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＊本文中、撮影者・提供者を
記載していない写真は執
筆者の撮影・提供によるも
のです。

＊本誌掲載記事の無断転載
を禁じます。

1

乱
世
、
来
た
る
。
僕
は
最
近
方
々
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。

国
内
に
目
を
向
け
れ
ば
、
特
に
昨
今
の
統
一
教
会
や

裏
金
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
状
況
は
三
国
志
の
舞

台
で
あ
る
後
漢
末
期
の
再
来
の
よ
う
に
も
感
じ
る
。
十

じ
ゅ
う

常
じ
ょ
う

侍じ

が
宮
廷
で
跋ば
っ

扈こ

し
、
群
雄
が
割
拠
す
る
。
黄こ
う

巾き
ん

賊ぞ
く

が
各
地

で
蜂
起
し
て
、
董と

う

卓た
く

が
中
央
に
乗
り
込
ん
で
き
て
、
曹そ
う

操そ
う

や

劉り
ゅ
う

備び

が
決
起
す
る
、
そ
ん
な
時
代
だ
。
こ
う
書
く
と
秩
序

崩
壊
に
よ
る
不
安
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
何
か
が
登
場
す
る

ワ
ク
ワ
ク
も
同
居
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
乱
世
と
は
未
規

定
で
、
良
い
も
悪
い
も
定
ま
っ
て
い
な
い
状
況
だ
。
そ
し
て
、

僕
は
世
界
は
そ
も
そ
も
乱
世
で
あ
り
、
秩
序
は
そ
の
中
で
築

か
れ
た
束つ

か

の
間
の
安
定
、
混
乱
の
海
の
中
に
浮
か
ぶ
島
の
よ

う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
乱
世
来
た
る
、
と
は
そ
の
意

味
で
振
り
出
し
に
戻
る
意
味
合
い
も
あ
る
。

　
国
内
か
ら
、
国
を
単
位
と
し
た
国
際
社
会
を
見
て
も
乱
世

の
予
兆
が
広
が
っ
て
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
、
ガ
ザ
戦
争
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
南
ス
ー
ダ
ン
や
ソ
マ
リ
ア
、
ハ
イ
チ
。
ア
メ

リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
状
況
も
不
安
定
だ
。

僕
は
一
九
世
紀
に
成
立
し
た
国
民
国
家
を
単
位
と
し
た
国
際

秩
序
が
い
よ
い
よ
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
兵
を

率
い
て
連
戦
連
勝
を
記
録
し
て
か
ら
、
国
民
国
家
は
国
へ
の

忠
誠
心
を
国
民
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
す
る
と
い
う
幻
想
に

基
づ
い
て
発
展
し
て
き
た
。
民
主
主
義
や
人
権
と
い
っ
た
考

え
方
も
国
民
国
家
を
前
提
と
し
た
国
際
社
会
で
受
容
さ
れ
て

き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
中
で
僕
ら
は
中
東
や
ア
フ
リ
カ
に
お

け
る
人
工
的
な
定
規
で
引
か
れ
た
よ
う
な
国
境
線
に
も
違
和

感
を
抱
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
枠
組
み
か

ら
外
さ
れ
た
人
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
人
や

ク
ル
ド
人
、
あ
る
い
は
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
の
こ
と
を
考
え
る
と
前

提
が
揺
ら
い
で
く
る
。
ガ
ザ
戦
争
で
は
欧
米
社
会
が
掲
げ
る

リ
ベ
ラ
ル
な
主
張
が
誤
作
動
を
起
こ
し
、
次
々
と
二
重
規
範

が
明
る
み
に
出
て
い
る
点
で
決
定
的
だ
と
思
う
。

　
資
本
主
義
、
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
導
く
先
に
広
が

る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
の
存
在
も
国
民

国
家
以
降
の
姿
だ
が
、
別
の
道
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
ヒ
ッ

プ
ホ
ッ
プ
だ
。
同
じ
ビ
ー
ト
を
共
有
し
な
が
ら
表
現
す
る
。

ラ
ッ
パ
ー
が
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
す
る
時
の
サ
イ
フ
ァ
ー
は
輪
っ

か
で
出
入
り
自
由
だ
。
去
年
誕
生
し
て
か
ら
五
〇
年
を
迎
え

た
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
は
今
で
は
世
界
中
に
根
付
き
始
め
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
、
言
葉
を
ビ
ー
ト
に
乗
せ
る
こ
と

で
古
き
を
生
か
し
、
新
し
き
を
生
み
出
す
。
国
民
国
家
的
巨

大
さ
が
瓦が

解か
い

し
た
後
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ー
ト
の
も
と
に
大

小
の
サ
イ
フ
ァ
ー
が
花
開
き
、
繋つ

な

が
る
未
来
。

 1 巻頭エッセイ
	 	 乱世の先のヒップホップ
	 	 ダースレイダー
	 	 特集	夜店に行こう！
	 2	 子どもだけの夜遊びも許される	
	　　ホーエーとヨミヤ
  厚 香苗

	 4	 金箔を仏像に貼り、娘を水に落とす
  津村 文彦

	 6	 ラマダーンの絢爛たる夜と日常
  近藤 文哉

	 7	 金魚救い
  新海 拓郎

		8	 イスタンブルの露店に咲く花々
  岩谷 彩子

	10	 夜市台湾
  王 韶君

 12 みんぱく回覧板

 14 推しコレ図鑑
	 	 神様の御名前でアートする
  相島 葉月

 16 ふらりミュージアム
	 	 国立インド映画博物館
  飯田 玲子

 17 世界の「乗っちゃえ！」
	 	 砂の島のゲートキーパー
  髙橋 絵里香

 18 だって調査だもの
	 	 いただきもの、ありがたし
  神野 知恵

 20 ぱくっ！とフィルめし
	 	 山の上で味わう海の干物
  康 陽球

 21 今月号の地図・編集後記

表紙
ラマダーン直前のファヌー
スの夜店。ファヌースとと
もにさまざまな電飾も販売
される（エジプト ルクソール、
2024年、近藤文哉撮影）

プロフィール
1977年、フランス・パリ生まれ。ロンドン育ち、東
京大学中退。国立民族学博物館特別客員教授。
吉田正樹事務所所属。2010年に脳梗塞で倒れ、
合併症で左目を失明。以後は眼帯がトレードマー
ク。バンド、ベーソンズのボーカルとしてカンボジア、
香港、モンゴルなどでライブ。自身のYouTubeチャ
ンネルでプチ鹿島とのヒルカラナンデスや各界
知識人を迎えたトーク番組を配信している。ダー
スレイダー名義の最新アルバム「ラップの鉄人」
（2023年）。著書『武器としてのヒップホップ』（幻
冬舎）『イル・コミュニケーション』（ライフサイエン
ス）など。2023年、映画「劇場版センキョナンデス」
「シン・ちむどんどん」（プチ鹿島と共同監督）公開。

巻 頭 エッセイ

2024年

乱
世
の
先
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ

ダ
ー
ス
レ
イ
ダ
ー
　 

ミ
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ジ
シ
ャ
ン
、
ラ
ッ
パ
ー
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熊野宮のヨミヤ（7月19日18時53分）
（青森県 弘前市 茜町、2005年）

右頁：乳井神社のヨミヤ（8月2日18時10分）
　　（青森県 弘前市 乳井、2005年）

東京都現代美術館開館で「美術館通り」になった通り
の子育地蔵縁日（東京都 江東区 千田、1997年）

夏の露店の定番「つがるの味、りんごアイス」100円
（青森県 弘前市 土手町、2004年）

ヒ
ラ
ビ
っ
て
？

一
九
七
五
年
に
東
京
都
墨す
み

田だ

区
で
生
ま
れ
て
、江こ
う

東と
う

デ
ル

タ
地
帯
を
転
居
し
な
が
ら
育
っ

た
わ
た
し
の
記
憶
で
は
、昼
夜

を
問
わ
ず
道
端
で
物
を
売
っ

て
い
る
の
は
、一
九
八
〇
年
代

ま
で
は
当
た
り
前
の
風
景
の

一
部
で
、露
店
商
は「
テ
キ
ヤ

さ
ん
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。

住
ま
い
の
最
寄
り
駅
だ
っ

た
国
鉄
亀か

め
い
ど戸

駅
前
に
は
、
い
つ

で
も
甘
栗
を
焼
く
露
店
の
甘

い
香
り
が
漂
っ
て
い
た
。
駅
前

な
ど
で
、
い
つ
も
商
売
を
す
る

露
店
を
、
テ
キ
ヤ
の
隠
語
で
ヒ

ラ
ビ（
平
日
）と
よ
ぶ
。
こ
の
こ

と
を
大
学
の
卒
業
論
文
作
成
の
た
め
に
、
テ
キ
ヤ

さ
ん
に
聞
き
取
り
調
査
し
た
際
に
初
め
て
知
っ
た
。

ほ
か
に
も
テ
キ
ヤ
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
業
界
用
語

や
慣
習
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。
民
俗
学
で
は
伝
承

を
追
い
求
め
て
地
方
に
行
っ
た
り
、故
老
を
訪
ね

た
り
す
る
。
し
か
し
自
宅
か
ら
自
転
車
で
通
え
る

東
京
の
片
隅
で
働
く
人
た
ち
の
あ
い
だ
に
も
、未

知
の
豊
か
な
伝
承
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
。

夜
店
に
は
ア
セ
チ
レ
ン
ラ
ン
プ

ヒ
ラ
ビ
と
は
異
な
り
、
お
も
に
夜
、周
期
的
に
お

こ
な
わ
れ
る
の
が
縁
日
だ
っ
た
。
縁
日
と
は
本
来
、

神
仏
と
縁
を
結
ぶ
と
篤あ

つ

い
ご
利
益
が
期
待
で
き
る

日
で
あ
る
。
参
拝
客
が
集
ま
る
の
で
、参
道
に
露
店

が
並
ん
で
市
が
で
き
る
。
わ
た
し
の
周
辺
で
は
、
そ

の
市
の
こ
と
を
指
し
て
、
た
だ
縁
日
と
い
っ
て
い
た
。

大
き
な
寺
社
の
縁
日
は
昼
か
ら
や
っ
て
い
る
が
、

稲
荷
や
地
蔵
な
ど
の
小

し
ょ
う

祠し

の
縁
日
は
だ
い
た
い
夜

市
で
一
七
時
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
を
テ
キ
ヤ

は
ホ
ー
エ
ー（
法
会
）と
よ
ぶ
。

わ
た
し
が
古
本
屋
で
購
入
し
た
、浅
草
の
石
川

カ
ー
バ
イ
ト
店
発
行『
全
国
縁
日
案
内
関
東
之
巻
』

と
い
う
小
さ
な
本
は
、「
伊い

豆ず

越え
ち

後ご

以
北
の
諸
国
と

北
海
道
及
び
樺か

ら

太ふ
と

」
の
縁
日
の
所
在
を「
全
国
各
地

の
神し

ん

農の
う

会か
い

会
長
」
ら
の
協
力
を
得
て
調
べ
て
ま
と

め
た
本
で
、昭
和
四
年
発
行
の
な
ん
と
二
一
版（
！
）

で
あ
る
。
初
版
は
大
正
八
年
に
出
て
い
る
。
カ
ー

バ
イ
ト
は
夜
店
で
使
う
ア
セ
チ
レ
ン
ラ
ン
プ
の
燃

料
だ
か
ら
、夜
店
の
必
需
品
を
売
る
店
が
、
お
得
意

様
の
た
め
に
作
っ
た
本
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
の
だ
ろ
う
。

神
農
会
と
は
テ
キ
ヤ
集
団
の
異
名
で
あ
る
。
ホ
ー

エ
ー
を
巡
回
す
る
テ
キ
ヤ
は
、
こ
の
よ
う
な
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
も
利
用
し
て
商
い
の
計
画
を
立
て
て
い
た
。

「
な
わ
ば
り
」の
な
か
の
子
ど
も
た
ち

縁
日
は
子
ど
も
だ
け
で
行
く
こ
と
が
許
さ
れ
る

夜
遊
び
の
機
会
で
、子
ど
も
た
ち
は
テ
キ
ヤ
集
団

に
見
守
ら
れ
て
い
た
。
テ
キ
ヤ
集
団
は
慣
習
的
な

勢
力
範
囲「
な
わ
ば
り
」
を
も
ち
、
そ
の
構
成
員
は

少
な
く
と
も
、
な
わ
ば
り
の
範
囲
内
で
は
地
域
住

民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
て
い
た
。
テ
キ

ヤ
集
団
は
難
儀
な
人
生
を
歩
ん
で
い
る
者
も
受
け

入
れ
る
。
常
日
頃
、社
会
か
ら
の
疎
外
感
に
苛
ま
れ

て
い
る
よ
う
な
テ
キ
ヤ
も
、自
集
団
の
な
わ
ば
り

で
は
子
ど
も
を
見
守
る
大
人
に
な
る
。
そ
の
責
任

感
は
強
く
、人
は
人
か
ら
信
頼
さ
れ
れ
ば
、信
頼
に

応
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
わ
た
し
は
テ
キ
ヤ
研

究
か
ら
学
ん
だ
。

東
京
の
テ
キ
ヤ
調
査
の
後
に
は
、夏
に
青
森
県

弘ひ
ろ

前さ
き

市
周
辺
を
巡
回
す
る
夜
市
、
ヨ
ミ
ヤ（
宵
宮
）

の
調
査
も
手
掛
け
た
。
ヨ
ミ
ヤ
の
露
店
商
た
ち
は
、

自
分
た
ち
は
テ
キ
ヤ
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
が
、

ヨ
ミ
ヤ
に
も
子
ど
も
た
ち
が
津つ

軽が
る

地
方
の
短
い
夏

を
楽
し
む
た
め
に
、浴
衣
を
着
て
遊
び
に
来
て
い
た
。

二
〇
二
四
年
三
月
四
日
、久
し
ぶ
り
に
か
つ
て

足
し
げ
く
通
っ
た
町
中
の
小

し
ょ
う

祠し

、江
東
区
千せ
ん

田だ

子こ

育そ
だ
て

地じ

蔵ぞ
う

と
墨
田
区
東ひ
が
し

向む
こ
う

島じ
ま

子
育
地
蔵
尊
を
再
訪

し
た
。
ど
ち
ら
の
子
育
地
蔵
で
も
縁
日
は
絶
え
て

い
て
時
の
流
れ
を
感
じ
た
。
津
軽
の
ヨ
ミ
ヤ
は
今

で
も
続
い
て
い
る
。

夜店に行こう！
特集

日の光が弱まるにつれ、まばゆさを増す露店の人工照明
表と裏、日常と非日常、聖と俗、秩序と混乱、合法と不法……
対立する二つのあわいを照らし出す
更けゆく夏の夜ははかない

子
ど
も
だ
け
の
夜
遊
び
も
許
さ
れ
る

ホ
ー
エ
ー
と
ヨ
ミ
ヤ

厚あ
つ 

香か

苗な
え

　 

大
東
文
化
大
学 

准
教
授
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ライトアップされた寺院で夜店が開かれる

仏像に金箔を貼って徳を積む人びと

上：昆虫フライを売る屋台
下：寺の敷地内で観覧車がきらびやかに輝く

左頁：ラムウォンの舞台は人があふれてディスコのように
（写真はすべてタイ チョンブリー県、2024年、伊東忠洋撮影）

表
向
き
に
は
、
徳
を
積
み
に

「
タ
イ
の
夜
店
」
と
い
う
と
、
カ
ラ
フ
ル
な
テ
ン
ト

が
所
狭
し
と
並
ぶ
ナ
イ
ト
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
、中
華

料
理
の
屋
台
で
賑に

ぎ

わ
う
ヤ
ワ
ラ
ー
ト
通
り
を
思
い

浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
む
か
し
な
が

ら
の
夜
店
と
い
え
ば
、寺
祭
り（
ン
ガ
ー
ン
・
ワ
ッ
ト
）

の
夜
店
で
あ
る
。

寺
祭
り
は
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま

り
外
国
人
観
光
客
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

水
か
け
祭
り
で
有
名
な
ソ
ン
ク
ラ
ー
ン
や
水
辺
に

灯と
う

籠ろ
う

を
流
す
ロ
ー
イ
ク
ラ
ト
ン
は
、全
国
イ
ベ
ン

ト
で
タ
イ
政
府
観
光
庁
も
積
極
的
に
宣
伝
す
る
が
、

寺
祭
り
は
寺
ご
と
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
る
。

そ
の
寺
の
特
別
な
仏
像
や
仏
塔
、
あ
る
い
は
初
代

住
職
な
ど
特
別
な
僧
侶
の
命
日
に
関
連
し
て
日
程

が
決
め
ら
れ
、乾
季
の
農
閑
期（
一
一
月
か
ら
五
月

ま
で
）に
、三
日
か
ら
一
週
間
ほ
ど
開
か
れ
る
。

寺
祭
り
に
行
く
の
は
、
タ
ム
ブ
ン（
徳
を
積
む
こ
と
）

が
表
向
き
の
目
的
だ
。
寺
で
礼
拝
し
た
り
、食
べ
物

や
日
用
品
、
お
金
を
寄
進
し
た
り
、貧
し
い
人
や
動

物
を
助
け
た
り
す
る
と
徳
を
積
め
る
。
徳
を
積
む
と
、

来
世
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
良
く
な
っ
た
り
、亡
く

な
っ
た
近
親
者
の
転
生
を
助
け
た
り
で
き
る
。
寺

祭
り
で
は
、屋
外
の
仏
像
に
花
と
線
香
と
蠟ろ

う

燭そ
く

を

お
供
え
し
、像
に
小
さ
な
金き

ん

箔ぱ
く

を
貼
り
付
け
て
タ

ム
ブ
ン
を
す
る
。
ま
た
本
堂
で
は
僧
侶
が
参
拝
者

に
聖
水
を
振
り
か
け
、手
首
に
聖
糸
を
巻
き
付
け
、

人
び
と
の
安
寧
を
祈
る
。 

踊
る
男
女
、
悲
鳴
の
上
が
る
観
覧
車

境
内
に
は
多
く
の
屋
台
が
立
ち
並
ぶ
。
ソ
ー
セ
ー

ジ
や
串
焼
き
、伝
統
菓
子
、昆
虫
フ
ラ
イ
な
ど
の
定

番
料
理
は
も
ち
ろ
ん
、
タ
イ
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ

た
寿
司
屋
台
も
人
気
が
あ
る
。
一
個
一
〇
バ
ー
ツ

（
約
四
〇
円
）ほ
ど
で
、日
本
の
寿
司
の
半
分
ぐ
ら
い

の
大
き
さ
。
サ
ー
モ
ン
や
卵
焼
き
の
ほ
か
、
あ
ま
り

に
カ
ラ
フ
ル
な
魚
卵
や
海
藻
に
は
少
し
勇
気
が
必

要
だ
。
こ
れ
ら
屋
台
は
、寺
に
お
金
を
払
っ
て
区
画

を
借
り
て
出
店
す
る
。
店
を
出
す
こ
と
も
寺
へ
の

寄
付
、
タ
ム
ブ
ン
に
つ
な
が
る
。

野
外
映
画
、影
絵
芝
居
や
音
楽
劇
リ
ケ
ー
の
上

演
の
ほ
か
、男
女
が
輪
に
な
っ
て
踊
る
ラ
ム
ウ
ォ

ン
は
子
ど
も
か
ら
中
高
年
ま
で
舞
台
に
上
が
る
。

観
覧
車
や
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
、
ミ
ニ
電
車
な
ど

の
乗
り
物
は
子
ど
も
た
ち
に
大
人
気
だ
。
ネ
オ
ン

が
光
る
観
覧
車
は
、店
番
の
気
分
次
第
で
グ
ル
グ

ル
と
何
周
も
回
る
。
思
っ
た
以
上
に
早
く
回
転
す

る
の
で
、誰
か
が
乗
り
降
り
す
る
の
に
急
停
止
す

る
と
、観
覧
車
の
ゴ
ン
ド
ラ
が
一
斉
に
激
し
く
揺

れ
て
悲
鳴
が
上
が
る
。
ま
た
タ
イ
の
ピ
ー（
お
化
け

や
精
霊
）が
モ
チ
ー
フ
の
お
化
け
屋
敷
や
、作
り
物

感
が
尋
常
で
な
い
半は

ん

人じ
ん

半は
ん

蛇だ

の
蛇
女
や
白
い
カ
ラ

ス
な
ど
を
展
示
す
る「
ミ
ア
グ
ー（
蛇
の
妻
）」
と
い

う
見
世
物
ま
で
あ
ら
わ
れ
る
。

射
的
や
風
船
ダ
ー
ツ
、
ボ
ー
ル
当
て
な
ど
は
、
お

菓
子
や
ぬ
い
ぐ
る
み
が
景
品
だ
。
的
当
て
系
で
は

「
水
に
落
ち
る
娘（
サ
ウ
ノ
ー
イ
・
ト
ッ
ク
ナ
ー
ム
）」

な
る
も
の
も
。
台
の
上
に
若
い
女
性
が
座
っ
て
い
て
、

的
に
ボ
ー
ル
が
当
た
る
と
、台
が
傾
き
女
性
が
水

の
な
か
に
ド
ボ
ン
と
落
ち
る
。
そ
こ
が
寺
の
境
内

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
混こ

ん

沌と
ん

と
し
た

空
間
が
広
が
っ
て
い
る
。

寺
祭
り
の
懐
か
し
さ

タ
イ
の
人
び
と
は
寺
祭
り
に
懐
か
し
さ
を
感
じ

つ
つ
訪
れ
て
い
る
よ
う
だ
。「
ミ
ア
グ
ー
」
の
よ
う

な
出
来
の
悪
い
偽
物
に
刺
激
を
感
じ
な
く
な
り
、

野
外
映
画
で
な
く
ス
マ
ホ
で
最
新
映
画
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
か
つ
て
祭
り
で

し
か
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
甘
い

菓
子
は
、
セ
ブ
ン‒

イ
レ
ブ
ン
で

簡
単
に
手
に
入
る
し
、男
女
の

出
会
い
も
ラ
ム
ウ
ォ
ン
の
輪
の

外
に
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し

そ
ん
な
時
代
に
も
危
な
っ
か
し

く
回
る
観
覧
車
は
、人
び
と
の

ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
思
い
を
紡

ぎ
つ
つ
、寺
祭
り
を
照
ら
し
続

け
て
い
る
。

津つ

村む
ら 

文ふ
み

彦ひ
こ

　 

名
城
大
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授

金
箔
を
仏
像
に
貼
り
、娘
を
水
に
落
と
す

夜
店
に
行
こ
う
！

特
集



7 2024.7 62024.7

ガラス製の金魚玉に金魚を泳がせて、手に持ったり、軒端に吊るしたりして眺めていた
鳥高斎栄昌《郭中美人競 角玉屋若紫》18世紀後半（メトロポリタン美術館蔵）

お祭りの屋台の金魚すくい（大阪府 吹田市、2017年）

右：グルーガンを用いてファヌースを
「デコる」現地の女性（2024年）

左：サッカー選手ムハンマド・サラーの
描かれたファヌース（2018年）

ファヌースの夜店。ファヌースとともにさまざまな電飾も販売される（2024年）（写真はすべてエジプト ルクソール）

金魚すくいのポイ

イ
ス
ラ
ー
ム
暦
九
月
の
ラ
マ
ダ
ー
ン
が
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
の
断
食
月
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
フ
ァ

ヌ
ー
ス
と
よ
ば
れ
る
ブ
リ
キ
製
の
ラ
ン
タ
ン（
現
在

は
木
製
も
多
い
）も
有
名
だ
。
イ
ン
テ
リ
ア
シ
ョ
ッ

プ
や
玩
具
屋
、電
気
店
が
フ
ァ
ヌ
ー
ス
を
店
先
で

売
る
よ
う
に
な
り
、一
部
地
域
で
は
特
設
市
も
形

成
さ
れ
る
。

フ
ァ
ヌ
ー
ス
は
、一
見
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
と
い
う
非

日
常
を
代
表
す
る
モ
ノ
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に

フ
ァ
ヌ
ー
ス
は
、非
日
常
と
日
常
の
分
か
ち
が
た

さ
も
教
え
て
く
れ
る
。
例
え
ば
、
フ
ァ
ヌ
ー
ス
を
製

造
・
販
売
し
て
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
、
ラ
マ
ダ
ー

ン
は
祝
祭
日
で
あ
り
な
が
ら
繁
忙
期
で
も
あ
り
、

日
常
の
労
働
と
の
連
続
の
な
か
に
あ
る
。

二
〇
二
四
年
三
月
一
日
の
ラ
マ
ダ
ー
ン
直
前
の

ル
ク
ソ
ー
ル
市
で
は
、か
つ
て
日
本
で
流
行
し
た「
デ

コ
電
」（
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
た
携
帯
電
話
）を
想
起

さ
せ
る
装
飾
の
フ
ァ
ヌ
ー
ス
が
販
売
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
店
内
で
は
、
ふ
だ
ん
で
あ
れ
ば
作
業
を
し
な

い
午
後
八
時
と
い
う
遅
い
時
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

職
人
の
女
性
が
黙
々
と「
デ
コ
フ
ァ
ヌ
ー
ス
」
を
作

り
続
け
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、意

匠
に
世
相
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
・
プ
レ
ミ
ア
リ
ー
グ
の
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
所

属
で
エ
ジ
プ
ト
国
内
で
圧
倒
的
人
気
を
誇
る
サ
ッ

カ
ー
選
手
、ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
ラ
ー
の
描
か
れ
た
フ
ァ

ヌ
ー
ス
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
フ
ァ
ヌ
ー
ス
に
は
、現
地
の
人
び

と
の
た
く
さ
ん
の
日
常
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
。

そ
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
の
絢け

ん

爛ら
ん

た

る
夜
を
印
象
深
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

唐
代
の
詩
人
、于う

良り
ょ
う

史し

は
五ご

言ご
ん

律り
っ

詩し

「
春
山
夜

月
」
の
な
か
で「
水
を
掬き

く

す
れ
ば
手
に
月
在あ

り
」
と

詠
ん
だ
。
夏
の
夜
店
な
ら
ば
、「
水
を
掬
す
れ
ば
ポ

イ
に
金
魚
在
り
」
と
で
も
詠
め
る
だ
ろ
う
か
。

読
者
の
な
か
に
は
縁
日
で
す
く
っ
た
金
魚
を
家

で
飼
っ
て
み
た
と
い
う
経
験
を
も
つ
方
も
少
な
く

な
い
だ
ろ
う
。
小
さ
な
水
の
な
か
を
た
ゆ
た
う
金

魚
は
江
戸
の
こ
ろ
よ
り
人
び
と
に
涼
や
癒
し
を
与

え
る
存
在
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
金
魚
玉
、
ひ

と
む
か
し
前
な
ら
金
魚
鉢
、

そ
し
て
、最
近
は
陶
器
の
な

か
を
泳
ぐ
姿
を
上
か
ら
見
て
楽
し
む
ど

ん
ぶ
り
金
魚
。
容
器
こ
そ
違
え
ど
も
金

魚
を
愛
で
る
と
い
う
愉
悦
は
今
も

む
か
し
も
変
わ
ら
な
い
。

金
魚
す
く
い
の
屋
台

を
泳
ぐ
金
魚
が
と
り
わ

け
弱
い
こ
と
は
な
い
。

あ
ま
た
あ
る
金
魚
の
品

種
の
な
か
に
は
土と

佐さ

金き
ん

や
、
ら
ん
ち
ゅ
う
な
ど
の

飼
育
の
難
し
い
品
種
も
い

る
が
、金
魚
す
く
い
に
は
と
て
も
飼
い
や
す
い
和わ

金き
ん

と
い
う
品
種
が
お
も
に
使
わ
れ
る
。
ま
た
、無
選

別
の
出で

目め

金き
ん

や
琉
り
ゅ
う

金き
ん

な
ど
も
混
ぜ
ら
れ
て
お
り
、

も
し
か
し
た
ら
あ
な
た
の
琴
線
に
ふ
れ
る
金

魚
に
出
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

コ
イ
の
仲
間
で
あ
る
金
魚
は
胃
を
持
た
な
い
。

そ
の
た
め
、
え
さ
を
消
化
す
る
の
が
と
て
も
苦

手
で
あ
る
。
家
に
連
れ
て
帰
っ
て
き
た
な
ら
ば
、

ま
ず
は「
え
さ
を
あ
げ
た
い
」
と
思
う
の
が
親

心
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、最
低
で
も
二
日
程
度

は
絶
食
さ
せ
る
こ
と
が
長
生
き
さ
せ
る
秘
訣

で
あ
る
。
魚
の
調
子
が
す
ぐ
れ
な
い
と
き
に

は「
エ
サ
止
め（
一
時
的
な
餌
や
り
中
止
）」。
こ

れ
は
ど
ん
な
魚
種
で
あ
っ
て
も
養
殖
の
現
場
で
は

鉄
則
で
あ
る
。

さ
あ
、想
像
し
て
み
よ
う
。
何
度
も
何
度
も
た

く
さ
ん
の
ポ
イ
に
追
わ
れ
た
果
て
に
、長
旅
を
経

て
お
引
っ
越
し
…
…
、
ス
ト
レ
ス
で
衰
弱
し
き
っ

た
状
態
で
あ
る
。
人
間
だ
っ
て
風
邪
で
寝
込
ん
で

い
る
と
き
に
は
食
事
を
抜
く
で
し
ょ
う
。
え
さ
を

食
べ
て
い
る
姿
が
見
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
ぐ
っ

と
抑
え
て
、
し
ば
ら
く
は
け
な
げ
に
泳
ぐ
姿
を
そ
っ

と
眺
め
て
い
て
も
ら
い
た
い
。

た
っ
た
一
枚
の
ポ
イ
で
掬
っ
た
一
匹
の
金
魚
な

の
だ
。
今
度
は
あ
な
た
の
知
識
ひ
と
つ
で
か
け
が

え
の
な
い
生い

の
ち命
を
救
っ
て
ほ
し
い
。

ラ
マ
ダ
ー
ン
の
絢
爛
た
る
夜
と
日
常

近こ
ん

藤ど
う 

文ふ
み

哉や
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花の競売場（2017年）

建設中のモスクと露天の花屋。再開発で
変わりゆく都市の風景（2018年）

通りを彩る露店の花 （々2018年）
（写真はすべてトルコ イスタンブル）

夜のタクスィム広場を照らす花屋（2018年）

再
開
発
が
進
む
大
都
市
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
。
都
市

の
治
安
や
秩
序
維
持
の
名
目
で
露
天
商
に
対
す
る

管
理
が
厳
し
く
な
る
な
か
、
か
つ
て
は
通
り
に
無

数
に
あ
っ
た
靴
磨
き
や
露
店
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

均
一
化
し
て
い
く
都
市
の
風
景
に
、彩
り
を
与
え

て
い
る
の
は
、露
店
に
咲
く
色
と
り
ど
り
の
花
々
だ
。

ト
ル
コ
の
国
花
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
を
は
じ
め
、四
季

折
々
の
花
々
を
人
び
と
は
手
軽
に
通
り
で
購
入
し
、

贈
り
合
う
。
花
を
売
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ロ

マ
、
ト
ル
コ
で
は「
チ
ン
ゲ
ネ
」
と
よ
ば
れ
る
ロ
ム

や
ア
ブ
ダ
ル
の
人
び
と
だ
。
ロ
マ
は
イ
ン
ド
か
ら

世
界
に
離
散
し
た
と
さ
れ
る
移
動
民
で
、
ア
ブ
ダ

ル
は
ト
ル
コ
や
シ
リ
ア
で
移
動
生
活
を
送
っ
て
き
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
す
ぐ
、彼
ら
は
野
山
か
ら
デ

イ
ジ
ー
な
ど
の
花
を
摘
ん
で
き
て
、
タ
ク
ス
ィ
ム

広
場
で
売
り
始
め
た
と
い
う
。
花
屋
が
ま
だ
少
な

か
っ
た
当
時
、花
を
売
る
の
は
九
割
が
彼
ら
で
あ
り
、

現
在
も
彼
ら
の
多
く
が
露
店
で
花
を
売
っ
て
い
る
。

花
屋
は
眠
ら
な
い

一
日
中
、人
の
往
来
が
絶
え
な
い
、
イ
ス
タ
ン
ブ

ル
の
中
央
に
位
置
す
る
タ
ク
ス
ィ
ム
広
場
。
そ
の

一
角
を
彩
る
花
屋
も
ま
た
、眠
ら
な
い
。
夜
も
露
店

に
並
ぶ
花
々
は
、街
の
安
全
と
安
寧
を
見
守
っ
て

く
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
二
〇
一
八
年
三
月
、花
屋
の

店
頭
に
は
、
ロ
ム
の
店
主
の
孫
に
あ
た
る
一
六
歳

の
青
年
が
立
っ
て
い
た
。
店
頭
で
は
一
一
種
類
、店

内
に
は
六
種
類
の
花
を
売
っ
て
い
る
。
花
屋
を
手

伝
っ
て
四
年
に
な
る
と
い
う
彼
は
、午
後
一
一
時

か
ら
朝
ま
で
店
頭
に
立
つ
と
い
う
。
彼
と
一
緒
に

店
先
に
い
た
の
は
、雇
わ
れ
た
シ
リ
ア
人
の
男
性
だ
。

こ
の
こ
ろ
、内
戦
で
多
く
の
シ
リ
ア
人
が
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
に
流
れ
て
き
て
い
た
。
都
市
の
居
住
地
に

流
入
し
て
き
た
彼
ら
を
よ
く
思
わ
な
い
人
も
い
る

な
か
、露
店
は
出
自
を
超
え
て
人
び
と
を
出
会
わ

せ
も
す
る
。

朝
。
タ
ク
ス
ィ
ム
広
場
に
、隣
の
地
区
に
住
む
店

主
た
ち
が
戻
っ
て
き
た
。
か
つ
て
は
一
八
店
あ
っ

た
店
も
、今
で
は
九
店
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

八
時
半
に
は
、花
の
競
売
場
か
ら
バ
ス
が
迎
え
に

や
っ
て
く
る
。
広
場
か
ら
一
八
キ
ロ
離
れ
た
競
売

場
ま
で
三
〇
分
。
九
時
半
に
は
約
五
〇
人
の
人
び

と
が
競
売
場
に
集
ま
っ
て
い
た
。
簡
単
に
競
売
場

で
朝
食
を
と
っ
た
後
、人
び
と
は
会
場
に
集
ま
る
。

新
鮮
な
花
が
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
ー
で
次
々
に
運
ば

れ
て
き
て
、
そ
れ
を
観
な
が
ら
参
加
者
は
ボ
タ
ン

で
値
段
を
付
け
て
い
く
。
ト
ル
コ
の
花
の
競
売
で
は
、

下
げ
ぜ
り
と
上
げ
ぜ
り
の
複
合
型
で
、素
早
く
花

の
値
段
が
決
ま
っ
て
い
く
。
競
売
が
あ
る
日
は
毎

日
来
て
い
る
と
い
う
Y
さ
ん（
五
八
歳
女
性
）は
、

父
の
後
を
継
い
で
一
九
八
〇
年
か
ら
タ
ク
ス
ィ
ム

広
場
で
花
を
売
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
日
競
売

で
最
初
に
仕
入
れ
た
花
は
、
バ
ラ
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
、
ユ
リ
な
ど
で
、税

込
み
で
約
五
七
〇
リ
ラ
だ
っ
た
。

移
動
し
な
が
ら
根
を
張
る
花
屋

ト
ル
コ
で
露
天
商
は
行
政
と
警
察
の
管
理
下
に

あ
る
。
警
察
か
ら
出
店
許
可
を
も
ら
い
、彼
ら
は
定

め
た
場
所
で
の
み
出
店
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
、

タ
ク
ス
ィ
ム
広
場
に
モ
ス
ク
を
建
築
す
る
工
事
が

進
行
し
て
お
り（
二
〇
二
一
年
五
月
に
完
成
）、花
屋

は
移
転
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
二
〇
一
八
年
三
月
一

九
日
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
市
の
職
員
が
や
っ
て
来
て

彼
ら
を
強
制
的
に
移
動
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、花

屋
た
ち
は
弁
護
士
を
呼
び
、
な
ん
と
か
そ
の
場
を

収
め
た
。
こ
の
衝
突
は
ニ
ュ
ー
ス
に
も
な
り
、
ロ
ム

の
代
表
が
中
央
政
府
に
陳
情
に
出
か
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。

花
屋
の
生
産
者
組
合
を
二
〇
一
七
年
に
設
立
し

た
男
性
は
言
う
。「
次
に
何
が
来
る
の
か
、花
屋
は

い
つ
も
恐
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
組
合
を
作
っ
た
ん
だ
」。

タ
ク
ス
ィ
ム
広
場
の
花
屋
に
は
歴
史
が
あ
り
、彼

ら
は
毎
月
五
〇
〇
リ
ラ（
二
〇
一
八
年
三
月
現
在
、約

一
万
四
〇
〇
〇
円
）の
占
有
料
を
区
に
支
払
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
も
場
所
は
選
べ
な
い
。
以
前
は
通
行

人
が
よ
り
足
を
止
め
や
す
い
タ
ル
ラ
バ
シ
ュ
通
り

に
露
店
を
出
し
て
い
た
が
、再
開
発
の
た
め
広
場

に
移
動
さ
せ
ら
れ
、今
度
は
広
場
の
隅
の
ガ
ラ
ス

の
店
舗
に
移
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ど
こ
に
移

さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
場
で
な
ん
と
か
根
を
張
ろ

う
と
す
る
花
の
よ
う
に
、露
店
も
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

の
街
角
で
今
日
も
ま
た
生
き
延
び
て
い
る
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
露
店
に
咲
く
花
々

岩い
わ

谷た
に 

彩あ
や

子こ

　 

京
都
大
学 

教
授

特
集

夜
店
に
行
こ
う
！
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右：雙城街夜市付近の東南アジア・スーパーマーケット
左：雙城街夜市の屋台での食事
（写真はすべて台湾 台北、2024年）

饒河街観光夜市で有名な炭焼き胡椒餅 艋舺夜市。屋台は右から台湾式ねぎパイ、台湾式もち

台北

台湾

ラオハージエグァンクァン
饒河街観光夜市
シーリン
士林夜市
スワンチェンジエ
雙城街夜市
バンカ
艋舺夜市
コングァン
公館夜市
シーダー
師大夜市

トンシャオ
通霄夜市

チェンファンミヤオ
城隍廟夜市

ジャフォン
逢甲夜市

ファユエン
花園夜市

ドンダーメン

東大門国際観光夜市

ルオドン
羅東観光夜市

ミャオコウ
廟口夜市

ツァオシエドゥン
草鞋墩人文夜市
ドゥリュウ
斗六観光夜市

ウェンファル
文化路観光夜市

ピンドン
屏東観光夜市

タイドン
台東観光夜市

ロンタン
龍潭観光夜市

タオユエン
桃園夜市

リョウヘ
六合夜市

ルイフェン
瑞豊夜市

高雄

類型 特徴

固定型
屋台の場所と時間は決まっている
年中無休

流動型

屋台の場所が決まっていない
毎日営業でない
大台北圏以外の都市に多い

学区型
大学の付近に多い
主要な客は学生である

台
湾
の
夜
市
は
世
界
に
名
を
馳は

せ
、遠
く
外
国

か
ら
も
観
光
客
が
や
っ
て
く
る
。
人
び
と
が
夜
に

モ
ノ
を
売
り
買
い
す
る
。
ち
な
み
に
、台
湾
の
中
国

語
で「
夜イ

エ

店デ
ィ
エ
ン」

は
ス
ナ
ッ
ク
、
ラ
ウ
ン
ジ
、
ク
ラ
ブ

と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る「
夜
の
お
店
」
を
意
味
す
る
。

日
本
語
の
夜よ

店み
せ

に
当
た
る
の
が「
夜イ
エ

市シ
ー

」
で
あ
る
。

メ
イ
ン
は「
牛
墟
」

清
代
の
嘉か

慶け
い

、道ど
う

光こ
う

年
間（
一
九
世
紀
前
半
）の
台

湾
で
は
、寺
廟
の
門
前
に
定
期
市
が
開
か
れ
て
い
た
。

（
そ
の
た
め
、現
在
の
夜
市
の
多
く
も
寺
廟
を
中
心
に

形
成
さ
れ
て
い
る
。）当
時
は
農
業
社
会
で
あ
り
、電

力
は
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、人
び
と
が
市

場
を
開
く
の
は
基
本
的
に
昼
間
で
あ
る
。
主
要
な

市
場
は
牛
の
取
引
所「
牛グ

ー

墟ヒ
ー

」
で
あ
り
、
そ
こ
で
生

活
必
需
品
の
販
売
も
あ
っ
た
。
現
在
の
夜
市
の
よ

う
に
趣
味
や
娯
楽
の
商
品
を
扱
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
。

続
く
日
本
時
代（
一
八
九
五
〜
一
九
四
五
年
）に
な

る
と
電
気
設
備
が
登
場
し
た
も
の
の
、商
売
人
を

始
め
と
す
る
多
く
の
人
に
と
っ
て
電
気
設
備
は
高

価
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、台
北
や
台
南
な
ど
の
都
市

部
、
さ
ら
に
基キ

ー
ル
ン隆
や
宜イ
ー

蘭ラ
ン

な
ど
の
沿
海
部
に
し
か
、

夜
市
は
な
か
っ
た
。

夜
市
の
出
現

第
二
次
世
界
大
戦
後
も
定
期
市
は
開
か
れ
、
そ

れ
ま
で
以
上
に
露
天
商
が
並
ぶ
。
多
く
は
や
は
り

昼
間
に
開
か
れ
た
。
と
い
う
の
も
当
時
の
台
湾
で

は
戒
厳
令
が
敷
か
れ
、政
府
が
人
び
と
の
夜
間
外

出
を
禁
じ
た
し
、電
気
使
用
を
制
限
し
た
た
め
で

あ
る
。
移
動
可
能
な
屋
台
が
増
え
す
ぎ
る
と
、公

衆
衛
生
上
の
問
題
も
増
え
る
。
市
街
の
景
観
も
悪

く
な
る
。
そ
こ
で
政
府
は
エ
リ
ア
を
指
定
し
た
。

商
売
人
た
ち
は
エ
リ
ア
内
に
屋
台
を
並
べ
た
。
夜

市
の
発
生
は
、民
間
人
が
発
電
機
を
使
う
た
め
の

法
規
が
よ
う
や
く
制
定
さ
れ
た
一
九
七
八
年
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。一
九
八
〇
年
代
の
初
め
ご
ろ

か
ら
、台
湾
の
各
地
で
夜
市
が
続
出
す
る
。

夜
市
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、

営
業
時
間
や
立
地
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
三
つ
に
分
類
で
き
よ
う
。

夜
市
の
ビ
ジ
ネ
ス

夜
市
の
ビ
ジ
ネ
ス
は
薄
利
多
売
で
あ
る
。
人
波

が
押
し
寄
せ
て
き
て
こ
そ
儲
か
り
、安
価
と
低
コ

ス
ト
が
優
先
さ
れ
る
。
だ
か
ら
客
に
と
っ
て
デ
メ

リ
ッ
ト
も
あ
る
。
例
え
ば
商
品
は
品
質
が
そ
れ
ほ

ど
良
く
な
か
っ
た
り
、模
造
品
で
あ
っ
た
り
、食
品

は
材
料
が
新
鮮
で
な
か
っ
た
り
も
す
る
。
夜
市
で

は
モ
ノ
を
買
っ
て
も
、
た
い
て
い
は
領
収
書
を
発

行
し
て
も
ら
え
ず
、
い
わ
ば
保
証
が
な
い
。

ま
た
、夜
市
は
公
衆
衛
生
上
の
問
題
を
抱
え
る
。

夜
市
は
多
く
が
露
天
商
で
あ
り
、屋
台
で
あ
る
。
食

品
も
食
器
も
外
気
に
直
接
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

屋
外
で
洗
う
こ
と
に
な
る
。
夏
に
食
材
を
新
鮮
な

ま
ま
保
つ
の
は
難
し
く
、
と
き
に
食
中
毒
も
起
こ
る
。

そ
こ
で
、夜
市
に
は
大
型
の
ゴ
ミ
箱
が
設
置
さ
れ
た
。

客
は
食
べ
歩
く
も
の
の
、
お
か
げ
で
道
路
上
に
ゴ

ミ
が
散
乱
す
る
こ
と
は
減
っ
た
。

そ
れ
も
ご
当
地
食

台
湾
で
は
四
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
原
住
民
と
い

く
た
び
も
の
移
民
が
集
い
、現
在
の
多
文
化
社
会

が
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
の
た
め
、夜
市
に
あ
ふ
れ
る

ご
当
地
も
の
は
異
種
混
交
で
あ
る
。
料
理
は「
熱ル

ー

炒チ
ャ
オ」（

台
湾
式
居
酒
屋
）か
ら「
日リ
ィ

式シ
ィ

料
リ
ィ
ア
ォ

理リ
ィ

」（
日
本
式

料
理
）ま
で
、
は
た
ま
た「
蒙モ
ン

古グ
ー

烤カ
オ

肉ロ
ウ

」（
モ
ン
ゴ
リ
ア

ン
・
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
）か
ら
ベ
ト
ナ
ム
生
春
巻
き
ま
で
、

お
や
つ
は
台
湾
式
か
き
氷
か
ら
ド
ン
ド
ゥ
ル
マ
ま
で
。

最
近
は
、「
新
住
民
」
と
よ
ば
れ
る
東
南
ア
ジ
ア
系

移
民
の
飲
食
文
化
が
、台
湾
の
日
常
生
活
に
入
り

込
ん
で
い
る
。
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
の
で
、
あ
な
た

の
舌
は
満
足
す
る
こ
と
ま
ち
が
い
な
し
。

夜
市
は
、
そ
も
そ
も
は
地
元
の
人
び
と
の
生
活

を
支
え
る
も
の
と
し
て
発
生
し
た
。
の
ち
に
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
下
で
、国
際
的
な
観
光
ス
ポ
ッ

ト
に
な
っ
た
。
あ
な
た
が
ど
こ
か
ら
来
た
人
で
あ

ろ
う
と
も
、夜
市
に
足
を
踏
み
入
れ
た
ら
、
き
っ
と

心
も
財
布
も
す
っ
か
り
軽
く
な
る
は
ず
。

夜
市
台
湾

王お
う 

韶
し
ょ
う

君く
ん

　 
財
団
法
人
鄭
南
榕
基
金
会 

特
任
研
究
員

翻
訳
　 
若わ

か

松ま
つ 

大だ
い

祐す
け

　 

常
葉
大
学 

准
教
授

特
集

夜
店
に
行
こ
う
！
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み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
研
究
公
演

ア
リ
ラ
ン
峠
の
向
こ
う
に
は

―
在
日
コ
リ
ア
ン
音
楽
の
こ
れ
か
ら

10
年
を
へ
て
再
び
み
ん
ぱ
く
に
つ
ど
う
3

組
の
音
楽
家
た
ち
。
3
つ
の
国
の
は
ざ
ま

に
生
き
る
彼
ら
の
音
楽
を
と
お
し
て
在
日

コ
リ
ア
ン
音
楽
の
こ
れ
か
ら
を
見
つ
め
ま
す
。

日
時 

8
月
25
日（
日
）14
時
〜
16
時
30
分

（
13
時
30
分
開
場
）

会
場
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
4
0
0
名
）

演
奏 

安
聖
民
、李
政
美
、河
栄
守
、金
栄

実
、梁
聖
晞
ほ
か

解
説 

髙
正
子（
大
阪
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
歴

史
資
料
館 

館
長
）

司
会 

福
岡
正
太（
本
館 

教
授
）

※
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
13
時
か
ら
本

館
2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券
を
確

認
後
、入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

※
受
付
期
間
中
に
定
員
に
満
た
な
い
場
合

の
み
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

▼
友
の
会
先
行
受
付

　
7
月
12
日（
金
）〜
19
日（
金
）定
員
80
名

お
申
し
込
み
先

　
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

　（
千
里
文
化
財
団
）

▼
一
般
受
付

　
7
月
22
日（
月
）〜
8
月
21
日（
水
）

創
設
50
周
年
記
念
み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
T
R
I
O
」

日
時
　

7
月
13
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時

10
分（
13
時
開
場
）

会
場
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
名
）

解
説
　
島
村
一
平（
本
館 

教
授
）

司
会
　
信
田
敏
宏（
本
館 

教
授
）

参
加
費
　
要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
）

　
　
　
　
※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順

※
事
前
申
込
の
方
へ
、当
日
11
時
か
ら
本

館
2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券
を
確

認
後
、入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

※
受
付
期
間
中
に
定
員
に
満
た
な
い
場
合

の
み
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

▼
一
般
受
付
　

7
月
10
日（
水
）ま
で

　
※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

企
画
展「
客
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
」関
連
イ
ベ
ン
ト

「
一
八
九
五
」

日
時 

9
月
8
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時

15
分（
13
時
開
場
）

会
場
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
名
）

上
映
作
品 

「B
lue B

rave: T
he Legend

 
o

f Fo
rm

o
sa in 1895

」（
2
0
0
8
年
）

参
加
費
　
要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
）

　
　
　
　
※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

解
説
　
河
合
洋
尚（
東
京
都
立
大
学 

准
教

授
）

司
会
　
奈
良
雅
史（
本
館 

准
教
授
）

※
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
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

※
受
付
期
間
中
に
定
員
に
満
た
な
い
場
合

の
み
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

▼
友
の
会
先
行
受
付

　
7
月
29
日（
月
）〜
8
月
2
日（
金
）

　
定
員
70
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

　
8
月
5
日（
月
）〜
9
月
4
日（
水
）

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 

7
月
13
日（
土
）、
8
月
10
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

M
M
P
　
周
年
記
念
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

さ
わ
る
絵
を
つ
く
ろ
う
！

日
時 

8
月
3
日（
土
）12
時
〜
16
時

 

（
最
終
受
付
15
時
30
分
）

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

や
っ
て
み
よ
う
！ 

〜
わ
く
わ
く
体
験 

in 

み
ん
ぱ
く 

2
0
2
4

日
時 

8
月
4
日（
日
）10
時
〜
15
時
30
分

 

（
最
終
受
付
各
体
験
に
応
じ
て
）

会
場 

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
、

第
3
、
7
セ
ミ
ナ
ー
室

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

は
じ
め
の一
歩  

や
っ
て
み
よ
う
！

ミ
ラ
ー
刺
繡

日
時 

8
月
11
日（
日
）11
時
〜
16
時

 

（
最
終
受
付
15
時
30
分
）

会
場 

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

対
象 

6
歳
以
上（
5
歳
以
下
は
保
護
者

同
伴
）

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

手
話
を
覚
え
て
、

は
な
ま
る
を
ゲ
ッ
ト
し
よ
う

日
時 

8
月
12
日（
月
・
祝
）11
時
〜
16
時

 

（
最
終
受
付
15
時
30
分
）

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

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
新
番
組

本
館
2
階
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー

ン（
無
料
）の
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
ブ
ー
ス
と
み

ん
ぱ
く
シ
ア
タ
ー
に
て
公
開
中
。

番
組
番
号

7
2
5
3

タ
イ
ト
ル

ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
の

ガ
ン
ゴ
ー
ル
祭
礼

監
修

三
尾
稔
（
本
館 

教
授
）

巡
回
展

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

―
さ
わ
る
！〝
触
〞の
大
博
覧
会

　
　
直
方
巡
回
展
2
0
2
4

本
館
で
2
0
2
1
年
秋
に
お
こ
な
わ
れ
た

特
別
展
。
2
0
2
2
年
春
に
は
岡
山
で
初
の

巡
回
展
が
敢
行
さ
れ
、
2
回
目
と
な
る
今

回
は
、福
岡
県
直
方
市
で
開
催
し
ま
す
。

会
期
　

7
月
6
日（
土
）〜
9
月
16
日（
月・祝
）

会
場
　
直
方
谷
尾
美
術
館（
福
岡
）

主
催
　
公
益
財
団
法
人
直
方
文
化
青
少
年

協
会

共
催
　
国
立
民
族
学
博
物
館

驚
異
と
怪
異

―
想
像
界
の
生
き
も
の
た
ち

会
期 

9
月
14
日（
土
）〜
11
月
17
日（
日
）

会
場 

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館 

特
別
展

示
室（
北
海
道
）

主
催 

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
、国
立

民
族
学
博
物
館
、公
益
財
団
法
人

千
里
文
化
財
団

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

第547回
7月20日（土）13時30分～15時（13時開場）
内戦の過ごし方―ソロモン諸島
ガダルカナル島の人びとの紛争経験
講師　藤井真一（本館 助教）
【申込期間】

▼一般受付　7月17日（水）まで
　※友の会先行受付は終了しました。

第548回
8月17日（土）13時30分～ 15時（13時開場）
ネパールの「吟遊詩人」
―映像音響資料の当事者との共有
講師　南真木人（本館 教授）
みんぱくが所蔵する過去の写真、映像、音
源を当事者と共有する事業を進めています。

特別展「吟遊詩人の世界」に先がけ、この事
業の過程で明らかになった、ネパールの「吟
遊詩人」ガンダルバについてお話します。

ダン・バハードゥル・ガエク氏
（ネパール ポカラ、2016年）

【申込期間】

▼友の会先行受付
　7月12日（金）～19日（金）（定員80名）
お申し込み先

　国立民族学博物館友の会（千里文化財団）

▼一般受付　7月22日（月）～8月14日（水）

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう　　　
本館の研究者が「みんぱくの展示資料」「調査
している地域（国）の最新情報」「現在取り組
んでいる研究」についてわかりやすくお話しし
ます。
※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

7月28日（日）14時30分～15時
発掘調査現場における
デジタル技術の活用
―ウズベキスタンでの事例
話者　寺村裕史（本館 准教授）

8月11日（日）14時30分～15時15分
みんぱく所蔵の
ヒエログリフ碑文を読む
―ロゼッタストーンには
　　何が書かれているのか
話者　永井正勝（本館 特任教授）

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/

「アリラン峠を越えていく」（2014年）から

「一八九五」

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

第550回 7月6日（土）13時30分～15時
人類にとって宗教とはなにか
講師　竹沢尚一郎（本館 名誉教授）

第551回 8月3日（土）13時30分～15時
古代エジプトの書字文化
―「刻む文字」と「書く文字」の世界
講師　永井正勝（本館 特任教授）

古代エジプト文明の栄華を支えたのは文字
の存在でした。古代エジプトの文字は、神
や王に捧げるべく石材などに刻まれたヒエロ
グリフと、書記が記録のためにインクと筆で
記したヒエラティックとに大別されます。こ
のように古代エジプトでは「刻む文字」と「書
く文字」とが併存されていたのです。本講演
ではそれらの文字の違いを紹介するとともに、
民博所蔵のヒエログリフ碑文を解説します。
※講演会終了後、講師とともに本館展示に
て見学会をおこないます。（要会員証もし
くは展示観覧券）

東京講演会
友の会会員：無料、一般：500円
※事前申込制、先着順（定員50名）

※オンライン配信はありません。

第137回　7月27日（土）13時30分～15時
サウンド・アーカイブと民俗芸能の
再活性化―みんぱく所蔵東洋音楽学
会資料を事例として
講師　植村幸生（東京藝術大学 教授、
           本館 特別客員教員）
会場　モンベル渋谷店5階サロン
みんぱくは、東洋音楽学会による1960～70
年代の日本民俗音楽のフィールド録音を大量
に保管しています。わたしはその中で三匹獅
子舞という民俗芸能の音源を現地の伝承者
に聴いていただく「還元」を進めています。60
年ぶりによみがえる録音は芸能の継承や復興
に貢献できるでしょうか。そこからサウンド・アー
カイブとしての博物館の役割を展望します。

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

お問い合わせ先

本の紹介

イスラエルの港町ハイファに住む、アラブ人キリス
ト教徒女性のライフ・ヒストリーを、一週間の出
来事から解きほぐします。ユダヤ人国家に包括さ
れながらも、宗教的アイデンティティを守る人びと
の暮らしを描きます。

パンデミック期間に著者が文芸誌や新聞等で発表し
てきた作品を中心に構成されています。詩、小説、随
筆、対話等、さまざまな語り口を通して、＜イメージの
生命＞に迫ります。画家の平松麻さんがドローイング
によって本書のお話に息を吹き込んでくれました。

菅瀬晶子 文、平澤朋子 絵
『月刊たくさんのふしぎ（2024年6月号）
ウンム・アーザルのキッチン』
福音館書店　810円（税込）

川瀬慈 著
『見晴らしのよい時間』
赤々舎　2,750円（税込）

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 

アラビア書道の原型とされるクーフィ書体は幾何学
的な形が特徴的。デザイン性の高さでは、ヨーロッ
パのハイブランドに引けをとりません。

ヒヤミーヤの工房（エジプト カイロ、2023年）

パッチワーク（神の美称）
標本番号│H0327988
地域│エジプト
サイズ│139.5cm×96.5cm
2025年春の企画展にて展示予定

９９の神の美称

ムスリムにとって絶対であり、唯一無二の
信仰の対象である神には、聖典クルアーン
に由来する99の御

み

名
な

がある。例えば、第1章、
ムスリムが日常的に唱える開

かい

扉
ひ

章
しょう

で、神は
アル＝ラフマーン（慈愛あまねき者）、アル＝
ラヒーム（慈悲深き者）とよばれている。神は
罪人を赦

ゆる

し（アル＝ガッファール）、声なき声
に耳を傾ける（アル＝サーミイ）のである。神
を想うことはムスリムの信仰実践のひとつで
あることから、エジプトの首都カイロの街は、
神の美

び

称
しょう

を書いたモノであふれている。

もう1 枚はフランス大使が

このパッチワークは民博の資料収集でカイ
ロを訪れた際、多様な手工芸の工房があるイ
スラーム地区で見つけた。「ヒヤミーヤ」と
よばれる、綿製の布をキャンバス生地に縫い
付けた、エジプトを代表する伝統工芸品であ
る。1965年までこの地区では、キスワ（メッ
カのカアバ神殿にかけるクルアーンの章句を刺

し

繡
しゅう

であしらった布）も製作されていた。
アラビア書道のクーフィ書体で99の神の
美称が書かれている。アラビア語は右から左
に書く。1行目の「フワ・アッラー（彼はアッ
ラー）」から始まり、最後は「アル＝サブール（忍
耐者）」。神の御

み

名
な

を間違える訳にはいかない。

工房主のターリク・アル＝サフティ氏によると、
熟練の職人をもってしても製作に半年ほど要
した大作だという。同じデザインは2枚しか
なく、もう1枚は在エジプトフランス大使が
購入したと誇らしげに語った。パッチワーク
と聞くと女性の作家を連想する人もいると思
うが、工房で会った職人は全員男性だった。
若者は手工芸に興味がないことから、次世代
の担い手を探すのが難しいという。
店の奥からこの作品が出てきたとき、精巧
な手仕事の美しさに圧倒された。自分用に1
枚欲しくなり、自宅のどこに飾ろうかとぼん
やりと夢想しながら帰った。神様の御

お

名
な

前
まえ

そ
れ自体がアート、というのがアラビア書道で
ある。
この資料は2025年春の企画展「点と線の

美学—アラビア書道の世界」（仮）での展示
を予定しているのでお楽しみに。

神様の御名前でアートする
相
あい

島
しま

 葉
は
月
つき

　 民博 准教授

推 し コ レ 図 鑑
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上：サラセン様式の展示館入口
下：ミッチェル社のNC型35ミリカメラでの撮影を再現した展示

プレイバック体験ができる展示設備
（写真はすべてインド ムンバイ、2024年）

イ
ン
ド
映
画
と
い
え
ば
歌
舞
踊
シ
ー
ン
。
と
こ
ろ
が
、
歌
っ
て
い
る
の

は
、
往
々
に
し
て
俳
優
で
は
な
い
。
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
シ
ン
ガ
ー
と
よ
ば
れ

る
別
の
歌
手
が
歌
い
、
両
者
が
絶
妙
に
組
み
合
わ
さ
り
、
あ
の
歌
舞
踊

シ
ー
ン
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
こ
数
年
、
両
者

の
あ
い
だ
に
あ
る
身
体
の
結
び
つ
き
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。

今
年
一
月
、
ム
ン
バ
イ
で
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
シ
ン
ガ
ー
に
会
っ
て
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
し
た
。
そ
の
帰
り
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

話
や
イ
ン
ド
映
画
の
話
で
盛
り
上
が
り
、
国
立
イ
ン
ド
映
画
博
物
館
に
行

く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
。
そ
の
日
は
他
に
予
定
も
な
か
っ
た
た
め
、
せ
っ

か
く
な
の
で
足
を
運
ん
で
み
た
。

総
工
費
一
四
億
ル
ピ
ー
（
日
本
円
で
約
二
五
億
円
）
を
か
け
て
二
〇
一
九

年
に
開
館
し
た
同
博
物
館
は
、
二
つ
の
展
示
館
か
ら
な
る
。
一
つ
は
、一
九

世
紀
の
イ
ン
ド
・
サ
ラ
セ
ン
様
式
の
建
築
物
を
改
修
し
た
も
の
で
、
イ
ン

ド
映
画
の
歴
史
に
つ
い
て
展

示
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
映
画
の

歴
史
は
、
初
の
国
産
長
編
映

画
「
ハ
リ
シ
ュ
チ
ャ
ン
ド
ラ

王
」（
一
九
一
三
年
）
に
始
ま
る
。

や
が
て
演
出
や
編
集
、
流
通

ま
で
の
全
体
を
総
責
任
者
が

統
括
し
、
各
製
作
工
程
は
分

業
化
さ
せ
る
「
ス
タ
ジ
オ
・
シ

ス
テ
ム
」
が
登
場
し
た
。
ま
た

各
州
の
言
語
で
製
作
さ
れ
た

地
域
語
映
画
も
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
イ
ン
ド
映
画
が
辿た

ど
っ
て
き
た
道

が
、
豊
富
な
写
真
や
当
時
の
機
材
と
と
も
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
展
示
館
は
今
日
の
イ
ン
ド
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
現
代

建
築
で
あ
る
。
こ
ち
ら
で
は
、
映
画
が
完
成
す
る
ま
で
の
過
程
や
、
最
新

の
撮
影
・
編
集
に
関
す
る
情
報
が
、
製
作
現
場
で
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い

る
機
材
を
用
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
が
も
っ
と
も
興
奮
し
た
の
は
、
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
シ
ン
ガ
ー
を
擬

似
体
験
で
き
る
展
示
だ
っ
た
。
五
つ
の
映
画
の
歌
の
う
ち
一
つ
を
選
択
す

る
と
、
画
面
上
に
、
俳
優
の
口
だ
け
が
動
い
て
い
る
映
像
が
映
し
出
さ
れ

る
。
そ
の
口
元
に
あ
わ
せ
て
歌
う
と
、
歌
声
が
録
音
さ
れ
て
映
像
に
重
ね

ら
れ
、
映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン
と
し
て
再
生
さ
れ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

わ
た
し
も
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
に
挑
戦
し
て
み
た
。
お
世
辞
に
も
う
ま
い
と

は
い
え
な
い
吹
き
替
え
だ
っ
た
が
、
ほ
ん
の
一
瞬
だ
け
、
銀
幕
の
ヒ
ロ
イ

ン
に
な
っ
た
気
分
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。

国立インド映画博物館はムンバイのチャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅からバスで
約20分。バーチャルでインタラクティブな展示でインド映画の過去、現在、未来をつなぐ。
公式サイト https://nmicindia.com/

国立インド映画博物館 （マハーラーシュトラ州 ムンバイ）

銀幕スターにわたしもなれる！！

飯
いい

田
だ

 玲
れい

子
こ

　 金沢大学 講師
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右：砂の島の風景（門田岳久撮影）
左：砂の島のフェリーに乗り込む
　  工事用トラック
　（どちらもフィンランド、2021年）

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
群
島
地
方
に
暮
ら
す
人
び
と

が
複
数
の
仕
事
を
か
け
も
ち
す
る
こ
と
は
め
ず
ら

し
く
な
い
。
移
り
変
わ
る
季
節
に
合
わ
せ
、農
業
や

漁
業
、観
光
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
を
横
断
し

な
が
ら
働
く
か
ら
だ
。

六
十
代
の
男
性
で
あ
る
ヴ
ェ
ッ
ケ
も
複
数
の
仕

事
を
や
り
く
り
し
て
い
る
。
冬
季
に
用
い
る
灯
油

の
ネ
ッ
ト
販
売
。
音
楽
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
業（
彼

は
八
〇
年
代
に
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
ギ
タ
リ
ス
ト
と
し

て
活
躍
し
て
い
た
）。
と
き
お
り
舟
で
漁
に
も
出
る
。

そ
し
て
、島
と
島
を
つ
な
ぐ
フ
ェ
リ
ー
の
操
縦
士

で
も
あ
る
の
だ
。

ヴ
ェ
ッ
ケ
の
暮
ら
す
サ
ン
ド
オ
ー
、直
訳
す
る
と

「
砂
の
島
」に
渡
る
た
め
に
は
、隣
の
島
か
ら
フ
ェ

リ
ー
で
移
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
島
に
は
多

く
の
別
荘
が
点
在
し
て
い
る
が
、年
間
を
通
じ
て

暮
ら
し
て
い
る
の
は
数
家
族
だ
け
だ
か
ら
公
共
交

通
は
な
い
。
そ
こ
で
私
道
組
合
と
よ
ば
れ
る
住
民

の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
フ
ェ
リ
ー
を
運
航
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ッ
ケ
も
こ
の
組
合
の
一
員

な
の
だ
が
、フ
ェ
リ
ー
の
操
縦
を
い
ち
か
ら
学
ん
で

免
許
を
取
り
、働
き
手
不
足
を
補
う
べ
く
、自
ら
も

操
縦
士
と
し
て
働
き
始
め
た
の
だ
と
い
う
。

ヴ
ェ
ッ
ケ
は
フ
ェ
リ
ー
の
操
縦
席
に
ノ
ー
ト
パ

ソ
コ
ン
を
置
き
、灯
油
の
注
文
が
あ
れ
ば
す
ぐ
さ

ま
メ
ー
ル
で
返
信
す
る
。
停
泊
中
の
桟
橋
へ
車
が

や
っ
て
く
れ
ば
、向
こ
う
岸
ま
で
乗
せ
て
い
く
。ひ

と
た
び
フ
ェ
リ
ー
が
動
き
出
せ
ば
、対
岸
に
近
づ

く
ま
で
は
目
を
離
す
こ
と
も
で
き
る
か
ら
、知
り

合
い
が
乗
っ
て
い
る
と
き
は
操
縦
席
を
降
り
て
あ

い
さ
つ
し
、さ
っ
き
乗
せ
た
ト
ラ
ッ
ク
は
ど
こ
に

別
荘
を
作
る
の
だ
ろ
う
、と
い
っ
た
噂
う
わ
さ

話
に
興
じ

る
。
砂
の
島
の
玄
関
を
つ
か
さ
ど
る
ヴ
ェ
ッ
ケ
は
、

島
の
事
情
通
な
の
で
あ
る
。

無
料
の
公
共
交
通
が
発
達
し
た
福
祉
国
家
の
片

隅
で
、水
上
の
路
は
今
も
地
域
共
同
体
に
よ
っ
て

管
理
さ
れ
て
い
る
。だ
が
、ヴ
ェ
ッ
ケ
を
含
む
私
道

組
合
の
仲
間
た
ち
は
、メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
フ
ェ

リ
ー
の
公
営
化
を
国
や
自
治
政
府
に
訴
え
る
こ
と

も
し
て
い
る
。
い
か
に
も
地
元
民
と
い
っ
た
風
情

の
ヴ
ェ
ッ
ケ
が
名
の
通
っ
た
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ラ
ー

で
あ
っ
た
よ
う
に
、群
島
地
域
は
辺
境
に
あ
り
な

が
ら
、人
び
と
の
か
け
も
ち
仕
事
で
世
界
と
も
つ

な
が
っ
て
い
る
。

砂
の
島
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー

髙た
か

橋は
し 

絵え

里り

香か

　 

千
葉
大
学 

教
授
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日本

大韓民国

楸子島

東京
ソウル

済州島

太鼓の師匠に持たせてもらった手作
りの食品類
（韓国 全羅北道、2013年）

北漢山（プッカンサン）でのムダンの儀礼調査。供物のおさ
がりで大量の果物をもらった（韓国 ソウル、2012年）

←↑楸子島の村祭りで当選した高級クルビセットは持ち帰らず済州
の居酒屋に持ち込み、全部食べた

　　（韓国 楸子島、済州島、2023年）

イラスト：神野知恵

重
た
い
お
み
や
げ
津
々
浦
々

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
身
軽
に
限
る
。

な
る
べ
く
荷
物
は
減
ら
し
た
い
。
し
か
し

想
定
に
お
さ
ま
ら
な
い
の
が
、
調
査
先
で

の
い
た
だ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、

日
本
と
韓
国
の
各
地
で
た
く
さ
ん
の
お
み

や
げ
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
身
は
一
つ
、

カ
バ
ン
の
容
量
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、

感
謝
と
困
惑
の
気
持
ち
が
せ
め
ぎ
あ
う
。

韓
国
ソ
ウ
ル
の
ム
ダ
ン
（
シ
ャ
ー
マ
ン
）

の
儀
礼
調
査
で
は
、
供
物
の
お
さ
が
り
と

し
て
、
立
派
な
梨
や
り
ん
ご
を
大
量
に
も

ら
っ
て
歩
け
な
く
な
り
、
タ
ク
シ
ー
に

乗
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
地
方
で
は
キ
ム

チ
に
味み

噌そ

、果
実
酒
、酢
、魚ぎ

ょ

醬し
ょ
う、ご
ま
油
、

は
ち
み
つ
な
ど
を
よ
く
も
ら
う
が
、
瓶
詰

め
の
液
体
物
が
ま
た
と
に
か
く
重
い
。
は

ち
み
つ
の
た
め
に
本
を
買
う
の
を
諦
め
る

な
ん
て
こ
と
も
。
そ
う
や
っ
て
苦
労
し
て

持
ち
帰
っ
た
も
の
は
た
い
て
い
と
て
も

美お

い味
し
く
、
そ
の
地
の
風
土
や
人
び
と
の

特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
て
話
の
種
に

な
る
の
で
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
違
い
は

な
い
の
だ
が
…
…
。

日
本
で
は
、
石
材
加
工
店
で
石
の
見
本

を
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
石
の
塊
を
背

負
っ
て
歩
く
の
は
苦
行
以
外
の
な
に
も
の

で
も
な
い
が
、
あ
り
が
た
い
気
持
ち
で
重

み
に
耐
え
た
。
今
な
ら
、
ま
よ
わ
ず
郵
便

局
に
行
っ
て
家
に
送
っ
て
い
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
カ
ン
・
ア
ー
ト
」

の
類
も
よ
く
も
ら
う
。手
作
り
の
巾
着
袋
、

毛
糸
の
た
わ
し
、
ビ
ニ
ー
ル
紐ひ

も

で
作
っ
た

人
形
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
な
ど
。
小
さ
い
も

の
な
ら
一
つ
は
い
た
だ
く
の
だ
が
、
最
近

日
本
の
地
方
で
は
、
竹
筒
に
ド
リ
ル
で
穴

を
あ
け
て
陰
影
を
出
す
竹た
け

灯と
う

籠ろ
う

細ざ
い

工く

が
流

行
し
て
い
る
。
玄
関
に
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り

の
作
品
が
飾
ら
れ
て
い
る
お
宅
で
、
ど
れ

で
も
持
っ
て
帰
っ
て
い
い
と
お
申
し
出
を

い
た
だ
い
た
が
、
さ
す
が
に
丁
重
に
お
こ

と
わ
り
し
た
。

宵
越
し
の
み
や
げ
は
持
た
な
い
？

昨
年
訪
れ
た
韓
国
南
部
の
楸チ

ュ

子ジ
ャ

島ド

の
祭

り
で
は
、
村
人
の
た
め
の
抽
選
大
会
で
、

イ
シ
モ
チ
を
干
物
に
し
た
ク
ル
ビ
の
高
級

な
贈
答
品
セ
ッ
ト
を
当
て
て
し
ま
っ

た
。
楸
子
島
の
ク
ル
ビ
は
美
味
で
有

名
な
の
で
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
し

か
し
ナ
マ
モ
ノ
を
持
ち
帰
る
の
は
難

し
い
た
め
、
翌
日
、
済チ

ェ

州ジ
ュ

島ド

に
寄
っ

た
際
に
友
人
の
行
き
つ
け
の
店
で
焼

い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
シ
ェ
フ

や
店
の
常
連
さ
ん
た
ち
と
と
も
に
夢

中
に
な
っ
て
た
い
ら
げ
た
。
済
州
の
人
た

ち
も
、
こ
ん
な
鮮
度
の
良
い
ク
ル
ビ
は
初

め
て
だ
と
驚
い
て
い
た
。
我
な
が
ら
こ
の

選
択
は
冴さ

え
て
い
た
と
思
う
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
島
の
抽
選
大
会
は

景
気
が
良
く
、
数
年
前
に
参
加
し
た
と
き

は
電
動
自
転
車
が
一
等
賞
だ
っ
た
。
島

の
子
ど
も
た
ち
に
囲
ま
れ
て
、「
あ
ん
た

に
自
転
車
が
当
た
っ
た
ら
俺
に
く
れ
る
よ

ね
？
」
と
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
は
微ほ

ほ
え笑

ま

し
い
思
い
出
で
あ
る
。

旅
人
の
本
音

新
潟
の
瞽ご

女ぜ

さ
ん
（
盲
目
の
女
性
旅
芸

人
）へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
資
料
を
読
む
と
、

訪
問
先
で
米
を
も
ら
う
の
は
あ
り
が
た
い

が
、
重
く
て
持
ち
歩
け
な
い
の
で
換
金

す
る
。
今
は
で
き
れ
ば
現
金
の
ほ
う
が

い
い
、
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。
貴
重

な
米
を
出
し
た
人
の
こ
と
を
考
え
る
と

少
し
申
し
訳
な
い
気
も
す
る
が
、
歩
き

続
け
る
旅
人
の
心
情
に
、
強
い
共
感
を

覚
え
る
。
わ
た
し
の
場
合
、
現
金
は
と

も
か
く
、
い
ち
ば
ん
嬉う

れ

し
い
の
は
海
藻

や
煮
干
し
、
お
茶
や
唐
辛
子
な
ど
の
乾

物
類
で
あ
る
。
軽
く
て
日
持
ち
す
る
う

え
、
人
に
も
分
け
ら
れ
る
し
、
土
地
の

特
徴
も
出
て
い
る
。
歩
き
旅
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
カ
ー
に
お
み
や
げ
を
渡
す
場

合
は
、
ご
参
考
ま
で
に
。

神か
み

野の 

知ち

恵え

　 

岩
手
大
学 

准
教
授

い
た
だ
き
も
の
、あ
り
が
た
し
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左上： 沿海部から調査地へ向かう道。車が少なく心地いい
右上：干物をよく仕入れていた魚市が立つ漁村ナイ村
下：干物をすり潰した名もなき一品。唐辛子の鋭い辛さがポイント
（写真はすべてベトナム ニントゥアン省、2017年）

見た目は地味だが、格別にうまい。料理の名は
知らない。唐辛子、ニンニク、エシャロットを油と
ともに熱して香りを立たせて、軽く炙

あぶ

った干物の
魚と一緒にすり鉢ですり潰す。最後に魚

ぎょ

醤
しょう

ヌクマ
ムを少々。ご飯が進むおかずのできあがり。

この料理の主役である干物は、ベトナム南中部
ニントゥアン省にある海岸沿いの魚市場で買った
ものだ。同省の沿海地域は、かつてベトナムの中
部と南部で繁栄した交易国家チャンパーに起源
をもつチャム人が多く住んでいることで知られて
いる。さらに海からバイクで北西へ1時間行くと、
低山が連なるバクアイ県があり、チャム人と宗教・
経済・政治的に密接な関係にあったラグライ人が
住んでいる。わたしは2016年からそこで、ラグラ
イ人の生活や慣習について調査をしている。こ
の名もなき料理は、調査をはじめて間もないころ、
よく作っていたお助け飯だ。

ラグライ人の村に住み込むことを行政から許さ
れず、わたしはバクアイの中心部にある長屋に寝
泊まりし、バイクで15分ほど離れたラグライ人の
村に通いながら調査をしていた。その長屋にはわ
たしのほかに、沿海部から山地の学校や病院に働
きにきている人たちが住んでおり、このレシピは
隣に住むチャム人の看護師さんから教わったものだ。

長屋には冷蔵庫がなく、食料調達は近所の市場
頼みなのだが、昼過ぎには閉まってしまう。調査
が長引き夜遅く帰宅したときに役立ったのが干物
だった。

しかし、調査も後半になれば、この一品を作る

こともなくなっていった。冷蔵庫を手に入れたし、
ラグライの人びとに、食事をごちそうになったり、
野菜や果物をわけてもらうことも増えたからだ。
何より、沿海部から持ち込んだ干物は山の人びと
に喜ばれ、お裾わけをしているうち、あっという間
になくなってしまった。かつてわたしの腹を満た
してくれていた干物は、住み込み調査ができない
わたしと調査地の人びとをつなぐものになっていっ
た。この名もなき料理は、そんなことを思い出さ
せてくれる一品である。

山の上で味わう海の干物
康
カン

 陽
ヤン

球
グ

　 国立民族学博物館 外来研究員
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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）

日本の夏はますます暑い。日差しがゆるみ、暑さが和らいでからでないとブラブラ
する気になどなれない。だから、「夜店、サイコー！」　そんなノリで本特集を組んだ。

さて、20 世紀末、わたしがいたベトナム山間部の村に公共の電気はなかった。
村の夜は明らかに昼とは異なる世界であった。ところが 21 世紀初めに電気が送ら
れてくるようになると、たちまち「夜」が村から閉め出された。それほど電光の力は
圧倒的だった。変化が一気に押し寄せた当
時を思い出すと、近世江戸に発生した夜
見世が明治以降電光の普及とともに日本
中に広まったことが、いかにも納得できる。
夜店はいわば電光の申し子なのである。

そのうえで本特集を読み直すと、露店
が並ぶ夜店は各国で、昼と夜、双方の
世界に対してなんだか自立している。そも
そも市という商業空間が「無縁」の原理
に依

よ
っているからだろうか。夜店はいつも

乱世的。未来へと開かれている。
（樫永真佐夫）

特集「ワンダー！ 客家」（仮）

ぱくっ！とフィルめし 20ページ

ふらりミュージアム 16ページ

だって調査だもの 18ページ

推しコレ図鑑 14ページ

世界の「乗っちゃえ！」
17ページ

P-B10271



ミュージアム会員への入会方法について
みんぱく館内や書店でのお手続きのほか、郵便局での払込やオンラインでのクレ
ジットカード決済もご利用いただけます。お気軽にお問い合せください。

｢国立民族学博物館友の会｣（公益財団法人千里文化財団）
〒565-8511大阪府吹田市千里万博公園10-1
TEL 06-6877-8893（平日9：00～17：00） 
FAX 06-6878-3716
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/about/　　

みんぱく
を

　　も
っと楽しも

う！

何度でも観覧できる！
住むところが違えば、暮らし方もさまざま。
国立民族学博物館（みんぱく）は、
世界中の人びとの暮らしや文化
を紹介する日本で唯一の国立
の民族学博物館です。会員証
の提示で、年間何度でも観覧
できて、展示やイベントなど
楽しみは盛りだくさん。
※特別展は割引料金での観覧となります。

『月刊みんぱく』が届く！
みんぱくの研究者は、経験豊かな
「フィールドワーカー」。世界の
すみずみにまで足を運び、人び
との暮らしを調査します。広報誌
『月刊みんぱく』では展示や催しの
情報はもちろん、親しみやすい文章
で、研究者たちが現地の人びとの暮ら
しをお伝えします。イベント情報ととも
に毎月お手元まで郵送します。イベントに

参加しやすい！
みんぱくでは世界各地の芸能や音楽を紹介す
る研究公演、貴重な映像を上映する映画会、
ワークショップなど、毎月たくさんのイベン
トを開催しています。観覧券の購入が必要な
イベントにも会員証の提示でご参加いただけ
ます。イベントによっては友の会先行受付枠
がございます。 ※参加費が必要な催しもあります。

文化人類学者の話を
直接聞ける！
文化人類学研究者が毎月さまざまな地
域、テーマについて語る「友の会講演会」
で、さらに知識を深めることができます
（毎月第1土曜日開催）。特別展や企画展の
解説つき見学会も開催しています。

・本館展示の無料観覧
・特別展の観覧料割引
・友の会講演会・東京講演会への参加
・国立民族学博物館の広報誌
『月刊みんぱく』の送付（年間12冊）
・みんぱくミュージアム・ショップでの割引
・みんぱくレストランでの優待
・万博記念公園周辺施設、提携館の割引

年会費 5,000円（おひとり）

ミュージアム会員で
ご利用いただけるサービス

ミュージアム会員になると
お得なことがこんなにたくさん！

国立民族学博物館友の会ミュージアム会員で




