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１

瞼
を
引
き
寄
せ
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
て
み
る
。

そ
う
す
る
と
見
つ
か
ら
な
い
で
い
た
近
過
去
の
記
憶
な
ん
か

が
甦
っ
て
く
る
。

細
や
か
な
編
集
に
よ
り
、
家
族
の
群
的
な
も
の
を
構
成
し
て

い
て
、
そ
の
受
容
が
視
線
を
誘
導
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
惑
星
か

ら
見
渡
す
、
相
互
に
。

口
を
結
ん
で
声
を
出
す
。

い
わ
ば
進
ん
で
迎
え
入
れ
ら
れ
る
な
か
、

歯
の
内
側
に
は
余
談
。

ず
っ
と
退
屈
し
て
い
た
。

子
は
歩
い
て
い
て
も
無
言
。

だ
か
ら
わ
た
し
は
音
を
う
た
う
。

―
伝
わ
っ
た
？

未
解
決
の
ま
ま
生
活
は
つ
づ
く
。

　

２　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

３

気
が
か
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ
た
す
ら
遠
く
な
る
視
座

な
ま
ま　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
す
か
な
る
自
ら
黒
髪
が

見
つ
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慮
る
体
躯
の
苦
悩
に
散
り

て
く
だ
さ
い　
　
　
　
　
　
　
　

ば
め
ら
れ
た
五
線
譜
と
眸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
ぞ
れ
の
線
の
周
縁
で

頰
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

波
形
を
確
認
す
る
不
断
の

さ
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
う
え
で
敷
き
詰
め
た 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
発
光
体
は
継
接
ぎ
だ
ら
け

と
ま
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
机
上
の
星
々
は
丁
寧
に

ボ
タ
ン　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
わ
た
し
の
方
か
ら
総
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手
放
し
て
し
ま
っ
た
の
だ

　

４

　
い
い
え　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

薄
い
雲
は　
　
　
　
　
　
　
　
　

５

目
の
前
に

　
　
　
　
　
　

　
―
テ
ク
ス
ト
か
ら
離
れ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　　

褪
せ
、
部
分
的
に
細
く
な
り
沈
黙
す
る
。

表紙
若い女性にワインを飲ませ
るムガル帝国第4代皇帝ジャ
ハーンギールを描いたムガ
ル絵画。アブ・アル＝ハサン作、
17世紀前半
出典：T h e Wa l te r s  A r t 
Museum, W.668, f.40b
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巻 頭 エッセイ

2025年 6

視
線
と
フ
ェ
イ
シ
ズ

プロフィール
1992年生まれ。大阪府在住。詩を書くこと
と身体性の伴う劇的なポエトリー・リーディ
ングをほぼ同時にはじめる。著書に『パス
タで巻いた靴』（港の人）。今夏、第二詩
集刊行予定。

　
素す

潜も
ぐ

り
旬し

ゅ
ん

　 

詩
人
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 1：寧夏回族自治区銀川市にて、ヒツジの串焼きと回族の友人おすすめの赤ワイン（中国、2018年）
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（謝辞）本特集は、2020年度のサントリー文化財団「学問の未来を拓く」採択課題の研究成果の一部である。
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八
〇
回
鞭
打
た
れ
て
も

八
世
紀
後
半
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
統
治
下
の
ア
フ

ワ
ー
ズ（
現
イ
ラ
ン
領
）に
生
ま
れ
た
詩
人
ア
ブ
ー
・

ヌ
ワ
ー
ス
は
、
酒
や
恋
愛
を
題
材
と
す
る
数
多
く

の
享
楽
的
な
詩
を
残
し
た
。
そ
の
一
つ
「
酒
の
罰
」

に
は
次
の
よ
う
な
節
が
あ
る
。

私
は
泣
い
た
。
〔
中
略
〕
酒
を
飲
む
な
と
禁
止

命
令
が
出
た
の
だ
。
預
言
者
が
禁
酒
を
命
じ
た

の
で
、
酒
の
た
め
に
泣
い
た
の
だ
。
そ
れ
で
も

私
は
酒
を
飲
む
、
生き

の
ま
ま
で
。
背
中
を
八
〇

回
鞭む

ち

打
た
れ
る
の
を
知
り
な
が
ら
。

（
塙
は
な
わ

治は
る

夫お

編
訳
『
ア
ラ
ブ
飲
酒
詩
選
』
よ
り
抜
粋
、

一
部
漢
字
を
改
変
）

こ
の
詩
に
登
場
す
る
預
言
者
は
、
メ
ッ
カ
（
現

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
）
出
身
の
商
人
で
イ
ス
ラ
ー
ム
開

祖
の
ム
ハ
ン
マ
ド
を
指
す
。
彼
に
下
さ
れ
た
神
の

啓
示
が
ま
と
め
ら
れ
た
聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ
ー

ラ
ン
）
に
基
づ
き
、
そ
の
後
飲
酒
が
段
階
的
に
禁

止
行
為
（
ハ
ラ
ー
ム
）
と
な
っ
て
い
っ
た
。
当
初
は

酒
の
益
が
部
分
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、

最
終
的
に
酒
は
理
性
を
失
わ
せ
る
「
悪
魔
の
仕
業
」

と
し
て
製
造
・
売
買
・
摂
取
が
禁
止
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
実
際
に
許
容
さ
れ
る
酒
の
種
類
や
飲

酒
量
、
酩め

い

酊て
い

の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
学
者
や
個

人
に
よ
り
見
解
が
異
な
る
。
現
在
の
ト
ル
コ
や
マ

レ
ー
シ
ア
の
よ
う
に
酒
に
比
較
的
寛
容
な
国
・
地

域
も
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
の
低
い
酒
な

ら
ば
い
い
、
酩
酊
し
な
け
れ
ば
い
い
、
神
聖

な
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
の
あ
い
だ
だ
け
禁
酒
す
れ

ば
問
題
な
い
、
な
ど
と
言
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム

法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
人

も
い
る
の
だ
。

人
目
を
気
に
し
て

そ
れ
で
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ム
ス
リ
ム

は
酒
を
飲
む
の
か
、
飲
ま
な
い
の
か
？

ソ
連
解
体
後
の
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
イ

ス
ラ
ー
ム
復
興
を
目
指
す
動
き
が
活
発
化
し
、

宗
教
的
理
由
か
ら
飲
酒
を
忌
避
す
る
傾
向
が

強
ま
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
遊
牧
民
の
あ
い
だ

で
は
、
古
く
か
ら
馬
や
ラ
ク
ダ
の
ミ
ル
ク
を

発
酵
さ
せ
た
乳
酒
が
栄
養
源
と
し
て
飲
用
さ

れ
て
き
た
。
ソ
連
時
代
に
定
着
し
た
蒸
留
酒

ウ
ォ
ッ
カ
は
、
特
に
都
市
部
で
は
必
ず
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
宴
席
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
人
目
を
気
に
す
る
人
も
い
る
よ

う
だ
。
出
稼
ぎ
先
の
日
本
や
韓
国
で
は
「
メ
ッ

カ
か
ら
遠
い
か
ら
大
丈
夫
」
と
冗
談
め
か
し

な
が
ら
飲
酒
す
る
人
が
、
自
国
で
は
敬け

い

虔け
ん

な

ム
ス
リ
ム
か
ら
の
批
判
を
恐
れ
て
ほ
と
ん
ど

飲
ま
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
る
。

中
国
に
も
約
二
六
〇
〇
万
人
の
ム
ス
リ
ム

が
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
外
来
ム
ス

リ
ム
の
末ま

つ

裔え
い

と
さ
れ
る
回か
い

族ぞ
く

の
多
く
は
酒
を

飲
ま
な
い
。
一
部
の
ハ
ラ
ー
ル
料
理
店
で
漢
族
が

飲
酒
し
て
い
る
こ
と
に
不
快
感
を
示
す
人
も
少
な

く
な
い
。
他
方
で
、「
若
い
こ
ろ
は
飲
ん
で
い
た
が

結
婚
を
機
に
飲
ま
な
く
な
っ
た
」「
家
族
に
隠
れ

て
飲
む
こ
と
が
あ
る
」
と
打
ち
明
け
る
人
、「
三

度
の
飯
よ
り
酒
が
好
き
」
と
豪
語
す
る
人
も
い
る
。

飲
め
と
言
わ
れ
る
と
…
…

中
国
西
北
部
に
位
置
す
る
新し
ん

疆き
ょ
うウ
イ
グ
ル
自
治

区
の
オ
ア
シ
ス
地
域
で
は
、
名
産
の
ブ
ド
ウ
を
使
っ

た
ワ
イ
ン
が
製
造
さ
れ
、
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム

の
ウ
イ
グ
ル
人
は
、
果
実
酒
に
薬
草
を
漬
け
込
ん

だ
ム
セ
レ
シ
を
愛
飲
し
て
き
た
。
だ
が
、
二
〇
一

〇
年
代
以
降
、
中
国
政
府
に
よ
る
宗
教
統
制
の
一

環
と
し
て
モ
ス
ク
の
酒
場
へ
の
改
築
、
ム
ス
リ
ム

少
数
民
族
の
飲
酒
奨
励
と
い
っ
た
世
俗
化
政
策
が

進
め
ら
れ
る
と
、
当
局
へ
の
反
発
か
ら
飲
酒
を
控

え
る
人
が
増
え
た
。

こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
酒
と
の
つ
き
あ

い
方
は
、
個
人
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
や
そ
の
と
き

ど
き
の
政
治
・
社
会
的
状
況
に
よ
っ
て
変
わ
り
う

る
流
動
的
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
多
く
の
場
合
、
女
性
は
男
性
ほ
ど
酒
を

飲
ま
な
い
。
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
な
ど
の
健
康
被
害
、

飲
酒
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
も
深
刻
な
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
か
く
い
う
筆
者
も
、
ク
ル
グ
ズ

ス
タ
ン
（
キ
ル
ギ
ス
）
で
飲
酒
運
転
に
巻
き
込
ま
れ
、

負
傷
し
た
こ
と
が
あ
る
。
お
酒
は
ほ
ど
ほ
ど
に
。

飲
み
た
い  

飲
め
な
い  

飲
み
た
く
な
い

海う
ん
の野 

典の
り

子こ

　 

大
阪
大
学 

講
師

禁酒の
イスラーム
飲酒を禁じる戒律や法律の下でも
美酒の賛歌は口ずさまれ
酒に溺れた英雄の失敗談が興じられる。
それどころか、法の網をかいくぐり
あの手この手で酒を求める人もいる。
人類にとって、酒とはいったい何なのか
突き付けられるのは、そんな問題？

特集
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上： ボーパール市にある州営酒場。曇り日はビール日和。
インドには飲酒禁止の州もある

　  （インド ボーパール、2023年）
下： デーヴァナーガリー文字も書いてあるビールグラス
　  （インド ハイデラバード、2015年）

ゴアの地元の酒場（インド ゴア、2017年）

若い女性にワインを飲ませるムガル帝
国第4代皇帝ジャハーンギールを描いた
ムガル絵画。画家アブ・アル＝ハサン作、
17世紀前半
出典：The Walters Art Museum, 
W.668, f.40b

南
ア
ジ
ア
の
飲
酒
文
化
は
宗
教
、
地
域
、
社
会

階
層
ご
と
に
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
。
人
口
の
約

六
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
、

一
部
の
宗
派
や
カ
ー
ス
ト
を
除
い
て
飲
酒
を
忌
避

す
る
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
い
。

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
飲
酒
は
原
則
禁
止
だ
が
、
一
六

～
一
九
世
紀
に
隆
盛
を
誇
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝

で
あ
る
ム
ガ
ル
帝
国
の
宮
廷
文
化
で
は
盛
ん
に
飲

ま
れ
て
い
た
よ
う
で
、
詩
や
音
楽
、
絵
画
な
ど
に

そ
の
様
子
が
見
ら
れ
る
。
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
文
学
で

は
多
く
の
ム
ス
リ
ム
詩
人
が
飲
酒
を
取
り
上
げ
た

作
品
を
残
し
、
そ
れ
ら
は
恋
愛
、
神
秘
主
義
、
人
生
、

社
会
批
判
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
と
結
び
つ

い
て
い
る
。

禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
魅
力
的
に
感
じ

ら
れ
た
の
か
、
酒
と
宗
教
の
関
係
が
テ
ー
マ
に
な

る
作
品
も
多
く
見
ら
れ
る
。
デ
リ
ー
で
活
躍
し
た

詩
人
の
ゾ
ウ
ク
（
一
七
九
〇
～
一
八
五
四
年
）
は
次

の
よ
う
に
詠
ん
だ
。

信
心
家
よ
、
酒
を
飲
ん
だ
く
ら
い
で
、
な
ぜ
私

が
不
信
心
者
に
な
る
？

た
っ
た
一
杯
半
の
水
で
、
信
仰
が
流
さ
れ
た
と

で
も
言
う
の
か
？

「
一
杯
半
の
水
」
と
控
え
め
に
酒
を
表
現
す
る
こ

と
で
、
罪
を
矮わ

い

小し
ょ
う

化か

し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え

る
。
宗
教
に
は
酒
の
是
非
を
問
う
よ
り
も
、
ず
っ

と
大
事
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

酒
を
通
じ
て
、
信
心
家
を
自
称
す
る
人
の
本
性

が
炙あ

ぶ

り
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語

詩
の
巨
匠
ガ
ー
リ
ブ
（
一
七
九
七
～
一
八
六
九
年
）

は
次
の
よ
う
に
詠
ん
だ
。

ガ
ー
リ
ブ
よ
、
酒
場
の
戸
口
と
、
説
教
師
の
居

場
所
、
何
た
る
隔
た
り
よ
。

さ
れ
ど
知
る
は
、
昨
日
我
ら
が
出
た
と
き
、
奴

が
入
っ
た
こ
と
。

酒
場
に
い
た
自
分
を
棚
に
上
げ
る
、
ユ
ー
モ
ア

溢あ
ふ

れ
る
詩
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
詩
も
あ
る
。

ガ
ー
リ
ブ
よ
、
酒
は
断
っ
た
は
ず
な
れ
ど
、

曇
り
日
と
月
夜
に
は
、
今
も
な
お
嗜た
し
なむ
。

こ
ち
ら
も
ガ
ー
リ
ブ
特
有
の
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
が
、

わ
ず
か
に
申
し
訳
な
さ
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
熱

帯
・
亜
熱
帯
気
候
の
南
ア
ジ
ア
で
は
「
曇
り
日
」

と
「
月
夜
」
が
比
較
的
涼
し
く
、
飲
酒
す
る
に
は

好
天
だ
と
理
解
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
か
。

ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
詩
で
は
、
主
人
公
の
失
恋
に
際

し
て
酒
場
（
マ
イ
ハ
ー
ナ
）
が
よ
く
登
場
す
る
。
そ

こ
で
は
酌
人
（
サ
ー
キ
ー
）
が
主
人
公
を
さ
ら
な
る

酩め
い

酊て
い

の
境
地
に
誘
う
。
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
ウ

ル
ド
ゥ
ー
語
詩
人
の
フ
ァ
イ
ズ
・
ア
ハ
マ
ド
・
フ
ァ

イ
ズ（
一
九
一
一
～
八
四
年
）の
詩
を
見
て
み
よ
う
。

い
く
つ
か
の
雲
が
来
て
、
い
く
ら
か
の
酒
が
来
れ
ば

そ
の
後
は
ど
ん
な
天
罰
が
下
っ
て
も
良
い

酒
瓶
の
屋
根
か
ら
月
が
沈
み

酌
人
の
手
で
陽
が
出
れ
ば
良
い

血
管
に
再
び
灯
が
と
も
り

目
の
前
に
あ
の
人
が
再
び
覆
い
の
な
い
姿
で
現

れ
れ
ば
良
い

酒
瓶
が
空
、
酒
が
太
陽
と
、
酒
場
と
い
う
宇
宙

で
飲
み
明
か
す
様
子
が
描
写
さ
れ
る
。

酒
場
は
ま
た
、
本
音
で
語
り
合
う
場
と
し
て
も

描
か
れ
る
。

君
も
僕
も
、
正
気
で
は
な
い
。 

さ
あ
、
酒
場
へ
行
こ
う
、
そ
こ
で
語
り
合
お
う
。

（
バ
シ
ー
ル
・
バ
ド
ル
、一
九
三
五
年
～
）

「
正
気
で
は
な
い
」
の
次
に
「
酒
場
へ
行
こ
う
」

と
い
う
予
想
外
の
オ
チ
が
特
徴
的
だ
。

そ
し
て
語
り
尽
く
し
た
後
、
そ
の
の
ど
か
さ
を

共
有
す
る
わ
け
で
あ
る
。

語
る
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
、
全
て
は
語
ら
れ
た
。

さ
あ
、
ど
こ
か
へ
行
き
酒
を
飲
も
う
、
夜
も
更

け
た
こ
と
だ
し
。

　（
ニ
ダ
・
フ
ァ
ー
ズ
リ
ー
、一
九
三
八
～
二
〇
一
六
年
）

今
日
、
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の

都
市
部
で
は
バ
ー
や
レ
ス
ト
ラ
ン
で
さ
ま
ざ
ま
な

酒
が
提
供
さ
れ
る
が
、
場
所
に
よ
っ
て
は
飲
酒
が

ご
法
度
だ
。
パ
キ
ス
タ
ン
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
解
釈
に
基
づ
き
飲
酒
が
制
限
さ

れ
て
い
る
が
、
非
合
法
な
飲
酒
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、

許
可
さ
れ
た
場
所
も
存
在
す
る
な
ど
、
実
態
は
多

様
で
あ
る
。

酒
を
詠
む
ム
ス
リ
ム
詩
人 シ

ェ
ー
ク
・
タ
リ
ク
　 

東
京
外
国
語
大
学 

准
教
授

禁
酒
の
イ
ス
ラ
ー
ム

特
集
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ネオンがまばゆい夜のジュファイル地区繁華街の様子（バーレーン、2024年）

地方都市の税関で押収され、陳列された酒瓶
（サウジアラビア、2012年）

レバノンでも酒は比較的自由に飲める。ベイルートの雑貨屋の冷蔵庫に詰め
られた各国のビール（レバノン、2008年）

サウジアラビア側から臨むキング・ファハド・コーズウェイ（サウジアラビア、2012年）

悪
目
立
ち
は
い
け
な
い

イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
が
マ
ナ
ー
や
常
識
の
基
礎

と
な
る
ム
ス
リ
ム
社
会
に
は
酒
を
飲
め
る
場
所
が

な
い
と
、
杓

し
ゃ
く

子し

定
規
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

実
際
に
は
酒
を
嗜た

し
なむ

ム
ス
リ
ム
も
い
る
し
、
彼
ら

に
酒
を
提
供
す
る
飲
食
店
が
点
在
す
る
国
が
多
い
。

そ
れ
で
も
、
ム
ス
リ
ム
社
会
で
酒
を
飲
む
こ
と
に

一
定
の
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
の
は
確
か
だ
。
適
切
な

場
所
、
時
間
、
方
法
を
選
ば
な
け
れ
ば
あ
り
つ
け

な
か
っ
た
り
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
ん
な
ハ
ー
ド

ル
を
乗
り
越
え
て
酒
を
探
し
求
め
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
わ
ず
か
ば
か
り
紹
介
し
よ
う
。

そ
も
そ
も
ム
ス
リ
ム
社
会
の
ど
こ
に
酒
は
あ
る

の
か
。
酒
を
妨
げ
る
理
由
が
イ
ス
ラ
ー
ム
だ
と
い

う
な
ら
、
ま
ず
は
そ
の
文
化
が
薄
い
場
所
を
探
せ

ば
よ
い
。
キ
リ
ス
ト
教
地
区
、
中
華
街
、
海
外
か

ら
の
出
張
者
や
観
光
客
向
け
の
ホ
テ
ル
、
レ
ス
ト

ラ
ン
な
ど
で
あ
る
。
以
上
は
し
ば
し
ば
政
府
や
社

会
に
よ
っ
て
酒
の
提
供
が
や
む
な
し
と
認
め
ら
れ
た
、

一
種
の
治
外
法
権
の
ご
と
き
空
間
で
あ
る
。

さ
り
と
て
、
こ
れ
ら
の
場
所
が
お
も
な
客
層
と

見
込
む
の
は
非
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、
地
元
の
ム
ス

リ
ム
が
酒
を
飲
め
ば
悪
目
立
ち
は
避
け
ら
れ
な
い
。

こ
れ
を
ク
リ
ア
す
る
も
っ
と
も
容
易
な
方
法
が
外

国
人
の
接
遇
で
あ
る
。
ゲ
ス
ト
を
も
て
な
す
過
程

で
仕
方
な
く
そ
こ
に
同
席
し
、
盃

さ
か
ず
きを

酌
み
交
わ
す

不
可
抗
力
の
状
況
を
作
り
出
す
と
い
う
わ
け
だ
（
筆

者
自
身
、
ム
ス
リ
ム
社
会
で
初
め
て
飲
酒
し
た
の
は
こ

の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
）。
こ
の
場
合
、
外
国
人
が
ム

ス
リ
ム
に
飲
酒
の
機
会
を
与
え
る
仲
介
者
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

コ
ー
ズ
ウ
ェ
イ
を
渡
れ
ば

し
か
し
、
そ
も
そ
も
合
法
的
な
飲
酒
が
不
可
能

な
国
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
越
境
し
か
な
い
。
筆

者
が
滞
在
し
た
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
首
都
リ
ヤ
ド

の
例
を
挙
げ
よ
う
。
同
国
で
は
酒
の
流
通
が
原
則

禁
止
さ
れ
、「
宗
教
警
察
」（
勧
善
懲
悪
委
員
会
）

を
筆
頭
に
治
安
機
関
が
酒
の
密
輸
や
密
造
を
取
り

締
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
酒
を
求
め
る
な
ら
、

隣
国
の
島
国
バ
ー
レ
ー
ン
に
陸
路
で
向
か
う
の
が

も
っ
と
も
手
軽
だ
。
リ
ヤ
ド
か
ら
お
よ
そ
四
五
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
ほ
と
ん
ど
が
土
漠
の
景
色
を
横

目
に
車
を
走
ら
せ
る
と
海
上
道
路
キ
ン
グ
・
フ
ァ

ハ
ド
・
コ
ー
ズ
ウ
ェ
イ
が
姿
を
あ
ら
わ
す
。
そ
こ

を
通
っ
て
国
境
を
越
え
れ
ば
バ
ー
レ
ー
ン
だ
。

バ
ー
レ
ー
ン
と
い
え
ば
、
中
東
を
管
轄
す
る
米

軍
の
第
五
艦
隊
の
司
令
部
が
あ
る
。
軍
港
か
ら
ほ

ど
近
い
ジ
ュ
フ
ァ
イ
ル
地
区
は
、
多
国
籍
レ
ス
ト

ラ
ン
が
ひ
し
め
く
異
国
情
緒
と
ネ
オ
ン
街
特
有
の

淫い
ん

靡び

さ
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
空
間
だ
。
日
本
の

米
軍
居
留
地
周
辺
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
の
場
所

が
、
ム
ス
リ
ム
に
非
日
常
を
提
供
す
る
場
所
に
も

な
っ
て
い
る
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
や
、
同
様
に
酒

が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
を
付
け
た
車
が
駐
車
場
に
並
ぶ
ホ
テ
ル
に

一
度
入
る
と
、
悪
目
立
ち
と
は
無
縁
な
、
仲
介
者

も
必
要
な
く
ム
ス
リ
ム
と
思
わ
し
き
人
び
と
が
酒

を
嗜
む
姿
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。

バ
ー
レ
ー
ン
で
一
夜
を
明
か
し
た
リ
ヤ
ド
市
民
は
、

再
び
コ
ー
ズ
ウ
ェ
イ
を
通
っ
て
帰
国
の
途
に
就
く
。

こ
の
際
、
酒
を
持
ち
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
め

く
る
め
く
非
日
常
は
一
場
春
夢
、
こ
こ
で
終
わ
り

と
い
う
わ
け
だ
。
彼
ら
は
再
び
酒
を
飲
ま
（
め
）

な
い
、
品
行
方
正
な
日
常
へ
と
戻
る
。
そ
し
て
バ
ー

レ
ー
ン
は
、
今
日
も
ま
た
酒
を
探
し
求
め
る
別
の

ム
ス
リ
ム
で
賑に

ぎ

わ
い
を
見
せ
る
。

高た
か

尾お 

賢け
ん

一い
ち

郎ろ
う

　 

中
東
調
査
会 

研
究
主
幹

酒
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

禁
酒
の
イ
ス
ラ
ー
ム

特
集
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マーヒーチェ
ヒツジのすね肉の煮込み。トマト仕立て
でワイン類によく合う

（写真はすべて大阪府内のイラン料理店にて2025年撮影）

ミールザー・ガーセミー（左）と薄焼きパン（右）
ナス・卵・ニンニク・トマトのペーストを薄焼きパンにつけて。よきあて

4 4

となる
ドゥーグ
塩味のヨーグルトドリンク。アルコール不在のイランでは定番の飲料

上： 中央アジア遊牧民の伝統的な移動式住居ユルタ
　  （クルグズスタン［キルギス］、2016年）
左：日本にてユルタを建て、ナウルズ（春祭り）を祝う宴の
様子。酒も並んでいる（東京都、2019年）

英雄叙事詩『アルパムス＝バトゥル』の主人公アルパムスの像。アルパムスの
「故郷」バイスンに建立されていた（ウズベキスタン バイスン、2003年）

イ
ラ
ン
で
は
、
一
九
七
九
年
の
革
命
で
シ
ー
ア

派
イ
ス
ラ
ー
ム
に
基
づ
く
政
治
体
制
が
成
立
し
て

以
降
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
解
釈
に
基
づ
き
ア
ル

コ
ー
ル
飲
料
の
製
造
・
販
売
・
飲
用
・
保
持
が
法

的
に
全
面
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
外
国

人
に
も
適
用
さ
れ
る
た
め
、
他
国
の
よ
う
に
外
国

人
用
の
施
設
で
飲
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、

イ
ラ
ン
で
の
飲
酒
は
必
然
的
に
非
合
法
な
手
段
を

伴
う
こ
と
に
な
る
。

イ
ラ
ン
の
人
び
と
が
酒
を
楽
し
む

も
っ
と
も
一
般
的
な
方
法
は
、

国
内
で
密
造
さ
れ
た
酒
を
飲

む
も
の
で
あ
る
。
イ
ラ
ン

で
は
、
ブ
ド
ウ
や
ザ
ク
ロ

か
ら
作
ら
れ
る
ワ
イ
ン
の

よ
う
な
醸
造
酒
や
、
ア
ラ

ク
と
よ
ば
れ
る
蒸
留
酒
が

非
合
法
に
流
通
し
て
お
り
、

人
び
と
は
知
り
合
い
を
通

じ
た
ル
ー
ト
で
そ
れ
ら
を

購
入
し
、
自
宅
で
飲
用
す
る
。
著
者
も
留
学
時
代
、

知
り
合
い
の
家
に
お
呼
ば
れ
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

キ
ャ
バ
ー
ブ
（
ケ
バ
ブ
）
や
各
種
煮
込
み
料
理
な

ど
の
イ
ラ
ン
料
理
を
あ
て

0

0

に
し
て
飲
酒
す
る
の
は
、

町
中
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
決
し
て
で
き
な
い
体
験

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
密
造
酒
は
こ
と
ば
の
イ
メ
ー

ジ
に
比
し
て
か
な
り
高
品
質
で
あ
り
、
悪
酔
い
も

ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
、
イ
ラ
ン
で
酒

造
文
化
が
秘
密
裏
に
保
存
さ
れ
て
い
る
お
か
げ
で

あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
、
ト
ル
コ
・
イ
ラ
ク

国
境
な
ど
を
通
じ
て
密
輸
さ
れ
る
酒
を
購
入
す
る

方
法
も
あ
る
が
、
密
造
酒
に
比
べ
て
か
な
り
高

価
で
、
頻
繁
に
は
使
え
な
い
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
や
国
家
の

法
が
禁
止
し
て
も
、
非
合
法
な
手

段
に
訴
え
て
飲
酒
を
愉た

の

し
む
イ
ラ

ン
の
人
び
と
の
姿
を
見
て
い
る
と
、

人
間
に
と
っ
て
酒
と
は
、
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
が
多
い
。

中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
で
は
多
く
の
英
雄
叙
事
詩
が

イ
ス
ラ
ー
ム
化
以
前
か
ら
口
伝
え
で
語
ら
れ
、
長

く
人
び
と
に
愛
さ
れ
て
き
た
。
酒
文
化
と
は
縁
遠

い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
英
雄
叙
事
詩
に
も

酒
や
酔
っ
払
い
が
あ
ら
わ
れ
る
。

カ
ザ
フ
に
伝
わ
る
英
雄
叙
事
詩
『
ア
ル
パ
ム
ス

＝
バ
ト
ゥ
ル
』
の
主
人
公
ア
ル
パ
ム
ス
は
、
老
夫

婦
が
「
創
造
の
主
、
唯
一
神
の
方
角
に
向
か
い
」

祈
願
し
た
結
果
、
誕
生
す
る
。
そ
の
祝
宴
で
は
「
ア

ラ
ク
（
蒸
留
酒
）
に
ワ
イ
ン
に
蜜
酒
が
注
が
れ
、

飲
む
も
の
み
な
が
（
盃
さ
か
ず
きを

）
傾
け
た
」
と
、
宴
で

は
多
種
の
酒
が
飲
ま
れ
た
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。

成
長
し
た
ア
ル
パ
ム
ス
は
格
闘
に
長
け
、
駿

し
ゅ
ん

馬め

を

操
り
、
強
弓
を
引
き
、
勇
者
と
し
て
の
ず
ば
抜
け

た
能
力
を
示
す
が
、
あ
る
と
き
敵
の
罠わ

な

に
落
ち
て

し
ま
う
。
敵
の
老
婆
が
「
お
水
を
お
飲
み
」
と
だ

ま
し
て
酒
を
飲
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
勇
者
は
白
い

絨じ
ゅ
う

毯た
ん

に
座
ら
さ
れ
、
四
〇
人
の
美
女
が
順
番
に
跪
ひ
ざ
ま
ず

い
て
お
酌
を
す
る
。
若
い
勇
者
は
四
〇
杯
の
盃
を

空
け
て
、
す
っ
か
り
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
。
酒
を
飲
み

干
し
た
ア
ル
パ
ム
ス
は
、
天
幕
の
外
に
出
て
青
い

平
原
で
吐
く
と
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
様
は
「
嵐

の
よ
う
な
大
声
で
た
く
さ
ん
の
悪
魔
が
笑
い
合
っ

た
」
と
描
か
れ
る
。
地ち

下か

牢ろ
う

に
つ
な
が
れ
た
勇
者

は
「
長
い
長
い
眠
り
の
後
に
、
酒
の
悲
し
み
が
戻
っ

て
き
た
」。
深
酒
の
後
、
誰
も
が
経
験
す
る
「
悲

し
み
」
で
あ
る
。
深
く
後
悔
す
る
う
ち
に
、
唯
一

神
の
存
在
を
思
い
出
す
。
神
や
聖
者
ら
に
祈
り
を

捧さ
さ

げ
、
正
気
を
取
り
戻
し
、
地
下
牢
か
ら
脱
す
る
と
、

や
が
て
勇
者
は
敵
を
打
ち
破
っ
た
。

ま
る
で
勇
者
ら
し
か
ら
ぬ
失
態
と
醜
態
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
超
人
的
な
勇
者
の
人
間
く
さ
い
一
面
と

酒
と
人
間
と
の
普
遍
的
な
悲
し
い
関
係
が
映
し
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ラ
ン
に
お
け
る「
非
合
法
な
」愉
し
み

小お

澤ざ
わ 

一い
ち

郎ろ
う

　 
立
命
館
大
学 

教
授

坂さ
か

井い 

弘ひ
ろ

紀き

　 

和
光
大
学 

教
授

英
雄
叙
事
詩
に
あ
ら
わ
れ
る「
酒
」

禁
酒
の
イ
ス
ラ
ー
ム

特
集
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中華街に古くからあった倉庫を改装したカフェバー（インドネシア パダン、2020年）

上：トルコの居酒屋では、ショーケース内に獲
れたての生魚が並び、選んだ魚を調理して
もらうことができる

左：トルコの居酒屋の店内。多くは魚料理屋を
名乗る

　  （どちらもトルコ イスタンブール、2009年）

内装には廃材が使われ、アヴァンギャルドな雰囲気
（インドネシア パダン、2020年）

酒とともに多彩なメゼが並ぶ（トルコ アンカラ、2023年、海野典子撮影）

かつてはサトウヤシの樹液を自然発酵させた伝統酒が
飲まれていた（インドネシア バトゥサンカル、2014年）

酒
場
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
街
に
お
け
る
酒
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
ム
ス
リ
ム

が
大
多
数
を
占
め
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
西
ス
マ
ト
ラ

州
の
場
合
、
酒
を
飲
む
と
い
え
ば
、
そ
の
横
に
は

若
い
女
性
が
い
て
、
と
も
に
大
音
量
の
音
楽
で
踊

る
こ
と
が
で
き
、
お
金
を
出
せ
ば
ホ
テ
ル
ま
で

…
…
と
い
う
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
ム
ス
リ
ム
に

と
っ
て
は
罪
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

酒
場
の
多
く
は
外
か
ら
は
中
が
見
え
な
い
構
造
に

な
っ
て
お
り
、
怪
し
げ
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
す
。

こ
う
し
た
店
の
多
く
は
、
非
ム
ス
リ
ム
が
多
く
暮

ら
す
中
華
街
に
集
中
し
て
い
る
。

一
方
で
、
近
年
は
中
華
街
の
古
い
建
物
を
改
修

し
た
「
お
し
ゃ
れ
な
」
カ
フ
ェ
バ
ー
が
少
し
ず
つ

増
え
て
き
た
。
こ
の
地
域
は
、
サ
ー
フ
ィ
ン
の
名

所
へ
向
か
う
高
速
ボ
ー
ト
の
発
着
場
で
も
あ
り
、

多
く
の
外
国
人
観
光
客
が
訪
れ
る
。
新
し
い
カ

フ
ェ
バ
ー
は
、
レ
ト
ロ
な
街
並
み
を
活
か
し
な
が

ら
も
、
大
胆
な
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
観
光

客
を
惹ひ

き
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
酒

を
求
め
る
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
姿
も
あ
る
。

こ
う
し
た
カ
フ
ェ
バ
ー
で
は
、
ピ
ザ
や
ハ
ン
バ
ー

ガ
ー
と
い
っ
た
西
洋
料
理
が
提
供
さ
れ
、
酒
は
ア

ル
コ
ー
ル
度
数
の
低
い
ビ
ー
ル
の
み
。
客
層
の
中

心
は
、「
酒
は
飲
み
た
い
が
、
騒
ぎ
す
ぎ
る
の
は

避
け
た
い
」
と
い
う
若
い
男
性
た
ち
だ
。
敬け

い

虔け
ん

な

ム
ス
リ
ム
で
あ
る
わ
た
し
の
友
人
も
、「
こ
こ
な
ら

行
っ
て
み
た
い
」
と
興
味
を
示
し
、
社
会
見
学
の

つ
も
り
で
つ
い
て
き
て
く
れ
た
。
従
来
の
酒
場
の

よ
う
な
性
的
な
雰
囲
気
で
は
な
く
、
洗
練
さ
れ
た

イ
メ
ー
ジ
を
演
出
す
る
こ
と
で
、
酒
場
に
対
す
る

後
ろ
め
た
さ
を
や
わ
ら
げ
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
居
酒
屋
文
化
は
イ
ス
ラ
ー

ム
の
文
化
風
土
で
語
り
尽
せ
な
い
部
分
を
残
す
。

つ
い
一
〇
〇
年
前
ま
で
、
そ
の
担
い
手
が
ギ
リ
シ

ア
系
、
ア
ル
メ
ニ
ア
系
な
ど
の
非
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。
筆
者
が
都
市
史
の
文
脈
で
「
酒
飲
む

隣
人
」
と
称
し
て
き
た
彼
ら
の
痕
跡
を
よ
く
留
め

る
の
が
居
酒
屋
で
あ
る
。
ま
ず
も
っ
て
こ
の
街
で

は
居
酒
屋
（m

メ
イ
ハ
ー
ネ

eyhane

）
の
看
板
を
掲
げ
る
店
は

少
な
く
、
多
く
は
魚
料
理
屋
（b

バ
ル
ク
・
ロ
カ
ン
タ
ス

alık
lokantası

）

を
名
乗
る
の
が
常
で
、
こ
れ
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
期

に
酒
造
業
・
居
酒
屋
業
と
並
び
漁
業
が
ギ
リ
シ
ア

系
同
職
組
合
に
独
占
さ
れ
て
い
た
縁
に
よ
る
。
当

然
、
供
さ
れ
る
酒し

ゅ

肴こ
う

（m

メ

ゼ

eze

）
に
も
、
ト
ル
コ
系

が
持
ち
込
ん
だ
乳
製
品
を
用
い
た
デ
ィ
ッ
プ
類
や

ス
イ
カ
、
メ
ロ
ン
な
ど
の
果
物
と
、
魚
介
類
の
揚

げ
物
や
酢
漬
け
、
焼
い
た
物
と
い
っ
た
地
中
海
世

界
で
先
住
者
で
あ
る
「
酒
飲
む
隣
人
」
の
あ
て
が

同
居
す
る
。
そ
の
な
か
に
は
ム
ス
リ
ム
が
好
ん
で

食
さ
な
い
タ
コ
な
ど
の
頭
足
類
も
多
く
含
ま
れ
る
が
、

現
地
食
を
許
容
す
る
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
学
派
の
見

解
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
こ
の
街

で
は
よ
く
食
べ
ら
れ
る
。

ト
ル
コ
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
系
保
守
政
党
で
あ
る

公
正
発
展
党
政
権
が
四
半
世
紀
を
閲け

み

そ
う
と
し
て

い
る
。
酒
類
の
販
売
価
格
引
き
上
げ
、
広
告
掲
載

の
禁
止
な
ど
に
よ
り
酒
造
業
は
困
難
な
時
期
を
迎

え
、
庶
民
の
あ
い
だ
で
は
密
造
・
密
輸
酒
が
蔓ま

ん

延え
ん

す
る
な
ど
、
従
来
は
酒
に
寛
容
と
さ
れ
て
き
た
ト

ル
コ
社
会
の
飲
酒
文
化
・
産
業
は
い
ま
岐
路
に
立
つ
。

ハ
ラ
ー
ム
の
象
徴
た
る
酒
は
、
と
も
す
れ
ば
そ
の

飲
用
を
巡
っ
て
鋭
い
対
立
を
生
む
が
、
願
わ
く
ば

そ
の
余よ

殃お
う

が
「
酒
飲
む
隣
人
」
の
記
憶
を
伝
え
る

食
文
化
に
ま
で
及
ん
で
ほ
し
く
な
い
。

西に
し

川か
わ 

慧け
い

　 

石
巻
専
修
大
学 

准
教
授

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

「
お
し
ゃ
れ
な
」カ
フ
ェ
バ
ー

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
、

「
酒
飲
む
隣
人
」の
置
土
産

宮み
や

下し
た 

遼り
ょ
う　 

大
阪
大
学 

准
教
授

禁
酒
の
イ
ス
ラ
ー
ム

特
集
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観
覧
料
改
定
の
お
知
ら
せ

2
0
2
5
年
6
月
19
日（
木
）か
ら
、本
館

展
示
観
覧
料
を
左
記
の
と
お
り
改
訂
い
た

し
ま
す
。
な
お
、特
別
展
示
観
覧
料
は
そ
の

都
度
、
別
に
定
め
ま
す
。
ご
来
館
者
の
み

な
さ
ま
に
は
ご
負
担
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

【
本
館
展
示
観
覧
料
】

◆
2
0
2
5
年
6
月
17
日（
火
）ま
で

一
般

大
学
生

高
校
生
以
下

5
8
0
円

2
5
0
円

無
料

◆
2
0
2
5
年
6
月
19
日（
木
）か
ら

一
般

大
学
生

高
校
生
以
下

7
8
0
円

3
4
0
円

無
料

各
種
割
引
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、み
ん
ぱ

く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

運
営
上
の
都
合
に
よ
り
、
8
月
16
日（
土
）、

17
日（
日
）は
臨
時
休
館
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

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 

6
月
3
日（
火
）ま
で

会
場 

特
別
展
示
館

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
企
画
展

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 

6
月
17
日（
火
）ま
で

会
場 

本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
映
画
会

人
も
モ
ノ
も
う
つ
ろ
い
ゆ
く
時
代
に
、

点
と
線
は
変
わ
ら
ぬ
価
値
を
描
く

―
エ
ジ
プ
ト
映
画「
フ
ォ
ト
コ
ピ
ー
」

大
都
市
カ
イ
ロ
で
静
か
に
コ
ピ
ー
屋
を
営

む
元
植
字
工
の
マ
フ
ム
ー
ド
。
恐
竜
が
絶

滅
し
た
理
由
を
知
っ
た
彼
は
、長
年
恋
心

を
抱
い
て
い
た
隣
人
へ
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を

決
意
し
ま
す
。

日
時 

6
月
8
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時

（
受
付
・
開
場
12
時
30
分
）

会
場 

み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー

ル（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
人
）

上
映
作
品　
「
フ
ォ
ト
コ
ピ
ー
」（
エ
ジ
プ
ト
、

2
0
1
7
年
）

解
説　

相
島
葉
月（
本
館 

准
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
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
し
て
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　

6
月
4
日（
水
）ま
で

※
友
の
会
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

み
ん
ぱ
く
夏
休
み
こ
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
挑
戦
！

貝
で
つ
く
っ
て
考
え
る

『
お
金
』の
は
た
ら
き

日
時　

7
月
21
日（
月
・
祝
）10
時
30
分
〜

16
時（
受
付
10
時
か
ら
）

会
場　

本
館
2
階
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
、

 

オ
セ
ア
ニ
ア
展
示
場

講
師　

藤
井
真
一（
本
館 

助
教
）

対
象　

小
学
4
年
生
〜
6
年
生
、定
員
10
名

参
加
費　

5
0
0
円

持
ち
物　

筆
記
用
具
、昼
食
、飲
み
物
、軍
手

（
手
の
サ
イ
ズ
に
合
っ
た
も
の
）、マ
ス
ク

※
汚
れ
て
も
よ
い
服
装
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
事
前
申
込
制
、先
着
順

【
申
込
期
間
】　
6
月
19
日（
木
）10
時
か
ら

※
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了

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

「
西
ア
フ
リ
カ
の
お
話
し
会
」の

公
演

西
ア
フ
リ
カ
で
生
き
続
け
て
き
た
昔
ば
な

し
を
、ア
フ
リ
カ
の
衣
装
を
身
に
つ
け
て

語
り
ま
す
。
お
話
し
と
と
も
に
、語
り
手
が

身
に
つ
け
る
衣
装
や
太
鼓
の
演
奏
も
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

日
時 

6
月
1
日（
日
）11
時
30
分
〜
12
時
、

13
時
30
分
〜
14
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

点
字
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日
時　

6
月
14
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
音
声
ガ
イ
ド
の
公
開
に
つ
い
て

こ
の
た
び
、新
た
に
自
動
運
転
モ
ビ
リ
テ
ィ

に
乗
り
な
が
ら
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る「
み

ん
ぱ
く
音
声
ガ
イ
ド
」を
公
開
し
ま
し
た
。

お
手
持
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
貸
出
用

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
用
い
て
体
験
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
。

みんぱくゼミナール
会場　みんぱくインテリジェントホール（講堂）
参加無料、申込不要（定員400名）

第558回
6月21日（土）13時30分～ 15時（13時開場）
日本人とアラスカ先住民の接触史
―江戸時代から現代へ
講師 野口泰弥（本館 助教）
日本人には遠い世界のように思えるアラスカ。
しかし、日本人は歴史的にアラスカ社会に
少なからぬ影響を与えてきました。戦前・戦
中期のアラスカ先住民との接触に注目しなが
ら、日本とアラスカの関係の変化を考えます。

米国最北の村ウットゥキアグヴィク（2022年）

第559回
7月19日（土）13時30分～ 15時（13時開場）
東アジアの婚礼と食
講師 韓敏（本館 教授）
日本、中国、韓国などの事例にもとづいて、
婚約から結婚までの過程における食べ物の
流れと食べ物のとり方を比較することにより、
人間が自然の恵みに与える象徴的意味を探
り、文化の多様性と人間の心の共通の仕組
みを考えてみます。

漢族の結婚式に欠かせない縁起のよい食べ物
（瀋陽市、2017年）

みんぱくウィークエンド・
サロン−研究者と話そう　　　
※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、
会場が特別展示館の場合は一般880円）

※イベント参加費は不要

6月1日（日）14時30分～15時
民具の3D撮影の実演解説
話者 高科真紀（本館 助教）
 大石啓明（武蔵野美術大学 准教授）
会場 特別展示館

　　　　貧乏徳利の3D画像の編集画面

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/

友の会講演会
会場：本館2階第5セミナー室（定員70名）
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561回　6月7日（土）13時30分～ 15時
昭和30・40年代の
日本民族学界との出会い
―ヴイーンから奄美と阿蘇へ、
　　そして民博へ至る
講師 ヨーゼフ・クライナー
　　   （ボン大学 名誉教授）
1958年にヴイーン大学民族学科に入学し、

恩師アレクサンダー・スラヴィクのもとで岡
正雄、石田英一郎、柳田國男、折口信夫
の学説を学び、学友の住谷一彦と議論を重
ねました。日本留学中は東京大学東洋文化
研究所に籍を置き、南西諸島の調査に参加。
沖縄で佐々木高明氏と出会い、梅棹忠夫氏
の民博ビジョンに感銘を受けました。この経
験を皆様と共有できれば幸いです。

第562回　7月5日（土）13時30分～ 15時
「島の宝」になった写真
―阿波根昌鴻写真と伊江島の記憶
講師　高科真紀（本館 助教）
沖縄本島北部にある離島・伊江島では、戦
後、米軍による土地の強制収用によって、
多くの住民が家や土地を奪われました。阿
波根昌鴻（あはごんしょうこう、1901～2002

年）は、その実態を写真で記録し、生涯をか
けて反基地・反戦平和を訴え続けました。近
年、島の人びとの日常を捉えた写真も発見
され、「島の宝」として注目されています。
本講演では、阿波根の写真に焦点をあて、
その記録性と文化的価値について考えます。

会員交流のための企画
中牧先生の理事長サロン
日時　6月7日（土）15時30分～ 16時30分
会場　本館2階第5セミナー室（予定）
みんぱく名誉教授・千里文化財団理事長の
中牧弘允先生を囲んでおしゃべりを楽しむ友
の会の恒例企画です。今回は、同日に開催す
る友の会講演会講師のヨーゼフ・クライナー
先生をゲストにお迎えします。（事前申込制）

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

お問い合わせ先

©Red Star Films

   本の紹介

現代社会において大衆化した観光は異文化交流を促
進する一方、オーバーツーリズムなどの問題も引き起
こしてきました。本書は「脱観光化」をキーワードとし
て観光の光と影を民族誌的事例に基づいて論じます。

   本の紹介

日本列島において1500年以上も続く鵜飼漁。その全
体像を時代や分野を越えて初めて明らかにしました。
さらに、なぜ野生のウミウにこだわるのか、なぜ日
本独自の漁法が生みだされたのかといった問いにも
答えを出しました。

卯田宗平 編
『鵜飼の日本史
―野生と権力、表象をめぐる1500年』
昭和堂　8,250円（税込）

これまで見過ごされがちであった、宗教の領域にお
けるモノの存在やその役割を積極的に捉え、宗教研
究の新たな可能性を探る論文集。変わりゆくモノの
あり方やモノと人との関係から、現代の宗教の世界
を読み解く一冊です。

八木百合子 編
『モノからみた宗教の世界』
春風社　3,850円（税込）

東賢太朗、福井栄二郎、奈良雅史 編著
『脱観光化の人類学
―かわりゆく観光と社会のゆくえ』
ミネルヴァ書房　6,050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 

晩年、病気で動かなくなった林助の指でも調節ができる
ように、ボリュームのつまみに棒が付けてある！
どこでもひとりでもライブが可能なのだ。

林助の「ワタブーショウ」の一部を録音したCDや書籍もぜひ手に
とっていただきたい（沖縄県 沖縄市、2025年）

照屋林助のどこでもボックスⅡ
地域│沖縄県 沖縄市
展示場│東アジア 日本の文化
所蔵 ｜照屋林次郎氏

「チャンプラリズム」とは

今年は照
てる

屋
や

林
りん

助
すけ

の没後20年である。照屋林
助は、漫談家、作詞作曲家、役者など、いく
つもの肩書をもっている。コザ独立国大統領
と名乗り、「チャンプラリズム」を実践した。
「チャンプラリズム」とは、林助の造語である。
「はるか海の彼方から流れついた寄りものを、
神の恵と拾いあげて、そのなかから自分たち
の都合のよいものをどんどん取り入れるとい
うこと。どんどんどんどん混ぜこぜにしてい
ると、だんだん何と何が混ざっているのかわ
からなくなる。文化をごたまぜにして楽しむ
遊びの文化」と、林助は語る。異なるところ
ばかりに目をやり、それを細かく分け、敵味
方に区別することで争いが生じる。でも、だ
いたい似通ったもの、同じようなものを「文
化的な兄弟」としてとらえることができたら、
世界は平和になる。彼は、世界の中心はひと
つではないことに気づかせてくれる。わたし
はこうした林助の世界観が大好きなのである。

林助は神様も喜ばせる

照屋林助は1929年、大阪市此
この

花
はな

区
く

四
し

貫
かん

島
じま

で生まれ、1936年に両親とともに沖縄に帰っ
て来た。戦後は小

お

那
な

覇
は

舞
ぶーてん

天と一緒に、荒廃し
た沖縄で悲しむ人びとを歌と笑いで励ました。
1958年、漫談師の前

まえ

川
かわ

守
しゅ

康
こう

とコンビを組ん
で「ワタブーショウ」とよばれるウチナーン
チュ向けの歌謡漫談を始めた。ワタブーショ

ウにおいて、林助は沖縄歌劇をパロディにし
て、ルンバやマンボ、チャチャチャなどラテ
ン音楽の要素を取り入れた沖縄ポップスと寸
劇による斬新な舞台を披露した。
今回、わたしが推しコレとして紹介する「ど
こでもボックスⅡ」は、いつでもどこでもひ
とりでワタブーショウができるようにと林助
の発案で家族が制作したものである。改良し
た旅行鞄

かばん

のなかには、ミニディスク、スピー
カーやアンプ、譜面台やポータブル電源など
必要な機材が入っている。そして、コンピュー
ターで作った演奏と林助自作の「電気四味
線」を弾きながら、歌って語る。そして、み
んなで笑うのである。林助は、笑いは人間だ
けでなく、神様も喜ばせるという。その活動
は、1950年代後半から2005年までの約50年間、
途切れることなく続いた。照屋林助の歌謡漫
談は、沖縄文化の発現であり、機知に満ちた
遊びである。

いつでもどこでも「ワタブーショウ」

推しコレ図鑑

呉
ご
屋
や
 淳
じゅん

子
こ
　 沖縄県立芸術大学 准教授
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菅瀬晶子准教授（写真左）。みんぱっく「イスラム教とアラブ世界のくらし」（2012年改訂
版）のプロフィール写真から

潔
い
人
だ
っ
た
。
正
義
感
が
強
く
、曲
が
っ
た
こ
と

が
嫌
い
。
気
っ
風
の
い
い
江
戸
っ
子
と
で
も
言
お
う
か
。

菅
瀬
晶
子
准
教
授
は
、東
京
都
生
ま
れ
。
東
京
外
国
語

大
学
で
学
部
・
大
学
院
修
士
課
程
ま
で
ア
ラ
ビ
ア
語
お

よ
び
中
東
研
究
を
専
攻
し
た
後
、総
合
研
究
大
学
院
大

学
の
地
域
文
化
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
、つ
ま
り
民
博

の
大
学
院
に
進
学
し
た
。
わ
た
し
が
彼
女
と
出
会
っ
た

の
は
、一
九
九
九
年
、こ
の
大
学
院（
民
博
）で
の
こ
と

だ
っ
た
。

当
時
か
ら
彼
女
は
、イ
ス
ラ
エ
ル
に
暮
ら
す
ア
ラ
ブ

人
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
研
究
の
焦
点
を
当
て
て
い
た
。
モ

ン
ゴ
ル
研
究
の
わ
た
し
か
ら
す
る
と
、イ
ス
ラ
エ
ル
な

の
に
ア
ラ
ブ
人
？
　
ア
ラ
ブ
人
な
の
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信

徒
？
　
と
謎
す
ぎ
る
研
究
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
ま
た
、彼

女
が
熱
く
語
っ
て
い
た
の
は
、「
マ
ー
ル
・
ジ
ュ
リ
エ
ス
」

す
な
わ
ち
、旧
約
聖
書
に
登
場
す
る
竜
退
治
の
聖
人
、

聖
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
が
、豊ほ
う

穣じ
ょ
うの
聖
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
み
な
ら
ず
、ム
ス
リ
ム
に
も
崇
敬
を
集
め
て
い

る
と
い
う
話
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、と
か
く
宗
教
対
立

ば
か
り
報
道
さ
れ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
に
お
い
て
、彼

女
は
ア
ラ
ブ
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
聖
者
崇
敬
の
あ
り
方

に
宗
教
融
和
の
可
能
性
を
見み

出い

だ
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

菅
瀬
さ
ん
は
料
理
上
手
と
し
て
も
、わ
れ
わ
れ
大
学

院
生
仲
間
で
有
名
だ
っ
た
。
彼
女
が
作
っ
て
く
れ
た
ひ

よ
こ
豆
料
理
や
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ
の
味
を
忘
れ
ら
れ
な

い
の
は
、わ
た
し
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
今
、思
い
起
こ

す
と
、彼
女
の
作
っ
た
中
東
料
理
の
多
く
は
、彼
女
が

ハ
イ
フ
ァ
で
お
世
話
に
な
っ
た
ウ
ン
ム
・
ア
ー
ザ
ル
に

教
わ
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

七
年
ほ
ど
前
か
ら
闘
病
生
活
に
。
昨
年
末
、余
命
宣

告
を
さ
れ
た
と
本
人
に
聞
き
、慌
て
て
大
学
院
の
仲
間

と「
菅
瀬
さ
ん
を
囲
む
会
」を
開
い
た
。
菅
瀬
さ
ん
は

ほ
っ
そ
り
と
し
て
い
た
が
、驚
く
ほ
ど
笑
顔
で
ケ
ラ

ケ
ラ
笑
い
な
が
ら
中
東
料
理
に
舌
鼓
を
打
っ
て
い
た
。

ひ
ょ
っ
と
し
て
余
命
宣
告
な
ん
て
、悪
い
冗
談
じ
ゃ
な

い
か
、と
思
っ
た
く
ら
い
だ
っ
た
。
そ
の
一
方
、締
め
の

あ
い
さ
つ
で
彼
女
は
き
っ
ぱ
り
と
言
っ
た
。「
わ
た
し

は
桜
を
見
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
わ
た
し

の
人
生
。
で
も
未
練
は
あ
り
ま
せ
ん
」と
。
そ
の
こ
と

ば
ど
お
り
、桜
を
見
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
た
。
最
後

ま
で「
男
前
な
」菅
瀬
さ
ん
だ
っ
た
。
盟
友
、菅
瀬
晶
子

さ
ん
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

 
追
悼  

菅
瀬
晶
子
准
教
授
を
偲
ぶ	

二
〇
二
五
年
三
月
三
一
日
ご
逝
去

島し
ま

村む
ら 

一い
っ

平ぺ
い　

 

民
博 

教
授



ど

こ行
く？

乗って、 どこ
行く？
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上：ダライ・ラマに捧げる祈りとチベット新年「ロサル」の祭壇
下：マジュヌカティラ発、ダラムサラ行きの夜行バス
（写真はどちらもインド デリー、2025年）

喧け
ん

騒そ
う

に
包
ま
れ
た
デ
リ
ー
の
北
部
、
そ
の
一
角

に
あ
る
マ
ジ
ュ
ヌ
カ
テ
ィ
ラ
。
こ
の
小
さ
な
地
区

か
ら
、
毎
晩
、
一
五
台
ほ
ど
の
夜
行
バ
ス
が
出
発

す
る
。
夕
方
に
な
る
と
、
人
び
と
が
集
ま
り
、
バ

ス
に
荷
物
を
積
み
込
む
音
や
低
く
響
く
エ
ン
ジ
ン

音
、
出
発
を
知
ら
せ
る
運
転
手
の
声
が
交
じ
り
合

う
。
バ
ス
の
周
り
に
は
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
や
カ
バ

ン
を
手
に
し
、
今
か
今
か
と
出
発
を
待
つ
人
び
と

が
集
ま
っ
て
い
る
。

彼
ら
は
チ
ベ
ッ
ト
難
民
で
あ
る
。
イ
ン
ド
各
地

に
、
約
一
〇
万
人
の
チ
ベ
ッ
ト
難
民
が
住
ん
で
い

る
。
な
か
で
も
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
精
神
的
指
導

者
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
亡
命
先
で
あ
る
ダ
ラ
ム
サ
ラ

は
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
地
を
訪

れ
る
た
め
に
、
チ
ベ
ッ
ト
人
は
夜
毎
に
バ
ス
に
乗

り
込
む
。

デ
リ
ー
か
ら
ダ
ラ
ム
サ
ラ
へ
の
道
の
り
に
は
、
三

つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
飛
行
機
、
列
車
、
そ
し
て

バ
ス
だ
。
飛
行
機
は
高
価
で
、
空
港
か
ら
は
タ
ク

シ
ー
を
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
列
車

で
も
最
寄
駅
か
ら
遠
く
、
辿た
ど

り
着
く

ま
で
時
間
が
か
か
る
。
そ
こ
で
、
チ

ベ
ッ
ト
難
民
は
自
ら
の
手
で
解
決
策

を
生
み
出
し
た
。
デ
リ
ー
の
チ
ベ
ッ

ト
難
民
居
住
地
マ
ジ
ュ
ヌ
カ
テ
ィ
ラ

と
ダ
ラ
ム
サ
ラ
の
チ
ベ
ッ
ト
難
民
居
住
地
マ
ク

ロ
ー
ド
・
ガ
ン
ジ
を
結
ぶ
、
彼
ら
自
身
の
バ
ス
路

線
で
あ
る
。

特
に
観
光
シ
ー
ズ
ン
や
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
説
法

が
お
こ
な
わ
れ
る
時
期
は
、
い
つ
も
満
席
に
な
る
。

一
二
時
間
に
も
お
よ
ぶ
長
い
道
の
り
、
夜
を
徹
し

て
く
ね
く
ね
と
し
た
山
道
を
進
む
夜
行
バ
ス
の
旅

は
、
決
し
て
楽
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
バ
ス
の
な
か
で
は

明
る
い
チ
ベ
ッ
ト
語
の
声
が

飛
び
交
う
。
故
郷
の
音
楽
や

食
べ
物
と
い
っ
た
楽
し
み
も
あ

る
。
つ
い
に
標
高
二
〇
〇
〇

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
マ
ク
ロ
ー

ド
・
ガ
ン
ジ
に
到
着
す
る
と
、

朝
の
涼
し
い
山
頂
の
空
気
が
、

旅
の
疲
れ
を
癒
し
て
く
れ
る
。

彼
ら
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
寺
院

に
足
を
運
び
、
祈
り
を
捧さ
さ

げ

る
。
そ
の
時
間
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
安

ら
ぎ
の
ひ
と
と
き
な
の
で
あ
る
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
住
ま
う
ダ
ラ
ム
サ

ラ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
に
と
っ
て
心
の
故

郷
で
あ
り
、
聖
地
に
他
な
ら
な
い
。
デ

リ
ー
と
ダ
ラ
ム
サ
ラ
を
つ
な
ぐ
バ
ス
は
、

単
な
る
移
動
手
段
で
は
な
い
。
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
へ
の
敬
愛
を
乗
せ
、
失
わ
れ

た
故
郷
へ
の
追
憶
を
今
日
も
運
び
続
け

て
い
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
九
〇
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
る
今
年
も
、
彼
ら
の
旅

は
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
く
だ
ろ
う
。

失
わ
れ
た
故
郷
へ
と
運
ぶ
バ
ス

�

片
ピ
ョ
ン�

雪ソ

蘭ラ
ン

　�

奈
良
大
学 

講
師
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エジプト

カイロ
ナ
イ
ル
川

ルクソール

カルナク神殿に停まっていたクレーン車 
（エジプト ルクソール、2020年）

朝食後、ホテルの屋上で研究書を広げ、遺跡のレリーフの予習をおこなう
（エジプト ルクソール、2005年）

ルクソール神殿に組まれた足場。この足場の裏にあるレリーフを撮影
しに来たのに、叶わなかった（エジプト ルクソール、2005年）

ラメセス3世葬祭神殿で目の前を横切ったフォークリフト。漢字で会社名が書かれているが、写真ではぼかしている（エジプト ルクソール、2023年）

読
解
が
難
し
い
文
字
に
こ
そ

「
み
ん
な
い
い
な
〜
」
と
い
う
の
が
こ
の

コ
ー
ナ
ー
を
読
む
た
び
に
思
う
正
直
な
感

想
だ
っ
た
。何
が「
い
い
」の
か
と
い
う
と
、

筆
者
の
方
々
が
現
地
で
の
素
晴
ら
し
い
武

勇
伝
を
お
持
ち
だ
と
い
う
こ
と
。
自
身
の

研
究
室
で
モ
ニ
タ
ー
に
映
っ
た
資
料
の
画

像
を
見
な
が
ら
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
文
字
を

読
解
し
て
い
る
わ
た
し
の
よ
う
な
ア
ー
ム

チ
ェ
ア
ー
言
語
学
者
に
と
っ
て
、
フ
ィ
ー

ル
ド
ネ
タ
な
ん
て
、
そ
れ
ほ
ど
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
ん
な
わ
た
し
に
と
っ
て
、

さ
さ
や
か
な
萌も

え
は
研
究
室
で
起
こ
る
。

文
字
資
料
の
研
究
で
は
、
翻ほ

ん

字じ

（
翻ほ
ん

刻こ
く

）
と
い
っ
て
、
研
究
者
に
よ
っ
て
解
釈

さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
研
究
の
初
動
の
段
階
で
は
、
入
手

が
容
易
な
翻
字
を
使
う
こ
と
も
あ
る
。
し

か
し
、
翻
字
を
読
ん
で
い
る
と
、
ど
う
し

て
も
現
物
が
気
に
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は

写
真
を
入
手
し
て
確
認
す
る
が
、
現
物
が

下
手
な
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
と
、
読
解

に
苦
労
す
る
。
し
か
し
、
文
献
言
語
学
者

と
し
て
は
、読
解
が
難
し
い
文
字
に
こ
そ
、

萌
え
上
が
る
。

こ
の
萌
え
を
鎮
め
る
に
は
、
現
物
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
海
外

の
博
物
館
や
遺
跡
に
行
く
こ
と
と
な
る
。

「
ま
た
か
〜
」の
ル
ク
ソ
ー
ル

あ
る
年
、
エ
ジ
プ
ト
の
ル
ク
ソ
ー
ル
に

あ
る
カ
ル
ナ
ク
神
殿
に
向
か
っ
た
。
シ
ェ

シ
ョ
ン
ク
一
世
が
パ
レ
ス
チ
ナ
地
方
に
遠

征
し
た
際
の
レ
リ
ー
フ
を
見
る
た
め
だ
。

早
朝
、
調
査
初
日
の
高
揚
感
の
も
と
、
心

を
弾
ま
せ
な
が
ら
遺
跡
に
向
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
調
査
対
象
と
な
る
壁
面
に
到
着

し
た
と
た
ん
、
思
わ
ず
声
が
出
る
。「
ま

た
か
〜
」
と
。

壁
の
前
に
ク
レ
ー
ン
車
が
停
ま
っ
て
い

て
、
壁
面
の
レ
リ
ー
フ
を
隠
し
て
い
た
の

だ
。「
な
ん
で
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ク
レ
ー

ン
車
が
停
ま
っ
て
る
ん
だ
」
と
、
や
る
せ

な
い
気
持
ち
に
な
る
。
じ
つ
は
、
そ
の

一
五
年
前
、
ま
だ
院
生
だ
っ
た
こ
ろ
、
ル

ク
ソ
ー
ル
神
殿
に
行
っ
て
み
る
と
、
壁
の

前
に
足
場
が
組
ま
れ
て
い
て
調
査
が
で
き

な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
体
験

も
あ
っ
た
の
で
、
思
わ
ず
「
ま
た
か
〜
」

と
な
っ
た
の
だ
。

ま
た
あ
る
と
き
、
ラ
メ
セ
ス
三
世
葬
祭

神
殿
で
レ
リ
ー
フ
の
写
真
を
撮
影
し
て
い

る
と
、
目
の
前
を
黄
色
い
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

ト
が
横
切
っ
た
。
よ
く
見
る
と
、
そ
の
車

体
に
は
、
漢
字
で
日
本
の
会
社
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。「
日
本
の
企
業
は
エ
ジ
プ
ト

の
遺
跡
で
修
復
に
も
貢
献
し
て
る
ん
だ
な

〜
」
と
勝
手
に
感
心
し
た
。

そ
の
後
、
帰
国
し
て
か
ら
そ
の
会
社
の

所
在
を
調
べ
て
問
い
合
わ
せ
て
み
た
と
こ

ろ
、
事
情
は
異
な
っ
て
い
た
。
社
長
さ
ん

が
言
う
に
は
、
そ
の
重
機
は
以
前
に
下
取

り
に
出
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
な
ん
と
、

日
本
で
引
き
取
ら
れ
た
中
古
重
機
が
エ
ジ

プ
ト
ま
で
辿た

ど

り
着
き
、
修
復
の
第
一
線
で

利
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
中
古
市
場
の

ル
ー
ト
は
、な
ん
と
も
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
。

モ
ヤ
モ
ヤ
あ
れ
ば
こ
そ

身
も
蓋
も
無
い
よ
う
だ
が
、
現
地
で
現

物
を
見
て
も
、
わ
か
ら
な
い
も
の

は
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
す
る
。
そ

の
と
き
、
萌
え
が
モ
ヤ
モ
ヤ
に
変

わ
る
。
そ
の
一
方
、現
物
を
見
る
と
、

文
字
よ
り
も
挿
絵
の
方
が
先
に
表

記
さ
れ
て
い
た
な
ど
、
想
定
外
の

発
見
を
得
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん

な
モ
ヤ
モ
ヤ
や
発
見
を
た
ず
さ
え

て
再
び
研
究
室
に
戻
り
、
あ
ら
た

な
知
見
を
模
索
し
て
資
料
と
格
闘

す
る
。
す
る
と
、
い
つ
し
か
ま
た

萌
え
上
が
る
。
次
回
は
無
事
に
撮

影
で
き
ま
す
よ
う
に
。 永な

が

井い 

正ま
さ

勝か
つ

　 

筑
波
大
学 

教
授

ア
ー
ム
チ
ェ
ア
ー
言
語
学
者
、
萌
ゆ



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

202025.6

筆者が大量にチナブを包んだ日。アワを使用
（台湾 台中市、2022年）

「これじゃあ、だめ。細すぎる」
「これは短すぎるね」

早朝から、チナブの包みにちょうどよい月
げっ

桃
とう
（ショ

ウガ科の常緑多年草）の葉を探すのに苦労していた。
「これでいいかな」と何度も確かめるうちに、十分
な長さと太さをもった月桃の葉を見分けられるよ
うになっていく。この日は「お客さんが来るから」
と言われ、わたしひとりで30本ものチナブを包む
ことになっていた。

チナブは、台湾の「原住民族」のひとつ、パイワ
ンの食べ物である。作り方や具材は集落ごとにさ
まざまだが、一般的に水に一晩つけたアワもしく
は糯

もち

米
ごめ

に、塩をまぶした豚肉あるいは魚、芋類など
を餡

あん

として加え、ルリホオズキの葉と月桃の葉で
包み、ひもで括って1時間ほど蒸せば完成だ。外側
の月桃の葉だけを剝がして、消化を助けるという
内側のルリホオズキの葉は、そのまま具材と一緒
に食べる。特に、パイワンの人びとにとって神聖
な作物であるアワを用いたチナブは、アワ収穫祭

や婚礼などでも用意される食べ物のひとつである。
「都市原住民」に関する調査をしていたわたしは、
台
タイ

中
ジョン

市に暮らすアーリンリンさんにお世話になっ
ていた。彼女は、わざわざ故郷の集落からチナブ
で使う月桃やルリホオズキを持ってきて、台中市
の自宅の敷地に植えていた。宴会やカラオケのた
めに訪れる大人数の客をもてなすために、チナブ
はかならず多めに作る。わたしはアーリンリンさ
んとの日常のなかで、何度もチナブを包み、食べた。
持ち歩きに便利で、ひとつ食べればすぐにお腹が
膨れ、元気も出るチナブは、ゆっくりと座って食
べる時間がないとき、車での移動中、小腹が空い
たときなど、「フィルめし」としても重宝する。

都市よりも集落の方が、月桃の甘い香りが豊
かだと言う人もいた。実際に、旧正月や中秋節な
どの連休期間にお世話になった台

タイ

東
ドン

県の土
トゥー

坂
バン

集
落で見た月桃の葉は、どっしりと太くて長かった。
ルリホオズキの葉も、台中の葉よりひと回りもふ
た回りも大きい。そのとき、友人のお母さんが作っ
てくれたチナブは、先に月桃の葉を下

した

茹
ゆ

でしてか
ら具材を包んだり、蒸す際に鍋底に月桃の葉を敷
いたりと、アーリンリンさんの作り方とは少し異
なっていた。

葉の大きさや手順の違いは、月桃の香り方や味
付けにも影響する。アーリンリンさんが作ってく
れる濃い味付けのチナブも好きだし、土坂集落で
いただいた、どっしりとした貫

かん

禄
ろく

のある、シンプル
な味付けのチナブもまた美

お い

味しい。

甘い香りに包まれたチナブ
益
ます

田
だ

 喜
き

和
わ

子
こ

　 慶應義塾大学大学院 博士後期課程 
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お問い合わせ

友の会

https://www.senri-f.or.jp/
minpaku_associates/

世界の「乗っちゃえ！」
17ページ

第49巻第6号通巻第573号　2025年6月1日発行

編集・発行　人間文化研究機構 国立民族学博物館
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　　　　　 電話 06-6876-2151
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『月刊みんぱく』は
国立民族学博物館の広報誌です。
世界の文化とみんぱくの展示、研究者の活動について
紹介しています。本誌は定期購読のほか、友の会会員
の方には毎月お届けします。

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

国立民族学博物館友の会
みんぱくの活動を支援し、積極的に活用するためにつ
くられました。本誌送付のほかにも、各種催しなど、さ
まざまなサービスがあります。

定期購読、友の会については国立民族学博物館友の会
（千里文化財団）までお問い合わせください。
電話 06-6877-8893（平日9：00～17：00）

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

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係
にお願いします。

〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1　電話 06-6876-2151
バス　

万博記念公園駅

日本庭園前
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新大阪駅 千里中央駅
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約13分

約15分地下鉄
北大阪急行

約13分

大阪
モノレール

約6分

大阪モノレール

約18分

ＪＲ茨木駅
阪急茨木市駅

国
立
民
族
学
博
物
館

阪急茨木市駅から約20分  
JR茨木駅から約10分

主要ターミナルからのアクセス

本館までの交通手段は次の方法が便利です。

みんぱくホームページ
https://www.minpaku.ac.jp/

編 集 後 記

6
2025年

観  覧  料　▼2025年6月17日（火）まで
 一般 580円／大学生 250円／高校生以下 無料
 ▼2025年6月19日（木）から
 一般 780円／大学生 340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）

ぱくっ！とフィルめし
20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

次号の予告  7 月号

特集「氷」（仮）

素潜り旬さんの「巻頭エッセイ」に、いきなりのカウンターパンチ！　どこか
らどう読めばいいのか面食らった。数字を頼りに、詩のことばを追った。あと
で素潜り旬さんからの説明を又聞きして納得。みんぱくの特別展を見に来た人
たちの視線の動きをイメージしたのだそうだ。ときには他人ごしに展示物を見る
人の視線はじっと定まりにくい。だからタイトルも「視線とフェイシズ」。そうい
えば本誌巻頭に詩人が登場したことはあるが、詩の寄稿ははじめてである。

今月号は「もっと、みんぱく」コーナーはお休みし、3 月 31 日に亡くなっ
た菅瀬晶子さんの追悼記事を、大学院
生時代から仲良しだった島村一平さん
にお願いした。かつて編集委員でも
あった彼女は本誌にかなりの本数を
寄稿してくださっている。奇しくも 3
月号掲載「推しコレ図鑑」が彼女
の絶筆かも。本当にありがとうござ
いました。ご冥福を心よりお祈りい
たします。（樫永真佐夫）

P-B10271



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

お問い
合わせ

第１章　みんぱくを語る
創設50周年記念史のためにおこなわれた3つの特別対談を収録。
浅川智恵子（日本科学未来館館長）／井浦新（俳優）／森薫（漫画家）

第２章　時代とともに歩む
『月刊みんぱく』創刊からつづく巻頭エッセイより16名のエッセイを再掲。

第３章　歴代館長からのメッセージ
歴代館長の講演やインタビュー、エッセイなどでみんぱくの歴史をたどる。

第５章　人類と文明を考える
研究部スタッフが最新の人類学的･文明論的なテーマで語りあう4つの対談を収録。

第４章　未来へのまなざし
黒川紀章や岡本太郎など時代を彩る方々の館長対談やインタビュー12本を再録。
そのときどきの時代を読む試みは、現代社会にも通じ、未来への提言となりうる。

定価 3,960円〈税込〉

国立民族学博物館五十年史編纂部会
編集・発行：国立民族学博物館
判型：A5判
頁数：巻頭カラーグラビア8頁　本文 422頁

測量野帳
みんぱくフィールド・ノート
みんぱくの研究者たちが永年愛用してき
た測量野帳（コクヨ）の表紙に、みんぱく
ロゴとイラストレーターの岡島礼子さん
のオリジナルイラストを刻印しました。
サイズ :165mｍ×95mｍ
定価 500円〈税込〉

フローティングボールペン
ペンを傾けると現地調査員が動きます。
コレクションアイテムとしても人気です。
インク: 黒、ウォータープルーフ

定価 各1,240円〈税込〉

オート
リキシ

ャに

乗って
世界を

巡る！

オリジナルグッズの
新定番！ 表紙のイラスト

は

2種類あるよ！

国立民族学博物館創設50周年記念史

語りあいひらける世界
みんぱく五十年の歩み

〈オートリキシャ〉

〈マイルポスト〉

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ
（国立民族学博物館1階、10：00～17：00、水曜日定休）




