
日
本
の
鰻
さ
ば
き

去
年
の
夏
、
調
査
で
訪
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
ラ
オ
ス
で
食

べ
た
鰻
料
理
が
日
本
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
の
で
驚
い
た
。
そ

れ
は
、
ぶ
つ
切
り
に
し
た
鰻
を
カ
レ
ー
粉
と
唐
辛
子
と
香
草

を
入
れ
て
煮
込
み
、
泥
臭
さ
を
他
の
食
材
で
消
し
て
食
べ
る

一
皿
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
鰻
を
包
丁
で
開
い
て
か
ら
串

打
ち
し
、
蒸
し
、
焼
き
、
タ
レ
を
付
け
て
香
ば
し
い
焦
げ
目

を
付
け
る
。
泥
臭
さ
は
幾
重
に
も
手
間
を
か
け
て
取
り
除
か

れ
る
の
で
あ
る
。
背
割
り
に
し
て
か
ら
蒸
し
て
焼
く
の
が
江

戸
、
腹
開
き
に
し
て
蒸
さ
ず
に
焼
く
の
が
大
阪
と
い
う
東
西

の
違
い
も
あ
る
。
武
士
社
会
の
江
戸
で
は
「
切
腹
」
を
嫌
っ

て
背
割
り
に
す
る
、
と
い
う
の
は
冗
談
の
よ
う
に
も
聞
こ
え

る
が
、
あ
な
が
ち
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
越
後
（
新
潟
県
）

の
村
上
で
職
を
失
っ
た
武
士
た
ち
が
作
り
始
め
た
「
塩
引

鮭
」
が
、
腹
を
一
部
切
ら
ず
に
開
い
て
干
さ
れ
た
歴
史
な
ど

を
知
る
と
、
魚
さ
ば
き
に
人
び
と
の
心
情
と
粋
な
ユ
ー
モ
ア

が
宿
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

手
間
を
か
け
て
さ
ば
く
か
ら
こ
そ
、
余
す
こ
と
な
く
食
べ

ら
れ
る
。
鰻
の
肝
や
骨
は
別
に
し
て
か
ら
素
揚
げ
や
肝
吸
い

に
し
て
供
さ
れ
る
。
頭
は
捨
て
て
し
ま
う
江
戸
と
違
っ
て
、

大
阪
で
は
頭
を
付
け
た
ま
ま
蒲
焼
に
し
、
最
後
に
落
と
す
。

こ
れ
が
「
半
助
」
と
呼
ば
れ
て
安
価
で
売
ら
れ
て
い
た
。
豆

腐
と
葉
葱
と
一
緒
に
煮
込
む
「
半
助
豆
腐
」
は
、
い
か
に
も

始
末
な
大
阪
ら
し
い
庶
民
の
料
理
だ
。

ま
む
し
は
「
ま
ぶ
し
」あ
る
い
は「
ま
ま
む
し
」

大
阪
で
は
鰻
飯
の
こ
と
を
「
ま
む
し
」
と
呼
ぶ
。

ま
む
し
は
、
鰻
を
ひ
と
口
大
に
切
り
、
ご
飯
の
間
に
挟
む

よ
う
に
し
て
、
上
に
は
タ
レ
を
か
け
る
。
ご
飯
の
上
に
「
ど

る
と
、
子
ど
も
心
に
も
嬉
し
い
も
の
だ
っ
た
。
フ
タ
を
開
け

る
と
ひ
と
口
大
に
切
っ
た
鰻
が
の
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
大

阪
風
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
至
る
。
私
が
家
で
食
べ
て
い
た
の

は
、
母
が
作
る
庶
民
的
な
鰻
飯
で
あ
る
。

私
が
子
ど
も
だ
っ
た
1
9
7
0
～
80
年
代
、
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
、
や
や
高
価
と
は
い
っ
て
も
手
ご
ろ
な
値

段
の
鰻
が
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
鰻
の
蒲
焼
は
水
産
加

工
品
と
し
て
1
9
7
0
年
代
に
急
速
な
躍
進
を
遂
げ
た
［
＊

2
］。
そ
の
背
景
に
は
養
殖
技
術
が
格
段
に
高
ま
り
、
静
岡
県

を
は
じ
め
と
し
て
日
本
各
地
に
鰻
の
産
地
が
形
成
さ
れ
た
と

い
う
変
化
が
あ
っ
た
。
謎
に
包
ま
れ
た
鰻
の
生
態
が
研
究
さ

れ
、
稚
魚
が
台
湾
や
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ

た
。
最
近
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
中
で
鰻
そ
の
も
の
が
海

を
越
え
て
取
引
さ
れ
る
一
方
、
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
る

な
ど
、
話
題
が
尽
き
な
い
。
今
昔
を
問
わ
ず
、
胃
袋
の
欲
求

は
功
罪
を
伴
い
な
が
ら
万
物
を
動
か
す
原
動
力
と
な
っ
て
き

た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
関
わ
っ
て
、
江
戸
時
代
に
は
鰻
の
産
地
を
め
ぐ
る

興
味
深
い
話
が
あ
る
。
江
戸
で
は
江
戸
前
鰻
の
番
付
表
が
作

ら
れ
る
一
方
、
そ
れ
以
外
、
つ
ま
り
他
所
か
ら
届
く
鰻
を

「
旅た

び

鰻う
な
ぎ

」
と
呼
び
、
格
下
と
評
し
た
。『
職
人
尽
絵
詞
』
に
も
、

「
旅
鰻
」
で
は
な
い
江
戸
前
鰻
を
焼
い
て
い
る
と
宣
伝
す
る

言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
［
＊
3
］。

と
こ
ろ
が
、
大
阪
で
は
「
旅
鰻
」
が
格
上
と
評
さ
れ
て
い

た
。
老
舗
「
い
づ
も
や
」
の
店
名
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、

江
戸
時
代
、
高
級
鰻
は
出
雲
（
島
根
県
）
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
。

出
雲
の
中
海
で
採
れ
た
鰻
は
約
30
日
間
か
け
て
生
き
た
ま
ま

天
秤
棒
に
吊
る
し
た
竹た

け

笊ざ
る

に
入
れ
ら
れ
、
旅
を
し
た
の
で
あ

る
。
竹
笊
に
は
中
海
の
海
藻
を
の
せ
、
一
里
ご
と
に
清
流
に

浸
し
て
鰻
が
死
な
な
い
よ
う
に
山
道
を
運
ん
だ
ら
し
い
。
出

雲
と
備
中
の
国
境
で
あ
る
四し

じ
ゆ
う
ま
が
り

十
曲
峠
を
越
え
て
摂
津
へ
、
気

う
だ
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
鰻
が
の
っ
た
関
東
風
も
良
い
が
、

お
目
当
て
の
宝
を
掘
り
出
す
が
ご
と
く
、
ご
飯
に
埋
も
れ
た

関
西
風
の
鰻
も
ま
た
何
と
も
言
え
な
い
魅
力
が
あ
る
。

な
ぜ
大
阪
で
は
鰻
飯
を
「
ま
む
し
」
と
呼
ぶ
の
か
。
そ
れ

に
は
諸
説
あ
っ
て
面
白
い
。

ご
飯
に
「
ま
ぶ
す
（
混
ぜ
る
）」
と
い
う
意
味
で
、
ま
む
し

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
1
つ
目
の
説
。
2
つ
目

は
、「
ま
ま
む
し
」、
つ
ま
り
ご
飯
で
蒸
す
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
心
斎
橋
に
あ
っ
た
老
舗
「
い
づ
も
や
」
の
主
人
が
語
る

に
は
、「
む
か
し
、
堺
に
た
い
へ
ん
う
な
ぎ
の
好
き
な
お
金

持
ち
が
い
た
。
丁
稚
に
大
阪
ま
で
行
か
せ
て
、
か
ば
焼
を

買
っ
て
帰
ら
せ
る
の
だ
が
、
冷
え
て
し
ま
う
と
ど
う
も
い
け

な
い
。
一
計
を
案
じ
て
、
あ
つ
い
ご
は
ん
の
中
に
入
れ
て

持
っ
て
帰
ら
せ
る
と
、
ほ
か
ほ
か
し
た
う
な
ぎ
が
食
べ
ら
れ

た
」
と
い
う
［
＊
1
］。
こ
れ
と
似
た
も
の
に
、
ご
飯
の
「
間
」

で
蒸
す
か
ら
、「
間ま

ま

蒸
し
」
と
な
っ
た
、
と
い
う
説
も
あ
る
。

そ
う
と
は
知
ら
ず
、「
昼
飯
に
、
ま
む
し
で
も
ど
う
や
」

と
言
わ
れ
て
ぎ
ょ
っ
と
し
た
と
い
う
の
は
、
若
か
り
し
頃
の

父
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
ま
む
し
と
い
え
ば
、
ま
ず
毒
蛇

の
「
蝮ま

む
し

」
を
想
像
し
て
し
ま
い
、「
ま
む
し
を
食
べ
る
」
と

い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
耳
を
疑
う
人
も
少
な
く
な
い
の
で
は

な
い
か
。
た
と
え
大
阪
生
ま
れ
の
大
阪
育
ち
で
あ
っ
て
も
、

値
の
張
る
ま
む
し
は
日
常
の
食
事
で
は
な
い
か
ら
、
誰
に

と
っ
て
も
馴
染
み
の
あ
る
言
葉
と
は
い
え
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
大
人
に
な
っ
て
初
め
て
ま
む
し
を
食
べ
た
と
い
う
父

も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

旅
鰻
今
昔
―
出
雲
と
摂
津
を
つ
な
ぐ
鰻
街
道

父
が
「
今
日
は
ま
む
し
や
で
」
な
ど
と
言
う
の
で
、
私
は

子
ど
も
の
頃
か
ら
そ
の
名
に
親
し
ん
だ
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

の
朱
色
の
丸
い
お
重
が
一
人
分
ず
つ
食
卓
に
の
せ
ら
れ
て
い

の
遠
く
な
る
よ
う
な
道
の
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
海
水
と
淡

水
が
混
ざ
り
合
う
汽
水
で
獲
れ
た
鰻
は
臭
味
が
な
く
、
肉
が

柔
ら
か
く
て
脂
が
の
っ
て
い
る
高
級
品
と
し
て
重
宝
さ
れ
た

［
＊
4
］。

大
阪
は
水
の
都
で
あ
っ
た
か
ら
鰻
の
生
息
域
も
あ
っ
た
に

違
い
な
く
、
地
元
で
獲
れ
る
鰻
も
京
橋
の
川
魚
商
人
た
ち
が

扱
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
旅
鰻
が
重
宝

さ
れ
る
の
は
、
味
や
歯
ご
た
え
へ
の
飽
く
な
き
こ
だ
わ
り
だ

ろ
う
か
…
。
ど
う
や
ら
鰻
に
誘
わ
れ
て
、
探
究
の
沼
に
足
を

踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
家
で
処
分
す
る
と

言
わ
れ
て
引
き
取
っ
た
、
あ
の
懐
か
し
い
朱
色
の
お
重
を

引
っ
張
り
出
し
、
ま
ず
は
ま
む
し
を
味
わ
っ
て
か
ら
、
探
究

の
旅
へ
漕
ぎ
出
す
と
し
よ
う
か
。
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