二
昼
夜
か
け
て
長
さ
一

五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
繭
糸
を
吐
き
続
け
て
繭
を
つ

く
り
あ
げ
る
。
一
方
、
野
蚕
は
、
鳥
な
ど
の
外
敵

か
ら
身
を
守
る
た
め
に
黄・茶・金・紫
褐
色
と
い
っ

た
保
護
色
で
、
家
蚕
よ
り
も
防
衛
機
能
が
発
達
し

た
繭
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
そ
の
た
め
、
白
く
て
長

い
均
一
な
家
蚕
糸
と
は
異
な
り
、
長
さ
は
短
い
が

（
種
に
よ
っ
て
異
な
る
が
五
〜
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）、
色

味
が
あ
り
、
節
や
張
り
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。
家

ド
の
人
び
と
が
生
業
と
し
て
家
屋
で
ヒ
マ
の
葉
を

与
え
て
飼
養
を
し
て
い
る
。

エ
リ
サ
ン
は
二
重
繭
層
の
ボ
カ
繭
の
た
め
、
長

い
一
本
の
糸
を
挽
く
こ
と
が
で
き
ず
、
羊
毛
や
木

綿
の
短
繊
維
と
同
様
に
糸
紡
ぎ
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
た
め
風
合
い
は
羊
毛
布
よ
り
は
艶

が
あ
り
、
木
綿
布
よ
り
は
し
っ
と
り
と
し
て
い
る

の
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
独
特
な
肌
触
り
か
ら

シ
ョ
ー
ル
な
ど
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
に
お
け
る
野
蚕
文
化
を
支

え
る
の
は
、
食
樹
の
種
類
が
豊
富
で
あ
り
、
し
か

も
そ
の
多
く
が
常
緑
樹
で
あ
る
と
い
う
環
境
と
、

飼
養
か
ら
糸
づ
く
り
、
製
織
ま
で
を
家
内
手
工
業

的
に
小
規
模
に
お
こ
な
う
生
産
形
態
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
野
蚕
の
研
究
開
発
を
国
家
が
主
導
し
て
国

立
研
究
所
を
設
置
し
て
す
す
め
て
き
た
こ
と
も
大

き
な
特
徴
で
あ
り
、
今
後
も
さ
ら
に
野
蚕
利
用
の

新
た
な
展
開
を
イ
ン
ド
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

ソム（Persea bombycina Kost.）とよばれるクスノキ科の葉を食べるムガサンの幼虫

エリサンの紡ぎ
風景。長い生糸
がとれないため、
サナギを取り出
した繭を真綿状
にしてから紡ぐ

一定の太さにす
るため8つのタ
サールサン繭を
集めて一本の
生糸にする

室内に吊られたカゴの上で飼養されるエリサンの幼虫
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は
生
き
た
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ラ
ッ
ク
カ

イ
ガ
ラ
ム
シ
に
は
大
き
く
わ
け
て
「
ク
ス
ミ
種
」
と
「
ラ

ン
ギ
ー
ニ
種
」
の
二
系
統
が
あ
り
、
後
者
は
多
種
の
木

で
育
つ
こ
と
に
よ
り
世
界
全
体
で
の
収
量
は
多
い
が
、

前
者
の
方
が
透
明
度
と
強
度
に
優
れ
た
樹
脂
が
採
取
で

き
る
た
め
、
イ
ン
ド
で
は
現
在
半
々
の
割
合
で
養
殖
さ

れ
て
い
る
。
お
よ
そ
半
年
で
卵
か
ら
成
虫
と
な
り
、
一

年
に
二
度
の
収
穫
が
お
こ
な
わ
れ
、
精
製
さ
れ
た
製
品

が
世
界
各
国
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
。

薬
か
ら
電
気
製
品
ま
で

薬
と
し
て
の
利
用
の
他
、
含
ま
れ
る
赤
色
色
素
は
古

代
か
ら
染
織
品
や
絵
画
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
近

年
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
を
は
じ
め
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー

や
敦
煌
な
ど
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
各
地
の
洞
窟
壁
画
で
の

ラ
ッ
ク
の
利
用
が
確
認
さ
れ
、
一
〇
世
紀
以
上
も
鮮
や

か
な
色
を
保
ち
続
け
る
希け

有う

な
有
機
色
素
と
し
て
文
化

財
関
係
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。

熱
可
塑
性
の
あ
る
樹
脂
は
古
く
は
封ふ
う

蝋ろ
う
の
よ
う
な
接

着
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
高
純
度
の
エ
タ

ノ
ー
ル
（
酒
精
）
の
精
製
が
可
能
と
な
っ
た
一
七
世
紀
後

半
か
ら
、
ラ
ッ
ク
を
エ
タ
ノ
ー
ル
に
溶
か
し
た
ラ
ッ
ク
ワ

ニ
ス
が
塗
料
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

漆
の
な
い
欧
米
諸
国
で
は
こ
れ
を
用
い
た
疑
似
漆
技
法

「
ジ
ャ
パ
ニ
ン
グ
」
も
流
行
し
た
。

落
と
す
と
割
れ
た
S
P
レ
コ
ー
ド
盤
は
シ
ェ
ラ
ッ
ク

で
作
ら
れ
て
い
た
。
絶
縁
性
の
あ
る
ラ
ッ
ク
樹
脂
は
電

気
部
品
の
接
着
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
人
体
へ

の
毒
性
が
な
く
、
体
内
に
残
留
し
な
い
こ
と
か
ら
、
粒

状
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
や
ガ
ム
同
士
の
付
着
防
止
兼
光
沢

剤
や
、
ミ
カ
ン
や
リ
ン
ゴ
か
ら
水
分
の
蒸
発
を
防
ぎ
、

新
鮮
さ
を
保
つ
フ
ル
ー
ツ
ワ
ッ
ク
ス
と
し
て
、
そ
し
て

ラ
ッ
ク
色
素
は
イ
チ
ゴ
シ
ロ
ッ
プ
や
小
豆
餡あ
ん
な
ど
、
我
々

の
身
近
な
食
品
に
使
わ
れ
て
い
る
。

所
変
わ
れ
ば
害
虫
に

第
二
次
大
戦
中
ま
で
ラ
ッ
ク
は
重
要
な
軍
事
物
資
で

あ
り
、
当
時
日
本
の
統
治
下
に
あ
っ
た
台
湾
で
養
殖
実

験
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
終
戦
後
、
養
殖
地
は
そ
の
ま
ま

放
置
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
近
年
、
果
樹
園
の
ラ
イ
チ

の
木
に
ラ
ッ
ク
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
が
繁
殖
、
害
虫
扱
い
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。
ラ
ッ
ク
養
殖
で
は
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ

に
対
し
て
の
病
害
虫
防
止
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
お

り
、
七
〇
年
余
り
を
経
て
台
湾
の
自
然
環
境
に
順
応
し
、

病
害
虫
に
も
強
い
可
能
性
の
あ
る
ラ
ッ
ク
が
今
後
活
用

さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

見
え
る
ダ
ニ
と
見
え
な
い
ダ
ニ

二
〇
一
三
年
の
春
ご
ろ
よ
り
、
マ
ダ
ニ
の
媒
介
に
よ
る
感
染
症
、
重
症
熱
性
血
小
板
減
少

症
候
群
（
S
F
T
S
）
の
脅
威
が
、
世
間
で
大
き
く
取
り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
で
さ
え
悪
い
印
象
の
つ
き
ま
と
う
ダ
ニ
だ
が
、
ま
す
ま
す
「
害
虫
」
の
烙ら
く

印い
ん
が
消
し
が

た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
か
で
も
、
肉
眼
で
容
易
に
視
認
で
き
る
ほ
ど
大
き
な
図
体
を
も
つ
マ
ダ
ニ
の
仲
間
は
、

と
く
に
目
の
敵
に
さ
れ
や
す
い
。
た
と
え
ば
、
英
語
圏
で
は
マ
ダ
ニ
類
をtick

、
そ
の
ほ
か
の

ダ
ニ
を
ま
と
め
てm

ite

と
よ
び
わ
け
て
お
り
、
前
者
に
嫌
悪
の
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
る
。

顕
微
鏡
や
計
測
器
を
持
ち
出
し
て
く
る
科
学
的
な
作
法
は
い
ざ
知
ら
ず
、
生
身
の
感
覚
か
ら

す
れ
ば
、
目
に
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
に
線
を
引
い
て
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然

の
こ
と
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ハ
ニ
と
ダ
ニ

わ
た
し
が
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
中
国
雲
南
省
の
ハ
ニ
族
の
村
で
も
、「
見
え
る
ダ
ニ
」

と
「
見
え
な
い
ダ
ニ
」
で
は
扱
い
が
異
な
る
。
し
ば
し
ば
家
畜
の
血
を
吸
っ
て
腹
を
膨
ら
せ

て
い
る
と
こ
ろ
を
目
撃
さ
れ
る
マ
ダ
ニ
類
は
、
確
か
に
虫
の
一
種
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、そ
れ
以
外
の
ダ
ニ
た
ち
は
、単
に
「
い
な
い
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
見

え
な
い
＝
い
な
い
」
と
い
う
姿
勢
は
じ
つ
に
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
、
と
き
と
し
て
厄
介
な

問
題
を
招
く
こ
と
も
あ
る
。

住
み
込
み
調
査
を
は
じ
め
た
当
初
の
こ
と
で
あ
る
。
も
の
の
一
か
月
足
ら
ず
の
う
ち
に
、

わ
た
し
の
身
体
に
は
二
百
箇
所
以
上
も
の
噛
み
あ
と
が
刻
ま
れ
、
花
が
咲
く
か
の
よ
う
に
膿う

ん
で
腫
れ
上
が
っ
て
い
た
。
す
ぐ
さ
ま
件
の
節
足
動
物
を
元
凶
と
見
定
め
た
わ
た
し
は
、
布

団
を
干
し
、
ノ
ミ
と
り
粉
を
寝
床
に
ま
ぶ
し
、
ま
め
な
行
水
と
洗
濯
を
心
が
け
、
ネ
ズ
ミ
に

は
ネ
コ
で
対
抗
し
…
…
と
、
思
い
つ
く
限
り
の
手
を
尽
く
し
て
、
こ
の
「
害
虫
」
を
身
辺
に

近
づ
け
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
ま
さ
に
孤
立
無
援
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
さ
な
が
ら
の
た
た
か
い
で
あ
っ
た
。

普
段
は
酒
飲
み
か
ら
野
良
仕
事
ま
で
何
に
つ
け
頼
り
に
な
る
村
の
兄
弟
た
ち
も
、「
夜
な
夜
な

忍
び
寄
る
見
え
な
い
虫
」
の
こ
と
に
な
る
と
、
な
に
を
与
太
話
と
笑
っ
て
と
り
あ
っ
て
く
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

害
虫
か
、精
霊
か

―
ダ
ニ
を
め
ぐ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド

阿あ

部べ 

朋と
も

恒ひ
さ

首
都
大
学
東
京
大
学
院

博
士
後
期
課
程

右：クスミ種のラックカイガラムシの第三期幼虫。大きく細長い
のが雄、小さく丸いのが雌
左：同、脱皮、交接後、雄は三日以内に死滅し、雌は樹脂を分泌
しはじめる。白い綿状のものは呼吸のための空間を確保するため
に樹脂とは別に分泌する蠟。脱皮した雄の抜け殻が見える。（写
真、左右ともインド、ジャールカンド州ラーンチーのインド天然樹
脂研究所の実験農園にて。2014年12月19日）

セイロンオーク（Schleichera oleosa）からク
スミ種ラックを収穫する農民。（ジャール
カンド州フシルハトゥ村、2014年12月21日）

ハンドメイド・シェラック製造の様子（ジャールカンド州ブンドゥ、
グプタ・ブラザーズ・シェラック工場、2014年12月21日）

日干しレンガ造りの物置きにセメントを内張りして改装し、筆者がおよそ20か月間滞在した部屋。
みながいぶかしがるのを振り切ってこまめに布団を干し続け、村でもっともダニの少ない寝床を
維持してきたと自負している（雲南省紅河州紅河県のハニ族村落、以下同。2013年6月14日）

6   7    2015年 3月号



「
ニ
ハ
」
の
し
わ
ざ

で
は
、
害
虫
で
な
い
と
す
る
と
、
わ
た
し
の
身
体
を
無
残
に
蝕む
し
ばん
だ
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。

村
人
た
ち
は
そ
れ
を
、「
ニ
ハ
」
の
し
わ
ざ
だ
と
い
う
。
外
か
ら
や
っ
て
き
た
人
間
は
、
こ
の

土
地
の
水
に
な
じ
む
ま
で
、
雷
や
囲
炉
裏
の
火
に
関
連
す
る
ニ
ハ
の
影
響
を
受
け
や
す
い
の

だ
そ
う
だ
。
ニ
ハ
は
大
に
小
に
悪
さ
を
お
こ
な
う
が
、
人
間
は
ニ
ハ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
わ
ば
精
霊
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
安
全
と
健
康
を
保
つ
た
め
に
は
、
生い
け

贄に
え
で
宥な
だ
め
て
こ

れ
を
遠
ざ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

手
持
ち
の
軟な
ん

膏こ
う

薬
も
尽
き
て
か
ら
、
わ
た
し
も
ニ
ハ
払
い
を
お
こ
な
っ
て
も
ら
っ
た
。
な

る
ほ
ど
、
村
に
来
て
半
年
ほ
ど
も
過
ぎ
る
こ
ろ
に
は
、
ど
ん
な
に
怪
し
い
布
団
に
く
る
ま
っ

て
寝
て
も
、
さ
ほ
ど
の
症
状
は
出
な
く
な
っ
て
い
た
。
は
た
し
て
害
虫
へ
の
免
疫
が
つ
い
た

の
か
、
精
霊
を
追
い
払
う
こ
と
に
成
功
し
た
の
か
、
そ
れ
は
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
。

「
害
虫
」と
い
う

呼
称
の
危
険
性

に
つ
い
て

池い
け

田だ 

光み
つ

穂ほ

大
阪
大
学

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
・

セ
ン
タ
ー
教
授

価
値
と
実
害

わ
た
し
は
「
医
療
人
類
学
」
と
い
う
医
学
と
人
類

学
を
架
橋
（
ブ
リ
ッ
ジ
）
す
る
学
問
を
研
究
し
て
い
る
。

ブ
リ
ッ
ジ
す
る
と
は
、
医
学
を
人
類
学
的
に
解
釈
分
析

す
る
と
同
時
に
、
人
類
学
も
ま
た
医
学
の
ま
な
ざ
し
の

も
と
で
反
省
的
な
精
神
を
取
り
戻
す
営
為
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
ま
ず
「
害
虫
」
を
ど
の
よ
う
に
医
学
が
と
ら

え
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

害
虫
学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
に
支
え
ら
れ
て
い

る
。
ざ
っ
と
み
て
も
、
農
業
昆
虫
学
と
い
う
中
核
研
究

の
ほ
か
に
、
医
学
領
域
に
お
い
て
は
医
学
生
態
学
、
医

学
動
物
学
、
医
学
昆
虫
学
、
毒
物
学
、
寄
生
虫
学
な

ど
が
関
連
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
領
域
の
基
礎
学
問
は
生

物
学
で
あ
る
。
生
物
学
は
生
命
現
象
を
客
体
化
し
て

研
究
す
る
。
客
体
化
と
は
、
こ
れ
が
良
い
／
悪
い
と
い

う
価
値
判
断
を
差
し
控
え
て
中
立
的
な
観
点
か
ら
実

験
、
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
捏ね
つ
造ぞ
う
」
も

許
さ
れ
な
い
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
学
問
か
ら
ど
う
し

て
、
良
い
／
悪
い
と
い
う
判
断
が
含
ま
れ
る
害
虫
と
い

う
概
念
が
出
て
く
る
の
か
？　

そ
れ
は
人
間
に
対
し

て
危
害（
ハ
ザ
ー
ド
）を
起
こ
す
潜
在
危
険
性（
リ
ス
ク
）

と
い
う
観
点
か
ら
理
解
し
、
価
値
判
断
に
よ
る
偏
見

を
「
中
和
化
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
中
和
化

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
「
南
京
虫
」
の
事
例
で
説
明
し
よ
う
。

や
っ
か
い
な
も
の
は
ど
こ
か
ら
来
る
？

南
京
虫
（
ト
コ
ジ
ラ
ミ
、学
名

‥C
im

ex lectularius L. 

1758

）
は
、
英
語
で
は
ベ
ッ
ド
虫
（B

ed bug

）
と
い

う
吸
血
性
の
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
昆
虫
（
カ
メ
ム

シ
の
一
種
）
で
あ
る
。
文
字
通
り
、
ベ
ッ
ド
の
な
か
で

夜
間
に
吸
血
す
る
と
き
に
出
す
唾
液
の
た
め
に
噛か

ま
れ

る
と
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が
出
て
と
て
も
痒
い
。
蚊
に
刺

さ
れ
た
と
き
に
も
痒か
ゆ
い
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
唾
液
を
出

し
て
血
液
の
凝
固
を
防
ぐ
た
め
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

お
な
じ
カ
メ
ム
シ
の
仲
間
で
も
シ
ャ
ー
ガ
ス
病
を
媒
介

す
る
吸
血
性
サ
シ
ガ
メ
（
五
〇
種
類
以
上
い
る
）
に
く

ら
べ
て
、
南
京
虫
の
伝
染
病
媒
介
リ
ス
ク
は
少
な
い
。

問
題
は
な
ぜ
こ
の
名
前
に
南
京
と
い
う
地
名
が
割
り
当

て
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
国
起
源
の
昆

虫
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
客
観
的
を
旨
と
す
る
科
学

者
は
決
し
て
南
京
虫
と
は
よ
ば
な
い
。
ど
う
も
こ
れ
は

「
や
っ
か
い
な
も
の
は
中
国
（
＝
唐
國
）
か
ら
く
る
」
と

い
う
和
人
の
偏
見
に
基
づ
く
も
の
ら
し
い
。
だ
か
ら
そ

ん
な
偏
見
に
怒
る
神
戸
元
町
の
華
僑
は
「
い
っ
そ
の
こ

と
神
戸
虫
と
名
付
け
れ
ば
ど
う
か
？
」
と
皮
肉
る
始

末
で
あ
る
。
博
物
学
者
の
田た

中な
か

芳よ
し

男お

（
一
八
三
八
―
一

九
一
六
）
は
南
京
虫
の
来
歴
を
幕
末
の
中
古
外
国
船
の

輸
入
と
関
連
づ
け
て
神
戸
港
を
中
心
と
し
た
流
行
発

生
を
報
告
し
て
い
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
害
虫
学
者

は
、
無
関
係
な
外
国
人
へ
の
偏
見
と
関
連
づ
け
ら
れ
た

南
京
虫
と
い
う
用
語
は
研
究
の
場
で
は
使
わ
な
い
。
他

方
、
ベ
ッ
ド
虫
は
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
に

先
立
つ
時
期
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ト
コ
ジ
ラ
ミ
と
同
様
に

「
社
会
的
害
虫
」
で
あ
る
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
宣
伝
に

使
わ
れ
た
。
幕
末
の
神
戸
で
の
流
行
が
、
日
中
戦
争

期
の
一
九
三
七
年
一
二
月
の
「
南
京
虐
殺
」
に
決
し
て

繋つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
名
の
偶
然
の
符
合

と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
気
味
の
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

押
さ
れ
た
烙
印

全
体
主
義
や
戦
争
と
い
う
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
状
況
は
、

人
間
の
あ
い
だ
に
あ
る
人
種
的
偏
見
を
、
人
間
以
外
の

も
の
に
喩
え
て
、
そ
の
あ
い
だ
の
嫌
悪
感
を
増
長
さ
せ

る
だ
け
で
な
く
、
統
治
者
や
軍
隊
は
そ
の
体
制
や
戦

争
を
遂
行
す
る
た
め
に
そ
の
喩た
と

え
や
偏
見
を
積
極
的

に
利
用
す
る
と
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
は
『
容
赦
な
き
戦

争
』（
平
凡
社
）
で
い
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
人

間
に
よ
っ
て
「
害
虫
」
の
烙ら
く
印い
ん
を
押
さ
れ
た
虫
ど
も
の

不
快
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
動
員
す
る
こ
と
が
と
て
も

便
利
に
な
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、わ
た
し
は
「
害
虫
」

と
い
う
命
名
が
い
さ
さ
か
独
善
的
で
あ
り
、
そ
の
文
化

的
な
誤
用
が
あ
ま
つ
さ
え
危
険
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

こ
の
コ
ラ
ム
で
指
摘
し
た
次
第
な
の
で
あ
る
。

上：「ニハ」を払う儀礼をおこなう、モピとよばれる儀礼職能者（2013年9月8日）
下：煮炊きをおこなう囲炉裏。外からやってきた人間は、ここではぜる火の粉にまつわる
「ニハ」の影響を受けやすいのだという（2013年11月10日）

「リベレーター」つまり自由解放者アメリカの虚像。奴隷制度、KKKによ
るリンチ、拝金主義、そしてユダヤ人が、ヨーロッパの町を爆撃により
破壊しているメッセージが読みとれる。アメリカのイメージは人間と、
羽根のついた昆虫（脚が三対6本）のハイブリッドとして表現されてい
る。中央左下にある「アメリカ合衆国は、破壊からヨーロッパ文化を救
済に来るだろう」（オランダ語）*から、恐らくナチスドイツ親衛隊（SS）
により1944年当時占領下にあった当地で配布されたと思われる。
WWII Propaganda：コロンビア・カレッジ（ミズーリ州）の歴史授業の資
料に関連するページより
http://www.ccis.edu/courses/HIST102mtmcinneshin1/WWIIprop.htm

* De U.S.A. zullen de Europeesche Kultuur van den ondergang redden. 
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集めてみました世界の

　靴、サンダル、下駄、ブーツなどは、足の保護やファッションのため
に着用されてきた。
　ゴムや合皮が普及するまでに、人びとは、藁、魚の皮、木、布など、
身近の材料でさまざまなはきものを考案してきた。長い歴史のなかで、
実用性重視からファッション重視へ変わったものもある。例えばハイヒー
ルは、17世紀のフランスで、町にあふれる汚物を踏む面積の少ない男女
共用の靴として発明されたが、今日では女性たちの愛用品となっている。
　はきものは、まさに人類の英知と創造力を表象するものだ。

韓
はん

 敏
みん

　民博 民族社会研究部

※寸法の単位はセンチメートルです。

フィンランド
樺皮製の靴。やわらかく軽い樺皮の靴は、焼き畑
などの野良仕事や浅瀬での漁業に使われていた。
ヨーロッパ展示場にて公開中。
H7.8  x W12  x D28
H0002890

フランス
フランスで使用されていた伝
統的な木靴。安全防具として
農民や工場労働者などに愛
用されていた。
H9.2  x W13  x D33
H0003402

中国（陝西省）
中国では、1950年ごろまで漢族女性のあいだで纏足（て
んそく）する風習がおこなわれていた。これは纏足をした
女性（陝西省戸県）が自分のために作った布の靴である。
H5.8  x W6.1  x D15
H0268450

中国（安徽省）
安徽省北部簫県李瓦房村で収集された。秋か
ら春先まではく。柳の木や葦の花、牛の毛など
で作られる。下駄の歯が高く、素材の保温性が
よいので、防寒、防水の機能が抜群である。老
若男女に愛用されていた。
H16  x W9.1  x D22
H0254387

インド
バラモンの男の子は、寺院で白い腰布と木のサン
ダルのみの行者の姿で通過儀礼をおこなう。寺院
では、皮のはきものは禁止されているので、このよ
うな木のサンダルを用いる。
右）L7.3  x W8.3  x D26
左）L7.8  x W8.6  x D25
H0104570

カメルーン
ヤウンデ市で収集され、フルベやフラ
ニー民族のあいだで使用されている
スリッパである。
H7.8  x W11  x D30
H0006066

日本（秋田県）
秋田県で収集されたわらぐつ。保温性にすぐ
れ、雪のときの歩行に欠かせなかった。中国
東北部にもわらぐつはあったが、日本のほうが
ずっと種類が多い。
H35  x W13  x D31
H0014851

日本（北海道）
北海道旭川市で収集された鮭
皮製靴。アイヌ語でチェプケリ
という。大人の靴一足を作るに
は、鮭３～４本分の皮が必要だ。
右）H16  x W14  x D28
左）H17  x W14  x D29
H0062235

カナダ
ケベック州イヌクジュアク
村で収集されたイヌイット
の人びとの長靴である。
H31  x W12  x D22
H0212859

ボリビア
ラパス市で収集された。中
央アンデス高地のカーニバ
ルなどの悪魔踊りの際に使
用されるブーツである。
右）H22  x W27  x D10
左）H23  x W27  x D11
H0004528
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●
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
、
南
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
展

示
場
を
閉
鎖
し
て
い
ま
す
。

期
間　

2
0
1
5
年
3
月
18
日（
水
）ま
で

●
施
設
一
部
閉
鎖
の
お
知
ら
せ

改
修
工
事
の
た
め
、
講
堂
地
下
休
憩
所「
く
つ
ろ
ぎ
ス
ペ
ー
ス
」を

2
0
1
5
年
3
月
5
日（
木
）〜
3
月
18
日（
水
）ま
で
閉
鎖
し
て

い
ま
す
。

●
無
料
観
覧
日
の
お
知
ら
せ

3
月
15
日（
日
）は
万
博
記
念
公
園
ふ
れ
あ
い
の
日
の
た
め
本
館

展
示
を
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
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

展
示
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

南
ア
ジ
ア
展
示
・
東
南
ア
ジ
ア
展
示
が

い
よ
い
よ
3
月
19
日
（
木
）
新
オ
ー
プ
ン
！

み
ん
ぱ
く
で
は
、
す
べ
て
の
展
示
場
を
順
次
、

刷
新
し
て
い
く
計
画
を
進
め
て
い
ま
す
。

南
ア
ジ
ア
展
示

南
ア
ジ
ア
は
、
豊
か
な
自
然
環
境
の
も
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
や
文
化
、
社
会
集
団
が
共

存
し
あ
う
知
恵
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。
信
仰

や
く
ら
し
の
技
の
多
様
性
、
独
特
の
発
展
を

見
せ
る
大
衆
文
化
や
染
織
文
化
の
展
示
を
と

お
し
て
、
躍
動
す
る
南
ア
ジ
ア
の
姿
を

紹
介
し
ま
す
。

東
南
ア
ジ
ア
展
示

起
源
を
異
に
す
る
民
族
が
さ
ま
ざ
ま
な
生
活

ス
タ
イ
ル
で
く
ら
す
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
民

族
や
文
化
が
入
り
組
み
、
異
種
混
淆
（
い

し
ゅ
こ
ん
こ
う
）
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。「
東
南
ア
ジ
ア
の
１
日
」
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
、
そ
の
多
彩
な
文
化
を
紹
介
し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
春
の
遠
足
・
校
外
学
習
事
前
見
学
＆
ガ
イ
ダ
ン
ス

春
の
遠
足
・
校
外
学
習
に
む
け
て
事
前
見
学
に
来
館

さ
れ
る
学
校
団
体
の
先
生
方
を
対
象
と
し
た
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。
新
し
く
な
っ
た
展
示
に
つ

い
て
も
研
究
者
が
展
示
場
で
説
明
し
ま
す
。

日
時　

4
月
3
日（
金
）、
4
月
6
日（
月
）

　
　
　

14
時
〜
16
時
30
分（
受
付
13
時
30
分
〜
16
時
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
ほ
か

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
参
加
申
込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。

広
報
企
画
室　

広
報
係

電
話　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
5
6
0

国
立
民
族
学
博
物
館
・
金
沢
大
学
共
同
開
催

文
化
資
源
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
文
化
資
源
の
保
存
・
継
承
に
向
け
た
国
際
協
力
」

本
館
と
金
沢
大
学
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
学
術
協

定
に
基
づ
く
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
す
。
両
機
関
に
お
い

て
独
自
に
進
め
て
き
た
文
化
資
源
の
保
存
と
継
承

に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
、
接
点
を
さ
ぐ

る
こ
と
で
、
今
後
共
同
で
実
施
で
き
る
研
究
事
業
を

模
索
し
ま
す
。

日
時　

3
月
29
日（
日
）13
時
30
分
〜
17
時
30
分

会
場　

石
川
県
政
記
念 

し
い
の
き
迎
賓
館

　
　
　
（
金
沢
市
広
坂
2
ー
1
ー
1
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、
先
着
順
（
定
員
70
名
）

主
催　

金
沢
大
学

共
催　

国
立
民
族
学
博
物
館

お
問
い
合
わ
せ

金
沢
大
学
国
際
文
化
資
源
学
研
究
セ
ン
タ
ー

電
話　

0
7
6
・
2
6
4
・
5
7
8
8

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

「
点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

目
で
読
む
文
字
か
ら
手
で
読
む
文
字
へ
。
点
字
で

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
体
験
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

日
時　

3
月
14
日（
土
）12
時
〜
15
時
30
分

　
　
　

4
月
11
日（
土
）12
時
〜
15
時
30
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

公
開
講
演
会

「
い
や
し
旅
の
ウ
ラ
？
表
？

―
現
代
ア
ジ
ア

ツ
ー
リ
ズ
ム
考
」

「
ケ
ア
」
や
「
癒
や
し
」
を
目
的
と
し
た
ツ
ー
リ
ズ

ム
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
現
状
の
一
端
を
講
演
者
の

現
地
で
の
研
究
に
基
づ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

日
時　

3
月
20
日（
金
）18
時
30
分
〜
20
時
45
分

　
　
　
（
開
場
17
時
30
分
）

会
場　

オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル
（
大
阪
市
北
区
梅
田

　
　
　

3
ー
4
ー
5
毎
日
新
聞
社
ビ
ル
Ｂ
1
）

※
参
加
無
料
、
要
事
前
申
込
、
参
加
証
必
要

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

本
館　

研
究
協
力
係

電
話　

0
6
･
6
8
7
8
･
8
2
0
9

国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
民
族
学
資
料
の
展
示
へ
の
利
用
と
ソ
ー
ス
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
協
力
関
係
」

従
来
か
ら
協
力
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
活
動
で
き
な

か
っ
た
ロ
シ
ア
と
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
日
本
と
同
様

に
近
年
そ
の
よ
う
な
関
心
を
持
ち
始
め
た
韓
国
の
、

「
国
立
」
も
し
く
は
そ
れ
と
同
レ
ベ
ル
以
上
の
規
模

と
経
営
母
体
を
持
つ
博
物
館
の
展
示
の
諸
問
題
の
事

例
と
比
較
研
究
を
行
い
ま
す
。

日
時　

3
月
10
日（
火
）10
時
〜
18
時

会
場　

本
館
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
20
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、
先
着
順
、
ロ
シ
ア
語
・

英
語
（
逐
語
通
訳
あ
り
）

公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
世
界
文
化
遺
産「
ナ
ス
カ
の
地
上
絵
」
の
研
究
と

保
護
を
め
ぐ
る
国
際
協
力
」

南
米
の
古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
を
代
表
す
る
「
ナ
ス
カ

の
地
上
絵
」
は
、
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
な
が

ら
も
、
学
術
的
解
明
は
ま
だ
途
上
で
す
。
総
合
的
に

取
り
組
む
日
本
チ
ー
ム
の
成
果
を
紹
介
し
つ
つ
、
破

壊
の
危
機
に
瀕
し
た
地
上
絵
の
保
護
に
つ
い
て
、
ペ

ル
ー
人
研
究
者
と
と
も
に
討
議
し
ま
す
。

日
時　

3
月
19
日（
木
）14
時
〜
16
時
30
分

会
場　

本
館
第
４
セ
ミ
ナ
ー
室
（
定
員
80
名
）

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要
、
先
着
順
、
日
本
語
・
ス

ペ
イ
ン
語
（
逐
語
通
訳
あ
り
）

「
西
ア
フ
リ
カ
の
昔
話
を
語
る
」

素
朴
で
ど
こ
か
な
つ
か
し
い
西
ア
フ
リ
カ
の
昔
話
を

お
話
し
し
ま
す
。

日
時　

3
月
8
日（
日
）11
時
30
分
〜
12
時

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

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
」

総
勢
18
人
の
研
究
者
が
驚
き
と
感
動
を
お
届
け
し

ま
す
。
世
界
の
文
化
の
〝
奥
深
く
〞
へ
ご
一
緒
に
ど

う
ぞ
。
今
月
で
最
終
回
で
す
。

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

3
月
4
日（
水
） 

西
ア
フ
リ
カ
を
掘
る

―
発
掘
か
ら
見
え
て
く
る

「
中
世
」
ア
フ
リ
カ
の
歴
史

講
師　

竹
沢
尚
一
郎
（
本
館 

教
授
）

3
月
11
日（
水
） 

韓
国
の
食
の
世
界

―
ご
飯

講
師　

朝
倉
敏
夫
（
本
館 

教
授
）

3
月
18
日（
水
） 

日
本
と
ア
イ
ヌ
民
族

―
隣
人
と
し
て
く
ら
す

講
師　

齋
藤
玲
子
（
本
館 

助
教
）

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
）

第
4
4
1
回　

4
月
4
日（
土
）14
時
〜
15
時
10
分

会
場　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
（
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示
）

世
界
の
食
文
化
を
学
ぶ
①

つ
く
ら
れ
る
地
域
の
食

―
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
発
祥
の
地
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
考
え
る

講
師　

宇
田
川
妙
子
（
本
館 

准
教
授
）

モ
ノ
と
情
報
が
行
き
交
う
現
代
、
日
本
に
お
け
る
地
産
地
消
を
は

じ
め
、
食
の
安
全
や
地
域
再
興
と
い
っ
た
文
脈
の
も
と
、
地
域
に

根
差
し
た
食
を
実
践
化
す
る
傾
向
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
一
方

で
、
ロ
ー
カ
ル
な
食
の
形
成
に
は
、
市
場
や
国
家
、
人
び
と
の
移

動
等
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
代
社
会
の
様
相
が
複
雑
に
関
係
す
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
食
の
安
全
だ
け
で
は
語
る
こ
と
の
で
き
な
い

ロ
ー
カ
ル
な
食
の
形
成
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
を
例
に
考
え
ま
す
。

■
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
茶
話
会
を
開
催
し
ま
す 

（
1
時
間
程
度
）。

第
4
4
2
回　

5
月
2
日（
土
）14
時
〜
15
時
10
分

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
（
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示
）

躍
動
す
る
南
ア
ジ
ア
の
背
景
に
せ
ま
る

講
師　

三
尾
稔
（
本
館 

准
教
授
）

東
京
講
演
会

会
場　

モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
5
F
サ
ロ
ン

定
員　

60
名
（
要
事
前
申
込
、
会
員
無
料
・
一
般
5
0
0
円
）

第
1
1
1
回　

4
月
11
日（
土
）13
時
半
〜
15
時

「
氷
の
島
」
に
生
き
る
人
び
と

―
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
・
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
文
化
と
歴
史

講
師　

岸
上
伸
啓
（
本
館 

教
授
）

極
北
に
位
置
す
る
、
世
界
最
大
の
島
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
。
全
島
の

8
割
を
厚
い
氷
床
が
覆
う
こ
の
「
氷
の
島
」
で
は
、
人
口
の
9
割

を
イ
ヌ
イ
ッ
ト
系
の
人
び
と
が
占
め
て
い
ま
す
。
海
域
の
狩
猟
と

漁
業
を
基
盤
に
、
寒
冷
な
自
然
環
境
に
適
応
し
た
生
活
を
営
む
グ

リ
ー
ン
ラ
ン
ド
・
イ
ヌ
イ
ッ
ト
と
は
ど
の
よ
う
な
人
び
と
な
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
地
球
規
模
の
環
境
問
題
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、

本
国
デ
ン
マ
ー
ク
と
の
関
係
は
、
彼
ら
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
彼
ら
の
文
化
と
歴
史
、
そ
し
て
現
在

の
様
相
を
併
せ
て
紹
介
し
ま
す
。

■
講
演
会
終
了
後
、
会
場
を
移
動
し
て
、
関
連
す
る
展
覧
会
「
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル 

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
」（
会
場 

代
官
山
ヒ
ル
サ
イ
ド

フ
ォ
ー
ラ
ム
）
の
見
学
を
予
定
し
て
い
ま
す
（
1
時
間
程
度
）。

刊行物紹介
■上羽陽子 著
『インド染織の現場―つくり手たちに
学ぶ （フィールドワーク選書）』
臨川書店　2,0 0 0円 （税抜）

牧畜を主な生業とするラ
バーリーの人びと。彼らの
染織品に魅せられた著者は、
実際に刺繍、糸紡ぎ、牧畜用
具づくりなど現地の製作者
に教えを乞い、様々な手工
芸の習得に取り組むなかで、
ものづくりとは何か？を模
索します。みずからの手を
使い、つくることを通して

異文化を知っていく過程を丁寧に綴った一冊です。

※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
4
2
回　

3
月
21
日（
土
）

ミ
シ
ン
と
家
庭

―
1
0
0
年
前
の
グ
ロ
ー
バ
ル
商
品

講
師　

森
明
子（
本
館 

教
授
）ミ

シ
ン
は
、1
9
0
0
年
こ
ろ
一
般

へ
の
販
売
が
は
じ
ま
り
、ま
も
な
く

シ
ン
ガ
ー
社
の
製
品
が
世
界
の
市

場
を
席
巻
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
商
品

に
な
り
ま
し
た
。世
界
中
が
産
業
化

に
邁
進
し
て
い
っ
た
時
代
、家
庭
に

は
い
っ
た
ミ
シ
ン
と
と
も
に
、各
国

で「
消
費
者
」の
姿
が
あ
ら
わ
れ
て

き
ま
す
。こ
こ
で
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

日
本
に
つ
い
て
、お
話
し
ま
し
ょ
う
。

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
！

3
月
1
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

言
語
の
調
査
と
は
ど
う
い
う
も
の
か

話
者　

吉
岡
乾
（
本
館 

助
教
）

3
月
8
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

鶏
か
ら
み
た
世
界
史 

：
ア
ジ
ア
の
森
か
ら
世
界
の
台
所
へ

話
者　

池
谷
和
信
（
本
館 

教
授
）

3
月
22
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

災
害
の
記
憶
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

話
者　

竹
沢
尚
一
郎
（
本
館 

教
授
）

3
月
29
日（
日
）　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

―
―
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

話
者　

ピ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
マ
シ
ウ
ス
（
本
館 

教
授
）

※
日
本
語
・
英
語
（
逐
語
通
訳
あ
り
）

20
世
紀
初
頭
に
ド
イ
ツ（
上
）

と
日
本（
下
）で 

販
売
さ
れ

た
シ
ン
ガ
ー
社
の
ミ
シ
ン
と

説
明
書
、
本
館
所
蔵

魔女ランダ
／インドネシア

リトゥ・クマール
デザインの婚礼衣装

■佐々木史郎 著
『シベリアで生命の暖かさを感
じる（フィールドワーク選書）』
臨川書店　2,0 0 0円 （税抜）

北方ユーラシア
での民族調査と
はどのようなも
のかを、フィンラ
ンド北部のサー
ミ、中国内モンゴ
ル北部のエヴェ
ンキ、ロシア・シ
ベリアのネネツ、
エヴェンなどの

人々との出会いを中心に紹介します。
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文
化
遺
産
の
「
国
際
的
」
保
護

―
何
が
正
し
い
の
か

佐さ

野の 

真ま

由ゆ

子こ 

　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授

忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事

二
〇
〇
四
年
二
月
、
淡
路
島
で
の

情
景
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
わ
た
し

は
ユ
ネ
ス
コ
本
部
無
形
遺
産
課
の
職

員
と
し
て
、
同
課
の
リ
ッ
ク
ス
・
ス

ミ
ー
ツ
課
長
（
当
時
）
と
と
も
に
、

日
本
の
ユ
ネ
ス
コ
・
ア
ジ
ア
文
化
セ

ン
タ
ー
が
主
催
す
る
会
議
に
参
加
す

る
た
め
パ
リ
か
ら
出
張
し
て
い
た
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
諸
国
の
文
化
政
策
担

当
官
が
会
合
し
、
前
年
に
ユ
ネ
ス
コ

で
採
択
さ
れ
た
無
形
文
化
遺
産
保
護

条
約
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る
目
的

で
開
か
れ
た
会
議
で
あ
る
。

近
年
の
和
食
や
和
紙
の
認
定
で
、

式
に
発
効
し
て
お
ら
ず
、
条
約
の
前

身
と
な
っ
た
「
人
類
の
口
承
及
び
無

形
遺
産
に
関
す
る
傑
作
の
宣
言
」
と

い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
動
い
て
い
た
。

そ
の
枠
内
で
、
日
本
か
ら
は
人
形
浄

瑠
璃
文
楽
が
「
宣
言
」
を
受
け
た
ば

か
り
の
時
期
で
あ
り
、
会
議
は
そ
の

本
拠
地
大
阪
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ

れ
に
付
随
し
て
、
会
議
参
加
者
一
同

で
文
楽
の
源
流
た
る
淡
路
人
形
浄
瑠

璃
の
一
座
を
訪
問
す
る
計
画
が
組
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今

で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
が
あ
っ

た
。

出
し
た
格
好
で
あ
る
。

「
そ
の
源
流
」
に
触
れ
て
も
ら
お

う
と
の
趣
旨
で
企
画
さ
れ
た
淡
路
ツ

ア
ー
で
あ
っ
た
が
、
じ
つ
は
ユ
ネ
ス

コ
に
よ
る
認
定
が
知
ら
ぬ
間
に
、
そ

う
し
た
「
源
流
」
を
「
高
度
の
芸

術
」
か
ら
切
り
離
す

―
切
り
捨
て

る

―
形
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を

知
っ
た
わ
た
し
の
上
司
は
、
制
度
づ

く
り
の
責
任
者
と
し
て
真
に
大
き
な

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
様
子
で
あ
っ
た
。

以
降
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
防
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
彼
の
決
心

は
固
く
、
結
果
か
ら
述
べ
れ
ば
、
日

本
か
ら
の
次
の
案
件
と
な
っ
た
歌
舞

伎
に
関
し
て
、
松
竹
傘
下
の
芸
能
と

し
て
確
立
し
て
い
る
「
大
歌
舞
伎
」

に
限
定
せ
ず
、
一
定
の
様
式
的
条
件

を
満
た
せ
ば
各
地
の
村
芝
居
等
を
排

除
し
な
い
形
で
申
請
さ
せ
、
実
際
に

そ
の
よ
う
な
認
定
が
な
さ
れ
る
大
き

な
要
因
と
な
っ
た
。

「
善
意
」
と
い
う
干
渉

日
本
人
で
あ
る
わ
た
し
自
身
は
、

国
際
公
務
員
と
し
て
日
本
関
連
の
案

件
を
直
接
担
当
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
、
憶
測
を
交
え
て
詳
細
を
述

べ
る
こ
と
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
の
経
過
に
は
、
文
化
遺
産
保
護
を

国
際
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
の

根
本
的
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
芸
術
と
し
て
の
文

楽
だ
け
を
取
り
出
し
て
「
世
界
の
無

形
遺
産
」
に
推
挙
す
る
発
想
（
他
方
、

淡
路
人
形
浄
瑠
璃
は
国
の
「
重
要
無

形
民
俗
文
化
財
」
に
指
定
さ
れ
て
い

る
）
と
、
あ
え
て
言
え
ば
泥
臭
い
そ

の
源
流
を
含
め
て
「
世
界
の
無
形
遺

産
」
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
発
想
の
ど
ち
ら
に
軍
配
を
上
げ

る
か
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
多
様

な
意
見
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
っ

と
も
大
き
な
問
題
は
、
少
な
く
と
も

当
時
、
前
者
の
傾
向
が
強
か
っ
た
日

本
の
文
化
行
政
に
対
し
て
、
ユ
ネ
ス

コ
側
の
主
張
し
た
後
者
の
考
え
方
が
、

一
種
の
「
矯
正
」
力
を
も
っ
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
一
例
に
と
ど
め
ざ

る
を
え
な
い
が
、
国
際
的
制
度
の
形

成
と
と
も
に
、
各
国
の
文
化
政
策
に

対
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
こ
れ

に
似
た
指
導
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、

枚
挙
に
暇
い
と
ま
が
な
い
と
い
う
よ
り
、
む

し
ろ
通
常
で
あ
る
。
文
化
政
策
の
基

盤
が
弱
く
、
財
政
的
に
も
国
際
援
助

に
頼
る
傾
向
の
強
い
国
に
対
し
て
は
、

そ
の
力
は
よ
り
明
確
に
働
く
。
地
球

上
の
多
様
な
文
化
を
守
る
と
い
う
活

動
は
、
そ
の
理
念
と
そ
の
た
め
の
手

法
を
一
様
に
広
め
よ
う
と
す
る
、「
善

意
」
に
満
ち
た
教
育
的
指
導
と
一
体

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
見
落
と
さ

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

切
り
離
さ
れ
る
「
源
流
」

ス
ミ
ー
ツ
課
長
が
、
ユ
ネ
ス
コ
が

認
定
し
た
「
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
」
に

は
目
の
前
の
淡
路
人
形
浄
瑠
璃
が
含

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

に
、
そ
の
場
で
初
め
て
気
づ
い
た
の

で
あ
る
。
海
外
か
ら
の
会
議
参
加
者

の
一
人
が
人
形
座
の
方
へ
、
ご
く
無

頓
着
に
、
世
界
の
無
形
遺
産
と
な
っ

た
感
想
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
い
え

い
え
私
ど
も
は
認
定
さ
れ
て
お
り
ま

せ
ん
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た

と
こ
ろ
か
ら
の
悶も
ん

着ち
ゃ
くで
あ
っ
た
。
も

と
も
と
日
本
政
府
か
ら
ユ
ネ
ス
コ
へ

の
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
申
請
は
、
広

淡路人形浄瑠璃の演目「奥州秀衡有鬠壻（おうしゅうひで
ひらうはつのはなむこ）」鞍馬山の段

淡路島

範
な
人
形
浄
瑠
璃
の
伝
統
の
な
か
で
、

大
阪
の
国
立
文
楽
劇
場
を
拠
点
と
し
、

（
財
）
文
楽
協
会
が
管
掌
す
る
範
囲

の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
。
い
わ
ば
、

日
本
を
代
表
す
る
高
度
の
芸
術
と
し

て
頂
点
を
極
め
た
部
分
の
み
を
取
り

こ
の
条
約
に
基
づ
く
制
度
は
日
本
で

も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、

当
時
は
ま
だ
各
国
の
批
准
待
ち
で
正

※写真はすべて淡路人形座提供

淡路人形浄瑠璃の演目「賤ヶ嶽七本槍（しずがだけしちほんやり）」山の段

淡路人形浄瑠璃の演目「玉藻前曦袂（たまものまえあさひ
のたもと）」神泉苑の段

「
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
」
と
「
淡
路
人
形
浄
瑠
璃
」。
よ
く
似
た
遺
産
だ
が
、
歩
ん
で
き
た
歴
史
は
異
な
る
。

制
度
づ
く
り
の
現
場
を
覗の

ぞ
い
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
見
え
て
く
る
。
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運
動
の
興
り
と
広
が
り

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
運
動
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
イ
ギ

リ
ス
で
誕
生
し
た
、「
ま
ち
ぐ
る
み
」
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

を
広
め
る
運
動
で
あ
る
。
ま
ち
（
地
方
自
治
体
）
の
行
政
や

企
業
・
商
店
、
職
場
、
学
校
、
市
民
団
体
が
、
こ
ぞ
っ
て
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
製
品
を
日
常
的
に
使
用
・
販
売
す
る
こ
と
を
約

束
し
実
行
す
る
こ
の
運
動
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
か
か
わ

る
多
く
の
人
び
と
を
覚
醒
さ
せ
た
。翌
二
〇
〇
一
年
に
は「
ま

ち
ぐ
る
み
」
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
認
定
基
準
が

策
定
さ
れ
た
（
文
末
参
照
）。	

運
動
は
瞬
く
間
に
西
欧
諸
国
に
飛
び
火
し
、
ア
メ
リ
カ
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
そ
し
て
日
本
に
も
伝で

ん

播ぱ

し
て
い
っ
た
。

日
本
で
は
二
〇
一
一
年
に
熊
本
市
が
初
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

タ
ウ
ン
に
認
定
さ
れ
、
名
古
屋
市
、
札
幌
市
、
逗
子
市
、
宇

都
宮
市
、
垂
井
町
（
岐
阜
県
）
な
ど
が
次
を
目
指
し
て
い
る
。

世
界
全
体
で
は
二
五
か
国
（
う
ち
三
か
国
は
途
上
国
）
に

一
六
〇
〇
以
上
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
が
誕
生
し
て
い

て
、
そ
の
な
か
に
は
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
、
ロ
ー
マ
と
い
っ
た

首
都
も
含
ま
れ
て
い
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
根
づ
か
せ
る

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
運
動
が
人
び
と
を
魅
了
し
、
世

界
中
に
広
が
っ
た
の
に
は
訳
が
あ
っ
た
。
従
来
の
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
普
及
活
動
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
月
間
や
ク
リ
ス

マ
ス
等
の
節
目
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
打
っ
て
人
び
と
の
関
心

を
高
め
よ
う
、
と
い
っ
た
単
発
的
な
イ
ベ
ン
ト
が
多
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
イ
ベ
ン
ト
期
間
中
は
盛
り
上
が
っ
て
も
、
そ
れ

が
終
わ
る
と
熱
気
が
冷
め
る
こ
と
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
。
参

加
者
同
士
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
に
も
欠
け
て
い
た
。
一い

っ
と
き時

の
「
打
ち
上
げ
花
火
」
的
な
イ
ベ
ン
ト
や
、
個
々
人
の
「
孤

独
」
な
倫
理
的
消
費
の
推
奨
だ
け
で
は
、
持
続
的
・
発
展

的
な
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
普
及
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ェ
ア
な
志
を
も
っ
た
仲
間
同
士
が
つ
な
が
り
、
喜
び
を

わ
か
ち
合
え
る
場
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
へ
の
思
い
を
日
々
あ

ら
た
に
し
、
そ
れ
を
形
に
し
う
る
場
が
あ
っ
て
こ
そ
、
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
の
輪
は
広
が
り
、根
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
運
動
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
場
を
形

成
す
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
こ
の
運
動
は
、
と
も
す
る
と
上

滑
り
に
な
り
が
ち
な
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
運
動
の
深
化
（
根
づ

き
）
と
発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
い
え
る
。

自
分
た
ち
の
足
元
を
見
直
す

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
は
「
勝
手
に
宣
言
」
す
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
市
区
町

村
を
認
定
す
る
し
く
み
が
各
国
に
で
き
て
い
る
。
基
準
を
満

た
す
こ
と
で
運
動
の
持
続
性
も
ず
っ
と
増
し
て
く
る
。
各
国

は
基
本
的
に
イ
ギ
リ
ス
が
最
初
に
作
っ
た
五
基
準
を
採
用
し

て
い
る
が
、
独
自
の
基
準
を
付
け
加
え
て
い
る
国
も
あ
る
。

日
本
で
は
「
地
域
活
性
化
へ
の
貢
献
」
を
加
え
た
。
具
体

的
に
は
、「
地
場
の
生
産
者
や
店
舗
、
産
業
の
活
性
化
を
含

め
、
地
域
の
経
済
や
社
会
の
活
力
が
増
し
、
絆き

ず
な
が
強
ま
る
よ

う
、
地
産
地
消
や
ま
ち
づ
く
り
、
環
境
活
動
、
障
が
い
者

支
援
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
と
連
携
し
て
い
る
」
こ
と
を

求
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
途
上
国
と
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
推
進
す
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
地
場
の
生
産
者
や
産
業
も
大
事
に
し
、
障

が
い
者
を
は
じ
め
弱
い
立
場
に
あ
る
人
び
と
も
イ
キ
イ
キ
と

暮
ら
せ
る
よ
う
な
、「
フ
ェ
ア
」
な
経
済
と
社
会
を
自
分
た

ち
の
ま
ち
に
も
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
。

運
動
は
途
上
国
に
も
広
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
国
内

の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
市
場
の
形
成
・
拡
大
（
＝
国
内
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
の
推
進
）
や
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
生
産
者
へ
の
支

援
も
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
的
な

広
が
り
と
と
も
に
運
動
の
多
様
性
も
増
し
て
い
る
。
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
そ
の
も
の
に
多
様
性
が
あ
る
よ
う
に
、
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
タ
ウ
ン
運
動
も
各
地
の
実
情
に
合
わ
せ
て
多
様
化

す
る
の
は
自
然
な
流
れ
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
運
動
の
本
筋

が
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
最
大
の
目
的
で
あ
る
「
途
上
国
の

疎
外
さ
れ
た
生
産
者
・
労
働
者
の
人
び
と
に
人
間
ら
し
い

生
活
を
保
障
す
る
貿
易
」
の
実
現
か
ら
外
れ
て
い
か
な
い
よ

う
、
注
意
す
る
必
要
は
あ
る
。

す
べ
て
の
商
い
を
フ
ェ
ア
に

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
目
的
は
、
通

常
の
貿
易
の
し
く
み
そ
の
も
の
の
変
革
に
あ
る
。
二
〇
一
五

年
以
降
の
世
界
共
通
の
開
発
目
標
（
ポ
ス
ト
ミ
レ
ニ
ア
ム
開

発
目
標
）
の
ひ
と
つ
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
、
と
い
う
運
動

に
呼
応
し
て
、
各
国
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
で
は
首
長

（
市
町
村
長
）
や
議
員
に
支
持
を
表
明
し
て
も
ら
う
署
名
集

め
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
公
正
な
貿
易
の
実

現
に
向
け
て
、
世
界
一
六
〇
〇
余
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ

ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
力
は
も
っ
と
生
か
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
最
終
目
標
は
、
貿
易
だ
け
で

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
取
引
、
商
い
を
フ
ェ
ア
な
も
の
に
す
る
こ

と
に
あ
る
。
地
域
の
経
済
や
社
会
を
も
フ
ェ
ア
な
も
の
に
し
、

国
内
取
引
も
フ
ェ
ア
な
も
の
に
変
え
て
い
く
運
動
へ
と
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
運
動
を
昇
華
さ
せ
て
い
っ
て
こ
そ
、
そ

の
最
終
目
標
は
実
現
可
能
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

多
文
化
を

あ
き
な
う

多
文
化
を

あ
き
な
う

足
元
か
ら
築
く
フ
ェ
ア
な
社
会
―
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
運
動

渡わ
た

辺な
べ 

龍た
つ

也や

　
東
京
経
済
大
学
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

日
本
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
監
事

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
国
内
の
地
域
社
会
に
根
づ
か
せ
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
タ
ウ
ン
運
動
。

途
上
国
と
先
進
国
と
の
あ
い
だ
の
「
フ
ェ
ア
な
貿
易
関
係
」
を
超
え
て
、

こ
の
運
動
が
目
指
す
「
フ
ェ
ア
な
社
会
」
と
は
。

フェアトレードタウンの
 5つの基準 (core goals)

１） 地元の議会がフェアトレードを支持し、自治
体内でフェアトレード製品を使うことに合
意する決議をおこなう。

２）地域の商店や飲食店等でフェアトレード製品
が容易に購入できたり、提供されたりする。

３） 地域の多くの職場や団体（宗教施設、学校、
大学など）でフェアトレード製品が利用さ
れる。

４）フェアトレードタウン運動に対するメディ
アの関心や住民の支持が高まる。 

５）フェアトレードタウンとしての存続にコミット
したフェアトレード推進委員会が設置される。

コスタリカのフェアトレードタウン、
ペレス・セレドンの街角

ガーナのフェアトレードタウン、
ニューコフォリドゥアの集会所

世界初のフェアトレードタウン、英国のガースタング

熊本市がフェアトレードタウン認定証を授与された
2011 年 6月４日に、市内でおこなわれたパレード

熊本市で開催されたフェアトレード・
ファッションショー（撮影・鈴木紀、以下同）
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パイ皮

　水　　100ミリリットル

　ライ麦粉　150ミリリットル

　小麦粉  100ミリリットル

　塩　　小さじ

のせる少し硬めのかゆ

　水　　250ミリリットル

　米　　1カップ

　牛乳　500ミリリットル

　塩　　小さじ 1

　バター　少々

カレリア・パイ（10～15個）

① 水、塩、ライ麦粉、小麦粉を十分にボールで混ぜ、
生地をテーブルの上でしっかりとした硬さになるま
でこねる。必要に応じ粉をくわえる。

② 約 10～ 15個の丸いかたまりに分けた①を、ひと
つずつ麺棒をつかって、手のひら大の縦長の円形
に薄く伸ばす。

③ 皮の表面に、準備した米のかゆをうすく広げる。

④ 左右両側をすこし内側に折りたたみ、皮のふちを
親指と人差し指でつまみ、ひだ状にする。

⑤ オーブンに入れ、270～ 300度で 10分間焼く。

⑥ 焼きあがったパイにバターを薄くぬる。

卵バターはカレリア・パイにたっぷり盛りつける

このような本格的なパン焼き窯は、近年もうほとんど見かけない。
フィンランド北カレリア地方

カレリア・パイは、みんぱくのヨーロッパ展示のパンコーナーに
複製が展示されている

スーパーで一袋 10個で売られるものは
小型で一個 50円前後

シ
ラ
ク
の
失
言

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
料
理
と
い
え
ば
お
も
い
だ
す
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
る
。
二
〇
一
二
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
ロ

ン
ド
ン
で
開
催
）
の
開
催
地
誘
致
で
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ

ン
ス
が
張
り
合
っ
て
い
た
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
の
シ
ラ
ク
大
統
領
が
、
イ
ギ
リ
ス
料
理
よ
り
ま
ず
い

の
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
料
理
ぐ
ら
い
だ
と
口
を
滑
ら
せ
た

こ
と
が
公
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
前
に
も
口
の
悪
い

イ
タ
リ
ア
の
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
に
「
あ
ん
な
の
は
料
理

に
入
ら
な
い
」
と
こ
き
お
ろ
さ
れ
た
経
験
が
あ
っ
た
と

こ
ろ
に
、
今
回
の
論
争
で
は
土
俵
外
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

が
と
ば
っ
ち
り
で
大
恥
を
か
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
は
怒
り
心
頭
で
、
普
段
お
と

な
し
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
彼
ら
も
新
聞
や
ネ
ッ
ト
上

で
は
、
フ
ラ
ン
ス
製
品
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
、
と
息
巻
い
た
。

彼
ら
も
あ
れ
こ
れ
反
論
を
こ
こ
ろ
み
た
が
、
結
果
と
し

て
、
そ
れ
も
そ
う
だ
と
納
得
し
た
人
も
少
な
く
な
か
っ

た
よ
う
で
、
彼
ら
の
自
尊
心
は
ま
た
大
き
く
傷
つ
い
て

し
ま
っ
た
ら
し
い
。

と
は
い
え
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
食
事
が
そ
ん
な
ま
ず

い
と
い
う
の
は
あ
た
っ
て
い
な
い
。
素
材
の
味
そ
の
ま

ま
の
ラ
イ
麦
パ
ン
や
、
軽
く
塩
漬
け
発
酵
さ
せ
た
ニ
シ

ン
と
、
と
れ
た
て
の
玉
ね
ぎ
の
輪
切
り
を
新
じ
ゃ
が
に

付
け
合
せ
た
コ
ー
ル
ド
デ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
は
季
節
感
が

あ
っ
て
絶
品
で
あ
る
。
と
く
に
空
腹
の
と
き
は
、
こ
ん

な
に
う
ま
い
も
の
も
あ
っ
た
の
か
と
お
も
え
る
ほ
ど

満
足
さ
せ
て
く
れ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
は
近
隣
の

諸
国
で
も
似
た
も
の
が
あ
っ
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
料

理
の
代
表
と
い
う
に
は
特
色
が
な
さ
す
ぎ
る
。
そ
こ

で
、
登
場
す
る
の
が
こ
こ
で
紹
介
す
る
カ
レ
リ
ア
・
パ

イ
で
あ
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
料
理
の
代
表
格

カ
レ
リ
ア
・
パ
イ
は
旅
行
ガ
イ
ド
に
は
必
ず
登
場
す

る
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
代
表
す
る
料
理
で
あ
る
。
観

光
客
も
数
日
滞
在
す
れ
ば
一
度
は
口
に
す
る
は
ず
だ
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
で
は
カ
ル
ヤ
ラ
ン
・
ピ
ー
ラ
ッ
カ
と

よ
ば
れ
、東
の
隣
国
ロ
シ
ア
で
食
さ
れ
る
ピ
ロ
ー
グ（
ピ

ロ
シ
キ
は
そ
の
愛
称
）
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
日
本
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
小
麦
粉
の
生
地
に
肉
、

魚
、
野
菜
を
詰
め
込
み
焼
き
上
げ
た
小
型
パ
ン
で
あ
る
。

薄
い
小
麦
粉
の
皮
で
肉
や
野
菜
を
包
み
、
茹ゆ

で
た
り
揚

げ
た
り
し
て
食
べ
る
ロ
シ
ア
の
ペ
リ
メ
ニ
や
中
国
の
餃

子
も
同
じ
仲
間
で
、
中
国
の
饅
頭
（
マ
ン
ト
ウ
）
も
遠

い
親
戚
ら
し
い
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
西
端
に
た
ど
り

つ
い
た
の
が
、
こ
の
カ
レ
リ
ア
・
パ
イ
な
の
だ
。

フィンランドのソウルフード？

カレリア・パイ

庄
しょう

司
じ

 博
ひろ

史
し

 　民博 民族社会研究部

そ
れ
で
は
、
終
着
点
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
カ
レ
リ
ア
・

パ
イ
の
特
徴
と
は
な
に
か
。
味
は
さ
て
お
き
、
自
分
な

ら
三
つ
あ
げ
た
い
。
ま
ず
皮
が
ラ
イ
麦
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
パ
ン
と
い
え
ば
小
麦
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
、
ラ
イ
麦
と
い
う
の
は
ド
イ
ツ
か
ら
北
欧
に
か
け

て
の
限
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
ピ
ロ
シ
キ
ま

で
小
麦
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
ラ
イ
麦
に
い
れ
か
わ
っ

た
の
は
、
痩
せ
た
寒
冷
地
で
も
育
つ
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

ふ
た
つ
目
は
そ
の
姿
だ
。
ラ
イ
麦
か
ら
作
る
皮
は
茶
色

な
い
し
こ
げ
茶
色
。
詰
め
物
を
周
囲
か
ら
ひ
だ
で
包
み

こ
ん
だ
扁へ
ん
ぺ
い平
な
姿
を
初
め
て
見
た
と
き
、
藁わ
ら

ぞ
う
り
を

連
想
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
三
つ
目
は
肝
心
の
中
身
。

こ
れ
が
な
ん
と
米
の
お
か
ゆ
か
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
な
の

だ
。
餃
子
も
ペ
リ
メ
ニ
も
ピ
ロ
グ
も
、
普
通
は
中
身
が

肉
か
野
菜
な
の
で
、
粉
モ
ン
の
パ
ン
生
地
と
も
味
の
バ

ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
カ
レ
リ
ア
・
パ

イ
に
限
っ
て
は
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
か
コ
メ
の
お
か
ゆ
。
ご

飯
を
お
か
ず
に
ご
飯
を
食
う
感
じ
な
の
だ
。

味
わ
う
の
は
郷
愁
？

つ
き
あ
い
の
な
が
い
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
憎
ま
れ
口
を

た
た
い
て
し
ま
っ
た
が
、
カ
レ
リ
ア
・
パ
イ
の
真
髄
は

む
し
ろ
一
見
パ
ッ
と
し
な
い
素
朴
さ
に
あ
る
と
お
も
う
。

立
派
な
祝
い
の
テ
ー
ブ
ル
に
も
、
必
ず
卵
バ
タ
ー
（
つ

ぶ
し
た
ゆ
で
卵
と
バ
タ
ー
を
混
ぜ
た
も
の
）
と
と
も
に

添
え
ら
れ
、
食
事
の
合
間
、
談
話
の
途
切
れ
た
と
き
、

人
び
と
は
さ
り
げ
な
く
口
に
す
る
。
う
っ
す
ら
と
し
た

塩
味
は
、
ど
ん
な
料
理
の
味
覚
に
も
邪
魔
を
せ
ず
と
け

込
み
舌
に
な
じ
ま
せ
る
、
陰
の
立
役
者
的
存
在
で
も
あ

る
。
こ
ぼ
れ
や
す
い
卵
バ
タ
ー
を
丁
寧
に
パ
イ
の
ひ
だ

に
盛
り
つ
け
る
し
ば
し
の
あ
い
だ
、
人
び
と
が
想
い
味

わ
っ
て
い
る
の
は
、
田
舎
の
味
、
家
庭
の
味
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
カ
レ
リ
ア
・
パ
イ
は
、
東
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

や
現
在
そ
の
大
部
分
が
ロ
シ
ア
領
と
な
っ
て
い
る
カ
レ

リ
ア
地
方
の
郷
土
料
理
と
さ
れ
る
が
、
失
地
カ
レ
リ
ア

へ
の
郷
愁
と
と
も
に
今
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
国
民
料
理
、

家
庭
の
味
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
初
め
て
食
す

外
国
人
は
少
し
戸
惑
わ
さ
れ
る
が
、
そ
ん
な
想
い
も
一

緒
に
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。
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数
々
の
思
い
込
み

八や

杉す
ぎ 

佳よ
し

穂ほ

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

民
博
は
神
聖
な
る
修
行
の
場
で
あ
る

民
族
学
者
は
人
と
の
つ
き
あ
い
が
大
切
だ
か
ら
か
、
創
立
当
初
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
な
せ
る
わ
ざ
か
ら
か
、
一
九
八
〇
年
着
任
当
初
は
、
パ
ー
テ
ィ
が
よ
く

あ
っ
た
。
仕
事
を
す
る
と
こ
ろ
は
、
修
行
の
お
こ
な
わ
れ
る
神
聖
な
場
と
思
い

込
ん
で
き
た
の
だ
が
、
神
聖
な
場
と
い
う
の
は
思
い
違
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し

民
博
を
パ
ラ
イ
ッ
ソ
︵
楽
園
︶
と
言
っ
た
外
国
人
研
究
者
が
い
た
が
、
自
由
に

研
究
が
で
き
る
ま
さ
に
理
想
の
場
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
民
博
の
研
究
者
は
世

界
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
世
界
中
の
情
報
が
自
然
と
入
っ
て
き
た
し
、
聞
け
ば

な
ん
で
も
簡
単
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
じ
つ
に
い
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
自
分

は
人
前
恐
怖
症
で
、
人
前
に
出
て
話
を
す
る
な
ん
て
と
て
つ
も
な
く
恥
ず
か
し

く
か
つ
恐
ろ
し
く
て
、
学
問
に
よ
る
修
行
で
し
か
克
服
で
き
な
い
と
思
い
込
ん

で
い
た
が
、
ま
わ
り
に
鍛
え
ら
れ
た
お
蔭か

げ

か
、
人
前
に
出
る
こ
と
も
だ
い
ぶ
気

に
な
ら
な
く
な
り
、
楽
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
思
い
き
か
せ
る

直
属
の
第
四
研
究
部
長
で
あ
っ
た
加
藤
九
祚
先
生
は
九
時
か
ら
五
時
ま
で
働

い
て
、
そ
れ
以
降
は
酒
を
飲
む
主
義
を
貫
か
れ
て
い
た
。﹁
継
続
は
力
だ
﹂
を

身
を
も
っ
て
示
し
て
お
ら
れ
た
。
学
者
と
い
う
の
は
、
や
る
と
き
は
や
っ
て
、

や
ら
な
い
と
き
は
抜
け
殻
の
よ
う
に
な
る
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
が
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
の
ご
と
く
毎
日
規
則
正
し
く
民
博
に
来
る
こ
と
、
週
五
十
時
間
、
年

二
千
時
間
は
超
え
る
こ
と
、
こ
れ
を
言
い
聞
か
せ
た
。
土
曜
日
が
休
み
に
な
り
、

民
博
滞
留
時
間
は
だ
い
ぶ
減
っ
た
が
、
お
蔭
で
、
不
健
康
で
あ
っ
た
体
は
丈
夫

に
な
り
、
体
重
は
三
〇
キ
ロ
も
増
え
た
。

茶
の
湯
の
も
の
づ
く
り
と
世
界
の
わ
ざ
﹂展︵
二
〇
〇
九
年
︶を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
協
力
し
て
く
れ
る
人
が
た
く
さ
ん
い
た
お
蔭
で
、
無
事
や
り
遂
げ
る
こ
と

が
で
き
、
人
の
あ
り
が
た
さ
を
し
み
じ
み
感
じ
た
が
、
二
度
と
も
展
覧
会
終
了

後
、
深
刻
な
手
術
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
に
向
い
て
い

な
い
こ
と
を
や
っ
た
せ
い
に
違
い
な
く
、
命
に
か
か
わ
る
大
き
な
思
い
違
い
で

あ
っ
た
。

自
分
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
で
は
な
く
、
文
献
言
語
学
者
で
あ
る

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
の
は
、
村
に
入
っ
て
、
村
人
と
共
に
生
活
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
調
べ
る
こ
と
だ
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
、
あ
る
と
き

同
僚
の
言
語
学
者
が
、
言
語
資
料
は
ホ
テ
ル
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
招
い
て

集
め
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
驚
い
た
。
こ
れ
は
い
い
。
危
機
言
語
の
大

調
査
に
同
じ
よ
う
な
調
査
法
を
使
う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
お
蔭
で
四
巻
の
資
料

を
作
成
で
き
た
。

わ
た
し
は
内
に
向
か
う
人
間
な
の
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
向
い
て
い
な

い
。
文
献
を
読
む
こ
と
も
苦
手
で
あ
る
。
だ
か
ら
学
問
は
修
行
と
思
っ
て
き
た

の
だ
が
、
民
博
に
い
る
こ
と
が
で
き
た
お
蔭
で
、
ふ
つ
う
で
は
経
験
で
き
そ
う

も
な
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
や
ら
せ

て
も
ら
え
た
。

思
い
込
み
、
思
い
違
い
を
題
材

に
民
博
三
四
年
半
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
ま

だ
ま
だ
浮
か
ん
で
く
る
。
在
任
中

は
思
い
違
い
で
過
ご
し
て
き
た
と

さ
え
思
え
て
く
る
。
体
力
が
衰
え
、

頭
脳
も
衰
え
て
い
く
ば
か
り
で
あ

る
が
、
ま
だ
や
り
残
し
て
い
る
こ

と
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
と
い
う
思

い
込
み
が
、
衰
え
て
い
く
終
末
を

元
気
に
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。

の
充
実
は
も
ち
ろ
ん
、
特
別
展
も

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

思
っ
て
一
九
九
五
年
に
﹁
現
代
マ
ヤ

︱
色
と
織
に
魅
せ
ら
れ
た
人
々
﹂

と
い
う
特
別
展
を
開
催
し
た
。
そ

れ
で
や
め
と
け
ば
い
い
の
に
、
民
族

学
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
三
〇
万

点
を
超
す
資
料
が
死
蔵
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
も
っ
た
い
な
く
、
利
用
法

を
考
え
て
い
る
う
ち
に
思
い
が
つ
の

り
、﹁
千
家
十
職
×
み
ん
ぱ
く

︱

カクチケル語の調査で協力してくれたフアン君とバイロン君と
ともに。2011年

1995 年の特別展「現代マヤ―
色と織に魅せられた人 」々にて

中
米
を
任
さ
れ
て
い
る

中
米
を
任
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
中
米
の
標
本
資
料
や
図
書
資
料
は
で

き
る
限
り
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
込
み
、
四
度
も
海
外
収
集
に
出
か

け
た
。
民
族
資
料
は
が
ら
く
た
で
あ
る
と
い
う
梅
棹
初
代
館
長
の
言
を
た
て
に
、

自
由
に
も
の
を
買
い
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
人
が
使
う
も
の
は
す
べ
て
本
物

で
あ
る
の
で
、
鑑
定

が
不
要
で
あ
る
。
そ

の
気
楽
さ
と
引
き
替

え
に
膨
大
な
量
を

扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。

マ
ヤ
学
を
始
め
た
も

の
の
、
そ
の
業
績
は

心
許
な
い
が
、
標
本

資
料
と
図
書
資
料
は
、

世
界
で
有
数
の
博
物

館
に
な
っ
た
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
で
あ

ろ
う
。

特
展
は
や
ら
ね
ば
な

ら
な
い

博
物
館
に
勤
め
て

い
る
限
り
、
常
設
展

1995 年の特別展「現代マヤ―色と織に魅せられた人 」々の一階正面部分

2009 年の特別展「千家十職×みんぱく―茶の湯のも
のづくりと世界のわざ」の一風景

グアテマラのコンセプシオン・チキリチャ
パで出会ったこの女性は、変わったウィ
ピルを着ていたので、是非譲ってくれと
頼むと、脱いでくれた。するとスカート
で見えなかった部分に、なんと種まで
描いたスイカが織り込まれていた。こ
んなにできる織り手は見たことがない。
1993 年。
標本番号 H195577
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趣
味
と
し
て
の
女
装
ク
ラ
ブ

趣
味
と
し
て
女
装
す
る
人
た
ち
が
集
ま
る
ク
ラ
ブ
組
織
も
存
在
し
、
日
本
で
は

一
九
七
八
年
創
業
の
老
舗
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
」
が
有
名
だ
。
こ
の
存
在
を
わ
た
し
が
知
っ

た
の
は
、
秘
宝
館
調
査
の
一
環
で
、
川
崎
市
は
金
山
神
社
の
「
か
な
ま
ら
祭
」
を
取

材
し
た
と
き
で
あ
る
。

鍛
冶
の
守
護
神
で
あ
る
「
か
な
ま
ら
」
す
な
わ
ち
金
属
製
男
性
器
が
ご
神
体
の
こ

の
神
社
は
、
鉄
工
業
や
金
物
店
の
多
い
こ
の
地
域
で
信
仰
を
集
め
、
同
時
に
フ
イ
ゴ

や
火ほ

ど床
は
性
と
か
か
わ
る
た
め
、
下
の
病
除
け
や
夫
婦
円
満
で
も
信
仰
も
集
め
て
い

る
。
こ
の
神
社
で
毎
年
四
月
の
第
一
日
曜
日
、
満
開
の
桜
の
下
で
大
々
的
に
お
こ
な
わ

れ
る
「
か
な
ま
ら
祭
」、
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
は
男
性
器
を
乗
せ
た
神み
こ
し輿

が
商
店

街
を
練
り
歩
く
が
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
も
ピ
ン
ク
色
の
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
神
輿
」
を
金
山
神
社

に
奉
納
し
て
あ
り
、
祭
の
際
に
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
そ
れ
を
引
き
出
し

て
か
つ
ぎ
「
か
な
ま
ら
！ 

で
っ
か
い
〇
〇
」
と
か
け
声
を
か
け
て
行
進
に
加
わ
る
。

こ
の
祭
は
、
近
く
の
羽
田
に
進
駐
し
て
い
た
米
軍
の
英
字
新
聞
に
奇
祭
と
し
て
紹

心
理
的
に
は
誰
で
も
両
性
具
有

異
性
装
、
ま
た
は
服
装
倒
錯
は
、
性
心
理
学
の
分
野
で
一
般
に
、
性
的
興
奮
を
得

る
た
め
異
性
の
衣
裳
を
着
た
い
、
あ
る
い
は
着
せ
た
い
と
い
う
願
望
か
ら
生
じ
る
と
い

う
。
ま
た
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
障
害
を
抱
え
る
人
に
も
そ
う
し
た
願

望
が
生
ま
れ
る
。

性
心
理
と
は
異
な
る
文
脈
で
も
異
性
装
は
多
い
。
宗
教
的
な
場
面
で
特
に
男
児
に

女
装
を
さ
せ
て
宗
教
的
役
割
を
担
わ
せ
る
、
あ
る
い
は
魔
物
に
子
ど
も
を
奪
わ
れ
な

い
よ
う
中
性
的
な
衣
裳
を
着
せ
る
事
例
が
あ
る
。
西
洋
で
は
男
児
に
罰
を
与
え
る
た

め
に
異
性
の
服
を
着
せ
る
「
ペ
テ
ィ
コ
ー
ト
の
罰
」
も
み
ら
れ
る
よ
う
だ
。
も
ち
ろ

ん
、
芸
能
の
世
界
だ
と
、
す
べ
て
男
性
が
演
じ
る
歌
舞
伎
、
そ
の
真
逆
の
宝
塚
歌
劇

団
、
女
性
も
舞
台
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
依
然
女
形
が
健
在
の
中
国
の
京
劇
な
ど
、

確
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
う
し
た
人
び
と
を
茶
化
す
つ
も
り
は
毛
頭
な
く
と
も
、
遊
び
心
か
ら
、
と
き
に

は
別
の
自
分
に
変
身
し
た
い
と
い
う
願
望
は
、
じ
つ
は
誰
に
で
も
あ
る
よ
う
だ
し
、
コ

ス
プ
レ
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
心
理
的
に
は
誰
で
も
両
性
具
有
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

介
さ
れ
た
り
、
テ
レ
ビ
番
組
「
11
P
M
」
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
な
ど
で
有
名
と
な
り
、

今
で
は
東
京
近
辺
の
米
軍
基
地
関
係
者
が
バ
ス
を
連
ね
て
押
し
か
け
、
お
花
見
を
兼

ね
た
大
勢
の
地
元
の
人
た
ち
と
混
じ
り
合
い
、
あ
ち
こ
ち
で
笑
い
声
が
あ
が
る
、
ま
こ

と
に
大
ら
か
で
賑に
ぎ
や
か
な
お
祭
だ
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
専
門
メ
ー
ク
ア
ッ
プ・ア
ー
テ
ィ

ス
ト
を
擁
す
る
本
格
的
女
装
ク
ラ
ブ
だ
が
、
こ
の
祭
に
お
い
て
は
笑
い
を
と
る
の
が
主

眼
の
よ
う
で
、
見
ま
が
う
ほ
ど
し
っ
か
り
女
装
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

男
装
の
麗
人
へ
の
女
装

わ
た
し
自
身
も
、
笑
い
を
と
る
目
的
で
、
高
校
時
代
に
文
化
祭
で
の
ク
ラ
ス
の
演だ

し
物
に
、
男
女
す
べ
て
衣
裳
を
逆
転
し
た
「
西
遊
記
」
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
、
級
友
の

ノ
リ
が
良
く
て
大
成
功
。
民
博
奉
職
後
も
、
年
末
に
お
こ
な
わ
れ
る
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は

同
僚
を
巻
き
込
ん
だ
異
性
装
コ
ン
ト「
偐に
せ

浦
島
」「
贋が
ん
さ
く作
白
雪
姫
」な
ど
を
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
し
て
き
た
。
近
年
は
、
自
身
で
女
装
瞬
間
芸
を
披
露
し
、
結
構
受
け
を
と
っ
て
い
る
。

昨
年
末
に
は
、宝
塚
歌
劇
団
創
設
一
〇
〇
周
年
に
引
き
寄
せ
て
、「
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
」

の
オ
ス
カ
ル
を
演
じ
た
が
、
こ
の
場
合
、
男
役
の
演
じ
る
男
装
の
麗
人
に
わ
た
し
が
扮ふ
ん

す
る
の
は
、
二
重
の
倒
錯
と
い
え
る
の
か
？

儀
礼
の
場
面
な
ど
、
日
常
秩
序
が
一
時
的
に
解
体
し
て
か
ら
再
び
日
常
に
も
ど
る

ま
で
の
境
界
的
状
況
を
、
英
国
、
後
に
米
国
の
文
化
人
類
学
者
タ
ー
ナ
ー
は
「
リ
ミ

ナ
リ
テ
ィ
」
と
名
付
け
た
が
、
わ
た
し
は
象
徴
二
元
論
で
割
り
切
れ
な
い
こ
の
境
界

領
域
に
こ
そ
文
化
の
機
微
が
宿
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
宝
塚
に
育
っ
た
手

塚
治
虫
も
、
宝
塚
歌
劇
に
触
発
さ
れ
て
か
両
性
具
有
を
テ
ー
マ
と
す
る
『
メ
ト
ロ
ポ

リ
ス
』
や
『
リ
ボ
ン
の
騎
士
』
を
描
い
た
。
も
っ
と
も
わ
た
し
の
場
合
は
、
単
に
関
西

人
ら
し
く
笑
い
を
と
り
、
レ
ジ
ェ
ン
ド
と
し
て
語
り
継
が
れ
れ
ば
目
的
は
達
せ
ら
れ
る

の
だ
が
。

久く

保ぼ 
正ま

さ

敏と
し

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

異
性
装
、
服
装
倒
錯
は
禁
断
を
犯
す
こ
と
、
社
会
の
秩
序
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
。

笑
い
を
と
る
の
は
、
道
化
に
通
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

み
ん
ぱ
く
の
異
性
装
劇
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
最
後
に
明
か
す
、
た
く
ら
み
秘
話
。

異
性
を
ま
と
う

かなまら祭のエリザ
ベス神輿（1995年）

大正女学生ロマン（1997年）
岐阜県恵那市明智町の日本大
正村見学の際に天啓を得て年
末パーティーの司会を務める
わたし

新体操（2000年）
日本製には合うものがなく、
オーストラリア調査の際にわ
ざわざ入手した XXLサイズの
レオタードを着用したわたし

ドイツの写真家ヴィルヘルム・
フォン・グレーデンが撮影した女
装した少年。Sicilian dress (a boy 
disguised as a girl). Taormina, 
circa 1895年

幕末から明治前期の画家、月岡
芳年（つきおかよしとし）が描い
た女装した小碓皇子（おうすおう
じ。倭健命（ヤマトタケルノミコ
ト））。月岡芳年『月百姿』より 「賊
巣乃月 小碓皇子」1886年
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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

　冬ごもりの虫が地上にはい出る「啓
けい

蟄
ちつ

」の季節、ということで、

人と虫の愛憎について特集した。虫は別に人が憎くて刺すわけでは

ないし、愛しているから甘い蜜を与えてくれるわけでもない。「益虫」

も「害虫」も人間様の勝手なカテゴリーで、人の都合によって益虫

が害虫になったり、その逆の場合もある。わたしの友人である中村

和恵さんの詩集『天気予報』に、「ごきぶりに悪意はないし、みみず

に善意もない」の一節がある。なるほど。人間はどうして、こうも

勝手に感情移入をするのか。しかし、そこが人間らしさでもあるの

だろう。

　さて、本号にご寄稿くださった久保、庄司、八杉教授は3月末で

みんぱくを定年退職される。あえて「退職記念エッセー」とうたわ

ずに、さりげなく既存のコーナーに思いをつづっていただいた。こ

のお三方、じつはみなさん月刊みんぱく編集長を経験されているの

である。小誌の存続に多大な貢献をされたベテランが一度に三人も

去るは寂しい。（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。




