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文
化
人
類
学
者
ア
ナ
・
チ
ン
（A

nna 

Tsing

）さ
ん
の
最
新
作
、T

he M
ushroom

 

at the E
nd of the W

orld: O
n the 

Possibility of Life in C
apitalist Ruins 

（2015

）
は
、
刺
激
的
だ
。
米
国
の
文
化

人
類
学
会
賞
を
は
じ
め
、
多
数

を
受
賞
し
た
の
も
頷
け
る
。

『
マ
ツ
タ
ケ
の
可
能
性
―
―
破

テ
ッ
ト
民
族
誌（m

ulti-sited ethnography

）

と
、
人
間
と
マ
ツ
、
マ
ツ
タ
ケ
の
三
者
関

係
の
み
な
ら
ず
、
マ
ツ
と
マ
ツ
タ
ケ
菌
、

岩
石
と
い
っ
た
人
間
以
外
の
諸
要
素
間
の

相
互
関
係
を
も
視
野
に
い
れ
た
多
種
間
民

族
誌
（m
ultispecies ethnography

）
の
統

合
で
あ
る
。

こ
の
夏
、
4
日
間
だ
け
だ
が
、
北
極
圏

は
ロ
バ
ニ
エ
ミ
を
訪
問
す
る
機
会
を
得
た
。

サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
の
故
地
と
し
て
知
ら
れ

る
街
だ
。
同
地
出
身
で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・

キ
ノ
コ
協
会
の
ヨ
ル
マ
・
パ
ル
メ
ン

（Jorm
a Palm

én

）
会
長
に
、
と
っ
て
お
き

の
場
所
を
案
内
し
て
も
ら
う
贅
沢
な
も
の

だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
年
の
夏
は
寒
か
っ

た
ら
し
く
、
残
念
な
こ
と
に
滞
在
中
に
マ

ツ
タ
ケ
を
発
見
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

例
年
な
ら
、
7
月
末
か
ら
1
か
月
ほ
ど
が

マ
ツ
タ
ケ
の
シ
ー
ズ
ン
だ
と
い
う
。

だ
が
、
収
穫
も
あ
っ
た
。
ま
ず
フ
ィ
ン

F i e l d  R e p o r t  

海外フィールドレポート  キ
ノコに
学
ぶ
サバイバル
術

赤
嶺 
淳

綻
し
た
資
本
主
義
世
界
を
生
き
ぬ
く
術
』

と
で
も
意
訳
で
き
る
本
書
は
、
日
本
で
消

費
さ
れ
る
マ
ツ
タ
ケ
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
を
追
っ
た
モ
ノ
研
究
の
傑
作
で
あ
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
不
安
定
性
（precarity

）

と
不
確
実
性
（indeterm

inacy

）
を
軸
に

展
開
さ
れ
る
。

無
尽
蔵
と
思
え
た
自
然
資
源
を
前
提
に
、

産
業
革
命
以
降
、
わ
た
し
た
ち
は
右
肩
あ

が
り
の
発
展
を
追
求
し
て
き
た
。
し
か
し
、

い
ま
や
地
球
の
有
限
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
異
常
気
象
が
頻
発
す
る
不
安
定
な
環

境
に
苛
ま
れ
て
も
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な

競
争
に
晒
さ
れ
、
非
正
規
雇
用
が
常
態
化

し
た
今
日
、
右
肩
あ
が
り
の
発
展
モ
デ
ル

な
ど
、
も
は
や
幻
想
で
し
か
な
い
。

こ
う
し
た
現
状
認
識
に
た
つ
本
書
は
、

「
今
日
よ
り
も
豊
か
な
明
日
」
が
約
束
さ

れ
て
い
た
20
世
紀
的
発
想
を
捨
て
、
不
確

実
な
時
代
に
即
し
た
社
会
科
学
の
再
構
築

を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
試
み
が
、
米
国

の
オ
レ
ゴ
ン
州
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ラ
ッ

プ
ラ
ン
ド
（
北
極
圏
）、
中
国
の
雲
南
省
、

京
都
市
を
舞
台
と
す
る
マ
ル
チ
・
サ
イ

不 確 実な時 代を 生きる

ロバニエミ郊外のマツ林

クロラッパタケ。このキノコが
生える場所を知らないと、
踏んでしまうことも。目を凝らすと、
周囲にたくさん生えていた。
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ラ
ン
ド
の
人
び
と
が
キ
ノ
コ
と
森
を
愛
し

て
い
る
さ
ま
を
実
感
で
き
た
こ
と
だ
。
ま

る
で
刹
那
的
な
夏
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の

よ
う
に
、
か
れ
ら
は
寸
暇
を
惜
し
ん
で
森

に
浸
っ
て
い
た
。
ヨ
ル
マ
さ
ん
は
、
湖
で

釣
り
も
す
れ
ば
、
ザ
リ
ガ
ニ
も
捕
る
。

つ
ぎ
に
ア
ナ
さ
ん
は
触
れ
て
い
な
い
け

れ
ど
も
、
マ
ツ
タ
ケ
は
、
ヤ
マ
ド
リ
タ
ケ

や
ア
ン
ズ
タ
ケ
な
ど
の
、
あ
ま
た
あ
る
食

用
キ
ノ
コ
類
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も

理
解
で
き
た
。
保
存
用
乾
燥
キ
ノ
コ
は
、

単
調
に
な
り
が
ち
な
冬
期
の
食
卓
に
彩
り

を
そ
え
る
貴
重
な
食
材
だ
。
キ
ノ
コ
専
用

の
乾
燥
機
を
も
つ
ヨ
ル
マ
さ
ん
は
、
マ
ツ

タ
ケ
を
ふ
く
む
16
種
の
乾
燥
キ
ノ
コ
を
ス

ト
ッ
ク
し
て
い
た
。

人
び
と
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
嗜
好
す
る

キ
ノ
コ
が
あ
り
、
そ
う
し
た
キ
ノ
コ
が
育

つ
ス
ポ
ッ
ト
を
秘
密
に
し
て
い
る
。
注
意

す
べ
き
は
、
そ
う
し
た
各
自
の
マ
ル
秘
ス

ポ
ッ
ト
が
、
国
立
公
園
や
他
人
が
所
有
す

る
林
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

ん
な
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
北
欧
地

域
に
はEverym

an ’s R
ights

（
み
ん
な
の

権
利
）
な
る
慣
習
が
あ
り
、
所
有
権
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
森
を
散
策
し
た
り
、

キ
ャ
ン
プ
し
た
り
す
る
な
ど
、
自
然
を
享

受
す
る
権
利
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
だ
。

キ
ノ
コ
類
や
ベ
リ
ー
類
を
採
取
す
る
こ
と

も
、
こ
の
権
利
に
ふ
く
ま
れ
る
。

こ
の
慣
行
は
、
井
上
真
が
コ
モ
ン
ズ
の

訳
語
と
し
て
、
所
有
権
に
着
目
し
た
共
有�

で
は
な
く
、
利
用
権
に
着
目
し
た
共
用�

を

あ
て
る
こ
と
の
適
切
さ
を
支
持
す
る
事
例

と
な
ろ
う
。
ま
だ
ま
だ
詰
め
る
べ
き
点
は

多
々
あ
る
も
の
の
、
こ
の
思
想
は
、
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
可
能
性
を
示

唆
し
、
ア
ナ
さ
ん
が
模
索
す
る
21
世
紀
的

社
会
創
造
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
は
ず
だ
。
そ

ん
な
こ
と
も
キ
ノ
コ
に
惹
か
れ
る
理
由
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
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p r o f i l e

ヨルマさんの乾燥キノコ。
ヨルマさんは、それぞれに
適したレシピを紹介してくれた。

アンズタケの群生。
林のなかで鮮やかな黄色に
出会うと、ギョッとすることも。

アカチチタケ。このキノコは、
小さい方が歯ごたえがよいため、
小さいものを採取する。
茹でて刻んでサラダとして食べた。


