
醤油の歴史 ④

醤
油
の
産
地
と
普
及

第
四
回
目
の
今
回
は
、
江
戸
時
代
に
お

け
る
醤
油
の
製
法
・
普
及
・
料
理
へ
の
利
用

な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
醤
油
の
名
産
地
が

現
れ
る
と
と
も
に
各
地
で
醤
油
の
生
産
が

始
ま
る
。『
雍
州

よ
う
し
ゅ
う

府
志
ふ

し

』〔
貞
享
元
年
（
一
六

八
四
）
序
〕
に
は

「
泉
州
堺
酒
家
多
造
レ

之
世
稱
二

堺
醤
油
一

為
二

名
産
一
。
然
如
レ

今
則
京
師
酒
店
多
造
レ

之
又
人
家
製
レ

之
。
堺
醤
油
雖
レ

在
二

京
師
一

不
レ

及
レ

用
レ

之
」

と
あ
る
。
和
泉
の
堺
醤
油
が
堺
の
酒
屋
で

大
量
に
作
ら
れ
名
産
品
に
な
っ
て
い
る
が
、

今
は
京
都
の
酒
屋
で
も
多
く
作
り
、
人
家

で
も
作
っ
て
い
て
、
堺
醤
油
を
使
う
必
要

が
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
。

『
人
倫
じ
ん
り
ん

訓
蒙
き
ん
も
う

図
彙
ず

い

』〔
元
禄
三
年
（
一
六
九

〇
）
刊
〕
に
も
「
醤
油

堺
を
名
物
と
す
。
大

坂
と
両
所
に
造
り
て
諸
国
に
い
だ
す
な

り
。」
と
、
堺
と
大
坂
の
製
品
が
全
国
に
出

荷
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。

井
原
西
鶴
は
『
日
本
永
代
蔵
』〔
貞
享
五

年
（
一
六
八
八
）
刊
〕
に
、
醤
油
屋
の
話
を
二

話
登
場
さ
せ
て
い
る
。
一
話
は
、
越
前
敦
賀

で
、
は
じ
め
は
零
細
な
味
噌
・
醤
油
の
製
造

販
売
を
営
ん
で
い
た
商
人
が
、
才
覚
に
富

み
、
営
業
コ
ス
ト
の
軽
減
に
努
力
し
た
結

果
、
家
業
が
栄
え
、
立
派
な
店
に
改
築
し
た

が
、
そ
の
立
派
さ
に
恐
れ
を
な
し
て
客
足

が
遠
の
き
没
落
し
て
い
く
様
子
を
、
も
う

一
話
は
、
近
江
大
津
の
醤
油
屋
喜
平
次
と

い
う
者
が
、
醤
油
の
荷
桶
を
担
ぎ
、
市
中
を

廻
っ
て
計
り
売
り
を
し
て
生
計
を
立
て
て

い
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。
西
鶴
の
作
品

に
は
、
醤
油
で
財
を
成
し
た
り
、
醤
油
の
担

ぎ
売
り
を
す
る
人
が
話
題
に
取
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
前
期
の
十
七
世
紀
中
に
は
、

各
所
で
醤
油
の
生
産
が
は
じ
ま
り
、
市
販

用
の
醤
油
が
出
回
り
、
ま
た
、「
人
家
で
製

す
る
」（
『
雍
州
府
志
』
）
、「
醤
油
は
近
世

家
々
で
造
っ
て
い
る
」（
『
本ほ

ん

朝
ち
ょ
う

食
し
ょ
っ

鑑か
ん

』

〔
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
跋
〕）
と
あ
る
よ

う
に
、
各
家
庭
で
の
醤
油
作
り
も
始
ま
っ

て
い
る
。

醤
油
の
製
法

醤
油
と
い
う
名
で
そ
の
製
法
を
記
し
た

最
初
の
も
の
は
『
雍
州
府
志
』で
、
そ
こ
に
は

「
醤
油
。
倭
俗
汁
謂
二

醤
油
一

。
其
製
法
煮
二

大
豆
一

熬
二

大
麦
一

各
有
二

其
量
両
種
一

。
共

合
レ

之
為
レ

麹
。
及
二

其
熟
一

則
盛
二

大
桶
一

合

レ

水
加
レ

塩
是
亦
有
二

其
量
一

。
而
後
毎
日
両

三
度
以
レ

械
滾
二

合
レ

之
一

。
械
竿
頭
横
二

小

片
木
一

其
滾
レ

之
也
。
似
下

以
二

櫓
械
一

操
上
レ

舟
。
故
謂
レ

械
。
倭
俗
櫓
棹
謂
レ

械
。
又
滾
レ

之
謂
レ

掻
。
凡
及
二

七
十
日
余
一

盛
二

其
糟
於

布
嚢
一

置
二

石
於
其
上
一

而
搾
二

取
其
滴
汁
一

。

以
レ

是
煮
二

諸
物
一

而
食
レ

之
」

と
あ
る
。

煮
た
大
豆
と
炒
っ
た
大
麦
を
併
せ
て
麹

を
作
り
、
そ
れ
に
塩
と
水
を
加
え
て
大
樽

に
入
れ
、
毎
日
二
三
度
船
の
棹か
い

の
よ
う
な

竿
で
か
き
混
ぜ
、
七
十
余
日
後
に
、
出
来
た

糟も
ろ
み
を
布
の
袋
に
い
れ
、
そ
の
上
に
石
を
置

い
て
、
滴

し
た
た
る
汁
を
搾し
ぼ

り
取
り
、
こ
れ
で
い
ろ

飯
いい

野
の

亮
りょう

一
いち
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い
ろ
な
も
の
を
煮
て
食
べ
る
と
あ
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
製
法
は
後
世
の
も
の

と
変
わ
り
が
な
い
が
、
原
料
に
は
小
麦
で

は
な
く
大
麦
が
使
わ
れ
、
ま
た
圧
搾
し
て

搾
っ
た
汁
に
ま
だ
火
入
れ
が
行
わ
れ
て
い

な
い
。

大
麦
か
ら
小
麦
へ

『
多た

聞
院
日

も
ん
い
ん
に
っ

記き

』
中
に
み
ら
れ
る「
唐
味
噌
」

が
醤
油
に
相
当
し
、
そ
こ
で
は
大
麦
や
小

麦
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
回
述
べ
た
。

し
か
し
、
江
戸
前
期
に
み
ら
れ
る
『
雍
州
府

志
』
を
は
じ
め
『
日
本
歳
時
記
』〔
貞
享
四
年

（
一
六
八
七
）
序
〕
や
『
本
朝
食
鑑
』
な
ど
の

醤
油
の
製
法
で
は
、
い
ず
れ
も
原
料
に
は

大
麦
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
大
豆
と
ペ
ア

ー
を
な
す
麦
が
小
麦
に
定
着
す
る
ま
で
に

は
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

元
禄
期
に
継
ぐ
宝
永
期
の
『
大
和
本
草
』

〔
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
序
〕
の
「
豆

シ
ャ
ウ
油ユ

」

の
項
に
は
「
豆
油
ハ
大
麦
大
豆
ニ
テ
作
ル
製

法
ア
リ
又
小
麦
ニ
テ
モ
作
ル
」
と
、
小
麦
で

も
作
る
と
あ
る
。
そ
し
て『
和わ

漢
三
才

か
ん
さ
ん
さ
い

図
会
ず

え

』

〔
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
序
〕
に
な
る
と

「
凡
市

之
醤
油
ハ

皆
用
ル
二

小
麦
ヲ
一

也
。

用
ル
二

大
麦
ヲ
一

者
ハ
味
不
レ

佳
ナ
ラ
」
と
あ
り
、

大
体
、
店
で
売
っ
て
い
る
醤
油
は
小
麦
を

用
い
て
い
る
、
大
麦
を
用
い
た
も
の
は
味

が
よ
く
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
二
十

年
後
の
『
萬
金

ま
ん
き
ん

産す

業
袋

ぎ
わ
い
ぶ
く
ろ
』〔
享
保
一
七
年
（
一

七
三
二
）
序
〕
に
は
、
小
麦
を
使
っ
た
製
法

の
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
十
九

世
紀
の
記
録
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
が
小
麦

を
使
っ
た
製
法
と
な
る
。『
経
済
要
録
』〔
文

化
一
〇
年（
一
八
一
三
）
序
〕は
「
豆
は
…
小

麦
麹
と
調
和
し
て
、
醤
油
を
極
上
品
に
造

り
出
す
べ
し
」
と
、
小
麦
を
原
料
に
使
う
こ

と
が
優
れ
た
製
品
を
生
み
出
す
と
し
て
い

る
。
従
っ
て
十
八
世
紀
中
に
は
醤
油
の
原

料
に
小
麦
を
使
用
す
る
こ
と
が
一
般
化
し

て
い
た
も
の
と
思
え
る
。

火
入
れ
と
二
番
醤
油

一
方
、
醤
油
に
火
入
れ
を
す
る
こ
と
も

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
和
漢
三
才
図
会
』

に
は

「
こ
れ（
諸
味
）を
搾し

ぼ

っ
て
油
を
取
る
。
油
の

色
は
浅
く
味
は
よ
く
な
い
。
一
沸
か
し
煮

立
て
て
か
ら
桶
に
収
め
、
一
夜
す
る
と
色
は

深
黒
で
味
も
よ
く
な
る
。
そ
の
渣か

す

を
再
び

塩
水
に
ま
ぜ
て
攪か

き
ま
ぜ
油
を
搾
る
。
こ

れ
を
二
番
醤
油
と
い
う
。
味
は
大
へ
ん
劣

る（
注
１
）
」〔（

）
内
は
筆
者
。
以
下
同
じ
〕

と
あ
る
。
搾
っ
た
油
を
煮
立
て
る
と
色
も

味
も
よ
く
な
る
と
あ
り
、
十
八
世
紀
の
初

め
に
は
火
入
れ
の
効
果
が
知
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
こ
こ
に
は
二
番
醤
油
に
つ
い
て
も

言
及
さ
れ
て
い
る
。
二
番
醤
油
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
『
多
聞
院
日
記
』
に
「
唐
ミ
ソ

二
番
」
の
名
で
二
番
醤
油
作
り
が
行
わ
れ
て

郎纏

い
る
が（
注
２
）
、『
本
朝
食
鑑
』
に
も
「
二
番
醤

油
」
の
作
り
方
が
詳
し
く
載
っ
て
い
る
。
醤

油
作
り
が
始
ま
る
と
そ
の
搾
り
滓
を
再
利

用
し
た
二
番
醤
油
作
り
も
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

生
醤
油
と
増
量
剤
の
添
加

二
番
醤
油
が
作
ら
れ
る
一
方
で
、
諸
味
に

増
量
剤
を
添
加
し
た
醤
油
も
作
ら
れ
て
い
た
。

西
鶴
の
『
好
色
一
代
女
』〔
貞
享
三
年
（
一

六
八
六
）
刊
〕
に
は
「
当と

う

座ざ

漬づ

け
の
茄
子
な
す
び

に
、

生き

醤
じ
や
う
油ゆ

を
掛
け
て
」
と
「
生
醤
油
」
の
名
が

み
え
る
。
近
松
門
左
衛
門

の
世
話
物
初
作
『
曽
根
崎

心
中
』〔
元
禄
一
六
年（
一
七

〇
三
）
初
演
〕
の
主
人
公
徳

兵
衛
は
醤
油
屋
平
野
屋
の

手
代
で
、
徳
兵
衛
が
丁
稚

に
「
生き

醤
じ
や
う
油ゆ

」
の
樽
を
持
た

せ
て
得
意
先
回
り
を
す
る

場
面
が
出
て
く
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
生
醤

油
は
、
生
一
本
と
同
じ
く
、

純
粋
で
ま
じ
り
け
の
な
い

醤
油
の
こ
と
と
思
え
る
。
こ
の
生
醤
油
に

対
し
て
生き

で
な
い
醤
油
も
作
ら
れ
て
い
た
。

先
の『
萬
金
産
業
袋
』に

「
是
（
搾
り
取
っ
た
醤
油
）
を
此
ま
ゝ
に
て

つ
か
ふ
時
は
、
生き

し
や
う
ゆ
に
て
風
味
よ

く
か
ろ
く
何
程
に
暑
気
の
時
も
、
少
も

出
ず
、
よ
ろ
し
け
れ
共
、
今
当
代
の
ね
だ
ん

に
て
は
中
々
売
当
に
あ
は
ね
ば
、
中
古
よ

り
も
ど
し
と
い
ふ
事
を
仕
出
す
。
酒
屋
の

ふ
ん
ご
み
粕
三
貫
目
に
、
水
壱
斗
塩
三
升

い
れ
、
よ
く
煮
立
て
れ
ば
ど
び
ろ
く
の
こ

と
く
な
る
。
そ
れ
を
よ
く
さ
ま
し
置
、
し
や

う
ゆ
壱
斗
の
中
へ
、
右
の
も
と
し
四
升
か 配濮か

び

醤油の製法と醤油樽
『和漢三才図会』正徳2年（1712年）より

醤油の製造工程
豆を炒るところから出来上がった醤油を汲み取る
ところまでの製造工程が描かれている。
『広益国産考』天保15年（1844年）より
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四
升
五
合
の
割
を
以
て

の
中
へ
い
れ
、

袋
に
い
れ
し
め
木
に
て
し
ぼ
る
」

と
あ
る
。
生
醤
油
は
風
味
も
よ
く
、
日
持
ち

も
す
る
が
、
価
格
の
点
で
な
か
な
か
商
売

に
な
り
に
く
い
の
で
、
諸
味
一
斗
に
対
し

四
升
〜
四
升
五
合
の
割
合
で
「
も
ど
し
」
を

加
え
て
つ
く
る
と
あ
る
。

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
刊
の
『
新
撰

し
ん
せ
ん

庖ほ
う

丁
梯

ち
ょ
う
か
け
は
し

』「
日
用
醤
油
の
法
」
に
も

「
も
ど
き
と
て
し
ぼ
る
五
六
日
前
に
酒
糟

さ
け
か
す

豆
液
あ

め

な
と
を
入
和
し
て
絞し
ぼ

る
時
は
、
甚
甘か
ん

美び

也
と
い
へ
と
夏
月
な

つ

は
勿
論
も
ち
ろ
ん

秋
冬
と
い
へ

と
日
久
し
く
な
り
て
は
白
黴

か

び

出
ま
た
は
蛆む
し

な
ど
を
生
じ
易や
す

く
、
殊
に
だ
し
に
和
調
て
う
が
う

す

れ
は
酸
気

す

け

を
出
し
て
大
い
に
佳
味
か

み

を
失

う
し
な
ふ

す

る
に
到い
た

る
也
。
家て

醸
づ
く
り
の
ご
と
き
は
極き
わ

め
て

酒
粕
の
類
を
用
う
る
こ
と
な
か
れ
」

と
あ
る
。「
も
ど
き
」
を
加
え
る
と
日
持
ち

が
し
な
く
、
カ
ビ
や
ウ
ジ
が
生
じ
や
す
く
、

出
汁
に
加
え
る
と
酸
味
が
生
じ
味
を
損
じ

る
の
で
、
家
庭
で
作
る
も
の
に
は
も
ど
き

を
加
え
て
は
い
け
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
。

逆
に
、
市
販
品
の
醤
油
に
は
こ
の
よ
う
な

増
量
剤
を
加
え
た
も
の
が
売
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
に
は
醤
油
の
値
段
が
高

価
で
あ
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
り
そ
う
だ
。

『
江
戸
物
価
事
典
』（
小
野
武
雄
編
著
）
に

は
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
か
ら
明
和
九
年

（
一
七
七
二
）
ま
で
の
、
江
戸
に
お
け
る
下

り
醤
油
と
下
り
酒
各
一
石
当
り
の
値
段
表

が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
値
段
を
比
較
す
る

と
、
醤
油
は
酒
の
一
・
一
六
倍
か
ら
〇
・
六
二

倍
の
範
囲
に
あ
る
。
醤
油
の
値
段
が
酒
を

上
回
っ
て
い
る
時
も
あ
り
、
そ
う
で
な
い

時
で
も
酒
の
値
の
六
二
％
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
江
戸
中
期
頃
ま
で
は
、
醤
油
は
酒
に

匹
敵
す
る
ほ
ど
の
値
が
し
て
い
た
。

配離

生
産
の
中
心
が
関
東
へ

し
か
し
、
十
九
世
紀
に
入
る
頃
ま
で
に

は
良
質
な
醤
油
が
大
量
に
生
産
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
特
に
江
戸
と
い
う
大
消
費
地

を
抱
え
た
関
東
に
お
い
て
著
し
か
っ
た
。

十
八
世
紀
末
に
は
「
う
ど
ん
や
の
汁し

る

つ
き
を

も
っ
て
醤
油
を
六
文
」〔『
辰た

つ

巳み

婦ふ

言げ
ん

』
寛
政

一
〇
年
（
一
七
九
八
）
序
〕
買
い
に
行
く
、
と

い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
、
醤
油
が
身
近
で

安
価
な
調
味
料
と
し
て
利
用
さ
れ
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。『
経
済
要
録
』〔
文
化
一
〇
年

（
一
八
一
三
）
序
〕
に
は

「
近
来
は
関
東
造
家
も
、
皆
能
く
精
好
な

る
醤
油
を
作
り
、
年
々
江
府
に
出
る
所
、
二

百
四
十
五
萬
樽
に
及
ぶ
こ
と
な
り
と
雖
ど

も
、
絶
て
餘
れ
る
説
の
な
き
を
見
れ
ば
、
此

亦
頗
る
大
な
る
物
産
な
り
」

と
あ
る
。
十
九
世
紀
の
初
め
頃
に
は
関
東

の
醸
造
家
が
上
質
な
醤
油
を
大
量
に
生
産

し
、
江
戸
の
需
要
を
賄
う
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
幕
末
期
の
『
守
貞
謾
稿

も
り
さ
だ
ま
ん
こ
う

』〔
嘉
永
六

年（
一
八
五
三
）頃
〕も

「
江
戸
ハ
、
大
坂
ヨ
リ
モ
買
漕
シ
、
又
、
近

国
ニ
テ
モ
製
シ
出
ス
。
下
総
ノ
野
田
町
、
常

陸
土
浦
等
ヨ
リ
出
ル
物
上
製
也
」

と
、
相
変
わ
ら
ず
上
方
の
製
品
が
江
戸
に

回
漕
さ
れ
て
は
い
る
が
、
野
田
や
土
浦
で

は
上
方
に
劣
ら
な
い
上
等
な
製
品
を
生
産

し
、
大
消
費
地
江
戸
に
出
荷
し
て
い
る
様

子
を
伝
え
て
い
る
。

オ
ラ
ン
ダ
へ
の
輸
出

日
本
の
醤
油
は
海
外
で
も
評
価
さ
れ
輸

出
さ
れ
た
。
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
か
ら

醤
油
が
輸
出
さ
れ
て
い
る
様
子
は
寛
文
八

年
（
一
六
六
八
）
か
ら
み
ら
れ
る
が（
注
３
）
、

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
来
日
し
た
ス
エ

ー
デ
ン
の
植
物
学
者
・
ツ
ン
ベ
ル
グ
は
日
本

で
の
旅
行
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
茶
を
商
売
す
る
の
は
こ
の
国
の
僻
偶
に

あ
る
国
々
の
み
で
あ
る
。
茶
の
輸
出
は
少

な
い
。
そ
れ
は
支
那
茶
に
比
し
て
非
常
に

劣
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
代
り
非
常
に
上
質
の
醤
油
を
作
る
。

こ
れ
は
支
那
の
醤
油
に
比
し
は
る
か
に
上

質
で
あ
る
。
多
量
の
醤
油
樽
が
バ
タ
ヴ
ィ

ア
、
印
度
及
び
欧
羅
巴
に
運
ば
れ
る
。
互
い

に
劣
ら
ず
上
質
の
醤
油
を
作
る
国
々
が
あ

る
。
和
蘭
人
は
醤
油
に
暑
気
の
影
響
を
う

け
し
め
ず
、
又
そ
の
醗
酵
を
防
ぐ
確
か
な

方
法
を
発
見
し
た
。
和
蘭
人
は
こ
れ
を
鉄

の
釜
で
煮
沸
し
て
、
壜
詰
と
し
、
そ
の
栓
に

瀝
青
を
塗
る
。
か
く
の
如
く
に
す
れ
ば
、
醤

油
は
よ
く
そ
の
力
を
保
ち
、
あ
ら
ゆ
る
ソ

ー
ス
に
交
ぜ
る
こ
と
が
出
来
る
（
注
４
）
」

茶
は
中
国
に
劣
る
が
、
醤
油
は
中
国
産

に
比
べ
は
る
か
に
上
質
で
、
こ
の
上
質
な

醤
油
が
大
量
に
日
本
の
諸
国
で
作
ら
れ
て

い
て
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
（
ジ
ャ
カ
ル
タ
）・
イ

ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
運
ば
れ
て
い
る
、
オ

ラ
ン
ダ
人
は
醤
油
の
品
質
を
落
と
さ
ず
に

輸
送
す
る
方
法
を
発
見
し
、
あ
ら
ゆ
る
ソ

ー
ス
に
交
ぜ
て
使
わ
れ
る
、
と
あ
る
。

世
界
の
醤
油
の
さ
き
が
け
を
な
す
土
台

が
す
で
に
江
戸
時
代
に
築
か
れ
て
い
た
。

醤
油
の
別
称

醤
油
が
、
比
較
的
早
い
時
期
に
、
日
本
人

の
基
本
的
な
調
味
料
と
し
て
認
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
醤
油
を

「
お
し
た
じ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
始
ま
っ
た
こ

と
で
分
か
る
。

「
お
し
た
じ
」
と
は
漢
字
で
書
け
ば
「
御
下

地
」
で
、「
下
地
」
と
は
物
事
の
基
礎
と
な
る

も
の
・
土
台
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

室
町
時
代
に
は
煮
出
し
汁
を
表
す
こ
と
ば

と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
。
煮
出
し
汁
は

味
付
け
の
基
礎
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
が
醤
油
を
指
す
こ
と
ば
と
し
て
も
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
。

『
女
重

お
ん
な
ち
ょ
う

宝ほ
う

記き

』〔
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）

刊
〕
に
「
し
や
う
ゆ
は

お
し
た
し
」
と
出
て

く
る
の
を
早
い
例
と
し
て
、「
早は

や

く
帰け
へ

っ
て

お
節せ

ち

の
支し

度た
く

を
せ
に
や
ア
な
ら
ね
へ
。
お

め
へ
ン
所と

こ

は
味
噌
お
む
し

の
雑ざ
う

煮に

か
。
う
ん
に
や
、

や
つ
ぱ
り
醤
油

し
た
じ

の
お
雑ざ
う

煮に

さ
」〔『
浮
世
風

呂
』
三
編

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
刊
〕、

「
醤
油

し
た
じ

が
す
こ
し
あ
ら
ば
、
ど
う
ぞ
か
し
て

お
く
ん
な
ま
せ
い
」〔『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』

文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
刊
〕
と
い
っ
た

よ
う
に
使
わ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
『
皇こ

う

都と

午ご

睡す
い

』〔
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）〕
の
「
食
品
の

異
名
」
に
「
醤
油
を
下シ

タ

地ジ

」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
お
し
た
じ
」
は
醤
油
の
別
称
と
し
て
定
着

し
た
。

煮
物
・
吸
物
と
醤
油

醤
油
は
基
本
的
な
調
味
料
と
し
て
各
種

料
理
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

料
理
へ
の
使
用
例
と
し
て
は
煮
物
が
早

く
、
前
回
紹
介
し
た
よ
う
に
『
鹿
苑
日
録
』

の
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
は
松
茸
の
醤

油
煮
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
吸
物
や
す
ま

し
汁
に
も
使
用
さ
れ
て
い
く
。『
日に

っ

葡ぽ

辞じ

書し
ょ

』

〔
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
刊
〕
に
、
吸
物
は

「
酒
を
飲
ま
せ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
歓

待
す
る
た
め
に
供
す
る
肴
で
あ
っ
て
、
汁

と
一
緒
に
煮
た
も
の
」、
す
ま
し
は
「
水
に

溶
け
て
、
お
り
や
沈
殿
物
が
沈
ん
で
し
ま

っ
た
後
の
澄
ん
だ
味
噌
〔
汁
〕」
と
あ
る
。

吸
物
や
す
ま
し
は
江
戸
初
期
ま
で
は
主

に
味
噌
仕
立
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
醤
油

仕
立
も
現
れ
る
。『
料

り
ょ
う
理り

塩
梅

あ
ん
ば
い

集
し
ゅ
う
』
天
の
巻

〔
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
序
〕
に
は
醤
油
を

使
っ
た
「
澄

す
ま
し
の
吸
物
」
や
「
す
ま
し
汁
」
の
作

り
方
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
は
、
吸
物
は
酒
に
添
え
る

飲
み
物
、
汁
は
飯
に
添
え
る
飲
み
物
、
と

い
っ
た
一
応
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
吸
物
や
汁
の
す
ま
し
仕

立
に
は
醤
油
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
く
な

っ
て
い
く
。
そ
し
て
、『
皇
都
午
睡
』
に

「
す
ま
し
は
お
し
た
じ
」、『
守
貞
謾
稿
』
に

「
今
制
、
汁
ニ
二
品
ア
リ
。
味
噌
汁
ト
ス
マ

シ
汁
也
。
味
噌
汁
ハ
、
味
曾
勿
論
也
。
味
曾

ニ
数
品
ア
リ
。
別
ニ
云
。
ス
マ
シ
ハ
、
醤
油

制
ヲ
云
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
幕
末
頃
に
は

す
ま
し
と
い
え
ば
醤
油
仕
立
と
相
場
が
決

ま
る
。

焼
物
と
醤
油

焼
物
へ
の
使
用
例
は
、
同
じ
く
『
料
理
塩

梅
集
』
に
「
醤
油
か
け
て
焼（
く
）」「
醤
油
つ

け
焼（
く
）」「
醤
油
焼
」
な
ど
の
語
が
み
ら
れ

る
。
ま
た
同
じ
頃
の
『
江
戸
料
理
集
』〔
延
宝

三
年
（
一
六
七
四
）〕
に
は

「
萬

よ
ろ
ず

色
付
い
ろ
つ
け

と
は
、
た
ま
り
に
、
醤
油
、
酒
を

加
え
て
、
喰
塩
に
三
わ
り
程
か
ら
く
し
て
、

下
や
き
を
常
の
ご
と
く
に
し
て
、
出
し
ざ

ま
に
、
色
の
よ
く
付
く
よ
う
に
、
四
へ
ん
、

三
べ
ん
か
け

や
き
出
す
事
な
り
」

と
、
醤
油
に
酒
な
ど
を
加
え
た
付
け
汁
を

何
回
も
掛
け
て
焼
く
「
色
付
」
と
い
う
焼
き

方
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
一
種
に
焼
鳥
の
名

が
み
え
る
。
以
後
「
付
や
き
」
や
「
色
つ
け

や
き
」
に
し
て
食
べ
る
方
法
は
頻
繁
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。

付
焼
き
と
い
え
ば
そ
の
代
表
格
に
蒲
焼

が
あ
る
。
蒲
焼
の
名
は
『
大
草
家
料
理
書
』

に
み
ら
れ
「
宇
治
丸
か
ば
や
き
の
事
。
丸
に

あ
ぶ
り
て
後
に
切
也
。
醤
油
と
酒
と
交
て

付
る
也
。
又
山
椒
味
噌
付
て
出
し
て
も
吉

也
」
と
あ
る
。『
大
草
家
料
理
書
』
は
、
成
立

年
が
不
確
か
で
は
あ
る
が
、
江
戸
初
期
頃

ま
で
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
（
注
５
）
、『
料

理
塩
梅
集
』
に
も
「
う
な
ぎ
も
成
ほ
ど
よ
く

焼

大
骨
取
こ
が
り
と
醤
油
つ
け
焼
」
と
あ

る
の
で
、
江
戸
初
期
に
は
蒲
焼
に
醤
油
が

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
思
え
る
。

因
み
に
蒲
焼
は
、
当
初
は
丸
焼
き
に
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
や
が
て
現
在
の

よ
う
に
割
い
て
焼
く
よ
う
に
な
る
。『
料
理

塩
梅
集
』
に
大
骨
を
取
る
、
と
あ
る
の
で
割

い
て
焼
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
が
は
っ
き
り
記
さ
れ
て
い
る
の
は

少
し
後
の
『
茶
湯
献
立
指
南
』
巻
四
〔
元
禄

九
年（
一
六
九
六
）
刊
〕
に
な
る
。
そ
こ
に
は

「
鰻

ウ
ナ
キ
か
ば
焼

う
な
ぎ
は
大
な
る
に
あ
く
事

は
な
し

背セ

よ
り
た
ち
ひ
ら
き
二
処
串
に
さ

し
あ
ふ
る
べ
し

醤
油
を
か
け
ル
」
と
、
背

開
き
に
し
て
醤
油
を
掛
け
て
焼
く
方
法
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

刺
身
と
醤
油

一
番
遅
れ
る
の
が
刺
身
へ
の
使
用
で
、

料
理
書
で
み
る
限
り
で
は『
黒こ

く

白
び
ゃ
く

精せ
い

味み

集
し
ゅ
う
』

〔
延
享
三
年
（
一
七
三
六
）
序
〕
あ
た
り
か
ら

に
な
る
。
し
か
し
同
書
で
の
刺
身
に
対
す

る
醤
油
の
使
用
例
は
少
な
く
、
煎
酒

い
り
ざ
け

や
酢
・

味
噌
（
生
姜
酢
、
生
姜
酢
味
噌
、
山さ
ん

升
し
ょ
う
み
そ

酢
、
辛
子
酢
み
そ
、
山
葵

わ
さ
び

み
そ
酢
、
け
し
酢

な
ど
）
が
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
傾

向
は
幕
末
ま
で
続
き
、
魚
の
種
類
に
よ
り

煎
酒
、
酢
、
醤
油
な
ど
の
調
味
料
を
使
い
分

け
て
い
る
が
、
次
第
に
醤
油
の
比
率
が
増

え
て
い
く
。

醤
油
を
漬
物
な
ど
に
掛
け
て
使
う
方
法

は
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
西
鶴
の
『
好
色
一

代
女
』
に
漬
物
に
醤
油
を
掛
け
る
場
面
が
出

て
い
る
。

こ
う
み
て
き
て
、
幕
末
ま
で
に
は
醤
油

は
煮
物
・
吸
物
・
焼
物
な
ど
の
各
料
理
に
、

ま
た
付
け
汁
や
掛
け
汁
と
し
て
も
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
す

で
に
オ
ー
ル
パ
ー
パ
ス
な
調
味
料
と
し
て

の
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
注
１
）
平
凡
社
東
洋
文
庫
の『
和
漢
三
才
図
会
』

の
訳
文
を
使
用
。

（
注
２
）
天
文
十
七
年
正
月
三
十
日
条
を
は
じ

め
数
か
所
に
み
ら
れ
る
。

（
注
３
）
オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ
文
書
館
文
書
。『
野

田
の
醤
油
経
営
史
料
集
成
』（
野
田
市

郷
土
博
物
館
発
行
）所
収
。

（
注
４
）
『
ツ
ン
ベ
ル
グ
日
本
紀
行
』（
山
田
珠
樹

訳
注
奥
川
書
房
）

（
注
５
）
『
料
理
文
献
解
題
』（
川
上
行
蔵
編
芝

田
書
店
）で
、
川
上
行
蔵
氏
は
こ
の
書

の
成
立
を
推
定
一
五
七
三
〜
一
六
四
三

年
と
し
て
い
る
。

も
ろ
み

醤油売り
『江戸商売図絵』三谷一馬著（中公文庫）より
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