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のです。
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を禁じます。

1

十
二
年
前
、
主
夫
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
同
業
の
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る
妻
が
家
事
を
取
り
仕

切
っ
て
い
た
が
、
私
が
あ
ま
り
に
家
の
こ
と
を
や
ら
な
い
（
や
っ

て
も
粗
雑
）
な
の
で
、
何
度
も
彼
女
の
逆げ
き

鱗り
ん

に
触
れ
、
し
ま
い

に
は
離
婚
の
危
機
を
感
じ
た
あ
る
日
、「
俺
が
主
夫
に
な
る
！
」

と
口
走
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
は
大
変
だ
っ
た
。
主

婦
（
主
夫
）
業
の
負
担
は
半
端
で
は
な
い
。
特
に
料
理
。
冷
蔵

庫
の
中
身
を
思
い
出
し
、
献
立
を
考
え
、
買
物
に
行
き
、
何
品

も
作
る
が
た
い
て
い
う
ま
く
い
か
ず
、
食
べ
る
頃
に
は
疲
れ
果

て
て
い
る
。
こ
れ
が
エ
ン
ド
レ
ス
に
続
く
の
だ
。

と
こ
ろ
が
こ
の
主
夫
転
向
で
い
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
ず
「
食
」

へ
興
味
が
沸
い
て
き
た
。
そ
れ
ま
で
世
界
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な

も
の
を
食
べ
て
き
た
が
、
あ
く
ま
で
も
出
さ
れ
た
も
の
を
い
た

だ
く
だ
け
だ
っ
た
。
そ
れ
が
主
夫
に
な
る
と
、「
こ
れ
、
ど
う
や
っ

て
作
る
ん
だ
ろ
う
？
」「
味
付
け
は
ど
う
し
て
る
ん
だ
ろ
う
？
」

と
い
う
疑
問
や
好
奇
心
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

私
は
決
し
て
料
理
が
好
き
な
わ
け
で
は
な
く
、「
い
か
に
家

族
か
ら
不
満
を
も
た
れ
な
い
よ
う
に
す
る
か
」
が
目
標
と
い
う

志
の
低
い
主
夫
で
あ
る
。
だ
か
ら
い
わ
ゆ
る
食
文
化
研
究
者
や

グ
ル
メ
ラ
イ
タ
ー
と
も
視
点
が
異
な
る
。
例
え
ば
、
イ
ラ
ク
の

家
庭
で
は
毎
食
、
焼
き
た
て
の
ナ
ン
を
大
量
に
出
す
が
、
と
て

も
食
べ
き
れ
な
い
。
余
っ
た
ナ
ン
は
ど
う
す
る
ん
だ
ろ
う
？
　

と
す
ご
く
気
に
な
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
少
数
民
族
シ
ャ
ン
人
は

納
豆
好
き
だ
が
、
毎
食
納
豆
料
理
を
作
っ
て
メ
ニ
ュ
ー
が
単
調

に
な
ら
な
い
の
か
が
他
人
事
な
が
ら
心
配
に
な
る
。

す
る
と
、
現
地
の
主
婦
の
人
た
ち
は
ち
ゃ
ん
と
解
決
法
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
後
で
判
明
す
る
。
イ
ラ
ク
で
は
ナ
ン
を
肉
や
野

菜
と
一
緒
に
煮
込
む
テ
ィ
シ
ュ
リ
ー
ブ
と
い
う
料
理
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
一
見
す
る
と
凝
っ
た
品
に
見
え
る
が
、
主
婦
の
知
恵
（
と

い
う
か
、や
む
を
得
な
い
事
情
）に
由
来
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
メ
ニ
ュ
ー

な
の
で
あ
る
。

シ
ャ
ン
の
主
婦
は
納
豆
を
入
手
す
る
と
、
鮮
度
の
よ
い
う
ち

は
生
の
ま
ま
野
菜
と
和
え
て
出
す
が
、
そ
れ
以
外
は
炒
め
た

り
煮
た
り
、
野
菜
を
食
べ
る
デ
ィ
ッ
プ
（
た
れ
）
に
使
っ
た
り
、

乾
燥
さ
せ
た
粉
を
う
ま
味
調
味
料
と
し
て
使
っ
た
り
と
、
恐
ろ

し
く
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
た
。

な
る
ほ
ど
、
そ
う
や
る
の
か
！
　
と
感
心
す
る
ば
か
り
か
、

み
な
さ
ん
苦
労
さ
れ
て
い
る
の
だ
な
と
共
感
し
て
し
ま
う
。
や

が
て
、
旅
先
（
取
材
先
）
で
も
男
性
よ
り
女
性
と
の
方
が
話
が

弾
む
よ
う
に
な
っ
た
。
女
性
目
線
で
現
地
を
眺
め
る
習
慣
が
つ

い
て
、
多
少
な
り
と
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
意
識
が
行
く
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
ま
た
視
野
が
広
が
っ
た
。

で
も
な
に
よ
り
主
夫
に
な
っ
て
よ
か
っ
た
の
は
妻
と
の
諍い

さ
かい

が
激
減
し
た
こ
と
で
あ
る
。
家
庭
生
活
に
厳
し
さ
を
感
じ
て
い

る
男
性
に
は
ぜ
ひ
と
も
「
主
夫
」
に
な
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。
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表紙
ジャスミンの花の蕾を数珠
つなぎにしてつくるタイの花
輪、プアンマーラーイ。「母の
日」に母へ贈るだけではなく、
結婚式や祈願等、さまざま
な場面で使われる（タイ ナコ
ンラーチャシーマー、2024年、
中村真里絵撮影）

プロフィール
1966年、東京都生まれ。早稲田大学探検
部在籍時に書いた『幻獣ムベンベを追え』
（集英社）をきっかけに文筆活動を開始。
『謎の独立国家ソマリランド』（本の雑誌社）
で講談社ノンフィクション賞、梅棹忠夫・
山と探検文学賞を受賞。おもな著書に『ア
ヘン王国潜入記』（集英社）『語学の天才
まで１億光年』（集英社インターナショナル）
『イラク水滸伝』（文藝春秋）など。

巻 頭 エッセイ

2024年

災
い
転
じ
て
主
夫
と
な
る高た

か

野の 

秀ひ
で

行ゆ
き

　 

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
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ピンク色のカーネーションがあしらわれた、
母の日のフラワーギフト
（日本 東京、2023年）

ジョゼ・フランシスコ・デ・ソウザ著『母の日』
（ブラジル、H0158573）

母の日の国際団体を創設したアンナ・ジャーヴィスを紹介したウエスト
バージニア州の新聞記事。白いカーネーションがあしらわれている
出典：アメリカ議会図書館（The Times Dispatch. May 12, 1912, page 
10, image 14）

は
じ
ま
り
は
白
い
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

二
〇
世
紀
末
、日
本
で
も
五
月
の
第
二
日
曜
日

に
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
贈
っ
て「
母
の
日
」
を
祝
う

こ
と
が
定
着
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ

に
な
ら
っ
た
習
慣
で
あ
る
。
そ
の
ル
ー
ツ
を
遡
れ
ば
、

一
九
〇
七
年
に
ウ
エ
ス
ト

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
グ
ラ
フ
ト
ン

で
ア
ン
ナ
・
ジ
ャ
ー
ヴ
ィ
ス
が

母
の
二
年
目
の
命
日
に
合
わ

せ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会

の
信
者
に
白
い
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ

ン
を
配
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し

て
い
る
。
母
ア
ン・
ジ
ャ
ー
ヴ
ィ

ス
は
南
北
戦
争
の
負
傷
兵
に

対
し
敵
味
方
を
問
わ
ず
看
護

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
一
四
年

に
「
母
の
日
」（
単
数
形
の

M
other’s D

ay

）は
国
の
祝
日
に

制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、国
に
よ
っ
て「
母
の
日
」

の
祝
日
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
そ
の
意
味
合
い
も

微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は

四
旬
節
の
第
四
日
曜
日（
イ
ー
ス
タ
ー
の
三
週
間
前
）

が
マ
ザ
リ
ン
グ
・
サ
ン
デ
ー
で
あ
り
、
か
つ
て
奉
公

に
出
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
母
の
も
と
に
戻
る
日

と
さ
れ
て
い
た
。
韓
国
で
は
一
九
五
六
年
に
五
月

八
日
を「
母
の
日
」
に
定
め
た
が
、一
九
七
三
年
に

「
両
親
の
日
」
と
改
称
し
、父
母
に
対
す
る「
孝
」
を

あ
ら
わ
す
日
と
な
っ
て
い
る
。
タ
イ
で
は
王
太
后（
一

九
七
六
年
の
制
定
時
は
王
妃
）の
誕
生
日
の
八
月
一

二
日
が「
母
の
日
」
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
母
の
日

ち
な
み
に
日
本
で
も
、一
九
三
一
年
、皇
后
の
誕

生
日
で
あ
る
地ち

久き
ゅ
う

節せ
つ（

三
月
六
日
）を「
母
の
日
」
と

し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、五
月
五
日
の「
こ
ど
も

の
日
」
が「
こ
ど
も
の
人
格
を
重
ん
じ
、
こ
ど
も
の

幸
福
を
は
か
る
と
と
も
に
、母
に
感
謝
す
る

0

0

0

0

0

0

」日
と

法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ

て
い
な
い
。

社
会
主
義
圏
で
は
一
九
一
〇
年
以
降
、「
国
際
女

性
デ
ー
」
が
記
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ロ
シ
ア
で

は
一
九
一
七
年
三
月
八
日（
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
は
二
月

二
三
日
）に
起
き
た
女
性
労
働
者
を
中
心
と
す
る
デ

モ
が
帝
政
を
崩
壊
に
追
い
込
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、旧
ソ
連
な
ど
で
は
三
月
八
日
が「
国
際
女

性
デ
ー
」
と
な
り
、母
を
含
む
女
性
た
ち
に
感
謝
を

捧さ
さ

げ
る
日
と
な
っ
た
。

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
で
も
親
孝
行（
特
に
母
）は
重
要

な
徳
目
と
さ
れ
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
一
九
五

六
年
か
ら
当
時
の
ナ
セ
ル
大
統
領
の
承
認
を
得
て
、

三
月
二
一
日（
春
分
の
日
）が「
母
の
日
」
と
し
て
祝

わ
れ
て
い
る
。
他
方
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
一
二
月

二
二
日
が「
母
の
日
」
で
あ
る
。一
九
二
八
年
の
同

日
、第
一
回
婦
人
会
議
が
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
で

開
催
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
、一
九
五
九
年
に

ス
カ
ル
ノ
大
統
領
が
定
め
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
民
衆
本
に
詠
ま
れ
る
祝
日

ブ
ラ
ジ
ル
の「
母
の
日
」（
複
数
形
の「
母
た

ち
の
日
」）は
ア
メ
リ
カ
同
様
、五
月
の
第
二

日
曜
日
で
あ
る
。
北
東
部
に
流
布
す
る
民

衆
本
に
は「
母
の
日
」
を
と
り
あ
げ
た
作
品

も
あ
り
、詩
人
の
ひ
と
り
は
脚
韻
を
踏
ん

で
次
の
よ
う
に
母
を
讃た

た

え
て
い
る
。

一
人
の
母
は
百
人
の
子
に
値
す
る
／

そ
の
愛
は
神
聖
で
純
粋
だ
／
数
え
き

れ
な
い
ほ
ど
の
愛
が
あ
る
／
現
在
に
お
い
て
も

将
来
に
お
い
て
も
／
偽
り
は
存
在
し
な
い
／
愛

情
を
守
る
金
庫
／
母
の
愛
は
安
全
だ

（
ジ
ョ
ゼ・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ・
デ・
ソ
ウ
ザ『
母
の
日
』第
三
節
）

第
五
節
以
降
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
じ
ま
っ
た

「
母
の
日
」
の
誕
生
物
語
を
語
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は

南
部
の
都
市
ポ
ル
ト
ア
レ
グ
レ
で
教
会
の
青
年
た

ち
が
母
へ
の
感
謝
を
込
め
て
祝
っ
た
の
が
最
初
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ

の
女
性
活
動
家
が
当
時
の
ヴ
ァ
ル
ガ
ス
大
統
領
に

か
け
合
い
、彼
は
一
九
三
二
年
に
祝
日
法
案
に
署

名
し
、枢す

う

機き

卿き
ょ
う

も
こ
の
日
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祝
日

に
加
え
る
こ
と
を
良
し
と
さ
れ
、祝
福
を
与
え
た

と
詠う

た

い
あ
げ
て
い
る
。

母の日
特集

母
の
日
を
考
え
る

中な
か

牧ま
き 

弘ひ
ろ

允ち
か

　 

民
博 

名
誉
教
授

５月第２日曜日が来たら

カーネーションの花を贈って「お母さん　ありがとう！」

でも　なんでその日　そんなことをするのでしょう？

そもそも母ってどこの誰？！

世界の「母の日」　それぞれの母がみえてくる
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地元スーパーのラッパ水仙“Daffodils”
の略称“Daffs”と書いてあるのも、なんと
なしに可笑しい

上：町の教会の庭に咲くラッパ水仙
中：聖杯庭園に花咲く、黄色いラッパ水仙。この時期、
　  そこいら中で見かける
下：町の教会のマザリング・サンデーのお知らせ
　 （写真はすべてグラストンベリー、2009年）

「ママ、大好き！」キャンペーンの絵はがき
出典：Wikimedia Commons/ Благотво-
рительный фонд "Связь Поколений"/ 
CC BY-SA 3.0

マトリョーシカ。伝統衣装としてルバシカ（刺繡入りのシャツ）とサラファン（ジャンパースカー
ト）を着たロシア女性が描かれている。出典：Dario Lo Presti/ Shutterstock.com

ロ
シ
ア
で
は
一
一
月
の
最
終
日
曜
日
が「
母
の
日
」

で
あ
る
。
じ
つ
は
こ
の
母
の
日
、歴
史
が
結
構
浅
く
、

ソ
連
解
体
後
の
一
九
九
八
年
に
大
統
領
令
に
よ
っ

て
制
定
さ
れ
た
。
対
抗
意
識
も
あ
っ
て
か
、
ア
メ
リ

カ
起
源
の「
母
の
日
」
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
。
今

で
は
保
育
園
・
幼
稚
園
や
学
校
で
子
ど
も
た
ち
が

お
母
さ
ん
に
贈
る
絵
を
描
い
た
り
、詩
の
朗
読
や

歌
の
練
習
を
し
た
り
し
て
、当
日
に
は
コ
ン
サ
ー

ト
や
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

イ
ベ
ン
ト
開
催
や
母
の
日
カ
ー
ド
の
配
布
は「
マ

マ
、大
好
き
！
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
知
ら
れ
、

そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
る
の
が
慈
善
団
体「
世
代

を
つ
な
ぐ
」、
ロ
シ
ア
郵
便
、国
民
健
康
連
盟
や
軍

人
父
母
協
議
会
で
あ
る
。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で

は
勿わ

す
れ
な
ぐ
さ

忘
草
を
母
の
日
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
い
る
。

遡
る
と
ソ
連
時
代
に「
母
の
日
」
の
よ
う
な
記
念

日
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ソ
連
で
は
三
月

八
日
の
国
際
女
性
デ
ー
に
、職
場
や
家
庭
で
女
性

に
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
花
や
カ
ー
ド
を
贈
る

と
い
う
の
が
一
般
的
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、母
性
で
は

な
く
女
性
に
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
て
い
る
記
念
日
だ
っ

た
。
育
児
は
女
性
や
家
族
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、社

会
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
べ
き

と
い
う
共
産
主
義
国
家

の
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
今
日
で
も

三
月
八
日
を

祝
う
習
慣
は

続
い
て
お
り
、

学
校
の
女
性
教
員

や
職
場
の

女
性
だ

け
で
な

く
、家
庭
に

お
い
て
は

母
へ
の
贈
り
物
が
な
さ
れ
る
の
で
、母
で
あ
る
女

性
は
少
な
く
と
も
年
に
二
度
感
謝
さ
れ
る
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
研
究
に
よ
れ
ば
、
ロ

シ
ア
を
含
む
東
ス
ラ
ヴ
の
農
民
た
ち
は
歌
や
祈
り

の
な
か
で「
母
な
る
湿
れ
る
大
地
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
を
唱
え
て
き
た
。「
湿
れ
る
」
と
い
う
の
は
肥
沃

で
豊ほ

う

穣じ
ょ
う

で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

ロ
シ
ア
の
河
川
の
う
ち
ヴ
ォ
ル
ガ
川
は
親
し
み
を

込
め
て「
母
な
る
ヴ
ォ
ル
ガ
」
と
よ
ば
れ
る
。

民
芸
品
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
は
今
や
さ
ま
ざ
ま

な
デ
ザ
イ
ン
が
あ
る
が
、元
々
は
、
そ
の
着
衣
か
ら

若
い
母
親
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ロ
シ
ア
の
少
子
化
対
策
や
家
族
政
策
が
背
後
に
ち

ら
つ
く
今
日
の「
母
の
日
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
支

え
る
の
が
母
性
を
重
ん
じ
る
ロ
シ
ア
の
民
俗
的
想

像
力
な
の
で
あ
ろ
う
。

三
月
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
し
た
こ
ろ
、黄
色
い

ラ
ッ
パ
水
仙
を
店
頭
で
売
る
店
が
目
立
つ
よ
う
に

な
っ
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
、
こ
の
花
が
も
う
す
ぐ
来

る
母
の
日
の
花
と
さ
れ
て
い
る
と
知
る
。
イ
ギ
リ

ス
で
長
期
調
査
を
始
め
て
、一
カ
月
ほ
ど
が
経
っ

た
二
〇
〇
九
年
の
こ
と
だ
。

赤
い
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
じ
ゃ
な
い
の
？

イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
パ
水
仙
は
、日
本
の
よ
り
一

回
り
大
き
く
、
そ
の
黄
色
は
何
倍
も
何
倍
も
色
鮮

や
か
だ
。
け
れ
ど
、唇
を
突
き

出
す
か
の
よ
う
に
、中
央
部
が

突
起
し
て
い
る
。
失
礼
な
が
ら
、
そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
姿
形
に
く
す
り
と
笑
っ
て
し
ま
い
、「
マ
マ
、
い

つ
も
あ
り
が
と
う
」
と
ま
じ
め
な
気
分
に
は
な
ら

な
い
。

せ
っ
か
く
だ
か
ら
贈
ろ
う
、
と
思
っ
た
も
の
の
、

検
疫
が
あ
る
か
ら
日
本
の
母
に
は
送
れ
な
い
。
そ

こ
で
当
時
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
大
家
さ
ん
と
、

か
つ
て
の
居
候
先
の
年
上
の
友
人
に「
イ
ギ
リ
ス

の
お
母
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
！
」
と
贈
っ
て
み
た
と

こ
ろ
、思
っ
た
以
上
に
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
で
生
ま
れ
育
っ
た
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
、

三
月
に
咲
き
誇
る
、
だ
か
ら
こ
そ
お
小
遣
い
の
範

囲
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
や
す
い
、
こ
の
黄
色
い
ユ
ー

モ
ラ
ス
な
花
が
母
の
日
の
象
徴
の
よ
う
だ
。

こ
の
年
の
母
の
日
は
第
四
日
曜
日
だ
っ
た
。

一
年
後
。
今
年
も
贈
ろ
う
、
と
三
月
を
迎
え
た
ら
、

早
々
に
店
頭
に
並
び
始
め
た
。
じ
つ
は
イ
ギ
リ
ス

の
母
の
日
は
マ
ザ
リ
ン
グ
・
サ
ン
デ
ー
と
よ
ば
れ
、

イ
ー
ス
タ
ー
の
三
週
間
前
と
い
う
移
動
祝
日
。
検

索
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
年
は
第
二
日
曜
日
の
よ
う
。

念
の
た
め
、先
の
友
人
に
確
認
す
る
。「
さ
ぁ
、
い
つ

か
な
、気
に
し
た
こ
と
な
い
な
」。
で
も
一
応
、当
日

の
夜
に
彼
女
の
元
を
訪
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、鮮
や
か

な
黄
色
い
ラ
ッ
パ
水
仙
を
手
土
産
に
。

ロ
シ
ア
の
母
は
二
度
感
謝
さ
れ
る

黄
色
い
母
の
日

井い
の

上う
え 

ま
ど
か
　 

清
泉
女
子
大
学 

准
教
授

河か
わ

西に
し 

瑛え

里り

子こ

　 

民
博 

助
教

11月

最終日曜日

ロシア

3月
イースターの
3週間前

Mothering Sunday

イギリス

母
の
日

特
集
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1879年に23才の若さで夭折したポーランド系ユ
ダヤ人画家マウリツィ・ゴットリーブ作
《ラケル（Rachela）》19世紀後半

エルサレムからベツレヘムへの途
上にあるラケルの墓廟のスケッチ
（1880年制作）

ラケルの墓廟で祈るユダヤ人女性たち
（ベツレヘム近郊、2014年、Michael Jacobson撮影）
出典：Wikimedia Commons/ ©Michael Jacobson

ジャスミンの花輪

筆者が友人の母にワイをしているところ
（タイ ナコンラーチャシーマー、2024年、
Rawikan Thantham撮影）

2015年に開催された“Bike for Mom”はバンコク
だけでなく地方でも一斉に開催された
出典：Mr. Witoon Boonchoo/ Shutterstock.
com

タ
イ
の
母
の
日
は
、
シ
リ
キ
ッ
ト
王お
う

太た
い

后ご
う

の
誕
生
日
の
八
月
一
二
日
で
あ
る
。一

九
七
六
年
、
タ
イ
政
府
は
こ
の
日
を
国
民

の
祝
日
と
し「
母
の
日
」
と
定
め
た
。
七

月
に
入
る
と
町
中
に
は
王
太
后
の
肖
像

画
と
紋
章
入
り
の
水
色
の
旗
が
そ
こ
か

し
こ
に
掲
げ
ら
れ
る
。
国
王
を
象
徴
す
る

黄
色
の
旗
を
ふ
だ
ん

見
慣
れ
て
い
る
目
に

は
涼
や
か
に
映
る
。

町
だ
け
で
は
な
い
。企

業
の
サ
イ
ト
や
個
人

のFacebook

の
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
ま
で
も
が

水
色
を
背
景
に
王
太

后
の
肖
像
画
に
な
る
。

店
に
は
水
色
の
シ
ャ

ツ
が
売
ら
れ
、こ
れ
を

着
用
す
る
人
も
め
ず

ら
し
く
な
い
。
こ
の
水

色
は
、王
太
后
が
誕
生
し
た
一
九
三
二
年
八
月
一
二

日
が
金
曜
日
で
あ
っ
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
い
る
。

タ
イ
で
は
生
ま
れ
た
曜
日
ご
と
に
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー

が
決
ま
っ
て
い
る
。
金
曜
日
は
水
色
、
プ
ミ
ポ
ン
前

国
王
が
生
ま
れ
た
月
曜
日
は
黄
色
と
な
っ
て
い
る
。

母
の
日
に
は
、役
場
で
は
王
太
后
の
誕
生
を
祝

い
肖
像
画
の
前
で
セ
レ
モ
ニ
ー
が
お
こ
な
わ
れ
る

な
ど
、各
地
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
。
ワ
チ
ラ

コ
ン
現
国
王
が
皇
太
子
時
代
に
発
案
し
た〝B

バ
イ
ク

ike 

f

フ
ォ
ー

or M
　マ
ム

　
om

〞
は
、数
万
人
の
参
加
者
が
水
色
の
T

シ
ャ
ツ
を
着
て
街
中
を
自
転
車
で
走
る
大
イ
ベ
ン

ト
で
話
題
を
集
め
た
。

こ
の
よ
う
に「
国
民
の
母
」
と
し
て
の
王
太
后
へ

の
敬
愛
を
あ
ら
わ
す
日
で
あ
る
と
同
時
に
、国
民

そ
れ
ぞ
れ
が
母
に
対
す
る
感
謝
を
あ
ら
わ
す
日
で

も
あ
る
。
だ
か
ら
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
母
と
一
緒
だ

と
割
引
に
な
る
サ
ー
ビ
ス
、
デ
パ
ー
ト
で
は
母
の

日
セ
ー
ル
が
あ
り
、家
族
連
れ
で
に
ぎ
わ
う
。
家
庭

で
は
、子
ど
も
が
母
親
へ
日
ご
ろ
の
感
謝
を
込
め
て
、

香
り
高
い
白
い
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
花
輪
を
母
へ
プ
レ

ゼ
ン
ト
す
る
。
こ
の
と
き
、子
ど
も
は
床
に
ひ
ざ
ま

づ
き
手
を
合
わ
せ
て
お
辞
儀
を
し
、母
の
足
元
に

触
れ
る
。
こ
れ
は「
ワ
イ
」
と
よ
ば
れ
る
し
ぐ
さ
の

な
か
で
も
っ
と
も
深
い
尊
敬
の
念
を
示
す
形
式
で

あ
る
。
か
つ
て
、
わ
た
し
が
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
て

い
た
先
の
中
高
生
の
子
ど
も
た
ち
が
、母
親
に
ジ
ャ

ス
ミ
ン
の
花
輪
を
手
渡
し
、
こ
の
ワ
イ
を
し
て
い

る
の
を
一
度
だ
け
目
に
し
た
。
思
春
期
の
子
ど
も

が
照
れ
た
様
子
も
な
く
母
親
へ
の
愛
情
を
ス
ト
レ
ー

ト
に
示
す
姿
は
新
鮮
で
あ
っ
た
。

母
の
日
は
欧
米
の
世
俗
化
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
家
庭

で
も
熱
心
に
祝
わ
れ
て
き
た
が
、ユ
ダ
ヤ
教
に
は「
ユ

ダ
ヤ
版
母
の
日
」
と
も
い
う
べ
き
伝
統
が
あ
る
。
ユ

ダ
ヤ
暦
第
八
の
月
ヘ
シ
ュ
バ
ン
の
一
一
日（
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
暦
で
は
一
〇
月
か
一
一
月
）に
当
た
る
ラ
ケ
ル

の
命
日
が
そ
れ
で
あ
る
。

ラ
ケ
ル
は「
旧
約
聖
書
」
に
登
場
す
る
イ
ス
ラ
エ

ル
の
民
の
祖
ヤ
コ
ブ（
別
名
イ
ス
ラ
エ
ル
）の
妻
で
あ

る
。
彼
女
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
受
難
の
女
性
像

の
源
と
な
っ
て
き
た
。
ラ
ケ
ル
は
ヤ
コ
ブ
に
見
初

め
ら
れ
て
結
婚
し
た
も
の
の
、同
じ

く
ヤ
コ
ブ
の
妻
と
な
っ
た
姉
レ
ア
と

の
確
執
が
絶
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

ヨ
セ
フ
が
産
ま
れ
る
ま
で
不
妊
に
悩
み
、
そ
の
う

え
旅
の
途
上
で
第
二
子
ベ
ニ
ヤ
ミ
ン
を
産
ん
だ
直

後
に
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
悲
劇
性
ゆ
え
に
、
ベ
ニ

ヤ
ミ
ン
の
末ま

つ

裔え
い

、預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
バ
ビ
ロ
ン

で
囚と

ら

わ
れ
の
身
と
な
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
ら
を

嘆
き
、
そ
し
て
救
済
の
時
ま
で
は
い
か
な
る
慰
み

も
拒
む
、毅き

然ぜ
ん

と
し
た
母
親
像
を
ラ
ケ
ル
に
投
影

し
た
。

今
日
、多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
が
、
ラ
ケ
ル
の
命

日
に
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
へ
の
途
上
に

あ
る
墓ぼ

廟び
ょ
う

を
参
拝
す
る
。
こ
の
伝
統
自
体
は
中
世

に
遡
る
も
の
だ
が
、興
味
深
い
こ
と
に
、
ラ
ケ
ル
は

現
在
、不
妊
や
難
産
か
ら
の
守
護
聖
人
の
み
な
ら
ず
、

「
民
族
の
聖
母
」
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背

景
と
し
て
、一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
再
燃
し

た
聖
母
マ
リ
ア
崇
敬
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
る
が
、

最
大
の
契
機
は
、シ
オ
ン（
エ
ル
サ
レ
ム
）へ
の「
帰
還
」

と
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る「
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
」

の
建
設
を
目
指
し
た
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
シ
オ
ニ
ス
ト
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
入

植
活
動
の
進
展
と
と
も
に
、
ラ
ケ
ル
は
ユ
ダ

ヤ
人
の
救
済
の
鍵
を
握
る「
民
族
の
聖
母
」
と

し
て
再
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
者
の
な
か
で
ラ
ケ
ル
が
異

彩
を
放
っ
て
い
る
の
は
、
お
も
に
女
性
た
ち
に

よ
っ
て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

女
性
特
有
の
悩
み
苦
し
み
と
結
び
付
く
だ
け

で
な
く
、民
族
救
済
へ
の
希
求
を
と
お
し
た
国
民

統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
で
も

際
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
版
母
の
日

は
、巡
礼
の
実
践
を
と
お
し
て
、個
人
と
民
族
の
み

な
ら
ず
、時
間
と
空
間
を
も
結
び
付
け
る
ユ
ニ
ー

ク
な
ユ
ダ
ヤ
教
の
年
中
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

中な
か

村む
ら 

真ま

里り

絵え

　
愛
知
淑
徳
大
学 

助
教
　 

水
色
に
染
ま
る
町

赤あ
か

尾お 

光み
つ

春は
る

　 

民
博 

特
任
助
教 

「
ユ
ダ
ヤ
の
聖
母
」ラ
ケ
ル
の
命
日

母
の
日

特
集

8月

12日
王太后の誕生日

タイ

第8の月
ヘシュバン

11日
ラケルの命日

イスラエル
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「母の日」のお母さん
（厦門市、2019年、周鵬撮影）

三字経のトランプのなかで、孟母の教えが記されている
（中国の文化展示場、H0254303）

両親へのメッセージカードを引き出すと、20万ウォン（約2万
2000円）の小切手が連なっている（韓国 ソウル市、2023年）

お小遣いボックス。お花の下の引き出しに現金を入れて
両親にプレゼントする（韓国 ソウル市、2023年）

「
先
祖
と
親
に
対
す
る
恩
恵
を
察
し
、目
上
の
人

や
老
人
の
た
め
の
行
事
を
す
る
」。
こ
れ
は
、韓
国

の
行
政
安
全
部（
内
務
省
）に
よ
る「
両オ

ボ

イ

ナ

ル

親
の
日
」
の

紹
介
で
あ
る
。
韓
国
で
は
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
受
け
、

一
九
五
六
年
に
五
月
八
日
を「
母オ

モ
ニ
ナ
ル

の
日
」
に
制
定
、

後
に「
両
親
の
日
」
と
改
め
、祝
っ
て
き
た
。
し
か

し
発
祥
国
と
は
違
い
、儒
教
の
影
響
で
広
く「
孝ヒ

ョ

」

を
実
践
す
る
日
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
日

は
自
分
の
親
に
対
す
る
感
謝
だ
け
で
な
く
、政
府

や
自
治
体
、民
間
団
体
の
レ
ベ
ル
で
も「
孝
」
の
思

想
を
啓け

い

蒙も
う

し
、実
践
を
促
す
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
お

こ
な
わ
れ
る
。
例
え
ば
、二
〇
二
三
年
ソ
ウ
ル
市
で

は
、認
知
症
に
な
っ
た
義
父
母
と
三
〇
年
以
上
同

居
し
、献
身
的
に
奉
養
し
た
と
い
う
六
十
代
の
女

性
を
は
じ
め
、三
四
人
が
表
彰
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
行
事
は
、孝
を
忠
実
に
実
践
し
た
者
を
表
彰
し
、

記
念
碑
な
ど
を
建
て

て
い
た
朝チ

ョ

鮮ソ
ン

時
代

（
一
三
九
二
年
〜
一
八

九
七
年
）
を
思
い
出

さ
せ
る
。

若
い
世
代
の
あ
い

だ
で
も
、両
親
の
日

に
は
孝
行
を
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
、両

親
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
が

渡
さ
れ
る
。
カ
ー

ネ
ー
シ
ョ
ン
が
代
表

的
で
あ

る
が
、

不
景
気
が

続
い
て
い
る

最
近
は
実
用
性
が
重
視
さ
れ
、「
お
小
遣
い
ボ
ッ
ク

ス
」
と
い
う
、
お
花
に
現
金
の
束
を
添
え
た
も
の
が

流は

行や

っ
て
い
る
と
い
う
。

一
方
、核
家
族
化
や
未
婚
化
、少
子
化
を
感
じ
さ

せ
る
変
化
も
見
ら
れ
る
。
公
園
な
ど
で
炊
き
出
し

を
お
こ
な
っ
て
い
る
市
民
団
体
に
よ
る
と
、「
両
親

の
日
」
は
通
常
の
三
倍
ほ
ど
の
高
齢
者
が
集
ま
り
、

「
独
立
し
た
子
ど
も
は
他
人
の
よ
う
に
感
じ
る
」「
子

ど
も
が
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
親
の
日
を
過
ご
せ

て
よ
か
っ
た
」
な
ど
の
声
が
上
が
っ
た
と
い
う
。「
孝

の
日
」
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
韓
国
の「
両
親

の
日
」
は
、今
後
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
だ

ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
発
祥
の「
母
の
日
」
が
中
国
大

陸
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、中
華
民
国
期
の
一

九
二
〇
年
で
あ
る
。
日
本
や
ア
メ
リ
カ
と
同

じ
五
月
の
第
二
日
曜
日
。
母
親
へ
の
敬
意
と

感
謝
を
表
現
す
る
た
め
に
、当
時
の
新
聞
は

グ
リ
ー
テ
ィ
ン
グ
カ
ー
ド
や
花
な
ど
の
贈
呈

を
よ
び
か
け
た
。
キ
リ
ス
ト
教
会
や
婦
人
会
、

一
部
の
社
会
団
体
も
講
演
会
や
イ
ベ
ン
ト
を

企
画
し
た
。
そ
の
影
響
は

母
親
へ
の
感
謝
や
お
祝
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、家
庭

や
社
会
に
お
け
る
女
性
の
権
利
に
対
す
る
関
心
に

も
及
ん
だ
が
、
そ
の
後
の
政
治
的
混
乱
と
頻
繁
な

戦
争
に
よ
り
、徐
々
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

改
革
開
放
後
、市
場
経
済
と
外
国
と
の
交
流
が

盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、特
に
一
九
九
〇
年
代
末

か
ら
母
の
日
が
復
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
日
は
母
を
食
事
に
連
れ
て
い
っ
た
り
、離

れ
て
暮
ら
す
母
に
電
話
や
贈
り
物
を
し
た
り
し
て

母
親
孝
行
す
る
。
贈
り
物
は
赤
い
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ

ン
が
一
番
人
気
で
あ
る
。

こ
の
母
の
日
は
中
国
で
祝
日
で
は
な
い
。
い
っ

ぽ
う
、近
年
、一
部
の
地
域
や
学
者
、全
国
人
民
代

表
大
会
の
代
表
が
、歴
史
の
長
い
中
国
に
お
い
て

自
分
た
ち
の
文
化
と
精
神
を
あ
ら
わ
す
中
国
な
ら

で
は
の
母
の
日
を
設
け
る
こ
と
を
よ
び
か
け
て

い
る
。中

国
な
ら
で
は
の
母
の
日
の
候
補
と
し
て
挙

が
っ
た
の
は
、旧
暦
九
月
一
五
日
。
中
国
の
神

話
と
道
教
に
登
場
す
る
女
神
の
女じ

ょ

媧か

が
人
間
を

創
っ
た
日
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
候
補
日
は
旧
暦
四
月

二
日
。
性
善
説
で
有
名
な
儒
学
思
想
家

孟
子
が
生
ま
れ
た
日
で
あ
る
。
だ
が
こ

こ
で
重
要
な
の
は
孟
子
で
は
な
く
、
そ

の
母
親
。

孟
子
が
立
派
な
人
物
に
育
つ
の
に
最
適
な
環
境

を
求
め
て
た
び
た
び
引
っ
越
し
た
と
い
う「
孟も

う

母ぼ

三さ
ん

遷せ
ん

」
な
ど
の
教
え
ゆ
え
に
、現
代
中
国
で
も
す

ぐ
れ
た「
教
育
マ
マ
」
の
鏡
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、少
子
化
と
高
学
歴
化

に
よ
る
受
験
競
争
の
激
化
が
あ
る
。

新
し
い
母
の
日
が
決
ま
っ
た
ら
、
は
た
し
て
そ

の
日
は
祝
日
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

金キ
ム 

セ
ッ
ピ
ョ
ル
　 

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所 

客
員
助
教

韓ハ
ン 

敏ミ
ン

　 

民
博 

教
授

「
孝
の
日
」の
ゆ
く
え

中
国
な
ら
で
は
の
母
の
日
を

5月

8日
両親の日

韓国

5月
第2日曜日

母の日

中国

母
の
日

特
集
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女
は
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
!?

こ
れ
ま
で
女
性
た
ち
に
と
っ
て「
結
婚
し
て
母

と
な
る
」
と
い
う
生
き
方
は
標
準
的
で
あ
り
、結
果

と
し
て
多
く
の
共
通
経
験
を
も
た
ら
し
て
き
た
。

「
女
は
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
」
な
ん
て
た
と
え
が
あ
る
。

二
四
歳
ま
で
は
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
る
が
、超
え
る

と
売
れ
な
く
な
る
。
三
一
に
も
な
れ
ば「
年
越
し
そ

ば
」。
こ
ん
な
失
礼
な
言
い
方
か
ら
、結
婚
し
な
い

限
り
、
ど
ん
な
女
性
で
あ
っ
て
も
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
年
齢
は
、若
さ
ゆ
え
の

女
性
の
美
し
さ
の
評
価
も
あ
る
が
、「
母
に
な
る
」

年
齢
か
ら
逆
算
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
前
は
三
〇
歳
で
高
齢
出
産
だ
と
い
わ
れ
た
が
、

今
は
四
〇
歳
を
超
え
て
の
出
産
も
め
ず
ら
し
い
も

の
で
は
な
く
な
っ
た
。

ま
さ
に
昭
和
が
終
わ
る
年
度
に
大
学
に
入
学
し

た
わ
た
し
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
女
性
の
生
き
方
、

母
の
世
代
と
同
じ
よ
う
な
生
き
方
は
、
た
と
え
職

業
を
も
つ
に
し
て
も
、運
命
の
よ
う
に
自
分
を
拘

束
し
て
い
る
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
女
性
が「
母
」
に
な
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、近
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
い

う
こ
と
を
知
っ
て
、目
か
ら
鱗う

ろ
こ

が
落
ち
た
。

江
戸
時
代
の
女
子
教
訓
書『
女
大
学
』
で
は
、女

性
に
求
め
ら
れ
る
の
は
よ
い
子
ど
も
を
産
む
こ
と

だ
け
で
、育
児
を
す
る
な
ど
の
母
の
役
割
は
求
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、「
良
妻
賢
母
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、近
代
に

入
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た
。
日
本
古
来
か
ら
あ
る
わ

け
で
も
、中
国
か
ら
来
た
儒
教
思
想
で
も
な
い
。
中

国
や
韓
国
に
、
む
し
ろ
日
本
か
ら
輸
出
さ
れ
た
も

の
だ
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
母
で
あ
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
る
の
は
、
じ
つ
に
近
代
的
な
事
象
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

ら
い
て
う
の
母
性

必
ず
し
も
母
に
な
ら
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ

と
が
驚
き
だ
っ
た
わ
た
し
の
よ
う
な
世
代
も
い
る
が
、

近
代
初
期
の
女
性
た
ち
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

じ
つ
は
雑
誌『
青せ

い

鞜と
う

』
を
つ
く
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
で
あ
る
平ひ

ら

塚つ
か

ら
い
て
う
に
と
っ
て
、「
母
で
あ
る

こ
と
」
は
と
て
も
新
鮮
な
経
験
で
あ
り
、女
性
の
権

利
の
源
で
あ
っ
た
。
夫
と
子
ど
も
を
捨
て
て
自
立

を
選
ぶ
イ
プ
セ
ン
の
戯
曲「
人
形
の
家
」
の
主
人
公

の
ノ
ラ
に
対
し
て
、
ら
い
て
う
の
論
評
は
と
て
も

冷
淡
だ
っ
た
こ
と
に
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ノ
ラ

の
個
と
し
て
の
内
面
性
の
な
さ
を
嘆
く
文
章
で
あ
っ

た
が
、
む
し
ろ「
一
四
、五
の
小
娘
な
ら
知
ら
ず
、三

人
の
母
親
と
し
て
」
な
ど
、母
と
し
て
の
自
覚
の
な

さ
が
非
難
さ
れ
て
い
る
の
で
は
と
い
う
気
す
ら
し
た
。

ら
い
て
う
は
の
ち
に「
子
供
に
対
す
る
欲
望
や
、母

た
ら
ん
と
す
る
欲
望
が
実
は
自
分
の
愛
の
中
に
も

潜
ん
で
い
る
」
こ
と
に
驚
い
て
み
せ
る
が
、
そ
の
出

発
点
か
ら
じ
つ
は
母
で
あ
る
こ
と
を
よ
す
が
に
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

母
性
保
護
論
争
に
お
い
て
も
、女
性
は
男
に
頼

る
べ
き
で
は
な
い
の
と
同
様
に
国
家
に
も
頼
る
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ

に
対
し
て
ら
い

て
う
は
、「
母
は
生
命
の
源
泉
で
あ
っ
て
、婦
人
は

母
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
的
存
在
の
域
を
脱
し
て
、

社
会
的
な
国
家
的
な
人
類
的
な
存
在
者
と
な
る
」

と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
ら
い
て
う
は
母
で
あ
る
こ

と
は
、自
分
を
成
長
さ
せ
て
い
く
た
め
の
手
が
か

り
で
あ
る
と
同
時
に
、女
性
が
国
家
に
さ
ま
ざ
ま

な
要
求
を
す
る
た
め
の
根
拠
で
も
あ
っ
た
。

母
で
あ
る
こ
と
に
頼
ら
ず
と
も
権
利

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
現
代

の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、母
で
あ
る
こ
と
は
、

母
に
な
ら
な
い
こ
と
を
含
み
、
ど
の
よ
う

な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
母
の
日
を

き
っ
か
け
に
考
え
て
み
る
の
も
よ
い
か
も

し
れ
な
い
。

「
母
に
な
る
」と
い
う
思
想

千せ
ん

田だ 

有ゆ

紀き

　 

武
蔵
大
学 

教
授

母
の
日

特
集
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み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
特
別
展

日
本
の
仮
面

―
芸
能
と
祭
り
の
世
界

会
期　

6
月
11
日（
火
）ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
企
画
展

「
水
俣
病
を
伝
え
る
」

会
期　

6
月
18
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

創
設
50
周
年
記
念
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
水
俣
一
揆
―
一
生
を
問
う
人
々
」

日
時　

6
月
8
日（
土
）13
時
〜
16
時

　
　
　
（
12
時
30
分
開
場
）

会
場　

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
名
）

解
説   

吉
永
利
夫（（
一
社
）水
俣
病
を
語
り

継
ぐ
会 

理
事
）

司
会　

平
井
京
之
介（
本
館 

教
授
）

参
加
費　

要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
）

　
　
　
　

※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順

※
事
前
申
込
の
方
へ
、当
日
11
時
か
ら
本

館
2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券
を
確

認
後
、入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

※
受
付
期
間
中
に
定
員
に
満
た
な
い
場
合

の
み
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

▼
友
の
会
先
行
受
付

5
月
2
日（
木
）ま
で　

定
員
80
名

お
申
し
込
み
先

国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

（
千
里
文
化
財
団
）

▼
一
般
受
付

5
月
7
日（
火
）〜
6
月
5
日（
水
）

イ
ベ
ン
ト

音
楽
の
祭
日 

2
0
2
4 

in 

み
ん
ぱ
く

フ
ラ
ン
ス
で
1
9
8
2
年
に
は
じ
ま
っ
た

「
音
楽
の
祭
典
」に
な
ら
い
、プ
ロ
・
ア
マ
を

問
わ
ず
に
み
ん
な
で
音
楽
を
楽
し
む
イ
ベ

ン
ト
で
す
。
日
本
で
は
2
0
0
2
年
に
関

西
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。「
音
楽
は
全

て
の
人
の
も
の
」と
い
う
精
神
に
の
っ
と
り
、

1
年
の
う
ち
で
昼
が
一
番
長
い
夏
至
の
前

後
の
日
に
開
催
し
ま
す
。

日
時　

6
月
23
日（
日
）10
時
30
分
〜
16
時

10
分（
開
場
10
時
）

　
　
　

2
部
制（
１
部
は
10
時
30
分
開
演
、

2
部
は
14
時
開
演
）

会
場　

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
4
0
0
名
）

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館

主
管 

音
楽
の
祭
日 Fête d

e la M
u

-
siq

ue au Jap
o

n 

日
本
事
務
局

※
先
着
順
、参
加
無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な

る
方
は
、展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

お
問
い
合
わ
せ
先

企
画
課｢

音
楽
の
祭
日｣

担
当

o
ngaku

＠m
inp

aku.ac.jp
創
設
50
周
年
記
念
み
ん
ぱ
く
映
画
会

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
G
A
G
A
―
ハ
ヨ
ン
の
家
族
」

日
時　

5
月
25
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時

10
分（
13
時
開
場
）

会
場　

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
名
）

上
映
作
品　
「
G
A
G
A
／
哈
勇
家
」

解
説　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

司
会　

菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

参
加
費  

要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
）

　
　
　
　

※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順

※
事
前
申
込
の
方
へ
、当
日
11
時
か
ら
本

館
2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券
を
確

認
後
、入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

※
受
付
期
間
中
に
定
員
に
満
た
な
い
場
合

の
み
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
一
般
受
付

5
月
22
日（
水
）ま
で

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

（
M
M
P
）の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日
時　

5
月
11
日（
土
）、
6
月
8
日（
土
）

　
　
　

12
時
〜
15
時
30
分（
最
終
受
付
15
時
）

会
場　

本
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

あ
そ
び
の
広
場
2
0
2
4

「
み
ん
ぱ
く
を
あ
そ
ぼ
！
」

日
時　

5
月
5
日（
日
・
祝
）

　
　
　

10
時
〜
16
時
終
了
予
定

会
場　

本
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

（
M
M
P
）新
規
会
員
募
集

M
M
P
は
、み
ん
ぱ
く
に
来
館
さ
れ
る
皆

さ
ま
に
よ
り
楽
し
く
、親
し
み
を
も
っ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
活
動
を
お
こ
な
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
で
す
。
一
緒
に
活
動
す
る

新
し
い
仲
間
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
数　

20
名（
先
着
順
）

対
象　

満
15
歳
以
上
で
、み
ん
ぱ
く
で
お

こ
な
う
説
明
会
・
研
修
に
参
加
で

き
る
方

受
付
期
間　

5
月
1
日（
水
）〜
8
日（
水
）

　
　
　

消
印
有
効

説
明
会　

5
月
26
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時

　
　
　
（
参
加
必
須
）

応
募
方
法

は
が
き
に
住
所
、氏
名
、メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス（
パ
ソ
コ
ン
で
利
用
で
き
る
も
の
を

推
奨
）、電
話
番
号
を
記
入
し
、み
ん
ぱ

く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
務

局（
〒
5
6
5

－

8
5
1
1
吹
田
市
千
里

万
博
公
園
10

－

1
）宛
へ
郵
送

※
応
募
結
果
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
連
絡

し
ま
す
。

※
研
修
5
回
あ
り（
6
月
〜
9
月
頃
を
予
定
）。

詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Ｑ
Ｒ
）か
ら

研
究
部

新
メ
ン
バ
ー

高た
か

科し
な 

真ま

紀き 

助
教

（
人
類
基
礎
理
論
研
究
部
）国

文
学
研
究
資
料

館
機
関
研
究
員
、

人
間
文
化
研
究
機

構
人
間
文
化
研
究

創
発
セ
ン
タ
ー
研

究
員（
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
特
任
助
教
を
併
任
）を
経
て
現

職
。
民
間
所
在
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
全
と

活
用
に
関
す
る
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

野の

口ぐ
ち 

泰ひ
ろ

弥や 

助
教

（
学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
）

一
橋
大
学
大
学
院

で
修
士
号
取
得
後
、

民
間
企
業
勤
務
、

北
海
道
立
北
方
民

族
博
物
館
学
芸
員

を
経
て
現
職
。
現

在
、東
北
大
学
大
学
院
博
士
後
期
過
程
在

学
中
。
専
門
は
文
化
人
類
学
で
狩
猟
採
集

社
会
に
お
け
る
不
平
等
の
出
現
を
、特
に

ア
ラ
ス
カ
先
住
民
の
威
信
財
と
社
会
階
層

性
の
関
係
を
基
に
研
究
し
て
い
る
。

M

マ
ー
ク

ark W

ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー

inchester 

助
教

（
学
術
資
源
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
）

一
橋
大
学
大
学
院

で
博
士
号
を
取
得
。

一
橋
大
学
特
任
講

師
、
日
本
学
術
振

興
会
外
国
人
特
別

研
究
員
、
神
田
外

語
大
学
専
任
講
師
、国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博

物
館
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
フ
ェ
ロ
ー
を
経
て
現

職
。
1
9
7
0
年
代
に
活
躍
し
た
ア
イ
ヌ
の

文
学
者
や
芸
術
家
に
つ
い
て
の
思
想
史
研

究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

海
域
か
ら
み
る

人
類
の
文
化
遺
産

日
時　

5
月
11
日（
土
）、
12
日（
日
）10
時
30

分
〜
16
時
30
分（
両
日
10
時
開
場
）

会
場　

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
名
）

趣
旨
説
明　

小
野
林
太
郎（
本
館 

教
授
）

国
内
外
で
活
躍
す
る
計
14
名
に
よ
る
発
表

（
日
英
で
の
同
時
通
訳
あ
り
）

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館

共
催　

N
I
H
U
グ
ロ
ー
バ
ル
地
域
研
究
推

進
事
業
「
海
域
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ

ア
研
究
」

【
申
込
期
間
】

5
月
2
日（
木
）17
時
ま
で

※
事
前
申
込
制
、先
着
順
、参
加
無
料

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す（
定
員
5
0
0
名
）。

詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Ｑ
Ｒ
）か
ら

お
問
い
合
わ
せ
先

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
事
務
局

（
千
里
文
化
財
団
）

50thsym
p

o
@

senri-f.o
r.jp

みんぱくゼミナール
会場　みんぱくインテリジェントホール（講堂）
※定員400名
※事前申込制、先着順、参加無料
※当日参加受付あり（定員80名）

第545回
5月18日（土）13時30分～15時（13時開場）
東南アジアの仮面
講師　福岡正太（本館 教授）
【申込期間】

▼一般受付　5月15日（水）まで
　※友の会先行受付は終了しました。

第546回
6月15日（土）13時30分～15時（13時開場）
神楽とはなにか？
―語意に着目した機能論的分析の試み
講師　鈴木昂太（本館 助教）
日本各地では「かぐら」と呼ばれる芸能が多
様な形態で演じられています。本ゼミナール
では、なぜ「かぐら」という音に「神」と「楽」
の字をあてたのかという問いから、芸能の特
徴を分析していきます。

【申込期間】

▼友の会先行受付
　5月13日（月）～17日（金）（定員80名）
お申し込み先

　国立民族学博物館友の会（千里文化財団）
▼一般受付　5月20日（月）～6月12日（水）

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう　　　
会場　本館展示場（ナビひろば）
※定員なし（ご自由に参加いただけます）
※申込不要、要展示観覧券（一般580円、
特別展をご覧になる場合は一般880円）

※イベント参加費は不要

5月5日（日・祝）14時30分～15時
八朔太鼓踊りとメンドン
話者　福岡正太（本館 教授）

5月12日（日）14時30分～15時
ネコ実験小屋の修復について
話者　日髙真吾（本館 教授）

5月26日（日）14時30分～15時
中東イスラーム世界にも仮面芸能
はあった、かもしれない…
話者　山中由里子（本館 教授）

友の会講演会
参加形式 ①本館第5セミナー室（定員90名）
                ②オンライン
友の会会員：無料
一般（会場参加のみ）：500円
※事前申込制、先着順
※会員は会場参加の場合、事前申込不要

第548回 5月4日（土・祝）13時30分～15時
仮面とわたし
講師　吉田憲司（本館 館長）
大学へ入学した年から始めた仮面をめぐる
フィールドワーク。今年2024年でちょうど
50年越しの仮面との付き合いになります。
日本国内から始まった仮面の探究は、アフリ

カへ、そして、アジア、アメリカ、ヨーロッ
パへと広がっていきました。その原点はどこ
にあったのか。そして、その到達点は?　
わたしの仮面研究の軌跡をたどります。
※講演会終了後、講師が担当した資料を中心
に、本館展示の見学会をおこないます。　
（事前申込制、要会員証もしくは展示観覧券）

第549回 6月1日（土）13時30分～15時
企画展「水俣病を伝える」の舞台
―フィールドワーク展示の試み
講師　平井京之介（本館 教授）
熊本県水俣・芦北地域では、展示やガイド
ツアー、写真、語り部講話などを通じて、
水俣病の歴史や被害者の苦しみ、公害の経
験をいかしたまちづくりなどを伝える活動が

さかんです。本講演では、まず水俣でのわ
たしのフィールドワークについてお話しし、
その後展示場に移動して、企画展「水俣病
を伝える」の見どころを紹介します。
※講演時間内で講義と企画展示場の見学を
おこないます。

    （要会員証もしくは展示観覧券）
※オンライン配信は講義の時間のみとなります。

会員交流のための企画
中牧先生の理事長サロン
6月1日(土)15時30分～ 16時30分
会場：第5セミナー室（予定）事前申込不要
友の会へのご要望や研究へのご質問に千里
文化財団の理事長･中牧弘允先生が答えます。

友の会 講演会・セミナーへのお申し込みは友の会ホームページ内の受付フォームをご利用ください。
　　　　　     国立民族学博物館友の会 （公益財団法人千里文化財団）
電話  06-6877-8893 （9時～17時、土日祝を除く） FAX  06-6878-3716
E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp  https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/

国立民族学博物館 広報係
電話  06-6878-8560 （9時〜17時、土日祝を除く）　 FAX  06-6875-0401
お問い合わせフォーム https://www.minpaku.ac.jp/information/contactus/form/

お問い合わせ先

2023年開催の様子

西金砂神社田楽舞
（茨城県 常陸太田市）

和賀大乗神楽「荒神舞」（岩手県 北上市、2017年）

水俣市明神が鼻の魂石

北太平洋地域の先住
民文化に関する考古
学、言語学、文化人
類学の最新の成果が
わかる。

岸上伸啓 編著
『北太平洋の先住民文化
―歴史・言語・社会』
臨川書店
4,620円（税込）

本の紹介

みんぱくホームページ
催し物のご案内
https://www.minpaku.ac.jp/event/

イベントの詳細・予約はこちら

各イベントについて、
詳しくはホームページを
ご覧ください。
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 推しコレポイント 

カラフルなボーダー柄のなかに
さりげなく配された先スペイン
期に由来する紋様がオシャレ。

コカの葉は山の神様への捧げものとしても欠かせない。儀式を取
り仕切る呪術師は、コカの葉をやはりビニール袋から取り出した
（ペルー アヤクチョ州、2013年）

コカ入れ袋
標本番号│H0004537
地域│ボリビア共和国（推定）
展示場│アメリカ展示場

1000年以上の歴史

かわいい小物入れなどが大好きである。南
米のお土産屋さんでカラフルなかけひも付き
のポーチは、よく見かけるものなのだが、つ
いつい手にとってしまう。

考古学調査でもポーチが出土した事例があ
るが、その形もデザインもお土産物屋さんで
目にするものと多くが似通っている。

ケチュア語でチュスパとよばれるこのポー
チは、コカの葉を入れるために用いられて
きたことが知られており、チュスパのなかに
コカの葉がそのまま残っていた出土例もある。
少なくとも1000年以上前、スペイン人による
征服のはるかむかしからそのように用いられ
ていたのだ。

コカの葉は、噛
か

むことで空腹や疲労を感じ
にくくする効果があり、アンデスの農民や牧
畜民にとって欠かすことのできないものである。
アンデス考古学を専門とする筆者の調査地は
標高3600メートルの高地であり、コカは肉体
労働である発掘作業に欠かせないものだった。
午前と午後に1回ずつ、ちょうど日本のおやつ
のようにコカ休憩がある。木陰でコカを噛み
ながらよもやま話に興じるのである。

myチュスパの弱点

調査当初、みんなどんなかわいいチュス
パをもっているのか、私は興味津々であった。
そして土産物屋さんで買ったm

マ イ

yチュスパまで

隠しもって話の糸口にしようとしていた。とこ
ろが皆、無料でもらえるビニール袋に無造作
にコカを入れているのである。聞けば、もは
や織物のチュスパを使っている人など誰もい
ないという。

なんとなく悲しい気分になり、myチュスパ
はお披露目しなかった。それでもちょっとコ
カを入れたりして一人で悦に入っていたのだが、
その欠点は数日で明らかとなった。
「あれ、ビニール袋に入れたコカの方がフレッ
シュでおいしい!?」

考えてみれば当たり前の話で、織物は通気
性が良いためコカの葉が数日でパリパリに乾
燥してしまう。噛もうとすると口のなかがチク
チクと痛いし、水分ももっていかれる。昔の
人は大変だったろうな、と思いながらわたし
もビニール袋からコカの葉をつまむようになった。

ちなみにこのチュスパ、日本ではなかなか
ないサイズ感で、ちょっと散歩に出るときな
どに最高である。晴れた日に文庫本でも入れ
て公園に行きたくなるのだ。

チュスパ（コカ入れ袋）の限界
松
まつ

本
もと

 雄
ゆう

一
いち

　 民博 准教授

推 し コ レ 図 鑑
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上：博物館外観
下：パネル展示
（韓国 済州市、2022年）

ネクソン・コンピュータ博物館は、済州国際空港からバスで約40分。コンピュータと
ゲームの歴史にふれられる。公式サイトhttps://computermuseum.nexon.com/

小
学
生
の
我
が
子
と
歴
史
系
博

物
館
に
行
く
と
、
九
〇
年
代
後
半

の
日
本
で
流
行
し
た
電
子
ゲ
ー
ム

「
た
ま
ご
っ
ち
」
や
、
い
わ
ゆ
る
「
ガ

ラ
ケ
ー
」
と
よ
ば
れ
る
旧
来
の
携
帯

電
話
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ

も
わ
た
し
が
と
も
に
青
春
時
代
を

過
ご
し
た
品
だ
。
子
ど
も
は
「
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
な
い
時
代
は
い
ろ

い
ろ
な
道
具
を
使
っ
て
た
ん
だ
」
と

驚
き
、
わ
た
し
は
つ
い
に
自
分
も
博

物
館
で
な
じ
み
の
日
用
品
を
見
る

世
代
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。

今
回
わ
た
し
が
紹
介
す
る
の
は
、
調
査
の
帰
り
に
寄
っ
た
韓
国
・
済チ

ェ

州ジ
ュ

市
の
ネ
ク
ソ
ン
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
博
物
館
だ
。
一
九
九
〇
年
代
の
韓
国
で

創
業
、
多
国
籍
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
会
社
の
ネ
ク
ソ
ン
が
二
〇
一
三
年
に

開
館
し
た
も
の
だ
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
の
開
発
の
歴
史
を
実
物
の
展
示

で
た
ど
り
つ
つ
、
イ
ン
ベ
ー
ダ
ー
ゲ
ー
ム
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

な
ど
の
懐
か
し
い
ゲ
ー
ム
機
器
の
ほ
か
最
新
ア
ー
ケ
ー
ド
ゲ
ー
ム
も
実
際

に
体
験
で
き
る
。

観
光
客
で
賑に

ぎ

わ
う
済
州
島
の
た
め
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
や
世
代
の

観
覧
客
が
楽
し
む
。
大
人
に
は
懐
か
し
い
ハ
イ
テ
ク
、
子
ど
も
に
は
新
鮮

な
ロ
ー
テ
ク
が
次
々
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
歴
代
のW

indows

の
起
動
画

面
の
展
示
に
は
「
な
つ
か
し
い
！
」
と
叫
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
歴
史
で
あ
れ
文
化
で
あ
れ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
も
は
や
わ
た
し

た
ち
の
生
活
を
網
羅
的
に
物
語
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
O
S
は
翻
訳
こ
そ
さ
れ
る
が
、
日
韓
ほ
か
欧

米
の
言
語
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
見
た
目
に
は
大
き
な
仕
様
変
更
が
な
い
。

は
じ
め
に
挙
げ
た
博
物
館
の
展
示
品
の
よ
う
に
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
電

化
製
品
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
多
く
の
人
び
と
が
世
界
中
で
同
時
期
に
共

通
の
も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
そ
の
記
憶
や
経
験
を
わ
か
ち
合
え
る
品
と

も
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
同
じ
も
の
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
も

の
自
体
か
ら
は
見
え
な
い
個
々
の
背
景
、
つ
ま
り
地
域
や
世
代
、
個
人
が

も
つ
多
様
な
物
語
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
館
を

訪
れ
た
こ
と
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
は
今
後
、
博
物
館
の
展
示
品
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
重
要
視
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。

ネクソン・コンピュータ博物館 （韓国）

あの日のハイテク、博物館の展示品に

松
まつ

岡
おか

 とも子
こ

　 民博 外来研究員
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スノーモービルを駆るイヌイトのハンター
（カナダ ヌナヴト準州 クガールク村、1996年）

自宅前から四輪駆動バギーでボートを運び、イッカククジラ
猟に出る（カナダ ヌナヴト準州 クガールク村、2012年）

イ
ヌ
イ
ト
語
で
「
ス
キ
ド
ゥ
ー
」
と
よ
ば
れ
る

ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
、「
ホ
ン
ダ
」
と
よ
ば
れ
る
四
輪

駆
動
バ
ギ
ー
、「
ウ
ミ
ア
ン
ガ
ッ
ク
」
と
よ
ば
れ
る

船
外
機
付
き
ボ
ー
ト
な
ど
、
し
ば
し
ば
「
マ
シ
ン
」

と
も
総
称
さ
れ
る
乗
り
物
。
カ
ナ
ダ
極
北
圏
の
先

住
狩
猟
採
集
民
イ
ヌ
イ
ト
の
あ
い
だ
で
の
暮
ら
し

を
振
り
返
る
と
、
印
象
深
く
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、

そ
う
し
た
マ
シ
ン
の
修
理
と
整
備
で
あ
る
。
猟
に

出
か
け
な
い
と
き
は
ほ
ぼ

毎
日
、
雪
に
覆
わ
れ
た
定

住
村
落
の
家
屋
の
前
で
、

あ
る
い
は
屋
内
や
倉
庫
で
、

車
体
や
エ
ン
ジ
ン
を
分
解

し
、
そ
の
修
理
と
整
備
に

い
そ
し
む
ハ
ン
タ
ー
た
ち

を
手
伝
う
。
夏
に
開
け
る

海
原
を
前
に
、
ど
こ
ま
で

も
澄
ん
だ
青
空
の
も
と
、

R
E
O
ス
ピ
ー
ド
ワ
ゴ
ン

のC
an’t Fight This Feeling

を
大
音
量
で
か

け
な
が
ら
、
海
岸
に
引
き
上
げ
た
ボ
ー
ト
を
ハ
ン

タ
ー
た
ち
と
一
緒
に
修
理
・
改
造
す
る
。

そ
ん
な
と
き
、
道
行
く
村
の
ハ
ン
タ
ー
た
ち
が
、

「
ウ
ー
ナ
イ
」（
し
ば
れ
る
ね
え
）、「
ヒ
ラ
ッ
チ
ャ
ウ

ロ
ッ
ク
」（
い
い
天
気
だ
ね
え
）
と
次
々
に
声
を
か

け
て
く
る
。
し
ば
し
の
会
話
の
あ
と
、
そ
の
間
に

さ
り
げ
な
く
状
況
を
把
握
し
た
ハ
ン
タ
ー
た
ち
を

交
え
て
修
理
と
整
備
が
再
開
さ

れ
る
。
い
つ
の
間
に
か
五
～
六

人
に
増
え
た
ハ
ン
タ
ー
た
ち
が
、

意
見
を
交
換
し
な
が
ら
力
を
合

わ
せ
、
と
き
に
部
品
を
も
ち
よ
り
、

一
時
間
以
上
も
協
働
作
業
が
続

く
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
そ

の
間
、
冗
談
が
飛
び
交
い
、
か
け

声
と
笑
い
声
が
弾
み
、
遊
ん
で
い

た
子
ど
も
た
ち
が
寄
っ
て
き
て
の

ぞ
き
込
む
。
そ
う
し
て
作
業
が

一
段
落
す
る
と
、「
ウ
ブ
ッ
チ
ャ
ー
ゴ
」（
ま
た
ね
）

と
、
道
行
き
の
ハ
ン
タ
ー
た
ち
は
さ
り
げ
な
く
去
っ

て
行
く
。

マ
シ
ン
を
め
ぐ
っ
て
、
毎
日
、
突
発
的
に
繰
り

返
さ
れ
る
会
話
と
協
働
。
そ
う
し
て
醸
成
さ
れ
る

人
び
と
の
つ
な
が
り
。
猟
の
た
め
に
、
隣
村
の
親

族
を
訪
問
す
る
た
め
に
、
村
内
を
移
動
す
る
た
め

に
不
可
欠
な
マ
シ
ン
に
は
、
こ
ま
め
な
修
理
と
整

備
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
う
し
た
さ
り
げ
な
い
日
々

の
営
み
の
な
か
で
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
橋
を
掛

け
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
連
帯
を
醸
成
し
な
が
ら
、
マ

シ
ン
は
今
日
も
極
北
の
「
大
地
」（
ヌ
ナ
）
を
駆
け

て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

極
北
を
か
け
る「
マ
シ
ン
」

大お
お

村む
ら 

敬け
い

一い
ち　

 

放
送
大
学 

教
授
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アメリカ合衆国アメリカ合衆国

ロサンゼルスロサンゼルス

カリフォルニア州

隣接する国-トラッキング100

1

週末のベニスビーチは絵やアクセサリーなどを売
るアーティストやスケートボーダー、観光客で賑
わっている（ロサンゼルス、2017年）

聞き取り調査では語り手に相関図を書いてもらうことが多い。複数のパートナー
が線で結びついている

1：数多くの指南書が出版されている。なかでも手前２冊
（紫、黒）は「ポリアモリーのバイブル」とよばれるほど人
気のある書籍

2：調査に協力してくれた大切な友人（右）。ランチ時に職場
で近況をきいていたときに撮影した一枚
（ロサンゼルス、2012年）

3：その友人は2022年にポリアモリーに関する書籍を出版
4：子どもが生まれてからは一緒にフィールドに行くことが多
い。現在はポリファミリーの調査をおこなっている
（ロサンゼルス、2017年）

調査で聞き取った語りをベースに「ポリアモリーの人生ゲーム」を友人と制作。筆者は企画・制作・監修を担当した
（東京都とアーツカウンシル東京が主催する「長島確のつくりかた研究所（2012-15）」成果物）

2 3

4

信
号
の
な
い
交
差
点
で

カ
ラ
ッ
と
し
た
空
気
。
晴
れ
わ
た
る
青

空
。
わ
た
し
が
交
通
事
故
に
あ
っ
た
日
は
、

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
ら
し
い
ビ
ー
チ
日
和
だ
っ

た
。
信
号
の
な
い
交
差
点
で
衝
突
。
そ
の

瞬
間
、
映
画
で
観
る
よ
う
な
ス
ロ
ー
モ
ー

シ
ョ
ン
を
初
め
て
経
験
し
た
。

わ
た
し
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
ポ
リ
ア
モ

リ
ー
の
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
ポ
リ

ア
モ
リ
ー
と
は
、
合
意
に
基
づ
い
て
複
数

の
人
と
親
密
な
関
係
を
築
く
愛
の
か
た
ち

や
生
き
方
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
は
二

人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
い
る
と
い
う
女
性
に

話
を
聴
く
た
め
に
、
待
ち
合
わ
せ
の
カ

フ
ェ
に
向
か
っ
て
い
た
。
車
は
大
き
く
凹へ

こ

ん
で
廃
車
に
な
っ
た
が
、
わ
た
し
も
相
手

方
も
無
事
だ
っ
た
。

自
分
に
手
紙
を
書
く

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
調
査
を
す
る
に
は
車

が
不
可
欠
で
あ
る
。
帰
国
す
る
ま
で
の
二

カ
月
を
レ
ン
タ
カ
ー
で
乗
り
切
る
こ
と
に

し
た
。
し
か
し
、
問
題
が
生
じ
た
。
エ
ン

ジ
ン
を
か
け
る
と
事
故
の
こ
と
を
思
い
出

し
、
一
気
に
不
安
に
襲
わ
れ
、
運
転
を
諦

め
る
日
が
続
い
た
。
ア
ポ
イ
ン
ト
を
キ
ャ

ン
セ
ル
す
る
ス
ト
レ
ス
。
買

い
物
す
ら
行
く
こ
と
が
で
き

な
い
不
自
由
さ
。
帰
国
日
が

刻
々
と
迫
っ
て
く
る
こ
と
へ

の
焦
り
。
自
力
で
は
抜
け
出

せ
な
い
穴
に
放
り
込
ま
れ
た

気
分
だ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か

で
救
い
と
な
っ
た
の
は
、
事
情
を
知
っ
た

ポ
リ
ア
モ
リ
ス
ト
の
友
人
が
、
近
況
を
話

し
に
き
て
く
れ
た
り
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
会

場
ま
で
車
で
送
っ
て
く
れ
た
り
し
た
こ
と

だ
っ
た
。
あ
る
と
き
、
友
人
は
わ
た
し
に

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
る
こ
と
を
勧
め
、

「
見
え
な
い
不
安
を
可
視
化
し
た
り
、
自

分
を
俯ふ

瞰か
ん

す
る
よ
う
な
ワ
ー
ク
を
す
る
と

い
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
。
こ
れ

は
彼
女
の
ジ
ェ
ラ
シ
ー
と
の
向
き
合
い
方

で
あ
る
と
い
う
。

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
は
行
か
な
か
っ
た

が
、
友
人
が
「
よ
く
効
く
」
と
教
え
て
く

れ
た「
自
分
に
手
紙
を
書
く
」と
い
う
ワ
ー

ク
を
や
っ
て
み
た
。
ど
の
よ
う
な
と
き
に

不
安
を
感
じ
る
の
か
、
自
分
が
感
じ
て
い

る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
は
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
ど
う
つ
き

あ
っ
た
ら
よ
い
と
思
う
の
か
、
と
手
紙
の

な
か
で
自
分
に
尋
ね
る
。
は
じ
め
は
半
信

半
疑
だ
っ
た
が
、
思
っ
て
い
た
よ
り
効
果

は
あ
り
、
か
す
か
に
心
が
軽
く
な
っ
た
。

ジ
ェ
ラ
シ
ー
と
い
う
課
題

ポ
リ
ア
モ
リ
ー
に

お
い
て
ジ
ェ
ラ
シ
ー

は
大
き
な
課
題
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
指
南

書
に
は
ジ
ェ
ラ
シ
ー
対
策

や
対
処
法
を
示
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

そ
こ
に
は
心
理
学
、
人
類
学
、
霊
長
類

学
、
タ
ン
ト
ラ
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
知
が
集
結
し
て
い

る
。
状
況
を
少
し
で
も
変
え
た
く
て
必
死

だ
っ
た
わ
た
し
は
、
片
っ
端
か
ら
ワ
ー
ク

や
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
に
取
り
組
ん
だ
。
特
に

気
に
入
っ
た
の
は
、
自
分
の
望
み
を
確
認

し
、
現
状
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
声

に
出
す
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

帰
国
の
二
週
間
前
に
は
、
ス
ー
パ
ー
な

ど
の
慣
れ
た
近
場
ま
で
は
一
人
で
運
転
で

き
る
よ
う
な
っ
て
い
た
。
真
面
目
に
取
り

組
ん
で
い
た
ジ
ェ
ラ
シ
ー
対
策
が
功
を
奏

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
正
直

に
告
白
す
る
と
、
今
で
も
ひ
と
り
で
運
転

す
る
の
は
怖
く
、
ト
ラ
ウ
マ
や
不
安
を
完

全
に
克
服
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ワ
ー
ク
を
教
え
て
く
れ
た
友
人
も
い
ま
だ

に
ジ
ェ
ラ
シ
ー
問
題
と
と
も
に
生
き
て
い

る
よ
う
だ
。
想
定
外
の
交
通
事
故
は
思
い

が
け
な
い
か
た
ち
で
わ
た
し
を
、
ポ
リ
ア

モ
リ
ー
の
叡え

い

智ち

や
彼
ら
と
ジ
ェ
ラ
シ
ー
の

関
係
を
探
る
ヒ
ン
ト
へ
と
結
び
付
け
た
の

で
あ
る
。

ポ
リ
ア
モ
リ
ー
の
叡
智

深ふ
か

海み 

菊き
く

絵え

　 

日
本
学
術
振
興
会 

特
別
研
究
員
R
P
D
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弁当屋の作業台の片隅で。切りたての野菜がのることも多い
（ジャマイカ キングストン、2023年）

ジャマイカは暑い。もちろん日本の夏の方が暑
い時期もあるが、ジャマイカでの日々はとにかく
暑いと感じることが多い。理由は簡単で、調査の
ために日中でも出歩く必要があるためである。

ジャマイカに行ったとき生活の拠点にするの
は首都キングストンのにぎやかなエリアであるこ
とが多い。こういった場所にはバーガーキングや
KFCのようなグローバルなチェーン店や、イタリ
アンや中華のような各国料理の店もある。もちろん、
ジャマイカ料理の店もある。だが、調査の合間な
どに寄るのは地元の人でにぎわう弁当（ボックス
ランチ）屋であることが多い。

ジャマイカの弁当屋のメイン食材には山
や

羊
ぎ

や
豚や魚も使われるが、メニュー表の上の方にフラ
イドチキンがあることが多い。メインのおかずは
ふつう、ライスアンドピーズとよばれる、日本の
赤飯に似た豆ごはんと一緒に食べる。ココナッツ
ミルクなども使われていて味が濃いので、たくさ
ん汗をかいた体に必要なエネルギーを取り込ん
でいる気分にもなれる。

しかし、心のエネルギーのために欲してしまう
のがアイタルフードの弁当である。アイタルフー
ドとは、ラスタファリアンとよばれる菜食重視の
生活をしている宗教実践者たちの食事の名称で
ある。長くラスタファリアンのところに通ってい
たことも関係しているが、日常の時間を中断させ
てくれる食事であるように感じている。

正直なところ、フライドチキンほどの味のイン

パクトはない。その代わりに、それぞれの野菜や
穀物の来歴を想像して、自分も自然の循環の一部
だということを実感できるのがたまらない。弁当
屋に来るまでの道が混んでいたことや待たされた
こと、あと残り何日間で調査の成果を出したいと
考えていることなども忘れて、ただ自分と食材が
その場で向き合っているような気分になる。そして、
何かしらのフレッシュジュースを飲んで体を冷ま
して、また誰かにインタビューをしたりするため
に陽射しが強く暑い外に出かけていく。

間をつくりだすアイタルフード
神
かみ

本
もと

 秀
しゅう

爾
じ

　 久留米大学 教授
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みんぱくホームページ
https://www.minpaku.ac.jp/

編 集 後 記

次号の予告  6 月号

5
2024年

観  覧  料　一般 580円／大学生 250円／高校生以下 無料
 特別展の観覧料金は、その都度、別に定めます。
 ※観覧料割引についてはホームページでご確認ください。

今月号の地図

開館時間　10:00～17:00（入館は16:30まで）

休  館  日　毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は直後の平日）
 年末年始（12月28日～1月4日）

母による娘イジメは童話でおなじみのテーマである。シンデレラの母なんて
継
まま

子
こ

イジメはもとより、実の娘二人に対しても、それぞれ足の指とかかとを自
ら刀で切り落とさせるドSぶり。童話の時代に「母の日」がなくて本当によかっ
た。そんな日があったら、母への感謝をネタにうつくしい娘がさぞかし虐待さ
れたにちがいないからだ。

実母、継
まま

母
はは

以外にも、人の世にはいろんな母がいる。養母、名づけの母、
占い師「○○の母」、スナックのママ……。しかも、どの母と子の関係も多様
である。なのに「母の日」の母には固定的なイメージが強い。本特集では千
田有紀さんがそれに直球勝負！　
感謝されるべき家庭の母というイ
メージの背後に潜むイデオロギーを
あぶり出している。特集全体を振り
返って、改めて考える。母とはなにも
のなのか。

あ、いけない！　本誌はよい子
の雑誌。「母の日」に心から伝えよう。
「お母さん、ありがとう！」（樫永真佐夫）

みんぱく創設50周年記念特集「粗品」（仮）

ぱくっ！とフィルめし
20ページ

世界の「乗っちゃえ！」
17ページ

ふらりミュージアム
16ページ

だって調査だもの 18ページ

推しコレ図鑑 14ページ
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184号　ISBN 978-4-915606-86-1
［特集］ カラダの人類学̶身体という秘境を旅する

国立民族学博物館友の会の維持会員、正会員のみなさまには、年間4冊お届けしております。
おためし購入は一般価格：2,750円（税込）、会員価格：2,200円（税込）。郵送の場合は別途発送手数料をご負担ください（会員は不要）。
『季刊民族学』は国立民族学博物館ミュージアム・ショップで販売しております。

講読方法

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
オンラインショップ「World Wide Bazaar」
https://www.senri-f.or.jp/shop/ https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/
E-mail shop@senri-f.or.jp

国立民族学博物館友の会（公益財団法人千里文化財団）
電話 06-6877-8893（平日9:00～17:00）

E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

お問い
合わせ

国立民族学博物館友の会機関誌『季刊民族学』のご案内

186号　ISBN 978-4-915606-88-5
［特集］ 争いの終わらせ方̶紛争解決と共生の人類学
185号　ISBN 978-4-915606-87-8
［特集］ ビーズ大陸 アフリカ

『季刊民族学』188号
ISBN 978-4-915606-91-5 C0439

［特集］

シン・シャーマニズム論
̶カミとつながる技術

最新号

異世界を旅し、精霊や野生動物と交流
することで、異なる姿や新たな能力を
獲得した人びと、シャーマン。シャーマ
ンがカミとつながるための技術（技法）
の秘密に迫る。
島村 一平／坂井 弘紀／ダーヴィッド・ショム
ファイ・カラ／福 寛美／松平 勇二／山森 靖人
河西 瑛里子／ターニャ・M・ラーマン

連載 フィールドワーカーの布語り、モノがたり 第6回
エスニシティを象る装い
―中国雲南省のモン衣装の移り変わり

中牧 弘允／小嶋 茂／根川 幸男
山本 晃輔／ジュニオール・マエダ
アンジェロ・イシ／城田 愛
河上 幸子／早稲田 みな子／佃 陽子
伊藤 雅俊／菅瀬 晶子 ほか

『季刊民族学』187号
ISBN 978-4-915606-89-2 
［特集］

境界をゆきかう
日系人
国や文化、民族の境界に生き、境界
をゆきかう日系人の多様な姿をと
おして、異文化共生社会のあり方
を考える。

A4判・104頁　2024年4月30日刊行

表紙：モンゴルのラッパー、メヘ・ザクハイ
写真：O. Tugsbilig

オンラインショップ 友の会

宮脇 千絵
ほか

入会方法は友の
会ホームページ
に載しておりま
す。

お問い合わせ、お申し込みはこちら

公益財団法人　千里文化財団
国立民族学博物館友の会
友の会はいつでも、どなたでもご入会いただけます。

電話 06-6877-8893（平日9:00～17:00）

年間何度でも本館展示と特別展
をお楽しみいただけます（一部の
特別展は割引料金適用）。館内で開
催する催しへの参加もスムーズ。
研究公演など一部の催しの参加
の参加会員優遇枠もあります。

年12回発行

年4回発行

年12回開催

訪れるたびに発見がある

博物館を
何度でも楽しめる

人びとの営みの真髄にふれる

友の会の機関誌。世界の諸民族
の社会や文化に関する正確な
情報を平易かつ読み応えのあ
る文章、豊富なカラー写真で
紹介する、あなたの知的欲求に
こたえる家庭学術雑誌です。

『季刊民族学』

さらに踏み込んだ話題提供
友の会講演会 『月刊みんぱく』はみんぱくの広報誌です。展

示や催しの情報のほか、資料の解説や現地の
様子、調査の動向を
親しみやすい
エッセイやコラム
で紹介します。

最新の情報をいち早くお届け

『月刊みんぱく』

ひとりひとりのご参加が、
国立民族学博物館と友の会の活動を支えています。
国立民族学博物館友の会は、国立民族学博
物館（みんぱく）の活動を支援し、積極的に活
用するためにつくられました。21世紀は地
球上のいたるところで、おたがいを認めな
がら、ともに生きてゆく考え方が求められて
います。世界の暮らしの多様性にふれ、それ
を解き明かす文化人類学・民族学の知見
がますます重要になっています。みなさまの
ご支援とご参加をお待ちしております。




