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　「
ご
当
地
グ
ル
メ
」
や
「
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
」

そ
ん
な
呼
び
名
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
、

日
本
各
地
の
郷
土
料
理
。
滋
賀
県
と
い
え
ば 

「
ふ
な
ず
し
」
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多
い

で
し
ょ
う
。

　
実
の
と
こ
ろ
「
ふ
な
ず
し
」
は
近
江
の
「
な

れ
ず
し
」
を
代
表
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
フ

ナ
以
外
に
も
コ
イ
や
ア
ユ
、
モ
ロ
コ
、
オ
イ

カ
ワ
、
ハ
ス
な
ど
琵
琶
湖
周
辺
で
獲
れ
る
身

近
な
淡
水
魚
を
使
い
、
米
と
魚
を
発
酵
さ
せ

て
「
な
れ
ず
し
」
を
作
る
技
が
受
け
継
が
れ

て
き
ま
し
た
。

　
古
く
は
平
城
京
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に

「
鮒
鮨
」
の
文
字
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、

さ
ら
に
遡
る
と
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
か
ら
の

稲
作
文
化
の
伝
播
と
と
も
に
「
な
れ
ず
し
文

化
」
が
日
本
各
地
に
広
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
で
は
、
そ
の
「
な
れ
ず
し
」
が
な

ぜ
近
江
の
地
に
色
濃
く
残
っ
て
い
る
の
か

―
そ
れ
は
「
琵
琶
湖
」
の
存
在
と
近
江
の

「
風
土
」
に
よ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
令
和
５
年（
２
０
２
３
年
）３
月
、「
近
江

の
な
れ
ず
し
製
造
技
術
」
が
国
の
登
録
無
形

民
俗
文
化
財
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　
元
来
、保
存
に
適
さ
な
い
と
さ
れ
る
「
魚
」

と
い
う
食
材
を
、
先
人
た
ち
の
知
恵
と
工
夫

に
よ
り
長
期
保
存
の
で
き
る
食
品
へ
と
生
ま

れ
変
わ
ら
せ
る
加
工
技
術
。
そ
こ
に
は
塩
漬

け
か
ら
発
酵
に
至
る
ま
で
、
数
値
化
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
作
り
手
の
経
験
と
勘
、
そ
し

て
近
江
の
気
候
・
風
土
が
深
く
関
わ
っ
て
い

ま
す
。

　
今
回
の
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
へ
の
登
録

は
、
滋
賀
県
民
に
と
っ
て
の
誇
り
で
あ
る
と

同
時
に
、
あ
ら
た
め
て
「
な
れ
ず
し
」
の
こ

と
を
考
え
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
碧
い
湖
と
広
大
な
田
畑
、
そ
れ
を
取
り
巻

く
美
し
い
山
々
。
自
然
の
恵
み
を
授
か
り
、

作
り
、
食
べ
る
と
い
う
営
み
が
世
代
を
超
え

て
受
け
継
が
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

先
人
の
知
恵
と
工
夫
が
生
き
る

長
期
保
存
の
た
め
の
加
工
技
術
。

近
江
の
風
土
が
育
て
た

　
　湖
の
食
文
化
―「
な
れ
ず
し
」

「
す
し
」の
原
型
と
さ
れ
る「
な
れ
ず
し
」。

古
く
は
大
陸
か
ら
伝
わ
り
、全
国
各
地
に
広
が
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も「
近
江
の
な
れ
ず
し
」は
独
自
に
発
展
し

い
ま
も
身
近
な
存
在
と
し
て
暮
ら
し
の
中
に
あ
り
ま
す
。

近
江
の
国
の
ス
ロ
ー
フ
ー
ド「
な
れ
ず
し
」。

そ
れ
は
、魚
、米
、水
、

受
け
継
が
れ
る
知
恵
と
技
が
織
り
な
す

文
化
の
結
晶
で
あ
り

わ
れ
わ
れ
が
誇
る
宝
物
で
す
。

ふなずしには卵を持ったメスのニゴロブナが珍重される。
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い
世
代
を
中
心
に
風
味
が
苦
手
と
い
う
声
も

よ
く
聞
く
が
、
岡
村
家
の
子
ど
も
た
ち
は
違

う
。「
酸
味
が
好
き
だ
と
言
い
ま
す
。
ご
飯
の

お
か
ず
と
し
て
そ
の
ま
ま
食
べ
た
り
、
鰹
節

と
お
醤
油
を
か
け
て
お
茶
漬
け
に
し
た
り
し

て
い
ま
す
」。
長
女
の
綾
音
さ
ん
も
「
臭
い
と

思
わ
な
い
し
、ち
ょ
っ
と
酸
っ
ぱ
く
て
お
い
し

い
で
す
」と
話
す
。

　
貴
司
さ
ん
は
「
お
酒
の
お
と
も
」
と
し
て

楽
し
ん
で
い
る
。
ビ
ー
ル
や
日
本
酒
、焼
酎
、

ワ
イ
ン
と
何
で
も
合
う
と
か
。
さ
ら
に
、「
家

の
近
所
に
ワ
イ
ン
を
オ
ー
ダ
ー
す
る
と
セ
ッ

ト
で
ふ
な
ず
し
を
出
し
て
く
れ
る
お
店
が
あ

る
ん
で
す
。
こ
ん
な
風
に
ふ
な

ず
し
に
触
れ
る
機
会
が
気
軽
に

あ
る
っ
て
い
い
な
ぁ
と
思
い
ま

す
」
と
も
。
そ
ん
な
父
の
話
に

「
お
父
さ
ん
、ふ
な
ず
し
漬
け
る

時
も
お
酒
飲
ん
で
た
な
ぁ
」と
ツ

ッ
コ
ミ
を
入
れ
る
次
女
の
詩
織

さ
ん
。

〝
イ
マ
ド
キ
〞
の
娘
と
父
が
ふ

な
ず
し
の
話
題
で
盛
り
上
が
る

ワ
ン
シ
ー
ン
は
岡
村
家
な
ら
で

は
か
も
し
れ
な
い
。

　「
わ
が
家
で
は
、
ふ
な
ず
し
以

外
に
も
、湖
魚
の
佃
煮
や
近
江
の

野
菜
な
ど
を
買
っ
て
き
た
り
、地

元
の
食
材
の
買
い
物
に
連
れ
て

行
っ
た
り
。
そ
し
て
、
何
気
な
く

食
卓
に
出
し
て
い
ま
す
。『
お
い

し
い
な
ぁ
』
と
、
知
ら
ず
知
ら
ず

の
う
ち
に
食
べ
て
、
い
つ
の
間
に

か
好
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
。

無
理
矢
理
、
食
べ
さ
せ
よ
う
と
は
思
っ
て
い

な
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
良
か
っ
た
の
か
な
」

と
貴
司
さ
ん
。
「
お
父
さ
ん
と
一
緒
や
と
お

い
し
い
も
の
を
食
べ
ら
れ
る
か
ら
、
ふ
な
ず
し

を
一
緒
に
漬
け
た
り
、お
買
い
物
し
た
り
し
て

い
ま
す
（
笑
）」
と
は
、
綾
音
さ
ん
と
詩
織
さ

ん
。
貴
司
さ
ん
も
「
な
ん
や
、
そ
う
い
う
こ

と
？！
」
な
ん
て
、
冗
談
を
言
い
合
い
な
が
ら

も
、
岡
村
家
で
は
自
然
な
形
で
滋
賀
の
食
文

化
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
自
分
が
住
む
街
で

育
ま
れ
た
料
理
を
囲
む
家
族
の
食
卓
は
、
未

来
に
残
し
た
い
素
晴
ら
し
い
光
景
の
一
つ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
す
。
長
女
、
次
女
も
作
業
を
手
伝
っ
て
く

れ
て
い
ま
す
」。
岡
村
家
に
と
っ
て
、
ふ
な
ず

し
を
漬
け
る
こ
と
は
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
で
は

な
く
、日
常
の
一
コ
マ
と
し
て
存
在
す
る
。

　
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
も
は
じ
め
か
ら
食

べ
て
く
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
漬
け
込
み
を

一
緒
に
行
う
う
ち
に
徐
々
に
好
き
に
な
り
、

今
で
は
ふ
な
ず
し
が
食
卓
に
上
る
と
、
あ
る

だ
け
食
べ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
大
好
物
に
。
若

　「
家
族
５
人
全
員
、
ふ
な
ず
し
が
大
好
き
」

と
い
う
岡
村
さ
ん
一
家
。
父
・
貴
司
さ
ん
と

ふ
な
ず
し
の
出
合
い
は
20
数
年
前
の
こ
と
。

「
当
時
の
職
場
の
上
司
か
ら『
滋
賀
の
仕
事
を

す
る
の
な
ら
ば
、
滋
賀
県
の
食
文
化
の
こ
と

は
知
っ
て
お
か
な
い
と
。
ふ
な
ず
し
を
漬
け

て
み
た
ら
？
』
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
す
」
と
言
う
。
初
め
は
乗
り
気
で
は
な

か
っ
た
も
の
の
当
時
の
上
司
に
教
え
て
も
ら

い
な
が
ら
、
ふ
な
ず
し
づ
く
り
に
挑
戦
。
そ

れ
か
ら
20
余
年
、
家
族
と
共
に
ほ
ぼ
毎
年
、

約
５
㎏
の
漬
け
込
み
を
行
う
。

　「
長
男
は
、
幼
稚
園
の
こ
ろ
か
ら
自
宅
で

ふ
な
ず
し
を
漬
け
て
い
ま
し
た
。当
時
、長
男

が
描
い
た
ふ
な
ず
し
を
漬
け
て
い
る
絵
が

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
に
入
選
し
た
こ
と
も
あ
り

日
々
の
生
活
や
食
卓
で

自
然
に
滋
賀
の
食
材
を

は
じ
め
は
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た

で
も
、今
は
大
好
き
！

ふ
な
ず
し
の
あ
る

お
い
し
い
食
卓
。
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い
う
こ

と
？！
」
な
ん
て
、
冗
談
を
言
い
合
い
な
が
ら

も
、
岡
村
家
で
は
自
然
な
形
で
滋
賀
の
食
文

化
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
自
分
が
住
む
街
で

育
ま
れ
た
料
理
を
囲
む
家
族
の
食
卓
は
、
未

来
に
残
し
た
い
素
晴
ら
し
い
光
景
の
一
つ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
す
。
長
女
、
次
女
も
作
業
を
手
伝
っ
て
く

れ
て
い
ま
す
」。
岡
村
家
に
と
っ
て
、
ふ
な
ず

し
を
漬
け
る
こ
と
は
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
で
は

な
く
、日
常
の
一
コ
マ
と
し
て
存
在
す
る
。

　
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
も
は
じ
め
か
ら
食

べ
て
く
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
漬
け
込
み
を

一
緒
に
行
う
う
ち
に
徐
々
に
好
き
に
な
り
、

今
で
は
ふ
な
ず
し
が
食
卓
に
上
る
と
、
あ
る

だ
け
食
べ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
大
好
物
に
。
若

　「
家
族
５
人
全
員
、
ふ
な
ず
し
が
大
好
き
」

と
い
う
岡
村
さ
ん
一
家
。
父
・
貴
司
さ
ん
と

ふ
な
ず
し
の
出
合
い
は
20
数
年
前
の
こ
と
。

「
当
時
の
職
場
の
上
司
か
ら『
滋
賀
の
仕
事
を

す
る
の
な
ら
ば
、
滋
賀
県
の
食
文
化
の
こ
と

は
知
っ
て
お
か
な
い
と
。
ふ
な
ず
し
を
漬
け

て
み
た
ら
？
』
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
す
」
と
言
う
。
初
め
は
乗
り
気
で
は
な

か
っ
た
も
の
の
当
時
の
上
司
に
教
え
て
も
ら

い
な
が
ら
、
ふ
な
ず
し
づ
く
り
に
挑
戦
。
そ

れ
か
ら
20
余
年
、
家
族
と
共
に
ほ
ぼ
毎
年
、

約
５
㎏
の
漬
け
込
み
を
行
う
。

　「
長
男
は
、
幼
稚
園
の
こ
ろ
か
ら
自
宅
で

ふ
な
ず
し
を
漬
け
て
い
ま
し
た
。当
時
、長
男

が
描
い
た
ふ
な
ず
し
を
漬
け
て
い
る
絵
が

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
に
入
選
し
た
こ
と
も
あ
り

日
々
の
生
活
や
食
卓
で

自
然
に
滋
賀
の
食
材
を

は
じ
め
は
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た

で
も
、今
は
大
好
き
！

ふ
な
ず
し
の
あ
る

お
い
し
い
食
卓
。
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ふ
な
ず
し
を
作
っ
て
み
よ
う

ふ
な
ず
し
は
フ
ナ
を
塩
と
ご
飯
で

漬
物
に
し
た
発
酵
ず
し
で
す
。

発
酵
を
進
め
て
く
れ
る
の
は
乳
酸
菌
で
、

塩
切
し
た
フ
ナ
を
ご
飯
に
挟
ん
で

重
石
で
押
し
て
お
く
と
味
わ
い
深
い

ふ
な
ず
し
に
変
身
し
ま
す
。

フナの塩切1.

2.
洗いと干し

06 05
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3 .

5.

6 .

4 .

ご飯（飯）の用意

仕込み

桶漬け

口開けと盛りつけ

いい

08 07
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み
ん
な

『
に
ぎ
り
寿
司
』は

大
好
き
や
ん
に
ゃ
ぁ
？！ 

そ
の
始
ま
り
は
、

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る

『
な
れ
ず
し
』

な
ん
や
て
。

日
本
に
は
、

稲
作
と
一
緒
に
伝
わ
っ
て
来
た

と
か
言
わ
れ
て
る
け
ど
、

い
つ
頃
な
ん
か
は

分
か
っ
て
な
く
て
、

奈
良
時
代
や
平
安
時
代
に
は
、

た
く
さ
ん
の
魚
を

『
な
れ
ず
し
』に
し
て
、

都
に
運
ん
で
た
ん
や
っ
て
。

昔
は
冷
蔵
庫
な
ん
か
無
か
っ
た
か
ら
、

生
の
魚
に
食
中
毒
細
菌
を

寄
せ
つ
け
へ
ん
よ
う
に
、魚
を
桶
に
漬
け

発
酵
さ
せ
、乳
酸
菌
を
働
か
せ
て

腐
ら
へ
ん
よ
う
に
し
た
ん
に
ゃ
。

  

室
町
時
代
に
は
、

  

短
い
期
間
で
漬
け
あ
げ
て
、

  

ま
だ
生
な
ま
し
い
魚
と

〝
飯
〞も
食
べ
る

  『
生
な
れ
ず
し
』を

  

楽
し
ん
だ
ん
や
っ
て
。

い
い

そ
う
や
っ
て
生
の
魚
を
、

長
い
間
保
存
で
き
る

よ
う
に
し
た
ん
に
ゃ
。

発
酵
中
に
骨
も
柔
ら
か
く

な
る
か
ら
栄
養
満
点
！

ボ
ク
は

お
魚
が
大
好
き
な

『
な
れ
ず
し
の
歴
史
』を

一
緒
に
見
て
み
よ
ぉ
。

な
れ
ず
し
、塩
辛
類
、

魚
醤
の
ふ
る
さ
と
は
、

中
国
の
南
部
か
ら
ラ
オ
ス
、

タ
イ
、カ
ン
ボ
ジ
ア
、

ベ
ト
ナ
ム
を
南
シ
ナ
海
に

向
か
っ
て
流
れ
る
大
河
、

メ
コ
ン
川
の
流
域

な
ん
や
っ
て
。

ぎ
ょ
し
ょ
う

江
戸
時
代
に
な
る
と

米
酢
が
広
ま
っ
た
お
か
げ
で
、

手
っ
と
り
早
く
酸
味
を
出
せ
る

よ
う
に
な
っ
て
、

『
早
ず
し
』が
生
ま
れ
た…

そ
れ
が
今
の『
に
ぎ
り
寿
司
』の

は
じ
ま
り
に
ゃ
。

滋
賀
県
の
な
れ
ず
し
文
化
の

特
長
の
一
つ
は
、

ふ
な
ず
し
や
な
れ
ず
し
が
、

豊
作
祈
願
や
感
謝
の

お
祭
り
で
用
い
、

食
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
。

神
様
に
お
供
え
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
て
、

人
に
も
神
様
に
も
大
切
な

食
べ
物
や
っ
た
ん
や
に
ゃ
。

特
長
の
も
う
一
つ
は
、

多
く
の
地
域
の
家
庭
で
、

琵
琶
湖
や
川
の
い
ろ
ん
な
魚
を
、

た
く
さ
ん
の
白
米
で
漬
け
て

食
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
。あ

る
調
査
で
は
17 
種
類
も
の

魚
を
漬
け
て
た
ん
や
っ
て
。 

そ
ん
な
地
域
は
世
界
的
に
も

と
て
も
珍
し
い
に
ゃ
！

滋
賀
県
は
内
陸
や
け
ど
、

昔
は
交
通
の
要
衝
や
っ
た
か
ら

日
本
海
か
ら
塩
も
豊
富
に

入
っ
て
き
て
、

豊
富
な
水
と
魚
と
米
と
塩
に
も

恵
ま
れ
て
、な
れ
ず
し
作
り
に

合
っ
て
た
ん
や
に
ゃ
。

み
ん
な
も

滋
賀
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド

『
ふ
な
ず
し
』を

食
べ
て
み
て
に
ゃ
！

そ
し
て
、前
ペ
ー
ジ
の

レ
シ
ピ
を
見
て

『
ふ
な
ず
し
』を

作
っ
て
み
よ
う
に
ゃ
！！

 

で
も…

 

な
ん
で
滋
賀
県
に
は

『
な
れ
ず
し
』が

 

残
っ
た
に
ゃ
？

そ
れ
は
、滋
賀
独
特
の

な
れ
ず
し
文
化
が

あ
っ
た
か
ら
だ
と

思
わ
れ
る
に
ゃ
。

は
っ
こ
う

に
ゅ
う
さ
ん
き
ん

こ
め
ず

ほ
う
さ
く
き
が
ん

よ
う
し
ょ
う

10 09
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琵
琶
湖
と
対
話
し
、恵
み
を
頂
く

ふ
な
ず
し
文
化
支
え
る
、夫
婦
漁

     

     

「
魚
治
」
で
は
通
常
よ
り
1
年
長
い
、
2
冬

を
越
さ
せ
る
熟
成
を
行
う
が
、
そ
の
間
に
蔵

付
き
の
乳
酸
菌
が
鮒
を
骨
ま
で
や
わ
ら
か

く
、
旨
み
も
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

左
嵜
さ
ん
は
、
母
校
の
恩
師
に
依
頼
さ
れ

て
化
学
実
験
室
で
鮒
寿
し
の
漬
け
込
み
を
指

導
し
た
経
験
を
持
つ
。そ
の
出
来
栄
え
は「
抜

群
で
、
仕
方
な
く
取
り
組
ん
で
い
た
生
徒
も

目
を
輝
か
せ
る
ほ
ど
で
し
た
」。
魚
と
塩
と

ご
飯
さ
え
あ
れ
ば
作
れ
る
鮒
寿
し
は
、
い
わ

ば
魚
の
漬
物
。
家
庭
で
楽
し
む
人
も
数
多
い

が
、「
毎
年
同
じ
味
を
出
そ
う
と
思
う
と
極

端
に
ハ
ー
ド
ル
が
上
が
る
ん
で
す
」。
そ
ん

な
難
仕
事
を
支
え
る
の
は
、
受
け
継
い
で
き

た
技
術
と
経
験
値
。
代
を
重
ね
る
と
い
う
こ

と
は
、
延
べ
２
４
０
回
近
い
経
験
の
共
有
を

意
味
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
経
験
も
記
録
に

残
し
す
ぎ
る
と
数
値
な
ど
に
頼
り
き
る
よ
う

に
な
る
と
、「
魚
治
」
で
は
簡
単
な
メ
モ
と

口
伝
え
で
知
見
を
次
代
に
繋
い
で
い
る
。

〝
近
江
の
な
れ
ず
し
製
造
技
術
〞
が
登
録

無
形
民
俗
文
化
財
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を

受
け
、「
さ
ら
に
注
目
が
集
ま
っ
て
、
身
近

な
食
文
化
と
し
て
広
が
っ
て
い
け
ば
う
れ
し

い
」
と
左
嵜
さ
ん
は
目
を
細
め
る
。
ま
た
、

「
食
べ
て
も
ら
え
る
機
会
が
増
え
、
鮒
寿
し

が
家
庭
に
戻
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
」と
も
。

滋
賀
で
は
、保
存
食
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、

産
前
産
後
の
滋
養
食
、
病
中
の
栄
養
食
と

し
て
も
鮒
寿
し
が
食
べ
ら
れ
て
き
た
。「
我

が
家
で
は
、
風
邪
気
味
の
時
に
湯
を
か
け
て

溶
か
し
た
鮒
寿
し
を
食
べ
ま
す
。
す
る
と
寝

て
い
る
う
ち
に
発
汗
。
翌
朝
は
す
っ
き
り
目

覚
め
ら
れ
ま
す
」。

鮒
寿
し
を
次
代
に
伝
え
る
仕
組
み
作
り
の

一
環
と
し
て
、
左
嵜
さ
ん
が
料
理
を
提
供
す

る
「
湖
里
庵
」
の
客
席
か
ら
は
琵
琶
湖
が
一

望
で
き
る
。
刻
々
と
表
情
を
変
え
る
絶
景
を

前
に
左
嵜
さ
ん
は
「
こ
の
景
色
を
た
だ
美
し

い
と
言
っ
て
済
ま
せ
る
の
は
勿
体
な
い
」
と

呟
い
た
。
佳
景
が
見
ら
れ
る
の
は
、
先
人
た

ち
が
環
境
を
守
り
続
け
た
か
ら
。
豊
か
な
風

土
は
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
を
育
み
、
私
た
ち
に
旨
し

鮒
寿
し
を
与
え
て
く
れ
る
。

仕
込
み
が
始
ま
る
の
は
早
春
。「
魚
治
」

で
は
、
琵
琶
湖
で
も
っ
と
も
深
い
と
さ
れ
る

水
域
に
棲
む
、
身
が
締
ま
っ
た
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ

を
使
う
。
作
業
は
ウ
ロ
コ
な
ど
を
取
り
除
い

て
塩
漬
け
に
す
る
〝
塩
切
り
〞
か
ら
ス
タ
ー

ト
す
る
が
、
こ
の
工
程
の
目
的
は
保
存
。
乳

酸
菌
が
活
発
化
す
る
土
用
の
頃
、
塩
蔵
し
て

お
い
た
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
の
塩
分
を
抜
き
、
ご
飯

と
交
互
に
重
ね
て
樽
に
詰
め
る
〝
本
漬
け
〞

を
行
う
と
乳
酸
菌
発
酵
が
始
ま
る
。「
漬
け

込
み
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
私
の
本
当

の
仕
事
は
そ
こ
か
ら
。
基
本
的
に
自
分
以
外

の
人
間
を
入
れ
な
い
蔵
の
中
で
、
気
温
や
湿

度
を
五
感
で
確
か
め
な
が
ら
乳
酸
菌
が
動
き

や
す
い
環
境
に
な
っ
て
い
る
か
。
問
題
が
起

こ
っ
て
い
な
い
か
。
問
題
が
あ
り
そ
う
な
ら

す
ぐ
に
対
策
を
講
じ
る
と
い
っ
た
〝
守
り
〞

を
続
け
て
、
鮒
寿
し
と
向
き
合
い
ま
す
」。

乳
酸
菌
の
種
類
は
無
数
に
あ
り
、
実
は

ど
の
乳
酸
菌
が
ど
ん
な
働
き
を
し
て
味
の
良

い
鮒
寿
し
を
作
る
の
か
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て

い
な
い
。「
た
だ
、
ウ
チ
の
蔵
に
住
む
の
は
、

雪
深
い
高
島
エ
リ
ア
の
寒
さ
に
も
順
応
す
る

能
力
を
持
つ
乳
酸
菌
。
一
方
、
15
年
間
漬
け

込
ん
で
も
魚
を
溶
か
す
こ
と
が
な
い
穏
や
か

さ
も
あ
る
」と
左
嵜
さ
ん
は
分
析
し
て
い
る
。

経
験
値
が
支
え
る
鮒
寿
し
の
味

絶
景
が
育
む
食
文
化

鮒
寿
し
は
風
土
が
作
る
食
べ
物

人
の
役
目
は〝
守
り
〞す
る
こ
と

先代の早逝を受けて、28歳の若さで「魚治」七代目当主を継承。
受け継いだ伝統を大切にする一方、時代に合った鮒寿しの食べ方も提案。

ともに沖島生まれ、沖島育ち。
善久さんは沖島漁業協同組合の副組合長。中学卒業後から漁師一筋。
敏美さんと結婚後は夫婦で琵琶湖の漁にたずさわる。

よ
っ
て
獲
る
魚
が
違
う
。「
そ
れ
に
よ
っ
て

漁
法
も
変
え
ま
す
。
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
は
3
月
か

ら
や
な
」
と
善
久
さ
ん
。
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
は
ふ

な
ず
し
の
材
料
と
な
る
琵
琶
湖
の
固
有
種
。

特
に
子
持
ち
の
メ
ス
が
珍
重
さ
れ
、
４
〜
６

月
に
ヨ
シ
原
な
ど
で
産
卵
す
る
個
体
を
狙
っ

て
3
月
か
ら
漁
が
開
始
さ
れ
る
。

ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
漁
は
、
明
け
方
3
時
ご
ろ
沖

島
港
を
出
発
す
る
。
漁
法
は
刺
網
漁
（
小

糸
網
）。
10
ｍ
幅
の
網
を
30
束
つ
な
げ
て

カ
ー
テ
ン
の
よ
う
に
水
中
に
張
り
、
引
っ
か

か
っ
た
魚
を
獲
る
。漁
場
は
琵
琶
湖
全
域
で
、

長
年
の
経
験
か
ら
状
況
に
合
わ
せ
て
場
所
や

深
さ
を
変
え
な
が
ら
漁
を
行
う
。
船
上
で
の

善
久
さ
ん
の
作
業
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
は
敏

美
さ
ん
の
役
目
。「
お
父
ち
ゃ
ん
の
い
う
こ

と
を
や
っ
て
る
だ
け
や
」
と
笑
う
が
、
そ
の

よ
ど
み
な
い
動
き
か
ら
長
年
漁
を
と
も
に
し

た
軌
跡
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

獲
れ
た
魚
を
二
人
で
選
別
。
堀
切
港
で
業

者
に
卸
し
、
朝
7
時
ご
ろ
に
沖
島
へ
帰
港
す

る
。
陸
に
上
が
っ
て
か
ら
も
や
る
こ
と
は
多

く
、
特
に
船
や
道
具
の
手
入
れ
は
大
切
な
仕

事
。
作
業
場
で
は
、
目
の
粗
さ
の
違
う
網
を

撚
り
合
わ
せ
て
冨
田
家
仕
様
の
網
に
カ
ス
タ

マ
イ
ズ
す
る
。
な
め
ら
か
な
善
久
さ
ん
の
手

つ
き
は
熟
練
の
職
人
そ
の
も
の
で
あ
る
。

ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
漁
は
、
昭
和
40
年（
１
９
６

５
年
）ご
ろ
約
５
０
０
ｔ
だ
っ
た
も
の
が
、

平
成
9
年（
１
９
９
７
年
）に
は
18
ｔ
ま
で

激
減
。
外
来
魚
の
駆
除
や
ヨ
シ
原
の
造
成
、

稚
魚
の
放
流
な
ど
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
令

和
元
年（
２
０
１
９
年
）ご
ろ
か
ら
は
36
ｔ

程
で
推
移
し
て
い
る
。

漁
獲
量
が
回
復
し
な
い
原
因
の
一
つ
に
、

湖
魚
需
要
の
減
少
が
あ
る
。
湖
魚
の
魅
力

を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
善
久

さ
ん
ら
沖
島
漁
業
協
同
組
合
は
企
業
と
コ
ラ

ボ
し
て
「
鮒
ず
し
作
り
体
験
ク
ル
ー
ズ
」
を

開
催
し
た
り
、
滋
賀
県
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ

プ
で
の
宣
伝
販
売
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

「『
お
い
し
い
』『
意
外
に
臭
く
な
い
』
と
い

う
声
も
多
い
よ
」
と
話
す
善
久
さ
ん
。

沖
島
で
は
今
も
ほ
と
ん
ど
の
家
で
ふ
な
ず

し
を
漬
け
る
。
調
理
の
方
法
や
味
付
け
な
ど

各
家
庭
の
や
り
方
が
あ
り
、
冨
田
家
で
も
毎

年
10
㎏
ほ
ど
漬
け
る
。
さ
ぞ
二
人
と
も
好

物
な
の
か
と
思
い
き
や
、「
僕
は
そ
ん
な
に

好
き
ち
ゃ
う
。
で
も
、
こ
の
人
（
敏
美
さ
ん
）

が
好
き
や
か
ら
」
と
、
善
久
さ
ん
は
照
れ
な

が
ら
微
笑
ん
だ
。
　
　

滋
賀
の
郷
土
食
と
し
て
君
臨
す
る
ふ
な
ず

し
は
、
生
活
に
密
着
し
た
温
か
み
の
あ
る
食

べ
物
。
お
互
い
を
慈
し
み
な
が
ら
厳
し
い
自

然
と
向
き
合
う
漁
師
の
日
々
の
営
み
が
、
滋

賀
の
ふ
な
ず
し
文
化
を
支
え
て
い
る
。

日
本
で
唯
一
、
人
が
住
む
湖
沼
の
島
・
沖

島
。
そ
の
環
境
か
ら
島
民
の
ほ
と
ん
ど
が
漁

業
に
従
事
す
る
。
沖
島
で
は
昔
か
ら
夫
婦
単

位
で
漁
を
す
る
の
が
一
般
的
で
、
冨
田
善
久

さ
ん
、
敏
美
さ
ん
夫
妻
も
琵
琶
湖
の
漁
を

生
業
に
し
て
55
年
に
な
る
。「
漁
師
以
外
の

仕
事
は
考
え
た
こ
と
な
い
な
ぁ
。
も
っ
と
も

昔
は
漁
師
仲
間
と
ヤ
ン
チ
ャ
も
い
っ
ぱ
い
し

た
け
ど
（
笑
）」「
大
漁
が
何
よ
り
う
れ
し
い

ん
や
わ
」
と
二
人
は
口
を
そ
ろ
え
る
。

漁
は
、
4
月
半
ば
か
ら
ア
ユ
、
8
月
か
ら

は
ゴ
リ
、
ウ
ロ
リ
と
い
っ
た
よ
う
に
季
節
に

「
魚
治
」は
天
明
４
年（
１
７
８
４
年
）創
業
。

五
代
目
ま
で
は
豊
富
に
獲
れ
る
湖
魚
を
商
い

な
が
ら
料
理
屋
と
し
て
鮒
寿
し
を
製
造
し
て

き
た
が
、「
六
代
目
か
ら
鮒
寿
し
専
門
に
な

り
ま
し
た
」
と
左
嵜
謙
祐
さ
ん
は
話
す
。

経
験
と
夫
婦
の
連
携
で
行
う
漁

湖
魚
の
魅
力
を
伝
え
る
取
り
組
み
も

も

も
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琵
琶
湖
と
対
話
し
、恵
み
を
頂
く

ふ
な
ず
し
文
化
支
え
る
、夫
婦
漁

     

     

「
魚
治
」
で
は
通
常
よ
り
1
年
長
い
、
2
冬

を
越
さ
せ
る
熟
成
を
行
う
が
、
そ
の
間
に
蔵

付
き
の
乳
酸
菌
が
鮒
を
骨
ま
で
や
わ
ら
か

く
、
旨
み
も
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

左
嵜
さ
ん
は
、
母
校
の
恩
師
に
依
頼
さ
れ

て
化
学
実
験
室
で
鮒
寿
し
の
漬
け
込
み
を
指

導
し
た
経
験
を
持
つ
。そ
の
出
来
栄
え
は「
抜

群
で
、
仕
方
な
く
取
り
組
ん
で
い
た
生
徒
も

目
を
輝
か
せ
る
ほ
ど
で
し
た
」。
魚
と
塩
と

ご
飯
さ
え
あ
れ
ば
作
れ
る
鮒
寿
し
は
、
い
わ

ば
魚
の
漬
物
。
家
庭
で
楽
し
む
人
も
数
多
い

が
、「
毎
年
同
じ
味
を
出
そ
う
と
思
う
と
極

端
に
ハ
ー
ド
ル
が
上
が
る
ん
で
す
」。
そ
ん

な
難
仕
事
を
支
え
る
の
は
、
受
け
継
い
で
き

た
技
術
と
経
験
値
。
代
を
重
ね
る
と
い
う
こ

と
は
、
延
べ
２
４
０
回
近
い
経
験
の
共
有
を

意
味
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
経
験
も
記
録
に

残
し
す
ぎ
る
と
数
値
な
ど
に
頼
り
き
る
よ
う

に
な
る
と
、「
魚
治
」
で
は
簡
単
な
メ
モ
と

口
伝
え
で
知
見
を
次
代
に
繋
い
で
い
る
。

〝
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れ
ず
し
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造
技
術
〞
が
登
録

無
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民
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文
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登
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れ
た
こ
と
を
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け
、「
さ
ら
に
注
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が
集
ま
っ
て
、
身
近

な
食
文
化
と
し
て
広
が
っ
て
い
け
ば
う
れ
し

い
」
と
左
嵜
さ
ん
は
目
を
細
め
る
。
ま
た
、

「
食
べ
て
も
ら
え
る
機
会
が
増
え
、
鮒
寿
し

が
家
庭
に
戻
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
」と
も
。

滋
賀
で
は
、保
存
食
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、

産
前
産
後
の
滋
養
食
、
病
中
の
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養
食
と

し
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も
鮒
寿
し
が
食
べ
ら
れ
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き
た
。「
我

が
家
で
は
、
風
邪
気
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の
時
に
湯
を
か
け
て

溶
か
し
た
鮒
寿
し
を
食
べ
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す
。
す
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と
寝

て
い
る
う
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に
発
汗
。
翌
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は
す
っ
き
り
目

覚
め
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ま
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」。

鮒
寿
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る
仕
組
み
作
り
の

一
環
と
し
て
、
左
嵜
さ
ん
が
料
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を
提
供
す

る
「
湖
里
庵
」
の
客
席
か
ら
は
琵
琶
湖
が
一

望
で
き
る
。
刻
々
と
表
情
を
変
え
る
絶
景
を

前
に
左
嵜
さ
ん
は
「
こ
の
景
色
を
た
だ
美
し

い
と
言
っ
て
済
ま
せ
る
の
は
勿
体
な
い
」
と

呟
い
た
。
佳
景
が
見
ら
れ
る
の
は
、
先
人
た

ち
が
環
境
を
守
り
続
け
た
か
ら
。
豊
か
な
風

土
は
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
を
育
み
、
私
た
ち
に
旨
し

鮒
寿
し
を
与
え
て
く
れ
る
。

仕
込
み
が
始
ま
る
の
は
早
春
。「
魚
治
」

で
は
、
琵
琶
湖
で
も
っ
と
も
深
い
と
さ
れ
る

水
域
に
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む
、
身
が
締
ま
っ
た
ニ
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を
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作
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は
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除
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切
り
〞
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ら
ス
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ー
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が
、
こ
の
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の
目
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は
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が
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発
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す
る
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用
の
頃
、
塩
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し
て

お
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た
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塩
分
を
抜
き
、
ご
飯

と
交
互
に
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に
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め
る
〝
本
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け
〞

を
行
う
と
乳
酸
菌
発
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が
始
ま
る
。「
漬
け

込
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は
も
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重
要
で
す
が
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の
本
当

の
仕
事
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こ
か
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。
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に
自
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以
外

の
人
間
を
入
れ
な
い
蔵
の
中
で
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気
温
や
湿

度
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五
感
で
確
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め
な
が
ら
乳
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菌
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動
き

や
す
い
環
境
に
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。
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こ
っ
て
い
な
い
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。
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が
あ
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そ
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に
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を
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じ
る
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っ
た
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り
〞

を
続
け
て
、
鮒
寿
し
と
向
き
合
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ま
す
」。
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の
種
類
は
無
数
に
あ
り
、
実
は

ど
の
乳
酸
菌
が
ど
ん
な
働
き
を
し
て
味
の
良

い
鮒
寿
し
を
作
る
の
か
は
ま
だ
解
明
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れ
て

い
な
い
。「
た
だ
、
ウ
チ
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蔵
に
住
む
の
は
、

雪
深
い
高
島
エ
リ
ア
の
寒
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に
も
順
応
す
る

能
力
を
持
つ
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。
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、
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間
漬
け

込
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で
も
魚
を
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す
こ
と
が
な
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穏
や
か
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も
あ
る
」と
左
嵜
さ
ん
は
分
析
し
て
い
る
。

経
験
値
が
支
え
る
鮒
寿
し
の
味

絶
景
が
育
む
食
文
化

鮒
寿
し
は
風
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が
作
る
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べ
物

人
の
役
目
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守
り
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る
こ
と

先代の早逝を受けて、28歳の若さで「魚治」七代目当主を継承。
受け継いだ伝統を大切にする一方、時代に合った鮒寿しの食べ方も提案。

ともに沖島生まれ、沖島育ち。
善久さんは沖島漁業協同組合の副組合長。中学卒業後から漁師一筋。
敏美さんと結婚後は夫婦で琵琶湖の漁にたずさわる。
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て
獲
る
魚
が
違
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れ
に
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て
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も
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え
ま
す
。
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は
3
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ら
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と
善
久
さ
ん
。
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ロ
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は
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な
ず
し
の
材
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と
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る
琵
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の
固
有
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に
子
持
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の
メ
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が
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れ
、
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６
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に
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で
産
卵
す
る
個
体
を
狙
っ

て
3
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ら
漁
が
開
始
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る
。

ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
漁
は
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明
け
方
3
時
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ろ
沖
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を
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漁
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に
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中
に
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り
、
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全
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な
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ら
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で
の
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の
作
業
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
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を
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て
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を
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。
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。
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も
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は
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、
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。
作
業
場
で
は
、
目
の
粗
さ
の
違
う
網
を

撚
り
合
わ
せ
て
冨
田
家
仕
様
の
網
に
カ
ス
タ

マ
イ
ズ
す
る
。
な
め
ら
か
な
善
久
さ
ん
の
手

つ
き
は
熟
練
の
職
人
そ
の
も
の
で
あ
る
。

ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
漁
は
、
昭
和
40
年（
１
９
６

５
年
）ご
ろ
約
５
０
０
ｔ
だ
っ
た
も
の
が
、

平
成
9
年（
１
９
９
７
年
）に
は
18
ｔ
ま
で

激
減
。
外
来
魚
の
駆
除
や
ヨ
シ
原
の
造
成
、

稚
魚
の
放
流
な
ど
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
令

和
元
年（
２
０
１
９
年
）ご
ろ
か
ら
は
36
ｔ

程
で
推
移
し
て
い
る
。

漁
獲
量
が
回
復
し
な
い
原
因
の
一
つ
に
、

湖
魚
需
要
の
減
少
が
あ
る
。
湖
魚
の
魅
力

を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
善
久

さ
ん
ら
沖
島
漁
業
協
同
組
合
は
企
業
と
コ
ラ

ボ
し
て
「
鮒
ず
し
作
り
体
験
ク
ル
ー
ズ
」
を

開
催
し
た
り
、
滋
賀
県
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ

プ
で
の
宣
伝
販
売
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

「『
お
い
し
い
』『
意
外
に
臭
く
な
い
』
と
い

う
声
も
多
い
よ
」
と
話
す
善
久
さ
ん
。

沖
島
で
は
今
も
ほ
と
ん
ど
の
家
で
ふ
な
ず

し
を
漬
け
る
。
調
理
の
方
法
や
味
付
け
な
ど

各
家
庭
の
や
り
方
が
あ
り
、
冨
田
家
で
も
毎

年
10
㎏
ほ
ど
漬
け
る
。
さ
ぞ
二
人
と
も
好

物
な
の
か
と
思
い
き
や
、「
僕
は
そ
ん
な
に

好
き
ち
ゃ
う
。
で
も
、
こ
の
人
（
敏
美
さ
ん
）

が
好
き
や
か
ら
」
と
、
善
久
さ
ん
は
照
れ
な

が
ら
微
笑
ん
だ
。
　
　

滋
賀
の
郷
土
食
と
し
て
君
臨
す
る
ふ
な
ず

し
は
、
生
活
に
密
着
し
た
温
か
み
の
あ
る
食

べ
物
。
お
互
い
を
慈
し
み
な
が
ら
厳
し
い
自

然
と
向
き
合
う
漁
師
の
日
々
の
営
み
が
、
滋

賀
の
ふ
な
ず
し
文
化
を
支
え
て
い
る
。

日
本
で
唯
一
、
人
が
住
む
湖
沼
の
島
・
沖

島
。
そ
の
環
境
か
ら
島
民
の
ほ
と
ん
ど
が
漁

業
に
従
事
す
る
。
沖
島
で
は
昔
か
ら
夫
婦
単

位
で
漁
を
す
る
の
が
一
般
的
で
、
冨
田
善
久

さ
ん
、
敏
美
さ
ん
夫
妻
も
琵
琶
湖
の
漁
を

生
業
に
し
て
55
年
に
な
る
。「
漁
師
以
外
の

仕
事
は
考
え
た
こ
と
な
い
な
ぁ
。
も
っ
と
も

昔
は
漁
師
仲
間
と
ヤ
ン
チ
ャ
も
い
っ
ぱ
い
し

た
け
ど
（
笑
）」「
大
漁
が
何
よ
り
う
れ
し
い

ん
や
わ
」
と
二
人
は
口
を
そ
ろ
え
る
。

漁
は
、
4
月
半
ば
か
ら
ア
ユ
、
8
月
か
ら

は
ゴ
リ
、
ウ
ロ
リ
と
い
っ
た
よ
う
に
季
節
に

「
魚
治
」は
天
明
４
年（
１
７
８
４
年
）創
業
。

五
代
目
ま
で
は
豊
富
に
獲
れ
る
湖
魚
を
商
い

な
が
ら
料
理
屋
と
し
て
鮒
寿
し
を
製
造
し
て

き
た
が
、「
六
代
目
か
ら
鮒
寿
し
専
門
に
な

り
ま
し
た
」
と
左
嵜
謙
祐
さ
ん
は
話
す
。

経
験
と
夫
婦
の
連
携
で
行
う
漁

湖
魚
の
魅
力
を
伝
え
る
取
り
組
み
も

も

も
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橋
本 

道
範

専
門
学
芸
員

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館

ジ
ャ
コ（
タ
ナ
ゴ
の
こ
と
）、モ
ロ
コ
、ワ
タ

カ
、ワ
カ
サ
ギ
の
17
種
類
の
淡
水
魚
の
な
れ

ず
し
が
滋
賀
県
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ほ
ど
た
く
さ

ん
の
種
類
の
な
れ
ず
し
が
残
さ
れ
て
い
る
地

域
は
世
界
的
に
も
と
て
も
珍
し
く
、滋
賀
県

は
な
れ
ず
し
大
国
な
の
で
す
。

で
は
、な
れ
ず
し
の
豊
か
な
食
文
化
が
滋

賀
県
に
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、現
在
の
ふ
な
ず
し

の
成
功
に
あ
る
、と
い
ま
考
え
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
や
南
北
朝
時
代
の
教
科
書
、

『
新
猿
楽
記
』や『
庭
訓
往
来
』に
み
え
る
と

お
り
、近
江
の
名
産
品
は
固
有
種
を
含
む

琵
琶
湖
産
の
フ
ナ
で
し
た
。
寛
正
2
年

（
1
4
6
1
年
）、比
叡
山
延
暦
寺
と
の
戦
闘

で
負
傷
し
た
堅
田（
大
津
市
）の
兵
士
は
、主

人
に
よ
っ
て「
鮒
ノ
汁
ニ
鮒
鮨
、鮒
ナ
マ
ス
ノ

飯
」で
も
て
な
さ
れ
て
い
ま
す
（『
本
福
寺
跡

書
』）。
フ
ナ
料
理
こ
そ
が
最
大
の
お
も
て
な

し
で
あ
り
、ふ
な
ず
し
は
そ
の
一
つ
で
し
た
。

た
だ
、天
皇
の
食
事
を
担
当
し
た
貴
族
の

家
来
の
日
記
、『
山
科
家
礼
記
』で
は
、京
都

に
到
来
し
た
産
卵
期
の
フ
ナ
を
す
ぐ
に
漬
け

込
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
時
点
で
現
在
の
ふ
な

ず
し
の
製
法（
春
捕
れ
た
産
卵
期
の
フ
ナ
を

塩
漬
け
し
て
、夏
場
に
粳
米
の
白
米
で
数
か

月
漬
け
込
む
）が
成
立
し
て
い
た
痕
跡
は
あ

り
ま
せ
ん
。こ
れ
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も

同
様
で
す
。
文
化
12
年（
1
8
1
5
年
）、蒲

生
郡
寺
村（
東
近
江
市
）の
角
信
筆
が
ふ
な

ず
し
を
漬
け
た
の
は
、5
月
21
日
の
こ
と
で

し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
6
月
28
日
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、ふ
な
ず
し
は
30
日
程
度
漬

け
込
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
し
た（『
食
用
間

便
』）。

と
こ
ろ
が
、元
禄
2
年（
1
6
8
9
年
）の

料
理
書
、『
合
類
日
用
料
理
抄
』に
は
驚
く
べ

き
製
法
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、①
厳

寒
期
に
、②
塩
漬
け（
塩
切
）せ
ず
、③
し
た

が
っ
て
寒
鮒
を
、④
頭
を
叩
き
壊
し
て
、⑤
糯

米
の
玄
米
で
、⑥
折
敷
を
利
用
し
て
、⑦
70
日

以
上
漬
け
る
、と
い
う
製
法
で
す
。再
現
実
験

し
て
み
た
と
こ
ろ
、徐
々
に
乳
酸
発
酵
が
進

む
タ
イ
プ
の
ふ
な
ず
し
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
ま
し
た
。こ
の
ふ
な
ず
し
は
19
世
紀
に
は

姿
を
消
し
ま
す
が
、ふ
な
ず
し
は
市
場
を
目

指
し
て
洗
練
化
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
、現
在
の
製
法
が
記
載
さ
れ
た
記

録
が
登
場
し
ま
す
。明
治
5
年（
1
8
7
2

年
）の『
滋
賀
県
管
下
近
江
国
六
郡
物
産
図

説
』で
す
。滋
賀
郡
本
堅
田
村
か
ら
提
出
さ

れ
た
書
類
に
は
現
在
と
同
じ
製
法
が
記
さ

れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
製
法
の
由
来
は
未
解

明
で
す
が
、こ
の
新
し
い
ふ
な
ず
し
の
成
功

と
定
着
が
あ
っ
て
こ
そ
、な
れ
ず
し
の
文
化

も
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

柏
尾
さ
ん
に
よ
る
と
、滋
賀
県
の
な
れ
ず

し
は
ハ
レ
の
食
と
い
う
特
徴
を
も
ち
つ
つ
も
、

日
常
的
に
身
近
な
食
と
し
て
暮
ら
し
の
な
か

に
定
着
し
て
い
る
点
が
特
徴
と
の
こ
と
で

す
。年
越
し
や
正
月
、祭
礼
、お
盆
、地
域
の

会
合
や
酒
席
、来
客
、そ
う
し
た
と
き
に
な
れ

ず
し
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。ま
た
、お
土
産
や
お

も
た
せ
の
と
き
も
な
れ
ず
し
の
出
番
で
す
。

な
れ
ず
し
は
滋
賀
県
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

文
化
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で

す
。遅
く
と
も
平
安
時
代
か
ら
続
く
近
江
の

な
れ
ず
し
文
化
こ
そ
、近
江
文
化
の
象
徴
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

い
ま
か
ら
30
年
前
、滋
賀
県
の
な
れ
ず
し

に
関
わ
る
重
要
な
二
つ
の
調
査
が
行
わ
れ
ま

し
た
。滋
賀
県
庁
職
員
有
志
に
よ
る「
環
境

と
食
の
文
化
研
究
会
」が
行
っ
た
調
査（
A
）

と『
聞
き
書
・
滋
賀
の
食
事
』の
編
集
者
・
執

筆
者
を
中
心
に
発
足
し
た「
滋
賀
の
食
事
文

化
研
究
会
」が
行
っ
た
調
査（
B
）で
す
。A
に

よ
れ
ば
、滋
賀
県
民
の
99
．0
パ
ー
セ
ン
ト
は

ふ
な
ず
し
を
知
っ
て
い
て
、そ
の
う
ち
、85
．

1
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
は
ふ
な
ず
し
を
食
べ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。特
に
、40
歳
代
以
上
で

は
、な
ん
と
90
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
方
々
が

食
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。ま
た
、B
に

よ
れ
ば
、ふ
な
ず
し
は
お
祭
り
な
ど
の
特
別

の
場
で
食
べ
ら
れ
る
一
方
で
、日
常
的
に
も
食

べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。ふ

な
ず
し
こ
そ
、滋
賀
県
を
代
表
す
る
食
文
化

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、ふ
な
ず
し
だ
け
が
重
要
な
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。社
会
学
者
の
柏
尾
珠
紀
さ

ん
の
最
新
の
研
究
に
よ
っ
て
、ア
ユ
、イ
サ

ザ
、ウ
グ
イ
、オ
イ
カ
ワ
、ガ
ン
ゾ（
小
鮒
の
こ

と
）、ギ
ギ
、コ
イ
、ビ
ワ
マ
ス
、雑
魚
、ド
ジ
ョ

ウ
・
ナ
マ
ズ
、ハ
ス
、ヒ
ガ
イ
、フ
ナ
、ボ
テ

な
れ
ず
し
と
近
江
文
化

し
ん 

さ
る 

が
く  

き

て
い 

き
ん 

お
う 

ら
い

や
ま 

し
な  

け  

ら
い  

き

う
る
ち
ま
い

ご
う
る
い
に
ち
よ
う
り
ょ
う
り
し
ょ
う

か
ん
ぶ
な

も
ち

お 

し
き

ご
め
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物
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ジ
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コ（
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ナ
ゴ
の
こ
と
）、モ
ロ
コ
、ワ
タ

カ
、ワ
カ
サ
ギ
の
17
種
類
の
淡
水
魚
の
な
れ

ず
し
が
滋
賀
県
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ほ
ど
た
く
さ

ん
の
種
類
の
な
れ
ず
し
が
残
さ
れ
て
い
る
地

域
は
世
界
的
に
も
と
て
も
珍
し
く
、滋
賀
県

は
な
れ
ず
し
大
国
な
の
で
す
。

で
は
、な
れ
ず
し
の
豊
か
な
食
文
化
が
滋

賀
県
に
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、現
在
の
ふ
な
ず
し

の
成
功
に
あ
る
、と
い
ま
考
え
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
や
南
北
朝
時
代
の
教
科
書
、

『
新
猿
楽
記
』や『
庭
訓
往
来
』に
み
え
る
と

お
り
、近
江
の
名
産
品
は
固
有
種
を
含
む

琵
琶
湖
産
の
フ
ナ
で
し
た
。
寛
正
2
年

（
1
4
6
1
年
）、比
叡
山
延
暦
寺
と
の
戦
闘

で
負
傷
し
た
堅
田（
大
津
市
）の
兵
士
は
、主

人
に
よ
っ
て「
鮒
ノ
汁
ニ
鮒
鮨
、鮒
ナ
マ
ス
ノ

飯
」で
も
て
な
さ
れ
て
い
ま
す
（『
本
福
寺
跡

書
』）。
フ
ナ
料
理
こ
そ
が
最
大
の
お
も
て
な

し
で
あ
り
、ふ
な
ず
し
は
そ
の
一
つ
で
し
た
。

た
だ
、天
皇
の
食
事
を
担
当
し
た
貴
族
の

家
来
の
日
記
、『
山
科
家
礼
記
』で
は
、京
都

に
到
来
し
た
産
卵
期
の
フ
ナ
を
す
ぐ
に
漬
け

込
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
時
点
で
現
在
の
ふ
な

ず
し
の
製
法（
春
捕
れ
た
産
卵
期
の
フ
ナ
を

塩
漬
け
し
て
、夏
場
に
粳
米
の
白
米
で
数
か

月
漬
け
込
む
）が
成
立
し
て
い
た
痕
跡
は
あ

り
ま
せ
ん
。こ
れ
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も

同
様
で
す
。
文
化
12
年（
1
8
1
5
年
）、蒲

生
郡
寺
村（
東
近
江
市
）の
角
信
筆
が
ふ
な

ず
し
を
漬
け
た
の
は
、5
月
21
日
の
こ
と
で

し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
6
月
28
日
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、ふ
な
ず
し
は
30
日
程
度
漬

け
込
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
し
た（『
食
用
間

便
』）。

と
こ
ろ
が
、元
禄
2
年（
1
6
8
9
年
）の

料
理
書
、『
合
類
日
用
料
理
抄
』に
は
驚
く
べ

き
製
法
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、①
厳

寒
期
に
、②
塩
漬
け（
塩
切
）せ
ず
、③
し
た

が
っ
て
寒
鮒
を
、④
頭
を
叩
き
壊
し
て
、⑤
糯

米
の
玄
米
で
、⑥
折
敷
を
利
用
し
て
、⑦
70
日

以
上
漬
け
る
、と
い
う
製
法
で
す
。再
現
実
験

し
て
み
た
と
こ
ろ
、徐
々
に
乳
酸
発
酵
が
進

む
タ
イ
プ
の
ふ
な
ず
し
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
ま
し
た
。こ
の
ふ
な
ず
し
は
19
世
紀
に
は

姿
を
消
し
ま
す
が
、ふ
な
ず
し
は
市
場
を
目

指
し
て
洗
練
化
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
、現
在
の
製
法
が
記
載
さ
れ
た
記

録
が
登
場
し
ま
す
。明
治
5
年（
1
8
7
2

年
）の『
滋
賀
県
管
下
近
江
国
六
郡
物
産
図

説
』で
す
。滋
賀
郡
本
堅
田
村
か
ら
提
出
さ

れ
た
書
類
に
は
現
在
と
同
じ
製
法
が
記
さ

れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
製
法
の
由
来
は
未
解

明
で
す
が
、こ
の
新
し
い
ふ
な
ず
し
の
成
功

と
定
着
が
あ
っ
て
こ
そ
、な
れ
ず
し
の
文
化

も
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

柏
尾
さ
ん
に
よ
る
と
、滋
賀
県
の
な
れ
ず

し
は
ハ
レ
の
食
と
い
う
特
徴
を
も
ち
つ
つ
も
、

日
常
的
に
身
近
な
食
と
し
て
暮
ら
し
の
な
か

に
定
着
し
て
い
る
点
が
特
徴
と
の
こ
と
で

す
。年
越
し
や
正
月
、祭
礼
、お
盆
、地
域
の

会
合
や
酒
席
、来
客
、そ
う
し
た
と
き
に
な
れ

ず
し
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。ま
た
、お
土
産
や
お

も
た
せ
の
と
き
も
な
れ
ず
し
の
出
番
で
す
。

な
れ
ず
し
は
滋
賀
県
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

文
化
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で

す
。遅
く
と
も
平
安
時
代
か
ら
続
く
近
江
の

な
れ
ず
し
文
化
こ
そ
、近
江
文
化
の
象
徴
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

い
ま
か
ら
30
年
前
、滋
賀
県
の
な
れ
ず
し

に
関
わ
る
重
要
な
二
つ
の
調
査
が
行
わ
れ
ま

し
た
。滋
賀
県
庁
職
員
有
志
に
よ
る「
環
境

と
食
の
文
化
研
究
会
」が
行
っ
た
調
査（
A
）

と『
聞
き
書
・
滋
賀
の
食
事
』の
編
集
者
・
執

筆
者
を
中
心
に
発
足
し
た「
滋
賀
の
食
事
文

化
研
究
会
」が
行
っ
た
調
査（
B
）で
す
。A
に

よ
れ
ば
、滋
賀
県
民
の
99
．0
パ
ー
セ
ン
ト
は

ふ
な
ず
し
を
知
っ
て
い
て
、そ
の
う
ち
、85
．

1
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
は
ふ
な
ず
し
を
食
べ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。特
に
、40
歳
代
以
上
で

は
、な
ん
と
90
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
方
々
が

食
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。ま
た
、B
に

よ
れ
ば
、ふ
な
ず
し
は
お
祭
り
な
ど
の
特
別

の
場
で
食
べ
ら
れ
る
一
方
で
、日
常
的
に
も
食

べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。ふ

な
ず
し
こ
そ
、滋
賀
県
を
代
表
す
る
食
文
化

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、ふ
な
ず
し
だ
け
が
重
要
な
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。社
会
学
者
の
柏
尾
珠
紀
さ

ん
の
最
新
の
研
究
に
よ
っ
て
、ア
ユ
、イ
サ

ザ
、ウ
グ
イ
、オ
イ
カ
ワ
、ガ
ン
ゾ（
小
鮒
の
こ

と
）、ギ
ギ
、コ
イ
、ビ
ワ
マ
ス
、雑
魚
、ド
ジ
ョ

ウ
・
ナ
マ
ズ
、ハ
ス
、ヒ
ガ
イ
、フ
ナ
、ボ
テ

な
れ
ず
し
と
近
江
文
化

し
ん 

さ
る 

が
く  

き

て
い 

き
ん 

お
う 

ら
い

や
ま 

し
な  

け  

ら
い  

き

う
る
ち
ま
い

ご
う
る
い
に
ち
よ
う
り
ょ
う
り
し
ょ
う

か
ん
ぶ
な

も
ち

お 

し
き

ご
め
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ド
ジ
ョ
ウ
の
な
れ
ず
し
が
供
え
ら
れ
る
、た
い
へ
ん
珍
し
い
事
例
で

す
。
集
落
を
縦
横
に
水
路
が
め
ぐ
る
平
野
部
の
農
村
で
は
、か
つ
て
は

こ
う
し
た
水
路
を
せ
き
止
め
て
ド
ジ
ョ
ウ
が
捕
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
祭
り
の
前
年
の
秋
分
の
日
に
、氏
子
が
集
ま
り
漬
け
込
み
が
行
わ

れ
ま
す
。大
量
の
タ
デ
の
葉
を
乾
燥
さ
せ
て
細
か
く
砕
い
た
も
の
を
ご

飯
に
混
ぜ
、生
き
た
ド
ジ
ョ
ウ
と
適
度
な
大
き
さ
に
切
っ
た
ナ
マ
ズ

を
、木
桶
に
ご
飯
と
魚
を
交
互
に
漬
け
込
ん
で
い
き
ま
す
。
漬
け
込
ま

れ
た
木
桶
は
、日
々
の
お
世
話
を
欠
か
さ
ず
厳
重
に
管
理
さ
れ
、５
月

３
日
の
祭
り
当
日
、す
し
は
皿
に
盛
ら
れ
神
前
に
献
じ
ら
れ
ま
す
。

　
琵
琶
湖
と
野
洲
川
に
面
し
た
平
野
に
位
置
す
る
幸
津
川
町
。

５
月
５
日
の
春
祭
り
は
「
す
し
切
り
祭
り
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
す
し
切
り
役
の
二
名
の
青
年
が
裃
を
着
け
、
手
に
し
た
包
丁
と
ま

な
箸
を
用
い
、
ま
な
板
の
上
に
置
か
れ
た
ふ
な
ず
し
を
、
古
式
に
の
っ

と
っ
て
切
る
儀
式
で
す
。
両
者
、
身
体
の
動
き
を
あ
わ
せ
つ
つ
、
後

方
に
反
ら
し
、
大
き
く
振
り
か
ぶ
っ
て
ふ
な
ず
し
を
切
り
分
け
ま
す
。

ふ
な
ず
し
は
神
前
に
供
え
ら
え
る
と
共
に
神
職
や
自
治
会
長
な
ど
に

振
舞
わ
れ
ま
す
。
多
く
の
観
衆
が
見
守
る
な
か
、
キ
レ
の
あ
る
青
年

の
所
作
が
見
せ
場
と
な
り
ま
す
。

り
、魚
を
水
田
へ
と
導
く
取
り
組
み
、そ
れ
が

「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

　
ま
た「
近
江
米
」の
名
で
知
ら
れ
る
滋
賀
の

米
づ
く
り
も
琵
琶
湖
の
水
質
や
生
態
系
の
保

全
を
念
頭
に
、農
薬
や
化
学
肥
料
を
抑
え
る

な
ど
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
、一
定
の
基
準
を

ク
リ
ア
す
る
と「
環
境
こ
だ
わ
り
米
」と
し
て
、

ま
た
前
述
の「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
」で
生
産

さ
れ
た
お
米
は「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
米
」と

し
て
県
の
認
証
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な「
琵
琶
湖
シ
ス
テ
ム
」の
あ
り

方
は
環
境
や
食
糧
へ
の
意
識
な
ど
、持
続
可

能
な
社
会
を
目
指
す
S
D
G
s
に
通
じ
る
点

も
多
々
あ
り
、そ
の
達
成
を
後
押
し
す
る
も

の
で
す
。

　
山
々
に
降
っ
た
雨
が
田
畑
を
潤
し
、そ
の

水
田
で
生
ま
れ
た
フ
ナ
が
湖
に
帰
り「
ふ
な

ず
し
」の
原
料
と
な
る―

そ
こ
に
は
古
来
、

変
わ
る
こ
と
の
な
い
琵
琶
湖
を
抱
く
近
江
な

ら
で
は
の
暮
ら
し
が
あ
り
ま
す
。

ま
し
た
。

　「
ふ
な
ず
し
」に
使
わ
れ
る
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
は

繁
殖
期
の
５
月
頃
、琵
琶
湖
か
ら
湖
辺
の
水

田
へ
と
向
か
い
産
卵
、ふ
化
し
た
稚
魚
に
と
っ

て
水
田
は
温
か
い
水
温
、豊
富
な
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
、少
な
い
外
敵
な
ど
、ま
さ
に「
ゆ
り
か
ご
」

の
よ
う
な
場
所
で
す
。魚
た
ち
は
そ
の
水
田
へ

遡
上
す
る
た
め
に
琵
琶
湖
と
水
田
を
結
ぶ
水

路
を
利
用
し
ま
す
。ほ
場
整
備
等
で
遡
上
し
に

く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
水
路
に
魚
道
を
つ
く

組
む
林
業
を
中
心
と
し
た
、生
物
と
共
存
す

る
持
続
的
な
農
林
水
産
業
の
仕
組
み
を
指

す
総
称
で
す
。そ
こ
に
は
、滋
賀
の
伝
統
的
な

食
文
化
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
の
価

値
が
評
価
さ
れ
令
和
４
年（
２
０
２
２
年
）

７
月
に
国
連
食
糧
農
業
機
関（
F
A
O
）の

提
唱
す
る
「
世
界
農
業
遺
産
」
に
認
定
さ
れ

　「
琵
琶
湖
シ
ス
テ
ム（
正
式
名
称:

森
・
里
・

湖
に
育
ま
れ
る
漁
業
と
農
業
が
織
り
な
す

琵
琶
湖
シ
ス
テ
ム
）」と
は
、「
魚
の
ゆ
り
か
ご

水
田
」な
ど
環
境
に
配
慮
し
た
農
業
、「
エ
リ

漁
」を
は
じ
め
と
す
る
琵
琶
湖
周
辺
に
受
け

継
が
れ
る
伝
統
あ
る
漁
業
、琵
琶
湖
を
取
り

囲
む
山
林
の
緑
化
や
水
源
林
の
保
全
に
取
り

琵
琶
湖
の
生
態
系
を
守
る「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
」、「
環
境
こ
だ
わ
り
米
」

「
世
界
農
業
遺
産
」に
認
定
さ
れ
た

 

琵
琶
湖
シ
ス
テ
ム

「
な
れ
ず
し
」と「
S
D
G
s
」

《
世
界
農
業
遺
産
》

社
会
や
環
境
に
適
応
し
な
が
ら
何
世
代
に
も
わ

た
り
継
承
さ
れ
て
き
た
独
自
性
の
あ
る
伝
統
的

な
農
林
水
産
業
と
、そ
れ
に
関
わ
っ
て
育
ま
れ
た

文
化
、景
観
、農
業
生
物
多
様
性
な
ど
が
一
体
と

な
っ
た
世
界
的
に
重
要
な
農
林
水
産
業
シ
ス
テ

ム
を
国
連
食
糧
農
業
機
関（
F
A
O
）が
認
定
す
る

仕
組
み
で
す
。

水田を泳ぐフナの稚魚 琵琶湖に設置された定置網 「エリ」

近
江
の
祭
事
と
な
れ
ず
し

神
仏
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
滋
賀
県
各
地
の
祭
り
で
は
、な
れ
ず
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

な
れ
ず
し
が
、ハ
レ
の
日
の
食
物
と
し
て
、古
く
か
ら
今
な
お
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

ど
じ
ょ
う
ず
し

三
輪
神
社 

〈
栗
東
市
大
橋
〉

す
し
切
り
祭
り
下
新
川
神
社 

〈
守
山
市
幸
津
川
町
〉

し
も
に
い
か
わ
じ
ん
じ
ゃ

さ
つ
か
わ
ち
ょ
う

　家
康
を
招
き
入
れ
た
安
土

城
で
の
饗
宴
の
席
、

突
然
、信
長
が
接
待

役
の
光
秀
に
激
高
、

足
蹴
に
・・・
大
河
ド

ラ
マ
や
小
説
で
も
度
々
描
か

れ「
本
能
寺
の
変
」の
引
き
金

に
も
な
っ
た
の
で
は

と
い
わ
れ
る
緊
迫
の

シ
ー
ン
。

　天
正
十
年（
一
五
八
二
年
）

五
月
、武
田
討
伐
に
武
功
を
上
げ
た
徳
川
家

康
、穴
山
梅
雪
を
安
土
で
も
て
な
し
た
と
さ
れ

る
献
立
が「
天
正
十
年
安
土
御
献
立
」と
し
て

後
の
史
料
に
残
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
る
と

「
十
五
日
お
ち
つ
き
膳
」の
本
膳
で「
ふ
な
ず

し
」が
出
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。そ
の
本
膳
に

は「
鯉
の
な
ま
す
」、二
膳
に
は「
鯉
の
汁
」も
記

さ
れ
て
お
り
、も
し
信
長
の
怒
り
に
触
れ
た
の

が「
臭
い
」で
あ
る
な
ら
ば「
ふ
な
ず
し
」か

「
鯉
」を
材
料
と
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　現
在
の
よ
う
な
物
流
も
保
存
技
術
も
な
い

時
代
に
自
ら
の
力
を
示
す
か
の
よ
う
に
全
国

各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
稀
有
な
食

材
。そ
の
中
で
安
土
城
か
ら
見
下
ろ
す
琵
琶
湖

の
湖
魚
を
使
っ
た
郷
土
料
理「
ふ
な
ず
し
」が
ふ

る
ま
わ
れ
た
と
い
う
話
は
、信
長
の
近
江
愛
を

感
じ
る
逸
話
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

本
能
寺
の
変
は「
ふ
な
ず
し
」が
原
因
?

●
「
ふ
な
ず
し
」
こ
ぼ
れ
話
●

か
み
し
も
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ド
ジ
ョ
ウ
の
な
れ
ず
し
が
供
え
ら
れ
る
、た
い
へ
ん
珍
し
い
事
例
で

す
。
集
落
を
縦
横
に
水
路
が
め
ぐ
る
平
野
部
の
農
村
で
は
、か
つ
て
は

こ
う
し
た
水
路
を
せ
き
止
め
て
ド
ジ
ョ
ウ
が
捕
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
祭
り
の
前
年
の
秋
分
の
日
に
、氏
子
が
集
ま
り
漬
け
込
み
が
行
わ

れ
ま
す
。大
量
の
タ
デ
の
葉
を
乾
燥
さ
せ
て
細
か
く
砕
い
た
も
の
を
ご

飯
に
混
ぜ
、生
き
た
ド
ジ
ョ
ウ
と
適
度
な
大
き
さ
に
切
っ
た
ナ
マ
ズ

を
、木
桶
に
ご
飯
と
魚
を
交
互
に
漬
け
込
ん
で
い
き
ま
す
。
漬
け
込
ま

れ
た
木
桶
は
、日
々
の
お
世
話
を
欠
か
さ
ず
厳
重
に
管
理
さ
れ
、５
月

３
日
の
祭
り
当
日
、す
し
は
皿
に
盛
ら
れ
神
前
に
献
じ
ら
れ
ま
す
。

　
琵
琶
湖
と
野
洲
川
に
面
し
た
平
野
に
位
置
す
る
幸
津
川
町
。

５
月
５
日
の
春
祭
り
は
「
す
し
切
り
祭
り
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
す
し
切
り
役
の
二
名
の
青
年
が
裃
を
着
け
、
手
に
し
た
包
丁
と
ま

な
箸
を
用
い
、
ま
な
板
の
上
に
置
か
れ
た
ふ
な
ず
し
を
、
古
式
に
の
っ

と
っ
て
切
る
儀
式
で
す
。
両
者
、
身
体
の
動
き
を
あ
わ
せ
つ
つ
、
後

方
に
反
ら
し
、
大
き
く
振
り
か
ぶ
っ
て
ふ
な
ず
し
を
切
り
分
け
ま
す
。

ふ
な
ず
し
は
神
前
に
供
え
ら
え
る
と
共
に
神
職
や
自
治
会
長
な
ど
に

振
舞
わ
れ
ま
す
。
多
く
の
観
衆
が
見
守
る
な
か
、
キ
レ
の
あ
る
青
年

の
所
作
が
見
せ
場
と
な
り
ま
す
。

り
、魚
を
水
田
へ
と
導
く
取
り
組
み
、そ
れ
が

「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

　
ま
た「
近
江
米
」の
名
で
知
ら
れ
る
滋
賀
の

米
づ
く
り
も
琵
琶
湖
の
水
質
や
生
態
系
の
保

全
を
念
頭
に
、農
薬
や
化
学
肥
料
を
抑
え
る

な
ど
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
、一
定
の
基
準
を

ク
リ
ア
す
る
と「
環
境
こ
だ
わ
り
米
」と
し
て
、

ま
た
前
述
の「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
」で
生
産

さ
れ
た
お
米
は「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
米
」と

し
て
県
の
認
証
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な「
琵
琶
湖
シ
ス
テ
ム
」の
あ
り

方
は
環
境
や
食
糧
へ
の
意
識
な
ど
、持
続
可

能
な
社
会
を
目
指
す
S
D
G
s
に
通
じ
る
点

も
多
々
あ
り
、そ
の
達
成
を
後
押
し
す
る
も

の
で
す
。

　
山
々
に
降
っ
た
雨
が
田
畑
を
潤
し
、そ
の

水
田
で
生
ま
れ
た
フ
ナ
が
湖
に
帰
り「
ふ
な

ず
し
」の
原
料
と
な
る―

そ
こ
に
は
古
来
、

変
わ
る
こ
と
の
な
い
琵
琶
湖
を
抱
く
近
江
な

ら
で
は
の
暮
ら
し
が
あ
り
ま
す
。

ま
し
た
。

　「
ふ
な
ず
し
」に
使
わ
れ
る
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
は

繁
殖
期
の
５
月
頃
、琵
琶
湖
か
ら
湖
辺
の
水

田
へ
と
向
か
い
産
卵
、ふ
化
し
た
稚
魚
に
と
っ

て
水
田
は
温
か
い
水
温
、豊
富
な
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
、少
な
い
外
敵
な
ど
、ま
さ
に「
ゆ
り
か
ご
」

の
よ
う
な
場
所
で
す
。魚
た
ち
は
そ
の
水
田
へ

遡
上
す
る
た
め
に
琵
琶
湖
と
水
田
を
結
ぶ
水

路
を
利
用
し
ま
す
。ほ
場
整
備
等
で
遡
上
し
に

く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
水
路
に
魚
道
を
つ
く

組
む
林
業
を
中
心
と
し
た
、生
物
と
共
存
す

る
持
続
的
な
農
林
水
産
業
の
仕
組
み
を
指

す
総
称
で
す
。そ
こ
に
は
、滋
賀
の
伝
統
的
な

食
文
化
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
の
価

値
が
評
価
さ
れ
令
和
４
年（
２
０
２
２
年
）

７
月
に
国
連
食
糧
農
業
機
関（
F
A
O
）の

提
唱
す
る
「
世
界
農
業
遺
産
」
に
認
定
さ
れ

　「
琵
琶
湖
シ
ス
テ
ム（
正
式
名
称:

森
・
里
・

湖
に
育
ま
れ
る
漁
業
と
農
業
が
織
り
な
す

琵
琶
湖
シ
ス
テ
ム
）」と
は
、「
魚
の
ゆ
り
か
ご

水
田
」な
ど
環
境
に
配
慮
し
た
農
業
、「
エ
リ

漁
」を
は
じ
め
と
す
る
琵
琶
湖
周
辺
に
受
け

継
が
れ
る
伝
統
あ
る
漁
業
、琵
琶
湖
を
取
り

囲
む
山
林
の
緑
化
や
水
源
林
の
保
全
に
取
り

琵
琶
湖
の
生
態
系
を
守
る「
魚
の
ゆ
り
か
ご
水
田
」、「
環
境
こ
だ
わ
り
米
」

「
世
界
農
業
遺
産
」に
認
定
さ
れ
た

 
琵
琶
湖
シ
ス
テ
ム

「
な
れ
ず
し
」と「
S
D
G
s
」

《
世
界
農
業
遺
産
》

社
会
や
環
境
に
適
応
し
な
が
ら
何
世
代
に
も
わ

た
り
継
承
さ
れ
て
き
た
独
自
性
の
あ
る
伝
統
的

な
農
林
水
産
業
と
、そ
れ
に
関
わ
っ
て
育
ま
れ
た

文
化
、景
観
、農
業
生
物
多
様
性
な
ど
が
一
体
と

な
っ
た
世
界
的
に
重
要
な
農
林
水
産
業
シ
ス
テ

ム
を
国
連
食
糧
農
業
機
関（
F
A
O
）が
認
定
す
る

仕
組
み
で
す
。

水田を泳ぐフナの稚魚 琵琶湖に設置された定置網 「エリ」

近
江
の
祭
事
と
な
れ
ず
し

神
仏
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
滋
賀
県
各
地
の
祭
り
で
は
、な
れ
ず
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

な
れ
ず
し
が
、ハ
レ
の
日
の
食
物
と
し
て
、古
く
か
ら
今
な
お
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

ど
じ
ょ
う
ず
し

三
輪
神
社 

〈
栗
東
市
大
橋
〉

す
し
切
り
祭
り
下
新
川
神
社 

〈
守
山
市
幸
津
川
町
〉

し
も
に
い
か
わ
じ
ん
じ
ゃ

さ
つ
か
わ
ち
ょ
う

　家
康
を
招
き
入
れ
た
安
土

城
で
の
饗
宴
の
席
、

突
然
、信
長
が
接
待

役
の
光
秀
に
激
高
、

足
蹴
に
・・・
大
河
ド

ラ
マ
や
小
説
で
も
度
々
描
か

れ「
本
能
寺
の
変
」の
引
き
金

に
も
な
っ
た
の
で
は

と
い
わ
れ
る
緊
迫
の

シ
ー
ン
。

　天
正
十
年（
一
五
八
二
年
）

五
月
、武
田
討
伐
に
武
功
を
上
げ
た
徳
川
家

康
、穴
山
梅
雪
を
安
土
で
も
て
な
し
た
と
さ
れ

る
献
立
が「
天
正
十
年
安
土
御
献
立
」と
し
て

後
の
史
料
に
残
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
る
と

「
十
五
日
お
ち
つ
き
膳
」の
本
膳
で「
ふ
な
ず

し
」が
出
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。そ
の
本
膳
に

は「
鯉
の
な
ま
す
」、二
膳
に
は「
鯉
の
汁
」も
記

さ
れ
て
お
り
、も
し
信
長
の
怒
り
に
触
れ
た
の

が「
臭
い
」で
あ
る
な
ら
ば「
ふ
な
ず
し
」か

「
鯉
」を
材
料
と
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　現
在
の
よ
う
な
物
流
も
保
存
技
術
も
な
い

時
代
に
自
ら
の
力
を
示
す
か
の
よ
う
に
全
国

各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
稀
有
な
食

材
。そ
の
中
で
安
土
城
か
ら
見
下
ろ
す
琵
琶
湖

の
湖
魚
を
使
っ
た
郷
土
料
理「
ふ
な
ず
し
」が
ふ

る
ま
わ
れ
た
と
い
う
話
は
、信
長
の
近
江
愛
を

感
じ
る
逸
話
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

本
能
寺
の
変
は「
ふ
な
ず
し
」が
原
因
?

●
「
ふ
な
ず
し
」
こ
ぼ
れ
話
●

か
み
し
も
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「
き
れ
い
で
し
ょ
う
」。
飯
魚
の
代
表
・
大
島

正
子
さ
ん
は
、そ
う
言
い
な
が
ら
桶
に
詰
ま
っ

た
真
っ
白
な
飯（
い
い
）を
め
く
っ
て
ふ
な
ず
し

を
取
り
出
し
た
。
辺
り
に
は
フ
ル
ー
ツ
を
思

わ
せ
る
甘
酸
っ
ぱ
い
、爽
や
か
な
香
り
が
た
ち

こ
め
る
。「
全
部
手
作
業
な
の
で
、き
れ
い
で

お
い
し
い
ふ
な
ず
し
に
な
る
ん
で
す
。
私
は
い

至誠庵 取締役  井上 貫太さん

平成5年（1993年）生まれ。10年ほど前に石山寺門
前で祖母が始めた至誠庵を受け継ぐ。ふなずしを使
ったレシピの考案などを積極的に行う。

石
山
寺
の
門
前
に
店
を
構
え
る
「
至
誠

庵
」。
ふ
な
ず
し
の
製
造
と
販
売
の
ほ
か
隣

接
す
る
飲
食
店
「
湖
舟
」
で
は
、
ウ
ナ
ギ
や

近
江
牛
を
使
っ
た
料
理
を
提
供
し
て
い
る
。

「
も
と
も
と
漁
師
の
家
系
だ
っ
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
昭
和
30
年
代
に
石
山
寺
の
門
前
で

祖
母
が
湖
魚
の
販
売
な
ど
を
始
め
ま
し
た
。

フ
ナ
の
養
殖
か
ら
全
て
を
担
い

約
50
種
以
上
の
加
工
品
を
考
案

多
様
な

地
域
の

な
れ
ず
し

発
酵
の
文
化
を
将
来
に
つ
な
ぐ

ウ
ナ
ギ
や
近
江
牛
の
な
れ
ず
し

ふ
な
ず
し
作
り
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
私
も

手
伝
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
は
苦
手
で (

笑)

」

と
同
社
取
締
役
の
井
上
貫
太
さ
ん
。

子
ど
も
た
ち
の
そ
ん
な
様
子
を
見
た
母
の

裕
子
さ
ん
が
考
案
し
た
の
が
、
ふ
な
ず
し
パ

イ
だ
っ
た
。「
子
ど
も
が
食
べ
た
こ
と
も
な
い

の
に
、『
臭
い
』
と
言
っ
て
い
て
。
そ
れ
な
ら

ば
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
ツ
ー
ル
に
と
お
菓

子
に
し
て
み
た
ん
で
す
」。
お
菓
子
に
す
る
こ

と
で
ぐ
っ
と
食
べ
や
す
く
な
っ
た
ふ
な
ず
し
。

貫
太
さ
ん
も
こ
れ
を

き
っ
か
け
に
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
。

ま
た
、調
理
担
当
の
弟
・
水
晴
さ
ん
が
3
年

前
に
新
た
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
ウ
ナ
ギ
や

近
江
牛
の
な
れ
ず
し
だ
。

「
ふ
な
ず
し
の
飯
を
入
れ
た
麹
に
、
ウ
ナ
ギ

や
近
江
牛
を
ひ
と
月
く
ら
い
漬
け
込
み
ま
す
。

熟
成
し
て
旨
み
が
増
し
て
お
い
し
く
な
る
ん

で
す
よ
」。
ウ
ナ
ギ
の
な
れ
ず
し
は
江
戸
時
代

ご
ろ
ま
で
「
宇
治
丸
」
と
い
う
名
で
食
べ
ら

れ
て
い
た
料
理
で
、
亡
く
な
っ
た
貫
太
さ
ん

の
父
も
こ
の
ウ
ナ
ギ
の
な
れ
ず
し
復
活
に

挑
戦
し
て
い
た
そ
う
。

貫
太
さ
ん
は
将
来
を
見
据
え
た
活
動
に
も

積
極
的
だ
。「
滋
賀
県
内
だ
け
で
は
な
く
、
京

都
や
東
京
の
飲
食
店
で
ふ
な
ず
し
の
飯
を

使
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
い
た

だ
い
て
ま
す
。
長
く
愛
さ
れ
て
き
た
ふ
な
ず

し
を
、
次
の
世
代
に
渡
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
」。
ふ
な
ず
し
を
は
じ
め
、琵
琶
湖
の
魚
の

活
用
法
を
考
え
る
『
湖
魚
会
』
と
い
う
取
り

組
み
も
ス
タ
ー
ト
し
た
。
受
け
継
い
で
き
た

豊
か
な
食
文
化
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら

う
た
め
に
今
後
ど
う
し
て
い
く
べ
き
か

―
。

貫
太
さ
ん
た
ち
の
模
索
は
続
い
て
い
る
。

ふ
な
ず
し
を
菓
子
に
使
っ
て

子
ど
も
た
ち
に
も
食
べ
や
す
く

形
が
変
わ
っ
て
も

発
酵
の
良
さ
を
残
し
た
い

い
ふ
な
ず
し
の
条
件
は
良
質

な
発
酵
の
香
り
だ
と
思
い
ま

す
。フ
レ
ッ
シ
ュ
な
酸
味
と
爽

や
か
な
味
わ
い
で
食
べ
や
す

い
で
す
よ
」。

飯
魚
の
ふ
な
ず
し
は
、自

ら
養
殖
し
た
フ
ナ
を
使
っ
て

い
る
こ
と
が
、飯
魚
の
大
き

な
特
徴
。
大
中
の
農
地
を
養

殖
池
に
改
造
し
、フ
ナ
の
養

殖
を
始
め
た
の
は
平
成
８
年

（
１
９
９
６
年
）の
こ
と
。
当

時
は
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
が
減
少
し

て
価
格
が
高
騰
。
子
ど
も
の

頃
か
ら
親
し
ん
で
き
た
ふ
な

ず
し
が
、身
近
な
も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て

き
て
い
た
。ユ
ン
ボ
を
使
っ
て
土
を
端
に
寄
せ

て
土
手
を
作
り
、田
ん
ぼ
を
養
殖
池
に
。
ま
ず

は
5
0
0
0
㎡
で
ス
タ
ー
ト
、
現
在
は
1
万

3
5
0
0
㎡
の
広
さ
で
1.5
ト
ン
の
ニ
ゴ
ロ
ブ

ナ
を
育
て
、ふ
な
ず
し
を
つ
く
っ
て
い
る
。

時
代
の
変
化
に
も
対
応
し
、E
C
サ
イ
ト
な

ど
を
通
じ
て
全
国
へ
販
売
し
て
い
る
。「
昔
の

よ
う
に
大
皿
で
、み
ん
な
で
食
べ
る
よ
う
な
機

会
は
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、一
人
で

ち
ょ
っ
と
楽
し
め
る
よ
う
な
量
で
も
販
売
し

て
い
ま
す
」。
約
10
年
前
か
ら
は
、ふ
な
ず
し

を
使
っ
た
ピ
ザ
、チ
ー
ズ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
商

品
も
考
案
。そ
の
数
は
約
50
種
に
も
の
ぼ
る
。

最
近
の
自
信
作
は「
魚
醤
油
」。「
ふ
な
ず
し

に
す
る
と
き
に
、フ
ナ
の
内
臓
を
取
り
除
き

ま
す
が
、そ
れ
を
塩
漬
け
に
し
、藤
居
本
家
さ

ん
の
酒
粕
を
一
緒
に
混
ぜ
こ
ん
で
発
酵
さ
せ

た
醤
油
で
す
。味
も
香
り
も
い
い
ん
で
す
」。

こ
こ
ま
で
ふ
な
ず
し
に
こ
だ
わ
る
の
は
、

滋
賀
ら
し
さ
を
失
い
た
く
な
い
と
い
う
想
い

が
根
底
に
あ
る
か
ら
。「
『
昔
こ
ん
な
も
の

が
あ
っ
た
ね
』と
な
ら
な
い
よ
う
に
、形
が

変
わ
っ
て
い
っ
て
も
、発
酵
の
良
さ
を
滋
賀

に
残
し
た
い
」と
大
島
さ
ん
は
話
す
。

飯魚 代表  大島 正子さん

昭和37年（1962年）生まれ。安土町大中（現在、近江
八幡市）で農業をしていた両親の後を継ぐ。平成8年
（1996年）から農地の一部でフナの養殖を開始。

鮒
の
養
殖
・
鮒
ず
し
の
製
造
・
販
売

飯 

魚

〒
5
2
1
-1
3
4
1

滋
賀
県
近
江
八
幡
市
安
土
町

上
豊
浦
９
７
３
-１

い           

お

し      

せ  

い   

あ  

ん

鮒
ず
し
の
製
造
・
販
売

至
誠
庵

〒
5
2
0
-0
8
6
1

滋
賀
県
大
津
市

石
山
寺
3
-2
-3
7

あ
ゆ
ず
し

ふ
な
ず
し

は
す
ず
し

お
い
か
わ
ず
し

も
ろ
こ
ず
し

こ
け
ら
ず
し

う
ぐ
い
ず
し
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「
き
れ
い
で
し
ょ
う
」。
飯
魚
の
代
表
・
大
島

正
子
さ
ん
は
、そ
う
言
い
な
が
ら
桶
に
詰
ま
っ

た
真
っ
白
な
飯（
い
い
）を
め
く
っ
て
ふ
な
ず
し

を
取
り
出
し
た
。
辺
り
に
は
フ
ル
ー
ツ
を
思

わ
せ
る
甘
酸
っ
ぱ
い
、爽
や
か
な
香
り
が
た
ち

こ
め
る
。「
全
部
手
作
業
な
の
で
、き
れ
い
で

お
い
し
い
ふ
な
ず
し
に
な
る
ん
で
す
。
私
は
い

至誠庵 取締役  井上 貫太さん

平成5年（1993年）生まれ。10年ほど前に石山寺門
前で祖母が始めた至誠庵を受け継ぐ。ふなずしを使
ったレシピの考案などを積極的に行う。

石
山
寺
の
門
前
に
店
を
構
え
る
「
至
誠

庵
」。
ふ
な
ず
し
の
製
造
と
販
売
の
ほ
か
隣

接
す
る
飲
食
店
「
湖
舟
」
で
は
、
ウ
ナ
ギ
や

近
江
牛
を
使
っ
た
料
理
を
提
供
し
て
い
る
。

「
も
と
も
と
漁
師
の
家
系
だ
っ
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
昭
和
30
年
代
に
石
山
寺
の
門
前
で

祖
母
が
湖
魚
の
販
売
な
ど
を
始
め
ま
し
た
。

フ
ナ
の
養
殖
か
ら
全
て
を
担
い

約
50
種
以
上
の
加
工
品
を
考
案

多
様
な

地
域
の

な
れ
ず
し

発
酵
の
文
化
を
将
来
に
つ
な
ぐ

ウ
ナ
ギ
や
近
江
牛
の
な
れ
ず
し

ふ
な
ず
し
作
り
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
私
も

手
伝
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
は
苦
手
で (
笑)
」

と
同
社
取
締
役
の
井
上
貫
太
さ
ん
。

子
ど
も
た
ち
の
そ
ん
な
様
子
を
見
た
母
の

裕
子
さ
ん
が
考
案
し
た
の
が
、
ふ
な
ず
し
パ

イ
だ
っ
た
。「
子
ど
も
が
食
べ
た
こ
と
も
な
い

の
に
、『
臭
い
』
と
言
っ
て
い
て
。
そ
れ
な
ら

ば
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
ツ
ー
ル
に
と
お
菓

子
に
し
て
み
た
ん
で
す
」。
お
菓
子
に
す
る
こ

と
で
ぐ
っ
と
食
べ
や
す
く
な
っ
た
ふ
な
ず
し
。

貫
太
さ
ん
も
こ
れ
を

き
っ
か
け
に
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
。

ま
た
、調
理
担
当
の
弟
・
水
晴
さ
ん
が
3
年

前
に
新
た
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
ウ
ナ
ギ
や

近
江
牛
の
な
れ
ず
し
だ
。

「
ふ
な
ず
し
の
飯
を
入
れ
た
麹
に
、
ウ
ナ
ギ

や
近
江
牛
を
ひ
と
月
く
ら
い
漬
け
込
み
ま
す
。

熟
成
し
て
旨
み
が
増
し
て
お
い
し
く
な
る
ん

で
す
よ
」。
ウ
ナ
ギ
の
な
れ
ず
し
は
江
戸
時
代

ご
ろ
ま
で
「
宇
治
丸
」
と
い
う
名
で
食
べ
ら

れ
て
い
た
料
理
で
、
亡
く
な
っ
た
貫
太
さ
ん

の
父
も
こ
の
ウ
ナ
ギ
の
な
れ
ず
し
復
活
に

挑
戦
し
て
い
た
そ
う
。

貫
太
さ
ん
は
将
来
を
見
据
え
た
活
動
に
も

積
極
的
だ
。「
滋
賀
県
内
だ
け
で
は
な
く
、
京

都
や
東
京
の
飲
食
店
で
ふ
な
ず
し
の
飯
を

使
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
い
た

だ
い
て
ま
す
。
長
く
愛
さ
れ
て
き
た
ふ
な
ず

し
を
、
次
の
世
代
に
渡
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
」。
ふ
な
ず
し
を
は
じ
め
、琵
琶
湖
の
魚
の

活
用
法
を
考
え
る
『
湖
魚
会
』
と
い
う
取
り

組
み
も
ス
タ
ー
ト
し
た
。
受
け
継
い
で
き
た

豊
か
な
食
文
化
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら

う
た
め
に
今
後
ど
う
し
て
い
く
べ
き
か

―
。

貫
太
さ
ん
た
ち
の
模
索
は
続
い
て
い
る
。

ふ
な
ず
し
を
菓
子
に
使
っ
て

子
ど
も
た
ち
に
も
食
べ
や
す
く

形
が
変
わ
っ
て
も

発
酵
の
良
さ
を
残
し
た
い

い
ふ
な
ず
し
の
条
件
は
良
質

な
発
酵
の
香
り
だ
と
思
い
ま

す
。フ
レ
ッ
シ
ュ
な
酸
味
と
爽

や
か
な
味
わ
い
で
食
べ
や
す

い
で
す
よ
」。

飯
魚
の
ふ
な
ず
し
は
、自

ら
養
殖
し
た
フ
ナ
を
使
っ
て

い
る
こ
と
が
、飯
魚
の
大
き

な
特
徴
。
大
中
の
農
地
を
養

殖
池
に
改
造
し
、フ
ナ
の
養

殖
を
始
め
た
の
は
平
成
８
年

（
１
９
９
６
年
）の
こ
と
。
当

時
は
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
が
減
少
し

て
価
格
が
高
騰
。
子
ど
も
の

頃
か
ら
親
し
ん
で
き
た
ふ
な

ず
し
が
、身
近
な
も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て

き
て
い
た
。ユ
ン
ボ
を
使
っ
て
土
を
端
に
寄
せ

て
土
手
を
作
り
、田
ん
ぼ
を
養
殖
池
に
。
ま
ず

は
5
0
0
0
㎡
で
ス
タ
ー
ト
、
現
在
は
1
万

3
5
0
0
㎡
の
広
さ
で
1.5
ト
ン
の
ニ
ゴ
ロ
ブ

ナ
を
育
て
、ふ
な
ず
し
を
つ
く
っ
て
い
る
。

時
代
の
変
化
に
も
対
応
し
、E
C
サ
イ
ト
な

ど
を
通
じ
て
全
国
へ
販
売
し
て
い
る
。「
昔
の

よ
う
に
大
皿
で
、み
ん
な
で
食
べ
る
よ
う
な
機

会
は
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、一
人
で

ち
ょ
っ
と
楽
し
め
る
よ
う
な
量
で
も
販
売
し

て
い
ま
す
」。
約
10
年
前
か
ら
は
、ふ
な
ず
し

を
使
っ
た
ピ
ザ
、チ
ー
ズ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
商

品
も
考
案
。そ
の
数
は
約
50
種
に
も
の
ぼ
る
。

最
近
の
自
信
作
は「
魚
醤
油
」。「
ふ
な
ず
し

に
す
る
と
き
に
、フ
ナ
の
内
臓
を
取
り
除
き

ま
す
が
、そ
れ
を
塩
漬
け
に
し
、藤
居
本
家
さ

ん
の
酒
粕
を
一
緒
に
混
ぜ
こ
ん
で
発
酵
さ
せ

た
醤
油
で
す
。味
も
香
り
も
い
い
ん
で
す
」。

こ
こ
ま
で
ふ
な
ず
し
に
こ
だ
わ
る
の
は
、

滋
賀
ら
し
さ
を
失
い
た
く
な
い
と
い
う
想
い

が
根
底
に
あ
る
か
ら
。「
『
昔
こ
ん
な
も
の

が
あ
っ
た
ね
』と
な
ら
な
い
よ
う
に
、形
が

変
わ
っ
て
い
っ
て
も
、発
酵
の
良
さ
を
滋
賀

に
残
し
た
い
」と
大
島
さ
ん
は
話
す
。

飯魚 代表  大島 正子さん

昭和37年（1962年）生まれ。安土町大中（現在、近江
八幡市）で農業をしていた両親の後を継ぐ。平成8年
（1996年）から農地の一部でフナの養殖を開始。

鮒
の
養
殖
・
鮒
ず
し
の
製
造
・
販
売

飯 

魚

〒
5
2
1
-1
3
4
1

滋
賀
県
近
江
八
幡
市
安
土
町

上
豊
浦
９
７
３
-１

い           

お

し      

せ  

い   

あ  

ん

鮒
ず
し
の
製
造
・
販
売

至
誠
庵

〒
5
2
0
-0
8
6
1

滋
賀
県
大
津
市

石
山
寺
3
-2
-3
7

あ
ゆ
ず
し

ふ
な
ず
し

は
す
ず
し

お
い
か
わ
ず
し

も
ろ
こ
ず
し

こ
け
ら
ず
し

う
ぐ
い
ず
し
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ふなずしを使った  かんたんレシピ !
 ふなずしは、そのまま食べる ものだと思っていませんか？
 ちょっと手を加えるだけのアレンジ料理、 “面倒な手間なし＆時短”でできるメニューを
 滋賀大学名誉教授で、滋賀の食文化に明るい堀越昌子さんに 教えていただきました。 ぜひ、おうちで試してみてください。
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能登のいしる・
いしり製造技術

讃岐の
醤油醸造技術

能登のいしる・いしり製造技術

土佐節の製造技術

土佐節の製造技術

近江のなれずし
製造技術

讃岐の醤油醸造技術 登録無形民俗
文化財とは 

高 知 県香 川 県石 川 県

　「
民
俗
文
化
財
」と
は
、私
た
ち
庶
民
の
生
活
の

中
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
衣
食
住
や
年

中
行
事
な
ど
に
関
わ
る
風
俗
慣
習
、民
俗
芸
能
、

民
俗
技
術
で
あ
り
、時
代
に
よ
る
変
遷
や
地
域
に

お
け
る
特
色
な
ど
が
色
濃
く
残
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、民
俗
文
化
財
に
は
生
活
用
具
や
衣
類
、

建
物
の
よ
う
な「
有
形
」の
も
の
と
、祭
り
や
芸

能
、技
術
・
製
造
方
法
な
ど
の「
無
形
」の
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
民
俗
文
化
財
の
中
で
も

特
に
重
要
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、国
・
都

道
府
県
・
市
町
村
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
、保
存
・

活
用
の
措
置
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
近
年
、生
活
様
式
の
変
化
や
少
子
高
齢
化
な
ど

の
影
響
に
よ
り
、無
形
の
文
化
に
つ
い
て
は
、担

い
手
が
減
少
し
、そ
の
継
承
が
危
ぶ
ま
れ
る
も
の

が
増
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
も
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
を
背
景
に
、令
和
３
年（
２
０
２
１
年
）

４
月
に
文
化
財
保
護
法
が
改
正
さ
れ
、こ
れ
ま

で
の
指
定
制
度
を
補
完
す
る
制
度
と
し
て
、無

形
の
民
俗
文
化
を
幅
広
く
緩
や
か
に
保
護
す
る

「
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
」と
い
う
保
護
制
度
が

新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
５
年（
２
０
２
３
年
）12
月
現
在
、「
近
江

の
な
れ
ず
し
製
造
技
術
」を
は
じ
め
、食
に
関
係

す
る
技
術
を
中
心
に
保
護
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

全
国
で
４
件
の
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
が
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
地
域
に
根
差
し
た

文
化
で
あ
り
、将
来
に
受
け
継
い
で
い
き
た
い

貴
重
な
文
化
財
で
す
。

「土佐節」の製造技術は元々は自然
乾燥と火力乾燥でつくられていた
製造方法を改良したものです。焙
乾製法、カビ付け法などを取り入れ
た完成までに半年以上かかる手間
のかかる製造技術は海産物加工技
術の変遷を辿る上で注目されるも
のです。発祥の地である宇佐町に
は、この改良土佐節の記念碑が建
立されています。

讃岐の醤油製造技術は瀬戸内の温
暖な気候と海運上の好立地により
古くから発展してきました。醤油製
造技術の機械化・大規模化が進む
中にあって、東かがわ市の引田での
「むしろ麹」を使った麹製法や小豆
島の大型の木桶での天然醸造な
ど、地域に根ざした伝統的な製造
技術がいまも大切に受け継がれて
います。

日本三大魚醤の一つとされる「いし
る・いしり」は腐敗を防ぐために晩
秋から早春までの能登の厳しい寒
さの中で仕込みが行われ、一年以
上かけて発酵させて製造されま
す。原料となるイワシやサバ、アジ、
イカなどに塩を加えて桶に入れ、
時々攪拌しながら、発酵・熟成させ
ることで独特の「うま味」が生まれ
ます。

制
度
の
概
要
と
背
景

写真提供：有限会社カネイシ 写真提供：ヤマロク醬油（株） 写真提供：文化庁

し
て
く
れ
る
大
切
な
栄
養
源
と
な
っ
て
き
ま
し

た
。農
村
で
は
桶
か
ら
ふ
な
ず
し
を
取
り
分
け

て
、
一
口
大
に
切
っ
て
置
き
、忙
し
い
時
に
ご
飯

の
上
に
の
せ
て
、す
ぐ
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
工

夫
し
て
い
る
家
も
あ
り
ま
し
た
。

 

な
れ
ず
し
は
発
酵
過
程
で
微
生
物
の
乳
酸
菌

が
魚
タ
ン
パ
ク
質
を
徐
々
に
分
解
し
、低
分
子

の
ペ
プ
チ
ド
や
ア
ミ
ノ
酸
に
分
解
さ
れ
て
い
く

 

滋
賀
県
で
最
も
親
し
ま
れ
て
き
た
な
れ
ず
し

は「
ふ
な
ず
し
」で
す
。ふ
な
ず
し
の
効
能
伝
承

に
関
し
て
、平
成
22
年（
２
０
１
０
年
）調
査
結

果（
回
収
数
５
４
４
名
）で
は「
腹
の
調
子
が
悪

い
時
に
食
べ
る
。整
腸
作
用
が
あ
る
」
と
答
え

た
人
が
高
齢
層
で
60
〜
70
％
を
占
め
て
い
ま

し
た
。そ
の
他
の
効
能
と
し
て「
疲
れ
が
取
れ

る
」、「
夏
バ
テ
や
食
欲
が
な
い
時
の
体
調
回
復

効
果
が
あ
る
」、「
体
が
温
ま
り
風
邪
を
予
防
で

き
る
」、「
血
行
促
進
作
用
が
あ
る
」、「
母
乳
が

よ
く
出
る
」
、「
つ
わ
り
時
に
食
べ
た
く
な
り
、

ほ
っ
と
す
る
」な
ど
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。他

の
効
能
と
し
て
は
、腸
内
細
菌
叢
の
バ
ラ
ン
ス

を
保
っ
て
く
れ
る
と
か
、ま
た
免
疫
力
を
強
化

し
て
く
れ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
の
よ
う
に
ふ
な
ず
し
は
祭
り
の
ご
馳
走
と

し
て
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
、人
々
の
民
間
保

健
薬
的
な
役
割
も
果
た
し
て
き
ま
し
た
。ま
た

田
植
え
や
稲
刈
り
な
ど
の
農
繁
期
に
は
、不
足

し
が
ち
な
タ
ン
パ
ク
質
や
カ
ル
シ
ウ
ム
を
補
給

滋
賀
県
が
誇
る

ス
ー
パ
ー
フ
ー
ド「
ふ
な
ず
し
」

の
で
滋
養
に
富
み
、疲
れ
た
体
に
は
即
効
性
が

あ
り
ま
す
。ま
た
日
本
で
は
カ
ル
シ
ウ
ム
不
足

の
人
が
多
い
の
で
す
が
、な
れ
ず
し
は
乳
酸
菌

の
お
陰
で
骨
成
分
が
ゆ
っ
く
り
と
可
溶
化
し
て

い
き
ま
す
の
で
、骨
も
丸
ご
と
食
べ
ら
れ
て
、カ

ル
シ
ウ
ム
イ
オ
ン
と
な
っ
て
吸
収
さ
れ
や
す
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。滋
賀
県
で
は「
琵
琶
湖
の
小

魚
と
な
れ
ず
し
を
食
べ
て
き
て
い
る
の
で
、骨

が
丈
夫
だ
」と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
滋
賀
県
男
性
の
平
均
寿
命
が
こ
の
10
年
近

く
、日
本
一
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、お
米
と

湖
魚
が
合
体
し
た「
な
れ
ず
し
」を
長
年
に
わ

た
っ
て
食
べ
て
き
た
こ
と
も
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ふなずし
と

健康

滋
賀
大
学
名
誉
教
授

　堀
越 

昌
子

ち
ょ
う
な
い 

さ
い 

き
ん 

そ
う
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の
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と
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芸
能
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民
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技
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変
遷
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も
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で
す
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ま
た
、民
俗
文
化
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は
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具
や
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類
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建
物
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よ
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有
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も
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や
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、技
術
・
製
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な
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形
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が
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ま
す
。
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ら
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文
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中
で
も

特
に
重
要
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、国
・
都

道
府
県
・
市
町
村
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
、保
存
・

活
用
の
措
置
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
近
年
、生
活
様
式
の
変
化
や
少
子
高
齢
化
な
ど

の
影
響
に
よ
り
、無
形
の
文
化
に
つ
い
て
は
、担

い
手
が
減
少
し
、そ
の
継
承
が
危
ぶ
ま
れ
る
も
の

が
増
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
も
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
を
背
景
に
、令
和
３
年（
２
０
２
１
年
）

４
月
に
文
化
財
保
護
法
が
改
正
さ
れ
、こ
れ
ま

で
の
指
定
制
度
を
補
完
す
る
制
度
と
し
て
、無

形
の
民
俗
文
化
を
幅
広
く
緩
や
か
に
保
護
す
る

「
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
」と
い
う
保
護
制
度
が

新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
５
年（
２
０
２
３
年
）12
月
現
在
、「
近
江

の
な
れ
ず
し
製
造
技
術
」を
は
じ
め
、食
に
関
係

す
る
技
術
を
中
心
に
保
護
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

全
国
で
４
件
の
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
が
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
地
域
に
根
差
し
た

文
化
で
あ
り
、将
来
に
受
け
継
い
で
い
き
た
い

貴
重
な
文
化
財
で
す
。

「土佐節」の製造技術は元々は自然
乾燥と火力乾燥でつくられていた
製造方法を改良したものです。焙
乾製法、カビ付け法などを取り入れ
た完成までに半年以上かかる手間
のかかる製造技術は海産物加工技
術の変遷を辿る上で注目されるも
のです。発祥の地である宇佐町に
は、この改良土佐節の記念碑が建
立されています。

讃岐の醤油製造技術は瀬戸内の温
暖な気候と海運上の好立地により
古くから発展してきました。醤油製
造技術の機械化・大規模化が進む
中にあって、東かがわ市の引田での
「むしろ麹」を使った麹製法や小豆
島の大型の木桶での天然醸造な
ど、地域に根ざした伝統的な製造
技術がいまも大切に受け継がれて
います。

日本三大魚醤の一つとされる「いし
る・いしり」は腐敗を防ぐために晩
秋から早春までの能登の厳しい寒
さの中で仕込みが行われ、一年以
上かけて発酵させて製造されま
す。原料となるイワシやサバ、アジ、
イカなどに塩を加えて桶に入れ、
時々攪拌しながら、発酵・熟成させ
ることで独特の「うま味」が生まれ
ます。

制
度
の
概
要
と
背
景

写真提供：有限会社カネイシ 写真提供：ヤマロク醬油（株） 写真提供：文化庁

し
て
く
れ
る
大
切
な
栄
養
源
と
な
っ
て
き
ま
し

た
。農
村
で
は
桶
か
ら
ふ
な
ず
し
を
取
り
分
け

て
、
一
口
大
に
切
っ
て
置
き
、忙
し
い
時
に
ご
飯

の
上
に
の
せ
て
、す
ぐ
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
工

夫
し
て
い
る
家
も
あ
り
ま
し
た
。

 

な
れ
ず
し
は
発
酵
過
程
で
微
生
物
の
乳
酸
菌

が
魚
タ
ン
パ
ク
質
を
徐
々
に
分
解
し
、低
分
子

の
ペ
プ
チ
ド
や
ア
ミ
ノ
酸
に
分
解
さ
れ
て
い
く

 

滋
賀
県
で
最
も
親
し
ま
れ
て
き
た
な
れ
ず
し

は「
ふ
な
ず
し
」で
す
。ふ
な
ず
し
の
効
能
伝
承

に
関
し
て
、平
成
22
年（
２
０
１
０
年
）調
査
結

果（
回
収
数
５
４
４
名
）で
は「
腹
の
調
子
が
悪

い
時
に
食
べ
る
。整
腸
作
用
が
あ
る
」
と
答
え

た
人
が
高
齢
層
で
60
〜
70
％
を
占
め
て
い
ま

し
た
。そ
の
他
の
効
能
と
し
て「
疲
れ
が
取
れ

る
」、「
夏
バ
テ
や
食
欲
が
な
い
時
の
体
調
回
復

効
果
が
あ
る
」、「
体
が
温
ま
り
風
邪
を
予
防
で

き
る
」、「
血
行
促
進
作
用
が
あ
る
」、「
母
乳
が

よ
く
出
る
」
、「
つ
わ
り
時
に
食
べ
た
く
な
り
、

ほ
っ
と
す
る
」な
ど
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。他

の
効
能
と
し
て
は
、腸
内
細
菌
叢
の
バ
ラ
ン
ス

を
保
っ
て
く
れ
る
と
か
、ま
た
免
疫
力
を
強
化

し
て
く
れ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
の
よ
う
に
ふ
な
ず
し
は
祭
り
の
ご
馳
走
と

し
て
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
、人
々
の
民
間
保

健
薬
的
な
役
割
も
果
た
し
て
き
ま
し
た
。ま
た

田
植
え
や
稲
刈
り
な
ど
の
農
繁
期
に
は
、不
足

し
が
ち
な
タ
ン
パ
ク
質
や
カ
ル
シ
ウ
ム
を
補
給

滋
賀
県
が
誇
る

ス
ー
パ
ー
フ
ー
ド「
ふ
な
ず
し
」

の
で
滋
養
に
富
み
、疲
れ
た
体
に
は
即
効
性
が

あ
り
ま
す
。ま
た
日
本
で
は
カ
ル
シ
ウ
ム
不
足

の
人
が
多
い
の
で
す
が
、な
れ
ず
し
は
乳
酸
菌

の
お
陰
で
骨
成
分
が
ゆ
っ
く
り
と
可
溶
化
し
て

い
き
ま
す
の
で
、骨
も
丸
ご
と
食
べ
ら
れ
て
、カ

ル
シ
ウ
ム
イ
オ
ン
と
な
っ
て
吸
収
さ
れ
や
す
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。滋
賀
県
で
は「
琵
琶
湖
の
小

魚
と
な
れ
ず
し
を
食
べ
て
き
て
い
る
の
で
、骨

が
丈
夫
だ
」と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
滋
賀
県
男
性
の
平
均
寿
命
が
こ
の
10
年
近

く
、日
本
一
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、お
米
と

湖
魚
が
合
体
し
た「
な
れ
ず
し
」を
長
年
に
わ

た
っ
て
食
べ
て
き
た
こ
と
も
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ふなずし
と

健康

滋
賀
大
学
名
誉
教
授

　堀
越 

昌
子

ち
ょ
う
な
い 

さ
い 

き
ん 

そ
う

22 21
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それは技を受け継ぐこと
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