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朝倉　敏夫

 

(あ
さ
く
ら
　
と
し
お
)
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領
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学
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学
博
物
館
民
族
社
会
研
究
部
助

教
授

主
要
著
書
◇

『食
は
韓
国
に
あ
り
』
九
八
六
年

弘

文
堂
、
『日
本
の
焼
肉
・韓
国
の
刺
身
』
一九
九
四
年

農
文
協

は
じ
め
に

　
韓
国
の
外
食
は
、
日
本
の
植
民
地
時
代
に
始
ま
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
後
、
一九
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
、
外

食
と
い
え
ば
、
韓
国
料
理
、
中
華
料
理
、
軽
洋
食
、
そ
し

て
日
本
料
理
の
四
つ
と
(
1)、ウ
ド
ン
や
鮫
子
な
ど
小
麦

粉
を
加
工
し
た

「粉
食
」
の
店
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
あ
つ

た
。

　

一九
八
六
年
に
ア
ジ
ア
大
会
、
一九
八
八
年
に
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
ソ
ウ
ル
で
開
催
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
契
機
と

し
て
政
府
も
高
度
の
消
費
文
化
を
鼓
舞
し
、多
く
の

外
資
系
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
入
り
、大
衆
的
な
外
食

が
本
格
化
し
た
。
現
在
、
ソ
ウ
ル
の
街
に
は
、
ハ
ン
バ
ー
ガ

ー
、
フ
ラ
イ
ド
チ
キ
ン
、ピ
ザ
な
ど
の
店
が
た
く
さ
ん
で

き
て
い
る
(2
)。
最
近
は
イ
タ
リ
ア
料
理
が
人
気
を
よ
ん

で
お
り
、
ス
パ
ゲ
テ
ィ
専
門
店
も
生
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
回
転
寿
司
や
日
本
式
の
う
ど
ん
店
も
あ
り
、
日
本

に
あ
る
外
食
店
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
韓
国
に
は
あ
る
。

街
の
看
板
が
ハ
ン
グ
ル
で
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
日
本

の
ど
こ
か
の
街
を
歩
い
て
い
る
の
と
見
間
違
う
ほ
ど
で

79年 にロッテリアが最初に店舗を出し、その後マクドナルド、バーガーキング、ウェンディーズ、ハーディースなどが続 々と登場 。また

ピザも85年 に初めて登場 して以来、ピザハット、ピザインなどが急成長している。ケンタッキーフライドチキンは斗 山グループと組ん

で84年 に初めて店を出して以来、40以上の店舗 を運営、220億 ウォン以上の売り上げを達成している。[孫 ・小倉1991:186]
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　 　特集　国境を越えた日本食

私

が
韓

国
で
初

め
て
カ
レ
ー
に
出

会

っ
た

の
は

一
九

七

九
年

、
ソ
ウ
ル
大

学

の
学

生

食

堂

だ

っ
た

。
ま

だ

ハ
ン
グ

1
カ
レ
ー

ラ
イ

ス

あ

る
。

　

こ
う

し

た

韓

国

の
外

食

の
中

で
、
日
本

食

に
は
次

の

三

つ
が

あ

る
。
一
つ
め
は

、
ウ

ド
ン
、
オ
デ

ン
な

ど

、
植

民

地

時

代

に
入

り

、
日

本

語

が
そ

の
ま

ま

定

着

し

た
食

べ

物

で
あ

る

(3
)
。
ウ
ド

ン
は

か
つ
て
、
き

つ
ね

ウ
ド

ン
、
鍋

や

き

ウ
ド

ン
ぐ

ら

い
し

か
メ

ニ
ュ
ー

が
な

か

っ
た

が
、
最

近

は
メ
ニ
ュ
ー
が

多

様

化

さ

れ
て
き

て
い
る
。
二
つ
め
は

、
韓

国

で
ふ

つ
う

「
日
式

」
と
呼

ば

れ
る

店

で
味

わ
え

る
サ

シ
ミ
や

て
ん
ぷ
ら

な

ど

で
あ

る
。
「
日

式

」
で
出

さ

れ
る

日

本
食

は
、
日
本

の
和
食

の
店

と

ほ
ぼ

同

じ
メ
ニ
ュ
ー
が

用

意

さ

れ

て
い
る
。
最

近

は

日
本

の
和
食

の
店

と

ほ
と

ん
ど

変

わ
ら

な

い
本

格

的

日

本

料

理

が
出

さ
れ

る
店

も

生

ま

れ

て
き

た

が
、
一
般

的

な

「
日
式

」
で
出

さ
れ

る

料

理

は

韓

国

式

に
変

容

し

て
い
る
も

の
も

多

い
(4
)。
そ

し
て
三

つ
め

が
、
ト
ン
カ
ツ
や

オ
ム
ラ
イ

ス
な

ど
、
日
本

の

洋

食

で
あ

る
。

　

本

稿

で
は
こ
れ

ら
日

本

食

の
中

で
、
日
本

で
は

人

気

が
あ

る

の
に
韓

国

で
は
あ

ま

り

受

け

入

れ
ら

れ
て
い
な

い
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
と

牛

丼

に
注

目

し
、
天
の
邪

鬼

な

「
韓

国

の
日
本

食

」
を

報

告

し
よ
う

。

ル
も

よ
く

わ

か
ら

ず

、
学

生

た

ち

の
列

に
並

び
金

属

の

ト
レ
イ

に
受

け

取

っ
た

の
が

、
赤

い
ト

ウ
ガ
ラ
シ

の
粉

が

浮

い
た

黄

色

い
汁

が

か
か

っ
た

も

の
だ

っ
た

。
フ
ィ
ー

ル

ド

・ノ
ー
ト

に
メ
ニ
ュ
ー
を

そ

の
ま
ま

写

し

た
ハ
ン
グ
ル
は

確

か

に
カ

レ
ー
と

書

い
て
あ

る
が
、
と

て
も

カ
レ
ー
ラ
イ

ス
と

は

思

え

な

い
も

の
で
あ

っ
た

。
そ

し

て
、
次

に
食

べ

た

の
が

、
下

宿

で
出

さ

れ

た
ジ

ャ
ガ

イ

モ
と

ニ
ン
ジ
ン
が

は

い
っ
た

ウ
ド

ン
粉

を

と

か

し

た

よ

う

な
黄

色

い
カ

レ

ー
で
、
こ
れ
は

私

が
幼

い
頃

に
食

べ
た
カ

レ
ー
と

よ
く

似

て
い
た

(5
)。

　

当

時

、
韓

国

に
留

学

し

た

日

本

人

留

学

生

の
間

で

よ
く

話

題

に
な

っ
た
の
が
、
「
ど

こ
そ

こ
の
カ
レ
ー
は
お

い

し

い
」
と

い
う

話

だ

っ
た
。
日
本

人

に
と

っ
て
、
な

ぜ
か

ふ

と

食
べ
た

く

な

る
の
が
カ
レ
ー
で
あ

る

の
に
、
韓

国

に
は

そ

う

し

た

日
本

人

の
舌

を

満

足

さ

せ

て
く

れ

る

カ
レ

ー

の
店

が

ほ
と
ん
ど

な

か

っ
た
。
私

よ
り

三

・
四
年

遅

く

ソ
ウ
ル
に
滞

在

し
た

毎

日

新

聞

記

者

の
平

井

も

ま

た
、

「
筆

者

は

一
九

八

三
年

か

ら

八
四

年

に

か
け

て
、
延

世

大

学

の
韓

国

語

学

堂

に
通

い
ま

し

た
。
こ
の
時

は

街

で

カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
店

は
ほ

と
ん
ど

あ

り

ま
せ
ん

で
し

た
。

韓

国

で
は
カ

レ
ー

を

食

べ
な

い
の
か

と

誤

解

し

て
い
る

と

、
下
宿

で
は
よ

く

出

ま

し

た

。
韓

国

で
下

宿

さ

れ
た

方

は
よ

く
ご

存

じ
と

思

い
ま

す

が
、
黄

色

い
、
全

く

辛

く

な

い
カ
レ
ー
で
、
わ
れ
わ

れ
に
は
気

の
抜

け

た

味

で
し

た
」
[平

井
1
9
9
1
:
3
0

]
と
述

べ
て
い
る
。

1 ソウルの各種飲食業種店舗数の変化

中国食 韓食 日式

()内 前年比

洋食

1978

1983

19881993

1,181

3,003(254%)

3,157(105%)

3,994(127%)

2,854

8,357(293%)

14,141(169%)

26,909(190%)

　297

　 566(191%)

1,374(243%)

2,293(167%)

　 646

2,793(432%)

5,882(211%)

9,586(163%)

(韓国飲食業協会　資料)[パ クウン ギョン1992:107]

また、韓国の外食の推移 については、[キム ヨンミ1998]を 参照。

51 平井は 「韓 国式カレーはジャガイモやニンジンなどの野菜がカレーの中で『原型』

を留めていなければなりません。野菜 がルーの中にとけ込んで姿 を消しては人々の

信用を獲得できません」[平井1991'33]と 、韓国のカレーを説明している。

4 「日式」については[拙

著1994]を 参照。

3 韓国の 「のりまき」「うどん」「おでん」

「たくわん」などについては[拙稿1996]

を参照。
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日
本
で
人
気
の
カ
レ
ー
が
、少
な
く
と
も
八
〇
年
代

ま
で
の
韓
国
で
は
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
理
由
と
し
て

は
、
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。
一
つ
は
「あ
る
友
人
は
、
カ

レ
ー
ラ
イ
ス
が
発
達
す
る
の
は
経
済
の
発
展
と
比
例
す

る
と
い
う
説
を
述
べ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
お
い
し
い
カ

レ
ー
に
は
い
ろ
い
ろ
な
香
辛
料
が
必
要
で
、そ
の
た
め
に

は
経
済
発
展
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
す
」
[平
井
1
9
9
1
:
3
4
]

と
い
う
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
経
済
法
則
説
で
あ
る
。
も
う

一

つ
は
「
韓
国
の
新
婚
家
庭
で
初
め
て
の
夫

婦
喧
嘩
が
起

き
る
き
っ
か
け
の
五
〇
%
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
だ
と
い
う

説
が
あ
る
。
(中
略
)
と
こ
ろ
で
軍
隊
の
食
事
は
ど
の
国

で
も
同
じ
で
、
な
る
べ
く
安
上
が
り
に
、
手
抜
き
で
済

ま
そ
う
と
す
る
か
ら
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
登
場
率
は
高
く

な
る
。
お
国
の
た
め
と
は
い
い
な
が
ら
三
〇
カ
月
間
を

し
ご
き
抜
か
れ
て
満
期
除
隊
し
、や
っ
と
新
世
帯
を
持

っ
た
と
た
ん
に
食
卓
に
黄
色
い
飯
が
現
れ
た
の
で
は
、
新

妻
の
顔
が
、
さ
よ
な
ら
し
た
は
ず
の
鬼
軍
曹
の
面
影
と

ダ
ブ
っ
て
く
る
と
い
う
亭
主
の
言
い
分
は
よ
く
わ
か
る
。

注
意
し
て
な
が
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
絶
無
と

断
言
は
し
な
い
も
の
の
、
そ
う
い
え
ば
日
本
の
よ
う
に
カ

レ
ー
専
門
店
と
い
う
看
板
を
街
で
見
か
け
た
記
憶
は

な
い
」
[吉
岡
1
9
8
9
:
1
4

]
と
あ
る
よ
う
に
、
カ
レ
ー
が
軍

隊
食
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
(6
)。

　

と
も
あ
れ
八
〇
年
代
ま
で
は
、韓
国
の
外
食
で
は
カ

レ
ー
の
店
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
は
事

実
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が

「
こ
れ
ま

で
は
ソ
ウ
ル
は
カ
レ
ー
不

毛

の
地

で
し

た

が
、
最

近

に
な

り

顕
著

な
変

化

が
生

ま

れ
て
い
ま

す

。

様

々
な

ス
タ
イ

ル
の
カ

レ
ー
専

門

店

の
誕

生

で
す

」
[平

井
1
9
9
1
:
3
2
-
3

]
と

、
九

〇
年

代

に
な

っ
て
韓

国

の
カ
レ

ー
事

情

が
変

化

し
た

と

報

告

し

て
い
る

(7
)
。

　

し

か

し
、
現

在

で
も

韓

国

の
外

食

の
中

で
カ
レ
ー

の

占

め
る

位

置

は

、
日
本

と

比
べ
も

の
に

な

ら
な

い
く

ら

い
低

い
。
韓

国

で
カ
レ
ー
が

流

行

ら

な

い
理

由

は

い
く

つ

か
考

え

ら

れ
る

が
、
日

本

で
な

ぜ

そ

ん
な

に
カ

レ
ー

が

人

気

が
あ

る

の
か
か

ら
考

え

て
み

た
。

　

日

本

で
の
カ
レ
ー
人

気

を

考

え

る
と

、
一
つ
は

カ
レ
ー

が
キ

ャ
ン
プ

な
ど

野

外

料

理

の
定

番

で
あ

る

こ
と

に
気

づ

く

。
一
方

韓

国

で
野

外

で
の
食

事

と

い
え

ば

キ

ム
チ

チ
ゲ

だ
。
肉

や
缶

詰

の
魚

を

加

え

れ
ば

も

つ
と
美

味

し

く

な

る
が

、
キ
ム
チ
と

鍋

さ

え

あ

れ

ば

キ
ム
チ
チ
ゲ

が

で
き

る
。
『カ
レ
ー
ラ
イ
ス
と

日

本

人
』
に
お

い
て

「
何

で

も

カ
レ
ー

粉

を

入

れ
れ
ば

カ
レ
ー
に
な

っ
て
し
ま

う

が
、

カ

レ
ー
に
何

を

い
れ

て
も

カ
レ
ー
の
ま

ま

で
あ

る
。
カ
レ

ー
は
増
殖

す

る
こ
と

が
で
き
た

の
だ

」
[森
枝
1
9
8
9
:
2
1
9

]

と
述

べ
た
森

枝

の
言

で
、
韓

国

で
は

「
カ
レ
ー
」
を

「
キ

ム

チ
」
に
お

き

か
え

て
も

通

じ

る
も

の
が

あ

る
。

　

そ
れ

か
ら

日
本

で
は
カ
レ
ー
が
家

庭

で
も

男

の
料

理

の
定

番

と

な

っ
て
い
る
点

だ

。
男

の
料

理

に
よ

っ
て
カ
レ

ー
の
味

へ
の
さ

ま
ざ

な

挑

戦

が

な

さ
れ

る
。
一
方

、
韓

国

で
は

男

子

が

厨

房

に
入

る
こ
と

を

い
さ

ぎ

よ

し

と

し

日本式 カレーの店 とカレー

7 平井 は、様々なスタイルのカレー専門店の誕 生として、韓

国式カレー、インドカレー、日韓折衷派 カレー、純 日本 資本

の韓国式カレーの4タ イプを紹介 している[平 井1991:33-

34]。 しかし、筆者の知 る限り、純日本資本の韓国式カレー

として紹介された店は、その場所に今 はない。

6 90年 代のカレー事情の変化を平井は「カレーの専門店発生といった韓国の最近 の現象は軍

隊文化 の中 にあった 『カレー』を、一般社会 の中に引っ張り出そうという動きかも知れません。

最近のソウルのカレー専 門店 では若いカップルが多いのが特徴です。この面では韓国でカレ

ー専門店 が生まれ始めたというのは韓 国が軍隊文化から脱却しつつある証 拠かもしれません。

民主化はある意味では経済的発展と不可 分です」[平井1991:37]と 解 説している。
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　特集　国境を越えた日本食

な

い
。
そ

の
う

え

前

述

し
た

よ

う

に
カ
レ
ー

が
軍

隊

を

連

想

さ

せ
る
と

あ

れ
ば
、
男

が
台

所

に
た

っ
て
カ
レ
ー
を

作

る
姿

は
望

め
な

い
。
そ

こ
に

は
カ

レ
ー

の
発

展

は
望

む
べ
く

も

な

い
。

2牛
丼

　

ソ
ウ
ル
の
鐘

路

二
街

は
、
学

生

の
街

で
あ

る
。
表

通

り

を

一
本

入

っ
た
道

に
は

さ
ま

ざ

ま

な
種

類

の
外

食

店

が

並

び

、
表

通

り

に
は
Y

M
C
A

や
書

店

、
コ
ン
ビ

ニ
な

ど

が

あ

る
。
そ

の
通

り

に
日
本

に
も

多

く

出

店

し
て
い
る

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
と

フ
ラ
イ
ド

チ
キ
ン
の
店

が
あ

る
。
そ

の
二

店

の
間

に
、
一
九

九

七

年

九

月

に

ソ
ウ
ル
に
行

っ
た

時

は

気
づ
か

な
か

っ
た

の
だ

が
、
一
九
九

八
年

二
月

に
牛

丼

屋

が

で
き

て
い
る

の
を

み
つ
け

た
。
早

速

、
好

奇

心

か
ら

店

に
は

い
っ
て
み
た

(8
)。
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
や

フ
ラ
イ

ド
チ

キ
ン

な

ど

の
店

と

同

じ
よ

う

に
、
一
階

の
カ
ウ
ン
タ
ー
で
注

文

を

す

る
。
メ
ニ
ュ
ー
は

ハ
ン
グ
ル
で
ソ
コ
ギ
ト

ッ
パ
プ

(英

語

で
B
e
e
f
 
B
o
w
l

)
と
書

か

れ

た
牛

丼

、
タ
ッ
コ
ギ

ト

ッ
パ
プ

((
C
h
i
c
k
e
n
 
B
p
w
l

)
と

書

か

れ
た

鶏

の
て
り

や
き

丼

、
コ

ン
ボ

ト

ッ
パ
プ

(
C
o
m
b
o
 
B
o
w
l

)
と

書

か

れ

た
牛

丼

と

鶏

の
て
り

や
き

丼

を

組

み
合

わ
せ

た
も

の
の
三

種

類

で
、

牛

丼

と
鶏

の
て
り

や

き

丼

に
は

R

(並

)
と

L

(大

)
が

あ

る
。
セ
ッ
ト

メ
ニ
ュ
ー
も

あ

り

、
丼

も

の
と

キ
ム
チ

に
加

え

、
味

噌

汁

か

コ
ー
ラ
の
ど
ち

ら

か
選

択

し

て
つ
い
て
く

る
。
こ
の
ほ
か

メ
ニ
ュ
ー
に
は
、
い
く

つ
か

の
サ

ラ
ダ
、
デ
ザ

ー
ト

、
飲

物

類

が

あ

る

。
注

文

し

た

も

の
を

ト

レ
イ

の

上

に

の
せ
、
二
階

に
あ

が

る
。
水

と

紅

シ
ョ
ウ
ガ

は
セ
ル

フ
サ
ー
ビ

ス
で
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
粉

と
醤

油

も

好

み

で
使

え

る
よ

う

台

の
上

に
お

か
れ

て
い
た

。
店

内

は
明

る
く

、

お

客

は

一
人

で
食

べ
に

き

た

学

生

ら

し

き

若

者

た

ち

が
多

か

っ
た

。
私

は
、
テ
ー
ブ
ル
の
上

に
お

か

れ
た

メ
ニ
ュ

ー
に
書

か

れ
た

文

字

に
苦

笑

し
た

。
そ

こ
に

は

「
美

味

し

く

召

し

あ

が

る
に
は
、
混

ぜ

て
食

べ
な

い
で
下

さ

い
」

と
あ

っ
た

。

　

さ

て
、
一
九

九

八
年

七

月

に

ソ
ウ
ル
に
行

く

と

、
こ

の

牛

丼

屋

が
な

く

な

っ
て
、
「
饅

頭

(鮫

子

や
肉

饅

頭

)

屋

」
に
な

っ
て
い
た

。
こ

の
牛

丼

屋

は

「
九

六

年

に
第

一

店

が

オ
ー
プ

ン
。
採

算

ベ
ー

ス
に
乗

る
三

五

店

舗

を

目

指
し
た
が
、
鐘
路
二
街
、
江
南
、
新

村
、
藍
原
の
四
店
舗
を
作
っ
た
だ

け
で
力
尽
き
、
現
在
は
な
い
。
吉

野
屋
以
外
の
日
本
牛
丼
チ
ェ
ー
ン

も
韓
国
進
出
を
計
画
し
て
い
た
が
、

経
済
危
機
に
よ
っ
て
中
止
に
」
[米

澤
1
9
9
8
:
7
1
]

と
、
韓
国
か
ら
撤

退
し
た
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
日
本
文
化
を
評

価
す
る
韓
国
の
新
世
代
の
オ
ピ
ニ

オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
、
金
智
龍
は

吉野屋 のメニュー

「美味しく召しあがるには、混ぜて食べないで下さい」

と書かれている。

8 　 1996年4月 から98年3月 までソウルで駐在生活を送った富山県公務員の米澤浩

太郎は、97年1月25日 の日記に牛丼屋に入ったことを次のように記述している。

　 「江 南はソウルではいわゆる若者の街と言うことになっており、おしゃれな喫茶店

がたくさんある。問題の吉野家は待 ち合わせのメッカになっているニューヨークベー

カリーというパン屋 の横 のビルの2階 にある。店 内は日本とは違い、こぎれいで、注

文 もファストフード風にカウンターに行って牛丼をもらい、それをテーブルに運んで食

べるというものである。客層はやはり若く、デートの途中とおぼしきカップルもいる。

少なくとも日本のイメージではない。

　私は、牛丼の大盛 りセット(ビープボルセッという)を頼んだ。これは牛丼の大盛り

にキムチと飲み物(ソ フトドリンクか味噌汁という大胆な二者選択)の セット。私はも

ちろん味噌 汁にする。味は、日本 の吉野屋と変わらない。味噌汁も日本の吉野屋の

味である。紅しょうがや、七味はまとめてごみ箱 の上(マ ックなんかで、食べ終わった

後 にお盆 を置くところである)に おいてあるので、そこでとってテーブルに着く。食べ

終わったらどうするのかがよく分からなかったが、結局ごみ箱の上に載 せていけばい

いようだ」[米澤1998:71]
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「た
と
え
ば
ミ
ー
ト
ボ
ー
ル
。
こ
れ
は
日
本
の
『牛
丼
』

の
韓
国
版
だ
。
某
財
閥
グ
ル
ー
プ
が
高
い
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ

を
払
っ
て
日
本
か
ら
輸
入
し
た
が
、
韓
国
で
は
大
失
敗

し
た
。
日
本
の
牛
肉
ど
ん
ぶ
り
、
す
な
わ
ち

『牛
丼
』
に

人
が
集
ま
る
の
は
、そ
れ
が
美
味
し
い
か
ら
で
は
な
く

安
い
食
べ
物
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
を
韓
国
で
は
か
な

り
高
い
値
段
を
つ
け
て
い
た
。
ま
た
な
ぜ
ゴ
イ
ヤ
リ
テ
ィ

ま
で
払
っ
て
『吉
野
屋
』
の
看
板
を
輸
入
し
た
の
か
も

疑
問
だ
。
『吉
野
屋
』
と
聞
い
て
ピ
ン
と
く
る
韓
国
人

な

ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と

い
う

の
に
」
[金

智
龍

1
9
9
8
:
2
1
0
-
1
]

と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
経
済
的
理
由
と
は
別
に
、
食
習
慣
の
視

点
か
ら
理
由
を
見
つ
け
れ
ば
「丼
ぶ
り
物
」
に
対
す
る

日
本
と
韓
国
の
感
覚
の
違
い
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
韓
国

に
も

「ド
ッ
パ
プ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
「日
式
」
の
店

で
は
、
「フ
エ
ド
ッ
パ
プ
(刺
身
丼
)
」
「ソ
コ
ギ
ド
ッ
パ
プ
(牛

丼
)
」
と
い
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
が
な
く
は
な
い
が
、
丼
ぶ
り
物

は

一
般
的
で
は
な
い
。
日
本
の
丼
ぶ
り
物

と
は
食
器
の

素
材
も
違
う
し
、
韓
国
で
は
店
屋
物
で
済
ま
そ
う
と

い
う
時
、
配
達
さ
れ
る
の
は
中
華
料
理

に
限
ら
れ
て
い

た
。

　

ま
た
、韓
国
で
は
丼
ぶ
り
物
に
代
わ
る
ア
ラ
カ
ル
ト

に
「ビ
ビ
ン
パ
」
や
「ク
ッ
パ
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て

混
ぜ
て
食
べ
る
。
日
本
の
丼
ぶ
り
物
の
食
べ
方
が
、
具
の

味
、
具
と
御
飯
の
調
和
の
味
、
そ
し
て
御
飯
の
味
と
、嗜

　

こ
の
ほ
か

韓

国

で
食

べ
ら
れ

な

い
日

本

食

に
、
ラ
ー
メ

ン
が
あ

る

。
韓

国

で

「
ラ
ー
ミ
ョ
ン
」
と

呼

ば

れ
る
イ

ン
ス

タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
消

費

は
世

界

一
で
あ

る
が
、
「
ラ
ー
メ

ン
専

門

店

」
は

ほ
と
ん
ど

み
か
け

な

い
(9
)
。

　

ま

た
、
ソ
ー

ス
焼

き

ソ
バ
、
お
好

み
焼

き

な

ど

ソ
ー

ス

味

の
食

べ
物

も

韓

国

で
は
ほ

と
ん
ど

み
ら
れ

な

い
。
ト

ン

カ
ツ
も

日

本

的

な

ト
ン
カ
ツ
店

が

で
き

る
以

前

は
、
ブ
ラ

ウ
ン
ソ
ー
ス
を

か

け

て
食

べ
る
も

の
で
あ

っ
た

し
、
い
わ

ゆ

る

お
肉

屋

さ
ん

の
コ
ロ
ッ
ケ
も

な

い
(
1
0
)。

　

『
と
ん

か
つ
の
誕

生

』
の
著

者

、
岡

田
哲

は

「
海

外

で

ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
な

っ
た

り

、
体

調

を
崩

し

た
り

す

る
と
、

と
ん
か

つ
・カ
レ
ー
ラ
イ

ス
・コ
ロ
ッ
ケ

と

い
う

日

本

の

『
三

大

洋

食

』
が
食

べ
た

く

な

る
と

い
う

。
日

本

の
洋

食

に

は
、
明

治

以

来

の
先

人

た

ち

の
努

力

と

執

念

の
こ
も

っ

た

不

思

議

な

魔

力

が

秘

め

ら

れ
て
い
る

に
違

い
な

い
」

お
わ
り

に

好
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
味
を
楽
し
む
と
こ
ろ
に
あ
る

と
す
れ
ば
、匙
で
か
き
混
ぜ

一律
の
味
に
し
て
し
ま
っ
て

は
い
け
な
い
。
私
は
あ
の
メ
ニ
ュ
ー
に
書
か
れ
た
文
字
を

想
い
だ
し
た
。
韓
国
で
の
「
混
ぜ
て
食
べ
る
」
習
慣
に
挑

戦
す
る
か
の
よ
う
に
、
あ
え
て
「混
ぜ
て
食
べ
な
い
で
下

さ
い
」
と
う
ち
だ
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
は
か
な
い
抵
抗

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

"ソコギトッパプ"(牛 丼)

10 パン屋にコロッケパンがあるが、コロッケをはさんだパンで

はなく、パン自体を揚 げたものである。

9 「ラーミョン」については[拙 稿1996:74-5]を 参照されたい。
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　特集　国境を越えた日本食
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焼
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韓
国
の
刺
身
』
農
文
協

朝
倉

　
敏
夫

　
1
9
9
6
「
日
韓
の
食
文
化
比
較
に
つ
い
て
」
『
季
刊
ヴ
ェ
ス
タ
』
2
5
:
6
8
-
7
5

岡
田
　
哲
　
2
0
0
0『と
ん
か
つ
の
誕
生
』
講
談
社

選
書
メ
チ
エ

金
　

智
龍
　
1
9
9
8『私
は
韓
国
人
。
で
も
日
本
文
化
が
ス
キ
だ
!
』
ザ
・マ
サ
ダ

キ
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ヨ
ン
ミ
　
1
9
9
8「外
食
文
化

の
自
画
像
」
韓

国
歴
史
研
究
会

編

『我
々
は
こ
の
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〇
年
間
ど
の
よ
う

に
暮
ら
し
た
か
』
1
:
1
7
0
-
1
8
5

歴
史
批
評
社

孫
恵

民
・小
倉
紀
蔵

　
1
9
9
1『東

京
・ソ
ウ
ル
物
語
』
電
通

パ
ク

ウ
ン
ギ
ョ
ン
　
1
9
9
2
「
中
国
飲
食
の
歴
史
的
意
味
」
『
韓
国
文
化
人
類
学
』
2
6
…
9
5
-
1
1
6

平
井
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志
　
1
9
9
1「韓
国
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
事
情
」
『現
代
コ
リ
ア
』
3
1
0
:
3
0
-
3
7

森
枝

　
卓
士
　
1
9
8
9『カ
レ
ー
ラ
イ
ス
と
日
本
人
』
講
談
社
現
代
新
書

吉
岡
　
忠
雄
　
1
9
8
9「カ
レ
ー
ラ
イ
ス
」
『現
代
コ
リ
ア
』
P旨

」
や
賦

米
澤
浩
太
郎
　
1
9
9
8『ソ
ウ
ル
駐
在

コ
ン
ド
レ
マ
ン
ド
レ
日
記
』
双
葉
社

参
考
文
献

[岡

田

P
O
O
g
O
]
と
述

べ
て
い
る
が
、
現

代

の

「
日
本

食

」

は

、
本

家

本

元

の
料

理

を

ア
レ
ン
ジ

し

、
日
本

化

し

た

も

の
な

の
か

も

知

れ
な

い
。

　

は

た

し

て
韓

国

に
長

く

生

活

す

る

日

本

人

に

と

っ

て
は
、
こ
れ
ら

韓

国

で
は
な

か
な

か
食

べ
ら

れ
な

い
カ

レ

ー

ラ
イ

ス
、
牛

丼

、
そ
し

て
ラ
ー

メ
ン
、
コ
ロ
ッ
ケ

が
、
彼

ら

の
「
日
本

食

」
に
な

っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う

か
。

　

先

に
韓

国

の
日

本

食

を

三

つ
に
大

別

し

た
が

、
前

二

者

は
植

民

地

時

代

以

降

す

で
に

一
世

紀

に

な

ろ
う

と

し
、
韓

国

社

会

に
定

着

し

て
い
る
。
こ
れ
に
対

し

、
三

つ

目

の
日

本

の
洋

食

は
、
オ
ム
ラ
イ

ス
の
よ

う

に

定

着

し

て
い
る
も

の
も

あ

る
が

、
カ
レ
ー
ラ
イ

ス
や
ト

ン
カ
ツ
、
コ

ロ
ッ
ケ
は

そ
れ

ほ
ど
受

容

さ

れ
て
い
な
い
。
そ

れ
は

日

本

の
洋

食

が

、
一
度

「
日

本

化

」
と
い
う

変

容

を

経

た

も

の
で
あ

り

、
「
韓

国

化

」
が
む

ず

か

し

い
か
ら

な

の
だ

ろ

う

か
。
ま

た
、
こ
れ

ら
日

本

の
洋

食

と

と

も

に
、
牛

丼

の

よ
う

に
日

本

で
最

近

流

行

し

て
い
る

食
べ
物

も

、
は
じ

め

は
受

容

さ

れ
に
く

く

て
も

、
時

間

の
経

過

と

と

も

に

受

容

さ
れ

て
い
く

の
だ

ろ
う

か

。
今

回

例

と

し
て
あ

げ

た
カ
レ
!
ラ
イ

ス
や
牛

丼

な

ど
が

、
今

後

韓

国

社

会

に

受

容

・定

着

し
て
い
く

の
か
、
そ
う

で
あ
れ
ば

ど

の
よ
う

に
変

容

し

て
い
く

の
か
、
注

目

し

て
ゆ

き

た
い
。

"フェド
ッパ プ"(刺 身丼)
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