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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
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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
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（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
。
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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。




