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発
酵
食
品
と
は
微
生
物
に
よ
る
変
性

を
受
け
た
食
べ
も
の
の
こ
と
で
、
意
外
な

よ
う
だ
が
、
多
く
が
人
が
長
く
暮
ら
し
続

け
て
き
た
都
市
と
そ
の
郊
外
で
発
達
し

た
。
京
都
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
都
市
で
、

「
1
0
0
0
年
の
都
の
歴
史
」
こ
そ
が
京

都
を
発
酵
の
街
に
し
た
の
で
あ
る
。

発
酵
を
も
た
ら
す
微
生
物
の
な
か
で

双
璧
を
な
し
て
い
る
の
が
麹
菌
と
乳
酸

菌
で
あ
ろ
う
か
。
麹
菌
は
も
と
も
と
カ

ビ
の
仲
間
で
、
毒
素
を
持
つ
通
常
の
菌

の
な
か
か
ら
無
毒
の
系
統
を
選
び
出
し

て
作
ら
れ
た
菌
種
で
あ
る
。
つ
ま
り
麹

菌
は
「
品
種
改
良
で
無
毒
化
さ
れ
た
有
益

な
カ
ビ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
麹
菌

の
発
明
者
は
不
明
だ
が
、
安
定
的
に
安

全
な
菌
を
大
量
に
作
る
技
術
は
室
町
時

代
に
は
完
成
し
て
い
た
。
当
時
の
都
は

酒
宴
だ
祭
事
だ
と
何
か
に
つ
け
て
大
量

の
酒
を
消
費
し
た
。
一
説
に
は
こ
の
時

期
、
洛
中
だ
け
で
3
5
0
軒
近
い
酒
蔵

が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。

こ
の
酒
造
り
を
支
え
た
の
が
「
麹
座
」

を
は
じ
め
と
す
る
職
人
集
団
で
あ
っ
た
。

何
し
ろ
、
目
に
見
え
な
い
微
生
物
を
扱

う
の
だ
か
ら
相
当
の
知
識
と
経
験
の
集

積
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
こ
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
利
権
集
団
が
う
ご
め
い
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
当
然
の
ご
と
く
利
権
争
い

も
起
き
た
。
北
野
天
満
宮
や
延
暦
寺
を

巻
き
込
ん
だ
大
騒
動
の
記
録
も
残
る
。

酒
を
酢
酸
菌
で
さ
ら
に
発
酵
さ
せ
て

作
ら
れ
る
の
が
米
酢
で
あ
る
。
市
内
に

は
多
く
の
酢
屋
が
あ
っ
た
。
酢
は
腐
敗

防
止
に
有
効
で
サ
バ
寿
司
な
ど
に
も
使

わ
れ
て
き
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
そ

の
用
途
の
大
き
な
部
分
が
友
禅
染
の
色

止
め
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

酒
ば
か
り
で
は
な
い
。
大
豆
の
発
酵

食
品
も
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
た
。
寺

納
豆
な
ど
と
呼
ば
れ
る
発
酵
大
豆
が
禅

僧
に
よ
っ
て
中
国
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た

と
い
わ
れ
る
。
精
進
料
理
に
は
欠
か
せ

な
い
食
材
だ
っ
た
の
で
、
京
都
市
内
の

禅
宗
寺
院
で
は
盛
ん
に
こ
れ
が
作
ら
れ

た
。
今
に
至
る
ま
で
伝
わ
る
の
が
、
北

区
の
大
徳
寺
納
豆
や
京
田
辺
市
の
一
休

寺
の
そ
れ
で
あ
る
。
味
噌
や
醤
油
も
ま

た
大
豆
の
発
酵
食
品
の
一
つ
で
あ
る
。

京
都
の
味
噌
と
い
え
ば
や
は
り
白
味
噌

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ

は
米
麹
の
ウ
ェ
ー
ト
が
高
い
味
噌
で
、

発
酵
の
街
、京
都
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甘
く
感
じ
ら
れ
る
。

京
を
代
表
す
る
発
酵
食
品
の
も
う
一

つ
が
漬
物
で
あ
る
。
漬
物
は
、
旬
の
季

節
に
た
く
さ
ん
採
れ
、食
べ
き
れ
な
か
っ

た
野
菜
を
保
存
し
て
お
く
便
法
と
し
て

発
達
し
た
。
発
酵
の
主
体
は
、
都
心
で

育
ち
使
わ
れ
た
麹
菌
と
違
っ
て
、
野
菜

な
ど
の
葉
の
表
面
に
自
生
し
て
い
る
植

物
乳
酸
菌
で
あ
る
。
京
都
の
郊
外
に
は
、

都
と
い
う
一
大
消
費
地
を
控
え
漬
物
産

業
が
早
く
か
ら
起
こ
っ
た
。
京
都
に
は

「
3
大
漬
物
」
と
い
わ
れ
る
漬
物
が
あ

る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
、
郊
外
の
農
村

地
帯
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
3
大
漬
物
の

う
ち
、「
す
ぐ
き
」
と
「
千
枚
漬
」
は

冬
の
漬
物
で
、
ど
ち
ら
も
専
用
の
カ
ブ

ラ
の
品
種
が
使
わ
れ
て
い
る
。
千
枚
漬

の
材
料
「
聖
護
院
カ
ブ
ラ
」
は
鴨
川
の

東
、
吉
田
山
の
南
の
山
麓
に
あ
る
聖
護

院
あ
た
り
で
生
ま
れ
た
大
き
な
丸
い
カ

ブ
ラ
で
、
こ
れ
を
赤
道
面
に
平
行
に
横

に
薄
く
切
っ
た
も
の
を
漬
け
た
。
か
つ

て
は
乳
酸
発
酵
さ
せ
た
漬
物
で
あ
っ
た

が
、
今
で
は
促
成
化
が
進
み
、
酢
を
使
っ

た
浅
漬
け
の
漬
物
と
し
て
広
く
流
通
し

て
い
る
。
す
ぐ
き
は
漢
字
を
あ
て
れ
ば

酢
茎
、
ス
グ
キ
ナ
と
い
う
カ
ブ
ラ
の
1

品
種
の
根
と
葉
・
茎
を
乳
酸
発
酵
さ
せ

た
も
の
だ
。
ス
グ
キ
ナ
の
根
は
直
径
5
、

6
㌢
㍍
に
も
及
ぶ
の
で
、
漬
物
に
す
る

に
は
塩
と
圧
力
が
必
要
で
あ
る
。
高
い

圧
力
を
得
る
に
は
極
太
の
長
大
な
天
秤

棒
と
数
十
㌔
㌘
も
の
重
石
が
使
わ
れ

る
。
て
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
樽
当
た
り

3
0
0
㌔
㌘
も
の
圧
が
か
か
る
と
い
う
。

も
う
一
つ
が
、
夏
の
「
し
ば
漬
け
」

で
あ
る
。
平
清
盛
の
娘
で
平
家
と
命
運

を
と
も
に
し
た
安
徳
天
皇
の
母
・
建
礼

門
院
も
好
ん
だ
と
い
わ
れ
る
漬
物
で
、

ナ
ス
、
キ
ュ
ウ
リ
、
赤
シ
ソ
、
ミ
ョ
ウ

ガ
な
ど
を
塩
漬
け
し
乳
酸
発
酵
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
。
あ
の
独
特
の
赤
い
色
は

赤
シ
ソ
の
色
で
、
産
地
で
は
赤
シ
ソ
は

し
ば
漬
け
の
た
め
だ
け
に
栽
培
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。

京
都
に
は
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
漬

物
が
あ
る
。
有
名
な
漬
物
屋
さ
ん
も
た

く
さ
ん
あ
る
が
、
最
後
に
、
市
場
に
は

め
っ
た
に
出
る
こ
と
の
な
い
漬
物
を
一

つ
紹
介
し
て
、
筆
を
お
く
こ
と
に
し
よ

う
。「
菜
の
花
漬
け
」
が
そ
れ
で
、
市

の
北
東
、
松
ヶ
崎
あ
た
り
で
は
今
も
2
、

3
軒
の
農
家
が
作
り
続
け
て
い
る
よ
う

だ
。
か
つ
て
は
ど
の
家
で
も
漬
け
て
い

た
も
の
だ
そ
う
だ
が
、
漬
け
る
の
を
や

め
る
家
が
後
を
絶
た
ず
、
と
う
と
う
絶

滅
危
惧
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

野
菜
な
ど
近
く
の
ス
ー
パ
ー
に
行
け
ば

簡
単
に
手
に
入
る
今
の
時
代
は
そ
れ
で

よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
つ
て
は

余
っ
た
野
菜
は
漬
物
に
し
て
常
備
菜
と

し
て
日
々
の
お
か
ず
に
使
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
時
代
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。
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