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執筆／大川吉弘 
 
 

1939年生まれ。塩問屋栃木塩業の三代目社長を継ぐ。 

平成 9 年 専売塩元売のグループ会社 

「協業組合日本塩商」理事長 就任。 

平成11年 永年塩業界に貢献し、黄綬褒章を授与される。 

平成13年 関東の塩元売を合同、 

日本塩商（株）に組織変更 社長就任。 

平成14年 塩の完全自由化（4月）に伴い、塩のリーディング 
カンパニーをめざし、ジャパンソルト（株）に社名変更。 
監修／大野正之 
ジャパンソルト株式会社 技術顧問 
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め 

日本の塩ルネッサンス 

塩
作
り
は
先
人
た
ち
の
知
恵 

 
塩
の
長
期
貯
蔵
と
焼
塩 

三代広重　大日本物産圖會『播磨國赤穂塩濱之図』 

入浜式塩田 

能登の揚浜塩田 沼井（ぬい）作業 

 

             

  

塩
は
、私
た
ち
が
日
常
的
に
た
し
な
む

こ
と
の
で
き
る
世
界
各
地
の
食
文
化
の

成
熟
に
、深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国

に
は
、必
ず
、良
い
塩
が
採
れ
る
「
名
塩
」

と
呼
ば
れ
る
塩
の
産
地
が
あ
り
ま
す
。
今
、

私
が
思
い
描
い
て
い
る
テ
ー
マ
は
、日
本
の

塩
の
歴
史
と
伝
統
の
な
か
で
育
ま
れ
て
き

た
塩
の
価
値
を
、も
う
一
度
再
発
見
し
、そ

こ
に
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
塩
の
価

値
を
創
造
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、日
本

料
理
を
支
え
て
き
た
本
来
の
塩
、「
こ
だ
わ

り
の
塩
」へ
の
強
い
思
い
で
す
。 

 

塩
は
人
が
生
き
る
の
に
欠
か
せ
な
い
存

在
で
あ
り
、貴
重
な
地
球
の
資
源
で
す
が
、

人
の
感
性
や
豊
か
な
心
を
満
た
す
「
味
」

を
基
軸
に
し
た
と
き
、こ
れ
ま
で
の
工
業

生
産
的
な
塩
で
は
な
く
、伝
統
の
技
術
と

手
作
り
の
塩
が
、豊
か
な
食
文
化
を
創
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。 

日
本
の
古
代
・
中
世
の
塩
づ
く
り 

 

世
界
的
に
は
天
日
塩
、岩
塩
が
主
流
で

す
が
、日
本
に
は
岩
塩
層
も
塩
湖
も
存
在

せ
ず
、気
候
的
に
、太
陽
と
風
の
力
で
海

水
を
蒸
発
さ
せ
て
つ
く
る
天
日
塩
も
で

き
ま
せ
ん
。
古
代
日
本
人
は
海
か
ら
海
水

を
汲
ん
で
そ
の
ま
ま
煮
つ
め
る
「
直
煮
」
に

よ
り
塩
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。縄
文
時
代
の

遺
跡
か
ら
、塩
を
つ
く
っ
た
と
み
ら
れ
る
円

錐
形
の
製
塩
土
器
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

縄
文
後
期
か
ら
弥
生
期
に
農
耕
が
発

達
す
る
と
、食
生
活
の
変
化
と
と
も
に
塩

の
需
要
も
増
え
て
、藻
や
砂
を
利
用
す
る 

海
水
濃
縮
の
技
術
が
う
ま
れ
た
と
い
わ
れ

ま
す
。 

 

や
が
て
6
世
紀
飛
鳥
時
代
に
な
る
と「
藻

塩
焼
き
」
と
い
う
日
本
独
特
の
製
塩
方
法

が
現
れ
ま
す
。
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
や
カ
ジ
メ
な

ど
の
海
藻
を
浜
辺
に
積
み
上
げ
、幾
度
も

海
水
を
か
け
て
天
日
で
乾
燥
さ
せ
て
塩

分
を
濃
縮
し
、そ
の
海
藻
を
焼
い
た
灰
を

海
水
で
溶
い
て
土
器
の
釜
で
煮
つ
め
て
塩

を
と
る
製
塩
技
術
で
す
。
万
葉
集
に
「
朝

凪
に
玉
藻
刈
り
つ
つ
、夕
凪
に
、藻
塩
焼
き

つ
つ
海
少
女
」
と
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。
奈
良

時
代
に
な
る
と
、藻
塩
焼
き
は
「
揚
げ
浜

式
」
と
呼
ば
れ
る
塩
田
に
発
展
し
ま
す
。

海
岸
の
砂
地
を
な
ら
し
て
汲
み
上
げ
た
海

水
を
散
布
、太
陽
の
光
で
乾
燥
さ
せ
る
と
、 

塩
分
を
濃
く
含
ん
だ
砂
を
あ
つ
め
て
、沼 

井（
ぬ
い
）と
い
う
木
枠
で
つ
く
っ
た
抽
出

装
置
に
入
れ
、濃
い
海
水
を
つ
く
る
も
の

で
す
。こ
の
製
塩
方
法
は
全
国
の
浜
で
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、気
候
と
地
形
に
恵

ま
れ
た
瀬
戸
内
、東
海
地
方
に
塩
田
が
発

達
し
ま
し
た
。や
が
て
十
六
世
紀
頃
に
は
、

潮
の
干
満
を
利
用
し
て
海
水
を
取
り
込

む
製
塩
法
の
「
入
浜
式
塩
田
」
が
登
場
し
、

江
戸
・
大
坂
を
中
心
に
塩
廻
船
に
よ
る
塩

の
流
通
化
が
進
み
、塩
は
産
業
に
発
展
し

て
い
き
ま
す
。 

 
 

日
本
の
塩
づ
く
り
は
、海
水
を
濃
縮
し
、

釜
で
煮
る
、煎
る
、焼
く
と
い
っ
た
多
く
の

工
程
か
ら
塩
の
結
晶
を
採
取
し
ま
す
。
手

間
と
熟
練
の
技
を
必
要
と
し
た
た
め
、繊 

細
な
塩
の
精
製
技
術
が
発
達
し
、す
で
に

奈
良
・
平
安
時
代
に
は
、塩
の
種
類
も
、

石
塩
、堅
塩
・
黒
塩（
固
形
焼
塩
）、煎
塩
・

白
塩（
鉄
釜
で
焼
い
た
細
粒
焼
塩
）、粗
塩

な
ど
も
流
通
し
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

な
ぜ
、塩
づ
く
り
に
ひ
と
の
繊
細
な
神
経

と
技
が
求
め
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、濃
縮

し
た
海
水（
か
ん
水
）に
熱
を
加
え
る
と
、

は
じ
め
に
液
の
表
面
に
「
塩
の
種
」
が
誕

生
し
、次
第
に
大
き
く
な
っ
て
液
中
に
も

結
晶
が
で
き
て
い
く
よ
う
に
、自
在
に
変

化
す
る
い
わ
ば
「
生
き
物
」
だ
か
ら
で
す
。

か
ん
水
の
撹
拌
の
仕
方
に
よ
っ
て
、形
や

大
き
さ
が
異
な
っ
た
塩
の
結
晶
が
で
き

ま
す
。
最
初
に
で
き
た
も
の
だ
け
を
す
く

い
採
っ
て
、平
釜
で
煮
て
で
き
た
塩
が
「
真

塩
」
と
呼
ば
れ
る
上
質
な
塩
で
す
。
真
塩

は
、竹
の
ザ
ル
で
に
が
り
を
切
り
、釜
で
ゆ

っ
く
り
時
間
を
か
け
て
、煎
塩
や
焼
塩
に

仕
上
げ
ら
れ
ま
す
。
再
度
、か
ん
水
を
加

え
て
、苦
汁
成
分
と
一
緒
に
煮
つ
め
た
も
の

を
「
差
塩
」
と
い
い
ま
す
。 

 

江
戸
時
代
、瀬
戸
内
に
集
中
し
た
入

浜
塩
田
で
は
、真
塩
は
江
戸
・
大
坂
の
都

市
に
好
ま
れ
、安
価
な
差
塩
は
東
北
地

方
に
売
ら
れ
ま
し
た
。
播
州
赤
穂
の
差

塩
は
、塩
廻
船
で
米
沢
に
運
ば
れ
る
と
十

倍
の
値
段
が
つ
い
た
と
い
わ
れ
、差
塩
の「
塩

角
」
の
あ
る
辛
い
塩
が
東
北
地
方
の
食
材

と
結
び
つ
い
て
、独
特
な
濃
い
塩
の
味
の

伝
統
が
育
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 
日
本
は
、フ
ラ
ン
ス
、イ
タ
リ
ア
、中
国
の

よ
う
に
、海
水
か
ら
自
然
の
結
晶
を
採
取

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、濃
縮
し
た
海

水
か
ら
塩
を
つ
く
る
の
に
、絶
え
間
な
い
創

意
工
夫
が
重
ね
ら
れ
、先
人
た
ち
の
伝
統

的
な
身
に
つ
け
た
知
識
・
ノ
ウ
ハ
ウ
が
、今

も
脈
々
と
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。 

  
 

昔
は
町
の
大
店
を
は
じ
め
、村
の
裕
福

な
農
家
に
は
塩
倉
が
あ
り
、塩
は
、藁
で
編

ん
だ
か
ま
す
の
袋
に
入
れ
て
保
管
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
塩
は
外
の
湿
気
を
吸
っ
て
、水

分
が
塩
の
表
面
の
苦
汁
を
洗
い
、下
に
置

か
れ
た
苦
汁
箱
に
溜
ま
っ
て
い
き
ま
す
。こ

れ
を
「
塩
を
枯
ら
す
」
と
い
い
、2
年
、３
年

と
年
月
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、熟
成
し
た
、

ま
ろ
や
か
な
枯
れ
た
塩
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

も
う
一
方
で
、塩
を
焼
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

苦
味
成
分
が
変
化
し
、吸
湿
し
に
く
い
ド

ラ
イ
な
塩
に
仕
上
げ
て
、塩
の
長
期
貯
蔵

を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。 

 

中
世
の
貴
族
・
官
僚
・
社
寺
は
税
と
し

て
徴
収
す
る
塩
は
、通
常
焼
き
塩
が
用
い

ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
、当
時
の
食
膳
に
は「
手

塩
皿
」
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、塩
の
商

品
化
を
発
展
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
で
も
、伊
勢
神
宮
で
は
御
塩
浜
で
採
れ

た
粗
塩
を
三
角
錐
形
の
土
器
に
詰
め
て
、

釜
に
入
れ
て
焼
く
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

近
年
、江
戸
時
代
の
城
や
大
名
屋
敷
、

大
店
の
屋
敷
跡
か
ら
、湯
の
み
茶
碗
ほ
ど

の
大
き
さ
の
素
焼
き
で
で
き
た
焼
塩
壷
が

発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、細
か
く
ひ

い
た
塩
を
壷
に
入
れ
て
、も
う
一
度
、釜
で

焼
く
手
法
で
す
。
松
の
木
で
焚
き
、壷
の 

な
ぎ 

な
ぎ 

さ
し
じ
お 

ナチュラルで美味しい塩づくりを求めて ナチュラルで美味しい塩づくりを求めて 
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塩
の
道
と
食
文
化 

 

藻塩焼神事 
高瀬川『淀川両岸一覧』 

モナコの有名レストランで出逢った、塩の新しい魅力 

微
妙
な
塩
加
減 

軽
い
塩
を
求
め
た
旅 

中
の
化
学
反
応
に
よ
っ
て
、繊
細
な
味
の

塩
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
安
土
桃
山
時

代
に
堺
か
ら
伝
え
ら
れ
、長
崎
で
は
、豪

商
の
屋
敷
跡
、オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
出
島
か

ら
も
出
土
、こ
こ
で
は
船
の
塩
が
不
足
し

た
ら
し
く
、壷
焼
塩
を
購
入
し
た
記
録
も

残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

上
流
階
級
で
は
、宴
会
の
塩
焼
き
の

鯛
を
食
べ
る
と
き
、身
の
厚
い
鯛
は
食
べ

進
む
と
塩
味
が
な
く
な
る
の
で
、食
膳
に

壷
焼
塩
を
出
し
て
お
く
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
安
政
元
年（
1
8
5
4
年
）の
瓦
版

に
、幕
府
が
黒
船
ペ
リ
ー
を
接
待
し
た
宴

会
の
二
の
膳
に
、鯛
と
焼
塩
壷
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。一
般
家
庭
で
は
、ホ
ウ
ラ
ク
で

粗
塩
を
煎
っ
て
、手
塩
皿
に
盛
ら
れ
て
、調

味
料
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
焼

塩
は
食
卓
塩
の
ル
ー
ツ
と
い
え
ま
す
。 

  

 

塩
浜
か
ら
内
陸
部
へ
の
塩
の
流
通
が
盛

ん
に
な
る
に
つ
れ
、嵩
の
高
い
塩
を
一
度
に

大
量
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
舟
運
が
物
資

輸
送
の
幹
線
に
成
長
し
、山
岳
地
帯
で
は
、

牛
や
馬
で
運
ぶ
塩
の
行
商
人
が
販
売
を

担
っ
て
い
ま
し
た
。
川
舟
は
高
瀬
舟
と
呼

ば
れ
、一
般
的
に
は
、内
陸
部
の
住
民
が
臨

海
地
域
と
交
易
を
行
う
た
め
に
所
有
し

た
も
の
で
、交
通
の
拠
点
は
内
陸
部
に
お

か
れ
る
の
が
普
通
で
し
た
。 

上
り
荷
は
、塩
、塩
干
魚
、な
ど
の
海
産

物
、下
り
荷
は
、米
、雑
穀
、薪
炭
な
ど
を

主
と
し
な
が
ら
も
、紅
花
、麻
、木
材
、た

ば
こ
な
ど
、地
域
の
特
産
品
の
物
流
を
促

進
し
、「
塩
の
道
」
は
、食
文
化
の
道
で
あ

り
、産
業
の
道
で
も
あ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。 

 

京
都
は
、高
瀬
川
と
淀
川
で
瀬
戸
内
海

に
、宇
治
川
、大
津
街
道
、琵
琶
湖
舟
運

で
日
本
海
に
通
じ
、塩
の
道
の
代
表
的
な

拠
点
で
す
。
京
都
に
は
日
本
中
の
さ
ま
ざ

ま
な
食
材
が
あ
つ
ま
り
、洗
練
さ
れ
た
京

料
理
が
う
ま
れ
た
と
い
え
ま
す
。
9
2
7

年
「
延
喜
式
」
に
は
、京
の
貴
族
た
ち
が

税
と
し
て
貢
納
さ
せ
て
い
た
美
味
な
魚
介

類
を
挙
げ
て
い
ま
す
。 

代
表
例
に
は
、干
鮭
、氷
頭（
鮭
の
頭
部

軟
骨
の
塩
漬
け
）、酢
鮎（
な
れ
鮨
）、塩

塗
鮎
、鮭
内
子（
筋
子
）、海
鼠
腸（
こ
の

わ
た-

ナ
マ
コ
の
腸
の
塩
辛
）、ア
ワ
ビ
、背

腸（
鮭
の
背
骨
の
メ
フ
ン
の
塩
辛
）ほ
か
に

猪
の
干
し
肉
、ス
ル
メ
等
々
、塩
で
味
つ
け

た
酒
の
肴
が
多
い
の
が
目
立
ち
ま
す
。
日

本
の
食
文
化
の
な
か
で
、塩
蔵（
食
材
の

塩
漬
け
）の
存
在
は
、鮒
寿
し
、塩
辛
、魚

醤
、野
菜
の
漬
物
、味
噌
や
醤
油
の
醸
造

な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
的
な
保
存
食
品

を
生
み
出
し
た
源
泉
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

  

イ
タ
リ
ア
料
理
の
心
得
と
し
て
、「
オ
リ

ー
ブ
・
オ
イ
ル
は
気
前
の
い
い
、大
ら
か
な

性
格
の
人
間
に
、バ
ル
サ
ミ
コ（
酢
）は
用

心
深
く
、も
っ
た
い
な
さ
そ
う
に
使
う
“し

ぶ
ち
ん
”に
ま
か
せ
な
さ
い
。
し
か
し
、塩

だ
け
は
“賢
い
人
間
”に
使
わ
せ
な
さ
い
。」

と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
食

材
の
美
味
し
さ
を
活
か
す
微
妙
な
塩
加

減
の
む
づ
か
し
さ
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。

一
瞬
の
手
加
減
で
料
理
の
味
を
引
き
立
て

ま
す
。
日
本
の
板
前
も
、店
に
入
っ
て
く

る
客
の
顔
を
見
て
「
こ
の
客
は
ゴ
ル
フ
帰

り
で
汗
を
か
い
て
い
る
。」
と
直
感
す
れ

ば
、濃
い
味
に
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
絶
妙
な
板
前
の
塩
加
減
の
感
覚
を

科
学
的
に
分
析
し
て
み
る
と
、美
味
し
い
と

感
じ
る
塩
分
の
濃
度
は
0.9
％
、1.1
％
で
は

濃
く
、0.7
％
で
は
水
っ
ぽ
く
感
じ
ら
れ
て
、

塩
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
人
間
の
感
覚
は
、

ま
さ
に
ア
ー
ト
だ
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、加

工
食
品
に
お
い
て
も
、ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
、

か
ま
ぼ
こ
な
ど
は
、肉
・
魚
の
水
溶
性
タ
ン

パ
ク
を
凝
固
さ
せ
る
性
格
、漬
物
で
は
、塩

が
も
っ
て
い
る
水
を
引
き
出
す
浸
透
圧
や

素
材
の
色
を
鮮
や
か
に
残
す
効
果
を
利
用

し
ま
す
。い
ず
れ
も
塩
加
減
が
味
覚
や
食

感
の
決
め
手
と
な
り
ま
す
。 

 

昔
の
平
釜
で
つ
く
っ
て
い
た
時
代
の
美

味
し
い
塩
―
真
塩
は
、今
の
真
空
式
の
釜

で
で
き
た
塩
に
比
べ
る
と
、同
量
で
約
2

倍
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
ま
し
た
。つ
ま
り
、

デ
リ
ケ
ー
ト
な
味
の
調
整
が
で
る
、使
い
勝

手
の
良
い
塩
だ
っ
た
の
で
す
。
今
の
塩
は「
か

さ
比
重
」
の
大
き
い
重
い
塩
の
た
め
に
、少

し
の
量
で
も
味
が
大
き
く
変
化
し
ま
す
。

塩
の
美
味
し
い
と
感
じ
る
「
濃
度
」
の
幅
が

大
変
狭
い
た
め
、料
理
の
味
つ
け
が
む
づ
か

し
い
塩
と
い
え
ま
す
。
料
理
人
の
感
性
に

近
く
、微
量
な
塩
加
減
を
勘
で
正
確
に
使

い
分
け
ら
れ
る
よ
う
な
「
同
じ
容
量
で
塩
分

が
二
分
の
一
の
軽
い
塩
が
作
れ
な
い
か
」
こ
れ

が
、私
の
塩
へ
の
こ
だ
わ
り
の
第
一
歩
で
す
。 

  

 
 

昭
和
48
年
に
米
国
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
で
開
か

れ
た
塩
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ュ
―
ム
に
出
席

し
た
。こ
の
機
会
に
米
国
の
塩
事
情
を
見

聞
し
た
い
と
各
地
の
岩
塩
鉱
や
塩
湖
を
視

察
し
て
い
た
お
り
、デ
ト
ロ
イ
ト
郊
外
の
セ

ン
ト
ク
レ
ア
で
、液
表
で
結
晶
を
つ
く
る
ア

ル
バ
ー
ガ
ー
・
ソ
ル
ト
と
い
う
フ
レ
ー
ク
塩
を

発
見
し
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
の
真
空
式
蒸

発
缶
で
で
き
る
サ
イ
コ
ロ
状
の
正
六
面
体

の
結
晶
と
は
違
う
、同
じ
容
量
で
重
量

が
約
半
分
と
い
う
塩
の
結
晶
と
出
会
っ

た
と
き
の
驚
き
が
、軽
い
塩
づ
く
り
の
き

っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、フ
ラ
ン
ス
、イ
タ
リ
ア
、ス
ペ
イ

ン
、ギ
リ
シ
ャ
と
、軽
い
塩
の
系
譜
を
求
め

た
旅
が
続
き
ま
し
た
が
、5
年
後
に
ロ
ン

ド
ン
郊
外
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
食
料

品
店
で
、ふ
た
た
び
胸
が
と
き
め
く
よ
う

な
「
か
る
ー
い
塩
」
に
出
会
い
ま
し
た
。ろ

う
紙
に
包
ま
れ
、10
セ
ン
チ
角
の
長
さ
20

セ
ン
チ
ほ
ど
の
塩
の
塊
、「
カ
ッ
ト
ラ
ン
プ

ソ
ル
ト
」
で
す
。
岩
塩
を
溶
か
し
て
平
釜

で
煮
詰
め
、木
箱
に
入
れ
て
乾
燥
さ
せ
た

も
の
で
、ま
る
で
軽
石
の
よ
う
な
塩
で
す
。

自
然
の
岩
塩
の
な
か
に
は
、灰
色
に
濁
っ

た
泥
や
重
金
属
類
な
ど
、身
体
に
害
を

及
ぼ
す
不
純
物
が
混
ざ
っ
た
も
の
が
あ

り
ま
す
。こ
の
カ
ッ
ト
ラ
ン
プ
ソ
ル
ト
に
は
、

溶
解
・
再
結
晶
に
よ
っ
て
、安
全
な
塩
を

つ
く
る
と
い
う
ひ
と
の
知
恵
が
強
く
感
じ

ら
れ
ま
す
。 

 

フ
ラ
ン
ス
の
名
塩
、フ
ル
ー
ル・
ド
・

セ
ル（
塩
の
華
） 

今
年
５
月
、南
フ
ラ
ン
ス
、北
イ
タ
リ
ア
、

シ
チ
リ
ア
島
の
塩
の
旅
で
、強
く
印
象
に

刻
ま
れ
た
こ
と
は
、有
名
レ
ス
ト
ラ
ン
、高

級
食
材
店
の
キ
ッ
チ
ン
、テ
ー
ブ
ル
ソ
ル
ト

が
、す
べ
て
自
然
海
水
塩
で
あ
っ
た
こ
と
で

す
。
今
、そ
の
地
域
の
有
機
栽
培
さ
れ
た

食
材
と
自
然
海
水
塩
を
使
っ
た
料
理
が

ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

フ
ラ
ン
ス
の
人
気
シ
ェ
フ
「
ア
ラ
ン 

デ
ュ

カ
ス
氏
」
の
経
営
す
る
店
の
ひ
と
つ
、モ
ナ

コ
の
ホ
テ
ル
ド
パ
リ
に
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン「
ル

イ
十
五
世
」
で
は
、甘
い
ム
ー
ス
と
塩
味
の

バ
ニ
ラ
ア
イ
ス
の
デ
ザ
ー
ト
に
、「
甘
さ
と

ソ
ル
ト
テ
ー
ス
ト
の
味
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
お
楽

し
み
下
さ
い
」
と
一
言
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

フ
ラ
ン
ス
の
高
級
食
材
店
、フ
ォ
ー
シ
ョ

ン
の
売
場
で
は
、ゲ
ラ
ン
ド
地
方
の
「
フ
ル

ー
ル
・
ド
・
セ
ル（
塩
の
華
）」が
主
流
で
、フ

ラ
ン
ス
の
多
く
の
シ
ェ
フ
達
か
ら
支
持
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
イ
タ
リ
ア
、ミ
ラ
ノ
の

ペ
ッ
グ
で
は
、南
イ
タ
リ
ア
の
自
然
海
水
塩

が
売
ら
れ
て
い
ま
す
。 

塩
の
華
は
、毎
年
4
月
か
ら
7
月
に
か
け

て
、急
激
に
気
温
が
上
昇
す
る
と
き
に
塩

田
の
表
面
に
浮
か
び
上
が
る
、白
い
花
の

よ
う
な
塩
の
結
晶
で
す
。こ
れ
を
塩
職
人

の
パ
ル
デ
ィ
エ
が
手
作
業
で
採
取
し
、熟
練

の
伝
統
製
法
で
つ
く
り
上
げ
ま
す
。ほ
の
か

な
甘
味
を
含
ん
だ
ま
ろ
や
か
な
塩
味
が
、新

し
い
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
味
を
支
え
て
い
ま
す
。 

 「
ナ
チ
ュ
ラ
ル
・
シ
ー
ソ
ル
ト
」

の
時
代 

 

今
の
日
本
の
塩
に
は
、「
美
味
い
・
不
味

い
」
と
い
う
味
の
物
差
し
が
存
在
し
て
い

ま
せ
ん
。
多
彩
な
加
工
食
品
が
大
量
に
市

場
に
登
場
す
る
現
代
、加
工
食
品
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
た
、高
純
度
、低
コ
ス
ト
、量
産
化
を

目
的
と
し
た
均
質
な
工
業
生
産
の
塩
が
主

流
で
、あ
く
ま
で
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
純
度

が
塩
の
品
質
の
基
準
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

日
本
の
自
然
塩
は
、国
内
の
イ
オ
ン
交

換
膜
法
で
つ
く
る
高
純
度
の
塩
や
輸
入

天
日
塩
を
原
材
料
に
苦
汁
を
加
え
、ミ

ネ
ラ
ル
・
バ
ラ
ン
ス
を
組
成
し
た
も
の
が

主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
消
費
者
の
食
生

活
の
豊
さ
と
自
然
食
志
向
が
高
ま
る
に

つ
れ
、こ
れ
ま
で
の
工
業
生
産
的
な
塩
か
ら
、

手
作
り
の
美
味
し
い
、個
性
的
な
塩
へ
、今

後
、多
く
の
消
費
者
の
支
持
を
受
け
、自
然

海
水
塩
の
市
場
が
拡
大
し
て
い
く
と
考
え

て
い
ま
す
。 

 

“塩
屋
”と
し
て
誇
れ
る
よ
う
な
塩
を
探

し
求
め
る
う
ち
に
、気
が
つ
く
と
7
0
0
ア

イ
テ
ム
を
超
え
る
塩
を
扱
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、新
し
い
時
代
の
塩
の
価
値
を
創

造
し
て
い
く
た
め
に
、こ
れ
ら
の
塩
を
「
ナ

チ
ュ
ラ
ル
・
シ
ー
ソ
ル
ト
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

を
軸
に
し
て
、も
う
一
度
見
直
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 

安
全
で
き
れ
い
な
海
水
か

ら
、美
味
し
い
・
軽
い
・
使
い
勝
手
の
い
い
、伝

統
的
な
手
作
り
の
塩
を
開
発
す
る
こ
と
が
、

キ
ッ
チ
ン
・
ソ
ル
ト
、テ
ー
ブ
ル
・
ソ
ル
ト
の
新

し
い
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
確
信
し
ま
す
。 

　
　
　
　
　
　
＊ 

＊ 

＊ 

 

平
成
14
年
4
月
か
ら
塩
は
完
全
自
由
化

に
な
り
ま
し
た
が
、塩
専
売
の
百
年
の
歴
史

は
、高
品
質
、低
価
格
、安
定
供
給
を
課
題
と

し
た
塩
の
産
業
革
新
で
し
た
。経
済
性
や
機

能
性
を
求
め
た
塩
の
近
代
化
で
す
。こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
完
全
に
達
成
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
今
、時
代
が
塩
に
求
め
る
新
た

な
テ
ー
マ
は
、均
一
な
工
業
生
産
的
な
塩
で

は
な
く
、消
費
者
の
視
点
か
ら
発
想
し
た

ナ
チ
ュ
ラ
ル
で
、美
味
し
い
塩
で
す
。
今
こ
そ
、

多
様
化
し
た
食
文
化
に
最
適
な
塩
を
提

供
す
る
プ
ロ
の
知
識
と
ノ
ウ
ハ
ウ
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

消
費
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
い
か
に
的

確
に
応
え
て
い
く
か
、幅
広
い
角
度
か
ら
塩

の
可
能
性
を
追
求
し
、こ
だ
わ
り
の
塩
を

企
画
提
案
し
て
い
く
こ
と
、そ
れ
が
塩
に
携

わ
る
者
の
喜
び
と
誇
り
で
す
。 

＊
出
典
｜『
た
べ
も
の
日
本
史
総
覧
』『
日
本
名
産
辞
典
』
 

＊ 

写
真
・
図
版
協
力
｜
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館 

 

ひ
　
ず 
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