
韓
国
料
理
は

い
つ
か
ら
辛
く
な
っ
た
の
か

こ
ん
に
ち
は
金キ

ム

で
す
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旭
志
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
、
区
長
、
自

治
公
民
館
長
、
民
生
委
員
・
児
童
委

員
、
人
権
擁
護
委
員
、
女
性
の
会
、
保・

小
・
中
学
校
職
員
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
運
動

体
、
行
政
職
員
を
会
員
と
し
て
「
旭

志
人
権
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」

を
組
織
し
て
い
ま
す
。
学
校
・
家
庭
・

地
域
社
会
が
一
体
と
な
っ
て
、
人
に

優
し
い
人
権
文
化
に
満
ち
溢
れ
た
ま

ち
を
作
ろ
う
と
い
う
目
標
の
も
と
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

小
中
学
校
の
人
権
学
習
に
参
加

　

旭
志
小
学
校
の
公
開
人
権
学
習
を

参
観
し
た
あ
と
、
参
加
者
と
意
見
交

換
を
行
い
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
、
旭

志
中
学
校
で
中な

か

尾お

有あ
り

沙さ

さ
ん
（
車
い

す
陸
上
選
手
）の
講
演「
夢
へ
の
挑
戦
」

を
聴
い
た
り
、
旭
志
小
の
人
権
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
に
参
加
し
た
り
し
て
い

ま
す
。
自
分
た
ち
の
人
権
意
識
を
高

め
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を

見
守
る
い
い
機
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

視
察
研
修

　

菊
池
恵
楓
園
や
福
岡
県
人
権
セ
ン

タ
ー
、
水
俣
病
資
料
館
な
ど
を
視
察

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
つ
い

て
研
修
し
て
き
ま
し
た
。
昨
年
度
は
、

障
が
い
者
の
人
権
に
つ
い
て
学
ぶ
た

め
、
八
代
市
の
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と

ら
太
の
会
の
協
力
の
下
、『
八
代
と
ら

太
の
家
へ
の
学
び
の
旅
』
を
実
施
し

ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
「
利
用
者

の
皆
さ
ん
が
楽
し
ん
で
い
て
、
笑
顔

が
印
象
的
で
し
た
」「
不
登
校
の
子
や

仕
事
に
行
け
な
く
な
っ
た
人
が
、
と

ら
太
の
家
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
て

学
校
や
職
場
に
行
け
る
よ
う
に
な
っ

た
話
を
聞
き
ま
し
た
」「
ス
タ
ッ
フ
も

誇
り
を
持
っ
て
働
い
て
い
る
職
場
で
、

人
と
し
て
互
い
に
尊
重
し
合
う
仲
間

づ
く
り
を
感
じ
ま
し
た
」
な
ど
の
感

想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
モ
デ
ル
地
区

活
動

　

昨
年
ま
で
の
「
人
権
の
花
活
動
」

と
併
せ
、
今
年
度
か
ら
「
住
み
よ
い

ま
ち
づ
く
り
モ
デ
ル
地
区
活
動
」
と

し
て
三
つ
の
区
を
モ
デ
ル
地
区
に
設

定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
で
ミ
ニ
人
権

講
座
な
ど
を
企
画
、
実
行
し
て
い
き

ま
す
。

人
権
標
語
入
賞
作
品
と
、
人
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り
な
か
ま
づ
く
り
講
演
会

　

旭
志
小
・
中
学
生
や
お
と
な
の
部

の
人
権
標
語
入
賞
作
品
を
旭
志
地
区

の
全
戸
に
配
付
し
、
人
権
尊
重
の
思

「
人
権
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
」
～
旭
志
ブ
ロ
ッ
ク
活
動
～

い
を
各
世
帯
に
広
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
毎
年
行
っ
て
い
る
人
づ
く

り
ま
ち
づ
く
り
な
か
ま
づ
く
り
講
演

会
で
は
昨
年
度
、
く
ま
も
と
障
害
者

労
働
セ
ン
タ
ー
代
表
の
倉く

ら

田た

哲て
つ

也や

さ

ん
と
美み

穂ほ

さ
ん
に
、
違
い
を
理
解

し
認
め
合
う
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を

語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参
加
者

か
ら
は
「
違
い
が
あ
る
の
は
当
た
り

前
な
ん
だ
と
い
う
社
会
を
つ
く
る
一

員
に
な
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
」

と
い
う
意
見
が
出
ま
し
た
。

　
美
穂
さ
ん
が
「
子
ど
も
た
ち
に
は
、

差
別
の
な
い
社
会
で
生
き
て
ほ
し
い
」

と
話
を
さ
れ
た
よ
う
に
、
旭
志
ブ
ロ
ッ

ク
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
感
性
を
磨
き
、

人
権
意
識
を
高
め
な
が
ら
、
差
別
の

な
い
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
る
よ
う

な
人
権
文
化
の
ま
ち
を
創
っ
て
い
き

ま
す
。

足でパソコンを操作し話す哲也さん

　
現
在
は
日
本
で
も
、
辛
い
韓
国
料
理

を
好
き
な
人
た
ち
が
増
え
て
い
る
。

　
韓
国
で
は
い
つ
か
ら
辛
い
食
べ
物
、

特
に
辛
い
キ
ム
チ
を
好
む
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は
、
日
本

か
ら
唐
辛
子
が
韓
国
に
伝
わ
っ
た
の
は

18
世
紀
中
頃
。
そ
れ
ま
で
薄
味
だ
っ
た

キ
ム
チ
に
唐
辛
子
粉
を
使
用
し
、
そ
れ

以
来
辛
い
食
べ
物
を
好
む
よ
う
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
の
起
源

に
つ
い
て
、
最
近
の
学
問
的
根
拠
に
基

づ
き
書
か
れ
た
あ
る
大
衆
文
化
評
論
家

の
記
事
が
非
常
に
興
味
深
い
。 

　
韓
国
人
が
「
こ
れ
ほ
ど
」
の
辛
い
物

を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ

ど
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。
２
０
１
５
年

韓
国
食
生
活
文
化
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ

た
論
文
に
よ
る
と
、
１
９
３
７
年
か
ら

２
０
１
４
年
ま
で
の
料
理
の
本
や
新
聞
、

雑
誌
な
ど
に
記
さ
れ
た
白
菜
キ
ム
チ
の

調
理
法
に
、
そ
の
変
化
を
見
つ
け
た
。

　

白
菜
１
株
当
た
り
の
唐
辛
子
の
平

均
使
用
量
は
、
１
９
３
０
年
代
に

５
・
75
㌘
だ
っ
た
も
の
が
徐
々
に
増
え
、

２
０
１
０
年
代
に
至
っ
て
は
71
・
26
㌘

に
な
っ
て
い
た
。
な
ん
と
12
倍
だ
。
農

林
畜
産
食
品
部
（
省
）
の
デ
ー
タ
で
は
、

国
民
1
人
当
た
り
の
唐
辛
子
の
年
間
消

費
量
も
１
９
７
０
年
の
１・
２
㌕
か
ら

２
０
１
０
年
代
に
は
３
㌕
以
上
に
増
え

て
い
る
。

　
な
ぜ
こ
ん
な
に
辛
く
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
国
立
民
俗
博
物
館
学
芸
研
究
員

の
２
０
０
９
年
の
論
文
解
釈
に
よ
る
と
、

辛
い
味
が
大
衆
に
拡
散
し
た
時
期
を

１
９
５
０
年
代
と
見
て
、「
朝
鮮
戦
争
、

貧
困
と
飢
餓
の
ス
ト
レ
ス
で
辛
い
味
を

求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。

唐
辛
子
の
辛
さ
が
中
毒
症
状
と
エ
ン
ド

ル
フ
ィ
ン
効
果
を
出
す
の
だ
と
い
う
。

　
つ
ま
り
「
辛
い
味
」
は
、
韓
国
人
が

朝
鮮
戦
争
以
降
経
験
し
て
き
た
非
常
に

困
難
な
生
存
闘
争
の
歴
史
と
軌
を
一
に

す
る
と
い
う
事
だ
。
つ
ら
い
時
代
の
親

た
ち
は 

貧
困
を
子
ど
も
や
孫
に
残
さ

な
い
た
め
に
孤
軍
奮
闘
し
、
辛
さ
で
少

し
で
も
憂
い
を
忘
れ
、
再
び
生
活
戦
線

に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
辛

い
味
」
は
、
つ
ま
り
血
と
汗
の
味
だ
。

　

事
実
、
飲
食
業
関
係
者
は
、
韓
国

経
済
が
芳
し
く
な
い
時
に
、
辛
い
メ

ニ
ュ
ー
が
よ
く
売
れ
る
と
い
う
。
今
、

韓
国
で
は
最
も
辛
い
「
チ
ョ
ン
ヤ
ン
唐

辛
子
」
で
も
辛
さ
が
足
り
ず
、
カ
プ
サ

イ
シ
ン
を
使
っ
た
激
辛
の
ト
ッ
ポ
ッ
キ

を
買
い
求
め
る
人
が
多
い
。
こ
の
指
標

こ
そ
、
今
の
韓
国
国
民
が
受
け
て
い
る

ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
「
正
直
な
」
指
標

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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