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世
界
に
浸
透
す
る
「
味
の
素
」

　

筆
者
の
子
供
時
代
の
昭
和
二
〇
年
代
の
こ
と
で
す

が
、
大
半
の
家
庭
の
食
卓
の
中
央
に
は
特
別
の
形
状

の
小
瓶
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。小
瓶
の
中
身
は「
味

の
素
」
で
、
ど
の
よ
う
な
料
理
に
も
、
好
み
に
よ
っ

て
は
麦
飯
に
さ
え
振
り
掛
け
る
の
が
普
通
で
し
た
が
、

最
近
で
は
以
前
ほ
ど
見
掛
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
社

会
全
体
の
所
得
向
上
に
よ
っ
て
食
事
が
美
味
に
な
っ

た
効
果
も
あ
り
ま
す
が
、
一
時
、
ア
メ
リ
カ
で
発
生

し
た
間
違
っ
た
規
制
が
影
響
し
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
中
華
料
理
店
の
食

事
で
何
人
か
が
体
調
不
良
に
な
り
、
そ
の
原
因
が
調

理
に
使
用
さ
れ
る
「
味
の
素
」
の
素
材
の
グ
ル
タ
ミ

ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
「
中
華

料
理
店
症
候
群
」
と
い
う
名
前
が
誕
生
し
、
ベ
ビ
ー

フ
ー
ド
に
は
使
用
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
勧
告
ま
で

発
表
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
に
は
ア

【
連
載
】『
凛
々
た
る
人
生
』

   　
　
　

   

─ 

志
を
貫
い
た
先
人
の
姿 

─

東
京
大
学
名
誉
教
授　

月
尾
嘉
男

［
第
十
回
］
旨
味
を
発
見
し
世
界
商
品
に
し
た  

池
田 

菊き
く
な
え苗

メ
リ
カ
の
食
品
医
薬
品
局
が
安
全
と
認
定
、
国
際
連

合
の
関
係
機
関
も
健
康
に
問
題
な
い
と
発
表
し
ま
し

た
が
、
影
響
は
多
大
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
逆
風
も
あ
り
ま
し
た
が
、
創
業
直
後

か
ら
海
外
進
出
戦
略
を
推
進
し
、
一
九
一
〇
年
か
ら

は
日
本
が
進
出
し
て
い
っ
た
台
湾
や
朝
鮮
半
島
で
販

売
を
開
始
、
さ
ら
に
中
国
や
ア
メ
リ
カ
で
も
市
場
を

開
拓
、
世
界
各
地
で
人
気
の
調
味
料
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
世
界
の
一
三
〇
以

上
の
国
々
で
事
業
を
展
開
し
、
海
外
の
売
り
上
げ
が

全
体
の
六
割
以
上
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
本
で

発
明
さ
れ
、
世
界
に
浸
透
し
た
調
味
料
の
原
料
を
発

見
し
た

学
者
の

池
田
菊

苗
を
紹

介
し
ま

す
。

苦
難
の
生
活
を
突
破
し
て
勉
強

　

池
田
は
江
戸
末
期
の
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
に

京
都
に
あ
る
薩
摩
藩
京
都
藩
邸
の
留
守
居
役
で
あ
る

池
田
春
苗
の
次
男
と
し
て
誕
生
し
ま
す
が
、
母
親
の

瀧
津
と
は
三
歳
の
と
き
に
死
別
し
ま
す
。
こ
の
時
期

の
京
都
で
は
池
田
屋
事
件
が
発
生
す
る
な
ど
騒
乱
の

状
態
で
し
た
。
明
治
時
代
に
な
り
、
池
田
が
九
歳
に

な
っ
た
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
、
上
京
す
る
父

親
と
と
も
に
東
京
に
移
動
し
て
私
塾
で
英
語
を
習
得

し
ま
す
。
二
年
後
に
は
京
都
に
戻
り
、
京
都
府
立
第

一
中
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
な
っ
て
父

親
が
大
阪
に
移
動
と
な
っ
た
た
め
一
緒
に
大
阪
に
移

住
し
、
近
所
に
居
住
し
て
い
た
大
阪
衛
生
試
験
所
の

所
長
の
村
橋
次
郎
か
ら
科
学
の
知
識
を
教
授
さ
れ
ま

す
。
こ
の
分
野
に
魅
了
さ
れ
た
池
田
は
上
級
の
学
校

池田菊苗（1864 -1936）
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第
五
の
味
覚
「
旨
味
」
を
発
見

　

そ
の
よ
う
な
努
力
が
評
価
さ
れ
、
一
八
九
六
（
明

治
二
九
）
年
に
帝
国
大
学
理
科
大
学
の
助
教
授
に
抜

擢
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
物
理
化
学
の
論
文
を
執
筆

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
分
野
は
ド
イ
ツ
で
発
展
し
た

た
め
何
編
か
は
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
し
て
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
業
績
に
よ
っ
て
、一
八
九
九
（
明
治
三
二
）

年
に
ド
イ
ツ
へ
留
学
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
〇
九

年
に
は
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
す
る
ラ
イ
プ
チ
ヒ

大
学
の
Ｆ
・
Ｗ
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
教
授
の
指
導
に
よ
り

触
媒
に
つ
い
て
研
究
し
ま
す
（
図
１
）。

　

一
九
〇
一（
明
治
三
四
）年
に
帰
国
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
そ
の
帰
路
の
途
上
で
ロ
ン
ド
ン
に
五
月

か
ら
九
月
ま
で
約
四
ヶ
月
滞
在
し
、
や
は
り
英
語
の

教
育
方
法
の
研
究
の
た
め
に
文
部
省
か
ら
派
遣
さ
れ

て
い
た
夏
目
漱
石
に
出
会
い
、約
五
〇
日
、一
緒
の
建

物
に
下
宿
し
ま
す
。
池
田
は
漱
石
よ
り
三
歳
年
長
で

し
た
が
、
二
人
は

意
気
投
合
し
て
親

密
な
友
人
と
な
り
、

世
界
観
か
ら
英
文

学
、
さ
ら
に
は
文

学
論
や
美
人
観
ま

で
議
論
し
た
こ
と

が
漱
石
の
日
記
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

帰
国
し
た
池
田
は
東
京
帝
国
大
学
理
科
大
学
の
教

授
に
昇
進
し
、
翌
年
の
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年

に
は
理
学
博
士
と
な
り
ま
す
。
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
化
学
の
教
授
Ａ
・
フ
ォ
ン
・
バ

イ
ヤ
ー
が
藍
色
の
染
料
イ
ン
デ
ィ
ゴ
を
合
成
し
て
化

学
産
業
に
貢
献
し
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
で
の
指
導
教

官
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
が
硝
酸
の
工
業
生
産
方
法
を
発
明

す
る
な
ど
、
研
究
だ
け
で
は
な
く
応
用
に
よ
っ
て
社

会
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
見
聞
し
、
池
田
も
そ
の

方
向
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。

で
勉
強
し
た
い
と
願
望
し
ま
す
が
、
そ
の
時
期
は
父

親
の
事
業
が
不
振
で
一
家
は
窮
乏
状
態
で
あ
り
進
学

は
無
理
で
し
た
。
そ
こ
で
翌
年
の
一
八
八
一
（
明
治

一
四
）
年
に
自
身
の
寝
具
を
売
却
し
て
費
用
を
工
面

し
、
家
出
同
然
で
単
身
東
京
に
移
動
し
ま
す
。

　

化
学
を
勉
強
す
る
決
心
を
し
た
池
田
は
翌
年
の
一

八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
大
学
予
備
門
（
第
一
高

等
学
校
の
前
身
）
に
入
学
し
ま
す
。
成
績
が
優
秀
で

あ
っ
た
た
め
授
業
料
免
除
、
給
費
支
給
の
恩
典
を
獲

得
、
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
に
卒
業
し
て
、
さ

ら
に
東
京
大
学
理
科
大
学
化
学
科
に
入
学
し
ま
し
た
。

当
初
は
月
謝
免
除
と
給
費
付
与
の
恩
典
が
あ
り
ま
し

た
が
、
翌
年
に
帝
国
大
学
令
が
公
布
さ
れ
、
帝
国
大

学
に
改
組
さ
れ
た
結
果
、
こ
の
特
典
が
廃
止
さ
れ
て

し
ま
い
苦
労
し
ま
す
。

　

さ
ら
な
る
困
難
は
、
そ
の
時
期
に
大
阪
の
父
親
が

事
業
不
振
の
た
め
家
族
と
と
も
に
東
京
に
移
住
し
て

き
た
た
め
、
池
田
は
一
人
で
一
家
七
人
を
背
負
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。
英
語
教
師
や
英
書
翻
訳
を
し

な
が
ら
一
家
を
養
育
す
る
と
い
う
大
変
な
苦
労
を
し

ま
す
が
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
優
秀
な
成

績
で
卒
業
し
て
大
学
院
に
進
学
し
、
仕
事
を
し
な
が

ら
学
業
を
継
続
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
優
秀
で
あ

っ
た
た
め
、
翌
年
、
高
等
師
範
学
校
に
採
用
さ
れ
、

さ
ら
に
翌
年
に
は
教
授
に
昇
進
し
ま
す
。

　

池
田
が
教
授
に
就
任
し
た
高
等
師
範
学
校
は
一
八

七
二
（
明
治
五
）
年
に
創
設
さ
れ
た
師
範
学
校
が
翌

年
に
東
京
師
範
学
校
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年

に
高
等
師
範
学
校
と
な
っ
た
教
員
養
成
機
関
で
す
が
、

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に
広
島
高
等
師
範
学
校

が
設
立
さ
れ
た
た
め
、
東
京
高
等
師
範
学
校
と
改
称

さ
れ
、
戦
後
は
東
京
教
育
大
学
に
な
り
、
一
九
七
三

年
か
ら
は
筑
波
大
学
と
改
称
さ
れ
た
大
学
で
す
。
教

育
熱
心
な
池
田
は
教
科
書
を
執
筆
、
実
験
器
具
を
製

作
、
英
語
読
本
ま
で
発
行
し
て
い
ま
し
た
。

図1 F・W・オストワルド（1853 -1932）
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登
場
し
た
の
が
鈴
木
三
郎
助
で
し
た
（
図
２
）。
江

戸
時
代
最
後
の
一
八
六
八
（
慶
應
四
）
年
に
現
在
の

神
奈
川
県
葉
山
町
に
誕
生
し
、
九
歳
の
と
き
に
父
親

が
早
世
し
た
た
め
家
業
を
継
承
し
ま
す
が
、
米
相
場

に
熱
中
し
て
破
産
同
然
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
母
と
妻
が
細
々
と
商
売
し
て
い
た
カ
ジ
メ

と
い
う
海
藻
を
焼
い
て
沃よ

く
ど度
灰
か
ら
ヨ
ー
ド
を
製
造

す
る
仕
事
を
本
格
開
始
し
ま
す
。
当
時
、
日
本
に
は

海
藻
か
ら
ヨ
ー
ド
を
製
造
す
る
大
手
企
業
が
三
社
存

在
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年

に
統
合
し
て
日
本
化
学
工
業
を
創
設
し
、
鈴
木
は
専

務
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
内
部
で
対
立
が
発
生
し
た

た
め
一
九

一
〇
（
明

治
四
三
）

年
に
辞
任

し
、
持
株

を
売
却
し

て
大
金
を
手
中
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
遭
遇
し

た
の
が
池
田
で
し
た
。

　

鈴
木
は
海
藻
に
含
有
さ
れ
て
い
る
ミ
ネ
ラ
ル
の
一

種
の
ヨ
ー
ド
や
様
々
な
薬
品
を
製
造
販
売
す
る
鈴
木

製
薬
所
の
経
営
に
よ
っ
て
収
益
を
確
保
し
て
い
ま
し

た
が
、
池
田
が
昆
布
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
と
い

う
情
報
を
入
手
し
大
学
を
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
ヨ
ー
ド
と
は
関
係
な
い
研
究
で
あ
っ

た
た
め
興
味
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
し

ば
ら
く
以
後
に
、
池
田
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ

ム
が
調
味
料
に
有
用
で
あ
る
と
何
社
か
の
企
業
に
接

触
を
は
じ
め
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
時
期
に
池
田
か
ら
接
触
さ
れ
た
鈴
木

は
有
望
な
事
業
に
な
る
と
判
断
し
、
両
者
で
特
許
を

共
有
す
る
と
い
う
条
件
で
事
業
に
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
か
ら
商
品
に
す
る

開
発
を
開
始
し
ま
し
た
。
翌
年
に
は
商
品
と
し
て
生

産
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
五
月
か
ら
販
売
を
開
始
し

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
年
、池
田
が「
純
正
化
学
が
工

業
の
視
点
か
ら
無
用
の
長
物
で
は
な
い
こ
と
を
例
示

す
る
」た
め
と
記
録
し
て
い
ま
す
が
、ド
イ
ツ
に
留
学

し
た
と
き
の
恩
師
の
活
動
を
見
聞
し
て
い
た
こ
と
を

反
映
し
た
言
葉
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
研
究
の

対
象
と
し
た
の
が「
旨
味
」で
し
た
。
そ
の
契
機
は
自

宅
の
夕
食
で
湯
豆
腐
が
美
味
し
い
の
は
昆
布
の
ダ
シ

の
効
果
で
は
な
い
か
と
直
感
し
、
そ
の
理
由
を
研
究

し
よ
う
と
決
意
し
た
こ
と
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
味
覚
に
は
「
酸
味
」「
甘
味
」「
苦
味
」

「
鹹か

ん
み味
（
塩
味
）」
の
四
種
が
存
在
す
る
と
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
「
旨
味
」
が
存
在
す
る
の

で
は
な
い
か
と
予
想
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
一
九
〇

七
（
明
治
四
〇
）
年
か
ら
昆
布
の
旨
味
の
研
究
を
開

始
し
ま
し
た
。
ま
ず
四
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
大
量

の
昆
布
を
大
鍋
で
煮
出
し
て
、
出
汁
を
煮
詰
め
て
い

っ
た
と
こ
ろ
三
〇
グ
ラ
ム
の
結
晶
が
鍋
底
に
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
が
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
塩
の
一
種
グ
ル
タ
ミ

ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
旨
味
の
本
体
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
塩
は
新
規
に
発
見
さ
れ
た

物
質
で
は
な
く
、一
八
六
六
年
に
ド
イ
ツ
の
学
者
Ｈ
・

リ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
が
小
麦
グ
ル
テ
ン
か
ら
分
離
に
成

功
し
て
い
ま
す
し
、
一
九
〇
二
年
に
糖
類
の
合
成
に

よ
り
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
ド
イ
ツ
の

高
名
な
学
者
Ｈ
・
Ｅ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
分
析
し
て

「
不
味
い
後
味
が
あ
る
」と
記
録
し
て
い
ま
す
。た
だ
し

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
塩
が
旨
味
の
原
因
に
な
る
物
質
だ
と

い
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
は
池
田
が
最
初
で
し
た
。

「
味
の
素
」
の
誕
生

　

池
田
は
翌
年
の
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
に
グ

ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
製
造
方
法
に
つ
い
て
特

許
を
取
得
（
特
許
一
四
八
〇
五
号
）、
商
品
に
し
よ

う
と
何
社
か
の
企
業
に
打
診
し
ま
す
が
、
な
か
な
か

前
向
き
の
人
物
に
出
会
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
に

図2  鈴木三郎助（1868 -1931）



旨味を発見し世界商品にした　池田 菊苗
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連載『凛々たる人生』
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ま
す
。
池
田
は
「
味
精
」
と
い
う
名
前
を
提
案
し
ま

し
た
が
、
鈴
木
は
一
般
に
馴
染
み
の
あ
る
名
前
と
し

て
「
味
の
素
」
を
推
奨
し
、
今
日
ま
で
使
用
さ
れ
て

い
る
名
前
が
登
場
し
ま
し
た
（
図
３
）。

最
後
ま
で
研
究
に
没
頭
し
た
人
生

　

池
田
と
し
て
は
特
許
料
の
収
入
も
あ
る
の
で
、
研

究
に
復
帰
す
る
道
筋
も
あ
り
ま
し
た
が
、
生
産
工
程

で
問
題
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
技
術
顧
問

に
就
任
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
一
九
一
七
（
大
正

六
）
年
に
国
立
の
理
科
学
研
究
所
が
設
立
さ
れ
る
と
、

そ
こ
で
研
究
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
定
年

の
前
年
の
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
は
東
京
帝

国
大
学
教
授
を
退
任
し
、
か
つ
て
留
学
し
て
い
た
ド

イ
ツ
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
自
身
の
研
究
所
を
設
立
し
、

一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
ま
で
滞
在
し
ま
し
た
。

　

帰
国
し
て
か
ら
も
引
退
す
る
こ
と
は
な
く
、
東
京

の
自
宅
に
実
験
室
を
設
置
し
、
五
人
の
助
手
を
雇
用

し
、
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
に
逝
去
す
る
直
前

ま
で
研
究
を
続
行
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
と
し
て
は

先
端
で
あ
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
豪
華
な
住
宅

は
池
田
の
死
後
、
日
本
音
楽
学
校
（
現
在
は
日
本
音

楽
高
等
学
校
）
の
本
館
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
涯
に
三
二
の
特
許
を
取
得
し
、
現
在
に
ま
で
存
続

す
る
商
品
「
味
の
素
」
を
開
発
し
た
池
田
は
明
治
か

ら
発
展
し
て
き
た
近
代
日
本
を
象
徴
す
る
学
者
で
す
。

図３ 
創業当時の味の素

つ
き
お　

よ
し
お

一
九
四
二
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工
学
部
卒
業
。
工
学
博
士
。
名
古

屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
、
総
務
省
総
務
審
議
官
な
ど
を
経
て

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
通
信
政
策
、
仮
想
現
実
。

趣
味
は
カ
ヤ
ッ
ク
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
。

著
書
は
『
縮
小
文
明
の
展
望
』『
先
住
民
族
の
叡
智
』『
転
換
日
本
』

『
清
々
し
き
人
々
』『
凛
々
た
る
人
生
』『
爽
快
な
る
人
生
』
な
ど
多
数
。


