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表
紙（
中
国
画
・
金
瓜
か
ぼ
ち
ゃ

）の
作
家
紹
介
。

鄭

乃

（
て
い

な
い
こ
う
）
画
伯
。
雅
号
は
璧
寿
翁
。

一
九
一
一
年
二
月
中
国
福
建
省
福
州
市
生
ま
れ
。

現
代
中
国
画
壇
の
重
鎮
で
、
独
創
的
な
風
格
を
も

つ
画
家
で
あ
り
、
芸
術
教
育
家
で
も
あ
る
。

山
水
、
楼
閣
、
人
物
だ
け
で
な
く
花
、
鳥
獣
、

果
物
、
野
菜
等
も
得
意
と
し
て
お
り
、
中
国
民
族

文
化
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
も
現
代
的
な
精
神
も

そ
な
え
る
。
中
国
画
の
題
材
や
情
緒
、
構
図
、
造

形
、
筆
遣
い
、
色
彩
、
讃
、
落
款
等
各
方
面
に
お

い
て
新
境
地
の
開
拓
に
貢
献
し
て
い
る
。
欧
米
・

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
数
十
カ
国
の
美
術
展
に
出

展
、
受
賞
し
て
い
る
。
出
版
物
は
三
〇
点
以
上
、

作
品
は
中
南
海
、
人
民
大
会
堂
、
中
国
美
術
館
を

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
美
術
館
や
記
念
館
、
博
物

館
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
百
以
上
の
事
典
や

名
鑑
、
年
鑑
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
政
府
文
化
部
の
中
国
画
研
究
院
委
員
、

中
国
工
筆
画
学
会
顧
問
、
福
建
省
政
治
協
商
会
議

常
任
委
員
、
福
建
省
文
連
名
誉
主
席
、
省
文
史
研

究
館
副
館
長
、
西
安
美
術
学
院
教
授
、
福
州
画
院

院
長
を
務
め
る
。
中
国
一
級
美
術
師
に
認
定
さ
れ

て
い
る
。

キッコーマン国際食文化研究センター
〒278-8601 千葉県野田市野田250
TEL:04-7123-5215
FAX:04-7123-5218
＜開館時間＞午前10時～午後5時　
＜休館日＞土・日曜日、祝日（年末・年始、

ゴールデンウィーク、旧盆）

※詳細は当センターへお問い合わせください。
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しましたが、まさにしょうゆについて述べている

かのようです。

このように一国の食文化が、世界各国の文化に

融け込み、新しい食文化として芽生え、成長する

とき、人々のより豊かな食生活が育まれるのです。

当センターの活動が、日本はもちろん世界の

国々の食の歴史や食文化を紹介にとどまらず、

「食の国際交流」に少しでも寄与できることを願っ

ています。

キッコーマン国際食文化研究センター

食の国際交流と豊かな食生活をめざして

日本通として知られ、ヨーロッパの生活も経験

されて、文字通り国際的な味覚を持たれた元米国

駐日大使・故ライシャワー博士。「食の国際交流」

が世界中の人々に豊かな食生活をもたらしている

ことを、博士は、当社に寄せたメッセージのなか

で述べられています。そしてその例証として、日

本人の食生活に欠かせない基礎調味料・しょう

ゆのアメリカ進出と成功を取り上げています。

また評論家の花田清輝は「真にナショナルな

ものは、実はインターナショナルである」と喝破

＜キッコーマン国際食文化研究センターホームページ＞

食関連図書コーナー
インターネットからも収蔵図書の検索ができます。

キッコーマンの故郷ーー野田の町並みに調和させた野田本社正面

展示パネル・映像コーナー

I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  F o o d   C u l t u r e



一
月
の
末
に
温
暖
な
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
に
着

い
た
。
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
は
ア
ジ
ア
一
露
店
の

多
い
都
市
と
も
い
え
る
。

露
店
で
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
売
っ
て
い
る
。

そ
の
半
分
以
上
は
食
べ
も
の
の
店
だ
。
そ
し

て
、
よ
く
見
か
け
る
の
が
「
フ
ァ
ー
の
店
」

で
あ
る
。「
フ
ァ
ー
」
と
は
米
の
粉
で
つ
く
っ

た
ソ
ー
メ
ン
の
よ
う
な
麺
の
こ
と
で
、
日
本

流
に
い
え
ば
「
う
ど
ん
屋
」
だ
。
牛
肉
を
入

れ
た
も
の
が
「
フ
ァ
ー
バ
ク
」
で
、
チ
キ
ン

を
入
れ
る
と
「
フ
ァ
ー
ガ
ー
」
、
豚
肉
は
「
フ

ァ
ー
ヘ
オ
」
、
エ
ビ
を
入
れ
る
と
「
フ
ァ
ー
ト

ム
」
と
色
々
種
類
が
あ
る
。
香
り
の
強
い
香

菜
を
の
せ
て
熱
い
汁
を
か
け
て
く
れ
る
の
だ

が
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
の
人
た
ち
は
老
い
も
若

き
も
、
実
に
こ
れ
を
お
い
し
そ
う
に
食
べ
て

い
る
。

牛
の
顔
の
マ
ー
ク
を
つ
け
た
牛
肉
う
ど
ん

屋
、「
フ
ァ
ー
バ
ク
」
の
屋
台
に
入
っ
て
み

た
。
麺
を
す
す
っ
て
み
る
と
腰
は
あ
る
が
そ

れ
ほ
ど
固
く
は
な
く
、
す
る
す
る
と
の
ど
を

通
っ
て
い
く
。
量
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い

の
で
、
朝
食
や
夜
食
に
い
い
よ
う
だ
。
熱
い

汁
を
す
す
っ
て
み
る
。
醤
油
味
の
よ
う
だ
が
、

か
す
か
に
魚
の
香
り
が
す
る
。
こ
れ
は
「
ニ

ョ
ク
マ
ム
」（
魚
醤
）。
ベ
ト
ナ
ム
の
国
民
的
調

味
料
の
味
だ
。

ニ
ョ
ク
マ
ム
は
魚
醤
油
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の

人
た
ち
は
こ
れ
が
な
け
れ
ば
夜
も
日
も
あ
け

な
い
。
ス
ズ
メ
の
焼
鳥
に
タ
レ
を
つ
け
て
、

フ
ラ
ン
ス
パ
ン
に
は
さ
ん
だ
ベ
ト
ナ
ム
流
の

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
に
も
こ
の
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
つ

け
る
。
名
物
の
春
巻
料
理
や
肉
料
理
、
鍋
も

の
や
海
鮮
料
理
に
も
、
味
付
け
や
タ
レ
と
し

て
必
ず
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
使
う
。
色
は
日
本
の

醤
油
よ
り
も
う
す
く
、
淡
い
茶
褐
色
を
し
て

い
て
臭
い
を
か
ぐ
と
プ
ー
ン
と
魚
の
香
り
が

す
る
。
ぐ
ら
り
と
く
る
味
だ
が
、
一
度
こ
れ

を
使
い
だ
す
と
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
味
わ
い
が

あ
り
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
虜

と
り
こ

と
な
っ
て
し

ま
う
。
ニ
ョ
ク
マ
ム
は
万
能
調
味
料
で
あ
り
、

ベ
ト
ナ
ム
も
ま
た
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
醤
油
文

化
圏
だ
っ
た
。

ホ
ー
チ
ミ
ン
の
よ
う
な
都
会
で
は
、
朝
は

皆
、
屋
台
で
外
食
を
す
る
習
慣
が
あ
る
。
出

勤
前
の
二
十
歳
前
後
の
娘
さ
ん
が
朝
食
を
食

べ
て
い
た
。
大
皿
に
山
盛
り
の
コ
メ
。
オ
カ

ズ
は
野
菜
を
炒
め
た
も
の
が
少
々
と
塩
辛
の

よ
う
な
も
の
。
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
小
皿
が
置
い

2

お
醤
油
の
来
た
道
を
さ
ぐ
る
・・・

【
後
編
】

 

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

【
前
編
の
あ
ら
す
じ
】

い
ま
や
世
界
の
調
味
料
と
な
っ
た
醤
油
。

い
っ
た
い
、
い
つ
、
ど
こ
で
生
ま
れ
て
日
本
へ

伝
わ
っ
て
き
た
の
か
。
醤
油
の
ル
ー
ツ
を
探

る
旅
は
中
国
か
ら
始
ま
っ
た
。

上
海
を
出
発
点
に
杭
州
、
径
山
寺

き
ん
ざ
ん
じ

へ
と
足

を
運
ぶ
な
か
で
、
沢
山
の
種
類
の
「
醤
ひ
し
お
」

（
発
酵
調
味
料
）
が
古
く
か
ら
広
く
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
や
、
中
国
料
理
に
と
っ
て
醤
油

は
色
や
味
、
香
り
を
引
き
立
て
る
調
味
料
と

し
て
欠
か
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
。
さ
ら
に
雲
南
省
の
最
南
端
・
西
双
版
納

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ

で
、
大
豆
を
使
っ
た
「
幻
の
手
づ
く
り
醤
油
」

を
発
見
。
長
い
時
間
を
か
け
た
神
秘
的
な
手

法
に
感
激
す
る
。

次
に
訪
ね
た
の
が
韓
国
。
こ
こ
で
も
、
煮
あ

が
っ
た
大
豆
を
乾
燥
、熟
成
さ
せ
た「
味
噌
玉
」

（
メ
ジ
ュ
）
を
原
料
に
、
醤
油
（
カ
ン
ジ
ャ
ン
）

と
味
噌
（
テ
ン
ジ
ャ
ン
）
を
造
っ
て
い
た
。
こ

れ
は
中
国
の
雲
南
で
発
見
し
た
手
づ
く
り
醤

油
と
そ
っ
く
り
。
中
国
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島

を
経
て
、
日
本
へ
と
伝
え
ら
れ
た
「
醤
油
の

来
た
道
」
が
現
実
の
も
の
に
思
え
て
き
た
。

ニニ
ョョ
クク
ママ
ムム
がが
なな
けけ
れれ
ばば

生生
きき
てて
いい
けけ
なな
いい

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 

ヴィエトナム 

ビエンチャン 

バンコク 

チェンマイ 

ハノイ 

雲 南 省  

15° 

20° 

100° 105° 

中華人民共和国 

景洪 

シーサンパンナ 

チン　ホン 

西双版納 

西双版納と周辺の略図



て
あ
る
。
野
菜
炒
め
に
も
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
た

っ
ぷ
り
と
つ
け
、
ま
る
で
コ
メ
に
し
み
こ
ま

せ
る
よ
う
に
し
て
食
べ
て
い
る
。
娘
さ
ん
は
、

あ
っ
と
い
う
間
に
大
皿
の
コ
メ
を
平
げ
、
元

気
に
出
勤
し
て
行
っ
た
。

こ
れ
ほ
ど
コ
メ
を
食
べ
て
も
、
ベ
ト
ナ
ム

の
女
性
は
ス
リ
ム
な
身
体
つ
き
を
し
た
人
が

多
い
。
そ
の
ス
リ
ム
な
ラ
イ
ン
に
あ
ざ
や
か

な
ア
オ
ザ
イ
が
ピ
タ
リ
と
合
う
の
だ
。

「
ベ
ト
ナ
ム
人
は
、
食
べ
も
の
が
不
足
し
て
い

る
か
ら
体
型
が
細
く
小
さ
い
」

物
知
り
顔
の
旅
行
者
が
呟
い
て
い
た
。
と

ん
で
も
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
贅
沢
な
食
事
は
し

て
い
な
い
が
、
ベ
ト
ナ
ム
の
娘
さ
ん
た
ち
は
、

伝
統
的
な
民
族
衣
裳
ア
オ
ザ
イ
を
着
こ
な
せ

る
よ
う
に
大
変
な
努
力
を
し
て
い
る
の
だ
。

心
あ
る
母
親
は
、
自
分
の
分
は
け
ず
っ
て
も
、

娘
さ
ん
に
は
肉
や
魚
な
ど
、
栄
養
価
の
高
い

食
べ
も
の
を
充
分
に
食
べ
さ
せ
る
。
そ
れ
こ

そ
、
ニ
ョ
ク
マ
ム
で
し
っ
か
り
味
付
け
を
し
、

工
夫
を
し
た
食
事
を
と
ら
せ
て
い
る
。
母
親
の

心
づ
く
し
と
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
味
が
娘
さ
ん
た
ち

の
身
体
に
し
み
込
ん
で
い
く
。
こ
う
し
て
、
む

だ
な
肥
満
の
芽
を
断
ち
、
育
ち
盛
り
の
娘
の

身
体
を
し
っ
か
り
と
つ
く
っ
て
い
く
。
誇
り
高

い
ベ
ト
ナ
ム
の
娘
さ
ん
た
ち
に
は
、「
ア
オ
ザ
イ

も
着
ら
れ
ぬ
、
不
恰
好
な
体
付
き
」
は
相
手
に

さ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
一
度
、
ス
リ
ム
な
ラ
イ

ン
を
つ
く
っ
て
し
ま
え
ば
、
容
易
に
崩
れ
る
こ

と
は
な
い
の
だ
そ
う
だ
。

夕
食
に
入
っ
た
国
営
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
ア
オ

ザ
イ
の
と
て
も
良
く
似
合
う
、
若
い
娘
さ
ん
た

ち
の
グ
ル
ー
プ
に
聞
い
て
み
た
。

「
ニ
ョ
ク
マ
ム
は
、
あ
な
た
た
ち
に
と
っ
て
ど

ん
な
も
の
で
す
か
？
」

娘
さ
ん
た
ち
の
顔
に
、
パ
ッ
と
笑
顔
が
咲

い
た
。
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
話
を
す
る
の
が
と
て

も
嬉
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
な
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
」、「
な
つ
か
し
い

味
」
、
「
お
母
さ
ん
の

味
」
、「
ニ
ョ
ク
マ
ム
が

な
い
と
生
き
て
は
い
け

な
い
」
様
々
な
答
が
返

っ
て
き
た
。

な
る
ほ
ど
、
ニ
ョ
ク

マ
ム
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の

人
た
ち
に
と
っ
て
、
こ

れ
が
な
い
と
生
き
て

は
い
け
な
い
も
の
の

よ
う
だ
。

ニ
ョ
ク
マ
ム
と
は
、

果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
く
る
の
だ
ろ
う

か
。
国
道
一
号
線
を
北
へ
、
漁
港
と
し
て
も

名
高
い
海
岸
の
町
、
ク
イ
ニ
ョ
ン
の
「
ニ
ョ

ク
マ
ム
工
場
」
を
訪
ね
て
み
た
。

自
然
の
恵
み
、
魚
醤

ク
イ
ニ
ョ
ン
は
ギ
ア
ビ
ン
省
の
省
都
で
、

中
部
海
岸
地
帯
に
あ
る
。
長
く
の
び
た
白
砂

の
海
岸
線
は
た
と
え
よ
う
も
な
く
美
し
い
。

ベ
ト
ナ
ム
の
中
部
海
岸
地
帯
は
、
絶
好
の

漁
場
で
も
あ
る
。
ア
ジ
や
イ
ワ
シ
や
サ
バ
な

ど
の
他
に
、
日
本
人
の
好
き
な
エ
ビ
や
カ
ニ

や
イ
カ
な
ど
が
豊
富
に
獲
れ
て
、
日
本
に
も

輸
出
を
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
海

の
幸
こ
そ
、
国
民
的
調
味
料
ニ
ョ
ク
マ
ム
の

原
料
と
な
っ
て
い
る
。

ク
イ
ニ
ョ
ン
の
町
外
れ
に
あ
る
ニ
ョ
ク
マ

ム
工
場
を
訪
ね
て
み
た
。

ニ
ョ
ク
マ
ム
は
小
魚
を
塩
漬
け
し
て
つ
く

る
。
塩
辛
の
よ
う
に
し
て
上
澄
み
液
を
漉
し

て
使
う
の
だ
。
微
生
物
が
小
魚
の
タ
ン
パ
ク

質
を
分
解
し
独
特
の
旨
味
を
ひ
き
出
す
。
百

日
漬
け
れ
ば
出
来
上
る
が
、
上
等
な
透
明
の

ニ
ョ
ク
マ
ム
を
つ
く
る
に
は

一
年
間
は
発
酵
・
熟
成
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
。
塩
の
量
は

小
魚
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ

ら
い
を
加
え
て
い
る
。
か
な

り
濃
い
。
工
場
長
の
グ
エ
ン

さ
ん
が
身
振
り
手
振
り
を
混

え
て
漬
け
方
を
教
え
て
く
れ

た
。
ま
ず
、
木
桶
の
底
に
小

さ
な
石
を
並
べ
そ
こ
に
小
魚

を
入
れ
る
。
そ
の
上
か
ら
塩

を
か
け
て
ま
た
小
魚
を
並
べ

る
。
こ
う
し
て
小
魚
と
塩
を

何
層
に
も
重
ね
て
木
桶
を
い

っ
ぱ
い
に
す
る
の
だ
。

原
料
と
な
る
小
魚
は
ど
ん
な
も
の
を
使
っ

て
い
る
の
か
と
訊
く
と
、「
小
ア
ジ
、
イ
ワ
シ
、

小
サ
バ
な
ど
、
小
さ
な
魚
で
い
い
。
大
き
な

魚
は
家
で
食
べ
て
、
残
っ
た
小
魚
で
い
い
ん

で
す
よ
。」
見
事
な
生
活
の
知
恵
で
あ
る
。
自

然
の
恵
み
と
し
て
得
た
海
の
幸
を
余
す
と
こ

ろ
な
く
見
事
に
利
用
し
て
い
る
の
だ
。
か
つ

て
は
、
こ
う
し
て
海
の
幸
を
利
用
し
て
各
家

庭
で
も
自
家
製
の
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
つ
く
っ
て

い
た
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
工
場
で
製
造
し
た

も
の
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
。

ベ
ト
ナ
ム
で
は
、「
米
と
魚
は
親
子
の
関

係
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
海
や
川
で
獲
れ

た
魚
を
オ
カ
ズ
に
し
て
ご
飯
を
食
べ
る
主

食
・
副
食
の
関
係
を
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、

魚
は
た
だ
煮
た
り
焼
い
た
り
し
て
食
べ
る
だ

け
で
は
な
い
。
魚
醤
と
し
て
食
べ
る
こ
と
が

重
要
な
の
だ
。
魚
醤
と
は
、
い
わ
ゆ
る
塩
辛

の
よ
う
な
も
の
で
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
の
市
場

3
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まるで時間が止まったようにみえる。



に
も
様
々
な
種
類
の
魚
醤
が
並
ん
で
い
る
。

日
本
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い

え
ば
、
せ
い
ぜ
い
イ
カ
の
塩
辛
ぐ
ら
い
だ
が
、

ベ
ト
ナ
ム
で
は
小
エ
ビ
や
小
魚
ま
で
使
っ
て

実
に
様
々
な
魚
醤
を
つ
く
っ
て
い
る
。
ベ
ト

ナ
ム
の
場
合
は
、
イ
カ
に
塩
を
加
え
る
だ
け

で
漬
け
込
む
よ
う
だ
。
乱
雑
だ
が
ス
ト
レ
ー

ト
だ
。
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
の
市
場
で
小
エ
ビ
の

魚
醤
を
つ
ま
ん
で
み
た
。
お
そ
ろ
し
く
塩
辛

い
が
、
ガ
ー
ン
と
く
る
こ
の
塩
辛
さ
が
重
要

な
の
だ
。
こ
う
し
て
お
け
ば
保
存
も
き
く
し
、

ほ
ん
の
少
し
の
量
で
ご
飯
が
い
っ
ぱ
い
食
べ

ら
れ
る
。

魚
醤
は
少
な
い
オ
カ
ズ
で
も
米
を
美
味
し

く
沢
山
食
べ
る
た
め
に
あ
る
も
の
で
、
こ
れ

も
ま
た
見
事
な
生
活
の
知
恵
と
い
え
る
。「
米

と
魚
は
親
子
の
関
係
」
と
い
う
言
葉
は
、
米

と
魚
醤
が
あ
れ
ば
食
事
が
出
来
る
と
こ
ろ
か

ら
き
て
い
る
。
そ
ん
な
生
活
の
知
恵
が
魚
醤

を
一
歩
進
め
、
魚
醤
油
「
ニ
ョ
ク
マ
ム
」
を

誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
広
東
省
・
福
建
省
の
沿
岸
部
は
、

今
で
も
魚
醤
や
魚
露
と
呼
ば
れ
る
魚
醤
油
を

盛
ん
に
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
も
古
い
。

「
醤

ひ
し
お
」
の
文
化
が
中
国
を
発
祥
の
地
と
す
る
な

ら
、
ベ
ト
ナ
ム
の
魚
醤
や
魚
醤
油
も
中
国
か

ら
の
移
民
た
ち
が
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
、
ベ
ト
ナ
ム
の
人
た
ち

が
国
民
的
調
味
料
ニ
ョ
ク
マ
ム
へ
と
洗
練
、

同
化
さ
せ
た
。

日
本
の
醤
油
の
消
費
量
は
、
年
間
一
人
あ

た
り
お
よ
そ
十
リ
ッ
ト
ル
だ
が
、
ベ
ト
ナ
ム

人
の
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
消
費
量
は
年
間
一
人
あ

た
り
十
二
リ
ッ
ト
ル
。
ベ
ト
ナ
ム
の
人
た
ち

が
、
い
か
に
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
愛
用
し
て
い
る

か
が
わ
か
る
。

台
湾
で
み
つ
け
た
肉
醤
の
凄
み
！

台
湾
の
人
口
は
お
よ
そ
二
千
三
百
万
人
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
か
ら
住
ん
で
い
た
本

省
人
（
本
島
人
）
と
、
そ
れ
以
後
に
中
国
大

陸
か
ら
渡
っ
て
来
た
外
省
人
に
区
別
さ
れ
る

が
、
そ
れ
以
外
に
も
先
住
民
が
い
た
。
日
本

統
治
時
代
に
は
「
高
砂
族
」
と
呼
ば
れ
た
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
語
系
少
数
民
族
で
、
約
三
十
万

人
が
住
ん
で
い
る
。
も
と
も
と
は
山
岳
民
族

だ
っ
た
。

台
湾
に
は
、
島
中
央
の
南
北
に
三
千
メ
ー

ト
ル
級
の
山
々
が
連
な
る
台
湾
中
央
山
脈
が

走
り
、
東
側
に
は
海
岸
山
脈
が
あ
る
。「
高
砂

族
」
た
ち
は
、
こ
う
し
た
山
岳
地
帯
に
住
ん

で
い
た
。
漢
民
族
が
入
っ
て
き
て
か
ら
同
化

し
て
平
地
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
種
族
も
い

る
が
、
そ
の
ま
ま
山
岳
地
帯
に
住
み
続
け
た

種
族
も
い
る
。
彼
ら
は
現
在
、「
山
地
同
胞
」

と
か
「
山
地
人
」
と
呼
ば
れ
、
独
自
の
文
化

や
言
語
を
持
っ
て
、
今
で
も
伝
統
的
な
生
活

を
続
け
て
い
る
。「
醤
の
文
化
」
も
古
い
形
の

ま
ま
残
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
は
主

に
中
央
の
高
地
や
東
部
海
岸
近
く
に
住
ん

で
い
る
。
海
岸
山
脈
が
海
辺
ま
で
迫
る
、
東

部
海
岸
の
ほ
ぼ
中
央
に
住
む
、「
ア
ミ
族
」
の

村
を
訪
ね
、
醤
が
ど
ん
な
形
で
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
。

花
蓮

フ
ァ
ー
レ
ン
か
ら
ア
ミ
族
の
村
が
あ
る
と
い
う

豊
濱

フ
ェ
ン
ピ
ン
ま
で
は
南
へ
六
十
キ
ロ
、
海
岸
線
の
道

路
を
走
る
バ
ス
に
乗
っ
て
行
っ
た
。
豊
濱
の

停
留
所
に
着
く
と
、
林
福
山
さ
ん
と
い
う
ア

ミ
族
の
男
の
人
が
迎
え
に
出
て
く
れ
て
い

た
。
花
蓮
の
旅
行
社
を
通
し
て
案
内
を
頼
ん

で
お
い
た
の
だ
。

ア
ミ
族
の
村
は
、
漢
民
族
の
住
む
町
の
は

ず
れ
に
続
き
、
小
高
い
丘
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。
ア
ミ
族
も
か
つ
て
は
山
岳
高
地

に
住
む
狩
猟
民
族
だ
っ
た
が
、

今
は
東
部
海
岸
近
く
に
ま
で
お

り
て
来
て
、
農
耕
を
主
と
す
る

生
活
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

台
湾
の
人
に
は
「
平
地
山
胞
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

翌
日
、
林
さ
ん
に
案
内
し
て

も
ら
っ
て
、
ア
ミ
族
の
村
々
を
歩

い
て
み
た
。
遥
か
な
山
の
方
で
白

い
煙
が
上
っ
て
い
た
。
焼
畑
だ
。

近
く
ま
で
行
っ
て
見
た
い
と
い

う
と
、
林
さ
ん
が
車
を
用
意
し

て
く
れ
た
。

中
年
の
夫
婦
が
二
人
で
焼
畑

を
し
て
い
た
。
焼
畑
に
は
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
や
落
花
生
を
植
え
る
の

だ
と
い
う
。
懐
か
し
そ
う
に
焼
畑

を
見
な
が
ら
林
さ
ん
が
ポ
ツ
リ

と
呟
い
た
。「
焼
畑
が
終
る
と
、

山
に
入
っ
て
狩
り
を
し
た
も
の

で
す
」。
ア
ミ
族
も
元
々
は
、
山
岳
高
地
の

狩
猟
の
民
だ
。
平
地
に
降
り
て
来
て
も
、
山

が
糧
を
得
る
場
で
あ
っ
た
。

ア
ミ
族
の
狩
猟
に
は
、
罠
を
か
け
る
の
と

犬
を
使
っ
た
山
狩
り
と
が
あ
っ
た
。
罠
を
大

き
く
分
け
る
と
二
つ
に
区
別
で
き
て
、
ア
ミ

語
で
ミ
タ
カ
ァ
ル
と
ミ
ビ
ャ
ッ
カ
ツ
と
い
う
。

ミ
タ
カ
ァ
ル
は
比
較
的
大
き
な
獲
物
を
捕
る

た
め
の
も
の
で
、
猪
や
鹿
、
山
羊
な
ど
を
捕

り
に
、
山
の
ず
っ
と
奥
の
小
屋
に
泊
り
が
け

で
出
か
け
る
。

ミ
ビ
ャ
ッ
カ
ツ
は
山
鳥
な
ど
の
小
さ
な
獲

物
を
捕
る
た
め
村
か
ら
そ
ん
な
に
遠
く
な
い

と
こ
ろ
や
焼
畑
の
周
辺
に
罠
を
か
け
る
。
山

狩
り
は
ミ
ア
ド
ッ
プ
と
い
い
、
ア
ミ
族
の
言

葉
で
ワ
ッ
ツ
ォ
と
呼
ぶ
犬
を
使
う
。
山
の
中

で
ワ
ッ
ツ
ォ
に
獲
物
を
追
わ
せ
、
追
い
つ
め

4
台湾の海産物問屋。新鮮な魚を使ってつくるスシやサシミは、今や台湾でもポピュラーな食べ物だ。

台湾にも様々な種類の醤があった。大陸から伝えられたのだろうか。



た
ら
イ
ド
ッ
ツ
（
槍
）
を
投
げ

て
捕
る
の
だ
と
い
う
。
ワ
ッ

ツ
ォ
は
一
人
で
五
匹
か
ら
六

匹
連
れ
て
行
く
。「
こ
れ
は
と

て
も
危
険
な
狩
り
で
す
。
猪

を
し
と
め
そ
こ
な
っ
て
、
反

対
に
く
い
ち
ぎ
ら
れ
た
人
も

い
ま
す
」。

獲
物
は
ど
の
よ
う
に
し
て

食
べ
て
い
た
の
か
と
尋
ね
る

と
、「
肉
は
だ
い
た
い
シ
ラ
ウ

と
呼
ぶ
塩
漬
け
に
し
た
り
、

イ
リ
イ
リ
と
い
う
干
し
肉
に

し
て
保
存
し
て
い
ま
し
た
」、

と
林
さ
ん
は
答
え
た
。
〝
シ

ラ
ウ
と
呼
ぶ
塩
漬
け
に
し
て

保
存
す
る
〞
、
こ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、「
肉

醤
」
で
は
な
い
か
。
中
国
大
陸
に
古
く
か
ら

あ
っ
た
「
肉
醤

し
し
び
し
お

」
が
ア
ミ
族
の
村
に
も
伝
え

ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
も
シ
ラ
ウ
を

保
存
し
て
い
る
人
は
い
な
い
か
、
と
意
気
込

ん
で
尋
ね
る
と
、
林
さ
ん
は
、
明
日
村
の
人

に
聞
い
て
み
る
と
、
ま
た
狩
り
の
話
に
戻
っ

て
い
っ
た
。

ア
ミ
族
の
〝
肉
醤
〞

林
さ
ん
は
、
朝
、
宿
に
迎
え
に
来
た
時
に
、

「
今
日
の
お
昼
に
、
オ
モ
シ
ロ
イ
も
の
を
お
見

せ
し
ま
す
」
と
、
言
っ
た
。

昼
食
の
時
間
に
な
る
と
、
林
さ
ん
は
自
分

の
家
へ
と
誘
っ
て
く
れ
た
。
見
慣
れ
た
ス
ラ

ブ
家
の
敷
地
に
入
っ
て
行
く
と
、
前
庭
に
テ

ー
ブ
ル
が
出
さ
れ
、
料
理
が
用
意
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
時
、
何
や
ら
瓶
を
両
手
で
胸
の
と

こ
ろ
に
抱
え
た
男
性
が
、
林
さ
ん
の
家
の
前

庭
に
入
っ
て
来
た
。

「
シ
ラ
ウ
で
す
ね
！
」
思
わ
ず
叫
ん
で
し
ま

っ
た
。
と
う
と
う
、
幻
の
肉
醤
に
お
目
に
か

か
れ
た
。
男
性
は
大
仰
な
仕
草
で
瓶
の
フ
タ

を
開
け
る
と
、
中
か
ら
肉
の
塊
を
取
り
だ
し

た
。
茶
褐
色
の
肉
の
塩
漬
け
だ
が
何
の
肉
か

は
わ
か
ら
な
い
。

「
こ
れ
は
山
の
獲
物
の
シ
ラ
ウ
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ブ
タ
の
シ
ラ
ウ
、
同
じ
よ
う
に
し

て
つ
く
っ
た
ブ
タ
肉
の
塩
漬
け
で
す
。
一
年

漬
け
ま
し
た
」。
一
年
も
塩
漬
け
し
て
い
れ
ば

紛
れ
も
な
く
「
肉
醤
」
だ
。
し
か
も
、
中
国

大
陸
で
は
牛
肉
を
使
う
の
に
豚
肉
と
は
珍
し

い
。「

と
に
か
く
味
見
さ
せ
て
下
さ
い
」。
待
ち

き
れ
な
い
よ
う
に
端
の
方
を
ナ
イ
フ
で
切
っ

て
も
ら
っ
て
食
べ
て
み
た
。
恐
ろ
し
く
塩
辛

い
。

「
そ
れ
だ
け
で
食
べ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
飯
を
小
さ
く
手
で
握
り
、
シ
ラ
ウ
を

少
し
噛
っ
て
一
緒
に
食
べ
る
の
で
す
」。

ご
飯
を
小
さ
く
手
で
握
っ
て
食
べ
る
の

は
、
中
国
の
雲
南
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
し

か
も
ご
飯
と
一
緒
に
少
し
食
べ
る
と
い
う
の

も
立
派
な
醤
だ
。
他
の
料
理
の
味
付
け
な
ど

に
は
使
わ
な
い
の
か
と
聞
く
と
、「
野
菜
炒
め

な
ど
に
少
し
入
れ
る
と
、
と
て
も
良
い
味
に

な
り
ま
す
」。
調
味
料
と
し
て
も
使
っ
て
い

る
。
確
か
に
肉
醤
だ
。

台
湾
に
も
古
い
形
の
醤
が
あ
っ
た
。
焼
畑

や
水
田
も
あ
っ
た
。
こ
れ
で
、
稲
作
文
化
や

発
酵
食
品
が
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
や
中
国
の

南
部
沿
岸
か
ら
、
直
接
海
へ
出
て
、
黒
潮
に

の
っ
て
日
本
へ

と
伝
え
ら
れ
た

経
路
も
あ
っ
た

こ
と
が
充
分
に

考
え
ら
れ
る
。

醤
油
の
来
た
道

は
海
路
も
あ
っ

た
の
か
も
し
れ

な
い
。

味
噌
・
醤

油
の
ル
ー
ツ
を

探
る
、
醤
油
の

来
た
道
は
、
再
び
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
へ
と
渡

り
、
母
な
る
メ
ナ
ム
川
を
遡
っ
て
、
タ
イ
の

奥
地
・
山
岳
地
帯
へ
と
行
く
。

バ
ン
コ
ク
か
ら
雲
南
に
連
な
る

大
醤
油
地
帯

メ
ナ
ム
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
の
河
口
に

築
か
れ
た
バ
ン
コ
ク
の
町
を
、
タ
イ
の
人
た

ち
は
、
ク
ル
ン
テ
ー
プ
「
天
使
の
都
」
と
呼

ん
だ
。
メ
ナ
ム
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
か
ら

ひ
か
れ
た
水
路
・
ク
ロ
ー
ン
が
町
な
か
を
縦

横
に
走
り
、
か
つ
て
は
「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」

と
も
讃
え
ら
れ
た
水
の
都
で
も
あ
っ
た
。
現

在
は
高
層
ビ
ル
が
林
立
す
る
国
際
都
市
と
な

っ
て
い
る
が
、
バ
ン
コ
ク
の
人
た
ち
に
と
っ

て
メ
ナ
ム
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
の
水
は
生
活

に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

タ
イ
語
で
「
メ
」
は
「
母
」
と
い
う
意
味
、

「
ナ
ム
」
は
「
水
」
の
意
味
で
、「
メ
ナ
ム
川
」

と
は
、
そ
の
ま
ま
「
母
な
る
水
の
川
」
と
な

り
、
バ
ン
コ
ク
の
人
た
ち
は
「
チ
ャ
オ
プ
ラ

ヤ
ー
川
」
と
呼
ん
で
い
る
。
実
際
、
バ
ン
コ

ク
の
人
た
ち
ば
か
り
か
、
タ
イ
の
人
た
ち
に

と
っ
て
、
母
な
る
川
メ
ナ
ム
か
ら
受
け
る
恵

み
に
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
バ
ン

コ
ク
の
町
で
は
メ
ナ
ム
や
ク
ロ
ー
ン
の
水
上

交
通
が
、
便
利
な
市
民
の
足
と
な
っ
て
い
る

が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
最
大
の
恵
み
は
、
バ

ン
コ
ク
の
背
後
に
広
が
る
肥
沃
な
大
地
で
あ

る
。
世
界
有
数
の
穀
倉
地
帯
と
も
い
え
る
こ

の
緑
の
大
地
は
、
メ
ナ
ム
・
デ
ル
タ
が
生
み

出
し
た
も
の
な
の
だ
。

バ
ン
コ
ク
の
市
街
か
ら
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー

川
を
南
へ
お
よ
そ
八
〇
キ
ロ
下
っ
た
ダ
ム
ナ

ン
サ
ド
ワ
ッ
ク
。
こ
こ
で
懐
か
し
い
風
景
が

繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
水
上
マ
ー
ケ
ッ
ト
。

ク
ロ
ー
ン
に
小
さ
な
舟
、
サ
ン
パ
ン
が
ひ
し

め
き
、
新
鮮
な
果
物
や
野
菜
が
売
ら
れ
て
い

る
。
水
上
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
夜
明
け
か
ら
始
ま

り
、
朝
七
時
ぐ
ら
い
が
ピ
ー
ク
と
な
る
。

岸
の
方
に
は
朝
食
を
売
る
舟
も
も
や
っ
て

あ
っ
た
。
め
ん
類
用
の
鍋
か
ら
白
い
湯
気
が

も
う
も
う
と
上
っ
て
い
る
。
朝
食
は
、
め
ん

と
粥
と
焼
飯
の
三
種
類
が
あ
っ
た
。
米
粉
か

ら
つ
く
っ
た
タ
イ
の
代
表
的
な
め
ん
、
ク
ィ

テ
ィ
オ
を
食
べ
て
み
る
。
ゆ
が
い
た
め
ん
の

上
か
ら
具
の
入
っ
た
汁
を
か
け
て
く
れ
る
。

ク
ィ
テ
ィ
オ
（
め
ん
）
は
適
度
な
腰
が
あ
っ
て

か
な
り
旨
い
。
汁
は
コ
ク
が
深
い
味
だ
。
色

か
ら
は
薄
味
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
魚
を
た

5
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っ
ぷ
り
使
っ

て
ダ
シ
を
取

っ
た
ゆ
っ
た

り
と
し
た
コ

ク
が
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
、

今
タ
イ
の
国

民
的
調
味

料
と
な
り
つ
つ
あ
る
魚
醤
油
・
ナ
ム
プ
ラ
の

味
な
の
だ
。

ナ
ム
プ
ラ
は
、
小
魚
を
一
年
ぐ
ら
い
塩
漬

け
し
、
そ
の
上
澄
み
液
を
漉
し
て
つ
く
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
影
響
を
受
け
て

い
る
と
思
わ
れ
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら

タ
イ
の
人
た
ち
に
急
速
に
広
ま
っ
て
き
た
。

今
で
は
、
こ
の
ナ
ム
プ
ラ
と
、
エ
ビ
や
ア
ミ

を
つ
ぶ
し
て
塩
漬
け
し
て
つ
く
る
発
酵
調
味

料
・
カ
ピ
が
、
タ
イ
料
理
に
は
欠
か
せ
ぬ
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ナ
ム
プ
ラ
は
、
現
在
は

塩
水
魚
を
使
っ
て
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、

も
と
も
と
は
淡
水
魚
か
ら
つ
く
ら
れ
た
も
の

だ
っ
た
。
し
か
も
、
メ
ナ
ム
の
流
域
の
中
部

タ
イ
で
多
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
バ
ン
コ
ク

か
ら
メ
ナ
ム
を
遡
り
、
ナ
ム
プ
ラ
が
ど
の
よ

う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
見
て
み
よ
う
。

メ
ナ
ム
を
遡
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
、
タ
イ

の
歴
史
を
遡
る
こ
と
に
も
な
る

メ
ナ
ム
遡
行

バ
ン
コ
ク
を
出
発
し
て
お
よ
そ
一
時
間
、

メ
ナ
ム
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
と
そ
の
支
流
に

囲
ま
れ
た
中
洲
に
古
い
仏
塔
が
見
え
て
き

た
。
バ
ン
コ
ク
に
都
が
移
さ
れ
る
前
の
古
都

ア
ユ
タ
ヤ
の
遺
跡
だ
。

ア
ユ
タ
ヤ
の
遺
跡
を
過
ぎ
る
と
、
メ
ナ
ム

に
注
ぐ
小
さ
な
川
で
村
の
人
た
ち
が
魚
を
獲

っ
て
い
た
。
竹
竿
の
先
に
三
角
形
の
網
を
張

っ
て
、
何
や
ら
小
魚
を
獲
っ
て
い
る
。
川
岸

に
降
り
て
み
る
と
バ
ケ
ツ
の
中
に
、
長
さ
四
、

五
セ
ン
チ
の
小
さ
な
魚
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
て

い
た
。

「
こ
れ
が
ナ
ム
プ
ラ
の
原
料
で
す
」
ガ
イ
ド
の

田
島
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。
ナ
ム
プ
ラ
と

は
こ
ん
な
小
さ
な
魚
を
使
っ
て
つ
く
っ
て
い

た
の
だ
。「
最
近
は
海
産
物
の
キ
ビ
ナ
ゴ
な
ん

か
も
使
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
小
さ

な
淡
水
魚
を
使
っ
て
い
た
ん
で
す
」。

こ
れ
か
ら
工
場
へ
魚
を
運
ん
で
行
く
と
い

う
仲
買
人
に
頼
ん
で
、
ナ
ム
プ
ラ
工
場
を
見

学
さ
せ
て
も
ら
う
と
に
し
た
。

木
造
の
倉
庫
の
よ
う
な
建
物
が
一
棟
あ
る

だ
け
の
小
さ
な
工
場
だ
っ
た
。
中
に
入
る
と

殴
り
つ
け
る
よ
う
な
塩
辛
の
臭
い
が
鼻
を
突

く
。
も
う
何
度
も
味
わ
っ
た
魚
醤
油
工
場
の

臭
い
だ
。
壁
に
沿
っ
て
大
き
な
木
桶
が
並
ん

で
い
て
、
床
に
は
木
の
フ
タ
が
し
て
あ
っ
た
。

そ
の
下
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
発
酵
槽
だ
と
い

う
。
小
魚
に
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
の
塩

を
混
ぜ
、
数
ヶ
月
か
ら
一
年
前
後
、
発
酵
さ

せ
て
い
る
。
発
酵
槽
に
は
仕
切
り
が
あ
っ
て
、

一
年
中
ナ
ム
プ
ラ
が
出
荷
で
き
る
よ
う
に
、

期
間
を
ず
ら
し
て
漬
け
て
い
た
。
発
酵
が
進

む
と
魚
体
が
溶
け
て
汁
に
な
り
、
熟
成
し
た

塩
辛
の
汁
を
木
桶
に
く
み
上
げ
て
い
る
の

だ
。
こ
れ
を
布
で
漉
す
と
ナ
ム
プ
ラ
が
出
来

上
る
。

工
場
の
前
で
小
母
さ
ん
が
ナ
ム
プ
ラ
の
壜

詰
め
を
し
て
い
た
。
壜
の
口
に
漏
斗
を
さ
し

込
み
、
一
本
一
本
ひ
し
ゃ
く
で
す
く
っ
て
詰

め
て
い
た
。
ま
さ
に
手
づ
く
り
の
味
だ
。
淡

い
茶
褐
色
の
ナ
ム
プ
ラ
を
指
に
と
っ
て
舐
め

て
み
る
と
、
も
は
や
塩
辛
の
よ
う
な
強
烈
な

臭
い
は
な
い
。
か
す
か
に
魚
の
臭
い
の
す
る

コ
ク
の
あ
る
味
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ニ
ョ
ク
マ

ム
と
も
微
妙
に
違
っ
て
い
た
。

タ
イ
山
岳
地
帯
の
味
噌
汁

更
に
北
へ
と
進
み
、
タ
イ
第
二
の
都
市
チ

ェ
ン
マ
イ
へ
と
向
っ
た
。
チ
ェ
ン
マ
イ
は
周

囲
を
山
々
に
囲
ま
れ
た
高
原
都
市
だ
。
チ
ェ

ン
マ
イ
郊
外
の
農
家
で
、
こ
の
地
方
独
得
の

調
味
料
ナ
ム
・
ポ
ー
を
つ
く
っ
て
い
る
の
を

見
た
。
ま
ず
、
川
か
ら
淡
水
産
の
カ
ニ
、
沢

ガ
ニ
の
よ
う
な
も
の
を
沢
山
と
っ
て
来
て
小

さ
な
臼
で
つ
い
て
つ
ぶ
す
。
こ
れ
に
香
り
の

強
い
葉
と
塩
を
混
ぜ
更
に
細
か
く
つ
い
て
汁

を
し
ぼ
る
。
し
ぼ
っ
た
汁
を
鍋
に
入
れ
て
煮

つ
め
る
と
出
来
上
り
。

こ
れ
は
、
中
国
雲
南
省
で
見
た
蟹
醤
と
ま

っ
た
く
同
じ
造
り
方
で
あ
っ
た
。
雲
南
の
場

合
は
塩
を
入
れ
て
数
日
漬
け
こ
む
が
、
チ
ェ

ン
マ
イ
の
方
は
そ
の
日
の
う
ち
に
仕
上
げ
て

し
ま
う
。
厳
密
に
い
う
と
ナ
ム
・
ポ
ー
は
蟹

醤
と
は
言
え
ず
、
蟹
ミ
ソ
の
よ
う
な
も
の
だ

が
、
造
り
方
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
。
北
タ
イ

の
人
た
ち
は
、
こ
れ
を
野
菜
や
果
物
に
つ
け

て
食
べ
る
。
雲
南
の
西
の
端
・
西
双
版
納

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ

の

人
た
ち
と
タ
イ
北
部
の
人
た
ち
は
非
常
に
似

た
食
文
化
を
持
っ
て
い
る
。
雲
南
が
日
本
の

文
化
の
源
流
で
あ
る
な
ら
、
北
タ
イ
の
人
た

ち
に
も
日
本
の
文
化
と
共
通
す
る
も
の
が
あ

る
は
ず
だ
。
チ
ェ
ン
マ
イ
か
ら
さ
ら
に
北
へ
、

少
数
民
族
が
数
多
く
住
ん
で
い
る
と
い
う
タ

イ
北
部
山
岳
地
帯
を
さ
ぐ
る
必
要
が
あ
る
。

チ
ェ
ン
マ
イ
か
ら
チ
ェ
ン
ラ
イ
へ
、
そ
し

て
国
境
の
町
メ
ー
サ
イ
へ
と
高
い
山
々
が
連

な
っ
て
い
る
。
メ
ー
サ
イ
の
町
に
は
、
赤
や

青
、
黒
な
ど
の
色
と
り
ど
り
の
民
族
衣
裳
を

身
に
つ
け
た
少
数
民
族
の
姿
が
見
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
高
地
に
住
む
山
岳
民
族
で
、
こ
の

周
辺
に
は
、
カ
レ
ン
族
、
メ
オ
族
、
ア
カ
族
、

ヤ
オ
族
、
リ
ス
族
な
ど
の
種
族
が
住
ん
で
い

る
。
そ
ん
な
ひ
と
つ
、
ア
カ
族
の
村
を
訪
ね

て
み
た
。

ち
ょ
う
ど
お
昼
時
、
赤
い
円
錐
形
の
帽
子

を
か
ぶ
っ
た
小
母
さ
ん
が
昼
食
の
準
備
を
し

て
い
た
。
鍋
か
ら
白
い
湯
気
が
昇
り
、
何
や
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ら
懐
か
し
い
香
り
が
漂
っ

て
い
る
。
フ
タ
を
と
っ
て
中

を
見
せ
て
も
ら
う
と
、
味
噌

汁
の
よ
う
な
も
の
が
入
っ
て

い
た
。
特
別
に
お
願
い
し
て

一
杯
ご
馳
走
に
な
っ
て
み

た
。
紛
れ
も
な
い
味
噌
汁

だ
。
し
か
も
野
菜
に
混
っ
て

小
さ
く
切
っ
た
お
肉
が
入

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ト
ン

汁
だ
。

ど
う
や
っ
て
つ
く
る
の
か
と
尋
ね
る
と
、

ス
ー
プ
は
「
ト
ゥ
ア
・
ナ
オ
」
と
い
う
も
の

を
溶
か
し
て
つ
く
り
、
肉
は
二
、
三
ヶ
月
塩

漬
け
し
た
も
の
を
囲
炉
裏
の
上
で
干
し
て
乾

燥
さ
せ
た
も
の
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
。
何

の
こ
と
は
な
い
、
ベ
ー
コ
ン
で
は
な
い
か
。

「
ト
ゥ
ア
・
ナ
オ
」
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、
円

い
煎
餅
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
て
納
豆
の
よ

う
な
臭
い
が
し
た
。
こ
れ
も
何
処
か
で
見
た

こ
と
が
あ
る
。
造
り
方
を
聞
い
て
思
い
出
し

た
。
こ
れ
ま
た
雲
南
の
味
噌
煎
餅
と
同
じ
だ
。

ま
ず
大
豆
を
よ
く
煮
て
ザ
ル
に
入
れ
、
二
、

三
日
お
い
て
発
酵
さ
せ
る
。
次
に
臼
で
つ
い

て
細
か
く
砕
き
、
手
の
ひ
ら
ぐ
ら
い
の
大
き

さ
の
木
の
葉
に
餅
の
よ
う
に
の
ば
し
て
二
、

三
日
天
日
に
干
す
。
乾
燥
す
れ
ば
出
来
上
り
。

雲
南
と
全
く
同
じ
大
豆
の
発
酵
食
品
だ
。

雲
南
で
は
軽
く
火
に
あ
ぶ
っ
て
お
湯
に
溶
か

し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
日
本
の
味
噌
と
同

じ
よ
う
に
火
に
か
け
た
お
湯
に
溶
か
し
こ
ん

で
い
た
。
中
国
の
雲
南
と
タ
イ
の
山
岳
地
帯
、

そ
し
て
日
本
を
結
ぶ
共
通
点
の
よ
う
な
も
の

が
見
え
て
来
た
。
醤
油
発
祥
の
地
の
謎
を
解

く
鍵
が
、
タ
イ
北
部
の
山
岳
地
帯
に
隠
さ
れ

て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
す
ま
す
、
心
が

躍
っ
て
き
た
。

正
月
に
は
餅
を

メ
オ
族
の
村
を
訪
ね
て
み
た
。
村
は
藁
葺
わ
ら
ぶ
き

屋
根
の
家
々
が
軒
を
連
ね
て
、
日
本
の
古
い

農
村
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
顔
付
き
が
日
本

の
子
供
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
。

村
の
人
に
醤
油
を
知
っ
て
い
る
か
と
尋
ね

る
と
、
知
っ
て
い
る
と
い
う
。
大
豆
で
つ
く

っ
て
い
る
の
か
と
聞
く
と
、
町
か
ら
買
っ
て

く
る
と
言
っ
て
い
た
。
雲
南
の
人
々
と
同
じ

食
文
化
を
持
っ
て
い
る
の
な
ら
、
大
豆
の
醤

油
の
味
も
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
メ
オ
族
の

村
で
も
大
豆
の
醤
油
が
姿
を
消
し
て
、
魚
醤

油
ナ
ム
プ
ラ
が
万
能
調
味
料
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

北
タ
イ
の
人
た
ち
の
主
食
は
モ
チ
米
で
、

山
岳
民
族
の
人
た
ち
も
同
じ
だ
っ
た
。
雲
南

の
人
や
台
湾
の
山
岳
民
族
の
人
た
ち
と
同
じ

よ
う
に
、
自
分
の
手
で
少
し
と
っ
て
、
小
さ

な
お
握
り
の
よ
う
に
し
て
食
べ
て
い
る
。
し

か
も
、
照
葉
樹
林
帯
に
住
む
人
々
は
粘
っ
こ

い
も
の
を
好
ん
で
食
べ
る
と
い
う
、
共
通
し

た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
メ
オ
族
の
人
た
ち

が
餅
を
つ
い
て
食
べ
て
い
て
も
、
何
も
不
思

議
は
な
か
っ
た
。

日
本
か
ら
は
る
ば
る
タ
イ
の
山
岳
民
族
の

人
た
ち
の
食
べ
物
を
調
べ
に
や
っ
て
来
た
と

告
げ
る
と
、
気
さ
く
な
そ
の
家
の
人
が
餅
を

つ
い
て
見
せ
よ
う
か
と
言
っ
て
く
れ
た
。
願

っ
て
も
な
い
。
幸
い
日
本
産
の
醤
油
も
持
参

し
て
い
る
。
つ
き
た
て
の
餅
に
日
本
の
醤
油

を
つ
け
て
、
メ
オ
族
の
人
た
ち
と
一
緒
に
味

わ
っ
て
み
た
。

メ
オ
族
の
餅
は
腰
が
あ
っ
て
旨
い
。
日
本

で
食
べ
る
餅
に
比
べ
、
米
に
野
性
の
色
あ
い

が
強
い
。
キ
ッ
ク
力
が
あ
る
。
日
本
の
醤
油

は
こ
の
メ
オ
族
の
餅
に
、
じ
つ
に
よ
く
合
っ

て
旨
か
っ
た
。
村
の
人
た
ち
も
つ
ぎ
つ
ぎ
に

日
本
の
醤
油
を
つ
け
て
食
べ
て
い
た
。

タ
イ
の
山
岳
地
帯
に
住
む
人
た
ち
も
正
月

に
は
餅
を
食
べ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
醤
油

の
味
の
良
さ
も
知
っ
て
い
た
。
味
噌
汁
も
あ

っ
た
。
黄
金
の
三
角
地
帯
を
さ
ら
に
北
へ
行

け
ば
、
遥
か
な
雲
南
の
山
々
が
連
な
り
、
同

じ
食
文
化
を
持
っ
た
人
た
ち
が
住
ん
で
い

る
。
顔
形
も
日
本
人
と
全
く
同
じ
だ
。
ど
う

や
ら
、
味
噌
・
醤
油
の
文
化
は
こ
の
辺
に

源
流
が
あ
っ
て
、
遠
い
昔
へ
さ
か
の
ぼ
る
と
、

全
て
同
じ
祖
先
へ
と
行
き
つ
く
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

お
醤
油
は
果
し
て
ど
こ
か
ら

来
た
か
？

ア
ジ
ア
で
、
な
ぜ
醤
が
発
達
し
た
か
。
そ

れ
は
稲
作
文
化
を
持
ち
、
米
を
主
食
と
し
て

い
た
こ
と
に
関
係
深
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

米
は
そ
の
ま
ま
食
べ
る
と
か
な
り
淡
白
な
味

だ
。
こ
の
米
を
美
味
し
く
食
べ
る
た
め
の
副

食
と
し
て
、
草
醤

く
さ
び
し
お
、
豆
醤

ま
め
び
し
お
、
魚
醤

し
し
び
し
お

な
ど
が
生

ま
れ
た
。
そ
ん
な
醤
が
発
達
し
、
大
豆
で
つ

く
る
醤
油
や
魚
醤
油
な
ど
の
調
味
料
が
誕
生

し
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
か
つ
て
は
魚
醤

が
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
塩
辛

を
そ
の
ま
ま
食
べ
て
副
食
と
し
、
塩
辛
の
汁

を
調
味
料
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
発

達
し
て
魚
醤
油
も
日
本
各
地
で
つ
く
ら
れ
て

い
た
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
豆
醤
が
伝
わ
る
と
、

現
在
の
よ
う
な
大
豆
で
つ
く
る
醤
油
が
誕

生
、
洗
練
さ
れ
た
味
が
魚
醤
油
を
押
し
の
け

て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
日
本
の
調
味
料
は
味

噌
・
醤
油
の
天
下
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
醤
の
よ
う

な
調
味
料
が
発
達
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
醤
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
醤
は
あ
っ
た
。
紀
元

一
世
紀
に
書
か
れ
た
「
聖
書
」
の
中
に
魚
醤

が
登
場
し
て
い
る
。
古
代
ロ
ー
マ
時
代
に
は

魚
の
塩
漬
け
の
濃
縮
し
た
も
の
が
あ
り
、「
ガ

ム
ル
」
や
「
リ
ク
ア
メ
ン
」
と
よ
ば
れ
て
市

販
さ
れ
て
い
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
が

早
い
時
期
に
コ
シ
ョ
ウ
、
シ
ョ
ウ
ガ
、
シ
ナ

モ
ン
、
ナ
ツ
メ
グ
、
ハ
ッ
カ
な
ど
の
ス
パ
イ

ス
類
に
調
味
料
の
座
を
譲
っ
た
よ
う
だ
。
な

ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
醤
が
発
達
せ
ず
に
姿
を

消
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
も
や
は
り
主
食
に
関
係
が
あ
る
よ
う

だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
動
物
性
食
品
を
多
く

食
べ
る
。
脂
肪
と
タ
ン
パ
ク
質
に
と
む
肉
類

は
、
そ
の
ま
ま
で
も
美
味
し
い
し
、
塩
を
ふ

り
か
け
た
だ
け
で
も
結
構
旨
く
な
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
調
味
料
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
ソ

ー
ス
類
も
、
基
本
的
に
は
畜
肉
な
ど
の
そ
の

ま
ま
の
味
を
煮
だ
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ
う

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
醤
を
必
要
と
し
な
い

食
文
化
が
発
展
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
「
ガ
ム
ル
」
の
後
身
と

7

「スコータイ」の遺跡。ここにタイではじめての王国が築かれた。

メオ族のついてくれた餅に、日本の醤油がピッタリと合った。



し
て
細
々
な
が
ら
現
在
も
魚
醤
が
生
き
の
び

て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
よ
く
つ
く
ら
れ

て
い
る
「
ア
ン
チ
ョ
ビ
・
ソ
ー
ス
」
も
そ
ん

な
ひ
と
つ
で
あ
る
。
強
い
塩
味
と
魚
の
臭
い

が
す
る
独
得
の
旨
味
が
あ
る
こ
の
ソ
ー
ス

は
、
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
を
塩
漬
け
し
て
つ
く

る
。ま

ず
、
薄
い
塩
水
で
洗
っ
て
し
ば
ら
く
塩

水
に
漬
け
て
お
く
。
つ
ぎ
に
頭
と
内
臓
を
と

っ
て
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
の
塩
を
ふ
り

漬
け
こ
む
。
こ
れ
を
す
り
潰
し
て
ペ
ー
ス
ト

を
つ
く
り
、
塩
、
酢
、
水
、
レ
モ
ン
な
ど
を

加
え
て
つ
く
る
。
立
派
な
魚
醤
だ
。
カ
ナ
ッ

ペ
や
ピ
ザ
の
材
料
と
し
て
使
わ
れ
、
イ
タ
リ

ア
人
ば
か
り
か
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
に
も
好
ま

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
魚
醤
が
細
々
な
が
ら
残
っ
て
い

る
も
の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
調
味
料
は
、
長

い
間
、
ス
パ
イ
ス
類
、
乳
製
品
、
肉
類
な
ど

の
汁
が
主
流
の
座
を
占
め
て
き
た
。
最
近
に

な
っ
て
日
本
の
醤
油
が
進
出
す
る
ま
で
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
発
酵
調
味
料
は
約
二
千
年
の

間
姿
を
消
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
醤

油
の
味
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
、
古
代
ロ
ー
マ

帝
国
の
「
ガ
ム
ル
」
の
味
を
蘇
ら
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

で
は
、
今
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
進
出
し
て

い
る
日
本
の
醤
油
と
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
で

生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
発
達
し
て
き
た
か

醤
油
は
日
本
固
有
の
も
の
？

「
醤
油
は
本
当
に
日
本
固
有
の
調
味
料
な

の
だ
ろ
う
か
？
」。

そ
ん
な
疑
問
か
ら
「
醤
油
の
ル
ー
ツ
」
を

探
る
旅
は
始
ま
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
か
ら
東
南

ア
ジ
ア
と
歩
い
て
み
て
、「
醤
油
は
日
本
固

有
の
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

中
国
に
も
醤
油
は
あ
っ
た
。
伝
統
の
中
国
料

理
に
は
醤
油
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い

た
。
韓
国
に
も
醤
油
が
あ
っ
た
。
メ
ジ
ュ
と

呼
ば
れ
る
ミ
ソ
玉
か
ら
つ
く
る
手
づ
く
り
醤

油
は
、
中
国
・
雲
南
の
伝
統
の
手
づ
く
り
醤

油
と
同
じ
よ
う
な
方
法
で
つ
く
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、
日
本
の
醤
油
と
同
じ
よ
う
に
万

能
調
味
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
魚
醤
油
も

仲
間
に
入
れ
る
と
、
ベ
ト
ナ
ム
や
タ
イ
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
も
同
じ
醤
油
文
化
圏
だ
。

で
は
、
醤
油
発
祥
の
地
と
は
、
果
し
て
ど

こ
な
の
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
ら
日
本
へ
と
伝
わ

っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
醤
の
技
術
は
確
か

に
中
国
か
ら
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
日
本
文
化
の
源
流
と
も
い
わ
れ

る
中
国
・
雲
南
に
、
味
噌
か
ら
つ
く
ら
れ
る

溜
り
醤
油
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、
韓
国

に
も
同
じ
手
づ
く
り
醤
油
が
あ
れ
ば
、
中
国

大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
日
本
へ

伝
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

日
本
人
は
よ
く
「
発
想
よ
り
も
ア
レ
ン
ジ

上
手
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
誰
か
が
発
明
し

た
も
の
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
そ
れ
よ
り
も
は

る
か
に
優
れ
た
も
の
を
つ
く
り
だ
す
特
異
な

才
能
を
持
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
日
本
人
が
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
醤

油
に
手
を
加
え
、
熟
成
・
洗
練
を
重
ね
て
、

繊
細
な
味
の
完
成
品
を
つ
く
り
出
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
中
国
の
ど
こ
が
醤
油

の
発
祥
の
地
な
の
だ
ろ
う
か
。
雲
南
が
原
点

だ
と
す
る
に
は
確
か
な
決
め
手
も
な
い
。
魚

醤
油
も
同
じ
仲
間
だ
と
す
る
と
、
発
生
の
経

緯
も
発
達
の
仕
方
も
違
っ
て
い
て
、
醤
油
文

化
圏
は
あ
ま
り
に
も
広
範
囲
に
渡
っ
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
醤
油
の
も
と
に
な
っ
た
醤
の
発

生
を
考
え
て
み
よ
う
。
醤
は
お
そ
ら
く
食
べ

も
の
を
塩
漬
け
し
保
存
食
品
と
す
る
こ
と
か

ら
誕
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
様
々
な
食

べ
物
を
塩
漬
け
す
る
方
法
は
、
各
地
で
自
然

発
生
的
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
て
醤
も
ア
ジ
ア
の
広
範
囲
な
地

域
で
、
生
活
の
知
恵
と
し
て
自
然
発
生
的
に

誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
、
醤

油
も
ま
た
ア
ジ
ア
の
各
地
で
自
然
発
生
的
に

誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
ア
ジ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
と
、
広
範
囲

に
広
が
る
醤
油
文
化
圏
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富

ん
だ
発
酵
食
品
文
化
圏
を
旅
し
て
み
る
と
、

醤
油
の
ル
ー
ツ
が
ア
ジ
ア
の
ど
こ
か
一
ヵ
所

に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
次
第
に
広
が
っ
た
と
、

一
点
発
生
説
を
考
え
な
く
て
も
い
い
と
い
う

思
い
が
強
い
。
醤
油
は
ア
ジ
ア
の
各
地
で
自

然
発
生
的
に
生
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
、
そ
の
味
が
培
わ
れ
育
ま

れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
醤
油
は
日
本
の
発
明
品

中
国
の
醤
油
は
日
本
の
も
の
と
か
な
り
味

が
違
う
。
大
豆
の
香
り
が
強
く
、
味
が
固
く

濃
厚
で
あ
る
。
中
国
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ

と
旅
す
る
と
、
ニ
ョ
ク
マ
ム
や
ナ
ム
プ
ラ
の

味
の
方
が
日
本
の
醤
油
に
近
く
、
日
本
人
の

舌
に
な
じ
み
や
す
い
。
日
本
の
醤
油
は
、
ニ
ョ

ク
マ
ム
や
ナ
ム
プ
ラ
の
味
に
近
い
の
だ
。

日
本
で
は
も
と
も
と
魚
醤
が
使
わ
れ
て
お

り
、
豆
醤
が
伝
わ
っ
て
か
ら
こ
れ
が
主
流
に

な
っ
た
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
る
。
日
本
の

醤
油
が
ニ
ョ
ク
マ
ム
や
ナ
ム
プ
ラ
の
味
に
似

て
い
る
の
は
、
豆
醤
を
洗
練
し
て
つ
く
っ
た

日
本
の
醤
油
が
、
味
覚
的
に
魚
醤
油
の
味
を

追
求
し
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

醤
油
は
、
中
国
と
日
本
で
は
別
々
の
進
化
を

と
げ
て
、
今
で
は
風
味
も
か
な
り
異
な
っ
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
醤
油
は
、
純

粋
に
日
本
が
発
明
し
た
も
の
な
の
だ
。

醤
油
の
ル
ー
ツ
を
探
っ
て
ア
ジ
ア
全
域
を

旅
し
て
来
た
結
果
、
日
本
の
醤
油
の
発
祥
の

地
を
ど
こ
か
一
ヵ
所
に
特
定
し
な
く
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
。

も
と
も
と
、
生
活
の
知
恵
と
し
て
生
ま
れ
た

も
の
は
、
ど
こ
か
数
ヵ
所
で
自
然
発
生
的
に

誕
生
し
た
も
の
が
多
い
。
醤
油
も
ま
た
、
日

本
の
庶
民
の
生
活
の
知
恵
と
し
て
、
い
く
つ

か
の
地
域
で
自
然
発
生
的
に
誕
生
し
て
き
た

は
ず
で
あ
る
。

●
こ
の
特
集
（
前
編
・
後
編
）を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、

左
記
の
文
献
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
味
噌
・
醤
油
の
百
科
」

川
村

渉
著

（
東
京
書
房
社
刊

『
日
本
食
文
化
大
系
10
』所
載
）

「
味
噌
・
醤
油
・
酒
の
来
た
道
」
森
　
浩
一
編
（
小
学
館
刊
）

「
し
ょ
う
ゆ
世
界
の
旅
」
大
塚
　
滋
著
（
東
洋
経
済
新
報
社
刊
）

「
味
噌
の
ふ
る
さ
と
」

前
田
利
家
著
（
古
今
書
院
刊
）

「
地
球
の
歩
き
方
⑥
中
国
」
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
編

「
地
球
の
歩
き
方
⑫
タ
イ
」
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
編

「
ベ
ト
ナ
ム
を
歩
く
」
稲
葉
韶
正
著
（
Ｙ
Ｏ
Ｕ
出
版
局
刊
）

「
南
ベ
ト
ナ
ム
風
土
記
」
内
海
三
八
郎
著
（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
刊
）

「
ル
イ
一
四
世
は
醤
油
を
使
っ
て
い
た
？
」
菊
谷
匡
裕
（
文
芸
春
秋
）

「
韓
国
の
定
期
市
」
石
毛
直
道
、ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル
著
『
季
刊
民
族
学
39
』
所
載

「
ふ
た
つ
の
顔
を
も
つ
国
」
石
毛
直
道
、ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル
著

『
季
刊
民
族
学
31
』
所
載

「
タ
イ
の
市
場
図
鑑
」
石
毛
直
道
、ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル
著

『
季
刊
民
族
学
36
』
所
載

「
ス
コ
ー
タ
イ
の
燈
籠
流
し
」
太
田
　
亨
著
『
季
刊
民
族
学
44
』
所
載

【
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
。

（完）
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世
界
で
も
っ
と
も
有
名
な
グ
ル
メ
ガ
イ
ド
と
い

え
ば
、
昔
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
タ
イ
ヤ
会
社
ミ
シ
ュ

ラ
ン
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
だ
が
、
そ
れ
が
刊
行
さ
れ

は
じ
め
た
の
は
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
三
年
）
か

ら
で
あ
る
。
だ
が
江
戸
で
は
そ
の
百
年
以
上
も
前

か
ら
、
市
中
の
料
理
屋
案
内
が
番
付
の
形
で
出
版

さ
れ
て
い
る
。

江
戸
は
西
洋
よ
り
も
ず
っ
と
早
く
か
ら
外
食
文

化
の
発
展
し
た
都
市
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
料
理
店

の
出
現
で
あ
る
。

有
名
な
ブ
リ
ア
・
サ
ヴ
ァ
ラ
ン
の
『
美
味
礼
讃
』

は
、
料
理
店
を
こ
う
定
義
づ
け
て
い
る
。

「
料
理
店
主
と
は
、
い
つ
で
も
御
馳
走
が
出
せ

る
準
備
を
し
て
お
い
て
客
を
待
つ
の
を
商
売
と
す

る
人
の
こ
と
で
、
そ
の
御
馳
走
は
消
費
者
の
求
め

に
応
じ
て
一
人
分
ず
つ
定
価
で
分
売
で
き
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
店
が
い
わ
ゆ
る
レ
ス
ト

ラ
ン
な
の
だ
。」

西
洋
で
も
っ
と

も
古
い
レ
ス
ト
ラ

ン
の
登
場
は
、
フ

ラ
ン
ス
が
一
七
六

五
年
（
明
和
二

年
）
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
一
八
二
七
年

（
文
政
一
〇
年
）

と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
江

戸
の
料
理
店
は
一

世
紀
以
上
も
早
い

一
六
五
七
年
（
明

暦
三
年
）
に
現
わ

れ
て
い
る
。

や
が
て
、
一
八

世
紀
も
後
半
に
な

れ
ば
「
五
歩
に
一
楼
、
十
歩
に
一
閣
、
皆
飲
食
の

店
な
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
高
級

料
亭
は
じ
め
各
種
の
飲
食
店
が
軒
を
並
べ
て
、
江

戸
は
日
本
随
一
の
食
の
都
と
う
た
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。

す
し
、
天
ぷ
ら
、
蒲
焼
な
ど
江
戸
前
料
理
も

次
々
と
登
場
し
、
江
戸
っ
子
た
ち
は
初
鰹
に
熱
狂
、

裏
店
住
い
の
女
房
た
ち
ま
で
料
理
茶
屋
の
二
階
に

上
っ
て
飲
み
食
い
す
る
風
潮
さ
え
現
わ
れ
た
。

江
戸
の
食
文
化
に
つ
い
て
こ
ん
な
話
を
す
る
と
、

よ
く
次
の
よ
う
な
質
問
を
受
け
る
。

江
戸
時
代
の
日
本
は
封
建
制
度
の
下
に
あ
っ
て

圧
制
に
苦
し
み
、
不
自
由
で
貧
し
い
生
活
を
強
い

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
百
姓
は
殺
さ
ぬ
よ

う
に
生
か
さ
ぬ
よ
う
に
」
と
か
「
ゴ
マ
の
油
と
百

姓
は
し
ぼ
れ
ば
し
ぼ
る
ほ
ど
取
れ
る
」
と
か
い
わ

れ
た
よ
う
に
、
必
死
で
働
い
て
も
み
ん
な
年
貢
で

奪
わ
れ
、
い
つ
も

食
う
や
食
わ
ず
の

生
活
を
送
っ
て
い

た
。
そ
ん
な
時
代

の
中
で
江
戸
の
食

生
活
は
あ
ま
り
に

も
豊
か
で
明
る
す

ぎ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
。

こ
れ
で
は
江
戸

時
代
の
食
と
生
活

と
の
イ
メ
ー
ジ
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き

す
ぎ
る
。
果
し
て

江
戸
は
本
当
に
そ

ん
な
抑
圧
さ
れ
た

貧
し
い
社
会
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

食
を
語
る
に
は
、
ま
ず
全
般
的
な
生
活
や
社
会
の

状
況
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
治
時
代
の
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
、
島
崎
藤

村
の
『
夜
明
け
前
』
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
を
暗

黒
時
代
と
と
ら
え
、
明
治
に
な
っ
て
漸
く
夜
明
け

を
迎
え
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。

当
時
来
日
し
た
西
洋
人
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
を

非
常
に
不
思
議
に
感
じ
て
い
た
。

『
ベ
ル
ツ
の
日
記
』
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
何
と
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
現
代
の
日
本
人

は
自
分
自
身
の
過
去
に
つ
い
て
は
、
も
う
何
も
知

り
た
く
な
い
の
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
教
養
あ
る

人
た
ち
は
そ
れ
を
恥
じ
て
さ
え
い
ま
す
。『
い
や
、

日
欧
の
文
化
水
準
を
比
較
す
る
。

約
二
百
七
十
年
に
亘
る
江
戸
時
代
は
、
戦
乱
も
な
く
、
世
界
史
的
に
見
て
も
稀
に
み
る

平
和
な
時
代
が
続
き
ま
し
た
。
し
か
も
、
鎖
国
と
い
う
環
境
の
な
か
で
、
ま
さ
に
自
給
自

足
で
国
民
を
養
っ
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
間
に
わ
が
国
の
文
化
は
、
独
自
の
発

展
を
遂
げ
た
こ
と
を
数
々
の
例
証
が
示
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
明
治
以
降
こ
ん
に
ち
ま
で
、
わ
が
国
は
西
欧
列
強
諸
国
に
範
を
採
る
余
り
、

そ
れ
ま
で
育
ん
で
き
た
自
分
た
ち
の
文
化
と
そ
の
水
準
を
、
歴
史
の
彼
方
に
置
き
去
り
に

し
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

今
年
は
、「
江
戸
開
府
四
百
年
」
と
い
う
節
目
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め
て
「
江
戸
時
代
」

を
見
直
す
動
き
が
活
発
で
す
。
今
号
は
『
巨
大
都
市
江
戸
が
和
食
を
つ
く
っ
た
』
な
ど
の
著

書
で
知
ら
れ
る
渡
辺
善
次
郎
さ
ん
に
、
江
戸
時
代
の
わ
が
国
と
西
欧
諸
国
の
文
明
・
文
化

水
準
の
比
較
を
試
み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
江
戸
　
も
う
一
つ
の
文
明
社
会
」

同
時
代
の
日
本
と
西
洋

渡
辺

善
次
郎

江
戸
の
イ
メ
ー
ジ
・
ギ
ャ
ッ
プ

対
照
的
な
江
戸
評
価

渡
辺
善
次
郎
（
わ
た
な
べ
ぜ
ん
じ
ろ
う
）

一
九
三
二
年
、
東
京
に
生
れ
る
。
一
九
五
六
年
早
稲
田
大
学
卒
業
。

一
九
六
一
年
　
同
大
学
院
商
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
同
年
国
立
国
会
図
書
館
に
入
り
、
調
査
立
法
考

査
局
農
林
課
長
、
海
外
事
情
課
長
を
経
て
、
専
門
調
査
員
。

一
九
九
一
年
三
月
退
職
。
商
学
博
士
。
現
在
、
都
市
農
村
関
係
史
研
究
所
主
宰
。

主
著
『
都
市
と
農
村
の
間
ー
都
市
近
郊
農
業
史
論
』（
一
九
八
三
年
　
論
創
社
）、『
聞
き

書
・
東
京
の
食
事
』（
編
著
・
一
九
八
七
年
　
農
文
協
）、『
巨
大
都
市
江
戸
が
和
食
を
つ

く
っ
た
』（
一
九
八
八
年
　
農
文
協
）、『
農
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
』（
編
著
・
一
九
八
九
年

学
陽
書
房
）、『
東
京
に
農
地
が
あ
っ
て
な
ぜ
悪
い
』（
共
著
・
一
九
九
一
年
　
学
陽
書
房
）、

『
近
代
日
本
都
市
近
郊
農
業
史
』（
一
九
九
一
年
　
論
創
社
）。

江戸・中橋　江戸の賑いがよくわかる。（『江戸名所図會』）
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何
も
か
も
す
っ
か
り
野
蛮
な
も
の
で
し
た
。
わ
れ

わ
れ
に
は
歴
史
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
の
歴

史
は
今
か
ら
や
っ
と
始
ま
る
の
で
す
』
と
断
言
し

ま
し
た
。」

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
『
日
本
事
物
誌
』
で
「
教
育

あ
る
日
本
人
は
彼
ら
の
過
去
を
捨
て
て
し
ま
っ
て

い
る
。
彼
ら
は
過
去
の
日
本
人
と
は
別
の
人
間
、
別

の
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
夏
目
漱
石
の
『
野
分
』
で
も
、
文
学
士
白

井
道
也
が
同
様
の
こ
と
を
演
説
し
て
い
る
。

だ
が
多
く
の
西
洋
人
た
ち
は
江
戸
時
代
の
日
本

に
つ
い
て
ま
っ
た
く
逆
の
評
価
を
し
て
い
る
。

彼
等
の
証
言
を
き
い
て
み
よ
う
。

一
六
〇
九
年
（
慶
長
一
四
年
）
日
本
に
漂
流
し

た
イ
ス
パ
ニ
ア
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
長
官
ド
ン
・
ロ
ド

リ
ゴ
は
『
日
本
見
聞
録
』
に
こ
う
記
し
た
。

「
江
戸
の
市
政
の
素
晴
し
さ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

優
っ
て
お
り
、
市
街
の
整
備
、
交
通
の
繁
栄
は
世

界
の
ど
の
国
も
及
ば
な
い
。
日
本
人
の
政
治
は
世

界
最
高
だ
が
、
こ
れ
が
ゼ
ウ
ス
神
を
知
ら
な
い
国

民
で
あ
る
こ
と
は
誠
に
忌
々
し
い
。
日
本
を
武
力

で
圧
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。」

元
禄
年
間
（
一
六
八
八
―
一
七
○
四
年
）
に
来

日
し
た
独
医
師
ケ
ン
ペ
ル
は
そ
の
『
日
本
誌
』
で

こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
民
は
習
俗
、
道
徳
、
技
芸
、
立
居
振
舞

い
の
点
で
世
界
の
ど
の
国
家
に
も
立
ち
ま
さ
り
、

国
内
交
易
は
繁
盛
し
、
肥
沃
な
田
畑
に
恵
ま
れ
、

頑
強
強
壮
な
肉
体
と
豪
胆
な
気
性
を
も
ち
、
生
活

必
需
品
は
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
豊
富
で
あ
り
、
国
内

に
は
不
断
の
平
和
が
続
き
、
か
く
し
て
世
界
で
も

稀
れ
に
見
る
ほ
ど
の
幸
福
な
国
民
で
あ
る
。」

初
代
ア
メ
リ
カ
総
領
事
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ

ス
は
「
人
々
は
み
な
清
潔
で
食
糧
も
十
分
あ
り
、

身
な
り
も
よ
ろ
し
く
幸
福
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま

で
に
見
た
ど
の
国
に
も
ま
さ
る
簡
素
さ
と
正
直
さ
の

黄
金
時
代
を
み
る
思
い
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。

ま
た
初
代
英
国
公
使
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
も
そ
の
『
大
君

タ
イ
ク
ー
ン
の
都
』
の
随
所
で
日
本
を

賛
美
し
て
い
る

「
こ
の
火
山
の
多
い
国
土
か
ら
エ
デ
ン
の
園
を

つ
く
り
出
し
、
他
の
世
界
と
の
交
わ
り
を
い
っ
さ

い
断
ち
切
っ
た
ま
ま
、
独
力
の
国
内
産
業
に
よ
っ

て
三
千
万
と
推
定
さ
れ
る
住
民
が
着
々
と
物
質
的

繁
栄
を
増
進
さ
せ
て
き
て
い
る
。
…
…
私
は
平
和
、

裕
福
、
明
ら
か
な
充
足
感
を
見
出
し
た
。
村
落
は

イ
ギ
リ
ス
村
落
に
も
た
ち
勝
る
ば
か
り
に
こ
の
上

な
く
手
入
れ
が
ゆ
き
届
い
て
お
り
、
観
賞
用
の
樹

木
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
植
え
ら
れ
て
い
た
。
…
…

こ
れ
ら
の
よ
く
耕
作
さ
れ
た
谷
間
を
横
切
っ
て
非

常
な
豊
か
さ
の
中
で
家
庭
を
営
ん
で
い
る
幸
福
で

満
ち
足
り
た
暮
ら
し
向
き
の
よ
さ
そ
う
な
住
民
を

見
て
み
る
と
、
こ
れ
が
圧
制
に
苦
し
み
、
過
酷
な

税
金
を
と
り
立
て
ら
れ
て
窮
乏
し
て
い
る
土
地
だ

と
は
と
て
も
信
じ
が
た
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
は
こ
ん
な
幸
福
で
暮
ら
し
向
き
の
よ
い

農
民
は
い
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
ほ
ど
温
和
で
贈
り

物
の
豊
富
な
風
土
は
ど
こ
に
も
な
い
。
…
…
あ
あ
、

幸
福
な
土
地
よ
、
楽
し
き
国
よ
。」

彼
等
は
当
時
の
日
本
を
西
洋
と
は
異
な
る
が
、

も
う
一
つ
の
高
度
な
文
明
社
会
と
み
な
し
て
い
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
っ
て
日
本
は
小
国
だ
な
ぞ
と

言
っ
た
ら
笑
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
人
口
一
億

を
超
え
る
国
な
ぞ
な
い
し
、
国
土
の
広
さ
か
ら
み

大
国
日
本

江戸・日本橋界隈の活況。（『江戸名所図會』）
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て
も
日
本
よ
り
大
き
な
国
は
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ

ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ぐ
ら
い
で
、
ド
イ
ツ
は
東
西

統
一
し
て
も
日
本
よ
り
小
さ
い
。
オ
ラ
ン
ダ
に
い

た
っ
て
は
日
本
の
四
国
ほ
ど
の
面
積
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
も
江
戸
時
代
の
日
本
は
世
界
有
数
の
資
源

大
国
で
あ
っ
た
。

ま
ず
も
っ
と
も
重
要
な
鉱
物
資
源
と
い
え
ば
金

銀
銅
鉄
で
あ
る
が
、
江
戸
初
期
の
日
本
は
恐
ら
く

世
界
一
の
金
銀
産
出
国
で
、
そ
の
産
出
量
は
世
界

の
四
分
の
一
に
達
し
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
黄
金
の
ジ
パ
ン
グ
で
あ
る
。

銅
も
世
界
最
大
の
産
出
国
で
あ
っ
た
。
今
で
も

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
な
ど
で
硬
貨
を
「
ド
ン
」
と
呼
ん
で

い
る
が
、
こ
れ
は
「
銅
」
の
こ
と
で
、
江
戸
時
代

に
日
本
か
ら
輸
入
し
て
い
た
銅
銭
の
名
残
り
で
あ

る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
バ
リ
島
な
ど
で
は
戦
前
ま

で
寛
永
通
宝
が
使
わ
れ
て
い
た
。

鉄
は
砂
鉄
だ
が
、
日
本
は
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ
ン
ド
と
並
ん
で
世
界
三
大
産
出
国
の
一
つ
で
、

そ
の
品
質
の
良
さ
と
価
格
の
安
さ
で
当
時
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
第
一
の
産
鉄
国
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
鉄
を
問

題
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

各
国
と
も
貨
幣
は
金
銀
銅
を
用
い
て
い
た
が
、

そ
れ
ら
を
す
べ
て
自
給
し
て
い
た
の
は
日
本
だ
け

で
あ
っ
た
。

ま
た
発
火
用
と
し
て
不
可
欠
だ
っ
た
硫
黄
も
、

火
山
列
島
日
本
に
は
豊
富
で
、
中
国
な
ど
へ
の
重

要
な
輸
出
品
で
あ
っ
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
主
に
薪
炭
で
あ
っ
た
が
、
国
土

の
七
割
が
山
林
に
お
お
わ
れ
て
い
た
日
本
で
は
ま

っ
た
く
不
足
の
心
配
は
な
か
っ
た
。
ま
た
水
資
源

は
元
来
山
紫
水
明
の
国
で
、
ま
さ
に
「
湯
水
の
ご

と
く
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
豊
か
な
国
で
あ
る
。

こ
う
し
て
人
口
、
国
土
、
資
源
を
考
え
て
も
日

本
は
世
界
有
数
の
大
国
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

当
時
の
主
要
産
業
で
あ
っ
た
農
業
の
土
地
生
産

性
は
西
洋
諸
国
を
は
る
か
に
超
え
て
い
た
。

土
地
生
産
性
は
播
種
量
と
収
穫
量
の
差
で
示
さ

れ
る
が
、
西
洋
の
小
麦
の
場
合
は
せ
い
ぜ
い
四
〜

五
倍
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
播
い
た
種
の
三
〜
四
倍

の
収
穫
が
あ
れ
ば
不
作
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
日
本
の
米
は
ほ
ぼ
三
〇
倍
以
上
の

収
穫
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
高
い
生
産
力
に
よ
っ

て
三
千
万
と
い
う
膨
大
な
人
口
を
養
い
、
当
初
海

外
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
た
茶
、
絹
、
棉
、
タ

バ
コ
、
砂
糖
な
ど
を
す
べ
て
国
産
化
し
て
き
た
。

幕
末
の
棉
花
の
生
産
性
で
は
ア
メ
リ
カ
の
三
〜
四

倍
に
も
達
し
て
い
た
と
い
う
。

西
洋
人
は
日
本
の
農
業
を
見
て
大
き
な
衝
撃
を

受
け
た
。
そ
の
一
人
に
幕
末
に
プ
ロ
シ
ャ
王
国
の

調
査
団
の
一
員
と
し
て
来
日
し
た
農
学
者
マ
ロ
ン

博
士
が
い
る
。
そ
の
『
日
本
農
業
に
関
す
る
報
告

書
』（
一
八
六
二
年
）
は
大
要
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

「
日
本
の
農
業
技
術
は
多
毛
作
と
入
念
な
追
肥

を
基
礎
と
し
た
実
に
合
理
的
な
技
術
体
系
で
あ
る
。

日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
違
っ
て
畜
産
が
な
い
か
ら
、

家
畜
の
腹
を
通
し
て
厩
肥
を
作
る
と
い
う
余
計
な

こ
と
を
せ
ず
、
直
接
人
屎
尿
を
肥
料
と
し
て
農
地

に
還
元
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
よ
う
に
人
間
排

泄
物
を
川
や
海
に
流
し
て
環
境
を
汚
染
し
た
り
、

貴
重
な
肥
料
成
分
を
無
駄
に
し
た
り
と
い
う
馬
鹿

げ
た
こ
と
は
し
な
い
。
日
本
の
農
民
は
輪
作
や
休

閑
を
知
ら
ず
、
田
畑
と
も
年
に
何
回
も
作
物
を
多

毛
作
し
、
一
作
ご
と
に
肥
料
を
施
す
追
肥
方
式
を

採
用
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
休
閑
や
飼
料

作
物
の
入
っ
た
輪
作
方
式
が
一
般
的
で
、
し
か
も

輪
作
の
一
回
転
に
一
回
厩
肥
を
施
用
す
る
基
肥
方

式
だ
か
ら
、
土
壌
の
生
産
性
が
日
本
の
足
許
に
も

及
ば
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
業
技
術
は
み
せ
か

け
だ
け
の
偽
り
の
技
術
で
あ
り
、
日
本
の
は
真
実

の
実
際
的
な
技
術
で
あ
る
。
日
本
農
業
で
は
物
質

の
循
環
が
見
事
に
完
結
し
、
数
千
年
に
わ
た
っ
て

地
力
の
減
耗
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。」

マ
ロ
ン
は
人
屎
尿
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

廃
棄
物
を
肥
料
化
す
る
日
本
農
業
の
「
自
然
諸
力

の
完
全
な
循
環
」
ぶ
り
に
驚
嘆
し
た
。
自
分
た
ち

は
こ
れ
ま
で
欧
米
人
が
も
っ
と
も
文
明
的
で
、
そ

の
農
業
が
最
高
だ
と
信
じ
こ
ん
で
い
た
が
、
日
本

の
農
業
を
見
て
「
深
い
羞
恥
の
念
」
に
か
ら
れ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

生
産
力
の
差
は
農
村
の
状
態
に
反
映
す
る
。

一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
農
地
の
四
分
の
三

は
貴
族
、
僧
院
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
所
有
で
、
大
部

分
の
農
民
が
保
有
し
て
い
た
農
地
は
せ
い
ぜ
い
一

ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
と
て
も

ま
と
も
な
生
活
は
成
り
立
た
な
い
。

そ
の
頃
フ
ラ
ン
ス
を
旅
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
農
学

者
ア
ー
サ
ー
・
ヤ
ン
グ
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の
地
方
一
帯
は
農
業
に
適
し
て
い
る
の
に

耕
作
方
法
が
ま
っ
た
く
ひ
ど
い
。
小
麦
は
雑
草
と

入
り
ま
じ
っ
て
い
て
見
す
ぼ
ら
し
く
黄
ば
ん
で
い

る
。
農
業
は
貧
弱
で
住
民
は
惨
め
だ
。
農
村
で
は

誰
れ
も
靴
や
靴
下
を
は
い
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は

も
う
ぜ
い
た
く
品
だ
。
子
供
た
ち
は
な
ま
じ
こ
ん

な
ボ
ロ
を
身
に
ま
と
う
く
ら
い
な
ら
何
も
着
て
い

な
い
方
が
ま
し
な
ほ
ど
ひ
ど
い
身
な
り
を
し
て
い

る
。」一

九
世
紀
末
に
な
っ
て
も
こ
う
し
た
状
況
は
変

ら
な
い
。

「
家
は
ま
る
で
豚
小
屋
だ
。
一
つ
の
窓
も
な
く
、

ほ
と
ん
ど
家
具
も
な
い
。
床
は
残
飯
、
ゴ
ミ
、
汚

れ
た
服
な
ど
が
散
乱
し
、
男
女
、
子
供
、
家
畜
が

入
り
ま
じ
っ
て
寝
る
。
彼
等
は
燃
料
の
節
約
以
外

何
も
考
え
な
い
。」
そ
し
て
こ
う
し
た
状
況
は
イ
ギ

リ
ス
で
も
ド
イ
ツ
で
も
同
様
だ
と
、
カ
ウ
ッ
キ
ー

は
『
農
業
問
題
』
で
述
べ
て
い
る
。

西
洋
の
農
村
・
日
本
の
農
村

抜
群
の
農
業
生
産
性

京都の尿買人。尿と野菜を交換する。（『金草鞋』）

地主の土地の収穫風景。（ジョン・フランソワーズ・ミレー）
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司
馬
遼
太
郎
と
の
対
談
で
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー

ン
は
こ
ん
な
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
江
戸
時
代
、
日
本
人
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
い
ろ

い
ろ
学
び
、
オ
ラ
ン
ダ
人
と
い
う
の
は
と
て
も
良

い
生
活
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
。
し

か
し
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
見
た
ら
違
う
。
オ
ラ
ン
ダ

の
農
民
は
夏
服
も
冬
服
も
区
別
が
な
く
、
年
中
同

じ
も
の
を
着
て
い
る
。
だ
か
ら
ズ
ボ
ン
は
汗
と
油

で
固
く
な
り
、
脱
い
で
も
立
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
風
呂
に
も
入
っ
て
い
な
い
。
そ

ん
な
彼
等
か
ら
見
た
ら
、
ど
ん
な
に
貧
し
く
て
も
、

少
な
く
と
も
夏
と
冬
の
着
物
の
区
別
が
あ
り
、
毎

日
風
呂
を
浴
び
て
清
潔
に
し
て
い
る
日
本
の
生
活

を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
だ
ろ
う
。
当
時
の
日
本

の
文
化
水
準
は
、
す
べ
て
の
点
で
欧
米
よ
り
は
る

か
に
上
だ
っ
た
。」

西
洋
で
は
階
級
の
格
差
が
き
わ
め
て
激
し
い
。

食
生
活
に
し
て
も
飢
餓
と
飽
食
が
隣
り
あ
っ
て
存

在
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
を
訪
れ
た
ナ
ポ
リ
の
大

使
は
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
人
口
の
九
割
は
飢
え
死
に

し
、
残
り
の
一
割
は
食
べ
す
ぎ
て
死
ぬ
」
と
語
っ

て
い
る
。

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
何
と
か
三
五
才
ま
で

生
き
た
い
と
い
う
の
が
庶
民
の
願
望
だ
っ
た
。
慢

性
的
な
栄
養
不
足
と
重
労
働
の
た
め
、
三
五
才
を

す
ぎ
れ
ば
も
う
体
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
、
老
人
の
顔
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
。

で
は
日
本
の
農
村
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
は
下
田
で
の
見
聞
を

こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
人
々
は
楽
し
く
暮
ら
し
て
お
り
、
食
べ
た
い

だ
け
食
べ
、
着
物
に
も
困
っ
て
い
な
い
。
家
屋
は

清
潔
で
日
当
り
も
良
く
気
持
が
よ
い
。
世
界
の
い

か
な
る
地
方
に
お
い
て
も
労
働
者
の
社
会
で
下
田

よ
り
良
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
ま

い
。
日
本
で
は
こ
れ
ま
で
窮
乏
を
表
わ
し
て
い
る

顔
を
一
人
も
見
た
こ
と
が
な
い
。
子
供
た
ち
の
顔

は
み
ん
な
満
月
の
よ
う
に
丸
々
と
肥
え
て
い
る
し
、

男
女
と
も
す
こ
ぶ
る
肉
づ
き
が
よ
い
。
彼
等
が
十

分
に
食
べ
て
い
な
い
と
想
像
す
る
こ
と
は
少
し
も

で
き
な
い
。」

明
治
の
は
じ
め
に
日
本
各
地
を
旅
し
た
英
国
女

性
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
『
日
本
奥
地
紀
行
』
で

米
沢
平
野
の
光
景
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
米
沢
平
野
は
、
南
に
繁
栄
す
る
米
沢
の
町
が

あ
り
、
北
に
は
湯
治
客
の
多
い
赤
湯
が
あ
り
、
ま

っ
た
く
の
エ
デ
ン
の
園
で
あ
る
。
鋤
で
耕
し
た
と

い
う
よ
り
鉛
筆
で
描
い
た
よ
う
に
美
し
い
。
米
、

棉
、
麻
、
大
豆
、
茄
子
、
き
ゅ
う
り
、
柿
、
ざ
く

ろ
な
ど
を
豊
富
に
栽
培
し
て
い
る
。
実
り
豊
か
に

微
笑
す
る
大
地
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
の
ア
ル
カ
デ
ャ

（
桃
源
郷
）
で
あ
る
。
自
力
で
栄
え
る
こ
の
豊
沃
な

大
地
は
、
す
べ
て
そ
れ
を
耕
し
て
い
る
人
び
と
の

所
有
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
圧
迫

の
な
い
自
由
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
。
美
し
さ
、

勤
勉
、
安
楽
さ
に
満
ち
た
魅
惑
的
な
地
域
で
あ
る
。

ど
こ
を
見
渡
し
て
も
豊
か
で
美
し
い
農
村
で
あ

る
。」
山
間
部
に
入
っ
て
も
田
畑
は
「
す
ば
ら
し
く

き
れ
い
に
整
頓
し
て
あ
り
、
全
く
よ
く
耕
作
さ
れ

て
お
り
、
風
土
に
適
し
た
作
物
を
豊
富
に
産
出
す

る
。
こ
れ
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
。
草
ぼ
う
ぼ

う
の
『
な
ま
け
者
の
畑
』
は
、
日
本
に
は
存
在
し

な
い
。」

江
戸
時
代
の
貧
し
さ
を
物
語
る
証
拠
と
し
て
よ

く
飢
饉
や
間
引
き
の
問
題
が
出
さ
れ
る
。
も
っ
と

も
悲
惨
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
天
明
飢
饉
で
は
、
津

軽
領
で
二
〇
万
人
も
の
餓
死
者
が
出
た
と
い
う
。

当
時
の
農
業
技
術
で
は
天
災
に
対
応
す
る
こ
と
は

難
し
か
っ
た
。

そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
同
じ
だ
。
一
七
世
紀

末
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
人
口
の
三
分
の
一
が
餓

死
し
、
一
七
六
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
約
一
〇
〇

万
人
が
餓
死
し
た
と
い
う
。
ま
た
一
八
四
五
年
の

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
じ
ゃ
が
い
も
飢
饉
で
は
、
餓
死

と
国
外
移
民
で
八
〇
〇
万
の
人
口
が
四
〇
〇
万
人

に
半
減
し
て
い
る
。

日
本
に
間
引
き
が
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

捨
て
子
が
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
中
期
の
フ
ラ
ン
ス

で
は
貧
民
層
の
子
供
の
四
分
の
一
は
捨
て
ら
れ
、

孤
児
院
に
収
容
さ
れ
て
も
栄
養
不
足
や
病
気
で
八

〇
〜
九
〇
％
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。
貧
し

い
階
層
の
子
供
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
じ
頃
、
パ

リ
で
生
れ
た
子
供
の
九
〇
％
以
上
は
「
田
舎
の
乳

母
」
に
里
子
に
出
さ
れ
た
。
そ
の
乳
母
の
も
と
で

の
里
子
の
死
亡
率
は
七
〇
〜
九
〇
％
に
も
及
ん
で

い
る
。

一
七
五
〇
年
、
ロ
ン
ド
ン
の
諸
貧
民
収
容
所
に

収
容
さ
れ
た
子
供
は
二
、
三
三
九
人
だ
が
、
五
年

後
に
生
存
し
て
い
た
子
供
は
わ
ず
か
一
六
八
人
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。

捨
て
子
も
里
子
も
一
種
の
殺
人
行
為
に
近
か
っ

た
。
日
本
の
間
引
き
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
捨
て
子
も
、

時
代
的
制
約
の
中
で
行
わ
れ
た
産
児
制
限
・
家
族

計
画
で
は
な
か
っ
た
か
。

ト
ロ
イ
の
遺
跡
を
発
掘
し
た
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
が

一
八
六
五
年
に
来
日
し
て
こ
う
述
べ
た
。

「
も
し
文
明
と
い
う
言
葉
が
物
質
文
明
を
指
す

な
ら
、
日
本
人
は
き
わ
め
て
文
明
化
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
日
本
人
は
工
芸
品
に
お
い
て
蒸
気
機

関
を
使
わ
ず
に
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
高
の
完

成
度
に
達
し
て
い
る
か
ら
。」

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
も
同
様
「
日
本
の
文
明
は
高
度

の
物
質
文
明
で
あ
り
、
す
べ
て
の
産
業
技
術
は
蒸

気
の
力
や
機
械
の
助
け
な
し
に
到
達
す
る
こ
と
の

出
来
る
限
り
の
完
成
度
を
見
せ
て
い
る
」
と
し
て

い
る
。

技
術
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
の
高
さ
は
西
洋
人

共
通
の
評
価
で
あ
っ
た
。
と
く
に
庶
民
階
級
の
識

字
率
や
教
育
水
準
の
高
さ
は
世
界
最
高
と
み
な
さ

れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
市
中
の
高
札
、
字
看
板
、

か
わ
ら
版
、
お
み
く
じ
な
ど
は
、
一
般
庶
民
の
識

字
力
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。

一
九
世
紀
初
期
の
英
国
議
会
議
事
録
に
よ
る
と
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
全
人
口
の
一
四
人
に
一
人
し

か
学
校
教
育
を
受
け
て
い
な
い
。

飢
饉
と
間
引
き

技
術
と
文
化

19世紀パリ。棄児院の様子。（『タブロー・ド・パリ』）
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同
時
代
の
江
戸
の
小
娘
は
『
浮
世
風
呂
』
で
友

達
に
こ
う
こ
ぼ
し
て
い
る
。

「
朝
起
き
る
と
手
習
の
お
師
匠
さ
ん
へ
行
き
、

そ
れ
か
ら
三
味
線
の
お
師
匠
さ
ん
の
所
へ
朝
稽
古

に
行
き
、
う
ち
へ
帰
っ
て
朝
飯
を
食
べ
て
、
踊
り

の
稽
古
か
ら
手
習
へ
廻
っ
て
、
お
八
ッ
に
帰
っ
て

湯
へ
行
っ
て
く
る
と
す
ぐ
三
味
線
や
踊
り
の
お
さ

ら
い
。
そ
の
う
ち
少
し
ば
か
り
遊
ん
で
日
が
暮
れ

る
と
、
ま
た
琴
の
お
さ
ら
い
さ
。
さ
っ
ぱ
り
遊
ぶ

隙
が
な
い
か
ら
嫌
で
嫌
で
」

大
人
た
ち
も
階
級
を
越
え
て
俳
諧
、
狂
歌
な
ど

に
熱
中
し
、
長
唄
、
三
味
線
な
ど
の
稽
古
ご
と
を

楽
し
ん
で
い
た
。

英
国
の
植
物
学
者
フ
ォ
ー
チ
ェ
ン
は
、
日
本
で

は
下
層
階
級
ま
で
み
な
花
好
き
で
あ
る
こ
と
に
驚

い
た
。

「
も
し
花
を
愛
す
る
こ
と
が
文
化
生
活
の
高
さ

を
証
明
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
日
本
の
下
層
の

人
々
は
イ
ギ
リ
ス
の
同
じ
階
級
の
も
の
た
ち
よ
り

ず
っ
と
優
っ
て
い
る
。」

江
戸
は
当
時
、
世
界
で
も
っ
と
も
高
度
な
園
芸

文
化
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
。

世
界
史
で
平
和
と
い
え
ば
「
ロ
ー
マ
の
平
和

PA
X
R
om
ana

」
で
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
が
地
中

海
世
界
を
統
一
し
、
文
明
世
界
に
は
じ
め
て
長
期

に
安
定
し
た
平
和
を
実
現
し
た
が
、
そ
の
期
間
は

一
〇
〇
年
で
あ
る
。
だ
が
、
江
戸
時
代
の
日
本
は

実
に
三
○
○
年
近
く
の
間
、
隣
国
と
も
国
内
で
も

戦
争
を
経
験
し
て
い
な
い
。
こ
の
「
徳
川
の
平
和

PA
X
T
okugaw

a

」
は
世
界
史
の
奇
跡
と
い
わ
れ

て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
戦
争
が
な
か
っ
た
の
は
一
六
世

紀
で
一
〇
年
た
ら
ず
、
一
七
世
紀
で
は
わ
ず
か
四

年
。
宗
教
戦
争
、
王
位
継
承
戦
争
、
植
民
地
争
奪

戦
争
な
ど
欧
米
列
強
は
戦
争
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。

植
民
地
や
奴
隷
制
、
国
内
の
重
税
で
収
奪
し
た

富
の
大
部
分
は
宮
殿
建
設
や
戦
費
と
し
て
浪
費
さ

れ
た
。
一
七
世
紀
中
期
の
英
国
で
は
歳
出
の
実
に

九
〇
％
、
ル
イ
一
四
世
は
七
五
％
、
ピ
ョ
ー
ト
ル

大
帝
は
八
五
％
を
軍
事
費
に
用
い
た
と
い
わ
れ
る
。

税
金
は
重
か
っ
た
。
ル
イ
一
四
世
の
対
英
戦
争

の
頃
に
は
重
税
で
国
民
の
一
〇
分
の
一
が
乞
食
に

な
っ
た
と
い
う
。
人
頭
税
、
十
分
の
一
税
、
軍
役

税
な
ど
の
直
接
税
の
ほ
か
、
内
国
関
税
や
い
ろ
い

ろ
な
消
費
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

英
国
で
は
塩
税
の
た
め
貧
民
た
ち
は
ベ
ー
コ
ン

を
作
る
塩
さ
え
買
え
な
か
っ
た
と
い
い
、
一
六
七

〇
年
頃
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
居
酒
屋
で
は
、
一

皿
の
煮
魚
と
ソ
ー
ス
に
三
〇
種
類
も
の
税
が
課
せ

ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

一
八
世
紀
後
期
に
来
日
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人

ツ
ン
ベ
ル
ク
は
日
欧
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
対
比

し
て
い
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
民
と
比
べ
る
と
ず
っ
と
課

税
は
低
い
。
日
本
の
農
民
の
主
人
は
領
主
だ
け
で
、

他
の
者
は
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
い
ろ
い
ろ

な
税
が
徴
収
さ
れ
る
。
ま
ず
国
王
、
そ
れ
か
ら
貴

族
、
僧
侶
の
三
者
か
ら
搾
取
さ
れ
る
。
ま
た
徴
税

役
人
が
む
や
み
に
威
張
る
。
日
本
の
農
民
は
そ
う

い
っ
た
者
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。」

重
税
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
年
貢
も
、
江
戸
後
期

で
は
せ
い
ぜ
い
二
公
八
民
以
下
に
な
っ
て
い
た
と

最
近
の
研
究
は
報
じ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
、
建
前
と
実
態
と
の
ず

れ
が
き
わ
め
て
大
き
い
。
実
例
を
あ
げ
よ
う
。

私
の
住
ん
で
い
る
東
京
都
国
分
寺
市
に
一
八
四

一
年
（
天
保
一
二
年
）
の
村
人
た
ち
の
旅
行
記
が

残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
の
国
分
寺
村
は
戸
数
七

〇
軒
、
人
口
三
〇
〇
人
ほ
ど
の
小
村
だ
っ
た
が
、

そ
こ
か
ら
一
九
人
の
村
人
が
二
ヵ
月
間
の
旅
に
出

か
け
て
い
る
。
そ
の
旅
程
を
み
る
と
、
往
き
は
東

海
道
か
ら
伊
勢
に
む
か
い
、
伊
勢
神
宮
参
詣
を
す

ま
せ
る
と
京
、
大
坂
を
見
物
、
さ
ら
に
四
国
に
渡

っ
て
金
比
羅
詣
り
を
し
、
帰
途
は
中
山
道
を
た
ど

っ
て
帰
村
し
て
い
る
。
村
の
三
、
四
軒
に
一
人
の

平
和
な
社
会
と
庶
民
生
活

右：「稲干す」 左：「稲刈上の日祝」 無事に米が収穫でき、喜びに満ちた秋の農村風景。（『農業図會』）
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割
り
で
男
た
ち
が
二
ヵ
月
間
も
旅
行
に
出
か
け
る

な
ど
今
日
で
も
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
。
他
村
の
記
録
を
見
て
も
二
ヵ
月
程
度
の
旅

は
珍
し
く
も
な
く
、
な
か
に
は
五
人
で
半
年
も
か

け
て
長
崎
見
物
に
出
か
け
た
例
も
あ
る
。

国
分
寺
に
は
今
も

「
月
花
の
遊
び
に
ゆ
か
ん
い
ざ
さ
ら
ば
」

と
い
う
江
戸
末
期
の
俳
人
宝
雪
庵
可
尊
の
辞
世
碑

が
残
っ
て
い
る
。
ず
い
ぶ
ん
優
雅
な
句
で
あ
る
が
、

彼
は
国
分
寺
恋
ヶ
窪
村
の
農
民
で
あ
る
。
そ
れ
も

石
高
三
石
四
斗
、
村
内
五
五
軒
中
、
三
三
番
目
の
貧

農
で
馬
士
と
し
て
働
い
て
い
た
。
彼
に
は
弟
子
が
三

千
人
い
た
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
周
辺
の
農
民
た
ち

で
、
当
時
の
人
口
か
ら
考
え
れ
ば
富
農
ば
か
り
で
な

く
小
農
の
人
々
ま

で
含
ま
れ
て
い
た

に
違
い
な
い
。
俳

句
を
学
び
楽
し
む

ほ
ど
の
知
的
レ
ベ

ル
を
も
っ
た
農
民

た
ち
が
周
辺
に
こ

れ
ほ
ど
大
勢
い
た

こ
と
は
驚
く
べ
き

こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
当
時
の

国
分
寺
は
ほ
と
ん

ど
水
田
も
な
く
、

生
産
力
の
低
い
「
下
畑
」「
下
々
畑
」
ば
か
り
の
村

で
、『
江
戸
名
所
図
會
』
に
は
炭
焼
の
図
が
描
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
薪
炭
を
江
戸
に
運
ん
で
暮
ら
し
て

い
た
。
そ
の
上
、
尾
張
藩
の
御
鷹
場
に
組
み
こ
ま
れ
、

甲
州
街
道
府
中
宿
の
助
郷
に
も
か
り
出
さ
れ
る
負
担

の
多
い
村
で
、
古
文
書
に
は
必
ず
「
困
窮
村
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
村
人
た
ち
の
大
旅
行
や
俳
句
づ
く
り
の

様
子
を
見
て
い
る
と
、
け
っ
し
て
困
窮
村
で
重
税
、

圧
制
に
あ
え
い
で
い
た
貧
し
い
農
民
の
姿
は
浮
か

び
あ
が
っ
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
建
前
は
と
も
か
く

と
し
て
、
本
当
は
か
な
り
余
裕
の
あ
る
生
活
を
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
な
い
と
話
の

辻
褄
が
あ
わ
な
い
の
で
あ
る
。

当
時
の
欧
米
都
市
と
い
え
ば
「
貧
困
」「
治
安
」

と
な
ら
ん
で
「
衛
生
」
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。

外
見
は
壮
大
で
華
や
か
な
欧
米
の
都
市
は
、
い

ず
れ
も
汚
物
と
悪
臭
に
満
ち
、
絶
え
ず
伝
染
病
の

脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
ゴ
ミ
、
汚
物
、
汚
水
、

何
で
も
道
路
に
投

げ
捨
て
る
習
慣
の

中
で
、
そ
の
回
収

が
不
完
全
で
あ
れ

ば
惨
状
は
明
ら
か

で
あ
る
。

「
ロ
ン
ド
ン
は

悪
臭
ふ
ん
ぷ
ん
た

る
都
市
で
人
々
は

極
貧
の
う
ち
に
死

ぬ
か
ゴ
ミ
溜
の
中

で
生
き
る
か
ど
ち

ら
か
し
か
な
い
。」

（
ア
ー
サ
ー
・
ヤ
ン
グ
）

そ
う
し
た
国
々
か
ら
来
日
し
た
欧
米
人
た
ち
は

一
様
に
日
本
の
都
市
の
美
し
さ
、
清
潔
さ
に
目
を

見
張
っ
た
。

「
街
路
は
き
わ
め
て
清
潔
で
、
汚
物
が
積
み
重

ね
ら
れ
て
通
行
を
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。
こ
れ
は
世
界
の
多
く
の
都
市
と
は
ま
っ
た
く

対
照
的
だ
。」（
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
）

彼
等
は
江
戸
で
自
分
の
家
の
前
の
道
路
を
一
日

に
二
度
も
三
度
も
掃
除
し
て
い
る
の
を
見
て
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
光
景
だ
と
驚

い
た
。

日
本
の
都
市
で
は
人
屎
尿
を
は
じ
め
、
生
ゴ
ミ
、

ヌ
カ
、
灰
な
ど
あ
ら
ゆ
る
有
機
廃
棄
物
が
貴
重
な

肥
料
と
し
て
売
買
さ
れ
、
す
べ
て
農
地
に
還
元
さ

れ
て
高
い
農
業
生
産
性
を
支
え
て
い
た
。
そ
の
こ

と
が
都
市
の
清
潔
さ
を
保
ち
、
衛
生
を
守
っ
て
い

た
要
因
で
あ
る
。

欧
米
で
は
都
市
の
廃
棄
物
は
ほ
と
ん
ど
邪
魔
物

で
あ
っ
た
。
パ
リ
で
も
ロ
ン
ド
ン
で
も
、
あ
ら
ゆ

る
汚
物
、
汚
水
は
下
水
に
流
さ
れ
、
最
終
的
に
は

セ
ー
ヌ
川
、
テ
ー
ム
ズ
川
に
流
れ
こ
ん
だ
。
そ
し

て
そ
の
川
水
が
飲
料
水
に
も
用
い
ら
れ
て
伝
染
病

の
原
因
と
な
っ
た
。

一
七
世
紀
に
本
格
的
な
上
水
道
が
あ
っ
た
の
は

西
洋
で
は
ロ
ン
ド
ン
だ
け
で
、
パ
リ
で
は
ナ
ポ
レ

オ
ン
時
代
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
一
八
四
二
年
ま

で
上
水
道
は
な
か
っ
た
。

上
水
道
と
い
っ
て
も
ロ
ン
ド
ン
で
は
週
に
三
日
、

そ
れ
も
一
日
七
時
間
ほ
ど
し
か
給
水
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
江
戸
の
上
水
道
は
神
田
上
水
、
玉

川
上
水
を
は
じ
め
本
所
、
青
山
、
三
田
、
千
川
の
各

上
水
を
合
わ
せ
て
配
水
管
総
延
長
一
五
〇
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
に
も
達
し
、
江
戸
人
口
の
六
〇
％
に
常
時

上
水
を
供
給
し
て
い
た
。「
水
道
の
水
で
産
湯
を
使

っ
た
」
と
い
う
の
が
江
戸
っ
子
の
自
慢
で
あ
っ
た
。

江
戸
で
鮨
、
刺
身
、
膾
な
ど
新
鮮
な
素
材
の
味

を
そ
の
ま
ま
活
か
す
料
理
が
も
て
は
や
さ
れ
た
の

は
、
川
も
海
も
汚
染
さ
れ
ず
清
潔
な
魚
貝
が
と
れ
、

そ
れ
が
運
搬
、
流
通
、
料
理
か
ら
食
卓
に
供
せ
ら

れ
る
ま
で
清
潔
な
状
態
を
保
ち
え
た
都
市
衛
生
管

理
の
優
秀
さ
に
お
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
世

界
で
は
奇
跡
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
江
戸
時
代
の
日
本

と
西
洋
を
眺
め
て
き
た
。「
進
ん
だ
豊
か
な
西
洋
、

遅
れ
た
貧
し
い
日
本
」
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
先

入
観
の
誤
解
を
解
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
は
、
当
時
の
西
洋
列
強
に
優
る
と
も

劣
ら
な
い
高
度
で
豊
か
な
も
う
一
つ
の
文
明
社
会

で
あ
っ
た
。

江
戸
の
食
文
化
も
、
こ
う
し
た
前
提
の
上
で
語

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

都
市
衛
生
環
境
の
相
違

Ｗ・フォーガスが描いた18世紀のロンドン。2階から屎尿を
捨てている。（『週刊グレート・アーティスト』）

19世紀初頭のパリ。公共給水泉から生活用水を汲む水売人たち。（『タブロー・ド・パリ』）

＊
＊
＊

●
資
料
提
供

◆
「
江
戸
小
紋
」
東
京
都
染
色
工
業
協
同
組
合

◆
「
江
戸
古
地
図
・
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
年
）」
古
地
図
史
料
出
版

（
株
）
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キッコーマン・ビデオライブラリー 「世界の食文化」 シリーズ 

「ヨーロッパの食文化」全5巻 
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＜お問い合わせ＞ キッコ－マン国際食文化研究センター （キッコーマンビデオ・ライブラリー） TEL：04-7123-5215   URL：http://kiifc.kikkoman.co.jp/ 
●販売に関するお問い合わせ先は：ソニーPCL株式会社  （ソリューション営業部）  TEL：03-5792-9340   FAX：03-5792-9329   Eメール://bn@pcl.sony.co.jp 
●ビデオテープは、すべて日本語版です。 
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 ■食は江戸　～江戸前の料理と外食～ 
 

 
 
 ■舶来の日本料理　～食文化の翻訳術～ 

  ■北京　～庶民の味宮廷の味～ 
 
 
 ■広東　～食は広州に在り～ 
 

 
 
 ■江南　～魚米之郷の名菜譜～ 
 

 
 
 ■四川　～天府之国の百菜百味～ 
 
 
 
 
 ■調理と医食同源　～厨房にみる味の秘訣～ 

 ■ペリゴールの秋のはなむけ　～貴腐ワイン、フォワグラ、トリュフ～ 
　 
 
 
 

 

 ■主役はいつも大きなテーブル　～食卓画を読む～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■木村尚三郎のシチリア食紀行　～地中海式食事法～ 
 

 

 いま世界が求めているものは、質のよい食材と調味料をつかって、おいしい料理をみんなで囲む、　 
くらしといのちが輝く生活です。キッコーマンならではの視点で、世界の食文化を映像にとらえました。 
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「FOOD CULTURE」No.6 
 

 

キッコーマン国際食文化研究センターのシンボルマーク 
 このマークは世界三大穀物のうち、世界とわが国の食文化に深い関 
わりのある米と麦を「亀甲」型の中に配したものです。「亀甲」色は、 

しょうゆをイメージした、深みのあるむらさきです。穀物の色は、たわ 

わに実った「こがね色」です。 

■黄金のフランス料理　～エスコフィエと美食神話～ 
 
 
 

 ■クリストフ・マルガンの伝統料理　～現代フランス料理事情～ 
 
　　　　　　　　　　　　 

　 ホテル王リッツは、次 と々豪華ホテルをつくり、魅力的な料理を楽しめるようにした。 
その豪華ホテルにふさわしい料理を次 に々生み出したのが、天才シェフのエスコフィエ。
彼の美食へのあくなき追求は、おそらく食文化史上、空前絶後といえる古き良き時代の
フランス料理を生み出した。その華麗なメニューを再現しながら、美食神話が世界中を
かけ巡った背景を検証する。 

　 変化してとどまるところを知らぬフランス料理。1968年の「パリの五月」事件をきっか
けに、 食の分野も、 新たな潮流ヌーヴェル・キュイジーヌをひきおこした。 80年代に入る
とクラシックへのゆり戻しがはじまる。リヨンの若きシェフ、クリストフ・マルガンは伝統と創
造性に満ちた料理で評判を得ている。いま一番熱いシェフの俎上を見る。 

　日本料理の粋といわれる懐石の魅力を探求し、もてなし料理の極意を創造した吉
兆主人・湯木貞一。その一世紀にならんとする生涯を振り返りながら、彼が考案した
「世界の名物・日本料理」の神髄とは何か、を日本料理の近代史として検証する。 

　 わが国ではむかしから「料理とはしつらうこと」といわれてきた。「しつらう」とは飾り
や調度をその場にふさわしく配置したり、造作したりすること。日本人にとって卓とは季節
を呼びよせる舞台である。むかしから料理に季節感を託し、その場にふさわく、しつら
えてきた。自然と人間生活の調和を一つの境地にまで高めた日本人の知恵といえる。 

　 京都では古くから日常のお惣菜を「おばんざい」と呼んできた。そして何の日には何
を食べるというしきたりがあった。今日、伝統的な生活様式の多くは消え失せてしまった
が、京都のおばんざいの中に息づいている庶民の深い知恵を探る。 

　　江戸が幕府の所在地となって270年。その長い平和の中で、江戸の食文化は見
事に成熟した。ソバ、カバヤキ、スシ、テンプラ…これらの料理は江戸後期の外食産業か
ら誕生したものである。江戸をひもとくと、今日の日本の食文化のルーツは、ことごとく江戸
の街角で花開いたものであることがわかる。 

　 日本の食文化は、米をはじめとして、そのルーツを探ると海外にいきつくものが多い。
このことは食の国境をとりはらい、日本の風土や日本人の生理、あるいは文化に対応で
きるように見事な食の翻訳をしてきたことでもある。今、世界の食卓は、日本の食文化に
注目している。美味で健康に良いということからであろう。 

　フランス南西部ペリゴール地方は、世界的な珍味といわれるフォワグラとトリュフを産
出する、 おいしいものが豊富な地方として有名である。 収穫の季節にはドルドーニュ河
に沿って「かぐわしい魂たち」といわれる農作物が勢ぞろいする。 「質のよい食材、 美食
家、 恵まれた自然条件、 それにもまして生産者の想像力」とは、エスコフィエが100年前、 
「美し国」の条件を語った言葉。しかし今日の美し国の食材生産にはさまざまな問題が
つきまとっている。 これを解決する生産者の想像力とは… 

　食卓が家族団欒の場となり、楽しい会話と礼儀正しい作法を大事にするようになった
のは、日本の近代化の中で輸入された西洋の思想だった。しかし西洋においても、家族
団欒は昔からあったのではない。宗教改革以後のこととされている。このことを如実に語
っているのが食卓画である。ポンペイのフレスコ画から18世紀イギリスの家族の肖像画ま
で食卓の図像を読む。 

　いま、地中海沿岸諸国の食事が注目されている。食物繊維の豊富なパスタ、オレイン
酸や抗酸化物質を多量に含むオリーブオイル、 青魚を中心とした魚介類そして 緑黄色
野菜…。 食卓は大勢が集い楽しみつつおいしく食べあう。それは遠くギリシア、ローマ
時代から 続いている健康によい食事法である。 ヨーロッパの料理の流れが、千年昔の
地中海に回帰している姿をシチリアで、木村尚三郎氏が検証する。 
 

　 中国料理の代表、北京料理。それは中国各地の料理の集大成であり、庶民の味
から宮廷料理にいたるまで伝承し、改良を重ねて質の高い食文化を形成してきた結
果ともいえる。北京料理の日常食から北京の著名な料理店の厨房までを徹底取材。 

　 四季を通じて、樹木の濃い緑と花々に彩られる広州。自由市場の多彩な食品の
紹介をはじめ、広州最大の料理店・渓酒家の、飲茶の風景と仔ぶたの丸焼きの全
プロセスを紹介。南国酒家ではとうがんの蒸しものに代表される「蒸す」という東アジ
ア独特の調理文化にスポットをあてる。 

　 四米と魚介類が豊かな、魚米之郷・江南。とれたての魚と豊富な穀類がならぶ鎮江
の自由市場、楼外楼の伝統的な魚料理、上海の小龍包子やカニを紹介。一方、中
国随一と称される紹興酒、　鎮江香酷、 金華火腿（ハム）なども取材し、江南全体
の豊かな食文化の世界が広がる。 

　 冬は比較的温暖、夏は盆地特有の酷暑の自然環境の中で、四川は、香辛料や
大豆食品をうまく複合させ充実した食文化を形成した。独特の四川料理の魅力に
ふれ、地の恵み・塩・水の恵み、野菜、さらに家常菜（家庭料理）にもカメラを向け、四
川の食生活、風土を詳しく紹介する。  

　 中国料理界の代表、北京飯店の厨房から、刀工（包丁さばき）、乾物類の調理法、 
スープのとり方、芸術的な火工（火の使い方）などを様々なアングルで紹介。漢方薬を取り入
れた滋養料理や精進料理に至るまで、臨場感あふれるドラマとなっている。 
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