
酢
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
ポ
ン
ド
は
常
識
的
に
五
○
○
グ
ラ
ム
を

採
用
す
る
と
、
半
ポ
ン
ド
は
二
五
○
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
『
和
蘭
字
彙
』
に

よ
れ
ば
、
一
ポ
ン
ド
は
、
①
十
六
オ
ン
ス
、
砂
糖
の
よ
う
な
荒
物
を
は

か
る
。
②
十
二
オ
ン
ス
菜
種
な
ど
を
は
か
る
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
い

う
荒
物
と
は
、
台
所
で
用
い
る
調
味
料
と
解
さ
れ
る
の
で
、
半
ポ
ン
ド

は
八
オ
ン
ス
と
な
る
。
ま
た
、
「
度
量
考
」
に
よ
れ
ば
一
オ
ン
ス
は
八
匁

（
八
銭
）
、
従
っ
て
三
○
グ
ラ
ム
故
、
半
ポ
ン
ド
二
四
○
グ
ラ
ム
は
近
似

値
と
い
え
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
度
量
考
」
で
も
、
ポ
ン
ド
の
項
は
九

六
銭
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
一
銭
は
五
・
二
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
し

ま
う
。小

泉
袈
裟
勝
編
著
の
『
図
解
・
単
位
の
歴
史
辞
典
」
に
よ
る
と
、
一

銭
（
一
匁
）
は
開
元
通
宝
一
枚
の
重
さ
を
示
し
三
・
七
五
グ
ラ
ム
と
さ
れ

て
い
る
。
小
泉
氏
に
従
え
ば
四
八
銭
は
一
八
○
グ
ラ
ム
と
な
る
。
こ
の

よ
う
な
差
異
を
生
じ
た
の
は
、
グ
ラ
ム
単
位
が
江
戸
期
の
日
本
人
に
は

理
解
し
に
く
か
っ
た
と
こ
ろ
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
の
処
方
が
は
た
し
て
有
用
か
、
に
つ
い
て
検

証
を
試
み
た
。

日
本
人
が
日
常
用
い
る
食
用
酢
の
酢
酸
濃
度
は
四
・
二
％
で
、
こ
れ

を
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
の
処
方
で
処
理
す
る
と
そ
の
濃
度
は
○
・
三
七
五
％

と
な
り
、
細
菌
発
育
に
対
す
る
最
小
阻
止
濃
度
○
・
五
％
よ
り
低
く
な

っ
て
有
用
性
を
認
め
が
た
い
。
た
だ
し
欧
米
人
の
好
む
七
％
の
ワ
イ
ン

酢
を
用
い
た
と
す
る
と
、
酢
酸
濃
度
は
○
・
五
八
と
な
り
、
一
応
静
菌

作
用
あ
り
と
認
め
て
も
よ
い
処
方
と
考
え
ら
れ
た
。
（
豚
％
算
出
の
た
め

の
補
正
値
は
省
略
）

一
九
九
五
年
総
会
発
表
「
宇
良
田
唯
子
と
そ
の
時
代
」
で
三
崎
裕
子

さ
ん
が
ヘ
ッ
セ
ン
州
文
書
館
で
宇
良
門
の
成
績
を
し
ら
べ
た
と
の
べ
た

こ
と
に
つ
き
、
高
比
良
英
輔
氏
が
「
そ
れ
は
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
こ

と
で
問
題
で
な
い
か
」
と
い
う
趣
旨
の
質
問
を
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
き

片
桐
一
男
氏
は
「
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
」
と

の
見
解
を
し
め
さ
れ
た
。
こ
れ
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
の
で
、
討
論
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
資
料
と
し
て
こ
の
報
告
を
し
た
。

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
は
比
較
的
あ
た
ら
し
い
法
的
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
の

具
体
的
内
容
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
で
も
か
た
ま
っ
て
は
い
な
い
・

日
本
で
は
、
東
京
都
知
事
選
挙
に
立
候
補
し
た
元
外
相
有
田
八
郎
と
そ

の
夫
人
畔
上
輝
井
（
料
亭
般
若
苑
女
将
）
と
を
モ
デ
ル
に
「
宴
の
あ
と
」

を
か
い
た
三
島
由
紀
夫
お
よ
び
出
版
社
が
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
侵
害
で
う
っ

た
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
問
題
が
お
お
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
た
最
初

で
あ
る
。

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
と
は
、
私
的
生
活
に
干
渉
さ
れ
な
い
、
そ
れ
を
報
道

日
本
人
が
訳
本
に
の
せ
た
処
方
で
は
、
前
述
の
ご
と
く
度
量
衡
が
不

正
確
で
あ
る
の
で
、
有
用
性
は
論
外
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

註
・
昨
今
は
ス
ヴ
ィ
ー
テ
ン
と
読
む
人
が
多
い
。

（
平
成
七
年
十
二
月
例
会
）

個
人
史
研
究
に
お
け
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
の
問
題

ｌ
討
論
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
試
論
１
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さ
れ
な
い
、
自
分
に
関
す
る
情
報
に
接
近
で
き
、
そ
の
誤
り
を
訂
正
で

き
る
権
利
で
あ
り
、
日
本
語
に
す
る
な
ら
「
私
事
性
」
の
語
が
適
当
で

あ
ろ
う
。
そ
の
法
的
根
拠
と
な
る
の
は
、
個
人
の
尊
重
を
う
た
う
憲
法

第
一
三
条
で
あ
る
。

情
報
化
時
代
の
今
ｕ
に
あ
っ
て
は
私
人
の
情
報
は
あ
ち
こ
ち
に
お
お

く
集
積
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
廃
棄
に
と
も
な
っ
て
私
人
に
つ
い
て
の

情
報
が
路
上
に
散
乱
す
る
こ
と
も
あ
る
。
お
お
き
な
権
力
を
も
つ
ほ
ど
、

ま
た
芸
能
人
の
例
に
み
る
よ
う
に
情
報
化
の
波
に
の
っ
て
い
る
ほ
ど
、

そ
の
人
の
私
人
性
は
う
す
れ
る
。
犯
罪
報
道
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
お

よ
び
公
人
で
な
い
犯
人
は
匿
名
に
す
べ
き
だ
と
の
主
張
が
日
本
で
も
つ

よ
く
て
て
き
て
い
る
。

他
方
で
、
確
定
か
ら
五
○
年
た
っ
た
民
事
判
決
原
本
は
原
則
と
し
て

廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
を
、
国
立
大
学
法
学
部
で
保
存
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
も
か
ら
む
そ
の
利
用
の
し
方
は
ま
だ

き
ま
っ
て
い
な
い
。
世
界
的
に
も
裁
判
資
料
の
公
開
・
利
用
の
原
則
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

医
療
関
係
者
は
厳
重
な
守
秘
義
務
を
お
っ
て
い
る
。
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス

の
誓
い
に
も
そ
れ
が
あ
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
刑
法
第
一
三
四

条
は
「
秘
密
漏
示
」
（
一
九
九
五
年
の
刑
法
の
表
現
改
正
で
「
漏
泄
」
が
「
漏

示
」
と
な
っ
た
）
を
規
定
し
、
医
療
関
係
の
諸
法
、
公
務
員
法
な
ど
に
も

守
秘
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、
一
人
主
治
医
と
い
う

こ
と
は
す
ぐ
な
い
チ
ー
ム
医
療
の
時
代
に
、
こ
の
守
秘
義
務
を
ど
う
具

体
化
す
る
か
は
、
充
分
に
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い
。
患
者
の
権
利
法
を

も
と
め
る
人
た
ち
も
、
診
療
録
開
示
は
い
う
が
、
こ
の
具
体
的
検
討
は

し
て
い
な
い
。
患
者
さ
ん
の
病
状
に
つ
き
職
場
や
警
察
署
な
ど
か
ら
問

い
合
わ
せ
が
あ
る
と
、
そ
の
ま
ま
気
楽
に
返
事
し
て
い
る
医
者
が
わ
た

し
の
周
囲
に
も
お
お
い
。
人
の
業
績
と
病
的
な
面
も
ふ
く
む
か
れ
の
精

神
史
と
の
関
連
を
さ
ぐ
る
病
志
（
病
跡
学
）
で
は
、
あ
る
作
家
の
入
院
中

の
診
療
記
録
を
全
公
開
す
る
よ
う
な
精
神
科
医
も
い
る
が
、
こ
う
い
う

行
為
に
た
い
し
て
つ
よ
い
批
判
の
声
も
あ
が
っ
て
い
な
い
。
一
般
む
け

の
雑
誌
に
の
っ
た
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
に
姓
名
が
は
い
っ
た
ま
ま
と
い
う

こ
と
も
あ
る
。

も
っ
と
も
、
患
者
の
秘
密
を
ま
も
る
と
い
う
名
目
が
、
医
療
の
密
室

性
の
口
実
に
さ
れ
る
面
も
あ
り
、
医
療
被
害
裁
判
で
も
そ
れ
が
み
ら
れ

る
。
精
神
科
医
療
で
は
と
く
に
、
密
室
性
を
う
ち
や
ぶ
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
（
と
い
っ
て
も
、
「
開
か
れ
た
病
棟
」
を
ほ
こ
る
病
院
の
患
者
さ
ん
か

ら
「
と
ら
れ
た
く
な
い
写
真
が
雑
誌
に
の
せ
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
」
と
の
声
も
き
い

た
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
は
密
室
性
打
破
に
さ
き
だ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
な
く
て

は
な
ら
な
い
）
・

い
ず
れ
に
し
て
も
、
守
秘
義
務
を
お
わ
さ
れ
て
い
る
医
療
関
係
者
は

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
に
つ
い
て
は
一
般
人
よ
り
は
る
か
に
敏
感
で
な
く
て
は

な
ら
ず
、
医
療
関
係
者
が
お
こ
な
う
個
人
史
研
究
に
つ
い
て
も
こ
の
点

は
同
様
で
あ
ろ
う
。

当
人
ま
た
は
そ
の
し
か
る
べ
き
遺
族
か
ら
承
諾
が
え
ら
れ
て
い
る
ば

あ
い
は
よ
い
と
し
て
、
死
後
あ
る
程
度
た
っ
た
人
、
ま
た
公
人
と
し
て

の
面
が
つ
よ
い
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
私
事
の
秘
密
に
ふ
れ
る
こ
と
も

あ
る
程
度
ゆ
る
さ
れ
よ
う
。
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
は
よ
い
と
い
っ
て

も
、
そ
の
施
設
に
よ
っ
て
私
事
に
関
す
る
公
開
の
基
準
は
ひ
ど
く
ま
ち
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ま
ち
で
、
利
用
す
る
側
の
良
識
に
よ
る
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
昔
の
も

の
に
は
私
事
性
に
つ
い
て
の
配
慮
が
と
ぼ
し
く
、
復
刻
に
あ
た
っ
て
も

そ
の
ま
ま
の
も
の
も
あ
る
。
私
事
性
に
配
慮
し
て
い
く
基
準
は
わ
た
し

た
ち
が
つ
く
り
あ
げ
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

時
を
お
な
じ
く
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
故
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
の
前
立

腺
が
ん
が
か
な
り
前
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
、
そ
れ

を
め
ぐ
っ
て
、
医
師
の
守
秘
義
務
と
公
人
に
関
す
る
情
報
の
公
開
性
と

の
か
ら
み
あ
い
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
当
日
の
報
告
に
は
も
ら
し
た

が
、
相
馬
事
件
の
相
馬
誠
胤
の
夫
人
の
主
治
医
戸
塚
文
海
を
衛
生
局
長

後
藤
新
平
は
と
い
つ
め
て
、
誠
胤
の
診
断
書
を
か
い
た
岩
佐
純
は
本
人

を
診
察
し
て
い
な
い
〔
岩
佐
は
相
馬
家
の
家
庭
医
で
、
そ
の
と
き
直
接
に
診

療
し
た
の
は
門
下
〕
、
夫
人
は
鎖
膣
で
あ
っ
た
〔
こ
の
点
は
う
た
が
わ
し
い
〕
、

と
き
き
だ
し
た
。
後
藤
は
こ
れ
ら
を
公
表
し
て
、
医
師
の
道
義
に
も
と

る
と
、
岩
佐
の
無
診
診
断
書
作
製
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
が
、
夫
人
の

件
に
つ
い
て
は
そ
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
を
侵
害
し
た
と
し
て
、
か
れ
自
身

も
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
平
成
八
年
一
月
例
会
）

ナ
チ
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
行
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ド

イ
ツ
国
内
、
国
外
で
、
精
神
疾
患
・
遺
伝
性
疾
患
を
も
っ
た
成
人
患
者

や
小
児
患
者
を
政
策
的
に
殺
害
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
安
楽
死
」
作
戦
、

別
名
Ｔ
４
作
戦
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
大
量
殺
害
の
技
術
は
、

後
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
応
用
さ
れ
た
。
私
は
、
医
史
学
雑
誌
に
投
稿
し

た
論
文
で
「
安
楽
死
」
作
戦
に
ふ
れ
た
が
、
さ
ら
に
文
献
を
収
集
中
、

こ
の
優
れ
た
著
書
に
遭
遇
し
た
。
敬
意
を
こ
め
て
、
こ
の
害
を
紹
介
し

た
い
。日

本
で
ナ
チ
ス
の
「
安
楽
死
」
問
題
に
早
く
注
目
し
た
の
は
、
精
神

医
学
者
で
作
家
の
北
杜
夫
氏
で
あ
る
。
氏
の
小
説
『
夜
と
霧
の
隅
で
」

（
一
九
六
○
年
）
は
、
患
者
が
「
安
楽
死
」
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
苦
悩

す
る
医
師
た
ち
を
描
い
た
作
品
で
、
北
氏
は
こ
の
作
品
で
芥
川
賞
を
受

け
た
。
最
近
で
は
、
北
氏
の
小
説
と
似
た
状
況
を
あ
つ
か
っ
た
ド
イ
ツ

の
小
説
「
灰
色
の
バ
ス
が
や
っ
て
き
た
」
が
邦
訳
さ
れ
た
。
こ
の
本
の

解
説
に
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
者
木
畑
和
子
氏
が

「
安
楽
死
」
問
題
の
す
ぐ
れ
た
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
安
楽

死
」
作
戦
に
も
っ
と
も
抵
抗
し
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
、
と
く
に
カ
ト

の
必
需
必
父
紹
介
余
巡
彙
巡
今
取
孝
内
彰
の
蛍
両
坐
祷
“

小
俣
和
一
郎
苫

「
ナ
チ
ス
も
う
一
つ
の
大
罪
、
「
安
楽
死
」
と
ド
イ
ツ
精
神
医
学
」
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