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「
食
」
は
、
人
間
の
存
在
の
根
源
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

「
食
べ
る
」
は
「
生
き
る
」
と
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
る
し
、
逆

に
「
食
べ
て
い
け
な
い
」
は
生
活
が
成
り
立
た
な
い
＝
生
き
て
い

け
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
と
い
う
く
ら
い
大
切
な
も
の
な
の
に
、

意
外
と
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

理
由
は
、
日
本
で
は
食
べ
る
に
困
ら
な
い
く
ら
い
「
豊
か
な
」

社
会
が
実
現
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
腹
を
満
た
し
、
体

を
動
か
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
確
保
す
る
こ
と
は
可
能
だ
。
ホ
ー
ム
レ

ス
で
あ
っ
て
も
飢
え
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
成

人
病
が
蔓
延
し
て
い
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。

そ
の
象
徴
が
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
や
コ
ン
ビ
ニ
食
、
栄
養
補
給

食
品
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
同
じ
栄
養
を
補
給
す
る
行
為
で

は
あ
っ
て
も
食
事
で
は
な
く
、
食
餌
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
。

で
は
、
食
餌
と
食
事
の
違
い
は
何
か
。

人
間
を
支
え
て
き
た
本
来
の
食
事
に
は
、
そ
の
土
地
の
歴
史
と

文
化
が
反
映
さ
れ
、
先
人
た
ち
の
知
恵
と
工
夫
が
凝
縮
さ
れ
て
い

る
。
最
近
、
あ
え
て
伝
統
食
と
か
郷
土
食
と
呼
ん
で
い
る
食
事
。

そ
う
い
う
食
事
を
共
に
摂
っ
て
こ
そ
、
家
族
の
会
話
が
生
ま
れ
、

生
ま
れ
た
土
地
へ
の
愛
着
が
育
ち
、
健
全
な
体
や
精
神
も
育
ま
れ
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る
。
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
、
新
鮮
で
な
お
か
つ
安
全
な
食
品

の
大
切
さ
を
見
直
す
風
潮
が
強
ま
っ
て
い
る
今
、
要
す
る
に
つ
い

最
近
ま
で
の
「
普
通
の
食
事
」
の
大
切
さ
が
再
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
も
、
都
会
の
食
事
と
い
う
よ
り
、
旬
の
も

の
に
囲
ま
れ
て
い
た
農
村
や
漁
村
の
、
そ
こ
そ
こ
恵
ま
れ
た
家
庭

の
食
事
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
伝
統
食
の
一
翼
を
担
う
晴
れ
の
食
事
は
必
ず
行
事
と
結

び
つ
い
て
い
る
か
ら
、
自
分
の
住
む
土
地
に
根
づ
く
文
化
を
深
く

理
解
す
る
た
め
に
も
役
立
つ
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、「
地
域
活
性
化
の
た
め
に
伝
統
的
な
食
文
化
の
発
掘

を
し
よ
う
」
な
ど
と
大
上
段
に
構
え
た
言
い
方
を
さ
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
怯
む
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
子
ど
も
の
頃
に
、
こ
れ

美
味
し
い
な
〜
、
す
ご
く
旨

い
！
　
そ
う
思
っ
て
食
べ
た

も
の
や
、
祭
り
の
時
に
は
必

ず
こ
れ
食
べ
た
よ
ね
、
な
ど

と
い
う
も
の
を
ま
ず
思
い
出

せ
ば
い
い
。

そ
し
て
、
オ
バ
ァ
ち
ゃ
ん

や
お
母
さ
ん
、
料
理
好
き
の

オ
ジ
ィ
さ
ん
な
ど
に
、
素
材

の
入
手
方
法
や
料
理
の
仕
方

を
教
え
て
も
ら
っ
て
再
現
す

る
。
近
年
「
男
性
も
料
理
を
」

な
ど
と
殊
更
の
よ
う
に
声
を
上
げ
る
人
た
ち
も
い
る
が
、
農
漁
村

で
は
山
で
獲
っ
た
獣
や
海
で
獲
っ
て
き
た
魚
を
捌
い
た
り
と
、
生

活
や
遊
び
の
一
部
と
し
て
調
理
に
か
か
わ
っ
て
き
た
男
も
多
い
。

そ
う
い
う
人
に
も
聞
く
。

前
置
き
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
実
例
を
一
つ
。
日
本
の
最
南

端
八
重
山
群
島
に
竹
富
島
と
い
う
人
口
三
〇
〇
人
ほ
ど
の
小
島
が

あ
る
。
沖
縄
の
古
い
村
落
景
観
を
残
し
て
い
る
と
し
て
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
観
光
地
だ
。
ミ
ン

サ
ー
織
な
ど
の
伝
統
工
芸
品
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
味
覚
に
訴
え
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沖縄県竹富島の手作りしょう油「ひたてぃ」。

盛岡でみかけた東京都利島産の山菜「シドケ」。

南
の
島
の
個
性
的
な

手
造
り
し
ょ
う
油
と
ラ
ー
油
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る
特
産
品
が
な
か
っ
た
。

そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
、「
ひ
た
て
ぃ
」。
日
本
語
に
翻
訳
す
れ

ば
、「
し
ょ
う
油
」。
手
作
り
味
噌
を
特
産
品
と
し
て
い
る
島
は
多

い
が
、
し
ょ
う
油
は
珍
し
い
。
醸
造
の
過
程
で
泡
盛
や
鰹
節
を
た

っ
ぷ
り
と
使
用
す
る
飴
色
の
し
ょ
う
油
で
、
島
の
一
軒
が
伝
統
を

守
り
続
け
、
そ
れ
ま
で
も
ひ
た
て
ぃ
を
愛
好
す
る
島
人
や
島
出
身

者
に
頒
布
し
て
い
た
。
そ
の
人
気
と
個
性
に
着
目
し
た
島
お
こ
し

を
担
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
た
き
ど
ぅ
ん
」
が
、
製
造
者
に
保
健
所
の

許
可
を
と
っ
て
も
ら
う
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
一
般
向
け
に
販
売

を
開
始
し
た
の
だ
。

発
売
開
始
早
々
の
一
昨
年
の
四
月
、
港
に
あ
る
売
店
で
訊
い
た

と
こ
ろ
、
最
後
の
一
瓶
が
今
し
が
た
売
り
切
れ
た
と
の
こ
と
。
三

〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
で
八
〇
〇
円
と
決
し
て
安
く
な
い
が
、
個
性

が
際
立
っ
て
い
る
の
で
、
第
二
の
石
垣
ラ
ー
油
に
な
る
可
能
性
は

十
分
に
あ
る
。

ち
な
み
に
、
地
元
で
も
入
手
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
石
垣
ラ
ー

油
は
、
餃
子
が
う
ま
い
と
評
判
の
辺ぺ
ん

銀ぎ
ん

食
堂
で
作
っ
て
い
た
自
家

製
で
、
こ
れ
ま
た
人
気
が
高
く
、
主
人
の
辺
銀
さ
ん
は
食
堂
を
閉

め
て
ラ
ー
油
作
り
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
し
ろ
も
の

で
、
全
国
に
熱
烈
な
フ
ァ
ン
が
い
る
。

た
か
が
ラ
ー
油
と
い
う
な
か
れ
。
素
材
は
、
島
唐
辛
子
、
ウ
コ

ン
、
黒
糖
、
ピ
パ
ー
チ（
島
胡
椒
）、
黒
豆
味
噌
、
ニ
ン
ニ
ク
、
島

の
塩
、
ゴ
マ
な
ど
な
ど
。
石
垣
島
で
は
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
身
近
な
素
材
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
個
性
を

創
出
し
、
ラ
ー
油
界
に
革
命
を
起
こ
し
た
の
だ
。

前
二
者
は
、
埋
も
れ
た
名
品
を
世
に
出
し
た
例
と
、
昔
か
ら
あ

る
材
料
を
使
っ
て
新
し
い
商
品
を
創
造
し
た
例
だ
が
、
島
外
か
ら

の
ア
ド
バ
イ
ス
で
厄
介
者
が
有
力
な
商
品
と
な
っ
た
例
を
紹
介
し

よ
う
。

伊
豆
諸
島
の
利と

島し
ま

は
椿
油
の
一
大
生
産
地
と
し
て
全
国
に
知
ら

れ
た
島
で
、
全
島
の
八
割
が
椿
の
段
々
畑
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
油

の
原
料
と
な
る
椿
の
実
は
、
樹
上
で
弾
け
地
面
に
落
ち
た
も
の
を

拾
い
集
め
る
か
ら
、
畑
に
は
草
が
生
え
て
い
な
い
の
が
理
想
的
。

だ
が
、
そ
う
は
問
屋
が
卸
し
て
く
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
ま
め
に
畑

の
草
取
り
を
す
る
の
も
重
要
な
仕
事
と
な
る
。

三
、
四
年
前
の
冬
、
東
北
か
ら
利
島
へ
や
っ
て
き
た
人
が
、
椿

畑
に
案
内
さ
れ
て
歓
声
を
あ
げ
た
。
み
ご
と
な
段
々
畑
に
驚
い
た

の
で
も
な
け
れ
ば
、
散
り
敷
く
椿
の
花
の
美
し
さ
に
感
動
し
た
わ

け
で
も
な
い
。
日
頃
島
人
が
雑
草
と
し
て
憎
々
し
げ
に
刈
り
捨
て

て
い
た
草
を
み
て
、
大
喜
び
し
た
の
だ
と
い
う
。

「
こ
の
季
節
に
、
も
う
シ
ド
ケ
が
出
て
い
る
ん
で
す
ね
」

島
人
が
、
な
に
を
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き

ず
に
い
る
と
、
来
島
者
が
シ
ド
ケ
は
東
北
で
と
て
も
人
気
の
高
い

山
菜
だ
と
教
え
て
く
れ
た
。
標
準
和
名
は
、
モ
ミ
ジ
ガ
サ
と
い
う
。

そ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
キ
ッ
カ
ケ
に
山
菜
王
国
東
北
へ
出
荷
し
て
み
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東
北
地
方
で
好
評
を
得
て
い
る

伊
豆
利
島
産
の
山
菜
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た
と
こ
ろ
、
ま
だ
地
元
の
シ
ド
ケ
は
影
も
形
も
な
い
季
節
な
の
で

好
評
を
得
て
、
今
で
は
利
島
に
と
っ
て
冬
場
の
い
い
収
入
源
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
。

「
一
〇
〇
万
円
以
上
、
売
り
上
げ
る
人
も
い
る
そ
う
で
す
」

と
、
事
情
通
が
教
え
て
く
れ
る
ほ
ど
。
発
想
の
転
換
が
う
ま
く

で
き
れ
ば
、
あ
る
い
は
発
想
の
転
換
が
で
き
る
機
会
に
巡
り
あ
え

れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
こ
ん
な
潜
在
資
源
は
豊
富
に
あ
る
に
違
い
な
い
。

同
じ
伊
豆
諸
島
の
大
島
で
、
最
近
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
魚
が

あ
る
。
サ
ビ
、
あ
る
い
は
シ
ャ
ビ
と
い
う
。
標
準
和
名
は
、
ク
ロ

シ
ビ
カ
マ
ス
。
鋭
い
歯
を
持
ち
、
釣
糸
を
喰
い
切
る
こ
と
が
あ
る

か
ら
、
八
丈
島
な
ど
で
は
ナ
ワ
キ
リ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、

色
が
黒
っ
ぽ
い
の
で
ス
ミ
ヤ
キ
と
呼
ぶ
地
方
も
あ
る
。
島
か
本
土

か
に
関
わ
ら
ず
、
太
平
洋
岸
に
は
ク
ロ
シ
ビ
カ
マ
ス
を
食
べ
る
土

地
が
点
在
し
て
い
る
。

ナ
ワ
キ
リ
は
、
八
丈
島
移
民
が
開
拓
し
た
南
北
大
東
島
で
は
、

昔
か
ら
人
気
の
高
い
魚
だ
っ
た
。

よ
く
脂
が
の
っ
て
い
て
食
味
的
に
は
優
れ
て
い
る
の
だ
が
、
小

骨
が
多
い
と
い
う
難
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
旨
さ
に
つ
ら
れ
て
食
べ

る
か
、
最
初
か
ら
面
倒
臭
い
と
捨
て
て
し
ま
う
か
。
大
島
で
も
、

一
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
岡
田
地
区
の
食
べ
物
だ
っ
た
と
い
う
。
そ

れ
が
、
徐
々
に
味
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
最
近
で
は
地
元

の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
も
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
昔
は
只
か
、
ほ
と
ん
ど
只
み
た
い
な
値
段
で
手
に
入
っ
た
の
に
、

今
は
一
人
前
の
値
段
が
す
る
ん
で
す
よ
。
ま
っ
た
く
、
味
が
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
い
い
こ
と
な
の
か
、
悪
い
こ
と
な
の
か
」

と
、
昔
か
ら
の
サ
ビ
好
き
は
苦
々
し
い
表
情
を
し
た
。

で
、
食
べ
て
み
る
と
確
か
に
お
い
し
い
。
特
に
、
よ
く
叩
い
て

ナ
メ
ロ
ウ
の
よ
う
に
し
た
も
の
な
ら
、
魚
好
き
に
は
広
く
支
持
さ

れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
味
。
入
荷
す
れ
ば
出
す
と
い
う
食
堂
も
増
え

た
し
、
高
級
な
宿
で
も
お
客
に
だ
し
て
喜
ば
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

三
宅
島
や
八
丈
島
で
も
釣
れ
る
が
、
多
く
の
漁
師
や
釣
り
人
は

捨
て
て
い
る
ら
し
い
。
知
ら
ず
に
捨
て
て
い
る
お
宝
は
山
ほ
ど
あ

る
だ
ろ
う
。
伊
豆
諸
島
で
は
、
島
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
人
に
よ
っ

て
人
気
が
大
き
く
分
か
れ
る
魚
が
、
ウ
ツ
ボ
、
ニ
ザ
ダ
イ
な
ど
他

に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

サ
ビ
と
同
じ
よ
う
に
、
地
元
で
も
限
ら
れ
た
場
所
の
食
文
化
だ

っ
た
も
の
が
、
裾
野
を
広
げ
た
結
果
品
薄
に
な
っ
て
い
る
例
を
も

う
一
つ
。
隠
岐
島
後
・
旧
布
施
村
の
ベ
コ
（
ア
メ
フ
ラ
シ
）
だ
。

見
た
目
で
気
持
ち
悪
が
る
人
も
多
い
が
、
食
材
と
し
て
は
上
々
で
、

健
康
に
も
良
さ
そ
う
。
似
た
食
感
の
素
材
と
い
え
ば
、
茹
で
た
ナ

マ
コ
辺
り
が
近
い
だ
ろ
う
か
。
地
元
の
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
上
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
手
を
出
さ
な
か
っ
た
人
に
も
、
少

し
ず
つ
愛
好
者
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。

埋
も
れ
た
食
材
、
あ
る
い
は
無
駄
に
さ
れ
て
き
た
食
材
に
光
を

当
て
る
の
は
い
い
こ
と
だ
と
思
う
が
、
資
源
に
は
必
ず
限
り
が
あ
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人
気
の
食
材
と
な
り
つ
つ
あ
る

「
サ
ビ
」と「
ベ
コ
」

■



島の食と地域活性化

特集

しま 210  2007.6

る
と
考
え
、
最
初
か
ら
対
処
を
考
え
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
。

大
島
で
は
、
魚
の
糠
漬
け
を
復
活
さ
せ
る
計
画
も
あ
る
と
い
う
。

平
成
一
六
年
一
〇
月
一
六
日
の
朝
日
新
聞
に
以
下
の
よ
う
な
記
事

が
載
っ
た
。

―
―
全
国
的
に
も
珍
し
い
魚
の
ぬ

か
漬
け
を
半
世
紀
ぶ
り
に
復
活
さ
せ

る
計
画
が
、
伊
豆
大
島
で
進
ん
で
い

る
。「
く
さ
や
」
に
続
く
新
た
な
特

産
品
と
し
て
、
東
京
都
水
産
試
験
場

大
島
分
場
は
早
け
れ
ば
来
年
度
中
に

も
発
売
を
目
指
し
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
ま
だ
製
品
化
に
は
漕

ぎ
つ
け
て
い
な
い
が
、
電
話
で
確
認

し
た
と
こ
ろ
研
究
は
継
続
中
だ
と
か
。

大
量
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
小
型
の
サ

バ
や
ア
ジ
を
有
効
利
用
す
る
た
め
の

試
み
だ
そ
う
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
商
品
化

さ
れ
大
島
の
特
産
と
な
る
こ
と
を
願

い
た
い
。

大
島
に
は
、「
ム
ロ
の
一
尾
塩
辛

い
っ
ぴ
き
じ
ょ
っ
か
ら

」

と
い
う
ム
ロ
ア
ジ
を
丸
ご
と
つ
け
た

塩
蔵
品
が
あ
り
、
身
は
刻
み
ネ
ギ
な
ど
と
共
に
お
か
ず
や
肴
と
し

て
食
べ
、
上
澄
み
液
（
魚
醤
）
は
え
ん
ば
い
汁
の
調
味
料
と
し
て

使
っ
て
い
た
。
こ
れ
な
ど
も
、
伝
統
調
味
料
と
し
て
復
活
の
対
象

に
な
り
そ
う
だ
が
、
地
元
の
古
老
に
よ
る
と
素
材
の
入
手
が
困
難

な
の
だ
と
い
う
。
今
も
港
で
ム
ロ
ア
ジ
が
た
く
さ
ん
釣
れ
る
こ
と

が
あ
る
が
、
コ
マ
セ
（
オ
キ
ア
ミ
）
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
ム
ロ
を

使
う
と
嫌
な
味
に
な
る
の
だ
。
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伊豆大島のサビ
（クロシビカマス）。

白く味も爽やかな弓削瓢柑。

東京都青ヶ島の
名酎「青酎」の
仕込みの風景。

く
さ
や
だ
け
で
は
な
い

伊
豆
大
島
の
伝
統
保
存
食

■



魚
介
系
が
続
い
た
が
、
地
柑
（
そ
の
島
固
有
の
柑
橘
類
）
も
面

白
い
か
も
し
れ
な
い
。

冬
に
八
丈
島
で
出
会
っ
た
カ
ブ
ツ
は
、
一
目
で
ダ
イ
ダ
イ
だ
ろ

う
と
見
当
が
つ
い
た
が
、
何
人
か
に
聞
く
と
微
妙
な
答
え
方
を
す

る
人
も
い
た
。

「
カ
ブ
ツ
は
ダ
イ
ダ
イ
だ
け
れ
ど
も
二
種
類
あ
っ
て
、
一
つ
が
割

り
と
近
年
に
な
っ
て
入
っ
て
き
た
ダ
イ
ダ
イ
。
も
う
一
つ
は
昔
か

ら
島
に
あ
っ
た
種
類
で
、
皮
が
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
て
い
て
香
り
が
強
い

ん
だ
」

地
の
食
べ
物
に
詳
し
い
民
宿
の
主
人
が
、
そ
う
教
え
て
く
れ
た
。

残
念
な
が
ら
現
物
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
な
ぜ
か

声
を
潜
め
て
言
う
に
は
、

「
昭
和
天
皇
が
八
丈
島
に
み
え
た
時
に
食
べ
た
酢
の
物
に
、
昔
か

ら
の
カ
ブ
ツ
を
使
っ
て
い
た
ん
だ
が
、
陛
下
は
と
て
も
お
気
に
召

し
て
、
あ
と
で
宮
内
庁
か
ら
送
っ
て
欲
し
い
と
申
し
入
れ
が
あ
っ

た
そ
う
だ
。
ア
レ
は
棘
が
五
セ
ン
チ
も
あ
っ
て
、
も
ぐ
の
が
大
変

な
ん
だ
よ
」

最
近
で
は
、
実
が
な
っ
た
ら
宿
泊
客
に
還
元
し
て
欲
し
い
と
条

件
を
つ
け
て
、
八
丈
町
役
場
が
希
望
す
る
宿
に
カ
ブ
ツ
と
キ
ン
カ

ン
の
苗
を
無
償
で
配
っ
た
と
い
う
。
西
日
本
で
は
木
酢
と
し
て
よ

く
使
わ
れ
る
ダ
イ
ダ
イ
だ
が
、
関
東
で
は
正
月
飾
り
で
見
か
け
る

て
い
ど
。
焼
酎
に
浮
か
べ
た
り
、
絞
り
込
ん
で
も
爽
や
か
な
ダ
イ

ダ
イ
が
、
八
丈
島
の
ミ
ニ
名
産
に
な
っ
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
の
だ

が
、
ど
う
だ
ろ
う
。

よ
り
温
暖
で
柑
橘
栽
培
に
適
し
た
瀬
戸
内
や
九
州
、
南
西
諸
島

の
島
々
に
は
、
面
白
い
柑
橘
類
が
ま
だ
ま
だ
眠
っ
て
い
る
に
違
い

な
い
。
例
え
ば
、
上
下
に
細
長
い
弓
削
瓢
柑
（
弓
削
島
）
や
花
良

治
蜜
柑
（
喜
界
島
）、
青
江
蜜
柑
（
大
崎
下
島
）
な
ど
の
よ
う
に
。

他
に
、大
い
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
事
例
と
し
て
、
東
京

都
青
ヶ
島
の
「
青
酎

あ
お
ち
ゅ
う

」
が
あ
る
。

最
近
は
い
ろ
い
ろ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
基

本
的
に
は
島
産
の
麦
を
使
い
、
島
の
空
中
を
漂
っ
て
い
る
島
付
き

酵
母
で
麹
を
た
て
て
、
島
産
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
原
料
に
し
て
醸
す
。

芋
焼
酎
の
本
場
鹿
児
島
で
も
癖
が
な
く
飲
み
や
す
い
お
嬢
様
育
ち

の
焼
酎
（
ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
腑
抜
け
に
な
っ
て
！：

筆
者
の
独

断
）
が
幅
を
利
か
せ
て
い
る
風
潮
に
あ
っ
て
、
青
酎
は
野
生
児
だ
。

そ
し
て
、
杜
氏
ご
と
、
も
っ
と
い
え
ば
桶
ご
と
に
味
が
異
な
る

と
い
う
面
白
さ
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
希
少
価
値
と
あ
い
ま
っ
て
、

七
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
二
五
〇
〇
円
（
三
〇
度
）
く
ら
い
、
と
い

う
破
格
の
値
段
で
も
注
文
が
殺
到
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

焼
酎
文
化
の
な
い
さ
る
島
で
作
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
使
っ
た

（
醸
造
は
本
土
の
蔵
元
に
委
託
）
焼
酎
を
試
飲
さ
せ
て
も
ら
っ
た
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皇
室
も
興
味
を
示
さ
れ
た

八
丈
島
の
地
柑

■

活
火
山
の
島
が
育
ん
だ

野
性
的
な
芋
焼
酎

■



島の食と地域活性化

特集

こ
と
が
あ
る
が
、
正
直
に
言
う
と
大
い
に
ガ
ッ
カ
リ
し
た
。
今
さ

ら
参
入
し
て
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
だ
と
聞
き
た
い
ほ
ど
、
主
張

の
な
い
味
。
き
っ
と
芋
作
り
に
は
愛
着
が
あ
り
、
杜
氏
も
酒
造
り

に
は
熱
意
を
注
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
ど
ん
な
個
性
の
焼

酎
を
造
り
、
ど
ん
な
人
に
呑
ん
で
も
ら
い
た
い
か
、
想
像
を
し
た

こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
芋
が
で
き
る→

芋
焼
酎
が
流
行
ら

し
い→

じ
ゃ
、
造
っ
て
み
よ
〜
。
こ
れ
で
、
旨
い
焼
酎
が
で
き
る

の
は
至
難
だ
。

食
を
絡
め
た
地
域
の
活
性
化
を
考
え
る
時
、
ち
ょ
っ
と
遠
回
り

に
見
え
る
が
欠
か
せ
な
い
の
は
、
食
文
化
の
発
掘
と
記
録
だ
。
こ

れ
を
し
っ
か
り
や
っ
て
お
け
ば
、
す
ぐ
に
実
を
結
ば
な
く
と
も
、

将
来
に
貴
重
な
財
産
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
、
弥
生
（
時

に
は
縄
文
）
時
代
か
ら
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
地
域
密
着

の
伝
統
的
食
文
化
を
あ
る
て
い
ど
継
承
し
て
い
る
の
は
、
ギ
リ
ギ

リ
昭
和
一
桁
生
ま
れ
の
人
ま
で
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

も
う
時
間
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

ち
な
み
に
、
伊
豆
大
島
で
は
縁
あ
っ
て
『
聞
き
書

東
京
の
食

事
』（
農
文
協
、
昭
和
六
三
年
）
で
伊
豆
大
島
の
食
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
時
得
つ
よ
さ
ん
（
明
治
四
二
年
生
ま
れ
）
の
お
宅
で
、

え
ん
ば
い
汁
を
食
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
っ
た
。
嬉
し
い

こ
と
に
今
も
お
元
気
で
、
今
年
白
寿
を
迎
え
る
。

郷
土
史
家
で
息
子
の
時
得
孝
良
さ
ん
に
よ
る
と
、「
日
本
の
食

生
活
全
集
」
の
一
巻
と
し
て
発
行
さ
れ
た
『
東
京
の
食
事
』
だ
け

で
、
す
で
に
六
万
部
を
超
え
た
と
い
う
。
い
か
に
地
方
の
食
文
化

に
興
味
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
か
、
ま
た
聞
き
書
を
残
し
て
お

く
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
価
値
が
あ
る
か
、
十
分
に
想
像
で
き
る
部
数

で
は
な
い
か
。
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と
記
録
を

■


