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1

数
年
前
の
あ
る
ド
ラ
マ
に
「
自
分
に
呪
い
を
か
け
な
い

で
」
と
い
う
台せ

り
ふ詞
が
あ
っ
た
。
た
し
か
当
時
流は

や行
っ

て
い
た
ド
ラ
マ
の
最
終
回
で
、
ネ
ッ
ト
上
に
は
瞬
く
間
に
そ

の
シ
ー
ン
の
切
り
抜
き
動
画
が
溢あ

ふ

れ
か
え
っ
た
。
決
し
て
そ

ん
な
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
私
に
は
、
世
間
の
人
々

が
そ
の
日
を
境
に
突
然
「
呪
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
は
じ

め
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
あ
た
か
も
ず
っ
と
前
か
ら

そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
使
わ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
な
自
然
さ
で
、

今
ま
で
ホ
ラ
ー
映
画
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
だ
け
に
潜
ん

で
い
た
「
呪
い
」
は
日
常
に
踏
み
入
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が

す
る
。

自
分
を
縛
る
「
社
会
常
識
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
自

分
の
自
分
へ
の
思
い
込
み
に
「
呪
い
」
と
い
う
呼
び
名
が
与

え
ら
れ
、
私
た
ち
は
自
分
を
苦
し
め
る
正
体
不
明
の
あ
ら
ゆ

る
も
の
に
「
そ
れ
は
呪
い
だ
」
と
指
を
指
し
て
い
っ
た
。
私

は
、
な
ん
だ
か
あ
ら
ゆ
る
痛
み
に
効
く
万
能
の
薬
を
手
に
入

れ
た
よ
う
な
、
ど
ん
な
敵
に
も
当
た
る
魔
法
を
習
得
し
た
よ

う
な
気
分
に
な
っ
た
。
こ
の
安
心
感
は
一
体
な
ん
な
の
だ
ろ

う
。
呪
い
を
解
く
た
め
に
は
、
ま
ず
自
ら
が
呪
わ
れ
て
い
る

と
自
覚
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
に
適
し
た
対
処
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
王
子
様
の
キ
ス
で
目
覚
め
る
た
め
に
は
、

ま
ず
深
い
眠
り
に
落
ち
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
、
呪
い
を
解

く
た
め
に
は
、
ま
ず
呪
い
が
そ
こ
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

〝
呪
わ
れ
る
〟
の
に
は
不
思
議
な
中
毒
性
が
あ
る
。
名
前
の

な
い
モ
ヤ
の
よ
う
な
不
運
を
「
呪
い
」
と
呼
ん
だ
途
端
、
そ

れ
は
妙
に
心
地
よ
い
質
量
を
も
っ
て
私
た
ち
の
身
体
に
覆
い

か
ぶ
さ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
か
分
厚
い
毛
布
の

よ
う
に
あ
た
た
か
く
、
私
は
い
つ
の
ま
に
か
、
自
分
が
す
す

ん
で
呪
わ
れ
た
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
呪
い
を

も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
選
択
の
結
果
を
誰
の
せ

い
に
も
せ
ず
、
生
き
て
い
る
責
任
を
一
身
に
背
負
う
と
い
う

こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ち
ど
呪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
私

た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
途
方
も
な
く
心
細
い
。
呪
わ
れ
て

さ
え
い
れ
ば
、
ひ
ど
く
傷
つ
く
こ
と
も
な
い
し
、
呪
わ
れ
る

こ
と
に
呪
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
暖
か
い
繭
の
な
か
で
、
ゆ
っ

く
り
と
死
ん
で
い
く
だ
け
で
あ
る
。

私
は
今
、
呪
わ
れ
な
い
勇
気
が
ほ
し
い
。
柔
ら
か
い
身
体

の
ま
ま
繭
の
外
へ
這は

い
ず
り
出
て
、
容
赦
な
く
雨
風
に
晒さ
ら

さ

れ
る
決
心
が
ほ
し
い
。「
呪
い
」
と
い
う
言
葉
が
魔
法
の
世

界
に
し
か
な
か
っ
た
あ
の
頃
と
変
わ
ら
な
い
自
分
で
、
た
し

か
に
か
け
ら
れ
て
い
る
呪
い
の
名
前
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
無

邪
気
に
そ
れ
と
戦
っ
て
生
き
て
い
た
い
と
願
う
。
不
幸
の
す

べ
て
に
理
由
を
つ
け
な
い
ほ
う
が
、
倒
れ
て
も
ま
た
立
ち
上

が
っ
て
歩
い
て
い
け
る
、
そ
ん
な
気
が
す
る
の
だ
。
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表紙
馬瑞蘭さんがかつての家族
団欒の食事風景を描いた剪
紙作品（中国 陝西省 陝北地
域、2018年、丹羽朋子撮影）

巻 頭 エッセイ

2024年12

「
呪
い
」と
誰
か
が
口
に
す
る
の
を
、

今
日
も
耳
に
す
る
。

プロフィール
1996年横浜市生まれ。学習院大学文学部フランス語
圏文化学科卒業。noteに掲載したエッセイ「パパと私」
が「創作大賞2023」のメディアワークス文庫賞を受賞。
各種連載で執筆多数。物事を独自の視点で表現して
いる。『存在の耐えられない愛おしさ』（KADOKAWA）
が好評発売中。
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ヨーロッパでは環境配慮型歯ブラシが売られ、その一角は紙包装が多く
エコな雰囲気が漂う（ブルガリア ソフィア、2022年）

紙の質感を活かした高級感のあるスマートフォンのパッケージ。
複雑な三次元形状に成型できるのがパルプモールドの強み

（日本モウルド工業株式会社提供）

左：卵パックは日本ではPET製が主流だが、ヨーロッパでは
　  パルプモールド製が多い（フランス パリ、2022年）

下：食品のテイクアウト容器はヨーロッパでは今や紙製が主流。
　  日本でも増えてきた（京都府、2024年）

右上：環境配慮のために増えている紙ストローに対して、ユーザーの評価は分かれている（京都府、2024年）
右下：ホテルの木製歯ブラシ。木・竹製のホテルアメニティの袋は紙製であることが多い（インド チェンナイ、2023年）

gresei/Shutterstock.com

脱
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

紙
ス
ト
ロ
ー
は
お
好
き
だ
ろ
う
か
？
　
最
近
、

使
い
捨
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
削
減
の
た
め
に
、

多
く
の
飲
食
店
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
ス
ト
ロ
ー
か

ら
紙
製
へ
と
置
き
換
え
が
進
ん
で
い
る
。
一
方
で
、

口
触
り
が
悪
い
、
す
ぐ
ふ
や
け
る
な
ど
、
不
満
の

声
も
根
強
い
。
他
に
も
、
レ
ジ
袋
有
料
化
に
伴
い

紙
袋
に
切
り
替
え
た
り
、
お
菓
子
や
ホ
テ
ル
ア
メ

ニ
テ
ィ
の
外
装
や
食
品
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
容
器
が
紙

製
に
な
っ
た
り
す
る
な
ど
、
紙
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

代
替
の
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
紙
は
、
植
物
な
ど
か
ら
取
り
出
し

た
繊
維
を
成
形
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
は

長
く
、
中
国
で
二
千
年
以
上
前
に
生
み
出
さ
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
代
で
は
紙
は
大
量
生
産
可

能
で
、
木
材
な
ど
か
ら
セ
ル
ロ
ー
ス
繊
維
を
中
心

に
取
り
出
し
た
パ
ル
プ
か
ら
作
ら
れ
る
。
日
本
は

世
界
有
数
の
紙
生
産
国
で
あ
り
、
一
人
当
た
り
消

費
量
も
他
国
に
比
べ
て
多
い
。
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化

に
よ
る
減
少
の
傍
ら
、
段
ボ
ー
ル
や
紙
お
む
つ
な

ど
の
生
産
は
増
加
し
て
い
る
そ
う
だ
。
容
器
包
装

や
衛
生
用
品
と
し
て
の
需
要
は
元
々
高
い
中
、
さ

ら
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
代
替
と
い
う
役
割
が
加
わ
っ

て
い
く
未
来
は
想
像
に
難
く
な
い
。

紙
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

環
境
配
慮
の
観
点
か
ら
紙
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
よ

り
も
有
利
な
点
は
、
お
も
な
原
料
で
あ
る
木
材
が
、

再
生
可
能
資
源
で
あ
り
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
で
あ
り
、
生
分
解
性
を
有
す
る
こ
と
、
と
整
理

で
き
る
。
た
だ
し
、
パ
ル
プ
製
造
の
際
に
水
使
用

量
が
多
い
こ
と
や
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
比
べ
て
重

く
な
り
輸
送
時
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
が
増
え
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
環
境
負
荷
の
議
論
に
は
個
別
の
計

算
が
欠
か
せ
な
い
。

ま
た
、
原
料
で
あ
る
木
材
を
適
切
に
調
達
し
て

い
な
け
れ
ば
、
森
林
破
壊
に
つ
な
が
る
。
適
切
な

森
林
管
理
と
加
工
・
流
通
を
認
証
さ
れ
た
製
品
を

示
す
F
S
C
ラ
ベ
ル
が
付
い
て
い
る
も
の
や
、
竹

や
バ
ガ
ス
（
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
絞
り
か
す
）
な
ど
が
原

料
の
も
の
を
選
ぶ
こ
と
も
重
要
だ
。
加
え
て
、
古

紙
利
用
は
資
源
循
環
の
観
点
か
ら
優
秀
で
あ
り
、

特
に
日
本
の
古
紙
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
は
世
界

随
一
と
さ
れ
る
。
牛
乳
パ
ッ
ク
の
よ
う
な
内
側
に

薄
く
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
塗
布
さ
れ
た
も
の
で
も
、

三
割
以
上
が
リ
サ
イ
ク
ル
に
回
さ
れ
て
い
る
。

新
し
い
紙
の
か
た
ち

紙
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
代
替
す
る
際
に
は
、
丈

夫
さ
と
耐
水
・
耐
油
性
の
担
保
の
他
に
、
厚
み
の

あ
る
立
体
的
な
形
を
作
る
の
が
難
し
い
と
い
う
課

題
が
あ
る
。
そ
こ
で
期
待
で

き
る
の
が
、
パ
ル
プ
モ
ー
ル

ド
だ
。
水
に
溶
か
し
た
紙
繊

維
を
金
網
で
漉す

き
上
げ
乾
燥

さ
せ
て
作
る
た
め
、
従
来
の

紙
製
品
よ
り
も
複
雑
な
立
体

成
型
が
可
能
な
う
え
、
古
紙

も
原
料
と
し
て
利
用
で
き
る
。

も
っ
と
も
身
近
な
パ
ル
プ

モ
ー
ル
ド
は
卵
パ
ッ
ク
だ
。

家
電
な
ど
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー

ル
製
緩
衝
材
の
代
替
の
ほ
か

に
、
最
近
で
は
電
子
機
器
の
個
装
に
も
広
く
使
わ

れ
て
い
る
。
パ
ル
プ
モ
ー
ル
ド
の
歴
史
は
一
〇
〇

年
程
度
で
、
紙
の
歴
史
の
な
か
で
は
比
較
的
新
し
い
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
得
意
と
し
て
き
た
役
割
を
、
紙

が
あ
ら
た
に
引
き
受
け
る
一
例
だ
。

紙
の
ざ
ら
っ
と
し
た
質
感
や
温
か
み
の
あ
る
色
は
、

自
然
な
風
合
い
で
「
エ
コ
」
を
直
感
的
に
感
じ
ら
れ
、

環
境
配
慮
と
の
相
性
は
頗す

こ
ぶ

る
良
い
。
紙
が
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
を
代
替
し
て
い
る
の
を
見
か
け
た
ら
、
ぜ

ひ
気
に
か
け
て
い
た
だ
け
な
い
だ
ろ
う
か
。
紙
ス

ト
ロ
ー
は
や
は
り
苦
手
だ
と
い
わ
れ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
時
代
の
波
に
応
じ

て
変
遷
し
て
き
た
紙
の
役
割
に
思
い
を
馳は

せ
る
こ

と
は
で
き
る
の
で
は
。

環
境
配
慮
時
代
の
素
材安あ

ん

藤ど
う 

悠ゆ
う

太た

　 

京
都
大
学 

特
定
助
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ペーパーレス時代の紙特集

近代以降の政治、外交、経済、宗教、科学、芸術、教育……
みんな、大量の紙と印刷技術あってこそだった。

ついに昨今、エコの観点からペーパーレス化で文書は電子化。
いっぽう、これまたエコの観点からプラスチックをやめて、紙 !

紙は何度でも生き返る。
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上：上山八幡宮の切り透かし形式のキリコ
下：上山八幡宮で「恵比寿の弊」（鯛飾り）を作る工藤庄悦宮司

（どちらも宮城県 南三陸町、2012年）

左：馬瑞蘭さん作の「寒衣」。ミニチュアサイズで、剪紙が装飾に使われている。
紙靴は菓子のパッケージなどを流用して作られる一方、寝具は綿が詰めら
れるなど細かな細工もされている（中国 陝北地域、2012年）

右：中国陝北の病送りの儀礼で用いられる「丹青」（中国 陝北地域、2008年）

右頁：「南三陸311メモリアル」で開催された「南三陸みんなのきりこ展」の展示。右上
は豊楽食堂で鉄板で焼きそばを焼いていた遠藤さんの記憶を映した形

（宮城県 南三陸町、2024年）

三
陸
沿
岸
地
域
で
正
月
を
飾
る
キ
リ
コ

「〈
ふ
る
〉（
振
／
震
る
）
こ
と
で
、
見
え
な
い
も

の
の
依よ

り

代し
ろ

と
な
る
」

宮
城
県
南
三
陸
町
に
あ
る
上

か
み
の
や
ま山
八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

の
工く

藤ど
う

真ま

弓ゆ
み

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
風
に
揺
れ
る
「
キ
リ
コ
」

が
神
の
気
配
を
知
ら
せ
る
の
だ
と
い
う
。
彼
女
も

作
り
手
で
あ
る
キ
リ
コ
は
三
陸
沿
岸
の
寺
社
で
氏

子
に
頒
布
さ
れ
る
正
月
飾
り
で
、
平
面
的
な
「
切

り
透
か
し
」
型
と
立
体
的
な
「
恵え

比び

寿す

の
幣へ
い

」
の

二
種
類
が
あ
る
。
大
漁
祈
願
に
は
網
に
タ
イ
、
モ
チ
、

神
酒
、
扇
子
な
ど
の
形
が
、
山
間
部
の
神
社
の
キ

リ
コ
だ
と
五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
う

を
祈
っ
て
牛
馬
や
米
俵
な
ど

の
形
が
切
り
出
さ
れ
る
。
キ
リ
コ
に
は
、
現
物
を

供
え
ら
れ
な
い
苦
難
の
と
き
も
、
神
聖
な
紙
に
豊

か
さ
を
施
し
乗
り
越
え
て
き
た
、
古

い
に
し
え

の
人
び
と
の

祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
工
藤
さ
ん
は
語
る
。

「
囲
炉
裏
が
あ
っ
た
こ
ろ
は
キ
リ
コ
は
煤す

す

け
て
真
っ

黒
。
今
も
一
年
経
て
ば
湿
気
や
た
ば
こ
の
煙
で
黄

ば
ん
で
別
物
」
と
住
民
は
語
る
。
あ
ら
た
な
年
の

は
じ
ま
り
に
、
真
っ
白
で
美
し
い
形
の
キ
リ
コ
が

飾
ら
れ
る
こ
と
で
、
神
棚
は
清
々
し
さ
を
取
り
戻
す
。

一
方
、
古
い
キ
リ
コ
は
神
社
に
戻
さ
れ
、
小
正

月
前
夜
の
ど
ん
と
祭さ

い

の
御ご

神じ
ん

火か

で
焼
か
れ
て
消
え

失
せ
る
。
人
び
と
は
そ
の
煙
に
あ
た
り
、
今
年
一

年
の
無
病
息
災
を
祈
願
す
る
。
儚
い
紙
だ
か
ら
こ

そ
、
年
ご
と
に
あ
ら
た
な
形
と
し
て
再
生
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

形
は
作
り
手
の
な
か
に
あ
る

東
日
本
大
震
災
の
津
波
被
害
を
受
け
た
神
社
で

は
、
神
職
か
ら
「
恵
比
寿
の
幣
は
初
め
か
ら
型
紙

が
な
く
、
形
は
自
分
の
な
か
に
あ
る
の
で
困
ら
な

か
っ
た
」
と
も
聞
い
た
。
作
り
手
の
手
の
な
か
に

形
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
災
禍
に
あ
っ
て

も
キ
リ
コ
は
早
々
に
復
活
し
、
生
き
存
え
る
こ
と

が
で
き
た
。

紙
は
す
ぐ
に
破
れ
る
。
火
に
は
燃
え
る
。
水
に

は
溶
け
る
。
だ
か
ら
こ
そ
切
り
出
さ
れ
た
紙
の
形

は
古
来
よ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
願
い
や
、
逆
に
災

い
ま
で
も
、
神
々
や
死
者
が
住
ま
う
他
な
る
世
界

に
転
移
さ
せ
て
き
た
。
日
本
各
地
で
は
「
流
し

雛び
な

」
や
「
形か
た

代し
ろ

」
と
い
っ
た
、
人ひ
と

形が
た

に
切
り
抜
い

た
紙
に
、
人
間
の
穢け

が

れ
や
厄
を
移
し
て
川
や
海
に

流
す
風
習
が
知
ら
れ
る
。

わ
た
し
の
調
査
地
で
あ
る
中
国
陝せ

ん

北ほ
く

地
域
で
も
、

病や
ま
い

送お
く

り
の
儀
礼
の
際
、
家
族
や
巫ふ

師し

に
よ
っ
て
五

色
の
人
形
の
切
り
紙
「
丹タ

ン

青チ
ン

」
が
作
ら
れ
、
患
部

を
そ
れ
で
撫な

で
た
後
に
村
内
の
辻つ
じ

で
燃
や
さ
れ
る
。

ご
先
祖
の
冬
支
度
用
に
作
ら
れ
る
紙
製
の
「
寒ハ
ン

衣イ

」
も
ま
た
、
墓
前
で
燃
や
さ
れ
て
あ
の
世
へ
と
送

ら
れ
る
。
紙
の
形
は
今
こ
の
場
所
か
ら
消
失
す
る
こ

と
で
、
彼
方
の
世
界
と
人
び
と
を
つ
な
ぐ
の
で
あ
る
。

儚
い
紙
ゆ
え
の
永
さ

消
失
と
再
生
を
く
り
返
す
伝
承
切
り
紙
は
、
作

り
手
が
折
々
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
、
記
憶
の
表

現
媒
体
と
も
な
る
。
た
と
え
ば
陝
北
の
寒
衣
作
り

の
名
手
で
も
あ
る
馬マ

ァ

瑞ル
イ

蘭ラ
ン

さ
ん
は
、
若
く
し
て
亡

く
し
た
夫
や
息
子
を
想
い
、
か
つ
て
自
ら
の
手
の

な
か
に
あ
っ
た
家か

族ぞ
く

団だ
ん

欒ら
ん

の
風
景
、
そ
の
在
り
し

日
の
イ
メ
ー
ジ
を
絵
日
記
の
よ
う
に
紙
の
形
を
切

り
出
す（
表
紙
写
真
）。
紙
だ
か
ら
永
く
は
も
た
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
く
り
返
し
作
ら
れ
る
彼
女
の
剪せ
ん

紙し

に
は
、

同
じ
モ
チ
ー
フ
で
も
、
自
分
や
社
会
の
現
状
が
投

影
さ
れ
、
切
る
た
び
に
あ
ら
た
な
形
が
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
れ
と
通
じ
る
切
り
紙
の
形
に
、
今
夏
訪
れ
た

南
三
陸
町
の
震
災
伝
承
施
設
で
出
会
っ
た
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
が
住
民
の
震
災
前
や
後
の
経

験
を
聞
き
取
り
、
神
社
の
キ
リ
コ
の
様
式
を
模
し

て
切
り
紙
に
あ
ら
わ
す
「
南
三
陸
み
ん
な
の
き
り

こ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。
失
わ
れ
た
街
の
風
景
や
過

ぎ
去
っ
た
思
い
出
を
ひ
と
と
き
だ
け
の
せ
て
ゆ
ら

ゆ
ら
と
〈
ふ
る
〉
切
り
紙
。
儚は
か
な

く
消
え
る
か
ら
こ

そ
人
び
と
の
手
で
く
り
返
し
作
ら
れ
、
想
い
や
記

憶
を
「
再
生
」
さ
せ
る
。
そ
こ
に
紙
の
形
の
生
命

力
を
感
じ
た
。

切
り
紙〈
ふ
る
〉丹に

羽わ 

朋と
も

子こ
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特集  ペーパーレス時代の紙

7 2024.12 62024.12

わたしが記しているフィールドノートにも、人びとは特別な力が宿るのを感じているのだろうか
（南スーダン アヨッド郡、2013年、ジェームズ・ガルアク・チュオル撮影）

今なお牛とともにあるヌエルの村落部の暮らし（南スーダン ナーシル郡、2010年）

unityseparation
انفصال وحدة

2011年の南部スーダン住民投票で使用された投票用紙
（イメージ）。丸枠に拇印を押して投票する
出典：橋本栄莉著『エ・クウォス―南スーダン・ヌエル
社会における予言と受難の民族誌』（九州大学出版会）
278頁を元に編集部にてイメージ作成

右：投票日までの日数をカウントダウンする看板。中央
にあるのは分離独立を示す「片手」のイラスト

　  （南スーダン 首都ジュバ、2011年）

隣国のウガンダで避難生活を送るヌエルの
難民自助組織における役割を示す「証明書」

（ウガンダ キリヤドンゴ難民居住区、2018年）

紙
は
弱
い

「
ね
ぇ
、
な
ん
で
そ
ん
な
に
ペ
ラ
ペ
ラ
の
『
紙
切
れ
』

が
大
事
な
の
？
」

二
〇
一
〇
年
代
、
南
ス
ー
ダ
ン
の
村
落
部
に
暮

ら
す
牛
牧
民
、
ヌ
エ
ル
の
人
び
と
は
、
婚
姻
届
に

よ
っ
て
結
婚
が
成
立
し
て
し
ま
う
わ
た
し
た
ち
の

「
紙
」
文
化
を
笑
っ
た
。
人
間
の
出
生
か
ら
結
婚
、

死
亡
ま
で
を
文
書
で
管
理
・
把
握
さ
れ
、
国
家
の

行
く
末
を
投
票
用
紙
で
決
定
し
、
わ
た
し
た
ち
の

人
生
の
多
く
の
悩
み
も
紙
幣
に
ま
つ
わ
る
も
の
ば

か
り
。「
自
身
の
代
理
」
で
も
あ
る
ハ
ン
コ
を
紙
切

れ
に
押
し
た
こ
と
で
、
ど
れ
だ
け
の
人
び
と
が
人

生
を
破
滅
さ
せ
て
き
た
こ
と
か
。

ヌ
エ
ル
の
人
び
と
曰い

わ

く
、「
紙
は
弱
い
」。
水
に

ぬ
れ
れ
ば
す
ぐ
に
破
れ
て
し
ま
う
し
、
シ
ロ
ア
リ

や
ヤ
ギ
が
食
べ
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
、
紙
は
物

質
的
に
は
最
弱
な
も
の
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
が
紙
に
与
え
て
い

る
価
値
は
最
強
だ
。
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
彼

ら
が
抱
く
疑
問
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
な
ぜ
わ
た

し
た
ち
は
、
こ
ん
な
に
も
「
弱
い
」
も
の
に
人
生

を
振
り
回
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

牛
は
最
強

ヌ
エ
ル
社
会
で
最
強
の
交
換
媒
体
は
、
牛
で
あ
る
。

牛
は
祖
先
か
ら
受
け
継
が
れ
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
と

も
に
歩
ん
で
き
た
自
己
の
分
身
と
も
い
え
る
存
在
だ
。

牛
は
単
な
る
食
糧
な
ど
で
は
な
い
。
交
換
す
る
こ

と
で
友
情
を
育
ん
だ
り
、
婚
資
と
し
て
花
嫁
側
に

贈
る
こ
と
で
、
多
く
の
妻
を
得
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
他
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
賠
償

に
な
る
し
、
神
々
に
捧さ

さ

げ
る
こ
と
で
共
同
体
や
個

人
の
人
生
の
安
寧
を
祈
る
こ
と
も
で
き
る
。
人
間

の
よ
う
に
血
肉
を
も
ち
、
次
か
ら
次
へ
と
子
ど
も
を

産
む
、
ま
さ
に
「
生
き
た
貯
蓄
」（livestock

／
家
畜
）

で
あ
る
牛
は
と
て
も
「
強
い
」

―
は
ず
だ
っ
た
。

し
か
し
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地
支
配
期
以
降
、

ヌ
エ
ル
の
人
び
と
は
文
書
の
圧
倒
的
な
政
治
・
軍

事
的
力
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
自
分
た
ち
の
名

前
や
、「
税
」
と
し
て
政
府
に
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
牛
の
頭
数
が
紙
に
記
入
さ
れ
、
牛
の
管
理

か
ら
土
地
の
立
ち
退
き
ま
で
を
行
政
文
書
は
可
能

に
し
た
。
行
政
文
書
の
み
な
ら
ず
、
紙
幣（
＝
経
済
）

や
ノ
ー
ト（
＝
教
育
）、
聖
書（
＝
宗
教
）
や
処
方
箋

（
＝
医
療
）
と
し
て
、
紙
・
文
書
と
そ
れ
ら
を
取
り

扱
う
力
は
彼
ら
の
人
生
を
左
右
さ
え
し
た
。
こ
の

よ
う
な
紙
の
驚
く
べ
き
力
ゆ
え
に
、
ヌ
エ
ル
の
人

び
と
は
い
つ
し
か
紙
を
、「
神
」
に
近
い
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
区
分
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
〇
〇
年
前
の
予
言

長
年
に
わ
た
る
内
戦
の
末
、
二
〇
一
一
年
、
南

ス
ー
ダ
ン
は
ス
ー
ダ
ン
か
ら
独
立
し
た
。
分
離
独

立
を
決
定
づ
け
た
の
も
ま
た
、
投
票
用

紙
と
い
う
紙
で
あ
っ
た
。
識
字
率
の
低

い
南
ス
ー
ダ
ン
で
は
、
投
票
用
紙
に
は

文
字
で
は
な
く
、
分
離
独
立
か
、
統
合

か
の
選
択
肢
が
イ
ラ
ス
ト
で
示
さ
れ
た
。

ヌ
エ
ル
の
人
び
と
は
投
票
用
紙
を
見
て

驚
い
た
。
分
離
独
立
を
示
す
「
片
手
」

の
イ
ラ
ス
ト
は
、
一
〇
〇
年
以
上
前
に

存
在
し
た
ヌ
エ
ル
出
身
の
予
言
者
ン
グ

ン
デ
ン
・
ボ
ン
に
よ
っ
て
予
言
さ
れ
て

い
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。

ン
グ
ン
デ
ン
・
ボ
ン
は
、
生
前
は
そ
の
奇
妙
な

言
動
か
ら
「
狂
人
」
と
し
て
人
び
と
に
見
な
さ
れ

て
い
た
。
死
後
に
な
っ
て
、
彼
が
残
し
た
歌
や
言

動
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
到
来
や
内
戦
、
そ
し
て
ノ
ー

ト
や
そ
こ
に
書
か
れ
た
文
字
な
ど
「
紙
」
を
重
視

す
る
近
代
教
育
の
到
来
を
予
言
し
て
い
た
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
今
で
は
、
ヌ
エ
ル
を

越
え
て
多
く
の
民
族
集
団
の
あ
い
だ
で
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
彼
の
予
言
的
言
動
の
ひ
と
つ
に
、

「
苦
難
の
後
、
一
本
の
手
が
人
び
と
を
救
う
」
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
起

こ
し
た
ヌ
エ
ル
の
人
び
と
は
、
用
紙
の
背
後
に
「
神

の
意
志
」
を
感
じ
と
り
、
投
票
所
へ
と
向
か
っ
た
。

現
在
、
ヌ
エ
ル
の
人
び
と
は
自
分
た
ち
の
「
憲

法
」
や
、
民
族
に
お
け
る
役
割
を
示
す
「
証
明
書
」

を
発
行
し
、
紙
の
神
的
な
力
を
借
り
な
が
ら
、
共

同
体
や
自
己
の
価
値
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と

に
精
を
出
し
て
い
る
。

ヌ
エ
ル
の
人
び
と
も
も
は
や
、
わ
た
し
た
ち
を

笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶
対
に
牛
で
あ
る
べ
き

と
さ
れ
て
き
た
婚
資
も
、
内
戦
に
よ
る
牛
の
激
減

の
た
め
に
、
徐
々
に
紙
幣
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
つ

つ
あ
る
。
と
も
に
「
弱
い
」
は
ず
の
紙
の
不
可
思

議
で
神
的
な
力
に
人
生
を
翻
弄
さ
れ
る
、
同
時
代

を
生
き
る
仲
間
な
の
だ
。
安
定
し
た
電
気
の
供
給

が
な
い
、
つ
ま
り
誰
で
も
ど
こ
で
も
充
電
で
き
る

環
境
が
な
い
ヌ
エ
ル
社
会
で
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化

の
動
き
は
ま
だ
ま
だ
先
に
な
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
。

牛
牧
民
ヌ
エ
ル
に
と
っ
て
の
紙
き
れ
一
枚

橋は
し

本も
と 

栄え

莉り
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上：粘土型を自然乾燥させ、「和紙貼り」をおこなう
下：裏側から粘土型を打ち砕く「脱活」

（どちらも島根県 大田市、2009年）左頁：小林泰三 壁画レリーフ《 八 岐 大 蛇》
　　 日本神話の世界を表現した「和紙レリーフ」作品。迫力ある造形と

貼り重ねた石州和紙の美しい風合いが魅力

石見神楽面。土と和紙、そして高い技術と知識をもった職人たちにより「和紙面」が
生み出され、石見神楽の発展に大きな影響を与えた（島根県 大田市、2024年）

キャプション
（島根県大田市、●●●●年）

神
の
力

島
根
県
の
石い
わ

見み

地
域
に
残
る
民
俗
芸
能
「
石
見

神
楽
」。

こ
の
芸
能
で
使
わ
れ
る
神
楽
面
は
、
全
国
的
に

も
め
ず
ら
し
い
和
紙
面
で
あ
る
。

も
と
も
と
「
石
見
神
楽
」
は
、
江
戸
時
代
ま
で

神
職
に
よ
っ
て
執
り
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の

時
代
は
す
べ
て
木
彫
り
の
面
を
使
用
し
て
い
た
。

し
か
し
、
明
治
に
入
り
神
職
の
演
舞
が
禁
止
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、
氏
子
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
石
見

の
神
楽
舞
は
、
テ
ン
ポ
の
速
い
囃は

や

子し

と
舞
に
変
わ
っ

て
い
く
。

そ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
木
彫
り
面
に
代
わ
る
軽

量
な
も
の
が
求
め
ら
れ
、
和
紙
製
の
軽
い
面
が
考

案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
技
法
は
、
ま
ず
粘
土
に
よ
っ
て
型
を
塑
像
し
、

乾
燥
し
て
固
ま
っ
た
そ
の
原
型
に
、
柿
渋
入
り
の

糊の
り

を
浸
透
さ
せ
た
石せ
き

州し
ゅ
う

和
紙
を
貼
り
重
ね
て
い
く
。

和
紙
を
細
か
く
手

で
千
切
り
、
引
き
伸

ば
し
な
が
ら
貼
り
重

ね
る
こ
の
「
和
紙
貼

り
」
と
い
う
作
業
を
五
〜
六
回
繰
り
返
し
て
、
約

一
〇
日
間
か
け
て
五
ミ
リ
メ
ー
ト
程
度
の
厚
み
ま

で
貼
り
重
ね
る
。

そ
し
て
、
原
型
の
粘
土
型
を
裏
面
か
ら
木き

槌づ
ち

で

打
ち
壊
す
こ
と
で
、
和
紙
だ
け
の
素
地
を
生
み
出
す
。

奈
良
時
代
の
塑
像
技
法
で
あ
る
「
脱だ

っ

活か
つ

乾か
ん

漆し
つ

」
に

類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
業
は
「
脱
活
」

と
よ
ば
れ
て
い
る
。
和
紙
の
み
と
な
っ
た
面
に
、

日
本
古
来
の
顔
料
で
あ
る
胡ご

粉ふ
ん

を
塗
り
重
ね
、
口

や
目
な
ど
の
彩
色
を
施
し
、
種
類
に
よ
っ
て
は
馬

の
毛
な
ど
を
植
え
て
完
成
と
な
る
。

神
の
地
か
ら

石
見
の
和
紙
面
の
最
大
の
特
徴
は
、
こ
の
脱
活

技
法
に
あ
る
。

和
紙
製
の
お
面
と
い
え
ば
、
兵
庫
県
の
「
姫
路

張
り
子
面
」
や
、
京
都
府
の
「
嵯さ

峨が

面め
ん

」
が
有
名
だ
。

福
島
県
や
岩
手
県
に
も
和
紙
製
の
お
面
が
残
っ
て

い
る
。
そ
の
技
法
は
、
木
型
や
石せ

っ

膏こ
う

型
を
土
台
と

し
て
、
型
か
ら
抜
き
取
る
「
張
り
抜
き
」
と
い
う

技
法
で
あ
る
。
石
見
に
は
、
こ
の
張
り
抜
き
製
の

神
楽
面
も
一
部
地
域
で
残
っ
て
い
た
。

島
根
県
西
部
に
分
布
す
る
都つ

野の

津づ

層
と
い
う
地

層
か
ら
、
瓦
や
水
瓶
に
適
し
た
良
質
の
粘
土
が
豊

富
に
採
取
で
き
た
こ
と
に
加
え
、
そ
の
粘
土
を
材

料
と
し
て
土
人
形
を
制
作
す
る
「
土
人
形
師
」
が
、

江
戸
時
代
か
ら
多
く
存
在
し
て
た
。
こ
の
良
質
で

豊
富
な
粘
土
と
土
人
形
師
に
よ
っ
て
、
石
見
神
楽

の
和
紙
面
は
よ
り
精
巧
な
脱
活
技
法
の
技
術
で
発

展
し
て
い
っ
た
。

粘
土
で
造
形
し
た
原
型
を
打
ち
壊
す
脱
活
技
法

は
、
神
楽
面
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
な
る
可
能
性
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

紙
の
力

現
在
、
わ
た
し
の
工
房
で
は
神
楽
面
だ
け
で
な

く
和
紙
製
の
装
飾
作
品
「
和
紙
レ
リ
ー
フ
」
を
製

作
し
て
い
る
。
旅
館
や
ホ
テ
ル
の
壁
面
、
天
井
な

ど
に
脱
活
技
法
に
よ
っ
て
制
作
し
た
「
雲
」
や

「
龍
」、「
八や

ま
た
の
お
ろ
ち

岐
大
蛇
」
な
ど
で
日
本
神
話
の
世
界

を
表
現
し
て
い
る
。

襖ふ
す
ま

ほ
ど
の
大
き
さ
の
作
品
で
も
、

指
一
本
で
持
て
る
重
さ
な
の
で
、

壁
や
天
井
に
負
担
が
か
か
る
こ
と

が
な
い
。
ま
た
、
和
紙
は
貼
り
重

ね
る
こ
と
で
頑
丈
に
な
る
た
め
、

壁
面
の
接
続
部
分
で
接
着
剤
を
使

う
こ
と
な
く
、
和
紙
の
み
で
作
品

を
安
定
、
固
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

軽
さ
と
頑
丈
さ
、
貼
り
重
ね
の

美
し
さ
が
最
大
の
魅
力
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

石
見
神
楽
の
舞
台
で
し
か
用
い

ら
れ
な
か
っ
た
和
紙
の
面
が
、
今
、

イ
ン
テ
リ
ア
装
飾
と
し
て
人
び
と

の
生
活
空
間
に
溶
け
込
み
、
多
く

の
方
々
の
目
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
先
人
の
工
夫
と
努
力

あ
っ
て
の
こ
と
と
、
日
々
、
感
謝

と
尊
敬
の
念
を
忘
れ
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
。
一
枚
の
薄
い
紙
か
ら
、

あ
ら
ゆ
る
造
形
物
を
生
み
出
す
こ

と
が
で
き
る
こ
の
技
法
と
素
材
を
、

次
の
世
代
に
し
っ
か
り
と
伝
え
つ

な
げ
て
い
き
た
い
。

小こ

林
ば
や
し 

泰た
い

三ぞ
う

　 

株
式
会
社
小
林
工
房 

代
表

カ
ミ
ノ
チ
カ
ラ
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古代エジプトの「死者の書」
ネネト・コンスウという女性に捧げられた死者の書で、
呪文の第26章ならびに第30章が筆書きヒエログリフ
で書かれている

（エジプト、国立民族学博物館蔵H0183879）

パピルス草（エジプト ルクソール西岸、2004年）

左頁：紙を漉すための簀桁（すけた）と舟
       （高知県、2007年、和紙スタジオかみこや提供）

パ
ピ
ル
ス
紙
は
紙
な
の
か
？

海
外
の
と
あ
る
博
物
館
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ル
ー

ム
で
待
っ
て
い
る
と
、
申
請
し
て
い
た
古
代
エ
ジ

プ
ト
の
パ
ピ
ル
ス
写
本
が
運
ば
れ
て
き
た
。
ワ
ク

ワ
ク
し
つ
つ
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
ヒ
エ
ラ
テ
ィ
ッ

ク
（
神
官
文
字
）
の
筆
跡
を
凝
視
す
る
。
文
字
は
、

堂
々
と
迷
い
な
く
書
か
れ
て
い
る
一
方
で
、
水
で

消
し
て
修
正
し
た
箇
所
や
、
か
す
れ
た
部
分
が
あ

る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
。
イ
ン
ク
の

か
す
れ
は
、
書
字
材
料
で
あ
る
パ
ピ
ル
ス
紙
の
制

作
技
法
に
関
係
し
て
い
る
。

パ
ピ
ル
ス
紙
と
は
、
パ
ピ
ル
ス
草
を
薄
く
は
い

で
短
冊
状
に
し
た
も
の
を
縦
横
に
組
み
合
わ
せ
、

上
か
ら
叩た

た

い
て
シ
ー
ト
に
し
た
も
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、

パ
ピ
ル
ス
紙
を
観
察
す
る
と
、
ま
っ
す
ぐ
走
る
繊

維
の
長
い
線
が
見
え
る
。
パ
ピ
ル
ス
写
本
の
文
字

の
か
す
れ
は
、
繊
維
の
線
が
筆
の
邪
魔
を
し
て
生

じ
た
も
の
だ
。

さ
て
、
こ
の
薄
い
シ
ー
ト
と
し
て
の
パ
ピ
ル
ス
紙
。

そ
れ
を
指
す
ラ
テ
ン
語
のpapyrus

が
英
語
の

paper

「
紙
」
の
語
源
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
ん
と

も
壮
大
な
歴
史
を
感
じ
る
話
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
パ
ピ
ル
ス
紙
は
「
紙
」

で
は
な
い
。「
紙
」
と
は
、
植
物
の
繊
維
を
細
か

く
粉
砕
し
、
水
に
溶
か
し
、
漉す

い
て
繊
維
ど
う
し

を
か
ら
め
、
薄
く
膠こ

う

着ち
ゃ
く

さ
せ
た
も
の
と
定
義
さ
れ
る
。

パ
ピ
ル
ス
紙
に
は
漉
く
工
程
が
な
い
た
め
、
残
念

な
が
ら
「
紙
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

実
現
し
な
い
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
社
会

漉
く
工
程
を
と
も
な
う
紙
の
技
法
は
中
国
で
発

明
さ
れ
た
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
最
古
の
紙
は
紀
元

前
一
五
〇
年
こ
ろ
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
紙
は
、

長
い
歴
史
を
経
て
世
界
各
地
に
伝
わ
り
、
現
在
で
は
、

も
っ
と
も
簡
易
な
記
録
媒
体
と
し
て
日
常
的
に
使

用
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
記
録
媒
体
の
王
者
と
し
て
の
紙
の

地
位
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
電
子
媒
体
が
急
速

に
発
達
し
た
。
今
や
、
デ
ジ
タ
ル
で
書
か
れ
る
文

書
の
量
は
、
手
書
き
で
紙
に
書
か
れ
る
文
書
の
量

を
は
る
か
に
凌

り
ょ
う

駕が

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
ジ

タ
ル
化
の
流
れ
か
ら
、
近
い
将
来
、
ペ
ー
パ
ー
レ

ス
社
会
が
や
っ
て
く
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
れ
は
絵
に
描
い
た
餅
の
よ
う
な
も
の
で
、

い
っ
こ
う
に
実
現
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

機
動
性
と
表
示
性
な
ど
、
紙
に
は
電
子
媒
体
に
は

な
い
利
便
性
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

紙
に
書
く
の
は
書
記
、
石
に
は
彫
刻
家

お
も
え
ば
、
近
代
官
僚
制
に
よ
る
事
務
管
理
は

紙
と
印
刷
技
術
に
支
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、

東
ア
ジ
ア
の
場
合
、
紙
に
お
墨
付
き
を
与
え
る
の

が
印
鑑
で
あ
る
。
電
子
フ
ァ
イ
ル
で
了
承
を
得
て

い
る
と
い
う
の
に
、〝
原
本
（
＝
電
子
フ
ァ
イ
ル
を

紙
に
出
力
し
、
署
名
・
捺な

つ

印い
ん

し
た
も
の
）〞
の
郵
送
が

求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
人

も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
官
僚
制
で
も
書
記
が
重
要
な

地
位
を
占
め
て
い
た
。
永
続
性
と
い
う
点
か
ら
い

え
ば
、
石
材
に
文
字
を
彫
り
込
む
方
が
効
果
的
な

の
だ
が
、
石
材
に
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
を
彫
る
の
は
、

書
記
で
は
な
く
、
彫
刻
家
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
あ
る
書
記
は
「
パ
ピ
ル
ス
の
巻
物
は
、
文
字

の
刻
ま
れ
た
石
碑
よ
り
も
、
有
益
で
あ
る
」
と
述
べ
、

書
記
の
社
会
的
な
地
位
の
高
さ
を
称た

た

え
て
い
た
。

紙
と
い
う
の
は
、
簡
易
な
書
字
材
料
と
し
て
の
個

人
的
な
使
用
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
の
あ
り
方
と

結
び
つ
い
て
存
続
し
て
い
る
よ
う
だ
。

永な
が

井い 

正ま
さ

勝か
つ

　 

民
博 

特
任
教
授

記
録
媒
体
の
王
者
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み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
特
別
展

吟
遊
詩
人
の
世
界

会
期　

12
月
10
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

客は
っ
か家
と
日
本
―
華
僑
華
人
が
つ
む
ぐ
、

も
う
ひ
と
つ
の
東
ア
ジ
ア
関
係
史

会
期　

12
月
3
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

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

「
ペト
ル
ー
ニ
ャ
に
祝
福
を
」

日
時 

12
月
14
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時

15
分（
12
時
30
分
受
付
・
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　
「
ペ
ト
ル
ー
ニ
ャ
に
祝
福
を 

/ G
o

d
 E

xists, H
e

r N
a

m
e

 Is 
Petrunya

」（
2
0
1
9
年
）

司
会
・
解
説

 

菅
瀬
晶
子（
本
館 

准
教
授
）

参
加
費　

要
展
示
観
覧
券（
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
12
時
30
分
か

ら
本
館
2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券

を
確
認
後
、入
場
い
た
だ
き
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
】

▼
一
般
受
付　

12
月
11
日（
水
）ま
で

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

《
館
外
開
催
》

み
ん
ぱ
く
映
像
民
族
誌
シ
ア
タ
ー

本
館
制
作
オ
リ
ジ
ナ
ル
D
V
D「
み
ん
ぱ

く
映
像
民
族
誌
」シ
リ
ー
ズ
か
ら
、
2
つ
の

収
録
作
品
を
上
映
し
、監
修
者
に
よ
る
ト
ー

ク
を
お
こ
な
い
ま
す
。

参
加
形
式

会
場
参
加　

第
七
藝
術
劇
場（
大
阪
・
十
三
） 

 

（
各
回
定
員
90
名
）

※
館
外
で
の
開
催
で
す
。

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順
、参
加
無
料

「
20
世
紀
の
証
言  

モ
ン
ゴ
ル

―
工
業
、牧
畜
、農
業
」

日
時　

2
0
2
5
年
2
月
2
日（
日
）

 

14
時
30
分
〜
16
時
30
分（
14
時
開
場
）

解
説　

小
長
谷
有
紀（
本
館 

名
誉
教
授
）

司
会　

黒
田
賢
治（
本
館 

助
教
）

【
申
込
期
間
】

▼
友
の
会
先
行
受
付

　

12
月
16
日（
月
）〜
20
日（
金
） 

定
員
20
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　

12
月
23
日（
月
）〜

　

2
0
2
5
年
1
月
29
日（
水
）

「
つ
な
が
り
を
生
き
る  

東
京
の

エ
チ
オ
ピ
ア
移
民
」

日
時　

2
0
2
5
年
2
月
11
日（
火
・
祝
）

 

14
時
30
分
〜
16
時
30
分（
14
時
開
場
）

解
説　

川
瀬
慈（
本
館 

教
授
）

司
会　

黒
田
賢
治（
本
館 

助
教
）

【
申
込
期
間
】

▼
友
の
会
先
行
受
付

12
月
16
日（
月
）〜
20
日（
金
） 

定
員
20
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 

2
0
2
5
年
1
月
6
日（
月
）〜

　

2
月
5
日（
水
）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

年
末
年
始
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
で
巳み

〜
つ
け
た
！

ヘ
ビ
の
資
料
を
さ
が
し
に
展
示
場
を
巡
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た
方
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
缶
バ
ッ

ジ
を
差
し
上
げ
ま
す（
各
日
先
着
1
2
0
名
）。

日
時　

12
月
22
日（
日
）、
2
0
2
5
年
１
月

11
日（
土
）、
12
日（
日
）10
時
〜
16

時
30
分（
15
時
30
分
受
付
終
了
、配

布
予
定
数
が
な
く
な
り
次
第
終
了
）

受
付
場
所　

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

ホ
ー
ル

会
場　

本
館
展
示
場

※
当
日
随
時
受
付
、要
展
示
観
覧
券

　
（
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要
）

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　

12
月
14
日（
土
）、
2
0
2
5
年
1
月

11
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

人
間
文
化
研
究
機
構
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
連

X
-D
iP
L
A
S

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

地
域
研
究
ア
ー
カ
イ
ブ
画
像
の

活
か
し
方
―
地
理
学
と
歴
史
学
の

視
点
か
ら
考
え
る

日
時　

12
月
8
日（
日
）13
時
30
分
〜
17
時

（
13
時
開
場
）

会
場 

本
館
2
階
第
4
セ
ミ
ナ
ー
室

 

（
定
員
50
名
）

趣
旨
説
明　

石
山
俊（
本
館 

プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
研
究
員
）

研
究
発
表

 

渡
邊
三
津
子（
文
教
大
学 

准
教
授
）

 

原
隆
一（
大
東
文
化
大
学 

名
誉
教
授
）

 

𠮷
村
武
典（
大
東
文
化
大
学 

准
教
授
）

コ
メ
ン
ト

 

永
井
正
勝（
人
間
文
化
研
究
機
構
／

本
館 

特
任
教
授
）

 

岩
谷
洋
史（
姫
路
獨
協
大
学 

講
師
）

主
催 

人
間
文
化
研
究
機
構  

共
創
先
導

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
共
創
促
進
研
究
）

「
学
術
知
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
の

構
築
」国
立
民
族
学
博
物
館
拠
点

（X-D
iPLA

S

）

【
申
込
期
間
】　
12
月
4
日（
水
）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
1
0
0
名
）。

※
詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Q
R
）か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

本
館
研
究
協
力
課　

共
同
利
用
係

　

kiko
urenkei@

m
inp

aku.ac.jp

休
館
日
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
は
12
月
28
日（
土
）か
ら
2
0
2
5

年
1
月
4
日（
土
）ま
で
休
館
し
ま
す
。
年

始
は
1
月
5
日（
日
）か
ら
開
館
し
ま
す
。

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）
参加無料

第552回　12月21日（土）
13時30分～ 15時（12時30分開場）
地域社会で生きること
―グローバル化のなかのイタリアの
　　人びとの暮らしから
講師　宇田川妙子（本館 教授）
【申込期間】

▼一般受付　12月18日（水）まで
※友の会先行受付は終了しました。
※事前申込制、先着順 （定員320名）
※当日参加申込も可能。当日12時30分より
受付・開場します。（定員80名）

第553回　2025年1月18日（土）
13時30分～ 15時（13時開場）
ヨーロッパの多神教世界
―魔女、女神、ドルイド
講師　河西瑛里子（本館 助教）

ヨーロッパではキリスト教到来以前の信仰へ
の関心が高まっています。この多神教で自
然崇拝的な「ペイガニズム」の実践は多様で
すが、イギリスで特に盛んな魔女術、女神
運動、ドルイド教を取り上げます。

ドルイドたちの夏至の祝い（2017年）

【お知らせ】
1月のみんぱくゼミナールより事前申込制を
廃止します。参加希望の方は、当日直接会
場へお越しください。また、事前申込制の
廃止に伴い、開場時間が13時からとなります。

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、
イベント参加費は不要）

2025年1月26日（日）14時30分～15時
シーア派の殉教語り
話者　黒田賢治（本館 助教）　

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/

「20世紀の証言 モンゴル―工業、牧畜、
農業」より

「つながりを生きる  東京のエチオピア移民」
より

友の会講演会
参加形式：会場もしくはオンライン配信
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555回　12月7日（土）13時30分～ 15時
異郷の聖母子たち
―アジアの美術とキリスト教
講師　古沢ゆりあ（本館 機関研究員）
会場　本館2階第5セミナー室（定員70名）
本講演では、アジアのキリスト教美術のう
ち、近現代、特に20世紀に焦点を当てます。
1920年代から宣教師らにより、中国、日本、

東南アジアなど、各地で「現地の様式によ
るキリスト教美術」の制作が奨励されました。
それらは、現地での宣教に用いられたほか、
西洋に渡り、博物館や博覧会で展示されま
した。洋の東西を行き来した聖母子の図像
についてお話しします。

第556回
2025年1月11日（土）13時30分～ 15時
『アイヌ通史』にみる
アイヌ史研究の課題と展望
講師　マーク・ウィンチェスター（本館 助教）
会場　本館2階第5セミナー室（定員70名）
私は英語圏初の本格的なアイヌ近現代史書
を日本語に翻訳し、2021年に『アイヌ通史』 
として刊行しました。原著は、私の大学時

代の師匠が1996年に出版した本です。こ
の本を翻訳した理由の一つは、日本語のア
イヌ史研究に見られない論点がたくさん含
まれているからです。本講演では、『アイ
ヌ通史』をいかに日本のアイヌ史研究の中
に位置づけることができるか、または研究
の今後の展望についてお話しします。

会員交流のための企画
中牧理事長の　　　　　
オンラインサロン
日時　2025年1月19日（日）13時30分～15時
新しい年を迎えたこの機会に、中牧理事長
を囲んで、おしゃべりを楽しみませんか？　
※会員限定のオンラインイベントです。
　（事前申込制）

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/

お問い合わせ先

   本の紹介

エチオジャズ！？　それは、エチオピア音楽を震源と
する世界の交響。20年以上エチオピアに通う映像
人類学者が、自身の逍遥、音楽家との交流を軸に、
写真、音源紹介を含めて魅惑の音楽世界を案内し
ます。

人類が生きていく上で、死者を弔うという行為を避けるこ
とはできません。本書は海域アジア・オセアニア・琉球列
島の島世界における葬墓制をテーマに、考古学・人類学・
民族学や民俗学における最新の成果より論じる野心作です。

川瀬慈 著
エチオジャズへの蛇行
音楽之友社　2,970円（税込）

小野林太郎 編
『島世界の葬墓制
―琉球・海域アジア・オセアニア』
雄山閣　9,900円（税込）

みんぱくの活動への皆様の温かいご支援、
ご協力を心よりお願いいたします。
（受付終了／12月27日（金））

https://www.r.minpaku.
ac.jp/anniversary/
donation.html

創設50周年募金（寄附金）のお願い

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 

みて！　この重層的な筆致を！　維摩居士の表情には生気がやど
り、古代と現代の時を超えた作家の交流に胸が熱くなる。

莫高窟第220窟の入口。このな
かに壁画がある

（中国 甘粛省 敦煌市、2023年）

紙を巻きあげ、維摩と対峙する画家
（中国 甘粛省 敦煌市、2014年、正垣
雅子氏提供）

莫高窟220窟壁画「維摩」（模写）
制作│正垣雅子
標本番号│H0328068
地域│中国 甘粛省 敦煌市
展示場│中国地域の文化展示場

壁画をはぎとるわけにいかない

みんぱくの中国地域の文化展示場に、洞窟
の壁に描かれた人物画があらたに仲間入りし
たことはご存じだろうか。この画は古代シル
クロードの中継地であったオアシス都市・敦

とん

煌
こう

の近郊にある莫
ばっ

高
こう

窟
くつ

に描かれたものである。
髭
ひげ

を蓄え、眼光鋭いその人物は仏教経典に登
場する「維

ゆい

摩
ま

居
こ

士
じ

」とよばれる富豪であり、
出家はしていないが釈

しゃ

迦
か

の弟子であった。維
摩は弁論に優れ、論敵たちを次々ぎゃふんと
言わせた。そのため維摩が病気の際、釈迦の
弟子たちは畏れて見舞いに行くことを躊

ため

躇
ら

い、
文
もん

殊
じゅ

菩
ぼ

薩
さつ

が代表して見舞いにいくことになっ
た。この画は維摩が文殊菩薩と向き合い、問
答している場面である。病気のためか、議論
が白熱してか、維摩の表情は険しくもみえる
が、その鋭いまなざしにわたしは吸い込まれる。
莫高窟の壁画は、岩の表面につくられた泥
壁の上に、さまざまな彩色を施して描かれ

ている。かつては、
洞窟の仏教世界に
魅了された列強諸
国の探検家によっ
て、はぎとられ持
ち出された壁画も
ある。しかし、洞
窟と一体化してい
る壁画を、いわず

もがな、物理的にも倫理的にも持ち出すこと
は許されない。そこで、離れた場所でも壁画
と対
たい

峙
じ

することを可能にしたのが「模写」と
よばれる絵画表現である。

紙にやどった維摩の生気

模写は、画家が作品（壁画）から得られる
さまざまな情報を忠実に写しとる地道かつ繊
細な作画のプロセスである。画家は作品をさ
まざまな距離、角度からとらえ、使われた色
材や複雑な色味、重ね塗りされた順番などを
解釈し、当時の絵師の考えや行動を追体験し
ていく。
この維摩の人物画は京都市立芸術大学の正

しょう

垣
がき

雅
まさ

子
こ

さんが洞窟での調査に基づき「あげ写
し」とよばれる模写の方法で描いた作品であ
る。実寸大に打ち出された写真の上に和紙を
敷き、幾度も幾度も和紙を巻きあげ画を読み
とり、繊細に筆を置いていく。和紙の薄さと
柔軟性を活かした技法であり、和紙の上に
徐々にオリジナルの画があらわれてくる。
和紙に描かれた維摩はまるで壁に描かれた
ようであり、その力強さを失っていない。長
いときを経たことを伝える亀裂やはがれのリ
アルさに現地にいるような感覚を覚える。維
摩の目線の先にいるはずの文殊菩薩を相手に
理路整然と問答をおこなっている様子を想像
しながら、洞窟からとび出した壁画を堪能し
てもらいたい。

維摩が洞窟からやってきた！
末
すえ

森
もり

 薫
かおる

　 民博 准教授

推しコレ図鑑
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都市でも家庭菜園が盛んで、野菜やスパイスを
栽培している（インド プネー、2022年）

上：大規模改修前に展示されていたスパイス類
　 （南アジア展示場、2014年、企画課撮影）
下：産業技術博物館でのスパイス展示
　 （インド ベンガルール、2023年）

健
康
と
癒
し
の
新
展
示

み
ん
ぱ
く
に
は
、
九
つ
の
地
域
展
示
と
二
つ
の
通
文
化
展
示
か
ら
な

る
、
総
面
積
九
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
本
館
展
示
が
あ
る
。

初
め
て
訪
れ
て
、
あ
ま
り
の
広
さ
に
驚
か
れ
る
方
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ

の
本
館
展
示
は
、
一
九
七
七
年
の
開
館
以
来
、
数
十
年
に
一
度
の
大
改

修
と
、
一
〇
年
に
一
度
の
展
示
更
新
を
繰
り
返
し
、
時
代
と
と
も
に

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
続
け
て
い
る
。

南
ア
ジ
ア
展
示
場
は
、
昨
年
三
月
に
展
示
更
新
を
終
え
た
。
展
示
は
、

ま
ず
は
研
究
者
が
各
地
で
自
分
た
ち
の
研
究
に
か
か
わ
る
新
規
資
料
を

収
集
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
み
ん
ぱ
く
の
展
示
は
在
籍
す
る
研
究
者

た
ち
の
研
究
成
果
の
公
開
、
と
い
う
位
置
づ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
各
研
究
者
の
思
い
入
れ
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
は
、
健
康
と
癒
や
し
に
か
か
わ
る
資
料
を
あ
ら
た
に
展
示

し
た
く
て
、
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
関
連
資
料
を
収
集
し
た
。
じ
つ
は
、

南
ア
ジ
ア
展
示
場
に
は
か
つ
て
、
南
ア
ジ
ア
地
域
の
料
理
や
人
び
と
の

健
康
維
持
に
欠
か
せ
な
い
多
数
の
薬
草
や
ス
パ
イ
ス
が
展
示
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
ら
は
長
年
の
時
を
経
て
変
色
し
、
判
別
不
能
と
な
っ
て
お
り
、

前
の
大
規
模
改
修
時
に
撤
去
さ
れ
た
。
が
、
そ
れ
を
あ
ら
た
に
展
示
で

き
な
い
か
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
ひ
そ
か
な
野
望
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
が
盛
ん
な
南
イ
ン
ド
の
工
房
を
訪
れ
、

関
連
資
料
を
収
集
す
る
際
に
、
自
然
栽
培
さ
れ
た
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
の
薬

草
や
ス
パ
イ
ス
、
ヘ
ナ
な
ど
の
染
料
も
収
集
し
て
き
た
。

虫
や
カ
ビ
の
繁
殖
が
怖
い

と
こ
ろ
が
、
収
集
し
て
き
た
は
い
い
も
の
の
、
展
示
に
は
大
き
な

課
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
植
物
は
色
と
状
態
の
劣
化
が
免
れ
ず
、

ま
た
虫
や
カ
ビ
の
繁
殖
の
恐
れ
が
あ
り
、
博
物
館
展
示
に
は
不
向
き
な

の
で
あ
る
。
食
品
サ
ン
プ
ル
の
よ
う
な
複
製
を
作
り
展
示
す
る
と
い
う

案
も
検
討
さ
れ
た
が
、
サ
イ
ズ
が
小
さ
く
て
種
類
も
形
も
多
様
な
ス
パ

イ
ス
を
サ
ン
プ
ル
化
す
る
に
は
、
技
術
的
に
も
予
算
的
に
も
条
件
が
あ

わ
ず
、
結
局
、
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

新
し
く
設
け
ら
れ
た「
健
康
と
癒
や
し
の
探
求
」セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、

薬
草
染
め
の
ヨ
ー
ガ
衣
装
や
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
・

コ
ス
メ
な
ど
、
現
代
的
な
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
資

料
が
展
示
さ
れ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
満
足
の
い
く
も

の
と
な
っ
た
。
だ
が
、
名
残
惜
し
い
の
は
収
蔵
庫
に

保
管
さ
れ
た
ス
パ
イ
ス
類
で
あ
る
。
い
つ
か
ス
パ
イ

ス
の
変
色
を
防
ぐ
新
技
術
が
開
発
さ
れ
た
ら
、
展
示

す
る
機
会
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
夢
想
し
て
い
る
。

松
まつ

尾
お

 瑞
みず

穂
ほ

　 民博 准教授

南アジア展示場のまぼろしのスパイス
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こ行
く？

乗って、 どこ
行く？
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新型の電気三輪車。子育て世代と農業引退
者に人気を博しつつある（2015年）

（写真はどちらも中国 南京市）

呂家の電気三輪車。小さなイスを置くと、荷台にも
3～4人が乗れる（2014年）

改
革
開
放
か
ら
約
四
〇
年
、か
つ
て
は
自
転
車

大
国
と
よ
ば
れ
た
中
国
の
乗
り
物
事
情
も
大
き
な

変
貌
を
遂
げ
た
。
わ
た
し
が
南
京
市
に
滞
在
し
て

い
た
二
〇
一
三
年
か
ら
の
三
年
間
で
も
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
は
肌
身
に
感
じ
ら
れ
、例
え
ば

結
婚
の
準
備
で
は
新
居
に
加
え
て
新
車
を
用
意
す

る
の
が
定
番
と
な
る
な
ど
、都
市
部
で
も
農
村
部

で
も
自
動
車
の
数
は
増
え
つ
つ
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

こ
の
こ
ろ
の
農
村
部
で
も
っ
と
も
普
及
し
て
い
た

乗
り
物
は
、都
市
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
い
電

気
三
輪
車
で
あ
っ
た
。

「
ヨ
ー
ガ
オ（
由
高
）、お
前
は（
車
の
）免
許
は
持
っ

て
い
る
か
？
」「
持
っ
て
い
る
な
ら
大
丈
夫
、簡
単

だ
」。
二
〇
一
四
年
三
月
、南
京
市
郊
外
の
村
に
住

み
始
め
て
早
々
に
、わ
た
し
は
電
気
三
輪
車
の
運

転
の
仕
方
を
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
呂り
ょ

お
じ
さ
ん

に
教
わ
っ
た
。
最
高
時
速
は
三
〇
キ
ロ
程
度
で
、免

許
は
不
要
。
鍵
で
電
源
を
オ
ン
に
し
て
、ハ
ン
ド
ル

を
ひ
ね
る
と
推
進
し
、左
右
に
傾
け
れ
ば
曲
が
り
、

ハ
ン
ド
ル
部
も
し
く
は
足
元
の
ブ

レ
ー
キ
で
停
止
す
る
。
操
縦
方
法

は
い
た
っ
て
簡
単
だ
。
こ
う
し
て

わ
た
し
は
呂
家
の
人
び
と
を
町
に
連
れ
て
い
っ
た

り
、孫
娘
の
お
迎
え
を
任
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
っ
た
。

当
時
、都
市
部
で
は
子
ど
も
を
学
校
ま
で
送
り

迎
え
す
る
親
た
ち
の
自
家
用
車
や
ス
ク
ー
タ
ー
が

渋
滞
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
問
題
視
さ
れ
て
い

た
が
、農
村
部
の
場

合
は
、「
送
迎
車
」の

大
部
分
は
電
気
三
輪

車
が
占
め
て
い
た
。

こ
の
車
な
ら
ば
農
道

も
難
な
く
走
れ
る
上

に
、高
い
積
載
量
を

誇
る
荷
台
で
人
や
農

具
や
収
穫
物
を
運
ぶ

こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
農
村
研
究

者
の
原は
ら

田だ

津し
ん

は
か
つ
て
、農
村
で
は
生
産
と
生
活

は
一
体
で
あ
り
、農
家
の
自
動
車
は
農
産
物
の
運

搬
車
で
あ
る
と
と
も
に
家
族
づ
れ
の
ド
ラ
イ
ブ
の

道
具
に
も
な
る
と
述
べ
て
い
た
。
中
国
の
農
村
で

は
、人
び
と
の
生
活
＝
生
産
を
支
え
て
い
た
の
が
、

電
気
三
輪
車
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
二
〇
一
五
年
ご
ろ
か
ら
、自
動
車
さ

な
が
ら
に
屋
根
や
ド
ア
な
ど
の
外
装
を
備
え
た
電

気
三
輪
車
が
徐
々
に
流
行
し
は
じ
め
た
。
雨
風
を

防
げ
る
密
閉
式
の
ボ
デ
ィ
は
人
を
運
ぶ
の
に
は
好

都
合
だ
が
、も
は
や
大
き
な
農
具
や
荷
物
を
積
み

込
む
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
電
気
三
輪
車
の

ト
レ
ン
ド
に
も
、現
地
で
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
農

業
離
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

中
国
、変
わ
り
ゆ
く
村
の
電
気
三
輪
車

川か
わ

瀬せ 

由よ
し

高た
か
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―
ダ
ー
ス
レ
イ
ダ
ー
さ
ん
は
現
在
、
ラ
ッ

パ
ー
と
し
て
だ
け
で
な
く
文
筆
家
や
映
画
監

督
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
ダ
ー
ス

レ
イ
ダ
ー
さ
ん
に
と
っ
て
表
現
す
る
こ
と
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
？

音
楽
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
す
る
こ
と
、

文
章
を
書
く
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
が
あ
る
け
ど
、
じ
つ
は
全
部
一
緒

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
映
画
を
観
た
り
本

を
読
ん
だ
り
し
て
イ
ン
プ
ッ
ト
し
た
も
の

を
、
自
分
の
な
か
の
思
い
つ
き
、
降
り
て

き
た
イ
メ
ー
ジ
を
吐
き
出
し
て
外
に
送
り

返
す
。「
や
っ
て
来
る
も
の
」
と
「
吐
き

出
す
も
の
」
と
い
う
循
環
の
な
か
で
中
継

地
点
に
僕
が
い
て
、
原
稿
を
前
に
し
た
ら

文
章
に
な
る
し
、
音
楽
と
と
も
に
あ
る
と

き
は
ラ
イ
ブ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
な
る
。

―
脳
梗
塞
で
倒
れ
た
と
き
の
こ
と
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

脳
梗
塞
は
三
三
歳
の
と
き
。
あ
る
夜
、

イ
ベ
ン
ト
M
C
の
出
番
前
に
顔
を
洗
お

う
と
ト
イ
レ
に
入
っ
た
ら
、
空
間
が
ク

ル
っ
と
一
回
転
し
て
立
っ
て
い
ら
れ
な
く

な
っ
た
。
す
ぐ
に
ト
イ
レ
か
ら
転
が
り
出

た
け
ど
、
周
り
の
み
ん
な
に
何
か
を
言
っ

て
も
ま
っ
た
く
伝
わ
ら
な
い
。
な
ん
と
か

外
に
出
し
て
も
ら
っ
た
ら
、
ち
ょ
う
ど
ゲ

ス
ト
が
車
で
到
着
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

そ
の
車
で
近
く
の
総
合
病
院
に
連
れ
て

い
っ
て
も
ら
っ
た
。

検
査
を
受
け
た
ら
「
脳
梗
塞
で
す
」
と
。

三
半
規
管
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
で
、
部
屋
が
ぐ

る
ぐ
る
回
っ
て
平
衡
感
覚
が
取
れ
な
い
。

三
半
規
管
は
片
方
が
故
障
し
た
ら
、
パ
ソ

コ
ン
の
デ
ー
タ
移
行
み
た
い
に
も
う
一
方

に
機
能
が
移
る
。
こ
れ
に
三
週
間
か
か
る

と
。
結
構
驚
い
た
ん
で
す
け
ど
、
移
行
が

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
完
了
し
た
タ
イ
ミ
ン

グ
で
吐
き
気
が
止
ま
り
ま
し
た
。

リ
ハ
ビ
リ
の
段
階
で
最
初
は
歩
行
困
難

と
い
う
か
。「
あ
れ
？　

左
足
を
前
に
お

ろ
し
て
ど
う
や
っ
て
や
る
ん
だ
？
」
っ
て
、

今
ま
で
ど
う
や
っ
て
歩
い
て
い
た
の
か
わ

か
ん
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
歩
く
こ
と
を

一
か
ら
学
習
し
直
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
自

分
を
再
獲
得
し
た
と
い
う
か
、
も
う
一
度

「
自
分
が
何
者
な
の
か
」、「
自
分
が
や
っ

て
る
こ
と
は
な
ん
な
の
か
」
を
つ
か
み
直

そ
う
と
思
い
ま
し
た
。

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
に
は
元
々
、
物
事
や
価

値
を
逆
転
さ
せ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
。Bad m

eans Good

―
悪
い
っ

て
い
う
も
の
は
い
い
。「
あ
い
つ
は
イ
ル

だ
ぜ
」っ
て
褒
め
こ
と
ば
な
ん
で
す
。「
イ

ル
」
っ
て
の
は
病
気
。
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
用

語
で
「
イ
ル
」
は
か
っ
こ
い
い
っ
て
意
味

に
な
る
か
ら
、
自
分
が
病
気
に
な
っ
て
、

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
的
に
は
か
っ
こ
い
い
状
態

に
い
る
ぞ
と
い
う
ふ
う
に
読
み
替
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

僕
は
イ
ル
（
＝
病
気
）
を
レ
ペ
ゼ
ン
（
＝

代
表
）
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ
し
て
自
分

の
フ
ッ
ト
（
＝
地
元
）
は
病
院
で
あ
り
、

自
分
の
ホ
ー
ミ
ー
（
＝
地
元
の
仲
間
）
は

病
人
た
ち
で
あ
る
と
再
定
義
し
た
。

自
分
の
状
況
を
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
的
に
肯

定
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
考
え
方
を

伝
え
る
こ
と
で
、
似
た
よ
う
な
病
気
を
抱

え
て
い
る
人
た
ち
に
力
を
与
え
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

―
「5

years

」
は
、
誰
も
が
そ
の
よ
う
な

状
況
に
な
っ
た
と
き
に
力
を
も
ら
え
る
楽
曲

だ
と
思
い
ま
し
た
。

僕
の
な
か
で
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
的
な
考
え

方
が
身
に
付
い
て
、
ラ
ッ
パ
ー
と
し
て
や

る
べ
き
こ
と
が
よ
う
や
く
定
ま
っ
た
の
が

四
〇
歳
。
そ
の
あ
と
腎
臓
の
数
値
が
悪
く

な
っ
て
、
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
五
年

ぐ
ら
い
で
死
ん
で
し
ま
う
よ
っ
て
。
今
振

り
返
れ
ば
、
だ
か
ら
治
療
し
ま
し
ょ
う
と

発
破
を
か
け
る
意
味
も
あ
っ
た
と
思
う
。

そ
の
と
き
は
結
構
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
っ
た

と
同
時
に
、
五
年
っ
て
言
わ
れ
た
け
ど
、

よ
く
考
え
た
ら
明
日
交
通
事
故
に
遭
う

人
も
い
て
、
僕
ら
っ
て
い
つ
で
も
み
ん

な
命
あ
る
も
の
は
死
ぬ
。
で
も
死
っ
て
、

何
で
嫌
な
ん
だ
ろ
う
っ
て
い
う
こ
と
も
。

さ
ら
に
死
に
ち
ょ
っ
と
で
も
近
づ
き
そ

う
な
病
気
も
嫌
な
も
の
だ
っ
て
忌
避
さ

れ
て
い
る
。

死
っ
て
い
う
も
の
は
常
に
隣
を
歩
い

て
い
て
、
急
に
「
行
く
よ
」
っ
て
言
っ

て
連
れ
て
行
か
れ
る
よ
う
な
、
悪
い
友

達
み
た
い
な
感
じ
で
横
に
い
る
。
死
神

く
ん
み
た
い
な
（
笑
）。
で
も
周
り
の
人

が
確
か
に
こ
い
つ
は
そ
こ
に
い
て

歩
い
て
い
た
よ
ね
っ
て
こ
と

を
継
承
し
て
い
け
ば
意
味
が

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

―
民
博
客
員
教
授
と
し
て
、
ど
う

い
う
こ
と
を
し
て
い
き
た
い
で
す
か
？

世
界
各
地
域
の
い
ろ
ん
な
ラ
ッ
パ
ー

に
会
い
に
行
き
た
い
っ
て
い
う
の
も
あ

る
し
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
し
返
す
と
い
う
か
、
こ
の
瞬
間

に
、
こ
の
ビ
ー
ト
に
、
こ
の
こ
と
ば
が

乗
っ
て
る
こ
と
っ
て
結
構
す
ご
い
よ
っ

て
い
う
。
そ
の
感
覚
を
ど
ん
ど
ん
シ
ェ

ア
し
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

―
ぜ
ひ
、
み
ん
ぱ
く
を
テ
ー
マ
に
、
即
興

で
ラ
ッ
プ
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？

緊き
ん

迫ぱ
く

し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
／

み
ん
ぱ
く
を
素
材
に
し
て
土
台
か
ら
築

き
上
げ
る
／
同
じ
ビ
ー
ト
を
感
じ
る
／

リ
ピ
ー
ト
さ
れ
る
な
か
で
／
ど
ん
な
印

象
が
や
っ
て
く
る
か
／
イ
メ
ー
ジ
は
停

止
さ
れ
る
こ
と
な
く
／
ブ
レ
ー
キ
が
か

か
る
こ
と
な
く
／
さ
っ
き
見
て
き
た

ニ
ャ
ウ
／
ザ
ン
ビ
ア
の
奥
か
ら
や
っ
て

き
た
／
怪
物
み
た
い
な
も
の
が
／
退
屈

な
日
常
に
打
ち
込
む
／
そ
れ
は
ま
る
で

ヒ
ビ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
／
そ
の
つ

ま
ら
な
い
日
々
／
ヒ
ビ
が
入
っ
て
く
る

／
そ
の
な
か
に
意
志
が
入
っ
て
く
る
／

そ
れ
は
石
の
よ
う
に
硬
い
／
あ
る
い
は

粘
土
の
よ
う
に
柔
ら
か
い
／
ソ
フ
ト
そ

し
て
ハ
ー
ド
／
そ
し
て
ハ
ー
ト
が
ど
く

ど
く
と
し
て
い
く
よ
う
な
体
験
／
続
々

と
新
し
い
情
報
が
入
っ
て
い
く
／
そ
れ

は
怒ど

涛と
う

の
ご
と
く
／
さ
っ
き
図
書
室
で

見
て
き
た
い
ろ
い
ろ
な
辞
書
／
そ
れ
は

む
か
し
一
九
世
紀
に
書
か
れ
た
本
か
ら

／
い
ま
日
本
で
考
え
て
い
る
こ
と
が
繋

が
っ
て
い
く
／
そ
の
先
の
ス
ケ
ー
ル
／

そ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
の
向
こ
う
ま

で
行
く
み
た
い
さ
／
突
破
し
て
い
こ
う

よ
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
の
先
／
そ
し
て

一
周
し
て
回
っ
て
き
た
／
再
帰
的
に
今

／
自
分
の
い
る
場
所
に
戻
っ
て
き
た
と

き
に
見
え
て
く
る
景
色
は
／
い
か
に
そ

れ
が
変
わ
る
か
ど
う
か
／
そ
れ
が
逼ひ

っ

迫ぱ
く

し
た
日
常
を
変
え
て
い
く
た
め
に
ダ
ー

ス
レ
イ
ダ
ー
／
今
み
ん
ぱ
く
の
ラ
ッ
プ

を
聴
か
せ
て
い
ま
す

―
（
拍
手
）
ま
さ
し
く
ダ
ー
ス
レ
イ
ダ
ー

さ
ん
の
想
い
が
吐
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

入
っ
て
き
た
も
の
を
吐
き
出
す
。
入
っ

て
く
れ
ば
出
て
く
る
っ
て
い
う
循
環
構
造

に
な
っ
て
い
れ
ば
、
即
興
で
も
そ
ん
な
に

難
し
く
な
い
で
す
。

―
「
吐
き
出
す
」
っ
て
あ
る
意
味
暴
力
的

で
も
あ
り
ま
す
。
ダ
ー
ス
レ
イ
ダ
ー
さ
ん
は

穏
や
か
で
、
怒
り
や
攻
撃
性
を
感
じ
ま
せ
ん
。

感
情
の
起
伏
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
特

に
家
に
い
る
と
き
は
い
ち
ば
ん
怒
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。
娘
に
「
ま
た
怒
っ
て
る
で

し
ょ
」
と
か
言
わ
れ
る
か
ら
（
笑
）。
た
だ
、

入
っ
て
き
た
も
の
に
対
し
て
、
自
分
の
感

情
で
加
工
し
な
い
の
か
な
。
入
っ
て
き
た

も
の
に
対
し
て
怒
り
モ
ー
ド
で
加
工
し
て

吐
き
出
す
と
見
誤
っ
て
し
ま
う
。

で
も
、
感
情
自
体
は
あ
っ
て
も
い
い
。

怒
っ
て
る
自
分
を
一
歩
引
い
て
「
あ
ぁ
、

怒
っ
て
ん
な
今
」
と
。
そ
の
怒
っ
て
る
自

分
だ
か
ら
今
こ
う
思
っ
て
る
け
ど
、
怒
っ

て
る
自
分
が
こ
う
言
っ
て
る
っ
て
こ
と
は

こ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
な
っ
て
い
う
。

―
そ
れ
は
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
の
本
質
的
な
部

分
で
す
か
？

そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ

で
自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
自
分
で
見

る
二
重
性
っ
て
い
う
の
は
大
事
な
気
が
し

ま
す
。
合
わ
せ
鏡
み
た
い
に
無
限
に
自
分

を
見
て
る
自
分
を
見
て
る
自
分
を
…
…
み

た
い
な
。
そ
の
ル
ー
プ
し
て
い
く
感
じ
が

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
で
、

ル
ー
プ
し
て
る
け
ど
同
じ
じ
ゃ
な
い
。
二

回
目
っ
て
の
は
一
回
目
を
聞
い
た
あ
と
の

二
回
目
な
の
で
、
じ
つ
は
一
回
目
の
音
を

聞
い
て
い
る
と
き
と
感
覚
が
違
う
。
三
回

目
は
一
回
目
と
二
回
目
を
聞
い
た
あ
と
の

三
回
目
を
聞
い
て
る
わ
け
だ
か
ら
。
同
じ

音
だ
け
ど
二
回
通
過
し
て
感
じ
る
感
覚
。

―
地
域
や
言
語
が
変
わ
っ
て
も
共
感
で
き

る
っ
て
そ
う
い
う
部
分
な
ん
で
す
ね
。

違
う
言
語
で
ラ
ッ
プ
し
て
る
け
ど
、
共

通
す
る
感
覚
が
あ
る
と
い
う
の
は
す
ご
く

大
事
な
気
が
し
ま
す
。

聞
き
手
・
編
集
部
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フィルめし
ちょっと腹ごしらえ。サクッと食べて、またフィールドへ

202024.12

左：ハチャプリ専門店のメニューには、さまざまな地方のハチャプリ
が並ぶ。左上がツァハラジン、右下がアチャラのハチャプリ

右：食べやすくカットしたツァハラジンがこの日の昼食
（写真はどちらもジョージア トビリシ、2022年）

チーズの入ったパン、ハチャプリは、ジョージ
ア（グルジア）の国民的な食べ物だ。最近では日本
でも本格的なものを食べることができるように
なった。ジョージアの国民食として世界で有名だ
が、じつはハチャプリにはさまざまな「仲間」が存
在するのだ。今回はそのひとつであり、最近のわ
たしの推しであるツァハラジンとよばれるパンに
ついて紹介したい。

たいていのパン屋でも売っているハチャプリは、
持ち運びに便利なモバイルフード。また、小腹が
すいたときに、移動をしながら、あるいは作業をし
ながら片手ですぐに食べられるファストフードと
もいえる。最近では、デリバリーサービスを展開
するハチャプリ専門店も増えた。

チーズやバターをふんだんに使ったハチャプリ
は、いささか脂っこく感じられ、胃袋の負担になる
ことも多い。もう若くない筆者は、以前のようにハ
チャプリが食べられなくなった。そのため最近では、
調査の合間にハチャプリ専門店に入っても、その

「仲間」を食べることが多い。
ハチャプリには、地方ごとにさまざまなスタイ

ルがあり、黒海沿岸のアチャラでは、卵が入った
ものが有名である。肉やジャガイモが入ったパンや、
ロビアニとよばれるインゲン豆（グルジア語でロビオ）

の煮込みが入ったパンもおなじみである。そのな
かでもわたしは、ビーツの葉が入ったツァハラジ
ンとよばれるパンを食べることが多い。

オセチア地方由来のツァハラジン（オセチア語で

「ビーツ（ツァハラ）が入ったもの」を意味する）は、ジョー
ジアでも知られ、グルジア語ではシャハラジンや
チャフラキナとよばれることが多い。わたしが調
査をおこなってきたムティウレティ地方やプシャ
ヴィ地方をはじめとする東部の山間部の家庭や職
場では、昼食と夕食のあいだの軽食としてよく食
べられる。店で買ったものや家庭で作ったものが
テーブルに並べられ、さまざまな話に花が咲く。

その特徴は、ボルシチ作りに根しか用いないビー
ツ（鮮やかな赤色をしたカブに似た野菜）の葉の部分が、
日本人がダイコンの葉を食べるような感覚で、利
用されることである。小麦粉の生地に、ビーツの
葉とネギ、コリアンダーの葉、チーズとサワークリー
ムを混ぜ合わせた餡

あん

を包み込む。どこか、信州の
野沢菜のおやきのような素朴な味わいであり、ツァ
ハラジンを口にするたびに、遠く離れた日本を思

い出すのは不思
議な感覚だ。

今の推しはツァハラジン
久
ひさ

岡
おか

 加
か

枝
え

　 民博 外来研究員
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お問い合わせ

友の会

https://www.senri-f.or.jp/
minpaku_associates/
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『月刊みんぱく』は
国立民族学博物館の広報誌です。
世界の文化とみんぱくの展示、研究者の活動について
紹介しています。本誌は定期購読のほか、友の会会員
の方には毎月お届けします。

『月刊みんぱく』定期購読
本誌を1年間お届けいたします。年間を
とおして、いつからでも始められます。

国立民族学博物館友の会
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。本誌送付のほかにも、各種催しなど、さ
まざまなサービスがあります。

定期購読、友の会については国立民族学博物館友の会
（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）

この雑誌は、環境に配慮した工場で、再生産可能な大豆油由
来のインク、FSC®認証材および管理原材料から作られていま
す。また、読みやすくするために、色づかいやレイアウトなどに
配慮しています。

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係
にお願いします。

〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1　電話 06-6876-2151
バス　
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阪急茨木市駅から約20分  
JR茨木駅から約10分

主要ターミナルからのアクセス

本館までの交通手段は次の方法が便利です。

みんぱくホームページ
https://www.minpaku.ac.jp/

編 集 後 記

12
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）

「ちょいとラップでみんぱくを……」と、ダースレイダーさんにいきなりお願い。
カミ対応での即興披露に感動した。耳で楽しみながら、わたしの目は左の眼帯
に釘
くぎ

付けになった。そこには、漆黒の眼球からの文字が絶叫、「死に損ない」！
生あるものはみな死に損ないという諧

かい
謔
ぎゃく

のメッセージ？　あるいは、ことば以
前の激情が迸

ほとばし
るのを封じる呪文？

呪文は、伊藤亜和さんの「巻頭エッセイ」のテーマに近い。人は呪い呪わ
れ生きていく。ことばはときに人の命を奪うほど強力だ。書字もしかり。しか
も、現代のあらゆる制度や約束事とわたした
ちの関係からもわかるように、紙による
ことばの大量複製が近代世界を支えてき
たといって過言ではない。だが、ついに
時代はペーパーレス化。いっぽうで、技
術の進歩が書字以外の紙の有用性をま
すます広げている。紙はわれわれの身体
と精神をじかに刺激するモノとして、ま
だまだ文明のキー・アイテムなのだろう。
（樫永真佐夫）

次号の予告  1 月号

特集「『お供え』する人」（仮）

ぱくっ！とフィルめし
20ページ

もっと、みんぱく
16ページ

推しコレ図鑑
14ページ

世界の「乗っちゃえ！」
17ページ

P-B10271



日頃より国立民族学博物館ミュージアム・ショップをご愛顧いただき、

ありがとうございます。おかげさまで、オンラインショップ

「World Wide Bazaar」は今年で25周年を迎えました。
これからもみなさまにご満足いただけるような品揃えとサービスに

努めてまいりますので何卒よろしくお願い申しあげます。

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」は
おかげさまで25周年！

世界各国の「ありがとう」が
キュートなスタンプに。
合計24種類のことばから
どの「ありがとう」を選びますか？
イラストサイズ：3cm×1cm
各528円（税込）

世界のありがとうスタンプ

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ（水曜日定休）

E-mail：shop@senri-f.or.jp
オンラインショップ「World Wide Bazaar」
https://www.senri-f.or.jp/shop/

お問い
合わせ

期間中、みんぱく友の会のみなさまを対象に、
定価から20％割引きのお得なSALEを開催します。
ぜひこの機会にご来館くださいませ。 
※本館ミュージアム・ショップのみ
※一部対象外商品あり

みんぱく友の会会員のみなさまへ、感謝をこめて
WINTER SALEを開催します!
期間：12月1日（日）～27日（金）

#みんぱくメモリアル プレゼントキャンペーン実施中！
詳しくはX、INSTAGRAMで @MINPAKU_MS をチェック！ 
                                                            ※ 12月１０日（火）まで。




