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2　
﹇
巻
頭
特
集
﹈

　
　

人
は
な
ぜ「
衣
」を
ま
と
う
の
か
?

3　
﹇
対
談
﹈

　
　
身
の
回
り
の
も
の
が
で
き
る

　
　
「
プ
ロ
セ
ス
」を
見
直
す

　
　
鞍
田 

崇
×
金
谷
美
和

12　
﹇
探
求
コ
ラ
ム
﹈

　
　
池
谷
和
信

　
　
井
上
章
一

14　
﹇
私
を
育
て
た〈
風
と
景
〉﹈

　
　
古
の
色
を
伝
え
る
植
物
染
め
と

　
　
祖
父
が
挑
ん
だ
幻
の
染
色
技
術

　
　
吉
岡
更
紗

16　
﹇
い
ぶ
き
の
輪
っ
か
﹈

　
　
南
ア
ル
プ
ス
か
ら
考
え
る
自
然
と
の
共
生

　
　
秋
道
智
彌

18　
﹇
近
代
学
匠
伝
﹈

　
　
コ
ス
モ
ス
国
際
賞 

二
〇
〇
三
年
受
賞
者

　
　
ピ
ー
タ・ハ
ミ
ル
ト
ン・レ
ー
ブ
ン
博
士

21　
﹇
日
本
植
物
紀
行
﹈

　
　
絶
滅
が
危
惧
さ
れ
る
淡
水
産
の
紅
藻
類

　
　
チ
ス
ジ
ノ
リ

22　
﹇
協
会
事
業
紹
介
﹈

　
　
普
及
啓
発
事
業

　
　
牧
野
富
太
郎
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー・シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

24　
﹇
日
本
の
伝
統
園
芸
植
物
﹈

　
　
菊

　
　
日
本
人
の
感
性
の
な
か
で
独
自
に
発
展

衣
は
、
保
温
や
身
体
の
保
護
に
よ
る
命
の
維
持
だ
け

で
は
な
く
、
人
の
社
会
性
、
文
化
性
の
持
続
に
欠
か

せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
地
域
、
民
族
、
そ
し

て
個
性
の
表
現
か
ら
機
能
性
、
さ
ら
に
秩
序
に
ま
で

関
係
し
て
い
る
衣
。
さ
ら
に
、
タ
ト
ゥ
、
装
身
具
を

身
に
ま
と
い
、
化
粧
や
整
髪
を
し
て
、
個
人
を
演
出

し
て
い
る
。
ヒ
ト
が
人
で
あ
る
た
め
の
「
ま
と
い
」

と
は
何
か
。
こ
の
多
様
な
「
衣
」
を
通
し
て
、
人
の

本
性
を
考
え
る
。

鞍
田　
私
は
も
と
も
と
大
学
で
哲
学
を

専
攻
し
、
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
や
メ
ル
ロ
・

ポ
ン
テ
ィ
な
ど
の
現
象
学
を
研
究
し
て

い
ま
し
た
が
、
卒
業
後
に
京
都
の
総
合

地
球
環
境
学
研
究
所
に
勤
務
す
る
と
、

食
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
焼
畑
農
業
の

見
直
し
な
ど
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

携
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
焼
畑
研
究
の
一
環
で
訪
ね
た
福
島
県

昭
和
村
で
は
、
昔
な
が
ら
の
方
法
で
、

苧か
ら

麻む
し

を
栽
培
し
、
糸
を
つ
く
り
、
布
に

し
て
い
ま
し
た
。
苧
麻
は
イ
ラ
ク
サ
科

の
植
物
で
、
大
麻
と
並
ん
で
古
く
か
ら

日
本
で
栽
培
さ
れ
て
き
た
衣
料
素
材
で

す
。
昭
和
村
の
苧
麻
と
の
出
会
い
を
き

っ
か
け
に
、
か
ね
て
よ
り
民
芸
に
寄
せ

て
い
た
関
心
が
深
ま
り
、
な
か
で
も
布

の
営
み
に
は
強
く
惹
か
れ
ま
し
た
。

金
谷　
私
の
専
門
は
文
化
人
類
学
で
、

主
に
日
本
と
イ
ン
ド
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、

手
仕
事
の
継
承
と
社
会
的
要
件
に
つ
い

て
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
、

西
部
の
カ
ッ
チ
地
方
で
布
の
染
色
を
生

業
と
す
る
職
人
集
団
カ
ト
リ
ー
の
工
房

に
二
十
年
以
上
通
っ
て
い
ま
す
。
職
人

の
仕
事
や
、
染
め
物
を
注
文
・
着
用
す

る
客
と
の
関
係
を
み
て
い
く
と
、
も
の

づ
く
り
が
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
て
営
ま

れ
、
も
の
づ
く
り
が
社
会
関
係
を
つ
く

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
イ
ン
ド
で
は
伝
統
的
に
、
カ
ー
ス
ト

と
職
業
が
結
び
つ
い
て
社
会
の
な
か
で

必
要
と
さ
れ
る
仕
事
の
分
業
が
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
布
は
で
き
る
ま
で
の
工

程
が
複
雑
で
、
一
枚
の
布
が
完
成
す
る

ま
で
、
糸
を
つ
く
る
人
、
織
る
人
、
染

め
る
人
、
刺
繍
な
ど
の
加
飾
を
ほ
ど
こ

す
人
と
い
う
よ
う
に
、
様
々
な
人
が
携

わ
っ
て
い
ま
す
。

鞍
田　
昭
和
村
に
行
く
ま
で
、
そ
れ
ほ

ど
布
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
布
づ
く
り
の
工
程

に
触
れ
る
う
ち
に
、
そ
の
手
間
ひ
ま
の

途
方
も
な
さ
に
驚
く
と
同
時
に
手
仕
事

の
本
質
に
思
い
至
り
ま
し
た
。

　
苧
麻
を
糸
に
す
る
に
は
、
簡
単
に
い

苧麻から績まれた糸（福島県昭和村） 撮影：鞍田 崇

身
の
回
り
の
も
の
が
で
き
る
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プ
ロ
セ
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」を
見
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す
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糸
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﹇
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う
と
茎
の
芯
を
取
り
、
外
皮
か
ら
緑
色

の
肉
質
の
部
分
を
削
ぎ
落
と
し
、「
キ

ラ
」
と
も
呼
ば
れ
る
真
っ
白
い
部
分
を

取
り
出
し
ま
す
。
そ
の
繊
維
を
裂
い
て

つ
な
い
で
糸
に
す
る
の
で
す
が
（
こ
れ

を
「
績う

む
」
と
い
い
ま
す
）、
繊
維
の
長

さ
は
せ
い
ぜ
い
一
メ
ー
ト
ル
。
そ
れ
を

ひ
た
す
ら
つ
な
い
で
い
く
わ
け
で
す
。

こ
の
時
間
の
か
か
る
作
業
を
見
て
、
初

め
て「
糸
は
誰
か
が
紡
い
で
い
た
ん
だ
」

と
強
い
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
最
初
か

ら
何
百
メ
ー
ト
ル
も
の
糸
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
誰
か
が
つ
な
い
で
糸
に
す
る

と
い
う
途
方
も
な
い
作
業
が
あ
り
、
素

材
が
つ
く
り
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
う

え
に
機
織
り
が
あ
る
と
い
う
素
朴
な
事

実
に
気
づ
い
た
の
で
す
。

　
私
に
と
っ
て
素
材
は
、
そ
れ
ま
で
ど

こ
か
か
ら
買
っ
て
く
る
も
の
で
し
た
。

だ
か
ら
、
す
べ
て
を
手
で
や
っ
て
い
た

こ
と
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
、「
手
仕
事

を
舐
め
て
い
た
」
と
実
感
し
ま
し
た
。

金
谷　
私
が
日
本
で
十
年
来
取
り
組
ん

で
い
る
の
は
、
京
都
の
丹
後
地
方
の

「
藤
織
り
」を
伝
承
し
て
い
る
丹
後
藤
織

り
保
存
会
で
す
。

鞍
田　
藤
織
り
の
工
程
も
す
さ
ま
じ
い

で
す
ね
。

金
谷　
私
も
保
存
会
員
と
な
っ
て
一
緒

に
作
業
し
て
い
ま
す
。
山
に
入
っ
て
野

生
の
藤
の
蔓
を
採
っ
て
き
て
皮
を
剝
き
、

灰あ

く汁
で
四
時
間
炊
い
て
、
繊
維
を
川
の

中
で
洗
い
、
干
し
て
、
裂
い
て
、
糸
に

績
む
。
こ
の
作
業
が
、
布
に
な
る
ま
で

の
全
工
程
の
八
割
く
ら
い
で
す
。

　
保
存
会
員
が
、
伝
承
者
で
あ
っ
た
八

十
代
や
九
十
代
の
女
性
の
仕
事
ぶ
り
を

見
て
感
心
す
る
と
、「
こ
ん
な
仕
事
し

か
な
か
っ
た
か
ら
や
っ
て
い
た
だ
け
。

あ
ん
た
た
ち
に
は
も
っ
と
い
い
仕
事
が

あ
る
や
ろ
、
そ
れ
を
や
り
」
と
言
わ
れ

た
そ
う
で
す
。
藤
織
り
が
伝
承
さ
れ
て

づ
く
り
が
は
め
込
ま
れ
た
有
り
様
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
そ
の
も
の
を
見
直
す

う
え
で
大
事
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
訪
ね
る
た
び
に
、

も
の
づ
く
り
か
ら
分
断
さ
れ
た
ま
ま
の

現
代
の
暮
ら
し
を
見
直
す
必
要
を
感
じ

も
し
ま
す
。

鞍
田　
昭
和
村
で
は
一
九
九
四
年
か
ら
、

一
年
間
滞
在
型
の
「
か
ら
む
し
織
体
験

生
事
業
」（
通
称「
織
姫
・
彦
星
制
度
」）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
苧
麻
の
栽
培
か

ら
「
か
ら
む
し
織
」
の
一
連
の
工
程
と

山
村
生
活
を
通
じ
て
、
村
人
と
の
交
流

を
深
め
、
昭
和
村
の
生
活
文
化
を
知
っ

て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
今
年
で
三
十
周
年
を
迎

え
、
こ
れ
ま
で
百
三
十
名
余
り
の
人
を

受
け
入
れ
て
き
ま
し
た
。
興
味
深
い
の

は
、
体
験
生
の
多
く
は
も
と
も
と
特
に

伝
統
文
化
や
染
織
に
関
心
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
、
都
市
部
出
身
者
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
修
終
了
後
も
村

に
残
り
、
布
仕
事
を
継
続
す
る
人
た
ち

が
い
る
こ
と
で
す
。

き
た
上か

み

世せ

屋や

は
雪
深
く
、
冬
の
農
閑
期

の
仕
事
で
し
た
。
つ
く
る
喜
び
や
楽
し

さ
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
厳
し
い

自
然
と
暮
ら
し
が
生
み
出
し
た
織
物
で

も
あ
り
ま
す
。

鞍
田　
昭
和
村
で
は
、
か
つ
て
苧
麻
と

な
ら
ん
で
大
麻
も
栽
培
し
て
い
た
。
換

金
作
物
で
あ
る
苧
麻
に
対
し
、
大
麻
は

自
分
た
ち
が
使
う
野
良
着
や
普
段
着
の

素
材
と
さ
れ
、
衣
服
は
買
う
も
の
で
は

な
く
自
ら
つ
く
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
ん
な
時
代
を
生
き
て
き
た
村
の
八
十

代
、
九
十
代
の
人
に
と
っ
て
は
、
糸
績

み
は
当
た
り
前
の
日
常
で
、
村
で
の
生

活
の
一
コ
マ
で
し
た
。
四
季
と
と
も
に

い
ろ
い
ろ
な
風
景
が
巡
っ
て
い
く
の
と

同
じ
よ
う
に
、
季
節
ご
と
の
作
業
が
あ

り
ま
し
た
。
冬
、
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
頃

に
な
っ
て
炉
端
に
集
ま
っ
て
み
ん
な
で

す
る
糸
績
み
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
楽
し

み
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
現
代
で
は
、
大
麻
の
栽
培
も
免
許
制

に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
昭
和
村
で
も
衣
服
は
買
う
も
の
に

な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
村
の

女
性
は
糸
づ
く
り
、
布
づ
く
り
を
、
苧

麻
を
用
い
て
続
け
て
い
る
。
昭
和
村
で

は
い
ま
な
お
、
暮
ら
し
の
な
か
に
も
の

　
体
験
生
と
し
て
村
に
き
た
人
た
ち
は
、

指
導
役
の
女
性
の
人
柄
に
魅
了
さ
れ
る

と
と
も
に
、
も
の
づ
く
り
が
日
常
生
活

の
な
か
に
残
っ
て
い
る
こ
と
に
感
銘
を

受
け
た
と
い
い
ま
す
。
苧
麻
だ
け
で
生

計
を
立
て
る
の
は
厳
し
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
い
ま
で
は
継
承
者
と
し
て
の
自

覚
を
も
ち
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
人

た
ち
も
い
ま
す
。
私
も
一
緒
に
苧
麻
の

こ
れ
か
ら
を
考
え
て
き
ま
し
た
。

金
谷　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
連
動
し
て
布

づ
く
り
の
現
場
は
近
年
変
化
し
て
い
ま

す
。
し
か
も
、
イ
ン
ド
や
日
本
だ
け
で

な
く
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
各
地
に

お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
変
化
が
起
こ

っ
て
い
る
。
伝
統
的
な
布
の
文
化
財
化

や
観
光
資
源
化
は
そ
の
代
表
的
な
も
の

丹後藤織りの素材となる野生の藤蔓の採取（2022年、京都府宮津市） 撮影：金谷美和

撮影：鞍田 崇

撮影：上羽陽子

苧麻の「キラ」を取り出す「からむし引き」は盛夏の作業
（福島県昭和村）

野蚕織物の生産者と金谷美和さん　（2018年、インド・アッサム地方）

暮
ら
し
の
な
か
の

も
の
づ
く
り

「
素
材
」に
注
目
す
る
理
由
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で
す
。

　
も
う
一
つ
の
重
要
な
変
化
と
し
て
、

新
し
い
素
材
の
登
場
が
あ
る
。
一
見
す

る
と
伝
統
的
な
文
様
が
織
り
込
ま
れ
た

手
織
り
布
で
あ
っ
て
も
、
素
材
が
置
き

換
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
コ
ッ
ト
ン
で

あ
っ
て
も
地
域
で
栽
培
さ
れ
て
き
た
在

来
種
で
は
な
く
、
遺
伝
子
組
み
換
え
技

術
の
導
入
に
よ
っ
て
大
量
生
産
さ
れ
る

コ
ッ
ト
ン
に
変
わ
っ
て
い
た
り
、
自
家

製
の
コ
ッ
ト
ン
を
手
紡
ぎ
で
糸
に
し
て

い
た
も
の
が
、
機
械
紡
績
の
糸
を
買
っ

て
く
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
手

織
り
と
い
う
工
程
が
継
続
し
て
い
た
と

し
て
も
、
糸
そ
の
も
の
が
、
新
し
い
素

材
に
急
速
に
置
き
換
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
か
ら
現
在
、
素
材
に

注
目
し
て
い
ま
す
。
特
定
の
地
域
で
栽

培
・
飼
育
さ
れ
、
糸
に
つ
く
ら
れ
て
い

た
よ
う
な
素
材
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
、
そ
の
素
材
を
使
っ
た
営
み
自
体
が

ま
る
ご
と
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
か
ら
で
す
。

鞍
田　
コ
ッ
ト
ン
に
つ
い
て
言
え
ば
、

国
内
で
も
、
素
材
と
な
る
木
綿
の
栽
培

か
ら
手
が
け
よ
う
と
い
う
動
き
が
出
て

き
て
い
ま
す
。
奈
良
市
で
手
織
り
工
房

「
つ
ち
や
織
物
所
」を
営
む
土
屋
美
恵
子

さ
ん
も
そ
の
一
人
。
制
作
と
並
行
し
て
、

「
奈
良 

木
綿
手
紡
ぎ
の
会
」
を
主
宰
し
、

奈
良
で
採
れ
た
綿
花
で
布
づ
く
り
を
す

る
た
め
、
近
隣
の
人
々
と
一
緒
に
畑
仕

事
に
も
勤
し
ん
で
い
ま
す
。

金
谷　
二
〇
二
二
年
か
ら
、
長
野
県
安

曇
野
市
の
天て

ん

蚕さ
ん

と
呼
ば
れ
る
野
生
種
の

蚕
を
飼
育
し
て
い
る
現
場
に
も
通
い
始

め
ま
し
た
。
イ
ン
ド
東
部
の
ア
ッ
サ
ム

地
方
で
も
、
二
種
類
の
野
蚕
（
野
生
種

の
蚕
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
も
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
在
来
素
材
の
作
り
手
に
注
目
す
る
の

は
、
布
づ
く
り
の
継
承
に
と
っ
て
、
い

ま
一
番
脆
弱
な
の
は
素
材
の
部
分
だ
か

ら
で
す
。
素
材
を
自
然
か
ら
得
る
に
は
、

そ
の
自
然
環
境
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し

て
い
く
か
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
藤
に

は
里
山
の
維
持
が
欠
か
せ
な
い
し
、
天

蚕
は
農
業
や
生
物
資
源
の
利
用
に
関
わ

っ
て
き
ま
す
。

鞍
田　
布
づ
く
り
は
歴
史
的
に
、
洋
の

東
西
を
問
わ
ず
女
性
の
営
み
と
し
て
受

け
継
が
れ
て
き
た
側
面
も
あ
る
か
と
思

い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
多
く
は
女
性

が
半
ば
虐
げ
ら
れ
る
よ
う
な
仕
事
で
も

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
営
み
の
な
か

に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
、
生
活
に
根
ざ
し

た
手
仕
事
な
ら
で
は
の
健
気
さ
に
、
あ

ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。

金
谷　
た
し
か
に
、
日
本
や
東
南
ア
ジ

ア
で
は
布
を
つ
く
る
の
は
女
性
の
仕
事

で
、
家
事
と
し
て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
イ
ン
ド
で
は
職
能
集
団
が
布

の
製
作
を
担
っ
て
き
た
た
め
、
基
本
的

に
男
性
の
仕
事
で
す
。
ガ
ー
ナ
な
ど
ア

フ
リ
カ
で
も
男
性
が
織
り
機
に
座
っ
て

い
ま
し
た
。
世
界
的
に
み
る
と
、
糸
づ

く
り
、
布
づ
く
り
は
必
ず
し
も
女
性
だ

け
の
仕
事
で
は
な
く
、
地
域
に
よ
っ
て

は
男
性
も
か
な
り
関
わ
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。

　
ま
た
、
伝
統
的
な
布
づ
く
り
と
い
う

と
、
牧
歌
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す

が
、
実
は
産
業
化
に
適
し
て
い
る
。
工

程
が
多
い
の
で
、
分
業
し
て
効
率
化
を

は
か
る
こ
と
で
繊
維
産
業
は
展
開
し
て

い
き
ま
し
た
。

鞍
田　
そ
う
い
え
ば
産
業
革
命
も
紡
績

と
織
布
か
ら
で
し
た
ね
。
イ
ン
ド
の
布

づ
く
り
の
現
場
は
急
速
に
産
業
化
し
て

に
お
い
て
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
動

向
が
あ
り
、
地
域
の
伝
統
文
化
を
大
切

に
し
た
手
仕
事
の
布
を
使
う
流
れ
が
あ

り
ま
す
。
イ
ン
ド
の
職
人
は
、
自
分
た

ち
の
祖
先
が
行
っ
て
き
た
こ
と
が
国
内

外
で
評
価
さ
れ
、
経
済
的
価
値
を
生
む

こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
ま
す
。
カ
ッ
チ

地
方
で
ア
ジ
ュ
ラ
ク
と
い
う
布
を
木
版

捺
染
技
法
で
染
め
て
い
る
職
人
は
、
一

時
ス
ク
リ
ー
ン
プ
リ
ン
ト
に
よ
る
量
産

化
を
進
め
た
も
の
の
、
天
然
染
料
に
よ

る
手
作
業
に
よ
る
染
色
に
戻
っ
て
き
て

い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
手
仕
事
の
価

値
を
職
人
が
内
在
化
し
、
自
ら
「
こ
れ

が
伝
統
的
な
や
り
方
だ
、
私
た
ち
の
手

仕
事
だ
」
と
誇
り
を
も
っ
て
語
り
ま
す
。

鞍
田　
手
仕
事
な
ら
で
は
の
付
加
価
値

の
再
評
価
と
い
う
側
面
の
ほ
か
に
、
文

化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
復
興

す
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。
先
日
、
バ
ナ

ナ
糸
の
織
物
を
手
が
け
る
台
湾
の
先
住

民
ク
バ
ラ
ン
の
人
々
に
取
材
す
る
機
会

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
廃
れ
て
い
た
そ

の
布
づ
く
り
を
再
興
し
た
背
景
に
は
、

長
ら
く
政
府
か
ら
先
住
民
と
し
て
認
定

さ
れ
ず
、
自
分
た
ち
が
独
自
の
文
化
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有
す
る
こ
と
を
示

す
必
要
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

金
谷　
布
づ
く
り
の
工
程
が
機
械
化
さ

れ
る
一
方
で
、
地
域
に
根
差
し
た
手
仕

事
に
よ
る
布
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。
近
年
で
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
産
業

金
谷　
イ
ン
ド
西
部
の
村
に
あ
る
染
色

工
房
は
、
年
間
降
水
量
が
三
百
か
ら
四

百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
少
な
く
、
乾
燥
し

て
い
る
地
域
で
す
が
、
い
っ
た
ん
雨
季

が
来
る
と
一
面
緑
に
な
る
美
し
い
所
で

す
。
雨
季
は
染
め
物
が
乾
き
に
く
く
、

染
色
に
は
適
さ
な
い
時
期
で
す
が
、
季

節
の
巡
り
の
な
か
で
手
仕
事
に
取
り
組

ん
で
い
る
姿
は
、
と
て
も
印
象
深
い
も

の
で
す
。

　
二
〇
〇
一
年
、
そ
の
村
が
グ
ジ
ャ
ラ

ー
ト
地
震
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
グ
ジ

ャ
ラ
ー
ト
全
体
で
二
万
人
以
上
が
亡
く

な
る
大
災
害
で
し
た
。
村
で
は
工
房
や

家
屋
が
倒
壊
し
、
一
部
の
染
色
職
人
は

鞍田 崇（くらた・たかし）
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グ
ロ
ー
バル
化
に
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け
る

伝
統
的
な
手
仕
事
の
価
値

布
づ
く
り
は
女
性
の
仕
事
?
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母の糸績みをまねる少女。当時まだ1歳だった（福島県昭
和村）

移
転
し
て
新
し
い
村
を
つ
く
り
、
現
在

は
す
ば
ら
し
い
染
色
産
地
と
し
て
発
展

し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
も
と
の
村
に

愛
着
を
感
じ
て
、
そ
こ
に
住
み
続
け
、

染
色
を
続
け
る
人
も
い
ま
す
。
先
祖
の

墓
が
あ
る
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
と
も
言

い
ま
す
が
、
そ
の
場
所
に
対
す
る
愛
着

が
あ
る
の
で
す
。

鞍
田　
世
襲
的
な
生
業
な
の
で
す
か
？

金
谷　
そ
う
で
す
。
カ
ト
リ
ー
が
十
六

世
紀
に
カ
ッ
チ
に
移
住
し
て
き
て
以
来
、

現
在
は
十
一
代
目
に
な
り
、
な
か
に
は
、

若
い
十
二
代
目
が
育
ち
つ
つ
あ
る
工
房

も
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
、
染
色
の

よ
う
な
肉
体
労
働
は
低
い
階
層
の
仕
事

だ
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
カ
ー
ス
ト

や
そ
れ
に
基
づ
い
た
差
別
に
は
反
対
す

べ
き
で
す
が
、
一
方
で
、
カ
ー
ス
ト
が

基
盤
に
な
っ
て
き
た
世
襲
の
仕
事
は
、

権
利
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
で
手

仕
事
を
継
承
さ
せ
て
き
た
一
つ
の
要
因

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
カ
ト
リ
ー
の
場
合
、
親
族
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
仕
事
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
結

び
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
な
か
に
入

っ
て
し
ま
え
ば
、
染
色
に
関
し
て
は
、

小
さ
く
て
も
何
か
し
ら
の
仕
事
は
あ
り

ま
す
。
現
在
は
、
手
仕
事
へ
の
評
価
が

高
ま
り
、
彼
ら
の
つ
く
る
染
め
物
の
需

要
は
あ
り
、
後
継
者
不
足
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

鞍
田　
若
い
人
た
ち
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
に
関
心
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
サ
ス
テ

イ
ナ
ブ
ル
や
エ
シ
カ
ル
（
地
球
環
境
に

配
慮
し
た
消
費
行
動
）
へ
の
関
心
を
高

く
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
連
動
し
て
、

素
材
へ
の
問
題
意
識
や
仕
事
へ
の
リ
ス

ペ
ク
ト
も
強
く
な
っ
て
い
る
。
業
界
全

体
と
し
て
の
状
況
は
ど
う
で
す
か
。

金
谷　
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
考
え

な
け
れ
ば
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
産
業
が
成
り

立
た
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
会

社
、
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
て
も
無
視
は
で

き
ま
せ
ん
。

鞍
田　
例
え
ば
、
廃
棄
を
抑
制
す
る
と

か
い
っ
た
こ
と
で
す
か
。

金
谷　
製
造
工
程
で
水
や
電
気
の
使
用

を
抑
制
す
る
、
残
布
な
ど
廃
棄
物
が
で

な
い
よ
う
な
布
の
裁
断
を
取
り
入
れ
る

な
ど
の
環
境
負
荷
を
軽
減
す
る
方
法
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
生
産
者
の
労
働
環

境
が
悪
化
し
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る

な
ど
も
重
要
で
す
。
素
材
の
生
産
に
お

い
て
環
境
負
荷
を
与
え
て
い
な
い
も
の

を
選
択
す
る
こ
と
も
あ
り
、
様
々
な
観

点
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
私
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
専
門
と
す
る

大
学
で
教
え
て
い
ま
す
。
学
生
た
ち
も
、

サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
は
非
常
に
関

心
を
も
っ
て
い
ま
す
。
授
業
で
フ
ァ
ス

ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
批
判
的
に
扱
っ
た

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
「
ザ
・
ト
ゥ

ル
ー
・
コ
ス
ト   

フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン 

真
の
代
償
」
を
見
せ
ま
す
。
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
縫
製
工
場
が
入
っ
た

「
ラ
ナ
・
プ
ラ
ザ
」ビ
ル
の
崩
壊
事
故
を

扱
っ
た
場
面
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
、

新
し
く
服
を
つ
く
る
こ
と
に
罪
悪
感
を

覚
え
る
と
言
う
学
生
も
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
が

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
年
数
が
経
ち
、

素
材
に
関
し
て
新
し
い
展
開
も
見
ら
れ

ま
す
。
例
え
ば
、
バ
イ
オ
テ
キ
ス
タ
イ

ル
は
そ
の
一
つ
で
、
菌
類
や
果
物
の
廃

棄
物
か
ら
繊
維
が
つ
く
ら
れ
る
バ
イ
オ

レ
ザ
ー
が
代
表
的
で
す
。

鞍
田　
ケ
ミ
カ
ル
で
な
く
自
然
な
素
材

を
使
お
う
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

金
谷　
ケ
ミ
カ
ル
だ
か
ら
悪
い
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
化
学
繊
維
メ

ー
カ
ー
は
環
境
負
荷
を
減
ら
す
努
力
を

さ
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
自
然
素
材

で
あ
れ
ば
何
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
く
、

例
え
ば
、
コ
ッ
ト
ン
は
栽
培
に
水
を
大

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
の
共

催
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

テ
ー
マ
は
「
人
は
な
ぜ
花
を
愛
で
る
の

か
」。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
し
た
。

「
花
は
人
間
が
生
き
る
た
め
に
必
要
で

は
な
い
。
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
と
い
う
と
、

生
き
る
た
め
に
や
る
こ
と
が
い
い
こ
と

で
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
い
こ
と
は

二
の
次
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、

環
境
問
題
が
人
間
の
文
化
の
問
題
だ
と

考
え
れ
ば
、
人
間
の
文
化
は
生
き
る
た

め
に
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
も
の
も
組

み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
人
は
農
業
を
始
め
る
よ
り
も
は
る
か

前
に
、
花
を
愛
で
始
め
て
い
る
。
一
九

六
〇
年
代
に
、
イ
ラ
ク
北
部
の
ク
ル
デ

ィ
ス
タ
ン
地
域
に
あ
る
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル

洞
窟
の
人
骨
の
周
囲
か
ら
、
植
物
の
大

量
の
花
粉
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ

か
ら
人
は
花
に
あ
る
種
の
象
徴
的
な
意

味
を
込
め
て
、
死
者
に
手
向
け
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。」

　
こ
の
話
に
私
は
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

現
在
の
衣
の
素
材
に
は
、
通
気
性
が
よ

い
、
機
能
性
が
高
い
と
い
っ
た
評
価
が

あ
る
が
、
衣
服
は
必
ず
し
も
機
能
性
だ

量
に
使
用
す
る
た
め
、
コ
ッ
ト
ン
の
輸

入
国
は
、
栽
培
地
の
水
資
源
を
収
奪
し

て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
。

大
阪
の
メ
ー
カ
ー
が
開
発
し
た
、
国
産

の
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
間
伐
材
の
繊
維
を

パ
ル
プ
に
し
、
紙
に
し
て
か
ら
つ
く
っ

た
糸
を
、
学
生
が
ア
パ
レ
ル
製
品
と
し

て
提
案
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し

ま
し
た
。
廃
棄
材
の
利
用
に
加
え
て
、

コ
ッ
ト
ン
に
比
べ
て
環
境
負
荷
が
少
な

い
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
自
然
素
材
に
関
し
て
も
新
し
い

試
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

鞍
田　
自
然
素
材
で
あ
れ
ば
何
で
も
い

い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
と
て

も
大
事
な
視
点
で
す
ね
。
エ
コ
意
識
の

高
ま
り
と
連
動
し
て
、
自
然
素
材
を
求

め
る
ニ
ー
ズ
も
広
が
っ
て
い
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
生
産
現
場
の
実
際
ま
で
想

像
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
結
果
的
に
環

境
負
荷
の
高
い
状
況
を
放
置
す
る
こ
と

に
加
担
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ

ん
。

鞍
田　
二
〇
〇
六
年
に
総
合
地
球
環
境

学
研
究
所
の
施
設
竣
工
を
記
念
し
て
、

け
で
は
な
い
要
素
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
は
他
の
動
物
に
比
べ
て
肌
が
繊
細

で
す
か
ら
庇
護
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
か
、
寒
さ
を
凌
ぐ
と
い
っ
た
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
機

能
性
を
こ
え
た
何
か
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

金
谷　
人
間
は
誰
し
も
衣
な
し
に
は
生

存
で
き
ま
せ
ん
。
寒
さ
や
暑
さ
か
ら
身

を
守
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
に
加
え
て
社
会
的
な
属
性
を
示
す

も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　
世
界
に
は
、
布
を
ま
と
わ
な
い
人
た

ち
も
い
ま
す
。
入
れ
墨
を
入
れ
た
り
ボ

デ
ィ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
し
た
り
、
ビ

ー
ズ
な
ど
の
装
飾
品
│
│
布
で
は
な
い

衣
装
を
身
に
着
け
て
い
ま
す
。
あ
る
い

は
腰
紐
一
本
を
つ
け
る
、
そ
こ
に
ビ
ー

ズ
が
一
つ
付
い
て
い
る
だ
け
で
「
裸
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ア
イ
ヒ
ャ
ー
と
ロ
ー
チ
＝
ヒ
ギ
ン
ス

と
い
う
二
人
の
人
類
学
者
に
よ
る
と
、

「
衣
装
」と
は
、身
体
に
変
形
を
加
え
る

こ
と
、
お
よ
び
、
ま
た
は
付
加
す
る
こ

と
の
組
み
合
わ
せ
だ
と
定
義
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
衣
装
と
は
布
に
は
限
ら

ず
身
体
に
付
加
す
る
も
の
、
例
え
ば
化

粧
や
香
り
と
い
っ
た
も
の
や
、
入
れ
墨

や
髪
型
な
ど
身
体
自
体
に
変
形
を
加
え

て
い
る
も
の
を
含
め
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
ど
の
よ
う
な
衣
装
を
身
に
着
け
る

か
が
、
着
用
者
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
所
属

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
社
会
的
属
性

を
示
し
て
い
ま
す
。
身
を
守
る
も
の
で

あ
り
社
会
的
な
属
性
で
も
あ
る
。
そ
う

し
た
も
の
を
含
め
て
、
衣
は
人
間
に
と

っ
て
根
源
的
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
布
だ
け
が
衣
装
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
布
の
衣
服
を
着
て
い
な
け
れ

ば
、
そ
の
人
た
ち
が
「
裸
」
で
あ
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
社
会

的
な
属
性
の
な
い
裸
体
は
な
い
の
か
も

金谷美和（かねたに・みわ）
1969年奈良県生まれ。専門は文化人類学。国立
民族学博物館研究員を経て現職。インドと日本
で布工芸と職人に関する調査研究を行い、大学
ではファッションを支えてきた、伝統に根ざし
た染織の文化、服飾の社会的意味、地域ごとの
素材の活用、職人のしごとなどを取り上げる。
著書に『布がつくる社会関係：インド絞り染め
布とムスリム職人の民族誌』（昭和堂）など。 

撮影：鞍田 崇

フ
ァッ
シ
ョ
ン
業
界
に

浸
透
す
る
環
境
意
識

人
は
な
ぜ
ま
と
う
の
か
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し
れ
ま
せ
ん
。
人
は
な
ん
ら
か
の
も
の

を
身
に
着
け
て
き
た
の
で
す
。

鞍
田　
腰
紐
一
本
を
着
け
て
い
て
も
裸

で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
不
思
議
で
す

ね
。

金
谷　
そ
こ
に
は
、
装
い
の
楽
し
み
や

欲
望
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
人
に
は

彩
ら
れ
た
衣
装
へ
の
憧
れ
、
そ
う
い
う

も
の
を
着
た
い
と
い
う
欲
望
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
古
来
、
天
然
染
料
を
つ
か
っ
て
色
を

染
め
る
た
め
に
は
、
原
料
の
植
物
や
生

物
を
大
量
に
準
備
し
、
材
料
に
よ
っ
て

は
燃
料
を
つ
か
っ
て
煮
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
古
代
に

お
い
て
は
染
料
が
非
常
に
高
価
で
染
め

る
の
に
手
間
が
か
か
っ
た
の
で
、
色
の

つ
い
た
衣
装
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
特
別
な
階
層
の
人
た
ち
で
し

た
。
で
は
、
一
般
の
人
た
ち
は
ど
う
し

た
か
。
イ
ン
ド
の
民
族
刺
繍
に
は
、
少

な
い
色
糸
を
技
術
的
に
工
夫
し
て
彩
の

あ
る
衣
装
を
つ
く
る
工
夫
が
み
て
と
れ

ま
す
。
装
い
の
楽
し
み
の
た
め
に
、
手

間
を
か
け
て
手
仕
事
を
凝
ら
す
、
と
い

う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
一
方
、
産
業
革
命
の
あ
と
に
化
学
染

料
が
で
き
て
、
衣
装
の
民
主
化
が
起
こ

い
で
し
ょ
う
か
。

金
谷　
「
衣
」全
体
が
、使
用
者
の
手
か

ら
離
れ
、
外
部
化
さ
れ
て
き
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

鞍
田　
今
日
の
会
話
を
通
し
て
、
二
つ

の
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
一
つ

は
身
に
着
け
る
側
、
つ
ま
り
衣
服
を
使

う
側
の
問
題
。
例
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
の

リ
サ
イ
ク
ル
の
よ
う
に
、
リ
サ
イ
ク
ル

ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
て
あ
と
は
も
う
構
わ

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
結
果
的
に
は
循

環
に
関
し
て
も
相
変
わ
ら
ず
外
部
化
し

た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う

す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
。

　
も
う
一
つ
は
、
作
り
手
の
側
の
問
題
。

デ
ザ
イ
ナ
ー
は
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
意

識
を
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
産

業
と
し
て
の
服
飾
の
作
り
手
だ
け
で
は

な
く
、
生
活
の
な
か
で
「
つ
く
る
」
と

い
う
こ
と
の
意
味
の
重
要
性
で
す
。
使

い
手
で
あ
り
作
り
手
で
あ
る
よ
う
な
人

た
ち
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
出
て
く
る

の
か
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
「
衣
」
の

か
た
ち
を
考
え
る
う
え
で
も
大
事
に
な

っ
て
く
る
。
そ
こ
に
何
か
新
し
い
可
能

り
ま
し
た
。
階
層
に
限
定
さ
れ
ず
、
多

く
の
人
が
多
様
な
色
の
衣
装
を
身
に
着

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
衣

服
の
大
量
生
産
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
が

現
在
に
至
る
衣
服
生
産
の
環
境
破
壊
の

始
ま
り
だ
と
言
え
ま
す
が
、
し
か
し
同

時
に
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
の
着
る

欲
望
を
満
た
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と

も
言
え
ま
す
。

鞍
田　
産
業
化
も
含
め
て
、
布
の
存
在

が
人
類
の
文
化
的
な
営
み
の
原
点
に
あ

る
気
が
し
て
き
ま
す
。

金
谷　
イ
ン
ド
に
は
布
を
朽
ち
る
ま
で

使
う
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
ベ
ン
ガ
ル

地
方
の
刺
子
「
カ
ン
タ
」
は
、
着
古
し

た
白
い
木
綿
布
に
色
糸
で
刺
繍
が
さ
れ

て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
衣
装
は
一
枚
布

を
身
体
に
巻
き
付
け
る
形
式
な
の
で
、

布
の
再
利
用
が
し
や
す
い
。

　
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
、
縫
製
し
た
布

は
宗
教
的
に
不
浄
と
見
な
さ
れ
て
い
る

た
め
、
サ
リ
ー
の
端
は
縫
わ
ず
に
切
り

っ
ぱ
な
し
で
す
。
端
か
ら
糸
が
解
け
て

き
て
も
、
捨
て
ず
に
取
っ
て
お
い
て
縫

い
糸
や
刺
繍
糸
と
し
て
使
い
ま
す
。
こ

性
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

金
谷　
丹
後
藤
織
り
保
存
会
の
活
動
は
、

資
本
主
義
の
な
か
で
ま
わ
っ
て
い
る
経

済
的
価
値
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
、
大
事

な
こ
と
が
営
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
地
域
で

伝
承
さ
れ
て
き
た
布
づ
く
り
を
継
承
す

る
た
め
に
は
、
商
品
化
す
る
と
い
う
方

法
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
藤
織
り
の
場
合
は
、
商
品

化
す
る
と
か
え
っ
て
継
承
す
る
こ
と
が

難
し
く
な
る
と
保
存
会
の
人
た
ち
は
考

え
て
い
る
そ
う
で
す
。
糸
づ
く
り
ま
で

に
か
か
る
労
力
を
対
価
と
し
て
値
段
を

つ
け
る
と
、
と
て
つ
も
な
く
高
価
に
な

っ
て
、
人
の
手
に
渡
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
保
存
会
の
会
長
は
、
日
々

の
暮
ら
し
の
な
か
で
藤
織
り
を
行
い
、

「
藤
織
り
の
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
し
、
山

に
野
生
の
藤
の
蔓
を
取
り
に
行
っ
て
糸

を
つ
く
っ
て
布
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
に
人
に
藤
布
を

お
分
け
し
た
い
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

鞍
田　
た
し
か
に
「
プ
ロ
セ
ス
」
が
キ

ー
ワ
ー
ド
だ
と
思
い
ま
す
。
現
代
は
、

暮
ら
し
は
製
品
と
い
う
ゴ
ー
ル
を
消
費

す
る
だ
け
で
完
結
し
か
ね
ま
せ
ん
。
で

も
、
本
当
は
、
は
て
し
な
い
糸
づ
く
り

の
よ
う
な
糸
を
、
女
性
は
木
に
結
び
つ

け
て
願
掛
け
を
し
ま
す
。

　
衣
装
と
し
て
着
用
し
た
布
が
古
く
な

る
と
、
赤
ん
坊
の
お
む
つ
に
し
た
り
、

雑
巾
に
し
ま
す
。
さ
ら
に
ボ
ロ
ボ
ロ
に

な
る
と
、
焚
付
け
と
し
て
使
い
切
り
ま

す
。

鞍
田　
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
る
ま
で
使
う
と

い
う
の
は
、
日
本
も
含
め
て
世
界
中
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

金
谷　
家
庭
内
で
衣
服
を
つ
く
り
、
と

こ
と
ん
布
を
使
い
切
る
と
い
う
文
化
は

日
本
で
も
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
あ
り
ま
し

た
ね
。

鞍
田　
私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
ま
で
は
、

肘
当
て
や
膝
当
て
、
破
れ
た
と
こ
ろ
に

ア
ッ
プ
リ
ケ
を
付
け
る
と
い
っ
た
こ
と

は
普
通
で
し
た
。
そ
れ
が
ど
こ
か
で
途

切
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
布
を
使
い
切
る
暮
ら
し
を
痛
感
し
た

出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
京
都
に
あ
る
自

然
布
専
門
の
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

で
十
年
ほ
ど
前
に
刺さ

し

子こ

の
特
集
展
が
あ

り
ま
し
た
。
会
場
で
一
足
の
藍
染
木
綿

の
足
袋
に
目
が
留
ま
り
手
に
と
っ
た
の

で
す
が
、
裏
返
し
て
み
て
ぎ
ょ
っ
と
し

ま
し
た
。
破
れ
て
は
継
ぎ
、
破
れ
て
は

継
い
で
、
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
皮
膚
の

の
話
の
よ
う
に
、
暮
ら
し
と
は
プ
ロ
セ

ス
の
連
続
の
は
ず
。
そ
れ
を
ど
う
可
視

化
す
る
か
、
自
分
た
ち
の
手
に
取
り
戻

す
か
が
大
切
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

金
谷　
「
プ
ロ
セ
ス
」こ
そ
が
大
事
だ
と

い
う
こ
と
を
意
識
し
た
、
地
道
な
動
き

が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
出
て
き
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

に
新
し
い
可
能
性
が
あ
る
と
信
じ
て
い

ま
す
。

鞍
田　
「
結
局
、
自
分
の
仕
事
は
自
然

を
汚
し
て
い
る
」。
随
分
前
に
染
織
家

よ
う
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
少
し
誇
張
し

て
言
え
ば
、
い
き
な
り
は
ら
わ
た
を
突

き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
し

た
。

　
現
代
の
私
た
ち
は
、
そ
こ
ま
で
布
を

使
い
尽
く
す
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
こ

と
は
、
そ
こ
ま
で
一
生
懸
命
に
生
き
て

い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
そ
こ

ま
で
使
い
尽
く
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
ゆ
え
の
辛
さ
や
貧
し
さ
も
あ
っ
た
わ

け
で
す
が
、
同
時
に
現
代
に
は
な
い
非

常
に
濃
密
な
暮
ら
し
で
も
あ
っ
た
の
だ

と
感
じ
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
暮
ら
し
の
濃
密
さ
に
比
べ

る
と
、
今
の
リ
サ
イ
ク
ル
は
ま
る
で
薄

っ
ぺ
ら
い
。
例
え
ば
、
リ
サ
イ
ク
ル
に

熱
心
な
店
に
着
な
く
な
っ
た
服
を
持
っ

て
い
き
、
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
に
入

れ
て
安
堵
感
を
得
て
、
ま
た
次
の
商
品

を
買
う
と
い
う
感
じ
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
で

中
南
米
や
ア
フ
リ
カ
に
集
め
ら
れ
た
大

量
の
古
着
の
写
真
を
見
る
と
、
世
界
中

か
ら
集
ま
っ
て
く
る
の
で
凄
ま
じ
い
量

に
な
っ
て
ゴ
ミ
捨
て
場
に
近
い
。
こ
れ

で
リ
サ
イ
ク
ル
な
の
か
と
思
い
ま
す
。

布
と
人
と
の
間
に
は
、
い
ま
や
大
き
な

溝
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

の
志
村
ふ
く
み
さ
ん
か
ら
聞
い
た
言
葉

で
す
。
天
然
素
材
の
草
木
染
め
で
素
晴

ら
し
い
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本

人
は
自
然
に
あ
る
も
の
が
一
番
美
し
い

の
に
手
を
加
え
て
汚
し
て
い
る
、
自
然

の
い
の
ち
を
頂
き
な
が
ら
罪
な
こ
と
を

し
て
い
る
、
と
い
う
気
持
ち
で
向
き
合

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　
人
の
営
み
の
原
点
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

布
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
は

ず
。
今
日
は
そ
の
思
い
を
新
た
に
し
ま

し
た
。

対談を行ったアーティゾン美術館（東京都中央区）の作品の前
で。同じ京都大学大学院人間・環境学研究科出身ということで、
すぐに意気投合

身
の
回
り
の
も
の
が
で
き
る

「
プ
ロ
セ
ス
」を
見
直
す
こ
と

「
衣
」全
体
が
家
庭
内
か
ら

外
部
化
さ
れ
て
き
た
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探究
コラム

探究
コラム

ダ
ス
文
明
で
は
、
カ
ー
ネ
リ
ア
ン
や
テ

ラ
コ
ッ
タ
の
首
飾
り
、
シ
ャ
カ
が
誕
生

し
て
か
ら
は
石
製
の
仏
像
に
刻
ま
れ
た

装
い
の
た
め
の
ビ
ー
ズ
、
そ
し
て
、
現

代
の
ナ
ガ
で
は
イ
ン
ド
や
ヴ
ェ
ネ
チ
ア

で
つ
く
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
や
タ
カ
ラ
ガ
イ

製
の
ビ
ー
ズ
等
と
、
素
材
や
形
は
変
わ

っ
て
も
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ビ
ー
ズ
と
は
、
部
材
と
部
材

を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
た
も
の
と
定
義
す
る

と
、
そ
の
誕
生
の
歴
史
は
数
万
年
前
の

旧
石
器
時
代
ま
で
に
さ
か
の
ぼ
る
。
一

彼
ら
は
、
美
し
く
な
ろ
う
と
す
る
女
性

が
ふ
え
る
こ
と
を
ね
が
う
。
そ
の
宣
伝

に
も
つ
と
め
る
。
そ
し
て
、
都
市
部
か

ら
化
粧
の
習
慣
を
ひ
ろ
め
て
き
た
。
二

十
世
紀
以
降
の
都
市
化
現
象
は
、
こ
の

勢
い
を
あ
と
お
し
し
た
だ
ろ
う
。
つ
い

に
は
、
た
い
て
い
の
女
性
が
毎
日
化
粧

を
す
る
現
代
社
会
も
、
も
た
ら
し
た
。

　
こ
の
趨
勢
は
、
一
九
二
〇
、
三
〇
年

代
ご
ろ
か
ら
、
美
人
の
論
じ
方
を
か
え

般
に
は
ガ
ラ
ス
や
真
珠
の
首
飾
り
の
よ

う
な
線
状
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
木
製

の
数
珠
も
ビ
ー
ズ
に
含
ま
れ
る
。
た
だ
、

世
界
を
み
わ
た
す
と
衣
服
や
ド
レ
ス
に

縫
い
付
け
た
り
、
布
の
上
に
縫
い
込
ん

だ
り
し
て
面
状
に
す
る
ビ
ー
ズ
も
少
な

く
は
な
い
。
な
か
に
は
、
等
身
大
の
木

製
の
骨
格
に
ガ
ラ
ス
ビ
ー
ズ
を
お
お
わ

せ
た
ビ
ー
ズ
人
像
も
知
ら
れ
て
い
る
。

世
界
各
地
に
タ
カ
ラ
ガ
イ
が
利
用
さ
れ

た
ビ
ー
ズ
が
存
在
す
る
の
も
興
味
深
い
。

　
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
、
時
代
や
地

域
を
超
え
て
人
び
と
は
ビ
ー
ズ
を
身
に

着
け
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ビ
ー
ズ

に
は
、
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
人
が
ビ
ー
ズ

の
部
材
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
て
作
品

を
作
る
こ
と
で
色
や
形
の
好
み
を
表
現

す
る
。
個
人
の
自
由
か
ら
生
ま
れ
た
創

造
力
を
示
し
て
い
る
。
石
や
ガ
ラ
ス
や

タ
カ
ラ
ガ
イ
は
、
交
易
品
と
し
て
取
引

て
い
く
。
そ
れ
ま
で
に
な
い
、
新
し
い

物
言
い
を
流
布
さ
せ
た
。

　
い
わ
く
、
た
ん
に
顔か
お

形か
た
ち

の
良
い
こ

と
だ
け
が
、
美
人
の
条
件
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
内
面
や
個
性
の
輝
き
を
外
に
あ

ら
わ
す
こ
と
も
、
ふ
く
ま
れ
ま
す
。
そ

こ
に
、
百
人
の
女
性
が
い
れ
ば
、
百
と

お
り
の
美
し
さ
が
あ
り
う
る
の
で
す
、

な
ど
と
。

　
あ
る
き
ま
り
き
っ
た
型
の
女
性
だ
け

が
化
粧
を
す
る
状
態
は
、
美
容
産
業
に

う
る
お
い
を
も
た
ら
さ
な
い
。
こ
の
業

界
は
、
あ
ら
ゆ
る
女
性
に
、
美
し
く
な

る
努
力
を
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
美
人
に
関
す
る
新
し
い
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
ひ
ね
り
だ
す
。
ま
た
、
そ
れ

を
社
会
に
蔓
延
さ
せ
て
き
た
。
あ
な
た

さ
れ
、
遠
方
の
地
域
と
の
つ
な
が
り
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
、
イ
ン

ダ
ス
で
産
出
さ
れ
た
カ
ー
ネ
リ
ア
ン
は
、

遠
く
古
代
エ
ジ
プ
ト
ま
で
運
ば
れ
た
と

い
わ
れ
る
。
海
か
ら
離
れ
た
イ
ン
ド
の

内
陸
地
、
ナ
ガ
で
タ
カ
ラ
ガ
イ
が
使
用

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
土
地
で
は
入
手
し

に
く
い
珍
し
い
ビ
ー
ズ
を
身
に
着
け
る

こ
と
に
よ
り
、
首
長
や
富
の
あ
る
人
と

い
っ
た
地
位
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
人
は
、
美
し
さ
の
た
め

だ
け
で
な
く
、
自
然
を
利
用
し
、
人
と

人
と
の
か
か
わ
り
方
を
調
整
あ
る
い
は

表
現
す
る
た
め
に
、
ビ
ー
ズ
を
身
に
着

け
て
き
た
。
イ
ン
ド
と
そ
の
周
辺
域
に

お
い
て
、
多
様
な
ビ
ー
ズ
が
現
在
ま
で

維
持
さ
れ
て
き
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ

る
。
現
在
、
ビ
ー
ズ
は
イ
ン
ド
で
は
人

気
の
あ
る
土
産
品
と
し
て
も
売
ら
れ
て

い
る
が
、
今
後
、
ま
す
ま
す
新
た
な
形

や
ユ
ニ
ー
ク
な
素
材
を
組
み
合
わ
せ
た

ビ
ー
ズ
製
品
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

は
美
し
く
な
れ
る
。
あ
な
た
も
美
し
く

な
れ
る
。
あ
な
た
だ
っ
て
美
し
く
な
れ

る
の
で
す
、
と
。

　
ず
い
ぶ
ん
、
意
地
の
悪
い
見
方
だ
な

と
思
わ
れ
よ
う
か
。
し
か
し
、
私
は
自

分
の
見
取
図
に
、
自
信
を
も
っ
て
い
る
。

　
今
で
も
、
化
粧
品
の
購
買
者
は
、
そ

の
大
半
が
女
性
で
し
め
ら
れ
る
。
男
性

に
増
加
の
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
髭
剃

り
、
整
髪
、
育
毛
、
ス
キ
ン
ケ
ア
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
、
し
め
ら
れ
る
。
顔
を

い
ろ
ど
る
と
こ
ろ
へ
は
、
む
か
い
き
っ

て
い
な
い
。
女
性
と
く
ら
べ
れ
ば
、
ま

だ
そ
の
普
及
は
限
定
的
で
あ
る
。

　
た
め
に
、
美
男
を
論
じ
る
言
説
は
旧

套
を
た
も
っ
て
い
る
。
内
面
の
輝
く
人

こ
そ
が
美
男
だ
と
は
、
あ
ま
り
言
わ
れ

な
い
。
百
人
の
男
性
が
い
れ
ば
、
百
と

お
り
の
美
し
さ
が
あ
る
と
い
う
文
句
も
、

聞
こ
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
美
容
産
業

は
、
ま
だ
男
性
を
籠
絡
し
き
れ
て
い
な

い
の
だ
と
言
う
し
か
な
い
。

人
は
、ど
う
し
て
ビ
ー
ズ
を
身
に
着
け
る
の
か

化
粧
と
ジェン
ダ
ー

学
し
た
。
イ
ン
ダ
ス
文
明
時
の
発
掘
資

料
か
ら
現
代
イ
ン
ド
の
少
数
民
族
で
あ

る
ナ
ガ
人
の
民
族
資
料
ま
で
が
展
示
さ

れ
て
い
て
、
先
史
か
ら
現
在
ま
で
の
イ

ン
ド
と
そ
の
周
辺
域
の
歴
史
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
。
数
多
く
の
展
示
の
な
か

で
も
時
代
を
超
え
て
ビ
ー
ズ
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
印
象
に
残
っ
た
。
イ
ン

の
他
儀
礼
的
な
場
へ
は
、
紅
を
さ
す
な

ど
し
て
出
席
し
た
と
思
う
。
し
か
し
、

ふ
だ
ん
は
素
顔
で
く
ら
し
て
い
た
。
い

ち
ど
、
近
所
の
人
に
す
す
め
ら
れ
、
化

粧
の
講
習
会
へ
で
て
、
ぬ
り
た
く
ら
れ

た
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、
あ
ん
な
ふ
う

に
や
つ
す
の
は
こ
り
ご
り
と
言
い
、
以

後
は
敬
遠
し
続
け
た
。

　
伝
統
的
な
農
山
村
漁
村
の
女
性
に
、

化
粧
の
習
慣
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
嫁
入

り
の
日
、
あ
る
い
は
村
祭
り
の
日
に
、

白
粉
を
ぬ
る
。
そ
れ
ぐ
ら
い
が
、
関
の

山
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

あ
る
時
期
ま
で
、
大
多
数
の
人
民
は
化

粧
と
縁
遠
い
く
ら
し
を
い
と
な
ん
で
き

た
の
で
あ
る
。
田
園
そ
だ
ち
の
母
も
、

そ
の
延
長
上
に
い
た
の
だ
と
思
う
。

　
こ
の
習
性
を
か
え
た
の
は
、
都
市
の

化
粧
品
業
に
従
事
す
る
人
々
で
あ
る
。

日
、
イ
ン
ド
の
首
都
デ
リ
ー
に

あ
る
国
立
博
物
館
の
展
示
を
見

の
母
は
化
粧
を
、
あ
ま
り
し
な

か
っ
た
。
息
子
の
入
学
式
、
そ

池
谷
和
信 

国
立
民
族
博
物
館
教
授
、総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授

井
上
章
一 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

い
け
や
・
か
ず
の
ぶ

一
九
五
八
年
生
ま
れ
。
狩
猟
採
集
民
や
牧
畜
民
の

生
態
人
類
学
・
人
文
地
理
学
、
ビ
ー
ズ
で
み
た
ホ

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
史
、
北
東
ア
ジ
ア
地
域
お
よ
び

ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
を
専
門
と
す
る
。『
ア
イ
ヌ

の
ビ
ー
ズ
』（
平
凡
社
）
な
ど
編
著
書
多
数
。

い
の
う
え
・
し
ょ
う
い
ち

一
九
五
五
年
、
京
都
生
ま
れ
。
専
門
の
風
俗
史
・

意
匠
論
の
ほ
か
、
日
本
文
化
や
美
人
論
、
関
西
文

化
論
な
ど
幅
広
い
研
究
で
知
ら
れ
る
。『
京
都
ぎ

ら
い
』（
新
書
大
賞
）
な
ど
著
書
多
数
。

ガラスビーズでおおわれた等身大の人像
国立民族学博物館蔵

1930年代の化粧品ポスター
東京平尾賛平商店（1938年）

インダス文明時代のビーズの首飾り
（B.C. 2700‒2000年）インド国立博物館蔵

12 先私 先
史
か
ら
時
代
を
超
え
て
存
在

都
市
化
と
化
粧
の
習
慣

新
し
い
美
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

人
と
の
か
か
わ
り
方
を
表
現
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き
な
花
の
模
様
を
、「
幻
の
染
色
方
法
」

と
呼
ば
れ
る
多
色
夾き
よ
う

纈け
ち

染
で
表
し
て

い
た
。

　
落
慶
法
要
は
一
九
八
〇
（
昭
和
五
十

五
）
年
秋
に
執
り
行
わ
れ
、
私
も
家
族

に
連
れ
ら
れ
て
、
大
仏
殿
の
前
で
大
勢

の
方
々
と
記
念
撮
影
を
し
て
い
る
写
真

が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
の
記
憶

は
朧
気
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
時
の
祖
父
の
幡
や
伎

楽
装
束
の
復
元
が
撮
影
さ
れ
、
そ
の
後

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
と
な
っ
た
。

そ
の
当
時
生
家
で
は
、
ベ
ー
タ
と
い
う

今
は
な
き
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
で
番
組
を
録

画
し
て
い
た
。
リ
モ
コ
ン
も
な
く
、
再

生
し
た
後
ま
た
見
た
い
時
に
は
、
ボ
タ

ン
を
押
し
て
、
巻
き
戻
し
を
し
て
か
ら

見
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
。
両
親
に
よ

法
に
つ
い
て
も
研
究
を
は
じ
め
る
。

　
多
色
夾
纈
と
い
う
技
法
は
、
イ
ン
ド

で
生
ま
れ
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
東
に
進

み
、
中
国
を
経
由
し
、
日
本
に
伝
わ
っ

た
。
東
大
寺
を
建
立
し
た
聖
武
天
皇
の

遺
愛
の
品
が
収
ま
る
東
大
寺
正
倉
院
に

は
、
膨
大
な
数
の
多
色
夾
纈
で
染
め
ら

れ
た
品
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
技

法
は
平
安
時
代
以
降
に
途
絶
え
、
道
具

な
ど
も
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

幻
の
技
法
と
な
っ
て
い
た
。

　
夾
纈
は
、
二
枚
の
板
に
同
じ
文
様
を

彫
り
、
そ
の
間
に
布
を
挟
ん
で
染
め
上

げ
る
方
法
で
、
様
々
な
色
を
使
う
多
色

夾
纈
の
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
染
料
が

浸
透
す
る
よ
う
に
文
様
の
中
に
無
数
の

孔
を
あ
け
て
お
き
、
染
め
る
染
料
に
よ

っ
て
防
染
の
た
め
の
栓
を
詰
め
替
え
る
。

化
学
染
料
に
よ
る
注
染
の
技
術
で
あ
れ

ば
、
そ
の
孔
に
染
料
を
注
ぐ
だ
け
で
完

成
す
る
が
、
植
物
の
染
料
で
あ
れ
ば
布

を
挟
ん
だ
板
ご
と
染
料
に
浸
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
祖
父
は
こ
う
し
た

方
法
を
編
み
出
し
た
。
当
時
、
染
色
技

術
者
か
ら
は
批
判
が
多
か
っ
た
そ
う
だ

が
、
そ
の
後
イ
ン
ド
で
、
祖
父
が
考
え

出
し
た
よ
う
な
版
木
が
み
つ
か
り
、
そ

れ
が
正
し
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た

る
と
当
時
の
私
は
、
子
供
向
け
の
テ
レ

ビ
番
組
の
合
間
に
、
そ
の
祖
父
が
出
演

し
て
い
る
番
組
を
何
度
も
何
度
も
繰
り

返
し
見
続
け
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

　
祖
父
は
戦
後
に
染
司
よ
し
お
か
の
四

代
目
と
な
り
家
業
を
継
ぎ
、
正
倉
院
に

遺
さ
れ
た
染
織
品
を
間
近
で
み
る
こ
と

が
で
き
る
正
倉
院
展
を
拝
見
し
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
化
学
染
料
だ
け
で
は

な
い
古
法
で
あ
る
天
然
染
料
を
使
っ
た

染
色
に
挑
む
よ
う
に
な
る
。
そ
の
上
、

夾
纈
や
﨟ろ
う

纈け
ち

の
よ
う
な
失
わ
れ
た
技

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
染
め
る
染
料
を
変

え
る
た
び
に
孔
に
木
で
栓
を
し
て
、
熱

い
染
料
に
入
れ
る
と
、
少
々
の
緩
み
が

で
き
、
本
来
別
の
染
料
が
入
る
と
こ
ろ

に
流
れ
て
し
ま
い
、
模
様
が
滲
ん
で
し

ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
。
そ
れ
が
、

五
色
の
夾
纈
で
あ
れ
ば
、
そ
の
全
て
が

染
め
終
わ
る
ま
で
、
挟
ん
だ
板
を
開
く

こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
失
敗
か
成
功

か
も
、
全
て
染
め
上
げ
て
か
ら
わ
か
る

の
で
あ
る
。

　
そ
の
苦
心
を
と
ら
え
た
番
組
を
、
私

は
何
度
も
繰
り
返
し
ビ
デ
オ
で
見
て
い

た
の
で
、「
こ
こ
で
お
爺
ち
ゃ
ん
失
敗

し
は
る
」
と
声
に
出
し
て
い
た
の
だ
そ

う
だ
。
何
度
も
何
度
も
失
敗
を
繰
り
返

し
て
、
や
が
て
多
色
唐
花
文
夾
纈
は
無

事
に
完
成
す
る
。
そ
し
て
幡
に
仕
立
て

ら
れ
た
後
、
落
慶
法
要
の
際
に
は
前
庭

に
掲
げ
ら
れ
、
吹
く
風
に
な
び
い
て
、

大
仏
殿
修
理
完
成
の
喜
び
を
伝
え
た
の

で
あ
る
。

　
紆
余
曲
折
あ
っ
た
が
、
染
司
よ
し
お

か
は
そ
の
後
父
が
継
ぎ
、
そ
し
て
私
が

継
承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
祖
父
か
ら

直
接
指
導
を
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
そ
の
苦
労
を
映
像
や
残
し
て
く
れ

た
作
品
が
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。
ま
た
、

父
か
ら
は
美
し
い
色
や
染
織
品
な
ど

「
も
の
を
見
る
眼
」を
鍛
え
る
よ
う
に
教

え
ら
れ
た
。
そ
れ
が
自
分
自
身
の
原
点

と
な
っ
て
い
る
。

東大寺の多色夾纈の庭幡と制作中の吉岡常雄氏（『吉岡常雄の仕事』より）

東大寺大仏発願1250
年慶讃法要での伎楽
（1993年）。呉王と呉
女の衣装は吉岡幸雄氏
の制作

＊
１　
神
社
・
仏
閣
の
新
築
ま
た
は
補
修
工
事
の
落
成
を

祝
う
法
要

＊
２　
吉
岡
常
雄（
一
九
四
六
〜
八
八
）「
染
司
よ
し
お
か
」

四
代
目
。
幸
雄
（
五
代
目
）
と
と
も
に
古
代
染
色

の
研
究
と
文
化
財
復
元
に
功
績
を
残
し
た
。

古
の
色
を
伝
え
る
植
物
染
め
と

祖
父
が
挑
ん
だ
幻
の
染
色
技
法

よしおか・さらさ
アパレルデザイン会社勤務を経て、
愛媛県西予市野村町シルク博物館
にて染織を学ぶ。2008年より生家
である「染司よしおか」で製作を
行っている。「染司よしおか」は京
都で江戸時代より200年以上続く
染屋で、すべて自然界に存在する
染料で染色をしている。奈良東大
寺修二会など、古社寺の行事に関
わり、国宝の復元なども手掛ける。

の
四
代
目
と
し
て
、
大
き
な
仕
事
を
担

い
、
そ
れ
を
完
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
奈
良
に
あ
る
東
大
寺
で
は
一
九
七
三

（
昭
和
四
十
八
）年
か
ら
約
七
年
の
歳
月

を
か
け
て
、
大
仏
殿
の
大
修
理
が
行
わ

れ
て
い
た
。
そ
の
完
成
を
遂
げ
る
落ら
つ
慶け
い

法
要
＊
１
を
機
会
に
、
日
本
最
古
の
渡
来

芸
能
で
あ
る
「
伎ぎ

楽が
く
」
と
い
う
仮
面
を

つ
け
た
演
者
達
が
コ
ミ
カ
ル
に
動
く
無

言
劇
が
復
元
す
る
こ
と
と
な
り
、
祖
父

＊
２
は
そ
の
衣
装
制
作
を
担
っ
て
い
た
。

　
ま
た
法
要
の
際
に
は
、
大
仏
殿
に
向

か
う
前
庭
に
「
幡ば
ん
」
と
よ
ば
れ
る
旗
が

掛
け
ら
れ
る
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
、

そ
れ
を
二
十
琉
新
し
く
制
作
し
た
の
で

あ
る
。
幡
に
は
唐
花
文
と
呼
ば
れ
る
大

が
三
歳
を
迎
え
る
頃
、
祖
父
が

家
業
で
あ
る「
染
司
よ
し
お
か
」

幼少期の記憶のなかの景色、人
生のターニング・ポイントにま
つわる思い出の場所、風の匂い、
聞こえる音楽、ふと脳裏に浮か
びあがる「心象風景」……。大
切な「風と景」について語って
いいただきます。

私を育てた
〈 風と景 〉

吉
岡
更
紗 

染
織
家

失
敗
か
成
功
か
も
、

全
て
染
め
上
げ
て
か
ら
わ
か
る

映
像
や
作
品
が
伝
え
る

も
の
を
見
る
眼

私
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日
本
の
山
岳
で
は
、
高
度
別
に
異
な

っ
た
名
称
が
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

富
士
山
で
は
下
か
ら
「
草
山
」、「
木
山
」、

「
焼
山
」、
南
ア
ル
プ
ス
の
塩
見
岳
で
は

「
サ
ト
ヤ
マ
」、「
チ
カ
ヤ
マ
」、「
タ
ケ
」

の
区
分
が
あ
る
。
里
山
・
近
山
で
は
、

山
麓
住
民
に
よ
り
焼
畑
農
耕
、
山
菜
採

集
、木
材
の
利
用
、草
の
施
肥
利
用
、放

牧
、
渓
流
魚
の
漁
撈
、
狩
猟
、
養
蜂
な

ど
、
多
様
な
生
業
が
営
ま
れ
て
き
た
。

一
方
、
焼
山
や
タ
ケ
（
岳
）
は
、
修
験

者
の
修
行
、
鉱
山
開
発
、
薬
草
採
集
な

ど
、
地
域
住
民
以
外
に
外
部
者
の
参
入

す
る
領
域
で
も
あ
る
。
現
代
で
は
ア
ル

ピ
ニ
ス
ト
の
登
山
者
も
増
加
し
て
き
た
。

山
岳
部
で
は
垂
直
高
度
で
人
間
と
の
か

か
わ
り
は
層
序
化
さ
れ
て
い
る
。

　
問
題
は
、
地
球
の
気
候
変
動
や
開
発

な
ど
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
き
た
山
の

野
生
生
物
の
動
向
で
あ
り
、
人
間
と
の

折
り
合
い
が
焦
点
と
な
る
点
で
あ
る
。

　
大
井
川
最
上
流
部
の
井
川
村
（
静
岡

市
葵
区
）（
七
三
二
・
三
メ
ー
ト
ル
）
は
、

糸
魚
川
静
岡
構
造
線
の
沿
線
に
あ
る
。

周
辺
部
か
ら
の
隔
離
要
因
も
あ
り
、
焼

畑
が
今
も
お
こ
な
わ
れ
、
数
十
種
類
の

在
来
野
菜
の
栽
培
や
ヤ
マ
メ
祭
り
、
獅

子
舞
な
ど
の
伝
統
文
化
や
独
自
の
井
川

方
言
が
の
こ
っ
て
い
る
。
上
・
中
流
域

は
、
木
材
を
大
井
川
を
通
じ
て
流
送
す

る
木
材
業
で
繁
栄
し
、
著
名
な
茶
栽
培

の
茶
草
場
農
法
は
二
〇
一
三
年
に
世
界

農
業
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　
井
川
を
基
点
と
し
て
、
南
ア
ル
プ
ス

に
ア
ク
セ
ス
し
た
。
途
中
経
過
を
略
す

る
が
、
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

地
帯
は
う
っ
そ
う
と
し
た
森
で
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
草
本
の
高
山
植
物（
花
畑
）

が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
植

物
は
シ
カ
の
食
害
に
遭
う
こ
と
か
ら
、

数
メ
ー
ト
ル
四
方
の
ネ
ッ
ト
で
保
護
さ

れ
て
い
た
。
と
く
に
千
枚
小
屋
（
二
六

〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
周
辺
に
は
ネ
ッ
ト
が

数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
た
。
花
畑
は
人

間
に
と
り
、
見
て
楽
し
め
る
存
在
で
あ

る
が
、
シ
カ
の
獣
害
に
よ
る
喪
失
は
生

物
多
様
性
の
保
全
に
と
り
深
刻
な
負
の

意
味
が
あ
る
。
シ
カ
狩
猟
の
低
迷
と
駆

除
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
ち
が

い
な
い
。
一
方
、
井
川
で
は
鹿
肉
の
利

用
が
盛
ん
で
、
ジ
ビ
エ
料
理
は
地
元
で

し
、
南
ア
ル
プ
ス
は
南
限
に
あ
た
る
。

多
雪
地
帯
に
適
応
す
る
マ
ツ
科
モ
ミ
属

の
日
本
固
有
種
で
、
積
雪
期
に
樹
氷
を

形
成
す
る
。
東
北
で
は
方
言
で
モ
ロ
ビ

と
呼
ば
れ
、
岩
手
県
八
幡
平
に
は
諸も
ろ
桧び

岳だ
け（

一
五
一
六
メ
ー
ト
ル
）が
あ
る
。モ

ロ
ビ
で
も
、
氷
点
下
に
な
る
と
細
胞
外

の
水
分
が
凍
結
（
細
胞
外
凍
結
）
し
て

組
織
や
細
胞
を
保
護
し
、
細
胞
内
で
は

水
分
を
ド
ロ
ド
ロ
に
し
て
凍
結
を
防
ぎ
、

細
胞
が
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。

　
江
戸
時
代
、
本
草
学
者
の
菅す
が

江え

真ま

澄す
み

（
一
七
五
四
〜
一
八
二
九
）は
秋
田
県
の

森も
り

吉よ
し

山ざ
ん

（
一
四
五
四
・
二
メ
ー
ト
ル
、

現
・
北
秋
田
市
）
に
二
度
登
頂
し
、
森

吉
山
の
モ
ロ
ビ
の
絵
を
残
し
て
い
る
。

森
吉
山
は
日
本
海
を
行
き
か
う
北
前
船

に
と
り
航
海
の
重
要
な
目
安
と
さ
れ
た
。

登
拝
者
は
森
吉
山
の
モ
ロ
ビ
の
枝
を
持

ち
帰
っ
て
神
棚
に
供
え
た
。
モ
ロ
ビ
の

香
り
は
穢
れ
を
払
い
、
魔
除
け
の
効
力

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
阿あ

仁に

マ
タ
ギ

は
、
旅
立
ち
の
際
に
は
、
モ
ロ
ビ
を
燻

し
て
全
身
を
浄
め
、
行
路
の
安
全
を
祈

願
し
た
。
モ
ロ
ビ
を
焚
く
と
、
雷
鳴
が

な
く
な
る
と
の
民
間
伝
承
も
あ
る
。

賞
味
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
へ
と
伝
承
さ

れ
て
い
る
。

　
千
枚
小
屋
に
至
る
登
山
道
に
は
、
シ

ラ
ビ
ソ
や
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
な
ど
が
混
生

す
る
。
と
り
わ
け
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
（
ア

オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
）
は
中
部
地
方
以
北

か
ら
東
北
地
方
の
亜
高
山
地
帯
に
分
布

　
ふ
た
た
び
南
ア
ル
プ
ス
の
話
題
に
も

ど
ろ
う
。
多
様
な
自
然
環
境
の
な
か
で
、

山
間
部
の
過
疎
化
、
産
業
の
変
化
に
応

じ
た
地
域
振
興
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ

て
い
る
。
亜
高
山
帯
の
花
畑
の
保
護
は
、

生
物
多
様
性
の
保
全
に
利
す
る
も
の
だ

ろ
う
。
一
方
、
住
民
の
生
活
域
と
シ
カ

の
生
息
域
は
や
や
距
離
が
あ
る
。
炭
焼

き
や
木
器
工
芸
品
、
焼
畑
な
ど
が
大
規

模
に
復
活
す
る
と
は
思
え
な
い
な
か
で
、

都
市
部
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
加
す
る
、

在
来
野
菜
の
遺
伝
種
の
保
全
や
民
俗
芸

能
の
振
興
な
ど
の
メ
ニ
ュ
ー
が
有
効
だ

ろ
う
。
井
川
で
は
、
地
域
お
こ
し
協
力

隊
の
若
い
女
性
の
精
力
的
な
活
動
が
展

開
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
支
援
す
る
意

味
で
提
起
し
た
い
の
は
、
オ
オ
シ
ラ
ビ

ソ
の
香
油
成
分
を
生
か
し
た
芳
香
剤
の

開
発
産
業
で
あ
る
。
森
林
浴
も
重
要
で

あ
る
が
、
亜
高
山
帯
の
森
林
を
持
続
的

に
維
持
し
な
が
ら
人
間
が
一
部
、
産
業

と
し
て
利
用
す
る
工
夫
が
あ
っ
て
も
よ

い
。
在
来
作
物
の
遺
伝
資
源
の
保
存
、

シ
カ
の
駆
除
と
利
用
を
含
め
て
み
る
と
、

南
ア
ル
プ
ス
は
自
然
と
人
間
の
共
生
を

多
元
的
に
考
え
る
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
で

あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

﹇
参
考
文
献
﹈

菅
江
真
澄
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
１
』
東
洋
文
庫
、
一
九
六

五
年

田
口
洋
美
『
マ
タ
ギ  

森
と
狩
人
の
記
録
』
慶
友
社
、
一

九
九
四
年

秋
道
智
彌
『
霊
峰
の
文
化
史
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
三
年

南
アル
プ
ス
か
ら
考
え
る

自
然
と
の
共
生

あきみち・ともや
1946年京都市生まれ。総合地球環
境学研究所名誉教授。国立民族学
博物館、総合研究大学院大学、総
合地球環境学研究所などで教授を
歴任。専門は生態人類学。

ス
（
赤
石
山
脈
）
は
静
岡
県
、
長
野
県
、

山
梨
県
に
ま
た
が
る
南
北
に
連
な
る
山

脈
で
、
富
士
山
に
次
い
で
高
い
北
岳

（
三
一
九
三
メ
ー
ト
ル
）や
塩
見
岳（
三

〇
五
二
メ
ー
ト
ル
）
か
ら
は
、
流
長
一

六
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
大
井
川
が
駿
河

湾
に
注
ぐ
。
大
井
川
流
域
で
は
、
上
流

か
ら
下
流
域
ま
で
多
様
な
自
然
文
化
環

境
が
展
開
し
て
い
る
。

〇
二
二
〜
二
三
年
の
夏
、
南
ア

ル
プ
ス
に
赴
い
た
。
南
ア
ル
プ

い
ぶ
き
の

輪
っ
か

地
球
上
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
が
た
が
い
に
助
け
合
い
、
利
用
し
合

い
な
が
ら
生
命
を
育
ん
で
い
ま
す
。
私
た
ち
人
間
も
そ
の
環
を
形
成
す
る

要
素
の
一
つ
で
す
。
生
き
も
の
ど
う
し
の
連
環
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
関
わ

る
人
間
の
役
割
が
つ
く
る
〈
輪
っ
か
〉
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く
、
サ

イ
エ
ン
ス
・
コ
ラ
ム
で
す
。

秋
道
智
彌 

山
梨
県
立
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
所
長

オオシラビソの球果

南アルプスの花畑とシカ除けの防護ネット

森吉山のモロビ（右）と菅江真澄
が描いた森吉山（出典：日記『み
かべのよろい』1805年、秋田県立
博物館蔵写本）

シカの焼肉料理
撮影：高塚雅文撮影：金原みつみ

山
岳
の
高
度
と
人
の
か
か
わ
り

井
川
か
ら
南
ア
ル
プ
ス
へ

オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
を
め
ぐ
っ
て

南
ア
ル
プ
ス
の
自
然
と
共
生

二
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様
性
の
保
全
と
持
続
可
能
な
未
来
の
実

現
に
向
け
て
の
大
き
な
貢
献
と
重
な
る

も
の
で
す
。
レ
ー
ブ
ン
博
士
が
こ
の
北

米
で
最
も
伝
統
的
な
植
物
園
に
赴
任
し

た
と
き
に
は
、
学
位
を
も
つ
植
物
学
者

は
三
人
だ
け
で
し
た
が
、
十
余
年
で
、

五
十
人
を
超
え
る
ま
で
に
拡
大
し
、
ま

た
、
私
立
の
機
関
で
す
が
、
今
で
は
ミ

ズ
ー
リ
州
と
セ
ン
ト
ル
イ
ス
市
が
三
分

の
一
ず
つ
の
経
費
を
提
供
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
ミ
ズ
ー
リ
植
物
園
で
は
、
生
物
多
様

性
の
保
全
の
基
礎
と
な
る
フ
ロ
ラ
（
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
に
ど
の
よ
う
な
種
が
生

育
し
て
い
る
か
）
の
解
明
の
た
め
の
調

査
・
研
究
を
、
中
南
米
を
中
心
に
ア
フ

リ
カ
や
ア
ジ
ア
も
含
め
て
熱
帯
域
の
二

十
以
上
の
国
々
で
進
め
て
き
ま
し
た
。

同
園
に
は
、
様
々
な
国
・
地
域
か
ら
学

位
を
も
つ
多
数
の
研
究
者
が
集
ま
っ
て

お
り
、
世
界
各
地
で
植
物
の
多
様
性
に

つ
い
て
の
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
研
究
者
は
、
各
自
が
担
当
す
る

国
な
ど
で
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
定
期
的

に
行
い
（
あ
る
い
は
調
査
対
象
国
内
に

設
置
さ
れ
た
拠
点
に
長
期
駐
在
し
て
）、

植
物
の
採
集
や
現
地
で
の
デ
ー
タ
収
集

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
調
査
は
、

植
物
の
生
態
や
分
布
情
報
の
理
解
を
深

め
る
た
め
に
も
重
要
な
活
動
で
あ
り
、

絶
滅
が
危
惧
さ
れ
る
植
物
種
の
特
定
や

保
全
活
動
の
基
盤
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
得
ら
れ
た
研
究
成
果
は
、
地
域
や
特

定
の
国
ご
と
の
フ
ロ
ラ
を
ま
と
め
た
本

と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
植
物
群
の
情

報
が
体
系
化
さ
れ
、
一
般
の
人
々
も
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
収
集
さ
れ
た
植
物
情
報
を
デ
ジ
タ

ル
化
し
て
、
ミ
ズ
ー
リ
植
物
園
が
一
九

八
〇
年
代
に
い
ち
早
く
始
め
た
「
Ｔ
Ｒ

Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｓ
」
と
呼
ば
れ
る
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
（
現
在
、
一
三
八
万

種
の
学
名
、
六
八
四
万
点
の
標
本
情
報
、

さ
ら
に
一
五
四
万
枚
の
画
像
が
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
）
な
ど
を
活
用
し
て
、
オ

ン
ラ
イ
ン
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
も
提
供
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
世
界
の
研
究

者
は
も
と
よ
り
、
国
際
的
な
保
全
活
動

家
も
必
要
な
情
報
に
容
易
に
ア
ク
セ
ス

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
ミ
ズ
ー
リ
植
物
園
の
活
動

を
通
じ
て
レ
ー
ブ
ン
博
士
は
、
よ
り
直

接
的
に
生
物
多
様
性
の
保
全
に
関
わ
る

事
業
も
行
っ
て
き
ま
し
た
。
絶
滅
の
危

機
に
瀕
し
て
い
る
植
物
の
収
集
、
保
存
、

お
よ
び
増
殖
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
な

ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
種
子

の
保
存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
多
数
の

植
物
種
の
種
子
を
長
期
保
存
し
て
い
ま

す
。
現
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
先
住
民

と
連
携
し
て
、
持
続
可
能
な
森
林
管
理

や
伝
統
的
な
植
物
知
識
の
保
存
に
も
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

い
ち
早
く
着
目
し
、
人
類
が
生
存
し
続

け
る
た
め
に
は
、
地
球
上
の
生
物
多
様

性
を
保
全
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

と
、
全
世
界
に
向
け
て
発
信
を
始
め
ま

す
。
そ
れ
は
、
世
界
の
植
物
学
者
と
し

て
例
の
な
い
こ
と
で
し
た
。

　
一
九
七
一
年
に
ミ
ズ
ー
リ
植
物
園
の

園
長
に
就
任
す
る
と
、
二
〇
一
〇
年
ま

で
四
十
年
に
わ
た
っ
て
強
い
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
こ
の
植
物
園
を
世

界
的
な
植
物
多
様
性
の
研
究
と
保
全
の

中
心
地
に
し
ま
し
た
。
ミ
ズ
ー
リ
植
物

園
が
果
た
し
て
き
た
重
要
な
役
割
は
、

そ
の
ま
ま
、
レ
ー
ブ
ン
博
士
の
生
物
多

ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校（
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
）

大
学
院
の
学
生
時
代
に
、
ア
カ
バ
ナ
科

植
物
の
系
統
分
類
学
的
研
究
で
大
き
な

研
究
成
果
を
あ
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

同
校
で
博
士
号
の
学
位
を
取
得
し
た
後
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
准
教
授
に
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
同
僚
の
ポ
ー
ル
・

Ｒ
・
エ
ー
リ
ッ
ク
博
士
と
と
も
に
、
植

物
と
植
食
性
昆
虫
と
が
お
互
い
に
影
響

し
あ
い
な
が
ら
進
化
す
る
こ
と
を
突
き

止
め
、「
共
進
化
（coevolution

）」
と

い
う
新
し
い
用
語
も
生
み
出
し
ま
し
た
。

博
士
ら
が
一
九
六
四
年
に
『
エ
ヴ
ォ
ル

ー
シ
ョ
ン
』
誌
に
発
表
し
た
共
進
化
に

つ
い
て
の
論
文
「
蝶
と
植
物  

共
進
化

の
研
究
」＊
１
は
特
に
有
名
で
す
。

　
レ
ー
ブ
ン
博
士
は
、
植
物
と
菌
根
菌

や
植
物
と
送
粉
昆
虫
と
の
共
進
化
に
つ

い
て
も
研
究
を
展
開
し
、
現
在
大
き
な

注
目
を
集
め
て
い
る
「
送
粉
生
物
学
」

や
「
花
生
態
学
」
と
呼
ば
れ
る
分
野
の

礎
を
最
初
に
築
い
た
研
究
者
で
も
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
生
物
の
隔
離
分
布
を

説
明
す
る
た
め
に
、
最
初
に
プ
レ
ー
ト

テ
ク
ト
ニ
ク
ス
（
大
陸
移
動
の
理
論
）

に
着
目
し
、
生
物
地
理
学
の
分
野
で
も

独
創
性
の
高
い
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
若
い
頃
か
ら
研
究
者
と

し
て
大
成
功
を
収
め
て
い
ま
し
た
が
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
地
球
上
の
多
く
の

生
物
種
が
絶
滅
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
に

花の万博から30余年、花博記念協会は「自然と人間との
共生」を活動のテーマに掲げてきました。地球のための
すぐれた業績を残した方を顕彰するコスモス国際賞は、
これまで30回を数えます。

昆
虫
や
植
物
な
ど
生
き
物
が
大
好
き
な
子
ど
も
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
人
は

大
人
に
な
る
過
程
で
、
そ
の
情
熱
を
少
し
ず
つ
失
っ
て
い
き
ま
す
。
ピ
ー
タ
ー
・
Ｈ
・
レ

ー
ブ
ン
博
士
は
少
年
時
代
に
採
集
し
て
い
た
新
種
の
植
物
、
並
び
に
そ
の
仲
間
を
詳
し
く

研
究
す
る
こ
と
で
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
世
界
中
の
熱
帯
域
に
生
育
す
る
植
物
種
を
科
学
的
に
知
る
た
め
の
研
究
を

大
規
模
に
展
開
す
る
と
同
時
に
、
絶
滅
が
危
惧
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
種
を
保
全
す
る
こ
と
の

重
要
性
を
世
界
に
向
け
て
発
信
し
続
け
て
い
ま
す
。

ー
タ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
レ
ー

ブ
ン
博
士
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ台湾の合歓山近くの高山草原で、1995年

レーブン博士、ジンバブエのチャプング彫刻群の前で、2000年

建設中のミズーリ植物園

ピ
ー
タ
ー・ハミル
ト
ン・レ
ー
ブ
ン
博
士

寄
稿
・
村
上
哲
明
（
東
京
都
立
大
学
教
授
）

近
代

学
匠
伝

植
物
園
か
ら

全
世
界
へ
向
け
た
発
信

D
r. Peter H

am
ilton Raven

コ
ス
モ
ス
国
際
賞 

二
〇
〇
三
年
受
賞
者

【コスモス国際賞】
地球の航路を探る

受賞のポイント
◎共生の理念の形成、発展に寄与すること
◎地球的視点に立ち、長期的な視野をもつこと
◎総合的な視点での研究や活動であること

学
術
と
実
践
の
両
面
か
ら

生
物
多
様
性
の
重
要
性
を
発
信

生
物
多
様
性
保
全
と

フ
ロ
ラ
の
解
明

ピ

1819 KOSMOS_2023_autumn



　
ま
た
、
中
南
米
な
ど
の
学
生
や
研
究

者
を
対
象
に
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
研

究
の
機
会
を
提
供
し
て
お
り
、
地
域
の

生
物
多
様
性
保
全
の
た
め
の
組
織
的
な

能
力
向
上
を
支
援
し
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
世
界
中
の
植
物
学
者
や

研
究
機
関
と
の
強
固
な
協
力
関
係
を
築

き
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
、
共
同
で
の

フ
ロ
ラ
研
究
や
デ
ー
タ
の
共
有
が
促
進

さ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
科
学
院
昆
明
植

物
研
究
所
・
所
長
の
呉ウ
チ
エ
ン
イ

征
鎰
博
士
（
一

九
九
九
年
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
受
賞
者
）

と
協
力
し
、
中
国
植
物
誌
の
英
語
版
＊
２

を
出
版
し
た
こ
と
は
、
そ
の
成
果
の
一

つ
で
す
。

　
さ
ら
に
、
一
般
市
民
や
学
生
を
対
象

と
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
提
供

や
、
大
学
生
向
け
の
生
物
学
や
植
物
学

の
教
科
書
も
出
版
し
て
お
り
、
特
に

『
レ
ー
ブ
ン
式 

植
物
の
生
物
学
』＊
３
は

植
物
学
の
定
番
の
教
科
書
と
な
る
な
ど
、

教
育
面
で
の
貢
献
も
大
き
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

　
専
門
的
な
知
識
と
情
熱
で
、
学
術
と

実
践
の
両
面
か
ら
、
生
物
多
様
性
の
保

全
と
環
境
の
持
続
可
能
な
利
用
の
発
信

で
世
界
を
率
先
す
る
レ
ー
ブ
ン
博
士
の

活
動
は
、
今
も
続
い
て
い
ま
す
。

岐
し
、
色
は
暗
紫
色
ま
た
は
紅
色
な
た

め
、
血
管
を
思
わ
せ
る
こ
と
か
ら
「
血チ

条ス
ジ

苔ノ
リ

」
と
い
う
名
が
つ
い
て
い
ま
す
。

　
清
澄
な
川
と
速
い
水
の
流
れ
、
半
日

陰
の
環
境
を
好
む
チ
ス
ジ
ノ
リ
。
九
州

と
本
州
の
一
部
の
限
ら
れ
た
河
川
に
生

育
す
る
日
本
固
有
の
種
で
す
。
鹿
児
島

県
川
内
川
と
熊
本
県
菊
池
川
の
生
育
地

は
、
国
指
定
の
天
然
記
念
物
と
な
っ
て

お
り
、
環
境
省
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

で
は
絶
滅
危
惧
種
Ⅱ
類
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
藻
体
の
基
部
は
、
流
さ
れ
な
い
よ
う

に
川
底
の
石
な
ど
に
着
き
、
良
く
育
て

ば
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
長
さ
ま
で
に

な
り
ま
す
。
川
内
川
で
は
三
メ
ー
ト
ル

と
い
う
記
録
が
あ
る
そ
う
で
す
。
秋
か

ら
春
に
か
け
て
繁
茂
し
ま
す
が
、
夏
に

は
い
っ
た
ん
消
失
し
ま
す
。
じ
つ
は
、

こ
の
長
く
な
る
個
体
は
チ
ス
ジ
ノ
リ
の

配
偶
体
で
種
子
植
物
の
花
に
相
当
し
ま

す
。
し
か
も
雌
雄
の
生
殖
器
官
が
別
々

の
個
体
に
で
き
る
雌
雄
異
株
で
す
。
つ

ま
り
雌
花
と
雄
花
が
あ
る
と
い
う
わ
け

で
す
。
チ
ス
ジ
ノ
リ
の
生
活
史
は
複
雑

で
、
配
偶
体
（
有
性
世
代
）
と
シ
ャ
ン

ト
ラ
ン
シ
ア
期
と
よ
ば
れ
る
胞
子
体

（
無
性
世
代
）に
よ
る
異
型
世
代
が
存
在

し
ま
す
。
胞
子
体
は
川
底
の
石
に
着
生

す
る
わ
ず
か
五
ミ
リ
程
度
の
塊
状
で
、

こ
れ
こ
そ
が
チ
ス
ジ
ノ
リ
の
本
体
で
す
。

河
川
流
量
の
年
変
動
と
の
比
較
か
ら
、

夏
期
に
大
き
な
洪
水
が
発
生
す
る
と
、

冬
期
に
よ
り
多
く
の
「
花
」
を
咲
か
せ

る
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
詳
し

い
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
チ
ス
ジ
ノ
リ
を
は
じ
め
と
す
る
淡
水

紅
藻
類
は
、
絶
滅
が
危
惧
さ
れ
て
い
る

も
の
ば
か
り
で
す
が
、
昔
は
食
べ
ら
れ

る
ほ
ど
取
れ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
再
び

そ
の
よ
う
な
光
景
を
見
て
み
た
い
も
の

で
す
。

ス
ジ
ノ
リ
は
淡
水
産
の
紅
藻
類

で
、
形
は
ひ
も
状
で
、
多
数
分
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■ 絶滅危惧II種

写真提供：佐藤裕司

チスジノリ　紅藻類チスジノリ科
学名：Thorea okadae Yamada
原産地：日本（タイプ産地：鹿児島県伊佐市川内川）
開花期：秋から春に配偶体が出現

兵庫県安室川に生育す
るチスジノリ。5ミリ
程度の小さな胞子体
（上）が本体で、長く
伸びる藻が植物の花に
相当する配偶体（左）

＊1　Butterflies and Plants: A Study in Coevolution
＊2　Flora of China
＊3　Raven Biology of Plants

　1936年、レーブン博士は中国
（当時は中華民国）の上海市で、裕
福なアメリカ人の両親のもとに生
まれました。しかし、1937年に日
中戦争が起こると、一家はアメリ
カに帰国し、サンフランシスコで
暮らし始めます。
　昆虫や植物など様々な生き物に
興味をもっていた博士は、その頃
からフィールド植物分類学者とし
ての大いなる才能を発揮し始めて
いました。14歳の時、近くのシエ
ラネバダ山脈に生育する337種を
含む506点もの植物標本を採集し、
そのなかには、少し変わった形の
Clarkia rubicunda（アカバナ科）

の標本も含まれていました。この
奇妙な植物標本をハーバリウム
（標本庫）で見つけた、植物分類の
専門家ハーラン・ルイス博士は、
16歳のピーター少年に生育地を
案内してもらっています。その8
年後、UCLAの大学院生となり、
ルイス博士と共著で、これを新種
C. franciscanaとして発表。レー
ブン博士はわずか14歳で、新種の
植物標本を採集していたのです。
　さらにこの種の染色体なども詳
しく研究し、C. franciscanaが祖
先種のC. rubicundaから染色体
の構造が変化することで急速に
（1万2000年くらい前に）種分化し、

母種と交雑しても子孫を残せない
別の種になったことを明らかにし
ました。新しい種が生まれるのに
は通常、数百万年かかるので、1
万年程度で種分化が起きたとすれ
ば、急速です。植物が染色体の構
造変化によって素早く種分化しう
ることを示したことは、進化学的
にも大発見でした。
　博士は、その後にClarkia属を含
むアカバナ科の専門家となり、種
レベルならびに系統分類学的な整
理を進め、分類学分野でも大きな
研究成果をあげました。これらの
成果によってUCLAで植物学の博
士号を取得しています。14歳の時
運命的に出会ったC. franciscana

が、レーブン博士を生物多様性研
究の道に導いたともいえるでしょ
う。

日本列島には約5,000種類の在来植物があるといわれていますが、開発や乱獲、
外来種の侵入や気候変動などの影響で、その生息地や個体数は減少しています。
花博記念協会は、こうした在来植物の現状を調査し、植物本体を採取することなく
動画で記録しました。今では生息していない、失われた地域もありますが、
その成果は「プラント・フォト・ハンティング」として、協会ホームページで公開しています。
このコーナーでは、貴重なデータの中から、特徴的な種を取り上げて紹介します。

絶滅が危惧される
淡水産の紅藻類 チスジノリ

ミズーリ植物園を訪問された天皇皇后
両陛下（現・上皇上皇后両陛下）と
1994年

ミズーリ植物園の温室で、植物間の交
雑実験を行う博士、1974年

生後間もなく父ウォルターと上海で
1936年

日本
植物紀行

監修
佐藤裕司

（兵庫県立大学） ＊学会や展示会などへの動画（DVD）の貸し出しもしています。　https://www.expo-cosmos.or.jp/main/pph/index.html
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叡智の人の足跡

生息地

チ
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し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
新
た
な
知
見

へ
の
喜
び
の
声
が
溢
れ
て
い
ま
し
た
。

本
企
画
を
通
じ
て
、「
植
物
の
楽
し
さ
、

大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
」
と
い
う
目

的
が
少
な
か
ら
ず
達
成
で
き
た
こ
と
を
、

応
募
は
が
き
を
見
な
が
ら
実
感
し
ま
し

た
。
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
三
園

の
関
係
者
の
皆
様
に
こ
の
場
を
お
借
り

し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
公
益
社
団
法
人
日
本
植
物
園
協
会
と

共
催
で
二
〇
二
三
年
七
月
三
〇
日（
日
）

に
、
日
比
谷
図
書
文
化
館
大
ホ
ー
ル

（
東
京
都
千
代
田
区
）に
て「
牧
野
富
太

郎
と
植
物
〜
『
ら
ん
ま
ん
』
の
植
物
た

ち
の
魅
力
を
伝
え
る
」
を
開
催
し
ま
し

た
。
テ
レ
ビ
人
気
は
大
き
く
、
募
集
定

員
二
百
名
は
一
週
間
で
満
席
に
な
り
、

応
募
申
込
み
時
の
質
問
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

六
十
人
余
の
方
々
か
ら
質
問
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
牧
野
富

太
郎
博
士
、
②
ド
ラ
マ
「
ら
ん
ま
ん
」、

③
図
書
や
資
料
、
④
植
物
分
類
（
Ａ
Ｐ

Ｇ
分
類
な
ど
）・
命
名
な
ど
、
⑤
個
々

の
植
物
、
⑥
標
本
な
ど
に
対
す
る
幅
広

い
も
の
で
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
ら
ん
ま

ん
」
の
影
響
も
あ
り
、
植
物
へ
の
関
心

の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
ま
し
た
。

　
講
演
で
は
、
牧
野
富
太
郎
に
ゆ
か
り

の
あ
る
東
京
大
学
小
石
川
植
物
園
の
元

園
長
の
邑
田
仁
博
士
（
東
京
大
学
名
誉

教
授
）
か
ら
、
牧
野
富
太
郎
の
緻
密
な

ム
ジ
ナ
モ
の
図
譜
紹
介
、
さ
く
葉
標
本

づ
く
り
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、

植
物
図
鑑
の
紹
介
が
あ
り
、
そ
の
後
、

「
ら
ん
ま
ん
」の
植
物
監
修
を
さ
れ
た
田

中
伸
幸
博
士
（
国
立
科
学
博
物
館
陸
上

植
物
研
究
グ
ル
ー
プ
長
）
か
ら
は
、
番

組
で
使
用
し
た
レ
プ
リ
カ
標
本
の
裏
話

や
、
植
物
考
証
な
ら
ぬ
Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
渉
で

あ
っ
た
と
の
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
た
苦
労

話
を
、
多
く
の
植
物
写
真
を
交
え
紹
介

が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
東

京
都
練
馬
区
立
牧
野
記
念
庭
園
の
田
中

純
子
学
芸
員
も
加
わ
り
、
牧
野
富
太
郎

に
関
わ
る
植
物
の
話
、
質
問
へ
の
回
答
、

ク
イ
ズ
も
交
え
て
植
物
の
魅
力
を
伝
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

牧
野
富
太
郎
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー・シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

普
及
啓
発
事
業

ん
ま
ん
」
の
放
映
開
始
と
花
の
見
頃
の

時
期
が
ち
ょ
う
ど
重
な
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
用
意
し
て
い
た
台
紙
は
各
園
か
ら

勢
い
よ
く
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
抽
選
で
「
高
知
県
立
牧
野
植
物

園
招
待
券
」
ま
た
は
「
協
会
記
念
グ
ッ

ズ（
植
物
関
連
）」が
当
た
る
懸
賞
も
用

意
。
準
備
万
全
で
す
。

　
応
募
要
件
は
三
園
「
咲
く
や
こ
の
花

館
」（
大
阪
市
）、「
大
阪
市
立
長
居
植
物

園
」（
大
阪
市
）「
大
阪
公
立
大
学
附
属
植

物
園
」（
大
阪
府
交
野
市
）
を
巡
り
、
す

べ
て
の
ス
タ
ン
プ
を
集
め
る
こ
と
で
し

た
が
、
結
果
は
予
想
を
大
幅
に
上
回
る

三
百
通
以
上
の
応
募
が
あ
り
、
応
募
は

が
き
に
は
「
き
れ
い
に
管
理
し
て
下
さ

り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い

っ
た
植
物
園
の
方
々
に
対
す
る
感
謝
の

念
や
、「
今
ま
で
行
く
機
会
の
な
か
っ

た
植
物
園
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」、「
ま
た
複
数
箇
所
を
巡
る
企
画
を

タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
実
施
期
間
は

四
月
中
旬
か
ら
六
月
で
、「
ら

協紹
会介
事
業

花
博
記
念
協
会
は
、
二
〇
二
三
年
四
月
に
始
ま
っ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
小
説
「
ら
ん
ま
ん
」
の
放
映
を
機
に
、

植
物
の
楽
し
さ
、
大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
大
阪
府
内
の
三
園
を
巡
る

「
牧
野
富
太
郎
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
と
、
日
本
植
物
園
協
会
と
の
連
携
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

本誌のタイトルは、COSMOSではなく、あ
えてKOSMOSとしています。どちらも意
識・心の領域をも含めた「秩序と調和の宇
宙」を意味しますが、真の共生の在り方を
探る本誌として、古代ギリシアの哲学者た
ちが自然科学を論じたときに用いた
KOSMOSを使うことで、人類の本質的課
題にアプローチしたいと考えています。

ラリーが開催された大阪公立大学附属
植物園の受付

各園で紹介された牧野富太郎ゆ
かりの植物。❶ヒルムシロ（大
阪公立大学附属植物園）、❷ユズ
（大阪市立長居植物園）、❸ムジ
ナモ（咲くやこの花館） ❸ ❷ ❶

「らんまん」の植物監修をされた田中伸幸博士（国
立科学博物館）の講演

『KOSMOS』の誌名にこめた思い

2023年9月は平均気温が観測史上最高を
記録しましたが、一転して10月に入ると急
に肌寒くなりました。このような急激な変
化は着る服に悩まされます。皆さんは日頃
どのように服を選んでいますか?  服選び
は、気温のほか、流行、TPOなど、様々な
要素がありますが、いまはサステイナブル
な要素も重要とされており、ファッション
産業も持続可能性との両立がもとめられて
います。この秋からは、私自身も地球環境
に配慮しながら、自分に合った「衣」を見
つけたいと思います。（花博記念協会A.I.）

編集後記

ス
タ
ン
プ
集
め
が
開
い
た

植
物
園
への
扉

牧
野
富
太
郎
博
士
と

植
物
標
本
への
高
い
関
心

ス
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イ
ン
ド
原
産
の
鬱
金
草
は
中
国
を
経
て
18
世
紀
に

渡
来
し
、沖
縄
な
ど
温
暖
な
地
域
で
栽
培
さ
れ
た
。

派
手
好
み
の
江
戸
時
代
前
期
、鮮
や
か
な
黄
色
は

人
気
が
高
く
、琉
球
で
は
王
族
な
ど
高
貴
な
人
々

が
身
に
着
け
た
。ま
た
、鬱
金
で
染
め
紅
花
な
ど
で

上
掛
け
し
た
橙
味
の
「
紅
鬱
金
」や
、ク
チ
ナ
シ
と

灰
汁
で
染
め
た
温
か
い
黄
色
も
好
ま
れ
た
。染
料

植
物
の
多
く
が
漢
方
薬
で
も
あ
り
「
衣
」と
「
医
」

の
つ
な
が
り
を
連
想
さ
せ
る
。﹇
写
真
﹈
黄
金
繭
と
絹

糸
、
ウ
コ
ン
の
根
、
紅
花
、
ク
チ
ナ
シ
の
実
、
首
里
織
を

模
し
た
那
覇
文
化
芸
術
劇
場
な
は
ー
と
の
客
席
（
撮
影
・

大
野 

繁
）

﹇
参
考
文
献
﹈
柏
岡
精
三
・
荻
巣
樹
徳

『
絵
で
見
る
伝
統
園
芸
植
物
と
文
化
』
一
九
九
七
年

「
鬱
金
色 

う
こ
ん
い
ろ
」

表
紙
の
解
説

日
本
人
の

感
性
の
な
か
で

独
自
に
発
展

秋
に
な
る
と
全
国
各
地
で
開
か
れ
る
菊
花
品
評
会
や
菊
ま
つ
り
は
、
日
本
な
ら
で
は
の
風
物
詩
。
江
戸
時
代
、

変
化
に
富
む
園
芸
種
の
菊
花
壇
や
、
菊
細
工
の
見
世
物
が
流
行
し
、
そ
れ
を
支
え
た
の
が
、
花
弁
の
ま
ば
ら

な
「
肥
後
菊
」
と
花
弁
が
咲
き
始
め
て
か
ら
変
化
し
て
い
く
「
江
戸
菊
」。
こ
れ
ら
に
花
の
中
心
が
盛
り
上
が

っ
て
咲
く
「
丁
子
菊
」
を
加
え
た
伝
統
的
な
中
輪
種
は
「
古
典
菊
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

はかなく、
清く、潔く

8

日本の日本の
伝統園芸植物伝統園芸植物

菊
の
対
象
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
菊
酒
を

飲
む
風
習
が
宮
中
で
広
ま
っ
た
の
も
こ

の
こ
ろ
で
す
。
中
国
に
倣
っ
た
重
陽
の

節
句
に
「
着
せ
綿わ
た

」
や
「
菊
合
せ
」
の

催
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。「
着
せ
綿
」
は
、

九
月
九
日
の
前
夜
、
菊
の
花
に
真
綿
を

包
み
か
ぶ
せ
、
翌
朝
、
こ
の
菊
の
香
り

と
露
に
湿
っ
た
綿
で
身
を
清
め
て
長
寿

を
願
う
行
事
。
ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』

で
も
多
く
詠
ま
れ
た
「
菊
合
せ
」
と
は
、

二
手
に
分
か
れ
た
人
々
が
菊
の
花
に
歌

を
添
え
て
提
出
し
、
そ
の
優
劣
を
競
う

遊
び
で
す
。
こ
う
し
た
菊
花
を
め
ぐ
る

催
し
は
、
平
安
貴
族
の
年
中
行
事
と
し

て
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
徳
川
幕
府
が

政
策
と
し
て
菊
花
を
取
り
入
れ
、
重
陽

の
節
句
に
諸
侯
を
登
城
さ
せ
て
式
典
を

行
っ
た
た
め
、
こ
の
風
習
が
江
戸
府
中

か
ら
各
地
の
城
下
町
に
も
伝
わ
り
、
庶

民
に
ま
で
広
が
り
ま
し
た
。
江
戸
の

人
々
は
九
月
九
日
に
は
菊
花
を
飾
っ
て

草
餅
を
食
べ
、
菊
の
花
び
ら
を
浮
か
べ

た
酒
を
呑
み
ま
し
た
。
こ
う
し
た
風
潮

が
高
じ
、
江
戸
時
代
に
は
営
利
的
な
菊

比
べ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
代

の
菊
人
形
の
原
型
で
あ
る
菊
細
工
な
ど

の
園
芸
技
術
も
発
達
し
ま
し
た
。
な
お
、

江
戸
時
代
に
は
嵯
峨
菊
、
伊
勢
菊
、
江

戸
菊
、
肥
後
菊
な
ど
の
新
品
種
が
作
り

出
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
現
在
で
は
古
典
菊

を
代
表
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

は
中
国
大
陸
が
起
源
で
、
日
本
に
は
奈

良
時
代
に
伝
来
し
ま
し
た
。
菊
は
中
国

で
は
周
代
か
ら
愛
さ
れ
、
文
献
に
は
菊

酒
で
長
寿
を
祝
う
習
わ
し
や
、
菊
の
咲

く
地
方
の
人
は
皆
百
二
十
、
三
十
歳
の

長
寿
で
あ
る
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
、

そ
の
た
め「
不
老
長
寿
の
花
」、あ
る
い

は
「
延
年
草
」「
寿
客
」
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
菊
文
化
の
影

響
の
も
と
、
奈
良
時
代
の
日
本
で
も
菊

は
霊
草
と
し
て
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。
菊

は
日
本
の
風
土
気
候
に
よ
く
馴
染
ん
だ

た
め
、
そ
の
後
広
く
栽
培
さ
れ
、
日
本

人
の
感
性
の
な
か
で
独
自
の
発
展
を
遂

げ
ま
し
た
。

　
平
安
時
代
に
な
る
と
大
陸
産
の
花
桃
、

花
梅
、
ニ
ワ
ザ
ク
ラ
と
と
も
に
、
庭
の

下
草
に
菊
を
植
え
る
の
が
教
養
あ
る
貴

族
の
象
徴
と
な
り
、
美
花
と
し
て
観
賞

菊
は
日
本
各
地
に
咲
き
ま
す
が
、

園
芸
花
と
し
て
の
菊
（
家
菊
）

古典菊のひとつ丁字菊（上）
小国政 画『五節句之内 九月重陽の節』
長谷川壽美、1896年（左）
出典：国立国会図書館デジタルコレクション

野不
老
長
寿
の
霊
草
か
ら

観
賞
用
の
美
花
へ
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