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特集　食の名言・名句― 伝統と創造―

韓
国
-

漢
字
語
に
み
る

中
国
大
伝
統

の
継
承
様
式

朝
倉
　
敏
夫

は
じ
め

に

　
東

ア
ジ

ア
の
中
国
周
辺

で
は
、
程
度

の
差

こ
そ
あ

れ
い
ず

れ
も
中
華
文

明

の
さ
ま
ざ
ま
な
大
伝
統

(都
市
を
基
盤
と
す
る

エ
リ
ー
ト
の
文
化
的
伝

統
)

の
影
響
を
受
け
て
き
た
。
漢
字
や
暦
法
、
儒
教

や
漢
訳
仏
教
、
陰
陽

道
、
道
教
な
ど

の
受
容
と
土
着
化

の
過
程
は
、
こ
れ
ら

の
社
会
に
お
け

る

民
族
間
関
係
や
国
家

の
形
成

・
展
開
に
深
く
関
わ

っ
て
き
た
。

　
そ
れ
ら

の
中

で
朝
鮮

の
歴
代
王
朝
は

、
小
中
華
を
自
認
し
、
国
を
あ
げ

て
中
国
の
大
伝
統
を
積
極
的
に
受
容

し

て
き
た
。

こ
と
に
李
朝
時
代
に
は
、

中
国

の
大
伝
統
を
国
学

・
国
教
と
し
て
公
認
し
、
こ
れ
を
積
極
的
に
普
及

さ
せ

る
こ
と

に
努
め
、

や
や
も
す
れ
ば
中
国

の
王
朝
よ
り
も
中
国

の
大
伝

統
、
な
か
で
も
儒
教
を
遵
守
し
た
と

い
え

る
。
(
1
)

　
本
稿
で
は
、
現
代

の
韓
国
社
会
に
お

い
て
よ
く
見
ら
れ
る
食
に
ま

つ
わ

る
漢
字
語
ー
そ
れ
ら
は
伝
承
さ
れ

て
き

た
も

の
だ
け

で
な
く
、
近
年
作
ら

れ
た
も

の
も
あ
る
が
、
今
後
伝
承
さ

れ
る
か
も
し
れ
ず
ー
を
と
り
あ
げ
、

中
国

の
大
伝
統

の
受
容
と

い
う
側
面
か

ら
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
伝
承
さ

れ
て
い
る
か
、
現
代
韓
国
社
会

の
状
況
を
垣
間
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
(2
)

一
、
薬

食

同

源

　
日
本

で
は
医
食
同
源
と

い
わ
れ
る
が
、
韓
国

で
は

「薬
食
同
源
」
と

い

う
言
葉
が

一
般
の
人
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

(3
)
韓
国
食
文
化

の
基

本
的

テ
キ

ス
ト

の

一
つ
で
あ
る
李
盛
雨

の

『韓

国
料
理
文
化
史
」

に
も

「
薬
食
同
源
」

の
項
が
あ
る
。
「最
古

の
医
書

の

一
つ
、
『神
農
本
草
経
」

の

内
容
を
見
て
み
よ
う
。

(中
略
)
ふ
だ
ん
食

べ
る
食
品
そ

の
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
が
医
書

の
中

で
中
薬

・
下
薬
と
並
ん
で
薬
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と
は
、
食
物
と
薬
は
分
け
ら
れ
な

い
薬
食

同
源

で
あ
り
、
神
農
氏

は
薬

の
神
と
農
業

の
神
を
兼
ね
て

い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
食

物
そ
の
も

の
を
上
薬
と
見

る
の
は
漢
方
医
学

の
基
本
原
理
で
あ
り
、
中
国

の
こ
と
わ
ざ

に

『薬
補
不
如
食
補
、
饌

補
万
補
不
如
食
補

(薬
を
浴
び

る

ほ
ど
飲
ん
で
も
良

い
食
事

に
は
及
ば
な

い
)
』
と

い
う

の
が
あ

る
の
も
当
然

と

い
え
る
」

(李
盛
雨
　

一
九
九
九

"
六
九
-七
〇
)
と
あ
る
。

　
こ
の
中
国
で
生
ま
れ
た
薬
食

同
源

の
考
え
方
が
、
そ

の
ま
ま
韓
国
人

に

も
広
く
浸
透

し
て

い
る
が
、
彼

ら
の
間

で
は
、
「
身
体
に
よ

い
も

の
」
と

「美
味
し

い
も

の
」
が
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
に
見
え
る
。
韓
国

洒の こと わざ

神は 三位 一体が お好き …酒 を三杯 勧 め る時に こ う言 う。三 は好 んで使 わ れる神 聖数(ロ シア)
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で
は
、

「薬
水
」

「薬
酒
」
「
薬
飯
」
「
薬
果
」

な
ど
、
食
に
関
し
て

「薬
」

の
字
が
多
く
使
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
す

べ
て
美
味
し

い
も

の
を
指
し
、
味

付
け
の
た
め
に
作
ら
れ
る
調
味
料
の
ヤ

ン
ニ
ョ
ム
に
は

「
薬
念
」

の
漢
字

が
あ

て
ら
れ
る
。
ま
た
、
「五
味

五
色
」

の
素
材
を
使

っ
た
韓
国

の
伝
統
料

理
は
、
現
代
の
健
康
医
学
に
も
か
な

っ
て
い
る
。

　
漢
方
薬
を
基
礎
と
し
た
滋
養
強
壮
剤

、
栄
養
剤
、
疲
労
回
復
剤
、
は
て

は
二
日
酔

い
防
止
剤
ま
で
、
韓
国
で
は

あ
ま
た

の
種
類

の

「補
薬
」
が
売

ら
れ
て
い
る
が
、
食

に
勝
る
補
薬
な
し

で
あ
る
。

　
「補
身
」
と

い
う
言
葉
も
、
こ
れ
に
通

じ
る
。
栄
養
豊
富
な
食

べ
物
を
食

べ
た
り

、
強
壮
剤
を
飲
ん
だ
り
し
て
体

力
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
を

い
う
。

ソ
ウ
ル

・
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
、
今

回
の
サ

ッ
カ
ー

・
ワ
ー
ル
ド
カ

ッ
プ
大
会

で
も
動
物
愛
護
団
体
か
ら
や
り
玉
に
あ

が

っ
た
韓
国

の
犬
食

で
あ

る
が
、

こ
の
犬
料

理
の

一
つ
に

「
補
身
湯
」

が
あ

る
。

こ
の
補
身
湯

(狗
醤
汁
)

は
、
李
朝
末
期

に
書
か
れ
た

『東
国
歳
時
記
』
や

『洌
陽
歳
時
記
』
に
夏

の

「節
食
」
と
し

て
記
録
さ
れ
て

い
る

。
「以
熱
治
熱
」
、
す
な
わ
ち
熱

い

犬
肉

の
ス
ー
プ
を
食
す
こ
と

で
暑
さ
に
疲

れ
虚
弱
に
な

っ
た
身
体
を
快
復

さ
せ
て
く
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
健
康
を
大
切

に
す
る
韓
国

人
で
あ

っ
た
が
、
現
代

の
韓
国
社

会
は
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
り
、
健
康
信

仰
に
浸

っ
て
い
る
。
「韓
国
人
は
健

康

の
た
め
な
ら
死
ん

で
も

よ
い
と
考
え

て
い
る
」
と

い
う
が
、
そ
れ
も
あ

な
が
ち
わ
か
ら
ぬ
冗
談

で
は
な

い
。

二
、
身
土
不

ニ

　

ソ
ウ
ル
の
中
心
街

に
あ
る
韓
国
農
協

中
央
会

の
ビ

ル
に
、

一
九
八
九
年

チシャの箱に書かれた身土不二(し んどふじ)の文字

の
秋
、
「身
土
不
ニ
ー-
(し
ん
ど
ふ
じ
)
」
と
書
か
れ
た
垂
れ
幕
が
か
け
ら
れ

た
。
農
協
が
仕
掛

け
た
農
産
物

の
自
由
化

阻
止

の
ス
ロ
ー
ガ

ン
で
あ
り
、

国
産
農
産
物
愛
用
運
動

の
合

い
言
葉
に
し
た

い
と

い
う
願
望
を
こ
め
た
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
農
協
は

「身
土
不

二
」
を
化
粧
箱

の
ロ
ゴ

マ
ー
ク

と
し
た
た
め
、
こ
の
文
字

が
青
果
店

や
ス
ー
パ
ー
の
店
頭
な
ど
、
全
国

の

い
た
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
よ
う
な

っ
た
。

　
山
下
惣

一
は
、
日
本
、
中
国
、
韓
国

で
の
身
土
不
二
を
探
求
し
た
著
に

お
い
て
、

「
『体
と
土
と
は

一
つ
で
あ
る
』
と
し
、
人
間
が
足

で
歩
け
る
身

近
な
と
こ
ろ

(三
里
四
方

、
四
里
四
方
)

で
育

っ
た
も

の
を
食

べ
、
生
活

す
る
の
が
よ
い
と
す
る
考
え
方
。

(中
略
)
文
献
と
し

て
最
初
に
登
場
す
る

の
が
、
中
国

の
仏
教
書

『盧
山
蓮
宗
寳
鑑
』
(
=
二
〇
五
年
、
普
度
法
師
編
)

と

い
わ
れ
る
」

(山
下
　

一
九
九
八

"
一
)
と
解
説
す
る
。

　
韓
国
で
は
農
協

の
キ

ャ
ン
ペ
ー

ン
が
始
ま

っ
た
後
、
ぺ

・
イ
ル
ポ
と

い

う
歌
手

に
よ
り

「身
土
不
二
」
と

い
う
歌
が
ヒ

ッ
ト
チ

ャ
ー
ト

の
上
位
を

酒の酉のことわざ

酸 っ ぱ い ワ イ ン でも 楽 しい心 … 気心知 れ た仲 間 が集 ま る時 は、 いい 洒 や ご ち そ うが な くても 。(マ ケ ドニア)
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特集　食の名言・名句―伝統と創造―

キ
ー
プ
し
た
。
ま
た
、
崔
鎮
浩
著

『身

土
不

二
」

(
一
九
九
四
年
、
教
文
社

邦
訳

"
た
ま

い
ら
ぼ
出
版
、

一
九
九
七
年
)
と

い
う
本
も
出
さ
れ
た
。
そ

し
て
さ
ら
に
、
「身
土
不
二
」
運
動

に
手
応
え
を
感
じ
た
農
協
は
、
ガ

ッ
ト

合
意

の
翌
九
四
年

に

「
農
都
不
二
」
と
な

る
造
語
を
考
案

し
た
。
農
村
と

都
市
は
二
つ
で
は
な

い
、

一
体
だ
と

い
う
意
味

で
あ
る
。

　
そ
れ
ま
で
は

「
上
等
舶
来
」

の
意
識

が
根
強
く
あ

っ
た
韓
国
社
会

に
お

い
て
、
「身
土
不
二
」
運
動
は
、

こ
の
意
識
を
変
え
る
こ
と
に
貢
献
し
、
大

き
な
成
果
が
あ

っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

三
、
飲
食

宮
合

　
「
飲
食
宮
合
」
は
劉
太
鐘
氏
の
造
語

で
あ

る
。
劉
太
鐘
氏
は
、
高
麗
大
学

食
品
工
学
科
教
授
と
し

て
韓
国
内

の
ワ
イ
ド
シ

ョ
ー
T
V
番
組
に
多
数
出

演
し
、
食
物

に
関
し
て
の
視
聴
者

の
質

問

に
な
ん
で
も
答
え

る
先
生
と
し

て
有
名
で
あ
る
。
『飲
食
族
譜
』

『食
品
東
医
宝
鑑
』
な
ど
多
数

の
著
書
が

あ

る
が
、
そ
の
う
ち

の

一
冊

『飲
食
宮

合
』
は
、

一
九
九
二
年

一
〇
月
発

刊
以
来
第

一
版
が
十
九
刷
、
そ
の
後

の
増
補
版
が
九
五
年

五
月
ま
で
で
八

刷
を
数
え
、
五
十
万
部
に
及
ぶ

ロ
ン
グ

セ
ラ
ー
に
な

っ
て

い
る
。
ま
た
、

九
八
年

に
は

『再
び
書
く
飲
食
宮
合
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
韓

国
に
は
昔
か
ら

一
緒

に
食

べ
合

わ
せ

る
と
害

に
な
る
も

の
に
対
し

「相
剋
食
」
と

い
う
言
葉
が
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
食

べ
合
わ
せ
に
は
、
李
朝

時
代

の

『閨
閤
叢
書
』

『林
園
十
六
志
』

『東
医
寳
鑑
』
を
は
じ
め
と
す

る

医
学
書
に
書
か
れ
た
も

の
、
庶
民

の
問

で
信
じ
ら
れ
て
き
た
も

の
が
あ

っ

た

(
4
)
。

　

こ
の
相
剋
食

に
加
え
現
代
的
な
食
品

を
科
学
的
な
知
識
に
よ

っ
て
、
「食

べ
る
よ
ろ
こ
び
と
と
も
に
、
頭
を

つ
か

っ
て
よ
く
組

み
合
わ
せ
、
相
性

よ

く
食

べ
れ
ば
健
康
に
も
よ
く
、

一
石
二
鳥

の
効
果
を
得
る
の
で
は
な

い
か
」

(劉
太
鐘
　

一
九
九
六

二
ニ
ー四
)
と
本
書
は
刊
行
さ
れ
た
。
韓
国

で
は
新

郎
新
婦

の

「
四
柱

(生
年
月
日
時
)
」
か
ら
相
性
を
み
る
こ
と
を

「宮
合
」

と

い
う
が
、
こ
の
日
常
語
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
、
親

し
み
深

い
言
葉
で
あ

る
宮
合
を
タ
イ
ト

ル
に
し
た
こ
と

が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な

っ
た
要
因
と
著

者
は
述
べ
る
。

　
学
問

の
進
歩

に
よ

っ
て
食
品

の
成
分
が
科
学
的
に
明
ら
か
に
な
り
、
健

康
を
維
持
し
て

い
く
た
め
に
必
要
な
栄
養
成
分

の
特
性
も
よ
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
食
生
活

の
変
化
は
頭
を
使

っ
て
食

べ
る
時
代
に
変
わ

っ
た
。

本
書

の
日
本
語
版
に
は

「合
理
的
な
食
生
活

で
健
康

に
暮
ら
す
た
め
に
…

韓
国
五
〇
〇
〇
年

の
知
恵

に
学
ぶ
」
と
書

か
れ
て

い
る
。
今
後
は
こ
れ
ま

で
の
伝
統
的
な
知
識
に
加
え
、
こ
う
し
た
新
し

い
知
識
が
出
版
物
や
放
送

メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
く
に
ち
が

い
な

い
。

四
、

「
元
祖

」
・
「
正
統

」

　
街

の
食
堂
に
掲
げ
ら
れ
た
看
板
に
よ
く
み
ら
れ
る
の
が

「
元
祖
」
「本
家
」

と

い
う
文
字
で
あ
る
。
「名
物
料
理

の
店
に
は

『元
祖
』
と

い
う
看
板
が
必

ず
掛

か

っ
て

い
る
。

ソ
ウ
ル
の
中
心
街
に
あ

る
武
橋
洞
に
は
、
タ

コ
料
理

の
店
が
並

ん
で

い
る
が
、

こ

っ
ち

の
店
も
元
祖
、
あ

っ
ち

の
店
も
元
祖
。

ど
れ
が
元
祖
な
の
か
わ
か
ら
な

い
ほ
ど
元
祖

の
大
安
売
り
。
元
祖
は
や
め

て
、
こ
の
店
し
か
な

い
創
作
料
理
を
食

べ
た
い
と
思
う

の
だ
が
、
地
元
の

人
は
、
こ
の
元
祖
に
た

い
そ
う
弱
く
、
結
構

は
や

っ
て
い
る
」

(五
味
　
二

〇
〇
二

"
二
七
七
)
と

い
う
。
こ
の
近
く
に
は
、
同
じ
く
元
祖

の
看
板
を

洒の ことわぎ

馬 の坂道 と友達 の酒は 無理強 いす るな… 無理は 禁物(コ ロ ンビア)
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正統中国料理の看板

を

飾

る

言

葉

の

一

つ
が

正

統

性

で
あ

る
。

(
5
)

　

も

っ
と

も

食

に

関

し

て

は

、

ど

こ

が

正

統

な

の
か

疑

わ

し

い
も

の
が

あ

る

。

か

つ

て

「
正

統

イ

ン

ド

料

理

」

と

書

か

れ

た

店

に

入
り

、

カ

レ

ー

ラ

イ

ス

を

注

文

し

た

と

こ

ろ

、

で

て

き

掲
げ
た
チ

ョ
ッ
パ
ル

(豚
足
)
、

ヘ
ヂ

ャ
ン
ク
ク

(解
腸
汁
)
の
店
が
軒
を

連
ね

て
い
る
。
も

つ
と
も

い
ず
れ
も
創
業

は
戦
後

の
店
が
ほ
と
ん
ど
で
、

日
本

の
老
舗
と
は
違

っ
て
い
る
。

　

元
祖
と
と
も

に
看
板

で
注
目
さ
れ
る

の
が

「正
統
」
で
あ
る
。
「正
統
中

国
料
理
」
「
正
統
日
式

(日
本
料
理
)
」

な
ど
、
店

の
看
板

で
正
統
性
を
誇

示
し
て
い
る
。
客
も

こ
の
文
字
に
ひ
か
れ
る
の
だ

ろ
う
。

　
朝
鮮
に
お

い
て
は
歴
代
、
常
に
時

の
政
権
、
政
治
過
程

の
正
統
性
が
問

わ
れ
て
き
た
。

こ
と
に
李
朝
に
お

い
て
は
、
支
配
層

の
問

で
党
派

の
争

い

が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
多
く

の
場
合
武
力
抗
争

で
は
な
く
、
儒
教

的
教
義
や
秩
序

(倫

理
)

の
正
統
性
を

め
ぐ
る
理
論
闘
争

の
形
態
を
と

っ

て
き
た
。
そ
し

て
、
現
代

で
も
大
統
領

選
挙

の
た
び

に
新
聞
、
雑
誌
な
ど

　

一
九
世
紀
以
降
は
民
族
主
義

の
台
頭
と
と
も
に
、
漢
文
忌
避
と

ハ
ン
グ

ル
重
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
韓
国

で
は

一
転
し
て
中
国

の
大
伝
統
を
遠

ざ
け
る
よ
う

に
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ

の

一
方
で
易
学
や
漢
医
学
、
風
水

思
想
な
ど

の
分
野

で
は
、
そ
れ
が
中
華

の
伝
統
で
あ

る
こ
と
を
さ
ほ
ど
意

識
す

る
こ
と
も
な

い
ま
ま
、
結
果
的
に
は
中
華

の
正
統
的
な
も

の
を
よ
く

守

っ
て
き
た
の
も
韓
国
で
あ
る
。

　
食

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う

に
、
そ

の
思
想
は
中
国

の

大
伝
統
を
受
け
継

い
で
き
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
食

の
実
体
と
し

て

の
中
華
料
理
の
受

容
は
さ
び
し

い
も

の
が
あ
る
。
外
食
産
業
が

一
九
世
紀

以
降
、
日
本

の
植
民
地
時
代
に
入

っ
て
き
た
こ
と
も
あ
る
が
、
韓
国
の
中

華
料

理
は
、
中
国
を
母
体

と
し
な
が
ら
も
、
植

民
地
時
代

の
日
本
人
や
、

た
の
は
私
が
子
供

の

頃

に
家
庭

で
食

べ
て

い
た
黄
色

い
カ
レ
ー

で
あ
り
、
お
ま
け
に

た
く
わ
ん
が

つ
い
て

き
た
。
し
か
し
、
何

か
に

つ
け

て
、
実
体

は
と
も
か
く
、
建
前

と
し
て
は
正
統
性
に

こ
だ
わ
る

の
が
韓
国

人
と

い
え
よ
う
。

お
わ
り

に

正統日式の看板

洒のこ とわざ

よ い酒 は人 を楽 し くす る(イ タ リア)
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特集　食の名言・名句―伝統と創造―

註(1
)
崇
儒
主
義
が
食
生
活
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
(李
盛
雨
　

一
九
八
四

　
一
一六
⊥
二
一
一)
を
参
照
。

(2
)
今
回
筆
者
に
は
、
名
一一一一口
・
名
句
の
な
か
で
食
に
ま

つ
わ
る
も
の
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
食
文
化
に
お
け

　
　

る
儒
教
文
化
圏
の
共
通
性
と
韓
国
社
会
の
特
徴
や
背
景
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
課
題
が
与
え
ら
れ

　
　

た
。
こ
と
ば
に
よ
る
伝
承
に
は
、
こ
と
わ
ざ
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
と
わ
ざ
辞
典
に
掲
載
さ
れ
る
も
の

　
　

が
、
ど
れ
ほ
ど
現
実
に
流
布
し
て
い
る
か
検
証
せ
ね
ば
な
ら
す
、
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の

　
　

ほ
か
、
民
謡
の
中
に
も
食
物
と
関
係
す
る
タ
リ
ョ
ン

(音
曲
、
節
)
が
少
な
か
ら
ず
残

っ
て
お
り
、
伝

　
　

え
ら
れ
て
い
る
。

(姜
仁
姫
　
二
〇
〇
〇

二
二
三

一
-三
三
八
)

(3
)
日
本
で
は

「医
食
同
源

」
と
い
う
三閏
葉
の
方
が

一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
=一一口葉
は
新
井
裕
久
氏

　
　

が
「

九
七
二
年
に

」N
H
K
き
ょ
う
の
料
理
』
九
月
号
の
特
集

"四
〇
歳
か
ら
の
食
事
"
の
中
で
、

　
　

中
国
に
あ
る
薬
食
同
源
思
想
を
拡
大
解
釈
し
て

"医
食
同
源
"
と
い
う
言
葉
を
造
語
し
発
表
し
た
の
に

(写
真
は
い
ず
れ
も
筆
者
撮
影
)

マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
と
し

て
の
韓
国
人
の
食
文
化
が
チ

ャ
ン
ポ

ン
に
な

っ
た
も

の
で
あ
る
。

(6
)

　
こ
れ
は
、
韓
国
人

の

「
物
」

に
対
す

る
態
度
に
あ
る
か
も

し
れ
な

い
。

伊
藤
亜
人
は

「儒
教

の
う
ち

で
も
特
に
朝
鮮
王
朝
時
代

に
文
人
支
配
層

の

基
本
理
念
と
さ
れ

て
い
た
性
理
学

に
お

い
て
は
、
人
間
を
中
心
と
し
た
世

界
観

の
も
と
で
、
し
か
も
人
間

の
内
面
を
重
視
し
、
外
面
と
も

い
う
べ
き

物
質
文
化

や
技
術
や
取
引
や
消
費
を
軽

視
し
て
き
た
。
『玩
物
喪
志
』
と

い

う
表
現

に
あ
る
よ
う
に
、
物
に
執
着
す

る
こ
と
は
内
面

の
特
性

の
涵
養

の

た
め
に
は
む
し
ろ
妨
げ

に
な
る
と
見
な

さ
れ
、
戒
め
ら
れ
て

い
た
ほ
ど
で

あ
る
」

(伊
藤
　
印
刷
中
)
と
述

べ
て

い
る
。

　
食

の
思
想
は
大
切
に
し

つ
つ
も
、
料

理
と

い
う

「物
」
に
は
こ
だ
わ
り

を
み
せ
な

い
、

こ
う
し
た
思
想

の
伝
承
と
料
理
実
体

の
受

容

の
ギ

ャ
ッ
プ

も
ま
た
韓
国
の
特
徴
と

い
え
よ
う
。

プロフィール

朝

倉

　

敏

夫

(あ
さ
く
ら

と
し
お
)

国
立
民
族
学
博
物
館
　
民
族
社
会
研
究
部
　
教
授

著
書
●

『日
本

の
焼
肉
　
韓
国
の
刺
身
』

(農
文
協
、

一
九
九
四
年
)
『韓
国
を
知
る
Q
&
A
1
1
5
』

(千
里
文
化
財
団
、
二
〇
〇
〇
年
)
ほ
か

参

考

文

献

朝
倉
敏
夫
　

一
九
九
九

「韓
国
の
薬
食
同
源
」
『ア
ジ
ア
遊
学
』
二
、
七
〇
-七
八
　
勉
誠
出
版

新
井
裕
久
　
二
〇
〇
〇

「医
食
同
源
」
『季
刊
ヴ

エ
ス
タ
』
一一一九
、
六
八
-七
三
　
味
の
素
食
の
文
化
セ
ン
タ
ー

伊
藤
亜
人
　

一
九
九
六

『ア
ジ
ア
読
本
　
韓
国
』
河
出
書
房
新
社

伊
藤
亜
人
　
印
刷
中

「韓
国
で

『物
を
通
し
て
み
る
』

こ
と
」
朝
倉
敏
夫
編

『も
の
か
ら
見
た
朝
鮮
民
俗
文

化
』
新
幹
社

姜
　
仁
姫
　

一
九
九
〇

(
二
〇
〇
〇
)
『韓
国
食
生
活
史
』
第

二
版
　
三
英
社

(玄
順
恵
訳
　
藤
原
書
店
)

五
味
洋
治
　
二
〇
〇
一
一
『ど
う
し
て
ア
ナ
タ
は
韓
国
に
来
た
ん
で
す
か
?
　

ソ
ウ
ル
特
派
員
の
熱
血

一
〇
〇

〇
日
記
』
エ
ク
ス
ナ
レ
ッ
ジ

古
田
博
司
　

一
九
八
八

『ソ
ウ
ル
の
儒
者
た
ち
』
草
風
館

文
藝
春
秋
　

一
九
八
九

『B
級
グ
ル
メ
が
見
た
韓
国
』
文
春
文
庫
ビ
ジ

ュ
ア
ル
版

山
下
惣

一　

一
九
八
九

『身
土
不
二
の
探
求
』
創
森
社

李
　
盛
雨
　

一
九
八
四

『韓
国
食
品
文
化
史
』
教
文
社

李
　
盛
雨
　

一
九
八
五

(
一九
九
九
)
『韓
国
料
理
文
化
史
』

(鄭
大
聲

・
佐
々
木
直
子
訳
　
平
凡
社
)

劉
　
太
鐘
　

一
九
九
一
一
(
一
九
九
六
)
『飲
食
宮
合
』
図
書
出
版
ド

ゥ
ン
チ

(井
手
敏
博
監
訳

『韓
国
食
の
知

恵
　
飲
食
宮
合
』
三

一書
房
)

　
　

始
ま
る
」
そ
う
だ
。
(新
井
　

二
〇
〇
〇

　六
八
)

　
　
　

な
お
、
韓
国
の
薬
食
同
源
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

(
一
九
九
九
)
を
参
照
。

(4
)
相
剋
食
に
つ
い
て
は
、
(李
盛
雨
　

一
九
九
九

　
五
〇
一
一-五
〇
三
)
(姜
仁
姫
　
一
一〇
〇
〇

　
三

一
六
)

　
　

を
参
照
。

(5
)
韓
国
人
の
正
統
性

へ
の
こ
だ
わ
り
に
つ
い
て
は
、
「正
統
と
排
他
そ
し
て

『世
直
し
』」

(古
田

一
九
八

　
　

八

　
=
二
八
-
一
四
六
)
を
参
照
。

(6
)
中
華
料
理
を
は
じ
め
韓
国
に
お
け
る
外
国
料
理
の
受
容
に
つ
い
て
は

(文
藝
春
秋
　

一
九
九
九
)
を
参
照
。

遇の ことわぎ

一 杯 の酒 に 宅涙 … 人 生 の著 し い局 面 で 飲 むら酋は、 古 く か らの 友 人 の よ う だ(韓 国)
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