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サ
ッ
カ
ー
Ｗ
杯
日
韓
合
同
開
催
が
あ
っ
て
、

い
ま
日
本
で
は
「
韓
国
ブ
ー
ム
」で
あ
り
、中
で

も
料
理
へ
の
関
心
は
ひ
と
き
わ
高
い
よ
う
だ
。 

 

　
日
本
・
韓
国
と
は
ま
さ
に
隣
国
そ
の
も
の
で

あ
り
、生
活
文
化
圏
と
し
て
は
同
じ
位
置
に

あ
る
と
み
て
よ
い
の
だ
が
、食
生
活
を
比
べ
て

み
れ
ば
、か
な
り
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

く
の
で
あ
る
。 

 

　
も
し
韓
国
旅
行
で
食
事
を
「
韓
定
食
」
と

い
う
メ
ニ
ュ
ー
を
い
た
だ
か
れ
る
と
し
た
ら
、そ

の
品
数
の
多
さ
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
大
抵
の
人
は

い
さ
さ
か
面
食
ら
う
か
、感
動
さ
れ
る
に
違
い

な
い
。
食
べ
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
の「
定

食
」
に
馴
れ
た
感
覚
か
ら
す
れ
ば
残
す
く
ら

い
の
も
の
な
ら
量
を
減
ら
し
て
価
格
を
安
く

す
れ
ば
よ
い
の
に
、と
思
う
の
だ
が
、そ
こ
が
、 

執
筆
／
鄭
大
聲（
チ
ョ
ン
・
デ
ソ
ン
） 

滋
賀
県
立
大
学
人
間
文
化
学
部
生
活
文
化
学
科
教
授
。 

大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員
教
授
。
国
立
民
族
学
博
物
館
共
同
研
究
員
。 

本
籍
地
は
韓
国
・
慶
尚
南
道
。
1
9
3
3
年
京
都
府
宇
治
市
生
ま
れ
。 

大
阪
市
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学
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学
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大
学
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学
博
士
。
朝
鮮
大
学
校（
東
京
都
小
平
市
）教
授
、 

モ
ラ
ン
ボ
ン
味
の
研
究
所
長
を
経
て
95
年
よ
り
現
職
。
食
文
化
に
関
す
る
講
演
、著
書
が
多
い
。 

特
集
東
ア
ジ
ア
食
文
化
の
流
れ
を
さ
ぐ
る
・・・ 

韓
国
文
化
な
ら
で
は
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。「
韓

定
食
」
と
は
贅
沢
そ
の
も
の
で
あ
り
、ご
飯
、ス

ー
プ
、キ
ム
チ
、ナ
ム
ル（
野
菜
の
和
え
も
の
）、チ

ゲ（
鍋
も
の
）、チ
ム（
蒸
し
も
の
）、ク
イ（
焼
き

も
の
）、ポ
ッ
ク
ム（
炒
め
も
の
）、チ
ョ
リ
ム（
煮
も

の
）、煎（
衣
焼
き
）、膾（
刺
身
）、チ
ョ
ッ
カ
ル（
塩

辛
）な
ど
が
勢
揃
い
し
た
格
式
あ
る
コ
ー
ス
料

理
な
の
で
あ
る
。
膳
い
っ
ぱ
い
に
料
理
が
並
ん
だ

さ
ま
は
圧
巻
で
あ
る
。
手
の
込
ん
だ
料
理
を

膳
の
脚
が
折
れ
る
く
ら
い
た
く
さ
ん
並
べ
る
の

が
、心
の
こ
も
っ
た
も
て
な
し
と
す
る
。 

 

　
こ
の
韓
定
食
ほ
ど
で
は
な
い
が
、「
白
飯
定

食
」
、「
焼
肉
定
食
」
、「
豆
腐
定
食
」
な
ど
も

メ
イ
ン
の
焼
肉
や
豆
腐
以
外
に
数
種
類
の
お

か
ず
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
お
り
、食
べ
残
る
の
は

普
通
で
、豪
華
な
料
理
と
い
う
印
象
を
受
け

る
の
で
あ
る
。 

 

　
　こ
の
贅
沢
、豪
華
な
定
食
と
す
る
配
膳
法
は
、

朝
鮮
王
朝
時
代
の
宮
廷
料
理
や
上
層
階
級
の

食
事
に
そ
の
ル
ー
ツ
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。 

 

　
韓
国
で
は
お
膳
立
て
の
こ
と
を
「
床
チ
ャ
リ

ム
」
と
呼
び
、伝
統
的
な
の
は
、お
か
ず
の
数
に

よ
っ
て
三
楪
飯
床
、五
楪
飯
床
、七
楪
飯
床
、九

楪
飯
床
、十
二
楪
飯
床
と
い
う
形
式
が
あ
る
。 

 

　「
楪
」
は
お
か
ず
を
い
れ
る
蓋
付
の
器
の
こ 
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と
で
、三
楪
な
ら
三
菜
、五
楪
な
ら
五
菜
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
朝
鮮
王
朝
時
代
、庶
民
の
食

事
は
三
楪
で
裕
福
な
家
で
は
五
楪
か
七
楪
で
、

最
高
で
も
民
間
は
九
楪
ま
で
と
さ
れ
、十
楪

以
上
は
王
家
つ
ま
り
宮
中
の
も
の
で
、王
の
日

常
食
事
の
「
水
刺
床
」
の
基
本
が
十
二
楪
飯

床
で
あ
っ
た
。 

 

　
こ
の
品
数
が
多
く
て
格
式
ば
っ
た
配
膳
法

が
現
在
の
「
韓
定
食
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
豪
華
で
格
式
を
重
ん
じ
た
料
理

と
配
膳
を
生
み
出
し
た
背
景
に
は
、朝
鮮
王

朝
時
代
か
ら
強
く
打
ち
出
さ
れ
た
儒
教
思
想

が
関
わ
っ
て
い
る
。 

    

　
朝
鮮
半
島
に
仏
教
が
普
及
し
は
じ
め
る
の

は
四
世
紀
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
が
伝
わ
る

ま
で
は
畜
肉
は
自
由
に
食
べ
ら
れ
る
対
象
で

あ
り
、家
畜
は
貴
重
な
財
産
で
あ
っ
た
。 

 

　
仏
教
が
広
ま
る
と
殺
生
禁
止
の
戒
律
が
厳

し
く
な
り
、食
肉
は
禁
止
と
な
る
。
朝
鮮
半

島
は
六
世
紀
半
ば
で
全
土
が
仏
教
を
国
教
と

す
る
に
至
る
。
動
物
肉
の
食
用
は
慎
ま
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。こ
の「
精
進
料
理
」の
よ
う
な

時
代
が
十
三
世
紀
半
ば
ま
で
続
く
。こ
の
食

生
活
が
変
わ
る
の
が
モ
ン
ゴ
ル
の
高
麗
国
侵
入

と
そ
の
後
の
一
三
〇
年
に
わ
た
る
支
配
で
あ
る
。 

 

　
遊
牧
民
族
で
乳
製
品
、肉
を
常
食
と
す
る

生
活
文
化
は
、仏
を
信
じ
、植
物
食
品
に
依

存
し
て
い
た
生
活
文
化
に
お
お
き
な
イ
ン
パ
ク

ト
を
与
え
、支
配
者
の
肉
食
文
化
は
ま
た
た

く
ま
に
広
が
り
を
み
せ
る
。
食
べ
て
は
い
け
な

か
っ
た
が
、食
べ
て
み
る
と
味
が
よ
く
健
康
に

よ
い
と
い
う
こ
と
で
、肉
食
文
化
は
仏
教
以
前

の
よ
う
に
「
復
活
」
す
る
。
仏
教
の
戒
律
は
食

生
活
で
は
骨
抜
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

　
そ
し
て
約
一
三
〇
年
間
の
モ
ン
ゴ
ル
支
配
が 

終
っ
て
も
、食
生
活
で
は
肉
食
文
化
が
そ
の
ま

ま
根
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
る
。 

 

　
こ
の
食
生
活
文
化
を
さ
ら
に
固
め
た
の
が
、

新
し
く
政
治
を
司
る
こ
と
に
な
っ
た
朝
鮮
王

朝
で
あ
る
。
仏
教
政
治
を
排
し
、儒
教
思
想

を
柱
と
す
る
「
崇
儒
排
仏
」
政
策
を
と
っ
た
の

で
あ
る
。
仏
教
文
化
の
食
肉
禁
止
は
公
に
も

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

　
十
五
世
紀
を
境
目
に
朝
鮮
王
朝
の
時
代
と

な
り
、儒
教
文
化
が
花
を
咲
か
せ
始
め
る
。 

 

　
肉
食
が
公
に
可
能
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
食
べ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

む
し
ろ
肉
類
は
貴
重
で
あ
り
、高
級
な
食
べ
も

の
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

　
貴
重
で
あ
る
ゆ
え
に
当
然
食
材
を
あ
ま
す

と
こ
ろ
な
く
利
用
す
る
知
恵
が
発
達
す
る
。

牛
や
豚
な
ど
の
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
、足
の
つ
ま

先
ま
で
の
各
部
位
を
、上
手
に
料
理
す
る
と
い

う
技
術
が
開
発
さ
れ
る
。 

 

　
料
理
法
も
生
、煮
る
、焼
く
、蒸
す
、干
す
、

塩
漬
け
な
ど
と
幅
に
広
が
り
が
出
て
く
る
。 

 

　
い
ま
焼
肉
店
で
み
ら
れ
る
メ
ニ
ュ
ー
類
は
、こ

の
よ
う
な
食
肉
文
化
の
蓄
積
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

 

　
肉
料
理
ひ
と
つ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
、そ

れ
が
儒
教
の
生
活
文
化
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。 

    

　
儒
教
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、仏
教
が
排
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、衰
退
し
た
の
が
飲
茶
の
風
習

で
あ
る
。 

 

　
い
ま
韓
国
で
は
コ
ー
ヒ
ー
は
飲
め
る
。
紅
茶

も
緑
茶
も
あ
る
。
し
か
し
日
本
ほ
ど
で
は
な
い
。

ご
く
近
年
ま
で
は
緑
茶
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ど
う
し
て
か
。 

 

　
飲
茶
の
風
習
は
仏
教
と
共
に
中
国
か
ら
伝

わ
る
の
は
七
世
紀
ご
ろ
か
ら
と
さ
れ
、仏
教
儀 

式
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
。 

 
　
茶
の
樹
の
栽
培
は
、記
録
に
よ
れ
ば
八
二
八

年
に
唐
の
国
に
使
臣
と
し
て
行
っ
た
人
が
、茶

の
種
子
を
持
ち
帰
り
南
部
地
方
の
智
異
山（
地

理
山
）に
植
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。 

 

　
茶
の
生
産
が
始
ま
る
と
茶
を
嗜
む
風
潮
は

盛
ん
に
な
り
、高
麗
時
代
に
は
王
公
、貴
族
、

寺
院
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
上
流
階
級
で
は
、各
種

の「
茶
の
会
」が
持
た
れ
て
い
る
。 

 

　
宮
廷
で
は
進
茶
の
儀
式
と
い
う
の
が
出
来

上
が
る
。
王
子
、皇
女
の
婚
礼
な
ど
で
は
必
ず

執
り
行
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。こ
れ
を
担
当

す
る
「
茶
房
」
と
い
う
部
署
が
つ
く
ら
れ
た
。い

ま
韓
国
で
は
喫
茶
店
の
こ
と
を
「
茶
房
」
と
呼

ぶ
の
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。 

 

　
寺
院
で
は
仏
前
の
供
養
に
と
ど
ま
ら
ず
、

僧
侶
た
ち
の
贅
沢
な
遊
び
へ
と
発
展
し
た
。 

「
茶
亭
」
が
つ
く
ら
れ
「
茶
菓
」
が
考
え
出
さ

れ
、「
茶
食
」
と
呼
ん
だ
。 

 

　
大
き
な
寺
院
は
周
辺
に
「
茶
村
」
な
る
も

の
を
持
ち
、そ
れ
を
栽
培
す
る
「
茶
田
」
が
あ

り
、そ
の
水
と
な
る
「
茶
泉
」
を
持
ち
、茶
栽
培

と
製
茶
業
を
発
展
さ
せ
た
。 

 

　
こ
れ
が
衰
退
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な

理
由
は
仏
教
の
後
退
に
あ
る
。 

 

　
朝
鮮
王
朝
が
政
治
・
文
化
・
経
済
の
分
野

か
ら
仏
教
勢
力
を
排
除
す
る
こ
と
を
強
力
に

推
し
進
め
る
。 

 

　
寺
院
や
貴
族
な
ど
の
特
権
階
級
を
中
心
に

隆
盛
を
誇
っ
た
飲
茶
の
風
習
も
、朝
鮮
時
代
に

入
っ
て
急
激
に
衰
え
始
め
、十
七
世
紀
ご
ろ
か

ら
は
茶
の
生
産
地
が
消
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
今
日
ま
で
続
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
さ
に
儒
教
文
化
の
勢
い
に
負
け
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。 

 

　
近
年
よ
う
や
く
一
部
で
茶
園
が
造
成
さ
れ
、

緑
茶
の
生
産
も
始
ま
っ
た
が
、未
だ
生
活
に
根 

を
下
ろ
し
た
と
は
い
え
な
い
。 

 

　
い
ま
韓
国
の
家
庭
で
は
ご
飯
の
お
焦
げ
か

ら
作
る
ス
ン
ニ
ュ
ン
や
、ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、麦
な
ど

の
穀
茶
、高
麗
人
参
な
ど
の
漢
方
を
利
用
し

た
薬
用
茶
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
。
飲
料
文
化
こ

そ
儒
教
の
影
響
を
受
け
た
、代
表
的
な
サ
ン
プ

ル
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

　
儒
教
思
想
は
中
国
の
孔
子
、孟
子
の
教
え

で
あ
り
、宗
教
そ
の
も
の
で
は
な
く
、道
理
を

説
き
礼
俗
を
重
ん
じ
た
。 

 

　
と
く
に
人
間
が
一
生
の
間
に
通
過
す
る
「
節

目
」
と
し
て
執
り
行
う
通
過
儀
礼
は
厳
し
く

生
活
を
律
す
る
こ
と
に
な
る
。
儀
礼
に
は
多

く
の
人
が
集
ま
る
。そ
の
時
の
飲
食
づ
く
り
は

と
り
わ
け
大
切
な
作
業
で
あ
り
、料
理
づ
く

り
は
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
技
術
で
あ
っ
た
。

こ
の
飲
食
づ
く
り
は
協
同
作
業
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
が
、そ
の
場
を
介
し
て
飲
食
づ
く
り

の
文
化
は
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

　
こ
の
朝
鮮
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
儒
教
の
生

活
文
化
が
今
日
に
ま
で
続
い
て
き
た
も
の
だ

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

　
親
や
年
輩
者
を
大
切
に
し
、先
生
を
敬
い
、

主
に
は
使
え
る
と
い
う
儒
教
精
神
は
、お
い
し

く
栄
養
の
あ
る
も
の
は
、自
分
で
は
な
く
、先

ず
は
年
輩
者
、親
た
ち
に
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

自
分
は
不
十
分
な
食
べ
も
の
で
も
、お
客
様
に

は
立
派
な
も
の
を
食
べ
残
す
く
ら
い
出
す
、と

い
う
の
が
礼
俗
と
な
る
。こ
の
精
神
が
だ
ん
だ

ん
薄
れ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、今
も
脈
々
と

続
い
て
い
る
。
そ
れ
が
食
生
活
に
あ
ら
わ
れ
る

の
で
あ
り
、そ
の
ひ
と
つ
が
「
韓
定
食
」
な
ど
の

贅
沢
な
配
膳
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。 

 

　
韓
国
の
食
文
化
は
儒
教
文
化
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
。 

   

　
韓
国
料
理
の
根
底
に
は
「
薬
食
同
源
」
の

思
想
が
流
れ
て
い
る
。
食
べ
も
の
に
「
薬
」の
字

が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
目
立
つ
。
薬
飯
、薬
水（
ミ

ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
）、薬
念（
調
味
・
香
辛
料
）、

薬
酒
、薬
果
、薬
コ
チ
ュ
ジ
ャ
ン
な
ど
で
あ
る
。 

 

　
こ
れ
ら
は
儒
教
以
前
か
ら
根
強
く
あ
っ
た

陰
陽
五
行
の
思
想
に
も
と
づ
く
が
、あ
ら
ゆ
る

食
べ
も
の
に
、そ
の「
薬
用
効
果
」の
意
味
合
い

を
付
与
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
基
本

的
に
、人
間
は
自
然
の
存
在
で
あ
る
と
の
考
え

方
か
ら
出
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
食
べ
も
の
は

自
然
か
ら
の
恵
み
で
あ
り
、人
間
も
ま
た
そ
の

自
然
の
中
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
に
は
、そ
れ

を
ち
ゃ
ん
と
摂
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、と
す

る
わ
け
で
あ
る
。 

 

　
そ
の
自
然
は
陰
と
陽
と
で
成
り
立
ち
、五

行
で
動
く
と
い
う
の
だ
。
食
べ
も
の
も
自
然
に

あ
る
も
の
を
偏
ら
ず
に
青
・
赤
・
黄
・
白
・
黒
色

の
五
系
統
の
食
材
を
等
し
く
摂
る
こ
と
が
健

康
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。こ
の

よ
う
な
思
想
の
表
現
と
も
い
う
べ
き
料
理
の

た
ぐ
い
が
、生
活
の
中
に
多
く
み
ら
れ
る
。
薬

飯
が
そ
う
だ
が
、「
ピ
ピ
ン
パ
プ
」
と
呼
ば
れ
る

混
ぜ
ご
飯
も
そ
れ
で
あ
る
。
焼
肉
店
で
は
人

気
メ
ニ
ュ
ー
だ
が
、こ
れ
は
別
名
「
骨
董
飯
」
と

も
呼
ば
れ
る
。
肉
、魚
、野
菜
類
の
食
材
を
ご

飯
の
上
に
盛
り
つ
け
る
の
だ
が
、こ
れ
ら
の
食

材
を
合
わ
せ
る
と
ほ
ぼ
五
色
の
系
統
の
色
が

集
ま
る
料
理
と
な
る
。つ
ま
り
、こ
れ
一
食
で

自
然
の
恵
み
を
す
べ
て
合
わ
せ
摂
る
こ
と
の

で
き
る
「
健
康
料
理
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。 

 

　
ま
た
「
九
折
板
」
と
い
う
料
理
が
あ
る（
写

真
）。
朝
鮮
王
朝
の
宮
廷
料
理
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、九
種
類
の
料
理
で
成
り

立
つ
。
八
角
形
の
器
の
中
央
に
は
小
八
角
の
空

間
が
あ
り
、そ
こ
に
は
白
系
統
の
包
み
材
が

入
る
。
外
の
八
角
に
は
そ
れ
ぞ
れ
対
面
し
て
四

色
系
の
料
理
八
種
が
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
八
種

の
料
理
を
少
し
づ
つ
取
っ
て
白
色
の
包
み
材
メ

ニ
ュ
ー（
小
麦
粉
を
溶
い
て
う
す
く
焼
い
た
も

の
）で
、包
み
こ
ん
で
ひ
と
口
で
い
た
だ
く
、と
い

う
具
合
で
あ
る
。
九
と
い
う
数
字
も
縁
起
の

良
い
も
の
と
さ
れ
、こ
の「
九
折
板
料
理
」
は
高

級
で
目
出
た
い
時
な
ど
に
使
わ
れ
る
メ
ニ
ュ
ー 

で
も
あ
る
。 

 

　
韓
国
料
理
は
日
本
に
比
べ
る
と
野
菜
料
理

の
種
類
が
豊
か
で
、ま
た
そ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
も

多
い
。こ
の
野
菜
料
理
の
多
い
こ
と
が
、こ
の
五

色
料
理
を
演
出
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。
和

え
も
の
の
「
ナ
ム
ル
」
に
は
生
和
え
、ゆ
で
和
え

と
も
に
、ご
ま
油
が
味
つ
け
に
必
ず
使
わ
れ
る

が
、こ
の
ご
ま
油
が
和
え
も
の
料
理
に
欠
か
せ

な
い
も
の
と
な
っ
た
の
は
、儒
教
文
化
以
前
の

仏
教
文
化
の
影
響
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

つ
ま
り
肉
食
禁
止
の
生
活
で
、野
菜
類
な
ど

の
植
物
性
食
品
に
頼
り
が
ち
な
食
生
活
で
の
、

栄
養
不
十
分
さ
を
補
う
の
に
ご
ま
油
を
多

用
し
た
も
の
と
さ
れ
、韓
国
料
理
で
は
「
ナ
ム

ル
」
に
限
ら
ず
、各
種
料
理
に
ご
ま
油
が
よ
く

使
わ
れ
て
い
る
の
は
、こ
の
仏
教
全
盛
時
代

の
名
残
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
た
め
だ
と

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
韓
国
料
理
の
味
の
良
さ
と 

 

 

 

 

 

キムチ用のかめが伝統的な手法で生産されている 

キムチの長期保存に欠かせない「キムチ庫」 

  

 

 韓国料理と食文化 特集 

ス　
ラ　
サ
ン 

チ
イ
サ
ン 

タ
ガ 

タ
ジ
ョ
ン 

タ
バ
ン 

ハ
ン
ジ
ョ
ン
シ
ク 

ク
ジ
ョ
ル
バ
ン 

 

パ
ブ 

コ
ル
ト
ウ
ン
バ
ン 

ヤ
ッ 

タ
シ
ッ 

こ 

あ 

あ 

あ 

仏
教
文
化
か
ら
儒
教
文
化
へ 

飲
料
の
文
化 

 
料
理
と
「
薬
食
同
源
」の
思
想 
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韓国の食卓にはいつもたくさんのキムチが並ぶ 

若者でにぎわう東大門の夜景 

さじ 

食材が何でも豊富に手に入る市場 

ヘ
ル
シ
ー
さ
を
演
出
す
る
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
が
、

ご
ま
油
で
あ
り
、こ
の
ご
ま
油
が
「
薬
念
」
と
い

う
調
味
料
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

　
こ
の
よ
う
な
「
理
屈
っ
ぽ
い
」
食
生
活
が
、ひ

と
つ
の
伝
統
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
た

め
か
、食
事
担
当
の
家
庭
の
主
婦
た
ち
が
、料

理
を
つ
く
っ
て
は
、〝
や
れ
健
康
に
よ
い
食
べ
も

の
〞〝
○
○
に
効
果
が
あ
る
料
理
〞
な
ど
、効

用
を
説
く
人
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
陰
陽

五
行
の
思
想
や
理
論
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
は

な
く
、親
や
年
輩
者
た
ち
と
の
生
活
環
境
や

習
慣
の
中
で
自
然
に
身
に
つ
い
た
「
知
識
」
な

の
で
あ
る
。
陰
陽
五
行
の
思
想
は
「
生
活
化
」

し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

    

　
朝
鮮
半
島
の
食
事
を
す
る
道
具
は
、匙
と

箸
が
セ
ッ
ト
で
あ
る
。ご
飯
を
い
た
だ
く
も
の
、

ス
ー
プ
を
食
べ
る
の
も
匙
で
あ
り
、汁
気
の
メ
ニ

ュ
ー
は
す
べ
て
匙
で
い
た
だ
く
。
箸
を
用
い
る
の

は
汁
気
が
な
い
お
か
ず
だ
け
で
あ
る
。 

　
つ
ま
り
匙
は
食
事
を
す
る
と
き
の
主
役
で
、

箸
は
脇
役
で
あ
る
。
食
膳
に
置
か
れ
る
位
置

は
、匙
が
手
前
で
箸
は
そ
の
奥
で
あ
る（
写
真
）。 

 

　
食
事
の
ス
タ
ー
ト
は
、匙
を
手
に
と
り
、ス
ー

プ
を
味
見
し
、「
キ
ム
チ
汁
」（
水
キ
ム
チ
の
場
合
）を

味
見
し
、ご
飯

を
ひ
と
口
含
む

こ
と
で
始
ま
る
。 

  

こ
の
点
、
箸

だ
け
の
食
事
方

法
の
日
本
の
場

合
と
全
く
異

な
る
の
だ
が
、

案
外
気
づ
い
て

い
な
い
の
が
現

状
で
あ
ろ
う
。 

 

　
こ
の
匙
が

主
役
の
「
匙
文

化
」
と
箸
だ
け

の
「
箸
文
化
」
の
ち
が
い
は
さ
ら
な
る
広
が
り

を
み
せ
る
。
食
器
の
大
き
さ
に
か
か
わ
っ
て
く

る
。ご
飯
を
匙
で
い
た
だ
く
と
な
る
と
、食
卓
の

食
器
は
手
で
持
ち
上
げ
る
必
要
が
な
い
。
左
手

で
支
え
て
匙
で
す
く
っ
た
ご
飯
を
口
に
運
ぶ
。

結
果
と
し
て
食
礼
で
は
食
器
を
持
っ
て
は
い
け

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 

　
箸
で
い
た
だ
く
日
本
の
場
合
、食
器
か
ら
口

ま
で
の
間
に
こ
ぼ
れ
る
た
め
、食
器
は
左
手
に

持
ち
上
げ
、口
許
に
近
づ
け
て
い
た
だ
く
作
法

と
な
る
。
持
つ
食
器
は
軽
く
て
小
型
が
良
い
の

で
、ご
飯
の
容
量
は
少
な
く
な
る
。
た
め
に
「
お

か
わ
り
」
が
必
要
と
な
る
し
、そ
れ
が
当
た
り

ま
え
と
な
る
。
匙
文
化
の
朝
鮮
半
島
で
は
、ひ

と
む
か
し
前
ま
で
は
、食
器
が
金
属
製
大
型
で
、

ボ
リ
ュ
ー
ム
も
多
い
の
で
、「
お
か
わ
り
」は
な
く
、

残
す
の
が
礼
儀
で
あ
っ
た
。
昨
今
は
生
活
改
善

運
動
な
ど
で
、こ
の
形
式
主
義
が
廃
さ
れ
、食

器
も
や
や
小
型
化
し
、食
べ
残
し
は
な
く
な
り
、

お
か
わ
り
も
可
能
に
な
っ
て
き
た
。
た
だ
年
輩

者
の
中
に
は
、こ
の
食
礼
に
こ
だ
わ
る
人
た
ち

も
み
ら
れ
る
。 

 

　
日
本
の
箸
文
化
の
そ
れ
に
比
べ
て
汁
気
つ
ま

り
水
分
が
多
い
の
が
目
立
つ
の
が
特
徴
だ
。 

 

　
先
ず
粥
の
種
類
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
米
の

白
粥
だ
け
で
な
く
、肉
、魚
、野
菜
類
を
使
っ
た

粥
が
多
く
み
ら
れ
る
。
匙
を
使
う
こ
と
か
ら

こ
れ
ら
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
は
広
が
り
を
み
せ
る

わ
け
だ
。 

 

　
「
ク
ッ
パ
プ
」
と
い
う
の
が
あ
る
。ス
ー
プ
と
ご

飯
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、粥
で
は
な
い
。こ
れ
も

匙
で
い
た
だ
く
。ス
ー
プ
は
魚
肉
類
、野
菜
類

が
た
っ
ぷ
り
使
わ
れ
て
い
て
、こ
の
一
品
で
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
食
事
と
な
り
得
る
。
箸
を
使
っ
て

は
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
は
食
べ
ら
れ
な
い
。 

 

　
先
に
取
り
上
げ
た
ご
存
知
の「
ピ
ピ
ン
パ
プ
」

と
い
う
ま
ぜ
ご
飯
は
匙
文
化
の
典
型
だ
ろ
う
。

大
型
の
食
器
に
ご
飯
が
容
れ
ら
れ
、そ
の
上
に

五
色
系
統
各
種
の
お
か
ず
が
具
と
し
て
盛
ら

れ
て
い
る
。こ
れ
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
の
だ
が
、箸

で
は
も
ち
ろ
ん
混
ぜ
ら
れ
な
い
。
匙
で
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
混
ぜ
合
わ
せ
る
。い
た
だ
く
の
も
匙

で
あ
り
、箸
で
食
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。 

 

　
「
チ
ゲ
鍋
」
と
い
う
み
そ
味
仕
立
て
の
汁
も

の
料
理
が
あ
る
。「
テ
ン
ジ
ャ
ン
チ
ゲ
」
と
呼
ば

れ
て
、焼
肉
店
や
韓
国
家
庭
料
理
で
も
な
じ

ま
れ
て
い
る
メ
ニ
ュ
ー
だ
が
、こ
れ
も
箸
で
は
食

べ
ら
れ
な
い
。
匙
で
汁
と
具
を
合
わ
せ
て
取
り
、

味
わ
う
の
が
こ
の
料
理
の
味
わ
い
方
で
あ
る
。 

 

　
「
チ
ョ
リ
ム
」
と
い
う
煮
つ
け
料
理
も
汁
と
具

（
魚
介
類
）を
共
に
匙
に
と
っ
て
い
た
だ
く
も
の

で
あ
る
。こ
う
し
て
み
る
な
ら
ば
、匙
の
文
化

と
し
て
成
立
し
た
韓
国
の
料
理
と
、箸
を
使

う
こ
と
で
出
来
上
が
っ
た
日
本
の
そ
れ
と
は
、

か
な
り
ち
が
っ
て
く
る
。 

 

　
日
本
料
理
は
よ
く
〝
美
し
い
〞〝
み
せ
る
〞

料
理
だ
と
も
い
わ
れ
る
。そ
れ
は
箸
文
化
の
料 

理
だ
か
ら
と
も
い
え
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
か

ら
だ
ろ
う
。 

　
箸
で
つ
ま
め
る
固
さ
、大
き
さ
、形
が
求
め

ら
れ
る
。
包
丁
の
切
り
口
が
目
立
つ
。こ
れ
ら

は
当
然
の
こ
と
と
し
て
器
に
盛
り
つ
け
や
す

く
仕
上
が
る
。

ま
さ
に
見
せ
る

た
め
の
演
出
が

可
能
な
料
理

と
い
え
よ
う
。 

 

　
匙
文
化
の
場

合
、
少
々
形
の

く
ず
れ
た
も
の

で
も
、
匙
で
す

く
っ
て
し
ま
え 

ば
、口
に
運
ぶ
こ

と
が
で
き
る
。盛

り
つ
け
な
ど
の

見
栄
え
を
気
に

し
な
く
て
も
済

む
特
徴
が
あ
る

と
い
え
ば
、言
い

す
ぎ
だ
ろ
う
か
。 

   

　
朝
鮮
半
島
の
料
理
の
特
徴
は
、味
つ
け
に
辛

い
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
使
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
典
型
は
漬
物
の「
キ
ム
チ
」で
あ
る
。 

　
朝
鮮
料
理
が
古
く
か
ら
辛
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
最
初
の
記
録
が
見
ら

れ
る
の
は
、一
六
一
四
年
刊
の『
芝
峰
類
説
』（
李 

　
光
著
）で
、日
本
か
ら
伝
わ
っ
た
の
で
、「
倭

芥
子（
に
ほ
ん
か
ら
し
）」
と
呼
ん
で
い
る
。
辛

さ
を
毒
と
と
ら
え
「
大
毒
あ
り
」
と
し
て
、こ

れ
を
焼
酎
に
ま
ぜ
て
飲
ん
だ
人
た
ち
の
中
に

死
人
が
出
た
と
し
て
、危
険
視
し
て
い
る
。こ

の
否
定
的
な
取
り
上
げ
方
が
、肯
定
的
な
も

の
へ
と
変
わ
る
の
に
ほ
ぼ
一
〇
〇
年
の
歳
月
を

要
し
て
い
る
。一
七
一
五
年
刊
の『
山
林
経
済
』

（
洪
萬
選
編
）で
、は
じ
め
て
作
物
と
し
て
栽

培
法
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
日
の
よ

う
に
漬
物
づ
く
り
の
キ
ム
チ
に
使
わ
れ
る

の
は
一
七
六
六
年
の『
増
補
山
林
経
済
』
が
は

じ
め
て
で
あ
る
。 

 

　
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
漬
物
へ
の
導
入
は
、漬
物
つ

ま
り
キ
ム
チ
づ
く
り
に
大
き
な
変
革
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
。 

 

　
ト
ウ
ガ
ラ
シ
以
前
の
野
菜
類
の
塩
漬
、み
そ 

漬
、し
ょ
う
ゆ
漬
、水
キ
ム
チ
な
ど
に
新
し
い
ア

イ
テ
ム
を
加
え
る
役
割
を
果
た
し
、キ
ム
チ
の

種
類
の
幅
が
広
が
る
こ
と
に
な
る
。 

 

　
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
キ
ム
チ
へ
の
使
用
は
、漬
物
づ

く
り
に「
革
命
」
を
も
た
ら
し
た
と
も
い
え
る
。

辛
味
成
分
の
カ
プ
サ
イ
シ
ン
は
食
品
保
存
効

果
が
あ
る
。ト
ウ
ガ
ラ
シ
に
限
ら
ず
、山
椒
、胡

椒
、ワ
サ
ビ
、ニ
ン
ニ
ク
、芥
子
、シ
ョ
ウ
ガ
な
ど
の

香
辛
料
に
は
、共
通
し
て
防
腐
効
果
が
認
め

ら
れ
る
。 

 

　
香
辛
料
は
料
理
づ
く
り
で
味
の
調
和
な
ど

が
目
的
で
使
わ
れ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、元
を

た
だ
せ
ば
、
食
べ

も
の
の
保
存
を

目
的
と
し
た
防

腐
剤
の
役
割
を

期
待
し
た
も
の

だ
っ
た
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。ト
ウ

ガ
ラ
シ
が
キ
ム
チ

に
取
り
入
れ
ら
れ

る
前
に
は
、辛
味

の
あ
る
山
椒
、蓼
、

ニ
ン
ニ
ク
類
が
野

菜
の
漬
物
に
使

わ
れ
て
い
た
の
も
、

保
存
効
果
を
期

待
し
た
も
の
だ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。 

 

　
刺
激
の
あ
る

辛
さ
は
漬
物
類
の
腐
敗
防
止
の
イ
メ
ー
ジ
に

ぴ
っ
た
り
で
あ
る
の
み
で
な
く
、赤
い
色
が
何

か
と
役
立
っ
た
。
材
料
の
野
菜
類
は
緑
・
黄
・

白
系
の
色
彩
を
持
つ
。こ
れ
に
赤
い
ト
ウ
ガ
ラ

シ
が
配
色
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、鮮
や
か
な
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
、見
た
目
に
も
食
欲
を

そ
そ
る
。 

 

　
辛
い
味
は
塩
味
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
く

れ
る
。
塩
っ
ぱ
さ
を
マ
イ
ル
ド
に
感
じ
さ
せ
て

く
れ
る
。
塩
味
よ
り
も
辛
味
を
強
く
前
面
に

感
じ
る
た
め
、塩
っ
ぱ
さ
が
う
す
く
感
じ
ら
れ
、

漬
物
の
味
が
単
純
な
も
の
か
ら
複
合
の
味
へ

と
幅
が
広
が
る
。
結
果
と
し
て
塩
分
量
を
減

ら
す
こ
と
が
で
き
て
、漬
物
の
味
を
良
く
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。 

 

　
ま
た
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
使
用
に
よ
っ
て
そ
れ
と

合
わ
せ
る
副
材
料
の
薬
味
に
も
新
し
い
も
の

が
加
わ
る
。 

    

 

 

 

  

ヤ
ン
ニ
ョ
ム 
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ト
ウ
ガ
ラ
シ
と
「
漬
物
文
化
」 
 

た
で 

 

さ
じ 

さ
じ 

「
匙
文
化
」
と
「
箸
文
化
」 
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婦人達が協同でキムチ用白菜の水洗いをする 

軒下に吊して乾燥させるニンニクの束 

焼肉はカルビが中心。ハサミで切り分けて美味しくいただく 

初冬の朝市風景…キムチ用の白菜が出荷を待っている 

賑わう魚介類の市場 

市場の店先を賑わすキムチの種類 

　 　 

キ
ム
チ
の
味
を
も
う
ひ
と
味
深
め
て
い
る
の

が
塩
辛
類
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
は
三
方
が
海

に
囲
ま
れ
、魚
介
類
の
塩
辛
の
種
類
が
多
い
。

こ
れ
も
保
存
で
き
る
備
蓄
食
品
で
あ
る
。こ
れ

が
同
じ
保
存
目
的
の
植
物
性
食
品
の
漬
物
に

組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。こ
の
植
物
性

食
品
と
動
物
性
食
品
の
ド
ッ
キ
ン
グ
を
可
能

に
し
た
の
は
、ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
カ
プ
サ
イ
シ
ン
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
動
物
性
食
品
で
あ
る
塩

辛
類
に
は
脂
質
が
含
ま
れ
て
い
る
。こ
の
成
分

の
変
質
防
止
効
果
が
あ
る
の
が
カ
プ
サ
イ
シ
ン

だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
塩
辛
類

が
漬
物
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
キ
ム
チ
の
内

容
が
変
化
し
て
く
る
。
そ
れ
以
前
の
水
分
た
っ

ぷ
り
の
キ
ム
チ（
「
冬
沈
」
ま
た
は「
水
キ
ム
チ
」
）

と
は
別
に
、薬
味
の
副
材
料
が
使
わ
れ
る
キ
ム

チ
が
考
え
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。つ
ま
り
、

塩
の
前
処
理
を
し
て
、塩
と
水
切
り
を
し
た

野
菜
に
薬
味
を
合
わ
せ
て
漬
け
る
現
在
の「
ハ

ク
サ
イ
キ
ム
チ
」の
タ
イ
プ
が
新
し
く
登
場
し

た
の
だ
。こ
れ
は
ハ
ク
サ
イ
の
よ
う
な
広
い
葉
で
、

少
し
結
球
す
る
よ
う
な
野
菜
が
、ち
ょ
う
ど
こ

の
こ
ろ
か
ら
登
場
し
て
く
る
こ
と
も
関
係
し

て
い
る
。
粉
ト
ウ
ガ
ラ
シ
、ニ
ン
ニ
ク
、塩
辛
、各

種
果
実
の
刻
ん
だ
も
の
を
合
わ
せ
た
薬
味
が
、

大
き
な
葉
と
葉
の
間
に
挟
み
こ
ま
れ
る
。 

 

　
キ
ム
チ
の
つ
く
り
方
と
味
は
大
き
く
変
わ
っ

た
。
そ
れ
ま
で
の
、野
菜
に
塩
と
少
量
の
香
辛

料
の
み
だ
っ
た
漬
物
の
味
は
、塩
味
、う
す
い
辛

味
、発
酵
し
た
酸
味
が
主
だ
っ
た
。つ
ま
り
シ
ン

プ
ル
な
味
と
い
え
よ
う
。こ
れ
に
強
い
辛
味
と

う
ま
味
が
加
わ
っ
た
。 

 

　
塩
辛
に
は
タ
ン
パ
ク
質
が
あ
り
、そ
れ
が
分

解
し
た
ア
ミ
ノ
酸
が
多
い
。こ
れ
が
う
ま
味
を

持
っ
て
い
る
。
漬
物
の
味
が
い
わ
ゆ
る
コ
ク
の 

あ
る
も
の
に
な
る
。こ
の
副
材
料
の
薬
味
の
配

合
量
、方
法
に
よ
っ
て
、多
様
な
味
の
キ
ム
チ
が

で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
各
種

の
キ
ム
チ
が
考
案

さ
れ
た
。 

 
 

ダ
イ
コ
ン
の
サ

イ
コ
ロ
大
角
切

り
キ
ム
チ
、「
カ
ッ

ト
ゥ
ギ
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
ト
ウ
ガ
ラ

シ
使
用
以
前
に

は
な
か
っ
た
も
の

だ
。
白
色
の
ダ
イ

コ
ン
に
対
照
的
な
赤
色
の
鮮
や
か
さ
を
配
す

る
こ
と
に
よ
り
、美
的
感
覚
を
取
り
入
れ
た

キ
ム
チ
と
い
え
よ
う
。
李
朝
の
宮
廷
料
理
の
キ

ム
チ
メ
ニ
ュ
ー
の
一
品
で
あ
る
が
、王
の
歓
心
を
か

う
た
め
に
、あ
る
女
官
が
考
え
つ
い
た
一
種
の
イ

ン
ス
タ
ン
ト
キ
ム
チ
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
見
る
キ

ム
チ
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
は
、こ
の

キ
ム
チ
に
も
塩
辛
を
使
い
、味
を
大
切
に
す
る
つ

く
り
方
と
な
っ
て
い
る
。 

  

　
も
う
ひ
と
つ
大
切
な
薬
味
に
ニ
ン
ニ
ク
が
あ

る
。
キ
ム
チ
づ
く
り
で
は
ニ
ン
ニ
ク
は
欠
か
せ
な

い
も
の
だ
が
、日
本
で
の
キ
ム
チ
に
は
、こ
れ
の

な
い
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
あ
の
強
烈
な
に
お

い
の
せ
い
だ
ろ
う
。ニ
ン
ニ
ク
の
に
お
い
は
一
般
に

は
き
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、こ
れ
が
本
場
に
お

い
て
の
キ
ム
チ
の
価
値
と
味
に
か
か
わ
る
重
要

な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。 

 

　
ニ
ン
ニ
ク
の
ア
リ
シ
ン
の
殺
菌
力
は
、漬
物
の

保
存
効
果
に
か
か
わ
る
し
、ビ
タ
ミ
ン
B1
含
量

の
多
い
こ
と
は
、栄
養
効
果
に
か
か
わ
っ
て
く

る
。ニ
ン
ニ
ク
の
あ
る
こ
と
が
キ
ム
チ
の
価
値
を

高
め
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
味
に
も
微
妙
な

演
出
が
み
ら
れ
、刺
激
性
の
成
分
に
ト
ウ
ガ
ラ

シ
と
は
ち
が
っ
た
も
の
が
あ
る
。そ
の
味
と
ニ
ン

ニ
ク
特
有
の
に
お
い
の
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
も
の
が
、

ま
さ
に
「
キ
ム
チ
の
味
」
な
の
で
あ
る
。こ
の
に

お
い
と
刺
激
に
馴
れ
た
人
た
ち
は
、キ
ム
チ
を
食

べ
る
と
き
、こ
れ
が
な
け
れ
ば
キ
ム
チ
で
は
な
い
と

ま
で
言
い
切
る
く
ら
い
で
あ
る
。 

キ
ム
チ
の
も
う
ひ
と
つ
の
価
値
は
発
酵
食
品
で

あ
る
こ
と
だ
。
　 

　
発
酵
作
用
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
乳
酸
菌

が
多
く
な
る
。
乳
酸
菌
の
健
康
効
果
は
ヨ
ー

グ
ル
ト
や
乳
酸
菌
飲
料
に
よ
っ
て
す
で
に
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。そ
れ
ら
の
乳
酸
菌
と
全
く
同

じ
で
は
な
い
が
、キ
ム
チ
の
汁
に
乳
酸
菌
が
多
く

い
る
こ
と
は
、「
健
康
食
品
」
と
位
置
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
発
酵
作
用
の
結
果
と

し
て
材
料
の
野
菜
類
に
は
な
か
っ
た
ビ
タ
ミ
ン

類
が
生
成
さ
れ
て
く
る
。 

 

　
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
辛
味
成
分
は
カ
プ
サ
イ
シ
ン

で
あ
る
。
そ
の
働
き
は
脂
肪
を
燃
焼
さ
せ
、肥

満
を
防
止
す
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

と
と
も
に
、胃
を
刺
激
し
、消
化
液
の
分
泌
を

盛
ん
に
し
て
食
べ
も
の
の
消
化
吸
収
を
よ
く

し
て
く
れ
る
。
キ
ム
チ
を
食
事
の
時
の
お
か
ず

と
し
て
い
た
だ
く
の
に
ぴ
っ
た
り
の
価
値
で
あ
る
。 

 

　
さ
ら
に
こ
の
成
分
に
は
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
効

果
と
呼
ば
れ
る
作
用
が
あ
り
、別
名
「
快
感
ホ

ル
モ
ン
」
と
も
い
わ
れ
る
。ス
ト
レ
ス
解
消
、気

分
そ
う
快
に
し
て
く
れ
る
効
用
な
の
で
あ
る
。

体
が
熱
く
な
り
、発
汗
す
る
こ
と
で
そ
れ
は

実
感
で
き
る
。 

 

　
い
ま
こ
の
キ
ム
チ
が
日
本
に
急
速
な
広
が
り

を
み
せ
て
い
る
。
平
成
十
三
年
度
の
消
費
量
は

32
万
ト
ン（
食
品
需
給
セ
ン
タ
ー
）で
、漬
物
業

界
の
ト
ッ
プ
を
占
め
て
い
る
。
す
で
に
平
成
八

年
か
ら
ト
ッ
プ
で
あ
る
が
、こ
の
５
年
間
で
実

に
３
倍
の
増
加
ぶ
り
で
あ
る
。 

 

　
こ
の
こ
と
は
日
本
の
消
費
者
の
人
気
食
品

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、そ
れ
は
キ
ム
チ

の
食
べ
も
の
と
し
て
の
価
値
が
あ

る
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
て
い
る
。 

 

　
こ
う
し
た
す
ば
ら
し
い
価
値

を
持
っ
た
キ
ム
チ
は
、
長
い
間
、

朝
鮮
半
島
で
生
き
る
人
々
の

食
生
活
と
健
康
を
支
え
て
き
た
、

か
け
が
え
の
な
い
食
べ
も
の
だ
っ
た
。 

　
さ
ら
に
十
九
世
紀
に
入
る
と

み
そ
に
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
す
で
に「
椒

」

と
い
う
山
椒
入
り
み
そ
が
あ
っ
た
。 

 
 

こ
れ
の
名
産
地
と
さ
れ
る
地

域
で
ト
ウ
ガ
ラ
シ
入
り
み
そ
が
、

最
初
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、山
椒
の
代
わ
り
に
ト
ウ

ガ
ラ
シ
が
使
わ
れ
た
も
の
と
み

ら
れ
て
い
る
。ト
ウ
ガ
ラ
シ
み
そ
、つ

ま
り
い
ま
の「
コ
チ
ュ
ジ
ャ
ン
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

　
コ
チ
ュ
ジ
ャ
ン
は
調
味
料
そ
の

も
の
で
あ
り
、各
種
料
理
の
味

付
け
に
重
宝
な
も
の
と
な
る
。

こ
の
常
備
の
万
能
調
味
料
が

辛
い
味
で
あ
る
こ
と
が
、韓
国

料
理
が
辛
く
な
っ
た
大
き
な
要

素
と
み
て
よ
い
。 

 

　
食
肉
文
化
が
定
着
し
そ
の
料
理
法
に
胡
椒

な
ど
の
辛
味
香
辛
料
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、こ
の
胡
椒
は
外
来
輸
入
品
で
高
価

で
あ
っ
た
し
、自
家
栽
培
が
で
き
な
い
。
同
じ

辛
味
で
も
栽
培
可
能
な
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
、や

が
て
代
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。
さ
ら
に
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
未
熟
果
は
辛

く
な
い
の
で
夏
の
シ
ー
ズ
ン
に
は
野
菜
代
わ
り

に
な
る
こ
と
も
で
き
た
。 

 

　
こ
の
よ
う
に
要
素
が
か
ら
み
合
い
な
が
ら
、

朝
鮮
半
島
の
料
理
は
辛
く
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、

歴
史
的
に
は
そ
ん
な
に
古
い
伝
統
が
あ
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。 

 

　
「
キ
ム
チ
」
と「
コ
チ
ュ
ジ
ャ
ン
」は
韓
国
で
は
家

庭
の
常
備
食
品
で
あ
り
、つ
く
り
方
も
家
庭
ご

と
に
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
家
庭
の
味
、お
ふ
く
ろ

の
味
の
き
め
手
と
な
る
の
だ
。
韓
国
食
文
化
を

代
表
す
る
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。                  

 

キ
ム
チ
の
味
の
演
出
者 

キ
ム
チ
の
価
値 
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