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博
物
館
の
収
蔵
資
料
に
は
、
か
つ
て
の
醤
油
醸じ

ょ
う
ぞ
う
ぎ
ょ
う

造
業
が

盛
ん
な
土
浦
の
様
子
を
示
す
資
料
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、
今
回
は
陶
器
で
で
き
た
醤
油
瓶
を
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。

　
こ
の
醤
油
瓶
は
、
平
成
２（
１
９
９
０
）年
に
市
内
に
お
住

ま
い
の
方
か
ら
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
醤
油
用

の
容
器
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
じ
形
・
大
き
さ
の
も

の
が
２
つ
あ
り
ま
す
。
大
き
さ
は
、
い
ず
れ
も
高
さ
が
２４
セ

ン
チ
前
後
で
８
セ
ン
チ
四
方
の
本
体
と
細
い
筒
状
の
口
の

部
分
か
ら
な
り
ま
す
。
口
の
部
分
と
本
体
の
境
目
に
は
装
飾

的
な
模
様
が
み
ら
れ
ま
す
。
側
面
に
は
四
角
い
枠
内
に「
大

日
本
常
陸
国
土
浦
町
色
川
氏
醸
造
之
證
」と
い
う
文
字
の
刻

印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
片
方
の
瓶
に
は
、
底
面
に

四
角
い
枠
内
に

「
大
」の
字
を
記

し
た
刻
印
も
み

ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
陶
器
は

備び
ぜ
ん前
焼
と
推
定

さ
れ
、
素
焼
き

で
茶
色
の
も
の

で
す
。
刻
印
な

ど
の
特
徴
か
ら
、

明
治
時
代
中
頃

以
降
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
、
本
来

は
ラ
ベ
ル
も
貼

126

明
治
時
代
の
茶
色
い
醤し

ょ
う
ゆ
び
ん

油
瓶

ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
刻
印
の「
色
川
氏
」に
つ
い
て
は
、
土
浦
の
醤
油
醸
造
業
者

仲
間
の
取
り
決
め
や
営
業
状
況
な
ど
を
記
録
し
た「
醤
油
屋

仲
間
証
文
帳
」の
明
治
時
代
の
記
述
を
み
る
と
、
色
川
三さ

ぶ
ろ郎

兵べ

え衛
、色
川
治じ

へ

い
兵
衛
、色
川
惣そ

う
ざ
ぶ
ろ
う

三
郎
の
名
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
３
人
は
、
い
ず
れ
も
明
治
時
代
末
頃
に
は
醤
油
醸

造
を
や
め
て
し
ま
っ
て
お
り
、
醤
油
瓶
の
製
作
年
代
が
限
定

で
き
ま
す
。

　
こ
の
３
人
の
中
で
も
、
色
川
三
郎
兵
衛
に
つ
い
て
は
比
較

的
生
産
規
模
も
大
き
く
、
明
治
16（
１
８
８
３
）年
に
は
オ

ラ
ン
ダ
で
開
か
れ
た
万
国
博
覧
会
に「
さ
し
み
醤
油
」を
出

品
し
て
金
賞
を
授
与
さ
れ
、
土
浦
の
醤
油
の
名
を
広
め
ま
し

た
。
ま
た
、
醤
油
醸
造
業
を
営
む
一
方
、
明
治
２3（
１
８
９

０
）年
以
降
は
国
会
議
員
と
し
て
土
浦
の
町
を
水
害
か
ら
守

る
た
め
、
鉄
道
計
画
路
線
の
変
更
や
旧
川
口
川
河
口
へ
の
水

門
設
置
に
尽
力
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
年
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市
の
今い

ま
こ
う
じ
に
し
い
せ
き

小
路
西
遺
跡

の
発
掘
調
査
で
は
、
先
の
醤
油
瓶
と
全
く
同
じ
も
の
が
出
土

し
ま
し
た
。
こ
の
遺
跡
は
、
以
前
か
ら
古
代
の
役
所
跡
や
鎌

倉
時
代
の
武
家
屋
敷
跡
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
ま

す
。
平
成
２3
年
の
調
査
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
建
物
跡
群
と
重

複
し
て
、
明
治
時
代
中
頃
か
ら
大
正
時
代
ま
で
の
生
活
用
具

や
建
材
と
思
わ
れ
る
木き

く
ず屑

が
大
量
に
廃
棄
さ
れ
た
大
き
な

穴
が
み
つ
か
り
、
醤
油
瓶
も
こ
の
中
か
ら
み
つ
か
り
ま
し

た
。
こ
の
穴
は
、
大
正
1２（
１
９
２
３
）年
９
月
に
起
き
た

関
東
大
震
災
に
よ
る
被
災
物
の
捨
て
場
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
今
小
路
西
遺
跡
出
土
の
醤
油
瓶
に
も
、「
大
日
本
常
陸
国

19　広報つちうら　2015.9.1

土
浦
町
色
川
氏
醸

造
之
證
」の
刻
印

が
押
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

鎌
倉
の
地
は
、

明
治
２０（
１
８
８

７
）年
を
前
後
し

て
海
水
浴
場
が
開

か
れ
、
鉄
道
も
敷

か
れ
る
こ
と
で
、

皇
族
・
華
族
・
政

財
界
な
ど
の
裕
福

な
人
々
の
別
荘
地

と
し
て
の
人
気
が

高
ま
り
ま
し
た
。
今
小
路
西
遺
跡
周
辺
も
古
地
図
な
ど
で
別

荘
地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
醤
油
瓶
を
製
作
し
た
色
川
氏
に
つ
い
て

は
特
定
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
当
時
の
土
浦
の
醤
油
醸
造

業
界
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
色
川
三
郎
兵
衛
の
醸
造
所
で

製
作
し
た
可
能
性
が
高
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
今

小
路
西
遺
跡
で
の
調
査
成
果
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の
色
川

氏
が
醸
造
し
た
醤
油
が
裕
福
な
人
々
の
中
で
も
用
い
ら
れ
、

そ
の
容
器
が
大
正
時
代
の
終
り
ま
で
伝
え
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
明
治
時
代
の
茶
色
い
醤
油
瓶
は
、
９
月
3０
日
ま
で
博
物
館

で
展
示
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
覧
下
さ
い
。

問
市
立
博
物
館（
☎
８
２
４
・
２
９
２
８
）

茶色い醤油瓶

醤油瓶の刻印


