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伝
統
的
な
醤
油
は
建
物
と
風
景
を
受
け
継
ぐ

昔
な
が
ら
の
醤
油
造
り
を
教
え
て
も
ら

っ
た
の
は
、
岩

手
県
陸
前
高
田
市
に
あ
る
「
八
木
津
商
庖
」
の
河
野
和
義

さ
ん
だ
っ
た
。
十
五
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。

岩
手
県
産
大
豆
を
使
い
、
蒸
し
た
小
麦
と
大
豆
に
麹
と

塩
水
を
加
え
て
桶
で
寝
か
せ
て
半
年
か
ら
二
年
か
け
て
発

酵
さ
せ
、
そ
れ
を
絞
っ
て
醤
油
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
問
、
と

か
く
は
ん

き
ど
き
撹
祥
を
し
て
発
酵
を
、
つ
な
が
す
。
で
き
た
醤
油
は

さ
ん
ご

透
明
感
の
あ
る
珊
瑚
色
と
で
も
い
お
う
か
美
し
い
色
合
い

を
し
て
い
る
。

蔵
は
重
厚
な
壁
に
固
ま
れ
て
外
壁
は
漆
喰
で
風
情
が

あ
っ
た
。
別
世
界
に
き
た
よ
う
だ
つ
た
。

僕
の
生
ま
れ
た
佐
賀
県
唐
津
市
に
も
醤
油
蔵
が
あ
っ
た
。

だ
が
製
造
工
程
な
ど
知
ら
な
か
っ
た
。
ま
し
て
、
戦
後
の

技
術
的
発
展
で
、
多
く
の
醤
油
造
り
が
桶
か
ら
ス
テ
ン
レ

ス
製
に
変
わ
り
加
工
技
術
が
機
械
化
さ
れ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
管
理
で
醤
油
が
早
く
製
造
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

や、

一
方
で
、
大
豆
の
自
給
率
が
五
%
し
か
な
く
、
醤
油

と
称
し
て
大
量
に
売
ら
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
は
輸
入

脱
脂
大
豆
で
塩
酸
分
解
を
し
て
、
こ
れ
に
ブ
ド
ウ
糖
化
糖

液
糖
や
カ
ラ
メ
ル
色
素
や
サ

ッ
カ
リ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
な
ど

添
加
し
て
作
ら
れ
て
い
る
な
ど
知
ら
な
か
っ
た
。

し
か
も
ア
メ
リ
カ
の
大
豆
の
ほ
と
ん
ど
は
大
量
に
栽
培

す
る
た
め
に
遺
伝
子
組
み
換
え
で
、
除
草
剤
耐
性
に
な
っ

て
お
り
農
薬
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
、
な
ん
て
こ
と
も

最
近
教
わ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

大
量
に
出
回
る
廉
価
な
醤
油
風
調
味
料
に
押
さ
れ
て
多

金
丸
弘
美

食
総
合
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー

く
の
伝
統
的
な
醤
油
造
り
が
失
わ
れ
、
創
業
二
百
年
を
経

て
、
な
お
昔
の
手
法
を
保
っ
て
い
る
八
木
津
商
庖
の
よ
う

な
存
在
は
、
今
で
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
を

知
っ
た
。

国
産
大
豆
で
ゆ

っ
く
り
と
麹
で
発
酵
さ
せ
た
も
の
に
は
、

い
い
香
り
と
、
か
も
し
出
さ
れ
た
や
さ
し
い
う
ま
み
が

あ

っ
て
、
素
材
を
引
き
立
て
る
。
何
十
種
類
も
の
芳
香
成

分
と
う
ま
み
が
自
然
発
酵
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
だ
と
い

う
。
こ
れ
は
、
い
く
つ
か
の
醤
油
を
比
べ
る
と
、
本
来
の

醤
油
の
香
り
と
品
の
よ
さ
が
わ
か
る
。
有
名
料
理
屈
で
は
、

昔
な
が
ら
の
醤
油
を
使
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
い
く
つ
か
の
醤
油
蔵
を
訪
ね
る
よ

う
に
な

っ
た
。
有
機
農
家
と
の
連
携
を
し
て
い
る
埼
玉
県

児
玉
郡
神
川
町
の
「
ヤ
マ
キ
醸
造
」
、
魚
の
ハ
タ
ハ
タ
を

使

っ
て
魚
醤
の
「
し
ょ
っ
つ
る
」
を
作
っ
て
い
る
秋
田
県

男
鹿
市
に
あ
る
「
諸
井
醸
造
」
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

桶
で
国
産
の
素
材
で
仕
込
ん
で
発
酵
さ
せ
る
と
い
う
作
り

方
だ
。

ハ
タ
ハ
タ
は
三
年
間
も
寝
か
せ
る
。
こ
れ
は
大
豆

や
小
麦
な
ど
の
穀
物
系
と
は
ま
た
違
う
、
ち
ょ

っ
と
磯
の

香
り
の
す
る
う
ま
み
と
こ
く
の
味
わ
い
の
深
い
も
の
で
あ

る
。東

京
の
農
家
巡
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
都
内
で
も
あ
き

る
野
市
に
「
近
藤
醸
造
元
」
と
い
う
樽
仕
込
み
で
醤
油
造

り
の
蔵
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
何
度
も
行
っ
た
。
ご
主
人

の
近
藤
功
さ
ん
は
、
笑
顔
が
い
い
。
「
発
酵
が
面
白
い
」
と

一一百
う
。
な
る
ほ
ど
、
樽
を
の
ぞ
く
と
ぶ
く
ぶ
く
発
酵
の
音
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が
す
る
。
そ
の
生
き
て
い
る
麹
か
ら
生
ま
れ
る
醤
油
の
豊

か
さ
を
近
藤
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ
た
。
醤
油
は
生
き
物

だ
っ
た
。
日
本
酒
や
ワ
イ
ン
と
同
じ
で
発
酵
食
品
な
の
で

あ
る
。最

近
行
っ
た
の
が
、
滋
賀
県
に
あ
る
「
丸
中
醤
油
」
と
、

香
川
県
東
か
が
わ
市
の

「
か
め
び
し
」
で
あ
る
。

滋
賀
県
愛
知
郡
愛
荘
町
に
あ
る
丸
中
醤
油
は
、
屋
根
瓦

で
漆
喰
の
壁
に
固
ま
れ
た
二
百
年
の
歴
史
を
も
っ
蔵
。
こ

の
蔵
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
鰹
節
の
老
舗
で
日
本
橋
に

あ
る
「
に
ん
べ
ん
」
の
専
務
秋
山
洋
一
さ
ん
か
ら
で
、
発

酵
醸
造
学
で
知
ら
れ
る
小
泉
武
夫
先
生
と
の
旅
で
、
丸
中

醤
油
と
出
会
っ
た
と
い
う
。
「
応
援
し
て
あ
げ
て
」
と
電
話

が
あ
っ
た
の
が
始
ま
り
。
な
る
ほ
ど
鰹
節
も
醤
油
も
日
本

の
伝
統
的
な
発
酵
食
品
で
仲
間
な
の
で
あ
る
。

や
っ
て
き
た
の
は
阿
部
敦
子
さ
ん
。
彼
女
は
蔵
の
娘
さ

ん
だ
が
、
広
報
を
担
当
し
て
い
る
。
そ
し
て
弟
さ
ん
の
中

ま
さ
か
ず

居
真
和
さ
ん
が
祖
父
の
守
っ
て
き
た
蔵
を
継
い
だ
の
だ
と

い、っ
。

「
祖
父
が
跡
継
ぎ
だ
と
決
め
て
い
た
よ
う
で
す
」
と
中
居

さ
ん
。
小
さ
い
頃
、
蔵
で
手
伝
い
を
し
て
い
た
と
い
う
。
本

人
は
継
ぐ
の
が
い
や
で
、
地
元
か
ら
離
れ
る
理
由
を
み
つ

け
る
た
め
に
千
葉
県
の
近
代
的
な
醤
油
蔵
に
勤
め
た
。
し

か
し
、
祖
父
も
父
も
亡
く
な
り
、
結
局
後
を
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
た
。
よ
そ
の
近
代
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
管
理
の
設
備

で
効
率
が
優
先
さ
れ
る
機
械
に
触
れ
て
初
め
て
家
の
蔵
の

可

滋
賀
県
の
丸
中
醤
油
(
よ
)
と
香
川
県
の
か
め
び
し
(
下
)

丸
中
醤
油
の
中
居
真
相
さ
ん
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素
晴
ら
し
さ
を
知
っ
た
と
い
う
。

「国
産
大
豆
で
熟
成
さ
せ
、
麹
で
じ

っ
く
り
と
生
ま
れ
る

醤
油
は
ま
ろ
や
か
で
香
り
も
い
い
ん
で
す
」
。

実
際
、
と
て
も
お
だ
や
か
で
美
味
な
、
脇
に
ま
わ
っ
て

主
役
の
素
材
を
立
て
て
く
れ
る
控
え
め
で
、
だ
が
し
っ
か

り
し
た
主
張
の
あ
る
醤
油
で
あ
る
。

丸
中
醤
油
は
、
蔵
に
住
ん
だ
菌
を
保
持
す
る
た
め
に
、
家

を
そ
の
ま
ま
に
保
つ
形
で
改
修
し
て
、
昔
な
が
ら
の
樽
作

り
で
の
三
年
仕
込
み
の
、
国
産
大
豆
で
の
醤
油
を
造
り
続

け
て
い
る
。
家
屋
は
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
周

辺
は
か
つ
て
宿
場
と
し
て
栄
え
た
と
こ
ろ
で
、

金
剛
輪
寺

を
始
め
情
緒
豊
か
な
建
造
物
と
景
観
が
い
く
ら
も
あ
る
。
周

辺
を
ぐ
る
り
と
巡
る
と
丸
中
醤
油
の
存
在
は
、

景
観
に
あ
っ

て
、
実
に
落
ち
着
い
て
ど
っ
し
り
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
う
か
が

っ
た
高
松
市
の
宝
暦
三

(
一
七
五
三
)

わ
ら

年
創
業
と
い
う
「
か
め
び
し
」
は
、
藁
を
編
ん
だ
む
し
ろ

で
麹
を
今
で
も
造
り
、
樽
仕
込
で
伝
統
的
技
法
を
継
ぐ
蔵
。

技
法
も
素
晴
ら
し
か
っ
た
が
、
木
造
の
昔
な
が
ら
の
建
造

物
が
、
今
も
使
わ
れ
て
い
る
の
が
感
慨
深
か
っ
た
。
伝
統

の
技
法
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
建
造
物
や
周
辺
の
風
景

も
残
す
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
伝
統
の
醤
油
の
風
格
を
改

め
て
知
っ
た
醤
油
蔵
の
旅
だ
っ
た
。
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