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石毛直道「世界の食文化とうま味」

河野一世「日本人はなぜ鰹を食べてきたのか」

奥村彪生「だしの起源と変遷」

伏木 亨「おいしさは味わう側にある」

中野克彦「鰹節仲卸商が語るだし素材の新機軸」

編集部「だしソムリエに挑戦」

水の文化楽習実践取材「給食から広がる生活学習」

的場輝佳「米食風土が育んだ、だし文化」

吉村伸一　シリーズ里川「美しくなければ川じゃない」

古賀邦雄　水の文化書誌「味は文化に支配される」
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だ
し
の
真
髄

プ
ロ
の
こ
だ
わ
り
は
と
も
か
く
と
し
て
、

水
に
浸
し
て
お
け
ば

だ
し
か
ら
は
、
う
ま
味
と
風
味
が
溶
け
出
し
て
き
ま
す
。

だ
し
の
素
材
は
、
な
ぜ
昆
布
と
鰹
節
が
主
に
な
っ
た
の
か
、

干
し
椎
茸
と
煮
干
し
の
ル
ー
ツ
は
何
か
。

身
近
な
の
に
、
だ
し
の
こ
と
を

何
も
知
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て

だ
し
を
、
改
め
て
見
直
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

肉
の
脂
や
砂
糖
の
甘
さ
の
よ
う
に
、

わ
か
り
や
す
い
味
で
は
な
い
し
、

地
味
な
脇
役
で
は
あ
り
ま
す
が
、

じ
わ
っ
と
奥
深
い
滋
味
が
あ
る
、
だ
し
。

だ
し
に
お
け
る
、
水
の
役
割
に
つ
い
て
も

新
た
な
発
見
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
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山
梨
県
都
留
市
の
山
林
で
、
パ
レ
ッ
ト
に
整
理
さ
れ
た
薪
が
出
荷
を
待
っ
て
い

る
。
主
に
ブ
ナ
な
ど
の
広
葉
樹
で
つ
く
ら
れ
た
生
木
に
近
い
こ
の
薪
は
、
静

岡
・
焼
津
に
運
ば
れ
、
鰹
節
の
燻
し
に
使
わ
れ
る
。
今
回
の
取
材
で
、
人
工
的

に
は
燻
製
香
が
つ
く
れ
な
い
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。
そ
の
お
陰
で
、
こ
の
山

林
の
雑
木
は
適
宜
伐
り
出
さ
れ
、
手
入
れ
を
さ
れ
た
生
き
た
森
と
な
っ
て
い
る
。

海
の
幸
は
こ
ん
な
所
で
も
森
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。
奥
が
深
い
。
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世界の食文化とうま味
チーズ・魚醤・穀醤

石毛 直道
いしげ なおみち

国立民族学博物館名誉教授

1937年千葉県生まれ。1963年京都大学文学部史学科卒業、

1965年京都大学大学院文学研究科（考古学）修士課程中退。

京都大学人文科学研究所助手、甲南大学文学部助教授、国立

民族学博物館教授を経て、1998〜2003年国立民族学博物館

長。専攻は民族学。農学博士（東京農業大学、1986年）。

主な著書に『食生活を探検する』（文藝春秋 1969）、『世界の

食事文化』（ドメス出版 1973）、『魚醤とナレズシの研究—モ

ンスーン・アジアの食事文化』（共著／岩波書店 1990）、『石

毛直道　食の文化を語る』（ドメス出版 2009）ほか

天から与えられる食材は、

風土や環境と切り離しては、

考えられません。

牧畜文化圏では乳を利用し、

稲作文化圏では淡水魚を利用する—。

しかも、季節によって収穫量が甚だしく

偏るそれらの素材を保存するために、

優れた加工方法が発達していきました。

期せずして、保存食にはうま味がたっぷり。

世界中の保存食を調査してきた石毛直道さんに、

グローバルな視点から、

ローカルなだしを

語っていただきました。

だ
し
が
出
た
ら
お
役
御
免

肉
や
魚
を
煮
て
ス
ー
プ
ス
ト
ッ
ク
な

ど
に
す
る
こ
と
は
、
世
界
各
地
で
行
な

わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
日
本
の
だ
し
に
は
、
他
国
に

は
な
い
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ス
ー
プ
ス

ト
ッ
ク
の
場
合
は
肉
や
魚
を
一
緒
に
食

べ
る
の
で
す
が
、
日
本
の
だ
し
は
後
か

ら
佃
煮
に
す
る
な
ど
廃
物
利
用
は
す
る

も
の
の
、
食
べ
る
こ
と
が
目
的
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

本
来
的
に
は
、
そ
の
う
ま
味
を
水
に

移
し
た
ら
、
も
う
お
役
御
免
な
ん
で
す

ね
。
そ
ん
な
食
品
が
発
達
し
た
の
は
、

ど
う
も
日
本
だ
け
の
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
う
ま
味
の
こ
と
が
問
題
に

な
っ
て
く
る
。
甘
い
、
塩
辛
い
、
酸
っ

ぱ
い
、
苦
い
。
こ
の
４
つ
に
分
類
で
き

る
味
が
、
舌
か
ら
神
経
を
通
じ
て
脳
に

伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
味

を
ど
ん
な
に
混
ぜ
て
も
、
う
ま
味
は
で

き
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
日
本
の
化
学

者
た
ち
が
う
ま
味
を
研
究
し
て
、
舌
か

ら
脳
に
伝
え
ら
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解

明
し
て
、
第
５
の
味
と
し
て
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ

カ
に
は
う
ま
味
と
い
う
概
念
が
な
い
で

す
か
ら
、
言
葉
も
な
い
。
そ
れ
で
Ｕ
Ｍ

Ａ
Ｍ
Ｉ
　
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
と
い
う
学
術
用

語
と
し
て
ロ
ー
マ
字
表
記
さ
れ
て
い
ま

す
。

韓
国
で
は
、
現
在
、
煮
干
し
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
調
べ
て
み
た

ら
煮
干
し
と
い
う
の
は
、
案
外
新
し
い

ん
で
す
。
そ
れ
は
日
本
で
も
同
じ
。
九

十
九
里
と
か
瀬
戸
内
と
か
で
、
小
さ
い

鰯
い
わ
し

を
捕
っ
て
干
鰯

ほ
し
か

に
し
て
、
田
ん
ぼ
の

肥
料
に
し
た
。
煮
干
し
に
は
し
て
い
な

い
ん
で
す
ね
。

私
は
昔
、
沿
岸
漁
業
で
小
鰯
を
捕
っ

て
い
た
宇
和
島
藩
の
江
戸
時
代
の
文
書

を
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
煮

干
し
を
つ
く
り
始
め
た
の
は
、
せ
い
ぜ

い
江
戸
時
代
の
末
か
ら
明
治
に
な
っ
て

か
ら
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。

そ
れ
で
、
韓
国
の
ほ
う
の
こ
と
は
食

物
史
の
権
威
で
あ
る
李
盛
雨
さ
ん
に
調

べ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
が
、
や
は
り
李

さ
ん
の
意
見
も
「
韓
国
で
だ
し
が
普
及

す
る
の
は
、
日
本
の
植
民
地
時
代
の
影

響
だ
」
と
い
う
お
話
で
し
た
。

江
戸
時
代
に
も
、
中
国
へ
日
本
の
昆

布
が
た
く
さ
ん
輸
出
さ
れ
た
こ
と
は
、

記
録
に
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
し
か
し
、

そ
れ
は
だ
し
と
し
て
で
は
な
く
、
食
品

と
し
て
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
中
国
の
内

陸
部
は
ヨ
ー
ド
分
が
不
足
し
ま
す
か
ら
、

そ
れ
を
補
う
た
め
だ
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。

油
っ
こ
い
は

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
表
現

も
う
一
つ
考
え
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い

の
は
、
京
都
大
学
の
伏
木
亨
さ
ん
が
研

究
な
さ
っ
て
い
る
油
脂
の
味
で
す
。

油
脂
は
ラ
ッ
ト
の
実
験
な
ど
を
見
る

と
、
脳
内
に
快
感
物
質
を
発
生
さ
せ
る

ら
し
い
。
油
脂
の
味
と
う
ま
味
成
分
で

あ
る
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
や
イ

ノ
シ
ン
酸
と
は
、
少
し
回
路
が
違
っ
て

い
る
よ
う
で
す
が
、
ま
だ
完
全
に
は
突

き
止
め
ら
れ
て
い
な
い
ら
し
い
で
す
。

私
も
、
油
脂
と
い
う
の
は
、
お
い
し

さ
に
非
常
に
関
係
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
よ
く
「
コ
ク

を
つ
け
る
」
と
い
う
け
れ
ど
、
コ
ク
だ

け
で
は
な
く
て
、
う
ま
味
に
関
係
す
る

成
分
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
に
は
、
こ
の
油
脂

を
使
う
文
化
が
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

油
脂
そ
の
も
の
の
存
在
は
古
代
か
ら
知

っ
て
い
ま
し
た
し
、
ゴ
マ
油
な
ん
か
も

古
代
か
ら
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
が
、
中

国
か
ら
伝
わ
っ
た
宮
廷
料
理
な
ん
か
で

ち
ょ
っ
と
使
う
ぐ
ら
い
で
、
一
般
庶
民

は
使
わ
な
い
。
ゴ
マ
は
煎
っ
て
そ
の
ま

ま
使
っ
た
。

ゴ
マ
油
は
む
し
ろ
工
芸
用
だ
と
か
、

髪
油
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま

た
、
灯
火
に
も
使
っ
て
い
ま
す
ね
。
灯

火
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、

菜
種
油
が
広
く
出
回
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
常
的
に
油
を
使
っ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
油
料
理
は
し

な
か
っ
た
。

海
外
で
有
名
な
日
本
料
理
の
天
ぷ
ら

に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
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の
影
響
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
江

戸
の
後
期
に
な
る
と
、
庶
民
の
ち
ょ
っ

と
し
た
ス
ナ
ッ
ク
と
し
て
屋
台
で
天
ぷ

ら
を
売
っ
て
い
た
、
と
い
う
記
録
が
あ

り
ま
す
。
風
呂
屋
の
帰
り
に
、
ち
ょ
っ

と
つ
ま
む
よ
う
な
も
の
で
、
家
庭
で
は

あ
ま
り
つ
く
っ
て
い
ま
せ
ん
。

今
か
ら
20
年
以
上
前
の
調
査
で
、
当

時
70
歳
以
上
の
女
性
に
昔
の
料
理
の
聞

き
書
き
を
や
っ
た
ん
で
す
。
料
理
だ
け

で
は
な
く
、
食
の
風
景
も
聞
き
ま
し
た
。

当
時
70
歳
以
上
の
人
だ
と
、
娘
時
代

は
一
人
ひ
と
り
の
お
膳
。
そ
れ
が

卓
袱
台

ち
ゃ
ぶ
だ
い

に
な
り
、
今
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ

ー
ブ
ル
に
な
る
。
卓
袱
台
時
代
の
話
で

す
が
、
長
野
県
の
農
村
で
庄
屋
を
や
っ

て
い
た
家
の
お
ば
あ
さ
ん
が
、「
食
用

油
は
、
１
年
で
ビ
ー
ル
瓶
に
２
本
ぐ
ら

い
し
か
使
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
ん
で

す
。
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
ご
ろ
の
話

で
す
。
当
時
は
量
り
売
り
で
、
買
い
に

行
っ
て
い
ま
し
た
。

味
を
示
す
言
葉
で
も
、
日
本
で
は
長

年
に
わ
た
っ
て
、「
油
っ
こ
い
」
と
い

う
と
下
品
な
味
の
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す

ね
。
否
定
的
な
言
葉
だ
っ
た
。

社
会
人
類
学
者
で
国
立
民
族
学
博
物

館
名
誉
教
授
の
松
原
正
毅

ま
さ
た
け

さ
ん
（
現
・
坂

の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
）
は
私
の
友
人

な
ん
で
す
が
、
ト
ル
コ
で
は
、「
油
っ

こ
い
」
と
い
う
の
は
肯
定
的
な
お
い
し

さ
を
示
す
表
現
だ
と
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。ト

ル
コ
に
限
ら
ず
世
界
中
で
、
油
と

い
う
の
は
お
お
む
ね
肯
定
的
に
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
中
国
で
も
肉
の

味
を
表
現
す
る
と
き
に
、
肥

フ
�
イ

肉ロ
ウ

、
痩

シ
�
ウ

肉ロ
ウ

と
い
い
ま
す
。
痩
肉
は
赤
身
。
伝
統

的
に
、
脂
身
の
多
い
三
枚
肉
の
ほ
う
が

値
段
も
高
か
っ
た
で
す
。
し
か
し
、
中

国
も
経
済
発
展
し
て
、
や
は
り
栄
養
の

取
り
過
ぎ
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
健
康
志
向
に
な
っ
て
、
今
は
、

赤
身
の
肉
の
ほ
う
が
価
値
が
上
が
っ
て

い
ま
す
。

伝
承
料
理
研
究
家
の
奥
村
彪
生
さ
ん

が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
お
り
、
ま
さ

に
中
国
料
理
は
油
脂
の
料
理
、
日
本
料

理
は
水
の
料
理
と
い
う
わ
け
で
す
。

中
国
の
家
庭
で
は
油
脂
が
必
需
品
だ

っ
た
ん
で
す
が
、
お
い
し
い
ラ
ー
ド
な

ん
て
い
う
の
は
民
衆
の
家
庭
で
は
な
か

な
か
使
え
な
か
っ
た
。
日
中
国
交
正
常

化
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
（
１
９
７
２
年

〈
昭
和
47
〉
）、
上
海
の
近
く
の
普
通
の
農

家
で
聞
い
た
話
で
す
が
、
豚
は
飼
っ
て

い
る
け
れ
ど
食
べ
る
た
め
に
殺
す
の
は

正
月
の
前
だ
け
。
豚
の
脂
は
全
部
取
っ

て
お
い
て
、
き
つ
い
塩
漬
け
に
し
て
お

く
。
そ
れ
を
少
し
ず
つ
切
っ
て
、
野
菜

と
炒
め
る
の
だ
そ
う
で
す
。
豚
１
頭
の

脂
身
を
、
何
と
か
１
年
間
保
た
せ
る
の

だ
そ
う
で
す
。

私
が
調
査
し
た
東
ア
フ
リ
カ
で
も
北

ア
フ
リ
カ
で
も
同
様
に
、
油
っ
こ
い
味

は
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
な
ん
で
す
。
日
本

以
外
の
国
で
は
、
肉
で
一
番
珍
重
さ
れ

る
の
は
脂
身
、
も
う
一
つ
は
レ
バ
ー
で

す
。と

こ
ろ
が
、
世
界
中
で
好
ま
れ
る
肉

を
拒
否
し
、
そ
の
中
で
も
脂
を
拒
否
し

た
我
々
日
本
人
と
い
う
の
は
、
だ
い
ぶ

変
わ
り
者
の
文
化
な
ん
で
す
ね
。

牧
畜
・
乳
搾
り
文
化
圏

牧
畜
を
す
る
か
し
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
が
ま
た
問
題
に
な
り
ま
す
。
中
国

の
漢
族
は
、
牧
畜
を
し
な
い
文
化
で
す
。

韓
国
で
も
三
国
時
代
（
４
世
紀
は
じ
め
か

ら
７
世
紀
後
半
）
に
は
、
新
羅
の
王
様
が
、

仏
教
に
基
づ
い
て
肉
食
を
禁
止
し
ま
し

た
（
５
２
９
年
）
。
こ
れ
は
９
１
８
年
に

高
麗
王
朝
が
成
立
す
る
ま
で
受
け
継
が

れ
ま
す
。
高
麗
王
朝
時
代
は
、
モ
ン
ゴ

ル
が
建
て
た
元
と
い
う
国
が
、
ほ
と
ん

ど
韓
国
全
土
を
支
配
し
ま
し
た
。
そ
れ

で
牧
畜
文
化
の
元
に
影
響
を
受
け
て
、

牧
場
を
つ
く
っ
た
り
し
た
。
そ
の
結
果
、

ま
た
肉
食
が
復
活
し
た
ん
で
す
。

重
要
な
の
は
乳
搾
り
を
す
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
家
畜
の
乳
を
利
用
す
る

地
域
は
、
牧
畜
文
化
圏
で
す
。
私
た
ち

は
牛
乳
し
か
馴
染
み
が
な
い
で
す
が
、

羊
、
ヤ
ギ
、
ラ
ク
ダ
、
馬
も
、
全
部
乳

搾
り
を
し
ま
す
。

日
本
だ
っ
て
、
牛
や
馬
を
飼
っ
て
い

た
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
人
が
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
は
鋤
を
引
か
せ
る
た
め
に

１
頭
か
２
頭
飼
っ
て
い
た
だ
け
で
、
食

べ
る
た
め
で
は
な
い
。

こ
れ
に
比
べ
、
牧
畜
文
化
圏
で
は
１

世界の主な調味料の分布と、乳搾り／狩猟採集民の分布
『世界の食事文化』石毛直道ほか（ドメス出版 1973）を参考に、編集部で作成

うま味の文化圏
『魚醤とナレズシの研究—モンスーン・アジアの食事文化』
石毛直道ほか（岩波書店 1990）より作成
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家
族
が
数
十
頭
か
ら
数
百
頭
の
家
畜
を

飼
っ
て
い
ま
す
。
牧
畜
文
化
と
い
う
の

は
何
か
と
い
っ
た
ら
、
家
畜
を
群
れ
と

し
て
飼
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

ま
た
、
家
畜
の
生
産
物
に
食
生
活
が

か
な
り
依
存
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
農
業
文
化
圏
で
す
が
、
同
時
に
家
畜

も
飼
っ
て
い
ま
す
。

保
存
食
と
し
て
の
乳
製
品

私
た
ち
は
乳
は
飲
む
も
の
と
考
え
ま

す
が
、
牧
畜
文
化
圏
で
は
乳
は
食
べ
る

も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
乳
を
出
す
期

間
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
間
の
食
料

と
し
て
、
乳
を
加
工
し
て
保
存
食
に
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
乳
製
品
と
い

っ
た
ら
、
バ
タ
ー
や
チ
ー
ズ
や
ヨ
ー
グ

ル
ト
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
乳
製

品
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
も
、

世
界
各
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
乳
製
品
が
あ

る
の
で
す
。
乳
の
タ
ン
パ
ク
質
を
固
め

た
も
の
が
チ
ー
ズ
で
す
が
、
中
央
ア
ジ

ア
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
チ
ー
ズ
と
は
違

う
固
め
方
が
あ
り
ま
す
。

乳
か
ら
脂
肪
分
を
取
っ
た
後
の
タ
ン

パ
ク
質
を
煮
詰
め
て
、
乾
燥
さ
せ
、
カ

チ
ン
カ
チ
ン
に
し
た
乳
製
品
も
あ
り
ま

す
。
軽
石
み
た
い
に
固
く
乾
燥
さ
せ
て

あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
は
、
遊
牧

民
に
と
っ
て
、
保
存
に
都
合
が
い
い
し
、

軽
い
か
ら
移
動
に
向
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
乳
製
品
は
実
に
多
様
な

ん
で
す
。

ど
ん
な
牧
畜
民
に
も
見
ら
れ
る
の
が
、

乳
か
ら
脂
肪
を
取
っ
た
食
品
で
す
。
脂

肪
の
取
り
方
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法

が
あ
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
タ
ー
だ
っ
た
ら
、

遠
心
分
離
す
る
。
そ
れ
も
か
つ
て
は
手

動
で
、
今
は
機
械
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
以
前
だ
っ
た
ら
、
細
長
い
筒
に

入
れ
て
棒
で
突
く
。
チ
ャ
ー
ニ
ン
グ
と

い
い
ま
す
。
乳
の
中
の
脂
肪
球
を
互
い

に
く
っ
つ
け
て
、
徐
々
に
大
き
く
し
て

い
く
ん
で
す
。

そ
う
い
っ
た
や
り
方
も
あ
れ
ば
、
寒

冷
な
気
候
だ
っ
た
ら
腐
り
ま
せ
ん
か
ら
、

搾
っ
た
乳
を
そ
の
ま
ま
置
い
て
お
く
。

そ
う
す
る
と
上
の
ほ
う
に
脂
肪
が
浮
い

て
く
る
。
そ
れ
を
す
く
っ
た
ら
ク
リ
ー

ム
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

そ
の
ク
リ
ー
ム
を
、
例
え
ば
東
ア
フ

リ
カ
の
場
合
は
獣
の
革
袋
に
入
れ
て
、

揺
す
っ
て
バ
タ
ー
を
分
離
さ
せ
る
。

あ
る
い
は
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
乳
を
と

ろ
火
で
煮
る
。
そ
う
す
る
と
上
の
ほ
う

に
脂
肪
が
浮
い
て
き
て
膜
に
な
る
。
そ

れ
を
す
く
い
上
げ
る
と
、
ウ
ル
ム
と
い

う
脂
に
な
る
。
そ
の
ウ
ル
ム
か
ら
、
ま

た
バ
タ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
る
。

ま
た
、
バ
タ
ー
状
の
も
の
を
暖
め
て

上
澄
み
の
バ
タ
ー
オ
イ
ル
を
取
る
。
イ

ン
ド
で
は
ギ
ー
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

牧
畜
文
化
が
根
づ
い
た
所
だ
っ
た
ら

ど
こ
で
も
、
乳
か
ら
取
っ
た
脂
肪
の
う

ま
味
を
大
切
に
す
る
。
そ
れ
に
牧
畜
民

は
、
な
る
べ
く
家
畜
を
殺
さ
な
い
よ
う

に
す
る
。
だ
っ
て
家
畜
を
殺
し
て
食
べ

て
い
た
ら
、
貯
金
の
元
金
に
手
を
つ
け

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
目
減
り
し
て

し
ま
い
ま
す
か
ら
。

特
に
雌
の
家
畜
は
、
殺
さ
ず
に
置
い

て
お
く
。
そ
う
す
れ
ば
妊
娠
し
て
乳
を

出
し
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
雄
の
家
畜
は
や
は
り
食

べ
ま
す
。
肉
を
煮
た
り
焼
い
た
り
す
れ

ば
、
脂
の
う
ま
味
が
増
し
ま
す
。
こ
う

し
て
牧
畜
文
化
圏
で
は
、
乳
か
ら
も
肉

か
ら
も
、
脂
の
う
ま
味
を
大
切
に
す
る

食
文
化
が
育
っ
て
き
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東

側
で
は
、
す
ぽ
っ
と
牧
畜
文
化
が
抜
け

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
地
図
（
５
ペ
ー
ジ
参

照
）
は
15
世
紀
ぐ
ら
い
を
見
当
に
つ
く

っ
た
の
で
す
が
、
乳
搾
り
文
化
圏
と
狩

猟
採
集
文
化
圏
と
の
境
界
線
は
、
万
里

の
長
城
で
す
。
万
里
の
長
城
と
い
う
の

は
、
も
と
も
と
北
側
の
牧
畜
を
や
っ
て

い
る
遊
牧
民
が
農
耕
地
帯
に
入
っ
て
こ

な
い
よ
う
に
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
こ

れ
が
ち
ょ
う
ど
境
目
に
な
る
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
イ
ン
ド
の
よ
う
に
ベ
ジ
タ

リ
ア
ン
が
大
変
多
い
地
域
で
は
、
牛
は

け
っ
し
て
殺
さ
な
い
け
れ
ど
、
乳
は
利

用
し
ま
す
。
乳
製
品
は
よ
く
食
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン

で
も
、
乳
製
品
か
ら
脂
肪
や
タ
ン
パ
ク

質
を
摂
っ
て
い
る
の
で
、
栄
養
的
に
問

題
な
い
ん
で
す
。

乳
搾
り
を
し
な
い
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

の
国
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
東
南
ア

ジ
ア
で
は
、
肉
や
乳
製
品
が
少
な
い
わ

け
で
す
か
ら
、
も
の
を
う
ま
く
食
べ
よ

う
と
し
た
ら
、
中
国
み
た
い
に
、
ま
ず

は
油
脂
を
使
っ
た
料
理
に
な
り
ま
す
。

で
も
ま
あ
、
中
国
の
家
庭
に
油
脂
を

使
っ
た
料
理
が
普
及
す
る
の
は
、
時
代

が
ず
っ
と
新
し
く
て
10
世
紀
よ
り
後
の

こ
と
で
す
。
10
世
紀
に
な
り
ま
す
と
、

農
村
で
も
鉄
の
鍋
が
普
及
す
る
。
そ
う

な
る
と
炒
め
も
の
料
理
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
以
前
は
、
中
国
で

も
煮
る
料
理
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

中
国
は
豚
の
脂
や
植
物
油
を
よ
く
利

用
し
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
進

ま
な
か
っ
た
の
が
日
本
や
東
南
ア
ジ
ア

な
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
東
南
ア
ジ
ア
の

場
合
、
小
乗
仏
教
で
す
か
ら
お
坊
さ
ん

以
外
の
人
は
肉
を
食
べ
る
。
お
坊
さ
ん

も
、
自
分
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
獣
の
肉

以
外
な
ら
食
べ
て
も
よ
か
っ
た
。
そ
れ

に
建
前
は
あ
り
ま
し
た
が
、
お
布
施
で

い
た
だ
い
た
ら
、
拒
否
せ
ず
に
食
べ
て

い
ま
す
。

以前、当センターがメナム川流域を取材したときに、道端で強烈なにおいを放っていた発酵物。
なれずしなのだろうか、近くに人影がなく、その中身は確かめられなかったが、一斗缶にいっぱ
いのお米の間には魚が見え隠れしていた。
左は、タイの露天レストラン。激辛の背後にタップリのうま味が潜んでいる。
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に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
ま
し
た
。

魚
醤
と
い
う
も
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
誤

解
を
受
け
て
い
て
、
最
近
は
秋
田
の
し

ょ
っ
つ
る
や
ベ
ト
ナ
ム
の
ニ
�
ク
ナ
ム
、

タ
イ
の
ナ
ン
プ
ラ
ー
の
よ
う
に
、
魚
を

原
料
に
し
た
液
体
状
の
食
品
を
い
い
ま

す
。
し
か
し
、
本
来
は
違
う
ん
で
す
。

魚
醤
と
い
う
言
葉
は
、
漢
語
で
中
国
か

ら
き
た
言
葉
で
す
。
日
本
は
古
代
か
ら

「
う
お
び
し
お
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
塩
辛
だ
と
か
液
体
状
に
し
た

魚
醤
油
な
ど
、
塩
辛
系
の
食
品
全
体
を

指
し
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
、
古
代
ロ
ー
マ
に

は
、
ガ
ラ
ム
と
か
リ
ク
ア
メ
ン
と
い
う

魚
醤
油
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
も

う
継
承
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

魚
醤
類
が
世
界
中
で
一
番
発
達
し
た

の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
す
。

魚
醤
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
初
期
の
稲

作
と
非
常
に
深
い
関
係
が
あ
り
、
淡
水

魚
漁
業
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う

の
は
私
の
仮
説
で
す
。

農
薬
が
使
わ
れ
る
ま
で
は
、
田
ん
ぼ

と
い
う
の
は
主
食
の
米
を
つ
く
る
だ
け

で
は
な
く
、
お
か
ず
に
な
る
魚
の
漁
場

で
も
あ
る
ん
で
す
。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
近
世
に
な
る
ま

で
海
岸
部
の
原
野
と
い
う
の
は
発
達
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
メ
コ
ン
川

（
源
流
は
チ
ベ
ッ
ト
高
原
に
発
し
、
中
国
雲
南
省
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
・
ラ
オ
ス
国
境
線
、
タ
イ
・
ラ
オ
ス

国
境
線
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
経
て
ベ
ト
ナ
ム
に
抜
け

る
）
だ
と
か
イ
ラ
ワ
ジ
川
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
中

央
を
流
れ
る
。
注：

エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
ー
川
と
も
表

記
さ
れ
る
）
だ
と
か
メ
ナ
ム
川
（
タ
イ
の
バ

ン
コ
ク
を
中
心
に
流
れ
る
。
注：

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ

ー
川
と
も
表
記
さ
れ
る
）
の
周
辺
は
、
す
ご

い
湿
地
帯
で
人
間
が
住
め
る
よ
う
な
場

所
で
は
な
か
っ
た
。
デ
ル
タ
地
帯
が
開

発
さ
れ
て
発
展
を
遂
げ
る
の
は
、
近
代

に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

近
代
以
降
は
、
海
の
漁
業
も
発
展
し

た
。
そ
れ
以
前
は
、
内
陸
部
の
漁
業
、

す
な
わ
ち
淡
水
魚
漁
業
で
す
。

昔
は
川
に
は
堤
防
が
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
と
い
う
か
東
南
ア
ジ
ア
の
川
に
は

今
で
も
堤
防
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
で
す

か
ら
、
雨
季
に
な
る
と
川
が
氾
濫
し
て
、

田
ん
ぼ
が
全
部
水
浸
し
に
な
る
ん
で
す
。

そ
れ
で
、
回
遊
魚
が
川
か
ら
田
ん
ぼ
に

入
っ
て
、
稲
の
切
り
株
が
格
好
の
産
卵

場
所
に
な
っ
た
。
卵
か
ら
孵か

え

っ
た
ば
か

り
の
稚
魚
は
、
大
き
な
魚
に
食
べ
ら
れ

な
い
よ
う
に
切
り
株
を
隠
れ
場
所
に
す

る
。
非
常
に
都
合
が
い
い
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
氾
濫
水
が
引
け
る
と
き
に
、

梁や
な

だ
と
か
の
漁
具
を
大
量
に
仕
掛
け
て

お
い
て
、
一
網
打
尽
に
す
る
。

で
も
乾
季
に
は
捕
れ
な
く
な
り
ま
す

か
ら
、
い
っ
ぺ
ん
に
大
量
に
捕
れ
た
魚

を
保
存
す
る
の
に
、
塩
辛
の
よ
う
な
食

品
が
開
発
さ
れ
た
ん
で
し
ょ
う
。

微
量
ビ
タ
ミ
ン
な
ど
を
除
い
た
ら
、

人
間
に
取
っ
て
大
切
な
の
は
、
カ
ロ
リ

ー
と
タ
ン
パ
ク
質
で
す
。
米
と
い
う
の

は
麦
類
と
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
て
、
タ

ン
パ
ク
質
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
変
良
い
の

で
す
。
で
す
か
ら
成
人
で
60
o
ぐ
ら
い

の
体
重
の
人
間
が
、
必
要
な
タ
ン
パ
ク

質
を
米
か
ら
摂
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
確

か
５
合
ぐ
ら
い
食
べ
れ
ば
間
に
合
っ
て

し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
パ
ン
で
こ
れ
を
や

ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
2.5
o
も
食
べ
な
く

ち
ゃ
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、
パ
ン
を
食

べ
て
い
た
民
族
は
、
中
世
の
一
番
貧
し

い
農
民
で
も
、
チ
ー
ズ
の
ひ
と
か
け
で

も
一
緒
に
食
べ
て
い
る
ん
で
す
。

米
で
や
っ
て
い
こ
う
と
し
た
ら
、
米

だ
け
を
ド
カ
食
い
す
れ
ば
い
い
。
そ
の

た
め
に
は
、
塩
辛
い
お
か
ず
が
少
し
い

る
。
そ
れ
に
最
適
な
の
が
塩
辛
な
ん
で

す
。

ア
ミ
ノ
酸
の
う
ま
味

そ
れ
に
塩
辛
を
長
い
間
置
い
て
お
く

と
、
酵
素
に
よ
っ
て
タ
ン
パ
ク
質
が
ペ

プ
チ
ド
だ
と
か
ア
ミ
ノ
酸
に
分
解
さ
れ

る
。
魚
の
原
形
が
残
ら
な
い
ほ
ど
、
ド

ロ
ド
ロ
に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
漉
し

た
ら
魚
醤
油
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
で
す
ね
、
魚
醤
油
や
塩
辛

の
成
分
分
析
と
い
う
の
は
、
大
変
少
な

か
っ
た
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
統
治
時
代

に
ベ
ト
ナ
ム
の
ニ
�
ク
ナ
ム
を
分
析
し

て
も
、
当
時
の
技
術
で
は
ア
ミ
ノ
酸
の

検
出
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
私
た
ち
は
こ
の
本
の
調
査

の
と
き
に
、
大
変
た
く
さ
ん
の
サ
ン
プ

ル
を
集
め
て
、
持
ち
帰
っ
て
、
味
の
素

の
中
央
研
究
所
で
ア
ミ
ノ
酸
分
析
を
や

チ
ー
ズ
vs
魚
醤

日
本
で
も
鶏
は
飼
っ
て
い
る
ん
で
す

が
、
殺
し
て
肉
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と

は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、

野
菜
と
魚
を
食
べ
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

野
菜
は
そ
の
ま
ま
食
べ
て
も
、
あ
ま

り
う
ま
味
は
な
い
。
根
菜
類
は
甘
味
が

あ
り
ま
す
が
、
菜
っ
葉
に
塩
だ
け
じ
ゃ

あ
、
そ
ん
な
に
食
べ
ら
れ
る
も
ん
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
サ
ラ

ダ
を
食
べ
る
じ
ゃ
な
い
か
、
と
言
っ
て

も
、
あ
れ
は
実
際
に
は
油
を
か
け
て
お

い
し
く
し
て
食
べ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
で
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
魚
醤
が

発
達
し
た
ん
で
す
。
私
は
昔
、
魚
醤
を

何
年
か
調
べ
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
と
き
に
書
い
た
本
が
、『
魚
醤
と

ナ
レ
ズ
シ
の
研
究
—
モ
ン
ス
ー
ン
・
ア

ジ
ア
の
食
事
文
化
』（
岩
波
書
店
１
９
９
０
）

で
す
。
共
著
の
ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル
と
い

う
の
は
私
の
同
僚
だ
っ
た
の
で
す
が
、

世
界
的
な
漁
業
生
態
学
者
で
す
。
私
は

漁
業
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
彼
と
一
緒
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っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

魚
だ
け
で
は
な
く
小
エ
ビ
の
塩
辛
も

よ
く
つ
く
ら
れ
ま
す
。
日
本
で
い
う
と

ア
ミ
の
よ
う
な
小
エ
ビ
を
、
そ
の
ま
ま

で
は
な
く
、
よ
く
突
き
崩
し
て
塩
辛
に

し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
水
に
溶
け
ま
す

か
ら
、
煮
物
な
ど
に
都
合
が
い
い
の
で

す
。穀

醤
地
帯
で
同
じ
よ
う
に
ペ
ー
ス
ト

状
の
食
品
と
い
っ
た
ら
、
味
噌
が
あ
り

ま
す
。
液
体
状
と
い
う
こ
と
で
し
た
ら
、

醤
油
。
こ
れ
ら
も
ア
ミ
ノ
酸
を
豊
富
に

含
ん
で
い
て
、
い
わ
ば
う
ま
味
調
味
料

な
ん
で
す
ね
。

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
量
で

比
較
す
る
と
、
小
エ
ビ
塩
辛
ペ
ー
ス
ト

は
、
味
噌
よ
り
も
う
ま
味
が
強
か
っ
た
。

我
々
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
料
理
と
い

う
と
ス
パ
イ
ス
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
が
、

ほ
と
ん
ど
の
料
理
の
隠
し
味
に
、
こ
う

い
っ
た
塩
辛
の
よ
う
な
う
ま
味
調
味
料

が
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
魚
醤
の
価
格
と
グ
ル

タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
含
有
量
を
調

べ
た
、
面
白
い
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。

同
じ
市
場
で
魚
醤
を
５
種
類
買
い
ま

し
た
が
、
中
に
は
水
増
し
し
た
魚
醤
や
、

一
度
搾
っ
た
滓か

す

に
塩
水
を
入
れ
た
二
番

搾
り
な
ん
か
が
出
回
っ
て
い
て
、
そ
れ

ら
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
量

が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ

れ
ら
の
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の

含
有
量
が
少
な
い
商
品
は
、
価
格
も
安

か
っ
た
。（
左
図
）
現
地
の
人
は
グ
ル
タ

ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
な
ん
て
い
う
こ
と

は
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
や
は
り
舌
で
味

わ
っ
て
値
段
を
決
め
て
い
る
ん
で
す
ね
。

魚
醤
地
帯
と
穀
醤
地
帯

魚
醤
と
い
う
の
は
、
魚
が
新
鮮
で
な

い
と
つ
く
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
大

量
に
魚
が
捕
獲
さ
れ
た
そ
の
場
所
で
、

す
ぐ
に
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
ん
で

す
。
季
節
も
限
定
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
大
豆
で
味
噌
や
醤
油
を
つ

く
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
季
節
を

問
わ
な
い
し
、
輸
送
も
楽
で
す
。
そ
う

い
う
こ
と
で
、
魚
か
ら
大
豆
や
穀
類
へ

と
原
料
を
置
き
換
え
て
麹
で
発
酵
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
で
中
国
か
ら
発
し
た
穀
醤
が
、

朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
日
本
に
伝
わ
っ

て
、
日
本
の
味
噌
や
醤
油
の
祖
先
に
な

り
ま
し
た
。

15
世
紀
ぐ
ら
い
で
は
、
魚
醤
の
文
化

圏
は
東
南
ア
ジ
ア
が
中
心
と
な
り
ま
す
。

東
ア
ジ
ア
は
穀
醤
が
発
達
し
ま
す
。
そ

れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
、
世
界
の
中
の
う

ま
味
文
化
圏
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

魚
醤
と
穀
醤
の
境
界
線
で
す
が
、
や

は
り
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
た
所
が
、

穀
醤
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
あ

と
は
、
雨
季
と
乾
季
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
所
で
は
、
お
の
ず
と
魚
醤
に
な
り

ま
す
ね
。

分
析
を
し
て
も
ら
っ
た
結
果
、
魚
醤

は
に
お
い
が
も
の
す
ご
い
の
で
す
が
、

そ
れ
を
除
く
と
塩
分
と
う
ま
味
に
特
化

し
た
調
味
料
な
ん
で
す
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
穀
醤
の
類
い
に

は
炭
水
化
物
も
入
っ
て
い
る
し
、
麹
で

発
酵
さ
せ
ま
す
か
ら
糖
分
だ
と
か
ア
ル

コ
ー
ル
も
生
成
さ
れ
て
い
る
。
酸
味
も

出
て
い
る
。
で
す
か
ら
穀
醤
の
ほ
う
が
、

魚
醤
よ
り
も
複
雑
な
う
ま
味
が
味
わ
え

る
の
で
す
。

魚
醤
の
賞
味
期
間
で
す
が
、
も
と
も

と
は
次
の
シ
ー
ズ
ン
が
く
る
ま
で
、
ま

あ
１
年
間
は
取
っ
て
お
け
る
。
ド
ロ
ド

ロ
に
し
ち
ゃ
っ
て
、
魚
醤
油
み
た
い
に

し
て
あ
れ
ば
２
、
３
年
は
大
丈
夫
で
す
。

年
月
が
経
っ
た
ほ
う
が
熟
成
が
進
ん
で

い
い
、
と
い
う
点
で
は
、
魚
醤
油
も
穀

醤
も
同
じ
で
す
。

魚
醤
文
化
圏
に
お
け
る

な
れ
ず
し

な
れ
ず
し
（
編
集
部
注：

石
毛
直
道
さ
ん
の

著
書
で
は
「
ナ
レ
ズ
シ
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、
今

号
で
は
「
な
れ
ず
し
」
に
統
一
し
ま
す
。「
ふ
な
ず

し
」
も
同
様
）
も
実
は
、
魚
醤
地
帯
で
始

ま
っ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
お
米
と
淡
水

魚
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア

で
発
達
し
ま
し
た
。
日
本
で
も
各
地
で

い
ろ
い
ろ
な
な
れ
ず
し
が
つ
く
ら
れ
ま

し
た
が
、
古
代
で
は
鮒ふ

な

と
鮎
の
な
れ
ず

し
が
主
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
乳
酸
発
酵
し
て
酸
っ
ぱ
く

な
り
ま
す
。
魚
に
つ
い
て
い
る
酵
素
が
、

魚
肉
を
ア
ミ
ノ
酸
に
分
解
し
ま
す
。
分

析
す
る
と
、
な
れ
ず
し
も
う
ま
味
を
多

く
含
み
ま
す
。

今
で
は
日
本
に
は
紀
州
の
サ
ン
マ
の

な
れ
ず
し
、
琵
琶
湖
の
ふ
な
ず
し
と
か
、

幾
つ
か
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
明

治
の
初
期
に
は
日
本
各
地
で
つ
く
ら
れ

て
い
た
ん
で
す
。

発
酵
食
品
で
あ
る
な
れ
ず
し
は
、
日

本
を
は
じ
め
世
界
各
地
に
残
っ
て
い
ま

す
が
、
中
国
で
は
生
も
の
を
食
べ
な
く

な
っ
た
か
ら
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

韓
国
に
は
粟
の
な
れ
ず
し
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
場
合
、
独
自
の
発
展
を
し
て
、

室
町
時
代
ぐ
ら
い
か
ら
生
な
れ
と
い
う

食
べ
方
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ご
飯
と
魚
を
漬
け
込
ん
で
１
週
間
ぐ

ら
い
置
い
た
も
の
で
、
ご
飯
に
ち
ょ
っ

と
酸
味
が
つ
い
た
か
な
、
と
い
う
程
度

で
す
。
し
か
し
、
魚
は
ま
だ
生
々
し
い
。

本
当
の
な
れ
ず
し
は
ご
飯
は
食
べ
な
い

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
ご
飯
と
魚
を
一

緒
に
食
べ
る
。

ご
飯
と
魚
が
一
緒
だ
っ
た
ら
、
こ
れ

だ
け
で
一
つ
の
食
事
に
な
る
。
そ
れ
で

江
戸
初
期
に
な
る
と
早
寿
司
と
い
っ
て
、

乳
酸
発
酵
な
ん
か
待
っ
ち
ゃ
い
ら
れ
な

い
、
魚
に
も
ご
飯
に
も
酢
を
か
け
て
酸

っ
ぱ
く
し
て
お
く
。
こ
れ
が
も
っ
と
進

行
す
る
と
、
19
世
紀
に
な
っ
て
握
り
寿

司
が
成
立
し
た
。

や
っ
ぱ
り
、
寿
司
と
名
前
が
つ
く
ぐ

ら
い
で
す
か
ら
、
全
部
寿
司
飯
で
や
っ

て
い
る
。
酸
っ
ぱ
く
し
て
あ
る
と
い
う

の
が
、
古
代
か
ら
の
前
提
な
ん
で
す
。

0.5

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
　

(g/dl)

2.0

1.5

1.0

0 50 150100
約20ℓあたりの価格（単位：チャット）
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B
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ミャンマーの市場における魚醤の売価と

グルタミン酸含有量の関係
『魚醤とナレズシの研究—モンスーン・アジアの食事文化』石毛直道ほか
（岩波書店 1990）より作成
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し
て
自
家
製
の
手
前
味
噌
を
自
慢
し
た

の
で
す
。

お
ふ
く
ろ
の
味
と
い
う
け
れ
ど
、
本

当
の
お
ふ
く
ろ
の
味
は
味
噌
の
味
で
し

ょ
う
。
手
前
味
噌
と
漬
物
が
、
そ
の
家

の
味
を
象
徴
し
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

醤
油
が
普
及
し
て
か
ら
、
漬
物
に
も

醤
油
を
つ
け
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

関
西
で
は
漬
物
は
そ
の
ま
ま
食
べ
る
こ

と
が
多
い
で
す
が
、
関
東
で
は
必
ず
醤

油
と
セ
ッ
ト
で
出
て
き
ま
す
ね
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
庶
民
レ
ベ
ル

で
も
、
江
戸
な
ど
の
都
市
で
は
昆
布
も

鰹
節
も
普
及
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

そ
う
で
な
い
と
、
う
ど
ん
屋
や
蕎
麦
屋

が
成
立
し
ま
せ
ん
か
ら
。
た
だ
、
江
戸

以
前
に
、
民
衆
に
ど
れ
だ
け
普
及
し
て

い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
民
衆

の
こ
と
は
、
文
献
に
は
残
り
に
く
い
で

す
か
ら
。
近
畿
圏
の
昆
布
だ
し
は
、
か

な
り
普
及
し
て
い
た
と
思
う
の
で
す
が
。

た
だ
し
、
だ
し
の
み
の
利
用
で
は
な
く
、

食
べ
て
い
ま
す
け
れ
ど
。

水
と
の
相
性

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
が
多
く
て
苦
い
水
だ

と
、
良
い
だ
し
は
出
ま
せ
ん
。

中
国
北
部
の
水
は
、
ア
ル
カ
リ
分
が

も
の
す
ご
く
多
い
の
で
す
。
麺
類
と
い

う
の
は
華
北
平
野
で
発
達
し
た
。
ア
ル

カ
リ
性
の
水
で
小
麦
粉
を
練
っ
て
、
麺

や
饅
頭
の
生
地
を
つ
く
る
と
、
発
色
し

て
少
し
黄
色
く
な
り
、
独
特
の
臭
い
や

弾
力
も
つ
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
中
国
の
南
の
ほ
う
の
水
は
、

割
と
酸
性
で
、
そ
の
水
で
練
っ
た
の
で

は
発
色
も
し
な
い
し
香
り
も
出
な
い
。

そ
れ
で
「
か
ん
す
い
」
と
い
う
も
の
を

使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
で
中
華
麺

に
「
か
ん
す
い
」
を
使
う
の
は
、
明
治

時
代
に
入
っ
て
き
た
中
国
料
理
が
南
の

も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

日
本
で
は
、
そ
れ
が
少
し
強
調
さ
れ

す
ぎ
て
い
ま
す
。
中
国
の
南
で
「
か
ん

す
い
」
を
使
っ
て
も
、
あ
ん
な
色
は
し

て
い
ま
せ
ん
か
ら
。

水
質
の
良
い
日
本
で
は
、
麺
は
無
味

無
臭
の
も
の
が
良
い
と
さ
れ
、
微
妙
な

だ
し
加
減
の
麺
つ
ゆ
の
味
を
生
か
す
べ

き
だ
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
地
方
差

が
あ
っ
た
。
昆
布
は
関
西
、
鰹
節
は
東

京
、
と
い
っ
た
大
雑
把
な
も
の
か
ら
、

各
地
方
ご
と
に
郷
土
色
豊
か
な
麺
食
文

化
が
あ
っ
た
。

私
は
も
と
も
と
関
東
の
人
間
な
ん
で

す
が
、
学
生
の
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
関
西

に
住
ん
で
き
ま
し
た
。
学
生
の
こ
ろ
は

う
ま
い
も
の
な
ん
か
無
縁
で
す
か
ら
、

あ
ん
ま
り
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ

れ
で
も
鰹
節
の
利
い
た
だ
し
汁
の
味
が

懐
か
し
く
、
関
西
風
の
昆
布
だ
し
は
何

と
も
頼
り
な
い
気
が
し
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
で
は
、
関
西
の
味
に
す
っ

か
り
慣
れ
て
し
ま
っ
て
、
関
東
の
味
を

キ
ツ
く
感
じ
ま
す
。

で
す
か
ら
、
嗜
好
と
い
っ
て
も
慣
れ

に
よ
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
変
わ
る
の
で
す
。

味
噌
と
醤
油

東
北
の
農
村
な
ん
か
だ
と
、
明
治
の

初
め
ぐ
ら
い
で
も
ま
だ
だ
し
を
使
わ
な

い
で
味
噌
汁
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
味

噌
そ
の
も
の
も
う
ま
味
調
味
料
な
ん
で
、

そ
れ
で
充
分
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

れ
で
も
、
だ
し
を
取
っ
た
ほ
う
が
ず
っ

と
お
い
し
い
。
そ
れ
で
煮
干
し
が
流
行

る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
が
使
わ
れ
て

い
く
。

日
本
の
農
村
の
味
と
い
う
の
は
、
明

治
に
な
る
ま
で
は
、
だ
い
た
い
味
噌
味

で
す
。

醤
油
を
つ
く
る
地
帯
も
あ
り
ま
し
た

し
、
豆
味
噌
地
帯
で
し
た
ら
醤
油
桶
に

溜
ま
っ
た
溜
ま
り
醤
油
を
使
え
ま
し
た

が
、
そ
れ
以
外
の
所
で
は
醤
油
は
使
え

ま
せ
ん
で
し
た
。

醤
油
は
味
噌
に
比
べ
て
、
つ
く
る
の

に
手
が
か
か
っ
て
面
倒
く
さ
い
。
だ
か

ら
、
味
噌
は
農
村
部
で
普
通
に
つ
く
ら

れ
て
い
た
け
れ
ど
、
醤
油
を
つ
く
る
地

域
は
大
変
少
な
か
っ
た
。

そ
う
す
る
と
、
各
地
方
に
あ
る
醤
油

屋
か
ら
買
っ
て
こ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
特
別
の
ご
馳
走
の
と
き
だ

け
醤
油
で
、
普
段
は
味
噌
味
な
ん
で
す
。

そ
れ
が
明
治
に
な
る
と
農
村
で
も
現

金
経
済
が
普
通
に
な
っ
て
、
ま
た
、
大

メ
ー
カ
ー
の
商
品
が
日
本
国
中
に
出
回

る
よ
う
に
な
っ
て
、
味
噌
味
か
ら
醤
油

味
に
替
わ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
醤
油
が
普
及
し
て

い
た
の
は
都
市
部
だ
け
だ
っ
た
ん
で
す
。

長
屋
で
は
味
噌
も
つ
く
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
都
市
部
で
も
、
大
き
な
商
人
の

家
な
ど
で
は
使
用
人
も
多
い
で
す
か
ら
、

必
ず
味
噌
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
「
買
い
味
噌
」
は
、
恥
ず
か
し
い
こ

と
、
と
い
う
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

人
が
大
き
く
移
動
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
し
、
食
材
も
移
動
し
ま
す
か
ら
、

か
つ
て
の
よ
う
な
地
方
差
も
な
く
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。

私
の
よ
う
に
と
き
ど
き
鰹
節
を
自
分

の
家
で
削
る
人
間
は
、
も
う
少
数
派
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
し
は
日

本
の
家
庭
料
理
に
と
っ
て
、
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
で
す
が
、
一
般
的
に
は

だ
し
の
素
を
お
湯
の
中
に
パ
ッ
と
入
れ

て
溶
か
す
、
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い

る
。
粉
末
や
液
体
の
う
ま
味
調
味
料
が

こ
ん
な
に
も
発
達
し
た
の
は
、
だ
し
の

素
材
自
体
を
食
べ
な
い
と
い
う
日
本
の

独
自
性
も
理
由
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

そ
れ
を
「
鰹
節
を
削
る
と
こ
ろ
か
ら

や
り
な
さ
い
」
と
言
っ
た
ら
、
だ
し
の

文
化
そ
の
も
の
が
滅
び
て
し
ま
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
水
を
媒
体
と
し

て
う
ま
味
を
出
す
「
だ
し
」
と
い
う
存

在
は
、
風
土
や
環
境
と
密
接
に
結
び
つ

い
て
発
達
し
た
の
で
す
。

0

5

0.5

1

1.5

2

10

15

20

25

%

ア
ル
コ
ー
ル
分

糖
分

コ
ハ
ク
酸

乳
酸

酢
酸

有
機
酸
類

グ
ル
タ
ミ
ン
酸

ア
ミ
ノ
酸
類

塩
分

ア
ル
コ
ー
ル
分

糖
分

コ
ハ
ク
酸

乳
酸

酢
酸

有
機
酸
類

グ
ル
タ
ミ
ン
酸

ア
ミ
ノ
酸
類

塩
分

小エビの塩辛ペースト

pH：7.2～7.6

味噌

pH：4.9～5.4

小エビの塩辛ペーストと味噌の成分比較
『魚醤とナレズシの研究—モンスーン・アジアの食事文化』石毛直道ほか
（岩波書店 1990）より作成

どちらも、グルタミン酸を豊富に含むうま味調味料である
が、小エビ塩辛ペーストのほうが味噌よりも、塩分とグル
タミン酸が多く、酸味、甘味が少ない。
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日
本
人
は
な
ぜ
鰹
を
食
べ
て
き
た
の
か

か
つ
お
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

１
９
０
８
年
（
明
治
41
）
に
昆
布
の

う
ま
味
成
分
が
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
で
あ
る

こ
と
を
発
見
し
た
、
東
京
帝
国
大
学

（
当
時
）
の
池
田
菊
苗
教
授
は
、「
佳
味

は
消
化
を
促
進
す
る
」
と
い
う
当
時
の

学
説
に
触
発
さ
れ
、
貧
弱
な
日
本
人
の

体
格
を
向
上
さ
せ
た
い
と
い
う
強
い
思

い
を
持
た
れ
た
こ
と
が
、
記
録
に
残
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
思
い
の
中
で
、
味
の

素
の
創
業
者
で
あ
る
鈴
木
三
郎
助
と
出

会
う
こ
と
に
よ
り
、「
味
の
素
」
が
誕

生
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私

ど
も
の
創
業
は
「
だ
し
」
に
あ
り
ま
し

た
。
私
は
、
広
報
部
に
長
く
在
籍
し
て

い
た
の
で
す
が
、
個
人
的
に
も
「
日
本

人
は
、
な
ん
で
こ
ん
な
に
鰹
節
の
だ
し

の
味
や
風
味
が
好
き
な
ん
だ
ろ
う
な
」

と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

や
が
て
食
の
文
化
セ
ン
タ
ー
に
移
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
鰹
節
だ
し
に
対
す

る
思
い
は
消
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

企
業
生
活
の
最
終
コ
ー
ナ
ー
に
あ
っ

て
、
今
ま
で
の
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た

い
、
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
ん
で
す

ね
。
そ
れ
で
鰹
節
や
鰹
節
だ
し
に
つ
い

て
勉
強
し
直
し
て
み
よ
う
、
と
思
い
、

社
内
報
に
日
本
の
伝
統
食
品
シ
リ
ー
ズ

と
銘
打
っ
て
、
連
載
を
始
め
ま
し
た
。

す
る
と
、
社
内
の
反
響
が
す
ご
か
っ

た
ん
で
す
ね
。
そ
の
反
響
の
大
き
さ
を

受
け
て
「
か
つ
お
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
や
ろ

う
か
」
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
ん

で
す
。

１
、
２
回
ぐ
ら
い
で
き
る
か
な
、
と

い
う
程
度
の
軽
い
気
持
ち
で
始
め
た
ん

で
す
が
、
す
ご
い
反
響
で
、
改
め
て
日

本
人
に
と
っ
て
の
鰹
の
位
置
づ
け
を
実

感
し
ま
し
た
。

か
つ
お
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
結
局
５
回
開

催
し
、『
日
本
人
は
な
ぜ
か
つ
お
を
食

べ
て
き
た
の
か
』（
財
団
法
人
味
の
素
食
の
文

化
セ
ン
タ
ー
２
０
０
５
）
と
い
う
本
と
映
像

を
、
形
と
し
て
残
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

鰹
は
神
の
魚

鰹
は
毎
年
早
春
に
日
本
南
岸
に
姿
を

現
す
回
遊
魚
で
、
日
本
人
に
と
っ
て
大

変
馴
染
み
深
い
魚
の
一
つ
で
す
。
縄
文

時
代
の
貝
塚
か
ら
も
鰹
の
骨
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
人
が
太
古
の

昔
か
ら
鰹
を
食
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か

河野 一世
こうの かずよ

（財）味の素食の文化センター 理事長補佐

学術博士

1969年お茶の水女子大学家政学部（現・

生活科学部）卒業。同年、味の素株式会

社中央研究所に入社し、本社広報部（主

にマスコミ対応）、（財）味の素食の文化セ

ンター専務理事を経て現在に至る。2005

年お茶の水女子大学人間文化研究科博士

後期過程修了。

主な著書に『味の秘密をさぐる』（丸善出

版1996）、『フードデザイン21』（サイエン

スフォーラム 2002）、『化学ってそういう

こと！』（日本化学会編 2003）ほか

うま味物質を発見した

旧・東京帝国大学の池田菊苗教授は、

日本人の体格向上を願っていました。

おいしいことが笑顔を生み、

一緒に囲む食卓から、

幸せな暮らしが育まれる。

うま味発見から100年を経た今、

鰹節・昆布だしが、

日本の食生活に果たしてきた役割を

改めて見つめ直します。

り
ま
す
。

生
物
分
類
学
的
に
は
マ
グ
ロ
と
同
じ

サ
バ
科
に
属
し
ま
す
。
産
卵
は
周
年
に

わ
た
り
、
幼
稚
魚
は
熱
帯
か
ら
亜
熱
帯

海
域
で
生
育
し
、
成
長
の
早
い
魚
で
も

あ
り
ま
す
。

一
生
、
熱
帯
域
に
留
ま
る
タ
イ
プ
と

温
帯
域
に
ま
で
北
上
回
遊
す
る
タ
イ
プ

が
あ
り
、
後
者
の
ル
ー
ト
が
、
最
近
明

ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

黒
潮
の
流
路
沿
い
に
台
湾
、
沖
縄
を

経
由
す
る
ル
ー
ト
、
紀
州
の
南
側
か
ら

北
上
す
る
ル
ー
ト
、
小
笠
原
、
伊
豆
諸

島
沿
い
に
北
上
す
る
ル
ー
ト
、
さ
ら
に

そ
の
東
沖
合
の
ル
ー
ト
の
４
つ
で
す
。

鰹
は
、
そ
の
体
温
を
成
魚
で
は
30
℃

以
上
、
若
い
鰹
で
は
22
℃
以
上
に
保
た

な
い
と
、
正
常
な
遊
泳
行
動
が
と
れ
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
体
内
の
血
合
筋
部
に

動
脈
と
静
脈
が
密
に
接
す
る
特
殊
な
熱

交
換
機
構
を
備
え
る
こ
と
で
、
エ
ラ
で

冷
却
し
た
血
液
を
暖
め
て
か
ら
体
内
に

送
り
込
み
、
外
界
水
温
よ
り
高
い
体
温

を
維
持
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
機
構

を
備
え
て
い
る
お
陰
で
、
水
温
15
℃
の

北
の
海
に
ま
で
回
遊
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。

モ
ル
デ
ィ
ブ
の
鰹
節

イ
ン
ド
洋
に
浮
か
ぶ
モ
ル
デ
ィ
ブ
共

和
国
と
い
う
国
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ

で
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
日
本
よ
り
も

１
０
０
年
ぐ
ら
い
先
行
し
て
鰹
節
を
つ
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く
っ
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
ん
で
す
。

こ
れ
が
同
時
発
生
か
、
伝
播
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と

わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も

ア
ラ
ビ
ア
人
の
旅
行
家
の
イ
ブ
ン
・
バ

ッ
ト
ゥ
ー
タ
（Ibn

B
attùta

）
と
い

う
人
が
14
世
紀
に
完
成
し
た
『
三
大
陸

周
遊
記
』
に
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
や
は
り
モ
ル
デ
ィ
ブ
の
鰹

節
は
見
て
お
き
た
い
、
と
思
い
、
百
聞

は
一
見
に
し
か
ず
で
行
っ
て
み
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

モ
ル
デ
ィ
ブ
で
は
７
０
０
年
ほ
ど
前

か
ら
鰹
節
を
食
べ
続
け
て
い
る
の
で
す

が
、
つ
く
り
方
は
７
０
０
年
間
ほ
と
ん

ど
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

モ
ル
デ
ィ
ブ
は
鰹
の
産
卵
域
に
位
置

し
、
１
年
中
新
鮮
な
生
魚
が
入
手
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
国
で
は
イ
ス
ラ

ム
教
の
戒
律
で
生
食
を
禁
じ
て
い
る
た

め
、
鰹
を
生
で
食
べ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
も
、
多
少
保
存
が
利
く
形

に
加
工
し
た
鰹
の
乾
燥
品
は
、
自
給
で

き
る
も
の
以
外
の
品
を
手
に
入
れ
る
た

め
、
交
易
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

モ
ル
デ
ィ
ブ
式
の
鰹
節
の
つ
く
り
方

は
、
生
の
鰹
を
塩
水
で
煮
た
後
、
１
〜

２
時
間
ほ
ど
燻
し
ま
す
。
昔
は
海
水
で

煮
て
い
た
そ
う
で
す
。
燻
す
時
間
は
日

本
よ
り
短
い
で
す
。
そ
の
後
天
日
干
し

を
行
な
い
、
充
分
に
乾
燥
さ
せ
た
も
の

を
「
ヒ
キ
マ
ス
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ

は
日
本
の
荒
節
に
相
当
し
、
ほ
と
ん
ど

が
ス
リ
ラ
ン
カ
に
輸
出
さ
れ
ま
す
。
乾

燥
を
充
分
に
行
な
わ
ず
、
も
っ
と
柔
ら

か
い
も
の
を
「
ワ
ロ
ー
マ
ス
」
と
い
い

ま
す
。
煮
熟
し
た
だ
け
の
生
に
近
い
も

の
を
「
カ
ッ
カ
ー
マ
ス
」
と
い
い
、
こ

れ
ら
は
日
本
の
な
ま
り
節
に
相
当
し
ま

す
。モ

ル
デ
ィ
ブ
で
は
毎
日
新
鮮
な
鰹
が

水
揚
げ
さ
れ
る
の
で
、
主
に
「
ワ
ロ
ー

マ
ス
」
や
「
カ
ッ
カ
ー
マ
ス
」
が
流
通

し
て
い
て
、
日
常
は
こ
れ
を
調
理
し
て

ひ
ん
ぱ
ん
に
食
べ
て
い
ま
す
。

モ
ル
デ
ィ
ブ
で
も
、
削
っ
た
鰹
節
を

そ
の
ま
ま
料
理
に
加
え
て
一
緒
に
食
べ

て
い
ま
す
。
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
て
い

る
島
国
で
す
が
、
良
い
真
水
は
得
に
く

い
土
地
柄
で
、
日
本
の
よ
う
に
だ
し
を

取
る
よ
う
な
使
い
方
は
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。ス

リ
ラ
ン
カ
で
も
モ
ル
デ
ィ
ブ
か
ら

輸
出
さ
れ
る
「
ヒ
キ
マ
ス
」
を
食
べ
て

い
ま
す
。

ス
リ
ラ
ン
カ
は
、
海
と
山
、
豊
富
な

降
雨
に
よ
っ
て
豊
か
な
食
材
に
恵
ま
れ

て
い
る
国
で
す
。
主
食
は
米
で
、
香
辛

料
が
多
用
さ
れ
る
た
め
、
鰹
節
の
風
味

は
モ
ル
デ
ィ
ブ
料
理
に
比
べ
る
と
、
ほ

と
ん
ど
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

鰹
節
は
う
ま
味
の
付
与
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。「
ヒ
キ
マ
ス
」
は

調
味
料
と
し
て
不
可
欠
で
す
が
、
歴
史

的
に
も
ほ
と
ん
ど
自
国
で
は
つ
く
ら
ず
、

モ
ル
デ
ィ
ブ
か
ら
の
輸
入
品
が
メ
イ
ン

で
す
。

上：ヒキマス：日本の荒節にあた
る 。
左：生ガツオを３枚に卸し、塩水
で煮た後、１〜２時間燻す。
右上：モルディブの市場。
右：マスフニの朝食調理風景 。マ
スフニは、カッカーマスやワロー
マスを大きめに砕いて、スパイス
やココナッツを入れてよくこねた
食べもの。
すべての写真提供：河野一世

鰹
に
つ
い
て
の
文
献

『
養
老
律
令
』
７
１
８
年
（
養
老
２
）
の

租
庸
調
の
調
の
中
に
、
鰹
節
の
前
身
と

考
え
ら
れ
て
い
る
堅
魚

か
た
う
お

、
煮
堅
魚

に
か
た
う
お

、
堅か

た

魚う
お

煎
汁

い
ろ
り

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
重
要

な
貢
納
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

堅
魚
煎
汁
は
鰹
を
煮
熟
し
た
後
の
煮
汁

を
煮
詰
め
た
も
の
で
、『
延
喜
式
』
９

２
７
年
（
延
長
５
）
で
の
貢
納
品
の
中
で
、

珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
暫
時

文
献
上
か
ら
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

が
、
鹿
児
島
県
で
は
現
在
も
風
味
づ
け

と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
モ
ル
デ
ィ

ブ
で
も
同
様
の
食
品
が
、「
リ
ハ
ー
ク

ル
」
と
呼
ば
れ
て
広
く
食
さ
れ
て
い
ま

す
。

「
鰹
節
」
の
文
字
が
表
わ
れ
る
最
古
の

資
料
は
、『
三
大
陸
周
遊
記
』
よ
り
百

年
以
上
あ
と
の
室
町
時
代
末
期
の
『
種

子
島
家
譜
』
で
す
。
南
西
諸
島
の
領
主

で
あ
る
種
子
島
氏
の
１
５
１
３
年
（
永

正
10
）
の
日
記
に
、
領
内
の
臥
蛇
島
か

ら
の
貢
納
品
の
中
に
「
鰹
ふ
し
五
れ
ん

叩
煎
小
桶
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
前

に
も
、
１
４
８
９
年
（
延
徳
元
）
に
成
立

し
た
四
条
流
の
料
理
書
『
四
条
流
包
丁

書
』
に
は
「
カ
ツ
ホ
」「
花
鰹
」
の
文

字
が
登
場
し
ま
す
。

記
録
の
初
出
が
種
子
島
と
い
う
こ
と

か
ら
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
を
ル
ー
ツ
と
し
た

鰹
節
の
製
法
が
、
船
が
難
破
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
種
子
島
に
伝
わ
っ
た
、
と
見
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わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
水
分
70
％
の
鰹
が
、
カ
ビ
付
け
に

よ
っ
て
13
％
に
ま
で
乾
燥
す
る
わ
け
で

す
が
、
現
代
の
最
新
技
術
を
も
っ
て
し

て
も
、
カ
ビ
付
け
な
し
に
は
実
現
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

現
在
、
鰹
節
は
日
本
以
外
で
も
つ
く

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
カ
ビ
付
け
だ
け
は
日
本
で
や
っ
て

い
ま
す
。

鶏
湯
さ
え
日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ

私
は
か
つ
て
日
本
人
と
中
国
人
の
だ

し
に
対
す
る
感
じ
方
の
違
い
を
、
官
能

評
価
で
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

味
に
対
す
る
感
覚
は
、
歳
を
と
る
と

少
し
ず
つ
鈍
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
大

学
生
を
対
象
に
し
て
、
鰹
節
の
だ
し
と

鶏ジ
イ

湯タ
ン

で
行
な
い
ま
し
た
。

中
国
で
は
鶏
湯
を
多
く
の
料
理
の
ベ

ー
ス
あ
る
い
は
、
調
味
し
て
ス
ー
プ
と

し
て
使
っ
て
き
ま
し
た
。
本
来
鶏
湯
は
、

鶏
を
煮
出
し
た
汁
を
い
い
、
も
っ
と
も

高
級
な
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
廷

料
理
で
は
鶏
の
み
で
つ
く
ら
れ
て
き
ま

し
た
が
、
一
般
に
普
及
す
る
よ
う
に
な

っ
て
、
複
雑
味
と
同
時
に
簡
便
性
も
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
鶏
以
外
に

豚
肉
や
豚
骨
な
ど
が
加
え
ら
れ
る
こ
と

も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
海
に
囲

ま
れ
て
お
り
、
鰹
や
昆
布
が
豊
富
に
手

に
入
り
、
室
町
末
期
か
ら
江
戸
に
か
け

て
こ
れ
ら
を
料
理
の
ベ
ー
ス
と
し
て
使

っ
て
き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
国

の
鶏
湯
と
日
本
の
鰹
節
・
昆
布
だ
し

（
編
集
部
注：

河
野
一
世
さ
ん
の
著
書
で
は
「
か
つ

お
昆
布
だ
し
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、
今
号
で
は

「
鰹
節
・
昆
布
だ
し
」
に
統
一
し
ま
す
）
は
、
両

国
の
料
理
の
味
の
特
徴
を
も
っ
と
も
顕

著
に
表
わ
し
て
い
る
味
の
ベ
ー
ス
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
官
能
評
価
試
験
は
、
上
海
で
人

気
の
料
理
店
14
店
と
、
日
本
の
場
合
は

東
京
及
び
横
浜
で
人
気
の
中
国
料
理
店

14
店
の
鶏
湯
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
集
め
、

比
較
の
意
味
で
日
本
の
鰹
節
・
昆
布
だ

し
４
種
（
本
枯
節
だ
し
２
種
と
荒
節
２
種
）
を

加
え
た
合
計
32
種
類
を
、
日
本
人
大
学

生
と
中
国
人
大
学
生
に
味
わ
っ
て
も
ら

い
行
な
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
官
能
評
価
試
験
に
使
っ
た

サ
ン
プ
ル
を
成
分
分
析
し
、
得
ら
れ
た

主
成
分
得
点
の
第
１
主
成
分
と
第
２
主

成
分
を
プ
ロ
ッ
ト
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の

分
布
が
３
つ
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
さ
れ
た

だ
け
で
は
な
く
、
日
本
製
鶏
湯
が
中
国

製
鶏
湯
よ
り
も
日
本
の
鰹
節
・
昆
布
だ

し
に
よ
り
近
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で

す
。（
上
図
）

つ
ま
り
、
日
本
に
く
る
と
、
鶏
湯
も

日
本
人
向
き
に
あ
っ
さ
り
と
し
た
味
に

ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
し
ま
い
、
結
果
的
に

鰹
節
・
昆
布
だ
し
に
近
い
う
ま
味
成
分

に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
成

分
分
析
か
ら
わ
か
っ
た
の
で
す
。

煮
干
し
だ
し
の
ラ
ー
メ
ン
店
に
行
列

中国人が食べている鶏湯と

日本人が食べている鶏湯のテイストマップ

『日本食品科学工業会誌』第52巻 第1号 河野一世ほか「中国製鶏湯、日本製鶏湯と
かつお昆布だしの味およびにおい成分の比較」より作成

る
こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
の
海
域
は
難

破
船
が
非
常
に
多
く
発
生
す
る
所
で
す

か
ら
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
と

日
本
の
鰹
節
を
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の

違
い
は
歴
然
と
し
て
あ
り
ま
す
。
同
じ

よ
う
な
年
月
、
鰹
節
を
つ
く
り
続
け
て

き
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
と
、

モ
ル
デ
ィ
ブ
と
日
本
と
で
は
あ
ま
り
に

も
違
う
。
日
本
の
鰹
節
は
芸
術
品
で
す

よ
ね
。

室
町
時
代
に
だ
し
と
い
う
言
葉
が
出

て
く
る
ん
で
す
が
、
な
ん
と
袋
に
入
れ

て
使
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

袋
を
使
う
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
「
味
が

出
た
ら
引
き
上
げ
て
、
薄
か
っ
た
ら
ま

た
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。

最
近
は
江
戸
の
暮
ら
し
が
エ
コ
だ
と

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
私
は
鰹
節
や

だ
し
の
関
係
す
る
料
理
本
な
ど
か
ら
垣

間
見
る
だ
け
で
す
が
、
本
当
に
昔
の
日

本
人
の
知
恵
と
工
夫
に
は
、
感
服
し
て

し
ま
い
ま
す
。

鰹
節
の
カ
ビ

カ
ビ
が
付
い
た
と
い
う
こ
と
は
自
然

発
生
的
な
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
繰

り
返
し
カ
ビ
付
け
す
る
こ
と
で
、
う
ま

味
を
増
し
、
乾
燥
も
進
め
ら
れ
る
、
と

い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
日
本
人
の
知
恵

は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

を
利
用
し
て
極
め
て
し
ま
っ
た
。

鰹
節
カ
ビ
は
、
運
ん
で
い
る
最
中
に

付
い
て
し
ま
っ
た
の
で
道
中
カ
ビ
と
い

わ
れ
ま
す
。
学
名
をE

u
rotiu

m

h
erb

orioru
m

（

こ

の

菌

は

、

E
u
rotiu

m
rep

en
s

とE
u
rotiu

m

rubrum

の
２
種
の
菌
種
と
す
る
見
解

も
あ
る
）
と
い
い
、
好
乾
性
の
菌
で
、

荒
節
の
よ
う
な
環
境
で
よ
く
生
育
し
ま

す
。
鰹
節
の
水
分
の
減
少
に
伴
っ
て
、

青
か
ら
カ
ー
キ
色
、
茶
色
に
変
化
し
ま

す
。
一
般
的
に
荒
節
の
含
水
率
は
17
〜

20
％
、
本
枯
節
で
は
13
〜
15
％
ほ
ど
で

す
。本

枯
れ
節
は
、
カ
ビ
付
け
と
日
乾
を

繰
り
返
し
、
約
４
カ
月
か
け
て
で
き
上

が
り
ま
す
。
モ
ル
デ
ィ
ブ
の
鰹
節
と
比

べ
る
と
、
そ
の
技
術
が
い
か
に
極
め
ら

れ
た
も
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。

一
般
的
に
「
関
東
で
は
枯
節
、
関
西

で
は
荒
節
が
多
い
」
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
入
札
状
況
か
ら
こ
の
２
種
類
の
鰹

節
の
地
域
別
普
及
状
況
を
調
べ
た
と
こ

ろ
、
枯
節
は
関
東
と
中
京
地
区
で
、
荒

節
は
関
西
で
の
購
入
割
合
が
多
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
両
者
の
だ
し
の
味
を
消

費
者
が
区
別
で
き
る
か
ど
う
か
、
ま
た

ど
ち
ら
の
だ
し
が
好
ま
れ
る
か
に
つ
い

て
、
東
京
で
官
能
検
査
を
行
な
っ
た
結

果
、
本
枯
節
が
好
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
、
鰹
節
の
中
で
も
、
味
の
好
み

に
地
域
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
地

域
固
有
の
食
文
化
が
守
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。

鰹
節
の
製
造
工
程
に
は
、
ま
だ
ま
だ
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が
で
き
る
の
も
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
の

よ
う
に
思
え
ま
す
ね
。

鰹
節
だ
し
は
健
康
機
能
素
材

近
世
前
期
に
は
、
日
常
的
な
食
べ
も

の
に
対
す
る
薬
餌
的
関
心
が
高
ま
っ
て
、

『
本
朝
食
鏡
』
１
６
９
７
年
（
元
禄
10
）

を
は
じ
め
、『
大
和
本
草
』
１
６
６
９

年
（
寛
文
９
）
な
ど
に
、
関
連
の
記
述
が

見
ら
れ
ま
す
。
鰹
に
関
し
て
も
、
生
の

鰹
の
多
食
を
い
さ
め
て
い
る
の
に
対
し

て
、
鰹
節
に
つ
い
て
は
「
諸
病
に
害
な

く
大
に
人
に
益
あ
り
」
と
書
か
れ
、
鰹

節
が
薬
餌
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

ま
た
、
鰹
節
の
製
造
工
程
で
呈
味
成

分
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
煮
熟
に
よ
り
、

う
ま
味
成
分
で
あ
る
イ
ノ
シ
ン
酸
が
飛

躍
的
に
増
す
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

そ
の
あ
と
、
焙
乾
と
い
っ
て
燻
し
た
り
、

カ
ビ
付
け
し
て
も
、
イ
ノ
シ
ン
酸
の
量

は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

誇
る
べ
き
日
本
の
食
文
化

こ
う
い
う
こ
と
は
、
今
で
こ
そ
分
析

技
術
が
あ
る
か
ら
わ
か
り
ま
す
が
、
当

時
の
人
は
経
験
的
に
知
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

人
間
は
料
理
を
す
る
動
物
で
す
。
そ

し
て
同
時
に
、
人
間
は
共
食
を
す
る
動

物
で
す
。
風
土
に
合
っ
た
形
で
受
け
継

い
で
き
た
日
本
の
食
文
化
を
継
承
し
、

調
理
し
て
、
皆
で
一
緒
に
食
べ
る
楽
し

み
は
、
人
間
に
の
み
与
え
ら
れ
た
特
権

で
す
。
そ
の
幸
せ
を
、
大
切
に
し
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

だ
し
は
料
理
の
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
世

界
的
に
は
鶏
湯
や
牛
の
ブ
イ
ヨ
ン
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
。し

か
し
日
本
で
は
、
鰹
節
や
昆
布
が

代
表
的
な
だ
し
素
材
と
し
て
、
そ
の
中

核
を
担
っ
て
い
ま
す
。
特
に
回
遊
魚
で

あ
る
鰹
は
、
一
時
期
に
大
量
に
水
揚
げ

さ
れ
る
た
め
、
季
節
性
の
あ
る
鰹
を
生

で
お
い
し
く
食
べ
る
工
夫
を
し
、
保
存

性
を
高
め
る
た
め
に
、
古
来
、
鰹
節
の

製
法
が
研
鑽
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
だ
し
と
し
て

あ
ら
ゆ
る
料
理
に
利
用
し
、
庶
民
に
ま

で
普
及
し
た
鰹
節
は
、
近
代
に
な
る
と

経
済
性
と
利
便
性
を
追
求
し
た
風
味
調

味
料
の
誕
生
で
、
さ
ら
に
画
期
的
な
普

及
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
だ
し
の
歴
史
は
、
鰹
節
製

造
の
起
原
を
ほ
ぼ
同
時
期
に
持
つ
モ
ル

デ
ィ
ブ
と
比
較
し
て
も
、
極
め
て
特
異

な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
鰹

節
だ
し
は
、
ま
さ
に
日
本
の
風
土
、
日

本
の
感
性
の
中
で
育
ま
れ
て
き
た
食
品

で
あ
り
、
そ
の
風
味
を
大
切
に
受
け
継

い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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血流量の変化量 各被験者の数値

疲
労
ス
コ
ア
の
変
化
量

血行改善

疲
労
状
態
改
善

編集部コラム
「疲労」スコア変化量と
血流量変化量との相関解析

かつおだしを継続摂取した、解析対象者の全データを対象とし

て、POMS（Profile of Mood States：65の検査項目からなる気分プロフィール

検査）の「疲労」項目に関して、「疲労」スコアの変化量と末梢血

流量の変化量に対して、相関解析を行なった。その結果、「疲労」

スコアの変化量と末梢血流量の変化量には、有意な負の相関があ

ることがわかった。このことは、血行が改善した被験者ほど、疲

労状態が改善したことを示唆する結果と考えられる。
上図：味の素（株）のホームページより、編集部で作図

旧・東京帝国大学の池田菊苗教授が、グルタミン酸が「うま味」

の素であることを発見したのが1908年（明治41）。グルタミン酸

を調味料として利用することを思い立った池田教授は、これを特

許化し、味の素の創業者である鈴木三郎助とともに、うま味調味

料「味の素」を1909年（明治42）に商品化した。今、注目される

産学協同の、まさに初期の好例である。

「味の素」製造時の副生物の活用が、同社の多角化を促し、

1956年（昭和31）には、中央研究所が設立される。ここでの研究

は、食品分野のみならず、医療や健康にかかわる分野まで広く応

用され、うま味に関する老舗企業としての役割を担っている。

その中でも特に健康機能素材として、さまざまな食品の分析、

研究を行なってきた。ラットを使った実験で、鰹節抽出物には血

圧降下作用が認められたり、マウスを使った疲労回復実験からは、

鰹節だしの成分であり、抗疲労物質といわれているアンセリン、

カルノシンには、複合効果によって疲労回復が発現される有為差

が認められている。さらには、ヒトに対する継続的摂取により現

代人の慢性的肉体疲労、眼精疲労、精神疲労、ストレスなどの改

善、回復効果が示唆されている。

健康に役立つ機能素材の研究情報は、ホームページ上でも公開

されている。ポリフェノールや各種アミノ酸と並んで、鰹節が取

り上げられていることは興味深い。
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だ
し
は
禅
宗
か
ら

だ
し
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、

室
町
時
代
。
本
来
は
精
進
料
理
か
ら
で

す
。だ

し
の
始
ま
り
は
、
昆
布
と
か
椎
茸
、

か
ん
ぴ
ょ
う
、
搗
栗

か
ち
ぐ
り

、
干
し
大
根
、
干

し
か
ぶ
ら
と
い
っ
た
植
物
性
の
も
の
か

ら
と
っ
た
。
か
ん
ぴ
ょ
う
や
搗
栗
、
干

し
大
根
、
干
し
か
ぶ
ら
は
、
う
ま
味
と

い
う
よ
り
甘
味
。
煎
り
米
も
大
豆
も
あ

り
ま
す
ね
。
大
豆
の
茹
で
汁
も
、
ア
ミ

ノ
酸
が
溶
け
出
し
て
い
ま
す
か
ら
煮
詰

め
て
利
用
さ
れ
た
。

だ
し
は
中
国
の
文
化
で
す
。
日
本
で

最
初
に
だ
し
の
話
が
出
て
く
る
の
は
、

道
元
さ
ん
の
著
書
で
す
。

道
元
（
ど
う
げ
ん
　
１
２
０
０
〈
正
治
２
〉
〜
１
２

５
３
年
〈
建
長
５
〉）

鎌
倉
時
代
中
期
の
禅
僧
。
日
本
曹
洞
宗
の
開
祖
。
道

元
の
出
生
に
は
不
明
の
点
が
多
い
が
、
源
通
親
あ
る

い
は
久
我
通
親
の
嫡
流
に
生
ま
れ
た
と
す
る
の
が
定

説
。
13
歳
で
比
叡
山
に
の
ぼ
る
が
、
当
時
の
比
叡
山

は
時
の
権
力
者
と
結
ん
で
堕
落
し
て
い
る
と
し
て
山

を
下
り
、
24
歳
の
と
き
中
国
へ
渡
る
。
如
浄
（
に
ょ

じ
ょ
う
）
禅
師
と
出
会
い
、
坐
禅
を
中
心
と
し
た
修

行
を
行
な
い
帰
国
。
九
十
余
巻
に
も
及
ぶ
著
作
『
正

法
眼
蔵
』
を
残
し
た
ほ
か
、
修
行
道
場
と
し
て
大
本

山
永
平
寺
を
開
く
。

『
典
座
教
訓
』
の
中
に
、
だ
し
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
修
行
を
行
な

う
寺
の
食
事
係
の
長
の
こ
と
を
典
座

て
ん
ぞ

と

い
う
の
で
す
が
、
食
事
を
つ
く
る
心
が

け
を
書
い
た
素
晴
ら
し
い
修
行
書
で
す
。

料
理
人
は
絶
対
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
り

だしが調理の中で意識されるようになったのは、仏教の禅宗が始まり、

と奥村彪生さんは言います。

禅は料理をつくり、食べることも修行。

お茶を立てて飲むことも修行。

しかも位の高い人が、修行僧のためにご奉仕するのだそうです。

生臭ものでなくても、生きものの命をいただいて、

自分の命をつないでいることには変わりありません。

そんな「いただきます」の気持ちが、

だしの文化を育んできたように思います。

奥村 彪生
おくむら あやお

伝承料理研究家

1937年和歌山県生まれ。自ら料理人としての経験をふまえ、日本をはじめ世界の伝承料理を研究する。

2009年3月、論文「日本のめん類の歴史と文化」で学術博士取得。飛鳥・奈良時代から明治・大正時代

の料理の復元や、伝承料理の記録のために多くの著書を著す。料理スタジオ「道楽亭」主宰。主な著書

に『聞き書・ふるさとの家庭料理〈5〉もち・雑煮』（農山漁村文化協会 2002）、『おくむらあやお ふる

さとの伝承料理前期（全7巻）』『おくむらあやお ふるさとの伝承料理後期（全6巻）』（ともに農山漁村

文化協会 2006）、『日本めん食文化の一三〇〇年』（農山漁村文化協会 2009）

ま
せ
ん
。
栄
養
士
さ
ん
も
。

道
元
は
、
中
国
の
寧
波

ニ
ン
ポ
ー

の
港
で
、
上

陸
が
許
さ
れ
ず
に
足
止
め
を
食
い
ま
し

た
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
パ
ス
ポ
ー
ト

の
不
備
か
な
ん
か
で
す
。
そ
こ
へ
、
確

か
四
川
省
出
身
の
典
座
が
来
て
、「
こ

の
船
に
椎
茸
は
積
ん
で
い
な
い
か
」
と

問
う
た
の
で
す
。

日
本
の
干
し
椎
茸
は
、
非
常
に
良
い

味
が
出
る
こ
と
を
、
こ
の
老
典
座
は
知

っ
て
い
た
の
で
す
。

今
も
日
本
の
干
し
椎
茸
は
、
高
い
評

価
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
価
格
は
香

港
の
相
場
で
決
ま
り
ま
す
。
香
り
が
良

い
の
と
、
う
ま
味
が
強
い
。
こ
れ
は
風

土
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

道
元
が
「
あ
な
た
は
何
を
し
て
い
る

人
で
す
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の

老
師
は
阿
育
王
山
（
広
利
寺
）
の
典
座
で
、

明
日
は
５
月
５
日
の
節
句
な
の
で
若
い

修
行
僧
の
た
め
に
お
い
し
い
麺
を
つ
く

っ
て
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
た
い
。
お
い
し

い
汁
を
つ
く
る
た
め
に
椎
茸
が
欲
し
い

の
だ
、
と
言
っ
た
。

「
何
で
偉
い
坊
さ
ん
が
そ
ん
な
こ
と

を
す
る
の
か
」
と
い
う
問
答
が
あ
る
の

で
す
が
、
禅
宗
で
は
偉
い
人
が
、
修
行

僧
の
た
め
に
料
理
を
つ
く
る
。

そ
の
思
想
が
、
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町

時
代
に
か
け
て
、
禅
宗
の
留
学
僧
た
ち

に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
。

「
食
即
禅
」
と
い
っ
て
、
禅
宗
は
料

理
を
つ
く
り
食
べ
る
こ
と
も
修
行
で
す

か
ら
ね
。
お
茶
を
立
て
て
飲
む
こ
と
も

修
行
の
一
つ
。
で
す
か
ら
、
非
常
に
食

べ
ご
と
を
大
切
に
す
る
。

日
本
の
だ
し
の
文
化
は
、
禅
寺
の
精

進
料
理
か
ら
発
展
し
た
、
と
明
言
し
て

間
違
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

注：

仏
教
発
祥
地
の
イ
ン
ド
で
は
、
食
事
に
関
す
る

戒
律
は
あ
ま
り
厳
し
く
な
く
、
僧
侶
自
ら
料
理
を
す

る
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
精
進
料
理
は
発
展
し

な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
の
達
磨
大
師
が
中
国
に
伝
え
た

禅
宗
は
、
教
典
中
心
の
「
論
理
的
修
行
」
で
は
な
く
、

坐
禅
修
行
を
中
心
に
し
た
自
ら
の
「
実
践
修
行
」
に

重
点
を
置
い
た
た
め
、
従
来
、
雑
用
と
考
え
ら
れ
て

い
た
掃
除
や
洗
濯
、
炊
事
な
ど
も
、
読
経
や
坐
禅
と

同
じ
よ
う
に
重
要
な
修
行
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
禅
寺
で
僧
が
畑
や
田
を
耕
す
の
は
、
多
く
の

修
行
者
が
集
ま
っ
た
た
め
に
托
鉢
だ
け
で
は
修
行
僧

の
食
事
が
賄
え
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
い

る
。最

初
は
精
進
だ
し

椎
茸
は
干
し
て
保
存
す
る
。
天
日
乾

燥
で
す
か
ら
、
椎
茸
の
成
分
が
活
性
化

し
て
、
う
ま
味
が
た
く
さ
ん
出
ま
す
。

グ
ア
ニ
ル
酸
が
う
ま
味
の
成
分
で
す
。

鰹
節
や
昆
布
と
は
ま
た
違
っ
た
う
ま
味

で
、
奥
深
い
。

な
ぜ
こ
れ
を
必
要
と
し
た
か
と
い
う

と
、
理
由
は
簡
単
で
す
。
精
進
で
す
か

ら
野
菜
・
乾
物
が
中
心
で
す
。
タ
ン
パ

ク
質
源
は
大
豆
や
小
麦
。
す
べ
て
植
物

性
で
、
肉
や
魚
と
い
っ
た
動
物
性
の
う

ま
味
と
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
動
物
性
の

タ
ン
パ
ク
質
に
は
油
脂
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
野
菜
・
乾
物
を
お
い
し
く
食
べ

よ
う
と
思
っ
た
ら
、
だ
し
の
力
を
借
り

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
油
。

だしの起源と変遷



15 だしの起源と変遷

の
こ
と
。
正
し
く
は
、「
え
ん
ば
い
」

で
す
。

塩
と
酢
の
ほ
か
に
、
醤
油
の
祖
で
あ

る
「
ひ
し
お
」
も
添
え
た
。
場
合
に
よ

っ
て
は
、
小
刀
を
添
え
て
鰹
節
が
付
い

た
。そ

れ
と
、
鰹
の
茹
で
汁
を
煮
詰
め
た

「
煎
汁

い
ろ
り

」。
こ
れ
は
平
安
の
こ
ろ
の
文
献

に
は
既
に
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を

使
っ
て
、
自
分
で
味
つ
け
し
た
。
塩
梅

し
ろ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

平
安
末
期
に
な
っ
て
、
す
り
鉢
が
登

場
す
る
ん
で
す
が
、
鉢
に
筋
目
が
あ
ま

り
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
機

能
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
乳

鉢
み
た
い
な
も
の
で
す
。

鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
な
る
と
、

す
り
鉢
が
普
及
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

で
味
噌
が
す
ら
れ
て
、
そ
れ
ま
で
舐
め

も
の
だ
っ
た
味
噌
が
調
味
料
に
な
っ
た
。

味
噌
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ソ
ー
ス
が
多
様

化
し
ま
し
た
。
酢
味
噌
や
ワ
サ
ビ
味
噌
、

サ
ン
シ
�
味
噌
、
ゴ
マ
味
噌
な
ど
で
す
。

こ
の
こ
ろ
に
、
味
噌
を
ベ
ー
ス
に
し

て
味
つ
け
を
す
る
技
術
が
生
ま
れ
た
。

味
噌
汁
や
味
噌
煮
、
田
楽
。
ま
た
、
味

噌
を
水
で
溶
い
て
、
煮
詰
め
、
麻
袋
に

入
れ
て
垂
ら
し
て
澄
ま
し
、
う
ま
味
だ

け
取
り
出
し
た
。
垂
れ
味
噌
で
す
。
火

を
入
れ
な
い
場
合
に
は
、
生
垂
れ
と
い

い
ま
す
。

精
進
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ
に
削
っ

た
鰹
節
（
花
鰹
）
を
入
れ
る
。
こ
れ
を

「
煮
貫

に
ぬ
き

」
と
い
い
ま
す
。

前
も
言
っ
た
け
ど
、
現
代
人
の
一
番

の
好
物
が
握
り
寿
司
で
二
番
目
が
刺
身
。

ど
ち
ら
も
生
食
。
魚
の
生
食
が
で
き
る

の
は
、
水
が
良
い
か
ら
。
安
全
で
お
い

し
い
水
で
洗
え
る
か
ら
。

私
は
そ
れ
を
「
浄
め
」
の
文
化
と
い

っ
て
い
ま
す
。

「
浄
め
」
の
文
化
は
縄
文
の
文
化
。
神

社
に
行
く
と
手
水
舎

ち
ょ
う
ず
や

が
あ
っ
て
、
手
を

ゆ
す
ぎ
、
口
を
す
す
ぐ
。
こ
れ
は
仏
教

に
も
茶
道
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

仏
教
で
も
特
に
、
禅
宗
に
は
「
浄
め
」

が
強
く
あ
る
。
枯
山
水
の
庭
な
ど
も
そ

う
で
す
ね
。
水
が
流
れ
て
い
な
く
て
も
、

砂
や
砂
利
で
水
の
流
れ
を
つ
く
っ
て
浄

め
ら
れ
て
い
る
。

私
は
「
枯
淡
の
思
想
」
と
言
う
の
で

す
が
、
禅
宗
で
は
「
食
べ
る
」
と
い
う

こ
と
も
日
本
に
入
る
と
美
し
く
食
べ
る

こ
と
が
意
識
さ
れ
ま
し
た
。

麺
の
食
べ
方
も
中
国
と
日
本
と
で
は

違
い
ま
す
。
熱
く
し
よ
う
が
冷
た
く
し

よ
う
が
、
そ
う
め
ん
で
も
冷
や
麦
で
も

う
ど
ん
で
も
、
日
本
は
つ
け
麺
型
で
す
。

う
ど
ん
は
、
熱
く
し
て
つ
け
汁
に
つ
け

て
食
べ
る
か
ら
饂
飩

う
ど
ん

な
ん
で
す
。

室
町
時
代
に
入
っ
て
初
め
て
、
和
え

物
や
煮
焚
き
も
の
に
味
噌
を
使
う
「
調

味
」
の
技
術
が
現
わ
れ
た
。
そ
れ
ま
で

は
、
食
べ
る
と
き
に
食
べ
る
人
が
自
分

で
味
つ
け
を
し
た
の
で
す
。

基
本
は
、
塩
と
酢
。
だ
か
ら
、
こ
れ

を
「
塩
梅

え
ん
ば
い

」
と
い
う
。「
あ
ん
ば
い
」

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
後
か
ら

だ
か
ら
、
煮
る
か
、
和
え
る
か
、
炒
め

る
か
、
揚
げ
る
調
理
法
を
と
り
ま
す
。

精
進
料
理
に
お
い
て
、
初
め
て
油
の

う
ま
味
と
だ
し
の
う
ま
味
が
出
合
っ
た
。

「
炒
め
煮
」
で
す
。
ア
ミ
ノ
酸
系
の
う

ま
味
と
、
油
の
、
な
ん
と
い
う
か
滑
ら

か
で
良
い
香
り
が
す
る
う
ま
味
の
重
層

で
す
。

炒
め
た
り
揚
げ
た
り
す
る
の
は
、
精

進
料
理
か
ら
の
流
れ
な
ん
で
す
。
奈
良

時
代
か
ら
続
い
て
き
た
、
日
本
料
理
の

伝
統
的
な
も
の
の
中
に
も
、
一
部
、
油

で
炒
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

揚
げ
物
は
、
室
町
時
代
に
は
天
ぷ
ら

と
し
て
で
は
な
く
「
挙
げ
物
」
と
し
て

あ
り
ま
し
た
。
法
隆
寺
の
記
録
で
は

「
油

」。
油
に
は
滋
養
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
書
い
て
字
の
ご
と
く
で
す
。

奈
良
時
代
に
は
索
餅

さ
く
べ
え

と
い
っ
て
、
今

の
そ
う
め
ん
の
祖
の
よ
う
な
麺
を
食
べ

る
と
き
に
、
ゴ
マ
油
を
た
ら
し
て
い
る

ん
で
す
よ
。
索
餅
料
の
中
に
ゴ
マ
油
が

出
て
き
ま
す
か
ら
、
利
用
し
て
い
た
こ

と
は
事
実
。
し
か
し
、
利
用
し
て
い
た

の
は
ご
く
一
部
の
人
で
回
数
も
少
な
い
。

私
は
、
だ
し
と
い
う
言
葉
は
、
ど
う

も
お
祭
り
の
山
車

だ

し

か
ら
き
た
ん
で
は
な

い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
山
車
を
引

っ
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
集
ま
っ

て
く
る
。
人
寄
せ
の
た
め
の
山
車
な
ん

で
す
。
う
ま
く
祭
に
人
を
寄
せ
て
い
る
。

野
菜
・
乾
物
の
煮
物
を
、
う
ま
く
す

る
た
め
の
液
体
が
だ
し
な
ん
で
す
。
そ

の
だ
し
の
基
が
昆
布
や
椎
茸
。
大
胆
な

説
か
な
あ
。
両
方
と
も
、
人
を
喜
ば
せ

て
い
る
。

味
噌
・
醤
油
に
似
た
も
の
は
、
既
に

奈
良
時
代
か
ら
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
ア

ミ
ノ
酸
で
す
。
わ
か
め
を
水
で
煮
て
、

そ
こ
に
味
噌
を
入
れ
る
だ
け
で
充
分
う

ま
味
が
あ
っ
た
。

し
か
し
寺
院
で
法
要
の
と
き
や
、
偉

い
人
へ
の
お
も
て
な
し
の
た
め
に
、
特

別
に
だ
し
を
取
っ
た
。
ハ
レ
の
食
事
で

す
。
お
祭
り
も
ハ
レ
で
す
。
お
い
し
さ

と
感
動
を
与
え
る
た
め
、
だ
し
（
山
車

も
）
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
す
。

室
町
時
代
の
記
録
で
は
、
昆
布
は
ね
、

そ
の
ま
ま
使
わ
ず
炙あ

ぶ

っ
て
水
に
浸
け
て

い
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が
香
り
が
良
い
し
、

磯
臭
み
が
消
え
る
。

調
味
の
確
立

だ
し
が
定
着
し
て
発
達
を
遂
げ
る
の

が
、
室
町
時
代
。
花
鰹
と
い
う
言
葉
も

出
て
き
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
に
、
日
本
の

調
理
文
化
が
変
わ
る
の
で
す
。

奈
良
以
前
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
け
れ

ど
、
日
本
の
ご
馳
走
は
「
料
理
」
な
の

で
す
。
美
し
く
切
っ
て
、
美
し
く
盛
る

こ
と
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
割
　
鮮

（
あ
ら
た
し
き
を
さ
く
）」
と
い
う
こ
と
。

鮮
度
の
良
い
も
の
を
切
る
、
と
い
う
意

味
で
す
。
本
に
よ
っ
て
は
「
な
ま
す
つ

く
る
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
ま
す
。
確

か
、
日
本
書
紀
は
そ
う
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

多
分
、
日
常
は
生
垂
れ
で
し
ょ
う
。

も
て
な
す
と
き
に
垂
れ
味
噌
を
使
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
室
町
時
代
の
雑
煮
は
、

こ
れ
で
味
つ
け
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

雑
煮
は
実
は
お
澄
ま
し
な
ん
で
す
。

余
談
で
す
け
ど
、
酢
を
ど
れ
だ
け
使

う
か
は
食
文
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
す
。

だ
か
ら
酢
を
あ
ん
ま
り
使
わ
な
い
所
は
、

調
理
・
調
味
文
化
が
発
達
し
て
い
ま
せ

ん
。味

噌
も
そ
う
で
す
が
、
室
町
か
ら
江

戸
末
期
に
か
け
て
、
日
本
に
は
酢
を
ベ

ー
ス
に
し
た
ソ
ー
ス
が
実
に
豊
か
に
見

ら
れ
ま
す
。
両
方
合
わ
せ
る
と
40
種
類

以
上
も
あ
り
ま
す
。

気
候
風
土
も
影
響
し
ま
す
。
蒸
し
暑

く
な
い
地
域
は
、
酢
の
も
の
が
欲
し
く

な
ら
な
い
ん
で
す
。
京
都
な
ん
か
は
す

り
鉢
状
の
地
形
で
、
非
常
に
蒸
し
暑
い
。

フ
ラ
イ
パ
ン
の
上
で
暮
ら
し
て
い
る
よ

う
な
も
の
。
そ
れ
で
あ
っ
さ
り
し
た
も

の
が
欲
し
く
な
っ
て
、
酢
の
も
の
が
発

達
し
ま
し
た
。

精
進
の
味
噌
汁
は
豆
腐
や
ワ
カ
メ
の

野
菜
が
中
心
で
す
か
ら
、
だ
し
は
必
要

不
可
欠
で
す
が
、
最
初
の
こ
ろ
は
普
段

は
用
い
ず
、
味
噌
そ
の
も
の
が
だ
し
の

素
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
味

噌
を
ち
ゃ
ん
と
す
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

当
時
は
粒
味
噌
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
す
っ
て
使
う
と
う
ま
味

が
よ
く
出
る
し
、
無
駄
が
な
い
。

無
駄
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
精
進

が
一
番
大
切
に
し
た
教
え
で
す
。
一
物

い
ち
ぶ
つ

ゆ
ー
じ
ー

レ
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全
体
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
い
た
だ
く
。

だ
か
ら
、
若
い
坊
さ
ん
は
修
業
で
は
必

ず
味
噌
す
り
を
す
る
ん
で
す
。

す
り
こ
ぎ
が
１
ｍ
も
あ
っ
た
。
両
足

で
す
り
鉢
を
両
側
か
ら
挟
ん
で
、
す
っ

て
い
ま
す
。

野
菜
や
海
藻
を
煮
た
中
に
す
り
味
噌

を
入
れ
て
溶
く
だ
け
で
、
充
分
味
が
出

る
。
だ
か
ら
味
噌
は
、
醤
油
も
そ
う
で

す
が
、
だ
し
と
味
つ
け
を
兼
ね
て
い
た

の
で
す
。

昆
布
は
権
力
者
の
贈
答
品

昆
布
と
い
う
文
字
は
、
奈
良
時
代
に

既
に
あ
り
ま
す
。
陸
奥
国
、
細
昆
布
、

廣
毘
布
が
そ
れ
で
、
平
安
時
代
は
「
え

び
す
め
」
と
か
「
ひ
ろ
め
」
と
呼
ば
れ
、

津
軽
地
方
の
蝦
夷

え
み
し

の
人
た
ち
が
届
け
ま

し
た
。
奈
良
・
平
安
時
代
は
舐
め
も
の

で
し
た
。
お
そ
ら
く
酒
肴
に
し
た
の
で

し
ょ
う
。
酒
を
う
ま
く
し
た
。
昆
布
を

だ
し
に
し
て
い
る
の
で
す
。

昆
布
は
高
価
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
、

政
治
的
な
贈
答
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

室
町
時
代
以
降
で
す
。
お
坊
さ
ん
や
公

家
さ
ん
の
日
記
に
贈
答
の
記
録
が
頻
繁

に
登
場
し
、
そ
の
数
量
は
多
く
な
っ
て

い
き
ま
す
。
こ
の
時
代
、
京
の
寺
院
や

公
家
で
は
、
届
け
物
に
昆
布
を
多
く
用

い
ま
し
た
。

昆
布
を
し
ゃ
ぶ
り
ま
す
と
、
唾
液
が

た
く
さ
ん
出
ま
す
。
そ
の
味
は
塩
気
と

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
で
す
か
ら
。
満
腹
感
を

覚
え
る
ん
で
す
よ
。

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
を
多
く
摂
る
と
満
腹

感
を
覚
え
る
か
ら
、
肥
満
防
止
に
な
る
。

こ
う
説
明
す
る
と
、
だ
し
の
文
化
の
復

興
に
役
立
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
出
陣
の
と
き

と
勝
っ
て
帰
陣
し
た
と
き
に
、
酒
肴
に

搗
栗
と
鰹
節
と
昆
布
が
つ
い
た
の
で
す
。

「
勝か

っ
て
喜

よ
ろ
こ

ぶ
勝
男
武
士

か
つ
お
ぶ
し

=

搗
っ
て
よ

ろ
昆
布
鰹
節
」。

搗
栗
も
し
ゃ
ぶ
っ
て
い
る
と
甘
味
が

出
て
き
て
お
い
し
い
。
鰹
節
の
イ
ノ
シ

ン
酸
、
昆
布
の
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
、
栗
の

甘
味
。
こ
こ
で
既
に
複
合
調
味
料
の
味

を
知
っ
た
わ
け
で
す
。
う
ま
い
も
の
は

甘
い
と
も
い
え
ま
す
。
甘
い
は
旨
い
、

で
す
。

精
進
と
武
家
料
理
が
一
体
化

だ
し
汁
を
取
る
の
に
昆
布
と
鰹
節
の

両
方
を
使
う
の
は
、
江
戸
に
入
っ
て
か

ら
で
す
ね
。
こ
れ
は
精
進
の
だ
し
と
武

家
の
だ
し
が
一
体
に
な
っ
た
こ
と
の
表

わ
れ
。『
料
理
塩
梅
集
』（
１
６
６
８
年
〈
寛

文
８
〉）
に
「
澄
の
吸
物
、
水
一
升
に
鰹

節
ひ
と
つ
昆
布
二
枚
程
入
れ
て
せ
ん
じ

だ
し
に
し
て
」
と
あ
り
ま
す
。

武
家
の
料
理
は
、
室
町
時
代
に
な
る

と
調
菜
（=

 

精
進
料
理
）
と
合
体
し
ま

す
。
こ
れ
が
日
本
料
理
の
起
源
で
す
。

調
菜
は
、
黒
染
め
の
法
衣
を
着
た
お
坊

さ
ん
が
携
わ
り
ま
し
た
。
包
丁
を
持
っ

て
刺
身
を
つ
く
る
人
を
庖
丁
人
も
し
く

は
料
理
人
と
呼
び
ま
し
た
。
こ
れ
が
武

家
料
理
。
包
丁
の
技
術
と
調
菜
の
技
術

が
合
体
し
て
、
日
本
料
理
が
で
き
た
の

で
す
。

こ
れ
ら
は
武
家
を
中
心
と
し
た
料
理

文
化
と
し
て
発
達
し
た
本
膳
形
式
の
会

席
で
す
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
一
般
大

衆
に
ま
で
広
ま
り
ま
す
。
飯
と
汁
、
刺

身
、
焼
き
物
、
煮
物
、
和
え
物
な
ど
で

す
。喫

茶
の
文
化
も
禅
宗
の
影
響
で
す
ね
。

武
家
が
こ
ぞ
っ
て
茶
を
た
し
な
ん
だ
と

い
う
の
も
、
料
理
文
化
と
関
係
し
て
い

ま
す
。

茶
事
懐
石
も
、
禅
宗
の
精
進
料
理
の

影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
安
土
桃
山
の

こ
ろ
、
お
茶
を
飲
み
回
す
た
め
の
前
奏

曲
的
な
料
理
と
し
て
、
千
利
休
に
よ
っ

て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
濃
い
茶
を
飲
み
回
す
と
カ
フ

�
イ
ン
が
多
く
て
胃
が
痛
く
な
る
。
胃

壁
を
守
る
た
め
に
少
し
の
料
理
を
食
べ

る
。
ブ
ラ
ン
デ
ー
や
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲

む
と
き
に
レ
ー
ズ
ン
バ
タ
ー
や
チ
ー
ズ

ク
ラ
ッ
カ
ー
と
か
を
食
べ
る
で
し
ょ
、

そ
れ
と
共
通
し
た
食
べ
ご
と
で
す
。

茶
事
懐
石
は
一
汁
三
菜
が
基
本
で
、

ご
飯
が
主
役
で
す
。
ご
飯
の
菜さ

い

（
お
か

ず
）
で
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
る
の
が

椀
盛

わ
ん
も
り

と
呼
ば
れ
る
澄
ま
し
汁
仕
立
の
煮

物
で
す
。
普
通
の
野
菜
乾
物
、
魚
介
の

煮
物
と
異
な
り
、
魚
介
の
く
ず
し
（
す

り
身
）
や
豆
腐
（
こ
れ
も
く
ず
し
に
す

る
）
を
丸
め
て
下
茹
で
、
ま
た
は
蒸
し

物
に
し
て
椀
に
盛
り
、
澄
ま
し
汁
を
張

り
ま
す
。
豆
腐
の
場
合
は
、
揚
げ
物
に

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
澄
ま
し

汁
の
だ
し
は
、
昆
布
と
削
り
た
て
の
鰹

節
を
使
い
、
入
念
に
取
り
ま
す
。
江
戸

で
発
達
し
た
江
戸
料
理
は
、
鰹
節
が
主

で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
茶
事
懐
石
は
濃
茶
を

お
い
し
く
飲
む
た
め
の
食
事
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
今
の
料
理
屋
で
「
懐
石
」
と

い
っ
て
出
し
て
い
る
料
理
は
酒
肴
で
あ

っ
て
、
懐
石
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
茶
事

懐
石
の
酒
肴
は
、
食
事
が
終
わ
っ
た
あ

と
に
出
さ
れ
る
八
寸
で
す
。

結
局
、
水
が
大
切

お
茶
も
だ
し
に
な
り
ま
す
よ
。
に
お

い
消
し
の
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
、
う
ま

味
を
加
え
、
脂
抜
き
を
す
る
た
め
に
、

私
は
ニ
シ
ン
や
棒
タ
ラ
を
お
茶
だ
し
で

煮
ま
す
。
こ
の
場
合
、
鰹
節
と
昆
布
と

葉
茶
を
小
袋
に
入
れ
て
一
緒
に
煮
ま
す
。

も
っ
た
い
な
い
か
ら
番
茶
で
す
け
ど
、

別
に
煎
茶
で
も
い
い
。
天
ぷ
ら
茶
漬
け

用
の
だ
し
は
、
一
番
だ
し
に
玉
露
を
加

え
ま
す
。
玉
露
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
を
多

く
含
み
、
う
ま
味
が
あ
り
ま
す
。

お
茶
も
水
や
湯
で
出
す
わ
け
で
す
。

結
局
重
要
な
の
は
水
な
ん
で
す
。

「
水
の
特
徴
は
何
で
す
か
」
と
大
学
院

の
講
義
で
院
生
に
聞
く
と
、
化
学
的
な

特
徴
は
言
い
ま
す
け
ど
、
一
番
大
切
な

こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。

疲
れ
た
と
き
に
、
１
杯
の
冷
た
い
水
、

１
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
、
１
杯
の
お
茶
。
そ

れ
が
人
の
心
を
溶
か
す
。
心
を
癒
す
ん

で
す
よ
。
金
属
や
岩
を
も
溶
か
す
。
何

で
も
溶
か
す
と
い
う
の
が
水
の
特
徴
な

ん
で
す
。

だ
か
ら
水
の
中
に
昆
布
を
入
れ
よ
う

が
鰹
節
を
入
れ
よ
う
が
お
茶
を
入
れ
よ

う
が
、
う
ま
味
が
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。

引
き
出
し
（
だ
し
）
役
を
し
て
い
る
。

水
こ
そ
、
だ
し
を
取
る
素
な
ん
で
す
。

水
は
軟
水
の
ほ
う
が
、
昆
布
や
椎
茸
、

鰹
節
、
煮
干
し
の
う
ま
味
が
出
や
す
い
。

硬
水
だ
と
植
物
性
の
う
ま
味
は
出
に
く

い
。
良
い
水
が
な
け
れ
ば
良
い
だ
し
は

出
な
い
。

庶
民
と
だ
し

も
と
も
と
鰹
節
は
、
鰹
の
卸
し
身
を

茹
で
て
乾
燥
さ
せ
た
だ
け
の
荒
節
で
し

た
。
奈
良
時
代
か
ら
あ
り
、

鰹
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
元
禄
時
代
に
紀

州
の
印
南

い
な
み

の
甚
太
郎
と
い
う
人
が
、
堅

木
を
焚
い
て
燻い

ぶ

す
乾
燥
法
を
考
案
す
る
。

そ
れ
ま
で
は
、
天
気
の
悪
い
日
や
雨
の

日
に
は
藁わ

ら

を
燃
や
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

堅
木
を
焚
く
こ
と
で
、
非
常
に
良
い
香

り
が
立
っ
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
が
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の

食
文
化
圏
以
外
の
日
本
（
列
島
型
）
に
、

唯
一
の
燻
製
品
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ

は
香
り
づ
け
と
と
も
に
に
お
い
消
し
で

あ
ら
か
つ
を
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つ
け
て
い
ま
し
た
。

山
間
地
を
歩
い
た
人
の
記
録
を
読
み

ま
す
と
、
山
間
地
の
ほ
う
が
長
寿
者
が

多
い
と
書
い
て
い
ま
す
。
文
化
年
間
の

記
録
で
は
、
29
軒
の
集
落
に
80
歳
以
上

の
老
人
は
４
人
。
そ
れ
を
語
っ
た
人
は

79
歳
だ
っ
た
の
で
す
。
現
在
も
そ
う
で

す
。
現
在
、
１
０
０
歳
以
上
の
高
齢
者

は
３
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
け
ど
ね

（
２
０
０
８
年
９
月
現
在
３
万
６
２
７
６
人
　
厚
生

労
働
省
）
、
農
林
業
の
従
事
者
が
圧
倒
的

に
多
い
。
７
割
方
が
そ
う
。

一
見
貧
し
い
食
で
も
豊
か
さ
を
彷
彿

さ
せ
る
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
て
、

私
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
や
イ
ノ
シ
ン
酸
の

う
ま
味
の
お
陰
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
に
漂
着
し
た
ザ
ビ
エ
ル
が
、
本

国
に
書
き
送
っ
た
文
章
の
中
に
「
こ
の

民
族
は
賢
い
。
私
の
次
に
来
る
人
は
、

し
っ
か
り
勉
強
し
て
か
ら
来
な
さ
い
」

と
書
い
て
い
る
。

ザ
ビ
エ
ル
は
安
土
・
桃
山
時
代
で
す

が
、
江
戸
時
代
で
識
字
率
が
70
％
以
上

で
、
世
界
一
。

今
の
人
は
、
脂
の
お
い
し
さ
を
覚
え

て
し
ま
っ
た
か
ら
、
だ
し
の
う
ま
味
を
、

な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
て
危
な
い
。
脂

の
お
い
し
さ
に
洗
脳
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
、

京
都
大
学
の
伏
木
亨
さ
ん
が
研
究
し
て

い
る
ネ
ズ
ミ
と
一
緒
で
す
。

「
し
ら
げ
の
よ
ね
」
の
国

封
建
時
代
は
暗
黒
の
時
代
の
よ
う
に

う
が
高
価
だ
っ
た
ん
で
す
。

エ
リ
ザ
・
シ
ド
モ
ア
と
い
う
ア
メ
リ

カ
人
の
女
性
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、
日

本
中
を
人
力
車
に
乗
っ
て
旅
し
た
人
が

い
ま
し
た
。
富
士
山
の
山
小
屋
で
鰹
節

で
だ
し
を
取
っ
て
い
る
風
景
を
書
い
て

ま
す
よ
。
明
治
初
め
の
こ
と
で
す
。

エ
リ
ザ
・
シ
ド
モ
ア
（
１
８
５
６
〜
１
９
２
８
年

E
liza

R
uham

ah
S

cidm
ore

）

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
紀
行
作
家
。
ワ
シ

ン
ト
ン
で
新
聞
記
事
を
執
筆
し
て
い
た
が
、
横
浜
領

事
館
に
兄
が
勤
務
し
て
い
た
関
係
で
１
８
８
４
年

（
明
治
17
）
来
日
。
ア
ラ
ス
カ
、
当
時
の
ジ
ャ
ワ
、

中
国
、
イ
ン
ド
に
関
す
る
著
書
を
出
版
し
、
東
洋
研

究
の
第
一
人
者
と
な
る
。
日
本
に
つ
い
て
も
１
８
９

１
年"Jinrikisha

days
in

Japan

（
訳
題
　
日
本
　
人

力
車
旅
情
）" N

ew
Y

ork
: H

arper, 1891

な
ど
を
出

版
す
る
。
新
渡
戸
稲
造
と
も
親
交
が
あ
り
、
日
米
親

善
に
貢
献
。
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
前
庭
の
ポ
ト
マ
ッ
ク

河
畔
に
日
本
の
桜
を
植
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

講
談
社
か
ら
翻
訳
が
出
て
い
ま
す
け

ど
、
そ
れ
を
読
み
ま
す
と
当
時
の
庶
民

と
い
う
の
は
、
暮
ら
し
は
貧
乏
で
し
た

が
、
精
神
的
に
豊
か
で
す
。
確
か
に
、

外
国
の
人
か
ら
見
る
と
衣
食
住
は
貧
し

い
。
で
も
、「
人
力
車
を
引
く
車
夫
は
、

ふ
ん
ど
し
一
つ
で
筋
肉
隆
々
」
と
書
い

て
あ
る
。

食
べ
て
い
る
も
の
は
米
の
飯
と
小
さ

な
魚
の
干
物
（
目
刺
し
か
）
と
沢
庵
程

度
。
で
も
、
笑
顔
を
絶
や
さ
な
い
、
と

書
い
て
あ
る
。
貧
し
く
て
も
、
美
し
く

生
き
る
精
神
の
現
れ
で
す
。

け
っ
し
て
粗
食
で
は
な
く
て
、
ご
飯

を
た
く
さ
ん
食
べ
て
い
ま
し
た
。
米
の

飯
が
食
べ
ら
れ
な
い
地
帯
も
あ
り
ま
し

た
け
ど
、
雑
穀
で
も
ち
ゃ
ん
と
体
力
を

す
ね
。
堅
木
で
あ
る
樫
の
木
の
香
り
。

オ
ー
ク
で
す
か
ら
、
ウ
イ
ス
キ
ー
や
ブ

ラ
ン
デ
ー
と
も
共
通
し
ま
す
ね
。

カ
ビ
付
け
と
い
う
の
も
、
鰹
節
の
発

展
に
役
立
ち
ま
し
た
。
カ
ビ
が
生
き
る

た
め
に
、
菌
糸
が
中
心
部
ま
で
入
っ
て

い
っ
て
水
分
を
吸
い
取
る
こ
と
で
カ
ラ

カ
ラ
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
ど
こ
へ
で

も
運
べ
る
、
保
存
性
も
高
ま
る
。
文
化

年
間
の
記
録
に
、
長
野
県
と
新
潟
県
の

境
に
あ
る
秋
山
郷
で
鰹
節
を
使
っ
て
い

る
、
と
あ
り
ま
す
。
鰹
節
を
削
っ
て
、

稗ひ
え

の
雑
炊
を
つ
く
っ
て
食
べ
て
い
ま
す
。

煮
干
し
を
使
い
始
め
る
の
は
明
治
以

降
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
鰯
は
全
部
干
鰯

ほ
し
か

と
い
っ
て
、
田
ん
ぼ
や
畑
の
肥
料
で
す
。

京
都
に
あ
る
総
合
地
球
環
境
研
究
所

で
行
な
わ
れ
た
「
塩
と
食
文
化
」
と
い

う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
、「
ひ
ょ
う

た
ん
が
、
な
ん
で
縄
文
の
遺
跡
か
ら
出

土
す
る
の
か
」
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

縄
文
遺
跡
に
貝
塚
が
あ
り
ま
す
が
、

ア
サ
リ
や
蛤
を
食
べ
て
い
る
う
ち
に
、

大
き
な
貝
塚
が
で
き
た
わ
け
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
。
干
し
貝
を
つ
く
る
た
め
に
、

た
く
さ
ん
の
貝
の
身
を
取
っ
て
、
貝
殻

を
捨
て
た
跡
。
加
工
場
跡
な
ん
で
す
。

こ
の
干
し
貝
を
山
の
人
の
所
に
持
っ

て
い
っ
て
、
山
菜
と
か
猪
や
鹿
の
肉
と

交
換
し
た
。
そ
の
茹
で
汁
に
は
う
ま
味

の
成
分
で
あ
る
コ
ハ
ク
酸
が
い
っ
ぱ
い
。

煮
詰
め
て
ひ
ょ
う
た
ん
に
入
れ
、
運
ん

で
い
る
は
ず
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
塩
分

も
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
塩
分
も
山
の

人
た
ち
が
必
要
と
し
た
の
で
す
。
オ
イ

ス
タ
ー
ソ
ー
ス
様
の
調
味
料
で
す
。

昆
布
も
鰹
節
も
、
こ
れ
ほ
ど
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
流
通
が
発
達

し
た
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
昆
布
は
圧

倒
的
に
京
阪
中
心
で
、
全
国
的
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
に
な
っ

て
か
ら
で
す
。
と
い
う
の
も
、
配
給
で

あ
ま
り
上
等
で
な
い
昆
布
が
配
ら
れ
た
。

そ
の
昆
布
で
だ
し
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
。だ

か
ら
漬
物
に
昆
布
を
入
れ
て
う
ま

味
を
補
う
な
ん
て
い
う
こ
と
も
、
最
近

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
糠
床
や
白
菜

漬
け
、
沢
庵
に
昆
布
を
入
れ
る
な
ん
て

い
う
の
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
文

化
で
す
。

ふ
ん
ど
し
一
つ
で
筋
肉
隆
々

先
の
例
の
よ
う
に
、
鰹
節
は
ず
っ
と

前
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
昆
布
の
ほ

東京・日本橋の山本山本店。暮れも押し迫ると鏡餅が飾られるが、
そこには縁起物として欠かせない昆布が。簡略化が進む中、紙製
やプラスチック製のイミテーションが多いが、惚れ惚れするほど
見事な昆布に老舗ならではの心意気が表われていた。



言
わ
れ
て
き
ま
し
た
け
ど
、
農
民
は
農

民
で
楽
し
み
な
が
ら
仕
事
を
や
っ
て
い

た
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な

禁
止
令
が
出
る
の
は
、
飢
饉
や
災
害
が

あ
っ
た
と
き
だ
け
。

蕎
麦
や
う
ど
ん
を
食
べ
る
こ
と
ま
で

禁
止
さ
れ
た
、
と
い
う
け
れ
ど
、
調
べ

て
み
る
と
、
飢
饉
の
と
き
な
ん
で
す
。

２
年
経
っ
た
ら
解
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
触
れ
が
出
て
文
書
に
残
る
の
は
、
特

別
な
こ
と
な
ん
で
す
。

あ
と
間
違
っ
た
ら
い
け
な
い
の
は
、

日
本
で
は
玄
米
は
食
べ
て
い
ま
せ
ん
よ
。

江
戸
時
代
の
料
理
書
や
随
筆
集
の
多
く

を
読
ん
だ
け
ど
、
玄
米
は
出
て
き
ま
せ

ん
。
弥
生
時
代
か
ら
日
本
は
竪
杵

た
て
ぎ
ね

で
籾

米
を
搗
い
て
籾
取
り
を
し
て
い
ま
す
。

摩
擦
力
で
米
の
形
成
質
層
、
糠ぬ

か

は
少
し

取
れ
ま
す
。
確
か
に
精
白
度
は
低
い
け

れ
ど
、
完
全
な
る
玄
米
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
奈
良
・
平
安
時
代
は
、
こ
れ
を
黒

米
と
い
い
ま
し
た
。

玄
米
食
を
提
唱
し
始
め
た
の
は
、
石

塚
左
玄
で
す
。

石
塚
左
玄
（
い
し
づ
か
さ
げ
ん
　
１
８
５
１
〜
１
９

０
９
年
）

福
井
県
出
身
の
軍
医
、
医
師
で
あ
り
薬
剤
師
。「
食

は
本
な
り
、
体
は
末
な
り
、
心
は
ま
た
そ
の
末
な
り
」

と
、
心
身
の
病
気
の
原
因
は
食
に
あ
る
と
し
た
食
本

主
義
を
謳
っ
た
。「
身
土
不
二
」「
陰
陽
調
和
」「
一

物
全
体
」
を
基
本
と
し
た
食
養
学
を
提
唱
、
食
養
会

を
つ
く
り
普
及
活
動
を
行
な
っ
た
。
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ

ッ
ク
な
ど
、
多
く
の
食
養
生
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

玄
米
食
に
は
絶
対
条
件
が
あ
る
ん
で

す
。
糠
に
な
る
所
や
胚
芽
に
は
、
農
薬

が
一
番
溜
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
ま
ず
無
農
薬
。
そ
れ
か
ら
、
よ

く
噛
む
こ
と
。
消
化
、
吸
収
が
悪
く
て

栄
（
営
）
養
化
し
な
い
か
ら
。
一
口
で

最
低
50
回
は
噛
ま
な
い
と
。
よ
く
噛
む

と
唾
液
が
い
っ
ぱ
い
出
て
、
甘
く
な
り
、

満
腹
感
も
出
ま
す
。
唾
液
も
だ
し
の
素

で
す
。
三
番
目
は
、
お
か
ず
は
野
菜
や

乾
物
。
絶
対
、
植
物
性
の
も
の
。
酸
性

度
が
高
い
で
す
か
ら
、
動
物
性
の
も
の

を
一
緒
に
摂
っ
た
ら
い
け
ま
せ
ん
。

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て

上
位
の
人
が
食
べ
た
の
は
「
ま
し
ら
げ

の
よ
ね
」。
中
位
は
「
し
ら
げ
の
よ
ね
」。

庶
民
は
「
黒
米
」。

汁
と
麺

澄
ま
し
汁
と
味
噌
汁
を
分
け
て
考
え

る
の
は
間
違
い
で
す
。
安
土
・
桃
山
時

代
の
公
家
さ
ん
の
日
記
を
読
ん
で
い
た

ら
ね
、
汁
と
吸
い
も
の
を
書
き
分
け
て

い
る
ん
で
す
。

汁
、
と
書
い
た
ら
ご
飯
に
添
え
る
お

つ
ゆ
も
の
。
味
噌
で
味
つ
け
し
よ
う
が

塩
だ
ろ
う
が
関
係
な
い
。
そ
し
て
、
お

椀
に
蓋
は
な
い
ん
で
す
。
そ
の
上
、
お

か
ず
兼
用
だ
か
ら
実
も
た
っ
ぷ
り
、
汁

も
た
っ
ぷ
り
。
よ
く
一
汁
一
菜
と
い
う

け
れ
ど
、
そ
の
と
き
の
一
汁
は
お
か
ず

兼
用
。
だ
か
ら
具
が
た
っ
ぷ
り
。
今
の

よ
う
に
若
布
が
３
枚
浮
い
て
い
る
と
い

う
、
具
の
少
な
い
汁
で
は
な
い
。
実
が

少
な
い
か
ら
、
味
（
実
）
噌
汁
で
は
な

く
、
粗
汁
で
す
。

伝
統
的
な
日
本
食
に
す
る
と
、
米
が

塩
分
を
欲
し
が
り
ま
す
か
ら
、
塩
分
を

取
り
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
だ
か
ら

汁
も
の
に
は
海
藻
や
野
菜
を
た
っ
ぷ
り

入
れ
て
ほ
し
い
。
海
藻
に
含
ま
れ
て
い

る
ア
ル
ギ
ン
酸
が
、
体
内
の
余
分
な
塩

分
を
出
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

吸
い
も
の
、
と
い
う
と
き
に
は
お
澄

ま
し
で
は
な
く
、
酒
の
肴
。
椀
に
は
必

ず
蓋
が
し
て
あ
る
。
実
も
汁
も
少
な
い

ん
で
す
。
つ
ま
り
、
上
品
。

つ
ゆ
に
だ
し
を
多
く
使
う
麺
の
こ
と

で
い
え
ば
、
室
町
か
ら
江
戸
中
期
ぐ
ら

い
ま
で
は
、
そ
う
め
ん
も
冷
麦
も
う
ど

18

こ
の
黒
米
を
、
平
安
時
代
に
は
馬
の

餌
に
も
し
て
い
ま
す
。
百
姓
は
も
ち
ろ

ん
粟あ

わ

稗ひ
え

黍き
び

も
つ
く
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

こ
れ
ら
も
食
べ
た
で
し
ょ
う
が
、
完
全

な
玄
米
は
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
当
時
は
、
籾
擦
り
機
が
な
い

か
ら
完
全
な
玄
米
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
。

江
戸
中
期
に
な
る
と
、
籾
擦
り
機
が
中

国
か
ら
入
っ
て
き
て
、
完
全
な
玄
米
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
で
も
、
百
姓
は

精
白
し
ま
し
た
よ
。
臼
と
杵
が
あ
っ
た

か
ら
で
す
。
そ
れ
に
、
当
時
は
煮
炊
き

は
薪
で
す
か
ら
、
玄
米
な
ん
か
炊
こ
う

と
し
た
ら
た
く
さ
ん
の
薪
が
必
要
に
な

る
の
で
す
。
そ
の
薪
代
が
馬
鹿
に
な
ら

ん
。
山
だ
っ
て
入
会
権
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
勝
手
に
薪
を
取
っ
て
く
る
わ
け
に

は
い
か
ん
の
で
す
よ
。

江
戸
中
期
に
江
戸
患
い
と
い
わ
れ
た

脚
気

か
っ
け

が
起
こ
っ
た
の
は
、
天
候
不
順
で

野
菜
が
高
騰
し
た
か
ら
な
の
で
す
。
仕

方
な
く
、
江
戸
の
人
々
は
白
米
を
多
く

食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と

が
原
因
で
す
。

う
ま
さ
か
ら
い
っ
て
も
、「
ま
し
ら

げ
」
に
し
た
ほ
う
が
い
い
。
日
本
の
飯

の
炊
き
方
は
お
ネ
バ
も
捨
て
な
い
炊
き

干
し
法
で
す
か
ら
、
米
の
う
ま
味
が
１

０
０
％
残
る
。

ご
飯
が
炊
き
あ
が
っ
て
し
ゃ
も
じ
で

切
る
の
は
、
空
気
に
触
れ
さ
せ
て
お
ネ

バ
の
う
ま
味
を
ご
飯
に
固
着
す
る
た
め

で
す
。
日
本
の
米
、
温
帯
ジ
ャ
ポ
ニ
カ

は
世
界
で
一
番
う
ま
い
米
。
そ
の
こ
と

が
う
ま
味
文
化
の
根
底
に
あ
る
の
で
す
。

実
は
、
米
の
炊
き
汁
も
だ
し
な
の
で
す
。

も
っ
と
言
う
と
ね
、
麦
飯
も
あ
ん
ま

り
食
べ
て
な
い
ん
で
す
よ
。
室
町
時
代

に
、
ち
ょ
っ
と
麦
飯
の
話
が
出
て
き
ま

す
け
れ
ど
ね
。
奈
良
時
代
に
は
麦
を
あ

ま
り
つ
く
っ
て
な
い
。
つ
く
っ
た
大
麦

を
、
青
刈
り
を
し
て
馬
の
餌
と
し
て
売

っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
何
度
も
禁

止
し
て
い
る
。

戦
国
時
代
に
な
っ
て
、
米
が
兵
糧
に

取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
仕
方

な
く
大
麦
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

精
進
料
理
が
武
家
料
理
と
融
合
す
る

よ
う
に
な
っ
て
、
魚
貝
を
使
っ
た
り
、

野
鳥
を
使
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中
世
に
な
る
と
、
鶏
も
加
わ
っ
て
い
ま

す
が
18
種
類
ほ
ど
の
野
鳥
を
食
べ
て
い

ま
す
。
塩
漬
け
し
た
鴨
や
雁
の
肉
を
切

っ
て
水
か
ら
煮
て
だ
し
を
取
り
、
そ
の

肉
も
食
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
船
場
煮

で
す
。
大
阪
の
船
場
汁
は
戦
後
生
ま
れ

で
す
。

織
田
信
長
が
徳
川
家
康
を
も
て
な
し

た
と
き
に
は
、
鶴
が
出
て
、
次
に
白
鳥

が
出
て
、
と
り
は
ウ
ズ
ラ
と
あ
り
ま
す

か
ら
、
日
本
人
が
肉
食
を
し
な
か
っ
た

と
い
う
の
は
間
違
い
で
す
。

江
戸
時
代
に
も
、
土
用
の
と
き
な
ん

か
は
暑
気
払
い
と
い
っ
て
、
農
家
の
人

が
ニ
ン
ニ
ク
を
入
れ
て
鹿
肉
を
煮
て
食

べ
て
い
ま
す
。
冬
は
イ
ノ
シ
シ
の
味
噌

煮
。
こ
れ
だ
と
野
獣
の
だ
し
で
煮
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。



演
に
行
っ
た
ん
で
す
。

一
人
、
二
人
の
料
理
な
ら
だ
し
を
取

ら
な
く
て
い
い
ん
で
す
よ
、
と
言
っ
た
。

朝
の
味
噌
汁
な
ら
、
寝
し
な
に
冷
蔵

庫
の
中
に
残
っ
て
い
る
野
菜
を
刻
ん
で
、

小
さ
い
鍋
に
入
れ
、
ひ
た
ひ
た
に
水
を

加
え
て
、
煮
干
し
も
入
れ
る
。
煮
干
し

の
頭
も
内
臓
も
取
り
ま
せ
ん
。

朝
起
き
た
ら
、
良
い
だ
し
が
出
て
い

る
。
日
本
独
特
の
浸
け
だ
し
。
目
が
覚

め
て
か
ら
鍋
を
火
に
か
け
る
。
歯
を
磨

い
て
、
顔
を
洗
っ
て
身
支
度
を
整
え
て

い
る
内
に
煮
え
て
い
る
。
そ
こ
に
味
噌

を
加
え
て
溶
い
て
、
煮
干
し
も
全
部
食

べ
て
し
ま
う
。
鰹
節
を
使
う
場
合
は
、

テ
ィ
ー
バ
ッ
ク
用
の
小
袋
に
詰
め
て
、

加
え
る
。
味
つ
け
す
る
前
に
取
り
出
し

て
絞
る
。
昆
布
は
ハ
サ
ミ
で
切
っ
て
加

え
、
こ
れ
も
食
べ
て
し
ま
う
。

そ
れ
か
ら
煮
も
の
。
私
は
季
節
の
野

菜
し
か
食
べ
ま
せ
ん
。

私
は
利
尻
昆
布
を
使
い
ま
す
が
、
昆

布
を
下
に
敷
い
て
材
料
を
入
れ
、
ひ
た

ひ
た
に
水
を
加
え
、
鰹
節
は
テ
ィ
ー
バ

ッ
ク
に
入
れ
て
放
り
込
む
。
杓
子
定
規

な
や
り
方
で
、
だ
し
は
取
り
ま
せ
ん
。

煮
立
っ
て
き
た
ら
、
醤
油
や
み
り
ん
で

味
を
調
え
て
、
味
を
見
る
。
こ
れ
を
ベ

ロ
（
舌
）
メ
ー
タ
ー
と
い
い
ま
す
。
人

間
し
か
持
っ
て
い
な
い
、
味
の
メ
ー
タ

ー
で
す
。

甘
い
辛
い
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
味
。

昆
布
は
刻
ん
で
一
緒
に
盛
り
つ
け
る
。

鰹
節
は
ふ
り
か
け
に
す
る
。
煮
物
だ
っ

て
多
め
に
つ
く
っ
て
小
分
け
し
て
冷
凍
。

ご
飯
も
同
じ
。
多
め
に
炊
い
て
、
炊

き
た
て
を
一
食
分
に
分
け
て
、
ラ
ッ
プ

フ
ィ
ル
ム
に
包
ん
で
冷
凍
し
て
お
く
。

食
べ
る
と
き
に
電
子
レ
ン
ジ
で
解
凍
し

た
ら
い
い
。

「
だ
か
ら
、
う
ち
は
チ
ン
チ
ン
ク
ッ

キ
ン
グ
ク
ラ
ブ
で
す
」
と
、
そ
ん
な
話

を
す
る
と
「
そ
う
や
、
そ
ん
な
ん
で
い

い
ん
や
」
と
言
っ
て
安
心
し
て
く
れ
た
。

奥
村
彪
生
は
、
さ
ぞ
か
し
毎
日
手
の
込

ん
だ
も
の
を
つ
く
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
、

と
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

こ
う
や
っ
て
肩
の
力
を
抜
い
て
生
活

を
す
る
と
、
和
食
は
す
ご
く
楽
。

板
前
さ
ん
た
ち
が
テ
レ
ビ
で
や
っ
た

り
記
事
に
書
い
た
り
す
る
の
は
、
金
儲

け
の
た
め
に
き
れ
い
に
つ
く
ら
な
く
ち

ゃ
な
ら
な
い
「
商
売
の
料
理
」
で
、
家

で
つ
く
る
も
の
は
、
自
分
と
家
族
の
身

体
と
心
を
「
養
う
食
」
な
ん
で
す
。

心
身
を
と
も
に
育
て
て
い
く
。
そ
の

味
が
癒
し
に
な
る
。
我
が
家
の
味
を
、

自
分
が
つ
く
っ
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
子
供
が
「
お
か
あ

さ
ー
ん
」
と
叫
ん
で
く
れ
る
。

日
本
は
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
、
逆

く
の
字
型
の
国
で
す
か
ら
海
産
物
が
豊

富
。
そ
れ
と
内
陸
部
で
で
き
る
穀
物
や

野
菜
や
キ
ノ
コ
を
組
み
合
わ
せ
た
の
が
、

日
本
料
理
。
そ
の
野
菜
や
乾
物
、
キ
ノ

コ
、
豆
類
の
煮
も
の
や
汁
も
の
を
う
ま

く
昇
華
さ
せ
た
の
は
、
基
本
的
に
は
鰹

節
と
昆
布
。
海
は
ま
た
、
う
ま
味
の
生

19 だしの起源と変遷

ん
も
、
酒
の
肴
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て

か
ら
、
食
事
代
わ
り
に
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ど
っ
ち
み
ち
、
麺
類

の
文
化
は
寺
方
の
文
化
で
す
。
寺
院
か

ら
発
達
し
て
、
公
家
に
移
っ
て
い
く
。

だ
か
ら
上
層
社
会
の
食
べ
も
の
だ
っ
た
。

な
ぜ
、
酒
の
肴
に
な
っ
た
か
と
い
う

と
、
つ
ゆ
の
塩
気
と
だ
し
の
う
ま
味
が

酒
を
う
ま
く
し
た
。
酒
の
う
ま
味
を
生

か
す
に
は
、
肴
は
ま
ず
は
塩
気
、
そ
し

て
う
ま
味
。
他
の
う
ま
味
を
重
層
さ
せ

て
、
よ
り
う
ま
く
感
じ
る
。
次
が
酢
の

も
の
で
す
。
こ
れ
は
絶
対
米
か
ら
つ
く

っ
た
米
酢
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

江
戸
っ
子
が
蕎
麦
通
を
気
取
っ
て
、

つ
け
汁
を
少
し
つ
け
て
食
べ
た
と
い
う

の
は
、
み
り
ん
や
砂
糖
が
あ
ま
り
使
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
汁
が
塩
っ
辛

か
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

つ
け
汁
に
み
り
ん
が
使
わ
れ
出
す
の

は
、
元
禄
以
降
か
ら
で
す
。
砂
糖
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代

後
期
。
砂
糖
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ル
ソ
ン

島
や
台
湾
か
ら
入
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
当
時
の
砂
糖
は
、
氷
砂
糖
で
す
。

そ
れ
を
お
ろ
し
金
で
お
ろ
し
て
使
っ
た
。

こ
れ
を
氷
お
ろ
し
と
い
い
ま
す
。

江
戸
で
料
理
屋
の
八
百
善
な
ん
か
が

流
行
っ
た
の
は
、
味
つ
け
が
甘
か
っ
た

か
ら
。「
う
ま
か
っ
た
」
か
ら
じ
ゃ
な

く
、「
甘
か
っ
た
」
か
ら
で
す
。
要
す

る
に
江
戸
の
味
は
、
甘
辛
。
上
方
は
素

材
の
味
を
生
か
す
、
品
の
良
い
だ
し
の

味
。
京
は
酒
と
塩
を
使
い
、
淡
口
醤
油

を
補
い
ま
し
た
。
大
阪
は
淡
口
醤
油
に

み
り
ん
を
少
し
加
え
ま
し
た
。
京
は

「
は
ん
な
り
」、
大
阪
は
「
ま
っ
た
り
」

し
た
味
で
し
た
。

家
庭
料
理
の
復
興
を
！

私
は
こ
の
30
年
、「
家
庭
料
理
の
復

興
を
！
」
と
叫
ん
で
い
ま
す
。
な
か
な

か
難
し
い
。
若
い
お
母
さ
ん
方
に
聞
く

と
、
だ
し
を
取
る
の
が
難
し
く
、
邪
魔

く
さ
い
と
言
い
ま
す
。
お
年
寄
り
も
そ

う
言
い
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、
板
前
さ
ん
や
料
理
研

究
家
が
難
し
く
教
え
る
か
ら
で
す
。

「
心
を
込
め
て
」
と
、
精
神
論
を
言
い

過
ぎ
で
す
。

先
日
、
自
立
型
の
老
人
ホ
ー
ム
に
講

み
の
親
で
も
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
の
国
が
置
か
れ
て
い
る
環
境

の
恵
み
で
す
。
亜
寒
帯
か
ら
亜
熱
帯
ま

で
、
変
化
に
富
ん
だ
風
土
か
ら
、
い
ろ

い
ろ
な
作
物
や
獲
物
が
捕
れ
る
。
そ
れ

を
う
ま
く
生
か
し
て
お
い
し
く
い
た
だ

く
知
恵
が
、
生
き
る
た
め
の
基
本
で
す
。

景
気
の
悪
い
と
き
は
、
家
で
ご
飯
を

食
べ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
必

要
な
の
は
、
ご
飯
の
お
か
ず
。
こ
れ
も

手
づ
く
り
し
た
ほ
う
が
安
く
つ
く
。

今
、
政
治
、
経
済
、
情
報
は
す
べ
て

東
京
か
ら
発
信
さ
れ
ま
す
か
ら
、
東
京

一
律
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
地
場
の
文

化
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

家
庭
料
理
と
と
も
に
地
場
の
食
文
化

を
育
て
て
い
か
な
い
と
、
日
本
は
良
く

な
り
ま
せ
ん
。

私
は
岡
本
太
郎
が
好
き
。
彼
が
言
う

「
伝
統
は
守
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
破
る
ん

だ
。
そ
こ
か
ら
新
し
い
も
の
を
つ
く
っ

て
い
く
ん
だ
」
と
い
う
日
本
文
化
論
に

感
動
し
ま
し
た
。

米
を
食
べ
続
け
て
い
る
以
上
、
日
本

か
ら
う
ま
味
の
文
化
は
消
え
な
い
で
し

ょ
う
。
だ
し
は
、
単
な
る
液
体
で
は
な

い
。
こ
の
文
化
を
、
こ
れ
か
ら
外
国
に

発
信
す
る
時
代
に
入
っ
て
い
ま
す
。

今
、
日
本
は
不
健
康
者
が
増
加
し
て

い
ま
す
。
野
菜
や
乾
物
を
し
っ
か
り
食

べ
て
、
健
康
に
な
ら
な
く
て
は
。
そ
の

た
め
に
も
、
だ
し
は
不
可
欠
。「
だ
し

よ
、
バ
ン
ザ
イ
」
で
す
。
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伏木 亨
ふしき とおる

京都大学大学院教授 

1953年京都府生まれ、滋賀県育ち。京都大学

農学部卒業後、同大学院を経て、1994年から

同大学農学研究科食品生物科学専攻教授。

専門は食品、栄養化学。日本栄養・食糧学会

理事、日本香辛料研究会会長。

主な著書に『人間は脳で食べている』（筑摩書

房 2005）、『コクと旨味の秘密』（新潮社 2005）、

『味覚と嗜好のサイエンス』（丸善 2008）ほか

おいしさは
味わう側にある

栄養化学者の伏木亨さんは、

だしを「病みつきになるおいしさ」という視点からとらえています。

おいしさは「生理的欲求」「食文化」「情報」「病みつき」という

４つに分類できる、と伏木さんは言います。

だしは、油脂、糖分と並んで、「病みつき」になる食材で、

脳の報酬系を刺激する、という興味深いお話をうかがいました。

お
い
し
さ
は
味
わ
う
側
に
あ
る

私
は
、
あ
る
１
つ
の
も
の
が
食
べ
も

の
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
お
い
し
さ

の
素
で
あ
る
、
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

各
人
に
好
み
が
あ
っ
て
、
お
い
し
さ
と

い
う
の
は
一
概
に
決
め
ら
れ
な
い
か
ら

で
す
。

お
い
し
さ
と
い
う
の
は
、
食
べ
て

「
お
い
し
い
」
と
感
じ
る
人
間
の
側
に

あ
る
。
お
い
し
い
と
感
じ
る
人
間
の
、

判
断
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
側
に
あ
る
、
と
考

え
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
「
お
い
し
さ
」
を
追
求
し

よ
う
と
思
っ
た
ら
食
べ
も
の
を
研
究
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
食
べ
て
人
間

が
ど
う
思
う
か
を
研
究
し
な
い
と
始
ま

ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
私
は
動
物
を
使
っ
た

実
験
、
い
わ
ゆ
る
実
験
科
学
で
「
お
い

し
さ
」
を
研
究
し
て
い
ま
す
。「
お
い

し
さ
」
は
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
感
覚

で
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
が
持
っ
て
い

る
感
覚
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
生
き
て
い
く
上

に
大
切
な
も
の
を
的
確
に
摂
取
す
る
た

め
に
、
必
要
と
さ
れ
る
基
本
的
な
感
覚

だ
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
生
命
維
持
の

た
め
に
も
、
非
常
に
大
事
な
感
覚
な
の

で
す
。

で
は
生
き
て
い
く
上
で
、
だ
し
が
ど

う
い
う
風
に
大
切
な
の
か
。
だ
し
の
う

ま
味
が
強
い
食
べ
も
の
は
、
栄
養
素
を

豊
富
に
含
ん
で
い
ま
す
。
特
に
核
酸
と

か
タ
ン
パ
ク
質
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
こ
に
生
き
た
細
胞
が
あ

っ
た
と
い
う
証
で
も
あ
り
ま
す
。

だ
し
の
味
を
好
き
に
な
れ
ば
、
自
然

に
そ
う
し
た
栄
養
素
を
摂
取
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
だ

し
の
味
に
鈍
感
な
動
物
は
死
に
絶
え
て

い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

お
い
し
さ
の
４
要
素

そ
う
す
る
と
、
人
間
は
ど
う
い
う
要

素
で
お
い
し
さ
を
判
断
し
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

私
は
そ
れ
に
は
４
つ
の
要
素
し
か
な

い
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

一
番
顕
著
な
の
は
、
最
初
に
も
言
い

ま
し
た
よ
う
に
、
自
分
に
と
っ
て
必
要

な
も
の
は
お
い
し
い
。
つ
ま
り
、
生
理

的
な
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
お
い
し
さ
で

す
。
人
間
か
ら
見
て
下
等
と
思
わ
れ
て

い
る
よ
う
な
動
物
で
も
、
そ
う
い
う
感

覚
は
持
っ
て
い
ま
す
。

第
二
は
、
食
文
化
の
影
響
で
す
。
食

文
化
が
違
え
ば
、
お
い
し
い
と
感
じ
る

も
の
が
違
い
ま
す
。

第
三
の
要
素
は
、
情
報
で
す
。
実
は
、

私
た
ち
が
お
い
し
い
と
思
う
も
の
は
、

す
べ
て
人
か
ら
聞
い
た
情
報
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

第
四
の
要
素
は
、
病
み
つ
き
の
お
い

し
さ
で
す
。
最
初
に
言
っ
た
「
生
命
維

持
由
来
の
お
い
し
さ
」
で
は
な
く
、
快



21 おいしさは味わう側にある

く
な
い
、
と
感
じ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

安
心
、
安
全
の
た
め
の
お
い
し
さ
で
す
。

子
供
の
と
き
に
嫌
い
だ
っ
た
も
の
が
、

大
人
に
な
る
に
つ
れ
て
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
好
き
に
な
っ
た
り
す
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
家
族
や
親
し
い
人
が

お
い
し
そ
う
に
食
べ
て
い
た
記
憶
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
一
種
の
食
文

化
で
す
。
自
分
は
嫌
い
だ
け
れ
ど
、
周

り
の
人
間
が
お
い
し
そ
う
に
食
べ
て
い

た
記
憶
が
な
い
と
、
大
人
に
な
っ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
い
き
な
り
好
き
に
な
る

の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

食
文
化
と
に
お
い
の
関
係

例
え
ば
郷
土
料
理
と
い
う
の
は
、
そ

の
土
地
の
人
以
外
の
人
間
に
と
っ
て
は
、

た
い
が
い
お
い
し
く
な
い
も
の
で
す
。

な
ぜ
、
郷
土
料
理
は
お
い
し
く
感
じ

ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
そ

の
理
由
は
に
お
い
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

独
特
の
に
お
い
が
、
異
郷
の
人
に
と
っ

て
は
異
臭
と
感
じ
ら
れ
、
そ
の
土
地
の

人
に
と
っ
て
は
堪
ら
な
い
お
い
し
さ
を

想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
る
の
で
す
。

実
は
に
お
い
の
記
憶
と
い
う
の
は
、

非
常
に
強
固
で
、
味
よ
り
も
ず
っ
と
強

い
も
の
で
す
。
う
ま
味
の
受
容
体
は
１

種
類
、
甘
味
の
受
容
体
も
１
種
類
し
か

あ
り
ま
せ
ん
が
、
に
お
い
の
受
容
体
は

人
間
で
も
３
８
８
種
類
も
あ
る
の
で
す
。

ま
た
、
鼻
か
ら
脳
に
つ
な
が
っ
て
い

る
仕
組
み
は
、
口
か
ら
脳
に
つ
な
が
る

楽
の
領
域
ま
で
達
し
た
お
い
し
さ
。
病

み
つ
き
に
な
る
特
定
の
食
材
が
、
脳
の

報
酬
系
を
刺
激
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

引
き
起
こ
さ
れ
る
お
い
し
さ
で
す
。

私
は
快
楽
に
達
し
た
お
い
し
さ
を
与

え
る
食
材
と
い
う
の
は
、
油
脂
と
砂
糖

と
だ
し
の
３
つ
し
か
な
い
、
と
思
っ
て

い
ま
す
。

慣
れ
親
し
ん
だ
味

よ
く
「
卵
焼
き
を
食
べ
れ
ば
寿
司
屋

の
腕
前
が
わ
か
る
」
と
言
い
ま
す
が
、

私
は
甘
い
卵
焼
き
が
苦
手
で
す
。
甘
い

卵
焼
き
は
、
京
都
出
身
の
私
に
は
ど
う

し
て
も
馴
染
め
ま
せ
ん
。
だ
し
と
卵
を

合
わ
せ
て
、
双
方
の
味
と
香
り
を
楽
し

む
と
い
う
の
が
、
普
通
の
関
西
で
の
卵

焼
き
の
味
わ
い
方
。
少
な
く
と
も
京
都

の
人
は
、
家
庭
で
も
卵
焼
き
に
砂
糖
は

入
れ
ま
せ
ん
。

駅
弁
な
ど
に
入
っ
て
い
る
卵
焼
き
で

も
、
た
ま
に
甘
い
も
の
に
当
た
る
と

「
う
わ
っ
」
と
思
い
ま
す
。

子
供
の
こ
ろ
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
味

は
、
安
心
し
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

味
で
す
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、

「
安
心
で
き
る
も
の
を
食
べ
た
い
」
と

い
う
願
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
命
や
健
康
へ
の
保
証
で
も
あ

り
ま
す
し
、
予
測
で
き
る
味
は
お
い
し

い
と
感
じ
ま
す
。
私
に
と
っ
て
の
甘
い

卵
焼
き
の
よ
う
に
、
予
測
を
裏
切
る
味

の
と
き
は
、
違
和
感
を
感
じ
て
お
い
し

生理的おいしさ領域

食文化おいしさ領域

情報おいしさ領域

病みつきおいしさ領域

生理的おいしさ領域

食文化おいしさ領域

情報おいしさ領域

病みつきおいしさ領域



を
味
わ
っ
た
と
き
に
、「
こ
れ
こ
そ
が

本
場
の
味
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
記
憶

に
残
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
く
さ
や
の
干
物
や
鮒
寿
司
は
、

腐
っ
た
よ
う
な
に
お
い
が
し
ま
す
か
ら
、

普
通
だ
っ
た
ら
危
険
と
見
な
さ
れ
る
の

で
す
が
、
情
報
が
先
に
入
っ
て
き
て
、

「
臭
い
け
れ
ど
、
お
い
し
く
て
安
全
な

食
品
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
も
し
も
、
２
人
に
１
人
は
死
ん

で
し
ま
う
よ
う
な
食
べ
も
の
だ
っ
た
ら
、

絶
対
に
食
べ
な
い
で
し
ょ
う
。

子
供
の
こ
ろ
は
、
こ
の
「
安
全
か
ど

う
か
」
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
は

わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
食
べ

も
の
に
対
す
る
不
信
感
が
強
い
。
恐
怖

の
塊
な
ん
で
す
。

ま
た
、
検
尿
コ
ッ
プ
に
ビ
ー
ル
を
注

い
で
「
ど
う
ぞ
」
と
差
し
出
さ
れ
て
も
、

躊
躇

ち
�
う
ち
ょ

せ
ず
に
飲
む
人
は
な
か
な
か
い
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
新
品
の

清
潔
な
紙
コ
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
て
も
、
検
尿
コ
ッ
プ
と
い
う
特

殊
な
情
報
が
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
か
ら
で

す
。
清
潔
で
あ
っ
て
も
、
清
潔
感
が
な

い
の
で
す
。

野
生
動
物
は
、
食
べ
も
の
が
安
全
か

ど
う
か
を
、
自
分
の
視
覚
や
嗅
覚
で
判

断
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
と
て
も
慎
重

で
す
し
、
警
戒
し
な
が
ら
食
べ
進
め
て

い
き
ま
す
。
毒
の
あ
る
も
の
は
苦
い
こ

と
が
多
い
の
で
、
動
物
と
し
て
は
忌
避

す
る
の
が
当
た
り
前
で
す
が
、
人
間
は

大
人
に
な
る
と
ビ
ー
ル
や
山
菜
と
い
っ
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固形飼料と油脂

固形飼料のみ

仕
組
み
よ
り
、
ず
っ
と
単
純
だ
と
い
う

こ
と
も
、
に
お
い
か
ら
味
を
想
起
す
る

解
像
度
が
高
い
理
由
で
す
。

嗅
覚
は
鼻
の
粘
膜
で
受
容
さ
れ
て
、

嗅
球
を
経
て
直
接
、
脳
に
入
り
ま
す
。

だ
か
ら
、
に
お
い
の
記
憶
は
シ
ン
プ
ル

で
変
形
し
ま
せ
ん
。
微
妙
な
に
お
い
の

違
い
も
、
変
形
さ
せ
ず
に
正
確
に
記
憶

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
に
引
き
換
え
、
味
覚
は
延
髄
か

ら
一
次
味
覚
野
、
二
次
味
覚
野
な
ど
い

く
つ
も
の
神
経
を
乗
り
換
え
て
、
記
憶

さ
れ
る
部
位
に
達
し
ま
す
。
乗
り
換
え

る
た
び
に
、
少
し
ず
つ
誤
差
が
生
じ
る

わ
け
で
す
か
ら
、
味
の
記
憶
と
い
う
の

は
変
形
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら

味
に
つ
い
て
は
、
好
き
か
嫌
い
か
の
信

号
ぐ
ら
い
し
か
、
覚
え
て
い
な
い
は
ず

で
す
よ
。

嗅
覚
が
味
覚
よ
り
も
解
像
度
が
高
い

の
は
、
環
境
の
変
化
を
敏
感
に
感
じ
て

身
を
守
る
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
味
覚
は
、
毒
に
多
く
含
ま
れ
る

苦
味
の
峻
別
が
発
達
し
て
い
る
程
度
で
、

他
の
味
は
に
お
い
ほ
ど
に
は
峻
別
で
き

な
い
よ
う
で
す
。

で
す
か
ら
に
お
い
を
確
か
め
て
み
て
、

お
い
し
さ
を
想
起
で
き
な
い
場
合
は
、

「
嫌
い
」
と
か
「
ま
ず
い
」
と
判
断
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
理

由
で
、
に
お
い
の
記
憶
と
い
う
の
は
、

味
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な
フ
ァ
ク

タ
ー
と
な
り
ま
す
。

突
然
嫌
い
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に

関
し
て
は
結
構
研
究
が
進
ん
で
い
る
ん

で
す
よ
。
今
お
話
し
し
た
お
い
し
さ
の

要
素
と
は
全
然
別
で
、
何
か
を
食
べ
て

消
化
器
官
が
ム
カ
ム
カ
し
た
り
、
下
痢

を
し
た
と
き
に
、
こ
う
し
た
不
快
な
情

報
が
脳
に
入
っ
て
い
っ
て
記
憶
に
残
る

か
ら
な
ん
で
す
。
味
と
結
び
つ
い
て
、

こ
の
味
の
も
の
は
食
べ
る
な
、
と
い
う

信
号
を
送
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

こ
れ
は
動
物
が
変
な
も
の
を
食
べ
て

気
持
ち
が
悪
く
な
っ
た
ら
命
に
か
か
わ

り
ま
す
か
ら
、
当
た
り
前
の
防
衛
本
能

だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

情
報
の
重
要
性

情
報
と
い
う
と
、
テ
レ
ビ
や
週
刊
誌

か
ら
の
グ
ル
メ
情
報
を
思
い
浮
か
べ
て

し
ま
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

基
準
と
す
べ
き
座
標
軸
は
、
人
か
ら

教
わ
っ
て
学
ん
で
手
に
入
れ
た
も
の
で

す
。
そ
う
考
え
て
み
ま
す
と
、
お
い
し

い
と
思
っ
て
い
る
も
の
の
判
断
基
準
は
、

ほ
と
ん
ど
情
報
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た

も
の
で
す
。

「
本
場
の
味
」、「
旬
の
味
」
と
い
う
の

も
、
人
か
ら
言
わ
れ
た
情
報
が
基
準
に

な
っ
て
い
ま
す
。
情
報
か
ら
学
ん
だ
味

脳における味とにおいの伝わり方
『味のなんでも小事典』日本味と匂い学会編（講談社ブルーバックス 2004）／
小川尚「脳における味の認識」（123ｐ）、綾部早穂「鼻をつまむとなぜ味がわ
からなくなる？」（165ｐ）、外池光雄・渋谷達明「においのメカニズム」（169
ｐ）より作成

ラットによる
オペラントレバー押し実験
写真提供：伏木亨

給餌の違いによる
マウスの体重増加の違い

『味覚と嗜好のサイエンス』伏木亨（丸善 2008）



た
苦
み
の
あ
る
味
を
好
む
よ
う
に
な
り

ま
す
。

動
物
本
来
の
行
動
か
ら
見
た
ら
、
明

ら
か
に
異
常
な
嗜
好
で
す
。

現
代
人
の
嗜
好
や
食
行
動
は
、
生
命

を
維
持
す
る
た
め
の
緊
張
感
か
ら
は
ほ

ど
遠
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
情
報
と
い
う

高
度
な
技
を
手
に
入
れ
た
お
陰
な
の
で

す
。

病
み
つ
き
に
な
る
お
い
し
さ

快
楽
に
達
し
た
お
い
し
さ
を
与
え
る

食
材
と
い
う
の
は
、
油
脂
と
砂
糖
と
だ

し
の
３
つ
、
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の

場
合
は
う
ま
味
で
は
な
く
、
だ
し
を
指

し
ま
す
。

う
ま
味
と
い
う
の
は
、
だ
し
の
味
の

一
成
分
だ
け
を
指
し
ま
す
。
う
ま
味
は

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
あ
る
、

と
言
え
ば
よ
り
明
確
な
定
義
と
な
る
で

し
ょ
う
。
だ
し
に
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ

ト
リ
ウ
ム
も
入
っ
て
い
ま
す
が
、
他
の

成
分
も
入
っ
て
い
て
、
も
っ
と
複
雑
な

も
の
で
す
。

ラ
ッ
ト
や
マ
ウ
ス
に
油
脂
と
砂
糖
と

だ
し
を
食
べ
さ
せ
る
と
、
そ
れ
に
対
し

て
欲
望
を
持
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

私
た
ち
は
マ
ウ
ス
を
訓
練
し
て
、
お

い
し
い
も
の
に
あ
り
つ
く
た
め
に
レ
バ

ー
を
押
す
よ
う
に
教
え
込
み
ま
す
。

レ
バ
ー
を
押
す
回
数
が
規
定
回
数
に

達
す
る
と
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
開
い
て
、
１

滴
だ
け
飲
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

１
滴
だ
け
で
は
満
足
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

何
回
も
レ
バ
ー
を
押
す
こ
と
に
な
る
ん

で
す
。

た
だ
し
、
10
分
間
で
ク
リ
ア
で
き
な

か
っ
た
ら
、
そ
こ
で
終
わ
り
。
そ
れ
で

何
回
押
し
た
か
と
い
う
数
値
が
デ
ー
タ

に
な
り
ま
す
。

あ
り
つ
く
た
め
に
レ
バ
ー
を
押
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
回
数
を
多
く
し
て
い

く
と
、
最
後
に
は
本
当
に
好
き
で
な
い

と
レ
バ
ー
を
押
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
レ
バ
ー
を
押
す
と
い
う
行
為

を
、
欲
望
の
定
量
化
に
使
っ
て
い
る
ん

で
す
。

コ
ー
ン
オ
イ
ル
の
場
合
、
マ
ウ
ス
は

１
５
０
回
ぐ
ら
い
は
レ
バ
ー
を
押
し
ま

す
。油

脂
だ
っ
た
ら
10
分
間
で
１
５
０
回

は
軽
く
ク
リ
ア
し
ま
す
が
、
20
％
の
砂

糖
水
で
は
50
回
押
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

ま
あ
、
マ
ウ
ス
の
種
類
に
よ
っ
て
多
少

差
が
出
ま
す
。

だ
し
も
50
〜
60
回
。
砂
糖
に
匹
敵
す

る
人
気
で
す
。
油
脂
、
砂
糖
、
だ
し
以

外
の
も
の
だ
と
、
レ
バ
ー
を
押
し
続
け

て
ま
で
欲
し
が
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、

マ
ウ
ス
は
油
脂
、
砂
糖
、
だ
し
の
３
つ

だ
け
に
、
高
度
な
お
い
し
さ
を
認
め
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
　

も
ち
ろ
ん
、
動
物
の
種
類
に
よ
っ
て

多
少
の
違
い
は
あ
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
相
対
と
し
て
見
て
い
る
と
考
え
て

く
だ
さ
い
。

生
理
的
お
い
し
さ
と
の
違
い

で
は
、
病
み
つ
き
の
お
い
し
さ
と
は
、

そ
れ
以
外
の
お
い
し
さ
と
ど
う
違
う
の

で
し
ょ
う
か
。

病
み
つ
き
の
お
い
し
さ
は
、
一
口
食

べ
た
ら
も
う
一
口
食
べ
た
く
な
り
ま
す
。

止
ま
り
ま
せ
ん
。
普
通
の
お
い
し
さ
は
、

食
べ
て
も
興
奮
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
。

こ
の
２
つ
の
境
界
は
、
明
ら
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
違
い
が
あ
る
こ
と
は
実

感
で
き
ま
す
。

ま
ず
、
食
べ
る
前
の
期
待
感
が
違
い

ま
す
。

マ
ウ
ス
に
飼
育
用
の
固
形
飼
料
を
与

え
る
と
、
ど
の
マ
ウ
ス
も
同
じ
よ
う
に

体
重
が
増
加
し
ま
す
が
、
肥
満
す
る
者

は
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
自
分
の
生
命
維

持
に
必
要
な
餌
の
量
を
、
ネ
ズ
ミ
が
制

御
し
な
が
ら
摂
取
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
固
形
飼
料
と
油
脂
の
入

っ
た
給
水
瓶
を
置
く
と
、
マ
ウ
ス
は
狂

っ
た
よ
う
に
油
脂
を
飲
み
続
け
ま
す
。

油
脂
に
対
す
る
行
動
は
、
お
い
し
さ

の
快
感
を
む
さ
ぼ
る
食
べ
方
で
す
。
そ

れ
は
、
油
脂
に
そ
の
よ
う
な
お
い
し
さ

が
あ
る
か
ら
で
す
。

油
脂
を
与
え
る
時
刻
を
決
め
て
や
る

と
、
ラ
ッ
ト
や
マ
ウ
ス
た
ち
は
実
験
者

が
飼
育
室
に
入
る
だ
け
で
、
早
く
欲
し

い
と
要
求
す
る
ま
で
に
な
り
ま
す
。

別
の
実
験
で
、
油
脂
を
与
え
る
直
前

に
無
作
為
に
選
び
出
し
た
ラ
ッ
ト
の
脳

を
取
り
出
し
て
、
視
床
下
部
に
あ
る
弓

状
核
と
い
う
小
さ
な
部
位
を
調
べ
ま
し

た
。毎

日
調
べ
て
い
く
と
、
３
日
目
ご
ろ

か
ら
、
つ
ま
り
油
脂
が
も
ら
え
る
と
思

っ
て
が
つ
が
つ
し
始
め
る
こ
ろ
に
、
弓

状
核
の
中
に
あ
る
物
質
が
、
油
脂
を
食

べ
る
前
か
ら
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

伝
令
の
役
割
を
す
る
そ
の
物
質
が
発

現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
タ
ン
パ
ク
質

の
一
種
で
あ
る
β
—
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン

が
つ
く
ら
れ
始
め
た
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
β
—
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
は
、
快
感

を
つ
か
さ
ど
る
タ
ン
パ
ク
質
と
し
て
知

ら
れ
て
お
り
、
お
い
し
さ
の
快
感
に
も

関
与
し
て
い
る
と
想
像
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
、
β
—
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
が

脳
脊
髄
液
で
検
出
さ
れ
る
の
は
、
油
脂

を
口
に
し
て
か
ら
15
分
以
内
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
病
み
つ
き
の
お
い
し
さ
と
な

っ
て
、
食
べ
る
前
か
ら
期
待
感
が
盛
り

上
が
る
ほ
ど
に
な
る
と
、
口
に
し
て
も

い
な
い
の
に
、
お
い
し
さ
の
快
感
に
関

与
す
る
物
質
の
放
出
準
備
が
始
ま
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

同
様
に
、
病
み
つ
き
の
お
い
し
さ
に

は
ま
る
と
、
神
経
末
端
か
ら
放
出
さ
れ

る
ド
ー
パ
ミ
ン
と
い
う
、
期
待
感
に
関

与
す
る
物
質
も
上
昇
す
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。

ド
ー
パ
ミ
ン
の
作
用
を
止
め
る
薬
を

あ
ら
か
じ
め
ラ
ッ
ト
に
注
射
し
て
お
く

と
、
油
脂
を
毎
日
与
え
て
も
、
３
日
目

か
ら
が
つ
が
つ
す
る
よ
う
な
行
動
を
と

ら
な
く
な
り
ま
す
。

食
べ
る
直
前
に
見
ら
れ
た
弓
状
核
の

Ｐ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
の
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
と
い
う
物
質
の

増
加
も
な
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

β
—
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
も
つ
く
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。

私
は
か
つ
て
、
病
み
つ
き
に
な
る
よ

う
な
お
い
し
さ
を
、「
あ
ま
り
に
も
強

化
し
す
ぎ
た
食
は
一
種
の
ポ
ル
ノ
で
あ

る
」
と
表
現
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

誰
も
が
夢
中
に
な
る
の
が
病
み
つ
き
の

お
い
し
さ
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
劣
情

を
刺
激
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。

食
に
は
品
位
と
節
度
が
存
在
し
、
洗

練
さ
れ
た
大
人
に
な
る
た
め
に
は
、
必

要
不
可
欠
な
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
ま

す
。
　

第
５
の
要
素

お
い
し
さ
の
判
断
要
素
は
４
つ
と
言

い
な
が
ら
、
い
つ
も
５
つ
目
を
思
い
浮

か
べ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
誰

と
食
べ
る
か
、
ど
う
い
う
状
況
で
食
べ

る
か
、
と
い
う
社
会
的
な
条
件
で
す
。

ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
行
っ
て
屋
外
で
食
べ

た
ら
何
気
な
い
も
の
で
も
お
い
し
く
感

じ
た
り
、
旅
館
で
食
べ
る
朝
ご
飯
が
す

ご
く
お
い
し
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
こ

の
社
会
的
条
件
に
よ
る
も
の
で
す
。

５
つ
目
を
入
れ
る
と
、
話
が
複
雑
に

な
る
の
で
、
通
常
は
入
れ
て
い
ま
せ
ん
。

23 おいしさは味わう側にある
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ん
で
す
が
、
２
つ
の
も
の
が
合
わ
さ
っ

た
と
き
に
、
受
容
体
に
ど
の
よ
う
に
働

き
か
け
て
相
乗
効
果
が
起
き
る
か
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

味
蕾
の
上
の
味
の
受
容
体
が
受
け
取
る

信
号
を
増
幅
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

必
要
な
栄
養
素
は
一
緒

生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
栄
養
素

の
種
類
や
体
重
当
た
り
の
必
要
量
は
、

ど
ん
な
食
文
化
の
国
の
人
で
も
一
緒
で

す
。
食
文
化
の
違
い
が
遺
伝
子
の
Ｄ
Ｎ

Ａ
に
働
き
か
け
て
変
化
を
起
こ
す
に
は
、

１
０
０
０
年
レ
ベ
ル
の
時
間
で
は
可
能

性
は
な
い
、
と
断
言
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
で
も
、
肉

し
か
手
に
入
ら
な
い
地
域
に
住
む
、
例

え
ば
ア
ラ
ス
カ
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
よ
う

な
人
で
も
、
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要

な
栄
養
素
の
種
類
や
体
重
当
た
り
の
必

要
量
は
一
緒
。
基
本
的
に
、
空
腹
時
の

血
糖
値
が
70
〜
１
１
０
m
／
１
０
０

p
程
度
で
す
。

血
糖
は
、
脳
の
唯
一
の
栄
養
素
と
し

て
、
も
っ
と
も
重
要
な
生
命
維
持
物
質

で
す
。
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
人
た
ち
に
と
っ

て
、
血
糖
に
な
る
グ
リ
コ
ー
ス
を
確
保

す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
人
間
は
肉
に
含
ま
れ
て
い
る

ア
ミ
ノ
酸
か
ら
糖
を
合
成
す
る
代
謝
経

路
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

ア
ジ
ア
人
は
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
の
出
が

生
き
て
い
け
る
保
証
に
執
着

今
の
先
進
国
の
食
卓
に
は
、
病
み
つ

き
に
な
る
も
の
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
油
脂
分
が
多
く
て
、

甘
く
て
う
ま
味
も
強
い
。
そ
れ
以
外
の

お
い
し
さ
を
持
つ
食
品
は
、
ど
ん
ど
ん

淘
汰
さ
れ
て
い
ま
す
。

病
み
つ
き
に
な
る
高
度
な
お
い
し
さ

を
持
つ
油
脂
、
砂
糖
、
だ
し
は
後
天
的

に
学
習
に
よ
っ
て
好
き
に
な
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
素
地
は
元
か
ら
あ
り
ま
す
。

油
脂
は
脂
質
、
砂
糖
は
糖
質
、
だ
し

は
タ
ン
パ
ク
質
の
供
給
源
で
、
カ
ロ
リ

ー
を
生
み
出
す
物
質
で
す
。
現
在
、
だ

し
の
う
ま
味
は
カ
ロ
リ
ー
無
し
の
も
の

が
つ
く
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し

て
は
ラ
ッ
ト
や
マ
ウ
ス
は
病
み
つ
き
に

な
り
ま
せ
ん
。
１
ｇ
に
対
し
て
せ
め
て

４
z
ぐ
ら
い
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
い
と
、

執
着
し
な
い
の
で
す
。

ま
た
ラ
ッ
ト
や
マ
ウ
ス
は
、
に
お
い

が
な
い
と
だ
し
に
対
し
て
「
も
の
す
ご

く
好
き
」
と
い
う
高
度
の
お
い
し
さ
を

感
じ
ま
せ
ん
。

だ
し
に
対
し
て
高
度
な
お
い
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
風
味
と
う
ま

味
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
３
つ
が
備
わ
っ
て

い
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
要
す
る

に
執
着
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を

ず
っ
と
食
べ
続
け
て
い
っ
て
、
生
き
て

い
け
る
と
い
う
保
証
を
必
要
と
す
る
の

で
す
ね
。

サ
ッ
カ
リ
ン
溶
液
は
甘
い
で
す
ね
。

ラ
ッ
ト
や
マ
ウ
ス
は
こ
れ
が
好
き
で
、

最
初
は
ペ
ロ
ペ
ロ
舐
め
る
ん
で
す
が
、

こ
れ
に
は
執
着
を
示
し
ま
せ
ん
。
好
き

な
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
と
は
別
に
カ
ロ

リ
ー
が
あ
る
か
ど
う
か
、
ど
こ
か
で
判

断
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
カ
ロ
リ
ー
が

な
い
こ
と
を
、
ど
こ
で
判
断
し
て
い
る

の
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
。

ラ
ッ
ト
や
マ
ウ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
情

報
は
何
も
な
い
わ
け
で
す
が
、
サ
ッ
カ

リ
ン
溶
液
を
飲
む
意
欲
が
、
ど
ん
ど
ん

減
少
し
て
い
く
ん
で
す
。

私
た
ち
は
、
飽
き
る
こ
と
で
意
欲
を

減
少
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思

っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
原
因
で
飽

き
る
の
で
す
が
、「
カ
ロ
リ
ー
が
摂
取

で
き
な
い
」
と
い
う
信
号
が
、
何
か
の

形
で
飽
き
る
と
い
う
行
動
に
結
び
つ
い

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

風
味
と
う
ま
味

病
み
つ
き
に
な
る
お
い
し
さ
に
は
、

風
味
と
う
ま
味
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
須
。

そ
の
内
の
う
ま
味
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は

世
界
共
通
で
す
が
、
風
味
の
部
分
が
食

文
化
を
形
成
し
て
い
ま
す
、
つ
ま
り
郷

土
食
と
し
て
の
独
自
性
は
、
風
味
に
表

わ
れ
て
い
る
。
風
味
（=

に
お
い
）
は
、

非
常
に
ロ
ー
カ
ル
な
存
在
で
す
。

逆
に
、
う
ま
味
は
グ
ロ
ー
バ
ル
。

イ
タ
リ
ア
で
好
ま
れ
る
ト
マ
ト
に
は
、

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
た
っ
ぷ

り
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

う
ま
味
は
、
魚
醤
や
チ
ー
ズ
と
い
っ

た
発
酵
食
品
に
も
多
く
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
そ
う
考
え
る
と
、
う
ま
味
は
世
界

各
国
の
食
品
に
、
何
ら
か
の
形
で
た
く

さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。ど

こ
の
国
の
人
も
、
そ
れ
を
お
い
し

い
と
感
じ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
う
ま
味
を
多
く
含
ん
だ
発

酵
食
品
に
は
独
特
の
に
お
い
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
経
験
の
な
い
人
に
と
っ
て
は

耐
え
ら
れ
な
い
臭
い
と
い
う
こ
と
も
あ

る
。
お
い
し
い
け
れ
ど
、
香
り
に
違
和

感
が
あ
る
か
ら
食
べ
ら
れ
な
い
、
と
い

う
こ
と
は
起
き
る
で
し
ょ
う
。

海
外
の
だ
し
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
う

ま
味
の
と
こ
ろ
ま
で
は
同
じ
で
す
。
最

後
の
風
味
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
が
あ

る
の
で
す
。

受
容
体
の
不
思
議

池
田
菊
苗
が
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ

ウ
ム
を
う
ま
味
の
基
で
あ
る
、
と
発
見

し
た
わ
け
で
す
が
、
初
期
の
こ
ろ
は
海

外
か
ら
は
な
か
な
か
認
め
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
あ
の
粉
を
舐
め
て
「
あ
あ
、

お
い
し
い
」
と
は
思
え
ま
せ
ん
か
ら
。

た
だ
、
あ
の
粉
が
食
品
の
中
に
入
る
と
、

飛
躍
的
に
う
ま
味
が
増
す
の
で
す
。

こ
の
間
も
、
香
料
会
社
の
人
が
柚
子

の
香
り
の
決
め
手
に
な
る
成
分
を
発
見

し
て
、
発
表
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ

だ
け
を
嗅
い
で
も
「
あ
あ
、
柚
子
だ
」

と
は
思
え
な
い
香
り
な
ん
だ
そ
う
で
す
。

全
体
の
中
に
そ
の
成
分
が
わ
ず
か
で
も

含
ま
れ
る
こ
と
で
、「
あ
あ
、
柚
子
だ
」

と
い
う
香
り
が
立
っ
て
く
る
決
め
手
に

な
る
ん
だ
そ
う
で
す
。

で
す
か
ら
、
お
い
し
い
鰹
節
だ
し
の

に
お
い
も
、
生
き
て
い
る
鰹
の
に
お
い

が
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
独
特
の
カ
ビ

の
に
お
い
と
燻
製
臭
が
す
る
の
で
す
。

そ
れ
を
心
地
良
い
と
感
じ
る
た
め
に
は
、

長
年
の
経
験
が
必
要
な
わ
け
で
す
。

醤
油
メ
ー
カ
ー
の
老
舗
で
あ
る
ヤ
マ

サ
（
創
業
１
６
４
５
年
〈
正
保
２
〉）
は
、
１

９
１
３
年
（
大
正
２
）
小
玉
新
太
郎
が
鰹

節
の
う
ま
味
成
分
が
核
酸
の
一
種
で
あ

る
イ
ノ
シ
ン
酸
で
あ
る
と
発
見
し
た
ほ

か
、
１
９
５
０
年
代
（
昭
和
25
〜
）
に
國

中
明
が
イ
ノ
シ
ン
酸
や
干
し
椎
茸
の
う

ま
味
成
分
で
あ
る
グ
ア
ニ
ル
酸
を
、
グ

ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
合
わ
せ
る

と
強
い
相
乗
効
果
が
起
こ
る
こ
と
を
発

見
し
て
い
ま
す
。

核
酸
系
の
う
ま
味
と
ア
ミ
ノ
酸
系
の

う
ま
味
が
出
会
う
と
、
相
乗
効
果
が
起

き
て
７
倍
か
ら
10
倍
く
ら
い
の
う
ま
味

に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

昆
布
（
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
と
鰹

節
（
イ
ノ
シ
ン
酸
）
だ
と
せ
い
ぜ
い
５
倍

か
ら
７
倍
程
度
で
す
が
、
昆
布
（
グ
ル
タ

ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
と
干
し
椎
茸
（
グ
ア
ニ

ル
酸
）
だ
と
10
倍
以
上
の
相
乗
効
果
が

得
ら
れ
ま
す
。

そ
う
な
る
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い
る



食
べ
過
ぎ
の
一
番
の
原
因
は
、
お
い

し
過
ぎ
る
と
い
う
か
、
嗜
好
性
が
強
過

ぎ
る
こ
と
で
す
。
し
か
も
カ
ロ
リ
ー
の

高
い
も
の
を
食
べ
過
ぎ
て
い
る
。

今
の
日
本
人
の
栄
養
を
考
え
る
場
合

に
は
、
栄
養
素
の
研
究
で
は
な
く
て
、

い
か
に
満
足
し
、
か
つ
食
べ
過
ぎ
な
い

か
、
と
い
う
研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
が
、
油
脂
と
砂

糖
で
は
な
く
、
だ
し
に
あ
る
。

み
な
さ
ん
忙
し
く
暮
ら
し
て
い
ま
す

か
ら
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
だ
し
を
う
ま
く

使
え
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
本
物
の
鰹

節
と
昆
布
か
ら
ひ
い
た
「
だ
し
」
し
か

認
め
な
い
、
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
日

本
の
だ
し
文
化
は
続
か
な
い
。

本
物
の
鰹
節
と
昆
布
か
ら
ひ
い
た

「
だ
し
」
に
は
深
み
が
あ
り
ま
す
が
、

イ
ン
ス
タ
ン
ト
も
天
然
の
鰹
節
と
昆
布

を
た
く
さ
ん
使
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
天

然
の
風
味
が
し
ま
す
。

ど
こ
で
線
引
き
す
る
か
と
言
わ
れ
た

ら
、
ラ
ッ
ト
も
天
然
の
風
味
が
し
な
い

と
執
着
し
ま
せ
ん
か
ら
、
天
然
の
風
味

が
す
る
か
し
な
い
か
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
た
ま
に
余
裕
の
あ
る
と
き

に
本
物
の
鰹
節
と
昆
布
か
ら
だ
し
を
ひ

い
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
お

い
し
い
こ
と
が
よ
り
い
っ
そ
う
わ
か
る

は
ず
で
す
。
普
段
は
そ
れ
で
充
分
だ
と

思
い
ま
す
。

25 おいしさは味わう側にある

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
つ
は
健
康
的
な
生
活
を
送
る
た
め

に
、
だ
し
の
味
は
不
可
欠
だ
と
思
う
か

ら
で
す
。
油
脂
と
砂
糖
だ
け
で
は
、
非

常
に
偏
っ
た
嗜
好
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
の
が
だ
し
の
味

で
す
。
油
脂
や
砂
糖
を
淘
汰
す
る
こ
は

で
き
な
く
と
も
、
だ
し
の
味
が
加
わ
る

こ
と
で
、
食
生
活
の
選
択
肢
が
広
が
り

ま
す
。
そ
れ
が
健
康
な
生
活
を
送
る
た

め
に
、
役
に
立
つ
と
思
う
の
で
す
。
糖

尿
病
や
高
血
圧
と
い
っ
た
、
生
活
習
慣

病
の
リ
ス
ク
を
減
ら
し
て
く
れ
る
と
思

い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
伝
統
文
化
と
し
て
だ

し
の
味
を
継
承
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

長
い
歴
史
の
中
に
自
分
が
い
る
と
い

う
の
は
、
な
か
な
か
心
地
良
い
も
の
だ

な
、
と
も
思
い
ま
す
。
長
く
息
づ
い
て

き
た
伝
統
文
化
に
は
、
合
理
的
だ
っ
た

が
故
に
続
い
て
き
た
と
い
う
理
由
が
あ

る
と
思
う
の
で
す
。
我
々
が
気
づ
か
な

い
と
こ
ろ
で
ね
。
そ
れ
を
、
ば
さ
っ
と

切
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
あ
と
で
何
か
良

く
な
い
こ
と
が
起
こ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
理
由
で
、
私
は
食
文
化
が

大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
私
は

健
康
と
食
文
化
と
い
う
側
面
か
ら
、
だ

し
文
化
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

「
油
脂
は
お
い
し
い
」
と
い
う
時
代
が
、

こ
こ
し
ば
ら
く
は
ず
っ
と
続
い
て
い
ま

す
ね
。
し
か
し
、
油
脂
が
な
く
て
も
満

足
で
き
る
食
文
化
を
先
祖
が
築
い
て
き

て
く
れ
た
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
今
も

健
康
な
食
生
活
を
送
る
可
能
性
を
持
っ

て
い
る
。

だ
し
は
ね
じ
伏
せ
る
の
で
は
な
く
、

引
き
立
て
る
味
で
す
し
ね
。

と
は
い
う
も
の
の
、
長
寿
の
原
因
を

「
食
」
に
求
め
る
と
間
違
う
こ
と
が
多

い
の
で
、
要
注
意
で
す
。

な
ん
か
当
て
は
ま
っ
て
い
る
気
も
す

る
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
う
で
も
な
い
こ
と

も
多
い
。
ス
ト
レ
ス
や
水
や
空
気
や
、

考
え
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
要
素

が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
か
ら
、
食
の
側

面
だ
け
で
長
寿
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
ん
で
す
。

健
康
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト

私
は
、
栄
養
化
学
者
で
す
。
栄
養
学

か
ら
、
健
康
な
食
を
考
え
る
と
い
う
の

が
本
来
の
ミ
ッ
シ
�
ン
な
ん
で
す
。

我
々
が
学
生
の
こ
ろ
は
、
と
に
か
く

栄
養
素
が
足
り
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
食
べ
な
く
て
は
い

け
な
い
と
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
に

は
ど
う
い
う
ビ
タ
ミ
ン
が
あ
る
か
と
か
、

ど
う
い
う
栄
養
素
が
含
ま
れ
て
い
る
か

と
い
う
研
究
が
必
要
で
し
た
。

今
は
、
食
は
充
分
満
ち
足
り
て
い
て
、

む
し
ろ
食
べ
過
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
こ
と

が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

悪
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

ア
ジ
ア
か
ら
ア
ラ
ス
カ
を
渡
っ
て
ア
メ

リ
カ
大
陸
を
南
か
ら
北
に
行
っ
た
人
た

ち
全
部
が
、
同
じ
遺
伝
子
を
持
っ
て
い

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
先
住
民
と

い
わ
れ
る
人
た
ち
で
す
。
そ
う
い
う
人

た
ち
は
、
我
々
と
一
緒
で
い
ま
だ
に
イ

ン
シ
ュ
リ
ン
の
出
が
悪
い
。
持
久
力
が

な
い
し
、
糖
尿
病
に
も
な
り
易
い
。

そ
れ
な
の
に
、
各
地
で
急
速
に
食
生

活
が
欧
米
化
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で

は
居
留
地
に
住
ん
で
い
る
先
住
民
た
ち

の
多
く
が
糖
尿
病
で
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
摂
取
過
多
と

い
う
問
題
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
我
々

ア
ジ
ア
人
の
遺
伝
子
で
は
、
高
脂
肪
、

高
タ
ン
パ
ク
質
の
食
事
を
ガ
ン
ガ
ン
食

べ
て
大
丈
夫
、
と
い
う
身
体
で
は
な
い

の
が
原
因
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

や
は
り
、
脂
肪
が
少
な
く
て
繊
維
が

多
い
食
事
、
ご
飯
を
中
心
に
だ
し
の
味

を
利
か
せ
た
野
菜
を
食
べ
る
食
事
が
合

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

ま
あ
、
そ
う
い
う
食
事
と
相
性
が
い

い
と
言
う
べ
き
か
、
そ
う
い
う
食
事
を

し
て
き
た
人
が
淘
汰
さ
れ
な
い
で
生
き

残
っ
て
き
た
と
言
う
べ
き
か
。
こ
れ
ま

で
肉
を
食
べ
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う

の
が
大
き
な
理
由
で
し
ょ
う
が
、
イ
ン

シ
ュ
リ
ン
の
出
が
悪
い
人
で
も
生
き
て

い
け
る
よ
う
に
、
食
文
化
も
淘
汰
さ
れ

て
き
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

だ
し
を
継
承
す
る
の
は
、
な
ぜ

私
は
、
だ
し
の
味
は
継
承
さ
れ
る
必
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目
指
せ
、
だ
し
ソ
ム
リ
エ

ワ
イ
ン
の
ソ
ム
リ
エ
さ
ん
は
、
豊
富

な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
使
っ
て
、
味
を

表
現
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
私
も
だ

し
を
そ
う
い
う
風
に
表
現
で
き
た
ら
い

い
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
で
き
な
い
ん

で
す
よ
ね
。

昆
布
の
一
般
的
な
ブ
ラ
ン
ド
は
、
日

高
、
利
尻
、
羅
臼
、
函
館
の
辺
り
に
あ

る
真
昆
布
、
釧
路
の
ほ
う
の
長
昆
布
。

長
昆
布
は
煮
て
食
べ
る
昆
布
で
、
あ
ん

ま
り
だ
し
を
取
る
に
は
使
い
ま
せ
ん
。

日
高
昆
布
も
、
煮
て
食
べ
る
の
に
適

し
て
い
る
ん
で
す
が
、
関
東
で
は
こ
れ

を
だ
し
に
使
い
ま
す
。
関
西
で
日
高
昆

布
を
だ
し
に
使
う
人
は
い
ま
せ
ん
。
京

都
は
利
尻
、
大
阪
は
真
昆
布
が
多
い
。

関
東
で
、
比
較
的
薄
味
の
日
高
昆
布

で
だ
し
を
取
る
の
は
、
結
局
、
鰹
節
の

文
化
圏
だ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
塩
気

と
の
相
性
を
考
え
る
と
、
鰹
節
は
醤
油

と
の
相
性
が
い
い
。

関
西
は
昆
布
だ
し
と
塩
だ
け
で
味
つ

け
し
ま
す
か
ら
、
利
尻
や
真
昆
布
で
濃

く
取
っ
た
昆
布
だ
し
が
適
し
て
い
る
ん

で
す
よ
。

そ
ん
な
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
正
直
に
言
う
と
、
利
尻
と

真
昆
布
の
違
い
な
ん
て
、
プ
レ
ミ
ア
ム

ビ
ー
ル
同
士
の
銘
柄
当
て
み
た
い
な
も

の
で
、
わ
か
る
も
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。

で
も
ま
あ
、
商
売
を
し
て
い
る
以
上
、

そ
う
は
言
え
な
い
の
で
「
羅
臼
昆
布
は

昆
布
の
王
様
と
い
わ
れ
て
お
り
、
濃
い

だ
し
が
出
ま
す
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

羅
臼
昆
布
は
、
確
か
に
味
も
濃
い
け
れ

ど
、
色
も
濃
い
。
だ
か
ら
黒
す
ぎ
る
と

い
っ
て
、
プ
ロ
の
料
理
人
の
中
に
は
敬

遠
す
る
人
も
い
ま
す
。

羅
臼
に
比
べ
、
利
尻
と
真
昆
布
は
ク

リ
ア
な
味
わ
い
で
す
。
じ
ゃ
あ
、
利
尻

と
真
昆
布
は
ど
う
違
う
の
？
　
と
聞
か

れ
る
と
、
こ
れ
が
ま
た
、
困
る
。
利
尻

の
ほ
う
が
少
し
塩
気
が
あ
る
、
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

引
用
し
て
い
ま
す
。

昆
布
の
事
情

で
も
ね
、
昆
布
は
海
産
物
で
す
か
ら
。

ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
全
部
味
が
違
い
ま

す
。そ

れ
で
、
そ
の
辺
の
目
利
き
が
問
わ

れ
る
か
と
い
う
と
、
実
は
昆
布
は
等
級

が
は
っ
き
り
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を

買
う
し
か
な
い
ん
で
す
。
等
級
を
決
め

る
の
は
漁
連
で
、
そ
こ
が
し
っ
か
り
し

て
い
る
。

昆
布
は
値
段
に
も
の
す
ご
く
差
が
あ

り
ま
す
。
値
決
め
と
い
っ
て
、
産
地
の

人
と
消
費
地
の
問
屋
さ
ん
が
、
一
年
に

一
度
、
一
堂
に
会
し
て
決
め
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。

し
か
も
指
標
と
な
る
産
地
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
決
ま
る
と
、
残
り
は
等
級
と
浜

の
ラ
ン
ク
で
決
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
昆

布
は
権
力
者
の
贈
答
品
と
し
て
培
わ
れ

た
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
う

い
う
仕
組
み
も
が
っ
ち
り
決
ま
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
ね
。

た
だ
、
そ
う
い
う
風
潮
も
だ
ん
だ
ん

変
わ
っ
て
き
ま
し
て
、
浜
で
入
札
を
す

る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

小
さ
い
浜
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
浜

に
よ
っ
て
格
差
が
あ
る
産
地
で
は
、
入

札
に
す
る
と
値
崩
れ
が
起
き
て
し
ま
い

ま
す
。
値
決
め
を
す
る
の
は
、
そ
う
い

う
産
地
を
守
る
た
め
も
あ
る
。
つ
ま
り

漁
協
は
共
同
体
と
し
て
機
能
し
て
い
る

ん
で
す
。

昆
布
は
採
取
し
て
か
ら
す
ぐ
に
乾
か

さ
な
い
と
腐
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
今
、

１
０
０
％
天
日
干
し
で
や
っ
て
い
る
の

は
、
日
高
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。
干
す
場
所
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
乾

燥
機
で
乾
か
し
て
い
る
産
地
が
多
い
の

で
す
。

鰹
節
の
事
情

で
は
鰹
節
の
値
段
が
ど
う
決
ま
る
か

と
い
う
と
、
原
料
で
あ
る
鰹
の
相
場
で

決
ま
る
ん
で
す
。
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
と

静
岡
・
焼
津
の
相
場
を
睨
ん
で
、
裁
定

し
て
い
く
ん
で
す
よ
。

昔
は
「
黒
潮
と
と
も
に
鰹
が
揚
が
っ

て
く
る
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
今
は

ほ
と
ん
ど
遠
洋
漁
業
で
捕
っ
て
、
冷
凍

し
て
運
ん
で
く
る
ん
で
す
。

だ
か
ら
通
年
で
操
業
で
き
る
よ
う
に
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かつては子供のお手伝いの日課でした。

食の嗜好の変化、調理の簡便化が進み、

家庭で鰹節削り機を目にすることは、稀になりました。

築地仲卸の三代目 中野克彦さんは、最前線で何を感じているのでしょうか。

だし素材の産地の現状や、だしの将来についてうかがいました。

鰹節仲卸商が語る
だし素材の新機軸

鰹節仲卸商が語る
だし素材の新機軸
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す
。１

９
６
４
年
（
昭
和
39
）
の
は
じ
め
ご

ろ
か
ら
、
産
地
入
札
と
い
う
の
が
始
ま

っ
て
、
僕
ら
み
た
い
な
二
次
問
屋
と
い

う
か
仲
卸
が
産
地
に
直
接
行
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
実
に
画
期
的

な
こ
と
で
し
た
。
つ
ま
り
鰹
節
業
界
は
、

規
制
緩
和
が
も
の
す
ご
く
早
か
っ
た
ん

で
す
。

私
は
平
成
に
な
っ
て
か
ら
ず
っ
と
こ

の
業
界
を
見
て
い
る
ん
で
す
が
、
20
年

こ
の
か
た
、
供
給
過
剰
な
こ
う
い
う
状

態
が
続
い
て
い
ま
す
。

確
か
１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
、「
シ
マ

ヤ
だ
し
の
素
」
と
い
う
商
品
が
発
売
さ

れ
る
の
で
す
が
、
あ
の
辺
り
が
売
れ
行

き
の
分
岐
点
な
ん
で
す
よ
。

実
は
他
社
で
も
同
じ
よ
う
な
商
品
開

発
を
し
て
い
た
ら
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

ち
ゃ
ん
と
し
た
鰹
節
で
つ
く
っ
た
だ
し

に
ち
ょ
っ
と
だ
け
化
学
調
味
料
を
入
れ

よ
う
、
と
取
締
役
会
に
か
け
た
ら
「
バ

カ
ヤ
ロ
ー
」
と
言
わ
れ
て
終
わ
っ
ち
ゃ

っ
た
ら
し
い
。
う
ち
の
親
父
に
聞
い
た

話
な
ん
で
す
が
、
そ
の
こ
ろ
も
脅
威
に

思
っ
た
、
と
言
う
ん
で
す
よ
。

と
こ
ろ
が
こ
の
鰹
節
業
界
の
人
た
ち

は
ノ
ン
ビ
リ
し
て
い
て
「
み
ん
な
味
が

わ
か
る
は
ず
だ
か
ら
大
丈
夫
だ
」
と
の

ほ
ほ
ん
と
し
て
い
た
ら
、
こ
ん
な
て
い

た
ら
く
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ど
っ
こ
い
、

消
費
量
は
増
え
て
い
る

で
は
、
鰹
節
の
消
費
量
は
落
ち
て
い

る
か
と
い
っ
た
ら
、
実
は
近
年
逆
に
増

え
て
い
る
ん
で
す
よ
。
麺
つ
ゆ
の
原
料

と
し
て
、
も
の
す
ご
い
量
の
鰹
節
が
使

わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

や
は
り
化
学
調
味
料
だ
け
だ
と
、
騙

し
き
れ
な
い
。
そ
れ
に
燻
臭
っ
て
、
化

学
的
に
合
成
で
き
な
い
ら
し
い
ん
で
、

相
当
な
量
の
鰹
節
を
使
っ
て
い
る
ん
で

す
。
た
だ
、
そ
れ
は
取
引
先
が
ち
ゃ
ん

と
決
ま
っ
て
い
て
、
厳
し
い
品
質
管
理

が
問
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
我
々

な
っ
て
、
漁
期
と
い
う
の
が
な
く
な
っ

た
。
そ
れ
で
バ
ン
コ
ク
に
い
る
ツ
ナ
缶

屋
さ
ん
と
、
日
本
の
焼
津
の
鰹
節
屋
さ

ん
の
闘
い
に
な
る
ん
で
す
。

鰹
は
腐
り
や
す
い
魚
で
、
す
ぐ
に
ダ

メ
に
な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
鰹
節
に
し
て
い

た
。
そ
れ
が
冷
凍
技
術
が
進
ん
で
、
保

存
が
楽
に
な
っ
た
今
、
漁
師
さ
ん
だ
っ

て
高
い
ほ
う
に
売
る
の
は
当
然
で
し
ょ

う
。
近
海
も
の
は
、
高
く
買
っ
て
く
れ

る
寿
司
屋
さ
ん
の
ほ
う
に
行
く
。
そ
う

す
る
と
、
鰹
節
産
地
に
は
、
遠
洋
漁
業

で
捕
っ
て
き
た
鰹
し
か
回
っ
て
き
ま
せ

ん
。鰹

節
と
い
う
と
「
高
知
県
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
生
の
鰹
が

揚
が
ら
な
く
な
っ
て
、
今
は
つ
く
っ
て

い
る
所
も
減
り
ま
し
た
。
昔
は
鰹
節
の

産
地
だ
っ
た
土
佐
清
水
も
、
今
は
そ
う

だ
節
（
そ
う
だ
鰹
の
鰹
節
）
ば
か
り
つ
く
っ

て
い
ま
す
。

鹿
児
島
の
山
川
も
、
も
と
は
遠
洋
漁

業
の
基
地
だ
っ
た
の
で
、
製
造
家
が
集

ま
っ
て
き
て
産
地
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、

四
国
と
か
長
崎
・
五
島
と
か
か
ら
移
り

住
ん
で
き
た
人
が
多
く
、
地
元
で
は
な

い
人
が
い
る
地
域
で
す
。

通
年
で
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
に
、
供
給
量
が
増
え
て
し
ま
っ
た
。

需
要
は
ほ
と
ん
ど
日
本
で
す
が
、
今
は
、

海
外
で
も
鰹
節
を
つ
く
っ
て
い
て
、
輸

入
品
も
多
い
。
鰹
節
は
昆
布
の
よ
う
な

等
級
も
な
い
の
で
、
残
念
な
が
ら
、
何

で
も
あ
り
の
乱
売
競
争
に
な
っ
て
い
ま

が
出
る
幕
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
に
と
っ
て
死
活
問
題
な
の
は
、

煮
炊
き
を
す
る
料
理
を
出
す
お
店
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
今
ど
き

の
カ
ッ
コ
い
い
創
作
料
理
屋
な
ん
て
、

だ
し
な
ん
か
使
い
ま
せ
ん
か
ら
。

鰹
節
削
り
機

蕎
麦
屋
さ
ん
は
厚
く
削
っ
た
も
の
を

使
い
ま
す
。
で
も
、
手
で
は
あ
ん
な
に

厚
く
削
れ
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
は
蕎
麦

屋
さ
ん
も
自
分
の
手
で
削
っ
て
い
た
か

ら
、
厚
削
り
な
ん
て
、
絶
対
に
使
っ
て

い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

業
務
用
の
削
り
節
製
造
装
置
が
で
き

た
の
が
、
明
治
の
末
期
ら
し
い
。
当
時

は
煮
干
し
を
削
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

始
め
た
の
は
、
中
国
地
方
の
人
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

料
理
屋
さ
ん
も
量
が
多
い
の
で
削
る

の
は
大
変
。
ほ
と
ん
ど
が
う
ち
で
削
っ

た
も
の
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
い
ま

だ
に
自
分
で
削
っ
て
い
る
の
は
、
出
張

の
茶
懐
石
の
料
理
人
さ
ん
ぐ
ら
い
で
し

ょ
う
。

僕
ら
は
加
熱
し
て
か
ら
削
り
ま
す
か

ら
、
あ
ん
な
に
薄
く
、
長
く
削
れ
る
。

食
品
で
す
か
ら
、
殺
菌
の
意
味
も
あ
り

ま
す
。
今
は
、
遠
赤
外
線
を
当
て
る
、

な
ん
て
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、

手
で
も
慣
れ
れ
ば
う
ま
く
削
れ
ま
す
よ
。

鰹
節
の
削
り
方
っ
て
、
コ
ツ
が
あ
る
ん

で
す
。
私
も
、
自
分
で
で
き
な
い
と
カ
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ッ
コ
悪
い
ん
で
、
ず
い
ぶ
ん
練
習
し
ま

し
た
。

鰹
節
削
り
っ
て
、
結
構
力
仕
事
な
ん

で
す
。
速
く
動
か
し
て
い
る
う
ち
に
摩

擦
熱
で
鰹
節
が
温
か
く
な
っ
て
い
っ
て
、

う
ま
く
削
れ
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま

す
。

カ
ビ
付
け
効
果

鰹
節
を
燻い

ぶ

す
と
、
タ
ー
ル
と
言
う
と

語
弊
が
あ
る
ん
で
す
が
、
ま
あ
そ
の
よ

う
な
タ
ー
ル
状
の
も
の
が
付
く
ん
で
す
。

だ
か
ら
戦
国
武
将
が
戦
地
に
持
っ
て

行
っ
て
い
た
の
は
、
そ
の
タ
ー
ル
状
の

も
の
が
付
い
た
黒
い
鰹
節
。
江
戸
時
代

に
な
っ
て
、
そ
れ
を
物
理
的
に
削
ぐ
よ

う
に
な
っ
た
。
我
々
は
そ
れ
を
裸
節
と

呼
ん
で
い
ま
す
。

輸
送
中
に
変
な
カ
ビ
が
生
え
る
と
、

非
常
に
臭
く
な
る
。
し
か
し
、
偶
然
に

「
あ
る
種
の
カ
ビ
」
が
生
え
る
と
、
逆

に
良
い
匂
い
が
し
た
。
こ
れ
な
ら
、
い

い
と
。

毒
を
盛
っ
て
毒
を
制
す
、
じ
ゃ
な
い

で
す
け
ど
、
い
っ
た
ん
カ
ビ
を
生
や
し

て
お
く
と
、
ほ
か
の
カ
ビ
が
寄
り
付
か

な
い
。
そ
れ
で
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら

カ
ビ
付
け
が
始
ま
っ
た
。

こ
れ
は
別
に
お
い
し
く
す
る
た
め
で

は
な
く
、
保
存
の
た
め
で
す
。
だ
か
ら

カ
ビ
付
け
は
１
回
だ
け
。
と
こ
ろ
が
江

戸
ま
で
持
っ
て
き
て
保
存
し
て
い
る
途

中
で
、
ま
た
カ
ビ
が
付
い
て
お
い
し
く

な
っ
た
。
そ
れ
で
、
生
産
地
で
１
回
、

消
費
地
で
１
回
。

カ
ビ
と
い
う
の
は
、
鰹
節
の
中
の
水

分
を
吸
っ
て
生
き
て
い
る
。
何
回
か
カ

ビ
を
付
け
て
い
く
と
水
分
が
抜
け
て
、

カ
ビ
が
生
き
て
い
け
な
い
ぐ
ら
い
ま
で

乾
燥
す
る
。
多
分
、
そ
れ
を
本
枯
れ
と

い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

今
は
法
律
で
「
本
枯
れ
と
呼
べ
る
の

は
カ
ビ
付
け
を
２
回
し
た
も
の
」
と
決

め
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
１
回
の

カ
ビ
付
け
で
本
枯
れ
に
な
っ
ち
ゃ
う
場

合
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
カ
ビ
付
け
の
前

に
日
乾
を
よ
く
す
れ
ば
、
ち
ゃ
ん
と
水

分
は
落
ち
て
い
き
ま
す
か
ら
。

よ
く
マ
ス
コ
ミ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

例
と
し
て
「
５
回
カ
ビ
付
け
し
て
い
ま

す
」
と
か
い
う
け
れ
ど
、
作
為
的
に
付

け
よ
う
と
す
れ
ば
別
で
す
が
、
実
際
に

５
回
も
７
回
も
付
か
な
い
で
す
よ
。
含

水
率
を
下
げ
る
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、

別
に
回
数
を
競
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。

ま
あ
、
３
回
は
付
け
な
い
と
ダ
メ
で

す
け
ど
ね
。
２
回
ま
で
だ
と
、
ま
だ
柔

ら
か
い
ん
で
す
。

話
に
よ
る
と
、
明
治
時
代
に
化
学
の

知
識
が
入
っ
て
き
て
、
カ
ビ
の
効
果
を

調
べ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
脂
肪
を
分
解

し
て
う
ま
味
成
分
に
変
え
る
と
か
、
香

り
を
良
く
す
る
と
か
い
っ
た
効
用
が
わ

か
っ
た
。
そ
う
い
う
話
を
聞
い
た
ん
で
、

単
純
に
「
い
っ
ぱ
い
付
け
れ
ば
い
い
だ

ろ
う
」
と
思
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

そ
う
は
い
っ
て
も
本
枯
れ
節
が
、
日

本
全
国
津
々
浦
々
に
流
通
す
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
戦
後
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

昭
和
30
年
代
、
40
年
代
ま
で
は
こ
れ
が

主
流
で
す
。

う
ち
で
は
店
頭
に
６
つ
の
箱
を
置
い

て
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
枯
れ
節
と
い

う
カ
ビ
付
け
し
た
鰹
節
は
１
つ
だ
け
で

す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
の
効
用

マ
ス
コ
ミ
な
ん
か
で
取
り
上
げ
て
く

れ
て
、
１
９
８
０
年
代
（
昭
和
55
）
ぐ
ら

い
か
ら
、
築
地
に
買
い
に
来
て
く
れ
る

お
客
様
が
徐
々
に
増
え
て
き
ま
し
た
。

町
の
乾
物
屋
さ
ん
が
な
く
な
っ
て
、

欲
し
い
と
な
る
と
築
地
に
来
る
し
か
な

い
、
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
一
般
の
お

客
さ
ん
も
増
え
ま
し
た
。

通
販
事
業
自
体
は
、
１
９
９
８
年

（
平
成
10
）
の
11
月
に
立
ち
上
げ
た
ん
で

す
よ
。
最
初
に
打
っ
た
Ｄ
Ｍ
は
、
ち
ょ

う
ど
暮
れ
だ
っ
た
ん
で
反
響
が
あ
っ
た
。

カ
タ
ロ
グ
も
印
刷
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

年
が
開
け
た
ら
売
れ
な
く
て
ね
え
。

仕
方
が
な
い
か
ら
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

作
成
講
座
と
い
う
の
を
半
日
受
講
し
て
、

暇
に
あ
か
せ
て
つ
く
っ
ち
ゃ
っ
た
の
が

始
ま
り
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
通

販
は
１
９
９
９
年
（
平
成
11
）
３
月
か
ら

や
っ
て
い
ま
す
。

で
も
、
私
が
自
分
の
趣
味
で
つ
く
っ

て
い
る
ん
で
、
女
性
が
面
白
が
っ
て
く

れ
る
よ
う
な
ペ
ー
ジ
は
、
な
か
な
か
つ

く
れ
な
い
ん
で
す
。
そ
の
せ
い
か
、
男

性
客
が
圧
倒
的
に
多
い
で
す
ね
。

ど
の
年
代
の
人
が
買
っ
て
い
る
の
か

は
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
昔
は
生
年
月
日

を
聞
い
て
い
た
ん
で
す
が
、「
な
ん
で

鰹
節
を
買
う
の
に
生
年
月
日
が
必
要
な

ん
だ
」
と
言
わ
れ
て
止
め
て
し
ま
い
ま

し
た
か
ら
。
本
当
は
興
味
が
あ
る
と
こ

ろ
で
す
よ
ね
。

私
は
１
９
８
９
年
（
平
成
元
）
、
消
費

税
導
入
の
日
に
鰹
節
屋
に
な
っ
た
ん
で

す
。
そ
の
前
は
銀
行
員
で
し
た
。
一
番

ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
た
の
は
、
売
る
側
と

買
う
側
の
立
場
。
も
っ
と
対
等
だ
と
思

っ
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
私
が
始
め
た

こ
ろ
は
、
築
地
の
力
が
落
ち
切
っ
た
と

き
だ
っ
た
か
ら
、
お
客
さ
ん
の
言
い
な

り
で
し
か
商
売
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
。



の
で
、
う
ち
は
エ
ア
コ
ン
を
15
℃
設
定

に
し
た
部
屋
の
中
で
保
管
し
て
い
ま
す
。

冷
蔵
庫
に
入
れ
る
と
乾
燥
し
す
ぎ
て
、

割
れ
る
し
、
削
れ
な
く
な
り
ま
す
。

家
庭
で
は
、
風
通
し
の
い
い
と
こ
ろ

に
置
い
て
、
２
週
間
に
一
度
ぐ
ら
い
日

に
当
て
て
天
日
消
毒
し
た
ら
大
丈
夫
で

す
よ
。

だ
し
の
将
来

こ
こ
数
年
、
健
康
ブ
ー
ム
と
か
和
食

回
帰
と
か
で
、
ず
い
ぶ
ん
マ
ス
コ
ミ
に

取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

「
じ
ゃ
あ
、
さ
ぞ
か
し
売
れ
る
ん
で
は

な
い
か
」
と
皮
算
用
を
弾
い
て
も
、
ま

っ
た
く
売
上
に
影
響
し
て
く
れ
な
い
。

本
物
の
お
い
し
い
だ
し
と
い
っ
て
も
、

比
べ
て
み
れ
ば
確
か
に
違
う
け
れ
ど
、

単
独
で
味
わ
っ
た
場
合
、
死
ぬ
ほ
ど
感

動
を
与
え
ら
れ
る
味
か
ど
う
か
と
い
っ

た
ら
難
し
い
。

だ
か
ら
、
情
緒
的
な
付
加
価
値
を
つ

29 鰹節仲卸商が語る だし素材の新機軸

を
訪
ね
て
い
っ
た
お
客
さ
ん
が
２
人
も

い
る
。「
枕
崎
の
井
上
さ
ん
」
っ
て
、

こ
れ
だ
け
で
探
し
歩
い
て
。

こ
だ
わ
り
の
人
っ
て
、
す
ご
い
で
す

よ
ね
。
で
も
、
人
間
っ
て
、
そ
れ
だ
け

先
入
観
で
食
べ
て
い
る
っ
て
こ
と
な
ん

で
す
よ
。
食
品
に
も
ス
ト
ー
リ
ー
が
求

め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。

面
白
い
お
父
さ
ん
が
い
ま
し
て
ね
、

「
や
っ
ぱ
り
昆
布
は
寝
か
せ
る
と
う
ま

い
よ
ね
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。

私
も
そ
う
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
ん
で
す
が
、
実
際
に
試
し
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
来
シ
ー
ズ
ン
ま

で
、
在
庫
な
ん
て
持
て
な
い
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
そ
う
し
た
ら
そ
の
お
父
さ
ん

が
、
自
分
で
大
切
に
寝
か
し
て
い
た
５

年
も
の
〜
２
年
も
の
の
昆
布
を
、
ポ
ン

と
送
っ
て
く
れ
た
。

そ
れ
で
だ
し
を
取
っ
て
比
べ
て
み
た

ら
、
本
当
に
違
っ
て
ビ
ッ
ク
リ
で
す
。

新
し
い
昆
布
は
味
は
濃
い
け
れ
ど
、
昆

布
昆
布
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
だ
ん
だ

ん
、
ま
ろ
や
か
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。

そ
れ
以
来
、
ま
る
ま
る
２
年
ぐ
ら
い

在
庫
す
る
よ
う
に
し
て
、
通
販
で
売
っ

て
い
ま
す
。

お
陰
で
昆
布
の
在
庫
が
え
ら
い
こ
と

に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
こ
れ
で
相
場
が
下

が
っ
た
日
に
は
、
ど
う
し
よ
う
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。

保
存
に
関
し
て
は
、
昆
布
は
乾
燥
さ

せ
て
お
け
ば
い
い
。

鰹
節
は
20
℃
を
越
え
る
と
虫
が
つ
く

け
て
い
く
し
か
な
い
。
た
だ
、
小
売
り

を
し
て
い
る
分
に
は
情
緒
的
な
付
加
価

値
で
何
と
か
な
る
ん
で
す
が
、
卸
売
り

で
飲
食
店
さ
ん
に
売
る
に
は
、
そ
う
い

う
も
の
は
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
経
済
効

果
に
結
び
つ
か
な
い
と
。

だ
し
は
、
あ
く
ま
で
も
脇
役
だ
、
と

い
う
と
こ
ろ
が
難
し
い
ん
で
す
よ
。

私
は
う
ち
で
売
っ
て
い
る
鰹
節
は
、

日
々
の
糧
で
な
く
て
も
い
い
、
と
ま
で

割
り
切
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ぞ
と
い
う

と
き
に
、
使
っ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
。

趣
味
の
こ
だ
わ
り
で
い
い
ん
で
す
。

だ
っ
て
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
む
人
も
、
自
分
で
焙
煎
ま
で
す
る

人
も
い
て
、
そ
れ
が
共
存
し
て
い
る
の

が
世
の
中
で
す
か
ら
。

で
す
か
ら
私
は
、
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
自

分
で
焙
煎
し
て
、
挽
い
て
、
淹い

れ
る
よ

う
な
タ
イ
プ
の
人
に
、
鰹
節
や
昆
布
を

売
っ
て
い
る
。

直
営
の
飲
食
店
で
「
本
物
の
だ
し
」

を
売
り
物
に
す
る
と
か
、「
だ
し
バ
ー

と
か
は
ど
う
だ
ろ
う
」
な
ん
て
、
い
ろ

い
ろ
考
え
た
ん
で
す
。

で
も
ね
、
自
分
の
専
門
の
こ
と
だ
か

ら
慎
重
に
な
る
。
も
し
も
門
外
漢
の
お

酢
を
売
れ
、
と
言
わ
れ
た
ら
、
結
構
無

責
任
に
「
こ
れ
が
日
本
一
の
お
酢
だ
」

と
言
い
切
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
鰹
節
や
昆
布
に
関
し
て
、
そ
れ
は
、

う
か
つ
に
は
言
え
な
い
こ
と
な
ん
で
す

よ
。

昔
は
築
地
も
力
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。

需
要
よ
り
供
給
の
ほ
う
が
少
な
か
っ
た

か
ら
、
築
地
に
来
な
い
と
買
い
物
が
で

き
な
か
っ
た
。
並
べ
て
置
き
ゃ
、
売
れ

る
。
い
い
商
売
で
す
よ
ね
。

そ
れ
が
世
の
中
が
変
わ
っ
て
き
て
、

供
給
過
多
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う

な
れ
ば
、
お
客
さ
ん
の
言
う
こ
と
を
聞

く
し
か
な
い
で
す
よ
。

通
信
販
売
を
や
っ
て
い
る
の
は
、
築

地
の
仲
卸
の
気
概
み
た
い
な
も
の
を
、

満
足
さ
せ
る
た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

付
加
価
値
を
つ
け
る

い
わ
ゆ
る
「
削
り
節
原
料
」
と
い
わ

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
、
跡

継
ぎ
が
い
る
ん
で
す
。
問
題
は
、
自
分

で
削
る
の
に
使
う
本
節
と
か
亀
節
と
か

を
つ
く
る
人
が
、
本
当
に
い
な
く
て
ね

え
。

注：

鰹
を
三
枚
に
下
ろ
し
た
も
の
を
亀
節
、
三
枚
か

ら
背
と
腹
に
下
ろ
し
た
も
の
を
本
節
、
本
節
の
中
で

も
背
側
を
使
っ
た
も
の
を
雄
節
（
ま
た
は
背
節
）、

腹
側
を
使
っ
た
も
の
を
雌
節
と
い
う
。

普
通
の
品
物
と
、
そ
の
人
た
ち
が
つ

く
る
も
の
と
の
違
い
は
、
丁
寧
さ
。
ひ

た
す
ら
手
を
か
け
る
。
だ
か
ら
コ
ス
ト

が
上
が
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
し
て
い
る

生
産
者
さ
ん
も
、
腰
が
痛
い
か
ら
そ
ろ

そ
ろ
止
め
た
い
っ
て
言
い
出
し
て
、
あ

せ
っ
て
い
る
ん
で
す
。

通
販
を
10
年
や
っ
て
き
て
、
あ
の
人
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ブ
ラ
イ
ン
ド
テ
ス
ト

う
ま
味
成
分
発
見
の
立
役
者
と
な
っ

た
昆
布
に
敬
意
を
表
し
て
、
昆
布
だ
し

の
ブ
ラ
イ
ン
ド
テ
ス
ト
を
メ
イ
ン
の
実

験
と
し
た
。

ブ
ラ
イ
ン
ド
テ
ス
ト
と
い
っ
て
も
、

違
い
を
判
定
で
き
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、

日
高
、
利
尻
、
羅
臼
、
真
昆
布
、
利
尻

の
２
年
も
の
と
い
う
５
種
類
の
だ
し
を

味
わ
っ
て
、「
一
番
お
い
し
く
感
じ
た

だ
し
」
を
選
ん
で
み
た
。

結
果
は
、
９
名
の
被
験
者
の
内
、
８

名
ま
で
が
羅
臼
を
チ
�
イ
ス
。
１
名
だ

け
が
真
昆
布
を
選
ん
だ
。
そ
の
理
由
は

「
羅
臼
昆
布
は
あ
ま
り
に
も
濃
い
味
で
、

洗
練
さ
れ
て
い
な
い
と
思
っ
た
か
ら
」。

つ
ま
り
、
濃
い
ほ
ど
お
い
し
い
と
感
じ

る
人
と
、
多
少
淡
白
な
中
に
表
わ
れ
る

上
品
さ
を
お
い
し
い
と
感
じ
る
人
が
い

て
、「
お
い
し
さ
」
の
定
義
に
も
個
人

差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
伏
木
亨
さ

ん
が
い
う
、「
お
い
し
さ
は
味
わ
う
人

の
側
に
あ
る
」
と
い
う
論
理
が
、
見
事

に
証
明
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

２
位
は
、
真
昆
布
が
３
名
、
日
高
が

３
名
、
２
年
も
の
の
利
尻
が
２
名
。
ち

な
み
に
、
以
上
の
８
名
は
関
東
出
身
者
。

１
名
だ
け
２
位
に
羅
臼
を
選
ん
だ
の

は
、
真
昆
布
を
１
位
に
選
ん
だ
の
と
同

じ
被
験
者
で
、
中
京
圏
の
出
身
だ
っ
た
。

こ
の
結
果
だ
け
見
る
と
、
昆
布
の
王

様
は
羅
臼
、
ク
イ
ー
ン
は
真
昆
布
と
い

っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
関
西

出
身
者
の
評
価
も
入
れ
な
い
と
、
公
正

な
評
価
に
は
な
ら
な
い
気
も
す
る
。

中
野
さ
ん
お
勧
め
の
２
年
も
の
は
、

残
念
な
が
ら
、
２
位
に
２
名
が
選
ん
で

い
る
に
留
ま
っ
た
。
確
か
に
「
角
の
取

れ
た
こ
な
れ
た
味
」
だ
っ
た
が
、
羅
臼

を
一
番
に
選
ぶ
嗜
好
を
持
つ
我
々
に
は
、

少
し
上
品
す
ぎ
て
物
足
り
な
く
感
じ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

要
は
、
使
い
方
に
よ
っ
て
相
性
が
あ

り
、「
お
い
し
さ
」
は
不
動
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

味
の
記
憶

味
わ
っ
て
い
て
不
思
議
だ
っ
た
の
は
、

ど
こ
か
で
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い

う
デ
ジ
ャ
ヴ
感
覚
だ
。

羅
臼
昆
布
で
は
大
阪
の
う
ど
ん
を
思

い
出
し
た
し
、
日
高
昆
布
で
は
お
で
ん

を
思
い
出
し
た
。
こ
う
し
た
「
食
べ
た

こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
経
験
（
も
ち
ろ

ん
、
ま
ず
か
っ
た
思
い
出
で
は
な
く
、

お
い
し
か
っ
た
思
い
出
）
も
、
お
い
し

さ
を
感
じ
る
た
め
に
は
重
要
な
の
だ
ろ

う
。

超
硬
水
と
軟
水

次
に
行
な
っ
た
の
は
、
硬
水
と
軟
水

に
よ
る
、
だ
し
の
濁
り
の
検
証
。
硬

度
１
４
６
８
の
超
硬
水
と
84
の
軟
水
で

比
較
し
た
。
ガ
ラ
ス
ピ
ッ
チ
ャ
ー
に
入
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れ
て
目
視
し
た
だ
け
で
も
、
超
硬
水
で

は
濁
り
が
見
ら
れ
る
。

し
か
も
、
苦
い
と
い
う
か
渋
い
と
い

う
か
、
味
に
も
雑
味
が
出
て
い
て
、
お

い
し
く
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
や
は
り
、

だ
し
は
軟
水
系
の
日
本
の
水
と
出
会
う

こ
と
で
、
こ
こ
ま
で
発
展
し
て
き
た
こ

と
が
実
験
か
ら
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

相
乗
効
果

ア
ミ
ノ
酸
系
の
う
ま
味
成
分
で
あ
る

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
、
核
酸

系
の
う
ま
味
成
分
で
あ
る
イ
ノ
シ
ン
酸

の
相
乗
効
果
を
確
か
め
る
実
験
も
し
た
。

昆
布
と
鰹
節
の
だ
し
を
合
わ
せ
る
と
、

相
乗
効
果
で
う
ま
味
が
５
倍
、
昆
布
と

干
し
椎
茸
の
戻
し
汁
を
合
わ
せ
る
と
相

乗
効
果
で
う
ま
味
が
７
倍
、
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
ん
な
に
微
妙
な
こ
と
は

わ
か
ら
な
い
。

ま
あ
、「
お
お
、
お
い
し
く
な
っ
た
」

と
言
う
の
が
関
の
山
だ
。
つ
い
で
に
煮

干
し
の
だ
し
も
つ
く
っ
て
、
い
ろ
い
ろ

合
わ
せ
て
み
た
け
れ
ど
、
飲
め
ば
飲
む

ほ
ど
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
っ
た
。

ち
な
み
に
昆
布
だ
し
の
ブ
ラ
イ
ン
ド

テ
ス
ト
で
は
、
一
番
最
初
に
口
に
含
ん

だ
と
き
に
「
だ
し
っ
て
、
こ
ん
な
に
濃

く
、
お
い
し
か
っ
た
ん
だ
」
と
感
じ
た
。

普
段
何
気
な
く
口
に
し
て
い
る
と
き
に

は
、
単
に
「
お
い
し
い
な
」
と
思
う
程

度
で
済
ま
せ
て
い
た
が
、
じ
っ
く
り
味

わ
っ
て
み
る
と
、
今
さ
ら
な
が
ら
奥
深

い
だ
し
の
味
、
芳
醇
な
香
り
に
感
心
し

て
し
ま
っ
た
。
飲
み
比
べ
て
み
な
け
れ

ば
、
ど
ん
な
種
類
の
だ
し
で
も
、
満
足

し
て
お
い
し
く
い
た
だ
け
る
な
あ
、
と

思
っ
た
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
干
し
椎
茸
の
戻

し
汁
に
は
茶
碗
蒸
し
の
記
憶
が
、
煮
干

し
に
は
味
噌
汁
の
記
憶
が
よ
み
が
え
り
、

味
に
対
し
て
な
の
か
、
に
お
い
に
対
し

て
な
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、「
お
い

し
か
っ
た
思
い
出
」
の
重
要
性
を
確
認

す
る
結
果
と
な
っ
た
。

塩
分
が
欲
し
い

今
回
の
実
験
で
得
た
教
訓
は
、
先
程

か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
お
い
し

か
っ
た
思
い
出
」
の
重
要
性
だ
。

そ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
。
だ
し
に

は
塩
分
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
。
昆

布
に
も
鰹
節
に
も
わ
ず
か
に
塩
分
が
含

ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
飲
み
続
け
て
い

る
う
ち
に
、
胸
が
も
や
も
や
し
て
き
た
。

「
あ
あ
、
塩
分
が
も
う
少
し
欲
し
い
」

と
、
薄
ま
っ
た
血
液
が
要
求
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
し
て
、
塩
で
は
な

く
う
ま
味
た
っ
ぷ
り
で
香
り
高
い
醤
油

が
欲
し
い
、
と
思
っ
た
の
は
、
や
は
り

関
東
の
人
間
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
次

の
機
会
が
あ
れ
ば
、
是
非
、
だ
し
の
東

西
対
決
官
能
実
験
を
行
な
い
た
い
と
思

っ
た
。
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「
栄
養
教
諭
」
と
い
う
新
し
い
肩
書
を

ご
存
知
の
方
は
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

栄
養
教
諭
は
、
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）

に
で
き
た
食
育
基
本
法
の
中
に
新
設
さ

れ
た
職
域
だ
。

給
食
管
理
と
食
に
関
す
る
指
導
、
つ

ま
り
普
段
の
学
校
給
食
を
安
心
・
安
全

で
衛
生
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
加
え
、

食
育
が
そ
の
職
務
で
あ
る
。

学
校
給
食
の
中
で
、
だ
し
が
ど
う
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
か
調
べ
る
た
め
に
、

杉
並
区
立
三
谷

さ
ん
や

小
学
校
栄
養
教
諭
、
江

口
敏
幸
先
生
を
訪
ね
た
。

ミ
ス
タ
ー
国
産
給
食

江
口
先
生
は
「
ミ
ス
タ
ー
国
産
給
食
」

と
し
て
、
食
の
雑
誌
に
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
杉
並
区
立
三
谷
小
学
校
で
は
、

週
に
お
よ
そ
２
回
、
国
産
食
材
だ
け
で

つ
く
る
「
国
産
給
食
の
日
」
給
食
を
実

施
し
て
い
る
こ
と
と
、
食
材
高
騰
の
渦

中
で
質
を
落
と
さ
ず
コ
ス
ト
を
抑
え
る

江
口
先
生
の
手
腕
が
、
注
目
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
。

米
飯
が
増
え
た
こ
と
で
、
昨
今
大
幅

に
値
上
が
り
し
た
油
や
小
麦
粉
、
バ
タ

ー
を
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
が
減
っ
た
。
た

だ
和
食
ば
か
り
だ
と
子
供
た
ち
が
飽
き

て
し
ま
う
の
で
、
洋
風
、
中
華
風
に
ア

レ
ン
ジ
し
て
、
変
化
を
つ
け
る
よ
う
に

し
て
い
る
。
せ
っ
か
く
安
く
仕
入
れ
た

魚
も
、
調
理
法
に
工
夫
が
な
い
と
、

残
滓
率

ざ
ん
さ
い
り
つ

が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
。

不足した栄養を補うために、

脱脂粉乳を飲んでいた世代からすると、

今の給食は隔世の感があります。

衣食足りて礼節を知る、の言葉通り、

栄養が充分満ち足りた現在、

だしのことも国産品のことも、

食と学びをつなぐ、

新しい視野と試みが実践されています。

第26回 水の文化楽習 実践取材

化
学
調
味
料
は
使
わ
な
い

今
、
子
供
た
ち
に
「
だ
し
を
持
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
言
う
と
、
必
ず
化

学
調
味
料
を
持
っ
て
く
る
、
と
い
う
の

が
、
ご
く
普
通
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る

と
江
口
先
生
は
い
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

学
校
給
食
の
場
合
は
絶
対
に
化
学
調
味

料
を
使
わ
ず
に
や
っ
て
い
る
。

「
自
然
の
う
ま
味
を
給
食
に
取
り
入
れ

て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
学
級
園
を

見
て
い
た
だ
け
ば
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

７
月
15
日
に
は
、
２
年
生
が
つ
く
っ

た
ト
マ
ト
で
ケ
チ
ャ
ッ
プ
づ
く
り
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
来
て
か

ら
４
年
目
で
す
が
、
２
年
生
が
毎
年
行

な
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
ト
マ
ト
を

買
わ
な
い
で
、
全
部
自
家
製
で
間
に
合

い
そ
う
な
ん
で
す
よ
」

実
は
、
ご
く
最
近
、
函
館
未
来
大
学

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
真
昆
布
が
送
ら

れ
て
き
た
の
だ
そ
う
だ
。
全
国
の
小
中

学
校
に
昆
布
を
送
っ
て
「
昆
布
オ
ー
ナ

ー
に
な
り
ま
せ
ん
か
」
と
呼
び
か
け
る

食
育
の
一
環
で
、
三
谷
小
学
校
に
も
送

ら
れ
て
き
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

「
一
番
長
い
も
の
で
５
ｍ
、
短
い
も
の

で
４
ｍ
40
b
ぐ
ら
い
あ
り
ま
し
た
。

５
年
生
の
社
会
科
で
水
産
業
の
授
業

が
あ
り
、
そ
の
単
元
で
昆
布
を
使
っ
て

授
業
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
２
年
生
の
生
活
科
で
想
像
し

た
絵
を
描
か
せ
て
か
ら
、
実
際
に
触
っ

杉並区立三谷小学校
栄養教諭の

江口 敏幸さん

給食から広がる生活学習給食から広がる生活学習
東京都杉並区立三谷小学校
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て
、
に
お
い
を
嗅
ぐ
体
験
を
し
ま
し
た
。

低
学
年
は
、
も
う
舐
め
る
よ
う
に
触
っ

て
い
ま
し
た
ね
。
に
お
い
も
す
る
し
、

興
味
津
々
で
し
た
。

そ
れ
で
、
４
年
生
が
昆
布
を
干
し
て

み
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
や
っ

て
干
す
の
か
話
し
合
い
で
決
め
て
、
実

際
に
干
し
た
も
の
で
だ
し
を
取
る
予
定

で
す
。
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
に
う
か
が

っ
た
ら
、
や
は
り
そ
う
や
っ
て
食
べ
る

の
が
一
番
お
い
し
い
そ
う
で
す
」

学
級
園
は
実
践
の
場

学
級
園
で
何
を
栽
培
す
る
か
は
、
各

学
年
で
学
ぶ
内
容
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

そ
の
段
階
で
「
こ
の
目
的
だ
っ
た
ら
、

こ
の
植
物
で
も
で
き
る
の
で
は
」
と
江

口
先
生
が
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
と
い
う
。

例
え
ば
３
年
生
で
は
、
温
度
が
高
く

な
る
と
、
ツ
ル
が
グ
ン
と
伸
び
る
こ
と

を
観
察
す
る
。
普
通
は
ヘ
チ
マ
で
や
る

の
だ
が
、
ツ
ル
科
の
植
物
で
あ
れ
ば
ゴ

ー
ヤ
で
も
キ
ュ
ウ
リ
で
も
い
い
。

ま
た
５
年
生
に
な
る
と
、
受
粉
さ
せ

て
実
が
な
る
こ
と
を
勉
強
す
る
。
雄
花

と
雌
花
の
こ
と
を
学
ぶ
の
だ
が
、
そ
れ

だ
っ
た
ら
、
カ
ボ
チ
ャ
で
も
い
い
よ
ね
、

と
い
う
具
合
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
学
級
園
と
食
育
を

結
び
つ
け
て
み
る
試
み
を
、
江
口
先
生

は
積
極
的
に
進
め
て
い
る
。

都
内
の
公
立
小
学
校
と
し
て
は
、
敷

地
に
恵
ま
れ
た
三
谷
小
学
校
で
は
、
耕

す
畑
も
結
構
広
い
。
実
は
江
口
先
生
、

農
作
業
が
嫌
い
で
な
い
。
い
や
、
結
構
、

は
ま
る
タ
イ
プ
の
よ
う
だ
。

こ
の
ト
マ
ト
も
ジ
ュ
ー
ス
用
の
品
種

を
メ
ー
カ
ー
か
ら
分
け
て
も
ら
っ
た
も

の
。
せ
っ
か
く
実
っ
た
ト
マ
ト
を
狙
う

カ
ラ
ス
と
の
に
ら
め
っ
こ
が
、
収
穫
の

日
ま
で
続
き
そ
う
だ
。

栄
養
教
諭
の
仕
事

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
に
新
設
さ
れ

た
栄
養
教
諭
と
い
う
制
度
だ
が
、
東
京

都
は
、
実
は
２
０
０
８
年
度
（
平
成
20
）

ま
で
置
い
て
い
な
か
っ
た
。
地
域
に
よ

っ
て
給
食
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
学
校

も
あ
り
設
置
者
に
委
ね
る
と
い
う
形
を

と
っ
て
い
る
か
ら
、
東
京
都
が
「
置
か

な
い
」
と
言
え
ば
置
か
な
く
て
も
よ
か

っ
た
の
だ
。

江
口
先
生
は
第
一
期
の
採
用
で
、
そ

の
と
き
は
５
人
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ

ま
で
栄
養
教
諭
を
置
か
な
か
っ
た
都
道

府
県
は
、
静
岡
と
東
京
だ
け
だ
っ
た
そ

う
だ
が
、
２
０
０
８
年
に
静
岡
で
３
人
、

東
京
で
５
人
が
採
用
に
な
り
、
一
応
全

国
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
栄
養
教
諭
が

置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
全
国
で
２
６
０

０
人
ぐ
ら
い
し
か
い
な
い
の
だ
そ
う
だ
。

「
私
は
、
も
と
も
と
は
栄
養
士
で
学
校

給
食
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
栄
養
教
諭

の
仕
事
は
、
東
京
都
の
場
合
と
他
県
の

場
合
で
少
し
違
い
ま
す
。

「ナンダカンダといって、好きなんですよ土いじりが」と江口さん。学級園と食育を結ぶ
畑には、季節ごとに多種多様な取り組みが繰り広げられている。学年で管理したり、
個々人が責任を持つなどアプローチもさまざまだ。右のトマトとピーマンは取材に訪れ
た７月８日に収穫されたもの。素敵な籠に入れられていた。
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江
口
先
生
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク

ー
ル
が
で
き
て
２
年
目
に
就
任
し
た
の

だ
が
、
栄
養
教
諭
と
し
て
ど
ん
な
給
食

運
営
を
す
る
の
か
、
保
護
者
や
住
民
が

務
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
委

員
の
前
で
発
表
す
る
よ
う
に
い
わ
れ
た

と
言
う
。

そ
こ
で
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
食

の
ペ
ー
ジ
を
つ
く
る
よ
う
に
要
請
さ
れ

た
。「
給
食
一
口
メ
モ
」
を
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
載
せ
る
よ
う
に
言
っ
た
の
も
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
委
員
で
あ

る
。
こ
う
し
た
評
価
を
も
ら
い
、
支
援

し
て
も
ら
え
た
か
ら
続
け
て
こ
ら
れ
た
、

と
も
。

「
食
の
ペ
ー
ジ
で
、
毎
日
『
給
食
一
口

メ
モ
』
を
書
い
て
い
ま
す
。
大
変
な
反

響
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
ネ
タ
に
し
て
、
先
生
た
ち
に

は
給
食
の
時
間
に
『
今
日
の
給
食
は

ね
、』
と
い
う
話
を
、
児
童
に
し
て
ほ

し
い
ん
で
す
よ
。
私
が
全
ク
ラ
ス
回
れ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

そ
れ
で
、
去
年
ま
で
の
『
給
食
一
口

メ
モ
』
は
１
種
類
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

低
学
年
用
と
高
学
年
用
に
、
今
は
２
種

類
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
七
夕
の
話
で
も
、

１
年
生
に
話
す
七
夕
の
話
と
、
６
年
生

に
話
す
の
と
で
は
違
い
ま
す
か
ら
ね
。

産
地
の
こ
と
は
昨
年
の
３
月
か
ら
で

す
が
、『
給
食
一
口
メ
モ
』
に
関
し
て

言
え
ば
、
も
う
十
何
年
続
い
て
い
る
ん

で
す
よ
」

国
産
給
食
を
や
り
た
い
、
と
言
っ
た

国
は
、
栄
養
教
諭
に
給
食
管
理
と
食

に
関
す
る
指
導
を
求
め
て
い
ま
す
。
東

京
都
は
、
そ
れ
に
市
区
町
村
へ
の
支
援
、

と
い
う
項
目
が
加
わ
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
食

育
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
人
が
い
る
ん
で
す

が
、
そ
の
人
た
ち
を
集
め
て
、
講
演
会

を
開
い
た
り
、
夏
休
み
に
教
材
を
開
発

し
た
り
、
公
開
授
業
を
や
っ
た
り
、
と

い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
４
月
に
ま
た
採
用
に
な
り

ま
し
た
か
ら
、
現
在
、
東
京
都
に
は
栄

養
教
諭
が
16
人
い
ま
す
。
23
区
で
は
、

世
田
谷
区
、
杉
並
区
、
練
馬
区
、
豊
島

区
、
品
川
区
、
葛
飾
区
。
あ
と
は
市
部

の
ほ
う
で
、
町
田
市
、
都
立
の
養
護
学

校
、
小
平
市
、
多
摩
市
、
東
久
留
米
市
。

杉
並
区
の
栄
養
教
諭
は
、私
１
人
で
す
」

Ｃ
Ｓ
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
）
委
員

と
の
連
携

地
域
運
営
学
校
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク

ー
ル
）
と
は
、
地
域
住
民
や
保
護
者
な

ど
が
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
学
校
運
営

協
議
会
を
通
じ
て
、
一
定
の
権
限
を
持

っ
て
学
校
運
営
に
参
画
す
る
こ
と
で
、

地
域
に
開
か
れ
た
信
頼
さ
れ
る
学
校
づ

く
り
、
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
を
推
進

す
る
新
た
な
仕
組
み
だ
。

三
谷
小
学
校
は
、
２
０
０
５
年
（
平

成
17
）
４
月
か
ら
、
学
校
運
営
協
議
会

を
設
置
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー

ル
の
仕
組
み
を
取
り
入
れ
た
。

上：好きな果物と嫌いな魚。でも、給食のメニューにはお寿司が登場する。
左上：函館未来大学から送られてきた真昆布。本物に触れるのは、なによりの
学び。左：今日の献立は、切り干しご飯とキビナゴの唐揚げと豚汁。それと牛
乳だ　写真提供：江口敏幸
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当
だ
ね
」
と
確
認
し
て
い
く
。

だ
か
ら
、
ス
ル
メ
と
ゼ
リ
ー
を
比
較

し
て
、「
で
も
周
り
に
は
柔
ら
か
い
も

の
し
か
な
い
よ
ね
。
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し

た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
落
と
し
込
ん
で
い
か
な
い
と
、
食

育
に
は
な
ら
な
い
の
だ
、
と
江
口
先
生

は
言
う
。

「
そ
れ
で
給
食
で
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ

て
い
る
よ
、
と
い
う
気
づ
き
に
つ
な
げ

る
わ
け
で
す
。『
大
き
く
切
る
と
噛
む

力
が
た
く
さ
ん
必
要
だ
よ
ね
』
と
か
、

『
固
い
食
品
に
は
こ
ん
な
も
の
が
あ
る

よ
。
み
ん
な
は
嫌
い
だ
け
ど
、
給
食
に

よ
く
出
る
よ
ね
。
そ
れ
は
固
い
も
の
を

噛
む
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
だ
っ
た
ん

だ
』
と
か
い
っ
た
こ
と
ま
で
考
え
て
い

き
ま
す
。
こ
こ
ま
で
い
か
な
い
と
、
知

識
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
」

３
年
生
に
「
姿
を
変
え
る
大
豆
」
と

い
う
単
元
が
あ
り
、
国
語
で
「
大
豆
を

挽
く
」
と
い
う
言
葉
を
習
っ
た
。
と
こ

ろ
が
誰
も
石
臼
で
挽
く
こ
と
を
知
ら
な

く
て
、「
割
る
」
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
三
谷
小
学
校
で
は
わ
ざ
わ

ざ
石
臼
を
買
っ
て
、
み
ん
な
に
体
験
さ

せ
た
と
い
う
。

「
そ
の
と
き
に
白
味
噌
と
か
八
丁
味
噌

と
か
納
豆
と
か
を
見
せ
て
、『
大
豆
か

ら
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な
食
品
が
で
き

る
ん
だ
よ
』
と
教
え
ま
す
。
国
語
で

『
挽
く
』
を
や
っ
た
あ
と
に
、
こ
う
い

う
体
験
を
す
る
こ
と
が
重
要
な
ん
で

す
」

と
き
も
、
校
長
が
、
ま
ず
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
・
ス
ク
ー
ル
委
員
会
に
報
告
を
指
示
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
委
員
会
と

教
育
委
員
会
で
支
持
を
受
け
た
の
で
、

実
現
で
き
た
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
委
員
の

人
た
ち
は
視
野
が
広
い
の
で
、
こ
れ
を

区
と
し
て
考
え
る
と
ど
う
な
る
の
か
、

ど
う
い
う
こ
と
に
派
生
し
て
い
く
の
か
、

と
い
っ
た
こ
と
ま
で
検
討
し
て
く
れ
ま

し
た
。

こ
の
地
域
は
落
ち
つ
い
た
住
宅
街
で

す
し
、
給
食
費
の
未
納
も
０
で
す
。
ま

た
、
今
回
の
国
産
給
食
の
実
施
に
際
し
、

『
給
食
費
を
上
げ
た
ら
困
る
』
と
い
う

意
見
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り

も
『
安
全
が
大
事
』
で
あ
る
と
。
普
通

よ
り
、
だ
い
ぶ
恵
ま
れ
た
環
境
で
働
い

て
い
る
実
感
は
あ
り
ま
す
」

食
育
は
幅
広
い
概
念
で

江
口
先
生
は
、
食
育
と
い
う
の
は
、

水
の
文
化
と
同
じ
で
、
切
り
口
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
、
と
い
う
。
食
と
授
業
を
結

び
つ
け
る
こ
と
は
、
子
供
に
と
っ
て
は

新
鮮
だ
し
、
問
題
を
ぐ
っ
と
身
近
に
引

き
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。

「
２
年
生
ま
で
は
生
活
科
で
、
食
と
授

業
を
結
び
つ
け
て
い
ま
す
。

３
年
生
以
上
に
な
る
と
、
総
合
的
な

学
習
の
時
間
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多

い
で
す
ね
。
そ
こ
で
梅
干
し
を
つ
く
っ

て
販
売
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

４
年
生
は
環
境
が
主
な
ん
で
す
。
そ

れ
で
、
ゴ
ミ
の
行
方
を
追
っ
て
い
ま
す
。

野
草
の
研
究
を
し
て
、
ド
ク
ダ
ミ
で
お

茶
を
つ
く
っ
た
り
、
学
級
園
で
堆
肥
づ

く
り
も
し
て
い
ま
す
。

５
年
生
、
６
年
生
に
な
る
と
家
庭
科

が
始
ま
り
ま
す
。
社
会
科
で
は
食
料
生

産
の
側
面
か
ら
、
農
業
、
水
産
業
、
食

料
問
題
を
１
学
期
で
主
に
扱
っ
て
い
ま

す
。
給
食
の
食
材
は
ど
こ
か
ら
き
て
い

る
ん
だ
ろ
う
と
か
。

食
育
と
い
う
の
は
『
日
常
化
』
な
ん

で
す
。
食
を
通
し
て
体
験
し
た
こ
と
で
、

自
分
の
日
常
を
見
つ
め
直
し
て
い
く
。

そ
こ
が
、
食
育
が
教
科
と
一
番
違
う
と

こ
ろ
で
す
」

当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
環
境
も
、

食
料
自
給
率
と
か
、
人
口
問
題
と
か
、

も
の
す
ご
く
食
と
か
か
わ
り
が
深
い
分

野
だ
。

こ
の
よ
う
な
社
会
科
だ
け
で
は
な
く
、

国
語
や
理
科
な
ど
、
多
く
の
分
野
で
食

と
の
深
い
つ
な
が
り
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。

国
語
の
例
を
い
え
ば
、
４
年
生
で

「
噛
む
こ
と
の
力
」
と
い
う
単
元
が
あ

る
そ
う
だ
が
、
ス
ル
メ
と
ゼ
リ
ー
を
噛

ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ

ー
で
写
し
て
み
て
、
脳
の
温
度
が
ま
っ

た
く
違
う
こ
と
を
確
認
し
た
り
、
ス
ル

メ
と
ゼ
リ
ー
を
噛
み
比
べ
て
み
て
、
ど

っ
ち
の
ほ
う
が
長
く
噛
ん
で
い
ら
れ
る

か
、
と
い
う
実
験
を
や
っ
た
り
し
た
そ

う
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
「
本

プールの横には細長く水田がつくられていた。東京・杉並の住宅街
にある三谷小学校は、特別に耕作地に恵まれているわけでない。実
践への強い意志と創意工夫が田んぼや畑をつくってきたのだろう。



こ
の
学
校
で
も
２
年
目
に
な
っ
て
、

や
っ
と
「
栄
養
教
諭
っ
て
、
こ
ん
な
こ

と
を
や
る
ん
だ
」
と
わ
か
っ
て
き
て
く

れ
た
よ
う
だ
、
と
江
口
先
生
は
言
う
。

栄
養
教
諭
の
役
目
は
、
教
師
が
食
育

を
通
し
て
の
学
び
を
ど
こ
ま
で
必
要
と

し
て
い
る
か
を
調
整
し
て
い
く
こ
と
。

そ
れ
が
「
食
育
全
体
計
画
」
と
い
う
も

の
に
な
る
。
学
校
と
い
う
の
は
、
教
育

課
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
、

教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
教
育
課
程

に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、「
食
育
全
体

計
画
」
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。

「
結
構
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
的
な
役

割
が
多
い
で
す
よ
」

と
江
口
先
生
が
言
う
の
は
、
こ
う
し

た
理
由
が
あ
る
か
ら
だ
。

同
じ
杉
並
区
で
も
栄
養
教
諭
が
い
な

い
他
校
で
は
、
こ
の
「
食
育
全
体
計
画
」

を
つ
く
る
指
導
を
栄
養
教
諭
の
江
口
先

生
が
行
な
い
、
各
校
で
実
施
し
て
い
く

よ
う
に
し
て
い
る
。

「
給
食
の
献
立
を
ど
う
決
め
て
い
る
か
、

み
な
さ
ん
ご
存
知
で
す
か
？
　
献
立
は
、

子
供
の
実
態
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を

把
握
し
た
上
で
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
で
す
か
ら
極
端
な
場
合
は
『
あ
ま

り
に
も
カ
ル
シ
ウ
ム
摂
取
が
少
な
い
』

と
か
『
野
菜
を
食
べ
な
い
』
と
い
っ
た
、

そ
の
学
校
ご
と
の
実
状
に
即
し
た
指
導

を
す
る
の
が
、
本
来
の
在
り
方
な
の
で

す
。し

か
し
実
態
は
、
そ
の
辺
の
こ
と
が

結
構
お
ざ
な
り
に
な
っ
て
い
て
、
国
が

36

示
し
て
い
る
『
学
校
給
食
の
食
事
摂
取

基
準
』
を
満
た
し
て
い
れ
ば
い
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
例
も
な
き
に

し
も
あ
ら
ず
で
す
。

学
校
給
食
の
献
立
を
決
定
す
る
の
は
、

栄
養
管
理
を
担
当
す
る
学
校
栄
養
職
員

で
す
。
ま
あ
、
栄
養
士
で
す
ね
。
栄
養

教
諭
は
、
そ
れ
に
加
え
て
食
育
指
導
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
辺
の
こ
と
は
自
治
体
に
よ
っ
て

若
干
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
セ
ン
タ
ー

給
食
の
学
校
も
あ
り
ま
す
し
、
区
内
で

統
一
献
立
で
や
っ
て
い
る
所
も
あ
る
し
、

標
準
献
立
が
あ
る
所
も
あ
り
ま
す
。
最

終
判
断
は
学
校
長
が
決
め
ま
す
」

進
化
し
た
給
食

子
供
た
ち
は
12
時
20
分
か
ら
給
食
の

支
度
を
始
め
、
だ
い
た
い
12
時
40
分
ぐ

ら
い
か
ら
食
べ
始
め
る
。
13
時
５
分
ま

で
が
給
食
の
時
間
だ
。

米
飯
給
食
が
始
ま
っ
た
の
が
、
１
９

７
６
年
（
昭
和
51
）
。
そ
れ
以
前
は
、
先

割
れ
ス
プ
ー
ン
で
何
で
も
食
べ
さ
せ
て

い
た
。
献
立
も
栄
養
を
満
た
す
こ
と
が

優
先
で
、
組
み
合
わ
せ
も
パ
ン
の
お
か

ず
が
お
で
ん
だ
っ
た
り
。
　

我
々
の
子
供
時
代
と
大
き
く
違
う
の

は
、
給
食
が
単
な
る
栄
養
摂
取
の
時
間

で
は
な
く
、
多
様
化
給
食
と
い
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
点

だ
。

「
明
日
は
リ
ザ
ー
ブ
給
食
と
い
っ
て
、

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
か
フ
ィ
ッ
シ
ュ
フ
ラ
イ

サ
ン
ド
を
選
ぶ
。
飲
み
物
は
牛
乳
と
コ

ー
ヒ
ー
牛
乳
と
ウ
ー
ロ
ン
茶
と
イ
チ
ゴ

牛
乳
と
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
か
ら
選
ぶ
。

明
日
は
３
３
０
人
が
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
で
、

１
０
０
人
弱
が
フ
ィ
ッ
シ
ュ
フ
ラ
イ
サ

ン
ド
を
予
約
し
て
い
ま
す
。

弁
当
給
食
と
い
う
の
は
、
弁
当
箱
に

詰
め
て
ど
こ
で
食
べ
て
も
い
い
よ
、
と

い
う
も
の
で
す
。

こ
の
他
に
も
バ
イ
キ
ン
グ
給
食
と
か

招
待
給
食
も
あ
り
、
杉
並
区
で
は
多
様

化
給
食
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

招
待
給
食
と
い
う
の
は
、
お
世
話
に

な
っ
た
方
を
お
招
き
し
て
一
緒
に
食
べ

ま
す
。
お
世
話
に
な
っ
た
方
と
い
う
の

は
、
地
域
の
防
犯
を
し
て
く
だ
さ
る
方

や
学
級
園
の
指
導
を
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
近
隣
の
農
芸
高
校
の
先
生
と
か
、

読
み
聞
か
せ
に
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

方
、
戦
争
体
験
を
話
し
て
く
だ
さ
る
方

と
か
、
そ
う
い
っ
た
方
々
で
す
。

ま
た
、
伝
承
遊
び
週
間
の
と
き
に
、

地
域
の
お
年
寄
り
に
昔
な
が
ら
の
遊
び

方
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
一
緒
に
給
食

を
食
べ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」

今
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
ア

レ
ル
ギ
ー
に
も
、
対
応
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

「
基
本
的
に
は
除
去
食
で
対
応
し
ま
す

が
、
主
食
と
か
に
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
っ

て
除
去
で
き
な
い
場
合
は
、
代
替
食
を

つ
く
り
ま
す
。

こ
う
し
た
児
童
の
保
護
者
に
は
、
毎

1889年（明治22）
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山
形
県
鶴
岡
町
の
私
立
忠
愛
小
学
校
で
、貧
困
児
童
を
対
象
と
し
た
学
校
給
食
を
実
施
。

　
　
　
我
が
国
の
学
校
給
食
の
起
源
と
な
る
。

6
月
　
東
京
府
で
は
、私
立
栄
養
研
究
所
所
長
（
佐
伯
矩
博
士
）
の
援
助
を
受
け
て
、

　
　
　
管
内
の
小
学
校
で
栄
養
パ
ン
に
よ
る
学
校
給
食
を
実
施
す
る
。

10
月
　
文
部
次
官
通
牒
「
小
学
校
児
童
の
衛
生
に
関
す
る
件
」
に
よ
り
、児
童
の
栄
養
改
善
の

　
　
　
た
め
の
方
法
と
し
て
学
校
給
食
が
奨
励
さ
れ
る
。

9
月
　
文
部
省
訓
令
「
学
校
給
食
臨
時
施
設
方
法
」
が
定
め
ら
れ
、国
庫
補
助
に
よ
る

　
　
　
貧
困
家
庭
児
童
救
済
の
た
め
の
学
校
給
食
が
初
め
て
実
施
さ
れ
る
。

4
月
　
文
部
省
訓
令「
学
校
給
食
奨
励
規
程
」に
よ
り
、対
象
を
貧
困
家
庭
児
童
の
ほ
か
栄
養
不
良
児
、

　
　
　
身
体
虚
弱
児
に
も
拡
げ
、栄
養
的
な
学
校
給
食
の
実
施
へ
向
け
て
内
容
の
充
実
が
図
ら
れ
る
。

12
月
　
文
部
、厚
生
、農
林
３
省
次
官
通
達
「
学
校
給
食
の
普
及
奨
励
に
つ
い
て
」
に
よ
り
、戦
後

　
　
　
の
新
し
い
学
校
給
食
の
方
針
が
定
ま
る
。
東
京
、神
奈
川
、千
葉
の
３
都
県
の
小
学
校
で

　
　
　
試
験
給
食
が
開
始
さ
れ
る
。

1
月
　
全
国
都
市
の
小
学
校
児
童
約
3
0
0
万
人
に
対
し
、学
校
給
食
を
実
施
す
る
。
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月
の
献
立
表
に
食
材
を
細
か
く
書
い
た

も
の
を
渡
し
て
、
マ
ー
カ
ー
を
引
い
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
こ
ち
ら
か

ら
『
○
○
に
対
し
て
は
こ
れ
を
代
替
し

ま
す
』
と
お
知
ら
せ
し
て
、
了
解
を
も

ら
っ
た
も
の
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
」

至
れ
り
尽
く
せ
り
の
給
食
だ
が
、
単

に
栄
養
を
摂
取
す
る
給
食
か
ら
、
自
分

で
選
ん
だ
り
、
一
緒
に
食
べ
る
喜
び
を

わ
か
ち
合
っ
た
り
す
る
「
社
会
性
」
に

ま
で
、
そ
の
目
的
が
広
が
っ
て
い
る
よ

う
だ
。

物
資
購
入
の
壁

物
資
購
入
に
お
い
て
、
東
京
都
が
他

県
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
の
は
、
制
約

が
な
い
と
こ
ろ
だ
そ
う
だ
。
県
に
よ
っ

て
は
県
レ
ベ
ル
の
学
校
給
食
会
を
通
し

て
し
か
買
え
な
か
っ
た
り
、
選
定
委
員

会
に
承
認
さ
れ
な
い
と
買
え
な
い
と
い

う
場
合
が
あ
る
。

東
京
都
の
場
合
は
、
か
な
り
自
由
で
、

パ
ン
と
牛
乳
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
フ
リ

ー
で
取
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
学
校

単
位
で
の
契
約
な
の
で
あ
る
。

「
こ
の
間
も
九
州
か
ら
電
話
が
か
か
っ

て
き
て
、『
硝
酸
塩
を
使
っ
て
い
な
い

無
添
加
の
ハ
ム
を
取
り
た
い
ん
で
す
が
、

選
定
委
員
会
が
認
め
た
中
に
入
っ
て
い

な
い
の
で
、
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
』

と
。
私
は
、『
選
定
委
員
会
に
申
し
出

て
、
認
め
て
も
ら
え
ば
』
と
言
っ
た
ん

で
す
。
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業
者
さ
ん
の
見
直
し
も
、
か
な
り
シ

ビ
ア
に
行
な
い
ま
し
た
。
干
し
椎
茸
一

つ
と
っ
て
も
、
１
万
８
０
０
０
円
か
ら

９
８
０
０
円
ま
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

香
信

こ
う
し
ん

と
冬
茹

ど
ん
こ

で
も
違
い
ま
す
か
ら
、
理

由
が
あ
っ
て
開
き
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

な
る
べ
く
安
い
も
の
を
探
し
て
く
る
よ

う
に
努
力
し
て
い
ま
す
」。

今
ま
で
は
１
つ
の
業
者
さ
ん
に
ま
と

め
て
発
注
し
て
い
た
が
、
物
を
見
て
買

っ
て
い
か
な
い
と
予
算
オ
ー
バ
ー
し
て

し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
非
常

に
煩
雑
な
仕
事
で
も
あ
る
。

給
食
は
最
後
の
砦

「
い
く
ら
学
校
が
頑
張
っ
て
も
、
や
は

り
家
庭
も
頑
張
っ
て
く
れ
な
い
と
。
食

育
は
、
家
庭
が
変
わ
っ
て
く
れ
な
い
と
、

や
は
り
ダ
メ
な
ん
で
す
」

と
江
口
先
生
は
言
う
。

今
日
の
献
立
は
「
切
り
干
し
ご
飯
」

と
キ
ビ
ナ
ゴ
の
唐
揚
げ
。
昨
日
は
、
東

京
産
の
ア
シ
タ
バ
を
国
産
小
麦
に
練
り

込
ん
だ
う
ど
ん
。
児
童
た
ち
は
、
す
ご

く
良
い
も
の
を
食
べ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
子
供
に
と
っ
て
は
「
切
り

干
し
ご
飯
」
は
、
あ
ま
り
人
気
が
な
い
。

残
す
率
が
高
い
。
そ
れ
で
江
口
先
生
が

声
掛
け
し
て
、
お
に
ぎ
り
に
し
た
。

し
か
し
給
食
を
残
す
量
は
、
残
念
な

が
ら
け
っ
し
て
減
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
杉
並
区
で
は
２
０
０
８
年
の
６
月
に
、

週
に
３
回
だ
っ
た
米
飯
給
食
を
４
回
に

こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
う
ち

み
た
い
に
国
産
給
食
を
や
っ
た
り
す
る

の
は
、
一
律
に
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

学
級
園
で
採
れ
た
も
の
を
、
選
定
委

員
会
に
認
め
さ
せ
る
か
、
と
い
っ
た
ら
、

そ
こ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま

す
が
、
厳
密
に
い
っ
た
ら
そ
う
な
り
ま

す
ね
。
文
科
省
の
考
え
方
は
、
そ
の
食

品
が
安
全
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め

る
た
め
に
、
そ
う
い
っ
た
仕
組
み
を
採

用
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

学
級
園
で
つ
く
っ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
で

ソ
ラ
ニ
ン
中
毒
な
ん
か
が
起
き
た
ら
、

学
級
園
で
採
れ
た
も
の
も
、
選
定
品
に

指
定
し
な
い
と
使
え
な
い
よ
う
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

予
算
管
理
も
栄
養
教
諭
の
大
事
な
仕

事
。
低
・
中
・
高
と
予
算
は
違
う
が
、

杉
並
区
は
去
年
10
円
ぐ
ら
い
ず
つ
上
げ

て
、
低
学
年
で
２
３
１
円
、
中
学
年
で

２
４
９
円
、
高
学
年
で
２
６
８
円
（
材

料
費
の
み
）
と
な
っ
た
。
こ
の
上
げ
幅
は
、

い
ま
だ
か
つ
て
な
い
も
の
で
、
食
材
が

高
騰
す
る
前
に
上
げ
た
の
で
、
非
常
に

助
か
っ
て
い
る
と
か
。

予
算
は
毎
食
ク
リ
ア
し
な
く
て
は
い

け
な
い
も
の
で
は
な
く
、
年
間
予
算
と

し
て
み
る
。
　
　

「
１
学
期
は
生
鮮
食
品
が
高
い
季
節
で

だ
い
た
い
オ
ー
バ
ー
し
ま
す
。
生
鮮
食

品
が
安
く
な
る
２
学
期
で
調
整
し
て
、

年
間
を
通
し
て
帳
尻
を
合
わ
せ
て
い
ま

す
。
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牛乳・乳製品

食生活の変化
（１人１日当たり）

農水省「食料需給表」より作成

1964年（昭和39）
揚げパン・ミルク・おでん

1979年（昭和54）
ご飯・牛乳・チーズ・
がめ煮（郷土料理）・
ヨーグルトサラダ

2007年（平成19）
（全国学校給食甲子園優勝献立）
自分でつくるおにぎり・
牛乳・カラフルのさか巻き・
海と畑のサラダ・
鰯満点汁・梨

　
　
　

　
　
　　

　
　
　　

　
　
　　

　
　
　　

　
　
　　

　
　
　

　
　
　　

10
月
　
ユ
ニ
セ
フ
（
国
際
連
合
国
際
児
童
緊
急
基
金
）
か
ら
脱
脂
粉
乳
の
寄
贈
を
受
け
て
、

　
　
　
ユ
ニ
セ
フ
給
食
が
開
始
さ
れ
る
。

7
月
　
８
大
都
市
の
小
学
校
児
童
に
対
し
、米
国
寄
贈
の
小
麦
粉
に
よ
り
初
め
て

　
　
　
完
全
給
食
が
実
施
さ
れ
る
。

6
月
　
第
19
国
会
で
「
学
校
給
食
法
」
が
成
立
、公
布
さ
れ
る
。

　
　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
学
校
給
食
の
実
施
体
制
が
法
的
に
整
備
さ
れ
る
。

3
月
　「
学
校
給
食
法
」
に
一
部
が
改
正
さ
れ
、中
学
校
も
対
象
と
な
る
。

1
月
　
農
林
次
官
通
達
を
受
け
て
、文
部
省
管
理
局
長
か
ら
「
学
校
給
食
牛
乳
取
扱
要
領
」
が

　
　
　
通
知
さ
れ
、一
部
の
地
域
に
お
い
て
学
校
給
食
に
牛
乳
が
供
給
さ
れ
る
。

10
月
　「
学
校
指
導
要
領
」が
改
訂
さ
れ
、学
校
給
食
が
学
校
行
事
等
の
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

4
月
　
米
の
利
用
実
験
が
開
始
さ
れ
る
。

　
　
　
学
校
栄
養
職
員
が
、制
度
切
替
え
に
よ
り
県
費
負
担
職
員
と
な
る
。

　
　
　
学
校
給
食
制
度
上
に
米
飯
が
正
式
に
導
入
さ
れ
る
。

　
　
　
ま
た
、同
時
に
学
校
給
食
用
米
穀
の
値
引
き
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
余
剰
教
室
等
を
活
用
し
た
ラ
ン
チ
ル
ー
ム
へ
の
改
修
経
費
補
助
制
度
が
設
け
ら
れ
る
。

3
月
　
小
学
校
及
び
中
学
校
の
「
学
習
指
導
要
領
」
が
改
訂
さ
れ
、

　
　
　
学
校
給
食
は
特
別
活
動
の
中
の
学
級
活
動
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
　
　
文
部
省
は
、阪
神
・
淡
路
の
大
震
災
に
際
し
、兵
庫
県
及
び
同
県
下
の
市
町
へ
学
校
給
食
施
設

　
　
　
を
利
用
し
た
炊
き
出
し
へ
の
協
力
要
請
を
行
な
い
、約
60
万
食
の
炊
き
出
し
が
行
な
わ
れ
る
。

7
月
　
学
校
給
食
に
病
原
性
大
腸
菌
O
1
5
7
に
よ
る
集
団
食
中
毒
が
大
規
模
で
発
生
し
、

　
　
　
児
童
が
死
亡
す
る
な
ど
各
地
で
大
き
な
被
害
が
出
る
。

6
月
　
文
部
省
体
育
局
長
か
ら「
食
に
関
す
る
指
導
の
充
実
に
つ
い
て
」が
通
知
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

　
　
　
学
校
栄
養
職
員
は
特
別
非
常
勤
講
師
と
し
て
児
童
生
徒
の
指
導
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。

3
月
　「
学
校
給
食
用
米
穀
値
引
措
置
」
が
廃
止
さ
れ
る
。

5
月
　
栄
養
教
論
制
度
の
創
設
を
柱
と
す
る「
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」が
公
布
さ
れ
る
。

4
月
　「
学
校
給
食
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」が
施
行
さ
れ
、栄
養
教
論
制
度
が
実
施
さ
れ
る
。

6
月
　「
食
育
基
本
法
」が
公
布
さ
れ
る
。

　

49505456587074768889959698000405

195019601970198019902000 平成



校内に、それも畑の近くに
手押しポンプの井戸がある。
うらやましい環境だ。

38

増
や
す
と
決
め
ま
し
た
。
米
飯
給
食
が

４
回
に
な
っ
て
か
ら
、
若
干
で
す
が
残

滓
は
増
え
て
い
ま
す
。
ま
あ
、
重
量
で

量
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
嵩か

さ

と
し
て
ど
う

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
。

そ
れ
と
当
校
の
場
合
は
、
和
食
を
基

本
に
す
る
、
と
決
め
て
い
ま
す
。
半
分

は
和
食
で
す
。
日
本
の
伝
統
的
文
化
を

伝
え
て
い
く
の
は
誰
か
、
と
考
え
た
と

き
、
家
庭
に
そ
れ
を
要
求
で
き
な
い
現

状
で
、
残
っ
て
も
い
い
か
ら
出
し
続
け

よ
う
、
と
い
う
の
が
、
う
ち
の
ス
タ
ン

ス
で
す
。
そ
れ
は
校
長
と
も
合
意
し
て

い
ま
す
。

残
り
そ
う
な
も
の
は
お
に
ぎ
り
に
す

る
と
か
、
工
夫
は
し
ま
す
け
れ
ど
、
子

供
に
妥
協
し
て
残
り
そ
う
も
な
い
献
立

に
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

当
た
り
前
だ
が
、
学
校
と
い
う
の
は
、

あ
く
ま
で
も
子
供
に
対
す
る
教
育
機
関
。

だ
か
ら
、
家
庭
や
親
に
対
し
て
江
口
先

生
が
直
接
働
き
か
け
る
の
は
、
給
食
試

食
会
の
と
き
と
か
、
保
護
者
会
の
と
き

ぐ
ら
い
。
年
に
数
回
し
か
な
い
。

あ
と
は
、
夏
休
み
に
行
な
っ
て
い
る

親
子
料
理
教
室
の
と
き
。
こ
の
と
き
に

は
、
敢
え
て
子
供
が
嫌
い
な
も
の
を
つ

く
ろ
う
と
考
え
、
今
年
は
「
魚
料
理
に

挑
戦
」
が
テ
ー
マ
だ
そ
う
だ
。
し
か
し
、

江
口
先
生
は
、
こ
う
も
言
う
。

「
私
は
子
供
が
変
わ
れ
ば
親
が
変
わ
る
、

と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
学
校
給

食
で
取
り
入
れ
て
い
る
献
立
を
説
明
し

て
、
ご
家
庭
で
も
是
非
挑
戦
し
て
み
て

く
だ
さ
い
と
、
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

給
食
は
、
究
極
の
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
か

な
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
す
べ
て

手
づ
く
り
で
や
り
ま
す
し
、
化
学
調
味

料
も
冷
凍
も
の
も
う
ち
の
学
校
で
は
使

い
ま
せ
ん
。
ち
ゃ
ん
と
だ
し
を
取
り
ま

す
。そ

れ
を
す
る
の
は
、
も
う
、
給
食
し

か
な
い
ん
で
す
よ
。
最
後
の
砦
で
す
」

保
護
者
の
意
識
も
か
な
り
変
わ
っ
て

き
て
い
る
と
い
う
、
手
応
え
を
感
じ
て

い
る
。
そ
れ
で
も
給
食
ア
ン
ケ
ー
ト
を

取
る
と
、
朝
食
時
に
「
火
を
使
っ
て
い

な
い
」
と
い
う
家
庭
が
25
％
。
包
丁
を

使
わ
な
い
家
庭
が
50
％
。
火
も
包
丁
も

使
う
と
い
う
家
庭
は
25
％
し
か
な
い
。

調
査
し
た
の
は
11
月
の
寒
い
時
期
な
の

に
、
そ
れ
が
現
実
だ
。

去
年
１
年
生
の
保
護
者
に
「
ど
ん
な

行
事
食
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
か
」
と
ア

ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
た
と
こ
ろ
、
１
位
は

バ
レ
ン
タ
イ
ン
の
チ
�
コ
レ
ー
ト
づ
く

り
だ
っ
た
そ
う
だ
。
２
位
が
ク
リ
ス
マ

ス
ケ
ー
キ
。

「
し
か
し
、
こ
れ
が
現
実
な
ん
で
す
。

お
母
さ
ん
方
に
と
っ
て
は
、
正
月
の
お

節
料
理
よ
り
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
や
ク
リ

ス
マ
ス
が
上
位
に
く
る
ん
で
す
。

そ
れ
で
、
給
食
で
は
行
事
食
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
。
お
金
が
な
い
の
で
鰻

で
は
な
く
サ
ン
マ
の
蒲
焼
き
な
ん
で
す

が
、
土
用
の
丑
の
日
に
み
ん
な
で
食
べ

ま
し
た
。
去
年
は
穴
子
だ
っ
た
ん
で
す

が
、
そ
れ
も
買
え
な
く
な
っ
た
の
で
、

サ
ン
マ
で
す
。

だ
か
ら
、
意
地
で
も
学
校
が
こ
う
い

う
献
立
を
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
ん
で

す
。
小
学
生
だ
っ
て
、
や
が
て
親
に
な

る
ん
で
す
よ
。
食
べ
て
こ
な
か
っ
た
子

供
が
、
行
事
食
な
ん
て
つ
く
れ
な
い
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
せ
め
て
給
食
で
食
べ

さ
せ
て
あ
げ
た
い
な
、
と
。

で
す
か
ら
、
私
の
気
持
ち
も
『
そ
ろ

そ
ろ
厳
し
く
言
わ
な
い
と
い
け
な
い
か

な
』
と
い
う
風
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

お
彼
岸
に
は
、
小
豆
か
ら
煮
て
ぼ
た
餅

を
つ
く
る
と
か
、
そ
う
い
う
風
に
し
て

い
か
な
い
と
多
分
、
食
文
化
は
崩
れ
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
。

ま
あ
、
ス
ー
パ
ー
で
買
っ
て
き
て
く

れ
れ
ば
、
ま
だ
い
い
ん
で
す
け
ど
ね
。

そ
の
日
が
何
の
日
か
わ
か
ら
な
い
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。

あ
と
は
旬
の
味
を
覚
え
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
魚
の
献
立
が
多
い
の
は
、
魚

に
は
旬
が
あ
る
か
ら
で
す
」

廊下の掲示板には、その日の国産給食食材の産地が貼
り出される。また、国産でなくとも素材の持っている
ポテンシャルが告知される。実践を「見える化」する
ことが大切だ。



あ
と
は
地
方
に
行
く
と
、
も
っ
と
埋

も
れ
た
国
産
素
材
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

例
え
ば
、
豆
腐
。
今
、
佐
賀
県
の
大

豆
を
使
っ
て
い
る
ん
で
す
。
佐
賀
県
の

三
日
月
町
と
い
う
所
か
ら
入
れ
て
い
ま

す
が
、
年
々
収
穫
量
が
増
え
て
い
る
ん

で
す
。
国
産
は
人
気
が
あ
っ
て
、
多
少

高
く
て
も
売
れ
ま
す
か
ら
、
増
え
て
い

る
ん
で
す
。
だ
っ
た
ら
『
学
校
給
食
の

豆
腐
は
、
全
部
お
た
く
の
大
豆
を
使
う

よ
』
と
い
う
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
言
い
た

い
。
そ
う
す
れ
ば
価
格
も
安
定
し
て
、

生
産
者
も
増
え
る
で
し
ょ
。
そ
う
い
う

風
に
な
っ
て
い
け
た
ら
い
い
な
あ
、
と
。

私
は
別
に
、
す
べ
て
国
産
が
良
い
と

は
思
っ
て
い
な
い
。
要
は
、
農
家
さ
ん

に
も
っ
と
元
気
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。

ど
ん
ど
ん
高
齢
化
し
て
、
後
継
者
も
い

な
い
の
が
現
状
で
す
か
ら
。

価
格
が
安
定
し
て
く
れ
ば
、
若
い
後

継
者
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と

思
う
の
で
す
」

食
育
の
成
果

実
は
江
口
先
生
、
農
水
省
の
役
人
を

呼
ん
で
き
て
、
生
徒
た
ち
と
討
論
さ
せ

た
の
だ
そ
う
だ
。

「
農
水
省
の
役
人
が
考
え
て
い
る
施
策

の
ほ
と
ん
ど
は
、
子
供
た
ち
も
考
え
て

い
た
ん
で
す
よ
。

面
白
か
っ
た
の
は
、
去
年
子
供
た
ち

が
『
国
産
品
を
買
っ
た
ら
、
ポ
イ
ン
ト

を
あ
げ
て
他
の
物
が
も
ら
え
る
よ
う
に

す
る
』
と
い
う
提
案
を
し
た
ら
、
農
水

省
の
役
人
が
『
あ
っ
、
そ
れ
は
う
ち
で

も
考
え
て
い
ま
す
』
っ
て
。

『
若
い
後
継
者
が
少
な
い
か
ら
、
夏
休

み
に
中
高
生
を
手
伝
い
に
行
か
せ
る
』

と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
も
、『
あ
っ
、
そ

れ
も
や
っ
て
ま
す
』
っ
て
。
小
学
生
が

思
い
つ
く
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
ん
じ
ゃ
、
ち
ょ
っ
と
情
け
な
い
で
す

ね
。
し
か
し
、
６
年
生
ぐ
ら
い
に
な
る

と
し
っ
か
り
し
て
ま
す
か
ら
、
結
構
ち

ゃ
ん
と
し
た
意
見
を
言
い
ま
す
よ
。

今
ま
で
の
食
育
っ
て
、
消
費
者
の
立

場
し
か
教
え
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
、

生
産
者
の
立
場
か
ら
も
考
え
な
さ
い
よ
、

と
い
う
視
点
を
与
え
て
あ
げ
な
い
と
い

け
な
い
ん
で
す
よ
。

そ
の
た
め
に
も
、
国
産
給
食
を
や
ら

な
い
と
説
得
力
が
な
か
っ
た
。

５
年
生
と
６
年
生
は
、
そ
う
い
う
授

業
を
や
っ
て
い
ま
す
。

６
年
生
は
、
日
本
の
食
料
政
策
を
考

え
て
い
る
ん
で
す
よ
。
本
当
に
す
ご
い

で
す
よ
。『
あ
な
た
は
未
来
の
農
水
大

臣
だ
ね
』
と
言
え
る
よ
う
な
子
供
も
出

て
き
て
い
ま
す
か
ら
。

農
協
さ
ん
で
も
話
を
し
ま
し
た
よ
。

逆
に
、
私
た
ち
の
ほ
う
か
ら
、
要
望
を

出
し
た
ら
い
い
ん
で
す
。『
国
産
の
ち

く
わ
が
食
べ
た
い
で
す
』
と
か
、『
中

く
ら
い
の
エ
ビ
も
食
べ
た
い
で
す
』
と

か
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
私

た
ち
消
費
者
が
買
い
支
え
る
こ
と
で
す

ね
。
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チ
ャ
レ
ン
ジ
か
ら
学
ん
だ
こ
と

国
産
給
食
を
や
っ
て
み
て
、
見
え
て

き
た
こ
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
多
い
。

今
ま
で
は
地
産
地
消
と
い
う
考
え
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
一
番
難
し
い
の
は
加

工
食
品
の
見
極
め
で
あ
る
こ
と
も
わ
か

っ
た
。

「
私
は
『
国
産
の
壁
』
と
呼
ん
で
い
る

ん
で
す
が
、
例
え
ば
ケ
チ
ャ
ッ
プ
や
ジ

ャ
ム
の
場
合
、
ど
れ
が
国
産
だ
っ
た
ら

国
産
品
と
認
め
る
か
。
材
料
か
、
加
工

か
。
す
べ
て
国
産
で
つ
く
る
と
い
う
こ

と
は
不
可
能
。
香
辛
料
は
、
ま
ず
日
本

で
は
採
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。

そ
れ
で
う
ち
の
学
校
で
は
、
ま
ず

『
一
番
重
量
が
重
い
材
料
』
。
か
つ
、

『
主
成
分
』
が
国
産
で
あ
る
こ
と
と
い

う
ル
ー
ル
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
２
つ

を
、
国
産
給
食
の
加
工
食
品
の
基
準
に

し
て
い
ま
す
。

一
番
笑
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
イ
チ
ゴ

ジ
ャ
ム
な
ん
で
す
が
、
一
番
重
た
い
の

が
で
ん
ぷ
ん
で
北
海
道
産
。
肝
心
の
主

成
分
で
あ
る
イ
チ
ゴ
は
中
国
産
。
そ
う

し
た
ら
、
こ
れ
は
国
産
と
は
い
え
な
い

だ
ろ
う
、
と
。

そ
れ
で
探
し
て
い
っ
た
ら
、
業
務
用

の
１
号
缶
で
国
産
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、

リ
ン
ゴ
ジ
ャ
ム
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

地
方
に
は
、
小
さ
い
缶
詰
で
は
地
産

地
消
の
も
の
が
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ

も
案
外
信
用
で
き
な
い
。
リ
ン
ゴ
や
イ

チ
ゴ
み
た
い
な
主
成
分
は
地
元
産
な
ん

で
す
が
、
あ
と
は
ど
こ
の
も
の
か
わ
か

ら
な
い
で
す
か
ら
ね
。

つ
く
っ
て
み
る
の
も
い
い
ん
で
す
が
、

果
物
を
買
っ
て
き
て
ジ
ャ
ム
を
つ
く
っ

た
ら
、
多
分
予
算
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
と
、
練
り
製
品
に
関
し
て
は
、
も

う
国
産
は
無
理
。

国
産
品
の
定
義
は
、
日
本
で
水
揚
げ

さ
れ
た
原
材
料
を
使
っ
て
、
日
本
で
加

工
し
た
も
の
。
日
本
で
水
揚
げ
し
て
も
、

加
工
は
中
国
と
い
う
も
の
も
結
構
多
い
。

ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
は
、
ほ
と
ん
ど
輸
入

で
す
ね
。
笹
か
ま
ぼ
こ
と
い
っ
て
も
、

加
工
だ
け
が
日
本
で
、
原
材
料
は
す
べ

て
輸
入
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
で
ん
は

国
産
給
食
の
日
に
は
断
念
し
ま
す
。

で
も
ね
、
じ
ゃ
あ
、
も
や
し
は
ど
う

な
ん
だ
、
種
は
全
部
外
国
産
だ
ろ
う
、

と
言
わ
れ
た
ら
そ
の
通
り
な
ん
で
す
。

そ
れ
で
農
水
省
に
電
話
で
聞
い
た
ら

『
い
や
、
日
本
の
土
と
水
を
使
っ
て
育

て
れ
ば
国
産
で
す
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

牛
だ
っ
て
、
和
牛
で
な
く
て
も
、
何
年

間
か
日
本
で
育
て
れ
ば
国
産
で
す
よ
ね
。

結
構
ね
、
調
べ
て
い
く
と
ハ
マ
る
ん

で
す
よ
。

こ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
疑
問
に

感
じ
る
か
ら
こ
そ
、
教
育
に
入
っ
て
い

け
る
ん
で
す
。
食
料
自
給
率
と
い
う
の

は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ

と
か
、
そ
れ
に
し
て
も
国
産
品
は
価
格

が
高
い
、
ど
っ
ち
を
選
ぶ
？
　
と
か
。

結
構
Ｊ
Ａ
さ
ん
と
か
の
基
準
は
厳
し

く
て
、
農
家
さ
ん
は
出
荷
で
き
な
い
物

が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
で
も
、
学
校
給
食

で
は
、
ほ
と
ん
ど
刻
ん
で
し
ま
い
ま
す

か
ら
、
規
格
は
あ
ん
ま
り
影
響
が
な
い

ん
で
す
。
安
け
れ
ば
、
実
は
そ
っ
ち
の

ほ
う
が
い
い
ん
で
す
。

鮮
度
さ
え
良
け
れ
ば
、
小
さ
く
て
も
、

大
き
さ
が
バ
ラ
バ
ラ
で
も
い
い
。
そ
う

い
う
物
を
回
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
も
っ

と
給
食
に
も
可
能
性
が
広
が
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

も
う
こ
れ
は
、
私
の
一
生
の
仕
事
だ

と
思
う
ん
で
、
最
後
ま
で
意
地
に
な
っ

て
や
っ
て
い
く
の
だ
と
覚
悟
を
決
め
て

い
ま
す
」

リ
サ
イ
ク
ル
の
こ
と
や
家
庭
の
雑
排

水
を
汚
さ
な
い
配
慮
な
ど
、
今
の
小
学

生
は
、
高
度
な
環
境
教
育
を
経
験
し
て

い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
給
食
が
食
育

と
連
携
し
て
、
こ
ん
な
に
も
進
化
し
て

い
る
と
は
、
正
直
言
っ
て
う
れ
し
い
驚

き
だ
っ
た
。

本
物
の
だ
し
の
味
を
、
給
食
で
味
わ

え
る
と
は
、
う
ら
や
ま
し
い
限
り
で
あ

る
。江

口
先
生
と
三
谷
小
学
校
の
取
り
組

み
が
、
地
域
や
家
庭
に
波
及
し
て
、
豊

か
な
社
会
の
実
現
に
ま
で
結
び
つ
い
て

い
っ
た
ら
、
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。



食
べ
も
の
を
生
活
者
の
視
点
で

私
は
、
学
生
時
代
は
農
学
部
農
芸
化

学
科
に
籍
を
置
い
て
い
た
の
で
す
。
教

養
部
時
代
は
、
自
由
で
気
ま
ま
な
生
活
。

と
こ
ろ
が
、
３
年
生
に
な
る
直
前
に
肺

炎
に
な
っ
て
下
宿
で
寝
込
ん
で
い
た
時

期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
い
ろ

い
ろ
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
「
勉
強
っ

て
い
い
な
あ
」
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
。

で
は
、
何
を
勉
強
し
よ
う
か
。

そ
の
と
き
に
手
に
し
た
の
が
、
栄
養

学
の
本
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
食
べ

も
の
の
こ
と
を
や
ろ
う
と
し
た
。

卒
業
後
、
食
糧
科
学
研
究
所
で
「
苦

い
味
の
ペ
プ
チ
ド
」
で
学
位
論
文
を
取

得
。
味
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
始
ま
り
で

す
。
当
時
の
食
糧
科
学
研
究
所
は
バ
イ

オ
全
盛
だ
っ
た
け
れ
ど
、
私
自
身
は
食

べ
も
の
の
こ
と
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。

奈
良
女
子
大
学
に
移
っ
て
、
当
時
、

家
政
学
部
食
物
学
科
に
所
属
し
た
の
で
、

食
べ
も
の
を
生
活
の
視
点
か
ら
と
ら
え

る
、
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
研
究
を

進
め
ま
し
た
。
京
都
に
い
た
と
き
に
は
、

ど
う
し
て
も
生
産
者
の
立
場
か
ら
食
品

を
見
て
い
た
け
れ
ど
、
生
活
者
の
立
場

か
ら
見
た
ら
面
白
い
な
、
と
思
っ
た
ん

で
す
。
同
時
に
調
理
と
い
う
も
の
を
研

究
し
て
み
る
と
、
わ
か
っ
て
い
な
い
こ

と
が
多
い
分
野
だ
と
い
う
こ
と
に
も
気

づ
き
ま
し
た
。

一
貫
し
て
食
べ
も
の
の
こ
と
を
や
っ

て
き
た
け
れ
ど
、
生
活
者
と
し
て
の
視

点
か
ら
食
べ
も
の
を
と
ら
え
る
と
い
う

姿
勢
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

料
理
は
で
き
上
が
っ
た
も
の
、
調
理

と
は
操
作
で
す
。
料
理
科
学
と
は
い
わ

な
い
け
れ
ど
、
調
理
科
学
と
は
い
い
ま

す
ね
。

調
理
に
は
ま
ず
食
材
が
重
要
で
す
。

食
材
は
そ
の
地
域
に
生
ま
れ
た
も
の
で

す
か
ら
、
そ
の
特
徴
は
風
土
や
環
境
が

反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

食
材
の
持
っ
て
い
る
食
べ
も
の
と
し
て

の
能
力
を
最
も
引
き
出
し
て
、
食
べ
や

す
く
お
い
し
く
す
る
の
が
調
理
で
す
。

献
立
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
食
材
を
選

ん
で
、
前
処
理
を
し
て
、
加
熱
す
る
な

ど
手
を
加
え
て
、
味
つ
け
を
し
て
、
盛

り
つ
け
て
「
料
理
」
に
な
る
。
こ
の
調

理
操
作
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
だ
し
は

調
味
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

日
本
料
理
で
は
、
煮
る
こ
と
と
、
だ

し
と
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

だ
し
の
定
義
は
、「
日
本
料
理
の
味

覚
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
、
鰹
節
、
昆

布
な
ど
海
産
物
や
干
し
椎
茸
な
ど
を
中

心
に
煮
出
し
た
透
明
な
汁
の
こ
と
で
、

う
ま
味
を
ベ
ー
ス
と
し
た
も
の
」。
こ

の
よ
う
な
だ
し
を
取
る
の
は
、
日
本
だ

け
で
す
。
鶏
ガ
ラ
で
取
る
の
は
ス
ー
プ

で
あ
っ
て
、
だ
し
と
は
違
う
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

ス
ー
プ
と
決
定
的
に
違
う
の
は
、
だ

し
に
は
油
分
が
少
な
い
と
こ
ろ
。
上
品

で
癖
の
な
い
風
味
が
日
本
人
の
口
に
合

っ
て
、
お
い
し
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
広

ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
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現
代
嗜
好
に
迎
合
し
な
い
味
を
守
る

米
食
風
土
が
育
ん
だ
、
だ
し
文
化

食
育
基
本
法
が
制
定
さ
れ
転
機
を
迎
え
た
日
本
の
食
生
活
。

調
理
科
学
の
視
点
か
ら
、
食
文
化
を
研
究
す
る
的
場
輝
佳
さ
ん
は
、

今
の
よ
う
な
贅
沢
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
け
ば
、
手
に
入
る
食
材
か
ら
い
っ
て
も
、

日
本
料
理
が
本
来
持
っ
て
い
た
調
理
方
法
や
味
つ
け
が
見
直
さ
れ
て
い
く
、
と
言
い
ま
す
。

野
菜
と
魚
介
類
中
心
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

必
然
的
に
だ
し
の
復
権
が
果
た
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

的場 輝佳
まとば てるよし
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識
す
る
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

意
外
だ
っ
た
の
は
、
関
西
は
「
色
は

薄
い
が
、
だ
し
が
利
い
て
い
て
う
ま
味

が
強
い
」
と
い
う
通
説
が
く
つ
が
え
さ

れ
た
こ
と
で
す
。
う
ま
味
を
感
じ
る
成

分
で
あ
る
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

や
イ
ノ
シ
ン
酸
の
量
は
、
総
合
的
に
見

て
関
東
の
濃
い
色
の
だ
し
汁
の
ほ
う
が

多
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
、
だ
し
が
利
い

て
い
て
う
ま
味
を
強
く
感
じ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
多
量
の
濃
口

醤
油
で
味
を
つ
け
る
関
東
風
の
だ
し
汁

の
場
合
、
芳
醇
な
醤
油
の
香
り
が
強
く

出
て
し
ま
っ
て
、
だ
し
の
香
り
を
消
し

て
し
ま
う
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
私
は

考
え
ま
し
た
。

薄
い
色
の
だ
し
汁
は
、
昆
布
や
節
類

の
香
り
が
消
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
た

め
に
、
た
と
え
う
ま
味
が
薄
く
て
も

「
だ
し
が
利
い
て
い
る
」
と
感
じ
る
の

で
す
。

醤
油
に
も
薄
口
と
濃
口
で
こ
の
よ
う

な
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
味
噌
も
同
様

で
す
。

名
古
屋
の
赤
味
噌
は
、
普
通
の
味
噌

に
比
べ
て
香
り
が
強
い
で
す
ね
。
醤
油

も
同
様
で
糖
分
と
ア
ミ
ノ
酸
が
反
応
し

て
、
だ
ん
だ
ん
香
り
を
出
し
て
、
最
後

に
色
が
で
き
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
醤
油

も
味
噌
も
、
色
が
濃
い
も
の
の
ほ
う
が

香
り
が
強
い
の
で
す
。

食
べ
も
の
を
味
わ
う
感
覚
は
、
舌

（
味
覚
）
で
あ
る
と
思
い
が
ち
で
す
が
、

実
は
私
た
ち
日
本
人
は
、
味
と
香
り
が

一
体
と
な
っ
た
も
の
を
味
覚
と
錯
覚
し

て
い
る
の
で
す
。
鼻
を
つ
ま
ん
で
何
か

を
食
べ
れ
ば
気
づ
く
こ
と
で
す
。
香
り

が
な
け
れ
ば
、
お
い
し
く
感
じ
ま
せ
ん
。

牛
肉
と
豚
肉
の
区
別
も
つ
き
ま
せ
ん
よ
。

口
の
中
は
鼻
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
味

と
香
り
を
同
時
に
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
　

日
本
の
料
理
人
は
畑
で
大
根
を
味
見

す
る
と
き
に
、
バ
ッ
と
折
っ
て
か
じ
り

ま
す
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
料
理

人
は
折
っ
た
大
根
に
鼻
を
突
っ
込
む
。

香
り
へ
の
感
性
は
、
彼
ら
の
ほ
う
が
強

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
だ
か
ら
、
日

本
料
理
も
香
り
を
も
っ
と
意
識
し
て
食

べ
れ
ば
、
い
っ
そ
う
繊
細
さ
が
広
が
る

と
思
い
ま
す
。

食
育
と
日
本
料
理
ア
カ
デ
ミ
ー

戦
後
、
昭
和
20
年
代
後
半
を
、
私
は

小
都
市
で
小
学
生
と
し
て
す
ご
し
ま
し

た
。
私
の
実
家
の
食
卓
は
、
今
日
の
よ

う
に
豊
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

水
道
も
な
く
、
井
戸
水
を
手
動
式
ポ
ン

プ
で
水
瓶
に
移
し
て
い
た
し
、
炭
火
が

赤
々
と
熾
っ
て
い
た
七
輪
に
鍋
を
か
け
、

薪
を
く
べ
て
竈
で
ご
飯
を
炊
き
ま
し
た
。

当
然
、
冷
蔵
庫
は
あ
り
ま
せ
ん
。
母

は
食
材
を
小
買
い
し
て
、
食
事
を
つ
く

っ
て
い
ま
し
た
。
好
き
嫌
い
が
無
か
っ

た
私
は
「
ご
飯
も
い
ろ
い
ろ
な
お
か
ず

も
思
い
っ
き
り
食
べ
て
み
た
い
。
食
卓

が
も
っ
と
豊
か
に
な
れ
ば
家
族
は
も
っ

と
幸
せ
な
の
に
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

や
が
て
、
水
道
が
つ
い
て
、
七
輪
や

竈
は
ガ
ス
コ
ン
ロ
や
炊
飯
器
に
替
わ
り
、

台
所
に
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
と
食
器
棚

が
並
ん
で
食
空
間
は
明
る
く
ス
マ
ー
ト

に
な
り
ま
し
た
。

特
に
、
炊
飯
器
は
母
を
家
事
労
働
か

ら
解
放
し
、
冷
凍
冷
蔵
庫
は
生
鮮
食
品

の
保
存
性
を
飛
躍
的
に
向
上
さ
せ
た
の

で
す
。

戦
後
の
貧
し
い
生
活
を
経
験
し
た
私

た
ち
の
世
代
に
と
っ
て
は
、
今
日
の
よ

う
に
豊
富
な
食
材
が
流
通
し
て
い
て
、

欲
し
い
と
思
え
ば
何
で
も
手
に
入
る
食

環
境
を
、
何
と
素
晴
ら
し
い
も
の
か
と

思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
児
童
・
生
徒
の
個
食
や

孤
食
、
偏
食
や
欠
食
な
ど
、
家
庭
で
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
�
ン
を
育
む
食
卓
の

風
景
が
失
わ
れ
た
り
、
若
年
層
、
特
に

女
性
の
低
栄
養
状
態
や
、
壮
年
層
の
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
な
ど
が

年
々
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
さ

ら
に
、
世
代
を
超
え
て
不
確
定
な
情
報

に
振
り
回
さ
れ
て
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
や

偏
っ
た
食
品
に
依
存
す
る
異
常
な
食
行

動
（
フ
ー
ド
フ
ァ
デ
ィ
ズ
ム
）
が
目
立
っ
て

き
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、
特
に
子

供
た
ち
の
食
生
活
の
乱
れ
を
憂
慮
し
て
、

２
０
０
５
年
に
食
育
基
本
法
が
施
行
さ

れ
た
の
で
す
。

京
都
に
日
本
料
理
ア
カ
デ
ミ
ー
と
い

う
組
織
が
あ
り
ま
す
が
、
京
都
市
教
育
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だ
し
汁
の
東
西
味
紀
行

２
０
０
０
年
５
月
に
文
部
科
学
省
、

厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
の
３
省
か

ら
出
さ
れ
た
「
食
生
活
指
針
」
で
は
、

単
に
栄
養
面
だ
け
で
な
く
、
日
本
型
食

生
活
の
再
評
価
を
求
め
、
地
域
固
有
の

風
土
で
培
わ
れ
た
独
自
の
食
嗜
好
（
食

文
化
）
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

一
般
に
「
関
西
の
薄
味
、
関
東
の
濃

味
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

本
当
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
江
戸

時
代
と
は
違
い
、
現
代
で
は
人
の
移
動

や
情
報
の
伝
播
も
活
発
で
、
こ
の
通
説

が
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
は
思
え
ま
せ

ん
。

そ
こ
で
、
東
海
道
沿
い
、
神
戸
市
か

ら
東
京
都
の
間
の
12
都
市
を
訪
ね
歩
い

て
、
う
ど
ん
の
だ
し
汁
を
解
析
し
て
み

ま
し
た
。

結
果
は
総
合
的
に
見
る
と
、
塩
味
・

甘
味
な
ど
の
味
覚
の
点
で
は
か
な
り
の

ば
ら
つ
き
が
あ
り
ま
し
た
。

だ
し
汁
の
色
の
濃
さ
だ
け
に
限
っ
て

み
る
と
、
讃
岐
う
ど
ん
の
流
行
で
、
東

海
・
関
東
地
域
に
も
色
の
薄
い
だ
し
汁

の
う
ど
ん
店
は
あ
っ
た
も
の
の
、
関
西

圏
３
都
市
（
神
戸
市
、
大
阪
市
、
京
都
市
）
で

は
、
調
査
し
た
限
り
で
す
が
、
関
東
風

の
色
の
濃
い
だ
し
汁
を
出
す
店
舗
は
１

軒
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

関
西
人
の
「
薄
い
色
の
だ
し
汁
」
の

う
ど
ん
へ
の
、
強
い
こ
だ
わ
り
を
再
認



委
員
会
と
連
携
し
て
「
日
本
料
理
に
学

ぶ
食
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
小
学
校
で
始

め
て
い
ま
す
。

私
は
今
年
か
ら
「
食
育
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
推
進
委
員
会
」
の
委
員
長
を
務
め
て

い
ま
す
。

日
本
料
理
ア
カ
デ
ミ
ー
（Japanese

C
ulinary

A
cadem

y

）

将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
世
界
の
若
手
料
理
人
を
京
都
に

受
け
入
れ
、
日
本
料
理
の
真
の
姿
を
学
ん
で
も
ら
う

た
め
の
海
外
料
理
人
向
け
の
京
都
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
中
心
事
業
と
し
、
日
本
が
誇
る
食
文
化
を
広
く
世

界
に
普
及
し
、
次
代
に
む
け
て
、
日
本
料
理
の
グ
ロ

ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。京

都
市
の
教
育
委
員
会
と
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
が
食
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

つ
く
っ
て
、
小
学
校
で
３
年
生
か
ら
６

年
生
ま
で
に
実
践
し
て
い
ま
す
。

単
な
る
料
理
教
室
で
は
な
く
、
料
理

を
通
し
て
、
３
つ
の
こ
と
を
教
え
て
い

ま
す
。

１
　
だ
し
の
味
を
知
る

２
　
も
て
な
し
の
心
を
知
る

３
　
食
材
の
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ

と
を
知
る

京
都
の
料
理
人
は
「
だ
し
を
取
る
」

と
は
言
い
ま
せ
ん
。「
だ
し
を
引
く
」

と
言
い
ま
す
。
小
学
生
に
も
「
だ
し
を

引
い
て
、
日
本
で
一
番
お
い
し
い
澄
ま

し
汁
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
授
業
を
し

ま
す
。

こ
こ
で
は
一
流
の
料
亭
の
料
理
人
が

指
導
を
し
、
普
通
の
家
庭
で
は
使
わ
な

い
利
尻
産
の
最
高
級
の
昆
布
や
鰹
節
を

使
っ
て
、
だ
し
を
引
か
せ
る
の
で
す
。

や
っ
て
い
る
う
ち
に
「
良
い
香
り
が

す
る
」
と
言
っ
た
り
、
味
も
覚
え
て
い

き
ま
す
。
子
供
た
ち
は
、
実
に
興
味

津
々
で
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

同
時
に
「
家
の
人
に
野
菜
を
食
べ
さ

せ
よ
う
」
と
調
理
も
教
え
ま
す
。
あ
る

子
供
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
冬
瓜
が
好
き

な
の
で
、
冬
瓜
を
煮
よ
う
と
し
ま
す
が
、

歯
が
悪
い
の
な
ら
隠
し
包
丁
を
入
れ
た

ら
い
い
、
と
い
う
調
理
の
コ
ツ
を
、
プ

ロ
か
ら
教
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

面
取
り
の
仕
方
や
包
丁
の
使
い
方
も

教
え
ま
す
。
子
供
た
ち
は
す
ご
く
真
剣

で
、
多
分
こ
こ
で
習
っ
た
こ
と
は
一
生

忘
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
料
亭
で
使
う
漆
塗
り
の
お

椀
に
盛
り
つ
け
て
、
味
わ
う
と
こ
ろ
ま

42
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で
や
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
「
僕
な

ら
、
こ
ん
な
お
汁
を
つ
く
り
ま
す
よ
」

と
、
プ
ロ
が
見
本
を
つ
く
っ
て
見
せ
る

ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
子
供
た
ち
が

寄
っ
て
来
て
「
う
わ
ー
」
と
感
動
す
る
。

「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
、
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ

ル
」
と
手
を
叩
い
て
踊
っ
て
い
る
子
供

も
い
ま
し
た
。
プ
ロ
の
仕
事
は
、
そ
れ

ほ
ど
子
供
の
心
に
訴
え
る
ん
で
す
。
料

理
人
が
極
上
の
食
材
で
一
流
の
調
理
を

す
る
と
、
こ
ん
な
に
感
動
を
呼
ぶ
ん
だ

と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

授
業
風
景
の
一
端
を
紹
介
し
ま
す
。

あ
る
学
校
で
は
、
普
段
は
残
飯
を
コ

ン
ポ
ス
ト
に
入
れ
て
堆
肥
に
し
て
い
る

ん
で
す
が
、
捨
て
に
行
こ
う
と
し
た
子

供
た
ち
に
料
理
人
さ
ん
が
「
チ
�
ッ
ト

待
っ
て
、
こ
ん
な
上
等
な
昆
布
や
鰹
節

を
捨
て
た
ら
も
っ
た
い
な
い
。
私
ら
は

ふ
り
か
け
や
塩
昆
布
を
つ
く
る
よ
」
と

言
っ
て
、
そ
れ
も
教
え
て
あ
げ
る
。

命
を
教
え
る
と
き
も
、
同
じ
で
す
。

子
供
た
ち
に
も
の
を
教
え
る
と
き
は
、

本
能
的
に
訴
え
る
こ
と
で
す
。
生
き
た

車
エ
ビ
を
パ
ッ
と
切
る
と
、
み
ん
な

「
残
酷
！
」
と
叫
び
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
後
の
調
理
人
の
手
さ
ば
き
や
盛
り

つ
け
た
見
事
な
料
理
を
見
る
と
、
本
当

に
目
を
輝
か
せ
て
感
動
す
る
。
そ
の
間
、

た
っ
た
２
分
間
で
す
よ
。
２
分
前
ま
で

は
、「
残
酷
！
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
。

か
ぶ
ら
蒸
し
を
つ
く
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
は
小
学
生
に
は
無
理

だ
ろ
う
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
料
理
人

た
ち
は
大
丈
夫
だ
と
言
う
。
そ
れ
で
挑

戦
し
て
大
成
功
。
蒸
し
て
い
る
途
中
で

味
見
を
さ
せ
た
ん
で
す
。
蕪
に
火
が
通

っ
て
甘
く
な
っ
て
い
て
、
野
菜
嫌
い
の

子
供
た
ち
が
「
お
い
し
い
！
」
と
言
い

ま
し
た
。

子
供
た
ち
が
食
材
に
触
れ
、
調
理
を

体
験
し
て
食
の
大
切
さ
を
料
理
を
通
し

て
本
能
的
に
体
得
す
る
こ
と
が
、
食
育

の
原
点
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
改
善
の
余
地
は
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
食
育
授

業
を
、
京
都
市
内
で
は
今
年
は
17
校
で

行
な
い
ま
す
。

日
本
食
は

水
を
食
べ
て
い
る
よ
う
な
も
の

だ
し
昆
布
を
捨
て
ず
に
、
調
味
し
て

塩
昆
布
を
つ
く
り
ま
し
た
。
食
べ
て
い

た
子
に
、「
お
い
し
い
か
い
？
」
と
聞

く
と
「
お
い
し
い
！
」
と
元
気
い
っ
ぱ

い
に
答
え
て
く
れ
た
。
そ
し
て
「
先
生
、

白
ご
飯
が
欲
し
い
」
と
も
言
っ
て
い
ま

し
た
。

日
本
食
の
原
点
は
ご
飯
。
こ
れ
ほ
ど

特
徴
の
な
い
、
水
の
よ
う
な
存
在
の
食

べ
も
の
が
、
だ
し
を
大
事
に
す
る
日
本

料
理
を
育
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。

水
と
だ
し
、
水
と
米
と
の
相
性
も
大

事
で
す
。
食
べ
も
の
と
い
う
の
は
、
そ

れ
自
体
に
た
く
さ
ん
の
水
を
含
ん
で
い

ま
す
。
平
均
し
て
60
〜
70
％
で
し
ょ
う

か
。
食
パ
ン
は
、
あ
ん
な
に
パ
サ
パ
サ



き
だ
か
ら
、
デ
ュ
ラ
ム
小
麦
を
栽
培
し

た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
し
か
で
き
な
か

っ
た
の
で
す
。
日
本
の
米
の
文
化
と
同

じ
で
す
。

な
ぜ
日
本
人
が
だ
し
の
う
ま
味
を
好

ん
だ
か
は
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
味
が
、

引
き
継
が
れ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し

ょ
う
か
。

食
べ
歩
き
番
組
の
レ
ポ
ー
タ
ー
を
務

め
た
こ
と
も
あ
る
俳
優
の
渡
辺
文
雄
さ

ん
が
、
最
後
の
晩
餐
に
選
ん
だ
の
は
、

飯
ご
う
で
炊
い
た
ご
飯
。
炊
き
上
が
っ

た
ら
蓋
に
取
っ
て
醤
油
を
か
け
、
も
う

一
度
焼
い
て
、
そ
れ
を
お
か
ず
に
ご
飯

を
食
べ
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
醤

油
の
焼
け
た
香
ば
し
さ
や
お
い
し
く
炊

け
た
ご
飯
を
好
む
、
日
本
人
ら
し
さ
、

お
米
の
持
つ
力
が
、
よ
く
表
わ
れ
て
い

る
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。

残
し
た
い
日
本
の
味

外
国
人
に
と
っ
て
、
日
本
人
が
長
寿

で
健
康
な
の
は
、
米
と
魚
を
食
べ
て
い

る
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
日
本
型
食
生
活
が
注
目
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

米
と
魚
が
主
役
で
す
か
ら
、
世
界
で

今
流
行
っ
て
い
る
日
本
食
は
、
寿
司
で

す
。
彼
ら
は
酢
漬
け
の
魚
は
食
べ
慣
れ

て
い
ま
す
か
ら
馴
染
み
易
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
物
足
り
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。
一
緒
に
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
風
の
寿
司

な
ど
を
出
す
店
も
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、

日
本
の
回
転
寿
司
も
同
じ
よ
う
な
状
況

で
す
が
ね
。

日
本
料
理
の
も
う
一
つ
の
ベ
ー
ス
に
、

塩
味
が
あ
り
ま
す
ね
。
ご
飯
に
砂
糖
を

か
け
て
も
お
い
し
く
な
い
。
ご
飯
に
は

塩
が
合
う
の
で
す
。
だ
か
ら
高
血
圧
傾

向
が
出
る
。
そ
こ
で
だ
し
を
利
か
せ
る

と
塩
が
少
な
く
て
も
お
い
し
く
感
じ
て

食
べ
ら
れ
る
。
二
重
の
意
味
で
、
だ
し

は
健
康
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

以
前
、
来
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
料
理
の

シ
�
フ
に
「
あ
な
た
、
日
本
食
で
自
慢

で
き
る
も
の
、
残
す
べ
き
も
の
は
な
ん

だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
一
つ
は
魚
だ
と
。
こ

れ
だ
け
多
く
の
種
類
の
魚
を
、
い
ろ
い

ろ
な
加
工
法
で
食
べ
て
い
る
の
は
日
本

だ
け
だ
と
、
彼
ら
は
言
う
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
野
菜
で
す
。

健
康
が
注
目
さ
れ
て
い
る
今
、
ど
ち

ら
も
自
分
た
ち
の
調
理
法
に
取
り
入
れ

て
い
き
た
い
食
材
で
あ
る
、
と
。

魚
は
そ
れ
自
体
に
う
ま
味
が
あ
り
ま

す
か
ら
い
い
と
し
て
、
野
菜
は
イ
ン
パ

ク
ト
が
な
い
。
そ
れ
に
は
、
だ
し
が
重

要
で
す
ね
。

健
康
な
生
活
を
送
る
上
で
も
、
野
菜

を
食
べ
た
ほ
う
が
い
い
。
し
か
し
、
野

菜
は
生
で
出
さ
れ
た
ら
食
べ
に
く
い
も

の
で
す
。
３
０
０
ｇ
の
生
野
菜
を
ど
ー

ん
と
出
さ
れ
て
も
食
べ
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
で
も
野
菜
は
茹
で
た
り
煮
た

り
す
れ
ば
、
柔
ら
か
く
な
る
し
、
か
さ

も
減
る
し
、
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。

だ
し
は
、
こ
の
よ
う
に
野
菜
を
お
い

し
く
多
様
に
食
べ
る
た
め
に
、
非
常
に

効
果
的
な
の
で
す
。
郷
土
料
理
に
野
菜

は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
煮
方
は
そ
の

地
方
の
文
化
や
伝
統
か
ら
生
ま
れ
た
の

で
す
。
そ
れ
が
「
お
惣
菜
」
で
す
。

メ
リ
ハ
リ
を
利
か
せ
て

だ
し
の
利
い
た
お
い
し
い
も
の
を
食

べ
よ
う
と
し
た
ら
、
手
間
が
か
か
り
ま

す
。
働
く
婦
人
が
増
え
て
い
ま
す
か
ら
、

普
段
の
食
事
の
と
き
に
、
じ
っ
く
り
だ

し
を
取
っ
た
手
間
の
か
か
る
料
理
は
つ

く
り
づ
ら
い
で
し
ょ
う
。

家
庭
か
ら
だ
し
が
衰
退
し
た
の
は
、

一
つ
に
は
か
つ
て
の
家
事
労
働
が
キ
ツ

か
っ
た
か
ら
で
す
。
昔
は
女
性
だ
け
が
、

そ
の
キ
ツ
い
仕
事
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
る

意
味
で
生
活
の
豊
か
さ
の
実
現
で
あ
っ

た
の
で
す
。

簡
単
な
焼
肉
料
理
は
満
足
度
も
高
く
、

豊
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。私

は
、
ア
メ
リ
カ
で
２
カ
月
間
単
身

赴
任
生
活
を
体
験
し
ま
し
た
。
そ
の
と

き
誓
っ
た
の
は
、
車
で
通
勤
し
て
帰
途

に
は
必
ず
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
寄

っ
て
買
い
物
を
し
て
、
自
分
で
食
事
を
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し
て
い
る
け
れ
ど
40
％
も
水
分
が
あ
る

ん
で
す
。

ご
飯
は
、
多
分
60
％
以
上
が
水
。
だ

か
ら
、
私
た
ち
が
食
べ
て
い
る
も
の
は
、

圧
倒
的
に
水
な
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら

そ
の
水
に
癖
が
あ
っ
た
り
、
に
お
い
が

あ
っ
た
り
し
た
ら
い
か
ん
の
で
す
。

お
い
し
い
水
に
ち
ょ
っ
と
昆
布
の
だ

し
が
出
た
だ
け
で
、
う
ま
味
が
す
ご
く

感
じ
ら
れ
る
と
い
う
、
非
常
に
繊
細
な

文
化
が
育
ま
れ
た
の
で
す
。
そ
の
セ
ン

ス
を
、
私
た
ち
は
意
識
し
な
く
て
は
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
風
土
に
は
米
の
栽
培
が
適
し

て
い
た
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
デ

ュ
ラ
ム
小
麦
と
い
う
硬
質
小
麦
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
パ
ス
タ
し
か
つ
く
れ
な

か
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
人
が
パ
ス
タ
が
好



つ
く
る
こ
と
で
し
た
。

そ
の
結
果
、
お
い
し
い
か
ら
ほ
と
ん

ど
が
野
菜
と
肉
の
炒
め
も
の
で
し
た
ね
。

手
の
込
ん
だ
料
理
は
、
つ
く
る
の
が
大

変
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

せ
め
て
、
日
曜
日
か
正
月
か
だ
け
で

も
い
い
か
ら
、
だ
し
を
引
い
て
、
手
の

込
ん
だ
日
本
料
理
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。

子
供
た
ち
も
、
小
さ
い
う
ち
か
ら
食
べ

慣
れ
て
い
な
い
と
、
外
国
人
の
よ
う
に
、

野
菜
や
魚
介
類
を
お
い
し
い
と
思
え
な

い
味
覚
に
育
っ
て
し
ま
う
の
が
心
配
で

す
。音

楽
の
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
た
ま

に
は
劇
場
に
行
っ
て
オ
ペ
ラ
を
楽
し
む
。

そ
う
い
う
贅
沢
は
、
暮
ら
し
の
中
で
必

要
な
も
の
で
す
。

同
じ
よ
う
に
、
と
き
に
は
一
流
の
料

44

亭
に
行
っ
て
リ
ッ
チ
な
気
分
に
浸
っ
て
、

心
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
の
も
良
い
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
料
亭
の
食
事
ば
っ
か

り
食
べ
て
い
た
ら
、
飽
き
て
し
ま
う
で

し
ょ
う
。

家
庭
料
理
の
お
い
し
さ
と
、
料
亭
で

の
お
い
し
い
も
の
は
違
い
ま
す
。
し
か

し
、
お
い
し
い
も
の
を
求
め
る
気
持
ち

は
同
じ
で
す
。

家
庭
料
理
の
良
さ
は
、
毎
日
食
べ
て

も
飽
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
味
つ
け
が
一
定
で
な
い
の
で
同
じ

味
に
な
ら
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
人
も

お
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

例
え
ば
、
肉
じ
ゃ
が
。
我
々
は
よ
く

味
が
染
み
込
ん
だ
ほ
う
が
お
い
し
い
と

思
い
が
ち
だ
け
れ
ど
、
実
は
味
が
染
み

込
む
と
全
部
が
同
じ
味
に
な
っ
て
お
い

し
く
な
い
。
特
に
市
販
の
お
惣
菜
は
、

つ
く
っ
て
か
ら
時
間
が
経
っ
て
い
て
、

全
体
が
同
じ
味
で
味
に
変
化
が
な
い
か

ら
、
す
ぐ
に
飽
き
て
し
ま
う
の
で
す
。

プ
ロ
の
料
理
人
も
３
分
の
１
ぐ
ら
い

染
み
て
い
る
の
が
お
い
し
い
ん
だ
、
と

言
っ
て
い
ま
す
。
染
み
込
ん
だ
と
こ
ろ

と
、
ま
だ
染
み
て
い
な
い
ジ
ャ
ガ
イ
モ

そ
の
ま
ま
の
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
お

い
し
い
ん
で
す
。
し
か
も
、
薄
味
で
す
。

最
近
、
家
庭
で
は
味
が
濃
く
な
る
傾

向
が
あ
り
、
子
供
た
ち
は
濃
い
味
に
慣

れ
て
し
ま
い
、
薄
味
だ
と
物
足
り
な
い

と
感
じ
て
い
ま
す
。
子
供
た
ち
の
要
求

に
応
え
ら
れ
る
の
は
、
焼
肉
で
あ
り
ハ

ン
バ
ー
グ
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
慣

れ
て
い
く
こ
と
で
だ
し
の
味
を
お
い
し

い
と
感
じ
る
よ
う
な
人
間
に
育
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

精
神
論
で
は
な
く
て

子
供
た
ち
の
箸
の
持
ち
方
も
変
わ
り

ま
し
た
ね
。
み
な
さ
ん
、
実
験
で
使
う

ピ
ペ
ッ
ト
を
ど
う
持
ち
ま
す
か
？
　
私

た
ち
が
学
生
の
こ
ろ
は
人
差
し
指
で
空

気
量
の
調
整
を
し
ま
し
た
。
30
年
あ
ま

り
前
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
と
き
、

あ
ち
ら
で
は
手
が
不
器
用
な
人
が
多
く
、

親
指
で
や
っ
て
い
た
。
親
指
を
使
っ
た

ほ
う
が
楽
で
す
が
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
操

作
が
で
き
な
い
ん
で
す
。

日
本
で
も
い
つ
か
ら
か
、
親
指
で
ピ

ペ
ッ
ト
操
作
を
す
る
学
生
が
増
え
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
作
業
の

合
理
性
も
悪
い
の
で
す
。

だ
か
ら
箸
の
正
し
い
持
ち
方
も
、
し

つ
け
と
い
う
風
に
と
ら
え
な
い
で
、
作

業
の
合
理
性
と
い
う
切
り
口
で
教
え
て

い
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
人
は
器
用
で
真
面
目
で
勤
勉
で
、

と
い
わ
れ
て
き
た
け
れ
ど
、
本
当
は
そ

う
じ
ゃ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
努

力
し
た
か
ら
、
器
用
で
勤
勉
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
の
風
潮
と
し
て
、
楽
な
方
向
に
流

れ
て
、
無
理
を
し
な
い
で
気
楽
に
過
ご

せ
れ
ば
い
い
、
何
で
努
力
せ
ん
な
ら
ん

の
？
　
と
い
う
若
者
が
多
い
ん
で
す
。

で
も
、
そ
れ
は
違
う
と
思
い
ま
す
。

安
易
に
物
事
を
進
め
な
い
で
、
高
い

志
を
持
っ
て
、
自
分
自
身
か
ら
逃
げ
な

い
で
、
正
直
に
や
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

周
り
が
便
利
に
な
っ
て
、
努
力
し
な
く

て
も
簡
単
に
満
足
で
き
る
環
境
が
い
け

な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

好
み
の
問
題
、
で
も
…

私
は
関
西
の
人
間
だ
か
ら
、
関
東
風

の
も
の
は
味
が
濃
く
て
好
き
に
な
れ
な

い
ん
で
す
が
、
そ
れ
で
も
２
つ
だ
け
関

東
風
の
ほ
う
が
お
い
し
い
と
思
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
天
丼
。
関
西
は
天
ぷ
ら
を
白

絞
め
油
で
揚
げ
ま
す
が
、
関
東
は
ご
ま

油
。
そ
れ
に
関
西
は
汁
を
か
け
す
ぎ
る
。

汁
か
け
飯
み
た
い
な
ん
で
す
。

鰻
丼
も
関
東
風
の
ほ
う
が
好
き
で
す
。

さ
っ
ぱ
り
と
し
て
メ
リ
ハ
リ
が
あ
り
、

冷
め
て
も
お
い
し
い
。

今
ま
で
食
べ
た
中
で
一
番
変
わ
っ
て

い
た
の
は
、
青
森
県
津
軽
地
方
で
食
べ

た
う
ど
ん
で
す
。
変
わ
っ
た
だ
し
汁
だ

っ
た
の
で
厨
房
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
の

で
す
が
、
小
魚
で
だ
し
を
取
っ
て
い
ま

し
た
。
生
魚
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。

そ
の
だ
し
汁
に
濃
縮
さ
れ
た
よ
う
な
醤

油
を
調
合
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
辺
り

一
帯
は
、
み
ん
な
同
じ
で
し
た
ね
。

食
べ
も
の
の
好
み
は
理
屈
で
は
な
い
。

個
人
の
自
由
。
食
べ
も
の
の
好
き
嫌
い

ま
で
他
人
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
ら
た



し
か
し
今
日
の
よ
う
に
、
世
界
中
か

ら
好
き
な
だ
け
食
料
を
輸
入
す
る
よ
う

な
状
況
は
、
い
つ
ま
で
も
続
き
ま
せ
ん
。

こ
の
先
、
国
内
自
給
率
は
上
げ
て
い

か
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
国
内
で

栽
培
で
き
る
農
産
物
や
近
海
で
捕
れ
る

魚
介
類
を
中
心
に
、
日
本
の
風
土
に
適

し
た
食
材
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り

ま
す
。
牛
を
放
牧
す
る
こ
と
に
は
、
限

界
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
る
と
手
に
入
る
食
材
か
ら
い

っ
て
も
、
本
来
の
日
本
料
理
が
持
っ
て

い
た
調
理
方
法
や
味
つ
け
が
、
見
直
さ

れ
て
い
く
で
し
ょ
う
ね
。
ど
う
し
て
も

元
の
食
文
化
、
野
菜
と
魚
介
類
中
心
に

な
り
、
必
然
的
に
だ
し
を
使
っ
た
食
生

活
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
事
態
に
は
、
な
ら
な
い
ほ
う

が
い
い
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
地
球
に
棲
む
人
間
と
し
て
考

え
た
ら
、
世
界
中
か
ら
食
べ
も
の
を
か

き
集
め
て
贅
沢
を
す
る
よ
り
も
、
地
産

地
消
に
重
き
を
置
い
た
食
生
活
の
ほ
う

が
、
自
然
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

そ
う
考
え
る
と
、
将
来
の
た
め
に
、

日
本
型
の
食
文
化
を
再
評
価
し
て
、
継

承
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。禅

宗
寺
院
の
山
門
前
に
、「
不
許
葷

酒
入
山
門
」（
葷
〈
薫
〉
酒
山
門
に
入

る
を
許
さ
ず
）
の
碑
が
あ
り
ま
す
。
ニ

ン
ニ
ク
、
ニ
ラ
な
ど
の
に
お
い
の
強
い

野
菜
や
酒
を
寺
に
持
ち
込
む
な
と
の
、

戒
め
で
す
。
こ
の
仏
教
の
教
え
の
影
響

を
受
け
て
、「
強
い
香
り
を
生
か
し
た

料
理
」
よ
り
も
「
食
材
を
生
か
し
た
控

え
め
な
味
と
香
り
の
料
理
」
を
好
み
、

お
い
し
い
水
と
癖
の
な
い
ご
飯
が
、
四

季
を
愛
で
る
日
本
人
の
繊
細
な
感
性
と

相
ま
っ
て
、「
だ
し
」
を
ベ
ー
ス
に
し

た
日
本
料
理
を
培
っ
て
き
た
と
思
う
の

で
す
。
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ま
り
ま
せ
ん
。
わ
が
ま
ま
を
通
し
た
い

と
こ
ろ
で
す
ね
。

し
か
し
、
こ
ん
な
に
日
本
人
の
食
生

活
が
豊
か
に
な
っ
た
の
は
、
つ
い
最
近

の
こ
と
な
ん
で
す
。
海
外
か
ら
こ
ん
な

に
も
大
量
に
食
材
を
輸
入
で
き
る
の
は
、

日
本
が
貿
易
収
支
の
面
で
優
位
に
立
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
地
球
温
暖

化
の
問
題
で
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
贅

沢
な
食
生
活
が
続
け
て
い
か
れ
な
く
な

る
の
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
す
。

日
本
と
外
国
の
食
料
自
給
率
を
比
較

し
た
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
40
年
ほ
ど

前
と
現
在
を
比
べ
て
み
ま
す
。
か
つ
て

日
本
の
食
料
自
給
率
が
高
か
っ
た
時
代

に
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
は
低
か
っ

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
国
の
政
策
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
国
は
自
給
率
向
上
に
取

り
組
ん
で
成
功
さ
せ
ま
し
た
。

食
料
自
給
率
40
％
の
国
な
ん
て
、
ア

ラ
ブ
の
砂
漠
地
帯
や
土
地
を
持
た
な
い

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
別
に
し
て
、
今
ま
で

ど
こ
に
も
な
か
っ
た
で
す
よ
。

国
が
豊
か
に
な
っ
て
生
活
レ
ベ
ル
が

上
が
る
と
、
人
件
費
が
上
が
り
ま
す
。

当
然
の
こ
と
で
す
が
、
農
家
の
収
入
も

上
が
ら
な
い
と
、
生
活
で
き
ず
に
離
農

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。

日
本
の
高
度
経
済
成
長
時
代
に
起
き

た
こ
と
は
、
既
に
イ
ギ
リ
ス
が
経
験
済

み
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ

ス
は
そ
れ
を
克
服
し
て
食
料
自
給
率
を

上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。

主な国の食料自給率

京都万福寺の山門にある石碑。「強いにおいの食
べものや酒を飲んだ者は入ってはいけない」と
戒める言葉が刻まれている。写真提供：的場輝佳

人
件
費
が
か
か
る
国
内
農
産
物
は
、

価
格
が
高
い
。
だ
か
ら
、
日
本
人
は
価

格
の
安
い
輸
入
農
産
物
を
ど
ん
ど
ん
買

う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
今
の
農

業
の
状
況
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

食
品
加
工
と
い
う
の
は
、
本
来
、
加

工
し
な
い
と
利
用
で
き
な
い
も
の
に
施

す
技
術
で
す
。
お
米
は
、
粒
食
と
し
て

そ
の
ま
ま
食
べ
る
の
が
一
番
効
率
的
で

お
い
し
い
の
で
す
。

そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
米
粉
の
パ
ン

を
批
判
的
に
見
る
む
き
も
あ
り
ま
す
が
、

水
田
は
い
っ
た
ん
畑
に
変
え
た
ら
、
水

田
に
戻
す
の
は
難
し
い
。
水
田
を
維
持

す
る
た
め
に
も
、
米
の
消
費
量
を
支
え

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
残
す
の
か

50
年
後
に
、
大
人
に
な
っ
た
子
供
た

ち
が
、
誰
も
日
本
料
理
を
つ
く
れ
な
い

よ
う
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
ち
ょ
っ
と

悲
し
い
で
す
ね
。

た
だ
、
消
え
る
べ
く
し
て
消
え
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
文
化
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
と
現
在
と
で
は
、

食
べ
て
い
る
も
の
も
調
理
方
法
も
、
も

の
す
ご
く
違
い
ま
す
。
だ
か
ら
残
る
も

の
は
残
る
け
れ
ど
、
消
え
て
い
く
も
の

は
消
え
て
い
く
。
こ
の
先
、
日
本
料
理

が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て

も
、
外
国
料
理
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、

食
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
�
ン
は
進
む

で
し
ょ
う
。

「平成19年度食料需給表」農林水産省より、編集部で作図

（自給率は、供給熱量換算）



私
が
深
く
川
と
か
か
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
き
っ
か
け
は
、「
よ
こ
は
ま
か
わ

を
考
え
る
会
」
と
い
う
市
民
団
体
に
加

わ
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
都
市
河
川

に
興
味
を
持
つ
横
浜
市
職
員
が
二
十
数

名
集
ま
っ
て
、
１
９
８
２
年
（
昭
和
57
）

に
発
足
し
ま
し
た
。

１
９
７
０
年
代
か
ら
１
９
８
０
年
代

初
頭
に
か
け
て
は
、
環
境
に
関
心
が
持

た
れ
て
、
多
摩
川
な
ど
で
も
、
自
然
保

護
運
動
が
盛
り
上
が
っ
た
時
代
で
す
。

暗
渠

あ
ん
き
ょ

に
さ
れ
た
河
川
が
親
水
公
園
に
生

ま
れ
変
わ
っ
て
、
せ
せ
ら
ぎ
が
復
活
し

た
り
し
て
い
る
こ
ろ
。
で
も
、
そ
れ
は

ま
だ
、
川
の
再
生
と
い
う
よ
う
な
内
容

で
は
な
か
っ
た
。

会
の
リ
ー
ダ
ー
的
人
物
は
、
２
０
０

４
年
（
平
成
16
）
に
亡
く
な
ら
れ
た
森
清

和
さ
ん
。
当
時
は
公
害
対
策
局
に
所
属

し
て
い
ま
し
た
。
精
力
的
だ
し
、
戦
略

も
す
ご
か
っ
た
。

当
時
、
川
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
り
コ

ン
ク
リ
ー
ト
化
さ
れ
て
も
、
市
民
は

「
自
然
を
残
せ
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。

市
民
は
普
段
の
生
活
で
川
を
必
要
と
し

て
い
な
い
か
ら
、
極
端
な
話
、
ど
う
な

っ
て
も
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
、

川
を
使
わ
な
く
な
っ
た
か
ら
。
そ
れ
で
、

都
市
の
川
を
楽
し
く
使
お
う
と
い
う
こ

と
で
、
ま
ず
は
「
ど
ぶ
川
遊
び
」
か
ら

始
め
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
東
京
や
横
浜
の
川
は
、
本

当
に
悲
惨
な
状
態
だ
っ
た
。
横
浜
の
川

だ
け
見
て
い
る
と
絶
望
的
に
な
り
ま
す

が
、
そ
れ
で
も
「
ど
う
す
れ
ば
、
良
く

な
る
か
」
を
考
え
ま
し
た
。
そ
の
と
き

に
森
さ
ん
や
川
の
会
の
仲
間
と
全
国
の

川
を
見
て
歩
い
た
こ
と
が
、
す
ご
く
ヒ

ン
ト
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
ね
。「
流

水
部
に
植
生
を
回
復
さ
せ
る
な
ど
、
技

術
的
に
工
夫
を
す
れ
ば
、
何
と
か
で
き

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
希
望
が
湧

い
て
き
た
の
も
、
た
く
さ
ん
の
川
を
見

た
か
ら
で
す
。

１
９
８
２
年
（
昭
和
57
）
か
ら
低
水
路

整
備
に
取
り
組
ん
だ

川
で
は
、
河
川

改
修
で
川
幅
が
３
倍
ほ
ど
に
拡
げ
ら
れ
、

川
底
が
平
ら
に
な
り
水
深
が
浅
く
な
っ

て
、
変
化
の
あ
る
川
の
流
れ
は
な
く
な

っ
て
い
ま
し
た
。

水
深
を
以
前
の
よ
う
に
深
く
し
て
、

早
い
流
れ
や
遅
い
流
れ
と
い
っ
た
多
様

性
を
回
復
す
る
た
め
に
、
河
床
の
中
央

部
を
掘
り
下
げ
、
掘
っ
た
土
砂
を
両
岸

に
盛
り
土
し
て
、
自
然
な
澪
筋

み
お
す
じ

を
形
成

す
る
計
画
を
立
て
ま
し
た
。

し
か
し
、
住
民
か
ら
は
、「
河
床
に

草
が
生
え
る
と
、
流
れ
が
妨
げ
ら
れ
て

危
険
」「
余
計
な
こ
と
を
す
る
な
」
と

い
う
も
の
で
し
た
。
一
番
シ
�
ッ
ク
だ

っ
た
の
は
、
住
民
に
納
得
し
て
も
ら
う

た
め
に
見
せ
た
全
国
の
川
の
ス
ラ
イ
ド

に
、
何
の
反
応
も
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

私
は
、
こ
れ
ら
の
川
の
姿
に
可
能
性
を

見
出
し
て
き
た
だ
け
に
、
本
当
に
シ
�

ッ
ク
で
し
た
ね
。

し
か
し
水
は
ま
だ
汚
い
の
に
、
子
供

た
ち
は
工
事
直
後
か
ら
川
で
遊
び
始
め

シ
リ
ー
ズ
里
川
　
川
ら
し
さ
を
取
り
戻
そ
う

美
し
く
な
け
れ
ば
川
じ
ゃ
な
い
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取
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整
備
し
て
い
ま
す
。
１
９
９
１
年
（
平

成
３
）
に
指
定
を
受
け
た
和
泉
川
で
も
、

東
山
の
水
辺
や
関
ヶ
原
の
水
辺
な
ど
、

川
と
森
を
つ
な
ぐ
水
辺
拠
点
を
整
備
し

ま
し
た
。
子
供
た
ち
の
川
遊
び
は
日
常

的
な
風
景
に
な
り
、
大
勢
の
人
が
和
泉

川
に
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
一
方
で
問
題
も
生
じ
て
い

ま
す
。
和
泉
川
は
整
備
か
ら
十
数
年
経

っ
て
補
修
等
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
木
製
の
柵
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
擬
木

柵
に
取
り
換
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

生
物
の
た
め
に
木
を
植
え
て
人
が
入
り

に
く
い
よ
う
に
整
備
し
た
湿
地
空
間
で

は
、
樹
木
が
刈
り
取
ら
れ
池
や
ワ
ン
ド

が
丸
裸
に
…
。
い
ろ
い
ろ
考
え
方
が
あ

っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
何
を
大
事
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
環
境
を
見

る
目
を
磨
く
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。
私

が
就
職
し
た
こ
ろ
は
、
ま
ず
自
分
で
設

計
す
る
と
い
う
こ
と
を
や
ら
さ
れ
ま
し

た
。
測
量
か
ら
図
面
作
成
、
積
算
ま
で

す
べ
て
、
先
輩
の
や
り
方
を
見
な
が
ら

覚
え
る
。
今
は
、
最
初
か
ら
外
部
任
せ

に
な
っ
て
い
ま
す
。

川
ら
し
さ
と
い
う
と
川
の
中
だ
け
を

考
え
が
ち
で
す
が
、
周
辺
を
含
む
空
間

全
体
が
大
事
で
す
。
川
幅
を
広
く
と
り
、

川
の
自
由
度
を
上
げ
、
川
の
作
用
で
川

ら
し
さ
を
回
復
す
る
。
川
と
周
辺
の
自

然
を
つ
な
げ
る
。
そ
れ
が
、
こ
れ
か
ら

の
大
き
な
課
題
で
す
「
暮
ら
し
の
中
を

流
れ
る
川
、
行
っ
て
み
た
く
な
る
川
の

空
間
」
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

47 美しくなければ川じゃない

た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
「
怪
我
を
し

た
ら
ど
う
す
る
」
と
、
今
度
は
苦
情
の

嵐
が
２
年
間
続
き
ま
し
た
。
で
も
、
水

生
植
物
が
豊
か
に
茂
り
、
多
様
な
流
れ

が
復
活
し
た

川
は
、
今
で
は
地
域
の

シ
ン
ボ
ル
河
川
と
し
て
親
し
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

低
水
路
が
地
元
に
定
着
し
て
再
開
し

た
天
神
橋
上
流
の
整
備
（
１
９
９
２
年
〈
平

成
４
〉）
で
は
、
水
際
に
ヨ
シ
や
ガ
マ
な

ど
の
抽
水
植
物
を
植
え
付
け
る
植
生
工

法
を
採
用
し
、
川
沿
い
の
通
路
に
は
ケ

ヤ
キ
を
植
え
ま
し
た
。
改
修
前
の

川

は
ケ
ヤ
キ
の
河
畔
林
が
連
続
し
て
い
ま

し
た
が
、
す
べ
て
伐
採
さ
れ
た
ん
で
す
。

ケ
ヤ
キ
を
復
元
す
る
こ
と
で
空
間
全
体

が
よ
り
川
ら
し
く
、
魅
力
的
に
な
り
ま

し
た
。
夏
は
葉
が
茂
り
木
陰
で
涼
し
く
、

冬
は
葉
を
落
と
し
て
陽
が
注
ぎ
暖
か
い
。

河
畔
林
は
川
ら
し
さ
の
重
要
な
要
素
で

す
。

川
の
上
流
は
、
１
９
８
９
年
（
平
成

元
）
に
ふ
る
さ
と
の
川
整
備
事
業
の
指

定
を
受
け
て
、
稲
荷
森
の
水
辺
な
ど
周

辺
の
自
然
と
結
び
つ
い
た
水
辺
拠
点
を

1982

1984

1992

2009



48

と
き
ど
き
食
事
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
こ

と
を
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、

一
日
三
食
摂
れ
る
こ
と
に
感
謝
す
る
の
は

勿
論
で
あ
る
が
、
怒
涛
の
よ
う
な
安
土
桃

山
、
江
戸
時
代
に
生
き
た
徳
川
家
康
よ
り
、

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
お
い
し
い
も
の

を
食
べ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
本
で
は
、
あ
る
程
度
お
金
を
出
せ
ば
、

懐
石
も
刺
身
も
寿
司
も
、
ま
た
世
界
中
の

あ
ら
ゆ
る
料
理
を
日
常
に
食
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
し
か
も
日
本
酒
、
焼
酎
を

は
じ
め
ウ
イ
ス
キ
ー
、
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル

と
い
っ
た
多
様
な
酒
も
飲
め
る
か
ら
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
家
康
の
時
代
で
は
、
世
界

の
料
理
は
お
ろ
か
、
こ
ん
な
ご
馳
走
を
食

べ
て
は
い
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、
家
康

時
代
と
そ
の
４
０
０
年
後
の
現
代
に
お
け

る
食
事
文
化
の
差
で
あ
ろ
う
。

石
毛
直
道
編
『
世
界
の
食
事
文
化
』

（
ド
メ
ス
出
版
１
９
７
３
）
に
は
、
人
は

食
べ
る
こ
と
の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
狩
猟
、

採
集
、
漁
労
、
栽
培
、
養
殖
な
ど
の
手
段

で
食
料
資
源
を
得
て
、
こ
の
食
料
の
原
料

に
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
を
施
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
食
べ
や
す
く
し
、
さ
ら
に
で
き

上
が
っ
た
食
べ
物
を
口
に
す
る
と
き
に
食

水の文化書誌 24

《味は文化に支配される》

事
作
法
の
行
動
が
生
ま
れ
、
あ
と
は
人
体

の
生
理
と
な
る
、
と
あ
る
。
そ
し
て
「
人

間
の
食
事
は
生
理
的
欲
求
の
充
足
と
い
う

だ
け
で
は
な
し
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観

に
も
と
づ
く
選
択
原
理
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
個
人
の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
嗜

好
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
特
定
の

社
会
の
レ
ベ
ル
に
な
ら
し
た
ら
、
そ
の
社

会
の
食
事
文
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生

理
的
現
象
の
ほ
か
に
、
食
事
を
き
わ
め
て

文
化
的
な
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
視
角
が

あ
る
の
だ
」
と
、
即
ち
、
個
人
的
な
食
事

の
嗜
好
が
時
を
経
て
、
そ
れ
が
一
定
の
地

域
に
定
着
し
た
と
き
伝
統
的
な
食
事
文
化

が
誕
生
す
る
と
、
論
じ
る
。

既
に
、
三
十
数
年
前
の
こ
と
だ
が
、
同

僚
た
ち
と
東
京
の
居
酒
屋
で
八
丈
島
特
産

ト
ビ
ウ
オ
の
く
さ
や
を
注
文
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
あ
の
強
い
に
お
い
に
は
驚
き
、

食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
一
つ
の
個

人
的
な
嗜
好
の
問
題
で
あ
る
。
藤
井
建
夫

著
『
塩
辛
・
く
さ
や
・
か
つ
お
節
—
水
産

発
酵
食
品
の
製
法
と
旨
味
—
』（
恒
星
社

厚
生
閣
２
０
０
１
）
に
、
く
さ
や
の
由
来

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
伊
豆
諸
島
で
は
上
納
塩
を
製

し
て
い
た
が
、
取
立
て
が
厳
し
く
、
島
で

は
塩
は
極
度
に
不
足
し
、
貴
重
品
で
あ
っ

た
。
伊
豆
諸
島
の
近
海
は
ム
ロ
ア
ジ
、
ア

ジ
、
サ
バ
、
イ
ワ
シ
な
ど
の
好
漁
場
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
を
塩
干
品
に
す
る
際
に
も
、

塩
を
節
約
す
る
た
め
に
、
や
む
な
く
同
じ

塩
水
を
繰
り
返
し
使
っ
て
い
た
。
そ
の
う

ち
、
塩
水
は
独
特
の
異
臭
を
持
つ
よ
う
に

な
り
、
こ
れ
に
漬
け
て
つ
く
ら
れ
る
製
品

も
強
い
に
お
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、

食
べ
れ
ば
結
構
お
い
し
く
、
ま
た
日
持
ち

も
よ
い
た
め
、
島
の
人
々
の
間
に
定
着
し

て
い
っ
た
と
い
う
。
ま
さ
し
く
、
く
さ
や

は
水
産
発
酵
食
品
の
う
ま
味
と
し
て
四
百

年
余
り
も
続
い
て
お
り
、
塩
辛
や
な
れ
ず

し
や
琵
琶
湖
の
ふ
な
ず
し
に
通
じ
る
日
本

の
食
文
化
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
味
と
匂
学
会
編
『
味
の
な

ん
で
も
小
事
典
』（
講
談
社

２
０
０
４
）

に
は
、
食
事
の
５
つ
の
基
本
味
は
、
甘
味
、

塩
味
、
酸
味
、
苦
味
に
、
近
年
で
は
そ
れ

に
う
ま
味
が
加
わ
っ
た
と
あ
る
が
、
子
供

の
こ
ろ
は
ど
う
し
て
も
甘
味
の
も
の
が
お

い
し
く
感
じ
た
も
の
だ
。
母
が
よ
く
ゴ
ー

ヤ
を
料
理
し
て
く
れ
た
が
、
こ
ん
な
に
苦

い
も
の
を
お
い
し
い
と
は
思
え
な
か
っ
た
。

今
で
は
自
然
と
お
腹
の
中
に
入
っ
て
い
く
。

好
み
は
年
齢
を
重
ね
る
ご
と
に
変
わ
っ
て

い
く
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

味
は
人
を
支
配
す
る
と
い
え
る
。
日
本
調

理
科
学
会
編
『
料
理
の
な
ん
で
も
小
事
典
』

（
講
談
社

２
０
０
８
）
で
、
調
味
料
の

「
さ
し
す
せ
そ
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
砂
糖
、

塩
、
酢
、
醤
油
、
味
噌
を
指
す
と
同
時
に
、

調
味
料
を
入
れ
る
順
番
を
表
し
て
い
る
。

河
野
友
美
著
『
味
の
文
化
史
』（
世
界

書
院
１
９
９
７
）
の
中
で
、
権
力
者
に
よ

る
さ
ま
ざ
ま
な
味
の
支
配
に
つ
い
て
、
例

え
ば
植
民
地
時
代
に
お
け
る
塩
や
砂
糖
や

コ
ー
ヒ
ー
の
生
産
の
歴
史
か
ら
論
じ
ら
れ

て
お
り
興
味
を
引
く
。
ま
た
、
こ
の
書
で

は
人
間
の
味
覚
細
胞
は
一
つ
の
細
胞
で
す

べ
て
の
味
を
判
別
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
指
摘
す
る
。
味
覚
の
分
布
は
舌
の
先
端

で
甘
味
、
中
央
で
塩
味
、
両
端
で
酸
味
、

奥
の
ほ
う
で
苦
味
を
感
じ
、
う
ま
味
は
甘

味
に
近
い
所
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
「
人
間
が
感
じ
る
味
に
は
、
本
能

的
な
味
と
情
緒
的
な
味
が
あ
り
、
そ
れ
を

基
本
に
し
て
文
化
が
成
立
し
て
い
く
。
こ

古賀 邦雄
こが くにお

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業
水資源開発公団

（現・独立行政法人水資源機構）に入社
30年間にわたり

水・河川・湖沼関係文献を収集
2001年退職し現在、日本河川開発調査会

筑後川水問題研究会に所属
2008年5月に収集した書籍を所蔵する

「古賀河川図書館」を開設
URL：http://mymy.jp/koga/



49 味は文化に支配される

オ
レ
ン
ジ
、
レ
モ
ン
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

日
本
料
理
に
関
す
る
柴
田
書
店
編
・
発

行
『
だ
し
の
基
本
と
日
本
料
理
—
う
ま
味

の
も
と
を
解
き
あ
か
す
』
（
２
０
０
７
）

を
読
む
と
、
料
理
が
楽
し
く
な
る
。
高
橋

英
一
は
日
本
料
理
に
お
け
る
だ
し
を
絶
賛

し
て
い
る
。「
日
本
の
だ
し
ほ
ど
素
晴
ら

し
い
だ
し
は
無
い
と
思
い
ま
す
。
昆
布
の

持
つ
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
の
う
ま
味
と
鰹
節
の

持
つ
イ
ノ
シ
ン
酸
の
う
ま
味
は
、
一
プ
ラ

ス
一
は
二
で
な
し
に
、
そ
の
お
い
し
さ
は

七
に
も
八
に
も
な
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
単

に
二
種
類
の
も
の
を
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ほ

ど
深
い
う
ま
味
の
あ
る
だ
し
は
他
国
に
は

存
在
し
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
し
と
い
う
も

の
は
、
全
て
の
料
理
の
基
本
に
な
る
と
言

え
る
く
ら
い
た
い
せ
つ
な
も
の
、
と
私
は

若
い
頃
か
ら
位
置
づ
け
て
お
り
ま
す
」。

だ
し
に
つ
い
て
は
、
藤
村
和
夫
著
『
だ

し
の
本
』(

ハ
ー
ト
出
版
１
９
８
８
）、
太

田
静
行
著
『
う
ま
味
調
味
料
の
知
識
』

（
幸
書
房
２
０
０
８
）、
伏
木
亨
著
『
お
い

し
さ
を
科
学
す
る
—
だ
か
ら
ダ
シ
は
お
い

し
い
』（
筑
摩
書
房
２
０
０
６
）
が
あ
る
。

斎
藤
浩
・
太
田
静
行
編
著
『
隠
し
味
の
科

学
』（
幸
書
房
２
０
０
２
）
は
、
主
の
味

を
引
き
立
て
る
た
め
に
、
目
立
た
な
い
よ

う
に
調
味
料
や
香
辛
料
を
使
う
隠
し
味
を

追
求
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
書
で
あ
る
。
隠
し

味
と
し
て
、
酢
や
醤
油
や
香
辛
料
な
ど
が

用
い
ら
れ
る
。
多
く
の
料
理
は
、
酸
味
が

そ
れ
と
感
じ
な
い
程
度
の
わ
ず
か
の
酢
を

加
え
る
こ
と
で
味
に
深
み
が
で
き
、
全
体

と
し
て
、
味
が
引
き
締
ま
る
。
醤
油
や
魚

醤
油
も
少
量
添
加
す
る
と
、
複
雑
な
味
が

加
わ
る
。
苦
味
を
持
つ
香
辛
料
な
ど
も
苦

さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
程
度
に
使
用
す
る
と

料
理
の
味
が
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
、

と
い
う
。
さ
ら
に
、
料
理
素
材
の
お
い
し

さ
を
引
き
出
す
た
め
の
調
理
技
術
、
使
用

調
味
料
や
香
辛
料
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

料
理
の
お
い
し
さ
の
本
質
で
あ
る
「
香
り
」

+

「
味
」+

「
う
ま
さ
」+

「
彩
り
」+

「
配
列
」+

「
食
器
」+

「
雰
囲
気
」=

「
風
味
」
が
醸
し
出
す
料
理
素
材
と
飲
食

す
る
人
と
の
調
和
、
こ
れ
が
お
い
し
さ
の

真
の
「
隠
し
味
」
で
あ
る
、
と
も
い
う
。

越
智
宏
倫
著
『
天
然
調
味
料
』（
光
琳

１
９
９
３
）
も
ま
た
昆
布
な
ど
各
種
の
調

味
料
に
つ
い
て
論
じ
、
天
然
調
味
料
の
展

望
に
つ
い
て
「
食
品
は
、
本
物
志
向
、
美

味
し
さ
志
向
、
経
済
的
志
向
、
簡
便
性
志

向
、
健
康
志
向
へ
と
シ
フ
ト
し
て
お
り
、

天
然
調
味
料
に
対
す
る
機
能
性
・
特
質
も

高
度
な
も
の
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
今
後
の
天
然
調
味
料
に
求
め
ら

れ
る
特
質
は
、（
１
）
お
い
し
く
嫌
味
の

な
い
味
、（
２
）
お
い
し
く
飽
き
の
こ
な

い
味
の
二
つ
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
う
ま
味
の
文
化
に
つ
い
て
、
紹

介
し
て
き
た
が
、
そ
の
素
と
な
る
の
は
水

で
あ
り
、
水
と
料
理
に
関
し
て
、
松
元
文

子
著
『
食
べ
物
と
水
』（
家
政
教
育
社
１

９
８
８
）、
野
口
駿
著
『
食
品
と
水
の
科

学
』（
幸
書
房

１
９
９
２
）、
早
川
光
著

『
お
い
し
い
水
で
料
理
が
変
わ
る
』（
農
文

協
１
９
９
３
）
を
挙
げ
る
。

終
わ
り
に
、
ア
ジ
ア
の
食
文
化
と
水
の

文
化
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
つ
な
が
り
が
あ

る
。
ど
ち
ら
も
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
見
失
い
が
ち

な
私
た
ち
は
、
も
っ
と
食
と
水
に
気
を
配

ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

の
２
つ
の
味
の
種
類
は
、
文
化
の
形
態
に

と
っ
て
も
大
き
く
２
つ
に
分
け
ら
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
生
理
的
な
味
は
、
人
間
の

生
命
を
握
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
的

に
権
力
と
結
び
つ
い
た
文
化
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
情
緒
的
な
味
は
直
接
生
命
と
関
係

し
な
い
味
で
あ
る
か
ら
、
権
力
と
は
関
係

な
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
文
化
を
動
か
す
も
の
は
、
こ
の
情
緒
的

な
味
の
ほ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
、

主
張
す
る
。
こ
の
説
は
面
白
い
。
快
、
不

快
と
苦
味
の
テ
ー
マ
で
、
苦
味
は
味
の
中

で
生
理
的
に
左
右
さ
れ
な
い
味
で
、
情
緒

的
な
味
に
分
類
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ビ
ー

ル
に
は
材
料
の
ホ
ッ
プ
の
苦
味
成
分
が
含

ま
れ
て
お
り
、
気
分
が
す
ぐ
れ
な
い
と
き

は
、
そ
の
味
は
大
変
嫌
な
味
と
し
て
感
じ

ら
れ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
も
同
様
で
あ
る
。

伏
木
亨
著
『
味
覚
と
嗜
好
の
サ
イ
エ
ン

ス
』(

丸
善
２
０
０
８
）
に
よ
れ
ば
、
味

覚
は
視
覚
や
臭
覚
と
同
様
に
人
間
の
感
覚

を
表
わ
す
生
理
学
的
な
用
語
で
、
舌
か
ら

脳
へ
信
号
を
淡
々
と
伝
え
る
の
が
味
覚
で
、

不
変
。
一
方
嗜
好
は
、
過
去
か
ら
の
食
体

験
に
基
づ
い
て
善
し
悪
し
が
判
断
さ
れ
、

好
き
嫌
い
を
指
し
、
食
体
験
を
重
ね
る
こ

と
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
。
前
述
し
た

が
、
子
供
の
こ
ろ
嫌
い
だ
っ
た
ゴ
ー
ヤ
が

年
を
と
れ
ば
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
同
著
『
人
間
は
脳
で
食
べ
て
い
る
』

（
筑
摩
書
房
２
０
０
５
）
に
は
、
テ
レ
ビ

な
ど
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
情
報
は
、

そ
の
食
べ
も
の
の
お
い
し
さ
を
い
つ
の
間

に
か
人
の
脳
に
イ
ン
プ
ッ
ト
し
、
食
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ

は
人
が
食
物
を
脳
で
食
べ
て
い
る
こ
と
を

実
証
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
味
が
人
を

支
配
す
る
例
だ
。
し
か
し
そ
の
情
報
が
、

い
っ
た
ん
テ
レ
ビ
か
ら
消
え
て
し
ま
う
と
、

そ
の
嗜
好
は
無
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。

味
覚
に
つ
い
て
は
、
阿
部
啓
子
他
著

『
食
と
味
覚
』（
建
帛
社
２
０
０
８
）、
都

甲
潔
著
『
味
覚
を
科
学
す
る
』（
角
川
書

店
２
０
０
２
）
の
書
が
あ
る
。

や
は
り
、
料
理
は
４
つ
の
基
本
味
に
う

ま
味
を
伴
っ
た
も
の
が
お
い
し
く
感
じ
る

も
の
だ
。
う
ま
味
は
だ
し
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
る
。
だ
し
と
は
出
し
汁
の
こ
と
で
、

鰹
節
や
昆
布
な
ど
を
煮
出
し
て
、
料
理
の

う
ま
さ
を
増
す
の
に
使
う
汁
で
あ
る
。
太

田
静
行
著
『
だ
し
・
エ
キ
ス
の
知
識
』

（
幸
書
房
２
０
０
６
）
に
は
、
昆
布
の
う

ま
味
の
本
体
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
で
あ
る
こ

と
を
発
見
し
た
の
は
、
当
時
、
東
京
帝
国

大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
池
田
菊
苗
で
、
グ

ル
タ
ミ
ン
酸
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
を
調
味
料

と
し
て
、
特
許
出
願
し
た
。
鈴
木
製
薬
所

（
味
の
素
株
式
会
社
の
前
身
）
の
鈴
木
三
郎
助

が
こ
の
特
許
に
つ
い
て
、
企
業
化
す
る
こ

と
に
な
り
、
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

は
１
９
０
９
年
（
明
治
42
）
５
月
「
味
の
素
」

の
名
で
発
売
さ
れ
た
。
一
方
鰹
節
の
う
ま

味
の
本
体
は`

５
—
イ
ノ
シ
ン
酸
で
、
１
８

４
７
年
（
弘
化
４
）
に
ド
イ
ツ
の
リ
ー
ビ
ッ

ヒ
が
牛
肉
の
抽
出
液
か
ら
発
見
。
日
本
で

は
、
１
９
１
３
年
（
大
正
２
）
小
玉
新
太
郎

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
小
玉
は
さ
ら
に
鰹

節
の
う
ま
味
に
つ
い
て
研
究
し
、
そ
れ
が`

５
—
イ
ノ
シ
ン
酸
に
由
来
す
る
こ
と
を
見

出
し
た
、
と
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
書
で
は

天
然
エ
キ
ス
系
調
味
料
と
し
て
、
畜
産
物

の
チ
キ
ン
、
ポ
ー
ク
、
ビ
ー
フ
、
水
産
物

と
し
て
鰹
、
煮
干
、
グ
チ
、
ハ
モ
、
タ
ラ
、

イ
カ
、
牡
蠣
、
鮑
、
カ
ニ
、
エ
ビ
、
農
産

物
と
し
て
オ
ニ
オ
ン
、
ガ
ー
リ
ッ
ク
、
ハ

ク
サ
イ
、
ネ
ギ
、
ニ
ン
ジ
ン
、
シ
イ
タ
ケ
、
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名
目
で
、
す
ご
い
こ
と
を
学
ん
で
い
る

こ
と
を
知
る
こ
と
も
で
き
た
。
サ
プ
リ

メ
ン
ト
や
健
康
グ
ッ
ズ
が
花
盛
り
だ
が
、

そ
ん
な
こ
と
に
時
間
や
お
金
を
費
や
す

よ
り
は
、
小
学
生
に
な
ら
い
、
食
を
通

し
て
物
事
を
見
る
習
慣
を
身
に
つ
け
た

ほ
う
が
い
い
。

健
康
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
際

情
勢
か
ら
日
本
の
歴
史
ま
で
、
あ
ら
ゆ

る
こ
と
を
幅
広
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

水
と
野
菜
と
ご
飯

日
本
に
だ
し
と
い
う
特
殊
な
「
う
ま

味
」
が
定
着
し
た
の
は
、
安
全
で
お
い

し
い
水
が
あ
っ
た
こ
と
、
油
脂
に
頼
ら

な
い
野
菜
中
心
の
献
立
だ
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
何
よ
り
主
食
が
ご
飯
だ
っ
た
こ

と
が
大
き
い
。

も
ち
ろ
ん
、
麺
類
に
も
だ
し
は
欠
か

せ
な
い
。
し
か
し
、
小
麦
や
蕎
麦
か
ら

つ
く
っ
た
麺
が
主
食
で
あ
っ
た
な
ら
、

パ
ン
食
同
様
、
足
り
な
い
栄
養
素
を
補

う
た
め
に
、
野
菜
中
心
の
お
か
ず
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
タ
ン
パ
ク
質

を
求
め
た
結
果
、
だ
し
の
在
り
方
も
違

っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

う
ま
味
に
助
け
ら
れ
て
、
薄
味
で
も

お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
だ
し
。
そ
れ
に

衣
食
足
り
て
礼
節
は

戦
後
、
栄
養
学
の
見
地
か
ら
「
日
本

人
の
食
事
に
は
○
○
が
足
り
な
い
」
と
、

足
り
な
い
も
の
を
増
や
す
食
生
活
改
善

が
進
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、「
西
洋
諸
国
・
先
進
国

並
み
」
の
食
を
目
指
し
て
き
た
結
果
、

生
活
習
慣
病
が
増
え
、
腹
回
り
も
ド
ッ

シ
リ
し
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
「
ふ
ん

ど
し
一
つ
で
筋
肉
隆
々
」
と
評
さ
れ
た

日
本
人
の
体
型
は
、
そ
ん
な
メ
タ
ボ
な

人
々
か
、
ス
リ
ム
で
あ
っ
て
も
中
身
は

不
健
康
な
人
々
が
多
数
を
占
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

郷
土
の
食
を
見
直
す

誤
っ
た
栄
養
学
の
解
釈
か
ら
、
米
食

が
不
当
に
評
価
を
下
げ
た
時
期
も
あ
る
。

「
ご
飯
を
食
べ
る
よ
り
栄
養
の
あ
る
肉
や

乳
製
品
を
摂
っ
た
ほ
う
が
い
い
」
と
食

べ
続
け
て
き
た
結
果
、
食
べ
も
の
の
好

み
も
欧
米
型
に
な
っ
た
。

い
っ
た
ん
濃
い
味
、
イ
ン
パ
ク
ト
の

あ
る
味
に
舌
が
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
だ

し
の
よ
う
な
淡
い
味
に
満
足
で
き
な
い

よ
う
に
な
る
。
知
り
合
い
の
若
者
が

「
味
が
な
い
か
ら
豆
腐
が
嫌
い
」
と
言
う

の
を
聞
い
た
と
き
、
豆
腐
の
味
が
わ
か

ら
な
い
日
本
人
が
育
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
、
大
き
な
驚
き
を
覚
え
た
も
の
だ
。

実
は
、
栄
養
学
的
に
見
て
も
、
ご
飯

は
優
れ
た
食
材
。
同
じ
よ
う
に
主
食
と

し
て
食
べ
ら
れ
る
パ
ン
よ
り
も
タ
ン
パ

ク
質
が
豊
富
だ
か
ら
こ
そ
、
肉
や
乳
製

品
を
摂
ら
な
く
て
も
、
身
体
を
維
持
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

「
ご
飯
と
味
噌
汁
と
野
菜
の
煮
物
と

魚
」
と
い
う
和
食
の
献
立
は
、
栄
養
的

に
も
文
化
的
に
も
豊
か
な
食
で
、
日
本

の
風
土
と
分
ち
難
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

肉
や
乳
製
品
を
た
っ
ぷ
り
摂
る
食
事

は
、
一
見
豊
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、

主
食
で
あ
る
パ
ン
に
足
り
な
い
栄
養
素

を
補
う
た
め
に
、
こ
れ
も
ま
た
必
然
的

に
風
土
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
献
立
。
ど

ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
否
か
は
言
え
な

い
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
食
と
い
う
の
は
郷
土

に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
、
善
し
悪
し

で
量
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
ら

れ
た
。

今
ど
き
の
食
育

今
ど
き
の
小
学
生
が
、
食
育
と
い
う

の
は
、
簡
便
派
か
本
格
派
か
の
選
択
で

は
な
く
て
、
日
常
の
食
か
ら
、
だ
し
を

な
く
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
に
あ
る
。

調
理
文
化
の
火
を
消
す
な

し
か
し
、
い
つ
も
い
つ
も
簡
便
に
し

て
い
る
と
、
い
ざ
、
本
格
的
な
調
理
を

し
よ
う
と
思
っ
て
も
で
き
な
く
な
る
。

日
常
は
簡
便
に
、
休
日
や
行
事
の
と

き
に
は
本
物
の
だ
し
を
、
と
メ
リ
ハ
リ

を
き
か
せ
よ
う
。
季
節
感
が
豊
か
な
日

本
に
お
い
て
、
節
句
食
や
四
季
ご
と
の

料
理
を
楽
し
む
こ
と
は
、
五
感
を
鍛
え

る
に
も
良
い
機
会
で
は
な
い
か
。

だ
し
は
、
主
役
に
は
な
り
得
な
い
地

味
な
存
在
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
飽
き
ず

に
食
べ
続
け
ら
れ
て
き
た
と
も
い
え
る
。

嗜
好
の
変
化
に
伴
っ
て
、
お
節
料
理

な
ど
の
伝
統
的
な
調
理
文
化
が
失
わ
れ
、

鰹
節
製
造
業
者
も
減
少
し
て
い
る
と
い

う
。
長
い
歴
史
の
中
で
、
風
土
に
育
ま

れ
て
き
た
日
本
型
食
生
活
。
そ
れ
を
失

う
こ
と
は
、
大
変
な
損
失
で
あ
る
。

だ
し
の
う
ま
味
を
味
わ
い
直
し
、
も

う
一
度
、
そ
の
意
味
を
噛
み
締
め
て
、

ひ
と
手
間
か
け
る
贅
沢
を
楽
し
ん
で
み

た
い
も
の
だ
。

文
化
を
つ
く
る
　

だ
し
の
真
髄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
部

は
、
安
全
で
お
い
し
く
、
軟
ら
か
い
水

が
欠
か
せ
な
い
。
い
や
、
そ
う
い
う
水

に
恵
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
だ
し
に
支
え

ら
れ
た
日
本
料
理
が
、
こ
う
し
て
花
開

い
た
の
で
あ
る
。

簡
便
化
は
是
か
非
か

日
本
人
は
だ
し
の
味
が
大
好
き
だ
し
、

う
ま
味
に
対
す
る
嗜
好
も
強
い
。
郷
土

食
と
し
て
の
だ
し
の
地
位
は
、
ま
だ
ま

だ
安
泰
の
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
が
、
だ
し
そ
の
も
の
の
在
り

方
は
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

か
つ
て
は
ど
の
家
庭
に
も
あ
っ
た
鰹

節
削
り
機
は
復
活
の
兆
し
が
あ
る
と
は

言
う
も
の
の
、
ご
く
わ
ず
か
。
た
い
が

い
は
削
り
節
か
、
粉
末
状
の
風
味
調
味

料
が
使
わ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
。
家
庭

で
は
簡
便
化
が
進
行
中
な
の
で
あ
る
。

鰹
節
に
比
べ
て
、
た
だ
浸
し
て
お
い

て
引
き
上
げ
る
だ
け
の
昆
布
は
、
使
い

方
が
簡
便
な
分
、
形
勢
有
利
。
お
で
ん

や
湯
豆
腐
な
ど
、
鍋
も
の
に
は
欠
か
せ

な
い
食
材
で
あ
る
。

「
だ
し
は
本
物
で
な
い
と
」
と
言
う

の
は
簡
単
だ
が
、
実
行
す
る
の
は
難
し

い
。
肩
肘
張
ら
ず
に
、
増
え
た
選
択
肢

を
う
ま
く
活
用
す
れ
ば
い
い
。
問
題
な
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■水の文化34号予告

特集「森林」（仮）

森林は古くから、燃料や建築資材を人の暮らしに提

供してきました。今日では生物多様性保全、温暖化

緩和、土砂災害防止、水源涵養といった地球規模の

役割までが求められています。しかし森林は開発さ

れ、資源としての木材はさまざまな理由で、そのポ

テンシャルを失いつつあるのが現状です。現代の森

林文化とは、どのようなものなのでしょうか。

『水の文化』に関する情報をお寄せください
本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水とのかかわり」に焦点
を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。
ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差し
た調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、
事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化 バックナンバーをホームページで
本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

編
集
後
記

◆
今
回
か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
つ
い
ぞ
掘
り
下
げ
た
く
な
る
、

興
味
深
い
、
楽
し
み
な
内
容
に
協
力
し
進
め
た
い
と
い
う
想
い
で
す
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
だ
し
ソ
ム
リ
エ
に
挑
戦
で
は
、
唯
一
人
の
中
京
圏

出
身
者
と
し
て
、
郷
土
の
色
が
出
た
こ
と
に
大
い
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。（
小
）

◆
幼
い
こ
ろ
の
記
憶
で
、
煮
干
が
入
っ
た
味
噌
汁
や
削
り
た
て
の
鰹
節
が
放

た
れ
た
鍋
の
光
景
を
思
い
出
す
が
、
今
の
食
事
情
で
は
残
念
な
が
ら
そ
う
そ

う
は
再
現
で
き
な
い
。
食
品
の
加
工
度
が
上
が
っ
た
り
、
食
生
活
そ
の
も
の

の
変
化
な
ど
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
だ
し
」
の
魅
力
は
今
で
も
充
分

に
あ
る
。
肝
心
な
の
は
、「
だ
し
」
の
魅
力
を
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
。（
新
）

◆
普
段
だ
し
を
と
っ
て
料
理
を
す
る
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
な
い
の
で
、
い

ざ
だ
し
を
と
ろ
う
と
な
る
と
、「
こ
れ
で
い
い
ん
だ
っ
け
？
」
と
モ
タ
モ
タ

し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
、
き
ち
ん
と
と
っ
た
だ
し
の
味
は
、
と
て
も
美
味

し
い
。
た
ま
に
は
ひ
と
手
間
か
け
て
、
だ
し
を
楽
し
み
た
い
。（
百
）

◆
子
供
の
こ
ろ
、
家
で
フ
ツ
ウ
に
使
っ
て
い
た
鰹
節
削
り
節
器
で
、
鰹
節
を

こ
わ
ご
わ
削
っ
た
記
憶
が
甦
る
。
シ
ュ
ッ
シ
ュ
ッ
と
い
う
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音
、

プ
ー
ン
と
香
る
い
い
匂
い
。
あ
れ
が
だ
し
と
の
出
逢
い
だ
っ
た
の
か
。
削
り

節
器
を
探
し
て
み
る
か
！
（
ゆ
）

◆
最
近
「
ね
こ
ま
ん
ま
」
に
は
ま
っ
て
い
る
。
味
噌
汁
を
ぶ
っ
か
け
る
の
で

は
な
く
、
削
り
節
を
あ
つ
あ
つ
ご
飯
に
ふ
り
か
け
る
。
こ
う
い
う
の
は
ド
ラ

イ
な
だ
し
と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
け
ど
、
と
に
か
く
美
味
し
い
。
日
本
人

で
よ
か
っ
た
。（
中
）

◆
行
列
の
で
き
る
ラ
ー
メ
ン
店
。
店
の
自
慢
は
だ
し
に
こ
だ
わ
っ
た
ス
ー
プ
。

１
時
間
近
く
並
ん
で
、
よ
う
や
く
ド
ン
ブ
リ
が
届
い
た
瞬
間
、
隣
の
お
客
が

味
見
も
し
な
い
ま
ま
、
大
量
の
胡
椒
を
振
り
か
け
て
い
る
姿
に
唖
然
と
し
た
。

薄
味
の
中
に
甘
エ
ビ
の
香
り
を
見
つ
け
た
私
の
喜
び
を
、
彼
は
果
た
し
て
味

わ
え
た
の
だ
ろ
う
か
？
（
緒
）

◆
子
供
の
こ
ろ
、
台
所
に
あ
る
煮
干
や
鰹
節
を
お
や
つ
代
わ
り
に
し
て
い
た

記
憶
が
あ
る
。
久
し
く
食
べ
て
い
な
か
っ
た
が
、
実
験
の
と
き
余
っ
た
煮
干

を
つ
ま
ん
で
み
た
。
大
人
に
な
っ
た
か
ら
な
の
か
、
慣
れ
親
し
ん
だ
味
だ
か

ら
か
、
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
な
ん
か
よ
り
断
然
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
い
い
。（
力
）

◆
実
験
で
余
っ
た
だ
し
素
材
を
、
我
が
家
で
も
使
っ
て
み
た
。
だ
し
の
滋
味

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
鰹
節
の
香
り
の
良
さ
に
ビ
ッ
ク
リ
。
塩
分
、
油
脂
分

が
わ
ず
か
で
も
満
足
で
き
る
味
に
な
る
。
手
抜
き
を
し
て
い
た
四
半
世
紀
が

も
っ
た
い
な
く
、
悔
や
ま
れ
て
な
ら
な
い
。（
賀
）

水の文化 
Information



表紙上：本物はやっぱり、良い。そう実感するのは、何よりもその芳しい香りにある。嗅覚が刺激されると、唾液が出て、お腹がグ
ウと鳴った。確かに、においは「おいしかった記憶」を正確に呼び起こすようだ。

表紙下：「味がないから豆腐が嫌い」と言い放った若者がいる。まずい豆腐しか食べたことがないからなのか、本当に味がないと感
じているのか。ジャンクフードの強い味つけに慣れて、舌が麻痺しているとしたら恐ろしいことだ。ちなみに、湯豆腐は煮
切った酒にだしと醤油を加えたつけだれで。お試しあれ。

裏表紙上：だしと醤油とみりんの味は、奥村彪生さん流にいうと「江戸の甘辛」。ひと煮立ちする間に、ご飯に合うおかずが一品で
き上がる。

裏表紙下：主だった産地の昆布が一堂に会した。どれも、しみじみと滋味深い味わい。ワインと料理の組み合わせが醸し出す妙味に
対抗して、持ち味を生かした調理法を考えるのも一興だ。

水
の
文
化
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