
韓国　匙と箸の文化 (箸の文化 :
ごちそうを口へはこぶ道具 : 世界一周「食具」の旅)

言語: ja

出版者: 

公開日: 2015-03-23

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 朝倉, 敏夫

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10502/5563URL



特集

箸の文化 一ごちそうをロへはこぶ道具一

Ⅲ

世界一周 「食具」の旅

 

食
の
作
法

韓国さ じ

匙と箸の文化
朝倉　敏夫

(あさ くら　 としお)

 

　
韓
国
人
は
、
右
手

に
匙
と
箸
を
も
ち
、
汁

に
入

れ
た
ご
飯
を
匙

で
す
く

っ
て
は
食

べ
、
そ

の
合
間

に
箸

で
お
か
ず
を

口
に
運
び
込
む
。
そ

の
リ
ズ

ミ

カ
ル
な
動
き

は
、
旺
盛
な
食
を
感
じ
さ
せ

る
と
と

も

に
、
日
本
人
に
は
不
作
法
な
も

の
に
見

え
る
。

　
も

っ
と
も
、
そ

れ
は
現
代

の
韓
国
人
が
急

い
で

ご
飯
を
食

べ
る
時

の
姿

で
、
本
来

は
も

っ
と
優
雅

な
も

の
で
あ

っ
た

よ
う
だ
。
宮
廷
料
理

の
人
間
国

　
　
フ
ァ
ン
ヘ
ソ
ン

宝
、
黄

慧
性
は

「
い
ち
ば
ん
初
め
に
取
り
上
げ

る

右手に匙と箸を持つ(筆 者撮影)

 

の
が
匙

で
、
ま
ず

お

つ
ゆ

の
あ

る
キ
ム
チ
で
匙
を

ぬ
ら
す

。
キ
ム
チ

の
お

つ
ゆ
を
匙

で
す
く

っ
て

一

口
飲

ん
で
、
ち

ょ
う

ど

い
い
お
味

。
そ
れ
か
ら
ご

飯
を

ち

ょ

っ
と
食

べ
て
、
ご
飯
も

よ
く

で
き

て

い

る
、
と
。

ご
飯

は
の
み

こ
ん
で
し
ま
わ

な

い
で
、

さ
ら
に
お

つ
ゆ
を

一
匙

口
に
入
れ
る
。

三
度

目
が

お

つ
ゆ
で
す

。
そ
れ
か
ら
、
ま

た
ご
飯
を
ち

ょ

っ

と
食

べ
て
、
使

わ
な

い
と
き

は
匙

は
ご
飯

の
器
に

か
け
て
お
き
ま
す

。
箸

は
使

わ
な

い
と
き

は
、
お

膳

の
右
端

に
」

と
匙
と
箸

の
使

い
方
を

説

い
て

い

る

(
「韓
国
の
食
」
平
凡
社
、

一
九
八
八
年
)
。

　

日
本

と
韓

国
は
、
ご
飯

、
汁

、
漬
物
を
基
本
と

す
る
食
事

と

い
う
点

で
は
共

通
し

て

い
る

の
に
、

そ

の
食

べ
方

は
ず

い
ぶ
ん
違
う

。
そ
こ
に
な
に
か

違
和
感

が
あ
る

の
は
事
実

で
あ

る
。

そ

の
大
き

な

要
因
が
、
匙

の
存
在

で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
日
本

で
も

、
か

つ
て
は
箸
だ

け
で
な

　
　
　

　
　
　
　
　
　

やま
う
ちひ
さ
し

く
匙
が
使
わ
れ

て
い
た
。
山
内
昶

は
「

室
町
時
代

に
入

っ
て
、

い
わ
ゆ
る
七
五
三

の
本
膳
料

理
が
発

達
し

て
く
る
と
、
ど

の
流
派

の
料

理
書
を

み
て
も

食
卓

の
上
か
ら
き
れ

い
さ

っ
ぱ

り
匙

が
姿
を
消

し

て
し
ま

っ
て

い
る
」

と
述
べ
、
鎌
倉
期

か
ら
室

町

期

の
間
に
か
け

て
、
日
本

の
食
法

か
ら
匙

が
消
え

た
と
す
る
。

　

そ
し
て
、
そ

の
理
由

を
「

米
飯

は
粘
り
気

が
強

い
の
で
、
接
触

面
積

の
広

い
匙

だ
と
く

っ
つ
い
て

食

べ
難

い
。
そ

こ
で
接
面

の
狭

い
箸
に
代
え
た
が
、

食
器
を
置

い
た
ま
ま
だ
と
途
中

で
こ
ぼ
し
て
し
ま

う

の
で
、
手

で
飯
椀

を
も

っ
て
直
接

口
を

つ
け

て

箸
だ
け
で
食

す
る
よ
う

に
な

っ
た

の
だ
」
と
す

る

「
粘

々
説
」
と
、
「
日
本

で
は
、
台
所

で
す

べ
て

一

口
で
食

べ
ら
れ
る
よ
う

に
調
理
し
、
食
膳

に
で
て

く
る
と
そ
れ
を
箸

で
摘

む
だ
け

で
よ

い
。
完
成
し

た
形

で
出

て
く
る
か
ら
、
ナ
イ

フ
も

ス
プ
ー

ン
も

不
要
で
、
箸
専

一
に
な

っ
た
」
と
す

る

「
カ

ッ
テ

ィ

ン
グ
説
」
を
紹
介

し
、
そ

の

一
方

で
、
韓

国
で
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ら
い
き

匙
が
使
わ
れ
て

い
る
理
由
は
、
「
「礼

記
」

以
来

の

　
　
　
じ
ゅん
し
ゆ

礼
節
を
遵

守
し
て
き
た
せ

い
だ
」
と
述

べ
て
い
る

(
『食
具
」
法
政
大
学
出
版
会

、
二
〇
〇
〇
年
)
。

　

は
た
し
て
、

日
本

で
は
な
ぜ
箸
だ

け
に
な

っ
た

の
か
。

こ
こ
で
は
、

こ
れ
と
表
裏
を

な
し
て
韓
国

で
は
な
ぜ
匙
が
使
わ
れ

て
い
る

の
か
、
韓
国
人

の

食
事
と
匙
の
関
係
を
見

て
い
く

こ
と
に
し
よ
う

。

汁
物
と
匙

　

イ　ソ
ン　ウ

　
李

盛
雨
も

、
「
朝
鮮
王
朝

の
崇
儒
主
義

は
、
孔

子

や
周
礼

の
復
古
主
義

と

い
え

よ
う
。

し
た
が

っ

て
、
孔
子
も
食

べ
た

こ
と
が
あ

る
と

い
う
、
た
だ

そ
れ
だ
け

の
理
由

で
、
犬

の
肉
と
肉
膳

(牛
肉

の

刺
身
)

の
常
食
国
と
な

っ
て

い
る

の
が
韓
国

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な

コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
す

る
と
、

匙
を
使
う
風
習
も
多
分
そ

の
よ
う
な
考
え
方
か
ら

き
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
　

孔
子

の

『論
語
』

に

は
、
箸

に

つ
い
て
書

い
た
も

の
は
ま

っ
た
く
見
当

ら

な

い
ば
か
り

で
な
く
、

『
詩
経
』

に
匙

に

つ
い

て
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
孔
子
様
も

匙

で
食
事

を

し
た
に
違

い
な

い
。
し
た

が

っ
て
、

わ
れ
わ
れ
も
孔
子
様
を
見
習

っ
て
匙
を
使
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
ー

と

い
う

の
が
論
拠

に
な

っ
た

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
」

(
一
匙

と

箸

の
文

化

史

」

『
ア
ジ

ア
公
論
』

一
九

八

一
年

九
月
号
)
と

述

べ

て

い
る
。

　

こ
う

し

た
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
的

要
素

だ
け

で
な

く
、
韓
国

で
匙
が
使
わ
れ
る
理
由
と

し
て
は
、
実

際

の
食
事

で
の
機
能
性
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ

れ

は
韓
国

の
食
事
は
汁
物
が
多

い
と

い
う

こ
と

に
あ

る
。
韓
国

の
日
常

の
食
卓

に
は
、
湯

(
ス
ー
プ
)

類
、
チ
ゲ

(鍋
物
)
類
、
キ
ム
チ
類

(水
キ
ム
チ
)
、

チ
ム

(煮
物
)
類
な
ど
、
匙
な
く

し
て
は
食

べ
ら

れ
な

い
食

べ
物
が
並
び
、
何

の
お
か
ず
も
な
け
れ

ば
、
ご
飯

に
水
を
か
け

て
食
道

に
流

し
込

ん
で
し

ま
う
ほ
ど
、
水
分
に
重
き
が
置
か
れ
て

い
た
。

　
韓
国
で
汁
料
理
が
発
達
し
た
理
由
と

し
て
は
、

(
1
)
大
家
族

の
腹
を
満

た
す
に
は
、
汁
料

理
が

最
適

で
あ
る
、

(
2
)
農
耕
民

族
と
し

て
定

住
し
た
た

め
、
持
ち

運
び

に
は
不
便
な
汁
気

の
多

い
料
理

が
発
達
す

る

下
地
が
あ

っ
た
、

(
3
)
半
島
と

い
う

地
理
条
件

か
ら
外
部

か
ら

の

侵
略

に
さ
ら
さ
れ

て
い
た
た
め
、
ご
飯
を
汁

に
入

れ
て
短
時
間

で
食

べ
る
食

習
慣

が
生
ま
れ
た
、
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
る

(李
圭
泰

『韓
国
人

の
生
活
構

造

2
」

キ
リ
ン
ウ
ォ
ン
、

一
九
九

一
年
)
。

　
匙

の
歴
史
を
見

て
み
よ
う

(「
韓
国

の
匙

の
文

化
」

『
コ
リ
ア
ナ
』

一
九
九
三
年
秋
季
号
)
。
朝
鮮

　
　

　
　
　
　

　

らく
ろう

半
島

に
お

い
て
は
、
楽

浪
時
代

の
古
墳
か
ら
青
銅

器

の
匙
が
出
土
し
て
お
り
、
青
銅
器
時
代

に
入

っ

て
か
ら
匙
を
用

い
る
よ
う

に
な

っ
た
も

の
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
ら

れ
る
。
ま
た
、
三
国
時
代

の
百
済
武
寧
王
陵
か
ら

は
青
銅

製

の
箸
と
匙

が
同
時

に
出
土
し

て

い
る
。

こ
の
箸
は
、
両
方

の
端

の
方
が
次
第

に
細
く
な

っ

て
お
り
、
中
国

の
河
北
定
県

の
北
魏
石
函
か
ら
出

土
し
た
も

の
と
似

て
い
る
。

　
　
　

し
ら
ぎ

　
統

一
新
羅
時
代

の
も

の
と
見
ら
れ
る
青
銅
製
匙

は
、
匙

の
面
が
円
形
と
楕
円
形

の
も

の
が

セ

ッ
ト

に
な

っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
柄
は
や
や
曲
が

っ
て

い
る
。
中
国

で
は
、
こ
う
し
た
形

の
も

の
は
み
か

け
ら
れ
ず
、
こ

の
時
代

に
な

っ
て
朝
鮮
独
特

の
形

の
匙
と
箸
を
開
発
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
ら
い

　
高
麗
時
代
に
は
、
大
き
く
曲

っ
て
細
く

て
長

い

し

ゃ
れ
た
形

の
匙

に
な
り
、
箸

の
出
土
が
多
く
な

っ
た

が
、
箸
と
匙

が
セ

ッ
ト

で
使
わ
れ

て

い
た
。

『鶏

林
類
事
』

に
は
高

麗

の
方
言
と
し

て
匙

は
戌

(ス
ル
)
、
箸
は
折

(ジ

ョ
ル
)
と
表
記

さ
れ

て
い

る
。

こ
の
時
代
に
な
る
と
、
そ

の
材
質

が
か
な
り

変

わ

っ
て
く

る
。

『老

乞
大

諺
解
』

を

み
る
と

、

銅
匙

・
銅
箸

と
表
記
さ
れ

て
い
る
。

一
〇
〇
パ
ー

セ
ン
ト

の
銅
製
品

は
軟
ら
か
す
ぎ
て
匙

や
箸
と

し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
え
ん

て
の
役

に
立
た
な

い
が
、
銅

に
亜
鉛
を
混
ぜ
る
と

し
ん
ち

ゅ
う

真
鍮

に
な
り
、

こ
の
真
鍮

で
作

っ
た
匙
と
箸
が
用

い
ら
れ
た
。
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金
属
製
の
食
器
に
よ
る
影
響

　
李
朝
時
代

の
初
期

に
、
真
鍮
製
品

の
食
器

が
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

え
ん
ひ

ら
に
普
及

し
た
。
匙

の
柄
も
燕
尾

の
形

の
も

の
が

な
く
な
り
、

柄

の
曲

が
り
方
も
緩

や
か

に
な
り
、

匙

の
面

は
木

の
葉

の
よ
う
な
楕
円
形

に
な

る
。
中

期
以
後

は
、
匙

の
柄

が
長
く

て
厚
く
、
ま

っ
す
ぐ

に
な
り
、
匙

の
面

は
丸
く
な

る
。
芸
術
性
と
実
用

性

が

一
層
高
ま
り
親
密
感
を
与
え

る
形

に
な

っ
て

　
　
　
　
　
ヤ
ン
ハン

き
た
。
王

や
両
班

の
膳

に
は
、
銀
製

の
箸
と
匙

が

揃
え

ら
れ
た
。

さ
ら

に
、
近
代
と
な
り

、

一
九

五

〇
年
代

に
な
る
と

ス
テ
ン
レ
ス
製

が
普

及
し
て
く

る
。

　

こ
れ
ら
金
属
製

に
よ
る
食
器
も
ま

た
、
食
事

の

取
り
方

に
影
響
を
与
え

た
と
思
わ

れ
る
。

日
本

の

よ
う

に
木

器
が
発
達
す

る
と

、
食
器
を

口
に
も

っ

て

い
っ
て
食

べ
る
こ
と
が
容
易

に
な
る
。

し
か
し
、

金
属

器
に
熱

い
汁
も

の
が
入

れ
ら
れ
る
と
、
手

で

も

つ
こ
と
も

、
そ
れ
に
直

に
口
を

つ
け

る
こ
と
難

し
く
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
行
為

は
不
作
法

な

こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
匙
を
主
と
す

る
食
事

作
法

が
で
き
て

い
っ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

　

先

に
も
述

べ
た
よ
う

に
韓

国
人

の
ご
飯

の
食

べ

方

の
特
色

の

一
つ
が
汁
に
入
れ
て
食

べ
る
、

い
わ

ゆ
る

「
ク

ッ
パ
の
世
界
」

で
あ
る
。

こ
れ
に
は
匙

が
必
須

で
あ

る
が
、
二

つ
目

の
特
色

、
混

ぜ
て
食

べ
る

圃
ビ
ビ

ン
パ

の
世
界
」
に
も
匙
が
活
躍
す
る
。

ご
飯

の
上
に
き
れ

い
に
飾
ら
れ
た
肉

や
野
菜
を

ト

ウ
ガ

ラ
シ
味

噌
と
と
も

に
ひ
た
す

ら
匙

で
か
き

混

　
　
　
　
　
　
　

こん
ゼ
ん

ぜ
る
。
そ
れ
ら
が
渾
然

一
体
と

な

っ
て
お

い
し
さ

　
か
も

が
醸

し
出
さ
れ
る
と

い
う

。
日
本

人
が
、
き
れ

い

に
飾

ら
れ
た
料

理
を
こ
わ
さ
な

い
よ
う

に
箸

で
と

り
わ
け
、
素
材

一
つ

一
つ
の
味

を
味

わ

っ
て
食

べ

る

の
と
対
照
的
だ
。
三

つ
目

の
特
色

は
、
チ
シ

ャ

や

エ
ゴ

マ
な
ど

の
葉
や
海
苔

で
ご
飯

を
包

ん

で
食

べ
る

「
サ
ム

の
世
界
」

だ
。
こ

の
時

も
、
日
本

人

　
　
　
　
　
　

の　
り　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　ま

は
ご
飯

の
上
に
海

苔
を

の
せ
、
海
苔

で
ご
飯

を
蒔

く
よ
う

に
箸

で
器
用
に
食

べ
る

の
に
対
し
、
韓
国

人
は
手

に
海
苔
を
と
り
、
匙

で
ご
飯

を
と

っ
て
海

苔
に
の
せ
、
手

で
包

ん
で
食

べ
る
違

い
が
あ
る
。

　

西
洋

人

の
目
か
ら
見
て
も
韓
国
人
は
大
食

だ
と

い
う

。

一
九
世
紀

に
書

か
れ
た
シ

ャ
ル
ル

・
ダ
レ

の

「朝

鮮
教
会
史
」

に
も
、
イ
ザ

ベ
ラ

・
バ
ー
ド

の

『朝

鮮
紀

行
』

に
も

、
そ

の
大
食

ぶ
り
が
指

摘

さ
れ
て
い
る
。
表
永
東

は
、
「私
た
ち
は
世
界

の
ど

の
民
族

よ
り
も
大
食

民
族
だ

っ
た
」

と
こ
れ
を

認

め
、
あ

わ
せ

て
温

か

い
物
を
嗜

好
す

る
こ
と
も

、

箸

よ
り
も
匙

を
主

と
し
て
食
事
す

る
こ
と

と
結

び

つ

い
て

い
る
と

指
摘

す

る

(
「
私

た
ち

の
匙

箸
」

『韓
国
論
壇
』

二
六
巻
、

一
九
九

一
年
)。

　
韓
国
人

の
食

習
慣
に
匙
が
合

っ
た

の
か
、
匙
が

あ

っ
た
た
め
、

こ
う
し
た
食
事
作

法
が
で
き
た

の

か
、
鶏
が
先
か
卵
が
先
か
分
か
ら
な

い
が
、
長

い

歴
史

の
中

で
、
日
本
人
が

[
お
箸

の
国
」

の
文
化

を
創
り
あ
げ

て
き
た
よ
う

に
、
韓
国
人
は

■
匙
を

主
た
る
食
具
と
す
る
」
食

事
文
化
を
創

り
あ
げ

て

き
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

プ
ロ
フ

ィ
ー
ル

朝
倉
　
敏
夫

(あ
さ
く
ら
　
と
し
お
)

一
九
五
〇
年
生
ま
れ
　
東
京
都
出
身

国
立
民
族
学
博
物
館
教
授

専
門
分
野

●
社
会
人
類
学

著
書

●
『食
は
韓

国
に
あ
り
』

(共
著

)
、
『
日
本

の
焼
肉
、
韓

国
の
刺

し
身
』
、
『く
ら

べ
て
み
よ
う
ー
日
本
と
世
界
の
食
べ
物
と
文
化
』

(共

著
)、
他
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