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ア
ジ
ア
の
水
の
文
化

ア
ジ
ア
の
都
市
を
「
水
」
か
ら
の
視
点
で

研
究
し
は
じ
め
て
、
十
五
年
の
歳
月
が
経
つ
。

ち
ょ
う
ど
日
本
で
は
、
東
京
・
芝
浦
の
「
イ

ン
ク
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
や
「
タ
ン
ゴ
」
と
い
っ

た
運
河
沿
い
の
カ
フ
ェ
バ
ー
が
話
題
と
な
っ

た
頃
だ
。
そ
れ
を
皮
切
り
に
、
日
本
の
各
地

で
水
辺
を
生
か
し
た
町
づ
く
り
が
繰
り
広
げ

ら
れ
る
。
あ
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
・
ブ

ー
ム
で
あ
る
。
だ
が
す
ぐ
に
、
水
辺
の
ガ
ラ

ス
で
ピ
カ
ピ
カ
の
建
物
か
ら
人
々
の
足
は
遠

の
き
、
過
熱
気
味
の
ブ
ー
ム
も
あ
っ
と
い
う

間
に
終
わ
っ
た
。

も
っ
と
自
然
な
人
と
水
と
の
関
わ
り
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
生
活
様
式
や
習
慣
を
感

じ
た
い
、
知
り
た
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

本
質
的
な
水
辺
の
再
生
は
あ
り
え
な
い
と
思

っ
た
。
そ
ん
な
時
に
出
会
っ
た
の
が
ア
ジ
ア

の
水
辺
、
と
り
わ
け
中
国
江
南
の
蘇
州
と
そ

の
周
辺
の
水
の
町
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
か

つ
て
日
本
や
ア
ジ
ア
の
各
地
域
で
は
、
欧
米

よ
り
ず
っ
と
水
が
人
々
の
く
ら
し
に
密
接
に

結
び
付
き
、
豊
か
な
生
活
文
化
を
形
作
っ
て

い
た
。
そ
の
文
化
の
掘
り
起
こ
し
が
今
求
め

ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
今
、
興
味
の
対
象
は
タ
イ
の
バ
ン

コ
ク
と
、
そ
の
河
川
流
域
の
歴
史
的
な
都
市

へ
と
移
っ
て
い
る
。
一
九
九
八
年
か
ら
毎
年

調
査
に
出
か
け
、
水
を
中
心
と
し
た
生
活
環

境
を
都
市
・
建
築
の
視
点
か
ら
調
査
し
て
い

る
。
中
国
の
江
南
地
方
と
同
じ
く
、
こ
こ
に

も
ま
た
居
住
や
生
産
に
は
適
さ
な
い
湿
地
帯

を
開
発
し
て
定
住
を
可
能
に
す
る
、
い
わ
ば

水
と
の
闘
い
と
共
生
の
繰
り
返
し
と
い
う
歴

史
が
あ
る
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
実
現
し
た
タ
イ
の
水
辺
に
は
、
建
物
や

人
々
の
生
活
に
欧
米
の
よ
う
な
華
や
か
さ
は

な
い
が
、
水
と
共
生
す
る
く
ら
し
本
来
の
あ

り
方
と
人
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
生
活
が

あ
る
。
タ
イ
や
中
国
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
の
水

辺
か
ら
見
え
て
く
る
水
の
文
化
と
は
、
日
本

人
が
失
い
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
か
つ
て
の
こ

う
し
た
豊
か
な
「
水
の
文
化
」
そ
の
も
の
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

タ
イ
の
水
の
文
化
を
斬
る
！

こ
の
調
査
研
究
は
、「
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文

化
セ
ン
タ
ー
」
研
究
事
業
と
し
て
、
二
〇
〇

二
年
度
か
ら
新
た
に
ス
タ
ー
ト
す
る
。
調
査

研
究
の
目
的
は
、
水
路
、
道
路
、
宗
教
施
設
、

住
宅
地
・
商
業
地
と
い
っ
た
都
市
構
造
と
、

民
族
、
宗
教
、
階
層
、
職
業
と
い
っ
た
社
会

構
造
を
結
び
付
け
な
が
ら
、
水
と
密
接
に
結

び
付
く
都
市
空
間
が
い
か
に
形
作
ら
れ
、
成

り
立
っ
て
い
る
の
か
を
歴
史
的
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
あ
る
。
民
族
や
階
層
と
い
っ
た

社
会
構
造
の
違
い
は
、
水
路
や
宗
教
施
設
、

住
宅
地
な
ど
か
ら
な
る
都
市
構
造
に
そ
の
ま

ま
反
映
さ
れ
る
。
ま
た
、
住
宅
や
店
舗
な
ど

の
建
物
は
、
そ
の
場
所
の
様
々
な
条
件
に
応

じ
て
多
様
な
タ
イ
プ
を
生
み
出
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
相
互
の
関
係
に
着
目
し
、
水
の
文
化

の
背
景
を
具
体
的
に
探
る
こ
と
が
目
標
と
な

る
。と

り
わ
け
、
タ
イ
を
見
る
上
で
欠
か
せ
な

い
二
つ
の
視
点
が
あ
る
。

一
つ
は
、
水
辺
の
環
境
づ
く
り
か
ら
、
タ

イ
人
と
住
ま
い
の
変
遷
を
考
え
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
調
査
研
究
で
は
、
バ
ン
コ
ク
が
主

な
対
象
と
な
る
も
の
の
、
水
と
の
関
わ
り
の

中
で
、
多
種
多
様
な
民
族
が
い
か
に
タ
イ
人

へ
と
同
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
住
宅
の
ス
タ

イ
ル
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か
を
解
き

明
か
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ス

コ
ー
タ
イ
や
ア
ユ
タ
ヤ
も
調
査
研
究
の
視
野

に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
タ
イ
で

は
、
モ
ン
族
、
タ
イ
族
、
ク
メ
ー
ル
族
（
カ

ン
ボ
ジ
ア
人
）、
漢
族
（
中
国
人
）、
ま
た
マ

ア
ジ
ア
の
水
辺
か
ら
見
え
て
く
る
水
の
文
化

タ
イ
の
首
都
バ
ン
コ
ク

ト
ン
ブ
リ
ー
地
区

ア
ジ
ア
ま
ち
居
住
研
究
会

ア
ジ
ア
の
水
辺
か
ら
見
え
て
く
る
水
の
文
化
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レ
ー
人
や
イ
ン
ド
人
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
な
ど
、

民
族
も
宗
教
も
異
な
る
人
々
が
支
配
あ
る
い

は
共
存
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
都
市
部
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な

地
域
で
幾
重
に
も
積
み
重
な
る
文
化
層
が
築

き
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
時
代
と
地
域
の
変
遷

の
な
か
で
、
彼
ら
の
一
部
は
高
床
を
共
通
と

し
な
が
ら
も
、
住
ま
い
の
あ
り
方
を
そ
の
場

の
環
境
に
応
じ
て
変
化
さ
せ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
水
を
中
心
と
し
た
環
境
形
成
を
探

り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
人
々
が
そ
の
地
に

根
付
き
、
住
ま
い
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
か

を
建
築
的
に
考
察
し
、
同
時
に
地
理
学
的
な

視
点
を
も
含
め
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

こ
の
こ
と
は
、
水
を
中
心
と
し
な
が
ら
大
都

市
に
お
け
る
多
種
共
生
を
い
か
に
実
現
す
る

か
、
そ
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
い
か
な
る

も
の
か
と
い
っ
た
今
日
的
問
題
へ
の
解
決
に

も
結
び
付
く
。

二
つ
目
の
視
点
は
、
水
辺
に
展
開
す
る
ま

ち
の
く
ら
し
と
信
仰
の
関
係
を
探
る
こ
と
で

あ
る
。
タ
イ
で
は
、
水
の
側
に
顔
を
向
け
る

仏
教
、
道
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
、
イ
ス
ラ
ム
な
ど

の
寺
院
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
々

に
集
落
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
つ
く
り
だ
し

て
い
る
。
と
く
に
、
タ
イ
の
仏
教
寺
院
は
、

単
な
る
信
仰
の
場
で
は
な
く
、
修
行
や
儀
式
、

祭
礼
、
墓
地
、
ま
た
学
校
と
し
て
も
機
能
す

る
こ
と
が
多
く
、
ま
ち
の
中
心
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
。
そ
れ
ら
が
水
辺
に
点
在
す
る

様
子
は
、
ま
さ
に
タ
イ
を
代
表
す
る
都
市
景

観
と
い
え
よ
う
。
実
は
、
水
辺
に
は
小
さ
な

祠
も
数
多
く
点
在
し
、
水
と
信
仰
、
人
々
の

く
ら
し
が
あ
ら
ゆ
る
部
分
で
深
く
結
び
付
く
。

アジアの水辺から見えてくる水の文化

バンコクのタイ人
一般にタイ人と呼ばれる人々は必ずしもタイ民族ではない。華人系、
マレー系、インド系、クメール系などのタイ人も少なからずいるから
である。しかも、現在ではそれぞれを明確に区別できない。それほど
混血が進んでいる。そもそも、トンブリー王朝の創始者であるターク
シン王その人自身が、中国人との混血であった。そのうえ、個々の宗
教が自立していも、祭事の内容さえも混合が進んでいるから、ますま
す複雑だ。つまり、文化も融合しているのである。
とくに、都市部ではその傾向が強い。バンコクでは、人口600万の
うち半数以上が華人あるいは華人との混血であるといわれている。チ
ャイナタウンやインドタウンには、外見から中国人やインド人とすぐ
に見分けがつく人々が集中している。だからと言って、それ以外の場
所では、すべて仏教を信仰するタイ族ということにはならないのであ
る。実際、われわれが調査を行ったサンタクルース教会地区には多く
の華人系キリスト教信徒が存在し、仏教寺院のあるイーカン地区では
中国の神棚を数多く見かけた。ひとつの家に、上座仏教の仏像と中国
の財神が並んで祭られることも少なくない。夫と妻で民族の系統が異
なるからだという。その点、ムスリムは、地区、家族ともにイスラム
信者としての統一感が強い。それでも、ひげを伸ばしたり、白い帽子
をかぶっているわけではないから、外見は他とあまり変わらない。
こうしたタイの都市を対象に、民族や宗教からなる社会構造をひも
解きつつ、いかに水との関係をとりながら建物を築き豊かな暮らしを
作り上げてきたかを探ることは、複雑ではあっても実にエキサイティ
ングな作業である。

水
路
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
場
所
で
さ
え
、
残

さ
れ
た
寺
院
や
祠
が
住
民
た
ち
や
ま
ち
の
空

間
に
記
憶
と
し
て
の
水
を
蘇
ら
せ
る
。
ま
ち

や
建
物
の
空
間
の
把
握
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
民
俗
学
的
な
視
点
を
も
っ

て
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
、
タ
イ
の
水
の
文

化
を
知
る
重
要
な
視
点
と
な
る
は
ず
だ
。

こ
う
し
て
、
タ
イ
の
水
の
文
化
を
掘
り
起

こ
す
こ
と
で
「
新
し
い
人
と
水
と
の
つ
き
あ

い
方
」
を
見
つ
け
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、

本
調
査
が
ス
タ
ー
ト
す
る
前
の
プ
レ
調
査
と

し
て
、
二
〇
〇
一
年
夏
に
実
施
し
た
バ
ン
コ

ク
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
西
岸
の
ト
ン
ブ
リ

ー
地
区
の
報
告
を
お
こ
な
う
。
こ
の
調
査
は
、

バ
ン
コ
ク
都
市
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
チ

ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
大
学
ス
ワ
タ
ナ
・
タ
ダ
ニ
テ

ィ
助
教
授
と
そ
の
研
究
室
と
の
協
同
で
す
す

め
ら
れ
た
。

ト
ン
ブ
リ
ー
地
区
に
は
、
ア
ユ
タ
ヤ
滅
亡

後
、
十
八
世
紀
後
半
に
わ
ず
か
十
五
年
だ
け

王
朝
が
置
か
れ
た
。
そ
の
後
、
首
都
は
東
岸

の
現
在
の
バ
ン
コ
ク
中
心
部
に
遷
都
し
、
ト

ン
ブ
リ
ー
地
区
は
見
捨
て
ら
れ
た
か
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
遷
都
後

も
、
こ
こ
で
は
水
の
都
市
な
ら
で
は
の
町
づ

く
り
が
行
わ
れ
、
道
路
を
中
心
と
し
た
近
代

化
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
水
と
の
関

わ
り
を
積
極
的
に
推
し
進
め
て
い
る
。
水
辺

に
様
々
な
民
族
が
共
生
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個

性
的
な
住
ま
い
を
持
ち
、
ま
た
信
仰
の
場
と

し
て
の
寺
院
や
祠
が
多
い
ト
ン
ブ
リ
ー
は
、

今
後
の
調
査
研
究
を
進
め
る
う
え
で
、
ま
ず

最
初
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し

い
地
区
な
の
で
あ
る
。
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ト
ン
ブ
リ
ー
の
空
間
構
造

わ
ず
か
十
五
年
と
い
う
期
間
で
は
あ
っ
た

が
、
ト
ン
ブ
リ
ー
王
朝
時
代
は
、
こ
の
地
区

の
そ
の
後
の
性
格
を
決
定
付
け
た
。

後
に
成
立
す
る
ラ
タ
ナ
コ
シ
ン
王
朝
は
、

王
宮
を
中
心
に
三
本
の
運
河
を
環
状
に
建
設

し
、
同
時
に
内
陸
に
向
か
う
道
路
を
通
し
て

都
市
域
を
面
的
に
広
げ
て
い
く
。

そ
れ
に
対
し
て
、
建
都
か
ら
二
十
世
紀
半

ば
ま
で
の
ト
ン
ブ
リ
ー
は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ

ー
川
や
ヤ
ー
イ
運
河
な
ど
の
水
辺
に
沿
っ
て

発
展
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

ト
ン
ブ
リ
ー
発
祥
の
地
は
、
ヤ
ー
イ
運
河

と
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
と
い
う
二
本
の
幹
線

運
河
が
交
わ
る
古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
に
あ

る
。
一
七
六
七
年
、
こ
こ
に
ビ
ル
マ
軍
を
掃

討
し
た
武
将
タ
ー
ク
シ
ン
が
王
宮
を
建
設
す

る
。
そ
れ
が
ト
ン
ブ
リ
ー
王
朝
の
は
じ
ま
り

で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
前
の
ア
ユ
タ
ヤ
時
代

に
は
防
衛
の
た
め
の
砦
が
あ
り
、
ヤ
ー
イ
運

河
を
挟
ん
だ
南
側
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
傭
兵

部
隊
の
集
落
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。

王
宮
が
建
設
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
今
の

ラ
タ
ナ
コ
シ
ン
王
宮
の
よ
う
に
壮
麗
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
海
軍
が

使
用
す
る
王
宮
の
跡
地
に
は
、
当
時
の
遺
構

と
し
て
中
国
風
の
装
飾
を
持
っ
た
小
振
り
の

建
物
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
旧
王
宮
地
区
」
と
も
い
う
べ
き
こ
の
地
区

は
、
東
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
、
南
の
ヤ
ー

イ
運
河
、
北
の
ノ
ー
イ
運
河
に
囲
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
中
央
に
は
、
モ
ー
ン
運
河
が
東
西

に
貫
き
、
ト
ン
ブ
リ
ー
の
主
要
な
運
河
が
集

ま
る
。

そ
も
そ
も
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
は
幾
度

も
人
工
的
に
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
が
開
削
さ
れ
、

流
路
を
変
え
て
き
た
。
旧
王
宮
地
区
の
部
分

も
一
五
四
二
年
に
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
ト
ン
ブ
リ
ー
王
朝
以
来
、
そ
の
チ

ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
に
沿
っ
て
、
水
に
顔
を
向

け
る
よ
う
に
寺
院
な
ど
の
国
家
級
の
大
規
模

施
設
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
施
設
の
西
側

に
は
、
小
さ
な
運
河
に
沿
っ
て
、
店
舗
や
そ

こ
に
従
事
す
る
人
々
の
住
宅
が
つ
く
ら
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
運
河
に
沿
い
な
が
ら
、
地

区
全
体
に
わ
た
っ
て
表
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
裏

の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
整
然
と
分
け
て
い
る
の

だ
。
こ
う
し
た
合
理
的
な
空
間
構
造
は
、
旧

王
宮
地
区
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
。

旧
王
宮
地
区
の
南
側
に
は
、
ヤ
ー
イ
運
河

に
沿
っ
て
、
多
種
多
様
な
民
族
、
宗
教
、
職

業
、
階
層
か
ら
な
る
人
々
が
集
合
し
て
住
ん

で
い
る
。
王
宮
の
建
設
に
は
、
ア
ユ
タ
ヤ
か

ら
様
々
な
職
能
集
団
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
。

も
と
も
と
住
ん
で
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
末

裔
の
ほ
か
、
中
国
人
、
ム
ス
リ
ム
な
ど
が
集

ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
ま
ち
を
つ
く
り
あ

げ
て
い
る
。
変
化
に
富
む
密
度
の
高
い
こ
の

地
区
こ
そ
、
ま
さ
に
「
旧
都
心
地
区
」
と
し

て
、
ト
ン
ブ
リ
ー
の
軌
跡
を
象
徴
し
て
い
る
。

一
方
、
北
の
ノ
ー
イ
運
河
沿
い
は
、
外
洋

船
が
小
船
に
荷
を
積
み
替
え
る
た
め
の
港
と

し
て
機
能
し
た
。
現
在
で
も
所
々
に
水
上
の

高
床
倉
庫
が
残
っ
て
い
る
。

十
九
世
紀
末
に
は
、
対
岸
の
旧
王
宮
地
区

ノーイ運河

ヤ
ー
イ
運
河

現王宮�
（1782～）�

トンブリー王宮跡�
（1767－1782）�

旧
王
宮
地
区�

イーカン地区�

旧都心地区�

ノーイ地区�

トンブリー�

ラタナコシン�

チャオプラヤー川

0 1km

１
５
４
２
年
頃
に
開
削
さ
れ
た
部
分

バンコク�
ノーイ駅�

モーン運河

バンランプー運河（1785）

バ
ー
ン
・
カ
ミ
ン
運
河(

１
７
７
１)

バドゥンクルンカセーム運河(1854)

ロ
ー
ト
運

河
（
1771）

ワットアルン�

ワットラカン�

Ｎ�

現在のチャオプラヤー川とヤー
イ運河が交わる部分を描いたも
の。王宮建設以前の1557年頃
にはここに城砦が置かれる。そ
の後、図のような城砦都市が建
設された。260ｍ×480ｍほど
の規模で、アユタヤ滅亡後、
1767年トンブリー王宮がここ
に置かれる。
Simon de La Loube`re,
“A new Historical Relation of
the Kingdom of Siam.
S.p.Gen.”London,1693 より

チャオプラヤー川を挟んで
西側がトンブリー
東側がラタナコシン

1932年のバンコク
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倉庫群�

チャオプラヤー川�

ノーイ運河�

100m�
�
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上：ノーイ地区屋根伏図　かつては対岸の駅と結びついた物流の拠点であった。倉庫群は水中に杭
を打つ高床でつくられ、水上と陸上の両性的な性格を持つ。倉庫群を含め、家屋や道の下は水面や
低湿地であるため、水際線は雨季と乾季では全く異なり、一定しない。
左：1932年の地図では、ちょうど倉庫の並ぶ部分が浮島のように描かれている。

ノーイ地区の倉庫　チャオプラヤー川をさかのぼって
くる外洋船や、鉄道で運ばれてくる南タイの魚介類や
果実が、ここで小舟に積みかえられ運ばれていった。

左側にバンコクノーイ駅が見える。タイに鉄道が開業
したのは1893年。タイ南部への鉄道の起点で、右側が
ノーイ運河との合流地点。近代の花形であった鉄道も、
開業当初は水運と無関係には成立しえなかった。

■ノーイ地区

側
に
鉄
道
の
駅
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
ノ
ー

イ
地
区
こ
そ
、
東
の
ラ
タ
ナ
コ
シ
ン
を
含
め

た
大
バ
ン
コ
ク
の
流
通
拠
点
と
し
て
機
能
し

た
の
で
あ
る
。

ノ
ー
イ
地
区
の
北
に
は
、
水
を
中
心
と
し

た
ト
ン
ブ
リ
ー
の
空
間
構
造
の
原
理
を
知
る

の
に
欠
か
せ
な
い
場
所
が
あ
る
。
我
々
が

「
イ
ー
カ
ン
地
区
」
と
名
付
け
た
そ
の
場
所

は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
か
ら
寺
院
へ
と
続

く
支
線
運
河
に
沿
っ
て
発
達
し
た
。
運
河
と

平
行
に
走
る
参
道
に
は
二
列
の
店
舗
群
が
軒

を
連
ね
、
反
対
側
の
土
地
に
は
官
僚
貴
族
の

住
宅
が
点
在
し
て
い
る
。
ま
さ
に
水
と
共
に

く
ら
す
た
め
の
典
型
的
な
構
造
が
こ
こ
に
は

あ
る
。
し
か
も
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
沿
い

に
は
、
あ
た
か
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
パ
ラ
ッ

ツ
ォ
を
見
る
か
の
よ
う
に
、
王
族
の
住
宅
が

川
の
側
に
顔
を
向
け
て
立
地
し
て
い
る
の
だ
。

現
王
宮
の
あ
る
ラ
タ
ナ
コ
シ
ン
側
に
対
し

て
、
一
握
り
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
ト
ン

ブ
リ
ー
だ
が
、
丁
寧
に
見
て
い
く
と
実
に
多

様
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

十
九
世
紀
中
頃
か
ら
、
ラ
タ
ナ
コ
シ
ン
側
は

劇
的
な
近
代
化
を
経
験
し
、
陸
上
都
市
と
し

て
変
貌
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ト
ン
ブ
リ
ー

で
は
水
上
都
市
と
し
て
の
性
格
を
強
く
持
ち

な
が
ら
緩
や
か
に
成
長
し
て
い
く
。

で
は
、「
イ
ー
カ
ン
地
区
」、「
旧
都
心
地

区
」、「
旧
王
宮
地
区
」
を
よ
り
具
体
的
に
見

て
い
こ
う
。
こ
れ
ら
の
地
区
は
、
い
ず
れ
も

水
と
共
に
生
き
る
ト
ン
ブ
リ
ー
を
総
合
的
に

理
解
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
ば
か
り
で

あ
る
。
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イ
ー
カ
ン
地
区

運
河
沿
い
に
発
達
す
る
門
前
町

イ
ー
カ
ン
地
区
で
ま
ず
目
に
付
く
の
は
、

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
に
立
つ
煌
び
や
か
な
船

着
き
場
兼
休
憩
所
（
サ
ー
ラ
ー
・
タ
ー
・
ナ

ー
ム
ー
）
だ
。
そ
れ
が
水
上
の
人
々
に
対
し

て
、
こ
の
地
区
の
な
か
に
寺
院
が
あ
る
こ
と

を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
船
を
下

り
、
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩
く
と
、
地
区

の
代
名
詞
で
あ
る
ワ
ッ
ト
・
バ
ー
ン
・
イ
ー

カ
ン
に
た
ど
り
着
く
。
タ
イ
寺
院
の
立
地
の

特
徴
を
考
え
る
と
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
な

ど
幹
線
運
河
沿
い
の
自
然
堤
防
に
面
す
る
も

の
と
、
比
較
的
安
定
し
た
内
陸
の
土
地
に
運

河
を
引
き
込
み
建
設
さ
れ
た
も
の
の
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
地
区
の
寺
院

は
後
者
で
あ
る
。
内
陸
に
あ
る
寺
院
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
た
め
に
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川

か
ら
ダ
ー
ウ
ド
ゥ
ン
と
呼
ば
れ
る
運
河
が
引

き
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
運
河
に
沿
っ
て
商
店
街
が
形
成
さ
れ

て
い
る
。
運
河
と
平
行
に
幅
二
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
参
道
が
通
り
、
そ
の
両
側
に
店
舗
が
立

ち
並
ぶ
。
そ
の
う
ち
片
側
一
方
の
店
舗
群
が

裏
で
運
河
に
接
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。
一
九

三
二
年
の
地
図
を
み
る
と
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ

ー
川
沿
い
の
船
着
き
場
、
参
道
、
店
舗
ら
し

き
建
物
が
す
で
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
中
国
江
南
の
例
に
な
ら
い
、

運
河
沿
い
の
建
物
が
並
ぶ
所
を
「
下
岸
」、

道
を
挟
み
内
陸
に
建
物
が
並
ぶ
所
を「
上
岸
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
下
岸
に
は
、
間
口
が

ダーウドゥン運河ダーウドゥン運河�

官僚貴族プラヤーの屋敷官僚貴族プラヤーの屋敷�

チャオプラヤー川�王族モムチャオの住宅�

貴族の住宅跡�
（小学校跡）�

商店街商店街�

官僚貴族プラヤーの住宅�

P.16P.16の断面ラインの断面ライン�P.16の断面ライン�

商店街�

ダーウドゥン運河�

船着場�

現在の堤防のライン�

0 50m

水門�

ワット・バーン・イーカンへ�

ワット・プラシリアイサワンワット・プラシリアイサワン�ワット・プラシリアイサワン�

Ｎ�

イーカン地区　現況図
（右）と1932年の地図
（左）を比べると、チ
ャオプラヤー川側から
寺院に向かって店舗が
増え、また内陸の上岸
から運河側の下岸に向
かって店舗がつくられ
ていったことが読みと
れる。

■
イ
ー
カ
ン
地
区

現
王
宮
か
ら
北
へ
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
を

上
り
、
ノ
ー
イ
運
河
を
左
手
に
見
て
、
ピ
ン

ク
ラ
オ
橋
を
く
ぐ
る
と
、
左
岸
に
我
々
が
目

指
す
イ
ー
カ
ン
地
区
が
あ
る
。
こ
の
地
区
の

南
側
は
、
小
説
『
メ
ナ
ム
の
残
照
』
の
舞
台

と
な
っ
た
場
所
で
も
あ
る
。
主
人
公
ア
ン
ス

マ
リ
ン
の
生
家
は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
に

面
し
、
水
と
密
接
に
結
び
つ
く
当
時
の
生
活

が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
川
を
も
う

少
し
上
れ
ば
、
国
営
工
場
地
区
が
見
え
て
く

る
。
な
か
で
も
イ
ー
カ
ン
酒
造
工
場
は
、
ラ

ー
マ
一
世
期
か
ら
の
政
府
酒
造
工
場
と
し
て

有
名
だ
。
お
馴
染
み
の
メ
コ
ン
・
ウ
ィ
ス
キ

ー
は
こ
こ
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

食事の時間に
は、総菜を買
い求める住民
で活気づく。
自宅で食事を
作ることは少
ない。
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狭
く
、
奥
行
き
が
わ
ず
か
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
店
舗
が
規
則
的
に
並
び
、
上
岸
に
は
、
間

口
が
広
く
、
奥
行
き
も
深
く
、
不
揃
い
な
店

舗
が
並
ん
で
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
参
道
を
正
面

と
し
、
短
冊
状
の
敷
地
が
展
開
し
て
い
る
。

下
岸
と
上
岸
の
構
造
を
持
つ
商
業
地
は
、

ト
ン
ブ
リ
ー
で
も
広
く
見
ら
れ
、
ま
た
、
か

つ
て
の
バ
ン
コ
ク
最
大
の
商
業
地
で
あ
っ
た

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で
も
同
様
の
構
造
が
見
ら

れ
る
。
こ
の
種
の
商
業
地
は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ

ヤ
ー
川
な
ど
の
幹
線
運
河
に
直
接
面
さ
ず
、

そ
こ
か
ら
内
陸
に
運
河
を
引
き
込
ん
だ
場
所

に
立
地
す
る
と
い
う
大
き
な
特
徴
を
も
つ
。

多
く
の
運
河
を
確
保
し
つ
つ
、
水
辺
と
い
う

限
ら
れ
た
な
か
で
の
土
地
の
有
効
利
用
を
実

現
し
て
い
る
の
だ
。
運
河
の
埋
め
立
て
や
水

門
の
建
設
に
よ
る
舟
運
の
衰
退
は
、
水
辺
の

市
場
（
タ
ラ
ー
ト
・
リ
ム
・
ナ
ー
ム
）
や
水

上
市
場
（
タ
ラ
ー
ト
・
ナ
ー
ム
）
と
い
っ
た

従
来
の
空
間
を
破
壊
し
た
。
そ
の
な
か
で
、

陸
と
水
の
空
間
が
密
接
に
結
び
付
く
こ
う
し

た
商
業
地
の
多
く
が
、
今
も
そ
の
姿
を
残
し

て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

さ
て
、
イ
ー
カ
ン
地
区
の
商
店
街
で
は
、

揃
わ
な
い
日
用
品
が
な
い
と
い
う
く
ら
い
雑

貨
屋
、
食
堂
、
菓
子
屋
に
八
百
屋
、
床
屋
、

電
化
製
品
の
修
理
屋
ま
で
も
が
店
を
構
え
て

い
る
。
多
く
の
店
舗
は
、
狭
い
間
口
い
っ
ぱ

い
に
商
売
が
で
き
る
よ
う
一
階
部
分
に
壁
を

も
た
な
い
。
参
道
の
幅
員
が
狭
く
て
も
、
通

り
と
店
舗
が
一
体
と
な
り
、
買
い
物
す
る
に

は
ち
ょ
う
ど
よ
い
空
間
を
つ
く
り
だ
し
て
い

る
。

実
は
、
ト
ン
ブ
リ
ー
や
バ
ン
コ
ク
の
水
辺

に
見
る
幅
員
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
通
り
は
、
も
と
も
と
タ
ー
ン
・
チ
ュ

ア
ム
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
デ
ッ
キ
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
イ
ー
カ
ン
地
区
も
ま
た
、
か

つ
て
は
木
製
の
歩
道
で
あ
り
、
そ
の
下
ま
で

水
が
来
て
い
た
と
い
う
。
従
来
、
運
河
沿
い

に
堤
防
は
な
く
、
水
上
に
そ
の
ま
ま
高
床
式

の
建
物
を
建
て
、
店
舗
を
営
ん
で
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
下
岸
と
上
岸
は
、
ど
ち
ら
が

先
に
つ
く
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
一

体
開
発
な
の
か
。
聞
き
取
り
を
す
る
と
、
下

岸
と
上
岸
の
両
方
の
店
舗
を
所
有
す
る
人
が

多
い
こ
と
に
気
付
く
。
そ
の
場
合
、
下
岸
を

人
に
貸
し
、
本
人
は
上
岸
で
店
を
営
む
。
と

き
に
は
、
下
岸
と
上
岸
の
両
方
で
店
を
出
す

場
合
も
あ
る
。
間
口
や
奥
行
き
の
規
模
、
さ

ら
に
は
商
売
や
居
住
環
境
を
考
え
れ
ば
上
岸

が
優
位
で
あ
る
は
ず
だ
。
五
十
年
ほ
ど
前
、

中
国
潮
州
か
ら
来
た
父
親
が
上
岸
に
店
舗
を

建
設
し
、
そ
の
後
、
下
岸
に
も
店
舗
を
つ
く

っ
た
と
い
う
住
民
も
い
る
。
一
九
三
二
年
の

地
図
を
見
る
と
、
下
岸
の
店
舗
は
運
河
に
迫

り
出
し
て
お
り
、
上
岸
に
対
し
戸
数
も
少
な

い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
商
店
街
は
、

上
岸
か
ら
下
岸
、
つ
ま
り
内
陸
側
か
ら
水
際

へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
、

バ
ン
コ
ク
の
水
辺
は
、
陸
と
水
の
境
界
が
実

に
曖
昧
だ
。
王
宮
周
辺
を
巡
る
運
河
な
ど
、

一
部
の
限
ら
れ
た
場
所
を
除
き
、
護
岸
整
備

が
行
わ
れ
る
の
は
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
建
物
が
水
際
を
作

り
出
す
と
言
っ
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も

し
れ
な
い
。

アジアの水辺から見えてくる水の文化

官僚貴族プラヤーの�
住宅（廃屋）�

現在の住まい� 下岸（縫製作業場）� 上岸（食堂）�

運河�
二階が主室� 私有の船着場を持っていた�

今でも使われている運河�

道�

Ｎ
�

0 10m

商店街と裏の住宅地　下岸は上岸に比べ
間口が狭く奥行きも浅い。その反対側に
は、水際から離れた場所に官僚貴族の住
宅がつくられる。

右上：運河沿いに発達する
門前町の表玄関である船着
場は、近所の人が集まる憩
いの場ともなっている。蒸
し暑いバンコクでは、水辺
に開かれたベンチが心地よ
い。現在は鉄製の浮き桟橋
が付け加えられている。

右下：堤防ができて以来、
水門によって水位がコント
ロールされているが、小舟
が入ってくることも珍しく
ない。

ダーウドゥン運河　護岸が建設される以
前は、建物の下も水面であった。現在で
も船から下岸の店舗に、直接荷揚げして
いる場面に出会うことがある。



イ
ー
カ
ン
地
区

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川

沿
い
の
王
族
住
宅

イ
ー
カ
ン
地
区
に
お
い
て
、
商
店
街
が
庶

民
で
あ
る
の
に
対
し
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川

に
面
す
る
住
宅
群
は
、
ま
る
で
、
そ
こ
に
住

む
人
々
の
富
や
権
力
を
示
す
か
の
よ
う
な
象

徴
的
な
空
間
で
あ
る
。
最
初
に
目
を
引
く
の

は
、
パ
ラ
デ
ィ
オ
様
式
を
思
わ
せ
る
よ
う
な

空
間
構
成
、
ア
ー
チ
窓
や
美
し
い
モ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
な
ど
の
装
飾
を
持
つ
洋
風
煉
瓦
造
の

建
物
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
十
九
世
紀
末
に

建
設
さ
れ
た
官
僚
貴
族
の
住
宅
で
、
ラ
ー
マ

五
世
の
相
談
役
や
か
つ
て
の
ト
ン
ブ
リ
ー
県

知
事
を
輩
出
し
た
名
家
で
あ
る
。
戦
後
は
、

そ
の
建
築
と
敷
地
規
模
の
大
き
さ
を
か
わ
れ
、

小
学
校
へ
と
転
用
さ
れ
た
。
そ
の
並
び
に
は
、

短
冊
状
に
ほ
ぼ
同
じ
規
模
の
屋
敷
地
が
続
く
。

そ
こ
に
は
、
木
造
の
美
し
い
破
風
飾
り
な
ど

を
持
つ
住
宅
が
水
辺
を
飾
る
。

住
宅
の
な
か
に
は
、
モ
ム
チ
ャ
オ
（
王
の

孫
の
官
位
）
と
呼
ば
れ
る
ラ
ー
マ
四
世
の
孫

が
住
ん
で
い
た
建
物
も
あ
る
。
幹
線
運
河
に

面
し
、
階
層
の
高
い
人
々
が
居
を
構
え
る
と

い
う
事
例
は
、
バ
ン
コ
ク
の
別
の
地
域
で
も

見
ら
れ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
、
蘇
州
な
ど
と
も
共
通
し
た
特
徴
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
世
界
の
水
の
都
と
大

き
く
異
な
る
点
が
一
つ
あ
る
。
バ
ン
コ
ク
で

は
、
水
際
か
ら
直
接
立
ち
上
が
る
高
級
住
宅

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
少
し
後
退
し
た
敷
地
の

内
陸
側
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
チ

ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
沿
い
や
幹
線
運
河
沿
い
は
、

水
に
よ
る
土
地
の
浸
食
の
影
響
を
直
接
受
け

17

浮き家（アユタヤ）19世紀中頃の記録では、バンコク住民の多くが水上に住
んでいたといわれている。Karl Do

II

hring,Land und Volk,1923,より

チャオプラヤー川沿いの貴族住宅　
戦後は小学校として転用されたが、現在は廃屋となっている。

高床式住居
地面から高さ二、三メートルに床を張る住宅を一般的に
高床式住居と呼ぶ。タイの伝統的な住宅を代表するこのタ
イプは、紀元前より、日本から東南アジアにかけて広く分
布し、古代アジアに共通した住居形式であることが、最近
の発掘調査などから明らかになりつつある。そもそも、日
本では鉄製工具の発生によって、ほぞ穴の作成が容易にな
ったことから、弥生時代に現れた住居形式と考えられてき
た。奈良から出土した四世紀頃の家屋文鏡と呼ばれる銅鏡
にも高床式住居が描かれている。しかし、近年、中国江南
地方において、紀元前5000年のほぞ穴を持つ高床式住居
と推察される遺構が発掘され、日本における発現もより古
くにさかのぼる可能性が出てきた。高床式住居の発生には、
人間や穀物の獣からの防衛、水上や水郷地帯における杭打
ちによる建築形式など、様々な要因が考えられている。と
くに、水郷地帯によく見られることから、稲作文化と関連
付けられて説明されることが多い。しかしながら、タイや
中国南部の山岳地帯でも、最も典型的な住居形式であり、
水郷地帯に特有なものとは限らない。江南の民族がタイ付
近まで南下し、同じ住居を作ったという説もある。高床式
住居について、その地の自然環境と住居形式の伝播の関係
を歴史的に解き明かすことは容易ではないが、タイを対象
に水との結びつきを考えながら、工法まで含めた住居の変
遷を探ることも欠かせない作業である。

る
不
安
定
な
土
地
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
に
面
す

る
王
族
や
貴
族
の
住
宅
群
は
、
水
に
迫
り
出

す
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
。
彼
ら
が
自
ら
の
権

威
と
象
徴
性
を
重
視
し
て
、
住
宅
地
を
選
択

し
て
い
る
こ
と
は
実
に
興
味
深
い
。

そ
し
て
、
か
つ
て
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
沿

い
に
は
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
を
持
つ

住
居
形
式
が
存
在
し
た
。
筏
の
上
に
建
物
を

乗
せ
、
水
中
に
打
ち
込
ん
だ
杭
に
固
定
す
る

浮
き
家
（
ル
ア
・
ペ
ー
）
で
あ
る
。
十
九
世

紀
中
頃
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
外

国
人
旅
行
記
に
は
、
そ
の
浮
き
家
が
よ
く
描

か
れ
て
お
り
、
所
有
者
は
裕
福
な
中
国
商
人

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
沿
い
に
居
を
構
え
る
こ
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と
自
体
が
大
き
な
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と

な
っ
て
い
た
の
だ
。

イ
ー
カ
ン
地
区内陸

側
の
閑
静
な
住
宅
地

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
沿
い
や
幹
線
運
河
沿

い
は
、
土
地
が
不
安
定
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
王
侯
貴
族
は
、
む
し
ろ
水
辺
の
象
徴

性
を
重
視
し
て
居
を
構
え
た
。

こ
の
階
層
の
屋
敷
地
の
立
地
に
は
運
河
と

の
関
係
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
が

見
い
だ
せ
る
。
幹
線
運
河
か
ら
引
き
込
ん
だ

支
線
運
河
沿
い
の
よ
り
閑
静
な
場
所
で
、
同

時
に
安
定
し
た
土
地
に
屋
敷
を
構
え
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
幹
線
運
河
沿
い
の

住
宅
の
よ
う
に
、
水
路
に
対
し
短
冊
状
の
敷

地
を
並
べ
、
間
口
を
小
さ
く
割
る
こ
と
が
な

く
広
大
な
敷
地
を
持
つ
。
水
に
対
す
る
象
徴

性
よ
り
、
土
地
の
安
定
、
閑
静
な
環
境
、
広

大
な
屋
敷
地
を
求
め
た
結
果
だ
。
敷
地
が
大

き
い
た
め
、
時
代
と
と
も
に
子
弟
の
住
宅
が

増
築
さ
れ
、
屋
敷
地
は
血
縁
関
係
を
持
つ
一

つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
作
り
出
す
。

そ
う
し
た
住
宅
の
中
で
も
、
と
く
に
目
を

引
く
煉
瓦
造
の
住
宅
は
、
プ
ラ
ヤ
ー
と
い
う

官
位
を
持
つ
官
僚
貴
族
の
住
宅
で
あ
り
、
六

〇
年
ほ
ど
前
に
土
地
と
家
屋
を
買
い
移
り
住

ん
だ
。
し
か
し
、
そ
の
前
は
、
王
族
の
土
地

で
あ
っ
た
と
い
う
。
付
近
一
帯
も
ま
た
、
か

つ
て
は
王
族
の
所
有
で
あ
っ
た
。

こ
の
プ
ラ
ヤ
ー
の
住
宅
を
一
九
三
二
年
の

地
図
で
確
認
す
る
と
、
住
宅
の
裏
側
に
も
小

さ
な
運
河
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
運
河
は

敷
地
を
示
し
、
裏
に
は
広
大
な
果
樹
園
が
広

が
っ
て
い
た
。
イ
ー
カ
ン
地
区
は
ラ
ン
ブ
ー

タ
ン
の
産
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
か

つ
て
家
主
は
住
宅
前
の
船
着
場
か
ら
船
に
乗

り
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
を
渡
っ
て
、
対
岸
の

役
所
に
通
っ
て
い
た
。
子
供
た
ち
の
登
校
も

船
を
使
っ
て
い
た
と
い
う
。

プ
ラ
ヤ
ー
の
住
宅
は
、
モ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

や
付
け
柱
と
い
っ
た
近
代
住
宅
に
特
徴
的
な

装
飾
が
な
く
、
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
だ
。
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
タ
イ
ル
の
影
響
を

受
け
た
一
九
二
〇
年
か
ら
三
〇
年
代
の
建
設

で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
バ
ン
コ
ク
の
住
宅

の
多
く
が
、
洪
水
や
高
温
多
湿
な
気
候
風
土

に
対
応
す
る
た
め
、
一
階
の
床
を
高
く
し
、

階
段
を
設
け
て
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
せ
る
高
床
式

で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
住
宅
は
基
礎
の
上

に
直
に
一
階
の
床
を
つ
く
る
。
そ
れ
だ
け
、

こ
の
土
地
は
安
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

だ
が
、
住
宅
周
辺
を
見
る
と
、
や
は
り
土
地

の
水
は
け
の
悪
さ
が
目
に
付
く
。
住
宅
の
正

面
に
は
、
二
階
に
上
る
外
階
段
が
設
け
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
が
メ
イ
ン
の
入
り
口
だ
っ
た
。

二
階
に
寝
室
や
居
間
な
ど
の
主
要
な
生
活
空

間
を
置
き
、
一
階
に
は
、
バ
ス
・
ト
イ
レ
と

い
っ
た
水
回
り
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
空
間
を
配

置
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
み
方
と
し

て
は
高
床
式
住
居
に
近
い
の
だ
。
し
か
も
、

そ
の
後
、
敷
地
内
に
増
築
さ
れ
た
一
つ
が
、

木
造
の
高
床
式
住
居
で
あ
る
の
は
実
に
面
白

い
。
や
は
り
、
そ
れ
が
バ
ン
コ
ク
の
気
候
風

土
に
あ
っ
た
最
も
快
適
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

バ
ン
コ
ク
は
一
般
的
に
商
業
地
、
住
宅
地

と
い
っ
た
区
別
が
あ
ま
り
な
く
、
都
市
が
計

画
的
で
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
て
都
市
構
造
と
社
会
構
造
か
ら
分
析

す
る
と
、
そ
こ
に
は
近
代
都
市
計
画
と
は
違

う
、
水
と
密
接
に
結
び
つ
く
そ
の
土
地
独
自

の
都
市
建
設
の
理
念
が
明
確
に
読
み
取
れ
る

の
で
あ
る
。

アジアの水辺から見えてくる水の文化

初めにできた住宅�

増築された住宅�

船着場�

湿地�

チャオプラヤー川�

道（水路跡）�

0 5ｍ�

庭�

デッキ�

堤防�

水溜�

Ｎ
�

王族モンチャオの住宅
ともに高床式住居で、
内陸側の住宅から水際
の住宅の床下（1階）
を通り抜けて、チャオ
プラヤー川に出ること
ができる。

右：下図の、初めにで
きた住宅。建築当時は
水に面していた。
左：水溜　川沿いにカ
ミソリ堤防ができたた
め、内側にはこのよう
な水溜まりが取り残さ
れた。

高床式住居の床下は、
日本の縁側のようなく
つろいだスペースとな
っている。このような
住宅では、就寝時以外
に個別部屋を使うこと
はあまりない。

右図チャオプラヤー川よりみる増築された建物。
手前の小屋はプライベートの船着場だった。
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■
旧
都
心
地
区

こ
の
地
区
に
は
、
ほ
ぼ
一
キ
ロ
四
方
に

様
々
な
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
に
集
合
し
て
住
ん

で
い
る
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
集
落
を
起
源
に
持
つ
「
サ

ン
タ
ク
ル
ー
ス
教
会
地
区
」、
中
国
廟
と
ワ

ッ
ト
・
カ
ラ
ヤ
ー
ナ
ミ
ッ
ト
に
は
さ
ま
れ
た

「
中
国
人
の
商
店
街
」、
モ
ス
ク
を
中
心
に
発

達
し
た
「
ム
ス
リ
ム
地
区
」、
狭
い
路
地
に

祠
が
点
在
す
る
「
タ
イ
路
地
地
区
」、
運
河

を
引
き
込
ん
だ
「
貴
族
の
屋
敷
地
」、
舟
運

と
強
く
結
び
つ
く
「
水
辺
の
産
業
拠
点
」、

寺
院
の
参
道
と
橋
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た

「
橋
詰
め
市
場
」
の
七
つ
の
小
さ
な
地
区
か

ら
な
る
。

旧
都
心
地
区宗

教
施
設
の
立
地
の
特
徴

ま
ず
、
宗
教
施
設
に
注
目
す
る
と
、
各
地

区
共
通
の
特
徴
と
し
て
、
ム
ス
リ
ム
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
、
中
国
人
、
タ
イ
人
の
そ
れ
ぞ
れ

が
寺
院
を
核
と
し
て
地
区
を
形
成
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
宗
教
施
設
は
、
一

九
三
二
年
の
構
造
別
に
色
分
け
さ
れ
た
地
図

を
見
る
と
、
煉
瓦
や
石
の
本
堂
が
水
際
か
ら

一
定
の
距
離
を
持
っ
て
建
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
重
量
の
あ
る
建
造
物
が
、
よ
り
安
定
し

た
地
盤
を
必
要
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
教
会
、
廟
、
寺
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ

建
物
の
軸
を
運
河
と
垂
直
に
と
り
、
フ
ァ
サ

ー
ド
を
水
に
開
い
て
水
か
ら
の
視
線
を
意
識

サンタクルーズ教会
アユタヤ時代、ここに
ポルトガル人集落があ
った。現在の建物はラ
ーマ1世時代（1782－
1809）のもので、1834
年の大修築を経ている。
トンブリー時代以後、
近くに住む中国人の信
仰も集めた。
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し
た
象
徴
的
な
構
成
を
と
る
。
そ
れ
に
対
し
、

モ
ス
ク
は
メ
ッ
カ
の
方
角
で
あ
る
西
を
向
き
、

水
路
に
対
し
て
閉
じ
た
構
成
を
持
つ
。
屋
根

の
一
部
を
除
い
て
水
辺
か
ら
そ
の
姿
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
信
仰
と
水
と

の
関
わ
り
方
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。
で
は
、

各
地
区
が
ど
の
よ
う
な
空
間
構
造
を
持
っ
て

い
る
の
か
見
て
い
こ
う
。

旧
都
心
地
区

サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
教
会
地
区

サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
教
会
地
区
で
は
、
主
要

な
通
り
が
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
と
平
行
に
教

会
の
脇
か
ら
延
び
て
い
る
。
こ
の
道
に
面
し

て
、
店
舗
や
地
区
長
の
家
が
立
地
す
る
。
こ

の
通
り
か
ら
は
、
教
会
の
塔
を
突
き
当
た
り

見
る
こ
と
が
で
き
、
街
路
空
間
の
象
徴
性
が

高
め
ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
沿
い
の
道
に

は
、
煉
瓦
造
の
屋
敷
が
川
に
正
面
を
向
け
て

建
っ
て
い
た
。
最
も
象
徴
的
な
外
観
を
持
つ

住
宅
が
水
に
向
か
っ
て
並
ぶ
時
期
が
あ
っ
た

の
だ
。

一
方
、
地
区
の
西
側
は
少
し
異
な
っ
て
い

る
。
西
側
の
運
河
に
沿
っ
て
並
ぶ
家
々
は
、

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
で
は
な
く
、
運
河
に
向

か
う
東
西
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
。
教
会

側
と
比
べ
て
水
と
の
関
係
の
違
い
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と

に
、
同
じ
高
床
で
あ
り
な
が
ら
、
伝
統
的
な

タ
イ
住
宅
が
水
路
側
に
デ
ッ
キ
を
持
つ
の
に

対
し
、
西
洋
風
の
装
飾
を
持
つ
住
宅
は
陸
側

に
デ
ッ
キ
を
設
け
て
い
る
。

アジアの水辺から見えてくる水の文化

チャオプラヤー川�

サンタクルーズサンタクルーズ�
教会教会�

サンタクルーズ�
教会�

地区長の家地区長の家�地区長の家�

Ｎ�

0 50m

上：サンタクルーズ地区の現況図（右）と1932年の地図　教会側と西の運
河側では異なった軸を持っていることがわかる。チャオプラヤー川沿いには
煉瓦造の屋敷があった。この地区を含む一帯はクディチン（クディは土地、
チンは中国人を意味する）と呼ばれ、ポルトガル人が伝えたと思われるカス
テラのようなお菓子の発祥の地であり、そのまま名前にもなっている。
下：サンタクルーズ地区の西側　西洋風の装飾を持ち、床下の柱を煉瓦と
モルタルで覆った住宅は陸側にデッキを向け庭をとっている（右）。一方、
伝統的な高床住宅は水路にデッキを向けている（左）。建築年代は同時期だ
が、水に対する意識の差が正反対の構成を生んだ。

伝統的な高床式住居　軒の下は簡易な接
客の場となっている。住人はクリスチャ
ンである。地図により推定されるかつての地盤�

道のレベル�

運河� 親族の家�

陸側に開いたデッキ�水側に開いたデッキ�

0 10m

庭�

庭�

Ｎ�

街路のアイストップにみえるサンタクル
ーズ教会

ワット・カラヤーナミッ
ト　ワットは寺院を意味
する。バンコクでも最大
級の寺院で華人系タイ人
の信仰があつい。1824年
に建立された。つまり、
トンブリー王朝時代には
まだ存在していなかった。



0 5ｍ�

サンチャオティー（祠）�

現在は一階も居室として使っている�

店舗�

店舗�

道�

道�

運河�

運河�

台所�

台所�

便所�

寝室�

デッキ�

寺
院�

寺
院�

サンチャオティー�

サンチャオティー�

Ｎ
�
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旧
都
心
地
区

中
国
人
の
商
店
街

中
国
廟
と
タ
イ
寺
院
の
間
に
位
置
す
る

中
国
人
の
商
店
街
で
は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ

ー
川
の
船
着
場
か
ら
垂
直
に
道
路
が
延
び
、

そ
こ
に
商
店
街
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
も
イ
ー
カ
ン
地
区
と
同
様
に
、
店
舗

の
裏
に
運
河
が
走
り
、
舟
運
と
商
店
街
に

密
接
な
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

実
際
、
こ
の
運
河
は
一
九
七
〇
年
代
ま

で
は
船
が
入
っ
て
き
て
お
り
、
表
の
道
で

商
い
を
し
、
裏
の
運
河
か
ら
商
品
を
運
び

入
れ
て
い
た
。
店
舗
の
空
間
も
そ
れ
に
応

じ
て
、
一
階
を
商
売
と
サ
ー
ビ
ス
に
あ
て
、

二
階
を
寝
室
に
利
用
し
て
い
る
。
中
国
廟

へ
は
、
水
の
側
か
ら
し
か
ア
ク
セ
ス
で
き

な
い
こ
と
も
、
こ
の
地
区
の
水
と
の
強
い

結
び
つ
き
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

0 50ｍ� かつては建物が並んでいた�

ここは寺院の境内だった�

中国廟�
（建安宮）�

ワット・カラヤーナミットワット・カラヤーナミット�ワット・カラヤーナミット�

商店街�

実測した建築�

チャオプラヤー川�

船着場�

Ｎ�

上：中国人の商店街　1932年
左：現況図
ワット・カラヤーナミットと中国廟に挟
まれた場所に商店街が形成された。船着
き場は、渡し船でチャオプラヤー川対岸
の市場と結ばれている。
下：中国廟（建安宮） トンブリー遷都
と一緒に中国人が移住したのはこの周辺
である。チャオプラヤー川に面するが、
現在堤防が建設中である。

商店街　船着き場に降りて左に入ると中国廟、
右に入ればワット・カラヤーナミットに至る。

雑貨屋　
間口いっぱいに並べられた商品。その奥に運河に
面した出入口が見える。

中国人の商店　
通り側の間口は狭いが運河側は大胆に増築され、室内化さ
れている。運河の幅は、1932年の地図からもわかるよう
に 3分の 1ほどに縮小された。すぐ隣は中国の祠があり、
運河側には便所が増築されている。バンコクでは隙間はあ
っという間に埋まってしまう。



0 30m

墓
地�

モスク�道�商店�

ヤーイ�
運河�

メインストリート�

商店�

船
着
場�

鐘楼�Ｎ�
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旧
都
心
地
区

ム
ス
リ
ム
地
区

一
方
、
ム
ス
リ
ム
地
区
で
は
、
ヤ
ー
イ
運

河
と
平
行
し
て
走
る
モ
ス
ク
前
の
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
を
中
心
と
し
、
そ
こ
か
ら
両
側
に

路
地
が
延
び
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
ア
ク
セ
ス

す
る
。
同
じ
よ
う
な
位
置
に
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ト
を
も
つ
サ
ン
タ
ク
ル
ー
ス
地
区
と
比
べ

る
と
、
通
り
か
ら
徐
々
に
モ
ス
ク
が
見
え
る

わ
け
で
は
な
く
、
連
続
的
な
空
間
の
象
徴
性

は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
狭
く
暗

い
通
り
を
抜
け
る
と
突
然
フ
ァ
サ
ー
ド
を
現

し
、
内
と
外
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
印
象
づ

け
る
。
モ
ス
ク
と
同
様
、
地
区
レ
ベ
ル
の
構

造
を
見
て
も
水
と
の
関
係
は
弱
い
。
他
の
地

区
が
水
辺
の
船
着
場
を
起
点
と
し
た
強
い
軸

線
を
持
つ
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
水
の
方
向

へ
の
軸
を
感
じ
る
こ
と
は
少
な
い
。
船
着
場

は
、
細
い
路
地
の
奥
に
ひ
っ
そ
り
と
置
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
唯
一
こ
こ
が
地
区
の
水

と
の
接
点
と
な
る
。

アジアの水辺から見えてくる水の文化

ヤーイ運河に面
した船着場の桟
橋。ゲートに載
る球形のドーム
がモスクの存在
を伝える。

モスク�

0 50m

ヤ
ー
イ
運
河
�

ムスリム墓地�

小学校�

船着場�

メインストリート�

Ｎ�

街路はいつも人
で賑わっている。
写真はモスク前
の店舗。この道
もかつては木製
のデッキだった。
そのため、現在
でも下は空洞だ。

モスク　バンコクの他のモスクと違い
寺院風の外観を持つ。

上：ムスリム地区　現況図
右：ムスリム地区　1932年

下：モスクと船着場
モスクは常に西を向いて建つ。ムスリムの住宅は、店舗
に限らず、街路と居室が近いことが特徴である。
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サンパプーン�

サンチャオティー�

路地�

樹木�

伝統的高床式住居�

血縁�

運
河
だ
っ
た
道
路
�

運河�

仏間�

Ｎ�0 30m10m

高床住宅�

親族の家�

仏間�

仏壇�

旧
都
心
地
区

タ
イ
路
地
地
区

さ
て
、
タ
イ
寺
院
を
信
仰
す
る
、
い
わ
ゆ

る
タ
イ
人
は
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
中
国
人
や
ム
ス
リ
ム
が
都
市

的
に
集
住
す
る
の
に
対
し
、
彼
ら
は
密
度
の

高
い
旧
都
心
地
区
に
あ
っ
て
、
多
民
族
の
間

に
、
比
較
的
大
き
な
敷
地
を
並
べ
て
家
を
建

て
た
。
間
と
は
言
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
一
九

六
〇
年
代
ま
で
は
、
舟
運
が
唯
一
の
交
通
手

段
で
あ
っ
た
ト
ン
ブ
リ
ー
に
あ
っ
て
、
水
と

の
関
係
を
持
た
ず
に
住
宅
は
立
地
で
き
な
い
。

彼
ら
は
、
農
村
部
と
同
じ
よ
う
に
、
運
河
に

面
し
た
と
こ
ろ
に
高
床
の
家
を
建
て
生
活
し

て
い
る
の
だ
。

タ
イ
路
地
地
区
で
特
徴
的
な
の
は
、
サ
ン

パ
プ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
祠
が
路
地
に
多
く
見

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
し
ば
し

ば
大
樹
の
根
本
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

路
地
は
、
親
族
の
住
宅
が
取
り
囲
み
、
独
特

で
親
密
な
雰
囲
気
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

こ
の
地
区
の
住
宅
の
内
部
に
は
、
立
派
な

仏
壇
が
置
か
れ
、
い
ず
れ
も
東
を
向
い
て
い

る
。
日
本
の
大
黒
柱
信
仰
に
よ
く
似
て
、
住

宅
の
棟
を
支
え
る
柱
も
祀
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
多
様
な
信
仰
空
間
を
内
部
に
抱
え
、

緑
の
多
い
路
地
と
庭
を
積
極
的
に
利
用
し
た

空
間
を
持
つ
の
が
、
タ
イ
人
の
生
活
空
間
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

旧
都
心
地
区

貴
族
の
屋
敷
地

旧
都
心
地
区
に
も
貴
族
の
住
宅
が
あ
る
。

貴
族
の
屋
敷
地
は
、
ヤ
ー
イ
運
河
か
ら
さ

路地のサンパプーン　常にお供え物が絶えるこ
とはない。これほど人々に浸透したサンパプー
ンだが、もともとは仏教との結びつきはない。
写真のような仏教寺院風の祠が広まったのは、
実は1960年代以降である。

床下は、近所の友人も集まる親密な空間だ。高
床式住居の多くは、床下を壁で囲って室内化し
ている。

仏壇は東向きが最上で、西を向かないよう
に置かれる。仏像の他、有名な僧の座像や
出家した家族の肖像などが祭られ、日本と
違い先祖の位牌は別に祭られている。

狭い路地に多くのサンパプーン
が建つ。一般的に辻や行き止ま
り、大樹の根本などを選んで置
かれる。いずれも軒下はさけら
れる。高床式住居のかつての主
室である床上のデッキは、子供
たちの居場所になっており、増
築部分に仏間がつくられた。

一軒の家屋や屋敷地など狭い範
囲を守護する「サンパプーン」
が、一本柱の高い柱脚部を持つ
のに対し、より広範囲の土地を
守護する土地神の「サンチャオ
ティー」は、前者にくらべて低
い四本柱の柱脚部をもつといわ
れている。



現在のものに建て替えられる以前は�
伝統的な高床式住居が建っていた�

運河�

運河跡の池� デッキ�

水辺に開いた�
ベランダがあった�

運河�

運河にせり出だしたベンチ�

40年前までは�
船が往来した�

0 10m

Ｎ�
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アジアの水辺から見えてくる水の文化

1（19c 中頃）�

2（19c 終～20c初頭）�

3（20c初期）�

4（現在）�

敷地範囲�

水路�

ヤーイ運河�

Ｎ�

0 50m

貴族の屋敷地の変遷図　バンコクでは土地の多くは寺院や王族（国）
の所有であり、さらに、敷地の中に親族が建て増しをしていく場合が
多い。この敷地の場合も同様であり、ラーマ3世時代、敷地の最も内
陸側に高床式住居が建てられたのが始まりである。その後、運河側に
ベランダを持った西洋風の高床式住居が建てられた。

上：内陸側の家のデッキ　かつては、こ
のデッキの前まで運河から水が引き込ま
れていた。現在植物が生い茂る池に、そ
の名残を感じることができる。現在の住
宅は、ラーマ3世時代（1824-1851）に
建てられた高床式住居とほぼ同じ場所に
建て替えられたもの。当時の構成をその
まま受け継いでおり、大まかなプランは
変わっていないそうだ。
左：地図やデッキの形状などから、中央
のアーチの前にはべランダがあったと思
われる。現在は内部を間仕切り、集合住
宅として使用されている。

ら
に
運
河
を
引
き
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
立
地
す

る
。
大
き
な
船
が
行
き
交
い
便
利
で
は
あ
る

が
、
騒
々
し
く
地
盤
も
安
定
し
な
い
幹
線
運

河
沿
い
に
直
接
面
す
る
の
で
は
な
く
、
住
宅

は
よ
り
居
住
環
境
に
恵
ま
れ
た
支
線
運
河
沿

い
の
閑
静
な
場
所
を
求
め
た
。

敷
地
の
な
か
で
の
増
築
の
方
法
に
ま
で
、

そ
う
し
た
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
チ

ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
の
称
号
を
持
つ
貴
族
の
家
で

は
、
現
在
、
空
き
家
を
含
め
て
七
棟
の
建
物

が
あ
る
が
、
最
初
の
建
物
は
運
河
か
ら
奥
ま

っ
た
部
分
に
あ
っ
た
。
現
在
は
建
て
替
え
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
伝
統
的
な
高
床
式
の
タ

イ
住
宅
が
建
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
住
宅

の
前
に
は
、
か
つ
て
の
運
河
の
名
残
で
あ
る

池
が
あ
る
。
そ
の
池
に
面
し
て
メ
イ
ン
の
生

活
空
間
と
な
る
デ
ッ
キ
が
と
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
構
成
は
、
建
て
替
え
後
も
変
わ
っ
て
い

な
い
。
運
河
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
い
ま
で

も
、
住
宅
の
空
間
構
成
が
当
時
と
変
わ
ら
な

い
の
は
興
味
深
い
。
こ
の
住
宅
と
支
線
運
河

と
の
間
に
二
番
目
の
住
宅
が
あ
る
。
西
洋
風

の
意
匠
を
持
つ
二
層
の
木
造
高
床
式
住
居
で
、

高
床
部
分
の
柱
を
煉
瓦
と
モ
ル
タ
ル
で
覆
っ

て
い
る
点
も
、
当
時
の
貴
族
住
宅
の
特
徴
で

あ
る
。

よ
り
安
定
し
た
地
盤
の
確
保
と
同
時
に
、

水
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
場
所
に
住
宅

は
好
ん
で
建
築
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
建
て
増

し
に
よ
り
、
一
見
、
水
と
の
関
わ
り
が
弱
い

住
宅
も
、
も
と
も
と
は
水
辺
に
立
地
し
て
い

た
の
だ
。



Ｎ�

ヤーイ運河�
倉庫跡�

（現在は集合住宅）�
�

道路� 作業場�

0 10m

作
業
場�

作
業
場�

倉
庫
跡�

デ
ッ
キ�

船着場�

サンチャオティー�
住宅�

が
路
地
に
並
ん
で
い
る
。
荷
揚
げ
、
加
工
、

保
管
の
作
業
に
応
じ
て
空
間
が
構
成
さ
れ
、

そ
の
背
後
に
そ
こ
で
働
く
人
の
た
め
の
居
住

空
間
が
計
画
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
荷
揚
げ
作

業
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
、
別
の
運
河
に
面

し
て
住
ま
い
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
は
実
に

機
能
的
で
あ
る
。

旧
都
心
地
区

橋
詰
め
市
場

倉
庫
街
か
ら
橋
詰
め
市
場
へ
は
、
ヤ
ー
イ

運
河
に
架
か
る
橋
を
通
っ
て
行
く
こ
と
も
で

き
る
。
一
九
三
二
年
以
前
の
ト
ン
ブ
リ
ー
で

唯
一
大
き
な
橋
が
架
け
ら
れ
た
場
所
だ
。

市
場
は
、
ヤ
ー
イ
運
河
に
架
か
る
橋
の
た

も
と
に
あ
り
、
同
時
に
寺
院
へ
い
た
る
運
河

沿
い
と
い
う
交
通
の
要
衝
に
立
地
し
て
い
る
。

往
事
の
賑
わ
い
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
対
岸

に
は
か
つ
て
の
映
画
館
が
残
っ
て
い
る
。

市
場
に
は
、
寺
院
へ
と
通
じ
る
運
河
か
ら

商
品
を
運
び
込
む
。
中
央
の
ア
パ
ー
ト
が
あ

る
場
所
は
、
か
つ
て
木
造
の
屋
根
が
架
け
ら

れ
た
市
場
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
周
り
を

一
階
が
店
舗
で
、
二
階
に
居
住
部
分
を
持
つ

棟
割
長
屋
が
取
り
囲
む
。
運
河
に
接
す
る
店

舗
は
、
運
河
か
ら
商
品
を
荷
揚
げ
し
て
、
市

場
に
面
す
る
部
分
で
商
品
を
売
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
、
水
と
結
び
付
き
な
が
ら
、
店
舗

の
前
後
で
空
間
を
効
率
的
に
使
い
分
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
現
在
の
建
築
は
一
九
六
〇
年

代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
木
造
で
あ
る

以
外
は
、
そ
れ
以
前
も
同
じ
空
間
構
成
で
あ

っ
た
。

か
つ
て
こ
の
水
辺
の
市
場
に
は
、
中
国
人
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0 50m

ヤ
ー
イ
運
河
�

倉庫跡�

作業場�

住宅�船着場� 産業拠点の作業場兼住宅　

旧
都
心
地
区

水
辺
の
産
業
拠
点

ム
ス
リ
ム
地
区
の
隣
、
貴
族
の
屋
敷
地
の

対
岸
に
、
興
味
深
い
水
辺
の
産
業
拠
点
が
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
か
つ
て
の
王
族
の
屋
敷
跡

地
に
倉
庫
街
が
形
成
さ
れ
た
。
倉
庫
街
の
構

造
は
実
に
明
快
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
運

河
に
面
す
る
細
長
い
デ
ッ
キ
を
持
つ
住
宅
と
、

そ
の
裏
の
大
き
な
倉
庫
、
さ
ら
に
そ
の
奥
の

道
路
を
挟
ん
だ
場
所
に
小
さ
な
工
場
が
立
地

す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
施
設
と
水
を
つ
な
げ

て
い
る
の
は
、
運
河
と
垂
直
に
引
き
込
ま
れ

た
路
地
で
あ
る
。
運
河
に
面
す
る
住
宅
は
新

し
く
、
三
〇
年
ほ
ど
前
に
建
て
ら
れ
た
。
そ

れ
ま
で
は
大
き
な
倉
庫
が
直
接
水
辺
に
面
し

て
い
た
。
倉
庫
で
は
、
魚
や
米
が
そ
の
ま
ま

あ
る
い
は
加
工
し
て
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
、
そ
の

加
工
は
道
を
挟
ん
だ
工
場
で
行
わ
れ
て
い
た
。

脇
に
引
き
込
ま
れ
た
運
河
に
は
中
国
人
が
多

く
住
み
、
土
地
神
や
財
神
を
祭
る
彼
ら
の
祠

水辺の産業拠点　陸揚げされた積み荷は、作業場で加
工され倉庫にストックされた。水際にある高床の長屋
は後から建てられたもので、以前は倉庫が直接運河に
面していた。地区の北側は住宅が密集しており、ヤー
イ運河と北側の運河の使い分けが読みとれる。

産業拠点　現況図（上）と1932年の地図（下）を比べ
ると、宮殿跡を利用して作られたことが解る。
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上：橋詰め市場　1932年の地図　
左：現況図
おそらく1932年当時、幹線運河に架けられたトンブリー唯一の
橋である。架橋後、橋のたもとの貴族の邸宅が市場となった。対
岸には映画館もある。
下：橋詰め市場　中央の市場は、その後買い取った企業によって
アパートに建て替えられたが、周囲の店舗は今も賑やかだ。

の
信
仰
す
る
観
音
廟
が
置
か
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
道
路
拡
張
の
た
め
移
転
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
現
在
の
水
辺
の
私
有
地
に
移
さ
れ
る
。

そ
こ
へ
は
、
靴
を
脱
い
で
住
宅
の
内
部
を
通

り
抜
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
参
拝
に
手
間
が
か
か
る
の
に
、
わ
ざ
わ

ざ
水
辺
に
廟
を
立
地
さ
せ
、
な
お
か
つ
常
時

三
〇
人
ほ
ど
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
と
い
う
点

だ
。
水
が
ど
ん
ど
ん
遠
く
な
っ
て
い
る
現
代

に
あ
っ
て
も
、
水
の
記
憶
は
し
っ
か
り
と
継

承
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
ト
ン
ブ
リ
ー
旧
都
心
地
区
の
特
徴

的
な
地
区
を
見
て
き
た
。
こ
れ
だ
け
多
種
多

様
な
民
族
、
宗
教
、
職
業
、
階
層
と
い
っ
た

社
会
的
背
景
を
持
つ
人
々
が
つ
く
り
だ
す
空

間
に
も
、
い
く
つ
か
の
共
通
す
る
特
徴
が
見

い
だ
せ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
地
区
が
水

か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、

重
要
な
宗
教
施
設
や
初
期
の
住
宅
、
各
地
区

の
中
心
と
な
る
道
路
は
、
い
ず
れ
も
安
定
し

た
地
盤
を
求
め
て
運
河
か
ら
一
定
の
距
離
を

と
る
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

ノ
ー
イ
地
区
の
積
み
替
え
港
に
あ
る
倉
庫
群

や
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
沿
い
の
貴
族
の
住
宅

な
ど
、
こ
う
し
た
水
辺
の
環
境
形
成
の
作
法

か
ら
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
今
で
は
滅
失

の
傾
向
に
あ
る
の
も
興
味
深
い
。
バ
ン
コ
ク

の
水
辺
に
暮
ら
す
う
え
で
、
異
な
る
社
会
的

背
景
を
越
え
て
獲
得
し
た
共
通
の
原
理
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

水辺の観音廟
観音廟の敷地は背
後の屋敷から無償
で提供されている。
現在でも参拝者は
絶えない。お祭り
の時には50人ほど
が訪れるという。

寺
院
へ
�

市場�

現在も残る木造商店�

0 50m

N

映画館跡�

橋�

ヤ
ー
イ
運
河
�

実測した商店�

船着場�

船着場�

移転してきた�
観音廟�

1階が店舗で、2階に居住部分を持つ棟割長屋。
背後の運河から商品を運び、市場に面する店
先で商品を売る。
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■
旧
王
宮
地
区

こ
の
地
区
に
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
バ
ン

コ
ク
最
初
の
王
朝
、
ト
ン
ブ
リ
ー
王
朝
が
置

か
れ
た
。
そ
の
後
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
〇

世
紀
初
頭
に
か
け
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
に

臨
む
数
々
の
宮
殿
は
、
ラ
ー
マ
五
世
の
命
に

よ
り
、
次
々
と
近
代
施
設
へ
姿
を
変
え
て
い

く
。
こ
の
地
区
を
東
西
に
流
れ
る
ワ
ッ
ト
・

ラ
カ
ン
運
河
を
挟
ん
で
、
北
部
に
は
、
鉄
道

の
ノ
ー
イ
駅
、
タ
イ
初
の
近
代
病
院
で
あ
る

シ
リ
ラ
ー
ト
病
院
、
医
学
校
、
官
僚
の
住
宅

街
が
建
設
さ
れ
、
南
部
に
は
近
代
的
な
海
軍

施
設
が
つ
く
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
ラ
ー
マ
五

世
は
、
か
つ
て
の
宮
殿
跡
地
を
利
用
し
て
、

富
国
強
兵
を
押
し
進
め
る
た
め
の
近
代
的
な

再
開
発
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
地
区
の
運
河
、
道
路
か
ら
な
る
空
間

構
造
を
見
る
と
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
に
面

し
て
近
代
施
設
が
配
置
さ
れ
、
そ
の
西
に
ア

ル
ン
ア
マ
リ
ン
通
り
、
さ
ら
に
そ
の
西
に
バ

ー
ン
・
カ
ミ
ン
運
河
が
流
れ
、
運
河
と
平
行

に
バ
ー
ン
・
チ
ャ
ン
ロ
ー
小
路
が
通
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
地
区
は
非
常
に
強
い
南
北
軸
を

持
つ
。

で
は
、
ま
ず
ア
ル
ン
ア
マ
リ
ン
通
り
沿
い

か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
の
道
路
は
、
ト
ン
ブ

リ
ー
で
最
も
早
く
整
備
さ
れ
た
道
路
で
あ
り
、

一
八
九
六
年
の
地
図
に
も
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
旧
王
宮
地
区
は
、
東
西
の
ワ
ッ
ト

・
ラ
カ
ン
運
河
を
境
に
、
北
部
と
南
部
で
住

民
の
職
業
も
異
な
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
ア

ル
ン
ア
マ
リ
ン
通
り
に
並
ぶ
住
宅
も
大
き
く

上：旧王宮地区　東西断面　トンブリーで初期に建設された近代のア
ルンアマリン通りに沿って高級官僚や軍人、医者などの住宅がつくら
れた。旧王宮地区の北寄りに位置するこのあたりでは、とくに煉瓦や
石を用いた立派なものが多くなり、道路や敷地も広く整然としたもの
になっている。バーン・カミン運河を挟んで西側の部分も同様に広い。
だが、小路側と水路側の敷地に分割されたため、運河にしか面さない
部分は廃屋になっているケースもあるなど、隣接しているが全く性格
の異なる3つの敷地で構成されている。
中：ワット・ラカン運河とモーン運河に挟まれたあたりで、旧王宮地
区のほぼ中央部分の現況図。図の場所は上の東西断面よりも、やや南
側にあたる。チャオプラヤー川の両岸には国家を象徴する大規模な施
設が、その裏側にバックヤードとしての店舗、住宅街が形成された。
左：1932年の地図では、道路沿いの店舗とその裏の住宅地の関係がは
っきりと読みとれる。

チャオプラヤー川から見たワット・アルン　アユタヤ時代からの古
刹で、トンブリー時代には現在のワット・ポーのような王室寺院で
あった。
中央にそびえるプラーン（塔堂）は比較的新しく、19世紀前半に現
在の規模に大修築された。
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と
城
壁
の
外
堀
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

運
河
の
西
岸
に
は
短
冊
状
の
敷
地
が
並
び
、

タ
イ
の
伝
統
建
築
様
式
で
あ
る
高
床
式
住
居

の
住
宅
が
目
に
付
く
。
し
か
も
、
そ
れ
は
南

部
に
多
く
、
北
部
よ
り
も
幅
の
広
い
運
河
と

一
体
と
な
っ
て
水
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て

い
る
。
こ
の
地
も
、
も
と
も
と
は
王
宮
な
ど

で
働
く
官
僚
の
住
宅
地
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
西
に
は
、
バ
ー
ン
・
チ
ャ

ン
ロ
ー
小
路
が
南
北
に
通
る
。
こ
の
小
路
は

北
の
ワ
ッ
ト
・
ウ
ィ
セ
ー
ト
カ
ー
ン
と
南
の

ワ
ッ
ト
・
プ
ラ
ヤ
ー
タ
ム
と
い
う
二
つ
の
寺

院
を
結
ぶ
。
バ
ー
ン
・
チ
ャ
ン
ロ
ー
と
は
日

本
語
で
鋳
物
屋
集
落
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

古
く
は
、
仏
像
や
仏
具
を
つ
く
る
職
人
の
家

が
並
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
通
り
の
名

前
を
も
う
少
し
深
く
考
え
て
み
る
と
面
白
い

こ
と
に
気
が
付
く
。
タ
イ
語
に
は
、
一
般
的

に
村
や
集
落
を
表
す
言
葉
が
二
つ
あ
る
。
日

本
人
に
は
同
じ
に
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
バ

ー
ン
（
グ
）baang

と
バ
ー
ンbaan

で
あ
る
。

ト
ン
ブ
リ
ー
で
最
も
一
般
的
な
も
の
は
、
バ

ー
ン
（
グ
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
水
辺
に
発
達

し
た
集
落
に
用
い
ら
れ
る
。
バ
ン
コ
ク
の
名

前
も
、
タ
イ
語
の
発
音
に
近
く
書
く
と
バ
ー

ン
（
グ
）
・
コ
ッ
ク
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、

バ
ー
ン
は
水
辺
で
は
な
く
、
陸
の
集
落
に
用

い
ら
れ
る
。

バ
ー
ン
・
チ
ャ
ン
ロ
ー
の
バ
ー
ン
は
、
陸

の
集
落
を
意
味
す
る
。
一
八
九
六
年
の
地
図

を
見
る
と
、
バ
ー
ン
・
チ
ャ
ン
ロ
ー
が
す
で

に
存
在
し
、
さ
ら
に
一
九
三
二
年
の
地
図
か

ら
も
従
来
か
ら
道
路
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
当
時
は
、
お
そ
ら
く
木
製
の
歩
道

（
タ
ー
ン
・
チ
ュ
ア
ム
）
と
考
え
て
い
い
だ

ろ
う
。
旧
王
宮
地
区
で
は
、
南
北
の
バ
ー
ン

・
カ
ミ
ン
運
河
を
境
に
、
そ
の
東
と
西
に
お

い
て
も
近
代
と
伝
統
の
異
な
る
空
間
が
並
存

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

アジアの水辺から見えてくる水の文化

変
わ
る
。

北
部
に
は
、
内
務
官
僚
、
警
察
官
僚
、
鉄

道
職
員
な
ど
の
文
官
が
多
い
の
に
対
し
、
南

部
で
は
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
沿
い
の
海
軍
施

設
で
働
く
武
官
の
住
宅
が
並
ぶ
。
つ
ま
り
、

こ
の
通
り
の
住
宅
街
は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー

川
沿
い
の
近
代
施
設
で
働
く
、
高
級
官
僚
の

た
め
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
と
し
て
の
性
格
が
強

い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
住
宅
は
、
洋
風
の
装
飾
を

持
ち
、
敷
地
の
裏
に
運
河
が
流
れ
る
と
い
う

特
徴
を
持
つ
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ト
ン
ブ

リ
ー
の
様
々
な
地
区
の
高
級
住
宅
が
水
辺
か

ら
一
定
の
距
離
を
と
り
、
地
盤
の
安
定
性
を

求
め
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
多
く
の
住
宅

が
道
路
に
正
面
を
向
け
、
運
河
か
ら
奥
ま
っ

た
場
所
で
は
な
く
、
道
路
側
か
ら
奥
ま
っ
た

場
所
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
通
り
か
ら
住
宅

ま
で
の
距
離
に
よ
り
住
宅
の
格
を
表
す
と
い

う
、
陸
の
都
市
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
と
く
に
、
北
部
で
は
敷
地
の
道
路
側

に
店
舗
を
も
建
設
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

一
八
九
六
年
の
地
図
を
見
る
と
、
住
宅
の

前
面
に
、
す
で
に
店
舗
が
建
設
さ
れ
て
い
る

も
の
も
確
認
で
き
る
。
早
い
時
期
か
ら
鉄
道

の
駅
や
病
院
が
置
か
れ
た
北
部
は
、
水
上
交

通
か
ら
陸
上
交
通
へ
と
移
行
す
る
、
い
わ
ば

道
路
を
中
心
と
し
た
近
代
化
へ
の
指
向
が
強

い
。
一
方
、
南
部
で
は
店
舗
が
あ
っ
て
も
平

屋
で
、
伝
統
的
な
住
宅
地
と
し
て
の
性
格
を

顕
著
に
示
す
。

バ
ー
ン
・
カ
ミ
ン
運
河
周
辺
に
も
、
こ
う

し
た
性
格
の
違
い
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
こ

の
運
河
の
建
設
は
古
く
、
十
八
世
紀
の
ト
ン

ブ
リ
ー
王
朝
を
描
い
た
地
図
で
は
、
も
と
も

右上：軍人の住宅　庇から垂れ
るバージボードが美しい
右下：店舗と背後の住宅　道路
沿いに並んでいる平屋の木造長
屋が店舗で、その背後に住宅が
見える。
左：バーン・カミン運河　トン
ブリー王朝時代にすでにあった
南側の部分を延長し、同時に建
設された城壁の外堀となった。
ラタナコシン側のロート運河に
も城壁が建設され、チャオプラヤ
ー川を内部に取り込んだひとつ
の城塞都市であった。その姿は、
まさに水上都市トンブリーにふ
さわしい。城壁は遷都後撤去さ
れ、ラタナコシンと旧王宮地区
は陸の都市へと変貌していく。



も
異
な
る
地
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
に
染
み

付
い
た
自
分
の
尺
度
を
で
き
る
だ
け
外
地
に

持
ち
込
ま
な
い
と
い
う
意
識
が
必
要
な
の
だ
。

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
直
接
対
象
と
な
る

街
区
や
建
築
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
目
に
見
え

る
物
理
的
な
モ
ノ
そ
の
も
の
だ
け
を
扱
う
と

い
う
姿
勢
を
反
省
し
、
そ
の
空
間
の
背
後
に

あ
る
社
会
や
歴
史
と
い
っ
た
背
景
を
も
同
時

に
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
。
民
族
や
階
層
と

い
っ
た
目
に
見
え
な
い
社
会
構
造
の
仕
組
み

を
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
解
読
し
、
そ
れ
に
応

じ
て
形
成
さ
れ
た
空
間
の
歴
史
的
な
層
の
重

な
り
を
解
き
明
か
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
建
築

の
側
か
ら
も
、
水
の
文
化
の
本
質
を
き
ち
ん

と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
研
究
は
、
多
く
の
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
を
経
て
、
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
を

全
員
が
持
つ
こ
と
か
ら
始
め
た
。
事
前
の
膨

大
な
史
料
考
察
か
ら
始
ま
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
で
は
、
き
れ
い
な
町
並
み
や
立
派
な

建
物
に
ま
ず
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
水

と
の
関
係
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
が
ど

の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ

に
よ
り
い
か
な
る
街
区
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ

に
ど
の
よ
う
な
建
築
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の

か
、
と
い
う
ふ
う
に
連
続
的
に
見
る
方
法
を

と
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
と
き
に
は
今
に
も

倒
壊
し
そ
う
な
ボ
ロ
ボ
ロ
の
住
宅
や
薄
汚
れ

た
小
さ
な
店
舗
に
入
り
込
み
、
聞
き
取
り
や

実
測
を
行
っ
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
と
く
に
、
ど
の
地
区

で
も
タ
イ
族
特
有
の
高
床
式
住
居
が
見
ら
れ

た
の
は
興
味
深
い
。
長
い
時
間
を
か
け
て
そ

の
地
に
根
付
く
こ
と
は
、「
タ
イ
人
」
へ
の

同
化
を
意
味
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
一
方

で
、
水
辺
の
様
々
な
信
仰
の
空
間
は
、
民
族

ご
と
に
独
自
の
空
間
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る

点
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
今

後
の
調
査
研
究
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
。
人
々
が
水
辺
に
根
付
い
て
暮
ら
し
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
を
知
る
こ
と
と
、
豊
か
な
く

ら
し
を
支
え
る
水
と
信
仰
の
関
わ
り
を
探
る

こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
新
し
い
人
と
水
と

の
つ
き
あ
い
方
を
見
つ
け
る
重
要
な
手
が
か

り
に
な
る
は
ず
だ
。

調
査
・
図
面
作
成
協
力

新
藤
泰
江
、
小
川
将
、
奥
富
剛
（
法
政
大
学
）、

畑
山
明
子
（
日
本
女
子
大
学
）、
ゴ
ッ
プ
、

ル
ー
ク
ナ
ム
、
ナ
ン
シ
ー
（
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ

ン
大
学
）、
ト
ゥ
ム
（
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
）
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水
の
文
化
の
背
景
を
探
る

ト
ン
ブ
リ
ー
地
区
が
い
か
に
多
様
な
背
景

の
な
か
で
成
り
立
っ
て
き
た
の
か
を
見
て
き

た
。
い
ず
れ
も
水
を
重
要
な
軸
と
し
な
が
ら
、

民
族
や
階
層
と
い
っ
た
社
会
構
造
と
水
路
や

街
区
と
い
っ
た
都
市
構
造
が
有
機
的
に
絡
み

合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
特
徴
的
な

都
市
空
間
を
作
り
出
し
て
い
る
。
同
じ
水
辺

で
も
、
実
に
様
々
な
論
理
の
も
と
に
ま
ち
が

作
ら
れ
、
個
々
の
場
所
の
条
件
に
応
じ
て

人
々
が
暮
ら
し
て
い
る
。
多
様
な
民
族
が
集

合
し
て
生
活
す
る
姿
は
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
、

信
仰
の
あ
り
方
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

バ
ン
コ
ク
の
水
辺
は
、
華
麗
や
美
し
い
と

い
っ
た
印
象
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
む
し
ろ
雑

多
で
統
一
感
が
あ
ま
り
な
く
、
建
築
の
質
は

お
世
辞
に
も
よ
い
と
は
言
え
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
ま
で
に
も
タ
イ
の
水
上
マ
ー
ケ
ッ

ト
や
一
部
の
水
辺
の
集
落
が
写
真
集
や
報
告

書
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く

な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
空
間
は
近
代

以
降
に
植
え
付
け
ら
れ
た
我
々
の
モ
ノ
に
対

す
る
概
念
や
見
方
か
ら
だ
け
で
評
価
し
た
も

の
が
多
い
。
つ
ま
り
、
社
会
も
都
市
も
民
族
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アジアの水辺から見えてくる水の文化
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大
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監
修
、
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編
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、
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編
『
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と
知
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タ
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２
版
』
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文
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著
『
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の
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ボ
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訳
『
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下
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アジアまち居住研究会
～タイの水辺とくらしプロジェクト～
アジアまち居住研究会では、中国の北京や蘇州、タイのバンコク、インドネシアの
バリなどを対象に、アジアの都市と建築の関係を歴史的な視点から探りつつ、そこ
に生活する人々のくらしのあり方を調査・研究しています。この作業は、近代日本
の西欧中心主義に対立することを目指したものではなく、そこから次の世界へ抜け
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生活の近代化により水需要が増大し、それによる都市化と水環境の問題が重要なテ
ーマとなるはずです。タイの水辺とくらしプロジェクトでは、その方法論として、
まず水と強く結び付く住まいや信仰のあり方を探っていきたいと考えています。




