
「
塩
い
わ
し
は
珍
し
い
」。そ
う
言
っ
て
魚
好
き

の
家
人
が
買
っ
て
き
た
。塩
い
わ
し
は
イ
ワ
シ
を

塩
蔵
し
た
も
の
で
普
段
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な

い
が
、節
分
の
頃
に
多
く
出
回
る「
節
分
い
わ
し
」

だ
。節
分
い
わ
し
に
使
わ
れ
る
の
は
マ
イ
ワ
シ
で

あ
る
。

節
分
の
日
、厄
よ
け
と
し
て
イ
ワ
シ
の
頭
を
と

げ
の
あ
る
ヒ
イ
ラ
ギ
の
枝
に
刺
し
玄
関
に
飾
る

「
鬼
の
目
突
き
」は
、熊
野
で
は
枝
に
鋭
い
針
を
た

く
さ
ん
持
つ
ア
リ
ド
オ
シ
と
サ
ン
マ
を
用
い
る
こ

と
が
多
い
。焼
き
魚
の
臭
気
と
煙
で
鬼
を
追
い
払

い
鋭
い
葉
で
鬼
の
目
を
突
く
と
い
う
も
の
だ
が
、

節
分
と
い
う
季
節
の
変
わ
り
目
に
入
っ
て
く
る
と

さ
れ
る
邪
気（
鬼
）を
追
い
払
う
風
習
だ
。

マ
イ
ワ
シ
は
日
本
の
漁
業
を
代
表
す
る
魚
で
、

群
れ
て
回
遊
す
る
イ
ワ
シ
は
海
の
魚
に
と
っ
て
も

重
要
な
タ
ン
パ
ク
源
で「
海
の
米
」「
海
の
牧
草
」

と
も
呼
ば
れ
る
。イ
ワ
シ
の
網
漁
は
16
世
紀
末
、

大
阪
湾
か
ら
加
太
、塩
津
、栖
原
、湯
浅
、広
な
ど

和
歌
山
湾
の
漁
村
で
開
発
さ
れ
始
ま
っ
た
と
い
わ

れ
る
。大
量
に
効
率
よ
く
水
揚
げ
で
き
る
イ
ワ
シ

網
漁
の
開
発
は
日
本
の
漁
業
の
礎
を
築
い
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。江
戸
時
代
初
期
に

は
和
歌
山
湾
の
漁
民
が
そ
の
漁
法
技
術
を
も
っ

て
瀬
戸
内
海
や
千
葉
の
房
総
半
島
に
ま
で
漁
場

を
開
き
、や
が
て
紀
南
の
漁
民
も
関
東
漁
場
へ
と

出
漁
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。背
景
に
は
畿

内
で
盛
ん
だ
っ
た
綿
花
栽
培
の
肥
料
で
あ
る

ほ
し
か

干
鰯（
干
し
た
イ
ワ
シ
）需
要
が
あ
っ
た
。大
阪
南

部
の
泉
州
は
今
に
至
る
ま
で
綿
産
業
の
代
表
的

産
地
で
あ
る
。イ
ワ
シ
網
漁
に
は
干
鰯
を
取
引
す

る
魚
商
人
が
行
動
を
共
に
し
、さ
ら
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
海
産
物
を
取
り
扱
う
商
人
と
し
て
成
功
し

た
漁
民
も
出
て
き
た
。漁
法
を
発
明
し
、漁
場
を

広
げ
、商
機
を
逃
さ
ず
漁
業
や
関
連
産
業
の
発

展
に
影
響
を
与
え
た
わ
が
先
人
。進
取
の
気
性
に

富
ん
だ
紀
州
漁
民
の
行
動
力
が
分
か
る

話
だ
。

イ
ワ
シ
の
語
源
は
弱
く
腐
り
や
す
い

魚
だ
か
ら「
鰯
」、た
く
さ
ん
取
れ
大
衆

魚
だ
か
ら「
卑
し
い
」か
ら
転
じ
た
な
ど

と
い
わ
れ
る
が
、実
は
貴
族
も
食
べ
て
い

た
。イ
ワ
シ
は
宮
中
言
葉
で「
む
ら
さ
き
」

と
称
さ
れ
る
が
、こ
れ
は
紫
式
部
の
好
物

だ
っ
た
か
ら
、い
や
和
泉
式
部
の
好
物
だ

っ
た
と
の
説
が
あ
る
。捕
獲
直
後
の
イ
ワ

シ
は
紫
っ
ぽ
い
美
し
い
色
だ
か
ら
と
言
う

人
も
い
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
ど
ち
ら
の

「
式
部
」か
は
不
明
だ
が
、彼
女
が
夫
の

留
守
に
大
好
物
の
イ
ワ
シ
を
焼
い
て
食

べ
て
い
た
ら
帰
宅
し
た
夫
に「
卑
し
い
も

の
を
食
べ
て
」と
と
が
め
ら
れ
た
の
で

「
日
本
人
で
あ
れ
ば
石
清
水
八
幡（
い
わ

し
み
ず
に
イ
ワ

シ
を
か
け
て
）

に
参
ら
な
い
人

は
い
な
い
よ
う

に
、イ
ワ
シ
を

食
べ
な
い
人
は

い
な
い
で
す
よ
」

と
歌
で
返
し
た

と
か
。平
安
の

昔
も
今
も
、脂

の
乗
っ
た
イ
ワ

き

せ
ん

シ
は
貴
賎
を
問

わ
ず
、お
い
し
い
も
の
は
お
い
し
い
。

節
分
の
日
、到
来
物
の
韓
国
の
り
が
あ
っ
た
の

で
キ
ン
パ
風
い
わ
し
の
り
巻
き
を
作
って
み
た
。キ

ン
パ
と
は
ご
ま
油
で
味
付
け
し
た
ご
は
ん
と
具

材
を
巻
い
た
韓
国
風
の
り
巻
き
の
こ
と
。こ
こ
で

は
シ
ン
プ
ル
に
ご
は
ん
と
焼
い
た
塩
い
わ
し
で
作

っ
た
が
、塩
い
わ
し
は
油
の
利
い
た
韓
国
の
り
に

合
い
意
外
な
ほ
ど
に
美
味
だ
っ
た
。塩
で
う
ま
味

が
凝
縮
し
、お
い
し
く
栄
養
満
点
の
塩
い
わ
し
。

季
節
の
変
わ
り
目
に
食
べ
て
元
気
に
春
に
向
か
い

た
い
。

が
咲
か
な
い
と
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
を
発
見
で

（
石
田
幸
子
）

《
材
料
》

▽
マ
イ
ワ
シ（
生
）…
適
量
▽
塩
…
適

量《
作
り
方
》

①
マ
イ
ワ
シ
を
洗
い
表
面
の
汚
れ
を

取
り
ト
レ
イ
に
並
べ
る
。

②
塩
を
両
面
に
表
面
が
う
っ
す
ら
白

く
な
る
ほ
ど
に
振
る
。冷
蔵
庫
で

一
晩
寝
か
す
。

③
取
り
出
し
て
塩
を
洗
い
流
し
て
、キ

ッ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
で
拭
き
取
っ
た
後

保
存
す
る
。ま
た
は
そ
の
ま
ま
料

理
に
使
う
。

④
冷
蔵
保
存
で
数
日
は
持
ち
熟
成
も

進
む
。冷
凍
保
存
す
る
と
い
ろ
い
ろ

な
料
理
に
使
え
る
。

＊
そ
の
ま
ま
焼
き
物
に

塩
味
が
染
み
込
ん
で
い
る
の
で
そ
の

ま
ま
焼
く
。う
ま
味
が
あ
り
香
ば
し
い
。

＊
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
に
も
合
う

頭
と
内
蔵
を
取
っ
て
三
枚
に
お
ろ
し
、

そ
ぎ
切
り
に
し
小
麦
粉
を
ま
ぶ
し
揚

げ
る
。甘
酢
に
漬
け
マ
リ
ネ
に
。フ
レ

ン
チ
や
イ
タ
リ
ア
ン
料
理
に
も
合
う
。

■
な
ん
ち
ゃ
っ
て
キ
ン
パ

（
韓
国
風
の
り
巻
き
）

塩
い
わ
し
の
う
ま
味
が
韓
国
の
り
に
合
う

《
材
料
》

▽
韓
国
の
り
▽
ご
は
ん
▽
塩
い
わ
し

《
作
り
方
》

①
塩
い
わ
し
を
焼
き
、身
の
中
骨
と
硬

い
骨
を
取
る
。

②
巻
き
す
に
韓
国
の
り
を
広
げ
、ご

は
ん
を
薄
く
広
げ
塩
い
わ
し
の
頭

を
出
し
て
巻
い
て
ゆ
く
。

③
の
り
巻
き
を
作
っ
た
ら
、食
べ
や
す

く
切
り
分
け
る
。

■
次
回
は
３
月
２３
日（
土
）付
掲
載
予
定

春の七草…じゃない！春

雨
の
中
、
見
頃
を
迎
え
た
ハ
ナ
モ
モ
＝
22
日
、
御
浜
町
志
原

雨
の
中
、
見
頃
を
迎
え
た
ハ
ナ
モ
モ
＝
22
日
、
御
浜
町
志
原

塩
い
わ
し
の
作
り
方

うま味が引き立つ焼いた塩いわしうま味が引き立つ焼いた塩いわし

作
り
置
き
で
い
ろ
い
ろ
使
え
る

熟
成
し
う
ま
味
が
増
す
塩
い
わ
し

塩
い
わ
し

イ
ワ
シ
漁
の
始
ま
り
は
紀
州
か
ら
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