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野
田
の
樽
作
り
は
、
醤
油
醸
造
業
の
発
展
と
と
も
に
発
達
し
て
き
ま

し
た
。
醤
油
を
遠
方
へ
運
搬
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
木
製

の
樽
は
、
現
在
で
は
安
価
な
瓶
や
合
成
樹
脂
製
に
置
き
換
わ
り
ま
し

た
が
、
そ
の
役
割
を
終
え
た
後
も
、
樽
の
新
た
な
可
能
性
を
模
索
し
た
、

故
・
玉
ノ
井
芳
雄
さ
ん（
１
９
２
６
年
〜
２
０
１
２
年
）を
紹
介
し
ま
す
。

樽
作
り
の
技
術
を
次
世
代
に

幅
を
広
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
54
年

の「
野
田
の
職
人
展
」を
き
っ
か
け
に
玉
ノ
井

さ
ん
の
樽
は
各
地
で
注
目
を
集
め
、
デ
パ
ー

ト
で
の
工
芸
品
展
の
実
演
な
ど
を
通
じ
て
、

全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

樽
を

役
の
座
へ
転
換

昭
和
60
年
は
、
玉
ノ
井
さ
ん
に
と
っ
て

大
き
な
転
機
と
な
り
ま
し
た
。

ま
ず
第
一
に
、
N
H
K
の
朝
の
連
続
テ

レ
ビ
小
説「
澪
つ
く
し
」の
放
送
で
、
番
組

に
登
場
し
た
醤
油
樽
は
す
べ
て
玉
ノ
井
さ

ん
が
製
作
し
、「
野
田
の
醤
油
樽
職
人
」と

し
て
全
国
に
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
に
な
り

ま
し
た
。

第
二
に
、
樽
技
術
を
応
用
し
た
太
鼓
の
製

作
の
依
頼
で
、
試
行
錯
誤
の
結
果
、
樽
太
鼓

を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
樽
太
鼓
は
、
平
成
10

年
の
長
野
五
輪
の
閉
会
式
で
も
演
奏
に
用
い

ら
れ
、
会
場
を
勇
壮
に
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

樽
は
実
用
品
か
ら
伝
統
工
芸
品
へ
と
価

値
を
転
換
し
、
玉
ノ
井
さ
ん
の
樽
は
千
葉

県
伝
統
的
工
芸
品
の
指
定
を
受
け
る
な
ど
、

世
間
か
ら
注
目
を
受
け
る
中
、
接
着
剤
を

使
わ
ず
木
の
板
と
竹
な
ど
で
漏
れ
な
い
入

れ
物
を
作
る
と
い
う
、
世
界
的
に
も
希
少

な
技
術
を
後
世
に
伝
え
る
べ
く
、
50
歳
の

ま
ち
に
は
、
最
盛
期
で
、
千
200
人

も
の
樽
職
人
が
い
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
升
瓶
詰
の

登
場
な
ど
、
醤
油
運
搬
の
輸
送
手

段
の
変
化
の
た
め
、
昭
和
40
年
頃

を
境
に
し
て
、
醤
油
樽
は
使
わ
れ

な
く
な
り
、
樽
職
人
は
転
業
を
余

儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

玉
ノ
井
芳
雄
さ
ん
は
、
明
治
43

（
１
９
１
０
）年
創
業
の
樽
屋「
樽
伊

太
」の
三
代
目
に
生
ま
れ
、
14
歳
か

ら
樽
作
り
を
始
め
ま
し
た
。
昭
和

40
年
以
降
、
同
業
の
樽
職
人
が
転

業
す
る
中
で
も
、
樽
作
り
を
守
り

続
け
、
技
術
を
活
か
し
て
梅
干
樽

や
漬
物
用
化
粧
樽
な
ど
も
納
め
る

ほ
か
、
土
産
物
用
に
ミ
ニ
チ
ュ
ア
樽

の
製
造
を
手
掛
け
る
な
ど
活
動
の

と
と
も
に

展
し
て
き
た
樽
作
り

酒
や
醤
油
の
醸
造
業
の
発
達
と
、
そ

の
保
存
と
運
搬
の
容
器
で
あ
る
樽
の
製

作
技
術
の
発
展
は
密
接
に
関
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
醤
油
醸
造
で
栄
え
た
野
田
の

私のふるさと再発見


