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▲「道の駅たけはら」近

くの本川沿い（昭和25年）

竹原市竹原地区
重要伝統的建造物群
保存地区選定
30周年

　

町
並
み
の
歴
史
・
文
化
を
後

世
に
伝
え
る
た
め
、
毎
月
１
回
、

町
並
み
保
存
セ
ン
タ
ー
で
、「
昔

話
座
談
会
」
を
開
催
し
て
い
ま

す
。

　

高
齢
化
が
進
み
、
昔
の
町
並

み
の
様
子
を
知
っ
て
い
る
人
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
記

憶
を
記
録
と
し
て
残
そ
う
と
、

竹
原
町
並
保
存
会
が
中
心
と
な

り
、
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。

　

塩
田
の
あ
っ
た
頃
や
近
所
の

店
の
場
所
、
祭
り
の
様
子
な
ど
、

古
写
真
を
見
な
が
ら
楽
し
く
記

憶
を
た
ど
り
ま
す
。
座
談
会
に

は
、
誰
で
も
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
座
談
会
で
使
用
す
る

古
写
真
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

家
に
眠
っ
て
い
る
古
写
真
が
あ

れ
ば
、
町
並
み
保
存
セ
ン
タ
ー

へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
写
真
は

　今年は、竹原地区が重要伝統的建造
物群保存地区に選定されて30年です。
守り続けた 30 年間の歴史のページに
は、どんなことが記されているので
しょうか。そして、これから私たちは
どんな１ページを、次世代に引き継い
でいくのでしょうか。

問い合わせ　文化生涯学習室　☎ 22-7757

記
念
事
業

日
時　

12
月
２
日

（日）　

13
時
～
15
時

場
所　

ホ
テ
ル
大
広
苑

内
容　
　

○
講
演

・
文
化
庁
文
化
財
部
参
事
官
（
建

　

造
物
担
当
）
付
伝
統
的
建
造
物

　

群
部
門
文
化
財
調
査
官

　

梅
津　

章
子
さ
ん

　

演
題
「
竹
原
の
町
並
み
の
魅
力

　
　
　
　

に
つ
い
て
」

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

尾
道
空
き
家
再

　

生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
理
事

　

豊
田　

雅
子
さ
ん

　

演
題　

「
尾
道
ス
タ
イ
ル
の
小

　
　
　
　

さ
な
ま
ち
づ
く
り
」

○
音
楽
劇

　

「
竹
原
塩
物
語
」

　

（
竹
原
小
学
校
の
６
年
生
の
児
童
）

た
け
は
ら
の
町
並
み
展

　

一
般
募
集
し
た
町
並
み
の
風
景
が

描
か
れ
た
版
画
な
ど
の
作
品
を
展
示

し
ま
す
。
（
所
蔵
品
展
「
池
田
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
展
」
も
開
催
し
ま
す
。
）

開
催
期
間　

12
月
９
日

（日）
ま
で

　
　
　
　
　

（
休
館
日 

月
曜
日
）

場
所　

た
け
は
ら
美
術
館

開
館
時
間　

９
時
～
17
時

※
入
館
は
16
時
30
分
ま
で
。

入
館
料　

19
歳
以
上
２
０
０
円
、

　
　
　
　

18
歳
以
下
無
料

問
い
合
わ
せ　

　

た
け
は
ら
美
術
館　

　

☎
22-

３
５
５
８

町
並
み
の
歴
史
展

　

町
並
み
保
存
地
区
と
町
並
み
発

展
の
礎
と
な
っ
た
製
塩
業
や
、
塩

の
荷
積
港
と
な
っ
た
本
川
沿
い
の

写
真
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

開
催
期
間　

11
月
29
日

（木）
ま
で

場
所　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

参加者の声
　みんなで昔の話をするのはなつ

かしいし、楽しいですよ。住吉ま

つりで歌った歌や、お菓子をもら

いながら歩いた「ほこら祭り」も、

良い思い出。後世に伝えていく努

力が必要ですね。

大畠 勝作さん

（本町）

記
録
と
し
て
残
し
た
後
、
返
却

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

町
並
み
保
存
セ
ン
タ
ー

　

☎
22-

１
４
７
３

               語ろう   記憶   

                                   残そう   記録

  　　       町並み保存地区

 　  昔話座談会

　　　「本川では櫂伝馬の

競漕をしよったね」「この裏に

　は塩田があったのぅ」と、　

　　みなさん思わず笑顔♪
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全
国
が
酔
い
し
れ
た
銘
酒

塩
田
が
基
盤
と
な
っ
た
酒
づ
く
り

　

竹
原
の
酒
造
業
は
、
製
塩
業
で

財
を
成
し
た
浜は

ま
だ
ん
な

旦
那
が
始
め
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
酒
造
関
係

者
の
間
で
は
、
製
塩
技
術
が
伝
え

ら
れ
る
20
年
程
前
か
ら
酒
造
場
が

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

事
実
、
竹
原
は
、
三
原
、
尾
道

と
と
も
に
広
島
の
名
醸
地
に
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
早
く
か
ら
土

地
に
根
づ
い
て
い
た
酒
造
業
が
、

製
塩
業
と
い
う
経
済
基
盤
に
よ

り
、
勢
い
を
増
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

一
変
す
る
酒
づ
く
り

　
　
　
　
　
―
井
の
中
の
蛙
か
わ
ず

　

江
戸
時
代
の
広
島
藩
の
お
酒

は
、
当
時
の
名
醸
地
で
あ
る
灘な

だ

や

伊い

た

み丹
に
比
べ
る
と
品
質
が
劣
る
た

め
、
広
島
で
は
、
酒
造
家
を
保
護

す
る
た
め
に
、
県
外
の
酒
の
流
入

や
新
た
な
酒
造
業
者
の
参
入
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
明
治
時
代
に
入
る
と

一
変
。
県
外
の
酒
の
流
入
や
新
規

参
入
に
押
さ
れ
、
広
島
の
酒
の
消

費
が
大
き
く
落
ち
込
み
ま
し
た
。

政
策
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
酒
は
、

「
井
の
中
の
蛙
」
だ
っ
た
の
で
す
。

品
質
改
良
に
向
け
軟
水
と
の
葛
藤

　
三み
う
ら
せ
ん
ざ
ぶ
ろ
う

浦
仙
三
郎
〜
軟
な
ん
す
い
じ
ょ
う
ぞ
う
ほ
う

水
醸
造
法

　

灘
の
酒
と
広
島
の
酒
の
違
い
は
、
仕

込
み
に
使
う
「
水
」
で
し
た
。
灘
の
「
中

硬
水
」
に
比
べ
、
広
島
の
「
軟
水
」
は
、

米
の
糖
分
を
ア
ル
コ
ー
ル
に
変
え
る

働
き
を
す
る
酵
母
の
栄
養
分
が
不
足

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
米
の

糖
分
が
残
っ
た
ま
ま
の
酒
と
な
り
、
喉

を
す
っ
と
通
る
爽
や
か
な
灘
の
酒
に

は
ほ
ど
遠
い
品
質
で
し
た
。

　

酒
造
家
は
な
ん
と
か
現
状
を
打

破
し
よ
う
と
、
広
島
県
酒
造
組
合

を
結
成
し
、
品
評
会
や
講
演
会
を

開
い
た
り
、
優
れ
た
杜
氏
を
表
彰

し
た
り
す
る
な
ど
、
広
島
の
酒
の

品
質
と
酒
造
技
術
の
発
展
に
力
を

注
ぎ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
中
、
広
島
の
酒
の
品
質

向
上
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
の

が
、
安
芸
津
出
身
の
三
浦
仙
三
郎
が

確
立
し
た
軟
水
醸
造
法
で
し
た
。
仙

三
郎
は
、
軟
水
の
弱
点
で
あ
る
ア

ル
コ
ー
ル
発
酵
を
行
う
酵
母
に
必

要
な
栄
養
分
の
不
足
を
補
う
た
め
、

数
々
の
実
験
を
重
ね
ま
し
た
。
そ
の

成
果
が
実
り
、
つ
い
に
「
動
き
の
活

発
な
若
い
麹

こ
う
じ
き
ん

菌
を
使
い
、
低
温
で
時

間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
発
酵
さ
せ

る
」
軟
水
醸
造
法
を
発
見
し
、
今
ま

で
に
な
い
柔
ら
か
い
口
あ
た
り
の

酒
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

名
醸
地
と
し
て
知
れ
渡
る

　

仙
三
郎
は
苦
難
の
末
に
編
み
出

し
た
軟
水
醸
造
法
を
公
開
し
ま
し

た
。
竹
原
の
酒
造
家
は
、
仙
三
郎

の
酒
造
場
を
訪
れ
て
は
、
技
術
の

向
上
と
知
識
の
習
得
に
励
み
ま
し

た
。
こ
う
し
て
酒
の
品
質
は
、
み

る
み
る
改
善
し
、
成
果
と
し
て
形

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
、
明
治
40
年
に
行
わ
れ

た
第
１
回
全
国
清
酒
品
評
会
で
し

た
。
全
国
の
杜
氏
た
ち
が
腕
を
競

い
合
う
酒
造
会
最
大
の
行
事
。
全

国
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
酒
の
中
で
、

日
本
一
を
勝
ち
取
っ
た
の
は
竹
原

の
酒
。
こ
れ
を
契
機
に
、
竹
原
の

酒
は
全
国
に
知
れ
渡
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
に
起
こ
っ
た
大
正
の
恐

慌
で
、
全
国
の
酒
造
高
が
急
激
に

減
少
し
て
い
く
中
、
竹
原
の
酒
は

品
格
を
保
ち
、
名
醸
地
の
名
を
揺

る
ぎ
な
い
も
の
に
し
ま
し
た
。

▲懸命に酒づくりに取組む杜
と う じ

氏

　
町
並
み
保
存
地
区
を
形
成
す
る
基
盤
と
な
っ

た
、
塩
づ
く
り
と
酒
づ
く
り
。
30
周
年
を
契
機
に
、

今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
酒
づ
く
り
に
つ
い
て
、

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
か
つ
て
竹
原
の
酒
は
、
名
醸
地
と
言
わ
れ
た
灘

に
は
到
底
及
ば
な
い
品
質
で
し
た
。
し
か
し
、
軟

水
醸
造
法
の
開
発
と
職
人
の
努
力
に
よ
り
、
竹
原

の
酒
は
日
本
一
の
品
質
に
駆
け
上
が
っ
た
の
で
す
。

酒

〔参考図書〕・広島の酒文化－酒蔵とともに－（編集発行：広島県立歴史民俗資料館）

　　　　　・広島の酒造史（編集：広島市郷土資料館　発行：広島市教育委員会）
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竹原の酒づくり
　　三種三様の酒を磨く

け
継
い
で
こ
ら
れ
た
か
、
蔵
の
歴

史
と
と
も
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

竹
鶴　

私
の
蔵
は
、
も
と
も
と
塩

を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
１
７
３
３

年
（
享
保
18
年
）
に
酒
づ
く
り
を

始
め
、
私
の
祖
父
の
代
で
酒
屋
専

業
に
切
り
替
え
ま
し
た
。
自
然
の

恵
み
を
い
た
だ
く
と
い
う
姿
勢
で

酒
づ
く
り
を
続
け
て
い
ま
す
。

藤
井　

う
ち
の
歴
史
は
、
江
戸
時

代
の
末
期
か
ら
で
、
創
業
当
時
は

２
つ
の
蔵
で
酒
を
造
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。

竹
鶴　

大
き
い
な
ぁ
。

藤
井　

え
え
。
当
時
は
か
な
り
大
き

な
規
模
で
や
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
。

中
尾　

三
蔵
の
中
で
は
、
竹
鶴
さ

ん
が
一
番
歴
史
の
あ
る
蔵
で
す
ね
。

竹

鶴　

来

年
で
、
ち

ょ

う

ど

２
８
０
年
で
す
。

中
尾　

う
ち
が
１
番
若
い
蔵

で
、
今
年
で
１
４
１
年
目
に
な
り

ま
す
。
４
代
目
の
「
清き

よ

ま磨
」
が

「
高こ

う
お
ん
と
う
か
し
ゅ
ぼ

温
糖
化
酒
母
」
と
い
う
新
し

い
醸
造
法
を
確
立
し
ま
し
た
。
そ

れ
を
実
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま

で
に
20
年
か
か
っ
て
ま
し
て
。

竹
鶴　

清
磨
さ
ん
の
開
発
は
画
期

的
だ
っ
た
。
私
は
、
清
磨
さ
ん
に
大

変
可
愛
が
っ
て
も
ら
っ
て
ね
。
小

学
生
の
時
、
「
竹
鶴
く
ん
、
見
て
み

い
」
っ
て
、
顕
微
鏡
を
覗
い
て
酵
母

を
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
よ
。

ー
そ
も
そ
も
、
竹
原
で
酒
づ
く
り
が

盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な

背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

竹
鶴　

１
６
５
０
年
（
慶
安
３
年
）

か
ら
、
潮
の
干
満
を
利
用
し
た
塩

づ
く
り
が
始
ま
り
、
船
で
全
国
に

塩
が
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
潮
が

引
い
て
船
が
出
ら
れ
な
い
間
、
酒

を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
ね
。

ま
た
、
製
塩
業
の
発
展
に
よ
り
商

人
が
集
ま
り
、
交
流
を
深
め
る
た

め
に
酒
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

藤
井　

そ
の
よ
う
で
す
ね
。
そ
れ

と
、
夏
は
塩
づ
く
り
、
冬
は
酒
づ

く
り
と
、
年
間
を
通
し
て
安
定
し

て
働
け
ま
す
し
、
塩
で
得
た
財
を

基
盤
に
酒
づ
く
り
を
始
め
た
、
と

私
は
想
像
し
ま
す
。

中
尾　

も
と
も
と
、
塩
づ
く
り
と

酒
づ
く
り
で
は
、
酒
づ
く
り
の
方
が

10
年
く
ら
い
早
か
っ
た
よ
う
で
す

ね
。
物
流
面
な
ど
、
環
境
が
適
し
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
約
20
年
の
間
に

16
件
ま
で
酒
屋
が
増
え
た
み
た
い

で
す
よ
。
今
で
は
３
軒
で
頑
張
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
頃
か
ら
酒
ど
こ
ろ

の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ー
酒
づ
く
り
が
盛
ん
に
な
っ
た
背

景
に
は
、
塩
づ
く
り
が
深
く
関
係

し
て
い
る
の
で
す
ね
。
で
は
、
ど

の
よ
う
な
思
い
で
酒
づ
く
り
を
受

中
尾　

清
磨
は
、
大
変
な
研
究
肌

で
。
彼
の
研
究
成
果
を
形
に
し
た

の
が
５
代
目
、
私
の
父
で
す
ね
。

父
は
営
業
肌
だ
っ
た
も
の
で
、
ユ

ニ
ー
ク
な
商
品
開
発
と
営
業
に

よ
っ
て
、
赤
字
だ
っ
た
蔵
を
何
年

か
の
う
ち
に
黒
字
に
し
た
と
い
う

経
緯
が
あ
り
ま
す
。

ー
で
は
、
竹
原
の
酒
の
特
徴
は
、

ど
う
い
っ
た
点
で
し
ょ
う
か
。

藤
井　

実
は
、
20
年
以
上
前
、
竹

鶴
さ
ん
と
中
尾
さ
ん
の
お
父
さ
ん

と
私
の
３
人
で
、
竹
原
の
お
酒
に

つ
い
て
語
り
合
っ
た
こ
と
が
あ
る

ん
で
す
。
「
竹
原
ら
し
い
個
性
を

み
ん
な
で
出
し
て
い
か
に
ゃ
い
か

ん
」
、「
や
っ
ぱ
り
こ
れ
か
ら
は
純
米

酒
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
話
が
出
ま

し
た
ね
。
現
在
、
お
そ
ら
く
日
本
で

１
番
純
米
酒
の
比
率
の
高
い
地
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
20
年
前
の
約
束
が
、
非
常
に

大
き
い
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

竹
鶴　

た
し
か
に
。
竹
原
の
お
酒

は
、
し
っ
か
り
と
し
た
味
が
あ
る
。

瀬
戸
内
の
魚
を
食
べ
な
が
ら
飲
む

酒
は
、
こ
う
し
た
味
の
あ
る
酒
で

な
い
と
ね
。

藤
井　

そ
う
で
す
ね
。
同
じ
米
、

水
を
使
っ
て
も
、
味
が
違
う
ん
で

す
。
ど
の
蔵
の
酒
か
、
飲
め
ば
だ

い
た
い
想
像
が
で
き
る
く
ら
い
、

は
っ
き
り
違
い
ま
す
よ
ね
。
同
じ

　江戸時代から受け継がれ

る、竹原の伝統産業「酒づく

り」。今も先人の酒づくりを

受け継ぎ、竹原の酒を守り、

磨いている三蔵のみなさんに

お話を伺いました。
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純
米
酒
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が

あ
っ
て
三
種
三
様
。
こ
れ
が
非
常

に
面
白
い
と
、
い
ろ
ん
な
飲
み
手

か
ら
の
評
価
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
竹
原
の
酒
を
飲
み
た
い
と
い

う
人
が
増
え
て
き
て
い
る
の
は
非

常
に
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

竹
鶴　

や
は
り
、
三
蔵
が
自
分
達

の
個
性
を
磨
い
て
、
ど
の
酒
も
そ

れ
ぞ
れ
に
お
い
し
い
と
い
う
評
価

を
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
酒
ど
こ
ろ

と
言
え
る
の
だ
ろ
う
ね
。

中
尾　

徒
歩
で
行
け
る
中
で
、
こ

う
い
う
酒
屋
が
集
ま
っ
て
い
る
と

い
う
と
こ
ろ
は
、
日
本
中
探
し
て

も
、
あ
ま
り
な
い
で
す
よ
ね
。

竹
鶴　

そ
う
で
す
ね
。
情
報
発
信

を
し
て
い
け
ば
、
「
竹
原
は
酒
ど
こ

ろ
」
と
い
う
の
を
理
解
し
て
も
ら
え

る
し
、
竹
原
を
訪
ね
て
み
た
い
と
い

う
人
も
増
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

藤
井　

酒
を
楽
し
み
に
全
国
の
酒

屋
を
回
っ
て
い
る
人
は
結
構
い
ま

す
よ
。
私
た
ち
三
軒
の
蔵
に
関
連

し
て
、
竹
原
に
来
ら
れ
る
と
い
う

人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
し
。

竹
鶴　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、

我
々
は
責
任
重
大
で
す
よ
。
竹
原

に
来
て
も
ら
っ
て
、
酒
と
と
も
に
、

竹
原
の
文
化
も
知
っ
て
も
ら
う
。

こ
れ
は
、
も
の
す
ご
く
大
事
な
こ

と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

中
尾　

そ
う
で
す
ね
。
あ
と
、
蔵
見

学
の
は
し
ご
も
多
い
で
す
よ
ね
。

藤
井　

そ
う
そ
う
、
は
し
ご
。

竹
鶴　

う
ち
へ
、
「
『
ま
ぼ
ろ
し
』

あ
り
ま
す
か
？
」
っ
て
。

藤
井　

う
ち
に
は
「
『
竹
鶴
』
あ

り
ま
す
か
？
」
っ
て
来
ま
す
よ
。

３
人　

（
笑
）

ー
海
外
の
人
も
来
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。

竹
鶴　

結
構
多
い
で
す
よ
。
「
日

本
酒
、
う
ま
い
」
と
、
喜
ん
で
飲

ま
れ
ま
す
。

中
尾　

米
か
ら
香
り
が
出
る
の
が

不
思
議
み
た
い
で
す
ね
。
海
外
の

人
は
、
僕
ら
以
上
に
い
ろ
ん
な
文

化
に
興
味
が
あ
っ
て
、
日
本
の
こ

と
を
好
き
な
人
が
多
い
ん
で
す

よ
。
日
本
酒
は
、
こ
れ
か
ら
、
海

外
で
ま
だ
ま
だ
伸
び
る
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
に
、
ワ
イ
ン
は
犬
猿
の

組
み
合
わ
せ
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
け
れ
ど
、
日
本
酒
と
い
う
の
は

決
定
的
に
合
わ
な
い
も
の
が
な
い

で
す
よ
ね
。

竹
鶴　

極
端
に
言
う
と
、
ご
飯
の

よ
う
な
お
酒
な
ん
で
す
。

藤
井　

ふ
く
ら
み
が
あ
っ
て
ね
。

日
本
酒
は
、
料
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
ん
で
す
よ
ね
。
た
と
え
ば
、

冷
や
、
常
温
、
お
燗
、
ロ
ッ
ク
、

割
り
水
な
ど
。
特
に
竹
原
の
お
酒

は
し
っ
か
り
と
し
た
味
が
あ
る
か

ら
、
幅
広
く
応
用
で
き
る
。
そ
こ

中尾　強志さん（49）

　1871 年（明治４年）創業

の「中尾醸造㈱」第６代目

の蔵元。清酒「誠鏡」、吟

醸酒「幻」などを製造する

他、米焼酎、ワインの醸

造も行っている。屋号は

「廣
ひろしまや

島屋」。

竹鶴　壽夫さん（71）

　1733 年（享保 18 年）創

業の「竹鶴酒造㈱」第 13

代目の蔵元。ニッカウヰス

キーの祖、竹鶴政孝氏の

生家としても有名。屋号は

「小
お ざ さ や

笹屋」。

は
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

ー
今
後
、
「
こ
ん
な
酒
づ
く
り
が

し
た
い
」
と
い
う
思
い
が
あ
れ
ば
、

教
え
て
く
だ
さ
い
。

竹
鶴　

私
は
、
酒
を
通
じ
て
、
作

り
手
の
気
持
ち
を
伝
え
る
と
い
う

こ
と
を
夢
に
し
て
い
ま
す
。
理
念

と
い
う
か
、
哲
学
と
い
う
か
。
そ

れ
が
伝
わ
る
酒
づ
く
り
を
し
た
い

な
と
思
い
ま
す
。

藤
井　

今
、
「
酒
の
ジ
ュ
ー
ス
化
」

が
進
ん
で
い
ま
す
。
良
い
材
料
を

使
い
な
が
ら
も
、
酒
を
早
い
回
転

で
造
っ
て
、
売
る
と
い
う
。
竹
原

の
酒
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
ヴ
ィ

ン
テ
ー
ジ
の
ワ
イ
ン
に
匹
敵
す
る

よ
う
な
品
格
が
あ
る
。
奥
行
き
が

あ
っ
て
、
飲
み
手
を
も
っ
と
楽
し

ま
せ
る
要
素
を
い
っ
ぱ
い
含
ん
だ

酒
を
造
っ
て
い
る
の
で
す
。
我
々

三
軒
が
、
さ
ら
に
切
磋
琢
磨
し
て

い
け
ば
、
も
っ
と
面
白
い
将
来
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

中
尾　

私
は
、
工
場
の
酒
で
は
な

く
、
家
業
の
酒
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
旬
に
ベ
ス
ト
な
飲
み
方
で
酒

を
売
っ
て
い
く
こ
と
が
目
標
で
す
。

野
菜
の
よ
う
に
、
旬
な
も
の
を
旬
な

時
期
に
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

藤
井　

ほ
ら
、
こ
れ
が
面
白
い
ん
で

す
よ
。
実
は
３
人
と
も
、
全
部
違
う

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
三
軒
の
個
性

が
、
や
っ
ぱ
り
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。

藤井　善文さん（58）

　1863 年（文久３年）創業

の「藤井酒造㈱」第５代目

の蔵元。創業銘柄「龍勢」は、

第一回全国清酒品評会（明

治 40 年）で日本一に輝く。

屋号は「善」。一
かねぜん

※屋号…家に付けられる称号のこと。


