
は
じ
め
に

日
本
に
醤
油
が
伝
わ
る
以
前
の
調
味
料
は

塩
と
酢
で
あ
っ
た
か
ら「
塩
梅

あ
ん
ば
い

」と
い
う
言
葉
が

生
ま
れ
た
。
醤
油
の
基
本
は
、
大
豆
と
小
麦
か

ら
造
っ
た
麹
に
塩
を
加
え
て
醸
成
す
る
。
醤
は

ヒ
シ
オ
で
あ
る
。
醤
油
の
も
と
と
な
る
の
は
未み

醤し
ょ
う
で
あ
り
、つ
ま
り
は
ミ
ソ
で
あ
る
。
ミ
ソ
の
上

ず
み
に
な
る
溜
液
が
タ
マ
リ
と
な
る
。
一
般
に

醤
油
は
、
こ
の
タ
マ
リ
と
、
濃
口
醤
油
、
淡
口
醤

油
の
三
種
類
に
わ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み

に
よ
っ
て
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
。

日
本
人
の
主
食
は
米
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、

考
え
方
に
よ
っ
て
は
醤
油
が
主
食
な
の
で
は

な
い
か
、と
も
思
え
て
く
る
。
日
本
人
の
主
食
は

じ
つ
は
醤
油
で
あ
り
、
醤
油
の
滋
味
を
楽
し
む

た
め
に
、
あ
る
と
き
は
刺
身
、
天
ぷ
ら
、
す
き
焼

き
、
寿
司
、
あ
る
と
き
は
照
り
焼
き
、
納
豆
、ヒ

ヤ
ヤ
ッ
コ
、
海
苔
、
玉
子
か
け
御
飯
、
モ
チ
、
焼

き
鳥
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
日
本
人
の
食
は
際
限

な
く
つ
づ
い
て
い
く
。
料
理
名
を
あ
げ
て
い
け
ば

き
り
が
な
い
。
こ
れ
は
醤
油
味
を
楽
し
む
た
め

に
、
他
の
つ
れ
あ
い
を
代
え
て
い
る
だ
け
の
こ
と

で
あ
る
。
ス
テ
ー
キ
だ
っ
て
、ハ
ン
バ
ー
グ
だ
っ
て
、

ス
モ
ー
ク
サ
ー
モ
ン
だ
っ
て
、フ
ラ
ン
ス
料
理
に
だ

っ
て
醤
油
は
あ
う
。
共
通
す
る
も
の
は
じ
つ
に

醤
油
の
み
で
あ
り
、
こ
こ
に
醤
油
主
食
論
が
成

立
す
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
、
醤
油
の
な
い
食
生

活
は
考
え
ら
れ
な
い
。

醤
油
は
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
調
味
料

と
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
か
く
し
味
に
使
わ

れ
た
り
す
る
が
、
日
本
人
か
ら
見
れ
ば
か
く
す

必
要
な
ん
か
ぜ
ん
ぜ
ん
な
い
。
ま
る
ご
と
醤
油
味

が
う
ま
い
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、ア
メ
リ
カ
在
住
日
本
人
に
対
し
、ア

メ
リ
カ
人
は「
醤
油
く
さ
い
」と
悪
口
を
言
っ
た
。

し
か
し
、い
ま
や
、ア
メ
リ
カ
人
は
、
オ
レ
ン
ジ
ジ

ュ
ー
ス
に
ま
で
醤
油
を
一
滴
た
ら
し
て
飲
む
よ

う
に
な
っ
た
。

醤
油
は
味
の
神
様
で
あ
る
。
あ
の
一
滴
一
滴

の
な
か
に
神
様
の
エ
キ
ス
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
こ

の
お
そ
る
べ
き
調
味
料
は
、い
っ
た
い
、い
つ
、
ど

こ
で
生
ま
れ
て
日
本
へ
伝
わ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う

か
。
醤
油
誕
生
の
謎
を
求
め
て
、ア
ジ
ア
各
国

を
取
材
し
た
の
が
こ
の
一
文
で
あ
る
。

醤
油
の
母
の
源
流
へ

デ
ィ
ド
ロ
と
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
を
編
集
責
任
者
と

し
、２
６
４
人
の
執
筆
者
の
協
力
に
よ
っ
て
成
立

し
た
フ
ラ
ン
ス
18
世
紀
の『
百
科
全
書
』（
正
式

表
題
「
一
群
の
文
筆
家
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た

百
科
全
書
」）の「SO

U
I

あ
る
い
はSO

I

（
料
理

用
語
）」と
い
う
項
目
に
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
人
が
調
理
に
使
用
し
、ア
ジ
ア
人
に

人
気
の
高
い
ソ
ー
ス
の
一
種
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ

人
も
ま
た
こ
の
ソ
ー
ス
を
高
く
評
価
し
、
自
国

に
持
ち
帰
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
肉
、
特
に

ヤ
マ
ウ
ズ
ラ
と
ハ
ム
に
合
う
エ
キ
ス
あ
る
い
は
ジ
ュ

ー
ス
の
一
種
で
あ
る
。
原
材
料
は
き
の
こ
類
の

液
汁
、
多
量
の
塩
、
胡
椒
、
生
姜
な
ど
で
、こ
れ

ら
を
ブ
レ
ン
ド
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
常
に
強
い

風
味
を
持
た
せ
、
同
時
に
こ
の
液
が
腐
敗
す
る

の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
き
っ
ち
り
と
栓
を

し
た
瓶
で
は
非
常
に
長
い
年
月
保
存
が
き
き
、

こ
の
液
体
の
少
量
を
一
般
の
他
の
ジ
ュ
ー
ス
に
混

特
集
お
醤
油
の
来
た
道
を
さ
ぐ
る
・・・　　　　　　　　　　　　【
前
編
】

 

そ
の
ル
ー
ツ
を
求
め
て
中
国
か
ら
タ
イ
の
奥
地
へ 

 

そ
の
ル
ー
ツ
を
求
め
て
中
国
か
ら
タ
イ
の
奥
地
へ 

チーハンラマ？（食事はおすみですか？）

【
西
双
版
納
】
中
国
雲
南
省
の
最
南
端
、ミ
ャ
ン
マ
ー
、ラ
オ
ス
の
国
境
近
く
に
あ
る   

族
の
自
治
州
。
　
族
を
は
じ
め
、
ハ
ニ
族
、
イ
族
、
チ
ー
ノ
族
、ミ
ヤ
オ
族
な
ど
の
少
数
民
族 

が
住
ん
で
い
る
地
域
を
指
す
。 

フランス18世紀発行『百科全書』の表紙

2

タ
イ

執
筆
／
嵐
山
光
三
郎
（
あ
ら
し
や
ま
・
こ
う
ざ
ぶ
ろ
う
）

昭
和
十
七
年
東
京
生
れ
。
元
平
凡
社
「
太
陽
」
編
集
長
。

作
品
は
多
岐
に
わ
た
り
「
ピ
ッ
キ
ー
と
ポ
ッ
キ
ー
」（
童
話
）

か
ら
「
チ
ュ
ー
サ
ン
階
級
ノ
ト
モ
」「
新
随
想
フ
ツ
ー
の
血

祭
り
」「
男
」「
世
間
」
な
ど
の
エ
ッ
セ
イ
、「
口
笛
の
歌
が
聴

こ
え
る
」「
恋
横
町
恋
暦
」「
兼
好
殺
人
秘
抄
」
な
ど
の
小

説
と
、
他
に
も
縦
横
無
尽
の
活
躍
を
し
て
い
る
。
食
物
料

理
本
の
名
著
「
素
人
包
丁
記
」
で
第
四
回
講
談
社
エ
ッ
セ

イ
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

ミャンマー 

タイ王国 

ラオス 
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中華人民共和国 
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西双版納 

西双版納と周辺の略図



料
や
製
造
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が

付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
大
き
く
次
の
四
つ

に
分
け
ら
れ
る
。

●

草
醤
（
ク
サ
ビ
シ
オ
）
―
―
野
菜
を
塩
漬
け
　

し
た
も
の
。
漬
物
の
類
。

●

穀
醤
（
コ
ク
ビ
シ
オ
）―
―
大
豆
な
ど
の
豆
や

穀
物
を
原
料
と
し
た
も
の
。
味
噌
・
醤
　

油
も
こ
の
仲
間
に
入
る
（
豆
類
を

「
豆
醤

マ
メ
ビ
シ
オ
」と
し
て
分
け
る
こ
と
も
あ
る
）。

●

魚
醤
（
シ
シ
ビ
シ
オ
）―
―
魚
や
エ
ビ
・
カ
ニ
な

ど
を
原
料
と
し
た
も
の
。
魚
醤
や
塩

辛
な
ど
も
こ
の
仲
間
に
入
る
。

●

肉
醤
（
シ
シ
ビ
シ
オ
）―
―
牛
や
豚
、
獣
肉
な

ど
を
塩
漬
け
し
て
発
酵
さ
せ
た
も
の
。

こ
の「
醤
」が
、
歴
史
に
登
場
す
る
の
は
か
な

り
古
い
。
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た

の
か
と
い
う
と
、
確
か
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。

食
べ
物
を
塩
漬
け
に
し
て
保
存
す
る
方
法
か
ら

自
然
発
生
的
に
誕
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

古
代
の
中
国
で
は
、
す
で
に
醤
を
単
に
保
存
食

品
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
調
味
料
と
し
て
使

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。

日
本
の
醤
油
の
故
郷
・
径
山
寺

中
国
浙
江
省
余
杭
県
徑
山
寺
。
学
僧
・
覚
心

が
修
行
を
し
た
寺
は
、
西
湖
の
西
の
山
中
に
あ

っ
た
。
杭
州
か
ら
小
型
バ
ス
に
乗
っ
て
半
日
ほ
ど

西
へ
向
っ
た
地
点
で
あ
る
。
か
つ
て
は「
径
山
興
聖

万
寿
禅
寺
」と
し
て
、
華
南
の
五
山
の
ひ
と
つ
に

数
え
ら
れ
る
名
山
で
あ
っ
た
。「
西
遊
記
」で
名
高

い
唐
の
玄
奘
・
三
蔵
法
師
が
、
赤
児
の
時
に
こ
の

寺
の
法
明
和
尚
に
拾
い
あ
げ
ら
れ
て
育
て
ら
れ

た
と
い
う
、
由
緒
正
し
い
寺
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
今
は
そ
の
名
を
知
る
人
も
少
な
か

っ
た
。
わ
ず
か
に
、
こ
の
辺
の
山
で
竹
林
伐
採
の

仕
事
を
し
て
い
る
徐
さ
ん
と
い
う
人
が
、
寺
の
あ

る
場
所
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
道
案
内

を
頼
む
こ
と
に
し
た
。

徐
さ
ん
は
毎
日
こ
の
山
に
入
っ
て
竹
林
伐
採

の
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
す
が
に
健
脚

だ
。
こ
ち
ら
は
た
ち
ま
ち
呼
吸
が
苦
し
く
な
っ

て
、
後
を
つ
い
て
行
く
の
が
大
変
だ
っ
た
。

徐
さ
ん
の
足
が
急
に
早
く
な
っ
た
。
道
の
端

の
方
を
指
し
て
何
や
ら
叫
ん
で
い
る
。「
前
門

チ
ェ
ン
メ
ン
！
、

前
門

チ
ェ
ン
メ
ン！
」徐
さ
ん
は
何
度
も
同
じ
言
葉
を
く
り

返
し
て
地
面
を
指
さ
し
て
い
た
。
こ
こ
に
前
門

が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
す
で
に
前
門
は

跡
形
も
な
く
消
え
て
い
た
。
こ
こ
が
前
門
の
跡

な
ら
頂
上
も
間
近
で
あ
ろ
う
。
元
気
を
取
り
戻

し
、
再
び
山
道
を
登
っ
て
行
っ
た
。

徐
さ
ん
が
ま
た
大
き
な
声
を
上
げ
て
緑
の
木

立
の
方
を
指
さ
し
た
。
木
立
の
葉
隠
に
、
朱
塗

り
の
鐘
楼
が
チ
ラ
リ
と
見
え
た
。
登
山
を
始
め

て
三
時
間
後
に
頂
上
へ
と
着
い
た
の
だ
。
こ
こ

こ
そ
が
、
日
本
の
醤
油
の
故
郷
・
径
山
寺
な
の

だ
。
躍
る
よ
う
な
気
持
で
、
頂
上
へ
と
駆
け
登

っ
た
。
頂
上
に
は
何
も
な
か
っ
た
。

か
つ
て
の
名
山
、
径
山
寺
の
寺
影
は
、
跡
形
も

な
く
消
え
去
っ
て
い
た
。
頂
上
の
脇
に
朱
塗
り

の
鐘
楼
が
ポ
ツ
ン
と
残
さ
れ
て
い
る
。「
来ララ

イイ

、
来ララ

イイ

、

来ララ
イイ

」
徐
さ
ん
は
、
鐘
楼
の
脇
を
し
き
り
に
指
さ

し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
か
つ
て
本
堂
が
あ
っ
た
と

言
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
前
に
青
銅
の
香
炉
が

ひ
と
つ
残
っ
て
い
た
。

日
本
の
味
噌
・
醤
油
の
文
化
は
、
中
国
の
ど

の
辺
か
ら
日
本
へ
と
伝
わ
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
径
山
寺
」が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
今
と
な
っ

て
は
、
す
で
に
そ
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
も

出
来
な
い
。
弱
り
き
っ
て
い
る
と
、
杭
州
の
町
の

「
醤
油
店
」の
主
人
に
、
興
味
深
い
話
を
聞
い
た
。

「
雲
南
に
行
く
と
、
今
で
も
手
造
り
の
味
噌
や

醤
油
を
造
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
…
…
」と
言

う
の
だ
。
雲
南
と
い
え
ば
、
日
本
文
化
の
故
郷

と
さ
れ
て
い
る
地
で
あ
る
。
熱
心
に
話
し
て
く

れ
る
主
人
の
話
を
唯
一
の
た
よ
り
に
し
て
、
わ

れ
わ
れ
は
、
遥
か
な
雲
南
へ
向
う
こ
と
に
し
た
。

昆
明
へ
、中
国
大
陸
火
車
の
旅

中
国
大
陸
に
は
、
縦
横
に
航
空
網
が
敷
か
れ

て
い
る
が
、
こ
の
広
大
な
大
陸
を
味
わ
う
に
は
、

火
車
の
旅
を
体
験
し
て
み
な
い
こ
と
に
は
話
に

は
な
ら
な
い
。
こ
と
に
、
こ
の
成
昆
鉄
道
は
、
険

し
い
山
岳
地
帯
を
走
り
、
窓
の
外
は
生
き
た
歴

史
そ
の
も
の
だ
。
窓
の
外
を
歴
史
の
風
景
が
夢

の
光
景
と
な
っ
て
通
り
過
ぎ
て
行
く
。
全
長
一

一
〇
〇
キ
ロ
間
に
ト
ン
ネ
ル
が
四
二
七
、
鉄
橋

は
六
五
三
あ
っ
た
。
中
国
十
三
億
の
民
の
と
て

つ
も
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
感
じ
ら
れ
る
鉄
道
だ
。

成
都
站え

き

を
出
発
し
て
間
も
な
く
、
服
務
員

が
夕
食
の
注
文
を
取
り
に
来
た
。
軟
臥
車（
日

本
の
グ
リ
ー
ン
寝
台
車
）の
食
事
は
、
朝
昼
晩
と

も
セ
ッ
ト
メ
ニ
ュ
ー
に
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
料
理

も
自
由
に
注
文
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
メ
ニ
ュ
ー

を
良
く
見
る
と
、パ
ン
と
か
オ
ム
レ
ツ
と
か
の
西

洋
食
も
あ
る
が
、
値
段
か
ら
し
て
中
国
で
は
高

級
食
の
よ
う
だ
。
せ
っ
か
く
の
中
国
大
陸
火
車

の
旅
だ
か
ら
、
夕
食
は
中
国
料
理
を
注
文
す
る

こ
と
に
し
た
。

服
務
員
が
夕
食
の
時
間
だ
と
知
ら
せ
に
来

た
。
食
事
の
前
に
食
堂
車
に
つ
い
て
い
る
厨
房
を

特
別
に
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
円
い
中
国
鍋
を
手

に
し
た
コ
ッ
ク
が
汗
だ
く
に
な
っ
て
調
理
を
し
て

い
た
。
鍋
の
下
で
ガ
ス
の
赤
い
焔
が
踊
っ
て
い
る
。

強
い
火
力
。
そ
う
、
中
国
料
理
は
こ
の
火
の
強

さ
が
命
な
の
だ
。
コ
ッ
ク
は
手
際
よ
く
調
味
料

で
味
付
け
を
し
て
い
く
。
こ
こ
で
も
、
醤
油
が
ふ

ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
。

食
堂
車
の
テ
ー
ブ
ル
の
菜
譜（
メ
ニ
ュ
ー
）を
見

る
と
す
べ
て
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
よ
く
見

る
と
、
そ
の
料
理
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
お

お
よ
そ
の
見
当
が
つ
く
。
料
理
名
は
、「
材
料
」

「
切
り
方
」「
調
理
法
」「
味
つ
け
の
調
味
料
」な

ど
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば

「
牛
肉
絲
」と
あ
れ
ば
牛
肉
を
細
切
り
に
し
た

ぜ
る
と
、
そ
れ
を
引
き
立
て
、
非
常
に
快
い
風

味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
人
も

SO
U
I

を
製
造
す
る
が
、
日
本
の
も
の
の
方
が
よ

り
優
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
中
国
よ
り
も
日
本
に
お
け
る
肉
料
理
の

方
が
、
は
る
か
に
美
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言

え
る
。」

あ
の『
百
科
全
書
』に
あ
っ
た
、「
日
本
で
つ
く

ら
れ
た
一
種
の
ソ
ー
ス
で
、
同
時
に
ア
ジ
ア
各
地

で
非
常
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
一
節
は
、
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。「
中
国
産
の
醤
油
も
あ
る
が
、
日
本
産

の
も
の
が
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
」、
と
ま
で
書

か
れ
て
い
る
。「
醤
油
」と
い
う
字
は
つ
ま
り
、「
醤

の
油（
液
汁
）」の
意
味
で
、
味
噌
の
液
状
の
派

生
調
味
料
を
さ
す
。

味
噌
は
中
国
か
ら
来
た
と
い
う
こ
と
は
間
違

い
な
い
こ
と
な
の
で
、
醤
油
も
ま
た
中
国
か
ら

渡
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。
醤
油
の
ル
ー
ツ
を
探
る
旅
は
、
ま
ず
、
中

国
へ
と
渡
っ
て
み
よ
う
。

醤
油
ロ
ー
ド
、

上
海
｜
杭
州
｜
径
山
寺

上
海
は
、
揚
子
江
の
河
口
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

も
と
も
と
海
外
交
流
の
窓
口
だ
っ
た
。
港
の
場
所

こ
そ
今
と
は
違
っ
て
い
た
が
、
唐
、
宋
の
時
代
か

ら
、
外
国
と
の
交
易
の
拠
点
と
し
て
栄
え
て
い
た
。

唐
、
宋
の
時
代
に
は
、
日
本
か
ら
も
数
多
く

の
修
行
僧
た
ち
が
、
こ
の
上
海
を
足
が
か
り
に

し
て
大
陸
へ
と
渡
っ
て
行
っ
た
。
修
行
の
間
に
身

に
つ
け
た
数
々
の
大
陸
文
化
を
、
日
本
へ
と
持

ち
帰
っ
て
い
る
。「
径
山
寺
味
噌
」を
日
本
へ
伝
え

た
学
僧
・
覚
心
も
そ
ん
な
ひ
と
り
で
あ
る
。
彼

も
ま
た
、
こ
の
上
海
を
経
由
し
て
杭
州
へ
と
向

っ
た
の
だ
。

上
海
は
、「
人
間
の
街
」で
も
あ
る
。
人
口
一

六
〇
〇
万
、
街
中
は
夥
し
い
人
間
が
ひ
し
め
き

合
っ
て
い
る
。
人
口
密
度
で
見
る
と
世
界
一
の

大
都
市
だ
。

そ
ん
な
庶
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
も
と
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
当
然
、「
食
」へ
の
あ
く
な
き
欲
求
だ
。

上
海
の
街
は
食
べ
も
の
の
街
で
あ
る
。
中
国
の

歴
史
に
培
わ
れ
た
世
界
一
の
食
文
化
、
自
慢
の

中
国
料
理
に
も
、
根
底
は
、
醤
油
が
欠
か
せ
ぬ

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
上
海
の
人
は
無
類
の
醤
油

好
き
だ
。
ほ
と
ん
ど
の
料
理
に
ふ
ん
だ
ん
に
醤

油
が
使
わ
れ
て
い
る
。

「
吃
飯
了

チ
ー
ハ
ン
ラ

マ

？
」（
食
事
は
お
す
み
で
す
か
？
）中

国
人
が「
こ
ん
に
ち
は
」の
替
り
に
交
す
挨
拶
の

言
葉
で
あ
る
。
無
類
の
食
べ
も
の
好

き
、
世
界
一
の
食
文
化
を
生
み
出
し

た
中
国
人
の
気
質
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
吃
飯
了
　
？
」の
言
葉
が
と
び
交
う

豫
園
商
場

よ
え
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う

へ
と
行
っ
て
み
た
。
上
海
市

民
の
暮
ら
し
を
支
え
て
来
た
市
場
で
、

こ
こ
に
上
海
人
の
大
好
物
、「
点
心
」の

店
が
並
ん
で
い
る
。
点
心
と
は
、
シ
ュ

ー
マ
イ
や
春
巻
の
よ
う
な
中
国
式
ス

ナ
ッ
ク
の
こ
と
。
豫
園
商
場
の
点
心
は
、

何
と
い
っ
て
も
、「
小
籠
包
」（
シ
ャ
オ
ロ

ン
パ
オ
）が
旨
い
。
小
籠
包
は
小
さ
な

肉
マ
ン
で
、
中
に
色
々
な
具
が
入
っ
て

い
る
。
小
籠
包
の
具
は
、エ
ビ
・
魚
・

蟹
・
野
菜
と
色
々
あ
る
が
、い
ず
れ
も

醤
油
を
ち
ょ
っ
と
つ
け
て
食
べ
る
。

上
海
の
伝
統
的
な
料
理
と
し
て
、

た
れ
で
煮
込
ん
だ
紅
焼（
ホ
ン
シ
ャ
オ
）

料
理
が
あ
る
。
肉
や
魚
を
煮
込
む
の

だ
が
、
名
前
の
由
来
は
そ
の
調
理
法
か

ら
来
て
い
る
。
肉
の
場
合
は
、
紅
焼
肉

（
ホ
ン
シ
ャ
オ
ロ
ウ
）、
半
紅
焼
肉
、
白
焼

肉（
パ
イ
シ
ャ
オ
ロ
ウ
）と
あ
り
、
実
は
、

こ
の
料
理
名
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
調
味
料
と
し
て
使
う
醤
油
の
量
か
ら
来
て

い
る
。
醤
油
の
量
を
多
く
使
う
の
が
紅
焼
で
少

な
い
の
が
白
焼
。
中
国
料
理
に
と
っ
て
も
、
醤
油

は
、
色
や
香
り
や
味
を
引
き
た
て
る
調
味
料
と

し
て
、
も
は
や
欠
か
せ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
の
醤
油
の
祖
と
い
わ
れ
る「
径
山
寺
味

噌
」の
故
郷
を
訪
ね
て
、
杭
州
へ
と
向
っ
て
み
た
。

杭
州
の
市
場
で
、
日
本
に
今
も
細
々
と
残
る

「
径
山
寺
味
噌
」は
な
い
か
と
捜
し
て
み
た
。
揚

子
江
の
流
域
は
大
豆
の
加
工
食
品
が
盛
ん
に
作

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
市
場
に
は
、
大
豆
を
加

工
し
た
味
噌
の
よ
う
な
も
の
を
入
れ
た
樽
が
沢

山
並
ん
で
い
た
が「
径
山
寺
味
噌
」ら
し
き
も
の

は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

「
甜
豆

カ
ン
ト
ウ
チ

ナ
イ
カ
、
甜
豆
カ
ン
ト
ウ
チ

」。
径
山
寺
味
噌
は
中

国
で
は「
甜
豆
　
」と
い
う
。「
甜
」は「
甘
い
」と
い
う

意
味
で
、「
豆
　
」は
味
噌
の
こ
と
で
あ
る
。

市
場
の
店
を
片
っ
ぱ
し
か
ら
歩
い
て
鸚
鵡

お
お
む

の
よ

う
に
、カ
タ
コ
ト
の
中
国
語
を
繰
り
返
し
て
み
た
。

筆
談
で「
径
山
寺
豆
　
」と
し
つ
こ
く
書
い
て

訊
い
て
い
る
う
ち
に
い
き
な
り
、「
チ
ャ
ン
ユ
ー
テ
ン
」

と
、
威
勢
の
良
い
掛
け
声
で
客
の
呼
び
込
み
を

や
っ
て
い
た
市
場
の
老
人
が
、
叫
ぶ
よ
う
に
言
っ

た
。
チ
ャ
ン
ユ
ー
テ
ン
が
、「
醤
油
店
」の
こ
と
だ
と

は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
確
か
に
杭
州
に
も「
醤

油
」を
売
る
店
が
あ
る
。「
醤
油
店
」な
ら「
甜
豆
　

」も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

河
沿
い
に
あ
る
大
き
な「
醤
油
店
」に
は
、
夥

し
い
種
類
の「
醤

ひ
し
お
」が
並
ん
で
い
た
。「
醤
」と
は
、

食
べ
物
を
塩
漬
け
に
し
て
発
酵
さ
せ
た
食
品
の

こ
と
だ
。
発
酵
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
素
材
と
は

違
っ
た
独
得
の
旨
味
を
引
き
出
す
。
味
噌
・
醤
油

も
、こ
の「
醤
の
文
化
」か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、

中
国
に
は
、「
醤
」の
種
類
が
何
百
種
と
あ
る
。
材

中国の「草醤」。

日本で言えば野菜の漬物で

種類は豊富。

中国・杭州の「醤油店」。様々な醤が並んでいたが、「径山寺味噌」は

ついに発見できなかった。

中国の自由市場。露店に醤類が数多く並んでいる。

中国の醤油工場。独得のカメに入れて８か月ほど寝かせてつくる。

お
び
た
だ
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中国産の醤油。大豆の香りが

強く、味は固い感じ。



照
葉
樹
林
帯
で
は
大
豆
の
加
工
食
品
が
盛
ん

に
つ
く
ら
れ
て
お
り
、「
醤
」な
ど
の
発
酵
食
品

と
の
縁
が
深
い
。
味
噌
・
醤
油
の
誕
生
の
秘
密
に

迫
る
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
を
強
く

し
た
。

西
双
版
納
は
、
雲
南
省
の
最
南
端
、
ビ
ル
マ
、

ラ
オ
ス
の
国
境
近
く
に
あ
る
族
自
治
州
。

族

を
は
じ
め
、ハ
ニ
族
、
イ
族
、
チ
ー
ノ
族
、
ミ
ヤ
オ

族
な
ど
の
少
数
民
族
が
住
ん
で
い
る
。
街
を
行

き
交
う
、
青
や
赤
や
黄
と
色
と
り

ど
り
の
民
族
衣
裳
の
女
性
た
ち
。

鮮
や
か
な
色
に
包
ま
れ
た
景
洪

の
町
は
、
こ
れ
ま
で
旅
し
た
中
国

の
風
物
と
は
す
べ
て
が
違
う
。
ビ

ル
マ
と
ラ
オ
ス
の
国
境
沿
い
に
位

置
す
る
こ
の
地
は
亜
熱
帯
で
、
タ

イ
の
地
方
都
市
に
近
い
。

少
数
民
族
た
ち
は
、
こ
の
景
洪

の
町
の
周
辺
に
、
そ
れ
ぞ
れ
集
落

を
つ
く
っ
て
住
ん
で
い
る
。
特
に
メ

コ
ン
川
流
域
に
は
、
そ
ん
な
集
落

が
数
多
く
点
在
し
、
奥
へ
行
け
ば

行
く
ほ
ど
昔
な
が
ら
の
暮
し
を
守
っ
た
村
が
あ

る
。
日
本
の
味
噌
・
醤
油
の
元
祖
と
も
い
え
る
、

原
始
の
手
づ
く
り
醤
油
に
出
逢
う
こ
と
が
出

来
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
期
待
が
ふ
く
ら
ん

だ
。
ま
ず
メ
コ
ン
川
の
渡
し
舟
に
乗
っ
て
、

「
水
　
族

ス
イ
タ
イ
ゾ
ク

」の
村
に
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

族
の
女
性
た
ち
は
と
て
も
働
き
も
の
が
多

い
。
朝
か
ら
夕
暮
れ
ま
で
、コ
ツ
コ
ツ
と
働
き
続

け
て
い
る
。
農
閑
期
を
迎
え
て
も
、
女
性
た
ち

の
仕
事
は
い
ろ
い
ろ
と
多
い
。
開
門
節
は
、
穫
り

入
れ
た
収
穫
物
を
使
っ
て
様
々
な
保
存
食
品
を

つ
く
る
季
節
で
も
あ
る
の
だ
。
水
　
族
の
村
の
、

気
の
い
い
小
母
さ
ん
に
、い
く
つ
か
の
保
存
食
品

の
つ
く
り
方
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
高
床
式
の
家

の
中
ま
で
招
き
入
れ
て
く
れ
、小
母
さ
ん
は
黙

々
と
つ
く
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
。
驚
い
た
こ
と
に
、
小

母
さ
ん
が
つ
く
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
が
、「
醤
」

の
技
術
を
使
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
西
双
版
納
の
山

奥
に
は
、
長
い
間
培
っ
て
き
た「
醤
の
文
化
」が

今
も
な
お
脈
々
と
息
づ
い
て
い
た
。

日
本
の
味
噌
・
醤
油
の
元
祖
と
い
え
る
、
大

豆
を
加
工
し
た「
醤
」は
な
い
の
か
と
小
母
さ
ん

に
聞
い
て
み
た
。
水
　
族
の
人
た
ち
も
、
確
か

に
味
噌
・
醤
油
を
調
味
料
と
し
て
使
っ
て
い
た
。

小
母
さ
ん
の
お
祖
母

ば

あ

ち
ゃ
ん
の
代
ぐ
ら
い
ま
で

は
、
手
づ
く
り
味
噌
・
手
づ
く
り
醤
油
を
つ
く
っ

て
い
た
が
、
今
で
は
、
景
洪
の
町
に
様
々
な
産
物

を
売
り
に
行
っ
た
帰
り
に
ビ
ン
づ
め
を
買
っ
て
く

る
と
い
う
。。
手
づ
く
り
醤
油
は
西
双
版
納
の
集

落
か
ら
も
姿
を
消
し
て
い
た
。

小
母
さ
ん
は「
ア
イ
ニ
イ
族
の
村
に
行
け
ば
大

豆
を
加
工
し
た〝
醤
〞を
つ
く
っ
て
い
る
か
も
知

れ
な
い
」と
言
う
。
味
噌
、
醤
油
と
は
違
う
大

豆
の「
醤
」と
は
、い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
。

水
　
族
の
村
か
ら
メ
コ
ン
川
に
沿
っ
て
、
更
に
南

へ
お
よ
そ
三
〇
キ
ロ
。
ビ
ル
マ
と
の
国
境
近
く
に

あ
る
ア
イ
ニ
イ
族
の
村
へ
と
行
っ
て
み
た
。

通
訳
と
案
内
を
頼
ん
だ
西
双
版
納
自
治
州

の
役
人
が
、
村
中
の
家
々
を
尋
ね
歩
き
、
大
豆

の「
醤
」の
あ
る
家
を
捜
し
て
来
て
く
れ
た
。
家

の
中
に
入
る
と
、こ
こ
で
も
ま
た
、
気
の
よ
さ
そ

う
な
小
母
さ
ん
が
囲
炉
裏
の
前
へ
と
招
き
入
れ

て
く
れ
た
。
小
母
さ
ん
は
、
囲
炉
裏
の
上
の
カ

ゴ
か
ら
、
ま
る
い
煎
餅
の
よ
う
な
も
の
を
取
り

出
し
た
。
こ
れ
が
、
大
豆
の「
醤
」な
の
だ
ろ
う

か
。
ニ
オ
イ
を
か
い
で
み
る
と
、
確
か
に
大
豆
の

香
り
が
す
る
。

「
こ
れ
は
、
こ
の
ま
ま
食
べ
る
の
か
？
」と
、
尋
ね

る
と
、
小
母
さ
ん
は
、「
食
べ
て
み
る

か
」と
い
う
具
合
に
、ニ
ッ
コ
リ
と
笑

っ
て
料
理
を
は
じ
め
た
。
大
豆
の
煎

餅
の
よ
う
な
も
の
を
、
長
い
ハ
シ
を

使
っ
て
囲
炉
裏
の
火
で
あ
ぶ
る
。
わ

ず
か
に
、
こ
う
ば
し
い
香
り
が
漂
っ

た
。
小
母
さ
ん
は
、
そ
れ
を
小
さ
な

臼
に
入
れ
、
塩
と
細
か
く
切
っ
た
唐

辛
子
と
、
香
料
の
よ
う
な
草
を
混

ぜ
て
つ
く
。
つ
き
上
っ
た
も
の
を
お

碗
に
入
れ
、
熱
い
湯
を
さ
し
て
お
も

む
ろ
に
眼
の
前
に
突
き
出
し
た
。

ひ
と
口
す
す
っ
て
み
る
。
飲
ん
で
み

て
、「
味
噌
汁
だ
」と
、
日
本
語
で
叫
ん
で
し
ま

っ
た
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
味
噌
汁
だ
っ
た
。
納
豆

汁
の
よ
う
な
味
が
し
た
。
と
す
る
と
、
あ
の
煎
餅

の
よ
う
な
も
の
は
豆ト

ウ
チ

に
違
い
な
い
。
豆

と
は

も
の
だ
し
、「
片
肉
」と
あ
れ
ば
肉
を
薄
く
切
っ

た
も
の
。
調
理
法
で
は「
炒
菜
」と
あ
れ
ば「
炒

め
も
の
」。「
炸
菜
」と
あ
れ
ば「
揚
げ
も
の
」。「
蒸

菜
」は「
蒸
し
も
の
」で
、「
湯
菜
」は「
ス
ー
プ
」の

こ
と
で
あ
る
。「
醤
」と
い
う
文
字
を
見
つ
け
て

「
醤
油
味
」と
早
合
点
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ

は
食
べ
て
み
て
わ
か
っ
た
の
だ
が「
味
噌
味
」だ
っ

た
。「
醤
油
味
」は「
醤
油
」と
書
い
て
あ
る
。「
醋
」

と
あ
れ
ば「
酢
」の
こ
と
で
、「
魚
醤
」と
あ
れ
ば

「
魚
の
塩
辛
汁
の
味
つ
け
」な
の
だ
。
こ
の
よ
う

に
、
味
噌
・
醤
油
は
中
国
料
理
で
も
貴
重
な
調

味
料
と
な
っ
て
い
る
。

西シ
ー

双サ
ン

版パ
ン

納ナ

で
発
見
し
た

幻
の
醤
油

醤
油
の
ル
ー
ツ
で
あ
る〝
原
始
の
醤
油
〞を
捜

し
は
じ
め
る
と
、
旅
は
果
て
し
な
く
迷
路
を
さ

ま
よ
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
辺
境
の

地
・
西
双
版
納
へ
む
か
う
の
だ
。
果
た
し
て
、
日

本
の
醤
油
の
祖
先
と
め
ぐ
り
逢
う
こ
と
が
出
来

る
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
が
う
ず
ま
く
が
、
こ

う
な
れ
ば
、エ
ー
イ
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行

く
し
か
な
い
の
だ
っ
た
。

プ
ロ
ペ
ラ
機
は
バ
タ
バ
タ
と
飛
び
い
つ
の
ま
に
か

思
茅
空
港
へ
と
到
着
し
た
。
雲
南
省
の
最
南

端
。
こ
こ
は
亜
熱
帯
地
方
の
真
只
中
な
の
だ
。

思
茅
か
ら
西
双
版
納
の
中
心
の
街
・
景
洪
ま

で
は
、
長
途
汽
車（
長
距
離
バ
ス
）に
乗
っ
て
行

く
。
お
よ
そ
十
一
時
間
だ
。

西
双
版
納
へ
の
山
道
は
、
ど
こ
も
か
し
こ
も

緑
に
輝
や
く
照
葉
樹
林
に
包
ま
れ
て
い
た
。
カ

シ
と
か
ツ
バ
キ
の
よ
う
に
、
葉
が
広
く
、
明
る
い

陽
光
に
チ
カ
チ
カ
と
光
っ
て
み
え
る

常
緑
広
葉
樹
の
樹
林
帯
。
民
族
学

者
の
な
か
に
は
、こ
の
樹
林
帯
に
は

共
通
し
た
生
活
様
式
が
見
ら
れ
、

こ
れ
を「
照
葉
樹
林
文
化
」と
呼

ぶ
人
も
い
る
。
照
葉
樹
林
帯
は
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
方
か
ら
中
国
の
揚
子

江
流
域
へ
と
広
が
り
、
さ
ら
に
江

南
地
方
へ
と
伸
び
て
、
日
本
の
西

半
分
も
こ
の
樹
林
帯
へ
入
っ
て
い

る
。
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
東
ア
ジ
ア

へ
、
亜
熱
帯
か
ら
温
帯
へ
と
か
け
て
広
範
囲
に

広
が
っ
て
い
る
照
葉
樹
林
帯
で
は
、
食
生
活
に
お

い
て
も
共
通
し
た
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
納
豆
が
そ
う
で
あ
る
。
純
日
本
風
な
食
べ
も

の
と
思
え
る
納
豆
も
、
中
国
の
雲
南
で
は
ど
こ

で
も
見
ら
れ
、
タ
イ
の
山
岳
地
帯
や
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
も
同
じ
よ
う
な
食
べ
も
の
が
あ
っ
た
。

「
照
葉
樹
林
文
化
」
と
し
て
、
こ
の
地
域
に
共

通
し
て
見
ら
れ
る
食
生
活
の
特
徴
を
あ
げ
て

み
よ
う
。

①
麹
を
使
っ
て
酒
を
つ
く
る
技
術
。

②
お
茶
の
葉
を
飲
料
に
使
っ
た
り
食
べ
た
り

す
る
。

③
粘
っ
こ
い
食
物
を
好
ん
で
食
べ
る
。

（
納
豆
、
餅
が
そ
の
例
。）

④
魚
醤
を
食
べ
る
。

（
魚
介
類
に
塩
を
加
え
て
腐
敗
を
防
ぎ

発
酵
さ
せ
た
塩
辛
の
類
。
こ
れ
を
濾こ

す
と

秋
田
の
シ
ョ
ッ
ツ
ル
の
よ
う
な
「
魚
醤
油
」

と
な
る
。）

⑤
馴
れ
ず
し
を
食
べ
る
。

（
魚
と
ご
飯
を
塩
で
漬
け
た
発
酵
食
品
。）

こ
う
見
て
み
る
と
、「
照
葉
樹
林
文
化
」は
、

豊
か
な
発
酵
食
品
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
発
酵
食
品
は
、
元
来
は
、
生
活
の
知

恵
と
し
て
生
ま
れ
た
保
存
食
品
だ
っ
た
。
照
葉

樹
林
帯
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
発
酵
食
品
が
誕

生
し
た
の
は
、
そ
の
気
候
風
土
に
関
係
が
あ
る
。

「
醤
」な
ど
の
味
を
深
め
る
に
は
寒
い
風
土
が
適

し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
照
葉
樹
林
帯
の
高

温
多
湿
の
気
候
風
土
は
、
保
存
食
品
の
発
酵
を

助
け
る
も
と
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

醤
油
の
原
料
と
し
て
決
定
的
な
役
割
を
果

す
大
豆
は
、
中
国
の
東
北
地
方
が
原
産
地
と
さ

れ
て
い
る
。
ソ
連
の
植
物
地
理
学
者
バ
ビ
ロ
フ
の
説

に
よ
る
も
の
だ
が
、に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
。
栽

培
植
物
は
、
ま
ず
原
産
地
で
料
理

法
や
加
工
法
が
発
明
さ
れ
る
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
大
豆
の
料

理
や
加
工
法
が
中
国
の
な
か
で
最

も
豊
富
で
、
し
か
も
集
中
的
に
分

布
し
て
い
る
の
は
、
東
北
地
方
で
は

な
く
、
南
部
、
お
も
に
揚
子
江
流
域

の
照
葉
樹
林
帯
お
よ
び
華
南
の
福

建
・
広
東
省
と
い
う
の
が
正
し
い
。

ど
ち
ら
が
原
産
地
で
あ
る
の
か
、

確
か
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
が
、

西双版納の人たちも味噌・醤油を盛んに使っている。

西双版納の中心・景洪の町でも様々な醤が売られている。計り売りの 醤を包むのはバナナの葉。

水　族の村で発見した「蟹醤」。沢蟹をつぶしてつくる。

西双版納へと向かう道。人々は自然と共にのどかな暮らしを続けていて、遠い昔を思い出す。

旱 （カンタイ）族の村。かつての日本の農村を偲ばせ、遊ぶ子供の表情は日本の子供たちにそっくり。

中国・福建で見かけた醤油工場。
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納
豆
を
団
子
状
に
固
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

も
照
葉
樹
林
文
化
特
有
の
発
酵
食
品
な
の
だ
。

ア
イ
ニ
イ
族
の
小
母
さ
ん
は
、こ
れ
を「
豆

餅
」

と
言
っ
て
い
た
。
熱
湯
に
と
か
し
て
食
べ
た
り
、

料
理
の
味
付
に
使
っ
た
り
す
る
と
い
う
。
こ
れ
ま

た
、
保
存
食
品
で
あ
り
調
味
料
で
は
な
い
か
。
小

母
さ
ん
は
身
振
り
手
振
り
を
混
え
て
、「
豆

餅
」
の
つ
く
り
方
を
細
か
く
教
え
て
く
れ
た
。

ひ
と
昔
前
ま
で
は
、
日
本
の
農
家
で
も
よ
く

つ
く
っ
て
い
た
味
噌
玉
の
造
り
方
と
似
て
い
る
。

こ
れ
こ
そ
、
日
本
の
味
噌
の
元
祖
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
自
然
の
恵
を
生
か
し
た
こ
の
見
事
な

加
工
技
術
は
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
西
双
版
納
の
人
々
の
生
活
の
知
恵
の
豊
か

さ
に
は
、
計
り
知
れ
な
い
奥
の
深
さ
が
あ
る
。

西
双
版
納
の
山
奥
で
、
偶
然
「
味
噌
汁
」に

出
会
っ
た
。「
味
噌
汁
」は
、
日
本
固
有
の
味
と

思
っ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
こ
の
味
噌

汁
は
、
唐
辛
子
が
少
量
混
ざ
っ
て
い
て
日
本
の
も

の
に
比
し
て
辛
い
が
、
塩
味
は
薄
い
。
発
酵
が
十

分
で
な
い
た
め
大
豆
の
生
の
味
が
濃
い
。
納
豆
汁

と
大
豆
汁
の
中
間
の
味
で
、
素
朴
な
香
り
が
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
湯
を
そ
う
多
く
入
れ
な
い
た

め
、
日
本
の
味
噌
汁
よ
り
も
濃
く
、
ド
ロ
リ
と

し
て
い
た
。
こ
う
な
る
と
、〝
幻
の
手
づ
く
り
醤

油
〞が
、
こ
の
西
双
版
納
に
残
さ
れ
て
い
る
は
ず

だ
と
い
う
確
信
が
わ
い
て
く
る
。
メ
コ
ン
川
沿
い

に
点
在
す
る
小
数
民
族
の
村
々
を
、
ひ
と
つ
ひ

と
つ
訪
ね
歩
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

〝
幻
の
手
づ
く
り
醤
油
〞

「
テ
ヅ
ク
リ
シ
ョ
ー
ユ
、ア
リ
マ
シ
タ
！
」通
訳
兼

ガ
イ
ド
を
お
願
い
し
て
い
た
西
双
版
納
自
治
州

の
役
人
が
、
走
っ
て
来
て
叫
ぶ
よ
う
に
言
っ
た
。

景
洪
か
ら
メ
コ
ン
川
に
沿
っ
て
四
〇
キ
ロ
、旱カ

ン

族
の
村
。
広
場
で
待
っ
て
い
る
よ
う
に
と
言
い
置

い
て
、
し
ば
ら
く
姿
を
消
し
て
い
た
が
、
彼
は
一

軒
一
軒
尋
ね
歩
い
て
来
た
ら
し
い
。

「
村
イ
チ
バ
ン
ノ
、
ビ
ジ
ン
ノ
奥
サ
ン
ガ
、
作
ッ
テ
見

セ
テ
ク
レ
ル
ト
、
言
ッ
テ
イ
ル
」

確
か
に
、〝
幻
の
手
づ
く
り
醤
油
〞は
あ
っ

た
。
奥
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ
た
そ
の
造
り
方

は
、
神
秘
的
と
も
思
え
る
よ
う
な
方
法
だ
っ
た
。

奥
さ
ん
は
ま
ず
、
台
所
に
あ
る
小
さ
な
瓶
の

フ
タ
を
開
け
て
見
せ
て
く
れ
た
。
黒
褐
色
の
液

体
が
入
っ
て
い
る
。
指
で
な
め
て
み
る
と
大
豆
の

香
り
が
す
る
。
ま
さ
し
く
醤
油
だ
。
日
本
の
も

の
よ
り
も
大
豆
の
香
り
が
強
く
、
味
も
固
い
感

じ
が
す
る
も
の
の
醤
油
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
ま
だ
、
三
十
歳
を
過
ぎ
た
ば
か
り
と
思

わ
れ
る
、
美
人
の
奥
さ
ん
が
自
分
で
造
っ
た
も

の
だ
と
い
う
。
今
す
ぐ
造
る
過
程
を
全
部
は
見

せ
ら
れ
な
い
が
、
今
は
、
こ
の
醤
油
の
も
と
を
造

る
と
こ
ろ
な
の
で
、
そ
れ
を
見
せ
て
く
れ
る
と

言
っ
て
く
れ
た
。
美
人
の
奥
さ
ん
は
、
早
速
、

醤
油
造
り
に
と
り
か
か
っ
た
。

手
づ
く
り
醤
油
の
原
料
の
造
り
方
は
、
ア

イ
ニ
イ
族
の「
豆
　
餅
」
に
似
て
い
た
。
大
豆

の
加
工
品
の
お
お
も
と
は
一
緒
な
の
だ
ろ
う

か
。
次
は
、
こ
の
原
料
を
使
っ
て
の
醤
油
造

り
だ
。

何
と
複
雑
な
手
法
だ
ろ
う
。〝
手
づ
く
り

醤
油
〞は
、
長
い
時
間
を
か
け
、
神
秘
的
な
発

酵
を
促
し
て
造
る
ら
し
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、

一
体
い
つ
頃
、
誰
が
こ
ん
な
神
秘
的
な
手
法
を

考
え
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

中
国
に
は
、
紀
元
四
五
〇
年
頃
著
わ
さ
れ

た
と
い
う
「
斉
民
要
術

さ
い
み
ん
よ
う
じ
ゅ
つ
」
と
い
う
農
業
技
術
書

が
あ
る
。
魏
の
国
の
賈
思

か

し

と
い
う
役
人
が

書
い
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
農
業
の

や
り
方
か
ら
、
醤
の
造
り
方
、

の
造
り
方

な
ど
、
様
々
な
醸
造
技
術
に
至
る
ま
で
細
か

く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
技
術
の
優
秀
さ
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
を
書
き

ま
と
め
て
お
く
、
当
時
の
中
国
の
文
化
水
準

が
い
か
に
高
度
に
発
達
し
て
い
た
か
を
示
す

名
著
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

西
双
版
納
の
手
づ
く
り
醤
油
の
手
法
は
、

こ
の「
斉
民
要
術
」
に
も

劣
ら
ぬ
優
れ
た
技
術
を

伝
え
て
い
る
と
言
え
る
。

瓶
に
つ
め
て
保
存
さ
れ
て

い
る〝
手
づ
く
り
醤
油
〞

が
、
に
わ
か
に
輝
や
い
て

見
え
た
。

西
双
版
納
で〝
幻
の

手
づ
く
り
醤
油
〞を
発
見

し
た
。
西
双
版
納
の

山
々
は
、
遥
か
に
ビ
ル
マ
、

ラ
オ
ス
へ
と
続
き
、
そ
の

昔
、

族
の
ひ
と
た
ち
は
、
メ
コ
ン
川
に
沿
っ

て
山
を
越
え
、
タ
イ
の
国
へ
と
南
下
し
て
行
っ

た
と
い
う
。
こ
う
し
た〝
手
づ
く
り
醤
油
〞の

手
法
は
、
タ
イ
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
ぼ
く
ら
の
心
は
す
で
に
タ
イ
の
山
岳
地

帯
に
飛
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
「
醤

の
由
来
」
を
求
め
て
韓
国
を
訪
ね
る
こ
と
と

な
っ
た
。

韓
国
は
、大
陸
文
化
の
か
け
橋

日
本
の
歴
史
上
初
め
て「
醤
」の
文
字
が
登

場
す
る
の
は
、
文
武
天
皇
の
大
宝
元
年（
七
〇

一
年
）に
藤
原
不
比
等
ら
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ

た「
大
宝
律
令
」で
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
始
封
建

国
家
の
職
制
を
確
立
し
た
も
の
で
、
中
国
の

「
周
礼

し
ゅ
ら
い

」に
学
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
周

礼
」に
は「
醤
用
百
二
十
甕か

め

」の
記
述
が
あ
っ
た

が
、「
大
宝
律
令
」で
は「
醤
院

ひ
し
お
つ
か
さ
」の
制
が
あ
り
、

租
税
と
し
て
米
の
代
り
に
醤
を
貢
納
さ
せ
、
役

人
の
給
料
と
し
た
。
そ
の
後
、
奈
良
時
代
の
木

簡
に
は「
醤
」の
文
字
が
盛
ん
に
現
わ
れ
、
す
で

に
一
般
大
衆
の
生
活
の
中
に
も「
醤
」は
か
な

り
普
及
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
大
宝
律
令
」の
制
定
は
、「
周
礼
」に
遅
れ
る
こ

と
一
三
〇
〇
年
の
後
世
と
な
る
。
し
か
し
、
日

本
で
も
そ
れ
以
前
か
ら「
醤
」の
文
字
を
目
に

し
て
い
た
人
が
か
な
り
い
る
は
ず
だ
。
応
神
天

皇
の
三
六
七
年
、
朝
鮮
半
島
の
国
、
百
済
の
使

者
王
仁
わ

に

が
、
日
本
の
朝
廷
に
論
語
十
巻
と
千
字

文
を
献
上
し
て
い
る
。

論
語
に
は
、
孔
子
の
言
葉
、「
不
得
其
醤
不
食
」

（
そ
の
醤
を
得
ざ
れ
ば
食
わ
ず
）の一
節
が
あ
る
。

『
味
噌
醤
油
百
科
』を
著
わ
し
た
川
村
渉
氏
の

説
に
よ
る
と
、
王
仁
を
学
問
の
師
と
仰
い
だ
皇

子
宇
治
若
郎
子

う
じ
の
わ
き
い
ら
つ
こ

ら
は
、
王
仁
か
ら
醤
の
講
釈
を

聞
い
て
お
り
、
王
仁
は
秦
の
皇
族
の
末
裔
だ
と

も
伝
え
ら
れ
、
当
然
、「
周
礼
」の「
醤
百
二
十

甕か
め

」も
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
応
神
天
皇
の

時
代
は
、
大
和
朝
廷
が
国
家
を
統
一
し
た
時

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
日
本
に
古
代
国
家
が
成

立
し
た
こ
ろ
、
す
で
に「
醤
」の
文
化
も
日
本
へ

と
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

飛
鳥
、
白
鳳
の
時
代
を
経
て
、
奈
良
時
代
へ

入
る
と
、
記
録
や
木
簡
、
文
書
な
ど
に「
醤
」の

文
字
が
賑
や
か
に
現
わ
れ
、
そ
の
中
に「
未
醤
」

と
い
う
文
字
が
見
ら
れ
る
。
天
平
勝
宝
八
年

（
七
五
六
年
）、
東
大
寺
に
完
成
し
た
校
倉
造

り
の
宝
物
殿
、
正
倉
院
に
収
め
ら
れ
て
い
る
聖

武
天
皇
の
遺
物
の
古
文
書
の
中
に
は
、「
味
醤
」

と
い
う
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
に

入
る
と
、「
未
醤
」と
い
う
文
字
が
見
ら
れ
、
こ

れ
ら
は
全
て「
み
し
ょ
う
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。

平
安
時
代
に
は
、「
未
醤
」は「
高
麗
醤
」（
こ

ま
び
し
お
）と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。「
高

麗
」と
は
、
朝
鮮
半
島
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
の

こ
と
。
こ
れ
は
、「
醤
」の
文
化
が
日
本
へ
と
伝
え

ら
れ
た
道
筋
を
暗
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

弥
生
時
代
に
日
本
へ
渡
来
し
た
と
い
わ
れ
る
水

稲
耕
作
な
ど
の
大
陸
文
化
は
、
北
方
か
ら
来
た

と
い
う
説
と
南
方
か
ら
と
の
二
説
あ
る
。

黄
河
の
流
域
で
栄
え
た
文
化
が
中
国
の
東
北

地
方
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
伝
え
ら
れ
日
本
へ
入
っ

て
来
た
と
す
る
説
と
、
中
国
の
華
南
か
ら
海
へ

出
て
黒
潮
に
乗
っ
て
西
の
方
か
ら
九
州
方
面
へ

伝
え
ら
れ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
有

力
と
は
っ
き
り
は
言
え
な
い
が
、「
未
醤
」に
関
す

る
限
り
、「
高
麗
醤
」と
も
呼
ん
で
い
た
と
こ
ろ

か
ら
朝
鮮
半
島
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

韓
国
料
理
の
味
噌
・
醤
油

と
こ
ろ
で
、
韓
国
の
人
た
ち
は
味
噌
・
醤
油

を
ど
ん
な
風
に
し
て
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ソ

ウ
ル
市
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
と
も
い
わ
れ
る

「
南
大
門
市
場
」へ
行
っ
て
み
た
。
あ
る

く
。

キ
ム
チ
の
材
料
か
ら
様
々
な
塩
辛
類
、
味
噌

類
。
そ
し
て
、
ビ
ン
詰
め
の
醤
油
が
あ
っ
た
。
韓

国
独
特
の
味
噌
だ
ま
り
か
ら
造
っ
た「
カ
ン
ジ

ャ
ン
」、つ
ま
り
、
日
本
の「
た
ま
り
醤
油
」の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

韓
国
料
理
の
味
つ
け
と
い
え
ば
、
す
ぐ
に
ニ
ン

ニ
ク
と
唐
辛
子
と
思
い
が

ち
だ
が
、
実
は
、
味
つ
け
の

中
心
は
醤
油（
カ
ン
ジ
ャ

ン
）と
唐
辛
子
味
噌（
コ

チ
ジ
ャ
ン
｜
唐
辛
子
粉
を

入
れ
た
辛
い
味
噌
）な
の

だ
。
料
理
の
種
類
に
よ
っ

て
は
、ニ
ン
ニ
ク（
マ
ヌ
ル
）、

ゴ
マ
油（
チ
ャ
ン
ギ
ム
ル
）、

唐
辛
子
粉（
コ
チ
ュ
カ
ル
）、

し
ょ
う
が（
セ
ン
ガ
ン
）な

ど
も
使
う
が
、
こ
れ
に
必

ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
醤
油
と
味
噌
が
加
わ
る
。

醤
油（
カ
ン
ジ
ャ
ン
）を
ち
ょ
っ
と
舐
め
て
み
た
。

大
豆
の
香
り
が
し
て
コ
ク
が
あ
る
が
日
本
の
醤

油
の
よ
う
な
繊
細
な
味
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。

塩
気
が
多
く
、
熟
成
の
期
間
が
短
い
の
か
ま
だ

若
い
醤
油
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

韓
国
で
は
醤
油（
カ
ン
ジ
ャ
ン
）を
こ
の
ま
ま

単
体
で
調
味
料
に
使
う
こ
と
は
少
な
い
。
醤
油

に
味
噌
、ニ
ン
ニ
ク
、コ
チ
ジ
ャ
ン
、
ね
ぎ
、
唐
辛
子

な
ど
を
入
れ
て
、
特
製
醤
油
「
薬
念
醤

ヤ
ン
ニ
ョ
ム
ジ
ャ
ン
」を
造

っ
て
使
う
。
こ
の「
薬
念
」が
万
能
調
味
料
と
な

る
の
だ
。

古
く
か
ら「
豆
醤

ま
め
び
し
お
」の
伝
統
を
持
っ
て
い
る
韓

国
で
は
、
調
味
料
と
し
て
の
醤
油
の
位
置
は
か

な
り
高
い
。
韓
国
に
お
け
る
祭
祀
の
食
物
に
は
、

醤
油
と
ゴ
マ
油
以
外
の
調
味
料
は
一
切
使
わ
れ

な
い
と
い
う
。
韓
国
料
理
に
欠
か
せ
ぬ
唐
辛
子

や
ニ
ン
ニ
ク
、
し
ょ
う
が
、
塩
辛
な
ど
は
絶
対
に

使
わ
な
い
の
だ
そ
う
だ
。

で
は
、
こ
う
し
た
調
味
料
を
ど
の
よ
う
に
使

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

大
衆
食
堂
へ
行
っ
て
み
た
。
韓
国
料
理
と
い

え
ば
、
ま
ず
、
何
と
い
っ
て
も「
焼
肉
」だ
。
ひ
と

口
に
焼
肉
と
い
っ
て
も
種
類
は
色
々
あ
る
。
日

本
で
も
お
馴
染
み
の「
カ
ル
ビ
焼
」「
ロ
ー
ス
焼
」

「
ホ
ル
モ
ン
焼
」な
ど
の
網
焼
や
鉄
板
焼
も
あ
る

が
、
こ
こ
は
伝
統
的
な「
プ
ル
コ
ギ
」を
味
わ
っ
て

み
た
。「
プ
ル
」は
、「
火
」、「
コ
ギ
」は「
肉
」と
い

う
意
味
で
、や
や
高
級
焼
肉
だ
が
大
衆
食
堂
に

も
あ
る
。

ま
ず
、
タ
レ
で
味
つ
け
さ
れ
た
牛
肉
が
運
ば

れ
て
来
た
。
肉
は
細
か
く
切
っ
て
よ
く
た
た
い
て

あ
る
。
味
つ
け
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が
、
例
の「
薬

念
」、
醤
油
と
味
噌
に
様
々
な
調
味
料
を
加
え

て
造
っ
た
特
製
醤
油
だ
。
そ
の
店
そ
の
店
に
よ

っ
て
秘
伝
の
味
が
あ
る
。
ね
ぎ
と
ニ
ン
ニ
ク
を
薬

味
と
し
て
効
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
真
中
に
穴

の
あ
い
た
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
鍋
の
上
に
タ
レ
と
一
緒

に
入
れ
、
野
菜
や
春
雨
と
一
緒
に
あ
ぶ
り
煮
し

て
食
べ
る
。
焼
肉
と
い
う
よ
り
、い
わ
ば
韓
国
風

の
す
き
焼
だ
。
肉
が
や
わ
ら
か
く
野
菜
の
味
が

し
み
て
旨
い
が
、
ち
ょ
っ
と
タ
レ
の
甘
い
の
が
気
に

な
る
。
そ
ん
な
時
は
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
い
て
あ

る
唐
辛
子
味
噌（
コ
チ
ジ
ャ
ン
）を
使
っ
て
自
分
で

味
を
調
節
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
だ
。
頼
め
ば

醤
油（
カ
ン
ジ
ャ
ン
）も
持
っ
て
来
て
く
れ
る
。
最

後
に
、
鍋
の
周
囲
に
た
ま
っ
た
肉
汁
に
サ
リ
と
い

う
ソ
バ
を
入
れ
て
煮
込
ん
で
食
べ
る
。
こ
の
時
、

唐
辛
子
味
噌
を
混
ぜ
て
食
べ
る
と
、
辛
味
と
コ

ク
が
出
て
ま
た
一
段
と
旨
く
な
る
。

西双版納、旱　族のモミ干し。稲作と醤文化は無縁ではない。

韓国・河回村。藁葺きや瓦屋根の家々が肩を寄せ合うように集落をつくり、昔ながらの生活を続けている。8 7

タ
イ

き
ょ
う

魚や肉を藁で包んで煮焼きする。

根菜の漬物。これも「草醤」の一種。

韓国の11月・12月はキムチを漬ける

シーズンで「キムジャン」という。

河回村の小母さんたちは、その準備

で忙しい。



こ
う
し
て
、
醤
油
と
味
噌
は
、
韓
国
料
理
に

と
っ
て
も
欠
か
せ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

地
方
の
農
村
に
行
く
と
今
で
も
醤
油
や
味

噌
を
自
分
の
家
で
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
。
韓
国

に
も〝
手
づ
く
り
醤
油
〞が
あ
っ
た
の
だ
。

さ
ら
に
北
へ
、
江
原
道

カ
ン
ウ
ォ
ン
ド

の
農
村
へ
と
向
う
こ
と

に
し
た
。

味
噌
玉

メ

ジ

ユ

か
ら
つ
く
る
醤
油

カ
ン
ジ
ャ
ン

ソ
ウ
ル
か
ら
東
へ
約
二
百
キ
ロ
。
海
辺
の
優
雅

な
都
市
、
江
陵
市（
カ
ン
ヌ
ン
シ
）へ
と
着
く
。
江

陵
か
ら
北
へ
十
キ
ロ
ほ
ど
行
っ
た「
船
橋
村
」は
、

藁
葺
屋
根
の
静
か
な
農
村
。
こ
の
村
で
は
、
今
で

も
手
づ
く
り
の
味
噌
と
醤
油
を
造
っ
て
い
る
と

い
う
。
案
内
役
を
頼
ん
だ
ソ
ウ
ル
の
大
学
生
・
柳

さ
ん
が
、
丁
度
い
ま
、
味
噌
と
醤
油
の
原
料
を
造

っ
て
い
る
と
い
う
家
を
捜
し
て
来
て
く
れ
た
。

韓
国
の
味
噌
・
醤
油
の
原
料
は「
味
噌
玉
」

（
メ
ジ
ュ
）で
あ
る
。

小
柄
な
奥
さ
ん
が
、
土
間
の
竈

か
ま
どへ
と
招
き
入

れ
て
く
れ
た
。
竈
に
は
、
釡
と
大
き
な
鍋
が
か

か
っ
て
い
た
。

奥
さ
ん
は
、
煮
上
っ
た
大
豆
を
ボ
ー
ル
に
取
っ

て
庭
へ
運
び
、
臼
に
入
れ
て
細
い
棒
の
よ
う
な
杵

で
大
豆
を
粘
り
気
が
出
る
ぐ
ら
い
ま
で
つ
く
と
、

再
び
ボ
ー
ル
に
取
っ
て
縁
側
へ
と
運
ぶ
。
縁
側
に

は
白
い
布
と
油
紙
を
重
ね
て
広
げ
、一
辺
が
三
〇

セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
升
の
底
を
く
り
抜
い
た
よ
う
な

木
枠
に
つ
い
た
大
豆
を
入
れ
る
。
布
で
包
ん
で
踏

み
つ
け
、
木
枠
の
型
に
し
っ
か
り
と
押
し
込
め
た
。

木
枠
を
引
き
抜
い
て
メ
ジ
ュ
の
原
型
の
出
来
上
り
。

こ
れ
を
藁
で
し
っ
か
り
と
縛
り
、
家
の
中
の
天

井
な
ど
に
つ
る
し
て
二
、
三
週
間
が
か
り
で
発

酵
さ
せ
る
の
だ
。
後
は
納
屋
の
中
に
作
っ
た
メ
ジ

ュ
棚
で
約
一
か
月
、
乾
燥
、
熟
成
さ
せ
る
と
メ
ジ

ュ
が
出
来
上
る
。

韓
国
で
は
、
こ
の
メ
ジ
ュ
か
ら
、
味
噌（
テ
ン
ジ

ャ
ン
）と
醤
油（
カ
ン
ジ
ャ
ン
）を
造
る
。
醤
油
は

ど
う
や
っ
て
造
る
の
か
と
聞
く
と
、
奥
さ
ん
は
、

納
屋
の
メ
ジ
ュ
棚
か
ら
レ
ン
ガ
の
よ
う
な
も
の
を

取
り
出
し
て
来
た
。
メ
ジ
ュ
を
切
っ
て
寝
か
せ
て

お
い
た
も
の
ら
し
い
。
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
き
、
黒
い

カ
ビ
が
生
え
て
い
る
。
こ
の
天
然
の
カ
ビ
こ
そ

醤
油
や
味
噌
の
味
の
決
め
手
と
な
る
も
の
な
の

だ
。
奥
さ
ん
は
、メ
ジ
ュ
を
水
に
入
れ
、
表
面
を

タ
ワ
シ
で
こ
す
っ
て
カ
ビ
を
き
れ
い
に
洗
い
落
し

た
。
洗
っ
た
メ
ジ
ュ
を
チ
ャ
ン
ト
ク
台
の
と
こ
ろ

に
持
っ
て
行
く
。
チ
ャ
ン
ト
ク
台
と
は
、
醤
類
を

貯
蔵
す
る
大
・
中
・
小
の
様
々
な
瓶
を
並
べ
て

置
く
と
こ
ろ
。

瓶
の
フ
タ
を
開
き
、
底
に
メ
ジ
ュ
を
井
桁
に
並

べ
、
用
意
し
て
お
い
た
塩
水
を
注
い
で
瓶
い
っ
ぱ

い
に
す
る
。
そ
の
中
に
ナ
ツ
メ
と
唐
辛
子
と
消
し

炭
を
入
れ
て
フ
タ
を
し
た
。
奥
さ
ん
は「
味
つ
け

と
毒
消
し
の
た
め
」
だ
と
い
う
。

三
日
目
か
ら
、

毎
日
朝
早
く
に
フ

タ
を
と
り
新
鮮
な

空
気
と
太
陽
に
さ

ら
し
て
か
き
ま
ぜ

る
。
昼
間
は
フ
タ
を

し
て
二
か

月
ほ
ど

熟
成
さ
せ
る
と
出

来
上
り
。
液
体
を

取
り
出
し
て
濾

し
、
一
度
沸
騰
さ

せ
て
こ
れ
を
さ
ま

せ
ば
カ
ン
ジ
ャ
ン

と
な
る
。
瓶
に
貯

蔵
し
て
お
い
て
少

し
ず
つ
使
う
の
だ

と
い
う
。

こ
の
造
り
方
は
、
中
国
、
辺
境
の
地
、
雲
南

で
発
見
し
た
手
づ
く
り
醤
油
と
そ
っ
く
り
だ
っ

た
。
毎
日
、
朝
露
に
さ
ら
し
て
か
き
混
ぜ
る
方

法
ま
で
寸
分
の
狂
い
が
な
い
。〝
幻
の
手
づ
く
り

醤
油
〞は
、
韓
国
の
農
村
に
も
あ
っ
た
の
だ
。
中

国
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
を
通
っ
て
日
本
へ
と
入

っ
て
来
た「
醤
油
の
来
た
道
」が
、
に
わ
か
に
現

実
の
も
の
と
な
っ
て
思
わ
れ
て
来
た
。

木
浦
モ
ッ
ポ

の
海
・
多
島
海

全
羅
南
道
・
木
浦

チ
ョ
ム
ラ
ナ
ム
ド
　
モ
ッ
ポ

市
。
朝
鮮
半
島
の
先
端
に

あ
る
港
町
だ
。

木
浦
は
全
羅
南
道
の
一
大
漁
業
基
地
で
も

あ
り
、
韓
国
の
人
た
ち
の
食
生
活
に
は
欠
か
す

こ
と
が
出
来
な
い
塩
辛
の
本
場
で
も
あ
る
。

韓
国
の
塩
辛
の
種
類
は
実
に
多
い
。
こ
の
全

羅
南
道
だ
け
で
も
八
十
種
に
及
ぶ
と
い
う
。
こ

の
種
類
の
多
さ
は
、
原
料
と
な
る
魚
の
名
前
の

他
に
、
同
じ
魚
で
も
魚
肉
や
内
臓
、
魚
卵
な
ど
、

使
う
場
所
に
よ
っ
て
違
っ
た
呼
び

方
を
す
る
た
め
ら
し
い
。

韓
国
の
塩
辛
は
、
そ
の
ま
ま
食

べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
キ
ム
チ
を

漬
け
る
時
や
煮
物
な
ど
の
調
味

料
と
し
て
の
役
目
も
持
っ
て
い
る
。

塩
辛
の
出
し
汁
を
魚
の
煮
物
の

味
つ
け
な
ど
に
も
使
う
と
い
う
。

塩
辛
の
液
を
濾
す
と
魚
醤
油
と

な
る
。
つ
ま
り
、
醤
油
と
同
じ
よ

う
な
調
味
料
と
し
て
も
使
わ
れ

て
い
る
の
だ
。

韓
国
に
は
魚
醤
油
は
な
い
の
か

と
聞
く
と
、
韓
国
で
は
醤
油
は
豆

醤
を
使
っ
て
造
り
、
魚
醤
油
は
な

い
と
い
う
。
塩
辛
は
、
副
食
品
と

調
味
料
と
を
兼
ね
た
魚
醤

シ
シ
ビ
シ
オ
ま
で

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

木
浦
の
西
の
海
は
黄
海
。
そ
の
先
に
は
中
国

大
陸
が
あ
る
。
中
国
の
沿
岸
部
に
も
魚
醤
や
魚

醤
油
の
産
地
が
あ
る
。
そ
し
て
、
沿
岸
部
を
更

に
先
へ
進
む
と
、
魚
醤
や
魚
醤
油
の
本
場
、
東

南
ア
ジ
ア
の
国
々
が
あ
る
。
韓
国
の
魚
醤
文
化

は
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
の
魚
醤
文
化
と
、
深

い
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
特
集

お
醤
油
の
来
た
道
を
さ
ぐ
る
・・・
』の

後
編
は
次
号
に
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

※
執
筆
の
た
め
の
参
考
文
献
も
、
後
編
に

一
括
し
て
記
載
い
た
し
ま
す
。

【
写
真
提
供
】

『
お
醤
油
の
来
た
道
』
嵐
山
光
三
郎
・
鈴
木
克
夫
著
（
徳
間
書
店
刊
）

よ
り
転
載
い
た
し
ま
し
た
。

庭に並べられた醤類を貯蔵するためのカメ。

韓国・木浦の海に漁に向かう取材班。エビ獲りの最盛期。
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