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Ⅲ

世界一周 「食具」の旅

モ ンゴル国の フオーク

　 内モ ンゴルの箸

小長谷 有紀
　 　 (こながや 　ゆき)

 

　

一
般
に
、
ど

の
地
域
に
お

い
て
も
、

歴
史
と
と

も
に
食

卓
は
変
化
す
る
。

モ
ン
ゴ

ル
高

原

の
場
合

は
、
近
代
化

の
過
程

で
、
北
部
は

ロ
シ

ア
文
化

の

影
響
を
強

く
う
け

て

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
流

に

変
化

し
、

南
部
は
中
国
文
明

の
も
と
で
強
く
中
国

流

で
と
ど

ま

っ
た
。
同
じ
民
族

の
食
卓

は
そ
う

し

て
別

々
の

道
を
歩

む
こ
と
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
興
味

モンゴル国にみる食卓

 

深

い
変
化
を
、
食
事

の
道
具
す
な
わ
ち
食
具
か
ら

読
み
取

っ
て
み
よ
う
。

　

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト

ル
は
、
現
在
、
人

口
百
万
人
を

超
え

る
モ
ン
ゴ

ル
国

の
首
都

で
あ

る
。
清
朝

に
お

い
て

一
九

一
一
年

に
辛
亥
革
命
が
お

こ
り
、
そ
れ

を
契
機
と
し

て
中
国
か
ら

の
離
脱
が
は
か
ら
れ
た

結
果
、

一
九

二
四
年

に
モ
ン
ゴ

ル
人
民
共
和
国

が

成
立

し
た
。

ソ
ビ

エ
ト
連
邦
成
立
後
、
世
界

で
二

番

目
の
社
会
主
義
国
が
誕
生
し
た

の
で
あ
る
。
そ

し

て
、
政
治

的

に
ソ
連

の
指

導
を
あ

お
ぎ

つ
つ
、

ま
た
経
済
的

に

ソ
連

の
援
助
を
受
け

つ
つ
、

モ
ン

ゴ
ル
人
民
共
和
国

は
、
社
会
主
義

の
も
と

で
近
代

化
を
果
た
し
た
。
人

口
の
大
半
が
中
国
人
な
ど

の

外

国
人
で
あ

っ
た
町

は
、
高
等
教
育
機
関
が
設
立

さ
れ
る
に
及
ん
で
、
全
国

か
ら
俊
英
た
ち
が
集
る

と
こ
ろ
と

な
り

、
彼

ら
が
や
が
て
工
場
労
働
者
や

知

識
人
、
官
僚

な
ど
と

し
て
町

に
住
ま
う
よ
う

に

な
り
、
そ
し
て
、

モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち

の
首
都

へ
と

生
ま
れ
変
わ

っ
た
。

　

田
舎

か
ら
出

て
き

た
少
年
少
女

た
ち

は
、
町

に

出

て
き

て
初

め
て
、

土

の
よ
う
な
味

の
す

る
ジ

ャ

ガ
イ
モ
や
、
口

の
な

か
で
崩

れ
て
し
ま
う
ト

マ
ト

な
ど
、
「気
持
ち
の
悪

い
」
食

べ
も

の
と
出
会

っ
た
。

ビ

ー

ル
は

【
馬

の
し

つ
こ
」
と
呼

ば
れ

て

い
た
。

お

い
し

い
肉
と
乾
燥

し
た
硬

い
チ
ー
ズ
を
も

っ
ぱ

ら
食

べ
て
き
た
彼

ら
に
と

っ
て
、
信
じ
ら
れ
な

い

食
事
だ

っ
た
ら

し
く
、

こ
の
よ
う
な
食

べ
も

の
と

の
劇
的
な
記
憶

は
よ
く
語

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
思

い
出

が
あ
ま
り

に
も
強

い
か
ら
だ

ろ
う

か
、

ス
プ

ー
ン
や

フ
ォ
ー
ク
と
出
会

っ
た
と
き

の
こ
と
を
語

る
老
人
と
未
だ
出
会

っ
た

こ
と

が
な

い
。

お
そ
ら

く

、
こ
ち

ら
か
ら
聞

い
て
み
れ
ば
、

そ
の
歴
史
的
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な
出
会

い
に

つ
い
て
楽
し

い
思

い
出
を

話
し
て
く

だ
さ
る
に
ち
が

い
な

い
。

　

モ
ン
ゴ

ル
製

の
ス
プ

ー
ン
や
フ
ォ
ー

ク
が
普

及

す
る

の
は
、
や
は
り

モ
ン
ゴ

ル
製

の
ジ

ャ
ガ
イ

モ

が
出
回
る
頃
、
す

な
わ
ち

一
九
五
〇
年

代
以
降

の

「
大
開

拓

の
時

代
」

で
あ

ろ
う

、
と

思

わ

れ

る
。

二
〇
世
紀

の
後
半

、
大
規
模
な
農
耕
が

本
格
的
に

開
始
さ
れ
る
と
同
時

に
、
家
畜
か
ら
得

ら
れ
る
畜

産
物
を
首
都
で
加

工
し
た
り
、
鉱
物
資

源

の
輸
出

が
本
格
化
し
た
り
、
多
様
な
工
業
化
が

進
展
し
た

か
ら
で
あ
る
。

　
社
会
主
義

時
代
は
ま

た

ソ
連

へ
留
学

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
幹
部
や
知

識
人

の
養
成

が
計
ら
れ

て

い
た
。
し
た
が

っ
て
、
高
等
教
育

に

つ

い
て
ソ
連

で
肩

代
わ
り

し
て
も
ら

っ
て

い
る
あ

い
だ

に
も
、

食
具

の
西
洋
化
が

モ
ン
ゴ
ル
人

の
生
活

習
慣
と
し

腰につるした豪華な食具

て
浸
透

し
た
と
見

て
よ

い
だ

ろ
う
。

ソ
連
を
中
心

と
す
る
社
会
主
義
圏

か
ら

の
技
術
指
導

者
は
、
産

業

の
あ
ら
ゆ
る
部

門
、
政
治

の
あ
ら
ゆ
る
部
局
に

常
時
駐
在

し
て

い
た

の
で
、
彼
ら
と

の
接
触

も
大

い
に
西
洋
化
を
促
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う

に
し
て
、
留
学
先

で
、
あ
る

い
は
首

都

で
、
人
び
と
が
学
び
、
そ
し

て
彼
ら
が
国
家

の

建
設
に
尽
く
す

べ
く
地
方
都
市

へ
と
移
動
す
る
に

つ
れ

て
、
急
速
に
食

具

の
西
洋
化
が
全
国
的
に
浸

透
し
た
。

こ
う

し
て

ス
プ
ー
ン
と

フ
ォ
ー

ク
が
普

及
し
た
と
言

っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　

一
九
八
九
年
に
民
主

化
運
動

の
波
を
強
く
受
け

て
、

一
九
九

二
年

、

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
は

モ

ン
ゴ

ル
国

へ
と
名
称
を
変
え
、
新
生
し
た
。
以
来
、

市
場
経
済

へ
の
移
行
を
果
た
し
た
現
在
、

モ
ン
ゴ

ル
国

の
食
卓
は
西
洋
化
と

い
う

よ
り
も
国
際
化
し

て
い
る
。

　

こ
れ

に
対
し

て
、

モ
ン
ゴ
ル
国
と
国
境
を

接
す

る
中
国
内
蒙
古
自
治
区

で
は
、
箸
文
化

圏

の
な
か

に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な

っ
た
。
言

い
換
え
れ
ば
、
国
境
は
北
か
ら

の
食
具

の
西

洋
化
を
阻
止
し
た

の
で
あ

っ
た
。
大
都
市

で

も
、
地
方

の
町

や
村
で
も

、
そ
し
て
草
原
部

に
お

い
て
も
、
木
製

の
箸

が

い
き
わ
た

っ
て

い
る
。

　

モ
ン
ゴ

ル
国
お
よ
び
内
蒙
古
自
治
区

の
い
ず

れ

の
地
域
で
も

、
博
物
館

に
行
く
と
、

モ
ン
ゴ
ル
遊

牧
民

の
伝
統

的
な
道
具

が
展
示
さ
れ

て
い
る

(左

上
写
真
)
。
食

具
と

し
て
は
、
腰
に

つ
る
し
た
り
、

長
靴
に
さ
し
た
り

し
て
保
持
す

る
、
ナ
イ

フ
と
箸

の
セ

ッ
ト
が
必
ず
見
出
さ
れ

る
で
あ

ろ
う
。

　
上
等

な
箸

は
、
象
牙
を
使

い
、
銀
細
工
が
ほ
ど

こ
さ
れ

て
い
る
。

一
般
的

に
は
、
象
牙
に
代
え

て

ラ
ク
ダ

の
骨
製
が

用

い
ら
れ

て

い
た
。
し
か

し
、

そ

の
普

及
率

は
実
際

に
は
低

か

っ
た
と

思
わ

れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
小
麦
粉

に
よ

る
う
ど
ん
が
さ
ほ

ど
普
及
し

て
い
な
か

っ
た
か
ら

で
あ

る
。
肉

の
塊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

き
び

を
ナ
イ

フ
で
食

べ
る
か
、
お
茶

に
浮
か
し
た
黍
を

飲
み
、
最
後
は
舌

で
椀
を
き
れ

い
に
な
め

て
食

べ

　
　
　
　
　
　
　

か

る
か
、
乳
製
品
を
噛

ん

で
食

べ
る
か
、
な

の
で
、

箸
は
さ
ほ
ど
必
需
品

で
は
な
か

っ
た
ろ
う

。

　
庶
民

の
あ
こ
が
れ
で
あ

っ
た

ろ
う
食
具
は
、
文

　
　
　
　
　
　
　
こ
う
か

化
大
革
命
な
ど

の
業
火

を
く
ぐ
り

ぬ
け

て
、
博
物

館

で
永
久

の
眠
り
に

つ
い
て

い
る
。

プ

ロ
フ

ィ
ー
ル

ー

(写
真
は
い
ず
れ
も
筆
者
撮
影
)

小
長
谷
　
有
紀

(
こ
な
が
や
　
ゆ
き
)

一
九
五
七
年
生
ま
れ
　
大
阪
府
出
身

国
立
民
族
学
博
物
館
教
授

専
門
分
野

●
民
族
学

著
書

●
『モ
ン
ゴ
ル
草
原

の
生
活
世

界
』
、
『
モ
ン
ゴ
ル

の
二
十
世
紀
-

社
会
主
義
を
生
き
た
人
々
の
証
一一一一口』
、
『世
界
の
食
文
化

・
モ
ン
ゴ
ル
』
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