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～
「
食
文
化
」と
「落
語
」の
融
合
を
通
じ
て
、

「
心
に
染
み
る
情
報
」を
お
届
け
し
ま
す
～
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キンレイ心染プロジェクト 検索

※誠に勝手ながら、一都三県に
限らせていただきます。
(東京・神奈川・千葉・埼玉)

紙面に関する問い合わせ

＊今号の食材＊

魚

■連載コラム
・・・二・三頁

山本進先生が紐解く！

～「魚」と「落語」
のつながり～

■食文化コーナー
・・・四頁

・江戸っ子大好き初鰹！

・ダシ文化の地域性

・ダシを取る文化を
受け継ごう

・【管理栄養士考案レシピ】
～“ダシがら”活用術～
これひとつで味が決まる！

うま味万能調味料

－ vol.03 －

元気いっぱいの挙手の嵐！
落語を通じた“食育授業”

食
へ
の
興
味
を
掻
き
立
て
る

落
語
を

味
覚
で
楽
し
む

学生落語家
“食べる仕草”で会場沸かす

最
初
の
演
目
『
み
そ
豆
』
は
、
定
吉

と
旦
那
が
、
互
い
に
ど
う
に
か
し
て
煮

豆
を
つ
ま
み
食
い
し
よ
う
と
す
る
話
。

一
粒
ず
つ
口
に
運
び
、
「
フ
ゥ
フ
ゥ
ッ
、

ハ
フ
ハ
フ
ッ
」
と
、
熱
々
の
を
旨
そ
う

に
食
べ
る
仕
草
は
コ
ミ
カ
ル
で
、
児
童

た
ち
の
視
線
は
釘
付
け
で
す
。
定
吉
を

叱
っ
た
そ
ば
か
ら
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
周
り

を
窺
い
、
旦
那
も
我
慢
が
出
来
ず
バ
レ

な
い
よ
う
に
つ
ま
み
食
い
を
す
る
始
末

に
は
、
会
場
か
ら
ク
ス
ク
ス
と
笑
い
声

が
。
押
入
れ
に
隠
れ
て
食
べ
る
旦
那
、

『
時
う
ど
ん
』
の
見
せ
場
と
い
え
ば
、

お
勘
定
の
シ
ー
ン
。
「
一(

ひ
ぃ)

、
二

(

ふ
ぅ)

、
三(

み
ぃ)…

八
」
、
途
中
で

「
今
、
何
時
だ
い
？
」
と
尋
ね
ま
す
。

「
九
つ
で
ぇ
」
と
答
え
、
「
十
、
十
一

…

十
六
文
。
あ
ば
よ
っ
て
ん
だ
！
」
粋

の
い
い
江
戸
っ
子
口
調
が
会
場
に
響
き

ま
す
。
「
は
い
、
分
か
っ
た
人
？
」
と

会
場
に
問
い
か
け
ま
す
。
途
中
で
時
間

を
尋
ね
る
こ
と
で
一
文
ご
ま
か
し
た
と

種
明
か
し
す
る
と
、
納
得
顔
の
子
、
し

て
や
ら
れ
た
顔
の
子
と
様
々
で
す
。

一
人
目
の
客
は
旨
い
う
ど
ん
屋
、
二
人

目
は
不
味
い
と
い
う
の
が
本
筋
で
す
が
、

《
う
ど
ん
・
ダ
シ
文
化
を
伝
え
た
い
》

と
い
う
想
い
か
ら
、
二
人
目
は
さ
ら
に

旨
い
う
ど
ん
屋
だ
っ
た
と
い
う
ア
レ
ン

私
た
ち
の
食
生
活
に
身
近
な
食
べ
物

に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
狙
い

と
し
て
、
落
語
の
題
材
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
《
大
豆
・
み
か
ん
・
う
ど
ん
》

つ
い
て
食
育
授
業
を
行
い
ま
し
た
。

大
豆
は
様
々
な
食
品
に
姿
を
変
え
る

興
味
深
い
食
べ
物
で
す
。
『
み
そ
豆
』

と
い
う
噺
に
は
味
噌
に
な
る
前
の
煮
た

大
豆
が
登
場
し
ま
す
。
手
作
り
の
教
材

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
使
っ
て
『
姿
を
変

え
る
大
豆
』
の
授
業
開
始
で
す
。
「
大

豆
は
、
何
に
姿
を
変
え
る
で
し
ょ
う

か
？
」
の
問
題
に
、
会
場
は
挙
手
の

嵐
。
一
人
ず
つ
指
名
す
る
と
、
「
は

い
！
」
と
、
元
気
の
い
い
返
事
と
と
も

に
次
々
と
正
解
を
連
発
し
て
い
き
ま
す
。

『
時
う
ど
ん
』
を
聴
く
前
に
、
落
語

の
先
生
こ
と
重
藤
先
生
に
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
。
う
ど
ん
の
食
文
化
に
つ
い
て
学
び

ま
す
。
ま
ず
、
「
う
ど
ん
は
何
か
ら
作

ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
？
」
と
出
題
し
、

小
麦
粉
・
水
・
塩
と
難
な
く
正
解
が
飛

び
出
し
ま
す
。
う
ど
ん
は
給
食
に
よ
く

出
さ
れ
、
皆
が
好
き
な
メ
ニ
ュ
ー
の
一

つ
だ
そ
う
で
す
。
次
に
江
戸
時
代
の

う
ど
ん
屋
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
昔

は
店
を
構
え
る
の
で
は
な
く
、
約
四
〇

ｋ
ｇ
に
も
な
る
屋
台
を
担
い
で
売
り
歩

き
、
客
は
外
で
う
ど
ん
を
食
べ
て
い
た

と
い
う
歴
史
に
児
童
た
ち
は
驚
い
て
い

ま
し
た
。
落
語
を
聴
く
準
備
と
し
て
、

背
景
に
描
か
れ
て
い
る≪

食
文
化
や
歴

史≫

を
学
ぶ
こ
と
で
、
よ
り
落
語
の
理

解
も
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

同
じ
こ
と
を
閃
い
た
定
吉
も
押
入
れ

へ…

旦
那
と
ば
っ
た
り
鉢
合
わ
せ
、
驚

く
演
技
に
大
爆
笑
。
機
転
の
一
言
「
お

代
わ
り
持
っ
て
来
ま
し
た
！
」
と
、
オ

チ
も
華
麗
に
決
め
て
く
れ
ま
し
た
！

次
の
『
千
両
み
か
ん
』
は
旬
が
テ
ー

マ
の
噺
で
、
食
育
に
ピ
ッ
タ
リ
だ
か
ら

と
こ
の
日
の
た
め
に
稽
古
し
た
と
の
こ

と
。
ま
る
で
恋
人
で
も
想
う
か
の
よ
う

に
、
「
み
か
ん
が
食
べ
た
い
」
と
切
望

す
る
鯖
寿
司
君
の
演
技
は
会
場
を
魅
了

し
ま
す
。
真
夏
の
最
中
や
っ
と
の
思
い

で
探
し
出
し
た
み
か
ん
は
、
「
な
ん
と
、

千
両
も
し
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
結
末
に

は
児
童
た
ち
も
び
っ
く
り
顔
で
し
た
。

ジ
バ
ー
ジ
ョ
ン
！
こ
れ
で
も
か
と
い
う

ほ
ど
、
ダ
シ
も
う
ど
ん
も
具
材
も
器

も
、
全
て
最
上
級
！
恋
路
君
の
迫
真
の

演
技
は
、
児
童
た
ち
の
想
像
を
掻
き
立

て
ま
す
。
「
本
当
に
食
べ
て
い
る
み
た

い
！
」
と
歓
声
が
上
が
る
ほ
ど
で
、
大

盛
況
の
ま
ま
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
学
生

落
語
家
は
「
聞
き
手
が
想
像
す
る
こ
と

が
大
事
」
と
い
う
、
落
語
の
醍
醐
味
を

し
っ
か
り
と
伝
授
し
て
く
れ
ま
し
た
。

キンレイ心染事務局スタッフ
による、食育授業を実施！

幼稚家恋路 飯喰亭鯖寿司

落語『みそ豆』を聴く前に、大豆の食文化や調理性の特徴を学ぶ、
「姿を変える大豆」の授業を行いました。スケッチブックをめくりながら

クイズ形式での食育授業に、「はいっ！はいっ！」と児童たちは積極的に参加！

小学校へ
出張落語！

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
、
大
田
区
立
雪
谷
小
学
校
三
年
生
を
対
象
に
、

「
国
語
・
社
会
科
・
家
庭
科
」
を
包
括
し
た
総
合
学
習
授
業
の
時
間
を
使
っ
て
、

出
張
落
語
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
落
語
を
聴
く
前
に
、
時
代
背
景
と
な
る
江
戸

の
歴
史
や
、
題
材
と
な
る≪

大
豆
・
み
か
ん
・
う
ど
ん≫
に
つ
い
て
学
ぶ
時
間

を
設
け
る
こ
と
で
、
児
童
た
ち
は
自
然
と
落
語
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
学
校
給
食
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
実
現
し
、
題
材
に
描
か
れ
て
い

た≪

食
べ
物≫

が
給
食
献
立
に
な
っ
て
登
場
！
「
見
て
、
聴
い
て
、
想
像

し
、
そ
し
て
味
わ
う
」
児
童
た
ち
は
落
語
に
触
れ
る
こ
と
で
、
今
日
ま
で
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
日
本
の
伝
統
文
化
に
思
い
を
馳
せ
て
い
ま
し
た
。

め
し
く
い
て
い

さ
ば
ず
し

こ
ど
も

ち
ゃ
れ
ん
じ

【 当日の給食 】
＊みそ煮込みうどん
＊カレービーンズポテト

＊みかん
＊牛乳

学
生
落
語
家
も
各
ク
ラ
ス
に
混
ざ
っ

て
の
交
流
給
食
に
、
教
室
は
大
賑
わ
い

で
し
た
。
《
落
語
に
影
響
さ
れ
ち
ゃ
っ

た
み
た
い…

》
『
千
両
み
か
ん
』
の
よ

う
に
、
み
か
ん
一
粒
を
「
百
両
、
二
百

両･･･

」
と
数
え
な
が
ら
食
べ
て
い
る

子
も
ち
ら
ほ
ら
。
落
語
に
は
「
食
」
の

エ
ッ
セ
ン
ス
が
散
り
ば
め
ら
れ
、≪

食

文
化
や
歴
史≫

を
楽
し
く
学
べ
る
教
材

に
な
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
食
育
授

業
で
学
ん
だ≪

食
べ
物≫

を
使
っ
た
給

食
を
実
際
に
味
わ
う
こ
と
で
、
落
語
と

食
文
化
の
つ
な
が
り
を
味
覚
で
も
学
び
、

落
語
・
和
食
と
い
っ
た
伝
統
文
化
へ
の

理
解
を
深
め
る
一
日
と
な
り
ま
し
た
。
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と

の

つ
な
が
り

江
戸
時
代
か
ら
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
き
た
落
語
に
は
、
食
べ
物

を
題
材
に
し
た
噺(

は
な
し)

が
多
数
あ
り
ま
す
。
「
食
」
は
庶
民
の
暮
ら

し
に
密
接
に
関
係
し
、
落
語
に
は
食
文
化
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
毎
号
ひ
と
つ
の
「
食
べ
も

の
」
を
題
材
に
、
食
文
化
と
落
語
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
落
語

研
究
家
山
本
進
先
生
が
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

※
一
部
事
務
局
ス
タ
ッ
フ
が
補
足
し
て
い
ま
す
。

落語研究家・芸能史研究家
1931年兵庫県生まれ、横浜で育つ。東京大学在学中
に落語研究会に所属。大学卒業後は日本放送協会に
勤務するかたわらで、熱心に落語の研究にいそしむ。
六代目三遊亭圓生、八代目林家正蔵の聞き書きを
多数手がける。日本放送協会退職後は、
落語にまつわる多くの作品を編集・
執筆。現在も寄席に頻繁に顔を出し、
落語家たちから一目置かれる存在
でもある。
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落
語
研
究
家

山
本
進
先
生
が
解
説
！

山本 進

◆
第
三
回
◆

魚
編

「
ま
た
、
桜
で
も

見
よ
う
か
」

「
殿
様
、

お
庭
の
桜
が
き
れ
い
に

咲
き
ま
し
た
」

さ
く
ら
鯛

殿
様
の
御
膳
に
あ
が
る

魚
と
い
え
ば
「
鯛
」

「
鯉
の
洗
い
が
あ
る
。

よ
か
っ
た
ら
、

お
あ
が
ん
な
さ
い
。
」

「
し
こ
し
こ
し
て

旨
い
も
ん
で
す
な
」

「
淡
白
な
も
の
で
あ
っ
て
、

冷
や
し
て
あ
る
の
が

値
打
ち
で
、
下
に
氷
が

入
れ
て
あ
る
」

「
氷
を
ひ
と
つ
頂
戴
し
ま
す
。

こ
の
氷
は
冷
え
て
ま
す
な
」

植木屋 旦那 植木屋 旦那

「
鞍
馬
か
ら
牛
若
丸
が

出
で
ま
し
て
、

名
も
九
郎
判
官
義
経
」

「
…
弁
慶
に
し
て
お
け

」

植木屋 女房

【出典】
守貞漫稿(もりさだまんこう)

喜田川守貞 著

青
菜お

金
持
ち
と
庶
民
で
は

食
べ
る
魚
が
ち
が
う

用語解説

●
下
魚(

げ
う
お)

・・・庶
民
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
な
安
い
魚
の
こ
と
。

特
に
、
イ
ワ
シ
や
さ
ん
ま
、
あ
じ
、
さ
ば
な
ど
が
愛
さ
れ
て
い
た
。

●
柳
蔭(

や
な
ぎ
か
げ
）
・・・み
り
ん
と
焼
酎
を
割
合
わ
せ
た
飲
み
物
。

上
方
で
は
柳
蔭
、
江
戸
で
は
直
し
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

●
九
郎
判
官(

く
ろ
う
ほ
う
が
ん)

・・・源
義
経
は
、
幼
少
期
鞍
馬
寺
に
預
け
ら
れ
、

牛
若
丸
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
判
官
と
い
う
職
を

拝
受
し
て
、
「
九
郎
判
官
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

貯
蔵
・
輸
送
技
術
が
発
達
し
て
い
な

い
江
戸
時
代
、
活
き
の
良
い
魚
を
お
か

ず
に
で
き
る
の
は
江
戸
っ
子
の
特
権
で
、

大
変
贅
沢
な
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
へ

ん
ぴ
な
所
だ
っ
た
ら
、
塩
漬
け
や
干
物

な
ど
に
加
工
し
な
い
と
、
す
ぐ
悪
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
庶
民
の
食
事
と

い
え
ば
、
た
く
あ
ん
、
ひ
じ
き
と
豆
を

煮
た
も
の
、
豆
腐
な
ど
。
魚
が
食
卓
に

の
ぼ
る
日
と
い
っ
た
ら
ご
馳
走
で
す
。

魚
に
は
下
等
・
上
等
と
ラ
ン
ク
が
あ
り
、

庶
民
と
金
持
ち
で
は
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る
種
類
は
異
な
り
ま
す
。
落
語
は
そ

の
対
比
が
面
白
お
か
し
く
描
か
れ
て
お

り
、
『
さ
く
ら
鯛
』
『
青
菜
』
『
芝

浜
』
『
目
黒
の
さ
ん
ま
』
『
寄
合
酒
』

五
つ
の
落
語
を
紐
解
き
、
魚
と
い
う
切

り
口
か
ら
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
覗
い

て
み
ま
し
ょ
う
。

庶
民
が
食
べ
る
下
魚
と
い
え
ば
「
イ

ワ
シ
、
あ
じ
、
さ
ん
ま
」
な
ど
、
金
持

ち
が
食
べ
る
上
等
な
魚
と
い
え
ば
「
鯛
、

鰹
、
鯉
」
な
ど
で
す
。
当
時
、
庶
民
の

食
卓
に
魚
が
の
ぼ
る
こ
と
自
体
、
大
変

贅
沢
な
こ
と
で
し
た
。
庶
民
と
金
持
ち

の
対
比
を
、
魚
を
用
い
て
描
い
た
『
青

菜
』
と
い
う
噺
が
あ
り
ま
す
。

卵
期
を
迎
え
、
鮮
や
か
な
桜
色
を
し
た

鯛
の
こ
と
を
、
特
に
瀬
戸
内
海
岸
で
は

｢

桜
鯛
」
な
ど
と
呼
び
ま
す
。
春
の
訪

れ
を
感
じ
さ
せ
る
食
材
と
し
て
大
変

珍
重
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
殿
様
が
桜
を

愛
で
な
が
ら
食
し
た
鯛
も
、
そ
の
桜
鯛

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ん
と
も

風
流
な
一
席
で
す
ね
。

さ
っ
そ
く
旦
那
夫
婦
の
真
似
事
を
し
よ

う
と
す
る
が
、
小
さ
い
庶
民
の
長
屋
に

は
座
敷
と
台
所
を
隔
て
る
も
の
な
ど
な

く
、
女
房
を
呼
び
出
す
と
こ
ろ
が
う
ま

く
再
現
で
き
ま
せ
ん
。
困
っ
た
植
木
屋

は
、
女
房
を
押
し
入
れ
に
放
り
込
ん
で

し
ま
い
ま
す
。
柳
蔭
と
鯉
の
洗
い
は
、

有
り
合
わ
せ
の
安
い
酒
と
イ
ワ
シ
の
塩

焼
き
で
代
用
し
、
青
菜
は
嫌
い
だ
と
言

う
と
こ
ろ
無
理
強
い
し
、
手
を
叩
き
女

房
を
呼
ぶ
。
汗
だ
く
に
な
っ
た
女
房
が

押
し
入
れ
か
ら
出
て
き
て
一
言
。

鯛
は
今
も
昔
も
高
級
な
魚
の
代
表
格

で
す
。
殿
様
の
贅
沢
な
食
生
活
が
伺
え

る
『
さ
く
ら
鯛
』
と
い
う
噺
が
あ
り
ま

す
。
殿
様
に
は
高
級
な
魚
を
献
上
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
毎
日
食
事
に
鯛

の
塩
焼
き
が
給
仕
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
毎
日
鯛
が
続
く
の
で
、
さ
す
が
に
殿

様
も
飽
き
て
し
ま
い
、
普
段
は
め
っ
た

に
箸
を
つ
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
日

は
一
箸
つ
け
、
し
か
も
「
代
わ
り
を
持

て
」
と
の
仰
せ
で
台
所
係
は
び
っ
く
り

で
す
。
家
来
の
絶
妙
な
機
転
で
そ
の
場

を
切
り
抜
け
ま
す
。

真
夏
の
あ
る
日
、
ひ
と
仕
事
を
終
え

た
植
木
屋
に
、
大
家
の
旦
那
が
労
い
で

柳
蔭(

や
な
ぎ
か
げ)

と
鯉
の
洗
い
を
す

す
め
ま
す
。
鯉
の
洗
い
と
は
、
シ
ャ
ボ

ン
で
洗
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

刺
身
の
こ
と
で
す
。
氷
の
上
に
の
せ
ら

れ
て
振
舞
わ
れ
、
そ
の
冷
た
さ
こ
そ
が

贅
沢
で
す
。
氷
を
口
に
含
む
仕
草
は
な

ん
と
も
美
味
し
そ
う
で
、
涼
も
感
じ

さ
せ
ま
す
。

旦
那
は
さ
ら
に
青
菜
は
い
か
が
と
す

す
め
、
手
を
叩
き
台
所
に
い
る
奥
方
を

呼
び
ま
す
。
す
る
と
奥
方
は
『
鞍
馬

（
く
ら
ま
）
か
ら
牛
若
丸
が
出
で
ま
し

て
、
そ
の
名
を
九
郎
判
官
（
く
ろ
う
ほ

う
が
ん
）
』
と
言
い
ま
し
た
。
旦
那
は

『
義
経
に
し
て
お
き
な
さ
い
』
と
返
事

し
ま
し
た
。
植
木
屋
は
さ
っ
ぱ
り
訳
が

分
か
り
ま
せ
ん
。
解
説
す
れ
ば
、
「
青

菜
は
食
べ
て
し
ま
っ
て
も
う
な
い
」
と

い
う
こ
と
を
『
そ
の
菜
を
食
ら
う
（
九

郎
）
判
官
』
と
言
い
表
し
た
奥
方
。
対

し
て
旦
那
は
、
『
よ
し
て
お
き
な
さ

い
』
と
言
う
と
こ
ろ
を
『
義
経
に
し
て

お
き
な
さ
い
』
、
つ
ま
り
旦
那
夫
婦

は
、
源
義
経
に
か
け
た
洒
落
言
葉
で
や

り
取
り
し
た
と
い
う
訳
で
す
。

感
心
し
た
植
木
屋
は
長
屋
に
飛
ん
で

帰
り
、
女
房
に
教
え
ま
す
。
そ
こ
へ
、

ち
ょ
う
ど
友
人
が
や
っ
て
き
ま
す
。

殿
様
の
目
が
桜
に
い
っ
て
い
る
隙
に
鯛

を
裏
返
し
、
「
代
わ
り
を
持
っ
て
き
ま

し
た
」
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ま
た

魚
の
行
商
を
「
棒
手
振
り
」
と
い
い
、

天
秤
棒
を
担
い
で
商
い
を
し
て
い
ま
し

た
。
昔
、
今
の
よ
う
な
冷
蔵
技
術
や
輸

送
手
段
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。
魚
屋
は

早
起
き
し
て
、
な
る
べ
く
早
く
魚
を
仕

入
れ
て
得
意
先
へ
届
け
、
鮮
度
が
い
い

う
ち
に
食
べ
て
も
ら
う
。
こ
れ
が
、
商

売
の
評
判
を
上
げ
る
コ
ツ
で
す
。

殿
様
に
は
必
ず
毒
見
役
が
つ
い
て
い

ま
す
か
ら
、
出
来
立
て
な
ん
て
食
べ
ら

れ
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
に
上
等
な
鯛
の
塩

焼
き
だ
っ
て
、
冷
え
ち
ゃ
っ
て
カ
チ
カ

チ
、
そ
ん
な
に
美
味
し
い
も
の
じ
ゃ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
も
毎

日
同
じ
よ
う
な
献
立
で
す
。
だ
か
ら
、

普
段
は
箸
を
つ
け
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
っ
さ
の
家

来
の
閃
き
も
お
見
事
で
す
が
、
殿
様
の

助
け
舟
が
な
ん
と
も
面
白
い
。

真
鯛
の
中
で
も
、
桜
が
咲
く
頃
に
産

一
箸
だ
け
つ
け
て
、
「
代
わ
り
を
持

て
」
と
言
う
も
ん
だ
か
ら
、
家
来
も
困

り
果
て
て
い
る
と
、
今
度
は
殿
様
が

機
転
を
利
か
せ
て
一
言
。

芝
浜

魚
河
岸
の

朝
は
早
い
！

女
房
が
肝
心
な
台
詞
ま
で
全
部
言
っ
て

し
ま
い
、
義
経
と
言
お
う
と
構
え
て
い

た
植
木
屋
は
困
っ
た
末
、
捻
り
だ
し
た

返
事
は
義
経
に
対
し
て
「
弁
慶
」
で
し

た
。
庶
民
と
金
持
ち
の
生
活
の
違
い
が
、

鯉
の
洗
い
と
イ
ワ
シ
の
塩
焼
き
で
置
き

換
え
て
表
現
さ
れ
、
食
す
魚
か
ら
も

人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。
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用語解説

●
髪
結
新
三
・・
・明
治
期
の
歌
舞
伎
の
作
品
。

梅
雨
小
袖
昔
八
丈
」と
い
う
作
品
の
通
称
。

季
節
感
を
芝
居
に
出
す
た
め
に
、
初
鰹
を
効
果
的
に
演
出
に

利
用
し
て
い
る
。

目
黒
の
さ
ん
ま

秋
の
味
覚
と
い
え
ば
、

や
っ
ぱ
り
さ
ん
ま

3 文化

朝
の
魚
河
岸
は

一
日
で
千
両
動
く

「
よ
そ
う
。

ま
た
、
夢
に
な
る
と

い
け
ね
ぇ
」

「
い
ず
れ
か
ら

取
り
寄
せ
た
？
」

「
日
本
橋
の
魚
河
岸

で
ご
ざ
い
ま
す
」

家来 殿様

「
も
っ
た
い
な
い
な
と

思
っ
て
、
ひ
と
ま
ず

手
を
洗
っ
て
、

た
ら
い
に
開
け
て
、

褌
を
つ
け
た
と
こ
や
」

寄
合
酒

江
戸
っ
子
大
好
き
、

初
鰹
！

「
そ
れ
は
い
か
ん
、

さ
ん
ま
は
目
黒
に
か
ぎ
る
」

殿様

【出典】『江戸自慢三十六興日本橋初鰹』
三代歌川豊国、二代歌川広重

江戸っ子がこよなく愛した「初鰹」と
江戸の象徴である「日本橋」が組み合わさった、

まさに「江戸自慢」を描いた作品です

【出典】『日本橋魚市繁盛図』歌川国安

『
芝
浜
』
は
、
三
代
目
桂
三
木
助
が

東
京
か
ら
消
え
ゆ
く
江
戸
の
風
情
を
残

そ
う
と
、
当
時
の
江
戸
湾
（
現

東
京

湾
）
沿
い
に
あ
た
る
、
芝
の
浜
を
舞
台

に
し
て
大
成
さ
せ
た
落
語
で
す
。
夢
と

現
実
が
交
差
す
る
中
で
、
夫
婦
の
情
け

が
ほ
ろ
っ
と
涙
を
誘
う
、
心
に
染
み

入
る
噺
で
す
。

世
間
知
ら
ず
な
殿
様
は
、
い
つ
か
の
目

黒
で
食
べ
た
さ
ん
ま
の
味
が
忘
れ
ら
れ

ず
、
海
と
は
無
縁
な
目
黒
で
採
れ
た
も

の
が
美
味
し
い
ん
だ
と
信
じ
込
ん
で
い

る
と
い
う
オ
チ
で
す
。
噺
に
描
か
れ
て

い
る
さ
ん
ま
は
、
金
網
な
ど
一
切
使
わ

ず
炭
火
の
中
に
そ
の
ま
ま
突
っ
込
ん
で

焼
か
れ
ま
す
。
庶
民
の
流
儀
で
無
造
作

に
調
理
し
た
方
が
美
味
し
く
、
む
し
ろ

殿
様
用
に
丁
寧
に
調
理
し
た
ら
不
味
く

な
っ
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
滑
稽
な
話
で
す
。

旬
を
頂
く
と
い
う
こ
と
は
贅
沢
な
こ

と
で
、
昔
は
今
よ
り
ず
っ
と
旬
を
大
切

に
し
て
い
ま
し
た
。
脂
の
乗
っ
た
さ
ん

ま
を
炭
火
で
焼
き
、
あ
ふ
れ
出
て
落
ち

る
脂
は
堪
り
ま
せ
ん
。
さ
ん
ま
は
秋
に

う
ん
と
獲
れ
た
の
で
安
価
で
、
下
魚
の

類
に
入
る
庶
民
の
味
で
す
。
『
目
黒
の

さ
ん
ま
』
と
い
う
噺
に
登
場
す
る
殿
様

は
、
も
ち
ろ
ん
食
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

あ
る
秋
の
日
、
殿
様
が
馬
術
鍛
錬
の

「
武
士
・
鰹
・
大
名
小
路
・
広
小

路
・
茶
店
・
紫
・
火
消
・
錦
絵
・
火
事

に
喧
嘩
に
中
っ
腹
・
伊
勢
屋
・
稲
荷
に

犬
の
く
そ･･･

こ
れ
が
江
戸
の
名
物
で

ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
枕
で
よ
く
聞
く
決

ま
り
文
句
で
す
。
江
戸
っ
子
は
初
物
を

好
み
、
特
に
四
月
初
日
以
降
に
出
回
る

初
鰹
を
珍
重
し
、
江
戸
名
物
に
も
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
高
値
を
つ
け
て
争
っ

て
で
も
買
い
求
め
た
そ
う
で
す
。
い
っ

た
い
、
い
く
ら
ぐ
ら
い
だ
っ
た
か
と
い

う
の
は
、
落
語
『
白
子
屋
政
談
』
が
原

作
で
あ
る
『
髪
結
新
三
』
と
い
う
歌
舞

伎
の
有
名
な
ワ
ン
シ
ー
ン
か
ら
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
小
悪
党
髪
結

の
新
三
は
、
娘
の
お
熊
を
誘
拐
し
手
に

入
れ
た
身
代
金
の
半
額
十
五
両
を
、
家

主
の
長
兵
衛
に
持
っ
て
か
れ
て
し
ま
う

だ
け
で
な
く
、
金
三
分
を
は
た
い
て

買
っ
た
初
鰹
の
半
身
も
持
っ
て
か
れ
て

し
ま
う
」
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。
金
三

分
と
は
今
の
値
段
で
い
う
七
～
八
万

円
に
相
当
す
る
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

か
つ
お
節
の
ダ
シ
が
ら
の
方
を
大
事
に

取
っ
て
お
き
、
肝
心
な
ダ
シ
汁
で
洗
濯

し
て
し
ま
う
な
ん
て
、
何
と
も
馬
鹿
馬

鹿
し
い
話
で
す
。
庶
民
の
ダ
シ
と
い
え

ば
、
植
物
性
な
ら
昆
布
や
椎
茸
、
動
物

性
で
い
え
ば
煮
干
し
と
言
っ
た
所
で

し
ょ
う
。
か
つ
お
節
は
庶
民
に
と
っ
て

こ
の
粋
な
初
鰹
の
対
局
に
あ
た
る
よ

う
な
噺
に
、
若
い
男
た
ち
が
金
を
使
わ

ず
材
料
持
ち
寄
り
で
呑
も
う
と
い
う
、

賑
や
か
で
笑
い
要
素
た
っ
ぷ
り
の
『
寄

合
酒
』
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
み
ん
な
金

が
な
い
の
で
、
乾
物
屋
を
チ
ョ
ロ
ま
か

し
て
数
の
子
や
ら
か
つ
お
節
や
ら
干
鱈
、

味
噌
な
ど
、
あ
の
手
こ
の
手
を
使
っ
て

食
材
を
集
め
ま
す
。
こ
こ
で
、
か
つ
お

節
が
ま
さ
か
の
珍
騒
動
を
引
き
起
こ
し

ま
す
。
ダ
シ
を
持
っ
て
来
い
と
言
う
と
、

ダ
シ
が
ら
の
方
を
持
っ
て
来
ま
し
た
。

「
違
う
、
ぐ
ら
ぐ
ら
と
煮
だ
し
た
汁
の

方
だ
」
と
言
う
と
、
「
あ
の
お
湯
も
い

る
ん
で
す
か
？
」
と
、
と
ぼ
け
た
こ
と

を
言
う
。
あ
の
湯
が
い
る
ん
な
ら
最
初

か
ら
言
っ
て
く
だ
さ
い
な…

夜
の
吉
原
と
並
ん
で
、
朝
の
魚
河
岸

は
そ
う
謳
わ
れ
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ
り

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
魚
河
岸
は
と
に
か

く
朝
が
勝
負
で
、
喧
嘩
っ
早
い
江
戸
っ

子
で
賑
わ
い
ま
す
。
「
何
し
て
ん
だ
こ

ん
ち
き
し
ょ
う
」
の
よ
う
な
、
売
り
言

葉
に
買
い
言
葉
が
飛
び
交
う
の
も
当
た

り
前
で
す
。
『
芝
浜
』
と
い
う
落
語
は
、

大
酒
呑
み
で
怠
け
者
の
勝
っ
つ
ぁ
ん
と

い
う
魚
屋
と
、
そ
の
女
房
と
の
夫
婦
愛

を
描
い
た
屈
指
の
人
情
噺
で
す
。
芝
浜

と
は
現
在
の
Ｊ
Ｒ
田
町
駅
あ
た
り
が
海

岸
線
だ
っ
た
頃
、
近
海
物
の
魚
市
が

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
芝
肴
（
し
ば
ざ

か
な
）
」
と
呼
ば
れ
る
活
き
の
良
い
魚

に
江
戸
っ
子
は
舌
鼓
を
打
ち
ま
し
た
。

酒
を
飲
ん
で
は
仕
事
を
怠
け
る
夫
に
、

今
日
こ
そ
仕
事
に
行
っ
て
も
ら
わ
な

き
ゃ
と
、
し
び
れ
を
切
ら
し
た
女
房
は
、

つ
い
つ
い
早
く
起
こ
し
過
ぎ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
れ
が
、
夢
の
よ
う
な
話
の

始
ま
り
だ
っ
た
の
で
す
。

早
起
き
し
過
ぎ
て
魚
河
岸
の
問
屋
は

ま
だ
開
店
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
ょ
う
が

な
い
、
浜
辺
で
夜
明
け
を
待
っ
て
い
る

と
波
打
ち
際
に
落
ち
て
い
た
財
布
を
見

つ
け
、
中
に
大
金
が
入
っ
て
い
ま
す
。

家
へ
飛
ん
で
帰
り
、
こ
れ
で
遊
ん
で
暮

ら
せ
る
と
、
友
達
を
呼
び
集
め
て
ま
た

酒
を
飲
み
、
寝
て
し
ま
い
ま
し
た
。

翌
朝
、
商
い
に
行
け
と
女
房
に
た
た

き
起
こ
さ
れ
た
勝
っ
つ
ぁ
ん
、
浜
辺
で

拾
っ
た
お
金
の
こ
と
を
話
す
と
、
「
夢

で
も
見
た
ん
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
ま

す
。
金
を
拾
っ
た
の
は
夢
で
、
友
人
と

ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
し
て
散
財
し
た
の
が

現
実
だ
と
聞
か
さ
れ
、
す
っ
か
り
改
心

し
ま
す
。
禁
酒
を
誓
い
、
商
い
に
精
を

出
し
た
甲
斐
が
あ
っ
て
、
三
年
目
に
は

小
さ
い
店
を
構
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
大
晦
日
の
除
夜
の
鐘
を
聞
き
な
が

ら
、
女
房
が
腹
を
立
て
ず
に
聞
い
て
お

く
れ
と
話
を
切
り
出
し
ま
す
。
「
三
年

前
、
夢
だ
と
言
っ
た
の
は
嘘
な
ん
だ

よ･･･

」
と
、
浜
辺
で
拾
っ
た
財
布
を

夫
の
前
に
差
し
出
し
謝
り
ま
す
。
落
と

し
主
が
分
か
ら
な
い
お
金
で
飲
ん
で
は

罪
に
な
る
と
思
い
、
お
上
に
届
け
た
の

だ
と
い
う
。
結
局
落
し
主
は
見
つ
か
ら

ず
、
お
金
は
戻
っ
て
き
た
の
で
す
。
泣

き
な
が
ら
打
ち
明
け
る
女
房
に
、
勝
っ

つ
ぁ
ん
は
か
つ
て
の
自
分
の
ふ
が
い
な

さ
を
思
い
出
し
、
ま
た
女
房
の
深
い
愛

情
に
心
を
打
た
れ
、
怒
る
ど
こ
ろ
か
礼

を
言
い
ま
す
。
「
お
ま
え
さ
ん
一
杯
飲

む
か
？
」
と
久
々
に
酒
を
す
す
め
ら
れ

る
が
、
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
と
踏
み

留
ま
り･･･

。

た
め
家
来
を
連
れ
て
目
黒
へ
出
か
け

ま
し
た
。
お
腹
が
減
っ
た
時
、
百
姓
の

家
で
さ
ん
ま
を
焼
く
い
い
香
り
が
漂
っ

て
く
る
の
で
、
思
わ
ず
食
べ
た
く
な
り

ま
す
。
家
来
は
「
殿
様
の
お
口
に
合
う

も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
申
し
上

げ
る
が
、
殿
様
は
「
旨
い
旨
い
」
と
五

～
六
匹
も
た
い
ら
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

さ
ん
ま
を
大
層
気
に
入
り
、
そ
の
味
を

思
い
出
し
て
は
食
べ
た
が
っ
て
い
ま
し

た
。
あ
る
日
、
親
類
の
大
名
家
に

呼
ば
れ
、
何
で
も
お
好
き
な
も
の
を
と

言
わ
れ
、
さ
ん
ま
を
注
文
し
ま
し
た
。

だ
が
、
大
名
屋
敷
の
台
所
に
庶
民
の
魚

で
あ
る
さ
ん
ま
な
ど
置
い
て
あ
る
訳
が

あ
り
ま
せ
ん
。
慌
て
て
魚
河
岸
か
ら
一

番
上
等
な
の
を
取
り
寄
せ
、
脂
は
体
に

悪
い
か
ら
と
蒸
し
て
す
っ
か
り
抜
き
、

骨
も
一
本
一
本
抜
い
て
お
出
し
し
ま
し

た
。
醍
醐
味
を
台
無
し
に
さ
れ
た
さ
ん

ま
は
、
全
く
美
味
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

高
級
品
で
す
。

庶
民
は
か
つ
お

ダ
シ
の
取
り
方

な
ん
て
、
案
外

知
ら
な
い
人
も

多
か
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。

と
に
か
く
、
江
戸
っ
子
は
初
鰹
に
は
目

が
な
か
っ
た
の
で
す
。
江
戸
時
代
後
期

頃
の
三
都
（
江
戸
・
京
都
・
大
坂
）
の

く
ら
し
の
様
子
を
綴
っ
た
風
俗
誌
『
守

貞
漫
稿
』
に
も
、
四
月
一
日
に
食
べ
る

初
鰹
に
は
一
尾
金
二
～
三
分
ほ
ど
の
値

段
を
つ
け
た
と
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

初
鰹
に
大
枚
を
投
じ
る
の
は
、
江
戸
っ

子
の
粋
の
一
つ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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管理栄養士が
ニッポンの「食」を
紐解く

落語研究家 山本進先生の連載コラム
で取り上げた食材を、キンレイ心染
事務局の管理栄養士が時代背景や栄養
の視点から掘り下げて解説します。

◆
初
鰹
と

江
戸
っ
子
の
粋

江
戸
当
時
、
初
鰹
は
四
月(

旧
暦)

解

禁
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
い

う
五
月
頃
で
す
の
で
、
ち
ょ
う
ど
今
頃

が
季
節
で
す
。
江
戸
っ
子
が
い
か
に
初

鰹
を
愛
で
て
い
た
か
、
多
く
の
俳
句
や

川
柳
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

◆
ダ
シ
の
地
域
性

江
戸
時
代
に
入
り
、
様
々
な
料
理
本

に
「
ダ
シ
」
と
い
う
用
語
が
多
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
頃
か
ら
庶

民
の
暮
ら
し
に
「
ダ
シ
」
が
普
及
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

素
材
の
持
ち
味
を
引
き
出
す
和
食
に

は
、
ダ
シ
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
「
だ
し

の
美
味
し
さ
を
感
じ
る
料
理
は
何
？
」

(

図
1)

と
い
う
調
査
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
ダ
シ
を
取
る
家
庭
は
ど
の
く

ら
い
あ
る
で
し
ょ
う
か
？
調
査
結
果
を

見
る
と
、
ダ
シ
を
と
る
家
庭
は
約
三
割

ほ
ど
で
、
市
販
の
ダ
シ
の
活
用
率
が
高

い
よ
う
で
す(

図
2
）
。
理
由
は
自
分
で

取
る
よ
り
簡
単
・
時
間
が
か
か
ら
な
い

が
多
く
、
ダ
シ
は
面
倒
な
も
の
と
い
う

認
識
が
あ
る
よ
う
で
す
。
西
洋
・
中
国

料
理
で
い
う
ダ
シ
は
、
大
量
の
材
料
を

膨
大
な
時
間
を
か
け
て
煮
出
し
ま
す
。

対
し
て
か
つ
お
節
や
昆
布
は
、
ダ
シ
を

取
る
時
間
は
圧
倒
的
に
短
く
、
実
は
手

軽
で
す
。
こ
れ
は
、
か
つ
お
節
を
作
る

段
階
で
長
い
時
間
と
手
間
を
か
け
て
、

う
ま
味
を
凝
縮
し
て
い
る
た
め
で
す
。

二
○
一
三
年
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化

遺
産
に
和
食
が
登
録
さ
れ
た
こ
と
に
後

押
し
さ
れ
、
ダ
シ
の
素
晴
ら
し
さ
を
見

直
す
動
き
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ダ
シ

の
活
用
に
よ
る
減
塩
効
果
に
つ
い
て
も

認
知
率
が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
近
年
で
は
、
継
続
的
な
ダ
シ
摂

取
に
よ
る
疲
労
回
復
や
ス
ト
レ
ス
解

消
、
肌
質
の
改
善
な
ど
の
健
康
効
果
に

つ
い
て
も
研
究
が
進
ん
で
い
ま
す
。

【 材料 】（500mℓ保存容器を使用）
・かつお節のダシがら：１ℓ分のダシがら

（水１ℓ/かつお節30ｇ）
・塩昆布：10g
・オリーブオイル：100㎖

【 作り方 】
①ダシがらの汁気をよく絞る。
②ダシがらを皿にほぐして広げ、ラップを
せずに電子レンジ500Wで1分間の加熱
を3～4回繰り返し、その都度かき混ぜ、
水分を十分に飛ばす。

③保存容器にダシがら、塩昆布、オリーブ
オイルを注いで混ぜ、一晩漬ける。

二
位
に
う
ど
ん
・
そ
ば
が
ラ
ン
ク
イ

ン
し
、
ダ
シ
を
味
わ
う
料
理
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
江

戸
時
代
、
庶
民
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
と

し
て
う
ど
ん
・
そ
ば
が
浸
透
し
た
と
同

時
に
、
ダ
シ
文
化
も
浸
透
し
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

関
東
で
は
ダ
シ
に
醤
油
等
で
味
付
け
す

る
と
「
つ
ゆ
」
と
呼
び
ま
す
が
、
関
西

で
は
う
ど
ん
と
言
っ
た
ら
、
ダ
シ
ま
で

飲
み
ほ
す
も
の
。
味
付
け
し
て
も
、
あ

く
ま
で
も
、
味
わ
う
べ
き
は
ダ
シ
で
あ

り
、
「
う
ど
ん
ダ
シ
」
と
呼
び
ま
す
。

「
東
は
鰹
節
、
西
は
昆
布
」
と
よ
く

言
い
ま
す
が
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？
北

海
道
で
取
れ
た
昆
布
は
西
回
り
航
路
で

大
阪
へ
運
ば
れ
る
の
に
対
し
、
鰹
は
太

平
洋
側
の
黒
潮
に
乗
っ
て
、
東
回
り
航

路
で
江
戸
へ
運
ば
れ
る
た
め
、
東
西
で

根
付
い
た
ダ
シ
文
化
に
違
い
が
生
ま
れ

◆
ダ
シ
文
化
の
未
来

一
昔
前
ま
で
、
ダ
シ
は
母
か
ら
子
へ

受
け
継
が
れ
る
文
化
の
一
つ
で
し
た
が
、

各
家
庭
か
ら
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。
便
利
な
だ
し
調
味
料
も
多

く
登
場
し
て
い
ま
す
が
、
素
材
か
ら

取
っ
た
ダ
シ
の
織
り
成
す
複
雑
な
味
わ

い
と
、
何
よ
り
も
漂
っ
て
く
る
ダ
シ
の

香
り
の
幸
福
感
に
勝
る
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。
日
本
人
な
ら
誰
し
も
、
ダ
シ
の

味
わ
い
に
ほ
っ
こ
り
心
身
が
和
む
経
験

を
し
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
今
日

ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
ダ
シ
は
、
日

本
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
刻
み
こ
ま
れ
た
味
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

“ダシがら”
活用術！

管理栄養士考案 捨てちゃうなんてもったいない！

かつお節のうま味・栄養を余すとこなく活用♪

普段の料理の味付けや隠し味に最適！

＊冷奴や納豆に ＊酢の物・マリネに

＊パスタに和えて ＊パンに乗せて
トースターに

世界共通語でもある“UMAMI”。その複雑
な味わいを織り成すのは、和食の基本であ
る「ダシ」。かつお節はイノシン酸、昆布は
グルタミン酸を多く含み、組み合わせること
で、“うま味の相乗効果”が生まれます。
さらに、オリーブオイルに漬けることでコクも
加わり、和風・洋風どちらの料理にも合わ
せやすくなります。ダシを取った日はひと手
間加えて、“うま味”万能調味料を作って
みてはいかがでしょうか♪

た
と
言
え
ま
す
。
そ
の
他
、
東
西
で
は

水
質
や
醤
油
の
種
類
な
ど
に
も
地
域
差

が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
ダ
シ
の
地
域
性
を

生
ん
だ
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
ま
な
板
に

小
判
一
枚

初
鰹
」

（
宝
井
其
角
）

我
先
に
初
鰹
を
買
い
た
い
と
、
値
段

は
競
っ
て
釣
り
上
り
ま
し
た
。
初
物
は

も
の
の
値
段
を
決
め
る
基
準
と
な
る
た

め
、
白
熱
す
る
初
物
争
奪
戦
に
、
奉
行

所
か
ら
売
買
時
期
を
取
り
締
ま
る
御
触

書
が
出
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
少
し
待

て
ば
値
段
も
安
定
す
る
の
に
、
そ
れ
を

待
つ
の
は
野
暮
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。

「
鎌
倉
を

生
き
て
出
で
け
む

初
鰹
」

（
松
尾
芭
蕉
）

「
初
鰹
銭
と
か
ら
し
で
二
度
な
み
だ
」

（
川
柳
）

鰹
漁
業
の
拠
点
は
鎌
倉
沖
で
、
生
き

た
ま
ま
江
戸
に
運
ぶ
そ
の
機
敏
さ
と
活

き
の
良
さ
を
称
え
た
一
句
で
す
。
鰹
の

刺
身
と
い
え
ば
生
姜
と
醤
油
が
一
般
的

で
す
が
、
冷
蔵
技
術
が
発
達
し
て
い
な

か
っ
た
当
時
、
殺
菌
作
用
の
強
い
か
ら

し
で
味
わ
っ
た
よ
う
で
す
。
「
宵
越
し

の
金
は
持
た
ね
ぇ
」
と
、
な
け
な
し
の

金
を
は
た
い
た
懐
事
情
を
嘆
く
心
情

が
、
か
ら
し
の
ツ
ン
と
く
る
辛
さ
に

よ
っ
て
滑
稽
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
七
七
六
年
刊
行
『
初
物
評
判
福
寿

草
』
と
い
う
ラ
ン
キ
ン
グ
に
、
初
鰹
は

最
高
位
に
堂
々
輝
い
て
い
ま
す
。｢

初

物
七
十
五
日｣(

初
物
を
食
べ
る
と
寿
命

が
七
十
五
日
延
び
る)

と
い
う
諺
が
あ

る
ほ
ど
で
す
。
鰹
は
「
勝
魚
」
や
「
勝

男
武
士
」
と
記
す
ほ
ど
、
縁
起
物
と
し

て
も
好
ま
れ
ま
し
た
。
季
節
を
先
取
り

し
て
初
物
を
楽
し
む
こ
と
は
、
江
戸
っ

子
の
粋
で
風
流
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
物

語
っ
て
お
り
、
四
季
が
あ
る
日
本
な
ら

で
は
の
、
贅
沢
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

「
目
に
は
青
葉
山
ほ
と
と
ぎ
す
初
鰹
」

（
山
口
素
堂
）

視
界
に
は
青
々
と
し
た
若
葉
が
広
が

り
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
声
が
耳
に
届

き
、
活
き
の
良
い
初
鰹
に
舌
鼓
み
を
う

つ
。
初
夏
の
訪
れ
を
満
喫
す
る
心
を
詠

ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
江

戸
っ
子
の
初
物
好
き
は
「
粋
」
の
証
で
、

初
鰹
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
す
。
「
女

房
子
ど
も
質
に
入
れ
て
も
初
鰹
を
買

え
」
な
ん
て
言
葉
が
あ
る
ほ
ど
の
人
気

で
し
た
。
「
粋
」
と
は
、
見
栄
を
張
っ

て
で
も
《
カ
ッ
コ
い
い
こ
と
が
し
た

い
》
と
い
う
江
戸
っ
子
の
美
意
識
や
気

質
を
表
す
も
の
で
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

彼
ら
を
熱
狂
さ
せ
た
魚
は
他
に
な
い
で

し
ょ
う
。

★ アレンジ ★
お好みで鷹の爪やゴマ、
しその実などを加えると、

ちょっと違った風味が楽しめます♪

冷蔵庫入れて保存してください。
なるべく早めにお召し上がりください。
オリーブオイルが固まってしまった場合は、
常温に置いてからお使い下さい。

保
存
方
法

“ダシがら” うま味万能調味料


