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世
界
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
か
ら
み
た
人
び
と
と
文
化
の
移
動

陳

天

璽

1
 

は
じ
め
に

 

た

だ

い
ま

ご
紹

介

に
あ

ず

か
り

ま

し

た
陳

天
璽

と

申

し

ま
す

。

 
現

在

、

国

立

民

族
学

博

物

館

に
所
属

し

て

お
り

、

移

民

研
究

、

と
く

に
華
僑

華

人

研

究

や

無
国

籍

の
人

々

の
研

究

に
従

事

し

て

お
り

ま

す

。

華

僑
華

人
研

究

を

し

て

い
る

た
め

、

海

外

へ
旅

に
出

た

際

は
必

ず

と

い

っ
て

い

い
ほ

ど
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

を
訪

れ

て

い
ま

す

。

ち

な

み

に

私

は
横

浜
中

華

街

(チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
)

生

ま

れ
、

中

華

街

育

ち

で
す

。

今

日

は
、

｢
世

界

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
か

ら
見

た
人

び
と

と

文
化

の
移

動

｣

と

い
う

タ

イ

ト

ル
で

お
話

を

さ

せ

て

い
た

だ
き

ま

す

が

、
本

日

は

講
座

の
第

一
回

目

と

い
う

こ

と

で
す

の

で
、

ク
イ

ズ

形

式

で
皆

様

と

一
緒

に
考

え
、

写

真

を

見

な

が

ら
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

に

つ

い
て
理

解

を

深

め

て

い
き

た

い
と

思

っ
て

お
り

ま

す

。

 

ま

た
、

本

講

座

の
共

通

テ
ー

マ
は

｢
東

ア

ジ

ア

の
民

衆

文
化

と
祝

祭

空

間

｣

で
す

の

で
、

の
ち

ほ

ど
横

浜

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

3



日 本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
  そ

ン
に
新

し

く
生

ま

れ

た

お

祭

り

で
あ

る

｢
媽
祖

祭

｣

を

ご
紹

介

さ

せ

て

い

た
だ

き

ま
す

。

ま

た

、

最

近

は
韓

国

の
イ

ン
チ

ョ

ン

(仁

川
)

・
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
調

査

も

し

て

い
る

の

で
、

韓
国

で

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
動

き

や
、

そ
し

て
イ

ン
チ

ョ

ン

・
チ

ャ
イ
ナ

タ
ウ

ン
に
新

し
く

で
き

た

お

祭

り

に

つ
い

て
も

お
話

し
し

た

い
と
思

っ
て

い
ま

す

。

華

僑
華

人

の
越

境

に
と

も

な

い
、

世

界
各

地

の
チ

ャ
イ

ナ

タ
ウ

ン

で
は

さ

ま

ざ
ま

な

形

で
人

と
文

化

が
交

錯

し
、

ユ

ニ
ー

ク

な

現
象

が
起

き

て

い
ま

す

。

そ

ん

な

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
ダ

イ

ナ

ミ
ズ

ム
を

一
緒

に

み
て

い
き

ま
し

ょ
う

。

4

2

移
民
に
伴
う
文
化
の
越
境

 

ま

ず

は

じ

め

に
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
主

役

で
あ

る
華

僑

華

人

は

、

移

民

の

一
大

グ

ル
ー
プ

と
し

て
知

ら

れ

て

い
ま

す

。

移

民

と

い
う

言
葉

を
考

え

て

み
る

と
、

そ

の
定

義

は
国

際

的

に
共

通

し

た

も

の

は
な

く

、

き

わ

め

て
あ

い
ま

い
で
す

。

移

民

の
人

々
を

調

査

、

サ
ポ

ー

ト

す

る
国

際

移

住

機

関

(1

0

M
)

は
、

移

民

を

｢
生

ま

れ

た
国

と

は
違

う

国

で
長

期

(
一
ニ

カ

月

以

上

)

暮

ら

し

て

い
る
人

｣

と
定

義

し

て

お
り

ま

す
。

こ
の
定

義

に
合

わ

せ

た
場

合

、

現
在

世

界

に

は
、

ど

れ

く

ら

い
の

移

民

が

い
る

と

思

い
ま
す

か

?

 

1

0

M

が
発

表

し

た

二
〇

〇

五

年

の
統
計

に
よ

る
と

、
出

生

地

を

離

れ

、
他

の
国

で
生

活

し

て

い
る
移

民

は

、

一
億

九

千

万

人
を

超

え

る

そ
う

で
す

。

地

球

の
人

口
が

六
五

億

人

で
あ

る
今

日
、

単

純

計
算

す

れ

ば

約

三

四

人

に

一
人

が
移

民

と

い
う

こ
と

に
な

り

ま

す

。

こ
れ

は
、

主

に

一
世

の

人

た
ち

の
数

で
す

。

例

え

ば

、

移

民

の
親

(
一
世

)

か

ら
生

ま

れ

た

二

世
、

三

世

は
、

通

常

、

家

で
親

の
母
国

の
言

葉

や

文
化

に
触

れ

、

一
方
、

学

校

や

社

会

で

は
居

住

国

の
文
化

や
言

語

に
触

れ

て

い
ま

す

。

そ
う

し

た
移

民

の
子
孫

に
ま

で
考

え

を

及

ば

せ

る
と

、
複

数

の
言

葉

や

文

化

に

日
常

的

に
触

れ

て

い
る
人

の
数

は
非

常



世界の チャイナ タウンか らみた人び と と文化 の移 動

に
高

い
割

合

で
あ

る

こ
と

が

わ

か
り

ま

す

。

 

誰

に

で
も

簡

単

に
想

像

で

き

る

こ
と

で
す

が

、
移

民

な

ど

人

の
移

動

に
伴

っ
て

、

文
化

も

伝

播

さ

れ

て

い
き
ま

す

。
本

日

の
テ

ー

マ
で
あ

る
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
は
、

そ

の
も

っ
と
も

わ

か

り

や
す

い
例

で
す

。
華

僑

華

人

た
ち

は

、
中

国

を

離

れ
各

地

に
移

住

し
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
を

形

成

し

ま

し

た
。

世

界

各

地

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で

は
、

中

華

料

理

が
食

さ
れ

中

国

物

産

が

売

ら

れ

て

い
る

だ
け

で
は
あ

り
ま

せ
ん

。

そ

こ
に
移

住

し

た

華
僑

華

人

た
ち

が

営

む

日
常

の
な

か

で
、
春

節

や
中

秋

な

ど

中

国

の
暦

に
沿

っ
た
時

間

が
流

れ

て

い
ま

す

。

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
と

い
う

空

間

で
行

わ

れ

る
祭

り

は

世

界
各

地

に
中

国

の
民

衆

文

化

を
伝

播

し

て

い
る

の
で
す

。

 

私

た

ち

は
自

分

が
移

動

し

な

く

て
も

、

移

民

の
人

た
ち

が
自

分

の
国

に
移

住

し

て

く

る

こ

と

で
、

彼

ら

が
身

に

つ
け

て

い

る
文

化

に
触

れ

る

こ
と

が

で
き

ま
す

。

そ

う

い

っ
た
角

度

か
ら

見

れ

ば
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
は

お

い
し

い
中

華
料

理

が
食

べ
ら

れ

る

街

だ

け

で
な

く

、

身

近

に

異

文
化

が
体

感

で

き

る
空

間

で
あ

る

こ
と

に
気

付

か

さ

れ

ま
す

。

3

中
国
系
移
民
の
呼
び
方
と
国
籍

 
中
国
系
移
民
、

つ
ま
り
中
国

の
領
土
以
外
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
を
華
僑
や
華
人
と
呼
び
ま
す
が
、
｢華
僑
｣
と

｢華
人
｣

の
違
い
は
具
体
的
に
何
だ
と
思

い
ま
す
か
?
 
世
代
の
違
い
で
し
ょ
う
か
?
 
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
?
 
そ
れ
と

も
国
籍
で
し
ょ
う
か
?

 
華
僑
の

｢僑
｣
と
い
う
字
に
は

｢仮
住
ま
い
｣
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
外
国
に
居
住
し
て
い
る
中
国
系
の
人
で
す
で

に
居
住
国

の
国
籍
も
し
く
は
中
国
以
外
の
国
籍
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
を

｢華
人
｣
と
呼
び
ま
す
。

一
方
、
中
国
の
国
籍
を

5



日 本

持

ち
続

け

て

い
る

人

は
、

外

国

に
仮

住

ま

い
し

て

い
る

と
考

え

一
華

僑

｣

と
呼

ん

で

い
ま

す
。

日
本

で

は
、

華

人

よ

り
も

華

僑

と

い
う

呼

び
方

が
定

着

し

て

い
ま

し

た

が
、

そ
れ

は
、

日
本

の
国

籍

を

取
得

す

る

こ

と
が

難

し

か

っ
た
た

め

、

長

年

日
本

に
居

住

し

て
も

華

僑

で
あ

り
続

け

た

中

国
系

移

民

が
多

か

っ
た

か
ら

だ
と

思

い
ま
す

。

し

か

も
、

日
本

の
国

籍

法

は

血
統

主

義

を

基
本

と
し

て

い
る

た

め
、

華

僑

か

ら

生

ま

れ

た

二
世

の
国

籍

は
中

国

と

な

り
、

華

僑

で
あ

り
続

け

ま

し

た
。

一
方

、

ア

メ
リ

カ

や

カ
ナ

ダ

な

ど

の
国

籍

法

は
出

生

地
主

義

を
基

本

と

し

て

い
る

た
め

、

現

地

で
生

ま

れ

た

二

世

は

ア

メ
リ

カ

国

籍
、

カ
ナ

ダ

国
籍

に
な

り

ま

す

。

彼

ら

は

、

｢
ア

メ

リ

カ

の
華

人

｣

と

か

｢
中

国

系

ア

メ

リ

カ

人

｣

と

呼

ば

れ

て

い
ま

す

。

近

年

に
な

り

、

日
本

で
も

よ

う

や

く

日
本

国

籍

を

取

得

し

た
華

人

が
増

え
、

華

僑

と

い
う

呼

称

だ
け

で
は

な

く
、

華

人

や

中

国

系

と

い
う

言

葉

が
使

わ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て

い
ま

す

。

6

4

世
界
の
華
僑
華
人
と
チ

ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン

 

で

は
、

華

僑

華

人

と
呼

ば

れ

る
中

国

系

の
移

民

は

、

世

界

に

ど

れ

く

ら

い

い
る

と

思

い
ま

す

か

?
 

一
億

人

で

し

ょ
う

か

?
 

三

〇

〇

万

人

で

し

ょ
う

か

?
 

一
千

万

人

ほ
ど

で

し

ょ
う

か

?

 

華

僑
華

人

の
人

口
統

計

を

と

る

こ
と

は
、

き

わ

め

て
難

し

い
で
す

。

正

直

、

正
確

な

人

数

は

わ

か

り
ま

せ

ん
。

し

か

し
、

台

湾

の
僑

務

委

員

会

の
統
計

や
先

行

研

究

に

よ

れ

ば
、

華

僑

華

人

は
世

界

に
三

千
万

人

ほ
ど

い
る

と

見

ら

れ

て

い
ま
す

。

移

民

の
な

か

で
も

大

き

な

グ

ル
ー
プ

で
す

。

そ

れ

は
、

世

界

中

ど

こ
に
行

っ
て
も

大

な

り
小

な

り

チ

ャ
イ

ナ

タ
ウ

ン

が
あ

り
、

華

僑

華

人

に
出

会

う

こ
と

か

ら
も

実

感

す

る

こ
と

が

で
き

ま

す

。

移
住

先

に
チ

ャ
イ
ナ

タ
ウ

ン
を

形

成

し
、

そ

こ
を

基

盤

に

生

活

し

て

い
る
華

僑

華

人

た

ち

が

た
く

さ

ん

い
ま
す

。
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パ
イ
ロ
 

 

次

の
写
直
1

を

ご
ら

ん

く

だ

さ

い
.、

こ
れ

は

ど

こ

だ
と

思

い
ま
す

か

?
 

通

り

の
中

心

に
立

つ
ゲ

ー

ト
を

中

国

語

で

牌
楼

と
呼

び

ま
す

。

牌

楼

は

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の

シ

ン
ボ

ル
と
な

っ
て

い
ま
す
 

牌

楼

が

目
印

と
な

り

、

そ

の
あ

た
り

が
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で
あ

る

こ
と

が

一
目

で

わ

か

る
よ

う

に

な

っ
て

い
ま

す

、

こ
の
牌

楼

に
刻

ま

れ

て

い

る
字

を
見

て
、

中

国

の
海

南

島

と

思

わ

れ

る
方

が
多

い
の
で
す

が
、

こ
れ

は
中

国

国

内

で
は

あ

り

ま

せ

ん
.

よ

く

見

る

と
、

門

の
中
心

部

に

は

マ
レ
ー

語

が
書

か
れ

て

い
ま

す

。

実

は

、

こ
こ

は

ボ

ル
ネ

オ
島

マ

レ
ー

シ
ア

領

の
ク
チ

ン
と

い
う
街

で
す

。

中

国

系

移

民

は
、

マ
レ
ー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ
ア

の
全

人

口

の
三

割

を

写真1 マ レー シ ア ・クチ ンの チ ャイナ
タウ ン(筆 者 撮 影 ・以下 同)

写真2 アメ リカ ・ボ ス トンの チ ャイナ
タ ウ ン

占

め

て

お

り
、

経

済

的

に

も

政

治
的

に
も

、

そ

し

て

文

化

的

に
も

大

き

な

存

在

感

を

持

っ
て

い
ま

す

、

ク

チ

ン
に

あ

る

こ

の

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

は

旧
市

街

の
中

心

部

に
位

置

し

て

い
ま

す

。

福

建

や

海
南

の
出

身

者

が

多

い
地

域

で
す

。

こ
う

し

た
門

の
ほ

か
、

信

仰

、

食

文

化

な

ど

彼

ら

は
故

郷

の

1



日 本

写 真3 ニ ュ ー ヨー ク、 ブ ル

ッ ク リ ン の コ ミュ ニ テ ィ

慣

習

を

色

濃

く
残

し

て

い
ま
す

。

 

こ
ち

ら

は

私

が
住

ん

で

い
た

ボ

ス
ト

ン

の
チ

ャ
イ

ナ

タ
ウ

ン

で
す

(写

真

2
)
。

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

や

サ

ン

フ
ラ

ン

シ

ス

コ
の

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
と
並

ん

で
早

い
時

期

か
ら

栄

え

て

き

た
チ

ャ

イ
ナ

タ
ウ

ン

の

一
つ
で
す

。

ボ

ス
ト

ン
の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
は

鉄

道

や
港

、

そ

し

て
地

下

鉄

な

ど

に
隣

接

し

て
お

り

、
交

通

網

の
中

心

部

に
あ

り

ま
す

。

ボ

ス
ト

ン
の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で

は

中
華

料

理

店

だ

け

で

は
な

く

、

マ
レ
ー

シ

ア
料

理

店

、

ベ
ト

ナ

ム
料

理
店

な

ど

も
あ

り
ま

す

。

マ
レ
ー

シ

ア

や

ベ
ト

ナ

ム
に
居

住

し

て

い
た
華

僑

華

人

た

ち

が
、

ア

メ
リ

カ

に
再

移

民

し

、

こ
う

し

た

お
店

を

経
営

し

て

い
ま

す

。
彼

ら

は

ベ
ト

ナ

ム
華

人
、

マ
レ
ー

シ

ア
華

人

が
好

ん

で
食

べ

る
よ

う

な

メ

ニ

ュ
ー

を

提

供

し

て

い
ま

す

。

華

僑
華

人

の
移

動

・
移
住

に
伴

っ
て
、

食

文

化

も

多
様

化

し

て

い
る

の
が

わ

か
り

ま

す

、.

 

こ
ち

ら

は

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

の

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

(
写
真

3
)

で
す
。

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
は
観

光

ス
ポ

ッ
ト

と

し

て

も
有

名

で
、

必

ず

ガ

イ

ド
ブ

ッ
ク

に
載

っ
て

い
ま

す

。

ガ

イ

ド
ブ

ッ
ク

に
載

っ
て

い
る

の
は

マ
ン

ハ
ッ
タ

ン

に
あ

る

も

っ
と

も

歴

史

の
古

い
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で
す

。

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

の
華

僑

華

人

の
暮

ら

し

や
行

動

範

囲

を

観
察

し

て

い
る

と
、

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

が
拡

大

し

て

い
る

こ

と

が
わ

か

り

ま
す

。

私

た
ち

が

知

る

マ
ン

ハ
ッ
タ

ン
の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
以

外

に

ブ
ラ

ッ
シ

ン
グ

、

ブ

ル

ッ
ク

リ

ン
、

そ

し

て
ブ

ロ
ン
ク

ス
な

ど

に
中

国

系

の

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

が

で
き

て

い
ま

す
。

こ

れ

ら

の
場

所

を

つ
な

ぐ

乗

り

合

い
バ

ス

が
あ

り

、

そ

の
中

で
出

会

っ
た

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に
移

住

し

て

三

〇
年

に
な

る
と

い
う

華

人
女

性

は
、

8
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｢
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に
は

四

つ
も

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
が

あ

る

の
よ

｣

と
話

し

て

い
ま

し

た

。
新

し

く

で

き

た

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

に

は

一
般

の
人

た

ち

が
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
と

い

っ
た

と

き

に
イ

メ
ー

ジ

す

る
牌

楼

の
よ
う

な

ゲ
ー

ト

や

中

国

風

の
建

築

物

や

モ

ニ

ュ
メ

ン
ト

は

み

ら

れ
ま

せ
ん

。

し

か

し
、

看

板

な

ど

か
ら

新

し

く

移

住

し

て
き

た
中
国

系

の
人

た
ち

の
生

活
空

間

と
し

て
機

能

し

て

い
る

の
が

わ

か
り

ま

す

。
写

真

に
映

っ
て

い
る

ビ

ル
の
看

板

に

｢
華

業

地

産

｣

と
書

い
て
あ

り

ま
す

が
、

不

動

産
屋

で
す

。

華

僑

華

人

は
、

地

元

で
不

動
産

業

を

や

る

だ

け

の
資

金

や

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

有

し

て

い
る

こ
と

、

ま

た
、

中

国

系

移

民

の
移

住

が

激

し

く
、

不

動

産

業

の

ニ
ー
ズ

が
高

い

こ
と

が
見

て
と

れ

ま
す

。

 

人

の
移

動

と

文

化

の
交

錯

に
よ

っ
て
生

ま

れ

る

ユ

ニ
ー

ク

な
現

象

に

つ
い
て
、

少
し

お
話

を

さ

せ

て

い
た
だ

け

れ

ば

と
思

い
ま
す

。

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
を
歩

い

て

い
る

と

｢
優

の
良

品

｣

と
書

い
て
あ

る
看

板

を

よ

く

み
か

け

ま
す

。

考

え

て

み

れ
ば

、

か

つ
て
香

港

で
も

類

似

し

た
店

を

見

た
記

憶

が
あ

る
と

思

い
足

を
止

め

て

み
ま

し

た
。

 

お
店

で

は

｢
A
J
I
 
I
C
H
I
B
A
N

｣

と

印

刷

さ

れ

た

各

種

お

菓

子

が
売

ら

れ

て

い
ま

し

た
。

｢
の
｣

と

い
う

ひ
ら

が
な

を

漢

字

と

混

ぜ

て
表

記

す

る

こ
と

で

日
本

製

、

も

し

く

は

日
本

風

の
も

の
で
あ

る

と

い
う

デ

ィ

ス
プ

レ
イ

を

し

て

い
る

の
が
特

徴

的

で
す

。

 

こ
う

い

っ
た

日
本

風

の
も

の
を
売

っ
て

い
る

お
店

の
多

く

は
、
香

港

や
台

湾

を

経

由

し

て

ア

メ
リ

カ

に
移

住

し

た

華

僑
華

人

た
ち

が

経
営

し

て

い
ま

す
。

一
九

八
〇

年

代

ご

ろ
、

香

港

や

台

湾

で

は
、

日
本

ブ

ー

ム
が
沸

き

起

こ
り

ま
し

た
。

そ

の

こ

ろ

、

香

港

や

台
湾

で

は
、

し

ば

し

ば
漢

字

と

ひ
ら

が

な
を

合

わ

せ
た
名

称

を

つ
け

た

商

品

が
売

ら

れ

る

よ
う

に
な

り

ま

し

た
。

彼

ら

の
間

で

は
、

日
本

製

品

は
高

級

で
良

質

な

も

の
と

い
う

イ

メ
ー

ジ

が
あ

り

ま

す

。

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に

も
、

香

港

や

台

湾

か
ら

渡

っ
た

華

僑
華

人

た
ち

が
多

く
暮

し

て

い
ま

す

が
、

こ
う

し

た

｢
日
本

製

品

ま

が

い
｣

の
も

の

は
、

彼

ら

が
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
に
持

ち

込

ん

だ
も

の

で
あ

る

と
考

え

ら

れ

ま
す

。

写
真

4
を

ご

覧

く

だ
さ

い
。
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日 本

写真4 ニ ュー ヨー ク ・ブ ラ ッ
シ ングの チ ャイ ナ タウ ンで売 ら

れ てい た ダイエ ッ ト食 品

 

ダ

イ

エ

ッ
ト

食

品

で
す

が
、
主

な

消
費

者

は
現

地

に

住

む

華

僑

華

人

で
す

。

と

い
う

の
も

、
商

品

に

ひ
ら

が

な

が

使

わ

れ

て

い
ま

す

が
、

こ
れ

が

一
体

何

で
あ

る

の

か
理

解

で

き

る

の
は
中

国

語

が

で
き

る
華

僑

華

人

だ

け

だ

か
ら

で
す

。

こ

の

｢
消
?

丸

｣

の
左

横

に
小

文

字

で

｢
小

腹

消

え

る

の
丸

｣

と

少

し

お

か
し

な

日
本

語

が
印

刷

さ
れ

て

い
ま
す

が
、

日
本

語

の
分

か

ら
な

い
製

造

者

が
、

日
本

語

の
分

か

ら

な

い
消

費

者

向

け

に
、

日
本

製

で
あ

る

か

の
よ
う

に

み

せ
か

け

て

い
る

の

が
わ

か

り

ま
す

。

ア

メ
リ

カ

で
売

ら

れ

て

い
る

に

も

か

か
わ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツ
エ
ン
ツ
オ
ン

ら
ず

英
語

表

記

は
あ

り

ま

せ
ん

。

ち

な

み

に
、

右

上

の
ほ
う

に

シ
ー

ル

で

｢
正
宗

｣

と

付

け

加

え

ら

れ

て

い
ま
す

。

こ
れ

は

中

国

語

で

｢
本

物

｣

と

い
う

意

味

で
す

。

何

を
指

し

て
本

物

と

言

っ
て

い
る

の
か

は
不

明

で
す

、
本

物

の

日
本

製

品

で
あ

る

と

強

調

し

た

か

っ
た

の
で
あ

れ

ば

、

む

し

ろ

シ
ー

ル
は

逆

効

果

な

の

で

は
な

い
か

と
個

人

的

に

は
思

い
ま

す

。

 

い
ず

れ

に

せ
よ

、

こ
う

し

た
小

さ

な

商

品

一
つ
を

と

っ
て

も

、

人

の
移

動

に
伴
う

さ

ま
ざ

ま

な

文

化

の
融

合

が
、

興

味

深

い
形

で
起

こ

っ
て

い
る

の
が

お
わ

か
り

い
た

だ
け

る

で
し

ょ
う

。

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
は

そ

の
宝

庫

で
す
。

 

写

真

5

は

オ

ラ

ン
ダ

の
ア

ム

ス
テ

ル
ダ

ム

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の

一
角

で
す
.、
華

僑

華

人

の
間

で

も

信
者

の
多

い
仏

光

山

(台

湾
南

部

)

の
寺

院

で
す

。

ア

ム

ス
テ

ル
ダ

ム
の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

は
、

｢
飾

り

窓

｣

で
知

ら

れ

る

有

名

な
歓

楽

街

の
す

ぐ

隣

に
あ

り

ま
す

。

あ

ま

り

広

く

な

い
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
中

心

部

に
、

こ

の
寺

院

は

建

て
ら

れ

て
お

り

、

ひ

と
き

わ
目

立

っ

て

い
ま

し

た

。

華

僑
華

人

の
移

住

に
伴

い
、

中

国

の
仏
教

が

オ
ラ

ン
ダ

に

流

入
し

、

根

付

い
て

い
る

こ
と

が

わ

か

り
ま

す

..
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次

の
写
真

6

は

ど

こ

で
し

ょ
う

?
 

会

場

か

ら

｢
横

浜

｣

と

い
う

声

が
聞

こ
え

ま

し

た
。

確

か

に
横

浜

の
牌

楼

に
似

て

い

ま

す

ね

。

し

か
し

、

写

真

を

よ

く
見

て

い
た

だ

く

と

ハ
ン
グ

ル
文
字

で
書

か
れ

た

看

板

が
あ

る

の

が
わ

か

り

ま
す

。

実

は

、

こ
れ

は

韓
国

の
イ

ン
チ

ョ
ン

(
仁

川
)

・
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

で
す
,

華

僑

華

人

の
研

究

を

し

て

い
る

方

な

ら

ご
存

じ

だ
と

思

い
ま

す

が

、
韓

国

は

こ
れ

ま

で
、

｢
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の
な

い
国

｣

と
特

徴

づ
け

ら

れ

て

き

ま

し

た
。

そ

ん

な
韓

国

の
イ

ン

チ

ョ

ン
に
近

年

立

派
な

牌

楼

が

で

き
、

観

光

地

と

し

て

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
復

興

が

進

ん

で

い
ま

す

。

写 真5 オ ラ ン ダ ・ア ム ステル ダムの 中
国仏教 寺 院

写真6 韓 国 ・イ ンチ ョンの チ ャイナ タ
ウン

 
最

近

、

イ

ン
チ

ョ

ン

・
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の
調

査

を

し

て

お
り

、

何

度

か

訪

れ

て

い

ま
す

が
、

イ

ン
チ

ョ

ン
の
チ

ャ
イ
ナ

タ

ウ

ン
は

、
数

年

前

ま

で
今

の
よ

う

な

面
影

は
な

か

っ
た
そ

う

で
す

。

現
在

の

チ

ャ
イ
ナ

タ
ウ

ン
辺

り

に

は
、

か

つ
て
華

僑

華

人

が

集

住

し

て
お

り
大

き

な

コ
ミ

ュ
ニ

テ

ィ
が

あ

り

ま
し

た
。

こ

の

一

角

に
華

僑
学

校

が
あ

る

こ
と

lI



日 本

写真7 横浜中華街

か
ら

そ

の
様

子

が
う

か

が
え

ま
す

。

し

か
し

一
九

六

〇
年

代

に
行

わ

れ

た

韓

国

政

府

の
厳

し

い
外

国

人

政

策

に

よ
り

、

多

く

の
華

僑

が
韓

国

を

離

れ

た

そ
う

で
す

。

そ

れ

に
伴

い
チ

ャ
イ
ナ

タ

ウ

ン

の
面
影

は
薄

れ

て

い
き

ま

し

た
。

一
度

廃

れ

て
し

ま

っ
た

街

に
イ

ン
チ

ョ
ン
市

政
府

が
資

金

を

投

入

し

て
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
を

立

て
直

し
、

観

光

地

化

や

海
外

投

資

の
誘

致

に

役

立

て
よ

う

と

し

て

い
ま

す

。

こ
う

し

た
動

き

の
き

っ
か
け

に
な

っ
た

の

は
、

一
九

九

〇

年
代

半

ば

に
あ

っ
た
韓

国

の
経

済

危

機

で

し

た
。

経

済

の

立

て
直

し

の
た

め

、

I

M

F

(国

際

通
貨

基

金

)

か

ら

、
韓

国

は
中

国

な

ど
近

隣

諸

国

か

ら

の
投

資

や

移

民

を

も

っ
と
受

け

入

れ

た

ほ
う

が
よ

い
と

の

ア
ド

バ
イ

ス
が
あ

っ
た
そ

う

で
す

。

そ

の

一
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

と

し

て
イ

ン
チ

ョ

ン

・
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の
再

建

が
進

め

ら

れ
ま

し

た

〉

か

つ
て
街

を

離

れ

た

華

僑
華

人

た
ち

の
な

か

に
は

、

再

建

に
伴

い
再

び

イ

ン
チ

ョ

ン
に
戻

り

ビ

ジ
ネ

ス
を

始

め

て

い
る
人

も

い
ま
す

、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
再

建

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

に
伴

っ
て
、

市

の
職

員

や
関

係

者

が
横

浜

を

は
じ

め
近

隣

諸
国

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
を

視

察

し

た

そ
う

で
す

。

牌

楼

の
イ

メ
ー

ジ
が
横

浜

と

似

て

い
る

の

は
、

そ

う

い

っ
た
関

係

も

あ

る

の
か
も

し

れ

ま

せ

ん

ね
。

 

写
真

7

は
お

馴
染

み

の
横

浜

中

華

街

で
す

。

日
本

は

長
崎

、

神

戸

、

横

浜

な

ど
港

街

と

し

て
栄

え

た

と

こ
ろ

に

古

く

か

ら

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
が

あ

り

ま
す

。

幕

末

の
開

港

と
深

い
ゆ

か

り

が
あ

り

ま

す
。

今

年

二
〇

〇

九
年

は
ち

ょ
う

ど

開

港

一
五
〇

周

年

に
あ

た
り

ま

す
。

開

港

に
伴

い
、

日
本

に
多

様

な

文
化

が
流

入

し

た

こ
と

は
知

ら

れ

て

い
ま
す

ね
。

12



5

観
光
地
化
す
る

日
本

の
チ

ャ
イ
ナ
タ
ウ

ン

世界の チャイナ タウンか らみた人 びと と文化 の移 動

 

日
本

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の
特

徴

に
、

観

光

地
化

が
進

ん

で

い
る

こ
と

が
あ

げ

ら

れ

ま
す

。

特

に
横

浜
中

華

街

の
場

合

、

デ

ィ
ズ

ニ
ー

ラ

ン
ド

と
並

び

、

年

に

二
千

万

人

の
観
光

客

が
訪

れ

る

ほ

ど

一
大

人

気

ス
ポ

ッ
ト

と
な

っ
て

い
ま
す

。

 

私

は
横

浜

以
外

に
、

ボ

ス
ト

ン
や

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク
、

ロ
ー

マ
な

ど

に

住

み
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
を

調

査

し

ま

し

た

が
、

日

本

以

外

に
あ

る
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
は

エ

ス

ニ

ッ
ク

・
コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

と

し

て

の
機

能

が
強

い
で
す

。

例

え

ば

ロ
ー

マ
の
場

合

は

ロ
ー

マ
に
住

ん

で

い
る
華

僑

華

人

(
温
州

出

身

者

が
多

い
)

の
た

め

の
街

で
あ

り

、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

の
チ

ャ
イ

ナ

タ
ウ

ン

も
観

光

ス
ポ

ッ
ト

と

し

て
有

名

で
あ

る

と

は

い
え

、

や

は

り

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に
住

ん

で

い
る

華

僑
華

人

の

た
め

の
街

と
し

て

機

能

し

て

い
ま

す
。

一
方

、

日
本

の
チ

ャ
イ

ナ

タ
ウ

ン
は
、

エ

ス

ニ

ッ
ク

・
コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
と

い
う

よ
り

も

観

光

地

と
し

て

の
機

能

が
年

々
強

く

な

っ
て

い
る
よ

う

に
思

い
ま
す

。

そ

れ

は
、

街

の
消

費
者

の
九

五

%

が
地

元

の
華

僑

華

人

で
は

な
く

、

街

を

訪

れ

た

日
本

人

観
光

客

で
あ

る
と

い
う

特

徴

か
ら

も
う

か

が
え

ま

す

。

 

日
本

の
消

費

者

の
多

く

は
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
に
対

し

て

｢
中
華

料

理

の
テ

ー

マ
パ

ー

ク
｣

と

い
う

イ

メ
ー

ジ
を

持

っ
て

い

ま

す

。
中

華

料

理

が
よ

く

マ

ス

コ
ミ

で
取

り

上

げ

ら

れ
ま

す

し
、

街

に

は
中

華

料

理
店

が
林

立

し

て

い
る

の

が
そ

の
要

因

で

あ

る

と
思

わ

れ
ま

す

。

さ

て
、

横

浜

中

華

街

に

は
、

ど
れ

ぐ

ら

い
中

華

料

理

店

が

あ

る

と
思

い
ま

す

か

?

 

横

浜

港

か

ら
少

し

入

っ
た

一
角

に
、

五

〇

〇

メ

ー

ト

ル
四

方

の

エ
リ

ア
を

東

西

南

北

の
牌

楼

が
囲

み
そ

の

一
帯

を

｢
中

華

街

｣

と

呼

ん

で

い
ま

す

。

商
業

地
域

と
し

て
発

展

し
、

六
〇

〇

軒

ぐ

ら

い
の
お

店

が

軒

を
連

ね

て

い
ま

す

。

そ

の
う

ち

中

華

料

理

店

は

二

五

〇
軒

ほ

ど
だ

と

い
わ

れ

て

い
ま

す

。
当

然

で
す

が
、
中

華

料

理

店

以

外

に
肉

屋

さ

ん
、

八

百

屋

さ

ん
、

薬

屋

、

13



日 本

ク

リ

ー

ニ

ン
グ

店

、

コ

ン
ビ

ニ
な

ど

、

地

元

で
生

活

す

る

人

々
に
必

要

な

も

の
を

売

っ
て

い
る
商

店

も

あ

り

ま

す

。

 

か

つ
て

は
、

街

の
住

民

の
半

数

を

占

め

る

日
本

人

の
方

が
肉

屋

さ

ん

、

魚
屋

さ

ん
、

八

百

屋

さ

ん
、

食

器

屋

さ

ん
、

電

気

屋

さ

ん

な

ど
を

経

営

し
、

華

僑

華

人

が

レ

ス
ト

ラ

ン
や

中
国

物

産

店

を

経

営
す

る

と

い

っ
た

形

で
、

は

っ
き

り

分

業

が
行

わ

れ

て

い
ま
し

た
。

こ

こ
二

〇
数

年

の
問

、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の
観

光

地

化

が

進

む

に

つ
れ

、

肉
屋

さ

ん
を

し

て

い
た

日
本

人

経

営

者

が
中

華

の
肉

ま

ん
屋

に
衣

替

え

を

し
、

魚

屋

さ

ん
を

し

て

い
た
方

が
中
華

の
海

鮮

料

理
店

に

な

り
、

ま

た

電

気
屋

さ

ん
が

中

華

風

の
小

物

を

売

る

土
産

店

に
経

営

転
換

す

る
と

い
う

現
象

が
多

く

見

ら

れ

ま
す

。

街

に
住

む

日
本

人

の
方

た

ち

が
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
観

光

地
化

に
伴

い
、

中

華

文
化

を

テ

ー

マ
と

し

た

ビ

ジ
ネ

ス
に
転

換

し

て

い
る

の
は

と

て
も

興

味

深

い

現

象

で
す
。

 

ま

た

、

マ
ー

ボ
豆

腐

、

ス
ブ

タ
、

チ

ャ
ー

ハ
ン
な

ど
、

日
本

の
皆

さ

ん

に
は

な

じ

み

の
深

い
中

華

料

理

は
、

実

は

地

方

に

よ

っ
て

さ

ま

ざ
ま

な

特

徴

が
あ

り

ま

す

。

チ

ャ
イ

ナ

タ
ウ

ン

で
も
、

お
店

や

チ

ー

フ
の
出

身

地

に
よ

っ
て
得

意

と

す

る

料

理

が
違

い
ま
す

。

鮫

子

や

麺

類

は
北

方

、

チ

ャ
ー

ハ
ン
な

ど

の

ご
飯

類

は
福

建

な

ど

南
方

出

身

者

が
得
意

で
す

。

広

い
中

国

の

地

方

風

土

に
合

わ

せ
さ

ま

ざ

ま
な

料

理

が
あ

り

ま
す

。

移

住

し

て

き

た
華

僑

華

人

が

ど

こ
出

身

な

の
か

に

よ

っ
て
も

、

持

ち

込

ま

れ

る

中
華

料

理

は
違

っ
て

き
ま

す

。

た

と

え

ば
、

韓

国

で
は

ジ

ャ
ー

ジ

ャ
ー

麺

が
広

く

親

し

ま

れ

て

い
ま

す

が
、

そ

れ

は
韓

国

華

僑

の
多

く

が
山

東

省
出

身

で
あ

る
か

ら

で
す

。

一
方

、

日
本

で

は
チ

ャ
ー

シ

ュ
ー
麺

や

チ

ャ
ー

ハ
ン
が
親

し

ま

れ

て
き

た

の
は

、

広
東

や
福

建

な

ど
南

方

出

身

者

が
多

か

っ
た

か
ら

で
し

ょ
う

。

 

し

か
し

、

移

民

の
出

身

地

だ

け

で

は
な

く

、

移

住

し

た
先

の
風

土

や

文
化

、

消

費

者

の
嗜

好

に
よ

っ
て
料

理
も

変

化

し

ま

す

。

最

近

の
日
本

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で
特

徴

的

な

の
は

セ

ッ
ト

メ

ニ

ュ
ー

が
増

え

て

い
る

こ

と

で
す

。

例

え

ば
、

一
つ
の

セ

ッ
ト

に
、

料

理
、

麺

、

チ

ャ
ー

ハ
ン
、

点

心

な

ど

、

い
ろ

い
ろ

な

も

の
が
少

し

ず

つ
入

っ
て

い
る

と

い
う

ス
タ
イ

ル
の

メ
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ニ

ュ
ー

で
す

。

し

か
も

、

お
客

さ

ん

一
人

ず

つ
に

お
膳

を

使

っ
て

出
す

中

華

料

理

店

も

増

え

て

い
ま

す
。

い
ろ

い
ろ

な

も

の

を

少

し
ず

つ
と

い
う

の
が

、

と

て
も

日
本

的

だ

と
思

い
ま

せ
ん

か

。

こ

の

ほ

か

に
も

、

食

べ
放

題

の
お
店

が
増

え

て
お

り

ま

す

。

そ

し

て

回
転

寿

司

な

ら

ぬ

回
転

飲

茶

の
店

も

あ

り
ま

す

。

ど

れ

も
、

消

費

者

で
あ

る

日
本

人

に
あ

わ

せ
、

食

文

化

が

変

容

し

て

い
る
表

れ

で
す

。

世界 のチャ イナ タウンか らみた人び とと文化 の移動

6

横
浜
中
華
街
形
成
の
歴
史
的
背
景

 
横

浜

中

華

街

に

は
、

広

東

料

理

の
お

店

が

多

い

の

で
す

が
、

な

ぜ

だ

と

思

い
ま

す

か
?

 

｢
食

は
広

州

に
あ

り

｣

と

い

っ

て
、

も

っ
と

も
美

味

し

い
か
ら

で
し

ょ
う

か

?
 

そ

れ

と
も

、

甘

味

や

と

ろ

み
を

特

徴

と

す

る

広
東

料

理

が
日
本

人

の

口

に

合
う

か
ら

で
し

ょ
う

か

?

 
答

え

は
、

横

浜

に

移
住

し

た
古

い
華

僑

は
広

東

の
方

が
多

か

っ
た
か

ら

で
す

。

日
米

通

商

条

約

が
締

結

さ

れ

一
八

四
九

年

に
横

浜

が
開

港

し

た

と

き
、

ア

メ
リ

カ

、

イ

ギ

リ

ス
、

フ
ラ

ン

ス
な

ど

欧

米

諸
国

の
人

び
と

が

や

っ
て
き

ま

し

た
。

そ

の

と

 

 

 

 

 

 

ば
い
べ
ん

き
、

中

国

系

の

｢
買

弁
｣

が
欧

米

人

に
付

随

し

て

日
本

に
来

ま
し

た
。

買

弁

は
、

日
本

人

と

欧

米

人

の
仲

介

役

を
す

る

人

で

す
。

な

ぜ
仲

介

役

が

必
要

だ

っ
た

か
と

い
う

と
、

欧

米

人

と

日
本

人

は
直

接

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー

シ

ョ

ン
が

で
き

な

か

っ
た

の
で

す

。

一
方

、

中

国

人

と

日
本

人

は
筆

談

で
交

流

が

で
き

ま

し

た
。

香

港

や

広

東

な

ど
、

日
本

よ

り

も

早

く

に
欧

米

人

に
開

港

さ

れ

て

い
た
地

域

の
中
国

人

が
買

弁

と

し

て

連

れ

て

こ
ら

れ

た

の
で
す

。

そ

の
多

く

が
広

東

の
方

で
し

た
。

こ

の
ほ

か
、

横

浜

の
場
合

は
船

の
航

路

の
関

係

で
、

上

海

の
ほ

か
香

港

や

広

東

一
帯

か
ら

来

る

方

が
多

か

っ
た

の

で
す
。

 

開

港

し
外

国

人

が

日
本

に
流

入
し

た
当

初

、

開
港

場

付

近

に
は
外

国

人

居

留

地

が

設
け

ら

れ

ま

し

た
。

そ

の
近

く

に

設
け
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日 本

ら
れ
た
雑
居
地
が
現
在
の
横
浜
中
華
街
の
前
身
で
す
。
当
時
、
外
国
人
は
、
日
本
人
が
生
活
す
る
内
地
に
自
由
に
行
く
こ
と

は
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
欧
米
人
が
そ
れ
に
強
く
反
対
し
外
国
人
居
留
地
の
撤
廃
を
求
め
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、

一
八
九

九
年
に

｢
内
地
雑
居
令
｣
(勅
令
三
五
二
)
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
勅
令
に
伴

い
、
日
本

に
在
住

で
き
る
中
国
人
は

サ
ン
バ
 
タ
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ツ
ア
イ
タ
オ

｢
三

把

刀
｣

に
限

ら

れ

ま

し

た
。

｢
三
把

刀
｣

と

表

さ

れ

る
三

種

類

の
刀

の
職
業

と

は
、

第

一
に
菜

刀

(包

丁

)

を
使

う

料

理

 

 

 

 

テ
イ
 
タ
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 チ
エ
ン
タ
オ

人
、

第

二

に
剃

刀

(
か

み
そ

り

)

を
使

う

床

屋

、

第

三

は
勇

刀

(は

さ

み
)

を

使

う

洋

服

の
仕

立

て
人

で
し

た
。

つ
ま
り

、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ち
よ
ん
ま
げ

欧
米

人

の
生

活

に

必
要

な

技

術

を

持

っ
て

い
た
中

国

人

に
限

ら

れ

た

の
で
す

。

日
本

人

は

当
時

、

丁

髭

を

し

て

い
た

の

で
髪

の
切

り
方

が
わ

か

り

ま

せ

ん

で
し

た
。

ま

た
、

和

服

を
着

て

い
た

の

で
洋

服

の
作

り

方

も

わ

か

ら
な

か

っ
た

で
し

ょ
う

。

日

本

人

よ
り

も

早

く

欧
米

人

と
交

流

し

て

い
た
中

国

人

は
、

そ
う

し

た
技

術

を
す

で

に
身

に

つ
け

て

い
ま

し

た

。

ま

た
、

開

港

当
初

、

来

日
し

た
中

国

人

の
料

理

人

が
作

っ
て

い
た

の
は
中

華

料

理

で
は

な

く

西
洋

料

理

で
し

た
。

日
本

で
は

開

港

に
伴

い
、

西

洋

人

が
流

入

し

て
近

代

化

が
進

ん

で

い
き

ま
す

が
、

日
本

が
近

代

化

す

る

際

に
、

欧

米

と

日
本

の

ハ
ブ

役

を

し

て

い
た

の

は

実

は
中

国

人

だ

っ
た

の
で
す

。

 

な

ぜ
中

華

街

に
は

現
在

、

中

華

料

理
店

が
多

い
の

か
と

い
う

の
も

、

華

僑

華

人

の
職

業

を

｢
三
把

刀
｣

に
制

限

し

た
歴

史

的

影
響

が

垣
間

見

ら

れ

ま
す

。

洋

服

を

つ
く

る

の

は
年

に

一
度

か

二
度

で
す

。
髪

を

切

る

の
も

せ

い
ぜ

い
月

に

一
度

ぐ

ら

い

で
し

ょ
う

。

し

か
し

、

ご
飯

は
毎

日

食

べ
ま
す

ね
。

こ
う

し

た
需

要

供

給

の
バ

ラ

ン
ス

か
ら

考

え

て
、

生

き

残

り

や

す

い
職

業

は

自
ず

と
決

ま

っ
て

き

ま
す

。

か

つ
て

、
洋

服

の
仕

立

て
業

を

し

て

い
た

華

僑

が
、

世

代

の
変
遷

と

と
も

に
中

華

料

理
店

に
転

業

し

た

と

い
う

ケ
ー

ス
は
よ

く

見

ら

れ

ま
す

。

現

在

の

｢
中

華

街
＝

中

華

料

理

の

テ
ー

マ
バ
ー

ク
｣

の
イ

メ
ー

ジ
が
定

着

す

る

原

因

は
、

一
五

〇

年
前

の
開

港

当

時

か

ら
す

で

に
種

が

ま

か

れ

て
お

り

、

そ

れ

が
綿

々
と

つ
な

が

っ
て

い
る

の
が

わ

か
り

ま

す
。
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以

下

で
は

、

本

講
座

の

テ
ー

マ
で
あ

る

お
祭

り

に
注

目

し
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
を

み

て
ゆ

き

た

い
と
思

い
ま

す
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
し
ゆ
ん
せ
つ
 
 
 
 
 
 
か
ん
て
い
た
ん
 
 
 
 
ま
 
そ

 
現

在

、

横

浜

中

華
街

で

は

｢
春

節

祭

｣

や

｢
関

帝

誕

｣
、

｢
媽
祖
祭

｣

な

ど
、

中

国

の
暦

と

伝

統

に

ち
な

ん
だ

お

祭

り

が
あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せ
い
め
いせ
つ

り

ま
す

。

華

僑

華

人

家

庭

が
守

り

続

け

て

い
る
大

切
な

祭

事

の

一
つ
に

｢
清

明
節

｣

が
あ

り

ま

す

が
、

何

を

す

る

日

で

し

ょ

う

?

・

 

街

お

こ
し

か

ら
始

ま

っ
た

｢
春

節

祭

｣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ
ユ
ン
ジ
エ
 

 

ま

ず

｢
春

節

祭

｣

を

見

て

み

ま

し

ょ
う

。

中
国

語

の

｢
春

節

｣

は
、

旧
暦

の
新

年

を
指

し

ま

す

が
、

そ

の
こ

ろ
、

中

国

の

街

で

は
爆

竹

が
鳴

り

響

き

、
龍

舞

や
獅

子

舞

が
演

じ

ら

れ
ま

す

。

家
族

は
団

樂

し

、

親

戚

な

ど

の
間

で
は

お
互

い
新

年

の
挨

拶

｢
拝
年
｣

を

し

ま
す
。

子

供

た

ち

は
赤

い
包

み
に

入

っ
た
お

年

玉

｢
ホ
ン
パ
オ

紅
包

｣

を

も

ら

い
ま
す
。

そ

ん

な

春
節

の

賑
わ

い
を

、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
に
も

定

着

さ

せ

よ

う

と

企

画

さ

れ

た

の

が

｢
春

節

祭

｣

で
す

。

｢
春

節

祭

｣

を

中

国

語

と

し

て

読

ん

だ

場

合
、

意

味

は
わ

か

る

の
で
す

が
、

正

直

少

々
不

思

議

な
感

じ

が
す

る
と

い
う

の
が

一
般

的

な

中
国

人

の
感

想

で

し

ょ
う

。

中

 

 

 

 
ジ
エ
 

国
語

で

｢
節

｣

と

は
特

別

な

日
、

祝

祭

の
日

と

い
う

意

味

で
す

。

そ

れ

に
さ

ら

に

｢
祭

｣

が
加

わ

っ
て

い
る

か

ら

で
す

。

 

か

つ
て

日
本

の
華

僑
華

人

た
ち

の
間

で

は
、

春

節

と

い

っ
て
も

せ

い
ぜ

い
家
族

や
親

戚

で
集

ま

っ
て
食

事

を

す

る

く

ら

い

で
し

た
。

し

か
も

、

日
本

の
暦

に
従

っ
て

生

活

し

て

い
る

サ

ラ

リ
ー

マ

ン
や

子

ど

も

た
ち

が
多

い
た

め
、

春

節

だ

か

ら

と

い

っ
て

特
別

に
仕

事

や

学

校

を
休

む

こ
と

は

あ

り

ま

せ

ん

で
し

た
。

ま

し

て
や

街

を

あ
げ

て
春

節

を

祝
う

雰

囲

気

は

見

ら

れ

ま
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日 本

せ

ん

で
し

た

。

む

し

ろ
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で
お

店

を

経
営

し

て

い
る

人

が
、

春

節

に
な

る

と

お
店

を

休

み

に

し

て
家

族

で

ゆ

っ
く

り

過

ご
す

こ

と

が
多

か

っ
た

よ
う

に
思

い
ま
す

。

 

し

か
し

、

華

僑

華

人
自

身

が
あ

ま

り

に
も

日
本

社

会

へ
の
同

化

が
進

ん

で

し

ま

っ
た

の
を
危

惧

し

た

の
か

、

も

し

く

は
、

街

に
活

気

が
な

い

の
を
危

惧

し

た

の
か

、

一
九

八
〇

年

代

に

入

る

と
、

チ

ャ
イ
ナ

タ

ウ

ン
ら

し

さ
を

取

り

戻

そ
う

と
街

お

こ

し

の
動

き

が
は

じ

ま

り

ま
す

。

｢
春

節

祭

｣

は

、

そ

こ

で
最

初

に

発
案

さ

れ

た
イ

ベ

ン
ト

で
し

た

。

先

ほ

ど
、

｢
春

節

祭
｣

は

中
国

語

と

し

て
は

少

し

不

思

議

な

響

き

で
あ

る

こ

と

は
触

れ

ま

し

た

が
、

こ

れ

は
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の
人

た
ち

が

作

っ
た

｢
和

製

中

国

語

｣

で
あ

る

か
ら

で
す

。

日
本

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
独
特

の

文
化

と
も

い
え

る

で

し

ょ
う

。

通

常

、

旧
暦

に
も

と

つ

く
春

節

は
、

新

暦

の

一
月

末

か
ら

二

月

ご

ろ
、

観

光

地

に

と

っ
て
は

ち

ょ
う

ど
閑

散

期

に
あ

た

り
ま

す

。

日

本

の
人

に

は
あ

ま

り

馴
染

み

の
な

い
春

節

を

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
な

ら

で
は

の
祭

り

に
し

、
多

く

の
観

光

客

や
来

街

者

を

呼

び

込

も
う

と

し

た

の
で
す

。

 

実

際
、

｢
春

節
祭

｣

が
始

ま

っ
た

の
は
、

横

浜

で
は

一
九

八

六

年

、
神

戸

で
は

一
九

八

七

年

と

こ

こ

二
〇

年

ほ

ど

の

こ

と

で
す

。

｢
春

節

祭

｣

で

は
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
と
ゆ

か
り

の
あ

る
華

僑

華

人

の
若

者

や
関

係

者

が

た

く

さ

ん

参

加

し

、

中
国

の
伝

統

芸
能

で
あ

る
龍

舞

や

獅

子
舞

、

そ

し

て

民
族

舞

踊

が
街

で
披
露

さ
れ

、

賑

や

か

な

パ

レ
ー

ド

が
行

わ

れ
ま

す

。

寒

い

冬

の
街

は

一
気

に
活

気

づ

き

ま
す

。

テ

レ

ビ
や
新

聞

な

ど

の

マ
ス

コ
ミ

に
も

取

り

上

げ

ら

れ
、

た
く

さ

ん

の
日
本

人

観

光

客

が
増

え

ま

し

た
。

そ

れ

に
伴

い
、

日
本

人

の
間

で

も
春

節

を

知

る

人

々
が
増

え

ま

し

た
。

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
街

を

あ

げ

て

の
取

り

組

み
に
影

響

さ

れ

、

華

僑
華

人

た
ち

の
間

で

も
、

中

国

の
旧
暦

の
祭

事

や

伝

統

芸
能

を

見

直

す

動

き

が

で

て
き

て

い

ま
す

。

 

中

華

街

の
お
祭

り

に

は
欠

か
す

こ

と

の

で
き

な

い
伝
統

芸

能

の

一
つ
に
、

獅

子

舞

が

あ

り

ま
す

。

獅

子
舞

の
担

い
手

は
、
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主
に
華
僑
学
校
の
生
徒
と
卒
業
生
た
ち
で
す
。
獅
子
舞
が
上
手
な
人
は
、
み
ん
な
の
憧
れ
の
的
で
す
。
世
界
の
華
僑
華
人
た

ち
の
間
で
は
、
獅
子
舞

の
演
技
を
競
う
世
界
大
会
が
あ
り
ま
す
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
マ
レ
ー
シ
ア
で
行

わ
れ
て
お
り
、
横
浜

中
華
学
院
の
卒
業
生
率
い
る
校
友
会
の
獅
子
舞
は
、
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
技
術
と
演
技
力
を
有
し
て
い
る
と
評
さ
れ
て

い
ま
す
。
横
浜
中
華
街
と
い
う
身
近
な
と
こ
ろ
で
お
祭
り
が
行
わ
れ
る
度
に
、
私
た
ち
は
、
世
界
屈
指

の
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
獅

子
舞
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
実
は
、
獅
子
舞
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
伝
統
芸
能
も
戦
後

一
時
は
廃
れ
て
い
ま
し

た
が
、
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で
春
節
祭
や
関
帝
誕
な
ど
、
お
祭
り
が
増
え
る
の
に
伴
い
伝
統
芸
能
活
動
が
復
活
し
、
し
か
も
、

演
技
の
レ
ベ
ル
が
高
く
な

っ
て
い
ま
す
。

 
和
解
と
発
展
の
守
り
神
で
あ
る
関
帝
の
生
誕
祭

 
次
に

｢関
帝
誕
｣
と
い
う
お
祭
り
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
関
帝
廟
と
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の

『三
国

志
』
に
出
て
く
る
武
将

｢関
羽
｣
を
神
格
し
祀

っ
た
廟
で
す
。
彼
は
信
義
を
重
ん
じ
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
人
に
慕
わ
れ
ま

し
た
。
ま
た
信
用
を
重
ん
じ
る
商
人
の
間
で
は
、
商
売

の
神
様
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
国
国
内
だ
け

で
な
く
海
外
に
渡
っ
た
華
僑
華
人
社
会
の
間
で
も
崇
拝
さ
れ
、
な
か
で
も
特
に
広
東
系
の
方
た
ち
が
信
仰
し
て
い
ま
す
。

 
現
在
、
横
浜
の
関
帝
廟
は
、
す

っ
か
り
観
光
名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
こ
こ

一
〇
数
年
の
こ
と
で
す
。
現
在
の
廟

の
前
身
は
、
横
浜
中
華
学
院
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
内
側
に
あ
り
ま
し
た
。
通
り
か
ら
は
み
え
な
い
学
校
構
内
に
ひ
っ
そ
り
と
停

ん
で
い
た
廟

へ
参
拝
に
来
る
人
は
、
地
元
に
住
む
華
僑
華
人
、
し
か
も
横
浜
中
華
学
院
の
関
係
者
が
主

で
し
た
。
実
は
、
横

浜
の
華
僑
学
校
は
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
差
異
に
よ
り
、
親
中
国
派
と
親
台
湾
派
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
関
帝
廟
は

親
台
湾
派
で
あ
る
中
華
学
院
の
校
庭
の
構
内
に
あ

っ
た
た
め
、
親
中
国
派
の
人
た
ち
は
、
な
か
な
か
入
り
づ
ら
か
っ
た
の
で
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日 本

す
。

一
九
八
六
年
、
第
三
代
の
関
帝
廟
に
火
災
が
起
き
、
再
建
を
計
画
し
て
い
る
な
か
、
所
有
権
や
運
営
に
関
し
両
派
閥
か

ら
い
ろ
い
ろ
な
意
見
や
論
争
が
で
ま
し
た
。

一
時
は
再
建
計
画
が
頓
挫
し
ま
し
た
。
結
局
、
若

い
世
代
の
中
道
派
の
リ
ー
ダ

ー
た
ち
が
主
導
し
、
関
帝
廟
を
街
に
住
む
華
僑
華
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
街
に
来
る
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
た
廟
に
し
よ

う
と
提
案
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
学
校
の
構
内
か
ら
通
り
沿

い
に
廟
を
移
し
、
よ
り
多
く
の
人
が
立
ち
寄
れ
る
場
所
に
現

在
の
き
ら
び
や
か
な
廟
を
再
建
し
ま
し
た
。

 
関
帝
廟
が
再
建
さ
れ
た
後
、
関
羽
の
生
誕
日
で
あ
る
旧
暦
六
月
二
四
日
に
は
、
｢関
帝
誕
｣
と
い
う
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
祭
り
の
当
日
、
午
前
中
は
神
殿
で
拝
神
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
、
そ
し
て
午
後
は
、
関
帝
を
の
せ
た
神
輿
、

獅
子
舞
や
龍
舞
な
ど
中
国
の
伝
統
芸
能
が
街
中
を
パ
レ
ー
ド
し
、
夜
に
は
特
別
会
場
で
舞
台
芸
能
が
披
露
さ
れ
生
誕
を
祝

い

ま
す
。
こ
の
祭
り
は
、
戦
前
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残

っ
て
い
ま
す
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
境

に
行
わ
れ
な
く
な

っ
て
い
ま
し
た
。
再
び
関
帝
誕
が
復
興
す
る
の
は

一
九
八
九
年
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
、
来
街
者
の
噂
が
噂
を
呼
び
、

現
在
で
は
関
帝
誕
の
日
に
な
る
と
、
祭
事
や
舞
台
を
見
物
し
よ
う
と
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
に
多
く
の
人
々
が
集
ま
り
列
を
つ
く

る
ほ
ど
で
す
。
明
ら
か
に
街
に
活
気
と
賑
わ
い
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
第
四
代
目
の
関
帝
廟
は
、
中
華
街
の
華
僑

華
人
の
和
解
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
街
の
観
光
地
化
の
牽
引
役
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

20

 
あ
の
世
と
こ
の
世
の
対
話
-

清
明
節

  
さ

て

ク

イ
ズ

で
あ

る

｢
清

明
節

｣

の
お

話

を

し

た

い
と
思

い
ま

す
。

清

明
節

は

二

四
節

気

の

一
つ
で
、

冬
至

か
ら

数

え

て

一
〇

五

日

目

に
あ

た
り

、
新

暦

の
四

月

四

日

か

ら

六

日
頃

を

指

し

ま
す

。

清

明
節

は

、
祖

先

の
お

墓

参

り

を
す

る

日

で
、

華

僑

華

人

の
間

で

は
、

家

族

が
集

ま
り

家

で
祖

先

の
供
養

を

し

た

後

、
中

華

義

荘

と

い
う

華

僑

華

人

の
共

同
墓

地

に
行

っ
て
墓
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参

り

を

し

ま
す

。

 

 

 

 

 

 

 

 
サ
ン
セ
ン
サ
ン
ス
ウ

 

通

常

、

家

で

は
「
三
牲ニ
牲

三

素

｣

と

い

っ
て
鶏

、

豚

バ

ラ
、

魚

な

ど

形

が
残

っ
た
ま

ま

の
も

の
、

そ
し

て
野
菜

や
果

物

な

ど

各

三

種

を

大

き
な

テ
!

ブ

ル

に
並

べ
て
先

祖

に
祀

り

ま
す

。

我

が

家

の
場
合

、

お
供

え

物

を

置

い
た
大

き

な

円
卓

の
周

り

に

椅

子
を

並

べ
客

席

を

つ
く

り

ま

す
 

席

前

に
そ

れ

ぞ

れ
食

器

や

杯

な

ど

を
並

べ
ま

す

。

祖
先

の
人

た
ち

が
帰

っ
て

く

る
と

考

え

て

い
る

か

ら

で
す

.

そ

の
円

卓

の
前

に

は
、

香

炉

が

置

か
れ

子

孫

は

お

の
お

の
線

香

を

上

げ
、

一
家

の
安

泰

を
願

い
ま

す

。

 

家

族

が

み
な
線

香

を

上

げ

、

そ

し

て

祖
先

の
食

事

も
済

ん

だ
と

思

え

る

こ
ろ
、

祖

先

を

あ

の
世

へ
送

り

返

し

ま
す

。

そ

の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユ
エ
ンパ
オ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

際
、

金

箔

の
紙

を

中

国

の
昔

の
通

貨

で

あ

る

｢
元

宝
」

の
形

に

折

っ
た

写 真8 シ ンガ ポール で の先祖 崇拝

ズ
 
チ
エ
ン

｢
紙

銭

｣

を

門

前

で
燃

や

し

ま

す

。

祖

先

が
あ

の
世

に
行

っ
て

も

、

お

金

に
不

自

由

し

な

い
よ
う

に

と

の
思

い
を

込

め

て
送

金

す

る

の
で
す

、

 

写
真

8

は
、

シ

ン
ガ

ポ

ー

ル

の
街

頭

で

行

わ

れ

て

い
た
先

祖

崇

拝

の
様

子

で
す

。

祖

先

を

供
養

す

る

た

め

た
く

さ

ん

の
食

べ
物

や

果
物

、

そ

し

て

金
箔

の
紙
銭

が
並

べ
ら

れ

て

い
る

の
が

見

ら

れ

ま
す

。

世

界

ど

こ

へ
行

っ

て
も
、

華

僑

華

人

の
問

で

は
類

似

し

た

文

化

が
残

っ
て

い
ま
す

。

 

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
に

は
、

先

祖

崇

拝

な

ど

に
使

わ
れ

る

線
香

や

金

箔

の

紙
銭

な

ど
を

取

り

扱

っ
て

い

る
商

店

が

あ

り

ま
す

。

冥

界

に
送

る
金

箔

の

紙

銭

と

い
う

伝

統

的

な
も

の

だ
け

で
な

く

、
最

近

で
は

、

紙
幣

に
似

せ

て

印

刷

し

た
冥

界

用

の
お

札
も

売

ら

れ

て

い
ま
す

。

ま

た
、

冥

界

用

の
ク

レ

ジ

ッ
ト

カ
ー

ド

、

携
帯

電

話

、

そ

し

て
あ

の
世

と

こ

の
世

の
往

来

に
使

う
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日 本

で
あ

ろ
う

パ

ス
ポ

ー

ト

や

航
空

チ

ケ

ッ
ト

な

ど

も
あ

り
ま

す

。

 
街
に
新
し
く
伝
わ
っ
た
伝
統
文
化

｢
媽
祖
祭
｣

 
二
〇
〇
六
年
三
月
、
横
浜
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
に
は

｢
媽
祖
廟
｣
が
新
し
く
落
成
し
ま
し
た
。
設
立
の
直
接
の
き

っ
か
け
と

な

っ
た
の
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
?
 
観
光
客
の
要
望
が
あ

っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
?
 
そ
れ
と
も
、
媽
祖
を
信
仰
す
る
台

湾
や
福
建
省
の
出
身
者
が
増
え
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
?
 
そ
れ
と
も
、
建
設
地
に
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建

つ
予
定
だ

っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
?

 
実
は
現
在
、
婿
祖
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
る
土
地
に
は
、
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
つ
こ
と
が
決
定

さ
れ
、
二
〇
〇
三

年
に
は
建
築
の
準
備
も
進
ん
で
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
知

っ
た
中
華
街

の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
、
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の

一
角
に

ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
が
立
つ
と
、
街
の
景
観
、
治
安
な
ど
各
方
面
に
お
い
て
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
魅

力
を
損
な
う
問
題

点
が
多
い
と
危
惧
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
街
づ
く
り
を
担
う
横
浜
中
華
街
発
展
会
協
同
組
合
の
関
係

者
が
土
地
の
所
有
者
で
あ

っ
た
株
式
会
社
大
京
と
交
渉
を
行

い
、
用
地
を
買
収
す
る
こ
と
に
合
意
し
ま
し
た
。

 
買
収
を
行

っ
た
の
で
す
が
、
当
初
こ
の
土
地
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
明
確
に
決
ま

っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
数
カ
月
間
調
査
を
行

っ
た
結
果
、
か
つ
て
こ
の
土
地
に
は
清
国
領
事
館
が
あ

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
清
国
領
事
館
の
な

か
に
媽
祖

が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
と
討
議
を
経
て
、
買
収
し
た
土
地
に
航
海
を
守
る

女
神
で
あ
る
媽
祖
廟
を
設
立
す
る
こ
と
に
決
ま

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
二
〇
〇
四
年
六
月
、
横
浜
媽
祖
廟
設
立
理
事

会
が
組
織
さ
れ
、
理
事
た
ち
が
婿
祖
の
本
山
と
も
い
え
る
福
建
省
の
淵
洲
と
台
湾
台
南
の
天
后
宮

へ
視
察

に
行
き
、
現
地
の

人
々
か
ら
多
く
の
助
言
を
も
ら

っ
た
そ
う
で
す
。
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二

〇

〇

六

年

の
落

成

式

の
際

も
、

中

国

福

建

省

、

台
湾

台

南

か
ら
多

く

の
人

々

が
参

列

し
、

横

浜

に
は

残

っ
て

い
な

か

っ

た
媽
祖

信

仰

に

お
け

る
参

拝

の
作

法

や
儀

礼

を

横

浜

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の
人

々
に
伝

授

し

ま

し

た
。

そ

れ

ま

で
横

浜
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
に

住

む

人
、

特

に
若

い
世
代

の
華

僑

華

人

に

嬬

祖

に

つ

い
て

聞

く

と

、

｢
娚

祖

っ
て
何

?
｣

と

い
う

答

え

が
返

っ

て
く

る

ほ
ど

で

し

た
。

き

っ
か
け

は

ワ

ン

ル
ー

ム

マ
ン
シ

ョ

ン
建

設

を

阻

止
す

る

た
め

で
は

あ

り

ま
し

た

が
、

娚

祖
廟

が

で

き

た

こ
と

に
よ

っ
て
、
媽
祖

信

仰

や
媽
祖

へ
の
理

解

が

広

ま

り
、

街

に
は

伝
統

文

化

が
新

た

に

伝

わ

っ
て

い
ま

す

。

こ

れ

は
、

文
化

の
移

動

、

文

化

の
再

生

産

を

考

え

る
上

で

と

て
も

重
要

な
出

来

事

と

い
え
ま

す

。
媽
祖

廟

が
落

成

し

た
翌

年

、
横

浜

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
に

は
新

し

く

｢
媽
祖
祭
｣

と

い
う

お

祭

り

が

誕
生

し

ま

し

た
。

 

こ

こ

で
特

筆
す

べ

き

こ

と

は
、

横

浜

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
に

お

い

て
、

伝

統

文
化

施

設

が

観

光

ス
ポ

ッ
ト

化

し

、

ま

た
祭

り

が
街

の
イ

ベ

ン
ト

と

し

て
機

能

し

て

い
る
点

で
す

。

先

ほ

ど

お
話

し

し

た

よ
う

に
関

帝

廟

は

か

つ
て
学

校

の
構

内

に
あ

り
、

地
元

の
人

た

ち

が

お
参

り

に
行

く

だ
け

だ

っ
た

の

が
、

再

建

に
伴

い
通

り

に
移

転

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
来

街

者

が

み

な

足
を

止

め

る
観

光

ス
ポ

ッ
ト

に
な

り

ま

し

た
。

関

帝

廟

の
成

功

の
経
験

を
媽
祖

廟

と

い
う

新

し

い
名

所
作

り

に
も

活

用

し

よ
う

と

す

る
動

き

が
見

ら

れ

ま
す

。

 

現
在

、

両

廟

の
運

営
委

員

、

そ

し

て
横

浜
中

華

街

を

率

い
る
協

同

組

合

の
リ

ー
ダ

ー

の
方

た

ち

は
基

本

的

に
中

華

街

で

ビ

ジ
ネ

ス
を

し

て

い
る

経
営

者

の
方

々
が
中

心

で
す

。

彼

ら

は
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
を

華

僑

華

人

に
閉

ざ
さ

れ

た

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

に
す

る

の

で
は

な

く
、

よ

り

多

く

の
人

た

ち

に
開

放

さ

れ

た

文
化

商

業

空
間

に
す

る

こ
と

を

目
指

し

て

い
ま

す

。

伝
統

文

化

を

デ

ィ

ス
プ

レ
イ
す

る
際

も

、

地

元

の
人

た
ち

へ
の
啓

蒙
、

観

光

客

へ
の
サ

ー

ビ

ス
精

神

、

経

済
合

理

性

な

ど

、

あ

ら

ゆ

る

面
を

考

慮

し

た
う

え

で
、

文

化

を

再

構
築

し

て

い
る

姿

勢

が
う

か

が
え

ま
す

。

 

二

〇
〇

八
年

三

月

一
八

日

に
横

浜

で
行

わ

れ

て

い
た

｢
媽
祖
祭

｣

を

ご
紹
介

し

ま
す

。

こ
れ

ま

で
横

浜

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ
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写真9 祭壇に祀られる品々と招財童子

写真10 人 々の頭 上 を通 る媽祖 の神輿
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ン
で

行

わ

れ

て
き

た

祭

り

と

は

一
風
違

っ
て

お
り

、

興

味

深

く
思

い
ま

し

た

。
廟

の
本

殿

で
祀

ら

れ

て

い
る
媽
祖

の
ほ

か
、

順

風

耳

と
千

里

眼

、

そ

の
他

招

財

童

子

な

ど

が
街

に
繰

り

出

し
練

り
歩

き

ま

す

。
通

り

に
並

ぶ
家

や
店

頭

に

は
祭

壇

が

設
け

ら

れ

、

お
線

香

の
ほ

か

、
果

物

や

お

菓

子

な

ど

が
供

え

ら

れ

て

い
ま
し

た
一、
あ

る
店

頭

の
祭

壇

上

で
、

特

に
私

の
目

に

と

ま

っ
た

の
は
、

花

び

ら

が

ち
り

ば

め

て
あ

る
水

が
入

っ
た
洗

面

器

と
、

口
紅

や

ほ

ほ

紅
な

ど

の
化

粧
道

具

、

そ

し

て
鏡

が

置

い

て
あ

る

こ
と

で
し

た

一、
｢
こ
れ

は

何

に
使

う

の

で
す

か

?
｣

と
聞

い
た

と

こ

ろ
、

｢
媽
祖

さ
ま

は

女

神

な

の
で
、

練

り

歩

き

を
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し

て

い
る
途

中

、

お
化

粧

直

し

に
使

っ
て

い
た

だ
く

の
で
す

｣

と
祭

壇

を

用
意

し

た
台

湾

出
身

の
女

性

店

主

が

言

っ
て

い
ま

し

た
。

横

浜

中

華

街

に

ま

た

一
つ
新

し

い
文
化

が
伝

わ

っ
て

き

た

と
、

彼

女

の
話

を

聞

い

て
思

い
ま
し

た
。

ち

な

み

に

そ

の

店

主

は
、

一
九

九

〇
年

代

に
台

湾

か

ら

日
本

に
移

住

し

、
横

浜

に
中

国

の
土

産
店

を

開

業

し

て

一
〇
年

に
な

る

と

の
こ

と

で

し

た
。

来

日
以

前

よ

り
媽
祖

を

信

仰

し

て

い
た

た

め
、

近

年
街

を

あ

げ

て

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

で
思

い
が
け

ず
媽
祖

廟

が
建

設

さ

れ

た

こ

と
を

非

常

に

喜

ん

で

い
ま

し

た
。

 

写
真

9

が
招

財

童

子

で
す

。

財

を

招

く
神

童

で
す

。

飛

び

跳

ね
な

が
ら

一
緒

に
街

を

練

り

歩

い
て

い
ま

し

た
。

祭
壇

が
あ

る
店

の
門

前

の
祀

ら

れ

て

い
る
関

帝

と

土

地

公

(福

徳

正

神

)

に
拝

礼

し

、

店

の
中

に

入

っ
て

い
き

ま

し

た
。

招

財
童

子

が

入

っ
た

お
店

は
繁

盛

す

る

と
考

え
ら

れ

て

い
ま
す

。

そ

の
た

め
店

に

入

っ
た
招

財
童

子

に
店

主

は
丁

寧

に

お
礼

を

し

て

い
ま

し

た
。

 

こ
う

し

た
神

々

の
列

の
最
後

に
、

よ

う

や

く
神

輿

に
乗

っ
た
媽
祖

が
多

く

の
人

に

担

が

れ

て
き

ま

し

た
。
媽
祖

が
通

る

際
、

街

頭

に

い
た

人

々
は

み
な

一
列

に

な

っ
て

ひ
ざ

ま

づ
き

深

く

叩
頭

し

ま

し

た

(写

真

10
)
。

頭

上

を
媽
祖

の
神

輿

が

通

る

こ

と

に
よ

っ
て
、

人

々
は
媽
祖

の
庇

護

を

受

け

福

が
宿

る

と

い
わ

れ

ま

し

た
。

こ
う

し

た
儀

礼

も

、

チ

ャ
イ

ナ

タ
ウ

ン

に
媽
祖

祭

が

で
き

た

こ
と

に
よ

っ
て

、
新

た

に
横

浜

で
行

わ

れ

る
よ

う

に

な

り

ま
し

た
。

初

め

て

経
験

す

る
街

の
人

た
ち

も

、

そ

し

て
観

光

客

も

一
緒

に
参

加

し

、

新

し

い
祭

り

を

楽

し

ん

で

い
ま

し

た

。

8
 
お
わ
り
に

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で

は
、

人

々

の
移

動

に
伴

い
、

文
化

が
さ

ま

ざ

ま

な

形

で
融

合

し

新

し

い
文
化

が
生

ま

れ

て

い
ま

す

。
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日 本

 

横

浜

を
例

に
、

欧

米

人

に
付

随

し

て
や

っ
て

き

た
中

国

系

移

民

が

日
本

に
定

着
す

る

こ

と

に
よ

っ
て

誕
生

し

た
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の
歴

史

を

ご
紹

介

さ

せ

て

い
た
だ

き

ま

し

た
。

ま

た
、

一
九

八
〇

年

代

以

降
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
観

光

地

化

に
伴

い
、

中

国

の
民
衆

文

化

で
あ

る
春

節

、

関

帝

や
媽
祖

信

仰

な

ど
が

観
光

客

向

け

に
開

か

れ
、

街

の
イ

ベ

ン
ト

ーー
祭

り

と

い

っ

た
形

で
伝

統

文
化

が
再

生

産

・
再

構

築

さ

れ

て

い
る

の
を

見

て
き

ま

し

た
。

 

一
つ
、

と

て
も

重

要

な

こ
と

で
、

誤

解

の
な

い
よ
う

確

認

し

て
お

き

た

い
こ
と

が

あ

り

ま
す

。

こ

こ

で
お
話

し

し

て
き

た

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の

お
祭

り

は
、

華

僑

華

人

だ

け

で
組

織

さ

れ

運

営

さ

れ

て

い
る

祭

り

だ

と
思

わ

れ

て

い
る
方

が
多

い
か

も

し

れ
ま

せ
ん

が

、

実

は
実

行

委

員

は
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で

ビ

ジ
ネ

ス
を

し

て

い
る

日

本

人

や
、

近

く

で
暮

ら

し

て

い
る
方

な

ど
、

華

僑

華

人

に
限

ら

ず

い
ろ

い
ろ
な

方

が
関

わ

っ
て

い
ま

す

。

 

祭

り

に
携

わ

る

人

々

の
き

っ
か

け

は

さ
ま

ざ

ま

で
す
。

ビ

ジ
ネ

ス
目
的

の
人

も

い
れ

ば

、

ア
イ

デ

ン
テ

ィ

テ

ィ

が
喚

起

さ

れ

た
華

僑

華

人

も

い
ま
す

。

し

か

し
、

参

加

者

を

み
て

い
る

と
、

民
族

的

な
背

景

に
関

わ

り

な
く

、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
街

の

一
員

で
あ

る

と

い
う

帰

属

意

識

や

日

ご
ろ

の

つ
な

が

り

か
ら

、

祭

り

に

か

か
わ

る

よ
う

に

な

っ
た
人

が
少

な

く

な

い
の

が

わ

か

り
ま

す

。

日

本

人

だ
け

れ

ど

も

獅

子
舞

や

龍

舞

が

で

き

る
、

中

国

の
民
衆

文

化

を

知

っ
て

い
る
、

と

い
う

人

が
増

え

て

い
ま
す

。

実

際

、

華

僑
学

校

の
生

徒

の
な

か

に

は
、

両

親

と

も

日
本

人

と

い
う

ケ
ー

ス

が
少

な

く

な
く

、

彼

ら

は

獅

子
舞

の

技

術

を
身

に

つ
け

、

イ

ベ

ン
ト

に
か

り
出

さ

れ

て

い
ま

す
。

 

も
う

一
点

、

観

光

地
化

に
伴

い
新

た

に
祭

り

が
再

生

産

さ

れ

て

い
る

こ
と

は
触

れ

ま

し

た

が
、

こ

の
現

象

は

日

本

の
チ

ャ

イ

ナ

タ

ウ

ン
に
限

っ
た

こ
と

で

は
あ

り

ま

せ

ん
。

お
隣

の
韓
国

に
あ

る
イ

ン
チ

ョ

ン

・
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で
も

、

観
光

客

誘

致

の
た

め
、

中

国

の
民

衆

文
化

に
ち

な

ん

だ
祭

り

が
行

わ

れ

て

い
ま
す

。

そ

の

一
つ
と
し

て
、

私

が

興

味
を

持

っ
て

い
る

お

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ザ
 
ジ
ヤ
ン
メ
ン

祭

り

が
あ

り
ま

す

。

｢
ジ

ャ

ジ

ャ

ン
ミ

ョ

ン
祭

｣

で
す
。

黒

い
甘

味

噌

で

味
付

け

を

し

た

麺

が
あ

り

、

中

国

で

は

｢
炸

醤

麺

｣
、
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世界 のチャ イナ タウンか らみた人 び とと文 化の移動

日
本

で

は

｢
ジ

ャ
ー

ジ

ャ
ー

麺

｣

と

呼

び

ま
す

が
。

韓

国

で

は

こ

れ
を

｢
ジ

ャ
ジ

ャ

ン
ミ

ョ
ン
｣

と
呼

ぶ
そ

う

で
す

。
手

頃

な
値

段

か
ら

美

味

し

い
食

べ
物

と
し

て
韓
国

の
多

く

の
人

に

親

し
ま

れ

て
き

た

ジ

ャ
ジ

ャ

ン

ミ

ョ

ン

の
発

祥

地

が
イ

ン
チ

ョ

ン

・
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
に
あ

る

と

い
う

こ
と

で
、

近

年

イ

ン
チ

ョ

ン
で

は

｢
ジ

ャ
ジ

ャ

ン
ミ

ョ
ン
祭

｣

が
行

わ

れ

る

よ
う

に

な

り

ま
し

た
。

毎

年

一
〇
月

に
行

わ

れ

て
お

り
、

ジ

ャ

ジ

ャ

ン
ミ

ョ

ン
の
早

食

い
競
争

な

ど

の
イ

ベ

ン
ト

が
街

に
賑

わ

い
を

も

た

ら
し

て

い
ま

す

。

 

こ

の
他

に
も

イ

ン
チ

ョ

ン

・
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
で

は
、

中
国

人
節

が
大

々
的

に
行

わ

れ

て

い
る

そ
う

で
す

。

し

か

も

そ

れ

を

仕
掛

け

た

の
は

韓

国

の
華

僑

華

人

た

ち

で

は
な

く

、

イ

ン
チ

ョ

ン
市

だ
そ

う

で
す

。

観

光

客

誘

致

の
た

め
市

が

投

資

を
行

い
、

チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
と

い
う

空

間

な

ら

で

は

の
祭

り

を

企

画

し

た

の

で
す

。

さ

ま

ざ

ま
な

と

こ
ろ

で
行

わ
れ

て

い
る

民
衆

文

化

の
担

い
手

が
、

必
ず

し
も

そ

の

エ
ス

ニ
ッ
ク
グ

ル
ー

プ

の
メ

ン
バ
ー

で
あ

る

と

は
限

ら

な

く

な

っ
て

い
ま

す

。

 
横

浜

と
イ

ン
チ

ョ
ン
に

見

ら

れ

る
よ
う

に
、

祭

り

と
観

光

は
密

接

に

つ
な

が

っ
て

い
ま
す

。

祭

り

へ
の
参

加

を

通

し

、
街

の
人

た

ち

だ
け

で
な

く

、

観
光

客

も

一
緒

に
楽

し

ん

で

い
ま

す
。

ま

た
、

｢春

節
｣

と

は
何

か
、

ど

ん
な

過

ご

し
方

を
す

る

の
か

、

ど

ん
な

も

の
を

食

べ

る

の

か
な

ど

、

異

文
化

を

知

る

き

っ
か
け

に
な

っ
て

い
ま
す

。

そ

ん
な
意

味

で

は
、

移

民

は

文

化

の
伝
播

者

で
あ

り

、

チ

ャ
イ

ナ

タ
ウ

ン
は

そ

の
祝

祭

空

間

を

提
供

す

る
場

で
す

。

 

し

か

し
、

同

じ

華

僑

華

人

で
あ

っ
て
も

、

ど

こ

へ
移

住

し

た

か

に

よ

っ
て
、

彼

ら

の
文
化

は
微

妙

に
様

相

を

変

え

、

そ

れ

ぞ

れ

独
特

な

雰

囲

気

を

か

も
し

出

し

て

い
ま
す

。

日
本

の
回

転
飲

茶

し

か
り

、

韓
国

の
ジ

ャ

ジ

ャ

ン
ミ

ョ

ン
祭

し

か

り

、
移

民

が
身

に

つ
け

て
越

境

し

た

文
化

は
、

越

境

し

た
先

の
土

地

の
文
化

と
融

合

し

、

ま

た

そ

の
地

の
人

々

の
嗜

好

に
合

わ

せ
、

ユ

ニ
ー

ク
な

文

化

へ
と
新

た

に
構

築

さ

れ

る

の
で
す

。

 

以

上
、

本

日

の
話

か

ら

、
世

界

の
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の
多

様

性
、

そ
し

て
そ

の
面

白

さ

が
皆

様

に
伝

わ

っ
て

い
れ

ば

、

チ
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日 本

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
の

一
員

、

そ

し

て
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン
を

研

究

す

る
者

と
し

て
、

と

て
も

う

れ

し

く

思

い
ま
す

。

 

ご
清

聴

あ

り

が

と
う

ご
ざ

い
ま

し

た
。
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