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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

か
つ
て
レ
バ
ノ
ン
の
詩
人
ハ
リ
ー
ル
・
ジ
ブ
ラ
ー
ン

（
一
八
八
三
～
一
九
三
一
年
）
は
、「
私
に
葦あ

し

の
笛
を
く

だ
さ
い
、
そ
し
て
歌
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
詠
ん
だ
。
私
は
ア
ラ

ビ
ア
書
道
家
な
の
で
お
こ
が
ま
し
い
が
、
そ
れ
を
も
じ
っ
て
右

の
よ
う
に
詠う

た

い
た
い
。
ア
ラ
ビ
ア
書
道
は
葦
の
筆
で
書
く
。
日

本
の
横
笛
に
似
て
い
る
葦
笛
は
「
ナ
ー
イ
」
と
呼
ば
れ
る
。
葦

の
筆
は
「
カ
ラ
ム
・
ボ
ー
サ
」
と
い
う
。
川
辺
に
生
え
て
い
る

雑
草
の
よ
う
な
葦
の
茎
か
ら
、
美
し
い
音
を
生
み
出
す
笛
が
作

ら
れ
、
美
し
い
文
字
を
生
み
出
す
筆
が
作
ら
れ
る
。
何
と
自
然

で
、
素
朴
で
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
か
。

ア
ラ
ビ
ア
書
道
の
筆
は
基
本
的
に
書
家
が
自
ら
作
る
。
文
房

具
店
な
ど
で
売
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
書
家
が
一
本
一
本
心

を
込
め
て
作
る
。
し
か
し
作
り
方
は
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
。
細

い
葦
を
採
っ
て
き
て
、
よ
く
天
日
で
乾
か
す
。
葦
の
茎
は
は
じ

め
脆も

ろ

く
て
柔
ら
か
い
が
乾
燥
す
る
と
硬
く
な
る
。
葦
の
代
わ
り
に
、

竹
で
も
よ
い
。
日
本
で
は
葦
よ
り
も
竹
の
方
が
多
く
見
受
け
ら

れ
る
の
で
私
は
竹
を
使
っ
て
い
る
。
家
の
庭
な
ど
に
自
生
し
て

い
る
細
い
竹
（
女
竹〈
メ
ダ
ケ
〉と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
）
を
採
取

し
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
に
滞
在
し
て
い
た
時
は
、
カ
イ
ロ
の
ホ

テ
ル
の
裏
が
ナ
イ
ル
川
だ
っ
た
の
で
河
岸
に
降
り
て
葦
を
採
取

し
た
こ
と
も
あ
る
。
筆
は
、
茎
の
先
端
を
鋭
利
な
ナ
イ
フ
で
斜

め
に
切
り
落
し
て
筆
先
を
作
る
。
そ
れ
に
墨
を
付
け
て
書
く
。

そ
の
よ
う
な
簡
単
な
作
り
の
筆
を
使
っ
て
書
か
れ
る
ア
ラ

ビ
ア
書
道
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
答
え
は
ど
う
し
て
も
イ
ス
ラ
ム
教
を
切
り
離
し
て
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
西
暦
七
世
紀
の
初
め
ア
ラ
ビ
ア
半
島

で
興
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
神
（
ア
ッ
ラ
ー
）
の
言
葉
を
記
し
た

と
さ
れ
る
『
ク
ル
ア
ー
ン
』（
コ
ー
ラ
ン
）
を
携
え
、
ア
ラ
ビ
ア

半
島
か
ら
西
へ
、
東
へ
布
教
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
印
刷

技
術
の
な
い
当
時
、『
ク
ル
ア
ー
ン
』
は
す
べ
て
手
書
き
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
「
ア
ラ
ビ
ア
書
道
」
の
濫ら

ん

觴し
ょ
うを

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

書
き
手
は
神
の
書
で
あ
る
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
を
そ
れ
に
見
合
う

だ
け
の
よ
り
美
し
い
、
完
全
な
文
字
で
書
く
こ
と
を
自
ら
に
課

し
た
。
そ
こ
に
書
家
な
る
職
業
が
生
ま
れ
、
書
道
と
い
う
芸
術

が
生
ま
れ
、
発
達
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
は
以
来

一
〇
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
現
代
ま
で
も
途
絶
え
る
こ
と
な
く

続
い
て
い
る
。

ア
ラ
ビ
ア
書
道
は
近
年
、
高
尚
な
文
字
芸
術
と
し
て
世
界

中
の
人
々
か
ら
関
心
を
集
め
て
い
る
。
日
本
で
も
ア
ラ
ビ
ア
書

道
を
手
掛
け
て
い
る
人
が
増
え
て
、
ひ
そ
か
な
ブ
ー
ム
に
な
っ

て
い
る
。
ア
ラ
ビ
ア
語
を
分
か
ら
な
い
人
が
ほ
と
ん
ど
な
の
だ

が
、「
な
ぜ
ア
ラ
ビ
ア
書
道
を
始
め
た
の
で
す
か
。」
と
尋
ね
る

と
、
一
様
に
「
文
字
が
世
界
一
美
し
い
か
ら
で
す
。」
と
の
返
事

が
返
っ
て
く
る
。
私
が
ア
ラ
ビ
ア
書
道
を
始
め
た
四
〇
年
前
頃

は
「
あ
な
た
は
変
人
・
奇
人
で
す
ね
。」
と
言
わ
れ
た
も
の
だ
が
、

時
代
は
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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イザベラ・ウフマン作
「メタモルフォシス」2021年

© Izabela Uchman
古代エジプトのケプリ神（スカ
ラベ）の背にアラビア語で「変
化する」を意味する単語を左
右対称にあしらった作品。ア
ラビア文字の意匠は「統一」
を意味するヒエログリフにも
なっている(H0328167)

巻 頭 エッセイ
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「
私
に
葦
の
筆
を
く
だ
さ
い
、

  
そ
し
て
歌
っ
て
く
だ
さ
い
。」

プロフィール
1946年生まれ。東京外国語大学アラビア語学
科卒業。日本アラビア書道協会会長。アラビ
ア語とアラビア書道をライフワークとする。ア
ラビア書道作品は大英博物館、メトロポリタン
美術館 、シンガポールアジア文明博物館など
世界各地の美術館に所蔵されている。主な著
書に、『アラビア語の入門』（白水社）、『パスポー
ト初級アラビア語辞典』（白水社）、作品集『ア
ラビア書道の宇宙』（白水社）、『たのしいアラビ
ア語』（1～10巻、たまいらぼ他）、作品集 “Nuur 
Ala Nuur”（イスラム芸術博物館マレーシア）など。
2024年、UAEの「カンズ・アルジール賞」（クリエ
イティブ・パーソナリティー部門）受賞。
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本田孝一作「人類のピラミッド」ヒジュラ暦1445年（西暦2023年）
（クルアーン第49章13節、スルス書体、180×270（cm）、H0328174）

「スルス書体の手本」という体裁をとった作品。白い点で文字の幾何学的な比率と筆の動きを示している
ハマーダ・ファーイズ・イブラーヒーム作「クルアーン第52章48節」ヒジュラ暦1445年（西暦2023年）（H0328245）

アラビア書道をあしらったイスラーム神秘主義者の聖者廟
（エジプト、2007年）

左頁上：マレーシア・イスラーム美術館の講習会で使用した手本と葦筆（2024年）
左頁下：�ムハンマド・ハマーム氏が赤色の 1面記事タイトル「石油は人道支援の武器である」を担当したリビアの

「アル＝ファジュル・アル＝ジャディード紙（1974年7月8日）」（中西コレクションC942382210）

本田孝一は文字の払いを一筆で書くことに重きを置くことから、竹筆の素材と
削り方に改良を重ねている。右端の最新版は、軸をプラスチックにして指先で
の回転をスムーズにし、竹部分の筆先を熱してひねりを加えている（個人蔵）

「
か
く
こ
と
」を
考
え
る

古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
文
字

を
書
く
こ
と
と
絵
を
描
く
こ
と

を
一
つ
の
語
彙
で
表
現
し
た
と

さ
れ
る
。
文
字
を
モ
チ
ー
フ
と

し
た
芸
術
で
あ
る
書
道
は
、
そ

れ
を
現
代
に
実
践
す
る
例
の
ひ

と
つ
だ
。

ア
ラ
ビ
ア
書
道
は
、
書
体
ご

と
に
厳
密
に
決
ま
っ
て
い
る
幾

何
学
的
な
法
則
と
尺
度
に
則
っ

て
、
文
字
を
「
書
く
／
描
く
」。

書
家
の
引
く
一
本
一
本
の
線
が

文
字
と
な
り
、
画
と
な
る
。
二

次
元
で
あ
る
は
ず
の
作
品
の
な

か
で
、
文
字
は
音
を
奏
で
、
踊

り
だ
し
、
三
次
元
の
イ
メ
ー
ジ

が
立
ち
上
が
る
。
く
し
く
も
日

本
語
で
は
文
字
を
書
く
こ
と
と

絵
を
描
く
こ
と
を
、
と
も
に
「
か

く
」
と
発
音
す
る
。
漢
字
で
の

表
記
の
違
い
を
一
旦
忘
れ
て
、

「
か
く
こ
と
」
そ
の
も
の
に
つ

い
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。

脳
と
身
体
が
つ
な
が
ら
な
い
!?

初
め
て
竹
筆
を
持
っ
て
ア
ラ

ビ
ア
書
道
に
挑
戦
し
た
と
き
、

「
文
字
を
書
く
」
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
を
学
び
直
す
体
験
を

し
た
。
文
化
人
類
学
者
の
テ
ィ

ム
・
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
『
ラ
イ
ン

ズ

―
線
の
文
化
史
』
の
な
か

で
、『
く
ま
の
プ
ー
さ
ん
』
の

友
人
で
あ
る
ロ
バ
の
イ
ー
ヨ
ー

が
三
本
の
木
の
枝
を
A
の
形
に

地
面
に
並
べ
る
シ
ー
ン
を
例
に
、

「
イ
ー
ヨ
ー
は
文
字
を
書
い
た

こ
と
に
な
る
の
か
？
」
と
問
う
た
。

識
字
能
力
の
な
い
イ
ー
ヨ
ー
は
あ
く
ま
で
も
A
の

形
を
真
似
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
A
を
書
い
た
と
は

い
え
な
い
と
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
論
じ
る
。

ア
ラ
ビ
ア
語
の
読
み
書
き
が
で
き
る
と
は
い
え
、

竹
筆
を
手
に
取
っ
た
わ
た
し
に
は
、
イ
ー
ヨ
ー
が

木
の
枝
を
並
べ
た
と
き
の
気
持
ち
が
良
く
わ
か
っ
た
。

ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
手
で
書
い
た
り
、
ス
マ
ホ
で
打
っ

た
り
す
る
こ
と
を
日
常
的
に
し
て
い
る
も
の
の
、

墨
汁
に
浸
し
た
竹
筆
が
ま
っ
た
く
思
う
よ
う
に
動

か
な
い
。
ア
ラ
ビ
ア
書
道
の
美
し
さ
を
象
徴
す
る
、

エ
ッ
ジ
の
き
い
た
シ
ャ
ー
プ
な
線
が
一
本
も
引
け

な
い
。
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
よ
う
な
形
で
あ
る
は
ず

の
点
が
ひ
し
ゃ
げ
て
し
ま
う
。
お
手
本
と
に
ら
め
っ

こ
し
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
文
字
の
形
を
な
ぞ
る
し

か
で
き
な
か
っ
た
。
手
で
新
し
い
こ
と
を
す
る
の

が
久
し
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
余
計
に
脳

と
身
体
が
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

「
書
は
肉
体
と
い
う
道
具

で
表
さ
れ
た
精
神
的
な
技

術
で
あ
る
」
と
い
う
格
言

は
、
肉
体
と
精
神
を
対
比

し
つ
つ
、
両
者
の
つ
な
が

り
を
示
唆
し
て
い
る
。
手

仕
事
に
集
中
し
た
せ
い
か
、

な
ぜ
か
爽
快
な
気
分
で
帰

宅
し
た
。

二
度
目
に
マ
レ
ー
シ
ア
で
参
加
し
た
日
本
ア
ラ

ビ
ア
書
道
協
会
の
会
員
向
け
の
講
習
会
で
、
ク
ル

ア
ー
ン
（
コ
ー
ラ
ン
）
第
一
章
二
節
の
「
万
有
の
主
、

ア
ッ
ラ
ー
に
こ
そ
凡す

べ

て
の
称
賛
あ
れ
」
と
書
か
れ

た
お
手
本
を
前
に
し
、
わ
た
し
は
途
方
に
暮
れ
た
。

他
の
参
加
者
は
ア
ラ
ビ
ア
語
が
読
め
な
い
の
に
、

ま
る
で
ク
ル
ア
ー
ン
を
読ど

く

誦し
ょ
うす

る
か
の
よ
う
に
、

ス
ラ
ス
ラ
と
美
し
い
文
字
を
書
い
て
い
る
。「
書
は

手
の
舌
で
あ
る
」
と
い
う
書
家
に
伝
わ
る
格
言
を

援
用
す
る
な
ら
、
わ
た
し
の
手
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ

だ
っ
た
。
筆
運
び
の
秩
序
を
見み

出い

だ
せ
ず
、
迷
走

し
て
い
た
。

し
か
し
書
き
続
け
る
う
ち
に
、
書
体
が
身
体
に

し
み
込
ん
で
く
る
の
を
感
じ
た
。
気
づ
け
ば
、
書

い
て
い
た
ク
ル
ア
ー
ン
の
一
節
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の

音
と
な
り
、
身
体
中
を
ぐ
る
ぐ
る
と
駆
け
巡
っ
て

い
た
。
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
何
度
も
繰
り
返
し
唱
え

る
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
儀
礼
を
ズ
ィ
ク
ル

（
祈き

祷と
う

）
と
よ
ぶ
。
ふ
と
、
ア
ラ
ビ
ア
書
道
は
手
の

ズ
ィ
ク
ル
な
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
。

「
書
か
な
い
と
だ
め
だ
よ
」

エ
ジ
プ
ト
人
書
家
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ハ
マ
ー
ム
に

つ
い
て
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
「
書
家
の
仕

事
場
」（
ナ
タ
リ
ア
・
ド
ゥ
ー
ク
・
キ
ン
テ
ロ
監
督
、

二
〇
一
七
年
）
に
印
象
的
な
場
面
が
あ
る
。
ハ
マ
ー

ム
は
弟
子
の
作
品
を
手
で
な
ぞ
り
な
が
ら
、「
こ

こ
描
い
て
い
る
よ
ね
？
　
書
か
な
い
と
だ
め
だ
よ
」

と
批
評
し
た
。
ク
ル
ア
ー
ン
朗
誦
が
歌
っ
て
い
る

よ
う
に
聞
こ
え
て
も
「
キ
ラ
ー
ア
（
読
書
）」
と
よ

ば
れ
る
よ
う
に
、
ア
ラ
ビ
ア
書
道
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア

ル
ア
ー
ト
と
は
い
え
、
文
字
を
描
く
の
で
は
な
く
、

書
く
の
だ
。
本
特
集
で
は
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
め

ぐ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
状
況
と
ア
ー
ト
と
し
て
の
展

開
を
と
お
し
て
、
書
と
画
の
関
係
に
つ
い
て
考
え

た
い
。
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
用
い
て
こ
と
ば
を
あ
ら

わ
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
は
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
に
よ
っ
て
い
か
な
る
制
約
と
可
能
性
を
も
つ

の
か
。
書
な
の
か
、
画
な
の
か
、
文
字
に
よ
っ
て

表
現
す
る
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
か
く
こ
と

相あ
い

島し
ま 

葉は

月つ
き

　 

民
博 

准
教
授

書なの？
画なの？

特集

コミュニケーションのデジタル化が進む今日、
文字で伝える意義とは ?
アラビア文字を美しく「かく」技術として生まれた
アラビア書道が今アツい !
その美しさとは、新しさとは

みんぱく創設50周年記念企画展

点と線の美学―アラビア書道の軌跡
場所：本館2階企画展示場
会期：�2025年3月13日（木）〜6月17日（火）
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エジプトの書家サラーフ・アブデルハーレク。手元と壁の作品はどちらもファーティマ・
クーフィー体を用いた作品（エジプト�カイロ、2018年、アブデルハーレク氏提供）

アブデルハーレクによるマムルーク・クーフィー体の教科書
（エジプト�カイロ、2024年）

マムルーク・クーフィー体の書法整備の一例。プロポーションの調整ととも
に、学習者の理解を容易にするための改良がおこなわれてきた
時系列順に1（2021年）→2（2023年）→3（2023年）
（マムルーク・クーフィー体の教科書から引用）

サラーフ・アブデルハーレク作「アッラー以外に神なし」
ヒジュラ暦1437年（西暦2015～16年）（H0328244）
ファーティマ・クーフィー体を用いた作品。ミフラーブ（モ
スク内にあるメッカの方向を示すくぼみ状の設備）の形
にデザインしたシリーズの作品のひとつ

上：スルターン・ハサン・マドラサの中庭から主イーワーンを臨む
　�（エジプト�カイロ、2024年）
下：主イーワーンにある銘文。「慈悲ふかく慈愛あまねきアッラーの
御名において／見よ、我ら、汝に輝かしい勝利を与えたぞ」（ク
ルアーン第48章1節）。アブデルハーレクが銘文の文字を分析し
書法をまとめ、マムルーク・クーフィー体と名付けた

����（エジプト�カイロ、2024年）

サラーフ・アブデルハーレク作「そういう者には我らが安
らぎの道をいと容易くしてやろうぞ」（クルアーン第92章7
節、マムルーク・クーフィー体、アブデルハーレク氏提供）

坂東和美作「時を過ごす中での最良の同伴者は本であ
る」2022年（アラブの詩人ムタナッビーの詩の一節、マ
ムルーク・クーフィー体）

1 2 3

書
家
ア
ブ
デ
ル
ハ
ー
レ
ク
と
の
出
会
い

二
〇
二
〇
年
コ
ロ
ナ
禍
の
夏
、
わ
た
し
は
カ
イ

ロ
で
ア
ラ
ビ
ア
書
道
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
。
概
要
を
学
び
な
が
ら
、

同
時
に
学
ん
だ
文
字
を
書
い
て
写
真
に
撮
り
メ
ッ

セ
ー
ジ
ン
グ
ア
プ
リ
に
送
っ
て
、
そ
の
場
で
講
師

の
添
削
を
受
け
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
ど
れ
だ

け
正
確
に
素
早
く
書
い
て
提
出
す
る
か
を
参
加
者

同
士
で
競
う
よ
う
な
雰
囲
気
も
あ
り
、
毎
回
必
死

に
な
っ
て
文
字
を
書
い
て
は
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
と
き
学
ん
だ
書
体
が
わ
た
し
に
と
っ
て
は
じ

め
て
の
ク
ー
フ
ィ
ー
体
、
カ
イ
ラ
ワ
ー
ン
・
ク
ー

フ
ィ
ー
体
で
あ
り
、
講
師
で
あ
る
書
家
サ
ラ
ー
フ
・

ア
ブ
デ
ル
ハ
ー
レ
ク
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。

ク
ー
フ
ィ
ー
体
の
復
活

ク
ー
フ
ィ
ー
体
と
は
、
現
在
ア
ラ
ビ
ア
書
道
で

使
用
さ
れ
る
主
要
な
書
体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
滑

ら
か
で
曲
線
的
な
ナ
ス
フ
体
や
ス
ル
ス
体
と
は
対

照
的
に
、
角
ば
っ
た
幾
何
学
的
な
線
形
を
特
徴
と

し
て
い
る
。
書
道
用
の
ペ
ン
の
み
で
書
く
他
の
書

体
と
違
い
、
定
規
や
円
定
規
、
方
眼
紙
な
ど
を
用

い
て
文
字
の
輪
郭
を
描
く
と
い
う
レ
タ
リ
ン
グ
的

な
手
法
で
書
か
れ
る
場
合
が
多
い
。

ク
ー
フ
ィ
ー
体
は
イ
ラ
ク
の
都
市
ク
ー
フ
ァ
か

ら
広
ま
っ
た
と
さ
れ
、
八
～
一
一
世
紀
こ
ろ
の
初

期
の
ク
ル
ア
ー
ン
写
本
に
多
く
用
い
ら
れ
た
書
体

で
あ
る
。
し
ば
し
ば
植
物
文
様
な
ど
を
伴
っ
て
書

か
れ
、
地
域
や
表
現
媒
体
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

ス
タ
イ
ル
が
作
ら
れ
た
。
だ
が
、
一
二
世
紀
以
降

は
建
物
や
写
本
の
装
飾
な
ど
に
利
用
が
限
定
さ
れ

て
い
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
一
九
世
紀
末
か
ら

イ
ス
ラ
ー
ム
建
築
の
組
織
的
な
調
査
・
修
復
作
業

が
お
こ
な
わ
れ
る
な
か
で
、
再
び
ク
ー
フ
ィ
ー
体

へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
書
法
が
ま
と
め
ら
れ
、
カ
イ
ロ
の
書
道
学
校
な

ど
で
も
教
え
ら
れ
る
、
と
い
う
形
で
復
活
を
遂
げ
る
。

同
時
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
の
分
野
で
も
同

書
体
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ク
ー
フ
ィ
ー
体
を
追
い
求
め
る

ク
ー
フ
ィ
ー
体
の
復
活
後
、
ア
ブ
デ
ル
ハ
ー
レ

ク
は
カ
イ
ロ
の
書
道
学
校
で
学
ん
だ
。
卒
業
後
は

新
聞
社
な
ど
の
書
家
兼
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
務
め
、
書

道
学
校
で
も
教

き
ょ
う

鞭べ
ん

を
と
っ
て
い
る
。
ク
ー
フ
ィ
ー

体
に
他
の
書
体
に
は
な
い
芸
術
性
を
感
じ
た
彼
は
、

二
〇
世
紀
エ
ジ
プ
ト
を
代
表
す
る
書
家
ム
ハ
ン
マ

ド
・
ア
ブ
デ
ル
カ
ー
デ
ル
（
一
九
一
七
～
九
四
年
）

に
師
事
し
、
同
書
体
を
学
ん
だ
。
し
か
し
、
彼
の

書
家
と
し
て
の
活
動
は
師
か
ら
学
ん
だ
ク
ー
フ
ィ
ー

体
を
単
に
活
用
す
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

例
え
ば
カ
イ
ラ
ワ
ー
ン
・
ク
ー
フ
ィ
ー
体
。
こ

の
書
体
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
カ
イ
ラ
ワ
ー
ン
に
あ
る

大
モ
ス
ク
で
発
見
さ
れ
た
古
い
ク
ル
ア
ー
ン
写
本

の
書
体
を
元
に
書
法
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

彼
は
独
学
の
の
ち
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
ま
で
専
門
の
書

家
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
に
行
っ
た
。

あ
る
い
は
マ
ム
ル
ー
ク
・
ク
ー
フ
ィ
ー
体
。
カ

イ
ロ
に
あ
る
一
四
世
紀
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
に
建

て
ら
れ
た
ス
ル
タ
ー
ン
・
ハ
サ
ン
・
マ
ド
ラ
サ
の

主
イ
ー
ワ
ー
ン
（
前
面
開
放
型
の
ホ
ー
ル
）
壁
面
に

彫
ら
れ
た
ク
ー
フ
ィ
ー
体
の
銘
文
を
彼
は
分
析
し
、

あ
ら
た
に
書
法
を
ま
と
め
、
マ
ム
ル
ー
ク
・
ク
ー

フ
ィ
ー
体
と
名
付
け
て
出
版
し
た
。
出
版
後
も
書

法
の
微
調
整
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
国
内
外
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
教
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
彼
は
古
い
書
体
を
追
い
求
め
、
そ

れ
ら
を
新
し
く
使
い
や
す
い
書
法
に
ま
と
め
、
積

極
的
に
発
表
し
て
き
た
。
彼
の
挑
戦
は
今
後
も

ク
ー
フ
ィ
ー
体
の
あ
ら
た
な
可
能
性
を
示
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
。

坂ば
ん

東ど
う 

和か
ず

美み

　 

ア
ラ
ビ
ア
書
道
家

書
家
サ
ラ
ー
フ
・

ア
ブ
デ
ルハ
ー
レ
ク
の
世
界

書
な
の
？ 

画
な
の
？

特
集
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作品①　ハサン・マスウーディー作「人」1996年（H0328339）
アインシュタインのことばを訳して「不思議に思い驚くことができな
くなった人間は、死人も同然である」と付されている

作品②　ハサン・マスウーディー作「人」2002年（H0328305）
①と②はアラビア語で人を意するالانسان（アル゠インサーン）が
モチーフとなっている

ともに、俳人山口素堂の「われをつれて我影帰る月夜かな」に着想を得た作品だが、モチーフとなる語が異なる
ハサン・マスウーディー作「月」2018年（H0328306）ハサン・マスウーディー作「影」1999年（H0328309）

ハサン・マスウーディー作「女」1991年
（H0328341）
イスラーム神秘主義詩人ルーミーの
「女性は神からの一筋の光である」
に着想を得た作品。上部の斜めの線
で太陽の光を、丸みを帯びた線で女
性を表現している

アブドゥ・ムハンマド・エル゠ガマール作
｢クルアーン第26章78～82節」ヒジュラ暦1441
（西暦2019～20）年（スルス書体、H0328247）

筆
が
驚
く
ほ
ど
速
い

古
典
的
な
ア
ラ
ビ
ア
書
道
は
日
本
の

書
道
と
違
い
が
少
な
く
な
い
。
ま
ず
は

道
具
。
ア
ラ
ビ
ア
書
道
で
は
葦あ

し

筆ふ
で

を
用

い
る
。
次
に
作
法
。
ア
ラ
ビ
ア
書
道
で

は
複
数
回
な
ぞ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

不ふ

揃ぞ
ろ

い
な
部
分
を
刃
物
で
削
っ
て
修
正

し
て
も
問
題
な
い
。
最
後
に
書
体
。
書

体
ご
と
に
定
ま
っ
て
い
る
幾
何
学
的
な
比
率
に
厳

密
に
従
っ
て
文
字
を
書
く
こ
と
に
重
き
を
置
く
。

（
例
え
ば
、
エ
ル
＝
ガ
マ
ー
ル
の
作
品
）

し
か
し
イ
ラ
ク
出
身
で
パ
リ
在
住
の
ア
ラ
ビ
ア

書
道
家
ハ
サ
ン
・
マ
ス
ウ
ー
デ
ィ
ー
は
、
こ
う
し

た
ア
ラ
ビ
ア
書
道
と
日
本
の
書
道
の
表
層
的
な
違

い
を
克
服
す
る
だ
け
で
な
く
、
両
者
を
結
び
つ
け

て
き
た
。
彼
は
文
字
を
「
書
く
／
描
く
」
と
い
う

同
じ
芸
術
の
二
つ
の
表
現
と
し
て
と
ら
え
た
の
だ
。

古
典
的
な
ア
ラ
ビ
ア
書
道
で
は
、
ゆ
っ

く
り
と
時
間
を
か
け
て
一
文
字
一
文
字
を

仕
上
げ
て
い
く
。
対
し
て
、
マ
ス
ウ
ー

デ
ィ
ー
の
筆
は
驚
く
ほ
ど
速
い
。
平
ら
で

幅
広
の
毛
筆
や
ボ
ー
ド
紙
を
手
に
と
り
、

イ
ン
ク
を
紙
に
素
早
く
広
げ
る
。
細
か
い

縛
り
が
多
い
古
典
的
な
ア
ラ
ビ
ア
書
道
は
、

彼
の
手
に
よ
っ
て
、
の
び
の
び
と
自
由
な

線
と
し
て
解
き
放
た
れ
た
。

人
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
探
る

彼
は
一
九
七
〇
年
代
に
パ
リ
で
日
本
の
前
衛
書

道
と
出
会
い
、
ア
ラ
ビ
ア
書
道
の
美
し
さ
を
再
発

見
し
た
。
日
本
語
が
わ
か
ら
な
い
彼
に
、
書
は
語

り
か
け
た
。
日
本
語
で
あ
れ
ア
ラ
ビ
ア
語
で
あ
れ
、

書
は
世
界
の
仕
組
み
を
内
側
か
ら
露あ

ら
わに

す
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。
モ
ノ
の
形
は
幾
何
学
的
な
比
率
の

う
え
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
人
間
の
始
原
の
記
憶
や

根
源
的
な
経
験
と
の
深
い
感
情
的
な
つ
な
が
り
を

喚
起
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
作
品
に
か
か
れ
た
言
語

を
理
解
し
な
い
人
に
対
し
て
も
強
い
印
象
を
与
え
る
。

彼
は
フ
ラ
ン
ス
の
抽
象
美
術
の
画
家
と
は
対
照

的
に
、
こ
と
ば
を
捨
て
な
か
っ
た
。

彼
の
作
品
に
は
中
央
に
一
つ
の
語
が
、
書
と
い

う
よ
り
は
画
に
見
え
る
独
特
の
ス
タ
イ
ル
で
、
下

部
に
古
典
的
な
ア
ラ
ビ
ア
書
道
で
一
文
が
記
さ
れ
る
。

作
品
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
の
感
性
に

訴
え
る
文
学
や
偉
人
の
こ
と
ば
を
ア
ラ
ビ
ア
語
に

翻
訳
し
、
そ
れ
に
合
っ
た
も
っ
と
も
魅
力
的
な
語

を
選
ぶ
。
同
じ
語
で
も
伝
え
よ
う
と
す
る
意
味
が

違
う
た
め
、
作
品
に
よ
り
表
現
が
異
な
る
。

例
え
ば
、
作
品
①
と
②
は
同
じ
く
中
央
に
ア
ラ

ビ
ア
語
で
「
人
」
と
い
う
語
が
書
か
れ
て
い
る
。

作
品
①
は
垂
直
性
を
強
調
し
た
二
本
の
線
を
背
景

に
、
斜
め
の
線
が
世
界
を
見
上
げ
る
か
の
よ
う
に

前
傾
し
て
い
る
。
一
方
で
、
作
品
②
は
大
き
な
円

が
中
央
に
か
か
れ
た
「
人
」
を
囲
い
、
閉
じ
た
印

象
を
受
け
る
。
前
者
に
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

こ
と
ば
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は

「
人
」
と
だ
け
書
い
て
あ
る
。
人
で
あ
る
こ
と
の
意

味
の
探
求
が
、
マ
ス
ウ
ー
デ
ィ
ー
の
芸
術
活
動
の

根
底
に
あ
る
こ
と
を
示
す
好
例
の
作
品
で
あ
る
。

誰
も
が「
読
め
る
」

マ
ス
ウ
ー
デ
ィ
ー
の
目
標
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を

読
め
な
い
人
に
も
書
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
ア
ラ
ビ
ア
書
道
に
万
人
の
心
を
打
つ
魅
力
が

あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。
書
道
作
品
に
は
こ
と
ば

を
記
述
す
る
以
上
の
力
が
あ
る
。
形
や
色
も
ま
た

作
品
の
意
味
を
伝
え
る
。
書
を
「
読
む
」
に
は
、

こ
と
ば
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
、
感
情
や
感
性
の

次
元
の
理
解
を
要
す
る
。
誰
も
が
「
読
め
る
」
作

品
を
制
作
す
る
た
め
に
、
マ
ス
ウ
ー
デ
ィ
ー
は
書

と
画
の
あ
い
だ
に
あ
る
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
両
義

的
な
立
場
を
活
か
し
て
い
る
の
だ
。

彼
の
作
品
は
純
粋
な
書
で
も
、
画
で
も
な
い
、

イ
メ
ー
ジ
と
テ
キ
ス
ト
を
往
還
す
る
中
間
的
な
存

在
で
あ
る
。
た
と
え
語
と
し
て
把
握
で
き
な
く
て
も
、

こ
と
ば
は
わ
た
し
た
ち
の
知
覚
に
働
き
か
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。（
訳
・
相あ

い

島し
ま 

葉は

月つ
き

）

ハ
サ
ン
・マ
ス
ウ
ー
ディ
ー
の 

ア
ラ
ビ
ア
書
道
哲
学エ

モ
ン
・
ク
ラ
イ
ル
　
ベ
ル
ギ
ー 

ゲ
ン
ト
大
学 

准
教
授

書
な
の
？ 

画
な
の
？

特
集
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調査地とはちょっと異なる方言がベースとなっている
『カティ語の文字（katə�vərĩ�alif�bā）』（カティ語保護協会、2022年、パキスタン）

スマートフォンのペルシア語キーボード。2010年代より
ソフトウェア開発が進んだ（2024年）

他の言語では使わないݱ��なども見られる
『コワール語教本（khowār�kitāb）4年生』
（カイバル・パクトゥンクヮー州教科書局、
2023年、パキスタン）

キリスト教宣教師が考案するとラテン文字が使われる
『ロトゥマ語を学ぼう（Rak�la�fäeag�Rotuạm）』
（先住民信託基金局、2014年、フィジー）

SMS機能がついたイランの携帯電話。ペルシア語
は改良アラビア文字を用いている
（2014年使用、個人蔵）

ڄڅچخح ج
アラビア語dʒ ħ x

カティ語dʑ h xtɕtsʈʂ
ペルシア語dʒ h xtʃ

カティ語にあてた字の例

パシュトー語で用いている /ts/ 字の借用。
څ。tʃ/ の3点を引っ繰り返して上に出したのか/ چ
スィンディー語で用いている /ʄ/ 字の借用。
。dʑ/ の点の下に1点を追加したのか/ ج

ڄ

ペルシア語で用いている /tʃ/ 字の借用。
。dʒ/ の1点を3点に増やしたものか/ ج

چ

言
語
の
地
位
向
上
の
た
め
に
、
文
字
を
作
ろ
う
。

文
字
を
持
た
な
い
話
す
だ
け
の
言
語
と
文
字
を

持
ち
読
み
書
き
も
す
る
言
語
と
で
、
後
者
の
ほ
う

が
偉
い
の
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
は
世
に
多
い
。

そ
う
い
う
思
想
の
人
が
参
画
し
た
り
、
そ
う
い
う

人
の
目
を
気
に
し
た
り
す
る
と
、
冒
頭
の
よ
う
な

発
想
が
言
語
運
動
の
初
段
階
で
差
し
挿は

さ

ま
れ
が
ち

で
あ
る
。

僕
の
調
査
し
て
い
る
パ
キ
ス
タ
ン
北
部
の
言
語

は
実
質
的
な
無
文
字
言
語
ば
か
り
だ
。
が
、
昨
今
、

ブ
ル
シ
ャ
ス
キ
ー
語
、
カ
テ
ィ
語
、
シ
ナ
ー
語
な

ど
で
地
元
民
ら
に
よ
る
文
字
開
発
が
目も

く

論ろ

ま
れ
て

い
る
。
そ
こ
そ
こ
の
権
威
を
笠か

さ

に
着
用
し
て
文
字

を
考
案
し
、
普
及
の
た
め
の
冊
子
が
作
ら
れ
る
の

を
定
石
と
し
て
。

ラ
テ
ン
文
字
（
A
B
C
）
の
よ
う
に
、
子
音
も

母
音
も
、
基
本
的
に
一
字
一
音
対
応
で
発
音
を
綴つ

づ

る
文
字
体
系
を
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
と
い
う
。

ギ
リ
シ
ア
文
字
や
キ
リ
ル
文
字
な
ど
も
そ
う
だ
。

一
方
で
ア
ラ
ビ
ア
文
字
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は

な
く
、
基
本
は
子
音

だ
け
を
一
字
一
音
対

応
で
あ
ら
わ
す
体
系

「
ア
ブ
ジ
ャ
ド
」
で
あ
る
。
他
に
ヘ
ブ
ラ
イ
文
字
や

フ
ェ
ニ
キ
ア
文
字
な
ど
も
ア
ブ
ジ
ャ
ド
だ
。
古

い
に
し
えの

ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
にkw

sk

（
詳
し
く
）
やggrks

（
グ

グ
れ
カ
ス
）な
ど
が
あ
っ
た
が
、
日
本
語
を
ア
ブ
ジ
ャ

ド
風
に
表
記
し
た
ら
こ
ん
な
感
じ
に
な
る
。

正
則
ア
ラ
ビ
ア
語
に
は
母
音
が
三
つ
し
か
な
い
が
、

カ
テ
ィ
語
は
六
つ
、
ブ
ル
シ
ャ
ス
キ
ー
語
や
シ
ナ
ー

語
も
そ
れ
ぞ
れ
五
つ
の
母
音
が
あ
る
の
で
、
子
音

し
か
書
か
な
い
の
は
か
な
り
不
便
で
あ
る
。kw

sk

は
「
詳
し
く
」
と
も
「
川
崎
」
と
も
「
木
を
割
け
」

と
も
「
壊
す
か
」
と
も
読
め
る
。

け
れ
ど
も
彼
ら
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
工
夫
し
て

採
用
し
た
が
る
。
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
だ
も
の
。

筆
者
が
二
〇
〇
四
年
夏
に
イ
ラ
ン
・
テ
ヘ
ラ
ン

の
ペ
ル
シ
ア
語
学
校
で
学
ん
で
い
た
と
き
の
こ
と
。

あ
る
と
き
先
生
は
、
イ
ラ
ン
で
の
携
帯
電
話
の
使

い
方
に
つ
い
て
、「
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ（
S
M
S
）

で
や
り
と
り
す
る
と
き
は
、〝
ピ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
〟

と
よ
ば
れ
る
ペ
ル
シ
ア
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
を
使
っ

て
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
そ
の
と
き
筆
者
が
イ
ラ

ン
で
持
っ
て
い
た
携
帯
電
話
は
安
価
で
古
い
機
種

だ
っ
た
の
で
S
M
S
機
能
は
付
い
て
お
ら
ず
、
ピ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
を
試
す
機
会
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
年
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
で
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
開
始
す
る
と
、

携
帯
電
話
を
用
い
た
ピ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
の
S
M
S

は
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
ペ
ル
シ
ア
語
の

ラ
テ
ン
文
字
表
記
は
イ
ラ
ン
国
内
と
国
外
に
在
住

す
る
人
び
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し

て
も
重
宝
し
た
よ
う
だ
。

ペ
ル
シ
ア
語
を
ラ
テ
ン
文
字
で
入
力
す
る
な
ら
ば
、

ペ
ル
シ
ア
語
に
英
語
の
語
彙
が
混
ざ
っ
て
い
て
も
違

和
感
は
な
い
。
そ
し
て
ピ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
り
、

独
特
の
こ
と
ば
遊
び
も
可
能
に
な
っ
た
。
例
え
ば
イ

ラ
ン
で
は
日
常
的
な
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
す
の
に
フ

ラ
ン
ス
語
由
来
の
〝
メ
ル
ス
ィ
ー
〟
と
い
う
語
を
使

う
が
、
こ
れ
を
〝m

er30

〟
と
表
記
す
る
。
ペ
ル
シ

ア
語
で
三
〇
の
発
音
が
〝
ス
ィ
ー
〟
に
当
た
る
の
だ
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
普
及
し
た
二
〇
一
〇
年
代

初
頭
か
ら
は
機
種
同
士
の
互
換
性
が
高
ま
り
、
ペ

ル
シ
ア
語
で
の
S
M
S
も
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
交
わ

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
国
外
生
ま
れ

で
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
イ

ラ
ン
人
と
、
国
内
に
住
む
親
族
が
連
絡
を
取
る
よ

う
な
場
面
で
は
依
然
と
し
て
ピ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
が

使
わ
れ
続
け
て
い
る
。

吉よ
し

岡お
か 

乾の
ぼ
る　 

民
博 

准
教
授

椿つ
ば
き

原は
ら 

敦あ
つ

子こ

　 

龍
谷
大
学 

准
教
授

文
字
を
作
る
、文
字
を
選
ぶ

ピ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で
つ
な
が
る「
イ
ラ
ン
」

書
な
の
？ 

画
な
の
？

特
集
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正義

➅
➄➃➂➁➀

秩序

アラビア文字➃の下方が
ヒエログリフの　　に
なっている

ヒエログリフでマアトを示す
ダチョウの羽

　ヒエログリフのマアト　

絵のなかから見つけてみよう！

この円はアラビア文字
の➅で あるとともに
太 陽を意 味するヒエ
ログリフ 　 でもある

イザベラ・ウフマン作「太陽からの一筋の光―真実・正義・秩序」
2022年（H0328159）

映画『そして日常が戻った』パンフレット
（1976年制作、エジプト、H0328191）

映画宣伝もアートな文字で
人びとを魅了
エジプトは「ナイルのハリウッド」とよばれるくら
いに映画産業が盛んだった。書家は映画のポス
ターだけでなく、作中の題字やクレジットも担当
した。

映画『ハラールは勝つ』ポスター
（1985年制作、エジプト、H0328250）

商品ラベルにもアラビア書道
1��「雄鶏印のロウソク」商品ラベル
� （1960年代推定、エジプト、H0328215）
2� �ターハー・マフルーフ社の紅茶「セイロン・フラワーズ」の箱
� （1950～60年代推定、エジプト、H0328232）
3�乳製品店のチラシ
� （エジプト、H0328212）

H・Cからはじまる番号は本館の標本資料番号です。

当代一の書家が新聞記事のタイトルを毎日デザイン
サウジアラビアの『アル＝マディーナ紙』（1974年4月7日）の1面。水色の
記事タイトルの下部中央に書家の署名が入っている。1980年代にコン
ピューターフォントが開発されDTPが導入されるまで、アラブ世界の新
聞社は当代一の書家を雇用していた。右上の東芝のラジオの広告にも
書家の文字が使用されている。（中西コレクションC942382511）

「パナソニック」のデザイン文字
パナソニック社製の乾電池を取り扱う電気店「ラ
ジオ・マイク」の看板。青字のクーフィ書体で「パナ
ソニック」と書かれている。（エジプト、H0327991）

1

2

3

両手を広げるマアト女神の絵と彼女のことばを記したヒエログリフ
（エジプト�ネフェルタリ墓、2022年、ナイルウインド提供）

古代エジプトのヒエログリフは文字でも
あり絵でもある。その一例が右に掲載した
ネフェルタリ墓の壁画だ。ここには「マアト
女神の語ることば。“（わたしの）娘である大
王妃ネフェルタリ、ムウト女神に愛されし者、
声正しき者を（わたしは）お守り致します”」
という内容のヒエログリフが書かれている。

このヒエログリフでは、主語である「わたし」の語が省略されている。だが、よく見ると、主
語が書かれるべき位置に「わたし＝語り手」である「マアト女神」の絵（正確には顔の部分）が描
かれていることがわかる。ヒエログリフの文字を英語でサイン（sign）というが、それはこの壁画
にあるように、文字でもあり絵でもあるというヒエログリフの特徴をとらえてのことなのだろう。

壁画の修復師という経歴をもつウフマンの描く表現世界は、古代エジプト文明で使われていた
サインのあり方に着想を得たものとなっている。

彼女の作品「太陽からの一筋の光―真実・正義・秩序」では、マアト女神の絵を中心に、「真
実・正義・秩序」を意味するアラビア文字と、同じ意味をもつヒエログリフのマアトとが、絵と
しても文字としても立派に成立している。

このようなウフマンの作品は、古代エジプト人の作り上げたサインの観念にアラビア書道を融
合させた新しいスタイルの美術だといえる。彼女自身はそれをLETTEREALITY（LETTER文字＋
REALITY現実、中央のRが両単語に及んでいる）と名づけている。（永

なが
井
い

 正
まさ

勝
かつ

　筑波大学 教授）

書は文字のアート。書かれたことばよりも画としての表現に重きを置く。だが、20世紀の印
刷技術の向上に伴い、広告や商品ラベルなど「読める」書としてのデザインも書家の仕事に加わっ
た。（相

あい
島
しま

 葉
は

月
つき

　民博 准教授）

書
な
の
？ 

画
な
の
？

特
集

レターリアリティの表現世界
作品解説

資料解説

グラフィックデザインとしてのアラビア書道
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み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
特
別
展

民
具
の
ミ
カ
タ
博
覧
会

―
見
つ
け
て
、み
つ
め
て
、知
恵
の
素

本
特
別
展
で
は
、日
常
の
生
活
で
必
要
な

も
の
と
し
て
つ
く
ら
れ
、使
用
さ
れ
て
き

た
民
具
に
つ
い
て
、く
ら
し
の
な
か
の
美

の
造
形
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。

会
期 

3
月
20
日（
木・祝
）〜
6
月
3
日（
火
）

会
場 

特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
系
譜
学

日
時 

3
月
30
日（
日
）13
時
20
分
〜
16
時

25
分（
12
時
30
分
開
場
）

会
場 

本
館
2
階
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

 

（
定
員
50
名
）

講
師 

加
藤
幸
治（
武
蔵
野
美
術
大
学 

教
授
）

 

神
野
善
治（
日
本
民
具
学
会 

会
長
、

武
蔵
野
美
術
大
学 

名
誉
教
授
）

 

川
村
清
志（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館 

准
教
授
）

 

日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

 

西
ま
ど
か（
編
集
者
）

参
加
費
　
無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
場

合
は
展
示
観
覧
券
が
必
要
）

※
事
前
申
込
制
、先
着
順

【
申
込
期
間
】

2
月
1
日（
土
）〜
3
月
24
日（
月
）

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す
。（
定
員
4
5
0
名
）

※
詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド

（
Q
R
）か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
企
画
展

点
と
線
の
美
学

―
ア
ラ
ビ
ア
書
道
の
軌
跡

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
デ
ジ
タ
ル
化
が

進
む
今
日
。
20
世
紀
以
降
の
ア
ラ
ビ
ア
書

道
の
変
容
と
再
生
の
軌
跡
か
ら
、手
で
文

字
を
書
く
こ
と
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て

探
求
し
ま
す
。

会
期 

3
月
13
日（
木
）〜
6
月
17
日（
火
）

会
場 

本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会

み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
セ
ー
ル
ス・ガ
ー
ル
の
考
現
学
」

日
時
　

2
月
24
日（
月
・
祝
）13
時
30
分
〜
16

時
40
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
　「
セ
ー
ル
ス
・
ガ
ー
ル
の
考
現

学
／The Sales G

irl

」（
2
0
2
1
年
）

解
説
　
島
村
一
平（
本
館 
教
授
）

司
会
　
黒
田
賢
治（
本
館 
助
教
）

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
は
、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
　

2
月
19
日（
水
）ま
で

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

（
M
M
P
）の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日
時
　

2
月
8
日（
土
）、
3
月
8
日（
土
） 

12
時
〜
15
時
30
分（
最
終
受
付
15
時
）

会
場
　
本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

22
世
紀
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

―
未
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
を

創
造
す
る
―

情
報
技
術
は
、博
物
館
で
ど
の
よ
う
に
活

か
さ
れ
、博
物
館
を
ど
の
よ
う
に
活
か
し

て
く
れ
る
の
か
。
時
間
と
空
間
、コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に「
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
博
物
館
」の
未
来
の
か
た
ち

を
語
り
合
う
。

日
時
　

3
月
8
日（
土
）13
時
30
分
〜
17
時

（
13
時
開
場
）、
9
日（
日
）9
時
30

分
〜
17
時（
9
時
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
）

趣
旨
説
明
　
宮
前
知
佐
子（
本
館 

助
教
）

言
語
　
日
英
同
時
通
訳

 

日
本
語
―
日
本
手
話
通
訳
あ
り

主
催
　
国
立
民
族
学
博
物
館

【
申
込
期
間
】　
3
月
5
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
5
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

　m
useum

22@
m

inp
aku.ac.jp

公
開
講
演
会

不
安
の
時
代

―
若
き
人
び
と
の
心
の
ゆ
く
え

不
安
の
時
代
を
生
き
る
若
年
層
。
グ
ロ
ー

バ
ル
な
状
況
を
敷
衍
し
つ
つ
、ロ
ー
カ
ル

な
人
類
の
実
践
に
目
を
向
け
、不
安
を
め

ぐ
る
多
様
な
視
点
と
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索

し
ま
す
。

日
時
　

3
月
21
日（
金
）18
時
30
分
〜
21
時

（
17
時
30
分
開
場
）

会
場
　
オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル（
大
阪
）

 

（
定
員
4
8
0
名
）

趣
旨
説
明
　
𠮷
田
憲
司（
本
館 

館
長
）

講
演
1 

鈴
木
晃
仁（
東
京
大
学 

教
授
）

講
演
2 

奥
田
若
菜（
神
田
外
語
大
学 

教
授
）

講
演
3 

阿
毛
香
絵（
京
都
大
学 

助
教
）

講
演
4 

諸
昭
喜（
本
館 

准
教
授
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

 

鈴
木
晃
仁
×
奥
田
若
菜
×

 

阿
毛
香
絵
×
諸
昭
喜

司
会 

飯
田
卓（
本
館 

教
授
）

主
催 

国
立
民
族
学
博
物
館
、毎
日
新
聞
社

【
申
込
期
間
】

2
月
4
日（
火
）〜
3
月
12
日（
水
）

※
事
前
申
込
み
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
。

※
手
話
通
訳
あ
り

※
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 

研
究
協
力
係

　

0
 6 -

6
8
7
8 -

8
2
0
9

　m
inp

akuko
enkai@

m
inp

aku.ac.jp

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

メ
キ
シ
コ
動
物
木
彫
の
世
界

―
カ
ラ
フ
ル
な
民
衆
芸
術
は
い
か
に

発
展
し
て
き
た
か

メ
キ
シ
コ
の
木
彫
作
家
イ
サ
イ
ア
ス
・
ヒ

メ
ネ
ス
氏
を
囲
み
、オ
ア
ハ
カ
地
方
の
動

物
木
彫
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
か

を
学
び
ま
す
。
イ
サ
イ
ア
ス
さ
ん
の
木
彫

実
演
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

日
時 

3
月
16
日（
日
）14
時
〜
15
時
45
分

（
13
時
30
分
開
場
）

会
場 

本
館
2
階
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

趣
旨
説
明
　
鈴
木
紀（
本
館 

教
授
）

講
師 

イ
サ
イ
ア
ス・ヒ
メ
ネ
ス（
木
彫
作
家
）

鼎
談 

イ
サ
イ
ア
ス・ヒ
メ
ネ
ス
、山
本
正
宏

（LA
BRA

V
A

）、鈴
木
紀

主
催 

国
立
民
族
学
博
物
館
、科
研
基
盤

（
B
）鈴
木
紀「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

の
民
衆
芸
術
に
関
す
る
文
化
人
類

学
的
研
究
」（2021.4-2025.3

）

【
申
込
期
間
】

2
月
10
日（
月
）〜
3
月
10
日（
月
）

※
事
前
申
込
制
、先
着
順
、参
加
無
料

※
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

 
m

o
to

i@
m

inp
aku.ac.jp

共
催
イ
ベ
ン
ト

い
ま
、中
東
世
界
で
何
が
起
こ
っ

て
い
る
の
か
？

―
前・駐
レ
バ
ノ
ン
大
使
に
聞
く

中
東
外
交
の
第
一
線
で
活
躍
し
て
き
た
前

大
使
の
体
験
を
も
と
に
、中
東
世
界
の
深

層
を
知
り
、地
球
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
こ
れ
か
ら
の
世
界
を
と
も
に
考
え
ま
す
。

日
時 

3
月
22
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
16
時（
13
時
開
場
）

会
場 

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）

は
じ
め
に
　
西
尾
哲
夫（
本
館 

名
誉
教
授
）

講
演 

大
久
保
武（
前･

駐
レ
バ
ノ
ン
大
使
）

対
談 

大
久
保
武
、鷲
見
朗
子（
京
都
ノ
ー

ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学 

教
授
）

主
催 

N
I
H
U
グ
ロ
ー
バ
ル
地
域
研
究

推
進
事
業「
グ
ロ
ー
バ
ル
地
中
海

地
域
研
究
」

共
催 

国
立
民
族
学
博
物
館

 

公
益
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団

【
申
込
期
間
】

2
月
4
日（
火
）〜
3
月
14
日（
金
）

※
事
前
申
込
制
、先
着
順
、参
加
無
料

※
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

　
友
の
会
事
務
局（
千
里
文
化
財
団
）

　m
inp

akuto
m

o
@

senri-f.o
r.jp

みんぱくゼミナール
会場　みんぱくインテリジェントホール（講堂）
参加無料

第554回
2月15日（土）13時30分～15時（13時開場）
道具資源としての植物利用
―バスケタリーから考える
講師　上羽陽子（本館 准教授）
人類はどのように植物を採取・加工・利用し、
用具や器物をつくってきたのでしょうか。バス
ケタリー製品の編み材・結束材に注目し、道
具資源としての植物利用について考えます。

第555回
3月15日（土）13時30分～15時（13時開場）
「知のフォーラム」をめざした
博物館づくり
―みんぱくとの50年、みんぱくでの37年
講師　𠮷田憲司（本館 館長）
私と民博との関わりは、出入りを始めてから
50年、着任から37年になります。その間、
多くの時間を「知のフォーラム」をめざした博

物館づくりに費やしてきたような気がします。
私の研究の軌跡を振り返ります。

アフリカ展示場で自身の映像と「再会」するヨセフ・
ピリ氏（2019年）

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）

2月9日（日）14時30分～15時30分
欧米の博物館における
アフリカ資料
話者　飯田卓（本館 教授）

3月9日（日）14時30分～15時15分
世界の文字をたった45分で!?
話者　吉岡乾（本館 准教授）

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/

カフェの看板
（イラン、2019年、黒田賢治撮影）

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557回　2月1日（土）13時30分～15時
GHQによる神楽台本の検閲
講師　鈴木昂太（本館 助教）
会場　本館2階第5セミナー室（定員70名）

第558回　3月1日（土）13時30分～15時
布のオーセンティシティは
誰が決めるのか
─インドの染色品アジュラクとその職人
講師　金谷美和
 （国際ファッション専門職大学 教授）
会場　本館2階第5セミナー室（定員70名）
手仕事でつくられる伝統的な布工芸品の
オーセンティシティ（正統性、本物らしさ）は
誰が決めるのでしょうか。アジュラクは、イ
ンドの職能集団カトリーによって地域の牧畜
民男性のために製作されてきました。アジュ
ラクのオーセンティシティとアイデンティティ
をめぐる職人たちのせめぎあいについてお話
します。

第88回 体験セミナー
コーヒー賛歌
─香りを聞き、音を味わう
日程　3月16日（日）13時30分～ 17時
講師　水川佐保
 （UCCコーヒーアカデミー 専任講師）
 西尾哲夫（本館 名誉教授）
 岡本尚子（本館 特任助教）
 岡本祥子（ピアニスト）
会場　UCCグループ神戸本社9階ラウンジ
協賛　UCCジャパン株式会社
※飲み比べ・レクチャー・演奏会の3本立て企
画です。詳細は友の会ホームページをご確
認ください。

【申込期間】　2月21日（金）まで（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

EEMが収集したウガンダの酒壺
（2009年、K0006728）

朝枝利男は何者か。「ガ
ラパゴス探検の日本人
のパイオニア」でありな
がら、ほぼ無名の人物
である朝枝利男の残し
た膨大な写真・スケッ
チを交えながら彼の生
涯を解き明かします。

丹羽典生 著
『ガラパゴスを歩いた男
―朝枝利男の太平洋探検記』
教育評論社　2,640円（税込）

本の紹介

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

イベントの詳細・予約はこちら

各イベントについて、
詳しくはホームページを
ご覧ください。



15 142025.22025.2

 推しコレポイント 

しっかりした作りで、ぱっと見れば嵌め込み式に見えないかもしれない。前から横から
斜めから、いろいろな角度から見て建具の継ぎ目を探すのも面白い。 あるインド系イスラーム教徒

コミュニティが隊商宿として
建設した建物に残るドアー
（タンザニア ザンジバル島 
ストーン・タウン、2009年）

居館の扉（ザンジバルドアー）
標本番号│H0170832、H0172371（扉用 止め金）
地域│タンザニア ザンジバル島
展示場│アフリカ

港町の人ならある「推し」ドアー

去年の3月にリニューアルしたアフリカ展
示場に鎮座するのが巨大なザンジバルドアー
である。ザンジバルドアーというのは、ザン
ジバルやモンバサといったアフリカ大陸東部
沿岸、いわゆるスワヒリ海岸の港町でよく目
にする木製の、彫刻などの装飾が目を惹

ひ

く玄
関扉のことである。類似の扉はアラビア半島
やインド、マダガスカル島などにも広く見ら
れ、インド洋を跨

また

いだ歴史的な交流の痕跡を
留
とど

めている。大きさや装飾など扉ごとに異な
り、港町の人びとは町のどこかに必ずや「推
し」をもっている。

さて、今展示場にあるドアーは1989年度に
民博にやって来た。わたしは2018年の着任
なのだが、それ以前から民博に大きなザンジ
バルドアーがあるのは耳にしていた。着任後
も何人もの先生がドアーのことを教えてくれ
るし、多分忘れたのか、同じ先生から何度も
言われるので、収蔵庫に見に行ったことがある。

スチール棚が見えるだけ

担当者と雑談をしながら迷路のような収蔵
庫を進んでいくと、「これです」とその方が
何となく申し訳なさそうに言うので、前を見
上げた。ただスチール棚が見えるだけ。「え、
どこです？」と聞くと、スチール棚の下を指
差している。すると彼女はするすると腰を屈

かが

めていくので、彼女にならって下を覗
のぞ

き込むと、

あった！ どっしりと寝そべっているではな
いか。重いので、こうするしかないとのこ
と。よく見てみると、戸板などの建具が分解
されている。釘

くぎ

を使わぬ嵌
は

め込み式なのであ
る。わたしはここ数年、いくつかの工房を訪
ねているが、釘を使わぬ嵌め込み式ドアーを
作れる工房は残念ながら、もうほぼない。30
年以上、民博にいるこのドアーはそんなこと
を知らずに寝そべっているのだろうが、じつ
は非常に貴重なのだ。

このドアーは以前にも展示されていたとい
う。木製だけに素材の伸縮などで再びうまく
嵌め込めるのかと若干心配だったが、組み立
ては意外にもすんなりといった。扉の鋲

びょう

は象
よけだとされ、足元の錠は歴史文献などを総
合すればインド製だろう。彫刻も丁寧だ。大
きさは現地でも最大級。ザンジバル島にいた
ならば、まさに「巨館の扉」になって、誰か
の「推し」になっていただろう。是非、再び
立ちあがったザンジバルドアーの勇姿を皆さ
んの目で直接見届けてほしい。

立ちあがれ！ ザンジバルドアー
鈴
すず

木
き
 英
ひで

明
あき

　 民博 准教授

推しコレ図鑑



もっと、
みんぱく
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1～3:貝殻を加工して「お金」を創り出しているところ（マライタ島中西部、2020年）
4:完成した10連・約2メートルの貝貨（首都ホニアラ、2018年）

ランガランガの人びと
が暮らす人工島の陸
地にはほとんど土が
ない（マライタ島中西
部、2019年）

みんぱくウィークエンド・サロンの様子
（本館ナビひろば、2024年）

1

2

3

4

二
通
り
の
「
つ
く
る
」

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
の
一
部
地
域
で
は
、

政
府
発
行
の
紙
幣
や
硬
貨
と
は
別
に

貝
殻
の
お
金
が
使
わ
れ
る
機
会
が
あ

る
。
貝
殻
の
お
金
と
は
、直
径
五
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ビ
ー
ズ
状
に
加
工

し
た
貝
殻
を
紐
に
と
お
し
て
作
ら
れ

る
伝
統
的
な
貨
幣
（
貝ば
い

貨か

）
の
こ
と
だ
。

も
め
ご
と
を
処
理
す
る
と
き
や
結
婚
す
る
と
き
な
ど
に
人
び
と
の
あ

い
だ
で
や
り
と
り
さ
れ
る
も
の
で
、地
域
（
言
語
集
団
）
に
よ
っ
て
形
状

や
長
さ
、使
用
す
る
貝
ビ
ー
ズ
の
色
に
違
い
が
あ
る
。
二
〇
二
四
年
九

月
の
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン
で
、わ
た
し
は
こ
う
し
た

貝
殻
の
お
金
を「
つ
く
る
」こ
と
に
つ
い
て
話
し
た
。

こ
こ
で
わ
た
し
が
貝
殻
の
お
金
を「
つ
く
る
」と
い
う
場
合
、二
通

り
の「
つ
く
る
」が
あ
る
。
一
つ
は
、貝
殻
を
小
さ
く
砕
き
、穴
を
空
け

て
ビ
ー
ズ
状
に
加
工
し
た
の
ち
、紐ひ

も

に
通
し
て「
お
金
」を
創
り
出
す
こ

と
。
こ
の「
つ
く
る
」は
、一
〇
〇

近
い
言
語
集
団
が
い
る
ソ
ロ
モ

ン
諸
島
の
な
か
で
も
マ
ラ
イ
タ

島
中
西
部
に
暮
ら
す
ラ
ン
ガ
ラ

ン
ガ
の
人
び
と
だ
け
が
お
こ
な
っ

て
い
る
。
も
う
一
つ
の「
つ
く
る
」

は
、ラ
ン
ガ
ラ
ン
ガ
で
作
ら
れ
た

貝
殻
の
お
金
を
買
い
集
め
た
り

し
て
、各
地
域
で
使
わ
れ
て
い
る
配
列
や
長
さ
で
作
り
直
す
こ
と
。
わ

た
し
の
お
も
な
調
査
地
で
あ
る
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
で
は
、こ
の
タ
イ
プ

の「
つ
く
る
」が
よ
く
実
践
さ
れ
て
い
る
。

誰
で
も
お
金
持
ち
に
な
れ
る
？

こ
う
し
た
話
を
す
る
と
、「
な
ぜ
ラ
ン
ガ
ラ
ン
ガ
の
人
び
と
だ
け
が

貝
殻
の
お
金
を
つ
く
る
の
か
？
」「
頑
張
れ
ば
誰
で
も
大
金
持
ち
に
な
れ

る
の
で
は
？
」と
い
っ
た
質
問
が
参
加
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。

な
ぜ
ラ
ン
ガ
ラ
ン
ガ
の
人
び
と
だ
け
な
の
か
。
そ
れ
は
、彼
ら
の
住

む
島
々
が
岩
や
サ
ン
ゴ
を
積
み
上
げ
て
作
ら
れ
た
人
工
の
島
だ
か
ら
だ
。

人
工
島
に
は
畑
作
に
十
分
な
土
が
な
く
、イ
モ
類
や
野
菜
を
栽
培
で
き

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
各
地
域
で
や
り
と
り
さ
れ
る

貝
貨
を
供
給
す
る
こ
と
で
、食
糧
な
ど
を
買
う
資
金
を
得
て
い
る
の
で

あ
る
。
逆
に
、ラ
ン
ガ
ラ
ン
ガ
以
外
の
人
び
と
は
貝
殻
の
お
金
を
つ
く

ら
な
い
。
畑
仕
事
の
ほ
う
が
ず
っ
と
効
率
よ
く
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か

ら
だ
と
い
う
。
人
間
だ
れ
し
も
、で
き
る
だ
け
頑
張
ら
ず
に
お
金
を
稼

ぎ
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

藤
ふじ

井
い

 真
しん

一
いち

　 民博 助教

ソロモン諸島で貝殻のお金をつくる



ど

こ行
く？

乗って、 どこ
行く？

17 2025.2

ボートとカヌーを降りて、小さな貨客船の到着を待つ
（ソロモン諸島 マライタ島、2012年）

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
マ
ラ
イ
タ
島
南
部
の
ア
レ
ア

レ
・
ラ
グ
ー
ン
に
暮
ら
す
人
び
と
に
と
っ
て
、
お

も
な
交
通
と
運
搬
の
手
段
は
、
船
に
乗
り
、
ボ
ー

ト
を
操
り
、
カ
ヌ
ー
を
漕こ

ぐ
こ
と
だ
。
隣
島
の
首

都
と
結
ぶ
貨
客
船
、
沿
岸
の
長
距
離
移
動
や
大
荷

物
の
運
搬
に
欠
か
せ
な
い
船
外
機
付
き
ボ
ー
ト
、

日
常
的
な
往
来
に
活
躍
す
る
木
製
カ
ヌ
ー
。
人
び

と
は
、
船
と
ボ
ー
ト
と
カ
ヌ
ー
を
頻ひ
ん

々ぴ
ん

と
乗
り
継

ぎ
な
が
ら
日
々
を
過
ご
す
。

ア
レ
ア
レ
・
ラ
グ
ー
ン
で
は
、
人
生
の
折
々
の

悲
喜
こ
も
ご
も
が
、
船
と
ボ
ー
ト
と
カ
ヌ
ー
と
と

も
に
あ
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
。
朝
、
子
ど
も
た

ち
は
一
人
用
の
小
さ
な
カ
ヌ
ー
で
、
あ
る
い
は
兄

弟
姉
妹
で
櫂か
い

を
連
ね
て
、
堡ほ

礁し
ょ
うの

島
の
小
学
校
に

内
海
を
渡
っ
て
漕
ぎ
つ
け
る
。
首
都
の
高
校
に
進

学
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
学
期
が
始
ま
る
こ
ろ
、
ラ

グ
ー
ン
南
端
の
大
き
な
桟
橋
ま
で
カ
ヌ
ー
か
ボ
ー

ト
で
送
ら
れ
る
。
貨
客
船
に
乗
っ
て
し
ま
え
ば
、

帰
っ
て
く
る
の
は
次
の
休
暇
だ
。
草
サ
ッ
カ
ー
の

大
会
や
大
き
な
教
会
の
祭
礼
の
際
に
は
、
方
々
か

ら
集
ま
っ
た
ボ
ー
ト
と
カ
ヌ
ー
が
内
海
に
列
を
な

す
。
食
材
の
貝
を
集
め
に
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
の
な

か
、
調
理
に
使
う
コ
コ
ナ
ツ
を
採
り
に
堡
礁
の
小

島
ま
で
、
父
親
と
母
親
は
カ
ヌ
ー
を
す
べ
ら
せ
る
。

畑
仕
事
か
ら
戻
り
、
子
ど
も
た
ち
を
寝
か
し
つ
け

た
後
、
や
っ
と
一
息
と
ば
か
り
、
夜
の
内
海
に
ひ
っ

そ
り
カ
ヌ
ー
を
浮
か
べ
釣
り
糸
を
垂
れ
る
人
が
い

る
。
急
病
人
を
の
せ
て
遠
方
の
病
院
に
急
ぐ
ボ
ー

ト
を
涙
と
嗚お

咽え
つ

で
見
送
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
首
都

の
病
院
で
亡
く
な
っ
た
家
族
を
貨
客
船
に
乗
せ
て

連
れ
帰
る
こ
と
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
化
に
伴
っ

て
失
わ
れ
た
風
習
だ
が
、
一
昔
前
は
、
カ
ヌ
ー
に

遺
体
を
安
置
し
て
樹
上
葬
に
し
た
と
も
い
う
。

最
近
、
大
切
な
調
査
協
力
者
で
も
あ
っ
た
現
地

の
友
人
が
、
闘
病
の
末
に
首
都
で
没
し
た
。
彼
の

息
子
は
携
帯
電
話
で
、
こ
れ
か
ら
村
に
連
れ
帰
る

と
、
貨
客
船
に
乗
せ
ら
れ
た
棺
の
写
真
を
送
っ
て

く
れ
た
。
大
き
な
桟
橋
ま
で
船
で
運
ば
れ
た
棺
は

き
っ
と
、
ボ
ー
ト
に
乗
せ
か
え
ら
れ
て
村
に
向
か
っ

た
ろ
う
。
村
を
出
て
、
堡
礁
の
墓
地
ま
で
棺
を
運

ん
だ
ボ
ー
ト
は
、
弔
い
の
人
び
と
の
カ
ヌ
ー
に
賑に
ぎ

や
か
に
囲
ま
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
若
い
日
に

カ
ヌ
ー
で
漕
ぎ
出
し
、
ボ
ー
ト
と
船
を
乗
り
継
い

で
幾
度
と
な
く
海
を
渡
っ
た
彼
は
、
最
後
も
ま
た
、

乗
り
継
ぎ
乗
り
継
ぎ
自
分
の
土
地
に
帰
っ
て
い
っ

た
。
近
い
う
ち
に
わ
た
し
も
、
最
初
は
飛
行
機
だ

け
ど
、
同
じ
よ
う
に
船
と
ボ
ー
ト
と
カ
ヌ
ー
を
乗

り
継
い
で
、
堡
礁
の
小
島
に
眠
る
彼
に
会
い
に
行

こ
う
。

船
と
ボ
ー
ト
と
カ
ヌ
ー
を
乗
り
継
ぐ
島
人
の
人
生

�

佐さ

本も
と�

英ひ
で

規の
り

　�

筑
波
大
学 

助
教
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インドネシア
ジャカルタ

西スマトラ州

まとめたフィールドノート

部屋の下は社交場（2016年）

住んでいた家の入り口（2015年）

村の遠景（2018年）

部屋からの景色（2015年）
（写真はすべてインドネシア 西スマトラ州）

わ
た
し
は
相
部
屋
が
ち
ょ
っ
と
苦
手

だ
。
二
、三
日
で
あ
れ
ば
構
わ
な
い
の
だ

が
、
そ
れ
以
上
の
あ
い
だ
相
部
屋
が
続
く

と
気
疲
れ
し
て
し
ま
い
、
一
人
の
時
間
が

欲
し
く
な
る
。

調
査
に
う
っ
て
つ
け
の
部
屋

二
〇
一
五
年
、
わ
た
し
は
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
西
ス
マ
ト
ラ
州
で
ミ
ナ
ン
カ
バ
ウ
の
人

び
と
が
住
む
村
落
に
滞
在
し
て
い
た
。
わ

た
し
が
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
オ

ラ
ン
ダ
植
民
地
時
代
に
建
て
ら
れ
た
（
ら

し
い
）
高
床
式
の
木
造
建
築
の
部
屋
だ
っ

た
。
天
井
が
高
く
、
木
製
の
窓
を
開
け
る

と
心
地
よ
い
風
が
入
っ
て
き
て
、
目
の
前

に
は
村
の
幹
線
道
路
が
見
渡
せ
る
。
家
の

後
ろ
に
は
モ
ス
ク
が
あ
り
、
村
の
社
会
生

活
の
中
心
に
近
く
、
調
査
に
は
う
っ
て
つ

け
だ
っ
た
。
な
に
よ
り
、
そ
の
部
屋
に
の

み
通
じ
る
出
入
り
口
が
あ
る
た
め
、
夜
遅

く
帰
っ
て
も
家
の
中
央
玄
関
を
通
ら
ず
に

部
屋
へ
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
た
し
の
入
居
に
向
け
て
修
繕
工
事
が

始
ま
っ
た
。
そ
の
ま
ま
で
も
入
居
で
き
る

状
態
の
部
屋
だ
っ
た
が
、「
せ
っ
か
く
の

機
会
だ
か
ら
住
み
心
地
が
良
い
よ
う
に
し

よ
う
」
と
い
う
家
族
の
計
ら
い
だ
っ
た
。

工
事
を
担
当
し
て
く
れ
た
の
は
、
家
具
職

人
を
し
て
い
る
親
戚
の
お
じ
さ
ん
だ
っ

た
。

泊
ま
っ
て
い
っ
て
い
い
？

晴
れ
て
部
屋
に
入
居
し
た
日
の
夕
方
、

わ
た
し
は
テ
レ
ビ
を
観
な
が
ら
夕
食
を
食

べ
て
い
た
。
そ
こ
に
修
繕
工
事
を
し
て
く

れ
た
お
じ
さ
ん
が
や
っ
て
き
て
、「
今
日

か
ら
あ
の
部
屋
で
寝
る
ん
だ
な
。
今
夜
泊

ま
っ
て
い
っ
て
い
い
？
」と
聞
い
て
き
た
。

一
泊
だ
け
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
た
わ
た

し
は
、「
も
ち
ろ
ん
！
」
と
答
え
た
。

そ
の
日
の
夜
、
わ
た
し
が
こ
れ
か
ら
始

ま
る
長
期
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
期
待
を

膨
ら
ま
せ
な
が
ら
ノ
ー
ト
を
整
理
し
て
い

る
と
、
枕
と
薄
い
毛
布
を
持
っ
て
お
じ
さ

ん
が
や
っ
て
来
た
。
近
く
の
屋
台
か
ら
甘

い
コ
ー
ヒ
ー
を
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
し
て
、
二

人
で
す
す
り
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し

て
、
一
二
時
ご
ろ
就
寝
し
た
。
布
団
は
一

セ
ッ
ト
し
か
な
か
っ
た
が
、
お
じ
さ
ん
は

「
お
前
の
部
屋
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
、
木

材
の
床
の
う
え
で
寝
た
。

と
こ
ろ
が
、
お
じ
さ
ん
は
次
の
日
も
、

そ
の
次
の
日
も
「
来
た
よ
」
と
言
い
な
が

ら
部
屋
に
や
っ
て
来
た
。「
あ
れ
、
毎
日

来
る
ぞ
…
…
」。
最
初
は
お
じ
さ
ん
が
気

に
か
け
て
く
れ
る
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た

が
、数
日
た
つ
と
疲
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
。

調
査
デ
ー
タ
の
整
理
も
し
た
い
し
、
な
に

よ
り
一
日
中
誰
か
と
一
緒
だ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
夜
は
一
人
で
過
ご
す
時
間
が
欲
し

い
。
そ
れ
が
贅ぜ

い

沢た
く

な
こ
と
だ
と
は
わ
か
っ

て
い
る
け
れ
ど
…
…
。

相
部
屋
の
日
々

結
局
、わ
た
し
が
家
族
に
相
談
す
る
と
、

「
ケ
イ
は
夜
に
一
人
で
勉
強
す
る
必
要
が

あ
る
か
ら
」
と
お
じ
さ
ん
に
伝
え
て
く
れ

た
ら
し
く
、
夜
の
訪
問
は
な
く
な
っ
た
。

あ
と
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
村
の
未

婚
男
性
た
ち
は
、
自
宅
で
は
な
く
友
人
た

ち
で
一
緒
に
雑
魚
寝
す
る
の
が
習
慣
だ
っ

た
。「
一
人
で
寝
て
い
て
怖
く
な
い
の
か
」

と
聞
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
お
じ
さ
ん
は

未
婚
だ
っ
た
し
、
わ
た
し
が
寂
し
い
思
い

を
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

そ
れ
以
来
、
お
じ
さ
ん
は
昼
の
仕
事
の

休
憩
時
間
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
彼
と
は
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
た
。
お

じ
さ
ん
は
、
と
き
に
は
生
活
に
必
要
な
家

具
を
作
っ
て
く
れ
た
り
し
た
。
夜
の
訪
問

を
や
め
て
ほ
し
い
と
伝
え
た
決
断
が
正
し

か
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
今
で
は
、
お

じ
さ
ん
と
相
部
屋
だ
っ
た
日
々
が
懐
か
し

く
て
し
ょ
う
が
な
い
。

西に
し

川か
わ 

慧け
い  

石
巻
専
修
大
学 

准
教
授

リ
ー
ブ
・
ミ
ー
・
ア
ロ
ー
ン



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

202025.2

上：焚き火で焼いたトウモロコシ
下：トウモロコシ畑を耕す牛
（写真はどちらもインド シッキム州、2023年）

雨は休みなくトタン屋根を叩
たた

き、濃い霧があた
り一面を覆っている。家のそばの段々畑に、春に
まいたトウモロコシが実っているのが、かすかに
見えるばかりだ。5月から続く雨季がまだ明けき
らない、8月終わりのインド・シッキム州の風景で
ある。

わたしは民俗宗教調査のために、村落部のある
家族の家に滞在していた。部屋でインタビューの
文字起こしをしていると、母（ホストマザー）が牛の
世話を済ませて、長靴を脱いで入ってきた。母の
手には、深い緑色の大きなイチジクの葉の包みが
あった。中には所々黒く焦げた金色の焼きトウモ
ロコシが、3つ入っている。焚

た

き火で焼いただけで、
何も味付けされていない。
「またノートかい？　ひと休みして、美

お い

味しいう
ちに食べなさい」
「ありがとうございます。蛭

ひる

は大丈夫ですか？」
「あぁ、まだ足に何匹か付いてるね！　もう忌

いま

々
いま

しい、消毒液をちょうだいな」
トウモロコシはシッキム各地で栽培されてい

る。日本の品種と違って固いが、嚙み締めるうちに、
ほのかにやさしい甘みが出てくる。この村のトウ
モロコシは特に美味しいと評判で、人びとは収穫
してそのまま市場で売ったり、自分たちで潰し固
めて茶請けに加工したりもする。わたしは焼いた
だけの素朴な味が好きだ。
「もう雨はうんざりですね。シッキムの雨季がこ
んなに長くて大変だとは思いませんでした」
「雨季ももうすぐ終わり。そのうちすぐに寒くな

るけど、あんたの調査はしやすくなるよ」
2人で外を眺めていると、雨の音が次第に小さ

くなった。雲のあいだから差す青い陽の光が、霧
を押しのけて向こうの山々の稜

りょう

線
せん

をくっきりと照
らす。母は「今のうちに夕食の支度だね」と言って、
トウモロコシの芯をバケツに放り込むと、野菜の
籠からエンドウ豆をとり、鞘

さや

をむき始めた。窓か
ら入ったやわらかな光が、母を包んでいく。わた
しは、作業をする母をしばらく眺めてから、文字起
こしを再開した。歯に挟まったトウモロコシを舌
でいじりながら。

シッキムの金色のトウモロコシ
山
やま

岸
ぎし

 哲
てつ

也
や

　 東京都立大学大学院 博士後期課程
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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）

わたしにとってアラビア書道は画だ。点が二つ並んでいたら目だろうと思って
しまうし、「いや、それは文字の一部で……」と聞けば、左から右へと目で図
をなぞってしまう。だが、アラビア文字は右から左へと記すのである。もちろん
ことばとしてのメッセージはわたしにちゃんと伝わらない。ということからすると、
アラビア語も読める人とわたしとでは、本号の表紙と誌面から受け取る情報の
質と量がまったく異なっているのである。また、アラビア語は読めるが日本語
が読めない人にとって、本誌の画の部分と字の部分がわたしと逆である。そう
いう読者からの感想も楽しみだ。
さて、見開きになっている 16、17頁に、 

ソロモン諸島の記事が並んでいる。
右が貝貨をめぐる話で、左がその
貝貨の生産地マライタ島の人の
水上交通の話、とうまい具合
に関連性がある。じつはこれ、
まったくの偶然。48年雑誌
を続けていると珍事もおこる。 
（樫永真佐夫）

ぱくっ！とフィルめし20ページ

もっと、みんぱく
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

次号の予告  3 月号

特集「旅と民具」（仮）
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入会方法は友の
会ホームページ
に記載しており
ます。

お問い合わせ、お申し込みはこちら

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

電話 06-6877-8893（平日9:00～17:00）

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

年12回発行

年4回発行

年12回開催

訪れるたびに発見がある

博物館を
何度でも楽しめる

人びとの営みの真髄にふれる

友の会の機関誌。世界の諸民族
の社会や文化に関する正確な
情報を平易かつ読み応えのあ
る文章、豊富なカラー写真で
紹介する、あなたの知的欲求に
応える市民向けビジュアル学術
誌です。

『季刊民族学』

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

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

最新の情報をいち早くお届け

『月刊みんぱく』

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




