
漬
け
た
茶
葉
を
お
茶
請
け
に

し
な
が
ら
番
茶
を
飲
む

「
肉
な
ら
豚
、
果
実
な
ら
マ
ン
ゴ
ー
、

葉
な
ら
茶
」。
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
は
こ
ん
な

こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
茶
が
ミ
ャ
ン
マ
ー

食
文
化
の
中
心
に
あ
る
こ
と
を
表
し
て

い
る
の
だ
。
統
計
上
、
茶
の
分
野
で
ミ

ャ
ン
マ
ー
は
と
り
わ
け
際
立
っ
て
は
い

な
い
。
し
か
し
、
実
は
ち
ょ
っ
と
し
た
茶

大
国
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
茶
そ
の
も
の
の
名
称
。
世

界
の
諸
言
語
で
は
、
日
本
語
の
「
茶
」

や
英
語
の「
テ
ィ
ー
」
な
ど
の
よ
う
に
、

た
い
て
い
広
東
語
の
「
チ
ャ
」
か
福
建

語
の「
テ
ー
」
か
、
ど
ち
ら
か
が
語
源

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ビ
ル
マ
語

で
は
「
ラ
ペ
ッ
」
と
い
う
の
だ
。
世
界

で
も
稀
な
独
自
の
名
称
で
、
こ
の
国
で

茶
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
物
語

っ
て
い
る
。

そ
ん
な
ラ
ペ
ッ（
茶
）
は
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
人
の
生
活
と
切
り
離
せ
な
い
存

在
。
具
体
的
に
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の

よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ェ
ー
ヌ
エ
ジ
ャ
ン
…
…
番
茶（
不
発

酵
茶
）

ラ
ペ
ッ
イ
ェ
ー
…
…
紅
茶
（
発
酵
茶
）

ラ
ペ
ッ
ソ
ー
…
…
漬
け
茶
（
後
発
酵
の

食
べ
る
茶
葉
）

こ
の
な
か
で
最
も
ユ
ニ
ー
ク
な
の
が

ラ
ペ
ッ
ソ
ー
だ
ろ
う
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
人

に
と
っ
て
、
茶
は
飲
む
だ
け
の
も
の
で

は
な
い
の
だ
。
同
様
の
食
べ
る
茶
は
中

国
や
タ
イ
な
ど
に
も
あ
る
が
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
特
殊
な
嗜
好
品
で
、
お
よ
そ

一
般
的
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
と
て
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

で
、
お
茶
請
け
の
定
番
と
な
っ
て
い
る
。

日
常
的
に
い
ろ
い
ろ
な
形
で
口
に
さ

れ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
茶
。
た
だ
し
こ
れ

は
、
腹
を
満
た
す
も
の
で
は
な
く
、
い

わ
ば
「
潤
滑
油
」
な
の
だ
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
は
、
１
９
８
０
年
代
ま

で
の
半
鎖
国
体
制
と
比
較
す
れ
ば
、
か

な
り
開
放
的
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
報

道
に
関
し
て
、
民
営
は
週
刊
誌
ま
で
。

新
聞
や
放
送
な
ど
の
主
要
機
関
は
政

府
、
軍
、
市
当
局
な
ど
の
公
営
に
限
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人
々
に
と
っ

て
の
最
大
の
情
報
源
は
、
依
然
と
し
て

「
口
コ
ミ
」
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
茶
は

欠
か
せ
な
い
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
人
は
訪
問
の
際
、
た
い

て
い
事
前
の
連
絡
を
し
な
い
。
突
然
、

訪
ね
ら
れ
て
も
歓
待
す
る
の
が
ミ
ャ
ン

マ
ー
式
で
あ
る
。

ま
ず
は
水
で
お
も
て
な
し
。
話
が
は

ず
ん
で
、
腰
を
落
ち
着
け
る
感
じ
に
な

っ
て
く
る
と
、
イ
ェ
ー
ヌ
エ
ジ
ャ
ン

（
番
茶
）
の
登
場
だ
。
そ
の
お
茶
請
け
が

ラ
ペ
ッ
ソ
ー（
漬
け
茶
）
で
あ
り
、
漬
け

た
茶
葉
を
食
べ
な
が
ら
番
茶
を
飲
む
と

い
う
お
茶
ず
く
め
。
ま
さ
に
茶
が
潤
滑

油
と
な
っ
て
の
情
報
交
換
な
の
だ
。

No.30

口
コ
ミ
社
会
の

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は

お
茶
を
潤
滑
油
に

情
報
交
換
す
る

落お
ち

合あ
い

清き
よ

司し

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
理
事

繁華街の喫茶店のテーブルには軽食に交じって番茶が並
ぶ。屋内は空席が目立つが、路上のテーブルはほぼ満席。
営業時間はヤンゴンの場合、午後11時まで。閉店まで
客足は絶えない 撮影：筆者（以下も同じ）



ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
喫
茶
店
好
き
は

あ
の
名
古
屋
人
を
超
え
る

そ
の
際
に
、
自
宅
以
外
で
最
適
な
の

が
喫
茶
店
で
あ
る
。
ビ
ル
マ
語
で
「
ラ

ペ
ッ
イ
ェ
ー
・
ザ
イ
ン
」
と
言
い
、
直
訳

す
る
と「
紅
茶
店
」。
最
も
ミ
ャ
ン
マ
ー

ら
し
い
場
所
の
一
つ
と
言
っ
て
い
い
。

日
本
で
は
喫
茶
店
好
き
と
言
え
ば
名

古
屋
人
だ
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
は
こ
れ

を
超
え
る
だ
ろ
う
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は

そ
れ
ほ
ど
喫
茶
店
を
頻
繁
に
見
か
け
る

の
だ
。

店
構
え
や
規
模
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

ち
ゃ
ぶ
台
と
極
端
に
低
い
腰
掛
け
の
路

上
喫
茶
が
一
般
的
で
、
屋
内
に
テ
ー
ブ

ル
が
あ
っ
て
も
、
客
は
屋
外
が
好
き
だ
。

だ
か
ら
ど
の
店
も
路
上
進
出
す
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
景
気
の
良

さ
そ
う
な
店
に
入
っ
て
み
よ
う
。

席
を
決
め
る
と
、
素
早
く
店
員
の
少

年
が
や
っ
て
き
て
、
揚
げ
物
や
蒸
し
物

な
ど
の
軽
食
の
類
を
手
際
良
く
置
い
て

い
く
。
こ
れ
は
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
、

食
べ
た
分
だ
け
支
払
う
シ
ス
テ
ム
だ
。

飲
み
物
は
、
コ
ー
ヒ
ー
も
あ
る
が
、

何
と
い
っ
て
も
紅
茶
が
定
番
。
注
文
は
、

と
り
あ
え
ず
「
ラ
ペ
ッ
イ
ェ
ー
（
紅
茶
）」

と
言
え
ば
大
丈
夫
だ
が
、
現
地
の
ミ
ャ

ン
マ
ー
人
は
ど
う
も
違
う
。
専
門
用
語

が
あ
る
よ
う
だ
。

チ
ョ
ー
ボ（
薄
甘
）、
パ
ン
ガ
ー（
渋

甘
）、
ポ
ヂ
ャ（
強
苦
）
…
…
。
注
文
方

法
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
だ
。
す
べ
て
ミ
ル

ク
テ
ィ
ー
で
、
茶
葉
で
苦
味
や
渋
み
、

加
糖
練
乳
や
砂
糖
で
甘
み
、
無
糖
練
乳

や
牛
乳
で
ま
ろ
や
か
さ
な
ど
を
調
節
す

る
。
こ
の
あ
た
り
の
微
妙
な
違
い
を
指

定
す
る
の
が
紅
茶
通
。
そ
ん
な
こ
だ
わ

り
派
の
客
は
少
な
く
な
い
。

男
た
ち
は
紅
茶
を
ち
び
ち
び
飲
み
つ
つ

夜
遅
く
ま
で
話
し
込
む

客
層
大
半
は
男
性
で
、
女
性
客
は
都

市
部
な
ら
ば
ち
ら
ほ
ら
見
か
け
る
が
、

せ
い
ぜ
い
１
割
強
で
あ
る
。
地
方
に
お

い
て
は
１
日
に
10
人
か
そ
こ
ら
で
、
し

か
も
女
性
１
人
で
来
店
す
る
こ
と
な
ど

ま
ず
あ
り
え
な
い
。
近
年
、
女
性
客
は

増
え
て
き
て
は
い
る
が
、
依
然
、
喫
茶

店
は
男
の
世
界
と
言
え
る
。

こ
れ
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
が
あ
ま
り
飲

酒
を
し
な
い
こ
と
と
も
関
連
が
あ
る
だ

ろ
う
。
酒
が
飲
め
る
飲
食
店
は
特
に
珍

し
く
は
な
い
が
、
こ
の
国
に
は
そ
も
そ

も
飲
酒
に
対
し
て
否
定
的
な
価
値
観（
注
）

が
あ
り
、
女
性
は
言
う
に
及
ば
ず
、
男

性
も
飲
ま
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
男
た
ち
が
外
で
最
も
く
つ
ろ
げ

る
溜
ま
り
場
は
、
酒
場
で
は
な
く
喫
茶

店
な
の
だ
。

男
た
ち
が
紅
茶
を
ち
び
ち
び
飲
み
な

が
ら
夜
遅
く
ま
で
話
し
込
ん
で
い
る
光

景
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
風
物
の

一
つ
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

客
は
紅
茶
を
飲
み
終
え
て
も
帰
ら
な

い
。
そ
の
あ
と
は
番
茶
を
飲
む
の
だ
。

卓
上
に
は
必
ず
ア
ル
ミ
急
須
か
魔
法
瓶

が
あ
り
、
そ
の
横
に
は
ぐ
い
飲
み
が
置

い
て
あ
る
。
飲
み
放
題
の
番
茶
サ
ー
ビ

ス
。
こ
れ
は
喫
茶
店
に
限
ら
ず
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
の
飲
食
店
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
い

る
。話

が
盛
り
上
が
れ
ば
、
番
茶
も
進
む
。

ち
ょ
っ
と
口
が
寂
し
け
れ
ば
、
軽
食
を

注
文
。
漬
け
茶
が
あ
れ
ば
言
う
こ
と
な

し
。
急
須
が
空
に
な
れ
ば
、
店
員
に
お

か
わ
り
を
告
げ
れ
ば
い
い
。

口
コ
ミ
社
会
に
暮
ら
す
ミ
ャ
ン
マ
ー

人
。
そ
の
時
間
は
茶
と
と
も
に
過
ぎ
て

い
く
。a
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おちあい きよし●愛知県生まれ。1990年
よりミャンマーの日常茶飯事観察を開始。
97年よりミニコミ誌『バダウ』発刊。現在、
日本サッカーの父とも言うべきミャンマー
人コーチ、故ウ・チョーディンについて調
査中。www.geocities.jp/badauk2001

注
●

主
に
ビ
ル
マ
民
族
の
価
値
観
。
多
民
族
国
家
ミ
ャ
ン

マ
ー
の
価
値
観
は
民
族
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
、
酒

に
関
し
て
も
大
ら
か
な
少
数
民
族
は
存
在
す
る
。

↓喫茶店の軽食（右からサモサ、揚げ春巻き、
肉饅）。ミャンマーの喫茶店はイギリス植民
地時代にインド系住民のカーカー民族が営ん
だのが始まり。現在では、ミャンマー系とイ
ンド系の店が大部分を占め、中国系がそれに
続く。紅茶の味はどの系統でも同じ。軽食は
ミャンマー系ならモヒンガー、インド系なら
サモサ、中国系なら肉饅が定番だが、大きな
店ではいろいろな軽食が食べられる

↑お茶請けの定番、漬け茶の「ラペッソー」。中国の「竹筒酸茶」、
タイやラオスの「ミヤン」などと同種の後発酵茶。そのままだと
苦味が強いので、味付けで食べやすくしてある。揚げた豆類を添
えて食べるスタイル（写真）やトマトなどを混ぜて和えるサラダ
風がある




