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ふ
な
ず
し
の
変
遷

小
堀　

健
将 

（
山
﨑　

芙
紗
子
ゼ
ミ
）

は
じ
め
に

現
在
、
日
本
に
は
多
く
の
な
れ
ず
し
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
本
稿
に
お
い

て
取
り
上
げ
る
の
は
滋
賀
県
の
伝
統
食
品
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
ふ
な

ず
し
」
で
あ
る
。
ふ
な
ず
し
と
は
な
れ
ず
し
の
一
種
で
主
に
琵
琶
湖
の
固
有
種
で
あ

る
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
を
塩
漬
け
に
し
た
後
、
炊
い
た
飯
を
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
に
詰
め
、
容
器
の

中
で
一
定
期
間
発
酵
さ
せ
て
食
べ
る
発
酵
食
品
で
あ
る
。
ま
た
、
ふ
な
ず
し
を
取
り

上
げ
る
こ
と
で
ス
シ
の
原
型
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ

る
。
近
年
で
は
若
者
の
ふ
な
ず
し
離
れ
、
フ
ナ
の
漁
獲
量
減
少
、
琵
琶
湖
の
環
境
破

壊
な
ど
様
々
な
問
題
点
を
ふ
な
ず
し
は
抱
え
て
い
る
。
一
方
で
、
ふ
な
ず
し
は
長
い

歴
史
を
持
つ
食
品
で
あ
る
。
古
代
か
ら
滋
賀
県
（
近
江
国
）
の
名
産
と
し
て
都
に
献

上
品
と
し
て
送
ら
れ
、
あ
る
い
は
ご
ち
そ
う
と
し
て
並
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
は
神
へ

の
神
饌
と
し
て
ふ
な
ず
し
を
供
え
る
神
社
も
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
ふ
な
ず
し
と
い
う
も
の
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
、
ふ
な
ず
し

が
ス
シ
の
原
型
か
ど
う
か
の
検
証
と
ふ
な
ず
し
が
後
世
に
継
承
さ
れ
る
べ
き
伝
統
食

品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
滋
賀
県
の
食
文
化
に
貢
献
し
た
い
。

第
一
章
　
な
れ
ず
し
・
ふ
な
ず
し
と
は

一‒

一
　
な
れ
ず
し
・
ふ
な
ず
し
と
は

今
回
取
り
上
げ
た
ふ
な
ず
し
は
な
れ
ず
し
の
一
種
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
れ
ず
し

や
ふ
な
ず
し
と
い
う
言
葉
や
文
字
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
だ
け
で
、
明
確
な
意
味

や
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
人
は
少
な
い
。

さ
ら
に
、
一
度
も
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
も
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
だ
ろ

う
。本

稿
の
考
察
を
進
め
て
い
く
上
で
、
な
れ
ず
し
と
ふ
な
ず
し
の
現
代
に
お
け
る
一

般
的
な
言
葉
の
定
義
や
な
れ
ず
し
・
ふ
な
ず
し
の
イ
メ
ー
ジ
を
掴
ん
で
お
く
こ
と
は

必
須
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
二
〇
〇
一
年
刊

行
、
以
下
同
じ
）
で
な
れ
ず
し
と
ふ
な
ず
し
が
一
般
に
ど
の
よ
う
な
認
識
を
さ
れ
て

い
る
か
み
て
み
よ
う
。

・
な
れ
ず
し

【
資
料
1
】

（「
な
れ
」
は
熟
す
る
意
）

魚
介
類
を
発
酵
さ
せ
、
酢
を
使
わ
ず
に
、
自
然
の
酸
味
で
食
べ
る
鮨
。
塩
漬
け

に
し
た
魚
に
、
塩
を
混
ぜ
た
飯
を
つ
め
て
漬
け
た
も
の
と
、
魚
の
そ
ぎ
身
と
飯

を
混
ぜ
合
わ
せ
て
漬
け
た
も
の
が
あ
る
。《
季
・
夏
》

こ
れ
だ
け
の
説
明
で
は
ま
だ
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
に
く
い
た
め
、『
デ
ジ
タ
ル
大
辞

泉
』
も
引
用
し
た
い
。

【
資
料
2
】

塩
蔵（

一
）の
魚
に
飯
を
合
わ
せ
、
そ
の
自
然
発
酵
に
よ
っ
て
酸
味
が
生
じ
た
鮨
。
飯

も
と
も
に
食
べ
る
も
の
（
和
歌
山
県
の
下し

も

鮨ず
し

な
ど
）
と
、
飯
は
少
量
使
い
、
主

に
魚
を
食
べ
る
も
の
（
滋
賀
県
の
鮒ふ

な

鮨ず
し

な
ど
が
あ
る
。
腐
れ
鮨
。
う
れ
ず
し
。

《
季 

夏
》
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つ
ま
り
、
な
れ
ず
し
は
基
本
的
に
魚
・
塩
・
デ
ン
プ
ン
類
の
三
要
素
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
三
要
素
を
合
わ
せ
、
乳
酸
発
酵
を
進
め
る
こ
と
で
発
酵
食
・
保
存
食

と
し
て
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
。
主
に
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア

を
中
心
に
分
布
す
る
。
な
れ
ず
し
の
「
な
れ
」
に
は
漢
字
と
し
て
「
熟
」
と
「
馴
」

の
二
つ
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ど
ち
ら
も
共
通
し
て
時
間
が
程
よ
く
経
過
し
、

熟
成
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
。
な
れ
ず
し
文
化
が
い
つ
頃
か
ら
日
本
に
ど
の

よ
う
に
伝
播
し
た
の
か
、
そ
の
経
路
も
明
確
に
は
判
明
し
て
い
な
い
が
、
平
城
京
跡

出
土
木
簡
に
「
鮨
」
の
文
字
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
に
は
す
で
に

伝
播
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る（

二
）。
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
か
ら
稲
作
文
化
が
日
本

に
入
っ
て
来
た
と
同
時
に
な
れ
ず
し
文
化
も
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（

三
）。
な

れ
ず
し
を
作
る
に
あ
た
り
デ
ン
プ
ン
類
は
重
要
な
原
料
で
あ
る
。
稲
作
文
化
が
栄
え

た
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
は
デ
ン
プ
ン
類
が
豊
富
で
あ
り
、
な
れ
ず

し
文
化
が
発
達
し
た
の
も
納
得
で
き
る
。

で
は
次
に
な
れ
ず
し
の
一
種
で
あ
る
と
冒
頭
で
説
明
し
た
ふ
な
ず
し
が
ど
の
よ
う

な
理
解
を
さ
れ
て
い
る
の
か
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
読
み
取
っ
て
い
く
。

・
ふ
な
ず
し

【
資
料
3
】

腹
び
ら
き
に
し
て
内
臓
を
だ
し
た
鮒
を
塩
づ
け
に
し
て
自
然
発
酵
さ
せ
た
な
れ

ず
し
。
こ
う
じ
を
加
え
た
ご
飯
の
中
に
漬
け
て
作
る
早
ず
し
も
あ
る
。
大
津
名

産
。《
季
・
夏
》

も
う
少
し
詳
し
く
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
に
、
な
れ
ず
し
同
様
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』

も
参
考
に
し
た
い
。

【
資
料
4
】

熟な

れ
鮨
の
一
種
。
鮒
を
塩
漬
け
に
し
た
あ
と
、
塩
を
洗
っ
て
米
飯
と
交
互
に
漬

け
込
み
、
重お

も

石し

を
し
て
自
然
発
酵
さ
せ
た
も
の
。
琵
琶
湖
の
名
産
。《
季 

夏
》

ふ
な
ず
し
は
な
れ
ず
し
の
一
種
で
滋
賀
県
の
伝
統
食
品
で
あ
り
、
誕
生
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
発
酵
食
・
保
存
食
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
名
前
の
通
り
フ
ナ

を
原
料
と
し
て
お
り
、
主
に
琵
琶
湖
の
ニ

ゴ
ロ
ブ
ナ
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
ふ

な
ず
し
が
完
成
す
る
ま
で
に
約
半
年
か
ら

一
年
程
度
か
か
る
た
め
、
比
較
的
に
手
間

と
時
間
の
か
か
る
食
品
だ
。
作
り
方
に
関

し
て
は
後
述
す
る
が
、《
季　

夏
》
と
あ
る

よ
う
に
夏
頃
か
ら
漬
け
始
め
、
年
明
け
頃

に
取
り
出
し
て
食
べ
る
。
ふ
な
ず
し
も
平

城
京
跡
出
土
木
簡
の
中
に
「
鮒
鮨
」
の
文

字
が
あ
る
た
め（

四
）、
奈
良
時
代
よ
り
も
前
か

ら
の
ふ
な
ず
し
文
化
の
定
着
が
窺
わ
れ
る
。

さ
ら
に
『
延え

ん

喜ぎ

式し
き

』
巻
三
九
内
膳
司
に
「
大
宰
府
（
中
略
）
鮒
鮨
一
百
七
十
八
斤
五

缶
」（
諸
国
貢
進
御
贄
・
年
料
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ほ
ぼ
二
〇
㎏
前
後
の
鮒

鮨
が
詰
ま
っ
た
缶
が
五
缶
も
一
〇
世
紀
前
半
に
大
宰
府
か
ら
都
へ
献
上
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る（

五
）。
他
に
も
鮎
鮨
を
献
上
し
て
い
る
国
は
多
い
が
、
大
宰
府
か
ら
は
大

量
の
鰒
に
加
え
て
、
鮒
鮨
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
都
へ
の
献
上
品
と

し
て
贈
ら
れ
た
り
、
饗
応
で
ふ
な
ず
し
が
提
供
さ
れ
た
り
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
ふ
な
ず
し
は
歴
史
的
に
見
て
も
貴
重
か
つ
高
級
食
品
で
あ
る
。
現
在
で
も
ふ
な

ず
し
を
神
饌
と
し
て
供
え
る
祭
り
が
残
っ
て
い
る
。

ふ
な
ず
し
の
最
大
の
特
徴
は
乳
酸
発
酵
に
よ
る
独
特
な
匂
い
で
あ
る
。
こ
の
匂
い

は
ふ
な
ず
し
を
好
き
に
な
る
か
嫌
い
に
な
る
か
を
左
右
さ
せ
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
持
っ

て
い
る
。
ま
た
、
ふ
な
ず
し
は
食
文
化
と
し
て
の
価
値
も
高
く
、
平
成
一
〇
年
に
は

滋
賀
県
指
定
の
「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
」
に
湖
魚

の
な
れ
ず
し
、
湖
魚
の
佃
煮
、
日
野
菜
漬
、
丁で

っ

稚ち

羊よ
う

羹か
ん

、
ア
メ
ノ
イ
オ
御
飯
の
五
つ

が
「
滋
賀
の
食
文
化
財
」
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
現
代
で
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
な
ど
で
パ
ッ
ク
詰
め
さ
れ
た
ふ
な
ず
し
が
販
売
さ
れ
て
い
る
た
め
比
較
的
に
誰
も

が
ふ
な
ず
し
を
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
他
の
食
材
と
組
み
合
わ
せ
て
食

べ
た
り
、
ふ
な
ず
し
の
菓
子
も
商
品
化
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
ふ
な
ず
し
を
作
る
際

の
飯い

い

漬づ

け
に
使
用
す
る
飯
も
近
年
健
康
に
良
い
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
利
用
す
る
動
き
が
あ
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
記
述
で
「
腹
び
ら
き
に
し
て
」
と
あ
る
が
ふ
な
ず
し
作
り

図 1　ふなずし
( 滋賀県ホームページより引用 )
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に
お
い
て
全
て
腹
開
き
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
後
述
す
る
ふ
な
ず
し
の
作

り
方
で
は
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
の
口
か
ら
内
臓
等
を
取
り
出
し
、
一
匹
丸
ご
と
発
酵
さ
せ
る
。

な
れ
ず
し
や
ふ
な
ず
し
を
辞
書
で
読
み
取
る
と
、
若
干
の
説
明
不
足
や
理
解
の
誤
差

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
現
象
は
な
れ
ず
し
・
ふ
な
ず
し
に
対
し
て
の
人
々
の

十
分
な
理
解
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
な
れ
ず

し
・
ふ
な
ず
し
の
多
様
性
に
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
な
れ
ず
し
は
使
用

す
る
魚
類
の
種
類
・
塩
・
デ
ン
プ
ン
類
の
量
も
作
り
手
に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
ふ
な
ず
し
を
取
り
上
げ
、
ふ
な
ず
し
に
つ
い
て
様
々
な
視

点
か
ら
研
究
し
て
い
く
。

一‒

二
　
ふ
な
ず
し
の
作
り
方

ふ
な
ず
し
の
作
り
方
は
各
家
庭
・
各
個
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
全
て
の

作
り
方
を
網
羅
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
滋
賀
県
農
政
水
産

部
水
産
課
の
「
お
い
し
い
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
」
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
作
り
方
は

塩
切
り
フ
ナ
と
い
う
あ
ら
か
じ
め
塩
漬
け
さ
れ
た
フ
ナ
を
用
意
し
、
塩
を
洗
い
落
と

す
工
程
か
ら
始
ま
る
。「
お
い
し
い
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
」
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ

う
に
な
る
。

① 

塩
切
フ
ナ
の
塩
を
水
道
水
で
腹
の
中
の
塩
も
含
め
て
洗
い
落
と
す
（
腹
の
中

の
卵
は
洗
い
流
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。）

② 

取
り
切
れ
て
い
な
い
鱗
を
取
り
除
く
。

③ 

ブ
ラ
シ
で
フ
ナ
全
体
が
青
光
り
す
る
ま
で
磨
く
。

④ 

キ
ッ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
で
水
気
を
拭
き
取
り
、
風
通
し
の
良
い
日
陰
で
数
時
間

乾
燥
さ
せ
る
。

⑤ 

ビ
ニ
ー
ル
袋
を
二
重
に
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
桶
の
中
に
入
れ
、
酒
で
浸
し

た
手
で
ご
飯
を
二
〜
三
㎝
の
厚
さ
に
な
る
よ
う
に
敷
く
。

⑥ 

フ
ナ
の
体
の
中
に
飯
を
詰
め
る
。

⑦ 

飯
を
詰
め
た
フ
ナ
を
桶
に
頭
と
尾
が
交
互
に
、
フ
ナ
と
フ
ナ
が
重
な
ら
な
い

よ
う
に
並
べ
る
。

⑧ 

フ
ナ
を
一
段
並
べ
終
え
た
ら
、
フ
ナ
が
隠
れ
る
よ
う
に
飯
を
敷
く
。

⑨ 

⑦
と
⑧
を
繰
り
返
し
三
〜
四
段
に
重
ね
る
。

⑩ 

全
て
並
べ
終
え
た
ら
残
り
の
ご
飯
を
か
ぶ
せ
、
二
枚
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
交
互

に
閉
め
る
。

⑪ 

ビ
ニ
ー
ル
袋
の
上
に
太
縄
を
敷
き
、
内
蓋
を
乗
せ
て
二
〇
㎏
ほ
ど
の
重
石
を

置
い
て
一
週
間
寝
か
せ
る
。

⑫ 

一
週
間
後
に
合
計
三
〇
㎏
ほ
ど
に
な
る
よ
う
に
重
石
を
追
加
す
る
。

本
来
の
作
り
方
は
①
の
前
に
春
先
に
獲
れ
た
フ
ナ
を
夏
頃
ま
で
塩
漬
け
す
る
工
程

が
存
在
す
る
が
、
こ
の
作
り
方
は
家
庭
で
ふ
な
ず
し
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を

当
て
て
い
る
た
め
、
塩
漬
け
の
工
程
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
は

基
本
的
な
塩
漬
け
・
飯
漬
け
の
工
程
は
同
じ
だ
が
、
細
か
な
部
分
が
異
な
る
作
り
方

も
あ
る
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
桶
で
は
な
く
木
製
の
も
の
を
使
用
す
る
人
、
飯
自
体
に

塩
を
混
ぜ
る
、
麹
を
入
れ
る
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
使
用
せ
ず
に
水
を
張
っ
て
発
酵
さ
せ

る
な
ど
様
々
な
異
な
る
点
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
り
手
が
十
人
い
れ
ば
十
通
り
、
百
人
い
れ
ば
百
通
り
の
作
り
方
が

あ
る
こ
と
が
ふ
な
ず
し
の
定
義
づ
け
を
困
難
に
さ
せ
て
い
る
要
因
で
も
あ
り
、
ふ
な

ず
し
の
面
白
さ
で
も
あ
る
。

一‒

三
　
ふ
な
ず
し
の
匂
い
の
正
体
と
腐
敗
し
な
い
理
由

ふ
な
ず
し
は
製
造
・
保
存
に
関
し
て
長
い
時
間
を
有
す
る
食
品
で
あ
る
。
夏
の
土

用
の
頃
か
ら
塩
漬
け
を
行
い
、
数
か
月
経
過
し
た
後
に
炊
い
た
飯
と
フ
ナ
を
交
互
に

重
ね
発
酵
さ
せ
る
飯
漬
け
を
行
う
。
年
明
け
の
正
月
頃
ま
で
の
約
半
年
間
ほ
ど
一
般

的
な
作
り
方
だ
と
期
間
が
必
要
に
な
る
。
作
り
方
を
工
夫
す
る
こ
と
で
一
年
や
二
年

三
年
と
年
単
位
で
発
酵
さ
せ
て
か
ら
食
べ
始
め
る
人
も
存
在
す
る
。

ま
た
、
ふ
な
ず
し
は
独
特
の
匂
い
が
あ
る
食
品
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
独

特
な
匂
い
は
ふ
な
ず
し
に
対
す
る
人
々
の
好
き
嫌
い
に
大
き
く
影
響
し
、
ふ
な
ず
し

を
嫌
う
人
た
ち
に
と
っ
て
の
一
つ
の
理
由
に
挙
げ
ら
れ
、
反
対
に
こ
の
独
特
な
匂
い

を
好
み
、
酒
の
肴
と
し
て
ふ
な
ず
し
を
食
べ
る
人
も
い
る
。

こ
こ
で
は
な
ぜ
ふ
な
ず
し
は
長
期
間
保
存
し
て
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ

し
て
ふ
な
ず
し
の
独
特
の
匂
い
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

魚
は
昔
か
ら
人
間
に
と
っ
て
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、

魚
に
含
ま
れ
る
ド
コ
サ
ヘ
キ
サ
エ
ン
酸
（
Ｄ
Ｈ
Ａ
）、
イ
コ
サ
ペ
ン
ト
酸
（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
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な
ど
の
ｎ—

3
系
多
価
不
飽
和
脂
肪
酸
の
栄
養
価
値
が
見
直
さ
れ
、
ｎ—

3
系
多
価
不

飽
和
脂
肪
酸
は
主
に
魚
を
食
す
こ
と
で
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
三
つ
の
理

由
に
よ
り
魚
は
保
存
性
の
低
い
食
材
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

六
）。

一
つ
目
が
微
生
物
に
よ
る
腐
敗
で
あ
る
。
魚
は
先
述
の
通
り
人
間
に
と
っ
て
貴
重

な
タ
ン
パ
ク
源
で
あ
り
豊
富
な
栄
養
素
を
持
っ
て
い
る
が
故
に
人
間
だ
け
で
な
く
微

生
物
に
と
っ
て
非
常
に
優
れ
た
住
処
と
な
り
腐
敗
す
る
。
微
生
物
の
中
に
は
食
中
毒

の
原
因
と
な
る
も
の
も
存
在
し
、
微
生
物
が
食
品
の
成
分
を
分
解
す
る
こ
と
で
好
ま

し
く
な
い
味
・
匂
い
・
食
感
に
繋
が
る
。

二
つ
目
が
魚
の
自
己
消
化
に
よ
る
変
化
で
あ
る
。
自
己
消
化
（
魚
が
死
ぬ
と
、
魚

自
身
が
持
つ
酵
素
に
よ
り
様
々
な
物
質
の
変
化
が
起
こ
る
こ
と
）
の
中
に
は
鰹
節
の

よ
う
に
イ
ノ
シ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
死
後
数
時
間
後
に
旨
味
成
分
と
な
る
反
応
も
あ

る
。
一
方
で
タ
ン
パ
ク
質
の
分
解
に
よ
り
、
好
ま
し
く
な
い
味
・
匂
い
・
時
に
は
毒

性
物
質
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。

三
つ
目
は
酵
素
に
よ
る
酸
化
で
あ
る
。
ｎ—
3
系
多
価
不
飽
和
脂
肪
酸
は
名
前
の
通

り
脂
質
で
あ
る
た
め
、
酸
素
に
触
れ
る
こ
と
で
酸
化
が
進
む
。
酸
化
す
る
こ
と
で 

ｎ—

3
系
多
価
不
飽
和
脂
肪
酸
の
効
果
が
消
失
す
る
だ
け
で
な
く
、
好
ま
し
く
な
い
食

感
が
生
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
魚
は
保
存
性
の
低
い
食
材
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
中
で
、
先
人
た
ち

は
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
き
た
。
そ
の
代
表
例
が
今
回
取
り
上
げ
て
い
る
ふ
な
ず

し
の
よ
う
な
な
れ
ず
し
へ
の
加
工
で
あ
る
。

ふ
な
ず
し
の
乳
酸
発
酵
に
よ
り
菌
の
繁
殖
を
抑
え
て
い
る
こ
と
が
久
保
加
織
、
西

恭
兵
、
堀
越
晶
子
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

七
）。
寒
天
ゲ
ル
に
バ
レ
イ
シ
ョ
菌
を

植
菌
し
穴
を
あ
け
、
そ
の
穴
に
ふ
な
ず
し
の
飯
を
入
れ
、
三
七
℃
で
二
日
間
培
養
す

る
実
験
が
あ
る
。
結
果
は
ふ
な
ず
し
の
飯
の
周
辺
で
も
バ
レ
イ
シ
ョ
菌
の
増
殖
は
抑

制
さ
れ
、
阻
止
円
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
効
果
は
バ
レ
イ
シ
ョ
菌
だ
け
で
な
く
、

大
腸
菌
で
も
同
じ
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
菌
に
直
接
接
触
し
て
い
な

く
と
も
飯
か
ら
の
揮
発
性
成
分
に
よ
っ
て
同
じ
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

塩
漬
け
・
飯
漬
け
の
工
程
に
お
い
て
も
菌
を
抑
制
す
る
動
き
が
黒
田
栄
一
に
よ
り

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

八
）。
ま
ず
塩
漬
け
四
日
後
で
フ
ナ
の
脱
水
率
は
二
六
・
六
％
と

な
り
、
そ
の
後
あ
ま
り
大
き
な
変
化
は
な
い
。
食
塩
含
有
量
は
生
の
フ
ナ
は
〇
・
一
％

で
、
塩
漬
け
二
週
間
後
ま
で
に
徐
々
に
上
昇
し
一
五
％
に
達
し
た
後
ほ
ぼ
一
定
に
な

る
。
魚
肉
の
食
塩
濃
度
が
一
〇
％
以
上
に
な
る
と
、
腐
敗
や
食
中
毒
の
原
因
と
な
る

細
菌
の
発
育
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
飯
漬
け
で
は
㏗
の
低
下
が
見
受
け

ら
れ
る
。
塩
漬
け
中
は
塩
分
濃
度
が
高
く
、
水
分
量
は
塩
に
よ
る
脱
水
効
果
で
低
下

す
る
。
し
か
し
、
飯
漬
け
中
は
塩
分
濃
度
が
低
下
し
、
水
分
量
は
増
加
す
る
こ
と
で

塩
分
と
水
分
の
平
衡
化
が
起
き
る
。
飯
漬
け
初
期
段
階
で
乳
酸
発
酵
が
進
み
、
㏗
の

数
値
は
塩
漬
け
の
フ
ナ
が
㏗
六
、
飯
漬
け
一
週
間
で
㏗
五
、一
か
月
で
㏗
四
に
ま
で
低

下
す
る
。
㏗
が
五
・
〇
未
満
で
あ
る
場
合
ほ
と
ん
ど
の
微
生
物
の
増
殖
が
停
止
し
、
こ

の
㏗
の
低
下
が
腐
敗
や
食
中
毒
の
原
因
と
な
る
菌
の
発
育
防
止
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
。
乳
酸
菌
数
も
飯
漬
け
一
週
間
で
一
グ
ラ
ム
当
た
り
一
億
個
ま
で
増
加
す

る
。
様
々
な
微
生
物
が
様
々
な
物
質
を
生
成
す
る
こ
と
で
ふ
な
ず
し
独
特
の
匂
い
を

作
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
塩
漬
け
・
飯
漬
け
の
両
工
程
か
ら
得
ら
れ
る
「
塩
分
濃
度
の
上

昇
」
と
「
㏗
の
低
下
」
に
よ
り
ふ
な
ず
し
は
長
期
間
の
発
酵
を
行
っ
た
と
し
て
も
腐

ら
ず
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
、
塩
漬
け
・
飯
漬
け
の
中
で
生
成
さ
れ
た
様
々
な
微
生

物
の
影
響
に
よ
り
ふ
な
ず
し
独
特
の
匂
い
が
発
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一‒

四
　
ふ
な
ず
し
の
祭
り

次
は
ふ
な
ず
し
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
祭
り
を
紹
介
す
る
。
そ
の
祭
り
と
は
「
す

し
切
り
祭
り
」
と
呼
ば
れ
、
滋
賀
県
守
山
市
幸
津
川
町
の
下
新
川
神
社
で
五
月
四
日

と
五
日
の
二
日
間
開
催
さ
れ
る
。
こ
の
祭
り
で
は
ふ
な
ず
し
を
中
学
生
も
し
く
は
高

校
生
の
男
子
二
人
組
が
決
め
ら
れ
た
手
順
で
捌
き
、
奉
納
す
る
と
い
う
珍
し
さ
を
持
っ

て
い
る
。
下
新
川
神
社
は
湖
賊
の
平
定
の
た
め
に
琵
琶
湖
を
渡
り
、
降
り
立
っ
た
地

を
「
幸
津
川
」
と
命
名
し
た
主
祭
神
豊
城
入
彦
命
の
功
績
を
称
え
霊
亀
元
年
（
七
一

五
）
に
建
て
ら
れ
た
小
祠
に
始
ま
る
。
そ
し
て
豊
城
入
彦
命
が
訪
れ
た
際
に
村
人
が

ふ
な
ず
し
を
献
上
す
る
と
豊
城
入
彦
命
が
喜
ん
だ
こ
と
が
す
し
切
り
祭
り
の
始
ま
り

の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。

祭
礼
の
当
番
は
「
渡
し
番
」
と
呼
ば
れ
る
一
番
か
ら
六
番
に
分
け
ら
れ
た
組
が
一

年
交
代
で
祭
り
の
準
備
の
全
て
を
行
う
。
す
し
切
り
で
は
袴
を
着
た
若
者
が
ふ
な
ず

し
に
触
れ
る
こ
と
な
く
真ま

魚な

箸ば
し

と
い
う
鉄
製
の
長
い
箸
を
左
手
に
、
包
丁
を
右
手
に

持
ち
動
作
を
合
わ
せ
て
ふ
な
ず
し
を
崩
さ
な
い
よ
う
ゆ
っ
く
り
大
き
な
動
作
で
切
り

分
け
る
。
介
添
え
役
に
は
す
し
切
り
を
経
験
し
た
「
板
直
し
」
と
呼
ば
れ
る
先
輩
二
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ふなずしの変遷

人
が
横
に
付
き
添
い
な
が
ら
す
し
切
り
を
し
て
い
る
若
者
の
手
助
け
を
す
る
。
各
ま

な
板
の
上
に
は
左
側
に
四
尾
、
真
ん
中
に
二
尾
、
左
側
に
四
尾
の
計
十
尾
の
フ
ナ
が

並
べ
ら
れ
、
十
尾
の
う
ち
三
尾
だ
け
を
切
り
分
け
、
神
饌
用
・
神
職
と
区
長
の
三
献

の
肴
用
・
神
輿
番
の
肴
用
に
奉
納
す
る（

九
）。

第
二
章
　
フ
ナ
と
は

二‒

一
　
フ
ナ
と
の
く
ら
し

フ
ナ
は
コ
イ
目
コ
イ
科
の
生
き
物
で
あ
る
た
め
、
非
常
に
フ
ナ
と
コ
イ
は
似
て
い

る
が
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
口
ひ
げ
が
あ
る
か
な
い
か

で
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二‒
二
で
詳
し
く
説
明
す
る
が
、
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
に
関

し
て
は
琵
琶
湖
の
固
有
種
で
は
あ
る
。
そ
の
他
の
フ
ナ
は
比
較
的
に
日
本
全
土
に
分

布
し
、
種
に
よ
っ
て
は
朝
鮮
半
島
や
中
国
に
も
生
息
し
て
い
る
。

フ
ナ
は
河
川
や
湖
沼
に
棲
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
人
間
に
親
し
み
深
い
魚
で
あ
る
。
大

人
か
ら
子
供
ま
で
多
く
の
人
が
知
っ
て
い
る
童
謡
の
「
ふ
る
さ
と
」
の
中
に
「
小
鮒

釣
り
し
か
の
川
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
り
、
人
間
と
フ
ナ
が
親
密
な
関
係
で
あ
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
歌
手
の
野
猿
の
「Fish Fight

」
と
い
う
歌
で
は
淡
水
魚
に

焦
点
を
置
い
た
歌
詞
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
フ
ナ
と
い
う
ワ
ー
ド
が
何
度
も
登

場
す
る
。
童
謡
の
「
ど
じ
ょ
っ
こ
鮒
っ
こ
」
で
も
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
フ
ナ
が

度
々
登
場
し
、
フ
ナ
を
通
し
て
季
節
の
変
化
を
感
じ
取
れ
る
歌
詞
と
な
っ
て
い
る
。

文
学
面
で
も
フ
ナ
が
登
場
す
る
こ
と
が
あ
る
。
江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
、
現
代

ま
で
そ
の
名
が
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い
る
与
謝
蕪
村
も
「
鮒
ず
し
や 

彦
根
の
城
に 

雲
か
か
る
」
の
よ
う
に
ふ
な
ず
し
を
句
の
中
に
取
り
入
れ
て
詠
ん
で
い
る
。
時
代
は

下
が
る
が
、
昭
和
の
頃
に
活
動
し
て
い
た
俳
人
大
橋
涼
舟
は
「
五
六
貫 

底
値
を
買
い

ぬ 

濁
り
鮒
」
と
い
う
句
を
詠
ん
で
お
り
、
最
も
低
い
値
段
の
時
に
五
六
貫
と
い
う
二

〇
〜
二
四
㎏
の
大
量
の
フ
ナ
を
購
入
し
、
ふ
な
ず
し
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

濁
り
鮒
と
は
田
植
え
の
準
備
を
す
る
際
に
田
の
濁
り
水
を
察
知
し
て
産
卵
の
た
め
遡

上
し
て
く
る
フ
ナ
の
こ
と
を
指
し
、
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る

（
一
〇
）。
ま
た
こ
の
句
か
ら
は
大
量
の
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
が
比
較
的
安
価
に
手
に

入
っ
た
こ
と
、
季
語
は
「
濁
り
鮒
」
で
季
節
は
夏
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
鮒
鮨
を
夏
に

作
り
始
め
る
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ナ
は
社
会
・
芸
術
や
文
学
な
ど

多
方
面
に
影
響
を
与
え
、
人
々
が
フ
ナ
に
対
し
て
抱
く
懐
か
し
さ
や
親
し
み
や
す
さ

が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
金
魚
も
フ
ナ
と
関
わ
り
の
あ
る
生
き
物
で
あ
る
。
江
戸
時
代
以
降
、
観
賞
用

と
し
て
多
く
の
人
々
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
金
魚
は
フ
ナ
を
品
種
改
良
す
る
こ
と
で

誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

フ
ナ
と
い
う
魚
は
調
理
の
幅
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
非
常
に
優
秀
で
あ
る
と
言

え
る
。
洗
い
・
刺
身
・
酢
み
そ
和
・
昆
布
巻
き
・
甘
露
煮
・
雀
焼
き
な
ど
様
々
な
味

で
フ
ナ
を
楽
し
む
事
が
で
き
る
。
加
え
て
、
フ
ナ
は
日
本
各
地
の
郷
土
料
理
の
食
材

と
な
っ
て
い
る
。

「
鮒
み
そ
」
は
岐
阜
県
、
三
重
県
、
愛
知
県
を
中
心
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
鍋
に
大

豆
を
敷
き
、
そ
の
上
に
フ
ナ
を
入
れ
、
五
時
間
ほ
ど
弱
火
で
火
を
入
れ
る
。
豆
味
噌

と
砂
糖
を
混
ぜ
た
タ
レ
を
加
え
、
さ
ら
に
煮
詰
め
て
い
く
。
完
成
ま
で
に
時
間
を
要

す
る
料
理
で
は
あ
る
が
、
骨
ま
で
柔
ら
か
く
な
る
た
め
丸
ご
と
食
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。「

フ
ナ
の
て
っ
ぱ
い
」
は
香
川
県
内
全
域
で
広
く
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
枚
お
ろ
し

に
し
た
フ
ナ
を
細
切
り
し
た
後
に
、
塩
と
酢
で
し
め
る
。
大
根
の
短
冊
切
り
や
ネ
ギ

の
小
口
切
り
、
赤
唐
辛
子
な
ど
お
好
み
の
食
材
を
白
味
噌
ベ
ー
ス
の
酢
味
噌
で
和
え

て
食
べ
る

（
一
一
）。

「
鮒
め
し
」
は
岡
山
県
全
域
を
中
心
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ナ
の
内
臓
等
を
取
り

除
き
、
身
を
ミ
ン
チ
状
に
し
、
人
参
や
大
根
と
共
に
フ
ラ
イ
パ
ン
で
炒
め
る
。
そ
の

後
、
出
汁
を
加
え
て
醬
油
や
み
り
ん
で
味
を
調
え
、
炊
い
た
飯
の
上
に
乗
せ
て
食
べ

る
。
前
に
紹
介
し
た
二
つ
と
は
違
い
、
フ
ナ
の
丼
物
の
よ
う
な
見
た
目
で
若
者
も
食

べ
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
前
は
鮒
め
し
交
流
会
も
開
催
さ
れ
る
ほ
ど
地

元
の
人
々
に
愛
さ
れ
た
料
理
で
あ
る
。

二‒
二
　
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ナ

琵
琶
湖
に
は
外
来
種
も
含
め
様
々
な
種
類
の
淡
水
魚
が
生
息
し
て
い
る
。
今
回
取

り
上
げ
て
い
る
ふ
な
ず
し
も
琵
琶
湖
に
棲
む
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
を
主
に
使
用
し
て
い
る
。
名

前
の
通
り
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
は
フ
ナ
科
の
魚
で
あ
り
、
当
然
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
と
異
な
る
種
類

の
フ
ナ
も
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
と
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ
を
紹
介
し
、
フ
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ナ
自
体
に
つ
い
て
詳
し
く
理
解
を
深
め
て
い
く
。

・
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ

ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
は
コ
イ
目
コ
イ
科
の
生
き
物
で
、
琵
琶
湖
に
の
み
存
在
す
る
固
有
亜

種
で
あ
る
。
別
名
マ
ル
ブ
ナ
や
イ
オ
と
も
呼
ば
れ
、
環
境
省
の
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ

る
野
生
生
物
の
種
を
リ
ス
ト
し
た
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
「
Ｉ
Ａ
類
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
近

い
将
来
に
お
け
る
野
生
で
の
絶
滅
の
危
険
性
が
高
い
も
の
」
と
し
て
絶
滅
危
惧
Ｉ
Ｂ

類
（
Ｅ
Ｎ
）
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
諸
説
あ
る
が
、
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ
と
似
て
い
る

た
め
、
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
と
名
付
け
ら
れ
た
と
も
さ
れ
て
い
る
。
全
長
は
約
二
〇
〜
三
〇 

㎝

で
、
最
大
で
四
〇
㎝
に
ま
で
成
長
す
る
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
も
存
在
す
る
。
琵
琶
湖
の
中
〜

低
層
に
生
息
し
、
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
水
生
昆
虫
を
主
に
食
べ
て
い
る
。
四
月
か

ら
七
月
に
か
け
て
産
卵
期
を
迎
え
、
降
水
後
の
増
水
時
に
沿
岸
部
や
内
湖
に
入
り
粘

着
卵
を
水
草
な
ど
に
産
み
付
け
る
。
日
本
産
の
フ
ナ
の
中
で
は
最
も
体
高
低
い
と
さ

れ
て
お
り
、
尾び

柄へ
い

高こ
う

も
他
の
種
類
の
フ
ナ
と
比
べ
て
低
い
が
、
体
幅
が
厚
く
眼
が
大

き
い
。
下
顎
が
著
し
く
角
張
っ
て
い
る
点
、
鰓さ

い

耙は

と
呼
ば
れ
る
え
ら
の
内
側
に
つ
い

て
い
る
食
べ
た
も
の
を
濾
す
仕
組
み
の
よ
う
な
器
官
が
ギ
ン
ブ
ナ
よ
り
多
く
、
ゲ
ン

ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ
よ
り
少
な
い
点
な
ど
で
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
浮
き
袋
の
側

壁
や
気
道
弁
が
顕
著
に
発
達
し
て
い
る
。
第
五
章
で
詳
し
く
述
べ
る
が
近
年
漁
獲
量

が
減
少
し
て
い
る
た
め
、
淡
水
魚
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
価
格
が
高
騰
し
て
い
る
。
ま

た
魚
体
の
大
き
さ
も
一
昔
前
は
七
五
〇
ｇ
が
山
ほ
ど
取
れ
て
い
た
が
、
今
は
三
七
五

ｇ
が
平
均
と
な
っ
て
い
る
。
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
の
ほ
と
ん
ど
が
ふ
な
ず
し
の
原
料
と
し
て

使
わ
れ
る
。
以
前
は
ゲ
ン
ゴ
ウ
ブ
ナ
も
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
ふ
な
ず
し
に
し
た
際
、

ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ
よ
り
も
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
の
方
が
骨
で
し
っ
か
り
と
柔
ら
か
く
な
る
た

め
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
を
ふ
な
ず
し
の
原
料
と
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

・
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ

も
と
も
と
は
琵
琶
湖
の
固
有
種
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
日
本
全
国
に
放
流
さ
れ

繁
殖
し
て
い
る
。
ヘ
ラ
ブ
ナ
や
カ
ワ
チ
ブ
ナ
と
混
合
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ゲ
ン

ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ
を
人
工
的
に
飼
育
し
た
も
の
が
ヘ
ラ
ブ
ナ
や
カ
ワ
チ
ブ
ナ
と
な
る
。
ニ

ゴ
ロ
ブ
ナ
と
同
様
に
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
絶
滅
危
惧
Ｉ
Ｂ
類
（
Ｅ
Ｎ
）
と
し
て
指
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
北
海
道
の
外
来
種
リ
ス
ト
で
あ
る
北
海
道
ブ
ル
ー
リ
ス
ト
に
「
Ａ

3
（
本
道
に
定
着
し
て
お
り
、
生
態
系
等
へ
の
影
響
が
報
告
ま
た
は
懸
念
さ
れ
て
い

る
外
来
種
）」
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。
全
長
は
二
〇
〜
四
〇
㎝
で
、
最
大
五
〇
㎝

に
ま
で
成
長
す
る
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ
も
い
る
。
湖
沼
や
川
の
上
〜
中
層
に
生
息
し
、
主

に
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
食
べ
る
。
小
規
模
な
水
域
に
は
少
な
く
、
群
れ
を
形
成
す

る
傾
向
が
強
い
。
三
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
産
卵
期
を
迎
え
、
降
水
後
の
増
水
時
に

抽
水
植
物
帯
で
粘
着
卵
を
産
む
。
日
本
産
の
フ
ナ
の
中
で
は
最
も
体
高
が
高
く
、
眼

が
や
や
下
方
の
位
置
し
、
体
形
は
側そ

く

扁へ
ん

す
る
（
左
右
か
ら
押
さ
れ
た
よ
う
な
平
ら
に

な
っ
て
い
る
こ
と
）。
ま
た
、
鰓
耙
の
数
も
最
も
多
く
、
何
度
も
餌
を
口
に
入
れ
た
り

出
し
た
り
す
る
た
め
釣
る
こ
と
が
難
し
い
。
水
の
動
き
が
少
な
い
と
こ
ろ
や
餌
と
な

る
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
多
い
濁
っ
た
水
を
好
む
た
め
釣
り
堀
向
き
の
魚
と
し
て
全
国
に

放
流
さ
れ
て
も
い
る
。
釣
り
人
か
ら
は
非
常
に
人
気
で
ヘ
ラ
ブ
ナ
と
呼
ば
れ
る
こ
と

が
多
く
、
淡
水
魚
釣
り
の
中
で
最
も
盛
ん
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ニ

ゴ
ロ
ブ
ナ
の
代
用
品
と
し
て
ふ
な
ず
し
の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
ほ
か
に
、
刺
身

に
卵
を
ま
ぶ
し
た
子
づ
く
り
と
呼
ば
れ
る
料
理
は
琵
琶
湖
名
物
に
な
っ
て
い
る
。

今
回
取
り
上
げ
た
二
種
以
外
に
も
キ
ン
ブ
ナ
や
ギ
ン
ブ
ナ
の
よ
う
に
様
々
な
種
類

の
フ
ナ
が
琵
琶
湖
、
そ
し
て
日
本
に
は
生
息
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
数
は
年
々

減
少
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
詳
し
く
取
り

上
げ
る
が
、
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
淡
水
魚
問
題
に
目
を
向
け
る
べ
き
必
要
が
あ
る
。

二‒

三
　
フ
ナ
の
逸
話

フ
ナ
は
意
外
に
も
数
多
く
の
話
の
中
に
登
場
す
る
。
逸
話
や
フ
ナ
が
関
わ
る
こ
と

わ
ざ
も
存
在
し
、
フ
ナ
を
知
る
に
は
フ
ナ
が
登
場
す
る
話
を
知
っ
て
お
く
こ
と
は
非

常
に
意
味
を
成
す
た
め
、
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
）
の
巻
第
十
五
の
壬
申

の
乱
を
描
い
た
「
一 

清
見
原
天
皇
と
大
友
皇
子
と
合
戦
の
事
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

「
清
見
原
天
皇
と
大
友
皇
子
と
合
戦
の
事
」
で
は
、
天
智
天
皇
が
亡
く
な
り
次
の
天

皇
を
決
め
る
際
に
、
天
皇
の
実
弟
で
あ
る
大
海
人
皇
子
と
天
皇
の
子
で
あ
る
大
友
皇

子
が
六
七
二
年
に
起
こ
し
た
壬
申
の
乱
で
の
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
。
大
友
皇
子

が
次
期
天
皇
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
感
じ
た
大
海
人
皇
子
は
出
家
し
よ
う
と
吉
野
の
山

に
籠
っ
た
。
し
か
し
大
友
皇
子
側
の
人
間
が
大
海
人
皇
子
の
行
動
は
大
友
皇
子
に
対

し
て
反
旗
を
翻
す
恐
れ
が
あ
る
と
大
友
皇
子
に
伝
え
、
大
海
人
皇
子
を
討
つ
こ
と
を
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ふなずしの変遷

決
め
た
。

こ
の
話
に
お
い
て
の
キ
ー
マ
ン
は
十と

お
ち
の
ひ
め
み
こ

市
皇
女
で
あ
る
。
十
市
皇
女
は
大
海
人
皇
子

と
額
田
王
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
友
皇
子
の
后
で
も
あ
っ
た
。
父

と
夫
の
戦
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
十
市
皇
女
の
心
の
中
は
複
雑
だ
っ
た
が
、
父
で
あ
る

大
海
人
皇
子
に
味
方
し
た
。
密
か
に
大
友
皇
子
の
動
き
を
知
ら
せ
る
た
め
に
使
わ
れ

た
の
が
目
の
前
に
あ
っ
た
フ
ナ
の
包
焼
き
で
あ
る
。
フ
ナ
の
腹
の
中
に
吉
野
に
い
る

父
へ
書
い
た
密
書
を
入
れ
、
父
の
も
と
へ
届
け
た
こ
と
で
勝
利
し
た
と
い
う
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
話
か
ら
は
、
フ
ナ
が
食
用
に
常
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。次

も
同
じ
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
）
の
巻
第
十
五
の

「
十
一 

後
の
千
金
の
事
」
を
説
明
し
た
い
。

中
国
に
荘
子
と
い
う
非
常
に
貧
し
く
そ
の
日
食
べ
る
も
の
す
ら
な
い
者
が
い
た
。
そ

こ
で
隣
に
住
む
監
河
侯
に
食
べ
物
を
譲
っ
て
も
ら
お
う
と
し
た
が
、「
五
日
経
っ
た
ら

千
両
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
差
し
上
げ
た
い
の
で
五
日
後
に
来
て

く
れ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
荘
子
は
言
っ
た
。「
昨
日
、
道
の
水
た
ま
り

に
一
匹
の
フ
ナ
が
い
た
。
そ
の
フ
ナ
は
『
私
は
河
の
神
の
使
い
で
江
湖
に
行
く
の
で

す
。
そ
れ
が
飛
び
そ
こ
な
っ
て
こ
の
溝
に
落
ち
込
み
ま
し
た
。
喉
が
か
わ
い
て
死
に

そ
う
で
す
。
私
を
助
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
あ
な
た
を
呼
ん
だ
の
で
す
。』
と
言
っ
た
。

そ
れ
で
私
は
『
私
は
あ
と
二
、
三
日
す
る
と
、
江
湖
と
い
う
所
に
遊
び
に
行
く
と
こ

ろ
だ
。
そ
こ
に
運
ん
で
行
っ
て
放
し
て
や
ろ
う
』
と
言
っ
た
が
、『
と
て
も
と
て
も
そ

れ
ま
で
は
待
て
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
今
日
提
一
杯
ほ
ど
の
水
で
、
私
の
喉
を
う
る

お
し
て
く
だ
さ
い
』
と
フ
ナ
が
言
っ
た
た
め
、
そ
の
通
り
に
私
は
水
を
上
げ
た
。
フ

ナ
の
言
葉
は
私
の
心
に
思
い
当
た
る
節
が
あ
っ
た
。
い
く
ら
お
金
が
あ
っ
た
と
し
て

も
今
日
の
命
は
食
べ
物
を
食
べ
な
け
れ
ば
保
て
な
い
。
後
か
ら
千
両
も
ら
っ
て
も
役

に
た
た
な
い
の
だ
。」

こ
の
話
に
よ
り
「
後
の
千
金
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
有
名
に
な
っ
た
。

あ
る
こ
と
わ
ざ
が
フ
ナ
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た
話
で
あ
る
。
宇
治
拾
遺
物
語
が

人
々
の
生
活
描
写
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
荘
子
の
心
に
響
い
た
フ

ナ
の
言
葉
は
ど
こ
か
教
訓
的
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
章
　
ふ
な
ず
し
の
歴
史

ふ
な
ず
し
は
奈
良
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
あ
る
食
品
で
あ
る
。
そ

の
た
め
ふ
な
ず
し
は
「
ス
シ
の
原
型
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で

ス
シ
の
歴
史
や
当
時
も
た
ら
さ
れ
た
発
酵
ズ
シ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ

し
て
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
の
変
遷
な
ど
ふ
な
ず
し
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
こ
と
で

本
当
に
ふ
な
ず
し
は
ス
シ
の
原
型
な
の
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ス
シ
の
歴
史

に
関
し
て
は
日
比
野
光
敏
の
論
文
を
基
に
要
約
す
る

（
一
二
）。

第
一
章
で
も
述
べ
た
が
、「
鮒
鮨
」
と
「
鮨
」
と
い
う
文
字
が
平
城
京
跡
出
土
木
簡

か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ふ
な
ず
し
と
ス
シ
の
文
化
は
奈
良
時
代
よ
り
も
前
か

ら
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
。
当
時
の
ス
シ
は
な
れ
ず
し
と
呼
ば
れ
る
魚
を
食
べ
る

も
の
で
保
存
食
と
し
て
の
機
能
が
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
明
確
な
発
酵
期
間
は
不
明

で
あ
る
が
、『
延
喜
式
』
の
中
に
ふ
な
ず
し
を
九
州
地
方
か
ら
都
に
献
上
し
て
い
る
記

載
が
あ
る
た
め
、
大
ま
か
な
推
測
は
可
能
で
あ
る

（
一
三
）。

し
か
し
、
時
代
が
進
み
室
町
時
代
に
な
る
と
、
そ
ぎ
落
と
し
て
い
た
飯
を
食
べ
る

と
い
う
変
化
が
起
こ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
荘
園
開
発
に
よ
る
コ
メ
の
生
産
量
の
増

加
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
時
、
米
料
理
は
貴
重
で
あ
る
た
め
特
別
な
上
流
階
級
し
か
口

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
荘
園
開
発
を
き
っ
か
け
に
コ
メ
の
増
産
が
進
み
、

民
衆
に
も
コ
メ
が
浸
透
し
て
い
っ
た
。
民
衆
だ
か
ら
こ
そ
コ
メ
を
そ
ぎ
落
と
す
の
で

は
な
く
、
コ
メ
も
一
緒
に
食
べ
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
、
コ
メ
も
食
べ
る
た
め
に

発
酵
を
浅
く
し
て
魚
と
と
も
に
コ
メ
も
食
べ
る
ナ
マ
ナ
レ
が
誕
生
し
た
。

さ
ら
に
時
代
が
進
み
、
江
戸
時
代
初
期
頃
に
な
る
と
、
よ
り
発
酵
期
間
を
短
縮
す

る
動
き
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
人
々
は
発
酵
促
進
剤
で
あ
る
糀
や
酒
、
酒
粕
な
ど
を
入

れ
る
こ
と
で
よ
り
発
酵
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
江
戸
時
代
で
は
酢
の
生

産
が
増
加
し
た
こ
と
で
飯
を
使
っ
て
酸
味
を
出
す
発
酵
ズ
シ
は
消
え
始
め
、
酢
を
使
っ

て
酸
味
を
出
す
早
ず
し
が
主
流
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
握
り
ず
し
や
巻
き
ず
し
、
稲

荷
ず
し
な
ど
現
代
人
が
ス
シ
と
言
わ
れ
て
頭
で
想
像
す
る
形
態
の
ス
シ
が
誕
生
し
て

い
く
。

以
上
が
日
本
に
お
け
る
ス
シ
の
歴
史
を
端
的
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち

現
代
人
が
思
い
浮
か
べ
る
ス
シ
と
は
江
戸
時
代
ご
ろ
か
ら
誕
生
し
た
も
の
で
あ
り
、

元
々
は
発
酵
さ
せ
た
魚
を
食
べ
る
い
わ
ゆ
る
な
れ
ず
し
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
し
た
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い
点
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
ス
シ
と
今
日
の
ふ
な
ず
し
は
同
じ
で

あ
る
の
か
、
そ
し
て
ふ
な
ず
し
は
日
本
の
ス
シ
の
原
型
と
呼
ぶ
に
値
す
る
の
か
を
見

て
い
き
た
い
。
し
か
し
当
時
の
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
の
史
料
は
不
明
で
あ
り
参
考
に

す
る
資
料
が
乏
し
い
。
そ
の
た
め
に
『
斉さ

い

民み
ん

要よ
う

術じ
ゅ
つ

』（
一
四
）と
い
う
中
国
の
農
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
「
魚
鮓
」
の
作
り
方
と
比
較
し
た
い
。
た
だ
『
斉
民
要
術
』
で
は
コ
イ
が

原
料
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
の
ス
シ
を
見
る
に
は
十
分
に
参
考
と
な
り
う
る
史
料

で
あ
る
た
め
参
考
に
す
る

（
一
五
）。
今
日
の
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
と
『
斉
民
要
術
』
の
両
者

を
比
較
す
る
と
い
く
つ
か
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
違
い
も
日
比
野

は
指
摘
し
て
い
る
。

一
つ
目
は
調
理
の
時
期
で
あ
る
。『
斉
民
要
術
』
で
は
寒
い
冬
は
発
酵
が
進
ま
ず
、

夏
で
は
ウ
ジ
が
わ
き
や
す
い
た
め
、
春
か
秋
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
今
日

の
ふ
な
ず
し
は
夏
に
調
理
を
し
て
い
る
。

二
つ
目
は
魚
の
形
態
で
あ
る
。『
斉
民
要
術
』
で
は
漬
け
ム
ラ
を
防
ぐ
た
め
に
切
り

身
に
し
て
漬
け
て
い
る
が
、
今
日
の
ふ
な
ず
し
は
一
尾
丸
ご
と
そ
の
ま
ま
漬
け
て
い

る
。三

つ
目
は
塩
漬
け
の
記
載
の
有
無
で
あ
る
。『
斉
民
要
術
』
で
は
塩
加
減
を
確
か
め

る
程
度
で
し
か
塩
は
加
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
今
日
の
ふ
な
ず
し
で
は
数
か
月
の
塩
漬

け
期
間
を
工
程
の
中
に
組
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
硬
め
に
炊
い
た
米
で
漬
け
た
り
竹
の
葉
を
敷
い
た
り
な
ど
細
か

な
違
い
は
あ
る
が
、
大
き
な
違
い
と
し
て
は
上
記
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い

に
日
比
野
は
ふ
な
ず
し
が
ス
シ
の
原
型
で
は
な
い
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
筆

者
も
様
々
な
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
今
日
の
ふ
な
ず
し
は
ス
シ
の
原
型
で
あ
る
と
断

言
す
る
に
は
少
し
違
和
感
が
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
『
斉
民
要
術
』
の
作
り
方
か
ら
今
日
の
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
に
な
る

ま
で
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
て
い
く
の
か
を
見
て
い
く
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に

『
延
喜
式
』
の
時
代
や
『
斉
民
要
術
』
の
頃
の
作
り
方
の
史
料
は
乏
し
く
、
ま
た
中
世

に
お
い
て
も
作
り
方
の
史
料
は
乏
し
く
江
戸
時
代
頃
の
史
料
に
ま
で
時
代
を
進
め
る

必
要
が
あ
る
。

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
『
合ご

う

類る
い

日に
ち

用よ
う

料り
ょ
う

理り

抄し
ょ
う』
に
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
が

「
江ご

う

州し
ゅ
う

鮒ふ
な

の
鮨
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る

（
一
六
）。『
合
類
日
用
料
理
抄
』
で
も
「
寒
の

内
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
調
理
時
期
が
異
な
る
時
期
に
漬
け
て
い
る
。
そ
の
他

に
も
重
石
の
加
え
方
が
今
日
の
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
点
、
黒

米
（
玄
米
）
で
漬
け
て
い
る
点
も
異
な
る
。
一
方
で
一
尾
丸
ご
と
漬
け
る
点
、
飯
漬

け
期
間
が
七
〇
日
と
短
い
が
、
翌
年
の
夏
秋
に
な
る
と
さ
ら
に
骨
ま
で
柔
ら
か
く
な

る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
今
日
の
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
の
よ

う
な
長
期
間
の
飯
漬
け
を
行
う
点
は
一
致
し
て
い
る
。
塩
漬
け
に
お
い
て
塩
を
多
く

付
け
る
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
期
間
ま
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
長
期
間
の

塩
漬
け
が
行
わ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
料
理
書
で
は
長
期
間
の

塩
漬
け
を
行
う
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
史
料
の
時
代
を
進
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
『
近
江
国
物
産
鯽ふ

な

鮓ず
し

取
調
書

（
一
七
）』
に
お
け
る
ふ
な
ず
し

の
製
法
は
今
日
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
塩
漬
け
を
行

い
、
夏
頃
に
飯
漬
け
を
行
う
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
飯
漬
け
期
間
が
五

〇
日
と
比
較
的
短
い
が
、『
合
類
日
用
料
理
抄
』
で
も
一
年
半
前
後
の
飯
漬
け
が
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
明
治
五
年
の
当
時
で
も
長
期
間
の
飯
漬
け
は
行
わ
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。『
近
江
国
物
産
鯽
鮓
取
調
書
』
の
時
期
に
今
日
の
ふ
な
ず
し
の

製
法
と
似
た
製
法
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
江
戸
時
代
後

期
か
ら
明
治
時
代
初
期
に
か
け
て
今
日
の
ふ
な
ず
し
の
製
法
が
成
立
し
た
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ふ
な
ず
し
の
俳
諧
の
季
が
夏
で
あ
る
こ
と
と

合
致
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
夏
頃
に
ふ
な
ず
し
を
漬
け
る
こ
と
と
、
塩
漬
け
の
工
程
が
記
載
さ
れ

始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
の
間
、
フ
ナ
を
切

り
身
か
ら
一
尾
丸
ご
と
漬
け
る
こ
と
と
長
期
間
の
飯
漬
け
が
行
わ
れ
だ
し
た
の
は
元

禄
時
代
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
夏
頃
に
漬
け
だ
し
た
こ
と
と
塩
漬
け
の
記
載
が
同
時

期
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
塩
漬
け
に
よ
り
ふ
な
ず
し
の
腐
敗
を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
に

な
り
、
夏
頃
に
漬
け
始
め
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
今
日
の
ふ
な
ず
し
は
ス
シ
の
原
型
で
あ
る
と
言
い
切
る
こ
と
は

難
し
い
。
た
だ
、
長
い
歴
史
を
持
つ
こ
と
・
食
材
の
シ
ン
プ
ル
さ
・
発
酵
期
間
の
長

さ
・
常
備
性
・
ホ
ン
ナ
レ
の
形
式
で
食
べ
る
点
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
ふ
な
ず
し
に

「
古
さ
」
を
感
じ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る

（
一
八
）。

ふ
な
ず
し
は
長
き
に
わ
た
る
時
代
の
変
化
に
伴
い
、
今
日
の
ふ
な
ず
し
の
製
法
は
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ふなずしの変遷

改
善
に
改
善
を
重
ね
た
先
人
た
ち
の
知
恵
の
結
晶
で
、「
古
さ
」
と
「
高
度
な
調
理
技

術
」
を
一
体
化
さ
せ
た
食
品
で
あ
る
と
言
え
る
。

第
四
章
　
ふ
な
ず
し
の
現
状

四‒

一
　
他
の
な
れ
ず
し
と
の
比
較

な
れ
ず
し
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
ふ
な
ず
し
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
各
地
に
多
数
存

在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
多
様
性
と
い
う
部
分
に
焦
点
を
当
て
、
ふ
な
ず
し
が
他
の

な
れ
ず
し
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
違
い
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
ふ
な
ず
し
の
作

り
方
に
お
い
て
も
作
り
手
に
よ
っ
て
多
数
あ
る
た
め
比
較
し
て
い
き
た
い
。
他
の
な

れ
ず
し
と
の
比
較
と
し
て
「
さ
ば
の
な
れ
ず
し
」、「
あ
ゆ
な
れ
ず
し
」、「
ハ
タ
ハ
タ

す
し
」
を
取
り
上
げ
、
簡
潔
に
説
明
し
た
後
に
、
比
較
し
て
い
く
。

さ
ば
の
な
れ
ず
し
は
和
歌
山
県
の
郷
土
料
理
で
あ
る
。
約
一
ケ
月
塩
漬
け
し
た
さ

ば
を
一
日
塩
抜
き
し
、
古
い
米
で
炊
い
た
飯
の
上
に
塩
抜
き
し
た
さ
ば
を
乗
せ
、
殺

菌
作
用
の
あ
る
葉
に
巻
い
て
五
日
間
程
度
重
石
を
乗
せ
て
発
酵
さ
せ
る
。

あ
ゆ
な
れ
ず
し
は
富
山
県
の
郷
土
料
理
で
あ
る
。
背
開
き
に
し
て
二
〇
日
程
度
塩

漬
け
に
し
、
飯
と
麹
を
一
緒
に
入
れ
四
〇
日
間
発
酵
さ
せ
る

（
一
九
）。

ハ
タ
ハ
タ
す
し
は
秋
田
県
の
郷
土
料
理
で
あ
る
。
塩
漬
け
に
す
る
か
酢
水
に
漬
け

る
か
は
作
り
手
に
よ
っ
て
違
う
が
両
方
と
も
三
〜
五
日
程
度
漬
け
る
。
飯
漬
け
に
は

麹
も
一
緒
に
加
え
、
さ
ら
に
人
参
や
大
根
な
ど
の
野
菜
も
同
じ
容
器
に
入
れ
、
二
週

間
程
度
発
酵
さ
せ
る

（
二
〇
）。

こ
こ
か
ら
は
ふ
な
ず
し
と
の
比
較
を
行
う
。
ま
ず
最
も
分
か
り
や
す
い
原
料
の
違

い
か
ら
見
て
い
く
。
ふ
な
ず
し
は
フ
ナ
、
さ
ば
の
な
れ
ず
し
は
サ
バ
、
あ
ゆ
な
れ
ず

し
は
ア
ユ
、
ハ
タ
ハ
タ
す
し
は
ハ
タ
ハ
タ
と
名
前
の
通
り
の
魚
を
原
料
と
し
て
い
る
。

漬
け
方
に
も
違
い
が
あ
る
と
言
え
る
。
ハ
タ
ハ
タ
す
し
以
外
は
魚
を
丸
ご
と
漬
け
る

が
ハ
タ
ハ
タ
す
し
は
ハ
タ
ハ
タ
を
切
り
身
に
し
た
状
態
で
漬
け
て
い
く
。
そ
の
た
め
、

ハ
タ
ハ
タ
す
し
は
完
成
ま
で
の
期
間
が
最
も
短
い
。
逆
に
ふ
な
ず
し
は
今
回
紹
介
し

た
三
種
類
の
な
れ
ず
し
の
中
で
は
圧
倒
的
に
発
酵
期
間
が
長
い
。
ま
た
、
あ
ゆ
な
れ

ず
し
と
ハ
タ
ハ
タ
す
し
に
関
し
て
は
飯
漬
け
の
際
に
麹
も
加
え
て
お
り
、
ハ
タ
ハ
タ

す
し
は
野
菜
類
も
発
酵
さ
せ
て
い
る
。
ふ
な
ず
し
だ
け
の
相
違
点
と
し
て
挙
げ
る
な

ら
ば
飯
も
魚
と
一
緒
に
食
べ
る
か
で
あ
る
。
ふ
な
ず
し
以
外
の
三
種
類
は
基
本
的
に

飯
漬
け
の
際
の
飯
も
一
緒
に
食
べ
る
か
、
新
た
に
酢
飯
を
用
意
し
て
押
し
ず
し
の
よ

う
に
し
て
食
べ
る
が
、
ふ
な
ず
し
は
基
本
的
に
飯
漬
け
の
際
の
飯
は
一
緒
に
食
べ
る

こ
と
は
な
い
。

ふ
な
ず
し
の
作
り
方
に
も
作
り
手
一
人
ひ
と
り
の
工
夫
や
や
り
方
が
存
在
す
る
。
完

成
し
た
ふ
な
ず
し
の
飯
を
落
と
し
た
後
に
、
も
う
一
度
酒
粕
の
み
で
漬
け
る
「
甘
露

漬
け
」
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
ふ
な
ず
し
の
独
特
の
匂
い
を
酒
粕
に
よ
っ
て
和
ら
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
酒
粕
で
は
な
く
、
も
う
一
度
新
た
に
炊
い
た
飯
で
完
成
し

た
ふ
な
ず
し
を
漬
け
る
「
再
漬
け
」
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
こ
の
方
法
で
漬
け
る
と

ふ
な
ず
し
が
非
常
に
柔
ら
か
く
仕
上
が
り
、
飯
も
一
緒
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
魚
の
重
量
に
対
し
て
の
塩
・
飯
の
割
合
に
お
い
て
特
に
塩
の
量
を
調
節
す
る
こ
と

で
ふ
な
ず
し
を
長
期
熟
成
し
保
存
期
間
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
発
酵
さ
せ

る
際
に
密
閉
空
間
を
作
る
た
め
に
桶
を
水
で
満
た
す
か
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
桶
の
中
に

入
れ
、
そ
の
中
で
ふ
な
ず
し
を
発
酵
さ
せ
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
縛
っ
て
密
閉
空
間
を
作
る

方
法
が
あ
る
。
近
年
で
は
匂
い
の
軽
減
や
手
入
れ
の
し
や
す
さ
な
ど
の
点
か
ら
ビ
ニ
ー

ル
袋
を
使
用
す
る
人
が
増
加
し
て
い
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
は
第
五
章
で
述
べ
る
が
、
ふ

な
ず
し
の
食
べ
方
に
関
し
て
も
様
々
な
組
み
合
わ
せ
が
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
ふ
な
ず
し
作
り
に
は
一
定
の
基
準
が
な
く
、
作
り
手
の
数
だ
け
作
り

方
が
存
在
す
る
。
ま
た
同
じ
味
を
再
現
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
と
さ
れ
、
ふ
な

ず
し
は
多
様
性
と
奥
深
さ
に
溢
れ
た
食
品
で
あ
る
。

四‒

二
　
ふ
な
ず
し
の
課
題

日
本
各
地
に
存
在
す
る
伝
統
食
品
は
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
ふ
な
ず
し
も

当
然
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
こ
こ
で
は
ふ
な
ず
し
が
直
面
し
て
い
る
課
題
を
主
に
二

つ
取
り
上
げ
る
。
大
前
提
と
し
て
ふ
な
ず
し
は
原
料
と
な
る
フ
ナ
が
い
な
け
れ
ば
完

成
し
な
い
。
フ
ナ
が
絶
滅
し
て
し
ま
う
と
ふ
な
ず
し
も
必
然
的
に
消
え
て
し
ま
う
た

め
、
こ
こ
で
は
フ
ナ
の
減
少
を
一
番
の
問
題
点
と
し
て
扱
い
、
な
ぜ
フ
ナ
が
減
少
し

て
い
る
の
か
を
二
つ
の
課
題
か
ら
紐
解
い
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
は
フ
ナ
が
ど
れ
ほ
ど
減
少
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
表
1
を
見
る

と
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
か
ら
一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
）
ま
で
の
漁
獲
量
は

毎
年
四
〇
〇
ｔ
以
上
漁
獲
さ
れ
一
九
六
五
年（
昭
和
四
〇
）に
関
し
て
は
一
〇
〇
〇 

ｔ
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以
上
も
漁
獲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一

九
八
八
年
（
昭
和
六
三
）
を
境
に
漁
獲

量
が
四
〇
〇
ｔ
を
下
回
り
、
近
年
で
は

約
五
〇
か
ら
一
〇
〇
ｔ
に
ま
で
減
少
し

て
い
る
。
説
明
し
た
通
り
フ
ナ
の
減
少

は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
フ
ナ
の
減
少

と
し
て
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
課
題
を
取

り
上
げ
た
い
。

一
つ
目
は
外
来
魚
の
増
加
に
よ
る
影

響
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
比
較
的
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
琵
琶
湖
で
釣
り
を
し
た
こ
と

が
あ
る
人
は
外
来
魚
を
釣
り
上
げ
た
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
外
来
魚

は
我
々
の
身
近
に
存
在
し
て
い
る
。
代

表
例
で
あ
る
オ
オ
ク
チ
バ
ス
は
一
九
七
四
年
に
彦
根
市
で
初
め
て
確
認
さ
れ
、
そ
の

後
数
年
で
生
息
域
を
拡
大
さ
せ
た
。
ま
た
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
も
一
九
六
五
年
ご
ろ
に
よ

り
内
湖
で
確
認
さ
れ
て
か
ら
そ
の
後
琵
琶
湖
全
体
に
分
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
オ

オ
ク
チ
バ
ス
は
非
常
に
魚
類
に
対
し
て
の
嗜
好
性
が
高
く
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
は
魚
の
卵

を
好
ん
で
捕
食
す
る
特
性
を
持
ち
合
わ
せ
、
フ
ナ
を
は
じ
め
と
す
る
在
来
魚
に
被
害

が
出
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
滋
賀
県
は
一
九
八
五
年
頃
か
ら
外
来
魚
を
駆
除
に
動

き
出
し
、
現
在
オ
オ
ク
チ
バ
ス
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
、
コ
ク
チ
バ
ス
、
チ
ャ
ネ
ル
キ
ャ
ッ

ト
フ
ィ
ッ
シ
ュ
の
四
種
を
駆
除
対
象
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
外
来
魚
回
収
箱
や

回
収
い
け
す
の
設
置
や
電
気
シ
ョ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ト
に
よ
る
産
卵
期
に
入
る
親
外
来
魚

の
捕
獲
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
で
は
二
〇
〇
四
年
に
施
行
さ
れ
た
「
特

定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
防
止
に
関
す
る
法
律
」
や
滋
賀
県
で
は

二
〇
〇
二
年
に
施
行
さ
れ
た
「
琵
琶
湖
の
レ
ジ
ャ
ー
利
用
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
」、

二
〇
〇
六
年
の
「
ふ
る
さ
と
滋
賀
の
野
生
生
物
と
の
共
生
に
関
す
る
条
例
」
と
い
う

制
度
面
か
ら
も
対
策
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
対
策
の
結
果
、
外
来
魚
の
数
を
格
段
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
外

来
魚
駆
除
量
は
最
も
多
い
平
成
一
九
年
度
の
五
四
一
ｔ
、
平
成
二
四
年
度
ま
で
は 

三
〇
〇
ｔ
近
く
の
外
来
魚
の
駆
除

数
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
五
年
度

以
降
は
倍
近
く
減
少
し
、
最
も
少

な
い
平
成
三
〇
年
度
に
お
い
て
は

八
二
ｔ
ま
で
減
少
し
た
。
引
き
続

き
駆
除
活
動
が
行
わ
れ
て
お
り
、

令
和
四
年
度
の
駆
除
量
の
目
標
は

八
五
ｔ
と
な
っ
て
い
る
（
表
2
）。

さ
ら
に
推
定
生
息
量
も
最
も
多
い

平
成
一
九
年
度
の
二
一
三
二
ｔ
か

ら
、
令
和
二
年
度
の
四
一
〇
ｔ
に

ま
で
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

（
表
3
）。
た
だ
管
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
た

め
、
外
来
魚
を
秘
密
裏
に
川
や
琵

琶
湖
に
放
流
す
る
個
人
あ
る
い
は

団
体
を
よ
り
一
層
厳
し
く
取
り
締
ま
り
つ

つ
駆
除
活
動
を
継
続
的
に
行
う
必
要
が
あ

る
。二

つ
目
は
琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
に
よ

る
影
響
で
あ
る
。
昭
和
四
七
年
度
か
ら
平

成
八
年
度
ま
で
の
計
二
五
年
間
行
わ
れ
た

琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
は
琵
琶
湖
の
水
害

や
都
市
化
と
工
業
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ

る
自
然
破
壊
や
水
質
汚
濁
の
改
善
と
阪
神

地
域
の
高
度
成
長
に
よ
る
都
市
用
水
の
重

要
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
か
ら
琵
琶
湖

へ
の
期
待
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
発

足
さ
れ
た
。
自
然
環
境
の
保
全
と
水
質
改

善
を
目
標
に
掲
げ
、
目
標
達
成
の
た
め
に

保
全
対
策
・
治
水
対
策
・
利
水
対
策
の
三

表 3（滋賀県ホームページより引用）

表 2
（数字は「琵琶湖環境インフォメーション琵琶湖をとりま
く現状と課題令和四年三月」より引用、グラフは筆者作製）

表 1（滋賀県ホームページより引用）



（64）

ふなずしの変遷

つ
の
柱
を
中
心
に
事
業
は
進
め
ら
れ
た
。
詳
し
い
結
果
は
他
の
論
文
を
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
が
、
水
害
の
被
害
も
大
幅
に
減
少
し
、
水
質
改
善
に
も
大
き
な
成
功
を

収
め
た
と
言
え
る
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
に
よ
り
魚
類

に
悪
影
響
が
出
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
琵
琶
湖
の
水
位
低
下
の
影
響
を
受
け
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
湖
岸
提
と
圃
場
整
備
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
で
少
な
か
ら
ず
フ
ナ

に
対
し
て
悪
影
響
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
産
卵
の
た
め
に
ヨ
シ
帯
や
沿
岸
に
近
づ

い
て
き
た
フ
ナ
は
湖
岸
提
と
圃
場
整
備
が
あ
る
た
め
、
沖
合
の
ヨ
シ
帯
な
ど
の
悪
条

件
の
場
所
で
産
卵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
上
に
、
外
来
魚
の
増
加
に
伴
い
捕
食
さ
れ

て
し
ま
う
。
人
口
湖
岸
や
半
人
口
湖
岸
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
大
型
の
石
で
形
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
く
、
フ
ナ
が
卵
を
産
み
付
け
る
ヨ
シ
や
抽
水
植
物
が
生
え
て
こ
な

い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
以
前
か
ら
内
湖
の
面
積
は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

水
門
と
堰
堤
の
建
設
さ
れ
た
こ
と
で
内
湖
と
琵
琶
湖
の
出
入
り
口
が
断
絶
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
産
卵
の
た
め
に
水
門
近
く
来
た
フ
ナ
も
内
湖
へ
の
侵
入
が
で
き
ず
、
悪
条

件
の
ヨ
シ
帯
で
産
卵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
一
時
的
に
水
門
を
通
り
抜
け
た

と
し
て
も
水
門
が
閉
ざ
さ
れ
れ
ば
元
の
場
所
に
は
戻
れ
な
い
。
内
湖
で
産
卵
し
、
稚

魚
が
誕
生
し
て
も
親
魚
と
そ
の
稚
魚
は
隔
離
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解

決
す
る
た
め
に
様
々
な
対
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
水
田
地
帯
と
琵
琶
湖
の
繋
が
り

を
取
り
戻
す
た
め
に
水
路
に
魚
路
を
つ
け
て
水
田
へ
の
遡
上
を
可
能
に
す
る
「
ゆ
り

か
ご
水
田
」
や
フ
ナ
の
稚
魚
を
そ
の
ま
ま
琵
琶
湖
に
放
流
し
て
も
外
来
魚
に
捕
食
さ

れ
て
し
ま
う
た
め
、
外
敵
の
少
な
い
田
ん
ぼ
で
あ
る
程
度
の
大
き
さ
ま
で
育
て
て
琵

琶
湖
に
放
流
さ
れ
て
い
る
。

外
来
魚
の
増
加
問
題
や
琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業
に
よ
っ
て
起
き
た
影
響
の
対
策
と

施
策
は
未
だ
完
璧
に
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
。
現
在
も
少
な
か
ら
ず
数
ト
ン
の
外

来
魚
は
存
在
し
、
全
て
の
フ
ナ
が
立
派
な
成
魚
に
な
る
ま
え
に
外
来
魚
に
捕
食
さ
れ

た
り
、
産
卵
場
所
が
減
少
し
そ
も
そ
も
孵
化
し
な
か
っ
た
り
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
し

か
し
、
継
続
的
に
取
り
組
む
こ
と
で
よ
い
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
の
は
確
か
な
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
県
や
市
町
村
、
そ
こ
に
住
む
住
民
が
一
致
団
結
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

第
五
章
　
ふ
な
ず
し
の
可
能
性

五‒

一
　
ふ
な
ず
し
の
組
み
合
わ
せ

ふ
な
ず
し
は
そ
の
ま
ま
食
べ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
様
々
な
食
材
と
組
み
合
わ
せ
て

食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

一
つ
目
は
薫
彩
堂
の
「
チ
ー
ズ
ふ
な
ず
し
」
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
に
創
設
さ
れ

た
お
も
て
な
し
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
日
本
の
優
れ
た
お
も
て
な
し
心
あ
ふ
れ
る
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
を
発
掘
し
、
世
界
に
広
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
日
本
在
住
の
外

国
人
有
識
者
に
よ
る
現
物
審
査
を
実
施
し
、「
世
界
に
発
信
し
た
い
日
本
な
ら
で
は
の

魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
る
」
と
認
め
ら
れ
た
場
合
お
も
て
な
し
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
受
賞
商

品
・
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
認
定
し
て
い
る
。
ふ
な
ず
し
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
チ
ー

ズ
ふ
な
ず
し
は
二
〇
一
七
年
六
月
に
認
定
を
受
け
、
ふ
な
ず
し
に
合
う
味
と
香
り
を

持
つ
オ
リ
ジ
ナ
ル
チ
ー
ズ
と
一
緒
に
食
べ
る
こ
と
で
生
ハ
ム
の
よ
う
な
風
味
と
歯
触

り
を
味
わ
え
る
一
品
と
な
っ
て
い
る
。

二
つ
目
は
「
ふ
な
ず
し
サ
ン
ド
」
で
あ
る
。
ふ
な
ず
し
サ
ン
ド
は
滋
賀
県
野
洲
市

に
あ
る
「BIW

A
K

O
 D

A
U

GH
ERS

（
ビ
ワ
コ 

ド
ー
タ
ー
ズ
）」
と
い
う
飲
食
店
で

販
売
さ
れ
、
自
家
製
の
ふ
な
ず
し
と
チ
ー
ズ
を
チ
ャ
バ
ッ
タ
パ
ン
に
挟
み
食
べ
る
。
パ

ン
と
一
緒
に
食
べ
る
こ
と
で
ふ
な
ず
し
が
苦
手
な
特
に
若
者
で
も
食
べ
や
す
い
も
の

に
な
っ
て
い
る
。

三
つ
目
は
「
ふ
な
ず
し
カ
ル
ボ
ナ
ー
ラ
」
で
あ
る
。
滋
賀
県
東
近
江
市
に
あ
る
「
割

烹
か
っ
ぱ
」
で
提
供
さ
れ
て
い
る
一
品
で
あ
る
。
ト
ッ
ピ
ン
グ
に
は
大
葉
の
に
ん
に

く
醬
油
漬
け
、
ふ
な
ず
し
の
飯
、
柚
子
胡
椒
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ル
ボ
ナ
ー
ラ

と
一
緒
に
食
べ
る
こ
と
で
若
者
も
食
べ
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

四
つ
目
は
「
ふ
な
ず
し
ラ
ー
メ
ン
」
で
あ
る
。
ふ
な
ず
し
カ
ル
ボ
ナ
ー
ラ
と
同
じ

く
割
烹
か
っ
ぱ
で
提
供
さ
れ
て
い
る
。
ト
ッ
ピ
ン
グ
で
半
熟
味
付
け
卵
、
刻
み
ネ
ギ
、

海
苔
、
鰹
節
、
水
菜
、
ふ
な
ず
し
が
添
え
ら
れ
、
調
味
料
と
し
て
柚
子
胡
椒
と
ふ
な

ず
し
の
飯
が
つ
い
て
い
る
。
ふ
な
ず
し
カ
ル
ボ
ナ
ー
ラ
よ
り
も
ふ
な
ず
し
感
は
強
く

感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
汁
に
は
豆
乳
も
入
っ
て
い
る
た
め
女
性
に
も
比
較
的
食
べ
や

す
い
。

五
つ
目
は
「
ふ
な
ず
し
ヨ
ー
グ
ル
ト
」
で
あ
る
。
ふ
な
ず
し
の
飯
も
少
量
加
え
、
蜂

蜜
や
黒
糖
な
ど
も
お
好
み
で
加
え
る
と
よ
り
食
べ
や
す
く
な
る
。
レ
ア
チ
ー
ズ
ケ
ー
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キ
や
塩
味
の
強
い
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
味
に
な
り
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
と
ふ
な
ず
し
の
乳
酸
菌

に
よ
る
整
腸
作
用
や
美
容
効
果
が
期
待
さ
れ
、
デ
ザ
ー
ト
と
し
て
食
べ
る
こ
と
も
で

き
る
。

六
つ
目
は
「
ふ
な
ず
し
茶
漬
け
」
で
あ
る
。
温
か
い
飯
の
上
に
ふ
な
ず
し
を
一
〜

二
片
乗
せ
、
熱
い
お
湯
や
番
茶
を
か
け
て
食
べ
る
。
熱
い
お
湯
や
番
茶
を
か
け
る
こ

と
で
ふ
な
ず
し
が
ほ
ぐ
れ
、
薬
味
と
し
て
ワ
サ
ビ
、
と
ろ
ろ
昆
布
、
白
ご
ま
、
刻
み

海
苔
な
ど
を
加
え
る
と
よ
り
一
層
食
べ
や
す
く
な
る
。
ま
た
、
風
邪
や
夏
バ
テ
の
際

に
食
べ
る
こ
と
で
、
早
期
回
復
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
ふ
な
ず
し
を
大
葉
で
巻
い
て
揚
げ
る
「
ふ
な
ず
し
天
ぷ
ら
」、
ふ

な
ず
し
の
味
を
優
し
く
感
じ
取
れ
る
「
ふ
な
ず
し
味
噌
汁
・
お
吸
い
物
」、
ふ
な
ず
し

の
飯
を
納
豆
な
ど
と
一
緒
に
ト
ッ
ピ
ン
グ
し
て
食
べ
る
「
ふ
な
ず
し
冷
奴
」、
ふ
な
ず

し
の
切
り
身
と
す
だ
ち
を
乗
せ
て
食
べ
る
「
ふ
な
ず
し
す
だ
ち
麵
」、
モ
ッ
ツ
ァ
レ
ラ

チ
ー
ズ
と
ト
マ
ト
と
一
緒
に
食
べ
る
「
ふ
な
ず
し
カ
プ
レ
ー
ゼ
」、
ふ
な
ず
し
の
飯
を

混
ぜ
て
作
る
「
ふ
な
ず
し
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
」
な
ど
和
食
・
洋
食
の
垣
根
を
超
え
、
様
々

な
食
材
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
味
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
ふ
な
ず
し
の
パ
イ
や
ク
ッ
キ
ー
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
、
ジ
ェ
ラ
ー
ト
な
ど

も
存
在
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
本
論
で
紹
介
し
た
食
べ
方
以
外
に
も
人
そ
れ
ぞ
れ
の

ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
と
に
ふ
な
ず
し
を
ア
レ
ン
ジ
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
ふ
な
ず
し
の
多
様

性
は
広
が
る
。

五‒

二
　
ふ
な
ず
し
の
効
能

ふ
な
ず
し
の
持
つ
独
特
の
匂
い
や
食
感
は
ふ
な
ず
し
を
好
ま
な
い
人
が
挙
げ
る
理

由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
章
で
は
ふ
な
ず
し

を
後
世
に
残
す
べ
き
食
品
で
あ
る
の
か
、
ふ
な
ず
し
を
好
き
に
な
る
人
が
一
人
で
も

増
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
前
述
で
は
ふ
な
ず
し
の
組
み
合
わ
せ
を
紹
介
し
た
。
こ

こ
で
は
さ
ら
に
ふ
な
ず
し
を
食
べ
る
こ
と
で
我
々
人
間
に
ど
の
よ
う
な
効
果
・
効
能

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
か
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ふ
な
ず
し
は
塩
漬
け
・
飯
漬
け
の
工
程
の
中
で
乳
酸
菌
が
増
加
す
る
。
こ
の
乳
酸

菌
が
我
々
人
間
の
健
康
面
で
大
い
に
効
果
が
あ
る
。
乳
酸
菌
を
多
く
含
む
ふ
な
ず
し

に
は
整
腸
効
果
、
腸
内
の
善
玉
菌
を
増
加
さ
せ
肌
の
調
子
も
整
え
る
。
魚
の
持
つ
タ

ン
パ
ク
質
や
脂
質
の
栄
養
価
を
腐
敗
や
参
加
さ
せ
ず
維
持
し
、
吸
収
力
の
高
い
カ
ル

シ
ウ
ム
を
豊
富
に
含
ん
で
い
る
。
風
邪
を
引
い
た
時
や
夏
バ
テ
と
感
じ
た
時
に
は
お

茶
漬
け
に
ふ
な
ず
し
を
乗
せ
て
食
べ
る
こ
と
で
乳
酸
菌
作
用
に
よ
り
発
汗
を
促
し
回

復
さ
せ
て
く
れ
る
。
発
酵
作
用
に
よ
る
血
圧
低
下
、
脳
機
能
の
改
善
や
リ
ラ
ッ
ク
ス

効
果
を
与
え
る
γ‒

ア
ミ
ノ
酪
酸
（
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
）
の
生
成
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
低
下
、

排
泄
効
果
、
体
内
の
酸
化
を
防
ぐ
抗
酸
化
性
、
血
圧
上
昇
を
抑
え
る
ア
ン
ジ
オ
テ
ン

シ
ン
Ｉ
交
換
酵
素
阻
害
活
性
、
抗
変
異
原
性
、
抗
ア
レ
ル
ギ
ー
活
性
な
ど
様
々
な
効

果
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ふ
な
ず
し
は
食
材
と
し
て
の
歴
史
的
価
値
だ
け
で
な
く
健
康
面
に
お

い
て
も
高
い
機
能
性
を
持
っ
て
お
り
、
後
世
に
継
承
す
べ
き
食
文
化
で
あ
る
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
ふ
な
ず
し
を
取
り
上
げ
、
フ
ナ
と
は
ど
の
よ
う
な
生
物
な
の
か
か
ら
ふ

な
ず
し
の
歴
史
と
ふ
な
ず
し
の
未
来
を
述
べ
て
き
た
。
問
題
点
と
し
て
挙
げ
て
い
た

ふ
な
ず
し
が
ス
シ
の
原
型
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

ふ
な
ず
し
は
「
古
さ
」
と
「
高
度
な
調
理
技
術
」
を
持
ち
合
わ
せ
た
食
品
で
あ
り
、

『
斉
民
要
術
』
か
ら
今
日
の
ふ
な
ず
し
の
製
法
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
異
な
る
点
が
い

く
つ
か
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
ふ
な
ず
し
が
ス
シ
の
原
型
で
あ
る

と
は
言
い
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
一
方
で
ふ
な
ず
し
の
製

法
が
記
さ
れ
た
史
料
を
全
て
確
認
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
前
提
と
し
て
特
に

江
戸
時
代
以
前
の
ふ
な
ず
し
に
関
す
る
史
料
が
十
分
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な

ど
を
踏
ま
え
る
と
ま
だ
ま
だ
研
究
の
余
地
が
あ
り
、
新
た
な
史
料
の
発
見
を
今
後
期

待
し
た
い
。
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
挙
げ
て
い
た
ふ
な
ず
し
が
後
世

に
継
承
さ
れ
る
べ
き
食
品
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
第
四
章
と
第
五
章
で
取
り

扱
っ
た
。
第
四
章
で
は
特
に
ふ
な
ず
し
の
作
り
方
に
つ
い
て
の
多
様
性
と
ニ
ゴ
ロ
ブ

ナ
の
減
少
の
原
因
と
課
題
・
対
策
を
述
べ
た
。
第
五
章
で
は
ふ
な
ず
し
の
食
べ
方
の

組
み
合
わ
せ
と
ふ
な
ず
し
を
食
べ
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
健
康
的
効
果
を
述
べ
た
。
ふ

な
ず
し
は
作
り
手
の
数
だ
け
作
り
方
が
存
在
す
る
食
品
で
あ
り
、
同
じ
味
を
再
現
す

る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ふ
な
ず
し
は
面
白
さ
と
奥
深
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さ
を
持
つ
食
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
ふ
な
ず
し
と
他
の
食
材
と
の
組
み
合
わ

せ
に
関
し
て
も
想
像
以
上
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
で
ふ
な
ず
し
の
課

題
と
対
策
に
関
し
て
は
完
璧
に
は
解
決
は
し
て
お
ら
ず
今
後
も
地
道
な
活
動
が
必
要

で
あ
る
。

本
稿
で
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
は
ふ
な
ず
し
を
漬
け
て
い
る
方
々
へ
の
現
地
調
査

や
第
三
章
で
触
れ
た
重
石
の
加
え
加
減
に
関
し
て
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
、
ふ
な
ず
し
の
具
体
的
な
伝
承
方
法
や
日
本
の
ス
シ
の
起
源
は
述
べ
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
に
お
け
る
ス
シ
の
起
源
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
第
三
章
に
お
け
る
ふ
な
ず
し
の
歴
史
的
史
料
が
少
な
く
、
紹

介
し
た
史
料
と
史
料
と
の
間
に
か
な
り
長
い
年
月
が
経
っ
て
お
り
、
そ
の
間
の
史
料

を
研
究
す
る
こ
と
な
ど
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
た
た
め
、
今
後
力
を
入
れ
て
行
っ
て

い
き
た
い
。

そ
し
て
、
長
い
歴
史
と
奥
深
さ
を
持
つ
ふ
な
ず
し
が
後
世
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
切
に
願
い
本
稿
を
締
め
く
く
ろ
う
と
思
う
。

注（
一
） 

魚
肉
、
野
菜
な
ど
を
塩
に
漬
け
て
保
存
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
も
の
。
塩

漬
け
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』

（
二
） 

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
奈
良
文
化
財
研
究
所
「
木
簡
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
に
よ
る
。

（
三
） 

石
毛
直
道
・
ケ
ネ
ス 

ラ
ド
ル
『
魚
醤
と
ナ
レ
ズ
シ
の
研
究
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年

（
四
） 

前
掲
注（
二
）

（
五
） 

延
喜
式
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
二
十
六
巻
よ
り
引
用
し
た
。

（
六
） 

久
保
加
織
「『
ふ
な
ず
し
』
の
成
分
分
析
と
嗜
好
性
」（『
再
考
ふ
な
ず
し
の

歴
史
』
所
収　

橋
本
道
範
編
・
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版　

二
○
一
六
年
）
を
参

照
。

（
七
） 

久
保
加
織
・
西
恭
平
・
堀
越
晶
子
「
ナ
レ
ズ
シ
の
香
り
と
に
お
い
」『
に
お

い
・
香
り
環
境
学
会
誌
』、
三
八
巻
三
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
七
三
〜
一
七

八
頁

（
八
） 

黒
田
栄
一
「
ふ
な
ず
し
」『
調
理
科
学
』
第
五
巻
四
号
、
一
九
七
二
年
、
一

九
七
〜
二
〇
一
頁

（
九
） 

渡
部
圭
一
「
幸
津
川
す
し
切
り
神
事
」（
注（
六
）
前
掲
書
所
収
）
に
よ
る
。

（
一
〇
） 

篠
原
徹
「
俳
諧
・
俳
句
と
『
ふ
な
ず
し
』」（
注（
六
）
前
掲
書
所
収
）
に
よ

る
。

（
一
一
） 

て
っ
ぱ
い
と
い
う
名
前
は
香
川
の
あ
る
地
域
で
は
フ
ナ
の
こ
と
を
鉄
砲
と

呼
ぶ
こ
と
か
ら
て
っ
ぽ
う
の
発
音
が
訛
り
、
て
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
と
い
う

説
が
あ
る
。

（
一
二
） 

日
比
野
光
敏
「
近
江
の
フ
ナ
ズ
シ
の
『
原
初
性
』：
わ
が
国
に
お
け
る
ナ
レ

ズ
シ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』

一
八
巻
一
号
・
一
九
九
三
年　

九
九
〜
一
一
八
頁
）

（
一
三
） 

前
掲
注（
五
）

（
一
四
） 

『
斉
民
要
術
』
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と

平
安
時
代
と
さ
れ
て
い
る
。

（
一
五
） 

田
中
静
一
・
小
島
麗
逸
・
太
田
泰
弘
『
斉
民
要
術
―
現
存
す
る
最
古
の
料

理
書
―
［
新
装
版
］』、
株
式
会
社
雄
山
閣
、
二
〇
一
七
年

（
一
六
） 

吉
井
始
子
『
翻
刻
江
戸
時
代
料
理
本
集
成
』
第
一
巻　

臨
川
書
店
（
初
版
）

昭
和
五
三
年
、（
第
三
版
）
平
成
一
九
年

（
一
七
） 

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
所
蔵

（
一
八
） 

日
比
野
光
敏 

前
掲
注（
一
二
）

（
一
九
） 

ア
ユ
熟
れ
鮨
研
究
会
・
日
本
海
学
研
究
グ
ル
ー
プ
「
ア
ユ
熟
れ
鮨
の
熟
成

過
程
の
解
明
」http://w

w
w

.nihonkaigaku.org/library/zissekiayu.
pdf

（
二
〇
） 

阿
部
輝
雄
・
露
木
英
男
「
ハ
タ
ハ
タ
す
し
の
漬
け
込
み
中
に
お
け
る
成
分

変
化
」（『
日
本
食
品
工
業
学
会
誌
』
第
一
四
巻
第
二
号　

一
九
六
七
年　

七
八
〜
八
〇
頁


