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環境にやさしい大豆油インキ
を使用しています。

本紙は環境保全のため再生紙を
使用しています。

酒
蔵
を
歩
く

　

中
国
の
史
書
『
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

』
は｢

倭
人
は
酒
を

嗜た
し
な

む｣

と
記し

る

し
、『
古
事
記
』
に
は
八や

俣ま
た

の
大お

ろ

蛇ち

を

退
治
す
る
た
め
に
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

が
八や

盬し
ほ

折り

之の

酒さ
け

を
造

ら
せ
た
件く

だ
り

が
登
場
し
ま
す
。
三
世
紀
に
は
自
家
醸
造

さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
清
酒
は
、
神
に
供
え
ら
れ
た

後
、
皆
で
飲
ま
れ
ま
し
た
。
醸
造
技
術
は
中
世
に
確

立
さ
れ
、
近
世
初
期
に
か
け
て
広
く
普
及
。
酒
造
業

の
発
達
を

み
ま
し
た
。

酒
造
業
の

近
代
化
は
、

明
治
四
年

の
太だ

政じ
ょ
う

官か
ん

布ふ

達た
つ

「
清
酒
濁

酒
醤
油
鑑

札
収
与
並

ニ
収
税
方

法
規
則
」

の
制
定
以

降
。
免
許

制
が
導
入

さ
れ
て
か
ら
で
す
。

　

防
腐
剤
や
冷
蔵
保
存
が
発
達
す
る
以
前
、
年
間
を

通
じ
て
温
暖
で
湿
度
の
高
い
わ
が
国
で
は
、
酒
を
仕

込
む
季
節
を
冬
場
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
南
九
州
や

沖
縄
に
清
酒
業
が
普
及
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
頷う

な
づ

け
ま
す
。
農
閑
期
と
な
る
冬
場
は
、
酒
で
神
を
祝
う

行
事
が
集
中
す
る
季
節
で
あ
る
と
同
時
に
、
出
稼
ぎ

の
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
酒
造
業
は
農

家
な
ど
に
と
っ
て
は
貴
重
な
出
稼
ぎ
先
で
あ
っ
た
の

で
す
。

　
　

古ふ
る

人ひ
と

の　

飲た
ま

へ
し
た
る
吉
備
の
酒

　
　
　
　
　

病や

め
ば
す
べ
な
し　

貫ぬ
き

簀す

賜た
ば

ら
む

　

丹に

生ふ
の

女お
お

王き
み

は
、
大お

お

伴と
も
の

旅た
び

人と

か
ら
吉
備
の
酒
を
贈

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
遠
い
太
宰
府
の
長
官
と
な
っ

て
か
ら
久
し
く
会
っ
て
い
な
い
贈
主
を
思
っ
て
つ
い

つ
い
飲
み
す
ぎ
た
よ
う
で
す
。
万
葉
集
に
は
旅た

び

人と

の

歌
七
十
八
首
が
納
め
ら
れ
、
う
ち
十
三
首
は
酒
を
謳う

た

っ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
平
安
期
に
旅た

び

人と

や
丹
生
女

王
が
嗜
ん
だ
吉
備
の
酒
は
、
岡
山
城
を
築
い
た
宇う

喜き

多た

直な
お

家い
え

に
よ
り
、
天て

ん

正し
ょ
う

期
に
専
業
化
さ
れ
ま
し
た
。

元
禄
期
に
は
、
現
在
の
笠
岡
市
大
島
の
浅
野
弥
次
兵

衛
が
灘な

だ

の
酒
蔵
で
高
い
醸
造
技
術
を
身
に
つ
け
故
郷

に
伝
搬
し
ま
し
た
。
浅
野
は
回
船
業
の
出
身
。
農
業

従
事
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
技
術
は

農
閑
期
の
備
中
に
定
着
。
全
国
的
に
名
を
馳は

せ
た
備

中
杜と

う

氏じ

誕
生
の
礎

い
し
ず
え

を
築
き
ま
し
た
。

　

岡
山
県
を
下
る
三
大
河
川
は
豊
か
な
水
量
を
誇

り
、
高
梁
川
流
域
は
特
に
良
質
な
伏
流
水
に
恵
ま
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
水
が
花か

崗こ
う

岩が
ん

崩
壊
土
壌
の
砂
地
を

潤
し
て
育
む
米
は
美
味
。
水
・
米
・
備
中
杜
氏
。
こ

の
三
つ
の

条
件
を
兼

ね
備
え
た

備
中
は
、

伏
見
や

灘
、
西
条

と
並
ぶ
銘

酒
の
里
と

な
り
ま
し

た
。

　

備
中
神

楽
に
は
、

須
佐
之
男

命
の
大
蛇

退
治
や
、

酒
づ
く
り

の
守
護
神
、
松ま

つ

尾の
お

明み
ょ
う

神じ
ん

が
登
場
し
ま
す
。
江
戸
後

期
ま
で
神
事
色
の
濃
か
っ
た
神
楽
に
、『
記
紀
』
な

ど
に
基
づ
い
た
演
劇
風
の
神
話
劇
を
取
り
入
れ
た
の

は
、
成
羽
町
出
身
の
国
学
者
、
西に

し

林は
や
し

国こ
っ

橋き
ょ
う

で
す
。

西
林
の
故
郷
で
酒
づ
く
り
を
続
け
る
「
白
菊
酒
造
」

と
有
漢
町
の
「
芳ほ

う

烈れ
つ

酒
造
」
の
蔵
は
、
綿
々
と
続
く

酒
と
人
の
歴
史
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
備
中
町
の

赤
木
酒
造
、
川
上
町
の
浅
野
酒
造
と
渡
辺
酒
造
、
成

羽
町
の
柳
井
酒
造
、
川
面
町
の
大
島
酒
造
、
南
町
の

鯉こ
い

正ま
さ

酒
造
の
蔵
や
建
物
も
、
高
梁
の
酒
造
業
を
彩
っ

て
き
た
近
代
化
遺
産
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
文
・
吉
備
国
際
大
学
社
会
学
部
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
准
教
授
・
小
西
伸
彦
さ
ん
）

白菊酒造の創業は明治19年。本物の日本酒にこだわる蔵で
は、備中杜氏の後継者づくりに最新の機械技術を導入。酒の
心を守ります。

かつて有漢町には 3 軒の蔵があったといいますが、今では芳烈
酒造 1 軒のみ。「ちょっと色気のある大人の女性のような味」を
追い求め続けています。


