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（0

は
じ
め
に

　

近
年
、
台
湾
で
は
「
烹ポ

ン

大ダ
ー
シ
ー師

」、
す
な
わ
ち
日
本
の
「
ほ
ん
だ
し
」

と
い
う
鰹
節
を
原
料
と
し
た
だ
し
が
都
市
部
の
若
い
世
代
を
中
心
に
家

庭
用
調
味
料
と
し
て
人
気
を
博
し
て
い
る（

１
（。

一
九
九
五
年
に
台
湾
に
上

陸
し
た
「
烹
大
師
」
は
台
湾
の
新
聞
『
経
済
日
報
』
の
な
か
で
「
高
品

質
の
燻
し
た
鰹
を
原
料
と
し
、
…
…
伝
統
的
な
料
理
に
も
、
あ
る
い
は

現
代
的
な
料
理
に
も
大
変
適
し
て
い
る（

２
（」

と
紹
介
さ
れ
、
当
時
の
日
本

料
理
ブ
ー
ム
の
な
か
で
台
湾
に
も
も
ち
込
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で

は
、
な
ぜ
台
湾
で
「
烹
大
師
」
が
か
く
も
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
台
湾
の
従
来
の
食
文
化
と
カ
ツ
オ
な
い
し
鰹
節

と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
が
現
地
調
査
を
進
め
た
と

こ
ろ
、
現
在
の
台
湾
に
も
鰹
節
製
造
工
廠
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
二

○
一
六
年
か
ら
台
湾
鰹
節
同
業
聯
誼
会
の
簡
俊
銘
会
長
の
案
内
の
も

戦
前
期
台
湾
の
鰹
節
と
東
ア
ジ
ア

林　
　
　
　
　

淑　
　

美

と
、
台
北
の
三
峡
や
宜
蘭
な
ど
の
鰹
節
製
造
工
廠

を
見
学
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
し
て
台
湾
と
鰹
節

の
関
わ
り
の
想
像
以
上
の
深
さ
を
実
感
す
る
と
と

も
に
、
は
た
し
て
台
湾
が
い
つ
頃
か
ら
ど
の
よ
う

に
し
て
鰹
節
と
の
関
わ
り
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ

た
か
を
知
り
た
い
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
二
○
一
六
年
一
月
一
二
日
、

筆
者
は
台
湾
東
部
の
花
蓮
県
新
城
郷
を
訪
れ
た
。

そ
の
目
的
は
当
地
に
存
在
す
る
七
星
柴
魚
博
物
館

の
参
観
で
あ
っ
た
。
柴
魚
と
は
鰹
節
の
こ
と
で
あ

る
。
鰹
節
と
い
え
ば
、
言
う
ま
で
も
な
く
代
表
的

な
日
本
の
味
覚
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
博
物
館

は
台
湾
に
あ
っ
て
日
本
に
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
台

湾
に
鰹
節
の
博
物
館
が
あ
る
の
か
。
こ
う
し
た
事

表１　近年台湾と日本における鰹節消費量の比較
　　　（「台湾味之素股份有限公司函」（01（年より作成）

人口（人） 鰹節消費量
（トン）

１人当たり
消費量（g）

台湾 ２千３百万 （,000 （
日本 １億２千万 （0,000 （（
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（1

実
は
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
人
に
も
台
湾
人
に
も
さ
ほ
ど

注
目
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
筆
者
が
当
博
物
館
を
訪
れ
た

理
由
は
、
博
物
館
が
一
九
八
○
年
代
に
、
か
つ
て
の
柴
魚
工
廠
の
跡
地

に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り（

３
（、

当
時
台
湾
の
鰹
節
に
つ
い
て
史
料
を
収

集
し
て
い
た
筆
者
に
、
何
ら
か
の
歴
史
的
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
期
待
に
違
う
こ
と
な
く
、
博
物
館
に
は
鰹
節
製
造
の
各
工

程
が
見
事
に
復
元
さ
れ
、
か
つ
て
台
湾
東
部
で
鰹
節
製
造
業
が
か
な
り

の
隆
盛
を
極
め
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
た
。
特
に
興
味
深
か
っ
た
の

は
、
日
本
統
治
期
に
お
け
る
台
湾
東
部
へ
の
鰹
節
製
法
の
伝
来
と
生
産

の
始
ま
り
、
製
品
の
日
本
へ
の
輸
出
と
い
う
歴
史
を
説
明
し
て
い
る
部

分
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
博
物
館
の
展
示
は
、
花
蓮
を
中
心
と
す
る

台
湾
東
部
に
伝
え
ら
れ
た
鰹
節
の
製
造
や
製
品
の
販
売
・
消
費
は
そ
の

後
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
な
ど
、
筆
者
に
さ
ま
ざ
ま
な

想
像
を
喚
起
し
て
く
れ
た
。
筆
者
の
博
物
館
参
観
の
目
的
は
十
分
に
達

成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
後
よ
り
多
く
の
人
び
と
が
当
博
物
館
の
存
在

を
知
り
、
日
本
以
外
に
も
鰹
節
文
化
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
欲
し
か
っ
た
が
、
二
○
一
七
年
七
月
一
八
日
、
突
然
、
博
物
館

は
深
夜
未
明
の
失
火
に
よ
っ
て
全
焼
し
て
し
ま
っ
た
。
残
念
の
極
み
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
現
在
で
は
、
再
建
の
計
画
も
進
ん
で
い
る
そ
う
で
あ

る
か
ら
、
経
緯
を
見
守
っ
て
い
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

　

日
本
統
治
期
、
台
湾
に
鰹
節
製
造
が
伝
わ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
が
、
で
は
鰹
節
工
場
は
い
つ
頃
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
分
布
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
１
は
一
九
二
○
年
代
に
台
湾
総
督
府
が

作
成
し
た
「
台
湾
ニ
於
ケ
ル
鰹
節
製
造
工
場
分
布
図
」
で
あ
る（

４
（。

図
中

の
台
湾
北
部
の
基
隆
お
よ
び
南
部
の
高
雄
付
近
に
見
え
る
実
線
の
丸
印

は
鰹
節
工
場
の
な
か
で
も
真
鰹
節
工
場
の
分
布
を
示
し
て
い
る
。一
方
、

東
海
岸
の
破
線
の
丸
印
は
惣
田
節
工
場
の
分
布
を
示
し
、
花
蓮
港
庁
・

台
東
庁
を
中
心
に
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
台
湾
北
部
の
基
隆
、

南
部
の
高
雄
お
よ
び
東
海
岸
で
は
、
日
本
統
治
期
に
は
鰹
節
製
造
が
行

わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
先
行
研
究
を
見
る
か
ぎ
り
、
日
本
統
治
期
に
お

け
る
台
湾
の
鰹
節
製
造
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
製
品
の
販
路

が
ど
こ
に
求
め
ら
れ
た
か
は
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

日
本
統
治
期
に
お
け
る
台
湾
の
鰹
節
製
造
業
に
言
及
し
た
主
な
先
行

 

図１　1920年代における台湾の鰹節製造工場の分布図
　　　（台湾総督府殖産局『台湾産鰹節ニ就テ』1（（（年より作成）



（（

研
究
と
し
て
は
、
宮
内
泰
介
・
藤
林
泰
『
か
つ
お
節
と
日
本
人
』
が
あ

る（
５
（。

概
説
書
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
唯
一
の
先
行
研
究
で
あ
り
、
最
も
網

羅
的
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
台
湾
で
は
ソ
ウ
ダ
カ
ツ
オ
を

原
料
と
す
る
惣
田
節
は
一
九
○
四
年
に
、
マ
カ
ツ
オ
を
使
う
真
鰹
節
は

一
九
一
○
年
に
生
産
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
統
治
期
の
台
湾
鰹
節
に
関
す
る
研
究
は
い
ま

だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
概
説
的
な
研
究
の
範
囲
を
越
え
た
も

の
で
は
な
い
。
本
格
的
な
実
証
研
究
は
今
後
に
俟
つ
部
分
が
少
な
く
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

次
の
二
点
に
論
点
を
し
ぼ
っ
て
話
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
第

一
に
、
戦
前
日
本
の
鰹
節
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
そ
の
生
産
拠

点
や
製
造
過
程
に
関
心
が
払
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
生
産
拠
点
の

南
下
、
す
な
わ
ち
日
本
内
地
か
ら
沖
縄
・
台
湾
へ
、
さ
ら
に
南
洋
へ
と

い
っ
た
流
れ
が
解
明
さ
れ
て
き
た（

６
（。

し
か
し
台
湾
本
島
に
焦
点
を
あ
て

な
が
ら
各
地
の
生
産
量
の
多
寡
に
つ
い
て
ま
で
言
及
し
た
詳
細
な
研
究

が
な
く
、
ま
た
販
路
・
消
費
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
台
湾
鰹
節
の
生
産
は
あ
く
ま
で
内
地
向
け
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
日
本
人
の
伝
統
食
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
日
本
統
治

期
の
台
湾
に
お
い
て
鰹
節
は
ど
の
よ
う
に
生
産
・
販
売
・
消
費
さ
れ
た

の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
第
二
に
、
現
在
台
湾
で
は
工
場
内
で
鰹
節
が

製
造
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
鰹
節
の
調
味
料
が
日
常
的
に
家
庭

で
使
用
さ
れ
て
い
る
（
少
な
く
と
も
現
在
で
は
多
く
の
台
湾
人
に
そ
の

味
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る（

７
（）。

然
り
と
す
れ
ば
、
戦
前
の
日
本
統
治

期
に
内
地
（
日
本
）
向
け
の
輸
出
品
と
し
て
の
鰹
節
の
ほ
か
に
、
現
代

台
湾
の
食
文
化
の
一
つ
と
し
て
の
鰹
節
は
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
拡

が
っ
て
い
っ
た
の
か
が
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
さ

し
あ
た
り
こ
れ
ら
二
点
を
中
心
に
分
析
を
行
い
、
台
湾
鰹
節
を
歴
史
の

な
か
に
求
め
て
み
た
い
と
思
う
。

一　

台
湾
に
お
け
る
鰹
節
製
造
の
展
開

　

ま
ず
日
本
統
治
期
の
台
湾
に
お
け
る
鰹
節
の
製
造
過
程
に
つ
い
て
基

隆
を
事
例
と
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
図
２
は
日
本
統
治
期
（
一
九
三

○
年
代
と
推
定
）
の
基
隆
に
あ
っ
た
鰹
節
工
場
で
あ
る
。
床
に
は
多
く

の
カ
ツ
オ

─
こ
の
場
合
、
マ
カ
ツ
オ
の
よ
う
で
あ
る

─
が
並
べ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
カ
ツ
オ
は
次
の
よ
う
な
い
く
つ
も
の
プ
ロ
セ
ス

を
へ
て
鰹
節
と
な
る
。
カ
ツ
オ
の
身
を
さ
ば
い
て
頭
と
内
臓
を
除
去
す

る
「
生
切
り
」
に
は
じ
ま
り
、処
理
し
た
身
を
籠
に
並
べ
る
「
籠
立
て
」、

摂
氏
八
○
度
程
度
の
湯
で
一
時
間
ほ
ど
煮
る
「
煮
熟
」
へ
と
進
み
、
そ

の
後
、
骨
を
抜
き
取
る
「
骨
抜
き
」、
蒸
籠
に
乗
せ
て
い
ぶ
す
「
焙
乾
」

が
行
わ
れ
る
。
荒
節
は
こ
の
「
焙
乾
」
の
段
階
で
終
了
す
る
。
し
か
し

こ
の
荒
節
を
仕
上
節
あ
る
い
は
本
枯
節
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
す
る
に

は
、
あ
と
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
、
一
つ
は
破
損
し
た
部
分
を
修
繕
し
て
凹

凸
な
ど
形
を
整
え
る
「
修
繕
」、
も
う
一
つ
は
黴
を
つ
け
て
発
酵
さ
せ

る
「
か
び
付
け
」
が
必
要
と
な
る
。「
修
繕
」
と
「
か
び
付
け
」
の
あ

い
だ
に
は
「
日
乾
」
と
呼
ぶ
日
干
し
作
業
も
行
わ
れ
る（

８
（。

ま
た
当
時
の

写
真
か
ら
「
修
繕
」
は
台
湾
で
は
主
に
女
性
の
労
働
に
頼
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る（

９
（。

こ
の
よ
う
に
日
本
統
治
時
代
（
一
九
三
○
年
代
）
の
基
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（（

隆
に
は
比
較
的
規
模
の
大
き
な
鰹
節
工
場
が
す
で
に
建
設
さ
れ
、
鰹
節

が
製
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

で
は
、
日
本
の
統
治
が
開
始
さ
れ
た
当
初
、
台
湾
の
人
び
と
は
カ
ツ

オ
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
○
九
年
、
水
産

行
政
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
農
商
務
省
技
師
の
下
啓

助
は
『
実
業
之
台
湾
』
と
い
う
雑
誌
の
な
か
で
「
本
島
東
部
沿
岸
は
黒

潮
本
流
の
流
域
に
し
て
、
夥
し
き
暖
海
洄
游
性
魚
族
の
群
来
す
る
を
見

る
な
り
。
殊
に
マ
カ
ツ
ヲ
、
マ
グ
ロ
、
ト
ビ
ウ
ヲ
な
ど
は
驚
く
べ
き
大

群
を
な
し
て
恒
春
の
沿
岸
よ
り
台
東
、
宜
蘭
、
基
隆
等
に
か
け
て
、
彭

佳
嶼
の
方
向
へ
進
行
す
る
を
見
る
。
然
し
仮
令
へ
斯
く
の
如
く
魚
族
の

襲
来
す
る
あ
り
と
雖
も
、
本
島
人
漁
夫
は
之
れ
を
捕
獲
す
る
の
道
を
知

ら
ざ
る
が
故
に
、
領
台
後
未
だ
マ
カ
ツ
ヲ
の
存
在
す
ら
人
の
知
ら
ざ
る

始
末
な
り
。
殊
に
江
戸
子
の
珍
重
す
る
初
鰹
な
ど
は
到
底
口
に
す
る
能

は
ず（

（1
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
黒
潮
本
流
の
流
域
に
あ
た
る
台
湾
は
、
マ
カ

ツ
オ
・
マ
グ
ロ
・
ト
ビ
ウ
オ
な
ど
水
産
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
日
本
に
よ
る
台
湾
領

有
初
期
に
あ
っ
て
も
、
台
湾
人

─
本
稿
で
は
日
本
統
治
期
の
史
料
に

見
え
る
「
本
島
人
」
を
台
湾
人
と
解
釈
す
る
。
そ
の
台
湾
人
と
は
当
時

の
台
湾
に
居
住
し
て
い
た
漢
人
と
原
住
民
を
漠
然
と
包
括
し
た
も
の
で

あ
っ
た

─
の
な
か
に
は
マ
カ
ツ
オ
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
人
が

あ
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
『
台
湾
日
日
新
報
』
の
「
本
島
鰹
節
製
造
業
の
多
望
」
と
題
し

た
記
事
の
前
半
部
で
は
「
本
島
沿
海
に
は
松
魚
（
＝
カ
ツ
オ
。
引
用
者

補
）
多
く
し
て
、
殊
に
基
隆
及
び
澎
湖
島
沿
海
に
は
、
季
節
に
至
れ
ば

松
魚
多
数
群
集
す
る
も
、
本
島
人
は
松
魚
を
□
魚
と
称
し
て
餘
り
之
を

嗜
好
せ
ず
、
或
は
脯
魚
と
な
し
、
或
は
塩
漬
と
な
し
て
少
数
社
会
の
食

用
に
供
す
る
の
み
な
れ
ば
、
従
っ
て
其
価
格
非
常
に
低
廉
に
し
て
、
漁

獲
地
に
於
て
は
中
通
り
の
生
魚
一
尾
を
僅
か
二
銭
五
厘
位
に
売
買
し
居

れ
り
」（
□
は
判
読
不
能
）
と
語
っ
て
、
台
湾
の
基
隆
や
澎
湖
島
付
近

図２　戦前期台北州基隆にあった鰹節工場
　　　（国立台湾歴史博物館所蔵）
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の
沿
海
で
は
、
季
節
が
来
る
と
カ
ツ
オ
が
多
数
来
襲
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
台
湾
人
は
あ
ま
り
カ
ツ
オ
を
嗜
好
せ
ず
、
日
干
し
や
塩
漬
け
に

し
て
少
数
の
人
び
と
の
食
用
に
提
供
す
る
の
み
で
、
価
格
も
き
わ
め
て

低
廉
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
半
部
で
は
「
先
年
某
内
地
人
本
島
松
魚
の
多
き
を
見
て
鰹
節

製
造
を
思
立
ち
、
基
隆
地
方
に
於
て
該
製
造
に
着
手
し
た
る
も
、
松
魚

の
種
類
選
択
に
注
意
せ
ざ
り
し
よ
り
、
脂
肪
多
く
し
て
乾
燥
十
分
な
ら

ず
、
遂
に
失
敗
に
帰
し
た
る
が
、
本
年
に
至
り
広
島
県
人
某
基
隆
を
距

る
十
里
許
り
、
宜
蘭
庁
内
福
連
庄
に
於
て
内
地
人
数
十
人
を
使
役
し
、

本
島
人
の
漁
獲
せ
し
松
魚
を
買
ひ
入
れ
鰹
節
を
製
造
せ
し
に
、
前
業
者

の
失
敗
に
鑑
が
み
魚
種
に
注
意
せ
し
故
、
大
い
に
好
結
果
を
奏
し
、
其

の
一
部
は
既
に
台
北
県
庁
に
送
附
し
来
り
た
る
が
、
中
々
見
事
の
出
来

に
同
人
は
悉
く
製
品
を
内
地
に
輸
出
す
る
見
込
な
り
と（

（（
（

」
と
記
し
て
、

い
つ
の
こ
と
か
は
判
明
し
な
い
が
、
さ
き
に
「
内
地
人
」

─
日
本
統

治
期
に
台
湾
に
あ
っ
た
日
本
人

─
が
台
湾
の
カ
ツ
オ
の
多
さ
を
見
て

鰹
節
製
造
を
図
り
、
基
隆
で
着
手
し
た
も
の
の
カ
ツ
オ
の
種
類
に
注
意

せ
ず
、
脂
肪
が
多
か
っ
た
た
め
に
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
、
そ
の
後
、

明
治
三
四
年
（
一
九
○
一
）
に
広
島
県
人
が
宜
蘭
で
「
内
地
人
」
を
雇
っ

て
本
島
（
台
湾
）
の
漁
夫
か
ら
カ
ツ
オ
を
買
い
入
れ
、
鰹
節
製
造
を
開

始
し
て
成
功
、
製
品
を
台
北
県
庁
に
送
り
、
内
地
（
日
本
）
向
け
に
出

荷
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
広
島
県
人
が
台

湾
で
鰹
節
製
造
を
始
め
た
と
い
う
記
事
は
大
変
興
味
深
い
。
な
ぜ
、
鰹

節
の
生
産
地
で
も
な
い
広
島
県
人
が
台
湾
に
や
っ
て
来
て
鰹
節
製
造
を

始
め
た
の
か
、
使
役
さ
れ
た
「
内
地
人
」
と
は
ど
こ
の
県
の
人
た
ち
で

あ
っ
た
か
な
ど
、
興
味
は
尽
き
な
い
。
こ
の
鰹
節
製
造
は
大
規
模
な
も

の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
零
細
な
個
人
経
営
の
も
の
に
す
ぎ
な

か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
台
湾
に
お
け
る
鰹
節
製
造
の
本

格
的
な
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
点
で
は
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

下
っ
て
一
九
一
七
年
の
『
台
湾
水
産
雑
誌
』
で
は
、
台
湾
総
督
府
殖

産
局
の
中
村
信
治
な
る
人
物
が
、
そ
の
後
の
台
湾
の
鰹
節
製
造
業
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
。

明
治
四
十
三
年
、
基
彭
興
産
合
資
会
社
は
、
督
府
補
助
の
下
に
総

噸
数
十
九
噸
餘
の
西
洋
型
石
油
発
動
機
附
漁
船
基
興
丸
を
新
造

し
、
真
鰹
漁
業
を
開
始
し
、
基
隆
港
内
八
尺
門
に
製
造
場
を
設
置

し
、
真
鰹
節
の
製
造
を
開
始
せ
り
。
此
基
彭
興
産
合
資
会
社
は
翌

年
台
湾
水
産
株
式
会
社
に
併
合
せ
ら
れ
、
鰹
節
製
造
も
亦
後
者
の

事
業
に
移
り
、
新
に
八
尺
門
に
製
造
工
場
を
建
築
し
、
社
船
二
艘

及
び
客
船
数
艘
分
の
製
造
に
従
事
し
た
り
。
此
年
の
製
品
三
萬
貫

を
超
え
、
之
を
本
島
内
は
勿
論
、
内
地
各
地
に
送
致
し
た
る
を
以

て
、始
め
て
台
湾
に
真
鰹
節
の
生
産
を
宣
伝
せ
ら
る
る
に
至
れ
り（

（1
（

。

　

こ
こ
か
ら
、
広
島
県
人
に
よ
る
鰹
節
製
造
業
開
始
の
九
年
後
の
明
治

四
三
年
（
一
九
一
○
年
）、
基
彭
興
産
合
資
会
社
な
る
水
産
会
社
が
総

督
府
の
補
助
の
も
と
で
発
動
機
付
漁
船
の
基
興
丸
を
建
造
し
、
マ
カ
ツ

オ
漁
を
始
め（

（1
（

、
基
隆
港
内
の
八
尺
門
に
お
い
て
真
鰹
節
を
製
造
し
始
め

た
こ
と
、
翌
年
に
台
湾
水
産
株
式
会
社
が
こ
れ
を
合
併
、
新
工
場
を
建

設
し
て
鰹
節
製
造
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る（

（1
（

。
そ
し
て
鰹
節
が
内

地
に
送
ら
れ
た
結
果
、
は
じ
め
て
台
湾
の
真
鰹
節
の
生
産
が
内
地
に
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
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さ
ら
に
そ
の
後
の
鰹
節
製
造
業
に
つ
い
て
も
『
台
湾
日
日
新
報
』
の

評
価
を
見
て
お
く
と
、
一
九
一
八
年
の
記
事
で
は
「
本
島
の
鰹
節
製
造

事
業
は
益
々
発
展
を
来
し
つ
つ
あ
る
が
、
本
年
の
如
き
は
殊
に
鰹
節
相

場
騰
貴
せ
る
を
以
て
、
其
の
生
産
額
は
惣
田
鰹
を
併
せ
百
万
圓
以
上
に

上
る
べ
き
豫
想
な
る
が
、
其
の
成
品
は
従
来
内
地
の
三
四
等
品
と
同
等

に
あ
り
し
も
、
近
年
技
術
の
進
歩
著
し
く
発
達
し
内
地
の
一
二
等
品
を

凌
駕
す
る
の
状
態
に
あ
り（

（1
（

」
と
あ
り
、
一
九
一
九
年
の
記
事
で
は
「
本

島
に
於
け
る
真
鰹
節
の
製
造
は
明
治
四
十
三
年
創
始
せ
ら
れ
て
以
来
、

当
局
の
苦
心
と
当
業
者
の
奮
励
と
に
依
り
て
、
今
や
其
の
品
質
に
於
て

も
、
其
の
価
格
に
於
て
も
、
内
地
の
先
進
鰹
節
製
造
地
と
競
争
を
為
し

得
る
の
域
に
達
し
、
台
湾
節
の
名
は
中
央
市
場
に
於
て
認
め
ら
れ
得
る

に
至
り
、本
島
水
産
製
造
業
中
の
覇
者
と
な
る
に
至
れ
る（

（1
（

」
と
あ
っ
て
、

台
湾
の
鰹
節
の
生
産
高
の
上
昇
、
技
術
の
進
歩
に
伴
う
品
質
の
向
上
が

唱
わ
れ
る
と
と
も
に
、「
台
湾
節
」
の
ブ
ラ
ン
ド
が
内
地
で
も
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
台
湾
本
島
の
さ
ま
ざ
ま
な
水
産
製
造
業
の
な
か
で

最
も
発
展
を
遂
げ
た
と
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
順
調
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
台
湾
の
鰹
節
製
造
業
は
、

後
に
確
認
す
る
と
お
り
、
大
正
か
ら
昭
和
初
に
最
盛
期
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
販
路
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
少

し
時
期
は
下
る
が
、
一
九
二
二
年
の
『
大
阪
時
事
新
報
』
の
記
事
に
よ

れ
ば
、台
湾
節
の
八
五
％
が
内
地
の
大
阪
や
名
古
屋
な
ど
へ
移
出
さ
れ
、

残
り
の
一
五
％
が
台
湾
本
島
内
で
消
費
さ
れ
て
い
た
と
い
う（

（1
（

。
や
は
り

ほ
と
ん
ど
の
鰹
節
は
内
地
（
日
本
）
向
け
に
移
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
む
し
ろ
問
題
な
の
は
、
本
島
内
で
消
費
さ
れ
た
一
五
％
の

鰹
節
の
消
費
者
と
は

い
っ
た
い
だ
れ
な
の

か
と
い
う
点
で
あ
ろ

う
。
現
時
点
で
は
確

証
が
な
い
が
、
台
湾

人
よ
り
む
し
ろ
台
湾

在
住
の
日
本
人
、
す

な
わ
ち
在
台
日
本
人

─
史
料
中
に
お
け

る
「
内
地
人
」

─

に
よ
っ
て
消
費
さ
れ

て
い
た
と
考
え
て
お

き
た
い（

（1
（

。

　

こ
こ
で
グ
ラ
フ
を

使
い
な
が
ら
、
日
本

統
治
期
の
台
湾
に
お

け
る
鰹
節
の
生
産

高
・
移
出
高
に
つ
い

て
分
析
し
て
お
こ

う
。
ま
ず
生
産
高
に

つ
い
て「
貫
」（
重
さ
）

を
単
位
に
整
理
す
る

と
表
２
の
よ
う
に
な

る
。
グ
ラ
フ
の
横
軸

0
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100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
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真鰹節 惣田鰹節
（年）

（貫）

表２　戦前期台湾における鰹節の生産高（貫）
　　　�（山本高一1（（（、上妻定道1（（0、台湾総督官房調査課編『台湾総督府第二十九統計書』「水

産製造物」などより作成）
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に
は
一
九
一
○
年
か
ら
一
九
四
一
年
ま
で
と
っ
て

あ
る
が
、
真
鰹
節
・
惣
田
節
と
も
に
一
九
二
○
年

代
初
頭
か
ら
一
九
三
○
年
代
前
半
ま
で
が
生
産
高

の
多
か
っ
た
時
期
に
あ
た
り
、
真
鰹
節
は

一
九
二
二
〜
二
三
年
に
二
二
万
貫
、
惣
田
節
は

一
九
二
五
年
に
二
五
万
貫
と
そ
れ
ぞ
れ
ピ
ー
ク
を

迎
え
る
。
し
か
し
一
九
三
一
年
頃
か
ら
ほ
ぼ
下
降

の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
（
一
九
三
四
年
の
み
は

例
外
で
あ
る
が
、
理
由
は
判
明
し
な
い
）。「
貫
」

を
単
位
と
し
て
見
れ
ば
、
真
鰹
節
と
惣
田
節
の
折

れ
線
は
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

次
に
表
３
を
見
な
が
ら
「
圓
」（
価
格
）
を
単

位
と
し
て
検
討
し
て
み
る
。最
盛
期
の
頃（
一
九
二

○
年
代
初
〜
一
九
三
○
年
代
前
半
）
の
真
鰹
節
と

惣
田
節
を
比
較
し
て
み
る
と
、
前
者
が
後
者
の
三

倍
以
上
の
生
産
高
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
真
鰹
節
の
商
品
価
値
は
惣
田
節
の
そ
れ
に
比

べ
て
圧
倒
的
に
高
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
真
鰹
節
と
惣
田
節
は
そ
れ
ぞ
れ
台
湾
の
ど

こ
で
製
造
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
４
と
表
５

か
ら
確
認
し
た
い
。
表
４
か
ら
真
鰹
節
を
製
造
し

て
い
た
各
州
庁
別
の
生
産
高
を
「
貫
」
を
単
位
と

し
て
見
て
み
る
と
、
台
北
州
が
圧
倒
的
に
高
い
比

率
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
冒
頭
で
紹
介

表３　戦前期台湾における鰹節の生産高（圓）
　　　 （山本高一1（（（、上妻定道1（（0、台湾総督官房調査課編『台湾総督府第二十九統計書』「水

産製造物」などより作成）

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945

真鰹節 惣田鰹節
（年）

（圓）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1920 1925 1930 1935 1940 1945

台北州 高雄州 台東庁 花蓮港庁 澎湖庁
（年）

（貫）

表４　戦前期台湾各州庁の真鰹節の生産高（貫）
　　　（台湾総督官房調査課編『台湾総督府第二十四統計書』など「節類」より作成）
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し
た
よ
う
に
、
生
産
地
と
し
て
の
基
隆
の
存
在
が

あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
一
方
、
表
５
か
ら

惣
田
節
の
状
況
を
見
て
お
く
と
、
一
九
二
○
年
代

中
頃
ま
で
は
、
真
鰹
節
と
同
じ
く
台
北
州
が
高
い

比
率
を
占
め
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
こ
れ
と
入
れ

替
わ
る
よ
う
に
花
蓮
港
庁
と
台
東
庁
が
首
位
の
座

を
奪
う
よ
う
に
な
る
。つ
ま
り
大
雑
把
に
い
え
ば
、

一
九
三
六
年
頃
ま
で
は
真
鰹
節
・
惣
田
節
と
も
に

台
湾
北
部
に
集
中
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
は
真

鰹
節
は
台
湾
北
部
に
、
惣
田
節
は
東
部
・
南
部
に

と
い
う
よ
う
に
、
次
第
に
住
み
分
け
が
行
わ
れ
て

い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

最
後
に
台
湾
の
鰹
節
の
内
地
へ
の
移
出
高
を
表

６
か
ら
確
認
し
て
み
る
。
さ
き
に
検
討
し
た
真
鰹

節
・
惣
田
節
の
生
産
高
と
ほ
ぼ
同
様
、
一
九
二
○

年
代
初
か
ら
一
九
三
○
年
代
前
半
ま
で
が
移
出
高

の
多
か
っ
た
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

生
産
高
と
移
出
高
が
比
例
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、

換
言
す
れ
ば
、
生
産
高
の
増
加
は
そ
の
ま
ま
移
出

高
の
増
加
へ
と
直
結
す
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
日
本
統
治
期
に

お
け
る
台
湾
の
鰹
節
製
造
業
に
関
す
る
分
析
内
容

を
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
日
本
統

治
当
初
の
台
湾
で
は
マ
カ
ツ
オ
を
捕
獲
し
な
い

200,000

700,000

1,200,000

1,700,000

2,200,000

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945

鰹節移出高（斤）
（年）

（斤）

表６　戦前期台湾における鰹節の移出高（斤）
　　　（台湾総督官房統計課編『台湾総督府第十六統計書』など「移出」より作成）
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表５　戦前期台湾各州庁の惣田節の生産高（貫）
　　　（台湾総督官房調査課編『台湾総督府第二十四統計書』など「節類」より作成）
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か
、あ
る
い
は
食
用
の
習
慣
が
な
か
っ
た
。第
二
に
、明
治
三
四
年（
一
九

○
一
）
の
広
島
県
人
に
よ
る
宜
蘭
で
の
鰹
節
製
造
の
成
功
を
は
じ
め
と

し
て
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
○
）
に
は
吉
井
治
藤
太
ら
に
よ
っ
て
基

彭
興
産
合
資
会
社
が
設
立
さ
れ
、
マ
カ
ツ
オ
漁
、
真
鰹
節
製
造
が
開
始

さ
れ
、
後
に
は
台
湾
水
産
株
式
会
社
に
合
併
さ
れ
た
。
こ
の
明
治
四
三

年
は
い
わ
ゆ
る
台
湾
の
鰹
節
製
造
業
元
年
と
さ
れ
る
。
第
三
に
、
大
正

七
年
（
一
九
一
八
）
に
な
る
と
、
鰹
節
の
生
産
高
が
百
万
圓
に
も
達
す

る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
技
術
的
な
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ

た
。
第
四
に
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
は
台
湾
節
は
日
本
内
地
で

も
認
め
ら
れ
る
品
質
を
も
つ
に
い
た
り
、
本
島
水
産
製
造
業
の
覇
者
と

呼
ば
れ
た
。
第
五
に
、
鰹
節
の
販
路
と
し
て
は
、
八
五
％
が
大
阪
・
名

古
屋
な
ど
内
地
へ
と
移
出
さ
れ
、
一
五
％
が
本
島
内

─
台
湾
人
で
は

な
く
在
台
日
本
人
（
内
地
人
）
と
推
定

─
で
消
費
さ
れ
た
。
最
後
に
、

真
鰹
節
・
惣
田
節
と
も
に
一
九
二
○
年
代
初
か
ら
一
九
三
○
年
代
前
半

ま
で
が
生
産
高
・
移
出
高
の
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
前
者
は
台
湾
北
部
の
基

隆
、
後
者
は
東
部
の
花
蓮
・
台
東
を
そ
れ
ぞ
れ
生
産
の
拠
点
と
し
て
い

た
。

　

こ
の
よ
う
に
台
湾
の
鰹
節
製
造
業
は
日
本
か
ら
の
技
術
の
移
転
が
行

わ
れ
て
以
来
、順
調
な
発
展
を
遂
げ
、一
九
三
○
年
代
前
半
ま
で
は
〝
水

産
製
造
業
の
覇
者
〟と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
確
実
な
成
長
を
見
せ
て
い
た
。

し
か
し
次
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
一
九
三
○
年
代
に
入
っ
て
、
ラ
イ

バ
ル
と
し
て
の
南
洋
節
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
内
地
へ
の
移
出

は
次
第
に
不
振
と
な
り
、
表
６
に
見
え
る
と
お
り
、
一
九
三
五
年
以
降
、

移
出
高
は
急
激
な
減
少
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
状

況
に
対
し
て
、
台
湾
節
製
造
業
者
た
ち
は
単
に
手
を
拱
い
て
い
た
だ
け

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
対
策
を
施
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
一
九
三
○
年
代
後
半
以
降
の
台
湾
節
の
動

向
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

新
た
な
鰹
節
販
路
と
し
て
の
台
湾
と
朝
鮮

（
一
）
台
湾
各
地
に
お
け
る
見
本
市
の
開
催

　

前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
○
）
に
本
格
的
に

着
手
さ
れ
た
台
湾
の
鰹
節
製
造
業
は
、
そ
の
後
一
九
二
○
年
か
ら

一
九
三
○
年
代
前
半
に
か
け
て
順
調
な
成
長
を
見
せ
た
が
、
一
九
三
○

年
代
半
ば
に
い
た
る
と
翳
り
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
時
期
は
や

や
下
る
が
、
一
九
四
○
年
の
台
湾
の
鰹
節
製
造
業
に
関
す
る
論
評
を
見

て
み
よ
う
。

本
業
は
明
治
四
十
三
年
基
隆
で
創
業
せ
ら
れ
、
同
四
十
五
年
に
は

台
湾
水
産
、
台
湾
海
陸
産
業
の
両
会
社
、
巨
資
を
投
じ
て
工
場
の

設
備
を
し
、
又
個
人
企
業
者
続
出
し
、
大
正
十
二
年
に
は
年
産
額

二
百
萬
圓
を
突
破
す
る
の
好
況
を
呈
し
た
が
、
其
の
後
一
般
財
界

の
不
況
と
、
加
ふ
る
に
南
洋
産
節
の
進
出
に
よ
り
相
場
著
し
く
下

落
し
、
会
社
組
織
の
も
の
は
何
れ
も
結
果
面
白
か
ら
ず
、
漸
次
個

人
企
業
の
み
と
な
り
今
日
に
至
っ
た
。
主
産
地
は
基
隆
で
全
産
額

の
八
割
を
占
め
、
…
…
昭
和
十
四
年
に
至
り
、
南
洋
産
鰹
節
の
生

産
減
少
に
因
り
、
鰹
節
相
場
好
況
を
示
し
居
る
を
以
て
、
相
当
増

産
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う（

（1
（

。
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明
治
四
三
年
（
一
九
一
○
）
に
基
隆
で
始
ま
っ
た
鰹
節
製
造
業
は
、

明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
に
は
台
湾
水
産
・
台
湾
海
陸
産
業（

11
（

─
北

は
台
湾
水
産
、
南
は
台
湾
海
陸
産
業
と
い
わ
れ
る（

1（
（

─
と
い
う
二
大
株

式
会
社
が
成
立
し
、
大
規
模
な
資
本
投
資
を
行
っ
て
工
場
を
建
設
す
る

と
同
時
に
、個
人
企
業
者
も
多
数
あ
ら
わ
れ
、大
正
一
二
年（
一
九
二
三
）

に
は
空
前
の
好
景
気
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
財

政
界
の
不
況

─
具
体
的
に
は
一
九
二
九
年
に
始
ま
る
世
界
恐
慌
を
さ

し
て
い
る
か

─
と
南
洋
節
の
登
場
に
よ
っ
て
、
相
場
は
著
し
く
下
落

し
、会
社
は
撤
退
、個
人
経
営
の
零
細
企
業
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
鰹
節
製
造
業
の
不
振
が
主
要
な
生
産
地
で
あ
る
基
隆
に
相
当

大
き
な
打
撃
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

財
政
界
の
不
況
と
台
湾
の
鰹
節
製
造
業
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
う

少
し
史
料
を
補
っ
て
お
こ
う
。

本
業
（
鰹
節
製
造
）
は
明
治
四
十
三
年
鰹
漁
業
の
創
始
以
来
、年
々

隆
昌
を
来
し
、
其
の
製
品
も
最
近
に
於
て
は
内
地
優
良
品
に
比
し

殆
ん
ど
遜
色
無
き
程
度
に
向
上
し
、
州
下
製
品
の
九
割
は
内
地
に

移
出
せ
ら
る
。
而
し
て
之
等
鰹
節
の
豊
凶
は
直
ち
に
内
地
産
節
類

相
場
の
高
低
を
左
右
す
る
に
至
れ
り
。
然
れ
共
過
去
数
年
来
の
経

済
界
の
不
況
は
製
品
価
格
の
暴
落
を
余
儀
な
く
し
為
に
基
隆
に
於

け
る
製
造
業
の
経
営
は
益
々
困
難
に
陥
り
た
る
結
果
、
曾
て
十
餘

箇
所
有
り
し
製
造
工
場
も
漸
次
休
業
若
く
は
閉
鎖
す
る
も
の
続
出

し
、
昭
和
八
年
中
は
僅
々
二
工
場
に
減
し
、
九
年
に
入
て
四
工
場

に
復
活
し
居
る
現
状
な
り（

11
（

。

　

内
地
の
鰹
節
と
遜
色
な
い
と
さ
れ
内
地
の
相
場
を
左
右
す
る
な
ど
黄

金
期
を
現
出
し
た
台
湾
節
も
、
価
格
の
暴
落
に
よ
る
工
場
の
休
業
・
閉

鎖
が
相
次
ぎ
、
す
で
に
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
時
点
で
一
〇
個
か

ら
わ
ず
か
二
個
に
ま
で
減
少
し
て
い
た
と
い
う
。『
台
北
州
の
水
産
』

（
一
九
三
五
年
）
の
「
六
、
水
産
団
体
及
関
係
業
者
」
の
鰹
節
製
造
業

者
を
確
認
し
て
み
る
と
、
西
村
鰹
節
工
場
、
吉
井
鰹
節
工
場
、
松
下
鰹

節
工
場
、
鳥
越
鰹
節
工
場
な
ど
日
本
人
に
よ
る
個
人
経
営
の
工
場

─

真
鰹
節
・
惣
田
節
と
も
に
扱
う

─
の
ほ
か
、
潘
鰹
節
工
場
、
呉
鰹
節

工
場
、
林
鰹
節
工
場
と
い
う
「
本
島
人
」
の
個
人
経
営
の
工
場

─
惣

田
節
だ
け
を
扱
う
工
場
が
多
い

─
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の

頃
ま
で
に
は
比
較
的
規
模
の
大
き
な
株
式
会
社
は
撤
退
し
て
い
た
と
考

え
て
よ
か
ろ
う（

11
（

。

　

次
に
台
湾
節
と
南
洋
節
と
の
関
係
を
表
７
か
ら
分
析
し
て
み
た
い
。

こ
の
グ
ラ
フ
は
鰹
節
の
地
域
別
生
産
量
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
圧

倒
的
に
多
い
の
が
北
海
道
か
ら
沖
縄
を
含
む
地
域
と
な
っ
て
い
る
の
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
台
湾
節
と
南
洋

節
の
生
産
量
で
、
両
者
は
一
九
三
○
年
で
ク
ロ
ス
し
つ
つ
ま
っ
た
く
反

対
の
動
向
を
示
し
て
い
る
。
一
九
三
○
年
と
い
え
ば
、
台
湾
節
が
ま
さ

に
下
落
し
始
め
た
と
き
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
一
九
三
○
年
以
降
、
南

洋
節
が
登
場
し
、
内
地
や
台
湾
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
衝

撃
を
受
け
て
台
湾
節
は
次
第
に
販
路
を
失
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
き
に
も
見
た
よ
う
に
、
単
に
南
洋
節
の
登
場
の
み
が
台
湾
節
の

不
振
を
招
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
世
界
恐
慌
を
背
景
と
し
た
台
湾
節
の

価
格
暴
落
も
あ
っ
た
が
、
南
洋
節
と
い
う
ラ
イ
バ
ル
の
出
現
が
台
湾
節

に
少
な
か
ら
ぬ
負
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い（

11
（

。
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か
よ
う
に
し
て
不
振
に
陥
っ
た
台
湾
節
は
い
か
に
苦
境
を
乗
り
越
え

よ
う
と
し
た
の
か
。
特
に
台
湾
節
の
重
要
な
生
産
拠
点
で
あ
っ
た
基
隆

は
何
ら
か
の
対
策
を
採
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
台
湾
の

各
都
市
で
開
催
さ
れ
た
見
本
市
で
あ
る
。
一
九
三
五
年
の
『
台
湾
日
日

新
報
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

基
隆
市
で
は
、
現
在
な
ほ
昨
年
中
の
製
造
に
か
か
る
鰹
節
の
ス

ト
ッ
ク
が
一
千
箱
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
従
来
の
如
く
販
路
を
内

地
の
み
に
求
め
て
い
た
の
で
は
、
種
々
の
事
情
に
よ
り
商
況
の
渋

滞
を
来
す
事
も
止
む
を
得
ぬ
も
の
な
の
で
、
肝
心
の
地
元
台
湾
に

も
っ
と
強
固
な
地
盤
を
築
い
て
お
く
必
要
を
痛
感
し
、
先
づ
ス

ト
ッ
ク
の
ダ
ン
ビ
ン
グ
を
か
ね
て
将
来
の
販
路
を
求
め
る
意
味

で
、
基
隆
最
初
の
試
み
た
る
見
本
市
を
島
内
各
都
市
に
於
て
開
催

す
る
事
に
決
定
し
た
。
即
売
す
べ
く
持
参
す
る
品
は
、
鰹
節
、
各

種
珊
瑚
加
工
品
、
基
隆
帽
子
等
で
、
来
る
二
十
五
日
よ
り
一
週
間
、

井
上
、
山
口
両
係
主
任
が
附
添
ひ
台
北
、
新
竹
、
台
中
、
嘉
義
、

台
南
、
高
雄
、
屏
東
を
巡
回
、
購
買
其
の
他
を
選
ん
で
市
を
開
く

筈
で
、
宣
伝
の
為
一
銭
の
利
益
も
見
て
を
ら
ぬ
が
、
そ
の
結
果
は

注
目
さ
れ
て
い
る（

11
（

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
五
年
当
時
、
台
湾
節
は
す
で
に
多
く

の
ス
ト
ッ
ク
を
抱
え
込
ん
だ
ま
ま
販
路
を
失
っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
鰹

節
の
販
路
を
主
に
内
地
に
求
め
て
き
た
基
隆
市
で
は
、
内
地
の
み
な
ら

ず
、
台
湾
本
島
内
に
も
強
固
な
地
盤
を
築
こ
う
と
し
、
そ
の
第
一
歩
と

し
て
島
内
の
各
都
市
に
お
い
て
見
本
市
を
開
催
し
よ
う
と
計
画
し
た
。

基
隆
市
は
鰹
節
の
ほ
か
、珊
瑚
の
加
工
品（

11
（

、基
隆
帽
子（

11
（

を
携
え
て
、台
北
・

新
竹
・
台

中
・
嘉
義
・

台
南
・
高

雄
・
屏
東
の

各
都
市
を
巡

回
し
即
売
し

よ
う
と
考
え

た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
見
本

市
の
様
子
に

つ
い
て
基
隆

市
が
発
行
し

た
『
基
隆
市

勧
業
協
会
月

報
』
か
ら
記

事
を
拾
っ
て

み
よ
う
。「
見

本
市
即
売
会

状
況
」
と
題

し
た
記
事
の

冒
頭
に
は

「
昭
和
十
年

三
月
二
十
五

日
よ
り
同
月

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942

北海道〜沖縄 台湾 南洋群島
（年）

（トン）

表７　戦前期における鰹節の地域別生産量（トン）
　　　（宮内他（01（より作成）



　戦前期台湾の鰹節と東アジア（林）

（1

三
十
一
日
ま
で
基
隆
市
特
産
品
た
る
鰹
節
、
鰹
塩
辛
、
珊
瑚
加
工
品
及

基
隆
パ
ナ
マ
帽
等
の
宣
伝
を
兼
ね
販
売
拡
張
の
為
島
内
各
地
に
於
て
市

役
所
主
催
見
本
市
即
売
会
を
開
催
し
た
る（

11
（

」
と
あ
っ
て
、
昭
和
一
○
年

（
一
九
三
五
）
三
月
二
五
日
か
ら
三
月
三
一
日
に
か
け
て
、
基
隆
市
が

実
際
に
島
内
各
地
に
お
い
て
特
産
品
の
鰹
節
・
鰹
塩
辛
・
珊
瑚
加
工
品

お
よ
び
基
隆
パ
ナ
マ
帽
の
見
本
市
即
売
会
を
開
催
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
基
隆
市
は
新
た
な
販
路
を
見
出
そ
う
と
、
台
湾
各
地
の
都
市
へ

の
売
り
込
み
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
鰹
節
製
造
業
は
そ

れ
だ
け
内
地
の
需
要
に
頼
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
行
き
詰
ま
り

を
見
せ
る
な
か
で
、
打
開
策
と
し
て
島
内
の
消
費
喚
起
が
試
み
ら
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

同
記
事
は
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

鰹
節
の
如
き
は
従
来
本
市
産
の
優
秀
な
る
も
の
は
之
を
内
地
鰹
節

と
し
、
亀
節
又
は
花
蓮
港
製
の
惣
田
鰹
節
等
を
台
湾
鰹
節
な
り
と

称
し
て
販
売
せ
る
不
良
商
人
の
為
、
一
般
に
本
市
製
鰹
節
の
声
価

を
落
し
居
る
関
係
上
、
台
湾
製
鰹
節
は
上
品
な
る
料
理
に
は
向
か

ず
と
為
し
、
甚
だ
し
き
に
至
り
て
は
、
苦
味
を
帯
び
殊
に
鉋
に
掛

か
ら
ざ
る
劣
等
品
な
り
と
し
て
見
向
か
ざ
る
傾
向
あ
り
た
る
為
、

鰹
節
に
研
き
を
懸
け
、
或
は
二
三
片
宛
削
り
て
試
食
に
供
し
、
大

い
に
宣
伝
に
努
め
た
る
結
果
、
一
般
に
認
識
せ
ら
れ
購
買
者
続
出

し
た
る
為
、
小
売
業
者
の
立
場
を
考
慮
し
、
一
人
一
袋
（
四
本
入
）

限
と
し
て
販
売
し
た
る
に
、
便
を
し
て
購
入
し
た
り
他
よ
り
の
依

頼
品
な
り
と
云
っ
て
二
袋
以
上
の
購
買
者
続
出
せ
り
。
之
に
依
っ

て
観
る
も
、
本
市
鰹
節
の
宣
伝
不
充
分
な
を
知
る
べ
く
、
今
後
宣

伝
販
売
に
努
め
れ
ば
、
一
層
の
声
価
を
高
む
る
と
共
に
、
販
路
の

拡
張
も
亦
容
易
な
る
事
と
思
料
せ
ら
る（

11
（

。

　

こ
こ
で
は
鰹
節
の
み
に
紙
幅
を
割
い
て
詳
細
な
状
況
を
報
告
し
て
い

る
。
最
初
に
台
湾
鰹
節
が
不
当
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
す
な
わ
ち
本
市
基
隆
産
の
鰹
節
の
優
良
な
も
の
は
不
良
商
人
に

よ
っ
て
偽
っ
て
「
内
地
鰹
節
」
と
し
て
内
地
に
出
回
り
、
小
型
の
亀
節

や
花
蓮
港
製
の
惣
田
節
な
ど
が
台
湾
節
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
た
た

め
、
本
市
鰹
節
は
正
当
な
評
価
を
得
ら
れ
ず
、
上
品
な
料
理
に
は
向
か

な
い
苦
み
を
帯
び
た
劣
等
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し

た
現
状
を
打
破
す
べ
く
、
基
隆
市
が
実
際
に
台
湾
節
を
削
っ
て
参
加
者

の
試
食
に
供
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
好
評
を
博
し
、
購
買
者
が
殺
到
し

た
と
い
う
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
こ
れ
ま
で
基
隆
市
に
よ
る
鰹
節
の
本

島
へ
の
宣
伝
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
今
後
一
層
の
宣
伝
・

販
売
に
努
め
、
販
路
を
拡
大
し
た
い
と
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
見
本
市
即
売
会
で
は
基
隆
市
の
特
産
品
で
あ
る
鰹
節
な
ど
が
宣

伝
・
販
売
さ
れ
、
鰹
節
の
試
食
・
即
売
を
行
っ
た
結
果
、
大
い
に
成
功

し
た
よ
う
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
と
き
の
購
買
者
層
が
ど
の
よ
う
な
人

た
ち
で
あ
っ
た
か
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
直
接
的
な
記
載
は
な
い
。

当
然
に
在
台
日
本
人
（
内
地
人
）
を
主
要
な
対
象
と
し
て
開
催
さ
れ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
一
方
で
「
本
島
人
」
の
来
場
も
十
分
に
想
像

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
「
本
島
人
」
の
な
か
に
も
都
市
部

を
中
心
に
〝
日
本
人
ら
し
い
生
活
様
式
〟
を
受
容
す
る
層
も
登
場
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
こ
で
こ
の
た
び
の
見
本
市
の
日
程
と
開
催
地
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う



（（

（
表
８
）。
三
月
二
六
日
に
台
湾
最
南

端
の
都
市
・
屏
東
か
ら
始
ま
っ
た
見

本
市
は
、
そ
の
後
、
高
雄
、
台
南
、

嘉
義
、
台
中
の
順
で
開
催
さ
れ
て

い
っ
た
。
こ
の
見
本
市
で
目
を
引
く

の
は
在
台
日
本
人
（
内
地
人
）
が
集

中
し
て
い
た
大
都
市
・
台
北
で
な
く
、

南
部
の
諸
都
市
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て

い
る
点
で
あ
る
（
表
９
）。
表
の
よ

う
に
在
台
日
本
人
（
内
地
人
）
の
多

く
は
台
北
に
集
中
し
て
お
り
、
高

雄
・
台
南
・
台
中
の
諸
都
市
は
こ
れ

に
比
較
し
て
相
対
的
に
少
な
い
人
数

に
止
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状

況
の
も
と
、
基
隆
市
が
あ
え
て
南
部

諸
都
市
へ
の
売
り
込
み
を
図
っ
た
こ

と
は
、
見
本
市
が
「
本
島
人
」
を
も

視
野
に
入
れ
て
開
催
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
筆
者
の
推
測
を

傍
証
す
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
見
本
市
即
売
会
の
主
要
な
開

催
場
所
は
市
公
会
堂
や
商
品
陳
列
館

な
ど
比
較
的
大
き
な
公
共
施
設
が
選

ば
れ
て
い
た
。
基
隆
市
の
力
の
入
れ

表８　1935年３月、台湾各都市で行った基隆市主催の見本市
　　　（基隆市勧業協会編『基隆市勧業協会月報（昭和十年六月号）』１号、1（（（年より作成）

日程 開催地 会場 即売高（円）

３月（（日
（（：（0a.m.
～（：00p.m）

屏東 第一部　屏東市公会堂
第二部　 屏東市台湾製糖会社構内

珊瑚加工品 　（（点 （1.00
鰹節 　（（袋（１袋４本入） 10（.（（
セル引紙製帽子 　１個 1.（0
 　合計 1（0.（（

３月（（日
（（：（0a.m.
～（：00p.m）

高雄 第一部　 高雄市役所構内露天
第二部　 高雄州商品陳列館

珊瑚加工品 　1（点 （（.（0
鰹塩辛 　11本（２合壜入） （.（0
鰹節（品切れの為） 　１袋 1.（0
 合計 （（.（0

３月（（日
（（：（0a.m.
～（：00p.m）

台南 台南市公会堂

珊瑚加工品 　（（点 （0.（（
鰹節 　1（袋 1（.0（
セル引紙製帽子 　１個 1.（0
鰹節 　10貫〆
 　（台南州購買組合納め）

（0.00

 　合計 1（（.1（

３月（（日
（（：00a.m.
～（：10p.m）

嘉義 嘉義市公会堂

珊瑚加工品 　（0点 （（.（0
鰹節 　４袋 （.（（
セル引紙製帽子 　１個 1.（0
 　合計 （（.（（

３月（0日
（（：00a.m.
～（：00p.m）
（月（1日

（（：00a.m.
～（：（0p.m）

台中 台中州商品陳列館

珊瑚加工品 　（（点 （（.（0
鰹節 　（（袋 （（.（1
基隆バナマ帽子 　３個 （（.00
セル引紙製帽子 　１個 1.（0
 合計 （（.01



　戦前期台湾の鰹節と東アジア（林）

（（

方
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
鰹
節
が
か
な
り
の
好
評
を
博

し
た
こ
と
は
、
屏
東
で
予
想
以
上
に
売
れ
ゆ
き
が
よ
く
、
高
雄
で
品
切

れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
四
本
一
袋
の
鰹
節

が
全
部
で
一
二
○
袋（
四
八
○
本
）以
上
売
れ
る
ほ
ど
の
盛
況
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
鰹
節
の
価
格
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
表
８

の
屏
東
の
鰹
節
の
売
り
上
げ
か
ら
単
純
に
換
算
す
れ
ば
、
一
袋
（
四
本

入
り
）は
約
一
円
四
十
二
銭（
一
本
あ
た
り
約
三
十
七
銭
）に
値
す
る
。

で
は
一
円
四
十
二
銭
は
い
っ
た
い
ど
の
ぐ
ら
い
の
金
額
な
の
か
。
表
８

と
同
一
史
料
中
に
見
え
る
基
隆
の
「
日
用
品
小
売
物
価
」
と
比
較
し
て

み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
高
野
豆
腐
一
丁
二
銭
、
馬
鈴
薯
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
銭
、
豚
肉
ロ
ー
ス
百
グ
ラ
ム
九
銭
、
牛
肉
ロ
ー
ス
百
グ
ラ
ム
十
四
銭
、

亀
甲
万
醤
油
二
リ
ッ
ト
ル
入
り
六
十
五
銭
、
味
噌
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
十
六

銭
、
味
の
素
一
缶
六
〇
銭
、
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
一
本
四
十
二
銭
と
な
っ
て

い
る（

1（
（

。
さ
ら
に
一
九
三
〇
年
代
の
賃
金
に
つ
い
て
も
見
て
み
る
と
、
基

隆
港
荷
役
の
艀
夫
の
日
給
一
円
二
、三
〇
銭
〜
二
円（

11
（

、
高
雄
造
船
工
の

日
給
約
三
円
三
○
銭（

11
（

、
製
糖
工
場
の
臨
時
職
工
の
日
給
三
十
七
銭
と
あ

る（
11
（

。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
一
袋
で
一
円
四
十
二
銭

─
仮

に
一
本
三
十
七
銭
で
購
買
し
た
と
し
て
も

─
の
鰹
節
と
い
う
調
味
料

は
、
日
雇
い
な
ど
で
暮
ら
し
て
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
、
決
し
て
求
め

や
す
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。ま
た
単
純
に
価
格
の
問
題
だ
け
で
な
く
、

高
い
金
額
を
支
払
っ
て
ま
で
も
台
湾
人
が
鰹
節
の
だ
し
を
美
味
い
と

思
っ
て
買
い
求
め
る
か
と
い
う
と
か
な
り
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
日
本
食
を
口
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
上
流
階
層

に
属
す
る
一
握
り
の
台
湾
人
が
対
象
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

120,009

14,365
33,976 43,549 34,826

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

台北州 新竹州 台中州 台南州 高雄州

（人）

表９　1935年末台湾各州における内地人の人口数
　　　（台湾総督府調査課編『台湾常住戸口総数』「州・庁別戸数及人数」1（（（年より作成）



（（

　

こ
の
見
本
市
の
成
功
に
つ
い
て
は
『
台
湾
日
日
新
報
』
も
報
道
し
て

い
る
。基

隆
市
の
勧
業
課
は
全
島
に
お
い
て
巡
回
見
本
市
を
主
催
し
た
。

…
…
そ
の
成
績
は
意
外
に
良
好
で
あ
っ
た
。
最
も
力
を
注
い
だ
鰹

節
は
、今
ま
で
内
地
節
と
思
わ
れ
て
い
た
の
が
基
隆
産
と
わ
か
り
、

こ
こ
に
基
隆
節
の
真
価
を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
見
本
市
に

持
っ
て
い
っ
た
三
箱
の
基
隆
節
は
、小
売
業
者
の
立
場
を
考
慮
し
、

一
般
人
に
は
僅
か
に
一
袋
限
り
と
し
た
が
、
瞬
く
間
に
売
り
切
れ

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
本
島
内
の
商
人
と
の
売
買
の
新
契
約
は
、
い

く
つ
も
結
ぶ
な
ど
好
成
績
を
挙
げ
た
。
今
ま
で
ス
ト
ッ
ク
に
苦
し

ん
で
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
販
路
が
開
拓
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
市
の
勧
業
課
は
こ
れ
に
よ
っ
て
大
い
に
力
を
得
、
一
層
宣
伝

を
加
え
る
予
定
で
あ
る
と
云
う（

11
（

。

　
『
台
湾
日
日
新
報
』
で
も
基
隆
市
が
最
も
尽
力
し
た
鰹
節
の
即
売
が

大
成
功
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
れ
ま
で
内
地
節
と
宣
伝
さ
れ
て

い
た
も
の
が
実
は
基
隆
節
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
真
価
が
認

め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
台
湾
節
の
な
か
で
も
基
隆
産
の
マ
カ
ツ

オ
を
使
っ
た
基
隆
節
が
自
ら
の
ブ
ラ
ン
ド
を
主
張
し
、
新
た
な
販
路
の

開
拓
に
挑
戦
し
始
め
た
一
大
転
機
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
に
気
を
よ
く
し
た
基
隆
市
は
、
翌
年
の
昭
和
一
一
年

（
一
九
三
六
）
三
月
二
日
か
ら
三
月
一
五
日
ま
で
「
基
隆
市
特
産
た
る

珊
瑚
加
工
品
、
鰹
節
、
塩
辛
、
か
ま
ぼ
こ
等
の
宣
伝
を
兼
ね
、
販
路
拡

張
の
為
各
地
に
於
て
本
会
主
催
市
役
所
後
援
の
許
に
見
本
市
即
売
会
を

開
催
し
た（

11
（

」。
こ
の
と
き
は
悪
天
候
の
た
め
、
前
年
ほ
ど
の
成
果
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
基
隆
市
は
一
定
の
手
応
え
を
掴
ん
で
い
た
。

〔
本
年
は
〕
以
上
の
如
き
成
績
に
て
前
年
に
比
較
す
る
時
は
、
割

合
よ
り
見
る
と
き
は
漸
増
を
示
し
て
い
ま
す
。
屏
東
、
高
雄
、
台

南
等
は
十
六
年
振
り
と
か
の
厳
寒
に
加
へ
、
連
日
雨
の
為
め
、
客

足
少
な
く
豫
想
外
に
感
じ
ま
し
た
。
食
料
品
の
鰹
節
、
塩
辛
、
か

ま
ぼ
こ
等
は
各
地
に
於
て
非
常
な
る
好
評
を
以
て
連
日
共
売
切
れ

の
有
様
で
し
た
。
今
後
一
層
の
宣
伝
努
力
せ
ば
一
層
の
成
績
を
得

る
も
の
と
思
は
れ
ま
す（

11
（

。

　

こ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
食
料
品
と
し
て
は
塩
辛
や
か
ま
ぼ
こ
な
ど
と

並
ん
で
、
鰹
節
が
大
好
評
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
と

き
の
日
程
と
売
り
上
げ
を
ま
と
め
て
み
る
と（
表
10
）、前
年
と
同
じ
く
、

最
南
端
の
屏
東
か
ら
始
め
ら
れ
、
高
雄
、
台
南
、
嘉
義
、
虎
尾
街
（
台

南
州
）、
台
中
、
新
竹
の
順
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
新
た
に
虎
尾
街
と

新
竹
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
諸
都
市
の
う
ち
屏
東
・
嘉
義
・
虎
尾
街
・

台
中
の
四
都
市
に
つ
い
て
実
際
の
鰹
節
の
販
売
実
績
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
な
ぜ
高
雄
・
台
南
・
新
竹
の
三
都
市
で
は
鰹
節
の
売
り
上
げ
が
な

い
の
か
。
詳
細
は
判
明
し
な
い
が
、
筆
者
の
推
測
で
は
、
屏
東
で
相
当

の
販
売
数
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
売
り
切
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
、
嘉
義

で
取
り
寄
せ
て
再
度
販
売
し
た
も
の
の
、
再
び
台
中
で
売
り
切
れ
、
そ

の
結
果
と
し
て
高
雄
等
の
三
都
市
で
は
販
売
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
販
売
し
た
が
売
れ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
今
回
の
開
催
場
所
と
し
て
は
公
会
堂
や
市
民
館
だ
け
で
な
く
、

百
貨
店
が
含
ま
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
特
に
林
百
貨
店
は
山
口
県
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の
林
方
一
が
一
九
三
二

年
に
創
立
し
た
も
の

で
、
台
北
の
菊
元
百
貨

店
と
並
ぶ
「
南
北
二
大

百
貨
ビ
ル
」
と
呼
ば
れ

た
。
当
時
台
南
で
は
唯

一
近
代
的
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
を
備
え
た
立
派
な

建
築
物
で
あ
っ
た
が

一
九
四
五
年
に
閉
業
し

た
。
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま

な
用
途
に
転
用
さ
れ
た

が
、
二
○
一
四
年
に
は

特
産
品
販
売
施
設
「
林

百
貨
」
と
し
て
再
生
し

て
い
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
な

当
時
最
先
端
の
近
代
的

な
百
貨
店
で
鰹
節
の
見

本
市
即
売
会
が
開
催
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

基
隆
市
の
力
の
入
れ
方

を
見
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。

表10　1936年３月、台湾各都市で行った基隆市主催の見本市
　　  　（基隆市勧業協会編『基隆市勧業協会月報（昭和十一年三月号）』９号、1（（（年より作成）

日程 開催地 会場 即売高（円）

３月
　２・３日

屏東市 屏東市公会堂

珊瑚加工品
鰹節
塩辛
蒲鉾
 　合計

11（.1（
（1.（（
1（.（（
1（.（（

1（（.（1

３月
　４・５日

高雄市 高雄市大通南報商事社隣

珊瑚
塩辛
蒲鉾
 　合計

（0.（（
1.（0

1（.（0
（（.0（

３月
　６・７日

台南市 台南林百貨店三階

珊瑚
塩辛
蒲鉾
 　合計

1（（.1（
（.（0

11.（（
（0（.（0

３月
　８・９日

嘉義市 嘉義大通岩淵歯科医院隣

珊瑚
鰹節
塩辛
蒲鉾
 　合計

1（（.（0
（.1（
（.（0
（.0（

（1（.（1

３月
　10・11日

虎尾街 虎尾公会堂

珊瑚
鰹節
塩辛
 　合計

（0（.（（
1（.（（
（.（0

（1（.（（

３月
　1（・1（日

台中市 台中市民館

珊瑚
鰹節
塩辛
蒲鉾
 　合計

（（（.（0
1（.0（
1（.（0
（.（0

（（0.（（

３月
　1（・1（日

新竹市 新竹市公会堂

珊瑚
塩辛
蒲鉾
 　合計
 　累計

（（（.（0
1（.（0
（.0（

（0（.（（
1,（（（.（（
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（
二
）
朝
鮮
各
地
に
お
け
る
見
本
市
の
開
催

　

こ
う
し
て
二
年
連
続
で
台
湾
島
内
に
お
い
て
見
本
市
即
売
会
を
開
催

し
、
一
定
の
成
功
を
収
め
た
基
隆
市
は
、
さ
ら
な
る
鰹
節
の
販
路
開
拓

に
乗
り
出
し
て
い
く
。
そ
れ
は
台
湾
と
同
じ
く
日
本
の
植
民
地
と
な
っ

て
い
た
朝
鮮
で
あ
っ
た
。『
台
湾
日
日
新
報
』
で
は
こ
の
基
隆
市
に
よ

る
朝
鮮
へ
の
特
産
品
販
売
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

基
隆
市
で
は
、
昨
年
よ
り
本
島
各
地
で
基
隆
物
産
の
見
本
市
を
開

催
、
非
常
な
好
成
績
を
挙
げ
た
が
、
更
に
一
歩
を
す
す
め
て
朝
鮮

迄
進
出
す
る
事
と
な
り
、
来
る
九
日
出
港
便
船
で
市
勧
業
課
山
口

商
工
係
主
任
を
指
揮
と
し
て
市
内
商
人
六
名
一
団
と
な
り
、
鰹

節
・
珊
瑚
其
他
特
産
物
を
携
へ
て
出
発
す
る
。
京
城
は
じ
め
朝
鮮

六
ヶ
所
で
見
本
市
を
開
催
本
月
末
帰
還
の
豫
定
で
あ
る（

11
（

。

　

台
湾
島
内
で
の
成
功
に
気
を
よ
く
し
た
基
隆
市
は
、
昭
和
一
一
年

（
一
九
三
六
）
に
台
湾
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
に
ま
で
進
出
す
る
こ
と
を
決

定
し
、
市
勧
業
課
の
山
口
商
工
係
主
任
を
は
じ
め
と
す
る
一
団
を
派
遣

し
、
鰹
節
・
珊
瑚
な
ど
携
帯
さ
せ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
鰹
節
に
着
目

す
れ
ば
、
内
地
向
け
の
移
出
一
辺
倒
か
ら
台
湾
本
島
内
に
お
け
る
消
費

へ
、
さ
ら
に
は
多
く
の
日
本
人
が
進
出
し
て
い
た
朝
鮮
へ
と
販
路
の
空

間
的
拡
大
が
め
ざ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
た
だ
ち
に
面

的
な
空
間
の
拡
大
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
日
本
人
の
集
住

す
る
大
都
市
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
で

も
台
湾
に
関
す
る
検
討
の
な
か
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
朝
鮮
に
お
い
て

も
都
市
に
住
む
現
地
の
人
び
と
が
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
具
体
的
な
都
市
と
し
て
は
、
京
城
（
ソ

ウ
ル
）
を
は
じ
め
と
す
る
六
ヶ
所
と
さ
れ
て
い
る
が
、
別
の
史
料
か
ら

補
う
と
、
他
に
平
壌
（
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
）、
大
邱
（
デ
グ
）
が
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
が
判
明
す
る（

11
（

。

　

こ
う
し
た
朝
鮮
に
お
け
る
見
本
市
の
開
催
に
つ
い
て
は
、『
台
湾
水

産
雑
誌
』
の
な
か
で
も
「
五
月
九
日
出
帆
の
定
期
船
で
同
市
役
所
の
山

口
商
工
主
任
外
実
業
家
一
団
と
な
り
朝
鮮
の
都
市
六
箇
所
で
鰹
節
、
塩

辛
、
珊
瑚
等
の
見
本
市
を
開
始
し
た（

1（
（

」
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
基
隆
市

に
よ
る
朝
鮮
進
出
は
台
湾
の
水
産
業
界
で
大
い
に
注
目
を
集
め
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
台
湾
と
朝
鮮
と
の
あ
い

だ
に
定
期
船
が
す
で
に
開
設
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
大
正

元
年
（
一
九
一
二
）
ま
で
に
開
設
さ
れ
た
、打
狗
（
高
雄
）
─
天
津
（
大

連
に
も
寄
港
）
を
結
ぶ
北
支
那
線
は（

11
（

、大
正
九
年
（
一
九
二
○
）
に
は
、

往
路
は
打
狗
（
高
雄
）・
基
隆
・
福
州
・
上
海
・
青
島
・
天
津
、
復
路

は
大
連
・
青
島
・
上
海
・
福
州
・
基
隆
・
打
狗
と
寄
港
す
る
よ
う
に
な

り（
11
（

、
さ
ら
に
昭
和
元
年
（
一
九
二
六
）
に
高
雄
天
津
線
と
改
称
さ
れ
、

新
た
に
高
雄
大
連
線
が
開
設
さ
れ
た
。
後
者
は
昭
和
三
年（
一
九
二
八
）

に
は
台
湾
朝
鮮
満
州
線
、
昭
和
一
○
年
（
一
九
三
五
）
に
は
高
雄
仁
川

線
と
改
称
さ
れ
た
。
こ
の
高
雄
仁
川
線
は
、
往
路
は
高
雄
・
基
隆
・
大

連
・
鎮
南
浦
・
仁
川
、
復
路
は
仁
川
・
大
連
・
基
隆
・
高
雄
に
そ
れ
ぞ

れ
寄
港
し
て
い
る（

11
（

。
こ
う
し
た
台
湾
の
基
隆
と
朝
鮮
の
鎮
南
浦
・
仁
川

を
結
ぶ
航
路
の
開
拓
が
あ
っ
て
こ
そ
、
基
隆
産
の
鰹
節
な
ど
が
朝
鮮
へ

と
搬
運
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　

こ
の
よ
う
に
台
湾
節
は
内
地
向
け
の
移
出
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
な
か
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で
、
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
に
い
た
っ
て
台
湾
本
島
や
朝
鮮
で
の

販
売
が
め
ざ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
で
は
、
台
湾
節
の
販
路
は

そ
も
そ
も
内
地
あ
る
い
は
台
湾
・
朝
鮮
と
い
っ
た
い
わ
ば
〝
日
本
〟
内

部
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
台
湾
節
の
空
間
的
広
が

り
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
量
の
多
寡
は
と
も
か
く
、
全
体

像
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
貿
易
統
計
か
ら
確
認
し

て
み
た
い
（
表
11
）。
台
湾
総
督
府
に
よ
る
貿
易
統
計
を
見
る
か
ぎ
り
、

台
湾
節
の
海
外
へ
の
輸
出
は
明
治
四
○
年（
一
九
○
七
）に
始
ま
っ
た
。

前
章
で
も
検
討
し
た
と
お
り
、
台
湾
に
お
け
る
真
鰹
節
生
産
の
本
格
的

な
始
ま
り
は
明
治
四
三
年
（
一
九
一
○
年
）
で
あ
る
か
ら
、
輸
出
開
始

時
の
台
湾
節
は
真
鰹
節
で
は
な
く
惣
田
節

─
本
稿
の
冒
頭
に
記
し
た

よ
う
に
明
治
三
七
年
（
一
九
○
四
）
に
生
産
を
開
始
し
た

─
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
昭
和
一
○
年
（
一
九
三
五
）
ま
で
は
四
〇
〇
〇
斤

程
度
で
推
移
し
て
い
た
が
、
昭
和
一
一
年
以
降
に
な
る
と
一
万
斤
を
超

え
る
ほ
ど
に
ま
で
増
加
し
て
い
く
。
た
だ
し
輸
出
高
に
つ
い
て
は
、
前

掲
表
６
と
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
微
々
た
る
量
で

あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
貿
易
統
計
は
台
湾
か
ら
の
鰹
節
の
輸
出
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
内
地
節
の
中
継
貿
易
に
す
ぎ
ず
、
台
湾
産
の

鰹
節
い
わ
ば
台
湾
節
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
も
あ
ろ

う
。
し
か
し
「
右
表
中
鰹
節
最
近
輸
出
ノ
大
部
分
及
鱶
鰭
、
石
花
菜
ノ

全
部
ハ
本
島
ニ
於
ケ
ル
生
産
ニ
シ
テ（

11
（

」「
右
の
内
鮮
魚
介
、
カ
ツ
ヲ
節

を
除
く
外
は
全
部
内
地
生
産
品
で
仲
継
品
に
属
し（

11
（

」「
本
島
生
産
品
に

し
て
海
外
に
輸
出
せ
ら
る
る
も
の
は
鮮
魚
介
、
フ
カ
ヒ
レ
、
カ
ツ
ヲ
節

等
の
数
種
に
過
ぎ
な
い（

11
（

」
と
の
説
明
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
台
湾
か

ら
輸
出
さ
れ
た
鰹
節
は
本
島
産
の
台
湾
節
と
断
定
し
て
よ
い
。

　

こ
の
台
湾
節
の
主
な
輸
出
先
に
つ
い
て
統
計
を
追
っ
て
み
る
と
（
表

1（
）、
中
華
民
国
が
最
も
安
定
し
た
仕
向
地
と
な
っ
て
お
り
、
昭
和
七

年
（
一
九
三
二
）
以
降
に
な
る
と
、
基
隆
─
大
連
間
に
直
航
便
が
開
設

さ
れ
た
結
果
、
関
東
州
へ
の
輸
出
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る（

11
（

。

ま
た
香
港
も
わ
ず
か
な
が
ら
輸
入
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
継
貿
易
の

可
能
性
も
あ
り
、
最
終
的
な
仕
向
地
で
あ
っ
た
か
否
か
は
即
断
で
き
な

い
。
さ
ら
に
中
華
民
国
内
の
輸
出
先
の
詳
細
に
つ
い
て
も
補
っ
て
お
く

と
、
天
津
が
最
も
多
く
、
廈
門
・
汕
頭
・
福
州
・
上
海
な
ど
が
そ
れ
に

次
い
で
い
る（

11
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
も
最
終
的
な
仕
向
地
か
否
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
日
本
人
が
多
数
居
住
し
、
台
湾
か
ら
も
距
離
的
に
近
い

東
南
沿
海
部
の
諸
都
市
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
関

東
州
の
数
値
は
大
連
向
け
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

最
終
的
な
仕
向
地
が
必
ず
し
も
関
東
州
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
と
り

わ
け
昭
和
七
年
以
降
の
急
増
は
満
州
国
の
成
立
や
開
拓
民
の
移
住
に
伴

う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
論
じ
来
た
る
と
、
台
湾
節
は
最
初
か
ら
内
地
向
け
一
本

槍
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
台
湾
の
対
岸
に
あ
る
中
華
民
国
の
東
南
沿

海
部
、
あ
る
い
は
関
東
州
、
さ
ら
に
は
満
州
へ
も
輸
出
さ
れ
て
お
り
、

空
間
的
に
は
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
東
・
北
東
ア
ジ
ア
の
各
地
に
拡

が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
主
に
海
外
に
移
住

す
る
日
本
人
向
け
に
〝
ふ
る
さ
と
の
味
〟
を
提
供
す
る
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
中
華
民
国
・
関
東
州
・
香
港
の
現
地
の
人
び
と
に
よ
っ
て
消



（（

費
さ
れ
た
と
は

考
え
に
く
い
。

日
本
人
の
海
外

移
住
に
追
従
す

る
か
た
ち
で
鰹

節
の
輸
出
も
展

開
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
か
か

る
点
か
ら
す
れ

ば
、
本
稿
で
検

討
し
た
台
湾
本

島
や
朝
鮮
へ
の

台
湾
節
の
販
路

の
拡
大
（〝
日

本
〟
内
部
に
お

け
る
移
出
）は
、

日
本
人
だ
け
で

な
く
現
地
の
人

び
と
の
消
費
を

も
視
野
に
入
れ

た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
、
台
湾

節
ブ
ラ
ン
ド
が

内
地
節
に
対
抗

で
き
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
売
り
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
新
し
く
、

か
つ
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
現
象
な
の
で
あ
ろ
う
。

三　
『
台
湾
日
日
新
報
』
に
見
え
る
〝
家
庭
の
鰹
節
〟

　

本
章
で
は
、
最
後
に
『
台
湾
日
日
新
報
』
か
ら
鰹
節
と
食
生
活
に
関

わ
る
記
事
を
拾
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
〝
家
庭
の
鰹
節
〟
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。
周
知
の
と
お
り
、『
台
湾
日
日
新
報
』
は
一
八
九
八
年
に
創

表12　戦前期台湾鰹節の主な輸出先（斤）
　� � 　 （台湾総督府殖産局編『本島ニ於ケル海産物（生産、

輸・移出入）』、pp.（（（-（（（、1（1（年、中津他1（（（、
pp.（（-（（より作成）

中華民国 香港 関東州 蘭領東印度

1（10年 111

1（11 1（（

1（1（ 1,0（0 1,（（（

1（（（ （,1（1 1（（

1（（（ （1（ 101 100

1（（（ 1（（

1（（（ 1（（

1（（0 （（1 （0

1（（1 （1 1

1（（（ （（ 1,（0（

1（（（ （ 1,（01

1（（（ （00 （（ （,（1（

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1907 1912 1917 1922 1927 1932 1937 1942

輸出高（斤）
（年）

（斤）

表11　戦前期台湾における鰹節の輸出高の推移（斤）
　� � 　 （台湾総督府殖産局編『本島ニ於ケル海産物（生産、輸・移出入）』1（1（年、pp.（（（-（（（、

台湾総督官房統計課編『台湾総督府第十四統計書』「輸出品」などより作成）
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刊
さ
れ
た
官
報
で
あ
る
が
、
日
本
統
治
下
の
台
湾
で
最
も
購
読
者
層
の

多
い
新
聞
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
人
の
目
に
留
ま
る
機
会
が
比
較

的
多
か
っ
た
『
台
湾
日
日
新
報
』
の
な
か
で
、
鰹
節
が
ど
の
よ
う
に
紹

介
さ
れ
た
か
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
紙
に
掲
載
さ

れ
た
鰹
節
関
連
の
記
事
を
整
理
し
て
み
よ
う
（
表
1（
）。

　

表
に
見
え
る
記
事
は
、

最
初
の
明
治
三
六
年（
一
九

○
三
）
一
○
月
七
日
の
突

出
し
て
早
い
時
期
の
も
の

を
除
け
ば
、
他
は
す
べ
て

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）

以
降
の
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
さ
き
に
検
討
し
た
よ

う
に
、
台
湾
節
の
販
路
拡

大
を
図
る
よ
う
に
な
る
前

後
に
あ
た
っ
て
お
り
、
台

湾
本
島
内
に
お
け
る
鰹
節

の
宣
伝
・
普
及
・
消
費
を

ね
ら
っ
た
も
の
と
し
て
注

目
に
値
す
る
。

　

こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の

記
事
を
紹
介
・
検
討
し
て

み
よ
う
。
た
と
え
ば
、「
鰹

節
と
醤
油
の
使
ひ
方
」
に

は
「
煮
出
汁
を
美
味
し
く
作
る
に
は
、
鰹
節
の
良
質
を
選
ん
で
用
い
る

こ
と
が
第
一
で
す
が
、
良
い
鰹
節
を
使
っ
て
も
削
り
方
が
悪
い
と
味
が

非
常
に
違
ひ
ま
す
。
こ
ま
か
く
こ
な
ご
な
に
削
っ
て
は
悪
く
、
鉋
を
常

に
よ
く
磨
い
て
お
い
て
、
軽
く
、
薄
く
削
る
の
が
最
も
よ
い
の
で
す
。

惣
菜
用
に
は
亀
節
、
上
等
料
理
に
は
伊
豆
の
小
節
が
適
し
ま
す（
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」
と
あ

り
、「
煮
出
汁
」
の
取
り
方
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も

鰹
節
の
だ
し
を
よ
く
知
ら
な
い
人
に
解
説
す
る
か
の
よ
う
な
書
き
方
に

な
っ
て
い
る
。
末
尾
に
は
、家
庭
の
惣
菜
用
に
は
台
湾
の
亀
節
を
用
い
、

風
味
に
こ
だ
わ
る
上
等
な
料
理
を
作
る
と
き
に
は
内
地
は
伊
豆
の
小
節

を
使
う
の
が
よ
い
と
記
し
て
お
り
、
上
等
な
料
理
＝
内
地
節
を
、
家
庭

料
理
＝
台
湾
産
の
鰹
節
と
い
う
図
式
を
推
奨
し
て
い
る
。

　

ま
た「
家
庭
と
婦
人　

鰹
節
の
良
否
は
？　

形
の
割
に
重
い
も
の
を
」

に
は
「
お
正
月
を
控
へ
て
鰹
節
の
売
行
も
い
い
や
う
で
す
。
鰹
節
は
ど

ん
な
の
が
一
番
上
等
か
と
申
し
ま
す
と
、
形
が
正
し
く
、
大
き
さ
の
割

合
に
目
方
が
重
い
も
の
が
よ
ろ
し
い
。不
恰
好
で
持
っ
た
感
じ
が
軽
く
、

二
本
か
ち
合
わ
せ
た
時
、
冴
え
た
音
が
す
る
品
な
ら
ば
い
い
が
、
音
の

冴
え
な
い
も
の
は
上
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
番
よ
く
煮
出
汁
が
出
る

の
は
伊
豆
の
小
節
の
二
十
五
匁
か
ら
三
十
匁
が
上
等
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
特
別
の
場
合
で
、
一
般
家
庭
用
と
し
て
は
、
疵
節
と
称
へ

て
上
物
に
カ
ケ
疵
が
つ
い
た
り
し
て
い
る
も
の
を
安
く
売
っ
て
い
る
問

屋
や
大
店
が
あ
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
店
で
徳
用
の
節
を
買
う
の
が
よ
ろ

し
い
で
せ
う（

1（
（

」
と
あ
っ
て
、
台
湾
で
も
お
正
月
を
控
え
て
鰹
節
の
売
れ

行
き
が
よ
い
こ
と
を
報
道
す
る
と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
な
鰹
節
が
上
物

な
の
か
を
読
者
に
教
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

表13　『台湾日日新報』に見える鰹節と食生活に関する記事
記事の題名

1（0（.10.0（ 「鰹節の使用法」
1（（（.01.1（ 「水洗ひは禁物　鰹節のけづり方の上手下手でムダが出る」
1（（（.0（.0（ 「家庭と婦人　御存知ですか　鰹節と醤油の使ひ方」
1（（（.0（.0（ 「覚えて重宝　鰹節より白胡麻がよい」
1（（（.1（.1（ 「家庭と婦人　鰹節の良否は？　形の割に重いものを」
1（（（.01.0（ 「家庭と婦人　御存知ですか　鰹節について」
1（（（.0（.0（ 「硬過ぎる鰹節の上手な削り方」
1（（0.01.11 「湯豆腐のコツ　鰹節」
1（（0.0（.0（ 「鰹節の保存法」
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他
に
も
「
鰹
節
の
使
用
法
」「
水
洗
ひ
は
禁
物　

鰹
節
の
け
づ
り
方

の
上
手
下
手
で
ム
ダ
が
出
る
」、「
鰹
節
の
保
存
法
」
な
ど
、
標
題
か
ら

見
て
も
、
明
ら
か
に
鰹
節
の
宣
伝
・
普
及
を
ね
ら
い
、
鰹
節
の
使
い
方

や
保
存
法
を
教
授
す
る
記
事
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
台
湾
で
の
こ
れ

か
ら
の
鰹
節
の
需
要
を
喚
起
し
、
普
及
の
段
階
で
実
際
に
ぶ
つ
か
る
具

体
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
て
解
説
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
記
事
を
集
め
れ
ば
、
あ
た
か
も
鰹
節
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
で
き
そ

う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
事
群
の
登
場
は
、
高
級
品
と
し
て
一
般
庶

民
に
受
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
鰹
節
が
、
価
格
の
低
落
、
積
極
的
な
宣

伝
も
あ
っ
て
次
第
に
在
台
日
本
人
（
内
地
人
）
を
中
心
と
し
た
一
部
分

の
人
び
と
の
口
に
も
入
り
始
め
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
換
言
す
れ
ば
、
鰹
節
は
な
る
ほ
ど
日
本
の
伝
統
の
味
と
は
い

え
、
じ
つ
は
日
本
の
一
般
庶
民
に
も
そ
れ
ほ
ど
馴
染
み
の
な
い
食
材
で

あ
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う（

11
（

。
少
な
く
と
も
台
湾
で
は
昭
和
一
○
年

（
一
九
三
五
）
代
以
降
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
鰹
節
の
消
費
が
期
待
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
鰹
節
は
そ
れ
自
体
が
高

級
品
で
あ
り
、
手
が
届
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
台
湾
で
は
鰹
節
移

出
の
低
迷
以
降
、
本
島
内
の
日
本
人
向
け
に
も
宣
伝
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。

　

で
は
、
台
湾
人
（
本
島
人
）
は
鰹
節
の
味
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
以
下
に
「
見
松
魚
」
と
題
す
る
一
つ
の
漢
文
の
詩
を
紹
介
し
て

み
た
い
。
そ
こ
に
は
鰹
節
の
風
味
の
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

赤
鯮
上
市
錦
成
堆
（ 

赤
鯮
つ
ま
り
連
子
鯛
が
市
場
に
た
く
さ
ん
上

が
り
）

又
見
松
魚
圧
海
来
（
ま
た
カ
ツ
オ
が
た
く
さ
ん
回
遊
し
て
き
た
）

風
味
一
甌
鰹
節
好
（
お
椀
一
杯
の
鰹
節
の
風
味
は
す
ば
ら
し
く
）

勝
他
百
騎
荔
支
催
（
ラ
イ
チ
に
も
ま
さ
る（

11
（

）

　

こ
こ
に
見
え
る
「
赤
鯮
」
と
い
う
表
現
は
こ
の
詩
が
台
湾
人
、
さ
ら

に
い
え
ば
閩
南
系
の
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る

（
表
1（
）。
こ
の
よ
う
に
詩
の
な
か
に
鰹
節
の
風
味
の
こ
と
が
詠
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
当
時
、
一
部
の
台
湾
人
、
特
に
知
識
人
層

の
あ
い
だ
に
は
、
鰹
節
の
味
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
推
測
が
可
能
と
な
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
一
つ
の
詩
を
過
大
評
価

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本

統
治
期
に
食
と
し
て
の
鰹
節
の

味
が
台
湾
人
に
も
知
ら
れ
始
め

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

本
章
で
明
ら
か
に
で
き
た
内

容
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
第
一

に
、
昭
和
一
○
年
代
前
半
か
ら
の

南
洋
節
の
登
場
と
不
景
気
を
背

景
と
し
て
、
台
湾
節
の
内
地
へ
の

売
れ
行
き
が
停
滞
な
い
し
減
少

し
、
ス
ト
ッ
ク
が
増
加
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
第
二
に
、
打
開
策
と

し
て
産
地
の
基
隆
市
は
台
湾
本

表14　日本内地と台湾本島の魚名対照表
　� � 　 （台湾総督府殖産局編『台湾水産統計年鑑』

「内地本島魚名対照」1（（（年より作成）
和名 （本島）標準名

いわし 鰮 鰮仔
かつを 鰹 卓鮶

そうだかつを 惣田鰹 烟仔
たひ 鯛 加蚋魚

くろだひ 黒鯛 厚唇
れんこだひ 連子鯛 赤鯮魚
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島
お
よ
び
朝
鮮
に
新
た
な
販
路
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
。
第
三
に
、
具

体
的
に
は
、
見
本
市
即
売
会
を
台
湾
や
朝
鮮
の
各
都
市
で
開
催
し
、
鰹

節
な
ど
の
商
品
の
試
食
や
宣
伝
・
即
売
を
行
っ
た
。
第
四
に
、
見
本
市

即
売
会
の
来
場
者
と
し
て
は
、
台
湾
・
朝
鮮
在
住
の
日
本
人
が
想
定
さ

れ
る
ほ
か
、
在
地
の
人
び
と
も
潜
在
的
な
対
象
と
な
り
え
た
と
考
え
ら

れ
る
。
第
五
に
、
台
湾
節
の
空
間
的
な
広
が
り
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ

ば
、
じ
つ
は
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
台
湾
節
は
中
華
民
国
、
関
東
州
、

香
港
な
ど
に
向
け
て
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
輸
出
量
自
体
は
さ
ほ
ど
多
く

は
な
い
が
、
当
時
東
ア
ジ
ア
各
地
に
進
出
し
て
い
た
日
本
人
向
け
に
輸

出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。第
六
に
、

台
湾
節
の
販
路
拡
大
と
と
き
を
あ
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
昭
和
一
○
年

前
後
か
ら
、『
台
湾
日
日
新
報
』
で
は
鰹
節
と
食
生
活
に
関
わ
る
記
事

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
主
と
し
て
在
台
日
本
人
（
内
地
人
）
を
対

象
に
、
日
常
の
食
生
活
に
お
け
る
鰹
節
の
取
り
扱
い
方
を
紹
介
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
鰹
節
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
で
あ
っ

た
。
最
後
に
、
台
湾
人
に
よ
る
鰹
節
の
消
費
に
つ
い
て
は
、
見
本
市
即

売
会
へ
の
実
際
の
来
場
者
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ほ
か
、
一
部
の
知
識

人
を
中
心
と
し
て
食
と
し
て
の
鰹
節
の
風
味
が
認
識
さ
れ
始
め
て
い

た
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
い
え
ば
、
鰹
節
が
受
容
さ
れ
始
め
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

現
在
、
若
者
や
観
光
客
で
賑
わ
う
台
北
の
西
門
町
に
は
阿
宗
麺
線
と

い
う
店
が
あ
り
、
台
湾
人
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
や
韓
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
な
ど
か
ら
多
く
の
客
が
訪
れ
て
い
る
。「
か
つ
お
ぶ
し
の
美
味
し
さ

が
口
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
」
と
い
う
口
コ
ミ
が
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
し
て

伝
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
麺
線
と
い
え
ば
、誰
も
が
知
る
、台
湾
の
津
々

浦
々
に
ま
で
普
及
し
て
い
る
台
湾
庶
民
の
軽
食
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の

麺
線
は
台
湾
の
北
部
、
中
部
、
南
部
の
各
地
域
に
よ
っ
て
、
具
の
材
料

や
調
味
料
が
異
な
る
も
の
の
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
麺
線
の
だ
し
は
地

域
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
も
「
柴
魚
」
＝
鰹
節
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
。

台
湾
人
の
味
覚
の
土
壌
に
、
は
た
し
て
い
つ
頃
か
ら
鰹
節
の
味
が
植
え

付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
課
題
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
本
稿
で
検
討
し

て
き
た
こ
と
を
敷
衍
し
て
い
う
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
○
年
代
の
世
界
的
な
経
済
不
況
お

よ
び
南
洋
節
の
登
場
と
い
う
衝
撃
を
受
け
て
、
販
路
を
失
っ
た
台
湾
の

鰹
節
（
台
湾
節
）
は
、
内
地
や
海
外
（
中
華
民
国
の
諸
都
市
や
関
東
州

な
ど
）
の
日
本
人
向
け
一
辺
倒
と
い
う
方
針
を
切
り
替
え
、
台
湾
本
島

内
に
お
け
る
消
費
を
め
ざ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
開

始
さ
れ
た
の
が
鰹
節
の
見
本
市
即
売
会
や
宣
伝
活
動
で
あ
り
、
ま
た
新

聞
な
ど
の
記
事
を
通
し
て
日
本
人
を
中
心
と
し
た
一
般
の
家
庭
に
ま
で

鰹
節
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
一
連
の
過
程
の
な
か
で
、

ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
台
湾
人
に
非
「
伝
統
的
な
」
食
物
で
あ
る

鰹
節
と
の
接
触
の
機
会
が
提
供
さ
れ
、
徐
々
に
台
湾
人
の
食
の
世
界
の

な
か
に
も
鰹
節
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
台
湾
本
島
内
へ
の
販
路
の
拡
大
が
た
だ
ち
に
台
湾
人



（（

へ
の
普
及
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
見
本
市
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

チ
ャ
ネ
ル
を
通
し
て
鰹
節
の
味
に
触
れ
る
台
湾
人
も
登
場
し
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
統
治
期
に
鰹
節
の

生
産
拠
点
と
し
て
期
待
さ
れ
た
台
湾
で
は
、
単
に
生
産
す
る
だ
け
で
な

く
消
費
を
も
行
う
よ
う
に
な
り
、〝
日
本
の
味
〟
＝
鰹
節
が
食
卓
に
取

り
込
ま
れ
る
き
っ
か
け
が
生
じ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
日
の
台
湾
で
は
、
台
北
・
宜
蘭
・
花
蓮
・
台
東
な
ど
に
少
な
か
ら

ぬ
鰹
節
工
場
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
に
ま
で

工
場
を
拡
大
す
る
経
営
者
も
存
在
す
る（

11
（

。
製
品
は
日
本
へ
輸
出
す
る
ほ

か
、
も
ち
ろ
ん
台
湾
人
の
料
理
店
や
一
般
家
庭
に
も
提
供
さ
れ
、
好
ん

で
消
費
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
台
湾
人
と
鰹
節
の
深
い
関
わ
り
が
ど

こ
ま
で
遡
れ
る
か
は
簡
単
に
断
言
で
き
な
い
が

─
こ
れ
に
答
え
る
に

は
真
鰹
節
だ
け
で
な
く
、
惣
田
節
も
俎
上
に
載
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う

─
、
戦
前
期
か
ら
長
い
年
月
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け

て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
戦
後
台
湾
の
食
文
化
に
お
け
る
鰹
節
の
受
容
と
普
及
に
つ
い

て
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
真
鰹
節
の
み
ら
な
ら
ず
、
断
片
的
に
触
れ
る

に
と
ど
ま
っ
た
惣
田
節
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
台
湾

人
に
安
価
に
提
供
さ
れ
大
量
に
消
費
さ
れ
た
惣
田
節
は
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
分
析
対
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
真
鰹
節
・
惣
田
節
を
も
含
め
た

二
〇
世
紀
を
通
じ
た
台
湾
人
と
鰹
節
の
歴
史
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（
1
）　

近
年
の
日
本
と
台
湾
の
鰹
節
消
費
量
を
比
較
し
て
み
る
と
（
表
１
）、

人
口
一
億
二
〇
〇
〇
万
の
日
本
が
、
鰹
節
消
費
量
三
万
ト
ン
、
一
人
あ

た
り
の
消
費
量
が
二
五
グ
ラ
ム
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
口
二
三
〇
〇
万

の
台
湾
が
、
鰹
節
消
費
量
二
〇
〇
〇
ト
ン
、
一
人
あ
た
り
の
消
費
量
が

九
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
。
台
湾
の
消
費
量
は
日
本
の
三
分
の
一
ほ
ど
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
少
な
く
な
い
一
定
量
の
鰹
節
が
消
費
さ
れ
て
い
る
点

は
注
目
に
値
す
る
（
台
湾
柴
魚
同
業
聯
誼
会
会
長
簡
俊
銘
氏
提
供
「
台

湾
味
之
素
股
份
有
限
公
司　

函
」
二
○
一
六
年
）。

　
（
（
）　
『
経
済
日
報
』
一
九
九
五
年
八
月
二
五
日
「
烹
大
師
海
鮮
調
味
粉

─
味
之
素
授
権
台
湾
康
宝
生
産
」。

　
（
（
）　

柴
魚
工
廠
そ
れ
自
体
は
一
九
八
○
年
代
に
余
宗
柏
・
林
水
土
両
氏
に

よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
二
○
○
二
年
七
月
に
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
○

○
三
年
に
余
氏
が
跡
地
に
博
物
館
を
建
設
し
た
（『
自
由
時
報
』
二
○

○
三
年
七
月
二
八
日
「
歇
業
廠
房
転
型
七
星
柴
魚
博
物
館

─
保
留
一

条
生
産
線
体
験
漁
村
歴
史
」）。

　
（
（
）　

台
湾
総
督
府
殖
産
局
『
台
湾
産
鰹
節
ニ
就
テ
』（
一
九
二
九
年
）。

　
（
（
）　

宮
内
泰
介
・
藤
林
泰
『
か
つ
お
節
と
日
本
人
』（
岩
波
新
書
、

二
〇
一
三
年
）。

　
（
（
）　

宮
内
・
藤
林
前
掲
書
、
四
〇
〜
四
一
頁
。

　
（
（
）　

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、近
年
、台
北
の
ス
ー
パ
ー
で
は「
烹
大
師（
ほ

ん
だ
し
）」
が
日
常
的
に
販
売
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
濃
厚
な
鰹

節
の
だ
し
を
使
っ
た
阿
宗
麺
線
、
油
庫
口
蚵
仔
麺
線
と
い
っ
た
店
が
人

気
を
博
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
鰹
節
の
だ
し
が
は
た
し
て
い
つ
頃
か

ら
台
湾
に
受
容
さ
れ
始
め
た
の
か
、
こ
れ
も
本
稿
の
重
要
な
論
点
と

な
っ
て
い
る
。

　
（
（
）　

鰹
節
製
造
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
現
代
経
営
研
究
所
編
『
か
つ

お
節
物
語

─
日
本
の
味
か
ら
世
界
の
味
へ
』（
東
京
、
株
式
会
社
に

ん
べ
ん
、
一
九
七
九
年
）
七
九
頁
が
参
考
に
な
る
。



　戦前期台湾の鰹節と東アジア（林）
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（
（
）　

台
湾
総
督
府
殖
産
局
編
『
台
湾
産
鰹
節
ニ
就
テ
』（
一
九
二
九
年
）

口
絵
写
真
。

　
（
10
）　

下
啓
助
「
如
何
に
す
れ
ば
台
湾
の
水
産
業
は
発
展
す
る
乎
」（『
実
業

之
台
湾
』
二
期
、
一
九
○
九
年
）
二
四
頁
。

　
（
11
）　
『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
○
一
年
七
月
一
七
日
。

　
（
1（
）　

台
湾
総
督
府
殖
産
局
（
中
村
信
治
）「
水
産
試
験
調
査
報
告　

大
正
五

年
中
の
本
島
鰹
節
製
造
業
」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』
一
三
号
、一
九
一
七
年
）

八
頁
。

　
（
1（
）　
『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
○
五
年
一
一
月
一
六
日
の
「
基
澎
興
産
合

資
会
社
設
立
の
計
画
」
に
は
「
台
北
府
後
街
吉
井
治
藤
太
、
基
隆
石
牌

街
鹿
島
竹
次
郎
、
清
水
忠
次
郎
の
三
氏
が
澎
佳
嶼
を
借
受
け
漁
業
に
従

事
せ
し
こ
と
は
既
報
の
如
く
な
る
が
、
三
氏
は
今
回
題
名
の
如
き
合
資

会
社
を
組
織
し
て
各
五
千
圓
を
出
資
し
、
本
社
を
基
隆
三
沙
湾
に
置
き
、

出
張
所
を
澎
佳
嶼
に
設
く
る
の
計
画
を
な
し
、
此
程
其
筋
へ
認
可
を
申

請
せ
し
由
。
吉
井
、
鹿
島
の
二
氏
は
無
限
責
任
に
し
て
、
清
水
氏
は
有

限
責
任
な
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
基
彭
興
産
合
資
会
社
（
基
澎
興
産
合

資
会
社
と
も
書
く
）
が
吉
井
治
藤
太
、
鹿
島
竹
次
郎
、
清
水
忠
次
郎
三

氏
の
出
資
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
明
治
三
八
年
（
一
九
○
五
）

の
時
点
で
こ
う
し
た
計
画
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
（
1（
）　

甫
山
子「
本
島
水
産
界
の
人
物（
五
）明
比
実
平
」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』

五
号
、
一
九
一
六
年
）
に
は
「〔
明
治
、
引
用
者
補
、
以
下
同
じ
〕

四
十
三
年
、
吉
井
治
藤
太
氏
等
の
基
彭
興
産
合
資
会
社
の
鰹
釣
が
成
功

し
て
、
本
島
水
産
界
に
新
気
流
を
起
し
た
と
き
、
君
（
明
比
実
平
）
は

逸
早
く
も
基
隆
の
地
方
事
業
と
し
て
経
営
す
べ
く
提
唱
し
て
、
木
村
氏

を
動
か
し
次
て
地
方
人
士
の
賛
成
を
得
て
、
一
大
会
社
を
創
立
せ
む
と

企
て
た
。
固
よ
り
官
辺
の
援
助
も
少
く
は
無
か
っ
た
が
、
日
な
ら
ず
し

て
今
の
台
湾
水
産
株
式
会
社
が
出
来
て
、
基
彭
興
産
合
資
会
社
を
も
併

合
し
、
陣
容
堂
々
と
水
産
界
に
乗
出
し
た
」（
七
四
頁
）
と
見
え
、
台

湾
水
産
株
式
会
社
に
よ
る
基
彭
興
産
合
資
会
社
の
合
併
が
わ
ず
か
な
が

ら
知
ら
れ
る
。

　
（
1（
）　
「
鰹
節
生
産
高　

▲
百
万
圓
以
上
に
達
せ
ん
」（『
台
湾
日
日
新
報
』

一
九
一
八
年
一
一
月
一
五
日
）。

　
（
1（
）　
「
本
島
鰹
節
製
造　

▲
昨
年
は
八
万
八
千
貫
餘
」（『
台
湾
日
日
新
報
』

一
九
一
九
年
一
月
二
一
日
）。

　
（
1（
）　

押
村
生
「
最
近
の
台
湾
（
九
）
水
産
業
」（『
大
阪
時
事
新
報
』

一
九
二
二
年
五
月
三
一
日
〜
六
月
一
九
日
）。

　
（
1（
）　
『
台
湾
事
情
』（
大
正
一
一
年
版
、
台
湾
総
督
府
）
第
一
章
第
五
節
戸

口
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
二
年
の
台
湾
在
住
の
「
内
地
人
」
は

一
七
万
四
六
八
二
人
（
男
九
万
八
〇
〇
七
人
、
女
七
万
六
六
七
五
人
）

で
あ
っ
た
。
台
湾
の
全
人
口
は
三
八
三
万
五
八
一
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
、

「
内
地
人
」
は
全
体
の
約
五
％
弱
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

に
い
う
「
内
地
人
」
が
鰹
節
の
主
な
消
費
者
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
お

き
た
い
。

　
（
1（
）　
「
第
四
章
製
造
業
（
３
）
マ
ガ
ツ
ヲ
節
」（
台
湾
総
督
府
殖
産
局
水
産

課
編
『
台
湾
水
産
要
覧
』
一
九
四
○
年
）
五
七
〜
五
八
頁
。

　
（
（0
）　

甫
山
子「
本
島
水
産
界
の
人
物（
七
）安
藤
達
二
」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』

一
三
号
、
一
九
一
七
年
）
に
は
、
安
藤
達
二
の
事
蹟
を
述
べ
つ
つ
、
台

湾
海
陸
産
業
株
式
会
社
に
つ
い
て
「〔
明
治
〕
四
十
二
年
独
力
に
て
横

浜
に
安
藤
商
会
を
起
し
、
同
年
塩
水
港
製
糖
株
式
会
社
取
締
役
に
挙
げ

ら
れ
、
四
十
三
年
に
は
高
砂
製
糖
の
取
締
役
と
成
り
、
四
十
四
年
に
は

台
湾
海
陸
産
業
株
式
会
社
を
創
立
し
て
其
社
長
と
な
り
、
…
…
台
湾
海

陸
産
業
株
式
会
社
は
、
阿
猴
を
立
脚
地
と
し
て
起
れ
る
も
の
で
、
烏
樹

魚
塭塭
新
旧
合
し
て
約
三
百
甲
歩
の
養
魚
、
大
坂
埒
の
捕
鯨
業
、
東
港
榜

藔藔
間
の
軽
鉄
、
八
斗
仔
の
鰹
節
製
造
、
打
狗
竝
東
港
の
魚
市
、
汽
船
ト

ロ
ー
ル
漁
業
の
経
営
は
主
た
る
事
業
項
目
で
あ
る
」
と
述
べ
、
台
湾
海

陸
産
業
株
式
会
社
が
鰹
節
製
造
業
の
み
な
ら
ず
、
捕
鯨
業
な
ど
も
含
む



（（

諸
事
業
を
多
角
的
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
（
（1
）　

甫
山
子
「
本
島
水
産
界
の
人
物
（
二
）
佐
野
純
亮
」（『
台
湾
水
産
協

会
雑
誌
』
二
号
、
一
九
一
六
年
）
に
は
「
今
の
台
湾
海
陸
産
業
株
式
会

社
は
之
で
あ
る
。
当
時
北
に
は
台
湾
水
産
株
式
会
社
あ
り
、
南
に
は
本

会
社
が
出
来
た
の
で
、
大
に
人
気
を
引
立
て
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（
）　
「
四
、
水
産
製
造
業
、
イ
鰹
節
製
造
」（
台
北
州
水
産
試
験
場
編
『
台

北
州
の
水
産
』
一
九
三
五
年
）。

　
（
（（
）　
「
第
四
章
水
産
業
、
二
水
産
業
者
、
基
隆
市
内
水
産
関
係
会
社
（
昭

和
七
年
）」（『
基
隆
市
産
業
要
覧
』
一
九
三
三
年
）
に
は
、
ま
だ
台
湾

水
産
株
式
会
社
や
台
湾
海
陸
物
産
株
式
会
社
な
ど
を
確
認
で
き
る
。

　
（
（（
）　

南
洋
節
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
高
村
聡
史
「
南
洋
群

島
に
お
け
る
鰹
節
製
造
業

─
南
洋
節
排
撃
と
内
地
節
製
造
業
者
」

（『
日
本
歴
史
』
六
一
八
号
、一
九
九
九
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
村
に
よ
れ
ば
、
所
謂
「
南
洋
節
」
と
は
、
日
本
の
委
任
統
治
期
下
に

行
わ
れ
た
「
群
島
漁
業
の
大
宗
」
＝
鰹
漁
業
を
基
礎
と
し
て
生
産
を
開

始
し
た
も
の
で
、
内
地
に
大
量
に
移
出
さ
れ
た
。
当
初
は
生
産
技
術
面
、

品
質
面
で
内
地
節
に
及
ば
な
か
っ
た
が
、
漸
次
改
良
さ
れ
、
昭
和
一
七

年
（
一
九
四
二
）
に
は
内
地
需
要
の
四
〜
五
割
を
占
め
る
に
い
た
っ
た

と
い
う
（
七
五
頁
）。

　
（
（（
）　
「
基
隆
見
本
市
を
島
内
各
地
で
開
く　

鰹
節
、
珊
瑚
加
工
品
な
ど
」

（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
五
年
三
月
二
一
日
）。

　
（
（（
）　

一
九
二
○
年
代
、
日
本
は
世
界
に
お
け
る
唯
一
の
珊
瑚
供
給
地
で

あ
っ
た
。
そ
の
日
本
産
珊
瑚
の
七
割
は
台
北
州
の
基
隆
を
中
心
と
し
て

生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
宮

上
亀
七
「
台
湾
珊
瑚
に
対
す
る
私
見
（
二
）」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』

一
一
一
号
、
一
九
二
五
年
）
一
頁
。

　
（
（（
）　

台
湾
パ
ナ
マ
帽
子
に
つ
い
て
は
、
張
仲
堅
『
台
湾
帽
蓆
』（
台
北
、

南
天
書
局
、
二
○
○
二
年
）、
四
方
田
雅
史
「
模
造
パ
ナ
マ
帽
を
め
ぐ

る
産
地
間
競
争

─
戦
前
期
台
湾
・
沖
縄
の
産
地
形
態
の
比
較
を
通
じ

て
」（『
社
会
経
済
史
学
』六
九
巻
二
号
、二
○
○
三
年
）が
参
考
に
な
る
。

　
（
（（
）　
「
見
本
市
即
売
会
状
況
」（
基
隆
市
勧
業
協
会
編
『
基
隆
市
勧
業
協
会

月
報
（
昭
和
十
年
六
月
号
）』
一
号
、
一
九
三
五
年
）。

　
（
（（
）　
「
見
本
市
即
売
会
状
況
」（
基
隆
市
勧
業
協
会
編
『
基
隆
市
勧
業
協
会

月
報
（
昭
和
十
年
六
月
号
）』
一
号
、
一
九
三
五
年
）。

　
（
（0
）　

食
生
活
に
お
け
る
日
本
文
化
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
曾

品
滄
「
日
式
料
理
在
台
湾
：
鋤
焼
（
ス
キ
ヤ
キ
）
与
台
湾
智
識
階
層
的

社
群
生
活
（
一
八
九
五
〜
一
九
六
○
年
代
）」（『
台
湾
史
研
究
』
二
二

巻
四
号
、
二
○
一
五
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
統
治
期
、
台
湾
の
知

識
人
層
に
〝
文
明
開
化
〟
の
表
象
と
し
て
ス
キ
ヤ
キ
（
牛
肉
を
食
す
る

こ
と
＝
西
洋
文
明
の
受
容
）
が
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
く
過
程
を
詳
細
に

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
陳
玉
箴
「
日
本
化
的
西
洋
味
：
日

治
時
期
台
湾
的
西
洋
料
理
及
台
人
的
消
費
実
践
」（『
台
湾
史
研
究
』
二

○
巻
一
号
、
二
○
一
三
年
）、
沈
孟
穎
『
珈
琲
時
代
：
台
湾
珈
琲
館
百

年
風
騒
』（
台
北
、
遠
足
文
化
事
業
股
份
有
限
公
司
、
二
○
○
五
年
）

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
在
台
日
本
人
（
内
地
人
）
の
み
な
ら
ず
、

諸
都
市
の
台
湾
人
も
日
本
飲
食
文
化
の
重
要
な
消
費
者
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
日
本
統
治
期
の
食
生
活
に
関
す

る
研
究
は
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
俟
つ
部
分
が

少
な
く
な
い
。

　
（
（1
）　
「
基
隆
市
竝
全
国
各
都
市
日
用
品
小
売
物
価
比
較
」（『
基
隆
市
勧
業

協
会
月
報
（
昭
和
十
年
六
月
号
）』
一
号
、
一
九
三
五
年
）
二
六
〜

二
七
頁
。

　
（
（（
）　
「
基
隆
港
荷
役
労
働
調
査
」（『
基
隆
港
及
高
雄
港
荷
役
調
査
』

（
一
九
三
一
年
））
三
二
頁
。

　
（
（（
）　
「
高
雄
造
船
業
者
職
工
賃
金
値
下
げ
双
方
歩
み
寄
り
で
解
決
」（『
台



　戦前期台湾の鰹節と東アジア（林）

（（

湾
日
日
新
報
』
一
九
三
十
一
年
四
月
一
日
）

　
（
（（
）　
「
明
糖
南
投
工
場
の
臨
時
工
ら
賃
金
値
上
を
要
求
」（『
台
湾
日
日
新

報
』
一
九
三
五
年
三
月
五
日
）。

　
（
（（
）　
『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
五
年
四
月
六
日
。

　
（
（（
）　
「
見
本
市
即
売
会
状
況
」（『
基
隆
市
勧
業
協
会
月
報
（
昭
和
十
一
年

三
月
号
）』
九
号
、
一
九
三
六
年
）。

　
（
（（
）　
「
見
本
市
即
売
会
状
況
」（『
基
隆
市
勧
業
協
会
月
報
（
昭
和
十
一
年

三
月
号
）』
九
号
、
一
九
三
六
年
）。

　
（
（（
）　

林
百
貨
店
に
つ
い
て
は
、陳
秀
琍琍
『
林
百
貨
：
台
南
銀
座
摩
登
五
棧
樓
』

『
林
百
貨
：
台
南
銀
座
摩
登
五
棧
樓
』

（
台
北
、
前
衛
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
の
ほ
か
、
林
百
貨
の

（
台
北
、
前
衛
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
の
ほ
か
、
林
百
貨
の
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http://w

w
w

.hayashi.com
.tw

/page.asp?nsub= 
A

（A
000&

lang=C

）、
二
○
一
八
年
八
月
一
五
日
閲
覧
）

　
（
（（
）　
「
朝
鮮
の
各
地
方
で
基
隆
特
産
見
本
市　

鰹
節
、
珊
瑚
其
他
を
携
行
」

（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
六
年
五
月
六
日
）。

　
（
（0
）　
「
基
隆
の
見
本
市　

朝
鮮
で
好
成
績
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
六

年
六
月
一
○
日
）。
そ
の
他
、
後
掲
史
料
に
見
ら
れ
る
仁
川
、
鎮
南
浦

で
開
催
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
（
（1
）　
「
基
隆
市
見
本
市
の
朝
鮮
進
出
」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』
二
二
五
号
、

一
九
三
六
年
）。

　
（
（（
）　
「
満
韓
台
連
絡
航
路
開
始
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
一
○
年
一
二

月
二
五
日
）、「
撫
順
丸
初
航
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
一
二
年
四
月

二
八
日
）、「
台
満
航
路
の
効
果
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
一
二
年
五

月
一
二
日
）。

　
（
（（
）　
「
北
支
航
路
及
停
船
」（『
台
湾
日
日
新
報
』一
九
二
○
年
七
月
二
六
日
）。

　
（
（（
）　

中
津
秀
雄
・
田
中
正
敏
・
岡
本
庄
七
「
本
島
に
於
け
る
水
産
物
輸
出

状
況
調
査
（
一
）」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』
二
六
○
号
、
一
九
三
六
年
）

一
六
〜
一
七
頁
。

　
（
（（
）　
「
第
四
章
島
外
輸
・
移
出
」（
台
湾
総
督
府
殖
産
局
編
『
本
島
ニ
於
ケ

ル
海
産
物
（
生
産
、
輸
・
移
出
入
）』
一
九
一
四
年
）
二
三
四
頁
。

　
（
（（
）　

中
津
秀
雄
・
田
中
正
敏
・
岡
本
庄
七
「
本
島
に
於
け
る
水
産
物
輸
出

状
況
調
査
（
一
）」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』
二
六
○
号
、
一
九
三
六
年
）

二
一
頁
。

　
（
（（
）　

中
津
秀
雄
・
田
中
正
敏
・
岡
本
庄
七
「
本
島
に
於
け
る
水
産
物
輸
出

状
況
調
査
（
三
）」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』
二
六
二
号
、
一
九
三
七
年
）

四
七
頁
。

　
（
（（
）　
「
第
二
項　

基
隆
よ
り
の
輸
出
状
況　

大
連
向
が
活
発
と
な
っ
た
の

は
昭
和
七
年
本
島
と
の
直
航
道
路
開
設
以
来
の
こ
と
で
、
其
れ
以
前
に

於
て
は
廈
門
香
港
等
が
比
較
的
盛
ん
で
あ
っ
た
」。
中
津
秀
雄
・
田
中

正
敏
・
岡
本
庄
七
「
本
島
に
於
け
る
水
産
物
輸
出
状
況
調
査
（
三
）」（『
台

湾
水
産
雑
誌
』
二
六
二
号
、
一
九
三
七
年
）
五
五
〜
五
六
頁
。

　
（
（（
）　

中
津
秀
雄
・
田
中
正
敏
・
岡
本
庄
七
「
本
島
に
於
け
る
水
産
物
輸
出

状
況
調
査
（
三
）」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』
二
六
二
号
、
一
九
三
七
年
）

五
三
〜
五
四
頁
、「
第
四
章
島
外
輸
・
移
出
」（
台
湾
総
督
府
殖
産
局
編『
本

島
ニ
於
ケ
ル
海
産
物
（
生
産
、
輸
・
移
出
入
）』
一
九
一
四
年
）
二
三
五

〜
二
三
六
頁
。

　
（
（0
）　
「
鰹
節
と
醤
油
の
使
ひ
方
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
六
年
三
月

三
日
）。

　
（
（1
）　
「
家
庭
と
婦
人　

鰹
節
の
良
否
は
？　

形
の
割
に
重
い
も
の
を
」（『
台

湾
日
日
新
報
』
一
九
三
八
年
一
二
月
一
八
日
）。

　
（
（（
）　

松
浦
勉
・
越
智
信
也
・
西
岡
不
二
男
・
村
田
裕
子
『
魚
食
文
化
の
系
譜
』

（
東
京
、
雄
山
閣
、
二
○
○
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
鰹
節
は
江
戸
時
代
、

最
高
級
食
品
で
あ
り
、
上
級
武
士
階
級
や
都
会
の
家
持
ち
、
地
主
ク
ラ

ス
の
食
べ
物
で
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
以
後
、
戦
勝
景
気
が
盛
り
上
が
る

と
、
全
国
的
に
高
級
品
の
鰹
節
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
二
〇
世
紀
初
頭

（
明
治
四
〇
年
代
）
に
は
正
月
、
結
婚
式
な
ど
ハ
レ
の
日
に
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
一
三
年
頃
に
は
、
庶
民
の
家
庭
に
も
入
る
よ
う



（（

に
な
っ
た
。
し
か
し
戦
後
で
も
鰹
節
は
高
級
品
の
印
象
が
残
っ
て
い
た

た
め
に
売
れ
行
き
が
低
迷
し
、
代
わ
っ
て
削
り
節
（
さ
ば
な
ど
）
や
煮

干
し
の
売
れ
行
き
が
活
発
に
な
っ
た
と
い
う
（
二
二
〜
二
三
頁
）。

　
（
（（
）　
「
新
評
林　

○
見
松
魚
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
一
二
年
四
月

二
一
日
）。

　
（
（（
）　

筆
者
は
、
実
際
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
サ
ン
ト
ス
で
鰹
節

工
場
を
経
営
す
る
侯
国
卿
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
ま
た
小
川

律
昭
・
小
川
彩
子
「
小
川
夫
婦
の
地
球
千
鳥
足

─
第
二
三
四
回V

IP

で
も
な
い
の
に
写
真
が
先
に
着
い
て
い
た
！
〜
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
〜
」

（
二
○
一
六
年
）、chicago.info-fresh.com

/article/blog/archives/

、

二
○
一
六
年
三
月
（
二
○
一
八
年
三
月
二
日
閲
覧
）
も
参
照
。

参
照
文
献
一
覧

〈
日
本
語
〉

上
妻
定
道
「
台
湾
に
於
け
る
水
産
製
造
業
（
二
）」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』
二
九
八

号
、
一
九
四
○
年
）

現
代
経
営
研
究
所
編
『
か
つ
お
節
物
語
─
─
日
本
の
味
か
ら
世
界
の
味
へ
』（
東

京
、
株
式
会
社
に
ん
べ
ん
、
一
九
七
九
年
）

高
村
聡
史
「
南
洋
群
島
に
お
け
る
鰹
節
製
造
業
─
─
南
洋
節
排
撃
と
内
地
節
製

造
業
者
」（『
日
本
歴
史
』
六
一
八
号
、
一
九
九
九
年
）

中
津
秀
雄
・
田
中
正
敏
・
岡
本
庄
七
「
本
島
に
於
け
る
水
産
物
輸
出
状
況
調
査

（
一
）」（『
台
湾
水
産
雑
誌
』
二
六
〇
号
、
一
九
三
六
年
）

　
　

同　
「
本
島
に
於
け
る
水
産
物
輸
出
状
況
調
査
（
三
）」『
台
湾
水
産
雑
誌
』

二
六
二
号
、
一
九
三
七
年
）

松
浦
勉
・
越
智
信
也
・
西
岡
不
二
男
・
村
田
裕
子
『
魚
食
文
化
の
系
譜
』（
東
京
、

雄
山
閣
、
二
○
○
九
年
）

宮
内
泰
介
・
藤
林
泰
『
か
つ
お
節
と
日
本
人
』（
岩
波
新
書
、
東
京
、
岩
波
書
店
、

二
○
一
三
年
）

山
本
高
一
『
鰹
節
考
』（
東
京
、
水
産
社
、
一
九
四
二
年
）

四
方
田
雅
史
「
模
造
パ
ナ
マ
帽
を
め
ぐ
る
産
地
間
競
争
─
─
戦
前
期
台
湾
・
沖

縄
の
産
地
形
態
の
比
較
を
通
じ
て
」（『
社
会
経
済
史
学
』
六
九
巻
二
号
、

二
○
○
三
年
）

〈
中
国
語
〉

陳
秀
琍琍
『
林
百
貨
：
台
南
銀
座
摩
登
五
棧
樓
』（
台
北
、
前
衛
出
版
社
、

『
林
百
貨
：
台
南
銀
座
摩
登
五
棧
樓
』（
台
北
、
前
衛
出
版
社
、

二
〇
一
五
年
）

二
〇
一
五
年
）

陳
玉
箴
「
日
本
化
的
西
洋
味
：
日
治
時
期
台
湾
的
西
洋
料
理
及
台
人
的
消
費
実

践
」（『
台
湾
史
研
究
』
二
○ 

巻
一
号
、
二
○
一
三
年
）

沈
孟
穎
『
珈
琲
時
代
：
台
湾
珈
琲
館
百
年
風
騒
』（
台
北
、
遠
足
文
化
事
業
股

份
有
限
公
司
、
二
○
○
五
年
）

曾
品
滄
「
日
式
料
理
在
台
湾
：
鋤
焼
（
ス
キ
ヤ
キ
）
与
台
湾
智
識
階
層
的
社
群

生
活
（
一
八
九
五
〜
一
九
六
○
年
代
）」（『
台
湾
史
研
究
』
二
二
巻
四
号
、

二
○
一
五
年
）

張
仲
堅
『
台
湾
帽
蓆
』（
台
北
、
南
天
書
局
、
二
○
○
二
年
）

参
照
資
料

小
川
律
昭
・
小
川
彩
子
「
小
川
夫
婦
の
地
球
千
鳥
足
─
─
第
二
三
四
回V

IP

で

も
な
い
の
に
写
真
が
先
に
着
い
て
い
た
！
〜
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
〜
」（
二

○
一
六
年
）

chicago.info-fresh.com
/article/blog/archives/

、
二
○
一
六
年
三
月
（
二

○
一
八
年
三
月
二
日
閲
覧
）

林
百
貨
官
網　

http://w
w

w
.hayashi.com

.tw
/page.asp?nsub=A

（A
000 

&
lang=C

）（
二
○
一
八
年
二
月
一
四
日
閲
覧
）



　戦前期台湾の鰹節と東アジア（林）

（（

【
謝
辞
】

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
基
幹
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
エ
コ
ヘ
ル
ス
」
研
究
の
新
展
開
」、
民
博

ユ
ニ
ッ
ト
「
文
明
社
会
に
お
け
る
食
の
布
置
」（
ユ
ニ
ッ
ト
代
表
者
：

野
林
厚
志
教
授
）
よ
り
助
成
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を

表
し
た
い
。
ま
た
本
論
文
で
言
及
し
た
台
湾
鰹
節
工
廠
の
見
学
、
お
よ

び
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
サ
ン
ト
ス
で
鰹
節
工
廠
を
経
営
す
る

侯
国
卿
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
は
、
台
湾
柴
魚
同
業
聯
誼
会

の
簡
俊
銘
会
長
よ
り
多
大
な
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
深
く
御
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

 
（
京
都
大
学
非
常
勤
講
師
）


