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1

日
本
に
必
要
な
の
は
「
円え
ん

楼ろ
う

」
だ
と
、
わ
り
と
本
気
で

思
っ
て
い
る
。

七
年
前
、
勤
め
て
い
た
地
方
の
大
学
を
辞
め
て
、
東
京
で

部
屋
を
探
し
た
。
驚
い
た
の
は
二
～
三
階
建
て
の
シ
ン
グ
ル

向
け
ア
パ
ー
ト
で
も
、
築
浅
な
ら
完
全
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
の
物

件
が
多
い
こ
と
。
建
物
全
体
が
閉
じ
ら
れ
た
立
方
体
の
形
状

で
、
壁
面
の
入
口
扉
は
パ
ス
コ
ー
ド
で
し
か
開
か
な
い
。
つ

ま
り
、
誰
で
も
入
れ
る
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
部
分
が
な
い
。

「
タ
ワ
マ
ン
」
を
象
徴
す
る
六
本
木
ヒ
ル
ズ
レ
ジ
デ
ン
ス

の
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

は
二
〇
〇
三
年
。
続
く
数
年
間
、
格
差
社
会
へ
の
批

判
と
も
相
ま
っ
て
「
ゲ
ー
テ
ッ
ド
・
シ
テ
ィ
」
の
当
否
が
論

じ
ら
れ
た
季
節
が
懐
か
し
い
。
い
つ
の
間
に
か
ゲ
ー
テ
ッ
ド

（
城
門
を
閉
ざ
す
）
さ
れ
た
空
間
に
籠こ
も

る
暮
ら
し
は
、
特
に
富

裕
層
で
は
な
い
都
市
部
の
単
身
者
に
も
あ
た
り
前
に
な
っ
て

い
た
。

や
や
こ
し
い
こ
と
に
、
外
見
か
ら
そ
う
し
た
物
件
か
な
と

思
い
表
札
を
見
る
と
、
実
は
個
人
の
家
と
い
う
例
も
多
い
。

元
々
あ
っ
た
自
邸
を
建
て
替
え
た
の
か
な
と
思
う
け
ど
、
軒

先
が
な
く
な
り
外
壁
で
ご
近
所
と
隔
離
さ
れ
る
点
は
、
ゲ
ー

テ
ッ
ド
・
ア
パ
ー
ト
と
変
わ
ら
な
い
。

そ
ん
な
感
じ
が
「
客ハ

ッ
カ家

が
暮
ら
す
円
楼
み
た
い
だ
」
と
、

ふ
と
思
っ
た
。
正
確
に
は
、
形
を
考
え
る
と
方
形
土
楼
だ
ろ

う
け
ど
。

菊き
く

池ち

秀ひ
で

明あ
き

『
越
境
の
中
国
史
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）
に

よ
る
と
、
華
南
に
お
け
る
客
家
は
移
住
民
と
し
て
後
発
だ
っ

た
た
め
、
危
険
な
辺
境
に
追
い
や
ら
れ
迫
害
さ
れ
た
。
だ
か

ら
こ
そ
外
敵
に
抗
し
て
結
束
す
る
た
め
に
、
三
階
分
は
あ
る

高
い
壁
で
包
ま
れ
た
住
居
に
集
団
で
住
ん
だ
わ
け
だ
。

つ
ま
り
周
囲
と
隔
絶
し
た
城

じ
ょ
う

塞さ
い

で
も
、
内
部
の
住
民
ど
う

し
で
は
相
互
扶
助
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ
た
。
装
い
の
似

た
東
京
の
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
物
件
に
は
、
そ
れ
が
な
い
。
家
族

で
一
棟
を
買
い
切
る
お
金
持
ち
の
私
邸
に
し
て
も
、
分
厚
い

壁
で
お
隣
と
の
つ
き
あ
い
が
絶
た
れ
た
姿
は
ど
こ
か
、
寂
し

そ
う
だ
。

だ
か
ら
ぼ
く
は
い
ま
「
円
楼
」
が
あ
れ
ば
な
と
、
強
く
思
う
。

茂も

木ぎ

計け
い

一い
ち

郎ろ
う
・
片か
た

山や
ま

和か
ず

俊と
し
『
客
家
民
居
の
世
界
』（
風
土
社
）

が
描
く
よ
う
に
、
ド
ー
ナ
ツ
状
の
円
楼
の
中
庭
は
、
井
戸
や

厩き
ゅ
う

舎し
ゃ

の
あ
る
交
流
ス
ペ
ー
ス
だ
っ
た
。
炊
事
洗
濯
を
し
な

が
ら
、
声
を
か
け
あ
い
談
笑
す
る
。
そ
う
し
た
日
常
の
実
践

が
あ
っ
て
こ
そ
、
い
ざ
「
籠
城
」
と
な
っ
た
時
も
協
力
で
き
る
。

い
ま
の
日
本
の
ゲ
ー
テ
ッ
ド
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
城
壁

の
内
側
に
す
ら
信
頼
が
な
い
。
先
日
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
禍
で
も
、
タ
ワ
マ
ン
の
住
民
ど
う
し
が
「
感
染
者
が
住
ん

で
い
な
い
か
」
を
疑
い
あ
う
話
題
ば
か
り
を
耳
に
し
た
。

孤
独
が
広
が
る
社
会
で
必
要
な
の
は
、
血
縁
以
外

0

0

の
同
族

意
識
で
つ
な
が
る
「
客
家
」
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と

を
ず
っ
と
、
東
京
に
来
て
か
ら
考
え
て
い
る
。
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表紙
獅子舞は「邪を払い、福をよ
びこむ」芸能として中国で親
しまれている。日本に住む客
家も結婚式や文化交流イベ
ントのときに獅子舞をする。
表紙は茨城県在住の客家か
ら寄贈された獅子頭である
（H0328069）

巻 頭 エッセイ

2024年 8

客
家
の
暮
ら
し
が
日
本
を
癒
す
？

プロフィール
1979年神奈川県生まれ。2007年に東京
大学大学院で博士号取得後、17年まで公
立大学准教授。当時の専門は日本近代史。
20年、うつと離職の体験を踏まえた『心を
病んだらいけないの？』（斎藤環氏と共著、
新潮選書）で小林秀雄賞。代表作に『中国
化する日本』（文春文庫）、『平成史』（文藝
春秋）など。最新刊は『教養としての文明論』
（呉座勇一氏と共著、ビジネス社）。
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第五回世界客家大会（東京・大阪開催）で記念撮影を
する日本の客家（1980年、周子秋提供）

広東省五華県の刺身。「殺菌」のため酢に漬け、ネギ、醬油、
パクチーなどと食す（中国、2009年）

企画展で展示される「大阪式煙楼」の模型
（台湾客家文化発展センター提供）

左：客家花布。テーブルクロスなどでも使われる

上：上空から見た初渓の円楼（中国 福建省 永定県、2005年）

ハ
ッ
カ
？

わ
た
し
が
客ハ
ッ

家カ

と
い
う
こ
と

ば
を
初
め
て
聞
い
た
の
は
二
〇

〇
〇
年
秋
。
卒
業
論
文
を
書
く

た
め
兵
庫
県
の
華か

僑き
ょ
う

社
会
を

調
査
し
て
い
た
と
き
で
あ
っ
た
。

当
時
、
わ
た
し
が
も
っ
と
も
よ

く
お
話
を
聞
い
た
華
僑
の
方
が
、

「
わ
た
し
は
ハ
ッ
カ
だ
」「
こ
れ
は
ハ
ッ
カ
の
文
化
だ
」

と
し
ば
し
ば
口
に
し
て
い
た
。
ハ
ッ
カ
？
　
当
時

の
わ
た
し
が
こ
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
真
っ
先
に
頭

に
浮
か
ん
だ
漢
字
は「
薄
荷
」
や「
発
火
」
で
あ
っ
た
。

今
で
こ
そ
中
学
校
の
英
語
教
材
で
と
り
あ
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
客
家
で
あ
る
が
、二
〇
〇
〇
年

当
時
は
普
通
の
大
学
生
に
は
ま
る
で
聞
き
な
れ
な

い
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
大
学
院
に
進
学

し
中
国
を
研
究
対
象
に
し
て
初
め
て
、客
家
が
中

国
最
大
の
民
族
で
あ
る
漢
族
の
一
支
系
で
あ
る
こ

と
、世
界
各
地
に
移
住
し
華
僑
華か

人じ
ん

と
し
て
暮
ら

す「
流
浪
の
民
」
で
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

東
洋
の
ユ
ダ
ヤ
人

客
家
は
、中
国
東
南
部
の
山
岳
地
帯
を
主
要
な

居
住
地
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
は
、特
に
一
八

世
紀
以
降
か
ら
世
界
各
地
に
移
住
し
は
じ
め
た
。

中
国
本
土
を
除
く
と
、客
家
が
相
対
的
に
多
く
居

住
す
る
の
は
香
港
、台
湾
と
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で

あ
る
。
た
だ
し
南
半
球
に
住
む
華
僑
華
人
の
な
か

に
も
客
家
が
少
な
く
な
い
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
初

代
首
相
リ
ー
・
ク
ワ
ン
ユ
ー
、
タ
イ
の
元
首
相
で
あ

る
タ
ク
シ
ン
と
イ
ン
ラ
ッ
ク
の
兄
妹
、台
湾
で
総

統
に
な
っ
た
李り

登と
う

輝き

と
蔡さ

い

英え
い

文ぶ
ん

、
ガ
イ
ア
ナ
の
初

代
大
統
領
ア
ー
サ
ー
・
チ
ュ
ン
ら
も
客
家
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
世
界
の
各
界
で
多
く
の
成
功
者
を

輩
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、客
家
は「
東
洋
の
ユ
ダ

ヤ
人
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

日
本
に
も
客
家
が
住
む
。
日
本
の
客
家
の
多
く

は
台
湾
か
ら
移
住
し
て
い
る
。
日
本
在
住
の
客
家

は
崇す

う

正せ
い

会か
い

と
よ
ば
れ
る
組
織
を
つ
く
り
、活
動
し

て
き
た
。
客
家
と
聞
く
と
、異
国
に
住
む
遠
い
集
団

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
わ
た
し

が
後
に
知
っ
た
の
は
、
わ
た
し
が
幼
少
期
か
ら
な

じ
み
の
あ
る
関
西
の
い
く
つ
か
の
商
業
施
設
や
福

祉
施
設
な
ど
が
客
家
の
経
営
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。

民
博
の
徒
歩
圏
内
に
も
客
家
経
営
の
病
院
が
あ
っ

た
。
日
本
の
施
設
名
を
付
け
て
い
る
た
め
、
そ
う
と

は
知
ら
ず
に
通
り
過
ぎ
て
い
た
の
で
あ
る
。
客
家

は
我
々
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
い
る
。

餅
、
刺
身
、
大
阪
式

客
家
は
、中
国
の
他
の
漢
族
や
少
数
民
族
と
異

な
る
、一
風
変
わ
っ
た
文
化
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
。

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
円え

ん

楼ろ
う

は
そ

の
典
型
例
で
あ
る
。
客
家
の
文
化
と
い
う
と
そ
の

異
質
性
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
が
、
じ

つ
は
日
本
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、客
家
の
料
理
に
は
日
本
の
き
な
こ

餅
や
ヨ
モ
ギ
餅
と
似
た
も
の
も
あ
る
し
、中
国
本

土
の
客
家
地
域
に
は
刺
身
を
食
す
習
慣
す
ら
伝
統

的
に
あ
る
。
他
方
で
、日
本
は
一
八
九
五
年
か
ら
半

世
紀
の
あ
い
だ
、台
湾
を
植
民
地
と
し
た
。
そ
の
た

め
、台
湾
の
客
家
の
生
活
文
化
は
日
本
の
影
響
を

少
な
か
ら
ず
受
け
て
き
た
。
台
湾
の
客
家
地
域
に

は「
大
阪
式
煙え

ん

楼ろ
う

」
と
よ
ば
れ
る
タ
バ
コ
乾
燥
小
屋

が
点
在
し
て
い
る
し
、客
家
の
音
楽
に
は
日
本
由

来
の
音
階
が
含
ま
れ
る
。
い
ま
や
台
湾
客
家
の
ア

イ
コ
ン
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
花か

布ふ

に
も
日
本

風
の
デ
ザ
イ
ン
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
。

本
特
集
は
、
そ
の
よ
う
な
客
家
文
化
と
日
本
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
、建
築
、食
、音
楽
、信
仰
の

側
面
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ワンダー！客家特集

はっか……薄荷？ ハッカー？ それとも発火？
客家がすぐにピンと来る人は少ないだろう
だが、みんな日本でもこんなところ、あんなところで客家文化を
じつは目にしたり、耳にしたり、口にしたりしている
知れば知るほど
客家の世界って、ワンダー！

日
本
と
つ
な
が
る
客
家
文
化

河か
わ

合い 

洋ひ
ろ

尚な
お

　 

東
京
都
立
大
学 

准
教
授

みんぱく創設50周年記念企画展

客家と日本
―華僑華人がつむぐ、もうひとつの東アジア関係史

会期：2024年9月5日（木）〜12月3日（火）
場所：本館2階 企画展示場
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欠けた茶碗に盛られた土楼の朝ごはん（2010年5月31日）

上：いちばん静かな夜明け前の土楼（2009年10月8日）
下：朝日が差し込む4階の廊下（2009年5月15日）
（写真はすべて中国 福建省 永定県）

寒い日にもらう、あたたかい蒸かし芋（2009年11月6日）

消費しきれず溜まっていく、宴のもらいタバコ（2010年2月13日）

土楼前で行商人から買ったフルーツのおすそわけ（2009年11月9日）

土
楼
と
日
本
社
会

客
家
建
築
と
い
っ
て
も
、台
湾
客
家（
三さ

ん

合ご
う

院い
ん

）、

梅ば
い

州し
ゅ
う

客
家（
囲い

龍り
ゅ
う

屋お
く

）、河か

源げ
ん

客
家（
四
角
楼
）な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
る
。
だ
が
日
本
で
も
っ

と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
円え

ん

楼ろ
う

で

あ
ろ
う
。
福ふ

っ

建け
ん

省
に
あ
る
円
楼
は
客
家
地
域
と
閩び
ん

南な
ん

地
域
に
ま
た
が
っ
て
点
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
二
〇
〇
八
年
七
月
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺

産
に
登
録
さ
れ
、各
種
メ
デ
ィ
ア（
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

や
S
N
S
な
ど
）で
も
、
ひ
ろ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て

き
た
。

じ
つ
は
土
楼
と
日
本
は
浅
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
。

改
革
開
放
直
後
の
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、多
く
の

研
究
者
、
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
、旅
行
者
が
土
楼
一
帯

を
訪
れ
て
い
る
。
特
に
二
〇
〇
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
は
、

日
本
か
ら
の
来
訪
者
が
多
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め

現
地
の
客
家
人
た
ち
が
一
生
懸
命
、日
本
語
を
学

習
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
わ
た
し
も
現
地
の
人

か
ら「
日
本
語
学
習
用
」
の
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
を

頼
ま
れ
、中
国
語
と
日
本
語
を
録
音
し
て
渡
し
た

記
憶
が
あ
る
。

大
家
族
が
暮
ら
す「
家
」

ど
う
し
て
日
本
社
会
は
土
楼
と
い
う
建
物
に
そ

れ
ほ
ど
魅
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん

建
築
物
と
し
て
の
魅
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、失

わ
れ
た
大
家
族
へ
の
憧
憬
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い（
実
際
、当
時
の
建
築
学
の
雑
誌
に
お
い

て
も
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
）。

日
本
社
会
で
は
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
二
一
世
紀

に
か
け
て
、世
帯
の
構
成
人
数
は
ど
ん
ど
ん
減
少
し
、

「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
や「
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
」
で
描
か

れ
た
よ
う
な
一い

っ

家か

団だ
ん

欒ら
ん

の
姿
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
二
〇
二
四
年
現
在
、日
本

の
一
世
帯
当
た
り
の
人
数
は
二
・
六
人
で
あ
り
、
や

は
り
日
常
的
に
大
家
族
で
食
卓
を
囲
む
と
い
う
様

子
は
、
も
は
や
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
わ
た
し

は
土
楼
の
な
か
に
二
年
弱
滞
在
し
て
い
た
が
、（
当

時
は
ま
だ
）数
世
帯
、数
十
人
が
一
つ
の
大
き
な
屋

根
の
下
で
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
い
た
る
と

こ
ろ
で
話
し
声
が
聞
こ
え
、土
楼
内
を
歩
い
て
い

る
だ
け
で
食
事
に
誘
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
土
楼

で
暮
ら
す
人
び
と
は
共
通
の
祖
先
を
も
ち
、父
方

の
系
譜
に
基
づ
い
て
、土
楼
内
の
各
区
画
を
所
有

し
て
い
た
。

「
ノ
イ
ズ
」に
満
ち
た
暮
ら
し

土
楼
に
住
ん
で
み
て
感
じ
る
の
は
、誰
が
ど
こ

に
い
て
何
を
し
て
い
る
の
か
が
、
そ
れ
と
な
く
わ

か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
視
覚
的
に
も

そ
う
で
あ
る
し
、聴
覚
的
に
も
そ
う
で
あ
る
。
だ
い

た
い
、人
そ
れ
ぞ
れ
、毎
日
の
生
活
パ
タ
ー
ン
と
い

う
も
の
は
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め「
あ
の
婆
さ

ん
が
農
作
業
を
終
え
て
昼
寝
に
帰
っ
て
き
た
な
」

で
あ
る
と
か
、（
夜
中
に
）「
下
の
階
の
爺じ
い

さ
ん
が
小

便
に
行
っ
た
な
」
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
、

ほ
ん
の
小
さ
な
息
遣
い
ま
で
自
然
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

土
楼
内
に
は
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
時
空

間
は
ほ
と
ん
ど
な
い
わ
け
だ
が
、「
そ
も
そ
も
人
間

に
と
っ
て
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
っ
て
な
ん
だ
っ

た
っ
け
」
と
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

わ
た
し
が
住
ん
で
い
た
土
楼
は
、農
具
を
動
か

す
音
、動
物
の
鳴
き
声
、爆
竹
の
音
、雨
音
、夫ふ

う

婦ふ

喧げ
ん

嘩か

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る「
ノ
イ
ズ
」
に
満
ち
て
い
て

非
常
に
騒
々
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
振
り
返
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
各
自
が
共
同
生
活
を
送
る
な
か
で

響
き
合
う「
ホ
ワ
イ
ト
ノ
イ
ズ
」
で
あ
り
、平
穏
な

暮
ら
し
を
続
け
る
た
め
の
調
弦（
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
）だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

小こ

林
ば
や
し 

宏ひ
ろ

至し

　 

山
口
大
学 
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土
楼
に
住
ん
で
み
る
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台湾の市場で販売される客家粄（台湾 桃園市 中壢区、2024年）

日本客家関西崇正会の理事たちが作った「客家米食」
（大阪府 梅田、2023年、小林宏至撮影）

客家粄の一例で、切干大根と豚挽肉の「餡」。筆者実家の艾
粄。ほかにもさまざまな塩味・甘口の「餡」がある
（台湾、2024年）

上：日本のスーパーでよく見かけるヨモギ餅｡ その中身は
あんこである（大阪府、2024年）

左：よもぎは日本でも身近なところに生えているから艾粄
を作るのに便利（大阪府、2024年）

台
湾
で
客
家
料
理
と
い
え
ば

客
家
の
あ
い
だ
に「
粄バ
ン

一
個
が
ご
飯
三
杯
」
と
い

う
諺

こ
と
わ
ざ

が
あ
る
。
こ
れ
は
、客
家
の
食
生
活
に
お
け

る
粄
の
重
要
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。粄
は
、米
を

麵
や
皮
、餅
な
ど
に
加
工
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
食
材

と
調
理
し
た
料
理
の
総
称
で
あ
る
。
台
湾
に
は
、客

家
料
理
と
し
て
知
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
粄
が
あ
る
。

よ
く
い
わ
れ
る「
客
家
米
食
」
と
は
そ
の
こ
と
で
あ

る
。粄
は
、客
家
の
人
び
と
の
日
常
生
活
、風
習
、

信
仰
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

わ
た
し
は
台
湾
北
部
出
身
の
客
家
で
あ
る
。
祖

母
の
家
の
台
所
で
、蒸
し
器
の
蓋
が
カ
タ
カ
タ
と

音
を
立
て
、香
ば
し
い
湯
気
が
立
ち
上
る
光
景
が

わ
た
し
の
記
憶
に
も
あ
る
。
祖
母
は
い
つ
も「
粄
が

で
き
て
い
る
よ
ー
！
」
と
叫
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
週

末
の
午
後
に
訪
れ
る
光
景
で
あ
り
、
わ
た
し
に
と
っ

て
特
別
な
時
間
で
あ
っ
た
。

艾

は
墓

日
本
に
住
ん
で
い
て
も
、公
園
や
道
で
ヨ
モ
ギ

の
香
り
が
漂
う
春
に
な
る
と
、艾ニ

エ

粄バ
ン

を
よ
く
思
い

出
す
。
有
名
な
台
湾
の
客
家
料
理
の
ひ
と
つ
で
あ

る
艾
粄
は
、
ヨ
モ
ギ
を
使
っ
た
緑
色
の
生
地
の「
餅
」

で
あ
る
。
日
本
の
ヨ
モ
ギ
餅
と
見
た
目
は
似
て
い

る
が
、食
感
が
や
は
り
少
し
異
な
る
。
艾
粄
は
ヨ
モ

ギ
餅
ほ
ど
も
ち
も
ち
し
て
い
な
く
て
、
ぷ
に
ゅ
ん

と
し
て
い
る
。
客
家
粄
が
、
お
も
に
台
湾
で
栽
培
さ

れ
た
在
来
の
長
粒
種（
イ
ン
デ
ィ
カ
）の
う
る
ち
米

と
短
粒
種（
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
）の
も
ち
米
を
組
み
合
わ

せ
て
調
理
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ヨ
モ
ギ
は
む
か

し
か
ら
邪
気
を
払
う
草
と
し
て
、中
国
の
風
土
誌

に
記
録
さ
れ
る
。
春
に
も
っ
と
も
生
長
す
る
こ
と

か
ら
、客
家
は
ヨ
モ
ギ
を
摘
み
艾
粄
を
清せ

い

明め
い

節せ
つ

に

作
っ
て
、墓
に
参
っ
て
お
供
え
す
る
。
こ
の
た
め
、

艾
粄
は
墓ム

ー

粄バ
ン

と
も
よ
ば
れ
、祖
先
と
共
食
す
る
こ

と
で
一
年
を
通
じ
て
健
康
で
い
ら
れ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

「
在
来
米
粉
」の
お
か
げ

か
つ
て
は
、清
明
節
に
艾
粄
を
作
る
の
は
、非
常

に
複
雑
で
手
間
が
か
か
っ
た
。
最
初
に
、
お
米
を
水

に
浸
し
て
石
臼
で
す
り
つ
ぶ
し
、圧
力
を
か
け
て

水
を
切
り
か
た
ま
り
に
す
る
。
そ
れ
に
あ
ら
か
じ

め
茹ゆ

で
て
刻
ん
で
乾
燥
ま
た
は
冷
凍
さ
せ
て
お
い

た
ヨ
モ
ギ
を
加
え
、緑
色
が
均
一
に
な
る
ま
で
混

ぜ
て
練
る
。
こ
う
し
て
で
き
た
生
地
で
、炒い

た

め
た
切

干
大
根
と
ひ
き
肉
な
ど
の「
餡あ

ん

」
を
丸
く
包
み
、蒸
す
。

今
日
、一
般
家
庭
で
は
こ
う
し
た
米
の
下
処
理

に
か
か
る
手
間
は
少
な
く
な
っ
た
。
今
は
既
製
の

「
在
来
米
粉
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
こ
の「
在
来
米
粉
」
は
客
家
粄
だ
け
で
な
く
、

ビ
ー
フ
ン
、大
根
餅
、肉
団
子
な
ど
、多
く
の
中
華

料
理
に
お
い
て
不
可
欠
な
材
料
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
。
多
く
の
日
本
や
海
外
の
中
華
物
産
店
で
も
、

台
湾
の「
在
来
米
粉
」
が
客
家
料
理
や
他
の
中
華
料

理
の
製
作
に
必
須
の
材
料
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い

る
。
こ
の「
在
来
米
粉
」
の
お
か
げ
で
、日
本
で
も

清
明
節
の
時
期
に
わ
た
し
も
艾
粄
を
作
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
艾
粄
の
作
り
方
を
教
え
て
く
れ

た
祖
母
の
こ
と
も
懐
か
し
く
思
い
出
せ
る
の
だ
。

ニ

エ

バ
ン

ヨ
モ
ギ
香
る
祖
母
の
艾

范ハ
ン 

智チ

盈イ
ン
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右上：芎林公学校で鄧雨賢が使用していたピアノ
右下：鄧雨賢が勤めた芎林公学校で使用していた

日本統治時代の音楽の教科書
　　 （写真はどちらも台湾 新竹県、2023年）

徐福公園内の徐福像（和歌山県 新宮市、2023年）

上：徐福上陸の地として伝えられる波田須（はだす）町。徐福の里ともよばれる
　 （三重県 熊野市 波田須町、2023年）
下：新宮市の徐福公園。徐福像や徐福の墓などがある
　 （和歌山県 新宮市、2023年）

「台湾歌謡の父」鄧雨賢（1906～44年）
（台湾客家文化発展センター提供）

台
湾
に
行
く
と
、驚
く
ほ
ど
に
よ
く
日
本
の
音

楽
を
耳
に
す
る
。
降
り
立
っ
た
空
港
で
、宿
泊
先
の

テ
レ
ビ
で
、
あ
る
い
は
タ
ク
シ
ー
で
流
れ
る
ラ
ジ

オ
か
ら
…
…
。
カ
ラ
オ
ケ
店
は
台
湾
で
も
人
気
が

あ
り
、数
多
く
の
日
本
の
曲
が
入
っ
て
い
る
。
そ
の

背
景
に
は
、台
湾
の
音
楽
産
業
が
日
本
統
治
期（
一

八
九
五
〜
一
九
四
五
年
）に
始
ま
り
、発
展
し
て
き

た
こ
と
が
あ
る
。

台
湾
客
家
の
音
楽
も
日
本
と
の
関
係
が
深
い
。

一
九
一
四
年
に
は
、日
本
蓄
音
器
商
会（
現
日
本
コ

ロ
ム
ビ
ア
株
式
会
社
）が
有

名
な
客
家
音
楽
家
で
あ
る

何か

阿あ

文ぶ
ん（

一
八
五
八 

〜
一
九

二
一
年
）ら
を
東
京
に
招
き
、

八は
ち

音お
ん

、山さ
ん

歌か

、採さ
い

茶ち
ゃ

劇げ
き

な
ど

客
家
音
楽
の
レ
コ
ー
ド
を

制
作
し
た
。
こ
れ
は
台
湾

の
音
楽
が
商
業
化
さ
れ
た

初
の
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
当
時
、日
本
を
介
し
て
西
洋
音
楽
教
育
を

受
け
た
こ
と
で
、台
湾
客
家
か
ら
多
く
の
音
楽
家

が
輩
出
し
た
。
な
か
で
も
著
名
な
の
は「
台
湾
歌
謡

の
父
」
と
よ
ば
れ
る
作
曲
家
、鄧と

う

雨う

賢け
ん（

一
九
〇
六

〜
四
四
年
）だ
。
代
表
曲
で
あ
る「
望
春
風
」「
雨
夜

花
」「
月
夜
愁
」
と
い
っ
た
曲
は
、日
本
語
で
も
カ

バ
ー
さ
れ
る
ほ
ど
広
く
親
し
ま
れ
た
。

彼
が
作
曲
し
た
こ
れ
ら
の
曲
は
、
ヨ
ナ
抜
き
音

階
か
ら
な
る
。
ヨ
ナ
抜
き
音
階
と
は
、
ド
を
主
音
と

す
る
長
音
階（
ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
）に
当
て
は
め
た

と
き
に
、第
四
音（
フ
ァ
）と
第
七
音（
シ
）を
使
わ
な

い
五
音
音
階（
ド
レ
ミ
ソ
ラ
）の
こ
と
。
中
国
本
土
の

音
楽
で
も
み
ら
れ
る
が
、日
本
の
唱
歌
や
演
歌
な

ど
の
曲
で
多
用
さ
れ
て
い
る
。
台
湾
の
初
期
の
流

行
歌
で
は
特
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、日
本

の
影
響
が
う
か
が
え
る
。

近
年
で
は
、伝
統
的
な
客
家
音
楽
に
加
え
て
、客

家
語
で
歌
わ
れ
る
客
語
流
行
歌
や
客
語
創
作
歌
曲

と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
も
あ
る
。
な
か
に
は
、客
家
音

楽
の
み
な
ら
ず
、日
本
の
演
歌
の
要
素
を
含
む
曲

も
み
ら
れ
る
。
客
家
音
楽
文
化
と
日
本
の
関
係
は
、

現
在
に
お
い
て
も
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
秦し

ん

の
始し

皇こ
う

帝て
い

が
霊
薬
を
探
す
た
め
に
た
く
さ
ん

の
若
者
を
日
本
に
送
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
人
の
祖

先
に
な
っ
た
っ
て
話
が
あ
る
け
ど
、
そ
れ
っ
て
ほ

ん
と
？
」。
細
か
い
部
分
に
差
は
あ
る
も
の
の
、中

国
で
調
査
を
し
て
い
る
と
、
と
き
ど
き

こ
う
し
た
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
、

「
そ
の
前
か
ら
日
本
に
は
人
が
住
ん
で
い
た
か
ら

…
…
」
な
ど
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に

な
る
。

た
だ
、
こ
の
話
は
ま
ん

ざ
ら
作
り
話
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
司し

馬ば

遷せ
ん

の

『
史し

記き

』
に
、徐じ
ょ

福ふ
く

と
い
う

方ほ
う

士し

（
医
術
や
天
文
、神し
ん

仙せ
ん

術
な
ど
の
専
門
家
）の

話
が
あ
る
。
彼
は
秦
の
始

皇
帝
の
命
を
受
け
、三
〇

〇
〇
人
も
の
若
い
男
女

と
技
術
者
を
連
れ
、不
老

不
死
の
薬
を
求
め
て
東

方
に
出
航
し
た
と
い
う

の
だ
。
徐
福
た
ち
が
ど
こ

に
辿た

ど

り
着
い
た
の
か
に

つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、韓

国
や
日
本
、
さ
ら

に
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
と
い
う
説
ま
で
あ
る
。

日
本
で
は
北
海
道
か
ら
鹿
児
島
ま
で
全
国
二
〇

カ
所
以
上
で
徐
福
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い

う
。
こ
れ
ら
の
地
に
は
徐
福
を
先
進
的
な
技
術
を

も
た
ら
し
た
存
在
と
み
な
し
、神
と
し
て
祀ま

つ

る
と

こ
ろ
も
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、日
本
の
客
家
の
あ

い
だ
で
は
、徐
福
が
客
家
と
み
な
さ
れ
、崇
拝
の
対

象
と
も
な
っ
て
き
た
こ
と
だ
。
そ
れ
は
一
四
世
紀
、

元
代
に
活
躍
し
た
文
人
が
客
家
と
徐
福
の
関
係
を

う
か
が
わ
せ
る
詩
を
残
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
そ

う
だ
。
そ
う
す
る
と
、客
家
は
日
本
人
の
祖
先
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
か
。

徐
福
は
日
本
に
や
っ
て
来
た
の
か
。
徐
福
は
客

家
な
の
か
。
そ
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、客
家

と
日
本
、
そ
こ
に
は
意
外
と
浅
か
ら
ぬ
縁
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

客
家
音
楽
家
と
日
本

日
本
人
の
祖
先
は
客
家
？

田た

井い 

み
の
り
　 

東
京
都
立
大
学
大
学
院 

博
士
後
期
課
程

奈な

良ら 

雅ま
さ

史し

　 

民
博 

准
教
授

ワンダー！客家特集
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8

9 10

13

12

11

1

3
2

7 8
6

9

3

ボルネオ島では巨大化
（マレーシア コタキナ
バル、2012年、K）

タヒチでは原型をとどめていない
（タヒチ パペーテ、2017年、K）

4

5

12

10

11

13

4

5

ツ
ル
ツ
ル
で
や
わ
ら
か
い

初
め
て
の
食
感

甘
く
て
ま
ろ
や
か

祝
い
事
に
欠
か
せ
な
い

ど
こ
か
な
つ
か
し
い
、

素
朴
な
お
餅

こ
れ
は
も
は
や
豪
華
食
材
の

メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド

2 ト
ロ
ト
ロ
の
お
肉
に

梅
菜
の
風
味
が
ベ
ス
ト
マ
ッ
チ

梅
メイ

菜
ツァイ

扣
コー

肉
ロー

広東および世界各地における定番客家料理のひ
とつ。科挙に合格した客家が宮廷でこの料理を
作っていたら、皇帝にうけて広まったのだとか。
近年、日本の中国料理店や台湾料理店でも提供
されるようになっている
（中国 広東省 梅州市、2016年、K）

1 塩
に
つ
つ
ま
れ
て

旨
味
マ
シ
マ
シ

東
ドン

江
ジャン

塩
イェン

焗
ジュイ

鶏
ジー

香港や広東東部の代表的な客家料理である鶏の
塩蒸し焼き。香港では塩水鶏ともよばれる。日本
の横浜中華街でもこれを看板料理にしている店
がある（中国 広東省 河源市、2010年、K）

7

張
飛
が
絶
賛（
⁉
）

幸
せ
の
食
べ
る
お
茶

擂
レイ

茶
チャ

茶葉を穀物や他の食材とともにすりつぶし、湯を
入れて食べるお茶。客家だけでなく中国南部の各
地にあるが、台湾や日本では客家のものとされて
いる（中国 福建省 寧化県、2015年、K）

盆
パン

菜
ツァイ

香港の典型的な客家料理。神様の祭りのときな
どに一緒に食べる。南方に来た皇帝がおなかを
すかせていたとき、接待好きな客家がふるまった
のが盆菜だったのだという。今や宴会料理の定番
となっている（香港 新界、2023年、K）

写真解説の文末にあるKは河合洋尚、Nは奈良雅
史による撮影を示します。

粄
バン

條
ティアオ

台湾南部の代表的な客家料理。米でできた平たい粄をスープ
に入れたり、ソースを絡めたり。多彩な食べ方がある
（8・9：台湾 新竹県、2023年、N）（10：台湾 屛東県、2019年、N）

麻
マーシュ

糬
もち米から作る台湾のお餅。日本のお餅
よりやわらかい。「糍粑（ツーバー）」とよ
ぶ地域もある。ピーナッツの粉をまぶし
たり、アズキを入れたり、油で揚げたり。進
化するスイーツ（台湾 新竹県、2023年、N）

義民祭で麻糬を食べる（台湾 新竹県、2023年、N）

6 イ
カ
と
豚
が

手
に
手
を
と
っ
て
表
彰
台
へ

客
クー

家
ジア

小
シャオ

炒
チャオ

台湾客家料理の定番。豚肉と水で戻したスルメイ
カ、硬い豆腐のような豆干（とうがん）、セロリなど
を炒めた料理。日本でも代表的な客家料理として
登場し始めている（台湾 新竹県、2023年、N）

娘
ニャン

酒
ジウ

もち米で醸造した客家の地酒。紅麴米とともに発酵
させる。土楼などでも多くみられ、英語ではHakka 
Wineとよばれる（中国 江西省、K）

餃
子
の
つ
も
り
？

と
こ
ろ
変
わ
れ
ば

姿
も
変
わ
る

醸
ニャン

豆
ドウ

腐
フ

広東および世界各地における定番客家料理のひ
とつ。豆腐のなかに豚肉を入れて蒸す。客家が中原
（中国北部）から南下したとき、餃子を作ろうとし
たら皮がなかったので、豆腐で代用したら、この料
理になったのだという
（中国 広東省 梅州市、2016年、K）

な
に
な
に
、

客
家
料
理
に
つ
い
て
知
り
た
い
？

じ
ゃ
あ
、食
べ
る
の
が
早
い
。

香
港
や
台
湾
は
も
ち
ろ
ん

日
本
の
中
華
街
に
も

い
や
、タ
ヒ
チ
に
も
あ
る
。

客
家
の
人
た
ち
が
運
ぶ
味
は

い
つ
で
も
進
化
形
！

は
っ
か
味あ

じ

越
境
す
る
客
家
料
理

ワンダー！客家特集
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み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
特
別
展

吟
遊
詩
人
の
世
界

各
地
を
広
範
に
移
動
し
、詩
歌
を
歌
い
語
り
、

世
界
を
異
化（
い
か
）す
る
吟
遊
詩
人
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
そ
れ
ら
を
成
立
さ
せ
る

物
質
文
化
を
紹
介
し
ま
す
。

会
期
　

9
月
19
日（
木
）〜
12
月
10
日（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
企
画
展

客
家
と
日
本

―
華
僑
華
人
が
つ
む
ぐ
、

　
　
も
う
ひ
と
つ
の
東
ア
ジ
ア
関
係
史

華
僑
華
人
の
一
系
統
で
あ
る
客
家（
は
っ
か
）

と
日
本
の
交
流
の
歴
史
は
一
世
紀
半
に
お

よ
び
ま
す
。
本
展
示
は
、客
家
の
活
動
を
と

お
し
て
日
本
〜
中
国
大
陸
〜
台
湾
の
関
係

史
を
描
き
出
し
ま
す
。

会
期
　

9
月
5
日（
木
）〜
12
月
3
日（
火
）

会
場
　
本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
一
八
九
五
」

日
時 

9
月
8
日（
日
）13
時
30
分
〜
16
時

15
分（
13
時
開
場
）

会
場
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
3
5
0
名
）

上
映
作
品 

「
一
八
九
五
」（
2
0
0
8
年
）

参
加
費
　
要
展
示
観
覧
券（
一
般
5
8
0
円
）

　
　
　
　
※
イ
ベ
ン
ト
参
加
費
は
不
要

解
説
　
河
合
洋
尚（
東
京
都
立
大
学 

准
教

授
）

司
会
　
奈
良
雅
史（
本
館 

准
教
授
）

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順

※
事
前
申
込
の
方
へ
、当
日
12
時
30
分
か

ら
本
館
2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券

を
確
認
後
、入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

※
受
付
期
間
中
に
定
員
に
満
た
な
い
場
合

の
み
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

▼
友
の
会
先
行
受
付

　
8
月
2
日（
金
）ま
で
　
定
員
70
名

お
申
し
込
み
先

　
国
立
民
族
学
博
物
館
友
の
会

　（
千
里
文
化
財
団
）

▼
一
般
受
付

　
8
月
5
日（
月
）〜
9
月
4
日（
水
）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

食
べ
る
お
茶
―
擂
茶（
れ
い
ち
ゃ
）

づ
く
り
で
学
ぶ
客
家
の
暮
ら
し

日
時 

9
月
16
日（
月
・
祝
）、
23
日（
月
・
祝
） 

 

※
各
日
2
回
実
施

 

10
時
45
分
〜
12
時
45
分（
受
付
開
始 

 

10
時
15
分
）、14
時
15
分
〜
16
時
15
分 

 

（
受
付
開
始
13
時
45
分
）

会
場 

本
館
企
画
展
示
場
ほ
か

 

（
定
員
各
回
10
名
）

講
師 

松
本
学（
松
茶
商
店 

代
表
）

 

河
合
洋
尚（
東
京
都
立
大
学 

准
教 

 

授
）

 

奈
良
雅
史（
本
館 

准
教
授
）

対
象 

小
学
生
以
上（
小
学
生
は
保
護
者
も

ご
参
加
く
だ
さ
い
。
要
参
加
費
）

参
加
費
　

5
0
0
円（
大
学
生
、一
般
の
参 

 

加
者
は
要
展
示
観
覧
券
）

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
、

8
月
8
日（
木
）10
時
か
ら
定
員
に
達
し

次
第
受
付
終
了
）、先
着
順

み
ん
ぱ
く
創
設
50
周
年
記
念
研
究
公
演

ア
リ
ラ
ン
峠
の
向
こ
う
に
は

―
在
日
コ
リ
ア
ン
音
楽
の
こ
れ
か
ら

日
時 

8
月
25
日（
日
）14
時
〜
16
時
30
分

（
13
時
30
分
開
場
）

会
場
　
み
ん
ぱ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル

（
講
堂
）（
定
員
4
0
0
名
）

演
奏 

李
政
美
、安
聖
民
、河
栄
守
、金
栄

実
、梁
聖
晞
ほ
か

解
説 

髙
正
子（
大
阪
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
歴

史
資
料
館 

館
長
）

司
会 

福
岡
正
太（
本
館 

教
授
）

※
事
前
申
込
制（
本
人
を
含
む
2
名
ま
で
）、

先
着
順

※
事
前
申
込
の
方
へ
、当
日
13
時
か
ら
本

館
2
階
会
場
前
に
て
展
示
観
覧
券
を
確

認
後
、入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

※
受
付
期
間
中
に
定
員
に
満
た
な
い
場
合

の
み
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

▼
一
般
受
付
　

8
月
21
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 

8
月
10
日（
土
）、
9
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

M
M
P
　
周
年
記
念
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

は
じ
め
の一
歩  

や
っ
て
み
よ
う
！

ミ
ラ
ー
刺
繡

日
時 

8
月
11
日（
日
）11
時
〜
16
時

 

（
最
終
受
付
15
時
30
分
）

会
場 

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

対
象 

6
歳
以
上（
5
歳
以
下
は
保
護
者

同
伴
）

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

手
話
を
覚
え
て
、

は
な
ま
る
を
ゲ
ッ
ト
し
よ
う
！

日
時 

8
月
12
日（
月
・
祝
）11
時
〜
16
時

 

（
最
終
受
付
15
時
30
分
）

会
場 

本
館
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

※
申
込
不
要
、参
加
無
料
、当
日
随
時
受
付

受
賞

「
モ
ン
ゴ
ル
国
北
極
星
勲
章
」を
受
賞

本
館
の
島
村
一
平
教
授
が
、モ
ン
ゴ
ル
国

の
文
化
振
興
や
モ
ン
ゴ
ル
研
究
の
発
展
、

お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
人
研
究
者
の
育
成
に
貢

献
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
モ
ン
ゴ
ル
国
北
極

星
勲
章
」を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル

国
北
極
星
勲
章
は
、モ
ン
ゴ
ル
国
が
外
国

人
に
授
与
す
る
最
高
の
国
家
勲
章
で
す
。

8
月
17
日（
土
）・
18
日（
日
）の
ご
来
館
に

つ
い
て
ご
案
内

8
月
17
日（
土
）、
18
日（
日
）

は
万
博
記
念
公
園
に
て
大

規
模
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
る
た
め
、
来
館
方
法
が

通
常
と
は
異
な
り
ま
す
。
詳
細
は
み
ん
ぱ

く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、ご
理
解
・
ご
協

力
の
ほ
ど
、何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

巡
回
展

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

―
さ
わ
る
！〝
触
〞の
大
博
覧
会

　
　
直
方
巡
回
展
2
0
2
4

会
期
　

9
月
16
日（
月・祝
）ま
で

会
場
　
直
方
谷
尾
美
術
館（
福
岡
）

主
催
　
公
益
財
団
法
人
直
方
文
化
青
少
年

協
会

共
催
　
国
立
民
族
学
博
物
館

驚
異
と
怪
異

―
想
像
界
の
生
き
も
の
た
ち

本
館
で
2
0
1
9
年
に
開
催
さ
れ
た
特
別

展
が
こ
の
秋
、北
海
道
に
巡
回
し
ま
す
。
開

催
地
域
な
ら
で
は
の
展
示
品
も
加
わ
り
進

化
す
る「
驚
異
と
怪
異
」展
を
観
に
、ぜ
ひ

ウ
ポ
ポ
イ
へ
。

会
期 

9
月
14
日（
土
）〜
11
月
17
日（
日
）

会
場 

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館 

特
別
展

示
室（
北
海
道
）

主
催 

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
、国
立

民
族
学
博
物
館
、公
益
財
団
法
人

千
里
文
化
財
団

みんぱくゼミナール
会場　みんぱくインテリジェントホール（講堂）
参加無料
※事前申込制、先着順（定員320名）
※当日参加申込も可能（定員80名）
·8月以降、当日12時30分より入場整理券
を配布します

第548回
8月17日（土）13時30分～ 15時（13時開場）
ネパールの「吟遊詩人」
―映像音響資料の当事者との共有
講師　南真木人（本館 教授）
【申込期間】

▼一般受付　8月14日（水）まで
　※友の会先行受付は終了しました。
　※当

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
日のご来館方法にご注意ください。

第549回
9月21日（土）13時30分～ 15時（13時開場）
世界を異化する歌と語り
―エチオピアの吟遊詩人
講師　川瀬慈（本館 教授）
エチオピアの地域社会で活動する吟遊詩人
の歌は、近年エチオピアが経験した社会や

政治の変動、および庶民の心情を映し出す
鏡です。これらの歌について私が撮影した
映像とともに紹介します。

聴衆による即興詩を復唱する酒場の歌手（2022年）

【申込期間】

▼友の会先行受付
　8月8日（木）～16日（金）（定員80名）
お申し込み先

　国立民族学博物館友の会（千里文化財団）

▼一般受付　8月19日（月）～9月18日（水）

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）

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

国立民族学博物館 広報係
電話  06-6878-8560 （9時〜17時、土日祝を除く）　 FAX  06-6875-0401
お問い合わせフォーム https://www.minpaku.ac.jp/information/contactus/form/

アズマリ（エチオピアの吟遊詩人）が酒場で即興詞を復唱する
様子

台湾の客家居住地にある三合院

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

第551回 8月3日（土）13時30分～15時
古代エジプトの書字文化
―「刻む文字」と「書く文字」の世界
講師　永井正勝（本館 特任教授）
古代エジプト文明の栄華を支えたのは文字
の存在でした。古代エジプトの文字は、神

や王に捧げるべく石材などに刻まれたヒエロ
グリフと、書記が記録のためにインクと筆で
記したヒエラティックとに大別されます。こ
のように古代エジプトでは「刻む文字」と「書
く文字」とが併存されていたのです。本講演
ではそれらの文字の違いを紹介するとともに、
民博所蔵のヒエログリフ碑文を解説します。

※講演会終了後、講師とともに本館展示に
て見学会をおこないます。（要会員証もし
くは展示観覧券）

第552回 9月7日（土）13時30分～15時
台湾客家と日本
―20世紀前半を中心に
講師　河合洋尚（東京都立大学 准教授）

1895年に台湾が日本の領土となった後、現
地の客家（はっか）社会は大きく変化しました。
台湾の客家地域では新たな産業が導入・促
進され、人々の移動が加速し、日本風の地
名に改称されるなど、その景観は移り変わり
をみせていきます。他方で、客家の子弟は
日本語教育を受け、日本の技術や文化を学
んでいきます。日本へ留学や移住をする客
家も増えます。20世紀前半を中心に、台湾
客家と日本の知られざるつながりを解説しま
す。

※講演会終了後、講師とともに企画展にて
見学会をおこないます(要会員証もしくは
展示観覧券)

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

韓国の民俗病「産後風」の語りから、この病い
が女性の心理的・肉体的苦痛を歴史・文化的
背景とともに構築し、韓国女性にとって「苦しみ
のイディオム」として
共有され続けていた
ことを多角的に論究し
ます。

諸昭喜 著
『産後の〈風〉―病いの語りからみる
韓国社会とジェンダー』
春風社
3,960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。
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 推しコレポイント 

いちばんの推しのポイントは、もちろん音色そのもの。展示
場でそれを聴けないのは残念ですが、きれいに装飾された
可愛らしい丸い胴を見ると、その哀愁漂う音色が耳によみが
えってきます。 サマルカンドの楽器店でギジャクを試奏している様子

（ウズベキスタン、2023年）

みんぱくシアターでは、「トルクメニスタンの楽器
ドゥタール」（番組番号7060）が視聴できる。ギ
ジャクの演奏場面も収録されているので、実際
の音色を映像で観て（聴いて）みてはいかがだろ
う。

弦楽器（ギジャク）
標本番号│H0277528
地域│ウズベキスタン共和国
展示場│中央・北アジア展示場

フレットがあってほしい

わたしはヴァイオリンが弾けない。弾けな
いどころか、触ったこともないし、演奏して
みたいと思ったことがない。なぜなら、フ
レットがないから。フレットとは、ギターや
マンドリンなどの弦楽器だと付いている、音
程を変えるために弦を押さえる場所を示す突
起のことである。ギターは、フレットがある
のでわたしにとってはとっつきやすく、若か
りしころに練習して多少は弾けるようになっ
た。しかし、ヴァイオリンはどこを押さえれ
ば何の音が出るのかがわからず、ハードルが
高く感じられたのだ（勝手な先入観です）。
さて、本稿で紹介するわたしの「推し」の
資料は、そんなヴァイオリンと同様に、弓で
弦をこすって音を出すウズベキスタンの伝統
楽器「ギジャク」である。もちろん、フレッ
トはない。であれば、わざわざギジャクを推
さなくとも、そのすぐ隣に展示してあるタン
ブルなどギターに近い楽器をとりあげればい
いのに、と思われるかもしれないが、そこは
自分が弾けないからこその憧れというか、単
に天

あまのじゃく

邪鬼なだけである。

「むーん」とした音

みんぱくで展示されているギジャクは、丸
い木製の胴部に革が張られ、革の周囲には螺

ら

鈿
でん

細工のような装飾が施されている。弦は四

本で金属製だが、伝統的には馬の尻尾や羊の
腸などが使われていたらしい。また弓毛も、
馬の尾の毛が使われることが多いようだ。胴
に張られた革は、一般的には羊の皮が用いら
れる。
弦楽器コレクターの知人に聞いたところ、
ヴァイオリンは胴がすべて木でできており、
「乾いた」「明るい」音色が特徴であるのに対し、
ギジャクは「むーん」とした感じの、ヴァイ
オリンに比べると「湿った」音が出るのが特
徴とのこと。この、胴が革張りだからこそ出
る哀愁漂うむーんとした音が、わたしがフィー
ルド調査で毎年訪れるウズベキスタンの伝統
音楽に欠かせないギジャクの、「推し」ポイ
ントである。楽器の素材・作り、弦や弓の素
材、それらで奏でられる音色の違い、まさに
こういったところに民族的な特色が出るとも
いえるだろう。

哀愁漂うウズベキスタンの音色
寺
てら

村
むら

 裕
ひろ

史
ふみ

　 民博 准教授

推しコレ図鑑



もっと、
みんぱく
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ソファーでゆったり「シアタールーム2～5」
（写真はどちらも2022年、奥村泰之撮影）

民族学資料共同利用窓口  電話 06-6878-8213
月～金。9～12時、13～17時（土日祝、年末年始を除く）
民博が所蔵する標本資料、文献図書資料、映像・音響資料、
民族学研究アーカイブズ資料の利用についてお答えします。
教育・研究目的のストリーミング視聴についてもこちらへ。

ビデオテークデータベース
民博にあるビデオテークと同じ方法で番組を探したり、検索
語を入力して探したりできます。見たい番組を見つけたら、民
博のビデオテークブースやシアタールームでご視聴ください。

200インチ超の大型スクリーンで臨場感たっぷり「シアタールーム1」

一
九
七
〇
年
代
の
近
未
来
感

本
館
二
階
の
中
央
パ
テ
ィ
オ「
未
来
の
遺
跡
」を
取
り
囲
む
回
廊
部

分
を
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー
ン
と
い
う
。
そ
こ
に
ビ
デ
オ
テ
ー

ク
が
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
近
未
来
感
漂
わ
せ
る
チ
ュ
ー
ブ
型
の

ブ
ー
ス
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、日
常
生
活
空
間
に
広
が
る
食

や
モ
ノ
作
り
か
ら
、特
別
な
日
の
儀
礼
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
な
か
に
は
、

一
九
七
七
年
の
開
館
以
前
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、世
界
各
地
で

こ
ん
な
も
の
を
撮
影
し
て
い
た
の
か
と
驚
く
貴
重
な
映
像
も
あ
る
。

ブ
ー
ス
で
見
ら
れ
る
の
は
、多
く
が
数
分
か
ら
二
〇
分
未
満
の
短
編

番
組
で
あ
り
、ブ
ー
ス
で
見
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
長
さ
で
あ

る
。
展
示
場
を
回
遊
中
に
ひ
と
休
み
し
な
が
ら
視
聴
す
る
の
に

も
ち
ょ
う
ど
よ
い
。
だ
が
、長
時
間
の
番
組
を
ブ
ー
ス
で
見
る

と
い
う
の
は
少
し
厳
し
い
。
で
も
、安
心
し
て
く
だ
さ
い
。
今

の
み
ん
ぱ
く
に
は「
シ
ア
タ
ー
ル
ー
ム
」が
あ
る
の
で
す
。

大
型
ス
ク
リ
ー
ン
で
ゆ
っ
た
り
と

コ
ロ
ナ
禍
前
に
民
博
に
訪
れ
た
き
り
で
あ
れ
ば
初
耳
か
も
し

れ
な
い
。
二
〇
二
二
年
三
月
末
に
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー

ン
内
に「
み
ん
ぱ
く
シ
ア
タ
ー
」が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
四
〇
名
ま

で
利
用
可
能
な「
シ
ア
タ
ー
ル
ー
ム
1
」で
は
、適
宜
変
更
し
な

が
ら
、ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ
て
長
編
番
組
を
常
時
上
映
し

て
い
る
。
二
〇
〇
イ
ン
チ
を
超
え
る
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
で
見
る

映
像
に
は
迫
力
が
あ
る
。
少
人
数
で
利
用
で
き
る「
シ
ア
タ
ー

ル
ー
ム
2
～
5
」は
、長
編
番
組
の
な
か
か
ら
希
望
に
合
わ
せ
て

視
聴
で
き
る
。ソ
フ
ァ
ー
に
座
っ
て
の
視
聴
は
な
か
な
か
に
快
適
で
あ
る
。

授
業
で
視
聴
す
る
に
は

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
番
組
を
館
外
で
教
育
に
利
用
し
た
い
と
い
う
こ
と

も
あ
る
。
教
育
・
行
政
機
関
や
研
究
者
で
あ
れ
ば
と
い
う
条
件
は
あ
る
が
、

「
貸
出
可
能
」マ
ー
ク
の
あ
る
番
組
は
教
育
・
研
究
目
的
用
に
館
外
貸
出

サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
。
来
館
す
る
時
間
が
な
い
場
合
に
は
、ビ
デ
オ
テ
ー

ク
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
館
外
利
用
の
項
目
で
貸
出
可
能
作
品
を
確
認
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
映
像
資
料
の
利
用
に
つ
い
て
は
、遠
慮
な
く
民
族
学

資
料
共
同
利
用
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
き
た
い
。

以
前
は
D
V
D
な
ど
の
受
け
渡

し
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、近
年
で

は
D
V
D
だ
け
で
な
く
ス
ト
リ
ー

ミ
ン
グ
で
の
視
聴
に
も
対
応
し
て

い
る
。
館
外
貸
出
サ
ー
ビ
ス
も
ア
ッ

プ
デ
ー
ト
し
て
い
る
の
だ
。

黒
くろ

田
だ

 賢
けん

治
じ

　 民博 助教

ビデオテークをきわめる！



ど

こ行
く？

乗って、 どこ
行く？
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険しい山の斜面を行く乗合ジープ（ネパール ソルクンブ郡、2023年）

ネ
パ
ー
ル・ヒ
マ
ラ
ヤ
の
険
し
い
山
岳
地
帯
に
暮

ら
す
人
び
と
に
と
っ
て
、車
道
の
到
来
は
悲
願
で
あ

る
。そ
れ
は
、不
便
で「
遅
れ
た
」山
の
生
活
を「
発

展
」さ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

エ
ベ
レ
ス
ト
の
麓
に
位
置
す
る
、ト
レ
ッ
キ
ン

グ
観
光
の
盛
ん
な
ソ
ル
ク
ン
ブ
郡
で
は
、二
〇
一
五

年
の
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
の
あ
と
急
速
に
車
道
の
建

設
が
進
ん
で
い
る
。
現
在
で
は
、こ
の
地
域
の
玄
関

口
で
あ
る
飛
行
場
の
村
ル
ク
ラ
の
す
ぐ
近
く
ま
で
、

首
都
か
ら
車
で
た
ど
り
着
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

車
道
が
開
通
す
る
と
ま
ず
バ
イ
ク
が
走
り
出
し
、

や
が
て
四
輪
駆
動
の
乗
合
ジ
ー
プ
が
や
っ
て
く
る
。

ジ
ー
プ（
現
地
で
は
ジ
プ
と
発
音
さ
れ
る
）は
、か
つ

て
は
数
日
が
か
り
だ
っ
た
麓
へ
の
旅
を
、一
〇
時

間
足
ら
ず
に
ま
で
短
縮
し
た
。

も
っ
と
も
、ヒ
マ
ラ
ヤ
の
車
道
は
、日
本
の
わ
た

し
た
ち
が
想
像
す
る
よ
う
な
平
ら
で
真
っ
す
ぐ
な

車
道
と
は
か
な
り
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、人
と
家
畜
が
通
れ
る
だ
け
の
従
来
の
山
道
と
、

道
幅
以
外
の
点
で
は
さ
し
て
変
わ
り
な
い
。
重
機

で
山
腹
を
削
り
、大
き
な
障
害
物
を
取
り
除
い
て

車
両
さ
え
通
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、も
う
そ
れ
は

立
派
な
車
道
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、ジ
ー
プ
に
よ
る
移
動
は
、た
だ

座
っ
た
ま
ま
安
楽
に
過
ぎ
去
る
時
間
と
い
う
に
は

程
遠
い
。
ジ
ー
プ
は
無
数
の
段
差
や
岩
を
乗
り
越

え
、小
川
を
渡
り
、斜
面
を
ジ
グ
ザ
グ
に
切
り
返
し

て
上
り
下
り
し
、激
し
く
車
体
を
揺
ら
し
な
が
ら

山
間
部
を
進
む
。
乗
客
た
ち
は
、ド
ア
や
天
井
に
頭

を
ぶ
つ
け
な
い
よ
う
、常
に
次
の
衝
撃
に
備
え
て

身
構
え
る
。
エ
ア
コ
ン
な
ど
な
い
車
内
に
は
窓
か

ら
埃
ほ
こ
り
っ
ぽ
い
風
が
吹
き
込
み
、密
着
し
た
隣
の
人

の
汗
が
じ
ん
わ
り
と
染
み
て
く
る
。
車
内
で
は
能

天
気
な
ネ
パ
ー
ル
ポ
ッ
プ
ス
を
大
音
量
で
流
し
、外

へ
は
け
た
た
ま
し
く
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
な

が
ら
、追
い
越
し
追
い
越
さ
れ
つ
つ
ジ
ー
プ
は
崖

道
を
疾
走
し
て
ゆ
く
。

車
道
の
到
来
は
村
の
景
観
も
一
変
さ
せ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
沿
道
の
森
は
切
り
払
わ
れ
、細
か
っ
た

山
道
は
砂
埃
の
舞
う
未
舗
装
の
路
面
と
な
り
、新

た
な
車
道
に
沿
っ
て
商
店
の
移
築
も
進
ん
で
い
る
。

他
方
で
、ト
レ
ッ
キ
ン
グ
客
を
相
手
に
ガ
イ
ド
や

ポ
ー
タ
ー
と
し
て
収
入
を
得
て
い
た
若
者
た
ち
の

一
部
は
、外
国
人
を
乗
せ
て
素
通
り
す
る
車
両
を
見

て
観
光
産
業
の
将
来
を
悲
観
し
、ジ
ー
プ
運
転
手
へ

の
転
業
を
模
索
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。ジ
ー

プ
は
沿
道
の
人
び
と
の
期
待
と
不
安
を
乗
せ
、今
日

も
山
中
を
ガ
タ
ガ
タ
と
走
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
を
疾
走
す
る
乗
合
ジ
ー
プ古ふ

る

川か
わ 

不ふ

可か

知ち

　 

九
州
大
学 

准
教
授
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アメリカ合衆国

ワシントンD.C.

長年にわたって在外米軍基地の遠隔地教育を担ってきたメリーラン
ド大学ユニヴァーシティ・カレッジ（UMUC）、半旗が掲げられている
（アメリカ合衆国 メリーランド州アデルフィ、2001年9月12日）

ペンタゴンに隣接するアーリントン国立墓地。多くの戦没者やテロの犠牲者が眠る（アメリカ合衆国 ヴァージニア州アーリントン、2001年9月9日）

9.11とならんで、アメリカ国民に大きな傷を残したべトナム戦争の戦
没者慰霊碑（アメリカ合衆国 ワシントンD. C. 、2001年9月10日）

9.11直後も何事もなかったかのように開館していた米
国議会図書館
（アメリカ合衆国 ワシントンD. C. 、2001年9月15日）

ア
メ
リ
カ
で
は
ト
ラ
ブ
ル
続
き

二
〇
〇
一
年
八
月
末
か
ら
二
週
間
の
予

定
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
訪
問
し
た
。
訪

問
先
は
、西
海
岸
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、

サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
、
中
西
部
の
ブ
ル
ー
ミ
ン

ト
ン
、
そ
し
て
合
衆
国
の
首
都
ワ
シ
ン
ト

ン
D 
・
C
で
あ
る
。
各
地
で
ト
ラ
ブ
ル
が

発
生
し
、忘
れ
ら
れ
な
い
調
査
と
な
っ
た
。

例
え
ば
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
で
は
、
人
間
の
サ

イ
ズ
を
無
視
し
た
規
格
外
の
都
市
設
計
の

た
め
（
な
に
せ
道
路
幅
が
異
常
に
広
い
）、

街
を
歩
い
て
い
る
う
ち
に
気
持
ち
が
悪
く

な
っ
て
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
次
に
シ
カ

ゴ
経
由
で
向
か
っ
た
ブ
ル
ー
ミ
ン
ト
ン

は
、
旅
行
会
社
の
手
配
ミ
ス
で
目
指
し
て

い
た
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
同
名
の
田

舎
町
だ
っ
た
。
着
い
て
初
め
て
気
づ
い
た

と
き
に
ど
れ
だ
け
焦
っ
た
こ
と
か
。
ト
ン

ボ
返
り
で
シ
カ
ゴ
に
戻
り
、
な
ん
と
か
イ

ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
国
際
空
港
に
到
着
、

日
付
が
変
わ
る
頃
に
予
約
し
て
い
た
大
学

の
宿
泊
施
設
に
投
宿
し
た
。

極
め
付
け
の
出
来
事
は
、
二
〇
〇
一
年

九
月
八
日
に
着
い
た
最
終
地
の
ワ
シ
ン
ト

ン
D

・
C
で
起
こ
っ
た
。

ワ
ー
ル
ド
ト
レ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
、そ
し
て
…

九
月
一
一
日
は
、
ペ
ン
タ
ゴ
ン
（
国
防

総
省
）
で
関
係
者
に
会
う
予
定
だ
っ
た
た

め
、
七
時
半
ご
ろ
に
電
話
を
し
て
わ
た

し
の
ア
ポ
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
（
軍
人

の
勤
務
は
朝
が
早
い
）。
と
こ
ろ
が
残
念
な

こ
と
に
そ
の
日
は
会
え
そ
う
に
な
い
と
い

う
。
こ
の
た
め
、
食
堂
で
朝
食
を
一
人
で

と
っ
て
い
る
と
、
突
然
た
く
さ
ん
の
人
が

食
堂
に
入
っ
て
き
て
テ
レ
ビ
を
つ
け
た
。

と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
ワ
ー
ル
ド
ト

レ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
の
燃
え
盛
る
映
像
が
目

に
飛
び
込
ん
で
き
た
で
は
な
い
か
。

ワ
ー
ル
ド
ト
レ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
に
続

き
、
ペ
ン
タ
ゴ
ン
に
も
飛
行
機
が
突
っ
込

ん
だ
。
ア
ポ
が
と
れ
て
い
た
ら
、
今
ご
ろ

わ
た
し
も
あ
の
場
所
に
居
た
は
ず
だ
。
そ

う
思
う
と
、
安あ

ん

堵ど

の
気
持
ち
と
居
合
わ
せ

た
か
っ
た
と
い
う
悔
し
い
気
持
ち
が
交
じ

り
あ
っ
た
複
雑
な
気
分
に
な
っ
た
が
、
現

実
離
れ
し
す
ぎ
て
い
る
せ
い
か
不
思
議
と

恐
怖
心
は
わ
か
な
か
っ
た
。
直
後
か
ら
最

寄
り
の
駅
も
封
鎖
さ
れ
、
も
ち
ろ
ん
ア
ポ

な
ど
す
っ
飛
ん
で
し
ま
っ
た
。

予
約
し
て
い
た
帰
国
便
も
キ
ャ
ン
セ
ル

と
な
り
、
い
つ
帰
国
で
き
る
か
も
わ
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
D

・
C
は

意
外
に
平
穏
を
保
っ
て
い
た
。
閉
館
に

な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
は
ず
の
議
会
図

書
館
が
開
い
て
い
た
た
め
、
連
日
そ
こ
に

通
っ
て
時
間
を
潰
し
た
。

空
港
に
て

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
帰
国
便
が
出

る
と
い
う
連
絡
が
航
空
会
社
か
ら
届
い

た
。
荷
物
検
査
が
厳
し
い
た
め
、
通
常
の

二
時
間
で
は
な
く
四
時
間
前
に
空
港
に
来

い
と
い
う
。
こ
の
た
め
、
当
日
一
一
時
出

発
の
飛
行
機
に
乗
る
た
め
に
六
時
ご
ろ
に

空
港
に
着
い
た
。
と
こ
ろ
が
ま
た
も
キ
ャ

ン
セ
ル
に
な
っ
て
し
ま
う
。
せ
っ
か
く
朝

早
く
起
き
て
、
ホ
テ
ル
の
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ

ト
を
済
ま
せ
て
や
っ
て
き
た
の
に
…
…
と

が
っ
く
り
し
て
い
る
と
、
七
時
発
な
ら
乗

れ
る
と
の
こ
と
。
は
ぁ
？ 

一
時
間
前
や

の
に
大
丈
夫
な
ん
か
？
　
と
呆
れ
た
が
、

な
ん
と
か
予
定
よ
り
一
週
間
遅
れ
の
九
月

二
〇
日
に
帰
国
の
途
に
就
く
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

９
・

11
が
変
え
た
も
の

あ
れ
以
来
、
世
界
情
勢
は
大
き
く
変
化

し
、
首
謀
者
の
ビ
ン
・
ラ
デ
ィ
ン
も
同
時

多
発
テ
ロ
か
ら
一
〇
年
後
の
二
〇
一
一
年

五
月
に
米
軍
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
し

か
し
、
テ
ロ
で
愛い

と

し
い
人
た
ち
を
失
っ
た

遺
族
の
悲
し
み
が
癒
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
遺
族
だ
け
で
は
な
い
。
あ
の
場
に
い

た
人
た
ち
、
繰
り
返
し
放
映
さ
れ
た
映

像
を
見
た
多
く
の
人
た
ち
の
な
か
に
も
、

P

T

S

D
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）

で
苦
し
む
人
が
い
る
は
ず
だ
。
そ
の
後
わ

た
し
が
、
軍
隊
か
ら
ト
ラ
ウ
マ
の
研
究
に

舵か
じ

を
切
っ
た
遠
因
に
は
、
こ
の
9

・

11
の

経
験
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

田た

中な
か 

雅ま
さ

一か
ず

　 

国
際
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
専
門
職
大
学 

教
授

9
・
11
午
前 

ペ
ン
タ
ゴ
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

202024.8

左下：ピタのお持ち帰り用メニュー（2018年）
右下：トルコ料理屋リュキアのディナー（2023年）
（写真はすべてロンドン ゴールダーズ・グリーンにて撮影）

ユダヤ系デリ、ピタのホ
ンモスをのせたパスタ
（2018年）

ロンドンでのアーカイヴ調査を大学院生以来
続けている。ユニヴァーシティ・コレッジ・オヴ・ロ
ンドン構内の古典学研究所図書館とウォーバー
グ研究所図書館に加えて、大英図書館も回れば古
代史から受容史までの西洋古代宗教関係の文献
が揃

そろ

うのはありがたい。
ゴールダーズ・グリーンの自炊できるアパート

メントを定宿にしている。調査先図書館最寄りの
駅から地下鉄に15分ほど乗って地上駅で降りる。
ロンドン屈指のユダヤ人街で、静かで荒れていな
い。空が広い。空気も澄んでいる。大通りにはユ
ダヤ教やイスラームの食物規定に対応した食材店・
料理店やユダヤ教用品店が軒を連ねる。ユダヤ系
パン屋ではサンドウィッチを買うラビ（ユダヤ教指

導者）の姿も見かける。お祝い事用のデコレーショ
ンケーキの広告も鮮やかだ。金曜日の夜から土曜
日の昼間にはシャバット（安息日）で街が静まりか
えり、土曜日の夜には料理屋が賑

にぎ

わう。デリに集っ
てお喋

しゃべ

りに興じる黒装束の若者たちの姿に、超正
統派ユダヤ教徒の青春をかいまみる。

秋や早春の夜に到着するとゴールダーズ・グリー
ンの表通りは暗い。宿に荷物を置いてから、深夜
営業の食料品店で水と牛乳とチョコレートがけダ
イジェスティヴ・ビスケットと林

りん

檎
ご

を、パン屋でル
ガラッハ（ユダヤの伝統的な菓子パン）を買う。一週
間分の食材は翌朝買い出しに行く。ゴールダーズ・
グリーン北側の住宅街まで歩いてみる。表通りに
はヨーロッパ・西アジア・南アジア各地から輸入さ
れた食物規定対応食材を豊富に取りそろえた食

料品店もあれば、生鮮食料品に加えてスパイスや
惣
そう

菜
ざい

も揃うトルコ系食料品店も、テスコやセイン
ズベリーやマークス・アンド・スペンサーやウェイ
トローズといったスーパーマーケットチェーンも
揃う。日本では高価な食材が手の届く値段で眼の
前に並ぶ。食材には困らない。料理の腕が鳴る。

イギリスのEU離脱後も活気があるのは移民の
店だ。ゴールダーズ・グリーンではトルコ料理屋
と食材店を経営するリュキアグループとユダヤ系
デリ、ピタが好きだ。照明もあたたかくて店構え
に包容力がある。中東の豆料理、ホンモスとファ
ラーフェルを持ち帰り用に包んでもらうこともある。
大都会に根を下ろす気概にふれたくて、実質ある
食事をいただく。

ロンドンのユダヤ人街でのひとり飯
中
なか

西
にし

 恭
きょう

子
こ

　 津田塾大学 特任研究員
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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

大阪（伊丹）空港

新大阪駅 千里中央駅

徒歩

徒歩

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
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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

次号の予告  9 月号

8
2024年

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）

2200 年以上前に中国から不老不死の薬を求めてやって来た客家の徐福
一行が日本人の祖先 !?　しかもその上陸地は神武天皇と同じく熊野だなんて。
む、む、む……客家ってワンダー！

客家文化といえば円楼、というイメージが中国では観光化のなかでできあ
がっている。小林宏至さんによると、そんな円楼でのくらしを特徴づけている
のは「ノイズ」。そういえば「今こそ日本に円楼住宅を！」と仰天提案を臆さ
ない與那覇潤さんの「巻頭エッセイ」の核心も、まさにノイズとのかかわりあ
いにあった。ヒマラヤにまで乗合ジープがノイズをま
き散らして疾走し、地球はますます人だら
け、ノイズだらけ。いっぽう、「はっか味」
（10～ 1 1ページ）にある料理写真をひ
とつひとつ見つめていると、今にも聞こ
えてきそうな店内のノイズはなんだか心地
よい。企画展「客家と日本―華僑華
人がつむぐ、もうひとつの東アジア関
係史」は 9 月 5 日（木）から開催。もう
ひとつの日本が見えてくる！（樫永真佐夫）

特集「吟遊するヘテロトピアン」（仮）

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

P-B10271



躍動する先住民の
デジタル世界
平野智佳子

SNSを通した
アボリジナリティの形成
栗田梨津子

歌と踊りのデジタルアーカイブ
土井冬樹

ロサンゼルスのメキシコ移民を
つなぐゲラゲッツァ
山越英嗣

オンライン化で変わる
先住民移住区の暮らし
額田有美

クルージング・ザ・インターネット
渡辺浩平

羽根飾りの冠に弓矢を構え、
スマホで繋がりドローンを操る
神崎隼人

国境係争地でスマホを開く
長岡慶

友の会会員価格　
2,200円（税込）

定価　
2,750円（税込）

ミュージアム
・ショップ
にて販売中

先住民にとってあらたな脅威か、希望か？
日々の暮らしやこれからの社会を変える、
先住民コミュニティのデジタル世界の可能
性を探ります。

国立民族学博物館友の会機関誌

先住民のデジタル世界
―ありふれた日常実践と、あらたなる挑戦 

特集
『季刊民族学』189号 ISBN 978-4-915606-92-2

ネット コタン アンカㇻ
（ネットのまちをつくる）
北原モコットゥナㇱ




