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つ
な
が
る
食
の
デ
ザ
イ
ン
展 

食
べ
る
こ
と
か
ら
、は
じ
ま
る

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
気
軽
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
食
の
安
心
・
安

全
な
ど
、
日
々
食
べ
る
も
の
に
つ
い
て
、
消
費
者
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
敏
感
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の一
方
で
、
食
べ
る
と
い
う
行
為
の
前
後
左
右
を
、
私
た
ち
は
ど
れ

く
ら
い
想
像
で
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
展
覧
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
食
に
つ
い
て
追
求
し
て
き
た
料
理
人
や

酪
農
家
、
販
売
者
な
ど
の
＂
食
の
実
践
者
＂
た
ち
が
描
く
夢
や
未
来
を
通
し
て
、

神
戸
の
ま
ち
や
生
活
を
捉
え
直
す
展
覧
会
で
す
。
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
、

お
店
に
並
ぶ
ま
で
の
野
菜
の
姿
や
、
味
覚
の
多
様
さ
に
出
会
う
展
示
な
ど
、
神

戸
を
拠
点
と
す
る
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
食
と
の
新

た
な
つ
き
あ
い
方
を
考
え
る
種
が
具
体
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
お
い
し
く
食
べ
る
」
「
身
体
に
良
い
も
の
を
食
べ
る
」
だ
け
で
な
く
、
誰
か
が
手

間
隙
か
け
て
作
っ
た
も
の
を
選
び
、
身
体
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
。
そ
う
考
え

る
と
食
は
、
生
き
方
を
選
ぶ
こ
と
と
も
い
え
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
利
便
性
や
効

果
・
効
能
だ
け
を
求
め
て
い
る
と
気
づ
か
な
い
価
値
観
が
あ
り
ま
す
。
食
か
ら
つ

な
が
る
明
日
を
、
一
緒
に
覗
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
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PAIN

D
U

C
E

の
シ
ェ
フ
、
米
山
雅
彦
さ
ん
と
建
築
家
ユ
ニ
ッ
トN

O
 

AR
C

H
ITEC

TS

の
西
山
広
志
さ
ん
は
、
本
展
覧
会
の
た
め
に
ま
っ

た
く
新
し
い
パ
ン
を
作
り
、
そ
の
パ
ン
が
で
き
あ
が
る
ま
で
を
展
示

に
す
る
こ
と
を
企
画
し
ま
し
た
。
そ
の
根
底
に
は
、
米
山
さ
ん
の
パ

ン
作
り
に
対
す
る
真
摯
さ
を
な
る
べ
く
余
計
に
飾
り
立
て
る
こ
と
な

く
展
示
に
落
と
し
込
も
う
と
考
え
た
西
山
さ
ん
の
建
築
家
と
し
て
の

姿
勢
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
西
山
さ
ん
と
展

示
を
作
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
展
示
の
拠
り
ど
こ
ろ

と
な
っ
た
米
山
さ
ん
の
パ
ン
作
り
へ
の
考
え
方
を
よ
り
深
く
掘
り
下

げ
る
こ
と
を
試
み
ま
し
た
。

パ
ン
屋
を
経
営
す
る
と
い
う
こ
と

―
今
回
、
ひ
と
つ
の
パ
ン
が
で
き
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
可
視
化

し
よ
う
と
試
み
た
背
景
に
は
、
米
山
さ
ん
が
日
常
的
に
持
た
れ
て
い

る
問
題
意
識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
お
話
い
た
だ
け
ま
す
か
？

米
山　

ど
の
仕
事
も
同
じ
で
す
が
、
究
極
に
美
味
し
い
も
の
を
作
る

こ
と
だ
け
が
プ
ロ
の
仕
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
パ
ン
屋
と
し
て
営
業

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
部
分
が
バ
ラ
ン
ス
良
く
な
け
れ

ば
経
営
は
成
り
立
た
な
い
。
高
い
パ
ン
を
一
個
作
る
と
い
う
バ
ラ
ン

ス
も
あ
る
し
、
安
く
品
数
を
多
く
作
る
と
い
う
の
も
あ
る
。
さ
ら
に

素
材
を
作
っ
て
い
る
人
の
生
活
や
流
れ
が
あ
り
、
食
べ
る
人
も
そ
の

流
れ
に
い
る
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
現
場
に
落
と
し
込
む
の
が
プ
ロ
の

仕
事
で
す
。
ス
ト
イ
ッ
ク
に
良
い
も
の
だ
け
を
取
り
入
れ
、
自
給
自

足
で
完
結
す
る
人
は
そ
れ
で
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
社
会
と
つ

な
が
る
こ
と
は
そ
う
で
は
な
い
。
ま
た
、
時
代
と
し
て
は
非
日
常
の

パ
ン
が
あ
っ
て
も
い
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
パ
ン
は
日
常
的

な
も
の
な
の
で
、
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
で
す
。
正
し
い
も
の
づ
く
り
で

正
し
く
経
営
し
た
い
。
現
代
で
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
が
。

西
山　

米
山
さ
ん
が
こ
の
展
示
の
た
め
に
実
際
に
パ
ン
を
作
っ
た
こ

と
自
体
が
、「
正
し
さ
」
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
僕
は
そ
の
パ
ン
が
純
粋
に
ど
う
で
き
て
い
る
か
を
素
直
に
伝
え

る
こ
と
が
、
米
山
さ
ん
の
正
し
さ
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ま

し
た
。
さ
ら
に
米
山
さ
ん
も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
側
面
を
見
せ
る

こ
と
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

―
米
山
さ
ん
の
理
想
的
な
パ
ン
屋
さ
ん
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
続

け
る
こ
と
が
ま
ず
は
大
事
。
か
と
い
っ
て
で
き
る
限
り
多
く
の
人
に

大
量
に
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

米
山　

そ
の
よ
う
な
パ
ン
屋
さ
ん
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

ど
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
取
っ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、

理
想
を
言
う
と
、
上
か
ら
下
ま
で
取
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ
一

番
下
の
層
は
、
今
の
う
ち
の
材
料
を
使
っ
て
い
て
は
取
れ
な
い
で
す
。

ど
の
業
界
も
下
は
資
本
力
の
勝
負
に
な
り
ま
す
。
い
か
に
効
率
的
に

機
械
化
し
、
一
日
に
何
個
の
パ
ン
が
作
れ
る
か
が
勝
負
の
世
界
に
な
っ

て
く
る
。
例
え
ば
ヤ
マ
ザ
キ
。
最
大
手
で
、
日
本
で
は
上
の
層
は
な

い
で
す
が
、
海
外
で
は
上
の
層
も
取
っ
て
い
る
。
タ
イ
で
は
高
級
デ

パ
ー
ト
の
上
の
階
に
ヤ
マ
ザ
キ
パ
ン
が
あ
り
、
あ
ん
パ
ン
、
蒸
し
パ

ン
、
焼
き
そ
ば
パ
ン
な
ど
日
本
の
パ
ン
が
、
百
二
十
〜
三
十
円
と
日

本
と
同
じ
価
格
で
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

―
ヤ
マ
ザ
キ
と
米
山
さ
ん
の
圧
倒
的
な
違
い
は
何
で
す
か
？

米
山　

も
の
を
作
る
方
向
性
、
組
み
立
て
方
。
ヤ
マ
ザ
キ
が
マ
ー
ケ
ッ

ト
、
ど
の
価
格
帯
で
ど
う
作
る
と
い
う
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
僕
は

こ
の
素
材
を
使
い
た
い
か
ら
こ
う
い
う
パ
ン
を
作
ろ
う
と
決
め
る
。

そ
の
方
向
性
の
違
い
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
あ
と
は
資
本
力
で
す

ね
（
笑
）。
現
実
的
に
は
な
い
で
す
が
、
ヤ
マ
ザ
キ
か
ら
オ
フ
ァ
ー
が

来
た
ら
何
を
条
件
に
す
る
だ
ろ
う
…
…
。
例
え
ば
国
産
小
麦
で
あ
れ

ば
や
る
の
か
。
今
は
想
像
つ
き
ま
せ
ん
が
、
経
験
と
し
て
は
や
っ
て

み
た
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
人
達
が
ど
う
い
う
ス
タ
ン
ス
、

流
れ
で
や
ら
れ
て
い
る
の
か
見
て
み
た
い
。
そ
こ
に
自
分
の
ノ
ウ
ハ

ウ
が
入
る
と
ど
う
な
る
か
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ

ジ
ン
グ
の
考
え
方
は
大
企
業
で
な
い
と
分
か
ら
な
い
の
で
。

―
譲
れ
な
い
も
の
と
し
て
は
、
一
定
の
素
材
の
水
準
あ
り
き
の
今

の
規
模
、
価
格
帯
、
お
客
さ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

米
山　

時
代
と
と
も
に
素
材
は
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。
ラ
イ
麦
は
北

海
道
に
し
か
な
く
、
お
店
で
は
そ
れ
を
使
っ
て
い
ま
す
。
地
球
上
で

穫
れ
る
場
所
が
ず
っ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
、
五
十
年
、
百
年
の
話

に
な
る
と
、
現
実
的
に
日
本
で
は
穫
れ
な
く
な
る
こ
と
も
起
こ
り
え

ま
す
。

よ
く
業
者
さ
ん
か
ら
「
欲
し
い
も
の
は
あ
り
ま
す
か
」
と
言
わ
れ
る

ん
で
す
が
、
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
欲
し
い
材
料
と
い
う
意
味
で
は
。

モ
ノ
の
や
り
取
り
を
し
て
い
ま
す
が
、
人
を
信
用
し
て
買
う
の
で
。

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
だ
け
な
ん
で
す
。
そ
の
人
た
ち
が
良
い
も
の

を
作
っ
て
い
る
か
ら
そ
の
人
と
付
き
合
う
と
い
う
よ
り
も
、
人
が
良

い
か
ら
そ
の
作
っ
た
も
の
を
使
う
、
使
わ
せ
て
も
ら
う
。
感
覚
的
に

自
分
が
良
い
な
と
思
う
人
は
、
モ
ノ
も
良
い
な
と
思
う
の
で
。

―
パ
ン
デ
ュ
ー
ス
で
一
番
人
気
の
あ
る
パ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
せ

る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
新
し
く
作
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

米
山　

ち
ょ
う
ど
新
麦
の
時
期
と
い
う
の
と
、
そ
ん
な
に
素
材
の
多

く
な
い
シ
ン
プ
ル
な
も
の
が
い
い
よ
ね
と
話
し
て
い
た
ら
、「
じ
ゃ
あ

作
っ
ち
ゃ
え
」
と
な
り
ま
し
た
。
言
わ
な
け
れ
ば
良
か
っ
た
と
後
で

思
い
ま
し
た
（
笑
）。
今
回
の
小
麦
は
農
家
さ
ん
も
分
か
る
し
、
ト

レ
ー
ス
を
き
ち
っ
と
し
て
い
て
資
料
の
管
理
も
し
て
い
ま
す
。
Q
R

コ
ー
ド
が
あ
っ
て
、
読
み
取
る
と
ど
の
畑
で
誰
が
作
っ
た
か
が
出
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

西
山　

は
じ
め
に
展
覧
会
場
に
パ
ン
が
転
が
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
て
、
打
合
せ
の
前
に
お
店
に
よ
っ
て
パ
ン
を
買
い
ま
し
た
。
こ

の
形
の
パ
ン
が
一
番
伝
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
パ
ン
が
あ
っ

た
の
で
。
そ
の
パ
ン
を
持
ち
込
み
、
そ
の
形
の
ブ
ー
ス
の
イ
メ
ー
ジ

を
イ
ラ
ス
ト
に
し
て
米
山
さ
ん
に
お
見
せ
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
最
初

の
打
合
せ
で
も
う
新
小
麦
を
会
場
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
話
に
な
り
ま
し
た
ね
。

米
山　

タ
イ
ミ
ン
グ
が
良
か
っ
た
。
北
海
道
は
収
穫
が
ち
ょ
う
ど
七

月
半
ば
か
ら
八
月
半
ば
ぐ
ら
い
な
の
で
、
送
っ
て
く
れ
る
時
期
で
し

た
。
う
ち
が
使
う
小
麦
粉
は
品
種
一
つ
な
の
で
す
が
、
小
麦
粉
っ
て
、

一
種
類
の
小
麦
か
ら
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
方
が
多
い
ん
で
す
。

一
番
有
名
な
カ
メ
リ
ア
と
い
う
小
麦
粉
も
、
一
種
類
の
小
麦
か
ら
で

き
る
の
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
小
麦
を
ブ
レ
ン
ド
し
て
、
毎
年
ブ

レ
が
な
い
よ
う
に
し
て
商
品
に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
で
は

展
示
と
し
て
は
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
う
。

生
産
地
に
行
っ
て
わ
か
る
こ
と

―
小
麦
の
生
産
地
に
は
、
決
め
る
前
に
行
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

米
山　

い
つ
も
お
付
き
合
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
ス
タ
ッ
フ

の
勉
強
を
兼
ね
て
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
す
が
、
毎
年
行

き
ま
す
。
雨
が
降
る
前
に
東
京
ド
ー
ム
何
個
分
か
を
一
人
で
収
穫
さ

れ
て
い
ま
す
。
あ
と
は
、
農
家
さ
ん
に
も
会
い
に
行
き
ま
す
。
は
じ

め
は
熊
本
の
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
の
農
家
さ
ん
に
行
っ
た
の
が
先
で
、
十

勝
に
も
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
お
こ
が
ま
し
い
け
れ
ど
、
は
じ

め
は
パ
ン
を
持
っ
て
行
っ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
す

ご
く
喜
ん
で
く
れ
る
ん
で
す
。
彼
ら
は
実
際
に
自
分
が
作
っ
た
小
麦

が
パ
ン
に
な
っ
て
い
る
の
も
そ
ん
な
に
見
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
実

際
ど
こ
で
誰
が
使
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

―
他
の
素
材
も
で
す
か
？

米
山　

砂
糖
は
行
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
。
こ
れ
は
国
産
を
探
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
種
子
島
産
で
し
た
。
今
回
の
こ
と
が

き
っ
か
け
で
多
分
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
（
笑
）。
塩
は
、
ま
ず

作
っ
て
い
る
方
に
出
会
っ
て
、
作
ら
れ
て
い
る
場
所
に
も
行
き
ま
し

た
。「
え
！
こ
れ
で
家
族
を
養
っ
て
る
の
か
！
」
と
驚
き
ま
し
た
。
原

価
0
で
は
な
い
で
す
が
、
淡
路
の
海
で
、
海
の
す
ぐ
近
く
の
ト
タ
ン

の
小
屋
で
、
一
人
で
薪
を
焚
き
な
が
ら
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
濃
度
を

ど
こ
ま
で
に
し
て
、
ど
う
苦
味
を
落
と
し
て
い
く
か
な
ど
、
す
べ
て

科
学
的
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
燃
や
す
木
は
捨
て
る
木
を
も
ら
っ

て
や
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
。
美
味
し
い
で
す
よ
。
そ
の
様
子
を

見
た
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。

丸
山
（KIITO

）　

米
山
さ
ん
が
経
験
さ
れ
た
こ
と
が
先
に
あ
っ
て
、

小
麦
の
話
か
ら
始
ま
っ
て
、
で
は
塩
や
砂
糖
も
見
せ
た
方
が
面
白
い

は
ず
。
じ
ゃ
あ
イ
ー
ス
ト
は
ど
う
す
る
？
と
い
う
ふ
う
に
発
展
し
て

本展のために作られた「あたらしい小麦パン」は、一代目と二代目を経て、三代目（写真）で完成となった。形や切れ目などにも、米山さんのパン屋としてのあり方が現れている。西山さんが最初に描いたスケッチ。会期中PAINDUCEで販売されたあたらしい小麦のパン（一代目）。

米山さんがパンに使う小麦の生産地

〈上2枚〉淡路島で塩の生産者が一人で塩を作る様子。

PAINDUCEシェフの米山雅彦さん。国内やヨーロッパ各国で修業を積んだ後、2004年に「PAINDUCE」
を開業。現在、大阪市内に4店舗を構える。（詳しいプロフィールはp.22参照）

NO ARCHITECTS 西山広志さん。建築をベースに、設計やデザイン、インスタレーション、ワーク
ショップ、会場構成、まちづくりなど幅広く活動を行う。（プロフィールはp.22参照）

あたらしい小麦パン
材料（パン1つあたり）
小麦粉…………129g
水………………92.235g
発酵種…………6.45g
砂糖……………2.9861g
塩………………2.69g
　
① ミキシング
計量した材料をこねる。
② 一次発酵
材料を寝かせる。パンチ
(ガス抜き ) をする。パン
チは40分後に1回、その
あと30分おきに2回行う。

3回のパンチ後、
冷蔵 (5℃）で12時間寝か
せる。
③ 分割・ベンチタイム
300gごとに分けて丸め、
50分寝かせる。
分けた生地同士がくっつ
かないように注意！
④ 成形
パンの形にする。
⑤ 二次発酵
50分間寝かせる。
⑥ 焼成
オーブンで15分焼く。
できあがり！

『ひとつのパンができるまで』外観。ブースの形は実際にPAINDUCEで売られていたパンを採寸して起こした図面をもとに造形された。写真：片山俊樹

ひ
と
つ
の
パ
ン
が
で
き
る
ま
で
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薪で炊く

い
き
ま
し
た
。

米
山　

砂
糖
と
塩
は
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
シ
ン
プ
ル
で
す
が
展
示

に
す
る
と
い
う
縛
り
が
あ
っ
た
の
で
、
意
外
と
苦
戦
し
た
ん
で
す
。

そ
も
そ
も
種
は
入
れ
な
い
ん
で
す
よ
。
小
麦
の
味
を
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
は
、
発
酵
臭
を
押
さ
え
た
方
が
小
麦
の
味
自
体
は
出
や
す
い
の

で
、
あ
ま
り
種
は
入
れ
な
い
。
イ
ー
ス
ト
は
味
気
な
い
け
れ
ど
実
際

に
使
っ
て
る
の
で
い
い
の
で
す
が
。
先
に
材
料
を
決
め
た
の
で
難
し

か
っ
た
（
笑
）。
通
常
は
イ
メ
ー
ジ
が
先
に
あ
り
ま
す
。
今
回
も
そ
れ

は
あ
り
ま
し
た
が
、
縛
り
が
な
か
っ
た
ら
、
や
は
り
種
は
引
こ
う
か

と
か
、
小
麦
の
味
を
一
割
足
そ
う
か
と
か
、
み
た
い
な
こ
と
が
途
中

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

作
り
方
に
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
伝
え
る

―
実
際
に
食
べ
る
と
い
う
体
験
が
で
き
な
い
展
覧
会
で
食
を
伝
え

る
難
し
さ
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
こ
の
展
示
は
情
報

を
情
報
と
し
て
で
は
な
く
て
、
体
験
と
し
て
立
ち
上
げ
よ
う
と
さ
れ

て
い
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

米
山　

材
料
を
展
示
す
る
と
い
う
の
が
、
す
ご
く
新
鮮
で
複
雑
に
感

じ
ま
し
た
。
こ
こ
に
野
菜
な
ん
か
が
あ
る
と
も
う
少
し
「
素
材
感
」

が
あ
る
け
れ
ど
、
小
麦
は
ま
だ
し
も
、
イ
ー
ス
ト
な
ん
か
は
う
ち
で

言
う
と
単
な
る
材
料
。
そ
れ
が
僕
の
よ
う
に
パ
ン
を
作
っ
て
い
る
人

と
パ
ン
を
ま
っ
た
く
作
っ
た
こ
と
の
な
い
一
般
の
人
の
感
覚
で
ど
う

見
え
て
く
る
の
か
。

丸
山　

そ
の
温
度
感
は
西
山
さ
ん
に
調
整
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
あ
え
て
写
真
を
使
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
決
断
は

大
き
か
っ
た
で
す
。
現
地
に
行
っ
て
得
ら
れ
る
情
報
は
、
現
地
に
行

け
ば
良
い
と
い
う
。

西
山　

も
う
少
し
時
間
が
あ
れ
ば
、
音
を
持
っ
て
こ
れ
た
ら
い
い
な

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
ざ
わ
ざ
わ
し
て
い
る
音
や
、
コ
ン
バ
イ
ン
の

ガ
タ
ガ
タ
し
た
音
、
海
水
を
吸
っ
て
い
る
音
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
切
っ

て
い
る
音
と
か
。
音
が
展
示
に
加
わ
る
と
、
も
う
少
し
イ
ラ
ス
ト
と

体
感
が
相
乗
効
果
を
生
ん
で
良
か
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

―
二
人
は
ま
っ
た
く
違
う
職
種
で
す
が
、
や
り
取
り
の
中
で
共
感

で
き
た
部
分
は
あ
り
ま
し
た
か
？

米
山　

西
山
さ
ん
が
寄
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
か
、
中
身
を
見
て

く
れ
て
い
る
の
で
、
僕
は
全
然
変
え
て
い
く
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
。

求
め
ら
れ
た
こ
と
に
面
白
く
応
え
よ
う
と
し
た
だ
け
で
し
た
。

西
山　

寄
せ
た
と
い
う
よ
り
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
段
階
で
ち
ゃ
ん
と
理

解
を
す
る
と
い
う
の
は
普
段
の
仕
事
で
も
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
理

解
を
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
。
ち
ゃ
ん
と
受
け
取
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
提
示
し
て
投
げ
る
感
覚
で
す
ね
。
米
山
さ
ん
の

柔
軟
さ
も
何
と
な
く
理
解
で
き
て
い
て
、
あ
る
程
度
こ
ち
ら
を
信
頼

し
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た
の
で
、
思
い
っ
き
り
投
げ

ら
れ
ま
し
た
。

　

展
示
を
作
っ
て
気
づ
い
た
こ
と
は
、
米
山
さ
ん
は
自
分
が
考
え
る

理
想
の
パ
ン
作
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
よ
う
な
も
の
を
、
パ
ン
を
ベ
ー

ス
に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
環
境
自
体
を
作
っ
て
い

る
。
ち
ゃ
ん
と
良
い
も
の
を
作
る
と
い
う
意
識
を
み
ん
な
が
共
通
し

て
持
っ
て
い
て
、
そ
の
共
通
の
認
識
を
練
り
こ
ん
で
ひ
と
つ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

米
山　

ク
オ
リ
テ
ィ
が
高
い
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
何
か
ス
ト
ー
リ
ー

が
な
い
と
嫌
な
ん
で
す
。
ひ
と
つ
の
パ
ン
に
対
し
て
自
分
が
話
せ
な

い
と
。
も
ち
ろ
ん
お
金
の
話
を
よ
く
す
る
の
で
、
売
れ
れ
ば
意
味
が

あ
る
部
分
は
あ
り
ま
す
が
、
僕
が
そ
の
商
品
を
世
に
出
す
な
ら
、
ど

こ
か
に
別
の
意
味
が
な
い
と
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。

―
ス
ト
ー
リ
ー
で
共
感
す
る
層
は
お
客
さ
ん
の
中
で
も
限
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
す
か
？

米
山　

そ
う
で
す
ね
。
前
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
売
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
て
、
そ
の
パ
ン
を
売
っ
て
い
る
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

た
。
実
際
に
人
は
視
覚
か
ら
得
た
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
で
美
味
し
く
感
じ

る
と
い
う
の
が
や
は
り
あ
る
ん
で
す
。
ひ
と
つ
だ
け
置
く
よ
り
も
二

つ
重
な
っ
て
置
い
た
方
が
身
体
が
反
応
し
て
お
い
し
く
感
じ
る
と
か
。

多
分
た
く
さ
ん
う
ん
ち
く
を
書
い
て
い
る
方
が
、
美
味
し
く
感
じ
て

も
ら
え
て
、
値
段
も
取
り
や
す
く
な
る
。
大
手
の
パ
ン
屋
さ
ん
に
な

る
と
、
こ
れ
は
何
と
い
う
銘
柄
の
小
麦
粉
で
、
あ
ん
こ
は
○
○
製
餡

の
何
と
か
で
、
そ
こ
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
あ
る
。
た
だ
そ
れ
で
納

得
で
き
な
い
か
ら
違
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
求
め
て
る
ん
で
す
。
誰
々
さ

ん
が
ど
う
い
う
肥
料
を
使
っ
て
作
っ
た
畑
で
…
…
と
い
っ
た
よ
う
な
。

―
ま
っ
た
く
同
じ
条
件
で
も
、
日
々
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
変
わ

り
ま
す
よ
ね
。

米
山　

例
え
ば
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
一
生
涯
に
一
回
で
も
百
点
取
れ
ば

そ
れ
で
多
少
名
声
が
得
ら
れ
る
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
職
人
は

十
年
の
中
の
あ
る
一
日
の
パ
ン
が
す
ご
く
良
く
て
も
、
そ
れ
以
外
の

日
が
ダ
メ
で
は
評
価
さ
れ
な
い
。
職
人
は
毎
日
合
格
点
を
取
り
続
け

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
も
ち
ろ
ん
百
点
が
あ
っ
た
ら
い
い
け
ど
、
ひ

と
つ
の
パ
ン
が
百
点
を
作
る
の
で
は
な
い
。
う
ち
で
は
パ
ン
が
百
何

十
種
類
あ
る
の
で
、
百
点
の
パ
ン
が
ひ
と
つ
あ
っ
て
も
、
他
の
も
の

六
十
点
に
な
り
そ
う
で
あ
れ
ば
、
全
体
で
八
十
点
に
な
る
よ
う
な
工

程
を
組
め
と
話
し
て
い
ま
す
。
講
習
会
や
セ
ミ
ナ
ー
、
授
業
で
教
え

る
の
は
、
で
き
る
だ
け
百
点
を
作
る
や
り
方
。
た
だ
、
そ
れ
と
同
じ

工
程
は
現
場
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
が
、

シ
ェ
フ
の
一
番
大
事
な
仕
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
聞
き
手
：
田
中
み
ゆ
き
）

酵  母

小 麦 粉

ドライイースト

プレコンパックに保管
計72t

すぐに乾燥

発 芽

25kg 袋

計量・充填

出 穂 黄金色に変色

収 穫
2017年末

2016年10月下旬

小  麦 小麦は種をまき、1年間かけて育てられる。収穫された小麦は脱穀、粉砕を経て小麦粉となる。

塩 海水をくみ上げ、専用の釜で炊いて結晶化させたものが塩。仕組みはシンプルだがその工程はとても繊細。

砂  糖 さとうきびから糖のエキスを圧搾し、加熱して結晶化させたものが砂糖となる。

成  形 素材が交わり、パンとなる。季節や天候に合わせて発酵時間を変えたり、分量を調整したり。
素材の様子を丁寧にチェックすることが大切。

ドライイーストはフランスで作られたものを使用。
長い道のりを船で移動し、日本に届けられる。

水、ハチミツ、レーズン
を混ぜておいておくだけ
で発酵が始まり、約2週
間で酵母が完成する。

2017年6月下旬 2017年7月

船積み

包装工程

300gごとに
分割

陳 列

いただきます！

1min

ベンチタイム…  50min
成形 …………… 10min
二次次発酵…… 50min

焼 成  15min

丸める
一次発酵
パンチ①…… 40min
パンチ②…… 30min
パンチ③…… 30min
冷蔵（5℃）… 12h

ドライイースト…0.129g
塩…………………2.69g
小麦粉……………129g
発酵種……………6.45g

輸 入
日仏商事（株） インスタント・イースト赤 

500g  ¥605

選 
別

石臼粉砕

種子島内から
サトウキビが。

新光糖業（株）

混合汁

ルサッフル社

フランス

完成
砂糖 30kg

¥5,538

最終糖蜜
出 荷

シュガービン

分離工程

分離機

レーズン
約2週間で完成
発酵種

400倍

実際は13年前オープン時に
作ったものを使用

はちみつ

水

蒸 気

蒸 気

北海道十勝
2016年9月末

種まき  
135反（約134㎡）

肥料散布

選 別
甘
かんしゃはおとしがまえ

庶葉落鎌

精
せいだつよう

脱葉

殺菌剤散布

上澄液

2度のふるい

清浄工程

加 熱

圧搾工程
第1ロール 第2ロール 第3ロール 第4ロール

目視検査

パッケージ
55kg

ふるいわけ
（2mmふるい）

パン一個

小麦120本

搬 送

完成
ヌーヴォー・
スム・レラ  

25kg ¥6,090

結晶工程

結晶の種

表皮を削る

樽熟成  24 h

杉樽

展
示
は
イ
ラ
ス
ト
と
材
料
の
実
物
を
も
と
に
構
成
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
一
部
を
紙
面
上
に
再
構
成
し
、
ご
紹
介
し
ま
す
。 

イ
ラ
ス
ト
＝
樽
井
香

濃 縮

逆
ぎゃくしんとうまく

進透膜マイクロフィルター

ろ 過

パン一個

水700ml

パン一個

きび1本
（およそ）

播種機

コンバイン

海水をポンプで取水

4t

（株）脱サラファクトリー

淡路島

兵庫県州本市
五色町

薪

仕上げ釜

完成

自
おのこちしずくしお

疑雫塩  1kg ¥2,222

春植栽培

夏植栽培

2月中旬 

8月～9月

3月

11月

4月下旬

12月下旬

種苗 根付け
収 穫

つながる食の連続トークレポート

「ひとつのパンができたので」

「あたらしい小麦パン」は、今回の展示のため
に作られ、店頭でも販売されました。イベント
当日は、もともと作ったパンに違う種類の小麦
を加えたものと米山さんが当日焼かれた二種類
のあたらしい小麦パンが配られ、どちらが良い
か直接意見を聞く場ともなりました。
今回は展示としての面白さ優先で素材や形を決
めて作っていったため、「縛りが多かった」と
苦労を語った米山さん。実際に作ったパンを前
に、例えばそのパンの生産性を上げる方法や、
もともと売っているパンとどう差別化するかな
ど、お店の経営に関わる話も。
一方、「米山さんが大切にしている正しさを再
認識できるような展示にしようと決めていた」
という西山さん。企画より先に生まれていた展
覧会場にパンが転がっているイメージは、実際
にPAINDUCEで売られていたパンを採寸し図
面に起こすことで原型が作られました。実際の
展示を回りながら、西山さんがパンができるま
での要素を分解し、空間として構築する様子が
紹介されました。米山さんの合理的な思考と西
山さんの建築家としての背景が上手く調和した
展示となったことが感じられました。
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日
常
生
活
の
中
で
、
私
た
ち
は
ど
れ
く
ら
い
自
分
の
食
べ
方
や
姿
勢

な
ど
を
意
識
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。「Experim

ental Tables 

食

べ
る
「
か
た
ち
」
の
実
験
室
」
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の
み
の
レ
ス
ト
ラ

ンanonym
e

の
シ
ェ
フ
・
加
古
拓
央
さ
ん
が
日
々
感
じ
て
い
た
違

和
感
が
、
デ
ザ
イ
ン
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
のD

M
L

・
久
慈
達
也
さ
ん
と
デ

ザ
イ
ン
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
・D

ESIG
N

 SO
IL

（
神
戸
芸
術
工
科
大
学
）

の
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
提
起
の
か
た
ち
を
と

り
、
展
示
と
な
り
ま
し
た
。
展
示
を
作
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
加
古
さ
ん

に
と
っ
て
自
分
の
違
和
感
が
何
か
を
よ
り
具
体
的
に
認
識
す
る
経
験

と
も
な
っ
た
よ
う
で
す
。
展
示
が
終
わ
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
こ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
制
作
過
程
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
食
べ
物
を
提

供
す
る
側
と
受
け
取
る
側
の
関
係
性
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
時
間

と
な
り
ま
し
た
。

お
客
さ
ん
と
の
距
離
の
取
り
方

―
今
回
の
展
示
は
、
加
古
さ
ん
が
普
段
レ
ス
ト
ラ
ン
を
や
ら
れ
る

中
で
お
客
さ
ん
の
食
べ
方
や
マ
ナ
ー
が
気
に
な
る
と
い
う
お
話
か
ら

出
発
し
て
い
ま
す
が
、
加
古
さ
ん
は
会
期
中
の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
の

中
で
、「
食
べ
る
行
為
っ
て
本
来
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
い
も
の
だ
」
と

も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

加
古　

そ
う
で
す
ね
、
あ
ん
ま
り
堂
々
と
は
食
べ
ら
れ
な
い
で
す
よ

ね
。
本
当
に
恥
ず
か
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
ア
イ
デ
ア
出
し

の
時
に
す
べ
て
を
や
っ
て
も
ら
う
レ
ス
ト
ラ
ン
と
い
う
案
が
あ
り
ま

し
た
よ
ね
。
歯
医
者
さ
ん
の
椅
子
の
よ
う
な
も
の
に
座
っ
て
、
口
を

開
け
た
ら
ウ
エ
イ
タ
ー
が
食
べ
物
を
口
に
入
れ
て
く
れ
る
。
あ
れ
は

本
当
に
恥
ず
か
し
い
。

―
で
も
こ
の
お
店
の
作
り
っ
て
完
全
に
見
え
て
い
ま
す
よ
ね
。

加
古　

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
が
関
係
し
て
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
僕

は
い
ず
れ
店
を
改
装
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
お
客
さ
ん
た

ち
の
話
、
食
べ
方
、
仕
草
が
気
に
な
る
の
は
、
結
局
自
分
の
弱
さ
な

ん
で
す
ね
。
気
に
し
な
い
人
も
た
く
さ
ん
い
る
し
。
で
も
気
に
な
る

か
ら
こ
そ
、
カ
ウ
ン
タ
ー
で
お
客
さ
ん
が
食
べ
て
い
る
ペ
ー
ス
や
空

気
を
読
み
な
が
ら
ど
ん
ど
ん
出
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
こ
の
距

離
が
、
僕
に
と
っ
て
近
す
ぎ
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
カ
ウ
ン
タ
ー

に
カ
ト
ラ
リ
ー
や
お
皿
を
並
べ
て
距
離
を
つ
く
る
の
は
簡
単
な
ん
で

す
が
、
そ
れ
は
し
た
く
な
い
。
で
も
見
え
な
い
キ
ッ
チ
ン
は
嫌
。
そ

う
思
う
と
あ
る
程
度
距
離
を
置
い
た
店
に
改
装
す
る
か
、
引
っ
越
し

を
す
る
か
。

久
慈　

今
回
の
テ
ー
マ
の
「
テ
ー
ブ
ル
」
に
行
き
着
い
た
の
は
、
こ

の
お
店
の
あ
り
方
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

加
古
さ
ん
の
主
義
主
張
が
、
こ
の
店
の
作
り
や
お
客
さ
ん
と
の
関
係

性
に
現
れ
て
い
る
と
思
っ
た
ん
で
す
。
マ
ナ
ー
が
気
に
な
る
と
い
う

人
ひ
と
り
も
い
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
こ
と
に
遅
ま
き
な
が
ら
気

が
つ
い
た
。
隠
れ
た
い
と
き
は
僕
に
も
あ
る
し
、
お
客
さ
ん
に
も
あ

る
な
と
い
う
の
が
正
直
あ
り
ま
す
。
つ
か
ず
離
れ
ず
と
い
う
距
離
を

ど
う
と
っ
て
い
く
か
と
い
う
の
は
難
し
い
。
今
回
の
展
示
の
テ
ー
ブ

ル
の
中
に
正
解
が
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
。
で
も
正
解
へ
の
道
し
る

べ
は
す
べ
て
に
お
い
て
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
今
回
の
展
示
は
僕
に
と
っ
て
気
づ
き
の
機
会
で
し
た
。

―
こ
れ
ま
で
何
回
か
お
店
の
名
前
や
場
所
を
変
え
ら
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
毎
回
こ
う
い
っ
た
カ
ウ
ン
タ
ー
の
お
店
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

加
古　

カ
ウ
ン
タ
ー
は
常
に
あ
り
ま
し
た
。
最
初
の
カ
ウ
ン
タ
ー
は

手
元
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
か
な
。
ハ
イ
チ
ェ
ア
ー
の
カ
ウ
ン
タ
ー
だ
っ

た
の
で
。
L
字
型
で
囲
ま
れ
て
、
一
部
の
人
か
ら
は
少
し
手
元
も
見

れ
る
ん
で
す
が
、
ス
パ
イ
ス
を
並
べ
て
だ
ん
だ
ん
見
ら
れ
な
く
し
て

い
っ
て
、
改
装
し
て
か
ら
は
よ
り
見
え
な
く
し
た
ん
で
す
が
、
一
応

顔
は
見
て
対
面
で
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。

―
そ
れ
で
も
対
面
は
好
き
な
ん
で
す
ね
。

加
古　

好
き
な
ん
で
す
け
ど
ね
、
た
ま
に
疲
れ
る
ん
で
す
。
料
理
人

で
も
あ
る
け
ど
ス
ナ
ッ
ク
の
マ
マ
み
た
い
な
こ
と
も
し
な
い
と
い
け

な
い
の
で
。
そ
れ
で
、
次
は
厨
房
が
あ
っ
て
、
小
窓
が
あ
っ
て
、
そ

の
奥
に
ド
リ
ン
ク
を
つ
く
る
ス
ペ
ー
ス
と
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ
る
と
い

う
作
り
に
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
僕
は
厨
房
の
奥
に
い
る
け
ど
、
距
離

は
取
れ
て
い
る
。
で
も
そ
う
な
る
と
、
奥
の
方
の
テ
ー
ブ
ル
が
気
に

な
っ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。「
喜
ん
で
る
か
？
」「
美
味
し

そ
う
に
食
べ
て
ま
す
」「
ほ
ん
ま
？
」「
お
い
し
い
っ
て
言
っ
て
ま
す
」

「
そ
れ
は
ほ
ん
ま
に
美
味
し
い
っ
て
言
っ
て
る
か
？　

心
か
ら
言
っ
て

る
か
？
」
じ
ゃ
あ
自
分
で
聞
い
て
こ
い
っ
て
感
じ
で
す
よ
ね
（
笑
）。

気
に
な
る
ん
で
す
よ
、「
お
い
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
何
の
信
頼
も
置

い
て
い
な
い
の
で
。
だ
か
ら
カ
ウ
ン
タ
ー
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
間

の
ス
ペ
ー
ス
を
作
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
の
店
を
作
っ

た
八
年
前
だ
と
、
オ
ー
プ
ン
キ
ッ
チ
ン
か
ク
ロ
ー
ズ
の
厨
房
か
、
く

ら
い
の
選
択
肢
し
か
な
か
っ
た
け
ど
、
そ
の
間
に
フ
ル
オ
ー
プ
ン
キ
ッ

チ
ン
だ
け
ど
テ
ー
ブ
ル
が
あ
る
店
が
で
き
て
き
た
り
し
て
い
る
し
。

そ
れ
っ
て
、
台
所
で
お
母
さ
ん
が
料
理
作
っ
て
い
る
の
と
一
緒
で
す

よ
ね
。
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
や
手
元
も
何
と
な
く
見
え
る
け
ど
、
ダ

イ
ニ
ン
グ
で
ご
飯
を
食
べ
る
と
い
う
感
じ
で
す
か
ね
。
そ
れ
で
も
い

い
の
か
な
と
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

食
べ
る
行
為
の
日
常
性

―
今
回
展
示
を
作
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
最
初
に
ピ
ザ
を
作
っ
て

み
な
さ
ん
で
食
べ
ら
れ
て
ま
し
た
よ
ね
。
あ
の
よ
う
な
場
を
作
ら
れ

た
こ
と
自
体
が
す
ご
く
良
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

加
古　

食
べ
た
か
っ
た
だ
け
で
し
ょ
（
笑
）。

久
慈　

そ
れ
は
大
き
い
で
す
が
（
笑
）。

加
古　

で
も
あ
れ
で
僕
と
学
生
さ
ん
と
の
距
離
は
近
づ
き
ま
し
た
。

久
慈　

加
古
さ
ん
に
学
生
が
ど
ん
な
考
え
を
し
て
い
る
か
を
知
っ
て

も
ら
う
と
い
う
の
が
な
い
と
、
後
が
続
か
な
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

学
生
も
加
古
さ
ん
に
会
っ
て
な
い
状
態
で
も
の
を
作
り
始
め
る
と
い

う
の
じ
ゃ
ね
。
一
度
加
古
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
て
、
そ
こ
で
ア
イ
デ

ア
を
が
っ
と
見
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
後
は
彼
ら
が
自
分
た
ち
で
詰
め

て
い
っ
て
、
僕
とK

IIT
O

の
ス
タ
ッ
フ
が
見
て
、
ア
イ
デ
ア
を
決
め

る
。
後
日
僕
が
出
た
ア
イ
デ
ア
を
加
古
さ
ん
に
持
っ
て
い
く
。
反
応

を
伺
い
な
が
ら
、
何
を
入
れ
て
何
を
外
す
か
を
決
め
る
。
そ
ん
な
感

じ
で
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

小
林
（D

ESIG
N

 SO
IL

）　

十
数
人
だ
っ
た
の
で
す
が
、
み
ん
な
で

バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
の
よ
う
に
シ
フ
ト
を
組
ん
で
、
空
い
て
い
る
時
間
に

や
り
ま
し
た
。
い
つ
も
は
リ
サ
ー
チ
や
検
討
と
い
う
の
は
何
か
月
単

位
で
や
っ
て
い
ま
す
。

久
慈　

始
め
の
う
ち
か
ら
課

題
を
し
っ
か
り
与
え
て
い
て
、

六
つ
ぐ
ら
い
テ
ー
マ
を
出
し

ま
し
た
。「
団
欒
の
記
憶
」

「
一
般
的
な
テ
ー
ブ
ル
の
イ

メ
ー
ジ
」「
食
の
空
間
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
」「
作
っ
て

み
た
い
関
係
性
」
な
ど
。

―
そ
の
時
の
こ
と
は
覚
え
て
い
ま
す
か
？

加
古　

覚
え
て
ま
す
よ
。
本
当
に
自
由
な
発
想
で
、
生
徒
さ
ん
そ
れ

ぞ
れ
個
性
が
あ
る
も
の
が
出
て
い
て
、
現
場
に
い
る
僕
で
は
決
し
て

思
い
つ
か
な
い
も
の
で
し
た
。
僕
は
料
理
人
で
は
あ
る
け
ど
、
あ
る

時
は
お
客
様
に
も
な
れ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
も
彼
ら
た
ち
は
こ
ち

ら
側
に
は
来
な
い
。
な
お
か
つ
、「
レ
ス
ト
ラ
ン
」
と
い
う
も
の
に
対

し
て
、
ち
ょ
っ
と
遠
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
。
高
級
と
か
、
自
分
た

ち
に
あ
ま
り
縁
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
発
想
し
て
い
っ
て
い

る
。
今
も
印
象
的
な
の
は
、「
鳥
居
の
あ
る
テ
ー
ブ
ル
」
で
す
。
す
ご

く
哲
学
的
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

―
そ
れ
は
加
古
さ
ん
に
と
っ
て
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
ま
り
に
も
身
近

過
ぎ
て
気
づ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

加
古　

僕
に
と
っ
て
は
常
に
自
分
の
問
題
な
ん
で
す
ね
。
あ
る
い
は

自
分
と
お
客
さ
ん
の
問
題
。
そ
れ
を
神
様
と
い
う
存
在
が
上
か
ら
見

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
発
想
が
新
鮮
で
し
た
。
こ
の
現
場
も

お
天
道
様
が
見
て
い
る
ん
だ
ろ
う
な
、
そ
う
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
も
、
こ
こ
に
原
因
が
あ
る
。

加
古　

見
な
け
れ
ば
い
い
話
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
で
も
見
ち
ゃ
う
し
、

お
客
さ
ん
も
こ
ん
な
に
僕
の
こ
と
を
見
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
ん
で

す
よ
。
で
も
仕
事
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
ず
っ
と
見
ら
れ
た
ら
嫌
じ
ゃ

な
い
で
す
か
、
例
え
ば
そ
れ
が
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
だ
と
し
て
も
。
ち
び
っ

こ
う
べ
の
よ
う
な
工
場
見
学
的
な
ツ
ア
ー
で
あ
れ
ば
見
て
も
ら
っ
て

も
い
い
の
で
す
が
。

―
実
は
ご
自
身
が
一
番
居
心
地
が
悪
か
っ
た
…
…
（
笑
）

加
古　

そ
う
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
僕
の
よ
う
な
お
客
さ
ん
な
ら
ば
適

当
な
距
離
が
取
れ
る
な
と
思
っ
た
け
ど
、
当
た
り
前
だ
け
ど
そ
ん
な

DESIGN SOILにて加古さんを招き行われたアイデア出しの様子。最初に全員でピザを作って食べてか
ら打合せが始まった。

anonymeにて行われたインタビュー風景。カウンターと厨房は互いに完全に見える作りと
なっている。 鳥居のあるテーブル スケッチ

Experim
ental T

ables

食
べ
る「
か
た
ち
」の
実
験
室

anonym
e

・
加
古
拓
央（
シ
ェ
フ
）×D

E
SIG

N
 SO

IL

（
デ
ザ
イ
ン
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー  

企
画
＝D

M
L

・
久
慈
達
也（
デ
ザ
イ
ン
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
）

「赤面のテーブル」は、対面する相手の顔と手と皿
だけが視界に入るテーブルのアイデア。次のキャ
プションが添えられていた。「スタディの途中でふ
と、この距離で顔しか見えないのは照れくさいと
気がついた。あまり親しくない誰かとは座らない
でください。」

写真：片山俊樹
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人
は
行
い
を
改
め
る
と
し
た
ら
、
自
分
自
身
も
改
め
る
必
要
が
あ
る

の
か
な
と
思
っ
た
り
し
て
、
す
ご
く
自
分
の
中
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る

と
い
う
か
、
ち
ょ
っ
と
感
動
し
ま
し
た
。
も
っ
と
今
っ
ぽ
い
と
い
う

か
、
も
っ
と
オ
シ
ャ
レ
な
も
の
ば
っ
か
り
出
て
く
る
の
か
な
と
思
っ

た
ん
で
す
け
れ
ど
、
結
構
皆
さ
ん
、
コ
ン
セ
プ
ト
と
い
う
か
根
っ
こ

か
ら
ア
イ
デ
ア
を
拾
っ
て
く
る
と
い
う
か
、
興
味
を
持
っ
て
い
ろ
い

ろ
な
資
料
を
集
め
て
い
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。

久
慈　

確
か
に
表
面
的
な
も
の
は
少
な
か
っ
た
で
す
ね
。

小
林
　
僕
た
ち
は
ま
だ
大
学
生
に
入
っ
た
ば
か
り
で
、
ち
ょ
っ
と
高

い
お
店
や
変
わ
っ
た
お
店
に
行
く
と
い
う
の
が
ま
だ
目
新
し
い
ん
で

す
。
あ
ま
り
経
験
が
な
い
の
で
、
純
粋
に
捉
え
て
、
そ
れ
を
投
げ
か

け
ま
し
た
。

―
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
く
と
い
う
行
為
が
、
も
の
す
ご
く
非
日
常
と

い
う
こ
と
で
す
か
？

小
林
　
そ
う
で
す
ね
。
自
分
の
お
金
で
友
達
と
行
く
と
い
う
の
が
。

久
慈　

僕
は
今
回
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
何
か
人
の
振

る
舞
い
や
関
係
性
を
も
の
が
あ
る
こ
と
で
変
え
る
ア
イ
デ
ア
が
出
て

く
る
と
想
像
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
出
て
き
た
も
の
が
、
も
う
少
し

コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
と
い
う
か
シ
ュ
ー
ル
だ
っ
た
の
が
、
世
代
の
違

い
な
の
か
何
な
ん
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
関
わ
っ
た

メ
ン
バ
ー
は
一
年
生
が
多
か
っ
た
の
で
、
若
す
ぎ
た
ん
で
す
よ
ね
。

小
林
　
高
校
生
の
時
に
初
め
て
ち
ょ
っ
と
高
い
お
店
に
行
っ
た
と
き

に
、
例
え
ば
エ
ビ
に
対
し
て
「
こ
れ
ど
こ
ま
で
食
べ
た
ら
い
い
ん
や

ろ
」
と
か
、「
こ
の
葉
っ
ぱ
ど
こ
ま
で
食
べ
れ
る
ん
や
ろ
」
と
か
、
食

べ
方
が
ま
ず
わ
か
ら
な
い
と
い
う
経
験
を
し
ま
し
た
。
今
回
も
自
分

た
ち
で
食
べ
て
み
な
い
と
ど
ん
な
体
験
が
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
の

で
、
食
料
を
買
い
込
ん
で
、
ど
ん
な
も
の
を
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
ど
ん

な
状
況
で
食
べ
て
み
る
と
い
う
設
定
か
ら
み
ん
な
で
考
え
て
、
一
年

生
と
三
年
生
で
組
ん
で
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
出
す
な
ど
も
し
ま
し
た
。

―
実
際
お
店
を
や
ら
れ
て
い
る
方
と
一
緒
に
で
き
る
の
は
学
生
に

と
っ
て
贅
沢
な
課
題
で
す
ね
。

久
慈　

そ
れ
は
今
ま
でD

ESIGN
 SO

IL

で
も
や
っ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
で
す
。
家
具
屋
さ
ん
な
ど
と
は
実
際
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
や
っ

て
い
ま
す
が
、
空
間
を
使
う
側
の
人
と
や
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
一
年
生
は
み
ん
な
こ
の
課
題
を
や
っ
た
ら
い
い

で
す
よ
ね
（
笑
）。
今
回
何
が
次
に
つ
な
が
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
い

う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ひ
と
つ
作
る
こ
と
で
す
。

加
古
　
先
ほ
ど
も
話
し
た
よ
う
に
、
僕
は
普
段
レ
ス
ト
ラ
ン
を
や
る

な
か
で
、
お
客
さ
ん
を
見
て
い
て
、
食
べ
方
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、

あ
る
程
度
レ
ク
チ
ャ
ー
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
っ
た
方
が
楽
し
め
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
も
っ
と
は
っ
き
り
言
う
と
、「
食

べ
る
の
下
手
や
な
」「
こ
う
し
た
ら
も
っ
と
お
い
し
く
食
べ
れ
る
の
に

な
」
と
い
う
の
が
自
分
の
中
に
は
あ
っ
て
。
今
回
久
慈
さ
ん
を
ご
紹

介
い
た
だ
い
て
、
結
果
的
に
直
接
的
で
な
く
、
よ
り
体
験
者
に
考
え

て
も
ら
う
よ
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
た
の
で
、
意
味
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

心
地
よ
い
距
離
感
を
つ
く
る
も
の

―
加
古
さ
ん
は
今
回
展
示
さ
れ
た
テ
ー
ブ
ル
の
中
で
ど
の
テ
ー
ブ

ル
が
一
番
良
か
っ
た
で
す
か
？

加
古
　「
赤
面
の
テ
ー
ブ
ル
（
八
頁
写
真
参
照
）」
は
、
本
当
に
恥
ず

か
し
い
で
す
よ
ね
（
笑
）。
想
像
以
上
に
恥
ず
か
し
い
。
最
初
の
コ
ン

セ
プ
ト
は
、
赤
面
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。
人
間
の
服

装
や
身
な
り
で
か
け
ら
れ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
を
外
す
と
い
う
意
味
が
あ
っ

た
で
し
ょ
う
し
。
僕
は
食
べ
る
こ
と
の
姿
勢
と
か
に
つ
な
が
る
の
か

な
と
思
っ
た
け
ど
、
中
に
入
っ
て
み
る
と
そ
ん
な
こ
と
ど
う
で
も
い

い
と
い
う
か
、
も
う
対
面
す
る
人
の
空
気
感
が
気
に
な
っ
て
仕
方
な

か
っ
た
の
は
意
外
で
し
た
。

久
慈　

腕
の
固
定
や
姿
勢
の
問
題
か
ら
出
た
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
だ
け
ど
僕
ら
も
ダ
ン
ボ
ー
ル
で
囲
い
を
作
っ
て
、
パ
ッ
と

入
っ
て
み
た
ら
す
ご
く
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
現
代
生
活
に
お
い
て
、

こ
う
い
う
密
閉
空
間
で
顔
を
突
き
合
せ
る
こ
と
は
そ
ん
な
に
な
い
で

す
よ
ね
。
昔
も
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
。
現
代

人
に
と
っ
て
は
非
常
に
特
殊
な
行
為
な
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。

―
想
像
以
上
の
居
心
地
悪
さ
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
で
は
逆
に
、

今
回
デ
ザ
イ
ナ
ー
側
の
視
点
に
触
れ
て
、「
心
地
よ
い
距
離
感
」
み
た

い
な
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
新
た
に
浮
か
ん
だ
り
し
ま
し
た
か
？

加
古
　
心
地
よ
い
距
離
感
と
い
う
の
は
、
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す

ね
。
結
局
は
個
人
と
個
人
の
関
係
性
で
し
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て

僕
は
あ
ま
り
広
い
心
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
も

ダ
メ
と
い
う
現
実
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

好
き
な
お
店
っ
て
友
達
の
家
に
来
る
よ
う
な
感
覚
だ
と
思
う
ん
で
す
。

気
づ
け
ば
大
人
に
な
っ
て
も
一
緒
に
遊
ん
で
い
る
の
が
、
幸
せ
な
関

係
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
が
不
幸
せ
な
わ
け
で
は
な
く
。
僕
は

お
客
さ
ん
と
そ
ん
な
距
離
を
取
っ
て
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

食
べ
る
と
い
う
行
為
に
関
し
て
は
結
構
が
ん
じ
が
ら
め
で
、「
僕
と

百
十
セ
ン
チ
の
距
離
に
い
て
く
だ
さ
い
」
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
ん
で
す
。
今
回
、
食
べ
る
と
い
う
行
為
に
ま
だ
少
し
怖
さ
を
持
っ

て
い
る
学
生
さ
ん
た
ち
が
レ
ス
ト
ラ
ン
や
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
も
の
を

想
像
す
る
の
を
見
て
、
み
ん
な
違
う
し
、
み
ん
な
大
事
な
意
見
だ
な

と
思
い
ま
し
た
。
百
十
セ
ン
チ
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身

も
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

久
慈　

そ
れ
を
聞
い
て
お
い
し
い
お
酒
が
飲
め
そ
う
で
す
（
笑
）。

（
聞
き
手
：
田
中
み
ゆ
き
）

「平等のテーブル」は、飲み物や食べ物を相手と等しく分けるために発想されたアイデア。写真：片山俊樹

展覧会では当日の様子を映像で紹介。

会場での展示風景。テーブルの高さの実験。自分にとって心地の良い高さを発見できる。
写真：片山俊樹

（写真左から）加古拓央さん、上野直哉さん、久慈達也さん

パンの製造・販売を行うケルンのシェフの壷井豪さんは、兵庫を拠点に食を「作る・売る・消費する」、3つの立場
の方々の意見交換の場を作りたいと考え、「生活と食のディスカッション」を企画しました。KIITOにて3時間に渡
り実施されたイベントは、普段直接交流の機会がない生産者や販売業を営む方、子どもを連れたお母さんなどが一

堂に会し、率直に疑問をぶつけ合う貴重な場となりました。当日交わされた疑問と回答の一部をご紹介します。

あえて聞きたい／答えたい、食の疑問

子どもがコーヒーを飲んではいけないと考えられている原因は、主に「カフェ
インの摂取」によるものだと思います。カフェインの摂取は子どもにとっ
て本当にいけないことなのでしょうか。

実はカフェインは紅茶やお茶、ココアやコーラといった他の飲み物にも含まれ

ています。それぞれのカフェインの含有量は100mlあたりでコー
ヒーが約60mg、紅茶が約30mg、煎茶・ウーロン茶が約20mg、
コーラだと10〜13mgとなっています。こうして比較すると、やはりコー
ヒーは他に比べてカフェインが多いように感じますが、子どもがウーロン茶や

コーラを500mlのペットボトルで飲むことを考えると、カフェインの摂取量は
結構なものになるかと思います。それで普段の生活に全く問題ないようでした

ら、コーヒーを飲んだとしても問題ないと言えるでしょう。参考までに、欧
州食品安全機関（EFSA）の設定する安全とみなされるカフェ
インの量は、小児・青年は1日90mgまでとされています。このデー
タをもとに考えるのであれば、子どもでも１日１杯までは飲んでも差し
支えないといえます。逆に、お茶と言えども飲み過ぎはカフェイン
摂取過多になるので注意が必要です。※参考文献（EFSA J 2015,13 （5） ,4102）

Q食品ロスが問題になっていますが、
どうしてロスが出てしまうのでしょうか？
またロスを減らす方法はありますか？

Q

？

食品ロスは、ある程度の規制の撤廃が必要と思います。弊社で扱っている冷凍

食品にしても、2年を過ぎると期限切れになります。2年経過したものはすべて
悪いものなのでしょうか。必ずしもそうでないのも現実です。私はかぼちゃを

扱っていますが、1箇所痛みがあるだけでそれを取り除けば3/4は使えます。痛
みがあるものは熟度が高まっているものも多く、とても美味し
いです。本当は使って欲しいのですが、唐突に出るロスを急に加工場に小
ロットで持っていくわけにも行きません。それを加工するのにも手間がかかり

ます。輸送費、加工賃、保管賃、そして販売先を探す経費…通常業務をさし置

いてまでやるべきことではありません。使える食品ロスは沢山あり、それで救

われる人、会社、生産者も沢山いると思います。私が神戸市民として思うのは、

神戸市に眠る食品ロスを「活かす」行政ではないでしょうか？「神
戸」というのは、他府県からみて魅了的な響きのようで、外に出て仕事をする

と「良いところでお仕事されていますね」と言われます。一方、自分たちのブ

ランド思考が強いのか、閉鎖的で「遅れた街」に感じます。今一度「神戸ブラ

ンド」の再構築のためにも食品ロスに取り組む姿勢が大切ではないでしょうか。

〈答える人〉

上野真人 （LANDMADE／コーヒー豆焙煎・販売業）
バリスタ、生豆問屋に勤務ののち、2016年6月にコーヒー豆店LANDMADEを
設立。KIITOでの神戸珈琲学の講師・モデレーターも務めている。

〈答える人〉

佐藤 一 （株式会社 Zucca／かぼちゃ加工・販売業）
2007年より、幻とも言われる「栗マロンかぼちゃ」の販売を手がける。安定し
たおいしさの提供を心がけた商品展開で、栗マロンのブランドの確立を目指す。

つながる食の連続トークレポート

「Experimental Tables 卓上の空論」

あいにくの大雨が続く中、展示に関わったメンバーだけ
でなく、ゲストに玄斎のシェフ・上野直哉さんをお迎え
し、トークイベントは開催されました。
まずは久慈さんから、今回の展示コンセプトを発想した
経緯が語られました。加古さんのお店の作りを見て感じ
たことをベースに、国内外の食とデザインのトレンドを
踏まえつつ展示に落としていった久慈さん。その中で、
コミュニケーションをかたち作る核となる家具として
テーブルに着目したと言います。
その後、展示された5つのコンセプトに基づいてつくら
れたテーブルを周り、実際に出演者や来場者も座ってみ
たりしながら、アイデアが生まれた背景やそのテーブル
のかたちから生まれるコミュニケーションの可能性につ
いてさまざまな意見が交わされました。
上野さんも、「このテーブルだとナイフで肉は切れませ
んね」などと言いながら、普段お店では見られないさま
ざまなテーブルのあり方を体験するのを楽しまれた様
子。『ゴカンノキオク屋』（p21）とも関連する、視覚や
聴覚などの五感を踏まえたお店のデザインの重要性にも
話が及びました。

子どもはコーヒーを飲んではいけないと
聞くのですが、本当ですか？

ケルン・壷井豪（シェフ）×神戸芸術工科大学・曽和具之（ドキュメンタリスト）

スーパーマーケットに並ぶ商品は、公衆衛生の見地から消費者の健康
上の安全、製品についての表示事項が定められ、豆腐も食品衛生
法の規定により表示しています。ちなみに製造小売で対面販売の場合（町の豆

腐屋さん）は免除されます。例えば、豆腐用凝固剤（または凝固剤）は添加物

として表示すればよいとされていますが、実際にはその物質名が表示されてい

ます。「にがり」表示とした場合には、物質名表示が義務付けられています。消

泡剤は、加工中に消滅し、残存してもごく微量であるため表示が免除されてい

ます。

遺伝子組換え大豆を使っている場合は、その旨の表示義務があります。豆腐の

場合、組換え大豆とは「分別」された非遺伝子組換え大豆が使用されており、
この場合は「任意表示」となり、表示するときは原材料欄に「大豆（遺
伝子組換えでないものを分別）」または「大豆（遺伝子組換えでな
い）」と表示します。大豆もアレルギーを引き起こす食品とされますが、症状
が軽いので表示義務はなく、「表示に努める」食品に入っています。この
ように同じ「豆腐」と言っても表示方法はさまざまなのです。

参考資料：全豆連HP　http://www.zentoren.jp/

Q

〈答える人〉

山本哲士 （株式会社ヤマヨ山本商店／大豆加工品等販売業）
大正14（1925）年創業の老舗豆腐店の4代目代表。洋菓子とのコラボレーショ
ンなど、神戸に豆腐の文化を広める試みを続けている。

商品パッケージに表示されている食品情報は、
何が使われているかをどこまで正確に
反映しているのでしょうか？ Q

野菜のことを学ぼうとするなら、日頃のスーパーなどでのお買い物の
時に意識して野菜を見ることから始めたらよいかと思います。そういっ
た中で疑問に思われることは、聞いてみたり、調べてみたりするのがよいと思

います。何事もそうですが、興味を持つことが大事です。この野菜はどの
ように育つのだろう？一番おいしい時期（旬）はいつなのだろ
う？など、些細なことから調べてみると、どんどん疑問が生まれてくると思
います。

さらにあえて言うなら、食の安心・安全という言葉を最近よく聞きますが、皆

さんがどのように捉えているのか、疑問でなりません。私は、安全とは数
値化できるもの、安心とは信頼関係の中に成り立つものと考えて
います。農業で言う安全とは、生産履歴(トレーサビリティ)です。い
つ種まきをして、どのような肥料・農薬をいつ、どの量使用したかを記し、色々

なルールを守ることです。このように記した安全によってお客さんから信頼を

得ることができ、それが安心につながると思います。生産者と会うこと、
話すことができればさらに信頼を増すことができると信じています。

〈答える人〉

中西健二 （株式会社王珠／農家）
独立行政法人農業者大学校、各地農家での研修を経て、2009年に王珠を設立。
宝塚市西谷地区で「一果入魂」をモットーに土作りにこだわって農業を営む。

若いお母さんはレタスとキャベツの
違いが分からないと聞きました。
日頃、野菜のことを学べる機会はありますか。
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味
覚
の
不
思
議
、再
発
見

　展示のキーワードは「味覚を共有すること」。見えな

いものをカタチにする、なおかつ、みんなで共有できる

もの……時間も限られた中での難題でした。ボンヤリと

考えつつも出口の見えないままでの林シェフとのお打ち

合わせ。その際に、展示に使用するチョコを食べさせて

いただきました。実際に食べてみると、思っていた以上

の味覚の感じ方に驚きがたくさん。より展示計画に戸惑

いが生まれたと同時に、「味覚の不思議」を体感するこ

とができました。

　体感したことから、意識的に味覚と向き合うことが

「実験」のようなイメージにつながり、試験管という展

示方法を考え、可視化するものとして、林さんが普段使

われている3種類のチョコを来場者の方々に食べてもら

い、3種類のフェルトの玉で「甘味（赤）」「酸味（黄）」

「苦味（青）」の3つの味覚を表してもらいました。

　来場者の様子を見ていると、悩みながらもチョコを

じっくりと味わい、表現してくださっていました。友達

と微妙な味の感じ方を話し合ったり、家族でまったく違

う結果になったり。答えのない展示ではありましたが、

タイトルにもあるように「味覚の不思議、再発見」して

もらえる展示になってのではないかと感じました。

味覚の見える化
和田武大（デザインヒーロー）

　今回は、カカオ分56%（カラク）、カカオ分66%（カラ

イブ）、カカオ分70%（グアナラ）の3種類のチョコレー

トを使いました。この中でグアナラが一番酸味が強いと

言われています。また、カライブは苦く、カラクは甘い

と言われています。ただ、たくさんあるチョコレートの

中では、カラクは比較的酸味が強いとされています。ま

た、カラクよりグアナラのほうが酸味がより増して感じ

ると言われています。今回は3種類とも同じメーカーの

チョコでしたが、このメーカー（ヴァローナ）は酸味を

出すことが得意です。ですから、基本的にもともと酸味

を持っているということです。その中で、甘い、苦い、

酸っぱい、ということを今回皆さんに味わっていただい

たわけです。全部で20種類ほど出ていますから、その他

のチョコと比べたら今回とはまったく違う結果になるか

もしれません。

　そういった条件を踏まえて、お菓子を作っていく中で、

どれを使うかを考えます。最終的には、チョコレートが

溶けたときにどんな「香り」がするかが一番重要です。

酸味だけにするときは、酸味が強い1種類だけというと

きもありますし、少し甘さが欲しいというときは、少し、

ミルクチョコや甘めのチョコ（カラク）を混ぜることも

ある。普段は20種類ほど使っていて、組み合わせ方も多

岐に渡ります。また、香りも重要ですが、自分が美味し

いかどうか、これが自分は好きだという選び方もします

し、このチョコ自体は美味しくないけど、別のものと混

ぜたら美味しいということもあります。作っていくと、

例えば酸味に合うチョコはどれか、という判断基準もわ

かってくる。好みも大事な判断基準になります。チョコ

はとにかく奥深い材料ですね。

　味を評価するということは、例えばソムリエもそうで

すが、表現の仕方、経験、そして言ったもの勝ちという

ところがあります。説得力を持った言い方であれば、そ

ういうふうに評価されるようになる。そもそも厳密な正

チョコという食材の奥深さ
林 周平（パティスリーモンプリュ シェフ）

解はないので、色というとっつきやすい形で自分がした

いように表現ができたというのも今回は良かったですね。

味わった人の条件や状況によっても変わってくることだ

と思います。歩いてきたかそうでないか、事前に何か飲

食しているか、色々と異なるはずなので、その時々の味

覚を表せるというのも面白いところですね。

　お菓子から離れてみれば、チョコは調味料として料理

に使うこともあります。チョコのフルコースというのも

あるのですが、一見するとチョコとはわからないです。

隠し味であったり、ソースであったりと、私たちが知っ

ている甘さがないこともあります。そういうところに目

を向けても面白いかもしれませんね。

あなたが食べているチョコの甘さは、他の人も同じよう

に感じているものなのでしょうか。色とりどりの玉が並

び、来場者を味覚の不思議さに誘ったこの展示は、パ

ティスリーモンプリュのシェフ・林周平さんが話してく

ださった、フランスで行われている「味覚の週間」とい

う取り組みがきっかけとなりました。

味覚を色で置き換える試みは、会期中多くの来場者が参

加し、人の味覚の感じ方やその表現の仕方が非常に幅広

く存在することを可視化するものとなりました。一方、

まだまだ奥深さを感じさせる味覚についても、林さんか

らお話を伺いました。

来場者に3種類のチョコを食べてもらい、それぞれを3つの色の組合せで表してもらいました。写真で見えるだけでも、さまざまに異なる色の表現が見てとれる。写真：片山俊樹

撮影用にコンビニの商品を並べた棚。普段はパンが並んでいる。

店員さんの接客の様子を撮影した約4m×3mの巨大写真。写真：片山俊樹

サ・マーシュ店内に設置されているバー。バーがあることで、お客さんは店員さんに声を掛けないとパンを買うことができない。

すが、「美術館のようにキレイ」という意味ではありま

せん。美術館では人は一定の距離をおいて絵と向き合い

ますが、同じように店内に設けられた柵を隔ててお客さ

んがパンを見ている風景がそこにありました。

　お客さんと横並びに店員がいて、パンを眺めながらパ

ンの説明をして、「このパンに決めるわ！」と言って買っ

ていただく……私たちが思い描く「コミュニケーション

のあるパン屋さん」はこのシステムだと確信しました。

7年経ってみても、このお店のスタイルは画期的だと思っ

ています。大変ではありますが、誰かコンシェルジュみ

たいな人が立って、お客さんが来たら「今ご覧いただい

ているパンはこういうパンですよ」と説明したほうが、

絶対に売り上げは上がります。

　販売や厨房に入っているスタッフはみんなそうですが、

お客さんととても仲良くなっています。お客さんからス

タッフに「久しぶり」と声をかけてくれたり、厨房を覗

いて行かれる方もいたりします。他のパン屋さんでは経

験しないことですね。少し踏み込んで「今晩の食事は○

○なんです」とか、普段自分のことをあまり言わない

じゃないですか。でもそういった話がお互いにできる関

係をつくるのに、バーは一役買っていると思うんです。

　貿易港として神戸市が開港以来歩んできた150年とほ

ぼ同じ長さの年月を、神戸市民はパンという海外の食文

化ともに暮らしてきました。

　そんな神戸の食を支えるシェフ達は口々に「神戸の人

は店によって買うパンを決めている」と言います。好み

の食感や味わいなど、自身の明確な基準で食パンはここ、

バゲットはここ、とパン屋さんを選ぶ、そんな神戸人た

ちから熱烈な支持を受け、「パンの街・神戸」を絶妙に

体現している店、それが「サ・マーシュ」です。

　サ・マーシュは、パンも販売スタイルも独特で、芸術

的に美しいパンを早く手に取って食べたいのに、棚の前

に一本の横木があって直接選べません。最初は一瞬戸惑

います。バーに手をかけ船のデッキから海を眺めるよう

に、目の前のパンの海を見渡し、バーの向こうのお店の

方を「水先案内人」に「その手前のパンは何？」とやり

取りしながら、自分一人では手に取らない一番好みの一

個にたどり着くのです。

　多分昔の人もこんな風に、遠い国から来た「パン」と

いう食べ物に初めて出会って、興味津々にこれは何だと

尋ねながら買って食べてきたのだろう……と、異文化コ

ミュニケーションが培ってきた神戸の食文化の今昔を、

その一本のバーから感じ取ることができます。

パン屋さんのサ・マーシュの話をする時に誰もが触れる

のは、店内にある「バー」のこと。パンはバーを介して

手の届かないところに置かれ、店員さんに声をかけない

と買えない仕組みになっています。本展では、そのバー

の存在に着目し、売り場に普段売られているパンに代

わって便利さの象徴であるコンビニの商品を置くことで、

その不便さを強調させる展示を行いました。誰もが気に

なるバーはなぜ生まれ、バーがあるパン屋さんは消費者

にとってどういう存在なのでしょうか。

　サ・マーシュを作るにあたり行き着いたのが、「コミュ

ニケーションのあるパン屋さん」です。

　例えば魚屋さんのように、お客さんと話をしながら対

面販売する店。私が「タカキベーカリー」に勤務してい

た頃、「人と親近感をもって話したかったら“対話”で

はなく“会話”しなければいけない」と、上司に教えら

れました。具体的には、向かい合わせに立つのは、対立

の関係。親しく語りたかった横に並んで話しなさい、と。

その言葉が思い出され、パンの前にお客様と並んで立つ、

「会話」のあるパン屋さんにしようと提案しました。

　そのイメージを決定的にした一枚の写真があります。

出会ったのは雑誌の中。今はない『旅』（新潮社）に掲

載されていた「Boulangerie Maillard」というパリのパ

ン屋さんです。「まるで美術館のよう」と書かれていま

バーのあるパン屋誕生物語
西川功晃（サ・マーシュ オーナー）

西川 文（サ・マーシュ オーナーマダム）

バーが生むコミュニケーション
阪口理恵／ことむす（翻訳／通訳業）

（写真左から）北川浩明さん、今津修平さん、西川功晃さん。

フランスの「味覚の週間」とは

「食育」という言葉の隆盛に見られるように、食につい
ての教育の機会を求める動きや、より良い食生活のあり
方を模索する動きが社会で広範に見られるようになって
いる。
遡れば、イタリアでは1980年代半ばに「スローフード」
の概念が登場し、現代的な食生活とは異なる、より豊か
な食生活を求める動きが社会全体への人がる大きなきっ
かけとなった。
フランスでは、ジャック・ピュイゼが「味覚の授業」を
提唱し、1989年には「国立食文化評議会」が設立され、
翌90年に「味覚の週間」が設けられた。この「味覚の
週間」では、毎年10月第3週に全国規模で食に関する催
しが開催され、数多くの機関、企業、団体、シェフが、
期間中のプログラムに参加している。
近年もピュイゼの「味覚の授業」にもとにして、味覚を
はじめとする感覚とその認知、香りやフレーバー、食
卓、地方の郷土食の評価、実際にシェフによる料理を味
わう、などのカリキュラムが行われているという。

参考文献
中谷延二著、「食育に関する一考察：フランスにおける
「食育」に関する取り組みの一場面」（『放送大学研究年
報』第25号、2007年、所収）

つながる食の連続トークレポート

「不便から生まれる
コミュニケーショントーク」

「不便から生まれるコミュニケーショントーク」は、サ・
マーシュ西川さんがこのイベントのためにサプライズで
用意されたパンを来場者の皆さんに食べてもらうところ
から始まりました。この日初めて作ったというパンを目
の前にして、どう食べていいか戸惑うお客さん。「みか
んの皮を剥くように食べるといいですよ」とアドバイス
する西川さん。カシスを練り込んだ餡には、栗のリ
キュールを寒天しにしたものがまぶされ、栗の香りがほ
のかに香ると続けます。「自由に食べてもらってもいい
けど、作った人の思いを伝えることによってさらに面白
く、美味しく食べてもらえる」と言う西川さん。今回の
展示のコンセプトである「コミュニケーション」を体現
したような始まりとなりました。パン屋には焼きあがっ
たパンがあればいいという常識がある中で、敢えてバー
という障壁を設けスタッフとのコミュニケーションを介
在させることで生まれる価値を大切にするサ・マーシュ。
お客さんとお店が一緒に成長していくことで、街全体も
過ごしやすくなればという思いが店作りにも反映されて
いることがよく伝わる時間となりました。

イベント参加者に配られた “食べ方の分からないパン”

不便から生まれるコミュニケーション
パ
テ
ィ
ス
リ
ー 

モ
ン
プ
リ
ュ・
林 

周
平（
シ
ェ
フ
）× 

デ
ザ
イ
ン
ヒ
ー
ロ
ー
・
和
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武
大（
デ
ザ
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ー
）

サ・マーシュ・西川功晃（シェフ）×MuFF・今津修平／KUAV・北川浩明（建築家）、Apartment film・野田亮（映像作家）



つ な が る 食 新 聞  デ ザ イ ン 版 つ な が る 食 新 聞  デ ザ イ ン 版デザイン・クリエイティブセンター神戸デザイン・クリエイティブセンター神戸平成3 0年（2 018年）3月号 平成3 0年（2 018年）3月号15 14

知ってるようで知らない
野菜のはなし

カメラマンの坂下丈太郎さんがフィルムカメラで撮影した写真には、

農家の皆さんの熟練の手さばきやたくましく育つ花など、

普段なかなか目にする機会のない、畑の貴重な風景が収められました。

テキストは、撮影中に教えていただいた農家の皆さんの言葉です。

当たり前のように毎日の食卓に並ぶ野菜は、

たくさんの愛情と手間暇をかけて、私たちのもとに届けられています。

ここでは、撮影した写真の一部をご紹介します。

安藤晶次さん農家　
安藤さんご夫婦の農家。近所のイタリアンレストランやホテルへの卸しが多く、イ
タリア料理で映える鮮やかな野菜をつくっていました。お母さんは種を集めるのが
好きで、こちらの畑では年間80～100種類の野菜を栽培するそう。紹介してくれた
粘り気のある葉野菜の「オカワカメ」も初めて見る野菜でした。「にんじんの花が
可愛くてお気に入りなの」と嬉しそうに話す、素敵な笑顔も写真に収めることがで
きました。

甘果園　
神戸市西区の松下さんの農家では、ぶどうや柿、梨な
どの多様なフルーツを育てていました。松下さんいわ
く「西区は神戸の地中海。」広大な土地いっぱいに、の
びのびと育つフルーツを撮影。自慢の梨や柿はとにか
く甘く、柿の糖度は20度以上で、桃より甘いのだと教
えてくださいました。最近始めたオリーブ栽培や、今
後やりたい加工品のお話など、色々なことにチャレン
ジする松下さんの姿勢に感心されられる撮影でした。

芝田琢也さん農家　
しょうが、さといも、ナスなどを家族で栽培している芝田さん
の農家では、まだ食べ頃を迎える前のショウガを撮影しました。
親となる「種ショウガ」と、そこから生える「新ショウガ」の
様子は、ぼこぼこと不思議なかたちをした独特の生え方が大迫
力でした。他にも、色とりどりの種類の美しいナスを撮影。珍
しいのは、緑色の「ヒスイナス」、紫色と白色のゼブラ柄の「ゼ
ブラナス」。ヒスイナスは水分が多いとのことで、見た目からも
わかるほどみずみずしく光っていました。

アイガモの谷口　
合鴨農法でお米を育て、鴨の販売も行う谷口さんの農家へ。もともとは合鴨農
法用の鴨を育て売っていたが、肉が固くなってしまうため、いまは最初から食
用の鴨を飼育、販売しているのだそう。元気に走り回る鴨を撮影できました。
また色々な野菜も育てていて「鴨を扱ってるからもちろんネギもあるよ」なん
てお話も。この時期、ピーマンは取り損ねて赤い色になっているものがあり、
実はこれがすっごく甘いんだよなんていう豆知識もお話していただきました。

cal-farm　
撮影のはじめは、神戸市西区の大西さんの農家へ。こちらで一番多く栽培しているトマトは現在定植期。育てた苗を
畑に移し、伸びだした芽を支える作業を行っていました。芽を支えるのは、ヒモの先に洗濯ばさみをつけた手作りの
補助器具。その使い込まれた様子から、トマトが丁寧に大切に育てられているのが感じられました。大西さんいわく、
野菜は自由奔放に育てるのではなく、きちんと状態を見て、論理的に育てていかないといけないとのこと。「人間を
育てるのと同じようなものだよ！」と明るい笑顔で答えてくださる姿からは、野菜への愛情があふれていました。

はっぱや神戸・加古憲元／
加古祐樹（野菜卸）×坂下丈太郎（カメラマン） ─福嶋 舞（デザイン・クリエイティブセンター神戸）
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私
た
ち
「
パ
ン
じ
ぃ
」
二
期
の
誕
生
は
、
二
〇
一
六
年

十
一
月
に
、K

IIT
O

主
催
の
「
男
・
本
気
の
パ
ン
教
室
」

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
素
人
の
お
じ
さ
ん
た
ち
を
、

厳
し
く
、
あ
る
時
は
優
し
く
、
ケ
ル
ン
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ

フ
壷
井
豪
氏
に
指
導
頂
き
ま
し
た
。
普
段
は
月
一
回
「
ふ

れ
あ
い
カ
フ
ェ
」
で
パ
ン
を
お
客
様
に
食
べ
て
い
た
だ

き
、
食
べ
て
い
た
だ
い
た
方
の
笑
顔
が
、
私
た
ち
へ
の
最

高
の
勇
気
づ
け
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、K

IIT
O

か
ら
の
「
食
の
デ
ザ
イ
ン
展
」
へ

の
参
加
依
頼
が
あ
り
、
最
初
は
ち
ょ
っ
と
戸
惑
い
も
あ
り

ま
し
た
が
、
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
今
ま
で
と
違
い
、
不
特
定
多
数
の
お
客
様
に
食
べ
て

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
少
な
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー

の
中
か
ら
、
ソ
フ
ト
フ
ラ
ン
ス
二
種
の
パ
ン
を
お
出
し
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

当
日
、
み
ん
な
男
は
度
胸
で
臨
み
ま
し
た
。
普
段
行
っ

て
い
る
カ
フ
ェ
で
の
段
取
り
と
は
わ
け
が
違
い
、
お
ろ
お

ろ
と
し
な
が
ら
も
、「
計
量
」・「
混
ぜ
」・「
捏
ね
」
と
こ

な
し
て
い
き
ま
し
た
。
当
日
は
、
我
々
の
こ
と
が
相
当
心

配
と
見
え
て
、
壷
井
シ
ェ
フ
も
覗
き
に
来
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
案
の
定
、
レ
シ
ピ
に
は
問
題
は
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
発
酵
回
数
を
間
違
え
て
行
い
、
シ
ェ
フ
よ
り
ご
指
摘

が
あ
っ
て
急
遽
の
対
応
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
や
は
り

大
シ
ェ
フ
の
こ
と
、
的
確
な
対
応
で
、
何
と
か
軌
道
修
正

が
で
き
ま
し
た
。
パ
ン
を
焼
く
の
も
お
客
様
の
真
ん
前
で

の
対
応
。
こ
ん
が
り
と
美
味
し
そ
う
に
焼
け
る
か
、
こ
の

十
数
分
の
長
か
っ
た
こ
と
。
今
で
も
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
は
「
ソ
フ
ト
フ
ラ
ン
ス
・
ホ
ワ
イ
ト
チ
ョ
コ
と
レ
モ

ン
の
ク
ッ
ペ
」
が
仕
上
が
り
、
甘
い
に
お
い
が
漂
い
、
お

客
様
の
顔
に
も
微
笑
み
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
食
べ

て
い
た
だ
き
「
お
い
し
い
」「
お
い
し
い
」
と
。
次
に
「
ソ

フ
ト
フ
ラ
ン
ス
塩
ベ
ー
コ
ン
」
が
焼
き
上
が
り
、
こ
ち
ら

は
ち
ょ
っ
ぴ
り
塩
の
き
い
た
パ
ン
で
、
ま
た
ま
た
好
評
。

あ
っ
と
い
う
間
に
振
る
舞
い
完
了
に
な
り
ま
し
た
。

　

喫
茶
に
お
い
て
も
、
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
パ
ン
を

焼
く
こ
と
は
楽
し
み
の
一
つ
で
す
が
、
し
か
し
、
食
べ
て

い
た
だ
い
た
方
の
、「
お
い
し
い
」
と
い
う
一
言
と
、
食

べ
て
お
ら
れ
る
と
き
の
笑
顔
が
、
我
々
に
と
っ
て
の
最
高

の
喜
び
で
す
。
こ
の
活
動
が
メ
ン
バ
ー
皆
元
気
で
長
く
続

き
ま
す
よ
う
に
…
…
。

　

二
〇
一
三
年
の
「
災
害
」、
二
〇
一
五
年
の
「
高
齢
社

会
」
と
、
神
戸
の
み
な
ら
ず
日
本
が
抱
え
る
現
代
の
重
大

な
社
会
課
題
を
毎
回
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
そ
の
テ
ー
マ
に
対

し
て
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
ア
プ
ロ
ー
チ
手
法
で
ア
ク

シ
ョ
ン
し
、
成
果
を
あ
げ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
紹
介
す
る
デ
ザ
イ
ン
・
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
セ
ン

タ
ー
神
戸
（K

IIT
O

）
の
展
覧
会
事
業
の
第
三
回
目
の

テ
ー
マ
に
〈
食
〉
を
据
え
よ
う
と
考
え
始
め
た
の
は
、
か

な
り
早
い
時
期
か
ら
で
し
た
。

　

二
〇
一
二
年
に
開
設
さ
れ
たK

IIT
O

で
は
、
こ
れ
ま

で
に
も
〈
食
〉
に
関
わ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
数
多
く
展
開

し
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
プ
ロ
の
料
理
人
か
ら
料

理
の
技
を
学
ぶ
「
ち
び
っ
こ
う
べ
」
や
神
戸
市
中
央
区
内

の
パ
ン
屋
さ
ん
を
つ
な
ぐ
お
散
歩
パ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「PA
N

PO

」、
神
戸
の
シ
ェ
フ
が
料
理
を
担
当
し
、
建
築

家
や
家
具
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
空
間
を
担
当
す
る
一
日
限
り
の

交
流
パ
ー
テ
ィ
「M

eets

＋design

」
な
ど
が
そ
の
代
表

例
で
す
。
こ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、K

IIT
O

が
企

画
し
た
、〈
食
〉
を
通
じ
て
人
と
人
、
人
と
地
域
を
つ
な

ぐ
活
動
に
ク
リ
エ
イ
タ
ー
で
あ
る
料
理
人
（
シ
ェ
フ
）
た

ち
に
賛
同
い
た
だ
き
、
協
力
い
た
だ
く
形
で
事
業
を
推
進

し
、
成
果
を
残
し
て
き
ま
し
た
。

　

本
展
覧
会
の
企
画
に
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
時
、

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、「
農
薬
」
や
「
遺
伝
子
組
み
換

え
」
な
ど
そ
の
安
全
性
が
絶
え
る
こ
と
な
く
議
論
さ
れ
、

「
地
産
地
消
」
や
「
若
者
の
農
業
ブ
ー
ム
」
な
ど
地
域
課

題
や
社
会
課
題
と
し
て
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
〈
食
〉

を
テ
ー
マ
に
し
て
は
ど
う
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
さ
ら
に
考
え
を
深
め
て
い
く
な
か
で
、
前
述

の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
のK

IIT
O

の
食
関
連
の
活
動
に
対

し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
趣
旨
に
賛
同
い
た
だ
き
、
ご

協
力
い
た
だ
い
て
き
た
プ
ロ
の
料
理
人
（
シ
ェ
フ
）
や
生

産
者
の
方
々
に
、
今
回
は
主
体
に
な
っ
て
発
信
し
て
い
た

だ
く
立
場
に
な
っ
て
も
ら
え
な
い
か
と
考
え
る
に
至
り
ま

し
た
。〈
食
〉
に
日
々
取
組
み
、〈
食
〉
の
こ
と
を
日
々
考

え
、
そ
し
て
〈
食
〉
と
日
々
関
わ
り
、〈
食
〉
に
対
し
て

日
々
ア
ク
シ
ョ
ン
し
続
け
て
い
る
、
ま
さ
に
「
食
の
実
践

者
」
で
あ
る
彼
ら
が
、
そ
う
し
た
日
々
の
〈
食
〉
に
ま
つ

わ
る
活
動
を
通
し
て
感
じ
て
い
る
課
題
を
浮
き
彫
り
に

し
、
そ
の
課
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
み
る
こ
と
に

大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　

そ
し
て
こ
れ
ま
で
は
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
協
力
者
と

し
て
、K

IIT
O

の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

た
料
理
人
や
生
産
者
の
方
々
に
本
展
覧
会
で
は
企
画
し
、

発
信
す
る
立
場
に
な
っ
て
い
た
だ
き
、
彼
ら
が
日
々
抱
え

て
い
る
食
分
野
の
課
題
や
そ
れ
に
対
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
プ

ラ
ン
の
ア
イ
デ
ア
を
、
同
じ
くK

IIT
O

の
パ
ー
ト
ナ
ー

で
あ
る
建
築
家
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
カ
メ
ラ
マ
ン
と
い
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
に
翻
訳
者

と
な
っ
て
協
力
い
た
だ
き
、
そ
れ
ら
を
ビ
ジ
ュ
ア
ラ
イ
ズ

し
て
展
示
す
る
と
い
う
方
法
で
展
覧
会
を
構
成
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　

こ
のK

IIT
O

と
し
て
の
初
め
て
の
取
り
組
み
が
ど
こ

ま
で
成
果
を
上
げ
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
実
際
に
展
覧
会
を
観
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
評
価

に
委
ね
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
と
し
て
は
、
信

頼
を
寄
せ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
、
食
の
実
践
者
た
ち
や

さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
と
協
力
し

て
、
企
画
し
、
制
作
し
、
表
現
し
、
発
信
で
き
た
本
展
覧

会
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
り
、
今
後
に
つ
な
が
る
と
て
も

充
実
し
た
内
容
の
も
の
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
今
回
の
取
り
組
み
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、

今
後
も
こ
の
〈
食
〉
の
問
題
に
対
し
て
は
、
継
続
的
に
、

積
極
的
に
、
そ
し
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
、
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

神
戸
・
南
京
町
。
そ
の
中
心
部
に
あ
る
老
祥
記
は
豚
饅

頭
の
老
舗
。
店
前
に
続
く
長
蛇
の
列
を
か
き
分
け
て
暖
簾

を
く
ぐ
る
と
、
で
き
た
て
の
饅
頭
を
ほ
お
ば
る
お
客
さ
ん

で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
テ
ー
ブ
ル
。
そ
の
奥
の
十
畳
ほ
ど
の

狭
い
厨
房
。
そ
こ
が
、
撮
影
現
場
だ
っ
た
。

　

ひ
し
め
く
よ
う
に
並
ぶ
厨
房
ス
タ
ッ
フ
。
ざ
っ
と
十
名

は
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ス
タ
ッ
フ
全
員
が
「
豚
饅
頭
」

を
つ
く
る
こ
と
だ
け
に
結
束
し
て
い
る
。
こ
の
現
場
を
ど

う
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
す
れ
ば
よ
い
か
。
一
人
ひ
と
り
決
め
ら

れ
た
作
業
を
し
つ
つ
も
、
全
体
が
ま
る
で
巨
大
な
饅
頭
プ

ラ
ン
ト
の
よ
う
に
無
駄
が
な
い
。
変
に
カ
メ
ラ
を
持
っ
た

僕
が
入
り
込
め
ば
、
一
緒
に
蒸
籠
で
蒸
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
、
厨
房
の
動
き
は
美
し
か
っ

た
。
パ
チ
ン
・
パ
チ
ン
・
パ
チ
ン
。
指
を
は
じ
く
よ
う
な

高
い
歯
切
れ
の
良
い
音
か
ら
豚
饅
頭
作
り
は
始
ま
る
。
柔

ら
か
い
出
来
上
が
り
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
く
ら
い

に
、
弾
力
に
満
ち
た
皮
。
蛇
の
よ
う
に
長
い
皮
の
束
を
一

つ
ひ
と
つ
手
で
ち
ぎ
る
。
い
や
、
ち
ぎ
る
と
い
う
よ
り

「
切
る
」
と
い
っ
た
感
じ
。
そ
の
音
が
な
ん
と
も
軽
や
か

で
、
力
強
い
。
切
り
取
ら
れ
た
皮
は
、
手
の
上
で
広
げ
ら

れ
な
が
ら
具
を
包
み
込
ん
で
い
く
。
丸
棒
で
広
げ
て
か
ら

具
を
乗
せ
る
の
で
は
な
く
、
手
の
上
で
皮
を
広
げ
る
作
業

と
具
を
入
れ
る
作
業
が
同
時
並
行
で
起
こ
っ
て
い
る
。
ま

る
で
腹
の
空
い
た
皮
の
妖
精
が
、
具
を
見
つ
け
て
口
い
っ

ぱ
い
に
ほ
お
ば
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
光
景
。

　

具
を
た
っ
ぷ
り
ほ
お
ば
っ
た
口
は
、
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧

に
閉
じ
ら
れ
、
豚
饅
頭
の
カ
タ
チ
を
成
す
。
そ
し
て
、
蒸

籠
に
び
っ
し
り
と
並
べ
ら
れ
て
、
蒸
し
器
へ
と
入
る
。
○

○
秒
経
過
…
…
○
○
秒
経
過
…
…
蒸
気
の
様
子
を
細
か

く
見
守
り
な
が
ら
、
カ
ウ
ン
ト
す
る
間
隔
を
常
に
変
え
て

い
く
職
人
は
、
言
う
な
れ
ば
豚
饅
頭
に
魂
を
吹
き
込
む
神

様
の
よ
う
。
神
様
に
見
守
ら
れ
、
し
っ
か
り
と
蒸
気
を

吸
っ
て
ふ
っ
く
ら
蒸
し
上
が
っ
た
豚
饅
頭
た
ち
は
、
蒸
籠

の
ま
ま
客
の
待
つ
喧
噪
の
間
へ
と
運
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

お
客
の
も
と
に
旅
た
っ
て
い
く
の
だ
。

　

食
材
と
職
人
が
織
り
な
す
、
豚
饅
頭
誕
生
ま
で
の
プ
ロ

セ
ス
は
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
で
は
実
現
で
き
な
い
、
職

人
の
個
性
と
厨
房
全
体
に
広
が
る
協
働
感
が
見
事
に
マ
ッ

チ
し
た
、
ま
さ
に
、
ヒ
ト
と
モ
ノ
と
空
間
の
協
働
作
業
で

あ
っ
た
。（
曽
和
具
之
）

K
IIT

O

と
食

パ
ン
じ
ぃ
日
記
米
田
文
隆

永
田
宏
和

（
デ
ザ
イ
ン・ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
セ
ン
タ
ー
神
戸 

副
セ
ン
タ
ー
長
）

豚
ま
ん
、１
０
０
年
の
洗
練

老
祥
記
・
曹
英
生（
シ
ェ
フ
）×

神
戸
芸
術
工
科
大
学
・
曽
和
具
之
（
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
） 米田文隆さん

現
在
は
兵
庫
県
神
戸
市
東

灘
区
の
「
カ
フ
ェ
や
す
ら

ぎ
」
で
月
一
回
パ
ン
を
振

る
舞
っ
て
い
ま
す
。

写真左上と右：片山俊樹
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原
材
料
が
あ
る
と
こ
ろ
で
や
ら
な
い
と
、
も
の
す
ご
い
お
金
を
払
っ

て
産
廃
の
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
て
運
ん
で
い
た
ら
、
全
然
ペ
イ
し
な
い
。

発
展
途
上
国
で
は
、
ひ
と
つ
の
家
庭
や
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
単

位
で
、
容
器
に
簡
易
的
な
ガ
ス
を
捕
集
す
る
パ
ー
ツ
を
つ
け
る
だ
け

の
よ
う
な
バ
イ
オ
ガ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
大
昔
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

出
て
き
た
ガ
ス
に
火
を
つ
け
る
だ
け
な
の
で
す
が
、
化
石
燃
料
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
不
足
し
て
い
る
地
域
、
イ
ン
ド
と
か
中
国
、
パ
キ
ス
タ

ン
な
ど
の
農
村
部
で
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

弓
削
牧
場
に
は
牛
が
六
十
頭
い
ま
す
が
、
プ
ラ
ン
ト
の
視
点
か
ら

見
る
と
有
機
物
の
量
は
少
な
い
で
す
。
基
本
的
に
は
そ
れ
に
見
合
っ

た
装
置
が
な
い
。
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
さ
ん
は
プ
ラ
ン
ト
を
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
あ
る
程
度

大
き
い
も
の
で
な
い
と
割
に
合
わ
な
い
。
私
は
メ
タ
ン
発
酵
を
研
究

し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
弓
削
さ
ん
か
ら
メ
タ
ン
発
酵
を
や
り
た
い

と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
関
係
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
日
本
の
小
規
模
な
畜
産
業
に
非
常
に
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
後
々
こ
ち
ら
が
勉
強
し
て
気
づ
き
ま
し
た
。

食
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
牧
場
で
つ
な
が
る

　

私
共
の
研
究
室
と
の
連
携
と
し
て
は
、
小
さ
い
も
の
を
作
り
ま
し
ょ

う
と
い
う
こ
と
で
、
弓
削
牧
場
の
バ
イ
オ
マ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
を
作
り
ま

し
た
。
装
置
に
は
も
と
も
と
私
が
共
同
研
究
を
し
て
い
て
、
弓
削
さ

ん
が
最
初
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
ら
れ
た
帯
広
畜
産
大
の
梅
津
一
孝
先

生
の
基
本
的
な
設
計
が
入
っ
て
い
ま
す
。
実
は
細
か
い
と
こ
ろ
は
独

自
に
工
夫
を
し
て
い
て
、
要
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
余
裕
を
持
た

せ
た
装
置
に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
ち
ゃ
ん
と
持
続
で
き
る
、
最
初
か

ら
過
度
に
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に
依
存
し
な
い
よ
う
な
工
夫
で
す
。
そ
の

代
わ
り
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
で

す
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
、
あ
え
て
百
％
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
出
し

て
な
い
の
で
す
。
限
界
ま
で
使
う
と
す
ぐ
壊
れ
た
り
事
故
が
起
こ
っ

た
り
す
る
の
で
、
そ
う
で
は
な
く
ゆ
っ
た
り
と
使
う
と
い
う
思
想
で

作
っ
て
い
ま
す
。
大
学
で
研
究
す
る
と
先
進
的
な
も
の
が
良
い
と
い

う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
使
用
さ
れ
る
生
産
者
の
方
が
何
を
求

め
て
い
る
か
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
れ
と
こ
れ
が

あ
れ
ば
と
り
あ
え
ず
上
手
く
い
く
か
な
と
い
う
風
に
、
ロ
ー
テ
ク
を

積
み
上
げ
て
い
る
世
界
で
す
。
国
内
で
も
、
小
さ
い
ス
ケ
ー
ル
な
が

ら
本
格
的
な
装
置
で
メ
タ
ン
発
酵
に
取
り
組
ん
で
い
る
酪
農
場
は
、

弓
削
牧
場
が
初
め
て
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

取
り
組
み
を
始
め
て
七
〜
八
年
以
上
経
っ
て
い
ま
す
が
、
特
に
酪

農
、
畜
産
業
は
、
必
ず
牛
を
飼
う
と
糞
が
出
る
。
酪
農
を
は
じ
め
と

し
た
畜
産
業
の
中
で
も
先
進
的
な
酪
農
に
取
り
組
ん
で
い
る
方
は
、

い
わ
ゆ
る
生
乳
だ
け
が
生
産
物
で
は
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
生
産
で

き
る
と
気
づ
き
始
め
て
い
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
大
規
模
な
酪
農

で
、
乳
製
品
の
加
工
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
太
陽
光
発
電
、
さ
ら
に
バ
イ

オ
ガ
ス
も
や
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
販
売
す
る
こ
と
が
大
き
な
柱
に

な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
見
て
お
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ

か
ら
の
ひ
と
つ
の
方
向
性
と
し
て
、
畜
産
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
融
合
し

て
い
く
の
は
間
違
い
な
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
糞
が
す

べ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
代
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
残
渣
、
消
化

液
が
出
ま
す
。
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
や
発
酵
残
渣
を
含
め
た
資

源
循
環
利
用
を
取
り
入
れ
た
タ
イ
プ
の
酪
農
業
、
畜
産
業
と
い
う
の

が
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
流
れ
の
ひ
と
つ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は

弓
削
さ
ん
と
一
緒
に
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
非
常
に
大
き
な
気
づ

き
に
な
り
ま
し
た
。
電
気
は
一
度
電
気
に
し
て
し
ま
う
と
貯
め
ら
れ

ま
せ
ん
が
、
バ
イ
オ
ガ
ス
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
原
材
料
を
貯
め
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
気
候
、
天
候
に
も
左
右
さ
れ
な
い
の
で
、

装
置
が
壊
れ
な
け
れ
ば
い
つ
で
も
動
く
。
完
璧
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し

て
捉
え
な
い
こ
と
が
、
重
要
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を

も
っ
と
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
る
と
良
い
な
と
思
い

ま
す
。

　

酪
農
業
は
基
本
的
に
お
湯
を
た
く
さ
ん
使
い
ま
す
。
弓
削
牧
場
で

導
入
し
て
い
る
搾
乳
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
は
お
湯
を
た
く
さ
ん
使
う
の
で
、

水
を
加
熱
す
る
の
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
し
ま
す
。
今
は
ビ
ニ
ー

ル
ハ
ウ
ス
を
温
め
た
り
、
ラ
ン
プ
を
つ
け
た
り
す
る
の
に
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
次
は
搾
乳
ロ
ボ
ッ
ト
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う

予
定
を
し
て
い
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
い
方
と
し
て
は
、
実
は
自

分
で
作
っ
て
自
分
で
使
う
の
が
最
も
効
率
が
良
い
で
す
。
で
も
、
普

通
の
畜
産
施
設
で
す
と
、
た
く
さ
ん
牛
が
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
余
り
ま
す
。
だ
か
ら
売
電
の
仕
掛
け
が
要
る
。
弓
削
牧
場
に

は
レ
ス
ト
ラ
ン
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
規
模
で
あ
れ
ば
そ
の
場
で

使
う
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
」
が
理
に
適
っ
て
い
る
の
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
農
学
部
で
教
員
を
し
て
い
ま
す
が
、
食
料
生
産
と
環
境
問
題

や
、
食
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
話
題
が
な
か
な
か
つ
な
が
ら
な
い

と
感
じ
ま
す
。
当
事
者
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
周

り
の
方
は
あ
ま
り
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
食
の
安
全
と
環
境
負
荷
も
、

実
は
互
い
に
か
な
り
関
係
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の

が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
一
般
の
方
に
も
ア
ピ
ー
ル
す
る

こ
と
が
重
要
だ
と
今
回
の
展
示
を
見
て
感
じ
ま
し
た
。
食
品
や
食
べ

る
こ
と
に
は
多
く
の
方
が
関
心
を
お
持
ち
で
す
が
、
食
の
安
全
を
追

求
す
る
と
環
境
負
荷
が
非
常
に
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
な

か
伝
わ
ら
な
い
の
で
す
。
環
境
と
い
う
と
地
球
環
境
問
題
を
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
方
が
多
く
、
一
方
で
食
の
安
全
を
す
ご
く
気
に
さ
れ
て
い

て
、
非
常
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
す
。
そ
れ
が
う
ま
く
伝
わ
る
と
、
も
っ

と
皆
さ
ん
が
良
い
選
択
を
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
抜
粋
・
編
集
）

牧
場
内
で
小
型
バ
イ
オ
ガ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
を
導
入
し
、
牛
フ
ン
な
ど
の

畜
産
廃
棄
物
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
再
利
用
す
る
試
み
を
実
践
す
る

弓
削
牧
場
。
そ
れ
に
よ
り
、
電
気
代
の
削
減
だ
け
で
な
く
、
廃
棄
物

処
理
の
コ
ス
ト
も
軽
く
な
り
、
発
酵
の
過
程
で
生
じ
た
メ
タ
ン
発
酵

消
化
液
も
液
体
肥
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
で
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
と
食
の
安
全
が
実
は
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
は
、
ま
だ
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
展

示
に
も
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
井
原
一
高
先
生
に
、
弓
削
牧
場
の
取

り
組
み
や
畜
産
業
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
可
能
性
を
解
説
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

弓
削
牧
場
が
取
り
組
む

バ
イ
オ
ガ
ス

　

バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
弓
削
牧

場
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
の
は
バ
イ
オ
ガ
ス
で
す
。
バ
イ
オ
マ
ス
は

「
生
物
資
源
」
と
訳
し
ま
す
が
、
弓
削
牧
場
で
あ
れ
ば
家
畜
糞
、
レ
ス

ト
ラ
ン
で
あ
れ
ば
食
品
残
渣
が
バ
イ
オ
マ
ス
に
相
当
し
、
化
石
燃
料

で
は
な
い
そ
う
い
う
も
の
を
「
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
範
囲
は
非
常
に
広
く
、
木

材
を
チ
ッ
プ
に
し
て
燃
や
し
て
使
う
の
も
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
植
物
か
ら
エ
タ
ノ
ー
ル

を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
を
化
石
燃
料
の
代
わ
り
に
使
う
「
バ
イ
オ
エ

タ
ノ
ー
ル
」
も
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
弓
削
牧
場
で
は
家

畜
糞
の
バ
イ
オ
マ
ス
を
ガ
ス
に
し
て
い
る
の
で
、「
バ
イ
オ
ガ
ス
」
と

言
い
ま
す
。
バ
イ
オ
ガ
ス
は
、
非
常
に
古
く
て
新
し
い
技
術
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
有
機
物
と
微
生
物
が
あ
っ
て
、
蓋

を
し
て
遮
断
さ
え
す
れ
ば
、
ガ
ス
は
出
て
く
る
た
め
で
す
。

　

バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
言
っ
て
も
、
太
陽
光
や
風
力
発
電
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ

り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
バ
イ
オ
ガ
ス
に
関
す
る
世
界
的
な
状
況
に
つ
い

て
言
え
ば
、
先
進
国
は
先
進
国
、
発
展
途
上
国
は
発
展
途
上
国
で
独

自
の
使
い
方
や
装
置
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

日
本
を
は
じ
め
と
し
た
先
進
国
は
、
基
本
的
に
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ
ー

が
作
る
プ
ラ
ン
ト
タ
イ
プ
を
使
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
や
九
州
な
ど

の
大
規
模
な
畜
産
施
設
や
下
水
処
理
場
か
ら
ガ
ス
を
取
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
す
。
最
近
は
電
気
を
売
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
大
き

な
ビ
ル
な
ど
に
食
品
残
渣
を
資
源
と
す
る
大
き
な
プ
ラ
ン
ト
タ
イ
プ

を
導
入
す
る
動
き
が
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
。
プ
ラ
ン
ト
な
の

で
、
装
置
の
コ
ス
ト
が
初
期
投
資
で
一
・
五
億
円
以
上
も
か
か
り
ま

す
。
ま
た
、
プ
ラ
ン
ト
は
大
き
い
の
で
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
生
み
出
し
て
経
済
的
に
ち
ゃ
ん
と
回
さ
な
い
と
い
け
な
い
。

牛舎

フン

飼料（輸入）
食品加工

レストラン

バイオガストラック

バイオガス

ガス燈

野草・果樹

健全な資源循環を生み出すバイオマス

牧草

消化液
（牛フン流脂）

熱・電気

土を意識して暮らす
家庭菜園や校庭菜園で活用することで、

資源の循環やエネルギーについて考える機会になります。

「生きた教室」としての牧場
再生エネルギーと安心安全の有機液体肥料を

生み出す場として、生きた学びの場を提供します。

菜園から生まれる“つながり”
安心が見えることで、

野菜の栽培や売買を通した交流が生まれます。

将来的

牛が食べた安全な有機飼料が安心の液体肥料に変わることで、「食の環」が生まれます。

安心の食卓のために ーメタン発酵消化液の活用ー 価値ある資源と考えられているメタン発酵消化液の活用で食育のあり方も変わります。

解説  井原一高
神戸大学大学院農学研究科

弓削忠生さんと和子さん。40年続く牧場も二人にとってはまだ始まったばかり。 弓削牧場の畑。牧場に併設するレストランで使う野菜の70～80％を自給する。 畜産廃棄物からエネルギーを作り出すバイオガスユニット。

弓削牧場の牛舎。飼育される乳牛は40～50頭。牛たちは柵内を自由に動き回ることができ、搾乳ロボットがあるので自らのタイミングで搾乳できる仕組み。

小型バイオガスユニット

ビニールハウス

生ゴミ・食品廃棄物
ウシ

牧
場
か
ら
は
じ
ま
る
、も
う
ひ
と
つ
の
未
来
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イ
ル
が
し
っ
か
り
止
め
て
な
か
っ
た
の
が
わ
か
っ
て
、
全
部
開
け
て

交
換
。
今
回
ま
た
そ
こ
が
壊
れ
て
、
こ
れ
は
や
り
方
を
考
え
な
い
と

と
な
っ
て
、
二
号
機
を
ま
た
作
り
直
し
て
（
笑
）
そ
の
改
良
版
を
今

考
え
て
ま
す
。

久
慈
　
毎
回
業
者
に
送
り
返
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
く
、

そ
の
場
所
で
で
き
る
と
い
う
の
が
す
ご
く
大
事
で
す
よ
ね
。
そ
う
で

な
い
と
す
ご
く
お
金
が
か
か
る
。
こ
れ
が
神
戸
で
実
践
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
と
て
も
有
難
い
。

弓
削
　
神
戸
発
の
小
型
バ
イ
オ
ガ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
に
な
ろ
う
と
し
て
る

ん
で
す
。

久
慈
　
バ
イ
オ
ガ
ス
は
実
際
に
こ
こ
で
実
験
し
て
る
け
ど
、
他
に
今

実
験
し
て
い
る
少
し
大
き
な
も
の
だ
と
、
東
灘
の
下
水
処
理
、
コ
ー

プ
の
食
品
残
渣
に
よ
る
バ
イ
オ
ガ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
う
や
っ

て
街
中
に
点
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
今
ま

で
と
は
違
う
考
え
方
に
変
わ
る
、
と
い
う
点
を
意
識
し
て
展
示
を
作

り
ま
し
た
。

―
情
報
量
が
膨
大
で
す
が
、
ど
う
編
集
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
か
？

久
慈
　
最
終
的
に
食
卓
の
上
に
結
び
つ
け
る
の
は
決
め
て
い
た
の
で
、

そ
こ
に
繋
が
る
よ
う
に
情
報
設
計
を
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る

と
バ
イ
オ
ガ
ス
の
話
は
酪
農
家
に
と
っ
て
は
良
い
け
ど
、
我
々
の
家

庭
に
は
直
接
入
っ
て
こ
な
い
の
で
、
消
化
液
の
こ
と
に
し
た
方
が
良

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
最
後
に
種
に
た
ど
り
着

け
る
。
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
が
、
僕
は
も
と
も

と
大
学
や
大
学
院
で
思
想
史
を
や
っ
て
い
た
の
で
、
エ
ル
ン
ス
ト
・

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
「
ス
モ
ー
ル 

イ
ズ 

ビ
ュ
ー

テ
ィ
フ
ル
」
と
い
う
概
念
を
知
っ
て
い
た
の
は
大
き
い
で
す
ね
。

弓
削
　
今
の
拡
大
経
済
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
小
さ
い
か
ら
こ
そ
密
度

の
あ
る
も
の
が
で
き
る
は
ず
と
い
う
考
え
方
。

久
慈
　
弓
削
さ
ん
は
「
ス
モ
ー
ル 

イ
ズ 

ユ
ー
ス
フ
ル
」。
実
際
使
う

と
こ
ろ
ま
で
落
と
し
込
ん
で
い
る
の
で
、
僕
と
し
て
も
理
解
し
や
す

か
っ
た
で
す
。

弓
削
　
展
示
と
し
て
は
、
今
の
時
点
で
は
こ
こ
が
限
界
だ
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
会
場
に
本
当
に
ガ
ス
の
タ
ン
ク
を
持
っ
て
い
っ

て
、
バ
イ
オ
マ
ス
で
火
を
つ
け
ら
れ
た
ら
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。

久
慈
　
そ
れ
は
牧
場
で
や
る
べ
き
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
さ
ら

に
保
育
園
が
で
き
あ
が
っ
た
り
、
酪
農
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
か
が
始
ま
っ

た
り
す
る
と
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

弓
削
　
専
門
家
か
ら
し
た
ら
稚
拙
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、

消
費
者
は
ま
だ
こ
の
段
階
。
こ
れ
ま
で
も
届
い
て
な
い
段
階
か
も
し

れ
な
い
。
畜
産
利
用
と
い
う
と
バ
タ
ー
と
チ
ー
ズ
ば
か
り
思
い
浮
か

ぶ
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
こ
れ
も
畜
産
利
用
法
の
ひ
と
つ
と
い
う
ふ

う
に
捉
え
ら
れ
れ
ば
。
畜
産
の
所
得
倍
増
計
画
は
こ
れ
で
す
（
笑
）。

―
「
ア
ー
ス
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
神
戸
」
と
い
う
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を

展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
。

久
慈
　
弓
削
牧
場
だ
け
で
バ
イ
オ
マ
ス
が
で
き
ま
し
た
と
い
う
の
は

話
と
し
て
は
意
味
が
な
く
て
、
都
市
に
広

げ
て
い
く
に
は
こ
う
し
た
冠
が
必
要
だ
と

思
い
ま
し
た
。
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
の

パ
ビ
リ
オ
ン
の
よ
う
に
街
が
成
り
立
っ
て

い
て
、
そ
れ
が
商
業
的
に
原
産
地
統
制
表

示
み
た
い
な
も
の
と
一
緒
に
な
っ
て
動
い

て
い
く
と
、
も
う
少
し
グ
リ
ー
ン
な
都
市

に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、

ロ
ゴ
を
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
る
街
が
、

次
の
観
光
都
市
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
弓
削
さ
ん
が
こ
れ
を
見

ら
れ
た
と
き
に
、「
お
お
、
六
甲
山
の
山
並
み
か
」
っ
て
（
笑
）。
全

然
そ
ん
な
こ
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
じ
ゃ
あ
そ
れ
で
い

こ
う
と
な
り
ま
し
た
。

弓
削
　
自
然
環
境
に
つ
い
て
意
識
を
持
っ
た
人
が
集
ま
る
環
境
サ

ミ
ッ
ト
み
た
い
な
も
の
が
神
戸
で
で
き
た
ら
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
神
戸
市
も
同
じ
で
、
神
戸
市
か
ら
新
し
い
畜
産
の
あ
り
方
を

見
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
今
回
の
展

示
も
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
も
っ
と
大
き
く
発
信
さ
せ
よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
春
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
て
い
ま
す

（
二
〇
一
八
年
四
月
十
八
日
に
開
催
の
「
バ
イ
オ
ガ
ス
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

資
源
循
環
型
の
地
域
づ
く
り 

農
業
・
家
庭
食
品
の
現
場
か
ら
」）。
リ

ヨ
ン
で
は
何
年
か
に
一
度
バ
イ
オ
マ
ス
エ
キ
ス
ポ
を
や
っ
て
ま
す
が
、

そ
う
い
う
も
の
が
神
戸
で
で
き
た
ら
、
バ
イ
オ
ガ
ス
は
神
戸
と
い
う

ぐ
ら
い
に
神
戸
市
民
の
意
識
が
変
わ
る
で
し
ょ
う
。

（
聞
き
手
：
田
中
み
ゆ
き
）

飲食店が地域と関わる方法
上野　僕は実家が料理屋なので、子どもの時にこんなに

面白い現場はないなと思っていました。スタッフが仕込

みをしてるのを見るだけでも、音や香り、視覚的なもの

が動いていて、ワクワクしてた。例えば細い路地にも感

じる季節感を、今の子どもたちは感じられてるのかなと

いう憂いがあって。スマホでゲームをしながら歩いてい

たら感じられないことはたくさんある。そんな時、うち

の店が五感を呼び覚ますような機能を備えてたらいいの

にと思ってね。

濱部　上野さんが、「子どもが放課後ここにふらっと来

てくれたらいいのに」とおっしゃるのを聞いて、街の中

にそういう場所が増えていくのはすごく素敵だなと思い

ました。そして、このお店が五感すべての教材になるイ

メージはすぐに浮かびました。

上野　五感もそうですが、今は地域のネットワークがな

い時代。おっちゃんが声をかけただけで、「口きいたら

あかんで」と言わないといけない時代というのは、殺伐

としてて面白くない。僕らは公共の場におるおっちゃん

なんで、そういう人間が地域と関わっていくことで、住

みよい街にできればいいなと思います。

―そこでまずは仕込みの時間を一緒に過ごそうという

ことになったのですか？

上野　子どもの料理教室はたくさんあります。でも、親

もついてこないといけないとか、いろいろ大変。そうで

なく、店を見てもらうだけで刺激になる場所にできるん

じゃないか。「今日おっちゃん忙しいから帰り」と言え

るような気軽な間柄になったらいいなと。

濱部　話を聞いたらみんなが良いと思うだろうけど、次

につなげるためのアウトプットにするのは難しいなと思

いました。ヒントにしたのが、イタリアのレッジォ・エ

ミリアの幼児教育実践法でした。音や光、影など、形に

ならないものが教材になるという考え方で、今回の企画

と合うなと思いました。その記録をいかに大人が加工せ

ず素直なアウトプットにできるか考えて、映像と言葉を

抜き取るという形をとりました。

上野　味わい深いですね。出汁みたいに（笑）。ガツン

とは来ないけど、ジワーッっとくる。

―実際に子どもたちは何を体験したのか教えていただ

けますか？

上野　素材が料理に変わっていく姿を見せました。今回

は野菜より魚の方が面白いかなと思って、魚をおろしま

した。鯛と海老、鱧、鰹節。

濱部　このために準備したというより、普段の仕込みの

様子を見せましたよね。子どもたちには学校が終わって

集合してもらって、簡単にやることを伝えて、「思った

ことはできるだけ口に出してね」と。手や耳などの五感

のマークを作って、言葉に困った時には一応そのマーク

を挙げて五感のコメントを引き出せるようにしました。

上野　最初は戸惑ってたけど、それもものの数分で、ひ

とりが言い出したら負けじと形容詞が並んでいった。そ

うなってくると僕も乗ってきて、しなくていいことまで

仕込んだり（笑）。お客さんが感じてることを知ること

でもあったと思いますが、刺激をもらったというか、驚

きました。

―具体的に面白かった反応はありますか？

上野　鱧にくず粉をつけてお湯に入れたら、ふぁーっと

広がるんです。それを触って、「脳みそ触ってるみたい、

触ったことないけど（笑）」とかひとりでツッコミを入

れてたり（笑）。

濱部　魚が死んでる状態からおいしそうと変わるのも面

白いなと。切り身になったら「おいしそう」、魚の姿し

てたら「かわいそう」と。

上野　順を追って変わってきて、鱗を剥いでた時は、「痛

そう」とか言ってたよね。でも身を出した瞬間に「おい

しそう」と変わる。あ、人間ってここからおいしそうと

思うのかと（笑）。

―素材から料理に変わるところまで、子どもたちは一

通り体験したのですか？

上野　そうですね、鯛が魚の形からビジュアル的に変

わっていくのは彼らの頭には残っているだろうし、普段

の店では見られないことですよね。きっと得意になって

家で喋ったんじゃないかと思います。カツオがすごく良

い香りで、こんこんと説明されたと誰かが言ってたな。

その時は言葉に出すだけでも、帰るとまた思い出すんで

すよね。思い出して新たな形容詞が出てくるというか。

一回見たものって子どもは長く覚えているから。

濱部　逆に、料理の中に味噌が入っているのに気づいて

いたり、こちらがわからないだろうと思っていたことも

想像以上にわかっている。手触りが変わったとか、鱗を

削るのは一工程でしか捉えていなかったけど、細かく見

てるんだなぁと感心しました。想像以上に敏感で。

上野　鯛の造りは、最初は醤油の匂いが強いけど、柔ら

かくてぷにぷにしてくる、最後にコリコリするんですよ

ね。口に入れたらまず舌がジャッジして触覚になって、

次に噛むわけで、咀嚼するまでを全部口に出していた。

大人だったら口に入れて「うまい」で終わりですが、凄

い描写力だなと思いました。

濱部　ある男の子が、「空想してるだけで美味しい」と

言ってたのがかっこいいなと思いました。店を出てから、

聞こえたことを擬音語だけで抜き出す座談会をしたので

すが、ゆっくり言葉を探しながらできたのも面白かった

ですね。

―今後も続けたいと思われますか？

上野　やりたいですね。「ご自由にどうぞ」って貼って

おきたいくらいです（笑）。

濱部　上野さんの店だけじゃなく、地域のお店が子ども

の寺子屋のような飲食店としてやっていけたらいいねと

いう話をしていたので、小学校と連携して、周りの飲食

店にも声をかけてできたらいいなと思います。

上野　anonymeの加古シェフ（p8-10）が昔ガラス張り

の店を始めた時に、近所の悪ガキがよく来るので一緒に

喋っていたら、毎日のように来るようになったそうなん

です。ただそのうち思春期が来て、離れていった。でも、

大きくなってまた、「お兄ちゃん」と言って来てくれた。

それがすごく嬉しかったと話していて。なるほど、そう

いうふうに地域で子どもを育てるのはありだな、僕もで

きたらいいなという気持ちがどこかにずっとありました。

それと、僕の生い立ちや子どもの頃の記憶が結びついて

今回の企画に至った。昔はそれを自然にできてたけど、

今はそれを作らないといけない時代に来てる。

濱部　まず続くためには資本が必要で、誰かが利益を感

じないと回らないところですが、この企画がすごく良い

のは、通常やっている仕込みなので、わざわざ手間をか

けていないこと。

上野　イベントにしない。

濱部　わざわざそのために用意している食材はない、お

金もとってない。日常の一部を切り取って上手く変則さ

せているだけなんで、続ける仕組みとして良いなと思う

んです。（聞き手：田中みゆき）

弓
削
　
も
ち
ろ
ん
、（
最
初
の
構
想
に
あ
っ
た
）
保
育
園
も
大
事
。
保

育
士
が
農
業
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
観
察
が
変
わ
る
と

い
う
考
え
方
で
す
ね
。
で
も
彼
ら
が
集
ま
っ
て
何
か
食
べ
た
ら
絶
対

（
フ
ン
尿
が
）
出
る
は
ず
で
し
ょ
。
そ
し
た
ら
出
た
も
の
も
保
育
園
も

畑
に
持
っ
て
い
っ
て
堆
肥
作
り
が
で
き
る
。
そ
の
延
長
線
上
で
考
え

た
ら
、
ま
ず
は
バ
イ
オ
ガ
ス
か
ら
考
え
て
い
く
の
が
自
然
な
流
れ
じ
ゃ

な
い
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。
去
年
う
ち
を
訪
ね
て
く
れ
た
カ
ル
メ

ロ
・
バ
サ
レ
さ
ん
（
イ
タ
リ
ア
南
部
で
二
十
八
名
の
農
家
と
共
に
協

同
組
合
を
経
営
す
る
ピ
ア
ナ
フ
ァ
ー
ム
代
表
）
の
ビ
デ
オ
を
見
て
い

た
ら
、
搾
乳
の
場
所
に
子
ど
も
た
ち
が
見
に
来
て
遊
ん
で
い
る
。
高

校
生
も
バ
ク
テ
リ
ア
の
研
究
を
一
緒
に
し
て
る
。
バ
イ
オ
ガ
ス
を
基

準
に
、
循
環
す
る
こ
と
を
う
ま
く
農
場
の
中
に
取
り
入
れ
て
る
ん
で

す
。
さ
ら
に
、
そ
の
流
れ
の
中
に
種
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
と
。
そ
し

た
ら
神
戸
の
食
の
循
環
に
な
る
。

久
慈
　
バ
イ
オ
ガ
ス
か
ら
保
育
園
ま
で
に
た
ど
り
つ
く
た
め
に
ど
う

し
た
ら
い
い
か
、
い
ろ
い
ろ
お
話
を
聞
い
て
、
バ
イ
オ
ガ
ス
ユ
ニ
ッ

ト
も
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
ま
で
バ
イ
オ
ガ
ス
と
い
う
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
話
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
結
局
一
般
の
人
が
自
分
の
こ

と
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
自
分
の
食
卓
で
す
よ
ね
。
そ
の
こ
と
を

意
識
し
な
が
ら
、
バ
イ
オ
ガ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
を
ど
う
扱
お
う
か
と
い
う

時
に
出
て
き
た
の
が
消
化
液
（
牛
フ
ン
が
発
酵
す
る
過
程
で
発
生
す

る
残
渣
で
、
作
物
が
吸
収
し
や
す
い
液
体
肥
料
と
し
て
利
用
で
き
る
）。

そ
れ
で
消
化
液
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
展
示
し
よ
う
と
決
め
ま
し
た
。

―
バ
イ
オ
ガ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
を
取
り
入
れ
て
み
よ
う
と
い
う
最
初
の

き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
の
で
す
か
。

和
子
　
裏
山
が
削
ら
れ
て
風
向
き
が
変
わ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
よ
り
牛

の
フ
ン
の
臭
い
が
出
て
し
ま
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
問
題
意
識
は

あ
っ
た
の
で
す
が
、
お
電
話
を
い
た
だ
い
て
。
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み

た
ら
、
そ
う
い
う
牛
の
フ
ン
尿
の
研
究
に
つ
い
て
帯
広
畜
産
大
学
の

梅
津
一
孝
教
授
が
六
十
頭
規
模
の
小
さ
な
バ
イ
オ
ガ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
を

成
功
さ
れ
て
る
と
い
う
の
を
見
て
、
思
い
切
っ
て
電
話
し
た
ん
で
す
。

も
う
、
六
年
前
ほ
ど
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

弓
削
　
梅
津
教
授
か
ら
、
タ
イ
や
中
国
で
は
小
型
の
バ
イ
オ
ガ
ス
ユ

ニ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。「
弓
削
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
合

う
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
わ
れ
、
共
同
研
究
と
い
う
形
で
、
先
生
の

と
こ
ろ
で
装
置
を
作
っ
て
も
ら
い
、
神
戸
大
学
の
井
原
先
生
に
現
場

に
合
わ
せ
て
改
造
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
号
機
で
す
。

和
子
　
タ
イ
は
気
候
が
温
暖
な
の
で
そ
の
場
で
ガ
ス
が
出
る
の
で
す

が
、
日
本
は
寒
い
季
節
は
ヒ
ー
タ
ー
で
温
め
な
い
と
い
け
な
い
し
、

発
酵
さ
せ
る
工
夫
が
要
る
。
そ
こ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
作
り
ま
し
た
。

弓
削
　
一
号
機
を
作
っ
た
お
か
げ
で
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
見
え
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
を
も
と
に
改
良
し
た
二
号
機
を
作
っ
て
、
ボ
イ
ラ
ー

は
絶
対
必
要
と
い
う
こ
と
で
付
け
た
。
そ
う
す
る
と
今
度
は
中
の
コ

弓
削
牧
場
を
経
営
す
る
弓
削
忠
生
さ
ん
と
和
子
さ
ん
は
、
尽
き
な
い

探
究
心
を
も
っ
て
、
日
々
牧
場
を
よ
り
良
く
す
る
方
法
を
考
え
、
実

践
さ
れ
て
い
ま
す
。
展
示
を
作
る
に
あ
た
り
、
当
初
弓
削
さ
ん
は
牧

場
に
保
育
園
を
つ
く
る
構
想
を
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
結
果
的

に
展
示
で
は
牧
場
全
体
の
あ
り
方
に
関
わ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
話
題
を

扱
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
経
緯
と
弓
削
夫
妻
が
思
い
描
く

夢
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

―
常
に
新
し
い
こ
と
、
誰
も
や
っ
て
き
て
い
な
い
こ
と
に
取
り
組

ま
れ
て
い
る
弓
削
さ
ん
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
何
な
の
で
す
か
。

弓
削
　
そ
れ
は
、
や
ら
な
い
と
仕
方
な
い
か
ら
（
笑
）。

和
子
　
搾
乳
ロ
ボ
ッ
ト
を
牧
場
に
導
入
し
た
と
き
に
、「
電
気
な
か
っ

た
ら
終
わ
り
や
ね
」
と
い
う
話
を
二
人
で
し
ま
し
た
。
偉
そ
う
に
言
っ

て
て
も
、
電
気
が
な
か
っ
た
ら
終
わ
り
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
。
基

本
は
変
わ
っ
て
な
い
ん
で
す
。
お
金
を
か
け
な
い
で
、
ひ
た
す
ら
暗

中
模
索
。
ほ
と
ん
ど
失
敗
の
積
み
重
ね
。

弓
削
　
そ
れ
が
出
発
点
で
こ
こ
ま
で
来
て
、
ひ
と
つ
の
流
れ
が
始
ま

り
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
今
回
の
展
示
で
は
、
直
前
に
在
来

種
も
展
示
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
種
ま
で
持
っ
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
の
循
環
が
で
き
る
。
牛
フ
ン
が
で
き
て
、

そ
れ
を
（
肥
料
に
）
使
っ
て
種
を
撒
い
て
、
野
菜
が
で
き
て
、
シ
ェ

フ
が
料
理
を
作
っ
て
、
食
べ
て
、
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
帰
っ
て
く
る
。

こ
こ
に
種
が
な
か
っ
た
ら
意
味
が
な
い
。
い
き
な
り
種
が
で
き
る
わ

け
じ
ゃ
な
い
か
ら
。
展
覧
会
に
は
い
ろ
ん
な
立
場
で
食
に
関
わ
る
人

た
ち
の
ブ
ー
ス
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
間
に
種
が
入
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
展
覧
会
全
体
も
一
つ
の
循
環
に
な
る
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う

い
う
話
を
久
慈
さ
ん
と
し
ま
し
た
。

久
慈
　
そ
う
い
う
こ
と
が
場
長
の
口
か
ら
出
た
の
が
良
か
っ
た
と
思
っ

て
い
て
、
そ
の
上
で
の
情
報
設
計
は
で
き
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ゴカンノキオク屋
飲食店が子どもたちを見守る
寺子屋のようになれる未来

今回は小学校2年生1人、4年生2人、6年生1人が参加。「実際にやってみて失敗することも大事」と上野さん。

スモール イズ ユースフル
弓削牧場・弓削忠生・和子（酪農家）×DML・久慈達也（デザインリサーチャー）インタビュー

割烹料理店の玄斎を営む上野直哉さんの強い思いから始

まった取り組み「ゴカンノキオク屋」。飲食店として子ど

もたちにできることは何か考えていた上野さんと、それ

に共感したクリエイティブディレクターの濱部玲美さん。

展示では玄斎での仕込みの作業を体験する子どもたちの

様子や言葉が映像で上映されました。展示のための一度

きりの試みにとどまらないことを感じさせる、“五感を呼

び覚ます寺子屋”のはじまりを改めて振り返ります。

インタビュー：玄斎・上野直哉（シェフ）

× KUUMA・濱部玲美（クリエイティブディレクター）

在来種野菜（展示テキストより抜粋・編集）

一般的に市場に出回っている野菜は「F1品種（一代雑
種）」と呼ばれ、人為的に別の野菜と掛け合わされ作ら
れる。形が良く供給も安定するので多くの農家が育てて
いる一方、古くから栽培され時間をかけて風土に適応し
てきた在来種（固定種）野菜は非効率とされ、その存在
自体が危うくなっている。農家と違い、家庭菜園や校庭
菜園では多くの収穫量は必要なく、形が悪くても問題に
はならない。有機液体肥料を使って、個性的な風味が残
るその土地ゆかりの野菜を育てる提案を展示では行った。

弓削牧場にある小屋を模して作られた展示ブース。写真：片山俊樹
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日
常
が　

社
会
に
つ
な
が
る　

食
の
醍
醐
味　
（
福
岡
県
・
42
歳
・
古
谷
ゲ
ン
タ
ロ
ウ
）

子
ど
も
た
ち　

目
で
見
て
さ
わ
っ
て　

食
を
知
る　
（
香
川
県
・
13
歳
・
オ
マ
ー
ル
海
老
梅
子
）

空
き
腹
も　

出
会
う
楽
し
む　

知
る
つ
な
が
り　
（
福
島
県
・
28
歳
・
あ
ん
こ
大
好
き
男
）

つ
な
が
る
食
の
デ
ザ
イ
ン
展
川
柳

　私たちは、KIITOは良い意味で稀有な場所で、日本中、

世界中見てもなかなかない、とても素敵な場所だと思い

ます。具体的な何か、あるいは形をデザインするという

よりも、問いや課題をデザインするというスタイルをと

る場所だと感じています。ある物事がどうしてこのよう

になっているのかと問いを持ち、問いを通じてこれから

世の中にどう良い変化を起こせるかをいつも考えている。

またデザインを、生活を豊かにするものと捉え、さまざ

まなネットワークとつながっていくという部分に強く共

感しています。今回のビジュアルや会場構成、壁面のバ

ナーやサインなどを手掛けるにあたり、オレンジという

色を通じて、食という有機的なものが持っている活力や、

つながりを生む力を表現したいと考えました。キービ

ジュアルは、愛らしいイラストに視線が行き、そこから

別の何かに派生していく、つながって広がっていくとい

うことを重要視しました。こちらが何かを提案してそれ

に倣っていただくということではなく、見ていただいて

何かを感じていただければと考え、自由な発想をしてい

ただけるデザインにしています。コンテンツが大きな空

間に散らばっていることで、来場者の方が、展示の意義

やコンテンツ同士のつながりを発見し、こういうことを

感じた、明日はこういうことをしてみようという思いを

巡らせて頂けたらと考えデザインしました。

AnyTokyo（特別協力、会場構成、グラフィックデザイン）

ひとつのパンができるまで

米山雅彦｜1971年生まれ。「PAINDUCE」

シェフ。大学卒業後、「カスカード」に入社。

1999年、「コム・シノワ」に入社し、西川功晃氏

に師事する。2001年、スーシェフに就任。ヨー

ロッパ各国でも修業を積む。2004年、「PAIN

DUCE」を開業。現在、大阪市内に4店舗を

構える。

NO ARCHITECTS ｜西山広志と奥平桂子

による建築家ユニット。2009年、神戸芸術工

科大学大学院修士課程修了後、共同で活動

を開始。2011年、大阪市此花区に移転し、

「NO ARCHITECTS」に改称する。建築を

ベースに、設計やデザイン、インスタレーション、

ワークショップ、会場構成、まちづくりなど幅広く

活動を行う。

〈協力〉　

樽井 香｜1989年生まれ。イラストレーター。大

阪市在住。イベントのチラシや地域情報誌な

ど、さまざまな媒体でイラストレーションを制作。

「見っけ ！ このはな2016」（2016年）、「パンじぃ

のひるごぱん」（2016年）、「神戸開港150年記

念ハンカチ」（2017年）など、イラスト制作多数。

宮下昌久｜家具作家。成安造形大学デザイ

ン科を経て、小島伸吾氏に師事。長野県上松

技術専門校木工科卒業後、商業用ソファー製

造に従事。春日出中に工房を設立した。2001

年、京都マロニエにて初作品展「イスとあかり

店」(3人展 )を開催。その後、神戸酒心館、田

尻歴史館、陶芯などで多数回の作品展を開

催する。

Experimental Tables 
食べる「かたち」の実験室

加古拓央｜1974年、神戸市生まれ。レストラン

「アノニム」オーナーシェフ。専門学校卒業後、

神戸市内のレストランで修行ののち渡仏。主に

南フランスで修業を重ね、2000年に神戸北野

で「レストロ・エスパス」を開業。移転ののち「レ

ストロ・エスパス・トランキル」を開業。2010年閉

店。2011年に現在の「アノニム」を開業。

DESIGN SOIL ｜神戸芸術工科大学プロダ

クト・インテリアデザイン学科の有志によるデザイ

ンプロジェクトとして、2011年に活動を開始。田

頭章徳氏がディレクターを務める。主なプロジェ

クトに、「SOUVENIR」（2011年）、「bounda-

ry」（2015年）、「GOOD LACK」（2017年）な

どがある。

〈企画〉

久慈達也｜1978年、青森市生まれ。デザイン

リサーチャー。東北大学大学院国際文化研

究科博士課程を中退。神戸芸術工科大学図

書 館 研 究員 を 経 て、2012 年 に「DESIGN 

MUSEUM LAB」設立。2017年に「Please 

Note」を開設する。

牧場からはじまる、もうひとつの未来

弓削忠生｜1945年、神戸市生まれ。弓削牧

場場長。1977年、同牧場を開場。1985年、西

日本では個人の酪農家として初めてカマンベー

ルチーズやフロマージュ・フレを製造販売開始。

エネルギーも含め牧場内の循環型農業・自給自

足体制を目指している。2003年、兵庫県農業

賞を受賞。兵庫県農林水産政策審議会委員

等を歴任。2017年兵庫県功労賞受賞。

久慈 達也／同上

〈協力〉　

柿元千秋｜グラフィックデザイナー、イラストレー

ター。2017年より、デザインヒーローに勤務。防

災訓練「イザ ！ カエルキャラバン ！ 」（2017年）

等のデザイン、イラストを担当。

井原一高｜神戸大学農学部准教授。2001

年、筑波大学大学院博士課程農学研究科

農林工学専攻修了。博士（農学）。生物資源

プロセス工学、畜産衛生工学を専門とする。

食の安全性確保と環境保全を両立し、持続可

能な食料生産を可能にする技術を研究してい

る。

ひょうごの在来種保存会｜2003年、山根成人

氏の提唱をきっかけに、行政、普及、研究機関

等が連携して、在来作物の種子保存の支援

に取り組む組織として活動を開始。種子保存

の支援のほかに、採種の継続の支援や、在来

作物を用いた料理の紹介などの普及啓発活

動にも取り組んでいる。

豚まん、100年の洗練

曹 英生｜1957年、神戸市生まれ。株式会社

老祥記代表取締役。元祖豚まん専門店「老

祥記」の三代目として、1970年代から、父、穂

昇氏とともに老祥記に従事。南京町商店街振

興組合理事長として、地域の活性化にも取り

組む。「南京町春節祭」、「モトマチイーストジャ

ズピクニック」、「KOBE 豚饅サミット」発起人。

曽和具之｜芦屋市生まれ。「山、海へ行く」の

街、高倉台で幼少期を過ごし、「株式会社神

戸市」と言われた時代に少年期を送る。高知

大学理学部、千葉大学大学院自然科学研究

科を経て、2000年帰郷。現在、神戸芸術工

科大学にて地域の歴史・文化・人材資源の活

用に根ざした、アート・デザイン活動を展開して

いる。

あえて聞きたい／答えたい、食の疑問

壷井 豪｜神戸市生まれ。株式会社ケルン

オーナーシェフ。大阪阿倍野辻調理師専門学

校卒業後、大阪での修行を経て、ケルン入社。

日本パン技術研究所、ドイツの Backerei & 

Konditorei「Inhaber Fuhrmanns Backp

aradies」にてドイツパンの基礎を学び、2013

年より「株式会社ケルン」3代目代表取締役に

就任。地元神戸との繋がりを重視しにし、「知

育・食育・教育」をコンセプトにさまざまなイベン

トを企画運営している。

曽和具之／同上

味覚の不思議、再発見

林 周平｜1965年生まれ。パティスリーモンプ

リュオーナーシェフ。国内のホテル勤務後、渡

仏。パリ「ニッコー・ド・パリ」「ジャン・ミエ」で修

業を行い、帰国後ホテル・パティスリー製菓長に

就任。神戸の地でフランス菓子文化をより深め

たいと考えている。

和田武大｜1982年、神戸生まれ。2014年、

「デザインヒーロー」設立。グラフィックデザイン

を中心に、市民参加型イベントや教育現場など

に活動の場を拡大しつつ、社会的なプロジェク

トに関わる。2009年より大阪デザイナー専門学

校非常勤講師。

不便から生まれるコミュニケーション

西川功晃｜1963年、京都生まれ。サ・マーシュ

オーナーシェフ。「アンデルセン」「オーボン・

ヴュータン」「ビゴの店」を経て、1996年、荘司

索氏とともに「ブランジェリーコムシノワ」、続い

て「ブランジェリーコムシノワ・アンド・オネストカ

フェ」をオープン。2010年、神戸・北野に「サ・

マーシュ」をオープン。

今津修平｜1978年、大阪市生まれ。株式会

社 MuFF 代表取締役。2000年、神戸芸術

工科大学芸術工学部環境デザイン学科卒

業。2005年、有限会社 MuFFを共同で設

立。2006年、東京建築士会住宅建築賞を受

賞。

北川浩明｜1984年、神戸市生まれ。建築家。

2008年、京都工芸繊維大学大学院修士課

程建築設計学専攻修了。2013年より、服飾デ

ザイナーの内柴有美子とともにKUAVを設立。

主に建築服飾に関わる設計、生産を行ってい

る。

野田 亮｜映像作家。Apartment Film 主

宰。ビジュアルアーツ専門学校卒業。映画、

CM、MV 撮影など活動は多岐にわたる。「光

男の栗」（トリノ国際映画祭出品）、「KOBE li

ve+work」、「AN EYE FOR COMMUNI

TY ｜東京 - 台北社區交往」などの映像制作

に携わっている。

知っているようで知らない野菜のはなし

加古憲元・加古祐樹｜農産物・農産加工品

の販売、卸売業。地元の食材を、旬の時期に

提供し、新たな食の提案あり方の提案を目的

に、2009年に株式会社農産物流通研究所を

設立。「はっぱや神戸野菜ごはん」のブランド

名で、栽培受託、地域活性支援、レストラン事

業等にも携わっている。

坂下丈太郎｜1985年生まれ。カメラマン。デ

ザイン会社勤務を経て、2014年より写真家伊

東俊介氏に師事。2017年より独立し、写真撮

影、映像制作を行う。家族写真や記念写真を

出張撮影する「写真屋じょうちゃん」としても活

動している。

ゴカンノキオク屋 

−飲食店が子どもたちを見守る

寺子屋のようになれる未来−

上野直哉｜1970年、大阪市生まれ。浪速割

烹の礎を築いた上野修三氏の二男として生ま

れる。18歳で京都「菊乃井」村田吉弘氏に師

事し、2004年、神戸市に「玄斎」を開店。兵

庫の在来品種を積極的に取り入れ、自ら産地

に赴き生産者と親交を深めるほか、食育にも力

を注いでいる。

濱部玲美｜関西学院大学社会学部にて児

童福祉を専攻。卒業後、リクルートにてさまざま

なクライアントへのプランニングや制作ディレク

ションを行う。2017年に株式会社 KUUMAを

設立。 「食べたくなるほど愛着のわく間柄を

編集する」を合言葉に、企業や自治体へ、学

びを軸とした課題解決を行うプランニング、プロ

ジェクトやイベント、各種媒体などのコンテンツ

のディレクションを手がけている。

野田 亮／同上

パンじぃ

2015年、「LIFE IS CREATIVE 展」の一環

として開催された「男・本気のパン教室」の修

了生をメンバーとして発足。2015年の1期生は

主にKIITOで開催されるイベントで、2016年

の2期生は東灘区のカフェやすらぎを拠点に、

自慢の腕をふるってパンを提供している。第3

期生がシルバーカレッジにてパン作りを受講中。

出展者略歴
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　神戸元町のミニシアター・元町映画館との連携企

画で、「グレートジャーニー」で知られる探検家・

医師・武蔵野美術大学教授の関野吉晴氏が開講した

ゼミの様子を追ったドキュメンタリー映画『カレー

ライスを一から作る』（2016年、カラー、96分、配

給：ネツゲン）の先行上映と、関野吉晴氏、本映画

の監督・前田亜紀氏、現代美術作家の石塚まこ氏に

よるトークイベントを開催しました。ゼミの内容

は、コメも野菜も香辛料も、タネを入手して栽培・

収穫して、肉も鳥を飼育して屠るところまでを行

う、文字通りカレーライスを「一から」作る、とい

うもの。回を重ねるごとにゼミの参加者が減った

り、鳥がうまく育たなかったり、育てるうちに屠り

たくないと言う学生があらわれたり、さまざまな壁

にぶつかる様子が淡々と映像に収められており、い

のちとは、食べることとは、を考えさせられる映画

です。トークでは、撮影中のエピソードをはじめ、

関野氏がゼミのテーマを「一から作る」にしている

理由や、創作する人、ひいては社会の中で生活して

いる人にとって、何かを「一から作る」ことについ

て知り、実践することの重要さについてなど、さま

ざまな話題が展開されました。カレーライスという

身近なものを切り口に、いのちや社会についての認

識が広がる貴重な機会となりました。

　神戸のまちのリサーチや人々との交流を重点に置

くアーティストを招聘し、KIITOを拠点に滞在制

作を行う「KIITOアーティスト・イン・レジデン

ス」。アーティストの視点で、新たな神戸の発見や

再解釈を行い、作品として可視化します。2017年度

は、神戸出身の現代美術作家・石塚まこ氏を招聘し

ました。春と秋に滞在制作を行い、「つながる食の

デザイン展」の時期に合わせて、同展の会場に隣接

した空間で、展覧会「ちいさな世界を辿ってみる

と」を開催しました。長く海外を拠点に活動を続け

る作家は、「よそ者」「外国人」とされる社会の中

で、自身の背景と現地の文化の間で揺れながら、作

品制作を行ってきました。作品のかたちは視覚芸術

に限らず、随筆や他者との対話や協働の過程を可視

化したプロジェクトなどさまざま。本展でも、食を

コミュニケーションの媒体として用いた過去のプロ

ジェクトや、神戸でのリサーチを反映させたドロー

イングなどを発表しました。KIITO中庭前の大き

な窓に直接描かれた、たくさんのキーワードが書か

れ、それらが網の目のようにつながったマインド

マップのようなドローイングは、まさにアーティス

トならではの想像力を糧に、ちいさな世界から社会

へと窓が開いていく過程やその可能性が示されてい

るようでした。（撮影：大島拓也/左下を除く）

作家に代わり作品の背景などを語るストーリーテラー（物語役）が常駐した。

上映後のトーク風景。左から石塚まこ氏、関野吉晴氏、前田亜紀氏。

1階カフェ奥など、いつもは使われていない空間を展示場所として活用。

©ネツゲン

過去の社会プロジェクトで得た「知恵とレシピ」を「おすそわけ」する展示。

©ネツゲン

ドローイング作品『ちいさな世界を辿ってみると』は、直接窓に描かれた思考の地図。

©ネツゲン
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写真上：片山俊樹　下：坂下丈太郎
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「つながる食のデザイン展　
食べることから、はじまる」 会期中催事一覧

2017年10月6日（金）  19：00−21：00
オープニング・レセプション
ゲスト＝Any Tokyo、田中みゆき
会場＝KIITOホール

2017年10月9日（月・祝）  15：00−16：00
つながる食の連続トーク

「ひとつのパンができたので」
ゲスト＝米山雅彦（PAINDUCE／シェフ）

西山広志（NO ARCHITECTS／建築家）

会場＝ギャラリーA

2017年10月13日（金）  19：00−21：00
つながる食の連続トーク

「不便から生まれる
コミュニケーショントーク」
ゲスト＝西川功晃（サ・マーシュ／シェフ）

今津修平（MuFF）

北川浩明（KUAV／建築家）

会場＝ギャラリーA

2017年10月14日（土）  13：00−16：00
つながる食の連続トーク

「“パンじぃ”がパンをつくりながら、
夢を語る」①
ゲスト＝パンじぃ（2期生）
壷井 豪（ケルン／シェフ）

会場＝ギャラリーA

2017年10月21日（土）  13：00−16：00
つながる食の連続トーク

「“パンじぃ”がパンをつくりながら、
夢を語る」②

ゲスト＝パンじぃ（1期生）
会場＝ギャラリーA

2017年10月22日（日）  15：00−16：30
つながる食の連続トーク

「Experimental Tables 卓上の空論」
ゲスト＝加古拓央（anonyme／シェフ）

上野直哉（玄斎／シェフ）

DESIGN SOIL（デザインコレクティブ）

久慈達也（DML／デザインリサーチャー）

会場＝ギャラリーA

関連企画
2017年10月21日（土）  12：00−14：40
元町映画館 連携企画

『カレーライスを一から作る』
先行上映＋トークイベント
ゲスト＝関野吉晴（探検家／医師／武蔵野美
術大学教授）、前田亜紀（映画監督）

石塚まこ（現代美術作家）

会場＝ギャラリーC

2017年9月30日（土）−10月22日（日）
11：00−19：00
KIITOアーティスト・イン・レジデンス
2017 報告展
石塚まこ『ちいさな世界を辿ってみると』
会場＝館内各所

「ひとつのパンができたので」

「Experimental Tables 卓上の空論」

「不便から生まれるコミュニケーショントーク」

「“パンじぃ”がパンをつくりながら夢を語る」写真：片山俊樹

企画・制作：デザイン・クリエイティブセンター神戸　ディレクション&編集：田中みゆき　アートディレクション&デザイン：大西隆介＋沼本明希子（direction Q）
写真：片山俊樹（クレジットは各ページ参照）、坂下丈太郎（p.14、15、22下）　執筆（掲載順）：田中みゆき、上野真人（株式会社LANDMADE）（p.11）、
佐藤 一（株式会社Zucca）（p.11）、中西健二（株式会社王珠）（p.11）、山本哲士（株式会社ヤマヨ山本商店）（p.11）、和田武大（株式会社デザインヒーロー）（p.12）、
阪口理恵／ことむす（p.13）、米田文隆（p.16）、曽和具之（神戸芸術工科大学）（p.17）、AnyTokyo（p.22）　インタビュー協力：井原一高（神戸大学大学院農学研究科）

　この『つながる食新聞 デザイン版』は、『つながる食

のデザイン展』を振り返り、展覧会というフォーマット

では伝えきれなかった各展示の裏話や出展者の食に対す

る思いを伝えるものとして構成しました。食べる行為の

デザインや材料が食べ物になるまでのプロセスの可視化、

味覚の共有やエネルギーの問題など、本展で扱ったテー

マの幅広さを改めて実感する編集作業となりました。

　今回展覧会の企画にあたり、シェフや酪農家、販売者

などさまざまな立場で食に携わる方々にお話を伺いまし

たが、立場は違えど、皆さん揃っておっしゃっていたの

が、「正解はない」ということでした。素人でも得られ

る情報が増え、それに伴い選択肢も昔とは比較にならな

いほど多様化した現在、全員が納得する唯一の答えはも

はや存在しないとも言えます。そんな中で、消費者がど

のように情報を得て、選択をしているかに皆さん大きな

関心を寄せられていました。以前よりももの作りのプロ

セスやそれに関わる人たちの存在が見えるようになった

ようで、実際にはつながっていないことを指摘される方

も多くいらっしゃいました。

　本当の意味で「つながる」ためには、消費者は与えら

れた選択肢をただ受け取るだけでなく、自らが主体と

なって、その選択肢が本当にすべてなのか、他により良

い方法がないかを探しにいくこと。そうすることで初め

て、数多ある点がつながって見えてくるのではないで

しょうか。そしてその時に大切なのは、情報収集能力や

リテラシー以上に、人が本来持っているはずの、物事に

疑問を持ち考える探究心や、他人を

思い、つながろうとするコミュニケー

ションなのだと思わされました。

田中みゆき
デザインギャラリーやアートセンターで展覧会やパフォーマンス、書籍や
印刷物などの企画に携わる。デザインを装飾や意匠ではなく、社会の課題
や物事の仕組みを整理し伝える手法と捉え、カテゴリーにとらわれないア
ウトプットを展開している。最近は「障害について考えることは世界を新
しく捉え直すこと」をテーマに、さまざまな活動を行う。
http://miyukitanaka.com/

編集後記
田中みゆき（『つながる食のデザイン展』企画協力）

ひと、まち、せかいの、センターになる。

デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）
〒651- 0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1-4
Tel: 078-325-2201   Fax: 078-325-2230
Email: info@kiito.jp

発行元：デザイン・クリエイティブセンター神戸
発行月：2018年3月
©2018 Design and Creative Center Kobe All right reserved.

http://kiito.jp

新たな気づき、新たなつながり。　
加藤 慧（デザイン・クリエイティブセンター神戸）
「食」をテーマにした展覧会、しかし展示コンテンツ
には食べ物はありません。来場者は何か食べられるこ
とを期待してくるのではないか、不安を持ちながらの
開催でした。そんな心配をよそに、来られた方はそれ
ぞれの展示を熱心に見て、料理人や生産者の思いや考
えに触れ、自分なりの食に対する気づきや学びをたく
さん得てくれたようでした。この展示から生まれた新
たなつながりも大切にしていきたいところです。


